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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
二
巻

九
月
号

人
材
第
一
社
会

人
材
！

人
材
！

人
材
！

シ
ル
バ
ー
人
材
銀
行
も

企
業
家
も

人
材
！

人
材
！

人
材
！

百
姓
も

教
育
者
も

政
治
家
も

医
師
も

法
律
家
も

な
に
も
か
も

人
材
！

人
材
！

人
材
！

「
み
ぎ
」
あ
つ
き
日
本

扶
桑
社
の

教
科
書
め
ぐ
る

混
乱
は

「
ひ
だ
り
」
す
ず
し
く

「
み
ぎ
」
あ
つ
く

な
り
し
日
本
の

ひ
と
つ
の
あ
か
し
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
九
三
）

―

―

『
正
法
眼
蔵
』
解
説
（
三
六
）

仏
性
の
巻
を
続
け
ま
す
。

た
と
ひ
覚
知
を
学
習
す
と
も
、
覚
知
は
動
著
に
あ
ら
ざ
る

な
り
。
た
と
ひ
動
著
を
学
習
す
と
も
、
動
著
は
恁
麼
（
い
ん

も
）
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
も
し
真
箇
の
動
著
を
会
取
す
る
こ

と
あ
ら
ば
、
真
箇
の
覚
知
覚
了
を
会
取
す
べ
き
な
り
。
仏
之

与
性
（
ぶ
っ
し
よ
し
ょ
う

、
達
彼
達
此
（
た
っ
ぴ
た
っ

）

し

〔
仏
と
性
と
、
彼
に
達
し
此
に
達
す
〕
な
り
。
仏
性
か

）
な
ら
ず
悉
有
な
り
、
悉
有
は
仏
性
な
る
が
ゆ
ゑ
に
。
悉
有
は

百
雑
砕
（
は
く
ざ
つ
す
い
）
に
あ
ら
ず
、
悉
有
は
一
条
鉄

（
い
ち
じ
ょ
う
て
つ
）
に
あ
ら
ず
。
拈
拳
頭
（
ね
ん
け
ん
と

う
）
な
る
が
ゆ
ゑ
に
大
小
に
あ
ら
ず
。
す
で
に
仏
性
と
い

う
、
諸
聖
（
し
ょ
し
ょ
う
）
と
斉
肩
（
せ
い
け
ん
）
な
る
べ

か
ら
ず
、
仏
性
と
斉
肩
す
べ
か
ら
ず
。

あ
る
一
類
お
も
は
く
、
仏
性
は
草
木
の
種
子
（
し
ゅ
う

じ
）
の
ご
と
し
。
法
雨
の
う
る
ほ
ひ
し
き
り
に
う
る
ほ
す
と

き
、
芽
茎
（
が
き
ょ
う
）
正
長
（
し
ょ
う
ち
ょ
う
）
し
、
枝

葉
華
果
（
し
よ
う
け
か
）
も
す
こ
と
あ
り
、
果
実
さ
ら
に
種

子
を
は
ら
め
り
。
か
く
の
ご
と
く
見
解
（
け
ん
げ
）
す
る
、

凡
夫
の
情
量
な
り
。
た
と
ひ
か
く
の
ご
と
く
見
解
す
と
も
、

種
子
お
よ
び
華
果
、
と
も
に
条
条
の
赤
心
な
り
と
参
究
す
べ

し
。
果
裏
に
種
子
を
り
、
種
子
み
え
ざ
れ
ど
も
、
根
茎
（
こ

ん
き
ょ
う
）
等
を
生
ず
。
あ
つ
め
ざ
れ
ど
も
そ
こ
ば
く
の
枝

条
大
囲
（
し
じ
ょ
う
だ
い
い
）
と
な
れ
る
、
内
外
（
な
い

げ
）
の
論
に
あ
ら
ず
、
古
今
の
時
に
不
空
な
り
。
し
か
あ
れ

ば
、
た
と
ひ
凡
夫
の
見
解
に
一
任
す
と
も
、
根
茎
枝
葉
、
み

な
同
生
し
同
死
し
、
同
悉
有
な
る
仏
性
な
る
べ
し
。

参
考
ま
で
に
、
現
代
語
訳
と
し
て
増
谷
文
雄
著
『
現
代
語
訳
正

法
眼
蔵
第
二
巻

（
角
川
書
店
刊
）
を
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

』

た
と
い
覚
知
を
ま
な
ん
で
も
、
覚
知
と
は
そ
ん
な
心
の
動

き
で
は
な
い
。
た
と
い
心
の
動
き
を
ま
な
ん
で
も
、
心
の
は

た
ら
き
は
そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
。
も
し
本
当
の
心
の
は
た

、

。

ら
き
を
会
得
で
き
れ
ば

本
当
の
覚
知
も
わ
か
る
筈
で
あ
る

「
仏
と
性
と
は
、
か
れ
に
達
し
こ
れ
に
達
す
」
と
い
う
。
仏

性
は
か
な
ら
ず
悉
有
で
あ
る
。
悉
有
が
仏
性
で
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
悉
有
と
は
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
ま

た
鉄
の
か
た
ま
り
の
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
。
あ
る
い
は
、

雲
水
が
拳
骨
（
げ
ん
こ
つ
）
を
突
き
出
す
あ
れ
で
あ
っ
て
、
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大
で
も
な
く
小
で
も
な
い
。
ま
た
、
す
で
に
仏
性
と
い
う
か

ら
に
は
、
も
ろ
も
ろ
の
聖
者
と
な
ら
べ
て
い
う
べ
き
で
も
な

い
。
そ
れ
は
仏
性
と
比
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
。

あ
る
一
部
の
人
々
は
、
仏
性
は
草
木
の
種
子
の
よ
う
な
も

の
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
、
法
雨
の
き
た
っ
て
、
し
き
り
と
潤

す
と
き
、
芽
を
出
し
、
茎
を
生
じ
、
枝
や
葉
を
ひ
ろ
げ
、
花

を
ひ
ら
き
果
を
む
す
ぶ
に
い
た
り
、
さ
ら
に
そ
の
果
は
種
子

を
は
ら
む

だ
が

そ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
凡
夫
の
測

は

。

、

（

か
）
ら
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
た
と
い
そ
の
よ
う
な
見
方

を
し
て
も
、
そ
の
種
子
と
そ
の
花
と
果
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々

の
心
の
す
が
た
と
考
え
て
み
る
が
よ
い
。
果
の
な
か
に
種
子

が
あ
っ
た
り
、
種
子
の
な
に
か
見
え
な
い
け
れ
ど
根
や
茎
が

あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
ど
こ
か
ら
集
め
て
く
る
わ
け
で
も

な
い
が
、
そ
こ
ば
く
の
枝
や
葉
を
だ
し
て
繁
り
は
び
こ
る
。

そ
ん
な
内
か
外
か
の
問
題
で
も
な
く
、
生
ず
る
生
じ
な
い
の

問
題
で
も
な
い
。
こ
れ
は
古
今
に
わ
た
っ
て
空
し
か
ら
ぬ
も

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
た
と
い
一
応
は
凡
夫
の
見
解
に
ま
か

せ
る
と
し
て
も
、
こ
こ
で
は
根
も
茎
も
枝
も
葉
も
、
す
べ
て

が
同
時
に
生
じ
同
時
に
滅
す
る
も
の
と
知
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
お
な
じ
く
悉
有
な
る
仏
性
だ
か
ら
で
あ
る
。

前
月
号
の
続
き
に
な
り
ま
す
。

今
月
号
も
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
た
だ
、
何

箇
所
か
は
分
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
で
す

『
現
代
語

。

訳
』
で
分
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
や
、
間
違
い
も
し
く
は
不
十
分
で

あ
る
と
思
え
る
と
こ
ろ
を
中
心
に
、
解
説
し
て
い
き
ま
す
。

ま
ず

「
真
箇
の
覚
知
覚
了
を
会
取
す
べ
き
な
り
。
仏
之
与
性

、

（
ぶ
っ
し
よ
し
ょ
う

、
達
彼
達
此
（
た
っ
ぴ
た
っ
し

〔
仏
と

）

）

性
と
、
彼
に
達
し
此
に
達
す

」
で
す
が
、
な
か
な
か
意
味
深
長

〕

な
こ
と
ば
に
思
え
ま
す
。

特
に
、
本
当
の
覚
知
覚
了
を
会
取
す
る
こ
と
が
、
な
ぜ
、
仏
と

性
と
、
彼
に
達
し
此
に
達
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う
問
題

で
す
が
、
な
か
な
か
難
し
い
よ
う
で
す
。
現
代
語
訳
の
よ
う
に
、

直
訳
し
て
「
仏
と
性
と
は
か
れ
に
達
し
こ
れ
に
達
す
」
で
は
、
何

の
こ
と
か
分
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

、「

（

）

、

私
の
解
釈
で
す
が

仏
と
そ
の
性

＝
本
質
・
性
質

と
は

彼
岸
に
達
し
、
此
岸
に
達
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
仏
は
彼
岸
の
世
界
に
あ
り
、
そ
の
性
質
は

、

。

此
岸
の
世
界
に
あ
る

と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す

も
っ
と
言
い
ま
す
と
、
解
脱
す
れ
ば
、
仏
の
世
界
（
＝
彼
岸
）
に

達
し
ま
す
が
、
そ
の
人
が
現
実
の
世
界
で
生
活
す
る
こ
と
は
、
そ

こ
か
ら
こ
の
現
実
の
世
界
（
＝
此
岸
）
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
だ
と

言
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

次
に
進
み
ま
す
。

「
仏
性
か
な
ら
ず
悉
有
な
り
、
悉
有
は
仏
性
な
る
が
ゆ
ゑ
に
」
と
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い
う
文
章
で
す
が
、
こ
の
論
理
構
造
は
「
Ａ
は
Ｂ
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
Ｂ
は
Ａ
で
あ
る
か
ら
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
文

章
が
意
味
を
も
つ
世
界
が
禅
宗
な
の
で
し
ょ
う
か
。
禅
問
答
さ
な

が
ら
で
す
。
逆
に
言
い
ま
す
と
、
禅
問
答
を
し
て
い
る
と
、
こ
う

い
う
文
章
が
平
気
で
書
け
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で

し
ょ
う
。
道
元
の
文
章
に
は
、
お
気
付
き
の
よ
う
に
、
常
に
こ
う

い
う
言
い
方
が
出
て
き
ま
す
の
で
。

さ
て
、
次
の
と
こ
ろ
に
、
私
に
も
よ
く
理
解
で
き
な
い
部
分
が

あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
悉
有
は
「
拈
拳
頭
（
ね
ん
け
ん
と
う
）
な

」

、

、

、

る
が
ゆ
ゑ
に
大
小
に
あ
ら
ず

と
あ
り

現
代
語
訳
は

悉
有
は

「
雲
水
が
拳
骨
（
げ
ん
こ
つ
）
を
突
き
出
す
あ
れ
で
あ
っ
て
、
大

で
も
な
く
小
で
も
な
い
」
と
あ
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
れ
は
、
先
に
出
て
く
る
「
百
雑
砕
」
が
小
で
あ
り

「
一
条

、

鉄
」
が
大
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
も
の
も
、
悉
有
は
「
拈
拳
頭
」

で
あ
る
が
故
に
超
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

禅
宗
で
雲
水
が
「
拳
骨
を
突
き
出
す
」
こ
と
に
、
ど
ん
な
意
味
が

あ
る
の
か
、
よ
く
知
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
以
上
解
釈
は
で
き
な

い
の
で
す
が
、
悉
有
の
す
べ
て
が
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
、
つ
ま
り

「
拳
骨
を
突
き
出
す
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
悉

、

有
が
仏
性
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
知
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し

ょ
う
か
。

次
に

「
種
子
お
よ
び
華
果
、
と
も
に
条
条
の
赤
心
な
り
と
参

、

究
す
べ
し
」
で
す
が
、
現
代
語
訳
で
は
不
十
分
の
よ
う
に
思
え
ま

す

「
条
条
の
赤
心
」
で
す
が
、
こ
れ
は
「
そ
れ
ぞ
れ
が
、
す
じ

。

み
ち
の
乱
れ
る
こ
と
が
な
く
、
何
一
つ
余
分
な
も
の
の
な
い
、
あ

る
が
ま
ま
の
（
心
の
）
本
質
そ
の
も
の
」
と
訳
し
た
ら
ど
う
か
と

思
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
参
禅
し
て
知
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

次
に

「
内
外
（
な
い
げ
）
の
論
に
あ
ら
ず
、
古
今
の
時
に
不

、

空
な
り
」
で
す
が
、
少
し
補
足
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
仏
性
が
内
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
外
に
現
れ
る
、
と
い
っ
た

こ
と
で
は
な
い
。
常
に
、
仏
性
は
空
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

す
。最

後
に
「
根
茎
枝
葉
、
み
な
同
生
し
同
死
し
、
同
悉
有
な
る
仏

性
な
る
べ
し
」
で
す
が

「
空
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
つ

、

ま
り
、
常
に
、
現
代
語
訳
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
「
根
も
茎
も
枝
も

葉
も
、
全
て
が
同
時
に
生
じ
同
時
に
滅
す
る
も
の
と
知
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。
お
な
じ
く
悉
有
な
る
仏
性
だ
か
ら
で
あ
る
」
と
な
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

で
も
、
知
る
べ
き
こ
と
は
、
物
質
や
生
命
（
動
植
物
）
は
、
そ

の
ま
ま
で
仏
性
が
悉
有
と
し
て
同
時
に
生
じ
、
同
時
に
滅
す
る
の

で
す
が
、
人
間
は
、
精
神
の
二
重
性
を
持
つ
が
故
に
、
煩
悩
に
支

配
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
で
、
仏
性
（
現
成
）
と
い
う
わ
け
に
は
い
か

な
い
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
修
行
が
い
る
の
で
す
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

国

家

意

識

喪

失

の

原

因

日
本
人
の

国
家
意
識
の
喪
失
は

ア
メ
リ
カ
保
護
下
で
の

平
和
と
経
済
繁
栄
の

せ
い
だ
と
い
う

民
主
主
義
の
下
で

信
仰
を
失
い

経
済
原
則
一
本
で

生
き
て
き
た

ツ
ケ
だ
と
は

気
付
か
な
い

儲

か

り

ゃ

何

で

も

す

る

金
儲
け

で
き
り
ゃ
何
で
も

し
て
し
ま
う

遺
伝
子
組
み
換
え

な
ん
の
そ
の

再
生
臓
器

移
植
し
て

人
の
命
も

も
て
あ
そ
ぶ

人
類
滅
亡

も
う
間
近
だ
ぞ

国

家

の

遺

伝

子

管

理

遺
伝
子
の

情
報
す
べ
て

記
録
し
て

国
家
が
管
理

す
る
社
会

果
た
し
て
人
の

幸
せ
来
る
か

大

衆

迎

合

主

義

政
治
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
が

（
大
衆
迎
合
主
義
）

日
本
で
も
起
こ
っ
て
い
る

と
嘆
く

民
主
主
義
と
は

そ
ん
な
も
の
ぞ

程

度

の

悪

い

小

児

科

医

母
な
れ
ど

虐
待
す
る
は

動
物
の

本
性
な
り
と

公
言
す

小
児
科
医
師
が

居
て
て
驚
く

自

由

競

争

で

い

い

の

勝
つ
者
も

い
つ
か
必
ず

負
け
て
い
く

相
対
な
世
の

な
ら
い
と
知
れ
よ
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食

農

乖

離

の

進

行

日
本
で
は

食
と
農
の
乖
離
が

だ
ん
だ
ん
と
進
ん
で
い
く

こ
の
ま
ま
で

果
た
し
て

異
変
や
事
件
・
事
故
が

起
こ
っ
た
と
き

対
応
で
き
る
の
か

経
済
原
則
や

民
主
主
義
原
則
だ
け
で

こ
の
世
を

治
め
よ
う
と
す
れ
ば

ま
す
ま
す

混
迷
を
深
め
る

法
が
い
る

信
が
い
る

仁
が
い
る

愛
が
い
る

仏
が
い
る

神
が
い
る

過

去

の

贖

罪

日
本
だ
け

ハ
ン
セ
ン
病
者

隔
離
せ
し

過
去
の
贖
罪

い
か
に
果
た
す
や

ベ

ン

チ

ャ

ー

に

取

り

組

む

大
量
の

失
業
を
生
む

改
革
を

支
え
る
も
の
は

ベ
ン
チ
ャ
ー
と

言
う
は
易
い
が

ぐ
う
た
ら
な

人
で
あ
ふ
れ
る

日
本
の

誰
が
取
り
組
む

政
府
正
気
か

精

神

を

病

む

教

員

先
生
の

精
神
疾
患

増
え
つ
づ
け

他
職
の
人
の

三
倍
に
な
る

児
童
・
生
徒
は

言
う
こ
と
聞
か
ず

管
理
ま
す
ま
す

強
め
て
い
か
れ

ス
ト
レ
ス
増
え
る

ば
か
り
な
り

精
神
お
か
し
く

成
ら
ぬ
が
不
思
議
ぞ
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自
作
随
筆
選

思
想
を
欠
く
日
本
人

先
日
、
岡
山
の
古
本
屋
さ
ん
で
買
っ
て
き
た
、
所
秀
雄
と
い
う

方
の
書
か
れ
た
『
地
球
村
の
食
糧
改
革

－
貿
易
原
理
か
ら
生
活

原
理
へ
－
』
と
い
う
本
を
読
ん
で
い
て
、
と
て
も
驚
く
記
述
に
出

会
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
、
日
本
人
の
弱
み
に
つ
い
て
書
か
れ
た
文
脈
の
中
で
出

て
く
る
の
で
す
が

「
Ｔ
ｈ
ｅ

Ａ
ｔ
ｌ
ａ
ｎ
ｔ
ｉ
ｃ
」
と
い
う

、

外
国
雑
誌
に
出
て
き
た
記
事
の
紹
介
部
分
な
の
で
す
。

そ
こ
に
は

「
日
本
に
は
原
理
（
プ
リ
ン
シ
プ
ル
）
が
な
い

、

、

」

「
日
本
人
は
、
抽
象
的
原
理
に
対
す
る
興
味
を
欠
い
て
い
る

、
」

「
日
本
人
に
あ
る
の
は
、
お
金
の
政
治
学
（
マ
ネ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ

ッ
ク
ス
）
で
あ
る

「
日
本
人
は
、
他
の
世
界
の
人
々
と
の
情

」
、

緒
的
な
つ
な
が
り
を
欠
い
て
い
る

「
普
遍
的
原
理
が
日
本
で

」
、

は
弱
い

「
世
界
中
の
ど
ん
な
人
た
ち
の
生
活
も
、
同
様
に
従

」
、

っ
て
い
る
よ
う
な
原
理
・
原
則
に
、
日
本
人
は
従
っ
て
い
な
い
」

と
あ
り
ま
し
た
。

断
片
的
な
紹
介
で
す
の
で
、
こ
の
記
事
の
全
体
を
読
ま
な
い
と

そ
の
意
図
や
目
的
は
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
こ
れ
だ
け
読
ん
で

も
、
私
は
、
深
い
衝
撃
を
感
じ
ま
し
た
。

こ
の
記
事
は
、
日
本
が
破
竹
の
勢
い
で
世
界
中
を
、
金
の
力
に

ま
か
せ
て
荒
ら
し
ま
く
っ
て
い
た
時
代
の
１
９
８
９
年
（
平
成
元

年
）
５
月
号
に
載
っ
た
も
の
で
す
。

そ
の
当
時
か
ら
、
す
で
に
こ
の
記
事
は
、
私
が
こ
の
と
こ
ろ
言

っ
て
い
ま
す
「
日
本
人
は
民
主
主
義
以
外
の
思
想
（
信
仰
）
を
失

っ
て
、
根
無
し
草
に
陥
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
的
確
に
指

、

。

摘
し
て
い
た
わ
け
で

そ
の
こ
と
に
強
い
衝
撃
を
感
じ
る
の
で
す

ま
さ
に
こ
の
記
事
の
指
摘
通
り
に
、
現
在
の
「
日
本
人
に
あ
る

の
は
、
お
金
の
政
治
学
（
マ
ネ
ー
・
ポ
リ
テ
ィ
ッ
ク
ス

」
の
み

）

と
な
っ
て
い
ま
す
。

何
度
も
述
べ
て
来
ま
し
た
が
、
民
主
主
義
は
、
自
己
追
求
の
制

度
で
す
。
自
己
追
求
の
み
に
陥
っ
た
時
に
人
間
が
頼
り
に
す
る
も

の
は

「
自
己
」
の
根
幹
を
な
す
「
情
動
」
の
追
求
と
そ
の
満
足

、

で
す
。
欲
望
（
性
欲
・
食
欲
・
優
越
欲
）
を
満
た
し
、
情
緒
（
快

苦
・
喜
怒
哀
楽
）
や
気
分
を
高
揚
さ
せ
る
こ
と
で
す
。
そ
の
も
っ

、「

」

。

と
も
有
用
で
汎
用
な
手
段
が

お
金

と
い
う
こ
と
な
の
で
す

こ
の
記
事
の
指
摘
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の

で
す
。
し
か
し
、
哀
れ
で
悲
し
む
べ
き
は
、
こ
の
こ
と
に
日
本
人

自
身
が
ま
っ
た
く
気
付
い
て
い
な
い
こ
と
で
す
。

昨
年
、
東
京
大
学
で
開
か
れ
た
、
こ
う
し
た
問
題
に
最
も
敏
感

、

、

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
日
本
倫
理
学
会
総
会
で

思
想
を
欠
い
て
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た
だ
自
己
追
求
の
制
度
で
あ
る
民
主
主
義
し
か
持
た
な
く
な
っ
た

日
本
人
の
精
神
的
貧
困
と
そ
の
惨
状
を
訴
え
ま
し
た
が
、
情
け
な

い
こ
と
に
耳
を
貸
す
人
は
一
人
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
あ
る
新
興

三
流
大
学
の
非
常
勤
講
師
し
か
職
が
な
い
、
あ
る
若
い
人
に
鼻
先

で
笑
わ
れ
た
の
が
、
そ
の
反
応
の
最
た
る
も
の
で
し
た
。

先
ほ
ど
の
指
摘
の
中
に
あ
り
ま
し
た
「
日
本
人
は
、
他
の
世
界

の
人
々
と
の
情
緒
的
な
つ
な
が
り
を
欠
い
て
い
る
」
と
い
う
指
摘

は
、
ま
さ
に
、
私
が
２
０
年
近
く
深
い
関
心
を
抱
き
、
研
究
し
て

き
た
自
閉
症
を
思
い
出
さ
せ
る
言
葉
で
す
。
５
０
年
以
上
前
に
自

閉
症
と
い
う
診
断
名
を
確
定
し
た
ア
メ
リ
カ
の
カ
ナ
ー
と
い
う
児

童
精
神
科
医
が
、
最
初
に
書
い
た
論
文
の
表
題
が
「
情
緒
的
交
流

の
自
閉
的
障
害
」
と
い
う
も
の
で
す
。
言
い
換
え
ま
す
と
、
そ
れ

は
「
他
者
と
の
情
緒
的
つ
な
が
り
が
持
て
な
い
」
と
い
う
こ
と
な

の
で
す
。

で
す
か
ら
、
こ
の
記
述
は
、
外
国
人
か
ら
見
ま
す
と
、
日
本
人

が
自
己
に
閉
じ
て
い
て
、
他
者
と
情
緒
的
な
交
流
が
で
き
に
く
く

な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
す
。

人
は
、
自
己
を
肥
大
さ
せ
る
ほ
ど
、
自
己
に
閉
じ
て
、
他
者
と

の
こ
こ
ろ
と
こ
こ
ろ
の
交
流
が
で
き
に
く
く
な
っ
て
く
る
の
で

す
。
そ
れ
は
、
人
間
関
係
が
た
だ
取
引
行
動
の
み
に
な
っ
て
来
る

と
い
う
こ
と
で
す

「
ギ
ブ
・
ア
ン
ド
・
テ
イ
ク
」
の
み
が
行
動

。

基
準
に
な
っ
て
来
る
の
で
す
。
大
学
の
先
生
の
中
に
も
、
学
生
に

こ
の
こ
と
を
公
言
し
て
は
ば
か
ら
な
い
人
が
い
る
ほ
ど
で
す
。

な
ぜ
こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
こ
と
も
何
度
も
書
い
て
来
ま
し
た
が
、
日
本
人
が
鎌
倉
時

代
か
ら
徐
々
に
自
己
肥
大
に
傾
き
だ
し
、
江
戸
時
代
に
檀
家
制
度

が
確
定
し
て
、
仏
教
が
政
治
体
制
に
組
み
込
ま
れ
、
坊
主
が
檀
家

の
仕
送
り
で
食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
堕
落
し
て
し
ま
っ
た
こ

と
に
端
を
発
し
て
い
ま
す
。
こ
の
堕
落
が
、
復
古
神
道
の
興
隆
を

、

。

招
き

や
が
て
明
治
維
新
に
な
っ
て
廃
仏
毀
釈
へ
と
至
り
ま
し
た

そ
の
時
、
日
本
は
決
定
的
に
教
え
と
し
て
の
仏
教
を
失
っ
た
の
で

す
。
と
い
う
こ
と
は
、
公
式
に
は
、
千
三
百
年
に
渡
っ
て
日
本
人

の
精
神
的
支
柱
と
な
っ
て
来
た
仏
教
が
、
も
は
や
日
本
人
の
生
活

の
原
理
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
神
道
（
と
儒
教
）
が
国
教
と
さ
れ
、
軍
国

主
義
へ
と
突
進
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
当
然
の
帰
結
と
し
て
、
無

条
件
降
伏
に
い
た
っ
た
の
で
す
。

そ
の
と
き
の
ア
メ
リ
カ
の
占
領
政
策
が
、
日
本
人
を
骨
抜
き
に

す
る
こ
と
で
、
徹
底
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
旧
来
の
日
本
文

化
を
否
定
し
て
、
民
主
主
義
を
植
え
付
け
た
だ
け
で
は
な
く
、
公

的
に
宗
教
を
禁
じ
て
し
ま
っ
た
（
政
教
分
離
・
公
的
教
育
機
関
で

の
宗
教
教
育
の
禁
止
な
ど
）
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
結
果
、
日
本
人
は
思
想
と
言
え
そ
う
な
も
の
を
全
て
失
い

ま
し
た
。
そ
し
て
、
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
し
て
強
い
劣
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等
感
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
い
ち
い
ち
あ
げ

、

。

ま
せ
ん
が

有
名
な
学
者
の
様
々
な
研
究
に
よ
く
表
れ
て
い
ま
す

勿
論
、
心
理
学
者
も
そ
の
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
、
そ
の
劣
等
感
の
補
償
と
し
て
、
経
済
的
に
ア
メ
リ
カ

に
追
い
つ
き
、
追
い
越
そ
う
と
、
ひ
た
す
ら
突
っ
走
っ
て
き
た
の

で
す
。
そ
の
結
果
、
バ
ブ
ル
経
済
ま
で
は
、
ア
メ
リ
カ
人
の
神
経

を
逆
撫
で
す
る
よ
う
な
、
ア
メ
リ
カ
の
シ
ン
ボ
ル
と
言
え
る
よ
う

な
も
の
ま
で
、
ど
ん
ど
ん
と
買
い
あ
さ
っ
た
の
で
す
。
最
初
に
あ

げ
ま
し
た
雑
誌
の
記
事
は
、
そ
の
頃
、
書
か
れ
た
も
の
で
す
。

そ
れ
以
来
、
ア
メ
リ
カ
も
恐
れ
を
な
し
て
、
日
本
を
何
と
か
叩

こ
う
と
策
を
練
っ
て
き
た
と
思
え
ま
す
。
そ
の
策
の
甲
斐
あ
っ
て

か
、
バ
ブ
ル
の
崩
壊
に
至
り
ま
し
た
。
そ
の
策
は
、
先
ほ
ど
の
日

本
人
の
精
神
的
弱
点
を
巧
み
に
利
用
し
た
（
今
も
し
て
い
る
）
も

の
、
と
言
え
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

し
か
し
、
日
本
人
は
そ
の
こ
と
に
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
気
付

い
て
来
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

思
想
を
失
い
、
活
力
も
失
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
面
で
ア
メ
リ
カ
の

支
配
を
受
け
る
日
も
遠
く
な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。

日
本
が
い
ま
世
界
に
で
き
る
こ
と
は
、
信
仰
を
失
っ
た
者
が
ど

う
な
っ
て
い
く
か
、
身
を
も
っ
て
体
験
し
て
い
る
者
の
強
み
と
し

て
、
い
ち
早
く
世
界
に
警
告
を
発
す
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う

。

。

か

世
界
中
が
日
本
の
後
か
ら
信
仰
を
失
っ
て
き
て
い
ま
す
の
で

釈
尊
の
こ
と
ば
（
一
〇
三
）

―

―

法
句
経
解
説

（
三
三
八
）
た
と
え
樹
を
切
っ
て
も
、
も
し
も
頑
強
な
根
を

断
た
な
け
れ
ば
、
樹
が
再
び
成
長
す
る
よ
う
に
、
妄
執
（
渇

愛
）
の
根
源
と
な
る
潜
勢
力
を
ほ
ろ
ぼ
さ
な
い
な
ら
ば
、
こ

の
苦
し
み
は
く
り
か
え
し
現
れ
出
る
。

意
味
深
長
な
た
と
え
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。
で
も
、
現
代
人
に

は
、
こ
の
偈
の
意
味
は
ほ
と
ん
ど
分
か
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

民
主
主
義
の
現
代
で
は
、
自
己
の
欲
望
を
追
求
す
る
こ
と
が
人

生
の
目
的
に
な
っ
て
い
ま
す
。
昔
な
ら
苦
し
み
を
招
く
も
の
と
さ

れ
た
も
の
が
、
現
代
で
は
、
積
極
的
な
追
求
の
目
的
に
さ
れ
て
い

る
の
で
す
。

こ
こ
で

「
妄
執
（
渇
愛

」
と
は
、
欲
望
へ
の
執
着
、
あ
る

、

）

い
は
貪
り
の
こ
こ
ろ
の
こ
と
で
す
。

私
の
心
理
学
モ
デ
ル
で
言
い
ま
す
と

「
自
己
」
の
「
情
動
」

、

へ
の
執
着
の
こ
と
で
す
。
情
動
に
は
、
①
欲
望
〔
食
欲
（
物
欲
、

金
銭
欲
な
ど
を
含
む

・
性
欲
（
子
孫
繁
栄
欲
な
ど
を
含
む

・

）

）

優
越
欲
（
権
力
欲
、
支
配
欲
、
出
世
欲
な
ど
を
含
む

、
②
情

）
〕

緒
〔
快
苦
や
喜
怒
哀
楽

、
③
気
分
の
三
つ
が
あ
り
ま
す
。
こ
う

〕
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「

（

）
」

。

し
た
も
の
へ
の
執
ら
わ
れ
を

妄
執

渇
愛

と
い
う
の
で
す

、

、

、

こ
う
し
た
執
着
は

本
来
は

人
を
悩
ま
す
も
の
な
の
で
す
が

現
代
で
は
、
生
活
が
豊
か
に
な
り
、
不
幸
な
こ
と
に
逆
に
、
こ
う

し
た
情
動
へ
の
執
着
を
ま
す
ま
す
強
め
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が

ど
れ
ほ
ど
強
い
も
の
で
あ
る
か
は
、
例
を
少
し
挙
げ
れ
ば
、
す
ぐ

お
分
か
り
頂
け
る
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
食
欲
で
す
と
、
飽
食
の
時
代
と
言
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、

食
欲
を
追
求
し
、
食
べ
過
ぎ
て
健
康
を
損
ね
、
成
人
病
を
招
い
て

い
ま
す
。
世
界
中
か
ら
お
い
し
い
も
の
を
輸
入
し
（
自
給
率
は
穀

類
で
は
２
０
％
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
水
準
で
４
０
％

、
食
べ
散
ら
か

）

し
て
、
多
く
の
残
飯
を
棄
て
て
い
ま
す
。
世
界
の
中
に
は
、
毎
日

多
く
の
人
が
餓
死
し
て
い
る
国
が
あ
る
、
と
い
う
の
に
で
す
。
な

ん
と
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
経
済
的
に
豊
か

に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
に
閉
じ
、
ま
す
ま
す
自
己
の
食
欲

へ
の
執
着
を
強
め
て
い
る
の
で
す
。

ま
た
、
性
欲
で
す
と
、
フ
リ
ー
セ
ッ
ク
ス
の
風
潮
を
い
い
こ
と

に
、
世
界
中
の
人
が
性
欲
を
追
求
し
、
そ
し
て
不
治
の
病
で
あ
る

エ
イ
ズ
に
陥
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
如
何
に
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ

ッ
ク
な
も
の
で
あ
る
か
は
、
自
分
が
追
求
し
て
い
る
人
ほ
ど
が
、

自
分
の
連
れ
合
い
や
子
が
自
分
と
同
じ
こ
と
を
す
れ
ば
、
と
て
も

動
揺
し
、
夫
婦
の
縁
や
親
子
の
縁
（
心
理
的
な
も
の
だ
け
に
終
わ

る
こ
と
も
あ
る
）
を
切
り
た
が
る
こ
と
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
す
。

ま
た
、
優
越
欲
で
す
と
、
ス
ポ
ー
ツ
の
隆
盛
が
あ
り
ま
す
。
プ

ロ
の
す
る
野
球
、
ゴ
ル
フ
、
サ
ッ
カ
ー
、
各
種
格
闘
技
な
ど
は
、

ま
す
ま
す
隆
盛
を
極
め
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
人
々
は
、
そ
う
し

た
勝
つ
人
へ
の
同
一
視
に
よ
っ
て
優
越
欲
を
満
足
さ
せ
る
の
で

す
。
で
す
か
ら
、
多
額
の
入
場
料
を
払
っ
て
も
、
こ
う
し
た
ス
ポ

ー
ツ
を
観
戦
し
ま
す
。
そ
の
た
め
、
こ
う
し
た
ス
ポ
ー
ツ
の
有
名

プ
レ
ー
ヤ
ー
の
所
得
は
、
際
立
っ
て
多
額
で
す
。
そ
し
て
、
多
額

の
所
得
を
稼
ぐ
た
め
に
は
、
自
己
追
求
と
し
て
「
勝
つ
」
こ
と
だ

け
が
、
全
て
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に
し
て
し
か

り
で
す
。

ま
た
、
情
緒
的
満
足
の
追
求
に
は
、
代
表
的
に
は
音
楽
が
あ
り

ま
す
。
ま
だ
中
学
生
か
高
校
生
な
の
に
、
ヒ
ッ
ト
す
れ
ば
、
突
如

と
し
て
高
額
の
所
得
を
得
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
に
は
、
ス
ポ
ー
ツ
と
同
様
の
点
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
も
の

を
現
代
人
は
ど
れ
ほ
ど
追
求
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
こ

う
し
た
も
の
へ
の
執
着
は
、
苦
し
み
や
悩
み
を
生
み
出
す
の
で
す

が
、
経
済
的
に
豊
か
に
な
り
、
そ
れ
を
自
由
に
追
求
で
き
る
よ
う

に
な
っ
て
、
ま
す
ま
す
そ
う
し
た
欲
望
の
闇
の
中
に
迷
い
込
ん
で

い
る
の
で
す
。
こ
こ
で
い
う
「
潜
勢
力
」
を
「
ほ
ろ
ぼ
す
」
ど
こ

ろ
か
、
ま
す
ま
す
増
強
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。
情
動
は
ど
ん
な
に

追
求
し
、
満
た
そ
う
と
も
、
そ
う
し
た
そ
の
時
か
ら
、
す
で
に
、

渇
き
が
始
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
逆
に
満
た
せ
ば
満
た
す
ほ
ど
、
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そ
れ
へ
の
執
着
が
強
ま
っ
て
く
る
の
で
す
。

潜
勢
力
は
、
理
屈
（
あ
た
ま
）
で
、
ほ
ろ
ぼ
す
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。
ほ
ろ
ぼ
す
た
め
に
は
、
修
行
が
い
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
、
ヨ

ー
ガ
な
り
、
坐
禅
な
り
、
読
経
な
り
を
、
お
続
け
く
だ
さ
い
。

（
三
三
九
）
快
い
も
の
に
向
か
っ
て
流
れ
る
三
十
六
の
激
流

が
あ
れ
ば
、
そ
の
波
浪
は
、
悪
し
き
見
解
を
い
だ
く
人
を
漂

わ
し
去
る
。

そ
の
波
浪
と
は
貪
欲
に
ね
ざ
し
た
想
（
お

―
―

も
）
い
で
あ
る
。

こ
こ
に
出
て
い
ま
す
「
三
十
六
の
激
流
」
と
は
何
な
の
で
し
ょ

う
か
。
テ
キ
ス
ト
に
し
て
い
ま
す
中
村
元
訳
『
真
理
の
こ
と
ば

感
興
の
こ
と
ば

（
岩
波
文
庫
）
の
訳
注
に
よ
り
ま
す
と
、
次
の

』

よ
う
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。

「
愛
執
に
よ
っ
て
か
も
し
出
さ
れ
た
煩
悩
の
流
れ
が
、
内

的
な
も
の
が
十
八
、
外
的
な
も
の
が
十
八
あ
り
、
あ
わ
せ
て
三
十

六
に
な
る
と
い
う
」
と
。

私
た
ち
人
間
は
、
自
分
と
環
境
と
の
相
互
作
用
の
中
で
生
活
し

て
い
ま
す
。
内
的
な
も
の
と
は
、
前
の
偈
（
三
三
八
）
で
出
て
き

ま
し
た
「
情
動
」
で
す
。
そ
れ
と
外
的
な
（
物
理
的
・
人
的
）
環

境
と
の
相
互
作
用
の
中
で
生
活
し
て
い
る
の
で
す
。

内
的
な
情
動
は
、
外
的
な
も
の
が
あ
っ
て
初
め
て
満
た
さ
れ
ま

す
し
、
ま
た
、
外
的
な
刺
激
（
心
理
学
で
は
誘
因
と
呼
ぶ
）
が
あ

り
ま
す
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
新
た
に
情
動
が
引
き
起
こ
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
う
し
た
内
的
な
も
の
と
外
的
な
も
の
と
が
、
私
た
ち
を
悩
ま

す
「
煩
悩
」
の
も
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
煩
悩
の
も
と

に
な
っ
て
も
、
情
動
、
と
く
に
欲
望
を
滅
す
る
こ
と
は
、
で
き
る

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
外
的
な
刺
激
も
、
自
分
が
避
け

よ
う
と
し
て
も
限
界
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
煩
悩
か
ら

、

。

逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す

で
も
、
有
り
難
い
こ
と
に
人
間
に
だ
け
、
煩
悩
を
逃
れ
る
方
法
が

あ
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
こ
こ
に
出
て
い
ま
す
「
悪
し
き
見
解
」

を
い
だ
か
な
い
こ
と
、
と

「
貪
欲
に
ね
ざ
し
た
想
い
」
を
持
た

、

な
い
こ
と
な
の
で
す
。

仏
教
で
は
根
源
的
煩
悩
と
し
て
、
む
さ
ぼ
り
（
貪

・
い
か
り

）

（
瞋

・
お
ろ
か
し
さ
（
癡
）
の
三
毒
を
あ
げ
ま
す
が
、
こ
こ
に

）

出
て
き
ま
し
た
「
悪
し
き
見
解
」
と
「
貪
欲
に
ね
ざ
し
た
想
い
」

と
は
、
癡
と
貪
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。

で
も
、
三
毒
を
逃
れ
る
た
め
に
は

「
あ
た
ま
」
で
そ
う
し
よ

、

う
と
思
っ
て
出
来
る
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
あ
た
ま
の
発
達
し

た
人
間
の
、
そ
こ
が
悲
し
い
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
釈
尊
の
教
え
を

信
じ
、
修
行
す
る
時
だ
け
、
欲
望
が
あ
っ
て
も
そ
れ
に
執
ら
わ
れ

ず
、
外
に
欲
望
を
そ
そ
る
刺
激
が
あ
っ
て
も
、
執
ら
わ
れ
な
い
。

そ
う
い
う
心
境
に
至
れ
る
の
で
す
。
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後
記

一
、
残
暑
は
ま
だ
ま
だ
厳
し
い
の
で
す
が
、
何
か
日
差
し
や
風
に

秋
ら
し
い
気
配
を
感
じ
ま
す
。

二
、
カ
ヤ
を
刈
っ
て
は
、
少
し
ず
つ
ク
ロ
に
し
て
い
ま
す
。
秋
と

は
い
っ
て
も
と
て
も
暑
く
、
一
度
に
し
ま
す
と
、
結
構
き
つ
い
作

業
で
す
の
で
、
暇
が
あ
れ
ば
、
少
し
ず
つ
し
て
い
ま
す
。

三
、
秋
ジ
ャ
ガ
を
植
え
ま
し
た
。
昨
年
、
失
敗
し
た
と
こ
ろ
は
や

は
り
、
芽
が
出
ま
せ
ん
で
し
た
。
他
の
と
こ
ろ
は
完
全
に
発
芽
し

て
い
ま
す
の
で
、
土
地
が
悪
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
水
は
け
は
悪

、

、

。

い
の
で
す
が

そ
れ
だ
け
な
の
か
ど
う
か

よ
く
分
か
り
ま
せ
ん

四
、
昨
年
植
え
た
イ
チ
ジ
ク
に
、
次
か
ら
次
へ
と
実
が
熟
れ
る
の

で
す
が
、
カ
ラ
ス
な
の
か
、
キ
ジ
な
の
か
、
ヤ
マ
バ
ト
な
の
か
分

か
り
ま
せ
ん
が
、
熟
れ
か
け
た
と
思
う
と
、
食
べ
ら
れ
て
し
ま
い

ま
す
。
困
っ
て
、
新
聞
紙
で
袋
を
作
っ
て
包
む
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
完
全
に
包
む
と
、
実
が
傷
ん
で
、
う
ま
く
熟
し
ま
せ
ん
。
破

り
ま
す
と
、
見
え
て
食
べ
ら
れ
ま
す
。
大
き
め
の
袋
で
、
見
え
な

い
よ
う
に
先
を
破
っ
て
、
空
気
や
光
を
入
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。

五
、
八
月
十
日
（
金

、
全
国
自
由
同
和
会
徳
島
県
阿
麻
名
郡
連

）

女
性
部
役
員
研
修
会
（
於
郡
連
事
務
所
）
で

「
日
本
社
会
の
現

、

状
と
人
権
問
題
」
と
題
し
て
、
講
演
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
五
十

名
ば
か
り
の
方
が
、
熱
心
に
聞
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

六
、
八
月
二
十
六
日
（
日

、
久
し
ぶ
り
に
岡
山
の
古
本
屋
・
万

）

歩
書
店
に
行
き
ま
し
た
。
本
店
、
倉
敷
店
、
平
井
店
の
三
店
舗
を

、

、

。

ま
わ
り

五
冊
三
百
円
の
本
を
中
心
に

百
数
十
冊
買
い
ま
し
た

そ
の
中
に
は
、
結
構
、
欲
し
か
っ
た
専
門
書
も
あ
り
、
安
く
て
あ

り
が
た
い
、
と
思
い
ま
す
。

七

五
月
号
で
予
告
し
ま
し
た

学
習
障
害
研
究
の
本

が

こ

、

『

』

、
「

れ
か
ら
出
る
本
」
九
月
下
期
号
に
載
り
ま
し
た
。
値
段
は
八
千
二

百
円
で
す
。
私
に
は
二
割
引
で
入
る
は
ず
で
す
か
ら
、
ご
希
望
の

方
は
、
郵
便
振
替
で
そ
の
額
を
お
送
り
く
だ
さ
い
。

月
刊

平
成
十
三
年
七
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２

第
十
二
巻

徳
島
県
鳴
門
市
鳴
門
町
高
島

七
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
三
九
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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