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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
五
巻

一
月
号

振
り
向
い
て
後
ろ
を
見
ろ

振
り
向
い
て

後
ろ
を
見
る
な

そ
こ
に
未
来
は
な
い

と
い
う
詩
が
あ
る
ら
し
い

私
な
ら
言
い
た
い

振
り
向
い
て

そ
う
す
る
と
き

後
ろ
を
見
ろ

は
じ
め
て

救
い
の
な
い

真
の
未
来
も
見
え
て
く
る

自
分
の
過
去
が
見
え
て
く
る

子
は
親
の
鏡
だ
か
ら

文
科
省

子
ど
も
教
育

せ
ん
と
せ
ば

先
ず
は
親
か
ら

啓
蒙
す
べ
し
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
一
二
〇
）

―
空
海
『
即
身
成
仏
義
』
解
説
（
二
三
）
―

〔

六
）
―
５

速
疾
に
顕
わ
る
〕

（

此
（
か
く
）
の
如
く
の
経
等
は
、
皆
こ
の
速
疾
力
不
思
議

神
通
の
三
摩
地
の
法
を
説
く
。
も
し
人
有
っ
て
法
則
を
欠
か

ず
し
て
昼
夜
に
精
進
す
れ
ば
、
現
身
に
五
神
通
を
獲
得
す
。

漸
次
に
修
練
す
れ
ば
、
こ
の
身
を
捨
て
ず
し
て
進
ん
で
仏
位

に
入
る
。
具
（
つ
ぶ
さ
）
に
は
経
に
説
く
が
如
し
。

こ
の
義
に
依
る
が
故
に

「
三
密
加
持
す
れ
ば
速
疾
に
顕

、

わ
る
」
と
曰
う
。

加
持
と
は
、
如
来
の
大
悲
と
衆
生
の
信
心
と
を
表
わ
す
。

仏
日
の
影
、
衆
生
の
心
水
に
現
ず
る
を
加
と
曰
い
、
行
者
の

心
水
、
よ
く
仏
日
を
感
ず
る
を
持
と
名
づ
く
。
行
者
、
も
し

能
く
、
こ
の
理
趣
を
観
念
す
れ
ば
、
三
密
相
応
す
る
が
故

に
、
現
身
に
速
疾
に
本
有
（
ほ
ん
ぬ
）
の
三
身
を
顕
現
し
証

得
す
。
故
に
速
疾
顕
と
名
づ
く
。
常
の
即
時
即
日
の
如
く
、

即
身
の
義
も
ま
か
是
（
か
く
）
の
如
し
。

現
代
語
訳
を
、
頼
富
本
宏
著
『
日
本
の
仏
教
２

空
海

（
筑

』

摩
書
房
刊
）
か
ら
、
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

＊

＊

＊

＊

以
上
の
よ
う
な
経
典
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
、
こ
の
す
み
や
か
な

力
、
す
な
わ
ち
思
慮
を
超
え
た
超
自
然
的
能
力
を
起
こ
す
瞑
想
の

境
地
の
教
え
を
説
い
て
い
る
。
も
し
も
、
あ
る
修
行
者
が
、
儀
軌

に
説
か
れ
た
法
則
ど
お
り
に
、
誤
た
ず
に
、
昼
夜
に
励
み
、
努
め

た
な
ら
ば
、
こ
の
身
の
ま
ま
で
、
五
種
類
の
超
自
然
的
能
力
〔
神

通
力
〕
を
獲
得
す
る
。
順
序
を
踏
ん
で
修
練
す
る
な
ら
ば
、
こ
の

身
体
を
捨
て
な
い
で
、
進
ん
で
仏
の
位
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

詳
し
く
は
経
典
に
説
い
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
意
義
に
基
づ
い
て

「
ほ
と
け
と
わ
れ
わ
れ
と

、

の
三
種
の
行
為
形
態
〔
三
密
〕
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
の
で
あ
る
。

こ
の
文
章
中
の
〈
応
じ
あ
う

〔
加
持
〕
と
は
、
如
来
の
大
悲

〉

と

（
そ
れ
に
対
応
す
る
）
人
び
と
の
信
心
と
を
表
し
て
い
る
。

、

あ
た
か
も
、
太
陽
の
光
の
よ
う
な
仏
の
姿
が
、
人
び
と
の
心
の
水

（
の
表
面
）
に
現
れ
る
の
を

〈
加
〉
と
い
い
、
真
言
密
教
の
修

、

行
者
の
心
の
水
が
、
よ
く
仏
の
太
陽
を
感
じ
と
る
こ
と
を
〈
持
〉

と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

、

、

修
行
者
が

も
し
よ
く
こ
の
真
理
を
心
に
思
い
こ
ら
す
な
ら
ば
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三
種
の
行
為
形
態
が
あ
い
応
じ
る
か
ら
、
こ
の
身
に
お
い
て
、
す

み
や
か
に
本
来
そ
な
え
持
っ
て
い
る
三
種
の
仏
身
を
顕
現
し
、
そ

れ
を
体
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に

〈
す

、

〉

。

、

み
や
か
に
さ
と
り
の
世
界
が
現
れ
る

と
い
う
の
で
あ
る

日
常

「
即
時
」
と
か
「
即
日
」
と
い
う
よ
う
に

「
即
身
」
と
い
う
意

、

味
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。

＊

＊

＊

＊

今
回
は

「
二
頌
（
じ
ゅ
）
八
句
」
の
三
番
目
で
あ
る
「
三
密

、

加
持
す
れ
ば
速
疾
に
顕
わ
る
」
の
最
後
の
部
分
で
、
総
仕
上
げ
の

感
が
あ
り
ま
す
。

「

」

、

こ
の
句
の
中
心
を
成
し
ま
す

三
密
加
持

に
つ
き
ま
し
て
は

こ
れ
ま
で
既
に
、
十
三
巻
の
四
月
号
と
六
月
号
で
、
ま
た
十
四
巻

の
八
月
号
で
、
解
説
し
て
い
ま
す
。
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

す
。こ

の
部
分
は
、
現
代
語
訳
を
お
読
み
頂
け
れ
ば
、
も
う
大
体
ご

理
解
が
得
ら
れ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
少
し
だ
け
説
明
が
要

り
そ
う
な
言
葉
を
解
説
し
て
お
き
ま
す
。

ま
す
、
二
度
出
て
き
ま
す
「
神
通
（
じ
ん
ず
う

」
に
つ
い
て

）

で
す
が
、
中
村
元
著
『
広
説
佛
教
語
大
辞
典

（
東
京
書
籍
刊
）

』

の
こ
の
見
出
し
語
に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

【
神
通
】
①
す
ぐ
れ
た
智
慧
。
②
一
般
の
人
間
の
能
力

じ
ん
ず
う

、

。

。

を
超
え
た

自
由
自
在
の
活
動
能
力

不
可
思
議
で
自
在
な
威
力

超
自
然
的
な
不
可
思
議
の
能
力
。
超
人
的
な
能
力
。
不
可
思
議
な

。

（

）
。

、

超
人
的
な
は
た
ら
き

無
礙
自
在
な
通
力

以
下
略

ま
た

中
村
元
他
編
著
『
岩
波
仏
教
辞
典
第
二
版

（
岩
波
書
店
刊
）
の

』

見
出
し
語
「
六
神
通
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

六
通
と
も
い
う
。
人
知
を
超
え
た
次
の
６
種
の
自
由
自

六
神
通

在
な
能
力

〈
神
足
通
（
じ
ん
そ
く
つ
う

〉
は
以
下
の
五
つ
の

。

）

神
通
に
含
ま
れ
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
超
能
力
の
総
称
。
た
と
え
ば
飛

行
・
変
身
な
ど

〈
天
眼
通
（
て
ん
げ
ん
つ
う

〉
は
衆
生
の
転

。

）

生
の
状
態
を
知
る
能
力
。
ま
た
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
見
通
す
能

力

〈
天
耳
通
（
て
ん
に
つ
う

〉
は
あ
ら
ゆ
る
音
声
や
言
葉
を

。

）

聴
く
能
力

〈
他
心
通
（
た
し
ん
つ
う

〉
は
他
人
の
考
え
て
い

。

）

る
こ
と
、
心
の
内
を
知
る
能
力

〈
宿
命
通
（
し
ゅ
く
み
ょ
う
つ

。

う

〉
は
過
去
世
の
生
存
の
状
態
を
思
い
出
す
能
力

〈
漏
尽
通

）

。

（

）
〉

。

ろ
じ
ん
つ
う

は
自
己
の
煩
悩
が
尽
き
た
こ
と
を
知
る
能
力

な
お
神
足
通
は
神
境
通
、
宿
命
通
は
宿
住
通
と
も
言
い
ま
す
。
こ

こ
に
出
て
来
ま
し
た
「
五
神
通
」
は
、
こ
の
六
神
通
か
ら
最
初
の

神
足
通
を
除
い
た
も
の
で
す
。

次
に

「
三
種
の
仏
身
」
で
す
が
、
こ
れ
は
、
法
身
と
報
身
と

、

応
（
変
化
）
身
の
こ
と
で
す
。
既
に
、
第
十
三
巻
五
月
号
で
詳
し

く
紹
介
し
ま
し
た
。
ご
参
照
下
さ
い
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

愛

を

む

し

ば

む

民
主
主
義

愛
を
む
し
ば
む

ウ
イ
ル
ス
ぞ

免
疫
欠
い
た

日
本
は
脆
し

民

主

主

義

は

幻

想

日
本
人
よ

民
主
主
義
な
ら

な
ん
で
も
う
ま
く
行
く

と
い
う
幻
想
に

早
く
気
付
け
！

オ

ン

リ

ー

・

ワ

ン

の

時

代

人
も
ボ
ー
ダ
ー
レ
ス

聖
者
と
凡
夫

男
と
女

大
人
と
子
供

親
と
子

教
師
と
生
徒

す
べ
て
の
人
間
は

個
人
に
還
元
さ
れ
る

オ
ン
リ
ー
・
ワ
ン
の
時
代

隠

れ

た

文

化

超

大

国

！

？

失
わ
れ
た
十
年
の

九
十
年
代
に
日
本
は

大
衆
文
化
の
世
界
で

隠
れ
た
超
大
国
に

な
っ
た
と
い
う

も
て
は
や
さ
れ
る

ア
ニ
メ

ポ
ケ
モ
ン

キ
テ
ィ
ち
ゃ
ん

日
本
食

ゲ
ー
ム
機
器

世
界
で
活
躍
す
る

デ
ザ
イ
ナ
ー

建
築
家

音
楽
家

ス
ポ
ー
ツ
選
手

で
も

あ
ふ
れ
る
よ
う
な

メ
デ
ィ
ア
が
あ
り
な
が
ら

メ
ッ
セ
ー
ジ
が
な
い

と
言
わ
れ
て
い
る

な
ぜ
な
の
か
な
あ
！
？

い
っ
た
い

メ
ッ
セ
ー
ジ
っ
て
何
？

哀

れ

凡

聖

逆

謗

自
ら
の

か
げ
を
う
つ
し
て

批
判
す
る

凡
聖
逆
謗

哀
れ
や
哀
れ
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女

・

子

供

も

自

己

肥

大

女
が
結
婚
し
な
い

子
供
を
産
ま
な
い

子
ど
も
が
性
と
暴
力
に

踏
み
込
む

社
会
か
ら
引
き
こ
も
る

こ
う
し
た
変
化
は

彼
ら
「
女
・
子
ど
も
」
が

社
会
の
中
で

弱
い
存
在
で
あ
る
が
故
に

生
き
延
び
る
た
め
に

そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い

か
ら
な
の
だ
と
い
う

そ
れ
は
ち
が
う

男
の
自
己
肥
大
を

民
主
主
義
教
育
に
よ
っ
て

「
女
・
子
ど
も
」
も

「
享
受
」
す
る
よ
う
に

な
っ
た
だ
け
な
の
だ

民

主

化

こ

そ

最

高

価

値

ア
メ
リ
カ
は

世
界
を
民
主
化
す
る

と
意
気
込
ん
で
い
る
が

自
ら
の
国
の
民
主
化
が

ま
ず
必
要
だ

と
い
う
人
が
い
る

そ
れ
は

民
主
化
こ
そ
が

最
高
価
値
と
い
う
錯
覚
だ

義

務

と

は

何

か

日
本
の
憲
法
が

規
定
す
る
三
大
義
務
は

納
税
と
教
育
と
勤
労

で
も

教
育
と
勤
労
は

義
務
で
あ
る
と
同
時
に

権
利
で
も
あ
る

そ
う
す
る
と

真
の
義
務
は
納
税
の
み

本
当
の
義
務
は

人
と
の
関
係
が

直
接

表
現
さ
れ
る
べ
し

そ
れ
は

自
分
の
情
動
を
制
し
て

人
を
愛
す
る
義
務

キ
リ
ス
ト
教
で
言
え
ば

神
の
義
・
人
の
義

儒
教
で
言
え
ば

仁仏
教
で
言
え
ば

慈
悲
喜
捨
・
利
他
心

わ

い

せ

つ

目

的

若
者
に
よ
る

わ
い
せ
つ
目
的
で
の

女
児
連
れ
去
り
事
件
が

多
発
し
て
い
る

規
範
意
識
が
希
薄
化
し

欲
望
達
成
の
た
め
の

他
者
の
手
段
化
が

ま
す
ま
す
進
行
す
る
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自
作
随
筆
選

現
代
人
の
自
閉
化
傾
向

先
月
号
で
は
「
自
己
の
絶
対
化
」
と
題
す
る
随
筆
を
載
せ
ま
し

た
。
今
月
号
は
、
こ
れ
と
強
い
関
連
が
あ
る
「
現
代
人
の
自
閉
化

傾
向
」
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

実
は
、
先
月
号
の
「
自
己
絶
対
化
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
書
き

ま
し
た

「
民
主
主
義
の
進
行
に
よ
っ
て
、
客
観
的
な
行
動
基
準

。

（
つ
ま
り
信
仰
や
規
範
、
英
語
で
言
い
ま
す
と
ａ
ｘ
ｉ
ｏ
ｍ
）
を

喪
失
し
ま
す
と
、
人
々
の
判
断
は
、
自
己
に
閉
じ
て
行
き
ま
す
」

と
。今

月
号
で
は
、
現
代
人
に
は

「
判
断
」
に
限
ら
ず
、
精
神
全

、

体
が
「
自
己
に
閉
じ
て
行
く
傾
向
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お

き
た
い
と
思
う
の
で
す
。

そ
う
思
っ
た
き
っ
か
け
で
す
が
、
一
月
十
一
日
（
日
）
と
十
二

日
（
月
）
に
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
（
第
一
放
送
）
ラ
ジ
オ
深
夜
便
の
四
時
台

に
放
送
さ
れ
ま
し
た
「
こ
こ
ろ
の
時
代
」
で
、
神
奈
川
県
山
北
町

で
「
く
だ
か
け
生
活
舎
」
を
主
宰
さ
れ
て
い
ま
す
和
田
重
良
氏
が

体
験
な
ど
を
交
え
て
、
こ
の
生
活
舎
の
こ
と
を
、
い
ろ
い
ろ
話
さ

れ
た
の
を
聞
い
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

私
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
ど
こ
か
で
書
い
た
こ
と
が
あ
る
と
思
う

の
で
す
が
、
現
代
人
が
だ
ん
だ
ん
と
自
閉
的
に
な
り
、
な
に
が
し

か
統
合
失
調
症
（
か
つ
て
の
精
神
分
裂
病
）
の
兆
候
を
帯
び
て
い

る
よ
う
に
考
え
て
来
た
の
で
す
。

そ
の
兆
候
と
言
い
ま
す
の
は
、
私
の
言
葉
で
い
い
ま
す
と
「
他

己
」
が
、
弱
体
化
し
、
枯
渇
し
た
結
果
と
し
て
現
れ
る
も
の
な
の

で
す
。
脇
道
に
そ
れ
ま
す
が

「
論
文
」
に
も
書
き
ま
し
た
よ
う

、

に
、
他
己
が
弱
体
化
し
ま
す
と
、
精
神
病
で
言
い
ま
す
と
「
統
合

失
調
症
」
に
な
り
ま
す
し
、
ま
た
「
自
己
」
が
弱
体
化
し
ま
す
と

「
う
つ
病
」
に
な
っ
て
行
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
二
大
精
神
病
が
、

自
己
と
他
己
の
機
能
不
全
で
説
明
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

、「

」

、

さ
て

く
だ
か
け
生
活
舎

と
和
田
重
良
氏
の
こ
と
で
す
が

「
く
だ
か
け
」
と
は
、
私
も
始
め
て
聞
い
た
の
で
す
が

「
に
わ

、

と
り
」
の
古
語
だ
そ
う
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
こ
ち
ら
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
ま
す
と

「
エ
サ
を
欲
し
が
る
ヒ
ヨ
コ
に
親
鶏
が

心
を

く
、
心
を

る
」

く
だ

か
け

と
あ
り
ま
し
た
。

こ
こ
の
「
く
だ
か
け
生
活
舎
」
で
、
和
田
氏
は
不
登
校
な
ど
の

問
題
を
も
つ
子
た
ち
と
共
に
、
農
業
や
林
業
を
中
心
と
し
て
共
同

生
活
を
送
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
詳
し
く
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
載
っ
て
い
ま
す
。
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ラ
ジ
オ
番
組
で
は
、
こ
の
方
に
金
光
寿
郎
氏
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

す
る
形
で
進
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
お
話
の
中
で
、
預
か
っ
て
い
る
子
た
ち
に
共
通
す
る
行
動

的
・
心
理
的
特
徴
と
し
て
、
次
の
点
を
揚
げ
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

①
分
け
合
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

②
共
同
作
業
し
て
も
、
呼
吸
が
合
わ
な
い
。

③
自
分
勝
手
な
こ
と
を
す
る
。

④
言
わ
れ
た
通
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

⑤
自
己
表
現
が
で
き
な
い
。

⑥
こ
こ
ろ
を
開
く
よ
う
に
言
わ
れ
て
も
何
の
こ
と
か
理
解
で
き

な
い
。、

、

そ
し
て

こ
う
し
た
特
徴
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
原
因
と
し
て

皆
に
共
通
し
て
「
幼
児
期
に
満
た
さ
れ
た
体
験
が
な
い
」
か
ら
だ

。
「

」

「

」

。

と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た

情

緒
的
に
も

知

的
に
も
で
す

こ
れ
を
聞
い
て
い
て
、
わ
た
し
は
、
即
座
に
こ
れ
ら
の
特
徴
は

子
ど
も
た
ち
に
「
他
己
」
が
育
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
と
直
観
し
ま

し
た
。

少
し
説
明
し
ま
す
と
、
例
え
ば
、
①
の
分
け
合
う
こ
と
が
で
き

な
い
、
と
言
い
ま
す
の
は
、
他
者
と
「
情
動
の
共
有
」
を
し
た
経

験
が
少
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
う
な
っ
て
い
る
と
思
う
の
で
す
。

話
の
中
で
は
、
具
体
的
な
例
と
し
て
、
子
ど
も
た
ち
の
大
好
き

な
肉
を
大
き
な
皿
に
盛
っ
て
出
し
ま
す
と
、
一
斉
に
奪
い
合
っ
て

食
べ
る
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
、
ニ
ワ
ト
リ
が
餌
に
群
が
っ
て
わ
れ

先
に
食
べ
る
さ
ま
、
さ
な
が
ら
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

情
動
の
共
有
と
は
、
喜
び
や
悲
し
み
を
他
者
と
共
に
体
験
す
る

こ
と
で
す
。
普
通
の
言
葉
で
い
い
ま
す
と
、
共
感
と
か
同
情
と
か

と
言
っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
互
い
の
情
動
・
こ
こ
ろ
を
分
か

ち
合
う
こ
と
で
す
。
私
は
、
そ
の
こ
こ
ろ
の
働
き
を
「
感
情
」
と

言
っ
て
い
ま
す
。

彼
ら
が

（
例
え
ば
肉
の
よ
う
な
好
き
な
食
べ
物
を
）
分
か
ち

、

合
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
は
、
親
や
養
育
者

と
の
情
動
の
共
有
が
で
き
て
こ
な
か
っ
た
た
め
に
、
こ
の
感
情
が

育
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
も
の
な
の
で
す
。

感
情
と
い
う
用
語
は
、
私
の
理
論
の
根
幹
の
一
つ
を
な
す
も
の

な
の
で
す
が
、
そ
れ
は
「
人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ
」
で
、
人
間

の
人
間
た
る
ゆ
え
ん
を
な
す
も
の
で
す
。
人
間
性
そ
の
も
の
と
言

っ
て
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
人
間
が
、
動
物
の
ニ
ワ
ト
リ
を
超
え

て
人
間
な
の
は
、
人
間
に
だ
け
、
こ
の
感
情
の
働
き
が
備
わ
っ
て

い
る
か
ら
な
の
で
す
。

現
在
不
登
校
な
ど
の
問
題
を
も
つ
子
た
ち
が
、
こ
う
し
た
情
動

の
共
有
体
験
を
少
な
く
し
か
持
て
な
く
な
っ
て
来
て
い
る
こ
と
そ

の
こ
と
が
、
現
代
人
の
自
閉
化
傾
向
を
示
す
も
の
で
す
し
、
ま
た

そ
の
再
生
産
を
促
進
す
る
基
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
の
で

す
。
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私
は
、
か
つ
て
自
閉
症
児
の
行
動
的
・
心
理
的
研
究
を
行
い
ま

し
た
が
、
そ
の
結
果
、
そ
の
基
本
障
害
は
上
述
し
ま
し
た
情
動
の

共
有
が
で
き
な
い
こ
と
に
現
れ
た
「
人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ
」

の
障
害
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
、
自
閉
症
児
が
自
ら
病
ん
で
私
た
ち
現
代
人

に

「
今
み
ん
な
が
そ
う
な
っ
て
い
る
ぞ
」
と
警
告
を
発
し
て
く

、
れ
て
い
る
の
だ
と
受
け
取
り
ま
し
た
。
現
代
人
が
人
間
性
を
喪
失

し
て
来
て
い
る
こ
と
を
警
告
す
る
た
め
に
仏
さ
ま
が
、
つ
か
わ
さ

れ
た
使
者
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
す
。

ま
さ
に
、
い
ま
多
く
の
子
ど
も
た
ち
、
否
、
多
く
の
大
人
た
ち

が
、
人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ
を
失
っ
て
、
自
閉
化
傾
向
を
強
め

て
来
て
い
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

自
閉
症
は
、
先
天
的
障
害
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
後
天
的
に
自

、

。

閉
化
す
る
こ
と
は

統
合
失
調
症
と
の
近
縁
障
害
を
思
わ
せ
ま
す

わ
た
し
は
、
そ
れ
を
「
自
閉
性
人
格
障
害
」
と
で
も
名
づ
け
た
い

と
思
う
の
で
す
。
な
お
、
余
談
で
す
が
、
自
閉
症
と
い
う
言
葉
は

差
別
的
な
色
合
い
を
帯
び
て
い
る
の
で
、
名
前
を
変
え
よ
う
と
い

う
運
動
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
な
か
な
か
い
い
名
前
が
見
つ
か
ら

な
い
よ
う
で
す
。
こ
こ
で
は
、
一
応
、
自
閉
と
い
う
こ
と
ば
を
使

っ
て
い
ま
す
が
、
も
し
、
変
え
た
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で
し

た
ら
、
私
は

「
幼
児
性
他
己
不
全
症
候
群
」
と
で
も
し
た
ら
い

、

か
が
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と

「
自
閉
性
人
格
障

、

害
」
は
「
他
己
不
全
性
人
格
障
害
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
障
害
の
特
徴
で
す
が
、
和
田
氏
が
挙
げ
ら
れ

ま
し
た
、
不
登
校
児
た
ち
の
行
動
的
・
心
理
的
諸
特
徴
が
す
べ
て

当
て
は
ま
り
ま
す
。

人
間
が
自
己
に
閉
じ
て
き
ま
す
と

「
①
分
け
合
う
こ
と
が
で

、

き
な
い
」
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
基
本
的
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
障
害
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
他
者
の
意
図
や
気
持
ち
な
ど
を
理

解
し
よ
う
と
し
ま
せ
ん
し
、
で
き
も
し
ま
せ
ん
の
で
「
②
共
同
作

業
し
て
も
、
呼
吸
が
合
わ
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、

自
分
の
思
い
込
み
だ
け
で
「
③
自
分
勝
手
な
こ
と
を
す
る
」
よ
う

に
な
り

「
④
言
わ
れ
た
通
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い

、

う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

し
か
し
、
彼
ら
が
自
発
的
に
「
言
わ
れ
な
く
て
も
」
仕
事
や
作

業
な
ど
の
行
動
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
そ

う
は
で
き
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
い
わ
ゆ
る
「
指
示
待
ち
人
間
」
と
で

も
言
え
る
人
間
な
の
で
す
。

も
っ
と
説
明
が
い
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
感
情
の
障
害
を
基

本
と
し
た
「
他
己
」
の
機
能
に
不
全
が
あ
り
ま
す
と
、
行
動
が
刹

那
的
に
な
り
、
自
ら
が
自
ら
の
行
動
の
「
目
的
」
を
も
ち
、
そ
の

目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
「
計
画
」
を
た
て
、
そ
の
計
画
通
り
に

「
実
行
」
し
、
そ
の
結
果
を
「
評
価
」
す
る
と
い
う
よ
う
な
自
主

的
・
主
体
的
行
動
が
出
来
な
く
な
る
の
で
す
。
多
く
の
行
動
が
刹
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那
的
に
な
り
、
時
間
的
な
前
後
関
係
が
ど
こ
か
に
飛
ん
で
し
ま
う

の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
場
の
状
況
を
的
確
に
判
断
す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
刹
那
的
に
な
る
の
で
す
。

以
上
の
よ
う
な
、
行
動
的
に
目
立
つ
特
徴
の
他
に
、
も
っ
と
彼

ら
の
心
の
状
態
を
的
確
に
示
す
重
要
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
、
彼
ら
が
「
⑤
自
己
表
現
が
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

和
田
氏
の
言
葉
の
中
に
「
情
が
満
た
さ
れ
て
い
な
い
」
と
い
う

の
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
子
ど
も
た
ち

が
情
動
の
共
有
体
験
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ず
に
育
っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
他
己
の
根
幹
を
な
す
感
情
が
育

ち
ま
せ
ん
。
少
し
飛
躍
す
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
感
情
が
育
ち

ま
せ
ん
と
、
人
を
信
じ
た
り
、
愛
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
な
く

。

、

。

な
る
の
で
す

逆
に

常
に
他
者
が
自
分
に
迫
っ
て
く
る
の
で
す

で
す
か
ら
、
内
心
は
、
い
つ
も
び
く
び
く
し
て
い
ま
す
し
、
ま
し

て

「
⑥
こ
こ
ろ
を
開
く
」
こ
と
な
ど
、
で
き
る
わ
け
が
な
い
の

、
で
す
。
そ
う
し
ろ
と
言
わ
れ
て
も
、
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
さ

え
理
解
で
き
な
い
の
で
す
。

そ
れ
ほ
ど
心
が
自
己
に
閉
じ
て
い
る
の
で
す

「
人
を
愛
し
な

。

さ
い
」
と
か

「
人
を
信
じ
な
さ
い
」
と
か
言
わ
れ
て
も
、
そ
れ

、

、

。

が

実
際
に
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
全
く
理
解
で
き
な
い
の
で
す

人
に
愛
さ
れ
た
い
、
人
に
可
愛
が
ら
れ
た
い
、
人
に
認
め
ら
れ

た
い
、
と
い
う
極
め
て
強
い
欲
求
を
も
っ
て
い
る
の
に
、
自
分
は

そ
う
は
で
き
な
い
の
で
す
。
実
は
、
そ
う
い
う
欲
求
を
強
く
も
て

ば
も
つ
ほ
ど
、
他
者
に
は
そ
う
で
き
な
い
も
の
な
の
で
す
。

ま
た
、
和
田
氏
の
言
葉
の
中
に
「
知
的
に
も
満
た
さ
れ
て
い
な

い
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
例
と
し
て
、
そ
う
し
た

子
ど
も
た
ち
は
、
自
然
の
中
で
起
こ
る
現
象
が
な
ぜ
そ
う
な
る
の

か
と
い
っ
た
「
知
的
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
て
い
な
い
」
と
言
わ
れ

て
い
ま
し
た
。

そ
う
な
り
ま
す
と
、
知
的
に
は
色
々
な
知
識
を
も
っ
て
い
る
の

に
、
そ
れ
が
現
実
に
ど
う
役
に
立
つ
か
が
理
解
で
き
な
く
な
っ
て

く
る
の
で
す
。

、

。

つ
ま
り

知
識
が
現
実
の
行
動
か
ら
遊
離
し
て
し
ま
う
の
で
す

、

。

知
っ
て
い
て
も

そ
れ
を
現
実
生
活
で
使
う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

前
述
し
ま
し
た
よ
う
に
、
信
じ
る
と
は
何
か
、
愛
す
る
と
は
何
か

、

、

、

を
言
葉
と
し
て
は

自
分
の
知
的
能
力
に
応
じ
て

説
明
し
た
り

定
義
し
た
り
す
る
こ
と
は
出
来
る
の
で
す
が
、
し
か
し
、
現
実
に

そ
う
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
あ
た
か
も
自
閉
症
児
の
示

す
ス
プ
リ
ン
タ
ー
・
ア
ビ
リ
テ
ィ
ー
の
如
く
で
す
。

そ
れ
は
、
実
際
の
仕
事
で
も
言
え
ま
す
。
ル
ー
チ
ン
化
さ
れ
た

仕
事
な
ら
、
そ
こ
そ
こ
、
こ
な
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
が
、
何

か
少
し
で
も
判
断
を
伴
う
仕
事
や
作
業
に
出
会
い
ま
す
と
、
で
き

な
い
の
で
す
。
前
に
も
述
べ
ま
し
た
「
情
を
満
た
す
体
験
不
足
」

と
い
う
理
由
以
外
に
も
、
こ
こ
で
述
べ
ま
し
た
よ
う
な
「
知
的
好
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奇
心
を
満
た
す
体
験
不
足
」
の
た
め
に

「
③
自
分
勝
手
な
こ
と

、

を
し
た
り

「
④
言
わ
れ
た
通
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

」
、

た
り
」
す
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
実
際
問
題
と
し
て
、
ど
う
し
て

い
い
か
分
か
ら
な
い
か
ら
、
自
分
の
思
い
込
み
だ
け
で
行
動
す
る

こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
の
精
神
状
態
に
つ
い
て
、
私
の
「
人
間

精
神
の
心
理
学
モ
デ
ル
」
で
ま
と
め
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

彼
ら
は
、
学
校
教
育
や
読
書
な
ど
で
養
っ
て
き
た
③
認
知
―
言

語
機
能
（
知
識
）
は
、
ち
ゃ
ん
と
働
い
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ

が
、
①
情
動
―
感
情
機
能
と
②
感
覚
―
運
動
機
能
か
ら
遊
離
し
て

い
ま
す
。
ま
た
、
④
自
我
―
人
格
機
能
も
、
他
己
が
枯
渇
し
て
い

ま
す
の
で

「
感
情
」
機
能
と
同
様
に
「
人
格
」
機
能
が
働
き
ま

、

せ
ん
。
現
代
人
の
一
つ
の
典
型
を
示
す
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

少
し
補
足
し
て
お
き
ま
す
が
、
こ
う
な
り
ま
す
と
、
何
事
に
も

「
目
的
」
意
識
を
も
つ
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
し
、
精
神
に
「
一
貫

性
」
が
な
く
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
精
神
全
体
の
「
統
合
」
が
と

れ
な
く
な
っ
て
来
る
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
性
格
が
極
め
て

小
児
的
で
、
幼
稚
に
な
り
ま
す
。

、

、

、

彼
ら
は

他
者
の
期
待
や
意
図
が
理
解
で
き
ま
せ
ん
し

ま
た

。

、

何
事
を
も
反
省
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
の
で
す

叱
ら
れ
て
も

た
だ
、
に
や
に
や
し
た
り
、
へ
ら
へ
ら
し
た
り
し
て
い
る
だ
け
な

の
で
す
。

そ
れ
は
、
他
己
は
自
分
を
写
す
鏡
で
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
他
己

が
萎
縮
し
ま
す
と
、
自
分
を
客
観
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
な
ぜ
、
反
省
す
る
と
い
っ
た

何
で
も
な
い
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
、
と
で
き
る
人
に
は
不
思
議

に
思
え
る
の
で
す
が
、
で
き
な
い
の
で
す
。
た
だ
、
に
や
に
や
へ

ら
へ
ら
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
い
く
ら
反
省
し
た
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
れ
を
次

に
生
か
す
こ
と
が
難
し
い
の
で
す
。
生
か
す
こ
と
が
で
き
る
と
す

れ
ば
、
こ
こ
ろ
の
伴
わ
な
い
た
だ
の
「
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
ス
キ
ル
」

で
対
応
す
る
だ
け
な
の
で
す
。

ま
た
、
他
己
が
育
っ
て
い
ま
せ
ん
と
、
責
任
感
を
抱
く
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
よ
く
失
敗
し
た
り
、
間
違
っ
た
こ
と
を
す
る
の
で

す
が
、
そ
れ
に
的
確
に
対
処
し
た
り
、
謝
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
た
と
え
失
敗
を
指
摘
さ
れ
て
も

「
ご
め
ん
」
と
か

、

「
す
い
ま
せ
ん
」
と
い
う
言
葉
が
即
座
に
、
か
つ
素
直
に
出
て
こ

な
い
の
で
す
。
ま
た

「
あ
り
が
と
う
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て

、

も
そ
う
な
の
で
す
。

、

。

で
は

こ
う
し
た
人
格
障
害
を
ど
う
直
し
て
行
け
ば
い
い
の
か

な
か
な
か
難
し
く
、
手
軽
な
方
法
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
ま
で
何

度
も
述
べ
て
き
ま
し
た
子
育
て
の
方
法
を
実
践
す
る
以
外
に
は
な

い
の
で
す
。
そ
れ
は
、
①
愛
情
（
情
動
の
共
有
）
の
基
礎
の
上
に

②
自
由
と
③
統
制
を
的
確
に
与
え
て
行
く
こ
と
で
す
。
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
一
二
九
）

（
三
八
六
）
静
か
に
思
い
、
塵
垢
（
ち
り
け
が
れ
）
な
く
、

お
ち
つ
い
て
、
為
す
べ
き
こ
と
を
な
し
と
げ
、
煩
悩
を
去

り
、
最
高
の
目
的
を
達
し
た
人
、
―
―
か
れ
を
わ
れ
は
〈
バ

ラ
モ
ン
〉
と
呼
ぶ
。

釈
尊
が
バ
ラ
モ
ン
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
ど
ん
な
人
な
の
か
、
に

つ
い
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
ま
ず
第
一
に
、
静
か
に
思
う
人
、
つ
ま
り
静
か
に
瞑

想
す
る
人
、
た
と
え
ば
ヨ
ー
ガ
を
毎
日
実
践
す
る
人
で
す
。

そ
し
て
、
次
に
、
塵
垢
が
無
い
人
、
つ
ま
り
、
身
を
清
潔
に
保

つ
人
、
そ
れ
は
、
風
呂
に
入
っ
て
衛
生
的
に
き
れ
い
に
す
る
と
い

う
よ
り
、
十
善
戒
の
よ
う
な
戒
律
を
護
っ
て
、
身
の
潔
癖
を
保
つ

人
で
す
。

そ
し
て
、
お
ち
つ
い
て
、
為
す
べ
き
こ
と
を
為
す
人
、
た
と
え

ば
六
波
羅
蜜
で
あ
る
①
布
施
、
②
持
戒
（
前
出

、
③
忍
辱
（
に

）

）
、

、

、

。

ん
に
く

④
精
進

⑤
禅
定

⑥
智
慧
の
徳
目
を
為
す
人
で
す

、

、

詩
に
も
書
き
ま
し
た
し

何
度
か
引
用
も
し
た
と
思
い
ま
す
が

私
た
ち
多
く
の
人
は
、
①
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
し
、
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
し
ま
せ
ん
し
、
②
言
っ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
を
言
い
、
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
言
い
ま
せ
ん
。
ま

た
③
思
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
思
い
、
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
思
わ
な
い
も
の
で
す
。
し
か
も
、
大
多
数
は
、
そ
う
で

あ
る
こ
と
を
気
付
か
ず
に
そ
う
な
り
ま
す
。
現
代
人
は
自
己
に
閉

じ
て
い
ま
す
か
ら
、
ま
す
ま
す
そ
う
な
る
傾
向
が
強
い
の
で
す
。

な
ぜ
な
ら
、
私
が
四
聖
と
す
る
釈
尊
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
老
子
、
イ

エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
教
え
も
自
分
と
同
等
ぐ
ら
い
に
し
か
考
え
て

。

、

、

い
な
い
か
ら
で
す

後
に
な
り
ま
し
た
が

為
す
べ
き
こ
と
と
は

そ
う
し
た
人
た
ち
の
教
え
な
の
で
す
。

、「

、

」

、

次
の

煩
悩
を
去
り

最
高
の
目
的
を
達
し
た
人

で
す
が

こ
れ
は
、
意
識
し
て
出
来
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
始
め
に
出

て
き
ま
し
た
、
静
か
に
ヨ
ー
ガ
を
し
た
り
、
戒
律
を
守
っ
た
り
、

為
す
べ
き
こ
と
を
為
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
た
と
え
困
難
で
も
本

人
の
強
い
意
志
と
努
力
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
は
、
可
能
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
で
も
、
こ
の
最
後
の
、
煩
悩
を
去
る
こ
と
や
最
高
の
目

、

。

的
を
達
す
る
こ
と
は

意
識
し
て
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
す

ヨ
ー
ガ
に
ひ
た
す
ら
励
み
、
戒
律
を
犯
さ
ず
、
為
す
べ
き
こ
と
を

為
し
た
か
ど
う
か
、
毎
日
反
省
し
、
精
進
を
重
ね
て
い
く
と
き
、

は
じ
め
て
達
成
さ
れ
る
こ
と
な
の
で
す
。

勿
論
、
最
高
の
目
的
と
は
、
解
脱
す
る
こ
と
、
悟
り
を
得
る
こ

と
、
彼
岸
や
ニ
ル
ヴ
ァ
ー
ナ
（
涅
槃
寂
静
・
平
安
）
に
達
す
る
こ

と
で
す
。
日
々
、
精
進
を
重
ね
た
い
も
の
で
す
。
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後
記

一
、
十
二
月
の
終
わ
り
頃
、
雪
が
ど
っ
さ
り
降
り
ま
し
た
。
あ
る

地
方
で
は
、
何
十
年
ぶ
り
の
大
雪
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

二
、
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
早
々
に
年
賀
状
を

頂
き
ま
し
た
方
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
毎

年
の
こ
と
で
す
が
、
ど
な
た
様
に
も
こ
ち
ら
か
ら
は
年
賀
状
を
失

礼
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
。
一
家
の
写
真
が

あ
っ
た
り
、
本
誌
の
感
想
を
書
い
て
く
だ
さ
っ
た
り
、
楽
し
く
読

ま
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

三
、
大
学
で
開
い
て
い
ま
す
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
、
こ
の
と
こ
ろ
増
え
て
い
ま
す
。
毎
日
十
件

。

。

、

ぐ
ら
い
の
ペ
ー
ス
で
し
ょ
う
か

あ
り
が
た
い
こ
と
で
す

時
々

意
見
を
求
め
て
来
ら
れ
た
り
、
感
想
が
あ
っ
た
り
し
ま
す

『
こ

。

こ
ろ
の
と
も
』
は
全
巻
全
号
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
公
開
で
き
ま

し
た
が
、
ま
だ
、
論
文
が
残
っ
て
い
ま
す
。
三
月
の
退
職
ま
で
に

は
、
全
て
の
論
文
を
公
開
で
き
た
ら
と
努
力
し
て
い
ま
す
。

四
、
現
在
は
、
朝
日
新
聞
と
毎
日
新
聞
と
サ
ン
ケ
イ
新
聞
の
切
り

抜
き
を
し
て
い
ま
す
が
、
ど
の
新
聞
を
見
て
も
（
中
に
は
的
確
に

現
状
認
識
を
し
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
）
今
後
の
対
策
や
問

題
解
決
策
に
な
り
ま
す
と
、
残
念
な
が
ら
正
し
い
も
の
は
一
つ
も

な
い
、
と
言
え
る
ほ
ど
で
す
。

五

「
個
」
を
主
張
す
る
民
主
主
義
や
宗
教
が
世
界
を
席
巻
し
て

、

い
ま
す
。
こ
の
状
態
が
続
き
ま
す
と
、
ま
す
ま
す
、
世
界
は
不
安

定
要
因
を
増
し
て
行
く
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
な
の
に
、
日

本
人
は
、
実
情
に
対
す
る
認
識
が
甘
い
よ
う
で
す
。
外
国
人
の
方

が
、
ず
っ
と
的
確
に
見
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

六
、
そ
れ
は
、
仏
教
に
対
す
る
認
識
も
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
。
い

ま
、
仏
教
書
ブ
ー
ム
だ
そ
う
で
す
が
、
書
店
で
手
に
取
っ
て
み
ま

す
が
、
私
の
目
か
ら
は
、
多
く
は
、
間
違
っ
て
い
ま
す
。
ま
す
ま

す
、
仏
教
が
廃
れ
て
い
く
こ
と
だ
と
思
わ
ず
に
は
お
れ
ま
せ
ん
。

残
念
な
こ
と
で
す
。
売
れ
る
本
は
、
自
分
へ
の
執
着
を
ま
す
ま
す

強
め
る
よ
う
に
書
か
れ
た
も
の
ば
か
り
で
す
。
仏
教
は
自
己
へ
の

執
着
を
捨
て
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
と
思
う
の
で
す
が
。

月
刊

平
成
十
六
年
一
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２
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五
巻
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島
県
鳴
門
市
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島
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号
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教
育
大
学

障
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児
教
育
講
座
気
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（
通
巻

一
六
九
号
）

（
ひ
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さ
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沙
門
）
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ぜ

ん

じ
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本
誌
希
望
の
方
は
、
郵
送
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と
し
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郵
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振
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で
年
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千
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を
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の
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に
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振
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名

ひ
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さ
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１
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