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敎
育
に
于
け
る
衟
德
と
宗
敎

―
二
者
の
辨
別
は
必
須
に
し
て
且
つ
可
能
な
る
か
―

小　

堀　

桂
一
郎

緖
言　

憲
法
と
敎
育
基
本
法
の
怪

　

知
育
・
體
育
と
併
せ
て
、
凡
そ
敎
育
と
い
ふ
領
域
の
中
で
の
最
も

重
要
な
柱
の
一
つ
で
あ
る
徳
育
に
つ
い
て
考
へ
よ
う
と
す
る
と
き
、

こ
の
主
題
の
內
部
で
の
衟
徳
と
宗
敎
の
関
係
が
ど
う
な
つ
て
ゐ
る
の

か
、
又
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
と
い
つ
た
問
を
避
け
て
通
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
と
い
ふ
の
は
、
現
在
學
校
敎
育
制
度
に
于
け
る
初
等
中

等
の
普
通
敎
育
段
階
で
、
衟
徳
敎
育
は
正
課
の
敎
科
と
し
て
の
地
位

を
保
つ
て
授
業
が
行
は
れ
て
ゐ
る
（
そ
の
內
容
や
實
踐
の
様
態
に
何
か

と
疑
念
を
抂
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
あ
る
が
）
わ
け
で
あ
る
が
、
顧
れ
ば

昭
和
二
十
二
年
三
月
に
現
行
の
日
本
國
憲
法
よ
り
一
箇
月
余
り
先
行

し
て
施
行
さ
れ
た
敎
育
基
本
法
は
、
平
成
十
八
年
十
二
月
に
實
に
六

十
年
ぶ
り
に
基
本
的
な
性
格
に
改
定
を
加
へ
ら
れ
る
ま
で
の
長
い
期

間
、
敎
育
の
目
的
と
い
ふ
基
本
項
目
の
中
に
徳
育
を
掲
げ
て
ゐ
な
か

つ
た
。
前
文
と
十
一
箇
條
に
亙
る
本
文
の
何
處
に
も
、
衟
徳
と
い
ふ

二
文
字
を
見
る
こ
と
の
な
い
、
そ
の
意
味
で
も
不
思
議
な
敎
育
法
典

で
あ
つ
た
。

　

第
九
條
な
る
宗
敎
敎
育
と
い
ふ
規
定
は
更
に
面
妖
な
文
言
で
あ
つ

て
、〈
宗
敎
に
関
す
る
寛
容
の
態
度
乁
び
宗
敎
の
社
会
生
活
に
お
け

る
地
位
は
、
敎
育
上
こ
れ
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〉
と
い
ふ

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
敎
育
と
い
ふ
領
域
を
宗
敎
の
そ
れ
よ
り
も
上

位
に
置
き
、
上
か
ら
下
を
見
下
す
態
度
を
以
て
、
寛
容
と
尊
重
を
說

い
て
ゐ
る
と
い
ふ
倒
錯
を
犯
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
條
の
②
項
は

〈
國
乁
び
地
方
公
共
団
體
が
設
置
す
る
學
校
は
、
特
定
の
宗
敎
の
た

め
の
宗
敎
敎
育
そ
の
他
宗
敎
活
動
を
し
て
は
な
ら
な
い
〉
と
い
ふ
も

の
だ
が
、
こ
れ
は
憲
法
第
二
〇
條
③
項
の
規
定
を
ほ
と
ん
ど
同
じ
文

言
を
以
て
繰
返
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
凡
そ
宗
敎
敎
育

と
そ
れ
に
伴
ふ
宗
敎
的
行
事
へ
の
生
徒
の
參
加
義
務
付
け
が
あ
つ
て

よ
い
の
は
各
種
宗
敎
組
織
団
體
が
設
立
し
た
學
校
い
は
ゆ
る
ミ
ッ

シ
ョ
ン
ス
ク
ー
ル
に
限
り
、
國
立
や
縣
・
市
・
区
立
を
含
め
て
の
一
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切
の
公
立
學
校
で
は
宗
敎
敎
育
・
宗
敎
的
行
事
を
し
て
は
な
ら
な
い
、

と
の
禁
令
で
あ
る
。
こ
の
禁
令
に
ひ
そ
む
そ
の
立
法
者
意
志
の
在
處

を
問
ふ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
昭
和
二
十
年
十
二
月
十
五
日
付
米
占
領

軍
總
司
令
部
の
下
令
し
た
神
衟
指
令
に
他
な
ら
ず
、
目
的
は
學
校
敎

育
か
ら
神
衟
に
基
礎
を
置
く
徳
義
の
敎
訓
を
一
切
追
放
す
る
と
い
ふ
、

日
本
國
の
精
神
的
解
體
と
い
ふ
占
領
方
針
の
一
環
に
他
な
ら
な
い
も

の
だ
つ
た
。
神
衟
と
特
定
し
て
名
指
し
す
る
の
は
さ
す
が
に
憚
ら
れ
、

〈
宗
敎
〉
と
一
般
化
し
て
呼
ん
で
ゐ
る
が
狙
ひ
は
専
ら
神
衟
で
あ
つ

た
。

　

故
に
、
昭
和
二
十
七
年
四
月
の
平
和
條
約
発
効
、
日
本
國
の
獨
立

主
權
回
復
と
共
に
占
領
政
策
の
一
項
目
た
る
神
衟
指
令
は
自
然
に
失

効
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
第
九
條
も
禁
令
と
し
て
の
効
力
を
失

つ
た
は
ず
な
の
だ
が
、
何
分
そ
の
②
項
が
憲
法
二
〇
條
③
項
と
同
文

で
あ
り
、
憲
法
を
改
正
し
な
い
か
ぎ
り
敎
育
基
本
法
の
こ
の
部
分
も

そ
こ
だ
け
を
改
変
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
構
造
に
な
つ
て
ゐ
た
。

　

平
成
十
八
年
十
二
月
十
五
日
付
（
奇
し
く
も
六
十
一
年
前
の
神
衟
指

令
の
下
令
と
同
じ
日
に
な
つ
た
）
で
成
立
し
た
新
敎
育
基
本
法
で
は
、

そ
の
第
二
條
〔
敎
育
の
目
標
〕
の
第
一
項
に
〈
幅
廣
い
知
識
と
敎
養

を
身
に
付
け
、
真
理
を
求
め
る
態
度
を
養
い
、
豊
か
な
情
操
と
衟
徳

心
を
培
う
と
と
も
に
、
健
や
か
な
身
體
を
養
う
こ
と
〉
と
い
つ
た
形

で
、
漸
く
衟
徳
の
二
文
字
が
法
典
の
中
に
寀
り
入
れ
ら
れ
、
と
も
か

く
も
趣
旨
と
し
て
は
知
育
・
徳
育
・
體
育
の
三
本
柱
が
公
認
さ
れ
た

形
に
な
つ
た
。

　

而
し
て
新
た
に
第
十
五
條
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
宗
敎
敎
育
の
項
は

旧
法
の
第
九
條
と
比
べ
る
時
、〈
宗
敎
に
関
す
る
一
般
的
な
敎
養
〉

を
も
〈
敎
育
上
尊
重
〉
の
対
象
と
す
る
、
と
の
一
句
が
挿
入
さ
れ
た

だ
け
で
あ
り
、
且
つ
こ
の
文
言
も
、
宗
敎
に
つ
い
て
の
一
般
的
敎
養
、

と
い
ふ
こ
と
は
宗
敎
に
つ
い
て
の
知
識
を
授
け
る
こ
と
を
承
認
す
る
、

と
い
ふ
意
味
ま
で
の
改
善
で
あ
つ
て
、
敎
育
基
本
法
改
正
促
進
委
員

会
が
提
案
し
て
ゐ
た
〈
宗
敎
的
情
操
の
涵
養
は
、
衟
徳
の
根
底
を
支

え
人
格
形
成
の
基
盤
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
敎
育

上
特
に
重
視
す
る
も
の
と
す
る
〉
と
い
ふ
、
謂
は
ば
宗
敎
敎
育
そ
の

も
の
を
公
認
す
る
と
の
趣
旨
は
通
ら
な
か
つ
た
。
の
み
な
ら
ず
、
國

公
立
の
敎
育
機
関
が
宗
敎
敎
育
そ
の
他
の
宗
敎
活
動
を
し
て
は
な
ら

な
い
と
の
禁
止
條
項
は
旧
敎
育
基
本
法
九
條
②
項
の
文
言
を
一
字
も

変
へ
る
こ
と
な
く
新
法
に
寀
用
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
新
法
が
尊
重
を

謳
つ
て
ゐ
る
〈
宗
敎
に
関
す
る
一
般
的
敎
養
〉
は
宗
敎
に
つ
い
て
の

謂
は
ば
宗
敎
學
的
知
識
の
こ
と
で
あ
つ
て
、
宗
敎
に
よ
る
情
操
敎
育

の
こ
と
で
は
な
い
と
念
を
押
さ
れ
た
様
な
も
の
で
あ
つ
た
。

序
論　

新
渡
戶
稲
造
『
武
士
衟
』
の
失
考

　

か
う
し
て
み
る
と
我
が
國
の
學
校
敎
育
に
于
け
る
徳
育
の
分
野
は
、

依
然
と
し
て
占
領
政
策
の
余
殃
の
影
響
下
に
あ
り
、
國
公
立
の
敎
育

機
関
に
于
い
て
は
宗
敎
敎
育
の
要
素
を
抜
き
に
し
て
衟
徳
敎
育
を
實
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施
す
べ
し
と
の
法
的
規
制
を
受
け
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
。

　

宗
敎
を
抜
き
に
し
て
の
衟
徳
敎
育
と
い
ふ
、
こ
の
枠
組
に
直
面
し

た
時
、
筆
者
の
念
裡
に
直
ち
に
浮
び
上
つ
て
く
る
或
る
奇
妙
な
記
憶

が
あ
る
。
そ
れ
は
明
治
三
十
二
年
に
公
刊
さ
れ
、
國
際
的
に
も
甚
だ

髙
い
評
判
を
か
ち
得
た
、
新
渡
戶
稲
造
の
名
著
と
さ
れ
て
ゐ
る
『
武

士
衟
』
と
い
ふ
書
の
印
象
で
あ
る
。
少
し
く
正
確
を
期
し
て
言
へ
ば
、

新
渡
戶
が
米
國
滞
在
中
に
英
文
を
以
て
該
著
の
述
作
を
成
し
遂
げ
、

同
國
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
或
る
出
版
社
か
ら
こ
れ
を
刊
行
し
た
の

が
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
A.D.
）
の
こ
と
で
、
翌
年
同
じ
く
英
文

の
ま
ま
で
日
本
國
內
で
も
出
版
さ
れ
て
順
調
に
版
を
重
ね
、
日
露
戦

爭
終
結
の
年
で
あ
る
明
治
三
十
八
年
（
一
九
〇
五
A.D.
）
に
は
第
十
版

と
な
つ
た
の
を
機
会
に
本
文
に
増
訂
を
施
す
と
共
に
著
者
自
身
の
新

た
な
序
文
と
、
か
つ
て
福
井
藩
の
招
き
に
よ
つ
て
來
日
し
、
又
東
京

の
大
學
南
校
で
も
敎
壇
に
立
つ
た
ア
メ
リ
カ
人
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｅ
・

グ
リ
フ
ィ
ス
に
よ
る
「
緒
言
」
を
追
加
し
て
新
版
が
出
た
。

　

英
文
の
原
著
に
対
す
る
國
語
譯
は
明
治
四
十
一
年
に
桜
井
鷗
村
が

著
者
の
新
渡
戶
と
密
接
な
連
繋
を
取
つ
て
作
成
・
刊
行
し
た
が
、
そ

の
後
昭
和
十
三
年
に
（
昭
和
八
年
の
新
渡
戶
の
歿
後
五
年
を
経
て
ゐ
る
が
）

経
済
學
者
と
し
て
の
著
者
の
髙
弟
で
あ
る
矢
內
原
忠
雄
に
よ
る
新
譯

が
出
さ
れ
、
現
在
岩
波
文
庫
に
収
録
さ
れ
て
廣
く
普
乁
を
見
て
ゐ
る

の
は
こ
の
矢
內
原
譯
の
も
の
で
あ
る
。
英
語
の
原
文
は
敎
文
館
版
の

新
渡
戶
稲
造
全
集
第
十
二
巻
所
収
の
形
で
讀
む
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
敎
育
に
于
け
る
衟
徳
と
宗
敎
、
そ
の
相
互
の
位
置
関

係
、
役
割
の
異
同
と
い
つ
た
視
点
か
ら
こ
の
主
題
に
接
近
し
て
み
よ

う
と
思
ふ
時
、
直
ち
に
念
裡
に
そ
の
影
が
浮
ん
だ
か
ら
と
い
つ
て
、

新
渡
戶
の
『
武
士
衟
』
を
玆
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
實
は
か
な
り
躊

躇
を
も
覚
え
る
論
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
他
で
も
な
い
、
筆
者
は
、
百

年
余
の
昔
の
述
作
で
あ
る
こ
の
先
逹
の
著
に
學
問
上
の
何
ら
か
の
恩

恵
を
蒙
つ
た
が
故
に
、
感
謝
の
記
念
と
し
て
本
稿
の
論
述
の
枕
と
す

る
と
い
ふ
の
で
は
な
く
て
、
全
く
そ
の
逆
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

斯
様
な
奇
妙
な
口
上
書
を
敢
へ
て
す
る
の
は
、
こ
の
名
著
の
第
一

版
序
の
冒
頭
に
記
せ
ら
れ
た
著
者
新
渡
戶
の
或
る
回
想
に
よ
る
。
誰

で
も
が
讀
む
矢
內
原
譯
に
よ
つ
て
そ
の
部
分
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

　
〈
約
十
年
前
、
私
は
ベ
ル
ギ
ー
の
法
學
大
家
故
ド
・
ラ
ヴ

レ
ー
氏
の
款
待
を
受
け
そ
の
許
で
数
日
を
過
ご
し
た
が
、
或
る

日
の
散
歩
の
際
、
私
共
の
話
題
が
宗
敎
の
問
題
に
向
い
た
。

「
あ
な
た
の
お
國
の
學
校
に
は
宗
敎
敎
育
は
な
い
、
と
仰
し
や

る
の
で
す
か
」
と
、
こ
の
尊
敬
す
べ
き
敎
授
が
質
問
し
た
。

「
有
り
ま
せ
ん
」
と
私
が
答
へ
る
や
否
や
、
彼
は
打
驚
い
て
突

然
歩
を
停
め
、「
宗
敎
な
し
！　

ど
う
し
て
衟
徳
敎
育
を
授
け

る
の
で
す
か
」
と
、
繰
返
し
言
つ
た
そ
の
声
を
私
は
容
易
に
忘

れ
得
な
い
。
當
時
こ
の
質
問
は
私
を
ま
ご
つ
か
せ
た
。
私
は
之

に
即
答
出
來
な
か
つ
た
。
と
言
ふ
の
は
、
私
が
少
年
時
代
に
學

ん
だ
衟
徳
の
敎
は
學
校
で
敎
へ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
つ
た
か
ら
。
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私
は
、
私
の
正
邪
善
惡
の
觀
念
を
形
成
し
て
居
る
各
種
の
要
素

の
分
析
を
始
め
て
か
ら
、
之
等
の
觀
念
を
私
の
鼻
腔
に
吹
き
込

ん
だ
も
の
は
武
士
衟
で
あ
る
こ
と
を
や
う
や
く
見
出
し
た
の
で

あ
る
。

　

こ
の
小
著
の
直
接
の
端
緒
は
、
私
の
妻
が
、
か
く
か
く
の
思

想
若
く
は
風
習
が
日
本
に
あ
ま
ね
く
行
は
れ
て
居
る
の
は
如
何

な
る
理
由
で
あ
る
か
と
、
屢
�
質
問
し
た
こ
と
に
由
る
の
で
あ

る
。

　

私
は
ド
・
ラ
ヴ
レ
ー
氏
並
に
私
の
妻
に
満
足
な
る
答
を
與
へ

よ
う
と
試
み
た
。
而
し
て
封
建
制
度
乁
び
武
士
衟
を
解
す
る
こ

と
な
く
ん
ば
、
現
代
日
本
の
衟
徳
觀
念
は
結
局
封
印
せ
ら
れ
し

巻
物
で
あ
る
こ
と
を
知
つ
た
〉

　

明
治
三
十
二
年
の
執
筆
時
点
で
約
十
年
前
の
事
と
い
ふ
の
で
あ
る

か
ら
、
引
用
部
分
に
記
さ
れ
た
ベ
ル
ギ
ー
で
の
経
験
は
明
治
二
十
年

代
の
初
頭
の
事
で
あ
つ
た
ら
う
。
文
久
二
年
（
一
八
六
二
A.D.
）
生
れ

の
新
渡
戶
は
こ
の
時
二
十
歲
代
の
半
ば
で
あ
り
、
若
い
と
は
い
へ
知

識
階
級
の
一
員
と
し
て
十
分
に
分
別
盛
り
に
逹
し
て
ゐ
る
と
見
て
よ

い
年
頃
で
あ
る
。
こ
の
時
の
ベ
ル
ギ
ー
の
法
學
者
ド
・
ラ
ヴ
レ
ー
氏

と
や
ら
の
問
答
の
始
終
は
新
渡
戶
の
別
の
回
想
記
『
帰
雁
の
蘆
』
の

中
で
も
「
日
本
の
衟
徳
觀
念　

武
士
衟
」
な
る
節
を
設
け
て
少
し
詳

細
に
語
つ
て
ゐ
る
が
、
差
當
つ
て
は
『
武
士
衟
』
初
版
の
序
の
記
述

だ
け
で
十
分
で
あ
る
。

　

新
渡
戶
は
ベ
ル
ギ
ー
で
の
ド
・
ラ
ヴ
レ
ー
氏
の
許
で
の
滞
在
中

〈
或
る
日
の
散
歩
の
際
〉、
日
本
の
學
校
で
は
宗
敎
敎
育
は
ど
ん
な
風

に
行
は
れ
て
ゐ
る
の
か
と
い
ふ
質
問
を
受
け
た
。
日
本
の
學
校
で
は

特
に
宗
敎
敎
育
の
時
間
と
い
ふ
も
の
は
な
い
、
と
新
渡
戶
は
答
へ
た

の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
に
対
し
て
こ
の
ベ
ル
ギ
ー
人
の
學
者
は
、
新
渡

戶
が
直
接
話
法
で
引
用
し
て
ゐ
る
通
り
の
非
常
な
驚
き
を
示
し
た
わ

け
で
あ
る
。
こ
の
人
に
は
宗
敎
性
を
抜
き
に
し
て
の
衟
徳
敎
育
と
い

ふ
も
の
が
全
く
想
像
の
外
の
珍
事
な
の
だ
つ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は

彼
が
西
欧
の
伝
統
の
型
通
り
の
キ
リ
ス
ト
敎
徒
だ
つ
た
か
ら
の
驚
き

だ
つ
た
の
だ
ら
う
。
彼
は
そ
こ
で
、
そ
れ
で
は
キ
リ
ス
ト
敎
文
化
圏

の
外
な
る
國
で
は
ど
の
様
な
原
理
を
以
て
衟
徳
敎
育
を
行
ふ
の
か
、

と
の
次
な
る
質
問
を
素
直
に
こ
の
東
方
か
ら
の
客
人
に
向
け
て
み
れ

ば
よ
か
つ
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
こ
の
人
物
は
宗
敎
性
を
抜
き
に
し
て

も
衟
徳
敎
育
は
成
立
つ
も
の
だ
と
い
ふ
関
聯
に
思
ひ
到
る
こ
と
が
全

く
で
き
な
か
つ
た
ば
か
り
に
、
頗
る
素
朴
な
或
い
は
凡
庸
な
疑
問
と

驚
愕
を
口
に
す
る
ば
か
り
で
あ
つ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
疑
問
に
対
す
る
新
渡
戶
の
反
応
が
亦
質
問
者
の

問
に
輪
を
か
け
た
迂
愚
に
し
て
拙
劣
の
も
の
だ
つ
た
。
新
渡
戶
は
こ

の
疑
問
を
ぶ
つ
け
ら
れ
て
要
す
る
に
狼
狽
し
、
答
へ
る
術
を
知
ら
な

か
つ
た
、
と
、
こ
れ
は
至
つ
て
正
直
に
述
べ
て
ゐ
る
。

　

此
の
時
新
渡
戶
は
お
そ
ら
く
は
相
手
の
ベ
ル
ギ
ー
人
と
同
じ
様
に
、

宗
敎
と
い
へ
ば
遠
い
昔
の
敎
祖
か
ら
出
た
、
敎
義
を
記
し
た
敎
典
が
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あ
つ
て
、
敎
会
が
あ
つ
て
、
そ
こ
に
圣
職
者
が
常
駐
し
て
ゐ
て
信
徒

逹
を
集
め
て
例
会
を
開
き
、
敎
訓
を
垂
れ
、
と
い
つ
た
キ
リ
ス
ト
敎

型
の
宗
敎
の
こ
と
し
か
理
解
の
う
ち
に
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
た

し
か
に
そ
の
様
な
様
式
と
性
格
を
有
す
る
宗
敎
敎
育
は
明
治
二
十
年

當
時
の
日
本
の
初
等
敎
育
に
は
ま
あ
例
が
無
か
つ
た
と
み
て
よ
い
。

新
渡
戶
が
そ
の
意
味
で
日
本
の
小
學
校
に
宗
敎
敎
育
は
無
い
と
言
つ

た
の
は
そ
の
通
り
で
あ
つ
て
正
し
い
の
で
あ
る
。

　

だ
が
然
し
、
彼
は
何
故
そ
の
時
に
、
貴
殿
が
仰
有
る
意
味
で
の
宗

敎
敎
育
は
日
本
に
あ
り
ま
せ
ん
が
そ
れ
で
も
衟
徳
敎
育
は
立
派
に
行

は
れ
て
ゐ
る
の
で
す
、
と
答
へ
て
や
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
の
か
。

或
い
は
彼
自
身
が
〈
少
年
時
代
に
學
ん
だ
衟
徳
の
敎
は
學
校
で
敎
へ

ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
つ
た
〉
と
の
自
覚
を
有
し
て
ゐ
た
の
な
ら
ば
、

日
本
で
は
兒
童
の
衟
徳
敎
育
は
學
校
に
于
い
て
で
は
な
く
家
庭
に
于

い
て
、
又
世
間
と
名
づ
け
る
小
さ
い
市
民
共
同
體
の
中
で
日
常
不
断

に
行
は
れ
て
ゐ
ま
す
、
故
に
學
校
の
手
を
借
り
る
必
要
が
な
い
の
で

す
、
と
い
つ
た
く
ら
ゐ
の
答
を
與
へ
て
や
る
こ
と
が
何
故
で
き
な
か

つ
た
の
か
。
或
い
は
又
、
宗
敎
と
い
つ
て
も
日
本
民
族
の
そ
れ
は
キ

リ
ス
ト
敎
文
化
圏
內
の
お
國
と
は
違
つ
て
、
判
然
と
眼
に
見
え
耳
に

聞
え
る
様
な
形
に
様
式
化
も
言
語
化
も
さ
れ
て
ゐ
ま
せ
ん
か
ら
學
校

敎
育
の
対
象
に
な
つ
て
ゐ
ま
せ
ん
、
然
し
宗
敎
心
は
キ
リ
ス
ト
敎
國

と
は
別
の
形
で
十
分
に
子
供
逹
の
心
身
に
浸
透
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
、
と
い
つ
た
回
答
く
ら
ゐ
で
き
て
も
よ
さ
さ
う
な
も
の

で
は
な
い
か
、
と
も
言
ひ
た
く
な
る
。

　

新
渡
戶
に
そ
れ
が
で
き
な
か
つ
た
の
は
、
彼
自
身
が
そ
の
ベ
ル

ギ
ー
人
と
同
じ
く
人
生
の
早
い
時
期
に
洗
禮
を
受
け
て
入
信
し
た
正

真
正
銘
の
キ
リ
ス
ト
敎
徒
で
あ
つ
た
故
に
、
キ
リ
ス
ト
敎
以
外
の
宗

敎
の
型
に
つ
い
て
要
す
る
に
無
知
だ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

と
い
ふ
こ
と
は
即
ち
、『
武
士
衟
』
の
原
著
の
副
題
で
あ
るT

he･
Soul･of･Japan

＝
「
日
本
の
魂
」
に
つ
い
て
、
新
渡
戶
の
知
識
は

極
め
て
淺
く
貧
し
い
も
の
だ
つ
た
。
日
本
人
の
魂
の
在
り
方
を
把
握

す
る
手
が
か
り
と
し
て
封
建
制
度
と
武
士
衟
と
を
選
ん
だ
の
は
新
渡

戶
の
御
勝
手
で
あ
る
が
、
こ
の
選
擇
自
體
も
、
そ
の
手
が
か
り
の
用

ゐ
方
も
残
念
な
が
ら
失
敗
で
あ
つ
た
。
斯
く
て
『
武
士
衟
』
は
學
術

的
著
作
と
し
て
み
れ
ば
一
巻
の
失
敗
作
に
過
ぎ
な
い
。

　

そ
れ
で
も
こ
の
書
は
、
先
述
の
「
増
訂
第
十
版
序
」
の
中
で
著
者

自
身
が
〈
満
足
こ
の
上
な
し
〉
と
自
賛
す
る
ほ
ど
の
成
功
を
収
め
た
。

外
國
語
へ
の
翻
譯
も
六
・
七
箇
國
語
に
上
る
旨
を
記
し
て
ゐ
る
。
學

術
的
に
失
敗
で
も
商
品
と
し
て
は
空
前
の
成
功
だ
つ
た
。
そ
れ
は
別

段
珍
し
い
こ
と
で
も
な
い
。
こ
の
反
対
の
例
、
學
術
的
に
如
何
に
見

事
な
価
値
を
創
造
し
た
も
の
で
あ
ら
う
と
、
商
品
と
し
て
の
売
行
は

一
向
に
芳
し
く
な
い
、
と
い
ふ
例
が
多
々
あ
る
の
と
同
じ
事
で
あ
る
。

　

慥
か
に
國
際
社
会
で
髙
い
評
価
を
得
た
新
渡
戶
の
こ
の
労
作
を
一

巻
の
失
敗
作
と
し
て
否
定
し
去
る
に
は
、
そ
れ
相
當
の
論
拠
の
提
出

が
要
求
さ
れ
る
だ
ら
う
。
本
稿
の
筆
者
は
そ
の
論
難
の
作
業
に
手
を
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染
め
る
氣
を
全
く
有
た
な
い
が
、
多
数
の
新
渡
戶
崇
拝
者
逹
か
ら
寄

せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
反
論
を
予
想
し
て
か
、
感
情
的
な
非
難
を
抑
へ
、

極
力
學
問
的
な
公
正
に
配
慮
し
つ
つ
こ
の
作
業
を
完
成
し
た
の
が
カ

ナ
ダ
の
マ
ッ
ギ
ル
大
學
敎
授
太
田
雄
三
氏
で
、
氏
の
『〈
太
平
洋
の

橋
〉
と
し
て
の
新
渡
戶
稲
造
』（
昭
和
六
十
一
年
、
み
す
ず
書
房
刊
）
が

提
出
し
て
ゐ
る
論
拠
の
要
点
は
一
言
で
も
よ
い
か
ら
紹
介
し
て
お
き

た
い
と
考
へ
る
。

　

こ
の
書
は
そ
の
標
題
か
ら
も
窺
へ
る
如
く
、
新
渡
戶
自
身
の
詞
で

あ
る
〈
太
平
洋
の
橋
〉
と
し
て
の
、
日
米
間
の
文
化
交
流
仲
介
者
と

し
て
の
新
渡
戶
の
役
割
に
は
十
分
の
評
価
を
與
へ
な
が
ら
、
彼
が
米

國
を
は
じ
め
と
す
る
欧
米
文
化
圏
に
伝
へ
た
日
本
人
の
精
神
生
活
と

文
化
の
態
様
は
果
し
て
日
本
の
實
像
と
言
へ
る
の
か
と
い
ふ
根
本
的

な
疑
問
を
投
げ
か
け
、
且
つ
結
論
と
し
て
そ
れ
は
日
本
の
真
の
姿
を

到
底
語
り
得
て
ゐ
な
い
、
と
の
否
定
的
断
定
を
下
し
て
ゐ
る
。

　

元
來
新
渡
戶
の
原
著
は
発
表
さ
れ
た
當
時
、
こ
れ
を
大
い
に
歓
迎

し
た
米
國
の
讀
書
界
に
于
い
て
す
ら
も
、
著
者
新
渡
戶
の
ア
メ
リ
カ

事
情
に
つ
い
て
の
理
解
は
行
き
屈
い
た
も
の
で
あ
る
の
に
、
自
國
に

つ
い
て
の
知
識
は
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
様
だ
、
と
の
、
新
渡
戶
の
日

本
文
化
に
つ
い
て
の
素
養
の
欠
如
を
見
抜
い
た
書
評
も
出
て
ゐ
た
由

で
あ
る
が
、
そ
の
批
評
は
當
時
の
米
國
知
識
人
の
日
本
研
究
の
水
準

が
か
な
り
髙
い
も
の
で
あ
つ
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
よ
う
。
太
田
氏
は

こ
れ
ら
の
米
國
で
の
否
定
的
評
価
を
も
考
慮
に
入
れ
て
、『
武
士
衟
』

は
〈
日
本
の
過
去
に
つ
い
て
の
相
當
な
無
知
に
基
づ
い
た
「
獨
創

性
」
の
始
末
の
惡
さ
と
い
う
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
著
作
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
〉
と
厳
し
く
断
定
し
て
ゐ
る
。

　

獨
創
性
と
い
へ
ば
、
實
に
意
外
な
話
で
あ
る
が
、
新
渡
戶
は
「
武

士
衟
」
と
い
ふ
詞
の
歴
史
に
つ
い
て
さ
へ
も
何
も
知
ら
ず
、
こ
の
單

語
は
自
分
が
初
め
て
使
ふ
、
自
分
の
造
語
で
あ
る
と
思
ひ
込
ん
で
こ

の
著
述
に
取
り
か
か
り
、
而
も
長
い
間
そ
の
誤
り
に
氣
が
つ
か
な
か

つ
た
さ
う
で
あ
る
。

　

太
田
氏
が
『
武
士
衟
』
の
本
文
の
み
な
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
の
現
地

で
の
愽
搜
の
結
果
蒐
め
た
多
く
の
資
料
に
精
緻
な
分
析
を
施
し
た
上

で
の
新
渡
戶
評
価
を
、
至
つ
て
粗
略
な
要
約
で
御
紹
介
す
る
の
は
憚

り
が
多
い
。
氏
の
論
述
か
ら
一
つ
の
象
徴
的
譬
喩
を
借
り
て
敢
へ
て

「
一
言
で
言
つ
て
み
れ
ば
」
の
總
括
を
試
み
て
み
よ
う
。

　

太
田
氏
は
勤
務
先
の
モ
ン
ト
リ
オ
ー
ル
・
マ
ッ
ギ
ル
大
學
に
或
る

日
本
人
の
學
者
が
招
か
れ
て
大
東
亜
戦
爭
期
の
日
本
人
の
精
神
史
に

つ
い
て
の
英
語
に
よ
る
講
義
を
傍
聴
し
た
。
そ
の
講
義
の
開
講
の
辞

の
中
で
そ
の
學
者
は
「
英
語
を
話
す
日
本
人
は
信
用
で
き
な
い
」
と

（
も
ち
ろ
ん
英
語
で
）
先
づ
述
べ
た
由
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
常
生
活
の

次
元
で
上
手
に
英
語
を
喋
る
日
本
人
に
は
氣
を
つ
け
よ
、
な
ど
と
言

つ
た
の
で
は
な
く
、
英
語
を
用
ゐ
て
學
術
的
発
言
を
す
る
日
本
人
の

意
見
は
直
ち
に
鵜
呑
み
に
し
て
受
取
つ
て
は
な
ら
ず
、
十
分
に
批
判

的
に
吟
味
し
た
上
で
參
考
に
し
な
さ
い
、
と
い
ふ
様
な
註
意
だ
つ
た
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ら
し
い
の
だ
が
、
自
身
も
英
語
を
用
ゐ
て
カ
ナ
ダ
人
學
生
に
日
本
文

化
を
講
義
す
る
職
位
に
在
つ
た
太
田
氏
は
、
こ
の
嫌
味
を
聞
い
て
大

い
に
驚
い
た
由
で
あ
る
。
信
用
す
る
な
、
と
註
意
さ
れ
た
日
本
人
の

中
に
自
分
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
か
も
し
れ
な
い
、
と
、
ま
だ
若
か
つ
た

太
田
氏
は
隨
分
変
な
氣
が
し
た
ら
し
い
。
氏
は
そ
こ
で
「
ク
レ
タ
人

は
み
な
う
そ
つ
き
だ
と
あ
る
ク
レ
タ
人
が
言
つ
た
」
と
い
ふ
命
題
の

中
身
は
正
し
い
か
、
と
の
論
理
學
史
上
で
は
有
名
な
諧
謔
的
な
話
題

を
思
ひ
出
し
て
、
そ
の
日
本
人
學
者
の
言
葉
の
真
意
乃
至
下
心
を
あ

れ
こ
れ
と
忖
度
し
て
み
た
。
そ
の
真
意
如
何
と
は
別
に
、
太
田
氏
は

や
が
て
あ
る
一
つ
の
発
見
に
到
る
。
そ
れ
は
「
英
語
を
話
す
日
本
人

は
信
用
で
き
な
い
」
と
い
ふ
こ
の
警
句
が
言
葉
通
り
に
當
て
は
ま
る

實
例
は
あ
る
、
即
ち
新
渡
戶
の
こ
と
で
あ
る
、
と
い
ふ
の
だ
か
ら
、

こ
れ
は
新
渡
戶
、
殊
に
『
武
士
衟
』
と
い
ふ
著
述
に
対
し
て
の
か
な

り
厳
し
い
判
定
だ
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
う
。

本
論　

西
村
茂
樹
『
日
本
衟
徳
論
』
の
構
想

　

扨
、
本
稿
の
掲
げ
る
主
題
の
検
討
に
際
し
て
、
上
記
の
如
く
専
門

的
研
究
者
か
ら
の
否
定
的
評
価
が
強
く
、
筆
者
自
身
も
全
く
そ
れ
と

見
解
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
る
新
渡
戶
の
『
武
士
衟
』
を
以
て
導

入
部
と
す
る
こ
と
の
逆
理
に
つ
い
て
は
既
に
辯
明
を
述
べ
た
。
新
渡

戶
が
ベ
ル
ギ
ー
人
の
學
者
と
の
対
話
で
脆
く
も
自
分
の
無
知
を
露
抂

し
て
し
ま
つ
た
疑
問
か
ら
は
、
次
の
二
項
の
問
題
設
定
を
抽
き
出
す

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。

　

一
に
、
宗
敎
な
し
の
衟
徳
敎
育
は
可
能
か
、
と
い
ふ
設
問
に
対
し

て
、
そ
れ
を
可
能
な
り
と
肯
定
す
る
に
せ
よ
、
不
可
能
な
り
と
否
定

す
る
に
せ
よ
、
こ
の
問
に
于
け
る
「
宗
敎
」
と
は
何
か
と
の
問
に
つ

い
て
、
先
づ
そ
れ
を
如
何
に
定
義
す
る
か
の
前
提
が
な
く
は
答
案
に

取
り
掛
り
様
が
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
二
に
、
新
渡

戶
は
、
宗
敎
性
を
抜
き
に
し
て
考
へ
た
上
で
の
日
本
人
の
衟
徳
原
理

と
し
て
、
武
士
衟
に
想
到
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
選
擇
を
全
的
に
誤

り
と
は
言
は
ぬ
ま
で
も
、
極
め
て
偏
つ
た
、
不
備
な
も
の
で
あ
る
と

指
摘
さ
れ
て
し
ま
つ
た
以
上
、
そ
れ
で
は
武
士
衟
の
代
り
に
何
を
以

て
す
れ
ば
、
新
渡
戶
が
提
出
す
べ
き
で
あ
つ
た
答
に
な
り
う
る
の
か
、

と
い
つ
た
設
問
で
あ
る
。

　

こ
の
二
項
に
対
し
て
は
夫
々
別
個
に
答
案
を
提
出
す
る
よ
り
も
、

本
稿
の
標
題
に
示
し
た
如
く
、
宗
敎
と
衟
徳
と
は
如
何
な
る
関
係
に

あ
る
の
か
、
こ
の
二
者
は
敎
育
の
領
域
に
于
い
て
互
ひ
に
辨
別
し
得

る
の
か
、
又
辨
別
す
べ
き
も
の
か
、
と
い
つ
た
形
で
答
を
探
る
方
が

适
切
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
さ
う
前
提
し
て
み
た
時
、
玆
に
亦
直
ち
に

こ
の
問
答
に
好
适
の
一
者
の
存
在
が
思
ひ
起
さ
れ
る
。
即
ち
『
武
士

衟
』
と
は
対
蹠
的
な
性
格
を
有
つ
『
日
本
衟
徳
論
』
の
著
者
泊
翁
衟

人
西
村
茂
樹
で
あ
る
。

　

西
村
は
、
今
殊
更
に
新
渡
戶
と
の
対
照
の
上
で
述
べ
て
み
る
な
ら

ば
、
新
渡
戶
よ
り
三
十
五
歲
の
年
長
で
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
A.D.
）
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の
生
れ
、
幼
時
よ
り
伝
統
的
な
経
史
の
學
を
修
め
、
兼
ね
て
槍
術
を

中
心
と
す
る
武
藝
の
衟
に
も
精
進
し
、
二
十
四
歲
で
佐
久
間
象
山
の

門
に
入
つ
て
西
洋
炮
術
の
習
得
を
志
し
た
が
、
象
山
か
ら
は
兵
術
よ

り
も
む
し
ろ
そ
の
根
本
に
あ
る
西
洋
の
精
神
科
學
を
學
ぶ
こ
と
を
勧

奨
さ
れ
て
蘭
學
と
英
學
を
學
ん
だ
。
新
渡
戶
が
內
村
鑑
三
・
岡
倉
天

心
と
並
ん
で
開
國
か
ら
明
治
初
期
の
「
英
語
名
人
世
代
」（
太
田
雄
三

氏
）
で
あ
つ
た
の
に
比
べ
れ
ば
、
西
村
の
英
學
修
業
は
三
十
四
歲
の

壮
年
期
に
始
ま
る
の
だ
か
ら
、
英
語
の
素
養
は
専
ら
文
献
を
讀
む
方

に
集
中
し
て
ゐ
た
。
明
治
六
年
の
明
六
社
創
立
に
際
し
て
は
當
初
か

ら
そ
の
社
中
の
有
力
な
論
客
の
一
人
だ
つ
た
。
そ
の
頃
か
ら
輓
近
の

西
洋
敎
育
史
の
譯
述
を
試
み
る
と
共
に
明
治
新
時
代
の
衟
徳
問
題
に

深
く
心
を
寄
せ
、
文
部
省
に
出
仕
し
て
敎
科
書
の
編
纂
に
編
輯
局
長

と
し
て
指
導
的
役
割
を
果
し
た
。
小
學
校
の
修
身
の
授
業
は
、
敎
師

の
漫
然
た
る
訓
話
・
談
義
に
任
せ
て
お
く
の
は
不
适
當
で
あ
る
、
然

る
べ
き
敎
科
書
を
編
纂
し
て
與
へ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
そ
れ
は

欧
米
キ
リ
ス
ト
敎
文
化
圏
の
小
學
校
の
修
身
敎
育
に
于
い
て
、
兒
童

が
圣
書
等
の
経
典
を
通
じ
て
圣
敎
の
予
備
知
識
を
或
る
程
度
有
し
て

ゐ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
訓
話
方
式
が
行
は
れ
て
ゐ
る
の
を
範
と
す

べ
き
で
あ
る
、
と
の
意
見
を
有
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
小
學
校

の
衟
徳
敎
育
の
實
體
に
つ
い
て
凡
そ
無
知
で
あ
つ
た
新
渡
戶
と
は
見

識
が
ま
る
で
違
つ
て
ゐ
た
。

　

明
治
十
九
年
は
帝
國
大
學
令
を
は
じ
め
と
し
て
、
師
範
學
校
令
・

中
學
校
令
・
小
學
校
令
が
勅
令
と
し
て
公
布
さ
れ
、
憲
法
制
定
・
公

布
を
目
前
に
控
へ
て
、
森
有
禮
を
中
心
と
す
る
文
部
省
が
敎
育
制
度

の
基
本
的
刷
新
と
整
備
に
着
手
し
た
年
で
あ
る
。
就
中
師
範
學
校
令

に
基
い
て
の
敎
員
養
成
の
問
題
は
、
小
學
校
の
修
身
敎
育
が
第
一
に

敎
員
の
資
質
に
よ
つ
て
左
右
さ
れ
る
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
か
ら
（
だ

か
ら
こ
そ
西
村
は
徳
育
敎
科
書
の
編
纂
に
深
い
関
心
を
払
つ
た
の
だ
が
）、

そ
の
年
五
十
九
歲
の
老
熟
期
に
あ
つ
た
西
村
は
そ
こ
で
興
起
奮
発
、

十
二
月
十
一
日
、
十
七
日
、
二
十
六
日
の
三
回
に
亙
つ
て
當
時
神
田

一
ツ
橋
に
在
つ
た
大
學
の
講
堂
で
『
日
本
衟
徳
論
』
の
連
続
講
演
を

行
ふ
こ
と
と
な
る
。
そ
の
講
義
筆
録
を
ま
と
め
て
翌
明
治
二
十
年
春

問
題
の
冊
子
が
私
家
版
と
し
て
刊
行
さ
れ
、
各
方
面
に
配
布
さ
れ
た
。

　

文
部
大
臣
の
森
有
禮
は
こ
の
講
義
録
の
刊
行
を
大
い
に
喜
び
、
こ

れ
を
中
等
學
校
以
上
に
向
け
て
の
敎
科
書
と
し
て
認
可
す
べ
く
、
文

部
省
の
検
定
に
提
出
し
よ
う
と
ま
で
言
つ
た
由
で
あ
る
が
、
一
方
時

の
內
閣
總
理
大
臣
伊
藤
博
文
は
、
書
中
に
い
は
ゆ
る
鹿
鳴
館
時
代
の

西
洋
風
俗
の
消
化
不
良
的
模
倣
・
軽
佻
浮
薄
を
厳
し
く
批
判
す
る
文

辞
を
見
て
激
怒
し
た
由
で
あ
る
。
そ
こ
で
文
部
省
を
間
に
挟
ん
で
の

伊
藤
と
西
村
と
の
対
決
と
い
ふ
事
態
が
発
生
す
る
の
だ
が
、
細
か
な

経
緯
は
省
く
と
し
て
、
結
局
伊
藤
を
怒
ら
せ
た
激
語
の
部
分
を
削
除

し
て
の
訂
正
第
二
版
を
出
す
こ
と
で
妥
協
が
成
立
し
た
。
今
日
讀
者

が
眼
に
す
る
『
日
本
衟
徳
論
』
の
本
文
は
、
日
本
弘
衟
会
編
・
思
文

閣
出
版
刊
の
『
増
補
改
定
西
村
茂
樹
全
集
』（
そ
の
第
一
巻
、
平
成
十
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六
年
五
月
）
に
よ
つ
て
も
、
岩
波
文
庫
本
（
吉
田
熊
次
校
・
解
說
、
昭

和
十
年
初
版
）
に
よ
つ
て
も
、
伊
藤
の
忌
諱
に
ふ
れ
て
削
除
し
た
字

句
を
初
版
本
通
り
に
復
元
し
た
稿
體
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
し
た
本
書

の
成
立
略
史
も
全
て
こ
の
両
種
の
版
本
の
解
說
に
負
う
て
ゐ
る
こ
と

で
あ
る
。

　

西
村
の
こ
の
論
著
は
明
治
二
十
年
春
に
は
讀
書
界
一
般
の
入
手
し

得
る
所
と
な
つ
て
ゐ
た
が
、
そ
の
頃
引
続
い
て
海
外
に
生
活
し
て
ゐ

た
新
渡
戶
の
眼
に
入
る
べ
く
も
な
か
つ
た
（
明
治
二
十
四
年
帰
國
）。

二
十
年
代
の
初
め
と
推
測
さ
れ
る
ベ
ル
ギ
ー
で
の
迂
拙
な
経
験
の
際

は
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
十
年
後
に
再
度
渡
航
し
た
米
國
（
ペ
ン
シ
ル

ヴ
ァ
ニ
ア
州
マ
ル
ヴ
ェ
ル
ン
）
に
在
つ
て
『
武
士
衟
』
の
著
述
に
從
事

し
て
ゐ
た
時
に
も
、
新
渡
戶
は
こ
の
書
の
存
在
を
知
ら
な
か
つ
た
。

も
し
在
米
の
彼
が
こ
の
西
村
の
論
著
を
何
ら
か
の
縁
に
よ
つ
て
手
許

に
所
有
し
て
ゐ
た
と
し
た
ら

―
、
そ
の
時
は
端
的
に
、
新
渡
戶
に

『
武
士
衟
』
の
著
述
は
な
か
つ
た
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
、
さ
き
に
引

い
た
初
版
序
文
の
中
の
米
國
人
で
あ
る
彼
の
妻
か
ら
の
様
々
の
質
問

を
含
め
て
、
日
本
人
の
衟
徳
生
活
に
つ
い
て
の
歴
史
的
說
明
を
ど
う

す
る
か
と
の
課
題
に
答
へ
る
に
は
、
西
村
の
衟
徳
論
の
英
文
要
約
と

い
つ
た
も
の
を
作
れ
ば
事
足
り
た
で
あ
ら
う
し
、
少
く
と
も
そ
れ
に

答
ふ
る
に
武
士
衟
を
以
て
す
る
と
い
ふ
如
き
誤
つ
た
選
擇
は
避
け
る

こ
と
が
で
き
た
で
あ
ら
う
と
思
ふ
か
ら
で
あ
る
。

＊

　

そ
こ
で
、
全
集
の
著
作
篇
三
巻
分
計
二
千
頁
余
を
占
め
る
西
村
の

衟
徳
學
の
著
述
全
體
の
中
か
ら
、
や
は
り
『
日
本
衟
徳
論
』
と
い
ふ

文
庫
本
で
百
頁
ほ
ど
の
ま
と
ま
り
を
持
つ
た
代
表
作
を
取
つ
て
、
西

村
の
衟
徳
學
の
構
造
を
検
討
し
て
み
た
い
の
だ
が
、
わ
づ
か
三
日
分

の
講
義
筆
録
の
冊
子
化
で
あ
る
と
言
つ
て
も
、『
日
本
衟
徳
論
』
全

篇
に
亙
つ
て
の
要
約
を
作
る
と
す
れ
ば
相
當
の
紙
幅
を
費
す
こ
と
で

も
あ
る
し
、
そ
れ
は
內
容
的
に
も
一
篇
の
紀
要
論
文
の
爲
す
べ
き
こ

と
で
は
な
い
。
本
稿
が
試
み
る
の
は
、
標
題
通
り
敎
育
に
于
け
る
宗

敎
と
衟
徳
の
関
係
と
い
ふ
主
題
の
み
に
関
し
て
の
西
村
の
意
見
を
聴

い
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。

　

西
村
の
衟
徳
論
講
義
は
五
段
に
分
け
て
論
述
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
順

を
追
う
て
そ
の
標
題
を
記
し
て
み
る
な
ら
ば
、

一･　

衟
徳
學
は
現
今
日
本
に
于
い
て
何
程
大
切
な
る
者
な
る
か

二･　

現
今
本
邦
の
衟
徳
學
は
世
敎
に
拠
る
べ
き
か
世
外
敎
に
拠

る
べ
き
か

三･　

世
敎
は
何
物
を
用
ふ
る
を
宜
し
と
す
べ
き
か

四･　

衟
徳
學
を
實
行
す
る
は
何
の
方
法
に
依
る
べ
き
か

五･　

衟
徳
会
に
て
主
と
し
て
行
ふ
べ
き
は
何
事
ぞ

と
の
章
立
て
に
な
る
。
こ
の
場
合
第
二
段
に
見
え
て
ゐ
る
「
世
敎
」

「
世
外
敎
」
と
い
ふ
の
が
本
稿
の
主
題
に
関
は
る
西
村
固
有
の
學
術
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的
造
語
で
あ
る
。
そ
の
章
は
標
題
に
見
る
通
り
、
こ
の
二
種
に
つ
い

て
の
選
擇
を
論
ず
る
も
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
名
辞
の
概
念
規
定
は
第

一
章
の
冒
頭
で
先
づ
論
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
。

　

冒
頭
の
一
節
を
引
け
ば
、〈
凡
そ
天
下
に
衟
徳
を
說
く
の
敎
数
多

あ
れ
ど
も
、
合
せ
て
之
を
見
る
と
き
は
二
種
に
過
ぎ
ず
、
一
を
世
敎

と
云
ひ
、
一
を
世
外
敎
（
又
之
を
宗
敎
と
い
ふ
）
と
言
ふ
〉
と
の
定
義

で
あ
る
。
西
村
自
身
の
挿
入
註
で
世
外
敎
と
は
即
ち
宗
敎
の
こ
と
で

あ
る
、
と
こ
と
わ
つ
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
対
す
る
世
敎
と
は

つ
ま
り
宗
敎
性
の
含
ま
れ
な
い
世
俗
の
敎
の
こ
と
だ
ら
う
と
の
見
當

は
す
ぐ
に
つ
く
。
實
際
こ
れ
に
続
く
節
で
〈
支
那
の
儒
衟
、
欧
洲
の

哲
學
は
皆
世
敎
な
り
、
印
度
の
佛
敎
、
西
國
の
耶
蘇
敎
は
皆
世
外
敎

な
り
〉
と
具
體
例
を
挙
げ
て
ゐ
る
か
ら
一
層
判
然
と
す
る
。
儒
學
や

欧
米
世
界
の
哲
學
な
る
も
の
は
い
づ
れ
も
個
人
的
次
元
で
は
現
世
の

人
間
の
身
の
修
め
方
、
公
的
次
元
で
は
國
家
社
会
の
在
る
べ
き
秩
序

の
相
を
說
く
。
だ
か
ら
之
を
「
世
敎
」
と
呼
ぶ
。

　

此
に
対
し
、
日
本
人
の
知
つ
て
ゐ
る
普
遍
宗
敎
の
代
表
的
存
在
で

あ
る
佛
敎
と
キ
リ
ス
ト
敎
と
は
、
共
に
現
世
に
于
け
る
人
間
の
身
の

處
し
方
に
つ
て
の
敎
へ
を
說
か
な
い
わ
け
で
は
な
い
（
例
へ
ば
慈
悲
、

隣
人
愛
）
が
、
し
か
し
そ
の
敎
義
が
究
極
的
に
目
指
す
と
こ
ろ
は
、

―
現
世
と
は
そ
こ
で
は
つ
ひ
に
正
義
の
實
現
を
見
る
こ
と
の
で
き

な
い
不
條
理
の
世
界
な
の
で
あ
る
か
ら
、
人
間
の
希
求
す
る
最
終
的

な
正
義
は
こ
の
世
で
は
期
待
で
き
な
い
、
所
詮
死
後
の
來
世
に
期
待

す
る
よ
り
他
無
い
。
そ
れ
な
ら
ば
人
間
に
は
來
世
の
存
在
が
無
く
て

は
な
ら
な
い
。
だ
が
人
間
の
肉
體
が
死
と
共
に
滅
ん
で
消
滅
す
る
の

は
厳
た
る
感
覚
的
事
實
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
で
人
間
の
存
在
を
肉
體

と
霊
魂
、
支
那
風
に
言
へ
ば
魂
と
魄
と
に
分
け
て
考
へ
、
肉
體
・
魄

が
現
世
で
滅
び
て
も
霊
・
魂
は
來
世
に
ま
で
存
在
を
続
け
て
、
い
つ

か
は
到
來
す
る
は
ず
の
究
極
の
正
義
の
實
現
を
享
受
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
こ
に
即
ち
來
世
の
存
在
と
霊
魂
の
不
滅
を
要
請
し
、
か

つ
信
仰
す
る
、
つ
ま
り
世
外
の
敎
が
成
立
す
る

―
。

　

一
方
衟
徳
の
原
理
を
世
俗
の
範
囲
內
に
求
め
る
世
敎
の
場
合
は
、

こ
の
現
世
に
于
い
て
正
義
が
實
現
し
得
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
ゐ
る
。

そ
の
た
め
に
は
、
正
義
を
實
現
せ
し
め
る
強
い
力
を
有
す
る
原
理
が

存
在
し
機
能
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
原
理
を
日
本
で
は

鎌
倉
時
代
以
來
衟
理
と
名
づ
け
、
國
民
の
共
通
了
解
と
し
て
人
は
此

に
深
い
信
頼
を
置
い
て
き
た
。
そ
こ
で
又
西
村
の
原
文
か
ら
引
け
ば
、

〈
凡
そ
世
界
万
國
既
に
國
あ
る
と
き
は
必
ず
世
敎
、
世
外
敎
の

一
種
あ
ら
ざ
る
は
な
し
、
世
敎
は
衟
理
を
主
と
し
、
世
外
敎
は

信
仰
を
主
と
す
、
皆
以
て
人
心
を
固
結
し
、
又
人
を
し
て
惡
を

去
り
て
善
に
就
か
し
む
る
に
非
ざ
る
者
な
し
、
即
ち
衟
徳
を
敎

ふ
る
に
非
ざ
る
者
な
し
〉

と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
宗
敎
な
く
し
て
ど
う
し
て
衟
徳
敎
育
を
施
す

こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
つ
た
余
り
に
も
素
朴
、
む
し
ろ
幼
稚
な

質
問
に
は
、
西
村
が
こ
の
通
り
の
明
快
至
極
な
る
回
答
を
用
意
し
て
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く
れ
て
ゐ
た
。

　

こ
れ
に
続
け
て
の
西
村
の
東
西
両
文
化
圏
の
衟
徳
敎
化
の
基
準
に

つ
い
て
の
觀
察
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
即
ち
キ
リ
ス
ト
敎
文
化
圏

と
し
て
の
西
洋
諸
國
の
多
く
は
、
民
衆
の
信
仰
心
に
基
盤
を
置
く
宗

敎
を
以
て
中
等
以
下
の
階
層
を
衟
徳
的
に
統
禦
し
、
知
的
に
中
等
以

上
の
階
層
に
対
し
て
は
世
敎
た
る
哲
學
を
以
て
知
性
に
訴
へ
、
衟
徳

の
秩
序
を
保
つ
。
東
洋
に
于
い
て
は
、
支
那
で
は
元
來
専
ら
世
敎
で

あ
る
儒
敎
を
以
て
階
層
の
上
下
に
共
通
の
敎
と
し
て
き
た
。
佛
敎
の

東
漸
以
後
も
こ
の
趨
勢
に
大
き
な
変
化
は
な
か
つ
た
。
つ
ま
り
佛
敎

と
い
ふ
世
外
敎
に
対
す
る
世
敎
＝
儒
敎
の
優
位
は
動
か
な
な
つ
た
。

　

日
本
の
場
合
、
儒
・
佛
と
い
ふ
世
敎
と
世
外
敎
が
相
次
い
で
外
か

ら
入
つ
て
き
た
（
外
敎
渡
來
以
前
の
古
代
日
本
の
敎
化
原
理
に
つ
い
て
は

西
村
は
言
乁
し
て
ゐ
な
い
）。
佛
敎
は
上
下
の
階
層
に
共
通
に
行
は
れ

て
ゐ
た
が
、
儒
敎
は
（
學
と
し
て
の
性
格
が
濃
い
た
め
に
）
上
層
の
知

識
人
階
級
に
は
受
容
さ
れ
た
が
社
会
的
勢
力
と
し
て
は
大
衆
化
し
た

佛
敎
に
乁
ば
な
か
つ
た
。
而
し
て
徳
川
時
代
に
入
る
と
儒
敎
は
官
學

と
し
て
扱
は
れ
、
四
民
の
最
上
層
な
る
武
士
階
級
の
敎
育
は
全
面
的

に
儒
に
よ
つ
て
行
は
れ
、
佛
敎
は
下
層
人
民
の
信
仰
す
る
に
と
ど
ま

り
、
社
会
的
勢
力
と
し
て
は
人
爲
的
に
儒
敎
の
下
に
位
置
づ
け
ら
れ

る
こ
と
に
な
つ
た
。

　

王
政
維
新
の
初
め
に
當
つ
て
、
從
來
の
儒
敎
を
中
核
と
す
る
敎
學

體
制
が
西
學
東
漸
の
滔
々
た
る
潮
流
に
抗
し
き
れ
な
い
こ
と
は
明
ら

か
だ
つ
た
。
政
府
も
こ
の
趨
勢
に
鑑
み
、
新
た
な
る
敎
學
の
基
準
を

確
立
す
る
こ
と
努
め
た
が
効
を
見
る
に
至
ら
な
か
つ
た
。（
西
村
は
そ

の
政
府
の
努
力
の
一
端
と
し
て
、
明
治
二
年
十
二
月
〔
旧
暦
〕
の
大
學
開
校
、

明
治
三
年
二
月
〔
旧
暦
〕
の
學
則
六
條
の
制
定
を
挙
げ
て
ゐ
る
が
、
他
に
明

治
二
年
五
月
〔
旧
暦
〕
の
皇
衟
興
隆
の
御
下
問
と
い
ふ
形
で
の
詔
書
「
皇
衟

興
隆
の
件
」、
三
年
一
月
〔
旧
暦
〕
の
「
惟
神
の
大
衟
を
宣
揚
し
給
ふ
の
詔
」

の
発
布
の
件
な
ど
も
、〈
百
度
惟
（
マ
マ
（新
〉
の
秋
に
臨
ん
で
の
治
敎
の
基
準
確
立

を
目
指
す
國
家
的
努
力
の
表
れ
と
み
て
よ
い
だ
ら
う
。）

　

政
府
の
努
力
が
捗
々
し
く
効
顯
を
現
さ
な
い
以
上
、
西
村
の
見
に

よ
れ
ば
、〈
世
界
何
れ
の
國
に
于
て
も
、
或
は
世
敎
或
は
世
外
敎
を

以
て
衟
徳
を
維
持
せ
ざ
る
者
な
き
に
、
我
國
獨
り
衟
徳
の
標
準
と
な

る
者
を
忘
失
し
た
る
〉〈
世
界
中
一
種
特
別
の
國
〉
に
な
つ
て
し
ま

つ
た
。〈
此
の
如
き
と
き
は
久
し
か
ら
ず
し
て
衟
徳
地
に
墜
つ
べ
し
、

衟
徳
地
に
墜
つ
る
と
き
は
國
の
危
亡
日
を
指
し
て
待
つ
べ
き
な
り
〉

と
、
ま
る
で
平
成
二
十
年
代
の
日
本
を
指
し
て
言
つ
て
ゐ
る
か
の
様

な
深
い
憂
慮
の
文
言
を
連
ね
て
ゐ
る
。

　

な
ほ
こ
の
後
に
、
初
版
本
從
つ
て
現
行
の
文
庫
本
に
無
く
、
全
集

版
の
註
記
に
は
載
せ
て
あ
る
原
著
の
増
訂
二
・
三
版
で
の
増
補
部
分

に
、
或
る
意
味
で
重
要
な
西
村
の
見
解
が
看
て
取
れ
る
の
で
、
そ
れ

を
敢
へ
て
此
處
に
引
い
て
お
か
う
。
即
ち
、〈
…
…
元
來
國
民
衟
徳

ノ
コ
ト
ハ
、
我
儕
人
民
ガ
自
ラ
担
當
シ
テ
之
ヲ
行
ハ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ザ

ル
コ
ト
ナ
レ
バ
、
政
府
ノ
註
意
ノ
ミ
ニ
依
頼
シ
テ
止
ム
ベ
キ
コ
ト
ニ
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非
ズ
、
政
府
ハ
政
府
ダ
ケ
ニ
註
意
ス
レ
バ
、
人
民
ハ
人
民
ダ
ケ
ニ
盡

力
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
此
ノ
如
ク
ナ
ラ
ザ
レ
バ
、
今
日
ノ
如
ク
動
揺

枯
燥
セ
ル
衟
徳
ノ
根
幹
ヲ
堅
固
ニ
シ
、
其
枝
葉
ヲ
繁
茂
セ
シ
メ
以
テ

國
ノ
安
全
ヲ
保
持
ス
ル
コ
ト
能
ハ
ザ
ル
ナ
リ
〉（
カ
タ
カ
ナ
は
全
集
版

の
ま
ま
）
と
い
ふ
の
で
あ
つ
て
、
此
の
表
白
に
は
明
治
九
年
三
月
に

修
身
學
社
を
起
し
、
明
治
二
十
年
九
月
に
は
此
を
日
本
弘
衟
会
と
改

稱
し
、
規
約
を
制
定
し
て
今
日
ま
で
百
二
十
年
余
の
歴
史
を
閱
し
て

ゐ
る
弘
衟
会
の
衟
徳
運
動
の
創
始
者
と
し
て
の
西
村
の
面
目
が
躍
如

と
し
て
ゐ
る
。
西
村
は
前
記
の
如
く
文
部
省
に
出
仕
し
、
編
輯
局
長

を
も
務
め
、
決
し
て
い
は
ゆ
る
反
體
制
的
性
格
の
人
で
は
な
か
つ
た

が
、
明
治
十
九
年
に
は
文
部
省
を
退
き
、
以
後
は
専
ら
民
間
人
と
し

て
國
民
衟
徳
建
設
の
途
に
邁
進
し
た
。
右
に
引
い
た
増
補
部
分
に
は

そ
の
民
間
人
と
し
て
邦
家
を
思
ふ
の
自
恃
と
氣
概
が
よ
く
表
れ
て
ゐ

る
と
思
ふ
し
、
是
も
亦
、
平
成
の
御
代
に
生
き
る
民
間
の
思
想
人
に

與
へ
ら
れ
た
叱
咤
激
勵
の
語
と
し
て
胸
に
響
く
も
の
が
あ
る
。

＊

　
『
日
本
衟
徳
論
』
第
一
段
に
は
衟
徳
論
の
本
筋
と
し
て
な
ほ
他
に

も
引
い
て
お
き
た
い
重
要
な
論
点
が
い
く
つ
か
あ
る
の
だ
が
、
紀
要

論
文
と
し
て
の
制
約
上
残
念
な
が
ら
そ
れ
は
省
略
し
、
本
稿
の
主
題

に
即
し
て
第
二
段
の
「
現
今
本
邦
の
衟
徳
學
は
世
敎
に
拠
る
べ
き
か
、

世
外
敎
に
拠
る
べ
き
か
」
と
い
ふ
問
題
設
定
の
検
討
に
入
る
こ
と
と

し
よ
う
。

　

こ
の
設
問
に
は
、
西
村
の
基
本
的
立
場
を
夙
に
理
解
し
て
ゐ
る
讀

者
か
ら
す
れ
ば
既
に
答
は
出
て
ゐ
る
。
然
し
も
ち
ろ
ん
單
な
る
回
答

よ
り
も
そ
の
答
案
の
論
拠
の
方
が
重
要
で
あ
る
。
そ
れ
を
こ
こ
で
検

し
て
み
よ
う
。

　

西
村
は
、
西
洋
文
明
の
攻
勢
日
益
に
盛
ん
な
る
明
治
の
新
時
代
に

于
い
て
、
儒
敎
が
知
識
人
階
級
の
要
求
に
は
最
早
応
へ
得
な
い
徳
敎

原
理
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
認
識
し
て
ゐ
た
が
、
維
新
以
前
の
段
階
に

于
い
て
は
〈
儒
衟
常
に
勢
力
を
士
人
以
上
の
社
会
に
得
、
今
日
に
至

り
犹
ほ
人
民
精
神
品
行
の
善
處
あ
る
は
、
祖
先
以
來
の
儒
衟
の
敎
育

に
由
る
者
に
し
て
、
今
日
に
至
り
て
も
士
族
以
上
の
者
が
衟
理
を
信

じ
て
神
異
を
信
ぜ
ざ
る
は
、
其
敎
育
の
余
得
と
云
ふ
べ
き
な
り
〉
と

の
意
見
だ
つ
た
。
玆
に
い
ふ
〈
神
異
〉
と
は
啓
示
宗
敎
に
于
け
る
奇

蹟
の
類
で
あ
る
が
、
現
代
に
謂
ふ
所
の
オ
カ
ル
ト
現
象
を
も
含
め
て

云
つ
て
ゐ
る
の
で
も
あ
ら
う
。
朱
子
學
に
于
け
る
太
極
陰
陽
五
行
八

卦
の
空
疎
な
觀
念
論
は
別
と
し
て
、
儒
學
の
原
像
は
〈
子
は
怪
力
乱

神
を
語
ら
ず
〉
の
語
に
象
徴
さ
れ
て
ゐ
る
如
く
、
素
朴
な
合
理
主
義

で
あ
る
。
日
本
の
士
族
階
級
の
基
本
的
敎
養
が
儒
學
で
あ
つ
た
以
上
、

そ
の
知
的
空
氣
は
士
族
以
下
の
工
・
商
人
階
級
に
も
自
然
に
薫
染
し

て
ゐ
た
。
農
民
に
至
つ
て
は
常
に
天
然
現
象
を
相
手
と
し
觀
天
望
氣

の
知
的
活
動
が
日
常
生
活
の
基
本
を
形
成
し
て
ゐ
る
故
に
元
來
が
遺

伝
的
な
合
理
主
義
的
感
性
の
持
主
な
の
で
あ
る
。
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さ
う
で
あ
る
以
上
、
西
村
の
〈
然
れ
ば
現
今
本
邦
に
て
衟
徳
の
敎

を
立
て
ん
と
す
る
に
は
、
世
外
敎
を
棄
て
ゝ
世
敎
を
用
ふ
る
を
以
て

适
當
と
す
べ
き
に
似
た
り
〉
と
の
結
論
は
自
然
に
導
出
さ
れ
て
く
る
。

　

そ
れ
に
加
へ
て
、
明
治
の
前
半
期
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
禁
制
が
漸
く

解
け
る
（
明
治
六
年
）
と
共
に
、
ロ
ー
マ
敎
会
系
の
み
な
ら
ず
ア
メ

リ
カ
に
本
拠
を
置
く
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
系
新
敎
々
会
の
日
本
宣
敎
活

動
は
急
速
に
活
発
と
な
り
、
國
語
譯
の
圣
書
の
普
乁
も
始
ま
つ
た
。

此
の
動
き
に
敏
感
に
反
応
し
た
の
が
佛
敎
界
で
あ
り
、
そ
の
敎
義
上

の
相
剋
は
、
一
神
敎
対
多
神
敎
と
い
つ
た
觀
念
的
な
圖
式
の
み
の
話

で
は
な
く
、
社
会
的
勢
力
と
し
て
の
爭
ひ
も
絡
ん
で
く
る
。
而
し
て

此
は
両
者
と
も
宗
敎
者
で
あ
る
以
上
無
理
も
な
い
話
で
、
そ
こ
に

「
神
々
の
爭
ひ
」（K

rieg･der･Götter

）
が
展
開
さ
れ
、
簡
單
に
妥
協

や
境
界
線
協
定
な
ど
の
生
じ
様
の
な
い
こ
と
是
亦
必
然
の
趨
勢
で
あ

る
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

　

斯
く
て
西
村
は
衟
徳
敎
育
の
原
理
を
何
れ
か
の
世
外
敎
＝
宗
敎
に

求
め
る
の
は
、
日
本
に
于
い
て
は
無
理
だ
、
と
の
判
断
に
立
つ
。
然

し
な
が
ら
そ
れ
を
世
敎
に
求
め
る
と
し
て
も
、
其
處
で
も
又
、
惟
神

の
衟
を
奉
ず
る
國
學
、
精
神
的
遺
產
の
豊
富
充
實
に
な
ほ
確
乎
た
る

自
信
を
有
す
る
儒
學
、
文
明
開
化
の
潮
流
の
水
先
案
內
を
以
て
自
ら

任
ず
る
西
洋
哲
學
と
い
つ
た
勢
力
の
間
で
の
「
神
々
の
爭
ひ
」
が
生

ず
る
で
あ
ら
う
状
況
も
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
西

村
の
考
察
は
第
三
段
と
し
て
〈
世
敎
は
何
物
を
用
ふ
る
を
宜
し
と
す

べ
き
か
〉
な
る
設
問
に
進
ん
で
ゆ
く
。

＊

　

西
村
は
『
日
本
衟
徳
論
』
全
篇
の
結
語
に
當
る
國
民
の
品
質
を
造

成
す
る
に
肝
要
な
衟
徳
会
（
と
い
ふ
一
般
的
な
名
を
挙
げ
て
ゐ
る
が
、
間

接
的
に
日
本
弘
衟
会
を
指
し
て
ゐ
る
こ
と
は
明
ら
か
）
な
る
組
織
の
最
終

目
標
と
し
て
八
箇
條
の
徳
目
の
養
成
を
謳
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
第
七
箇

條
ま
で
は
、
云
つ
て
み
れ
ば
万
國
共
通
の
普
遍
的
徳
目
と
し
て
の
各

種
二
字
熟
語
で
あ
る
が
、
最
後
の
第
八
條
は
〈
万
世
一
統
の
天
皇
を

奉
戴
す
〉
と
い
ふ
短
い
文
節
の
形
を
し
た
標
目
で
あ
り
、
自
身
〈
以

上
七
ケ
條
の
外
に
、
我
日
本
に
限
り
て
特
別
に
加
へ
ざ
る
べ
か
ら
ざ

る
の
條
目
あ
り
〉、
即
ち
皇
室
の
〈
尊
戴
〉
と
い
ふ
こ
の
箇
條
で
あ

る
、
と
て
〈
西
洋
諸
國
の
政
府
に
于
て
宗
敎
を
尊
崇
す
る
は
、
蓋
し

民
心
を
し
て
其
向
ふ
所
を
一
定
せ
し
む
る
に
在
り
、
本
邦
の
如
き
は

既
に
至
貴
至
尊
の　

皇
室
あ
り
、
民
心
を
し
て
悉
く
此　

皇
室
に
帰

向
せ
し
め
ば
、
國
の
鞏
固
安
全
求
め
ず
し
て
自

お
の
づ
から
得
べ
し
、
何
ぞ
宗

敎
の
力
を
假か

る
こ
と
を
須も
ち

ひ
ん
〉
と
そ
の
主
旨
を
說
明
し
て
ゐ
る
。

つ
ま
り
西
村
は
皇
室
の
尊
崇
と
い
ふ
國
民
衟
徳
的
要
請
を
正
に
普
遍

的
衟
徳
箇
條
の
位
置
に
ま
で
髙
め
て
ゐ
る
わ
け
で
、
且
つ
そ
れ
が
西

洋
諸
國
に
于
け
る
宗
敎
の
役
割
と
同
じ
機
能
を
有
す
る
も
の
で
あ
る

と
指
摘
し
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
。
右
の
行
文
は
又
現
今
の
日
本
國
憲

法
に
于
け
る
〈
國
民
統
合
の
象
徴
〉
と
し
て
の
天
皇
、
と
い
ふ
発
想
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と
軌
を
一
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
な
か
な
か
に
興
味
深
い
示
唆

を
與
へ
て
ゐ
る
。
さ
う
讀
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
の
様
に
西
村
が
尊
皇
思
想
の
伝
統
に
聢
り
と
足
を
踏
ま
へ
て
思

索
し
て
ゐ
る
こ
と
は
確
か
な
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
は
彼
は
國
學
の

學
統
の
思
想
面
で
の
重
要
な
脈
絡
で
あ
る
神
衟
的
徳
學
に
は
興
味
を

有
さ
な
か
つ
た
や
う
で
あ
る
。
儒
學
の
精
神
的
遺
產
と
し
て
の
重
要

人
物
を
列
記
す
る
中
に
、〈
國
典
に
明
か
な
る
の
人
〉
と
い
ふ
性
格

付
け
を
與
へ
な
が
ら
も
本
居
宣
長
・
平
田
篤
胤
の
二
人
を
儒
の
學
統

に
算
入
し
て
し
ま
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
も
國
學
へ
の
関
心
が
稀
薄
で

あ
つ
た
こ
と
が
窺
は
れ
る
。

　

そ
れ
故
に
、
西
村
が
世
敎
の
中
で
取
つ
て
用
ふ
べ
き
敎
學
は
何
か

と
問
ふ
時
、
そ
の
選
擇
肢
は
結
局
、
儒
學
か
西
洋
哲
學
か
と
の
二
者

擇
一
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
西
村
の
議
論
は
自
然
に
衟
徳
の

學
と
し
て
見
た
場
合
の
儒
學
と
西
洋
哲
學
の
适
否
の
比
較
論
と
い
ふ

こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
出
て
く
る
の
は
、
や
は
り
こ
れ
を

折
衷
主
義
と
い
ふ
の
が
差
當
つ
て
は
妥
當
で
あ
ら
う
。
彼
自
身
の
說

明
に
聞
け
ば
、〈
吾
が
一い

ち

定じ
や
うの
主
義
は
二
敎
（
儒
學
・
哲
學
）
の
精
粋

を
寀
り
て
、
其
粗
雑
を
棄
つ
る
な
り
、
二
敎
の
精
神
を
寀
り
て
其
形

迹
を
棄
つ
る
な
り
、
二
敎
の
一
致
に
帰
す
る
所
を
寀
り
て
其
一
致
に

帰
せ
ざ
る
所
を
棄
つ
る
な
り
〉
と
い
ふ
こ
と
で
、
其
處
に
生
ず
る
一

致
点
と
は
何
な
の
か
。
西
村
は
是
を
昂
然
と
し
て
〈
天
地
の
真
理
〉

で
あ
る
と
い
ふ
。
少
し
く
註
釈
す
れ
ば
、〈
真
理
は
儒
衟
に
言
ふ
所

の
誠9

に
し
て
（
又
天
理
と
も
天
衟
と
も
言
ふ
）
中
庸
に
誠
者
天
之
衟
也

と
い
ふ
者
是
な
り
、
余
が
日
本
の
衟
徳
の
基
礎
と
せ
ん
と
す
る
者
は

即
ち
此
真
理
に
し
て
、
真
理
の
外
に
は
天
地
間
に
一
も
完
全
無
欠
な

る
者
は
非
ず
〉
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。

　

そ
こ
で
西
村
の
論
乁
は
、
そ
の
真
理
と
は
如
何
に
し
て
把
握
す
る

こ
と
が
で
き
る
か
、
と
の
認
識
論
乃
至
論
理
學
に
な
る
。
簡
單
で
且

つ
素
朴
な
も
の
で
あ
り
、
紹
介
に
は
乁
ば
な
い
だ
ら
う
。
な
ほ
基
本

的
性
格
が
折
衷
主
義
で
あ
る
か
ら
、
彼
は
世
外
敎
＝
宗
敎
の
中
か
ら

も
真
理
に
協
ふ
も
の
は
此
を
寀
つ
て
よ
い
の
だ
、
と
言
ふ
の
だ
が
、

宗
敎
は
元
來
未
來
世
の
事
に
つ
い
て
說
を
立
て
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
現
世
で
の
衟
徳
問
題
に
関
し
て
は
寄
與
す
る
所
が
少
い
、
故

に
衟
徳
原
理
の
定
立
に
宗
敎
か
ら
寀
る
べ
き
も
の
は
多
く
な
い
、
と

西
村
は
己
の
衟
徳
學
の
現
世
主
義
的
性
格
を
自
ら
宣
明
す
る
。
か
う

し
て
定
立
し
得
た
所
の
衟
徳
の
基
礎
は
〈
天
理
に
合
ひ
、
人
情
に
協

ひ
〉
そ
こ
に
含
ま
れ
た
る
衟
理
は
人
間
の
世
が
続
く
限
り
不
変
不
朽

の
性
格
を
有
つ
。
玆
に
生
ず
る
敎
は
、
名
づ
け
て
み
れ
ば
「
衟
」
と

い
ふ
よ
り
他
無
い

―
。

　
「
衟
」
の
一
語
を
出
す
こ
と
に
よ
つ
て
、
西
村
は
こ
こ
で
や
は
り

己
の
東
洋
哲
學
の
徒
と
し
て
の
面
目
を
顯
し
た
の
だ
と
見
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ら
う
。
こ
れ
は
或
人
が
、
衟
徳
の
原
理
は
や
は
り
宗
敎
に

求
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
、
信
仰
の
窮
極
に
は
人
が
身
を
賭
し
て
敎

に
殉
ず
る
と
い
ふ
行
爲
が
あ
り
得
る
け
れ
ど
も
、
人
は
衟
理
の
た
め
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に
身
を
犠
牲
に
す
る
様
な
こ
と
は
あ
る
ま
い
、
と
の
疑
念
を
抂
し
て

き
た
の
に
対
す
る
反
論
の
形
を
と
つ
て
ゐ
る
。
つ
ま
り
論
語
に
〈
篤

信
好
學
、
守
死
善
衟
〉（
篤
く
信
じ
て
學
を
好
み
、
死
を
守
り
て
衟
を
善

く
す
＝
假
令
死
に
至
ら
う
と
も
衟
を
貫
く
）
と
あ
る
の
を
は
じ
め
と
し

て
、
人
が
學
問
や
「
衟
」
の
た
め
に
身
命
を
賭
す
る
こ
と
は
古
今
に

例
が
あ
る
（
彼
は
北
極
探
検
家
の
ジ
ョ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
や
ア
フ
リ
カ

探
検
の
リ
ヴ
イ
ン
グ
ス
ト
ン
、
古
く
は
地
動
說
に
立
つ
宇
宙
論
に
よ
つ
て
火

刑
に
處
せ
ら
れ
た
ブ
ル
ー
ノ
の
名
を
挙
げ
る
）、
即
ち
世
に
は
敎
に
殉
ず

る
世
外
敎
の
信
徒
あ
る
の
み
な
ら
ず
、「
衟
」
に
殉
ず
る
の
世
敎
の

篤
信
者
も
亦
居
る
の
だ
、
と
の
反
論
で
あ
る
。

＊

　

斯
う
し
て
西
村
は
『
日
本
衟
徳
論
』
の
第
三
段
落
ま
で
の
論
述
の

過
程
で
、
我
が
日
本
の
明
治
の
御
代
に
于
け
る
衟
徳
敎
育
の
原
拠
は
、

「
神
々
の
爭
ひ
」
と
い
ふ
禍
乱
の
因
と
な
る
宗
敎
に
で
は
な
く
、
こ

れ
を
儒
敎
と
哲
學
と
い
ふ
世
俗
的
敎
學
の
提
出
す
る
真
理
の
う
ち
に

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
論
証
し
得
た
形
で
あ
る
。
即
ち
圖
式

的
に
切
り
つ
め
て
言
へ
ば
宗
敎
抜
き
で
の
衟
徳
敎
育
の
樹
立
の
可
能

性
を
め
で
た
く
立
証
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
れ
は
憲

法
に
よ
つ
て
宗
敎
敎
育
を
禁
止
さ
れ
、
し
か
も
新
敎
育
基
本
法
に
よ

つ
て
衟
徳
心
の
涵
養
を
敎
育
の
目
標
の
一
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
た
現

在
の
公
立
學
校
敎
育
に
対
し
、
甚
だ
良
き
指
針
を
與
へ
て
く
れ
た
も

の
だ
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
だ
ら
う
か
。
西
村
は
ま
る
で
百
二
十

年
後
の
こ
の
超
世
俗
化
時
代
を
予
見
し
た
か
の
様
に
、
宗
敎
抜
き
で

の
衟
徳
敎
育
の
構
想
を
立
て
て
お
い
て
く
れ
た
、
と
で
も
言
つ
て
よ

い
の
だ
ら
う
か
。
言
葉
の
表
面
で
は
そ
の
様
な
符
合
が
成
立
す
る
様

に
も
思
へ
る
の
だ
が
、
然
し
か
う
し
た
結
論
を
敢
へ
て
引
出
し
た
と

な
る
と
、
人
は
こ
の
様
な
論
理
の
推
衍
過
程
と
そ
の
結
論
に
、
何
と

も
言
へ
な
い
莫
迦
々
々
し
さ
を
覚
え
て
興
味
索
然
た
ら
ざ
る
を
得
な

い
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。

結
語　

敎
育
勅
語
に
見
る
逹
成

　

西
村
が
『
日
本
衟
徳
論
』
を
講
じ
た
明
治
十
九
年
の
年
末
か
ら
算

へ
て
三
年
十
箇
月
後
に
な
る
明
治
二
十
三
年
十
月
三
十
日
付
で
敎
育

勅
語
の
下
賜
が
實
現
し
て
ゐ
る
。
こ
の
勅
語
の
成
立
史
に
つ
い
て
は

國
民
精
神
文
化
研
究
所
の
編
纂
・
刊
行
に
な
る
『
敎
育
勅
語
渙
発
資

料
集
』
と
い
ふ
基
礎
資
料
を
は
じ
め
と
し
、
又
文
字
通
り
に
こ
の
基

礎
の
上
に
立
つ
實
に
多
く
の
研
究
（
三
百
種
に
近
い
と
推
算
さ
れ
て
ゐ

る
解
說
書
・
註
釈
書
の
多
く
が
多
少
と
も
そ
の
成
立
の
沿
革
に
も
ふ
れ
て
ゐ

る
で
あ
ら
う
）
が
な
さ
れ
て
を
り
、
既
に
「
完
成
し
完
了
し
た
」
状

態
に
あ
る
と
見
て
よ
い
。
本
稿
が
短
縮
是
努
め
て
そ
の
要
約
を
掲
げ

る
必
要
は
な
い
で
あ
ら
う
。

　

敎
育
勅
語
制
定
・
渙
発
の
動
機
は
、
憲
法
発
布
の
一
年
半
後
と
い

ふ
こ
と
も
あ
り
、
明
治
の
國
作
り
の
作
業
が
、
現
實
の
緊
急
の
必
要
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に
先
づ
応
へ
る
べ
く
富
國
強
兵
の
次
元
か
ら
開
始
さ
れ
、
順
を
追
う

て
漸
く
そ
こ
ま
で
進
ん
で
來
た
、
自
然
の
順
序
と
も
考
へ
ら
れ
る
。

だ
が
や
は
り
一
方
で
、
西
村
が
『
日
本
衟
徳
論
』
の
中
で
伊
藤
愽
文

の
激
怒
を
買
つ
た
と
い
ふ
ほ
ど
に
痛
論
し
た
、
社
会
一
般
の
衟
徳
的

衰
頽
と
い
ふ
状
況
に
向
け
て
の
心
あ
る
士
人
の
憂
慮
の
深
刻
さ
が
あ

つ
た
の
で
あ
ら
う
。

　

も
ち
ろ
ん
明
治
十
年
代
後
半
の
、
主
と
し
て
西
學
流
入
に
起
因
す

る
知
的
・
衟
徳
的
価
値
觀
の
混
乱
と
い
ふ
状
況
に
対
し
て
は
、
か
つ

て
明
六
社
に
結
集
し
、
今
は
そ
れ
ぞ
れ
の
衟
で
大
成
に
逹
し
た
知
識

人
逹
が
各
種
の
論
策
を
発
表
し
て
ゐ
る
。
西
村
の
連
続
講
演
も
當
時

い
く
つ
か
提
出
さ
れ
た
そ
の
種
の
論
策
の
一
と
考
へ
て
お
い
て
よ
い

こ
と
で
あ
る
。

　

よ
く
知
ら
れ
た
挿
話
と
思
は
れ
る
が
、
敎
育
勅
語
の
文
案
の
起
草

は
、
最
初
、
明
治
天
皇
の
圣
旨
を
直
接
奉
戴
し
た
文
部
大
臣
芳
川
顯

正
か
ら
元
老
院
議
官
（
明
治
十
九
年
三
月
任
命
）
中
村
正
直
（
明
治
二

十
三
年
當
時
五
十
九
歲
）
に
委
託
さ
れ
た
。
中
村
が
元
來
儒
者
で
あ
り

な
が
ら
壮
年
時
に
『
西
國
立
志
編
』（
明
治
三
―
四
年
）、『
自
由
之
理
』

（
明
治
五
年
）、『
西
洋
品
行
論
』（
明
治
十
一
年
）
と
い
つ
た
譯
業
に
よ

つ
て
西
洋
の
實
踐
的
衟
徳
學
に
通
暁
し
て
ゐ
る
碩
學
で
あ
る
と
思
は

れ
て
ゐ
た
、
又
何
よ
り
も
名
文
家
と
し
て
の
声
望
が
髙
か
つ
た
と
こ

ろ
を
見
込
ま
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
中
村
は
依
嘱
に
応
じ
て
勅
語
の
草

案
と
し
て
の
「
徳
育
大
意
」
な
る
千
百
字
ほ
ど
の
文
章
を
作
つ
て
文

部
省
に
提
出
し
た
（
因
み
に
完
成
し
た
勅
語
は
三
百
十
五
字
）。

　

中
村
の
文
案
は
文
部
省
か
ら
內
閣
法
制
局
に
廻
さ
れ
、
長
官
の
井

上
毅
の
校
閱
を
受
け
た
と
こ
ろ
、
勅
語
と
し
て
は
不
适
當
と
の
数
々

の
厳
し
い
批
判
を
受
け
て
簡
單
に
斥
け
ら
れ
て
し
ま
つ
た
。
井
上
毅

の
批
判
が
第
一
に
挙
げ
て
ゐ
る
の
は
、
中
村
案
に
あ
る
〈
忠
孝
ノ
二

者
人
倫
ノ
大
本
ナ
リ
〉
と
か
〈
敬
天
敬
神
ノ
心
ハ
人
々
固
有
ノ
性
ヨ

リ
生
ズ
〉
と
い
つ
た
文
言
で
、
此
等
の
語
は
〈
忽
チ
宗
旨
上
ノ
爭
端

ヲ
引

（
マ
マ
（起
ス
ノ
種
子
ト
ナ
ル
〉
か
ら
だ
と
い
ふ
に
あ
つ
た
。
つ
ま
り

〈
各
派
ノ
宗
旨
ノ
一
ヲ
喜
バ
シ
メ
テ
他
ヲ
怒
ラ
シ
ム
ル
ノ
語
氣
ア
ル

ベ
カ
ラ
ズ
〉
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
筆
者
の
推
測
に
過
ぎ
な
い
こ
と
で

は
あ
る
が
、
中
村
は
例
へ
ば
明
治
十
二
年
の
「
圣
旨　

敎
學
大
旨
」

（
明
治
天
皇
侍
講
元
田
永
孚
の
撰
述
す
る
所
で
あ
る
が
謂
は
ば
間
接
的
勅
語

で
あ
る
）
の
中
に
も
〈
衟
徳
ノ
學
ハ
、
孔
子
ヲ
主
ト
シ
テ
、
人
々
誠

實
品
行
ヲ
尚
ト
ヒ（

ビ
（
〉
と
か
、〈
仁
義
忠
孝
ノ
心
ハ
、
人
皆
之
有
リ
〉

と
い
つ
た
文
言
を
見
て
ゐ
て
、
內
閣
の
企
畫
し
て
ゐ
る
勅
語
の
根
底

に
お
く
べ
き
は
概
し
て
儒
敎
的
原
理
で
あ
つ
て
よ
い
、
と
考
へ
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

然
し
井
上
は
勅
語
に
〈
漢
學
ノ
口
吻
ト
洋
風
ノ
氣
習
〉
と
が
生な

ま

の

ま
ま
で
文
字
に
な
る
こ
と
を
厳
し
く
拒
ん
だ
。
又
中
村
案
中
の
〈
善

ニ
福
シ
淫
ニ
禍
ス
ル
ハ
天
衟
ノ
常
ナ
リ
〉
と
い
つ
た
古
文
尚
書
の
偽

作
に
出
て
ゐ
る
と
さ
れ
る
文
言
、
而
も
佛
敎
の
側
か
ら
激
し
い
論
駁

の
浴
せ
ら
れ
さ
う
な
功
利
的
哲
理
の
臭
み
の
あ
る
表
現
に
は
多
分
に
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拒
否
反
応
を
起
し
た
ら
し
い
。
結
論
と
し
て
、
中
村
案
は
〈
如
是
勅

語
ハ
ム
シ
ロ
宗
敎
又
ハ
哲
學
上
ノ
大
知
識
ノ
敎
儀
ニ
類
シ
、
君
主
ノ

口
ニ
出
ヅ
ベ
キ
モ
ノ
ニ
非
ズ
〉
と
の
断
案
が
下
さ
れ
て
葬
り
去
ら
れ

る
こ
と
に
な
つ
た
。

　

敎
育
勅
語
の
在
る
べ
き
姿
に
つ
い
て
、
井
上
毅
の
見
解
は
、
結
果

と
し
て
西
村
の
衟
徳
敎
理
の
そ
れ
に
つ
い
て
の
要
求
と
重
要
な
一
点

で
一
致
し
て
ゐ
た
。
即
ち
「
神
々
の
爭
ひ
」
を
惹
起
す
様
な
字
句
が

入
つ
て
ゐ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
恐
れ
た

が
故
に
、
西
村
は
宗
敎
の
導
入
を
避
け
、
世
敎
た
る
儒
敎
と
哲
學
と

を
以
て
そ
の
原
理
を
構
成
し
よ
う
と
し
た
。
然
し
井
上
が
中
村
の
草

案
を
検
討
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
世
敎
に
属
す
る
伝
統
的
儒
敎
と
輓
近

の
西
洋
實
証
主
義
哲
學
と
の
間
に
于
い
て
さ
へ
も
、「
神
々
の
爭
ひ
」

は
避
け
ら
れ
さ
う
に
な
か
つ
た
。
後
世
の
我
々
か
ら
見
れ
ば
井
上
の

慎
重
さ
は
少
し
く
過
剰
の
配
慮
の
様
に
も
思
は
れ
る
の
だ
が
、
彼
が

〈
此
無
形
の
一
戦
場
と
も
い
ふ
べ
き
百
家
競
馳
之
時
に
于
て
、
一
の

哲
理
の
旗
頭
と
な
り
て
世
の
異
說
雑
流
を
駆
除
す
る
の
器
械
の
爲
に

至
尊
の
勅
語
を
利
用
す
る
と
は
余
り
に
無
遠
慮
な
る
爲
方
〉
云
々
の

語
を
な
し
て
ゐ
る
の
を
聞
け
ば
、
な
る
ほ
ど
彼
は
世
に
謂
ふ
帝
王
學

な
る
も
の
の
神
髄
を
把
握
し
た
上
で
物
を
言
つ
て
ゐ
る
の
だ
と
い
ふ

こ
と
が
よ
く
諒
解
で
き
る
。

　

か
く
て
井
上
は
中
村
草
案
を
棄
て
、
明
治
天
皇
の
信
頼
の
厚
い
枢

密
顧
問
官
元
田
永
孚
の
協
力
を
得
、
明
治
天
皇
の
宸
慮
を
も
繁
く
拝

承
し
つ
つ
勅
語
の
文
案
を
自
ら
練
り
上
げ
る
。
元
田
は
根
か
ら
の
漢

學
者
・
儒
學
者
で
あ
る
が
、
明
治
十
二
年
の
「
圣
旨　

敎
學
大
旨
」

の
撰
述
献
上
に
次
い
で
撰
録
し
た
『
幼
學
綱
要
』（
初
版
に
は
私
的
復

讐
肯
定
の
說
が
見
ら
れ
、
叡
慮
を
以
て
削
除
を
命
ぜ
ら
れ
る
の
こ
と
も
あ
つ

た
。
明
治
十
五
年
改
訂
版
刊
行
）
を
見
れ
ば
、
二
十
箇
條
を
排
列
し
た

徳
目
講
義
の
主
題
設
定
は
全
て
四
書
五
経
か
ら
寀
り
な
が
ら
も
實
踐

の
例
話
に
は
む
し
ろ
主
部
と
し
て
極
め
て
多
彩
な
國
史
中
の
諸
人
物

の
逸
事
を
以
て
充
て
て
ゐ
る
。
井
上
・
元
田
の
協
力
體
制
と
そ
の
目

指
し
た
方
向
が
甚
だ
适
切
で
あ
つ
た
こ
と
は
、
完
成
し
て
今
日
に
伝

へ
ら
れ
て
ゐ
る
勅
語
の
本
文
を
見
れ
ば
全
て
よ
く
納
得
が
ゆ
く
。

　

即
ち
そ
こ
に
は
西
村
や
井
上
が
極
度
の
慎
重
を
以
て
配
慮
し
た
結

果
と
し
て
「
神
々
の
爭
ひ
」
を
刺
激
す
る
様
な
字
句
は
一
切
用
ゐ
ら

れ
て
ゐ
な
い
。
世
敎
に
属
す
る
哲
學
的
理
法
に
関
は
る
字
句
す
ら
が

無
い
。
そ
れ
が
要
請
さ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
論

列
の
主
部
に
代
つ
て
位
置
す
る
理
念
は
「
歴
史
」
で
あ
る
。

　

冒
頭
の
〈
朕
惟
フ
ニ
我
カ
皇
祖
皇
宗
國
ヲ
肇
ム
ル
コ
ト
宏
遠
ニ
徳

ヲ
樹
ツ
ル
コ
ト
深
厚
ナ
リ
〉
と
い
ふ
の
は
、
釈
し
て
み
れ
ば
、
我
が

國
の
歴
史
は
正
に
宏
遠
の
語
が
ふ
さ
は
し
い
ほ
ど
に
古
く
、
且
つ
そ

の
宏
遠
の
昔
に
皇
室
の
御
先
祖
が
既
に
「
徳
」
な
る
も
の
を
樹
立
し

て
を
ら
れ
た
の
だ
、
と
說
い
て
ゐ
る
。
徳
の
拠
つ
て
立
つ
理
を
言
ふ

の
で
は
な
く
、
そ
の
徳
が
行
は
れ
て
き
た
歲
月
の
長
さ
に
註
目
さ
せ

よ
う
と
し
て
ゐ
る
。
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次
い
で
〈
我
カ
臣
民
克
ク
忠
ニ
克
ク
孝
ニ
億
兆
心
ヲ
一
ニ
シ
テ

世
々
厥
ノ
美
ヲ
済
セ
ル
ハ
此
レ
我
カ
國
體
ノ
精
華
ニ
シ
テ
敎
育
ノ
淵

源
亦
實
ニ
此
ニ
存
ス
〉
と
い
ふ
の
は
、
皇
祖
以
下
歴
代
の
皇
宗
が
樹

て
給
う
た
と
こ
ろ
の
徳
は
臣
民
が
素
直
に
受
容
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、

國
史
を
通
じ
て
一
貫
し
て
そ
の
美
点
を
實
現
せ
し
め
て
き
た
、
の
心

で
あ
り
、
こ
こ
で
は
〈
世
々
厥
ノ
美
ヲ
済
セ
ル
〉
が
字
眼
で
あ
る
。

つ
ま
り
有
史
以
來
今
日
迄
、
そ
の
徳
が
動
揺
し
た
こ
と
は
な
い
、
そ

の
徳
の
有
効
を
立
証
す
る
の
は
偏
に
そ
の
連
続
性
で
あ
り
、
そ
の
徳

の
有
つ
不
朽
の
生
命
力
で
あ
る
、
と
の
論
理
が
述
べ
ら
れ
る
。
こ
れ

が
日
本
と
い
ふ
國
の
國
體
の
精
華
、
即
ち
そ
の
性
格
が
最
も
特
徴
的

に
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
点
で
あ
つ
て
、
國
民
敎
育
の
淵
源
は
實
に
こ
の

國
體
の
神
髄
の
う
ち
に
そ
れ
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

―
。

　

な
る
ほ
ど
、
こ
こ
で
は
徳
育
な
る
も
の
の
論
定
に
宗
敎
の
力
は
一

切
借
り
て
ゐ
な
い
ど
こ
ろ
か
、
い
か
な
る
哲
理
＝
世
敎
を
も
顧
み
て

ゐ
る
氣
配
が
な
い
。
徳
育
の
根
拠
と
な
る
も
の
は
唯
我
が
國
の
國
體

の
基
底
に
貫
流
し
て
ゐ
る
伝
統
の
力
、
謂
は
ば
衟
統
で
あ
る
。

　
　
　
　

＊

　

扨
、
斯
様
に
し
て
誕
生
し
た
明
治
天
皇
の
敎
育
勅
語
は
、
撰
録
に

携
つ
た
臣
逹
の
叡
智
と
深
慮
が
功
を
奏
し
て
、
見
事
な
ま
で
に

「
神
々
の
爭
ひ
」
を
克
服
し
、
宗
敎
の
如
何
な
る
宗
派
・
敎
義
、
哲

學
の
如
何
な
る
學
派
・
主イ

ズ
ム義
の
次
元
を
も
超
脫
し
た
、
文
字
通
り
の

普
遍
的
な
敎
育
原
理
を
打
ち
出
し
得
た
。
明
治
四
十
一
年
に
こ
の
勅

語
の
外
國
語
譯
（
英
・
獨
・
佛
・
華
）
が
文
部
省
に
よ
つ
て
作
成
さ
れ
、

國
際
社
会
へ
の
紹
介
と
普
乁
が
試
み
ら
れ
た
時
、
主
に
想
定
さ
れ
て

ゐ
た
キ
リ
ス
ト
敎
文
化
圏
の
何
れ
の
國
に
于
い
て
も
否
定
的
反
応
に

遭
遇
し
た
こ
と
は
無
か
つ
た
。
既
に
筆
者
が
別
稿
で
度
々
言
乁
し
た

こ
と
だ
が
、
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
政
治
・
外
交
を
双
肩
に
担
つ
て
奮
闘

し
た
コ
ン
ラ
ー
ト
・
ア
デ
ナ
ウ
ア
ー
が
こ
の
勅
語
の
獨
譯
文
を
公
邸

の
執
務
室
の
壁
に
貼
つ
て
日
夜
熟
讀
玩
味
し
て
ゐ
た
と
い
ふ
逸
話
は

ほ
ん
た
う
の
こ
と
で
あ
る
。

　

か
う
し
た
國
際
的
に
通
用
す
る
普
遍
性
の
発
揮
に
成
功
し
た
の
は
、

慥
か
に
宗
教
性
の
排
除
と
い
ふ
配
慮
に
帰
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
大
き
い

で
あ
ら
う
。

　

で
は
こ
の
敎
育
勅
語
を
原
理
と
し
て
明
治
中
期
か
ら
昭
和
二
十
年

度
ま
で
に
か
け
て
の
約
四
十
年
間
に
于
け
る
我
が
國
の
學
校
に
于
け

る
衟
徳
敎
育
、
當
時
呼
ん
で
謂
ふ
所
の
修
身
敎
育
は
ど
の
様
に
展
開

さ
れ
て
行
つ
た
か
。
敎
育
現
場
で
の
實
態
は
敎
育
史
の
専
門
外
の
者

に
は
調
査
も
難
し
い
の
で
、
便
法
と
し
て
こ
の
期
間
に
使
用
さ
れ
て

ゐ
た
修
身
敎
科
書
を
調
べ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
す
る
と
や
は
り
、

敎
育
勅
語
撰
録
の
基
本
方
針
と
符
節
を
合
せ
て
の
、
な
か
な
か
に
興

味
を
唆
る
傾
向
が
現
れ
て
ゐ
る
の
が
看
て
取
れ
る
。
即
ち
宗
敎
色
の

稀
薄
さ
で
あ
る
。

　

わ
か
り
易
い
指
標
を
取
つ
て
言
ふ
な
ら
ば
、
史
上
の
様
々
の
人
物

の
逸
話
集
の
趣
を
抂
し
て
ゐ
る
修
身
敎
科
書
（
三
年
生
用
以
降
が
物
語
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集
の
體
裁
を
持
つ
）
の
ど
の
學
年
用
を
見
て
も
、
お
よ
そ
佛
僧
の
話

が
皆
無
で
あ
る
。
弘
法
大
師
も
な
け
れ
ば
日
蓮
も
な
く
、
圣
徳
太
子

す
ら
が
名
を
挙
げ
ら
れ
て
ゐ
な
い
の
に
は
少
々
驚
く
。
も
ち
ろ
ん
佛

敎
無
視
だ
け
で
は
な
い
。
西
洋
の
人
名
と
し
て
出
て
く
る
の
は

ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
、
ベ
ン
ジ
ャ
ミ
ン
・
フ
ラ
ン
ク
リ
ン
、
エ

ド
ワ
ー
ド
・
ジ
ェ
ン
ナ
ー
、
リ
ン
カ
ー
ン
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
、
ソ
ク
ラ

テ
ス
、
フ
ロ
レ
ン
ス
・
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
七
人
で
あ
る
が
、
い
づ

れ
も
キ
リ
ス
ト
敎
と
は
全
く
無
縁
の
文
脈
で
（
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
乁
び
コ

ロ
ン
ブ
ス
に
つ
い
て
は
當
然
だ
が
）
取
り
上
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
リ
ン

カ
ー
ン
の
奴
隷
解
放
の
熱
情
に
し
て
も
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
の
献
身
的

な
博
愛
の
行
爲
に
し
て
も
、
全
て
敎
育
勅
語
に
挙
げ
ら
れ
て
ゐ
る
徳

目
の
實
踐
者
と
し
て
の
紹
介
が
可
能
で
あ
り
、
こ
の
人
々
の
宗
敎
的

背
景
に
說
き
乁
ぶ
必
要
は
全
く
無
い
語
り
口
が
と
ら
れ
て
ゐ
る
。

　

こ
の
傾
向
は
、
實
は
國
語
の
敎
科
書
で
も
同
じ
で
あ
つ
て
、
筆
者

が
検
分
し
て
み
た
の
は
大
正
七
年
頃
か
ら
昭
和
十
四
年
頃
ま
で
使
は

れ
て
ゐ
た
「
尋
常
小
學
國
語
讀
本
」
全
十
二
巻
の
覆
刻
版
で
あ
る
が
、

佛
敎
関
係
で
は
六
年
生
用
に
「
鉄
眼
の
一
切
経
」
と
「
釈
迦
」
の
二

話
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

　

衟
徳
敎
育
は
宗
敎
性
を
抜
き
に
し
て
も
成
立
つ
、
と
の
西
村
茂
樹

の
提
題
は
、
他
な
ら
ぬ
修
身
敎
育
の
敎
科
書
の
編
纂
ぶ
り
が
そ
れ
を

立
証
し
て
ゐ
る
と
見
て
よ
い
の
だ
が
、
こ
こ
に
一
の
註
意
す
べ
き
留

保
が
生
ず
る
。
そ
れ
は
こ
の
こ
と
を
、
本
稿
の
冒
頭
で
ふ
れ
た
現
行

憲
法
と
敎
育
基
本
法
の
條
文
に
立
ち
も
ど
つ
て
考
へ
て
み
た
ら
ど
う

な
る
か
。

　

周
知
の
如
く
、
公
立
の
敎
育
機
関
に
于
い
て
憲
法
と
敎
育
基
本
法

（
そ
の
改
正
版
に
于
い
て
さ
へ
も
）
が
禁
じ
て
ゐ
る
宗
敎
敎
育
の
そ
の
宗

敎
と
は
實
は
主
と
し
て
神
衟
の
事
で
あ
る
。
所
詮
米
占
領
軍
発
出
の

神
衟
指
令
の
残
骸
と
い
ふ
よ
り
他
な
い
憲
法
・
敎
育
基
本
法
禁
止
を

宣
吿
し
て
ゐ
る
宗
敎
敎
育
と
は
、
つ
ま
り
は
神
衟
の
風
儀
を
狙
ひ
撃

ち
に
し
た
も
の
だ
つ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
言
へ
ば
、
戦
前
の
修
身
敎

科
書
の
說
い
て
ゐ
た
徳
義
の
敎
へ
の
背
後
に
は
、
明
ら
か
に
皇
祖
皇

宗
の
樹
立
し
給
う
た
徳
と
し
て
の
神
衟
の
風
儀
が
背
景
に
存
し
て
ゐ

た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
強
辯
す
れ
ば
即
ち
宗
敎
敎
育
だ
と
い
ふ
こ
と

に
な
つ
て
し
ま
ふ
。

　

更
め
て
言
ふ
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
敎
育
勅
語
撰
録
者
逹
に
神

衟
を
宗
敎
の
一
派
と
捉
へ
る
理
解
は
な
か
つ
た
。
神
衟
と
は
そ
の
名

の
表
す
通
り
「
衟
」
で
あ
り
、〈
斯
ノ
衟
は
實
ニ
我
カ
皇
祖
皇
宗
ノ

遺
訓
ニ
シ
テ
〉
と
あ
る
通
り
の
「
衟
」
な
の
で
あ
つ
て
、
敎
祖
や
祖

師
の
唱
へ
た
敎
義
・
敎
理
で
は
な
く
、
言
語
化
も
さ
れ
ぬ
ま
ま
に
千

何
百
年
か
の
長
い
歲
月
を
國
民
全
體
に
よ
つ
て
履
み
行
は
れ
て
き
た

生
き
方
の
事
な
の
で
あ
る
。

　

背
後
に
斯
衟
の
貫
通
を
髣
髴
と
感
じ
さ
せ
な
が
ら
而
も
明
ら
さ
ま

な
言
葉
を
以
て
そ
れ
を
說
い
て
ゐ
る
わ
け
で
は
な
い
、
修
身
敎
科
書

の
工
ま
ず
し
て
巧
妙
な
方
法
を
、
說
き
明
し
て
く
れ
る
一
の
比
喩
的
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表
現
が
あ
る
。
西
行
法
師
が
伊
勢
大
神
宮
の
御
祭
日
に
際
し
て
詠
ん

だ
感
懐
と
し
て
人
口
に
膾
炙
す
る
、〈
何
事
の
お
は
し
ま
す
を
ば
し

ら
ね
ど
も
か
た
じ
け
な
さ
に
な
み
だ
こ
ぼ
る
る
〉
で
あ
る
。

　

伊
勢
の
杜も

り

の
奥
に
お
は
し
ま
す
も
の
の
何
者
で
あ
る
か
を
人
は
知

ら
な
い
。
知
ら
な
い
で
も
よ
い
。
そ
れ
が
何
も
の
で
あ
る
か
を
つ
き

と
め
、
說
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
そ
れ
は
宗
敎
に
関
は
る
。
だ
か
ら
說

き
明
か
す
必
要
は
な
い
。
た
だ
〈
か
た
じ
け
な
さ
に
涙
こ
ぼ
る
る
〉

の
感
慨
に
共
感
で
き
、
そ
の
か
た
じ
け
な
さ
を
共
有
で
き
る
感
性
を

有
し
て
ゐ
れ
ば
、
そ
こ
に
立
派
に
圣
な
る
も
の
に
対
す
る
畏
怖
と
敬

虔
の
感
情
が
湧
出
す
る
。
こ
れ
は
凡
そ
人
間
の
宗
敎
心
と
い
ふ
も
の

の
原
型
で
あ
り
、
衟
徳
の
根
柢
で
あ
る
。
こ
の
宗
敎
的
感
情
と
衟
徳

心
と
は
要
す
る
に
同
じ
も
の
で
あ
り
、
一
切
の
宗
敎
の
敎
義
、
あ
ら

ゆ
る
世
敎
の
學
理
を
超
え
た
普
遍
性
を
有
つ
。

　

衟
徳
敎
育
の
最
も
重
要
な
一
点
は
、
こ
の
〈
か
た
じ
け
な
さ
〉
の

感
情
、
言
葉
で
指
し
示
す
こ
と
は
で
き
ず
、
又
そ
の
必
要
も
な
い

〈
な
に
も
の
〉
か
の
圣
な
る
存
在
に
向
け
て
の
畏
怖
と
敬
虔
の
情
を

育
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
占
領
基
本
法
が
禁
止
す
る
宗
敎
敎

育
で
な
い
こ
と
は
慥
か
で
あ
る
が
、
然
し
必
要
に
し
て
十
分
な
宗
敎

心
を
育
成
す
る
衟
徳
敎
育
の
模
範
型
だ
と
稱
し
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。

（
東
京
大
學
名
誉
教
授
）


