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国
民
学
校
に
お
け
る
「
敬
神
崇
祖
」
教
育

―
教
育
審
議
会
の
解
釈
に
着
目
し
て
―

井

上

兼

一

は
じ
め
に

　

戦
前
期
に
お
け
る
わ
が
国
の
宗
教
教
育
に
つ
い
て
、
一
八
九
九

（
明
治
三
二
）
年
八
月
三
日
に
「
一
般
ノ
教
育
ヲ
シ
テ
宗
教
外
ニ
特
立

セ
シ
ム
ル
ノ
件
」（
以
下
、「
文
部
省
訓
令
第
一
二
号
」
と
表
記
す
る
）
が

公
布
さ
れ
て
以
降
、
官
公
立
学
校
及
び
法
令
に
定
め
ら
れ
た
中
学
校

や
高
等
女
学
校
に
つ
い
て
は
、
私
立
学
校
を
含
め
て
、
教
科
課
程
だ

け
で
な
く
そ
れ
以
外
の
場
に
お
い
て
も
宗
教
教
育
や
宗
教
儀
式
を
行

う
こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
。

　

文
部
当
局
が
公
然
と
し
て
宗
教
教
育
を
禁
止
す
る
方
針
を
表
明
し

た
の
は
、
こ
の
訓
令
が
初
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
わ

が
国
の
学
校
教
育
に
お
い
て
、
教
育
と
宗
教
を
分
離
す
る
と
い
う
方

針
が
制
度
上
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
文
部
省

訓
令
第
一
二
号
は
、
公
布
さ
れ
た
当
初
か
ら
宗
教
関
係
者
か
ら
の
反

発
が
あ
り
、
同
年
一
〇
月
一
二
日
に
は
、
普
通
学
務
局
と
専
門
学
務

局
の
共
同
の
通
牒
と
し
て
、「
学
校
ノ
事
業
ト
セ
ス
シ
テ
」
行
う
場

合
は
容
認
す
る
と
修
正
さ
れ
た
（
1
（

。

　

そ
の
後
、
大
正
期
に
か
け
て
は
、
折
か
ら
の
経
済
不
況
や
災
害
な

ど
に
よ
り
、
人
心
の
不
安
を
緩
和
さ
せ
る
た
め
、
宗
教
教
育
を
め
ぐ

る
議
論
が
進
展
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
学
校
教
育
に
関
す
る
制
度

や
政
策
に
つ
い
て
は
、
大
き
な
変
化
は
生
じ
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
わ
が
国
に
お
い
て
は
、
明
治
後
期
以
降
、
政
教
分
離
の
原
則
の
も

と
に
文
部
行
政
は
進
め
ら
れ
て
き
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
原
則
を
緩
和
す
る
契
機
と
な
る
通
牒
が
あ
っ
た

こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
れ
が
、
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年

一
一
月
に
通
達
さ
れ
た
「
学
校
ニ
於
ケ
ル
宗
教
的
情
操
ノ
涵
養
ニ
関

ス
ル
件
」
と
い
う
文
部
次
官
通
牒
（
発
普
第
一
六
〇
号
、
以
下
「
一
九

三
五
年
文
部
次
官
通
牒
」
と
略
称
す
る
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
文
部
省

か
ら
各
地
方
長
官
及
び
直
轄
学
校
長
・
公
私
立
大
学
・
高
等
学
校
・

専
門
学
校
宛
に
通
達
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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通
牒
の
内
容
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
九
つ
の
留
意
事
項
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
の
主
要
点
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「（
一
）
学
校
教
育
は
一
切
の
教
派
宗
派
教
会
等
に
対
し
て
中
立
不
偏

の
態
度
を
保
つ
べ
き
で
あ
る
。（
二
）
学
校
に
お
い
て
は
正
し
い
信

仰
は
之
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
迷
信
は
之
を
打
破
す
る
こ
と
に
力

め
る
べ
き
で
あ
る
。（
三
）
学
校
に
於
て
宗
派
的
教
育
を
施
す
こ
と

は
絶
対
に
之
を
許
さ
な
い
が
、
人
格
の
陶
冶
に
資
す
る
た
め
に
学
校

教
育
を
通
じ
て
宗
教
的
情
操
の
涵
養
を
図
る
こ
と
は
極
め
て
必
要
で

あ
る
。
但
し
、
学
校
教
育
は
教
育
勅
語
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
内
容
方
法
を
以
て

す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
（
2
（

」。

　

こ
こ
で
急
い
で
注
意
を
促
し
て
お
く
と
、「
教
派
宗
派
教
会
」
と

記
述
さ
れ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
神
道
・
仏
教
・
キ

リ
ス
ト
教
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
通
牒
の
趣
旨
と
し
て
は
、
そ

れ
ら
を
全
面
的
に
禁
止
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
分
派
し

て
教
団
を
形
成
し
て
い
る
特
定
派
閥
の
教
義
に
偏
る
宗
教
教
育
を
禁

止
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
学
校
に
お
い
て
「
宗
派
的
教
育
を
施
す
こ

と
は
絶
対
に
之
を
許
さ
な
い
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
学
校
教
育
に
お
い
て
教
育
勅
語
と
矛
盾
し
な
い
限

り
、
宗
教
を
公
平
に
取
り
扱
っ
て
教
育
す
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
て
い

な
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
留
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
一
九
三
五
年
文
部
次
官
通
牒
に
お
い
て
は
、
特
定
の

教
派
宗
派
教
会
に
よ
る
偏
っ
た
宗
教
教
育
を
学
校
で
行
う
こ
と
を
禁

止
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
宗
教
的
情
操
の
涵
養
を
禁
止
し
て
い
る
の

で
な
い
。
人
格
の
陶
冶
の
た
め
に
は
宗
教
的
情
操
の
涵
養
が
学
校
教

育
に
お
い
て
積
極
的
に
行
わ
れ
る
べ
き
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
あ
っ
た
（
（
（

。
と
も
あ
れ
、
こ
の
通
牒
に
よ
り
、
学
校
で
宗
教
的
情
操

を
涵
養
す
る
た
め
の
教
育
を
実
施
す
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
明
治
後
期
以
降
の
教
育
政

策
の
緩
和
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、

こ
の
通
牒
以
後
の
学
校
教
育
、
と
り
わ
け
国
民
学
校
に
焦
点
を
当
て
、

ど
の
よ
う
な
宗
教
的
情
操
に
関
す
る
教
育
が
展
開
し
た
の
か
探
究
す

る
こ
と
に
す
る
。

一
、
先
行
研
究
の
概
観
と
研
究
目
的
、
及
び
「
敬
神
崇

祖
」
の
語
義�

（
一
）
先
行
研
究
の
概
観
と
研
究
目
的

　

一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る
宗
教
的
情
操
教
育
に
関
す
る
先
行
研
究

つ
い
て
概
観
す
る
と
、
一
九
三
五
年
文
部
次
官
通
牒
に
つ
い
て
の
教

育
史
か
つ
教
育
政
策
に
関
す
る
研
究
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
（
4
（

。
そ
の
代

表
と
し
て
は
、
高
橋
陽
一
の
研
究
成
果
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
高
橋
は
、
こ
の
通
牒
の
起
草
過
程
に
注
目
し
て
、
宗
教
教
育
協

議
会
に
お
け
る
吉
田
熊
次
の
関
わ
り
を
中
心
に
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
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そ
れ
に
よ
れ
ば
、「『
宗
教
的
情
操
』
概
念
は
、
教
育
政
策
の
中
心
に

位
置
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
無
内
容
性
を
意
識
し
つ
つ
世
論
に
配
慮

し
た
動
員
の
た
め
に
使
用
さ
れ
た
（
（
（

」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
彼
の
論
文
の
主
旨
を
筆
者
な
り
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
一
九

三
五
年
文
部
次
官
通
牒
は
、
文
部
省
か
ら
各
都
道
府
県
の
学
校
な
ど

に
対
し
て
通
達
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
教
育
史
的
意
義
と

し
て
は
、
そ
の
後
の
教
学
刷
新
評
議
会
や
教
育
審
議
会
な
ど
に
お
い

て
審
議
さ
れ
た
が
無
視
さ
れ
、
結
果
と
し
て
学
校
教
育
に
影
響
を
与

え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
、
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
高
橋
論
文
は
、

当
時
に
設
置
さ
れ
た
複
数
の
審
議
会
に
お
け
る
宗
教
的
情
操
や
通
牒

を
め
ぐ
る
論
議
の
実
態
な
ど
、
複
雑
な
事
情
が
精
査
か
つ
整
理
さ
れ

て
お
り
、
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
多
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
後
述
す
る
よ
う
に
尋
常
小
学
校
・
国
民
学
校
で
使
用
さ
れ
た

国
定
教
科
書
に
お
い
て
、
宗
教
に
関
す
る
教
材
が
登
場
し
て
い
る
こ

と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
は
、
あ

ま
り
に
拙
速
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

先
行
研
究
に
お
い
て
は
、
一
九
三
五
年
文
部
次
官
通
牒
に
関
す
る

教
育
史
や
教
育
政
策
上
の
分
析
に
終
始
し
て
お
り
、
教
育
内
容
に
ま

で
考
察
の
範
囲
を
拡
げ
る
こ
と
な
く
結
論
を
導
き
出
し
て
き
た
と
思

わ
れ
る
。
筆
者
の
問
題
意
識
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
通
牒
に
謳
わ
れ

た
政
策
理
念
が
具
体
化
さ
れ
た
教
材
に
ま
で
範
囲
を
拡
げ
て
分
析
を

行
っ
た
上
で
、
そ
れ
が
果
た
し
た
役
割
を
論
じ
る
必
要
が
あ
る
と
考

え
る
（
（
（

。
管
見
の
限
り
で
は
、
こ
の
当
時
に
お
け
る
教
育
内
容
に
焦
点

を
当
て
て
、
宗
教
に
関
す
る
教
材
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
と

し
て
は
、
唐
澤
富
太
郎
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
唐
澤

に
あ
っ
て
は
、
国
語
の
教
科
書
に
描
か
れ
た
「
仏
教
的
教
材
」
の
記

述
の
変
遷
を
概
観
す
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
に
検
討
は
深
め
ら

れ
て
い
な
い
（
7
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
近
年
で
は
、
こ
こ
で
指
摘
し
た
先
行
研
究
の
到
達
点

を
整
理
し
て
、
昭
和
戦
前
期
の
国
語
の
教
材
分
析
を
通
じ
て
、
一
九

三
五
年
文
部
次
官
通
牒
が
教
育
内
容
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
論
じ

る
研
究
成
果
が
出
さ
れ
て
き
て
い
る
。
例
え
ば
井
上
兼
一
に
よ
れ
ば
、

一
九
三
五
年
文
部
次
官
通
牒
以
後
に
お
け
る
学
校
教
育
に
お
い
て
、

教
育
内
容
に
宗
教
的
要
素
を
含
ん
だ
教
材
に
変
化
が
生
じ
て
き
て
い

る
こ
と
が
検
証
さ
れ
て
い
る
（
（
（

。
そ
の
一
例
と
し
て
、
尋
常
小
学
校
第

六
学
年
に
配
置
さ
れ
て
い
た
「
釈
迦
」
教
材
と
「
修
行
者
と
羅
刹
」

教
材
を
比
較
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。

　
「
釈
迦
」
教
材
で
は
、
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ー
ル
タ
の
人
物
史
が

描
か
れ
て
お
り
、「
修
行
者
と
羅
刹
」
教
材
で
は
、
彼
の
悟
り
の
光

景
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
内
容
は
割

愛
す
る
が
、「
文
学
的
な
香
り
の
高
い
筆
致
を
も
っ
て
、
難
解
な
仏

教
を
劇
的
な
展
開
の
う
ち
に
描
い
て
い
る
戦
前
、
戦
後
を
通
じ
て
の

仏
教
教
材
と
し
て
の
最
高
の
も
の
」
と
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
（
（
（

。

た
だ
し
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
特
定
の
宗
派
の
教
義
に
偏
ら
な
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い
た
め
の
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
意
味
す
る
と

こ
ろ
は
、
文
部
省
訓
令
第
一
二
号
に
よ
る
教
育
と
宗
教
を
分
離
す
る

と
い
う
原
則
が
転
換
し
た
契
機
で
あ
る
と
同
時
に
、
先
の
通
牒
は
学

校
に
お
け
る
宗
教
教
育
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
っ
た
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
四
月
に
尋
常
小
学
校
は

国
民
学
校
へ
と
制
度
改
革
が
な
さ
れ
た
。
国
民
学
校
の
発
足
に
伴
っ

て
改
訂
さ
れ
た
教
科
書
に
お
い
て
は
、「
敬
神
崇
祖
」
と
い
う
教
育

目
標
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
教
材
が
、
新
し
く
登
場
す
る
こ
と
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
三
五
年

文
部
次
官
通
牒
の
通
達
以
降
、
教
科
書
に
宗
教
を
題
材
に
し
た
教
材

が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
と
は
言
え
、
こ
の
敬
神
崇
祖
と
い
う
教

育
目
標
は
、
神
道
や
儒
教
に
関
す
る
概
念
に
属
す
る
も
の
と
思
わ
れ

る
（
（（
（

。
も
し
こ
れ
が
特
定
の
宗
派
教
育
に
該
当
す
る
概
念
で
あ
る
な
ら

ば
、
先
に
言
及
し
た
通
牒
の
趣
旨
に
反
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
、
国
民
学
校
に
お
け
る
宗
教
的
情
操
に
関
す
る
教
育
を
考

え
る
際
、
こ
の
概
念
に
込
め
ら
れ
た
意
味
や
、
当
時
の
文
部
省
な
ど

政
府
に
お
け
る
見
解
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
と

考
え
る
。

　

本
稿
で
は
、
一
九
四
一
年
度
に
改
訂
さ
れ
た
国
民
学
校
の
教
科
書
、

と
り
わ
け
低
学
年
の
国
民
科
国
語
の
教
材
に
着
目
し
て
、
敬
神
崇
祖

教
育
の
ね
ら
い
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず

は
敬
神
崇
祖
の
語
義
に
つ
い
て
探
究
す
る
。
次
に
は
、
敬
神
崇
祖
と

い
う
教
育
目
標
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
国
語
教
材
に
つ
い
て
、
そ

の
内
容
及
び
趣
旨
を
確
認
す
る
。
ま
た
、
当
時
の
学
校
教
育
の
改
善

に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
設
置
さ
れ
た
教
育
審
議
会
（
一
九
三
七

年
一
二
月
に
第
一
次
近
衛
内
閣
に
設
置
）に
お
け
る
宗
教
教
育
に
関
す
る

議
論
の
進
展
を
検
討
す
る
。
そ
し
て
、
同
審
議
会
に
お
い
て
敬
神
崇

祖
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
と
し
て
理
解
さ
れ
た
の
か
明
ら
か
に
す
る
。

（
二
）「
敬
神
崇
祖
」
の
語
義

　

敬
神
崇
祖
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
、
す
で
に
神
道
や
儒
教
に
関
係

す
る
概
念
で
あ
る
と
記
し
た
。
こ
の
概
念
に
関
し
て
、
宗
教
学
上
、

神
道
と
儒
教
の
両
者
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
か

筆
者
は
不
案
内
で
あ
る
が
、
学
術
上
は
神
道
に
ま
つ
わ
る
用
語
の
よ

う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
神
道
学
と
い
う
研
究
分
野
に
お
け
る
概
念
の

解
釈
に
つ
い
て
探
究
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
用
語
に
つ
い
て
詳
細

に
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
が
編
纂

し
た
『
神
道
要
語
集･

宗
教
篇
一
』
で
あ
る
。
そ
の
中
の
「
祖
先
崇

拝
」
を
参
照
す
る
。

　
「
意
義
及
び
そ
の
性
格
」
の
項
に
よ
れ
ば
、「
日
本
民
族
の
間
に
於

け
る
祖
先
を
敬
慕
し
、
そ
の
霊
威
を
追
尊
し
て
、
或
は
之
を
祭
祀
し
、

或
は
そ
の
伝
統
の
思
想
習
俗
を
重
視
す
る
信
仰
乃
至
情
操
を
一
般
的

に
日
本
国
民
の
祖
先
崇
拝
或
は
祖
先
敬
慕
と
称
し
、
特
に
敬
神
崇
祖
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の
語
（
（（
（

」
も
用
い
ら
れ
て
い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
本
稿

で
は
、
こ
の
祖
先
崇
拝
の
解
説
を
敬
神
崇
祖
と
同
義
で
あ
る
と
し
て

取
り
扱
う
こ
と
と
す
る
。

　

意
義
に
つ
い
て
、
広
義
に
は
宗
教
的
、
道
徳
的
な
崇
祖
観
念
あ
る

い
は
祖
先
祭
祀
の
風
習
を
指
す
が
、「
宗
教
信
仰
に
在
つ
て
は
、
特

に
民
族
或
は
民
族
の
間
に
行
は
れ
た
古
昔
の
祖
霊
信
仰
を
指
し
て
い

る
。（
中
略
―
引
用
者
）
概
し
て
自
然
宗
教
か
ら
文
明
宗
教
に
進
む
過

渡
的
、
中
間
的
存
在
と
し
て
力
強
い
段
階
に
発
達
す
る
信
仰
形
態
と

考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
（
（（
（

」
と
い
う
。
そ
し
て
、「
日
本
に
在
つ
て
は
、
そ

れ
が
国
家
意
識
と
し
て
も
、
道
徳
的
情
操
と
し
て
も
、
又
特
に
神
社

祭
祀
や
家
庭
生
活
ま
た
社
会
的
習
俗
と
し
て
も
相
当
に
著
し
く
発
達

し
て
来
た
が
、
道
徳
的
意
識
と
し
て
、
近
世
に
も
明
治
以
降
に
も
、

教
育
上
少
な
か
ら
ず
重
要
視
さ
れ
た
（
（（
（

」
と
言
及
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
近
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
『
神
道
辞
典
』
の
「
敬
神
崇

祖
」
の
項（
福
井
款
彦
執
筆
）に
よ
れ
ば
、「
敬
神
と
崇
祖
の
二
つ
の
熟

語
か
ら
成
る
慣
用
語
。
神
を
尊
び
う
や
ま
う
こ
と
と
、
自
ら
の
祖
先

を
あ
が
め
貴
ぶ
と
い
う
、
神
道
の
基
本
理
念
の
一
つ
（
（（
（

」
と
あ
る
。
そ

し
て
、「
そ
の
根
底
に
は
人
の
い
の
ち
は
不
滅
で
あ
り
、
祭
祀
を
通

し
て
連
続
し
、
や
が
て
子
孫
ま
た
家
の
守
り
神
と
し
て
信
仰
さ
れ
る

と
の
古
く
か
ら
の
日
本
人
の
宗
教
意
識
、
す
な
わ
ち
敬
神
崇
祖
一
体

観
が
あ
る
。
近
世
末
よ
り
国
学
者
を
中
心
に
強
調
さ
れ
、
明
治
に
な

り
広
く
普
及
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
（（
（

」
と
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
近
世
・
明
治
以
降
の
教
育
に
お
い
て
祖
先
崇
拝
が
重
要

視
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
開
国

維
新
を
経
て
明
治
の
時
代
に
入
る
と
、
日
本
社
会
は
文
明
開
化
の
歓

迎
に
忙
し
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、「
そ
れ
に
対
応
す
る
警
戒
と
反

省
も
行
は
れ
、
殊
に
明
治
三
十
七
・
八
年
戦
役
の
戦
捷
を
博
し
て
か

ら
大
正
の
初
期
第
一
次
世
界
大
戦
に
伴
う
民
主
主
義
の
思
想
的
衝
激

（
マ
マ
、「
衝
撃
」
―
引
用
者
注
）
と
そ
れ
に
次
ぐ
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
の
唯

物
思
想
の
潜
入
等
に
備
へ
て
、
敬
神
崇
祖
の
精
神
は
学
校
教
育
に
も

社
会
教
化
に
も
相
当
力
強
く
高
調
さ
れ
た
（
（（
（

」
と
い
う
。

　

そ
し
て
、「
こ
れ
に
対
し
て
、
革
新
的
、
現
実
的
思
潮
に
よ
る
旧

習
の
打
破
、
家
族
制
度
の
再
検
討
と
い
ふ
や
う
な
社
会
問
題
も
漸
次

抬
頭
し
、（
中
略
―
引
用
者
）
日
本
に
於
け
る
崇
祖
観
念
の
一
内
容
た

る
子
孫
愛
護
の
長
所
を
忘
れ
る
議
論
も
あ
っ
た
（
（（
（

」
こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

　

話
は
前
後
す
る
が
、
近
世
の
末
に
お
い
て
は
民
族
意
識
が
高
ま
っ

た
た
め
、
篤
胤
（「
平
田
篤
胤
」
―
引
用
者
補
足
）
は
国
語
の
オ
ヤ
コ
と

い
う
言
葉
の
う
ち
に
遠
い
祖
先
か
ら
遠
い
子
孫
に
つ
な
が
る
生
命
観

を
説
き
、
さ
ら
に
は
正
志
斎（「
会
沢
正
志
斎
」
―
引
用
者
補
足
）も
「
父

子
祖
孫
永
世
一
気
」
を
説
い
て
い
た
が
、
時
代
を
経
て
「
大
正
時
代

に
は
民
族
の
生
命
に
対
す
る
信
念
を
力
説
」
す
る
よ
う
に
な
っ
た
（
（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
敬
神
崇
祖
の
観
念
が
変
化
し
、
そ
の
時
々
に
お
い
て

国
民
の
教
化
に
用
い
ら
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
現
実
に
は
「
男
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女
関
係
や
都
市
農
村
の
生
活
事
情
、
青
少
年
の
思
想
等
の
推
移
に
伴

つ
て
、
従
来
久
し
く
発
達
し
祖
述
さ
れ
た
祖
先
崇
拝
の
意
識
に
も
自

然
の
変
化
が
見
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
（
（（
（

」
と
あ
る
よ
う
に
、
十
分
な

成
果
は
あ
が
ら
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
ま
で
神
道
学
に
お
け
る
敬
神
崇
祖
の
概
念
に
つ
い
て
述
べ
て

き
た
。
と
も
す
れ
ば
こ
の
意
味
は
、
神
社
や
神
棚
に
祀
ら
れ
て
い
る

神
々
を
尊
び
う
や
ま
う
こ
と
と
自
ら
の
祖
先
・
祖
霊
を
あ
が
め
貴
ぶ

も
の
と
捉
え
が
ち
で
あ
る
が
、
重
要
な
点
と
し
て
は
、
そ
れ
だ
け
で

は
な
く
子
孫
を
愛
護
す
る
と
い
う
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
人
の
い
の
ち
の
不
滅
さ
や
連
続
性
（
祭
祀
を
通
じ
て
、

遠
い
祖
先
か
ら
遠
い
子
孫
へ
と
つ
な
が
る
生
命
観
）
が
根
底
に
あ
る
と
い

う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
す
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
敬
神

崇
祖
と
は
特
定
の
宗
派
教
育
や
教
義
に
該
当
す
る
の
で
は
な
く
、
神

道
の
基
本
理
念
の
一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
話
題
を
学
校
教
育
に
転
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
ま

で
、
近
世
の
末
・
明
治
か
ら
大
正
期
の
教
育
の
動
向
に
つ
い
て
概
略

的
に
言
及
し
て
き
た
。
次
節
以
降
に
お
い
て
は
、
昭
和
戦
前
期
、
と

り
わ
け
国
民
学
校
制
度
が
発
足
し
た
時
期
の
教
育
に
つ
い
て
具
体
的

に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二
、
国
民
学
校
の
低
学
年
教
科
書
に
お
け
る
「
敬
神
崇

祖
」
教
材�

　

本
節
で
は
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
度
に
改
訂
さ
れ
た
国
民

学
校
の
教
科
書
に
焦
点
を
当
て
、「
敬
神
崇
祖
」
と
い
う
教
育
目
標

に
基
づ
く
教
材
の
内
容
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
特
に
、
低
学
年
（
第

一
～
二
学
年
）
の
教
材
を
取
り
上
げ
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
翌
年
度

以
降
に
出
版
さ
れ
た
教
科
書
は
、
戦
時
下
に
お
け
る
軍
部
の
要
請
や

文
部
省
内
で
の
教
材
の
無
断
の
修
正
な
ど
が
あ
っ
た
た
め
、
本
来
の

趣
旨
が
歪
曲
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
、
文
部
省
図
書
局
に
在
籍
し
、
長
年
に
わ
た
っ
て

教
科
書
編
纂
に
携
わ
っ
て
き
た
井
上
赳
の
回
想
に
よ
れ
ば
、
陸
海
軍

部
に
よ
る
教
育
に
対
す
る
圧
迫
、
教
科
書
に
対
す
る
干
渉
の
経
緯
と

そ
れ
と
対
峙
し
て
き
た
経
過
が
記
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
一
九

四
三
（
昭
和
一
八
）
年
四
月
に
岡
部
長
景
が
文
部
大
臣
に
就
任
し
て

以
降
は
、
露
骨
な
干
渉
が
横
行
し
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
教
科
書
の
原
案
を
片
端
か
ら
熟
読
し
て
、
国
体
、
国
粋
、
伝
統
の

立
場
か
ら
完
膚
な
く
修
正
が
加
え
ら
れ
」
た
た
め
、「
教
科
書
の
統

一
は
い
た
ず
ら
に
破
れ
、
内
容
は
い
よ
い
よ
偏
狭
固
陋
、
極
端
に
神

が
か
り
の
思
想
を
反
映
し
て
救
う
べ
か
ら
ざ
る
も
の
」
に
な
っ
た
と

い
う
の
で
あ
る
（
（（
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
一
九
四
一
年
度
に
改
訂
さ
れ
た
教
科
書
は
、
そ
の
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前
年
度
に
編
纂
作
業
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
外
部
か
ら
の
圧
力
は

あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
影
響
が
少
な
い
と
考
え
ら
れ
る
（
（（
（

。
そ
れ
で
は
、

国
民
学
校
の
教
科
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
敬
神
崇
祖
教
材
を
取
り
上

げ
る
こ
と
に
す
る
。『
ヨ
ミ
カ
タ
』（
国
民
科
国
語
）
か
ら
、
一
つ
の

「
敬
神
」
教
材
と
三
つ
の
「
崇
祖
」
教
材
と
そ
の
趣
旨
を
そ
れ
ぞ
れ

引
用
す
る
こ
と
に
す
る
（
（（
（

。

・
「
オ
ミ
ヤ
ノ
石
ダ
ン
」『
ヨ
ミ
カ
タ･

一
』

オ
ミ
ヤ
ノ･

石
ダ
ン･

一
二
三
、
／
四
五
六
七
、･

八
九
十
、
／
二
十
五
ダ

ン
デ･

ゴ
シ
ン
ゼ
ン
。

二
ド･

オ
ジ
ギ
シ
テ
、･

手
ヲ･

ウ
ッ
テ
、
／
モ
一
ツ･
ウ
ッ
テ･

オ
ジ
ギ
シ
テ
、

／
ワ
タ
ク
シ
タ
チ
ハ･

ゲ
ン
キ･

デ
ス
。

（
三
四
一
頁
。）

【
教
材
の
趣
旨
】

「
お
宮
の
石
段
を
一
二
三
と
数
へ
て
登
つ
て
行
つ
て
、
神
前
で
、

私
た
ち
が
元
氣
で
暮
す
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
神
様
の
お
蔭
だ

と
い
ふ
氣
持
で
禮
拝
す
る
場
面
を
、
前
後
二
聨
の
韻
文
の
形
式

で
あ
ら
は
し
、
神
前
に
於
け
る
二
拝
二
拍
手
一
拝
の
禮
法
も
生

活
的
に
あ
ら
は
し
て
あ
る
（
（（
（

。」

・
第
三
十
三
課
「
オ
ハ
カ
ノ
サ
ウ
ヂ
」『
ヨ
ミ
カ
タ　

一
』

　
「
モ
ウ･

ヂ
キ･

オ
ボ
ン･

デ
ス
カ
ラ
、
オ
ハ
カ
ノ･

サ
ウ
ヂ
ニ･

イ
キ
マ
セ

ウ
。」

ト
、
オ
カ
ア
サ
ン
ガ･

オ
ッ
シ
ャ
イ
マ
シ
タ
。
ネ
エ
サ
ン
ト･

フ
タ
リ
デ
、

ツ
イ
テ･

イ
キ
マ
シ
タ
。

オ
ハ
カ
ノ･

マ
ハ
リ
ノ･

草
ヲ･

ト
ッ
タ
リ
、
オ
ハ
カ
ノ
石
ヲ･

水
デ･

ア
ラ
ッ

タ
リ
シ
マ
シ
タ
。

オ
ハ
カ
ノ･

ソ
バ
ノ･

ハ
ギ
ハ
、
ア
カ
イ･

花
ガ･

二
ツ
三
ツ･

サ
イ
テ･

ヰ
マ

シ
タ
。

　
「
ハ
ギ
ハ
、
オ
ヂ
イ
サ
ン
ノ･

オ
ス
キ
ナ･

花･

デ
シ
タ
ヨ
。」

ト
、
オ
カ
ア
サ
ン
ガ･

オ
ッ
シ
ャ
ッ
テ
、
ソ
ノ･

ネ
モ
ト
ニ
、
水
ヲ･

オ
カ

ケ
ニ･

ナ
リ
マ
シ
タ
。

（
三
四
二
頁
。）

【
教
材
の
趣
旨
】

「
お
盆
に
は
、
佛
壇
を
飾
つ
た
り
、
お
墓
を
き
れ
い
に
掃
除
し

た
り
、
香
花
や
供
物
を
し
た
り
し
て
、
先
祖
の
霊
を
ま
つ
る
。

そ
れ
は
、
全
國
的
に
行
は
れ
る
年
中
行
事
で
、
こ
の
行
事
を
通

し
て
、
兒
童
に
崇
祖
の
精
神
を
體
得
さ
せ
る
の
が
本
教
材
の
目

的
で
あ
る
。（
中
略
―
引
用
者
）
お
墓
の
掃
除
を
す
る
こ
と
は
、

祖
先
を
大
切
に
す
る
精
神
の
あ
ら
は
れ
で
あ
る
が
、
お
墓
の
そ

ば
に
祖
父
の
好
き
な
萩
の
花
が
植
ゑ
て
あ
り
、
そ
の
萩
の
根
も

と
に
水
を
か
け
て
や
る
母
の
心
は
、
崇
祖
の
精
神
を
最
も
よ
く

具
體
化
し
た
も
の
で
あ
る
（
（（
（

。」
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・
第
二
十
二
課
「
ユ
メ
」『
ヨ
ミ
カ
タ　

二
』

ユ
ウ
ベ
、
ネ
ド
コ
ニ･

ハ
イ
ッ
テ
カ
ラ･

考
ヘ
マ
シ
タ
。

　

私
ニ
ハ
、
オ
ト
ウ
サ
ン
モ･

ア
リ
マ
ス
。
オ
ヂ
イ
サ
ン
モ･

ア
リ
マ
ス
。

ケ
レ
ド
モ
、
オ
ヂ
イ
サ
ン
ノ･

オ
ト
ウ
サ
ン
ハ
、
オ
イ
デ
ニ･

ナ
リ
マ
セ

ン
。

　

今
ハ
、
オ
イ
デ
ニ･
ナ
ラ
ナ
イ
ガ
、
前
ニ
ハ
、
オ
イ
デ
ニ･

ナ
ッ
タ
ニ･

チ
ガ
ヒ･

ア
リ
マ
セ
ン
。
ソ
レ
ハ
ド
ン
ナ･

オ
カ
オ
デ･

ア
ッ
タ･

デ
セ
ウ
。

　

コ
ン
ナ･

コ
ト
ヲ･

考
ヘ
テ･
ヰ
ル･
ウ
チ
ニ
、
イ
ツ
ノ
マ
ニ
カ･

ネ
ム
ッ

テ･

シ
マ
ヒ
マ
シ
タ
。

　

ユ
メ
ニ
、
ヒ
ロ
イ･

ノ
ハ
ラ
ヲ･

見
マ
シ
タ
。

花
ガ･

一
メ
ン
ニ･

咲
イ
テ
、
テ
フ
テ
フ
ガ･
ト
ン
デ･

ヰ
マ
シ
タ
。

　

ソ
コ
ヘ
、
一
人
ノ･

オ
ヂ
イ
サ
ン
ガ･

出
テ･
来
マ
シ
タ
。
見
ル
ト
、
私

ノ･

オ
ヂ
イ
サ
ン
ニ･

ヨ
ク･

ニ
タ
カ
タ･

デ
シ
タ
。

　

私
ハ･

思
ハ
ズ
、

　
「
オ
ヂ
イ
サ
ン
。」

ト･

イ
ヒ
マ
ス
ト
、
ソ
ノ･

カ
タ
ハ
、

　
「
ワ
タ
シ
ハ
、
オ
マ
ヘ
ノ･

オ
ヂ
イ
サ
ン
ノ･

オ
ト
ウ
サ
ン
ダ
ヨ
」

ト･

イ
ッ
テ
、
ニ
コ
ニ
コ･

ナ
サ
イ
マ
シ
タ
。

（
三
七
六
頁
。）

【
教
材
の
趣
旨
】

「
家
庭
に
於
い
て
児
童
の
常
に
接
す
る
も
の
は
父
母
で
あ
り
、

兄
弟
で
あ
る
。
祖
父
母
は
あ
る
も
の
も
あ
り
、
な
い
も
の
も
あ

る
。
曾
祖
父
母
に
至
つ
て
は
、
児
童
の
知
ら
な
い
の
が
普
通
で
、

そ
の
温
顔
に
接
し
得
る
も
の
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。
随
つ
て
児

童
の
血
族
関
係
に
就
い
て
の
知
識
経
験
は
頗
る
乏
し
い
と
い
は

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
教
材
は
児
童
の
夢
に
よ
っ
て
曾
祖
父

（
母
）・
祖
父
（
母
）・
父
（
母
）・
自
分
と
つ
な
が
っ
て
ゐ
る
家

系
を
考
へ
さ
せ
、
家
及
び
家
庭
に
対
す
る
感
情
に
培
ふ
の
を
要

点
と
す
る
（
（（
（

。」

・
二
十
三
課
「
机
と　

こ
し
か
け
」『
ヨ
ミ
カ
タ　

二
』

　

先
生
が
、
こ
ん
な･

お
話
を･

な
さ
い
ま
し
た
。

　
「
み
な
さ
ん
の･

つ
か
っ
て･

ゐ
る･

机
も･

こ
し
か
け
も
、
長
い
間･

は
た

ら
い
て･

ゐ
ま
す
。

二
年
生
も
、
こ
れ
で･

べ
ん
き
ょ
う
を･

し
ま
し
た
。
三
年
生
も
、
こ
れ

で･

べ
ん
き
ょ
う
を･

し
ま
し
た
。
四
年
の･

人
も
、
五
年
の･

人
も
、
六
年

の･

人
も
、
そ
の･

前
の･

人
も
、
こ
れ
を･

つ
か
ひ
ま
し
た
。
み
な
さ
ん
の･

生
ま
れ
る･

前
か
ら
、
こ
の･

机
も･

こ
し
か
け
も･

あ
っ
た
の･

で
す
。」

　

こ
こ
ま
で･

お
話
を･

き
い
た･

と
き
、
ふ
と
、
私
は
、
ゆ
う
べ
の･

ゆ
め

の･

こ
と
を･

思
ひ
出
し
ま
し
た
。

　

先
生
は
、
つ
づ
け
て･

お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　
「
こ
ん
ど
、
み
な
さ
ん
が･

二
年
生
に･

な
っ
た
ら
、
新
し
い･

一
年
生

が･

は
い
っ
て･

来
て
、
ま
た･

つ
か
ひ
ま
す
。
こ
の･

机
や･

こ
し
か
け
を･

か
は
い
が
っ
て･

や
り
ま
せ
う
ね
。」

（
三
七
七
頁
。）

【
教
材
の
趣
旨
】

「
現
在
の
児
童
が
用
ひ
て
ゐ
る
机
と
腰
掛
は
、
そ
の
実
二
年
生
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も
三
年
生
も
、
四
年
・
五
年
・
六
年
の
児
童
も
用
ひ
て
来
た
の

で
あ
り
、
場
合
に
よ
つ
て
は
今
の
児
童
が
生
ま
れ
る
前
か
ら
存

在
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
見
方
考
へ
方
は
、
前
課
の
父

か
ら
父
祖
へ
、
父
祖
か
ら
曾
祖
父
へ
と
遡
っ
て
家
を
考
へ
る
の

と
同
一
の
態
度
で
あ
る
が
、
本
教
材
で
は
更
に
来
年
は
又
新
し

い
一
年
生
を
迎
へ
る
と
い
ふ
将
来
を
暗
示
し
て
、
児
童
生
活
を

過
去
及
び
、
将
来
へ
結
び
、
机
・
腰
掛
を
自
分
の
友
だ
ち
と
も
、

恩
人
と
も
考
へ
さ
せ
る
や
う
に
し
て
い
る
。（
中
略
―
引
用
者
）

机
や
腰
掛
を
た
だ
無
心
の
備
品
と
し
て
眺
め
ず
、
黙
々
と
し
て

彼
等
（
児
童
の
こ
と
―
引
用
者
注
）
を
い
た
は
り
つ
つ
そ
の
学
習

を
助
け
て
く
れ
た
こ
と
を
感
じ
さ
せ
、
物
を
愛
護
し
感
謝
す
る

精
神
に
培
ふ
こ
と
を
め
ざ
し
て
ゐ
る
（
（（
（

。」

　

こ
こ
で
確
認
し
た
内
容
、
と
り
わ
け
後
半
に
引
用
し
た
三
つ
の
教

材
は
、『
ヨ
ミ
カ
タ
』
に
お
い
て
相
互
に
関
連
す
る
よ
う
に
排
列
さ

れ
て
い
る
。
初
等
科
第
一
学
年
で
学
ぶ
も
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
児
童

及
び
机
や
腰
掛
と
い
っ
た
無
生
物
さ
え
も
が
、「
歴
史
的
存
在
」
で

あ
る
こ
と
が
描
か
れ
て
お
り
、
児
童
が
関
連
し
た
教
材
群
を
学
ぶ
こ

と
を
通
じ
て
、
愛
護
の
心
情
や
歴
史
的
感
情
（
認
識
）
を
培
う
こ
と

を
主
題
と
し
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
教
材
の
編
纂
趣
旨
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。

す
な
わ
ち
、「
敬
神
崇
祖
の
念
を
養
ふ
と
い
ふ
点
か
ら
し
て
、『
オ
ミ

ヤ
ノ
石
ダ
ン
』
の
課
で
、
神
前
の
禮
拝
を
教
へ
、
天
神
様
の
お
祭
に

參
拝
し
た
こ
と
を
誌
し
た
『
お
祭
』（『
よ
み
か
た･

三
』
―
引
用
者
注
）

の
課
や
、
新
年
に
神
だ
な
を
き
れ
い
に
飾
つ
て
、
新
し
い
年
を
迎
へ

る
こ
と
を
書
い
た
『
神
だ
な
』（『
よ
み
か
た･

四
』
―
引
用
者
注
）
の
課

な
ど
を
、
こ
の
度
、
特
に
さ
し
入
れ
た
（
（（
（

」
と
あ
る
。

　

す
で
に
読
ん
だ
「
オ
ミ
ヤ
ノ
石
ダ
ン
」
教
材
に
つ
い
て
は
、
神
前

で
日
常
生
活
に
お
い
て
健
や
か
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
感
謝
す
る
こ
と
が
、
短
い
文
章
の
な
か
に
表
現
さ
れ
て
い

た
。

　

ま
た
、「
崇
祖
と
い
ふ
観
念
を
強
く
さ
す
た
め
に
は
、
お
盆
に
お

墓
ま
ゐ
り
を
し
て
、
お
墓
の
掃
除
を
す
る
『
お
墓
ま
ゐ
り
』〔「
オ
ハ

カ
ノ
サ
ウ
ヂ
」『
ヨ
ミ
カ
タ･

一
』
の
こ
と
―
引
用
者
注
〕
の
課
や
、

父
の
上
に
父
祖
が
あ
り
、
祖
父
の
上
に
ひ
い
お
ぢ
い
さ
ん
が
あ
っ
て
、

そ
の
ま
た
上
に
い
く
た
り
も
い
く
た
り
も
、
お
と
う
さ
ん
が
い
ら
っ

し
ゃ
る
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
せ
る
『
ゆ
め
』
の
課
や
、
そ
れ
と
同
じ

考
へ
方
を
教
え
る
『
机
』
の
課
や
、『
川
の
課
』（
マ
マ
、「
川
」『
ヨ

ミ
カ
タ･

三
』
の
教
材
―
引
用
者
注
）
な
ど
が
、
新
た
に
用
意
さ
れ
た
（
（（
（

」

の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、「
崇
祖
」
と
い
う
観
念
は
、「
机

と
こ
し
か
け
」
教
材
で
見
た
よ
う
に
、
祖
先
だ
け
で
は
な
く
、
将
来

に
生
ま
れ
て
く
る
世
代
に
ま
で
範
疇
が
及
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
過
去
と
現
在
そ
し
て
未
来
に
繋
が
る
世
代
が
そ
の
概
念
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に
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
語
義
に
つ
い
て
考

察
し
た
よ
う
に
、
神
道
の
根
底
に
は
遠
い
祖
先
か
ら
遠
い
子
孫
へ
と

つ
な
が
る
生
命
観
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
視
点
や
考
え
方
を
国
民
学

校
の
一
年
生
が
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
、「
ユ
メ
」「
机
と
こ
し
か

け
」
教
材
の
よ
う
な
表
現
が
と
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
オ
ハ
カ
ノ
サ
ウ
ヂ
」
に
つ
い
て
は
宗
教
的
行
為
で
は
な
い
の
か
、

と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は

母
親
と
姉
と
連
れ
だ
っ
て
お
墓
の
掃
除
に
行
っ
た
児
童
の
生
活
記
録

と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
お
墓
の
傍
ら
に
咲
い
て
い
る

萩
は
祖
父
の
好
き
な
花
で
あ
っ
た
と
そ
の
根
元
に
水
を
か
け
て
や
り
、

母
親
が
故
人
を
偲
ぶ
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
本
教
材
の
趣
旨
に
記

さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
お
盆
は
「
全
国
的
に
行
は
れ
る
年
中
行
事
で
、

こ
の
行
事
を
通
し
て
、
児
童
に
崇
祖
の
精
神
を
体
得
さ
せ
る
」
こ
と

で
あ
り
、
故
人
を
偲
ぶ
姿
が
自
分（
児
童
）の
目
を
通
し
て
描
か
れ
た

内
容
で
あ
る
た
め
、
特
定
の
宗
教
儀
礼
・
儀
式
を
意
味
す
る
も
の
で

は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
日
本
社
会
に
お
い
て
一
般
的
に
行

わ
れ
て
い
る
年
中
行
事
の
意
味
と
、
祭
祀
を
通
じ
た
祖
先
と
子
孫
と

の
結
び
つ
き
を
端
的
に
表
現
し
た
内
容
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
概
観
し
て
き
た
よ
う
に
、
国
民
学
校
の
教
科
書
に
は
従
前

の
教
科
書
と
同
じ
よ
う
に
仏
教
に
ま
つ
わ
る
教
材
が
記
述
さ
れ
て
い

る
ほ
か
に
、「
敬
神
崇
祖
」
と
い
う
教
育
目
標
に
基
づ
い
た
教
材
が

新
し
く
排
列
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の

こ
と
も
、
一
九
三
五
年
文
部
次
官
通
牒
以
降
の
新
し
い
傾
向
で
あ
る
。

三
、
教
育
審
議
会
に
お
け
る
宗
教
教
育
を
め
ぐ
る
審
議

の
顚
末

　

前
節
に
お
い
て
、
国
民
学
校
の
教
育
内
容
に
神
道
の
基
本
理
念
が

反
映
し
た
教
材
が
初
め
て
登
場
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き

た
。
大
正
末
か
ら
昭
和
戦
前
期
に
か
け
て
は
、
各
方
面
か
ら
宗
教
教

育
の
重
要
性
や
実
施
を
要
請
す
る
声
が
高
ま
り
を
見
せ
、
そ
れ
ら
を

受
け
て
一
九
三
五
年
文
部
次
官
通
牒
が
出
さ
れ
て
い
た
。

　

国
民
学
校
の
発
足
は
そ
の
通
牒
以
後
の
こ
と
と
は
言
え
、
明
治
後

期
以
降
、
政
教
分
離
の
方
針
の
も
と
で
文
部
行
政
を
展
開
し
て
き
た

政
府
は
、
宗
教
教
育
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
姿
勢
を
と
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
の
解
決
の
た
め
、
ま
た
国
民
学
校

の
教
育
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
従
前
の
尋
常
小
学
校
か
ら
制
度
改

革
を
進
め
た
審
議
会
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
作
業
が
必
要
に
な
っ

て
く
る
。
そ
こ
で
、
一
九
三
七
（
昭
和
一
二
）
年
一
二
月
に
第
一
次

近
衛
内
閣
に
設
置
さ
れ
た
教
育
審
議
会
（
総
会
、
特
別
委
員
会
、
整
理

委
員
会
に
よ
り
構
成
―
筆
者
注
）
に
着
目
し
て
、
そ
こ
で
の
宗
教
教
育

を
め
ぐ
る
審
議
の
展
開
に
つ
い
て
探
究
す
る
。

　

同
審
議
会
は
、
わ
が
国
の
教
育
制
度
全
体
を
改
革
す
る
こ
と
を
企

図
し
て
設
置
さ
れ
た
。
す
で
に
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
国
民
学
校
に

お
い
て
宗
教
を
扱
っ
た
教
材
が
登
場
し
て
い
た
が
、
議
事
録
を
読
み
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進
め
る
と
初
等
教
育
に
関
す
る
文
脈
に
お
い
て
は
宗
教
教
育
を
め
ぐ

る
審
議
は
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
師
範
学
校
改
革
の

議
論
の
中
で
行
わ
れ
て
い
る
。
両
者
に
つ
い
て
は
、
総
会
に
お
い
て

「
国
民
学
校
、
師
範
学
校
及
幼
稚
園
ニ
関
ス
ル
件
」（
答
申
）
が
可
決

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
一
連
の
改
革
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
師
範
学
校

改
革
に
関
す
る
審
議
は
、
そ
の
ま
ま
国
民
学
校
の
改
革
と
関
連
す
る

と
捉
え
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
々
の
教
育
活
動
に
お

い
て
、
教
員
の
資
質
が
児
童
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
た
め
、
師
範

学
校
に
お
け
る
宗
教
教
育
の
問
題
は
、
そ
の
ま
ま
初
等
教
育
に
反
映

す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
教
育
審
議
会
に
お
い
て
宗
教
に
つ
い
て
本
格
的
に
議
論
が

な
さ
れ
る
の
は
、
第
二
八
回
整
理
委
員
会
（
一
九
三
八
〔
昭
和
一
三
〕

年
一
一
月
九
日
）
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
会
議
は
す
で
に
師
範
学
校

要
綱
案
の
作
成
・
修
正
の
段
階
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
師
範
学
校
教

科
案
に
審
議
が
及
ん
だ
時
に
、
佐
々
井
信
太
郎
委
員
か
ら
出
さ
れ
た

「
宗
教
ト
云
フ
知
識
ヲ
与
ル
ト
云
フ
コ
ト
ハ
必
要
カ
ド
ウ
カ
知
リ
マ

セ
ヌ
ガ
、
宗
教
的
信
念
ト
カ
宗
教
的
ナ
敬
虔
ナ
念
ト
カ
云
フ
ヤ
ウ
ナ

モ
ノ
ヲ
此
處
ニ
含
マ
セ
テ
置
ク
ト
云
フ
コ
ト
ガ
必
要
ナ
コ
ト
デ
ア
ラ

ウ
」
と
い
う
提
案
が
、
そ
の
端
緒
を
開
い
た
の
で
あ
る
（
（（
（

。

　

こ
の
提
案
に
対
し
て
は
、
伊
東
延
吉
文
部
次
官
が
、
国
民
学
校
で

も
師
範
学
校
で
も
教
育
勅
語
を
中
心
に
そ
の
教
育
が
行
わ
れ
る
た
め
、

こ
こ
に
宗
教
を
加
え
る
こ
と
は
、「
非
常
ニ
大
キ
ナ
問
題
デ
、
又
余

程
研
究
ヲ
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
問
題
デ
」
あ
る
と
述
べ
、
ま
た
要
綱

案
に
あ
る
「
情
操
ノ
醇
化
」
と
い
う
文
言
に
つ
い
て
、「
宗
教
的
情

操
ナ
ラ
バ
『
情
操
ノ
醇
化
』
ノ
中
ニ
其
ノ
意
味
ハ
含
マ
レ
テ
居
ル
ト

云
フ
ヤ
ウ
ニ
思
ヒ
マ
ス
ガ
」
と
回
答
を
行
っ
て
い
る
（
（（
（

。

　

佐
々
井
の
意
見
に
つ
い
で
、
宗
教
教
育
を
推
進
す
る
意
見
を
強
硬

に
主
張
し
た
の
は
、
下
村
寿
一
で
あ
る
。
下
村
は
、
従
来
の
学
校
に

お
い
て
宗
教
と
い
う
も
の
を
説
か
な
か
っ
た
た
め
に
、
国
民
は
宗
教

に
対
す
る
正
確
な
観
念
を
持
た
ず
に
社
会
に
出
る
た
め
、「
色
々
ナ

淫
祠
邪
教
ガ
其
ノ
虚
ニ
ツ
ケ
込
ン
デ
巧
ミ
ニ
之
（「
国
民
」
の
こ
と
―

引
用
者
注
）
ヲ
誘
因
ス
ル
」
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
、「
明
ラ
サ

マ
ニ
宗
教
的
情
操
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
謳
ハ
ナ
イ
ニ
シ
テ
モ
サ
ウ
云
フ
意

味
ノ
コ
ト
ヲ
何
カ
附
加
ヘ
テ
戴
キ
タ
イ
」
と
提
案
し
た
の
で
あ
っ
た
（
（（
（

。

こ
う
し
た
提
案
に
つ
い
て
、
林
博
太
郎
整
理
委
員
長
や
伊
東
延
吉
は
、

原
案
に
あ
る
「
皇
国
ノ
道
ニ
修
練
シ
」
の
「
修
練
」
と
い
う
言
葉
に

「
大
キ
イ
廣
イ
意
味
ノ
信
念
ヲ
此
處
ヘ
書
イ
テ
居
ル
」
と
応
対
し
、

宗
教
と
い
う
表
現
を
答
申
に
盛
り
込
む
こ
と
を
避
け
よ
う
と
し
て
い

る
消
極
的
な
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

し
ば
ら
く
の
問
答
が
あ
っ
た
後
、
再
び
宗
教
の
話
題
に
戻
っ
た
が
、

こ
こ
で
林
博
太
郎
は
、
先
の
佐
々
井
の
提
案
（
脚
注
2（
を
参
照
）
を

引
き
合
い
に
出
し
て
、
議
事
を
進
め
よ
う
と
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
田
所
美
治
特
別
委
員
長
が
反
対
意
見
を
出
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
一
九
三
五
年
文
部
次
官
通
牒
に
、
一
宗
一
派
に
偏
し
な
い
こ
と
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や
適
正
な
る
信
念
の
養
成
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
て
お
り
、
ま
た

「
教
育
ハ
教
育
勅
語
ヲ
中
心
ニ
シ
ナ
ケ
レ
バ
ナ
ラ
ヌ
ノ
デ
、
其
ノ
点

ニ
矛
盾
ス
ル
ガ
如
キ
コ
ト
ガ
ア
ツ
テ
ハ
ナ
ラ
ヌ
（
中
略
―
引
用
者
）

私
ハ
特
ニ
茲
ニ
御
加
ヘ
ニ
ナ
ル
必
要
ハ
ナ
イ
」
と
述
べ
、
文
部
次
官

通
牒
に
網
羅
さ
れ
て
い
る
た
め
に
答
申
案
に
明
示
す
る
必
要
は
な
い

と
主
張
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
意
見
を
受
け
、
下
村
は
「
何
處
マ
デ
モ
固
執
ス
ル
ト
云
フ
考

ヲ
持
ツ
テ
居
リ
マ
セ
ヌ
」
と
引
き
下
が
る
こ
と
に
な
っ
た
（
（（
（

。
こ
う
し

た
や
り
取
り
の
中
に
、
宗
教
教
育
を
推
進
す
る
委
員
と
反
対
意
見
の

委
員
（
文
部
次
官
の
見
解
、
及
び
そ
の
考
え
に
拠
っ
て
い
る
委
員
）
と
の

対
立
構
造
が
見
え
て
く
る
。

　

第
二
九
回
整
理
委
員
会
（
一
一
月
一
一
日
）
に
お
い
て
も
、
前
回

に
引
き
続
き
要
綱
案
の
修
正
審
議
が
進
め
ら
れ
た
。
宗
教
に
関
し
て

は
、
議
事
も
終
わ
り
に
近
づ
い
た
頃
、
下
村
が
再
び
「『
各
教
科
ニ

亙
リ
左
ノ
事
項
ニ
関
ス
ル
教
材
ニ
付
十
分
留
意
ス
ル
コ
ト
』」
ト
云

フ
一
番
終
リ
デ
結
構
デ
ス
ガ
、『
宗
教
ニ
対
ス
ル
正
シ
キ
理
解
』、
サ

ウ
云
フ
コ
ト
ヲ
入
レ
テ
戴
キ
タ
イ
（
（（
（

」
と
進
言
す
る
が
、
田
所
美
治
や

三
国
谷
三
四
郎
委
員
か
ら
前
回
と
同
様
に
却
下
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
も
「
何
ト
カ
一
寸
匂
ヒ
ダ
ケ
デ
モ
…
」
と
下
村
は
食
い
下

が
る
が
、
田
所
か
ら
は
「
其
ノ
匂
ヒ
ガ
毒
ニ
ナ
ル
ト
困
ル
ノ
ダ
、
今

ノ
程
度
デ
、
通
牒
ヲ
基
ニ
シ
テ
行
ク
ト
云
フ
位
デ
―
―
厳
然
ト
一
方

ニ
枢
密
院
ノ
決
議
ヲ
経
テ
明
治
三
十
二
年
ニ
、
一
般
教
育
ヲ
シ
テ
宗

教
ノ
外
ニ
獨
立
セ
シ
ム
ル
ハ
学
校
教
育
上
最
モ
必
要
ト
ス
、（
中
略

―
引
用
者
）
ソ
レ
ヲ
段
々
破
ル
ト
云
フ
ノ
ヂ
ャ
ナ
イ
ケ
レ
ド
モ
、
サ

ウ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ハ
謳
ツ
テ
置
カ
ヌ
方
ガ
良
ク
ハ
ナ
イ
カ
」
と
発

言
を
断
じ
ら
れ
る
始
末
で
あ
っ
た
（
（（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
整
理
委
員
会
で
は
、
佐
々
井
や
下
村
に
よ
る
宗
教
に

つ
い
て
の
項
目
を
要
綱
案
に
示
す
と
い
う
提
案
を
中
心
に
議
論
が
な

さ
れ
た
が
、
整
理
委
員
会
の
見
解
と
し
て
は
、
一
九
三
五
年
文
部
次

官
通
牒
を
基
準
と
し
て
、
明
示
し
な
い
と
い
う
考
え
に
落
ち
着
い
た
。

こ
こ
で
の
田
所
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
文
部
省
訓
令
第
一
二
号
に
準

拠
し
よ
う
と
い
う
強
い
姿
勢
、
す
な
わ
ち
一
九
三
五
年
文
部
次
官
通

牒
が
存
在
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
教
育
と
宗
教
を
分
離
し
よ

う
と
す
る
考
え
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
整
理
委
員
会
か
ら
「
師
範
学
校
ニ
関
ス
ル
要
綱
案
」

の
提
出
を
受
け
た
後
に
開
催
さ
れ
た
第
二
一
回
特
別
委
員
会
（
一
一

月
一
八
日
）
に
お
い
て
は
、
安
藤
正
純
の
反
発
に
よ
り
、「
宗
教
原

理
」
の
項
目
を
加
え
る
こ
と
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら

に
、
第
三
〇
回
整
理
委
員
会
（
同
月
二
五
日
）
に
お
い
て
は
、
速
記

中
止
の
た
め
に
審
議
の
詳
細
を
知
る
由
も
な
い
が
、
要
綱
案
の
修
正

が
議
論
さ
れ
、
同
日
午
後
の
第
二
三
回
特
別
委
員
会
に
お
い
て
、
備

考
の
留
意
事
項
に
「
ホ　

宗
教
一
般
」
を
付
け
加
え
る
こ
と
と
い
う

修
正
案
が
林
博
太
郎
か
ら
示
さ
れ
た
。

　

安
藤
は
こ
の
案
に
納
得
し
て
、
表
記
も
「
ホ　

宗
教
」
と
す
る
こ
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と
が
決
定
し
、
第
一
〇
回
総
会
（
一
二
月
八
日
）
で
の
要
綱
案
（「
国

民
学
校
、
師
範
学
校
及
幼
稚
園
ニ
関
ス
ル
件
」）
の
審
議
に
引
き
継
が
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
教
育
審
議
会
第
一
〇
回
総
会
に
お
け
る
「
敬
神
崇

祖
」
概
念
の
解
釈

　

整
理
委
員
会
と
特
別
委
員
会
で
論
議
が
重
ね
ら
れ
た
要
綱
案
が
、

第
一
〇
回
総
会
に
審
議
の
た
め
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
総

会
の
議
事
の
進
行
過
程
に
お
い
て
、
宗
教
と
い
う
表
現
を
め
ぐ
っ
て

ど
の
よ
う
に
審
議
が
な
さ
れ
た
の
か
、
そ
し
て
教
育
審
議
会
と
し
て

の
概
念
の
解
釈
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

第
一
〇
回
総
会
に
お
い
て
は
、
冒
頭
で
要
綱
案
の
全
文
が
中
根
秀

雄
幹
事
よ
り
朗
読
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
文
言
に
つ
い
て
の
審
議
が
開
始

し
た
。
表
一
は
、
各
学
校
の
備
考
欄
に
付
さ
れ
た
、「
各
教
科
ニ
亙

リ
左
ノ
事
項
ニ
関
ス
ル
教
材
ニ
付
十
分
留
意
ス
ル
コ
ト
」
の
一
覧
で

あ
る
。

　

表
一
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
幼
稚
園
、
初
等
国
民
学
校
か
つ
高
等

国
民
学
校
に
お
け
る
教
材
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
は
、
宗
教
の
文
言

は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
要
綱
案
の
段
階
で
は
、
師
範
学
校

の
教
育
内
容
に
宗
教
を
取
り
扱
う
こ
と
が
留
意
さ
れ
て
い
る
だ
け
で

あ
る
。
こ
の
第
一
〇
回
総
会
に
お
い
て
も
宗
教
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

様
々
な
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
三
つ
の
点
を
指
摘
し
て
、

ま
と
め
と
し
て
お
き
た
い
。

　

一
つ
に
は
、
要
綱
案
に
お
け
る
師
範
学
校
の
解
説
の
な
か
で
、
宗

教
に
つ
い
て
積
極
的
な
意
味
合
い
が
あ
る
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
大
国
民
錬
成
ニ
須
要
ナ
ル
識
見
ト
気

宇
ト
ヲ
養
フ
コ
ト
丶
致
シ
、（
中
略
―
引
用
者
）
更
ニ
各
教
科
ノ
教
授
、

就
中
国
民
科
ノ
教
授
ニ
当
リ
マ
シ
テ
ハ
、
特
ニ
宗
教
ニ
対
ス
ル
正
シ

表
一
「
教
育
審
議
会
第
一
〇
回
総
会
、
要
綱
案
に
お
け
る
留
意
事
項
の
表
記
」

学
校
の
種
類

備
考
「
各
教
科
ニ
亙
リ
左
ノ
事
項
ニ
関
ス
ル
教
材
ニ
付
十
分
留
意
ス
ル
コ
ト
」

初
等
国
民
学
校

イ　

東
亜
及
び
世
界　

ロ　

国
防　

ハ　

郷
土

高
等
国
民
学
校

イ　

東
亜
及
び
世
界　

ロ　

国
防　

ハ　

公
民　

ニ　

郷
土

師
範
学
校

イ　

東
亜
及
び
世
界　

ロ　

国
防　

ハ　

職
業
指
導　

ニ　

地
方
研
究　

ホ　

宗
教

幼
稚
園

該
当
す
る
項
目
は
な
し

（『
近
代
日
本
教
育
制
度
史
料
』
第
一
五
巻
二
七
一
―
二
七
九
頁
よ
り
作
成
。）

キ
理
解
ヲ
与
ヘ
、
純
正
ナ
ル
宗
教
的
情
操

ノ
啓
培
ニ
資
セ
シ
メ
ン
コ
ト
ヲ
期
シ
タ
ノ

デ
ア
リ
マ
ス
（
（（
（

」
と
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

　

師
範
学
校
と
国
民
学
校
の
改
革
は
一
体

の
も
の
で
あ
り
、
訓
導
は
児
童
（
国
民
）

を
指
導
す
る
職
務
に
あ
た
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
言
及
さ
れ
た
師
範
学
校
に
お
い
て
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学
ぶ
学
生
が
宗
教
に
つ
い
て
正
し
く
理
解
し
、
彼
ら
の
宗
教
的
情
操

を
啓
培
す
る
と
い
う
見
解
を
敷
衍
す
る
な
ら
ば
、
次
の
こ
と
が
言
え

よ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
し
た
資
質
を
身
に
つ
け
た
師
範
学
校
の
学

生
が
卒
業
し
て
、
訓
導
と
し
て
学
校
現
場
で
児
童
生
徒
と
接
し
た
際

に
、
そ
れ
ら
児
童
生
徒
の
宗
教
的
情
操
を
涵
養
で
き
る
十
分
な
資
質

を
有
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
改
革
案
で
意
図
さ
れ

た
と
思
わ
れ
る
。

　

二
つ
に
は
、
整
理
委
員
会
に
お
い
て
宗
教
を
謳
う
こ
と
を
反
対
す

る
立
場
に
あ
っ
た
田
所
美
治
特
別
委
員
長
の
態
度
に
、
軟
化
す
る
変

化
が
見
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
椎
尾
辨
匡
委
員
の
疑
問
に
対

す
る
回
答
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
敬
神
崇
祖
ノ
思
想
ハ
宗
教
ニ
ア
ラ
ズ
ト
斯
ウ
考
ヘ
テ
行

ク
カ
ト
云
フ
意
味
ノ
御
尋
デ
ゴ
ザ
イ
マ
シ
タ
ガ
、
其
ノ
通
リ
デ
ゴ
ザ

イ
マ
ス
、（
中
略
―
引
用
者
）
敬
神
崇
祖
ハ
我
ガ
国
ノ
家
族
制
度
ニ
基

ヅ
キ
マ
ス
モ
ノ
デ
、
報
本
反
始
ト
申
シ
マ
ス
カ
、
我
ガ
国
体
、
国
民

ノ
良
習
美
俗
ト
シ
テ
何
千
年
来
確
立
シ
テ
居
ル
祖
先
崇
敬
ノ
精
神
カ

ラ
出
テ
居
ル
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
カ
ラ
、
敬
神
崇
祖
ハ
即
チ
宗
教
外
ニ

確
立
シ
テ
居
ル
モ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
（
（（
（

」
と
、
意
見
を
述
べ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の
田
所
の
態
度
は
、
整
理
委
員
会
に
お
け
る
下
村
寿
一
に

対
す
る
も
の
と
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。

　

田
所
と
し
て
は
、
教
育
勅
語
に
抵
触
し
な
い
た
め
の
配
慮
で
あ
り
、

一
九
三
五
年
文
部
次
官
通
牒
を
前
提
と
し
た
見
解
で
あ
ろ
う
が
、
こ

こ
に
敬
神
崇
祖
は
宗
教
の
概
念
に
含
ま
れ
る
も
の
で
は
な
く
、「
報

本
反
始
」（「
祖
先
の
恩
に
む
く
い
る
こ
と
」『
広
辞
苑
』
―
筆
者
注
）
と
い

う
、
い
わ
ゆ
る
「
孝
」
と
い
う
徳
目
に
属
す
る
と
い
う
田
所
美
治
の

認
識
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
数
人
の
委
員
か

ら
宗
教
に
つ
い
て
の
意
見
も
出
さ
れ
る
が
、
整
理
委
員
会
の
よ
う
な

混
乱
も
な
く
、
国
民
学
校
及
び
師
範
学
校
の
要
綱
案
は
答
申
と
し
て

可
決
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

敬
神
崇
祖
と
い
う
概
念
は
、
も
と
も
と
神
道
の
基
本
理
念
の
一
つ

で
あ
り
、
特
定
の
宗
派
に
偏
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
教

育
審
議
会
第
一
〇
回
総
会
の
可
決
を
も
っ
て
「
宗
教
外
ニ
確
立
シ
テ

居
ル
モ
ノ
」
と
審
議
会
委
員
に
理
解
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

　

三
つ
に
は
、
こ
の
総
会
以
降
に
検
討
さ
れ
た
各
種
の
改
革
案
の
な

か
に
、
敬
神
崇
祖
の
文
言
が
盛
り
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を

指
摘
し
て
お
こ
う
。
す
で
に
高
橋
陽
一
が
紹
介
し
て
い
る
よ
う
に
、

表
一
で
示
し
た
教
材
の
留
意
事
項
に
つ
い
て
、
中
学
校
・
実
業
学

校
・
女
子
中
学
校
・
高
等
学
校
文
科
・
高
等
学
校
理
科
の
い
ず
れ
に

お
い
て
も
「
イ　

敬
神
崇
祖
」
が
記
述
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
（（
（

。
師

範
学
校
の
改
革
案
で
は
「
ホ　

宗
教
」
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
筆
頭

の
「
イ　

敬
神
崇
祖
」
の
表
記
へ
の
変
化
は
、
そ
れ
だ
け
重
要
度
が

高
ま
っ
た
と
こ
と
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
変
化
の

背
景
に
は
、
第
一
〇
回
総
会
の
確
認
事
項
と
可
決
が
反
映
し
た
も
の

と
推
察
さ
れ
る
。
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本
節
に
お
い
て
、
教
育
審
議
会
に
お
け
る
宗
教
を
め
ぐ
る
議
事
の

経
過
と
解
釈
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
審
議
は
紆
余
曲
折
し
た
が
、

最
終
的
に
は
敬
神
崇
祖
と
い
う
表
現
に
変
化
し
、
国
民
の
良
習
美
俗

ま
た
道
徳
に
関
す
る
意
味
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
た
。
国
民
学
校
の

教
科
書
に
敬
神
崇
祖
と
い
う
教
育
目
標
に
基
づ
く
教
材
が
新
し
く
登

場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
の
研
究
課
題
と
し
て
、
国
民
学
校
に
お
け
る
宗
教
的
情
操
教

育
、
と
り
わ
け
敬
神
崇
祖
（
神
道
）
に
関
す
る
教
材
の
特
質
と
そ
の

編
纂
趣
旨
を
検
討
し
て
き
た
。
さ
ら
に
は
、
国
民
学
校
へ
の
制
度
改

革
を
決
定
づ
け
た
教
育
審
議
会
の
議
事
録
に
お
け
る
敬
神
崇
祖
の
概

念
規
定
を
探
究
し
て
き
た
。
審
議
の
過
程
に
お
い
て
は
、
宗
教
を
め

ぐ
っ
て
そ
れ
を
警
戒
す
る
委
員
と
学
校
教
育
に
お
い
て
必
要
と
考
え

る
委
員
と
の
あ
い
だ
で
激
し
く
意
見
が
交
わ
さ
れ
た
。
最
終
的
に
は
、

宗
教
と
い
う
表
現
か
ら
敬
神
崇
祖
と
い
う
表
現
に
変
化
し
、
わ
が
国

に
お
け
る
報
本
反
始
の
考
え
、
ま
た
国
民
の
良
習
美
俗
で
あ
る
と
説

明
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

本
稿
に
お
い
て
、
実
際
に
国
民
学
校
低
学
年
の
国
語
教
材
を
読
ん

だ
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
敬
神
崇
祖
の
神
道
学
的
意
義
が
反
映
し

た
内
容
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
は
神

社
の
神
々
や
祖
先
を
崇
敬
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
子
孫
を
愛
護
す
る

観
念
が
含
ま
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
は
、
遠
い
祖
先
か
ら
遠
い
子
孫
へ

と
つ
な
が
る
連
続
的
な
生
命
観
が
根
底
に
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
観
念

を
児
童
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
平
易
な
文
章
か
つ
日
常
の
生
活
に

あ
る
場
面
を
切
り
取
っ
た
題
材
が
選
択
さ
れ
て
教
材
化
さ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
教
材
に
お
い
て
は
、
人
や
無
生
物
と
い
っ
た
も
の

が
歴
史
的
存
在
と
し
て
描
か
れ
、
そ
れ
を
学
ぶ
児
童
に
「
歴
史
的
感

情
」
を
培
う
こ
と
も
ね
ら
い
と
さ
れ
て
い
た
。
本
稿
で
紹
介
し
た
教

材
群
の
表
現
に
つ
い
て
も
、
何
ら
特
定
宗
派
に
関
す
る
よ
う
な
偏
り

の
あ
る
内
容
で
は
な
か
っ
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
審
議
会
の
論
議
と
文
部

省
図
書
局
の
配
慮
の
末
、
国
民
学
校
の
教
育
内
容
に
、「
オ
ミ
ヤ
ノ

石
ダ
ン
」「
オ
ハ
カ
ノ
サ
ウ
ヂ
」「
ユ
メ
」「
机
と
こ
し
か
け
」
と

い
っ
た
敬
神
崇
祖
教
材
が
結
実
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
九
三
五
年
文
部
次
官
通
牒
以
降
、
初
等
教
育
に
仏
教
に
関
す
る

教
材
や
孔
子
・
孟
子
を
扱
っ
た
教
材
が
登
場
し
て
き
た
が
、
国
民
学

校
の
発
足
に
当
た
っ
て
新
し
く
神
道
に
ま
つ
わ
る
教
材
も
盛
り
込
ま

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
の
傾
向
に
つ
い
て
、
筆
者
は
国
民
学

校
に
お
け
る
宗
教
的
情
操
教
育
の
成
果
で
あ
り
、
明
治
末
期
か
ら
続

い
て
き
た
わ
が
国
の
宗
教
教
育
改
革
の
一
つ
の
到
達
点
で
あ
っ
た
と

考
え
る
。

　

さ
て
、
本
稿
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
一
九
三
五
年
以
降
、
学
校
教

育
に
お
い
て
宗
教
的
情
操
教
育
が
実
施
さ
れ
る
素
地
が
整
備
さ
れ
て
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き
た
こ
と
の
意
義
を
考
察
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
に
筆
者
は
、

わ
が
国
の
宗
教
教
育
・
宗
教
的
情
操
教
育
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
て

き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
国
民
学
校
の
教
育
目
的
、
と
り
わ
け
そ
こ
で

育
ま
れ
る
人
間
像
を
読
み
解
く
契
機
に
な
る
と
推
測
し
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
学
校
教
育
に
お
い
て
は
教
育
目
的
を
具
体
化
す
る
た
め
に

教
科
及
び
そ
の
内
容
が
編
成
さ
れ
る
。
そ
こ
に
宗
教
的
要
素
が
含
ま

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
情
操
面
に
お
い
て
豊
か
な
心

情
を
も
つ
児
童
を
教
育
す
る
こ
と
が
ね
ら
い
と
さ
れ
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　

当
時
に
お
い
て
「
皇
国
民
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、

と
も
す
れ
ば
国
民
学
校
は
軍
国
主
義
な
人
間
を
育
て
る
こ
と
が
目
的

で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
確
か
に
、
戦
時
下
に
お
い
て

は
軍
事
教
練
が
実
施
さ
れ
、
超
国
家
的
な
教
育
内
容
が
教
科
書
に
登

場
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
は
社
会
全
体
が
非
常
事
態
の
な
か
で
展
開

し
た
教
育
実
態
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
も
言
及
し
た
が
、

軍
人
に
よ
る
学
校
教
育
へ
の
過
剰
な
干
渉
や
文
部
大
臣
に
よ
る
教
科

書
の
無
断
修
正
な
ど
は
、
そ
の
最
た
る
例
で
あ
ろ
う
。

　

今
後
に
冷
静
な
議
論
が
で
き
る
た
め
に
も
、
当
時
に
お
け
る
学
制

改
革
の
事
実
関
係
、
従
前
の
尋
常
小
学
校
と
国
民
学
校
と
の
教
育
目

的
の
違
い
や
教
科
課
程
の
構
造
の
変
化
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か

ら
一
九
三
〇
～
一
九
四
〇
年
代
に
お
け
る
教
育
学
の
研
究
課
題
に
向

き
合
い
た
い
と
考
え
る
。

注（1
）　

久
保
義
三
・
米
田
俊
彦
・
駒
込
武
・
児
美
川
孝
一
郎
『
現
代
教
育

史
事
典
』
東
京
書
籍
株
式
会
社
二
〇
〇
一
年
、
四
一
二
頁
。「
宗

教
的
情
操
の
涵
養
に
関
す
る
通
牒
に
つ
い
て
」
の
項
目
（
高
橋
陽

一
執
筆
）
を
参
照
。

（
2
）　

日
本
近
代
史
教
育
史
事
典
編
集
委
員
会
『
日
本
近
代
教
育
史
事
典
』

平
凡
社
一
九
七
一
年
、
四
三
七
頁
。「
宗
教
情
操
涵
養
の
通
達
」

の
項
目
（
幸
田
三
郎
執
筆
）。

（
（
）　

同
上
書
、
四
三
六
頁
。

（
4
）　

先
行
研
究
に
つ
い
て
は
、
井
上
兼
一
「
一
九
三
〇
年
代
に
お
け
る

宗
教
教
育
政
策
の
転
換
と
そ
の
影
響
」『
龍
谷
大
学
大
学
院
文
学

研
究
科
紀
要
』
第
二
七
集
二
〇
〇
五
年
を
参
照
。

（
（
）　

高
橋
陽
一
「
宗
教
的
情
操
の
涵
養
に
関
す
る
文
部
次
官
通
牒
を
め

ぐ
っ
て
―
吉
田
熊
次
の
批
判
と
関
与
を
軸
と
し
て
」『
武
蔵
野
美

術
大
学
研
究
紀
要
』
第
二
九
号
一
九
九
八
年
、
二
七
頁
。

（
（
）　

井
上
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
五
年
文
部
次
官
通
牒
以
降
、
国
語
の
教

科
書
に
宗
教
的
要
素
を
含
ん
だ
教
材
が
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
こ

と
や
、
そ
の
記
述
も
通
牒
以
前
と
以
後
で
は
変
化
が
あ
る
こ
と
が

検
証
さ
れ
て
い
る
。
井
上
兼
一
、
前
掲
論
文
を
参
照
。

（
7
）　

唐
澤
は
、
戦
前
期
か
ら
戦
後
の
教
科
書
に
つ
い
て
、
国
語
に
見
ら

れ
る
「
仏
教
的
教
材
」
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
が
、
国
民
学

校
期
の
教
材
に
つ
い
て
は
、
項
目
を
あ
げ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
そ
の
内
容
も
教
材
の
通
史
的
な
紹
介
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

唐
澤
富
太
郎
「
近
代
教
科
書
に
あ
ら
わ
れ
た
仏
教
的
教
材
」『
講

座
近
代
仏
教
』
第
四
巻
（
文
化
編
）
法
蔵
館
一
九
六
二
年
。

（
（
）　

井
上
は
、
唐
澤
と
同
じ
く
国
語
の
「
仏
教
的
教
材
」
に
焦
点
を
当
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て
、
一
九
三
五
年
文
部
次
官
通
牒
が
出
さ
れ
た
前
後
に
お
け
る
教

育
内
容
の
叙
述
の
変
化
と
編
纂
趣
旨
の
検
討
か
ら
、
そ
の
影
響
に

つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
井
上
兼
一
、
前
掲
論
文
。

（
（
）　

唐
澤
富
太
郎
、
前
掲
論
文
、
一
六
九
―
一
七
七
頁
を
参
照
。

（
10
）　

儒
教
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
は
礼
教
性
の
強
い
倫
理
道
徳
と
理
解

さ
れ
、
家
族
制
度
を
支
え
る
封
建
的
思
想
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
持

た
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
加
地
伸
行
に
よ
れ
ば
、
そ
の
根
幹
は
死

と
結
び
つ
い
た
宗
教
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
儒
教
の
宗
教
的
側
面

の
理
解
に
つ
い
て
は
、
加
地
の
著
作
を
参
考
に
し
て
い
る
。
加
地

伸
行
『
儒
教
と
は
何
か
』
中
央
公
論
社
一
九
九
〇
年
、
同
『
沈
黙

の
宗
教
―
儒
教
』
一
九
九
四
年
、
同
『
家
族
の
思
想
―
儒
教
的
死

生
観
の
果
実
―
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
一
九
九
八
年
。

（
11
）　

國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
『
神
道
要
語
集･

宗
教
篇
一
』

神
道
文
化
会
一
九
七
七
年
、
九
一
頁
。「
祖
先
崇
拝
」
の
項
目
（
河

野
省
三
執
筆
）
を
参
照
。

（
12
）　

同
上
書
、
九
一
頁
。

（
1（
）　

同
上
書
、
九
一
頁
。

（
14
）　

國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
『〔
縮
刷
版
〕
神
道
辞
典
』
弘

文
堂
一
九
九
九
年
、
三
八
四
頁
。

（
1（
）　

同
上
書
、
三
八
四
頁
。

（
1（
）　

國
學
院
大
學
日
本
文
化
研
究
所
編
、
前
掲
書
（
脚
注
11
）、
九
六
頁
。

（
17
）　

同
上
書
、
九
六
頁
。

（
1（
）　

同
上
書
、
九
六
頁
を
参
照
。

（
1（
）　

同
上
書
、
九
六
頁
。

（
20
）　

井
上
赳
著
、
古
田
東
朔
偏
『
国
定
教
科
書
編
纂
二
十
五
年
』
武
蔵

野
書
院
一
九
八
四
年
、
七
九
頁
。

（
21
）　

国
民
学
校
の
教
科
書
に
つ
い
て
、
文
部
省
図
書
局
の
原
案
作
成
と

検
討
後
の
修
正
、
及
び
教
科
書
調
査
会
の
議
論
を
経
て
編
纂
が
行

わ
れ
て
い
る
。
詳
細
に
つ
い
て
は
、
同
上
書
を
参
照
。

（
22
）　

教
材
の
出
典
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
海
後
宗
臣
・
仲
新
編
『
日

本
教
科
書
大
系･

近
代
編･

第
八
巻
国
語
（
五
）』
講
談
社
一
九
六
四

年
で
あ
る
。

（
2（
）　

文
部
省
『
ヨ
ミ
カ
タ･

一
／
教
師
用
』
東
京
書
籍
株
式
会
社
（
以
下
、

東
京
書
籍
と
略
称
）
一
九
四
一
年
、
一
五
九
―
一
六
〇
頁
。

（
24
）　

同
上
書
、
一
六
五
―
一
六
六
頁
。

（
2（
）　

文
部
省
『
ヨ
ミ
カ
タ･

二
／
教
師
用
』
大
阪
書
籍
株
式
会
社
（
以
下
、

大
阪
書
籍
と
略
称
。）
一
九
四
一
年
、
一
二
一
―
一
二
二
頁
。

（
2（
）　

文
部
省
『
ヨ
ミ
カ
タ･

二
／
教
師
用
』
大
阪
書
籍
一
九
四
一
年
、

一
二
七
頁
。

（
27
）　

日
本
放
送
協
会
編
『
文
部
省
国
民
学
校
教
科
書
編
纂
趣
旨
解
説
』

日
本
放
送
出
版
協
会
一
九
四
一
年
、
二
七
頁
。

（
2（
）　

同
上
書
、
二
七
頁
。

（
2（
）　

こ
の
時
点
で
佐
々
井
は
、「
宗
教
」
に
関
す
る
項
目
を
、
国
民
科

も
し
く
は
「
各
教
科
ニ
亙
リ
左
ノ
事
項
ニ
関
ス
ル
教
材
ニ
付
十
分

留
意
ス
ル
コ
ト
」
の
「
イ
東
亜
及
び
世
界　

ロ
国
防　

ハ
職
業
指

導　

ニ
地
方
研
究
」
に
入
れ
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。『
教
育

審
議
会
諮
問
第
一
号
特
別
委
員
会
整
理
委
員
会
会
議
録
第
四
輯
』

宣
文
堂
一
九
七
〇
年
、
四
〇
八
頁
。

（
（0
）　

同
上
書
、
四
〇
九
頁
。

（
（1
）　

同
上
書
、
四
一
一
―
四
一
二
頁
。

（
（2
）　

こ
れ
ら
の
議
事
の
詳
細
な
経
過
に
つ
い
て
は
、
同
上
書
を
参
照
。

（
（（
）　

同
上
書
、
四
六
六
頁
。

（
（4
）　

同
上
書
、
四
六
七
―
四
六
八
頁
。

（
（（
）　
『
近
代
日
本
教
育
制
度
史
料
』
第
一
五
巻
二
九
三
頁
。
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（
（（
）　

同
上
書
、
三
一
八
―
三
一
九
頁
。

（
（7
）　

高
橋
陽
一
、
前
掲
論
文
（
脚
注
（
）、
三
三
頁
。

付
記　

本
稿
は
、
平
成
二
〇
年
一
一
月
に
日
本
仏
教
教
育
学
会
第
一
七
回
学

術
大
会
（
華
頂
短
期
大
学
）
に
お
い
て
行
っ
た
研
究
発
表
の
内
容
を
、
大

幅
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
至
学
館
大
学
助
教
）


