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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
四
巻

四
月
号

愛
・
寛
容
・
慈
悲
の
欠
如

自
己
肥
大

極
致
に
至
り

寛
容
も

慈
悲
も
欠
き
た
る

日
本
に

ど
ん
な
未
来
が

待
ち
受
け
て
い
る

あ
あ

慈
悲
寛
大
も

自
我
没
却
も

い
っ
た
い

ど
こ
い
っ
た
ん
や
ぁ
ー

自
己
に
閉
じ
た
哲
学
者

哲
学
者

自
己
に
閉
じ
た
る

哲
学
で

危
機
を
打
開
と

言
う
愚
か
し
さ

香
川
県
全
国
一
位
の
も
の

香
川
県
が

全
国
一
位
の
も
の

少
年
非
行
発
生
率

交
通
事
故
死
亡
率

児
童
相
談
所
相
談
率
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
一
一
一
）

―

―

空
海
『
即
身
成
仏
義
』
解
説
（
一
四
）

〔

四
）

４
『
大
日
経

「
悉
地
出
現
品
」
と
六
大
説
〕

（

』

―

ま
た
云
く
、
大
日
尊
の
言
（
の
た
ま
わ
）
く

「
金
剛
手
、
諸
（
も
ろ
も
ろ
）
の
如
来
の
意
よ
り
生
じ
て
業

戯
（
ご
っ
け
）
の
行
舞
（
ぎ
ょ
う
ぶ
）
を
作
（
な
）
す
こ
と

有
り
。
広
く
品
類
（
ほ
ん
る
い
）
を
演
（
の
）
べ
た
り
。
四

界
を
摂
持
（
せ
つ
じ
）
し
て
心
王
（
し
ん
の
う
）
を
安
住

し
、
虚
空
に
等
同
な
り
。
広
大
の
見
（
け
ん

・
非
見
の
果

）

（
か
）
を
成
就
し
、
一
切
声
聞
、
○
支
仏
、
諸
の
菩
薩
の
位

を
出
生
（
し
ゅ
っ
し
ょ
う
）
す

」
と
。

。

こ
の
文
は
、
何
の
義
を
か
顕
現
す
る
や
。
謂
く
、
六
大
能

（
よ
）
く
一
切
を
生
ず
る
こ
と
を
表
す
。
何
を
以
て
か
知
る

こ
と
を
得
る
や
。

謂
く
、
心
王
と
は
識
大
な
り
。
摂
持
四
界
と
は
四
大
な

り
。
等
虚
空
と
は
空
大
な
り
。
こ
の
六
大
は
能
生
（
の
う
し

ょ
う
）
な
り
。
見
・
非
見
と
は
、
欲
・
色
界
・
無
色
界
な

り
。
下
は
文
の
如
し
。
即
ち
、
是
れ
所
生
（
し
ょ
し
ょ
う
）

の
法
な
り
。

此
（
か
く
）
の
如
く
の
経
文
は
、
皆
六
大
を
以
て
能
生
と

為
し
、
四
法
身
、
三
世
間
を
以
て
所
生
と
為
す
。
こ
の
所
生

の
法
は
、
上
（
か
み

、
法
身
に
達
し
、
下
（
し
も

、
六

）

）

道
に
及
ぶ
ま
で
、
麁
細
（
そ
さ
い
）
隔
て
あ
り
、
大
小
差
あ

他
と
雖
（
い
え
ど
）
も
、
然
（
し
か
）
れ
ど
も
な
お
六
大
を

出
で
ず
。
故
に
仏
、
六
大
を
説
い
て
法
界
体
性
と
給
う
。

今
回
は
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
第
一
回
目
に
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
『
弘
法
大
師
空
海
全
集
第
二
巻

（
筑
摩
書
房
刊
）
の
中
の

』

松
本
照
敬
訳
注
の
現
代
語
訳
を
、
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

＊

＊

＊

＊

ま
た

『
大
日
経
』
悉
地
出
現
品
に
説
か
れ
て
い
る
。

、

「
大
日
如
来
が
お
説
き
に
な
る
。

『
金
剛
を
手
に
す
る
者

―
―

よ
。
わ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
如
来
の
意
か
ら
生
じ
て
、
人
び
と
を
教

え
導
く
た
め
の
行
為
ふ
る
ま
い
を
為
す
の
で
あ
る
。
広
く
種
々
の

も
の
を
現
し
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
演
じ
さ
せ
、
四
界
を
ま

と
め
保
っ
て
、
精
神
的
な
も
の
に
安
住
さ
せ
、
偏
在
す
る
こ
と
あ

た
か
も
虚
空
に
等
し
い
。
広
大
な
見
え
る
世
界
・
見
え
な
い
世
界

を
完
成
さ
せ
、
さ
ら
に
は
そ
う
し
た
世
界
を
も
超
越
す
る
す
べ
て

の
教
え
を
聞
い
て
さ
と
る
者
・
独
自
に
さ
と
る
者
・
諸
々
の
菩
薩

の
境
地
を
も
生
み
出
す
の
で
あ
る

。
』
」
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質
問
し
て
言
う
。

こ
の
文
章
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
表

―
―

す
の
で
あ
る
か
。

答
え
て
言
う
。

「
六
大
」
が
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
よ
く

―
―

生
ず
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

質
問
し
て
言
う
。

何
を
も
っ
て
、
そ
の
こ
と
を
知
る
こ
と

―
―

が
で
き
る
か
。

答
え
て
言
う
。

〈
精
神
的
な
も
の
〔
心
王

〉
と
は
識
大
の
こ
と
で
あ
る
。

〕

〈
四
界
を
ま
と
め
保
つ
〉
と
い
う
の
は
、
地
・
水
・
火
・
風
の
四

大
の
こ
と
で
あ
る
。

〈
虚
空
に
等
し
い
〉
と
い
う
の
は
、
空
大
で
あ
る
。
こ
れ
ら
「
六

大
」
は

「
生
み
出
す
も
の
」
で
あ
る
。

、

〈
見
え
る
世
界
・
見
え
な
い
世
界
〉
と
は
、
欲
望
を
有
す
る
も
の

の
住
む
世
界
・
清
ら
か
な
物
質
よ
り
成
る
世
界
・
物
質
を
超

。

。

越
し
た
世
界
で
あ
る

そ
れ
以
下
は
経
文
の
ご
と
く
で
あ
る

す
な
わ
ち
「
生
み
出
さ
れ
る
も
の
〔
所
生

」
で
あ
る
。

〕

右
に
あ
げ
た
よ
う
な
経
文
は
、
み
な

「
六
大
」
を
も
っ
て

、

「
生
み
出
す
も
の
」
と
し
、
四
種
類
の
仏
の
身
体
・
三
種
類
の
世

界
を
「
生
み
出
さ
れ
る
も
の
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
「
生
み
出
さ
れ
る
も
の
」
は
、
上
（
か
み
）
は
宇
宙
の
真

理
を
体
現
し
て
い
る
仏
か
ら
、
下
（
し
も
）
は
、
地
獄
・
餓
鬼
・

畜
生
・
修
羅
・
人
・
天
の
六
つ
の
存
在
領
域
の
生
き
も
の
に
及
ぶ

ま
で
、
粗
大
な
も
の
と
微
細
な
も
の
な
ど
の
差
異
が
あ
る
。
た
だ

し
、
大
小
の
差
が
あ
る
と
は
い
っ
て
も
、
な
お

「
六
大
」
を
超

、

え
出
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
仏
は

「
六
大
」
を
説
い

、

て
、
宇
宙
の
本
体
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

＊

＊

＊

＊

こ
こ
で
は

『
大
日
経
』
悉
地
出
現
品
に
基
づ
い
て
「
六
大
」

、

が
、
人
間
精
神
を
含
め
て
、
こ
の
世
の
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
生
み
出

す
「
宇
宙
の
本
体

、
哲
学
的
に
言
い
ま
す
と
「
宇
宙
根
源
の
原

」

理
」
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
す
が
、
注
意
し
な
け
れ
ば

、「

」

、

な
ら
な
い
こ
と
は

六
大

の
地
・
水
・
火
・
風
・
空
な
ど
は

、

、

い
ず
れ
も
物
理
的
に
こ
の
世
に
存
在
す
る
も
の
で
す
の
で

つ
い

そ
れ
に
具
体
的
に
思
い
が
い
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
う
し
た
物
理
的

な
も
の
が
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
生
み
出
す
と
言
っ
て
い
る
、
と
考

え
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
ら
は
、
論
理
的
な
概
念
と
し
て
構
成
さ
れ
た
も
の
な
の
で

す
。
前
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
解
脱
の
境
地
に
基
づ
い
て
、
解
脱

に
も
っ
と
も
至
り
や
す
い
よ
う
に
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
も
の
な
の

で
す
。

な
お

「
四
種
類
の
仏
の
身
体
・
三
種
類
の
世
界
」
と
は
何
な

、

の
か
、
に
つ
き
ま
し
て
は
、
本
年
二
月
号
を
ご
参
照
下
さ
い
。
ま

た
、
そ
の
他
の
概
念
（
言
葉
）
に
つ
き
ま
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
に

取
り
上
げ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
こ
を
ご
参
照
下
さ
い
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

気

付

け

ず

病

む

自
ら
の

執
ら
わ
れ
知
れ
ず

哀
れ
な
り

こ
こ
ろ
が
病
み
て

身
体
病
み
け
り

視

界

ゼ

ロ

の

時

代

独
り
よ
が
り
の
言
論
や

自
分
だ
け
が

物
知
り
顔
を
し
て

あ
れ
こ
れ
言
い
募
る
議
論
が

多
い
と
い
う

な
の
に

一
人
と
し
て

先
の
見
え
る
人
が

い
な
い

民

間

出

の

校

長

自

殺

広
島
で

民
間
出
身
の
校
長
が

自
殺
し
た

う
つ
病
だ
っ
た
と
い
う

責
任
感
が
強
く

真
面
目
な
人
だ
っ
た
に

ち
が
い
な
い

教
育
界
を

よ
く
し
よ
う
と
す
る

過
重
な
期
待
が

一
人
の
人
間
を

死
へ
と
追
い
や
っ
た

校
長
を
代
え
た
ぐ
ら
い
で

学
校
が
よ
く
な
る
と

考
え
る
こ
と
自
体
が

間
違
い
だ

な
ぜ
な
ら

今
の
教
育
を
支
え
る

教
育
哲
学
そ
の
も
の
が

間
違
っ
て
い
る
の
だ
か
ら

日

本

核

武

装

論

ア
メ
リ
カ
で

日
本
核
武
装
論
が

提
唱
さ
れ
て
い
る
と
い
う

北
朝
鮮
の
核
武
装
に

対
抗
す
る
た
め

日
本
・
韓
国
も

核
武
装
し
た
い
な
ら

し
た
ら
ど
う
か

と
い
う
も
の

い
よ
い
よ
日
本
に
も

核
武
装
の
時
代
が

や
っ
て
来
る

執

着

す

れ

ば

不

幸

せ

自
ら
に

執
着
す
る
を

幸
せ
と

思
い
違
い
て

不
幸
に
な
り
ぬ

知

ら

ず

業

を

背

負

わ

す

迷
惑
を

か
け
な
き
ゃ
い
い
と

言
う
け
れ
ど

他
者
に
背
負
わ
す

業
ぞ
最
大
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国

家

神

道

の

復

活

教
育
基
本
法
の
改
正
原
案
に

愛
国
心
と

宗
教
的
情
操
の
育
成
を

盛
り
込
み
た
い
自
民
党

与
党
な
の
に

抵
抗
す
る
公
明
党

だ
っ
て
ぇ
ー

愛
国
心
に
宗
教
と
く
れ
ば

日
蓮
宗
で
は
な
く
て

国
家
神
道
の

復
活
な
の
で
し
ょ
う
？

閉

じ

て

い

な

が

ら

自
ら
は

閉
じ
て
い
な
が
ら

他
人
に
は

お
の
れ
押
し
つ
け

好
意
欲
し
が
る

あ

た

ま

だ

け

発

達

あ
た
ま
だ
け

発
達
し
て
る

現
代
人

か
ら
だ
と
こ
こ
ろ

ま
す
ま
す
し
ぼ
む

ど
こ
ま
で
も

こ
こ
ろ
し
ぼ
め
ば

不
安
定

お
の
れ
を
守
り

お
の
れ
が
滅
ぶ

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト

利

用

法

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

利
用
法
も

い
ろ
い
ろ
あ
る
ね
ぇ
ー

売
春
相
手
を
探
し
た
り

自
殺
相
手
を
探
し
た
り

国

際

社

会

の

崩

壊

各
国
の

利
害
異
な
る

国
際
社
会

利
害
で
動
け
ば

世
界
は
分
裂

待
っ
て
い
る

信

の

無

い

の

に

気

付

け

ど

自
ら
の

こ
こ
ろ
の
中
を

覗
く
ほ
ど

信
を
な
く
し
た

己
に
気
付
く

だ
が
し
か
し

た
と
え
気
付
け
ど

い
か
ん
せ
ん

意
識
で
直
せ
ぬ

業
の
深
さ
よ

な

ら

ず

者

国

家

の

規

制

は

な
ら
ず
者
の

国
家
が
あ
っ
て

悪
事
を
為
す
に

誰
が
そ
れ
を

止
め
る
の
か

国
連
の

安
全
保
障
理
事
会
は

各
国
利
害
が
一
致
せ
ず

悪
事
を
止
め
る

こ
と
で
き
ぬ

さ
て
そ
の
後
は

世
界
秩
序
の

崩
壊
あ
る
の
み
ぞ
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自
作
随
筆
選

引
き
こ
も
り
は
日
本
病

三
月
三
十
日
付
け
毎
日
新
聞
の
「
発
言
席
」
欄
は
、
衆
議
院
議

員
の
田
中
甲
と
い
う
方
が

「
Ｈ
Ｉ
Ｋ
Ｉ
Ｋ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
は
日
本

、

病
」
と
題
し
て
、
投
稿
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
方
は
、
国
会
議

員
約
二
十
六
人
に
よ
る
「
引
き
こ
も
り
問
題
対
策
議
員
連
盟
」
の

幹
事
を
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。

引
き
こ
も
り
が
、
一
〇
〇
万
人
を
超
え
、
年
々
、
増
え
続
け
て

い
て
「
背
景
に
あ
る
大
き
な
問
題
に
取
り
組
ま
な
い
と
手
遅
れ
に

な
る
」
と
の
危
機
感
か
ら
、
国
会
内
で
も
議
員
の
有
志
の
方
が
集

ま
っ
て
、
勉
強
会
を
し
て
こ
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

、

、

。

こ
の
方
は

記
事
の
中
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す

「
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
問
題
が
海
外
の
メ
デ
ィ
ア
か
ら

注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
議
連
の
幹
事
を
務
め
る
私
の
と
こ
ろ

に
は
、
昨
年
よ
り
イ
ギ
リ
ス
の
放
送
局
や
ア
メ
リ
カ
の
新
聞
社
か

ら
の
取
材
が
相
次
い
で
い
る
。
引
き
こ
も
る
若
者
の
問
題
は
海
外

で
は
事
例
が
な
く
日
本
の
国
民
が
作
り
出
す
象
徴
的
な
社
会
問
題

。

、

と
し
て
分
析
が
な
さ
れ
て
い
る
の
だ

彼
ら
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は

日
本
社
会
に
特
徴
的
な
諸
問
題
、
つ
ま
り
、
親
子
関
係
の
弱
さ
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
欠
落
、
本
音
と
建
前
を
使
い
分
け

る
二
重
構
造
、
自
分
を
見
せ
る
こ
と
の
恐
怖
、
人
間
不
信
、
逃
避

性

な
ど
を
”
Ｈ
Ｉ
Ｋ
Ｉ
Ｋ
Ｏ
Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
”
に
重
ね
合
わ
せ
て

―
―

み
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
特
有
の
社
会
病
理
は
『
日
本
と
い

う
国
に
は
真
の
民
主
主
義
が
生
ま
れ
な
い
』
と
い
う
こ
と
ま
で
示

唆
し
て
い
る
と
受
け
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
／
い
わ
ゆ
る
日
本

的
な
し
つ
け
と
教
育
に
よ
っ
て
引
き
こ
も
り
は
生
ま
れ
る
と
い
う

国
内
の
研
究
者
か
ら
は
、
伝
統
的
な
し
つ
け
を
す
る
家
庭
に
こ
そ

多
く
発
生
す
る
と
の
指
摘
も
あ
る
。
日
本
文
化
と
い
う
も
の
自
体

を
改
め
て
議
論
す
べ
き
、
根
の
深
い
問
題
と
い
え
よ
う

」
。

こ
の
方
の
ご
指
摘
の
通
り
、
私
も
、
確
か
に
、
Ｈ
Ｉ
Ｋ
Ｉ
Ｋ
Ｏ

、

。〔

、

Ｍ
Ｏ
Ｒ
Ｉ
は

日
本
特
有
の
問
題
の
よ
う
に
思
い
ま
す

実
は

私
も
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
文
に
し
て
い
ま
す
し

「
ひ
び
き

、

の
さ
と
」
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は

「
ひ
び
き
の
さ
と
ラ
イ
ブ
ラ

、

リ
ー
」
と
し
て
載
せ
て
い
ま
す
。
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

す
。
論
文
名
も
そ
こ
の
業
績
欄
に
載
せ
て
い
ま
す
。
ご
希
望
が
あ

り
ま
し
た
ら
、
抜
き
刷
り
を
お
送
り
い
た
し
ま
す

〕
。

で
も
、
次
の
「
日
本
社
会
に
特
徴
的
な
諸
問
題
」
と
し
て
述
べ

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
引
き
こ
も
り
現
象
の
原
因
で
あ
る
か

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、
賛
成
し
か
ね
ま
す
。

な
る
ほ
ど

「
親
子
関
係
の
弱
さ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能

、

力
の
欠
落
、
本
音
と
建
前
を
使
い
分
け
る
二
重
構
造
、
自
分
を
見
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せ
る
こ
と
の
恐
怖
、
人
間
不
信
、
逃
避
性
」
が
日
本
社
会
に
存
在

す
る
こ
と
は
、
間
違
い
の
な
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
そ

れ
は
、
引
き
こ
も
り
と
次
元
を
同
じ
く
す
る
現
象
で
あ
っ
て
、
そ

の
原
因
で
は
、
決
し
て
な
い
の
で
す
。

ま
し
て
や

「
日
本
と
い
う
国
に
は
真
の
民
主
主
義
が
生
ま
れ

、

な
い
」
と
外
国
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
至

っ
て
は
、
全
く
の
間
違
い
だ
と
思
い
ま
す
。

実
は
、
こ
の
日
本
ほ
ど
民
主
主
義
が
進
ん
で
い
る
国
は
な
い
の

で
す
。
で
も
、
私
は
、
日
本
人
で
こ
の
点
が
理
解
で
き
て
い
る
人

に
出
会
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
す
か
ら
、
外
国
人
に
分
か
ら
な
い

の
は
当
た
り
前
と
言
え
ば
当
た
り
前
な
の
で
す
。

何
度
も
書
い
て
き
ま
し
た
の
で
、
熱
心
な
読
者
の
方
に
は
、
お

分
か
り
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
民
主
主
義
は
、
ど
こ
ま
で
も
「
自

己
（
エ
ゴ
）
追
求
」
の
制
度
な
の
で
す
。
そ
こ
に
は
、
決
定
的
に

他
者
性
（
他
己
）
が
欠
如
し
て
い
ま
す
。

日
本
は
、
も
と
も
と
、
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
と
は
異
な
っ
た
仏

教
国
で
あ
っ
た
上
に
、
太
平
洋
戦
争
後
、
宗
教
を
完
全
に
公
教
育

か
ら
排
除
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
で
、
日
本
人
の
思
想
と
い
え
そ
う
な

も
の
は
「
民
主
主
義
」
の
み
に
な
っ
た
の
で
す
。

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
人
々
の
つ
な
が
り
は
、
私
た
ち
を
超
え
た

、

。

、

絶
対
者
で
あ
る
神
を
通
じ
て

保
た
れ
て
い
る
の
で
す

つ
ま
り

「

」

。

一
人
ひ
と
り
の

個
人

が
神
を
通
じ
て
結
ば
れ
て
い
る
の
で
す

つ
ま
り
、
神
が
人
を
愛
し
て
い
て
下
さ
り
、
私
た
ち
を
こ
の
世
に

贈
っ
て
下
さ
っ
て
い
る
証
（
あ
か
し
）
と
し
て
、
人
々
は
、
神
の

よ
う
に
他
者
を
愛
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
、
神

を
信
じ
る
証
と
し
て
他
者
と
関
係
を
も
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

を
意
味
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に
は
、
自
分
の
信
仰
と
存

在
そ
の
も
の
の
証
と
し
て
の
強
い
他
者
性
が
あ
る
の
で
す
。

他
方
、
日
本
の
中
心
的
な
宗
教
だ
っ
た
仏
教
で
は
、
日
本
人
が

（

）

、

古
来
か
ら
持
っ
て
い
た
宥
和

ゆ
う
わ

的
な
心
性
と
合
致
し
て

人
々
の
結
び
つ
き
は
、
互
い
の
「
情
動
の
共
有
」
を
通
じ
て
行
わ

れ
て
き
た
の
で
す
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
と
違
っ
て
、
仏
と
い

う
私
た
ち
を
超
え
た
絶
対
者
を
媒
介
と
す
る
の
で
は
な
く
、
直
接

的
に
私
た
ち
自
身
が
仏
を
宿
す
も
の
と
し
て
、
他
者
と
関
係
を
も

つ
の
で
す
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
具
体
的
に
言
い
ま
す
と
、
他
者
の

痛
み
を
我
が
痛
み
と
し
、
他
者
の
喜
び
を
我
が
喜
び
と
し
て
、
人

々
が
結
ば
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
日
本
で
は
、
人
が
死

ね
ば
「
成
仏
」
し
た
と
言
わ
れ
ま
す
よ
う
に
、
人
々
は
み
ん
な
仏

を
宿
し
た
も
の
と
し
て
互
い
に
関
係
を
も
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ

れ
が
他
者
性
の
根
幹
だ
っ
た
の
で
す
。

で
は
、
こ
う
し
た
、
日
本
人
に
特
有
な
精
神
構
造
に
と
っ
て
代

、

、

わ
っ
て

民
主
主
義
の
み
が
自
分
を
支
え
る
思
想
と
な
っ
た
の
は

ど
う
し
て
な
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、
そ
れ
が
、
い
ま
の
日
本
が

陥
っ
て
い
る
様
々
な
社
会
病
理
現
象
の
根
本
的
な
原
因
を
作
っ
て
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い
る
の
で
す
。
以
下
、
少
し
検
討
し
て
い
き
ま
す
。

千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
日
本
人
の
精
神
的
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
を
な

し
て
き
た
仏
教
に
お
け
る
、
人
と
人
の
結
び
つ
き
方
に
つ
い
て
見

ま
し
た
が
、
こ
れ
は
、
実
は
徐
々
に
で
は
あ
り
ま
す
が
、
日
本
で

は
、
失
わ
れ
て
来
て
い
た
の
で
す
。

そ
れ
は
、
例
え
ば
、
江
戸
時
代
で
言
い
ま
す
と
、
江
戸
幕
府
に

よ
っ
て
檀
家
制
度
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
僧
侶
が
堕
落
し
て
、
ど
ん

。

、

ど
ん
と
葬
式
仏
教
化
が
進
む
こ
と
に
見
ら
れ
る
の
で
す

つ
ま
り

仏
教
は
日
常
生
活
で
の
宗
教
と
し
て
の
役
割
を
果
た
さ
な
く
な
り

つ
つ
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
状
況
の
上
に
、
だ
か
ら
こ
そ
と
い

う
べ
き
か
、
明
治
四
年
に
欧
米
に
追
い
つ
き
追
い
越
す
た
め
に
、

廃
仏
毀
釈
令
を
出
し
て
仏
教
を
捨
て
キ
リ
ス
ト
教
を
模
し
た
「
国

家
神
道
」
を
取
り
入
れ
ま
し
た
（
し
か
し
、
そ
れ
も
、
太
平
洋
戦

争
の
敗
戦
に
よ
っ
て
捨
て
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
が

。
）

で
も
、
日
本
人
特
有
の
仏
教
的
な
、
人
と
宥
和
し
て
暮
ら
し
て

い
く
と
い
う
精
神
構
造
そ
の
も
の
の
在
り
方
は
、
明
治
以
降
も
当

分
は
、
か
な
り
存
在
し
続
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
，
と
思
う
の

で
す
。

そ
れ
が
、
太
平
洋
戦
争
の
敗
戦
後
、
軍
国
主
義
に
代
わ
る
民
主

主
義
の
導
入
と
と
も
に
、
こ
の
日
本
の
古
き
、
良
き
精
神
構
造
ま

で
も
、
軍
国
主
義
を
支
え
た
悪
し
き
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
、

「

」

、

民
主
主
義
に
求
め
ら
れ
る

個
の
確
立

に
反
す
る
も
の
と
し
て

徹
底
的
に
排
除
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
徐
々
に
失
わ
れ
て
来

て
い
た
も
の
が
、
加
速
度
的
に
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

そ
の
結
果
が
、
先
に
出
て
き
ま
し
た

「
親
子
関
係
の
弱
さ
、

、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
欠
落
、
本
音
と
建
前
を
使
い
分
け

る
二
重
構
造
、
自
分
を
見
せ
る
こ
と
の
恐
怖
、
人
間
不
信
、
逃
避

性
」
の
諸
現
象
と
な
っ
て
現
れ
て
い
る
の
で
す
。

こ
こ
に
出
て
い
ま
す
諸
現
象
は
、
何
れ
も
他
者
性
（
他
己
）
を

欠
い
た
人
の
特
徴
な
の
で
す
。
他
己
が
弱
体
化
し
ま
す
と
、
基
本

的
に
他
者
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
他
者
は
、
常
に
自
分

の
た
め
の
手
段
と
し
て
し
か
意
味
を
持
た
な
く
な
っ
て
く
る
の
で

す
。
自
分
に
利
益
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
、
自
分
を
支
持
し
て
く

れ
る
も
の
だ
け
が
、
つ
ま
り
、
自
分
に
利
用
価
値
の
あ
る
も
の
だ

、

。

、

け
が

自
分
に
意
味
を
も
つ
存
在
な
の
で
す

そ
う
な
り
ま
す
と

必
然
的
に
家
庭
内
に
あ
っ
て
も
お
互
い
は
、
利
用
し
あ
う
存
在
で

し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

引
き
こ
も
り
は
、
こ
う
し
た
状
況
で
お
こ
っ
て
い
る
の
で
す
。

家
庭
の
中
で
は
、
い
わ
ゆ
る
力
、
腕
力
は
言
う
に
及
ば
ず
、
精
神

力
で
も
勝
っ
て
い
る
の
は
、
若
者
で
す
。
若
者
が
、
子
で
あ
る
こ

と
を
よ
い
こ
と
に
甘
え
て
、
力
で
親
を
支
配
し
、
自
分
勝
手
に
、

自
堕
落
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
（
勿
論
、
対
人
恐
怖
症
や
赤
面
恐

怖
症
、
あ
る
い
は
、
外
出
や
人
と
会
う
こ
と
を
恐
れ
る
よ
う
な
恐

怖
症
な
ど
の
精
神
病
理
を
含
ん
だ
も
の
も
あ
る
で
し
ょ
う
が

。
）
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最
後
に
、
引
用
に
あ
り
ま
し
た
、
引
き
こ
も
り
は

「
国
内
の

、

研
究
者
か
ら
は
、
伝
統
的
な
し
つ
け
を
す
る
家
庭
に
こ
そ
多
く
発

生
す
る
と
の
指
摘
も
あ
る
」
と
い
う
記
述
に
つ
い
て
、
コ
メ
ン
ト

し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
こ
の
記
述
を
読
み
ま
す
と
す
ぐ
思
い
出
す
本
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
、
平
井
信
義
著
の
『
平
井
信
義
の
し
つ
け
無
用
論
』

（
く
も
ん
出
版
刊
）
で
す
。
こ
の
方
の
「
著
者
」
紹
介
に
よ
り
ま

す
と

「
小
児
医
学
と
臨
床
心
理
の
両
面
か
ら
、
幼
児
期
か
ら
思

、

春
期
に
至
る
ま
で
の
子
ど
も
の
諸
問
題
を
研
究
」
さ
れ
て
お
り
、

多
数
の
著
書
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

因
み
に
、
私
の
蔵
書
リ
ス
ト
で
調
べ
て
み
ま
し
た
ら
、
こ
の
方

が
監
修
し
た
り
、
共
著
者
で
第
一
著
者
に
な
っ
た
り
し
た
本
を
含

め
て
著
書
が
全
部
で
四
二
冊
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
よ
く
読

ま
れ
、
大
き
な
影
響
を
与
え
て
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

さ
て
、
こ
の
方
の
主
張
で
す
が
、
こ
の
方
は
徹
底
し
た
「
自
由

保
育
」
を
提
唱
さ
れ
て
い
ま
す
。

例
え
ば

「
よ
み
が
え
れ
、
自
由
保
育

（
明
治
図
書
刊
）
と

、

」

い
う
本
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
幼
稚
園
の
園
長
に
対
し
て
「
園
長

ば
か
、
園
長
じ
じ
い
、
園
長
と
ん
ま
、
園
長
か
い
じ
ゅ
う
、
園
長

あ
ほ
う
、
園
長
ぶ
た
」
な
ど
と
、
子
ど
も
が
「
自
由
」
に
、
か
つ

「
創
造
」
的
に
自
分
の
感
情
を
表
現
す
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。

実
は
、
こ
の
『
こ
こ
ろ
の
と
も
』
で
も
、
最
近
の
子
ど
も
た
ち

の
「
傍
若
無
人
ぶ
り
」
や

「
幼
稚
園
教
育
の
問
題
性
」
に
つ
き

、

ま
し
て
は
何
度
か
取
り
上
げ
ま
し
た
が
、
そ
の
原
因
が
、
こ
の
方

の
書
か
れ
た
本
に
あ
っ
た
の
か
と
、
思
え
る
ほ
ど
で
す
。

こ
の
方
は
、
前
述
の
引
き
こ
も
り
が
「
伝
統
的
な
し
つ
け
を
す

る
家
庭
に
こ
そ
多
く
発
生
す
る
」
と
、
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
え
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
な
し
つ
け

を
否
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
伝
統
的
な
し
つ
け
を
す
る
こ
と

が
、
子
ど
も
た
ち
を
問
題
を
も
つ
子
に
育
て
る
と
考
え
て
お
ら
れ

る
か
ら
で
す
。

そ
れ
は
、
例
え
ば
、
こ
の
方
の
書
か
れ
た
本
に
出
て
く
る
次
の

よ
う
な
記
述
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
す

「
子
ど
も
に
服
従
を
迫
る

。

教
師
や
保
育
者
は
、
ご
う
慢
で
、
非
人
格
的
な
人
間
で
あ
る

、
」

「
ま
わ
り
の
人
の
こ
と
を
気
に
せ
ず
、
自
分
の
あ
り
の
ま
ま
の
気

持
ち
を
表
現
し
、
思
い
つ
い
た
こ
と
を
気
が
ね
な
く
行
動
に
現
し

て
い
く
子
ど
も
が
素
晴
ら
し
い

「
他
人
を
意
識
し
て
行
動
し

」
、

た
り
、
他
人
に
気
兼
ね
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
子
ど
も
の
個
性
の

発
達
を
妨
げ
る
」
な
ど
。

要
す
る
に
こ
の
方
の
主
張
は

「
自
己
（
エ
ゴ

」
の
育
成
が

、

）

第
一
で

「
他
己
」
は
「
自
己
」
を
育
て
れ
ば
、
勝
手
に
育
つ
も

、

の
だ
と
考
え
て
お
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
さ
に
引
き
こ

も
る
若
者
た
ち
の
精
神
構
造
そ
の
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
一
二
一
）

―
法
句
経
解
説
―

（
三
七
一
）
修
行
僧
よ
。
瞑
想
せ
よ
。
な
お
ざ
り
に
な
る

な
。
汝
の
心
を
欲
情
の
対
象
に
向
け
る
な
。
な
お
ざ
り
の
ゆ

え
に
鉄
丸
を
呑
む
な

（
灼
熱
し
た
鉄
丸
で
）
焼
か
れ
る
と

。

き
に

「
こ
れ
は
苦
し
い
！
」
と
い
っ
て
泣
き
叫
ぶ
な
。

、

こ
の
偈
で
は
、
修
行
僧
へ
の
語
り
か
け
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、

一
般
の
人
に
も
当
て
は
ま
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
の
つ
も
り
で

解
説
し
ま
す
。

ま
ず

「
瞑
想
せ
よ
」
で
す
が
、
こ
の
『
こ
こ
ろ
の
と
も
』
で

、

も
た
び
た
び
、
瞑
想
す
べ
き
こ
と
を
お
勧
め
し
て
き
ま
し
た
が
、

で
は
、
な
ぜ
、
そ
れ
が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
。

、

、

、

読
者
の
方
に
は

も
う
お
分
か
り
だ
と
思
い
ま
す
が

人
間
は

難
儀
な
こ
と
に
、
い
く
ら
「
こ
う
こ
う
し
よ
う
」
と
「
あ
た
ま
」

で
思
っ
て
も

「
こ
こ
ろ
」
は
勝
手
に
動
い
て
し
ま
い
、
言
う
こ

、

、

。

と
や

為
す
こ
と
を
統
制
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
か
ら
な
の
で
す

た
と
え
ば
、
自
分
が

「
節
制
し
て
健
康
に
な
ろ
う

」
と
か
、

、

、

「
幸
せ
に
な
ろ
う
」
と
か

「
悪
い
こ
と
を
し
な
い
で
、
善
い
こ

、

と
を
し
よ
う
」
と
思
っ
て
も
、
瞑
想
し
な
い
限
り
、
そ
う
は
で
き

な
い
の
で
す
。

実
は
、
瞑
想
し
な
い
限
り
、
幸
せ
と
は
何
な
の
か
、
悪
と
は
、

善
と
は
、
何
な
の
か
さ
え
も
分
か
ら
な
い
の
で
す
。

い
ま
、
多
く
の
人
は
、
権
力
を
得
た
り
、
有
名
に
な
っ
た
り
、

お
金
が
た
ま
っ
た
り
、
何
か
の
賞
を
も
ら
っ
た
り
す
る
こ
と
が
、

幸
せ
だ
と
思
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
善
だ

と
思
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。

で
も
、
そ
ん
な
事
は
、
と
て
も
空
し
い
こ
と
で
す
し
、
間
違
い

で
す
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
こ
と
は
、
自
分
自
身
で
決
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
か
ら
で
す
。
必
ず
、
他
者
の
決
定
に
依
存
し
て
い
る
か

。

、

、

、

、

、

ら
で
す

ま
た

権
力
で
も

お
金
で
も

名
誉
で
も

得
れ
ば

い
つ
か
は
失
う
（
死
ね
ば
必
ず
失
う
）
の
で
す
が
、
そ
の
時
、
多

く
は
悲
し
み
を
伴
う
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
不
幸
を
か
こ
つ
こ
と

に
な
る
か
ら
で
す
。

最
高
の
幸
せ
は

「
何
は
な
く
て
も

、
毎
日
、
こ
こ
ろ
が
満

、

」

た
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
こ
こ
ろ
の
中
に
、
常
に
、
幸
福
感
が

み
な
ぎ
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
た
だ
一
つ
の
不
満
は
、
多
く
の
人

が
自
分
と
同
じ
よ
う
な
幸
せ
を
味
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
な
の
で

す
。

あ
ら
ゆ
る
人
を
救
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
す
。
で
も
、
そ
れ

に
執
ら
わ
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
こ
う
な
る
た
め
に
は
瞑
想
が
い
り
ま
す
。
い
つ
も
言
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い
ま
す
、
ヨ
ー
ガ
や
坐
禅
や
読
経
な
ど
が
い
る
の
で
す
。
そ
う
し

て
い
る
時

は
じ
め
て
自
分
が

言
っ
た
り

し
た
り

思

、

「

」
、
「

」
、
「

っ
た
り
」
す
る
こ
と
が
、
悪
を
為
す
こ
と
に
な
ら
ず
、
善
を
為
す

こ
と
に
な
る
の
で
す
。
以
下
の
解
説
は
省
略
し
ま
す
。

（
三
七
二
）
明
ら
か
な
知
慧
の
無
い
人
に
は
精
神
の
安
定
統

一
が
無
い
。
精
神
の
安
定
統
一
し
て
い
な
い
人
に
は
明
ら
か

な
知
慧
が
無
い
。
精
神
の
安
定
統
一
と
明
ら
か
な
知
慧
と
が

そ
な
わ
っ
て
い
る
人
こ
そ
、
す
で
に
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
の
近
く

に
い
る
。

こ
こ
で
難
し
い
こ
と
ば
は
「
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
」
で
す
が
、
既
に

何
度
か
出
て
き
た
と
思
い
ま
す
。
日
本
語
で
は
「
涅
槃
寂
静
」
と

訳
さ
れ
ま
す
。
意
味
は
、
さ
と
り
の
境
地
の
こ
と
で
、
煩
悩
へ
の

執
着
が
消
滅
し
、
こ
こ
ろ
が
平
安
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
智
慧
（
知
慧
）
は
、
一
般
に
も
よ
く
使
わ
れ
る
こ

と
ば
で
す
が
、
果
し
て
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。

悪
い
こ
と
ば
な
の
で
す
が
、
か
つ
て
、
知
的
障
害
者
の
こ
と
を

「
智
慧
お
く
れ
」
と
呼
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
っ
た
く
間

違
っ
た
使
い
方
で
す
。
こ
の
使
い
方
は
、
智
慧
を
知
的
な
能
力
の

こ
と
と
し
て
使
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
は
、
知
識
の
量

や
言
語
を
操
る
能
力
な
ど
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。
で
も
、
智

慧
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
知
識
が
多
く
（
も
の
知
り
）
で
、

言
語
能
力
が
高
く
て
も
、
智
慧
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
で
す
。

智
慧
は
、
実
際
の
現
場
的
状
況
で
、
間
違
い
を
犯
さ
な
い
（
悪
を

な
さ
な
い
で
、
善
を
な
す
）
直
観
的
・
直
接
的
な
力
な
の
で
す
。

そ
れ
は
、
知
識
の
量
や
言
語
能
力
と
は
、
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
い

い
ほ
ど
関
係
は
な
い
の
で
す
。

次
に

「
精
神
の
安
定
統
一
」
で
す
が
、
私
の
人
間
精
神
の
心

、

理
学
モ
デ
ル
で
言
い
ま
す
と

「
自
己
」
と
「
他
己
」
の
バ
ラ
ン

、

ス
（
均
衡
・
安
定
）
が
と
れ
て
い
て
、
か
つ

「
自
我

人
格
」

、

―

―

―

―

―

「
認
知

言
語

「
感
覚

運
動

「
情
動

感
情

「
精
髄

」

」

」

」

。

神
髄

の
各
精
神
機
能
領
域
間
の
統
合
が
取
れ
て
い
る
状
態
で
す

一
言
で
い
い
ま
す
と
、
無
意
識
（
潜
在
意
識
）
の
精
髄
と
神
髄
が

統
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
意
識
水
準
で
す
と
「
自
我

人
―

格
」
の
働
き
が
完
全
に
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

そ
れ
は
、
知
的
能
力
が
優
れ
て
い
て
、
情
緒
も
安
定
し
て
い
る

だ
け
で
は
達
成
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
多
く
は
、
今
の
政
治
家

や
実
業
家
や
高
級
官
僚
の
よ
う
に
、
心
臓
に
毛
が
生
え
て
い
て
、

悪
賢
い
（
ず
る
賢
い
）
だ
け
で
す
。

そ
れ
は
、
人
生
へ
の
深
い
洞
察
が
あ
り
、
何
が
善
い
こ
と
で
、

何
が
悪
い
か
が
ハ
ッ
キ
リ
と
分
か
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
幸
福
で

言
い
ま
す
と
、
絶
対
的
な
幸
福
に
至
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
真
言

密
教
で
言
い
ま
す
と
、
解
脱
し
て
、
大
楽
に
至
っ
て
い
る
こ
と
で

す
。
こ
こ
ろ
を
磨
く
修
行
を
し
た
と
き
だ
け
そ
う
な
れ
ま
す
。
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後
記

一
、
よ
く
天
気
が
変
わ
り
、
雨
が
よ
く
降
り
ま
す
。
今
年
は
、
畑

の
池
の
水
が
、
常
に
、
ほ
と
ん
ど
満
水
で
す
。

二
、
満
開
の
桜
の
美
し
さ
は
、
い
つ
見
て
も
、
こ
こ
ろ
を
打
た
れ

ま
す
。
日
本
人
は
桜
が
大
好
き
な
よ
う
で
、
い
た
る
所
に
植
え
て

あ
っ
て
、
目
を
楽
し
ま
せ
て
く
れ
ま
す
。
世
間
は
、
乱
れ
き
っ
て

い
ま
す
が
、
桜
の
美
し
さ
は
、
い
に
し
え
の
時
代
と
変
わ
ら
な
い

よ
う
で
す
。

三
、
畑
で
、
先
日
、
カ
ヤ
（
す
す
き
）
で
お
お
っ
て
あ
っ
た
里
芋

を
全
部
、
掘
り
出
し
、
種
芋
と
し
て
適
当
な
大
き
さ
の
も
の
を
選

ん
で
植
え
ま
し
た
。
三
種
類
、
植
え
て
い
ま
す
。
里
芋
に
は
、
多

く
の
品
種
が
あ
る
よ
う
で
す
。

四
、
一
月
中
旬
に
植
え
て
い
た
、
食
べ
残
し
の
芽
の
出
た
タ
マ
ネ

ギ
が
、
ど
ん
ど
ん
芽
が
育
っ
て
、
今
、
ネ
ギ
と
し
て
収
穫
し
て
、

食
べ
て
い
ま
す
。
野
菜
炒
め
に
し
ま
す
と
、
と
て
も
甘
く
お
い
し

。

、

。

く
頂
け
ま
す

み
な
さ
ん
も

試
さ
れ
た
ら
い
か
が
で
し
ょ
う
か

五
、
春
野
菜
の
種
を
い
ろ
い
ろ
蒔
い
て
い
ま
す
。

六
、
今
年
も
、
つ
く
し
を
何
度
も
採
っ
て
き
て
、
は
か
ま
の
と
こ

ろ
を
鋏
で
切
っ
て
、
炒
め
、
た
ま
ご
と
じ
に
し
て
食
べ
ま
し
た
。

ち
ょ
っ
と
苦
み
が
あ
っ
て
美
味
し
く
頂
け
ま
し
た
。

七
、
い
ま
の
幼
児
教
育
は
問
題
だ
、
と
い
う
思
い
を
ず
っ
と
持
っ

。

、

、

て
い
ま
し
た

た
と
え
ば

私
た
ち
の
し
た
学
習
障
害
の
研
究
で

小
学
校
一
年
か
ら
中
学
校
三
年
ま
で
、
多
く
の
親
ご
さ
ん
に
、
ア

ン
ケ
ー
ト
へ
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
し
た
が
、
そ
の
際
、
何
か
問

題
が
あ
れ
ば
書
い
て
下
さ
い
と
言
っ
た
と
こ
ろ
、
一
番
、
問
題
行

動
を
訴
え
ら
れ
た
の
は
、
小
学
校
一
年
生
と
二
年
生
を
お
持
ち
の

お
母
さ
ん
方
で
し
た
。
驚
き
ま
し
た
。
ま
た
、
い
ま
「
小
一
プ
ロ

ブ
レ
ム
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
で
す
し
、
小
学
校
で
担
任
希

望
を
と
れ
ば
、
一
年
や
二
年
に
は
希
望
が
少
な
い
よ
う
で
す
。
こ

れ
は
、
日
本
の
幼
児
教
育
が
問
題
を
持
つ
証
拠
の
よ
う
に
思
え
ま

す
。
そ
の
一
つ
の
原
因
が
、
随
筆
で
も
取
り
上
げ
ま
し
た
が
、
幼

児
教
育
観
の
間
違
い
に
あ
る
よ
う
で
す
。

八
、
全
体
的
に
も
、
教
育
観
の
間
違
い
は
深
刻
だ
と
思
い
ま
す
。

月
刊

平
成
十
五
年
四
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

四
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
六
○
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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