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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
一
巻

三
月
号

子
ど
も
の
自
殺
の
原
因

現
代
に

子
ど
も
の
自
殺

な
ぜ
増
え
る

愛
を
失
い

信
な
く
し

す
べ
て
を
自
己
の

責
任
で

解
決
せ
ま
る

孤
（
個
）
の
世
界

子
ど
も
の
こ
こ
ろ

持
ち
こ
た
え
得
ぬ

聖
者
の
教
え
の
喪
失

新
世
紀

歴
史
の
未
来

見
通
せ
ず

不
安
を
懐
く

人
多
し

聖
者
の
教
え

失
い
し
罰
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
七
四
）

―

―

『
正
法
眼
蔵
』
解
説
（
一
八
）

有
時
（
う
じ
）
の
巻
を
続
け
ま
す
。

わ
れ
を
排
列
し
お
き
て
尽
界
と
せ
り
、
こ
の
尽
界
の
頭
頭

物
物
（
ず
ず
も
つ
も
つ
）
を
時
時
な
り
と
○
見
（
ち
ょ
け

ん
）
す
べ
し
。
物
物
の
相
（
あ
い
）
礙
（
げ
）
せ
ざ
る
は
、

時
時
の
相
礙
せ
ざ
る
が
ご
と
し
。
こ
の
ゆ
ゑ
に
、
同
時
発
心

あ
り
、
同
心
発
時
あ
り
。
お
よ
び
修
行
成
道
も
か
く
の
ご
と

し
。
わ
れ
を
排
列
し
て
、
わ
れ
こ
れ
を
み
る
な
り
。
自
己
の

時
な
る
道
理
、
そ
れ
か
く
の
ご
と
し
。

こ
れ
ま
で
通
り
、
参
考
ま
で
に
現
代
語
訳
と
し
て
、
玉
城
康

四
郎
著
『
現
代
語
訳
正
法
眼
蔵
１

（
大
蔵
出
版
刊
）
の
も
の
を

』

引
用
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

世
界
全
体
と
い
う
の
は
、
実
は
わ
れ
が
す
き
ま
な
く
配
列

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
世
界
全
体
の
、
そ
の
時

そ
の
時
の
事
々
物
々
を
、
時
そ
の
も
の
で
あ
る
と
見
な
す
べ

き
で
あ
る
。
事
々
物
々
が
た
が
い
に
さ
ま
た
げ
合
わ
な
い
の

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
が
さ
ま
た
げ
合
わ
な
い
の
と
同
じ
で
あ

る
。
こ
の
ゆ
え
に
、
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
が
発
心
（
菩
提
心
を

お
こ
す
こ
と
）
す
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
同
じ
心
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
時
に
発
心
す
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
修
行
や
仏
道

を
成
就
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
わ
れ
を
配
列

し
て
お
き
な
が
ら
、
自
分
が
そ
れ
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。

自
己
が
す
な
わ
ち
時
で
あ
る
と
い
う
道
理
は
、
ま
さ
に
こ
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
現
代
語
訳
を
読
ん
で
頂
い
て
、
何
の
こ
と
か
お
分
か
り
頂

け
た
で
し
ょ
う
か
。
こ
と
ば
自
身
に
は
難
し
い
も
の
は
無
い
よ
う

、

、

に
思
う
の
で
す
が

全
体
と
し
て
果
し
て
何
を
言
っ
て
い
る
の
か

現
代
語
訳
だ
け
か
ら
で
は
、
分
か
ら
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
実

は
、
ど
ん
な
解
説
書
を
読
ん
で
み
て
も
、
分
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。

ま
ず
、
出
だ
し
の
「
わ
れ
を
排
列
し
お
き
て
尽
界
と
せ
り
」
で

す
が
、
こ
れ
が
、
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
尽

界
と
は
、
仏
教
の
こ
と
ば
で
は
「
尽
十
方
界
」
の
こ
と
で
、
意
味

は
、
宇
宙
全
体
の
こ
と
を
さ
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
、
難
し
い
の
は
、
宇
宙
全
体
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
そ

れ
が
、
物
理
的
な
意
味
の
宇
宙
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
人
間
が
「
精
神
」
の

働
き
と
し
て
構
成
し
て
い
る
宇
宙
な
の
で
す
。
心
に
描
か
れ
た
世

界
全
体
と
い
う
こ
と
で
す
。
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「
わ
れ
を
排
列
し
お
き
て
尽
界
と
せ
り
」
と
は
、
こ
の
精
神
の

働
き
が
構
成
し
た
も
の
を
世
界
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て

い
ま
す
。
で
す
か
ら

「
わ
れ
」
に
は
、
自
分
の
精
神
で
構
成
し

、

た
も
の
、
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、
自
分
が
構

成
し
た
も
の
と
は
、
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
客
観
的
に
言
い
ま
す
と
、
私
た
ち
が
生
ま
れ
て
こ
の

か
た
、
経
験
し
て
き
た
こ
と
の
全
て
で
す
。
そ
れ
は
、
実
は
、
私

の
理
論
で
は
精
神
の
働
き
と
し
て
の
「
過
去
」
を
な
す
可
能
性
を

も
っ
た
も
の
の
全
て
で
す
。

そ
う
し
た
経
験
し
た
も
の
で
記
憶
に
あ
る
も
の
を
配
列
し
た
も

の
が
、
つ
ま
り
「
過
去
」
な
の
で
す
。
そ
れ
を
宇
宙
全
体
と
す
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
構
成
さ
れ
た
宇
宙
の
中
の
「
事
・
物
」

が
、
つ
ま
り
、
時
間
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、

未
来
に
対
し
て
影
響
を
与
え
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
意

味
で
、
時
間
な
の
で
す
。
つ
ま
り

「
現
在
」
を
な
す
可
能
性
を

、

も
つ
も
の
な
の
で
す
。
こ
れ
が
、
次
に
出
て
き
て
い
る
「
こ
の
尽

界
の
頭
頭
物
物
（
ず
ず
も
つ
も
つ
）
を
時
時
な
り
と
○
見
（
ち
ょ

け
ん
）
す
べ
し
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

次
に
「
物
物
の
相
（
あ
い
）
礙
（
げ
）
せ
ざ
る
は
、
時
時
の
相

（
あ
い
）
礙
（
げ
）
せ
ざ
る
が
ご
と
し
」
で
す
が
、
精
神
的
に
構

成
さ
れ
た
物
物
が
、
互
い
に
妨
げ
合
わ
な
い
の
は
、
誰
で
も
が
知

っ
て
い
る
よ
う
に
、
物
理
的
な
時
間
が
、
互
い
に
妨
げ
合
わ
な
い

の
と
同
様
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

だ
か
ら
、
異
な
る
人
が
、
同
時
に
発
心
す
る
こ
と
も
あ
り
、
同

じ
心
で
発
心
を
決
意
す
る
時
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
修
行

し
て
仏
道
を
成
就
す
る
の
も
こ
れ
と
同
様
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で

。

「

、

、

。

す

そ
れ
が

こ
の
ゆ
ゑ
に

同
時
発
心
あ
り

同
心
発
時
あ
り

お
よ
び
修
行
成
道
も
か
く
の
ご
と
し
」
で
す
。

最
後
に
「
わ
れ
を
排
列
し
て
、
わ
れ
こ
れ
を
み
る
な
り
。
自
己

の
時
な
る
道
理
、
そ
れ
か
く
の
ご
と
し
」
で
す
が
、
も
う
、
こ
れ

ま
で
の
説
明
で
お
分
か
り
頂
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
わ
れ
を
排
列
し
て
」
は
、
初
っ
ぱ
な
に
出
て
き
ま
し
た
。
そ

れ
は
、
自
分
の
精
神
の
働
き
で
構
成
し
た
物
・
事
で
し
た

「
わ

。

れ
こ
れ
を
み
る
な
り
」
と
は
、
そ
の
物
・
事
を
意
識
す
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
何
か
行
動
を
起
こ
そ
う
と
す
る
と
き
、
あ

る
い
は
行
動
を
起
こ
し
た
後
、
そ
れ
を
反
省
す
る
と
き
、
私
た
ち

は
、
そ
の
物
・
事
を
意
識
す
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
行
動

（
行
為
・
生
活
・
人
生
）
そ
の
も
の
で
す
。
自
己
の
時
な
る
道
理

と
は
、
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
生
き
て
い
る
こ
と
、
そ
の
こ

と
が
、
時
な
の
で
す
。

常
に
為
し
た
こ
と
を
反
省
し
、
法
に
則
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、

、

、

、

自
己
を
客
観
化
す
る
働
き
が

こ
こ
で
い
う
時
で
あ
り

そ
し
て

私
た
ち
は
、
い
か
に
自
己
を
客
観
化
で
き
る
か
が
、
問
わ
れ
て
い

。

。

る
の
で
す

そ
れ
が
真
の
実
存
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
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自
作
詩
短
歌
等
選

自

己

閉

鎖

と

欲

望

自
ら
の

欲
望
の
た
め

十
年
も

女
性
監
禁

続
け
た
り

う
っ
積
す

欲
求
不
満

は
ら
す
た
め

小
二
の
子
供

殺
し
た
り

悲
し
き
や

自
己
に
閉
じ
た
る

人
間
の

行
く
す
え
示
す

二
つ
の
事
件

義

務

を

逃

れ

る

欧
米
人
は

使
命
感
を
も
っ
て

義
務
を
果
た
す

日
本
人
は

エ
ゴ
に
徹
し
て

義
務
を
逃
れ
た
が
る

宗

教

と

政

治

宗
教
は

一
人
一
人
の
こ
こ
ろ
に

働
き
か
け
て

人
に

幸
せ
を
も
た
ら
す
も
の

政
治
は

社
会
全
体
と
し
て

幸
せ
を
実
現
す
る
も
の

で
も

そ
の
基
礎
に
は

宗
教
が
い
る

雪

庇

崩

落

に

よ

る

死

正
し
い
と
思
っ
て

間
違
い
を
犯
す

相
対
な
人
間
の

さ
だ
め
と

悲
し
み

文
部
省

登
山
研
修
所
主
催
の

雪
山
訓
練
で
の
遭
難

前
途
あ
る
若
者

二
人
死
亡
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平

和

と

平

等

の

実

現

に

は

平
和
も
平
等
も

共
に

自
分
を
制
し

他
者
を
尊
重
し
な
け
れ
ば

実
現
で
き
な
い
こ
と

和
を
平
（
は
）
か
る
に
は

自
ら
が
凡
夫
だ
と
い
う

自
覚
が
要
り

等
し
さ
を
平
か
る
に
は

お
布
施
の
こ
こ
ろ
が
要
る

共
に

現
代
に

失
わ
れ
た
こ
と

老

子

を

拠

り

所

に

せ

よ

中
国
よ

時
代
に
抗
し
て

い
く
の
な
ら

そ
の
よ
り
ど
こ
ろ

老
子
に
求
め
よ

独

少

年

犯

罪

凶

悪

化

ド
イ
ツ
で
も

少
年
た
ち
の

犯
罪
が

増
加
と
同
時
に

凶
悪
化

民
主
主
義
な
ら

ど
こ
の
国
で
も

同
じ
こ
と
だ
よ

軽

く

な

っ

て

い

る

精

巣

精
巣
が

こ
の
十
年
間
で

七
パ
ー
セ
ン
ト

軽
く
な
っ
た
と

環
境
庁

環
境
ホ
ル
モ
ン

ス
ト
レ
ス
社
会

こ
の
ま
ま
行
け
ば

子
ど
も
ま
す
ま
す

減
っ
て
き
そ
う
だ

守

れ

よ

人

倫

単
な
る
生
活
習
慣
に

過
ぎ
な
い
戒
律
は

守
れ
る
の
に

普
遍
的
人
倫
に

反
す
る
戒
律
を

守
れ
な
い

反

省

が

い

る

正
し
い
と

思
い
て
歩
む

こ
の
道
も

間
違
い
で
は
と

反
省
す

相
対
な
も
の
に

課
さ
れ
し
さ
だ
め
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自
作
随
筆
選

宗
教
・
哲
学
が
い
る

二
千
年
に
な
っ
た
の
を
機
に
、
い
ま
、
日
本
で
は
改
革
の
時
代

を
迎
え
つ
つ
あ
る
よ
う
で
す
。
先
日
、
今
後
の
日
本
の
あ
り
方
に

つ
い
て

「

世
紀
日
本
の
構
想
」
懇
談
会
が
最
終
報
告
書
と
し

、

21

て
「
日
本
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
は
日
本
の
中
に
あ
る
」
を
小
渕
首
相

に
提
出
し
ま
し
た
。
ま
た
、
国
会
で
は
、
憲
法
改
正
の
機
運
が
高

ま
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
教
育
改
革
国
民
会
議
が
首
相
の
私
的

諮
問
機
関
と
し
て
三
月
に
発
足
す
る
よ
う
で
す
。
先
日
も
全
国
紙

の
新
聞
の
一
面
全
部
を
使
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
意
見
を
求
め
る

広
告
が
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
動
き
の
背
景
に
は
何
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の

こ
と
を
正
確
に
知
る
こ
と
な
く
し
て
、
改
革
は
真
の
改
革
に
は
な

り
え
ま
せ
ん
。

結
論
を
先
に
言
い
ま
す
と
、
人
々
が
現
在
の
日
本
が
お
か
し
く

な
っ
て
い
る
と
感
じ
る
裏
に
は
、
私
が
常
々
言
っ
て
い
ま
す
よ
う

に
、
現
代
人
の
「
自
己
肥
大
・
他
己
萎
縮
」
が
存
在
す
る
こ
と
は

明
ら
か
で
す
。
で
も
、
そ
れ
が
な
か
な
か
他
の
人
に
は
、
理
解
で

き
て
い
な
い
よ
う
に
、
思
わ
れ
ま
す
。

自
己
肥
大
・
他
己
萎
縮
し
ま
す
と
、
他
者
（
社
会
）
定
位
が
困

難
に
な
り
ま
す
。
人
間
は
社
会
に
定
位
す
る
こ
と
な
く
し
て
生
き

て
い
く
こ
と
は
不
可
能
で
す
の
で
、
そ
う
な
り
ま
す
と
、
と
て
も

不
安
に
な
り
ま
す
。

そ
の
不
安
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
た
だ

「
自
己
」
と
い
う

、

「
個
」
の
追
求
に
し
か
す
ぎ
な
い

「
情
動
」
の
追
求
が
起
こ
り

、

。

。

、

ま
す

食
欲
・
性
欲
・
優
越
欲
や
情
緒
な
ど
の
追
求
で
す

ま
た

見
か
け
に
過
ぎ
な
い
定
位
が
起
こ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
真
の
信
仰

で
は
な
く
、
少
数
者
で
は
あ
り
ま
す
が
狂
信
集
団
へ
の
加
入
で
あ

っ
た
り
、
多
く
の
若
者
が
す
る
携
帯
電
話
の
不
必
要
な
携
帯
で
あ

っ
た
り
、
援
助
交
際
で
あ
っ
た
り
、
暇
を
も
て
あ
そ
ん
で
い
る
主

婦
や
年
寄
り
が
す
る
、
他
者
の
「
あ
ら
さ
が
し
」
の
た
め
の
お
喋

り
や
井
戸
端
会
議
な
ど
で
す
。
共
通
の
話
題
に
な
っ
て
い
る
人
の

「
あ
ら
を
さ
が
す
」
こ
と
で
、
互
い
の
情
動
の
共
有
が
果
た
さ
れ

る
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
釈
尊
が
戒
め
ら
れ
た
不
妄
語
、

不
綺
語
、
不
悪
口
、
不
両
語
の
各
戒
律
に
反
す
る
も
の
と
な
る
の

で
す
が
。

自
己
の
「
個
」
を
追
求
す
る
こ
う
し
た
現
象
は
、
す
べ
て
「
規

」

。

範
や
倫
理
観
の
喪
失

と
呼
ば
れ
る
も
の
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す

そ
れ
は
、
他
己
萎
縮
で
も
あ
る
か
ら
で
す
。

日
本
が
バ
ブ
ル
の
崩
壊
で
経
済
的
な
衰
退
が
起
こ
り
、
バ
ブ
ル

前
の
優
越
感
が
崩
壊
し
、
明
治
以
来
の
日
本
人
の
行
動
動
機
と
な
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っ
て
き
ま
し
た
「
欧
米
に
追
い
つ
き
追
い
越
せ
」
や
「
富
国
強
兵

・
殖
産
興
業
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
が
、
再
び
大
き
な
目

標
に
な
っ
て
来
て
い
ま
す
。
そ
れ
は

「

世
紀
日
本
の
構
想
」

、

21
懇
談
会
の
最
終
報
告
書
「
日
本
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
は
日
本
の
中
に

あ
る
」
を
読
ん
で
み
て
も
分
か
り
ま
す
。

ま
た
、
多
く
の
人
が
、
他
己
萎
縮
を
「
公
」
の
弱
体
化
と
し
て

意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て
来
て
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
そ
の
公
を

取
り
戻
す
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
が
、
分
か
っ
て
い
な
い
よ

う
に
思
え
ま
す
。

そ
れ
は
、
例
え
ば
、
憲
法
改
正
を
め
ぐ
る
意
見
の
多
く
が
、
憲

法
第
九
条
を
改
正
し
て
、
解
釈
法
上
で
は
な
く
て
、
正
式
に
軍
隊

を
も
て
る
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
や
、
教
育
基
本
法
を

改
正
し
て
、
愛
国
心
を
強
め
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
す
る
意
見
に

反
映
し
て
い
ま
す
。
ま
た
そ
れ
は
、
国
粋
主
義
的
な
マ
ン
ガ
や
歴

史
書
が
売
れ
て
い
る
点
を
見
て
も
分
か
り
ま
す
。

い
ま
上
げ
ま
し
た
、
ま
す
ま
す
「
個
」
を
追
求
し
よ
う
と
す
る

傾
向
や

「
公
」
を
取
り
戻
す
た
め
に
国
粋
主
義
に
傾
い
て
い
く

、

方
向
は
、
解
決
に
向
か
っ
て
い
る
よ
う
で
、
実
は
、
ま
す
ま
す
現

在
の
混
乱
を
深
め
る
道
な
の
で
す
。
ど
う
も
そ
れ
が
、
誰
に
も
分

か
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
現
状
認
識
が

間
違
っ
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
私
の
こ
と
ば
で
い
い
ま
す
と
、

い
ま
起
き
て
い
る
混
乱
は
、
自
己
肥
大
と
他
己
萎
縮
と
い
う
表
裏

一
体
の
現
象
で
あ
り
、
そ
れ
を
解
決
す
る
に
は
、
こ
の
関
係
を
一

つ
の
事
実
と
し
て
解
明
で
き
る
哲
学
が
必
要
な
の
で
す
。

我
田
引
水
の
よ
う
で
恐
縮
で
す
が
、
私
は
、
世
界
中
が
陥
っ
て

い
る
自
由
主
義
的
民
主
主
義
の
限
界
を
克
服
す
る
に
は
、
私
の
提

唱
す
る
「
自
己
・
他
己
双
対
理
論
」
が
極
め
て
有
効
で
あ
る
と
、

考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は
こ
こ
で
は
述
べ
ま
せ
ん
が
、
哲
学

を
欠
い
た
改
革
案
に
盛
ら
れ
た
「
き
れ
い
な
言
葉
」
だ
け
で
は
、

真
の
改
革
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
戦
後
制
定
さ
れ
た
教
育
基
本
法

を
例
に
あ
げ
て
検
討
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
前
文
に
は
こ
う
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す

「
個
人
の
尊
厳

。

を
重
ん
じ
、
真
理
と
平
和
を
希
求
す
る
人
間
の
育
成
を
期
す
る
」

と
。
ま
た
、
第
一
条
に
は
「
教
育
は
、
人
格
の
完
成
を
め
ざ
し
、

平
和
的
な
国
家
及
び
社
会
の
形
成
者
と
し
て
、
真
理
と
正
義
を
愛

し
」
と
。
さ
ら
に
、
第
二
条
に
は
「
自
他
の
敬
愛
と
協
力
に
よ
っ

て
文
化
の
創
造
と
発
展
に
貢
献
す
る
」
と
。

こ
れ
ら
の
言
葉
で
示
さ
れ
て
い
る
目
標
が
、
現
在
、
ま
さ
に
問

わ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
最
高
教
育
機
関
で
あ
る
大
学

の
教
員
す
ら
が
、
真
理
や
正
義
よ
り
も
、
利
益
と
選
好
を
優
先
さ

せ
て
い
ま
す
し
、
ま
た
、
大
学
以
下
の
学
校
で
起
こ
っ
て
い
る
、

、

、

、

、

陰
湿
な
い
じ
め

暴
力
傾
向
の
増
大

不
登
校

教
師
へ
の
反
抗

な
ど
の
問
題
状
況
を
見
ま
す
と
、
教
育
基
本
法
に
い
う
「
個
人
の

尊
厳
」
と
か
「
平
和
」
と
か
「
自
他
の
敬
愛
」
と
か
は
、
全
く
の
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お
題
目
に
し
か
す
ぎ
な
い
こ
と
が
、
よ
く
分
か
り
ま
す
。

な
ぜ
そ
う
な
っ
た
の
か
。
こ
の
基
本
法
を
制
定
す
る
と
き
の
状

況
を
み
れ
ば
分
か
る
の
で
す
が
、
そ
こ
に
は
民
主
主
義
以
外
の
哲

学
が
な
い
こ
と
に
、
そ
の
理
由
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。

民
主
主
義
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
生
ま
れ
た
「
個
」
を
追
求
す
る

制
度
で
す
。
そ
れ
は

「
自
己
社
会
」
を
能
率
よ
く
実
現
す
る
制

、

度
で
、
そ
の
経
済
的
な
制
度
が
資
本
主
義
な
の
で
す
。

こ
の
制
度
が
、
欧
米
で
具
合
よ
く
発
展
し
た
基
礎
に
は
、
キ
リ

ス
ト
教
思
想
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
キ
リ
ス
ト
教
は
一
神
教
で
、
唯
一
絶
対
の
父
な
る
神
を
信

仰
し
ま
す
。
そ
の
愛
に
よ
っ
て
人
間
は
生
か
さ
れ
て
お
り
、
一
人

ひ
と
り
の
人
間
と
神
は
、
そ
の
愛
で
結
ば
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
教
え
を
示
し
た
も
の
が
、
聖
書
で
、
神
と
同
様

に
絶
対
な
も
の
で
、
キ
リ
ス
ト
教
が
確
立
し
て
以
来
、
誰
に
よ
っ

て
も
改
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
強
烈
な
他
己
性
を
備
え
て
い
ま
す
。
自

己
を
追
求
す
る
民
主
主
義
へ
の
強
力
な
ブ
レ
ー
キ
と
な
っ
て
き
ま

し
た
。
そ
の
バ
ラ
ン
ス
の
上
に
資
本
主
義
が
発
展
し
て
き
た
の
で

す
。
し
か
し
、
欧
米
に
も
民
主
主
義
の
力
が
、
そ
の
制
度
が
も
つ

必
然
な
の
で
す
が
、
強
く
な
り
過
ぎ
て
、
信
仰
が
失
わ
れ
、
ブ
レ

ー
キ
が
き
か
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

さ
て
、
日
本
に
話
を
戻
し
て
み
ま
す
と
、
日
本
に
は
キ
リ
ス
ト

教
に
相
当
す
る
教
え
は
あ
り
ま
せ
ん
。
明
治
に
な
っ
て
、
仏
教
の

教
え
を
排
し
、
キ
リ
ス
ト
教
を
模
し
て
天
皇
を
絶
対
化
す
る
神
道

を
国
教
に
定
め
ま
し
た
が
、
そ
れ
も
、
第
２
次
大
戦
の
敗
戦
に
よ

っ
て
捨
て
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
民
主
主
義
が
導
入
さ
れ

た
の
で
す
。

し
か
し
、
民
主
主
義
に
は
、
自
己
（
個
）
の
追
求
に
ブ
レ
ー
キ

を
か
け
る
仕
掛
け
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
こ
ま
で
も
、
自
己
を
追
求

し
て
止
ま
な
い
の
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
自
由
競
争
・
資
本
主
義

を
基
盤
と
し
て
、
世
界
的
に
自
己
社
会
に
傾
い
て
い
く
傾
向
を
み

れ
ば
明
ら
か
で
す
。
民
主
主
義
に
は
、
そ
の
自
己
追
求
に
ブ
レ
ー

キ
の
役
割
を
果
た
す
も
の
が
な
い
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
は
、
欧
米
で
は
キ
リ
ス
ト
教
が
存
在
し
ま
し
た
。
そ

れ
が
、
強
力
な
他
己
と
な
っ
て
、
人
は
神
の
義
（
愛
）
を
人
の
義

と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
絶
対
な
神
の
命
令
を
受
け
て
い

た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
民
主
主
義
の
権
利
の
主
張
に
た
い
し
て
義

務
を
課
す
の
も
の
で
す
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
れ
ま
で
の
神
に
課
さ

れ
た
義
務
か
ら
の
開
放
と
し
て
、
権
利
の
主
張
が
な
さ
れ
た
と
も

解
釈
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
精
神
構
造
は
、
日
本
に
は

あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
に
取
り
戻
す
べ
き
も
の
は
、
欧
米
も
失
い
か

け
て
い
る
他
己
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
取
り
あ
え
ず
、
自
分
を
抑

え
て
他
者
を
尊
重
す
る
「
仁
」
で
す
。
あ
る
い
は
、
聖
徳
太
子
で

言
え
ば
和
の
精
神
で
す
。
も
っ
と
言
え
ば
宗
教
で
す
。
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こ
う
し
た
、
思
想
を
欠
い
て
、
冒
頭
で
述
べ
ま
し
た
よ
う
な
、

二
十
一
世
紀
の
見
通
し
は
立
ち
ま
せ
ん
し
、
ま
た
、
憲
法
改
正
も

教
育
改
革
・
教
育
基
本
法
改
正
も
決
し
て
成
功
す
る
こ
と
は
な
い

の
で
す
。

日
本
は
、
島
国
だ
っ
た
こ
と
が
幸
い
し
て
、
早
く
か
ら
安
定
し

た
社
会
が
定
着
し
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
聖
徳
太
子
が
十
七

条
の
憲
法
で
示
さ
れ
た
和
に
も
反
映
さ
れ
て
い
ま
す
「
宥
和
」
の

精
神
で
社
会
は
維
持
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

私
の
理
論
（
哲
学
）
で
い
い
ま
す
と
、
そ
れ
は
、
意
識
領
域
で

は
最
下
位
に
あ
っ
て
、
人
間
の
精
神
の
根
本
を
な
す
「
こ
こ
ろ
」

で
、
人
々
が
結
び
つ
い
た
社
会
で
す
。
自
己
の
「
情
動
」
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
し

「
人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ
」
で
あ
る
「
感
情
」

、

を
大
切
に
し
て
、
生
き
て
い
く
世
界
で
す
。

そ
う
し
た
社
会
で
は

「
個
」
を
捨
て
た
と
こ
ろ
に
「
個
」
が

、

輝
き
出
て
く
る
の
で
す
。
互
い
に
尊
重
し
合
う
こ
と
で
、
互
い
が

生
き
甲
斐
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
世
界
な
の
で
す
。
こ
う
し
た

世
界
は
、
欧
米
の
「
た
ま
し
い
」
を
建
前
と
す
る
社
会
よ
り
、
ず

っ
と
本
質
的
に
人
間
的
な
社
会
と
言
え
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
そ
れ
を
不
動
な
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
宗
教
が
い

る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
私
の
理
論
（
哲
学
）
で
い
い
ま
す
と
、
無

意
識
を
磨
く
こ
と
な
の
で
す
。
自
己
を
捨
て
て
、
ひ
た
す
ら
聖
人

の
教
え
を
信
じ
、
修
行
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

釈
尊
の
こ
と
ば
（
九
〇
）

―
法
句
経
解
説
―

（
三
〇
四
）
善
き
人
々
は
遠
く
に
い
て
も
輝
く
、

雪

―
―

頂
く
高
山
の
よ
う
に
。

善
か
ら
ぬ
人
々
は
近
く
に
い
て
も
見
え
な
い
、

夜

―
―

に
放
た
れ
た
矢
の
よ
う
に
。

「
善
き
人
々
」
と
は
、
ど
ん
な
人
た
ち
な
の
で
し
ょ
う
か
。
私

は
、
そ
れ
は
解
脱
に
至
っ
た
人
、
例
え
ば
、
釈
尊
、
老
子
、
ソ
ク

ラ
テ
ス
、
キ
リ
ス
ト
と
い
っ
た
四
聖
の
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
う
し
た
人
た
ち
は

「
遠
く
に
い
て
も
輝
く
」
と
い
う
こ
と

、

で
す
。
遠
く
と
は
、
場
所
が
空
間
的
に
遠
い
と
い
う
だ
け
で
は
な

く
、
時
代
を
超
え
て
時
間
的
に
遠
い
こ
と
も
含
ま
れ
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。

つ
ま
り
、
善
き
人
た
ち
は
空
間
的
・
時
間
的
制
約
を
超
え
て
、

光
り
輝
い
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
四
聖
で
言
い
ま
す
と
、

二
千
年
乃
至
二
千
五
百
年
を
超
え
て
、
し
か
も
地
球
全
体
を
お
お

っ
て
、
未
だ
に
光
り
輝
い
て
い
る
の
で
す
。

で
も
、
残
念
な
が
ら
、
個
人
一
人
ひ
と
り
が
独
立
し
て
自
由
に

判
断
す
べ
き
だ
と
す
る
民
主
主
義
の
現
在
で
は
、
だ
ん
だ
ん
と
こ

う
し
た
四
聖
の
人
た
ち
も
光
り
輝
か
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
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民
主
主
義
で
は
、
聖
人
や
偉
人
の
判
断
基
準
を
単
に
適
用
す
る

の
で
は
な
く
、
一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
考
え
を
も
ち
、
そ
れ
に
基

づ
い
て
判
断
す
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
ま
す
。
聖
人
や
偉
人
の
考
え

に
単
純
に
従
う
こ
と
は
、
避
け
る
べ
き
こ
と
と
さ
れ
る
の
で
す
。

こ
う
な
り
ま
す
と
、
他
者
の
意
見
に
従
う
の
は
、
自
分
の
好
き

な
人
の
言
う
こ
と
「
選
好
」
で
あ
っ
た
り
、
自
分
の
「
利
益
」
に

な
る
こ
と
で
あ
っ
た
り
す
る
と
き
だ
け
に
な
っ
て
来
る
の
で
す
。

、

、

、

そ
の
好
き
な
人
と
言
い
ま
す
の
は

同
郷
だ
と
か

同
窓
だ
と
か

い
つ
も
自
分
を
引
き
立
て
て
く
れ
る
人
で
あ
る
と
か
、
常
々
気
が

あ
っ
て
付
き
合
っ
て
い
る
人
で
あ
る
と
か
、
と
い
っ
た
人
で
、
真

に
人
格
者
で
あ
る
と
か
、
修
行
を
積
ん
で
常
に
善
を
為
す
よ
う
な

人
で
あ
る
と
か
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
こ
に
問
題

が
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
て
人
々
は
、
正
義
に
か
な
う
か
と
か
、
善
い
こ
と
で
あ

る
か
と
か
、
真
理
で
あ
る
か
と
か
で
は
、
判
断
し
な
く
な
っ
て
し

ま
う
の
で
す
。
実
は
、
そ
れ
が
民
主
主
義
が
い
だ
く
原
理
の
必
然

の
帰
結
と
言
え
る
の
で
す
。

凡
夫
で
あ
る
相
対
な
人
間
が
、
自
分
の
選
好
や
利
益
を
判
断
の

基
準
に
し
ま
す
と
、
間
違
い
を
犯
し
て
し
ま
い
ま
す
。
善
を
為
さ

ず
、
悪
を
な
し
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
う
気
づ
か
な
い
で
そ
う
し

て
し
ま
う
の
で
す
。

相
対
な
人
間
に
は
、
判
断
の
基
準
と
す
べ
き
絶
対
な
基
準
が
い

る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
無
明
の
闇
を
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人

間
に
と
っ
て
の
明
か
り
で
す
。
そ
れ
は
、
人
生
行
路
に
お
け
る
灯

台
と
言
え
る
も
の
な
の
で
す
。

そ
れ
が
、
善
き
人
が
光
り
輝
く
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
三
〇
五
）
ひ
と
り
坐
し
、
ひ
と
り
臥
（
ふ
）
し
、
ひ
と
り

歩
み
、
な
お
ざ
り
に
な
る
こ
と
な
く
、
わ
が
身
を
と
と
の
え

て
、
林
の
な
か
で
ひ
と
り
楽
し
め
。

こ
の
偈
の
中
に
は

「
ひ
と
り
」
と
い
う
言
葉
が
、
四
回
で
て

、

い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
偈
の
め
ざ
す
も
の
が
、
孤
独
主

義
あ
る
い
は
個
人
主
義
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
個
人
主
義
や
自
由
主
義
は
民

主
主
義
を
支
え
る
原
理
で
す
が
、
こ
こ
で
「
ひ
と
り
」
と
言
っ
て

い
ま
す
の
は
、
瞑
想
す
る
た
め
に
は
、
ひ
と
り
の
方
が
よ
い
か
ら

な
の
で
す
。
ひ
と
り
で
「
行
住
坐
臥
」
に
徹
す
る
べ
き
だ
と
言
わ

れ
て
い
る
の
で
す
。

キ
リ
ス
ト
も
「
奥
ま
っ
た
部
屋
に
入
り
、
戸
を
閉
め
て
ひ
と
り

神
に
祈
れ
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
同
じ
趣
旨
で
す
。

こ
の
偈
を
実
践
し
た
人
に
、
有
名
な
良
寛
さ
ん
が
あ
り
ま
す
。

、

、

良
寛
さ
ん
は
新
潟
県
で
生
ま
れ
育
っ
て

岡
山
県
玉
島
で
修
行
し

晩
年
は
郷
里
に
帰
っ
て
、
山
に
こ
も
り
一
生
を
終
わ
り
ま
し
た
。
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と
き
ど
き
里
に
出
て
、
托
鉢
を
し
、
子
ど
も
と
遊
び
ま
し
た
。
能

筆
で
文
字
を
よ
く
書
き
、
よ
い
歌
を
た
く
さ
ん
残
し
ま
し
た
。

「

、

（

）

、

、

ま
さ
に

ひ
と
り
坐
し

ひ
と
り
臥

ふ

し

ひ
と
り
歩
み

な
お
ざ
り
に
な
る
こ
と
な
く
、
わ
が
身
を
と
と
の
え
て
、
林
の
な

か
で
ひ
と
り
楽
し
」
ん
だ
人
と
言
え
ま
す
。

で
も
、
こ
う
し
た
価
値
も
、
今
は
殆
ど
理
解
さ
れ
ま
せ
ん
。
現

代
人
の
よ
う
に
、
他
己
を
弱
め
ま
す
と
、
ひ
と
り
で
林
の
中
で
暮

ら
す
こ
と
は
、
と
て
も
耐
え
ら
れ
な
い
の
で
す
。
自
分
が
生
き
て

い
る
こ
と
が
無
意
味
に
思
え
て
き
ま
す
し
、
自
分
を
定
位
す
る
も

の
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
人
が
い
な
い
と
不
安
に
な
っ
て
し
ま
う

の
で
す
。
こ
こ
ろ
か
ら
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
て
も
、
そ
こ
に
人
が
い
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
ひ
と

が
何
と
な
く
支
え
て
く
れ
そ
う
に
思
え
る
の
で
す
。
ま
た
、
そ
れ

ば
か
り
を
期
待
し
て
い
る
の
で
す
。

で
も
、
良
寛
さ
ん
の
よ
う
に
信
仰
を
も
っ
て
い
ま
す
と
、
一
人

で
い
て
も
平
気
で
す
。

よ
く
、
日
本
人
は
外
国
に
行
く
と
、
一
人
で
い
る
こ
と
に
弱
く

て
、
す
ぐ
日
本
人
同
志
で
集
ま
っ
て
い
る
と
言
い
ま
す
。
日
本
人

の
信
仰
の
な
さ
を
示
す
も
の
だ
と
、
私
は
解
釈
し
て
い
ま
す
。

四
国
八
十
八
カ
所
霊
場
を
ま
わ
る
と
き
、
同
行
二
人
と
書
い
た

服
を
着
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
た
と
え
一
人
旅
で
あ
っ
て
も
、
常
に

お
大
師
さ
ま
と
い
っ
し
ょ
だ
と
い
う
意
味
で
す
。
信
仰
に
よ
っ
て

他
己
を
得
、
孤
独
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
お
大
師
さ

ま
は
絶
対
で
す
の
で
、
信
じ
る
こ
と
で
そ
こ
に
足
場
を
得
ま
す
と

決
し
て
ぐ
ら
つ
く
こ
と
は
な
い
の
で
す
。
相
対
な
も
の
に
寄
り
掛

か
り
ま
す
と
、
相
対
な
も
の
は
す
ぐ
変
化
し
ま
す
か
ら
、
寄
り
掛

か
っ
て
い
る
積
も
り
が
、
寄
り
掛
か
れ
る
も
の
で
な
く
な
っ
て
し

ま
う
の
で
す
。
そ
の
相
対
な
も
の
と
は
、
名
利
（
名
誉
・
財
産
）

で
あ
っ
た
り
、
家
族
・
家
名
で
あ
っ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
欲
望
で

あ
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
う
し
た
も
の
は
、
状
況
に
よ
っ
て
変
化
し

。

、

、

て
止
ま
な
い
実
に
空
し
い
も
の
な
の
で
す

で
も

多
く
の
人
は

悲
し
い
か
な
、
な
か
な
か
そ
れ
が
理
解
で
き
ま
せ
ん
。

最
後
に
「
な
お
ざ
り
に
な
る
こ
と
な
く
、
わ
が
身
を
と
と
の
え

」

、

。

て

と
い
う
こ
と
で
す
が

こ
れ
が
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
す

人
間
は
ど
う
し
て
も
怠
惰
に
流
さ
れ
ま
す
。
易
き
に
流
さ
れ
て

い
き
ま
す

「
な
お
ざ
り
に
」
な
り
や
す
い
の
で
す
。

。
、「

」

。

ま
た

わ
が
身
を
と
と
の
え
る

こ
と
も
難
し
い
こ
と
で
す

「
わ
が
身
を
と
と
の
え
る
」
と
は
、
教
え
を
守
り
、
戒
律
を
守
る

こ
と
で
す
。
最
も
基
本
的
な
戒
律
で
あ
る
五
戒
は
、
①
不
殺
生
、

、

、

、

、

。

、

②
不
偸
盗

③
不
邪
淫

④
不
妄
語

⑤
不
飲
酒

で
す

ま
た

、

、

、

、

、

、

六
波
羅
蜜
は

①
布
施

②
持
戒

③
忍
辱

④
精
進

⑤
禅
定

⑥
智
慧
、
で
す
。
こ
う
し
た
も
の
を
守
る
こ
と
が
、
身
を
と
と
の

え
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
ど
う
か
皆
さ
ん
も
、
守
る
こ
と
を

こ
こ
ろ
が
け
ら
れ
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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後
記

、

、

。

、

、

一

ま
だ
ま
だ

寒
さ
が
続
く
よ
う
で
す

で
も

畑
の
作
物
も

雑
草
も
だ
ん
だ
ん
勢
い
を
増
し
て
い
ま
す
。

二
、
先
月
の
末
に
、
久
し
ぶ
り
に
畑
仕
事
を
し
ま
し
た
。
畑
を
耕

運
機
で
耕
し
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
種
を
植
え
ま
し
た
。

三
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
は
、
年
に
二
度
作
れ
ま
す
し
、
や
せ
た
土
地
で

も
で
き
ま
す
。
そ
れ
に
、
勝
負
が
早
く
て
、
も
う
六
月
に
は
収
穫

で
き
ま
す
。
最
近
は
、
さ
つ
ま
芋
よ
り
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
方
が
食
べ

や
す
い
こ
と
も
あ
り
、
よ
く
食
べ
て
い
ま
す
。

四
、
ま
た
、
入
手
し
ま
し
た
土
地
は
、
平
地
で
す
が
、
地
目
が
山

林
で
、
一
部
が
は
げ
、
土
が
流
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
植
林
し
ま

し
た
。
松
の
木
の
小
さ
い
の
を
そ
の
土
地
の
中
か
ら
間
引
い
て
き

て
、
移
植
し
ま
し
た
。
い
ま
の
と
こ
ろ
順
調
で
す
。

五
、
風
呂
は
、
そ
の
山
の
倒
れ
た
木
（
ア
カ
シ
ヤ
が
多
い
）
を
伐

っ
て
き
て
、
わ
か
し
て
い
ま
す
。
い
つ
ま
で
も
あ
り
そ
う
で
す
。

六
、
道
元
の
時
間
論
〔
＝
有
時
（
う
じ

〕
は
、
な
か
な
か
難
し

）

い
よ
う
で
す
が
、
何
度
も
読
み
な
お
し
て
頂
け
れ
ば
、
何
か
得
る

も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

七
、
私
た
ち
は
、
客
観
の
世
界
（
物
理
的
環
境
）
の
中
に
住
ん
で

い
る
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
に
意
味
を
付
け
る
の
は
、
他
な
ら
ぬ
人

間
で
す
。
環
境
は
、
す
べ
て
人
間
の
精
神
が
構
成
し
た
意
味
空
間

で
あ
り
、
時
間
空
間
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
、
自
分
自

身
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
気
づ
け
ば
、
環
境
は
大
切
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
。
人
間
だ
け
で
は
な
く
、
物
（
物

質
）
に
も
、
生
き
物
（
生
命
）
に
も
、
尊
厳
が
あ
り
ま
す
。
物
や

、

、

生
き
物
を
好
き
勝
手
に
操
作
し
た
り
せ
ず

大
切
に
す
る
こ
と
が

す
な
わ
ち
、
人
間
を
大
切
に
す
る
こ
と
な
の
で
す
が
。
な
か
な
か

理
解
さ
れ
な
い
よ
う
で
す
。

八
、
三
月
は
じ
め
、
風
邪
か
ら
ウ
イ
ル
ス
性
大
腸
炎
を
起
こ
し
て

し
ま
い
、
一
週
間
下
痢
が
続
き
ま
し
た
。
生
ま
れ
て
初
め
て
の
経

験
で
し
た
。
ず
っ
と
水
の
よ
う
な
便
が
頻
繁
に
出
て
、
何
も
受
け

付
け
ま
せ
ん
で
し
た
。
二
度
点
滴
を
受
け
ま
し
た
。
い
ろ
ん
な
こ

と
を
経
験
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
皆
さ
ん
も
お
気
を
付
け
下
さ
い
。

月
刊

平
成
十
二
年
三
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

三
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
二
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



- 1 3 -


