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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
一
巻

二
月
号

自
分
に
閉
じ
た
現
代
人

他
人
の
痛
み
が

わ
か
ら
な
い

他
人
の
悲
し
み
が

わ
か
ら
な
い

他
人
の
喜
び
も

わ
か
ら
な
い

で
も

自
分
の
痛
み
に
だ
け
は

と
て
も
敏
感

自
分
の
悲
し
み
に
だ
け
は

と
て
も
敏
感

自
分
の
喜
び
に
だ
け
は

と
て
も
敏
感

父
へ
の
尊
敬
喪
失

子
ど
も
た
ち

父
へ
の
尊
敬

失
い
て

規
範
守
れ
ぬ

人
に
育
ち
ぬ
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
七
三
）

―

―

『
正
法
眼
蔵
』
解
説
（
一
七
）

有
時
の
巻
を
続
け
ま
す
。

去
来
（
こ
ら
い
）
の
方
跡
（
ほ
う
せ
き
）
あ
き
ら
か
な
る

に
よ
り
て
、
人
こ
れ
を
疑
著
（
ぎ
ぢ
ゃ
く
）
せ
ざ
れ
ど
も
、

し
れ
る
に
な
ら
ず
。
衆
生
も
と
よ
り
、
し
ら
ざ
る
毎
物
毎
事

を
疑
著
す
る
こ
と
一
定
（
い
ち
じ
ょ
う
）
せ
ざ
る
が
ゆ
ゑ

に
、
疑
著
す
る
前
程
（
ぜ
ん
て
い

、
か
な
ら
ず
し
も
い
ま

）

の
疑
著
に
符
号
す
る
こ
と
な
し
。
た
だ
疑
著
し
ば
ら
く
時
な

る
の
み
な
り
。

例
に
よ
っ
て
、
現
代
語
訳
を
参
考
ま
で
に
玉
城
康
四
郎
著
『
現

代
語
訳
正
法
眼
蔵
１

（
大
蔵
出
版
刊
）
の
も
の
を
、
紹
介
し
て

』

お
き
ま
す
。

時
間
は
過
去
か
ら
未
来
へ
流
れ
る
と
い
う
跡
か
た
は
は
っ

き
り
し
て
い
る
か
ら
、
人
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
疑
っ
て
も
み

な
い
。
疑
っ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
知
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
人
び
と
は
、
も
と
も
と
知
ら
な
い
こ
と
を

そ
の
都
度
、
疑
う
だ
け
で
、
い
っ
こ
う
に
定
ま
ら
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
に
、
前
の
疑
い
が
、
か
な
ら
ず
し
も
今
の
疑
い
と
合

。

、

、

致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

た
だ

疑
う
と
い
う
こ
と
も

時
を
離
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
し
ば
ら
く
時
で
あ
る

に
す
ぎ
な
い
。

現
代
語
訳
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
、
た
い
し
て
難
し
い
言
葉
は

あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
内
容
は
な
か
な
か
深
い
こ
と
を
い
っ
て
い
る

よ
う
に
思
い
ま
す
。

先
月
号
の
復
習
に
な
り
ま
す
が
、
時
間
を
理
解
す
る
上
で
、
大

、

、

、

切
な
こ
と
は

時
計
で
測
れ
る
よ
う
な
物
理
的
な
時
間

例
え
ば

春
夏
秋
冬
と
い
う
一
年
、
お
日
様
が
出
て
、
沈
ん
で
ま
た
出
る
と

い
っ
た
一
日
、
そ
う
し
た
日
の
ま
と
ま
り
と
し
て
の
一
週
間
、
一

ヵ
月
、
あ
る
い
は
、
あ
る
人
が
生
ま
れ
て
年
取
っ
て
死
ぬ
と
い
う

一
生
の
時
間
、
な
ど
は
、
時
間
が
「
来
」
て
は
「
去
」
っ
て
行
く

こ
と
が
明
ら
か
で
、
誰
で
も
が
時
間
が
存
在
す
る
こ
と
を
知
っ
て

い
ま
す
。

し
か
し
、
時
間
論
で
問
題
と
し
て
時
間
を
取
り
上
げ
る
と
き
、

こ
の
物
理
的
時
間
と
、
時
間
が
人
間
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
の
か
、
難
し
く
言
え
ば
、
人
間
と
い
う
精
神
的
な
存
在

が
人
生
行
路
（
生
き
て
い
く
上
）
で
「
時
間
と
い
う
概
念
」
は
ど

ん
な
働
き
を
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
と
は
別
の
こ
と
な
の

で
す
。
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こ
の
こ
と
を
、
殆
ど
の
時
間
論
者
は
区
別
し
て
い
ま
せ
ん
。
特

に
、
西
洋
哲
学
者
の
時
間
論
は
こ
の
部
類
に
入
り
ま
す
。
古
い
仏

教
者
（
論
師
）
の
中
に
さ
え
も
、
そ
う
い
う
人
が
い
ま
す
が
。

そ
う
い
う
人
の
時
間
論
は
、
ほ
と
ん
ど
、
い
わ
ゆ
る
「
へ
り
く

つ
」
で
、
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
よ
う
な
時
間
論
ば
か
り
で
す
。

道
元
が
こ
こ
で

「
疑
著
（
ぎ
ぢ
ゃ
く
）
せ
ざ
れ
ど
も
、
し
れ

、

る
に
あ
ら
ず
」
と
い
っ
て
い
ま
す
の
は

「
時
間
の
物
理
的
な
特

、

性
、
つ
ま
り
一
年
は
三
六
五
日
、
一
日
は
二
四
時
間
、
一
時
間
は

六
十
分
、
一
分
は
六
十
秒
と
い
っ
た
よ
う
に
時
間
が
経
つ
こ
と
を

疑
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
で
も
、
時
間
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
時
の

経
過
は
知
っ
て
い
て
も
、
こ
の
人
間
の
精
神
の
働
き
と
し
て
の
時

間
を
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

、

、

私
た
ち
は

時
間
の
経
過
が
ど
う
知
覚
さ
れ
る
か
を
知
っ
て
も

時
間
の
、
精
神
に
と
っ
て
の
意
味
を
知
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い

の
で
す
。

知
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
な
ら
、
そ
の
都
度
「
時
間
と
は

何
か
」
を
疑
っ
て
み
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
こ

ろ
が
、
衆
生
、
つ
ま
り
解
脱
に
至
ら
な
い
人
は
、
知
ら
な
い
物
事

に
出
会
う
た
び
に

「
何
な
の
か
な
あ
」
と
疑
っ
て
は
み
る
の
で

、

、

（

、

す
が

そ
の
疑
い
が
一
定
し
な
い

一
貫
し
た
継
続
性
を
も
た
ず

真
実
性
に
裏
打
ち
さ
れ
な
い
）
の
で
、
前
に
疑
っ
た
こ
と
と
、
い

ま
疑
っ
て
い
る
こ
と
と
が
、
食
い
違
っ
て
符
号
し
な
い
の
で
す
。

そ
れ
は
、
私
た
ち
が
相
対
な
存
在
だ
と
い
う
こ
と
の
現
れ
で
も

あ
り
ま
す
。
相
対
な
者
は
、
こ
こ
で
真
理
と
思
う
こ
と
と
、
あ
ち

ら
で
真
理
と
思
う
こ
と
と
が
、
一
貫
し
な
い
の
で
す
。
矛
盾
し
て

。

、

い
て
も
気
づ
き
す
ら
し
な
い
も
の
な
の
で
す

現
代
人
の
よ
う
に

自
己
に
閉
じ
て
他
己
を
弱
め
、
分
裂
病
的
に
な
っ
て
い
ま
す
と
、

そ
う
し
た
こ
と
は
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
出
現
し
て
し
ま
っ
て
、
日
常

茶
飯
事
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
気
づ
け
な

い
の
が
、
他
己
を
弱
め
た
人
間
の
悲
し
さ
な
の
で
す
。

こ
う
な
り
ま
す
と
、
疑
う
こ
と
が
、
少
し
の
間

「
時
間
と
な

、

る
」
こ
と
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
だ
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

、

。

、

復
習
で
す
が

時
間
と
は
自
己
と
他
己
の
統
合
で
し
た

い
ま

自
分
が
関
わ
っ
て
、
見
て
い
る
こ
と
や
、
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が

「
何
な
の
か
」
と
疑
い
を
も
つ
こ
と
自
体
は
、
自
己
（
未
来
）
の

。

、

、

働
き
で
す

そ
の
疑
い
を
判
断
す
る
基
準
と
な
る
も
の
が

実
は

他
己
（
過
去
）
の
働
き
な
の
で
す
。
自
己
に
閉
じ
て
い
ま
す
と
、

こ
の
他
己
が
働
き
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
自
己
の
中
の
基
準
し
か
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
相
対
な
も
の
に
と
っ
て
、
そ
の

時
そ
の
時
で
、
常
に
不
安
定
に
変
動
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
自
己
と
他
己
の
関
わ
り
す
ら
起
こ
ら
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
時
間
と
な
る
契
機
は
含
ん
で
い
ま
す
が
、
真

の
時
間
と
な
る
に
は
至
ら
な
い
の
で
す
。
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「
平
等
」
は

自
作
詩
短
歌
等
選

神
の
下
に

あ
ら
ゆ
る
人
が

絶

対

な

義

務

を

果

た

せ

平
等
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら

欧
米
人
は

出
て
お
り

改
正
不
可
能
な

「
友
愛
」
は

絶
対
的
倫
理
基
準
を

全
て
の
者
を
愛
す
る

持
っ
て
い
る

神
の
愛
か
ら

そ
れ
は
聖
書

出
て
い
る

「
自
由
」
は

と
い
う
こ
と
は

人
間
の
特
権
と
し
て

キ
リ
ス
ト
を
信
じ
る
者
は

神
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の

そ
れ
に
従
う
義
務
を

感
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と

日
本
人
は

明
治
に
な
っ
て

欧
米
の
憲
法
は

廃
仏
毀
釈
で

聖
書
の
下
に
あ
り

仏
教
の
教
え
を
失
い

こ
の
世
を
治
め
る

大
東
亜
戦
争
敗
戦
で

相
対
な
基
準
で

神
道
と
儒
教
を
失
っ
て

常
に

従
う
べ
き
倫
理
基
準
を

改
正
が
可
能
な
も
の

無
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る

代
わ
っ
て

例
え
ば

従
う
べ
き
は

そ
れ
は

権
利
ば
か
り
を
書
い
た

四
聖
の
一
人
・
釈
尊
の

現
行
憲
法
と

次
の
教
え
に
従
う
こ
と

そ
れ
を
支
え
る

民
主
主
義
の
思
想
の
み

悪
を
為
す
な
（
自
）

善
を
為
せ

（
他
）

権
利
（
人
権
）
を

心
を
磨
け

（
己
）

主
張
す
る
の
な
ら

欧
米
に
あ
る
よ
う
な

不
殺
生
（
無
暴
力
）

絶
対
な
神
の
義
を
行
う

不
偸
盗
（
無
搾
取
）

人
の
義
（
人
義
）
を

不
邪
淫
（
無
買
春
）

前
提
せ
よ

不
妄
語
（
無
陰
謀
）

平
等
を
言
う
な
ら

絶
対
な
神
の
平
等
た
る

布
施
（
無
財
七
施
）

義
務
の
平
等
を
言
え

持
戒
（
五
戒
十
戒
）

忍
辱
（
仁
徳
謙
譲
）

世
界
が
い
ま

精
進
（
向
上
修
行
）

取
り
戻
す
べ
き
も
の
は

禅
定
（
瑜
伽
瞑
想
）

四
聖
の
教
え
に
従
っ
て

智
慧
（
教
説
習
得
）

喜
ん
で
果
た
す

絶
対
な
義
務
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三

児

の

魂

？

こ
れ
だ
け
を
守
っ
て
も

た
ち
ど
こ
ろ
に

あ
ら
ゆ
る
差
別
は
な
く
な
り

栴
檀
は

こ
の
世
に
平
和
が
訪
れ
る
こ
と

二
葉
よ
り
芳
し

間
違
い
な
し

三
児
の
魂

百
ま
で
も

フ
ラ
ン
ス
の

義
務
中
心
主
義
の
憲
法
が

三
才
に
し
て

す
ぐ

親
に
反
抗
し

権
利
中
心
主
義
の
憲
法
に

唾
を
は
く
子
ら
の

改
正
さ
れ
た
理
由
が

将
来
は
？

や
っ
と
分
か
っ
た

愛

情

な

き

し

つ

け

そ
れ
は

フ
ラ
ン
ス
に
は

聖
書
が
生
き
て
い
て

愛
情
を

義
務
を
い
う
必
要
が

欠
き
た
る
し
つ
け

な
か
っ
た
か
ら

危
険
な
り

民
主
主
義
を
広
め
る
に
は

さ
ら
に
虐
待

権
利
を
こ
そ

増
加
さ
す
だ
け

言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

二

一

世

紀

は

明

治

の

延

長

か

明
治
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ

警

官

も

悪

に

染

ま

る

富
国
強
兵

警
官
も

殖
産
興
業

悪
に
染
ま
っ
て

悪
を
な
す

こ
の
延
長
線
上
に

相
対
だ
け
の

し
か
な
い

ご
時
世
だ
か
ら

二
一
世
紀
懇
の
答
申

忘

れ

て

生

き

る

教

育

の

立

て

直

し

何
で
も

教
育
を
立
て
直
す
に
は

忘
れ
る

崩
壊
し
た

生
き
て
い
る
こ
と
さ
え
も

家
庭
を
立
て
直
し

忘
れ
て

地
域
を
立
て
直
し

た
だ
生
き
て
い
る

学
校
を
建
て
直
さ

な
け
れ
ば
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自
作
随
筆
選

耳
ふ
さ
ぐ
親
た
ち

毎
日
新
聞
に
「
子
ど
も
が
危
う
い

第
一
部

か
ら
だ
」
と
題

す
る
連
載
記
事
が
、
載
り
ま
し
た
。
そ
の
第
一
部
の
最
終
回
は
、

「
耳
ふ
さ
ぐ
親
た
ち
」
と
題
す
る
も
の
で
し
た
。

そ
の
記
事
の
中
に
、
私
が
感
じ
て
い
た
現
代
の
母
親
た
ち
の
こ

こ
ろ
の
あ
り
方
が
、
と
う
と
う
そ
こ
ま
で
い
っ
て
い
る
の
か
と
、

驚
か
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
記
述

で
す
。

あ
る
母
親
の
声
「
子
ど
も
が
大
声
で
騒
い
だ
時
は
、
時
々
ウ
ォ

ー
ク
マ
ン
を
聞
い
て
い
る
の
。
子
ど
も
の
声
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
下

が
っ
て
、
イ
ラ
イ
ラ
せ
ず
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
わ

。」

母
親
向
け
月
刊
雑
誌
の
編
集
長
の
声
「
以
前
の
母
親
は
、
幼
い

子
ど
も
に
自
分
を
合
わ
せ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
ご
ろ
は
、
自

分
の
欲
求
を
満
た
し
た
い
と
の
思
い
が
強
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に

み
え
る

。
」

そ
の
他
、
寝
返
り
を
始
め
た
わ
が
子
を
見
て
「
モ
ゾ
モ
ゾ
し
て

虫
み
た
い
」
と
気
持
ち
悪
が
る
母
親
や

「
バ
タ
バ
タ
動
い
て
お

、

、

、

む
つ
を
替
え
づ
ら
い
と

頭
に
段
ボ
ー
ル
箱
を
か
ぶ
せ
て
暗
く
し

こ
わ
が
ら
せ
て
お
と
な
し
く
さ
せ
ま
す
」
と
い
う
母
親
の
例
な
ど

が
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
驚
き
で
す
。

ず
っ
と
以
前
、
子
ど
も
を
お
腹
に
宿
す
こ
と
は
、
ま
さ
に
如
来

さ
ま
を
蔵
し
た
こ
と
（
如
来
蔵
）
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
あ
る

女
性
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
の
方
を
例
に
あ
げ
て
述
べ
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。

私
は
、
こ
れ
は
何
も
そ
の
例
の
方
だ
け
で
は
な
く
て
、
女
性
の

方
の
妊
娠
は
ま
さ
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
母
マ
リ
ア
さ
ま
が

神
の
子
を
身
ご
も
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
誰
で
も
が
、

仏
さ
ま
の
授
か
り
も
の
を
宿
し
た
の
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。

女
性
は
、
あ
り
が
た
く
も
仏
さ
ま
の
子
を
宿
し
、
仏
さ
ま
を
産

む
の
で
す
。
な
の
に
、
今
で
は
誰
も
そ
う
思
っ
て
い
な
い
よ
う
で

す
。
悲
し
い
こ
と
で
す
。

仏
さ
ま
は
愛
（
慈
悲
）
の
権
化
で
す
。
女
性
と
は
、
そ
う
し
た

愛
の
権
化
に
な
り
え
る
素
質
を
備
え
た
存
在
だ
と
思
う
の
で
す
。

私
は
、
女
性
は
全
て
を
産
み
だ
す
大
地
で

「
他
己
」
的
存
在
だ

、

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
男
性
は
そ
こ
か
ら
は
み
出
し
た

存
在
で
、
元
来
「
自
己
」
的
で
す
。
い
ま
、
人
類
全
体
か
ら
「
他

己
」
が
失
わ
れ
、
皆
が
「
自
己
」
的
存
在
に
な
っ
て
い
ま
す
。
残

念
で
な
り
ま
せ
ん

「
女
性
よ
、
女
性
ら
し
さ
を
取
り
戻
せ
」
と

。

言
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
子
ど
も
を
産
ん
で
、
愛
を
、
人
間
ら
し

さ
を
取
り
戻
し
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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ペ
ッ
ト
飼
育
の
大
隆
盛

い
ま
、
日
本
人
の
大
多
数
が
、
ペ
ッ
ト
を
飼
っ
て
い
る
と
思
え

る
ほ
ど
、
ペ
ッ
ト
の
話
題
が
新
聞
や
テ
レ
ビ
を
に
ぎ
わ
し
て
い
ま

す
。
そ
の
対
象
は
、
犬
や
猫
に
は
じ
ま
っ
て
、
魚
類
や
鳥
類
、
類

人
猿
は
い
う
に
及
ば
ず
、
爬
虫
類
や
猛
獣
ま
で
も
が
、
ペ
ッ
ト
と

し
て
飼
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
そ
れ
に
と
も
な

っ
て
、
動
物
虐
待
（
と
動
物
を
愛
護
し
て
い
る
と
称
す
る
人
が
思

っ
て
い
る
）
も
よ
く
問
題
と
な
り
ま
す
。
最
近
も
、
動
物
を
愛
護

す
べ
し
と
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
絶
滅
し
そ
う

な
動
物
を
保
護
し
よ
う
と
い
う
実
践
も
多
く
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

ト
キ
の
保
護
は
そ
の
典
型
で
す
。
ま
た
、
港
に
迷
い
込
ん
だ
ク
ジ

ラ
の
保
護
や
見
物
も
評
判
に
な
り
ま
す
。

こ
う
し
た
背
景
が
あ
る
の
か
、
二
月
六
日
の
書
評
欄
に
宇
都
宮

直
子
著
『
ペ
ッ
ト
と
日
本
人

（
文
春
新
書
）
が
紹
介
さ
れ
ま
し

』

た
。
そ
こ
に
は
、
日
本
で
は
現
在
、
ペ
ッ
ト
が
家
族
の
一
員
の
よ

う
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
こ
の
背
景
に
は
「
根
底
に
流
れ
る
現
代
の
対
人
病
理
」

が
あ
る
の
だ
、
と
い
い
ま
す
。

ペ
ッ
ト
と
人
間
と
の
関
わ
り
の
特
性
を
書
い
た
文
章
に
、
次
の

よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

「
ペ
ッ
ト
は
裏
切
ら
な
い
。
飼
い
主
を
捨
て
な
い
。
飼
い
主
を

脅
か
さ
な
い
。
安
定
し
た
愛
情
を
飼
い
主
に
向
け
、
飼
い
主
に
頼

り
き
っ
て
い
る
。
で
も
手
間
を
か
け
さ
せ
な
い
し
、
飼
い
主
よ
り

強
く
な
る
こ
と
は
永
遠
に
な
い

」。

私
は
、
こ
の
文
章
を
読
ん
で
、
ま
さ
に
こ
れ
は
、
現
代
人
の
よ

う
に
自
己
肥
大
・
他
己
萎
縮
に
陥
っ
て
い
る
者
が
、
他
人
に
対
し

て
求
め
て
も
、
求
め
ら
れ
な
い
も
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。

自
分
は
こ
の
逆
を
平
気
で
す
る
、
つ
ま
り
平
気
で
「
他
者
を
裏

切
る
。
他
者
を
捨
て
る
。
他
者
を
脅
か
す
。
安
定
し
た
愛
情
を
他

者
に
向
け
ず
、
他
者
を
信
頼
し
な
い
。
で
も
、
他
者
が
自
分
に
は

配
慮
し
て
く
れ
る
こ
と
を
求
め
、
他
者
よ
り
優
越
す
る
こ
と
を
望

」

。

。

ん
で
い
る

の
で
す

で
も
自
分
は
逆
を
他
者
に
求
め
て
い
ま
す

こ
う
な
り
ま
す
と
、
こ
の
世
は
ま
す
ま
す
、
か
さ
か
さ
に
な
っ
て

。

、

。

来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

い
ま

そ
う
な
っ
て
い
ま
す
が

世
間
で
は
、
い
ま
、
人
間
の
動
物
化
、
動
物
の
人
間
化
、
人
間

の
物
化
、
物
の
人
間
化
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

動
物
の
肉
は
平
気
で
食
べ
る
の
に
、
自
分
の
好
き
な
動
物
が
殺

さ
れ
た
り
し
ま
す
と
、
す
ご
く
情
動
的
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
相

対
な
基
準
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
せ
ん
。
平
気
で
他
人
を
ペ
ッ

ト
の
よ
う
に
監
禁
し
た
り
、
殴
っ
た
り
、
殺
し
た
り
し
ま
す
。
自

動
車
の
部
品
を
取
り
替
え
る
よ
う
に
臓
器
を
取
り
替
え
ま
す
。
遺

伝
子
を
操
作
し
、
人
間
改
造
を
目
指
し
ま
す
。
遺
伝
子
と
い
う
物
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を
調
べ
れ
ば
人
間
（
精
神
）
が
分
か
る
と
狂
信
し
ま
す
。

い
つ
か
書
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
有
名
な
女
性
の

、

、

家
族
社
会
学
者
が

あ
な
た
に
と
っ
て
子
ど
も
や
夫
は
何
で
す
か

と
問
わ
れ
て
、
し
ば
ら
く
考
え
た
の
ち

「
さ
あ
、
ペ
ッ
ト
み
た

、

い
な
も
の
で
す
か
ね
ぇ
」
と
応
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
い
ま

人
間
が
ペ
ッ
ト
化
し
、
ペ
ッ
ト
が
人
間
化
し
て
い
る
の
は
確
か
で

す
。ペ

ッ
ト
と
人
間
の
混
同
は
、
ペ
ッ
ト
の
よ
う
に
人
間
を
扱
う
こ

と
を
意
味
し
ま
す
。
先
程
あ
げ
ま
し
た
ペ
ッ
ト
に
求
め
る
も
の
が

、

。

、

満
た
さ
れ
ま
せ
ん
と

平
気
で
ペ
ッ
ト
を
処
分
し
ま
す

そ
れ
は

人
間
に
も
拡
張
さ
れ
て
行
き
ま
す
。

ま
た
、
病
気
に
な
っ
た
人
間
を
故
障
し
た
自
動
車
で
も
直
す
よ

う
に
、
部
品
（
臓
器
）
を
取
り
替
え
て
直
し
ま
す
。
そ
れ
は
、
人

間
の
ま
さ
に
物
化
を
意
味
し
ま
す
。
物
な
ら
ば
、
壊
そ
う
が
、
捨

、

。

て
よ
う
が

こ
こ
ろ
の
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん

最
近
の
、
常
識
を
超
え
た
異
常
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
犯
罪
は
、

そ
の
同
じ
延
長
線
上
に
あ
る
と
思
え
る
の
で
す
。

自
己
に
閉
じ
て
、
他
者
の
痛
み
も
悲
し
み
も
、
も
ち
ろ
ん
、
喜

び
も
感
じ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
自
分

の
欲
望
や
情
緒
が
何
に
も
ま
し
て
最
優
先
さ
れ
る
の
で
す
。

こ
れ
は
、
何
も
個
人
レ
ベ
ル
だ
け
の
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国

、

、

。

も
会
社
も
政
党
も

社
会
全
体
が
皆

そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
す

釈
尊
の
こ
と
ば
（
八
九
）

―
法
句
経
解
説
―

（
三
〇
一
）
ゴ
ー
タ
マ
の
弟
子
は
、
い
つ
も
よ
く
覚
醒
し
て

い
て
、
そ
の
心
は
昼
も
夜
も
瞑
想
を
楽
し
ん
で
い
る
。

「
ゴ
ー
タ
マ
の
弟
子
は
、
い
つ
も
よ
く
覚
醒
し
て
い
て
、
昼
も

夜
も
」
シ
リ
ー
ズ
の
最
後
で
す
。
今
回
は

「
瞑
想
を
楽
し
ん
で

、

い
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
は
、
瞑
想
と
は
何
な
の
で
し
ょ
か
。
分
か
っ
て
い
る
よ
う
で

分
か
ら
な
い
こ
と
ば
の
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
少
し
調
べ
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。

、

（

）

、

こ
の
瞑
想
は
冥
想
と
も
書
き
ま
す
が

こ
の
冥

み
ょ
う

は

『

』（

）

、

中
村
元
著

佛
教
語
大
辞
典

東
京
書
籍
刊

に
よ
り
ま
す
と

「
①
闇
黒
（
あ
ん
こ
く

。
く
ら
や
み
。
無
知
に
た
と
え
る
こ
と

）

か
ら
、
無
知
と
同
義
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
仏
は
こ
の
闇
黒
な

る
無
知
を
滅
し
た
も
の
と
さ
れ
る

」
と
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
鎌

。

『

』（

）

、

田
・
米
山
著

大
漢
語
林

大
修
館
書
店
刊

に
よ
り
ま
す
と

「

。

。

。

①
く
ら
い

ァ
奥
深
く
光
が
な
く
て
暗
い

ィ
道
理
に
く
ら
い

知
識
が
な
い
。
お
ろ
か
。
②
よ
る
。
く
ら
や
み
。
③
ふ
か
い
。
奥

深
い
。
④
奥
深
い
と
こ
ろ
。
知
覚
の
及
ば
な
い
と
こ
ろ
。
ァ
空
。

。

。

。

、

。

。

。

天

ィ
海

ゥ
地
下

ま
た

よ
み
じ

あ
の
世

死
後
の
世
界
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ェ
神
・
仏
の
は
た
ら
き

（
以
下
略

」
と
あ
り
ま
す
。

。

）
。

と
い
う
こ
と
は
、
冥
想
と
は
「
冥
を
想
（
お
も
）
う
こ
と
」
と

、

。

い
う
事
で
す
の
で

こ
う
し
た
こ
と
を
想
う
こ
と
だ
と
言
え
ま
す

私
の
理
論
で
は
、
宗
教
と
し
て
の
神
や
仏
の
よ
う
な
聖
な
る
も

の
は
、
深
層
で
あ
る
無
意
識
に
潜
ん
で
い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

、

、

無
意
識
と
い
う
こ
と
は

意
識
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
の
で

「

」

、

上
層
に
あ
る
意
識
の
知
る
働
き
と
し
て
の

認
知
－
言
語

で
は

知
る
こ
と
が
で
き
な
い
領
域
と
言
え
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
無

知
な
の
で
す
。
こ
う
し
た
闇
黒
な
る
無
知
を
滅
す
る
こ
と
が
冥
想

で
あ
り
、
そ
の
方
法
を
も
冥
想
と
呼
ん
て
い
る
の
で
す
。

と
い
う
こ
と
は
、
宗
教
の
修
行
方
法
が
冥
想
だ
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
仏
教
に
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
や
り
方
が
あ
り

ま
す
。
一
つ
は
、
禅
宗
で
行
う
坐
禅
の
よ
う
に
、
意
識
の
全
て
を

滅
し
て
ひ
た
す
ら
冥
想
す
る
方
法
で
、
も
う
一
つ
は
、
真
言
密
教

で
行
う
「
修
法
（
し
ゅ
ほ
う

」
の
よ
う
に
、
ひ
た
す
ら
、
私
の

）

い
う
「
自
己
」
を
滅
し
て

「
こ
こ
ろ
（
感
情

」
に
仏
を
想
い

、

）

（
観
想
と
い
う

「
か
ら
だ
（
運
動

」
で
印
を
結
び

「
あ
た

）
、

）

、

ま
（
言
語

」
で
仏
の
真
言
を
唱
え
る
方
法
で
す
。
因
み
に
、
こ

）

れ
ら
は
、
共
に
イ
ン
ド
の
ヨ
ー
ガ
に
含
ま
れ
る
も
の
で
す
。
ヨ
ー

「

」

、

、

、

、

ガ
は

行
う
宗
教

で
す
が

そ
こ
に
は

呼
吸
法

体
位
体
操

観
想
法
な
ど
が
確
立
し
て
い
ま
す
。

、

、

、

ま
た

浄
土
宗
な
ど
で
行
わ
れ
る

阿
弥
陀
如
来
を
観
想
し
て

ひ
た
す
ら
お
数
珠
を
繰
り
な
が
ら
、
そ
の
名
号
（
み
ょ
う
ご
う
）

で
あ
る
「
南
無
阿
弥
陀
仏
（
な
む
あ
み
だ
ぶ

」
を
、
一
日
中
、

）

唱
え
続
け
る
の
も
一
つ
の
冥
想
方
法
で
す
。
そ
れ
は
、
真
言
密
教

で
行
う
虚
空
蔵
求
聞
持
法
と
そ
っ
く
り
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
冥
想
は
、
意
識
そ
の
も
の
を
「
滅
し
て

、
あ

」

る
い
は
、
自
己
を
「
滅
し
て

、
ひ
た
す
ら
無
意
識
の
統
合
を
目

」

指
し
て
行
う
修
行
方
法
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
偈
で
は
、
ゴ
ー
タ
マ
（
釈
尊
）
の
弟
子
は
、
こ
う
し
た
冥

想
を
昼
も
夜
も
楽
し
ん
で
い
る
、
と
う
た
っ
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
も
、
ど
の
方
法
で
も
結
構
で
す
か
ら
、
毎
日
、
毎
日
、

十
分
で
も
二
十
分
で
も
、
ひ
た
す
ら
お
続
け
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
そ
う
し
な
い
と
、
人
格
の
完
成
な
ぞ
起
こ
り
得
ま
せ
ん

し
、
真
の
幸
せ
は
訪
れ
て
き
ま
せ
ん
。
と
い
う
こ
と
は
、
真
に
人

を
幸
せ
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
三
〇
二
）
出
家
の
生
活
は
困
難
で
あ
り
、
そ
れ
を
楽
し
む

こ
と
は
難
し
い
。
在
家
の
生
活
も
困
難
で
あ
り
、
家
に
住
む

の
も
難
し
い
。
心
を
同
じ
く
し
な
い
人
々
と
共
に
住
む
の
も

難
し
い

（
修
行
僧
が
何
か
を
求
め
て
）
旅
に
出
て
行
く

。

と
、
苦
し
み
に
遇
う
。
だ
か
ら
旅
に
出
る
な
。
ま
た
苦
し
み

に
遇
う
な
。
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こ
の
偈
の
前
半
は
、
出
家
で
も
在
家
で
も
、
生
活
は
困
難
で
あ

り
、
ま
た
、
心
を
同
じ
く
し
な
い
人
々
と
共
に
生
活
す
る
の
も
困

難
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
何
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。

一
つ
は
、
生
活
が
困
難
で
あ
る
人
へ
の
慰
め
の
言
葉
と
し
て
言

わ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
多
く
の
人
は
、
生
活
が
楽
で

、

。

、

あ
る
こ
と
が

人
生
の
目
的
に
な
っ
て
い
ま
す

そ
う
し
た
人
は

困
難
に
出
会
う
と
、
生
き
る
望
み
す
ら
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
そ
う
し
た
生
き
る
望
み
を
失
い
そ
う
に
な
っ
て
い
る
人

に
対
し
て
、
人
生
と
い
う
も
の
は
、
も
と
も
と
困
難
な
も
の
な
の

で
す
よ
、
と
諭
し
て
お
ら
れ
る
も
の
と
解
釈
で
き
ま
す
。

ま
た
、
そ
う
い
う
、
人
生
が
思
い
ど
お
り
に
行
か
な
い
こ
と
を

よ
く
自
覚
す
る
こ
と
が
、
真
の
幸
せ
に
い
た
る
出
発
点
な
の
だ
と

い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
も
受
け
取
れ
ま
す
。

そ
れ
は
、
後
半
の
「

修
行
僧
が
何
か
を
求
め
て
）
旅
に
出
て

（

行
く
と
、
苦
し
み
に
遇
う
。
だ
か
ら
旅
に
出
る
な
。
ま
た
苦
し
み

に
遇
う
な

」
と
い
う
部
分
に
も
関
連
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

。

人
生
の
苦
を
厭
う
て
出
家
し
て
い
る
修
行
僧
は
、
す
で
に
、
出
発

点
に
は
立
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
も
は
や
旅
に
出
な
く
て
も
よ

い
し
、
苦
し
み
に
遇
わ
な
く
て
も
よ
い
、
と
い
っ
て
お
ら
れ
る
の

で
す
。
そ
ん
な
苦
し
み
に
遇
う
間
（
ま
）
に
は
、
修
行
を
ひ
た
す

ら
し
な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

人
間
は
、
修
行
僧
に
限
ら
ず
、
旅
に
出
て
、
見
聞
を
広
め
た
ぐ

ら
い
で
は
、
幸
せ
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
幸
せ
に
な
る
た
め
に
は
、

自
分
の
外
を
探
す
の
で
は
な
く
て
、
自
分
の
内
な
る
無
明
（
闇
）

を
明
ら
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
少
し
話
が
そ
れ
ま
す
が
、
こ
の
偈
の
「
心
を
同
じ

く
し
な
い
人
々
と
共
に
住
む
の
も
難
し
い
」
と
い
う
こ
と
が
、
今

日
ほ
ど
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
時
も
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
え

ま
す
。

毎
日
の
よ
う
に
新
聞
の
国
際
面
を
に
ぎ
わ
す
の
は
、
民
族
と
宗

教
の
対
立
に
よ
る
紛
争
で
す
。
そ
れ
も
、
テ
ロ
を
含
ん
だ
暴
力
に

よ
る
戦
い
で
す
。

釈
尊
の
仰
る
と
お
り
、
確
か
に
「
心
を
同
じ
く
し
な
い
人
々
と

共
に
住
む
の
も
難
し
い
」
の
で
す
が
、
で
も
、
そ
れ
が
現
状
認
識

、

、

を
う
な
が
す
慰
め
の
こ
と
ば
と
し
て
な
ら

意
味
が
あ
り
ま
す
が

そ
の
解
決
の
た
め
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
は
示
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
勿
論
、
目
指
す
も
の
は
自
己
へ
の
執
着
を
捨
て
て
、
誰
と
で

も
仲
良
く
す
る
こ
と
な
の
で
す
が
、
そ
の
た
め
に
は
、
ど
う
す
れ

ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

私
は
、
い
ま
、
そ
れ
を
聖
徳
太
子
の
説
か
れ
た
「
和
」
の
精
神

を
基
本
に
し
て
は
ど
う
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

そ
の
考
え
方
の
根
本
に
あ
り
ま
す
の
は
、
私
た
ち
は
相
対
な
存

在
者
で
あ
る
「
凡
夫
」
だ
と
い
う
自
覚
を
も
つ
こ
と
で
す
。
そ
れ
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は
、
誰
で
も
が
、
善
い
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
悪
い
と
こ
ろ
も
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
お
互
い
に
譲
り
合
う
こ
と
が

で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
現
在
の
民
主
主
義
の
考

え
方
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
原
理
と
い
え
ま
す
。
折
に
ふ
れ
て

書
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
三
〇
三
）
信
仰
あ
り
、
徳
行
そ
な
わ
り
、
名
声
と
繁
栄
を

受
け
て
い
る
人
は
、
い
か
な
る
地
方
に
お
も
む
こ
う
と
も
、

そ
こ
で
尊
ば
れ
る
。

こ
れ
は
、
ま
さ
に
釈
尊
ご
自
身
の
こ
と
を
仰
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。

で
も
、
法
が
滅
し
て
し
ま
っ
た
現
在
で
は
、
な
か
な
か
こ
う
は

い
か
な
い
よ
う
で
す
。
例
え
ば
、
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
は
世
界
的
に

は
尊
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
日
本
で
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で

す
。
日
本
に
来
ら
れ
て
、
日
本
を
去
っ
て
行
か
れ
る
と
き
「
日
本

ほ
ど
障
害
者
の
住
み
に
く
い
と
こ
ろ
は
な
い
」
と
言
わ
れ
た
と
聞

き
ま
す
。
そ
れ
は
、
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
ご
自
身
が
尊
ば
れ
な
か
っ

た
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「

」

、

、

随
筆

ペ
ッ
ト
飼
育
の
大
隆
盛

で
も
書
き
ま
し
た
が

い
ま

日
本
人
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
ペ
ッ
ト
が
示
す
飼
い
主
へ
の
忠
誠

心
や
愛
情
や
信
頼
を
自
分
は
欲
し
が
っ
て
い
る
の
に
、
他
者
に
対

し
て
は
奪
う
だ
け
で
与
え
て
い
な
の
で
す
。

私
自
身
の
こ
と
で
恐
縮
で
す
が
、
私
は
、
人
が
ペ
ッ
ト
に
求
め

て
い
る
も
の
を
、
私
自
身
は
求
め
ま
せ
ん
が
、
人
さ
ま
に
は
差
し

上
げ
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
忠
誠
心
で
あ
り
、
愛
情
で

あ
り
、
信
頼
で
す
。
ま
た
、
誰
に
対
し
て
も
優
越
欲
を
持
た
ず
、

誰
か
か
ら
の
世
話
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
手
間
が
か

か
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
喜
ん
で
「
お
迎
え
」
を
受
け
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
で
も
、
日
本
で
は
、
私
の
勤
め
る
大
学
は
言
う
に
及

ば
ず
、
こ
う
し
た
心
が
通
じ
な
い
人
が
大
多
数
に
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
ま
す
。
悲
し
い
か
な
で
す
。

そ
れ
は
、
人
々
か
ら
信
仰
が
な
く
な
り
、
倫
理
が
失
わ
れ
て
徳

行
の
価
値
が
廃
れ
て
き
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
日
本
で
は

元
来
、
建
前
よ
り
も
自
分
を
制
し
て
人
を
立
て
る
「
仁
」
が
尊
ば

れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
社
会
秩
序
が
保
た
れ
て
き
ま
し
た
。
で
も
、

い
ま
、
日
本
人
は
信
仰
や
倫
理
観
を
失
い
、
仁
や
徳
の
価
値
を
失

っ
て
、
根
無
し
草
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ど
こ
に
も
自
分
を
支
え
る

足
場
が
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
自
身
の
あ
た
ま
の
上
に
自
分
が
立
っ

て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
こ
れ
は

「
信
仰
を
欠
い
た
民
主
主

、

」

。

。

義

で
す

い
つ
倒
れ
る
か
は
時
間
の
問
題
の
よ
う
に
思
い
ま
す

自
己
の
肥
大
で
は
な
く
、
自
己
を
捨
て
る
宗
教
を
説
く
人
を
尊

び
、
徳
や
仁
の
価
値
を
身
に
つ
け
た
人
の
名
声
が
高
ま
り
、
繁
栄

を
受
け
る
よ
う
な
社
会
を
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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後
記

一
、
寒
い
日
が
続
い
て
い
ま
す
。
風
邪
も
は
や
っ
て
い
る
よ
う
で

す
。
お
気
を
つ
け
下
さ
い
。

二
、
昨
年
の
十
二
月
号
で
、
学
習
障
害
児
の
研
究
に
つ
い
て
紹
介

し
ま
し
た
が
、
そ
れ
を
修
士
論
文
に
、
神
奈
川
県
か
ら
派
遣
さ
れ

て
い
ま
す
現
職
教
員
の
ゼ
ミ
生
・
小
川
敦
君
が
ま
と
め
ま
し
た
。

三
、
そ
の
後
、
小
川
君
が
中
心
と
な
っ
て
、
今
後
の
研
究
の
た
め

に
、
全
国
の
都
道
府
県
五
十
一
カ
所
の
学
習
障
害
児
親
の
会
支
部

に
、
開
発
し
ま
し
た
十
尺
度
か
ら
な
る
質
問
紙
の
実
施
の
協
力
を

お
願
い
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
予
想
以
上
の
ご
協
力
が
得
ら
れ
、
今

の
と
こ
ろ
二
百
部
余
り
が
、
返
送
さ
れ
て
来
て
い
ま
す
。

四
、
そ
れ
を
見
ま
す
と
、
親
御
さ
ん
は
と
て
も
悩
ん
で
お
ら
れ
る

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
多
く
が
学
校
の
対
応
の
悪
さ
に
不
満
を
持

た
れ
て
い
ま
す
。
先
日
発
表
さ
れ
ま
し
た
文
部
省
の
定
義
は
「
認

知
障
害
説
」
に
基
づ
く
も
の
で
す
が
、
こ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
悩

み
に
全
く
応
え
ら
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

五
、
今
年
は
、
私
も
、
こ
う
し
た
親
御
さ
ん
た
ち
の
悩
み
に
お
応

え
す
る
た
め
に
、
学
習
障
害
児
の
電
話
相
談
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
思
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。

六
、
い
ま
、
畑
仕
事
は
、
ほ
と
ん
ど
何
も
し
て
い
ま
せ
ん
。
ほ
う

れ
ん
草
や
大
根
は
必
要
に
応
じ
て
収
穫
し
て
い
ま
す
。
種
か
ら
蒔

い
た
キ
ャ
ベ
ツ
を
苗
床
か
ら
移
植
し
ま
し
た
が
、
寒
さ
に
も
負
け

、

。

、

、

、

ず

少
し
ず
つ
育
っ
て
い
ま
す

ま
た

ニ
ン
ニ
ク

エ
ン
ド
ウ

。

、

も
同
様
に
春
を
待
つ
か
の
よ
う
に
じ
っ
と
耐
え
て
い
ま
す

で
も

時
期
を
外
し
た
の
か
、
廿
日
大
根
は
大
き
く
な
り
ま
せ
ん
。

七
、
畑
に
果
樹
を
徐
々
に
増
や
し
て
い
ま
す
。
い
ま
は
、
ビ
ワ
、

（

）
、

、

柿

以
前
か
ら
植
え
て
あ
っ
た
も
の
を
剪
定
し
た

イ
チ
ジ
ク

み
か
ん
の
小
夏
、
ぐ
み
、
な
ど
が
植
え
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
や

ま
も
も
や
、
し
き
み
も
植
え
て
あ
り
ま
す
。

、

、

、

、

八

ご
縁
を
頂
き

二
月
七
日
に

阿
南
市
立
の
横
見
保
育
所
で

「

」

。

心
を
育
む
子
育
て
と
は

と
題
し
て
講
演
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た

皆
さ
ん
が
熱
心
に
聞
い
て
下
さ
り
、
質
問
も
多
く
し
て
頂
き
ま
し

た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

月
刊

平
成
十
二
年
二
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２

第
十
一
巻

徳
島
県
鳴
門
市
鳴
門
町
高
島

二
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
二
二
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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