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徳
川
義
親
の
礼
法
論

「
礼
法
要
項
」
に
よ
る
道
徳
教
育

長
沼

秀
明

は
じ
め
に

「
大
東
亜
戦
争
」
開
戦
か
ら
半
月
余
り
の
昭
和
一
六
年
（
一
九
四
一
年
）
の

末
（
一
二
月
二
九
日
）、『
国
民
科
修
身
教
育
の
実
践
』
と
題
す
る
一
冊
の
本
が

大
日
本
出
版
株
式
会
社
よ
り
刊
行
さ
れ
た
。
副
題
に
は
「
国
民
学
校
礼
法
教
授

要
項
案
」
と
あ
る
。
こ
の
本
の
編
者
は
「
東
京
高
等
師
範
学
校
附
属
国
民
学
校

初
等
教
育
研
究
会
」
で
あ
る
。

四
二
〇
ペ
ー
ジ
か
ら
成
る
大
部
の
書
の
「
序
」
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
始
ま
る
。

中
外
諸
国
の
情
勢
と
、
古
今
史
実
の
趨
勢
と
に
鑑
み
ま
す
る
に
、
東
亜

の
諸
民
族
と
し
て
各
々
其
の
処
を
得
し
め
る
共
栄
圏
の
確
立
と
、
東
西
両

洋
の
諸
文
化
を
し
て
真
に
康
福
を
増
進
す
る
も
の
た
ら
し
め
る
新
文
化
の

創
造
と
は
、
現
代
皇
国
の
緊
要
な
使
命
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
万
古
不
易
に
し
て
無
比
尊
厳
な
る
国
体
に
基
づ
く
日
本
道
義

の
然
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
皇
国
の
道
義
こ
そ
古
今
に
通
じ
て
譲
ら

ず
、
中
外
に
施
し
て
悖
ら
ざ
る
根
源
を
有
す
る
が
た
め
で
あ
り
ま
す
。
け

れ
ど
も
皇
国
の
道
が
、
若
し
抽
象
的
理
論
や
概
念
的
道
徳
に
終
は
る
も
の

で
あ
り
ま
す
な
ら
ば
、
そ
の
使
命
を
達
成
す
る
ど
こ
ろ
か
、
支
那
事
変
の

完
遂
す
ら
も
覚
束
な
い
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
内
、

国
民
全
員
の
具
体
的
履
修
で
あ
り
、
実
際
的
言
行
で
あ
り
、
日
本
的
徳
性

の
実
践
で
あ
っ
て
こ
そ
、
外
、
万
邦
の
信
頼
敬
服
を
得
る
教
養
で
あ
り
、

指
導
者
と
仰
が
れ
る
資
格
で
あ
り
ま
せ
う
。
斯
く
考
へ
ま
す
る
と
き
、
国

民
科
修
身
教
授
の
責
務
の
、
極
め
て
重
大
緊
要
な
る
こ
と
を
明
確
に
認
識

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

よ
っ
て
、
わ
が
初
等
教
育
研
究
会
は
、
刻
下
当
面
の
輿
望
に
応
へ
る
意

味
に
於
い
て
、
去
る
十
月
十
九
日
よ
り
二
十
三
日
ま
で
五
日
間
、
全
国
訓

導
修
身
協
議
会
を
開
催
し
、
本
科
教
授
の
運
営
を
最
も
適
切
有
効
な
ら
し
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め
る
た
め
に
、
終
始
熱
心
な
る
錬
成
修
行
と
研
究
討
議
を
重
ね
ま
し
た
。

そ
の
結
晶
と
し
て
生
れ
た
の
が
本
書
で
あ
り
ま
す
。

本
書
の
内
容
は
、
右
の
「
序
」
に
よ
れ
ば
、
昭
和
一
六
年
全
国
訓
導
修
身
協

議
会
の
「
発
表
協
議
の
次
第
に
従
つ
た
も
の
」
で
あ
る
。
本
書
刊
行
の
二
カ
月

前
の
同
年
一
〇
月
に
五
日
間
に
わ
た
り
開
催
さ
れ
た
「
全
国
訓
導
修
身
協
議
会
」

で
は
、「
臣
道
の
実
践
と
国
民
科
修
身
、
高
度
国
防
国
家
体
制
と
国
民
科
修
身
、

国
民
学
校
に
於
け
る
国
民
科
修
身
の
地
位
、
皇
国
の
道
義
的
使
命
に
つ
い
て
の

自
覚
、
大
国
民
的
風
尚
育
成
と
国
民
科
修
身
、
国
民
科
修
身
の
教
育
形
態
、
国

民
礼
法
と
躾
、
集
団
訓
練
と
日
常
生
活
、
修
練
の
場
と
し
て
の
家
庭
及
社
会
、

国
民
科
修
身
新
書
の
考
察
、
児
童
徳
性
の
発
達
等
」
が
検
討
さ
れ
た
と
い
う
。

本
稿
は
、
右
の
全
国
訓
導
修
身
協
議
会
「
の
た
め
に
賜
は
つ
た
御
講
演
又
は

御
寄
稿
」
を
収
録
し
た
本
書
第
一
編
「
国
民
学
校
の
根
本
精
神
と
修
身
教
育
」

の
第
四
章
「
侯
爵
徳
川
義
親
」
に
よ
る
講
演
要
旨
「
日
常
生
活
に
於
け
る
礼
法

の
修
練
」
を
紹
介
し
、
日
本
の
道
徳
教
育
に
お
け
る
「
礼
法
」
の
意
義
に
つ
い

て
検
討
す
る
た
め
の
重
要
な
一
資
料
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
全
国
訓
導
修
身
協
議
会

ま
ず
は
、
昭
和
一
六
年
一
〇
月
下
旬
に
五
日
間
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
全

国
訓
導
修
身
協
議
会
の
内
容
を
見
よ
う
。
本
書
『
国
民
科
修
身
教
育
の
実
践
』

の
末
尾
に
「
附
録
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
「
第
五
十
七
回
全
国
訓
導
（
国

民
科
修
身
）
協
議
会
概
況
」
が
、
こ
の
五
日
間
の
模
様
を
詳
細
に
伝
え
て
く
れ

て
い
る
。「
概
況
」
の
冒
頭
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

国
民
学
校
令
が
実
施
せ
ら
れ
て
す
で
に
半
歳
、
今
や
時
局
は

�々
緊
迫

し
万
民
一
丸
と
な
つ
て

�古
の
大
業
を
翼
賛
し
来
る
べ
き
の
と
き
吾
等
教

育
者
の
任
、
ま
た
、
重
且
大
な
る
る
を
痛
感
す
る
次
第
で
あ
る
。

こ
の
秋
に
あ
た
り
、
本
会
に
於
て
は
十
月
十
九
日
よ
り
、
十
月
二
十
三

日
に
至
る
五
日
間
「
国
民
科
修
身
」
の
全
国
訓
導
協
議
会
を
開
催
し
、
研

究
発
表
に
講
演
に
討
議
に
或
は
み
そ
ぎ
の
行
に
、
或
は
礼
法
の
体
験
に
、

実
に
会
員
一
同
の
真
剣
な
る
行
に
よ
つ
て
修
了
し
た
事
は
、
単
に
我
が
国

教
育
の
前
進
に
預
つ
て
力
あ
り
た
る
事
を
欣
快
と
す
る
次
第
で
あ
る
。

（
中
略
）

会
員
は
全
国
各
府
県
よ
り
一
乃
至
二
名
選
抜
せ
ら
れ
た
る
こ
の
道
に
熱

心
な
人
で
五
十
四
名
で
あ
つ
た
。

右
「
概
況
」
に
付
さ
れ
て
い
る
「
第
五
十
七
回
全
国
訓
導
（
国
民
科
修
身
）

協
議
会
日
程
」
と
題
さ
れ
た
表
を
見
れ
ば
、
初
日
の
一
〇
月
一
九
日
（
日
曜
日
）

朝
八
時
五
分
受
付
終
了
、
最
終
日
の
二
三
日
（
木
曜
日
）
午
前
一
一
時
四
〇
分

閉
会
式
終
了
ま
で
、
五
日
間
に
わ
た
り
、
会
員
に
よ
る
発
表
に
加
え
、
多
数
の

講
演
が
組
ま
れ
て
い
る
。
中
日
の
二
一
日
（
火
曜
日
）
は
、
朝
七
時
か
ら
八
時

ま
で
、
明
治
神
宮
で
の
「
み
そ
ぎ
、
参
拝
」
が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
四
日
目

の
二
二
日
（
水
曜
日
）
は
、
午
前
中
の
会
員
発
表
、
講
演
に
続
き
、
昼
食
後
は
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「
徳
川
侯
爵
邸
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
本
稿
の
対
象
と
す
る
徳
川
義
親
の
「
礼

法
」
に
関
す
る
講
演
は
、
こ
の
日
、
東
京
目
白
に
あ
る
尾
張
徳
川
家
当
主
の
邸

宅
で
行
な
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
表
に
よ
れ
ば
、
参
加
者
が
徳
川
侯
爵
邸
に
滞

在
し
た
の
は
、
午
後
〇
時
四
〇
分
か
ら
三
時
ま
で
の
二
時
間
半
弱
で
あ
る
。
ど

の
よ
う
な
時
間
を
過
ご
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
概
況
」
が
、
当
日
の
様
子
を
日
記
風
に
叙
述
し
て
く
れ
て
い
る
。「
十
月
廿

二
日
（
第
四
日
）」
の
午
後
の
記
述
を
見
よ
う
。

午
後
一
時
よ
り
徳
川
義
親
侯
爵
邸
に
於
て
侯
爵
の
お
話
し
を
ぢ
か
に
承

は
つ
た
。
侯
爵
は
尾
張
の
殿
様
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
方
で
、
自
ら
気
品
が
具

つ
て
ゐ
ら
れ
る
。
お
話
し
も
誠
に
有
益
で
面
白
く
堅
苦
し
い
点
は
少
し
も

な
か
つ
た
。
御
講
演
要
旨
は
別
記
の
如
き
で
あ
る
。

以
上
は
講
堂
で
承
は
つ
た
の
で
あ
る
が
其
後
大
広
間
で
、
小
笠
原
流
宗

家
の
礼
法
を
高
倉
様
に
実
演
し
て
み
せ
て
頂
い
た
。
礼
法
要
項
の
順
に
、

姿
勢
、
最
敬
礼
、
敬
礼
、
起
居
、
受
渡
、
食
事
等
会
員
の
要
求
に
よ
り
実

演
し
て
み
せ
て
下
さ
つ
た
。

小
笠
原
の
先
生
も
云
つ
た
事
で
あ
り
又
実
際
に
目
に
み
て
、
礼
法
は
決

し
て
堅
苦
し
い
も
の
で
は
な
い
と
云
ふ
事
で
あ
る
。
堅
苦
し
く
考
へ
る
の

は
、
儀
式
礼
法
と
日
常
礼
法
と
混
同
し
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
の
事
で
、

実
に
な
め
ら
か
で
美
し
く
て
品
が
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
か
か
る
会
な
ら
で

は
到
底
望
む
べ
か
ら
ざ
る
収
獲
で
あ
つ
た
と
会
員
の
述
懐
を
聞
く
事
多
で

あ
つ
た
。

か
く
て
四
時
過
終
了
。
其
後
一
部
の
者
が
高
田
国
民
学
校
で
懇
談
会
を

開
い
た
が
、
生
憎
防
空
訓
練
中
で
一
応
の
自
己
紹
介
を
終
へ
て
散
会
し
た

の
で
あ
つ
た
。

徳
川
義
親
邸
で
は
、
義
親
の
講
演
に
加
え
、
小
笠
原
流
礼
法
の
実
演
も
な
さ

れ
た
の
で
あ
っ
た
。

二
文
部
省
「
礼
法
要
項
」

全
国
訓
導
修
身
協
議
会
で
の
徳
川
義
親
の
講
演
「
日
常
生
活
に
於
け
る
礼
法

の
修
練
」
（
本
稿
の
末
尾
に
全
文
を
掲
載
）
は
、
表
題
の
と
お
り
、
ま
さ
に
日

常
生
活
の
な
か
で
「
礼
法
」
を
い
か
に
実
践
し
て
い
く
べ
き
か
が
具
体
的
か
つ

平
易
に
説
か
れ
て
い
る
。
参
加
者
の
感
想
も
、
右
に
見
た
と
お
り
「
誠
に
有
益

で
面
白
く
堅
苦
し
い
点
は
少
し
も
な
か
つ
た
」
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
書
『
国
民
科
修
身
教
育
の
実
践
』
第
四
章
（
徳
川
義
親
の
講

演
要
旨
）
の
末
尾
に
は
、
た
い
へ
ん
重
要
な
一
文
が
編
者
に
よ
っ
て
添
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
の
一
文
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

徳
川
侯
爵
は
、
文
部
省
「
礼
法
要
項
」
の
制
定
に
関
し
、
委
員
長
と
し
て

終
始
非
常
に
尽
力
せ
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
、
昭
和
礼
法
は
一
に

侯
爵
の
手
に
成
つ
た
と
言
つ
て
も
過
言
で
な
い
。
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こ
の
一
文
は
、
そ
の
ま
ま
、
徳
川
義
親
が
、
な
ぜ
、
全
国
訓
導
修
身
協
議
会

で
講
演
し
た
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
す
る
回
答
で
も
あ
ろ
う
。

で
は
、
文
部
省
が
制
定
し
た
「
礼
法
要
項
」
と
は
、
い
っ
た
い
、
ど
の
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

東
京
高
等
師
範
学
校
教
授
の
川
島
次
郎
は
、
昭
和
一
六
年
刊
行
の
『
教
育
学

研
究
』
一
〇
巻
六
号
へ
発
表
し
た
論
文
「
国
民
礼
法
の
特
質

「
礼
法
要
項
」

の
一
考
察

」
の
巻
頭
「
一

礼
法
要
項
の
制
定
」
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述

べ
る
。

文
部
省
は
、
本
年
四
月
「
礼
法
要
項
」
を
公
に
し
、
普
通
・
実
業
両
局

長
の
名
を
以
て
、
こ
れ
を
「
師
範
学
校
中
等
諸
学
校
ノ
修
身
科
ニ
於
ケ

ル
作
法
教
授
ノ
参
考
資
料
ト
シ
テ
」
取
扱
ひ
「
右
以
外
ノ
学
校
ニ
付
テ
モ

右
ニ
準
ジ
措
置
」
す
べ
き
旨
を
通
牒
し
た
。

こ
の
「
礼
法
要
項
」
は
、
社
会
的
に
大
な
る
反
響
を
呼
起
し
、
新
聞
、

雑
誌
は
盛
に
そ
の
内
容
を
紹
介
し
、
書
肆
は
全
文
を
小
冊
子
に
印
刷
し
て

莫
大
な
数
量
を
頒
布
す
る
な
ど
、
寧
ろ
意
外
と
思
は
れ
る
程
に
世
の
関
心

を
昂
め
た
。
さ
う
し
て
あ
る
者
は
こ
れ
を
「
国
民
礼
法
」
と
呼
び
、
あ
る

者
は
「
昭
和
礼
法
」
と
唱
へ
て
、
学
校
の
教
授
資
料
と
し
て
よ
り
も
、
現

代
に
於
け
る
国
民
生
活
の
基
準
が
示
さ
れ
た
も
の
と
し
て
重
く
取
扱
つ
て

ゐ
る
。

文
部
省
が
こ
の
「
礼
法
要
項
」
を
公
に
し
た
直
接
的
の
目
的
は
、
学
校

に
於
け
る
教
授
資
料
を
提
供
す
る
点
に
あ
つ
た
事
は
、
前
に
述
べ
た
通
牒

に
よ
つ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
然
し
礼
法
そ
の
も
の
の
性
質
か
ら
も
、

文
部
省
が
こ
れ
を
制
定
し
よ
う
と
し
た
動
機
又
は
手
続
か
ら
考
へ
て
も
、

進
ん
で
之
を
現
代
国
民
生
活
の
基
準
た
ら
し
め
よ
う
と
し
て
ゐ
た
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。「
礼
法
要
項
」
の
「
要
旨
」
に
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、

「
本
要
項
は
主
と
し
て
中
等
学
校
に
於
け
る
礼
法
教
授
の
資
料
と
し
て
編

纂
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
又
一
般
国
民
の
日
常
心
得
べ
き
礼
法
の

基
準
た
ら
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
随
つ
て
、
国
民
生
活
に
実
際
に

即
す
る
こ
と
を
旨
と
し
、
材
料
は
概
ね
日
常
近
易
の
事
項
に
採
り
、
記
述

は
力
め
て
平
易
簡
明
な
ら
し
め
た
。
実
施
に
当
つ
て
は
、
実
情
に
即
し
て

内
容
を
適
宜
按
排
し
て
授
け
る
こ
と
を
要
す
る
。」

と
言
つ
て
ゐ
る
。

始
め
、
本
要
項
の
制
定
に
着
手
し
た
の
は
、
昭
和
十
三
年
四
月
の
事
で

あ
つ
た
。
そ
の
際
本
要
項
の
調
査
委
員
と
し
て
委
嘱
さ
れ
た
も
の
は
全
部

で
約
三
十
名
で
あ
つ
た
が
、
文
部
省
并
に
各
学
校
に
於
け
る
代
表
者
の
外

に
、
宮
内
省
か
ら
も
、
内
務
省
か
ら
も
、
外
務
省
か
ら
も
、
陸
軍
省
か
ら

も
、
海
軍
省
か
ら
も
夫
々
委
員
が
出
た
。
会
合
は
前
後
数
十
回
に
亙
つ
て

行
は
れ
た
が
、
同
年
七
月
に
は
凡
そ
原
案
が
出
来
、
九
月
に
は
委
員
長
徳

川
侯
爵
か
ら
文
部
大
臣
に
報
告
さ
れ
た
。
こ
れ
が
本
要
領
の
本
と
な
つ
た

も
の
で
あ
る
。

し
か
し
文
部
省
は
更
に
慎
重
な
態
度
を
と
り
、
そ
の
報
告
書
を
印
刷
し

て
各
省
に
配
布
し
、
意
見
を
求
め
た
。
か
く
て
再
三
再
四
稿
を
改
め
て
、

遂
に
四
年
目
の
今
年
四
月
本
要
領
を
公
に
す
る
や
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
慎
重
な
手
続
も
、
要
す
る
に
現
代
に
於
け
る
国
民
生
活
に
、
礼
法
の

基
準
を
與
へ
よ
う
と
す
る
意
図
に
出
で
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来

る
。
こ
の
意
味
か
ら
「
礼
法
要
項
」
を
一
般
に
「
国
民
礼
法
」
と
呼
び
、

「
昭
和
礼
法
」
と
唱
へ
る
こ
と
は
、
決
し
て
文
部
省
の
意
に
反
す
る
も
の

で
は
な
い
と
思
は
れ
る
。

徳
川
義
親
が
委
員
長
を
務
め
た
委
員
会
、
さ
ら
に
は
文
部
省
が
、
か
な
り
の

時
間
を
か
け
て
、
「
国
民
礼
法
」
の
基
準
と
な
る
べ
き
「
礼
法
要
項
」
を
制
定

し
た
経
緯
が
記
さ
れ
て
い
る
。

む
す

び

文
部
省
は
、
な
ぜ
「
礼
法
要
項
」
の
制
定
に
多
大
な
時
間
を
か
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
も
そ
も
、
徳
川
義
親
の
め
ざ
し
た
「
日
常
生
活
に
於

け
る
礼
法
の
修
練
」
は
、
文
部
省
は
じ
め
政
府
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
と
一
致
し
て

い
た
の
か
。
そ
し
て
、「
礼
法
要
項
」
は
国
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
か
。

日
本
の
道
徳
教
育
に
お
け
る
「
礼
法
」
の
意
義
に
つ
い
て
時
代
背
景
を
ふ
ま

え
て
考
察
す
る
こ
と
が
、
今
後
の
課
題
と
な
る
。
別
稿
を
期
し
た
い
。

資
料

第
四
章
日
常
生
活
に
於
け
る
礼
法
の
修
練

侯
爵
徳
川
義
親

一

今

�の
礼
法
は
、
皆
様
も
よ
く
御
承
知
の
と
お
り
、
兎
角
形
式
に
捉
は
れ
、

精
神
を
考
へ
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
之
は
大
変
間
違
つ
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

私
達
は
こ
の
際
こ
れ
か
ら
の
礼
法
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
十
分
考
へ

て
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
今
度
新
し
く
出
来
ま
し
た
「
礼
法
要
項
」
に
つ

い
て
も
、
世
間
か
ら
、
往
々
之
を
教
室
で
ど
う
取
扱
ふ
の
か
、
ど
ん
な
風
に
教

へ
る
の
か
と
い
ふ
や
う
な
事
を
聞
か
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
が
、
か
う
い
ふ
問
を

発
す
る
事
自
身
が
抑
々
間
違
ひ
で
、
未
だ
従
来
の
作
法
教
授
の
殻
を
脱
し
き
れ

な
い
証
拠
で
あ
り
ま
す
。

「
礼
法
要
項
」
は
教
室
で
知
識
乃
至
技
術
と
し
て
教
へ
る
も
の
で
は
な
い
の

で
あ
り
ま
す
。
従
来
の
や
う
に
礼
法
を
単
に
知
識
も
し
く
は
技
術
と
し
て
取
扱

ふ
の
な
ら
ば
態
々
「
礼
法
要
項
」
と
せ
ず
と
も
、
『
作
法
要
項
』
と
し
て
お
け

ば
宜
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
礼
法
は
知
識
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
行
で
あ
り
ま

す
。
し
か
も
先
生
方
が
先
づ
実
際
に
行
つ
て
然
る
後
児
童
に
及
ぼ
す
こ
と
が
、

礼
法
教
授
の
第
一
の
要
訣
で
あ
り
ま
す
。
礼
法
は
日
常
生
活
の
必
要
か
ら
生
れ

た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
実
行
に
よ
つ
て
、
始
め
て
其
の
意
味
が
充
実
す
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。
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私
は
某
女
学
校
へ
一
週
一
時
間
出
て
ゐ
ま
す
が
、
女
学
校
で
も
低
学
年
の
生

徒
は
よ
く
廊
下
を
走
り
ま
す
。
廊
下
を
走
ら
な
い
で
歩
く
と
い
ふ
こ
と
は
、
子

供
に
は
仲
々
出
来
に
く
い
こ
と
の
や
う
に
思
は
れ
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
も
実

践
の
指
導
に
よ
つ
て
、
走
ら
な
い
や
う
に
躾
け
る
事
が
出
来
ま
す
。
私
は
学
習

院
で
学
ん
だ
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、
当
時
学
習
院
の
生
徒
は
、
決
し
て
廊
下
を

走
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
少
し
で
も
走
れ
ば
厳
し
く
戒
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
の
他
室
内
は
も
ち
ろ
ん
、
室
外
で
も
口
笛
を
鳴
ら
す
こ
と
や
、
手
を
洋

服
の
ポ
ケ
ツ
ト
に
さ
し
入
れ
る
こ
と
等
、
堅
く
禁
め
ら
れ
て
を
り
ま
し
て
、
皆

よ
く
そ
れ
を
守
り
ま
し
た
。
是
等
の
こ
と
は
昔
で
も
今
で
も
変
り
が
な
く
、
ま

た
何
所
で
も
又
、
何
人
に
と
つ
て
も
大
切
な
事
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
今
日

よ
く
行
は
れ
て
ゐ
な
い
の
は
、
ど
う
い
ふ
わ
け
で
あ
り
ま
せ
う
か
。
要
す
る
に

実
行
に
よ
る
躾
が
足
ら
な
い
か
ら
で
せ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
先
生
の
方

に
も
責
任
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
ま
す
。
そ
れ
で
礼
法
は
生
徒
に
教
え

る
と
い
ふ
よ
り
も
、
先
づ
先
生
が
実
行
し
、
之
を
生
徒
に
及
ぼ
す
と
い
ふ
事
が

大
切
で
、
礼
法
を
教
室
で
教
へ
や
う
と
す
る
か
ら
、
六
ヶ
し
く
も
な
り
、
生
徒

の
方
で
も
ベ
ル
が
な
つ
て
教
室
か
ら
外
へ
出
る
と
、
す
ぐ
に
忘
れ
て
し
ま
ふ
と

い
ふ
や
う
に
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
教
へ
る
よ
り
も
実
行
と
い
ふ
風
に
考
へ
て

行
く
処
に
、
礼
法
の
行
は
れ
る
契
機
が
あ
る
と
考
へ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

二

私
は
別
に
お
茶
も
習
は
な
け
れ
ば
、
お
花
を
習
つ
た
訳
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

又
特
別
の
礼
法
を
学
ん
だ
と
い
ふ
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

一
体
何
が
お
役
に
た
つ
て
私
が
斯
う
し
た
仕
事
を
す
る
様
に
な
つ
た
か
と
申
し

ま
す
と
、
結
局
小
さ
い
頃
か
ら
母
親
が
や
か
ま
し
く
躾
け
て
く
れ
た
と
い
ふ
こ

と
に
因
る
と
思
ひ
ま
す
。
母
は
私
達
を
随
分
厳
し
く
躾
け
て
く
れ
ま
し
た
。
姉

な
ど
は
、
寝
相
を
よ
く
す
る
様
に
と
両
足
を
縛
ら
れ
た
事
も
あ
る
位
で
し
た
。

け
れ
ど
も
、
躾
け
ら
れ
た
事
柄
は
決
し
て
む
つ
か
し
い
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

�は
立
つ
て
あ
け
て
は
い
け
な
い
と
か
、
食
事
に
は
御
飯
粒
を
こ
ぼ
さ

な
い
や
う
に
と
か
、
極
め
て
卑
近
な
こ
と
ば
か
り
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
か
は

り
、
そ
れ
ら
は
必
ず
間
違
ひ
な
く
行
は
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
の
生
父
は
松
平
春
嶽
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
母
は
私
を
ど
こ
ま
で
も
大
名

の
子
と
し
て
仕
込
ま
う
と
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
食
事
の
仕
方
は
教
へ
て
も
給

仕
の
方
法
は
教
へ
ま
せ
ん
で
し
た
。
又
掃
除
の
仕
方
等
は
、
必
要
な
い
と
し
て

全
く
教
へ
ま
せ
ん
で
し
た
。
尤
も
私
の
姉
な
ど
は
、
婦
人
と
し
て
、
一
応
す
べ

て
を
心
得
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
と
い
ふ
の
で
、
掃
除
な
ど
も

さ
せ
て
を
り
ま
し
た
。
そ
れ
も
そ
の
地
位
に
即
し
て
必
要
な
程
度
に
止
め
、
便

所
の
掃
除
ま
で
さ
せ
る
と
い
ふ
や
う
な
事
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
要
す
る
に

母
は
人
々
の
身
分
や
地
位
に
応
じ
、
適
切
な
躾
を
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

私
は
八
つ

�母
の
許
で
育
て
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
他
家
に
入
て
か
ら
は
、

別
に
礼
儀
作
法
に
つ
い
て
や
か
ま
し
く
言
は
れ
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
の
幼
い

頃
習
つ
た
こ
と
が
役
立
つ
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
母
の
躾
に
感
謝
し
て
ゐ
る

の
で
あ
り
ま
す
。
結
局
躾
と
い
ふ
も
の
は
学
齢
に
達
す
る
前
、
家
庭
に
あ
つ
て
、

一
通
り
出
来
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
然
る
に
今
日
の
家

庭
で
は
、
斯
う
い
ふ
方
面
は
殆
ど
忘
れ
ら
れ
、
特
に
男
子
に
対
し
て
は
一
般
に
、

か
う
し
た
躾
が
欠
け
て
ゐ
る
や
う
で
あ
り
ま
す
。
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そ
れ
で
私
は
女
学
生
に
よ
く
礼
法
を
習
得
せ
し
め
、
家
婦
人
と
な
つ
て
は
、

そ
の
子
女
に
よ
い
躾
が
出
来
る
様
に
し
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
蓋
し
中

等
学
校
に
於
て
礼
法
を
授
け
る
こ
と
よ
り
は
、
国
民
学
校
で
先
づ
そ
の
修
練
を

さ
せ
る
と
い
ふ
こ
と
が
一
番
大
切
で
あ
り
ま
す
。
今
後
は
国
民
学
校
で
こ
の
基

礎
を
築
き
、
中
等
学
校
に
於
て
は
、
礼
法
の
理
論
的
方
面
ま
で
も
知
ら
せ
る
と

い
ふ
や
う
に
し
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。

三

礼
法
が
行
は
る
べ
く
し
て
容
易
に
行
は
れ
な
か
つ
た
理
由
に
つ
い
て
今
少
し

考
へ
て
見
ま
す
と
、
こ
れ

�女
学
校
等
で
授
け
て
ゐ
た
礼
法
は
、
小
笠
原
流
と

か
、
伊
勢
流
と
か
特
殊
な
も
の
で
、
而
か
も
本
膳
の
頂
き
方
は
ど
う
す
る
か
等

と
い
ふ
風
な
、
特
別
の
場
合
の
作
法
で
あ
り
ま
し
た
。
現
代
生
活
に
於
て
、
本

膳
で
食
事
を
す
る
様
な
こ
と
は
殆
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
と
こ
ろ
で
も
、
宮
様

方
を
お
招
待
申
上
げ
る
様
な
時
以
外
は
ま
づ
使
ひ
ま
せ
ん
。
一
般
の
家
庭
で
も
、

法
事
と
か
、
婚
儀
と
か
い
ふ
様
な
場
合
位
な
も
の
で
、
さ
う
度
々
あ
る
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
に
も
拘
ら
ず
、
か
う
し
た
事
を
教
へ
や
う
と
す
る
か
ら
、
無

理
が
出
来
る
の
で
あ
り
ま
す
。

之
は
礼
法
と
い
ふ
も
の
を
形
式
的
の
も
の
と
し
、
観
念
的
の
も
の
と
し
、
更

に
単
な
る
技
術
的
の
も
の
と
し
た
大
き
な
原
因
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
ま
す
。
生

活
か
ら
離
れ
た
、
実
行
の
伴
は
な
い
事
を
取
扱
ひ
、
少
し
も
礼
法
の
根
本
精
神

に
触
れ
ず
、
而
か
も
教
へ
る
先
生
自
身
が
や
り
も
し
な
い
こ
と
を
教
へ
て
ゐ
て

は
、
永
久
に
礼
法
は
興
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
礼
法
は
実
行
で
あ
り
、
修
練
で

あ
り
ま
す
。
而
も
外
面
の
形
に
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、
技
術
の
末
に
走
る
事
な

く
、
そ
の
根
本
で
あ
り
、
形
の
由
つ
て
生
ず
る
所
の
本
を
の
み
こ
ま
せ
る
事
が

最
も
肝
要
で
あ
り
ま
す
。
然
ら
ば
礼
法
の
本
と
な
る
も
の
は
何
か
と
い
ひ
ま
す

と
、
そ
れ
が
「
礼
法
要
項
」
の
最
初
に
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
「
礼
法
の
要
旨
」
な

の
で
あ
り
ま
す
。
あ
の
要
旨
は
極
め
て
短
い
の
で
あ
り
ま
す
が
、
あ
の
中
に
含

ま
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
実
に
博
大
で
あ
り
、
深
遠
で
あ
り
ま
す
。
十
分
に
玩
味
し

て
欲
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。

四

さ
て
「
礼
法
要
項
」
の
特
質
を
極
く
簡
単
に
申
上
げ
て
見
ま
す
と
、
上
下
の

別
を
明
か
に
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
帰
着
い
た
し
ま
す
。
国
体
明
徴
も
そ
の
基
づ

く
と
こ
ろ
は
こ
ゝ
に
あ
り
ま
す
。
而
も
そ
の
実
践
は
極
く
手
近
な
処
か
ら
始
め

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
家
庭
で
毎
朝
神
仏
を
拝
み
、
両
親
に
挨
拶
を
す
る
、

こ
れ
が
日
本
の
親
に
対
す
る
礼
で
あ
り
ま
す
。
親
を
尊
び
、
親
の
言
ひ
つ
け
を

よ
く
き
ゝ
弟
は
兄
を
敬
ひ
、
兄
は
弟
を
慈
し
む
、
か
う
い
ふ
手
近
な
事
か
ら
礼

は
始
ま
る
の
で
あ
り
ま
す
。

我
が
国
で
は
、
親
子
で
電
車
に
乗
る
の
を
見
る
と
、
子
供
が
親
よ
り
も
先
に

腰
を
か
け
ま
す
が
、
か
う
い
ふ
こ
と
は
、
本
来
は
道
に
反
し
た
行
為
で
あ
る
と

思
ひ
ま
す
。
一
体
日
本
で
は
あ
ま
り
子
供
を
大
切
に
し
過
ぎ
ま
す
。
之
が
延
い

て
は
上
下
の
別
の
乱
れ
る
因
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
長
上
を
敬
す
る
の
は
目

下
の
者
と
し
て
当
然
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
か
う
い
ふ
論
法
で
行
き
ま
す
と
、

国
民
学
校
の
児
童
は
中
等
学
校
の
生
徒
に
席
を
譲
り
、
中
等
学
校
の
生
徒
は
大

学
の
学
生
に
席
を
譲
る
と
い
ふ
風
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
訳
で
あ
り
ま
す
。
尤
も

実
際
は
こ
の
通
に
は
参
り
ま
せ
ん
が
、
と
に
か
く
か
う
い
ふ
様
な
考
か
ら
、
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「
交
通
旅
行
」
の
項
の
「
礼
法
要
項
」
で
は
人
に
席
を
譲
る
項
に
、
最
初
は

「
長
上
、
老
幼
」
と
あ
り
ま
し
た
の
を
、
後
に
「
老
弱
」
と
改
め
た
の
で
あ
り

ま
す
。

ド
イ
ツ
で
は
子
供
を
た
ゝ
せ
る
こ
と
が
大
切
な
躾
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
様
で

あ
り
ま
す
。
日
本
流
に
子
供
を
か
ば
つ
て
、
電
車
の
中
等
で
席
を
譲
つ
て
や
ら

う
も
の
な
ら
、
先
づ
車
掌
か
ら
「
そ
れ
で
は
子
供
の
躾
に
は
な
ら
な
い
」
と
い

つ
て
制
せ
ら
れ
る
様
な
こ
と
も
あ
る
と
き
い
て
居
り
ま
す
。

こ
れ
は
余
談
に
な
り
ま
す
が
、
子
供
を
た
ゝ
せ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
国
民
学

校
に
於
け
る
音
楽
教
育
が
な
ら
つ
て
ゐ
る
耳
の
訓
練
に
も
非
常
に
役
立
つ
と
い

ふ
事
で
あ
り
ま
す
。
御
承
知
の
通
り
所
謂
音
感
教
育
は
聴
覚
を
練
磨
す
る
こ
と

に
よ
り
、
例
へ
ば
エ
ン
ジ
ン
の
唸
り
具
合
に
よ
り
、
そ
の
機
械
の
調
子
を
知
る

と
か
、
爆
音
の
響
き
を
聞
い
て
敵
機
来
襲
を
適
確
に
知
る
と
か
い
ふ
風
に
、
直

接
産
業
上
、
軍
事
上
、
国
防
上
大
い
な
る
意
味
を
持
つ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
り
ま

す
が
、
揺
れ
た
電
車
の
中
で
中
心
を
と
り
乍
ら
倒
れ
な
い
様
に
立
た
う
と
す
る

間
に
、
平
衡
を
失
し
な
い
で
保
た
う
と
す
る
力
が
養
は
れ
て
行
く
の
で
あ
り
ま

す
。
私
達
が
吊
革
に
ぶ
ら
下
つ
て
居
て
も
倒
れ
か
ゝ
る
の
に
、
バ
ス
ガ
ー
ル
は

平
気
で
人
の
内
を
縫
ひ
乍
ら
、
切
符
を
切
つ
て
廻
る
の
を
見
て
、
い
つ
も
感
心

さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

五

話
は
又
元
へ
戻
り
ま
す
が
、
礼
法
を
授
け
る
に
当
つ
て
は
、
機
械
的
に
頭
か

ら
お
し
つ
け
な
い
で
、
何
故
に
さ
う
い
ふ
風
に
す
る
の
か
と
い
ふ
所

�細
か
く

考
へ
さ
せ
る
事
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
礼
法
の
精
神
は
要
す
る
に
恭
敬
親
和
で
、

更
に
そ
の
根
本
を
な
す
も
の
は
恭
敬
で
あ
り
ま
す
。
恭
敬
と
い
ひ
、
親
和
と
い

ふ
も
之
は
決
し
て
二
つ
の
も
の
で
は
な
く
一
つ
で
あ
り
、
只
相
手
に
よ
り
表
は

れ
る
形
が
違
つ
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
敬
礼
は
恭
敬
を
表
す
礼
で
あ
り
ま
す
。
敬
の
気
持
を
外
へ
表
す
の
は
大

変
六
ヶ
し
い
で
す
が
、
多
く
の
場
合
、
尊
ぶ
べ
き
人
を
高
く
仰
ぎ
ま
す
。
し
か

し
長
上
を
高
い
所
に
上
げ
て
、
こ
ち
ら
の
方
が
下
か
ら
仰
ぐ
と
い
ふ
訳
に
は
行

き
ま
せ
ん
か
ら
、
こ
ち
ら
の
方
が
身
を
低
く
す
る
。
つ
ま
り
上
体
を
屈
げ
る
と

い
ふ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
国
に
よ
つ
て
は
膝
を
か
ゞ
め
て
姿
勢
を
低
く
す
る
所

も
あ
り
ま
す
が
、
根
本
は
同
じ
事
で
あ
り
ま
す
。

敬
礼
は
恭
敬
を
表
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
以
上
の
通
り
で
あ
り
ま
す
が
、
そ

れ
で
は
親
和
を
表
す
も
の
は
何
か
と
い
へ
ば
、
そ
れ
は
挨
拶
で
あ
り
ま
す
。
学

校
の
子
供
が
先
生
に
「
お
早
う
ご
ざ
い
ま
す
。
」
と
い
ふ
の
は
敬
礼
で
あ
り
ま

し
て
、
先
生
が
之
に
応
え
ま
す
の
は
挨
拶
な
の
で
あ
り
ま
す
。
厳
密
に
い
へ
ば

敬
礼
と
挨
拶
と
は
こ
の
様
に
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
元
来
挨
拶
と
い
ふ

語
は
人
を
お
し
の
け
て
進
む
と
い
ふ
意
味
で
無
作
法
極
ま
る
も
の
で
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
が
妙
に
反
対
の
意
味
に
転
じ
て
用
ひ
ら
れ
る
様
に
な
つ
た
の
で
あ
り

ま
す
。
従
つ
て
挨
拶
は
只
お
辞
儀
だ
け
で
は
な
く
、
応
対
の
意
味
が
強
い
の
で

あ
り
ま
す
。

六

次
に
礼
法
は
す
べ
て
自
然
で
あ
つ
て
ほ
し
い
と
い
ふ
事
を
申
上
げ
た
い
と
思

ひ
ま
す
。
今

�の
礼
法
は
何
で
も
な
い
こ
と
を
わ
ざ
と
こ
ね
ま
は
し
て
六
ヶ
し

く
し
て
ゐ
た
嫌
ひ
が
あ
り
ま
す
が
、
か
う
し
た
わ
ざ
と
ら
し
い
手
順
は
省
い
て
、
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出
来
る
だ
け
簡
単
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
さ
う
か
と
い
つ
て
、
た
ゞ
簡

単
で
あ
り
さ
へ
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
へ
ば
、
又
そ
れ
で
も
よ
く
あ
り
ま
せ
ん
。

例
へ
ば
お
茶
を
飲
む
時
、
一
寸
湯
呑
み
を
つ
ま
む
の
は
手
数
も
要
ら
ず
、
最
も

簡
単
で
あ
り
ま
す
が
、
之
で
は
矢
張
り
い
け
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
美
し
さ
と
趣
き

と
が
ほ
し
い
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
美
趣
を
表
し
た
も
の
が
、
形
容
作
法
で
あ

り
ま
す
。
然
し
作
法
を
教
へ
る
場
合
に
、
只
漫
然
と
こ
の
形
容
の
作
法
を
強
ひ

る
の
は
宜
し
く
な
い
と
思
ひ
ま
す
。
前
に
も
申
し
ま
し
た
通
り
、
理
屈
を
添
へ

て
教
へ
れ
ば
よ
く
の
み
込
め
る
の
で
あ
り
ま
す
。
か
う
い
ふ
様
に
す
れ
ば
如
何

に
も
自
然
で
あ
り
、
美
趣
も
あ
る
と
い
ふ
事
を
知
ら
せ
る
な
ら
ば
、
実
行
は
訳

は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

「
礼
法
要
項
」
に

�・
障
子
は
跪
座
し
て
開
閉
す
る
と
あ
り
ま
す
が
、
之
は

根
本
だ
け
を
示
し
た
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
儀
式
の
様
な
特
別
な
場
合
と
、
普

通
の
場
合
と
で
は
、
自
ら
そ
こ
に
相
違
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
ま
す
。

�を
あ

け
た
場
合
、
そ
の
部
屋
に
は
長
上
の
方
が
居
ら
れ
な
い
と
も
限
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
で
普
通
の
場
合
で
も
さ
う
す
る
の
が
当
然
で
あ
る
と
い
ふ
風
に
、
礼
法
が
日

常
生
活
上
必
要
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
て
教
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ひ

ま
す
。
普
通
は
何
も
六
ヶ
し
い
こ
と
は
要
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
私
の
家
で

は
毎
朝
み
な
で
薄
茶
を
飲
む
こ
と
に
し
て
ゐ
ま
す
が
、
決
し
て
あ
の
六
ヵ
し
い

方
法
に
よ
つ
て
は
ゐ
ま
せ
ん
。
所
が
世
間
で
普
通
お
茶
と
い
へ
ば
直
ぐ
あ
の
六

ヶ
し
い
手
順
を
考
へ
お
茶
を
習
つ
て
ゐ
る
者
で
も
憶
怯
が
る
と
い
ふ
風
で
す
か

ら
、
一
向
茶
に
親
し
み
が
出
ず
、
却
つ
て
恐
れ
を
な
し
て
ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

例
へ
ば
小
笠
原
流
の
礼
法
に
つ
い
て
考
へ
て
見
ま
し
て
も
、
本
家
の
は
決
し
て

六
ヶ
し
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
肝
心
の
本
家
で
お
作
法
に
つ
い
て
の

本
を
お
作
り
に
は
な
ら
ぬ
か
ら
、
だ
ん

�
�と

礼
法
商
売
家
が
出
て
、
勝
手
に
、

習
ふ
人
に
は
分
り
に
く
い
様
な
六
ヶ
し
い
も
の
を
作
り
上
げ
て
し
ま
つ
た
と
い

ふ
有
様
で
あ
り
ま
す
。

要
す
る
に
礼
法
は
六
ヶ
し
い
も
の
と
い
ふ
考
を マ
マを
脱
し
て
、
先
づ
実
行
と
考

へ
て
頂
け
ば
、
大
変
に
心
安
く
な
る
と
信
じ
ま
す
。

ど
う
か
そ
う
い
ふ
積
り
で
「
礼
法
要
項
」
を
扱
つ
て
下
さ
る
こ
と
を
お
願
ひ

し
て
私
の
話
を
終
る
こ
と
に
致
し
ま
す
。

徳
川
侯
爵
は
、
文
部
省
「
礼
法
要
項
」
の
制
定
に
関
し
、
委
員
長
と
し

て
終
始
非
常
に
尽
力
せ
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
、
昭
和
礼
法
は
一

に
侯
爵
の
手
に
成
つ
た
と
言
つ
て
も
過
言
で
な
い
。
今
回
開
催
し
た
全
国

訓
導
協
議
会
は
侯
爵
邸
に
於
て
親
し
く
御
講
話
を
承
り
、
且
つ
小
笠
原
礼

法
の
実
演
を
見
学
す
る
の
光
栄
に
浴
し
た
。
こ
ゝ
に
録
す
る
と
こ
ろ
は
御

講
演
の
要
領
で
あ
り
、
巻
頭
に
掲
ぐ
る
写
真
は
当
日
の
情
況
で
あ
る
。
こ
ゝ

に
御
厚
志
に
対
し
て
心
か
ら
感
謝
の
誠
を
捧
げ
る
次
第
で
あ
る
。

（
東

京
高

等
師

範
学

校
附

属
国

民
学

校
初

等
教

育
研

究
会

編
『
国

民
科
終

修

身
教
育
の
実
践
』
大
日
本
出
版
株
式
会
社
、
昭
和
一
六
年
一
二
月
二
九
日
発
行
）

（
提
出
日

二
〇
一
五
年
九
月
三
〇
日
）
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