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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
三
巻

九
月
号

お
互
い
に
助
け
合
お
う

先
進
国
よ

お
ご
る
こ
と
な
か
れ

経
済
面
で
援
助
し
よ
う

後
進
国
よ

卑
屈
に
な
る
こ
と
な
か
れ

先
進
国
の
失
っ
た
も
の
を

与
え
て
い
こ
う

森
を
育
て
る

森
の
中

な
ぜ
か
安
ら
ぐ

日
本
人

森
で
生
き
て
た

過
去
を
棄
て
る
な
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
一
〇
四
）

―

―

空
海
『
即
身
成
仏
義
』
解
説
（
七
）

〔

四
）

１

六
大
総
説
〕
続
き

（

―

か
の
種
子
（
し
ゅ
じ
）
真
言
に
曰
く
、

（
ア
ビ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
・
梵
字
）

○
○
○
○
○
○

い
は
く
、
阿
字
諸
法
本
不
生
（
あ
じ
し
ょ
ほ
う
ほ
ん
ぷ
し

ょ
う
）
の
義
と
は
、
即
ち
是
れ
、
地
大
な
り
。
◆
字
離
言
説

（
ば
じ
り
ご
ん
せ
つ
）
と
は
、
こ
れ
を
水
大
と
い
う
。
清
浄

無
垢
塵
（
し
ょ
う
じ
ょ
う
む
く
じ
ん
）
と
は
、
是
れ
則
ち
、

△
字
（
ら
じ
）
火
大
な
り
。
因
業
不
可
得
（
い
ん
ご
う
ふ
か

と
く
）
と
は
、
訶
字
門
（
か
じ
も
ん
）
風
大
な
り
。
等
虚
空

（
と
う
こ
く
う
）
と
は
、
欠
字
（
け
ん
じ
）
の
字
相
、
即
ち

空
大
な
り
。
我
覚
（
が
か
く
）
と
は
、
識
大
な
り
。

＊
◆
（
ば
）
は
口
偏
（
く
ち
へ
ん
）
に
「
縛

、
△
（
ら
）
は
同
じ
く

」

口
偏
に
「
羅
」

参
考
ま
で
に
、
現
代
語
訳
を
頼
富
本
宏
著
『
日
本
の
仏
典
２

空
海

（
筑
摩
書
房
刊
）
の
「
即
身
成
仏
義
」
か
ら
、
引
用
さ
せ

』

て
頂
き
ま
す
。＊

＊

＊

＊

密
教
の
中
心
で
あ
る
大
日
如
来
を
梵
字
の
音
節
に
よ
っ
て
象
徴

し
た
真
言
で
は
、

（
ア
ビ
ラ
ウ
ン
ケ
ン
・
梵
字
）

○
○
○
○
○
○

と
い
う
。

説
明
を
加
え
る
と
、

１
○
（
ア
・

）
字
は
、
さ
と
り
の
世
界
に
あ
る
あ
ら
ゆ
る
存

a

在
は
、
本
来
生
起
（
も
滅
亡
）
も
な
い
こ
と
を
象
徴
し
て
お
り
、

（
そ
の
こ
と
が
、
大
地
の
堅
固
さ
に
た
と
え
ら
れ
る
の
で
）
○

（
ア
）
字
は
地
大
を
表
し
て
い
る
。

２
○
（
バ
・

）
字
は
、
さ
と
り
の
世
界
は
、
通
常
の
言
語
で

va

は
表
現
さ
れ
な
い
こ
と
を
象
徴
し
て
お
り

（
そ
の
こ
と
が
、
水

、

の
持
つ
清
め
の
力
に
た
と
え
ら
れ
る
の
で
）
○
（
バ
）
字
は
水
大

を
表
し
て
い
る
。

３
○
（
ラ
・

）
字
は
、
さ
と
り
の
世
界
が
汚
れ
の
な
い
こ
と

ra

を
象
徴
し
て
お
り

（
そ
の
こ
と
が
、
す
べ
て
を
焼
き
尽
く
す
火

、

の
浄
化
力
に
た
と
え
ら
れ
る
の
で
）
○
（
ラ
）
字
は
火
大
を
表
し

て
い
る
。

４
○
（
キ
ャ
・

）
字
は
、
さ
と
り
の
世
界
が
原
因
や
条
件
な

ha

ど
の
働
き
を
超
越
し
て
い
る
こ
と
を
象
徴
し
て
お
り

（
そ
の
こ

、

と
が
す
べ
て
を
吹
き
払
う
風
の
力
に
た
と
え
ら
れ
る
の
で

○

キ

）

（

ャ
）
字
は
風
大
を
表
し
て
い
る
。

５
○
（
ケ
ン
・

）
字
は
、
さ
と
り
の
世
界
が
虚
空
に
等

kham
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し
い
こ
と
を
象
徴
し

（
そ
の
こ
と
が
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
包
含

、

）

。

す
る
虚
空
に
た
と
え
ら
れ
る
の
で

○
字
は
空
大
を
表
し
て
い
る

６
私
は
さ
と
っ
た
〔
我
覚
〕
と
い
う
の
は
（
精
神
の
働
き
で
あ

る
か
ら

、
識
大
を
表
し
て
い
る
。

）
＊

＊

＊

＊

先
月
号
で
説
明
を
省
略
し
ま
し
た
六
大
が
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ

て
い
ま
す
。
先
月
号
に
は
、
本
文
に
は
無
か
っ
た
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
と
そ
の
漢
字
が
、
現
代
語
訳
に
添
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
見

通
し
を
よ
く
す
る
た
め
に
、
現
代
語
訳
を
引
用
さ
せ
て
頂
い
た
本

か
ら
、
そ
れ
ら
の
対
応
の
一
覧
表
を
コ
ピ
ー
さ
せ
て
頂
き
ま
す
と

次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

『
大
日
経

「
具
縁
品

（
括
弧
内
は
空
海
の
釈
）

』

」

（
一
）
覚
本
不
生

ア
字

地
大

（
二
）
出
過
語
言
道

バ
字

水
大

（
三
）
諸
過
解
脱

ラ
字

火
大

（
四
）
遠
離
因
縁

キ
ャ
字

風
大

（
五
）
等
虚
空

ケ
ン
字

空
大

（
六

（
我
覚
）

ウ
ン
字

識
大

）

な
お
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
の
読
み
は
、
順
に
「
ア
・
バ
・
ラ

・
カ
・
キ
ャ
・
ウ
ン
」
で
す
。
ま
た
、
一
覧
表
の
但
書
に
あ
り
ま

す
よ
う
に
、
６
の
我
覚
は
、
大
日
経
に
は
な
い
空
海
の
創
意
・
解

釈
で
、
先
月
号
の
本
文
で
言
い
ま
す
と

「
我
れ

・
・
覚
り

・

、

、

、

・
出
過
し

・
・
得

・
・
遠
離
せ
り
・
・
知
る
」
の
、
そ
れ
ぞ

、

、

れ
の
、
人
間
と
し
て
の
主
体
性
の
よ
う
な
も
の
を
言
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
の
は
、
先
月
号
と
基
本
的
に
同
じ

こ
と
で
す
。
先
月
号
を
復
習
し
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
大
切
な
こ
と
は

「
六
大
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い

、

、

、

る
こ
と
は

現
代
語
訳
に
も
は
っ
き
り
訳
さ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に

「
さ
と
り
の
世
界
（
境
地

」
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で

）

す
。
で
す
か
ら
、
読
ま
れ
て
も

「
そ
う
か
な
あ
」
と
信
じ
て
頂

、

く
以
外
に
、
こ
れ
が
真
実
か
ど
う
か
、
自
分
で
判
断
す
る
こ
と
は

。

。

で
き
ま
せ
ん

通
常
の
意
識
的
な
判
断
を
超
え
た
こ
と
な
の
で
す

こ
こ
で
は
、
新
た
に
、
な
ぜ
「
さ
と
り
の
境
地
」
が
地
水
火
風

空
の
五
大
に
た
と
え
ら
れ
る
の
か
が
、
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

の
た
と
え
は
、
私
た
ち
に
最
も
身
近
な
「
大
自
然
」
を
構
成
す
る

要
素
に
例
え
る
こ
と
で
、
で
き
る
だ
け
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持

て
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
す
。
そ
う
し
た
も
の
が
、
自
分
と
一
体

な
の
で
す
。
で
も
、
そ
れ
が
理
解
で
き
な
い
現
代
で
は
、
土
地
も

水
も
火
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
）
も
風
も
空
気
も
、
す
べ
て
が
汚
染
さ

れ
て
い
ま
す
。
ど
う
汚
染
さ
れ
て
い
る
か
は
、
ご
自
分
で
考
え
て

頂
く
と
し
て
、
そ
れ
ら
が
、
自
分
自
身
と
一
体
だ
と
い
う
認
識
が

な
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
汚
染
を
止
め
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
い
ま

す
。
汚
染
の
究
極
は
地
球
自
身
の
滅
亡
な
の
で
す
が
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

自

分

を

超

え

た

力

環
境
を
護
っ
て
や
る

と
い
う
意
識
で
は

環
境
は

ま
す
ま
す
悪
化
す
る

環
境
に

支
え
ら
れ
て

生
か
さ
れ
て
い
る

と
い
う
意
識
が
い
る

で
も

こ
う
し
た
発
想
は

自
己
追
求
制
度
の

民
主
主
義
で
は

不
可
能
だ

そ
の
た
め
に
は

自
分
を
超
え
た
力
へ
の

畏
敬
の
念
が
い
る

信
仰
が
い
る

知

事

選

の

争

点

転

換

田
中
知
事

ダ
ム
で
は
な
く
て

争
点
を

知
事
の
資
質
に

移
し
て
勝
利

日

本

と

距

離

を

お

く

タ

イ

日
本
と
深
い
関
係
に
あ
っ
た

タ
イ
は

最
近

日
本
と
は
距
離
を
お
き

米
国
と
の
絆
を

深
め
つ
つ
あ
る
と
い
う

日
本
の
凋
落

中
国
の
台
頭

頼
る
べ
き
は

大
樹
の
か
げ
か

密

航

者

も

逃

げ

る

日

本

日
本
に

見
切
り
を
つ
け
て

中
国
に
帰
国
す
る

密
航
者
が
増
え
て
い
る

と
い
う

密
航
者
か
ら
も

見
放
さ
れ
る
日
本

政

治

不

信

の

極

致

俺
は

政
治
家
に
な
る
ほ
ど

落
ち
ぶ
れ
て
は
い
な
い
ぜ
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持

続

可

能

な

開

発

に

驚

く

い
ま

南
ア
フ
リ
カ
の

ヨ
ハ
ネ
ス
ブ
ル
ク
で

環
境
・
開
発
サ
ミ
ッ
ト
が

開
か
れ
て
い
る

そ
の
正
式
な
名
称
は

持
続
可
能
な

開
発
に
関
す
る

世
界
首
脳
会
議

と
い
う

持
続
可
能
な

開
発
な
ぞ

あ
る
は
ず
が
な
い
し

ま
た

環
境
を
保
護
す
る

と
考
え
る
こ
と
自
体
が

転
倒
し
た
考
え
方
だ
ぞ

民

族

エ

ゴ

の

主

張

民
族
の

自
立
独
立

強
調
し

よ
そ
と
の
協
調

た
い
て
い
が
無
視

外

国

企

業

の

日

本

撤

退

外
国
企
業
の

日
本
撤
退
が

目
立
っ
て
い
る

と
い
う

こ
れ
も

日
本
衰
退
の

兆
候
の
一
つ

地

球

サ

ミ

ッ

ト

失

敗

日
本
の
主
な
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は

９
２
年
の
地
球
サ
ミ
ッ
ト
は

も
は
や
失
敗
で
あ
っ
た

と
共
同
声
明
を

出
し
た
ら
し
い

９
２
年
か
ら
更
な
る

貧
富
の
差
の
拡
大

地
球
の
温
暖
化

森
林
破
壊
と
砂
漠
化

エ
イ
ズ
感
染
者
の
増
加

武
器
輸
出
の
継
続

途
上
国
の
債
務
増
加

な
ど
な
ど

全
く
解
決
し
て
い
な
い

な
ぜ
解
決
し
な
い
の
か

そ
れ
は

解
決
を
も
た
ら
す

哲
学
が
不
在
だ
か
ら
だ

な

ぜ

排

他

的

に

な

る

い
ま

世
界
中
が

排
他
的
に

な
り
つ
つ
あ
る

そ
れ
は

自
己
追
求
原
理
の

民
主
主
義
と

資
本
主
義
の

必
然
的
帰
結
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自
作
随
筆
選

市
場
経
済
と
戦
後
日
本

前
に
も
書
い
た
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
の
と
こ
ろ
、
経
済
の
問

題
に
関
心
を
も
っ
て
い
ま
し
て
、
新
聞
で
も
経
済
問
題
へ
の
コ
メ

ン
ト
に
は
、
大
体
、
目
を
通
す
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

八
月
二
十
日
、
二
十
一
日
と

（
上

（
下
）
二
回
に
渡
り
、

、

）

読
売
新
聞
の
文
化
欄
に
「
市
場
経
済
と
戦
後
日
本

猪
木
武
徳
Ｖ

Ｓ
坂
本
多
加
雄
」
と
題
し
て
、
両
者
が
対
談
し
た
記
事
が
載
り
ま

し
た
。
子
細
に
読
み
ま
し
た
が
、
そ
の
内
容
の
「
ひ
ど
い
」
の
に

驚
き
、
書
か
ず
に
は
お
れ
な
い
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た

「
ひ
ど

。

い
」
と
は
、
失
礼
な
言
い
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
戦
後
か
ら
今

日
に
か
け
て
、
日
本
社
会
が
陥
っ
て
き
た
問
題
状
況
の
認
識
が
、

私
か
ら
見
ま
す
と
、
極
め
て
不
十
分
で
す
し
、
ま
た
、
そ
の
問
題

状
況
を
ど
う
脱
出
す
べ
き
か
の
対
応
策
も
、
問
題
認
識
が
不
十
分

で
す
の
で
当
然
な
の
で
す
が
、
と
て
も
対
応
策
と
言
え
る
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で

「
ひ
ど
い
」
と
言

、

わ
せ
て
頂
い
た
わ
け
で
、
い
つ
も
の
よ
う
に
、
別
に
両
者
に
「
恨

（
う
ら
）
み
」
や
「
妬
（
ね
た
）
み
」
が
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。

〔
余
談
で
す
が
、
日
本
人
は
他
者
の
主
張
に
コ
メ
ン
ト
し
ま
す

と

「
け
ち
」
を
つ
け
ら
れ
た
と
思
う
の
か
、
と
て
も
感
情
的
に

、

な
り
ま
す

（
対
談
さ
れ
た
こ
の
両
者
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い

。

と
思
い
ま
す
が

。
ま
た
逆
も
言
え
ま
す
。
私
が
学
術
雑
誌
に
投

）

稿
し
た
論
文
へ
の
コ
メ
ン
ト
も
同
様
で
し
て
、
自
分
の
感
情
で
嫌

だ
と
思
う
の
か
（
こ
い
つ
は
、
業
績
を
あ
げ
す
ぎ
て
い
や
が
る
。

腹
が
立
つ
な
あ
。
け
ち
を
つ
け
て
や
れ
。
無
意
識
の
う
ち
に
も
そ

う
思
う
の
か

「
合
理
的
・
理
性
的
」
と
は
と
て
も
言
え
な
い

）
、

も
の
が
、
圧
倒
的
に
多
い
の
で
す
。
感
情
的
な
コ
メ
ン
ト
は
、
欧

米
人
で
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
ん
な
と
こ
ろ

に
、
日
本
人
に
独
創
的
な
研
究
が
出
な
い
遠
因
が
あ
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
日
本
人
同
士
で
す
と
、
他
者
の
業
績
や
研
究
成

、

、

果
に
謙
虚
に
向
か
い
合
い

理
性
的
に
対
応
で
き
な
い
の
で
す
が

他
己
の
な
さ
や
劣
等
感
か
ら
か
、
欧
米
人
の
も
の
は
有
り
が
た
が

る
の
に
で
す
。
閑
話
休
題

〕
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
対
談
を
さ
れ
た
両
氏
で
す
が
、
坂
本
氏
は
日

、

、

、

本
政
治
思
想
史
が
ご
専
門
で

学
習
院
大
学
教
授
で
す
し

ま
た

猪
木
氏
は
労
働
経
済
学
、
経
済
思
想
が
ご
専
門
で
、
国
際
日
本
文

化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
で
す
。
新
聞
の
紹
介
に
よ
り
ま
す
と
、
両

者
に
は
、
共
に
、
多
く
の
著
書
が
あ
る
よ
う
で
す
。

前
置
き
が
長
く
な
り
過
ぎ
ま
し
た
が
、
本
題
に
入
り
ま
す
。

戦
後
、
日
本
が
欧
米
と
同
様
に
、
市
場
経
済
、
つ
ま
り
「
自
由
競

争
原
理
」
を
中
心
に
し
て
経
済
を
運
営
し
て
き
た
点
で
は
、
両
者
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の
意
見
が
一
致
し
て
い
ま
す
。
私
も
、
そ
れ
は
同
感
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
六
〇
年
代
末
か
ら
七
〇
年
代
に
か
け
て
、
社
会
に

変
化
が
起
こ
り
だ
し
、
市
場
経
済
や
民
主
制
が
お
か
し
く
な
っ
て

き
た
。
学
園
紛
争
、
あ
さ
ま
山
荘
事
件
、
よ
ど
号
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク

事
件
と
、
予
想
も
で
き
な
い
こ
と
が
、
若
者
に
よ
っ
て
、
次
々
と

引
き
起
こ
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
八
〇
年
代
に
至
っ
て

「
将

、

来
の
た
め
に
頑
張
る
」
と
い
う
の
で
は
な
く
て
「
現
在
を
楽
し
め

」

、

。

ば
い
い

と
い
う
傾
向
が
現
れ
て
き
た

と
両
者
は
指
摘
し
ま
す

こ
の
見
方
に
も
、
私
は
同
感
で
す
。

で
は
、
な
ぜ
、
こ
う
な
っ
て
来
た
の
か
。

前
述
の
よ
う
に
、
事
実
の
認
識
に
は
ず
れ
は
な
い
の
で
す
が
、

こ
う
し
た
事
実
を
招
来
し
た
原
因
に
つ
い
て
の
、
両
者
の
議
論
に

は
、
私
は
、
全
く
賛
成
し
か
ね
る
の
で
す
。

以
下
で
は
、
両
者
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
、
こ
の
、
現
状
を
招
来

し
た
原
因
や
、
現
状
を
打
開
す
る
対
策
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
極
め

て
不
的
確
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

ま
ず
、
坂
本
氏
は
、
二
十
日
に
載
っ
た
（
上
）
の
最
後
の
あ
た

り
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

〔
坂
本
〕
言
論
界
を
考
え
れ
ば
、
か
つ
て
は
社
会
主
義
な
い

し
民
主
社
会
主
義
を
肯
定
す
る
議
論
が
強
か
っ
た
。
そ
れ
が

何
の
反
省
も
総
括
も
な
し
に
「
今
や
社
会
主
義
の
時
代
じ
ゃ

な
い
。
市
場
経
済
の
時
代
だ
」
と
い
う
風
潮
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
。
い
わ
ば
思
想
的
な
裏
付
け
を
欠
く
点
が
、
日
本
の
民

主
制
、
市
場
制
の
弱
点
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

〔
猪
木

（
省
略
）

〕

〔
坂
本
〕
自
ら
を
語
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
問
題
が
ひ
そ
ん
で
い

る
か
ら
こ
そ
、
日
本
人
の
あ
る
種
の
劣
等
感
を
助
長
す
る
よ

う
な
議
論
が
出
て
き
た
り
、
ま
っ
た
く
逆
に
「
日
本
の
方
が

い
い
ん
だ
」
と
い
う
話
に
な
っ
た
り
す
る
。
よ
く
考
え
な
け

れ
ば
い
け
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

坂
本
氏
に
よ
れ
ば

「
思
想
的
な
裏
付
け
を
欠
く

、
つ
ま
り

、

」

「
自
ら
を
語
る
パ
ラ
ダ
イ
ム
が
な
い
」
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
問
題
が

起
こ
り
だ
し
た
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
だ
か
ら

「
よ
く
考

、

え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
言
わ
れ
る
の
で
す
が
、
二
十
一
日
の

（
下
）
に
そ
れ
が
展
開
さ
れ
て
い
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
と
て
も

「
新
た
な
思
想
」
と
い
え
る
ほ
ど
の
も
の
は
な
い
よ
う
に
思
え
る

の
で
す
。

た
と
え
ば
両
者
は
、
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
話
さ
れ
ま
す
。
少
し

長
く
な
り
ま
す
が
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

〔
坂
本
〕
市
場
経
済
で
は
、
公
共
性
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
る

危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
殊
に
八
〇
年
代
以
降

「
市
場
経
済

、
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は
私
的
利
益
の
総
和
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
公
共
性
な
ど
な

い
」
と
い
っ
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
思
想
が
は
び
こ
り
ま
し
た
。

こ
う
い
う
思
想
が
台
頭
す
る
に
つ
れ
、
個
人
を
超
え
た
公
共

性
と
い
う
考
え
方
が
浸
食
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
公
共
性
と
は
「
将
来
ど
う
す
る
か
」
と

長
期
的
な
展
望
に
立
っ
た
時
に
初
め
て
現
れ
て
く
る
も
の

で

「
現
在
を
楽
し
め
れ
ば
い
い
」
と
い
う
時
代
に
は
乏
し

、

く
な
ら
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

〔
猪
木
〕
し
か
し
、
一
方
で
は
バ
ブ
ル
処
理
の
問
題
に
し
て

も
、
環
境
問
題
に
し
て
も
、
日
本
の
場
合
は
反
省
が
中
途
半

端
に
な
り
、
自
由
な
活
動
を
阻
害
し
て
し
ま
う
こ
と
も
起
こ

り
ま
し
た
。
我
々
は
道
徳
的
に
物
事
を
解
釈
す
る
の
が
好
き

で
す
か
ら
ね
。
環
境
問
題
で
言
え
ば
、
も
と
も
と
何
が
「
自

然
」
か
と
い
う
の
は
非
常
に
難
し
い
問
題
な
の
に

「
こ
う

、

あ
る
べ
き
」
と
い
う
観
念
か
ら
、
と
に
か
く
「
自
然
破
壊
は

す
べ
て
悪
だ
」
と
な
っ
て
し
ま
う
。

〔
坂
本
〕
道
徳
と
い
っ
て
も
世
界
が
狭
い
ん
で
す
ね
。
よ
く

言
う
「
プ
チ
正
義
」
み
た
い
な
も
の
で
す
。

〔
猪
木
〕
そ
う
で
す
ね
。
貞
操
さ
と
か
、
金
銭
的
な
潔
白
さ

は

「
私
」
の
道
徳
で
す
よ
ね
。
そ
う
し
た
私
的
関
心
が
強

、

く
な
っ
て
公
的
な
も
の
へ
の
無
関
心
が
は
び
こ
る
時
に
、
専

制
が
忍
び
こ
ん
で
く
る
の
だ
と
、
ト
ク
ヴ
ィ
ル
が
言
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
が
新
し
い
宗
教
な
の
か
政
党
な
の
か
わ
か
り
ま

せ
ん
が
、
専
制
を
未
然
に
防
ぐ
意
味
で
も
、
公
共
性
を
常
に

意
識
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

〔
坂
本
〕
公
共
を
語
る
た
め
の
言
語
を
鍛
え
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
特
に
政
治
の
世
界
で
ね
。
経
済
は
資
力
さ
え
あ
れ

ば
、
私
的
な
欲
望
を
そ
の
ま
ま
表
現
し
て
も
成
り
立
つ
社
会

で
す
が
、
政
治
は
違
い
ま
す
。
動
機
は
私
的
利
益
に
発
し
て

い
て
も
、
実
現
ま
で
に
は
様
々
な
公
共
的
言
語
に
よ
る
正
当

化
を
必
要
と
す
る
ん
で
す
。

〔
猪
木
〕
公
共
化
す
る
と
は
人
を
巻
き
込
み
、
説
得
し
、
賛

意
を
得
て
、
議
会
な
ら
議
会
と
い
う
場
で
政
治
的
な
力
を
発

揮
さ
せ
る
こ
と
で
す
か
ら
ね
。

〔
坂
本
〕
政
治
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
世
界
で
す
。
民
主
主
義

は
公
共
の
論
理
の
争
い
な
ん
で
す

（
以
下
略

。

。

）

引
用
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
前
述
の
、
事
実
を
招
来
し
た
原

、

、

因
に
つ
い
て
の

こ
の
方
た
ち
の
主
張
を
正
確
に
伝
え
る
た
め
に

仕
方
な
く
こ
う
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

さ
て
、
こ
の
引
用
は
、
公
共
性
を
め
ぐ
っ
て
議
論
が
展
開
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
公
共
性
が
日
本
人
に
欠
け
て
い
る
こ
と
は
、
私

も
そ
の
通
り
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
で
も
、
私
が
公
共
性
だ
と
考

え
る
こ
と
で
、
こ
の
方
た
ち
が
そ
う
思
っ
て
い
な
い
こ
と
が
、
こ
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の
引
用
の
中
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
、
原
因
に

つ
い
て
の
不
的
確
さ
を
明
ら
か
に
す
る
道
と
考
え
ま
す
。

そ
れ
は

「
貞
節
さ
」
と
「
金
銭
的
な
潔
白
さ
」
に
つ
い
て
の

、

主
張
で
す
。
私
の
理
論
で
言
い
ま
す
と
、
公
共
性
は
「
他
己
」
に

属
す
る
こ
と
で
す
。
こ
の
二
つ
の
道
徳
的
な
徳
目
も
、
実
は
、
共

に
他
己
に
属
す
る
の
で
す
。
公
共
性
は
、
人
々
の
行
動
を
規
制
す

る
「
規
範
」
を
な
す
も
の
の
一
つ
な
の
で
す
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
と
い

う
有
名
な
フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家
・
政
治
家
が
い
っ
た
と
お
っ
し
ゃ

る
『
貞
操
さ
と
か
、
金
銭
的
な
潔
白
さ
は

「
私
」
の
道
徳
で
す

、

よ
ね
。
そ
う
し
た
私
的
関
心
が
強
く
な
っ
て
公
的
な
も
の
へ
の
無

関
心
が
は
び
こ
る
時
に
、
専
制
が
忍
び
こ
ん
で
く
る
』
と
い
う
こ

と
で
す
が
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
の
間
違
い
で
す
。

ま
ず

「
貞
操
さ
と
か
、
金
銭
的
な
潔
白
さ
」
は
私
的
な
関
心

、

。

、

。

で
は
あ
り
ま
せ
ん

こ
れ
は

公
的
で
社
会
的
な
行
動
規
範
で
す

現
在
、
日
本
で
は
、
こ
の
二
つ
の
大
切
な
行
動
規
範
は
、
ま
っ
た

く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
失
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
典
型
例
が
、
少

女
た
ち
の
援
助
交
際
で
す
。
お
金
が
欲
し
く
、
そ
の
た
め
に
貞
操

を
犠
牲
に
し
て
も
平
気
で
す
。
貞
操
を
犠
牲
に
し
た
（
破
っ
た
）

と
い
う
自
覚
す
ら
あ
り
ま
せ
ん
。

ア
メ
リ
カ
で
は
、
こ
ん
な
こ
と
は
、
全
く
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

い
つ
も
言
っ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
残
念
な
が
ら
、
日
本
は
先
進
国

の
中
で
は
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
と
な
っ
て
、
公
的
な
社
会
規
範
を
喪

失
さ
せ
、
社
会
を
崩
壊
さ
せ
て
い
る
の
で
す
。
援
助
交
際
は
、
誰

に
も
迷
惑
を
か
け
な
い
か
ら
、
私
的
な
も
の
だ
と
い
う
方
が
あ
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
、
人
々
の
こ
こ
ろ
を
荒
れ
さ
せ
、

社
会
を
崩
壊
に
導
く
と
い
う
、
大
き
な
迷
惑
を
多
数
の
人
に
か
け

て
い
る
こ
と
に
、
気
付
か
な
い
だ
け
で
す
。

ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
「
専
制
が
忍
び
込
む
」
原
因
と
な
る
「
私
的
関

心
が
強
く
な
る
」
と
言
い
ま
す
の
は
、
自
己
が
肥
大
し
て
あ
ら
ゆ

る
行
動
原
理
が
自
分
の
「
損
得
」
と
「
選
り
好
み
（
＝
選
好

」
）

に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。
い
ま
の
日
本
は
そ

う
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
あ
る
意
味
で
専
制
が
忍
び
込
む

危
険
が
高
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
危
険
の
一
つ
の
現
れ
が
、

最
近
の
こ
と
で
言
い
ま
す
と
、
オ
ウ
ム
真
理
教
に
代
表
さ
れ
ま
す

よ
う
な
新
宗
教
の
勃
興
で
す
。
そ
れ
ら
は
一
様
に
、
こ
こ
で
い
う

「
私
的
」
な
自
己
の
肥
大
に
訴
え
か
け
て
い
ま
す
。
自
分
の
「
損

得
」
と
「
選
好
」
と
い
う
行
動
基
準
を
刺
激
し
て
い
る
の
で
す
。

坂
本
氏
の
発
言
の
中
に
は
、
政
治
す
ら
が

「
動
機
は
私
的
利

、

益
に
発
し
て
い
て
も
、
実
現
ま
で
に
は
様
々
な
公
共
的
言
語
に
よ

る
正
当
化
を
必
要
と
す
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
い
ま
日
本
で
は
、

企
業
家
は
言
う
に
及
ば
ず
、
政
治
家
も
、
官
吏
も
、
そ
の
他
あ
ら

ゆ
る
職
業
の
人
が
、
こ
の
私
的
利
益
と
選
好
を
動
機
に
し
て
行
動

し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
を
、
い
く
ら
「
言
語
を
鍛
え
」
て
、

「
人
を
巻
き
込
み
、
説
得
し
、
賛
意
を
得
て
」
も
、
そ
れ
が
、
他
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己
を
構
成
す
る
真
の
規
範
（
＝
思
想
）
と
は
な
ら
な
い
の
で
す
。

そ
れ
は
、
単
に
「
赤
信
号
、
皆
で
渡
れ
ば
怖
く
な
い
」
こ
と
を
実

現
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
方
た
ち
の

危
惧
す
る
専
制
を
実
現
さ
せ
る
危
険
が
極
め
て
大
き
い
の
で
す
。

こ
の
こ
と
は
、
民
主
主
義
制
度
そ
の
も
の
の
中
に
、
専
制
を
生

み
出
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
に
よ
る
ド
イ
ツ
の
ナ
チ
ズ
ム

の
台
頭
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
方
た
ち
の
議
論
を
聞
い
て
い
ま
す
と
、
ま
さ
に
ギ
リ
シ
ャ

時
代
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
を
思
い
出
し
て
し
ま
い
ま
す
。
誰
も
気
付
い

て
い
な
い
よ
う
で
す
が
、
い
ま
確
か
に
、
日
本
は
、
ギ
リ
シ
ャ
末

期
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で
す
。

以
上
、
主
と
し
て
公
共
性
に
つ
い
て
見
て
き
ま
し
た
が
、
こ
こ

に
引
用
さ
せ
て
頂
い
た
文
章
の
中
に
、
い
く
つ
も
気
に
な
る
箇
所

。

、

。

が
あ
り
ま
す

そ
の
こ
と
を

つ
い
で
に
指
摘
さ
せ
て
頂
き
ま
す

ま
ず
、
出
だ
し
の
坂
本
氏
の
お
話
に

『
市
場
経
済
で
は
、
公

、

共
性
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
る
危
険
性
が
あ
り
ま
す
。
殊
に
八
〇
年

代
以
降

「
市
場
経
済
は
私
的
利
益
の
総
和
に
す
ぎ
な
い
。
そ
こ

、

に
公
共
性
な
ど
な
い
」
と
い
っ
た
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
思
想
が
は
び
こ

り
ま
し
た
。
こ
う
い
う
思
想
が
台
頭
す
る
に
つ
れ
、
個
人
を
超
え

た
公
共
性
と
い
う
考
え
方
が
浸
食
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
」
と
あ
り
ま
し
た
。

私
も
「
市
場
経
済
は
私
的
利
益
の
総
和
に
す
ぎ
な
い
」
と
思
い

ま
す
が
、
で
も
、
こ
う
し
た
思
想
が
台
頭
し
た
か
ら
「
個
人
を
超

え
た
公
共
性
と
い
う
考
え
方
が
浸
食
さ
れ
て
い
っ
た
」
わ
け
で
は

な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
、
同
じ
現
象
の
裏
と
表
な
の
で
す
。

ま
た

『
そ
も
そ
も
公
共
性
と
は
「
将
来
ど
う
す
る
か
」
と
長

、

期
的
な
展
望
に
立
っ
た
時
に
初
め
て
現
れ
て
く
る
も
の
で

「
現

、

在
を
楽
し
め
れ
ば
い
い
」
と
い
う
時
代
に
は
乏
し
く
な
ら
ざ
る
を

え
ま
せ
ん
』
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
、
現
在
、
日
本
で
は
民
主

主
義
・
資
本
主
義
に
よ
っ
て
皆
の
自
己
が
肥
大
し
、
信
仰
の
喪
失

に
よ
っ
て
他
己
が
萎
縮
し
た
結
果
、
過
去
も
未
来
（
将
来
）
も
な

く
な
り
、
刹
那
的
に
な
っ
て
「
現
在
を
楽
し
め
れ
ば
い
い
」
と
い

う
状
態
に
陥
っ
て
い
る
の
で
す
。

次
に
、
こ
の
坂
本
氏
の
発
言
に
続
く
、
猪
木
氏
の
お
話
の
中
に

「
日
本
の
場
合
は
反
省
が
中
途
半
端
に
な
り
、
自
由
な
活
動
を
阻

害
し
て
し
ま
う
こ
と
も
起
こ
り
ま
し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
自
己

肥
大
・
他
己
萎
縮
に
陥
っ
て
い
る
日
本
で
は
、
真
の
反
省
な
ど
で

き
っ
こ
な
い
の
で
す
。
反
省
す
る
基
準
が
自
己
し
か
な
い
か
ら
で

す
。
で
す
か
ら
、
ご
理
解
い
た
だ
け
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

真
の
自
由
も
存
在
し
な
い
の
で
す
。

こ
こ
で
検
討
し
ま
し
た
考
え
方
は
、
両
氏
に
限
ら
ず
、
日
本
人

の
多
く
が
も
っ
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
ま
す
。
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
一
一
五
）

―

―

法
句
経
解
説

第
二
五
章

修
行
僧

（
三
六
〇
）
眼
（
ま
な
こ
）
に
つ
い
て
慎
む
の
は
善
い
。
耳

に
つ
い
て
慎
む
の
は
善
い
。
鼻
に
つ
い
て
慎
む
の
は
善
い
。

舌
に
つ
い
て
慎
む
の
は
善
い
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
眼
、
耳
、
鼻
、
舌
は
、
そ
れ
ぞ
れ

感
覚
器
官
で
す
が
、
そ
れ
ら
の
器
官
が
担
う
感
覚
そ
の
も
の
は
、

ご
存
知
の
通
り
、
視
覚
、
聴
覚
、
嗅
覚
（
き
ゅ
う
か
く

、
味
覚

）

で
す
。
こ
こ
で
は
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
こ
の
他
に
、
感
覚

と
し
て
は
、
触
覚
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
含
め
て
五
感
と
呼
ん
で

い
ま
す
。

、

、

こ
の
偈
で
は

こ
う
し
た
感
覚
を
慎
む
の
は
善
い
こ
と
で
あ
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
、
現
代
の
日
本
人
に
は
、
ま
っ
た
く
何

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

例
え
ば
、
視
覚
を
慎
む
と
は
何
の
こ
と
か
、
そ
ん
な
も
の
は
慎

ま
な
く
て
も
よ
い
で
は
な
い
か
、
と
お
考
え
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す

（
他
の
感
覚
に
つ
い
て
も
同
様
で
す

）

。

。

逆
に
、
現
代
で
は
、
視
覚
を
楽
し
む
こ
と
の
方
を
積
極
的
に
追

求
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
そ
れ
は
、
テ
レ
ビ
に
代
表
さ
れ

ま
す
、
い
わ
ゆ
る
動
く
映
像
を
見
た
り
聞
い
た
り
（
聴
覚
も
含
ま

れ
ま
す
が
）
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
絵
画
や
写
真

を
見
る
こ
と
だ
っ
た
り
す
る
わ
け
で
す
。

、

、

で
は

こ
う
し
た
も
の
を
な
ぜ
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か

多
く
の
方
は
、
お
そ
ら
く
、
そ
の
理
由
す
ら
お
分
か
り
に
な
ら
な

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

、

。

、

慎
む
と
は

ど
ん
な
こ
と
な
の
か

私
の
場
合
で
言
い
ま
す
と

テ
レ
ビ
で
真
剣
に
見
る
の
は
、
ニ
ュ
ー
ス
や
海
外
事
情
な
ど
の
取

材
番
組
、
教
育
、
経
済
、
文
化
、
な
ど
の
討
論
や
検
討
の
番
組
ぐ

ら
い
で
す
。
こ
れ
ら
以
外
は
、
ほ
と
ん
ど
積
極
的
に
見
ま
せ
ん
。

、

、

そ
う
し
た
も
の
は

時
間
つ
ぶ
し
に
は
い
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が

一
度
し
か
な
い
人
生
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
ひ
ま
が
あ
っ
た
ら
、
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
山
ほ
ど
あ
る
は
ず
で
す
。

そ
ん
な
番
組
の
テ
レ
ビ
を
見
た
ぐ
ら
い
で
、
人
間
は
人
格
が
完

成
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
か
え
っ
て
下
劣
に
な
る
だ
け
で

す
。
そ
う
し
た
感
覚
へ
の
執
着
を
断
ち
切
り
、
ひ
た
す
ら
精
進
す

る
と
き
だ
け
、
上
等
な
人
間
に
成
長
で
き
る
の
で
す
。

い
ま
は
、
視
覚
に
つ
い
て
述
べ
て
き
ま
し
た
が
、
そ
れ
以
外
の

聴
覚
、
嗅
覚
（
き
ゅ
う
か
く

、
味
覚
に
つ
い
て
も
同
様
で
す
。

）

特
に
、
味
覚
に
つ
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
何
度
も
取
り
上

げ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
い
ま
、
日
本
人
は
、
世
界
中
か
ら
輸
入

し
た
食
品
を
、
慎
む
ど
こ
ろ
か
、
貪
り
食
べ
て
い
ま
す
。
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後
記

一
、
今
年
は
、
真
夏
に
雨
が
少
な
か
っ
た
せ
い
か
、
畑
の
周
辺
に

（

）

。

は
え
て
い
る
カ
ヤ

す
す
き

の
穂
が
な
か
な
か
出
て
き
ま
せ
ん

、

、

。

二

そ
の
カ
ヤ
を
毎
日
の
よ
う
に
刈
っ
て
は

束
に
し
て
い
ま
す

、

。

、

そ
の
束
が
あ
る
程
度
た
ま
っ
た
ら

ク
ロ
に
し
ま
す

暑
い
の
で

一
～
二
時
間
を
限
度
と
し
て
い
ま
す
。

三
、
こ
と
し
は
、
カ
ボ
チ
ャ
を
た
く
さ
ん
植
え
た
お
か
げ
で
、
ミ

カ
ン
な
ど
を
入
れ
る
コ
ン
テ
ナ
に
五
杯
ぐ
ら
い
採
れ
ま
し
た
。

四
、
暗
い
こ
と
を
書
い
て
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、
最
近
の
新
聞

や
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
で
、
良
く
報
じ
ら
れ
る
事
件
に
、
家
族
間
の

殺
傷
沙
汰
が
あ
り
ま
す
。
実
父
母
に
よ
る
、
わ
が
子
の
虐
待
や
保

険
金
を
か
け
て
の
殺
害
、
親
や
祖
父
母
の
子
や
孫
に
よ
る
殺
傷
事

件

「
逃
げ
た
女
房
」
の
実
家
に
押
し
か
け
て
、
そ
の
家
の
人
を

、
殺
傷
す
る
事
件
、
な
ど
な
ど
キ
リ
が
な
い
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
そ
う

い
え
ば
、
私
の
身
近
で
も
起
こ
り
ま
し
た
。
毎
日
、
畑
に
行
く
の

に
そ
の
前
を
通
る
お
宅
で
、
わ
が
子
に
よ
る
放
火
事
件
が
あ
り
ま

し
た
。
ま
だ
新
築
な
の
で
す
が
、
ガ
ラ
ス
が
破
ら
れ
、
雨
戸
に
数

カ
所
大
き
な
キ
ズ
が
で
き
、
何
か
暴
力
事
件
が
あ
っ
た
の
か
と
、

思
っ
て
い
た
矢
先
の
出
来
事
で
し
た
。
ど
う
も
、
息
子
が
来
て
暴

力
を
ふ
る
う
の
で
、
両
親
が
ど
こ
か
へ
避
難
し
て
い
て
、
そ
の
こ

と
に
、
息
子
が
腹
を
立
て
て
、
灯
油
を
ま
き
、
火
を
つ
け
た
よ
う

で
す
。
す
ぐ
逮
捕
さ
れ
ま
し
た
。

五
、
こ
う
し
た
世
相
を
見
て
い
ま
す
と
、
あ
の
昭
和
４
８
年
に
最

高
裁
が
出
し
た
「
尊
属
殺
傷
重
罰
規
定
」
は
法
の
下
に
平
等
を
き

め
た
憲
法
に
違
反
す
る
と
す
る
判
決
を
思
い
出
し
て
し
ま
い
ま

す
。

六
、
私
は
、
家
族
だ
か
ら
こ
そ
、
殺
傷
し
た
も
の
は
、
尊
属
、
卑

属
に
関
わ
り
な
く
、
重
罰
に
処
す
べ
き
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
現

実
は
逆
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
ん
な
こ
と
で
は
、
家
族
・
家
庭
が

崩
壊
す
る
の
は
、
必
然
で
す
。

七
、
刑
罰
を
重
く
す
る
こ
と
で
、
こ
う
し
た
家
族
間
の
愛
情
あ
る

絆
が
取
り
戻
せ
る
と
は
、
考
え
ま
せ
ん
が
、
い
ま
や
、
重
罰
以
外

に
社
会
秩
序
の
根
幹
を
な
す
家
族
の
秩
序
を
取
り
戻
す
方
法
は
な

い
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。

月
刊

平
成
十
四
年
九
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

九
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
五
三
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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