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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
九
巻

十
二
月
号

ひ
た
す
ら
す
る
だ
け

毎
日
ま
い
に
ち
す
る

ヨ
ー
ガ
は

何
も
見
え
な
い

大
海
で
の
一
か
き
に

似
て
い
る

効
果
は
分
か
ら
な
く
て
も

た
だ
し
た
こ
と
だ
け
が

自
分
で
わ
か
る
も
の

煩
悩
の
追
求
こ
そ

業
ふ
か
き

現
代
人
は

煩
悩
の

追
求
こ
そ
が

生
き
甲
斐
と
な
る



- 2 -

人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
五
九
）

―

―

『
正
法
眼
蔵
』
解
説
（
三
）

現
成
公
案
を
続
け
ま
す
。

自
己
を
は
こ
び
て
万
法
を
修
証
す
る
を
迷
い
と
す
、
万
法
す

す
み
て
自
己
を
修
証
す
る
は
さ
と
り
な
り
。

逐
語
訳
に
近
い
玉
城
康
四
郎
氏
の
訳
は
次
の
通
り
で
す
。

自
己
が
主
体
と
な
っ
て
、
環
境
世
界
を
実
証
す
る
の
が
迷

い
で
あ
る
。
逆
に
、
環
境
世
界
が
深
ま
っ
て
、
そ
の
な
か
で

自
己
が
実
証
さ
れ
る
の
が
悟
り
で
あ
る
。

今
回
も
、
こ
の
部
分
に
関
す
る
解
説
を
、
何
冊
も
読
ん
で
み
ま

し
た
。
で
も
、
私
が
こ
れ
は
正
し
い
、
あ
る
い
は
道
元
の
意
を
十

分
汲
ん
だ
読
み
方
だ
と
思
え
る
も
の
は
、
残
念
な
が
ら
一
つ
も
あ

。

、

、

り
ま
せ
ん
で
し
た

あ
る
本
に
よ
り
ま
す
と

曹
洞
宗
の
中
に
は

正
法
眼
蔵
の
解
釈
を
重
視
す
る
立
場
の
人
と
、
実
践
（
座
禅
）
を

重
視
す
る
立
場
の
人
と
が
あ
る
そ
う
で
す
が
、
前
者
の
正
法
眼
蔵

の
解
釈
を
重
視
す
る
立
場
の
人
た
ち
の
書
い
た
も
の
も
、
ダ
メ
な

本
の
中
に
、
勿
論
、
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
曹
洞
宗
の

中
に
は
、
道
元
の
真
意
を
理
解
で
き
る
人
が
、
こ
れ
ま
で
に
、
あ

っ
た
の
か
ど
う
か
疑
問
に
さ
え
思
え
て
し
ま
い
ま
す
。
と
て
も
、

残
念
な
こ
と
で
す
。

、

、

、

さ
て

右
に
あ
げ
ま
し
た

本
文
と
玉
城
氏
の
現
代
語
訳
と
を

何
度
も
、
何
度
も
、
読
み
直
し
て
み
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

お
分
か
り
に
な
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。

失
礼
で
す
が
、
多
分
、
何
の
こ
と
だ
か
、
よ
く
お
分
か
り
に
な

ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
分
か
ら
な
く

て
も
、
暗
記
で
き
る
ほ
ど
、
何
度
も
何
度
も
繰
り
返
し
て
読
む
こ

と
は
、
大
切
な
こ
と
な
の
で
す
。

以
下
、
私
の
理
解
し
た
と
こ
ろ
を
、
書
い
て
行
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

ま
ず
、
難
し
い
こ
と
ば
で
す
が

「
は
こ
ぶ
」
と
「
万
法
」
と

、

「
修
証
（
し
ゅ
し
ょ
う

」
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
か
。

）

万
法
は
す
で
に
、
出
て
き
ま
し
た
。
仏
法
と
い
っ
て
も
よ
い
も

の
で
す
。
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
原
理
、
逆
に
言
い
ま
す
と
、
宇
宙

根
源
の
原
理
と
言
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。

は
こ
ぶ
は
、
自
己
を
は
こ
ぶ
と
い
う
こ
と
で
、
自
己
の
は
か
ら

い
と
い
っ
た
ほ
ど
の
意
味
で
す
が
、
実
は
、
こ
の
「
は
か
ら
う
」

こ
と
の
「
真
の
意
味
」
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
こ
の
部
分
を
理
解

す
る
う
え
で
、
決
定
的
に
重
要
で
す
の
で
、
詳
し
く
は
後
回
し
に

し
ま
す
。
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残
り
は
修
証
で
す
が
、
こ
れ
は
、
文
字
通
り
、
修
行
す
る
こ
と

と
、
そ
の
証
（
あ
か
し
）
を
得
る
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
修
行
し

て
悟
り
を
得
る
こ
と
で
す
。

さ
て
、
本
文
の
「
自
己
を
は
こ
び
て
万
法
を
修
証
（
し
ゅ
し
ょ

う
）
す
る
を
迷
い
と
す
」
で
す
が
、
な
か
な
か
、
意
味
深
長
で
、

味
わ
い
深
い
言
葉
で
す
。
そ
れ
に
続
く
「
万
法
す
す
み
て
自
己
を

修
証
す
る
は
さ
と
り
な
り
」
と
合
わ
せ
て
読
み
ま
す
と
、
と
て
も

よ
く
で
き
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

仏
教
の
古
典
を
読
む
と
き
に
、
常
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
な
の
で
す
が
、
こ
こ
に
は
二
つ
の
観
点
が
集
約
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る

よ
う
に
思
え
ま
す
。

一
つ
は
、
私
の
理
論
で
い
う

「
他
己
」
と
対
峙
（
た
い
じ
）

、

す
べ
き
「
自
己
」
が
対
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
観
点
で
あ
り
、
も

う
一
つ
は
、
自
己
を
「
は
こ
ぶ
」
と
い
う
言
葉
と
、
万
法
「
す
す

み
て
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
そ
こ
に
、
自
分
が
「
は
か
ら
え
る
意

識
的
な
世
界
」
と
、
自
分
で
は
「
は
か
ら
え
な
い
無
意
識
的
な
世

界
」
と
の
対
比
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
観
点
で
す
。

意
識
的
な
世
界
で
は
、
法
は
他
己
の
働
き
の
中
に
あ
り
ま
す
。

私
の
理
論
で
は
「
法
を
目
指
し
て
、
よ
り
社
会
的
で
あ
ろ
う
と
す

る
」
の
が
他
己
で
す
。
現
代
人
は
他
己
の
働
き
を
弱
め
、
規
範
性

を
弱
め
て
い
ま
す
の
で
、
法
を
目
指
さ
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す

し
、
ま
た
社
会
的
で
あ
ろ
う
と
も
し
て
い
ま
せ
ん
。
い
わ
ば
、
意

識
の
世
界
で
自
己
を
は
こ
ぶ
こ
と
ば
か
り
を
考
え
て
い
ま
す
。
そ

、

。

、

う
い
う
意
味
で
は

迷
い
の
極
致
に
い
る
と
言
え
ま
す

し
か
も

悪
い
こ
と
に
は

「
万
法
を
修
証
」
し
よ
う
と
し
て
い
な
い
と
い

、

う
こ
と
で
す
。

た
と
え
、
意
識
的
な
迷
い
の
世
界
と
は
言
え
、
法
を
目
指
す
こ

と
は
大
切
な
こ
と
な
の
で
す
。
悟
り
と
迷
い
と
い
う
対
比
か
ら
言

い
ま
す
と
、
自
分
が
は
か
ら
っ
て
、
万
法
を
修
証
し
よ
う
と
す
る

こ
と
は
、
迷
い
な
の
で
す
が
、
で
も
、
は
か
ら
わ
な
い
で

「
た

、

だ
ひ
た
す
ら
」
修
証
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
大
切
な
こ
と
な
の

で
す
。
自
己
の
は
か
ら
い
を
捨
て
、
ど
こ
ま
で
も
、
聖
人
の
教
え

（
意
識
の
世
界
で
の
法
）
に
則
（
の
っ
と
）
っ
て
修
行
・
精
進
す

る
こ
と
は
、
人
間
と
し
て
何
に
も
ま
し
て
重
要
な
こ
と
で
す
。
そ

、

、

。

れ
は

意
識
を
超
え
て

無
意
識
に
至
る
道
で
も
あ
る
か
ら
で
す

そ
う
し
た
精
進
を
重
ね
て
い
る
と
き
、
次
の
「
万
法
す
す
み
て

自
己
を
修
証
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
し
か

し
、
そ
れ
は
、
意
識
的
な
世
界
で
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

こ
が
、
分
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
が
、
自
分
の
他
己
の
中

の
無
意
識
に
宿
ら
れ
て
い
る
仏
さ
ま
（
無
意
識
の
世
界
で
の
法
・

如
来
蔵
識
）
の
方
か
ら
、
突
然
、
あ
る
い
は
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
、

自
己
の
方
へ
訪
れ
て
こ
ら
れ
る
も
の
な
の
で
す
。
私
の
理
論
で
言

い
ま
す
と
、
生
命
蔵
識
と
如
来
蔵
識
の
無
意
識
で
の
統
合
が
、
自
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分
の
は
か
ら
い
を
越
え
て
、
気
づ
か
ぬ
う
ち
に
起
こ
っ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
を
、
道
元
は
「
万
法
す
す
み
て
自

己
を
修
証
す
る
」
と
表
現
し
て
い
る
の
で
す
。

肯
定
は
肯
定
、
否
定
は
否
定
の
、
い
わ
ゆ
る
世
間
（
世
俗
）
を

す
べ
て
否
定
し
切
っ
た
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
「
自
己
を
は
こ
び
て
万

法
を
修
証
す
る
」
世
界
を
否
定
し
た
と
こ
ろ
に

「
万
法
す
す
み

、

て
自
己
を
修
証
す
る
」
世
界
が
、
意
識
を
超
え
て
実
現
さ
れ
る
の

で
す
。
そ
れ
は
、
悟
り
の
世
界
と
言
え
る
も
の
で
す
。
前
回
も
述

べ
ま
し
た
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
、
す
べ
て
が
肯
定
で
き
る
世
界
に

な
っ
て
い
る
の
で
す
。

で
は
、
す
べ
て
を
肯
定
で
き
る
悟
り
の
世
界
と
は
、
ど
ん
な
世

界
な
の
か
、
皆
さ
ん
の
修
行
・
精
進
の
動
機
付
け
に
な
れ
ば
と
思

い
、
少
し
余
談
に
な
り
ま
す
が
、
述
べ
て
み
ま
す

（
で
も
、
こ

。

れ
は
結
果
で
す
。
執
ら
わ
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん

）
。

ま
ず
、
時
間
・
空
間
に
関
し
て
言
い
ま
す
と
、
そ
こ
で
は
、
時

間
・
空
間
を
超
え
て
永
遠
・
無
限
が
訪
れ
て
き
ま
す
。
そ
れ
は
、

過
去
と
未
来
が
統
合
さ
れ
て
、
こ
の
現
在
が
す
べ
て
に
な
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り

「
い
ま
、
こ
こ
」
と
い
う
、
た
だ
い
ま

、

の
、
こ
こ
の
、
現
存
在
が
、
す
べ
て
の
世
界
と
な
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
ど
こ
を
見
て
回
ら
な
く
て
も
よ
く
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ

と
で
す

「
井
の
中
の
蛙
、
大
海
を
知
ら
ず
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ

。

が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
は
、
時
間
も
空
間
も
超
越
し
て
い
て
「
井

、

」

。

、

の
中
に
い
て

大
海
を
知
る

世
界
と
言
え
る
の
で
す

そ
れ
は

意
識
と
し
て
は
、
す
で
に
何
万
年
も
生
き
て
き
た
実
感
と
な
り
ま

す
し
、
こ
れ
か
ら
先
、
何
年
生
き
る
か
が
、
ま
っ
た
く
気
に
な
ら

な
く
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
間
に
と
っ
て
決
定
的
な
否
定
で
あ

る
「
死
」
を
超
越
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
人
に
「
あ
な
た

は
何
才
で
す
か
」
と
問
わ
れ
れ
ば
、
冗
談
で
は
な
く
て

「
仏
さ

、

ま
と
同
い
年
で
す
」
と
答
え
た
く
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
こ
う
し

た
境
地
は
、
老
子
で
言
い
ま
す
と
、
無
為
而
無
不
為
で
す
。

次
に
、
自
分
の
思
い
通
り
で
な
か
っ
た
自
分
の
「
生
」
も
、
す

べ
て
が
肯
定
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
産
ま
れ
落
と
さ
れ
た
自

分
の
環
境
も
、
自
分
の
素
質
も
、
た
ど
っ
て
き
た
経
歴
も
、
す
べ

て
が
肯
定
で
き
る
世
界
に
変
わ
っ
て
く
る
の
で
す
。
す
べ
て
が
、

感
謝
で
き
る
も
の
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
仏
教
の
言

葉
で
表
し
ま
す
と
、
す
べ
て
が
因
縁
で
あ
っ
た
と
言
え
る
も
の
に

な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
う
し
た
境
地
に
い
た
る
こ
と
が
、
宗
教
家
と
し
て
の
、
あ
る

い
は
人
間
と
し
て
の
、
教
育
基
本
法
や
人
権
宣
言
の
こ
と
ば
で
言

い
ま
す
と

「
人
格
の
完
成
」
な
の
で
す
。
宗
教
家
の
最
終
目
標

、

な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
空
海
や
道
元
が
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
人

間
に
と
っ
て
、
ど
こ
ま
で
も
「
く
ら
く
、
く
ら
い
」
生
と
死
を
、

宗
教
家
の
一
生
の
仕
事
と
し
て
「
あ
き
ら
め
る
」
こ
と
だ
、
と
言

え
る
の
で
す
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

宗

教

を

分

か

ら

せ

る

に

は

宗
教
を
拒
否
す
る

現
代
人
に

宗
教
を
分
か
ら
せ
る
に
は

ど
う
説
明
し
た
ら
よ
い
か

自
分
を
超
え
た
も
の
の
力
を

知
る
こ
と

そ
ん
な
も
の
は
な
い

信
じ
る
の
は
自
分
の
力
だ
け

他
者
に
優
し
く
で
き
る
こ
と

障
害
者
に
も
優
し
く
で
き
る

こ
と

障
害
者
が
自
分
と
同
じ
と

思
え
る
こ
と

自
分
を
制
御
で
き
る
こ
と

そ
ん
な
必
要
は
な
い

自
分
こ
そ
守
る
べ
き
も
の

満
足
し
て
い
て

我
慢
す
る
も
の
は

何
も
な
い

で
も

何
だ
か
不
安

民

主

主

義

は

意

識

の

世

界

民
主
主
義
は

意
識
の
世
界

白
か
黒
か
を

決
め
る
世
界

強
者
が
弱
者

に
勝
つ
世
界

個

性

は

孤

性

個
性
は
孤
性

個
性
を
主
張
す
る
ほ
ど

人
は
孤
立
し

社
会
は
崩
壊
す
る

個
性
的
な
教
師
を

養
成
す
べ
し
と
は

癖
の
あ
る
教
師
を

作
っ
て

社
会
を
崩
壊
さ
せ
た
い

の
か
な
あ

法

へ

の

信

頼

感

裁
判
所
の
判
断
が

常
識
か
ら
乖
離
し

相
対
化
し
て

法
の
権
威
は

失
わ
れ
て
い
る

国
民
の

法
へ
の
信
頼
感
は

ま
す
ま
す
失
わ
れ

あ
ら
ゆ
る
人
が
規
範
性
を

希
薄
化
し
て
い
る

や

め

た

い

百

姓

百
姓
も

十
年
前
は

ま
だ
や
れ
た

い
ま
は
誰
も
が

や
め
た
が
っ
て
い
る
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人

間

関

係

の

希

薄

化

日
本
人
は

昔
は

こ
こ
ろ
と
こ
こ
ろ
で

つ
な
が
っ
て
き
た

で
も

今
は

欧
米
人
が
も
つ
よ
う
な

建
前
も

新
た
に
作
れ
ず

こ
こ
ろ
も
失
っ
て

人
と
人
の
つ
な
が
り
が

ど
ん
ど
ん

希
薄
に
な
っ
て
き
て
い
る

あ

た

ま

だ

け

の

現

代

っ

子

あ
た
ま
だ
け
を

発
達
さ
せ
ら
れ
た

現
代
の
子
ど
も
た
ち

こ
こ
ろ
と

か
ら
だ
と

た
ま
し
い
を

ど
こ
か
に

置
き
忘
れ
て
い
る

若

者

に

と

っ

て

の

宗

教

若
者
に

と
っ
て
宗
教

何
な
の
か

危
う
き
も
の
と

の
み
映
り
し
か

自

分

に

照

ら

し

て

人
は

悲
し
い
か
な

自
分
に
照
ら
し
て
し
か

人
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん

私
の

純
粋
な
愛
他
の
行
為
も

愛
欲
と
見
え
た
り

金
欲
・
財
産
欲
と
見
え
た
り

自
分
の
都
合
の
よ
さ
と

見
え
た
り
し
ま
す

で
も

そ
れ
が

自
分
の
執
着
の

反
映
と
は

決
し
て
思
い
ま
せ
ん

悲
し
い
か
な
で
す

で
も

慈
悲
と
は

そ
う
い
う
も
の
で
す

自

分

の

間

違

い

の

反

映

真
の
自
己
に

到
達
し
て
い
な
い
人

に
と
っ
て

他
人
が
間
違
っ
て
い
る
と

思
え
る
の
は

自
分
も

間
違
っ
て
い
る
か
ら

学
部
の
学
生

と
接
す
る
と

凡
聖
逆
謗
を

度
々
感
じ
る
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自
作
随
筆
選

小
林
よ
し
の
り
『
戦
争
論
』

毎
日
新
聞
に
２
回
に
わ
た
り

「
ゴ
ー
マ
ニ
ズ
ム
宣
言
」
で
有

、

名
な
、
若
者
に
人
気
の
あ
る
マ
ン
ガ
家
・
小
林
よ
し
の
り
氏
の
最

近
作

『
戦
争
論
』
と
い
う
マ
ン
ガ
が
、
二
人
の
評
論
家
に
よ
り

、

。

、

、

話
題
に
さ
れ
て
い
ま
し
た

一
つ
は

十
一
月
六
日
付
け
で
出
た

「
『

』

」

、

加
藤
典
洋
氏
の

戦
争
論

を
読
む

と
題
す
る
記
事
で
あ
り

も
う
一
つ
は
、
十
一
月
二
十
六
日
付
け
で
出
た
、
香
山
リ
カ
氏
の

「

戦
争
論
』
を
め
ぐ
っ
て
」
と
題
す
る
記
事
で
す
。

『私
は
、
そ
の
マ
ン
ガ
を
買
っ
て
い
ま
せ
ん
し
、
読
ん
だ
こ
と
も

な
い
の
で
す
が
、
今
年
の
７
月
に
刊
行
さ
れ
て
既
に
五
十
万
部
売

れ
た
と
言
い
ま
す
。
識
者
の
間
で
、
た
い
そ
う
、
話
題
に
な
っ
て

い
る
よ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、
香
山
氏
の
記
事
の
中
で
、
こ
の
マ

ン
ガ
が
、
三
つ
の
雑
誌
（
世
界
、
論
座
、
正
論
）
の
十
二
月
号
で

特
集
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。

こ
の
マ
ン
ガ
の
内
容
は
、
こ
れ
ら
の
記
事
に
よ
り
ま
す
と
、
大

東
亜
戦
争
を
肯
定
す
る
も
の
だ
そ
う
で
す
。

こ
の
マ
ン
ガ
も
、
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
若
者
に
う
け
て
い
る
よ

う
で
す
が
、
な
ぜ
、
そ
れ
が
若
者
に
う
け
る
の
か
、
そ
の
理
由
の

究
明
と
同
時
に
、
小
林
氏
が
大
東
亜
戦
争
を
肯
定
す
る
こ
と
に
、

、

。

果
し
て
ど
う
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
が

問
題
に
さ
れ
て
い
ま
す

こ
の
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
、
識
者
た
ち
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
論

じ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
ら
は
、
右
の
毎
日
新
聞
の
記
事
や

雑
誌
な
ど
で
確
認
し
て
頂
く
と
し
て
、
結
論
的
に
私
の
考
え
方
を

述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

小
林
氏
は
、
現
在
の
あ
ま
り
に
も
利
己
的
な
若
者
に
危
機
感
を

抱
い
て
お
り
、
そ
れ
を
、
個
を
重
ん
じ
る
戦
後
民
主
主
義
の
弊
害

が
出
た
も
の
と
し
、
今
こ
そ
「
個
を
捨
て
、
公
の
た
め
に
生
き
る

こ
と
」
が
必
要
だ
、
と
説
い
て
い
る
よ
う
で
す
。

私
も
、
こ
の
見
方
そ
の
も
の
に
基
本
的
に
は
誤
り
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
私
は
、
こ
の
日
本
の
若
者
た
ち
に
、
い
ま
典
型
的
に
現

れ
て
い
る
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
、
現
代
が
あ
ま
り
に
も
「
自
己

社
会
」
に
成
り
過
ぎ
た
せ
い
だ
と
考
え
て
い
ま
す
し

「
個
を
捨

、

て
、
公
の
た
め
に
生
き
る
こ
と
」
ま
で
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
公
を

取
り
戻
し
、
個
（
自
己
）
と
公
（
他
己
）
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
こ

と
が
大
切
だ
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。

小
林
氏
は

「
公
の
た
め
に
生
き
る
」
モ
デ
ル
と
し
て
、
大
東

、

、

、

、

亜
戦
争
肯
定
論
を
展
開
し
て
い
る
よ
う
で
す
が

私
は

そ
れ
は

極
め
て
危
険
だ
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
今
や
戦
争
（
暴
力
）

を
肯
定
す
る
雰
囲
気
が
、
若
者
、
い
な
大
人
に
も
存
在
す
る
か
ら

で
す
。
マ
ン
ガ
を
売
る
た
め
に
は
、
面
白
い
構
想
だ
と
思
い
ま
す
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が
。
で
は
な
ぜ
、
自
己
肥
大
社
会
に
な
れ
ば
、
暴
力
や
戦
争
を
肯

定
す
る
傾
向
が
生
ま
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

多
く
の
論
者
が
気
づ
か
な
い
こ
と
な
の
で
す
が
、
そ
も
そ
も
人

間
は
、
他
己
の
働
き
に
よ
っ
て
、
社
会
（
＝
他
者
・
最
終
的
に
は

絶
対
他
者
で
あ
る
神
・
仏
）
に
定
位
し
て
い
な
い
と
、
不
安
に
な

る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
不
安
を
解
消
す
る
も
の
は
、
自
己
の

情
動
（
欲
望
・
情
緒
・
気
分
な
ど
）
の
追
求
な
の
で
す
。

欲
望
に
は
、
大
き
く
分
け
て
、
食
欲
と
性
欲
と
優
越
欲
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
欲
望
を
、
現
代
ほ
ど
追
求
し
て
い
る
時
代
は

な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
の
中
の
優
越
欲
は
、
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
で
す
が
、
こ
れ
は

他
者
に
優
越
し
た
い
と
い
う
欲
望
で
、
他
者
へ
の
攻
撃
性
に
な
っ

た
り
、
他
者
よ
り
優
れ
た
地
位
に
付
い
た
り
、
権
力
を
も
ち
た
い

と
い
っ
た
出
世
欲
な
ど
と
し
て
現
れ
ま
す
。
ま
た
、
他
者
に
勝
ち

た
い
と
い
う
攻
撃
性
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
ル
ー
ル

化
さ
れ
ま
す
。
い
ま
、
ス
ポ
ー
ツ
が
ど
れ
ほ
ど
隆
盛
を
き
わ
め
て

い
る
か
は
、
そ
の
報
道
に
さ
く
新
聞
紙
面
の
多
さ
を
見
れ
ば
明
ら

か
で
す
。
さ
ら
に
、
人
間
は
「
万
物
の
霊
長
」
だ
な
ど
と
、
お
ご

っ
た
意
識
を
も
っ
た
り
し
ま
す
。

暴
力
や
戦
争
の
肯
定
傾
向
も
、
こ
の
優
越
欲
に
よ
る
の
で
す
。

小
林
氏
の
よ
う
に
、
公
に
生
き
る
と
言
い
な
が
ら
、
戦
争
を
肯
定

す
る
こ
と
は
、
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
実
は
、
他
己
を
失
っ
て
、
自

。

、

己
を
ま
す
ま
す
肥
大
化
さ
せ
る
だ
け
に
終
わ
る
の
で
す

つ
ま
り

そ
れ
は
、
真
の
公
を
取
り
戻
す
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

真
の
公
は
、
他
者
、
そ
れ
も
私
た
ち
人
間
の
力
を
超
え
た
力
、

つ
ま
り
絶
対
他
者
を
信
じ
、
そ
れ
に
則
（
の
っ
と
）
っ
て
生
き
る

こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
の
で
す
（
最
終
的
に
は
、
無
意
識
に

宿
る
「
生
命
蔵
識
」
と
「
如
来
蔵
識
」
の
統
合
に
よ
る

。
）

自
己
を
肥
大
化
さ
せ
ま
す
と
、
自
分
が
空
虚
に
な
り
、
社
会
定

位
で
き
な
く
な
り
ま
す
が
、
そ
う
な
り
ま
す
と
、
人
間
は
不
安
に

陥
り
ま
す
。
そ
の
不
安
を
解
消
す
る
一
つ
の
方
途
が
、
戦
争
に
代

表
さ
れ
ま
す
よ
う
に
、
他
者
に
勝
つ
こ
と
、
他
者
を
支
配
し
、
服

。

、「

」

、

従
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
す

し
か
も

正
義

の
名
に
よ
っ
て

そ
う
す
る
こ
と
な
の
で
す
。

い
ま
、
日
本
人
は
、
自
己
を
肥
大
化
し
、
最
大
限
の
自
由
を
謳

歌
し
て
い
ま
す
。
で
も
、
本
当
の
自
由
は
、
自
由
を
否
定
し
た
と

こ
ろ
に
し
か
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
不
自
由
の
自
由

な
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
自
己
の
否
定
の
契
機
を
持
た
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
欠
い
た
自
由
は
、
他
者
に
優
越
・
勝

利
す
る
無
制
限
な
自
由
を
生
み
出
し
て
い
き
ま
す

（
余
談
で
す

。

が
、
現
在
の
ア
ジ
ア
の
経
済
不
況
も
、
こ
の
無
制
限
な
経
済
的
自

由
に
よ
っ
て
い
る
と
、
私
に
は
思
え
ま
す

。
）

こ
う
し
た
理
由
で
、
公
に
生
き
る
モ
デ
ル
と
し
て
の
「
戦
争
肯

定
論
」
は
き
わ
め
て
危
険
だ
と
言
え
る
の
で
す
。
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子
ど
も
に
禁
止
す
る
理
由

毎
日
新
聞
で
は
、
毎
週
日
曜
日
に
、
各
界
の
著
名
人
に
よ
る
評

論
が
「
時
代
の
風
」
と
題
し
て
、
載
っ
て
い
ま
す
。

十
一
月
二
十
九
日
（
日
）
は
、
人
気
作
家
の
高
村
薫
氏
が
「
危

機
を
迎
え
た
子
供
た
ち

類
を
見
な
い
自
由
の
肥
大
化
」
と
題
し

て

「
大
人
な
ら
し
て
よ
い
こ
と
が
、
な
ぜ
子
ど
も
で
は
禁
止
さ

、
れ
る
の
か
」
に
つ
い
て
、
長
い
こ
と
考
え
た
末
、
そ
の
解
答
を
や

っ
と
得
た
こ
と
に
つ
い
て
書
い
て
い
ま
し
た
。
禁
止
さ
れ
る
こ
と

と
は
、
例
え
ば
、
大
人
向
け
の
雑
誌
や
ビ
デ
オ
を
見
た
り
、
援
助

交
際
を
し
た
り
、
た
ば
こ
や
酒
を
飲
ん
だ
り
、
す
る
こ
と
な
ど
で

す
。そ

の
得
た
結
論
と
は

「
子
ど
も
は
い
ま
だ
未
完
成
の
人
格
だ

、

か
ら

・
・
子
ど
も
に
も
人
権
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
大

。

人
と
同
等
の
人
格
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
発
達
途
上
の
未

完
成
の
人
格
だ
か
ら
こ
そ
、
大
人
が
心
を
配
り
、
そ
の
行
動
に
然

。
」

。

る
べ
き
制
限
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
の
だ

と
い
う
も
の
で
す

私
は
、
こ
の
結
論
を
読
ん
で
、
こ
れ
で
果
し
て
子
ど
も
が
納
得

す
る
の
か
、
疑
問
に
思
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
学
校
で
、
中
高
生

に
「
な
ぜ
、
喫
煙
や
飲
酒
し
て
は
な
ら
な
い
の
か
」
を
説
明
す
る

の
に
、
教
師
が
よ
く
使
う
手
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
う
し
た

説
得
が
通
用
す
る
の
は
、
子
ど
も
の
体
力
や
判
断
力
が
未
熟
で
、

責
任
能
力
に
限
界
が
あ
る
よ
う
な
場
合
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
子
ど
も
に
は
、
刑
事
責
任
を
課
さ
な

い
と
か
、
選
挙
権
を
与
え
な
い
と
か
、
運
転
免
許
証
を
与
え
な
い

と
か
で
す
。
で
も
、
い
ま
問
題
と
な
っ
て
い
ま
す
の
は
、
主
と
し

て
享
楽
的
だ
と
言
え
る
も
の
で
す
。

右
の
説
明
だ
と
、
二
十
歳
を
過
ぎ
た
ら
、
人
格
が
完
成
し
て
、

そ
れ
が
突
然
、
善
い
こ
と
に
変
わ
る
、
と
な
ぜ
言
え
る
の
か
が
説

明
で
き
ま
せ
ん

（
果
し
て
、
高
村
氏
自
身
、
人
格
が
完
成
し
て

。

い
る
と
、
ご
自
分
で
思
っ
て
お
ら
れ
る
の
か
ど
う
か
。
因
み
に
、

私
に
と
っ
て
人
格
の
完
成
と
は
、
解
脱
・
開
悟
の
こ
と
で
す

）
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
私
は
、
も
っ
と
深
い
内
省
に
基
づ
い

た
、
真
摯
な
説
明
が
い
る
と
思
い
ま
す
。

よ
く
考
え
て
み
ま
す
と
、
大
人
が
し
て
い
て
、
子
ど
も
も
や
り

た
が
り
、
そ
れ
を
無
理
に
禁
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
こ

と
は
、
み
ん
な
大
人
も
す
る
こ
と
を
は
ば
か
る
べ
き
も
の
で
あ
っ

た
り
、
で
き
る
だ
け
し
な
い
方
が
よ
い
こ
と
な
の
で
す
。
ポ
ル
ノ

に
し
て
も
、
売
買
春
に
し
て
も
、
飲
酒
・
喫
煙
に
し
て
も
同
様
で

す
。
因
み
に
、
釈
尊
は
、
人
間
が
守
る
べ
き
最
低
の
戒
律
と
し
て

①
不
殺
生
、
②
不
偸
盗
、
③
不
邪
淫
、
④
不
妄
語
、
⑤
不
飲
酒
の

五
戒
を
あ
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
売
買
春
は
、
③
不
邪
淫
戒
に
反
し

、

、

。

ま
す
し

飲
酒
・
喫
煙
も

⑤
不
飲
酒
戒
に
反
し
て
い
る
の
で
す
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で
す
か
ら
、
大
人
が
こ
う
し
た
文
化
（
悪
文
化
）
を
否
定
し
て

行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
大
人
が
反
省
す
る
こ
と
も
な

く
、
子
ど
も
に
だ
け
禁
止
し
て
も
、
子
ど
も
に
は
説
得
力
は
あ
り

ま
せ
ん
。
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
お
金
に
換
算
さ
れ
る
世
の
中
で
、
子

ど
も
も
お
金
を
欲
し
が
っ
て
い
ま
す
。
世
に
邪
な
性
行
為
（
不
邪

淫
）
と
い
う
概
念
が
な
く
な
っ
て
い
る
現
在
、
性
を
楽
し
む
こ
と

が
可
能
に
な
る
や
、
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
人
の
権
利
と
考
え
ら
れ

ま
す
。
で
す
か
ら
、
お
金
を
も
ら
え
、
性
行
為
を
楽
し
め
る
援
助

交
際
は
当
然
の
こ
と
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、
お
金
を
与
え
る
こ
と

を
愛
情
を
与
え
る
こ
と
と
勘
違
い
し
て
い
る
親
が
沢
山
い
る
以

上
、
子
ど
も
は
お
金
を
も
っ
て
い
て
、
酒
や
煙
草
を
買
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
当
然
、
飲
酒
・
喫
煙
に
は
し
る
と
思
わ

れ
ま
す
。
ポ
ル
ノ
雑
誌
や
ビ
デ
オ
を
買
う
の
も
同
様
で
す
。

個
人
の
自
由
の
尊
重
、
経
済
的
自
由
競
争
の
是
認
、
表
現
の
自

由
な
ど
が
価
値
あ
る
こ
と
と
さ
れ
て
、
何
が
善
な
の
か
何
が
悪
な

の
か
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
論
者
の
高
村
氏
自
身
す
ら
、
分
か

ら
な
く
な
っ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
価
値
は
相
対
化
し

て
い
る
の
で
す
。
み
ん
な
が
、
善
い
価
値
と
す
れ
ば
、
善
い
価
値

で
す
し
、
悪
い
価
値
と
す
れ
ば
、
悪
い
価
値
な
の
で
す
。
右
に
見

ま
し
た
、
釈
尊
が
説
か
れ
た
絶
対
な
価
値
も
、
み
な
相
対
化
し
て

い
て
、
そ
れ
を
守
っ
て
行
こ
う
、
灯
明
と
し
よ
う
と
す
る
人
は
、

大
変
、
少
な
く
な
っ
て
来
て
い
る
と
言
え
る
の
で
す
。

釈
尊
の
こ
と
ば
（
七
五
）―

法
句
経
解
説
―

（
二
六
二
）
妬
（
ね
た
）
み
ぶ
か
く
、
吝
嗇
（
け
ち
）
で
、

偽
（
い
つ
わ
）
る
人
は
、
た
だ
口
先
だ
け
で
も
、
美
し
い
容

貌
に
よ
っ
て
も

「
端
正
な
人
」
と
は
な
ら
な
い
。

、

（
二
六
三
）
こ
れ
を
断
ち
、
根
絶
や
し
に
し
、
憎
し
み
を
の

ぞ
き
、
聡
明
で
あ
る
人
、

か
れ
こ
そ
「
端
正
な
人
」
と

―
―

呼
ば
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
端
正
な
人
が
、
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
ま
す
。

で
も
、
今
で
は
、
こ
の
こ
と
ば
は
、
ほ
と
ん
ど
死
語
に
近
い
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

端
正
な
人
と
は
、
こ
こ
の
偈
で
は
、
ね
た
ま
ず
、
お
し
ま
ず
、

い
つ
わ
ら
ず
、
に
く
し
み
を
も
た
ず
、
聡
明
な
人
、
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。

現
代
人
は
、
こ
の
す
べ
て
の
価
値
を
尊
重
し
よ
う
と
し
て
い
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
実
際
に
、
私
が
勤
め
る
大
学
で
も
、
日

常
的
に
、
多
く
の
教
官
が
、
お
互
い
に
、
ね
た
み
あ
い
、
お
し
み

あ
い
、
い
つ
わ
り
あ
い
、
に
く
し
み
あ
っ
て
い
ま
す
。
私
は
、
こ

れ
ま
で
、
そ
れ
を
ど
れ
ほ
ど
感
じ
て
き
た
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
そ

う
い
う
意
味
で
、
端
正
な
人
と
呼
べ
る
人
は
、
ま
っ
た
く
居
な
い
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と
さ
え
言
え
ま
す
。

端
正
な
人
の
特
徴
の
最
後
に
つ
い
て
い
る
聡
明
で
す
が
、
現
代

、

。

人
は

こ
れ
だ
け
は
持
っ
て
い
る
と
自
負
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

た
と
え
ば
、
大
学
の
教
員
は
、
自
分
は
勉
強
が
で
き
て
、
大
学
の

先
生
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
、
聡
明
さ
は
他
の
人
に
は
負
け
な
い
と

思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
多
く
の
一
般
の

人
も
、
昔
よ
り
も
高
い
学
歴
を
も
ち
、
親
よ
り
も
聡
明
に
な
っ
た

と
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

で
も
、
そ
れ
は
間
違
い
で
す
。
こ
こ
で
い
う
聡
明
は
、
い
わ
ゆ

る
高
い
学
歴
で
つ
け
た
知
識
の
こ
と
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

の
で
す
。
実
は
、
自
己
が
肥
大
し
た
現
代
人
は
、
知
識
を
つ
け
れ

ば
つ
け
る
ほ
ど
、
そ
れ
が
こ
こ
ろ
の
垢
と
な
っ
て
、
ま
す
ま
す
自

己
の
肥
大
化
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
こ
で
い
う
聡
明
は
、
知
識
で
は
な
く
て
、
意
識
水
準
で
は
、

―

―

私
の
言
う
「
情
動

感
情
（
こ
こ
ろ

」
の
働
き
と
「
自
我

）

人
格
（
た
ま
し
い

」
の
働
き
の
現
れ
と
言
え
る
も
の
で
す
。
知

）

識
は

「
認
知

言
語
（
あ
た
ま

」
の
働
き
で
、
そ
れ
は
、
私

、

）

―

た
ち
が
生
き
て
い
く
上
で
の
手
段
と
な
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
聡
明

は
、
私
た
ち
の
生
き
る
目
的
そ
の
も
の
に
関
わ
る
こ
と
だ
と
言
え

る
も
の
で
す
。

私
た
ち
は
、
自
己
を
知
る
こ
と
を
目
指
す
と
同
時
に
、
法
を
目

指
し
て
生
き
て
い
ま
す
。
そ
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
生
活
し
て
い
ま

す
。
聡
明
と
は
、
こ
う
い
う
こ
と
に
関
わ
る
こ
と
な
の
で
す
。

つ
ま
り
、
聡
明
な
人
と
は
、
自
己
を
知
る
こ
と
を
目
指
し
て
精

進
し
て
い
る
人
、
法
に
か
な
っ
て
生
き
よ
う
と
精
進
し
て
い
る
人

の
こ
と
な
の
で
す
。

自
己
を
知
る
と
は
、
最
終
的
に
は
「
天
上
天
下

唯
我
独
尊
」

と
い
え
る
境
地
に
至
る
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
戒
律
を
守

り
、
ヨ
ー
ガ
（
瞑
想
）
や
お
祈
り
を
し
、
聖
人
の
教
え
を
学
ば
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
法
に
か
な
っ
て
生
き
る
た
め
に
も
、
同
様
に
、
戒
律
を

守
り
、
聖
人
を
信
じ
、
そ
の
教
え
を
ひ
た
す
ら
守
ろ
う
と
精
進
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
う
し
た
修
行
の
徳
目
と
し
て
、
た
と
え
ば
六
波
羅
蜜
が
あ
る

。

、

、

、

（

）
、

の
で
す

そ
れ
は

①
布
施

②
持
戒

③
忍
辱

に
ん
に
く

④
精
進
、
⑤
禅
定
、
⑥
智
恵
、
の
六
つ
で
す
。

偈
に
出
て
い
ま
し
た
よ
う
に
、
ね
た
ん
だ
り
、
も
の
お
し
み
し

た
り
、
い
つ
わ
っ
た
り
、
に
く
し
み
を
も
っ
た
り
す
る
こ
と
は
、

こ
れ
ら
の
徳
目
に
反
し
て
い
ま
す
。
も
の
お
し
み
は
、
①
布
施
に

反
し
ま
す
し
、
ね
た
み
や
、
い
つ
わ
り
や
、
に
く
し
み
は
、
②
持

戒
や
③
忍
辱
に
反
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
生
き
方
を
目
指
し
て
い
る
人
が
、
こ
の
偈
に
出
て
い

ま
す
端
正
な
人
と
言
え
る
わ
け
で
す
。
で
も
、
残
念
な
が
ら
、
端

正
と
い
う
価
値
は
い
ま
や
廃
れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
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後
記

一
、
平
年
並
み
な
の
で
し
ょ
う
か
、
寒
く
な
っ
て
来
ま
し
た
。
お

風
邪
を
引
か
れ
ま
せ
ん
よ
う
に
。

二
、
今
年
も
、
も
う
十
二
月
に
な
り
ま
し
た
。
も
う
少
し
で
、
平

成
十
一
年
に
な
り
ま
す

『
こ
こ
ろ
の
と
も
』
を
創
刊
し
て
、
も

。

う
、
ま
る
九
年
が
過
ぎ
ま
す
。

三
、
今
年
八
月

「
人
権
問
題
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
（
Ⅰ

」

、

）

と
題
す
る
論
文
を
書
く
（
編
集
す
る
）
た
め
に

『
こ
こ
ろ
の
と

、

も
』
で
こ
れ
ま
で
に
書
い
た
、
人
権
に
関
連
し
そ
う
な
随
筆
を
抜

き
出
そ
う
と
思
っ
て
、
全
巻
に
さ
っ
と
目
を
通
し
ま
し
た
。
論
文

に
載
せ
ま
し
た
の
は
、
五
編
で
し
た
が
、
そ
の
倍
ほ
ど
、
見
つ
か

り
ま
し
た
。
で
も
、
論
文
の
頁
（
紙
）
数
制
限
で
載
せ
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
結
構
、
た
く
さ
ん
書
い
て
い
る
こ
と
に
、

自
分
で
も
驚
き
ま
し
た
。
後
で
読
む
と
、
や
は
り
書
い
て
い
て
よ

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

四
、
こ
の
と
こ
ろ
、
新
聞
を
題
材
に
し
て
随
筆
を
書
く
よ
う
に
し

て
い
ま
す
。
あ
ま
り
、
人
の
あ
ら
を
探
す
よ
う
に
も
の
は
書
き
た

、

、

、

く
は
な
い
の
で
す
が

で
も

あ
ま
り
に
も
目
に
余
り
ま
す
の
で

つ
い
書
き
た
く
な
っ
て
き
ま
す
。

五
、
目
に
余
る
と
い
い
ま
す
の
は
、
大
多
数
の
記
者
（
識
者
や
論

者
）
の
通
弊
な
の
で
す
が
、
現
実
の
問
題
の
「
認
識
」
は
そ
れ
ほ

ど
間
違
い
で
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
問
題
の
「
解
決
策
」
に
な

り
ま
す
と
、
ま
っ
た
く
ダ
メ
な
の
で
す
。
私
か
ら
見
ま
す
と
、
多

く
は
、
ま
す
ま
す
悪
く
な
る
と
思
え
る
の
で
す
。

六
、
そ
れ
は
、
新
聞
に
意
見
を
直
接
書
い
て
い
る
「
論
者
」
だ
け

で
は
な
く
、
政
府
や
審
議
会
な
ど
の
対
策
を
紹
介
し
て
い
る
記
事

に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。
日
本
人
の
こ
こ
ろ
の
あ
り
方
が
基
本
的

、

、

。

に
間
違
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら

当
然
と
い
え
ば

当
然
で
す

七
、
特
に
教
育
問
題
は
、
将
来
の
日
本
人
の
あ
り
方
に
関
わ
り
ま

す
の
で
、
日
本
の
今
後
を
予
測
す
る
上
で
と
て
も
重
要
で
す
が
、

そ
れ
が
ま
っ
た
く
対
症
療
法
的
で
、
た
だ
流
さ
れ
て
い
く
だ
け
に

終
わ
っ
て
い
ま
す
。
目
指
す
べ
き
価
値
が
見
え
て
い
ま
せ
ん
。

、

、

。

八

来
年
が
よ
い
年
に
な
り
ま
す
よ
う
に

お
祈
り
い
た
し
ま
す

月
刊

平
成
十
年
十
二
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

十
二
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
○
八
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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