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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
一
巻

十
一
月
号

脳
も
眼
も
二
つ
あ
る

人
間
だ
け
が

働
き
の
異
な
る

二
つ
の
脳
を
も
っ
て
い
る

一
つ
は
自
分
を
思
う
脳

一
つ
は
ひ
と
を
思
う
脳

そ
れ
に
対
応
す
る

か
の
よ
う
に

眼
（
ま
な
こ
）
も
二
つ

一
つ
は
自
分
を
見
る
眼

一
つ
は
ひ
と
を
見
る
眼

空
し
い
道
徳
教
育

道
徳
を

教
え
る
方
法

変
え
よ
う
と

心
の
つ
な
が
り

つ
く
り
出
さ
ね
ば
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
八
二
）

―

―

『
正
法
眼
蔵
』
解
説
（
二
六
）

有
時
の
巻
を
続
け
ま
す
。

お
ほ
よ
そ
羅
籠
（
ら
ろ
う
）
と
ど
ま
ら
ず
有
時
現
成
な

り
。
い
ま
右
界
に
現
成
し
、
左
方
に
現
成
す
る
天
王
天
衆
、

い
ま
も
わ
が
尽
力
（
じ
ん
り
き
）
す
る
有
時
な
り
。
そ
の
余

外
（
よ
げ
）
に
あ
る
水
陸
の
衆
有
時
、
こ
れ
わ
が
い
ま
尽
力

し
て
現
成
す
る
な
り
。
冥
陽
に
有
時
な
る
諸
類
諸
頭
、
み
な

わ
が
尽
力
現
成
な
り
、
尽
力
経
歴
な
り
。
わ
が
い
ま
尽
力
経

歴
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
一
法
一
物
も
現
成
す
る
こ
と
な
し
、
経

歴
す
る
こ
と
な
し
と
参
学
す
べ
し
。

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
。

と
て
も
お
さ
え
こ
む
こ
と
は
で
き
ず
に
、
有
時
は
実
現
し

て
い
る
。
い
ま
、
あ
ち
ら
に
現
れ
、
こ
ち
ら
に
現
れ
て
い
る

天
界
の
住
人
た
ち
も
、
ま
さ
し
く
い
ま
、
わ
が
尽
力
し
て
い

る
有
時
な
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
水
陸
に
い
る
さ
ま
ざ
ま
な

衆
生
の
有
時
も
、
い
ま
わ
が
尽
力
し
て
実
現
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
隠
れ
た
り
現
れ
た
り
し
て
い
る
あ

の
世
、
こ
の
世
の
も
ろ
も
ろ
の
衆
生
の
有
時
も
、
こ
と
ご
と

く
わ
が
尽
力
し
て
実
現
し
て
お
り
、
尽
力
し
て
経
め
ぐ
っ
て

い
る
。
い
ま
わ
が
尽
力
し
て
経
め
ぐ
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ

ば
、
一
事
一
物
も
、
有
時
と
し
て
実
現
す
る
こ
と
は
な
く
、

経
め
ぐ
る
こ
と
は
な
い
と
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

こ
の
部
分
は
、
と
て
も
難
し
い
よ
う
で
す
。
参
考
ま
で
に
読
ん

で
い
ま
す
解
説
書
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
か
な
り
違
っ
た
解
釈
を
し
て

い
ま
す
。
確
か
に
、
表
現
が
曖
昧
で
、
明
確
と
は
お
世
辞
に
も
言

え
な
い
文
章
だ
と
思
い
ま
す
。
時
間
の
こ
と
が
は
っ
き
り
分
か
っ

、

。

、

て
い
な
い
と

解
釈
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

以
下

私
が
理
解
し
た
と
こ
ろ
を
、
解
説
し
て
い
き
ま
す
。

ま
ず
「
お
ほ
よ
そ
羅
籠
（
ら
ろ
う
）
と
ど
ま
ら
ず
有
時
現
成
な

り
」
で
す
が
、
こ
の
「
お
ほ
よ
そ
羅
籠
と
ど
ま
ら
ず
」
で
さ
え
、

人
に
よ
っ
て
解
釈
が
異
な
っ
て
い
ま
す
。
前
出
の
訳
の
よ
う
に
解

釈
し
て
い
る
人
と

「
一
切
万
物
の
総
称
」
だ
と
す
る
解
釈
も
あ

、

。

、

「

」

、

り
ま
す

ま
た

そ
の
後
に
出
て
き
ま
す

有
時
現
成
な
り

も

前
出
の
訳
の
よ
う
に
「
有
時
が
実
現
し
て
い
る
」
と
訳
す
も
の
が

多
い
よ
う
で
す
。

実
は
、
こ
の
真
意
を
と
る
こ
と
が
、
今
回
の
部
分
の
解
釈
上
、
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決
定
的
に
重
要
だ
と
思
う
の
で
す
。
ま
た
こ
の
短
い
部
分
に
は
、

「
有
時
」
四
回

「
現
成
」
六
回

「
経
歴
」
三
回
と
、
そ
れ
ぞ

、

、

れ
頻
繁
に
出
て
い
ま
す
が
、
こ
の
意
味
が
相
互
に
ど
う
違
う
の
か

が
区
別
で
き
る
か
ど
う
か
が
、
解
釈
上
と
て
も
大
切
な
よ
う
に
思

え
ま
す
。

そ
う
で
す
の
で
、
ま
ず

「
現
成
」
を
右
の
よ
う
に
、
た
だ
、

、

「
実
現
」
と
訳
す
だ
け
で
、
果
し
て
よ
い
の
か
ど
う
か
、
元
に
帰

っ
て
、
検
討
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

実
は
、
こ
の
現
成
は
、
既
に
詳
し
く
検
討
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

は
、
こ
の
『
正
法
眼
蔵
』
の
「
現
成
公
案
の
巻
」
の
解
説
の
第
一

回
目
で
す
。
第
九
巻
十
月
号
を
お
持
ち
の
方
は
、
面
倒
で
し
ょ
う

が
、
取
り
出
し
て
も
う
一
度
ご
覧
頂
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

結
論
だ
け
を
簡
単
に
申
し
ま
す
と
、
現
成
の
「
成
」
で
す
が
、

そ
れ
は
、
い
つ
ま
で
も
生
き
て
い
た
い
と
い
う
思
い
（
有
）
と
、

そ
う
し
た
思
い
と
は
独
立
に
、
自
分
自
身
に
宿
し
た
、
私
た
ち
を

（

）

、

老
や
病
や
死
へ
と
誘
う
働
き

無

と
の
弁
証
法
的
運
動
と
し
て

私
た
ち
は
毎
日
「
成
」
り
な
が
ら
生
き
て
い
る
。
そ
れ
が
「
成
」

な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

で
は
、
成
の
前
に
付
く
「
現
」
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

、

。

は

実
は
時
間
論
を
検
討
す
る
と
き
の
宿
題
と
な
っ
て
い
ま
し
た

第
九
巻
十
月
号
の
最
後
の
段
落
に
書
い
て
い
ま
す
。
お
確
か
め
下

さ
い
。

さ
て

「
現
」
で
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
「
有
時
の
巻
」
の
解
説

、

で
お
分
か
り
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
「
現
」
は
、
ま
さ
に
時
間
と
し

て
の
現
在
で
、
過
去
と
未
来
の
弁
証
的
運
動
と
そ
の
統
合
と
し
て

の
今
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
「
有
時
」
そ
の
こ
と
で
あ

る
と
言
え
ま
す

「
成
」
に
は
、
明
言
的
に
時
間
と
し
て
の
意
味

。

は
あ
り
ま
せ
ん
が

「
現
」
が
つ
く
こ
と
で
時
間
の
意
味
合
い
が

、

表
に
現
れ
て
き
ま
す
。
た
だ
、
そ
れ
は
弁
証
法
的
運
動
と
そ
の
統

「

」

、

。

合
の

結
果

面
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
す

ま
た
、
道
元
の
言
う
「
現
成
公
案
」
は
、
空
海
で
は

「
即
身
成

、

仏
」
に
当
た
っ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
公
案
は
な
く
て
現
成

だ
け
で
も
、
人
間
の
時
間
的
な
弁
証
法
的
運
動
と
そ
の
統
合
を
表

し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
公
案
が
つ
け
ば
よ
り
明
言
的
に
そ
の
統

合
結
果
に
限
定
さ
れ
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

も
う
少
し
、
時
間
を
理
解
す
る
た
め
に
考
察
し
て
行
き
ま
す
。

時
間
に
、
三
つ
の
区
別
が
あ
る
こ
と
は
、
何
度
か
述
べ
て
き
ま

し
た
。
一
つ
は
、
誰
で
も
が
知
っ
て
い
る
物
理
的
な
時
間
の
流
れ

で
す
。
あ
と
二
つ
は
、
人
間
だ
け
が
も
つ
時
間
で
、
一
つ
は
普
通

の
人
た
ち
が
感
じ
る
、
過
去
と
未
来
の
間
（
は
ざ
ま
）
を
ア
ン
ビ

ブ
ァ
レ
ン
ト
（
両
面
価
値
的
・
矛
盾
的
）
に
運
動
し
な
が
ら
、
生

き
て
い
る
時
間
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
完
全
な
そ
の
統
合
と
し
て

の
時
間
で
す
。
換
言
す
れ
ば
、
前
者
は
「
人
（
凡
夫
）
の
時
間
」

で
あ
り
、
そ
し
て
、
後
者
は
「
仏
（
聖
者
）
の
時
間
」
で
、
そ
れ
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は
、
時
間
と
は
言
っ
て
い
ま
す
が
、
時
間
を
超
え
た
時
間
、
つ
ま

り

「
永
遠
」
な
の
で
す
。

、さ
て
、
話
を
元
に
戻
し
て
、
で
は

「
有
時
」
と
は
上
の
ど
の

、

時
間
な
の
か
で
す
が
、
お
そ
ら
く
人
間
の
も
つ
時
間
、
つ
ま
り
凡

夫
の
時
間
と
聖
者
の
時
間
の
両
方
を
指
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
時
間
と
言
え
ば
、
す
ぐ
物
理
的
時
間
に
思
い
が
行
き

ま
す
の
で
、
そ
れ
を
常
に
戒
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
さ
ら

に
、
私
た
ち
が
目
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
勿
論
、
聖
者

の
時
間
で
す
。
そ
し
て
、
そ
う
思
っ
て
道
元
を
読
ま
な
い
と
理
解

で
き
な
い
と
こ
ろ
が
い
っ
ぱ
い
あ
り
ま
す
。
殆
ど
が
そ
う
だ
と
い

っ
て
も
よ
い
ほ
ど
で
す
。

次
に

「
現
成
」
で
す
が
、
こ
れ
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
時
間

、

を
経
て
現
に
成
っ
て
い
る
結
果
を
示
す
も
の
で
し
た
。

次
に

「
経
歴
」
で
す
が
、
こ
れ
は
、
最
近
（
三
号
前
）
の
八

、

月
号
で
解
説
し
た
ば
か
り
で
す
。
結
論
的
に
言
い
ま
す
と
、
そ
れ

は
時
間
が
弁
証
法
的
に
「
運
動
」
す
る
面
を
強
調
し
て
言
っ
て
い

る
言
葉
で
し
た
。
私
た
ち
の
心
の
中
を
、
い
ろ
い
ろ
な
経
験
と
あ

し
た
へ
の
思
い
と
が
、
か
け
め
ぐ
る
事
で
す
。

ま
た

「
尽
力
」
と
い
う
言
葉
が
何
度
（
五
回
）
も
出
て
き
ま

、

す
が
、
こ
れ
は
、
私
た
ち
が
修
行
・
精
進
に
「
力
を
尽
く
す
」
こ

と
で
す
。

退
屈
で
す
が
、
も
う
少
し
言
葉
の
意
味
を
見
て
お
き
ま
す
。
ま

ず

「
羅
籠
（
ら
ろ
う

」
で
す
が
、
こ
れ
は
、
鳥
を
取
る
あ
み
、

、

）

鳥
を
入
れ
て
お
く
か
ご
、
の
こ
と
で
す

「
天
王
天
衆
」
は
、
天

。

上
界
の
王
や
神
々
の
こ
と
で
す

「
冥
陽
」
は
、
冥
界
と
陽
界
、

。

、

。

つ
ま
り

目
に
見
え
な
い
世
界
と
目
に
見
え
る
世
界
の
こ
と
で
す

他
は
、
現
代
語
訳
を
ご
参
照
下
さ
い
。

さ
て
、
こ
の
文
を
読
み
ま
す
と
、
私
は
、
密
教
の
曼
陀
羅
（
ま

ん
だ
ら
）
に
思
い
が
行
き
ま
す
。
曼
陀
羅
は
、
密
教
の
世
界
観
を

表
す
も
の
で
す
が
、
こ
の
文
章
も
、
道
元
の
世
界
観
を
表
し
て
い

る
の
だ
と
言
え
ま
す
。

仏
教
で
は
、
こ
の
世
、
あ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
、
す
べ
て

私
た
ち
の
心
が
作
り
だ
し
た
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
ま
す
。
こ
う

言
い
ま
す
と
、
多
く
の
方
は
、
そ
こ
に
物
が
存
在
し
て
い
て
、
そ

れ
を
分
析
し
て
科
学
が
成
り
立
っ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
を
私
た
ち

の
心
が
作
り
だ
し
た
も
の
だ
な
ど
と
、
な
ん
と
い
う
こ
と
を
、
と

、

。

あ
き
れ
ら
れ
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん

で
は
、
こ
う
考
え
た
ら
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
た
全
て
の

、

、

。

物
に
意
味
を
与
え
て
い
る
の
は

私
た
ち
人
間
の
心
な
の
だ

と

私
た
ち
の
心
に
と
っ
て
意
味
の
な
い
も
の
は
、
存
在
し
な
い
も
の

と
言
え
る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
逆
に
言
い
ま
す
と
、

こ
こ
ろ
が
、
存
在
を
作
り
だ
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
す
。
そ
し

て
、
難
儀
な
こ
と
に
、
そ
う
し
た
存
在
も
、
人
間
の
心
も
、
相
対

な
も
の
の
宿
命
と
し
て
、
相
互
に
依
存
し
て
し
か
存
在
し
え
な
い
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と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
相
対

な
も
の
に
依
存
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
普
遍
な
も

の
は
無
く
、
常
に
う
つ
ろ
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
人
々

の
行
動
を
導
く
価
値
の
基
準
が
変
動
き
わ
ま
り
な
い
、
虚
ろ
な
も

の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
（
現
在
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
が

。
）

実
は
、
そ
の
普
遍
な
価
値
基
準
を
示
す
も
の
が
、
四
聖
の
教
え

な
の
で
す
。
そ
の
教
え
は
、
何
度
も
何
度
も
繰
り
返
し
言
い
ま
す

よ
う
に
、
私
た
ち
の
随
（
無
意
識
）
に
宿
す
如
来
さ
ま
と
一
体
に

な
る
体
験
か
ら
生
ま
れ
る
も
の
な
の
で
す
。
そ
う
し
た
時
、
私
た

ち
は
心
に
絶
対
な
基
準
を
作
り
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
そ

、

、

。

し
て

そ
の
心
が
作
り
だ
し
た
も
の
が

曼
陀
羅
世
界
な
の
で
す

道
元
が
こ
こ
で
述
べ
て
い
ま
す
の
も
、
そ
う
し
た
世
界
だ
と
言

え
ま
す
。
そ
れ
は
、
釈
尊
の
教
え
を
信
じ
仰
ぎ
、
そ
の
教
え
に
則

っ
て
修
行
・
精
進
す
る
と
き
、
初
め
て
実
現
さ
れ
る
世
界
な
の
で

す
。
そ
れ
が
、
尽
力
と
い
う
こ
と
ば
に
現
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
し

た
世
界
を
表
す
た
め
に
、
有
時
や
現
成
や
経
歴
と
い
っ
た
言
葉
が

頻
出
す
る
の
で
す
。
こ
こ
に
出
て
き
ま
す
「
天
王
天
衆

「
余
外

」

に
あ
る
水
陸
の
衆
有
時

「
冥
陽
に
有
時
な
る
諸
類
諸
頭

「
一

」

」

法
一
物
」
な
ど
、
す
べ
て
の
も
の
が
曼
陀
羅
を
構
成
す
る
メ
ン
バ

ー
な
の
で
す
。

何
度
も
何
度
も
、
道
元
の
文
章
と
こ
の
解
説
を
お
読
み
頂
け
ま

し
た
ら
、
き
っ
と
ご
理
解
頂
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

自
作
詩
短
歌
等
選

空

虚

で

ば

ら

ば

ら

な

家

庭

立
派
な
家
だ
け
れ
ど

友

達

の

よ

う

な

教

師

昼
間
は
誰
も
い
な
い
家

み
ん
な

教
師
も

朝

他
己
を
弱
め

ば
ら
ば
ら
に
起
き
て

自
分
を
見
失
っ
て

ば
ら
ば
ら
に
食
事
し

生
徒
の
気
に
入
ら
れ
る

ば
ら
ば
ら
に
出
掛
け
る

こ
と
ば
か
り
を

昼

気
に
し
て
い
る

出
先
で

ば
ら
ば
ら
な
食
事
を
し

情
け
な
い
こ
と
よ

夕
方

友
達
の
よ
う
な
教
師
よ

ば
ら
ば
ら
に
帰
っ
て
来
て

ば
ら
ば
ら
に
買
っ
た
食
品
を

ば
ら
ば
ら
に
食
べ

そ
し
て

夜ば
ら
ば
ら
に
寝
る
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奉

仕

活

動

の

義

務

化

奉
仕
活
動
は

さ
せ
て
い
た
だ
い
て

あ
り
が
た
い

と
思
っ
て
す
る
も
の

し
た
く
な
い

と
思
っ
て
し
て
も

人
格
向
上
に
は

な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い

他

者

へ

の

無

関

心

気
に
し
な
い

気
に
し
な
い

ひ
と
の
こ
と
な
ど

気
に
し
な
い

認

識

の

誤

り

日
本
の
少
年
犯
罪
は

欧
米
に
比
べ
て

深
刻
さ
が
軽
い

と
社
説
は
述
べ
る

日
本
の
マ
ス
コ
ミ
の

認
識
の
甘
さ
不
確
か
さ
よ

木
を
見
て

森
の
見
え
な
い
人
た
ち
よ

日
本
の
社
会
を

誤
り
導
く
な

物

や

命

へ

の

還

元

現
代
人
は

自
分
を
物
質
や
生
命
に

還
元
し
た
が
る

な
の
に

仏
や
神
に
は

還
元
し
た
が
ら
な
い

や

さ

し

さ

の

病

理

い
ま

や
さ
し
さ
が

お
か
し
い
と
い
う

や
さ
し
さ
の
語
源
は

恥
ず
か
し
さ

と
い
う
こ
と
だ
と

言
語
学
者
は
言
う

で
も

い
ま
恥
ず
か
し
さ
は

病
理
と
さ
れ
て

治
療
・
克
服
の
対
象
と

な
っ
て
い
る

そ
し
て

や
さ
し
さ
は

自
分
が
与
え
な
い
の
に

与
え
て
も
ら
う
も
の

と
な
っ
て
い
る

や
さ
し
さ
は

人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ

や
さ
し
さ
の
根
本
は

自
己
を
否
定
す
る
も
の

死
・
終
末
・
滅
亡
・
如
来

や
さ
し
さ
は

他
己
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エ

ゴ

の

ぶ

つ

か

り

合

い

犯

罪

を

思

い

止

ま

ら

せ

る

毎
日
新
聞
の
社
説
は
言
う

社
会
は
基
本
的
に

他
者
に
無
関
心
な

エ
ゴ
イ
ズ
ム
の

民
主
主
義
社
会

ぶ
つ
か
り
合
い
だ
と

愛
情
を
欠
く
国
民

権
威
を
失
っ
た
お
と
な

ま
さ
に

権
利
ば
か
り
で

自
己
社
会
の
典
型
で
あ
る

義
務
の
な
い
憲
法

現
在
の
民
主
主
義
社
会
で
は

刑
罰
の
軽
い

そ
う
な
っ
て
い
る

刑
罰
を
し
な
い

少
年
法

で
も

か
つ
て

子
ど
も
の
ど
こ
に

他
己
社
会
の
存
在
し
た

犯
罪
を

日
本
で
は

思
い
止
ま
ら
せ
る
も
の
が

そ
う
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に

あ
る
の

気
付
い
て
ほ
し
い

自
作
随
筆
選

家
庭
は
教
育
の
場
で
は
な
い
？
！

毎
日
新
聞
の
香
川
県
版
に
「
相
談
室
の
子
ど
も
た
ち

四
国
・

心
の
ケ
ア
の
現
場
か
ら
」
と
い
う
欄
が
あ
り
ま
す
。
毎
週
土
曜
日

に
連
載
さ
れ
ま
す
が
、
現
在
は
、
香
川
大
学
保
健
管
理
セ
ン
タ
ー

。

、

所
長
・
教
授
で
臨
床
心
理
士
の
方
が
執
筆
さ
れ
て
い
ま
す

毎
回

、

、

臨
床
家
の
方
は

多
く
の
人
が
こ
ん
な
風
に
思
っ
て
い
る
の
だ
と

な
か
ば
呆
れ
て
読
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
先
日
、
次
の
よ
う
な
見

出
し
が
あ
り
、
遂
に
、
一
言
、
書
か
ざ
る
を
得
な
い
気
分
に
な
り

ま
し
た
。

そ
の
見
出
し
と
は

「
家
庭
は
教
育
の
場
で
は
な
い

『
居
間

、

」

を
「
何
も
し
な
い
場
」
に

「
充
実
し
た
無
為
は
心
の
栄
養

、

』

」

と
い
う
も
の
で
す
。

本
文
は
、
記
述
に
論
旨
が
一
貫
し
な
い
点
や
、
考
え
様
で
は
、

教
育
と
は
何
か
が
よ
く
お
分
か
り
で
は
な
い
、
と
い
っ
た
点
が
あ

る
の
で
す
が
、
次
の
よ
う
な
記
述
は
、
こ
の
方
の
考
え
方
が
よ
く

現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
の
で
、
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

社
会
の
変
化
に
よ
っ
て

・
・
今
新
た
な
家
庭
の
役
割
が

、

模
索
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
し
か
し
、
い
ま
だ
に
そ
の
答
え
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は
見
つ
か
っ
て
お
ら
ず
、
困
難
な
課
題
な
の
で
す
。
解
答
の

一
つ
と
し
て
「
家
庭
を
教
育
の
場
に

「
し
つ
け
の
場
に
」

」

と
い
う
安
易
な
意
見
が
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

・
・
・
・
・
・
・
・

「
充
実
し
た
無
為
」
は
、
何
も
生
み
出
さ
な
い
よ
う
に
見

え
て
、
心
の
栄
養
を
補
給
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
か
ら
子

ど
も
た
ち
が
迎
え
る
「
豊
か
な
時
代
」
は
、
絶
え
ざ
る
判
断

や
選
択
に
膨
大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
必
要
と
す
る
時
代
で
す
。

「
充
実
し
た
無
為
」
と
い
う
新
し
い
ぜ
い
た
く
な
時
間
の
過

ご
し
方
こ
そ
、
豊
か
な
時
代
を
生
き
る
力
を
育
む
の
で
す
。

実
は
、
以
上
の
よ
う
な

「
精
神
的
に
不
健
康
な
人
た
ち
」
に

、

接
し
て
い
る
人
の
書
い
た
文
章
を
読
む
度
に
、
い
つ
も
思
う
こ
と

。

、

、

が
あ
る
の
で
す

そ
れ
は

自
分
で
は
治
療
し
て
い
る
積
も
り
が

そ
う
し
た
精
神
的
不
健
康
者
か
ら
自
分
も
逆
に
限
定
を
受
け
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
（
こ
れ
は
、
人
間
と
い
う
相
対
な
者
の
避
け

ら
れ
な
い
宿
命

。
も
っ
と
あ
か
ら
さ
ま
に
言
い
ま
す
と
、
自
分

）

も
精
神
的
に
不
健
康
に
な
っ
て
行
き
や
す
い
、
と
い
う
こ
と
な
の

で
す
。
で
も
、
お
そ
ろ
し
い
こ
と
で
す
が
、
ま
さ
に
相
対
な
者
の

宿
命
と
し
て
、
そ
の
こ
と
に
気
付
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
方
も
、
そ
う
な
っ
て
い
る
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
。
前
半
の

家
庭
の
役
割
に
混
乱
が
あ
る
、
と
い
う
指
摘
は
正
し
い
と
思
い
ま

す
。
で
も
、
そ
の
解
決
法
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
と
か

「
家
庭

、

を
教
育
の
場
に

「
し
つ
け
の
場
に
」
と
い
う
解
答
が
安
易
な
も

」

の
だ
と
思
う
、
と
い
っ
た
こ
と
は
、
精
神
の
健
康
を
欠
い
て
い
る

か
ら
だ
と
し
か
、
私
に
は
思
え
ま
せ
ん
。

私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
解
決
法
は
、
と
お
の
昔
に
見
つ
か
っ
て
い

ま
す
し
、
家
庭
を
教
育
や
し
つ
け
の
場
に
す
る
の
は
当
た
り
前
の

こ
と
な
の
で
す
。

多
く
の
人
は
、
社
会
の
変
化
に
つ
い
て
行
く
こ
と
が
よ
い
こ
と

の
よ
う
に
思
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
大
き
な
間
違
い
で
す
。
悪

い
社
会
は
善
い
社
会
に
変
え
て
い
く
こ
と
が
、
人
間
に
は
常
に
求

め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
で
も
、
相
対
な
も
の
し
か
見
え
な
い
民

主
主
義
の
世
の
人
た
ち
は
、
何
が
善
い
こ
と
な
の
か
す
ら
分
か
ら

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ど
う
社
会
を
変
革

す
れ
ば
よ
い
の
か
、
と
い
っ
た
目
指
す
べ
き
善
い
（
価
値
の
）
方

向
す
ら
分
か
ら
な
い
の
で
す
。
み
ん
な
が
、
道
に
迷
い
、
自
分
を

見
失
っ
て
、
無
明
の
闇
の
中
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
の
で
す
。

私
は
、
現
在
の
よ
う
に
家
庭
の
役
割
が
分
散
し
て
し
ま
っ
た
今

で
も
、
一
つ
の
役
割
だ
け
は
残
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
残
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
思
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
家

庭
こ
そ
が
、
互
い
に
「
人
間
ら
し
い
人
間
に
な
る
根
源
的
な
場
」

だ
と
い
う
も
の
で
す
。

で
は

「
人
間
ら
し
い
人
間
」
と
は
何
か
で
す
が
、
私
は
そ
れ

、

を
一
口
で
言
っ
て

「
人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ
」
を
持
つ
、
と

、
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い
う
こ
と
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

、

、

で
は

人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ
を
持
て
る
よ
う
に
な
る
に
は

ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
が
極
め
て
大
切
な
の
で

す
が
、
で
も
、
極
め
て
困
難
な
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

お
互
い
が
愛
情
を
持
ち
合
う
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
す
。

な
か
な
か
分
か
っ
て
頂
け
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
信
仰
を

持
つ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
意
識
の
領
域
で
は
、
誰
か
を
信
じ

る
こ
と
が
、
愛
情
の
証
な
の
で
す
。
そ
う
な
る
た
め
に
は
、
誰
か

ら
か
愛
情
を
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
人
間
は
赤
ん
坊
と
し

て
誕
生
し
、
成
長
し
て
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
ま
ず
、
人
間
が

愛
情
を
も
つ
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
親
（
養
育
者
）
か
ら
、
愛

情
を
受
け
て
育
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
で
も
、
い
ま
、

信
仰
が
失
わ
れ
て
、
お
互
い
に
愛
情
を
か
け
な
い
悪
循
環
が
起
こ

っ
て
い
ま
す
。
親
は
、
一
見
、
子
ど
も
の
世
話
を
や
い
て
い
る
よ

う
で
す
が
、
多
く
は
、
自
分
の
野
望
や
エ
ゴ
を
満
た
し
た
り
、
ペ

ッ
ト
を
可
愛
が
る
よ
う
に
「
慰
め
も
の
」
と
し
て
い
る
に
過
ぎ
ま

せ
ん
。
で
す
か
ら
、
こ
の
悪
循
環
を
断
ち
切
る
に
は
、
親
の
教
育

と
同
時
に
、
学
校
教
師
の
再
教
育
が
大
切
に
な
り
ま
す
。
そ
う
し

て
、
親
や
教
師
を
愛
情
を
も
つ
人
間
、
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も

愛
情
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
、
愛
情
を
か
け
よ
う
と
努
力
す
る
人

間
に
作
り
な
お
す
こ
と
で
、
は
じ
め
て
子
ど
も
た
ち
が
愛
情
を
受

け
て
育
つ
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
で
も
、
こ
れ
こ

そ
、
な
か
な
か
難
し
い
課
題
と
言
え
ま
す
。
現
在
の
状
況
で
は
、

法
律
で
強
制
し
、
応
じ
な
い
も
の
に
は
、
重
い
処
罰
を
課
す
以
外

に
は
方
法
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
本
来
は
、
信
仰
や
愛
情

は
、
そ
う
し
た
こ
と
に
最
も
な
じ
ま
な
い
こ
と
で
す
。

実
は
、
親
が
赤
ん
坊
の
心
に
自
分
の
こ
こ
ろ
を
全
開
し
て
接
し

て
い
れ
ば

「
人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ
」
を
自
然
に
養
う
こ
と

、

が
で
き
る
の
で
す
。
で
も
、
い
ま
母
性
が
失
わ
れ
、
母
親
が
そ
う

し
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
母
親
自
身
も
人
間
性

を
高
め
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
で
す
。
父
親
に
つ
い
て
も
、

。

、

、

大
同
小
異
で
す

家
庭
内
で

自
分
の
こ
こ
ろ
を
謙
虚
に
開
い
て

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
よ
う
と
し
て
い
ま
せ
ん
。
み
ん
な
が
、

こ
こ
ろ
を
開
い
て
、
子
ど
も
に
接
し
て
い
れ
は
、
自
然
に
、
子
ど

も
の
し
つ
け
も
で
き
ま
す
し
、
勉
強
し
ろ
と
言
わ
な
く
て
も
、
適

性
の
あ
っ
た
こ
と
を
、
勝
手
に
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。

最
後
に

「
充
実
し
た
無
為
」
で
す
が
、
子
ど
も
に
は
、
そ
ん

、

な
も
の
は
不
必
要
で
す
。
子
ど
も
は
、
常
に
「
何
か
を
為
し
て
い

る
」
も
の
な
の
で
す
。
愛
情
を
か
け
ら
れ
、
自
由
に
さ
せ
て
も
ら

っ
て
い
る
時
、
心
の
底
か
ら
、
成
就
の
喜
び
を
感
じ
る
の
で
す
。

そ
れ
が
、
何
事
か
を
「
成
し
遂
げ
よ
う
」
と
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に

な
っ
て
い
く
の
で
す
。
愛
情
も
自
由
も
与
え
ら
れ
ず
、
冷
酷
に
、

管
理
・
統
制
ば
か
り
受
け
て
い
る
現
代
の
「
病
的
な
子
ど
も
」
に

と
っ
て
の
み
「
充
実
し
た
無
為
」
は
必
要
な
も
の
な
の
で
す
。
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五
輪
柔
道
判
定
問
題

シ
ド
ニ
ー
五
輪
の
柔
道
百
キ
ロ
超
級
決
勝
で
、
日
本
の
篠
原
選

手
へ
の
判
定
が
誤
審
だ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
主
審
を
務
め
た
ニ
ュ

ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
審
判
に
日
本
か
ら
抗
議
文
や
脅
迫
文
が
殺
到
し

た
と
い
い
ま
す
。
同
氏
は
、
そ
の
た
め
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
に
な
り
、
家

族
と
共
に
自
国
を
脱
出
し
た
と
報
じ
ら
れ
ま
し
た
。

私
に
も
、
こ
の
判
定
場
面
を
ス
ロ
ー
ビ
デ
オ
を
見
て
、
明
ら
か

に
誤
審
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
専
門
の
柔
道
家
な
ら
言

わ
ず
も
が
な
で
す
。
な
の
に
、
そ
の
実
際
場
面
で
な
ぜ
間
違
え
た

の
で
し
ょ
う
か
。
テ
レ
ビ
や
新
聞
で
、
そ
の
原
因
を
適
切
に
コ
メ

ン
ト
で
き
た
人
は
、
私
の
知
る
か
ぎ
り
、
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
は
、
こ
れ
を
見
て
、
ま
さ
に
人
間
の
執
ら
わ
れ
の
本
質
を
み

る
思
い
が
し
ま
し
た
。
審
判
員
は
中
立
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

が
、
し
か
し
、
人
間
で
あ
る
限
り
、
あ
る
い
は
、
現
代
の
よ
う
に

全
て
の
行
動
基
準
が
自
分
の
「
利
益
と
選
好
」
に
な
っ
て
い
る
限

り
、
人
は
、
そ
の
「
執
ら
わ
れ
」
に
よ
っ
て
行
動
が
左
右
さ
れ
る

の
で
す
。
そ
れ
を
避
け
る
こ
と
は
、
殆
ど
不
可
能
な
こ
と
で
す
。

そ
の
審
判
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
ド
イ
エ
選
手
の
攻
撃
し
か
見
え
て

。

、

。

い
な
か
っ
た
の
で
す

こ
れ
は

陪
審
制
の
裁
判
で
も
同
様
で
す

相
対
な
も
の
の
争
い
は
、
す
べ
て
、
こ
う
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

釈
尊
の
こ
と
ば
（
九
五
）

―
法
句
経
解
説
―

（
三
一
六
）
恥
じ
な
く
て
も
よ
い
こ
と
を
恥
じ
、
恥
ず
べ
き

こ
と
を
恥
じ
な
い
人
々
は
、
邪
（
よ
こ
し
ま
）
な
見
解
を
い

だ
い
て
、
悪
い
と
こ
ろ
（
＝
地
獄
）
に
お
も
む
く
。

「
恥
じ
な
く
て
も
よ
い
こ
と
を
恥
じ
、
恥
ず
べ
き
こ
と
を
恥
じ

な
い
人
々
」
と
は
、
ど
ん
な
人
た
ち
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。
少
し
分
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
現
代
人
の
大
多
数
が
こ
う
な
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「
恥
ず
べ
き
こ
と
を
恥
じ
な
い
人
」
と
は
、
厚
顔
無
恥
で
、
自

己
中
心
的
な
人
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
、
と
多
く
の
人
が
思
わ
れ

る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
通
り
で
す
が
、
で
は

「
恥
じ
な
く
て
も

、

よ
い
こ
と
を
恥
じ
る
」
と
い
う
の
は
何
の
こ
と
な
の
か
は
、
ご
理

解
い
か
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

実
は
、
こ
う
言
う
に
は

「
何
を
恥
ず
べ
き
で
、
何
を
恥
じ
な

、

く
て
も
よ
い
の
か
」
の
基
準
が
必
要
な
の
で
す
。

ま
た
、
現
代
で
は
、
そ
も
そ
も
恥
じ
る
と
は
ど
ん
な
こ
と
な
の

か
が
、
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

か
つ
て
、
日
本
人
は
恥
ず
か
し
が
る
こ
と
が
多
い
と
言
わ
れ
ま
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し
た
。
で
も
、
今
の
よ
う
に
、
厚
顔
無
恥
に
自
己
を
主
張
す
る
こ

と
が
、
も
っ
と
も
大
切
な
徳
目
と
な
っ
て
い
る
民
主
主
義
社
会
に

あ
っ
て
は
、
恥
ず
か
し
が
る
こ
と
は
、
治
療
す
べ
き
精
神
的
な
病

理
と
さ
え
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。

あ
の
有
名
な
ア
メ
リ
カ
の
女
性
文
化
人
類
学
者
、
ル
ー
ス
・
ベ

ネ
デ
ィ
ク
ト
は

『
菊
と
刀
』
と
い
う
書
物
の
中
で
、
日
本
の
文

、

化
を
「
恥
の
文
化
」
と
し
、
西
欧
の
文
化
を
「
罪
の
文
化
」
と
し

ま
し
た
。
そ
し
て
、
西
洋
文
化
に
お
け
る
よ
う
に
罪
と
い
う
内
面

的
な
自
覚
に
よ
っ
て
善
行
を
な
す
文
化
よ
り
も
、
日
本
の
文
化
を

恥
じ
と
い
う
外
面
的
な
強
制
力
に
よ
っ
て
善
行
を
な
す
、
よ
り
低

い
文
化
と
位
置
づ
け
ま
し
た
。

こ
の
考
え
方
を
巡
っ
て
か
つ
て
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
ま
し
た

が
、
現
在
の
日
本
に
は
、
い
づ
れ
に
し
て
も
当
て
は
ま
ら
な
く
な

っ
て
い
ま
す
。
日
本
に
は
今
、
罪
の
文
化
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
恥

の
文
化
も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
え
て
言
え
ば

「
損
得
・
選
り
好
み

、

の
文
化
」
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
善
行
は
自
分
の
得

に
な
る
か
、
自
分
の
好
き
な
こ
と
に
合
っ
て
い
る
時
は
す
る
が
、

自
分
の
損
に
な
っ
た
り
嫌
い
な
こ
と
は
し
な
い
。
さ
ら
に
消
極
的

に
「
悪
を
為
さ
な
い
」
の
は
、
法
律
で
処
罰
を
さ
れ
て
、
嫌
な
思

い
を
す
る
し
、
そ
の
結
果
、
自
分
が
損
を
し
た
り
、
得
す
る
こ
と

を
逃
し
た
り
す
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
こ
に
罪
の

意
識
も
、
恥
の
意
識
も
あ
り
ま
せ
ん
。
悪
い
こ
と
を
し
て
、
マ
ス

コ
ミ
な
ど
で
た
た
か
れ
れ
ば
、
自
分
の
収
入
が
減
っ
て
損
を
す
る

。

、

、

か
ら
し
な
い

も
っ
と
悪
く
言
え
ば

ば
れ
な
い
よ
う
に
う
ま
く

ず
る
賢
く
、
わ
る
賢
く
、
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
政
治
家
を
は

、

、

、

、

、

、

、

じ
め

財
界
人

官
僚

医
師

教
師

芸
能
人

ス
ポ
ー
ツ
家

な
ど
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
部
局
、
階
層
に
、
こ
の
傾
向
は
行
き
渡
っ

て
、
そ
の
例
外
は
あ
り
ま
せ
ん
。

民
主
主
義
が
行
き
過
ぎ
て
い
る
日
本
で
は
、
社
会
崩
壊
、
ア
ノ

ミ
ー
（
欲
求
の
無
規
制
状
態
）
は
、
も
う
世
界
の
不
名
誉
レ
ー
ス

の
ト
ッ
プ
（
ラ
ン
ナ
ー
）
に
立
っ
て
い
ま
す
。

話
を
日
本
の
「
恥
の
文
化
」
に
戻
し
ま
す
が
、
日
本
の
恥
の
文

化
を
低
い
と
す
る
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
の
主
張
に
は
反
論
が
あ
っ
た
よ

、

。

。

う
で

と
て
も
興
味
を
ひ
き
ま
す

一
度
調
べ
た
い
と
思
い
ま
す

私
も
、
か
つ
て
の
日
本
の
恥
の
文
化
が
、
西
洋
の
罪
の
文
化
に
較

。

、

、

べ
て
低
い
と
は
思
い
ま
せ
ん

逆
に

日
本
の
恥
の
文
化
の
方
が

よ
り
高
い
文
化
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

日
本
の
文
化
は
、
元
来
は
「
こ
こ
ろ
の
文
化
」
で
す
。
お
互
い

が
こ
こ
ろ
を
開
い
て
、
こ
こ
ろ
を
通
わ
せ
合
う
社
会
で
し
た
。
そ

、

。

、

こ
に
仏
教
が
伝
来

仏
教
の
教
え
が
浸
透
し
ま
し
た

そ
こ
で
は

互
い
が
凡
夫
で
、
お
互
い
に
許
し
て
和
す
と
い
う
、
宥
和
の
精
神

が
ま
す
ま
す
定
着
し
て
い
き
ま
し
た
。
教
え
に
背
く
こ
と
や
お
互

い
の
期
待
に
反
す
る
こ
と
を
す
る
こ
と
が
、
恥
ず
か
し
い
こ
と
の

根
本
な
の
で
す
。
偈
は
そ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
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後
記

一
、
よ
く
雨
が
降
っ
て
、
野
菜
が
根
腐
れ
を
起
こ
す
も
の
ま
で
出

て
い
ま
す
。
我
が
畑
の
池
も
満
水
で
す
。

二
、
雨
の
「
お
陰
」
で
、
雑
草
が
よ
く
伸
び
ま
す
。
し
ょ
っ
ち
ゅ

う
、
草
刈
り
を
し
て
い
ま
す
。
セ
イ
タ
カ
ア
ワ
ダ
チ
ソ
ウ
や
名
前

を
知
ら
な
い
の
で
す
が
、
黄
色
の
花
が
咲
き
実
が
衣
服
に
す
ぐ
ひ

、

、

っ
つ
く
草
は

刈
っ
て
も
ま
た
そ
こ
か
ら
新
た
な
芽
が
出
て
き
て

何
度
で
も
刈
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

三
、
十
月
十
三
日
～
十
五
日
、
東
京
大
学
で
開
か
れ
た
日
本
倫
理

学
会
に
出
席
し
ま
し
た
。
現
代
の
民
主
主
義
の
欠
陥
と
そ
の
克
服

の
道
を
ゼ
ミ
生
だ
っ
た
小
川
敦
君
が
発
表
し
て
く
れ
ま
し
た
。
た

く
さ
ん
の
質
問
が
あ
り
ま
し
た
が
、
日
本
、
い
な
世
界
に
「
民
主

主
義
の
欠
陥
」
と
い
っ
た
考
え
が
、
ま
っ
た
く
な
い
だ
け
に
、
多

く
の
人
が
、
理
解
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

四
、
学
会
の
合
間
を
み
て
、
か
ね
て
か
ら
私
に
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
し

た
い
と
言
わ
れ
て
い
た
方
と
「
第
一
ホ
テ
ル
東
京
」
と
い
う
立
派

な
ホ
テ
ル
で
お
会
い
し
ま
し
た
。
そ
の
方
は

『
致
知
』
と
い
う

、

雑
誌
を
発
行
さ
れ
て
い
ま
す
致
知
出
版
社
の
社
長
で
編
集
長
の
藤

尾
秀
昭
さ
ん
で
、
他
に
そ
の
雑
誌
の
編
集
部
長
の
柳
沢
マ
リ
子
さ

ん
、
お
よ
び
編
集
員
の
方
、
カ
メ
ラ
マ
ン
の
方
、
で
す
。

五
、
そ
も
そ
も
の
ご
縁
で
す
が
、
そ
の
雑
誌
で
「
父
性
と
母
性
」

の
特
集
号
を
出
す
に
当
た
っ
て
、
私
が
『
こ
こ
ろ
の
と
も
』
に
書

き
ま
し
た
父
性
と
母
性
の
言
葉
が
目
に
つ
い
て
、
話
を
聞
き
た
い

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、
イ
エ
ロ
ー
ハ
ッ
ト
と

い
う
カ
ー
用
品
の
チ
ェ
ー
ン
店
の
社
長
さ
ん
で
あ
る
鍵
山
秀
三
郎

さ
ん
と
い
う
方
が
『
こ
こ
ろ
の
と
も
』
の
コ
ピ
ー
を
出
版
社
に
も

っ
て
こ
ら
れ
て
、
紹
介
し
て
下
さ
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。
ど
な
た

、

。

か
分
か
り
ま
せ
ん
が

コ
ピ
ー
し
て
配
っ
て
下
さ
っ
た
よ
う
で
す

そ
の
雑
誌
は
、
特
定
の
書
店
に
し
か
置
か
れ
て
お
ら
ず
、
大
多
数

は
直
接
講
読
の
よ
う
で
す
。
六
万
余
り
の
読
者
が
あ
る
と
の
こ
と

で
す
。
表
紙
に
は
「
生
き
方
探
究

人
間
学
誌
」
と
あ
り
ま
す
。

六
、
講
読
の
仕
方
や
私
の
記
事
が
載
り
ま
し
た
十
二
月
号
の
、
そ

の
部
分
の
コ
ピ
ー
を
、
お
送
り
し
ま
す
。
お
申
し
越
し
下
さ
い
。

月
刊

平
成
十
二
年
十
一
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

十
一
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
三
一
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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