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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
巻

十
月
号

普
遍
的
原
理

た
と
え

宗
教
の
た
め
で
も

思
想
の
た
め
で
も

民
族
の
た
め
で
も

ど
ん
な
理
由
で
も

人
を

殺
し
て
は
な
ら
な
い

人
に
暴
力
を

ふ
る
っ
て
は
な
ら
な
い

こ
の
普
遍
的
原
理
を

犯
し
た
者
に
対
し
て

国
連
が
制
裁
を
加
え
る

老
人
よ
甘
え
を
捨
て
ろ

老
人
も

国
家
が
面
倒

み
て
く
れ
る
？

人
の
お
世
話
に

な
ら
ぬ
よ
う

日
毎
精
進

か
さ
ね
る
べ
し
ぞ
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
六
九
）

―

―

『
正
法
眼
蔵
』
解
説
（
一
三
）

現
成
公
案
を
続
け
ま
す
。

し
か
あ
る
ご
と
く
、
人
も
し
仏
道
を
修
証
す
る
に
、
得
一

法
通
一
法
な
り
、
遇
一
行
修
一
行
な
り
。
こ
れ
に
と
こ
ろ
あ

り
、
み
ち
通
達
せ
る
に
よ
り
て
、
し
ら
る
る
き
は
の
し
る
か

ら
ざ
る
は
、
こ
の
し
る
こ
と
の
、
仏
法
の
究
尽
（
ぐ
う
じ

ん
）
と
同
生
（
ど
う
し
ょ
う
）
し
同
参
（
ど
う
さ
ん
）
す
る

ゆ
え
に
し
か
あ
る
な
り
。

先
月
号
に
続
い
て
、
増
谷
文
雄
氏
の
現
代
語
訳
を
あ
げ
て
お
き

ま
す
。

、

、

そ
れ
と
お
な
じ
く

人
の
仏
道
を
お
さ
め
ん
と
す
る
に
も

一
法
を
う
れ
ば
一
法
に
つ
う
ず
る
の
で
あ
り
、
一
行
に
あ
え

ば
一
行
を
修
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
も
ま
た
処
が
あ
り
、

道
が
通
じ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
は
っ
き
り
と
は
判

ら
な
い
。
そ
れ
は
、
仏
道
を
究
め
る
と
と
も
に
生
じ
、
と
も

に
関
わ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

な
か
な
か
難
し
く
、
原
文
は
な
お
さ
ら
、
現
代
語
訳
を
読
ん
で

も
、
よ
く
理
解
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
少
し
ず

つ
解
説
し
て
い
き
ま
す
。

な
お
、
今
回
の
部
分
は
、
意
味
と
し
て
前
回
に
続
い
て
い
ま
す

の
で
、
以
下
を
読
ま
れ
る
前
に
、
前
回
の
分
を
お
読
み
頂
け
れ
ば

幸
い
で
す
。
そ
こ
で
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は

「
道
と
処
を
得
る
」
と

、

い
う
こ
と
で
し
た
が
、
そ
れ
ら
を
得
れ
ば
「
行
い
（
行
李
＝
あ
ん

り

」
に
し
た
が
っ
て
、
現
成
公
案
す
る
（
悟
り
が
開
け
る
）
と

）

い
う
こ
と
で
し
た
。
今
回
は
そ
の
続
き
と
い
う
わ
け
で
す
。

ま
ず
、
は
じ
め
に
難
し
い
の
は
「
得
一
法
通
一
法
」
と
「
遇
一

行
修
一
行
」
で
す
。
こ
れ
を
的
確
に
解
説
し
て
い
る
本
は
一
冊
も

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
特
に
前
者
が
難
し
い
よ
う
で
す
。

増
谷
氏
の
現
代
語
訳
の
「
そ
れ
と
お
な
じ
く
、
人
の
仏
道
を
お

さ
め
ん
と
す
る
に
も
、
一
法
を
う
れ
ば
一
法
に
つ
う
ず
る
の
で
あ

り
、
一
行
に
あ
え
ば
一
行
を
修
す
る
の
で
あ
る
」
で
は
、
ほ
と
ん

ど
直
訳
で
何
の
こ
と
か
分
か
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
以
前
用
い
て

い
ま
し
た
玉
城
康
四
郎
氏
の
訳
で
も
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
「
こ
れ

と
同
じ
よ
う
に
、
人
が
仏
道
を
修
行
し
実
証
す
る
場
合
に
は
、
一

法
を
う
れ
ば
一
法
に
通
じ
、
一
行
に
遇
え
ば
一
行
を
修
す
る
の
で

あ
る
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ま
だ
採
用
し
た
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
が
、
中
村
宗
一
氏
の
『
全
訳
正
法
眼
蔵
全
四
巻

（
誠
信

』

書
房
刊
）
の
巻
一
に
よ
り
ま
す
と
「
以
上
の
譬
え
の
よ
う
に
、
仏
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道
の
修
行
を
し
て
悟
り
を
得
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
の
こ
と
に

あ
え
ば
そ
の
こ
と
を
究
め
、
一
つ
の
行
い
を
な
せ
ば
そ
の
行
い
を

貫
く
こ
と
で
あ
る
」
と
な
っ
て
い
て
、
得
一
法
通
一
法
は
訳
を
ま

っ
た
く
省
略
し
て
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
れ
を
理
解
す
る
に
は
、
ま
ず
「
一
法
」
と
は
何
か
が

。

、

分
か
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

と
て
も
難
し
い
こ
と
で
す
の
で

以
下
、
少
し
ば
か
り
理
屈
っ
ぽ
く
な
り
、
恐
縮
で
す
が
、
で
も
、

よ
く
読
ん
で
頂
け
れ
ば
必
ず
ご
理
解
頂
け
る
よ
う
に
解
説
す
る
た

め
で
す
の
で
、
ご
辛
抱
下
さ
い
。

法
と
い
う
語
は
、
多
義
を
き
わ
め
て
い
ま
す
。
参
考
ま
で
に
、

中
村
元
著
『
仏
教
語
大
辞
典

（
東
京
書
籍
刊
）
の
法
と
い
う
見

』

出
し
の
は
じ
め
の
部
分
に
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

〔
Ⅰ
〕
普
通
は
ｄ
ｈ
ａ
ｒ
ｍ
ａ
（
ダ
ル
マ
）
の
漢
訳
。
法
は
、

「
た
も
つ
も
の

、
特
に
「
人
間
の
行
為
を
た
も
つ
も
の
」
が
原

」

意
と
さ
れ
る
。
イ
ン
ド
一
般
に
、
次
の
よ
う
な
意
義
で
使
わ
れ
て

い
る
。
①
慣
例
。
習
慣
。
風
習
。
行
為
の
規
範
。
②
な
す
べ
き
こ

と
。
つ
と
め
。
義
務
。
こ
と
わ
り
の
み
ち
。
③
社
会
的
秩
序
。
社

会
的
制
度
。
④
善
。
善
い
行
為
。
徳
。
⑤
真
理
。
真
実
。
理
法
。

普
遍
的
意
義
の
あ
る
こ
と
わ
り
。
⑥
全
世
界
の
根
底
。
⑦
宗
教
的

義
務
。
⑧
真
理
の
認
識
の
規
範
、
法
則
。
⑨
教
え
。
教
説
。
⑩
本

質
。
本
姓
。
属
性
。
性
質
。
特
質
。
特
性
。
構
成
要
素
。
⑪
論
理

学
で
は
、
述
語
・
賓
辞
。

こ
の
他
に

〔
Ⅱ
〕
仏
教
外
の
哲
学
の
特
殊
な
述
語
と
し
て
二

、

つ
の
用
い
方
が
紹
介
さ
れ
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い

ま
す
。

〔
Ⅲ
〕
仏
教
に
お
い
て
も
、
こ
の
語
は
上
記
の
意
味
と
同
様
、

多
義
に
わ
た
る
が
、
特
に
ア
ビ
ダ
ル
マ
教
学
に
お
い
て
は

「
能

、

持
自
相
故
名
為
法
（
物
事
の
あ
り
方
の
本
質
を
把
握
す
る
か
ら
法

と
い
う
）
と
解
釈
さ
れ
、
そ
れ
自
体
の
本
性
を
た
も
っ
て
変
化
せ

ず
、
認
識
や
行
為
の
軌
範
と
な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
種
々
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る

（
こ
の
後
に
、
十
七
種
類
の

。

用
い
方
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
法
の
理
解
に
は
こ
れ
ま
で
の
紹

介
で
十
分
で
す
の
で
、
省
略
し
ま
す

。）

さ
て

「
一
法
と
は
何
か
」
で
す
が
、
二
つ
の
解
釈
が
可
能
で

、

す
。
一
つ
は
、
こ
う
し
た
多
義
の
中
の
「
一
つ
の
法
」
と
考
え
る

も
の
で
す
。
も
う
一
つ
は

「
唯
一
絶
対
の
法
」
と
考
え
る
も
の

、

で
す
。

私
は
、
得
一
法
通
一
法
は
、
次
の
遇
一
行
修
一
行
に
修
辞
的
に

合
わ
せ
て
あ
る
か
ら
、
こ
う
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
一

行
は
ど
ち
ら
も
同
じ
意
味
だ
と
思
い
ま
す
が
、
一
法
で
は
、
前
後

で
意
味
が
違
っ
て
い
て
、
前
の
法
と
後
の
法
は
こ
の
二
つ
の
意
味

の
一
つ
ず
つ
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
つ

ま
り
、
得
一
法
の
法
は
、
唯
一
絶
対
の
法
を
意
味
し
、
通
一
法
の

法
は
、
個
々
の
一
つ
一
つ
の
法
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
と
解
釈
し
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た
い
と
思
う
の
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
唯
一
絶
対
の
法
を
得
れ

ば
、
個
々
の
法
（
多
義
な
法
）
の
一
つ
一
つ
に
通
じ
る
こ
と
が
で

き
る
、
と
訳
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
唯
一
絶
対
で
す
が
、
右
の
意
味
の
中
で
は
、

最
初
に
あ
り
ま
し
た
、
抽
象
的
で
す
が

「
人
間
の
行
為
を
た
も

、

つ
も
の
」
や
「
物
事
の
あ
り
方
の
本
質
を
把
握
す
る
も
の
」
な
ど

が
当
た
る
と
思
い
ま
す
。
哲
学
的
な
言
葉
で
言
い
ま
す
と
宇
宙
根

源
の
原
理
、
仏
教
の
用
語
で
は
、
空
、
無
、
如
来
蔵
、
な
ど
が
当

て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

私
の
理
論
で
い
い
ま
す
と
、
無
意
識
の
如
来
蔵
（
神
識
・
自
然

識
・
集
団
的
無
意
識
な
ど
）
で
す
。
ま
た
、
私
は
「
他
己
」
の
基

本
命
題
と
し
て
「
人
間
は
法
を
目
指
し
て
、
よ
り
善
く
社
会
的
で

あ
ろ
う
と
す
る
存
在
で
あ
る
」
と
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
法
が
こ

。

、

こ
で
い
う
法
に
当
た
っ
て
い
ま
す

意
識
の
世
界
で
目
指
す
法
は

修
行
を
通
じ
て
無
意
識
の
如
来
蔵
識
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

す
。こ

う
し
た
絶
対
的
な
法
を
得
れ
ば
、
全
て
の
法
に
通
じ
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
す
。
そ
の
境
地
は
、
無
為
而
無
不
為
で
す
。
窓
の

外
を
見
る
こ
と
な
し
に
全
て
を
知
っ
た
思
い
が
す
る
の
で
す
。

ま
た
、
絶
対
的
な
法
を
得
る
と
は
、
私
の
理
論
で
は
、
自
己
と

他
己
が
無
意
識
で
統
合
さ
れ
る
こ
と
で
す
。

、

、

、

し
か
し

こ
の
境
地
は
言
葉
や
理
屈
で

一
応
は
言
い
ま
す
が

客
観
的
に
証
明
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
修
行
に
よ
っ
て

「
体
達
し
た
者
」
だ
け
が
実
感
す
る
も
の
な
の
で
す
。
で
き
な
い

者
は
、
た
だ
信
じ
て
そ
れ
に
至
る
努
力
を
「
ど
こ
ま
で
も
」
続
け

る
だ
け
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
う
し
て
い
る
と
き
だ
け
、
人
間

は
、
悪
を
為
さ
ず
、
善
を
為
し
、
真
の
幸
せ
に
至
れ
る
の
で
す
。

次
に
進
み
ま
す
。
次
の
「
遇
一
行
修
一
行
」
で
す
が
、
こ
れ
は
前

の
現
代
語
訳
で
お
分
か
り
頂
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

人
間
は
、
一
つ
ひ
と
つ
の
行
い
が
、
す
べ
て
修
行
な
の
で
す
。

道
元
の
只
管
打
坐
（
し
か
ん
た
ざ
）
は
、
そ
う
い
う
意
味
だ
と
思

う
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
生
活
す
べ
て
が
禅
だ
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
れ
は
、
全
て
の
生
活
で
、
行
う
こ
と
そ
の
こ
と
に
意
識

を
集
中
し
て
「
ひ
た
す
ら
」
行
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
そ
れ

を
専
心
勤
労
と
い
っ
て
い
ま
す
。

次
の
「
こ
れ
に
と
こ
ろ
あ
り
、
み
ち
通
達
せ
る
」
で
す
が
、
き

わ
め
て
抽
象
的
で
分
か
り
に
く
い
と
思
い
ま
す
。
前
回
の
解
説
を

お
読
み
頂
き
た
い
の
で
す
が
、
鳥
と
魚
に
例
を
と
っ
て
い
ま
し
た

の
で
、
道
と
か
処
が
出
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
そ
こ
（
得

一
法
通
一
法
と
い
う
悟
り
の
世
界
）
に
こ
そ
、
人
間
が
真
に
幸
せ

に
生
き
る
処
が
あ
り
、
生
き
て
い
く
道
が
開
け
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
す
。

次
の
「
し
ら
る
る
き
は
の
し
る
か
ら
ざ
る
」
で
す
が
、
こ
れ
ま

た
難
し
い
と
思
い
ま
す
。
道
元
の
研
究
者
で
も
、
定
説
が
な
い
よ



- 5 -

う
で
す
。
一
つ
の
説
を
漢
字
か
な
ま
じ
り
で
書
き
ま
す
と

「
知

、

ら
る
る
際
の
著
る
か
ら
ざ
る
」
と
な
る
よ
う
で
す
。
こ
れ
を
現
代

語
で
言
い
ま
す
と
「
知
れ
る
か
ど
う
か
が
顕
著
で
は
な
い
」
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

次
の
「
こ
の
し
る
こ
と
の
、
仏
法
の
究
尽
（
ぐ
う
じ
ん
）
と
同

生
（
ど
う
し
ょ
う
）
し
同
参
（
ど
う
さ
ん
）
す
る
ゆ
え
に
し
か
あ

」

、

「

、

る
な
り

で
す
が

訳
し
ま
す
と

悟
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が

仏
法
を
究
め
尽
く
す
こ
と
、
つ
ま
り
開
悟
す
る
こ
と
と
、
同
時
に

生
じ
（
起
こ
り

、
同
時
に
参
じ
て
い
る
（
関
わ
っ
て
い
る
）
か

）

ら
で
あ
る
」
と
な
り
ま
す
。

ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
ま
し
た
の
で
、
解
釈
を
加
え
、
最
後
に
で
き

る
だ
け
分
か
り
や
す
く
、
現
代
語
訳
に
し
て
お
き
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
人
が
も
し
仏
道
の
修
行
を
し
、
悟
り
の
自
内
証

を
得
る
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
行
為
に
出
会
え
ば
、
そ
の
行
為
を

修
行
の
機
会
と
し
、
唯
一
絶
対
な
法
を
体
得
し
て
、
す
べ
て
の
個

別
な
法
に
通
じ
る
こ
と
で
す
。
そ
の
悟
り
の
境
地
は
、
真
に
幸
せ

な
生
活
を
送
る
処
を
得
、
そ
の
道
に
通
達
す
る
こ
と
そ
の
こ
と
で

す
か
ら
、
そ
れ
が
意
識
と
し
て
知
れ
る
か
ど
う
か
は
顕
著
で
は
な

い
の
で
す
。
そ
れ
は
、
悟
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
、
自
分
を
離

れ
た
客
観
的
な
認
識
の
対
象
で
は
な
く
、
無
意
識
の
世
界
で
仏
法

を
究
め
尽
く
す
こ
と
、
つ
ま
り
開
悟
す
る
こ
と
と
、
同
時
に
起
こ

り
、
同
時
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。

自
作
詩
短
歌
等
選

実

父

殺

し

懲

役

十

年

求

刑

人

間

の

奢

り

奈
良
県
で

人
間
は

女
子
中
学
生
を

万
物
の
霊
長
と
奢
り

殺
し
た
青
年
は

自
然
は

無
期
懲
役

人
間
に
与
え
ら
れ
た

資
源
と
考
え

な
の
に

地
球
全
体
を
開
発
し

香
川
県
で

物
質
の
原
子
に
さ
わ
り

実
父
を

生
命
の
遺
伝
子
を
操
作
し
て

殺
し
た
青
年
は

自
然
の
破
壊
を

懲
役
十
年
（
求
刑
）

ど
ん
ど
ん
進
め
て
い
る

背
負
っ
た
業
の

い
つ

重
さ
の
違
い
な
の
？

天
罰
が
下
る
の
か

そ
れ
と
も

自
ら
そ
の
時
期
を

民
主
主
義
の

早
め
て
い
る

間
違
っ
た
原
理
の
せ
い
な
の
？
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前
者
は
「
自
己
」
の
働
き

グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は

生
き
る
力
の
空
し
さ

後
者
は
「
他
己
」
の
働
き

そ
れ
を
世
界
に
広
め
る
こ
と

中
教
審
答
申
（
一
九
九
六
）
の

合
理
的
な
社
会

生
き
る
力
の
定
義

大
人
に
欠
け
て
い
る

市
場
・
金
融
の
自
由
化

後
者
こ
そ
が

規
制
の
緩
和

自
ら
学
び

い
ま
真
に
問
わ
れ
て
い
る

自
ら
考
え

で
も

こ
れ
は

主
体
的
に
判
断
・
行
動
し

こ
と
ば
だ
け
で
は
空
し
い

ア
メ
リ
カ
エ
ゴ
の

よ
り
よ
く
問
題
を
解
決
す
る
能
力

ど
う
す
れ
ば
実
現
で
き
る
の

追
求
に
過
ぎ
な
い

そ
れ
に
は
哲
学
が
い
る
の
だ
が

私
に
言
わ
せ
れ
ば

今
の
民
主
主
義
哲
学
で
は
だ
め

ア
メ
リ
カ
の
普
遍
的
理
念
に
は

自
ら
を
律
し
つ
つ

普
遍
性
な
ぞ
ど
こ
に
も
な
い

他
人
と
と
も
に
協
調
し

他
人
を
思
い
や
る
心
や

日
本
に
は
日
本
の

米
国
の
普
遍
的
理
念

感
動
す
る
心
な
ど

グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が

豊
か
な
人
間
性

ア
メ
リ
カ
人
が
考
え
る

あ
る
し

普
遍
的
理
念

世
界
の
国
々
に
は

そ
れ
ぞ
れ
の

個
人
の
自
由

グ
ロ
ー
バ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る

民
主
主
義

そ
う
な
る
と

人
権
思
想

ど
う
な
る
の
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農
業
の
教
育
力
と
は

不
飲
酒
戒

農
業
が

人
を
教
育

で
き
る
の
は

お
酒
も

共
に
汗
し
て

毎
日

苦
労
す
る
か
ら

一
合
以
下
な
ら

百
薬
の
長
ら
し
い

で
も

離

合

集

散

の

政

治

お
酒
飲
み
に
と
っ
て

離
合
集
散
を
繰
り
返
す

一
合
で
止
め
て
お
く
の
は

日
本
の
政
党
政
治

と
て
も
難
し
い

ま
さ
に

そ
う
な
る
と

民
主
主
義
が
本
質
と
す
る

毒

利
益
と
選
好
だ
け
の

不
飲
酒
戒
が

行
動
基
準

も
の
を
い
う

自
作
随
筆
選

学
級
崩
壊
の
原
因

毎
日
新
聞
の
九
月
十
四
日
付
け
一
面
の
ト
ッ
プ
記
事
は
次
の
見

出
し
で
始
ま
っ
て
い
ま
し
た
。

学
級
崩
壊

７
割

教
師
の
指
導
力
不
足

文
部
省
委

託
小
学
校
調
査

背
景
は
複
雑

も
う
一
度
読
み
な
お
し
て
み
て
頂
い
て
、
こ
の
見
出
し
か
ら
受

け
る
印
象
で
す
が
、
皆
さ
ん
は
ど
う
感
じ
ら
れ
ま
す
か
。

私
は
、
何
か
し
ら
政
治
的
意
図
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
そ

れ
が
な
い
と
す
れ
ば
、
統
計
の
魔
術
を
み
る
思
い
が
し
ま
す
。

、

、

、

ま
ず

政
治
的
意
図
で
す
が

こ
の
統
計
に
あ
り
ま
す
よ
う
に

学
級
崩
壊
の
原
因
の
多
く
を
教
師
自
身
の
指
導
力
不
足
に
し
て
お

け
ば
、
制
度
や
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
学
校
全
体
の
責
任
、
そ
れ
は

政
治
の
責
任
で
す
が
、
そ
れ
を
追
求
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
取
り
あ

え
ず
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
、
あ
る
い
は
、
も
う
一
つ
、
教
師
の

資
質
を
問
題
に
し
て
配
置
転
換
な
ど
の
処
分
を
す
る
制
度
を
作
る

下
地
と
し
て
役
立
つ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

確
か
に
、
現
在
、
教
師
の
指
導
力
や
力
量
が
落
ち
て
い
る
こ
と

は
、
私
が
、
現
職
教
員
の
再
教
育
機
関
で
そ
の
人
た
ち
に
接
し
て
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み
て
、
例
外
は
あ
り
ま
す
が
、
感
じ
て
き
た
こ
と
で
す
。
現
職
再

教
育
の
大
学
院
に
内
地
留
学
し
て
く
る
人
は
、
熱
心
な
人
が
多
い

の
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
、
こ
ん
な
人
が
教
師
で
は
、

日
本
の
教
育
は
悪
く
な
っ
て
も
仕
方
が
な
い
と
思
え
る
人
が
、
結

構
、
目
に
つ
く
の
で
す
。

で
も
、
調
査
ま
で
し
て
、
学
級
崩
壊
の
主
な
要
因
が
、
教
師
の

指
導
力
不
足
に
よ
る
の
だ
と
い
う
の
は
、
調
査
の
目
的
が
、
真
の

要
因
を
探
す
た
め
と
い
う
の
で
は
な
く
、
前
述
の
よ
う
な
政
治
的

な
意
図
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
私
は
、
疑
っ
て
み
た
く
な
る

の
で
す
。
も
し
、
そ
う
し
た
意
図
が
な
い
の
だ
と
す
れ
ば
、
調
査

と
し
て
は
、
不
用
意
な
、
人
を
間
違
わ
す
悪
い
調
査
だ
と
言
え
ま

す
。
公
害
で
言
え
ば
、
情
報
公
害
で
す
。

で
は
、
次
の
統
計
の
魔
術
と
は
、
何
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
に
七
割
が
教
師
の
指
導
力
不
足
だ
と
調
査

、

、

報
告
し
ま
す
と

学
級
崩
壊
の
責
任
の
七
割
が
教
師
側
に
あ
る
と

誰
で
も
が
受
け
取
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

、

、

、

と
こ
ろ
で

こ
の
調
査
の
具
体
的
な
方
法
で
す
が

全
国
か
ら

学
級
崩
壊
を
起
こ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
一
〇
二
学
級
を
抽
出

し
、
そ
の
経
緯
を
調
べ
た
も
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
一
〇
に
類
別

さ
れ
た
、
そ
う
し
た
学
級
崩
壊
に
陥
っ
た
要
因
の
中
で
、
指
導
力

不
足
（
学
級
経
営
に
柔
軟
性
を
欠
く
と
表
現
）
が
主
因
と
見
ら
れ

る
も
の
が
七
四
学
級
、
つ
ま
り
七
割
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
他
の
要
因
も
含
め
表
に
し
ま
す
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

①
学
級
経
営
に
柔
軟
性
を
欠
く
（
指
導
力
不
足
）

七
四

②
授
業
の
内
容
と
方
法
に
不
満
を
持
つ
子
供
が
い
る

六
五

③
い
じ
め
な
ど
の
問
題
行
動
へ
の
適
切
な
対
応
が
遅

れ
た

三
八

④
校
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
や
校
内
の
連
携
・
協
力

が
確
立
し
て
い
な
い

三
〇

⑤
家
庭
の
し
つ
け
や
学
校
の
対
応
に
問
題

一
四

⑥
就
学
前
教
育
と
の
連
携
・
協
力
不
足

一
一

こ
の
表
を
見
て
、
ま
ず
、
気
付
き
ま
す
の
は
、
子
ど
も
の
側
の

要
因
が
殆
ど
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
す
。
②
で
は
、
授
業

に
つ
い
て
だ
け
少
し
配
慮
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
子
ど
も
の
要
因
と

い
え
る
ほ
ど
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

学
校
・
学
級
の
経
営
・
管
理
は
、
教
師
の
責
任
だ
と
い
う
意
味

で
、
学
校
側
の
要
因
を
調
べ
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
妥
当
だ
と

思
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
学
級
崩
壊
の
要
因
と
し
て
、
学
校
側
だ

け
を
問
題
に
す
る
の
は
、
一
方
的
で
不
適
切
で
す
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
形
で
、
学
級
崩
壊
は
教
師
の
側
に
七

割
責
任
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
結
論
付
け
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
私

に
言
わ
せ
れ
ば
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
第
一
の
要
因

は
、
子
ど
も
の
側
に
あ
る
か
ら
な
の
で
す
。

教
師
の
指
導
力
が
落
ち
て
い
る
こ
と
は
、
も
う
十
年
も
、
あ
る
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い
は
二
十
年
、
三
十
年
も
前
（
戦
後
、
直
ぐ
か
ら
か
も
し
れ
ま
せ

ん
）
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
い
ま
さ
ら
、
こ
と
さ
ら
に
言
う
こ

と
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
こ
十
年
ぐ
ら
い
で
、
そ
れ
よ
り
も
っ
と

変
わ
っ
た
の
は
、
子
ど
も
た
ち
の
行
動
や
態
度
、
特
に
礼
儀
作
法

な
の
で
す
。
一
口
で
言
い
ま
す
と
、
子
ど
も
た
ち
に
社
会
性
が
無

く
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
の
言
葉
で
は

「
他
己
」

、

の
働
き
が
、
ぐ
ん
と
弱
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

具
体
的
に
は
、
自
分
が
言
っ
た
言
葉
や
、
為
し
た
行
為
を
め
ぐ

っ
て
、
他
者
が
ど
う
感
じ
、
ど
う
思
う
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
、
関
心
が
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
を
知
り
た

い
と
も
思
わ
な
い
し
、
た
と
え
知
ろ
う
と
し
て
も
分
か
ら
な
く
な

っ
て
き
た
の
で
す
。
言
い
換
え
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
自
分
が
社
会

の
中
で
、
ど
ん
な
役
割
を
担
い
、
ど
う
す
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
て

、

。

い
る
の
か
が

分
か
ら
な
く
な
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す

、

、

学
校
生
活
で
言
い
ま
す
と

学
校
で
の
行
動
の
仕
方
に
つ
い
て

気
に
留
め
な
く
な
っ
て
、
自
分
の
好
き
勝
手
に
振
る
舞
う
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
傾
向
を
見
て
、
実
は
、
私
た
ち
大
人
自
身
が
、

そ
う
な
っ
て
い
る
こ
と
を
反
省
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ

な
ら

「
子
ど
も
は
親
の
鏡
」
だ
か
ら
で
す
。
子
ど
も
も
、
大
人

、

た
ち
が
し
て
い
る
よ
う
に
、
民
主
主
義
の
原
理
で
あ
る
「
自
分
の

利
益
と
選
好
を
極
大
化
」
す
る
と
い
う
合
理
的
行
動
を
し
て
い
る

だ
け
な
の
で
す
。
ま
た
、
社
会
性
が
無
い
と
い
う
こ
と
は
、
社
会

を
構
成
す
る
成
員
は
み
ん
な
対
等
・
同
等
と
思
う
と
い
う
こ
と
で

す
。
教
師
も
児
童
・
生
徒
・
学
生
も
み
ん
な
そ
う
だ
と
思
う
と
い

。

、

、

う
こ
と
で
す

み
ん
な
同
等
な
ら

自
分
の
好
き
勝
手
に
や
れ
ば

そ
れ
で
い
い
の
で
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
自
分
の
情
動
（
欲
望

・
情
緒
・
気
分
）
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
自

分
の
情
動
の
ま
ま
に
動
く
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

た
だ
、
大
人
で
は
、
加
齢
と
共
に
経
験
を
積
ん
で

（
悪
・
ず

、

る
）
賢
く
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
漢
語
で
言
い
ま
す
と
「
仁
」
と

「
徳
」
と
「
義
」
を
失
っ
て
も

「
礼

（
英
語
で
は
そ
れ
を
ソ

、

」

ー
シ
ャ
ル
・
ス
キ
ル
と
言
い
ま
す
）
だ
け
は
守
り
ま
す
。
そ
う
し

ま
せ
ん
と
、
た
ち
ま
ち
自
分
自
身
も
不
愉
快
な
目
に
合
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。

で
も
、
子
ど
も
は
、
そ
う
は
い
き
ま
せ
ん
。
社
会
経
験
が
少
な

い
も
の
で
す
か
ら

「
礼
」
を
身
に
つ
け
て
い
ま
せ
ん
。
対
等
・

、

同
等
で
、
恐
れ
を
知
ら
な
い
子
ど
も
は
、
自
分
の
思
う
通
り
に
行

動
す
る
の
で
す
。
ち
ょ
っ
と
で
も
注
意
を
し
ま
す
と
、
大
人
も
同

様
で
す
が
、
む
か
つ
い
た
り
、
切
れ
た
り
し
ま
す
し
、
ま
た
、
興

味
が
な
け
れ
ば
、
授
業
中
に
う
ろ
つ
い
た
り
、
出
て
行
っ
た
り
、

友
だ
ち
と
話
を
し
た
り
、
ゲ
ー
ム
を
し
た
り
す
る
の
で
す
。
教
師

に
人
間
と
し
て
の
「
迫
力
」
が
少
し
で
も
足
り
ま
せ
ん
と
、
統
制

が
取
れ
な
く
な
っ
て
、
学
級
が
崩
壊
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
八
五
）

―
法
句
経
解
説
―

第
二
一
章

さ
ま
ざ
ま
な
こ
と

（
二
九
〇
）
つ
ま
ら
ぬ
快
楽
を
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
広

大
な
楽
し
み
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
な
ら
、
心
あ

る
人
は
広
大
な
楽
し
み
を
の
ぞ
ん
で
、
つ
ま
ら
ぬ
快
楽
を
捨

て
よ
。

こ
の
偈
に
難
し
い
こ
と
ば
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
の
偈
を

読
ん
で
、
な
る
ほ
ど
そ
う
か
、
そ
う
し
よ
う
と
思
う
人
が
、
果
し

て
何
人
い
る
か
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
、
こ
の
偈
が
い
ま

求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

現
在
、
日
本
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
欲
望
が
即
座
に
満
足
で
き
る
時

代
が
や
っ
て
来
て
い
ま
す
。
人
間
に
と
っ
て
も
っ
と
も
大
き
な
欲

望
は
、
食
欲
（
金
銭
欲
や
物
欲
、
衣
食
住
の
快
適
性
と
利
便
性
を

享
楽
し
よ
う
と
す
る
経
済
的
欲
望
を
含
む
）
と
性
欲
（
恋
愛
や
セ

ッ
ク
ス
を
し
た
い
と
い
う
欲
望
の
他
、
子
孫
や
民
族
の
繁
栄
を
求

め
る
欲
望
も
含
む
）
で
す
。
そ
の
他
に
、
人
間
特
有
な
優
越
欲
も

あ
り
ま
す
。
権
力
を
得
た
い
、
人
を
支
配
し
た
い
、
人
に
勝
ち
た

い
、
人
よ
り
偉
い
と
思
わ
れ
た
い
、
人
よ
り
立
派
な
業
績
を
あ
げ

た
い
、
な
ど
の
欲
望
で
す
。

こ
う
し
た
欲
望
を
満
た
す
と
き
、
快
楽
が
得
ら
れ
ま
す
。
し
か

し
、
こ
う
し
た
欲
望
は
、
こ
の
偈
で
い
う
「
つ
ま
ら
ぬ
快
楽
」
な

の
で
す
。
こ
ん
な
欲
望
を
い
く
ら
満
た
し
て
み
て
も
、
真
の
幸
せ

は
や
っ
て
き
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
都
会
で
広
大
な
土
地
を
も
っ
て
い
て
地
代
が
毎
月

莫
大
な
額
で
入
っ
て
く
る
と
い
っ
た
、
金
銭
欲
を
十
分
満
足
さ
せ

。

、

、

る
こ
と
が
で
き
る
人
が
い
る
と
し
ま
す

で
は

そ
う
し
た
人
は

真
の
幸
せ
に
に
至
っ
て
い
る
か
と
言
い
ま
す
と
、
そ
う
で
は
な
い

。

、

の
で
す

お
金
に
ま
か
せ
て
お
い
し
い
も
の
を
た
く
さ
ん
食
べ
て

健
康
を
損
ね
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
お
金
持
ち
の
割
に
は

誰
も
尊
敬
し
て
く
れ
な
い
、
と
い
っ
た
不
満
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

あ
る
い
は
、
性
的
な
愛
は
お
金
で
買
え
て
も
、
心
か
ら
人
が
自
分

、

、

を
愛
し
て
く
れ
な
い

あ
る
い
は
そ
う
し
た
家
族
が
得
ら
れ
な
い

と
い
う
不
満
を
か
こ
つ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
、
稼
い
だ
わ
け

で
も
な
い
お
金
で
、
う
か
う
か
と
享
楽
的
な
人
生
を
送
っ
て
い
る

う
ち
に
歳
を
と
り
、
老
い
と
死
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
に
ふ
と
気
が

つ
い
て
、
も
う
取
り
戻
せ
な
い
人
生
を
悔
い
な
が
ら
死
ん
で
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ど
ん
な
に
多
く
「
つ
ま
ら
ぬ
快
楽
」
を
得
て
も
、
心
の
底
か
ら

湧
き
だ
し
て
く
る
よ
う
な
「
広
大
な
楽
し
み
（
大
楽

」
は
得
ら

）

。

、

「

」

、

れ
な
い
の
で
す

逆
に

そ
う
し
た

つ
ま
ら
ぬ
快
楽

を
捨
て

身
を
清
め
て
精
進
す
る
と
き
だ
け
、
大
楽
が
得
ら
れ
る
の
で
す
。



- 1 1 -

（
二
九
一
）
他
人
を
苦
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
快
楽

を
求
め
る
人
は
、
怨
み
の
絆
に
ま
つ
わ
ら
れ
て
、
怨
み
か
ら

免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
の
偈
の
意
味
が
、
は
っ
き
り
分
か
ら
な
い
方
が
お
ら
れ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
、
前
の
偈
で
述
べ
ま
し
た
優
越
欲
の

満
足
を
求
め
る
も
の
で
す
。

弱
い
も
の
を
、
多
く
は
暴
力
で
い
じ
め
て
快
楽
を
得
る
者
は
、

他
者
に
対
す
る
優
越
欲
を
満
足
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。

最
近
の
学
校
で
の
い
じ
め
は
、
子
ど
も
た
ち
を
自
殺
に
追
い
込

む
ほ
ど
、
ひ
ど
い
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
、
そ
う
な
っ
て

い
く
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
最
近
の
エ

リ
ー
ト
と
思
わ
れ
る
若
者
の
、
常
軌
を
逸
し
た
、
無
差
別
に
人
を

殺
す
こ
と
で
、
う
っ
ぷ
ん
を
晴
ら
す
よ
う
な
犯
行
と
も
共
通
し
て

い
る
の
で
す
。

現
代
は
、
何
度
も
述
べ
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
自
己
肥
大
・
他

己
萎
縮
社
会
で
す
。
他
己
は
、
人
が
社
会
に
定
位
し
て
、
精
神
的

な
安
定
を
得
る
た
め
に
欠
か
せ
な
い
も
の
な
の
で
す
が
、
そ
れ
が

現
在
の
よ
う
に
、
萎
縮
し
て
き
ま
す
と
、
自
己
の
充
実
を
も
た
ら

す
も
の
は
、
自
己
の
情
動
（
欲
望
・
情
緒
・
気
分
な
ど
）
の
追
求

以
外
に
は
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
前
の
偈
で
言
い
ま
す
と
、

「
つ
ま
ら
ぬ
快
楽
」
の
追
求
だ
け
が
、
自
分
に
満
足
を
も
た
ら
す

も
の
と
な
る
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
食
欲
や
性
欲
が

、

、

、

満
足
さ
れ
て
も

も
し

優
越
欲
が
十
分
満
た
さ
れ
な
い
時
に
は

人
は
人
を
い
じ
め
、
傷
つ
け
て
で
も
、
そ
れ
を
満
足
さ
せ
よ
う
と

。

、

、

す
る
と
い
う
こ
と
で
す

そ
れ
ま
で

優
越
欲
を
満
足
さ
せ
た
り

満
足
さ
せ
る
こ
と
が
人
間
の
生
き
甲
斐
だ
と
教
育
さ
れ
て
来
た
人

た
ち
に
と
っ
て
、
そ
の
欲
望
が
満
た
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
き
、
そ

れ
を
も
っ
と
も
手
軽
に
満
た
せ
る
道
は
、
弱
い
、
無
抵
抗
な
人
を

無
差
別
に
暴
力
で
い
じ
め
、
苦
し
め
る
こ
と
な
の
で
す
。

そ
れ
は
、
学
校
の
い
じ
め
だ
け
に
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
職
場
で
の
い
じ
め
や
女
性
に
対
す
る
セ
ク
ハ
ラ
、
無
差

別
な
テ
ロ
行
為
な
ど
も
含
ま
れ
ま
す
し
、
あ
る
い
は
、
最
近
よ
く

話
題
に
の
ぼ
る
家
庭
内
暴
力
と
呼
ば
れ
る
暴
力
行
為
も
含
ま
れ
る

と
思
い
ま
す
。
年
老
い
た
親
や
姑
に
暴
力
を
ふ
る
っ
た
り
、
い
じ

め
た
り
し
て
、
家
庭
か
ら
老
人
ホ
ー
ム
へ
追
い
出
す
子
や
嫁
の
な

ん
と
、
多
い
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

人
々
は
今
、
自
己
に
閉
じ
て

「
道
」
も
「
徳
」
も
「
仁
」
も

、

「
義
」
も
地
に
落
ち
て
い
ま
す
。
道
元
の
い
う
法
、
あ
る
い
は
イ

ン
ド
で
い
う
ダ
ル
マ
が
全
く
廃
れ
て
い
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
い
じ
め
や
暴
力
的
扱
い
を
受
け
た
人
の
怨
み
は
、
止

む
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
引
田
で
は
高
校
生
に
よ
る
そ
う
し

た
動
機
の
殺
人
が
、
今
年
、
起
こ
り
ま
し
た
。
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後
記

一
、
こ
こ
ら
で
は
、
い
ま
、
稲
刈
り
た
け
な
わ
で
す
。
異
常
に
暑

い
残
暑
で
し
た
が
、
朝
晩
は
過
ご
し
や
す
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

二
、
一
つ
お
わ
び
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
先
月
号
の
一
一
頁
で

「
カ
ン
ト
は
魂
の
不
死
を
証
明
し
た
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
そ
れ

は
書
き
間
違
い
で
、
正
し
く
は
「
カ
ン
ト
は
魂
の
不
死
を
要
請
し

た
」
で
し
た
。
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ご
訂
正
下
さ
い
。

三
、
道
元
の
『
正
法
眼
蔵
』
は
難
し
い
で
し
ょ
う
か
。
ご
質
問
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
遠
慮
な
く
お
願
い
し
ま
す
。
私
の
知
る
限
り
、

正
し
く
読
め
た
人
は
い
な
い
の
で
す
か
ら
。
何
度
も
読
み
直
し
て

頂
け
た
ら
、
得
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

四
、
毎
日
、
朝
晩
、
新
た
に
入
手
し
た
土
地
に
行
っ
て
、
倒
木
し

た
ア
カ
シ
ア
や
松
く
い
虫
に
や
ら
れ
た
松
を
伐
っ
て
割
木
に
し
た

り
、
草
苅
機
で
雑
草
を
刈
っ
た
り
、
パ
ワ
ー
シ
ャ
ベ
ル
（
＝
ユ
ン

ボ
）
で
、
畑
に
開
墾
す
る
た
め
切
株
を
掘
り
起
こ
し
た
り
、
ク
ズ

の
根
を
掘
り
取
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

五
、
い
ず
れ
は
そ
こ
に
家
を
建
て
、
引
っ
越
し
て
新
た
な
「
ひ
び

き
の
さ
と
」
と
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
購
入
し
ま
し
た
ユ
ン

ボ
に
は
、
購
入
時
か
ら
既
に
「
ひ
び
き
の
さ
と
」
と
黒
々
と
書
い

て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

六
、
先
日
、
こ
の
「
ひ
び
き
の
さ
と
」
に
新
た
な
書
庫
の
た
め
の

物
置
を
設
置
し
て
頂
き
ま
し
た
。
大
き
さ
は
約
二
十
㎡
で
す
。
実

は
、
既
に
、
全
く
同
じ
物
置
を
移
転
し
て
い
て
、
そ
れ
に
並
べ
て

。

。

設
置
し
て
も
ら
い
ま
し
た

一
棟
に
四
十
数
本
書
棚
が
入
り
ま
す

移
転
し
て
い
た
分
は
、
既
に
一
杯
で
す
が
、
今
度
の
も
一
杯
に
な

る
予
定
で
す
（
多
分
、
い
ま
家
に
あ
る
書
棚
が
入
り
切
れ
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す

。
）

七
、
畑
で
す
が
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
に
追
肥
を
し
、
中
耕
土
寄
せ
を
し

ま
し
た
。
菜
っ
葉
類
は
、
土
地
が
悪
い
の
か
、
種
を
蒔
い
て
も
ち

ゃ
ん
と
発
芽
せ
ず
、
ま
た
発
芽
し
て
も
、
虫
に
食
べ
ら
れ
た
り
し

て
、
ち
ゃ
ん
と
育
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
。
何
度
も
蒔
き
な
お
し
て
い

ま
す
。
さ
つ
ま
芋
は
よ
く
で
き
て
、
探
り
堀
り
し
て
収
穫
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
大
豆
は
、
枝
豆
に
し
て
毎
日
頂
い
て
い
ま
す
。

月
刊

平
成
十
一
年
十
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

十
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
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



- 1 3 -


