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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
四
巻

三
月
号

執
ら
わ
れ
深
ま
る
現
代
人

業
し
ら
ず

信
な
く
ば

業
に
苦
し
み

無
明
の
闇
を

業
に
死
す

さ
ま
よ
い
て

業
せ
お
う
人

善
き
と
思
い
て

業
ふ
か
き
人

悪
し
き
を
為
せ
り

自
ら
に

執
ら
わ
れ
ま
く
る

現
代
人

苦
悩
ま
す
ま
す

深
ま
り
て
行
く

お
布
施
す
る
慣
習
作
れ

お
布
施
す
る

慣
習
作
ろ
う

日
本
に

己
を
捨
て
て

幸
せ
つ
か
も
う
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
一
一
〇
）

―

―

空
海
『
即
身
成
仏
義
』
解
説
（
一
三
）

〔

四
）

３

六
大
の
能
造
・
所
造
〕

（

―

故
に
、
次
に
ま
た
言
く
、

「
秘
密
主
、
曼
荼
羅
の
聖
尊
の
分
位
と
種
子
と
○
幟
（
ひ
ょ

う
じ
）
と
を
造
す
る
こ
と
有
り
。
汝
、
当
（
ま
さ
）
に
諦

（
あ
き
）
ら
か
に
聴
く
べ
し
。
吾
（
わ
れ

、
今
演
説
せ

）

ん
。
即
ち
偈
を
説
い
て
給
（
の
た
ま
）
わ
く
、

真
言
者
円
壇
を

ま
ず
自
体
に
置
け

足
よ
り
臍
に
至
る
ま
で

大
金
剛
輪
を
成
じ

此
れ
よ
り
心
に
至
る
ま
で

当
に
水
輪
を
思
惟
す
べ
し

水
輪
の
上
に
火
輪
あ
り

火
輪
の
上
に
風
輪
あ
り
」
と

謂
く
、
金
剛
輪
と
は
阿
字
な
り
。
阿
字
は
即
ち
地
な
り
。
水

・
火
・
風
は
文
の
如
く
知
ん
ぬ
べ
し
。
円
壇
と
は
空
な
り
。

真
言
者
と
は
心
大
な
り
。
長
行
（
じ
ょ
う
ご
う
）
の
中
に
謂

う
所
の
聖
尊
と
は
、
大
身
な
り
。
種
子
と
は
法
身
な
り
。

○
幟
と
は
三
昧
耶
身
な
り
。
羯
磨
身
は
、
三
身
各
各
に
之
を

具
す
。
具
（
つ
ぶ
さ
）
に
説
く
こ
と
は
、
経
文
に
広
く
之
を

説
け
り
。
文
に
臨
ん
で
知
ん
ぬ
べ
し
。

＊

○
（
ひ
ょ
う
）
は

「
巾
へ
ん
に
票
」

、

こ
の
と
こ
ろ
毎
回
、
現
代
語
訳
と
い
う
よ
り
も
、
解
説
文
に
近

い
訳
を
、
金
岡
秀
友
訳
・
解
説
『
空
海
即
身
成
仏
義

（
太
陽
出

』

版
刊
）
か
ら
引
用
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
が
、
今
回
も
そ
こ
か
ら

引
用
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

＊

＊

＊

＊

前
の
部
分
で

「
六
大
」
か
ら
す
べ
て
の
も
の
ご
と
が
生
ず
る

、

こ
と
を
説
明
し
ま
し
た
の
で
、
こ
の
『
大
日
経
』
か
ら
の
引
用
文

に
は
、
続
い
て
ま
た
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

「

秘
密
主
よ
、
弟
子
を
導
い
て
真
言
密
教
を
伝
授
す
る
た
め

『

に
、
真
言
の
教
授
者
（
阿
闍
梨
）
が
土
地
を
選
び
、
壇
を
造
立
し

て
曼
荼
羅
を
描
こ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
曼
荼
羅
に
描
か
れ
る

色
々
な
仏
た
ち
（
聖
尊
）
の
位
置
（
分
位
）
と
、
仏
を
象
徴
す
る

梵
字
〔
種
子
（
し
ゅ
じ

〕
と
、
仏
を
象
徴
す
る
種
々
の
品
物

）

（
○
幟
）
と
を
図
に
示
す
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
特
に
注

意
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
あ
な
た
は
、
確
か
に
は
っ
き
り
と
聴
き

取
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
私
が
い
ま
、
ひ
ろ
く
説
き
明
か
す
で

あ
ろ
う

』

す
な
わ
ち
、
大
日
如
来
が
偈
文
に
し
て
、
聴
衆
の

。

主
位
で
あ
る
金
剛
薩
◎
（
こ
ん
ご
う
さ
っ
た
・
秘
密
主
）
に
対
し
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て
説
か
れ
る
こ
と
に
は

『
真
言
行
者
は
、
曼
荼
羅
（
円
壇
）
を

、

ま
ず
は
じ
め
に
自
分
の
か
ら
だ
で
考
え
て
み
よ
。
足
か
ら
臍
ま
で

、

（

）

は
金
剛
の
よ
う
に
強
く
て

壊
れ
る
こ
と
の
な
い
座

大
金
剛
輪

を
思
念
し
、
臍
か
ら
心
（
む
ね
）
ま
で
は
水
大
（
水
輪
）
を
思
惟

せ
よ
。
水
大
の
上
に
火
大
（
火
輪
）
が
あ
り
、
火
大
の
上
に
風
大

（

）

、

。
』

。
」
（
『

』

、

風
輪

が
あ
る
と

実
感
せ
よ

と

大
日
経

巻
五

＊
◎
は
土
へ
ん
に
垂

秘
密
曼
荼
羅
品
第
十
一
）

こ
の
経
文
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
自
分
の
か
ら
だ

に
五
字
五
大
を
観
じ
て
、
法
身
を
自
身
に
実
証
し
て
か
ら
曼
荼
羅

を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
た
部
分
で
す
が
、
臍
下

（
さ
い
か
）
の
「
金
剛
輪
」
と
は
、
阿
字
を
指
し
、
す
な
わ
ち

「

」

。「

」
「

」
「

」

、

六
大

の
う
ち
の
地
大
を
指
し
ま
す

水

火

風

は

こ
の
経
文
に
書
か
れ
て
い
る
通
り
に
理
解
し
て
下
さ
い
。

「
円
壇
」
と
は

「
六
大
」
の
う
ち
の
、
空
大
で
あ
り

「
真
言

、

、

者
」
と
は
、
心
大
、
す
な
わ
ち
識
大
を
指
し
ま
す
。

偈
文
の
前
の
長
い
文
章
（
長
行
）
に
い
わ
れ
て
い
る
「
聖
尊
」

と
は
、
大
曼
荼
羅
身
の
仏
身
（
大
身
）
で
す

「
種
子
（
し
ゅ

。

じ

」
と
は
、
法
曼
荼
羅
の
仏
身
（
法
身
）
で
す

「
○
幟
」
と

）

。

は
、
三
昧
耶
曼
荼
羅
の
仏
身
（
三
昧
耶
身
）
で
す
。
羯
磨
曼
荼
羅

の
仏
身
（
羯
磨
身
）
と
は
、
い
ま
述
べ
た
大
身
・
法
身
・
三
昧
耶

身
の
三
身
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
な
わ
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
こ
れ
は

「
六
大
」
そ
の
も
の
が

「
四
種
曼
荼

、

、

羅
」
を
生
ず
る
と
い
う
内
容
の
文
章
で
あ
る
と
解
釈
で
き
ま
す
。

、

、

も
っ
と
詳
し
い
こ
と
は

経
文
に
ひ
ろ
く
説
か
れ
て
い
ま
す
の
で

文
章
を
直
接
読
ん
で
理
解
し
て
く
だ
さ
い
。

＊

＊

＊

＊

こ
の
と
こ
ろ
、
解
釈
が
い
る
よ
う
な
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
文
は

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
解
説
的
な
現
代
語
訳
を

読
ん
で
頂
き
ま
す
と
、
大
体
、
ご
理
解
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。

現
代
語
訳
に

「
こ
れ
は
自
分
の
か
ら
だ
に
五
字
五
大
を
観
じ

、

て
、
法
身
を
自
身
に
実
証
し
て
か
ら
曼
荼
羅
を
つ
く
ら
ね
ば
な
ら

な
い
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
、
こ
れ
も
前
出
の
本
か
ら
の
引
用
で
す

が
、
図
示
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
、
大
切
な
こ
と
は
、
図
の
よ
う
に
観
想
す
る
こ
と
で
、

即
身
成
仏
に
達
す
る
助
け
と
す
る
こ
と
な
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
自
分
自
身
を
六

大
に
観
立
て
る
こ
と
を
「
五
字
厳

円
壇
置
自
体
（
曼
荼
羅
）
の

身
感
（
ご
じ
ご
ん
じ
ん
か
ん

」

図

）

ま
た
は

「
五
輪
成
身
観
（
ご
り

、

ん
じ
ょ
う
し
ん
か
ん

」
と
呼
び

）

ま
す
。
実
際
に
、
こ
の
よ
う
に
、

観
想
す
る
と
こ
ろ
が
、
念
誦
次
第

の
中
に
あ
り
ま
す
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

万

引

き

少

年

の

死

古
書
店
の
店
長
が

万
引
き
少
年
を
見
つ
け

警
察
に
通
報

逃
げ
る
少
年
を

パ
ト
カ
ー
が
追
っ
た

降
り
た
遮
断
機
を

く
ぐ
っ
て
逃
げ
た
少
年
が

列
車
に
は
ね
ら
れ
死
亡

そ
の
後
店
長
へ

電
話
や
フ
ァ
ッ
ク
ス
で

「
人
殺
し
」
と
い
う

非
難
が
ど
ん
ど
ん
来
た

店
長
は
一
度
は

閉
店
を
決
意
し
た
ほ
ど

（
後
に
取
り
消
し
た
が
）

日
本
人
よ

ど
こ
ま
で

狂
っ
て
行
く
の
か

他

者

の

命

の

手

段

化

自
殺
の
道
連
れ
に

多
数
の
人
を
殺
す

殺
し
て
み
た
い
か
ら

行
き
ず
り
の
他
人
を
殺
す

死
刑
に
な
り
た
い
か
ら

エ
リ
ー
ト
の
子
供
を

多
数
殺
す

い
ま

よ
く
お
こ
る
殺
人
事
件

ま
っ
た
く
関
わ
り
の
な
い

他
人
の
命
を

手
段
に
し
て
奪
う

原

理

・

原

則

を

欠

く

首

相

小
泉
首
相
は
言
う

同
じ
自
民
党
の
中
で
も

色
々
意
見
が
あ
っ
て

な
か
な
か
ま
と
ま
り
難
い

例
え
ば

午
前
の
会
議
で
は

同
意
し
あ
っ
て
い
て
も

午
後
の
別
の
会
議
で
は

反
発
し
あ
う

そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
で

意
見
が
互
い
に
異
な
り

ま
と
ま
り
難
い
の
は

民
主
政
治
で
は

当
た
り
前
な
の
だ
と

こ
の
発
言
に
こ
そ

現
代
日
本
が
陥
っ
て
い
る

政
治
的
な
混
迷
の

原
因
が
あ
る

政
治
家
だ
け
で
な
く

日
本
人
全
体
が

ア
ク
シ
オ
ム
や

（
＝
原
理
・
原
則
）

バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
失
い

根
無
し
草
に
な
っ
て

個
々
の
問
題
ご
と
に

意
見
が
異
な
る
の
だ

こ
れ
ぞ
離
合
集
散
政
治

そ
の
も
の
ぞ
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自

殺

大

国

の

抗

う

つ

剤

販

売

ア
メ
リ
カ
で
は

ハ
ッ
ピ
ー
ド
ラ
ッ
グ
と

呼
ば
れ
る
抗
う
つ
剤
が

家
庭
常
備
薬
に
な
る
ほ
ど

売
れ
て
い
る

日
本
で
も

需
要
が
見
込
ま
れ
る
の
で

ア
メ
リ
カ
の

製
薬
会
社
が

日
本
で
の
販
売
申
請
を

計
画
し
て
い
る
と
い
う

な
に
せ
年
間
三
万
人
を
出
す

自
殺
大
国
日
本
な
の
だ
か
ら

子

育

て

を

嫌

が

る

母

子
育
て
は

息
が
つ
ま
る
と

言
う
女
性

増
え
る
日
本

未
来
は
暗
い

ア

メ

リ

カ

凋

落

の

指

標

キ
リ
ス
ト
教
的
な

寛
容
の
精
神
で

統
合
を
保
っ
て
き
た

ア
メ
リ
カ
か
ら

だ
ん
だ
ん
と

寛
容
が

失
わ
れ
て
き
て
い
る

と
い
う

こ
れ
も

ア
メ
リ
カ
凋
落
の

一
つ
の
指
標

女

生

徒

の

性

交

渉

勧

誘

携
帯
の
出
会
い
系
サ
イ
ト
で

自
ら
の
性
を
売
ろ
う
と
す
る

中
高
女
生
徒

そ
れ
を
規
制
し
よ
う
と
す
る

法
律

法
律
で
し
か

や
め
さ
せ
ら
れ
な
い

こ
の
現
実

こ
れ
ぞ

日
本
が
陥
っ
て
い
る

倫
理
崩
壊
の

最
た
る
も
の

少

女

の

携

帯

電

話

禁

止

摘
発
し
た
児
童
売
春
の

約
九
割
が

出
会
い
系
サ
イ
ト
に
よ
る

少
女
か
ら
の

勧
誘
だ
と
い
う

だ
か
ら

こ
れ
を
防
止
す
る
た
め

十
八
歳
未
満
の
少
女
に
は

携
帯
電
話
を

禁
止
す
る
法
律
を

制
定
す
る
と
い
う

ま
ず

大
人
自
身
が

不
邪
淫
戒
を

守
っ
た
ら
ど
う
で
す
か

そ
う
す
れ
ば

一
挙
両
得
で

エ
イ
ズ
す
ら
も

消
え
て
い
く
だ
ろ
う
に
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自
作
随
筆
選

韓
国
特
派
員
の
印
象

二
月
九
日
付
け
の
朝
日
新
聞
に
、
東
亞
日
報
と
い
う
韓
国
の
新

（

）

、

聞
の
東
京
特
派
員
で
あ
る
李
英
伊

イ
・
ヨ
ン
イ

と
い
う
方
が

「

神
の
国
』
自
信
喪
失
で
変
化
の
兆
し
」
と
題
す
る
記
事
を
投

『
稿
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
出
だ
し
は
次
の
よ
う
な
文
章
で
始
ま
っ
て
い
ま
す

三

。

「

年
間
の
任
期
を
終
え
、
帰
国
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
私
の
日
本
滞

在
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、
森
喜
朗
元
首
相
が
言
っ
た
『
神
の
国
』
だ

っ
た
。
彼
は
０
０
年
５
月
に
神
道
政
治
連
盟
国
会
議
員
懇
談
会
で

『
日
本
は
天
皇
を
中
心
と
し
て
い
る
神
の
国
』
と
語
っ
た
。
お
か

げ
で
私
は
『
神
の
国
』
の
特
派
員
に
な
っ
た

」
。

こ
れ
を
読
み
ま
す
と
、
日
本
人
の
意
識
が
、
ど
れ
ほ
ど
神
や
天

皇
に
向
い
て
い
る
の
か
が
、
韓
国
の
人
た
ち
に
は
と
て
も
気
に
か

か
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
余
談
で
す
が
、
自
民
党
森
派
に

属
す
る
現
在
の
首
相
も
、
相
変
わ
ら
ず
、
い
や
、
ま
す
ま
す
執
拗

、

、

に

天
皇
の
為
に
戦
死
し
た
人
た
ち
を
祀
っ
て
い
る
靖
国
神
社
に

総
理
大
臣
の
肩
書
で
参
拝
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
も
、
と
て
も

気
に
な
っ
て
い
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
な
の
に
、
総
理
は
参
拝

を
や
め
る
ど
こ
ろ
か
、
一
層
、
参
拝
へ
の
固
執
を
強
め
て
い
る
よ

う
な
行
動
を
と
る
の
は
何
故
な
の
で
し
ょ
う
か
。

さ
て
、
本
題
で
す
が
、
こ
の
方
の
バ
ブ
ル
崩
壊
前
の
日
本
に
対

す
る
印
象
は
、
歴
代
の
特
派
員
と
同
様
、
と
て
も
良
か
っ
た
よ
う

で
す
。
次
に
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
日
本
人
か
ら
は
当
初
、
お
と
な
し
く
、
礼
儀
正
し
い
、
親
切

で
迷
惑
を
か
け
な
い
、
黙
々
と
自
分
の
仕
事
に
励
む
、
と
い
っ
た

印
象
を
受
け
た
。
初
め
て
の
コ
ラ
ム
『
変
わ
ら
な
い
日
本
』
で
、

『
そ
ん
な
日
本
が
う
ら
や
ま
し
い
』
と
書
い
た

・
・
・
数
多
い

。

屈
曲
を
経
て
変
化
が
激
し
い
韓
国
は
、
と
て
も
付
い
て
い
け
な
い

よ
う
に
見
え
た

」。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
日
本
に
も
バ
ブ
ル
崩
壊
後
変
化
の
兆
し
が
現

れ
て
き
た
、
と
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
社
会
が
ギ
ス
ギ
ス
し
、
企
業
不
祥
事
も
増
え
た
。
内
部
告
発

も
相
次
ぐ
。
親
切
だ
っ
た
タ
ク
シ
ー
も
優
し
く
な
く
な
り
、
電
車

で
は
席
取
り
に
肩
を
ぶ
つ
け
合
う
。
誰
も
が
自
分
の
こ
と
で
精
い

っ
ぱ
い

・
・
・
昨
年
の
サ
ッ
カ
ー
・
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
が
き
っ

。

か
け
で
、
情
報
通
信
な
ど
韓
国
経
済
の
発
展
ぶ
り
を
持
ち
上
げ
る

報
道
が
急
増
し
て
い
る
が
、
私
は
か
え
っ
て
、
日
本
の
自
信
喪
失

の
断
面
を
見
る
思
い
が
し
て
い
る

」。

、

、

。

さ
て

こ
の
前
半
の
指
摘
は

私
も
そ
の
通
り
だ
と
思
い
ま
す

、

「

」

、

し
か
し

後
半
の

韓
国
経
済
の
発
展
を
持
ち
上
げ
る
報
道

は
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「
日
本
の
自
信
喪
失
の
断
面
」
を
示
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
人
は
「
自
信
喪
失
」
ど
こ
ろ
か

「
自
信
過
剰
」
に
な
っ

、

て
い
る
の
で
す
。
喪
失
し
て
い
ま
す
の
は
、
自
信
な
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
ん
な
言
葉
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は

「
他
信
」

、

な
の
で
す
。

い
ま
、
日
本
人
は

「
自
己
」
を
肥
大
さ
せ

「
他
己
」
を
萎

、

、

縮
さ
せ
る
こ
と
で
、
自
分
だ
け
を
信
じ
、
他
者
を
信
じ
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

な
ぜ
、
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

私
を
信
じ
、
本
誌
を
熱
心
に
お
読
み
の
方
に
は
、
ご
理
解
い
た

だ
け
る
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
自
己
追
求
の
原
理
し
か
持

た
な
い
民
主
主
義
制
度
・
教
育
に
あ
る
の
で
す
。
そ
の
欠
陥
を
補

、

、

、

、

う
も
の
は

宗
教
・
信
仰
な
の
で
す
が

残
念
な
が
ら

日
本
は

太
平
洋
戦
争
に
敗
れ
て
、
公
的
教
育
か
ら
、
完
全
に
宗
教
教
育
を

否
定
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
後
六
十
年
近
く
が
経

と
う
と
し
て
い
ま
す
が
、
未
だ
に
回
復
し
て
い
ま
せ
ん
。
い
ま
、

。

、

そ
の
負
の
成
果
が
如
実
に
現
れ
て
き
て
い
る
の
で
す

で
す
か
ら

日
本
人
は
、
殆
ど
完
全
と
言
え
る
ほ
ど
「
他
己
」
が
機
能
し
な
く

な
っ
て
い
る
の
で
す
。

あ
の
聖
女
と
言
わ
れ
た
マ
ザ
ー
・
テ
レ
サ
は
、
亡
く
な
る
少
し

前
、
日
本
を
訪
れ
ま
し
た
が
、
離
日
に
際
し
て
、
日
本
は
生
活
は

豊
か
だ
が
、
こ
こ
ろ
が
貧
し
い
と
言
い
残
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
、

私
の
言
葉
で
言
い
ま
す
と
、
日
本
人
に
他
己
が
欠
け
て
い
る
こ
と

を
表
現
し
て
い
る
の
で
す
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
日
本
人
は
他
己
が
萎
縮
し
、
自
信
に
満
ち

満
ち
て
い
る
（
自
信
過
剰
に
陥
っ
て
い
る
）
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ

「
韓
国
経
済
の
発
展
を
持
ち
上
げ
る
報
道
」
を
す
る
の
か
、
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
自
己
肥
大
（
他
己
萎
縮
）
し
た
人
の
特
徴
的
行
動
で

あ
る
、
他
者
よ
り
優
れ
た
い
と
す
る
「
優
越
欲
」
の
肥
大
に
よ
る

の
で
す
。

自
己
肥
大
し
た
人
は
、
他
者
（
他
国
）
と
情
動
の
共
有
（
他
者

の
喜
び
を
我
が
喜
び
と
し
、
他
者
の
悲
し
み
を
我
が
悲
し
み
と
す

る
こ
と
）
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
他
者
の
繁
栄
を
素
直
に
、
自
分

の
喜
び
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
常
に
他
者
と
の
比
較
（
優

）

。

、

越

に
の
み
自
分
の
安
心
を
得
よ
う
と
す
る
の
で
す

で
す
か
ら

他
者
の
繁
栄
は
、
自
己
の
腹
立
ち
と
な
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
一

般
的
な
言
葉
で
言
い
ま
す
と
、
妬
（
ね
た
）
み
と
な
り
ま
す
。

「
韓
国
経
済
の
発
展
を
持
ち
上
げ
る
報
道
」
は
、
実
は
、
そ
の
裏

返
し
な
の
で
す

「
韓
国
は
あ
れ
ほ
ど
経
済
が
発
展
し
て
い
る
。

。

我
々
日
本
人
も
、
も
っ
と
頑
張
ら
な
け
れ
ば
」
と
日
本
人
の
妬
み

根
性
に
訴
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
日
本

人
の
不
安
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
自
己
肥
大
・
他

己
萎
縮
し
た
人
は
、
実
は
、
社
会
に
定
位
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
矛
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盾
し
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
自
信
過
剰
な
の
に
（
だ
か
ら
こ
そ
と

言
う
べ
き

、
極
め
て
不
安
傾
向
は
強
い
の
で
す
。
そ
の
不
安
を

）

解
消
し
よ
う
と
し
て
、
他
者
に
優
越
し
よ
う
と
す
る
欲
求
を
満
足

さ
せ
た
が
っ
て
い
る
の
で
す
。
ま
た
、
満
足
さ
せ
た
が
っ
て
い
る

の
は
、
優
越
欲
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
三
大
欲
望
で
あ
る
性
欲

や
食
欲
も
、
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
日
本
人
の
グ

ル
メ
狂
い
や
、
性
の
享
楽
傾
向
を
み
れ
ば
、
明
ら
か
で
す
。

さ
て
、
こ
の
韓
国
記
者
の
方
の
最
後
の
結
論
的
な
部
分
を
引
用

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
メ
ン
ツ
や
他
人
の
目
を
気
に
す
る
よ
り
、
自
分
が
何
を
し
た

い
か
を
真
剣
に
考
え
る
人
が
増
え
だ
し
た
。
も
っ
と
『
利
己
的
』

に
な
る
べ
き
だ
。
葛
藤
や
試
行
錯
誤
が
あ
っ
て
も
、
個
人
が
自
分

の
欲
求
や
利
益
の
た
め
に
頑
張
れ
ば
、
日
本
の
活
力
は
復
活
す
る

と
信
じ
る

」
。

こ
れ
は
、
驚
き
で
す
。

ま
ず

「
メ
ン
ツ
や
他
人
の
目
を
気
に
す
る
よ
り
、
自
分
が
何

、

を
し
た
い
か
を
真
剣
に
考
え
る
」
べ
き
だ
、
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い

ま
す
が
、
な
る
ほ
ど
、
い
ま
日
本
人
は
、
こ
の
方
が
言
わ
れ
る
通

り
、
他
者
の
目
を
と
て
も
気
に
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
実
は
、
自
分
が
社
会
に
定
位
で
き
て
い
な
い
の
で
、

他
者
の
支
え
や
承
認
だ
け
が
、
欲
し
い
か
ら
な
の
で
す
。
こ
の
逆

に
、
他
者
に
何
か
を
さ
せ
て
頂
こ
う
と
思
っ
て
他
者
の
こ
と
を
気

に
か
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

で
す
か
ら

「
自
分
が
何
を
し
た
い
か
を
真
剣
に
考
え
る
」
と

、

な
り
ま
す
と
、
当
然
、
他
者
に
対
し
て
で
は
な
く
て
、
自
分
自
身

、

。

が

得
に
な
る
に
は
何
か
し
た
い
か
を
考
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す

そ
れ
が
、
こ
の
次
に
出
て
き
ま
す
「
も
っ
と
『
利
己
的
』
に
な

る
べ
き
だ

」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
は
、
最
後
に
あ
り

。

ま
す
よ
う
に

「
個
人
が
自
分
の
欲
求
や
利
益
の
た
め
に
頑
張
れ

、

ば
」
よ
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

、

、

、

こ
の
よ
う
に

こ
の
特
派
員
の
方
が
言
わ
れ
る
こ
と
は

実
は

も
う
日
本
で
は
蔓
延
し
て
い
る
こ
と
で
、
い
ま
さ
ら
言
わ
な
く
て

も
、
そ
う
な
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
す
。

日
本
に
と
っ
て
は
、
こ
の
方
の
言
わ
れ
る
事
と
は
逆
に

「
自

、

分
の
欲
求
や
利
益
（
選
り
好
み
と
損
得

」
を
離
れ
て
、
他
者
の

）

欲
求
と
利
益
に
基
づ
い
て
行
動
す
べ
き
な
の
で
す
。

お
そ
ら
く
韓
国
は
、
日
本
の
後
を
追
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
と
、
自

己
社
会
化
が
進
ん
で
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
方
の
書
か
れ

ま
し
た
よ
う
に
「
個
人
が
自
分
の
欲
求
や
利
益
の
た
め
に
頑
張
」

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

民
主
主
義
は
、
徐
々
に
世
界
か
ら
真
の
宗
教
・
信
仰
を
失
わ
せ

て
い
ま
す
。

日
本
の
、
い
な
世
界
の
人
々
が
、
活
力
を
取
り
戻
す
に
は
、
真

の
宗
教
・
信
仰
を
取
り
戻
す
以
外
に
は
な
い
の
で
す
。
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
一
二
〇
）

―
法
句
経
解
説
―

（
三
七
〇
）
五
つ
（
の
束
縛
）
を
断
て
。
五
つ
（
の
束
縛
）

を
捨
て
よ
。
さ
ら
に
五
つ
（
の
は
た
ら
き
）
を
修
め
よ
。
五

つ
の
執
着
を
超
え
た
修
行
僧
は

（
激
流
を
渡
っ
た
者
）
と

、

よ
ば
れ
る
。

こ
の
偈
に
言
う
、
初
め
の
１
「
五
つ
（
の
束
縛

」
と
、
二
番

）

目
の
２
「
五
つ
（
の
束
縛

」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
、
ま
た
、

）

３
「
五
つ
（
の
は
た
ら
き

」
や
４
「
五
つ
の
執
着
」
が
何
を
意

）

味
す
る
の
か
、
私
に
は
、
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
こ
で
、
テ
キ
ス
ト
に
し
て
い
ま
す
本
の
（
中
村
元
）
訳
注
を

、

、

。

見
て
み
ま
し
た
ら

そ
こ
に
結
構

詳
し
く
書
か
れ
て
い
ま
し
た

以
下
、
要
点
を
補
足
・
解
説
し
た
り
、
引
用
し
た
り
し
な
が
ら
紹

介
し
て
い
き
ま
す
。

初
め
の
１
「
五
つ
の
束
縛
」
と
は

「
欲
界
に
属
す
る
五
つ
の

、

煩
悩
」
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

欲
界
は
、
三
界
（
さ
ん
が
い
）
の
最
下
層
の
こ
と
で
、
こ
の
上

に
、
色
界
、
無
色
界
が
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
三
界
と
は
、
仏
教
の
世
界
観
で
、
輪
廻
す
る
生
き

も
の
（
有
情
・
衆
生
）
が
住
み
、
往
来
す
る
世
界
の
全
体
を
言
い

ま
す
。

そ
の
欲
界
は
、
具
体
的
に
は
、
婬
欲
と
食
欲
の
二
つ
の
欲
望
を

も
つ
生
き
も
の
が
済
む
領
域
で
、
地
獄
・
餓
鬼
・
畜
生
・
修
羅
・

人
・
天
の
六
道
を
含
ん
で
い
ま
す
。
ま
た
、
色
界
は
、
物
質
的
な

制
約
は
残
る
が
、
婬
欲
と
食
欲
を
は
な
れ
た
生
き
も
の
の
住
む
と

こ
ろ
で
す
。
さ
ら
に
、
無
色
界
は
、
物
質
的
制
約
を
も
は
な
れ
た

高
度
に
精
神
的
な
心
境
に
達
し
た
人
の
住
む
世
界
で
す
。

次
に
、
断
つ
べ
き
「
五
つ
の
煩
悩
」
で
す
が
、
そ
れ
は
、
①
貪

（
と
ん

、
②
瞋
恚
（
し
ん
に

、
③
有
身
見
（
う
し
ん
け
ん

、

）

）

）

④
戒
禁
取
見
（
か
い
ご
ん
じ
ゅ
け
ん

、
⑤
疑
（
ぎ

、
の
五
つ

）

）

で
す
。
①
と
②
は
、
三
毒
の
貪
・
瞋
・
癡
（
と
ん
じ
ん
ち
）
の
前

の
二
つ
で
す
。
貪
は
む
さ
ぼ
り
の
こ
こ
ろ
、
瞋
恚
は
、
い
か
り
の

こ
こ
ろ
で
す
。

③
有
身
見
（
う
し
ん
け
ん
）
は
、
自
分
の
身
体
や
我
が
有
る
と

、

（

）

、

し
て
執
着
す
る
こ
と

④
戒
禁
取
見

か
い
ご
ん
じ
ゅ
け
ん

は

誤
っ
た
戒
律
や
禁
制
を
正
し
い
方
法
で
あ
る
と
執
着
す
る
こ
と
、

⑤
疑
（
ぎ
）
は
、
仏
の
教
え
を
疑
う
こ
と
で
す
。

こ
う
し
た
五
つ
の
煩
悩
を
断
つ
と
き
、
人
は
、
欲
界
を
輪
廻
し

な
く
て
も
よ
く
な
る
、
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

次
に
、
二
番
目
の
２
「
五
つ
の
束
縛
」
で
す
が
、
こ
れ
は
訳
注

に
よ
り
ま
す
と

「
色
界
と
無
色
界
に
属
す
る
五
つ
の
煩
悩
」
の

、

。

、

、

こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
す

具
体
的
に
は

①
色
界
に
お
け
る
貪
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、

（

）
、

（

）
、

無
色
界
に
お
け
る
②
貪

③
掉
挙

じ
ょ
う
こ

④
慢

ま
ん

⑤
無
明
、
で
す
。

貪
は
、
前
述
の
通
り
で
す
。
③
掉
挙
（
じ
ょ
う
こ
）
は
、
こ
こ

ろ
が
軽
躁
な
こ
と
、
あ
る
い
は
、
こ
こ
ろ
が
浮
動
し
て
静
ま
り
の

な
い
こ
と
で
す
。
④
慢
は
、
他
人
に
対
し
て
こ
こ
ろ
が
高
ぶ
る
こ

と
、
も
っ
と
言
い
ま
す
と
、
お
の
れ
は
他
人
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る

と
妄
想
し
て
、
他
人
に
対
し
て
誇
り
た
が
る
こ
こ
ろ
の
お
ご
り
で

す
。
私
の
言
葉
で
言
い
ま
す
と

「
優
越
欲
」
を
満
足
さ
せ
よ
う

、

と
す
る
こ
こ
ろ
で
す
。
⑤
無
明
は
、
無
知
の
こ
と
で
、
私
た
ち
の

存
在
の
根
底
に
あ
る
根
本
的
無
知
の
こ
と
で
す
。
そ
の
無
明
の
闇

を
は
ら
す
こ
と
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
で
言
え
ば
「
無
知
の
知
」
で
す

し
、
老
子
で
言
え
ば

「
無
為
而
無
不
為
」
な
の
で
す
。
私
の
理

、

論
で
言
い
ま
す
と
、
無
意
識
で
の
自
己
と
他
己
の
統
合
で
す
。

こ
う
し
た
五
つ
の
煩
悩
を
捨
て
る
と
き
、
人
は
、
全
て
の
輪
廻

を
解
脱
し
て
、
阿
羅
漢
果
（
あ
ら
か
ん
か
）
を
得
る
、
つ
ま
り
、

仏
教
の
最
高
の
さ
と
り
に
達
す
る
、
と
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

次
に
、
３
「
五
つ
の
は
た
ら
き
」
で
す
が
、
訳
注
に
は
、
次
の

よ
う
に
あ
り
ま
す

「
五
根
。
さ
と
り
を
得
さ
せ
る
た
め
の
五
つ

。

の
力
ま
た
は
可
能
性
を
い
う
。
す
な
わ
ち
信
と
精
進
（
勤
）
と
念

と
定
と
慧
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
諸
の
善
い
こ
と
を
生
ぜ
し
め
る

根
本
で
あ
る
か
ら
『
五
根
』
と
名
づ
け
る

」
と
。

。

こ
こ
で

「
諸
の
善
い
こ
と
を
生
ぜ
し
め
る
根
本
で
あ
る
」
と

、

さ
れ
る
五
根
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
「
信
」
に

つ
い
て
少
し
検
討
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
慢

の
と
こ
ろ
で
も
触
れ
ま
し
た
よ
う
に
、
善
い
こ
と
も
他
人
に
対
し

て
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
現
在
で
は
、
多
く
の
人
に
と
っ
て
「
善

い
こ
と
は
自
分
に
都
合
の
善
い
こ
と
」
に
成
り
下
が
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
現
代
社
会
か
ら
、
真
に
善
い
こ
と
が

消
え
て
、
悪
い
こ
と
ば
か
り
が
目
立
ち
、
社
会
が
崩
壊
の
危
機
に

瀕
し
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
実
は
、
信
を
取
り
戻
す
こ
と

が
、
現
代
社
会
の
も
っ
と
も
緊
急
を
要
す
る
課
題
に
な
っ
て
い
る

の
で
す
。

さ
て
、
こ
の
信
は
、
勿
論
、
基
本
的
に
は
、
信
仰
の
こ
と
を
指

し
て
い
ま
す
。
で
も
、
前
述
の
よ
う
に
、
昔
と
違
い
、
現
代
の
よ

う
に
あ
ら
ゆ
る
人
か
ら
信
仰
が
失
わ
れ
て
来
て
い
ま
す
の
で
、
信

を
ど
う
取
り
戻
せ
る
の
か
が
、
い
ず
れ
大
問
題
に
な
っ
て
く
る
と

思
う
の
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
信
と
は
何
な
の
か
を
、
も
っ
と

明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

老
子
は
第
二
十
一
章
で
信
に
触
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は
、
そ
の

解
説
を
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
真
の
信
は
、
自
己
と
他
己
が

統
合
さ
れ
た
と
き
十
全
に
働
く
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
捉
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
信
と
は
、
自
己
肥
大
し
、
他
己
萎
縮
し
て
、
自
己

と
他
己
の
統
合
が
取
れ
な
い
人
に
は
、
ど
ん
な
に
そ
れ
が
「
善
い
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こ
と
を
す
る
根
本
で
あ
る
」
と
説
い
て
み
て
も
、
あ
た
ま
で
理
解

す
る
だ
け
で
、
ほ
と
ん
ど
効
果
が
な
い
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

信
仰
を
取
り
戻
す
に
は
、
今
の
教
育
が
目
指
し
て
い
ま
す
よ
う

な
「
あ
た
ま
」
で
は
な
く
て
、
ま
ず
、
他
己
を
育
て
る
こ
と
が
不

可
欠
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
は
、
他
己
は
、
ど
う
す
れ

ば
育
つ
の
で
し
ょ
う
か
。
決
定
的
に
言
え
ま
す
の
は
、
他
己
が
育

っ
た
人
と
接
す
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
も
う
こ
の
世
を
去
っ
た

過
去
の
人
で
も
、
そ
の
著
書
を
通
じ
て
接
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
ま

。

、

、

、

す

ま
た

他
己
が
育
つ
た
め
に
は

も
う
一
つ
の
条
件
と
し
て

何
ら
か
の
「
苦
」
の
体
験
が
い
り
ま
す
。

現
代
の
よ
う
に
、
経
済
的
に
豊
か
に
な
っ
て
、
自
己
肥
大
・
他

己
萎
縮
が
進
行
し
ま
す
と
、
人
々
の
最
高
の
苦
は
、
他
者
と
こ
こ

ろ
を
通
わ
す
こ
と
が
で
き
な
い
苦
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
人

間
の
本
質
に
属
す
る
か
ら
で
す
。
そ
れ
が
、
人
間
の
人
間
た
る
ゆ

え
ん
の
こ
と
に
属
す
る
か
ら
で
す
。
で
も
、
そ
れ
が
、
い
ま
、
経

済
的
豊
か
さ
の
為
に
、
そ
の
苦
を
見
つ
め
る
の
で
は
な
く
て
、
そ

の
苦
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
、
欲
望
（
食
欲
・
性
欲
・
優
越
欲
）
や

情
緒
や
気
分
を
追
求
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
忘
れ
よ
う

と
し
て
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
い
ち
い
ち
指
摘
し
ま
せ
ん
が
、
そ

の
歪
み
（
病
理
）
は
社
会
の
随
所
に
現
れ
て
い
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
日
本
人
が
人
間
性
（
信
仰
）
を
取
り
戻
す
に
は
、

経
済
的
な
貧
し
さ
か
、
も
し
く
は
、
も
っ
と
社
会
病
理
が
進
行
す

る
か
し
て
、
人
々
が
苦
し
み
か
ら
逃
避
で
き
な
い
状
況
が
出
現
す

る
こ
と
が
、
逆
説
的
で
す
が
、
必
要
な
よ
う
に
思
え
て
し
ま
い
ま

す
。残

り
の
四
つ
「
精
進
（
勤
）
と
念
と
定
と
慧
」
で
す
が
、
な
じ

み
の
薄
い
の
は

「
念
」
で
す
。
こ
れ
は
、
色
々
な
意
味
が
あ
る

、

、

。

の
で
す
が

基
本
的
に
は
対
象
を
記
憶
し
て
忘
れ
な
い
働
き
で
す

他
の
精
進
、
定
、
慧
は
、
何
度
も
出
ま
し
た
の
で
省
略
し
ま
す
。

最
後
の
４
「
五
つ
の
執
着
」
に
進
み
ま
す
。
訳
注
に
は
、
次
の

よ
う
に
あ
り
ま
す

「
貪
り
と
怒
り
と
迷
妄
と
高
慢
と
誤
っ
た
見

。

解
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
執
着
を
起
こ
さ
せ
る
も
と
で
あ
る
か
ら

『
五
著
』
と
名
づ
け
る

」
と
。

。

「
貪
り
」
と
「
怒
り
」
と
「
誤
っ
た
見
解
」
は
三
毒
そ
の
も
の

で
す

「
迷
妄
」
は
、
道
理
に
暗
く
、
誤
っ
た
考
え
を
持
つ
こ
と

。

で
す
。
ま
た

「
高
慢
」
は
、
す
で
に
出
ま
し
た
「
慢
」
と
同
じ

、

で
、
高
ぶ
っ
て
人
を
あ
な
ど
る
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
「
五
つ
の
束
縛
（
＝
貪
・
瞋
恚
・
有
身
見
・
戒
禁

取
見
・
疑

」
を
断
ち

「
五
つ
の
束
縛
（
＝
貪
・
貪
・
掉
挙
・

）

、

慢
・
無
明

」
を
捨
て

「
五
つ
の
は
た
ら
き
（
＝
信
・
精
進

）

、

（
勤

・
念
・
定
・
慧

」
を
修
め
た
も
の
は

「
五
つ
の
執
着

）

）

、

（

）
」

、

＝
貪
り
・
怒
り
・
迷
妄
・
高
慢
・
誤
っ
た
見
解

を
超
え
て

人
生
の
激
流
を
こ
ち
ら
の
岸
（
此
岸
）
か
ら
、
あ
ち
ら
の
岸
（
彼

岸
）
に
渡
っ
た
人
と
言
え
る
の
で
す
。
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後
記

一
、
寒
さ
が
ぶ
り
返
し
た
よ
う
で
す
。
で
も
、
畑
の
ニ
ラ
は
も
う

芽
を
ふ
い
て
い
ま
す
し
、
梅
の
花
は
も
う
散
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ

に
代
わ
っ
て
、
サ
ク
ラ
ン
ボ
の
花
が
咲
き
始
め
ま
し
た
。
も
う
、

春
は
そ
こ
に
来
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

二
、
先
月
号
で
、
キ
ャ
ベ
ツ
が
鳥
に
食
べ
ら
れ
る
の
で
、
ネ
ッ
ト

を
張
り
な
お
し
た
こ
と
を
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
お
陰
で
、
い
ま

は
ま
っ
た
く
被
害
が
な
く
な
り
ま
し
た
。
暖
か
く
な
っ
て
、
ぐ
ん

ぐ
ん
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す
。
種
を
一
袋
買
っ
て
き
て
、
苗
床
で

育
て
た
苗
を
全
て
植
え
変
え
て
い
ま
す
の
で
、
か
な
り
た
く
さ
ん

採
れ
そ
う
で
す
。

三
、
ま
た
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
先
日
、
植
え
ま
し
た
。
男
爵
と
メ
ー

ク
イ
ー
ン
を
２
㌔
ず
つ
植
え
て
い
ま
す
。

四
、
突
然
、
暗
い
話
に
な
っ
て
恐
縮
で
す
。
い
ま
、
日
本
経
済
も

危
機
的
状
況
に
陥
っ
て
い
ま
す
。
小
泉
総
理
が
就
任
当
初
に
言
っ

て
い
ま
し
た
「
構
造
改
革
な
く
し
て
景
気
回
復
な
し
」
も

「
空

、

念
仏
」
に
終
わ
っ
て
し
ま
い
そ
う
で
す
。
私
は
、
は
じ
め
か
ら
、

「
ほ
ら
吹
き
純
ち
ゃ
ん
」
と
言
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
ま
さ
に
、

構
造
改
革
も
景
気
回
復
も
ほ
ら
だ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て

来
て
い
ま
す
。

五
、
日
本
の
現
状
を
よ
く
見
な
い
で
、
た
だ
ア
メ
リ
カ
の
猿
ま
ね

を
す
る
以
外
に
、
な
ん
の
哲
学
も
思
想
も
持
た
な
い
（
い
や
、
失

礼
、
天
皇
崇
拝
・
神
国
日
本
を
復
活
さ
せ
る
思
想
は
あ
る
の
で
し

た
か
）
で
、
構
造
改
革
を
す
る
と
か
、
景
気
回
復
す
る
と
か
言
っ

て
み
て
も
、
は
じ
め
か
ら
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
わ
け
が
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
す
。
そ
れ
を
あ
た
か
も
で
き
る
よ
う
に
大
言
壮
語

す
る
の
を
「
ほ
ら
」
と
言
わ
ず
し
て
何
と
言
う
の
で
し
ょ
う
か
。

六
、
私
の
言
葉
で
、
日
本
社
会
の
特
徴
を
一
言
で
い
え
ば
、
他
己

不
全
社
会
で
す
。
そ
れ
は
、
社
会
を
維
持
す
る
働
き
を
も
っ
た
、

宗
教
信
仰
、
倫
理
道
徳
、
規
則
規
範
、
伝
統
慣
習
、
行
動
規
範
な

ど
を
喪
失
し
た
社
会
で
す
。

七
、
イ
ラ
ク
を
め
ぐ
る
国
際
社
会
の
動
き
を
み
て
い
ま
す
と
、
世

界
中
が
日
本
の
後
を
追
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。

月
刊

平
成
十
五
年
三
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２

第
十
四
巻

徳
島
県
鳴
門
市
鳴
門
町
高
島

三
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
五
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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