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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
三
巻

五
月
号

こ
こ
ろ
を
失
っ
た
人
々

ア
メ
リ
カ

人
の
こ
こ
ろ
を

ば
か
り
で
は
な
い

大
切
に
す
べ
き
人
々

豪
州
で
も

聖
職
者
の

そ
う
し
た
人
々
さ
え
も

子
ど
も
へ
の

こ
こ
ろ
を

性
的
虐
待
が

失
っ
て
い
る

多
い
と
い
う

福
祉
関
係
者
も

そ
の
例
外
で
は
な
い

宗
教
に
名
を
借
り
た
戦
争

宗
教
に

名
を
借
り
戦
争

行
う
が

世
界
の
は
や
り

世
も
末
と
知
れ
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人
生
を
考
え
直
し
て（

）

み
た
い
人
は

一
〇
〇

―

―

空
海
『
即
身
成
仏
義
』
解
説
（
三
）

（
一
）
二
経
一
論
八
箇
の
証
文
（
前
回
つ
づ
き
）

（
７
）
ま
た
竜
猛
（
り
ゅ
う
み
ょ
う
）
菩
薩
の
『
菩
提
心

論
』
に
説
か
く

「
真
言
法
の
中
に
の
み
即
身
成
仏
す
る
が

、

故
に
、
こ
れ
三
摩
地
の
法
を
説
く
。
諸
教
の
中
に
お
い
て
闕

（
け
つ
）
し
て
書
せ
ず
」
と
。
是
説
三
摩
地
と
は
、
法
身
自

証
の
三
摩
地
な
り
。
諸
教
と
は
他
受
用
身
所
説
の
顕
教
な

り
。

（
８
）
ま
た
い
わ
く

「
も
し
人
仏
慧
を
求
め
て
、
菩
提

、

心
に
通
達
す
れ
ば
、
父
母
所
生
の
身
に
、
速
や
か
に
大
覚
の

位
を
証
す
」
と
。

是
（
か
く
）
の
如
く
に
等
（
ら
）
の
教
理
証
文
に
依
っ
て

こ
の
義
を
成
立
（
じ
ょ
う
り
つ
）
す
。

参
考
ま
で
に
、
那
須
政
隆
著
『
即
身
成
仏
義
の
解
説

（
成
田

』

山
仏
教
研
究
所
刊
）
の
中
で
、
現
代
語
訳
に
当
た
る
【
大
意
】
を

紹
介
し
ま
す
。

―
―
―
＊
―
―
―
＊
―
―
―
＊

「
（
７
）
ま
た
、
竜
猛
（
り
ゅ
う
み
ょ
う
）
菩
薩
が
著
作
せ
ら
れ

た
『
菩
提
心
論
』
に
も
、
次
の
如
く
即
身
成
仏
の
実
義
が
説
か
れ

て
い
る
。
真
言
密
教
以
外
の
仏
教
、
即
ち
小
乗
仏
教
、
法
相
・
三

論
・
天
台
・
華
厳
等
の
大
乗
仏
教
は
、
何
れ
も
衆
生
の
個
性
や
能

力
に
相
応
し
て
、
変
化
（
へ
ん
げ
）
身
の
仏
が
説
か
れ
た
応
病
与

薬
的
な
方
便
教
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
煩
悩
即
菩
提
と
か
、
凡
心

即
仏
（
ぼ
ん
し
ん
そ
く
ぶ
つ
）
と
か
と
説
く
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

そ
れ
は
心
本
色
末
（
し
ん
ぽ
ん
し
き
ま
つ
＝
現
実
は
心
の
現
れ
で

あ
る
と
し
て
、
心
を
主
と
し
、
物
を
従
と
す
る
こ
と
）
の
教
理
に

よ
っ
て
、
す
べ
て
を
心
に
帰
入
せ
し
め
て
論
ず
る
も
の
で
あ
る
。

真
言
密
教
は
物
心
一
体
の
思
想
で
あ
る
か
ら
、
現
実
の
す
べ
て
、

特
に
普
通
に
は
煩
悩
の
如
く
言
わ
れ
る
人
間
の
欲
望
や
本
能
を

も
、
そ
れ
は
本
質
の
面
か
ら
見
て
、
清
浄
な
菩
提
性
と
す
る
。
一

、

、

般
の
仏
教
と
真
言
密
教
と
は

上
述
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
が

、

、

さ
ら
に
強
調
し
た
い
の
は

即
身
成
仏
の
実
践
方
法
を
説
く
の
は

真
言
密
教
の
み
で
、
他
の
諸
大
乗
に
は
全
然
な
い
と
い
う
点
で
あ

る
。即

身
成
仏
は
真
言
宗
独
自
の
法
門
で
あ
る

『
菩
提
心
論
』
に

。

、

、

こ
の
よ
う
に
真
言
密
教
の
み
が

即
身
成
仏
す
る
旨
を
説
く
の
で

今
そ
れ
を
証
拠
の
文
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
８
）
同
じ
く
『
菩
提
心
論
』
に
又
、
説
か
れ
て
い
る
。
若
し
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真
言
行
者
が
、
仏
の
一
切
智
々
を
求
め
て
、
自
心
の
実
体
な
る
菩

、

、

提
心
に
通
達
し

永
遠
の
相
に
於
け
る
自
心
に
安
住
し
た
な
ら
ば

父
母
よ
り
受
け
た
る
此
の
肉
親
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
速
や
か
に
仏

の
大
覚
位
を
証
得
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
文
は
明
ら
か
に
即
身
成

仏
の
義
を
説
け
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
大
師
は
証
拠
の
文
と
し
て

挙
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

上
述
の
如
く
通
達
菩
提
心
を
成
就
す
れ
ば
、
即
身
成
仏
を
達
成

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
真
言
密
教
の
即
身
成
仏
は
、
煩
悩
を
対
治

し
て
成
仏
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
本
来
成
仏
し
て
い
る
自

心
を
、
自
然
法
爾
（
じ
ね
ん
ほ
う
に
）
の
ま
ま
に
覚
知
す
る
に
あ

る
。
上
に
挙
げ
た
よ
う
な
八
箇
の
、
教
え
を
説
く
証
拠
の
文
章
に

よ
っ
て
、
こ
の
身
の
ま
ま
で
仏
に
な
り
得
る
と
い
う
意
義
が
成
立

す
る
の
で
あ
る
。

―
―
―
＊
―
―
―
＊
―
―
―
＊
」

本
文
と
大
意
を
お
読
み
頂
け
れ
ば
、
弘
法
大
師
空
海
が
言
わ
ん

、

、

と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は

十
分
ご
理
解
頂
け
る
と
思
い
ま
す
が

、

。

両
者
に
出
て
く
る

難
し
そ
う
な
こ
と
ば
を
解
説
し
て
お
き
ま
す

ま
ず
、
竜
猛
菩
薩
で
す
が
、
こ
れ
は
、
今
年
の
二
月
号
に
述
べ

、

。

、

て
い
ま
す
の
で

そ
こ
を
ご
覧
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す

た
だ
し

そ
こ
で
は
、
竜
猛
菩
薩
で
は
な
く
竜
樹
尊
者
と
し
て
紹
介
さ
れ
て

い
ま
す
（
そ
こ
で
も
触
れ
て
い
ま
す
が

。
イ
ン
ド
名
は
ナ
ー
ガ

）

ル
ジ
ュ
ナ
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
漢
語
へ
の
翻
訳
に
二
通
り
あ
る
と

。

、

『

』

、

い
う
こ
と
で
す

な
お

主
著
は
こ
の

菩
提
心
論

の
ほ
か
に

『
中
論

『
大
智
度
論

『
十
住
毘
婆
沙
論
』
な
ど
、
多
数
あ
り

』

』

ま
す
。

次
に
、
少
し
や
や
こ
し
い
話
で
恐
縮
で
す
が
、
本
文
の
「
他
受

用
身
」
と
い
う
こ
と
ば
の
解
説
を
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は

「
自
受
用
身
」
に
対
応
す
る
こ
と
ば
で
す
。
他
受
用
身

、

と
は
、
他
人
（
衆
生
）
に
法
楽
（
さ
と
り
の
楽
し
み
）
を
享
受
さ

せ
る
仏
の
身
体
で
、
報
身
（
応
身
と
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
自
受
用
身
と
は
、
法
楽
を
自
ら
享
受
す
る

仏
身
の
こ
と
で
、
真
言
密
教
は
、
こ
の
自
受
用
身
に
な
る
こ
と
を

め
ざ
す
も
の
で
す
。
こ
こ
に
出
た
こ
と
ば
で
言
い
ま
す
と
、
自
受

用
と
は
「
法
身
自
証
の
三
摩
地
」
に
住
し
、
大
楽
（
法
楽
）
を
享

受
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
「
法
楽
を
自
ら
享
受
す
る

仏
身
」
は
、
報
身
や
応
身
に
対
し
て
言
い
ま
す
と
、
法
身
で
あ
る

と
言
え
ま
す
。
な
お

【
大
意
】
に
出
て
い
ま
す
「
変
化
（
へ
ん

、

げ
）
で
い
う
、
報
身
に
あ
た
っ
て
い
ま
す
。

報
身
と
か
、
応
身
と
か
、
法
身
と
か
、
変
化
身
と
か
、
様
々
な

仏
の
身
体
（
仏
身
）
が
、
出
て
き
て
、
何
の
こ
と
か
お
分
か
り
に

な
り
に
く
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
少
し
「
仏
の
身
体
」
の

こ
と
に
つ
い
て
解
説
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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釈
尊
の
入
滅
後
、
仏
教
が
発
展
す
る
過
程
で
、
釈
尊
が
説
か
れ

た
「
絶
対
的
真
理
や
法
」
そ
の
も
の
を
表
す
た
め
に
、
そ
れ
を
、

釈
尊
の
身
体
に
な
ぞ
ら
え
て
「
法
身
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
し
て
釈
尊
ご
自
身
（
の
身
体
）
の
こ
と

を
「
生
身
・
色
身
（
現
実
身

」
と
呼
び
ま
し
た
。
そ
れ
が
二
身

）

説
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
後
、
さ
ら
に
発
展
し
て
、
三
身
説
が
現
れ
ま
し

た
。
そ
こ
で
は
、
法
身
と
色
身
の
他
に
、
新
た
に

「
報
身
」
が

、

た
て
ら
れ
ま
し
た
。

三
身
説
で
は
色
身
は

「
絶
対
的
真
理
や
法
」
を
に
な
っ
て
衆

、

生
済
度
（
し
ゅ
じ
ょ
う
さ
い
ど
）
の
た
め
に
こ
の
世
に
応
現
（
お

う
げ
ん
）
し
た
人
格
身
と
み
な
さ
れ

「
応
身
（
化
身

」
と
呼

、

）

ば
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
仏
と
な
る
た
め
の
因
と
し
て
の
行
を
積
み
、
そ
の
報
い

と
し
て
の
完
全
な
功
徳
を
備
え
た
仏
身
と
し
て
、
新
た
に
、
前
述

。

、

、

の
報
身
が
立
て
ら
れ
た
と
い
う
わ
け
で
す

な
お

三
身
説
に
は

こ
の
他
に
〔
法
身
・
解
脱
身
・
化
身
」
や
「
自
性
身
・
受
用
身
・

変
化
身
〕
と
い
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

【
大
意
】
の
中
に
は

「
煩
悩
即
菩
提
、
凡
心
即
仏
（
ぼ
ん
し

、

ん
そ
く
ぶ
つ

」
や
「
真
言
密
教
は

・
・
・
煩
悩
の
如
く
言
わ

）

、

れ
る
人
間
の
欲
望
や
本
能
を
も
、
そ
れ
は
本
質
の
面
か
ら
見
て
、

清
浄
な
菩
提
性
と
す
る
」
や
「
即
身
成
仏
は
、
煩
悩
を
対
治
し
て

、

、

成
仏
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く

本
来
成
仏
し
て
い
る
自
心
を

自
然
法
爾
（
じ
ね
ん
ほ
う
に
）
の
ま
ま
に
覚
知
す
る
」
と
い
っ
た

こ
と
ば
が
出
て
き
ま
す
が
、
な
か
な
か
難
し
く
ご
理
解
頂
け
な
い

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
少
し
解
説
し
て
お
き
ま
す
。

ま
ず

「
煩
悩
即
菩
提
、
凡
心
即
仏
」
で
す
が
、
凡
愚
の
も
つ

、

煩
悩
が
、
即
、
菩
提
（
さ
と
り
）
だ
と
か
、
凡
愚
の
心
が
、
即
、

仏
だ
と
言
う
わ
け
で
す
が
、
な
か
な
か
難
し
い
と
思
い
ま
す
。

実
は
、
私
の
理
論
で
い
い
ま
す
と
、
こ
こ
で
い
う
「
煩
悩
」
と

か
「
凡
心
」
は
「
自
己
」
の
髄
識
（
無
意
識
）
で
あ
る
「
精
髄
」

に
宿
っ
た
「
生
き
る
力
、
あ
る
い
は
生
き
よ
う
と
す
る
衝
動
」
と

呼
べ
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
凡
心
即
仏
の
「
仏
」
は

「
他
己
」

、

の
髄
識
（
無
意
識
）
で
あ
る
「
神
髄
」
に
宿
っ
た
「
如
来
あ
る
い

は
慈
悲
・
愛
」
で
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て

「
菩
提
」
は
、
こ

、

の
精
髄
と
神
髄
が
髄
識
の
中
で
統
合
さ
れ
た
と
き
、
実
現
す
る
も

の
で
す
。
で
す
か
ら
、
難
儀
な
こ
と
で
す
が
、
意
識
し
て
「
あ
た

ま
」
で
分
か
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
す
。

私
た
ち
は
、
本
来
、
神
髄
に
如
来
（
仏
）
を
宿
し
て
生
ま
れ
て

い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
「
自
然
法
爾
の
ま
ま
に
覚
知
」
す
る
だ
け

で
、
即
身
成
仏
で
き
る
の
で
す
。
煩
悩
は
否
定
（
対
治
）
し
よ
う

と
し
て
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
密
教
の
修
行
を
し
て
即

身
成
仏
し
た
と
き
、
勝
手
に
煩
悩
へ
の
執
着
が
消
え
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
時
だ
け

「
清
浄
な
菩
提
性
」
と
な
る
の
で
す
。

、
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自
作
詩
短
歌
等
選

寛

容

と

和

・

平

和

共

存

カ
イ
サ
ル
（
シ
ー
ザ
ー
）
が

最
期
に
コ
イ
ン
に

刻
ん
だ
こ
と
ば
は

寛
容

ロ
ー
マ
を
六
百
年

続
け
さ
せ
た

精
神
が

そ
こ
に
あ
る

そ
れ
は

わ
が
聖
徳
太
子
の

和
の
精
神
と
同
じ

凡
夫
は

神
仏
の
前
で

己
の
愚
か
し
さ
を

自
覚
し

人
間
同
士
互
い
に

許
し
合
う
こ
と
で

和
す
こ
と
が
で
き
る

そ
れ
が

平
和
共
存
す
る

と
い
う
こ
と

民

主

主

義

国

代

表

自
分
だ
け

核
強
化
す
る

ア
メ
リ
カ
さ
ん

こ
れ
ぞ
ま
さ
し
く

民
主
主
義
国

鯨

を

食

う

は

許

せ

な

い

あ
の
可
愛
い

鯨
を
食
う
は

許
せ
な
い

環
境
保
護
で
も

許
せ
な
い

自
己
の
選
好

譲
ら
ず
主
張

こ
れ
ぞ
ま
さ
し
く

民
主
主
義

民

主

主

義

が

最

高

民
主
主
義

最
高
制
度
と

思
う
人

多
く
て
現
世

地
獄
絵
と
化
す

男

性

受

難

時

代

自
殺
者
の
７
割
は

男
性

特
に
中
高
年
の
自
殺
者
が

急
増
し
て
い
る
と
い
う

男
は
い
ま
受
難
の
時
代

リ
ス
ト
ラ

失
業

役
割
喪
失

家
庭
で
の
地
位
低
下
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ボ

ラ

ン

テ

ィ

ア

の

義

務

化

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

義
務
化
が

叫
ば
れ
て
い
る

他
己
の
萎
縮
し
た

日
本
人
に
と
っ
て

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を

義
務
化
す
る
こ
と
は

納
税
の
義
務
と
同
様
に

い
や
い
や
す
る
も
の
に

な
っ
て
し
ま
う

そ
れ
は

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

趣
旨
に

違
反
す
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は

自
発
的

自
己
犠
牲

あ
る
い
は

他
者
奉
仕
で
あ
り

さ
せ
て
頂
い
て

あ
り
が
た
い
世
界

な
の
だ
か
ら

専

心

勤

労

の

消

失

い
ま

日
本
か
ら

匠
の
世
界

技
の
世
界
が

消
え
て
い
る

そ
れ
は

職
人
や
農
夫
の

「
専
心
勤
労
」
が

な
く
な
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と

や

る

気

の

な

い

日

本

人

ソ
ル
ト
レ
ー
ク
冬
季
五
輪
で

日
本
の
メ
ダ
ル
獲
得
は
二

ち
な
み
に
ア
メ
リ
カ
三
十
四

「
な
さ
け
な
い
」

と
言
う
こ
と
な
か
れ

国
力
の
差
を
思
え
ば

二
で
も
多
い
の
だ

と
新
聞
が
論
評
す

で
も
こ
れ
は

国
力
の
差
で
は
な
く
て

や
る
気
の
差
な
の
さ

他
己
を
無
く
し
た

日
本
人
に

や
る
気
が

起
こ
る
わ
け
が
な
い

人

類

の

行

く

末

政
治
家
の
吐
く
言
葉
に

真
実
が
な
い

学
者
の
主
張
す
る
言
葉
に
も

真
実
が
な
い

裁
判
官
の
判
決
に
も

真
実
が
な
い

僧
侶
・
牧
師
の
行
い
は

破
戒
ば
か
り

ど
こ
へ
い
く

世
界
よ

人
類
よ
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自
作
随
筆
選

保
母
の
幼
児
虐
待
死
事
件
に
思
う

私
の
住
む
香
川
県
の
中
の
香
川
町
と
い
う
町
の
無
認
可
保
育
園

で
、
悲
惨
な
事
件
が
起
こ
り
ま
し
た
。
そ
こ
の
園
長
が
、
預
か
っ

、

。

て
い
る
一
歳
児
を
踏
み
つ
け
て

死
亡
さ
せ
る
と
い
う
事
件
で
す

こ
の
園
長
は
、
虐
待
を
常
態
的
に
行
っ
て
い
た
よ
う
で
、
こ
の
他

の
幼
児
に
も
虐
待
を
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
殺
害
容
疑
だ
け
で
は

な
く
、
傷
害
容
疑
で
も
逮
捕
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
に
、
県
に
対
し
て
そ
の
園
で
は
虐
待
が
行
わ
れ
て
い

る
と
の
通
報
が
あ
り
、
県
は
立
入
検
査
を
し
、
子
ど
も
た
ち
を
衣

服
を
つ
け
た
ま
ま
で
観
察
し
た
と
こ
ろ
、
虐
待
の
事
実
は
判
明
し

、

、

。

、

な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で

見
過
ご
さ
れ
た
よ
う
で
す

で
も

保
母
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
増
や
す
よ
う
に
勧
告
を
う
け
て

い
ま
し
た
。
警
察
の
取
調
べ
に
、
こ
の
園
長
は
、
厳
格
な
「
し
つ

け
」
を
す
る
た
め
に
、
た
た
い
た
り
し
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
、

認
め
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

こ
れ
ま
で
に
も
、
無
認
可
保
育
園
で
の
虐
待
に
よ
る
幼
児
の
死

亡
事
件
が
何
度
も
起
き
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
一
番
最
近
の
例
で

す
と
、
一
昨
年
七
月
に
明
ら
か
に
な
っ
た
神
奈
川
県
大
和
市
の
無

認
可
託
児
所
の
例
で
す
。

私
も
、
実
は
、
二
人
の
子
ど
も
を
夫
婦
共
働
き
で
、
育
て
た
経

験
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
当
時
、
私
た
ち
夫
婦
の
両
親
は
、
共
に
、

遠
く
離
れ
て
住
ん
で
い
ま
し
た
の
で
、
保
育
に
欠
け
る
状
態
で
し

た
。
で
す
か
ら
、
誰
か
に
預
か
っ
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
の
で
す
が
、
当
時
は
、
０
歳
か
ら
預
か
っ
て
く
れ
る
保
育
所

が
少
な
く
、
希
望
し
て
も
殆
ど
入
所
で
き
な
い
状
態
で
し
た
。
や

む
な
く
、
近
所
の
人
に
頼
ん
で
預
か
っ
て
も
ら
っ
た
り
、
同
じ
悩

み
を
も
つ
親
が
民
家
を
借
り
て
無
認
可
で
開
い
て
い
る
託
児
所
に

預
け
た
り
し
て
、
何
と
か
し
の
い
で
来
ま
し
た
。
子
ど
も
が
病
気

に
な
っ
た
り
し
た
と
き
は
、
夫
婦
の
ど
ち
ら
か
が
休
ま
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
と
て
も
、
大
変
な
思
い
を
し
ま
し
た
。

こ
の
現
実
は
、
今
も
、
殆
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。

、

、

女
性
の
就
労
が
一
般
化
す
る
に
つ
れ
て

保
育
所
へ
の
ニ
ー
ズ
は

ま
す
ま
す
高
ま
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
に
行
政
が
追
い

つ
か
な
い
の
が
現
実
の
よ
う
で
す
。

な
に
せ
、
老
人
福
祉
は
票
に
な
る
の
で
、
政
治
家
も
力
を
入
れ

ま
す
が
、
若
い
人
へ
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
、
票
に
な
ら
な
い
も
の

で
す
か
ら
、
お
ろ
そ
か
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
す

ま
す
、
少
子
化
し
て
い
く
の
は
必
然
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。

こ
う
し
た
現
実
が
、
劣
悪
な
条
件
の
無
認
可
保
育
所
を
生
み
出

し
、
結
果
と
し
て
、
子
ど
も
へ
の
虐
待
が
お
こ
っ
て
い
る
の
で
は
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な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
責
任
の
一
端
は
、
政

治
や
行
政
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
責
任
を
政

治
や
行
政
だ
け
に
帰
す
る
わ
け
に
は
行
き
ま
せ
ん
。

実
は
、
あ
ん
な
、
い
た
い
け
な
い
子
ど
も
に
暴
力
を
ふ
る
う
大

人
の
冷
た
さ
が
、
い
ま
、
多
く
の
人
々
の
こ
こ
ろ
の
な
か
に
広
が

っ
て
い
る
こ
と
に
も
、
原
因
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
思

う
の
で
す
。

そ
の
こ
と
は
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
起
こ
っ
て
い
る
実
父
母
に
よ
る

わ
が
子
の
虐
待
死
亡
事
件
を
み
れ
ば
、
明
ら
か
で
す
。
こ
れ
ほ
ど

の
件
数
で
、
わ
が
子
を
殺
す
国
は
、
世
界
中
探
し
て
も
、
日
本
以

外
に
は
、
お
そ
ら
く
見
当
た
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
し
た
虐
待
を
す
る
親
や
保
母
の
多
く
は
、
自
分
の
思
い
通

り
に
な
ら
な
い
子
ど
も
に
「
し
つ
け
」
と
称
し
て
「
暴
力
」
を
加

え
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

し
か
し
、
私
の
体
験
で
も
、
そ
う
で
す
が
、
子
ど
も
は
、
暴
力

、

、

、

。

を
ふ
る
わ
な
く
て
も

口
で
叱
る
だ
け
で

十
分

怖
が
り
ま
す

い
や
、
叱
る
こ
と
さ
え
不
必
要
で
す
。
や
さ
し
く
「
そ
う
こ
う
し

な
い
方
が
よ
い
」
あ
る
い
は
「
こ
う
こ
う
し
た
方
が
よ
い
」
と
、

そ
の
こ
と
が
分
か
ら
な
い
と
き
だ
け
、
教
え
て
や
る
だ
け
で
よ
い

の
で
す
。
い
つ
も
言
っ
て
い
る
こ
と
で
す
が
「
あ
あ
し
ろ
、
こ
う

し
ろ

「
あ
あ
し
て
は
い
け
な
い
、
こ
う
し
て
は
い
け
な
い
」

」
、

と
、
し
つ
こ
く
大
声
を
出
し
た
り
、
暴
力
を
ふ
る
っ
た
り
し
て
、

叱
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
だ
と
、
実
は
、
も
う
教
育
は
失
敗

し
て
い
る
の
で
す
。

で
も
、
叱
ら
な
く
て
も
よ
く
言
う
こ
と
を
聞
く
よ
う
に
な
る
た

め
に
は
、
あ
る
条
件
を
満
た
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
親
や
大
人
が
子
ど
も
と
こ
こ
ろ
を
通
わ
せ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
今
の
言
葉
で
い
い
ま
す
と
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
が
で
き
て
い
る
、
私
の
言
葉
で
言
い
ま
す
と

「
情
動
の

、

共
有
」
が
で
き
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
親
や
大
人
が
「
人
の
心
を

感
じ
る
こ
こ
ろ
」
を
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
実
践
し
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
、
分
か
り
や
す
く
言
い
換
え
ま
す
と
、
子
ど
も
の
こ
こ

ろ
に
寄
り
添
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
子
ど
も
の
こ
こ
ろ

を
常
に
受
け
入
れ
て
や
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
子
ど
も
は
、
自
分
勝
手

な
こ
と
を
主
張
は
し
な
い
も
の
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
自
然
と
情

、

、

、

緒
は
安
定
し

理
由
も
分
か
ら
な
い
の
に

不
機
嫌
に
な
っ
た
り

怒
っ
た
り
、
泣
い
た
り
は
し
な
い
も
の
で
す
。

、

、

日
頃
か
ら

他
者
の
こ
こ
ろ
を
お
も
ん
ば
か
る
の
で
は
な
く
て

他
者
に
指
示
ば
か
り
す
る
職
業
の
人
、
あ
る
い
は
、
そ
う
い
う
性

格
の
人
は
、
特
に
、
気
を
付
け
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
知
ら

ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
自
分
の
こ
こ
ろ
を
中
心
に
考
え
ま
す
し
、

自
分
が
で
き
も
し
な
い
こ
と
を
、
子
ど
も
に
要
求
す
る
よ
う
に
な
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っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

子
ど
も
の
こ
こ
ろ
に
寄
り
添
っ
て
い
る
と
か
、
こ
こ
ろ
を
常
に

受
け
入
れ
て
や
っ
て
い
る
、
と
か
言
い
ま
す
と
、
誤
解
さ
れ
そ
う

で
す
の
で
、
一
～
二
、
お
断
り
し
て
お
か
な
け
れ
ば
ら
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
甘
や
か
し
て
、
ペ
ッ
ト
の
よ
う
に
可
愛
が
っ
て
や
れ

ば
い
い
の
だ
と
、
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
す
。
あ

る
い
は

「
あ
あ
し
ろ
、
こ
う
し
ろ
」
と
指
図
・
命
令
し
て
も
い

、

け
な
け
れ
ば

「
そ
う
し
て
は
い
け
な
い
、
こ
う
し
て
は
い
け
な

、

い
」
と
禁
止
・
抑
制
し
て
も
い
け
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
こ
と
で
す
。
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

親
や
大
人
と
子
ど
も
が
こ
こ
ろ
を
通
わ
せ
て
い
る
、
と
い
う
こ

と
は
、
親
や
大
人
が
し
て
は
な
ら
な
い
と
思
う
こ
と
は
、
子
ど
も

も
そ
う
思
い
、
親
や
大
人
が
し
た
方
が
よ
い
と
思
う
こ
と
は
、
子

ど
も
も
そ
う
思
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
甘
や
か
し

や
猫
可
愛
が
り
と
は
異
質
な
も
の
で
す
。
甘
や
か
し
や
猫
可
愛
が

り
は
、
親
や
大
人
の
自
己
中
心
的
な
行
為
な
の
で
す
。

ま
た
、
指
示
や
禁
止
を
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
結
果
と
し
て
、
指
示
や
禁
止
を
し
な
く

て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て

「
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

、

と
」
や
「
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
」
が
わ
か
ら
な
い
と
き
は
、
指

示
や
禁
止
を
し
て
、
教
え
て
や
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。

）

釈
尊
の
こ
と
ば
（
一
一
一│

│

法
句
経
解
説

（
三
五
三
）
わ
れ
は
す
べ
て
に
打
ち
勝
ち
、
す
べ
て
を
知

り
、
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
ら
に
関
し
て
汚
れ
て
い
な
い
。
す
べ

て
を
捨
て
て
、
愛
欲
は
尽
き
た
の
で
、
こ
こ
ろ
は
解
脱
し
て

い
る
。
み
ず
か
ら
さ
と
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
誰
を
〔
師
と
〕

呼
ぼ
う
か
。

こ
の
偈
は
、
な
か
な
か
深
遠
な
真
理
を
述
べ
た
偈
だ
と
思
い
ま

す
。

、「

」

、

ま
ず

わ
れ
は
す
べ
て
に
打
ち
勝
ち

と
い
う
こ
と
で
す
が

「
す
べ
て
」
と
は
、
何
か
と
い
い
ま
す
と
、
最
終
的
に
は
自
分
自

身
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
自
分
自
身
に
打
ち
勝
っ
た
と
き

は
じ
め
て
、
全
て
に
打
ち
勝
っ
た
と
言
え
る
の
で
す
。

、

、

現
在
の
民
主
主
義
社
会
で
は

自
分
自
身
に
打
ち
勝
つ
こ
と
は

殆
ど
問
題
に
さ
れ
ま
せ
ん
。
打
ち
勝
つ
の
は
、
つ
ね
に
相
手
や
自

、

。

、

然
で
あ
っ
て

自
分
に
は
と
て
も
寛
大
で
す

他
者
に
は
厳
し
く

自
分
に
は
や
さ
し
く
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
大
切
な
こ
と
と
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
え
ま
す

「
克
己
勉
励
」
は
、
昔
の
こ
と
と
な
っ

。

て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
私
た
ち
が
、
真
の
幸
せ
に
に
至
る

た
め
に
は
、
自
分
自
身
に
打
ち
勝
っ
て
（
克
己

、
修
行
精
進

）
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（
勉
励
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
自
堕
落
に
な
る
こ
と

は
、
真
に
戒
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

例
え
ば
、
仏
教
で
菩
薩
に
課
さ
れ
る
実
践
徳
目
で
あ
る
六
波
羅

密
は
、
①
布
施
、
②
持
戒
、
③
忍
辱
（
に
ん
に
く

、
④
精
進
、

）

⑤
禅
定
、
⑥
智
慧
で
す
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
す
べ
て
己
に
打

ち
克
っ
て
は
じ
め
て
実
現
で
き
る
こ
と
で
す
。

次
に

「
す
べ
て
を
知
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
間
違
っ

、
、

、

、

て
取
っ
て

こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る

例
え
ば

隣
の
犬
が
何
匹
、
ど
ん
な
色
の
、
ど
ん
な
大
き
さ
の
子
を
産
ん
だ

か
、
と
い
っ
た
こ
と
ま
で
知
っ
て
い
る
、
と
解
釈
し
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
は
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
言
い
ま
す
と

「
無
知
の
知
」

、

で
す
し
、
老
子
で
言
い
ま
す
と
「
無
為
而
無
不
為

、
こ
れ
を
知

」

に
当
て
は
め
て
「
無
知
而
無
不
知
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は

ど
こ
ま
で
も
そ
の
人
の
心
境
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
事
実
で
は
な

い
の
で
す
。

で
は
、
事
実
が
ま
っ
た
く
伴
わ
な
い
か
と
言
わ
れ
れ
ば
、
そ
ん

な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
読
む
こ
と
で
言
い
ま
す
と
、

、

、

百
科
事
典
に
は
と
て
も
多
く
の
事
が
書
か
れ
て
い
ま
す
し

ま
た

世
界
中
に
は
書
物
は
無
数
に
存
在
し
て
い
ま
す
。
で
も
、
そ
う
し

た
書
物
は
読
ま
な
く
て
も
、
読
ん
だ
と
同
じ
だ
と
い
う
心
境
を
持

。

「

」

。

、

て
る
の
で
す

つ
ま
り

無
読
而
無
不
読

な
の
で
す

そ
れ
は

肯
定
的
に
言
い
ま
す
と
（
傲
慢
に
聞
こ
え
ま
す
の
で
、
普
通
は
否

）
、

、

定
的
に
し
か
言
わ
な
い
の
で
す
が

全
知
全
能
と
い
う
こ
と
で

人
生
の
真
実
、
宇
宙
の
根
源
的
原
理
に
つ
い
て
、
ど
の
本
に
も
、

も
は
や
、
教
え
ら
れ
る
も
の
は
含
ま
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と

な
の
で
す
。
言
い
換
え
ま
す
と
、
あ
ら
ゆ
る
人
生
の
問
題
に
そ
う

し
た
書
物
を
読
ま
な
く
て
も
、
間
違
い
な
く
答
え
る
こ
と
が
で
き

る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

次
の
「
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
ら
に
関
し
て
汚
れ
て
い
な
い
」
と
い

う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
も
、
労
働
す
れ
ば
汗
を
か
き
、
泥
に
ま
み

れ
て
、
汚
れ
る
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
何
日
か
風
呂
に
入
ら

な
け
れ
ば
、
垢
が
付
く
で
は
な
い
か
。
な
の
に
、
な
ぜ
そ
ん
な
こ

と
を
言
う
の
か
、
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
ん
な
こ

と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
ど
こ
ま
で
も

心
境
（
精
神
）
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

実
は
、
私
た
ち
は
、
髄
識
（
無
意
識
）
の
他
己
の
部
分
で
あ
る

神
髄
に
仏
（
如
来
）
を
、
ま
た
、
自
己
の
部
分
で
あ
る
精
髄
に
生

命
力
を
宿
し
て
い
ま
す
が
、
誕
生
し
た
当
初
は
、
両
者
が
未
分
化

で
す
が
統
合
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
心
は
、
そ
う
し
た
統
合

さ
れ
た
状
態
に
あ
る
時
、
と
て
も
清
浄
（
し
ょ
う
じ
ょ
う
）
な
も

の
な
の
で
す
。
心
性
本
浄
説
で
は
、
そ
れ
を
「
自
性
清
浄
」
と
呼

び
ま
す
が
、
そ
れ
が
汚
れ
る
の
は

「
客
塵
煩
悩
」
に
よ
る
と
す

、

る
の
で
す
。
そ
う
し
た
客
塵
煩
悩
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
が
成
長
の

途
中
で
付
け
た
心
の
垢
を
、
修
行
に
よ
っ
て
払
い
落
と
し
、
清
め
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る
こ
と
を
「
離
垢
清
浄
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

こ
こ
で
い
う

「
あ
ら
ゆ
る
こ
と
が
ら
に
関
し
て
汚
れ
て
い
な

、

い
」
と
は
、
そ
う
し
た
、
こ
こ
ろ
を
磨
い
て
、
離
垢
清
浄
に
至
っ

た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
す
。

次
の
「
す
べ
て
を
捨
て
て
、
愛
欲
は
尽
き
た
の
で
、
こ
こ
ろ
は

解
脱
し
て
い
る
」
に
移
り
ま
す
。
ま
ず

「
す
べ
て
を
捨
て
て
」

、

で
す
が
、
こ
れ
は
、
具
体
的
に
は
、
出
家
し
て
あ
ら
ゆ
る
財
産
を

捨
て
、
世
間
の
し
が
ら
み
を
捨
て
る
こ
と
も
意
味
し
ま
す
が
、
し

か
し
、
そ
う
で
き
た
か
ら
と
い
っ
て

「
す
べ
て
を
捨
て
て
」
い

、

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
言
い
ま
す
の
は
、
こ
こ
ろ
の

い
か
な
る
執
着
を
も
捨
て
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る

の
で
す
。
最
終
的
に
は
、
命
へ
の
執
着
も
断
っ
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
な
の
で
す
。
逆
に
言
い
ま
す
と
、
不
死
の
生
命
を
得
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
な
っ
た
と
き
、
次
の
「
愛
欲
は
つ
き
た
」
と
言
え
る
わ
け

で
す
。
愛
欲
が
何
か
に
つ
き
ま
し
て
は
、
も
う
何
度
も
述
べ
て
き

。

（

）

、

ま
し
た

昨
年
十
月
号
の
偈

三
四
〇

で
の
解
説
に
も
っ
と
も

包
括
的
に
検
討
し
て
い
ま
す
。
ご
参
照
下
さ
い
。

ま
た
、
そ
う
な
る
こ
と
が
、
次
に
あ
り
ま
す
よ
う
に
「
こ
こ
ろ

は
解
脱
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

私
は
、
こ
の
「
解
脱
」
と
い
う
こ
と
ば
を
聞
き
ま
す
と
、
真
言

密
教
で
得
度
し
た
後
、
伝
法
灌
頂
を
受
け
る
た
め
に
四
度
加
行
と

い
う
修
行
を
し
た
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
そ
れ
は

「
聖

、

」

、

如
意
輪
観
世
音
菩
薩
念
誦
次
第

の
最
初
の
あ
た
り
に
あ
た
っ
た

次
の
よ
う
な
文
句
で
す

「
五
分
法
身
を
磨
瑩
（
ま
よ
う
）
す
と

。

想
（
お
も
）
へ
。
五
分
法
身
と
は
、
戒
、
定
、
恵
、
解
脱
、
解
脱

知
見
な
り
」
と
。
な
お

「
磨
瑩
（
ま
よ
う
）
す
」
と
は
、
塗
香

、

（
ず
こ
う
）
で
清
浄
に
す
る
こ
と
を
言
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
を

私
の
体
験
に
照
ら
し
て
、
説
明
し
て
み
ま
す
と
、
戒
律
（
戒
）
を

守
っ
て
、
身
を
清
ら
か
に
し
、
禅
定
（
定
）
に
よ
っ
て
心
を
静
め

ま
す
。
わ
た
し
は
、
こ
れ
を
ヨ
ー
ガ
に
よ
っ
て
実
現
し
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
智
恵
（
恵
）
が
得
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
知
識
で

は
な
く
、
価
値
判
断
の
直
観
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す

経
典
や
哲
学
書
な
ど
の
理
解
が
深
ま
り
ま
し
た
。
で
も
、
解
脱
し

た
と
い
う
思
い
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
前
述
の
修
法
で
は
じ
め

て
、
解
脱
し
た
と
思
え
ま
し
た
。
そ
の
思
い
は
、
す
べ
て
が
清
浄

で
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
自
分
と
一
体
で
あ
る
と
思
え
だ
し
た
、
と

。

、

。

、

い
う
こ
と
で
す

そ
の
結
果

解
脱
知
見
を
得
ま
し
た

そ
れ
は

後
に
発
展
さ
せ
た
、
私
の
学
問
そ
の
も
の
で
す
。

、

、

私
は
弘
法
大
師
空
海
を
直
接
の
師
と
仰
い
で
い
ま
す
が

で
も

こ
の
解
脱
・
解
脱
知
見
に
至
る
体
験
自
体
は
、
ど
こ
ま
で
も
、
私

、

。

自
身
の
も
の
で

誰
か
ら
も
教
え
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

そ
う
い
う
意
味
で

み
ず
か
ら
さ
と
っ
た
の
で
あ
っ
て

誰
を

師

「

、

〔

と
〕
呼
ぼ
う
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
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後
記

一
、
周
囲
の
山
が
、
新
緑
に
お
お
わ
れ
、
と
て
も
す
が
す
が
し
く

感
じ
て
い
ま
す
。

二
、
畑
の
作
業
が
忙
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

三
、
一
昨
年
か
ら
、
枸
杞
（
く
こ
）
を
作
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

ま
で
、
あ
ま
り
よ
く
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
と
も
と
野
性
の
木

だ
か
ら
と
思
い
、
ほ
と
ん
ど
手
入
れ
を
し
な
か
っ
た
の
で
す
。
今

年
は
、
畝
の
間
に
カ
ヤ
を
敷
き
つ
め
、
草
を
取
り
、
灰
と
カ
セ
イ

肥
料
と
鶏
糞
（
う
こ
っ
け
い
の
も
の
）
を
や
り
ま
し
た
。
ま
た
、

小
さ
な
ナ
メ
ク
ジ
の
よ
う
な
虫
が
発
生
し
、
葉
を
食
い
尽
く
し
て

し
ま
い
ま
す
の
で
、
ス
ミ
チ
オ
ン
を
散
布
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た

手
入
れ
の
お
陰
で
、
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
も
な
い
ほ
ど
、
青
々
と

し
、
大
き
な
葉
っ
ぱ
が
出
て
い
ま
す
。
先
日
、
葉
を
取
っ
て
、
炒

め
て
食
べ
ま
し
た
。

四
、
夏
野
菜
を
一
斉
に
植
え
ま
し
た
。
ト
マ
ト
、
ナ
ス
、
キ
ュ
ウ

リ
、
ス
イ
カ
、
オ
ク
ラ
、
な
ど
な
ど
で
す
。
ま
た
、
里
芋
も
た
く

さ
ん
植
え
て
い
ま
す
。
間
も
な
く
、
タ
マ
ネ
ギ
の
収
穫
を
し
な
け

。

、

、

、

れ
ば
な
り
ま
せ
ん

今
年
は

雨
が
多
く

気
温
が
高
い
せ
い
か

ジ
ャ
ガ
イ
モ
が
と
て
も
よ
く
で
き
て
い
ま
す
。

五
、
う
こ
っ
け
い
を
十
五
羽
ほ
ど
飼
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
、
四

羽
は
家
で
孵
化
さ
せ
た
も
の
で
す
。
う
こ
っ
け
い
の
産
卵
率
は
と

て
も
悪
い
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
家
で
も
、
毎
日
数
個
し

か
産
み
ま
せ
ん
。
雄
が
四
羽
い
ま
す
が
。
産
卵
率
を
高
め
る
に
は

ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
検
討
す
る
た
め
に
、
四
部
屋
あ
る
鶏
小
屋

（
ケ
ー
ジ
の
よ
う
な
も
の
）
を
自
分
で
作
り
ま
し
た
。
数
羽
ず
つ

隔
離
し
て
は
と
思
う
か
ら
で
す
。

、

、

、

六

先
日

近
所
の
方
に
孟
宗
竹
を
苗
と
し
て
掘
ら
し
て
頂
い
て

家
と
山
（
畑
）
に
二
本
ず
つ
植
え
ま
し
た
。
活
着
す
る
か
ど
う
か

、

、

。

分
か
り
ま
せ
ん
が

な
ん
と
か
増
え
て
く
れ
れ
ば

と
思
い
ま
す

ま
た
、
竹
と
言
え
ば
、
Ｊ
Ａ
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
「
朱
竹
（
あ
か
だ

）

。

け

と
い
う
珍
し
い
竹
の
苗
を
千
円
で
買
っ
て
き
て
植
え
ま
し
た

昨
年
、
以
前
住
ん
で
い
た
家
か
ら
取
っ
て
来
た
、
黒
竹
が
二
株
だ

け
活
き
着
き
、
細
い
筍
が
出
て
き
ま
し
た
。

月
刊

平
成
十
四
年
五
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２

第
十
三
巻

徳
島
県
鳴
門
市
鳴
門
町
高
島

五
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
四
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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