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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
一
巻

八
月
号

刹
那
の
幸
せ

む
な
し
き
や

刹
那
刹
那
の

満
足
を

つ
な
い
で
生
き
る

現
代
人
は

つ
か
の
ま
の

幸
せ
つ
な
ぎ

生
き
て
い
る

現
代
人
の

自
己
肥
大
化
よ

個
人
主
義
は
利
己
主
義

個
人
主
義

行
き
着
く
先
は

利
己
主
義
と

知
れ
よ
世
界
の

人
民
た
ち
よ
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
七
九
）

―

―

『
正
法
眼
蔵
』
解
説
（
二
三
）

有
時
の
巻
を
続
け
ま
す
。

有
時
に
経
歴
（
き
ょ
う
り
ゃ
く
）
の
功
徳
あ
り
。
い
は
ゆ

る
、
今
日
よ
り
明
日
へ
経
歴
す
、
今
日
よ
り
昨
日
に
経
歴
す

昨
日
よ
り
今
日
へ
経
歴
す
、
今
日
よ
り
今
日
に
経
歴
す
、

明
日
よ
り
明
日
に
経
歴
す
。
経
歴
は
そ
れ
時
の
功
徳
な
る
が

ゆ
ゑ
に
、
古
今
の
時
、
か
さ
な
れ
る
に
あ
ら
ず
、
な
ら
び
つ

も
れ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
青
原
（
せ
い
げ
ん
）
も
時
な

り
、
黄
檗
（
お
う
ば
く
）
も
時
な
り
、
紅
西
（
こ
う
ぜ
い
）

も
石
頭
（
せ
き
と
う
）
も
時
な
り
。
自
他
す
で
に
時
な
る
が

ゆ
ゑ
に
、
修
証
は
諸
時
な
り
。
入
泥
（
に
ゅ
う
で
い
）
入
水

お
な
じ
く
時
な
り
。
い
ま
の
凡
夫
の
見
、
お
よ
び
見
の
因

縁
、
こ
れ
凡
夫
の
み
る
と
こ
ろ
な
り
と
い
へ
ど
も
、
凡
夫
の

法
に
あ
ら
ず
。
法
し
ば
ら
く
凡
夫
を
因
縁
せ
る
の
み
な
り
。

こ
の
時
こ
の
有
は
法
に
あ
ら
ず
と
学
す
る
が
ゆ
ゑ
に
、
丈
六

金
身
は
わ
れ
に
あ
ら
ず
と
認
ず
る
な
り
。
わ
れ
を
丈
六
金
身

に
な
ら
ず
と
の
が
れ
ん
と
す
る
、
ま
た
す
な
は
ち
有
時
の
片

片
な
り
、
未
証
拠
者
の
看
看
（
か
ん
か
ん
）
な
り
。

例
に
よ
っ
て
、
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
現
代
語
訳
を
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま

』

す
。

有
時
に
は
、
経
め
ぐ
る
（
経
歴
）
と
い
う
は
た
ら
き
が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
今
日
よ
り
明
日
に
経
め
ぐ
る
。
今
日
よ
り

昨
日
に
経
め
ぐ
る
。
昨
日
よ
り
今
日
に
経
め
ぐ
る
。
今
日
よ

り
今
日
に
経
め
ぐ
る
。
明
日
よ
り
明
日
に
経
め
ぐ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
経
め
ぐ
り
は
時
の
働
き
で
あ
る
ら
、
古
の
時
と
今

の
時
と
が
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
で
も
な
く
、
並
び
積
も
っ

て
い
る
の
で
も
な
い
。
青
原
も
時
で
あ
る
、
黄
檗
も
時
で
あ

る
。
江
西
も
石
頭
も
時
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
絶
対
の
生
命
で

あ
る
。
自
も
他
も
同
じ
よ
う
に
時
で
あ
る
か
ら
、
修
行
す
る

こ
と
も
悟
り
を
開
く
こ
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
時
で
あ
る
。
泥
に

入
り
、
水
に
入
っ
て
人
の
た
め
に
法
を
説
く
の
も
、
同
じ
く

時
で
あ
る
。

い
ま
の
凡
夫
の
見
解
や
、
そ
の
見
解
の
い
わ
れ
な
ど
、
こ

れ
は
凡
夫
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
凡
夫
の
法
と
し
て

あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
法
が
し
ば
ら
く
凡
夫

と
し
て
成
り
立
た
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
凡

夫
の
見
解
で
は
、
こ
の
現
在
の
時
、
こ
の
現
在
の
有
は
、
法
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で
は
な
い
と
学
ん
で
い
る
か
ら
、
一
丈
六
尺
の
黄
金
仏
は
自

分
で
は
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
自
分
は
一
丈
六

尺
の
黄
金
仏
で
は
な
い
と
、
自
分
を
黄
金
仏
か
ら
の
が
れ
よ

う
と
す
る
こ
と
も
ま
た
、
実
は
有
時
の
現
れ
で
、
し
た
が
っ

て
、
ま
だ
真
実
を
見
と
ど
け
て
い
な
い
も
の
は
、
よ
く
看
よ

看
よ
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
部
分
は
、
な
か
な
か
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
過
去
の
解
説

、

。

書
を
読
ん
で
み
て
も

満
足
に
書
け
て
い
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん

分
か
ら
な
い
の
が
最
も
は
っ
き
り
現
れ
ま
す
の
は

「
経
歴
」

、

の
解
釈
を
め
ぐ
る
部
分
で
す
。
現
代
語
訳
は
「
経
め
ぐ
る
」
と
し

て
い
ま
す
が
、
言
い
換
え
て
い
る
だ
け
で
、
意
味
は
明
確
に
な
っ

て
い
ま
せ
ん
。

難
し
い
哲
学
用
語
を
使
っ
て
恐
縮
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
何
度
も

使
っ
て
き
ま
し
た
の
で
、
も
う
慣
れ
て
頂
い
た
か
と
思
う
の
で
す

が
、
こ
の
「
経
歴
」
を
言
い
換
え
ま
す
と
、
弁
証
法
的
運
動
の
こ

と
だ
と
、
私
は
思
う
の
で
す
。

私
た
ち
人
間
は
、
生
き
て
い
る
（
の
に
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
）
矛
盾
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
ま

さ
に
時
間
そ
の
も
の
（
時
間
を
刻
ん
で
生
き
て
い
る
こ
と
）
だ
と

い
う
こ
と
で
し
た
。
生
き
る
こ
と
が
、
死
と
い
う
矛
盾
を
含
ん
だ

弁
証
法
的
運
動
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
時
間
と
し
て
私
た
ち
は
認

識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

そ
れ
は
、
時
間
の
言
葉
で
い
え
ば
、
人
を
死
へ
と
誘
う
働
き
、

つ
ま
り
病
気
に
さ
せ
た
り
、
老
化
さ
せ
て
い
く
働
き
で
あ
る
「
過

去
」
と
、
生
き
永
ら
え
よ
う
と
さ
せ
る
働
き
で
あ
る
「
未
来
」
の

統
合
と
し
て
の
「
現
在
」
を
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。

さ
て

「
経
歴
（
き
ょ
う
り
ゃ
く

」
と
は
、
何
を
意
味
し
て

、

）

い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
、
前
述
し
ま
し
た
、

時
間
の
弁
証
法
的
運
動
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
の
で

す
。そ

れ
は
、
次
の
「
今
日
よ
り
明
日
へ
経
歴
す
、
今
日
よ
り
昨
日

に
経
歴
す
、
昨
日
よ
り
今
日
へ
経
歴
す
、
今
日
よ
り
今
日
に
経
歴

す
、
明
日
よ
り
明
日
に
経
歴
す
」
と
い
う
部
分
を
見
れ
ば
明
ら
か

で
す
。

時
間
は
物
理
的
に
は
、
過
去
か
ら
未
来
に
向
か
っ
て
流
れ
、
経

過
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
昨
日
の
続
き
が
今
日
で
あ
り
、

、

、

、

今
日
の
続
き
が
明
日
で
あ
る

あ
る
い
は

春
の
次
に
夏
が
来
て

夏
の
次
に
秋
、
秋
の
次
が
冬
、
そ
う
し
て
一
年
経
っ
て
ま
た
、
春

が
や
っ
て
来
る
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
て
一
年
ご
と
に
歳

、

、

。

、

を
重
ね
る
こ
と
で

年
老
い
て

や
が
て
死
ん
で
い
く

こ
れ
が

普
通
の
時
間
の
感
じ
方
で
す
。
こ
う
し
た
見
方
を
道
元
は
、
次
に

出
て
い
ま
す
よ
う
に

「
凡
夫
の
見
、
お
よ
び
見
の
因
縁
」
と
い

、

っ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
見
方
は

「
法
」
で
は

、
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な
い
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。
凡
夫
の
（
生
き
る
人
生
の
）
真
実
の

見
方
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

、

、

物
理
的
な
時
間
の
経
過
で
は
な
く
て

私
た
ち
の
生
き
る
時
間

、

、

生
き
ら
れ
る
時
間
が

精
神
の
働
き
と
し
て
ど
う
捉
え
ら
れ
る
か

難
し
く
な
っ
て
恐
縮
で
す
が
、
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
で
、
人
生
の

真
実
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

私
た
ち
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
よ
り
よ
い
明
日
を
夢

見
（
＝
未
来
）
て
、
こ
れ
ま
で
生
き
て
き
た
経
験
や
自
分
の
置
か

れ
て
い
る
社
会
的
・
心
理
的
・
物
理
的
状
況
（
＝
過
去
）
を
判
断

し
な
が
ら
、
現
実
の
今
の
行
動
を
決
定
し
て
い
る
（
＝
現
在
）
の

で
す
。
そ
れ
を
哲
学
的
に
言
い
ま
す
と
、
未
来
と
過
去
の
弁
証
法

的
運
動
の
統
合
と
し
て
の
現
在
と
言
え
る
の
で
す
。

道
元
の
い
う
「
経
歴
」
と
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ
の
時
間
の

弁
証
法
的
運
動
と
そ
の
統
合
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
未
来
は
過
去
と
の
関
係
で
変
わ
っ
て
き
ま
す
し
、

過
去
も
未
来
に
よ
っ
て
思
い
出
さ
れ
方
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
で

す
か
ら
、
過
去
か
ら
未
来
を
思
い
め
ぐ
ら
す
だ
け
で
は
な
く
て
、

未
来
か
ら
過
去
を
思
い
め
ぐ
ら
し
ま
す
。
ま
た
、
未
来
の
中
を
い

ろ
い
ろ
思
い
め
ぐ
ら
す
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
し
、
過
去
の
中
を

そ
う
す
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
、
し
つ
こ
い
よ
う
で

、「

、

、

す
が

今
日
よ
り
明
日
へ
経
歴
す

今
日
よ
り
昨
日
に
経
歴
す

昨
日
よ
り
今
日
へ
経
歴
す
、
今
日
よ
り
今
日
に
経
歴
す
、
明
日
よ

り
明
日
に
経
歴
す
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

、

。

な
じ
み
の
な
い

分
か
り
に
く
い
言
葉
を
解
説
し
て
お
き
ま
す

ま
ず
、
青
原
（
せ
い
げ
ん

、
黄
檗
（
お
う
ば
く

、
紅
西

）

）

（
こ
う
ぜ
い

、
石
頭
（
せ
き
と
う
）
な
ど
で
す
が
、
こ
れ
は
、

）

詳
し
く
は
省
き
ま
す
が
、
禅
宗
の
法
嗣
（
禅
の
後
継
者
）
の
名
前

で
す
。

ま
た

「
入
泥
入
水
」
と
は
、
中
国
の
禅
者
の
こ
と
ば
（

景

、

『

徳
伝
灯
録
』
巻
一
九
雲
門
章
に

「
不
惜
身
命

入
泥
入
水
」
と

、

）

、

、

、

あ
る

の
引
用
で

法
を
広
め
る
た
め
に
は

身
命
を
惜
し
ま
ず

ど
こ
に
で
も
行
く
、
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
。

最
後
の

「
未
証
拠
者
の
看
看
」
で
す
が
、
こ
れ
も
禅
者
の
語

、

録
（

臨
済
録
』
に

「
有
一
無
位
真
人

常
向
諸
人
面
門
出
入

『

、

未
証
拠
者
看
看
」
と
あ
る
）
か
ら
の
引
用
で
、
現
代
語
訳
の
通

り
で
す
が
、
文
字
通
り
は
「
い
ま
だ
証
拠
せ
ざ
る
者
は
、
看
よ
、

看
よ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

最
後
に
申
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
凡
夫
が
、
い
く
ら
意
識
の

世
界
で
看
て
も
、
け
っ
し
て
真
実
を
看
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
証

拠
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
）
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
「
看
る
」

と
い
う
文
字
で
表
そ
う
と
し
て
い
る
精
神
の
働
き
は
、
無
意
識
に

宿
っ
た
眼
で
み
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
自
己
へ
の
執

着
を
捨
て
、
ひ
た
す
ら
無
意
識
に
沈
潜
す
る
こ
と
で
達
す
る
こ
と

が
で
き
る
世
界
で
す
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

奉

仕

体

験

の

義

務

づ

け

奉
仕
体
験
を

義
務
づ
け
れ
ば

教
育
改
革
が

で
き
る
と
思
う

教
育
改
革
国
民
会
議

他
己
の
喪
失

規
範
性
の
喪
失
は

そ
ん
な
こ
と
で
は

解
決
し
な
い
ぞ

民

主

主

義

の

禍

根

情
欲
に

狂
っ
て
子
ど
も
に

保
険
掛
け

非
情
に
我
が
手
で

殺
す
母

母
性
は
ど
こ
に

消
え
て
い
っ
た
か

少
子
化
・
虐
待

み
な
根
は
同
じ

す
べ
て
は
他
己
の

喪
失
に
あ
り

自
己
追
求
の

制
度
た
る

民
主
主
義
の
も
つ

欠
陥
の

禍
根
ぞ
こ
こ
に

極
ま
れ
り

少

子

化

と

そ

の

対

策

出
生
率
が

過
去
最
低
と
な
り

少
子
化
傾
向
が

ま
す
ま
す
進
ん
で
い
る

手
っ
と
り
早
い
対
策
は

子
ど
も
を
出
生
し
た
ら

お
金
を
支
給
す
る
こ
と

そ
し
て

中
絶
を
禁
止
す
る
こ
と

た
だ
し

幼
児
虐
待
が

ま
す
ま
す
増
え
る
こ
と
を

覚
悟
し
て
お
く
こ
と

抜
本
的
対
策
は

女
性
に
母
性
を

育
て
る
こ
と

つ
ま
り

他
己
を
回
復
す
る
こ
と

監

禁

は

寂

し

か

っ

た

か

ら

女
の
子

九
年
間
も

閉
じ
込
め
た

佐
藤
被
告
の

言
い
草
は

寂
し
か
っ
た
と

い
う
こ
と
だ
と

自
己
の
肥
大
の

極
致
を
見
せ
る

弛

緩

し

た

民

主

主

義

弛
緩
し
た

民
主
主
義
へ
と

陥
っ
た

日
本
の
政
治
と

言
う
け
れ
ど

そ
の
原
因
と

解
決
が

見
え
て
い
な
い
ぞ

政
治
学
者
よ
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終

末

的

社

会

モ

デ

ル

来
た
る
べ
き
社
会
の

モ
デ
ル
と
し
て

生
物
モ
デ
ル
や

経
済
モ
デ
ル
が

云
々
さ
れ
て
い
る

で
も

そ
れ
が

自
己
に
閉
じ
た

モ
デ
ル
で
あ
る
こ
と
に

誰
も
気
づ
か
な
い

恐
ろ
し
き

社
会
の
終
末
よ

フ

リ

ー

タ

ー

の

増

加

傾

向

フ
リ
ー
タ
ー

増
え
も
増
え
た
り

百
五
十
万

労
働
意
欲

な
ぜ
消
え
る
の
か

教

育

改

革

の

根

本

教
育
の

改
革
め
ざ
す

根
本
は

他
己
の
回
復

た
だ
そ
れ
の
み
ぞ

女

子

高

生

の

ダ

イ

エ

ッ

ト

日
本
学
校
保
健
会
の

調
査
に
よ
る
と

女
子
高
生
の
半
数
が

ダ
イ
エ
ッ
ト
し

五
分
の
一
は

高
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
だ
と
い

う自
己
に
閉
じ
て

他
者
の
目
が
気
に
な
り

栄
養
バ
ラ
ン
ス
を
失
っ
て

成
人
病
予
備
軍
と
な
っ
て
い

る他
者
に
し
て
も
ら
う
の
で
は

な
く

こ
こ
ろ
を
開
い
て

何
か
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と

を考
え
た
ら
い
い
の
に

大

学

の

病

理

大
学
を

独
立
行
政
法
人
化

た
と
え
し
よ
う
と

救
わ
れ
ぬ

新
た
な
価
値
を

追
求
す

大
学
な
の
に

選
好
と

利
益
で
動
き

政
治
し
て

な
ま
け
ご
ま
す
り

蔓
延
し

研
究
教
育

そ
っ
ち
の
け

こ
れ
を
な
お
さ
に
ゃ

何
し
て
も

も
と
の
も
く
あ
み

世
の
人
よ
知
れ
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自
作
随
筆
選

埴
輪
に
感
動
し
て
思
う
こ
と

七
月
十
四
日
と
十
五
日
に
、
岡
山
県
倉
敷
市
の
川
崎
医
療
福
祉

大
学
で
発
達
障
害
学
会
が
あ
り
、
出
席
し
ま
し
た
。
十
四
日
の
夜

は
、
総
社
市
の
民
宿
に
泊
ま
り
、
翌
日
発
表
の
合
間
を
み
て
、
か

ね
て
か
ら
一
度
は
訪
ね
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
、
総
社
か

「

」

。

ら
近
い
吉
備
郡
真
備
町
に
あ
る

た
け
の
こ
村

を
訪
れ
ま
し
た

、

『

』（

）

、

こ
こ
は

そ
の
著
作

や
っ
た
ら
で
き
た

講
談
社
刊

で

よ
り
有
名
に
な
ら
れ
た
藤
岡
博
昭
氏
が
、
障
害
児
学
級
で
担
任
し

た
生
徒
た
ち
と
共
に
、
埴
輪
と
、
備
前
焼
の
壺
や
茶
碗
な
ど
を
焼

き
、
農
業
を
し
な
が
ら
生
活
さ
れ
て
い
る
、
三
万
坪
に
及
ぶ
コ
ロ

ニ
ー
と
も
呼
べ
る
と
こ
ろ
で
す
。

そ
こ
の
工
房
で
、
お
話
を
伺
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
工
房
の
中

の
台
の
上
に
、
高
さ
が
五
十
㌢
～
一
㍍
は
あ
ろ
う
か
と
思
え
る
数

十
体
の
埴
輪
が
、
こ
ち
ら
に
向
け
て
置
い
て
あ
り
ま
し
た
。

私
は
、
お
話
を
伺
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
じ
っ
と
見
て
い
て
、
深

い
感
動
に
打
た
れ
ま
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
、
埴
輪
ご
と
に
個
体
に
よ
っ
て
形
や
表
情
は
違
い
ま

す
し
、
決
し
て
技
巧
を
凝
ら
し
て
い
て
「
美
し
い
」
と
は
言
え
な

い
の
で
す
が
、
で
も
、
ど
の
個
体
も
「
目
」
が
生
き
て
い
る
の
で

す
。
そ
し
て
、
不
思
議
に
も
、
そ
の
目
が
私
に
話
し
か
け
て
く
る

の
で
す
。
ど
の
顔
を
見
て
も
、
素
朴
で
、
簡
素
な
感
じ
な
の
で
す

が
、
そ
れ
だ
け
に
余
計
に
活
き
活
き
と
し
て
い
ま
す
。
よ
く
見
せ

よ
う
と
い
う
よ
う
な
、
表
情
に
執
ら
わ
れ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
っ

け
ら
か
ん
と
し
て
い
て
、
カ
ゲ
が
な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ

の
顔
を
見
て
い
ま
す
と
、
こ
ち
ら
の
こ
こ
ろ
が
洗
わ
れ
る
思
い
が

す
る
の
で
す
。

私
は
、
埴
輪
を
は
じ
め
て
見
る
の
で
す
が
、
こ
の
埴
輪
は
、
か

な
り
正
確
な
複
製
に
な
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
そ
う
だ
か
ら

な
の
か
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
表
情
に
は
、
こ
れ
を
作

っ
た
知
的
障
害
者
の
こ
こ
ろ
が
こ
も
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
し

。

、

、

た

私
は

知
的
障
害
者
の
こ
と
を
清
心
者
と
呼
ん
で
い
ま
す
が

ま
さ
に
清
心
者
の
清
い
こ
こ
ろ
が
、
埴
輪
の
も
つ
清
ら
か
な
こ
こ

ろ
に
響
い
て
、
こ
う
し
た
す
ば
ら
し
い
表
情
が
現
れ
た
の
だ
と
思

う
の
で
す
。

た
け
の
こ
村
を
辞
し
て
、
学
会
会
場
に
行
き
、
な
ぜ
あ
ん
な
表

情
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
考
え
た
の
で
す
が
、
き
っ
と
あ
の

埴
輪
の
表
情
は
、
作
る
人
自
身
が
、
こ
こ
ろ
を
開
い
て
誰
か
に
語

り
か
け
た
が
っ
て
い
る
か
ら
、
あ
あ
な
っ
た
に
違
い
な
い
と
思
う

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

現
代
の
日
本
人
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
を
、
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と
り
わ
け
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

、

、

ン
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
が

こ
の
埴
輪
た
ち
は

そ
ん
な
こ
と
を
い
う
必
要
が
ま
っ
た
く
な
い
ほ
ど
、
こ
こ
ろ
を
開

い
て
い
る
の
で
す
。
多
分
、
そ
れ
が
、
こ
の
埴
輪
が
作
ら
れ
た
時

代
の
特
徴
な
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
す
。

後
で
知
っ
た
の
で
す
が
、
こ
う
し
た
埴
輪
は
、
古
墳
時
代
（
四

世
紀
～
七
世
紀
頃
）
に
作
ら
れ
た
そ
う
で
、
古
墳
の
周
囲
に
配
さ

れ
て
い
た
と
言
い
ま
す
。
歴
史
家
に
よ
り
ま
す
と
、
古
墳
を
ま
も

る
護
神
と
し
て
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
さ
れ
て
い
ま
す
。

あ
あ
や
っ
ぱ
り
そ
う
か
、
と
思
い
ま
し
た
。
私
は
、
日
本
の
古

墳
時
代
を
「
他
己
」
社
会
の
爛
熟
期
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で

す
。
み
ん
な
が
「
自
己
」
主
張
を
控
え
、
お
互
い
に
こ
こ
ろ
を
開

い
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
し
あ
っ
た
時
代
と
考
え
て
い
る

の
で
す
。
で
す
か
ら
、
信
仰
も
あ
つ
く
、
き
っ
と
統
治
者
や
天
皇

を
崇
拝
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
あ
あ
し
た
統
治
者
の
巨
大
な
古
墳
が
建
造
で
き
た

の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

そ
う
し
た
統
治
者
の
墳
墓
は
、
単
な
る
強
制
労
働
に
よ
る
の
で

は
な
く
、
崇
拝
・
畏
敬
の
念
を
も
っ
た
人
た
ち
が
参
加
し
て
、
作

り
上
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
で
す
か
ら
、
お
墓
を

護
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
護
神
と
し
て
の
埴
輪
た
ち
は
、
戦
士
の

よ
う
な
形
を
し
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
単
に
武
力
や

威
嚇
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
自
分
た
ち
が
「
宥
和
す

る
」
こ
と
で
、
古
墳
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
思

え
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
剣
を
も
っ
た
埴
輪
も
同
じ
よ
う
に
、
目

が
生
き
て
い
て
、
こ
ち
ら
に
語
り
か
け
て
く
る
か
ら
で
す
。

私
は
、
欠
陥
だ
ら
け
の
民
主
主
義
を
排
し
、
民
と
い
う
字
を
使

う
と
す
れ
ば
、
民
和
主
義
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
言
っ
て
い

る
の
で
す
が
、
ま
さ
に
、
埴
輪
た
ち
は
、
そ
の
シ
ン
ボ
ル
に
な
り

え
る
も
の
と
思
え
る
の
で
す
。

民
主
主
義
は
、
民
が
「
主
」
で
す
が
、
民
和
主
義
は
、
民
が
互

い
に
「
和
」
す
る
の
で
す
。
宥
和
す
る
の
で
す

「
宥
」
は
許
す

。

こ
と
で
す
。
お
互
い
に
許
し
あ
い
、
仲
良
く
す
る
こ
と
で
す
。

こ
の
た
め
に
は
、
近
代
合
理
主
義
・
民
主
主
義
が
め
ざ
す
よ
う

に
、
理
性
で
そ
う
し
よ
う
と
し
て
も
だ
め
で
す
。
許
す
の
は
「
こ

こ
ろ
」
で
す
る
の
で
す
。
仲
良
く
す
る
の
も
こ
こ
ろ
で
す
る
の
で

す

「
あ
た
ま
」
で
は
だ
め
で
す
。
い
く
ら
そ
う
し
よ
う
と
し
て

。

も
、
す
ぐ
執
ら
わ
れ
が
で
て
き
て
、
そ
う
は
で
き
ま
せ
ん
。

こ
こ
ろ
を
開
く
に
は
、
修
行
が
い
り
ま
す
。
信
仰
が
い
る
の
で

す
。
聖
者
に
則
っ
て
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
こ
こ
ろ
が
い
る
の
で

。

。

、

す

自
己
へ
の
執
着
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

則
る
と
は

聖
者
が
為
す
よ
う
に
為
す
こ
と
で
す
。
聖
者
が
為
し
て
は
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
を
為
さ
な
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
を
知
っ
た
ら
、
そ

、

。

う
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
こ
そ
が

人
間
の
値
打
ち
な
の
で
す
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日
本
の
植
民
地
化

新
生
銀
行
（
旧
日
本
債
券
信
用
銀
行
）
の
救
済
に
あ
た
っ
て
、

国
民
の
多
く
の
税
金
（
公
的
資
金
）
が
つ
ぎ
込
ま
れ
た
こ
と
は
、

記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。

、

、

最
近

そ
の
資
金
の
中
か
ら
と
い
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
が

こ
の
救
済
の
相
談
に
当
た
っ
た
外
国
人
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
に
、
五

十
億
円
の
巨
額
に
の
ぼ
る
報
酬
が
支
払
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
る

み
に
出
ま
し
た
。
驚
き
で
す
。
日
本
人
で
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い

額
だ
か
ら
で
す
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
社
長
以
下
の
管
理
職
と
一
般
社
員
で
は
、
そ

の
報
酬
に
段
ち
の
違
い
が
あ
る
そ
う
で
す
。
日
本
で
は
そ
れ
ほ
ど

の
差
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
株
主
の
優
遇
（
企
業
自
体
の
儲
け

）

、

。

を
多
く
し
て
配
当
に
あ
て
る

も

日
本
よ
り
は
厚
い
よ
う
で
す

い
ま
日
本
で
は
若
者
の
勤
労
意
欲
が
低
下
し
、
会
社
が
段
々
と

傾
い
て
い
ま
す
。
日
本
の
代
表
的
産
業
で
あ
り
、
工
業
と
し
て
最

も
う
ま
み
の
あ
っ
た
自
動
車
産
業
し
か
り
で
す
。
フ
ァ
ー
ス
ト
フ

ー
ド
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
の
会
社
の
管
理
職
が
段
々
と

外
国
人
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
、
資
本
の
多
く
が
外
国
資
本
に
な
っ

て
い
く
こ
と
は
、
避
け
ら
れ
な
い
情
勢
で
す
。
日
本
の
植
民
地
化

、

。

が
も
う
始
ま
っ
て
い
る
と
考
え
る
の
は

私
の
杞
憂
で
し
ょ
う
か

釈
尊
の
こ
と
ば
（
九
三
）

―
法
句
経
解
説
―

（
三
一
〇
）
禍
を
ま
ね
き
、
悪
し
き
と
こ
ろ
（
地
獄
）
に
堕

ち
、
相
と
も
に
お
び
え
た
男
女
の
愉
楽
は
、
す
く
な
く
、
王

は
重
罰
を
課
す
る
。
そ
れ
故
に
ひ
と
は
他
人
の
妻
に
な
れ
近

づ
く
な
。

一
つ
前
の
偈
と
同
じ
く
、
こ
れ
も
、
他
人
の
妻
に
な
れ
近
づ
い

て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
不
邪
淫
を
戒
め
る
偈
で
す
。

他
人
の
妻
に
な
れ
近
づ
く
者
は
、
禍
を
ま
ね
き
、
地
獄
に
堕
ち

る
。
し
か
も
、
共
に
お
び
え
た
男
女
の
楽
し
み
は
少
な
く
、
そ
の

上
、
国
王
が
重
罰
に
処
す
、
と
い
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
偈
が
作
ら
れ
た
時
代
の
古
代
イ
ン
ド
で
は
、
国
王
が
重
罰

を
課
す
、
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
日
本
の
場
合
で
す
と
、
馬
に
乗

せ
て
、
市
中
引
回
し
の
上
、
は
り
つ
け
に
し
て
殺
し
、
首
を
は
ね

て
獄
門
に
さ
ら
す
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
姦
淫
の
罪
は
重

か
っ
た
わ
け
で
す
が
、
世
の
中
は
変
わ
れ
ば
変
わ
る
も
の
で
、
い

ま
で
は
、
重
罰
ど
こ
ろ
か
な
ん
の
罪
に
も
な
り
ま
せ
ん
。

日
本
だ
け
で
は
な
く
、
姦
淫
に
刑
事
罰
を
課
す
国
は
少
な
い
の

だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
が
、
家
庭
が
崩
壊
す

る
一
つ
の
原
因
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
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余
談
で
す
が
、
昔
と
比
べ
て
家
庭
の
崩
壊
の
も
う
一
つ
原
因
を

作
っ
て
い
る
の
は
、
尊
属
殺
重
罰
規
定
の
憲
法
違
反
判
決
だ
と
思

い
ま
す
。
今
で
は
、
親
を
殺
す
ほ
う
が
、
親
以
外
の
殺
人
よ
り
も

軽
い
ほ
ど
で
す
。
そ
の
せ
い
か
（
ど
う
か
分
か
り
ま
せ
ん
が

、
）

連
日
の
よ
う
に
、
若
者
た
ち
の
親
殺
し
の
記
事
が
続
き
ま
す
。

昔
な
ら
、
親
殺
し
は
、
死
刑
ま
た
は
無
期
懲
役
な
の
で
し
ょ
う

が
、
今
で
は
、
軽
い
刑
で
終
わ
り
ま
す
。
憲
法
の
下
で
は
あ
ら
ゆ

る
人
が
平
等
だ
と
す
る
思
想
の
た
め
で
す
。

昔
は
、
日
本
に
も
、
中
国
で
作
ら
れ
た
（
＝
撰
述
さ
れ
た
）
と

さ
れ
て
い
る
「
父
母
恩
重
経
（
ぶ
も
お
ん
じ
ゅ
う
ぎ
ょ
う

」
と

）

い
う
経
典
が
あ
り
、
多
く
の
人
に
読
誦
（
ど
く
じ
ゅ
）
さ
れ
ま
し

。

、

、

、

た

そ
の
経
典
で
は

父
母
の
恩
は

天
に
果
て
し
が
な
い
ほ
ど

広
大
で
重
い
が
、
子
は
そ
の
恩
に
報
い
る
義
務
が
あ
る
、
と
説
い

て
い
ま
す
。
で
も
、
い
ま
で
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
、
一
笑
に
付
さ

れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

家
庭
が
、
社
会
秩
序
の
根
幹
を
な
す
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の
家

庭
で
の
秩
序
を
乱
す
よ
う
に
、
い
ま
社
会
が
動
い
て
い
ま
す
。
そ

の
原
因
は
、
自
己
を
追
求
す
る
制
度
で
あ
る
民
主
主
義
だ
け
が
、

ま
す
ま
す
重
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

あ
ら
ゆ
る
個
人
が
、
生
ま
れ
な
が
ら
に
自
由
で
平
等
だ
と
す
る

思
想
の
下
で
は
、
社
会
秩
序
は
必
然
的
に
喪
失
し
て
い
き
ま
す
。

フ
リ
ー
セ
ッ
ク
ス
の
是
認
も
そ
の
一
つ
で
す
。

（
三
一
一
）
茅
草
（
か
や
ぐ
さ
）
で
も
、
と
ら
え
方
を
誤
る

と
、
手
の
ひ
ら
を
切
る
よ
う
に
、
修
行
者
の
行
（
ぎ
ょ
う
）

も
、
誤
っ
て
お
こ
な
う
と
、
地
獄
に
ひ
き
ず
り
お
ろ
す
。

釈
尊
が
こ
の
偈
で
具
体
的
に
何
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
の
か
、
よ

く
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
多
分
、
苦
行
の
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ

る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
釈
尊
も
苦
行
を
さ
れ
、
死
の
一
歩
手
前
ま

で
行
か
れ
ま
し
た
。
で
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
、
解
脱
に
は
至
れ

な
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
釈
尊
は
極
端
な
苦

行
は
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

私
は
こ
の
偈
を
読
み
ま
す
と
、
間
違
っ
た
修
行
に
よ
っ
て
、
自

分
が
解
脱
も
し
て
い
な
い
の
に
、
解
脱
し
た
よ
う
に
思
っ
て
傲
慢

に
な
っ
て
い
る
人
た
ち
の
こ
と
に
、
思
い
が
い
き
ま
す
。

私
は
、
新
宗
教
（
カ
ル
ト
集
団
を
含
む
）
の
教
祖
の
書
か
れ
た

も
の
に
は
、
大
体
、
目
を
通
す
よ
う
に
し
て
い
ま
す
が
、
未
だ
に

残
念
な
が
ら
、
解
脱
し
て
い
る
と
思
え
る
人
に
出
会
っ
て
い
ま
せ

。

、

、

。

ん

な
の
に

法
を
説
い
て

多
く
の
人
を
信
者
に
し
て
い
ま
す

そ
し
て
、
信
者
と
の
間
で
、
よ
く
訴
訟
が
起
こ
っ
た
り
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
、
こ
の
世
に
地
獄
を
実
現
し
て
い
る
、
と
言
え
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
多
く
の
人
を
地
獄
に
ひ
き
ず
り
下
ろ
し

て
は
、
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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（
三
一
二
）
そ
の
行
い
が
だ
ら
し
が
な
く
、
身
の
い
ま
し
め

が
乱
れ
、
清
ら
か
な
行
い
な
る
も
の
も
怪
し
げ
で
あ
る
な
ら

ば
、
大
き
な
果
報
は
や
っ
て
来
な
い
。

仏
教
の
本
質
は
「
七
仏
通
戒
偈
」
で
表
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
、

「
悪
を
為
す
な
、
善
を
為
せ
、
こ
こ
ろ
を
浄
め
よ
、
そ
れ
が
七
人

の
仏
の
教
え
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。

こ
の
最
後
の
「
こ
こ
ろ
を
浄
め
よ
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ

れ
が
な
か
な
か
大
変
な
こ
と
な
の
で
す
。

こ
の
偈
に
出
て
き
ま
す
こ
と
は
、
全
て
こ
の
「
こ
こ
ろ
を
浄
め

る
」
こ
と
に
関
連
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
ち
ゃ
ん
と
で
き
な
け
れ

、「

」

。

ば

大
き
な
果
報
は
や
っ
て
来
な
い

と
い
う
こ
と
な
の
で
す

大
き
な
果
報
と
は
、
悪
を
為
さ
ず
、
善
を
為
す
こ
と
が
で
き
る
こ

と
で
、
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
と
言
え
ま
す
。

「
行
い
に
節
度
が
あ
っ
て
、
身
を
い
ま
し
め
る
」
と
は
、
戒
律

を
守
る
こ
と
で
す
。
戒
律
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

一
般
の
人
（
在
家
信
者
）
も
守
る
べ
き
戒
律
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ

る
五
戒
が
あ
り
ま
す
。
①
不
殺
生
、
②
不
偸
盗
、
③
不
邪
淫
、
④

不
妄
語
、
⑤
不
飲
酒
が
、
そ
れ
で
す
。
ま
た
、
出
家
者
（
坊
主
）

に
は
男
性
（
比
丘
）
だ
と
二
五
〇
戒
が
あ
り
ま
す
。

昔
は
日
本
で
も
、
坊
主
は
多
く
の
戒
律
を
守
り
ま
し
た
が
、
い

ま
で
は
、
こ
う
し
た
戒
律
は
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
守
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
。
坊
主
す
ら
が
、
五
戒
す
ら
満
足
に
守
っ
て
い
ま
せ

ん
。
ま
し
て
、
在
家
の
人
た
ち
が
守
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ

う
し
た
戒
律
を
守
る
意
味
が
、
特
に
明
治
四
年
の
廃
仏
毀
釈
令
を

境
と
し
て
、
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

次
の

「
清
ら
か
な
行
い
」
で
す
が
、
こ
れ
は
、
六
波
羅
蜜
で

、

言
い
ま
す
と
、
⑤
の
禅
定
に
当
た
る
と
思
い
ま
す
。

人
間
は
、
い
く
ら
意
識
で
「
悪
を
為
さ
ず
、
善
を
為
そ
う
」
と

思
っ
て
も
、
そ
う
で
き
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
し
よ
う

と
思
え
ば
思
う
ほ
ど
、
パ
ウ
ロ
が
言
い
ま
し
た
よ
う
に
「
精
神
に

は
神
が
宿
っ
て
い
て
善
を
為
そ
う
と
す
る
の
に
、
肉
体
に
宿
っ
た

悪
魔
が
、
悪
を
為
さ
し
め
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の

で
す
。
パ
ウ
ロ
に
即
し
て
言
い
ま
す
と
、
精
神
が
肉
体
を
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
、
こ
こ
で
い
う
「
こ
こ
ろ
を

浄
ら
か
に
す
る
」
こ
と
で
、
可
能
に
な
る
の
で
す
。

そ
れ
は
、
自
己
へ
の
執
着
を
捨
て
る
こ
と
で
す
。
老
子
で
い
い

ま
す
と

「
無
為
」
に
な
る
こ
と
で
す
。
そ
う
な
る
修
行
・
精
進

、

を
重
ね
て
い
る
と
き
、
そ
こ
に
「
自
然
」
が
、
か
っ
て
に
向
こ
う

か
ら
実
現
し
て
く
る
の
で
す
。
こ
ち
ら
の
は
か
ら
い
で
そ
う
な
る

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
ま
と
め
て
「
無
為
自
然
」
と
呼
ん

で
い
る
の
で
す
。

只
管
打
坐
、
ひ
た
す
ら
冥
想
（
ヨ
ー
ガ
）
に
励
も
う
。
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後
記

、

。

、

、

一

暑
い
日
が
続
い
て
い
ま
す

こ
の
讃
岐
で
は

も
う
長
い
間

雨
ら
し
い
雨
が
降
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ど
こ
の
池
も
、
水
が
少
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。
私
の
作
る
畑
も
、
毎
日
の
よ
う
に
池
か
ら
水
を

酌
ん
で
は
、
作
物
に
や
っ
て
い
ま
す
。
さ
つ
ま
芋
は
日
焼
け
に
は

強
い
と
い
う
こ
と
で
、
全
く
や
ら
な
い
の
で
す
が
、
何
だ
か
葉
っ

ぱ
が
黄
色
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

二
、
自
作
随
筆
選
に
載
せ
ま
し
た
「
た
け
の
こ
村
」
で
す
が
、
そ

の
後
、
再
び
訪
問
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

三
、
大
学
院
生
三
人
も
加
わ
っ
て
く
れ
て
、
八
月
五
日
、
六
日
、

七
日
と
三
日
に
わ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し

た
。
五
日
と
六
日
は
果
樹
園
の
下
草
刈
り
や
山
と
の
際
に
あ
る
倒

木
や
竹
の
除
去
な
ど
を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
私
自
身
は
、
チ
ェ

ー
ン
ソ
ー
や
草
苅
機
は
使
い
慣
れ
て
い
ま
す
の
で
、
大
し
た
労
働

と
も
思
わ
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
学
生
た
ち
に
は
、
始
め
て
の
体

験
だ
っ
た
人
も
あ
り
、
ま
た
、
暑
い
炎
天
下
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ

て
、
か
な
り
き
つ
い
作
業
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
七
日
は
、
朝
か
ら

備
前
焼
の
窯
だ
し
を
見
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
私
は
、
古
備
前
風
の

も
の
は
見
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
今
回
は
、
新
作
の
と
て

も
ユ
ニ
ー
ク
な
作
品
が
幾
つ
も
あ
っ
て
、
感
動
し
ま
し
た
。

四
、
そ
の
窯
だ
し
の
後
で
、
た
け
の
こ
村
の
万
年
助
役
と
仰
っ
て

お
ら
れ
る
藤
岡
博
昭
様
の
こ
の
村
を
め
ぐ
る
様
々
な
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
伺
い
な
が
ら
、
ご
好
意
で
準
備
し
て
下
さ
っ
た
会
食
で
、
と
て

も
美
味
し
い
お
で
ん
と
豆
ご
は
ん
を
ご
馳
走
に
な
り
ま
し
た
。

六
、
再
び
、
あ
の
埴
輪
に
め
ぐ
り
合
え
た
こ
と
、
そ
し
て
何
よ
り

も
皆
さ
ん
の
満
面
に
笑
み
を
浮
か
べ
た
温
か
い
表
情
に
出
会
え
た

こ
と
を
、
と
て
も
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。
こ
ち
ら
の
こ
こ
ろ
が
和

ん
で
帰
宅
し
ま
し
た
。

七
、
あ
っ
、
も
う
一
つ
心
に
残
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
知
的

障
害
者
の
方
た
ち
が
、
日
中
、
炎
天
下
を
黙
々
と
一
輪
車
に
、
窯

で
焚
く
赤
松
の
割
木
を
山
盛
り
積
ん
で
、
運
ん
で
い
る
姿
で
す
。

私
は
、
専
心
勤
労
と
い
っ
て
い
ま
す
が
、
正
に
こ
れ
こ
そ
が
、
そ

。

。

れ
に
あ
た
る
の
だ
と
思
い
ま
し
た

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

月
刊

平
成
十
二
年
八
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２
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島
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市
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０
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