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四
書
五
経
（
し

し
ょ
ご
き
ょ
う
）

は
、
儒
教
の
経
書

の
中
で
特
に
重
要

と
さ
れ
る
四
書
と

五
経
の
総
称
で

す
。
中
江
藤
樹
先
生
も
こ
れ
を
勉
強
さ
れ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

四
書
五
経
︱
四
書
は
『
論
語
』『
大
学
』

『
中
庸
』『
孟
子
』、
五
経
は
『
易
経
』『
書

経
』『
詩
経
』『
礼
記
』『
春
秋
』

そ
の
中
の
一
つ
易
経
を
少
し
覗
い
て
み

よ
う
と
思
い
ま
す
。（
こ
こ
で
は
、
占
い

の
八
卦
で
は
な
く
哲
学
で
す
）

藤
樹
書
院
を
訪
れ
ま
す
と
、
書
院
内
の

祭
壇
の
中
央
に
は
藤
樹
夫
妻
の
神
主
（
仏

教
で
い
う
位
牌
に
当
た
る
）
が
祀
ら
れ
て

い
ま
す
。

そ
の
神
主
を
容
れ
た
厨
子
様
の
容
れ
物

は
、
神
龕
欄
間
（
し
ん
が
ん
ら
ん
ま
）
と

い
い
、
そ
の
上
部
に
は
、
易
卦
が
刻
ま
れ

て
い
ま
す
。

ま
た
、
藤
樹
記
念
館
に
は
、
中
江
藤
樹

先
生
が
作
ら
れ
使
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
、
筮

竹
（
ぜ
い
ち
く
）（
竹
ひ
ご
の
よ
う
な
も

の
五
十
本
）、
算
木
（
さ
ん
ぎ
）
を
模
し

た
六
十
四
卦
の
カ
ー
ド
が
残
さ
れ
て
い
ま

す
。易

の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
宇
宙
は
陰

陽
の
二
元
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
そ
の
陰

陽
の
組
み
合
わ
せ
で
八
卦
の
基
本
形
を
つ

く
り
、
そ
の
八
卦
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の

が
六
十
四
卦
あ
り
ま
す
。
そ
の
六
十
四
卦

で
森
羅
万
象
を
み
る
も
の
で
す
。

先
ほ
ど
の
神
龕
欄
間
の
上
部
に
易
経
の

卦
の
一
つ
「
謙
」
の
卦
が
刻
ま
れ
て
い
ま

す
。謙

の
卦
は
、
上
か
ら
、
陰
、
陰
、
陰
、

陽
、
陰
、
陰
。
と
な
っ
て
お
り
、
上
三
つ

（
上
卦
）
が
す
べ
て
「
陰
」
で
八
卦
の
「
地
」

を
表
し
、
下
三
つ
（
下
卦
）
は
三
つ
の
内

上
だ
け
が
「
陽
」
あ
と
は
「
陰｣

と
な
っ

て
お
り
、
八
卦
の
「
山
」
を
表
し
ま
す
。

そ
の
、
上
が｢
坤
地｣
（
外
卦
と
も
言
い

ま
す
）
で
、
下
が
「
山
」（
内
卦
と
い
い

ま
す
）
で
、
易
経
を
開
け
ま
す
と
、
十
五

番
目
の
「
地
山
謙｣

と
な
っ
て

お
り
ま
す
。

そ
の
解
釈
で
す
が
、
藤
樹
先

生
と
の
関
連
性
で
読
ん
で
み
ま

す
。こ

こ
か
ら
は
、
私
の
考
え
で

す
。さ

て
、｢

地
山
謙｣

と
い
う

卦
は
、「
謙
虚
で
慎
み
深
く
」

と
い
う
意
味
で
す
が
、
も
う
少

し
深
く
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

六
本
の
算
木
中
五
本
が
陰
、

一
本
が
陽
。
こ
の
陽
は
藤
樹
先

生
を
指
し
、
陰
は
教
え
を
う
け

て
い
る
人
達
を
指
し
て
い
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

に
、外
卦
の
陰
三
本
は
書
院
以
外
の
方
々
、

内
卦
の
陰
二
本
が
書
院
の
中
の
方
々
と
思

わ
れ
ま
す
。
外
部
の
方
々
も
教
え
を
請
い

求
め
て
来
ら
れ
て
い
る
が
、
教
え
ら
れ
て

い
る
の
は
書
院
で
し
か
お
話
は
さ
れ
て
い

な
い
と
も
と
れ
ま
す
。

ま
た
、
先
生
は
自
分
を
磨
く
た
め
に
勉

強
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
卦
の
表
す
と

お
り
自
分
か
ら
進
ん
で
教
え
る
こ
と
は
な

か
っ
た
の
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
た
だ
、
教

え
を
請
わ
れ
れ
ば
出
し
惜
し
み
せ
ず
そ
の

方
の
た
め
に
で
き
る
限
り
の
事
を
さ
れ
て

い
た
と
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

先
生
は
、
卦
の
表
す
と
お
り
、
謙
虚
で

請
わ
れ
れ
ば
誰
に
で
も
惜
し
み
な
く
自
分

の
学
ん
だ
事
を
伝
え
ら
れ
た
素
晴
ら
し
い

方
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

こ
の
、
素
晴
ら
し
い
藤
樹
先
生
の
教
え

を
誰
に
で
も
（
子
供
に
も
大
人
に
も
）
わ

か
り
や
す
く
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。

﹁
藤
樹
先
生
と
易
﹂深

川
澄
雄

高
島
藤
樹
会
理
事

筮竹と算木カード
（藤樹記念館内）

神龕欄間
（藤樹書院内）

陰
陽

坤 → 地 艮 → 山
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き
ま
し
た
。

十
月
、
第
百
十
八
回
人
間
学
塾
を
開
き

ま
し
た
。
参
加
者
は
十
一
人
で
し
た
。

今
回
は
『
中
庸
解
』
第
二
七
章
の
上
段

で
す
。大
意
を
次
の
よ
う
に
話
し
ま
し
た
。

「
聖
人
の
道
は
大
宇
宙
と
軌
を
一
に
し

て
い
る
。聖
人
は
な
か
な
か
現
れ
な
い
が
、

大
宇
宙
は
聖
人
の
現
れ
る
の
を
待
っ
て
、

大
い
な
る
力
を
発
揮
す
る
」

二
千
五
百
年
～
二
千
年
前
に
釋
迦
、
キ

リ
ス
ト
、孔
子
と
い
う
三
大
聖
人
が
現
れ
、

知
る
こ
と
な
く
、
戦
争
に
明
け
暮
れ
て

と
っ
く
の
昔
に
消
滅
し
て
い
た
こ
と
で

し
ょ
う
。
今
、
こ
う
し
て
聖
人
の
尊
い
教

え
を
学
び
、
お
互
い
に
一
歩
ず
つ
実
践
し

て
い
き
ま
し
ょ
う
、
と
述
べ
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
は「
体
認
す
る
た
め
に
は
、

行
動
が
重
要
だ
と
改
め
て
思
っ
た
。
行
動

の
た
め
に
は
、
ま
ず
は
こ
の
塾
に
参
加
す

る
こ
と
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
と
思
っ

た
」
等
の
意
見
、
感
想
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。

「
藤
樹
人
間
学
塾
」
で
は
、
藤
樹
先
生

の
著
書
を
中
心
に
思
想
を
学
ぶ
と
と
も

に
、
時
事
問
題
と
組
み
合
わ
せ
て
皆
で
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
開
催
し
て
い
ま
す
。

本
稿
で
は
そ
の
模
様
を
お
伝

え
い
た
し
ま
す
。

八
月
、
第
百
十
七
回
藤
樹
人

間
学
塾
を
開
き
ま
し
た
。
参
加

者
は
八
人
で
し
た
。

今
回
は
『
中
庸
解
』
第
二
六

章
の
後
半
。
大
意
を
次
の
よ
う

に
話
し
ま
し
た
。

「
天
地
の
道
」
は
、
至
誠
の

道
で
あ
り
、
純
一
至
善
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
大
宇
宙
と
同
義

で
あ
る
。
だ
か
ら
広
く
、深
く
、

高
大
で
、
光
明
で
、
悠
遠
で
、

長
久
。
目
に
見
え
な
い
が
厳
然

と
し
て
存
在
す
る
大
い
な
る
は
た
ら
き
で

あ
る
。

い
の
ち
の
基
本
は
呼
吸
で
あ
る
。
人
が

至
誠
で
あ
れ
ば
や
む
こ
と
が
な
い
、
誠
の

心
が
大
事
と
説
明
し
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
「
目
に
見
え
な
い
力
を

感
じ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
健
康
や
幸
せ

に
結
び
つ
く
可
能
性
が
高
ま
っ
て
く
る
と

思
っ
た
」、
等
の
意
見
、
感
想
を
い
た
だ

十
一
月
、
第
百
十
九
回
人
間
学
塾
を
開

き
ま
し
た
。
参
加
者
は
七
人
で
し
た
。

今
回
は
『
中
庸
解
』
第
二
七
章
の
中
段

で
す
。大
意
を
次
の
よ
う
に
話
し
ま
し
た
。

「
故
に
学
者
・
教
養
人
は
、
学
問
の
本

然
で
あ
る
徳
性
を
尊
ん
で
知
識
と
徳
を
磨

く
。
こ
の
徳
性
は
広
大
な
も
の
で
本
来
、

天
と
つ
な
が
っ
て
高
明
で
あ
り
、
利
己
心

を
取
り
去
る
こ
と
に
よ
り
中
庸
の
境
地
に

至
る
。
陰
徳
を
十
年
、
二
十
年
と
続
け
て

よ
う
や
く
徳
の
あ
る
人
に
な
れ
る
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
、
と
述
べ
ま
し
た
。

そ
し
て
大
谷
翔
平
選
手
の
超
進
化
の
話

を
し
ま
し
た
。・
・
・
。
な
か
な
か
大
谷
選

手
の
真
似
を
で
き
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
私
た
ち
が
「
有
限
の
人
生
を
い
か

に
生
き
る
べ
き
か
」
を
考
え
る
時
に
、
大

い
に
参
考
に
な
る
と
思
う
と
述
べ
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
「
あ
の
大
谷
選
手
に
も

苦
し
い
時
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
乗
り
越
え

て
き
た
と
い
う
お
話
を
聞
い
て
、
私
も
困

難
が
あ
っ
た
が
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
力
を

得
た
」
等
の
意
見
、
感
想
を
い
た
だ
き
ま

し
た
。

十
二
月
、
第
百
二
十
回
人
間
学
塾
を
開

き
ま
し
た
。
参
加
者
は
十
一
人
で
し
た
。

今
回
『
中
庸
解
』
は
、
第
二
七
章
の
下

段
で
最
終
で
す
。
大
意
を
次
の
よ
う
に
話

し
ま
し
た
。

「
教
養
人
は
徳
性
を
尊
ぶ
ゆ
え
に
上
の

地
位
に
い
て
も
偉
そ
う
に
せ
ず
、
下
の
地

位
に
な
っ
て
も
無
駄
な
反
抗
は
せ
ず
、
道

理
の
通
る
時
世
で
あ
れ
ば
互
い
に
志
を
立

て
て
徳
の
あ
る
行
動
を
し
、
道
理
が
通
ら

な
い
時
世
で
あ
れ
ば
自
分
の
身
を
修
め
て

時
節
の
到
来
す
る
の
を
待
つ
。
詩
に
も
言

わ
れ
て
い
る
。
良
知
の
本
体
の
明
が
大
宇

宙
と
つ
な
が
っ
て
い
る
そ
の
身
体
を
守
る

と
」。この

節
は
人
道
を
説
い
て
い
る
の
で
、

聖
人
の
具
体
例
と
し
て『
代
表
的
日
本
人
』

が
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
、「
致
知
」
で

堀
義
人
氏
と
数
土
文
夫
氏
が
対
談
し
て
い

る
も
の
を
紹
介
し
ま
し
た
・
・
・
。

ま
た
同
じ
く
「
致
知
」
に
掲
載
さ
れ
た

田
坂
広
志
氏
の
「
い
ま
を
生
き
よ
、
い
ま

を
生
き
切
れ
」
を
紹
介
し
ま
し
た
・
・
・
。

私
た
ち
は
有
限
の
命
を
い
た
だ
い
て
、

生
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
「
生
き
て

い
る
だ
け
で
も
言
葉
に
尽
く
せ
な
い
ほ
ど

有
り
難
い
！
」
と
い
う
感
謝
の
心
と
「
逆

境
で
も
自
分
に
は
克
服
で
き
る
力
が
あ

る
」
と
い
う
絶
対
肯
定
の
精
神
を
も
っ
て

一
日
一
日
を
大
切
に
生
き
切
り
ま
し
ょ
う

と
述
べ
ま
し
た
。

参
加
者
か
ら
は
「
改
め
て
生
き
て
い
る

こ
と
に
感
謝
し
な
が
ら
一
日
を
大
切
に
生

き
た
い
と
思
っ
た
」、
等
の
意
見
、
感
想

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

人
間
学
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

高島藤樹会の活動

後
世
の
精
神
世

界
に
は
か
り
知

れ
な
い
影
響
を

与
え
ま
し
た
。

三
大
聖
人
を

は
じ
め
多
く
の

聖
人
が
現
れ
な

か
っ
た
ら
、
人

類
は
、
愛
や
慈

悲
、
思
い
や
り

な
ど
の
優
し
い

心
の
大
切
さ
を

二
月
五
日
︵
土
︶、
三
月
五
日
︵
土
︶、

四
月
二
日
︵
土
︶、
五
月
七
日
︵
土
︶

■
時
間
︵
原
則
︶
十
五
時
～
十
七
時

■
場
所
︵
原
則
︶
安
曇
川
公
民
館

藤
樹
人
間
学
塾

今
後
の
予
定
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高
島
藤
樹
会
は
、「
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
」
を
ビ
ジ
ョ
ン
に
、
六
つ
の
委

員
会
に
分
か
れ
顕
彰
へ
取
り
組
み
を
進
め

て
い
ま
す
。
誌
面
を
お
借
り
し
て
、
こ
の

度
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
の
ア
ッ
プ
に
至
っ
た
学

習
委
員
会
の
取
り
組
み
を
紹
介
し
ま
す
。

学
習
委
員
会
は
藤
樹
人
間
学
塾
が
主

立
っ
た
活
動
で
、
こ
れ
ま
で
『
翁
問
答
』

や
藤
樹
先
生
の
原
著
を
京
都
大
学
の
西
晋

一
郎
先
生
が
通
釈
さ
れ
た
『
孝
経
啓
蒙
』、

『
中
庸
解
』
等
と
読
み
進
め
て
き
ま
し
た
、

そ
の
こ
と
が
今
回
の
取
り
組
み
の
素
地
に

な
り
ま
し
た
。

そ
の
西
先
生
の
短
編
「
中
江
藤
樹
の
学

徳
」
の
中
に
、以
下
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。

「
藤
樹
先
生
は
純
粋
無
雑
の
君
子
人
、

成
育
過
程
で
自
然
に
徳
を
備
え
た
人
、
其

影
響
感
化
の
力
は
最
も
普
遍
的
で
動
か
さ

れ
ざ
る
も
の
は
な
い
。
ま
た
、
藤
樹
先
生

の
孝
の
説
は
『
我
が
国
道
徳
の
絶
対
的
真

理
』
で
あ
る
。
太
虚
と
か
未
発
と
か
寂
然

不
動
と
か
の
言
葉
で
指
示
さ
れ
た
孝
は
、

一
面
慈
愛
、
一
面
知
恵
と
し
て
現
れ
る
旨

を
簡
明
に
説
い
て
い
る
い
わ
ば
孝
の
三
位

一
体
の
説
示
で
あ
る
。」
と
。

私
の
理
解
の
範
疇
を
超
え
て
い
る
藤
樹

先
生
の
「
孝
」
に
つ
い
て
の
端
的
な
論
述

で
あ
り
ま
す
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
使
っ
て
、
こ
れ

を
誰
に
で
も
伝
わ
り
易
い
形
で
少
し
で
も

紹
介
出
来
な
い
か
と
い
う
の
が
、
学
習
委

員
会
の
い
わ
ば
命
題
で
し
た
。

そ
こ
で
、「
孝
」
を
直
接
取
り
上
げ
る

の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
至
る
道
程
を
少
年

期
、
青
年
期
、
帰
郷
後
小
川
村
で
の
学
問

へ
の
情
熱
、
生
き
方
の
紹
介
を
入
れ
そ
の

経
過
の
中
で
「
孝
」
を
起
承
転
結
の
四
部

構
成
で
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
よ
う
に
考
え

ま
し
た
。

学
習
委
員
会
は
、
定
例
の
理
事
会
時
と

二
回
程
度
人
間
学
塾
の
後
に
設
け
、方
針
、

発
信
内
容
と
方
法
に
つ
い
て
協
議
を
重
ね

ま
し
た
。
よ
う
や
く
令
和
三
年
春
頃
に
は

素
案
が
で
き
、発
信
原
稿
の
作
成
と
分
担
、

参
考
図
書
等
を
決
め
ま
し
た
。
委
員
そ
れ

ぞ
れ
が
仕
事
、
用
務
を
か
か
え
て
い
ま
し

た
が
、
何
と
か
草
稿
を
五
月
末
頃
に
仕
上

げ
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
委
員
に
は
大

津
市
在
住
の
方
も
お
ら
れ
、
遠
方
に
も
か

か
わ
ら
ず
精
力
的
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ

け
ま
し
た
。

参
考
図
書
と
し
て
は
、
上
記
の
著
作
と

松
下
亀
太
郎
先

生
執
筆
の
『
物

語

中
江
藤

樹
』、
城
島
明

彦
訳
の
藤
樹
先

生
『
翁
問
答
』、

中
江
藤
樹
記
念

館
編
『
中
江
藤

樹
入
門
』
を
活

用
し
ま
し
た
。

し
か
し
、
コ
ロ
ナ
第
五
波
等
で
委
員
が

出
会
え
ず
、
夏
季
は
原
稿
の
手
直
し
、
発

表
練
習
を
各
自
で
行
い
、
撮
影
は
秋
に
ず

れ
込
み
ま
し
た
。
カ
メ
ラ
に
慣
れ
な
い
身

で
す
の
で
予
行
演
習
を
経
て
、
本
番
は
十

月
半
ば
に
何
と
五
時
間
を
要
し
ま
し
た
。

発
声
指
導
、
撮
影
、
編
集
、
映
像
化
に

企
画
広
報
部
の
深
川
様
に
は
大
変
お
世
話

に
な
り
ま
し
た
。

内
容
的
に
あ
く
ま
で
も
市
民
手
作
り
の

も
の
で
学
術
的
な
批
判
に
耐
え
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
藤
樹
先
生
の
考
え
、

学
問
へ
の
ひ
た
む
き
さ
、
孝
の
思
想
の
概

観
は
表
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お

り
ま
す
。
各
委
員
が
真
剣
に
取
り
組
み
ま

し
た
が
、
内
容
、
表
現
等
反
省
点
も
多
く

ご
容
赦
を
お
願
い
し
ま
す
。
本
会
の
Ｈ
Ｐ

か
ら
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
へ
ア
ク
セ
ス
出
来
ま

す
の
で
、
是
非
視
聴
い
た
だ
き
改
善
点
等

を
お
教
え
い
た
だ
け
ま
す
と
幸
い
で
す
。

中
江
藤
樹
先
生
が
精
神
的
な
支
柱
と
な

り
本
市
が
「
お
も
い
や
り
の
あ
る
ま
ち
」

と
し
て
、
先
ず
県
下
や
全
国
に
知
れ
渡
る

よ
う
、
今
後
も
微
力
な
が
ら
尽
力
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

人
間
の
生
命
や
経
済
活
動
、
移
動
に
大

き
な
行
動
変
容
を
も
た
ら
す
感
染
症
に
世

界
各
国
が
取
り
組
む
中
で
新
し
い
年
を
迎

え
た
。
各
国
の
政
治
、
医
療
、
福
祉
の
状

況
が
報
道
さ
れ
て
、
こ
の
難
関
へ
の
現
状

が
見
え
や
す
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
各
国
が

政
治
体
制
や
主
義
主
張
の
違
い
を
越
え
て

協
力
し
支
援
し
あ
う
必
要
性
が
高
ま
っ

た
。
人
類
の
共
存
共
栄
が
再
認
識
さ
れ
る

事
態
で
あ
る
。

か
つ
て
、
カ
ル
カ
ッ
タ
の
マ
ザ
ー
テ
レ

サ
修
道
女
は
、「
愛
の
反
意
語
は
憎
し
み

で
は
な
く
、
無
関
心
な
の
だ
」
と
明
言
さ

れ
た
。
他
国
の
人
々
が
貧
困
、
飢
餓
、
虐

待
の
窮
境
に
あ
る
と
き
、
異
を
唱
え
た
り

支
援
し
よ
う
と
す
る
声
に
対
し
て
「
内
政

干
渉
」と
し
て
拒
否
す
る
国
が
あ
る
。我
々

は
要
ら
ぬ
お
節
介
を
や
め
て
放
置
す
べ
き

な
の
だ
ろ
う
か
。

藤
樹
先
生
が
求
め
た
孟
子
の
教
え
に
人

が
生
ま
れ
な
が
ら
に
持
っ
て
い
る
四
つ
の

心
（
四
端
）、「
か
わ
い
そ
う
に
思
う
心
、

悪
を
憎
む
心
、
控
え
め
の
心
、
物
事
の
是

非
を
見
き
わ
め
る
心
」が
あ
る
。
我
々
は
、

人
に
よ
っ
て
そ
の
強
弱
は
あ
る
も
の
の
、

本
来
見
て
見
ぬ
ふ
り
が
で
き
な
い
の
で
あ

る
。
放
っ
て
お
け
な
い
気
持
ち
を
も
っ
て

い
る
。
陽
明
学
で
は
、
こ
の
気
持
ち
を
実

行
に
移
す
こ
と
が
大
切
と
さ
れ
る
が
、
実

践
に
は
ま
た
様
々
な
困
難
が
予
想
さ
れ

る
。
身
の
危
険
が
及
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
し

か
し
、「
無
理
を
せ
ず
、
他
の
人
々
と
力

を
合
わ
せ
て
自
分
に
で
き
る
こ
と
か
ら
や

り
な
さ
い
。」
が
、
先
生
の
声
だ
ろ
う
。

上
田  

藤
市
郎

ひ
じ
り
の
声

『
藤
樹
先
生
の
孝
に
つ
い
て
』  

～
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
発
信
の
経
緯
な
ど
～

学
習
委
員
会

保
木
　
　
隆

特
に
、『
物

語
中
江
藤

樹
』
は
藤
樹

先
生
の
生
涯

を
生
き
生
き

と
描
い
て
あ

る
こ
と
で
役

立
ち
ま
し

た
。

孝経石碑
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が
田
に
落
ち
た
」、「
そ
ば
や
の
か
ん
ば

ん
」、「
馬
方
又
左
衛
門
」
の
作
品
の
録
音

が
完
了
し
て
お
り
ま
す
。
今
年
度
末
ま
で

に
全
て
の
作
品
を
完
成
さ
せ
ら
れ
る
よ

う
、
鋭
意
努
力
し
て
ま
い
り
た
い
と
思
い

ま
す
。

追
記

こ
の
た
び
二
〇
二
一
年
度
未
来
フ
ァ
ン

ド
お
う
み
助
成
事
業
に
申
請
を
し
ま
し
た

と
こ
ろ
、本
委
員
会
の
趣
旨
が
認
め
ら
れ
、

助
成
金
を
頂
く
運
び
と
な
り
ま
し
た
。
多

方
面
の
方
々
か
ら
の
期
待
に
応
え
ら
れ
ま

す
よ
う
、
こ
れ
か
ら
も
精
進
し
て
ま
い
り

ま
す
。

台
詞
の
声
を
紙
芝
居
の
絵
に
合
わ
せ
る
作

業
を
し
ま
す
。

②
録
音

紙
芝
居
の
台
詞
は
、
基
本
的
に
高
島
の

地
元
の
言
葉
遣
い
や
抑
揚
で
表
現
す
る
よ

う
に
し
て
い
ま
す
が
、
教
え
を
説
く
場
面

で
は
高
島
の
地
元
の
言
葉
遣
い
を
残
し
つ

つ
、
全
て
の
人
に
と
っ
て
平
均
的
か
つ
聞

き
と
り
や
す
い
表
現
に
し
ま
す
。
ま
た
、

目
の
不
自
由
な
方
や
お
年
寄
り
の
方
に
も

お
話
の
内
容
を
理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う

に
、
登
場
人
物
に
よ
っ
て
声
色
を
変
化
さ

せ
た
り
、
感
情
を
込
め
て
話
し
た
り
し
て

い
た
だ
く
こ
と
で
、
紙
芝
居
の
ク
オ
リ

テ
ィ
を
高
め
ま
す
。

③
編
集

紙
芝
居
の
絵
に
合
わ
せ
て
録
音
し
た
音

源
を
専
門
の
方
に
お
願
い
し
て
編
集
作
業

を
し
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化
し
ま
す
。

④
指
導
案
作
成

音
声
付
き
紙
芝
居
の
大
き
な
役
割
の
一

つ
は
、
現
代
を
生
き
る
子
ど
も
た
ち
に
、

孝
の
精
神
が
基
底
に
あ
る
道
徳
教
育
を
行

う
際
の
一
助
に
す
る
こ
と
で
す
。従
っ
て
、

四
十
五
分
な
い
し
五
十
分
の
授
業
で
音
声

付
き
紙
芝
居
を
使
っ
て
ど
の
よ
う
な
授
業

を
展
開
す
る
か
の
指
導
案
を
作
成
し
、
Ｄ

Ｖ
Ｄ
に
添
え
ま
す
。
藤
樹
会
の
元
教
員
が

指
導
案
の
作
成
を
担
当
し
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
手
順
で
作
業
を
進
め
て

ま
い
り
ま
し
た
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
「
車

の
も
と
、
音
声
付
き
紙
芝
居
を
、
各
種
学

校
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
市
内
の
道
の
駅

や
中
江
藤
樹
記
念
館
、
良
知
館
等
の
公
共

施
設
に
も
設
置
し
た
い
と
考
え
て
い
ま

す
。
そ
こ
で
、
ま
ず
作
成
し
た
紙
芝
居

十
八
作
品
の
中
か
ら
、中
江
藤
樹
の
「
孝
」

の
思
想
を
子
ど
も
た
ち
に
分
か
り
や
す
く

説
い
て
い
る
代
表
的
な
作
品
の
「
車
が
田

に
落
ち
た
」「
そ
ば
や
の
か
ん
ば
ん
」、「
馬

方
又
左
衛
門
」、「
大
野
了
佐
を
教
え
る
」、

「
志
を
立
て
る
」、
の
五
作
品
を
絵
に
合
わ

せ
て
台
詞
を
録
音
し
、
音
声
付
き
紙
芝
居

と
し
て
Ｄ
Ｖ
Ｄ
に
編
集
す
る
作
業
を
進
め

て
お
り
ま
す
。
具
体
的
な
作
業
の
手
順
は

以
下
の
通
り
で
す
。

①
録
音
準
備

録
音
の
会
場
と
し
て
、
高
島
市
内
の
安

曇
川
公
民
館
の
遮
音
性
が
あ
る
部
屋
で
、

録
音
用
機
材
を
準
備
し
ま
す
。
ま
た
、
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
グ
ル
ー
プ
人
形
劇
団
「
あ
っ

ぷ
り
け
」
や
高
島
市
民
劇
団
「
つ
ば
め
」

が
担
当
作
品
を
分
担
し
、
配
役
の
決
定
や

平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
年
）
の
中
江

藤
樹
先
生
生
誕
四
〇
〇
年
を
記
念
し
て
、

前
年
の
平
成
十
九
年
（
二
〇
〇
七
年
）
よ

り
、
高
島
藤
樹
会
教
材
委
員
会
（
現
、
思

想
普
及
委
員
会
）
で
は
、
藤
樹
先
生
の
教

え
や
遺
徳
を
紹
介
す
る
紙
芝
居
を
作
成
し

て
き
ま
し
た
。
現
在
で
は
十
八
作
品
が
完

成
し
て
い
ま
す
。
紙
芝
居
は
十
八
作
品
全

て
、
高
島
市
内
の
保
育
園
、
幼
稚
園
、
こ

ど
も
園
、
小
学
校
、
中
学
校
や
図
書
館
等

約
五
十
施
設
に
寄
贈
さ
れ
、
お
話
は
当
該

委
員
会
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
話
し
手
に

よ
っ
て
上
演
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
話
し
手
の
数
に
限
り

が
あ
る
こ
と
や
話
し
手
の
高
齢
化
と
共

に
、
上
演
の
機
会
が
あ
ま
り
な
く
な
っ
て

き
ま
し
た
。
紙
芝
居
を
通
し
て
、
藤
樹
先

生
の
教
え
や
遺
徳
を
広
く
学
ぶ
方
法
を

探
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
こ
の
た
び
紙

芝
居
の
絵
に
声
を
録
音
し
て
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化
す

る
こ
と
で
、
よ
り
身
近
な
方
法
で
多
く
の

市
民
に
親
し
ん
で
い
た
だ
く
こ
と
に
し
ま

し
た
。

今
後
は
、
高
島
藤
樹
会
の
ビ
ジ
ョ
ン
で

あ
る
「
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
」
目
標

飯
田

典
子

「
藤
樹
紙
芝
居
の
Ｄ
Ｖ
Ｄ
化
と

そ
れ
に
伴
う
指
導
案
の

　
　
　
　
　
　
作
成
・
配
布
」
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（
は
じ
め
に
）

高
島
市
の
郷
土
の
先
哲
と
し
て
敬
愛
す

る
中
江
藤
樹
先
生
の
生
誕
か
ら
四
〇
〇
年

を
迎
え
ま
す
。

先
生
の
尊
い
学
徳
や
生
き
方
は
、
こ
の

長
き
に
わ
た
っ
て
も
な
お
、
多
く
の
人
に

継
承
さ
れ
、
今
の
教
育
に
も
生
か
さ
れ
て

い
ま
す
。

今
回
、
先
生
の
生
誕
四
〇
〇
年
を
迎
え

る
に
当
た
っ
て
協
賛
事
業
と
し
て
「
藤
樹

か
る
た
」
改
訂
版
を
作
成
し
ま
し
た
。
藤

樹
か
る
た
は
昭
和
五
十
八
年
三
月
に
安
曇

川
町
教
育
委
員
会
か
ら
刊
行
さ
れ
、
長
く

親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
が
、
す
で
に
絶
版

と
な
っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
こ
の
四
百
年

祭
を
機
に
改
訂
版
と
し
て
、
二
十
五
年
ぶ

り
に
再
び
刊
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。小

学
生
や
幼
児
の
皆
さ
ん
に
も
親
し
ま

れ
る
絵
柄
、
よ
く
理
解
し
て
い
た
だ
け
る

内
容
に
と
心
が
け
て
改
訂
い
た
し
ま
し

た
。こ

の
か
る
た
で
楽
し
く
遊
ん
で
も
ら
う

こ
と
で
先
生
の
学
徳
や
求
道
の
生
涯
の
一

端
に
ふ
れ
て
い
た
だ
く
こ
と
を
心
か
ら

願
っ
て
お
り
ま
す
。

平
成
二
〇
年(

二
〇
〇
八
年)

三
月

　
　
　
　
　

藤
樹
か
る
た
制
作
委
員
会

（
か
る
た
と
解
説
）

「
藤
樹
か
る
た
」の
紹
介
②

（
企
画
広
報
委
員
会
）

良
知
を
知
り

行
い
正
し

徳
を
積
む

り
盗
人
も

与
右
衛
門
と
聞
き

改
め
る

ぬ 致
良
知
、
良
知
に
致
る
は
、
心
を
修
め

る
根
本
で
あ
る
。
藤
樹
先
生
は
、
人
は
誰

で
も
も
っ
て
生
ま
れ
た
良
知
磨
き
、
良
知

の
命
ず
る
ま
ま
に
行
い
を
正
し
、
徳
を
積

む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
、
自
ら
も

こ
の
通
り
に
努
力
さ
れ
た
。

あ
る
夜
、
と
な
り
村
か
ら
帰
る
途
中
、

数
人
の
追
い
は
ぎ
に
襲
わ
れ
た
藤
樹
先
生

（
与
右
衛
門
）
は
、
賊
に
対
し
て
、
互
い

に
名
を
名
乗
ろ
う
と
言
っ
た
。
先
生
が
ま

ず
名
乗
る
と
、
賊
は
そ
の
名
前
を
聞
い
て

た
い
へ
ん
驚
き
、
も
う
二
度
と
こ
の
よ
う

な
悪
い
こ
と
は
し
ま
せ
ん
と
謝
っ
た
。

留
守
の
間
に

何
も
告
げ
ず
に

酒
三
升

る大
洲
を
脱
藩
し
て
小
川
村
に
帰
っ
て
き

た
藤
樹
先
生
は
、
生
活
の
た
め
に
酒
を
売

る
こ
と
に
し
、
門
人
た
ち
と
勉
強
中
は
無

人
販
売
を
さ
れ
た
。
鴨
祭
り
の
日
に
ご
ん

ず
わ
ら
じ
に
が
ま
は
ば
き
（
※
）
の
見
知

ら
ぬ
人
が
酒
三
升
を
代
金
も
支
払
わ
ず
に

持
ち
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。
先
生
は
、
こ
の

こ
と
を
売
上
帳
に
書
い
て
お
ら
れ
る
。
こ

の
人
は
ま
も
な
く
代
金
を
払
い
に
来
て
、

謝
っ
て
い
る
。（
売
上
帳
に
は
「
ご
ん
ず

わ
ら
じ
に
が
ま
は
ば
き
知
ら
ぬ
お
方
に

酒
三
升
し
か
も
そ
の
日
は
か
も
祭
り
」
と

記
さ
れ
て
い
る
。

若
い
こ
ろ

孔
子
さ
ま
だ
と

か
ら
か
わ
れ

わ藤
樹
先
生
が
二
十
二
歳
の
時
、
あ
る
友

だ
ち
の
家
へ
行
く
と
、
同
じ
大
洲
藩
に
仕

え
る
荒
木
と
い
う
武
士
が
来
て
い
て
「
孔

子
さ
ま
が
来
ら
れ
た
」
と
大
き
な
声
で
ひ

や
か
し
た
。
先
生
は
、
わ
た
し
が
学
問
に

励
む
こ
と
を
ば
か
に
し
て
言
っ
た
の
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
、
ひ
ど
く
立
腹
し
て
厳
し

く
注
意
さ
れ
た
。

※
「
ご
ん
ず
わ
ら
じ
に
が
ま
は
ば
き
」

・
ご
ん
ず
わ
ら
じ
：
紐
を
通
す
輪
と

紐
を
布
で
作
っ
た
わ
ら
草
履

・
が
ま
は
ば
き
：
膝
下
を
保
護
す
る

ガ
マ
製
の
巻
物
（
膝
を
巻
く
物
）
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限
り
な
く

良
知
を
照
ら
す

「
徳
本
堂
」

か
よ
く
見
せ
て

枕
を
は
ず
す

病
の
床

よ 藤
樹
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
て
も
、
先
生

の
偉
大
な
学
徳
と
良
知
に
生
き
ら
れ
た
生

涯
は
、
長
く
藤
樹
書
院
と
と
も
に
受
け
継

が
れ
、
そ
の
教
え
は
今
も
な
お
生
き
続
け

て
い
る
。
光
格
天
皇
が
先
生
の
遺
徳
を
称

え
て
、
藤
樹
書
院
に
対
し
「
徳
本
堂
」
と

い
う
号
を
下
さ
れ
た
。（
一
七
九
七
年

寛
政
九
年
）

藤
樹
先
生
が
亡
く
な
ら
れ
た
の
は
、
慶

安
元
年
（
一
六
四
八
年
）
八
月
二
十
五
日

で
あ
る
。
こ
の
日
の
朝
、
様
子
を
見
に
来

ら
れ
た
お
母
さ
ん
を
心
配
さ
せ
な
い
よ
う

に
と
、
ぜ
ん
息
の
身
に
は
辛
い
の
に
、
重

ね
た
枕
を
一
つ
は
ず
し
、
低
く
し
て
見
せ

「
今
朝
は
だ
い
ぶ
良
い
よ
う
で
す
」
と
言

わ
れ
た
。
お
母
さ
ん
は
そ
れ
を
聞
く
と
安

心
し
て
部
屋
を
出
て
行
か
れ
た
。し
か
し
、

そ
れ
か
ら
ま
も
な
く
先
生
は
息
を
引
き
取

ら
れ
た
。
四
十
一
歳
の
若
さ
で
あ
っ
た
。

称
え
合
い

み
ん
な
で
仰
ぐ

藤ふ
じ
や
し
ろ社

た大
正
十
一
年
、
高
島
郡
内
の
人
た
ち
が

県
内
外
の
志
あ
る
人
々
と
力
を
合
わ
せ
、

心
を
一
つ
に
し
て
郷
土
の
偉
人
、
藤
樹
先

生
を
神
と
し
て
祀
り
、
長
く
先
生
の
徳
を

称
え
、
仰
ぐ
た
め
、
壮
大
な
神
社
を
建
て

る
と
い
う
事
業
を
成
し
遂
げ
た
。
例
祭
は

毎
年
九
月
二
十
五
日
に
行
わ
れ
て
い
る
。

礼
儀
作
法

小
さ
い
時
か
ら

心
が
け

れ
そ
ば
や
の
看
板

練
習
し
た

字
は

箱
一
杯

そ 藤
樹
先
生
は
、
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
礼

儀
正
し
く
、
落
ち
着
き
が
あ
り
、
挨
拶
も

し
っ
か
り
さ
れ
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。あ

る
日
、
そ
ば
や
の
主
人
が
藤
樹
先
生

を
訪
ね
、
看
板
の
文
字
を
書
い
て
く
だ
さ

い
と
頼
み
、
先
生
は
快
く
承
諾
し
た
。
数

日
後
、
出
来
上
が
っ
た
看
板
を
主
人
は
持

ち
帰
り
、
店
に
飾
っ
た
。
と
こ
ろ
が
し
ば

ら
く
し
て
加
賀
の
殿
様
が
そ
ば
屋
に
立
ち

寄
り
、
見
事
に
書
か
れ
た
看
板
を
一
目
見

て
「
譲
っ
て
ほ
し
い
」
と
言
わ
れ
た
。
主

人
は
看
板
を
譲
り
、
た
く
さ
ん
の
礼
金
を

も
ら
っ
た
。
そ
こ
で
、
も
う
一
枚
書
い
て

も
ら
お
う
と
頼
み
に
行
く
と
、
先
生
は
半

び
つ
一
箱
に
一
杯
入
っ
た
看
板
の
文
字
の

下
書
き
を
見
せ
ら
れ
た
。
そ
ば
や
の
主
人

は
、
た
っ
た
一
枚
の
た
め
に
、
先
生
が
ど

れ
ほ
ど
心
を
こ
め
て
練
習
を
さ
れ
て
い
た

か
を
知
り
、
簡
単
に
手
放
し
た
こ
と
を
、

先
生
に
お
詫
び
し
た
。

積
み
上
げ
た

徳
は
故
郷
で

花
開
く

つ良
知
を
磨
き
、
行
い
を
正
し
く
す
る
こ

と
に
つ
と
め
ら
れ
た
藤
樹
先
生
の
徳
は
、

ま
す
ま
す
高
ま
り
、
小
川
村
を
中
心
に
多

く
の
人
々
の
間
に
そ
の
感
化
や
教
え
が
広

ま
っ
て
い
っ
た
。
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（
次
号
に
続
き
ま
す
）

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
）

藤
樹
か
る
た
制
作
委
員
会
委
員

寝
静
ま
る

夜
更
け
を
待
っ
て

学
問
し

ね
何
遍
も
「
翁
お
き
な

問も
ん
ど
う答
」

練
り
直
し

な 武
士
が
強
い
力
を
持
っ
て
い
た
江
戸
時

代
初
期
は
、
学
問
よ
り
武
芸
に
励
む
こ
と

を
大
事
に
し
た
の
で
、
学
問
は
弱
い
も
の

の
す
る
こ
と
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
。
学
問

も
大
事
な
こ
と
だ
と
考
え
て
お
ら
れ
た
藤

樹
先
生
は
、
毎
夜
、
み
ん
な
が
寝
静
ま
っ

て
か
ら
遅
く
ま
で
勉
強
さ
れ
た
。

藤
樹
先
生
は
「
翁
問
答
」
と
言
う
本
を

書
こ
う
と
し
て
、
な
ん
べ
ん
も
読
み
返
し

て
は
、
書
き
換
え
て
、
自
分
が
納
得
す
る

ま
で
書
き
直
し
を
続
け
ら
れ
た
。

落
馬
し
て

思
い
新
た
に

技
み
が
く

らあ
る
時
、
藤
樹
先
生
は
小
林
と
い
う
馬

術
に
優
れ
た
武
士
と
馬
の
こ
と
に
つ
い
て

話
を
し
て
い
て
「
馬
く
ら
い
は
練
習
し
な

く
て
も
乗
れ
る
」「
い
や
、
馬
を
扱
う
に

は
練
習
が
必
要
だ
」
と
い
う
議
論
に
な
っ

た
。
先
生
が
乗
っ
て
み
る
と
、
思
う
よ
う

に
馬
は
動
か
ず
、
つ
い
に
は
振
り
落
と
さ

れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
時
、
先
生
は
自
分

の
考
え
が
間
違
い
で
あ
っ
た
こ
と
を
謝
ら

れ
た
。

村
人
は

教
え
を
受
け
継
ぎ

祭
り
ご
と

む
馬
の
鞍

は
ず
せ
ば
飛
脚
の

忘
れ
物

う 「
近
江
聖
人
」
と
仰
が
れ
る
ほ
ど
の
藤

樹
先
生
の
優
れ
た
教
え
や
行
い
を
、
後
の

世
へ
い
つ
ま
で
も
伝
え
、
称
え
、
そ
し
て

鑑
と
し
よ
う
と
、
小
川
村
の
人
々
を
中
心

に
、
先
生
を
し
の
び
、
祀
る
行
事
が
今
日

に
至
る
ま
で
続
け
ら
れ
て
い
る
。（
書
院

鏡
開
き
と
講
書
始
め
藤
樹
忌
祭
典
、
藤
樹

神
社
例
祭
、
常
省
先
生
祭
典
な
ど
）

川
原
市
（
高
島
市
新
旭
町
安
井
川
の
川

原
市
）
の
馬
方
又
左
衛
門
は
、
そ
の
日
の

お
客
（
加
賀
の
飛
脚
）
が
馬
の
鞍
に
忘
れ

た
大
金
二
百
両
を
、
二
十
六
キ
ロ
も
離
れ

た
榎
の
宿
（
大
津
市
和
邇
）
ま
で
届
け
に

行
っ
た
。
そ
の
時
、
客
か
ら
お
礼
に
と
差

し
出
さ
れ
た
お
金
を
受
け
取
ら
ず
に
帰
っ

た
。
こ
の
正
直
な
馬
方
は
、
藤
樹
先
生
の

教
え
を
受
け
て
い
た
一
人
で
あ
っ
た
。

後
の
世
に

近
江
聖
人
と

称
え
ら
れ

の良
知
を
み
が
き
、
身
を
修
め
、
行
い
を

正
し
く
す
る
こ
と
に
努
め
れ
ば
、
人
は
誰

で
も
聖
人
に
な
れ
る
と
悟
ら
れ
た
藤
樹
先

生
は
、
そ
れ
を
目
指
し
て
そ
の
通
り
、
生

き
続
け
ら
れ
た
の
で
、後
の
世
の
人
々
は
、

先
生
を
「
近
江
聖
人
」
と
称
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
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（４０.８％）
市内入館者

（５９.２％）
市外入館者

令和３年（１月～１１月期）
中江藤樹記念館入館者割合

（総入館者）
（高島市内外内訳）

（２４％）
市内入館者

（７６％）
市外入館者

令和３年（１月～１１月期）
中江藤樹記念館入館者割合

（個人入館者）
（高島市内外内訳）

市内入館者

（７６％）
市外入館者

（６７.９％）
市内入館者

（３２.１％）
市外入館者

令和３年（１月～１１月期）
中江藤樹記念館入館者割合

（団体入館者）
（高島市内外内訳）

市内入館者

校
外
学
習
の

一
環
で
訪
問

く
だ
さ
る
た

め
で
、
個
人

入
館
者
数
で

は
四
人
中
三

人
が
市
外
の

方
々
が
占
め

て
い
ま
す
。

コ
ロ
ナ
の

影
響
で
都
心

と
比
べ
ま
す
と
、
密
に
な
り
に
く
い
自
然

豊
か
な
地
で
あ
る
こ
と
等
の
理
由
か
ら
か

市
外
、
県
外
か
ら
大
変
多
く
の
中
江
藤
樹

フ
ァ
ン
の
方
が
訪
問
く
だ
さ
い
ま
す
。
東

京
を
中
心
と
す
る
関
東
の
方
々
、
愛
知
を

中
心
と
す
る
中
部
、
東
海
地
方
の
方
々
、

そ
の
他
に
も
北
陸
、
四
国
、
九
州
方
面
か

ら
訪
問
く
だ
さ
る
方
も
多
く
、
職
員
一
同

嬉
し
く
思
い
な
が
ら
、
遠
方
か
ら
の
訪
問

で
満
足
し
て
帰
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
藤

樹
の
こ
と
を
学
ん
で
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
ま
た
、
入
館
者
の
方
々
と
、
可
能
な

範
囲
で
で
き
る
交
流
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
だ
ま
だ
予
断
は
許
さ
な
い
状
況
で
は

あ
り
ま
す
が
、
感
染
予
防
の
対
策
は
し
っ

か
り
継
続
し

て
い
ま
す
。

以
前
に
比
べ

ま
す
と
来
館

い
た
だ
き
や

す
い
状
況
と

な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
市

内
の
皆
さ
ま

も
お
時
間
が

ご
ざ
い
ま
し

中
江
藤
樹
記
念
館
の
住
所
は
安
曇
川
町

上
小
川
六
十
九
番
地
で
、
道
の
駅
藤
樹
の

里
あ
ど
が
わ
か
ら
東
側
へ
お
車
で
一
分
、

徒
歩
三
分
程
と
な
り
ま
す
。
入
館
料
は
高

校
生
以
上
の
方
は
三
〇
〇
円
、
中
学
生
以

下
の
子
ど
も
さ
ん
は
無
料
で
す
。
是
非
と

も
ご
家
族
、お
友
達
お
誘
い
合
わ
せ
の
上
、

ご
来
館
く
だ
さ
る
よ
う
ご
案
内
い
た
し
ま

す
。

近
江
聖
人
中
江
藤
樹
記
念
館

Tel

＆FAX

〇
七
四
〇
（
三
二
）
︱
〇
三
三
〇

一
昨
年
末
か
ら
の
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、

本
館
の
入
館
者
数
も
減
少
は
し
ま
し
た

が
、
高
島
市
や
滋
賀
県
内
、
近
畿
、
全
国

の
熱
心
な
中
江
藤
樹
フ
ァ
ン
の
方
々
の
訪

問
も
あ
り
、
お
か
げ
さ
ま
で
そ
れ
ほ
ど
大

き
な
減
少
に
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
昨
年

の
四
月
か
ら
五
月
、
今
年
の
八
月
か
ら
九

月
に
か
け
て
は
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
る
休
館
措

置
を
行
い
、
入
館
を
希
望
さ
れ
る
方
々
か

ら
大
変
多
く
の
お
問
い
合
わ
せ
を
い
た
だ

き
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
し
た
。
感
染

拡
大
予
防
の
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
こ
と

を
ご
理
解
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

本
原
稿
を
書
い
て
い
ま
す
十
二
月
中
旬

現
在
は
通
常
開
館
（
九
時
～
十
六
時
三
十

分
）
し
て
い
ま
す
が
、
十
一
月
か
ら
三
月

末
ま
で
の
予
定
で
屋
根
の
全
面
張
替
え
工

事
を
し
て
お
り
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て

い
ま
す
。
多
少
の
騒
音
が
出
る
場
合
も
あ

り
ま
す
が
、
見
学
に
支
障
の
な
い
程
度
に

お
さ
え
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
ご
理
解

と
ご
了
承
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま

す
。さ

て
、
本
施
設
の
入
館
者
概
要
の
グ
ラ

フ
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
改
め
て
高

島
市
内
外
か
ら
大
変
多
く
の
方
が
中
江
藤

樹
を
慕
わ
れ
て
入
館
く
だ
さ
っ
て
い
る
こ

と
が
伝
わ
り
ま
す
。
団
体
入
館
者
数
で
市

内
の
割
合
が
高
い
の
は
小
中
学
生
の
方
が

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

◯
税
理
士
法
人
淡
海
総
合
会
計

◯
大
津
公
証
人
会

白
髭
博
文

◯
大
溝
工
業
株
式
会
社

◯
株
式
会
社
大
山
建
設

◯
岡
本
ア
ル
ミ
建
材
株
式
会
社

◯
株
式
会
社
オ
ミ
ゾ

◯
川
島
酒
造
株
式
会
社

◯
川
島
織
布
株
式
会
社

◯
株
式
会
社
Ｇ
ｒ
ｏ
ｗ
―
Ｓ

◯
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

◯
佐
治
タ
イ
ル
株
式
会
社

◯
株
式
会
社
澤
村

◯
株
式
会
社
シ
グ
マ
ッ
ク
ス

◯
有
限
会
社
白
浜
荘

◯
新
旭
電
子
工
業
株
式
会
社

◯
杉
橋
建
設
株
式
会
社

◯
ソ
エ
ダ
株
式
会
社

◯
高
島
鉱
建
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

◯
有
限
会
社
天
平
フ
ー
ズ

◯
株
式
会
社
戸
井
薬
局

◯
と
も
栄
藤
樹
街
道
本
店

◯
株
式
会
社
ナ
カ
サ
ク

◯
ナ
カ
シ
ョ
ウ
株
式
会
社

◯
株
式
会
社
中
田
運
送

◯
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

◯
八
田
建
設
株
式
会
社

◯
富
士
包
装
紙
器
株
式
会
社

◯
戸
次
会
計
事
務
所

◯
有
限
会
社
馬
場
塗
装

◯
株
式
会
社
ホ
リ
ゾ
ン

◯
株
式
会
社
ヨ
シ
ダ
ヤ

◯
株
式
会
社
リ
ン
ク
ス

◯
有
限
会
社
綿
庄
食
品
店

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
十
音
順
）

賛
助
会
員
一
覧

藤
樹
記
念
館
通
信
⑫

『W
ith

コ
ロ
ナ
時
代
の

中
江
藤
樹
記
念
館
の
在
り
方

　
　
　
　
　
〜
入
館
者
の
状
況
〜
』

武
田

基
裕

た
ら
是
非
と

も
ご
来
館
い

た
だ
き
、
高

島
市
の
先
達

で
あ
り
ま
す

中
江
藤
樹
の

こ
と
を
、
よ

り
以
上
に

知
っ
て
い
た

だ
け
ま
す
と

幸
い
で
す
。




