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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
四
巻

七
月
号

人
間
に
癒
さ
れ
な
い

い
ま

人
間
が
人
間
に

癒
さ
れ
な
く
な
っ
て
き
た

そ
の
分
だ
け

動
物
に

植
物
に

音
楽
に

運
動
に

趣
味
に

癒
さ
れ
る

日
本
が
誇
る
文
化

日
本
が
世
界
に
誇
る
文
化

ま
ん
が

援
助
交
際

引
き
こ
も
り
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
一
一
四
）

―

―

空
海
『
即
身
成
仏
義
』
解
説
（
一
七
）

〔

五
）

２

『
金
剛
頂
経
』
の
四
種
曼
荼
羅
〕

（

―

も
し
『
金
剛
頂
経
』
の
説
に
依
ら
ば
、
四
種
曼
荼
羅
と
は

一
に
は
、
大
曼
荼
羅
、
謂
く
、
一
一
（
い
ち
い
ち
）
の
仏

菩
薩
の
相
好
（
そ
う
ご
う
）
の
身
な
り
。
ま
た
そ
の
形
像

（
ぎ
ょ
う
ぞ
う
）
を
綵
画
（
さ
い
が
）
す
る
を
大
曼
荼
羅
と

名
づ
く
。
ま
た
五
相
を
以
て
本
尊
の
瑜
伽
を
成
ず
る
な
り
。

ま
た
、
大
智
印
と
名
づ
く
。

二
に
は
、
三
昧
耶
曼
荼
羅
、
即
ち
所
持
の
○
幟
の
刀
剣
、

輪
宝
、
金
剛
、
蓮
華
等
の
類
（
た
ぐ
い
）
是
れ
な
り
。
も
し

そ
の
像
を
画
す
る
も
、
ま
た
是
れ
な
り
。
ま
た
二
手
を
以
て

和
合
し
、
金
剛
縛
を
発
生
（
は
っ
し
ょ
う
）
し
て
、
印
を
成

ず
る
、
是
れ
な
り
。
ま
た
三
昧
耶
智
印
と
名
づ
く
。

三
に
は
法
曼
荼
羅
、
本
尊
の
種
子
真
言
な
り
。
も
し
そ
の

種
子
の
字
を
各
本
位
に
書
く
、
是
な
り
。
ま
た
法
身
の
三
摩

地
、
及
び
一
切
契
経
（
か
い
き
ょ
う
）
の
文
義
（
も
ん
ぎ
）

等
、
皆
是
な
り
。
ま
た
法
智
印
と
名
づ
く
。

四
に
は
羯
磨
曼
荼
羅
、
即
ち
諸
仏
菩
薩
等
の
種
種
の
威
儀

事
業
（
じ
ご
う

、
も
し
は
鋳
（
ち
ゅ
う

、
も
し
は
捏
（

）

）

ね
つ
）
等
も
ま
た
是
れ
な
り
。
ま
た
羯
磨
智
印
と
名
づ
く
。

〔

五
）

３

不
離
〕

（

―

是
（
か
く
）
の
如
く
の
四
種
曼
荼
・
四
種
智
印
、
そ
の
数

無
量
な
り
。
一
一
の
量
、
虚
空
に
同
じ
。
彼
れ
は
此
れ
を
離

れ
ず
、
此
れ
は
彼
れ
を
離
れ
ず
。
猶
（
な
お
）
し
空
光
（
く

う
こ
う
）
の
無
礙
に
し
て
逆
（
さ
か
）
え
ざ
る
が
如
し
。
故

（
か
る
が
ゆ
え
）
に
「
四
種
曼
荼
各
離
れ
ず
」
と
云
う
。
不

※
○
は
巾
へ
ん
に
票

離
は
、
即
ち
是
れ
即
の
義
な
り
。

今
回
も
、
現
代
語
訳
を
金
岡
秀
友
訳
・
解
説
『
空
海
即
身
成
仏

義

（
太
陽
出
版
社
刊
）
か
ら
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

』

＊

＊

＊

＊

ま
た
あ
る
い
は
、
金
剛
頂
の
諸
経
典
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
に

よ
る
と

「
四
種
曼
荼
羅
」
と
は
、
第
一
に
は
大
曼
荼
羅
を
あ
げ

、

ま
す
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
・
菩
薩
た
ち
の
相
好
・
容
貌
の

そ
な
わ
っ
た
身
体
（
相
好
身
）
で
す
。
ま
た
、
そ
の
容
姿
の
い
ろ

（

）

、

。

ど
り

綵

を
絵
に
描
い
た
も
の
も

大
曼
荼
羅
と
名
づ
け
ま
す

ま
た
、
真
言
の
教
え
を
身
体
に
修
め
行
っ
て
成
仏
を
め
ざ
す
行
者

が

「
五
相
（
輪
）
成
身
観
」
と
い
う
、
大
日
如
来
の
五
つ
の
相

、

を
行
者
の
身
体
に
成
就
さ
せ
る
観
法
を
成
し
遂
げ
、
大
日
如
来
を
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実
現
し
た
場
合
の
、
そ
の
仏
身
も
、
大
曼
荼
羅
と
い
い
、
行
者
の

智
を
も
っ
て
六
大
を
生
身
に
印
（
し
る
）
し
あ
ら
わ
し
た
仏
身
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
大
智
印
と
名
づ
け
ま
す
。

、

。

、

第
二
に
は

三
昧
耶
曼
荼
羅
を
あ
げ
ま
す

こ
れ
は
す
な
わ
ち

仏
・
菩
薩
が
所
持
さ
れ
て
い
る
刀
や
剣
、
法
を
広
め
る
と
き
に
先

触
れ
と
な
り
全
て
の
障
害
を
打
ち
砕
く
宝
の
車
輪
（
輪
宝
）
や
、

何
で
も
思
い
の
ま
ま
に
な
る
宝
の
珠
（
宝
珠

、
煩
悩
を
打
ち
砕

）

き
、
法
を
実
現
す
る
心
を
表
す
イ
ン
ド
の
古
代
の
武
器
〔
金
剛
杵

（
し
ょ

、
蓮
華
な
ど
の
類
の
、
仏
・
菩
薩
の
悟
り
の
内
を
○

）
〕

、

、

幟
象
徴
す
る
品
物
を
指
し

こ
れ
ら
を
絵
に
描
い
た
も
の
も
ま
た

三
昧
耶
曼
荼
羅
と
言
い
ま
す
。
ま
た
、
左
右
の
手
を
合
わ
せ
、
五

指
を
交
互
に
組
ん
で
指
先
を
曲
げ
る
「
金
剛
縛
」
と
い
う
形
を
基

本
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
種
々
の
印
を
結
び
出
す
場
合
も
、
そ
の
印

契
（
げ
い
）
は
、
仏
・
菩
薩
の
悟
り
そ
の
も
の
を
表
し
、
種
々
の

教
導
感
化
の
誓
い
を
表
す
も
の
で
す
の
で
、
こ
れ
を
三
昧
耶
曼
荼

羅
と
い
い
、
こ
れ
も
行
者
の
智
を
も
っ
て
実
現
し
た
三
昧
耶
形
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
三
昧
耶
智
印
と
名
づ
け
ま
す
。

第
三
に
は
、
法
曼
荼
羅
を
あ
げ
ま
す
。
大
日
如
来
の
直
接
説
法

の
こ
と
ば
で
あ
る
種
子
（
し
ゅ
じ
）
真
言
を
法
曼
荼
羅
と
言
い
、

こ
れ
を
梵
字
で
曼
荼
羅
上
の
諸
仏
の
正
し
い
位
置
に
書
き
表
し
た

も
の
も
、
法
曼
荼
羅
で
す
。
ま
た
、
行
者
の
修
行
の
対
象
と
な
る

諸
々
の
仏
・
菩
薩
の
も
っ
と
も
深
い
心
の
統
一
境
地
（
法
身
の
三

摩
地
）
も
、
全
て
の
経
典
の
内
容
（
契
経
の
文
義
等
）
も
、
法
曼

、

、

荼
羅
と
言
い

行
者
の
智
を
も
っ
て
法
を
実
現
す
る
と
こ
ろ
か
ら

法
智
印
と
名
づ
け
ま
す
。

第
四
に
は
、
羯
磨
曼
荼
羅
を
あ
げ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
諸
々
の

仏
・
菩
薩
の
行
住
坐
臥
の
動
作
や
働
き
（
威
儀
事
業
）
を
言
い
ま

す
。
ま
た
、
金
属
を
鋳
（
い
）
た
り
、
土
を
こ
ね
た
り
、
木
石
を

彫
刻
し
た
り
し
て
、
仏
の
す
が
た
を
表
し
た
場
合
、
こ
れ
も
羯
磨

曼
荼
羅
と
い
い
、
行
者
の
智
を
も
っ
て
実
現
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、

羯
磨
智
印
と
名
づ
け
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
四
種
曼
荼
羅
と
四
種
智
印
と
は
、
法
身
の
様
々
な

姿
で
す
か
ら
、
四
種
類
に
分
類
し
て
い
て
も
、
数
は
数
え
き
れ
な

い
ほ
ど
多
数
で
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
分
量
は
、
限
り
な
く
広
が
る

虚
空
の
よ
う
に
、
限
界
を
決
め
て
量
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
四

種
曼
荼
羅
の
表
現
の
一
つ
一
つ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
法
身
の
全
て
を
込

め
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
は
互
い
に
個
で
あ
り
、
全
体
で
も
あ
り

彼
と
此
と
は
深
く
関
わ
り
合
っ
て
い
ま
す
（
彼
此
不
離

。
そ
れ

）

は
例
え
ば
、
空
中
に
無
数
の
光
が
指
し
て
い
る
時
に
、
互
い
に
妨

げ
合
わ
ず
溶
け
合
い
、
大
き
な
輝
き
の
中
で
逆
ら
い
合
う
こ
と
が

な
い
よ
う
な
も
の
で
す
。
で
す
か
ら

「
四
種
曼
荼
羅
、
各
離
れ

、

ず
」
と
い
う
の
で
す

「
離
れ
ず
（
不
離

」
と
は
、
頌
の
言
葉

。

）

で
言
え
ば
「
即
身
成
仏
」
の
「
即
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
す
。

＊

＊

＊

＊
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今
回
は
、
取
り
上
げ
る
分
量
が
多
く
な
り
ま
し
た
が
、
き
り
の

よ
い
と
こ
ろ
ま
で
と
い
う
こ
と
で
、
こ
う
な
り
ま
し
た
。

さ
て
、
前
回
は
『
大
日
経
』
に
書
か
れ
た
も
の
を
取
り
上
げ
ま

し
た
が
、
前
回
予
告
し
ま
し
た
よ
う
に
、
今
回
は
『
金
剛
頂
経
』

に
基
づ
く
も
の
を
取
り
あ
げ
て
い
ま
す
。

こ
の
解
説
的
な
現
代
語
訳
を
お
読
み
頂
き
ま
す
と
、
さ
し
て
説

明
が
い
る
言
葉
は
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
私
の
理
論
を
は
さ
ん
で
、
少
し
異
な
っ
た
観
点
か

ら
で
す
が
、
出
来
る
だ
け
分
か
り
や
す
く
解
説
し
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

な
お
こ
の
大
曼
荼
羅
、
三
昧
耶
曼
荼
羅
、
法
曼
荼
羅
、
羯
磨
曼

荼
羅
を
略
し
て
「
大
・
三
・
法
・
羯
（
だ
い
さ
ん
ほ
う
か
つ

」
）

と
呼
ん
で
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
も
、
ま
と
め
て
四
つ
の
曼
荼
羅

に
言
及
す
る
と
き
は
、
こ
の
略
称
を
用
い
る
こ
と
に
し
ま
す
。

ま
ず
、
こ
の
文
章
を
よ
く
読
み
ま
す
と
、
大
・
三
・
法
の
順
に

段
々
と
抽
象
の
度
合
い
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
お
気
づ
き
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

つ
ま
り
、
大
曼
荼
羅
は
、
前
回
お
配
り
し
ま
し
た
現
図
の
両
界

曼
荼
羅
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
お
分
か
り
頂
け
ま
す
よ
う
に
、

、

。

全
体
的
で

具
象
的
な
人
格
化
さ
れ
た
尊
像
か
ら
成
っ
て
い
ま
す

次
の
三
昧
耶
曼
荼
羅
は
、
こ
こ
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
経
典

の
記
述
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
ま
た
、
曼
陀
羅
図
か
ら
も
お
分

か
り
頂
け
ま
す
よ
う
に
、
尊
像
そ
の
も
の
を
脱
し
て
、
そ
の
一
部

「

」

。

で
あ
る
所
持
物
や
両
手
で
作
る

印

な
ど
か
ら
成
っ
て
い
ま
す

そ
し
て
、
次
の
法
曼
荼
羅
は
、
さ
ら
に
抽
象
度
を
高
め
て
、
尊
像

の
形
を
離
れ
、
完
全
に
抽
象
的
な
文
字
で
表
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
最
後
の
羯
磨
曼
荼
羅
は
、
大
（
尊
像
そ
の
も
の

、
）

三
（
そ
の
一
部

、
法
（
文
字
）
の
各
曼
荼
羅
の
統
合
に
な
っ
て

）

い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
う
し
た
、
尊
像
、
そ
の
一
部
、
文
字

で
表
さ
れ
る
仏
・
菩
薩
が
、
己
の
体
得
し
た
法
を
実
現
せ
ん
と
し

て
実
践
活
動
を
す
る
、
そ
の
こ
と
（
威
儀
事
業
）
を
表
し
て
い
る

の
で
す
。

実
は
、
こ
れ
は
、
私
の
提
唱
し
て
い
ま
す
「
人
間
精
神
の
心
理

学
モ
デ
ル
」
に
お
け
る
意
識
領
域
の
段
階
に
、
ま
さ
に
対
応
し
て

い
ま
す
。

具
体
的
に
言
い
ま
す
と
、
大
曼
荼
羅
は
「
情
動

感
情
（
意
・

―

こ
こ
ろ

」
の
働
き
に
、
三
昧
耶
曼
荼
羅
は
「
感
覚

運
動
（
身

）

―

・
か
ら
だ

」
の
働
き
に
、
法
曼
荼
羅
は
「
認
知

言
語
（
口
・

）

―

あ
た
ま

」
の
働
き
に
、
最
後
に
、
羯
磨
曼
荼
羅
は
「
自
我

人

）

―

格
」
の
働
き
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
対
応
し
て
い
る
の
で
す
。

真
言
密
教
の
言
葉
で
言
い
ま
す
と
、
大
曼
陀
羅
が
「
意
」
に
、

三
昧
耶
曼
荼
羅
が
「
身
」
に
、
法
曼
荼
羅
が
「
口
」
に
、
そ
れ
ぞ

れ
対
応
し
て
い
ま
す
。
お
祈
り
で
言
い
ま
す
と
、
こ
こ
ろ
（
意
）

に
具
象
的
で
人
格
的
な
尊
像
を
想
い
、
手
（
身
）
に
そ
の
尊
の
印
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を
結
び
、
口
に
そ
の
尊
の
真
言
（
字
）
を
唱
え
な
が
ら
修
法
を
行

う
の
で
す
。

余
談
で
す
が
、
参
考
ま
で
に
申
し
ま
す
と
、
前
掲
の
「
心
理
学

モ
デ
ル
」
の
四
つ
の
機
能
（
働
き
）
領
域
は
、
人
間
の
発
達
の
順

序
に
対
応
し
て
い
る
の
で
す
。
ま
ず
、
情
動

感
情
機
能
の
発
達

―

が
（
胎
児
期
も
含
め
て
）
起
こ
り
、
次
い
で
、
情
動

感
情
機
能

―

が
発
達
し
、
最
後
に
、
認
知
－
言
語
機
能
の
発
達
が
起
こ
る
の
で

す
。そ

し
て
、
自
我
－
人
格
機
能
は
、
具
体
的
に
は
、
精
神
全
体
を

「
統
合
・
組
織
化
」
し
た
り
、
私
た
ち
の
実
際
の
行
動
に
「
目

的
」
を
付
与
し
行
動
を
「
能
動
化
」
し
て
、
そ
れ
を
「
評
価
・
修

正
」
し
ま
す
。
ま
た
、
精
神
や
行
動
に
「
一
貫
性
」
を
持
た
せ
る

働
き
も
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
よ
り
下
位
の
情
動

感
―

情
、
感
覚

運
動
、
認
知

言
語
の
働
き
の
充
実
に
伴
っ
て
、
こ

―

―

の
自
我

人
格
も
内
容
が
充
実
し
て
く
る
の
で
す

（
な
お
、
こ

―

。

れ
ら
の
四
つ
の
対
応
の
前
者
が
「
自
己
」
に
、
後
者
が
「
他
己
」

に
属
し
ま
す

。）

こ
こ
で
、
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
四
つ
の
領
域
と

自
己
と
他
己
と
は
、
常
に
、
全
体
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
働

い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
バ
ラ
ン
ス
は
、
実
は
、
発
達

が
低
位
で
あ
る
、
年
齢
的
に
幼
少
で
あ
る
ほ
ど
、
保
た
れ
易
い
と

い
う
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
年
齢
が
進
ん
で
、
例
え
ば
、
青
年
期
に
至
っ
て
、
自

分
の
認
知
－
言
語
能
力
や
感
覚
－
運
動
能
力
の
優
劣
へ
の
執
ら
わ

、

、

れ
が
出
て
来
た
り

情
動
－
感
情
の
発
達
に
偏
り
が
出
て
来
た
り

あ
る
い
は
、
自
己
と
他
己
の
発
達
が
歪
ん
で
、
そ
の
統
合
が
取
れ

な
く
な
っ
て
来
た
り
し
ま
す
と
、
全
体
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
行

き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
崩
れ
が
大
き
く
な
り
ま
す
と
、
精
神
的

な
健
康
が
保
て
な
く
な
っ
て
行
く
の
で
す
。

実
は
、
真
言
密
教
の
修
行
は
、
こ
の
精
神
の
バ
ラ
ン
ス
を
、
最

終
的
に
は
、
完
全
に
取
り
戻
す
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、
バ
ラ
ン
ス
を
完
全
に
取
り
戻
し
た
状
態
で
あ
る
解
脱

、

。

、

に
至
っ
た
精
神
の
表
現
が

こ
の
曼
荼
羅
な
の
で
す

で
す
か
ら

当
然
な
が
ら
、
曼
荼
羅
の
あ
り
方
と
、
私
の
「
心
理
学
モ
デ
ル
」

と
は
互
い
に
対
応
し
た
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

取
り
上
げ
ま
し
た
最
後
の
「
不
離
」
の
部
分
が
、
こ
の
こ
と
を

述
べ
て
い
る
の
で
す
。

情
動

感
情
に
お
け
る
表
現
も
、
感
覚

運
動
に
お
け
る
表
現

―

―

も
、
認
知

言
語
に
お
け
る
表
現
も
、
さ
ら
に
自
我

人
格
に
基

―

―

づ
く
表
現
も
、
無
限
の
変
異
が
あ
り
得
る
の
で
す
。
し
か
し
、
そ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
解
脱
し
た
、
一
つ
の
全
体
的
に
バ
ラ
ン
ス
の
取

れ
た
精
神
の
現
れ
な
の
で
す
。
不
離
と
は
、
無
意
識
（
髄
識
）
で

の
統
合
と
意
識
と
の
表
現
が
、
常
に
離
れ
る
こ
と
が
な
い
、
つ
ま

り
、
こ
の
身
に
「
即
」
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

じ

り

貧

の

日

本

も
の
づ
く
り

衰
退
す
れ
ど

サ
ー
ビ
ス
業

隆
盛
も
せ
ず

じ
り
貧
日
本

政

治

家

は

自

ら

正

せ

政
治
家
や

高
級
官
僚

サ
ラ
リ
ー
を

ぎ
ょ
う
さ
ん
取
っ
て

何
が
改
革

国

家

目

標

が

な

い

日
本
に
は

国
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
の

議
論
が
な
い

ま
た

国
家
目
標
や
国
家
戦
略
も

議
論
さ
れ
な
い

と
主
張
す
る
人
が
い
る

で
も

な
ぜ
そ
う
な
る
の
か

指
摘
が
な
い

そ
こ
に
こ
そ

日
本
の
陥
っ
て
い
る

社
会
・
精
神
病
理
が

あ
る
の
だ
が

規

範

意

識

を

取

り

戻

せ

日
本
で
は
い
ま

凶
悪
な

強
盗

殺
人

強
姦

放
火

な
ど
が
頻
発
し
て
い
る

日
本
人
の
規
範
意
識
が

薄
れ
て
き
て

社
会
の
た
が
が

益
々
緩
ん
で
い
る
か
ら
だ

社
会
と
い
う
樽
は

単
な
る
一
枚
々
々
の

木
片
に
還
元
さ
れ
つ
つ
あ
る

こ
の
ま
ま
だ
と

ま
す
ま
す

凶
悪
犯
罪
だ
け
で
は
な
く

犯
罪
そ
の
も
の
も

ど
ん
ど
ん
増
加
す
る
だ
ろ
う

こ
れ
を
止
め
る
方
法
は

「

」

神
・
仏
を
信
じ
る
こ
こ
ろ

と「

」

人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ

を取
り
戻
す
こ
と

対
症
療
法
的
に
は

罰
則
を
強
化
す
る
こ
と
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五

㌶

未

満

の

稲

作

禁

止

あ
る
篤
農
家
は

い
う

今
の
日
本
で
は

五
㌶
未
満
の
稲
作
は

割
に
合
わ
な
い
か
ら

法
律
で
禁
止
す
べ
き
だ

と北
海
道
で
は

二
十
㌶
の
稲
作
で
も

毎
年
五
百
軒
も

離
農
者
が
で
て
い
る

と
い
う
の
に

い
ま
日
本
で
は

政
府
に
よ
る

政
策
的
な
保
護
が

必
要
な
の
だ

所
得
保
障
な
り

無
担
保
で

無
利
子
の
貸
付
な
り

輸
入
制
限
な
り

最
も
望
ま
し
い
の
は

農
林
産
品
は

原
則
輸
出
入
禁
止
に

す
る
こ
と
だ

カ

ル

ト

教

団

入

信

日
本
人

真
の
宗
教

失
っ
て

信
じ
る
も
の
は

カ
ル
ト
教
団

教

育

改

革

ど
れ
ほ
ど
に

制
度
変
え
て
も

哲
学
を

変
え
な
い
か
ぎ
り

よ
く
は
な
ら
な
い

出

生

率

の

低

下

傾

向

出
生
率
が

今
年
も
低
下
し
た

今
後
も
続
け
て

低
下
す
る
ら
し
い

セ
ッ
ク
ス
は
楽
し
む
が

子
は
作
り
た
く
な
い

と
い
う
こ
と
な
の
？

元

軍

人

の

ホ

ー

ム

レ

ス

ア
メ
リ
カ
の
ホ
ー
ム
レ
ス
の

三
分
の
一
（
約
二
五
万
人
）

が元
軍
人
だ
と
い
う

そ
の
約
半
数
が

Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
や
薬
物
依
存
な
ど

な
ん
ら
か
の
精
神
的
な
病
を

も
っ
て
い
る
ら
し
い

強
者
の
社
会

ア
メ
リ
カ
の

一
つ
の
実
体

イ

ラ

ク

戦

後

処

理

ア
メ
リ
カ
に

そ
う
は
さ
せ
じ
と

フ
ラ
ン
ス
さ
ん

意
地
を
と
お
す
が

不
発
に
お
わ
る
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自
作
随
筆
選

老
い
の
超
克

私
は
、
朝
三
時
台
に
目
が
覚
め
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
目

覚
め
た
ら
、
仕
事
に
取
り
か
か
り
ま
す
。
英
文
を
書
い
た
り
、
詩

や
短
歌
を
書
い
た
り
、
新
聞
の
切
り
抜
き
を
し
た
り
、
本
を
読
ん

だ
り
し
て
過
ご
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
う
し
な
が
ら
で
す
が
、
深

夜
ラ
ジ
オ
を
聞
き
ま
す
。
大
抵
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
第
一
放
送
の
ラ
ジ
オ

深
夜
便
で
す
。
そ
の
番
組
の
、
四
時
過
ぎ
か
ら
五
時
ま
で
は
「
こ

」

、

、

こ
ろ
の
時
代

で

い
ろ
い
ろ
な
方
の
人
生
論
の
よ
う
な
も
の
を

多
く
は
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
語
っ
て
も
ら
う
と

い
う
も
の
で
す
。

少
し
前
で
し
た
が
、
こ
の
番
組
で
、
生
化
学
者
で
東
京
理
科
大

学
薬
学
部
教
授
の
田
沼
靖
一
と
い
う
方
が
、
細
胞
の
自
死
で
あ
る

「
ア
ポ
ト
ー
シ
ス
」
と
老
い
の
こ
と
を
話
さ
れ
ま
し
た
。

私
は
、
も
う
か
な
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
初
め
て
こ
の
ア
ポ
ト

ー
シ
ス
の
話
を
聞
い
た
と
き
、
そ
れ
は
、
人
間
が
「
刹
那
に
死
に

刹
那
に
生
き
る
」
こ
と
の
生
理
学
的
な
対
応
現
象
だ
、
と
思
え
ま

し
た
の
で
、
こ
の
お
話
も
と
て
も
、
興
味
深
く
聞
く
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
早
速
、
こ
の
方
が
書
か
れ
た
本
を
注
文
し
、
読
ん
で
み

ま
し
た
。
そ
の
本
は
『
ヒ
ト
は
ど
う
し
て
老
い
る
の
か

老
化
・

―

寿
命
の
科
学

（
ち
く
ま
新
書
）
で
す
。

―
』

確
か
に
、
ア
ポ
ト
ー
シ
ス
は
、
私
の
考
え
た
と
お
り
だ
っ
た
こ

と
が
、
こ
の
本
で
確
認
で
き
た
の
で
す
が
、
失
礼
な
が
ら

「
老

、

い
の
意
味
」
に
つ
い
て
書
か
れ
た
と
こ
ろ
は
、
全
く
、
頂
け
ま
せ

ん
で
し
た
。

や
は
り
、
老
い
に
つ
い
て
は
扱
い
難
く
、
哲
学
者
さ
え
も
、
老

い
に
つ
い
て
は
殆
ど
言
及
し
て
い
ま
せ
ん
（
死
に
つ
い
て
は
書
い

て
い
る
人
は
多
い
の
で
す
が

。
ま
た
、
心
理
学
者
な
ど
も
「
老

）

年
学
」
と
し
て
老
い
を
取
り
上
げ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、
老
い

、

、

、

、

の
意
味
と
い
う
よ
り

老
化
現
象
を

心
理
学
的
に

あ
る
い
は

社
会
心
理
学
的
に
、
取
り
上
げ
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

私
も
、
老
い
に
つ
き
ま
し
て
は
、
ず
っ
と
以
前
に
、
こ
の
『
こ

こ
ろ
の
と
も
』
の
随
筆
で
「
よ
り
美
し
く
老
い
る
た
め
に
は
」
と

題
し
て
取
り
上
げ
ま
し
た
（
平
成
四
年
・
第
三
巻
二
月
号

。
こ

）

れ
は
、
ど
こ
か
の
老
人
会
で
、
こ
の
題
で
講
演
を
依
頼
さ
れ
て
書

い
た
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

、

、

、

そ
こ
で
の
結
論
は

美
し
く
老
い
る
た
め
に
は

修
行
が
い
る

と
い
う
こ
と
で
し
た
。
今
回
は
、
老
い
に
つ
い
て
も
う
少
し
詳
し

く
検
討
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
お
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
ま

す
の
は
、
ど
こ
ま
で
も
人
間
の
「
精
神
の
老
い
」
に
つ
い
て
で
あ

る
こ
と
を
、
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。
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釈
尊
は
「
人
生
は
苦
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
具
体
的

に
は
、
四
苦
（
生
・
老
・
病
・
死
）
と
そ
れ
に
次
の
四
つ
を
加
え

た
八
苦
で
す
。
怨
憎
会
苦
・
愛
別
離
苦
・
求
不
得
苦
・
五
盛
陰
苦

（
ご
じ
ょ
う
お
ん
く

。
）

こ
の
四
苦
の
二
番
目
が
「
老
」
で
す
。
人
間
は
、
ど
ん
な
に
栄

、「

」

、

。

耀
栄
華
を
究
め
て
も

死

を
逃
れ
る
こ
と
は

で
き
ま
せ
ん

誰
で
も
、
も
っ
と
生
き
て
い
た
い
と
思
う
の
に
、
死
ん
で
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す

「
い
や
、
自
分
は
老
衰
で
死
ぬ
と
思

。

う
か
ら
、
そ
ん
な
に
も
っ
と
生
き
た
い
な
ど
と
は
、
思
わ
な
い
」

と
言
わ
れ
る
方
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
で
も
、
も
し
自
分

の
子
ど
も
が
、
あ
る
い
は
連
れ
合
い
が
、
何
か
不
治
の
病
気
や
事

故
な
ど
で
ポ
ッ
ク
リ
亡
く
な
っ
た
と
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

そ
ん
な
目
に
合
わ
な
い
保
証
は
、
誰
に
も
な
い
の
で
す
か
ら
。

そ
う
し
た
避
け
え
な
い
苦
で
あ
る
死
を
予
感
さ
せ
る
も
の
が
、
人

生
の
盛
り
を
過
ぎ
て
、
確
実
に
先
行
き
が
短
く
な
っ
て
き
た
こ
と

を
実
感
す
る
老
で
あ
る
わ
け
で
す
。

釈
尊
は
、
こ
う
し
た
苦
を
逃
れ
る
道
・
超
越
す
る
道
を
私
た
ち

に
示
し
て
下
さ
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
釈
尊
の
教
え
な
の
で
す
。

そ
の
超
越
し
た
境
地
は
、
例
え
ば

『
釈
尊
の
こ
と
ば
』
の
次
の

、

偈
に
見
ら
れ
ま
す
。

（
二
一
）
つ
と
め
励
む
の
は
不
死
の
境
地
で
あ
る
。
怠
り
な
ま
け

る
の
は
死
の
境
涯
で
あ
る
。
つ
と
め
励
む
人
々
は
死
ぬ
こ
と
が
無

い
。
怠
り
な
ま
け
る
人
々
は
、
死
者
の
ご
と
く
で
あ
る
。

（
二
二
）
こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
知
っ
て
、
つ
と
め
は
げ
み
を

能
く
知
る
人
々
は
、
つ
と
め
は
げ
み
を
喜
び
、
聖
者
た
ち
の
境
地

を
た
の
し
む

以
上
の
二
偈
は

第
三
巻
九
月
号
で
解
説

一

。（

、

）。（

一
〇
）
素
行
が
悪
く
、
心
が
乱
れ
て
い
て
百
年
生
き
る
よ
り
は
、

徳
行
あ
り
思
い
静
か
な
人
が
一
日
生
き
る
ほ
う
が
す
ぐ
れ
て
い

る
。

（
一
一
一
）
愚
か
に
迷
い
、
心
の
乱
れ
て
い
る
人
が
百
年
生
き
る

よ
り
は
、
智
慧
あ
り
思
い
静
か
な
人
が
一
日
生
き
る
ほ
う
が
す
ぐ

れ
て
い
る
。

（

）

、

、

一
一
二

怠
り
な
ま
け
て

気
力
も
な
く
百
年
生
き
る
よ
り
は

堅
固
に
つ
と
め
励
ん
で
一
日
生
き
る
ほ
う
が
す
ぐ
れ
て
い
る
。

（
一
一
三
）
物
事
が
興
り
ま
た
消
え
失
せ
る
こ
と
わ
り
を
見
な
い

で
百
年
生
き
る
よ
り
も
、
事
物
が
興
り
ま
た
消
え
失
せ
る
こ
と
わ

り
を
見
て
一
日
生
き
る
こ
と
の
ほ
う
が
す
ぐ
れ
て
い
る
。

（
一
一
四
）
不
死
の
境
地
を
見
な
い
で
百
年
生
き
る
よ
り
も
、
不

死
の
境
地
を
見
て
一
日
生
き
る
こ
と
の
ほ
う
が
す
ぐ
れ
て
い
る
。

（
一
一
五
）
最
上
の
真
理
を
見
な
い
で
百
年
生
き
る
よ
り
も
、
最

上
の
真
理
を
見
て
一
日
生
き
る
こ
と
の
ほ
う
が
す
ぐ
れ
て
い
る
。

（
以
上
の
五
偈
は
、
第
五
巻
十
一
月
号
で
解
説

。
）

皆
さ
ん
に
は
、
ご
理
解
い
た
だ
け
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、

解
脱
し
た
後
の
一
日
一
日
は
、
永
遠
の
一
日
一
日
な
の
で
す
。
今
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日
一
日
が
永
遠
な
の
で
す
。
そ
れ
を
し
み
じ
み
と
実
感
で
き
る
の

で
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
不
死
の
境
地
・
死
を
超
越
し
た
境
地

に
達
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
も
言
え
る
わ
け
で
す
。

そ
う
な
る
こ
と
は
、
死
を
超
越
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
四

苦
の
残
り
の
生
・
老
・
病
の
苦
も
超
越
し
て
い
る
の
で
す
。

実
際
の
肉
体
は
死
に
よ
っ
て
消
滅
し
ま
す
が
、
精
神
は
死
を
超

越
し
て
い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
老
も
そ
う
で
、
実
際
の
肉
体

は
、
皮
膚
に
し
わ
が
増
え
、
つ
や
も
消
え
て
、
た
る
み
ま
す
。
体

力
も
衰
え
ま
す
。
腰
が
か
が
む
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
猫
背
に

な
る
こ
と
も
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
に
老
人
ら
し
い

肉
体
に
は
な
り
ま
す
が
、
で
も
、
精
神
は
老
い
る
こ
と
が
な
い
の

で
す
。

田
沼
靖
一
氏
は
先
に
あ
げ
ま
し
た
著
書
で
、
老
い
て
、
そ
れ
ま

で
働
い
て
来
た
職
場
か
ら
引
退
し
た
後
は
、
自
分
の
自
由
な
時
間

を
、
夢
や
希
望
を
も
っ
て
生
き
る
勇
気
や
冒
険
心
が
、
大
切
で
あ

る
と
述
べ
て
い
ま
す
が
、
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
の
か
に
つ

い
て
の
記
述
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
し
か
に
、
夢
や
希
望
を
持
て
れ
ば
、
精
神
は
老
い
て
い
な
い

と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
平
均
寿
命
が
何
歳
で
、
自
分
が

今
何
歳
で
あ
る
か
は
、
分
か
っ
て
い
ま
す
の
で
、
青
壮
年
に
較
べ

て
自
分
の
人
生
の
前
途
が
否
応
な
く
限
ら
れ
て
来
た
と
感
じ
て
い

る
わ
け
で
、
果
し
て
、
夢
や
希
望
を
持
つ
こ
と
が
、
老
人
に
そ
う

簡
単
に
で
き
る
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
た
こ
と
を
私
の

理
論
で
、
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

、「

」

。

人
が
夢
や
希
望
を
持
つ
の
は

自
己

の
働
き
に
属
し
ま
す

未
来
に
向
か
っ
て
生
き
て
い
こ
う
と
す
る
、
自
ら
の
生
命
力
の
ほ

と
ば
し
り
と
し
て
、
そ
う
い
う
意
欲
が
わ
い
て
く
る
の
で
す
。

こ
の
生
命
力
は
、
自
己
の
働
き
な
の
で
す
が
、
で
も
、
そ
の
働

き
が
、
も
っ
と
も
活
き
活
き
と
す
る
の
は
、
実
は
、
他
己
と
の
統

合
が
取
れ
た
と
き
な
の
で
す
。

つ
ま
り
、
先
に
「
釈
尊
の
こ
と
ば
」
で
見
ま
し
た
よ
う
に
、
人

間
は
「
～
百
年
生
き
る
よ
り
は
、
～
一
日
生
き
る
ほ
う
が
す
ぐ
れ

」

、

、

て
い
る

と
感
じ
る
境
地
に
な
れ
る
と

述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
が

そ
の
一
日
は
、
何
に
も
増
し
て
充
実
し
た
一
日
な
わ
け
で
、
そ
れ

、

。

は

死
も
老
い
も
克
服
し
た
夢
や
希
望
に
満
ち
た
も
の
な
の
で
す

で
す
か
ら
、
老
い
て
も
夢
や
希
望
が
持
て
る
た
め
に
は
、
そ
う

し
た
解
脱
の
境
地
に
い
た
る
こ
と
が
第
一
な
の
で
す
が
、
最
終
的

に
は
そ
う
な
る
と
し
て
も
、
初
め
か
ら
そ
う
な
れ
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
で
は
、
次
善
の
策
と
し
て
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
前
出
の
偈
の
（
二
一
）
と
（
二
二
）
で
述

べ
た
こ
と
な
の
で
す
。
再
掲
し
ま
す
と
、

（
二
一
）
つ
と
め
励
む
の
は
不
死
の
境
地
で
あ
る
。
怠
り
な
ま
け

る
の
は
死
の
境
涯
で
あ
る
。
つ
と
め
励
む
人
々
は
死
ぬ
こ
と
が
無

い
。
怠
り
な
ま
け
る
人
々
は
、
死
者
の
ご
と
く
で
あ
る
。



- 1 1 -

（
二
二
）
こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
と
知
っ
て
、
つ
と
め
は
げ
み
を

能
く
知
る
人
々
は
、
つ
と
め
は
げ
み
を
喜
び
、
聖
者
た
ち
の
境
地

を
た
の
し
む
。

つ
ま
り

「
つ
と
め
励
む
」
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
で
す

、

が
、
何
に
つ
い
て
そ
う
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
言
う
ま

で
も
な
く
、
釈
尊
の
教
え
に
則
っ
て
生
き
て
い
こ
う
と
「
つ
と
め

励
む
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

、

、

（

、

、

そ
れ
は
具
体
的
に
は

例
え
ば

八
正
道

①
正
見

②
正
思

③
正
語
、
④
正
業
、
⑤
正
命
、
⑥
正
精
進
、
⑦
正
念
、
⑧
正
定
）

や
六
波
羅
蜜
（
①
布
施
、
②
持
戒
、
③
忍
辱
（
に
ん
に
く

、
④

）

精
進
、
⑤
禅
定
、
⑥
智
慧
）
を
実
践
す
る
こ
と
で
す
。

私
は
、
五
〇
歳
を
過
ぎ
た
ら
、
自
分
や
自
分
の
家
族
の
生
活
の

こ
と
も
あ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
社
会
へ

の
恩
返
し
に
重
き
を
置
い
て
生
き
る
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
す
る
こ
と
は
、
自
分
へ
の
執
着
を
減
ら
し
（
あ
る
い
は
滅

し

、
他
者
の
た
め
に
何
か
を
さ
せ
て
頂
く
こ
と
を
生
き
甲
斐
に

）
す
る
こ
と
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
う
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
自
分

の
生
を
意
味
あ
る
も
の
に
す
る
道
な
の
で
す
。
こ
の
世
に
生
ま
れ

て
き
て
よ
か
っ
た
と
思
え
る
道
な
の
で
す
。

五
〇
歳
頃
ま
で
は
、
自
分
の
た
め
、
自
分
の
家
族
の
た
め
、
つ

ま
り
、
自
分
の
子
や
連
れ
合
い
の
た
め
、
あ
る
い
は
、
自
分
や
連

れ
合
い
の
親
の
た
め
で
あ
る
こ
と
を
第
一
に
し
て
働
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
五
〇
歳
台
に
な
り
ま
す
と
、
親

も
も
う
い
な
く
な
る
こ
と
が
多
い
で
し
ょ
う
し
、
子
も
巣
立
っ
て

い
き
ま
す
。

ま
た
、
六
〇
歳
に
な
り
ま
す
と
、
現
在
、
多
く
の
人
は
職
場
か

ら
も
引
退
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
医
学
が
進
歩
し
、
栄
養
状
態

が
よ
く
な
っ
た
現
在
で
は
、
ま
だ
ま
だ
残
さ
れ
た
人
生
の
時
間
は

沢
山
あ
り
ま
す
。

こ
の
時
間
を
大
切
に
し
て
、
生
き
て
い
て
本
当
に
よ
か
っ
た
、

い
つ
お
迎
え
が
き
て
も
よ
い
と
思
え
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
自
己

へ
の
執
着
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
、
毎

日
の
修
行
が
い
り
ま
す
。
ヨ
ー
ガ
、
坐
禅
、
読
経
、
な
ど
何
ら
か

の
修
行
・
精
進
が
い
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
と
同
時
に
何
か
、

直
接
、
人
さ
ま
の
お
役
に
立
つ
こ
と
を
す
る
こ
と
で
す
。
人
さ
ま

に
お
布
施
や
ご
奉
仕
を
さ
せ
て
頂
く
こ
と
で
す
。
そ
う
し
て
い
れ

ば
、
必
ず
、
生
き
る
喜
び
が
勝
手
に
湧
い
て
く
る
の
で
す
。

言
う
の
は
簡
単
で
す
が
、
実
行
は
な
か
な
か
難
し
い
と
思
い
ま

す
。
で
も
、
そ
う
す
る
事
だ
け
が
、
自
分
の
真
の
生
き
甲
斐
を
見

つ
け
ら
れ
る
道
な
の
で
す
。
田
沼
氏
の
言
葉
で
言
え
ば
、
夢
や
希

望
を
持
て
る
道
な
の
で
す
。

そ
れ
は
、
死
を
超
克
し
た
境
地
で
す
し
、
し
た
が
っ
て
、
精
神

の
老
い
も
あ
り
ま
せ
ん
。
一
生
、
青
年
の
よ
う
な
み
ず
み
ず
し
い

心
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。
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後
記

一
、
今
年
ほ
ど
梅
雨
ら
し
い
梅
雨
も
珍
し
い
の
で
は
。

二
、
毎
日
、
畑
に
行
き
ま
す
。
草
刈
り
に
追
わ
れ
て
い
ま
す
。

三
、
地
は
い
キ
ュ
ウ
リ
を
植
え
、
カ
ヤ
を
敷
い
て
い
ま
す
が
、
毎

日
の
よ
う
に
収
穫
し
て
食
べ
て
い
ま
す
。

四
、
ま
た
、
健
康
に
よ
い
と
い
う
こ
と
で
、
カ
ボ
チ
ャ
も
何
十
本

も
植
え
、
カ
ヤ
を
敷
い
て
い
ま
す
。
沢
山
な
っ
て
い
ま
す
。

五
、
キ
ャ
ベ
ツ
に
蝶
が
舞
い
、
青
虫
が
取
っ
て
も
取
っ
て
も
わ
い

て
き
て
困
り
、
遂
に
ス
ミ
チ
オ
ン
を
散
布
し
ま
し
た
。
あ
っ
と
い

う
間
に
い
な
く
な
り
ま
し
た
。
今
、
収
穫
し
て
食
べ
て
い
ま
す
。

六
、
さ
つ
ま
芋
に
、
飼
っ
て
い
る
烏
骨
鶏
の
鶏
糞
と
化
成
肥
料
を

追
肥
し
た
後
、
土
寄
せ
を
し
、
カ
ヤ
を
切
っ
て
一
面
に
敷
き
ま
し

た
。
ど
ん
ど
ん
蔓
と
葉
が
繁
っ
て
き
て
い
ま
す
。
敷
い
た
カ
ヤ
の

下
を
見
ま
す
と
、
ミ
ミ
ズ
が
い
て
土
が
粒
状
に
な
っ
て
い
ま
す
。

七
、
メ
ー
ク
イ
ン
も
ダ
ン
シ
ャ
ク
も
ジ
ャ
ガ
イ
モ
を
全
て
掘
り
取

り
ま
し
た
。
今
年
は
、
全
く
の
無
農
薬
で
し
た
が
、
と
て
も
よ
く

で
き
て
い
て
、
大
き
な
の
が
沢
山
取
れ
ま
し
た
。
毎
朝
、
朝
食
の

主
食
と
し
て
、
お
い
し
く
頂
い
て
い
ま
す
。

八
、
大
豆
を
苗
床
に
植
え
、
苗
を
移
植
し
ま
し
た
。
先
日
、
追
肥

・
土
寄
せ
を
し
て
、
カ
ヤ
を
切
っ
て
敷
き
ま
し
た
。

九
、
四
月
始
め
に
植
え
た
里
芋
の
最
後
（
三
回
目
）
の
追
肥
・
土

寄
せ
を
終
わ
り
、
カ
ヤ
を
そ
の
ま
ま
敷
き
ま
し
た
。
も
う
、
ミ
ミ

ズ
が
来
て
い
ま
す
。

十
、
ひ
び
き
の
さ
と
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ク
セ
ス
数
が
増
え
て

き
ま
し
た
。
先
日
、
あ
る
方
の
弘
法
大
師
空
海
関
連
の
リ
ン
ク
集

に
入
れ
て
頂
き
ま
し
た

『
即
身
成
仏
義
』
解
説
の
ほ
か
、
ホ
ー

。

ム
ペ
ー
ジ
を
含
め
て
面
白
く
読
ん
で
下
さ
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

十
一
、
他
に
も
、
現
代
の
性
道
徳
の
乱
れ
を
指
摘
し
た
私
の
随
筆

、

、

が

匿
名
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
批
判
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ

知
ら
な
い
う
ち
に
リ
ン
ク
集
に
入
れ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

十
二
、
先
日
韓
国
か
ら
の
ｅ
メ
ー
ル
で
、
論
文
の
参
考
に
す
る
か

、

『

』

。

ら
と

あ
る
巻
号
の

こ
こ
ろ
の
と
も

の
請
求
が
あ
り
ま
し
た

月
刊

平
成
十
五
年
七
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

七
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
六
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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