
公
立
与
校
の
敬
背
理
念

ら
、
膨
許
た
る
世
界
文
化
＋
へ
碍
換
の
大
浪
花
乗
っ
た
、
此
時
乙
そ

多
年
の
宿
望
、
願
業
、
念
願
寺
の
能
成
せ
ら
る
べ
き
「
今
正
是
其

時
」
で
あ
っ
て
、
党
に
品
ナ
院
は
昇
格

ω目
的
を
巣
し
、
中
事
校
は

認
可
中
忠
一
止
、
組
山
皐
院
は
副
山
専
門
拳
校
に
と
堂
k

と
昇
格
し

た
の
で
あ
る
。
何
と
愉
快
な
こ
と
で
は
な
い
か
「
宣
に
必
要
は
機

舎
を
生
む
」
走
筆
一
言
を
寄
せ
ん
、
聖
代
に
生
れ
ム
口
は
せ
た
光
柴

に
感
謝
報
思
の
玄
題
b
L
高
唱
し
て
問
意
を
表
す
る
弐
第
で
あ
る
。

南
無
妙
法
蓮
華
経
。

宗
立
亭
佼
の
教
育
理
念

求
道
闘
主

；官

英

1C;、

樫

私
は
今
で
と
そ
日
蓮
救
国
を
枕
し
て
、
起
宗
祇
的
の
立
場
か
ら

箪
調
の
活
動
乞
し
て
は
ゐ
る
が
、
一
見
米
が
訟
の
生
出
家
は
日
蓮
宗
で

あ
り
、
買
に
叉
十
数
年
間
は
、
日
蓮
宗
寺
院
で
悌
飯
を
頂
い
た
者

で
あ
る
か
ら
．
設
圏
外
に
ゐ
る
と
は
言
へ
、
宗
祖
の
御
厚
恩
を
忘

れ
て
は
ゐ
な
い
。
た
ど
組
師
の
聖
敬
を
如
何
に
し
て
停
へ
る
か
に

封
し
・
一
般
借
侶
と
は
そ
の
方
法
を
異
に
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
宗

門
人
の
一
部
か
ら
は
、
今
な
ほ
私
を
異
端
者
’
r
見
倣
し
‘
或
は
諒

一
四
川

法
罪
の
者
と
い
ふ
人
も
あ
る
ら
し
い
が
、
然
し
私
自
身
の
心
境
か

ら
言
へ
ば
、
と
れ
で
祖
師
の
御
意
に
反
し
な
い
も
の
と
信
じ
て
h

る
。
僧
籍
だ
け
が
日
蓮
宗
に
属
し
、
形
式
だ
け
が
日
薄
宗
の
法
規

に
か
な
ひ
、
口
に
立
祇
た
た
設
敬
を
さ
れ
て
も
‘
肝
腎
・
た
信
と
行

と
が
反
日
蓮
主
義
的
で
あ
っ
て
は
‘
何
う
か
と
思
は
れ
る
節
も
あ

る
。
泊
ま
た
昭
和
維
新
の
今
日
に
、
若
し
日
蓮
上
人
が
再
現
せ
ら

れ
た
と
せ
ば
、
恐
ら
く
既
存
の
敬
義
信
僚
に
大
修
正
を
加
へ
ら
れ

て
、
宗
門
の
改
革
を
遊
ば
さ
る
の
で
な
い
か
と
思
ふ
。
私
は
か
う

し
た
観
黙
に
沿
い
て
‘
自
分
の
現
在
ま
せ
る
事
業
は
、
直
接
宗
門

の
沿
役
に
は
立
っ
て
ゐ
な
い
が
、
蔑
分
の
恩
返
は
出
来
て
ゐ
る
や

ろ
に
思
っ
て
ゐ
る
。

な
ほ
私
は
毎
月
「
身
延
敬
報
」
や
「
法
華
誌
」
を
頂
い
で
ゐ
る

か
ら
、
之
を
通
じ
て
宗
門
の
動
静
を
知
り
‘
そ
の
日
徐
々
興
隆
し
つ

L
あ
る
こ
と
を
、
内
心
ひ
そ
か
に
喜
ん
で
ゐ
る
一
人
で
あ
る
c
殊

に
宗
門
の
人
材
を
つ
〈
る
岨
山
製
院
が
、
と
の
た
び
専
門
皐
校
に

昇
格
さ
る

h
k至
っ
た
と
と
は
‘
日
蓮
救
圏
に
取
り
て
、
此
上
た

い
監
事
と
存
じ
て
ゐ
る
。
法
は
人
に
依
り
て
貴
く
‘
ま
た
法
は
ひ

と
り
弘
ま
る
も
の
で
・
な
い
o
何
と
ヰ
一
一
口
ふ
て
も
、
法
の
宣
布
K
は
人

材
を
要
す
る
。
法
華
経
は
三
千
年
の
歴
史
を
有
す
る
が
、
そ
れ
が

時
に
祭
え
、
時
に
表
へ
た
の
は
、
全
く
能
弘
の
人
に
あ
っ
売
と
と

は
、
史
賓
の
明
か
に
征
す
る
所
で
あ
る
。



－一

由
来
、
日
蓮
宗
は
倖
統
的
に
法
自
慢
の
弊
が
あ
っ
て
、
宣
停
方

法
に
は
至
極
ま
づ
い
所
が
あ
っ
た
。
諸
経
中
王
最
得
第
一
と
自
惚

れ
反
っ
て
ゐ
る
・
聞
に
、
あ
と
の
烏
が
先
き
に
な
る
と
い
ふ
失
敗
が

あ
っ
た
。
宗
救
の
救
憤
機
能
は
、
国
よ
り
法
の
内
容
に
も
因
る
が

賓
際
問
題
と
な
る
と
、
挙
る
人
の
方
に
根
本
を
置
く
べ
き
だ
と
忠

ふ
。
例
へ
ば
、
働
散
が
必
予
し
も
、
四
伸
隼
の
濁
創
で
な
か
っ
た
に

拘
ら
守
、
営
時
の
宗
教
界
主
風
麗
し
た
の
は
、
あ
の
偉
大
な
る
樺

寧
の
人
格
力
に

b
っ
た
の
で
あ
る
。
猶
と
れ
を
ほ
か
の
宗
敢
に
徴

し
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
言
ひ
得
ら
れ
る
。
日
蓮
敢
闘
の
護
展
興

隆
は
、
一
に
聖
備
の
出
現
に
侠
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
の
意
味
に
沿

い
て
、
組
山
車
T

院
が
昇
格
し
た
と
と
は
、
正
法
弘
布
の
上
に
甚
大

な
る
意
義
が
あ
る
9

幸
ひ
と
れ
を
契
機
と
し
て
、
多
く
の
人
材
が

造
り
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
組
師
の
御
悦
び
は
固
よ
り
‘
皇
国
日
本

の
鵠
に
も
ま
た
縦
一
臨
す
べ
き
事
で
あ
る
。

三

就
て
は
誌
に
一
つ
私
の
希
望
を
越
べ
た
い
。
そ
れ
は
他
で
も
な

い
が
、
事
院
が
大
撃
に
昇
格
し
よ
う
と
、
専
門
事
校
に
昇
格
し
よ

う
と
、
そ
れ
で
能
化
た
る
の
資
格
が
備
は
る
も
の
で
な
く
、
本
賞

の
資
格
は
、
院
生
そ
れ
自
身
の
修
行
に
あ
る
と
一
疋
ふ
貼
で
あ
る
。

皐
科
の
上
で
は
、
よ
し
優
秀
の
成
韻
で
卒
業
し
て
も
・
信
と
行
と

宗
立
民
中
校
の
教
育
園
内
念

の
上
に
献
〈
る
所
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
能
化
た
る
の
資
格
は
な
い
の

で
あ
る
。

ha宗
の
宗
立
大
事
ー
か
ら
‘
毎
年
幾
千
の
僧
徒
が
卒
業
し

て
ゐ
る
が
、
一
躍
と
の
多
数
の
僧
侶
諸
君
は
、
卒
業
後
よ
く
能
化

た
る
の
使
命
を
果
し
て
ゐ
る
か
。
た
ど
皐
解
の
一
般
を
修
め
た
と

い
ふ
に
停
ま
り
‘
ほ
ん
と
に
民
衆
を
済
度
す
る
の
迫
力
を
持
っ
て

ゐ
な
い
。
即
ち
宗
敬
家
と
し
て
の
信
念
と
．
人
格
と
を
備
へ
て
ゐ

る
者
は
、
ま
こ
と
に
稀
有
な
ゃ
う
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
智
識
の
分
量
よ
り
見
て
．
世
間
の
大
皐
に
優
れ
て
ゐ

る
か
と
云
ふ
に
、
と
れ
叉
は
な
は
だ
劣
っ
て
ゐ
る
。
失
糟
な
申
し

分
で
あ
る
が
、
智
徳
川
V

づ
れ
の
賄
よ
り
見
る
も
、
決
し
て
優
秀
だ

と
は
言
へ
な
い
o
蕊
に
ゐ
い
て
五
口
々
の
望
む
所
は
、
よ
し
智
識
の

上
に
は
劣
る
と
し
て
も
、
徳
行
の
鞘
に
沿
い
て
は
、
断
然
、
群
－
P
L

越
え
た
特
色
主
持
ち
、
世
人
の
迫
従
を
詐
さ
ぬ
所
が
あ
っ
て
欲
し

い
の
で
あ
る
。
昔
は
「
坊
さ
ん
と
留
者
と
は
物
知
り
」

ξ
言
は
れ

た
も
の
だ
が
‘
今
は
も
う
そ
れ
が
営
ら
な
い
事
に
友
っ
た
。
故
に

借
侶
と
し
て
唯
一
つ
接
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
は
、
世
人
の
夜
一
ぱ
ぬ
徳

行
を
把
持
し
、
と
れ
を
以
て
民
衆
に
精
神
的
の
感
化
を
興
へ
る
鮎

に
あ
る
と
思
ふ
q
枇
舎
も
亦
そ
れ
を
切
に
待
望
し
て
ゐ
る
。
近
ご

ろ
併
殺
界
に
人
物
な
し
と
い
ふ
言
葉
を
聞
く
が
、
然
し
と
れ
は
必

や
し
も
、
筆
者
が
無
い
と
い
ふ
こ
と
を
意
味
し
左
い
っ
現
に
仰
敬

皐
者
は
‘
各
宗
と
も
相
営
に
ゐ
る
。
要
す
る
に
、
人
物
な
し
と
の

一
四
五



宗
立
準
校
の
敬
背
理
念

撃
は
解
行
一
致
の
徳
借
、
信
念
の
人
が
ゐ
な
い
と
云
ふ
事
で
あ
ら

A

ノ。
山
鹿
素
行
先
生
は
「
敬
は
化
を
以
て
経
る
」
と
言
っ
て
ゐ
る
が
、

教
育
は
智
を
以
て
な
し
得
る
も
、
感
化
は
錨
闘
を
以
て
せ
ね
世
た
ら

組
。
自
分
に
徳
な
く
、
自
分
に
信
な
く
し
て
、
人
に
感
化
を
興
へ

る
と
と
は
、
絶
封
に
不
可
能
で
あ
る
c
宗
立
副
学
校
が
世
間
の
一
般

皐
校
と
同
時
る
と
と
ろ
は
、
と
の
徳
行
ゆ
た
か
な
人
物
を
諮
る
と
い

ふ
貼
に
、
敬
育
理
念
の
般
本
を
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
。
宗
立

専
門
皐
校
と
い
ふ
そ
の
専
門
と
は
、
車
解
の
修
得
よ
り
も
‘
徳
行

の
練
成
を
主
と
す
る
意
味
に
解
し
た
い
の
で
あ
る
。
私
は
・
専
門
の

宗
一
来
や
、
布
敬
の
技
術
を
軽
観
す
る
・
者
で
な
い
が
、
然
し
そ
れ
等

は
第
二
義
に
属
す
る
も
の
で
、
基
本
は
何
と
言
ふ
て
も
．
僧
侶
白

ら
の
行
と
信
と
に
あ
る
。
猶
ま
た
伸
弟
子
た
る
の
信
念
に
堅
き
も

の
は
、
智
識
の
吸
牧
に
も
亦
怠
ら
た
い
筈
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
は

止
む
に
止
ま
れ
ぬ
信
念
が
、
自
然
と
皐
問
に
向
つ
で
も
、
後
退
を

許
さ
泣
い
か
ら
で
る
る
。

回

私
は
本
年
六
月
四
、
五
の
雨
白
、
京
都
本
間
寺
布
教
院
講
習
舎

に
招
か
れ
て
、
四
時
間
ほ
ど
拙
い
講
揖
を
し
た
。
演
題
は
「
私
の

腔
験
を
一
詰
る
」
で
あ
っ
た
が
、
前
日
は
主
と
し
て
二
十
数
年
聞
の

鰻
験
、
沿
よ
び
今
日
に
至
る
経
路
を
述
べ
、
翌
日
は
遺
救
粧
の
三

一
四
六

慧
よ
り
設
き
起
し
‘
衣
座
室
の
三
規
、
五
綱
判
の
運
用
、
新
体
制

下
の
宗
教
問
題
、
と
れ
等
に
つ
い
て
、
私
一
個
の
見
解
を
述
べ
た

が
‘
此
の
う
ち
私
の
最
も
主
力
を
注
い
だ
と
と
は
、
布
敬
師
自
ら

の
菩
提
心
と
‘
律
行
の
重
大
性
と
に
就
て
ど
あ
っ
た
。
「
上
求
菩
提

下
化
衆
生
」
と
い
ふ
言
葉
は
、
僧
侶
の
常
套
語
に
を
つ
て
ゐ
る
。

で
は
口
に
い
ふ
が
如
く
、
異
に
み
づ
か
ら
菩
提
を
求
め
て
ゐ
る
か

冒
と
云
ふ

K
．
E
直
な
と
と
ろ
、
人
に
付
て
は
要
求
し
て
ゐ
・
な
が
ら

自
分
に
は
さ
っ
ぱ
り
求
め
て
ゐ
左
い
。
自
ら
が
泥
み
に
是
を
入
れ

て
ゐ
て
、
人
に
足
を
洗
へ
よ
と
敬
へ
も
、
相
手
は
宰
吹
く
風
の
ご

と
く
感
十
る
で
あ
ら
う
o
煩
悩
未
解
の
者
は
、
到
底
、
人
を
よ
〈

救
ひ
得
る
も
白
で
は
な
い
。

組
師
は
「
日
蓮
に
今
生
の
祈
り
な
し
、
口
ハ
悌
に
た
ら
ん
と
思
ふ

計
り
た
り
」
と
宣
ひ
で
あ
る
。
向
分
が
ま
づ
抽
仰
に
友
ら
ろ
、
人
よ

り
も
自
分
が
肝
腎
だ
と
‘
と
の
求
道
心
に
燃
え
て
ゐ
る
時
は
、
よ

し
完
全
な
備
に
は
な
り
得
・
？
と
も
、
必
・
ヂ
人
を
感
化
し
得
る
も
の

で
あ
る
。
「
敬
育
者
は
自
分
を
教
育
し
て
ゐ
る
聞
の
み
人
を
敬
育
し

得
る
力
が
あ
る
」
と
言
っ
た
人
も
あ
る
。
敬
育
者
が
と
れ
を
忘
れ

る
と
、
敬
育
は
機
械
的
に
訟
る
。
師
範
皐
校
の
曲
学
生
は
、
先
生
に

な
る
事
ば
か
り
習
っ
て
、
自
分
が
生
徒
に
た
る
と
と
を
敬
は
う
て

ゐ
た
い
か
ら
、
敬
育
撃
の
技
巧
は
出
来
上
つ
で
も
、
人
聞
の
師
寺
μ

る
本
営
の
資
格
は
備
は
ら
た
い
。
私
は
今
日
の
一
般
借
侶
た
ち
に



訊
ね
た
い
。
「
あ
な
た
方
は
一
度
で
も
自
分
が
伸
に
在
っ
て
見
た
い

と
考
へ
ら
れ
た
事
が
ぢ
り
ま
す
か
」
と
。
多
く
の
方
は
、
と
の
一

大
事
を
忘
れ
て
ゐ
．
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
甚
だ
失
瞳
な
言
ぴ
分

で
あ
る
が
、
私
に
は
さ
う
忠
へ
て
仕
方
が
な
い
の
で
あ
る
。

惜
侶
と
し
て
の
最
も
恐
し
い
危
険
性
は
．
借
職
を
商
費
化
す
る

事
で
あ
り
、
職
業
硯
ず
る
事
で
あ
る
。
法
を
買
物
と
し
、
信
者
を

得
意
先
と
す
る
に
至
つ
て
は
、
も
う
宗
教
の
生
命
は
亡
び
た
も
の

と
見
て
よ
い
。
と
の
頃
は
寂
が
一
つ
も
な
く
て
、

E
ろ
も
閑
で
困

る
た

E
と
、
平
気
で
言
ふ
者
の
あ
る
は
、
僧
侶
の
職
業
化
し
た
と

ξ
を
‘
露
骨
に
物
語
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
人
生
の
最
大
悲
惨
事

た
る
死
に
酎
し
、
と
れ
を
待
っ
て
ゐ
る
や
ろ
た
浅
間
し
い
心
は
、

遺
念
あ
る
も
の
L
夢
に
も
考
へ
ら
れ
な
い
事
で
あ
る
。
職
場
羽
化
す

る
と
、
と
ん
を
事
も
卒
議
で
言
へ
る
の
だ
。
布
敬
と
い
ふ
事
も
亦

と
れ
と
同
様
、
説
教
屋
、
講
演
屋
に
た
っ
て
了
つ
て
は
、
感
化
カ

は
ゼ
ロ
に
た
ら
う
。
仮
令
ゼ
ロ

K
－
な
ら
な
い
起
も
．
半
減
す
る
に

間
違
は
な
い
。
現
代
は
金
儲
を
主
眼
と
す
る
商
買
で
さ
へ
、
物
資

配
給
の
機
関
と
し
て
、
御
奉
公
す
る
だ
と
一
広
ふ
、
道
徳
理
念
に
修

正
さ
れ
つ

L
あ
る
。
況
ん
や
、
も
と
／
＼
超
功
利
を
要
旨
と
す
る

宗
敢
に
於
て
は
、
職
業
化
す
る
と
と
は
犬
禁
物
で
あ
る
。

五

一
た
い
今
日
の
枇
舎
は
、
僧
侶
に
何
を
求
め
て
居
る
の
で
あ
ら

由
市
立
血
中
校
の
歎
育
理
念

ろ
か
。
私
を
以
て
卒
直
に
言
は
し
む
れ
ば
、
串
者
、
帰
舌
家
、
才

能
家
で
は
な
く
、
僧
侶
ら
し
い
僧
侶
で
あ
ら
う
唱
無
論
と
れ
も
不

要
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
然
し
世
人
が
一
番
望
ん
で
ゐ
の
る
は
、

徳
行
堅
周
な
聖
伶
‘
借
侶
ら
し
き
僧
侶
で
あ
る
。
古
へ
の
諺
に

「
借
に
し
て
借
臭
あ
る
は
員
借
に
非
や
」
と
い
ふ
言
葉
が
あ
る
。

叉
、
蹄
語
に
は
「
悟
り
の
悟
り
臭
き
は
上
悟
に
非
4
y
」
と
も
あ
る

な
る
ほ

E
、
員
借
の
域
に
建
し
た
者
は
、
借
ら
し
き
臭
味
の
ぬ
け

切
っ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
或
は
一
休
蹄
師
風
の
人
物
が
、
民
俗
な

の
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
他
面
よ
り
之
を
考
へ
て
見
れ
ば
「
借
に

し
事
借
臭
・
な
き
も
亦
と
れ
毘
借
に
非
・
ヂ
」
と
‘
抗
間
の
必
要
も
あ

り
は
せ
ぬ
か
と
思
ふ
。
今
は
借
臭
の
ぬ
け
切
っ
た
者
ど
と
ろ
か
、

借
臭
の
あ
る
者
さ
へ
甚
だ
稀
有
な
の
で
あ
る
。

近
来
、
僧
侶
の
律
行
は
著
し
く
表
へ
、
俗
人
と
な
ん
ら
異
る
所

は
な
い
と
い
ふ
聾
は
‘
至
る
所
で
聞
か
さ
れ
る
非
難
で
あ
る
。
元

政
L
L
人
や
、
本
妙
律
師
の
様
な
律
行
の
人
を
、
今
の
世
に
求
め
る

と
と
は
、
求
め
る
と
と
白
樺
が
す
で
に
間
違
っ
て
ゐ
ょ
う
。
と
の

黙
は
私
も
よ
く
承
知
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
現
代
の
悌
救
界
を

眺
め
た
と
き
‘
借
臭
あ
る
併
侶
の
あ
ま
り
に
少
き
を
思
へ
ぽ
．
律

行
の
重
要
性
を
強
調
せ
ぎ
る
を
得
た
い
。
前
に
も
き
口
へ
る
如
く
‘

法
は
寓
古
不
朽
の
大
遣
で
あ
る
が
、
と
れ
が
人
を
救
ふ
力
と
な
る

の
は
、
律
行
竪
同
な
る
聖
借
の
敬
化
に
あ
る
。
僧
侶
は
た
と
へ
世

一
四
七



宗
立
由
宇
校
の
宗
教
育
理
念

間
的
の
皐
識
は
劣
り
、
地
位
は
低
く
と
も
、
凡
俗
の
真
似
の
で
き

人
格
、
即
ち
嬉
操
に
優
れ
た
所
あ
れ
ば
．
必
や
民
衆
は
そ
れ
に
吸

ひ

οけ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

大
曲
学
、
天
は
専
門
事
校
在

E
の
教
授
は
拡
ら
く
別
と
し
、
一
般

借
侶
が
民
衆
の
隼
敬
の
的
と
た
る
は
、
そ
の
僧
侶
が
何
を
多
く
知

れ
る
か
に
非
歩
、
彼
は
何
を
行
っ
て
ゐ
る
か
、
如
何
に
戒
律
を
守

っ
て
ゐ
る
か
に
あ
る
。
律
行
は
像
法
時
代
の
と
と
で
、
末
法
は
そ

ん
訟
と
と
に
拘
は
る
必
要
は
た
い
と
、
遁
酎
断
を
使
ふ
者
も
あ
る
が

私
は
と
の
摺
護
に
は
共
鳴
が
出
来
な
い
者
で
あ
る
。
何
れ
の
時
代

何
れ
の
闘
に
於
て
も
、
伶
侶
が
無
戒
破
戒
で
あ
っ
て
い
L
と
云
ふ

理
由
は
‘
結
釘
に
許
さ
れ
な
い
事
で
あ
る
。
末
法
が
濁
世
で
あ
り

無
戒
の
時
代
で
あ
る
友
ら
ぽ
、
借
侶
は
更
に
一
そ
う
有
戒
で
あ
ら

心
ば
た
ら
ゑ
ぃ
，
。

白
鳥
の
思
を
ぽ
黒
鳥
に
報
十
べ
し
。
聖
備
の
恩
を
ぽ

凡
備
に
報
ふ
ぺ
し
。
（
新
稽
砂
）

I
C

の
租
訓
を
ば
、
自
分
勝
手
在
と
と
ろ
に
引
A
口
に
出
し
て
、
無
戒

を
喜
志
恥
と
せ
ざ
る
が
如
き
は
、
日
蓮
敬
徒
を
名
乗
る
の
資
格
友

会
」
者
で
あ
る
。

六

後
年
、
日
本
僻
敬
の
母
胎
と
な
っ
た
叡
山
の
開
基
最
澄
法
師
は

二
十
歳
を
越
え
た
ば
か
り
の
青
年
時
代
、
人
跡
た
え
た
比
叡
山
中

一
四
八

に
た
い
て
、
研
皐
と
修
聞
と
に
苦
練
の
行
を
積
ま
れ
た
が
、
そ
の

時
の
費
願
に
は
次
の
や
う
た
悲
痛
な
る
文
句
が
あ
る
。

生
け
る
と
き
善
を
な
さ
ヂ
ん
ば
、
死
す
る
目
、
獄
の
薪
と
な
ら

ん
。
得
難
く
し
て
移
り
易
き
は
．
そ
れ
人
身
赴
り
。
蛮
し
難
く

し
て
忘
れ
易
き
は
、
と
れ
善
心
友
り
。

伏
し
て
己
が
行
逃
を
尋
ね
思
ふ
に
、
無
戒
に
し
て
縞
広
四
事

（
衣
食
、
臥
兵
、
湯
柴
）
の
鼻
り
を
受
け
、
愚
痴

K
U
て
亦
四
生

の
怨
と
な
れ
り
。

と
、
自
己
に
鋭
い
批
判
を
加
へ
ら
れ
て
、
訟
の
が
酸
い
心
事
を
柵

塊
し
て
ゐ
ら
れ
る
。
た
ほ
最
澄
法
師
は
利
他
の
願
行
に
つ
い
て
は

結
交
の
所
で
、

伏
し
て
願
く
ぽ
．
解
脱
の
味
‘
濁
り
飲
ま
や
、
安
壌
の
果
、
調

り
詮
せ
歩
、
法
界
の
衆
生
曹
と
同
じ
く
妙
費
に
登
り
、
法
界
の
衆

生
と
同
じ
く
妙
味
を
服
せ
ん
。
若
し
と
の
願
力

K
依
っ
て
、
六

根
相
似
の
位
に
至
り
、
若
し
之
榊
誼
を
得
ん
時
、
必
や
自
度
を

取
ら
守
、
正
位
を
詮
せ
や
、
一
切
に
著
ぜ
ぢ
ら
ん
。

願
く
ぽ
、
必
宇
今
生
の
無
作
無
縁
の
四
弘
誓
願
に
引
導
せ
ら
れ

て
、
周
ね
く
法
界
を
旋
り
、
遍
く
六
遣
に
入
り
、
悌
闘
土
を
浮
め

衆
生
を
成
就
し
‘
未
来
際
を
蓋
し
て
、
恒
に
働
事
を
作
さ
ん
。

と
、
切
々
た
る
信
念
を
披
涯
さ
れ
て
ゐ
る
。
両
も
と
れ
が
二
十
歳

の
↓
青
年
借
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
ふ
と
き
、
私
共
は
置
に
差
恥
に



堪
へ
ざ
る
も
の
が
あ
る
。
日
蓮
上
人
が
倖
敬
大
師
を
三
闘
四
師
の

一
人
に
救
へ
ら
れ
、
叉
と
の
信
念
に
感
奮
せ
ら
れ
た
の
も
、
蓋
し

営
然
の
事
で
あ
る
。
更
に
ま
た
大
師
が
弘
仁
九
年
五
月
、
嵯
峨
天
皇

に
奏
上
し
奉
っ
た
山
家
皐
生
式
に
は
、
僧
侶
の
資
格
を
園
費
、
園
師

園
用
の
三
種
に
分
類
し
て
、
次
の
如
く
説
明
し
て
ゐ
ら
れ
る
。

圃
賓
と
は
何
物
ぞ
。
賓
と
は
道
心
た
り
、
若
心
あ
る
人
を
名
づ

け
て
岡
賓
と
話
す
。
故
に
古
人
の
日
く
、
任
寸
十
枚
、
是
れ
囲

賓
に
非
4
7
0

一
隅
を
照
ら
す
、
此
れ
則
ち
閤
賓
な
り
と
。
古
哲

叉
日
く
、
能
く
畳
一
一
ひ
て
行
ふ
と
ん
」
能
は
ざ
る
は
図
師
な
り
。
能

く
行
っ
て
言
ふ
と
と
能
は
ざ
る
は
闘
用
な
り
リ
能
く
行
ひ
能
く

言
ふ
は
闘
賢
た
り
。
三
品
の
内
、
唯
言
ふ
乙
と
能
は
歩
、
行
ふ

と
と
能
は
ざ
る
は
闘
賊
と
話
す
。

と
‘
即
ち
大
師
の
理
想
と
し
た
閤
賓
的
人
材
と
は
、
私
が
さ
き
に

雪
へ
る
上
求
菩
提
下
他
衆
生
の
大
遣
に
生
き
る
菩
薩
的
た
人
物
で

あ
る
ο
－
岨
山
製
院
が
専
門
曲
学
校
に
弁
格
す
る
に
至
っ
た
と
と
に
は

延
山
首
同
の
苦
労
も
並
大
抵
で
・
な
か
っ
た
ら
う
と
察
す
る
。
と
の

聖
努
を
、
深
謝
す
る
と
共
に
、
私
は
と
の
専
門
翠
校
よ
り
、
幾
多
の

闘
費
的
聖
備
の
出
現
を
望
ん
で
や
ま
た
い
、
宗
祖
示
し
て
宜
は
く

本
よ
り
曲
学
文
し
候
ひ
し
事
は
僻
敬
を
き
は
め
僻
に
な
り
、
恩
あ
る

人
を
も
た
す
け
ん
と
思
ふ
。
併
に
た
る
遣
は
、
必
十
身
命
を
す

っ
る
ほ
ど
の
事
あ
り
て
と
そ
、
併
に
は
友
り
候
ら
め
ハ
佐
渡
御

主1

傍白

一
気
紗
〉

行
壊
の
二
道
を
は
げ
み
候
ぺ
し
。
行
車
一
元
へ
な
ぱ
働
法
あ
る
べ

か
ら
や
ロ
我
も
い
た
し
、
人
を
も
敬
化
し
候
へ
。
行
事
は
信
心

よ
り
を
と
る
ぺ
く
候
〈
諸
法
貰
相
紗
）

迫

＂＇虫
b也、

E長
持E

法
蓮
寺

藤

1
 

1
 

1
 
英

’憐

租
山
皐
院
が
昇
格
し
ま
し
た
と
と
は
話
宗
詩
山
何
共
慶
賀
の
至

り
に
存
ヒ
ま
す
。
私
は
明
治
三
十
三
年
か
ら
同
三
十
七
年
記
聞
学
院

で
皐
ば
し
て
貰
っ
た
老
柄
で
あ
り
ま
す
が
、
私
の
入
撃
の
時
は
本

間
借
正
を
大
先
生
と
し
て
官
太
尭
買
上
人
が
起
信
論
や
華
肢
の
五

教
章
、
貫
名
本
書
上
人
が
倶
舎
論
、
後
藤
照
善
上
人
が
唯
識
論
、

脇
本
観
静
上
人
が
員
言
の
十
巻
章
、
小
山
国
泰
上
人
が
阻
害
と
申

す
様
な
捨
営
で
、
日
日
の
講
堂
円
が
仲
々
盛
で
あ
り
ま
し
た
。
交
持

週
土
曜
日
は
質
問
舎
に
充
て
ら
れ
、
能
所
互
に
忌
障
な
く
甲
論
乙

駁
国
民
創
友
法
鞍
が
交
さ
れ
．
そ
れ
が
酎
に
な
っ
て
か
ら
最
後
に
本

間
借
正
の
裁
決
を
仰
い
で
幕
を
間
歩
る
と
云
ふ
有
肢
で
し
た
。
先

の
宗
門
の
敬
皐
部
長
の
湯
川
僧
正
な
左
、
一
常
時
二
十
五
才
位
の
青

年
備
で
皐
院
で
は
年
若
き
方
で
し
た
が
、
一
度
論
陣
を
張
る
と
仲

k

義
を
担
げ
歩
、
上
級
生
も
先
生
方
も
共
鋭
鋒
の
突
撃
に
容
易
に

一
閃
九


