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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
九
巻

五
月
号

目
に
見
え
ぬ
も
の

顔
に
あ
る

こ
の
目
で
は
な
く

心
眼
や

法
眼
と
い
う

目
に
見
え
ぬ

こ
こ
ろ
の
ま
な
こ

磨
く
な
ら

見
え
な
い
も
の
が

見
え
て
く
る

ぼ
ん
く
ら
ば
か
り

世
の
中
の
人

法
の
光
で

照
ら
し
て
み
れ
ば

ど
い
つ
も
こ
い
つ
も

ぼ
ん
く
ら
ば
か
り

（
ソ
ク
ラ
テ
ス
）
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
五
三
）

―

―

『
聖
書
』
解
説
（
二
九
）

マ
タ
イ
福
音
書
の
第
七
章
を
続
け
ま
す
。

一
五

に
せ
預
言
者
た
ち
に
気
を
つ
け
な
さ
い
。
彼
ら
は
羊

な
り
を
し
て
や
っ
て
来
る
が
、
う
ち
は
貪
欲
な
狼
で
す
。

一
六

あ
な
た
が
た
は
、
実
（
み
）
に
よ
っ
て
彼
ら
を
見
分

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ぶ
ど
う
は
、
い
ば
ら
か
ら
は
取
れ
な

い
し
、
い
ち
じ
く
は
、
あ
ざ
み
か
ら
取
れ
る
わ
け
が
な
い
で

し
ょ
う
。

一
七

同
様
に
、
良
い
木
は
み
な
良
い
実
を
結
ぶ
が
、
悪
い

木
は
悪
い
実
を
結
び
ま
す
。

一
八

良
い
木
が
悪
い
実
を
な
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

、

。

ま
た

悪
い
木
が
良
い
実
を
な
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん

一
九

良
い
実
を
結
ば
な
い
木
は
、
み
な
切
り
倒
さ
れ
て
、

火
に
投
げ
込
ま
れ
ま
す
。

二
○

こ
う
い
う
わ
け
で
、
あ
な
た
が
た
は
、
実
に
よ
っ
て

彼
ら
を
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
部
分
は
、
に
せ
預
言
者
と
そ
の
見
分
け
方
が
主
題
に

な
っ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
宗
教
で
は
、
①
教
祖
（
信
仰
の
対
象

、
と
②
そ

）

の
教
え
、
と
③
そ
れ
を
布
教
す
る
者
、
と
が
大
切
に
な
り
ま
す
。

仏
教
で
は
、
そ
れ
ら
を
仏
法
僧
の
三
宝
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
こ

で
い
う
、
預
言
者
は
、
仏
教
で
言
え
ば
「
僧
」
で
、
キ
リ
ス
ト
教

で
は
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
教
え
を
説
く
者
・
布
教
す
る
者
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
、
教
会
の
教
師
、

あ
る
い
は
牧
師
と
言
え
ま
す
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
る
節
は
、
そ
の
預
言
者
の
中
に
、
に
せ

の
預
言
者
が
い
る
の
で
、
気
を
付
け
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

彼
ら
は
、
外
面
は
お
と
な
し
く
、
慎
ま
し
や
か
な
、
羊
の
よ
う
な

振
り
を
し
て
い
て
も
、
心
の
う
ち
は
、
凶
暴
で
、
貪
欲
な
、
狼
だ

か
ら
な
の
で
す
。

、

。

、

日
本
で
も

こ
う
し
た
例
は
幾
ら
で
も
あ
り
ま
す

皆
さ
ん
も

誰
で
も
が
思
い
当
た
る
事
件
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出
さ
れ
る
と

思
い
ま
す
。

私
も
、
そ
う
し
た
、
宗
教
に
関
し
て
マ
ス
コ
ミ
な
ど
で
話
題
に

の
ぼ
っ
た
人
た
ち
の
書
い
た
本
を
、
古
本
屋
さ
ん
で
、
百
円
（
以

下
）
の
も
の
に
限
っ
て
買
っ
て
き
ま
す
。
書
庫
に
は
、
そ
う
し
た

本
が
も
う
一
つ
の
書
架
で
は
足
り
な
い
ほ
ど
に
達
し
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
中
で
、
話
題
に
の
ぼ
っ
た
宗
教
人
の
場
合
に
は
、
特
に
関
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心
を
も
っ
て
読
ん
で
み
ま
す
。
で
も
、
こ
れ
ま
で
、
新
宗
教
と
言

わ
ず
、
旧
来
の
伝
統
宗
教
も
含
め
て
、
ほ
と
ん
ど
が
上
の
例
に
該

当
す
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。

そ
れ
を
見
分
け
る
方
法
で
す
が
、
こ
こ
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に

そ
れ
は

「
実
に
よ
っ
て
彼
ら
を
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」

、

と
い
う
こ
と
で
す
。

で
は
、
実
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

例
え
ば
、
あ
る
宗
教
団
体
は
、
病
院
を
経
営
し
た
り
、
共
同
作

業
所
を
作
っ
て
人
々
の
働
く
場
を
提
供
し
て
い
た
り
し
て
、
人
々

の
福
祉
に
尽
く
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
で
も
、
も
う
一

方
で
は
、
そ
の
同
じ
宗
教
団
体
が
、
ど
ん
な
宗
教
も
禁
じ
て
い
る

「
殺
人
」
や
「
暴
力
行
為
」
を
行
っ
た
り
、
教
団
や
教
祖
の
利
得

や
名
誉
・
権
力
の
「
貪
欲
な
追
求
」
に
奔
走
し
た
り
し
て
い
る
の

で
す
。
あ
る
い
は
、
ど
の
宗
教
も
が
「
悪
を
為
さ
ず
、
善
を
為
す

べ
き
こ
と
、
あ
る
い
は
、
他
者
に
愛
を
捧
げ
る
こ
と
」
を
う
た
っ

て
い
ま
す
が
、
で
も
、
そ
う
し
て
い
る
と
は
と
て
も
思
え
な
い
こ

と
を
為
し
て
い
た
り
し
ま
す
。

で
も
、
も
っ
と
大
切
な
こ
と
は
、
そ
の
教
え
を
説
い
て
い
る
宗

教
団
体
の
長
な
り
、
教
祖
な
り
が
、
果
し
て
「
解
脱
の
境
地
に
達

し
て
い
る
か
」
あ
る
い
は
「
悟
り
を
開
い
て
い
る
か
」
ど
う
か
で

す
。
ま
だ
、
私
は
、
現
在
、
生
き
て
い
て
解
脱
に
達
し
て
い
る
と

思
え
る
人
に
、
不
幸
に
し
て
一
人
も
出
会
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ

は
、
実
際
に
会
う
と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
書
物
や
話
を
通

じ
て
で
も
で
す
。

で
は
、
そ
れ
は
何
に
よ
っ
て
判
断
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
や

は
り
そ
れ
は
、
彼
ら
の
な
ら
せ
る
「
実
」
な
の
で
す
。

「
ぶ
ど
う
は
、
い
ば
ら
か
ら
は
取
れ
な
い
し
、
い
ち
じ
く
は
、

。

、

あ
ざ
み
か
ら
取
れ
る
わ
け
が
な
い
で
し
ょ
う

／
一
七

同
様
に

良
い
木
は
み
な
良
い
実
を
結
ぶ
が
、
悪
い
木
は
悪
い
実
を
結
び
ま

。

、

す

／
一
八
良
い
木
が
悪
い
実
を
な
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し

ま
た
、
悪
い
木
が
良
い
実
を
な
ら
せ
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん

」
。

こ
こ
で
述
べ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
良
い
木
は
良
い
実
を
結
び
、

悪
い
実
を
な
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
解
脱

し
た
人
は
、
善
を
為
し
、
決
し
て
悪
い
こ
と
や
間
違
っ
た
こ
と
は

し
ま
せ
ん
。
そ
こ
が
、
私
た
ち
の
判
断
の
素
材
に
な
る
の
で
す
。

で
も
、
そ
う
し
た
人
が
書
い
た
り
言
っ
た
こ
と
が
、
間
違
い
な
の

か
ど
う
か
、
善
な
の
か
悪
な
の
か
は
、
実
は
、
解
脱
し
た
人
で
な

け
れ
ば
分
か
ら
な
い
こ
と
が
、
あ
る
の
で
す
。
そ
こ
が
、
人
間
に

と
っ
て
悲
し
い
と
こ
ろ
と
言
え
ま
す

『
老
子
』
は
、
第
四
十
一

。

章
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

「

上
士
』
と
呼
べ
る
立
派
な
人
は

『
道
』
を
聞
け
ば
勤
め

『

、

て
実
行
し
ま
す

『
中
士
』
と
呼
べ
る
人
は

『
道
』
を
聞
い
て

。

、

も
半
信
半
疑
で
す

『
下
士
』
と
呼
べ
る
人
は

『
道
』
を
聞
く

。

、

と
馬
鹿
に
し
て
大
笑
い
を
し
ま
す
。
で
も
、
こ
う
し
た
人
に
笑
わ
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れ
な
い
よ
う
で
は

『
道
』
と
は
言
え
な
い
の
で
す

」

、

。

な
お
、
こ
れ
は
、
本
誌
の
平
成
六
年
十
一
月
号
（
第
五
巻
十
一

号
）
で
取
り
上
げ
て
い
ま
す
。
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
で
す
。

こ
の
老
子
の
言
葉
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
道
を
説
く
真
実
の

言
葉
は
、
多
く
の
場
合
は
大
笑
い
の
種
に
な
る
も
の
な
の
で
す
。

老
子
が
活
躍
し
た
紀
元
前
五
世
紀
に
較
べ
ま
す
と
、
現
在
の
人
た

ち
は
、
ず
っ
と
自
己
へ
の
執
着
が
強
ま
っ
て
、
ま
す
ま
す
、
下
士

と
呼
べ
る
よ
う
な
人
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の

こ
と
は
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
な
の
で
す
。

つ
ま
り
、
に
せ
預
言
者
を
、
真
の
預
言
者
か
ら
区
別
す
る
判
断

、

、

。

、

が

い
ま

き
わ
め
て
困
難
に
な
っ
て
来
て
い
る
の
で
す

私
は

老
子
、
釈
尊
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
キ
リ
ス
ト
を
歴
史
的
に
先
駆
を
な

し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
四
聖
と
呼
び
、
真
の
預
言
者
と
し
て
い

る
の
で
す
が
、
し
か
し
、
こ
う
し
た
四
聖
の
よ
う
な
人
を
信
じ
、

敬
う
精
神
は
、
日
本
人
で
は
、
現
在
ま
す
ま
す
失
わ
れ
て
き
て
い

ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
四
聖
で
は
な
く
、
街
に
あ
ふ
れ
る
に

せ
の
宗
教
者
を
、
高
学
歴
の
エ
リ
ー
ト
と
言
え
る
人
た
ち
が
、
易

々
と
信
じ
る
姿
を
見
て
い
ま
す
と
、
よ
く
分
か
り
ま
す
。

も
う
一
つ
、
に
せ
預
言
者
を
見
分
け
る
の
に
、
有
効
な
視
点
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
す
で
に
見
ま
し
た
よ
う
に

「
良
い
木
は

、

悪
い
実
を
な
ら
せ
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
宗
教
者
が
書

い
た
り
、
語
っ
た
り
す
る
こ
と
に
、
万
の
う
ち
に
一
つ
で
も
二
つ

、

、

。

で
も

間
違
い
や
悪
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
で
す

も
し
、
あ
り
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
実
は
、
良
い
木
で
は
な
く
、
悪

い
木
に
悪
い
実
が
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

そ
れ
は
、
例
え
ば
書
い
た
も
の
で
す
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
、
書

く
は
ず
が
な
い
と
思
え
る
こ
と
を
、
と
く
と
く
と
書
い
て
い
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
読
め
ば
考
え
な
く
て
も
す
ぐ
に

分
か
る
こ
と
な
の
で
す
。

さ
て
、
一
九
節
の
「
良
い
実
を
結
ば
な
い
木
は
、
み
な
切
り
倒

さ
れ
て
、
火
に
投
げ
込
ま
れ
ま
す

」
と
い
う
部
分
で
す
が
、
な

。

か
な
か
厳
し
い
も
の
を
含
ん
で
い
ま
す
。

誰
に
よ
っ
て
切
り
倒
さ
れ
、
誰
に
よ
っ
て
火
に
投
げ
込
ま
れ
る

の
か
、
不
明
で
す
が
、
私
は
、
そ
れ
は
「
宇
宙
根
源
の
原
理
」
と

。

、

、

し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す

抽
象
的
で
す
が

結
果
と
し
て
は

歴
史
の
審
判
に
現
れ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

い
ま
、
現
代
人
は
、
前
に
も
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
四
聖
を
信

じ
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
来
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
信
じ
る

対
象
が
、
に
せ
の
預
言
者
ば
か
り
に
な
っ
て
来
て
い
る
と
い
う
こ

と
な
の
で
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
歴
史
の
審
判
は
、
人
類
の
滅

亡
を
も
た
ら
す
の
だ
と
思
い
ま
す
。
段
々
と
地
球
上
に
悪
が
累
積

し
て
い
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
少
な
く
と
も
、
私
の
周
辺

で
は
そ
う
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。

、

。

四
聖
の
教
え
を
信
じ

則
っ
て
生
き
て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
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自
作
詩
短
歌
等
選

民

主

主

義

と

は

今
の
世
の

民
主
主
義
と
は

そ
ん
な
も
の

今
日
の
英
雄

明
日
死
刑
囚

今
の
世
の

民
主
主
義
と
は

そ
ん
な
も
の

手
本
と
な
る
人

消
え
失
せ
て
い
く

今
の
世
の

民
主
主
義
と
は

そ
ん
な
も
の

子
ど
も
も
親
も

同
等
対
等

今
の
世
の

民
主
主
義
と
は

そ
ん
な
も
の

教
師
も
生
徒
も

同
等
対
等

今
の
世
の

民
主
主
義
と
は

そ
ん
な
も
の

凡
も
聖
も

同
等
対
等

今
の
世
の

民
主
主
義
と
は

そ
ん
な
も
の

過
去
の
伝
統

捨
て
ら
れ
て
い
く

今
の
世
の

民
主
主
義
と
は

そ
ん
な
も
の

規
範
の
意
識

薄
ら
い
で
い
く

今
の
世
の

民
主
主
義
と
は

そ
ん
な
も
の

時
間
が
消
え
て

刹
那
と
な
り
ぬ

今
の
世
の

民
主
主
義
と
は

そ
ん
な
も
の

善
と
悪
と
が

無
差
別
と
な
る

（
相
対
と
な
る
）

今
の
世
の

民
主
主
義
と
は

そ
ん
な
も
の

信
と
い
う
字
が

死
語
と
な
り
行
く

今
の
世
の

民
主
主
義
と
は

そ
ん
な
も
の

性
・
食
・
優
へ
の

執
ら
わ
れ
増
え
る

今
の
世
の

民
主
主
義
と
は

そ
ん
な
も
の

損
得
好
嫌
が

第
一
と
な
る
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今
の
世
の

民
主
主
義
と
は

そ
ん
な
も
の

人
の
霊
性

消
え
失
せ
て
い
く

こ

こ

ろ

の

個

人

差

あ
た
ま
で
は

そ
ん
な
に
差
の
な
い

大
学
生

で
も
こ
こ
ろ
に
は

天
地
の
差

自
分
の
こ
と
で

い
っ
ぱ
い
の
子

ひ
と
の
こ
と
に
も

配
慮
で
き
る
子

義

理

も

人

情

も

な

い

義
理
で
つ
な
が
る

欧
米
人

人
情
で
つ
な
が
る

日
本
人

で
も

い
ま
日
本
で
は

義
理
も
人
情
も

な
く
な
っ
て
い
る

自

分

棚

上

げ

自
ら
が

悪
を
犯
し
て

お
き
な
が
ら

す
べ
て
棚
上
げ

他
人
を
裁
く

支

持

の

多

さ

民
主
主
義

人
の
偉
さ
が

他
者
か
ら
の

支
持
の
多
さ
に

依
存
し
て
い
る

虚

仮

と

仏

真

聖
徳
太
子
の
こ
と
ば

世
間
虚
仮

唯
仏
是
真

い
ま
大
切
に

さ
れ
て
い
る
の
は

虚
仮
ば
か
り

仏
も
真
も

か
え
り
み
ら
れ
な
い

子

ど

も

の

仏

性

を

信

じ

る

響
育
は

一
人
ひ
と
り
の

子
ど
も
が
よ
い
子
だ

と
信
じ
る
こ
と
か
ら

始
ま
る

そ
れ
は

子
ど
も
の

仏
性
を
信
じ
る

と
い
う
こ
と

そ
の
と
き

真
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が始
ま
る
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自
作
随
筆
選

神
を
信
じ
る
米
の
若
者

五
月
四
日
（
月
）
の
毎
日
新
聞
に
「
意
外
に
保
守
的

米
の
若

者

『
神
信
じ
る
』
９
４
％
」
と
い
う
見
出
し
の
記
事
が
載
り
ま

し
た
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
タ
イ
ム
ズ
紙
と
Ｃ
Ｂ
Ｓ
テ
レ
ビ
の
合
同
で
行

っ
た
、
全
米
の
１
３
～
１
７
歳
の
若
者
１
０
４
８
人
を
対
象
に
し

た
調
査
で
、
い
ろ
い
ろ
と
明
ら
か
に
な
っ
た
、
目
に
つ
く
結
果
を

紹
介
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、
私
の
興
味
を
引
い
た
の
は
、
彼
ら
回
答
者
の
ほ
ぼ

半
数
が
婚
前
交
渉
や
同
性
愛
を
「
良
く
な
い
」
と
考
え
、
９
４
％

が
神
の
存
在
を
信
じ
て
お
り
、
最
も
尊
敬
す
る
人
と
し
て
は
、
女

子
の
４
４
％
と
男
子
の
１
８
％
が
母
親
、
男
子
の
２
６
％
と
女
子

の
８
％
が
父
親
を
あ
げ
て
い
る
、
と
い
っ
た
点
で
し
た
。

、「

」

、

先
月
号
に

心
の
教
育
中
間
報
告

と
題
す
る
随
筆
を
載
せ

そ
の
中
で
、
日
本
の
高
校
生
が
、
親
や
先
生
に
反
抗
し
た
り
、
学

校
を
ず
る
休
み
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
売
春
な
ど
性
を
売
り
物

す
る
こ
と
な
ど
の
傾
向
が
、
他
の
国
に
較
べ
て
飛
び
抜
け
て
高
い

こ
と
を
紹
介
し
ま
し
た
。

今
回
の
記
事
も
、
同
様
の
傾
向
を
示
す
も
の
で
、
と
て
も
興
味

深
い
も
の
で
す
。

ア
メ
リ
カ
の
若
者
が
、
神
を
信
じ
て
い
る
こ
と
は
、
私
の
ゼ
ミ

を
取
っ
て
い
る
学
部
生
が
、
昨
年
ア
メ
リ
カ
に
半
年
余
り
留
学
し

た
と
き
の
話
で
知
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
の
友
達

か
ら
「
あ
な
た
の
宗
教
は
何
で
す
か
、
何
を
信
じ
て
生
き
て
い
る

の
で
す
か
」
と
い
う
質
問
を
受
け
た
と
き

「
別
に
特
定
の
宗
教

、

を
信
じ
て
は
い
な
い
」
と
答
え
て
び
っ
く
り
さ
れ

「
よ
く
そ
れ

、

で
生
き
て
い
け
る
な
あ
」
と
言
わ
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
経
験

を
聞
い
て
い
た
か
ら
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の
若
者
は
、
新
聞
報
道
の

通
り
、
決
ま
っ
て
神
を
信
じ
て
い
る
よ
う
で
す
。

そ
れ
は
、
親
が
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、

裁
判
の
と
き
、
聖
書
に
手
を
置
い
て
、
神
に
対
し
て
宣
誓
を
し
ま

す
が
、
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
信
仰
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
意
味
が
あ

る
行
為
だ
と
言
え
ま
す
。
日
本
で
も
宣
誓
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ

は
神
で
は
な
く
、
法
で
処
罰
さ
れ
る
か
ら
嘘
を
つ
か
な
い
と
宣
誓

す
る
だ
け
で
、
宣
誓
の
も
つ
意
味
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。

日
本
も

「
神
国
日
本
」
の
復
活
を
お
そ
れ
る
あ
ま
り

「
あ

、

、

つ
も
の
に
こ
り
て
、
な
ま
す
を
ふ
く
」
の
愚
か
さ
を
排
し
、
宗
教

を
死
者
の
供
養
に
の
み
限
定
す
る
こ
と
な
く
、
真
に
生
き
る
支
え

と
な
る
も
の
へ
と
、
再
生
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
六
八
）

―
法
句
経
解
説
―

第
一
八
章

汚
れ

（
二
三
五
）
汝
は
い
ま
や
枯
葉
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
閻

魔
（
え
ん
ま
）
王
の
従
卒
も
ま
た
汝
に
近
づ
い
た
。
汝
は
い

ま
死
出
の
門
路
に
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
汝
に
は
旅
の
資

糧
さ
え
も
存
在
し
な
い
。

（
二
三
六
）
だ
か
ら
、
自
己
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
つ
く
れ
。
す

み
や
か
に
努
め
よ
。
賢
明
で
あ
れ
。
汚
れ
を
払
い
、
罪
過

（
つ
み
と
が
）
が
な
け
れ
ば
、
天
の
尊
い
処
に
至
る
で
あ
ろ

う
。

「
汝
は
い
ま
や
枯
葉
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
は
、
厳
し
い

こ
と
ば
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
何
も
病
人
や
老
人
が
、
今
ま

さ
に
死
に
か
か
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
わ
け
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
間
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
が
、
何
時
で
も
「
枯
葉

の
よ
う
な
も
の
」
な
の
で
す
。
そ
う
い
う
は
か
な
い
存
在
だ
と
い

う
こ
と
な
の
で
す
。
よ
く
学
生
に
、
人
間
が
生
き
る
と
は
ど
う
い

う
こ
と
か
を
話
す
と
き
言
う
こ
と
な
で
す
が
、
人
間
は
今
日
一
日

生
き
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
生
き
る
可
能
性
の
一
日
を
失
っ
た
こ
と
に

な
る
、
つ
ま
り
、
一
日
生
き
れ
ば
、
一
日
死
ん
だ
こ
と
に
な
る
、

の
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
大
多
数
の
学
生
は
、
そ
ん
な
こ
と

を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。
理
屈
で
は
納
得
し
て

も
、
自
分
の
体
験
と
し
て
は
ピ
ン
と
こ
な
い
よ
う
で
す
。

、

、

こ
の
一
日
の
生
死
の
単
位
を

ど
ん
ど
ん
短
く
縮
め
て
行
け
ば

イ
ン
ド
で
の
時
間
の
最
小
単
位
で
あ
る
「
刹
那
」
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
仏
教
で
は
「
刹
那
に
生
き
て
、
刹
那
に
死
ぬ

「
刹

」

（

）

」

、

那
に
生
死

し
ょ
う
じ

を
繰
り
返
し
て
い
る

と
言
い
ま
す
が

そ
れ
は
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か

ら
、
人
は
誰
で
も
が

「
枯
葉
の
よ
う
な
も
の
」
で
、
死
は
何
時

、

や
っ
て
き
て
も
、
不
思
議
で
は
な
い
の
で
す
。
偈
に
あ
り
ま
す
よ

う
に

「
閻
魔
（
え
ん
ま
）
王
の
従
卒
も
ま
た
汝
に
近
づ
い
た
。

、

汝
は
い
ま
死
出
の
門
路
に
立
っ
て
い
る

」
と
い
う
こ
と
に
な
る

。

の
で
す
。
で
も
、
多
く
の
人
は
、
そ
れ
を
他
人
事
の
よ
う
に
思
っ

、

、

。

て

日
常
に
流
さ
れ

そ
こ
に
埋
没
し
て
暮
ら
し
て
い
る
の
で
す

、

、

、

で
も

老
衰
に
は
至
ら
ず

ま
だ
元
気
だ
と
思
っ
て
い
る
の
に

ガ
ン
な
ど
の
病
気
を
し
た
り
し
て
、
医
師
か
ら
死
が
間
近
に
迫
っ

て
来
て
い
る
こ
と
を
宣
告
さ
れ
た
り
し
ま
す
と
、
は
じ
め
て
、
死

の
恐
怖
に
お
の
の
き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
よ
う
と

必
死
に
闘
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
そ
う
す
る
な
か
で
も
、
多
く

の
人
は
、
自
ら
の
い
の
ち
を
諦
め
切
れ
ず
、
人
生
の
は
か
な
さ
を

嘆
き
な
が
ら
、
や
が
て
死
ん
で
行
く
の
で
す
。
な
ん
と
悲
し
い
こ

と
で
し
ょ
う
か
。
も
う
少
し
ま
し
な
生
き
方
（
そ
れ
は
ま
さ
に
、
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死
に
方
で
も
あ
り
ま
す
が
）
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
が
可
能
な
こ
と
を
、
次
の
（
二
三
六
）
の
偈
が
示
し
て
く

れ
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は

「
自
己
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
つ
く
れ
」
と
言
い

、

た
く
な
る
の
で
す
。
で
は
、
自
己
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
は
、
何
の
こ

と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

釈
尊
は
臨
終
に
先
立
っ
て

「
自
灯
明
（
＝
自
帰
依

、
法
灯

、

）

（
＝
法
帰
依

」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す

「
よ
り

）

。

」

、

、

。

ど
こ
ろ

と
は

こ
こ
に
い
う
自
分
と

法
で
あ
る
と
言
え
ま
す

私
の
理
論
で
言
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
自
己
と
他
己
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。
自
己
と
他
己
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と
、
統
合
す

る
こ
と
で
、
よ
り
ど
こ
ろ
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
誰
に
で
も
常
に
死
は
迫
っ
て
い
る
わ
け
で
す

か
ら
「
す
み
や
か
に
努
め
」
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、

努
め
る
も
の
が
何
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て

「
賢
明
で
」
な
け
れ

、

ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

そ
れ
は

「
汚
れ
を
払
い
、
罪
過
を
無
く
す
る
」
と
い
う
こ
と

、

で
す
。
で
は
、
汚
れ
を
払
う
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
。私

た
ち
、
普
通
、
意
識
し
て
行
動
し
て
い
ま
す
。
夢
遊
病
者
で

、

、

な
い
か
ぎ
り

つ
ね
に
何
か
あ
る
目
的
を
も
っ
て
行
動
し
ま
す
が

そ
の
行
動
が
、
も
し
、
失
敗
す
れ
ば
反
省
し
て
同
じ
過
ち
を
犯
さ

な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
し
ま
す
。

し
か
し
、
実
は
、
人
間
は
い
く
ら
反
省
し
、
悔
い
改
め
て
み
て

も
、
悲
し
い
か
な
、
ま
た
、
同
じ
過
ち
を
犯
し
て
し
ま
い
ま
す
。

意
識
で
い
く
ら
、
反
省
し
て
も
、
ダ
メ
な
の
で
す
。
つ
き
つ
め
て

い
け
ば
、
精
神
に
は
神
が
宿
っ
て
い
る
の
に
、
肉
体
に
は
悪
魔
が

宿
っ
て
い
て
、
そ
の
悪
魔
が
悪
を
な
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
す
。

な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
は
、
汚
れ
を
払
っ
て
い
な
い
か
ら
な
の
で

す
。
で
は
、
汚
れ
は
、
ど
こ
に
付
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

私
の
理
論
で
言
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
自
分
へ
の
執
着
と
い
う

垢
な
の
で
す

「
自
己
」
の
「
ず
い
（
無
意
識
領
域

」
に
宿
っ

。

）

て
い
る
「
生
命
蔵
識
（
煩
悩

」
の
働
き
が
強
く
な
り
過
ぎ
て
い

）

る
の
で
す
。
私
は
、
そ
れ
を
「
こ
こ
ろ
の
垢
」
と
よ
く
言
っ
て
い

ま
す
。
垢
が
付
き
ま
す
と
、
意
識
水
準
で
は
、
他
者
（
絶
対
他
者

を
含
む
）
を
求
め
た
り
、
愛
す
る
こ
こ
ろ
が
麻
痺
し
て
し
ま
う
こ

と
に
現
れ
て
き
ま
す
。

で
は
、
無
意
識
水
準
で
は
、
垢
が
付
く
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と

な
の
で
し
ょ
う
か
。
無
意
識
（
深
層
心
理
・
潜
在
意
識
）
の
こ
と

で
す
の
で
、
反
省
し
て
意
識
し
た
り
、
自
覚
し
た
り
す
る
わ
け
に

は
い
き
ま
せ
ん
。
自
分
の
体
験
を
基
に
し
て
、
理
論
を
作
っ
て
理

解
す
る
だ
け
な
の
で
す
。
私
で
す
と
、
ヨ
ー
ガ
と
真
言
密
教
の
宗

教
的
体
験
と
、
自
閉
症
児
と
の
出
会
い
と
そ
の
科
学
的
研
究
を
し
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た
体
験
と
、
か
ら
無
意
識
の
構
造
を
意
識
の
構
造
と
一
体
化
さ
せ

て
創
出
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
本
当

は
、
私
と
同
じ
体
験
（
特
に
宗
教
的
体
験
）
を
追
体
験
で
き
な
け

。

、

れ
ば
理
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

と
い
う
こ
と
は

私
の
理
論
が
真
実
だ
と
、
た
だ
、
信
じ
て
頂
く
だ
け
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す

で
は
、
そ
の
構
造
は
と
言
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
前
述
の
「
自

己
」
の
「
生
命
蔵
識
」
と
対
を
な
し
て
「
他
己
」
の
「
ず
い
（
無

意
識
領
域

」
に
「
如
来
蔵
識
」
が
宿
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

）

に
な
る
の
で
す
。
垢
が
付
く
と
は
、
こ
の
如
来
蔵
識
に
垢
が
つ
い

て
仏
さ
ま
の
輝
き
が
消
え
て
行
く
の
で
す
。
無
明
の
闇
を
さ
ま
よ

う
よ
う
に
な
っ
て
行
く
の
で
す
。

人
間
は
、
生
ま
れ
た
と
き
、
未
分
化
な
が
ら
、
こ
の
無
意
識
の

二
つ
の
働
き
は
統
合
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
成
長
と
と
も
に
、
こ
の

二
つ
は
分
化
し
、
つ
ね
に
再
統
合
が
必
要
に
な
っ
て
行
き
ま
す
。

な
の
に
、
再
統
合
の
努
力
を
し
な
い
で
成
長
・
発
達
し
、
自
分
の

「
で
き
る
」
こ
と
を
増
や
し
て
行
き
ま
す
と
、
だ
ん
だ
ん
と
再
統

合
が
で
き
な
く
な
っ
て
行
き
、
意
識
水
準
で
は
「
人
の
心
を
感
じ

る
こ
こ
ろ
」
が
無
く
な
っ
て
行
く
の
で
す
。
そ
れ
が
、
こ
の
偈
で

言
っ
て
い
ま
す
「
汚
れ
」
な
の
で
す
。

で
は
、
再
統
合
は
ど
う
す
れ
ば
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の

た
め
に
は

「
こ
こ
ろ
を
磨
く
」
こ
と
が
い
る
の
で
す
。
聖
人
の

、

教
え
を
信
じ
、
ひ
た
す
ら
毎
日
、
磨
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
は
、
毎
日
、
ひ
た
す
ら
、
瞑
想
・
ヨ
ー
ガ
・
読
経
、
な
ど
を

す
る
こ
と
で
す
。

そ
の
時
、
罪
過
が
な
く
な
り

「
天
の
尊
い
処
に
至
る
」
の
で

、

。

、

、

。

す

そ
れ
は

あ
の
世
で
は
な
く

こ
の
世
で
そ
う
な
る
の
で
す

釈
尊
が
生
ま
れ
て
す
ぐ
言
わ
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
「
天
上
天
下

唯
我
独
尊
」
の
境
地
に
至
る
の
で
す
。

（
二
三
七
）
汝
の
生
涯
は
終
わ
り
に
近
づ
い
た
。
汝
は
、
閻

魔
王
の
近
く
に
お
も
む
い
た
。
汝
に
は
、
み
ち
す
が
ら
休
ら

う
宿
も
な
く
、
旅
の
資
糧
（
か
て
）
も
存
在
し
な
い
。

（
二
三
八
）
だ
か
ら
、
自
己
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
つ
く
れ
。
す

み
や
か
に
努
め
よ
。
賢
明
で
あ
れ
。
汚
れ
を
払
い
、
罪
過

（
つ
み
と
が
）
が
な
け
れ
ば
、
汝
は
も
は
や
生
と
老
い
と
に

近
づ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
二
つ
の
偈
は
、
前
の
二
つ
と
殆
ど
変
わ
り
ま
せ
ん
。
二
つ

と
も
、
終
わ
り
の
辺
り
が
少
し
だ
け
違
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は

（
二
三
八
）
の
最
後
の
「
汝
は
も
は
や
生
と
老
い

、

と
に
近
づ
か
な
い
で
あ
ろ
う

」
に
つ
い
て
だ
け
、
解
説
し
て
お

。

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

釈
尊
は
、
人
生
は
苦
で
あ
る
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
苦
の
主
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な
も
の
を
生
老
病
死
の
四
苦
と
言
い
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
、
怨
憎

会
苦
（
お
ん
ぞ
う
え
く
＝
憎
い
も
の
と
会
う
苦
し
み

、
愛
別
離

）

苦
（
あ
い
べ
つ
り
く
＝
愛
す
る
も
の
と
別
れ
る
苦
し
み

、
求
不

）

得
苦
（
ぐ
ふ
と
っ
く
＝
欲
し
い
も
の
が
得
ら
れ
な
い
苦
し
み

、
）

五
取
蘊
苦
（
ご
し
ゅ
う
ん
く
＝
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
苦
で
あ
る
と
い

う
こ
と
）
の
四
つ
を
加
え
て
八
苦
と
言
い
ま
す
。

偈
に
あ
り
ま
し
た
「
生
と
老
い
」
は
、
四
苦
に
あ
げ
た
は
じ
め

の
二
つ
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
二
つ
で
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み

を
代
表
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

そ
う
考
え
ま
す
と

「
汚
れ
を
払
い
、
罪
過
（
つ
み
と
が
）
が

、

な
け
れ
ば
、
汝
は
も
は
や
生
と
老
い
と
に
近
づ
か
な
い
で
あ
ろ

う

」
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
が
近
づ
か
な
い
と
い

。
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
死
を
も
克
服
で
き
て
い

る
と
い
う
こ
と
だ
と
言
え
ま
す
。

な
お

「
生
と
老
い
」
と
い
う
と
き
の
「
生
」
の
苦
し
み
で
す

、

が
、
こ
れ
は
「
生
き
て
い
る
」
苦
し
み
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の

で
は
な
く
、
自
分
の
「
生
ま
れ
」
が
、
自
分
の
思
う
と
お
り
の
も

の
で
な
か
っ
た
こ
と
の
苦
し
み
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

私
も
、
少
年
期
か
ら
青
年
期
に
か
け
て
、
な
ぜ
こ
ん
な
家
に
、

こ
ん
な
自
分
で
生
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
全
く
納

得
が
い
か
ず
、
ず
っ
と
悩
み
続
け
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
す
る

真
の
答
え
は
、
ヨ
ー
ガ
の
修
行
を
十
年
足
ら
ず
行
っ
た
後
、
真
言

密
教
の
修
行
を
す
る
ま
で
は
、
得
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
修
行
に

よ
っ
て

「
入
我
我
入
（
即
身
成
仏

」
を
体
験
し
た
と
き
、
は

、

）

じ
め
て
答
え
が
得
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
自
分
が
体
験
し
た

こ
と
は
、
全
て
が
因
縁
で
あ
っ
た
と
実
感
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
す
。
自
分
で
は
、
自
分
の
意
志
で
自
分
の
人
生
を
「
は
か
ら
っ

た
」
と
い
う
思
い
を
も
っ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
も
含
め
て
全
て

が
「
成
る
べ
く
し
て
成
っ
た
」
の
だ
と
実
感
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
す
。
そ
し
て
、
自
分
の
過
去
の
全
て
に
、
感
謝
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。

か
つ
て

『
こ
こ
ろ
の
と
も
』
第
一
巻
十
月
号
に
、
次
の
よ
う

、

な
詩
を
の
せ
ま
し
た
。

因
縁
と
い
う
言
葉
の
重
み
が
／
日
増
し
に
な
る

人
は
因
縁
の
お
か
げ
で
／
生
か
さ
れ
て
生
き
て
い
る

あ
あ
わ
た
し
は
／
い
ま
生
き
て
い
る

た
だ
そ
れ
だ
け
の
／
何
と
有
り
難
い
こ
と
よ

死
を
克
服
す
る
と
は
、
死
に
た
い
と
思
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
い
ま
、
生
き
て
い
る
こ
と
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
有
り
難
い

と
思
う
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
生
き
る
喜
び

が
勝
手
に
湧
き
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
死
が
ま

っ
た
く
気
に
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。

偈
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
汚
れ
を
は
ら
い
、
自
己
の
よ
り
ど
こ

ろ
を
つ
く
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
境
地
に
達
す
る
の
で
す
。
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後
記

一
、
今
年
は
、
よ
く
雨
が
降
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
讃
岐
で
も
、

も
う
田
植
え
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
池
は
ど
こ
も
満
水
で
す
。

二
、
春
が
終
わ
り
、
夏
と
な
っ
て
（
立
夏
は
六
日

、
雨
が
降
る

）

度
に
雑
草
が
よ
く
伸
び
て
き
ま
す
。
池
の
土
手
や
畑
の
げ
し
の
草

刈
り
を
何
度
も
し
て
い
ま
す
。

三
、
畑
の
夏
野
菜
も
、
ほ
と
ん
ど
植
え
お
わ
り
ま
し
た
。
ナ
ス
、

カ
ボ
チ
ャ
、
ト
マ
ト
、
キ
ュ
ウ
リ
、
里
芋
、
さ
つ
ま
芋
（
一
部
の

み

、
時
な
し
大
根
、
う
ず
ら
豆
、
さ
や
い
ん
げ
ん
、
人
参
、
キ

）
ャ
ベ
ツ
、
ニ
ラ
、
ね
ぎ
、
さ
と
う
き
び
、
枝
豆
、
ほ
う
れ
ん
草
、

ふ
だ
ん
そ
う
な
ど
の
菜
っ
葉
類
、
な
ど
な
ど
植
え
て
い
ま
す
。

四
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
は
、
讃
岐
和
三
盆
の
原
料
に
な
り
ま
す
。
一
畝

（
一
ア
ー
ル
）
余
り
植
え
て
い
ま
す
。
自
給
を
離
れ
て
作
っ
て
い

ま
す
。
結
構
、
相
場
は
よ
い
そ
う
で
す
。
将
来
、
施
設
を
し
た
時

の
現
金
収
入
の
一
つ
に
な
れ
ば
と
思
い
、
地
元
の
方
に
教
え
て
頂

い
て
、
経
験
を
積
む
た
め
と
思
っ
て
作
っ
て
い
ま
す
。
な
に
し
ろ

、

、

何
年
も
荒
ら
し
て
あ
っ
た
畑
で
す
の
で

ス
ギ
ナ
が
は
え
て
き
て

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
草
取
り
を
し
て
い
ま
す
。

五
、
こ
と
し
は
、
た
ば
こ
を
作
っ
て
い
る
方
か
ら
、
ご
好
意
で
、

た
ば
こ
の
苗
の
定
植
後
の
保
護
に
使
う
不
織
布
の
お
古
を
頂
き
、

い
ろ
い
ろ
な
作
物
を
ト
ン
ネ
ル
栽
培
し
て
い
ま
す
。
病
害
虫
の
被

害
が
か
な
り
少
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。

六
、
い
ま
、
人
権
を
め
ぐ
る
問
題
を
検
討
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の

中
で
憲
法
だ
け
で
は
な
く
、
民
主
主
義
と
は
何
な
の
か
、
政
治
と

は
な
に
な
の
か
、
な
ど
に
つ
い
て
も
い
ろ
い
ろ
と
、
そ
の
関
係
の

本
を
読
ん
で
い
ま
す
。

七
、
も
っ
と
も
気
に
か
か
る
問
題
は
、
民
主
主
義
や
政
治
を
支
え

る
思
想
の
中
に
、
人
間
は
理
性
が
発
達
す
れ
ば
、
多
く
の
人
が
話

し
合
う
こ
と
で
、
正
し
い
判
断
や
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
も
の
だ
、
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
こ
と
で
す
。
日
本
の

こ
と
わ
ざ
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に

「
三
人
寄
れ
ば
、
文
殊
の
智

、

」

、

。

、

慧

の
通
り
に

社
会
も
動
く
と
考
え
て
い
る
点
で
す

そ
れ
は

人
間
が
、
益
々
、
灯
明
を
失
っ
て
無
明
に
迷
う
道
な
の
で
す
。

月
刊

平
成
十
年
五
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２

第
九
巻

徳
島
県
鳴
門
市
鳴
門
町
高
島

五
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
○
一
号
）

（
ひ
び
き
の
さ
と

沙
門
）
中
塚

善

成

ぜ

ん

じ

ょ

う

本
誌
希
望
の
方
は
、
郵
送
料
と
し
て
郵
便
振
替
で
年
間
千
円
を

次
の
口
座
に
お
振
り
込
み
下
さ
い
。
加
入
者
名

ひ
び
き
の
さ

と

口
座
番
号
０
１
６
１
０
│
８
│
３
８
６
６
０
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