
藤
樹
精
神
と
学
校
教
育

小
久
保
　
義
　
直

私
が
現
在
勤
務
す
る
高
島
市
立
青
柳
小
学
校
は
、
滋
賀
県
西
部
の
高
島
市
の
回
り

を
田
畑
に
囲
ま
れ
た
田
園
地
帯
に
あ
る
。
校
門
を
一
歩
出
る
と
、
中
国
式
庭
園
「
陽

明
園
」
、
「
近
江
聖
人
　
中
江
藤
樹
記
念
館
」
、
「
藤
樹
神
社
」
が
視
野
に
広
が
る
。
ま

た
、
徒
歩
で
五
分
程
南
に
行
く
と
中
江
藤
樹
の
お
墓
が
あ
る
　
「
玉
林
寺
」
、
多
く
の

門
弟
が
学
ん
だ
「
藤
樹
書
院
」
が
建
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
施
設
で
明
ら
か
な
よ
う

に
、
青
柳
小
学
校
区
は
、
郷
土
の
偉
人
と
し
て
有
名
な
　
「
中
江
藤
樹
」
　
の
ゆ
か
り
の

土
地
で
あ
る
。

近
江
聖
人
「
中
江
藤
樹
」
は
、
郷
土
の
生
ん
だ
偉
大
な
人
物
で
あ
る
。
内
村
鑑
三

の
　
「
代
表
的
日
本
人
」
　
に
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
村
落
の
教
師
」
と
し
て
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多
く
の
人
々
に
学
問
を
教
え
、
大
き
な
感
化
を
与
え
て
き
た
。
日
本
が
世
界
に
も
誇
り
う
る
大
鉄
人
で
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
ゆ
か
り
の
土
地
で
、
教
育
に
携
わ
る
者
は
、
先
哲
の
残
さ
れ
た
学
徳
を
教
育
の
中
に
生
か
し
、
日
常
生
活
に
お
い
て
、
そ
の

精
神
を
具
現
化
し
、
地
域
社
会
に
広
く
中
江
藤
樹
の
遺
徳
の
顕
彰
を
図
る
こ
と
が
、
大
き
な
教
育
課
題
と
な
っ
て
い
る
。



藤
樹
精
神
を
生
か
し
た
青
柳
小
学
校
の
教
育
理
念
と
教
育
目
標

青
柳
小
学
校
に
お
け
る
藤
樹
精
神
を
生
か
し
た
教
育
は
、
明
治
七
年
の
開
校
以
来
、
教
育
の
全
精
神
を
貫
く
基
盤
と
し
て
、
地
域

の
伝
統
と
し
て
推
進
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
時
代
的
理
解
・
社
会
へ
の
迎
合
が
先
行
し
、
忠
孝
一
体
の
皇
国
史
観
の
立
場
か
ら
提

唱
さ
れ
た
教
育
の
場
に
お
い
て
は
、
中
江
藤
樹
の
学
徳
を
歪
曲
祝
し
た
り
、
ま
た
は
、
偶
像
化
・
神
格
化
し
た
り
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ

た
。そ

こ
で
中
江
藤
樹
の
全
人
格
・
全
生
涯
・
学
徳
・
教
え
な
ど
の
理
解
を
通
し
て
、
正
し
い
認
識
の
も
と
に
、
普
遍
的
な
内
容
や
現

代
的
意
義
を
見
出
し
て
、
教
育
の
場
に
有
効
に
取
上
げ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

中
江
藤
樹
の
学
徳
は
、
高
邁
深
遠
で
あ
り
、
人
間
と
し
て
世
に
生
き
る
道
、
人
格
の
形
成
、
真
理
の
追
求
、
学
問
の
在
り
方
な
ど

に
つ
い
て
、
詳
細
綿
密
に
構
築
さ
れ
た
哲
学
的
体
系
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
生
涯
を
見
て
も
、
立
志
・
勉
学
・
主
体
的
な
実
践
力
・

高
徳
感
化
な
ど
、
現
代
の
我
々
が
学
ぶ
べ
き
と
こ
ろ
は
多
い
。

副
読
本
発
行
の
経
緯
と
活
用
研
究

中
江
藤
樹
の
思
想
・
学
問
は
、
私
た
ち
に
は
容
易
に
そ
の
真
髄
に
迫
り
得
な
い
哲
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
四
〇
〇
年
を
経
た
現
代

社
会
に
も
、
そ
の
ま
ま
適
応
し
得
る
そ
の
意
義
と
価
値
に
つ
い
て
は
、
普
遍
的
な
も
の
が
多
く
、
す
で
に
識
者
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

青
柳
小
学
校
の
中
江
藤
樹
研
究
は
、
多
く
の
先
輩
の
方
々
の
努
力
に
よ
っ
て
、
教
育
実
践
に
生
か
す
研
究
と
し
て
絶
え
ず
継
続
さ

れ
て
き
た
。
中
江
藤
樹
に
関
す
る
読
み
物
資
料
と
し
て
は
、
古
く
は
大
正
時
代
に
既
に
発
行
さ
れ
て
き
た
が
、
仮
名
遣
い
や
文
章
表
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現
が
昔
風
で
、
読
み
づ
ら
い
も
の
で
あ
っ
た
。

昭
和
四
三
年
度
末
に
、
「
中
江
藤
樹
道
徳
資
料
集
（
教
師
用
）
」
が
刊
行
さ
れ
、
藤
樹
資
料
の
遺
徳
の
分
野
に
お
け
る
、
計
画
的
な

遺
徳
指
導
体
系
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
、
教
育
現
場
に
お
け
る
実
践
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
、
一
つ
の
新
し
い
方
向
が
与
え
ら
れ
た
。

こ
の
継
続
的
発
展
研
究
の
取
組
と
し
て
、
中
江
藤
樹
を
全
体
的
に
取
上
げ
て
、
そ
の
人
間
像
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
、
あ
わ
せ

て
、
当
時
の
歴
史
的
・
社
会
的
背
景
と
の
か
か
わ
り
合
い
の
中
で
捉
え
て
い
き
、
ま
た
、
子
ど
も
の
学
習
の
中
に
計
画
的
に
取
り
入

れ
、
そ
の
精
神
を
定
着
さ
せ
る
た
め
の
副
読
本
が
で
き
た
。
昭
和
四
六
年
三
月
に
初
版
が
出
て
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
、
何
回
と
な

く
改
訂
版
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
副
読
本
は
、
中
江
藤
樹
の
伝
記
を
中
心
と
し
て
記
述
さ
れ
て
お
り
、
ど
の
領
域
、
ど
の
教
科
で
活
用
す
る
か
は
、
固
定
的
に

考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
一
・
二
年
生
は
教
師
の
読
み
聞
か
せ
を
活
用
し
、
三
年
生
か
ら
一
人
ず
つ
配
布
さ
れ
、
六
年
生
の
卒
業
時
ま

で
に
、
一
応
全
般
を
取
り
扱
う
よ
う
に
し
て
い
る
。

副
読
本
活
用
に
お
け
る
配
慮
点

（
一
）
道
徳
の
時
間
の
資
料
と
し
て

中
江
藤
樹
の
伝
記
を
中
心
と
し
た
こ
の
副
読
本
を
取
り
扱
っ
た
場
合
、
配
慮
す
べ
き
点
が
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
。

一
、
道
徳
資
料
と
し
て
、
効
果
的
に
活
用
で
き
る
か
ど
う
か

そ
の
資
料
に
子
ど
も
が
興
味
を
も
ち
、
意
欲
的
に
取
組
む
か
ど
う
か
、
子
ど
も
達
に
記
述
の
内
容
が
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
に
か

か
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
ど
の
資
料
を
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
取
上
げ
る
か
、
資
料
構
成
は
適
切
か
ど
う
か
、
中
心
価
値
を
ど
う

考
え
る
か
な
ど
、
子
ど
も
の
反
応
を
予
測
し
な
が
ら
、
指
導
案
を
考
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
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二
、
中
江
藤
樹
は
、
近
づ
き
難
い
人
か

中
江
藤
樹
を
完
成
さ
れ
た
人
格
者
と
し
て
、
あ
る
時
点
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
み
を
中
心
に
考
え
る
と
、
普
通
の
人
間
と
は
違
っ
た

特
別
な
能
力
を
有
し
た
人
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
。
尊
敬
は
す
る
が
、
自
分
に
は
及
び
も
つ
か
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
に

立
っ
て
し
ま
う
と
、
道
徳
的
な
実
践
意
欲
の
定
着
が
難
し
い
。
あ
く
ま
で
、
あ
る
段
階
に
お
い
て
は
、
自
分
た
ち
と
同
じ
人
間
で
あ

る
。
悩
み
も
あ
り
、
苦
し
み
も
あ
り
、
失
敗
や
誤
り
も
あ
る
と
い
う
時
点
か
ら
出
発
し
、
な
ぜ
そ
の
人
が
偉
大
な
人
物
に
な
っ
た
か

を
考
え
さ
せ
た
り
、
生
き
方
か
ら
学
び
取
っ
た
り
す
る
過
程
を
重
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
近
な
存
在
に
な
り
、
自
ら
の
生
き
方

と
し
て
の
め
あ
て
に
し
た
り
、
意
欲
づ
け
に
つ
な
ぐ
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
人
物
の
優
れ
た
人
間
性
を
大
切
に

概
し
て
、
偉
人
と
い
う
と
、
社
会
的
に
大
き
な
事
業
を
し
た
り
、
後
世
に
残
る
発
見
・
発
明
を
し
た
り
と
か
、
政
治
的
手
腕
に
お

い
て
、
い
か
に
力
を
発
揮
し
て
社
会
的
に
貢
献
し
た
か
で
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
華
や
か
な
生
涯
で
な

く
て
も
文
化
面
で
す
ば
ら
し
い
業
績
を
残
し
た
り
、
優
れ
た
徳
行
で
周
囲
の
人
々
に
大
き
な
感
化
を
及
ぼ
し
た
り
し
た
人
も
い
る
。

隠
れ
た
面
で
目
立
た
な
い
働
き
を
し
た
縁
の
下
の
力
持
ち
的
存
在
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
生
き
方
や
働
き
が
尊
い
場
合
、
積
極
的
に
取

上
げ
た
い
。
中
江
藤
樹
は
、
生
前
に
お
い
て
す
で
に
地
理
的
な
近
遠
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
優
れ
た
学
徳
が
多
く
の
人
に
尊
敬
さ
れ

て
い
た
が
、
す
べ
て
、
日
々
の
真
撃
な
努
力
と
実
践
に
よ
り
培
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
大
切
に
扱
い
た
い
。

四
、
偉
人
か
ら
何
を
学
ぶ
か

偉
人
か
ら
の
学
び
取
り
方
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
な
方
法
や
観
点
が
あ
る
。
中
江
藤
樹
に
関
し
て
学
ぶ
立
場
と
し
て
、
森
信
三

氏
（
元
神
戸
大
学
教
授
）
　
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

①
　
純
粋
に
考
証
的
な
立
場
で
あ
っ
て
、
そ
の
人
物
の
言
行
、
著
作
、
思
想
を
文
献
に
し
た
が
っ
て
、
史
実
を
克
明
に
研
究
し
、
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そ
の
中
か
ら
学
び
と
ろ
う
と
す
る
方
法
。

②
　
単
に
文
献
中
心
の
研
究
に
は
満
足
し
な
い
で
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
、
そ
の
人
物
の
占
め
る
位
置
、
人
間
と
し
て
の
生
き
方

に
迫
ろ
う
と
す
る
も
の
。

③
　
深
く
そ
の
人
物
の
精
神
を
学
び
、
自
己
の
現
実
の
生
活
に
生
か
そ
う
と
す
る
実
践
的
な
立
場
。

④
　
も
し
、
そ
の
人
物
が
現
代
に
生
き
て
い
る
と
し
た
ら
、
い
か
な
る
思
想
を
も
ち
、
い
か
に
生
き
抜
く
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
立

場
。

以
上
で
あ
る
が
、
学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
一
般
的
に
①
や
②
の
立
場
に
立
つ
人
達
に
よ
っ

て
、
得
ら
れ
た
成
果
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
そ
れ
を
今
日
的
な
視
野
か
ら
、
意
義
を
見
出
し
、
教
育
の
原
理
や
教
育
実
践
の
方
法
に

生
か
し
て
い
く
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

伝
記
の
教
育
的
効
果
は
、
子
ど
も
が
伝
記
の
主
人
公
に
共
感
し
、
そ
の
人
生
経
験
を
理
解
し
、
そ
の
精
神
的
価
値
を
確
実
に
つ
か

む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
で
、
生
活
態
度
に
あ
る
種
の
変
革
を
も
た
ら
し
、
主
体
的
に
人
生
を
創
造
し
よ
う
と
い
う
意
識

を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
道
徳
の
時
間
に
お
け
る
伝
記
物
の
読
み
物
資
料
は
、
子
ど
も
に
よ
っ
て
、
人
間
と
し
て
も
正
し
い
生
き
方
を

い
ろ
い
ろ
な
方
法
や
場
面
を
通
し
て
真
に
納
得
さ
せ
て
、
少
し
で
も
こ
れ
に
迫
り
、
実
践
へ
の
意
欲
を
盛
り
上
げ
さ
せ
る
た
め
の
一

つ
の
素
材
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
伝
記
人
物
を
人
間
形
成
に
い
か
す
意
義
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

五
、
時
間
的
な
隔
た
り
の
克
服

歴
史
的
な
人
物
に
お
い
て
は
、
長
い
時
間
的
な
隔
た
り
が
あ
り
、
政
治
的
・
社
会
的
な
違
い
か
ら
来
る
価
値
観
や
、
宗
教
観
も
あ

り
、
そ
の
ま
ま
資
料
と
し
て
使
え
な
い
こ
と
が
あ
る
。
適
用
し
な
い
部
分
を
削
除
し
た
り
、
表
現
方
法
を
変
え
た
り
し
て
、
現
代
へ

の
適
用
を
図
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
高
学
年
と
も
な
れ
ば
、
そ
の
人
物
が
生
き
て
い
た
時
代
背
景
の
中
に
お
い
て
、
当
時
の
社
会
に
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い
か
に
働
き
か
け
、
生
き
て
き
た
か
と
い
う
時
代
的
感
覚
の
上
で
捉
え
さ
せ
、
適
用
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
る
。

自
由
思
想
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
中
江
藤
樹
が
「
形
に
と
ら
わ
れ
ず
、
時
と
処
と
位
と
に
相
応
し
て
、
適
当
恰
好
を
得
よ
」
と
、

「
中
の
思
想
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
時
代
は
違
っ
て
も
、
そ
の
時
、
そ
の
場
に
よ
っ
て
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
行
い
を
と

る
こ
と
の
必
要
性
を
考
え
さ
せ
て
い
く
よ
う
に
し
た
い
。

六
、
道
徳
的
価
値
観
の
違
い

封
建
社
会
に
お
け
る
遺
徳
と
民
主
主
義
の
時
代
の
道
徳
に
は
、
事
柄
に
よ
っ
て
は
著
し
い
差
異
が
認
め
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
違
い
は
、
形
式
的
な
面
や
当
時
の
為
政
者
に
よ
っ
て
意
図
的
に
作
ら
れ
た
道
徳
観
に
起
因
す
る
場
合
が
多
い
。
人
間

本
来
の
あ
る
べ
き
姿
、
願
い
、
人
と
し
て
の
歩
む
べ
き
道
は
古
今
東
西
を
通
じ
て
普
遍
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
普
遍
的
な
価
値
そ

の
も
の
を
見
出
し
な
が
ら
、
古
人
の
教
え
に
固
守
す
る
こ
と
な
く
、
指
導
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

七
、
授
業
展
開
に
お
い
て

中
江
藤
樹
を
取
り
扱
う
場
合
、
恩
想
的
な
解
釈
と
素
材
の
持
つ
本
来
の
難
し
さ
が
あ
る
。
ま
た
、
現
実
の
生
活
か
ら
遊
離
し
て
考

え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
学
習
展
開
に
あ
た
っ
て
も
、
美
談
づ
く
め
の
奇
麗
事
に
終
わ
っ
た
り
、
子
ど
も
へ
の
価
値
の

押
し
付
け
に
な
っ
た
り
し
な
い
よ
う
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
自
己
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
、
内
省
し
、
意
欲
付
け
を
す
る
ゆ
と
り

の
あ
る
指
導
が
大
切
で
あ
る
。

（
二
）
国
語
科
の
題
材
と
し
て

中
江
藤
樹
の
口
碑
伝
説
に
は
、
「
赤
ざ
れ
こ
う
や
く
の
話
」
「
馬
通
し
の
お
い
は
ぎ
」
「
看
板
の
下
書
き
」
「
小
さ
い
親
切
」
「
臨
終

の
親
孝
行
」
な
ど
、
た
く
さ
ん
語
り
継
が
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
話
の
多
く
は
、
門
弟
や
近
く
に
住
む
村
人
の
ロ
か
ら
語
ら
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
年
月
を
経
る
う
ち
に
尾
ひ
れ
が
つ
い
た
り
、
誇
張
さ
れ
た
り
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
江
藤
樹
の
人
柄
を
知
る
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上
で
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

副
読
本
「
藤
樹
先
生
」
に
は
、
「
あ
か
ぎ
れ
こ
う
や
く
の
話
」
「
お
い
は
ぎ
と
先
生
」
「
そ
ば
や
の
か
ん
ば
ん
」
「
車
が
田
に
お
ち
た
」

「
先
生
の
臨
終
」
と
し
て
、
取
り
上
げ
て
い
る
。

道
徳
の
時
間
の
中
心
資
料
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
物
語
と
し
て
読
ん
で
も
興
味
深
い
し
、
国
語
科
の
読
み
物
題
材
と

し
て
も
優
れ
た
内
容
で
あ
る
。
国
語
の
時
間
に
読
み
聞
か
せ
を
し
た
後
に
話
し
合
い
を
し
た
り
、
集
団
読
書
を
し
た
り
、
読
書
感
想

文
の
題
材
と
す
る
こ
と
も
多
い
。

中
江
藤
樹
に
関
す
る
こ
れ
ら
の
読
み
物
を
通
し
て
、
温
か
い
人
間
性
に
触
れ
さ
せ
た
り
、
深
い
感
動
を
得
さ
せ
た
り
し
た
い
。
子

ど
も
の
発
達
段
階
に
応
じ
て
、
事
前
に
時
代
背
景
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
、
挿
絵
を
用
意
す
る
こ
と
、
発
展
学
習
と
し
て
劇
化
な
ど
の

表
現
活
動
に
生
か
す
こ
と
な
ど
も
、
学
習
を
深
め
る
上
で
効
果
的
で
あ
る
。

中
江
藤
樹
の
学
徳

（
一
）
藤
樹
学

江
戸
時
代
初
期
に
生
き
た
中
江
藤
樹
は
、
陽
明
学
者
と
目
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
厳
密
に
は
断
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
博
学

の
士
と
な
る
こ
と
を
求
め
ず
、
自
己
の
内
面
的
要
求
に
応
え
る
も
の
と
し
て
、
儒
学
を
学
ん
だ
藤
樹
は
、
致
仕
し
て
故
郷
に
帰
り
自

由
な
立
場
で
道
を
求
め
た
。
当
時
の
思
潮
か
ら
い
え
ば
、
封
建
体
制
確
立
の
過
程
に
お
け
る
抵
抗
の
精
神
の
表
れ
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。中

江
藤
樹
は
、
自
己
の
問
題
と
し
て
突
き
詰
め
て
い
く
う
ち
に
、
朱
子
学
を
脱
却
し
て
陽
明
学
へ
の
方
向
を
と
り
、
陽
明
学
と
の

出
会
い
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
藤
樹
の
「
考
」
を
中
心
と
す
る
考
え
は
、
天
地
の
主
宰
者
に
対
す
る
「
考
」
を
根
幹
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と
し
た
も
の
に
ま
で
深
め
ら
れ
、
独
自
の
藤
樹
学
を
確
立
し
た
。
人
は
本
来
平
等
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
社
会
秩
序
の
必
要
性
を

認
め
つ
つ
も
、
そ
れ
は
本
性
に
お
い
て
平
等
な
人
間
の
、
人
間
と
し
て
の
価
値
と
能
力
の
差
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
て
い
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
人
間
は
先
天
的
に
不
平
等
で
あ
り
、
支
配
者
と
被
支
配
者
の
い
ず
れ
か
に
運
命
付
け
ら
れ
て

い
る
徳
川
社
会
と
は
、
相
対
立
す
る
考
え
方
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
中
江
藤
樹
の
　
「
良
知
」
　
に
つ
い
て
の
考
え
方
も
、
陽
明
の
事
上
練
磨
に
見
ら
れ
る
、
動
的
、
行
為
的
性
格
に
対
し
て
、
静

的
、
観
照
的
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
の
関
心
は
、
も
っ
ぱ
ら
内
面
に
向
け
ら
れ
、
自
由
な
精
神
の
確
立
が

求
め
ら
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
陽
明
学
的
発
想
は
、
当
時
の
幕
藩
体
制
に
相
容
れ
ざ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
官
学
と
し
て
の
林
家
の
朱
子
学

や
幕
府
か
ら
は
、
反
体
制
的
な
異
学
と
し
て
歓
迎
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

（
二
）
中
江
藤
樹
の
人
間
像

藤
樹
学
の
特
色
は
「
良
知
の
学
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
「
愚
痴
不
肖
と
い
え
ど
も
良
知
良
能
あ
り
。
そ
の
良
知
良
能
を
失
わ
ざ
れ

ば
愚
痴
不
肖
の
善
人
の
徒
な
り
。
」
と
か
、
「
人
の
本
心
は
善
に
し
て
悪
な
し
。
親
を
愛
し
兄
を
敬
し
善
を
好
み
、
悪
を
に
く
み
、
是

を
知
り
非
を
知
る
。
是
則
固
有
の
良
知
に
し
て
人
々
然
り
。
」
と
あ
る
よ
う
に
、
良
知
は
人
の
本
心
で
あ
り
、
万
人
固
有
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
徹
底
し
た
人
間
尊
重
と
個
性
の
確
立
を
図
っ
た
。
ま
た
、
身
を
修
め
る
根
本
は
「
良
知
に
致
る
」
　
こ
と
で
、

「
明
徳
を
明
に
す
る
本
は
、
良
知
を
鏡
と
し
て
独
を
慎
む
に
あ
り
。
」
と
も
い
っ
て
い
る
。

ま
た
、
中
江
藤
樹
は
、
学
問
を
す
る
に
あ
た
り
、
訓
話
、
記
涌
、
口
耳
の
学
を
排
斥
し
、
至
徳
の
本
体
を
立
て
る
を
要
と
し
て
い

る
。
そ
れ
は
単
な
る
知
識
の
学
問
で
は
な
く
、
日
々
実
践
の
学
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
即
ち
、
こ
れ
は
本
心
本
体
を
覚
る
心

学
で
あ
り
、
身
の
行
い
を
よ
く
す
る
身
学
で
あ
る
と
い
え
る
。
知
行
合
一
の
思
想
も
、
こ
の
こ
と
に
表
れ
て
い
る
。

中
江
藤
樹
の
　
「
孝
」
　
の
恩
想
で
、
最
も
異
色
な
も
の
は
、
「
全
孝
」
「
大
孝
」
　
の
思
想
で
あ
る
。
孝
を
人
倫
の
根
本
と
し
、
し
か
も
、
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こ
の
孝
は
単
に
親
に
対
す
る
服
従
と
奉
仕
の
み
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
天
地
に
通
ず
る
人
の
道
全
体
を
も
っ
て
孝
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
孝
経
を
愛
読
し
、
そ
の
触
発
に
よ
っ
て
、
愛
敬
を
中
核
と
す
る
孝
の
実
践
へ
と
発
展
し
た
わ
け
で
あ
る
。
「
元
来
孝
は
太
虚

を
も
っ
て
全
体
と
し
、
万
劫
を
へ
て
も
お
わ
り
な
く
始
め
な
し
。
孝
の
な
く
と
き
な
く
、
孝
の
な
く
も
の
な
し
。
か
く
の
ご
と
く
広

大
無
辺
な
る
至
徳
な
れ
ば
、
万
事
万
物
の
う
ち
に
孝
の
道
理
そ
な
わ
ざ
る
は
な
し
。
」
「
夫
れ
孝
徳
は
方
寸
の
う
ち
に
そ
な
わ
り
て
太

虚
に
充
塞
し
、
六
号
包
羅
し
、
上
は
無
始
の
往
古
に
達
し
、
下
は
無
窮
の
未
来
に
徹
し
・
・
・
。
」
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
人
の

道
と
し
て
の
孝
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。

藤
樹
学
の
特
色
の
一
つ
に
　
「
権
の
思
想
」
が
あ
る
。
こ
の
権
と
は
、
時
と
処
と
位
に
応
じ
て
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
道
徳
的
判
断
を

行
う
徳
の
主
体
的
な
働
き
を
い
う
。
こ
う
し
た
活
発
な
心
の
働
き
に
つ
い
て
、
中
江
藤
樹
は
、
万
人
に
こ
れ
を
め
あ
て
と
し
て
工
夫

す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
「
時
と
処
と
位
と
に
よ
く
か
な
い
て
、
相
応
し
た
る
義
理
を
中
庸
と
名
づ
け
た
り
。
」
と
か
、
「
儒
書
に

の
す
る
所
の
礼
儀
作
法
は
、
時
に
よ
り
所
に
よ
り
人
に
よ
り
て
、
そ
の
ま
ま
お
こ
な
わ
れ
ぬ
も
の
に
て
候
。
・
・
・
た
と
い
、
儒
書

に
の
す
る
所
の
礼
法
を
、
す
こ
し
も
ち
が
わ
ず
皆
と
り
お
こ
な
う
と
い
う
と
も
、
其
お
こ
な
う
所
、
時
と
処
と
位
と
に
相
応
適
当
恰

好
の
道
理
な
く
ば
、
儒
道
を
お
こ
な
う
に
は
あ
ら
ず
、
異
端
な
り
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
ま
た
、
「
権
は
秤
の
お
も
り
な
り
。
聖
人
は
、

お
こ
な
い
た
も
う
所
こ
と
ご
と
く
天
道
の
神
理
に
適
当
恰
好
な
る
景
象
、
秤
の
お
も
り
の
定
ま
る
所
な
く
、
往
来
滞
ず
し
て
物
の
軽

重
を
は
か
り
て
適
当
恰
好
な
る
に
似
た
る
意
あ
る
に
よ
っ
て
象
を
と
れ
り
。
」
の
こ
と
ば
か
ら
も
、
そ
の
教
え
が
う
か
が
え
る
。

（
三
）
中
江
藤
樹
の
教
育
精
神

「
根
本
真
実
の
教
化
は
、
徳
教
な
り
。
」
「
教
は
、
身
教
を
以
て
い
う
。
必
ず
慎
独
の
上
に
あ
っ
て
講
ず
べ
し
。
」
　
の
言
葉
か
ら
分

か
る
よ
う
に
、
知
識
の
み
の
教
化
や
、
口
先
だ
け
の
教
育
で
は
な
く
、
愛
敬
の
心
を
も
っ
た
徳
教
、
身
教
を
重
視
し
て
い
る
。
ま
た
、

人
間
愛
の
な
い
教
え
は
真
の
教
育
で
は
な
い
。
一
視
同
仁
的
愛
の
教
え
の
大
切
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
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ま
た
、
個
性
に
応
じ
て
自
発
的
に
啓
発
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
、
そ
れ
に
は
教
え
る
態
度
で
は
な
く
て
、
同
志
同
行
の
心
持
で
い

く
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
調
和
と
統
一
の
あ
る
全
人
教
育
を
中
核
と
し
た
真
筆
な
求
道
の
生
涯
、
門
弟
や
近
隣
の
者
へ
の
感
化

は
教
育
者
で
あ
る
私
た
ち
が
今
も
な
お
師
道
と
し
て
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
四
）
　
現
代
的
な
意
義

林
家
の
学
問
が
、
幕
府
の
御
用
学
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
時
代
に
、
人
間
平
等
・
人
間
尊
重
の
立
場
に
立
っ
て
良
知
を
取
り
上

げ
た
藤
儒
学
は
、
全
く
異
色
の
も
の
で
あ
っ
た
。
形
式
を
尊
び
、
身
分
制
度
補
強
す
る
た
め
の
朱
子
学
に
あ
き
た
ら
ず
、
自
己
の
心

を
大
切
に
し
、
す
べ
て
の
者
の
良
知
を
信
じ
、
周
囲
の
多
く
の
者
に
感
化
を
与
え
た
中
江
藤
樹
の
徳
は
、
偉
大
な
も
の
が
あ
り
、
現

代
の
社
会
に
お
い
て
も
大
き
な
価
値
を
も
つ
と
い
え
る
。
独
学
・
困
学
の
上
、
つ
い
に
聖
境
に
達
し
た
精
進
勉
励
と
知
行
合
一
の
実

践
遺
徳
に
よ
る
生
活
態
度
は
尊
い
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
内
に
求
め
る
こ
と
厳
に
し
て
、
た
え
ず
自
反
慎
独
に
よ
り
人
格
の
完
成
を

め
ざ
し
た
信
念
と
謙
虚
さ
は
、
現
代
の
教
育
に
も
不
可
欠
で
あ
る
。

視
点
を
変
え
て
、
中
江
藤
樹
の
生
涯
を
見
た
と
き
、
毅
然
と
し
て
主
体
的
な
生
き
方
を
し
た
こ
と
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
生
の
生
活
が
保
障
さ
れ
て
い
る
武
士
社
会
を
捨
て
て
帰
郷
し
、
部
落
の
教
師
と
し
て
貧
し
い
生
活
を
す
る
に
至
る
。
そ
の
転
換
期

に
お
い
て
は
、
相
当
な
決
断
力
を
要
し
た
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
、
親
に
孝
養
を
尽
く
す
と
い
う
真
情
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
命
を
賭
け

て
脱
藩
を
決
行
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
社
会
機
構
か
ら
み
て
も
、
よ
ほ
ど
強
い
決
意
が
な
け
れ
ば
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。

概
し
て
、
人
間
は
安
易
な
道
を
選
び
易
く
、
権
威
に
対
し
て
は
盲
従
し
、
自
己
の
信
念
を
曲
げ
て
で
も
栄
達
を
求
め
る
こ
と
が
通
弊

で
あ
る
が
、
こ
の
点
か
ら
考
え
合
わ
せ
て
も
感
服
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

「
中
江
藤
樹
の
教
え
」
と
地
域
の
子
ど
も
連
へ
の
指
導
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（
一
）
子
ど
も
達
が
、
自
分
の
地
域
の
歴
史
や
文
化
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義

教
育
は
本
来
、
個
別
的
な
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
家
庭
が
担
う
機
能
で
あ
り
課
題
で
あ
る
。

公
教
育
1
社
会
的
、
歴
史
的
、
文
化
的
、
政
治
的
、
経
済
的
な
制
度
の
中
の
機
能
と
し
て
の
教
育

教
育
は
、
個
人
の
自
立
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
孤
立
し
て
生
き
ら
れ
な
い
か
ら
、
自
分
や
そ
の
周
辺
に
か
か
わ
る
歴
史

や
文
化
（
家
庭
や
郷
土
）
を
核
と
し
て
、
外
界
に
つ
い
て
の
知
識
と
理
解
を
　
（
社
会
化
、
国
際
化
）
広
げ
て
い
く
。
人
間
が
自
己
を

確
立
す
る
た
め
に
は
、
地
域
性
（
郷
土
）
　
が
不
可
欠
で
あ
る
。

昨
今
の
市
町
村
合
併
に
よ
っ
て
組
織
が
大
き
く
な
る
と
、
全
体
と
し
て
の
統
一
と
か
共
通
化
の
教
育
と
い
う
点
が
出
て
く
る
。
そ

れ
が
強
調
さ
れ
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
市
、
町
、
村
、
字
の
歴
史
や
人
物
、
伝
統
文
化
が
弱
体
化
し
、
希
薄
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
む

し
ろ
地
域
性
を
、
そ
の
ま
ま
存
続
さ
せ
て
い
く
教
育
を
市
あ
る
い
は
町
の
教
育
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
学
校
で
は
、
地
元
の
歴
史
や

人
物
、
産
業
を
よ
く
知
っ
て
そ
れ
を
子
ど
も
に
学
ば
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
各
学
年
ご
と
の
文
化
財
等
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
作

成
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

現
代
の
学
校
の
教
師
は
、
組
織
の
機
能
を
分
担
す
る
一
員
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
の
生
ま
れ
育
っ
た
場
所
と
は
関
係
な
く
、
職
業
と

し
て
の
教
師
、
教
育
公
務
員
と
し
て
の
責
任
や
使
命
が
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
教
育
に
携
わ
る
者
は
、
職
業
と
し
て
の
教
師
と
ひ

と
り
の
人
間
と
し
て
の
私
生
活
、
子
ど
も
の
成
長
期
に
直
接
、
間
接
に
か
か
わ
り
を
持
つ
人
間
と
し
て
の
存
在
と
が
統
合
さ
れ
た
存

在
で
あ
る
。

人
は
学
ぼ
う
と
す
る
対
象
で
あ
る
そ
の
人
物
に
、
学
ぶ
値
打
ち
、
価
値
が
あ
る
こ
と
を
納
得
で
き
な
い
と
本
当
に
は
学
べ
な
い
。

（
二
）
中
江
藤
樹
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
な
の
か

前
述
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
歴
史
上
の
人
物
の
評
価
と
い
う
の
は
、
い
つ
の
時
代
に
も
、
そ
の
時
代
の
価
値
観
が
大
き
な
影
響
を
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与
え
る
。
中
江
藤
樹
の
思
想
や
生
涯
に
関
し
て
も
様
々
な
考
え
方
が
あ
る
。
そ
の
人
の
優
れ
た
点
を
過
大
評
価
し
た
り
、
欠
点
を
批

判
的
に
あ
げ
て
全
体
像
に
し
た
り
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
ま
た
時
代
の
価
値
観
が
、
そ
の
時
代
の
子
ど
も
達
は
も
ち
ろ
ん
、
社
会
の
多

く
の
人
々
に
良
い
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
も
あ
れ
ば
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
過
ち
を
犯
す
こ
と
も
あ
る
。
人
間
は
、
長
短
善
悪
複

雑
な
要
素
を
も
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
人
物
の
生
き
方
や
考
え
に
共
鳴
し
た
人
は
、
そ
の
人
物
を
全
体
と
し
て
肯
定
し
、

実
物
を
誇
張
し
て
表
現
す
る
こ
と
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
か
と
言
っ
て
江
戸
時
代
の
人
々
の
視
点
を
も
っ
て
中
江
藤
樹
を
見
る

と
い
う
の
も
な
か
な
か
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
や
は
り
、
私
た
ち
は
今
の
私
た
ち
が
抱
え
る
人
生
の
課
題
解
決
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、

中
江
藤
樹
を
見
る
は
か
な
い
。
そ
れ
は
、
極
め
て
部
分
的
で
自
分
勝
手
な
解
釈
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
が
、
い
つ
も
私
た
ち
は
、

そ
の
時
代
に
生
き
る
人
間
の
制
約
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

だ
か
ら
、
人
の
生
き
方
に
つ
い
て
は
、
子
ど
も
達
に
誠
実
に
資
料
を
提
供
し
た
上
で
、
そ
れ
に
対
し
て
と
ら
わ
れ
な
い
で
率
直
に

好
悪
を
表
明
さ
せ
、
自
分
で
選
ん
で
も
ら
う
よ
う
に
す
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。

中
江
藤
樹
の
人
物
像
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

①
　
儒
教
（
朱
子
学
、
陽
明
学
）
を
学
ん
で
自
ら
実
践
し
、
弟
子
に
教
え
た
。
・
・
儒
者

②
　
孔
子
の
思
想
、
「
徳
」
、
「
孝
」
、
王
陽
明
の
　
「
良
知
」
を
実
践
し
よ
う
と
し
た
。
・
・
思
想
家

③
　
病
気
の
母
へ
の
孝
行
の
た
め
職
を
辞
し
、
故
郷
へ
帰
省
し
た
。
・
・
武
士

④
　
周
囲
の
人
々
の
徳
化
、
教
育
に
積
極
的
だ
っ
た
。
・
・
教
育
者

⑤
　
学
び
（
知
）
と
昇
践
（
行
）
を
一
致
（
合
一
）
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
（
不
言
実
行
）
　
‥
陽
明
学
者

⑥
　
高
位
、
名
声
、
富
裕
を
求
め
ず
、
謙
虚
、
清
貧
そ
の
も
の
だ
っ
た
。

（
三
）
「
中
江
藤
樹
の
教
え
」
を
子
ど
も
達
に
ど
う
指
導
す
る
か
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①
　
人
は
誰
で
も
「
良
心
」
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
、
ま
っ
す
ぐ
に
生
き
る
決
心
を
す
る
こ
と
。

②
　
人
は
、
い
つ
も
そ
う
い
う
正
し
い
行
い
が
出
来
な
く
て
、
失
敗
を
す
る
こ
と
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
練
習
す
る
　
（
学
ぶ
）
　
こ
と

に
よ
っ
て
だ
ん
だ
ん
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
に
自
信
を
も
つ
こ
と
。

③
　
家
族
（
父
母
、
祖
父
母
、
兄
弟
姉
妹
）
　
や
友
だ
ち
な
ど
周
り
の
人
を
大
切
に
し
て
、
故
人
に
感
謝
す
る
こ
と
。

④
　
自
分
の
命
は
動
植
物
を
食
べ
た
結
果
だ
か
ら
、
感
謝
し
て
自
分
の
命
を
大
切
に
長
生
き
す
る
こ
と
。

（
四
）
教
育
に
携
わ
る
者
に
と
っ
て
の
中
江
藤
樹

人
を
教
え
る
こ
と
で
収
入
を
得
よ
う
と
せ
ず
、
村
人
や
弟
子
を
育
て
よ
う
と
し
た
意
図
は
何
な
の
か
。
儒
学
で
は
、
正
心
、
修
身
、

斉
家
、
治
国
、
平
天
下
と
い
っ
て
、
弘
道
（
道
を
弘
め
る
）
が
大
事
と
さ
れ
て
い
る
。
学
問
と
は
、
生
計
、
技
能
の
た
め
に
す
る
も

の
で
な
く
、
修
身
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
特
性
に
対
す
る
覚
醒
は
、
極
め
て
重
要
な
こ
と
で
、
中
江
藤
樹
が

一
一
歳
の
と
き
、
「
自
天
子
以
至
庶
人
壷
是
皆
以
傾
身
為
本
」
（
大
学
）
　
に
出
会
っ
た
。

そ
れ
学
問
は
、
心
の
け
が
れ
を
き
よ
め
、
身
の
行
い
を
よ
く
す
る
を
本
実
と
す
。
学
は
良
知
に
致
る
よ
り
外
は
な
く
候
。
そ
の
良

知
に
従
い
が
た
き
は
私
欲
に
く
ら
ま
さ
る
る
故
に
て
候
。

今
日
、
知
識
、
機
能
の
習
得
な
ど
は
、
自
分
の
興
味
、
趣
味
、
金
銭
獲
得
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
中
江
藤
樹
は
、

人
の
成
長
や
幸
福
、
家
族
の
救
済
、
社
会
の
改
善
、
国
家
、
世
界
の
平
和
に
目
標
を
お
い
た
人
生
で
、
指
導
者
側
の
、
精
神
的
な
向

学
心
、
向
上
意
欲
、
成
長
と
が
、
被
教
育
者
で
あ
る
弟
子
た
ち
の
成
長
に
影
響
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
に
確
信
を
も
っ
て
い
た
。

現
代
で
は
、
公
務
員
倫
理
、
企
業
の
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が
叫
ば
れ
る
が
、
法
令
が
あ
る
か
ら
守
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を

守
る
誇
り
を
も
ち
、
そ
れ
を
生
き
が
い
と
す
る
と
い
う
の
が
、
中
江
藤
樹
の
求
め
て
い
た
人
間
の
生
き
方
と
い
え
る
。

さ
ら
に
い
え
ば
、
自
分
を
生
み
育
て
て
く
れ
た
良
心
や
祖
父
母
を
尊
敬
し
、
大
事
に
す
る
こ
と
。
私
た
ち
の
存
在
の
源
で
あ
る
祖
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先
に
感
謝
し
篤
く
祭
る
こ
と
、
自
分
の
体
は
動
植
物
か
ら
成
り
立
ち
、
究
極
は
宇
宙
の
資
源
か
ら
で
き
て
い
る
か
ら
、
資
源
を
節
約

し
浪
費
し
な
い
。
徳
を
大
切
に
す
る
生
き
方
を
実
践
し
、
子
孫
を
そ
の
よ
う
に
立
派
に
育
て
る
こ
と
。
家
族
の
絆
を
大
切
に
し
、
自

分
が
宇
宙
の
歴
史
に
つ
な
が
っ
て
い
て
、
自
分
や
他
人
の
命
の
か
け
が
え
の
な
さ
、
ま
た
死
を
逃
れ
ら
れ
な
い
人
間
が
、
世
代
の
持

続
を
通
し
て
永
遠
性
を
得
る
、
つ
ま
り
継
続
に
重
き
を
お
い
た
考
え
方
、
宇
宙
や
社
会
と
の
つ
な
が
り
を
自
覚
し
て
生
き
る
人
間
の

育
成
を
め
ざ
し
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
人
間
が
徳
を
完
全
に
実
現
す
る
よ
う
に
生
き
る
こ
と
は
、
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
。
人
間
は
本
来
、
名
誉
、
地
位
、
金

銭
、
世
間
の
評
判
な
ど
様
々
な
誘
惑
に
取
り
巻
か
れ
、
過
ち
を
犯
し
や
す
い
。
常
に
「
良
知
の
鏡
は
曇
り
が
ち
で
あ
る
」
。
だ
か
ら

こ
れ
を
曇
ら
さ
ぬ
よ
う
に
不
断
の
努
力
が
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
不
断
の
努
力
が
、
真
の
意
味
で
の
学
問
で
あ
る
。
知
力
、
感
性
、
技

能
、
体
力
な
ど
は
、
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
磨
か
れ
る
。
常
に
自
ら
を
反
省
し
、
特
性
を
磨
く
努
力
が
必
要
で
あ
る
。

主
な
中
江
藤
樹
語
録

一
、
致
良
知
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人
は
、
だ
れ
で
も
「
良
知
」
と
い
う
美
し
い
心
を
持
っ
て
生
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
美
し
い
心
は
、
誰
と
で
も
仲
良
く
親
し
み
合

い
、
尊
敬
し
合
い
認
め
合
う
こ
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
人
々
は
、
次
第
に
み
に
く
い
い
ろ
い
ろ
な
欲
望
が
起
き
て
、
つ
い
良

知
を
く
も
ら
せ
て
し
ま
う
。
私
た
ち
は
、
み
に
く
い
欲
望
に
打
ち
克
っ
て
、
良
知
を
鏡
の
よ
う
に
み
が
き
、
そ
の
良
知
に
従
い

行
い
を
正
し
く
す
る
よ
う
日
々
努
力
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
（
副
読
本
「
藤
樹
先
生
」
）

二
、
愛
敬

「
孝
徳
の
感
通
を
手
近
く
言
え
ば
、
愛
敬
の
二
字
に
き
わ
ま
れ
り
。
愛
は
ね
ん
ご
ろ
に
親
し
む
意
な
り
。
敬
は
上
を
う
や
ま
ひ



下
を
か
ろ
し
め
侮
ら
ざ
る
義
な
り
。
」
「
本
心
の
孝
徳
あ
り
て
、
父
母
の
恩
を
報
い
ん
こ
と
忘
れ
ぬ
る
は
、
愛
の
雲
に
お
は
は
れ

て
明
徳
の
日
の
光
く
ら
く
、
心
の
闇
に
ま
よ
ふ
敬
な
り
。
」
　
こ
の
よ
う
に
愛
敬
と
は
、
孝
の
思
想
と
た
い
へ
ん
深
く
関
わ
る
も

の
で
あ
る
。
分
け
隔
て
な
く
与
え
ら
れ
る
偏
り
の
な
い
慈
愛
に
も
に
た
愛
情
だ
と
解
釈
で
き
る
。
（
翁
問
答
）

三
、
知
行
合
一

人
々
は
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
学
ん
だ
だ
け
で
、

そ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
、
本
当
に
知
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
物
事
を
よ
く
理
解
し
、
実
行
し
て
こ
そ
は
じ
め
て
知
っ
た
こ

と
に
な
る
。
（
副
読
本
「
藤
樹
先
生
」
）

（
注
）
本
論
は
高
島
市
立
青
柳
小
学
校
編
『
良
知
に
生
き
る
子
の
教
育
』
と
藤
樹
記
念
館
館
長
　
上
田
藤
市
郎
先
生
編
「
中
江
藤

樹
の
教
え
と
地
域
の
児
童
へ
の
指
導
」
　
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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