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私
事
で
す
が
、

母
校
の
高
島
高
校

か
ら
大
津
市
内
の

高
校
に
異
動
し
、

そ
こ
で
八
年
間
勤

務
し
た
後
、
再
び
母
校
に
戻
っ
て
き
ま
し

た
。
今
年
で
三
年
目
に
な
り
ま
す
。
そ
の

間
に
大
き
く
変
わ
っ
た
こ
と
は
、
や
は
り

生
徒
数
の
大
幅
な
減
少
で
す
。
以
前
は
各

学
年
が
十
一
ク
ラ
ス
あ
り
、
全
校
生
徒
が

集
ま
る
と
体
育
館
の
端
か
ら
端
ま
で
生
徒

が
並
ん
で
い
て
、
足
の
踏
み
場
も
な
い
よ

う
な
状
態
で
し
た
。
現
在
は
各
学
年
が
五

～
六
ク
ラ
ス
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
当
時

の
約
半
分
の
生
徒
し
か
い
ま
せ
ん
。
体
育

館
の
フ
ロ
ア
の
空
い
た
ス
ペ
ー
ス
に
、
少

し
寂
し
さ
を
感
じ
る
の
も
事
実
で
す
。

　

一
方
、
以
前
と
変
わ
ら
ず
、
玄
関
か
ら

職
員
室
に
通
じ
る
廊
下
の
壁
に
は
、
中
江

藤
樹
先
生
の
肖
像
画
と
、
そ
の
教
え
を
紹

介
す
る
パ
ネ
ル
が
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

れ
に
は
、
校
章
の
背
景
の
形
が
中
江
藤
樹

家
の
家
紋
で
あ
る
藤
の
花
で
あ
る
こ
と

や
、藤
樹
先
生
の
教
え
で
あ
る「
致
良
知
」、

「
孝
行
」、「
知
行
合
一
」、
そ
し
て
「
五
事

を
正
す
」
の
簡
単
な
説
明
文
が
紹
介
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
高
島
高
等
学
校
創

立
八
十
周
年
を
記
念
し
て
「
藤
陰
会
・
心

の
教
育
基
金
」
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
も
の

で
す
。
普
段
は
私
自
身
、
授
業
の
準
備

や
部
活
の
指

導
等
に
追
わ

れ
る
ば
か
り

で
、
流
れ
る

よ
う
な
日
々

を
送
っ
て
い

ま
す
が
、
こ

こ
を
通
る
時

は
常
に
身
の

引
き
締
ま
る

思
い
に
な
り

ま
す
。
特
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
生
徒

と
向
き
合
う
際
に
「
貌
言
視
聴
思
」
の
五

事
を
正
し
て
い
る
か
、
と
自
問
自
答
し
反

省
す
る
場
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
母
校
は
来
年
の
創
立
百
周
年
を

控
え
、大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
多
様
性
を
認
め
重
ん
じ
る
時
代
の
流

れ
と
共
に
、
学
校
は
そ
の
あ
り
方
自
体
も

変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在

は
、
学
校
そ
の
も
の
が
落
ち
着
か
な
い
状

況
に
あ
る
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の

よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
次
代
を
担
う
若
者

に
私
が
伝
え
た
い
の
は
、
や
は
り
変
わ
ら

ず
私
が
子
ど
も
の
頃
に
教
わ
っ
て
き
た
、

藤
樹
先
生
の
教
え
で
す
。
例
え
ば
、「
自

分
で
考
え
、
自
分
か
ら
行
動
に
起
こ
す
」、

「
人
の
立
場
に
立
っ
て
も
の
ご
と
を
考
え

る
」
と
い
う
教
え
を
通
し
て
、私
な
り
に
、

生
徒
の
心
を
磨
き
、
鍛
え
て
い
き
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
先
日
、
ち
ょ
っ
と
嬉
し
い
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
私
の
母
は
よ
く
自
宅

付
近
を
散
歩
し
ま
す
。
高
齢
に
な
り
、
足

腰
が
弱
っ
て
い
く
の
を
少
し
で
も
遅
ら
せ

た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
朝
夕
の
散
歩
を

日
課
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
日
、
私
が
仕

事
を
終
え
て
帰
宅
す
る
と
す
ぐ
、
母
は
私

に
次
の
よ
う
に
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。
散

歩
の
途
中
、
家
の
近
く
に
あ
る
バ
ス
停
の

前
の
縁
石
に
つ
ま
ず
き
、
地
面
に
へ
た
り

込
ん
で
、
し
ば
ら
く
立
ち
上
が
れ
な
か
っ

た
そ
う
で
す
。
そ
こ
へ
一
人
の
男
子
中
学

生
が
自
転
車
で
通
り
か
か
り
、
手
を
引
っ

張
っ
て
母
が
立
ち
上
が
る
手
助
け
を
し
て

く
れ
た
そ
う
で
す
。「
大
丈
夫
で
す
か
？

家
ま
で
送
り
ま
す
よ
。」
と
言
わ
れ
た
そ

う
で
す
が
、
母
は
、
家
は
す
ぐ
近
く
だ
か

ら
大
丈
夫
で
す
、
あ
り
が
と
う
、
と
お
礼

を
言
っ
て
帰
っ
て
来
た
そ
う
で
す
。
名
前

も
聞
け
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
優
し
い

心
遣
い
が
、
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
そ
う
で

す
。
私
も
、
こ
の
中
学
生
の
咄
嗟
の
行
動

や
、
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
優
し
い
言
葉
に

対
し
、
本
当
に
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
し

た
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
世
の

中
の
ど
こ
で
で
も
起
こ
っ
て
い
る
些
細
な

出
来
事
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
で
す
が
こ
の

中
学
生
の
姿
勢
に
は
、
ご
家
庭
、
学
校
の

先
生
方
、
そ
し
て
周
囲
の
方
々
か
ら
連
綿

と
伝
え
ら
れ
て
き
た
藤
樹
先
生
の
教
え
が

根
底
に
あ
り
、
必
然
的
に
現
れ
る
も
の
な

の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
高
島

プ
ラ
イ
ド
」
と
し
て
、
次
の
時
代
、
そ
の

次
の
時
代
の
子
ど
も
た
ち
の
心
に
受
け
継

が
れ
て
い
く
こ
と
を
心
か
ら
祈
っ
て
い
ま

す
。

「
次
代
を
担
う
若
者
に

　
　
　
　
伝
え
た
い
こ
と
」

飯
田
　
典
子

高
島
藤
樹
会　
理
事
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議
事
終
了
後
の
「
そ
の
他
、
意
見
」
で

は
「
会
の
財
政
逼
迫
の
折
、
通
信
方
法
等

に
も
工
夫
さ
れ
、節
約
に
努
め
て
ほ
し
い
」

と
の
ご
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。最
後
に
、

徳
丸
和
枝
副
会
長
の
閉
会
の
挨
拶
で
、
総

会
を
閉
じ
ま
し
た
。

◎
中
江
藤
樹
先
生
の
遺
徳
に
親
し
む
高
島

市
民
を
は
じ
め
す
べ
て
の
人
々
に
対
し

て
、
先
生
の
思
想
の
現
代
的
意
義
研
究

顕
彰
及
び
普
及
を
図
る
た
め
、
当
会
の

ビ
ジ
ョ
ン
「
温
か
く
て
深
い
、
近
江
聖

人
中
江
藤
樹
の
『
孝
』
の
思
想
を
高
島

か
ら
全
滋
賀
へ
、
全
国
へ
、
全
世
界
へ

広
め
る
」
に
沿
っ
て
、
以
下
の
事
業
を

行
う
。

　

六
月
十
六
日
（
日
）、
安
曇
川
公
民
館

に
お
い
て
、総
会
並
び
に
研
修
会
（
講
話
）

を
、
百
二
十
六
名
（
内
委
任
状
百
九
名
）

の
参
加
を
得
て
開
催
し
ま
し
た
。（
事
務

局
）

　

田
中
清
行
会
長
の
挨
拶
に
続
き
、
ご
来

賓
の
高
島
市
長　

福
井
正
明
様
か
ら
ご
祝

辞
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ

の
後
、
藤
樹
賞
受
賞
者
の
表

彰
に
移
り
、
川
越
常
務
理
事

よ
り
藤
樹
賞
授
賞
の
報
告
が

あ
り
ま
し
た
。（
後
段
の
詳

細
を
参
照
）

　

受
賞
者
の
上
田
藤
市
郎
先

生
と
北
川
暢
子
先
生
に
、
会

長
か
ら
表
彰
状
と
記
念
品
を

贈
呈
さ
れ
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
、
髙
橋
志
郎
さ

ん
が
議
長
に
選
出
さ
れ
、
議

事
に
入
り
ま
し
た
。
は
じ
め

に
平
成
三
十
年
度
の
事
業
報

告
と
決
算
報
告
並
び
に
監
査

報
告
が
あ
り
、
承
認
さ
れ
ま

し
た
。

　

次
に
、
報
告
事
項
で
あ
る

令
和
元
年
度
事
業
計
画
及
び

予
算
が
事
務
局
か
ら
報
告
さ

れ
ま
し
た
。
続
い
て
、
理
事
（
三
田
村
弘

子
氏
）
欠
員
に
よ
る
新
理
事
（
木
村
健
治

氏
）
役
員
の
改
選
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

・
心
の
セ
ミ
ナ
ー
と
し
て
、
藤
樹
人
間
学

塾
百
回
記
念
も
兼
ね
て
、
令
和
元
年

十
二
月
に
ま
な
ざ
し
童
心
塾
で（
一
社
）

実
践
人
の
家
理
事
長
の
廣
瀬
童
心
先
生

を
招
い
て
講
演
会
を
実
施
す
る
。

・
毎
月
、
藤
樹
人
間
学
塾
を
行
っ
て
、『
中

庸
解
』
を
学
び
、
日
々
の
生
活
や
実
践

活
動
に
生
か
す
よ
う
図
る
。

・
中
江
藤
樹
座
像
の
二
次
的
著
作
物
の
制

作･

販
売
を
検
討
し
、
会
員
か
ら
の
注

文
に
応
じ
て
、
一
定
量
に
達
す
れ
ば
販

売
す
る
。

・
学
校
に
お
け
る
道
徳
等
の
授
業
に
「
中

江
藤
樹
の
話
」
を
活
用
さ
れ
る
よ
う
、

引
き
続
き
学
校
に
働
き
か
け
る
。

・
藤
樹
紙
芝
居
を
活
用
し
て
、
先
生
の
教

え
が
子
供
た
ち
か
ら
お
年
寄
り
ま
で
幅

広
く
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
図
る
。

・
当
会
の
趣
旨
、
活
動
内
容
が
周
知
さ
れ

る
よ
う
「
会
報
高
島
藤
樹
会
」
の
充
実

を
図
り
、
年
三
回
発
行
す
る
。

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
当
会
の
活
動
に
リ
ン

ク
さ
せ
て
充
実
を
図
る
。

・
当
会
の
趣
旨
、
活
動
内
容
を
周
知
す
る

た
め
、
高
島
藤
樹
会
の
名
刺
を
制
作
す

る
。

・
藤
樹
先
生
の
教
え
、
生
き
方
を
啓
発
さ

れ
て
い
る
方
の
表
彰
を
行
う
。

・
三
月
七
日
の
立
志
祭
の
日
に
理
事
が
学

校
訪
問
し
て
、
小
学
三
年
生
に
「
五
事

を
正
す
」
の
ク
リ
ア
フ
ァ
イ
ル
を
贈
呈

す
る
。

・
各
地
で
、「
中
江
藤
樹
の
話
」
の
要
望

が
あ
る
と
進
ん
で
講
話
を
行
う
。

・
藤
樹
書
院
・
藤
樹
神
社
・
中
江
藤
樹
記

念
館
等
と
連
携
し
て
「
藤
樹
祭
り
」
が

で
き
る
よ
う
働
き
か
け
る
。

・
当
会
の
趣
旨
に
賛
同
す
る
正
会
員
、
賛

助
会
員
の
勧
誘
を
行
い
、
会
員
の
増
強

を
図
る
。

　

藤
樹
賞
授
賞
に
あ
た
り
、
藤
樹
賞
の
理

念
を
「
藤
樹
先
生
の
生
き
方
や
考
え
方
に

共
感
し
、
そ
れ
を
広
め
よ
う
と
い
う
志
を

持
っ
て
活
動
さ
れ
て
い
る
団
体
や
個
人
の

方
を
表
彰
す
る
」
と
決
め
ま
し
た
。

　

本
年
度
の
総
会
に
お
い
て
上
田
藤
市
郎

先
生
、
北
川
暢
子
先
生
に
授
与
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

上
田
先
生
の
受
賞
理
由
は
、
高
島
藤
樹

会
生
み
の
親
で
あ
り
、
物
心
両
面
に
わ
た

令和元年度  高島藤樹会総会 令
和
元
年
度　
総
会

今
年
度
の
事
業
実
施
の
方
針

表
彰
委
員
会　
川
越　
清
司

藤
樹
賞
受
賞
者
の
報
告
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た
、
紙
芝
居
を
使
っ
て
の
道
徳
の
講
師
と

し
て
招
請
さ
れ
活
躍
を
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
回
の
受
賞
に
は
大
変
困
難
を
極
め
ま

し
た
。
両
名
と
も
固
辞
を
さ
れ
藤
樹
賞
の

重
み
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。

　

上
田
先
生
は
月
に
一
度
は
書
院
に
於
い

て
論
語
・
史
記
の
学
習
会
を
続
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
藤
樹
先
生
の
取
り
持
つ

縁
で
中
国
の
若
手
経
営
者
に
藤
樹
先
生
の

教
え
、
又
ト
イ
レ
掃
除
の
実
践
な
ど
大
活

躍
中
で
す
。

　

北
川
先
生
は
体
調
が
万
全
で
は
な
く
授

賞
式
の
参
加
が
心
配
さ
れ
ま
し
た
が
、
家

族
同
伴
で
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

　

後
の
講
話
時
に
は
当
時
を
思
い
出
し
な

が
ら
、
満
面
の
笑
み
を
浮
か
べ
ら
れ
お
話

を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
役
員
一
同

ホ
ッ
と
し
た
瞬
間
で
し
た
。
お
二
人
に
は

益
々
お
元
気
に
活
躍
さ
れ
る
こ
と
を
願
い

ま
す
。

り
援
助
を
さ
れ
藤
樹
会
の
基
盤
を
確
立
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
特
に
藤
樹
先
生
生

誕
四
百
年
祭
時
に
は
孔
子
の
里
、
山
東
省

曲
阜
へ
数
度
の
訪
中
も
重
ね
ら
れ
、
藤
樹

書
院
に
あ
る
孝
経
の
碑
の
設
置
な
ど
最
高

の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
さ
れ
、
盛
大

に
生
誕
四
百
年
祭
を
終
え
る
こ
と
が
出
来

ま
し
た
。
受
賞
後
の
ス
ピ
ー
チ
で
は
藤
樹

書
院
に
掲
げ
て
あ
る
扁
額
の
致
良
知
の
書

体
「
篆
書
体
」（
て
ん
し
ょ
た
い
）
に
つ

い
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
を
使
っ
て
説
明
さ

れ
ま
し
た
。
初
め
て
見
聞
す
る
参
加
者
が

ほ
と
ん
ど
で
し
た
。

　

北
川
先
生
は
、
紙
芝
居
十
八
話
・
藤
樹

か
る
た
を
教
材
委
員
会
の
一
員
と
し
て
作

成
さ
れ
、
高
島
市
一
円
の
子
供
た
ち
や
地

域
の
方
々
に
読
み
聞
か
せ
を
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
数
年
前
に
は
大
洲
市
の
教
育

委
員
会
に
小
学
校
の
先
生
を
対
象
に
し

ご
案
内

藤
樹
人
間
学
塾　
百
回
記
念

中
江
藤
樹
・
心
の
セ
ミ
ナ
ー

◆
日
時
　
令
和
元
年
十
二
月
七
日
（
土
）

　
　
　
　
十
四
時
～
十
六
時
三
十
分　

　
　
　
　
　
　
（
十
三
時
三
十
分
開
場
）

◆
場
所
　
新
旭
公
民
館

　
　
　
　
　
多
目
的
ホ
ー
ル

◆
参
加
費
無
料
（
定
員
百
名
・
先
着
順
）

◆
主
催　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
高
島
藤
樹
会

◆
後
援
（
予
定
）
高
島
市
、
高
島
市
教
育

　
　
　
　

委
員
会

■
講
演　
（
十
四
時
十
分
）

演
題　
「
孔
子
の
郷
、
曲
阜
と

　
　
　
　
　
　
藤
樹
の
里
、高
島
」

講
師　
田
中　
清
行　

（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
高
島
藤
樹
会
会
長
、

　
藤
樹
人
間
学
塾
塾
長
）

■
メ
イ
ン
講
演　
（
十
五
時
～
）

演
題
「
現
代
に
生
き
る
藤
樹
学
、　

　
　
　
　
　
森
全ぜ
ん
い
つ
が
く

一
学
」

講
師　
廣ひ
ろ
せ瀬　
童ど
う
し
ん心　
先
生　

（〈
一
社
〉
実
践
人
の
家　
理
事
長
）

■
廣ひ
ろ
せ瀬　
童ど
う
し
ん心 

先
生
の
略
歴

一
九
四
四
年
滋
賀
県
米
原
市
生
ま

れ
。
元
中
学
校
長
。

四
十
歳
よ
り
道
友
誌「
ま
な
ざ
し
」

を
四
人
で
毎
月
発
行
し
て
三
十
五

年
、
ご
縁
あ
る
方
々
に
ご
恩
報
謝

し
て
い
る
（
八
百
部
）。

月
一
回
「
寺
子
屋
ま
な
ざ
し
童
心

塾
」
を
二
十
一
年
余
続
け
、
そ
の

他
多
数
の
場
で
塾
を
開
催
し
、
い

ず
れ
も
学
び
と
出
会
い
を
深
め
て

い
る
。

二
〇
一
三
年
四
月
よ
り
、（
一
社
）

「
実
践
人
の
家
」
理
事
長
に
就
任
、

現
在
に
至
る
。

■
懇
親
会 

十
七
時
～
十
九
時

■
会　
費 

五
千
円

■
場　
所 

「
ウ
ェ
ス
ト
レ
イ
ク 

 

ホ
テ
ル
可
以
登
楼
」

 

　
　
Ｊ
Ｒ
安
曇
川
駅
前

◆
詳
細
は
、
同
封
の
チ
ラ
シ
を
ご

覧
の
う
え
、
チ
ラ
シ
裏
面
の
申

込
書
に
よ
り
、
お
早
め
に
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
！
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六
月
一
日
（
土
）
午
後
、
第
93
回
人
間
学

塾
を
安
曇
川
公
民
館
で
行
い
ま
し
た
。

　
『
中
庸
解
』
第
十
四
章
の
「
君
子
は
そ

の
位
に
素
し
て
行
い
、
そ
の
ほ
か
を
願
わ

ず
・
・
・
」
を
学
習
し
ま
し
た
。
大
意
は
「
立

派
な
人
物
は
、
そ
の
置
か
れ
て
い
る
境
遇
に

執
着
し
な
い
で
行
う
べ
き
道
を
失
わ
な
い
。

自
分
の
境
遇
を
超
え
て
あ
れ
こ
れ
心
を
動
か

さ
な
い
・
・
・
」。
藤
樹
先
生
は
素
を
空
と

解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
が
、私
は
そ
の
空
は『
致

知
』
一
月
号
で
横
田
南
嶺
師
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
無
の
境
地
と
同
じ
で
、
そ
こ
に
至
れ
ば

「
随
処
で
主
と
な
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
話

し
ま
し
た
・
・
・
。

　

参
加
者
か
ら
「
空
＝
無
は
た
い
へ
ん
深
い

意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
が
分
か

る
よ
う
に
努
力
し
た
い
」、「
自
分
の
人
生
、

場
面
、
場
面
を
振
り
返
り
な
が
ら
十
四
章
を

考
え
ら
れ
た
」
等
の
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

塾
終
了
後
、
場
所
を
替
え
て
懇
親
会
を
行

い
、「
藤
樹
祭
り
を
多
く
の
関
係
者
と
一
緒

に
行
い
た
い
」
な
ど
の
話
で
盛
り
上
が
り
ま

し
た
。

　

七
月
六
日
（
土
）
午
後
、
第
94
回
人
間
学

塾
を
安
曇
川
公
民
館
で
行
い
ま
し
た
。

　
『
中
庸
解
』
第
十
五
章
の
「
君
子
の
道
は

例
え
ば
遠
き
に
行
く
の
に
必
ず
近
き
よ
り
す

る
が
如
く
、
高
き
に
登
る
に
必
ず
低
き
よ
り

す
る
が
如
し
。
妻
子
好
合
し
、
兄
弟
和
楽
し

て
楽
し
む
・
・
・
」
を
学
習
し
ま
し
た
。
大

意
は
「
立
派
な
人
物
は
、
大
志
を
目
指
す
と

き
も
足
下
の
こ
と
一
家
の
中
を
治
め
る
こ
と

　
「
藤
樹
人
間
学
塾
」
で
は
、
藤
樹
先
生
の

著
書
を
中
心
に
藤
樹
思
想
を
学
ぶ
と
と
も

に
、
今
日
的
意
義
を
自
分
の
頭
で
考
え
、
仲

間
と
議
論
し
な
が
ら
考
え
を
深
め
、
日
々
の

生
活
の
場
で
実
践
す
る
こ
と
を
目
的
に
毎
月

原
則
第
一
土
曜
日
の
午
後
、
開
催
し
て
い
ま

す
。
本
稿
で
は
そ
の
模
様
を
お
伝
え
い
た
し

ま
す
。

　

五
月
十
二
日
（
日
）
午
後
、
第
92
回
人
間

学
塾
を
安
曇
川
公
民
館
で
開
催
し
ま
し
た
。

　

冒
頭
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
ア
ン
コ
ー
ル
ワ
ッ

ト
遺
跡
の
発
掘
・
再
建
に
献
身
的
な
努
力
を

さ
れ
て
き
た
石
澤
良
昭
氏
の
お
話
を
し
ま
し

た
。・
・
・
遺
跡
の
修
復
に
お
い
て
、
最
も

留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
カ
ン
ボ

ジ
ア
人
の
価
値
観
を
重
視
す
る
こ
と
だ
と
。

　

そ
し
て
『
中
庸
解
』
の
十
三
章
の
続
き
を

学
び
ま
し
た
。
君
子
の
道
は
四
つ
あ
る
が
孔

子
は
そ
の
一
つ
も
十
分
で
き
て
い
な
い
と
い

う
。
そ
れ
は
相
手
の
求
め
る
と
こ
ろ
を
十
二

分
に
尽
く
す
こ
と
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
。

普
段
の
言
動
の
中
で
特
に
言
葉
は
一
番
現
れ

や
す
い
の
で
、
つ
つ
し
む
方
が
よ
い
。
心
に

余
裕
を
持
つ
よ
う
に
し
て
相
手
を
批
判
す
る

の
で
は
な
く
自
分
を
反
省
す
る
…
。

　

フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ
で
は
、「
性
善
説
・

利
他
が
学
べ
て
新
鮮
。
性
悪
説
・
自
利
と
の

バ
ラ
ン
ス
が
大
事
だ
と
思
う
」
な
ど
の
意
見

が
出
ま
し
た
。

か
ら
か
ら
し
っ
か
り
行
っ
て
い
く
・
・
・
」。

実
行
が
な
か
な
か
難
し
い
課
題
で
す
。
こ
れ

に
つ
い
て
、「
千
里
の
道
も
一
歩
か
ら
」、「
ト

ヨ
タ
式
５
Ｓ
」、「
横
田
南
嶺
師
の
看
脚
下
」

等
を
用
い
て
解
説
し
ま
し
た
・
・
・
。

　

出
席
者
か
ら「
Ｔ
Ⅴ
で
、地
元
で
不
評
だ
っ

た
産
廃
処
理
業
者
が
森
づ
く
り
を
始
め
て
、

森
が
完
成
し
た
ら
子
供
た
ち
が
入
社
し
た
い

と
い
う
ま
で
に
な
り
、
地
域
に
受
け
入
れ
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
話
を
視
た
。
こ
れ
は
こ

の
塾
で
学
ん
で
い
る
『
利
他
』
の
行
動
が
実

を
結
ん
だ
の
だ
と
思
っ
た
」、「
大
き
な
目
標

に
向
か
う
時
、時
々
挫
折
し
そ
う
に
な
る
が
、

今
日
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
た
」
等
の
感
想
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

八
月
四
日
（
日
）
午
後
、
第
95
回
人
間
学

塾
を
安
曇
川
公
民
館
で
行
い
ま
し
た
。

　
『
中
庸
解
』
第
十
六
章
の
「
子
曰
く
、
鬼

神
の
徳
た
る
、
そ
れ
盛
ん
な
る
か
な
・
・
・
」

を
学
習
し
ま
し
た
。
大
意
は
「
天
神
の
徳
と

い
う
も
の
は
実
に
盛
大
な
も
の
で
あ
る
。
万

物
は
天
神
の
お
陰
で
生
ま
れ
そ
の
形
体
を
得

た
も
の
で
あ
る
。
人
は
そ
の
最
た
る
も
の
で

あ
る
が
、
善
に
従
う
と
福
が
来
て
、
悪
に
従

う
と
禍
が
来
る
・
・
・
」。

　

マ
ラ
ラ
と
い
う
パ
キ
ス
タ
ン
の
少
女
が
女

性
に
教
育
を
受
け
さ
せ
る
た
め
に
熱
心
に
活

動
を
し
て
い
て
タ
リ
バ
ン
に
頭
を
銃
撃
さ
れ

た
が
軌
跡
的
に
助
か
り
、
そ
の
後
も
活
動
を

し
て
最
年
少
で
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
し
た
話

を
し
ま
し
た
。
命
が
助
か
っ
た
の
は
天
神
の

は
た
ら
き
で
は
な
い
か
と
。

　

フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ
で
は
、「
京
都
ア
ニ

メ
ー
シ
ョ
ン
放
火
事
件
」
で
人
々
に
喜
び
を

与
え
る
活
動
を
し
て
い
た
三
十
五
人
も
の
人

が
犠
牲
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
考
え

る
べ
き
か
、
等
に
つ
い
て
議
論
し
ま
し
た
。

　

本
塾
に
関
心
の
あ
る
方
は
是
非
お
越
し
く

だ
さ
い
。
心
か
ら
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

藤
樹
人
間
学
塾
…

藤
樹
思
想
を
学
び
考
え
実
践
す
る

塾　
長

田
中
　
清
行

　
　
十
月
六
日
（
日
）  

十
一
月
二
日
（
土
）

◎
十
二
月
七
日
（
土
）  

　
一
月
五
日
（
日
）

　
　
三
月
七
日
（
土
）      　

◆
十
二
月
は
、
百
回
記
念
と
し
て
「
中
江
藤

樹
・
心
の
セ
ミ
ナ
ー
」
と
同
時
開
催

■
時
間　
十
五
時
～
十
七
時
（
原
則
）

■
場
所　
安
曇
川
公
民
館

◎
印
は
塾
終
了
後
、
別
場
所
で
懇
親
会
あ
り

【
藤
樹
人
間
学
塾　
今
後
の
予
定
】
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科
学
技
術
の
進
展
に
よ
っ
て
多
く
の

人
々
が
様
々
な
情
報
を
容
易
に
入
手
で

き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の

情
報
の
真
偽
や
価
値
は
示
さ
れ
て
い
な

い
の
で
、
情
報
を
見
聞
き
す
る
私
達
が

自
分
で
判
断
し
、
対
応
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
、
自
分
が
誤
っ
た
判
断

に
至
っ
た
結
果
の
責
任
を
、
そ
の
情
報

源
に
求
め
る
の
は
、
い
か
が
な
も
の
で

あ
ろ
う
か
。
藤
樹
書
院
に
掲
示
さ
れ
て

い
る
「
藤
樹
規
」
の
『
己
の
欲
せ
ざ
る

所
、
人
に
施
す
こ
と
な
か
れ
。
行
い
て

得
ざ
る
こ
と
あ
ら
ば
、
こ
れ
を
己
に
求

め
よ
。』
に
思
い
当
た
る
。

　

国
内
、
国
外
を
問
わ
ず
、
世
界
を
か

け
め
ぐ
る
情
報
に
惑
わ
さ
れ
ず
に
、
落

ち
着
い
て
静
か
に
自
分
の
気
持
ち
で
本

当
の
こ
と
を
見
つ
め
る
姿
勢
を
大
切
に

し
た
い
。
現
代
の
政
治
家
は
、
自
国
の

利
益
を
第
一
に
す
る
。
他
国
の
国
民
や

難
民
に
苦
痛
や
負
担
を
強
い
る
こ
と
が

あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
国
の
利
益
を
優

先
す
れ
ば
、
国
民
の
支
持
を
得
ら
れ
る

と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。藤
樹
先
生
が
、

掲
げ
た
「
藤
樹
規
」
の
精
神
か
ら
は
程

遠
い
志
で
あ
る
。
人
類
の
共
存
は
国
際

社
会
の
基
盤
で
あ
り
、
互
助
の
精
神
は

必
然
的
に
自
己
抑
制
を
必
要
と
す
る
。

他
国
を
侵
略
し
て
自
己
増
殖
す
る
結
果

が
、第
二
次
世
界
大
戦
を
招
い
た
の
だ
。

　

国
家
の
横
暴
に
比
し
て
、
民
意
の
力

は
ち
っ
ぽ
け
な
も
の
だ
。
し
か
し
、
正

義
は
朽
ち
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

上
田
藤
市
郎

ひ
じ
り
の
声

　

中
江
藤
樹
先
生
は
愛
媛
県
大
洲
で
の
時

代
に
、
十
九
歳
と
い
う
異
例
の
若
さ
で
藩

内
の
一
部
を
任
さ
れ
、
郡
奉
行
（
年
貢
・

現
在
の
税
金
の
徴
収
や
地
域
の
訴
訟
に
関

す
る
役
職
）
と
な
り
ま
し
た
。
藤
樹
先
生

は
、
弱
い
立
場
の
農
民
た
ち
に
、
い
つ
も

思
い
や
り
を
も
っ
て
接
し
て
い
ま
し
た
。

　

当
時
の
米
作
り
は
、
自
然
任
せ
で
大
雨

や
干
ば
つ
で
す
ぐ
に
被
害
が
出
て
、
季
節

に
よ
っ
て
は
米
の
収
穫
量
に
も
大
き
く
影

響
す
る
時
代
で
し
た
。
米
の
増
減
収
は
、

年
貢
米
と
し
て
直
接
藩
の
財
政
を
左
右
す

る
だ
け
に
、
常
に
米
の
生
育
状
況
に
気

遣
っ
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
農
民
た
ち
が
、
常
日
頃
か
ら

お
米
を
主
食
に
す
る
こ
と
は
ま
れ
で
、「
ヒ

エ
や
ア
ワ
、芋
類
」等
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
時
代
を

背
景
に
、
ま
っ
す
ぐ
な
心
で
、
い
つ
も
農

民
の
暮
ら
し
と
田
畑
の
こ
と
に
も
心
配
り

を
し
て
く
れ
る
郡
奉
行
の
与
右
衛
門
さ
ん

に
は
、
農
民
の
心
も
穏
や
か
に
な
り
、
う

そ
を
つ
い
て
ま
で
年
貢
の
減
額
を
言
え
な

か
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
紙
芝
居
で
は
、
与
右
衛
門
さ
ん
と

農
民
と
の
や
り
と
り
を
通
し
て
、
人
の
真

心
に
触
れ
る
、
温
か
み
の
あ
る
お
話
に
し

ま
し
た
。

　

子
ど
も
た
ち
に
、
や
さ
し
い
心
を
持
ち

続
け
る
こ
と
の
大
切
さ
が
伝
わ
れ
ば
と
、

願
っ
て
い
ま
す
。

　（
紙
芝
居
）

①　

こ
こ
は
、
中
江
与
右
衛
門
さ
ん
が
、

十
九
歳
の
若
さ
で
郡
奉
行
と
い
う
役
職
に

つ
い
た
、
大
洲
（
愛
媛
県
）
の
ご
城
下
で

す
。
周
り
に
は
青
々
と
し
た
田
ん
ぼ
が
広

が
っ
て
い
ま
す
。
今
年
は
、
お
米
の
苗
も

元
気
よ
く
育
ち
、
気
持
ち
よ
い
風
に
揺
れ

て
い
ま
す
。そ
ん
な
田
ん
ぼ
を
見
な
が
ら
、

太
吉
さ
ん
が
言
い
ま
し
た
。

太
吉
「
う
ち
の
田
ん
ぼ
は
、
お
米
の
苗
も

よ
く
育
ち
、
た
く
さ
ん
と
れ
そ
う
だ
。

壮
助
さ
ん
の
田
ん
ぼ
は
ど
う
だ
。」

壮
助
「
う
ち
の
田
ん
ぼ
も
よ
く
で
き
て
い

る
ぞ
。
秋
が
楽
し
み
だ
。
こ
れ
か
ら
も

家
族
み
ん
な
で
が
ん
ば
っ
て
世
話
を
す

る
ぞ
。」

　

農
民
た
ち
は
、
顔
を
合
わ
せ
る
と
そ
ん

な
話
を
し
て
喜
ん
で
い
ま
す
。

②　

と
こ
ろ
が
、
秋
が
近
づ
い
て
稲
穂
が

出
て
く
る
頃
か
ら
、
毎
日
の
よ
う
に
大
雨

が
降
り
続
き
ま
し
た
。

　

郡
奉
行
の
与
右
衛
門
さ
ん
は
、
農
民
た

ち
の
田
ん
ぼ
や
畑
が
心
配
に
な
り
ま
し

た
。
雨
の
降
る
中
を
、

『
稲
や
野
菜
が
水
に
つ
か
っ
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
』

と
、
田
畑
の
様
子
を
見
て
回
り
ま
し
た
。

与
右
衛
門
「
こ
れ
は
た
い
へ
ん
だ
ぞ
。
早

く
雨
が
止
ま
な
い
と
、
年
貢
（
税
）
の

お
米
も
、
農
民
が
食
べ
る
物
も
と
れ
な

く
な
る
ぞ
。」

と
、
心
配
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。

③　

～
～
　
半
分
抜
く
　
～
～

　

嘉
助
さ
ん
の
田
ん
ぼ
は
、
低
い
と
こ
ろ

に
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
稲
が
水
に
ど
っ

ぷ
り
と
つ
か
っ
て
い
ま
す
。

嘉
助
「
今
ま
で
せ
っ
か
く
一
生
懸
命
田
ん

ぼ
の
世
話
を
し
て
き
た
の
に
、
こ
の

ま
ま
で
は
お
米
が
と
れ
な
く
な
る
ぞ
。

あ
ぁ
ー
、
ど
う
し
よ
う
。」

「
藤
樹
紙
芝
居
」の
紹
介
⑭

『
う
そ
は
つ
け
ぬ
』

（
解
説
）
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と
、
心
配
で
た
ま
り
ま
せ
ん
。

　

～
～
　
全
部
抜
く
　
～
～

　

で
も
、
少
し
高
い
所
に
田
ん
ぼ
が
あ
る

弥
平
さ
ん
は
、

弥
平
「
あ
あ
、
よ
か
っ
た
。
こ
ん
な
に
雨

が
降
っ
て
い
る
の
に
、
う
ち
の
田
ん
ぼ

で
は
水
の
被
害
が
少
な
く
て
助
か
っ

た
。
何
と
か
お
米
も
と
れ
そ
う
だ
。」

　

と
思
い
、
安
心
し
て
に
こ
に
こ
し
ま
し

た
。

④　

村
々
の
田
ん
ぼ
を
見
て
回
っ
た
与
右

衛
門
さ
ん
は
、
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。

与
右
衛
門
「
こ
れ
は
か
な
り
の
被
害
が
出

そ
う
だ
。
困
っ
た
こ
と
に
な
っ
た
ぞ
。」

　

そ
こ
で
お
城
の
ご
家
老
の
と
こ
ろ
へ
相

談
に
行
き
ま
し
た
。

与
右
衛
門
「
ご
家
老
様
、
今
年
の
稲
は
よ

く
で
き
て
、
た
く
さ
ん
米
が
と
れ
る
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
間

か
ら
続
く
大
雨
で
多
く
の
田
ん
ぼ
で
稲

穂
が
水
に
つ
か
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
、

年
貢
米
も
農
民
が
食
べ
る
物
も
と
れ
な

く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。」

家
老
「
う
ー
ん
、
心
配
し
て
い
た
が
や
は

り
そ
う
か
。
年
貢
米
も
重
要
だ
が
、
農

民
の
食
べ
る
物
が
な
い
と
、
も
っ
と
大

変
だ
。」

与
右
衛
門
「
は
い
、
そ
こ
で
困
っ
て
い
る

農
民
に
は
、『
奉
行
所
に
相
談
に
来
る

よ
う
に
』
と
、
お
ふ
れ
を
出
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
。」

家
老
「
よ
か
ろ
う
。
農
民
の
話
を
し
っ
か

り
聞
い
て
や
り
な
さ
い
。」

⑤　

そ
こ
で
さ
っ
そ
く
、
与
右
衛
門
さ
ん

は
、
お
ふ
れ
書
を
村
々
の
中
に
立
て
、
農

民
た
ち
に
知
ら
せ
ま
し
た
。

『
今
年
は
雨
の
被
害
が
大
き
く
、
お
米
の

と
れ
る
量
が
少
な
く
な
り
そ
う
な
の
で
、

年
貢
に
つ
い
て
話
が
し
た
い
人
は
、
奉
行

所
へ
相
談
に
来
る
よ
う
に
。』

　

お
ふ
れ
書
き
を
見
た
農
民
た
ち
は
話
し

合
っ
て
い
ま
す
。

壮
助
「
嘉
助
さ
ん
、
相
談
に
行
っ
た
ら
、

本
当
に
話
を
聞
い
て
も
ら
え
る
の
か
な

あ
。」

嘉
助
「
壮
助
さ
ん
、
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い

け
ど
、
み
ん
な
で
行
っ
て
み
よ
う
よ
。」

　

そ
こ
で
、
み
ん
な
で
奉
行
所
へ
出
か
け

ま
し
た
。

⑥　

嘉
助
さ
ん
や
弥
平
さ
ん
達
が
奉
行
所

へ
行
く
と
、
与
右
衛
門
さ
ん
が
、
み
ん
な

の
顔
を
見
回
し
な
が
ら
心
配
そ
う
に
言
い

ま
し
た
。

与
右
衛
門
「
み
ん
な
が
せ
っ
か
く
心
を
込

め
て
作
っ
て
い
る
田
ん
ぼ
が
、
長
く
降

り
続
く
大
雨
で
大
変
な
こ
と
に
な
っ
て

い
ま
す
ね
。
と
て
も
心
配
な
こ
と
だ
。」

太
吉
「
お
奉
行
さ
ま
、
そ
う
な
ん
で
す
。

ど
う
な
る
ん
で
し
ょ
う
か
。」

　

と
、
太
吉
さ
ん
が
心
配
そ
う
に
言
い
ま

し
た
。

嘉
助
「
そ
れ
で
私
た
ち
も
、
ご
相
談
に
来

た
の
で
す
。」

与
右
衛
門「
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、

み
な
さ
ん
の
田
ん
ぼ
の
様
子
は
今
、
ど

う
な
っ
て
い
る
か
、
聞
か
せ
て
く
だ
さ

い
。」

⑦　

嘉
助
さ
ん
は
、頭
を
地
面
に
つ
け
て
、

与
右
衛
門
さ
ん
に
訴
え
ま
し
た
。

嘉
助
「
お
奉
行
さ
ま
、私
の
田
ん
ぼ
で
は
、

元
気
な
稲
穂
が
た
く
さ
ん
出
て
、『
今

年
は
豊
作
に
な
り
そ
う
だ
。』
と
喜
ん

で
い
ま
し
た
が
、
こ
の
大
雨
で
ど
っ
ぷ

り
と
水
に
つ
か
り
ま
し
た
。
た
お
れ
て

い
る
稲
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
こ
れ

で
は
、
ど
れ
だ
け
お
米
が
と
れ
る
か
わ

か
り
ま
せ
ん
。
こ
の
ま
ま
で
は
、
お
城

に
出
す
年
貢
の
米
も
、
私
た
ち
家
族
が

食
べ
る
物
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
か
、

年
貢
を
少
な
く
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に

お
願
い
し
ま
す
。」

　

与
右
衛
門
さ
ん
は
、
涙
を
こ
ら
え
な
が
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ら
話
を
す
る
嘉
助
さ
ん
の
顔
を
じ
っ
と
見

つ
め
ま
し
た
。

与
右
衛
門
「
そ
う
で
す
か
。
そ
れ
は
た
い

へ
ん
気
の
毒
な
こ
と
だ
。
何
と
か
し
て

あ
げ
た
い
。」

と
言
っ
て
、
考
え
込
み
ま
し
た
。

⑧　

与
右
衛
門
「
次
に
弥
平
さ
ん
の
田
ん

ぼ
は
ど
う
で
す
か
。
や
は
り
、
お
米
は

だ
め
に
な
り
そ
う
で
す
か
。」

　

与
右
衛
門
さ
ん
は
、
弥
平
さ
ん
の
目
を

じ
っ
と
見
て
た
ず
ね
ま
し
た
。
少
し
高
い

と
こ
ろ
田
ん
ぼ
が
あ
っ
て
被
害
の
少
な
い

弥
平
さ
ん
で
し
た
が
、
心
の
中
で
は
、『
私

の
田
ん
ぼ
も
、
稲
が
水
に
つ
か
っ
て
し

ま
っ
て
困
っ
て
い
ま
す
。』
と
言
う
つ
も

り
で
し
た
。
し
か
し
、

弥
平
「
私
の
田
ん
ぼ
は
少
し
高
い
と
こ
ろ

に
あ
っ
て
、
大
雨
の
被
害
も
少
な
く
今

年
は
何
と
か
お
米
が
と
れ
そ
う
で
す
。」

　

弥
平
さ
ん
は
、
与
右
衛
門
さ
ん
の
優
し

い
言
葉
や
心
づ
か
い
に
ど
う
し
て
も
う
そ

を
つ
く
こ
と
が
で
き
ず
、
本
当
の
こ
と
を

話
し
ま
し
た
。
与
右
衛
門
さ
ん
は
優
し
く

う
な
づ
き
ま
し
た
。

与
右
衛
門
「
そ
れ
は
よ
か
っ
た
。
こ
れ
か

ら
も
お
世
話
に
は
げ
ん
で
く
だ
さ
い
。」

⑨　

み
ん
な
の
話
を
聞
き
終
わ
っ
た
与
右

衛
門
さ
ん
は
、
相
談
に
来
た
人
た
ち
に
言

い
ま
し
た
。

与
右
衛
門
「
み
な
さ
ん
の
お
話
は
よ
く
わ

か
り
ま
し
た
。
年
貢
を
減
ら
し
た
り
、

無
く
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
大
変
大
き

な
問
題
で
す
。
し
か
し
、
み
な
さ
ん
の

願
い
が
叶
う
よ
う
に
、
奉
行
と
し
て
努

力
し
ま
す
。
安
心
し
て
、
今
日
は
こ
れ

で
お
帰
り
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
み
な

さ
ん
や
家
族
の
人
た
ち
が
、
病
気
な
ど

に
か
か
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
が

ん
ば
っ
て
く
だ
さ
い
。」

　

農
民
た
ち
は
、
ほ
っ
と
し
て
奉
行
所
を

出
ま
し
た
。

太
吉
「
嘉
助
さ
ん
、
や
っ
ぱ
り
相
談
に
来

て
よ
か
っ
た
な
あ
。」

嘉
助
「
そ
う
だ
、
そ
う
だ
。
優
し
い
お
奉

行
様
で
本
当
に
よ
か
っ
た
。」

弥
平
「
あ
の
お
奉
行
様
な
ら
き
っ
と
何
と

か
し
て
く
だ
さ
る
よ
。」

　

み
ん
な
は
与
右
衛
門
さ
ん
の
優
し
い
言

葉
や
家
族
へ
の
温
か
い
心
づ
か
い
に
感
謝

し
な
が
ら
帰
っ
て
い
き
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
与
右
衛
門
さ
ん
は
た
く

さ
ん
の
農
民
の
相
談
を
受
け
ま
し
た
。

⑩　

～
～
　
半
分
抜
く
　
～
～

　

与
右
衛
門
さ
ん
は
お
城
へ
上
が
り
ま
し

た
。

　

そ
し
て
、ご
家
老
さ
ま
に
言
い
ま
し
た
。

与
右
衛
門
「
被
害
は
た
く
さ
ん
出
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
被
害
の
大
き
い
田
ん
ぼ

に
つ
い
て
は
、
年
貢
を
減
ら
し
た
い
と

思
い
ま
す
。
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。」

家
老
「
さ
す
が
中
江
殿
だ
。
よ
く
調
べ
て

き
た
な
。
水
害
の
大
き
い
と
こ
ろ
は
、

年
貢
を
少
な
く
す
る
こ
と
を
お
殿
様
に

お
伝
え
し
よ
う
。
中
江
殿
、
す
ぐ
に
お

ふ
れ
を
出
し
な
さ
い
。」

与
右
衛
門
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
っ
そ
く
み
ん
な
に
知
ら
せ
ま
す
。」

　

与
右
衛
門
さ
ん
は
、
う
れ
し
そ
う
に
言

い
ま
し
た
。

　

～
～
　
こ
こ
で
全
部
抜
く
　
～
～

　

そ
し
て
ま
も
な
く
、
農
民
に
お
ふ
れ
が

出
さ
れ
ま
し
た
。

『
水
害
に
よ
る
米
の
被
害
が
大
き
い
田
ん

ぼ
に
つ
い
て
は
、
年
貢
を
減
ら
す
こ
と
に

し
ま
す
。』

　

農
民
た
ち
は
、
大
喜
び
で
与
右
衛
門
さ

ん
や
お
殿
様
に
感
謝
し
、
ま
た
、
少
し
で

も
多
く
お
米
や
野
菜
が
と
れ
る
よ
う
に
元

気
を
出
し
て
働
き
ま
し
た
。（
お
し
ま
い
）

▼
制
作
・
発
行　
　

藤
樹
紙
芝
居
制
作
委
員
会

▼
脚
本
・
挿
絵　
　

高
島
藤
樹
会
教
材
委
員
会

▼
制
作
委
員　
　
　

足
立
清
勝
・
飯
田
典
子
・

　
　

石
黒
紀
代
子
・
北
川
暢
子
・
清
川
貞
治
・

　
　

高
谷
美
智
子
・
山
本
義
雄　
（
五
十
音
順
）

▼
参
考
文
献

『
児
童
用
副
読
本　

藤
樹
先
生
』（
高
島
市

　
　
　
　
　

教
育
委
員
会　

編
集
・
発
行
）

『
天
命
の
人
』（
渕
田
隆
雄　

著
）

『
中
江
藤
樹
と
大
溝
藩
』（
松
下
亀
太
郎　

著

　
　
　
　
　

古
川
修
先
生
記
念
会　

発
行
）
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藤
樹
書
院
・
良
知
館
通
信
⑨

あ　
　

と　
　

が　
　

き

　

儒
式
祭
典
に
つ
い
て
は
、
藤
樹
先
生
全

集
第
五
冊
、巻
之
四
十
三
の
三
三（
一
七
〇

頁
～
）
に
、
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七

年
）
は
没
後
二
百
五
十
年
の
忌
辰
に
相
当

ス
ル
を
以
て
…
…
、
京
都
下
御
霊
神
社
社

司
、
出
雲
路
興
通
氏
指
導
の
下
に
文
公
家

禮
に
遵
拠
し
厳
粛
な
る
儒
式
の
祭
典
を
興

行
せ
り
、
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
藤
樹
先

生
二
百
五
十
年
祭
か
ら
現
在
の
祭
式
が
定

ま
り
ま
し
た
。

  

そ
れ
以
前
の
儒
式
祭
典
は
ど
の
よ
う
な

形
式
で
あ
っ
た
の
か
。
藤
樹
先
生
全
集
を

紐
解
い
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

  

藤
樹
全
集
第
五
冊
、
巻
之
四
十
三
の

三
二
（
一
六
七
頁
～
）
に
「
没
後
に
於
け

る
祭
祀
の
模
様
」と
題
し
た
記
述
が
あ
り
、

志
村
竹
涯
翁
の
「
書
院
記
事
」
中
よ
り
、

藤
樹
先
生
年
忌
に
関
す
る
も
の
を
抄
録
す

べ
し
、
と
記
し
。
百
回
忌
（
延
享
四
年
・

一
七
四
七
年
）、百
五
十
回
忌（
寛
政
九
年
・

一
七
九
七
年
）、
二
百
回
忌
（
弘
化
四
年
・

一
八
四
七
年
）の
献
立
が
載
っ
て
い
ま
す
。

　

百
回
忌
で
は
、【
一
】
膾
な
ま
す
（
似に

鯉ご
い・
大
根
・

金
柑
）、
煮
染
（
里
芋
・
椎
茸
・
か
ん
ぴ
ょ

う
）、
汁
（
味
噌
・
鯉
・
柚
・
蓮
芋
・
松
茸
）、

飯
（
香
の
物
／
鯛
焼
物
・
奈
良
漬
・
か
け

汁
）、【
二
】
刺
身
（
鯉
細
作
り
子
付
き
・

生
姜
・
柚
）、
す
ま
し
汁
（
茗
荷
・
牛ご
ぼ
う蒡
・

山
椒
）、切
煮（
鱒ま
す

蒸む
し

〆し
め・
葛
あ
ん
か
け
）【
初

献
】
大
鮎
あ
ら
塩
焼
【
亜
献
】
鴨
焼
鳥
【
終

献
】
鮑
あ
わ
び

、
吸
物
、
松
茸
【
後
段
二
】
鶏
卵
、

餅
、砂
糖
あ
ん
、茶
、菓
子
（
梨
子
）
以
上
。

  

百
五
十
回
忌
で
は
、
膾
（
鯇
魚
・
と
う

の
芋
・
青
豆
）
御
汁
（
鯛
・
大
根
・
茗
荷
）、

煮
物（
里
芋
、昆
布
、焼
豆
腐
、ゼ
ン
マ
イ
）、

御
飯
平
盛
（
鯇
魚
く
ず
か
け
）、向
む
こ
う
づ
め詰（
鯛
）

刺
身
（
鯉
・
煎い
り
ざ
け酒
・
生
姜
）
御
酒
肴
、【
初

献
】
は
や
ず
し
【
亜
献
】
松
茸
・
す
り
柚
・

ひ
た
し
物
【
終
献
】

  

二
百
回
忌
で
は
、
膾
（
鯇
魚
・
大
根
）

汁
（
鯉
味
噌
）
壺
（
里
芋
・
ゼ
ン
マ
イ
・

焼
豆
腐
）
平
（
あ
め
の
魚
・
松
茸
・
青
ミ
）

焼
物
（
鯛
）
猪
口
（
ひ
た
し
物
）

御
飯
（
赤
飯
と
香
物
）【
初
献
】
鯇
魚
・

鮎 
【
亜
献
】
ウ
グ
イ
白
焼
【
終
献
】
鯉
刺

身
、
茶
、
菓
子
、
以
上
。
式
終
て
後
、
赤

飯
五
斗
、
酒
肴
（
ゑ
び
、
に
し
め
、
な
ま

す
、
し
い
ら
ぬ
た
、
ひ
た
し
）。
村
中
へ

は
酒
肴
、
他
所
参
拝
人
に
赤
飯
酒
肴
を
出

ス
。
と
な
っ
て
い
ま
す
。  

  

「
鯇
魚
」
と
い
う
の
は
、「
ビ
ワ
マ
ス
」

の
こ
と
で
、琵
琶
湖
で
獲
れ
た
物
で
す
が
、

「
鯛
」「
鮑
」
が
献
立
に
あ
り
ま
す
。
海
産

物
を
ど
の
よ
う
に
し
て
運
ん
で
来
た
の
か

興
味
が
湧
き
ま
す
。
ま
た
、「
大
鮎
あ
ら

塩
焼
」「
鴨
焼
鳥
」
な
ど
旨
そ
う
な
焼
き

物
が
並
び
、
松
茸
の
汁
物
と
か
、
今
で
は

羨
ま
し
い
限
り
で
す
。
進
饌
物
は
、
そ
の

時
々
に
献
ず
る
事
が
出
来
る
物
が
献
立
ら

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ

の
よ
う
に
ご
馳
走
が
並
ん
で
い
る
の
は
藤

樹
先
生
へ
の
思
い
の
深
さ
が
表
れ
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

  

近
年
の
儒
式
は
、
明
治
期
に
定
ま
っ
た

祭
式
に
拠
り
執
行
し
ま
す
の
で
、
毎
年
同

様
の
物
を
饌
品
し
て
い
ま
す
。
祭
式
中
は

助じ
ょ
て
ん奠
が
目
線
よ
り
高
く
奉
じ
る
の
で
「
進

饌
品
」が
見
え
難
い
の
で
す
が
、式
後
ゆ
っ

く
り
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
、
儒
式
の
愉
し

み
も
増
え
る
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
九
月

二
十
五
日
は
、
ど
う
ぞ
、
儒
式
祭
典
へ
。

儒
式
祭
典
に
つ
い
て

「
教
育
」
と
い
う
仕
事
は
…

志
村
　
　
洋

　

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

○
ウ
ェ
ス
ト
レ
イ
ク
ホ
テ
ル
可
以
登
楼

○
株
式
会
社 

大
山
建
設

○
川
島
酒
造 

株
式
会
社

○
株
式
会
社 

桑
原
組

○
有
限
会
社 

宏
和
商
事

○
税
理
士
法
人 

小
畑
会
計
事
務
所

○
有
限
会
社 

白
浜
荘

○
社
会
福
祉
法
人 

新
旭
み
の
り
会

○
ソ
エ
ダ 

株
式
会
社

◯
田
中
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
務
所

○
株
式
会
社 

Ｔ
Ａ
Ｄ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

○
鉄
屋
商
事 

株
式
会
社

◯
寺
子
屋
ま
な
ざ
し
童
心
塾

○
株
式
会
社 

戸
井
薬
局

○
と
も
栄 
藤
樹
街
道
本
店

○
中
村
印
刷 
株
式
会
社

○
株
式
会
社 
中
村
測
量
設
計

○
ニ
ッ
ケ
イ
工
業 
株
式
会
社

○
有
限
会
社 

馬
場
塗
装

○
有
限
会
社 

綿
庄
食
品
店　

 　
（
五
十
音
順
）

　

新
規
賛
助
会
員
の
ご
紹
介

○
保
木
機
料 

株
式
会
社

　
　
　
　
　
（
高
島
市
新
旭
町
藁
園
）

○
株
式
会
社 

Ｃ
ｒ
ｏ
ｗ
―
ｓ

　
　
　
　
　
（
千
葉
県
市
川
市
八
幡
）

賛
助
会
員
一
覧

　

学
校
で
は
、
夏
休
み
が
終
わ
り
、
二
学
期

が
始
ま
り
ま
し
た
。子
ど
も
た
ち
は
、頑
張
っ

た
多
く
の
宿
題
を
仕
上
げ
て
提
出
し
た
こ
と

で
し
ょ
う
。
自
由
研
究
、
工
作
、
絵
画
、
作

文
な
ど
は
、
個
人
が
選
択
し
て
取
り
組
む
こ

と
が
多
い
よ
う
で
す
。
こ
の
時
期
に
な
る
と

思
い
出
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

新
任
教
頭
の
一
年
目
、九
月
の
こ
と
で
す
。

そ
の
町
の
教
育
長
さ
ん
か
ら
、
私
を
指
名
で

電
話
が
あ
り
、「
青
少
年
育
成
県
民
会
議
に

提
出
す
る
『
作
文
』
が
、
決
裁
で
回
っ
て
き

た
が
、
学
校
か
ら
町
教
委
へ
出
す
前
に
、
君

は
こ
れ
に
目
を
通
し
た
の
か
？
」

と
の
指
摘
で
す
。「
読
ん
で
お
り
ま
せ
ん
」

と
答
え
る
と
、「
す
ぐ
に
教
育
長
室
へ
来
な

さ
い
」
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。

　

行
く
と
「
こ
の
作
文
は
大
変
よ
く
書
け
て

い
る
。
し
か
し
、
誤
字
や
文
の
繫
が
り
の
不

備
な
ど
、清
書
さ
せ
る
べ
き
だ
」
と
の
こ
と
。

『
こ
の
作
文
は
学
校
代
表
、
町
の
代
表
と
し

て
県
に
行
く
。
そ
の
こ
と
以
上
に
、
こ
の
子

は
夏
休
み
に
懸
命
に
書
き
上
げ
た
も
の
で
、

担
任
は
そ
れ
に
応
え
て
丁
寧
に
見
て
や
る
べ

き
だ
。
そ
の
よ
う
に
指
導
す
る
の
が
君
の
仕

事
だ
ろ
う
』
と
。（
清
書
し
て
再
提
出
、
結

果
は
県
の
最
優
秀
賞
に
）

　
「
真
に
、一
人
ひ
と
り
を
大
切
に
す
る
」「
教

育
は
流
れ
作
業
で
は
な
い
」「
中
途
半
端
で

は
だ
め
」････････

苦
い
経
験
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
Ｈ
・
Ｍ
）


