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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
巻

五
月
号

義
務
と
は

義
務
と
は

反
対
給
付
無
く

人
を

助
け

世
話
し

分
け
与
え
る
こ
と

そ
れ
を

自
分
の

生
き
甲
斐
と
し
て

行
う
こ
と

他
力
の
蔓
延

他
力
と
は

自
分
の
殻
に

閉
じ
こ
も
り

居
直
る
危
険

含
み
た
る
も
の
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
六
四
）

―

―

『
正
法
眼
蔵
』
解
説
（
八
）

現
成
公
案
を
続
け
ま
す
。

た
き
木
は
は
ひ
と
な
る
、
さ
ら
に
か
へ
り
て
た
き
木
と
な

る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
し
か
あ
る
を
、
灰
は
の
ち
薪
（
た
き

ぎ
）
は
さ
き
と
見
取
（
け
ん
し
ゅ
）
す
べ
か
ら
ず
。
し
る
べ

し
、
薪
は
薪
の
法
位
に
住
し
て
、
さ
き
あ
り
の
ち
あ
り
、
前

後
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
前
後
際
断
せ
り
。
灰
は
灰
の
法
位
に

あ
り
て
、
の
ち
あ
り
さ
き
あ
り
。
か
の
た
き
木
、
は
ひ
と
な

り
ぬ
る
の
ち
、
さ
ら
に
薪
と
な
ら
ざ
る
が
ご
と
く
、
人
の
し

ぬ
る
の
ち
、
さ
ら
に
生
と
な
ら
ず
。
し
か
あ
る
を
、
生
の
死

に
な
る
と
い
は
ざ
る
は
、
仏
法
の
さ
だ
ま
れ
る
な
ら
ひ
な

り
、
こ
の
ゆ
ゑ
に
不
生
と
い
ふ
。
死
の
生
に
な
ら
ざ
る
、
法

輪
の
さ
だ
ま
れ
る
仏
転
（
ぶ
つ
て
ん
）
な
り
、
こ
の
ゆ
ゑ
に

不
滅
と
い
ふ
。
生
も
一
時
の
く
ら
ゐ
な
り
、
死
も
一
時
の
く

ら
ゐ
な
り
。
た
と
へ
ば
冬
と
春
と
の
ご
と
し
。
冬
の
春
と
な

る
と
お
も
は
ず
、
春
の
夏
と
な
る
と
い
は
ぬ
な
り
。

い
つ
も
の
よ
う
に
、
参
考
ま
で
に
玉
城
康
四
郎
氏
の
現
代
語
訳

を
あ
げ
て
お
き
ま
す
。

薪
が
燃
え
つ
き
る
と
灰
と
な
る
。
灰
は
再
び
薪
に
か
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
薪
は
先
で
灰

は
後
で
あ
る
と
見
て
は
な
ら
な
い
。
よ
く
知
る
が
よ
い
、
薪

は
薪
の
あ
り
方
と
し
て
先
が
あ
り
後
が
あ
る
。
前
後
は
あ
っ

て
も
、
前
後
の
跡
か
た
は
断
ち
切
れ
て
い
る
。
灰
も
灰
の
あ

り
方
と
し
て
後
が
あ
り
先
が
あ
る
。
し
か
し
か
の
薪
は
、
灰

と
な
っ
た
後
は
、
さ
ら
に
薪
と
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
人
が
死
ん
だ
後
に
は
、
ふ
た
た
び

生
に
帰
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
生
が
死
に
な
る
と

言
わ
な
い
の
が
、
仏
法
の
定
ま
っ
た
な
ら
わ
し
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
に
不
生
と
い
う
。
ま
た
死
が
生
に
な
ら
な
い
の
も
、

仏
説
の
さ
だ
め
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
不
滅
と
い
う
。
生
も

、

。

一
時
の
あ
り
か
た
で
あ
り

死
も
一
時
の
あ
り
か
た
で
あ
る

た
と
え
ば
、
冬
は
冬
、
春
は
春
で
あ
る
。
冬
が
春
に
な
り
、

春
が
夏
に
な
る
と
は
言
わ
な
い
。

こ
の
部
分
は
、
こ
れ
ま
で
結
構
、
重
要
な
部
分
と
さ
れ
て
き
た

よ
う
で
す
。
た
い
し
て
難
し
い
言
葉
は
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
だ

け
に
、
理
解
が
困
難
の
よ
う
で
す
。

た
と
え
ば
、
冒
頭
の
「
た
き
木
は
灰
と
な
る
。
も
と
に
も
ど
っ

て
た
き
木
と
な
る
こ
と
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
誰
で
も
が
す
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ぐ
理
解
で
き
る
と
思
う
の
で
す
。
現
実
の
生
活
で
、
い
つ
で
も
体

験
し
て
い
る
こ
と
だ
か
ら
で
す
。

、

「

、

と
こ
ろ
が

そ
の
す
ぐ
後
に
出
て
き
ま
す

だ
か
ら
と
い
っ
て

灰
は
後
、
た
き
木
は
先
と
見
て
は
な
ら
な
い
」
と
は
、
ど
う
い
う

こ
と
な
の
か
、
こ
れ
が
と
て
も
理
解
困
難
で
す
。
普
通
は
、
薪
が

燃
え
て
灰
に
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
時
間
的
に
は
薪
が
先
で
、
灰

が
そ
の
後
に
続
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
薪
と

灰
に
前
後
が
あ
る
と
「
見
て
は
な
ら
な
い
」
と
言
う
の
で
し
ょ
う

か
。こ

こ
が
と
て
も
分
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
普
通
の
論

理
で
は
明
ら
か
に
矛
盾
で
す
。
も
の
が
燃
え
て
灰
に
な
る
と
い
っ

た
物
理
現
象
に
時
間
的
な
前
後
が
な
い
と
考
え
ま
す
と
、
物
理
学

は
成
り
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
思
え
ま
す
。

こ
う
考
え
ま
す
と
、
こ
れ
は
私
た
ち
が

「
意
識
」
し
て
い
る

、

時
に
使
う
普
通
の
論
理
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
う
な
の
で
す
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
の
普
通
の
意
識
を
全
て
否

定
し
た
と
こ
ろ
に
起
こ
る
論
理
な
の
で
す
。
全
て
を
否
定
す
る
と

い
う
絶
対
否
定
の
後
に
や
っ
て
く
る
、
絶
対
肯
定
の
世
界
の
こ
と

な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
体
験
の
な
い
人
に
は
、
理
解
で
き

な
い
こ
と
と
言
え
ま
す
。
た
だ
、
道
元
は
、
そ
れ
を
言
葉
で
表
し

て
、
修
行
の
動
機
を
高
め
る
た
め
に
使
っ
て
い
る
の
で
す

「
こ

。

れ
が
未
だ
理
解
で
き
な
い
か
」
と
鼓
舞
し
て
い
る
の
で
す

（
で

。

も
ど
の
解
説
書
も
こ
れ
が
理
解
で
き
て
い
な
い
よ
う
で
す
が

）
。

道
元
は
か
な
り
難
し
く
説
い
て
い
ま
す
の
で
、
少
し
道
元
か
ら

離
れ
て
、
も
っ
と
分
か
り
や
す
く
私
の
モ
デ
ル
に
即
し
て
解
説
し

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
意
識
の
全
て
を
否
定
（
絶
対
否
定
）
す
る
と
い
う
こ
と

で
す
が
、
道
元
で
言
え
ば
、
方
法
と
し
て
は
、
ひ
た
す
ら
坐
禅

（

）

。

、

只
管
打
坐

す
る
こ
と
で
す

そ
う
や
っ
て
ひ
た
す
ら
坐
禅
し

こ
こ
ろ
を
磨
い
て
行
く
と
き
、
無
意
識
に
潜
む
「
生
き
よ
う
と
す

る
力
（
生
命
蔵
識
・
煩
悩
蔵
識

」
と
「
人
を
求
め
・
愛
そ
う
と

）

す
る
力
（
如
来
蔵
識

」
と
が
、
統
合
さ
れ
て
く
る
の
で
す
。
そ

）

う
な
り
ま
す
と
（
こ
こ
か
ら
は
、
信
じ
て
頂
く
以
外
に
な
い
の
で

す
が

、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
肯
定
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

）

た
と
え
ば
、
自
分
が
ど
う
し
て
も
受
け
容
れ
る
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
自
分
の
過
去
や
そ
の
し
が
ら
み
も
全
て
が
肯
定
で
き
る
の
で

す
。
そ
し
て
、
自
他
の
一
体
感
を
う
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
あ
ら

ゆ
る
も
の
が
自
己
と
一
体
で
あ
る
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。
ま
た
、
そ
こ
で
は
時
間
を
越
え
て
い
て
、
永
遠
を
生
き
て
い

る
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
、
も
う
ど
れ
ほ
ど

永
く
生
き
て
き
た
か
、
分
か
ら
な
い
と
実
感
す
る
の
で
す
。
そ
れ

は
、
つ
ま
り
、
生
死
を
こ
え
て
い
る
境
地
と
言
え
ま
す
。
で
す
か

ら
、
そ
こ
に
は
、
死
の
不
安
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。

難
し
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
こ
と
を
も
う
少
し
時
間
に
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関
連
付
け
て
言
い
ま
す
と
、
過
去
も
未
来
も
統
合
さ
れ
て
す
べ
て

。

、

現
在
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す

存
在
的
に
言
い
ま
す
と

「
今
こ
こ
に
、
あ
る
が
ま
ま
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
を

自
分
以
外
の
こ
の
世
の
存
在
に
当
て
は
め
ま
す
と
、
す
べ
て
の
も

の
が
、
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

さ
て
、
道
元
の
文
に
戻
り
ま
し
ょ
う

「
薪
は
薪
の
法
位
に
住

。

し
て
、
さ
き
あ
り
の
ち
あ
り
、
前
後
あ
り
と
い
へ
ど
も
、
前
後
際

断
せ
り
」
で
す
が
、
ま
ず
「
法
位
」
と
は
、
右
に
述
べ
ま
し
た
よ

う
に
、
自
己
の
絶
対
肯
定
の
意
識
の
反
映
と
し
て
、
薪
の
存
在
の

仕
方
が
そ
う
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
物
理
的
な
薪
の
存
在
に

、

「

」

、

前
後
は
あ
る
の
で
す
が

そ
の

前
後
が
際
断

し
て
い
る
の
は

そ
れ
が
「
今
こ
こ
に
、
あ
る
が
ま
ま
に
あ
る
」
か
ら
な
の
で
す
。

次
に

「
か
の
た
き
木
、
は
ひ
と
な
り
ぬ
る
の
ち
、
さ
ら
に
薪

、

と
な
ら
ざ
る
が
ご
と
く
、
人
の
し
ぬ
る
の
ち
、
さ
ら
に
生
と
な
ら

ず
。
し
か
あ
る
を
、
生
の
死
に
な
る
と
い
は
ざ
る
は
、
仏
法
の

さ
だ
ま
れ
る
な
ら
ひ
な
り
、
こ
の
ゆ
ゑ
に
不
生
と
い
ふ

」
の
部

。

分
を
取
り
上
げ
ま
す
。

出
だ
し
の
「
薪
は
灰
に
な
っ
て
薪
に
戻
ら
ず
、
人
は
死
ん
で
生

き
返
ら
な
い
」
と
い
う
の
は
、
当
た
り
前
の
話
で
す
。
で
も
、
次

の
「
生
が
死
に
な
る
と
言
わ
な
い
の
は
仏
法
の
な
ら
い
で
あ
り
、

だ
か
ら
そ
れ
を
不
生
と
い
う
」
と
い
う
の
は
、
絶
対
肯
定
の
世
界

の
話
で
す
。
で
す
か
ら
、
普
通
の
論
理
で
は
理
解
す
る
こ
と
は
で

き
ま
せ
ん
。
普
通
は
、
生
ま
れ
た
ら
死
ぬ
わ
け
で
、
そ
こ
に
は
、

時
間
的
な
前
後
関
係
が
あ
り
ま
す
。
死
が
先
に
あ
っ
て
、
生
が
後

か
ら
起
こ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
の
に
「
生
が
死
に
な
る

と
言
わ
な
い
」
と
は
、
分
か
ら
な
い
こ
と
で
す
。

解
脱
を
説
く
仏
法
で
は
、
前
述
の
通
り
、
生
死
を
超
越
し
た
世

界
を
説
き
ま
す
の
で
、
生
が
死
に
な
る
と
は
言
わ
な
い
の
で
す
。

分
か
り
難
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
の
で
、
も
う
少
し
、
理
屈
を
言
い

ま
す
と
、
人
間
は
生
と
死
の
矛
盾
を
、
毎
日
、
そ
の
矛
盾
の
運
動

と
し
て
生
き
て
い
る
の
で
す
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
で
言
い
ま
す

と

「
有
」
と
「
無
」
の
矛
盾
を
毎
日
「
成
」
っ
て
い
る
と
言
え

、
。

、

、

ま
す

ど
こ
ま
で
成
る
か
と
言
い
ま
す
と

仏
法
で
言
い
ま
す
と

仏
に
成
る
ま
で
だ
と
言
え
ま
す
。
そ
れ
が
肉
体
生
命
の
終
末
に
よ

、

。

、

る
成
仏
か

即
身
成
仏
か
が
異
な
る
だ
け
な
の
で
す

で
す
か
ら

生
が
死
に
成
る
の
で
は
な
く
て
、
生
と
死
の
二
つ
の
契
機
で
、
人

間
は
仏
に
な
る
と
言
え
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
で

「
生
が
死
に
な
ら
ざ
る
ゆ
え
に
不
生
と
い
う
」
と

、

は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
普
通
の
論
理
な
ら
、
そ
れ

は
、
不
生
で
は
な
く
不
滅
と
な
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

こ
こ
で
も
、
勿
論
、
絶
対
肯
定
の
世
界
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る

の
で
す
。
生
と
死
を
超
越
し
た
絶
対
肯
定
の
世
界
で
は
、
生
も
死

も
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
こ
で
は
不
滅
も
不

生
も
同
じ
こ
と
な
の
で
す
。
ど
ち
ら
で
も
よ
い
の
で
す
。
わ
ざ
と
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不
生
と
言
う
こ
と
で

「
そ
れ
が
わ
か
る
か
」
と
道
元
は
問
い
か

、

け
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

次
に
「
死
の
生
に
な
ら
ざ
る
、
法
輪
の
さ
だ
ま
れ
る
仏
転
（
ぶ

つ
て
ん
）
な
り
、
こ
の
ゆ
ゑ
に
不
滅
と
い
ふ
」
で
す
が
、
も
う
あ

ま
り
説
明
は
い
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ

「
法
輪
の
仏
転
」

、

だ
け
ふ
れ
て
お
き
ま
す
。
仏
教
で
は
釈
尊
の
解
脱
直
後
の
行
動
が

話
題
に
さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
に
必
ず
出
て
く
る
の
が
、
四
諦
八
正

道
を
説
い
た
「
初
転
法
輪
」
と
呼
ば
れ
る
説
法
で
す
。
初
め
て
の

転
法
輪
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
の
転
法
輪
は
、
法
の
輪
を
転
が
し

て
衆
生
の
迷
い
を
破
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
仏
の
説
法

の
こ
と
を
言
う
の
で
す
。

最
後
の
「
生
も
一
時
の
く
ら
ゐ
な
り
、
死
も
一
時
の
く
ら
ゐ
な

り
。
た
と
へ
ば
冬
と
春
と
の
ご
と
し
。
冬
の
春
と
な
る
と
お
も
は

ず
、
春
の
夏
と
な
る
と
い
は
ぬ
な
り
」
に
移
り
ま
す
。

一
時
の
位
と
は
、
何
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
前
述
の
説
明
で
い

い
ま
す
と
、
そ
れ
は
矛
盾
を
含
ん
だ
弁
証
法
的
運
動
の
一
つ
の
契

機
だ
と
言
え
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
そ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の

弁
証
法
の
単
な
る
契
機
を
超
え
て
、
絶
対
肯
定
の
世
界
で
の
話
に

な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
自
ら
が
そ

の
境
地
に
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
時
、
生
死
が
、
は
じ
め

て
一
時
の
「
位
（
法
位

」
と
言
え
る
の
で
す
。
春
も
夏
も
秋
も

）

冬
も
み
ん
な
一
時
の
法
位
な
の
で
す
。

自
作
詩
短
歌
等
選

中

絶

胎

児

再

利

用

医
学
界

中
絶
胎
児
も

リ
サ
イ
ク
ル

老
後
の
不
安

ど
こ
ま
で
す
す
む

老
後
に
は

人
間
の
も
の
化

不
安
が
あ
る
と

米

国

社

会

の

崩

壊

兆

候

団
塊
の

半
数
の
人

な
ぜ
言
う
か

ア
メ
リ
カ
じ
ゃ

こ
ん
な
に
豊
か
に

高
校
生
さ
え

な
っ
た
と
い
う
に

銃
乱
射

人
を
人
と
も

思
わ
な
い

人
が
た
く
さ
ん

人
の
顔

か
ぶ
っ
て
社
会

う
ご
め
い
て
い
る
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人

間

ら

し

さ

の

喪

失

家
庭
崩
壊

学
級
崩
壊

学
校
崩
壊

社
会
崩
壊

そ
の
基
礎
に
あ
る
も
の

人
間
の

人
間
ら
し
さ
の
喪
失

合

理

主

義

と

そ

の

帰

結

人
体
を

物
と
の
み
見
る

合
理
主
義

臓
器
移
植
を

生
ん
だ
元
凶

大

人

の

ま

ね

少
年
の

飲
酒
・
喫
煙

増
え
て
い
く

大
人
の
真
似
を

早
く
か
ら

す
れ
ば
す
る
ほ
ど

健
康
を

そ
こ
ね
る
だ
け
ぞ

未
熟
な
大
人
よ

守

れ

！

不

殺

生

戒

コ
ソ
ボ
で
は

や
っ
た
や
ら
れ
た
と

殺
し
あ
い

直
ち
に
や
め
よ

す
べ
て
の
暴
力

検

察

官

不

適

切

発

言

秀
才
の

検
察
官
も

人
の
子
か

い
い
歳
こ
い
て

い
ま
さ
ら
に

お
ん
な
遊
び
が

活
力
だ
と
は

子

ど

も

虐

待

禁

止

法

子
ど
も
二
人
を

両
親
は

車
の
中
に

放
置
し

そ
の
車
を
盗
ん
だ
犯
人
は

そ
こ
か
ら
二
十
㌔
離
れ
た

ダ
ム
湖
に

放
り
込
ん
だ

日
本
も

ぼ
つ
ぼ
つ

子
ど
も
の
放
置
・
虐
待
を

取
り
締
ま
る

特
別
な
法
律
が

い
る
の
で
は

明
日
は

子
ど
も
の
日
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義

務

の

関

係

な

い

教

育

日
本
の
教
育
で
は

子
ど
も
に

権
利
だ
け
を
教
え

義
務
を
教
え
て
い
な
い

だ
っ
て

子
ど
も
も
大
人
も

そ
れ
で

人
間
と
し
て
「
平
等
」
や

よ
く
教
育
が

お
互
い
に

で
き
る
な
あ

「
自
由
」
に
意
見
を
言
い

ふ
し
ぎ
の
国

み
ん
な
の
意
志
は

日
本
や
な
あ

多
数
決
で
き
め
る

そ
れ
が

民
主
主
義
な
ん
だ
か
ら

た
だ

そ
れ
に
則
っ
て

教
育
し
て
い
る
だ
け
さ

義
務
な
ん
か

関
係
な
い
さ

自
作
随
筆
選

米
国
の
倫
理
観
喪
失

「

」

、

日
本
経
済
新
聞
に
は

海
外
論
調

と
い
う
欄
が
あ
り
ま
す
が

五
月
三
日
の
そ
の
欄
に
「
倫
理
の
指
針
失
っ
た
米
社
会
」
と
い
う

題
の
「
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
紙
の
記
事
が
紹

介
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
私
が
、
米
国
大
統
領
の
不
倫
騒
動
で
書
い

て
き
た
こ
と
と
、
趣
旨
が
似
て
い
ま
し
た
の
で
、
こ
こ
で
、
そ
の

記
事
（
の
関
連
す
る
部
分
）
を
紹
介
し
ま
す
。

コ
ロ
ラ
ド
州
リ
ト
ル
ト
ン
で
の
銃
乱
射
事
件
で
一
般
に
思

い
つ
く
の
は
銃
規
制
強
化
の
必
要
性
だ
。
だ
が
、
我
々
に
は

そ
れ
以
上
の
も
の
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

米
国
は
過
去
三
十
年
、
子
供
も
含
め
何
人
も
倫
理
的
行
動

と
い
う
考
え
方
に
縛
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
風
潮
に

あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
今
、
こ
の
国
に
倫
理
は
な
い
。
こ
れ

で
幸
せ
だ
と
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

容
疑
者
の
高
校
生
は
「
ト
レ
ン
チ
コ
ー
ト
・
マ
フ
ィ
ア
」

と
呼
ば
れ
る
集
団
に
属
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
お
ぞ
ま
し

い
内
容
の
会
話
に
浸
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
事
件
に
強
く
影
響

し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
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米
国
文
化
、
社
会
は
倫
理
的
な
行
動
指
針
を
失
い
、
混
と

ん
と
し
て
い
る
。
最
も
傷
つ
き
や
す
い
青
年
期
の
若
者
が

「
キ
レ
る
」
の
も
驚
く
に
当
た
ら
な
い

（
以
下
略
）

。

、

、

、

私
は

こ
れ
を
読
ん
で

ま
さ
に
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す
が

し
か
し
、
果
し
て
、
ア
メ
リ
カ
人
が
、
な
ぜ
こ
う
な
る
の
か
を
ど

れ
ほ
ど
真
剣
に
考
え
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
こ
れ
が
、
ど
れ
ほ
ど

切
実
な
問
題
だ
と
感
じ
て
い
る
の
か
、
疑
問
だ
と
思
い
ま
す
。

で
も
、
ア
メ
リ
カ
人
は
、
自
分
た
ち
が
倫
理
を
失
っ
た
と
思
っ

て
い
る
か
ら
、
ま
だ
救
わ
れ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
日
本
に
至
っ

て
は
も
っ
と
ひ
ど
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
先
日
も
「
朝
ま
で
テ
レ

ビ
（
？

」
で
学
級
崩
壊
の
こ
と
を
や
っ
て
い
ま
し
て
、
途
中
か

）

ら
で
す
が
見
て
い
て
、
誰
の
意
見
も
、
こ
と
の
本
質
を
理
解
し
て

い
る
と
は
思
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
み
ん
な
好
き
な
こ
と
を
し
ゃ
べ

る
だ
け
で
、
言
葉
が
空
回
り
し
、
す
り
き
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え

ま
し
た
。

も
し
、
日
本
に
ア
メ
リ
カ
ほ
ど
に
銃
が
氾
濫
し
て
い
た
ら
、
も

っ
と
も
っ
と
重
大
な
事
件
が
起
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
オ
ウ
ム

真
理
教
で
も
、
銃
の
製
造
工
場
を
作
り
、
量
産
に
取
り
か
か
っ
て

い
た
の
で
す
か
ら
。

倫
理
も
、
規
範
も
、
道
徳
も
、
良
心
も
、
伝
統
も
、
慣
習
も
、

み
ん
な
「
他
己
」
を
な
す
も
の
で
す

「
自
己
」
に
執
着
す
る
民

。

主
主
義
が
発
達
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
ら
は
失
わ
れ
て
い
く
の
で
す
。

釈
尊
の
こ
と
ば
（
八
〇
）―

法
句
経
解
説
―

（
二
七
七

「
一
切
の
形
成
さ
れ
た
も
の
は
無
常
で
あ
る
」

）

（
諸
行
無
常
）
と
明
ら
か
な
智
慧
を
も
っ
て
観
る
と
き
に
、

ひ
と
は
苦
し
み
か
ら
遠
ざ
か
り
離
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
人
が
清

ら
か
に
な
る
道
で
あ
る
。

（
二
七
八

「
一
切
の
形
成
さ
れ
た
も
の
は
苦
し
み
で
あ

）

る

（
一
切
皆
苦
）
と
明
ら
か
な
智
慧
を
も
っ
て
観
る
と
き

」
に
、
ひ
と
は
苦
し
み
か
ら
遠
ざ
か
り
離
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
人

が
清
ら
か
に
な
る
道
で
あ
る
。

（
二
七
九

「
一
切
の
事
物
は
我
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
」

）

（
諸
法
無
我
）
と
明
ら
か
な
智
慧
を
も
っ
て
観
る
と
き
に
、

ひ
と
は
苦
し
み
か
ら
遠
ざ
か
り
離
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
人
が
清

ら
か
に
な
る
道
で
あ
る
。

こ
の
三
つ
の
偈
は
、
法
句
経
の
中
で
も
有
名
な
も
の
で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
主
題
で
あ
る
、
諸
行
無
常
、
一
切
皆
苦
、
諸
法

無
我
、
に
続
く
文
章
は
、
皆
同
じ
で
す
。

退
屈
で
す
が
、
少
し
仏
教
の
言
葉
の
説
明
を
し
て
お
き
ま
す
。

こ
の
三
つ
に
「
涅
槃
寂
静
（
ね
は
ん
じ
ゃ
く
じ
ょ
う

」
を
加

）

、

（

）

。

、

え
て

四
法
印

し
ほ
う
い
ん

と
呼
ん
で
い
ま
す

法
印
と
は
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法
の
要
約
、
つ
ま
り
仏
教
教
理
の
特
徴
を
表
し
て
い
る
印
（
し
る

し
）
と
い
う
意
味
で
す
。

こ
の
四
法
印
か
ら
一
切
皆
苦
を
と
っ
た
も
の
を
三
法
印
（
さ
ん

ぼ
う
い
ん
）
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

順
次
、
解
説
し
て
行
き
ま
す
。

ま
ず

「
諸
行
無
常
」
で
す
が
、
こ
れ
は

『
平
家
物
語
』
の

、

、

出
だ
し
の
「
祇
園
精
舎
の
鐘
の
声
、
諸
行
無
常
の
響
き
あ
り
」
で

も
有
名
で
す
が
、
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
変
化
し
て
や
ま
な

い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

、

、

、

、

こ
の
世
に
存
在
す
る
も
の
は

す
べ
て

相
対
的
で

有
限
で

時
間
的
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
こ
の
世
の
も
の
が
自
分
自
身
の
中

に
自
分
の
根
拠
（
そ
れ
は
絶
対
・
無
限
・
永
遠
な
も
の
）
を
も
っ

、

。

、

て
い
な
い

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す

と
い
う
こ
と
は

こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
相
互
に
影
響
を
与
え
合
い
な
が
ら
、

「
相
（
あ
い
）
対
し
て
」
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で

、

。

、

す
か
ら

つ
ね
に
変
化
し
て
い
ま
す

弁
証
法
的
に
言
い
ま
す
と

矛
盾
を
含
ん
で
全
て
の
存
在
が
「
時
間
的
」
に
運
動
を
し
て
い
る

と
言
え
る
の
で
す
。
矛
盾
を
含
ん
で
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の

も
の
は
「
有
限
」
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
や
が
て
消
滅
し
て
い
き
ま

す
。人

間
で
言
い
ま
す
と
、
そ
の
矛
盾
は
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き

て
、
い
つ
ま
で
も
生
き
て
い
た
い
の
に
、
や
が
て
死
ん
で
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
に
現
れ
ま
す
。
あ
る
い

は
、
自
分
で
は
な
く
、
自
分
の
子
ど
も
が
自
分
よ
り
早
く
死
ん
で

し
ま
う
よ
う
な
と
き
に
、
逆
縁
と
言
っ
て
、
こ
の
矛
盾
を
強
く
感

じ
て
し
ま
う
の
で
す
。

実
は
、
こ
の
諸
行
無
常
な
る
、
矛
盾
を
含
ん
だ
現
象
の
意
識
へ

の
反
映
が
、
次
の
「
一
切
皆
苦
」
を
生
み
出
す
の
で
す
。

私
た
ち
は
必
ず
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
死
に
た
く
な

い
と
自
己
の
生
に
執
着
し
ま
す
。
ど
こ
ま
で
も
生
き
て
い
た
い
と

思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
諸
行
無
常
で
あ
る
こ
と
を
自
分

だ
け
が
逃
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ど
ん
な
に
若

く
て
も
死
な
な
い
保
障
は
誰
に
も
な
い
の
で
す
。
生
ま
れ
て
数
時

間
し
て
死
ぬ
こ
と
も
あ
り
得
る
わ
け
で
す
。

全
く
知
ら
な
い
他
人
が
そ
う
な
っ
て
も
、
ほ
と
ん
ど
悲
し
み
や

苦
し
み
は
起
こ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
る
と
客
観
的
に

判
断
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
な
の
に
、
自
分
の
こ
と
に
な
り
ま

す
と
、
自
分
は
、
死
ん
で
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
わ
が
子
も
、
生

ま
れ
て
、
成
長
し
な
い
ま
に
、
死
ん
で
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

で
は
、
な
ぜ
、
そ
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
そ
れ
を
「
自

己
」
の
無
意
識
に
宿
る
「
生
き
る
力
（
生
命
蔵
識

」
の
意
識
へ

）

の
反
映
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
生
き
る
力
は
、
た
だ
生
や
欲
望
へ
の
執
着
を
生

み
出
す
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
生
き
て
い
る
意
味
を
探
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究
し
、
限
ら
れ
た
命
だ
か
ら
こ
そ
、
よ
り
善
い
明
日
を
め
ざ
し
て

努
力
・
精
進
し
よ
と
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
す
。
そ
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
源
と
な
る
の
が
、
無
常
を
無
常
と
知
ら
ず
、
自
己
の
思
う

と
お
り
に
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
生
ず
る
苦
し
み
な
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
苦
し
み
の
な
い
と
こ
ろ
に
、
自
己
の
生
き
て
い
る
意
味

を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

私
た
ち
に
死
の
苦
し
み
を
感
じ
さ
す
力
は
、
私
た
ち
自
身
の
中

に
宿
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
矛
盾
な
の
で
す
。
生
き
て
い
る
の

に
死
へ
と
自
分
自
身
で
自
分
を
誘
（
い
ざ
な
）
う
わ
け
で
す
。

意
識
の
世
界
で
は
、
自
分
で
は
自
由
に
し
た
い
の
に
他
者
が
い

て
自
分
の
思
う
よ
う
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
サ
ル
ト
ル
と
い
う
フ
ラ

ン
ス
の
哲
学
者
で
作
家
の
人
は
、
恋
人
で
さ
え
自
分
を
否
定
す
る

眼
差
し
を
自
分
に
向
け
て
い
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
自
己
へ
の
執

着
が
強
ま
る
ほ
ど
、
他
者
が
自
己
を
否
定
し
て
く
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
サ
ル
ト
ル
の
苦
悩
は
、
実
は
、
意
識
や
常
識
の
世
界

の
こ
と
な
の
で
す
。
も
っ
と
根
本
的
な
否
定
が
自
己
の
中
に
宿
っ

て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
客
観
的
に
時
間
を
刻
む
働
き
で
す
。

い
や
が
お
う
に
も
、
人
は
老
化
し
て
い
く
の
で
す
。
世
界
中
探
し

て
も
二
百
歳
ま
で
生
き
た
人
は
い
ま
せ
ん
。
た
か
だ
か
百
年
そ
こ

そ
こ
ま
で
も
、
多
く
の
人
は
生
き
て
い
ら
れ
な
い
の
で
す
。
地
球

の
命
の
五
十
億
年
に
較
べ
れ
ば
一
瞬
と
言
え
ま
す
。
そ
の
一
瞬
に

人
は
、
自
分
の
中
に
宿
し
た
客
観
的
に
時
間
を
刻
む
働
き
に
よ
っ

て
老
化
し
て
い
く
の
で
す
。
自
分
に
よ
っ
て
自
分
が
否
定
さ
れ
て

い
く
の
で
す
。

そ
こ
に
は
、
自
我
が
関
わ
る
余
地
は
な
い
の
で
す
。
そ
の
こ
と

、

「

」

。

、

が

次
に
あ
げ
て
あ
り
ま
す

諸
法
無
我

な
の
で
す

こ
れ
は

実
は
、
最
初
に
、
な
ぜ
諸
行
無
常
な
の
か
を
説
明
し
た
と
き
に
、

す
で
に
、
述
べ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
を
始
め
と
す
る
あ
ら

ゆ
る
存
在
が
諸
行
無
常
な
の
は
、
自
分
の
中
に
自
分
の
根
拠
を
も

っ
て
い
な
い
か
ら
な
の
で
す
。
自
己
が
空
虚
で
、
実
体
を
持
た
な

い
の
で
す
。
だ
か
ら
そ
こ
に
、
具
体
的
存
在
は
す
べ
て
、
自
己
を

否
定
す
る
も
の
を
自
己
の
中
に
持
た
ざ
る
得
な
い
の
で
す
。
そ
れ

は
、
私
た
ち
が
、
他
者
（
人
間
を
含
め
あ
ら
ゆ
る
存
在
）
に
依
存

し
て
し
か
存
在
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
の
否
定
す
る
力
、
つ
ま
り
、
私
た
ち
を
老
化
さ
せ
、
死
へ
と

誘
う
力
は
、
自
己
へ
執
着
す
る
と
き
、
そ
う
い
う
姿
を
現
す
わ
け

、

、

、

、

で
す
が

し
か
し

私
た
ち
が
そ
の
執
着
を
捨
て
る
と
き

実
は

同
時
に
、
人
を
人
に
依
存
さ
せ
る
力
、
も
っ
と
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
言

葉
で
言
い
ま
す
と
、
人
に
人
を
求
め
さ
せ
・
愛
さ
せ
る
力
で
も
あ

。

、

、

、

る
の
で
す

そ
れ
は

ま
さ
に

私
た
ち
を
生
か
す
大
い
な
る
力

仏
教
で
す
と
如
来
さ
ま
の
慈
悲
で
す
し
、
キ
リ
ス
ト
教
で
言
い
ま

す
と
、
神
さ
ま
の
愛
、
つ
ま
り
ア
ガ
ペ
ー
と
言
わ
れ
る
も
の
に
当

た
る
の
で
す
。
そ
う
し
た
も
の
を
私
た
ち
は
自
己
の
中
に
宿
し
て

い
る
の
で
す
。
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そ
の
力
に
触
れ
る
と
き
私
た
ち
は
、
安
心
立
命
、
大
安
楽
を
う

る
の
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

こ
こ
で
少
し
理
屈
っ
ぽ
く
な
り
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
解
説
し
て

き
ま
し
た
諸
行
無
常
と
一
切
皆
苦
と
諸
法
無
我
の
関
係
に
つ
い
て

も
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
の
説
明
で
お
分
か

り
だ
と
思
い
ま
す
が
、
諸
行
無
常
な
の
は
、
実
は
、
諸
法
無
我
だ

か
ら
で
、
そ
の
た
め
に
私
た
ち
人
間
は
、
一
切
皆
苦
で
あ
る
と
感

じ
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
諸
行
無
常
や
諸
法
無

我
の
お
陰
で
、
人
間
だ
け
が
、
神
や
仏
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。

で
は
、
そ
れ
は
ど
う
し
た
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
の
こ
と
が
、
三
つ
の
偈
の
後
段
に
共
通
し
て
書
か
れ
て
い

る
こ
と
な
の
で
す
。

そ
れ
は

「
明
ら
か
な
智
慧
を
も
っ
て
観
る
と
き
に
、
ひ
と
は

、

苦
し
み
か
ら
遠
ざ
か
り
離
れ
る
。
こ
れ
こ
そ
人
が
清
ら
か
に
な
る

道
で
あ
る
」
と
い
う
部
分
で
す
。

苦
し
み
か
ら
遠
ざ
か
り
離
れ
る
た
め
に
は
、
明
ら
か
な
智
慧
を

も
っ
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
大

切
な
の
は
、
明
ら
か
な
智
慧
で
す
。

諸
行
無
常
と
一
切
皆
苦
と
諸
法
無
我
に
つ
い
て
は
、
私
の
以
上

の
解
説
で
理
屈
と
し
て
は
、
ご
理
解
い
た
だ
け
た
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

で
も
、
実
は
、
こ
ん
な
こ
と
を
理
屈
と
し
て
理
解
し
た
か
ら
と

い
っ
て
、
こ
こ
で
い
う
「
明
ら
か
な
智
慧
」
で
見
た
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
明
ら
か
な
智
慧
と
は
、
知
識
と
し
て
理
解
す
る
こ
と

。

、

、

で
は
な
い
の
で
す

現
代
の
発
達
し
て
い
る
科
学
は

す
べ
て
が

知
識
と
し
て
の
体
系
で
す
が
、
こ
こ
で
い
う
智
慧
は
、
知
識
と
は

違
う
の
で
す
。

神
や
仏
の
よ
う
な
、
私
た
ち
を
超
え
た
大
い
な
る
力
を
ひ
た
す

ら
信
じ
、
戒
律
を
守
っ
て
身
を
清
め
、
坐
禅
や
ヨ
ー
ガ
や
読
経
な

ど
で
、
日
々
瞑
想
に
勤
め
る
。
そ
う
し
て
い
る
と
き
、
始
め
て
得

ら
れ
る
も
の
な
の
で
す
。
そ
れ
が
最
後
に
あ
り
ま
す
「
こ
れ
こ
そ

人
が
清
ら
か
に
な
る
道
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
し

て
、
そ
の
よ
う
な
「
苦
か
ら
遠
ざ
か
り
離
れ
、
清
ら
か
」
に
な
っ

た
心
（
精
神
）
の
状
態
を
四
法
印
に
あ
り
ま
し
た
よ
う
に

「
涅

、

槃
寂
静
」
と
言
う
の
で
す
。

仏
教
は
こ
こ
ろ
磨
く
修
行
を
大
切
に
し
ま
す
。
人
は
、
た
だ
信

じ
た
だ
け
で
は
、
苦
か
ら
真
に
救
わ
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
宗
教

の
入
口
で
あ
り
、
前
提
条
件
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
す
。

信
じ
た
ら
、
釈
尊
の
説
か
れ
る
よ
う
に
、
修
行
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
す
。
こ
こ
ろ
を
磨
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
て
い
ま
す
「
法
句
経
」
も
、
私
が
書
い
て
い
ま

す
こ
の
解
説
も
、
す
べ
て
が
、
人
が
大
い
な
る
力
を
信
じ
、
こ
こ

ろ
を
磨
く
修
行
を
動
機
づ
け
る
た
め
の
方
便
と
言
え
る
の
で
す
。
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後
記

一
、
新
緑
が
と
て
も
す
が
す
が
し
く
な
っ
て
来
ま
し
た
。

二
、
講
読
新
聞
を
朝
日
か
ら
日
経
に
変
え
ま
し
た
。
朝
日
を
一
年

継
続
講
読
す
る
約
束
で
し
た
が
、
新
聞
販
売
舖
が
同
じ
だ
っ
た
の

で
、
頼
ん
で
み
た
と
こ
ろ
日
経
で
も
よ
い
と
の
こ
と
で
、
こ
う
な

。

、

。

り
ま
し
た

で
も

購
読
料
が
五
百
円
余
り
高
く
な
る
そ
う
で
す

三
、
二
月
号
の
後
記
で
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
一
月
末
に
枸
杞
の

木
を
見
つ
け
ま
し
た
が
、
先
月
末
に
五
十
本
ほ
ど
、
挿
し
木
を
し

ま
し
た
。

四
、
も
と
の
木
を
見
に
行
き
ま
し
た
と
こ
ろ
、
も
う
新
し
い
枝
が

三
十
セ
ン
チ
余
り
も
伸
び
て
い
ま
し
た
が
、
古
い
枝
だ
け
を
切
っ

て
き
て
、
十
五
セ
ン
チ
ば
か
り
に
切
り
そ
ろ
え
、
下
の
方
の
三
ふ

、

、

し
ば
か
り
完
全
に
葉
を
ち
ぎ
っ
て

上
は
大
き
な
葉
だ
け
を
も
ぎ

と
ろ
箱
に
鹿
沼
土
を
入
れ
て
挿
し
ま
し
た
。
毎
日
、
水
を
や
っ
て

い
ま
す
。

五
、
ま
た
、
一
月
に
図
鑑
で
調
べ
る
た
め
に
折
っ
て
き
た
数
本
を

も
っ
た
い
な
い
と
思
い
、
コ
ッ
プ
に
さ
し
て
南
向
き
の
窓
辺
に
置

い
て
い
た
と
こ
ろ
、
小
さ
な
葉
が
出
、
白
い
根
が
出
て
い
ま
し
た

の
で
、
そ
れ
も
植
え
変
え
ま
し
た
と
こ
ろ
、
新
芽
が
い
っ
ぱ
い
出

。

。

て
き
て
い
ま
す

と
て
も
生
命
力
が
旺
盛
な
の
に
驚
か
さ
れ
ま
す

六
、
昨
年
度
後
期
に
、
ゼ
ミ
生
三
人
だ
け
の
授
業
だ
と
い
う
こ
と

も
あ
り

『
大
乗
起
信
論
』
を
読
み
ま
し
た
。
そ
の
時
、
私
が
思

、

い
つ
く
こ
と
を
解
説
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
現
職
ゼ
ミ
生
の
一
人
の

小
川
敦
君
が
、
そ
の
都
度
ノ
ー
ト
を
も
と
に
書
き
起
こ
し
て
く
れ

ま
し
た
。
そ
れ
を
今
回
、
少
し
編
集
を
加
え
て
ま
と
め
直
し
て
く

れ
ま
し
た
。
と
て
も
読
み
や
す
く
、
私
が
話
し
た
と
は
思
え
な
い

ほ
ど
、
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い
ま
す
。
テ
キ
ス
ト
に
し
ま
し
た
翻
訳

の
『
大
乗
起
信
論
』
の
コ
ピ
ー
と
書
き
起
こ
し
た
解
説
の
コ
ピ
ー

を
別
々
に
綴
じ
て
、
お
配
り
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

、

、

、

七

ま
だ
ま
だ

書
き
出
し
の
部
分
だ
け
に
終
わ
っ
て
い
ま
す
が

大
乗
仏
教
を
理
解
し
て
頂
く
の
に
、
恰
好
の
入
門
書
に
な
っ
て
い

る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
ご
希
望
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
送
り
い
た

し
ま
す
。
お
申
し
つ
け
下
さ
い
。

月
刊

平
成
十
一
年
五
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２

第
十
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
三
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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