
田
村
直
臣
の
「
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
」

帆　
苅
　
　
　
　
猛

一
　
序
論

　田
村
直
臣
は
米
国
長
老
派
の
宣
教
師
カ
ラ
ゾ
ル
ス
の
建
て
た
築
地
大
学
校
で
学
び
、
第
一
長
老
教
会
の
設
立
に
関
係
し
た
、
い
わ
ゆ
る

築地
バ
ン
ド
に
属
す
る
代
表
的
な
キ
リ
ス
ト
教
指
導
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
築
地
バ
ン
ド
に
属
す
る
人
た
ち
は
、
横
浜
バ
ン
ド
に
属
す
る

植村
正
久
や
井
深
梶
之
助
、
札
幌
バ
ン
ド
の
内
村
鑑
三
や
新
渡
戸
稲
造
、
熊
本
バ
ン
ド
の
小
崎
弘
道
や
海
老
名
弾
正
な
ど
と
比
べ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
き

あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
田
村
に
つ
い
て
も
、
彼
の
英
文
の
著
作
『
日
本
の
花
嫁
』
が
日
本
の
恥
部
を
故
意
に
暴
露
し
た
も
の

だ
と
し
て
非
難
を
浴
び
、
最
終
的
に
日
本
基
督
教
会
の
教
職
を
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
出
来
事
、
い
わ
ゆ
る
「
日
本
の
花
嫁
事
件
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
ロ

に
つ
い
て
は
か
な
り
詳
し
く
論
及
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
彼
の
足
尾
銅
山
の
鉱
毒
事
件
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
報
告
さ
れ

　
　
ハ
ユ

て

いる
。
し
か
し
、
彼
が
若
い
時
分
か
ら
晩
年
に
至
る
ま
で
力
を
注
い
だ
児
童
と
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
は
あ
ま
り
ま
と
め
て
語
ら
れ
て

は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
田村
は
ま
ず
、
日
曜
学
校
に
早
い
時
期
か
ら
関
わ
っ
て
お
り
、
日
曜
学
校
協
会
の
設
立
に
も
大
き
な
寄
与
を
な
し
て
い
る
。
ま
た
同
時

田

村
直臣
の
「
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
」
（
帆
苅
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



二
六

に
、
子
供
向
け
の
読
み
物
を
非
常
に
早
い
時
期
に
口
語
体
で
発
表
し
て
児
童
文
学
の
パ
イ
オ
ニ
ア
的
な
働
き
を
な
し
、
さ
ら
に
は
、
「
児
童

中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
」
を
主
唱
し
て
子
供
を
教
会
の
中
心
に
位
置
付
け
て
い
く
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
明
治
四
十
四
年
と
い
う
か
な
り

早
い
時
期
に
『
子
供
の
権
利
』
と
い
う
著
作
を
日
本
で
初
め
て
著
し
て
子
供
の
人
権
を
位
置
付
け
よ
う
と
し
た
。
ま
た
彼
の
場
合
、
そ
う

し
た
児
童
と
の
取
り
組
み
を
、
単
に
聖
書
・
キ
リ
ス
ト
教
の
立
場
か
ら
論
証
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
当
時
盛
ん
に
な
り
つ
つ
あ
っ

た
心
理
学
の
知
見
を
交
え
て
論
証
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
児
童
の
心
理
に
つ
い
て
の
著
作
も
出
版
し
て
い
る
。
田
村
は
一
八
八
二
（
明
治

十
五
）
年
に
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
フ
ル
ベ
ッ
キ
の
母
校
で
あ
る
オ
ー
バ
ー
ン
神
学
校
に
入
学
す
る
。
そ
の
後
さ
ら
に
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
神

学校
に
入
学
し
、
併
せ
て
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
に
も
籍
を
お
き
、
心
理
学
の
講
義
を
聴
き
、
大
学
か
ら
M
A
の
学
位
を
授
け
ら
れ
る
。
彼

自
身
は
、
ア
メ
リ
カ
に
渡
る
前
か
ら
心
理
学
の
著
作
を
読
み
、
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
が
、
こ
の
心
理
学
に
対
す
る
関
心
は
終
生
変

わ
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
点
に
彼
の
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
本
論
では
、
そ
の
よ
う
な
田
村
直
臣
の
児
童
と
の
関
わ
り
を
概
観
し
つ
つ
、
と
く
に
、
彼
の
『
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
』
を
中
心
に
、

そ
の
成
立
の
背
景
、
お
よ
び
、
そ
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
を
見
て
い
き
た
い
。

二
　
田

村
直臣
の
児
童
と
の
か
か
わ
り

　田
村
は
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
児
童
に
対
す
る
教
会
の
活
動
、
す
な
わ
ち
日
曜
学
校
（
安
息
日
学
校
）
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
彼
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ

る
と
、
明
治
十
一
、
二
年
ご
ろ
京
橋
新
肴
町
の
教
会
で
日
曜
学
校
の
先
生
を
し
て
い
た
、
と
い
う
。
彼
は
熱
心
に
日
曜
学
校
に
か
か
わ
り
、

人
々

から
は
「
子
供
狂
」
と
ま
で
言
わ
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
日
曜
学
校
に
か
か
わ
っ
た
の
は
、
「
生
来
子
供
が
好
き
で
、
日
曜
学



校を
教
ふ
る
は
、
一
ツ
の
楽
し
み
で
あ
っ
た
」
か
ら
で
あ
り
、
「
日
本
の
教
師
中
、
私
の
如
く
、
初
め
か
ら
、
子
供
に
熱
心
で
あ
っ
た
者
は
、

稀
で
あ
っ
た
ら
ふ
と
思
ふ
。
私
は
日
曜
日
に
子
供
を
教
ふ
る
か
、
又
は
子
供
に
話
を
す
る
か
し
て
子
供
の
顔
を
見
な
い
日
曜
日
は
一
日
も

な

か
っ
た
」
と
い
う
（
『
信
仰
五
十
年
史
』
警
醒
社
書
店
、
一
九
二
四
年
、
九
十
三
頁
）
。
比
屋
根
安
定
も
「
田
村
が
、
早
く
に
日
曜
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゑ

に

着目
し
た
の
は
、
た
し
か
に
卓
見
で
あ
る
」
と
田
村
の
日
曜
学
校
に
対
す
る
先
見
性
を
評
価
し
て
い
る
。

　
田村
は
一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
十
月
十
八
日
に
カ
ラ
ゾ
ル
ス
か
ら
バ
プ
テ
ス
マ
を
受
け
、
同
日
に
、
築
地
に
第
一
長
老
教
会
が
設
立

さ
れ
た
。
し
か
し
、
カ
ラ
ゾ
ル
ス
が
ミ
ッ
シ
ョ
ン
と
対
立
し
て
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
離
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
第
一
長
老
教
会
は
二
派
に
分
裂
す

る
。
カ
ラ
ゾ
ル
ス
を
慕
う
田
村
ら
十
八
名
は
、
一
八
七
六
年
四
月
銀
座
三
丁
目
幸
福
安
全
社
の
二
階
を
仮
会
堂
と
し
て
独
立
教
会
を
設
立

し
、
銀
座
教
会
と
称
す
る
。
そ
の
後
、
二
、
三
カ
月
し
て
原
胤
昭
の
経
営
す
る
原
女
学
校
の
講
堂
を
借
り
受
け
て
こ
こ
で
三
年
間
伝
道
活

動を
続
け
た
。
そ
の
間
、
一
八
七
七
年
、
東
京
一
致
神
学
校
が
設
立
さ
れ
、
田
村
は
そ
こ
に
入
学
し
、
一
八
七
九
年
十
二
月
二
十
四
日
に

按
手
礼を
受
け
て
銀
座
教
会
の
牧
師
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
原
女
学
校
が
廃
校
と
な
り
、
さ
ら
に
、
原
胤
昭
の
手
を
離
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
、
銀
座
教
会
は
そ
こ
を
追
わ
れ
る
。
し
か
し
、
さ
い
わ
い
に
も
津
田
仙
の
好
意
に
よ
り
、
彼
が
経
営
し
て
い
た
、
京
橋
新
肴
町
の
農
学

校
の

分校
を
譲
り
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
新
会
堂
を
建
設
し
、
京
橋
教
会
と
改
称
す
る
。
時
に
一
八
八
〇
（
明
治
十
三
）
年
の
春

であ
つ
た
。

　
上記
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
田
村
が
京
橋
新
肴
町
の
教
会
で
日
曜
学
校
に
夢
中
に
な
っ
て
関
わ
っ
た
の
は
、
明
治
十
三
年
以
降
の
こ

と
に
な
る
が
、
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
、
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
の
最
初
の
日
曜
学
校
合
同
大
会
に
参
加
し
、
そ
こ
で
講
演
し
て

い
る
の
を
見
る
と
、
こ
れ
以
前
か
ら
日
曜
学
校
に
関
わ
っ
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
上
で述
べ
た
よ
う
に
、
一
八
七
八
（
明
治
十
一
）
年
五
月
十
五
日
に
東
京
築
地
新
栄
教
会
会
堂
で
最
初
の
日
曜
学
校
合
同
大
会
が
開
催

田

村
直臣
の
「
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
」
（
帆
苅
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



二
八

さ
れ
た
。
そ
こ
で
彼
は
講
師
と
し
て
「
安
息
日
学
校
を
盛
大
に
す
べ
き
方
案
」
に
つ
い
て
講
演
を
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
と
き
集
ま
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ゑ

た

のは
大
半
演
ミ
ッ
シ
ョ
ン
・
ス
ク
ー
ル
の
女
学
生
だ
っ
た
よ
う
で
あ
り
、
日
曜
だ
け
の
生
徒
は
二
百
名
ほ
ど
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　こ
の
ほ
か
、
彼
は
「
日
曜
学
校
協
会
」
の
設
立
に
も
大
き
な
寄
与
を
な
し
て
い
る
。
ま
ず
、
明
治
三
十
年
代
に
各
地
方
に
日
曜
学
校
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヱ

組織
が
で
き
る
。
東
京
の
京
橋
部
会
で
は
田
村
が
会
長
と
な
る
。
さ
ら
に
、
全
国
組
織
の
結
成
の
機
運
が
高
ま
り
、
一
九
〇
六
（
明
治
三

十九
）
年
に
準
備
の
委
員
会
が
組
織
さ
れ
、
田
村
は
そ
の
準
備
委
員
と
な
る
。
田
村
の
自
伝
に
よ
る
と
、
一
九
〇
六
年
鎌
倉
で
日
曜
学
校

の

夏
期
講習
会
が
開
か
れ
た
折
、
有
志
の
者
た
ち
が
日
曜
学
校
協
会
を
組
織
し
、
田
村
が
会
長
に
選
ば
れ
た
、
と
い
う
。
た
だ
、
こ
れ
は

ほ
と
ん
ど
活
動
せ
ず
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
（
『
信
仰
五
十
年
史
』
二
九
一
、
二
九
二
頁
）
。
た
だ
し
、
『
日
本
日
曜
学
校

史
』
で
は
こ
の
件
に
つ
い
て
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
ア
メ
リ
カ
の
宣
教
師
の
協
力
も
あ
っ
て
、
翌
一
九
〇
七
年
に
日
本
日
曜
学
校
協
会

が
設
立さ
れ
る
。
田
村
は
日
曜
学
校
協
会
の
設
立
に
際
し
て
は
、
日
本
人
本
位
と
す
べ
き
で
あ
り
、
専
任
の
幹
事
は
日
本
人
で
あ
る
べ
き

だ
、
と
主
張
す
る
。
こ
の
意
見
が
受
け
入
れ
ら
れ
、
会
長
は
小
崎
弘
道
、
専
任
主
事
に
は
新
井
正
平
が
選
任
さ
れ
、
田
村
は
文
学
委
員
長

と
な
る
。
田
村
は
一
、
二
年
後
に
教
育
委
員
長
も
兼
ね
る
こ
と
に
な
る
。

　田
村
の
日
曜
学
校
協
会
に
お
け
る
大
き
な
業
績
は
、
十
三
力
年
継
続
の
段
階
別
の
教
会
学
校
教
案
を
ほ
と
ん
ど
独
力
で
作
成
し
た
こ
と

であ
る
（
た
だ
し
、
『
日
本
日
曜
学
校
史
』
で
は
幼
稚
科
二
年
、
初
学
三
年
、
中
学
科
三
年
、
高
等
科
三
年
の
十
一
年
制
別
の
教
科
書
と
し

て

いる
）
。
た
だ
、
田
村
が
宣
教
師
た
ち
を
排
し
て
ほ
と
ん
ど
独
力
で
作
り
上
げ
た
こ
と
に
対
し
て
メ
ソ
ジ
ス
ト
の
宣
教
師
ス
ペ
ン
サ
ー
ら

が
激し
く
反
対
を
す
る
。
そ
の
後
、
日
曜
学
校
協
会
で
外
国
人
の
幹
事
を
置
く
案
が
出
さ
れ
、
田
村
は
こ
れ
に
反
対
す
る
が
受
け
入
れ
ら

れず
、
彼
は
日
曜
学
校
協
会
を
去
る
こ
と
に
な
る
。
田
村
が
去
っ
た
後
、
田
村
の
教
案
は
廃
止
さ
れ
、
新
し
い
教
案
が
作
成
さ
れ
る
。

　
上
記
のよ
う
な
対
立
が
背
景
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
一
九
二
〇
（
大
正
九
）
年
に
世
界
日
曜
学
校
大
会
が
東
京
で
開
か
れ
た
と
き
、



田
村
に
は
招
待
状
が
こ
な
か
っ
た
。
比
屋
根
は
、
田
村
が
会
場
の
玄
関
前
で
右
往
左
往
し
な
が
ら
、
だ
れ
で
も
構
わ
ず
つ
か
ま
え
て
、
五

月
人
形
の
鍾
撹
が
火
事
見
舞
い
に
来
た
よ
う
な
真
赤
な
す
ご
い
顔
を
し
て
「
お
れ
の
所
へ
招
待
状
が
来
な
か
っ
た
」
と
わ
め
い
て
い
た
と

　
　
　
　
ハ
さ

伝
え
て
い
る
。
比
屋
根
も
「
こ
れ
は
何
ら
か
の
手
違
い
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
田
村
を
無
視
す
る
と
は
失
礼
千
万
」
で
あ
る
と
付
け
加

え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
は
、
田
村
の
他
人
と
協
調
し
が
た
い
性
格
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　ま
た
彼
は
日
曜
学
校
協
会
が
設
立
さ
れ
た
一
九
〇
七
（
明
治
四
十
）
年
に
、
『
二
十
世
紀
の
日
曜
学
校
』
と
い
う
著
作
を
著
し
て
い
る
。

こ
こ
に
も
、
彼
の
日
曜
学
校
に
対
す
る
な
み
な
み
な
ら
ぬ
意
気
込
み
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
ず
書
名
に
「
二
十
世
紀
の
…
…
」
と
付
し
て
い

る
こ
と
に
彼
の
時
代
意
識
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
序
文
の
中
で
、
こ
こ
二
十
五
年
児
童
学
、
教
育
学
が
大
き
く
発
達
し
て
き

た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
日
曜
学
校
教
育
も
そ
れ
ら
の
学
理
的
な
原
理
に
則
る
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
。
彼
は
こ
れ
ら
の
知
見
を

欧
米
の新
し
い
研
究
書
を
通
し
て
得
て
い
る
。
し
か
し
他
方
、
彼
に
と
っ
て
も
教
育
の
中
心
は
あ
く
ま
で
も
キ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
キ
リ
ス

ト
が
真
の
教
師
で
あ
る
。
田
村
に
と
っ
て
は
学
理
的
と
い
う
こ
と
と
キ
リ
ス
ト
中
心
と
い
う
こ
と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。
キ
リ
ス

ト
こ
そ
が
児
童
の
真
の
理
解
者
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
の
教
授
法
こ
そ
が
心
理
学
を
わ
き
ま
え
た
学
理
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　こ
の
『
二
十
世
紀
の
日
曜
学
校
』
は
主
と
し
て
日
曜
学
校
の
教
師
に
向
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
第
一
編
で
は
総
論
と
し

て日
曜
学
校
の
使
命
や
歴
史
な
ど
を
述
べ
、
さ
ら
に
第
二
編
で
は
日
曜
学
校
の
管
理
、
第
三
編
で
は
日
曜
学
校
の
教
授
法
な
ど
、
具
体
的

な
事
を
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
は
、
付
録
と
し
て
欧
米
の
参
考
書
を
多
数
掲
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
短
い
論
評
を
加
え
て
い
る
。

こ
の
付
録
の
文
献
表
は
、
彼
が
日
曜
学
校
や
児
童
の
教
育
に
つ
い
て
欧
米
の
文
献
に
幅
広
く
通
じ
て
い
た
こ
と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

ま
た
注
目
す
べ
き
点
は
、
彼
が
日
曜
学
校
と
共
励
会
を
二
相
一
体
の
も
の
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
共
励
会
の
役
員
も
兼
ね

て
い
たが
、
日
曜
学
校
と
共
励
会
を
合
同
さ
せ
よ
う
と
企
て
た
。
し
か
し
、
こ
れ
が
失
敗
し
、
共
励
会
の
方
は
手
を
引
き
、
日
曜
学
校
に

田

村
直臣
の
「
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
」
（
帆
苅
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



三
〇

専
心
する
こ
と
に
な
る
（
『
信
仰
五
十
年
史
』
二
九
六
頁
）
。

　ま
た
彼
は
、
児
童
文
学
の
分
野
で
も
精
力
的
に
活
躍
し
、
児
童
文
学
の
パ
イ
オ
ニ
ア
的
な
働
き
を
し
て
い
る
。
田
村
自
身
、
自
伝
の
な

か
で

「私
の
文
学
界
に
於
て
、
最
も
誇
り
と
す
べ
き
事
は
、
言
文
一
致
で
、
『
童
蒙
道
し
る
べ
』
と
題
す
る
児
童
の
読
物
を
公
に
し
た
事
で

あ
る
。
日
本
に
於
て
、
児
童
の
文
学
に
筆
を
下
し
た
者
は
、
誰
れ
よ
り
も
私
が
最
先
で
あ
る
」
（
＝
ハ
九
頁
）
と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
『
童

蒙
道し
る
べ
』
は
一
八
八
八
（
明
治
二
十
一
）
年
に
十
字
屋
よ
り
出
版
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
伝
道
師
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ュ
ー

ト
ン
（
一
八
＝
二
ー
一
八
八
七
年
）
の
著
作
か
ら
田
村
自
身
が
翻
案
し
た
も
の
で
あ
り
、
数
寄
屋
橋
教
会
の
日
曜
学
校
で
話
し
た
も
の
が

元
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
緒
言
の
中
で
説
明
し
て
い
る
。
彼
は
さ
ら
に
自
伝
の
中
で
、
す
で
に
一
八
七
九
（
明
治
十
二
）
年
に

『太
鼓
打ち
』
と
題
す
る
書
を
著
し
た
と
語
っ
て
い
る
が
、
勝
尾
金
弥
の
研
究
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
一
八
八
〇
（
明
治
十
三
）
年
に
発
行
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
り

た

『童
蒙
道
の栞
』
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
。
こ
の
他
に
も
彼
は
『
童
蒙
を
し
ゑ
艸
』
、
『
幼
年
教
育
百
話
』
な
ど
数
多

く
の
児
童
向
け
の
書
物
を
出
版
し
、
さ
ら
に
は
『
わ
ら
べ
』
や
『
い
の
ち
』
と
い
っ
た
児
童
向
け
の
雑
誌
も
出
版
し
て
い
る
。

　
牧師
で
あ
り
、
小
説
家
で
も
あ
り
、
明
治
期
の
キ
リ
ス
ト
教
児
童
文
学
に
つ
い
て
の
著
作
も
あ
る
沖
野
岩
三
郎
は
田
村
の
児
童
文
学
に

つ
い
て
、
「
百
島
冷
泉
の
文
学
的
才
筆
に
及
ぼ
ず
、
三
浦
徹
の
緻
密
な
る
筆
に
比
し
て
遥
か
に
粗
雑
で
あ
る
。
そ
の
小
冊
子
に
書
か
れ
た
話

は
、
伝
道
用
と
し
て
か
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ず
キ
リ
ス
ト
教
的
教
訓
が
あ
る
。
こ
れ
が
児
童
文
学
と
し
て
の
価
値
を
削
減
せ
し

め
た
所
以
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
其
の
文
学
の
香
が
高
く
な
い
所
に
、
此
の
冊
子
が
、
毎
号
万
を
以
て
数
え
る
冊
数
を
発
行
し
得
た
の
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り

と
も
言
い
得
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
。
し
か
し
、
沖
野
も
「
田
村
直
臣
が
敢
然
と
し
て
児
童
本
位
体
制
を
整
へ
て
、
雑
誌
に
単
行
本
に
児

童
の

読物
を
書
き
、
教
会
に
附
属
幼
稚
園
を
設
け
た
の
は
、
異
常
な
努
力
で
あ
る
と
共
に
、
普
通
教
師
の
な
し
得
ざ
る
事
を
な
し
た
功
労

者
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
そ
の
業
績
を
評
価
し
て
い
る
。



　
詳論
は
し
な
い
が
、
た
し
か
に
、
彼
の
作
品
を
読
ん
で
み
る
と
、
教
訓
く
さ
く
、
話
と
し
て
も
面
白
味
が
乏
し
い
。
し
か
し
、
当
時
日

本
に
お
い
て
よ
い
子
供
向
け
の
読
物
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
田
村
自
身
も
こ
の
こ
と
を
嘆
い
て
い
る
（
『
子
供
の
権
利
』
警
醒
社
書
店
、

一九
一
一
年
、
二
〇
一
ー
二
〇
三
頁
）
。
ま
た
、
当
時
キ
リ
ス
ト
教
界
で
は
日
本
人
に
対
す
る
道
徳
的
な
感
化
を
自
ら
の
使
命
と
考
え
て
い

た
。
そ
れ
を
文
学
作
品
を
介
し
て
行
お
う
と
す
る
主
張
も
な
さ
れ
、
ま
た
具
体
的
な
試
み
も
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
田
村
は
児
童
文
学

の

領
域で
、
児
童
に
対
し
て
試
み
よ
う
と
し
た
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
そ
れ
が
か
な
り
の
部
数
出
版
さ
れ
、
販
売
さ
れ

たと
い
う
こ
と
も
評
価
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
田村
の
こ
う
し
た
児
童
向
け
の
物
語
に
つ
い
て
、
勝
尾
は
、
児
童
文
学
史
の
立
場
か
ら
田
村
が
一
八
八
〇
（
明
治
十
三
）
年
と
い
っ
た

早
い
時
期
に
『
童
蒙
道
の
栞
』
と
い
う
本
格
的
な
児
童
書
を
刊
行
し
て
い
る
と
い
う
点
、
明
治
二
十
年
代
の
前
半
に
『
童
蒙
道
し
る
べ
』

に
よ
っ
て
、
こ
な
れ
た
言
文
一
致
の
文
章
で
児
童
の
書
物
を
あ
ら
わ
し
た
と
い
う
点
に
田
村
の
児
童
文
学
史
上
の
先
駆
的
な
役
割
を
高
く

評
価し
て
い
る
。
こ
れ
は
勝
尾
に
と
ど
ま
ら
ず
、
近
年
の
児
童
文
学
史
の
書
物
の
中
で
も
田
村
に
つ
い
て
の
業
績
が
高
く
評
価
さ
れ
て
き

　
　
　
ユ

て

いる
。

三
　
児
童中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
の
形
成

　さ
て
田
村
は
、
一
九
二
五
（
大
正
十
四
）
年
に
『
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
』
（
大
正
幼
稚
園
出
版
部
）
と
い
う
書
物
を
著
し
、
そ
の
中

でキ
リ
ス
ト
教
会
は
「
児
童
本
位
」
、
「
児
童
中
心
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
が
そ
の
よ
う

な考
え
を
抱
く
に
い
た
っ
た
の
は
こ
れ
よ
り
も
か
な
り
以
前
か
ら
で
あ
っ
た
。
彼
は
自
伝
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
る
。

田

村
直臣
の
「
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
」
（
帆
苅
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
＝



三
二

　　
「
二
十
世
紀
大
挙
伝
道
の
運
動
が
終
結
す
る
と
同
時
に
、
私
の
生
涯
に
於
て
、
実
に
革
命
的
一
大
変
化
が
起
こ
っ
た
。
其
れ
は
外
で
は

　な
い
、
明
治
十
二
年
十
二
月
、
牧
師
の
職
に
就
い
て
以
来
、
殆
ん
ど
三
十
年
間
、
私
は
神
の
教
会
建
設
の
方
針
は
、
罪
悪
に
沈
ん
で
居

　る
其
の
人
を
救
い
教
会
に
導
き
、
其
の
大
人
を
本
位
と
し
て
、
教
会
の
基
礎
を
置
い
て
居
っ
た
。
私
は
こ
の
方
針
の
外
に
は
、
教
会
を

　
建
設
す
る
道
が
な
い
と
考
え
て
居
っ
た
。
日
本
の
基
督
教
会
の
歴
史
に
於
て
、
私
は
路
傍
説
教
の
開
拓
者
、
ま
た
リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
の

　
運動
に
は
率
先
し
て
飛
出
し
も
し
、
随
分
此
の
方
面
に
奮
闘
努
力
し
た
も
の
で
あ
る
。
教
会
に
於
て
、
一
度
に
八
十
名
も
バ
プ
テ
ス
マ

　を
施
し
た
事
も
あ
っ
た
。
併
し
私
が
真
実
三
十
年
間
の
牧
師
生
涯
を
回
顧
す
れ
ば
、
其
れ
は
実
に
失
敗
の
絵
巻
物
で
あ
っ
た
と
云
わ
ざ

　る
を
得
な
い
。
其
時
代
に
信
者
と
な
り
し
人
々
で
今
日
迄
其
の
信
仰
を
続
け
て
居
る
者
が
幾
人
あ
る
か
。
ま
た
バ
プ
テ
ス
マ
を
受
け
し

　
老
人
に
し
て
、
基
督
教
の
真
髄
を
味
っ
た
者
は
幾
人
あ
る
か
。
基
督
者
の
名
を
有
し
、
教
会
に
籍
は
有
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
、
其
の

　
信
仰は
仏
教
的
で
は
な
い
か
。
薮
に
於
て
、
信
者
と
云
う
者
は
、
一
夜
作
り
で
出
来
得
る
も
の
で
は
な
い
と
云
う
事
を
染
々
感
じ
た
。

　
我
等
の

説
教
の多
く
は
、
空
鉄
砲
で
、
人
に
は
当
た
ら
な
い
。
我
等
は
基
督
の
教
訓
に
背
き
、
労
し
て
益
少
な
き
事
に
努
力
し
た
。
心

　
理
学
上
宗
教
の

基
礎は
、
児
童
に
在
り
と
云
う
事
を
知
ら
な
か
っ
た
。
…
…
私
は
二
十
世
紀
大
挙
伝
道
の
結
果
を
見
て
、
大
人
よ
り
は

　児
童
の
宗
教
教
育
が
尚
々
大
切
な
る
事
を
知
り
、
残
る
生
涯
は
、
大
人
に
あ
ら
ず
し
て
、
児
童
に
捧
げ
た
の
で
あ
る
」
（
『
信
仰
五
十
年

　史
』
二
八
〇
ー
二
八
三
頁
）
。

　田
村
が
「
児
童
本
位
の
キ
リ
ス
ト
教
」
の
立
場
を
取
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
二
十
世
紀
大
挙
伝
道
が
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た

のだ
、
と
い
う
。
二
十
世
紀
大
挙
伝
道
は
、
一
九
〇
一
年
に
二
十
世
紀
を
迎
え
る
の
を
契
機
と
し
て
、
福
音
伝
道
会
を
中
心
に
キ
リ
ス
ト

教
会
がこ
ぞ
っ
て
力
を
合
わ
せ
て
伝
道
を
推
し
進
め
、
大
き
な
成
果
を
収
め
る
。
田
村
は
「
日
本
の
花
嫁
事
件
」
で
一
八
九
四
年
、
日
本

基
督
教
会
の

教職
を
剥
奪
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
独
立
教
会
の
形
で
数
寄
屋
橋
教
会
の
牧
師
を
務
め
、
自
ら
は
自
営
館
を
営
ん
で



い
た

巣
鴨
に引
き
こ
も
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
二
十
世
紀
大
挙
伝
道
が
始
ま
っ
て
か
ら
、
銀
座
教
会
の
牧
師
で
あ
っ
た
鵜
飼
猛
が
田
村

を
引
っ
張
り
出
し
た
の
だ
、
と
い
う
（
『
信
仰
五
十
年
史
』
二
七
〇
頁
）
。

　
田

村は
、
二
十
世
紀
大
挙
伝
道
の
結
果
リ
バ
イ
バ
ル
に
問
題
を
感
じ
て
児
童
本
位
の
キ
リ
ス
ト
教
を
主
張
す
る
に
い
た
っ
た
、
と
語
っ

て

いる
が
、
そ
の
間
の
状
況
を
組
合
系
の
新
聞
『
東
京
毎
週
新
誌
』
、
お
よ
び
、
植
村
正
久
が
編
集
し
、
実
質
的
に
は
日
本
基
督
教
会
の
機

関
紙
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
『
福
音
新
報
』
を
通
し
て
概
観
し
て
み
た
い
。

　田
村
が
属
し
て
い
た
京
橋
区
は
、
鵜
飼
が
支
部
長
、
バ
プ
テ
ス
ト
の
宣
教
師
タ
ッ
ピ
ン
グ
と
田
村
が
副
部
長
と
し
て
大
挙
伝
道
が
開
始

さ
れ
る
。
京
橋
区
の
大
挙
伝
道
は
一
九
〇
一
年
五
月
十
二
日
か
ら
始
ま
り
、
銀
座
で
十
二
、
十
三
日
祈
祷
会
が
挙
行
さ
れ
る
。
両
日
と
も

鵜
飼
猛
が司
会
を
し
、
田
村
が
奨
励
を
な
し
て
い
る
（
『
東
京
毎
週
新
誌
』
九
二
五
号
、
一
九
〇
一
年
五
月
十
七
日
）
。
田
村
も
大
挙
伝
道

の

委員
と
し
て
積
極
的
に
協
力
し
て
い
る
。
京
橋
区
の
大
挙
伝
道
は
大
成
功
を
収
め
た
。
田
村
自
身
も
こ
の
京
橋
区
の
大
挙
伝
道
に
つ
い

て

報
告を
し
て
い
る
（
『
東
京
毎
週
新
誌
』
九
三
六
号
、
八
月
二
日
）
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
求
道
者
、
改
俊
者
は
千
三
百
人
あ
ま
り
に
達
し
、

献
金は
七
百
円
ほ
ど
に
の
ぼ
っ
た
、
と
い
う
。
田
村
に
よ
る
と
、
こ
の
成
功
は
さ
ま
ざ
ま
な
教
派
が
一
致
団
結
し
て
伝
道
に
あ
た
っ
た
こ

と
、
も
っ
ぱ
ら
十
字
架
の
福
音
を
語
る
こ
と
に
務
め
た
こ
と
、
毎
回
祈
祷
会
を
持
っ
て
備
え
た
こ
と
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。

　同
年
の
七
月
六
日
に
東
京
青
年
会
館
で
大
挙
伝
道
の
感
謝
会
が
開
か
れ
、
そ
こ
で
東
西
に
巡
回
伝
道
者
を
派
遣
す
る
こ
と
が
決
議
さ
れ
、

田
村
は
綱
島
佳
吉
と
共
に
八
月
七
日
か
ら
三
週
間
ほ
ど
、
東
北
、
北
海
道
に
大
挙
伝
道
の
報
告
お
よ
び
巡
回
伝
道
に
赴
く
。
こ
の
巡
回
伝

道
に

つ

い
て田
村
自
身
も
報
告
し
て
い
る
（
『
東
京
毎
週
新
誌
』
九
四
三
号
、
九
月
二
十
日
）
。
京
橋
区
は
第
一
回
目
の
成
功
を
受
け
て
、

十月
六
日
よ
り
第
二
回
目
の
伝
道
を
行
う
。
こ
の
と
き
に
は
、
提
灯
隊
が
組
織
さ
れ
、
田
村
自
身
が
先
頭
に
立
っ
て
銀
座
を
行
進
し
、
路

傍
演
説を
行
っ
た
と
い
う
（
『
東
京
毎
週
新
誌
』
九
四
七
号
、
十
月
十
八
日
）
。
ま
た
、
田
村
の
牧
す
る
数
寄
屋
橋
教
会
で
は
小
児
隊
を
組

田
村
直
臣
の
「
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
」
（
帆
苅
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



三
四

織
し
、
賛
美
歌
を
歌
い
つ
つ
行
進
し
た
と
い
う
（
『
東
京
毎
週
新
誌
』
九
四
九
号
、
十
一
月
一
日
）
。
京
橋
区
の
第
二
回
大
挙
伝
道
も
成
功

を
収
め
、
こ
の
後
も
運
動
を
続
け
る
こ
と
を
決
議
す
る
。

　
「
日
本
の
花
嫁
」
事
件
以
来
、
田
村
と
対
立
関
係
に
あ
っ
た
植
村
正
久
が
発
行
し
て
い
た
『
福
音
新
報
』
で
は
三
二
四
号
（
一
九
〇
一
年

九月
十
一
日
）
で
「
福
音
同
盟
会
と
大
挙
伝
道
」
と
題
し
て
二
十
世
紀
大
挙
伝
道
の
問
題
点
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
要
点
は
、
福
音

同
盟
会
が
果
た
し
て
大
挙
伝
道
を
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
の
か
、
信
仰
内
容
が
あ
い
ま
い
な
ま
ま
に
協
力
し
て
も
十
分
な
伝
道
が
行
わ
れ

な

い
の

では
な
い
か
、
よ
り
旗
幟
鮮
明
な
組
織
を
整
え
て
伝
道
す
べ
き
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
福
音
新
報
の

批判
が
植
村
正
久
、
海
老
名
弾
正
の
キ
リ
ス
ト
論
論
争
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

　し
か
し
、
こ
の
批
判
に
よ
っ
て
直
接
田
村
が
大
挙
伝
道
か
ら
手
を
引
い
た
の
だ
と
は
思
わ
れ
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
田
村
は
京
橋
区

の秋
の
第
二
回
大
挙
伝
道
で
も
中
心
的
に
活
動
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
『
福
音
新
報
』
で
は
三
三
五
号
（
十
一
月
二
十
七
日
号
）

では
、
大
挙
伝
道
の
成
果
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
問
題
点
、
欠
点
を
再
度
指
摘
し
て
い
る
。
欠
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
中
心

と
な
る
べ
き
人
物
が
い
な
い
こ
と
、
方
法
が
あ
ま
り
に
機
械
的
、
画
一
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
必
ず
し
も
田
村
や
特
定
の
人
物

を
批
判
し
た
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
総
会
の
中
で
大
挙
伝
道
の
成
果
に
歓
喜
し
た
組
合
派
の
よ
う
に
、
大
挙
伝
道
を
手
放
し
で
喜
ぶ
こ

と
は
で
き
な
い
、
と
組
合
派
を
牽
制
し
て
い
る
。

　
田村
が
ど
う
し
て
二
十
世
紀
大
挙
伝
道
か
ら
手
を
引
い
た
の
か
は
、
調
べ
た
資
料
か
ら
は
必
ず
し
も
定
か
で
は
な
い
。
た
だ
、
田
村
と

し
て
は
各
教
派
が
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
を
乗
り
越
え
て
伝
道
を
行
い
、
そ
れ
が
成
果
を
あ
げ
た
こ
と
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
こ
れ
は
組
合

派な
ど
の
見
解
も
そ
う
で
あ
っ
た
。
植
村
ら
の
批
判
に
よ
っ
て
そ
う
し
た
伝
道
活
動
に
水
を
さ
さ
れ
る
思
い
が
あ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ

う
。



　
い

ず
れ
に
し
て
も
、
田
村
は
一
九
〇
一
年
十
一
月
の
終
わ
り
に
は
大
挙
伝
道
か
ら
手
を
引
き
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
足
尾
鋼
山
の
鉱
毒

被
害
者
の

救
済
活動
に
力
を
尽
す
こ
と
に
な
る
。
鉱
毒
運
動
に
彼
を
導
い
た
の
は
婦
人
矯
風
会
の
幹
部
で
あ
り
、
鉱
毒
被
害
者
の
救
済
の

た
め
婦
人
の
先
頭
に
立
っ
て
活
動
し
て
い
た
潮
田
千
勢
子
で
あ
る
。
潮
田
の
懇
請
に
よ
り
、
田
村
は
石
原
保
太
郎
と
共
に
十
一
月
二
十
八

日
に
鉱
毒
地
を
視
察
、
二
十
九
日
に
は
東
京
キ
リ
ス
ト
教
青
年
会
で
鉱
毒
地
救
済
演
説
会
が
開
催
さ
れ
、
田
村
も
弁
士
の
一
人
と
し
て
演

　
　
　
ハ
ユ

壇に
立
つ
。
以
後
、
彼
は
鉱
毒
問
題
に
深
く
関
わ
っ
て
い
く
。

　そ
の
後
、
田
村
は
自
ら
が
経
営
す
る
自
営
館
の
借
金
問
題
の
た
め
に
苦
労
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
一
九
〇
四
（
明
治

三十
七
）
年
渡
米
す
る
。
田
村
は
彼
を
援
助
し
て
い
た
篤
志
家
と
相
談
し
、
そ
の
援
助
を
得
て
借
金
の
問
題
を
解
決
し
、
自
営
館
の
事
業

を
廃
し
て
、
田
村
塾
と
改
称
す
る
。
こ
の
田
村
塾
も
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
に
廃
止
さ
れ
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
大
正
幼
稚
園
を
創
設
し
、

幼
稚園
事
業
に
乗
り
出
す
。

　
以上
、
大
挙
伝
道
以
後
の
田
村
の
歩
み
を
概
観
し
た
が
、
こ
の
よ
う
な
田
村
の
歩
み
を
見
る
と
、
彼
が
「
二
十
世
紀
大
挙
伝
道
運
動
が

終
結
する
と
同
時
に
、
私
の
生
涯
に
お
い
て
、
実
に
革
命
的
一
大
変
化
が
起
こ
っ
た
」
（
『
信
仰
五
十
年
史
』
二
八
〇
頁
）
、
そ
し
て
、
リ
バ

イ
バ
ル
運
動
に
問
題
を
感
じ
て
「
児
童
本
位
」
に
向
か
っ
た
と
語
っ
て
い
た
が
、
し
か
し
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る
。
ま
ず
、
田
村
の
自
伝
『
信
仰
五
十
年
史
』
が
書
か
れ
た
の
は
一
九
二
四
（
大
正
十
三
）
年
で
あ
り
、
『
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
』
が

書
か
れ
た
の
は
、
一
九
二
五
（
大
正
十
四
）
年
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
著
作
は
大
挙
伝
道
の
と
き
か
ら
二
十
年
以
上
も
後
に
な
っ
て
か
ら
書

か

れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
、
歴
史
的
な
経
過
に
つ
い
て
の
認
識
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
彼
の
自
伝

の中
に
は
年
代
や
歴
史
的
な
経
過
に
つ
い
て
誤
り
が
見
ら
れ
る
。
と
く
に
、
彼
は
『
信
仰
五
十
年
史
』
で
は
、
鉱
毒
問
題
と
の
関
わ
り
を

一
九
八
七

（明
治
三
十
）
年
と
し
て
、
大
挙
伝
道
の
前
の
出
来
事
と
し
て
い
る
が
、
実
際
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
〇
一
（
明

田
村
直
臣
の
「
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
」
（
帆
苅
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



三
六

治
三
十四
）
年
で
あ
り
、
大
挙
伝
道
の
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　く
わ
し
く
は
後
に
見
て
い
き
た
い
が
、
彼
が
児
童
を
教
会
の
中
心
に
位
置
付
け
よ
う
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
大
挙
伝
道
の
結

果と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
彼
の
中
で
、
児
童
の
位
置
付
け
が
徐
々
に
高
ま
っ
て
い
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
す
で
に
、
大

挙
伝
道
に関
わ
る
以
前
か
ら
、
日
曜
学
校
の
働
き
や
児
童
向
け
の
読
物
を
出
版
す
る
形
で
具
体
的
に
活
動
し
て
お
り
、
子
供
、
児
童
に
関

す
る
伝
道
の
重
要
性
を
強
く
認
識
し
て
、
実
際
に
、
児
童
に
対
す
る
伝
道
の
重
要
性
を
主
張
し
て
も
い
る
。

　
彼は
一
八
九
七
（
明
治
三
十
）
年
一
月
に
、
ハ
ム
モ
ン
ド
著
『
子
供
を
基
督
に
導
く
の
秘
訣
』
を
翻
訳
し
て
出
版
し
た
。
そ
れ
に
添
え

た田
村
自
身
の
序
文
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

　
「
凡
そ
基
督
の
下
に
あ
り
て
有
用
な
る
人
物
た
ら
し
め
ん
と
せ
ば
、
未
だ
世
の
悪
風
に
染
ま
ざ
る
幼
稚
の
時
よ
り
之
を
導
く
を
最
も
優
れ

り
と
す
、
凡
そ
其
教
会
の
基
礎
を
強
固
に
し
信
仰
の
美
果
を
収
め
ん
と
せ
ば
、
小
児
の
教
養
決
し
て
等
閑
に
附
し
去
る
べ
き
に
あ
ら
ず
、

今日
我
国
の
諸
教
会
及
び
其
家
庭
に
於
て
、
小
児
教
養
の
こ
と
元
よ
り
意
を
用
い
ざ
る
に
あ
ら
ず
と
い
え
ど
も
、
亦
甚
だ
熱
心
な
り
と
云

ふ

べ
から
ず
、
予
不
肖
と
錐
も
常
に
此
点
に
憾
み
な
き
能
わ
ず
」
。

　こ
こ
で
は
、
子
供
が
世
の
悪
風
に
染
ま
る
以
前
か
ら
導
い
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
子
供
へ
の
教
育
の
重
要
さ

を
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
が
『
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
』
に
お
い
て
も
力
説
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う

に

伝道
、
も
し
く
は
、
教
育
の
主
体
を
子
供
に
置
こ
う
と
す
る
傾
向
は
大
挙
伝
道
に
関
わ
る
以
前
か
ら
彼
が
抱
い
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
ただ
、
彼
が
と
く
に
子
供
に
関
心
を
集
中
し
て
い
く
の
は
、
む
し
ろ
日
曜
学
校
協
会
の
形
成
に
関
わ
る
一
九
〇
六
年
以
降
に
な
っ
て
か

ら
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
代
以
降
数
年
間
の
間
に
と
く
に
彼
は
日
曜
学
校
に
精
力
を
傾
け
、
日
曜
学
校
や
児
童
に
関
す
る
著
作
も
多
く
な

し
て
い
る
。
こ
の
時
期
、
彼
は
日
曜
学
校
の
教
材
や
子
供
向
け
の
読
物
、
雑
誌
の
ほ
か
に
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
九
〇
七
（
明
治



四十
）
年
に
『
二
十
世
紀
の
日
曜
学
校
』
、
一
九
一
一
（
明
治
四
十
四
）
年
に
『
子
供
の
権
利
』
と
そ
れ
ぞ
れ
子
供
に
関
す
る
単
行
本
を
出

版
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
著
作
の
中
に
は
『
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
』
の
考
え
方
と
重
な
る
部
分
が
見
ら
れ
る
。

　
『
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
』
の
序
文
に
お
い
て
は
田
村
は
、
「
二
十
世
紀
に
足
を
入
れ
る
と
同
時
に
、
神
の
御
国
建
設
に
於
て
、
今
日

ま
で
の
大
人
本
位
を
棄
て
、
児
童
本
位
を
取
っ
た
」
（
】
頁
）
と
語
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
決
心
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
会
か
ら
非
難
が
続

出
し
、
田
村
は
変
わ
り
者
、
奇
人
呼
ば
わ
り
さ
れ
た
。
「
併
し
私
は
二
十
五
年
一
日
の
如
く
、
こ
の
主
義
の
た
め
奮
闘
努
力
し
、
祈
り
を
以

て
キ
リ
ス
ト
の
児
童
観
を
研
究
し
、
年
を
重
ぬ
る
に
従
っ
て
、
私
は
私
の
信
念
の
誤
ら
ざ
る
を
深
く
悟
っ
た
」
と
い
う
。
こ
こ
で
、
田
村

は
二
十
世
紀
の
初
め
ご
ろ
か
ら
「
児
童
本
位
」
の
立
場
を
取
っ
た
が
、
そ
の
後
二
十
数
年
か
け
て
そ
れ
を
確
立
し
て
い
っ
た
こ
と
を
示
し

て

いる
。

　こ
の
よ
う
な
田
村
の
「
児
童
本
位
」
の
立
場
へ
の
変
換
は
、
欧
米
の
教
育
学
や
心
理
学
の
発
展
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
田
村
も
「
十

九
世
紀
の

終わ
り
頃
よ
り
二
十
世
紀
に
か
け
て
、
児
童
学
と
児
童
心
理
学
と
教
育
学
の
進
歩
に
つ
れ
て
、
児
童
の
地
位
が
段
々
高
く
な
っ

てき
た
の
は
、
子
供
に
と
っ
て
の
み
な
ら
ず
、
社
会
に
と
っ
て
非
常
に
幸
福
な
こ
と
」
（
『
子
供
の
権
利
』
一
九
〇
頁
）
で
あ
る
と
語
っ
て

い
る
。
田
村
は
そ
の
よ
う
な
欧
米
の
学
問
や
社
会
の
動
き
に
敏
感
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
、
欧
米
の
児
童
に
関
す
る
研
究
の

発
展は
田
村
の
み
な
ら
ず
、
日
本
の
学
問
界
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
ず
に
は
お
か
な
か
っ
た
。
欧
米
の
新
し
い
研
究
を
受
け
て
、
日
本

でも
児
童
研
究
が
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
一
八
九
八
（
明
治
三
十
一
）
年
に
高
島
平
三
郎
ら
に
よ
っ
て
出
版
さ

れ
た

児
童
に関
す
る
研
究
雑
誌
『
児
童
研
究
』
や
、
東
京
女
子
師
範
学
校
の
教
員
が
中
心
に
な
り
、
幼
児
教
育
の
研
究
団
体
で
あ
る
フ
レ
ー

ベ
ル
会に
よ
っ
て
一
九
〇
一
（
明
治
三
十
四
）
年
に
発
行
さ
れ
た
『
婦
人
と
子
ど
も
』
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
児
童
研
究
が
盛
ん
に
な
っ

て
き
た
背
景
に
は
、
明
治
三
十
年
代
に
な
っ
て
、
公
教
育
と
し
て
の
義
務
教
育
体
制
が
整
い
、
義
務
教
育
と
の
関
係
の
中
で
家
庭
教
育
が

田村
直
臣
の
「
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
」
（
帆
苅
）
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三
八

問
題
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
あ
る
。
田
村
も
新
し
い
児
童
心
理
学
を
背
景
と
し
て
児
童
研
究
に
携
わ
っ
て
い
た
高
島
ら
を
強
く
意
識
し
て

いる
。
た
だ
、
田
村
に
と
っ
て
は
そ
れ
ら
の
研
究
者
が
宗
教
教
育
を
理
解
し
て
い
な
い
、
も
し
く
は
、
無
視
し
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
問

題と
感
じ
ら
れ
た
（
『
子
供
の
心
理
』
一
二
三
頁
）
。
彼
に
と
っ
て
は
宗
教
教
育
こ
そ
が
児
童
の
教
育
の
基
本
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
こ
れ
は
教
育
勅
語
な
ど
で
は
済
ま
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
自
ら
が
新
し
い
心
理
学
の
知
識
を
備
え
、
か
つ
、
宗
教
教
育

に

対し
て
も
専
門
的
な
学
識
を
も
っ
た
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
る
と
い
う
自
負
心
を
持
っ
て
い
た
。

　ま
た
、
彼
の
「
児
童
本
位
の
キ
リ
ス
ト
教
」
は
、
神
学
の
新
し
い
流
れ
か
ら
も
影
響
を
受
け
て
い
る
。
彼
は
自
伝
の
中
で
リ
バ
イ
バ
ル

運動
に
対
す
る
批
判
を
繰
り
広
げ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
す
で
に
『
二
十
世
紀
の
日
曜
学
校
』
で
も
、
「
リ
バ
イ
バ
ル
（
信
仰
復
興
）
よ
り
も

教育
」
（
五
－
六
頁
）
と
の
テ
ー
マ
で
、
よ
り
温
和
な
形
で
、
展
開
さ
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
る
と
、
子
供
が
成
長
し
て
罪
人
と
な
り
、
そ
の

罪
人
が悔
い
改
め
て
救
い
に
導
き
入
れ
ら
れ
る
と
い
っ
た
リ
バ
イ
バ
ル
に
よ
る
伝
道
よ
り
も
、
子
供
を
そ
の
ま
ま
教
育
し
て
キ
リ
ス
ト
に

導く
ほ
う
が
は
る
か
に
よ
い
伝
道
方
法
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　こ
の
よ
う
な
リ
バ
イ
バ
ル
批
判
の
論
拠
と
し
て
彼
が
し
ば
し
ば
引
用
す
る
の
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
ネ
ル
（
出
」
W
q
ω
巨
Φ
F
H
°
。
8
鵡
①
）
で
あ
る
。

ブ
ッ
シ
ュ
ネ
ル
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
『
東
京
毎
週
新
誌
』
（
八
七
六
号
、
一
九
〇
〇
年
六
月
七
日
）
で
も
紹
介
さ
れ
、
リ
バ
イ
バ
ル
に
頼

る
よ
り
も
児
童
の
と
き
か
ら
家
庭
に
お
い
て
キ
リ
ス
ト
信
徒
と
し
て
教
育
、
養
成
す
べ
き
だ
と
い
う
彼
の
見
解
が
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
て

いる
。
こ
の
よ
う
な
ブ
ッ
シ
ュ
ネ
ル
を
初
め
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
日
曜
学
校
運
動
を
支
え
た
人
た
ち
の
神
学
、
考
え
方
が
田
村
に
影
響

を
及
ぼ
し
、
彼
の
「
児
童
本
位
の
キ
リ
ス
ト
教
」
形
成
の
背
景
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　ま
た
田
村
は
、
エ
レ
ン
・
ケ
イ
（
一
八
四
九
－
一
九
二
六
年
）
の
『
児
童
の
世
紀
』
（
一
九
〇
〇
年
）
に
つ
い
て
も
し
ば
し
ば
言
及
し
て

い
る
。
エ
レ
ン
・
ケ
イ
に
な
ら
っ
て
、
彼
も
「
二
十
世
紀
に
必
ず
起
こ
っ
て
来
る
重
大
な
る
問
題
は
子
供
の
権
利
」
（
『
子
供
の
権
利
』
二



頁
）
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
か
つ
て
、
彼
は
日
本
で
女
性
の
権
利
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
い
る
の
を
批
判
し
て
『
日
本
の
花
嫁
』
を

著
し
た
が
、
そ
れ
が
同
労
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
か
ら
も
厳
し
い
非
難
を
浴
び
た
。
し
か
し
こ
こ
に
至
っ
て
、
よ
う
や
く
女
性
の
権
利
が

発展
し
て
き
て
い
る
。
子
供
の
権
利
の
場
合
も
同
じ
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
は
、
欧
米
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
文
明
の
発

展
に
伴
っ
て
女
性
の
権
利
や
子
供
の
権
利
が
社
会
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
、
と
い
う
素
朴
な
文
明
の
発
展
史
観
の
よ
う
な
も
の

があ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
植
村
な
ど
多
く
の
キ
リ
ス
ト
者
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
子
供
の
権
利
や
そ

の

社
会的
地
位
に
つ
い
て
の
意
見
が
ほ
と
ん
ど
な
い
中
で
、
子
供
の
権
利
を
認
め
子
供
を
中
心
に
置
こ
う
と
し
た
、
そ
の
先
見
性
は
評
価

さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　た
だ
、
田
村
は
エ
レ
ン
・
ケ
イ
の
『
児
童
の
世
紀
』
を
高
く
評
価
し
つ
つ
も
、
そ
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判
は
間
違
い
で
あ
る
、
と
い
う
。

そ
し
て
二
十
世
紀
で
は
な
く
キ
リ
ス
ト
紀
元
こ
そ
が
『
子
供
の
紀
元
』
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
キ
リ
ス
ト
こ
そ
が
子
供
を

受け
入
れ
、
尊
重
し
、
子
供
の
価
値
を
認
め
、
子
供
を
評
価
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　そ
れ
か
ら
さ
ら
に
、
田
村
が
「
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
」
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
彼
が
一
九
一
九
（
大
正
八
）
年
か
ら
開
設

し
た
幼
稚
園
事
業
と
も
密
接
に
関
係
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
彼
に
と
っ
て
は
苦
学
生
や
青
年
の
援
助
の
た
め
に
開
設
し
た
自
営
館
の
事

業
は
借
金
で
立
ち
行
か
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
を
引
き
つ
い
だ
田
村
塾
も
行
き
詰
ま
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
幼
稚
園
事
業
に
乗
り
出
し
、
大

正
幼
稚園
を
創
設
す
る
。
彼
は
幼
稚
園
事
業
に
お
い
て
は
必
ず
し
も
パ
イ
オ
ニ
ア
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
に
と
っ
て
は
こ
の
幼
稚

園
事
業
こ
そ
が
「
児
童
本
位
の
キ
リ
ス
ト
教
」
の
展
開
の
場
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
自
伝
の
中
で
幼
稚
園
事
業
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

語る
。
「
幼
児
に
宗
教
的
教
育
を
施
し
、
心
理
の
発
達
に
従
ひ
、
歩
一
歩
、
其
の
歩
み
を
進
め
、
児
童
よ
り
、
青
年
に
宗
教
教
育
を
授
け
、

其
の

知識
も
信
仰
も
全
く
基
督
化
さ
せ
て
教
会
員
と
な
す
が
、
我
が
教
会
の
理
想
に
し
て
、
幼
児
が
即
ち
我
が
教
会
の
基
礎
で
あ
る
。
神

田
村
直
臣
の
「
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
」
（
帆
苅
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



四

〇

の

子
た
る
幼
児
を
悪
魔
の
手
に
渡
さ
ず
、
教
育
と
境
遇
と
に
依
っ
て
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
内
に
基
督
化
す
る
が
、
我
が
宗
教
教
育
の
方
針

であ
る
」
（
三
二
五
⊥
二
二
六
頁
）
。

　
田村
が
「
児
童
中
心
の
ギ
リ
ス
ト
教
」
を
具
体
的
に
展
開
し
た
の
は
、
一
九
二
四
（
大
正
十
三
）
年
で
あ
っ
た
。
こ
の
、
大
正
時
代
は

新
し
い
教
育
の
流
れ
、
い
わ
ゆ
る
大
正
新
教
育
が
全
盛
を
き
わ
め
、
児
童
中
心
主
義
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
主
張
と
実
践
が
な
さ
れ
た
時
代
で

あ
っ
た
。
田
村
の
「
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
」
と
い
う
主
張
も
、
そ
の
よ
う
な
教
育
の
流
れ
と
無
関
係
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
（
久
木

幸男
他
編
『
日
本
教
育
論
争
史
録
・
第
二
巻
　
近
代
編
（
下
）
』
第
一
法
規
出
版
、
一
九
八
〇
年
、
二
三
二
頁
以
下
）
。

四　
『
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
』

　田
村
は
『
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
』
表
扉
に
、
英
国
の
画
伯
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
フ
ン
デ
リ
ッ
ク
・
ワ
ッ
ト
の
「
キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
」

と
題
す
る
絵
－
子
供
た
ち
が
天
国
に
迎
え
ら
れ
る
さ
ま
を
描
い
て
い
る
ー
を
掲
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
絵
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の

精
神は
、
天
真
燗
漫
た
る
無
邪
気
な
子
供
を
保
護
し
教
育
し
、
生
れ
な
が
ら
神
の
子
た
る
天
国
の
か
た
な
る
大
資
格
を
有
す
る
子
供
の
権

利
を
尊
重
し
、
一
人
た
り
と
も
其
子
供
を
罪
人
に
せ
ざ
る
」
（
ニ
ー
三
頁
）
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ
、
と
告
げ
る
。

彼
に
と
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
精
神
そ
の
も
の
が
「
児
童
本
位
」
、
「
児
童
中
心
」
な
の
で
あ
る
。

　な
ぜ
キ
リ
ス
ト
教
が
「
児
童
中
心
」
な
の
か
、
ま
た
「
児
童
中
心
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
と
、
田
村
に
よ
れ
ば
、
ま

ず
キリ
ス
ト
が
い
つ
も
子
供
に
対
し
て
「
我
に
き
た
れ
」
と
招
き
（
＝
頁
）
、
児
童
を
中
心
に
置
か
れ
た
か
ら
な
の
で
あ
る
（
＝
二
頁
）
。

そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
は
子
供
の
価
値
を
認
め
、
子
供
が
軽
ん
ず
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
例
を
も
っ
て
教
え
ら
れ
た
か
ら
な
の



であ
る
（
一
〇
六
頁
）
。
彼
は
、
そ
の
実
例
と
し
て
マ
ル
コ
一
〇
章
一
三
ー
一
六
節
を
引
用
し
、
弟
子
た
ち
が
集
ま
っ
て
く
る
子
供
た
ち
に

無礼
な
言
葉
を
発
し
た
の
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
が
顔
を
赤
く
し
て
怒
り
、
「
何
を
云
ふ
か
子
供
は
神
の
子
に
し
て
、
天
国
に
入
る
資
格
を

有し
て
居
る
、
汝
等
も
子
供
の
如
く
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
天
国
に
入
る
事
は
で
き
ぬ
、
子
供
は
決
し
て
軽
ん
ず
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
と
語

ら
れ
た
で
き
ご
と
を
挙
げ
て
い
る
（
九
ニ
ー
九
三
頁
）
。
そ
し
て
、
キ
リ
ス
ト
は
「
子
供
の
如
く
」
な
る
よ
う
に
勧
め
て
い
る
が
、
子
供
は

先
天的
、
本
能
的
に
神
を
愛
す
る
も
の
で
あ
り
、
子
供
は
愛
の
化
身
な
の
で
あ
る
（
五
六
、
六
五
頁
）
。
神
を
信
任
し
、
神
に
服
従
す
る
こ

と
に
お
い
て
は
子
供
が
模
範
的
で
あ
る
（
五
七
頁
）
。
そ
の
点
で
、
子
供
は
大
人
の
模
範
た
り
う
る
存
在
な
の
だ
、
と
主
張
す
る
。
こ
の
キ

リ
ス
ト
に
よ
っ
て
我
ら
は
じ
め
て
子
供
の
価
値
を
知
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
考
え
方
が
宗
教
界
や
教
育
界
に
大
き
な
影
響
を

与え
た
の
で
あ
る
（
五
五
頁
）
、
と
い
う
。

　前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
田
村
に
と
っ
て
は
心
理
学
や
教
育
学
と
い
っ
た
近
代
的
な
学
問
が
そ
れ
自
体
独
自
に
子
供
を
理
解
し
、
教
育

し
う
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
も
そ
も
人
間
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
「
神
の
子
」
と
し
て
の
資
格
を
有
し
て
い
る
か
ら

であ
る
。
こ
の
「
神
の
子
」
と
し
て
の
資
格
と
い
う
も
の
は
、
神
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
人
間
が
、
神
に
結
び
つ
い
て
い
く
性
質
の
よ
う
な

も
の
で
あ
ろ
う
。

　キ
リ
ス
ト
が
子
供
を
重
ん
じ
、
尊
ん
だ
の
も
、
子
供
が
こ
の
「
神
の
子
」
と
し
て
の
資
質
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト

は
「
児
童
は
神
の
子
な
り
と
云
ふ
理
に
よ
っ
て
、
児
童
を
貴
び
給
ふ
た
の
で
あ
る
」
。
そ
も
そ
も
、
子
供
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
本
能
的

に
神
の
子
た
る
資
格
を
有
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
神
の
子
の
種
を
持
っ
て
生
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
こ
の
種
に
水
を
か
け
、
太
陽
の
光

を
照
ら
し
て
い
け
ば
種
は
必
ず
成
長
し
て
、
神
の
子
の
実
を
見
る
の
で
あ
る
（
四
八
ー
四
九
頁
）
。
こ
れ
は
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
備
え

て

いる
宗
教
心
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
彼
は
、
人
間
、
お
よ
び
、
子
供
の
尊
厳
の
根
拠
を
見
て
い
た
。
そ
し
て
そ
れ

田
村
直
臣
の
「
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
」
（
帆
苅
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



四

二

は
、
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
な
っ
て
実
を
結
び
、
さ
ら
に
は
道
徳
心
と
な
り
、
善
良
な
人
間
を
は
ぐ
く
む
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
は
、
海

老名
弾
正
な
ど
の
、
人
間
の
中
に
「
神
の
子
性
」
を
見
る
見
方
と
の
共
通
性
が
見
て
取
れ
る
。

　
子
供は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
「
神
の
子
の
資
格
」
を
有
し
て
い
る
と
は
い
え
、
こ
れ
は
水
を
か
け
、
太
陽
の
光
で
照
ら
す
、
つ
ま
り
、

教育
に
よ
る
導
き
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
彼
は
「
児
童
が
自
分
で
キ
リ
ス
ト
に
来
る
力
を
有
し
て
い
る
」
（
一
二
頁
）
と
も

表
現し
て
い
る
。
こ
れ
は
先
天
的
、
本
能
的
に
「
神
の
子
の
種
」
は
そ
れ
自
体
が
発
展
し
て
実
を
結
ぶ
力
を
宿
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
に
よ
る
と
、
子
供
は
周
り
の
環
境
や
教
育
の
影
響
を
受
け
や
す
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
田
村
は
フ
ロ

イ
ト
の
考
え
方
や
「
潜
在
意
識
」
と
い
う
心
理
学
の
用
語
を
用
い
て
説
明
す
る
。
『
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
』
で
は
フ
ロ
イ
ト
の
考
え
方

を
紹
介
し
て
、
一
－
七
、
八
歳
ま
で
の
子
供
の
と
き
に
見
聞
き
し
た
も
の
が
心
の
中
に
ず
っ
と
残
っ
て
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
の
で
あ
り
、

他方
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
見
聞
し
た
も
の
は
心
の
底
に
あ
ま
り
残
ら
な
い
の
だ
、
と
し
て
、
子
供
の
と
き
の
宗
教
教
育
、
さ
ら
に
は
、

幼
稚園
事
業
が
急
務
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
（
四
四
－
四
五
頁
、
一
〇
二
頁
以
下
）
。
ま
た
、
大
正
幼
稚
園
が
設
立
さ
れ
た
一
九
一
九
（
大

正八
）
年
に
出
版
し
た
『
子
供
の
心
理
』
の
中
で
は
そ
れ
を
「
潜
在
意
識
」
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
子
供
の
と
き
に
経
験
し
た
こ
と

が
潜
在
意識
と
な
り
、
そ
れ
が
大
人
に
な
っ
て
か
ら
、
不
意
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
だ
、
と
い
う
。
と
く
に
、
宗
教
教
育
と
潜
在
意

識
は
密
接
に
関
係
す
る
の
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
回
心
も
そ
の
潜
在
意
識
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
の
だ
。
赤
ん
坊
の
と
き
か
ら
神
の
教

え
を
全
く
聞
い
た
こ
と
も
な
い
青
年
が
急
に
回
心
す
る
は
ず
は
な
い
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
幼
い
と
き
か
ら
の
宗
教
教
育
が
必
要
な
の
だ
、

と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
彼
の
批
判
は
、
こ
れ
ま
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
必
然
的
に
リ
バ
イ
バ
ル
批
判
と
な
っ
て
い
く
。

　
た
し
か
に
、
二
十
世
紀
大
挙
伝
道
に
よ
り
リ
バ
イ
バ
ル
が
起
こ
り
、
教
会
は
盛
ん
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ
が
問
題
な
の
だ
、
と
田

村
は
言
う
。
い
わ
ゆ
る
リ
バ
イ
バ
ル
病
で
あ
る
。
リ
バ
イ
バ
ル
で
た
し
か
に
多
数
の
人
々
が
バ
プ
テ
ス
マ
を
受
け
て
も
そ
れ
ら
の
人
々
は



名
ば
か
り
の
信
者
で
、
真
の
キ
リ
ス
ト
者
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
。
さ
ら
に
は
、
リ
バ
イ
バ
ル
で
多
数
の
者
が
改
心
し
、
信

者
と
な
る
の
は
群
集
心
理
に
よ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
群
集
心
理
は
感
情
が
激
昂
し
た
も
の
で
あ
り
、
焼
き
打
ち
な
ど
と
同
じ
心
理
状
態
で

あ
り
、
危
険
こ
の
上
も
な
い
。
そ
の
う
え
、
リ
バ
イ
バ
ル
の
後
姦
淫
罪
に
陥
る
人
が
多
い
が
、
こ
れ
は
感
情
が
激
昂
し
た
結
果
に
よ
る
の

だ
、
と
い
う
（
七
九
－
八
〇
頁
）
。
ま
た
さ
ら
に
、
リ
バ
イ
バ
ル
の
盛
ん
な
ア
メ
リ
カ
を
例
に
挙
げ
て
、
リ
バ
イ
バ
ル
運
動
か
ら
児
童
中
心

の

教
育的
な
伝
道
へ
と
変
わ
り
つ
つ
あ
る
の
だ
、
と
語
っ
て
自
分
の
見
解
の
正
当
性
を
論
証
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
は
仏
教
国
で
あ
り
、

寺
の

鐘
の

音を
は
じ
め
と
し
て
、
子
供
た
ち
の
潜
在
意
識
の
中
に
仏
教
が
深
く
入
り
込
ん
で
い
る
。
そ
う
し
た
中
で
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な

素材
の
な
い
大
人
に
い
く
ら
説
教
し
て
も
効
果
が
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
（
八
七
－
九
〇
頁
）
。

　ま
た
、
田
村
は
リ
バ
イ
バ
ル
に
よ
る
劇
的
な
改
心
と
教
育
に
よ
る
漸
次
的
な
改
心
の
二
つ
の
改
心
の
タ
イ
プ
を
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
ー

ム

ズ
の

「
二度
生
れ
る
キ
リ
ス
ト
者
と
、
一
度
生
れ
る
キ
リ
ス
ト
者
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
し
な
が
ら
説
明
を
加
え
て
い
る
。
前
者
の
改

心
の

代
表者
は
パ
ウ
ロ
で
あ
り
、
後
者
の
タ
イ
プ
の
代
表
者
は
テ
モ
テ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
パ
ウ
ロ
は
劇
的
な
改
心
を
経
て
キ
リ
ス
ト
者

に
な
っ
た
の
に
対
し
て
、
テ
モ
テ
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
の
家
庭
に
生
ま
れ
、
そ
の
家
庭
の
教
育
と
感
化
の
も
と
「
木
の
実
が
熟
す
る
が
如
く

自
然
的
に
、
一
歩
一
歩
と
、
キ
リ
ス
ト
に
養
わ
れ
、
知
ら
ぬ
間
に
、
キ
リ
ス
ト
者
に
」
な
っ
た
。
従
来
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
パ
ウ
ロ
を
キ

リ
ス
ト
教
的
な
改
心
の
唯
一
の
お
手
本
と
し
て
い
た
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
テ
モ
テ
の
改
心
も
立
派
な
キ
リ
ス
ト
教
的
な
改
心
で
あ
り
、

「児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
」
は
こ
の
テ
モ
テ
の
改
心
を
そ
の
お
手
本
に
す
る
の
だ
、
と
い
う
（
七
四
頁
）
。

　こ
れ
か
ら
さ
ら
に
、
彼
は
パ
ウ
ロ
の
神
学
に
対
す
る
批
判
に
向
か
う
。
彼
に
よ
る
と
、
キ
リ
ス
ト
が
子
供
を
中
心
に
置
い
た
の
に
対
し

て
、
パ
ウ
ロ
は
リ
バ
イ
バ
ル
に
よ
っ
て
罪
人
で
あ
る
大
人
を
改
心
に
導
く
「
大
人
本
位
の
キ
リ
ス
ト
教
」
の
代
表
者
で
あ
る
。
彼
に
と
っ

て
は
、
キ
リ
ス
ト
の
キ
リ
ス
ト
教
、
子
供
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
が
本
来
の
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
。
パ
ウ
ロ
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
子
供
の
教

田
村
直
臣
の
「
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
」
（
帆
苅
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



四
四

育
に
は
罰
、
こ
ら
し
め
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
し
、
妻
に
対
し
て
は
絶
対
的
服
従
を
要
求
し
て
お
り
、
彼
の
神
学
か
ら
は
子
供
や
婦
人
に

つ
い

て良
い
教
訓
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
（
一
三
、
一
六
－
一
七
頁
）
。

　こ
れ
に
対
し
て
、
キ
リ
ス
ト
の
キ
リ
ス
ト
教
こ
そ
が
子
供
の
個
性
、
価
値
、
独
自
性
を
認
め
る
「
子
供
本
位
」
の
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
、

そ
の
キ
リ
ス
ト
の
教
え
に
立
ち
返
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
、
と
い
う
。

　ま
た
、
彼
に
よ
る
と
キ
リ
ス
ト
の
子
供
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
は
積
極
的
な
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
、
パ
ウ
ロ
の
キ
リ
ス
ト
教
は
消
極
的
キ

リ
ス
ト
教
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
パ
ウ
ロ
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
罪
人
を
招
い
て
改
心
さ
せ
る
の
が
主
眼
で
あ
り
、
そ
れ
は
壊
れ
た
も
の
を
直

すよ
う
な
も
の
で
あ
り
、
消
極
的
な
キ
リ
ス
ト
教
だ
、
と
い
う
。
他
方
、
キ
リ
ス
ト
の
キ
リ
ス
ト
教
は
教
育
に
よ
っ
て
、
「
亡
び
な
い
様
に

壊
れな
い
様
に
、
防
御
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
積
極
的
な
キ
リ
ス
ト
教
な
の
だ
、
と
い
う
。
彼
に
と
っ
て
は
、
一
九
一
四
年
か
ら
一
九
一

七年
ま
で
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
諸
国
を
中
心
舞
台
と
し
て
繰
り
広
げ
ら
れ
た
第
一
次
世
界
大
戦
も
、
彼
の
「
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
」

の

必
要
性を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
教
国
を
任
じ
て
い
た
国
々
が
こ
の
大
戦
争
に
走
っ
た
の
は
、
「
罪
人
の
救
済
な
る
消
極

的
事
業
に
の
み
熱
中
し
、
積
極
的
な
る
天
真
燗
漫
た
る
子
供
の
教
育
を
無
視
し
て
」
き
た
か
ら
な
の
で
あ
る
（
三
－
四
頁
）
。
社
会
を
善
良

に

導き
、
争
い
を
な
く
す
た
め
に
必
要
な
の
は
、
伝
道
に
精
力
を
傾
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
教
会
を
児
童
本
位
に
し
、
児
童
の

教育
に
力
を
注
い
で
い
く
こ
と
な
の
で
あ
る
、
と
彼
は
主
張
す
る
。

　
田村
は
最
後
に
、
「
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
」
の
キ
リ
ス
ト
論
的
な
根
拠
付
け
を
試
み
る
。
「
キ
リ
ス
ト
の
御
生
涯
は
、
我
は
神
の
子

であ
る
と
云
ふ
観
念
が
一
貫
し
て
居
っ
た
」
。
「
子
と
い
ふ
思
想
が
キ
リ
ス
ト
の
全
身
を
満
し
て
居
っ
た
。
キ
リ
ス
ト
の
御
心
の
内
に
、
世

の

罪
悪
人を
救
ふ
と
云
ふ
思
想
は
、
第
二
位
に
し
て
勿
論
我
は
神
の
子
で
あ
る
。
子
た
る
べ
き
も
の
の
第
一
に
な
す
べ
き
事
は
、
天
父
の

御
意
に従
ふ
と
云
ふ
思
想
が
第
一
位
を
占
め
て
居
っ
た
」
（
＝
○
ー
一
＝
頁
）
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
の
生
涯
は
「
神
の
子
」
と
し
て



の

観念
、
い
や
む
し
ろ
、
「
神
の
子
」
と
し
て
の
意
識
と
言
っ
た
ほ
う
が
適
切
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
「
神
の
子
」
意
識
が
一
貫
し
て
い
た
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
神
の
子
」
で
あ
る
と
い
う
点
で
キ
リ
ス
ト
と
子
供
は
結
び
つ
き
、
子
供
は
キ
リ
ス
ト
と
同
一
の
地
位
に
位
置

づけ
ら
れ
る
（
＝
一
頁
）
。
さ
ら
に
は
、
子
供
の
心
と
キ
リ
ス
ト
の
心
は
結
び
つ
き
（
七
頁
）
キ
リ
ス
ト
は
「
子
供
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
で

あ
り
、
子
供
の
友
、
子
供
の
生
命
」
（
一
二
〇
頁
）
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
、
「
子
供
は
キ
リ
ス
ト
の
代
理
公
使
」
で
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
と
等

し
く
位
置
づ
け
ら
れ
、
尊
重
す
べ
き
存
在
と
さ
れ
る
。

　も
ち
ろ
ん
、
キ
リ
ス
ト
が
神
の
子
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
、
大
人
も
「
神
の
子
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
が
当
然
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
、
田
村
は
あ
く
ま
で
も
子
ど
も
中
心
を
貫
く
。
そ
こ
に
は
お
そ
ら
く
、
子
供
が
「
神
の
子
」
と
し
て
の
先
天
的
、
本
能
的
な

資
質
を
よ
り
純
粋
な
形
で
保
っ
て
い
る
と
い
う
、
子
供
に
対
す
る
楽
観
的
な
、
も
し
く
は
、
理
想
主
義
的
な
見
方
が
入
っ
て
い
る
も
の
と

思わ
れ
る
。
こ
れ
は
大
正
期
の
日
本
に
広
く
見
ら
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。

　
田村
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
児
童
中
心
」
の
思
想
に
、
他
の
宗
教
に
は
見
ら
れ
な
い
キ
リ
ス
ト
教
の
独
自
性
が
あ
る
の
で
あ
る
（
一
二
〇

頁
）
。
つ
ま
り
、
児
童
に
つ
い
て
触
れ
、
児
童
を
尊
重
し
て
い
る
宗
教
は
キ
リ
ス
ト
教
だ
け
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼

は
、
そ
も
そ
も
キ
リ
ス
ト
教
は
「
血
の
あ
る
涙
の
あ
る
親
子
の
関
係
を
教
ふ
る
宗
教
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
は
、
従
来
、
キ
リ
ス
ト
教

が
親
孝行
を
説
か
な
い
と
し
て
批
判
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
対
す
る
田
村
な
り
の
弁
証
で
あ
ろ
う
。

五　
む
す
び

田
村
直
臣
は
キ
リ
ス
ト
教
の
草
創
期
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
だ
け
で
は
な
く
、
婦
人
や
子
供
の
社
会
的
地
位
の
向
上
、
人
権
の
確
立

田
村
直
臣
の
「
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
」
（
帆
苅
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



四

六

の
た
め
に
先
駆
的
な
働
き
を
し
た
。
そ
れ
ら
は
欧
米
社
会
や
欧
米
の
文
献
が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
言
論
は
、
当
時
の

日
本
に
お
い
て
は
あ
ま
り
に
も
先
駆
的
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
過
激
さ
の
ゆ
え
に
反
発
を
呼
び
起
こ
し
さ
え
も
し
た
。
彼
の
主
唱
す
る
「
児

童中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
」
に
し
て
も
、
そ
の
聖
書
理
解
、
パ
ウ
ロ
の
神
学
批
判
は
一
面
的
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
彼
の
児
童
観
は
あ
ま
り
に

も
楽
観
的
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
欠
点
は
あ
る
と
し
て
も
、
当
時
の
、
子
供
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、

子供
の
権
利
を
主
張
し
て
い
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
、
キ
リ
ス
ト
教
会
の
中
に
子
供
を
位
置
づ
け
て
い
こ
う
と
し
た
こ
と
は
、
十
分
に
評
価

さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　田
村
は
自
身
の
「
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
」
に
対
し
て
キ
リ
ス
ト
教
の
主
流
派
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
を
浴
び
る
中
で
、
自
分
同
様

キ
リ
ス
ト
教
の
主
流
派
か
ら
は
閉
め
出
さ
れ
て
い
た
内
村
鑑
三
が
、
生
涯
最
後
の
努
力
と
し
て
幼
児
教
育
の
た
め
に
尽
く
し
た
い
、
と
書

い
て

いる
の
を
読
ん
で
、
内
村
が
自
ら
と
同
じ
幼
児
本
位
に
移
っ
た
の
だ
と
し
て
喜
び
と
感
謝
の
思
い
を
表
し
て
い
る
（
『
信
仰
五
十
年
史
』

二
八
三1
二
八
四
頁
）
。

　
　
　
　
　
　
註

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　七
・
十
二
、
一
九
七
八
・
十
二
、
一
九
八
一
・
三
な
ど
。

（1
）
　
田
村
に
つ
い
て
触
れ
た
代
表
的
な
著
作
は
、
大
田
愛
人
『
開
花
の
　
　
（
3
）
　
工
藤
英
一
『
明
治
期
の
キ
リ
ス
ト
教
』
教
文
館
、
一
九
七
九
年
、

　

築地
・
民
権
の
銀
座
－
築
地
バ
ン
ド
の
人
々
1
』
築
地
書
館
、
一
　
　
　
　
　
二
〇
七
－
二
三
二
頁
。

　

九
八
九年
、
一
八
三
－
二
＝
頁
、
秋
山
繁
雄
『
明
治
人
物
拾
遺
物
　
　
　
（
4
）
　
佐
波
亘
編
『
植
村
正
久
と
そ
の
時
代
』
第
二
巻
、
教
文
館
、
一
九

　

語ー
キ
リ
ス
ト
教
の
一
系
譜
1
⊥
新
教
出
版
社
、
一
九
八
二
年
、
　
　
　
　
七
八
年
（
復
刻
）
、
三
七
一
頁
。

　　
一
九
一
－
二
一
六
頁
な
ど
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
比
屋
根
安
定
『
教
界
三
十
五
人
像
』
日
本
基
督
教
団
出
版
局
、
昭

（2
）
　
小
沢
三
郎
編
、
杉
井
六
郎
校
注
「
田
村
直
臣
の
『
日
本
の
花
嫁
』
　
　
　
　
　
和
三
十
四
年
。

　

事件
」
『
キ
リ
ス
ト
教
社
会
問
題
研
究
』
一
九
七
六
・
十
二
、
一
九
七
　
　
　
（
6
）
　
山
本
忠
興
『
日
本
日
曜
学
校
史
』
日
曜
世
界
社
、
昭
和
十
六
年
、



　　
十
九
頁
、
『
七
一
雑
報
』
明
治
十
一
年
五
月
三
十
一
日
号
。

（7
）
　
前
掲
『
日
本
日
曜
学
校
史
』
四
六
、
四
七
頁
。

（8
V
　
比
屋
根
安
定
、
前
掲
書
、
一
〇
六
頁
。

（9
）
　
勝
尾
金
弥
「
小
波
に
先
行
す
る
〈
童
話
〉
の
試
み
1
田
村
直
臣

　　
の
『
童
蒙
』
訳
業
」
愛
知
県
立
大
学
『
児
童
教
育
科
論
集
』
第
二
一

　
　
号
、
一
九
八
八
年
三
月
、
」
四
ー
二
二
頁
。

（1
0
）
　
『
明
治
キ
リ
ス
ト
教
児
童
文
学
史
』
久
山
社
、
一
九
九
五
年
、
七
一

　
　
頁
。

（1
1
）
　
た
と
え
ば
、
関
口
安
義
「
児
童
文
学
の
成
立
」
『
研
究
1
1
日
本
の
児

　
　
童
文
学
二
、
児
童
文
学
の
思
想
史
・
社
会
史
』
東
京
書
籍
、
一
九
九

　
　
七
年
。

（1
2
）
　
工
藤
英
一
『
明
治
期
の
キ
リ
ス
ト
教
』
教
文
館
、
】
九
七
九
年
、

　　
二
＝
ニ
ー
二
一
四
頁
。

田

村直
臣
の
「
児
童
中
心
の
キ
リ
ス
ト
教
」
（
帆
苅
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七


