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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
一
巻

四
月
号

ひ
た
す
ら
瞑
想
す
る

他
の
こ
と
を

や
り
た
い
気
持
ち
も

何
も

や
り
た
く
な
い
気
持
ち
も

と
も
に
抑
え
て

た
だ
ひ
た
す
ら

瞑
想
す
る

そ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

自
ら
を
制
し
て

他
を
た
て
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
れ
る

凡
聖
を
分
け
る
も
の

凡
人
と
聖
人
を
分
け
る

決
定
的
相
違
点
は

極
め
て
簡
単

そ
れ
は

欲
望
に
執
着
す
る
か

し
な
い
か



- 2 -

人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
七
五
）

―

―

『
正
法
眼
蔵
』
解
説
（
一
九
）

有
時
（
う
じ
）
の
巻
を
続
け
ま
す
。

恁
麼
（
い
ん
も
）
の
道
理
な
る
ゆ
ゑ
に
、
尽
地
に
万
象
百

草
（
ば
ん
ぞ
う
ひ
ゃ
く
そ
う
）
あ
り
、
一
草
一
象
お
の
お
の

尽
地
に
あ
る
こ
と
を
参
学
す
べ
し
。
か
く
の
ご
と
く
の
往
来

は
、
修
行
の
発
足
な
り
。
到
恁
麼
（
と
う
い
ん
も
）
の
田
地

の
と
き
、
す
な
わ
ち
一
草
一
象
な
り
、
会
象
不
会
象
（
え
ぞ

う
ふ
え
ぞ
う
）
な
り
、
会
草
不
会
草
な
り
。
正
当
恁
麼
時
の

み
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
有
時
み
な
尽
時
な
り
、
有
草
有
象
と
も

に
時
な
り
。
時
時
の
時
に
尽
有
尽
界
あ
る
な
り
。
し
ば
ら

く
、
い
ま
の
時
に
も
れ
た
る
尽
有
尽
界
あ
り
や
な
し
や
と
観

想
す
べ
し
。

例
に
よ
っ
て
、
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
。

こ
の
よ
う
な
道
理
で
あ
る
か
ら
、
大
地
に
は
、
さ
ま
ざ
ま

、

、

な
事
象
・
事
物
が
存
在
し
て
お
り

そ
の
一
つ
一
つ
の
事
象

一
つ
一
つ
の
事
物
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
大
地
全
体
に
あ
る
こ
と

を
参
学
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
心
得
る
こ
と

が
、
仏
道
修
行
の
て
は
じ
め
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

な
境
地
に
到
る
と
き
、
そ
こ
に
一
つ
一
つ
の
事
象
、
一
つ
一

つ
の
事
物
が
あ
る
。
そ
の
事
象
を
理
解
し
て
い
る
場
合
も
あ

り
、
理
解
し
て
い
な
い
場
合
も
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
事
物
を

理
解
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
理
解
し
て
い
な
い
場
合
も
あ

る
。し

か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
ま
さ
し
く
そ
の
よ
う
な
時
ば

か
り
で
あ
る
か
ら
、
存
在
即
時
間
（
す
な
わ
ち
絶
対
生
命
）

は
、
す
べ
て
の
時
に
行
き
わ
た
っ
て
い
る
。
事
物
や
事
象
が

あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
す
で
に
時
で
あ
る
。
そ
の
時
そ
の
時

の
時
に
、
存
在
す
べ
て
を
尽
く
し
、
世
界
の
全
体
を
尽
く
し

て
い
る
。
い
っ
た
い
、
い
ま
の
時
に
漏
れ
て
い
る
存
在
全
体

・
世
界
全
体
と
い
う
も
の
が
、
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
、
と

思
い
は
か
る
べ
き
で
あ
る
。

今
回
の
部
分
は
、
特
に
難
解
で
す
。
お
そ
ら
く
、
皆
さ
ん
も
、

現
代
語
訳
を
読
ま
れ
て
も
、
ち
ん
ぷ
ん
か
ん
ぷ
ん
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
た
現
代
語
訳
や
解
説
を
読
ん
で
み

て
も
、
ま
ち
ま
ち
で
、
満
足
で
き
る
も
の
は
皆
無
で
す
。

。

私
の
体
験
や
理
論
に
基
づ
い
て
解
説
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
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ま
ず
出
だ
し
の
「
恁
麼
の
道
理
な
る
ゆ
え
に
」
で
す
が
、
こ
れ

は
、
現
代
語
訳
に
あ
る
通
り
「
こ
の
よ
う
な
道
理
で
あ
る
か
ら
」

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
道
理
と
は
、
先
月
号
に
あ
り
ま

し
た

「
自
己
の
時
な
る
道
理
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、

、

時
と
は
自
分
が
体
験
し
て
き
た
精
神
世
界
の
全
体
だ
、
と
い
う
こ

と
で
し
た
。
そ
れ
が
、
先
月
号
に
あ
っ
た
原
文
の
「
わ
れ
を
配
列

し
て
、
わ
れ
こ
れ
を
み
る
な
り
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
面
倒
で
し

ょ
う
が
、
も
う
一
度
、
先
月
号
を
ご
覧
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

次
の
「
尽
地
に
万
象
百
草
あ
り
、
一
草
一
象
お
の
お
の
尽
地
に

あ
る
こ
と
を
参
学
す
べ
し
」
で
す
が
、
こ
れ
が
、
な
か
な
か
難
解

。

、

。

で
す

失
礼
で
す
が

現
代
語
訳
で
は
ま
っ
た
く
分
か
り
ま
せ
ん

例
え
ば
、
こ
の
「
尽
地
」
で
す
が
、
現
代
語
訳
に
あ
り
ま
す
よ

、

。

、

。

う
に

大
地
は
不
適
当
で
す

尽
地
は

大
地
で
は
あ
り
ま
せ
ん

そ
れ
は
、
先
月
号
で
出
て
き
ま
し
た

「
尽
界
」
と
同
義
の
こ
と

、

ば
で
す
。
内
的
な
精
神
世
界
の
全
体
で
す
。
物
理
的
に
外
界
に
存

在
す
る
大
地
で
は
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら

「
万
象
百
草
」
は

、

私
た
ち
の
精
神
の
中
に
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。
先
月
号
の
言
葉

、

「

（

）
」

、

で
言
い
ま
す
と

そ
れ
は

頭
頭
物
物

ず
ず
も
つ
も
つ

で

事
と
物
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
出
来
事
と
物
が
精
神
の
中

に
存
在
し
て
い
る
の
で
す
。

、

、

も
ち
ろ
ん

具
体
的
に
は
事
や
物
は
外
界
に
あ
る
わ
け
で
す
が

私
た
ち
が
生
き
て
い
く
上
で
、
そ
れ
ら
が
意
味
を
も
つ
の
は
、
私

た
ち
の
精
神
に
ど
う
い
う
位
置
を
占
め
て
い
る
か
に
関
わ
っ
て
い

る
の
で
す
。
い
く
ら
外
界
に
存
在
し
て
も
、
生
き
て
い
く
上
で
、

精
神
に
対
し
て
意
味
を
持
ち
得
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
物
で
も

事
で
も
あ
り
得
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り
、
時
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
な
の
で
す
。

次
の

「
一
草
一
象
お
の
お
の
尽
地
に
あ
る
こ
と
を
参
学
す
べ

、

し
」
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
説
明
で
お
分
か
り
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
物
・
事
が
、
全
体
の
精
神
世
界
の
中

に
位
置
を
占
め
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
参
学
す
べ
し
、
と

い
う
こ
と
な
の
で
す
。
参
学
と
は
、
参
禅
学
道
の
略
で
す
の
で
、

坐
禅
に
参
加
し
て
、
道
を
学
ぶ
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
実
は
、
無
意
識
の
世
界
で
起
こ
る
こ
と
で

す
の
で
、
こ
と
ば
で
理
解
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
な

の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
体
験
す
る
と
き
だ
け
、
理
解
で
き
る

こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
参
禅
学
道
す
べ
し
と
は
、
そ
う
い
う

こ
と
な
の
で
す
。

そ
う
し
た
境
地
に
達
し
ま
す
と
、
老
子
が
言
い
ま
す
よ
う
に
、

「
無
為
而
無
不
為

（
為
す
こ
と
無
く
し
て
、
為
さ
ざ
る
こ
と
無

」

し
）
と
い
う
境
地
に
到
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス

で
い
い
ま
す
と
「
無
知
の
知
」
で
す
。
老
子
に
ひ
き
う
つ
し
て
言

い
ま
す
と
「
無
知
而
無
不
知
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
外
界
の
全
て

が
、
自
分
の
精
神
世
界
の
中
に
存
在
す
る
の
で
す
。
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こ
の
境
地
が
、
実
は
次
に
出
て
い
ま
す
「
到
恁
麼
の
田
地
の
と

き
、
す
な
は
ち
一
草
一
象
な
り
、
会
象
不
会
象
な
り
、
会
草
不
会

草
な
り
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す

「
到
恁
麼
の
田
地
」
と
は
、

。

解
脱
の
境
地
の
こ
と
で
、
私
の
こ
と
ば
で
い
い
ま
す
と
、
自
己
・

他
己
の
精
神
全
て
の
統
合
で
す
。
次
の
「
一
草
一
象
」
は
解
説
済

み
で
す
の
で
、
次
の
「
会
象
不
会
象
な
り
、
会
草
不
会
草
な
り
」

に
進
み
ま
す
。
ど
の
解
説
書
も
こ
れ
が
全
く
理
解
で
き
て
い
ま
せ

ん
。
こ
の
「
会
象
（
而
）
不
会
象
」
と
前
出
の
「
無
為
（
而
）
無

不
為
」
と
を
比
べ
て
み
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
よ
く
似
て
い

る
と
思
わ
れ
ま
せ
ん
か
。
一
方
は
肯
定
で
書
か
れ
、
他
方
は
、
否

定
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
れ
る
と
思
い
ま
す
。

、

、

。

実
は

無
意
識
の
世
界
で
は

肯
定
も
否
定
も
同
等
な
の
で
す

正
し
く
言
い
ま
す
と
、
そ
こ
は
、
肯
定
も
否
定
も
、
共
に
否
定
さ

。

、

、

れ
た
絶
対
否
定
の
世
界
な
の
で
す

そ
し
て

そ
う
し
た
世
界
は

形
式
論
理
や
弁
証
法
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
世
界
で
、
そ
こ
で
は
絶

対
否
定
は
絶
対
肯
定
で
も
あ
る
の
で
す
。
肯
定
も
否
定
も
超
越
し

て
い
る
と
言
え
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
否
定
で
も
肯
定
で
も
よ

い
の
で
す
。
有
も
無
も
統
一
さ
れ
て
い
て
、
こ
と
ば
で
言
い
ま
す

と
、
有
で
も
あ
り
、
無
で
も
あ
る
、
あ
る
い
は
、
有
で
も
な
い
、

無
で
も
な
い
、
と
言
え
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
事
象
に
会
う
の

に
会
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
存
在
物
に
出
会
う
の

に
出
会
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
道
元
は
老
子
を
意

識
し
て
、
そ
れ
を
逆
用
し
た
の
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
弟

子
た
ち
は
、
大
い
に
と
ま
ど
っ
て
い
ま
す
。

順
序
が
逆
に
な
り
ま
し
た
が
、
少
し
戻
っ
て
「
か
く
の
ご
と
く

の
往
来
は
、
修
行
の
発
足
な
り
」
に
行
き
ま
す
。
こ
れ
は
、
前
出

の
「
尽
地
に
万
象
百
草
あ
り
」
と
「
一
草
一
象
お
の
お
の
尽
地
に

あ
る
」
と
い
う
二
つ
の
世
界
の
「
往
来
（
＝
ゆ
き
き

」
が
、
修

）

行
の
出
発
点
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
た
ち
の
精
神
世
界

に
、
外
界
の
あ
ら
ゆ
る
事
物
が
映
し
出
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と

は
、
常
識
（
意
識
）
の
世
界
の
話
で
、
誰
で
も
理
解
で
き
る
の
で

す
が
、
あ
ら
ゆ
る
個
々
の
一
草
一
象
が
、
す
べ
て
自
分
の
精
神
世

界
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
は

「
無
見
而

、

無
不
見
」
と
い
う
境
地
に
到
ら
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
な
の
で

す
。で

す
か
ら
、
修
行
の
出
発
点
で
は
、
坐
禅
に
よ
っ
て
自
分
の
無

意
識
に
沈
潜
し
、
そ
の
境
地
に
到
ろ
う
と
し
ま
す
が
、
す
ぐ
意
識

の
世
界
に
戻
っ
て
し
ま
う
、
つ
ま
り
、
二
つ
の
世
界
を
往
来
し
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

次
に
進
み
ま
す

「
正
当
恁
麼
時
の
み
な
る
が
ゆ
ゑ
に
、
有
時

。

み
な
尽
時
な
り
、
有
草
有
象
と
も
に
時
な
り
」
で
す
が
、
こ
こ
ま

で
く
れ
ば
、
理
解
は
し
や
す
い
と
思
い
ま
す
。

解
脱
の
境
地
で
は
、
こ
の
よ
う
な
理
に
合
っ
た
正
当
な
時
の
み

で
す
の
で
、
こ
の
生
き
て
い
る
時
が
、
全
て
の
時
を
尽
く
し
て
い
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る
、
と
い
え
る
の
で
す
。
言
い
換
え
ま
す
と
、
い
ま
生
き
て
い
る

、

。

現
在
が

過
去
も
未
来
も
全
て
の
時
間
を
尽
く
し
て
い
る
の
で
す

そ
れ
は
、
永
遠
の
今
を
生
き
て
い
る
と
も
言
え
る
も
の
で
す
。
境

地
で
い
い
ま
す
と
、
も
う
何
万
年
も
生
き
て
き
て
い
る
と
い
う
気

持
ち
で
す
。
そ
こ
で
は
、
自
分
と
一
体
と
感
じ
る
全
て
の
存
在
が

時
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
す
。

最
後
の
部
分
に
進
み
ま
す

「
時
時
の
時
に
尽
有
尽
界
あ
る
な

。

り
。
し
ば
ら
く
、
い
ま
の
時
に
も
れ
た
る
尽
有
尽
界
あ
り
や
な
し

や
と
観
想
す
べ
し
」
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
説
明
で
お
分
か
り
で

。

、

、

し
ょ
う

解
脱
の
境
地
に
達
し
ま
す
と

そ
の
時
そ
の
時
の
時
に

あ
ら
ゆ
る
存
在
を
尽
く
し
、
あ
ら
ゆ
る
世
界
を
尽
く
し
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

道
元
は
、
こ
こ
で
解
脱
の
境
地
が
宇
宙
の
根
源
（
仏
・
如
来
）

と
一
体
に
な
る
こ
と
だ
と
は
言
っ
て
い
ま
せ
ん
が
（
だ
か
ら
分
か

り
に
く
い
の
だ
と
も
言
え
ま
す
が

、
無
意
識
の
世
界
で
そ
う
な

）

り
ま
す
と
、
意
識
の
世
界
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
自
分
と
一
体

で
あ
る
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
ま
た
、
自
分
が
永
遠
の

時
を
生
き
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
尽
く
し
、

あ
ら
ゆ
る
世
界
を
尽
く
し
て
い
る
と
、
言
え
る
の
で
す
。

最
後
の
部
分
は
、
解
脱
に
到
ら
な
い
で
修
行
の
中
途
に
あ
る
者

は
、
今
の
時
に
漏
れ
て
い
る
事
物
が
あ
る
の
か
ど
う
か
、
想
い
を

巡
ら
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

「
想
い
を
巡
ら
せ
」
と
言
わ
れ
て
も
具
体
的
に
は
、
と
て
も
難

し
い
こ
と
で
す
。

私
の
体
験
で
言
い
ま
す
と
、
何
度
も
言
っ
て
い
ま
す
が
、
例
え

、

（
「

」
）

、「

」

「

」

ば

人
間

精
神

だ
け
で
は
な
く
て

物
質

も

生
命

も
、
全
て
の
も
の
が
、
自
分
と
一
体
で
あ
る
と
感
じ
る
こ
と
が
で

き
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
、
名
利
や
生
命
、
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る

こ
と
へ
の
執
着
が
消
え
て
い
る
か
ど
う
か
、
自
分
の
年
齢
が

、

、

仏
さ
ま
と
同
じ
だ
と
感
じ
ら
れ
る
か
ど
う
か

お
迎
え
が
来
た
ら

喜
ん
で
行
け
る
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
そ
れ
に
当
た
る
よ

う
に
思
い
ま
す
。

で
も
、
こ
ん
な
こ
と
を
毎
日
毎
日
、
想
っ
て
い
て
は
、
困
り
ま

す
。
大
切
な
こ
と
は
、
た
だ
、
た
だ
、
ひ
た
す
ら
修
行
す
る
こ
と

な
の
で
す
。
修
行
に
よ
っ
て
、
解
脱
す
る
か
ど
う
か
を
問
題
に
す

べ
き
で
は
な
い
の
で
す
。
現
在
の
カ
ル
ト
集
団
（
自
ら
「
宗
教
」

と
称
す
る
新
興
の
団
体
の
こ
と
を
最
近
は
こ
う
呼
ぶ
よ
う
で
す
）

で
は
、
こ
う
す
れ
ば
解
脱
す
る
、
と
い
っ
て
宣
伝
し
て
信
者
を
集

め
る
よ
う
で
す
が
、
も
っ
て
の
ほ
か
で
す
。
私
の
知
る
限
り
、
教

祖
す
ら
解
脱
な
ど
し
て
お
り
ま
せ
ん
。

そ
ん
な
こ
と
を
目
指
す
の
で
は
な
く
て
、
為
す
べ
き
こ
と
は
、

聖
者
の
教
え
を
信
じ
、
そ
れ
に
則
っ
て
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
こ

と
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
教
え
に
従
っ
て
、
ひ
た
す
ら
修
行

す
る
こ
と
な
の
で
す
。



- 6 -

自
作
詩
短
歌
等
選

業

績

評

価

な

き

大

学

会
社
で
は

退
職
金
が

業
績
で

格
差
が
つ
く
と

言
う
け
れ
ど

大
学
教
授

日
本
で
は

怠
け
て
ゴ
マ
す
る

人
ほ
ど
が

多
く
の
報
酬

得
る
仕
組
み

大
学
改
革

こ
こ
か
ら
始
め
よ

質

素

倹

約

取

り

戻

そ

う

日
本
で
は

食
べ
物
多
く

捨
て
る
の
に

世
界
じ
ゅ
う
に
は

一
億
も

貧
困
な
人

い
る
と
い
う

質
素
倹
約

取
り
戻
さ
ね
ば

主

体

性

の

み

の

学

校

主
体
性

ば
か
り
教
え
る

学
校
が

崩
壊
す
る
の
は

当
た
り
前

客
体
性
も

言
わ
な
け
り
ゃ

社
会
崩
壊

必
然
の
こ
と

数

と

力

が

勝

つ

正
義
は
勝
つ

と
い
う

で
も

民
主
主
義
で
は

数
と
力
が
勝
つ

言

う

は

嘘

ば

か

り

あ
り
が
と
う

と
言
わ
な
い

ご
め
ん
な
さ
い

と
言
わ
な
い

で
も

う
そ
は
言
う

四
歳
児
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法

灯

明

の

否

定

釈
尊
は

な
く
な
る
前
に

人
生
は

自
灯
明

法
灯
明

と
お
っ
し
ゃ
っ
た

で
も

い
ま
は

法
灯
明
が
な
く
な
っ
て

自
灯
明
の
み
に

な
っ
て
い
る

そ
れ
は

民
主
主
義
が

法
灯
明
を

否
定
し
て
い
る
か
ら

ま
た

仏
教
で
は

自
利
と
利
他
の

統
合
を
教
え
る
が

い
ま
は

自
利
の
み
で

利
他
が
な
く
な
っ
て
い
る

こ
れ
も

民
主
主
義
の
悪
弊

自

他

の

コ

ン

ト

ロ

ー

ル

現
代
人
は

自
分
自
身
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
い
で

他
者
や
物
的
環
境
ば
か
り
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル

し
た
が
っ
て
い
る

矛

盾

す

る

思

想

の

混

在

自
由
競
争
を

重
視
す
る
思
想
と

一
人
ひ
と
り
を

尊
重
す
る
思
想
は

相
い
れ
な
い

そ
の
こ
と
に

早
く
気
づ
こ
う

食

生

活

の

異

常

子
ど
も
さ
え

一
方
で
は

食
べ
過
ぎ
て

肥
満
に
な
り

成
人
病
に
か
か
る

他
方
で
は

太
る
こ
と
を
嫌
い

ダ
イ
エ
ッ
ト
し
過
ぎ
て

女
の
子
が

無
月
経
と
な
る
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自
作
随
筆
選

教
育
改
革
座
長
発
言

総
理
大
臣
の
私
的
諮
問
機
関
で
あ
る
「
教
育
改
革
国
民
会
議
」

の
座
長
に
、
ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
受
賞
者
の
江
崎
玲
於
奈
氏
が
就

任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
、
毎
日
新
聞
三
月
十
一

日
付
け
の
「
ひ
と
」
欄
に
は
同
氏
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
が
載

り
ま
し
た
。

そ
の
見
出
し
に
は
「
セ
カ
ン
ド
ラ
ン
ナ
ー
よ
り
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ

ー
を
育
て
た
い
」
と
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
記
事
の
中
に
は
「
日
本
の
教
育
は
、
こ
れ
ま
で
は
ト
ッ

プ
ラ
ン
ナ
ー
よ
り
も
、
欧
米
に
追
い
つ
け
追
い
越
せ
と
セ
カ
ン
ド

ラ
ン
ナ
ー
を
育
て
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
は
手
本
を
追
う
人
間
で
は

な
く
、
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
の
養
成
が
必
要
」
と
あ
り
ま
し
た
。

読
ん
で
、
驚
き
と
い
う
か
、
あ
き
れ
た
と
い
う
か

「
ま
あ
そ

、

ん
な
も
ん
だ
ろ
う
な
」
と
い
う
思
い
が
致
し
ま
し
た
。

日
本
は
明
治
の
鎖
国
開
国
以
来
、
大
東
亜
戦
争
敗
戦
を
は
さ
ん

で
、
欧
米
に
「
追
い
つ
き
追
い
越
せ
」
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

れ
は

「
富
国
強
兵
・
殖
産
興
業
」
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て

、

国
を
支
え
る
重
要
な
政
策
と
な
っ
て
来
た
の
で
す
。

し
か
し
、
い
ま
、
ま
さ
に
こ
の
富
国
強
兵
・
殖
産
興
業
と
い
う

考
え
方
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

い
ま
、
教
育
改
革
（
教
育
基
本
法
改
正
を
含
め
て
）
だ
け
で
は

な
く
、
憲
法
の
改
正
や
二
十
一
世
紀
へ
の
変
革
な
ど
が
取
り
沙
汰

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
背
景
に
は
、
日
本
の
経
済
の
衰
退
な
い
し

停
滞
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
が
、
そ
の
他
に
も
日
本
社
会
で

起
こ
っ
て
い
る
若
者
の
こ
れ
ま
で
に
な
い
よ
う
な
逸
脱
行
為
の
日

常
化
や
、
普
通
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
「
異
常
な
事
件
」
の

続
発
、
あ
る
い
は
、
倫
理
を
示
す
べ
き
僧
侶
、
教
師
（
大
学
教
員

を
含
め
て

、
警
察
官
、
法
曹
関
係
者
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
、

）

、

、

、

、

官
吏

政
治
家

財
界
人
な
ど

全
て
の
職
業
人
の
倫
理
の
崩
壊

な
ど
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。

富
国
強
兵
・
殖
産
興
業
の
叫
び
の
甲
斐
が
あ
っ
て
か
、
日
本
は

、

、

先
進
国
の
中
で
は

経
済
大
国
と
い
わ
れ
る
国
に
な
り
ま
し
た
が

で
も
、
私
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
代
償
と
し
て
、
前
述
の
よ
う
に
、

国
民
の
「
こ
こ
ろ
の
荒
廃
」
と
も
呼
べ
る
よ
う
な
高
い
代
価
を
支

払
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

多
く
の
人
た
ち
が
こ
の
「
こ
こ
ろ
の
空
洞
化
」
に
気
づ
き
、
こ

の
危
機
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
機
運
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
変
革
へ

の
取
組
み
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

さ
て
、
先
程
の
江
崎
氏
の
「
セ
カ
ン
ド
ラ
ン
ナ
ー
よ
り
も
ト
ッ

プ
ラ
ン
ナ
ー
を
育
て
た
い
」
と
い
う
発
言
で
す
が
、
こ
れ
は
、
明
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治
以
来
の
「
富
国
強
兵
・
殖
産
興
業
」
を
一
歩
も
出
る
も
の
で
な

い
こ
と
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
す
。

セ
カ
ン
ド
ラ
ン
ナ
ー
と
か
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
か
言
っ
て
み
て

も
、
大
し
た
違
い
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
、
ど
ち
ら
も
競
争

に
打
ち
勝
つ
事
だ
け
を
目
指
し
た
も
の
だ
か
ら
で
す
。
言
葉
に
と

ら
わ
れ
て
言
え
ば
、
追
い
つ
い
て
「
追
い
越
し
た
」
状
態
が
、
ト

ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
な
の
で
す
。
難
し
く
言
え
ば
、
た
と
え
ト
ッ
プ
ラ

ン
ナ
ー
に
な
っ
て
も
、
相
対
な
も
の
は
必
ず
、
ま
た
、
セ
カ
ン
ド

ラ
ン
ナ
ー
や
、
そ
れ
以
下
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
ど
ち
ら
も
同

じ
原
理
の
中
に
あ
る
の
で
す
。

い
ま
、
ア
メ
リ
カ
が
、
自
由
競
争
を
謳
歌
し
、
世
界
中
か
ら
富

を
奪
取
し
て
、
未
曾
有
の
経
済
発
展
を
な
し
遂
げ
て
い
ま
す
。
し

、

、

か
し

相
対
な
も
の
の
た
と
え
と
し
て
適
切
だ
と
思
う
の
で
す
が

や
が
て
燃
え
尽
き
て
消
え
て
い
く
花
火
に
例
を
と
れ
ば
、
ア
メ
リ

カ
の
繁
栄
は
、
線
香
花
火
の
最
後
の
あ
の
「
華
や
か
さ
」
の
中
に

あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
ま
す
。

も
は
や
自
由
競
争
の
時
代
は
終
わ
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
す
。
世
界
中
が
仲
良
く
生
存
し
て
い
く
た
め
に
は
、
自
由
競
争

・
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
で
は
、
だ
め
な
の
で
す
。

そ
れ
は
、
や
が
て
ダ
ー
ウ
ィ
ン
が
説
い
た
動
物
原
理
で
あ
る
、

適
者
生
存
・
サ
ヴ
ィ
イ
バ
ル
競
争
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

で
も
、
江
崎
氏
の
発
言
は
、
こ
の
愚
か
な
ア
メ
リ
カ
を
お
手
本

に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
ま
す
。

い
ま
、
日
本
は
世
界
に
先
駆
け
て
国
民
の
「
こ
こ
ろ
」
が
す
さ

ん
で
い
ま
す
。
貧
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

逆
に
い
い
ま
す
と
、
だ
か
ら
こ
そ
、
い
ま
日
本
は
世
界
に
そ
こ

か
ら
回
復
す
る
道
を
示
し
え
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
日
本
の
教
育

を
変
え
る
こ
と
で
し
か
、
達
成
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の

方
向
を
示
さ
な
け
れ
ば
、
教
育
改
革
国
民
会
議
の
意
義
は
な
い
の

で
す
。

そ
れ
は
、
地
球
全
体
が
一
つ
の
家
族
の
よ
う
に
、
お
互
い
が
手

を
取
り
あ
っ
て
助
け
合
う
社
会
で
す
。
私
の
こ
と
ば
で
言
え
ば
、

「
人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ
」
を
も
っ
て
、
自
ら
を
制
す
る
こ
と

で
す
。
そ
う
い
う
人
を
育
て
る
教
育
を
す
る
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
、
道
元
禅
師
も
言
わ
れ
た
よ
う
に

「
こ
こ
ろ
を
磨
い

、

て
仁
に
至
る
」
道
な
の
で
す
。
あ
る
い
は
、
聖
徳
太
子
で
言
え
ば

「
和
を
以
て
尊
し
と
す
る
」
世
界
な
の
で
す
。

相
対
な
も
の
は
、
正
し
い
と
思
っ
て
間
違
い
を
犯
し
ま
す
。
現

在
、
世
界
中
が
自
由
民
主
主
義
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
う
な
っ
て
い

ま
す
。
絶
対
な
教
え
が
廃
れ
て
、
相
対
な
も
の
だ
け
が
、
意
味
を

も
つ
世
界
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
ト
マ
ス
・
ク
ー
ン
の
言
う
よ

、

。

う
に

科
学
さ
え
も
政
治
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す

で
も
、
日
本
人
は
、
皆
が
仲
良
く
暮
ら
す
原
理
を
見
つ
け
て
き

ま
し
た
。
い
ま
や
、
そ
れ
を
取
り
戻
す
時
が
来
て
い
る
の
で
す
。
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子
ど
も
の
言
葉
づ
か
い

二
月
二
十
七
日
付
け
の
読
売
新
聞
の
広
告
と
し
て
、
Ｎ
Ｅ
Ｃ
の

フ
ァ
ッ
ク
ス
の
宣
伝
が
載
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
子
ど
も
が
家
の

フ
ァ
ッ
ク
ス
か
ら
、
勤
め
先
の
父
親
の
パ
ソ
コ
ン
に
Ｅ
メ
ー
ル
す

る
と
い
う
も
の
な
の
で
す
が
、
そ
の
送
っ
た
内
容
が
、
私
に
と
っ

、

。

。

て
は

と
て
も
衝
撃
的
で
し
た

そ
の
内
容
と
は
次
の
通
り
で
す

「
ケ
ー
キ
た
べ
ち
ゃ
う
ぞ

「
ぱ
ぱ
は
や
く
か
え
っ
て
こ
い
」

」

と
い
う
も
の
で
す
。

か
つ
て
、
私
も
、
知
り
合
い
の
小
学
校
一
年
生
が
電
話
で
母
親

と
話
し
を
す
る
の
を
聞
い
て
い
て
、
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
よ
う

な
、
ぞ
ん
ざ
い
な
言
葉
づ
か
い
だ
っ
た
の
で
驚
い
た
こ
と
が
あ
り

ま
し
た
。
で
も
、
そ
れ
は
、
そ
の
家
の
し
つ
け
の
せ
い
だ
と
思
っ

て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
広
告
を
見
て
、
そ
れ
が
、
そ
う
で
は
な
く
、

全
般
的
、
一
般
的
に
子
ど
も
の
言
葉
づ
か
い
が
、
ぞ
ん
ざ
い
に
な

っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
な
に
せ
、
こ
ん
な
言
葉
づ
か
い

の
広
告
を
し
て
も
、
Ｎ
Ｅ
Ｃ
は
、
こ
の
フ
ァ
ッ
ク
ス
が
よ
く
売
れ

る
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。

日
本
で
は
、
ま
っ
た
く
親
の
権
威
が
な
く
な
り
、
子
ど
も
の
こ

。

。

こ
ろ
が
荒
れ
て
い
ま
す

こ
の
広
告
も
そ
れ
を
助
長
し
て
い
ま
す

児
童
虐
待
と
は

与
党
３
党
が
、
急
増
す
る
児
童
虐
待
へ
の
対
応
策
と
し
て
、
児

。

、

童
福
祉
法
の
改
正
を
目
指
す
と
い
い
ま
す

そ
の
改
正
案
の
中
で

児
童
虐
待
が
定
義
さ
れ
て
い
て
、
次
の
四
つ
の
行
為
が
あ
る
と
き

と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
①
身
体
に
外
傷
が
生
じ
た
り
、
生
じ

る
恐
れ
の
あ
る
暴
行
、
②
わ
い
せ
つ
行
為
を
し
た
り
、
わ
い
せ
つ

行
為
を
さ
せ
る
、
③
食
事
を
与
え
な
か
っ
た
り
、
長
期
間
放
置
す

る
保
護
の
怠
慢
、
④
心
理
的
外
傷
を
与
え
る
言
動
。

な
る
ほ
ど
、
こ
う
し
た
行
為
が
親
や
養
育
者
に
よ
っ
て
為
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
当
然
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。

で
も
、
私
の
体
験
で
言
い
ま
す
と
、
親
に
叩
か
れ
、
し
ょ
っ
ち

ゅ
う
「
頭
に
た
ん
こ
ぶ
を
作
っ
て
い
ま
し
た
」
し
、
時
に
は
、
言

う
こ
と
を
聞
か
な
い
と
い
っ
て
「
食
事
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
」

り
、
ま
た
、
日
常
茶
飯
事
に
「
心
理
的
外
傷
を
与
え
る
言
動
」
が

あ
り
ま
し
た
。
で
も
、
そ
れ
は
、
ど
こ
の
家
で
も
大
同
小
異
で
、

子
は
親
に
叱
ら
れ
る
も
の
だ
と
思
っ
て
育
ち
ま
し
た
。
ま
た
、
祖

父
母
が
、
常
に
慰
め
役
を
か
っ
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。

で
も
今
は
、
核
家
族
化
し
て
慰
め
役
は
な
く
な
り
、
親
も
愛
情

を
薄
く
し
て
、
夫
婦
で
子
ど
も
を
虐
待
す
る
よ
う
で
、
こ
う
し
た

児
童
福
祉
法
の
改
正
が
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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今
後
の
家
族
の
あ
り
方

三
月
二
十
八
日
付
け
の
毎
日
新
聞
に
、
文
化
人
類
学
者
で
、
政

策
研
究
大
学
院
大
学
教
授
・
青
木
保
氏
が
、
シ
リ
ー
ズ
の
「
家
族

の
変
容
」
欄
に

「
崩
壊
し
た
近
代
の
モ
デ
ル
論
」
と
題
し
て
記

、

事
を
書
い
て
い
ま
し
た
。

、

、

そ
こ
に
は

従
来
の
家
族
の
あ
り
方
と
そ
の
崩
壊
を
論
じ
た
後

最
後
に
次
の
よ
う
な
結
論
的
な
文
章
が
あ
り
ま
し
た
。

「
家
族
が
多
様
で
あ
り
得
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
を
前
提
と
し

た
新
し
い
家
族
観
が
い
ま
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
わ
が
子

で
あ
っ
て
も
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
『
他
者
』
と
し
て
み
て
、
そ
の

上
で
親
と
し
て
愛
を
注
ぐ
、
育
て
る
義
務
は
は
た
す
が
、
す
み
や

か
に
独
立
さ
せ
る
。
そ
れ
が
子
の
つ
と
め
と
も
な
る
と
の
社
会
的

常
識
を
必
要
と
す
る
。
願
わ
く
ば
そ
の
上
で
家
族
は
大
い
に
栄
え

て
欲
し
い

」。

私
は
、
文
化
人
類
学
者
の
新
し
い
家
族
論
を
読
む
の
は
初
め
て

な
の
で
す
が
、
こ
の
結
論
を
読
ん
で
、
こ
れ
で
は
、
現
在
の
延
長

で
あ
っ
て
、
ま
す
ま
す
家
族
は
崩
壊
し
て
行
く
、
と
思
え
て
き
ま

し
た
。
例
え
ば
、
こ
の
文
章
に
出
て
く
る
言
葉
で
気
に
な
る
も
の

が
、
幾
つ
か
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は

「
わ
が
子
を
他
者
と
し
て

、

見
る
」
と
か

「
育
て
る
義
務
」
と
か

「
す
み
や
か
に
独
立
さ

、

、

せ
る
」
と
か
、
と
い
っ
た
言
葉
で
す
。

わ
が
子
を
他
者
と
見
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は
、
欧

米
の
個
人
主
義
（
自
由
主
義
・
民
主
主
義
）
に
毒
さ
れ
た
考
え
方

だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
人
は
個
人
主
義
を
肯
定
・
是
認

し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
、
後
に
出
て
い

ま
す
、
わ
が
子
を
す
み
や
か
に
独
立
さ
せ
る
、
と
い
う
記
述
と
一

貫
し
て
い
る
の
で
す
。

、

、

こ
れ
で
は

ま
す
ま
す
子
ど
も
と
親
と
は
よ
そ
よ
そ
し
く
な
り

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
な
く
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

こ
の
人
が
い
う
よ
う
に
「
家
族
が
大
い
に
栄
え
」
る
た
め
に
は

家
族
構
成
員
（
祖
父
母
、
親
、
兄
弟
、
叔
父
叔
母
な
ど
）
の
心
理

的
絆
が
強
固
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
が
常
に
為
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

人
は
誰
か
と
心
を
通
わ
せ
て
い
る
と
き
だ
け
、
生
き
て
い
る
幸

せ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
（
そ
の
誰
か
が
、
絶
対
な
他

者
（
神
や
仏
）
の
場
合
が
最
高
で
す
が

。
）

わ
が
子
を
他
者
と
し
て
見
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
本
質
が
失
わ
れ
て
い
ま
す
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
本
質
は
自
他
の
一
体
感
に
あ
る
か
ら
で
す
。

現
在
、
既
に
、
家
族
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
希
薄
に
な

り
、
家
庭
は
崩
壊
し
て
い
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
五
歳
の
子
ど

も
を
見
て
い
て
も
分
か
る
こ
と
で
す
。
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後
記

一
、
桜
が
満
開
で
す
。
四
月
八
日
は
釈
尊
の
誕
生
日
で
、
花
祭
り

で
し
た
。

二
、
こ
の
と
こ
ろ
、
毎
日
、
畑
を
見
に
行
っ
て
い
ま
す
。
二
月
の

終
わ
り
ご
ろ
植
え
た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
が
半
分
ほ
ど
芽
を
出
し
て
い
ま

す
。
十
二
月
初
め
に
定
植
し
た
キ
ャ
ベ
ツ
が
、
今
に
な
っ
て
ど
ん

ど
ん
と
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
ニ
ラ
、
エ
ン
ド
ウ
、

タ
マ
ネ
ギ
、
な
ど
も
、
す
く
す
く
と
育
っ
て
い
ま
す
。
収
穫
が
楽

し
み
で
す
。

三
、
畑
の
近
く
や
近
所
の
土
手
に
、
つ
く
し
が
た
く
さ
ん
生
え
て

い
ま
す
の
で
、
何
度
も
採
っ
て
き
て
、
玉
子
と
じ
に
し
て
食
べ
ま

し
た
。
昨
年
も
書
き
ま
し
た
よ
う
に
、
は
か
ま
を
じ
く
と
共
に
ハ

サ
ミ
で
切
っ
て
取
り
ま
す
と
、
細
切
れ
に
は
な
り
ま
す
が
、
と
て

も
楽
に
取
れ
ま
す
。

四
、
二
月
号
で
紹
介
し
ま
し
た
現
職
教
員
の
ゼ
ミ
生
・
小
川
敦
君

が
、
無
事
、
大
学
院
を
修
了
し
、
神
奈
川
県
の
小
学
校
に
帰
っ
て

い
き
ま
し
た
。
信
仰
も
あ
つ
く
能
筆
な
人
で
、
本
に
す
る
た
め
の

原
稿
を
三
冊
書
い
て
く
れ
ま
し
た
。
出
版
依
頼
を
別
々
に
三
社
に

し
て
い
ま
す
。
ま
だ
、
返
事
は
来
て
い
ま
せ
ん
が
、
ど
こ
か
で
出

せ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
一
冊
は
、
専
門
の
学
習

障
害
に
関
す
る
も
の
で
す
。
他
は
、
仮
に
題
を
付
け
て
い
る
の
で

す
が

『
情
育
の
す
す
め

こ
こ
ろ
を
育
て
る

』
と
『
心
を
磨

、

―

―

け

心
理
学
で
語
る
「
四
聖
」
の
教
え

』
で
す
。
私
が
監
修
者

―

―

で
著
者
が
小
川
君
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
昨
年
五
月
号
で
紹

『

』

、

。

介
し
ま
し
た

大
乗
起
信
論
解
説

の
後
半
が

完
成
し
ま
し
た

私
は
、
読
み
や
す
い
と
思
う
の
で
す
が
、
難
し
い
と
い
う
感
想
も

聞
か
れ
ま
し
た
前
回
の
分
と
合
冊
に
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
ど

こ
か
で
出
版
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

、

、

、

、

五

も
し

ど
れ
で
も
結
構
で
す
が

ご
希
望
が
あ
り
ま
し
た
ら

無
料
で
コ
ピ
ー
を
お
送
り
い
た
し
ま
す
。
お
申
し
つ
け
下
さ
い
。

六
、
ご
縁
を
頂
き
、
人
権
と
宗
教
に
つ
い
て
、
三
月
十
日
に
穴
吹

町
で
講
演
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
五
十
人
ほ
ど
で
し
た
か
、
熱

心
に
聞
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

月
刊

平
成
十
二
年
四
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

四
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
二
四
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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