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近
代
の
国
民
教
化
と
三
条
教
則

―

『
三
条
教
則
衍
義
書
資
料
集
』（
全
二
巻
）
刊
行
に
寄
せ
て―三

宅

守

常

は
じ
め
に

　

た
だ
い
ま
ご
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し
た
三
宅
守
常
と
申
し
ま
す
。

　

き
ょ
う
は
「
近
代
の
国
民
教
化
と
三
条
教
則
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル

に
し
て
お
き
ま
し
た
が
、
研
究
発
表
の
よ
う
な
難
し
い
話
で
は
な
く
、

こ
ち
ら
の
会
場
の
入
口
に
も
置
い
て
あ
り
ま
す
が
、
本
来
な
ら
昨
年

度
刊
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
、
諸
般
の
事
情
で
遅
く

な
り
、
先
月
に
、
よ
う
や
く
『
三
条
教
則
衍
義
書
資
料
集
』（
全
二

巻　

明
治
聖
徳
記
念
学
会
発
行　

錦
正
社
発
売
）
と
し
て
刊
行
ま
で
漕
ぎ

着
け
ま
し
て
、
で
す
か
ら
、
ま
だ
湯
気
が
立
っ
て
い
る
と
い
う
状
態

の
も
の
で
す
が
、
刊
行
ま
で
の
経
過
や
内
容
に
つ
い
て
の
報
告
を
せ

よ
、
と
い
う
本
学
会
の
安
蘇
谷
理
事
長
の
ご
命
令
で
ご
ざ
い
ま
す
の

で
、
三
条
教
則
に
関
す
る
話
に
加
え
て
、
こ
の
『
資
料
集
』
づ
く
り

の
裏
話
を
含
め
た
あ
れ
や
こ
れ
や
の
お
話
を
半
分
雑
談
程
度
に
申
し

上
げ
る
と
い
う
内
容
に
い
た
し
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
堅
い
内

容
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
気
楽
に
お
聞
き
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

す
。

　

最
初
に
自
己
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
平
成
十
年
度
秋
の
本
学
会
学
術
講
演
会
に
お
い
て
、
す

で
に
し
ゃ
べ
り
ま
し
た
が
、
も
う
一
度
、
こ
こ
で
宣
伝
を
さ
せ
て
下

さ
い
。
本
学
会
に
か
か
わ
り
ま
し
た
の
は
平
成
三
年
頃
か
ら
で
す
が
、

私
は
本
来
は
仏
教
学
、
仏
教
思
想
の
出
身
で
す
。
で
も
私
自
身
の
学

問
的
経
歴
を
振
り
返
っ
て
神
仏
両
用
だ
と
勝
手
に
自
認
し
て
お
り
ま

す
。
私
は
神
官
社
家
の
出
で
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、
ま
し
て
や
僧
侶
の

子
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
い
ろ
い
ろ
な
事
情
が
あ
り
ま
し
て
、

高
校
時
に
伊
勢
に
三
年
間
ほ
ど
居
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
神

講

演
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道
的
な
環
境
と
い
う
か
、
こ
こ
で
は
神
道
的
な
匂
い
を
す
こ
し
嗅
い

だ
と
い
う
程
度
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
東
京
に
出
て
来
ま
し
て
、

哲
学
、
倫
理
学
を
勉
強
し
、
宗
教
学
か
ら
仏
教
学
の
ほ
う
へ
入
っ
て

い
き
ま
し
た
。
大
学
院
で
は
鈴
木
大
拙
博
士
の
法
嗣
で
あ
る
古
田
紹

欽
博
士
に
師
事
し
、
日
大
教
育
制
度
研
究
所
で
の
勤
め
も
古
田
先
生

は
上
司
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、
同
時
に
、
横
浜
に
あ
り
ま
す
大
倉
精

神
文
化
研
究
所
に
も
か
か
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
神
道
研
究
部
門
に
最

初
は
配
属
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
て
、
学
問
的

経
歴
か
ら
見
て
も
神
仏
ご
っ
た
煮
み
た
い
な
状
況
に
あ
る
と
い
う
こ

と
で
、
皆
さ
ん
か
ら
見
れ
ば
不
自
然
に
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
神

仏
両
用
、
こ
れ
が
偽
ら
ざ
る
私
の
実
態
で
す
。

　

で
は
、
な
ぜ
両
刀
遣
い
な
の
か
、
私
自
身
よ
く
よ
く
考
え
ま
す
と

神
仏
両
方
受
け
入
れ
る
背
景
が
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
、
こ
れ
は
多
く
の
日
本
人
が
同
様
で
あ
り
、
何
も
私
だ
け
が
特
別

と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
の
場
合
そ
れ
が
若
干
強
度
で

は
な
か
っ
た
か
、
と
振
り
返
っ
て
思
う
の
で
す
。
私
の
生
ま
れ
は
京

都
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
実
家
で
は
、
と
く
に
正
月
な
ど
、
す
ぐ
に
お

雑
煮
に
は
あ
り
つ
け
ま
せ
ん
。
必
ず
一
巡
の
お
参
り
を
し
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
実
家
に
は
弁
財
天
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
サ
ラ
ス

バ
テ
ィ
ー
と
申
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
べ
ざ
い
て
ん
、
を
お
祀
り
し
て

お
り
ま
す
。
白
壁
の
蔵
が
お
堂
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
て
、
蔵
の

扉
を
あ
け
ま
す
と
、
目
の
前
に
須
弥
壇
が
あ
り
ま
す
。
昔
、
三
井
某

家
（
と
し
て
お
き
ま
す
）
か
ら
お
預
か
り
し
、
そ
の
ま
ま
お
守
り
さ
せ

て
い
た
だ
い
て
い
る
と
い
う
状
況
で
、
そ
こ
へ
ま
ず
お
参
り
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
正
月
以
外
の
毎
日
の
水
替
え
は
日
課
と

し
て
当
然
や
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
次
は
も
ち
ろ
ん
神
棚

で
す
。
そ
の
次
に
は
お
仏
壇
に
お
参
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ご

先
祖
さ
ま
に
対
し
て
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
済
み
ま
せ
ん
。
座
敷
に
行

き
ま
す
と
、
正
月
だ
け
は
ご
先
祖
さ
ま
の
三
幅
対
（
三
人
）
の
肖
像

画
が
掛
け
て
あ
り
ま
し
て
、
し
た
が
っ
て
三
回
、
ご
先
祖
さ
ま
に
頭

を
下
げ
な
い
と
だ
め
。
で
、
そ
れ
で
終
わ
り
か
と
思
う
と
ま
だ
あ
る
。

今
度
は
草
履
を
履
き
ま
し
て
庭
に
出
て
、
祠
の
お
地
蔵
さ
ん
を
お
参

り
す
る
。
あ
と
は
、
く
ど
、
と
い
い
ま
す
か
、
竈
（
か
ま
ど
）
の
三

宝
荒
神
、
つ
ま
り
台
所
で
す
ね
、
そ
こ
に
お
参
り
し
て
、
そ
こ
で

や
っ
と
揃
っ
て
お
正
月
の
雑
煮
に
あ
り
つ
け
る
の
で
す
。
そ
う
い
う

部
分
が
私
自
身
小
さ
い
頃
は
当
た
り
前
と
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
年
中

行
事
と
し
て
馴
れ
親
し
ん
で
き
た
こ
と
が
、
今
の
専
門
と
無
関
係
で

は
な
い
、
神
仏
混
淆
し
て
い
る
部
分
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
側
面
を
自
分
で
は
感
じ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
し
て
や
、
こ
こ
の
お
宮
の
明
治
神
宮
と
の
か
か
わ
り
で
ご
ざ
い

ま
す
が
、
今
度
出
し
た
資
料
集
の
あ
と
が
き
に
も
ち
ょ
っ
と
書
き
ま

し
た
が
、
ご
本
殿
も
含
め
て
今
は
戦
災
で
焼
け
た
あ
と
の
銅
板
で
す

が
、
も
と
は
お
屋
根
は
ご
存
じ
の
よ
う
に
檜
皮
葺
き
（
ひ
わ
だ
ぶ
き
）

と
い
う
つ
く
り
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
の
お
屋
根
を
葺
い
た
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の
は
、
実
は
私
の
祖
父
で
ご
ざ
い
ま
す
。
檜
皮
屋
清
兵
衛
と
い
う
屋

号
で
す
が
、
京
都
か
ら
大
勢
の
自
分
の
配
下
の
職
人
を
連
れ
て
上
京

し
、
千
駄
ヶ
谷
あ
た
り
に
宿
所
を
つ
く
り
、
狐
が
よ
く
居
た
原
宿
を

提
灯
を
ぶ
ら
下
げ
な
が
ら
、
白
丁
（
は
く
ち
ょ
う
）
を
着
て
毎
日
仕

事
に
あ
た
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
。
私
の
祖
母
も
祖
父
と
共
に
上
京
し
、

職
人
の
世
話
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
作
業
も
終
わ
り
ま
し
て
、

京
都
に
帰
り
ま
し
て
、
一
人
の
子
供
を
生
み
ま
し
た
。
そ
れ
が
大
正

九
年
の
十
一
月
三
日
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
ち
ら
の
ご
創
建
の
日
で
す
。

こ
れ
は
め
で
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
祖
父
は
、
女
の
子
で
し
た
が
、

勝
手
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
明
治
さ
ま
の
明
を
と
っ
て
明
子
と
い
う
名

前
を
つ
け
た
。
そ
れ
が
私
の
母
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
ん
な
こ
ん
な
が

あ
り
ま
し
て
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
地
の
果
て
ま
で
離
れ
た
と
思
っ
て

い
て
も
実
は
ほ
と
け
様
の
手
の
ひ
ら
の
中
を
動
い
て
い
た
に
過
ぎ
な

い
と
い
う
孫
悟
空
の
よ
う
な
も
の
で
、
天
地
の
間
に
逃
る
る
と
こ
ろ

な
し
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
自
分
の
出
自
と
履
歴
を
い
ま
振

り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
や
は
り
返
る
べ
き
と
こ
ろ
に
返
っ
て
き
た
か

と
い
う
感
を
強
く
す
る
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
こ
の
た
び
上
梓
し
ま
し
た
『
三
条
教
則
衍
義
書
資
料

集
』
も
、
本
学
会
の
編
集
委
員
会
で
平
成
六
年
に
故
上
田
賢
治
先
生

と
鎌
田
純
一
先
生
の
お
二
人
か
ら
三
条
教
則
の
衍
義
書
を
紀
要
に
連

載
せ
よ
、
と
い
う
命
令
を
受
け
て
資
料
紹
介
と
し
て
連
載
し
た
平
成

七
年
か
ら
同
十
七
年
ま
で
の
二
十
六
回
分
を
基
本
に
し
て
一
つ
に
ま

と
め
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
先
ほ
ど
か
ら
申
し
上
げ
た
と

お
り
、
明
治
さ
ま
へ
の
私
な
り
の
奉
仕
と
思
っ
て
作
成
に
あ
た
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

一　

三
条
教
則
の
成
立
と
背
景

　

さ
て
、
皆
さ
ま
は
お
そ
ら
く
三
条
教
則
に
つ
い
て
、
ご
存
じ
の
方

も
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
し
た
が
い
ま
し
て
、
成
立
と
そ
背
景

な
ど
に
つ
い
て
、
確
認
と
い
う
意
味
で
す
こ
し
振
り
返
っ
て
み
ま

し
ょ
う
。
そ
し
て
後
半
は
、
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
も
し
て
お
り
ま
す
が
、

『
三
条
教
則
衍
義
書
資
料
集
』
刊
行
に
寄
せ
て
、
珍
し
い
も
の
や
特

徴
的
な
も
の
の
中
か
ら
若
干
を
選
び
ま
し
て
、
実
際
の
い
く
つ
か
の

原
本
の
ス
ラ
イ
ド
も
お
見
せ
し
て
、
ご
理
解
い
た
だ
く
と
い
う
か
た

ち
で
進
め
て
ま
い
り
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
気
楽
に

聴
い
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

最
初
に
「
三
条
教
則
」
の
名
称
に
つ
い
て
で
す
が
、
ひ
っ
く
り
返

し
て
「
教
則
三
条
」
と
い
う
言
い
方
も
あ
り
ま
す
し
、「
三
条
教
憲
」

と
い
う
表
現
も
あ
り
ま
す
。
神
道
で
は
「
教
憲
」
と
い
う
表
現
が
多

い
と
巷
間
言
わ
れ
ま
す
が
、
数
多
く
の
衍
義
書
の
書
名
を
見
て
お
り

ま
し
て
、
必
ず
し
も
そ
う
は
言
い
切
れ
な
い
、
い
ろ
い
ろ
な
名
前
が

あ
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
て
お
き
ま
す
。
ま
た
、
衍
義
書
の
書

名
も
「
三
条
」
何
々
だ
け
で
な
く
、「
三
則
」
あ
る
い
は
「
三
章
」

と
い
う
表
現
も
け
っ
こ
う
あ
り
ま
す
。
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次
は
内
容
で
す
。
こ
れ
を
簡
単
に
一
言
で
申
し
ま
す
と
、
尊
皇
意

識
を
承
継
し
て
、
明
治
五
年
四
月
に
新
政
府
が
国
民
思
想
の
帰
一
す

べ
き
方
向
を
明
示
し
て
、
国
民
を
教
導
し
、
善
導
す
る
役
目
を
担
っ

た
教
導
職
と
い
う
神
官
、
僧
侶
等
に
与
え
た
三
か
条
の
箇
条
項
目
の

こ
と
で
あ
り
ま
す
。
第
一
条
が
「
敬
神
愛
国
ノ
旨
ヲ
体
ス
ヘ
キ
事
」、

第
二
条
が
「
天
理
人
道
ヲ
明
ニ
ス
ヘ
キ
事
」、
第
三
条
が
「
皇
上
ヲ

奉
戴
シ
朝
旨
ヲ
遵
守
セ
シ
ム
ヘ
キ
事
」
と
い
う
こ
と
で
、
非
常
に
簡

潔
明
瞭
に
集
約
さ
れ
た
言
葉
で
示
さ
れ
た
も
の
で
す
。
非
常
に
簡
潔

す
ぎ
る
が
ゆ
え
に
、
抽
象
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
具
体
的
で
は
な
い

が
ゆ
え
に
、
こ
の
三
か
条
に
対
し
て
い
ろ
い
ろ
と
、
あ
あ
だ
こ
う
だ

と
い
う
各
種
の
意
見
が
出
て
く
る
。
そ
れ
は
立
場
に
よ
っ
て
違
う
も

の
も
あ
り
、
我
田
引
水
的
な
も
の
も
あ
る
わ
け
で
、
い
き
お
い
、
解

説
書
つ
ま
り
は
衍
義
書
が
当
然
た
く
さ
ん
出
て
く
る
。
そ
れ
も
各
方

面
か
ら
出
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
も
中
心
は
や
は
り
神
道
人
、

次
に
仏
教
僧
侶
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
方
面
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
出

て
く
る
わ
け
で
す
。

　

三
条
教
則
に
つ
い
て
は
、
ま
た
三
条
六
事
と
表
現
す
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
で
す
ね
。
六
事
と
は
、「
敬
神
」、

「
愛
国
」、「
天
理
」、「
人
道
」、「
皇
上
奉
戴
」、「
朝
旨
遵
守
」
の
こ

と
で
し
て
、
尊
皇
を
基
調
と
す
る
大
教
宣
布
運
動
と
称
し
た
国
体
思

想
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
を
三
条
六
事
に

収
斂
し
て
表
現
し
、
国
民
一
般
に
浸
透
さ
せ
よ
う
と
し
た
明
治
初
年

の
あ
る
意
味
で
国
民
教
化
、
教
育
運
動
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
な
の
で
あ
り

ま
す
。

　

実
は
、
本
日
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
私
は
国
民
教
化
で
は
な
く

国
民
教
育
と
い
う
ふ
う
に
し
た
か
っ
た
の
で
す
。
た
だ
、
そ
う
し
ま

す
と
、
誤
解
が
生
じ
や
す
い
。
学
術
用
語
と
し
て
、
一
つ
の
言
葉
で

あ
ら
わ
す
内
容
が
わ
り
に
定
ま
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
に
限
定
さ
れ
て

し
ま
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
教
化
と
い
う
言
葉
で
す

と
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
宗
教
的
布
教
活
動
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で

す
が
、
教
育
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
ま
す
と
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と

四
角
い
箱
を
連
想
す
る
学
校
教
育
の
よ
う
な
も
の
、
い
わ
ゆ
る
文
部

省
、
文
科
省
の
分
野
だ
と
イ
メ
ー
ジ
し
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
で
も
、

必
ず
し
も
宗
教
あ
る
い
は
教
育
学
と
か
、
そ
う
い
う
細
か
い
専
門
分

野
に
限
定
す
る
必
要
は
な
い
。
本
来
な
ら
教
化
も
あ
る
種
の
心
の
教

育
で
す
か
ら
、
教
育
史
の
な
か
で
当
然
あ
つ
か
う
べ
き
だ
ろ
う
と
い

う
こ
と
は
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
へ
ん
に
つ
い
て
は
、
あ

と
で
す
こ
し
申
し
上
げ
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
私
の
叔
父
に
あ
た
る
歴
史
学
者
で
元
文

部
省
教
科
書
検
定
主
任
調
査
官
で
家
永
三
郎
氏
と
裁
判
で
わ
た
り

あ
っ
た
村
尾
次
郎
博
士
は
、
あ
る
論
文
で
、
こ
の
三
条
教
則
と
い
う

の
は
社
会
教
育
だ
と
は
っ
き
り
言
っ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う

い
う
意
味
で
は
明
治
初
年
の
大
教
宣
布
運
動
も
社
会
教
育
、
そ
の
社

会
教
育
の
三
原
則
だ
と
い
う
捉
え
方
を
し
て
い
ま
す
。
私
も
そ
の
と
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お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
私
が
も
し
三
条
の
教
則
を
一
言
で

述
べ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
も
今
ふ
う
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
的
に
言

え
ば
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。「
近
代
日
本
初
の
維

新
政
府
に
よ
る
国
民
生
活
の
道
徳
的
基
準
を
明
示
し
た
一
種
の
倫
理

的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
だ
と
。
最
近
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
い
う
言
葉
が

政
府
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
出
る
と
き
の
は
や
り
の
言
葉
で
す
か

ら
、
私
も
そ
の
言
葉
を
ち
ょ
っ
と
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
い
う
だ

け
で
、
俗
に
い
う
倫
理
指
針
と
い
う
べ
き
も
の
で
す
。
よ
く
よ
く
考

え
れ
ば
、
敬
神
、
愛
国
、
天
理
、
人
道
、
皇
上
奉
戴
、
朝
旨
遵
守
と

い
う
こ
の
三
条
六
事
は
、
単
な
る
理
念
、
概
念
で
は
な
く
て
、
そ
れ

を
意
識
し
た
上
で
日
常
生
活
を
日
々
す
ご
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で

す
か
ら
、
当
然
、
実
践
の
問
題
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す

と
、
道
徳
的
基
準
を
明
示
し
た
倫
理
的
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
い
っ
て
も

あ
な
が
ち
間
違
い
で
は
な
い
だ
ろ
う
、
あ
え
て
私
は
こ
の
よ
う
な
表

現
を
使
い
た
い
、
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

で
は
、
そ
の
三
条
教
則
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
の
か
と
い

う
背
景
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
制
度
的
に
言
え
ば
ん
。
神

道
の
立
場
で
申
し
ま
す
と
、
維
新
後
は
太
政
官
の
上
に
神
祇
官
を
置

き
。
そ
し
て
二
年
の
七
月
に
官
制
改
革
が
あ
っ
て
、
九
月
に
宣
教
使
、

教
導
職
と
さ
っ
き
申
し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
前
に
宣
教
使
と

い
う
職
を
置
き
ま
す
。
こ
れ
は
よ
く
間
違
え
る
ん
で
す
ね
。「
せ
ん

き
ょ
う
し
」
と
い
う
言
葉
を
パ
ソ
コ
ン
で
打
ち
ま
す
と
、
キ
リ
ス
ト

教
の
「
宣
教
師
」
が
出
て
く
る
場
合
が
多
い
。
こ
れ
は
「
師
」
で
は

な
く
「
使
」
と
い
う
文
字
で
す
。
こ
れ
も
や
は
り
国
民
を
教
化
、
教

導
す
る
立
場
の
者
の
名
称
で
す
。
そ
し
て
、
三
年
の
正
月
に
こ
の
大

教
宣
布
の
詔
が
出
ま
す
。
そ
し
て
、
四
年
八
月
に
は
神
祇
官
が
今
度

は
神
祇
省
に
な
る
。
神
道
の
視
点
か
ら
い
う
と
、
官
が
省
に
な
っ
て
、

い
わ
ば
格
下
げ
状
況
で
す
。
そ
し
て
五
年
三
月
に
な
り
ま
す
と
、
今

度
は
神
祇
省
と
い
う
も
の
を
廃
止
し
て
、
教
部
省
と
い
う
役
所
が
新

た
に
登
場
し
て
く
る
。
大
雑
把
に
い
え
ば
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
す
。

　

一
方
、
仏
教
の
ほ
う
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
は

困
っ
た
こ
と
で
す
が
。
つ
ま
り
、
明
治
三
年
八
月
ま
で
は
制
度
的
に

仏
教
と
い
う
も
の
、
仏
法
と
い
う
も
の
の
監
督
官
庁
は
と
く
に
な
い

の
で
す
。
三
年
八
月
、
民
部
省
内
に
社
寺
掛
と
い
う
の
を
置
く
と
い

う
の
が
ま
ず
最
初
で
、
同
年
閏
十
月
に
社
寺
掛
を
寺
院
寮
と
い
た
し

ま
す
。
四
年
八
月
に
大
蔵
省
戸
籍
寮
の
中
に
社
寺
課
と
い
う
の
を
設

け
て
寺
院
を
司
る
。
そ
し
て
四
年
正
月
に
左
院
よ
り
寺
院
省
設
置
建

議
を
す
る
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
、
仏
教
が
あ
る
意
味
で
巻
き
返
し
を

は
か
る
わ
け
で
す
。
維
新
後
、
廃
仏
毀
釈
の
旋
風
が
全
国
各
地
で
吹

き
荒
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
実
際
に
寺
院
が
焼
か
れ
た
り
、
さ
ら
に

仏
像
等
が
打
ち
壊
し
に
な
っ
た
り
と
い
う
状
況
が
現
実
に
起
こ
り
ま

す
。
仏
教
と
し
て
も
政
府
と
し
て
も
思
惑
違
い
も
手
伝
っ
て
、
そ
れ

は
や
は
り
よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
仏
教
が
ど
ん
ど
ん
政
府
と
か

か
わ
っ
て
い
く
。
政
府
と
か
か
わ
っ
て
い
く
と
い
っ
て
も
、
当
時
の
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維
新
政
府
は
基
本
的
に
は
薩
長
で
す
。
た
と
え
ば
そ
の
中
の
長
州
は

維
新
政
府
に
な
る
前
の
仲
間
同
士
な
の
で
す
。
一
方
は
政
治
方
面
で

維
新
政
府
の
首
脳
に
な
る
。
一
方
は
宗
教
方
面
で
の
改
革
を
お
こ
な

う
。
つ
ま
り
浄
土
真
宗
、
俗
に
真
宗
の
西
本
願
寺
派
、
本
派
と
い
う

と
こ
ろ
な
ど
の
こ
と
で
す
が
、
政
府
首
脳
と
は
、
お
ま
え
、
お
れ
の

仲
で
、
い
ろ
い
ろ
コ
ン
タ
ク
ト
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

だ
か
ら
、
お
れ
た
ち
の
宗
教
関
係
も
す
こ
し
何
と
か
し
た
い
、
思
い

ど
お
り
に
し
た
い
と
思
っ
て
、
裏
の
い
ろ
い
ろ
な
工
作
は
当
然
あ
る

で
し
ょ
う
。
じ
ゃ
、
寺
院
だ
け
を
あ
つ
か
う
役
所
を
つ
く
り
た
い
、

何
と
か
し
て
ほ
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
、
四
年
の
十
月
に
左
院
か
ら

寺
院
省
設
置
建
議
と
い
う
も
の
を
出
し
ま
す
が
、
で
も
正
院
と
い
う

と
こ
ろ
で
、
だ
め
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
思
想
対
策
と
し
て
申
し
上

げ
ま
す
と
、
キ
リ
ス
ト
教
防
御
と
い
う
側
面
、
異
教
防
御
と
い
う
こ

と
が
一
つ
の
大
き
な
課
題
に
な
っ
て
く
る
の
で
す
。
維
新
政
府
の
主

題
は
も
ち
ろ
ん
富
国
強
兵
で
あ
り
、
殖
産
興
業
で
す
。
そ
の
た
め
に

は
ど
う
し
て
も
外
国
の
も
の
を
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
で

も
、
取
り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
人
間
が
一
緒
に
入
っ
て

く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
人
間
が
一
緒
に
入
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と

は
、
欧
米
の
日
常
生
活
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る
宗
教
も
同
時
に
入
っ

て
く
る
と
い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
わ
け
で
す
。
モ
ノ
は
入
れ
た
い
け

れ
ど
も
、
宗
教
だ
け
は
入
れ
た
く
な
い
と
い
う
政
府
の
本
音
が
あ
る
。

じ
ゃ
、
ど
う
し
た
ら
い
い
か
。
そ
れ
は
神
官
だ
け
に
任
せ
て
お
け
な

い
、
だ
っ
た
ら
、
僧
侶
の
ほ
う
は
昔
か
ら
説
教
上
手
と
い
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
の
で
、
共
同
し
て
二
つ
の
勢
力
が
合
力
し
た
ほ
う
が
い
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
思
い
も
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
意
向
で
却
下
さ

れ
て
、
そ
の
二
か
月
後
、
十
二
月
に
再
度
左
院
の
建
議
が
あ
り
ま
し

て
、
そ
う
だ
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
神
仏
合
同
と
い
う
方
向
に
な
っ

て
、
そ
し
て
五
年
三
月
に
教
部
省
が
で
き
る
。
そ
こ
で
神
道
と
仏
教

が
合
同
布
教
と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
し
て
五

年
四
月
に
従
来
の
宣
教
使
に
代
わ
っ
て
、
名
称
を
変
え
て
教
導
職
と

い
う
も
の
を
設
置
し
ま
す
。
こ
れ
は
大
教
正
以
下
、
権
訓
導
ま
で
の

十
四
級
に
分
け
、
全
国
の
神
官
、
僧
侶
、
そ
の
他
落
語
家
、
歌
舞
伎

役
者
等
、
少
な
く
と
も
口
頭
を
も
っ
て
あ
る
種
の
経
済
的
生
活
の
で

き
る
者
を
任
命
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
教
導
職
に
国
民
を
教
導
、
説

教
し
な
さ
い
と
い
っ
て
も
、
目
標
が
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
目
標

を
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
、
そ
の
四
月
の
終
わ
り
、

二
十
八
日
に
布
達
し
た
の
が
三
条
の
教
則
と
い
う
も
の
で
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
先
ほ
ど
言
っ
た
よ
う
に
、
三
か
条
だ
け
で
は
非
常
に

抽
象
的
で
す
。
そ
こ
で
三
か
条
に
関
す
る
各
種
の
解
釈
、
解
説
を
し

た
も
の
が
本
題
の
三
条
教
則
衍
義
書
な
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は

民
間
か
ら
で
す
。
つ
い
で
に
申
し
ま
す
と
、
政
府
と
し
て
は
も
う
す

こ
し
具
体
的
な
細
か
い
項
目
に
分
け
て
国
民
に
明
示
す
る
と
い
う
こ

と
で
、
六
年
に
十
一
の
具
体
的
項
目
、
あ
る
い
は
十
七
の
具
体
的
項

目
、
兼
題
と
い
う
表
現
を
し
て
お
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
標
を
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提
示
し
て
き
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
衍
義
書
も
ま
た
た
く
さ
ん
出

て
き
ま
す
が
、
き
ょ
う
は
そ
れ
は
省
略
し
ま
す
。
そ
し
て
、
六
年
に

大
教
院
を
開
設
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
神
仏
合
同
で
す
と
、
ど
う
し
て

も
あ
ま
り
う
ま
く
い
か
な
い
。
当
時
の
勢
力
か
ら
い
え
ば
、
神
仏
合

同
と
い
っ
て
も
決
し
て
対
等
で
は
な
く
、
ど
う
し
て
も
仏
教
の
ほ
う

が
ひ
と
つ
下
位
に
下
が
る
と
い
う
状
況
が
あ
っ
て
、
仏
教
側
は
満
足

し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
緒
に
や
る
の
は
い
や
だ
、
神
仏
別
布
教

が
い
い
ん
だ
と
い
う
方
向
を
浄
土
真
宗
の
と
く
に
お
西
さ
ん
の
ほ
う

で
す
が
、
な
ん
と
か
抜
け
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
大
教
院
を
離
脱
し

ま
す
。
そ
し
て
、
抜
け
て
し
ま
え
ば
ど
う
し
て
も
う
ま
く
い
か
な
い

と
い
う
こ
と
で
、
大
教
院
も
八
年
に
は
解
散
し
て
い
く
。
そ
し
て
、

十
年
に
は
教
部
省
そ
の
も
の
も
、
ほ
ぼ
意
味
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ

た
の
で
廃
止
し
て
い
き
ま
す
し
、
十
五
年
に
は
神
官
教
導
職
兼
補
廃

止
と
か
、
そ
し
て
十
七
年
に
は
政
府
と
し
て
の
教
導
職
制
も
廃
止
し

て
い
く
と
い
う
方
向
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
三
条
教
則
の
各
衍
義
書
は
い
つ
ご
ろ
を

中
心
に
出
さ
れ
た
の
か
、
に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
す
と
、
も
ち
ろ
ん

明
治
後
年
に
な
っ
て
出
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
や
は
り
い
ち

ば
ん
多
く
出
て
き
た
の
が
、
ま
ず
こ
の
五
年
以
降
で
、
六
年
、
七
年
、

八
年
ぐ
ら
い
ま
で
が
大
半
で
す
。
十
年
以
降
に
な
る
と
急
に
パ
タ
リ

と
少
な
く
な
っ
て
、
散
発
的
に
ぽ
つ
ぽ
つ
と
出
る
程
度
に
な
っ
て
く

る
の
で
す
。
や
は
り
こ
れ
は
、
今
申
上
げ
た
制
度
的
な
時
代
背
景
を

十
分
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　

さ
て
、
こ
れ
ま
で
ざ
っ
と
制
度
的
な
背
景
を
申
し
上
げ
ま
し
た
け

れ
ど
も
、
思
想
的
な
背
景
は
ど
う
か
。
先
ほ
ど
キ
リ
ス
ト
教
防
御
と

い
う
こ
と
を
一
言
だ
け
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
も
っ
と
細
か
く
い
え

ば
い
ろ
い
ろ
な
意
味
合
い
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

私
に
言
わ
せ
れ
ば
、
ま
ず
も
っ
て
第
一
に
大
教
宣
布
活
動
の
一
環
と

し
て
、
日
本
の
国
柄
と
い
う
の
を
は
っ
き
り
さ
せ
よ
う
と
い
う
、
維

新
の
功
業
と
祭
政
一
致
を
鮮
明
に
す
る
と
い
う
目
的
が
あ
る
の
は
間

違
い
な
い
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
第
二
に
四
年
に
断
行
し
た
廃
藩
置
県
。

こ
れ
は
当
然
、
中
央
集
権
と
い
う
も
の
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

こ
れ
を
確
定
し
強
固
に
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
当
然
政
府
に
あ
る

わ
け
で
、
そ
う
し
た
ら
、
こ
れ
は
中
央
集
権
の
実
を
上
げ
る
た
め
と

も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
第
三
条
に
皇
上
奉
戴
、
朝
旨
遵
守

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
法
律
的
と
い
っ
て
よ
い
。
そ

う
い
う
中
央
集
権
的
な
天
皇
を
中
心
と
し
て
い
こ
う
じ
ゃ
な
い
か
と

い
う
方
向
に
な
り
ま
す
か
ら
、
中
央
集
権
的
方
向
性
、
民
心
の
帰
一

性
を
め
ざ
し
た
も
の
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
さ
ら
に
、
第
三
に
宗
教

的
に
見
れ
ば
、
神
道
一
教
だ
け
の
国
民
教
化
方
針
を
修
正
し
て
、
仏

教
だ
け
で
な
く
、
儒
仏
も
ど
れ
も
こ
れ
も
取
り
込
ん
で
包
含
し
た
広

義
の
神
道
教
化
策
の
提
示
、
そ
れ
は
神
仏
判
然
令
、
廃
仏
毀
釈
と
申

し
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
本
来
は
神
仏
の
判
然
の
目
的
が
現
実
に
は
廃
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仏
毀
釈
と
い
う
方
向
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
本
来
の
政
府
の

目
的
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
す
。
そ
こ
か
ら
生
じ
た
あ
る
種
の
摩
擦

と
混
乱
を
す
こ
し
反
省
し
て
、
そ
れ
を
回
避
し
よ
う
と
い
う
目
的
も

含
ん
で
お
り
ま
す
の
で
、
仏
教
も
取
り
込
む
と
い
う
側
面
は
当
然
あ

り
う
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教
側
か
ら

す
れ
ば
、
護
法
則
護
国
と
い
う
論
理
が
当
然
出
て
く
る
。
こ
れ
を

も
っ
て
仏
教
を
復
興
し
て
い
く
。
失
地
を
回
復
す
る
。
復
興
へ
の
一

階
段
を
登
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
第

四
。
こ
れ
を
反
対
か
ら
見
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
流
入
へ
の
民
心
の
思

想
的
対
策
で
す
。
も
ち
ろ
ん
諸
外
国
か
ら
の
批
判
も
あ
っ
て
キ
リ
ス

ト
教
を
弾
圧
す
る
わ
け
に
い
き
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
明
治
五
年
に
は

黙
許
と
い
う
こ
と
で
、
公
認
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
黙
認
と
い

う
状
況
で
、
そ
れ
は
や
む
を
え
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
れ
は
神
仏
合
同

で
民
心
を
キ
リ
ス
ト
教
に
向
か
わ
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い
、
う
ま

く
や
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
が
第
五
。
さ
ら
に

別
の
視
点
で
言
え
ば
、
第
六
と
し
て
国
民
へ
の
道
徳
重
視
の
指
標
提

示
と
奨
励
、
日
常
倫
理
の
普
及
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
に
、
思
想
的
に
は
複
合
的
要
因
が
背
景
に
存
在
し
た
と
み
て

よ
い
で
し
ょ
う
。

　

次
に
、
三
条
教
則
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
で
す
が
、
従
来
、
仏
教

側
の
概
説
書
を
読
み
ま
す
と
、
い
ろ
い
ろ
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
い

い
評
価
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
書
い
て
あ
る
か
と
い
い
ま

す
と
。
当
時
の
廃
仏
毀
釈
の
状
況
か
ら
踏
み
絵
だ
と
し
て
拒
絶
拒
否

で
き
ず
、
受
け
取
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
う
、
あ
る
種
の
被
害

者
的
な
立
場
、
つ
ま
り
、
廃
仏
毀
釈
と
い
う
被
害
状
況
を
見
据
え
た

う
え
で
の
位
置
づ
け
が
一
般
的
で
す
が
、
だ
い
た
い
ど
の
本
を
見
て

も
、
こ
ん
な
調
子
で
す
。
で
も
、
実
際
に
僧
侶
の
各
衍
義
書
を
見
て

お
り
ま
す
と
、
多
様
な
解
釈
が
あ
り
ま
す
。
と
く
に
「
敬
神
」
と
い

う
表
現
に
関
し
て
は
、
面
白
い
と
い
え
ば
い
ち
ば
ん
面
白
い
部
分
で

す
が
、
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
が
あ
り
ま
し
て
、
決
し
て
被
害
者
的
一
枚

岩
で
は
な
い
の
で
す
。

　

同
様
に
、
神
道
人
の
ほ
う
で
も
必
ず
し
も
一
枚
岩
で
は
な
い
。
す

こ
し
温
度
差
が
あ
る
部
分
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、

先
ほ
ど
か
ら
申
上
げ
て
い
る
よ
う
に
、
三
か
条
は
純
粋
な
神
道
精
神

の
信
仰
箇
条
だ
け
を
文
字
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
必
ず
し
も
神
道

優
位
の
独
占
物
で
は
な
い
。
あ
る
意
味
で
は
国
民
全
体
の
道
徳
的
基

準
を
明
示
し
た
も
の
で
儒
仏
ま
で
包
含
し
て
い
て
、
必
ず
し
も
神
道

優
位
の
独
占
物
で
は
な
い
か
ら
で
す
。

　

な
ぜ
な
ら
ば
、
実
は
三
条
教
則
の
下
敷
き
が
す
で
に
あ
っ
た
か
ら

な
の
で
す
。
そ
れ
は
何
か
と
い
え
ば
。

　

こ
の
三
条
教
則
が
教
導
職
に
布
達
さ
れ
る
半
年
前
の
四
年
十
月
、

先
ほ
ど
ち
ょ
っ
と
制
度
的
な
と
こ
ろ
で
申
し
上
げ
ま
し
た
寺
院
省
設

置
建
議
、
こ
れ
を
詳
細
に
見
て
い
き
ま
す
と
、
こ
う
い
う
文
言
が
出

て
き
ま
す
。「
一
、
神
祇
ヲ
敬
ヒ
奉
リ
候
」、「
一
、
君
臣
ノ
大
倫
ヲ
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明
ニ
ス
ヘ
キ
事
」、「
一
、
国
家
ヲ
保
護
シ
忠
愛
ノ
心
ヲ
存
ス
ヘ
キ
事
」。

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
三
条
教
則
と
類
似
、
い
や
酷
似
し
て
い
る
と

思
い
ま
せ
ん
か
。
す
な
わ
ち
、「
神
祇
」
を
「
敬
神
」
に
、「
君
臣
ノ

大
倫
」
を
「
天
理
人
道
」
に
、「
国
家
ヲ
保
護
シ
忠
愛
」
を
「
皇
上

奉
戴
・
朝
旨
遵
守
」
と
い
う
表
現
に
置
き
換
え
て
お
り
ま
す
が
、
三

か
条
と
も
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
す
ね
。
つ
ま
り
、
三
条
教
則
の
布
達
さ

れ
る
半
年
前
に
は
下
敷
き
と
な
る
文
言
が
も
と
も
と
あ
っ
た
。
こ
れ

を
下
敷
き
に
し
て
、
半
年
後
に
は
こ
う
い
う
表
現
に
な
っ
て
き
た
。

象
徴
的
に
言
い
ま
す
と
、
神
祇
か
ら
敬
神
へ
の
修
正
は
神
道
だ
け
で

な
く
儒
仏
ま
で
拡
大
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

で
は
、
三
条
教
則
策
定
の
中
心
人
物
は
だ
れ
か
と
い
う
点
で
す

が
、
一
応
中
心
の
一
人
と
い
わ
れ
る
津
和
野
藩
士
の
福
羽
美
静
と
い

う
人
物
は
、
後
年
の
談
話
で
こ
れ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、
こ
う
い
う
談
話
と
い
う
の
は
危
な
い
と
い
え
ば
危
な
い
。
資

料
と
し
て
ど
こ
ま
で
信
用
性
が
お
け
る
か
。
時
期
の
問
題
と
か
、
内

容
の
問
題
。
人
間
と
い
う
の
は
ど
う
し
て
も
自
分
に
都
合
の
よ
い
よ

う
に
後
年
語
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
時
期
だ
っ
て
具
体
的
な
日
に
ち

だ
っ
て
、
だ
い
ぶ
ず
れ
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
も
間
々
あ
り
ま
す

の
で
、
あ
ま
り
参
考
に
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
大
雑

把
な
三
条
教
則
に
関
す
る
思
い
出
と
し
て
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
お
り

ま
す
。「
神
祇
を
敬
す
る
道
に
、
人
の
標
準
と
な
る
教
を
持
た
し
む

る
必
要
は
起
こ
れ
り
」、
中
略
い
た
し
ま
し
て
、「
但
、
仏
法
と
い
ひ

儒
教
と
い
ふ
も
、
後
世
の
も
の
な
り
と
は
い
へ
、
善
き
も
の
は
取
ら

ざ
る
べ
か
ら
ず
」。
で
す
か
ら
、
よ
い
も
の
は
、
国
民
教
化
に
役
立

つ
の
で
あ
れ
ば
、
す
べ
て
を
包
含
す
る
の
だ
と
い
う
発
想
で
あ
り
ま

す
。
こ
う
い
う
立
場
で
つ
く
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
り

ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
神
道
以
外
の
仏
教
等
で
の
教
導
職
で
も
当

然
そ
れ
に
か
か
わ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
配
慮
が
な
さ
れ
た
う
え

で
の
策
定
だ
ろ
う
と
考
え
て
よ
い
わ
け
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
衍
義
書
の
と
く
に
「
敬
神
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、

神
道
人
の
も
の
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
わ
け
で
す
が
、
仏
教
者
の
ほ
う
が

表
現
と
し
て
は
面
白
い
。
研
究
材
料
と
し
て
は
面
白
い
で
す
。
そ
れ

は
本
来
、
神
と
い
う
表
現
が
出
て
こ
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
ど
う
や
っ

て
解
釈
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
、
個
々
の
僧
侶
に
よ
り
、
宗
派

に
よ
り
、
立
場
に
よ
り
、
悩
ま
し
い
難
し
い
課
題
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

そ
の
へ
ん
が
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
か
え
っ
て
研
究
材
料
と
し
て
は

面
白
味
が
あ
る
。
当
然
、
神
道
人
の
も
の
よ
り
仏
教
者
の
ほ
う
が
宗

派
、
個
人
、
い
ず
れ
か
ら
見
て
も
、
温
度
差
、
解
釈
が
異
な
る
も
の

が
多
く
、
宗
教
思
想
史
的
に
は
僧
侶
の
衍
義
書
の
ほ
う
が
研
究
材
料

と
し
や
す
い
部
分
が
あ
る
だ
ろ
う
と
、
私
の
場
合
は
そ
う
思
っ
て
お

り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、
三
条
教
則
に
関
す
る
課
題
と
研
究
と
し
て
は
、

ま
ず
は
こ
の
課
題
が
出
て
く
る
。
そ
れ
は
三
条
教
則
が
、
実
は
仏
教

の
失
速
状
況
、
逼
塞
状
況
を
教
学
的
に
あ
る
意
味
で
打
開
さ
せ
、
挽
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回
さ
せ
る
一
助
に
な
り
え
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、

あ
る
僧
侶
な
ど
は
、
衍
義
書
の
中
で
天
神
造
化
説
と
い
う
の
を
徹
底

的
に
批
判
し
て
い
き
ま
す
。
そ
の
へ
ん
で
、
神
道
が
教
学
的
に
す
こ

し
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
た
か
、
こ
れ
は
政
治
的
に
と
い
う
意
味
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
宗
教
史
的
に
で
す
が
、
そ
う
い
う
側
面
も

あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
今
後
、
個
々
の
衍
義
書

の
仔
細
な
検
討
を
通
し
た
日
本
思
想
史
上
の
位
置
づ
け
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
、
こ
れ
か
ら
は
、
も
う
ち
ょ
っ
と
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
な
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

も
う
一
つ
大
事
な
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
先
ほ
ど
テ
ー
マ
の
名
称

で
教
化
と
か
教
育
と
い
う
表
現
を
申
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
日
本
思
想

史
、
あ
る
い
は
明
治
宗
教
史
、
明
治
神
道
史
、
あ
る
い
は
明
治
仏
教

史
と
い
う
分
野
で
は
、
そ
れ
な
り
に
あ
つ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
今
後

は
近
代
教
育
史
、
明
治
教
育
史
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
絶
対
必
要
だ

ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
一
部
で
や
っ
て
お
ら
れ
る
方
も
い
ま
す
が
、
非
常
に

ま
れ
で
、
わ
ず
か
な
例
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ

う
に
、
近
代
教
育
史
の
分
野
で
は
、
近
代
教
育
は
学
制
発
布
か
ら
始

ま
る
と
す
る
一
つ
の
固
定
観
念
が
あ
る
わ
け
で
す
。
明
治
四
年
に
文

部
省
が
で
き
、
明
治
五
年
に
近
代
学
校
教
育
制
度
を
発
布
す
る
。
こ

れ
が
学
制
。
以
降
、
近
代
教
育
が
あ
る
ん
だ
と
、
明
治
教
育
史
の
本

は
だ
い
た
い
そ
う
い
う
ふ
う
に
出
来
上
が
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
単

に
学
校
教
育
に
関
す
る
こ
と
だ
け
な
の
で
す
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
、

近
代
教
育
史
の
先
生
が
た
の
話
ぶ
り
は
、
と
も
す
れ
ば
明
治
五
年
以

前
に
は
教
育
は
な
か
っ
た
よ
う
に
聞
こ
え
る
と
き
が
間
々
あ
り
ま
す

が
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
の
へ
ん
の
と
こ

ろ
を
、
こ
れ
か
ら
も
う
す
こ
し
教
育
史
の
分
野
も
か
か
わ
っ
て
い
た

だ
け
れ
ば
と
い
う
感
じ
は
い
た
し
ま
す
。
要
は
、
教
育
と
い
う
の
は

文
部
省
の
学
校
教
育
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
人
の
心
を
教
育

す
る
教
化
運
動
だ
っ
て
教
育
史
の
な
か
に
当
然
組
み
込
ん
で
、
一
緒

に
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。

二　

三
条
教
則
衍
義
書
群
の
目
録
と
翻
刻
に
つ
い
て

　

次
に
、
三
条
教
則
の
衍
義
書
の
諸
本
や
従
来
の
目
録
に
つ
い
て
、

ふ
れ
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
衍
義
書
は
単
行
書
と

雑
誌
掲
載
文
を
合
わ
せ
ま
す
と
、
い
っ
た
い
ど
の
程
度
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
正
確
な
数
値
は
い
く
つ
だ
、
と
も
し
質
問
さ
れ
て
も
、
実
は

私
に
も
実
数
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
今
回
収
め
た
の
は
百
一
点
で

す
が
、
地
方
で
出
版
さ
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
自
筆
本
で
も
い
わ
ゆ

る
机
の
奥
底
に
し
ま
っ
て
あ
る
も
の
、
な
ど
な
ど
を
想
定
す
る
と
、

百
数
十
点
以
上
は
あ
る
だ
ろ
う
と
想
像
い
た
し
ま
す
。
全
国
く
ま
な

く
探
せ
ば
、
ま
だ
ま
だ
お
そ
ら
く
見
つ
か
る
だ
ろ
う
と
は
思
い
ま
す
。

で
は
書
か
れ
た
時
期
は
と
い
う
と
、
や
は
り
そ
の
大
半
が
明
治
五
、

六
、
七
、
八
年
に
集
中
す
る
と
い
う
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
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そ
し
て
、
こ
の
一
群
の
衍
義
書
を
鳥
瞰
す
る
こ
と
が
で
き
る
目
録

に
つ
い
て
で
す
が
、
で
は
、
ど
こ
に
目
録
が
あ
る
か
と
い
い
ま
す
と
、

ま
ず
は
ご
存
じ
の
『
明
治
文
化
全
集
』
の
第
十
九
巻
宗
教
篇
の
末
尾

に
若
干
数
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
何
と
い
っ
て
も
河
野
省
三
博
士
の
論

文
「
明
治
初
年
の
教
化
運
動
」、
こ
れ
は
「
國
學
院
大
學
紀
要
第
一

巻
」（
昭
和
七
年
）
に
入
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
質
量
と
も
に
い
ち

ば
ん
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
を
受
け
て
豊

田
武
氏
あ
た
り
も
『
日
本
宗
教
制
度
史
の
研
究
』
の
中
に
、
失
礼
で

す
が
そ
の
ま
ま
孫
引
き
で
入
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
ほ
か
に
も
、
辻

善
之
助
氏
の
『
明
治
仏
教
史
の
問
題
』
で
も
目
録
が
す
こ
し
入
っ
て

い
ま
す
が
、
は
っ
き
り
言
い
ま
し
て
河
野
先
生
の
目
録
を
そ
の
ま
ま

踏
襲
し
て
い
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
、
各

種
の
神
道
事
典
の
三
条
教
則
と
い
う
項
目
を
引
け
ば
、
衍
義
書
に
つ

い
て
の
説
明
と
衍
義
書
目
録
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
こ
れ
も

間
違
い
な
く
河
野
論
文
が
大
元
で
す
。
皆
河
野
先
生
の
も
の
を
そ
の

ま
ま
引
用
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
で
も
孫
引
き
は
け
っ
こ

う
危
な
い
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
河
野
論
文
の
目
録
に
入
っ
て
い
る

が
、
残
念
な
が
ら
、
実
際
に
は
所
在
が
確
認
で
き
な
い
も
の
も
あ
る

の
で
す
。
そ
れ
を
の
ち
の
目
録
に
は
皆
す
べ
て
入
れ
て
あ
る
の
で
す
。

小
さ
い
こ
と
で
す
が
、
研
究
者
と
し
て
確
認
で
き
な
い
も
の
は
省
く

と
い
う
姿
勢
態
度
は
、
こ
の
一
例
を
も
っ
て
し
て
も
大
事
だ
と
思
い

ま
し
た
。

　

次
に
、
衍
義
書
諸
本
の
従
来
の
翻
刻
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
す
こ
し
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。
各
衍

義
書
を
い
ろ
い
ろ
と
見
て
お
り
ま
す
と
、
も
ち
ろ
ん
、
自
筆
や
写
本

も
あ
り
ま
す
。
ま
た
墨
筆
本
だ
け
で
な
く
、
そ
の
多
く
は
版
本
で

す
。
そ
れ
か
ら
刊
本
も
あ
り
ま
す
。
で
は
、
い
ま
ま
で
、
ど
こ
に
翻

刻
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
明
治

文
化
全
集
』
の
宗
教
編
で
三
点
、
そ
れ
か
ら
本
学
会
の
前
の
名
称
で

あ
る
加
藤
玄
智
博
士
記
念
学
会
が
出
し
た
『
神
道
研
究
紀
要
』
で
七

点
ほ
ど
、
す
で
に
翻
刻
が
な
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
さ
ら
に
最
近
で
は
、

『
明
治
仏
教
思
想
資
料
集
成
』、
こ
れ
は
仏
教
系
の
叢
書
で
す
が
、
第

二
巻
で
六
点
、
第
三
巻
で
四
点
、
第
四
巻
で
一
点
。
そ
れ
か
ら
、
同

叢
書
の
中
に
「
教
義
新
聞
」
あ
る
い
は
「
報
四
叢
談
」
と
い
う
書
名

で
当
時
の
雑
誌
新
聞
を
翻
刻
し
た
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
が
四

点
。
つ
い
で
に
申
し
ま
す
と
、
こ
れ
を
出
し
た
の
が
同
朋
舎
と
い
っ

て
、
い
ま
は
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
い
た
い
こ
う
い
う
も
の
は
あ
ま
り
売

れ
な
い
。
ご
く
限
ら
れ
た
一
部
の
研
究
者
し
か
関
心
が
な
い
か
ら
で

し
ょ
う
。
で
す
か
ら
、
今
回
の
資
料
集
も
あ
ま
り
売
れ
な
い
で
し
ょ

う
。
読
み
物
で
は
な
く
、
研
究
論
文
用
に
一
、
二
を
ち
ょ
い
と
引
用

し
て
終
わ
り
と
い
う
の
が
実
際
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、

利
用
し
て
い
た
だ
け
る
だ
け
で
十
分
満
足
い
た
し
ま
す
。
あ
と
は
さ

す
が
真
宗
と
い
う
か
、『
真
宗
資
料
集
成
』
と
い
う
叢
書
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
第
十
一
巻
の
中
で
二
点
ほ
ど
、
す
で
に
翻
が
さ
れ
て
い
ま
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す
。

　

以
上
で
す
が
、
こ
れ
ら
を
合
計
い
た
し
ま
す
と
、
現
在
で
も
約
三

十
点
の
程
度
で
す
。
百
数
十
点
の
う
ち
、
わ
ず
か
三
十
ぐ
ら
い
な
の

で
す
。
で
す
か
ら
、
全
貌
を
う
か
が
う
に
は
と
て
も
と
て
も
無
理
だ

と
い
う
こ
と
で
、
私
に
翻
刻
連
載
の
命
令
が
あ
っ
た
の
が
平
成
の
六

年
の
秋
、
そ
し
て
七
年
か
ら
逐
次
蒐
集
し
、
翻
刻
し
つ
つ
、
連
載
を

始
め
、
十
年
か
か
っ
て
、
や
っ
と
終
わ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ

を
一
つ
に
ま
と
め
た
の
が
、
今
回
の
翻
刻
刊
行
で
あ
り
ま
す
。
全
二

巻
な
の
で
、
だ
い
ぶ
厚
く
な
っ
て
し
ま
い
、
ち
ょ
う
ど
枕
代
わ
り
に

し
て
い
た
だ
け
ば
よ
い
厚
さ
の
本
で
す
。

三　

�『
三
条
教
則
衍
義
書
資
料
集
』
所
載
の
衍
義
書
を
め

ぐ
っ
て

　

そ
こ
で
、
今
回
の
『
三
条
教
則
衍
義
書
資
料
集
』
に
お
け
る
翻
刻

は
単
行
書
が
七
十
六
点
、
雑
誌
掲
載
の
も
の
二
十
五
点
、
合
計
百
一

点
な
の
で
、
従
来
よ
り
は
ち
ょ
っ
と
は
増
え
た
か
な
と
思
っ
て
お
り

ま
す
。

　

で
は
、
ど
の
よ
う
な
衍
義
書
を
収
録
し
た
の
か
。
特
徴
的
な
も
の

に
つ
き
ま
し
て
は
、
あ
と
で
お
話
い
た
し
ま
す
が
、
そ
の
前
に
、
全

二
巻
の
目
次
の
順
に
し
た
が
っ
て
、
最
初
に
作
者
を
中
心
に
全
体
の

概
要
を
ご
紹
介
し
て
ま
い
り
ま
し
ょ
う
。

　

と
て
も
全
部
の
作
者
に
つ
い
て
申
し
上
げ
る
時
間
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、
い
ち
ば
ん
最
初
が
「『
布
教
綱
要
』
浄
土
宗
」
で
す
。
明
治
五

年
。
な
ん
で
こ
ん
な
最
初
に
置
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
目

次
の
す
こ
し
先
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、「『
諸
宗
説
教
要
義
』
大

教
院
経
典
局
編
（
明
治
五
年
冬
）」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
大
教
院
が

で
き
て
、
各
宗
に
三
条
教
則
に
関
す
る
各
宗
の
本
山
か
ら
の
、
半
ば

公
の
宗
派
と
し
て
の
解
釈
書
を
提
出
を
要
求
し
ま
す
。
そ
し
て
天
台
、

真
言
、
真
言
も
新
義
と
古
義
、
あ
る
い
は
禅
、
さ
ら
に
は
浄
土
、
真

宗
五
派
、
日
蓮
、
さ
ら
に
時
宗
等
の
七
派
に
わ
た
っ
て
提
出
し
た
も

の
を
一
冊
に
し
た
も
の
で
す
。
当
然
な
か
に
は
浄
土
宗
の
部
分
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
の
『
諸
宗
説
教
要
義
』
に
入
っ
て
い
る
浄
土
宗
の
文

章
と
、
い
ま
申
し
上
げ
た
第
一
番
目
に
置
い
た
『
布
教
綱
要
』
が
ほ

と
ん
ど
同
文
で
酷
似
し
て
い
ま
す
。
私
も
最
初
は
気
づ
き
ま
せ
ん
で

し
た
。
あ
れ
、
似
て
い
る
な
と
思
っ
た
け
れ
ど
も
、
よ
く
見
る
と
ほ

と
ん
ど
同
じ
。
文
章
の
ご
く
一
部
の
テ
ニ
ヲ
ハ
が
若
干
違
う
だ
け
で

す
。
つ
ま
り
、
四
月
の
終
わ
り
に
教
則
が
布
達
さ
れ
て
、
お
そ
ら
く

五
月
頃
に
宗
派
と
し
て
本
山
が
ま
と
め
た
も
の
を
大
教
院
に
提
出
す

る
。
そ
し
て
大
教
院
で
一
つ
に
ま
と
め
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

要
は
、
こ
れ
は
浄
土
宗
が
『
布
教
綱
要
』
と
い
う
名
前
を
つ
け
た
三

条
教
則
に
対
す
る
公
の
解
説
書
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
い

ま
す
。
明
治
五
年
の
五
月
と
文
末
に
明
記
し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
い

ち
ば
ん
最
初
に
置
き
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
は
『
教
部
省
三
箇
条
記
』、
こ
れ
も
五
年
の
五
、
六
月
頃
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で
、
非
常
に
早
い
時
期
の
も
の
で
す
。
こ
れ
は
真
宗
大
谷
派
の
福
田

覚
城
（
ふ
く
だ･

か
く
じ
ょ
う
）
と
い
う
僧
侶
な
の
で
す
が
、
宗
派
内

で
も
な
か
な
か
高
い
地
位
に
あ
っ
た
方
で
す
。
学
寮
で
自
宗
の
若
い

僧
侶
に
講
義
を
通
し
て
教
え
る
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
お
前
た
ち
は
理

解
し
た
ら
よ
い
の
か
、
ま
た
民
衆
へ
の
説
教
な
ど
に
つ
い
て
解
説
し

た
文
言
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
が
写
本
と
し
て
残
っ
て
お
り
ま

す
の
で
、
第
二
番
目
に
入
れ
ま
し
た
。

　

次
に
東
陽
円
月
（
と
う
よ
う･
え
ん
げ
つ
）、
こ
の
人
の
衍
義
書
は
多

い
で
す
ね
。
五
点
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
や
は
り
浄
土
真
宗
の
西
本

願
寺
派
の
有
名
な
方
で
す
。
五
年
の
五
月
、
六
月
、
七
月
、
九
月
。

非
常
に
早
い
時
期
に
こ
れ
だ
け
の
点
数
の
三
条
教
則
に
関
す
る
自
分

の
意
見
を
書
い
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
宗
派
と
は
関
係
な

く
、
個
人
と
し
て
書
い
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
が
自
坊
に
残
っ
て

お
り
ま
す
。
こ
れ
は
あ
と
で
ス
ラ
イ
ド
で
い
く
つ
か
お
見
せ
い
た
し

ま
す
。
ど
う
い
う
僧
侶
か
、
ど
ん
な
内
容
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、
あ
と
で
も
う
す
こ
し
詳
し
く
説
明
い
た
し
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
国
井
清
廉
（
く
に
い･

き
よ
か
ど
）。
こ
の
人
は
岐
阜
県
の

士
族
の
方
ら
し
い
の
で
す
が
、
必
ず
し
も
神
道
人
で
は
な
い
か
も
し

れ
な
い
、
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
墨
筆
で
書
い
て
あ
る

も
の
で
す
が
、
神
道
的
表
現
を
も
っ
て
書
か
れ
た
も
の
の
中
で
は
最

初
期
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
抄
出
で
す
が
、『
開
化
の
は
な
し
』
で
明
治
五
年
の

冬
。
こ
れ
は
仏
教
で
も
神
道
で
も
な
く
、
い
わ
ゆ
る
開
化
も
の
と
称

す
る
類
で
、
文
明
開
化
と
い
う
こ
と
で
一
般
の
戯
作
者
が
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
一
つ
で
す
。

　

そ
の
次
に
佐
田
介
石
（
さ
だ･

か
い
せ
き
）、
こ
れ
も
真
宗
西
本
願
寺

派
の
方
で
す
。『
ラ
ン
プ
亡
国
論
』
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
本
を
書
い

て
い
る
有
名
な
僧
侶
で
す
。

　

明
治
六
年
に
入
り
ま
し
て
『
教
則
三
条
講
述
』
の
樋
口
龍
温
（
ひ

ぐ
ち･

り
ゅ
う
お
ん
）。
こ
れ
も
真
宗
大
谷
派
の
か
な
り
の
上
位
に
あ
っ

た
方
で
、
学
僧
と
し
て
宗
門
で
は
有
名
な
方
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
千
早
定
朝
（
ち
は
や･

じ
ょ
う
ち
ょ
う
）
の
『
公
令
三
箇

条
布
教
則
大
意
』
で
明
治
六
年
二
月
。
実
は
こ
の
人
は
僧
侶
な
の
で

す
が
、
き
わ
め
て
め
ず
ら
し
い
法
相
宗
で
す
。
な
ぜ
め
ず
ら
し
い
か

と
い
う
と
、
た
と
え
ば
明
治
の
神
道
や
仏
教
を
語
る
場
合
、
と
く
に

仏
教
を
語
る
と
き
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
先
ほ
ど
か
ら
言
っ
て
い
る

真
宗
、
東
だ
西
だ
と
そ
こ
ば
か
り
が
喧
伝
さ
れ
研
究
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
れ
し
か
な
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
じ
ゃ
、
他
の
宗
派
は
ど
う

な
っ
て
い
た
の
か
、
実
は
違
う
の
で
す
。
奈
良
の
都
。
俗
に
南
都
と

い
え
ば
東
大
寺
、
薬
師
寺
、
唐
招
提
寺
な
ど
、
そ
こ
に
だ
っ
て
仏
教

は
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
僧
侶
も
い
た
の
で
す
。
明
治
初
期
の
南
都
の

仏
教
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
近
年
に

な
っ
て
、
や
っ
と
研
究
も
緒
に
つ
き
始
め
た
と
こ
ろ
で
、
ま
だ
研
究

者
も
わ
ず
か
と
い
う
状
況
で
す
。
こ
れ
は
こ
れ
か
ら
徹
底
的
に
や
ら



近代の国民教化と三条教則（三宅）��7

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
分
野
だ
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
明
治
仏
教
史
な

り
神
道
史
も
含
め
て
、
明
治
宗
教
史
は
、
真
宗
と
神
道
の
か
か
わ
り

だ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
南
都
も
す
こ
し
は
あ
る
。
で
も
、
南
都
と

い
う
の
は
ほ
と
ん
ど
出
て
き
ま
せ
ん
。
残
念
で
す
。
近
代
史
研
究
の

欠
点
は
政
治
経
済
中
心
の
首
都
中
心
、
東
京
中
心
だ
と
い
う
点
で
す
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
の
千
早
は
、
そ
の
当
時
の
法
隆
寺
の
貫
首

さ
ん
で
す
。
南
都
か
ら
の
衍
義
書
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
以
外
に
は
ま

ず
も
っ
て
な
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
め
ず
ら

し
い
の
で
す
。
つ
い
で
に
申
し
ま
す
と
、
こ
れ
は
自
筆
墨
書
で
す
が
、

末
尾
に
自
分
の
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。
斑
鳩
の
神
民
と
記
し
た
あ

と
に
自
分
は
近
目
に
し
て
幼
児
か
ら
眼
鏡
を
使
用
し
て
い
る
が
、
最

近
は
麻
疹
に
も
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
か
も
し
れ
な
い
が

眼
が
悪
く
な
っ
て
き
た
の
で
間
違
い
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
。

衍
義
文
の
中
で
自
身
の
状
態
を
披
瀝
し
た
も
の
な
ど
ほ
と
ん
ど
な
い

の
で
、
そ
の
点
お
も
し
ろ
い
も
の
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

次
は
皆
さ
ん
ご
ぞ
ん
じ
、
明
治
神
道
界
の
大
物
で
し
ょ
う
。
田
中

頼
庸
（
た
な
か･

よ
り
つ
ね
）
の
『
三
条
演
義
』
で
す
。
神
道
方
面
か

ら
い
う
と
、
三
条
教
則
衍
義
の
標
準
的
な
テ
キ
ス
ト
と
い
わ
れ
て
、

よ
く
読
ま
れ
た
本
で
、
神
道
人
の
三
条
教
則
に
関
す
る
衍
義
書
の
も

と
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
あ
と
で
す

こ
し
ふ
れ
ま
す
。

　

細
谷
環
渓
（
ほ
そ
た
に･

か
ん
け
い
）
の
明
治
六
年
四
月
『
三
条
弁

解
』、
こ
れ
は
曹
洞
宗
の
僧
侶
で
す
。
こ
れ
に
は
、
仏
教
も
そ
れ
ぞ

れ
の
宗
派
と
し
て
三
条
教
則
に
積
極
的
に
か
か
わ
っ
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
方
向
が
間
違
い
な
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
で

す
。

　

そ
れ
か
ら
、
書
名
に
よ
く
「
童
蒙
（
ど
う
も
う
）」
と
い
う
表
現
が

出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
大
人
で
は
な
く
て
、
お
子
さ
ん
。
お
子
さ
ん

に
対
し
て
も
当
然
教
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

れ
か
ら
「
往
来
」
と
い
う
表
現
、
こ
れ
も
教
育
史
の
ほ
う
で
は
「
往

来
物
」
と
い
っ
て
、
古
く
は
鎌
倉
期
か
ら
、
普
及
し
た
の
は
江
戸
期

か
ら
明
治
期
で
す
が
、
い
わ
ゆ
る
教
科
書
の
こ
と
で
、
そ
う
い
う
書

名
の
衍
義
書
も
あ
る
。
ど
ち
ら
も
大
人
で
は
な
く
て
、
お
子
さ
ん
向

け
の
も
の
も
か
な
り
多
い
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

仮
名
垣
魯
文
（
か
な
が
き･

ろ
ぶ
ん
）、
こ
れ
は
戯
作
者
で
す
。『
三

則
教
の
捷
径
』（
を
し
え
の
ち
か
み
ち
）
と
い
っ
て
絵
入
り
で
お
も
し

ろ
い
で
す
ね
。
だ
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
こ
れ
は
ず
っ
と
以
前
の
『
明

治
文
化
全
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
宇
喜
多
練
要
（
う
き
た･

れ
ん
よ
う
）
と
い
う
人
物
の
『
説

教
童
蒙
三
則
弁
』、
こ
の
人
の
出
自
は
は
っ
き
り
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、
読
む
か
ぎ
り
、
文
章
表
現
や
使
用
語
彙
の
点

で
は
き
わ
め
て
道
話
的
と
い
う
か
、
石
門
心
学
的
で
す
。
で
す
か
ら

江
戸
期
に
非
常
に
普
及
し
た
石
門
心
学
の
流
れ
を
汲
む
心
学
関
係
者
、

も
し
く
は
心
学
や
道
話
に
深
い
素
養
が
あ
る
人
で
は
な
い
か
と
考
え
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て
お
り
ま
す
が
、
ま
だ
こ
の
へ
ん
は
今
後
の
研
究
課
題
に
し
た
い
と

思
っ
て
お
り
ま
す
。

　

石
門
心
学
と
い
え
ば
、
柴
田
遊
翁
（
し
ば
た･

ゆ
う
お
う
）
の
衍
義

書
も
二
点
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
有
名
な
『
鳩
翁
道
話
』
と
い
う
道

話
本
が
あ
り
ま
す
が
、
石
門
心
学
の
説
教
で
有
名
な
柴
田
鳩
翁
。
お

読
み
に
な
っ
た
方
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
面
白
お
か
し
く
泣
か
せ
笑

わ
せ
つ
つ
、
そ
し
て
人
の
あ
る
べ
き
姿
を
説
き
、
倫
理
的
基
本
を
教

え
た
本
で
す
。
そ
の
鳩
翁
の
お
子
さ
ん
で
す
。
お
子
さ
ん
と
い
っ
て

も
婿
養
子
で
す
が
、
も
と
も
と
は
越
前
大
野
藩
の
人
で
す
が
鳩
翁
の

婿
養
子
に
な
り
跡
を
嗣
ぎ
ま
す
。
そ
れ
が
遊
翁
で
す
。
つ
い
で
に
申

し
ま
す
と
、
遊
翁
の
お
子
さ
ん
が
柴
田
謙
堂
と
い
う
方
で
す
。
そ
の

お
子
さ
ん
が
柴
田
実
と
言
い
ま
し
て
、
十
年
ほ
ど
前
に
亡
く
な
り
ま

し
た
が
、
京
都
大
学
の
歴
史
学
教
授
で
と
く
に
文
化
史
の
面
で
有
名

な
先
生
で
し
た
。
実
は
こ
の
柴
田
家
は
京
都
の
二
条
新
町
に
あ
り
ま

し
て
、
心
学
の
手
島
堵
庵
の
伝
統
を
引
き
継
い
だ
心
学
明
倫
舎
と
い

う
心
学
の
総
本
山
の
家
の
生
ま
れ
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
大
学
へ

ゆ
け
ば
歴
史
学
を
教
授
し
、
家
に
帰
れ
ば
ま
さ
に
家
学
と
し
て
の
心

学
の
明
倫
舎
舎
主
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
柴
田
実
先
生
自
身
も
心
学
関

係
論
文
を
数
多
く
出
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
お
う
ち
に
は
、
相
当
な
文

献
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
れ
は
も
う
研
究
者
に
と
っ
て
は
垂
涎
の
的

で
し
ょ
う
。
つ
い
で
の
つ
い
で
で
す
が
、
柴
田
先
生
は
私
の
も
う
一

人
の
歴
史
学
者
で
あ
る
叔
父
の
京
都
大
学
に
お
け
る
師
匠
で
も
あ
り

ま
す
。

　

話
を
戻
し
ま
し
て
、
す
こ
し
先
を
急
ぎ
ま
し
ょ
う
。
神
道
人
の
も

の
で
は
岡
本
経
春
（
お
か
も
と･

つ
ね
は
る
）、
こ
れ
は
下
鴨
の
宮
司
さ

ん
、
ま
た
、
安
江
静
（
や
す
え･

し
ず
か
）
と
い
う
方
、
こ
れ
は
京
都

伏
見
稲
荷
の
宮
司
さ
ん
で
す
。
さ
ら
に
矢
野
玄
道
（
や
の･

は
る
み
ち
）

の
『
三
条
大
意
』、
こ
れ
は
全
五
巻
で
非
常
に
長
文
で
す
。
今
回
の

資
料
集
は
一
ペ
イ
ジ
上
下
二
段
組
に
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
こ
の

一
書
だ
け
で
百
ペ
イ
ジ
を
超
え
て
い
ま
す
。
そ
の
博
学
さ
は
群
を
抜

い
て
い
ま
す
が
、
校
正
等
で
読
む
の
に
相
当
つ
か
れ
ま
し
た
。
そ
の

ほ
か
、
神
道
系
で
は
浦
田
長
民
（
う
ら
た･

ち
ょ
う
み
ん
）
の
も
の
も

あ
り
ま
す
。

　

一
方
、
仏
教
系
で
は
、
ほ
か
に
瑕
丘
宗
興
（
か
き
ゅ
う･

し
ゅ
う
こ

う
）
の
衍
義
書
も
け
っ
こ
う
長
い
。
真
宗
の
西
本
願
寺
派
の
方
で
す

が
、
こ
れ
も
な
か
な
か
の
博
学
さ
が
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
不
破
祐
善

（
ふ
わ･

ゆ
う
ぜ
ん
）
と
い
う
僧
侶
は
禅
宗
系
だ
と
思
い
ま
す
。
上
田
及

淵
（
う
え
だ･

き
ゅ
う
え
ん
）、
こ
れ
は
儒
教
関
係
の
方
だ
と
思
い
ま
す
。

総
生
（
ふ
そ
う
）
寛
、
あ
ま
り
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
ど
う

も
下
総
か
上
総
の
方
面
の
生
ま
れ
な
の
で
総
生
と
書
い
て
あ
る
の
か

な
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
こ
れ
も
あ
と
で
す
こ
し
衍
義
文
を
紹

介
し
ま
す
が
福
田
行
誡
（
ふ
く
だ･

ぎ
ょ
う
か
い
）、
こ
れ
は
浄
土
宗
で

す
が
、
仏
教
界
の
高
僧
と
い
わ
れ
て
、
維
新
政
府
の
要
路
た
ち
の
精

神
的
師
匠
と
も
な
っ
て
い
た
当
時
の
有
名
な
僧
侶
で
す
。
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目
次
の
単
行
書
の
部
の
最
後
あ
た
り
に
あ
り
ま
す
衍
義
書
に
つ
い

て
、
ひ
と
言
説
明
し
ま
す
。
衍
義
書
は
何
も
首
都
圏
だ
け
で
な
く
、

地
方
か
ら
も
出
て
い
る
こ
と
は
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
が
、
地
方
も
徳

島
や
茨
城
な
ど
か
ら
も
ど
の
よ
う
な
経
歴
の
方
か
、
よ
く
わ
か
り
ま

せ
ん
が
数
点
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
単
行
書
の
最
後
に
置
い
た
明
治

三
十
五
年
の
渡
辺
正
輝
の
書
の
読
み
方
で
す
が
、
判
じ
も
の
的
で
す

が
「
だ
い
だ
い
き
ょ
う
」
と
読
む
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
お
り
ま

す
。
お
も
し
ろ
い
で
す
ね
。

　

目
次
の
末
尾
に
は
雑
誌
掲
載
関
係
の
衍
義
文
を
い
く
つ
か
集
め
ま

し
た
の
で
、
す
こ
し
申
し
添
え
て
お
き
ま
す
。
だ
い
た
い
、
ど
う
い

う
雑
誌
か
だ
け
申
し
上
げ
ま
す
と
、「
教
院
講
録
」。「
教
場
必
携
」、

こ
れ
は
神
道
系
、「
報
四
叢
談
」、
こ
れ
は
仏
教
系
と
い
う
か
島
地
黙

雷
の
『
三
条
弁
疑
』
で
す
。
ま
た
「
排
簡
雑
誌
」、
こ
れ
は
山
口
県

の
雑
誌
で
、
め
ず
ら
し
い
も
の
で
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　

×　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

×

　

そ
こ
で
、
重
複
し
て
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
が
、
東
陽
円
月
に
も
ど

り
ま
す
。
三
条
教
則
衍
義
書
の
中
で
い
ち
ば
ん
た
く
さ
ん
書
い
た
の

は
こ
の
方
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
本
派
の
な
か
で
も
豊
前
学
派

の
巨
頭
で
、
大
分
県
豊
後
高
田
市
水
崎
に
あ
る
西
光
寺
と
い
う
お
寺

の
住
職
さ
ん
で
す
。
最
近
は
昭
和
レ
ト
ロ
の
街
で
売
り
出
し
つ
つ
あ

る
よ
う
で
す
が
、
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
い
え
ば
宇
佐
神
宮
の
近
く

で
す
。
こ
こ
に
円
月
自
筆
の
衍
義
書
が
残
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
し

て
自
分
で
一
号
、
二
号
、
三
号
、
四
号
と
朱
書
し
一
冊
に
合
本
し
て

お
り
ま
す
。
す
べ
て
明
治
五
年
で
す
。
そ
れ
以
外
に
も
先
ほ
ど
申
し

上
げ
た
十
七
兼
題
に
つ
い
て
も
未
翻
刻
の
自
筆
本
が
あ
り
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、
円
月
の
も
の
す
べ
て
河
野
先
生
の
目
録
に
も
入
っ
て
お
り

ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
ほ
か
に
も
調
べ
て
ゆ
け
ば
、
ま
だ
ま
だ
あ
る

と
い
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
敬
神
解
釈
に
つ
い
て
は
、
皇

室
の
祖
先
神
と
し
て
の
伊
勢
の
大
廟
か
ら
大
中
小
の
官
国
幤
社
全
部

あ
わ
せ
て
、
あ
る
い
は
郷
社
、
村
社
ま
で
祭
る
ん
だ
と
い
う
考
え
方

を
と
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
仏
教
や
石
門
心
学
か
ら
の
敬
神
解
釈
の

最
大
限
の
解
釈
が
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
だ
と
考
え
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

ま
た
『
教
則
三
章
私
解
』
の
中
に
「
他
見
無
用
秘
記
」
と
書
い
て
あ

る
部
分
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
が
当
時
の
あ
る
種
の
混
乱
を
物
語

る
象
徴
的
な
内
容
で
あ
り
ま
し
て
、
ほ
か
で
は
な
か
な
か
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
非
常
に
お
も
し
ろ
い
も
の
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
読
ん
で
い

た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
す
こ
し
だ
け
、
ご
紹
介
し
ま
し
よ
う
。
当

時
の
僧
侶
が
洋
服
を
着
て
教
部
省
と
い
う
役
所
に
入
っ
て
い
く
、
あ

る
い
は
耶
蘇
代
理
人
と
い
う
表
現
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
三
条
教

則
と
い
う
の
は
、
つ
ら
つ
ら
考
え
て
み
る
と
、
こ
こ
で
は
敬
神
、
愛

国
な
ん
て
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
神
道
の
こ
と
で
は
な
く
て
、
か

の
十
戒
の
こ
と
で
、
い
わ
ゆ
る
出
エ
ジ
プ
ト
記
あ
る
ユ
ダ
ヤ
教
の

モ
ー
ゼ
の
十
戒
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
。
カ
ナ
ン
に
土
地
を
求
め
て

い
く
途
中
の
シ
ナ
イ
山
で
ヤ
ハ
ウ
ェ
の
神
か
ら
啓
示
を
受
け
た
、
契
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約
で
す
ね
、
守
ら
な
か
っ
た
ら
大
変
だ
ぞ
と
い
わ
れ
る
、
あ
の
有
名

な
モ
ー
ゼ
の
十
戒
、
そ
れ
の
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
と
。
そ
の
う
ち
の
最

初
の
四
つ
は
自
分
の
神
だ
け
を
大
事
に
す
る
こ
と
、
あ
と
の
残
り
は

父
や
母
を
大
事
に
、
あ
る
い
は
盗
む
な
、
姦
淫
す
る
な
と
か
、
そ
う

い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
の
六
と
四
を
分
け
て
、

こ
の
敬
神
の
神
と
い
う
の
は
ユ
ダ
ヤ
教
の
神
で
は
な
い
か
と
、
だ
か

ら
私
た
ち
を
全
部
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
さ
せ
る
つ
も
り
で
は
な
い
の

か
、
そ
う
い
う
新
政
府
の
も
く
ろ
み
が
三
条
教
則
じ
ゃ
な
い
か
と
い

う
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。
埒
も
な
い
、
笑
い
話
に
し
て
し
ま
え
ば
、

そ
れ
で
終
わ
り
の
話
で
す
。
本
気
か
嘘
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
ん

な
こ
と
を
書
い
て
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
加
え
て
、
天
理
、
人
道
と
い

う
天
理
を
、
天
主
造
物
の
理
の
略
で
天
理
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
の
か
と
疑
心
暗
鬼
に
な
っ
て
い
る
。
文
字
ど
お
り
杞
憂
そ
の
も
の

に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
円
月
さ
ん
に
と
っ
て
は
非
常
に
気
に
な
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
六
月
で
す
か
ら
、
三
条
教
則
が
出
さ
れ
て
か
ら

ま
だ
二
か
月
で
す
。
朝
令
暮
改
や
、
地
方
と
い
う
こ
と
と
は
関
係
な

く
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
受
け
取
っ
た
か
、
と
い
う
一
例
で
す
。
で
も

円
月
の
場
合
は
例
外
で
特
殊
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
お
も

し
ろ
い
も
の
の
代
表
例
と
し
て
申
し
上
げ
ま
し
た
。

　

つ
い
で
に
申
し
ま
す
と
、
こ
の
人
は
長
州
系
の
本
山
執
行
部
、
当

時
の
政
府
と
仲
が
よ
か
っ
た
赤
松
連
城
と
か
島
地
黙
雷
た
ち
と
は
宗

派
内
で
完
全
に
対
立
し
た
立
場
な
ん
で
す
。
学
位
と
し
て
は
宗
派
内

の
最
高
学
位
を
も
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
俗
に
い
う
邪
義
を

説
い
た
と
い
う
理
由
で
安
心
調
理
（
あ
ん
じ
ん
ち
ょ
う
り
）
さ
れ
て
い

ま
す
。
簡
単
に
い
え
ば
教
義
裁
判
の
判
決
で
敗
訴
し
た
わ
け
で
す
。

要
す
る
に
、
真
宗
の
中
で
は
隅
の
ほ
う
に
置
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
窓

ぎ
わ
族
で
す
ね
。
こ
れ
は
ち
ょ
っ
と
専
門
的
に
な
り
ま
す
が
、
真
宗

の
場
合
は
真
俗
二
諦
論
と
い
う
教
義
か
ら
三
条
教
則
に
か
か
わ
っ
て

い
く
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
実
は
真
俗
二
諦
論
と
申
し
ま
し
て
も
、

そ
の
中
に
ま
た
非
常
に
細
か
い
教
義
各
説
が
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
で
す
。

そ
の
、
た
く
さ
ん
あ
る
な
か
の
「
真
諦
影
響
説
」
の
中
の
「
真
諦
薫

発
説
」
と
い
う
教
義
を
円
月
は
も
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
れ
も
つ
い
で
に
、
も
う
一
つ
重
大
な
こ
と
は
円
月
は
晩
年
に
教

育
勅
語
が
出
ま
す
と
、
二
十
六
年
に
『
勅
語
奉
躰
記
』
と
い
う
衍
義

書
を
書
い
て
い
る
こ
と
で
す
。
彼
は
三
条
教
則
衍
義
書
で
五
点
、
兼

題
関
係
で
三
点
、
排
耶
関
係
で
一
点
、
勅
語
衍
義
書
一
点
、
計
十
点

で
、
数
多
い
僧
侶
の
中
で
も
お
そ
ら
く
別
格
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
人
の
精
神
生
活
の
な
か
で
は
、
三
条
教
則
と

教
育
勅
語
は
連
結
し
て
い
る
、
同
一
次
元
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で

す
。
と
い
う
こ
と
は
、
三
条
教
則
と
教
育
勅
語
は
あ
る
種
の
同
一
地

平
で
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
私
の
基
本
的
な
考
え
方

で
す
。
教
育
勅
語
は
近
代
教
育
史
の
分
野
、
教
則
は
宗
教
関
係
の
分

野
、
そ
れ
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
、
ど
ち
ら
も
教
育
な
ん
で
す
。
バ

ラ
バ
ラ
の
細
分
化
分
野
研
究
で
は
実
態
が
よ
く
見
え
な
い
。
今
後
の



近代の国民教化と三条教則（三宅）���

課
題
は
こ
の
へ
ん
に
あ
る
と
い
う
の
が
私
の
印
象
で
す
。

　

次
に
、
明
治
五
年
の
国
井
清
廉
の
も
の
、
こ
れ
を
見
ま
す
と
、
中

に
「
天
地
ヲ
鎔
造
シ
…
」
と
い
う
表
現
が
出
て
き
ま
す
。
い
ち
い
ち

私
が
言
わ
な
く
て
も
皆
さ
ん
神
道
関
係
の
方
ば
か
り
な
の
で
、
お
わ

か
り
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
天
御
中
主
神
、
高
皇
産
霊

神
、
神
皇
産
霊
神
、
こ
の
造
化
の
三
神
が
天
地
を
つ
く
っ
た
と
い
う

表
現
で
展
開
し
て
い
る
。
こ
の
天
地
鎔
造
と
い
う
表
現
は
、
も
ち
ろ

ん
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
『
三
条
演
義
』
の
田
中
頼
庸
の
中
に

も
当
然
そ
う
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
が
、
と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
表

現
が
出
て
き
ま
す
と
、
待
っ
て
ま
し
た
と
ば
か
り
、
今
度
は
仏
教
者

の
衍
義
書
の
中
で
そ
の
点
を
徹
底
的
に
論
陣
を
張
っ
て
批
判
し
て
否

定
し
て
き
ま
す
。
た
と
え
ば
、
明
治
八
年
の
「
報
四
叢
談
」
八
号
付

録
の
島
地
黙
雷
の
『
三
条
弁
疑
』
が
そ
の
典
型
で
し
ょ
う
。
要
す
る

に
造
化
三
神
の
天
地
創
造
で
あ
り
ま
す
天
神
造
化
説
と
い
う
考
え
方

を
批
判
し
て
、
そ
れ
だ
っ
た
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
と
同
じ
で
は
な
い
か
、

『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
を
徹
底
的
に
読
ん
で
も
、
そ
ん
な
こ
と
は

書
い
て
な
い
ぞ
と
黙
雷
は
言
う
の
で
す
。
な
ら
ば
、
そ
れ
だ
っ
た
ら

一
種
の
宗
教
論
に
な
る
、
宗
教
論
だ
っ
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
造
物
の

論
理
と
い
う
か
、
造
化
説
は
絶
対
と
ら
な
い
、
仏
教
で
は
因
縁
生
だ
、

つ
ま
り
、
モ
ノ
が
で
き
る
の
は
何
者
か
が
つ
く
っ
た
の
で
は
な
く
て
、

い
ろ
い
ろ
な
事
物
構
成
諸
要
素
が
い
ち
い
ち
集
ま
っ
て
、
モ
ノ
を
成

立
さ
せ
て
い
る
し
、
そ
の
よ
う
に
み
え
る
だ
け
に
過
ぎ
な
い
と
と
ら

え
る
の
で
す
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
で
プ
ラ
テ
ィ
ー
ト
ヤ
・
サ
ム
ー
ト

パ
ー
ダ
と
い
う
縁
起
説
の
考
え
方
に
立
ち
ま
す
。
だ
っ
た
ら
、
私
た

ち
は
因
縁
生
と
い
う
方
針
を
と
る
し
か
な
い
。
そ
れ
で
い
い
の
で
す

か
と
い
う
表
現
で
論
陣
を
張
っ
て
神
道
家
の
鎔
造
説
を
攻
撃
し
て
い

く
の
で
す
。

　

も
う
一
つ
申
し
上
げ
た
い
の
は
佐
原
秦
嶽
（
さ
は
ら･

し
ん
が
く
）

と
い
う
方
の
『
三
則
私
言
』
で
す
。
越
前
丸
岡
の
浄
土
宗
僧
で
す

が
、
冒
頭
に
「
説
教
大
意
」
と
称
す
る
内
容
が
三
丁
ぐ
ら
い
あ
り
ま

す
。
そ
の
部
分
を
見
る
と
仏
教
側
の
被
害
者
的
文
言
は
ま
っ
た
く
な

く
、
は
っ
き
り
と
し
た
神
道
批
判
を
書
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
ぜ

ひ
読
ん
で
も
ら
い
た
い
も
の
の
一
つ
で
す
が
、
端
的
に
申
し
ま
す

と
、
中
世
以
来
民
衆
は
春
秋
の
祭
祀
程
度
の
神
道
理
解
し
か
し
な
い

が
、
そ
れ
は
民
衆
の
無
知
と
い
う
よ
り
、
神
職
祠
官
に
責
任
が
あ
る

ん
だ
と
。
仏
教
側
に
も
神
社
や
神
道
軽
視
の
問
題
は
あ
る
。
さ
ら
に

い
に
し
え
の
僧
侶
は
私
心
な
く
敬
神
観
念
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
い

ま
は
欠
け
て
い
る
。
ま
た
、
近
世
の
国
学
と
い
っ
て
も
儒
仏
批
判
に

終
始
す
る
の
み
で
、
民
情
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
だ
か
ら
、
民
衆
を
教
導

す
る
語
気
調
子
で
は
な
か
っ
た
と
言
う
の
で
す
。
要
は
、
中
世
、
近

世
と
民
衆
を
善
導
し
て
こ
な
か
っ
た
神
道
人
の
怠
慢
と
い
う
点
に
重

大
な
根
本
的
欠
陥
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
歯
に
絹
を
着
せ
ず

は
っ
き
り
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
明
確
な
神
道
批
判
を
述
べ

て
い
る
『
三
則
私
言
』
の
序
文
を
、
先
ほ
ど
言
っ
た
田
中
頼
庸
が
書
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き
、
し
か
も
良
い
本
だ

と
書
い
て
い
る
ん
で
す
。

面
白
い
で
す
ね
。
こ
れ

は
一
体
ど
う
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
か
。
わ
れ
わ

れ
の
い
ま
の
目
で
見
る

の
と
当
時
の
目
で
見
る

の
と
、
別
の
目
で
見
て

み
な
け
れ
ば
い
け
な
い

か
も
し
れ
な
い
と
い
う

こ
と
の
紹
介
の
一
つ
で

す
。

　

さ
て
、
福
田
行
誡
、
こ
れ
も
は
っ
き
り
自
己
の
立
場
を
書
い
て
い

ま
す
。
昔
よ
り
念
仏
よ
り
ほ
か
の
こ
と
は
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
、
そ
れ

を
急
に
や
め
に
し
て
敬
神
愛
国
論
ば
か
り
を
説
く
こ
と
な
ど
、
そ
れ

は
で
き
な
い
、
と
き
っ
ぱ
り
言
い
切
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
こ
こ
ま

で
明
言
で
き
る
の
は
行
誡
な
ら
で
は
で
し
ょ
う
ね
。

　

そ
ろ
そ
ろ
、最
後
の
話
題
に
入
り
ま
し
ょ
う
。こ
れ
は
体
裁
上
の
特

徴
な
ど
気
の
付
い
た
こ
と
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
今
回
の『
資
料
集
』

は
全
二
十
六
回
分
だ
け
で
な
く
、
せ
っ
か
く
の
機
会
な
の
で
、
も
う

す
こ
し
集
め
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
て
、
あ
ち
こ
ち
探
し
て
発

掘
し
新
稿
を
十
点
ほ
ど
入
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
な
か
で
も
い

ち
ば
ん
大
変
な
こ
と
は
墨
筆
本
の
翻
刻
作
業
で
し
た
の
で
、
二
点
ほ

ど
報
告
い
た
し
ま
す
。
最
初
は
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
福
田
覚
城
の
も

の
で
す
。
写
本
で
す
が
書
き
癖
も
あ
り
ま
す
し
、
も
ち
ろ
ん
判
読
し

に
く
い
文
字
や
専
門
的
な
略
字
も
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
は
専
門
的
略

字
に
限
定
し
て
、
い
く
つ
か
お
見
せ
し
ま
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
、
こ

の
よ
う
な
文
字
は
何
と
読
む
の
か（
図
①
の
丸
囲
い
文
字
）。
一
見
す
る

と
「
汐
」（
セ
キ
、し
お
）
み
た
い
に
見
え
ま
す
が
、そ
れ
は
間
違
い
で

す
。
前
後
の
文
脈
か
ら
み
て
も
違
う
。
実
は
、こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
仏
教

略
字
な
の
で
す
。
一
字
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
分
解
す
れ
ば
「
氵
」
と

「
タ
」
で
す
が
カ
タ
カ
ナ
で
「
ミ
タ
」
と
読
み
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は

「
汐
」
は
「
弥
陀
」
と
い
う
仏
教
略
字
な
の
で
す
。
理
屈
じ
ゃ
な
く
て
、

そ
う
い
う
ふ
う
に
略
記
す
る
。
つ
ま
り
、
学
寮
や
談
林
な
ど
で
講
義

を
筆
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
ゃ
べ
り
ま
す
か
ら
速
記
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
な
り
ま
す
と
、
一
字
一
字
画
数
の
多
い
文
字

を
書
い
て
い
た
ら
、
と
て
も
じ
ゃ
な
い
が
間
に
合
わ
な
い
、
だ
か
ら

略
字
を
使
い
ま
す
。
仏
教
用
語
に
は
も
の
す
ご
く
そ
う
い
う
の
が
多

い
、
こ
れ
も
そ
の
一
つ
で
す
。
そ
の
下
の
丸
囲
い
文
字
は
「
願
」
な

の
で
、
こ
の
部
分
は
「
弥
陀
の
願
力
」
と
読
み
ま
す
。
も
う
一
つ
お

見
せ
し
ま
す
。
そ
れ
は
明
治
六
年
二
月
の
樋
口
龍
温
さ
ん
の
写
本
で
、

大
谷
大
学
の
所
蔵
で
す
。
こ
れ
も
な
か
な
か
読
み
に
く
い
箇
所
が
あ

り
ま
し
て
、
そ
う
と
う
時
間
が
か
か
り
ま
し
た
。
最
初
、
私
も
何
か

な
、
ど
う
読
め
ば
い
い
の
か
と
、
横
か
ら
見
た
り
、
斜
め
か
ら
見
た

図①
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り
、
い
ろ
い
ろ
し
ま
し
た
。
四
角
囲
い
の
文
字
（
図
②
を
参
照
）
が
い

く
つ
か
あ
り
ま
す
の
で
、
順
次
申
し
ま
す
と
、
一
見
す
る
と
「
汢
」

（
ぬ
た
）
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、先
ほ
ど
と
同
じ
で
「
氵
」
は
「
浄
」

の
略
字
な
の
で
、
こ
れ
は
「
浄
土
」
と
読
み
ま
す
。
次
は
有
名
な
略

字
で
、「
サ
サ
」、
ボ
デ
ィ
ー
サ
ッ
ト
ヴ
ァ
、
つ
ま
り
「
菩
薩
」
の
略

字
で
す
。
サ
を
二
つ
書
き
ま
す
。
つ
い
で
に
い
い
ま
す
と
、
下
の
サ

の
右
横
に
、
も
し
、
点
「
、」
が
つ
け
ば
、
菩
提
と
読
ま
せ
ま
す
。
お

墓
の
後
ろ
に
は
必
ず
お
塔
婆
が
立
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
よ
く
書

い
て
あ
る
略
字
で
す
。
次
は
「
機
縁
」
と
読
む
の
で
す
が
、「
機
」
は

「
幾
」
を
「
キ
」
と
略
し
、「
縁
」
の
糸
偏
が
取
っ
て
い
ま
す
。
そ
の

あ
と
「
且
」
は
「
祖
」、

「
帀
」
は
「
師
」
の
略

字
で
「
祖
師
」
と
読
み

ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、

こ
れ
は
親
鸞
の
こ
と
を

指
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

次
は
三
文
字
に
見
え
ま

す
が
実
は
五
文
字
な
の

で
す
。
最
初
は「
ア
」で

「
阿
」
の
略
字
、「
汐
」

は
い
ま
言
い
ま
し
た
よ

う
に
「
弥
陀
」
の
略
字

で
、
こ
れ
だ
け
で
「
阿
弥
陀
」
と
読
め
ま
す
。
と
す
る
と
、
そ
の
下

は
当
然
「
如
来
」
と
読
ま
ざ
る
を
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
如
」
の
口

を
削
除
し
て
「
女
」
と
略
し
、
そ
の
右
横
に
「
来
」
を
付
け
た
か
ら

で
す
。
こ
れ
で
「
阿
弥
陀
如
来
」
と
読
む
の
で
す
。
こ
れ
が
日
本
の

仏
教
の
伝
統
で
す
。
こ
う
な
る
と
一
種
の
判
じ
物
で
す
ね
。
一
般
に

は
通
用
し
な
い
ギ
ョ
ー
カ
イ
用
語
そ
の
も
の
で
す
。
理
屈
じ
ゃ
な
い

の
で
す
。
伝
統
的
に
そ
う
読
ん
で
き
た
か
ら
そ
う
読
ま
な
き
ゃ
な
ら

な
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
仏
教
用
語
の
略
字
が
読
め
な
い
と
か
な
り

厳
し
い
で
し
ょ
う
。
ギ
ョ
ー
カ
イ
（
業
界
）
用
語
が
読
め
な
い
と
、現

実
に
こ
う
い
う
も
の
を
扱
う
の
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
が
、
た
ま
た

ま
す
こ
し
仏
教
学
に
か
か
わ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
な
ん
と
か
読
め

た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
略
字
に
関
し
ま
し
て
は
、『
資
料

集
』
全
体
の
多
岐
に
わ
た
る
異
体
字
な
ど
を
ふ
く
め
、
一
括
し
て
上

巻
の
冒
頭
の
「
凡
例
」
に
掲
げ
て
お
き
ま
し
た
の
で
、
見
て
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　

そ
れ
か
ら
体
裁
と
い
う
点
で
特
殊
と
い
う
か
お
も
し
ろ
い
も
の
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
根
本
真
苗
（
ね
も
と･

ま
な
え
）
と
い
う
人
物
の

『
大
祓
詞
三
条
弁
』
で
、
上
、
中
、
下
巻
に
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
は

も
ち
ろ
ん
ご
存
じ
の
よ
う
に
大
祓
の
祝
詞
解
説
が
中
心
と
な
っ
て
い

ま
し
て
版
本
な
の
で
す
が
、
や
た
ら
小
さ
い
文
字
が
多
く
、
ル
ビ
も

あ
り
、
本
文
、
本
文
注
、
頭
注
な
ど
が
入
り
乱
れ
て
い
ま
し
て
、
文

章
の
続
き
が
わ
か
り
ず
ら
く
、
ま
あ
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
と
し
た
体
裁

図②
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で
読
み
づ
ら
く
、
翻
刻
に
は
厄
介
で
し
た
。
読
み
づ
ら
い
と
い
え
ば
、

矢
野
玄
道
の
も
の
は
大
分
量
に
加
え
て
割
注
が
こ
れ
も
や
た
ら
多
く
、

一
読
す
る
の
に
難
儀
し
ま
し
た
。
と
い
う
よ
り
忍
耐
で
し
た
。
校
正

初
校
は
こ
れ
だ
け
で
一
ヶ
月
以
上
か
か
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
。

　

逆
に
、
一
文
字
が
非
常
に
大
き
い
も
の
も
あ
り
ま
し
た
。
小
川

持
正
（
お
が
わ･

も
ち
ま
さ
）
の
『
童
蒙
魁
読
説
教
手
引
草
』
で
し
て
、

半
丁
が
た
っ
た
四
行
、
一
行
八
文
字
な
の
で
一
丁
は
わ
ず
か
六
十
四

文
字
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
一
見
す
る
と
習
字
の
練
習
見
本
の
よ
う
に

も
見
え
て
し
ま
い
ま
す
が
、
ち
ょ
っ
と
だ
け
読
み
ま
す
と
「
政
教
一

致
の
御
政
体
。」、
中
略
し
ま
し
て
「
あ
ら
あ
ら
述
べ
て
童
の
。
学
び

の
道
の
手
引
き
ぐ
さ
。
…
…
」
と
続
き
ま
す
。
み
な
さ
ん
、
も
う
お

分
か
り
で
し
ょ
う
。
は
い
、
七
五
調
で
す
。
七
五
調
と
い
う
の
は
、

口
ず
さ
み
な
が
ら
教
育
の
効
果
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
石
門
心
学
な
ど

が
道
歌
や
施
印
な
ど
を
通
し
て
江
戸
時
代
か
ら
よ
く
使
っ
た
手
法
で

す
。
人
び
と
の
耳
に
こ
こ
ち
よ
く
入
っ
て
覚
え
や
す
い
、
聞
き
や
す

い
、
な
じ
み
や
す
い
七
五
調
の
句
で
全
部
く
く
っ
て
い
こ
う
と
い
う
、

ま
さ
に
文
字
の
大
き
さ
も
含
ん
で
子
供
用
の
手
引
き
書
の
手
本
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。

　

ご
紹
介
の
最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
道
歌
と
い
え
ば
高
野
山
明

王
院
の
真
言
僧
、
高
岡
増
隆
（
た
か
お
か･

ぞ
う
り
ゅ
う
）
の
も
の
で
、

雑
誌
に
入
っ
て
い
る
『
三
章
略
解
』
で
す
が
、
こ
れ
は
最
初
冒
頭
に

和
歌
一
首
を
掲
げ
、
こ
の
場
合
は
古
今
集
の
歌
で
す
が
、
そ
の
あ
と

衍
義
の
文
章
が
続
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
和
歌
一
首
を
主
題
に
し
て
歌

の
意
味
解
説
を
と
お
し
て
自
分
の
三
条
教
則
解
釈
に
関
連
さ
せ
関
係

づ
け
る
内
容
に
も
っ
て
い
く
の
で
す
。
こ
の
や
り
方
、
手
法
で
す
が
、

ま
さ
に
『
鳩
翁
道
話
』
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
石
門
心
学
の
典
型
的
手

法
と
同
じ
で
、
ま
ね
て
い
る
の
で
す
。
何
度
も
申
し
ま
す
が
、
教
育

史
プ
ロ
パ
ー
で
も
見
れ
ば
よ
く
分
か
る
も
の
も
け
っ
こ
う
あ
り
ま
す

の
で
、
ど
ん
ど
ん
こ
う
い
う
方
面
に
も
進
出
し
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

　

最
後
の
最
後
に
、
一
つ
だ
け
で
す
が
著
作
権
年
数
の
問
題
で
紀
要

連
載
時
に
お
い
て
却
下
さ
れ
、
数
年
後
、『
資
料
集
』
作
成
時
に
再

度
申
請
し
て
許
可
さ
れ
、
や
っ
と
陽
の
目
を
見
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
、
紀
要
掲
載
時
で
は
、
す
で
に
校
了
し
て
い
た
の
で
、
お

蔵
入
り
に
な
ら
ず
に
済
み
、
正
直
ホ
ッ
と
い
た
し
ま
し
た
。

　

思
え
ば
十
数
年
間
、
蒐
集
、
翻
刻
、
校
正
、
解
説
と
、
け
っ
き
ょ

く
は
一
人
旅
状
態
だ
っ
た
の
で
、
ま
だ
ま
だ
申
し
上
げ
た
い
こ
と
も

あ
り
ま
す
が
、
時
間
も
過
ぎ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
き
わ
め
て
雑
駁
な

話
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
今
後
の
自
己
課
題
と
し
て
、
い
ま

ま
で
は
つ
く
る
作
業
で
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
で
一
段
落
い
た
し
ま

し
た
の
で
、
今
度
は
こ
れ
ら
の
材
料
を
活
か
し
て
研
究
を
進
め
て
い

か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
申
し
上
げ
ま
し
て
、
私
の
話
を
終

わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
日
本
大
学
医
学
部
准
教
授
・
國
學
院
大
學
客
員
教
授
）




