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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
四
巻

八
月
号

無
く
そ
う
障
害
者
差
別

障
害
児

も
つ
親
た
ち
の

社
会
か
ら

受
け
る
ス
ト
レ
ス

い
つ
ま
で
続
く

身
辺
で

起
こ
る
差
別
を

聞
く
に
忍
び
ず

し
つ
け
無
用
論
の
悪
影
響

悪
い
子
を

ほ
め
甘
や
か
す

幼
稚
園

小
学
校
で
は

問
題
児

学
級
崩
壊

起
こ
す
子
と
な
り
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
一
一
五
）

―

―

空
海
『
即
身
成
仏
義
』
概
説
（
一
八
）

（
六
）
三
密
加
持
す
れ
ば
速
疾
に
顕
わ
る

〔

六
）

１

三
密
加
持
〕

（

―

「
三
密
加
持
す
れ
ば
速
疾
に
顕
わ
る
」
と
は
、
謂
く
、
三
密

と
は
、
一
に
は
身
密
、
二
に
は
語
密
、
三
に
は
心
密
な
り
。

法
仏
の
三
密
は
、
甚
深
微
細
に
し
て
等
覚
（
と
う
が
く

・
）

十
地
（
じ
ゅ
う
じ
）
も
見
聞
す
る
こ
と
能
（
あ
た
）
わ
ず
。

故
に
密
と
号
（
い
）
う
。
一
一
の
尊
、
等
し
く
刹
塵
の
三
密

を
具
し
て
互
相
（
た
が
い
）
に
加
入
し
、
彼
此
（
ひ
し
）
摂

持
（
し
ょ
う
じ
）
せ
り
。
衆
生
の
三
密
も
ま
た
ま
た
是
（
か

く
）
の
如
し
。
故
に
三
密
加
持
と
名
づ
く
。

も
し
真
言
行
人
有
っ
て
、
こ
の
義
を
観
察
し
て
、
手
に
印

契
（
い
ん
げ
い
）
を
作
（
な
）
し
、
口
に
真
言
を
誦
し
、

心
、
三
摩
地
（
さ
ん
ま
じ
）
に
住
す
れ
ば
、
三
密
相
応
し
て

加
持
す
る
が
故
に
、
早
く
大
悉
地
（
だ
い
し
つ
じ
）
を
得
。

今
月
号
の
現
代
語
訳
は
、
頼
富
本
宏
著
『
日
本
の
仏
典
２

空

海

（
筑
摩
書
房
刊
）
か
ら
、
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

』

＊

＊

＊

＊

「
ほ
と
け
と
わ
れ
わ
れ
と
の
三
種
の
行
為
形
態
が
、
不
思
議
な

は
た
ら
き
に
よ
っ
て
応
じ
あ
う
と
き
、
す
み
や
か
に
さ
と
り
の
世

界
が
現
れ
る
」
と
い
う
第
三
句
を
解
釈
し
よ
う
。

〈
三
種
の
行
為
形
態

〔
三
密
〕
と
は
、
第
一
に
は
身
体
、
第

〉

二
に
は
言
葉
、
第
三
に
は
心
の
、
そ
れ
ぞ
れ
深
遠
な
は
た
ら
き
で

あ
る
。

真
理
の
当
体
と
し
て
の
仏
の
身
体
・
言
葉
・
心
の
三
種
の
活
動

は
、
き
わ
め
て
奥
深
く
、
ま
た
こ
ま
や
か
で
あ
っ
て
、
さ
と
り
の

内
容
が
仏
と
等
し
い
菩
薩
や
、
そ
れ
以
下
の
十
段
階
の
位
で
修
行

す
る
菩
薩
も
、
見
聞
し
、
覚
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
〈
深
遠
な
は
た
ら
き

〔
密
〕
と
い
う
の
で
あ
る
。

〉

（
マ
ン
ダ
ラ
に
登
場
し
て
い
る
）
一
つ
一
つ
の
尊
格
は
、
い
ず

れ
も
均
等
に
無
数
の
三
種
の
行
為
形
態
を
そ
な
え
て
お
り
、
お
互

、

。

い
に
力
を
加
え
あ
い

か
れ
と
こ
れ
が
相
支
え
あ
う
関
係
に
あ
る

わ
れ
わ
れ
（
凡
人
）
の
身
体
・
言
葉
・
心
の
行
為
形
態
も
ま
さ
に

同
様
で
あ
る
。
そ
の
結
果

「
ほ
と
け
と
わ
れ
わ
れ
と
の
三
種
の

、

行
為
形
態
が
、
不
思
議
な
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
応
じ
あ
う

〔
三

」

密
加
持
〕
と
名
づ
け
る
の
で
あ
る
。

も
し
、
真
言
密
教
の
修
行
者
の
一
人
が
、
こ
の
意
味
を
正
し
く

観
察
し
て
、
手
に
印
契
を
結
び
、
口
に
真
言
を
唱
え
、
心
を
瞑
想
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の
境
地
に
集
中
す
る
な
ら
ば
、
ほ
と
け
と
わ
れ
わ
れ
の
そ
れ
ぞ
れ

、

、

、

の
三
種
の
行
為
形
態
が

あ
い
応
じ
あ
い

力
を
加
え
あ
う
か
ら

す
み
や
か
に
偉
大
な
さ
と
り
の
完
成
の
境
地
を
得
る
の
で
あ
る
。

＊

＊

＊

＊

こ
こ
に
書
か
れ
て
い
ま
す
の
は
、
と
て
も
深
遠
な
こ
と
で
す
。

解
説
的
現
代
語
訳
を
読
ま
れ
る
か
ぎ
り
、
文
字
面
で
は
、
そ
れ
ほ

ど
難
解
な
言
葉
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
内
容
は
と
て
も
心
の
底

か
ら
理
解
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
理
解
し
、
納
得

す
る
に
は
、
体
験
が
い
る
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
原
文
の
出
だ
し
に
あ
り
ま
す
「
三
密
加
持
」
で
す
が
、

こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
は
、
既
に
、
昨
年
（
第
十
三
巻
）
の
四
月
号

で
詳
し
く
述
べ
ま
し
た
。
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

復
習
と
補
足
な
い
し
発
展
的
な
説
明
を
兼
ね
て
、
少
し
述
べ
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。

三
密
を
言
う
と
き
は
、
大
抵

「
身
・
口
・
意
の
三
密
」
と
い

、

う
風
に
身
・
口
・
意
を
付
け
て
言
わ
れ
ま
す
。

そ
れ
ら
は
、
私
の
「
人
間
精
神
の
心
理
学
モ
デ
ル
」
で
言
い
ま

す
と

「
身
」
は
感
覚

運
動
（
か
ら
だ
）
の
働
き

「
口
」
は

、

、

―

認
知

言
語
（
あ
た
ま
）
の
働
き

「
意
」
は
情
動

感
情
（
こ

―

―

、

こ
ろ
）
の
働
き
に
当
た
り
ま
す
。

こ
の
三
つ
の
二
項
対
の
後
者
、
つ
ま
り

（
手
で
の
）
運
動
、

、

（
口
で
の
）
言
語

（
こ
こ
ろ
で
の
）
感
情
の
、
自
分
に
お
け
る

、

働
き
が
仏
さ
ま
の
そ
れ
と
一
体
に
な
る
と
き
、
そ
れ
を
三
密
加
持

と
呼
ぶ
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

真
言
密
教
の
修
法
（
お
祈
り
の
修
行
）
で
は
、
仏
さ
ま
の
印
を

手
に
結
び
、
仏
さ
ま
の
真
言
を
口
に
唱
え
、
仏
さ
ま
の
願
い
（
働

き
＝
慈
悲
）
を
こ
こ
ろ
に
観
想
す
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
、
仏
さ

ま
の
他
己
の
働
き
と
自
分
の
他
己
の
働
き
と
が
一
体
に
な
る
こ

と
、
つ
ま
り
、
自
分
の
手
で
す
る
印
が
仏
さ
ま
の
印
で
あ
り
、
自

分
の
口
で
唱
え
る
真
言
が
仏
さ
ま
の
真
言
で
あ
り
、
自
分
が
仏
さ

ま
を
思
う
心
が
仏
さ
ま
の
心
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

そ
れ
が
、
実
は
、
無
意
識
の
領
域
で
自
分
の
中
の
自
己
と
他
己
と

が
統
合
が
と
れ
て
一
体
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
心
理
学
的
に

は
、
そ
れ
が

「
入
我
我
入
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
な
の
で
す
。

、

そ
の
時
、
自
分
の
中
の
自
己
と
他
己
の
各
水
準
の
精
神
機
能
も

統
合
が
取
れ
る
の
で
す
。
具
体
的
に
は
、
自
我
と
人
格
、
認
知
と

言
語
、
感
覚
と
運
動
、
情
動
と
感
情
、
煩
悩
蔵
識
と
如
来
蔵
識
が

全
て
統
合
が
取
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
す

べ
て
の
要
素
が
、
渾
然
一
体
と
し
て
統
合
が
取
れ
る
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
仏
さ
ま
の
身
・
口
・
意
の
三
密
は
、
自
分

の
、
い
ま
述
べ
ま
し
た
よ
う
な
体
験
を
通
じ
て
覚
知
で
き
る
だ
け

で
す
の
で
、
そ
れ
を
「
密
（
＝
奥
深
く
て
知
り
が
た
い

」
と
呼

）

ん
で
い
る
わ
け
で
す
。
人
間
は
誰
で
も
が
、
解
脱
の
可
能
性
を
秘

め
て
い
ま
す
が
、
で
も
、
仏
さ
ま
の
三
密
を
真
に
理
解
で
き
る
の
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は
、
仏
の
境
地
に
至
っ
た
人
だ
け
な
の
で
す
。

「
法
仏
の
三
密
は
、
甚
深
微
細
に
し
て
等
覚
（
と
う
が
く

・
）

十
地
（
じ
ゅ
う
じ
）
も
見
聞
す
る
こ
と
能
（
あ
た
）
わ
ず

」
と

。

あ
る
通
り
な
の
で
す
。

実
は
、
こ
の
言
葉
は
、
既
に
、
昨
年
（
第
十
三
巻
）
四
月
号
に

出
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
し

た

「
法
仏
の
三
密
は
等
覚
も
見
難
く
、
十
地
も
何
ぞ
窺
わ
ん
。

。
故
に
身
秘
密
と
名
づ
く

」
と
。

。

こ
れ
ら
に
出
て
き
ま
し
た
等
覚
は
、
現
代
語
訳
に
あ
り
ま
す
よ

う
に
「
さ
と
り
の
内
容
が
仏
と
等
し
い
菩
薩
」
な
の
で
す
が
、
そ

う
し
た
菩
薩
に
す
ら
見
聞
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
述
べ
て
い

ま
す
。
さ
と
り
の
内
容
が
仏
と
等
し
い
の
な
ら
理
解
で
き
そ
う
で

す
が
、
実
は
、
こ
の
等
覚
と
い
う
位
は
、
菩
薩
修
行
の
仏
に
至
る

一
歩
手
前
の
位
な
の
で
す
。

私
は
、
よ
く
学
生
に
も
言
う
の
で
す
が
、
解
脱
に
達
し
た
仏
の

境
地
は
、
数
学
で
言
え
ば
１
な
の
で
ず
が
、
達
し
な
け
れ
ば
０
な

の
で
す
。
そ
こ
に
は
、
超
え
が
た
い
断
絶
が
あ
る
の
で
す
。
数
学

的
に
は
０
を
い
く
ら
足
し
て
も
０
な
の
で
す
。
決
し
て
１
に
は
な

ら
な
い
の
で
す
。

参
考
ま
で
に
、
菩
薩
修
行
の
階
位
に
は
次
の
五
十
二
位
が
あ
り

ま
す
。
十
信
、
十
住
、
十
行
、
十
回
向
、
十
地
、
等
覚
、
妙
覚
＝

仏
で
す
。

自
作
詩
短
歌
等
選

日

本

人

の

信

頼

の

喪

失

作
家
の
宮
本
輝
氏
は

で
も
な
ぜ

次
の
よ
う
に
言
う

そ
う
な
っ
て
い
く
の
か

残
念
な
が
ら

今
の
世
の
中

い
つ
も
の
よ
う
に

約
束
が
あ
ま
り
に
も

そ
の
理
由
・
原
因
に
つ
い
て
の

な
い
が
し
ろ
に

指
摘
が
な
い

さ
れ
て
い
る

ま
た

そ
れ
は

約
束
が

他
己
の
喪
失
と
い
う
こ
と

軽
ん
じ
ら
れ
る
の
は

な
の
だ
が

日
本
人
が

大
人
に
な
れ
な
い
で

幼
稚
化
し
て
い
る

か
ら
で
は
な
い
か

と
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過

労

死

・

自

殺

労
働
者
の

過
労
死
・
自
殺
は

世
界
に
類
を
見
な
い

日
本
病
だ
と
い
う

厚
労
省
が

過
労
度
を
自
己
診
断
で
き
る

チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
を

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
た

らア
ク
セ
ス
が
殺
到
し

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が

ダ
ウ
ン
し
た
と
い
う

リ
ス
ト
ラ
断
行
で

働
く
こ
と
を
強
制
さ
れ
る

哀
れ
な
働
き
バ
チ
た
ち

他
方
に
は

労
働
意
欲
の
な
く
な
っ
た

若
者
た
ち
が
い
る

時

代

に

合

っ

た

総

理

小
泉
総
理
を
評
し
て

「
情
」
の
な
い
男
と

ド
ラ
イ
な
世
間
に

ド
ラ
イ
な
政
治
家

と
い
う
こ
と
な
の

レ

イ

プ

も

正

常

ご
時
世
か

国
会
議
員
が

レ
イ
プ
こ
そ

元
気
が
あ
っ
て

正
常
と
言
い

唯

我

独

存

の

親

子

民
主
主
義

言
わ
ず
も
が
な
の

個
人
主
義

親
も
子
も
な
し

唯
我
独
存

ロ

シ

ア

の

ア

イ

ド

ル

ロ
シ
ア
か
ら

来
た
ア
イ
ド
ル
の

行
動
は

ロ
シ
ア
の
人
の

規
範
喪
失

示
す
も
の

危

機

に

備

え

た

食

料

確

保

岐
阜
県
が

食
料
危
機
を

予
測
し
て

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で

農
業
を
す
る

万

引

き

の

蔓

延

子
ど
も
た
ち
に

万
引
き
が
蔓
延
し
て
い
る

こ
れ
も

大
人
の
規
範
意
識
喪
失
の

一
つ
の
あ
ら
わ
れ

だ
っ
て

子
ど
も
は

親
の
鏡
な
の
だ
か
ら
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破

戒

の

自

由

長
崎
幼
児
殺
人
事
件
の

十
二
歳
の
犯
人
は

黒
で
は
な
く
て

心
に
白
い
闇
を

も
っ
て
い
る
と
い
う

信
仰
を
欠
い
た

民
主
・
自
由
・
個
人
主
義
の

黒
い
闇
に
は

世
で
は

あ
か
り
が
灯
せ
る

殺
生
・
偸
盗
・
邪
淫
・
妄
語
の

で
も

自
由
す
ら
も

白
い
闇
に
は

認
め
ら
れ
て
い
る

何
を
灯
せ
ば
い
い
の
か

な
に
せ

そ
れ
が

十
四
歳
未
満
な
ら

分
か
ら
な
い
と
い
う

ど
の
戒
を
破
っ
て
も

罰
は
な
い
の
だ
か
ら

そ
れ
が

破
戒
の
自
由
を

象
徴
的
に

物
語
っ
て
い
る

自
作
随
筆
選

自
分
以
外
は
バ
カ

七
月
十
日
付
け
の
朝
日
新
聞
「
文
化
」
欄
に
、
作
家
の
吉
岡
忍

氏
が

「

自
分
以
外
は
バ
カ
』
の
時
代

ば
ら
ば
ら
な
個
人
、

、

『

暗
鬱
な
予
感
」
と
題
し
て
、
意
見
を
寄
せ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

読
ん
で
、
な
る
ほ
ど
そ
の
通
り
だ
と
共
感
し
た
の
で
す
が
、
残

念
な
こ
と
に
、
な
ぜ
そ
う
な
っ
て
行
く
の
か
、
ど
う
し
た
ら
そ
こ

か
ら
抜
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
が
ま
っ
た
く
書
か
れ
て
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
そ
の
こ
と
を
、
こ
の
方
の
記
事
に
即
し
て
述
べ
て

み
た
い
と
思
う
の
で
す
。

こ
の
方
は
、
こ
こ
数
カ
月
、
毎
週
の
よ
う
に
、
取
材
や
講
演
の

た
め
、
各
地
を
旅
行
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
行

く
先
々
に
沈
ん
だ
光
景
が
広
が
っ
て
い
る
、
と
感
じ
て
お
ら
れ
る

よ
う
で
す
。

こ
の
記
事
で
は
、
そ
う
し
た
光
景
の
数
々
や
そ
の
原
因
な
ど
が

指
摘
さ
れ
た
の
ち
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
・
・
・
い
ま
こ
の
国
は
『
自
分
以
外
は
み
ん
な
バ
カ
』
と
思

っ
て
い
る
大
衆
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
の
が
方
々
歩
い
て
き
た
私
の
観
察
で
あ
る
。
こ
れ
は
『
大
衆
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文
化
』
を
前
向
き
に
と
ら
え
た
敗
戦
直
後
と
も

『
赤
信
号
み
ん

、

な
で
渡
れ
ば
怖
く
な
い
』
と
ば
か
り
に
大
衆
を
勢
い
づ
か
せ
た
高

度
成
長
期
か
ら
バ
ブ
ル
に
か
け
て
の
時
期
と
も
ち
が
う
、
新
し
い

現
実
で
あ
る

」
と
。

。

さ
ら
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
こ
の
現
実
は
や
っ
か
い
だ
。
自
分
以
外
は
み
ん
な
バ
カ
な
の

だ
か
ら
、
私
た
ち
は
だ
れ
か
に
同
情
し
た
り
共
感
す
る
こ
と
も
な

く
、
ま
し
て
褒
め
る
こ
と
も
し
な
い
。
こ
ち
ら
を
バ
カ
だ
と
思
っ

て
い
る
他
人
は
他
人
で
、
私
の
こ
と
を
心
配
し
た
り
、
励
ま
し
て

く
れ
る
こ
と
も
な
い
。
つ
ま
り
私
た
ち
は
、
横
に
い
る
他
者
を
内

面
か
ら
理
解
し
た
り
、
つ
な
が
っ
て
い
く
契
機
を
持
た
な
い
ま
ま

日
々
を
送
り
は
じ
め
た

そ
れ
が
こ
の
十
余
年
間
に
起
き
た
、

―
―

も
っ
と
も
重
苦
し
い
事
態
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

」
と
。

。

こ
こ
に
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
文
章
は
、
日
本
が
陥
っ
て
い

る
現
実
の
、
な
か
な
か
的
確
な
指
摘
だ
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
こ

の
方
は
、
こ
の
十
余
年
の
現
実
が
、
敗
戦
直
後
の
そ
れ
と
も
、
あ

る
い
は
「
赤
信
号
み
ん
な
で
渡
れ
ば
怖
く
な
い
」
と
大
衆
を
勢
い

づ
か
せ
た
高
度
成
長
期
の
そ
れ
と
も
違
う
も
の
だ
、
と
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
ま
す
が
、
私
か
ら
見
ま
す
と
、
今
日
の
事
態
は
、
敗
戦
後

か
ら
今
日
ま
で
、
日
本
が
一
貫
し
て
た
ど
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
、
必
然
の
帰
結
の
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

確
か
に
、
見
か
け
は
違
う
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
日
本
が
陥
っ

て
い
る
今
日
の
事
態
は
、
結
論
的
に
言
い
ま
す
と
、
敗
戦
後
、
日

本
が
あ
ら
ゆ
る
信
仰
や
宗
教
を
公
教
育
か
ら
排
除
さ
せ
ら
れ
、
民

主
主
義
（
自
由
主
義
・
資
本
主
義
）
を
唯
一
の
思
想
（
生
き
方
）

と
し
て
生
き
て
き
た
、
そ
の
結
末
な
の
で
す
。

は
じ
め
て
こ
の
随
筆
を
読
ま
れ
る
方
に
は
、
す
ぐ
に
は
ご
理
解

い
た
だ
け
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
日
本
は
、
信
仰
や
宗
教
を

無
視
し
て
、
能
率
よ
く
経
済
一
辺
倒
に
や
っ
て
き
た
、
世
界
に
お

け
る
お
手
本
な
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
付
け
が
、
い
ま
回
さ
れ
て
き
て
い
る
の
で
す
。

世
界
的
に
、
人
々
の
「
自
己
中
心
化
」
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、
日

本
は
そ
の
最
先
端
モ
デ
ル
を
世
界
に
先
駆
け
て
提
示
し
て
い
る
の

で
す
。

大
多
数
の
日
本
人
は
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
を
お
手
本
に
し
て
や

っ
て
来
た
し
、
今
後
も
そ
う
す
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
日

本
と
ア
メ
リ
カ
に
は
、
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
点
が
あ
る
こ
と

に
気
づ
い
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
日
本
が
宗
教
や
信
仰
を
失
っ

て
い
る
の
に
対
し
て
、
ア
メ
リ
カ
は
、
先
進
国
で
は
世
界
に
類
を

見
な
い
ほ
ど
信
仰
を
保
っ
て
来
て
い
る
、
と
い
う
点
で
す
。

実
は
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
も
、
民
主
主
義
・
資
本
主
義
の
進
展
に

つ
れ
て
、
徐
々
に
、
信
仰
が
失
わ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
特
に
、
イ

（

）

。

ン
テ
リ
や
指
導
者

リ
ー
ダ
ー

層
が
そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
す

と
は
い
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
は
、
人
種
の
坩
堝
（
る
つ
ぼ
）
と
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言
わ
れ
な
が
ら
、
よ
く
一
つ
の
国
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
経
済
的
に

、

。

も
発
展
し
て
来
れ
た
の
は

キ
リ
ス
ト
教
の
お
陰
だ
っ
た
の
で
す

し
か
し
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
か
ら
も
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
が
徐
々
に

失
わ
れ
て
き
て
い
る
の
で
す
。

日
本
は
、
そ
の
意
味
で
、
ア
メ
リ
カ
の
お
手
本
に
な
っ
て
い
る

と
言
え
る
の
で
す
。

日
本
は
、
敗
戦
後
、
経
済
的
な
復
興
・
発
展
の
み
を
願
っ
て
、

が
む
し
ゃ
ら
に
突
進
し
て
き
て
、
な
ん
と
か
「
ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ

・
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
」
と
言
わ
れ
る
程
に
経
済
的
に
豊
か
に
な
っ
て

来
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
豊
か
さ
も
、
バ
ブ
ル
の
崩
壊
を
契
機

、

、

、

、

に

空
し
さ
が
先
立
ち

さ
て

次
に
何
を
な
す
べ
き
な
の
か
が

ま
っ
た
く
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
私
の
理

論
で
言
い
ま
す
と
、
民
主
主
義
・
資
本
主
義
の
も
と
で
「
自
己
」

、
「

」

、

、

の
み
を
追
求
し
て
来
て

他
己

が
弱
体
化
し

結
果
と
し
て

日
本
全
体
が
お
先
真
っ
暗
と
い
う

「
暗
鬱
」
な
状
態
に
陥
っ
て

、

い
る
の
で
す
。
こ
の
方
が
、
引
用
文
で
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
「
他

者
を
内
面
か
ら
理
解
し
た
り
、
つ
な
が
っ
て
い
く
契
機
を
持
た
な

い
」
と
言
わ
れ
ま
す
の
は
、
ま
さ
に
、
私
の
言
う
「
他
己
」
の
喪

失
を
表
す
も
の
な
の
で
す
。

現
在
、
日
本
の
学
校
は
、
殆
ど
崩
壊
し
た
と
言
え
る
ほ
ど
、
荒

れ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
文
部
科
学
省
の
政
策
を
み
ま
す

と
、
真
の
原
因
に
気
づ
い
て
い
ま
せ
ん
し
、
的
確
な
危
機
感
を
欠

い
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
文
部
科
学
省
が
解
決
策
だ
と
思
う
政

、

、

。

策
が

か
え
っ
て

教
育
現
場
の
混
乱
を
助
長
し
て
い
る
の
で
す

民
主
主
義
教
育
で
は
、
一
人
ひ
と
り
が
自
分
の
意
見
を
持
つ
こ

と
が
、
大
切
と
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
意
見
を
ど
こ
ま
で
も

主
張
す
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
て
い
ま
す
。
実
は
、
民
主
主
義
で
は

偉
人
は
い
ら
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
は
、
一
人
ひ
と
り
が
偉
人
に

な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

実
際
に
、
学
校
で
は
、
自
分
の
意
見
を
積
極
的
に
言
う
児
童
・

生
徒
が
尊
重
さ
れ
、
高
い
評
価
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
他
者
の

こ
こ
ろ
を
尊
重
し
て
、
あ
る
い
は
、
先
生
の
権
威
に
従
っ
て
、
意

見
の
表
明
を
控
え
る
子
ど
も
は
、
た
と
え
学
力
は
あ
っ
て
も
、
低

い
評
価
し
か
与
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
最
近
実
施
さ
れ
だ
し
ま
し

た
「
絶
対
」
評
価
の
制
度
に
よ
っ
て
こ
の
傾
向
は
、
一
層
助
長
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
制
度
も
、
学
力
低
下
の
一
つ
の
原
因
を

な
し
て
い
る
と
思
え
ま
す
。
一
方
で
は
、
競
争
（
自
由
競
争
）
を

助
長
し
て
い
る
の
に
、
他
方
で
は
、
そ
れ
を
ゴ
マ
か
す
こ
と
（
絶

対
評
価
）
を
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
。

民
主
主
義
教
育
で
は
、
で
す
か
ら
、
自
分
が
賢
い
と
思
う
よ
う

に
一
人
ひ
と
り
を
教
育
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、

逆
か
ら
言
い
ま
す
と

「
自
分
以
外
は
バ
カ
」
だ
と
思
う
よ
う
に

、

教
育
し
て
い
る
、
と
言
え
る
わ
け
で
す
。
基
本
的
に
、
他
者
へ
の

配
慮
を
す
る
よ
う
に
は
、
教
育
し
て
い
な
い
の
で
す
。
中
心
は
ど
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こ
ま
で
も
、
自
分
の
「
絶
対
化
」
な
の
で
す
。

私
た
ち
人
間
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
世
に
存
在
す
る
も
の
は
、

す
べ
て
相
対
的
で
す
。
お
互
い
が
「
相
（
あ
い
）
対
し
て
」
存
在

し
て
い
る
の
で
す
。
人
間
だ
け
が
こ
の
こ
と
を
自
覚
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
だ
け
が
、
他
者
の
こ
と
を
配

慮
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

そ
れ
が
、
私
の
言
い
ま
す
「
他
己
」
を
な
す
も
の
な
の
で
す
。

ご
理
解
い
た
だ
け
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
が
、
根
本
的

に
は
信
仰
な
の
で
す
。

相
対
な
私
た
ち
に
「
存
在
」
を
贈
っ
て
く
だ
さ
っ
た
「
絶
対
な

る
も
の
（
宇
宙
根
源
の
原
理

」
を
ひ
た
す
ら
求
め
て
、
そ
の
も

）

の
と
一
体
な
る
体
験
、
つ
ま
り
、
私
た
ち
相
対
な
存
在
を
超
え
て

「
絶
対
」
な
境
地
に
至
っ
た
人
た
ち
（
聖
者
）
の
教
え
を
信
じ
仰

ぐ
こ
と
、
そ
れ
が
信
仰
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
私
た
ち
も
、
一
人

ひ
と
り
が
そ
の
教
え
に
則
っ
て
、
自
分
へ
の
執
着
を
超
え
て
、
他

者
の
為
に
生
き
て
行
か
な
け
れ
ば
、
人
々
に
真
の
幸
せ
は
来
ま
せ

ん
し
、
世
界
に
平
和
も
訪
れ
な
い
の
で
す
。

こ
の
方
の
言
わ
れ
る
通
り
、
世
界
中
が

「
個
々
ば
ら
ば
ら
」

、

に
、
自
分
へ
の
執
着
を
強
め
、
互
い
に
争
い
合
っ
て
い
ま
す
。
日

本
は
そ
の
最
先
端
に
い
ま
す
。
そ
こ
か
ら
、
抜
け
る
道
は
、
世
界

中
の
人
が
、
真
の
信
仰
を
取
り
戻
す
こ
と
な
の
で
す
。
そ
れ
以
外

、

。

に

他
者
を
真
に
尊
重
す
る
文
化
は
生
ま
れ
よ
う
が
な
い
の
で
す

釈
尊
の
こ
と
ば
（
一
二
四
）

―
法
句
経
解
説
―

（
三
七
七
）
修
行
僧
ら
よ
。
ジ
ャ
ス
ミ
ン
の
花
が
萎
（
し

お
）
れ
た
花
び
ら
を
捨
て
落
と
す
よ
う
に
、
貪
り
と
怒
り
と

を
捨
て
去
れ
よ
。

こ
こ
で
言
い
ま
す
「
貪
り
」
と
「
怒
り
」
は
、
十
善
戒
〔
①
不

殺
生
、
②
不
偸
盗
、
③
不
邪
婬
、
④
不
妄
語
、
⑤
不
綺
語
、
⑥
不

悪
口
、
⑦
不
両
舌
、
⑧
不
慳
貪
、
⑨
不
瞋
恚
、
⑩
不
邪
見
〕
で
い

い
ま
す
と
、
⑧
不
慳
貪
（
ふ
け
ん
ど
ん
）
戒
と
⑨
不
瞋
恚
（
ふ
し

ん
に
）
戒
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。

仏
教
で
は
、
こ
の
二
つ
に
、
⑩
不
邪
見
を
加
え
て
、
三
毒
と
呼

び
、
他
の
①
か
ら
⑦
の
七
つ
の
悪
を
為
さ
し
め
る
原
因
を
な
す
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
重
要
視
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
す
。

以
前
に
も
何
度
も
書
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
前
掲
し
ま
し

た
十
善
戒
の
①
～
③
が
「
か
ら
だ
（
身

」
で
犯
す
悪
、
④
～
⑦

）

が
「
あ
た
ま
（
口

」
で
犯
す
悪
、
前
述
の
⑧
～
⑩
が
「
こ
こ
ろ

）

（
意

」
で
犯
す
悪
を
、
そ
れ
ぞ
れ
戒
め
る
も
の
に
な
っ
て
い
る

）

の
で
す
。

私
の
「
人
間
精
神
の
心
理
学
モ
デ
ル
」
で
も
、
意
識
領
域
の
最
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下
層
を
な
す
「
こ
こ
ろ
（
情
動
－
感
情

」
が
人
間
と
し
て
最
も

）

大
切
な
精
神
機
能
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

人
間
が
動
物
と
違
っ
て
人
間
な
の
は

「
他
己
」
が
「
自
己
」

、

か
ら
分
化
し
た
か
ら
な
の
で
す
が
、
そ
の
他
己
の
意
識
領
域
で
の

働
き
を
心
理
学
用
語
で
「
感
情
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
一
般
的
な

言
葉
で
い
い
ま
す
と

「
人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ
」
と
言
え
る

、

も
の
で
す
。
最
近
、
と
み
に
な
く
な
っ
て
い
ま
す
「
優
し
さ
」
や

「

」

。

、

思
い
や
り

な
ど
も
こ
こ
に
入
り
ま
す

も
っ
と
言
い
ま
す
と

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

と
感
じ
る
こ
こ
ろ
で
す
。

中
国
の
伝
統
的
思
想
で
あ
る
儒
教
で
は

「
仁
」
が
と
て
も
重

、

要
視
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
仁
は
、
自
己
の
情
動
を
抑
え
て
、

つ
ま
り
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
、
他
者
を
尊
重
あ
る
い
は
愛
す
る
こ

と
な
の
で
す
。

こ
れ
は
、
ま
さ
に
、
人
間
と
し
て
「
こ
こ
ろ
」
の
大
切
さ
を
主

張
し
ま
す
私
の
理
論
と
符
合
す
る
も
の
で
す
。
実
は
、
逆
に
言
い

ま
す
と
、
人
間
と
し
て
大
切
な
だ
け
に
、
そ
れ
だ
け
難
し
い
こ
と

で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

で
も
、
現
代
の
日
本
人
は
、
そ
れ
が
人
間
と
し
て
実
行
が
困
難

な
課
題
だ
と
い
っ
た
意
識
す
ら
喪
失
し
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。
実

は
、
そ
れ
を
再
生
産
し
て
い
ま
す
の
が
、
残
念
な
が
ら
、
学
校
教

育
な
の
で
す
。

い
ま
学
校
で
は
、
特
に
小
学
校
で
は
、
こ
の
「
こ
こ
ろ
」
は
全

く
評
価
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
善
い
人
間
と
は
、
こ
の
こ
こ
ろ
を
持

っ
て
い
る
人
間
な
の
で
す
が
、
人
格
完
成
を
め
ざ
す
学
校
教
育
で

す
ら
、
人
間
と
し
て
最
も
大
切
な
面
が
完
全
に
な
い
が
し
ろ
に
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
政
治
家
や
財
界
人
や
高
級
官
吏
の
よ
う
に

嘘
を
含
め
て
自
己
主
張
が
堂
々
と
で
き
る
子
が
、
全
て
の
面
で
評

価
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
教
師
の
質
問
に
、
よ
く
正
解
が

判
ら
な
く
て
も

「
は
い
、
は
い
」
と
積
極
的
に
手
を
挙
げ
る
子

、

が
評
価
さ
れ
る
の
で
す
。
た
と
え
当
て
ら
れ
て
、
答
え
ら
れ
な
く

て
も

「
判
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
う
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
い
ま

、」

、

。

し
た

と
言
う
よ
う
な
場
合
で
も

教
師
は
殆
ど
と
が
め
ま
せ
ん

「
は
い
、
よ
ろ
し
い
。
思
い
出
し
た
ら
ま
た
言
っ
て
下
さ
い
」
と

い
っ
た
具
合
に
、
そ
の
積
極
性
を
逆
に
評
価
す
る
の
で
す
。

こ
の
ま
ま
行
き
ま
す
と
、
日
本
の
社
会
秩
序
は
、
ま
す
ま
す
、

崩
壊
し
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
た
と
え
、
日
本
人
、
直
接
的
に

、

、

、

は
文
部
科
学
省
が

こ
の
こ
と
に
気
づ
い
て

教
育
を
改
め
て
も

そ
の
効
果
が
社
会
に
現
れ
て
く
る
の
は
、
五
十
年
ぐ
ら
い
は
か
か

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

話
が
、
少
し
横
道
に
そ
れ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
人
間
と
し

て
最
も
大
切
な
点
を
説
く
、
こ
の
偈
も
現
代
人
に
は
、
ま
っ
た
く

の
死
語
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
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（
三
七
八
）
修
行
僧
は
、
身
も
静
か
、
語
（
こ
と
ば
）
も
静

か
、
心
も
静
か
で
、
よ
く
精
神
統
一
を
な
し
、
世
俗
の
享
楽

物
を
吐
き
す
て
た
な
ら
ば

（
や
す
ら
ぎ
に
帰
し
た
人
）
と

、

呼
ば
れ
る
。

こ
の
偈
の
最
後
の
「
や
す
ら
ぎ
に
帰
し
た
人
と
呼
ば
れ
る
」
こ

、

、

、

と
が

果
し
て

現
代
の
日
本
で
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か

き
わ
め
て
疑
問
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。
も
し
求
め
ら
れ
て
い
る
と

す
れ
ば
、
金
と
名
誉
を
得
れ
ば
、
安
ら
ぎ
も
得
ら
れ
る
と
考
え
て

の
事
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
っ
た
く
の
間
違
い
で
す
。

金
も
名
誉
も
、
あ
る
い
は
権
力
も
、
食
べ
る
も
の
さ
え
な
く
て

も
、
安
ら
ぎ
の
境
地
（
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
・
解
脱
）
は
あ
り
得
る
の

で
す
。
そ
れ
こ
そ
が
、
絶
対
的
な
安
静
な
の
で
す
。
大
楽
な
の
で

す
。そ

の
た
め
に
は
、
例
え
ば

『
即
身
成
仏
義
』
で
も
書
か
れ
て

、

、「

」

。

い
ま
す
よ
う
な

身
口
意
三
密
加
持

の
修
行
が
い
る
の
で
す

も
っ
と
一
般
的
に
は
、
前
の
（
三
七
七
）
の
偈
に
あ
り
ま
し
た

よ
う
に
、

「

」

、

、

、

○

身
を
静
か
に
す
る
こ
と

で
あ
る

①
不
殺
生

②
不
偸
盗

③
不
邪
婬
の
戒
律
を
守
り
、

「

（

）

」

、

、

○

語

こ
と
ば

を
静
か
に
す
る
こ
と

で
あ
る

④
不
妄
語

⑤
不
綺
語
、
⑥
不
悪
口
、
⑦
不
両
舌
の
戒
律
を
守
り
、

「

」

、

、

、

○

心
を
静
か
に
す
る
こ
と

で
あ
る

⑧
不
慳
貪

⑨
不
瞋
恚

⑩
不
邪
見
の
戒
律
を
守
り
な
が
ら
、

○
「
精
神
統
一
」
の
修
行
に
励
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

精
神
統
一
の
修
行
と
は
、
具
体
的
に
は
、
真
言
密
教
の
修
法
、

ヨ
ー
ガ
、
坐
禅
、
読
経
、
等
々
で
す
。
そ
れ
ら
の
ど
れ
か
を
、
毎

日
、
ひ
た
す
ら
行
う
必
要
が
あ
る
の
で
す
。

、

、

そ
う
す
る
こ
と
が

以
前
も
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す

「
戒
・
定
・
慧
・
解
脱
・
解
脱
知
見
」
の
前
の
二
つ
の
「
戒
」
と

「
定
」
に
当
た
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
、
そ
う
す
る
た
め
に
は

「
世
俗
の
享
楽
物
を
吐
き
す

、

て
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す

「
吐
き
す
て
」
る
と
は
変
わ

。

っ
た
言
い
方
で
す
が
、
テ
キ
ス
ト
に
し
て
い
ま
す
本
の
訳
者
で
あ

る
中
村
元
訳
注
に
よ
り
ま
す
と
、
こ
れ
は
当
時
の
ジ
ャ
イ
ナ
教
の

言
い
方
を
ま
ね
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。

さ
て
、
世
俗
の
享
楽
物
で
す
が
、
現
代
で
は
無
数
に
あ
る
と
思

い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ス
ポ
ー
ツ
観
戦
、
競
輪
・
競
馬
・
競
艇
、

映
画
鑑
賞
、
飲
み
屋
通
い
、
カ
ラ
オ
ケ
な
ど
な
ど
で
す
。

道
元
禅
師
も
、
僧
侶
た
る
も
の
は
趣
味
に
興
じ
て
は
な
ら
な
い

と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
偈
に
通
じ
る
も
の
で
す
。

現
代
の
日
本
で
は
、
僧
侶
も
高
級
外
車
に
乗
り
、
夜
な
夜
な
銀

座
の
高
級
バ
ー
に
飲
み
に
行
く
時
代
で
す
。
悲
し
い
か
な
で
す
。
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後
記

一
、
今
年
は
、
ス
カ
ッ
と
し
た
夏
空
が
、
な
か
な
か
訪
れ
な
い
よ

う
で
す
。
な
ん
だ
か
異
常
気
象
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。

二

「
持
続
可
能
な
開
発
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
よ
う
で
は
、
自

、
然
破
壊
は
免
れ
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
悲
し
い
こ
と
で
す
が
、

こ
の
ま
ま
で
は
、
世
界
規
模
で
自
然
は
汚
染
さ
れ
、
秩
序
が
破
壊

さ
れ
て
行
く
こ
と
は
必
定
で
す
。
今
は
世
界
的
な
エ
ゴ
追
求
の
結

果
、
物
の
尊
厳
が
蹂
躪
さ
れ
、
生
命
の
尊
厳
が
蹂
躪
さ
れ
、
精
神

（
人
間
）
の
尊
厳
が
蹂
躪
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

三
、
最
近
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
第
一
放
送
ラ
ジ
オ
深
夜
便
の
「
こ
こ
ろ
の
時

代
」
と
い
う
番
組
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
安
保
徹
と
い
う
方
の

「
自
律
神
経
免
疫
療
法
」
と
い
う
話
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
、
こ
の

方
の
本
を
読
ん
で
い
ま
す
。
引
き
つ
け
ら
れ
ま
し
た
の
は

「
ガ

、

ン
は
自
律
神
経
の
交
感
神
経
と
副
交
感
神
経
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
つ

こ
と
で
、
治
る
」
と
い
う
点
で
す
。
ガ
ン
の
他
に
も
、
い
ろ
い
ろ

な
病
気
も
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
痔
疾
、
胃
炎
、
胃
潰

瘍
、
腸
炎
、
盲
腸
炎
、
潰
瘍
性
大
腸
炎
、
歯
槽
膿
漏
な
ど
で
す
。

四
、
私
は
、
大
学
を
退
職
後
は

「
ひ
び
き
の
さ
と
人
間
精
神
学

、

研
究
所
」
や
「
こ
こ
ろ
の
健
康
心
理
ク
リ
ニ
ッ
ク
」
な
ど
を
開
設

し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

五
、
か
つ
て
「
足
裏
診
断
」
で
あ
れ
だ
け
お
金
を
集
め
得
た
こ
と

を
み
て
も
分
か
り
ま
す
が
、
多
く
の
方
が
ガ
ン
な
ど
の
不
治
の
病

で
悩
ま
れ
、
わ
ら
を
も
掴
む
よ
う
に
気
持
ち
で
、
何
か
に
救
い
を

求
め
て
お
ら
れ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
方
の
お
役
に

立
て
る
こ
と
は
な
い
か
と
考
え
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
関
心
を
も

っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

六
、
こ
の
方
の
本
を
読
ん
で
み
た
い
と
い
う
方
が
お
あ
り
で
は
と

思
い
ま
す
の
で
、
読
み
や
す
い
も
の
を
一
冊
だ
け
紹
介
し
て
お
き

ま
す
。
安
保
徹
著
『
ガ
ン
は
自
分
で
治
せ
る

（
マ
キ
ノ
出
版
）

』

で
す
。
値
段
は
、
一
三
〇
〇
円
で
す
。

七
、
京
セ
ラ
の
名
誉
会
長
・
稲
盛
和
夫
氏
の
本
を
読
み
、
私
の
理

論
が
分
か
っ
て
頂
け
る
の
で
は
と
思
い
、
論
文
と
お
手
紙
を
差
し

上
げ
ま
し
た
。
受
け
取
っ
た
と
い
う
お
返
事
を
頂
き
ま
し
た
。

月
刊

平
成
十
五
年
八
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

八
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
六
四
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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