
特

集

2布
教
カ
リ
キ
ュ

ラ

ム
試
案

-
く
ら
や
み
に
灯
明
を
か
か
げ
る
人
間
づ
く
り
-
-
-

仏

教

保

育

と

両

親

教

育
三

田

村

一
、
「
保
育
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て

「
保
育
」
と
い
う
表
現
は
保
育
所
(
児
童
福
祉
法
に
よ
る
施
設
)

で
も
、
幼
稚
園

(
学
校
教
育
法
に
よ
る
施
設
)

で
も
使
わ
れ
て
い

る
。
特
に
左
程
の
区
別
は
な
い
様
で
あ
る
。
し
か
し
幼
稚
園
は
、
そ

れ
が
学
校
系
列
(
文
部
省
)

に
あ
る
の
で
「
教
育
」
と
い
う
面
に
重

点
が
向
け
ら
れ
、
「
幼
稚
園
教
育
課
程
」
と
い
う
考
え
方
の
中
で
と

ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
課
程
の
具
体
的
実
践
計
画
が
「
指
導
計

画
」
で
あ
り
そ
の
計
画
を
推
進
す
る
内
容
が
「
保
育
」

な
の
で
あ

る
。
+
保
育
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
れ
が
保
育
所
で
あ
れ
、
幼
稚
園

で
産
れ
、
共
通
に
使
わ
れ
、
根
本
的
に
区
別
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
そ
の
「
指
導
計
画
」
や
「
保
育
計
画
」
の
実
践
の
過
程
の
申

で
、
相
違
が
な
い
と
は
言
い
切
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
強
い
て
言
え

ば
、
幼
稚
園
は
智
青
的
傾
向
が
見
ら
れ
、
保
育
所
は
一
般
に
託
児
養

護
が
重
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
日
本
の
二
元
保
育
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
い
わ
れ

な
き
差
別
観
や
エ
リ
ー
ト
意
識
の
発
生
源
と
も
な
る
可
能
性
が
あ
り

こ
の
二
元
性
が
果
た
し
て
幼
児
に
と
・
つ
て
幸
せ
な
こ
と
で
あ
る
か
ど

う
か
に
つ
い
て
、
深
い
反
省
と
検
討
の
時
機
が
来
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。最

近
、
幼
・
保
の
一
元
化
が
各
方
面
で
叫
ば
れ
て
い
る
が
、
戦
後

二
十
余
年
些
旦
っ
て
、
法
制
的
に
確
立
し
て
い
る
現
実
の
制
度
は
、

簡
単
に
改
変
一
元
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
固
い
地
層
を

割
っ
て
流
れ
て
来
た
二
本
の
川
を
一
本
に
合
流
さ
せ
る
様
な
も
の
で
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あ
る
。
例
え
ば
、
学
校
教
育
法
第
七
七
条
に
よ
れ
ば
「
幼
稚
園
は
幼

児
を
保
育
し
、
適
当
な
環
境
を
与
え
て
、
心
身
の
発
達
を
助
長
す
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
児
童
福
祉
法
第
三
九
条
に
よ

れ
ば
「
保
育
所
は
日
々
保
護
者
の
委
託
を
受
け
て
、
保
育
に
欠
け
る

そ
の
乳
児
又
は
幼
児
を
保
育
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
施
設
」
な
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
幼
・
保
を
一
貫
す
る
も
の
は
、
幼
児
教
育
で
あ
る
こ
と

は
誤
り
で
は
な
い
。
古
来
胎
教
も
あ
り
、
テ
レ
ビ
の
前
に
寝
て
い
る

赤
子
も
、
い
つ
と
は
な
し
に
零
才
教
育
を
受
け
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る

幼
児
を
対
象
と
し
た
「
保
育
」
と
「
教
育
」
と
は
別
々
の
も
の
で
は

な
く
、
本
来
、
一
体
の
も
の
で
あ
る
。
「
人
間
づ
く
り
」
と
い
う
眼

目
は
、
幼
・
保
一
貫
の
目
標
で
あ
り
、
「
人
間
づ
く
り
」
は
保
育
を

通
し
て
の
教
育
を
は
な
れ
て
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

幼
稚
園
に
し
て
も
、
保
育
所
に
し
て
も
、
そ
の
設
置
者
が
、
現
在

の
行
政
指
導
の
面
で
問
題
化
し
っ
つ
あ
る
。
つ
ま
り
法
人
立
(
学
校

法
人
、
社
会
福
祉
法
人
)
と
非
法
人
立
(
宗
教
法
人
、
個
人
立
)
と

の
二
本
立
で
あ
る
現
状
を
、
す
べ
て
法
人
化
す
る
こ
と
を
法
的
に
規

制
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。

こ
の
二
本
立
の
問
題
は
、
行
政
側
か
ら
、
憲
法
上
の
問
題
と
し
て

難
問
題
で
あ
る
が
、
保
育
者
の
側
か
ら
は
、
助
成
金
等
の
格
差
は
つ

け
ら
れ
る
に
し
て
も
、
教
育
に
対
す
る
良
心
と
情
熱
と
献
身
に
つ
い

て
は
、
何
の
区
別
も
な
い
。

特
に
昔
々
、
宗
教
人
の
世
界
に
あ
っ
て
は
、
一
般
教
育
理
念
の
基

礎
に
宗
教
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
宗
教
保
育
と

い
っ
て
も
、
具
体
的
に
は
仏
教
者
は
仏
教
保
育
乃
至
仏
教
々
青
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
吾
々
は
「
保
育
」
と
い
う
一
般
的

表
現
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
、
仏
教
の
教
育
理
念
に
主
体
性
を
置
か
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
無
宗
教
性
は
排
宗
教
の
教
育

(
こ
れ
が
明
治
以
後
の
日
本
の
教
育
)
と
同
船
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

二
、
仏
教
保
育
と
は
何
か

一
般
に
「
宗
教
々
育
」
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
仏
教
保

育
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
字
義
だ
け
で
言
え
ば
、
仏
教
精
神
に

基
づ
く
保
育
(
教
育
)
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
一
概
に
仏
教
精

神
と
い
っ
て
も
、
そ
の
内
容
正
体
は
、
わ
か
っ
た
よ
う
で
、
わ
か
ら

な
い
。
そ
こ
で
、
教
育
的
な
意
味
か
ら
、
逆
に
仏
教
精
神
を
求
め
て

み
た
い
と
思
う
。

仏
教
は
本
来
、
人
間
の
煩
悩
か
ら
の
解
放
-
解
脱
-
の
道
に
、
人

を
導
入
し
、
そ
こ
に
明
る
く
、
こ
だ
わ
り
の
な
い
自
由
で
勇
気
あ
る

人
生
を
開
発
す
る
教
え
で
あ
る
。
こ
の
仏
教
本
来
の
求
め
る
人
間
と

幼
児
教
育
の
世
界
で
、
ど
の
よ
う
な
目
標
を
立
て
、
実
践
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
育
成
し
て
ゆ
く
か
、
-
そ
の
可
能
性
を
信
じ
て
-
方
法

や
在
り
方
を
総
括
し
て
「
仏
教
保
育
」
と
称
す
る
も
の
と
思
う
。

幼
児
と
仏
教
-
こ
の
こ
と
は
、
全
く
手
さ
ぐ
り
で
あ
り
、
残
念
な

が
ら
、
現
代
日
本
の
精
神
状
態
の
中
で
、
幼
児
と
仏
教
と
の
結
び
つ
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き
を
考
え
る
こ
と
、
求
め
る
こ
と
、
実
現
す
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て

困
難
で
あ
る
。
西
欧
の
様
に
家
庭
の
中
に
、
日
常
の
生
活
の
中
に
指

導
性
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
キ
リ
ス
ト
教
と
は
、
大
差
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
日
常
、
仏
教
の
指
導
力
や
仏
教
的
生
活

が
、
家
庭
の
中
に
生
き
て
い
れ
ば
、
今
日
、
あ
え
て
、
「
仏
教
と
幼

児
」
と
の
関
係
を
教
育
的
に
問
題
と
し
な
く
て
も
、
白
か
ら
解
決
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
点
、
非
常
に
心
細
い
も
の
で
あ

る
。
伝
統
的
習
慣
と
し
て
の
仏
だ
ん
的
仏
教
が
温
存
さ
れ
、
先
祖
崇

韓
の
考
え
方
や
行
事
に
よ
っ
て
、
家
庭
と
仏
教
と
が
、
つ
な
ぎ
と
め

ら
れ
て
は
い
る
が
、
最
近
の
核
家
族
化
、
団
地
化
、
マ
ン
シ
ョ
ン
化

の
激
動
の
中
に
、
そ
の
伝
統
習
慣
が
、
は
げ
し
く
ゆ
れ
崩
れ
去
ろ
う

と
し
て
い
る
。
仏
壇
が
家
庭
の
中
に
座
を
占
め
て
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
「
ほ
と
け
さ
ま
」
を
、
意
識
し
て
い
る
幼
児
で
あ
る
。
仏
壇
や
お

寺
か
ら
は
な
れ
て
、
抽
象
的
、
観
念
的
に
「
ほ
と
け
」
は
受
け
と
め

ら
れ
な
い
幼
児
で
あ
る
。
そ
う
し
た
時
代
に
、
幼
児
に
仏
教
の
影
響

や
仏
教
的
し
っ
け
或
は
訓
育
を
ど
の
よ
う
に
根
づ
か
せ
芽
生
え
さ
せ

る
か
と
い
う
こ
と
は
、
早
天
の
荒
野
に
水
を
求
め
る
が
如
き
感
が
あ

る
。
そ
れ
は
し
か
し
、
そ
の
し
ご
と
を
敢
え
て
開
き
進
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
の
有
効
な
場
と
し
て
は
、
仏
教
立
の
幼
児
保

育
詩
設
以
外
に
は
、
ま
ず
求
め
難
い
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
仏
教
保
育
の
重
要
性
が
、
正
し
く
認
識
さ
れ
実
践
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
同
時
に
、
家
庭
殊
に
両
親
教
育
の
面
で
の
仏
教

的
影
響
或
は
伝
道
が
重
大
な
課
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
私
は
次
の
よ

う
な
ク
ラ
ー
ク
の
宗
教
的
情
熱
と
良
心
に
深
く
心
を
打
た
れ
る
の
で

あ
る
。か

つ
て
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
農
大
総
長
で
あ
っ
た
ク
ラ
ー
ク
は
招

か
れ
て
「
教
育
法
に
は
干
渉
し
な
い
」
こ
と
を
条
件
と
し
て
、
明
治

九
年
に
来
朝
し
た
。
黒
田
清
隆
と
玄
武
丸
に
同
船
し
て
北
海
道
に
赴

く
途
中
、
道
徳
教
育
法
は
「
聖
書
を
修
身
の
教
科
書
と
し
て
採
用
す

る
」
と
ク
ラ
ー
ク
が
言
っ
た
時
、
「
そ
れ
は
い
け
ま
せ
ん
。
わ
が
国

に
は
わ
が
国
固
有
の
道
徳
法
が
あ
り
ま
す
」

「
わ
た
し
は
キ
リ
ス
ト

教
徒
で
す
。
わ
た
し
は
、
こ
の
信
仰
に
よ
っ
て
生
徒
を
教
え
る
の
で

す
。
」
黒
田
が
「
農
林
学
は
教
え
て
も
ら
う
が
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教

は
ご
遠
慮
下
さ
い
。
」
と
い
う
と
「
教
育
の
根
本
は
品
性
の
陶
冶
に
あ

り
、
こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
に
よ
る
べ
き
と
信
じ
ま
す
。
し
か
も
わ
た

し
は
教
育
法
に
干
渉
し
な
い
と
い
う
の
で
来
た
の
で
す
」

と
い
っ

て
、
そ
の
信
仰
の
立
場
を
ゆ
ず
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
ク
ラ
ー
ク
の
よ
う
な
良
心
と
信
仰
と
使
命
感
を
貫
ぬ
く
こ
と

こ
そ
が
、
強
調
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

三
、
仏
教
保
育
の
現
状
を
反
省
す
る

私
自
身
、
仏
教
保
育
者
の
一
人
で
あ
る
が
、
赤
裸
々
に
白
か
ら
を

か
え
り
み
て
、
憧
憬
た
る
も
の
が
あ
る
。
仏
教
保
育
と
い
っ
て
も
、

住
職
(
園
長
)
が
、
直
接
、
現
場
で
、
幼
児
保
育
に
当
っ
て
い
る
人

は
、
き
わ
め
て
す
く
な
い
と
思
う
。
園
長
は
、
住
職
と
し
て
の
要
務

や
渉
外
的
な
こ
と
或
は
財
政
経
理
の
処
理
対
策
等
に
忙
殺
さ
れ
て
い
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る
し
、
余
力
あ
る
人
は
更
に
社
会
的
役
務
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て

活
躍
し
て
い
る
の
が
、
大
方
の
姿
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ

自
体
有
意
義
な
こ
と
で
お
り
、
住
職
の
社
会
的
指
導
力
を
た
か
め
ひ

ろ
め
る
と
い
う
面
で
、
尊
敬
に
価
い
す
る
こ
と
で
ぬ
る
が
、
反
面
、

仏
教
保
育
そ
の
も
の
の
推
進
に
は
、
致
命
的
な
障
害
と
な
る
で
あ
ろ

う
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
住
職
、
園
長
、
社
会
人
と
し
て
の
三
重
の

重
荷
を
、
ど
の
様
に
さ
ば
い
て
い
く
か
ば
、
良
心
的
で
あ
れ
ば
あ
る

ほ
ど
重
大
な
課
題
で
あ
る
。

私
自
身
、
こ
の
課
題
は
解
決
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
日
蓮
聖
人
の

「
止
暇
断
眠
」
の
教
戒
を
身
に
読
も
う
と
す
る
生
き
方
の
中
に
、
時

を
惜
し
み
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぐ
の
み
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
仏
教
保
育
の
問
題
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

a
、
教
諭
保
母
と
仏
教

現
在
、
全
国
の
仏
教
関
係
の
保
育
施
設
に
勤
務
し
て
い
る
教
諭
保

母
の
数
は
確
認
で
き
な
い
が
、
日
蓮
宗
だ
け
で
も
一
千
名
を
数
え
ら

れ
る
。
そ
の
一
千
名
が
、
宗
教
的
に
は
、
全
く
混
成
部
隊
で
あ
る
。

ま
た
全
く
無
宗
教
の
者
も
多
い
。
し
か
も
そ
の
中
に
は
、
家
の
宗
教

と
し
て
は
各
宗
派
が
含
ま
れ
て
い
る
の
み
で
な
く
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン

あ
り
、
神
道
系
あ
り
、
創
価
学
会
員
あ
り
と
い
う
わ
け
で
、
日
蓮
宗

一
本
に
貫
ぬ
か
れ
て
は
い
な
い
。
嫁
入
り
前
の
一
時
的
就
職
あ
り
縁

故
就
職
あ
り
と
い
う
雑
居
で
あ
る
。

日
蓮
宗
保
育
連
盟
で
、
せ
っ
か
く
研
修
大
会
を
毎
年
実
施
し
、
適

当
な
宗
教
的
環
境
を
選
び
、
信
行
的
時
間
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
配
し

日
蓮
聖
人
の
妙
法
に
触
れ
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
企
画
し
て
も
、

そ
の
大
会
に
全
く
そ
っ
ぽ
を
向
い
て
、
不
参
加
の
園
も
あ
る
。
直
接

幼
児
に
接
す
る
教
諭
保
母
が
、
宗
教
的
情
操
も
身
に
つ
け
ず
、
宗
教

無
関
心
、
無
信
仰
の
よ
う
な
姿
で
、
宗
教
、
仏
教
保
育
が
行
わ
れ
る

は
ず
は
な
い
。
文
部
省
・
厚
生
省
的
な
保
育
な
ら
、
何
と
宗
教
者
が

菩
心
し
て
、
保
育
事
業
を
す
る
必
要
は
な
く
、
公
立
か
在
俗
の
個
人

篤
志
家
に
ま
か
せ
て
お
け
ば
充
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
、

教
諭
保
母
に
対
す
る
行
学
統
一
の
仏
教
々
膏
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
各
園
で
、
そ
れ
ぞ
れ
、
園
長
の
創
意
に
よ
っ
て
、
何
ら
か

の
方
法
で
或
る
程
度
の
こ
と
は
行
わ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は

恐
ら
く
随
意
的
で
あ
っ
て
、
日
蓮
宗
と
し
て
の
共
通
課
題
を
設
定
し

た
一
貫
性
の
あ
る
や
り
方
は
実
現
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
私
は

「
保
育
者
の
た
め
の
仏
教
教
程
」

の
如
き
も
の
が
、
指
導
書
と
し
て

提
供
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
痛
感
し
て
い
る
。
そ
の
教
程
に
よ
る

共
同
学
習
、
共
同
信
行
を
通
じ
て
、
宗
教
的
な
共
同
思
考
の
成
果
が

期
待
出
来
る
と
と
も
に
、
心
豊
か
に
明
る
く
健
康
な
宗
教
的
情
操
が

培
わ
れ
る
も
の
と
信
ず
る
の
で
あ
る
。

b
、
教
員
保
母
養
成
機
関
と
日
蓮
宗
保
育
施
設

現
在
日
蓮
宗
関
係
と
し
て
は
、
立
正
大
学
保
育
専
門
学
校
、
或
は

立
正
女
子
大
学
保
育
科
等
で
、
幼
稚
園
教
諭
或
は
保
母
が
養
成
さ
れ

て
い
る
。
「
立
正
」
と
称
す
る
学
園
は
、
本
来
日
蓮
宗
と
は
血
脈
的

関
係
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
従
来
は
全
く
他
人
の
様
な

間
柄
で
あ
り
、
本
宗
の
保
育
施
設
と
は
、
お
よ
そ
有
機
的
な
交
流
が
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な
い
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
学
園
に
於
て
、
養
成
中
に
、
ど
の
様
に
宗

教
的
教
導
が
行
わ
れ
て
い
る
か
も
、
あ
ま
り
明
ら
か
で
な
い
。
こ
の

様
な
実
状
を
ど
う
解
決
し
た
ら
よ
い
の
か
、
対
話
の
機
会
を
つ
く
っ

て
、
一
日
も
早
く
前
向
き
に
し
た
い
。
こ
の
こ
と
は
、
宗
門
の
教
務

行
政
に
と
っ
て
も
、
大
き
な
問
題
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

C
、
橿
信
徒
の
人
材
吸
収
に
つ
い
て

「
我
が
園
」
を
修
了
し
、
進
学
し
た
幼
児
で
、
長
じ
て
幼
・
保
の

職
員
を
希
望
す
る
も
の
が
あ
る
は
ず
で
奉
る
。
そ
の
「
幼
児
」
を
野

放
し
に
し
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
そ
の
「
幼
児
」
を

「
我
が
園
」
に
或
は
宗
門
の
園
に
吸
収
す
る
方
策
を
立
て
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
卒
業
生
が
、
高
校
に
入
っ
た
ら
、
お
そ
く
と
も
、
二
年

生
時
代
に
、
そ
の
追
跡
調
査
を
し
て
、
本
人
の
希
望
を
た
し
か
め
て

お
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

私
の
園
の
卒
業
生
で
、
し
か
も
檀
家
の
子
女
で
某
女
子
短
大
の
幼

稚
園
教
員
科
を
卒
業
し
た
も
の
が
あ
っ
た
が
、
私
の
知
ら
ぬ
う
ち
、

浄
土
宗
系
の
幼
稚
園
に
就
職
し
て
し
ま
っ
た
事
実
が
あ
り
、
非
常
に

心
さ
み
し
い
思
い
を
し
た
経
験
が
ぬ
る
。
こ
う
い
う
痛
い
思
い
は
、

私
の
場
合
の
み
で
は
な
い
と
思
う
が
、
檀
信
徒
申
か
ら
の
人
材
吸
収

に
努
力
す
る
こ
と
は
、
園
そ
の
も
の
の
み
で
は
な
く
、
寺
門
運
営
の

面
か
ら
も
、
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
と
痛
感
し
て
い
る
。

d
、
両
親
と
幼
稚
園

両
親
の
階
層
、
教
養
、
信
仰
は
全
く
ま
ち
ま
ち
で
あ
り
、
一
定
の

宗
旨
を
押
し
っ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
彼
等
は
、
必
ず
し
も
仏

教
保
育
だ
か
ら
、
選
ん
で
入
園
を
希
望
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
い
わ

ん
や
、
日
蓮
宗
関
係
だ
か
ら
と
い
う
選
別
の
仕
方
で
は
な
い
。
僅
か

に
檀
家
の
両
親
は
、
例
外
と
な
る
の
み
で
あ
る
。
施
設
側
も
、
信
仰

問
題
に
な
る
と
情
痴
に
な
っ
て
、
保
育
の
場
を
伝
道
の
広
場
に
展
開

す
る
事
を
避
け
て
、
な
る
べ
く
触
れ
ま
い
と
す
る
傾
向
が
強
い
。
信

仰
上
の
ト
ラ
ブ
ル
を
恐
れ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
直
接
、
施
設
の
経

営
に
は
ね
か
え
っ
て
、
不
利
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
、
経
営

保
全
の
た
め
、
或
は
公
教
育
の
場
で
あ
る
た
め
に
、
割
り
切
れ
ぬ
焦

燥
感
に
悩
ん
で
い
る
園
長
は
多
い
の
で
あ
る
。
信
仰
的
・
良
心
的
で

あ
れ
ば
あ
る
程
そ
の
感
が
深
く
、
心
を
痛
め
、
使
命
感
に
責
め
ら
れ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
創
立
当
時
の
、
い
わ
ゆ
る
「
初
心
」
は
、
た

と
え
忘
れ
な
く
と
も
、
う
す
れ
ゆ
く
可
能
性
や
条
件
に
と
り
か
こ
ま

れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。

「
日
本
人
は
、
宗
教
を
置
き
忘
れ
て
き
た
世
界
唯
一
の
民
族
で
あ

る
」

(
森
恭
三
「
未
来
か
ら
の
回
顧
」
朝
日
新
聞
昭
和
四
十
七
年
一

月
四
日
)
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
仏
教
保
育
を
通
じ
て
宗
教
を
生

活
の
中
に
活
か
し
、
両
親
に
伝
達
し
て
い
く
事
は
ゆ
る
が
せ
に
出
来

な
い
。
前
述
の
中
で
は
否
定
的
な
可
能
性
や
条
件
に
つ
い
て
述
べ
て

き
た
が
、
し
か
ら
ば
肯
定
的
な
可
能
性
は
無
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
両
親
教
育
に
於
て
、
伝
道
的
意
欲
を
、
ど
の
様
に
具
体
的
に
展
開

す
る
か
に
、
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
保
育
の
中
で
、
幼

児
の
宗
教
性
の
発
掘
と
連
繋
す
る
も
の
で
あ
る
。
唯
、
そ
の
場
合
は

宗
派
的
な
る
も
の
よ
り
も
、
宗
教
一
般
、
仏
教
一
般
に
基
づ
く
所
の
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生
活
指
導
に
重
点
が
求
め
ら
れ
る
で
奉
ろ
う
。
何
故
な
れ
ば
、
宗
教

性
の
開
発
や
宗
教
的
教
養
又
は
宗
教
的
な
る
も
の
え
の
関
心
の
た
か

ま
り
、
或
は
特
定
な
宗
派
(
例
え
ば
日
蓮
宗
)
に
対
す
る
信
頼
感
や

信
仰
促
進
は
イ
ン
ス
タ
ン
ト
な
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
両
親
教
育
を
通
し
て
、
信
仰
的
或
は
求
道
的
組
織
化
は
、
ど

の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
か
と
い
う
、
実
践
的
課
題
と
な
る
の
で
あ

る
。四

、
布
教
と
教
化

学
校
教
育
は
、
直
接
間
接
に
、
家
庭
教
育
に
つ
ら
な
っ
て
い
る
と

言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
幼
・
保
の
場
合
で
も
、
例

外
で
は
な
い
。
し
か
し
、
仏
教
保
育
は
、
そ
の
底
に
信
仰
へ
の
導
き

が
志
向
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
ゐ
る
か
ら
、
仏
教
的
家
庭
教
育
は
ど
う

あ
っ
た
ら
よ
い
か
と
い
う
主
題
が
、
白
か
ら
生
じ
て
来
る
と
思
わ
れ

る
。持

田
栄
一
氏
は
「
『
仏
教
保
育
』
を
も
っ
て
、
布
教
の
手
段
と
考

え
る
と
ら
え
方
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
子
供
の
教
育
を
手
段
と
し
て

考
え
る
考
え
方
は
『
近
代
』

の
名
に
お
い
て
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き

ま
せ
ん
。
近
代
教
育
は
、
子
供
の
生
活
を
尊
重
し
、
教
育
の
自
律
性

を
基
礎
と
し
て
い
ま
す
。
…
…
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と

は
、
そ
れ
を
仏
教
布
教
の
手
段
と
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
子
ど
も
の

生
活
と
権
利
を
、
正
し
く
育
て
あ
げ
て
い
く
の
に
、
仏
教
原
理
に
立

つ
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
立
場
に
立
つ
べ
き
で
す
。

そ
の
よ
う
に
す
る
こ
と
が
、
や
が
て
は
布
教
を
た
す
け
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
『
近
代
』
仏
教
は
個
人
の
人
権
を
尊
重
す
る
こ
と
を
主

眼
と
す
る
か
ら
で
す
。
」
(
「
仏
教
保
育
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
」
昭
和
四
十

三
年
創
刊
号
)
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
仏
教
の
近
代
性
へ
の
発
展

を
示
す
意
見
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
人
間
理
性
の
広
野
に
仏
教

原
理
を
展
開
す
る
こ
と
で
あ
り
、
宗
派
を
超
え
た
世
界
思
考
で
あ

る
。ま

た
杉
原
誠
四
郎
氏
は
、
右
同
誌
、
同
年
五
月
号
に
「
私
は
仏
教

者
が
仏
教
者
の
立
場
に
お
い
て
、
仏
教
保
育
を
行
な
う
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
が
幼
児
、
保
護
者
、
そ
の
他
周
囲
の
全
て
の
人
に
対
す
る

教
化
活
動
な
の
で
あ
る
と
い
う
信
念
を
も
っ
て
行
な
う
と
い
う
こ
と

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
必
ず
し

も
布
教
手
段
と
し
て
の
仏
教
保
育
を
否
定
し
て
い
な
い
。
こ
の
二
つ

の
や
や
対
立
し
た
意
見
も
、
帰
す
る
所
、
布
教
の
直
接
性
と
間
接
性

の
二
面
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
と
受
け
と
る
こ
と
が
出
来
る
。
杉
原

氏
は
、
同
じ
論
文
の
中
で
「
教
化
と
類
似
し
た
言
葉
と
し
て
、
布
教

と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
両
者
は
非
常
に
違
っ
た
言

葉
で
す
。
布
教
と
い
う
の
は
、
あ
る
特
定
の
宗
派
と
し
て
の
宗
教
が

信
者
を
獲
得
す
る
た
め
に
行
な
う
薗
接
的
な
は
た
ら
き
か
け
で
す
。

こ
れ
に
比
べ
て
、
教
化
と
い
う
こ
と
は
、
特
定
の
宗
派
の
信
者
獲
得

を
直
接
の
目
的
と
は
し
て
い
ま
せ
ん
」
と
述
べ
て
い
る
。
い
わ
ば
宗

教
的
社
会
教
育
と
い
う
意
義
を
も
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
特
定
の
宗
派
と
無
関
係
な
宗
教
団
体
結
社
や
宗
教
活
動
が
、
現
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在
、
果
し
て
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
問
題
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
「
仏

教
保
育
」
の
仏
教
も
、
そ
れ
が
依
っ
て
立
つ
所
の
宗
派
的
な
る
も
の

を
除
け
ば
、
仏
者
一
般
で
奉
り
、
思
想
と
し
て
の
仏
教
で
あ
り
、
信

仰
と
し
て
の
仏
教
と
は
異
質
な
も
の
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

仏
教
研
究
者
が
、
必
ず
し
も
仏
教
信
者
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
場
合

も
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
教
化
と
い
う
面
か
ら
、
仏
教
保
育
者
の
両
親
教
育
を
展
開
す

る
こ
と
は
、
方
法
と
し
て
好
ま
し
い
や
り
方
だ
と
私
は
思
う
。
そ
の

教
化
方
式
は
、
普
通
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
母
親
学
級
、
家
庭
教

育
学
級
、
ま
た
は
婦
人
大
学
な
ど
と
も
名
づ
け
る
こ
と
が
出
来
る
。

或
は
母
親
学
級
と
並
ん
で
、
学
級
生
を
募
集
し
て
「
仏
教
婦
人
学

級
」
と
明
示
し
た
、
別
途
の
学
級
編
成
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
の
学

習
過
程
に
於
て
、
仏
教
或
は
特
定
の
宗
派
の
教
化
を
多
角
的
に
行
な

う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
が
、
自
然
に
布
教
と
し
て
、
組
織
化
に
通

ず
る
道
で
あ
る
と
思
う
。

五
、
両
親
教
育
の
教
化
計
画
に
つ
い
て

初
級
か
ら
上
級
へ
と
、
進
度
を
考
慮
し
た
教
化
課
程
を
立
て
る
こ

と
も
大
切
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
学
校
の
授
業
の
様
な
わ
け
に
は
い

か
な
い
。
し
か
し
、
幼
児
教
育
は
、
家
庭
と
の
密
接
で
不
断
の
連
絡

提
携
が
大
切
で
奉
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
教
育
の
在
り
方
が
、

幼
児
に
深
い
影
響
力
を
も
つ
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

こ
と
に
、
仏
教
園
は
、
そ
れ
ら
し
く
、
仏
教
的
教
化
が
、
幼
児
を
通

し
て
、
或
は
直
接
家
庭
に
働
き
か
け
、
浸
透
し
て
い
く
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
両
親
教
育
の
必
要
性
が
あ
る
わ
け
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
養
え
て
両
親
「
教
育
」
と
い
わ
な
く
と
も
、
両
親

「
教
化
」
で
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
が
、
い
わ
ば
教
育
を
通
し
て
教
化

す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
つ
に
か
か
っ
て
、
幼
児
教

育
の
効
果
を
あ
げ
る
と
と
も
に
、
両
親
に
対
す
る
仏
教
的
洗
脳
の
た

め
の
、
精
神
的
パ
イ
プ
を
つ
く
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
教
化
活
動
は
、
両
親
を
生
徒
扱
い
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
幼

児
を
教
育
し
、
そ
の
幸
せ
を
ま
も
り
た
か
め
る
た
め
の
共
通
の
責
任

と
使
命
の
自
覚
に
立
っ
て
、
対
等
の
立
場
に
あ
る
べ
き
で
覆
る
と
同

時
に
、
幼
・
保
の
側
は
専
門
職
と
し
て
の
尊
敬
と
信
頼
を
受
く
る
に

足
る
指
導
性
を
確
立
し
な
け
れ
ば
無
効
で
あ
る
。
こ
と
に
、
核
家
族

化
し
っ
つ
あ
る
家
庭
に
対
し
て
、
仏
教
的
思
考
や
精
神
を
注
ぎ
こ
む

た
め
に
は
、
そ
れ
な
り
に
地
な
ら
し
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
地
な
ら
し
は
、
種
お
ろ
し
も
同
時
に
伴
っ
て
い
か
け
れ
ば
成
長
し

な
い
で
あ
ろ
う
。
地
な
ら
し
と
は
対
話
の
場
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
、

種
お
ろ
し
は
、
指
導
者
の
豊
か
な
人
格
の
光
と
教
養
を
分
け
与
え
る

こ
と
で
あ
る
。

幼
児
教
育
か
ら
両
親
教
育
へ
と
拡
充
展
開
す
る
こ
と
は
、
い
わ
ば

仏
教
を
寺
か
ら
解
放
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
社
会
的
教
化
カ
の
前

進
と
い
う
面
か
ら
、
伝
道
と
い
う
意
味
か
ら
も
、
貴
重
な
意
義
を
も

つ
も
の
と
思
う
。
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六
、
両
親
教
育
の
年
間
計
画

私
は
こ
こ
で
、
一
応
、
年
間
計
画
を
整
理
し
ょ
う
と
思
う
。
斯
道

精
進
の
参
考
と
な
れ
ば
と
願
う
。

計
画
を
立
て
る
前
に
、
ま
ず
次
の
様
な
五
つ
の
柱
を
立
て
て
み

た
。
こ
の
柱
は
、
前
述
の
内
容
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

( 5 )  ( 4 )  ( 3 )  ( 2 )  ( 1 )

両
親
教
育
を
仏
教
的
社
会
教
化
と
規
定
す
る

社
会
・
家
庭
・
保
育
を
通
し
て
の
諸
問
題
を
と
ら
え
る

仏
教
語
を
現
代
的
に
理
解
せ
し
め
る

経
典
或
は
宗
祖
の
こ
と
ば
を
現
代
の
生
活
指
導
に
生
か
す

明
る
い
家
庭
づ
く
り
、
あ
た
た
か
い
人
間
関
係
を
養
い
上
げ

る

こ
の
五
つ
の
柱
を
背
景
と
し
て
、
年
間
各
月
に
主
題
を
配
し
、
そ

の
ね
ら
い
を
立
て
、
展
開
の
参
考
資
料
を
示
す
よ
う
に
し
た
。
勿
論

若
干
、
形
式
的
・
機
械
的
に
な
る
傾
向
は
や
む
を
得
な
い
が
、
要
は

一
つ
の
サ
ン
プ
ル
と
し
て
、
そ
れ
を
ど
の
様
に
活
用
し
っ
つ
、
自
分

の
創
意
を
盛
り
上
げ
る
か
ば
、
自
由
で
ぬ
る
。
た
だ
こ
の
計
画
試
案

が
、
教
化
伝
道
の
道
標
と
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

一

月
(
主
題
)
実
り
あ
る
年
を
開
こ
う

(
ね
ら
い
)

一
月
は
新
年
、
「
今
年
こ
そ
は
」
と
、
何
と
は
な
し
に
心
に
張
り

を
感
じ
、
さ
わ
や
か
な
気
分
に
な
る
。
「
こ
そ
は
」
と
い
う
こ
と
は

「
や
り
と
げ
ろ
ぞ
」
と
い
う
願
い
で
あ
る
と
と
も
に
、
自
分
の
内
心

へ
の
呼
び
か
け
で
あ
り
、
自
分
へ
の
誓
い
で
も
あ
る
。

生
活
に
活
を
入
れ
よ
う
。
こ
の
一
年
を
充
実
し
て
、
明
る
く
、
址

な
く
前
進
の
年
に
し
よ
う
。
そ
の
た
め
に
は
生
活
に
リ
ズ
ム
(
戒
)

を
、
心
に
静
け
さ
を
(
定
)
そ
し
て
思
慮
と
計
画
(
慧
)
を
。
戦
後

は
平
均
寿
命
が
延
び
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
七
十
才
と
見
て

も
、
そ
れ
か
ら
現
在
の
年
令
を
差
引
い
た
だ
け
生
き
る
と
い
う
保
証

は
な
い
。
こ
の
一
年
を
最
良
の
年
に
し
よ
う
。
全
く
厳
粛
な
一
年
な

の
で
あ
る
。

(
参

考
)

㈲

「
蔵
の
財
よ
り
身
の
財
す
ぐ
れ
た
り
、
身
の
財
よ
り
心
の
財
第

一
な
り
。
」

(
日
蓮
「
崇
峻
天
皇
御
書
」
)

㈲

「
あ
あ
、
過
ぎ
に
し
方
の
程
な
き
を
以
て
知
ん
ぬ
。
わ
が
命
、

今
幾
程
も
な
き
年
を
。
」
(
日
蓮
「
新
池
御
書
」
)

㈲

「
わ
が
門
家
は
夜
は
眼
を
断
ち
、
昼
は
暇
を
止
め
て
之
を
案
ぜ

よ
。
一
生
空
し
く
過
し
て
万
歳
悔
ゆ
る
こ
と
な
か
れ
。
」
(
日
蓮

「
富
木
殿
御
書
」
)

㈲

「
隠
れ
て
の
僑
あ
れ
ば
、
顕
れ
て
の
徳
あ
る
世
な
ヶ
」

(
日
蓮

「
上
野
殿
御
消
息
」
)

㈲

「
若
い
人
た
ち
に
か
ぎ
ら
ず
、
常
に
未
来
を
見
て
も
ら
い
た
い

も
の
で
あ
る
。
こ
こ
何
年
か
さ
き
の
将
来
を
見
て
も
、
未
来
を

見
な
い
人
間
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
将
来
と
は
「
将
に
来
ら
ん
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と
す
る
」
先
の
こ
と
、
未
来
は
末
だ
来
た
ら
ざ
る
先
の
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
砿
た
ち
は
、
ど
う
し
て
も
、
身
近
く
受
け
と
れ
る

先
の
こ
の
(
将
来
)

の
ほ
う
に
頭
が
ゆ
き
が
ち
で
、
遠
く
時
間

を
か
け
て
く
る
先
の
こ
と
(
未
来
)
は
、
く
る
か
こ
な
い
か
ど

う
だ
か
わ
か
ら
な
い
と
あ
ま
り
真
剣
に
考
え
な
い
よ
う
で
あ

る
。
そ
こ
に
日
本
人
の
未
来
に
対
す
る
姿
勢
の
と
り
方
と
い
う

こ
と
を
考
え
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
ぬ
る
。
」
(
江
本
文

彦
著
「
し
っ
け
行
動
学
」
)

(
「
日
蓮
が
慈
悲
広
大
な
ら
ば
、

南
無
妙
法
蓮
華
経
は
万
年
の
外
未
来
ま
で
も
流
布
す
べ
し
」
の

「
未
来
」
を
熟
考
す
る
要
あ
り
)

二

月
(
主

題
)

せ
っ
か
く
生
れ
て
来
だ
の
に

(
ね
ら
い
)

こ
の
世
に
生
れ
て
来
た
こ
と
を
、
単
に
偶
然
と
言
え
よ
う
か
。
運

命
に
は
約
束
が
な
い
。
時
と
と
も
に
流
れ
て
ゆ
く
。
生
ん
で
く
れ
た

父
母
も
、
そ
の
は
じ
め
は
未
知
で
あ
る
。
無
目
的
で
あ
る
。
し
か
し

成
長
と
と
も
に
、
自
己
に
め
ざ
め
、
自
分
の
行
動
の
方
向
を
き
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
自
分
は
何
に
な
ろ
う
か
と
、
生
き
る
道
を
考
え

求
め
る
よ
う
に
な
る
。
人
間
は
動
物
と
は
区
別
さ
れ
、
目
的
憲
議
を

も
ち
、
創
造
性
を
も
ち
、
計
画
を
立
て
、
労
働
と
生
産
の
能
力
を
も

っ
て
い
る
。
生
れ
て
来
た
こ
と
を
、
こ
の
生
命
を
未
来
に
向
っ
て
開

い
て
い
か
な
け
れ
ば
、
「
無
明
」
の
生
き
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
生
き

甲
斐
の
あ
る
生
活
は
ま
た
死
に
甲
斐
の
あ
る
人
生
で
あ
ろ
う
。
二
月

十
六
日
は
日
蓮
聖
人
の
誕
生
日
で
あ
る
。
日
蓮
聖
人
は
死
の
中
に
生

を
、
限
り
あ
る
生
の
中
に
永
遠
の
未
来
を
生
き
抜
こ
う
と
、
六
十
年

の
生
命
力
を
振
り
し
ぼ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
達
は
人
の
人
た
る
ゆ
え

ん
は
何
で
ゐ
る
か
を
、
仏
教
的
に
明
か
に
し
よ
う
。
よ
き
父
、
よ
き

母
、
尊
敬
で
き
る
父
母
の
在
り
方
は
、
こ
こ
か
ら
は
じ
ま
る
と
信
ず

る
。
そ
こ
に
は
「
断
絶
」
は
な
い
。
生
あ
る
限
り
伸
び
て
ゆ
く
父
母

で
あ
る
。

(
参

考
)

㈲
「
諸
仏
世
尊
は
、
唯
、
一
大
事
の
因
縁
を
以
て
の
故
に
世
に
出
現

し
た
ま
う
。
」
(
「
法
華
経
」
)

㈲
「
世
に
生
れ
て
人
と
な
る
は
難
し
。
仏
世
に
値
う
こ
と
ま
た
難

し
。
大
海
に
於
い
て
青
色
の
浮
木
に
償
う
が
如
し
。
」
(
「
浬
葉

経
」
)

㈲
「
成
長
し
ょ
う
と
し
て
う
ず
く
筋
肉
、
単
な
る
必
要
を
乗
り
越
え

て
、
何
か
を
創
り
出
そ
う
と
う
ず
く
精
神

-
こ
れ
が
人
間
な
の

だ
。
」
(
ス
タ
イ
ン
ベ
ッ
ク
)

㈲
「
時
間
の
中
で
生
き
る
と
は
「
現
在
を
生
き
る
」
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
言
え
ば
、
当
り
前
だ
と
い
う
人
も
い
ら
れ
よ
う
。
だ
が
決
し

て
当
り
前
で
は
な
い
の
た
。
な
ぜ
な
ら
、
ふ
つ
う
わ
れ
わ
れ
は

明
日
を
起
点
と
し
た
決
心
を
す
る
が
、
今
日
と
い
う
日
、
現
在
と
い

う
こ
の
一
瞬
を
出
発
点
と
し
た
決
心
を
な
か
な
か
し
て
い
な
い
か

ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
未
来
に
対
す
る
目
標
を
決
め
て
、
自
分
で
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自
分
の
こ
と
を
計
画
し
て
い
る
人
は
い
る
。
し
か
し
せ
っ
か
く
決

心
し
て
も
、
あ
し
た
か
ら
そ
れ
を
実
行
に
移
す
と
い
う
の
で
は
だ

め
だ
。
…
…
明
日
か
ら
始
め
よ
う
と
い
う
人
は
、
い
ま
と
い
う
こ

の
瞬
間
を
お
き
へ
や
っ
て
お
い
て
、
い
わ
ば
い
ま
ぬ
き
の
決
心
を

し
て
い
る
の
だ
。
こ
こ
で
は
い
ま
が
真
空
に
な
っ
て
い
る
か
ら
…

…
ど
こ
か
ま
だ
気
楽
で
い
ら
れ
る
。
…
…
そ
の
決
心
が
い
ま
に
結

び
つ
い
て
い
な
い
と
、
重
き
を
も
っ
て
迫
っ
て
こ
な
い
の
で
あ

る
。
」
(
小
泉
信
「
時
間
的
意
識
の
革
命
」
P
・
H
・
P
増
刊
号
皿
8
)

㈲
「
能
率
と
ス
ピ
ー
ド
を
重
ん
じ
る
現
代
に
と
っ
て
は
『
時
間
』
の

す
ご
し
方
、
受
け
と
り
し
だ
い
で
、
自
分
の
生
き
が
い
と
死
に
が

い
が
左
右
で
き
る
の
で
あ
る
。
」
(
同
右
)

㈲
「
当
に
知
る
べ
し
、
こ
の
処
は
、
す
な
わ
ち
道
場
な
り
。
」
(
「
法

華
経
」
)

㈲
「
早
か
れ
お
そ
か
れ
、
し
か
し
、
か
な
ら
ず
や
自
然
は
、
自
然
そ

の
も
の
に
反
す
る
人
間
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
に
復
讐
す
る
で
あ
ろ

う
。
」

(
ベ
ス
タ
ロ
ッ
チ
「
A
B
C
の
本
」
)

㈲
「
仏
と
申
す
事
も
我
等
の
心
の
内
に
お
は
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、

石
の
中
に
火
あ
り
珠
の
中
に
財
あ
る
が
如
し
。
我
等
凡
夫
は
ま
つ

げ
の
近
さ
と
虚
空
の
遼
き
と
は
見
候
事
な
し
。
…
…
蓮
は
活
き

物
、
泥
よ
り
出
で
た
り
。
栴
檀
は
か
う
ば
し
き
物
、
大
地
よ
り
生

ひ
た
り
。
桜
は
面
白
き
物
、
木
の
中
よ
り
咲
き
出
づ
。
」
(
日
蓮

「
十
字
御
書
」
)

三

月
(
主
題
)

ね
が
は
し
き
父
母
を
想
う

(
ね
ら
い
)

人
間
と
は
何
か
と
間
は
れ
た
ら
、
何
だ
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
し

か
し
、
あ
ら
ゆ
る
宗
教
は
、
神
や
仏
を
目
標
と
し
て
、
ね
が
は
し
き

人
間
の
在
り
よ
う
を
説
き
つ
づ
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
科
学
や
文
化

は
、
人
間
の
創
造
力
に
よ
っ
て
、
発
達
と
福
祉
の
歴
史
を
積
み
重
ね

て
き
た
。
そ
れ
な
の
に
、
人
間
は
昔
も
人
も
、
姿
や
服
装
は
変
っ
て

も
、
人
間
本
来
の
心
の
在
り
よ
う
は
大
差
が
な
い
。
物
質
文
明
は
武

器
の
発
達
を
う
な
が
し
、
殺
識
者
と
し
て
の
人
間
が
地
上
に
横
行
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
間
の
歴
史
は
、
殺
し
の
歴
史
だ

と
も
言
え
る
。
ま
こ
と
に
罪
ふ
か
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
人
間
ど

う
し
は
、
な
ん
と
か
よ
り
よ
い
人
間
と
な
ろ
う
と
し
、
よ
り
平
和
な

幸
福
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
不
思
議
な
人
間
な
の
で
奉
る
。
相
反
目

し
、
戦
い
の
地
上
に
あ
り
な
が
ら
も
、
私
達
は
日
常
、
相
互
の
関
係

に
よ
っ
て
、
交
わ
り
の
中
に
生
命
を
さ
さ
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
人

間
の
肉
体
を
通
し
て
、
心
と
心
と
が
交
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
肉

体
と
い
う
物
質
を
中
立
ち
と
し
て
、
心
が
流
れ
合
い
、
温
か
く
或
る

時
は
冷
た
く
、
ま
た
火
の
よ
う
に
燃
え
な
が
ら
、
様
々
の
「
柏
」

の

舞
台
で
、
人
生
を
演
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

私
達
は
子
供
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
父
母
と
な
る
。

父
母
と
子
供
と
は
立
体
的
な
関
係
に
あ
る
。
立
体
は
く
ず
れ
た
り

倒
れ
た
り
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
父
母
と
な
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
を
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愛
と
慈
悲
で
包
み
な
が
ら
や
が
て
愛
児
を
、
こ
の
世
に
の
こ
し
て
、

い
つ
か
は
永
遠
に
消
え
て
逝
く
日
が
近
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
ギ
ョ
ッ
と
す
る
事
実
を
凝
視
す
る
時
、
私
達
は
、
死
し
て
な
お
子

供
ら
の
心
の
中
に
導
き
と
な
り
、
支
え
と
な
る
も
の
を
遺
す
よ
う

な
、
父
母
に
な
り
た
い
。
「
法
華
経
」
に
「
滅
し
て
滅
せ
ず
」
と
い

う
言
葉
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
父
母
で
あ
り
た
い
。

(
参

考
)

㈲
「
仏
教
で
は
四
通
り
に
人
を
見
分
け
方
を
い
た
し
ま
す
。
一
は
、

智
に
し
て
愚
な
る
も
の
。
二
は
、
愚
に
し
て
智
な
る
も
の
。
三
は

愚
に
し
て
愚
な
る
も
の
。
四
は
、
智
に
し
て
智
な
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。
」
(
小
滝
淳
著
「
家
庭
仏
教
」
)

㈲
「
ゲ
ー
ブ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
第
一
部
『
天
井
の
序
曲
』
に
あ

る
言
葉
を
、
私
は
思
い
だ
し
た
。
『
人
間
は
努
力
す
る
限
り
迷
う

も
の
で
あ
る
』
。
私
の
速
は
一
生
つ
づ
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
迷

う
こ
と
は
生
き
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
送
の
な
い
人
間
か

ら
は
、
何
も
の
も
生
れ
は
し
な
い
。
」
(
石
垣
綾
子
)

㈲
「
父
母
は
、
ま
た
次
の
五
つ
に
よ
っ
て
、
わ
が
子
を
愛
憐
す
る
。

一
、
悪
事
を
遠
ざ
け
、
善
行
を
す
す
め
る
。

二
、
家
事
や
生
業
に
必
要
な
書
物
を
読
ま
せ
て
教
え
導
く
。

三
、
常
に
法
(
お
し
え
)
や
戒
め
を
た
も
つ
こ
と
を
教
え
る
。

四
、
成
人
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
子
に
ふ
さ
わ
し
い
妻
(
夫
)
を
め

あ
わ
す
。

五
、
時
を
得
た
な
ら
ば
、
家
中
の
所
有
を
子
の
も
の
と
し
て
相
続

さ
せ
る
。
」
(
昼
間
光
威
縞
訳
「
六
方
礼
経
」
)

㈲
「
ど
ん
な
苦
し
い
時
も
悲
し
い
時
に
も
、
い
じ
め
ら
れ
げ
と
は
さ

れ
た
時
に
そ
の
状
態
に
負
け
な
か
っ
た
の
は
『
ど
ん
な
時
に
で
も

一
怨
の
お
茶
を
捧
げ
い
た
だ
き
合
う
心
が
大
切
で
す
よ
。
そ
の
心

を
つ
く
り
な
さ
い
」
と
い
わ
れ
た
母
の
三
高
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

黙
っ
て
ニ
コ
ニ
コ
う
な
づ
い
て
い
る
父
の
福
々
し
い
顔
で
あ
っ

た
。
今
の
世
は
あ
ま
り
に
も
恵
ま
れ
す
ぎ
て
い
る
た
め
か
え
っ
て

乱
世
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
親
は
親
、
子
は
子
と
い
う
何
か
他
人

め
い
た
も
の
が
す
っ
か
り
支
配
し
だ
し
た
か
ら
で
あ
る
。
矢
張
り

親
に
叱
ら
れ
た
た
か
れ
、
そ
し
て
ニ
ッ
コ
リ
と
ほ
ほ
え
ん
で
う
な

づ
い
て
貰
う
よ
う
な
親
と
子
の
関
係
が
な
け
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
救

い
は
何
も
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
と
思
う
。
大
声
で
お

父
さ
ん
お
母
さ
ん
〃
‥
と
呼
び
叫
ぶ
こ
と
が
出
来
る
素
直
な
子
で
何

時
も
あ
り
た
い
と
念
じ
て
い
る
の
は
私
の
み
で
は
な
か
ろ
う
。
」

(
千
宗
室
〃
心
を
つ
く
り
な
さ
い
〃
山
本
茂
実
績
「
私
を
さ
さ
え

た
母
の
三
一
早
に
収
録
)

四

月
(
主
題
)

こ
と
ば
に
光
あ
れ

(
ね
ら
い
)

人
間
関
係
は
、
義
理
・
人
情
に
さ
さ
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
日

本
人
の
習
慣
観
念
に
な
っ
て
い
る
が
、
現
代
、
新
し
く
こ
の
義
理
・

人
情
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
、
考
え
な
お
す
時
機
が
来
て
い
る
よ
う
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で
あ
る
。
や
く
ざ
の
世
界
で
は
、
こ
の
こ
と
が
命
が
け
で
守
ら
れ
て

い
る
。
一
方
、
社
会
人
の
生
活
信
条
の
車
で
も
大
切
に
さ
れ
て
い

る
。
私
達
が
生
活
を
営
ん
で
ゆ
く
の
に
「
理
」
と
「
情
」
が
二
本
足

で
あ
る
こ
と
に
は
変
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
義
と
い
う
こ
と
を
正
し

さ
と
理
解
し
、
人
と
社
会
と
を
、
と
り
ま
と
め
て
ゆ
く
心
構
え
の
紐

帯
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
義
」
を
伝
え
、
心
を
結
び
合
わ
せ
て

く
れ
る
大
き
な
カ
と
な
る
も
の
は
「
こ
と
ば
」
で
あ
る
と
思
う
。
こ

と
ば
を
か
け
合
う
こ
と
か
ら
人
間
の
相
互
理
解
が
生
れ
る
し
、
色
々

な
関
係
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
子
供
の
世
界
は
、
ま
ず
こ
と
ば
か

ら
は
じ
ま
り
、
行
動
的
な
表
現
を
繰
り
返
え
し
つ
つ
、
文
字
表
現
へ

と
発
展
し
て
ゆ
く
。
大
人
は
既
に
こ
と
ば
と
文
字
を
も
っ
て
い
る
。

日
常
生
活
の
中
で
、
こ
と
ば
が
も
つ
魔
力
、
こ
と
ば
が
も
つ
破
壊

力
、
こ
と
ば
の
も
つ
魅
力
な
ど
を
、
分
析
し
て
、
こ
と
ば
の
も
つ
救

い
の
カ
を
し
っ
か
り
と
自
覚
し
、
円
満
な
家
庭
生
活
、
社
会
生
活
を

実
現
さ
せ
よ
う
。
そ
の
時
に
は
、
明
る
い
意
味
で
の
義
理
・
人
情
が

溢
れ
た
と
こ
ろ
の
慕
ほ
し
い
人
間
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
と
信
じ

る
。

(
参

考
)

㈲
「
言
辞
柔
軟
に
し
て
、
衆
の
心
を
悦
ば
し
む
」

(
法
華
経
)

㈲
「
和
顔
愛
語
」

㈲
「
汝
等
よ
、
言
葉
づ
か
い
に
五
つ
の
対
立
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ

れ
は時

に
適
し
た
も
の
と
適
さ
な
い
も
の
。

事
実
に
合
致
す
る
も
の
と
し
な
い
も
の
。

柔
か
な
も
の
と
荒
々
し
い
も
の
。

利
に
な
る
も
の
と
害
に
な
る
も
の
。

い
つ
く
し
み
の
あ
る
も
の
と
に
く
し
み
の
あ
る
も
の
。

と
で
あ
る
。
汝
等
は
そ
の
如
何
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
心
を
動

か
し
て
は
な
ら
ぬ
。
常
に
同
情
と
愛
憐
と
を
も
っ
て
、
慈
し
み
の

心
を
や
し
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
う
ら
み
な
く
、
に
く
し
み

な
く
、
大
き
な
慈
悲
の
心
を
も
っ
て
、
す
べ
て
を
つ
つ
む
よ
う
念

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」
(
里
見
達
雄
「
現
代
仏
教
聖

典
」
)

㈲
「
言
葉
ひ
と
つ
で
、
人
を
傷
つ
け
も
す
る
し
、
救
い
も
す
る
。
こ

の
思
い
は
、
こ
れ
ま
で
ど
れ
ほ
ど
積
み
重
ね
て
き
た
か
も
し
れ
な

い
の
に
、
そ
れ
は
い
ま
だ
に
く
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
言
葉

と
い
う
も
の
に
内
在
す
る
宿
命
か
も
し
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
考

え
て
み
れ
ば
、
言
葉
な
く
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
考
え
る
こ
と
も

想
像
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
言
葉
は
人
間
そ

の
も
の
、
人
生
そ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
」
(
丸
岡

秀
子
「
主
体
性
を
呼
ぶ
も
の
」

「
P
・
H
・
P
」
昭
和
四
十
七
年

二
八
七
号
)

㈲
「
愛
語
と
い
ふ
は
衆
生
を
見
る
に
先
づ
慈
愛
の
心
を
発
し
、
顧
愛

の
言
語
を
施
す
な
り
、
慈
念
衆
生
猶
如
赤
子
の
懐
ひ
を
貯
へ
て
言

語
す
る
は
愛
語
な
り
、
徳
あ
る
は
讃
む
べ
し
徳
な
き
は
憐
む
べ
し

怨
敵
を
降
伏
し
君
子
を
和
睦
な
ら
し
む
る
こ
と
愛
語
を
根
本
と
す
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る
な
り

面
ひ
て
愛
語
を
聞
く
は
面
を
喜
ば
し
め
心
を
楽
し
く
す

面
は
ず
し
て
愛
語
を
聞
く
は
肝
に
銘
し
魂
に
銘
ず

愛
語
能
く
回

天
の
力
あ
る
を
学
す
べ
き
な
り
。
」
(
「
修
証
義
」
)

五

月
(
主
題
)
幸
福
の
条
件

(
ね
ら
い
)

幸
福
の
条
件
に
は
色
々
あ
る
。
そ
の
最
も
大
き
な
第
一
条
件
と
し

て
は
、
健
康
で
あ
る
こ
と
は
誰
れ
し
も
思
う
通
り
で
あ
る
。
「
雨
に

も
ま
け
ず
風
に
も
ま
け
ず
、
雪
に
も
夏
の
暑
さ
に
も
ま
け
ぬ
丈
夫
な

か
ら
だ
を
も
ち
…
…
」
と
う
だ
っ
た
宮
沢
賢
治
の
詩
は
ま
ず
健
康
の

位
置
づ
げ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
現
代
の
社
会
生
活
は
、
高
度
成

長
経
済
と
い
う
こ
と
で
、
物
質
生
活
の
充
足
と
悦
楽
は
、
ま
き
に
ぎ

わ
ま
れ
り
と
い
う
有
様
で
あ
る
。
あ
れ
も
ほ
し
い
、
こ
れ
も
ほ
し
い

と
物
質
的
欲
望
は
無
限
に
ひ
ろ
が
り
と
ど
ま
る
所
を
知
ら
な
い
状
態

で
あ
る
。
そ
の
反
面
、
精
神
は
貧
困
化
し
、
肉
体
は
公
害
に
む
し
ば

ま
れ
つ
つ
あ
る
。
サ
リ
ド
マ
イ
ド
的
な
薬
品
公
害
、
工
業
生
産
の
増

大
と
空
中
汚
染
、
水
中
汚
染
の
公
害
は
呼
吸
器
を
犯
し
、
水
俣
病
は

病
苦
と
貧
困
と
死
と
な
っ
て
い
る
。
あ
え
て
公
害
病
と
い
わ
な
く
と

も
、
マ
ス
コ
、
、
、
公
害
、
政
治
公
害
等
々
…
…
公
害
の
は
ん
ら
ん
で
あ

る
。
日
常
の
食
品
も
手
放
し
で
安
心
で
き
な
い
。
公
害
は
物
質
的
、

経
済
的
利
益
の
増
大
と
蓄
積
を
目
的
と
す
る
資
本
主
義
的
生
産
の
落

し
子
で
あ
る
。
精
神
の
健
康
も
ま
た
恐
る
べ
き
で
あ
る
。
ヒ
ッ
ピ
ー

族
の
放
浪
、
「
連
合
赤
軍
」
の
大
量
殺
人
、
思
想
の
混
乱
、
親
子
の

断
絶
等
々
数
え
奉
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
。
そ
の
日
暮
し
の
週
刊
紙
的

な
知
識
の
雑
居
の
車
に
、
人
間
の
思
考
は
、
分
裂
し
ゆ
れ
て
い
る
。

肉
体
の
健
康
は
い
の
ち
の
問
題
で
ゐ
り
、
心
の
健
康
は
生
き
甲
斐
の

問
題
で
お
る
。
身
は
病
魔
公
害
に
犯
さ
れ
、
心
は
ま
た
生
き
甲
斐
を

失
う
な
ら
ば
、
そ
の
一
生
は
生
き
る
価
値
も
生
き
る
使
命
も
な
い
荒

涼
た
る
砂
漠
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
心
、
豊
か
に
健
康
な
人
間
と

な
る
た
め
に
、
幸
福
の
何
で
あ
る
か
を
、
と
も
に
考
え
て
み
ょ
う
。

光
を
か
か
げ
て
生
き
る
人
生
を
も
と
め
よ
う
。

(
参

考
)

㈲
「
い
の
ち
と
申
す
も
の
は
、
一
身
第
一
の
珍
宝
な
り
。
一
日
た
り

と
も
、
こ
れ
を
の
ぶ
る
な
ら
ば
、
千
万
両
の
こ
が
ね
に
も
す
ぎ

た
り
。
日
輪
の
ご
と
く
智
者
な
れ
ど
も
、
犬
死
(
わ
か
じ
に
)
な

れ
ば
、
生
け
る
犬
に
劣
る
。
」
(
日
蓮
「
可
延
定
業
秒
」
)

㈲
「
美
味
に
か
ら
れ
て
、
有
害
の
食
物
を
口
に
す
る
な
、
暴
飲
暴
食

す
る
な
。
前
の
食
物
が
消
化
し
な
い
中
に
、
後
の
食
物
を
と
る

な
。
そ
し
ゃ
く
す
る
こ
と
な
し
に
、
呑
下
す
る
な
。
二
優
を
こ
ら

え
て
い
て
は
い
け
な
い
。
病
気
に
か
か
っ
た
ら
、
病
気
に
障
ら
な

い
食
物
を
と
れ
。
病
気
の
時
は
小
食
に
す
る
が
よ
い
。
病
み
り
と

気
づ
い
た
ら
、
直
ち
に
医
師
の
診
察
を
う
け
よ
。
愚
痴
に
ふ
け
っ

て
心
を
つ
か
ら
し
て
は
い
け
な
い
。
」
(
僧
砥
律
)

㈲

な
お
、
「
医
経
」
に
は
、
要
な
き
こ
と
に
精
神
を
労
す
る
愚
を

説
か
れ
て
お
り
、
「
大
集
経
」
に
は
「
病
身
は
不
浄
よ
り
来
る
」

6 3



と
も
あ
る
。
さ
ら
に
日
常
生
活
を
暗
く
し
、
人
間
成
長
を
阻
害
す

る
も
の
と
し
て
の
「
愚
痴
」

の
問
題
に
、
女
性
の
場
合
に
は
、
特

に
焦
点
を
当
て
、
明
朗
で
、
平
ら
か
心
、
人
に
接
す
る
に
差
別
な

き
広
い
人
間
と
な
ろ
う
こ
と
を
強
調
し
ょ
う
。
「
洗
心
」
「
親

心
」

「
静
慮
」
等
に
展
開
す
る
こ
と
も
望
ま
し
い
。

㈲
「
幸
福
は
求
め
る
も
の
と
い
う
よ
り
は
与
え
ら
れ
る
も
の
だ
と
い

っ
た
方
が
よ
か
ろ
う
。
す
べ
て
信
仰
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
心

を
虚
し
う
し
て
耐
え
る
と
き
、
必
ず
か
な
た
よ
り
来
る
に
相
違
な

い
も
の
だ
。
つ
ま
り
そ
れ
は
自
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。

幸
福
を
む
さ
ぼ
り
求
め
る
人
に
幸
福
は
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
(
亀

井
勝
一
郎
「
若
い
人
々
の
た
め
の
人
生
論
」
)

「
何
も
の
か
に
身
を
献
げ
て
、
報
酬
を
考
え
ず
に
愛
し
う
る
者
、

行
為
し
う
る
者
、
そ
う
い
う
者
の
ま
わ
り
に
は
必
ず
幸
福
が
来

る
。
報
酬
の
な
い
行
に
た
い
す
る
報
酬
と
し
て
幸
福
と
い
う
も
の

が
あ
る
。
」
(
同
右
)

㈲
「
吾
れ
、
吾
れ
に
駈
ず
る
所
な
け
れ
ば
、
人
生
は
幸
福
な
る
べ

し
。
」

(
二
葉
亭
四
迷
)

-

㈲
「
単
に
内
面
的
で
あ
る
と
い
う
や
う
な
幸
福
は
真
の
幸
福
で
は
な

い
で
あ
ら
う
。
幸
福
は
表
現
的
な
も
の
で
あ
る
。
鳥
の
歌
ふ
が
如

く
、
お
の
づ
か
ら
外
に
現
ほ
れ
て
、
他
の
人
を
幸
福
に
す
る
も
の

が
、
真
の
幸
福
で
あ
る
。
」
(
三
木
清
「
人
生
論
ノ
ー
ト
」
)

㈲
「
当
世
日
本
国
に
第
一
に
富
め
る
者
は
日
蓮
な
る
べ
し
。
命
は
法

華
経
に
た
て
ま
つ
り
、
名
を
ば
後
代
に
留
む
べ
し
。
」
(
日
蓮
「
開

目
妙
」
)

六

月
(
主

題
)
世
に
母
あ
る
は
有
難
し

(
ね
ら
い
)

母
性
を
礼
讃
し
、
願
は
し
き
母
の
像
を
求
め
る
。
一
億
の
人
あ
れ

ば
、
一
億
の
母
あ
り
。
し
か
し
単
に
母
と
い
っ
て
も
、
肉
体
的
母
と

人
間
づ
く
り
の
母
と
が
あ
る
。
子
供
を
生
め
ば
、
女
性
は
た
だ
ち
に

母
で
あ
る
。
未
婚
の
母
も
あ
れ
ば
、
子
を
殺
す
母
も
あ
る
。
過
保
護

や
溺
愛
で
子
を
劣
悪
化
す
る
母
も
あ
る
。
母
は
父
と
は
ら
が
っ
て
、

慈
愛
の
権
化
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
。
母
の
膝
は
子
供
に
と
っ
て

は
、
天
国
で
あ
る
。
し
か
し
、
子
供
は
成
長
す
る
に
従
っ
て
母
の
膝

を
は
な
れ
、
独
り
立
ち
を
し
、
心
の
中
で
は
遠
い
所
に
行
っ
て
し
ま

う
か
も
し
れ
な
い
。
母
の
教
育
的
使
命
と
社
会
的
責
任
と
、
自
覚
を

た
か
め
、
子
供
の
信
頼
に
答
え
る
母
と
な
ろ
う
。

(
参

考
)

㈲
「
母
は
十
人
の
子
を
養
ヘ
ビ
も
、
子
は
一
人
の
母
を
養
う
事
な

し
。
」

(
日
蓮
「
刑
部
左
衛
門
尉
女
房
御
返
事
)

㈲
「
父
母
に
孝
あ
れ
と
は
、
た
と
ひ
、
親
は
物
に
覚
え
ず
と
も
、
悪

様
な
る
事
を
云
ふ
と
も
、
い
さ
さ
か
も
腹
を
立
て
ず
、
誤
る
顔
を

見
せ
ず
、
親
の
云
ふ
事
に
一
分
も
違
へ
ず
、
親
に
よ
き
物
を
与
へ

ん
と
思
ひ
て
、
せ
め
て
す
る
事
な
く
は
一
日
に
二
三
度
笑
み
て
向

へ
と
也
。
」

(
日
蓮
「
上
野
殿
御
消
息
」
)
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㈲
「
『
子
ど
も
は
親
の
い
う
通
り
に
は
動
か
な
い
が
、
親
の
す
る
よ

う
に
動
く
も
の
だ
』
と
い
う
言
葉
通
り
で
あ
る
。
子
ど
も
に
と
っ

て
親
が
何
を
言
っ
た
か
よ
り
も
、
何
を
し
て
い
た
か
は
、
一
生
を

支
配
す
る
全
身
教
育
な
の
で
あ
ろ
う
。
」
(
山
本
茂
実
績
「
私
を
さ

さ
え
た
母
の
三
一
旦
の
ま
え
が
き
)

㈲
「
自
分
の
父
は
、
世
の
な
か
一
般
で
い
う
よ
い
父
と
は
い
え
な

い
。
…
…
そ
れ
で
こ
う
い
う
父
を
も
ち
た
い
と
い
う
希
望
が
あ

る
。
い
っ
し
ょ
に
食
事
を
し
、
い
っ
し
ょ
に
家
族
の
も
の
と
行
動

が
と
れ
る
父
が
ほ
し
い
。
.
ま
た
将
来
自
分
も
そ
う
あ
り
た
い
。
信

用
さ
れ
る
ひ
と
、
ま
た
子
ど
も
に
対
し
て
教
え
る
こ
と
の
厳
し
さ

が
ほ
し
い
と
思
う
。
父
に
よ
っ
て
家
庭
が
左
右
さ
れ
る
と
思
う
。

一
家
の
主
で
あ
る
父
は
頑
固
で
も
無
口
で
も
よ
い
。
し
か
し
明
る

さ
、
た
の
し
さ
の
な
い
生
活
と
い
う
の
は
、
父
と
し
て
の
資
格
が

な
い
と
思
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
人
間
味
の
あ
る
父
が
ほ
し
い
。
」

(
平
尾
靖
「
非
行
か
ら
の
回
復
」
)

㈲
「
私
の
母
は
と
て
も
さ
っ
ぱ
り
し
た
い
い
ひ
と
だ
。
警
察
に
や
っ

か
い
に
な
っ
た
と
き
も
、
引
き
取
り
に
き
て
く
れ
た
。
こ
ん
ど
や

っ
た
ら
し
ら
な
い
か
ら
と
何
度
も
い
い
な
が
ら
、
こ
ん
ど
は
こ
な

い
と
思
っ
て
い
て
も
、
や
は
り
き
て
く
れ
る
。
…
…
そ
し
て
涙
を

況
し
て
も
不
平
ひ
と
つ
い
わ
な
い
。
そ
し
て
た
だ
三
高
、
信
用
し

て
い
る
か
ら
と
い
う
だ
け
だ
。
母
、
母
と
い
っ
て
も
、
こ
れ
ほ
ど

あ
り
が
た
い
ひ
と
は
、
こ
の
世
の
な
か
で
、
私
を
生
ん
で
く
れ
た

母
以
外
に
は
い
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
」
(
同
右
)

(
右
の
㈲
㈲
は
少
年
院
生
の
作
文
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

-
筆

者
註
)

㈲
「
父
親
と
い
う
も
の
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
、
そ
し
て
母
親
と
い

う
も
の
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か

ー
こ
の
今
日
的
に
し
て
永
遠
な

る
問
題
を
考
え
る
と
き
、
私
の
胸
中
に
湧
き
出
る
よ
う
に
思
い
出

さ
れ
る
歌
が
あ
り
ま
す
。
「
父
は
照
り
、
母
は
涙
の
露
と
な
り
、

同
じ
め
ぐ
み
に
育
つ
撫
子
」
と
い
う
歌
で
す
。
慈
悲
の
『
慈
』
は

父
親
の
愛
情
で
す
。
子
供
が
外
で
喧
嘩
し
、
泣
い
て
帰
っ
て
来

る
。
そ
う
い
う
と
き
、
父
親
は
そ
の
子
を
怒
鳴
り
つ
け
ま
す
。

「
ア
ホ
ノ

敷
け
て
泣
く
喧
嘩
な
ら
は
じ
め
か
ら
す
る
な
。
」
ど
こ

の
家
庭
に
も
、
誰
の
少
年
時
代
に
も
あ
る
記
憶
で
す
。
そ
し
て
子

供
は
父
親
を
こ
わ
い
存
在
だ
と
思
い
、
自
分
の
気
特
を
理
解
し
て

く
れ
な
い
「
わ
か
ら
ず
屋
」
だ
と
考
え
が
ち
で
す
。
し
か
し
そ
の

父
親
も
陰
で
は
『
は
よ
薬
を
つ
け
て
や
ら
ん
か
い
』
と
母
親
に
心

配
し
な
が
ら
い
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
で
、
父
親
の

愛
、
つ
ま
り
、
『
慈
』
は
苦
し
み
を
抜
く
愛
で
奉
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
そ
れ
に
対
し
て
母
親
の
愛
、
『
悲
』
は
楽
し
み
を
与

え
る
愛
で
あ
り
ま
す
。
…
‥
や
さ
し
く
な
だ
め
、
慰
め
て
や
る
、

そ
れ
が
母
の
愛
で
す
。
こ
の
父
の
愛
と
母
の
愛
が
一
体
に
な
っ
た

と
き
、
は
じ
め
て
『
慈
悲
』
が
生
ず
る
の
で
す
。
『
慈
父
』
と
い

い
『
悲
母
』
と
い
う
の
は
そ
の
た
め
で
、
要
す
る
に
慈
悲
と
い
う

の
は
全
き
父
母
の
愛
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
」
(
高
田
好
胤
「
道
)
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七

月
(
主
題
)

た
っ
た
一
度
を
大
切
に

(
ね
ら
い
)

今
日
、
い
の
ち
あ
る
は
有
難
し
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
「
七
生
報

国
」
な
ど
と
も
い
う
が
、
私
達
が
素
直
に
受
け
と
め
れ
る
の
は
「
た

っ
た
一
度
の
人
生
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
こ
と
ば
は
今
日
へ
の
深
い

反
省
で
あ
り
、
生
き
て
い
る
現
実
へ
の
厳
粛
な
感
謝
で
あ
り
、
生
命

へ
の
お
ど
ろ
き
で
あ
る
。
人
間
は
、
毎
日
毎
日
く
り
か
え
し
つ
つ
今

日
と
い
う
一
点
の
切
れ
目
の
な
い
連
続
で
あ
り
、
一
生
と
い
う
一
つ

の
線
を
つ
づ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
点
と
し
て
の
今
日
を
大
切
に
、

み
が
き
を
か
け
よ
う
。
未
来
を
き
づ
く
今
日
を
、
い
つ
も
新
し
い
心

と
希
望
を
豊
か
に
、
生
き
ぬ
き
た
い
。

(
参

考
)

㈲
「
た
と
へ
は
、
幾
度
お
な
じ
主
客
交
会
す
る
と
も
、
今
日
の
会
に

ふ
た
た
び
か
へ
ら
ざ
る
こ
と
を
恩
へ
は
、
実
に
我
一
世
一
度
の
会

な
り
。
去
る
に
よ
り
、
主
人
は
万
事
に
心
を
配
り
、
い
さ
さ
か
も

そ
ま
つ
な
ぎ
や
う
深
切
実
憲
を
つ
く
し
…
…
実
意
を
以
て
交
る
べ

き
な
り
。
」
(
井
伊
直
弼
「
茶
道
一
会
集
」
)

㈲
「
人
の
命
は
い
く
ぱ
く
間
の
も
の
か
」

「
呼
吸
の
間
と
存
じ
ま

す
。
」
(
「
四
十
二
軍
経
」
取
意
)

㈲
「
日
蓮
、
幼
少
の
時
よ
り
仏
法
を
学
び
侯
い
し
が
念
願
す
ら
く
。

人
の
寿
命
は
無
常
な
り
。
出
づ
る
気
は
入
る
気
を
待
つ
事
な
し
。

風
の
前
の
露
な
お
聾
に
あ
ら
ず
、
賢
き
も
愚
き
も
、
老
い
た
る
も

若
き
も
定
め
な
き
習
な
り
。
き
れ
ば
先
づ
臨
終
の
事
を
習
う
て
後

に
他
事
を
習
う
べ
し
。
」
(
日
蓮
「
妙
法
御
前
御
返
事
」
)

㈲
「
人
間
が
、
自
分
の
存
在
を
想
ふ
時
に
、
限
ら
れ
た
視
野
に
お
い

て
見
れ
ば
、
一
個
の
人
間
と
し
て
の
存
在
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し

視
野
を
ひ
ろ
げ
て
見
れ
ば
、
そ
れ
は
大
い
な
る
つ
な
が
り
の
一
点

で
あ
る
。
一
個
の
人
間
と
し
て
の
自
分
が
現
わ
れ
る
た
め
に
は
、

そ
の
背
後
に
い
か
に
永
い
歴
史
が
つ
づ
い
て
い
る
こ
と
か
。
生
物

の
、
人
類
の
、
民
族
の
、
無
限
に
長
い
生
成
変
化
の
序
列
が
あ

る
。
そ
の
連
鎖
は
、
ほ
と
ん
ど
無
限
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
長
さ

を
持
っ
て
い
る
が
故
に
、
そ
の
中
の
自
分
は
無
に
も
近
い
極
微
の

一
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
点
は
、
極
微
な
が
ら
、
全
体
の

連
鎖
を
構
成
す
る
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
」
点
で
あ
る
。
こ
の
二
点
を

無
視
し
て
、
全
体
は
成
立
し
な
い
。
こ
の
関
係
に
心
打
た
れ
て
、

小
さ
な
自
分
も
、
全
体
を
支
え
る
支
柱
の
一
本
で
あ
る
こ
と
を
感

ず
る
場
合
に
、
自
己
の
生
命
と
無
限
に
つ
な
が
る
生
命
と
の
間
に

は
一
脈
の
相
通
ず
る
も
の
が
で
き
て
来
る
。
」
「
そ
し
て
人
間
の
肉

体
的
生
命
を
超
え
た
永
遠
な
る
生
命
を
克
ち
得
る
の
で
あ
る
。
」

(
岸
本
英
夫
「
死
を
み
つ
め
る
心
」
)

㈲
「
死
を
忘
れ
す
ぎ
た
生
活
が
、
人
間
に
深
い
幸
福
を
も
た
ら
す
と

は
思
ほ
れ
な
い
。
」
(
同
右
)

㈲
「
私
が
生
死
の
問
題
に
対
す
る
近
代
人
に
と
っ
て
の
解
決
方
法
と

し
て
考
え
て
い
る
も
の
を
三
一
日
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
『
よ
く
生
き

る
』
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
日
一
日
を
、
ほ
ん
と
う
に
よ
く
生

6 6

」
喜
1



き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
生
き
甲
斐
の
あ
る
生
活
と
も

い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
生
の
問
題
に
対
す
る
最
上
の
解
決

で
あ
る
と
同
時
に
、
死
の
問
題
に
対
す
る
解
決
の
方
法
で
も
あ
る

と
考
え
る
。
」
(
同
右
)

八

月
(
主
題
)
平
和
と
子
供
の
し
ゐ
わ
せ

(
ね
ら
い
)

一
寸
先
は
や
み
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
ま
こ
と
に
そ
の
と
お
り
で

あ
る
。
ほ
ん
と
う
に
安
心
し
き
れ
な
い
の
が
人
生
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

な
の
に
、
私
達
は
一
と
時
の
安
心
を
求
め
、
ほ
っ
と
息
を
つ
く
。
日

常
生
活
は
不
安
と
安
心
と
の
混
合
で
あ
ろ
う
。
殊
に
、
戦
争
の
不
安

と
恐
怖
と
惨
害
は
、
科
学
の
進
歩
と
と
も
に
酷
烈
な
も
の
と
な
っ
て

い
る
。
い
わ
ば
、
惨
酷
な
生
死
の
流
れ
が
、
人
間
の
歴
史
で
あ
る
と

も
い
え
る
。
日
本
人
と
し
て
は
、
広
島
・
長
崎
の
原
爆
の
悲
惨
を
忘

れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
世
界
惨
酷
史
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
。
愛

す
る
わ
が
子
の
幸
せ
は
、
家
庭
の
中
だ
け
で
守
り
通
せ
る
も
の
で
は

な
い
。
世
界
の
平
和
な
く
し
て
は
望
み
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

こ
の
こ
と
は
政
治
の
世
界
で
あ
る
。
政
治
の
延
長
が
戦
争
で
あ
る
と

も
い
わ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
日
本
に
お
い
て
、
国
内
政
治
の
破
局
が

満
州
事
変
、
日
支
事
変
、
太
平
洋
戦
争
に
つ
ら
な
っ
て
い
た
こ
と
を

忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
反
面
、
私
達
は
個
人
の
日
常
生
活
の
営
み
が

お
る
。
た
と
え
小
さ
く
と
も
、
さ
さ
や
か
な
個
人
の
平
和
と
幸
せ
を

育
て
守
ろ
う
と
す
る
努
力
は
、
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
そ
れ
は
平
和

で
明
る
い
家
庭
生
活
の
建
設
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
荒
海
の
波
に
耐

え
て
ゆ
く
人
間
を
つ
く
る
の
は
、
ま
ず
家
庭
の
し
つ
け
教
育
で
あ
る

し
つ
け
は
、
社
会
性
の
豊
か
な
ふ
る
ま
い
と
、
考
え
る
カ
を
身
に

つ
け
る
こ
と
に
焦
点
が
お
か
る
べ
き
で
お
る
。
し
か
し
、
や
が
て
そ

の
小
さ
な
幸
せ
を
世
界
の
平
和
の
た
め
に
、
ひ
ろ
げ
よ
う
と
す
る
よ

う
な
、
積
極
的
な
正
義
感
を
も
つ
子
供
の
魂
を
つ
く
る
こ
と
こ
そ
が

親
を
こ
え
て
次
の
時
代
を
つ
く
る
こ
と
で
あ
る
。

(
参

考
)

㈲
「
我
が
此
の
土
は
安
穏
に
し
て
、
天
人
常
に
充
満
せ
り
」

(
「
法

華
経
」
)

㈲
「
衆
生
の
遊
楽
す
る
と
こ
ろ
な
り
」

(
「
法
華
経
」
)

㈲
「
世
の
中
で
一
番
楽
し
く
立
派
な
こ
と
は
、
一
生
涯
を
貫
く
仕
事

を
も
つ
こ
と
で
す
。

世
の
中
で
一
番
み
じ
め
な
こ
と
は
人
間
と
し
て
教
養
の
な
い
こ
と

で
す
。

世
の
中
で
一
番
さ
び
し
い
こ
と
は
す
る
仕
事
の
な
い
こ
と
で
す
。

世
の
中
で
一
番
み
に
く
い
こ
と
は
他
人
の
生
活
を
う
ら
や
む
こ
と

で
す
。

世
の
中
で
一
番
尊
い
こ
と
は
人
の
為
に
奉
仕
し
、
決
し
て
恩
に
着

.
せ
な
い
こ
と
で
す
。

世
の
中
で
一
番
美
し
い
こ
と
は
す
べ
て
の
物
に
愛
情
を
も
つ
こ
と
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で
す
。

世
の
中
で
一
番
悲
し
い
こ
と
は
う
そ
を
つ
く
こ
と
で
す
。
(
福
沢

諭
吉
「
心
訓
」
)

㈲
「
世
界
が
ぜ
ん
た
い
幸
福
に
な
ら
な
い
う
ち
は
、
個
人
の
幸
福
は

あ
り
得
な
い
。
」
(
宮
沢
賢
治
)

九

月
(
主
題
)

損
得
を
超
え
た
人
間
に
な
ろ
う

(
ね
ら
い
)

損
得
を
超
え
る
と
い
う
こ
と
は
む
づ
か
し
い
こ
と
で
あ
る
。
現
在

の
給
料
よ
り
高
い
所
な
ら
、
転
々
し
よ
う
と
考
え
る
人
は
多
い
。
そ

し
て
転
々
と
し
て
、
行
く
先
ざ
き
が
、
そ
の
人
に
と
っ
て
は
一
年
生

の
職
場
で
あ
る
。
か
く
し
て
生
涯
を
「
一
年
生
」
を
く
り
か
え
し
て

年
月
を
重
ね
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
空
し
い
一
生
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
よ
う
な
人
は
、
自
分
の
職
業
の
価
値
を
自
覚
し
な
い
し
、

発
見
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
貧
し
い
人
生
で
あ
る
。
損
得
を
こ
え
る

と
い
う
こ
と
は
、
「
布
施
奉
仕
」
の
精
神
を
も
っ
て
、
生
活
す
る
こ

と
で
あ
る
。
他
人
に
親
切
を
つ
く
し
、
お
返
え
し
を
気
に
か
け
な

い
。
損
得
を
か
ん
じ
ょ
う
に
入
れ
ず
に
、
隣
人
の
た
め
、
公
共
の
た

め
に
奉
仕
す
る
生
活
は
明
る
く
は
げ
み
の
あ
る
生
活
で
あ
る
こ
と
を

知
る
べ
き
で
あ
る
。
心
の
中
に
恥
は
な
く
、
ほ
こ
り
を
貯
え
な
が
ら

小
さ
な
個
人
の
自
分
が
、
や
が
て
は
社
会
の
宝
と
し
て
、
大
き
な
自

分
へ
と
発
展
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
仏
教
で
は
、
こ
う
い
う
生
活
を

「
切
徳
田
」
と
い
う
。
人
に
恨
ま
れ
ず
、
人
を
恨
ま
ず
、
怒
り
を
消

し
、
人
に
頼
り
に
さ
れ
、
無
く
て
は
な
ら
ぬ
人
間
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
世
の
中
い
っ
ぱ
い
に
な
る
人
間
、
物
を
人
に
与
え
る
に
惜
し
ま

ず
、
心
に
深
い
思
い
や
り
を
も
ち
、
身
で
世
の
中
に
つ
く
す
よ
う
な

人
間
に
な
ろ
う
。
人
に
よ
く
施
し
与
え
る
者
こ
そ
、
ま
た
自
分
も
め

ぐ
み
を
受
け
る
喜
び
.
に
生
き
る
人
間
と
な
る
こ
と
が
出
来
る
。

(
参

考
)

㈲
「
財
な
き
人
の
、
自
ら
財
な
し
と
説
く
も
の
は
実
に
あ
ら
ず
。
何

と
な
れ
ば
、
人
と
し
て
一
水
一
軍
も
有
せ
ず
と
い
ふ
も
の
な
け
れ

ば
な
り
。
極
貧
の
人
た
り
と
も
、
一
食
を
得
た
る
後
、
食
器
を
洗

ひ
、
そ
の
源
汁
を
施
す
も
福
を
得
ん
。
た
と
ひ
砂
塵
を
以
て
蟻
に

施
す
も
、
ま
た
無
量
の
福
を
得
ん
。
天
下
の
極
貧
と
い
ヘ
ビ
も
、

誰
か
砂
塵
な
き
も
の
あ
ら
ん
や
。
極
貧
の
人
、
衣
服
な
し
と
い
ヘ

ビ
も
、
真
の
赤
裸
の
も
の
は
あ
ら
ず
。
い
や
し
く
も
衣
あ
ら
は
、

一
紙
を
抜
き
て
、
人
の
瘡
を
撃
ぎ
て
、
施
を
な
せ
。
天
下
の
極
貧

と
い
ヘ
ビ
も
、
そ
の
身
な
き
も
の
は
あ
ら
ず
。
若
し
施
す
も
の
な

き
時
は
、
他
人
の
施
を
な
す
を
鬼
は
、
身
を
往
い
て
こ
れ
を
助
け

よ
。
若
し
そ
れ
施
す
に
憲
な
く
ん
は
、
富
者
と
い
ヘ
ビ
も
、
施
す

能
は
ざ
ら
ん
。
」

(
「
優
婆
塞
戒
経
」
)

㈲
「
愛
す
る
も
の
を
常
に
そ
ば
に
置
い
て
お
き
た
い
、
い
つ
も
見
て

い
た
い
と
い
う
の
が
、
真
実
な
ら
、
愛
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
突
き

放
し
た
り
、
手
離
し
た
り
、
遠
く
か
ら
そ
っ
と
見
守
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
も
真
実
で
し
ょ
う
。
大
き
な
事
業
を
や
る
た
め
に
は
、

6 8
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相
手
に
も
大
き
な
利
益
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
す
。
…

…
人
に
与
え
る
こ
と
の
で
き
る
人
間
で
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
人
か

ら
も
与
え
ら
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
布
施
の
精
神
が
あ

り
、
そ
こ
に
『
正
命
』
す
な
わ
ち
調
和
の
と
れ
た
平
和
な
生
活
が

実
現
す
る
の
で
す
。
」
全
国
青
少
年
教
化
協
議
会
(
「
仏
教
の
人
間

像
」
)

十

月
(
主

題
)
自
分
を
み
が
こ
う

(
ね
ら
い
)

よ
く
、
人
間
完
成
と
い
わ
れ
る
。
完
成
し
た
人
間
の
理
想
の
か
た

ち
と
し
て
「
ほ
と
け
」
と
も
「
真
人
」
と
も
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

そ
れ
は
人
間
の
形
や
姿
に
つ
い
て
い
う
の
で
は
な
く
、
心
の
す
が
た

に
つ
い
て
い
う
の
で
あ
る
。
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
な
ど
に
つ
い
て
は
「
い

い
か
ら
だ
」
と
、
肉
体
の
姿
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
あ
の
人
は
い
い

人
だ
と
い
う
場
合
に
は
、
そ
の
人
の
心
や
行
い
に
つ
い
て
の
評
価
で

あ
る
。
「
人
間
ポ
ロ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
が
、
使
い
も
の
に
な
ら

な
い
ポ
ロ
の
様
な
人
間
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
に
は
、
そ
れ
ぞ

れ
生
き
て
ゆ
ぐ
道
が
お
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
職
業
に
よ
っ
て
、
生
活
を

維
持
し
て
い
る
。
そ
の
維
持
の
仕
方
は
、
み
な
そ
の
人
の
心
か
ら
生

れ
る
も
の
で
あ
る
。
俗
に
心
が
け
と
か
心
が
ま
え
と
か
色
々
に
い
わ

れ
て
い
る
。
そ
の
心
の
在
り
よ
う
に
つ
い
て
、
考
え
よ
う
、
そ
し
て

日
々
人
間
と
し
て
、
自
分
を
み
が
き
、
真
人
と
な
ろ
う
。

(
参

考
)

㈲
仏
教
で
は
「
八
正
道
」
を
教
え
て
い
る
。
八
つ
の
正
し
い
人
間
の

道
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
現
代
風
に
表
現
す
る
と
次
の
様
に
な
る
。

1

正
見

あ
り
の
ま
ま
に
見
る

2

正
思

考
え
る
こ
と
の
出
来
る
人
間
に
な
ろ
う

3

正
語

美
し
い
こ
と
ば
を
話
そ
う

4

正
業

言
行
一
致
の
生
活
を
し
よ
う

5

正
命

調
和
の
と
れ
た
平
和
な
生
活
を
し
よ
う

6

正
念

正
し
い
理
想
を
も
と
う

了

正
定

静
か
な
ひ
と
時
を
必
ず
持
つ
よ
う
に
し
よ
う

8

正
精
進

や
り
は
じ
め
た
こ
と
は
最
後
ま
で
や
り
つ
づ
け
よ

う
」

(
「
仏
間
の
人
間
像
」
)

㈲
「
ア
ー
ナ
ン
ダ
よ
書
き
友
、
書
き
朋
輩
の
あ
る
こ
と
は
、
こ
の
聖

な
る
道
の
す
べ
て
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
(
ア
ー

ナ
ン
ダ
に
語
っ
た
釈
尊
の
言
葉
)

私
達
は
書
き
友
を
得
て
、
明
る
い
家
庭
生
活
、
力
強
く
ま
も
ら
れ

た
社
会
生
活
を
営
む
よ
う
に
つ
と
め
た
い
も
の
で
あ
る
。
人
間
の

一
生
に
と
っ
て
「
出
合
い
」

の
不
思
議
さ
と
め
ぐ
み
を
,
し
っ
か

り
と
に
ぎ
り
し
め
よ
う
。

㈲
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
の
死
後
、
十
八
年
(
一
八
四
五
)
ボ
ン
に
託
念
像

が
で
き
た
時
、
除
幕
式
で
の
誰
か
の
挨
拶
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
感

激
的
な
言
葉
が
お
る
。
「
彼
の
墓
前
に
は
泣
く
妻
も
な
け
れ
ば
息

子
も
娘
も
な
い
。
だ
が
世
界
が
泣
い
た
。
」
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㈲
「
日
月
の
光
明
の
、
よ
く
も
ろ
も
ろ
の
幽
冥
を
除
く
が
如
く
、
期

の
人
、
世
間
に
行
じ
て
、
能
く
衆
生
の
闇
を
滅
す
。
」

(
「
法
華

経
」
)

㈲
「
青
年
よ
、
友
に
似
て
友
に
あ
ら
ざ
る
四
種
の
人
が
あ
る
。
そ
れ

は
貪
欲
の
人
と
言
葉
た
く
み
な
人
と
、
へ
つ
ら
う
人
と
、
浪
費
す

る
人
と
で
あ
る
。
こ
の
四
種
の
人
は
、
真
の
友
と
は
な
り
得
な

い
。
真
の
友
と
は
助
け
に
な
り
、
苦
楽
を
共
に
し
、
忠
言
を
悼
ま

ず
、
同
情
あ
る
人
で
あ
る
。
」
(
里
見
岸
雄
「
現
代
仏
教
聖
典
」
)

㈲
「
行
を
正
し
ゅ
う
し
て
、
智
慧
を
諦
め
、
謙
虚
に
し
て
、
頑
迷
の

心
を
離
れ
よ
。
業
務
を
励
み
、
災
厄
を
恐
れ
ず
、
行
を
清
く
し
、

善
友
に
交
り
、
惜
し
み
な
く
愛
し
、
施
与
と
愛
語
と
世
話
と
同
情

と
の
四
書
を
行
え
。
」
(
固
有
)

㈹
「
余
の
偉
大
な
人
と
い
う
の
は
、
一
に
も
、
多
く
の
人
々
の
利
益

と
幸
福
を
は
か
っ
て
、
彼
等
を
聖
な
る
道
に
立
た
し
め
、
二
に
は

悪
を
去
り
、
善
を
す
ず
め
、
三
に
は
心
の
自
由
を
得
、
四
に
は
真

理
を
諦
観
し
、
や
が
て
自
覚
の
域
に
達
す
る
人
で
あ
る
。
」
(
固

有
)十

j
月

(
主

題
)

こ
の
一
点
の
い
の
ち
を
み
つ
め
て

(
ね
ら
い
)

こ
の
主
題
は
、
生
命
の
尊
さ
を
自
覚
し
て
、
真
実
の
生
命
尊
重
に

生
き
る
人
生
を
求
め
る
こ
と
に
あ
る
。
生
命
の
尊
さ
は
、
自
他
共
通

で
あ
る
。
殊
に
生
き
も
の
の
生
命
の
犠
牲
に
よ
っ
て
、
動
物
は
み
な

そ
れ
ぞ
れ
の
生
存
を
得
て
い
る
の
で
奉
る
。
動
物
的
な
生
命
だ
け
で

は
な
い
、
山
川
草
木
に
い
た
る
ま
で
、
す
べ
て
生
命
源
で
あ
り
、
広

く
い
え
ば
経
済
も
政
治
も
国
土
も
、
す
べ
て
生
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

雨
の
一
滴
も
い
の
ち
の
泉
で
あ
る
。
生
き
も
の
を
愛
す
る
と
と
も
に

万
物
を
活
か
し
、
無
駄
を
避
け
、
物
の
値
う
ち
を
開
発
し
て
ゆ
く
こ

と
は
、
広
い
意
味
の
生
命
尊
重
で
み
る
と
同
時
に
、
自
分
の
個
々
の

生
命
を
、
ど
の
よ
う
に
真
実
に
生
き
た
ら
よ
い
か
を
思
い
、
確
信
と

精
神
力
と
喜
び
の
人
生
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
教
育
的
に
は

知
・
情
・
憲
を
豊
か
に
し
、
創
造
的
な
カ
の
芽
生
え
を
培
な
う
こ
と

を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
。
永
遠
の
生
命
の
流
れ
の
中
の
一
点
と
し
て

の
光
あ
る
「
私
」
と
な
ろ
う
。
「
妙
と
は
蘇
生
の
義
な
り
。
」
(
日

蓮
)
。
た
だ
生
き
て
い
る
だ
け
で
は
生
命
の
消
耗
で
し
か
な
い
。

(
参

考
)

㈲
「
人
生
が
、
げ
っ
ぎ
ょ
く
老
化
で
奉
り
、
病
気
に
な
る
こ
と
で
あ

り
、
死
へ
の
道
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
人
生
は
悲
劇
で
は
な
い
か
。

パ
ス
カ
ル
は
い
う
。
人
生
は
喜
劇
が
ど
ん
な
に
美
し
い
も
の
で
あ

っ
て
も
、
最
後
は
常
に
悲
劇
で
あ
る
。
ひ
と
か
け
ら
の
砂
を
か
け

る
、
そ
れ
で
お
し
ま
い
で
あ
る
。
」
(
梅
原
猛
「
地
獄
の
思
想
」
)

㈲
「
仏
教
の
考
え
方
か
ら
す
る
な
ら
…
…
山
川
草
木
全
部
仏
性
が
あ

る
、
い
の
ち
奉
る
も
の
に
は
す
べ
て
仏
性
が
あ
り
、
山
や
川
に
も

い
の
ち
が
あ
る
と
い
う
。
山
や
川
な
ど
の
無
機
体
か
ら
有
機
体
が

出
て
き
て
、
そ
の
有
機
体
が
だ
ん
だ
ん
か
わ
っ
て
人
間
が
で
き

7 0
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た
。
だ
か
ら
こ
の
い
の
ち
は
山
や
川
の
い
の
ち
に
通
ず
る
の
で
は

な
い
か
。
人
間
の
成
分
を
分
析
す
る
と
、
抱
球
の
成
分
と
お
な
じ

だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
山
や
川
に
い
の
ち
が
あ
る

と
考
え
た
仏
教
の
考
え
方
も
正
し
い
こ
と
に
な
る
。
」
(
梅
原

猛

「
哲
学
す
る
心
」
)

㈲
「
人
間
の
撒
慢
は
、
い
つ
の
日
か
、
人
間
と
い
う
殺
生
獣
を
し
て

前
例
の
な
い
殺
人
獣
に
変
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
無
数
の
生

物
の
反
省
な
き
虐
殺
者
に
は
、
げ
っ
ぎ
ょ
く
、
お
の
れ
の
種
族
を

お
の
れ
の
手
で
み
な
殺
し
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
悲
劇
が
適
当
か

も
し
れ
な
い
。
(
同
上
)

㈲
「
真
の
宗
教
は
、
そ
の
一
度
き
り
の
生
を
恐
れ
る
こ
と
な
く
、
不

安
を
感
ず
る
こ
と
な
く
、
確
信
を
も
っ
て
、
せ
い
一
杯
に
生
き
る

こ
と
を
説
く
」
…
…
「
宗
教
の
現
世
利
益
と
い
う
と
、
一
般
に
家

業
が
栄
え
た
り
、
病
気
が
な
お
っ
た
り
、
試
験
に
パ
ス
し
た
り
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
ほ
と
と
う
の
現
世
利
益
は
、

信
者
が
安
ん
じ
て
生
き
、
そ
し
て
安
ん
じ
て
働
い
て
社
会
に
貢
献

す
る
こ
と
だ
。
」
(
本
多
顕
彰
「
生
き
る
さ
さ
え
」
)

㈲
「
あ
あ
、
過
に
方
の
程
な
き
を
も
っ
て
知
ん
ぬ
。
我
等
が
命
、
今

幾
程
も
な
き
事
を
、
春
の
朝
に
死
を
な
が
め
し
時
、
伴
ひ
遊
び
し
人

は
死
と
共
に
無
常
の
嵐
に
散
り
ば
て
て
、
名
の
み
残
り
て
そ
の
人

は
な
し
。
花
は
散
り
ぬ
と
い
ヘ
ビ
も
、
又
来
ん
春
も
発
く
べ
し
。

さ
れ
ど
も
、
消
え
に
し
人
は
亦
い
か
な
ら
ん
世
に
か
来
る
べ
き
。

秋
の
碁
に
月
を
詠
め
し
時
、
た
わ
む
れ
睦
び
し
人
も
月
と
共
に
有

為
の
雲
に
入
り
て
侯
。
面
影
ば
か
り
身
に
添
ひ
て
物
言
ふ
事
な

し
。
月
は
西
山
に
入
る
と
い
ヘ
ビ
も
、
亦
来
ん
秋
も
詠
む
べ
し
、

然
れ
ど
も
、
か
く
れ
し
人
は
今
い
づ
こ
に
か
住
み
ぬ
ら
ん
、
覚
束

な
し
。
無
常
の
虎
の
な
く
音
は
耳
に
近
づ
く
と
艶
も
、
聞
い
て
驚

く
事
な
し
。
屠
所
の
羊
の
今
幾
日
か
無
常
の
道
を
歩
ま
ん
。
雪
山

の
寒
菅
鳥
は
、
寒
菅
に
せ
め
ら
れ
て
、
夜
明
け
な
は
栖
つ
く
ら
ん

と
鳴
く
と
い
ヘ
ビ
も
、
日
出
で
ぬ
れ
ば
朝
日
の
あ
た
た
か
な
る
に

眠
り
忘
れ
て
、
叉
楠
を
つ
く
ら
ず
し
て
、
一
生
虚
し
く
鳴
く
こ
と

を
得
。
一
切
衆
生
も
ま
た
ま
た
か
く
の
如
し
。
」
(
日
蓮
「
新
池
御

書
」
)

㈲
「
わ
が
門
家
は
夜
は
顕
を
断
ち
、
昼
は
暇
を
止
め
て
之
を
案
ぜ

一

よ
。
一
生
空
し
く
過
し
て
、
万
歳
悔
ゆ
る
こ
と
な
か
れ
。
」
(
日
蓮

ア
ユ

「
富
木
殿
御
書
」
)

-

S
「
私
は
読
書
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
自
分
の
無
知
、

至
ら
な
さ
を
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
学
問
の
尊
さ
、
考
え
る
こ
と
の

必
要
性
を
も
ぎ
と
ら
さ
れ
ま
し
た
。
」
「
な
ん
と
か
勉
強
し
て
、
一

個
の
人
間
と
い
え
る
だ
け
の
教
養
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
い
け
な

い
。
そ
こ
か
ら
ほ
ん
と
う
の
私
が
は
じ
ま
る
の
だ
と
私
は
考
え
ま

し
た
。
」
「
そ
し
て
読
書
の
す
ず
め
に
よ
っ
て
、
私
を
導
き
育
て
て

く
れ
た
夫
に
深
く
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
」

(
東
山
千
栄
子

「
生
き
て
い
る
だ
け
で
は
い
け
な
い
」
荒
垣
秀
雄
編
「
人
生
の
恩

師
」
収
録
)



十
二
月

(
主

題
)

静
か
に
自
分
を
直
そ
う

(
ね
ら
い
)

こ
の
一
年
も
暮
れ
て
い
く
。
思
っ
た
こ
と
願
っ
た
こ
と
が
、
ど
の

位
、
実
行
出
来
た
で
あ
ろ
う
か
。
あ
れ
も
こ
れ
も
と
思
う
う
ち
、
一

年
は
か
け
足
で
す
ぎ
て
い
く
。
空
し
い
一
年
だ
っ
た
の
か
、
充
実
し

た
こ
の
年
で
あ
っ
た
の
か
、
か
え
り
み
て
満
た
さ
れ
ぬ
も
の
の
悲
哀

を
、
護
れ
で
も
感
じ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
年
末
に
な
る
と
、

「
来
年
こ
そ
」
と
思
い
、
年
が
明
け
る
と
「
今
年
こ
そ
は
」
と
張
り

き
る
。
年
末
は
心
せ
お
し
く
、
日
を
数
え
る
。
必
ず
し
も
た
の
し
い

せ
わ
し
さ
で
は
な
い
。
追
い
ま
わ
さ
れ
る
日
を
気
持
、
背
を
拝
さ
れ

る
様
な
あ
わ
た
だ
し
さ
で
あ
る
。
そ
う
い
う
時
に
こ
そ
、
心
を
静
か

に
一
点
に
あ
つ
め
る
こ
と
の
出
来
る
よ
う
努
力
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

心
を
一
点
に
あ
つ
め
(
静
底
と
も
い
う
)
、
対
応
の
構
え
が
身
に
備

わ
る
の
を
「
不
動
心
」
と
も
い
う
の
で
為
る
。
静
か
に
一
年
を
反
省

し
ょ
う
。
反
省
の
柱
と
し
て
、
十
四
の
悪
因
を
日
蓮
聖
人
は
示
し
て

い
る
。
そ
の
十
四
を
、
自
分
に
ふ
り
向
け
て
、
裸
な
心
に
な
っ
て
み

ょ
う
。
裸
に
な
っ
て
、
自
分
に
向
う
こ
と
は
、
む
づ
か
し
い
こ
の
で

あ
る
。
人
間
は
、
自
分
の
本
当
の
姿
に
向
う
こ
と
を
、
避
け
よ
う
と

す
る
。
自
分
に
立
ち
向
う
こ
と
は
勇
気
の
い
る
こ
と
で
あ
る
。
私
達

は
欠
陥
だ
ら
け
な
人
間
で
あ
る
。
だ
か
ら
楽
し
い
の
で
あ
る
。
努
力

の
か
い
が
あ
る
の
で
あ
る
。
い
た
づ
ら
に
悪
因
の
く
り
か
え
し
で
は

水
鳥
が
、
生
涯
脚
を
や
す
め
る
い
と
ま
も
な
い
よ
う
な
愚
痴
と
マ
ン

ネ
リ
ズ
ム
に
終
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
つ
も
、
新

し
い
前
向
き
の
自
分
は
、
自
分
で
創
る
の
で
あ
る
。

(
参

考
)

0
「
悪
の
因
に
十
四
あ
り
。
一
に
橋
侵
、
二
に
耀
怠
、
三
に
計
我
、

四
に
浅
識
、
互
に
薯
欲
、
六
に
不
解
、
七
に
不
信
、
八
に
階
建
盛
、

九
に
疑
惑
、
十
に
誹
誘
、
十
一
に
軽
善
、
十
二
に
憎
善
、
十
三
に

嫉
善
、
十
四
に
恨
善
な
り
。
」
(
日
蓮
「
松
野
殿
御
返
事
」
)

㈲
「
第
一
に
人
は
も
と
よ
り
、
獣
・
鳥
・
魚
に
い
た
る
ま
で
、
互
に
傷

つ
け
あ
っ
て
い
る
。
…
…
第
二
に
は
親
子
・
兄
弟
・
夫
婦
・
親
戚

の
間
で
す
ら
、
欲
の
た
め
に
は
、
だ
ま
し
あ
っ
て
い
る
。
「
第
三

に
は
邪
悪
な
心
を
い
た
き
、
徒
党
を
組
ん
で
非
道
を
は
た
ら
い
て

い
る
し
。
「
第
四
に
は
相
互
に
尊
敬
の
念
な
く
、
他
を
施
し
て
反

省
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
し
て
「
第
五
に
は
各
自
欲
望
の
ま
ま

に
動
い
て
、
他
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
。
こ
れ
が
人
生
の
現
実
で

は
な
い
か
。
」
(
里
見
岸
雄
「
現
代
仏
教
聖
典
」
)

㈲
「
こ
の
水
は
流
れ
流
れ
、
絶
え
ず
流
れ
る
。
し
か
も
常
に
そ
こ
に

在
る
。
常
に
い
か
な
る
と
き
に
も
、
同
じ
存
在
で
あ
り
、
し
か
も

刻
々
に
新
し
い
の
だ
。
」
(
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
「
シ
ッ
ダ
ル
タ
」
)

-
最
後
に

-

私
達
は
、
物
知
り
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
救
わ
れ
る
の
で
は
な

い
。
物
知
り
は
不
安
と
不
満
と
疑
惑
の
中
に
、
迷
路
を
た
ど
る
の
み

で
あ
ろ
う
。
私
達
は
人
間
と
し
て
、
出
来
る
限
り
の
教
養
や
知
識
を
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重
嘉
一

身
に
つ
け
る
こ
と
は
、
大
切
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
現
実
の
生
活
は

深
く
広
い
人
間
関
係
の
中
に
、
光
を
求
め
、
光
を
か
か
げ
る
人
間
で

あ
り
た
い
。
そ
れ
は
、
知
識
の
基
礎
と
し
て
の
人
間
味
と
い
う
こ
と

が
出
来
よ
う
。
冷
た
い
人
間
よ
り
温
か
い
人
間
。
人
に
か
た
り
か
け

る
人
間
、
な
つ
か
し
い
思
い
や
り
の
深
い
人
間
、
我
慢
の
で
き
る
人

間
…
…
私
は
そ
う
い
う
人
に
な
り
た
い
。
か
つ
て
、
瀬
戸
内
海
で
投

身
し
、
白
か
ら
生
を
絶
っ
た
詩
人
、
生
田
春
月
の
詩
を
、
む
す
び
に

か
か
け
た
い
。

旅
し
た
人
は
知
る
で
あ
ろ
う

わ
た
し
の
言
葉
を
。

夕
ま
ぐ
れ
一
つ
の
町
に
つ
い
た
と
き
、

心
の
底
か
ら
う
れ
し
い
と
。

両
側
に
並
ん
で
い
る
ひ
く
い
屋
根
の

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
た
な
び
く
夕
か
げ
、

白
い
け
む
り
を
見
る
と
き
は

.

涙
ぐ
ま
し
い
よ
ろ
こ
び
が
あ
る
と
。

と
も
し
び
光
る
そ
の
下
に
柏
寄
り

ま
ろ
く
な
っ
て
食
べ
て
い
る
家
族
た
ち
が

道
か
ら
見
え
る
そ
の
と
き
は
、

声
で
も
か
け
た
い
心
が
す
る
と
。

さ
ら
ば
、
ま
た
と
は
と
う
ら
な
い

田
舎
の
町
の
柏
の
樹
よ
、

お
ま
へ
に
か
た
ら
う
、
こ
の
町
に
は

や
さ
し
い
母
が
多
い
よ
と
。

か
ぎ
り
げ
の
な
い
心
と
正
直
な
言
葉
と
、

土
の
や
う
な
そ
の
も
の
が
た
き
で
、

買
い
言
葉
は
知
ら
ぬ
け
れ
ど
、

た
だ
よ
き
愛
で
働
い
て
い
る
母
お
や
た
ち
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