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語
調
の
墓
園
－

－　　　　　　、　　　　　　　　　　　i　、　　　　　－

、
わ
れ
わ
れ
は
歴
史
と
伝
籍
を
轟
菟
し
、
＝
本
に
ふ
さ
わ

し

い

中

正

な

教

育

を

掘

進

す

る

、
わ
れ
わ
れ
は
敷
怨
と
品
位
の
同
上
に
つ
と
め
、
i
共
簸
愛

の
脱
硝
と
と
も
に
、
明
る
く
純
粋
な
敬
啓
を
研
修
す
る
。

、
わ
れ
わ
れ
は
樋
人
の
国
主
尊
厳
を
尊
重
し
つ
つ
、
政
治

的
中
i
J
を
厳
守
し
、
、
上
体
樵
を
塵
擁
す
る
、

関
係
は
良

好
で
あ
っ

た
が
、
実

朝
暗
殺
に

よ
り
状
況

が
一
変
し

塗
頭
書

大
河
ド
ラ
マ
「
鎌
倉
殿
の
1
3
人
」
に

「
承
久
の
乱
」
を
思
う

岐
阜
県
教
育
懇
話
会
事
務
局
　
浅
野
伸
一

令
和
四
年
は
、
明
治
維
新
か
ら
敗
戦
ま

で
七
十
七
年
、
敗
戦
か
ら
今
年
ま
で
七
十

七
年
に
な
る
。
日
本
の
近
代
史
で
い
え
ば

封
建
社
会
か
ら
世
界
の
五
大
国
へ
国
力
が

伸
び
、
五
大
国
と
争
っ
て
敗
北
を
し
て
元

に
戻
る
。
そ
し
て
、
戦
後
復
興
と
高
度
経

済
成
長
、
バ
ブ
ル
崩
壊
と
失
わ
れ
た
三
十

年
の
今
、
コ
ロ
ナ
禍
で
大
変
な
時
代
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
始
ま
り
と
終
わ
り
の
区

分
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
か
ら
新
た
な
年
が

始
ま
る
こ
と
に
な
る
。

多
く
の
識
者
も
、
今
は
大
き
な
時
代
の

変
わ
り
目
に
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
が
、

折
し
も
本
年
、
N
H
K
の
大
河
ド
ラ
マ
「
鎌

倉
殿
の
1
3
人
」
が
始
ま
っ
た
。
鎌
倉
幕
府

草
創
期
の
ド
ラ
マ
で
、
そ
の
時
期
は
日
本

史
の
三
大
転
換
点
の
一
つ
と
い
わ
れ
、
他

の
一
つ
は
大
化
の
改
新
、
も
う
一
つ
は
明

治
維
新
で
あ
る
。

鎌
倉
幕
府
の
成
立
で
平
安
時
代
ま
で
の

貴
族
政
治
が
終
わ
り
、
そ
の
後
の
七
百
年

に
わ
た
る
武
家
政
権
の
土
台
が
作
ら
れ
た

と
さ
れ
て
い
る
。

「
鎌
倉
殿
」
と
は
幕
府
の
将
軍
の
こ
と

で
、
歴
史
的
に
は
源
氏
三
代
、
摂
家
将
軍

の
時
代
、
そ
し
て
親
王
将
軍
の
時
代
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
間
の
鎌
倉
殿
、
将
軍

の
権
力
は
源
頼
朝
を
除
い
て
あ
っ
て
無
き

も
の
で
あ
っ
た
。

で
は
真
の
権
力
者
は
誰
か
。
そ
れ
は
政

所
別
当
と
侍
所
別
当
を
兼
ね
る
執
権
で
、

そ
の
執
権
職
を
代
々
世
襲
し
て
き
た
北
条

氏
で
あ
る
。
そ
の
北
条
氏
が
全
国
政
権
と

し
て
幕
府
権
力
を
強
固
に
し
た
の
が
承
久

の
乱
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
乱
と
す
る
か
変

と
す
る
か
の
論
争
が
あ
っ
た
が
、
教
科
書

的
に
は
、
高
校
日
本
史
の
授
業
で
多
く
使

用
さ
れ
て
い
る
山
川
出
版
社
の
『
詳
説
日

本
史
』
の
記
述
は
乱
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
乱
の
発
端
は
、
『
吾
妻

鏡
』
に
よ
れ
ば
、
後
鳥
羽
上
皇
の
出
さ
れ

た
北
条
義
時
追
討
の
宣
旨
に
あ
る
。
そ
こ

で
大
事
な
こ
と
は
義
時
追
討
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
て
、
決
し
て
幕
府
を
打
倒
し
ょ
う

と
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

政
治
的
に
三
代
将
軍
源
実
朝
と
朝
廷
の

て
、
義
時
追
討
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
知
ら
せ
に
幕
府
御
家
人
た
ち
の
動

揺
が
走
り
、
こ
こ
に
有
名
な
北
条
政
子
の

演
説
と
な
る
。
そ
の
要
点
は
、
御
家
人
達

に
対
し
て
今
日
の
自
分
た
ち
が
あ
る
の

は
、
今
は
亡
き
頼
朝
公
の
尽
力
に
よ
る
も

の
で
あ
る
。
こ
の
恩
は
山
よ
り
も
高
く
海

よ
り
も
深
い
。
名
を
大
事
に
す
る
も
の
は

こ
の
宣
旨
に
対
し
て
反
対
し
、
都
に
上
り

戦
え
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

御
家
人
た
ち
は
昔
を
思
い
出
し
、
一
致

結
束
し
て
軍
を
起
こ
す
の
で
あ
る
。

『
増
鏡
』
に
は
も
う
一
つ
重
要
な
記
述

が
あ
る
。
大
将
の
泰
時
が
出
陣
の
途
中
に

一
騎
で
鎌
倉
に
戻
っ
て
き
て
、
父
で
あ
る

義
時
に
、
も
し
上
皇
様
御
自
ら
出
て
こ
ら

れ
た
ら
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
尋
ね
た
の

で
あ
る
。
す
る
と
義
時
は
即
座
に
そ
の
時

は
降
参
せ
よ
と
、
も
し
出
て
こ
ら
れ
な
け

れ
ば
戦
え
と
言
っ
た
と
い
う
。

結
果
は
幕
府
軍
の
勝
利
に
終
わ
り
、
後

鳥
羽
上
皇
を
含
め
三
上
皇
が
配
流
と
な

り
、
西
国
に
も
幕
府
の
権
力
が
及
び
、
全

国
支
配
が
確
立
す
る
の
で
あ
る
。

幕
府
成
立
を
こ
の
時
期
と
す
る
学
説
も

あ
る
が
、
ド
ラ
マ
は
こ
う
し
た
変
革
の
時

代
を
ど
う
描
く
か
が
楽
し
み
で
あ
る
。

こ
の
乱
の
見
方
と
し
て
、
後
鳥
羽
上
皇

の
皇
威
回
復
の
た
め
の
企
て
は
失
敗
に
終

わ
る
が
、
後
の
建
武
の
中
興
、
そ
し
て
明

治
維
新
へ
の
原
動
力
と
な
っ
た
こ
と
は
見

逃
せ
な
い
。

建
武
の
中
興
は
後
醍
醐
天
皇
、
明
治
維

新
は
明
治
天
皇
に
よ
り
成
さ
れ
た
が
、
両

方
と
も
武
家
政
権
時
代
に
図
ら
れ
、
明
治

維
新
で
つ
い
に
王
政
復
古
が
実
現
し
た
の

で
あ
る
。

王
政
復
古
と
は
す
べ
て
を
昔
に
戻
す
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
日
本
を
近
代
化
す

る
と
い
う
こ
と
も
意
味
し
て
い
た
。
こ
れ

は
復
古
と
革
新
を
兼
ね
て
い
た
と
い
っ
て

も
い
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
我
が
国
の
特

色
が
あ
る
。

今
日
、
我
が
国
は
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
っ
て
、

多
く
の
国
民
が
こ
の
先
ど
う
な
る
か
と
心

配
を
し
て
い
る
。
特
に
未
来
が
あ
る
若
者

は
不
安
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
我
が
国
の

歴
史
に
思
い
を
い
た
せ
ば
、
栄
枯
盛
衰
、

万
難
変
化
は
常
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
先

人
た
ち
は
常
に
皇
室
を
戴
き
、
日
本
独
自

の
復
古
と
革
新
で
時
代
を
切
り
拓
き
、
生

き
て
き
た
。
大
き
な
変
革
の
年
と
な
り
そ

う
な
こ
の
時
代
一
↓

を
、
我
々
も
子

孫
に
恥
じ
な
い

よ
う
に
生
き
た

い
も
の
で
あ

る。

（
岐
阜
県
立
高
校
講
師
）
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第
7
回
　
皇
軍
館
大
学

道
徳
科
研
究
協
議
会
研
究
大
会

編
集
部

昨
年
十
一
月
二
十
八
日
、
コ
ロ
ナ
感
染

症
が
収
束
に
向
か
う
状
況
に
あ
っ
た
た
め
、

二
年
ぶ
り
に
同
大
会
が
皇
撃
館
大
学
に
お

い
て
開
催
さ
れ
た
。

大
会
テ
ー
マ
は
「
各
教
育
活
動
に
お
け

る
道
徳
教
育
の
探
究
と
展
開
」
で
あ
っ
た
。

主
催
者
の
渡
遷
毅
教
授
は
開
会
挨
拶
で
、

「
道
徳
教
育
は
道
徳
科
を
要
と
し
な
が
ら

も
全
教
育
活
動
で
包
括
的
に
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
本
協
議
会
で
は

『
五
教
科
で
伝
え
た
い
道
徳
小
話
　
中
学

校
縞
』
を
作
成
し
、
教
科
で
行
え
る
道
徳

教
育
の
研
究
を
始
め
た
。
本
日
は
各
教
育

活
動
に
お
け
る
道
徳
教
育
の
在
り
方
に
つ

い
て
考
究
し
た
い
。
」
と
本
会
の
趣
旨
を
述

べ
ら
れ
た
。

午
前
は
実
践
発
表
で
四
名
の
小
中
学
校

の
教
師
が
報
告
を
行
い
、
そ
れ
に
つ
い
て

の
意
見
交
換
が
行
わ
れ
た
。
午
後
は
元
文

部
科
学
大
臣
下
村
博
文
氏
が
「
世
界
を
照

ら
す
日
本
の
こ
こ
ろ
」
と
題
し
た
講
演
を

行
い
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
た
。

一
、
「
買
－
S
を
活
用
し
た
学
級
経
営
と
道

徳
科
の
授
業
」

津
市
立
美
杉
小
学
校
・
溝
口
哲
志
教
諭

P
B
H
S
と
は
ア
メ
リ
カ
を
中
心
に
広
が

っ
て
い
る
生
徒
指
導
の
手
法
で
、
「
ポ
ジ
テ

ィ
ブ
な
行
動
へ
の
介
入
と
支
援
」
を
め
ざ

し
て
い
る
。
従
来
は
教
師
が
子
供
の
問
題

行
動
を
確
認
し
た
場
合
、
そ
の
非
を
指
摘

し
て
止
め
さ
せ
る
「
ゼ
ロ
ト
レ
ラ
ン
ス
（
肝

要
さ
の
な
い
）
」
の
指
導
を
と
る
こ
と
が
多

か
っ
た
。
こ
の
手
法
は
子
供
に
望
ま
し
い

行
動
を
考
え
さ
せ
、
そ
の
行
動
が
と
れ
た

時
に
そ
れ
を
称
賛
し
、
次
の
行
動
に
つ
な

げ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

溝
口
教
諭
は
「
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
カ
ー
ド
」

と
い
う
小
さ
い
メ
モ
用
紙
を
作
成
し
、
毎

日
、
子
供
達
に
お
互
い
の
行
動
で
良
か
っ

た
こ
と
、
感
心
し
た
こ
と
を
書
か
せ
、
学

級
内
で
交
流
を
し
た
。
最
初
に
実
戦
し
た

の
が
、
数
年
前
に
も
っ
た
「
崩
壊
し
た
学

級
」
　
で
あ
っ
た
と
い
う
。
一
年
の
間
、
学

級
で
そ
れ
を
繰
り
返
し
た
と
こ
ろ
、
子
供

達
は
見
違
え
る
よ
う
に
問
題
行
動
が
少
な

く
な
り
、
学
級
の
立
て
直
し
が
出
来
た
と

い
う
。そ

の
経
験
か
ら
、
昨
年
度
よ
り
始
ま
っ

た
「
道
徳
科
」
に
生
か
せ
な
い
か
と
、
授

業
に
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。
授
業
展
開

の
前
段
で
ま
ず
資
料
か
ら
主
人
公
の
価
値

あ
る
行
動
に
つ
い
て
話
合
い
、
後
段
の
自

身
の
振
り
返
り
の
時
に
、
主
人
公
と
同
じ

よ
う
な
行
動
を
し
た
仲
間
を
そ
の
カ
ー
ド

に
記
入
し
て
伝
え
た
の
で
あ
る
。
子
供
達

は
仲
間
か
ら
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

次
に
が
ん
ば
ろ
う
と
い
う
意
欲
が
高
ま
っ

た
と
い
う
成
果
が
あ
っ
た
。

二
、
「
偉
人
語
り
が
子
ど
も
の
志
を
育
む
」

世
田
谷
区
立
多
聞
小
学
校
・
伊
藤
優
教
諭

伊
藤
教
諭
は
最
初
に
な
ぜ
子
供
た
ち
に

偉
人
を
語
る
よ
う
に
な
っ
た
か
を
説
明
さ

れ
た
。
そ
れ
は
自
身
が
受
け
た
教
育
で
日

本
は
悪
い
国
だ
っ
た
と
教
わ
り
、
日
本
を

嫌
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
に
疑
問
を

持
っ
て
か
ら
で
あ
っ
た
。
歴
史
上
の
人
物

を
調
べ
る
と
、
日
本
の
た
め
に
命
を
か
け

た
人
々
が
多
く
い
る
の
に
、
そ
れ
を
否
定

し
て
は
子
供
た
ち
も
日
本
を
嫌
い
に
な
り
、

誇
り
や
自
信
を
失
う
と
気
づ
い
た
。
そ
こ

で
偉
人
と
言
わ
れ
る
先
人
を
調
べ
る
と
素

晴
ら
し
い
生
き
方
を
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
り
、
そ
の
感
動
を
子
供
た
ち
に
も
知
ら

せ
た
い
と
、
朝
の
会
や
終
わ
り
の
会
で
七

～
八
分
の
時
間
で
語
る
よ
う
に
し
た
の
で

あ
る
。た

と
え
ば
二
宮
金
次
郎
の
話
で
、
桜
町

領
の
復
興
を
頼
ま
れ
た
時
、
金
治
郎
の
仕

事
を
妨
害
す
る
人
物
が
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
人
物
が
大
変
困
難
に
ぶ
つ
か
っ
て
し

ま
う
。
そ
ん
な
時
、
み
ん
な
は
ど
う
す
る

か
と
子
供
た
ち
に
尋
ね
る
と
、
一
様
に
い

い
気
味
だ
と
言
っ
て
放
っ
て
お
く
と
応
え

る
。
そ
こ
で
、
金
治
郎
は
そ
の
人
を
助
け

る
の
で
す
。
と
紹
介
す
る
と
、
「
え
ー
っ
I
L

と
言
っ
て
驚
き
、
金
治
郎
の
心
の
広
さ
や

優
し
さ
に
感
動
す
る
。
そ
う
し
た
偉
人
の

生
き
方
を
語
る
う
ち
に
、
子
供
た
ち
に
価

値
を
語
ら
な
く
て
も
、
人
に
親
切
に
し
な

け
れ
ば
い
け
な
い
と
か
、
努
力
を
続
け
る

こ
と
の
大
切
さ
に
気
付
き
、
自
分
も
や
っ

て
み
よ
う
と
す
る
。
そ
う
し
た
変
化
を
子

供
ど
う
し
で
認
め
合
う
（
先
の
ポ
ジ
テ
ィ

ブ
カ
ー
ド
と
同
様
の
方
法
で
）
　
こ
と
に
よ

り
、
学
級
が
落
ち
着
き
、
自
分
た
ち
で
運

営
し
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
。

三
、
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
け
る
道

徳
性
の
育
成
」

浪
速
高
等
学
校
－
中
学
校
松
尾
大
輔
教
諭

浪
速
高
等
学
校
・
中
学
校
は
神
道
を
建

学
の
精
神
に
す
え
た
私
立
学
校
で
あ
る
。

そ
こ
で
神
道
科
を
担
当
す
る
松
尾
教
諭
は
、

総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
神
道
に
か
か
わ

る
課
題
を
持
た
せ
、
で
き
る
限
り
生
徒
た

ち
の
力
だ
け
で
探
究
す
る
よ
う
に
仕
組
ん

だ。
三
年
生
に
は
共
通
の
課
題
に
「
神
社
Y

E
L
L
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
与
え
、
神
社

の
実
態
を
調
べ
て
応
援
す
る
事
業
を
企
画

さ
せ
た
。
た
と
え
ば
あ
る
グ
ル
ー
プ
は
神

社
に
は
英
語
の
説
明
が
な
く
、
多
く
の
外

国
人
が
訪
れ
て
も
ど
こ
へ
行
け
ば
よ
い
か

困
る
だ
ろ
う
と
考
え
、
外
国
人
向
け
の
ポ

ス
タ
ー
や
チ
ラ
シ
づ
く
り
に
取
り
組
ん
だ
。

地
元
の
神
社
を
実
際
に
訪
れ
て
現
状
を
聞

き
、
ど
ん
な
案
内
を
す
れ
ば
よ
い
か
を
考

え
、
英
語
版
の
ポ
ス
タ
ー
を
作
っ
た
。
ま
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た
企
画
が
発
展
し
て
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
ビ

デ
オ
ま
で
制
作
し
た
。
そ
の
過
程
で
教
師

は
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
に
徹
し
、
神
社
と
の
ア

ポ
イ
ン
ト
を
と
る
の
も
生
徒
た
ち
に
ま
か

せ
る
な
ど
、
困
難
な
問
題
を
生
徒
に
乗
り

越
え
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。
生
徒
は
得
意

な
力
を
発
揮
し
、
話
合
い
や
作
業
で
の
凝

集
力
が
高
ま
り
、
力
を
合
わ
せ
て
活
動
が

出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

四
、
「
教
科
を
横
断
し
て
行
え
る
道
徳
授
業

～
北
里
柴
一
二
郎
」

津
田
学
園
中
学
校
　
高
橋
洋
一
郎
教
諭

津
田
学
園
は
幼
稚
園
か
ら
高
校
ま
で
あ

る
私
立
の
綜
合
学
園
で
あ
る
。
中
学
と
高

校
は
生
民
一
貫
校
と
な
っ
て
い
る
。
学
園

の
特
色
と
し
て
道
徳
教
育
を
柱
と
し
て
運

営
し
て
お
り
、
高
橋
教
諭
は
道
徳
教
育
推

進
委
員
の
中
学
校
の
代
表
と
し
て
委
員
会

に
加
わ
り
、
教
材
の
開
発
や
指
導
案
の
集

積
な
ど
を
行
っ
て
い
た
。

専
門
は
社
会
科
で
も
あ
り
歴
史
上
の
人

物
に
感
心
が
あ
り
、
道
徳
と
の
関
連
づ
け

た
指
導
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
う
ち
「
北
里

柴
三
郎
」
　
の
実
践
を
報
告
さ
れ
た
。

北
里
柴
三
郎
は
日
本
の
近
代
医
学
の
父

と
言
わ
れ
、
破
傷
風
の
血
清
療
法
の
開
発

な
ど
、
世
界
的
な
仕
事
を
し
て
い
る
。
そ

の
た
め
好
条
件
で
外
国
で
の
研
究
に
誘
わ

れ
た
が
、
す
べ
て
断
っ
て
日
本
に
帰
国
し

て
い
る
。
し
か
し
、
す
ぐ
に
研
究
が
で
き

ず
に
困
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
福
沢
諭
吉
の

援
助
で
伝
染
病
研
究
所
を
設
立
。
後
に
は

そ
の
恩
に
報
い
て
慶
應
義
塾
医
学
科
長
・

同
病
院
長
を
無
給
で
引
き
受
け
て
い
る
。

先
生
の
特
色
は
N
H
K
の
番
組
な
ど
を
多

く
視
聴
し
、
資
料
に
活
用
さ
れ
て
い
る
点

で
あ
っ
た
。

五
、
「
世
界
を
照
ら
す
日
本
の
こ
こ
ろ
」

元
文
部
科
学
大
臣
・
衆
議
院
議
員

下
村
博
文
氏

前
半
は
国
際
会
議
で
日
本
の
道
徳
教
育

に
つ
い
て
講
演
し
た
内
容
を
紹
介
さ
れ
た
。

近
年
、
日
本
の
道
徳
教
育
は
注
目
さ
れ

て
お
り
、
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
合
で
は
平
成

二
十
年
か
ら
日
本
人
学
校
へ
地
元
の
子
供

た
ち
を
通
わ
せ
て
お
り
、
日
本
式
の
教
育

を
自
国
の
学
校
に
取
り
入
れ
て
き
て
い
る
。

日
本
の
子
供
た
ち
の
礼
儀
正
し
さ
や
勤
勉

さ
の
も
と
は
教
育
に
あ
る
と
考
え
た
か
ら

だ
。
同
国
は
今
後
の
脱
石
油
の
世
界
を
見

す
え
て
、
国
民
の
教
育
に
力
を
入
れ
て
お

り
、
エ
ジ
プ
ト
も
導
入
を
始
め
て
い
る
。

今
後
、
日
本
の
道
徳
教
育
は
世
界
に
ま

す
ま
す
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
我
々

は
そ
れ
に
自
信
を
持
っ
て
取
り
組
む
べ
き

だ
と
説
か
れ
た
。

我
が
国
で
は
「
特
別
教
科
道
徳
」
が
昨

年
か
ら
実
施
さ
れ
て
お
り
、
道
徳
教
育
は

大
き
く
変
わ
っ
た
。
指
導
の
内
容
は
従
来

の
も
の
を
引
き
継
い
で
い
る
が
、
授
業
の

考
え
方
や
指
導
の
在
り
方
を
改
善
し
た
。

そ
の
具
体
例
と
し
て
小
学
校
五
年
生
の
教

材
「
手
品
師
」
　
の
指
導
を
取
り
上
げ
ら
れ

た。
話
は
売
れ
な
い
手
品
師
が
町
で
親
を
亡

く
し
た
少
年
と
出
会
い
、
少
年
の
た
め
に

手
品
を
見
せ
る
と
約
束
を
す
る
の
で
あ
る

が
、
友
人
か
ら
大
き
な
舞
台
へ
の
出
演
を

求
め
ら
れ
る
。
脚
光
を
浴
び
る
絶
好
の
チ

ャ
ン
ス
で
あ
り
迷
う
の
だ
が
、
友
人
の
話

を
キ
ャ
ン
セ
ル
し
て
、
約
束
し
た
少
年
の

た
め
に
手
品
を
行
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

従
来
の
指
導
で
は
、
葛
藤
を
共
感
さ
せ

な
が
ら
手
品
師
の
誠
実
な
生
き
方
を
つ
か

ま
せ
て
終
わ
っ
て
い
た
。
こ
れ
か
ら
の
道

徳
で
は
、
児
童
生
徒
一
人
一
人
が
そ
の
価

値
を
理
解
さ
せ
な
が
ら
、
解
決
の
方
法
を

考
え
さ
せ
る
こ
と
に
重
点
が
あ
る
と
さ
れ

た
。
い
わ
ゆ
る
主
体
的
、
対
話
的
な
学
び

で
あ
る
。

ま
た
大
谷
翔
平
選
手
の
例
を
と
り
も
げ
、

M
V
P
を
と
る
ほ
ど
に
成
長
し
た
原
因
を

彼
の
高
校
時
代
の
生
活
か
ら
紹
介
し
、
目

標
の
実
現
に
は
道
徳
的
な
成
長
な
く
し
て

は
な
い
こ
と
を
説
明
さ
れ
た
。

日
本
に
は
古
来
よ
り
精
神
文
化
の
積
み

重
ね
が
あ
り
、
世
界
を
調
和
さ
せ
る
力
が

あ
る
。
白
身
の
幼
い
頃
か
ら
偉
人
の
生
き

方
に
学
ん
で
き
た
が
、
そ
れ
が
自
分
を
支

え
て
き
た
。

今
後
、
科
学
技
術
は
飛
躍
的
に
進
歩
す

る
が
、
人
の
幸
せ
は
心
に
あ
る
。
身
近
な

日
本
の
糖
神
文
化
を
明
ら
か
に
し
、
自
信

を
も
っ
て
世
界
に
発
信
し
て
い
き
た
い
。

撒
田
懇
腿
　
冬
期
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
終
り

入
学
試
験
も
終
わ
っ
て
新
年
度
に
向
か
う

こ
ろ
に
な
り
ま
し
た
。
何
ご
と
も
想
像
以

上
の
困
難
を
乗
り
越
え
て
全
力
を
尽
す
姿

は
美
し
い
も
の
で
す
。
気
持
ち
を
と
き
め

か
し
て
観
戦
し
、
表
彰
台
の
選
手
に
は
代

表
の
栄
光
を
分
け
て
も
ら
っ
た
気
持
ち
で

す
▲
一
月
末
に
日
教
組
（
日
本
教
職
員
組

合
）
の
研
究
集
会
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
中

に
は
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
自
己
犠
牲
を
強
い
る

軍
国
主
義
だ
と
し
て
生
徒
の
競
技
観
戦
を

市
民
団
体
と
一
緒
に
阻
止
し
た
。
憲
法
九

条
改
正
は
戦
争
の
で
き
る
国
に
す
る
と
指

導
し
た
。
韓
国
旅
行
で
日
本
罪
悪
を
展
示

す
る
施
設
に
生
徒
を
引
率
し
た
等
の
報
告

が
あ
り
ま
し
た
▲
凶
悪
犯
に
は
少
年
期
ま

で
に
虐
待
を
受
け
た
人
が
非
常
に
多
い
と

い
う
、
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
　
（
連
鎖
）
が
見

ら
れ
ま
す
。
生
長
期
は
そ
れ
ほ
ど
大
切
な

時
期
で
す
。
一
つ
一
つ
事
情
は
違
う
が
さ

さ
い
な
こ
と
で
も
、
悲
し
い
場
面
に
出
会

っ
た
子
供
の
心
は
傷
つ
き
、
沈
殿
し
、
や

が
て
表
面
に
出
て
き
ま
す
▲
夫
婦
の
信
頼
、

親
子
の
親
愛
、
兄
弟
姉
妹
の
仲
は
自
分
の

利
益
を
優
先
し
た
時
に
揺
ら
ぎ
ま
す
。
選

手
、
受
験
生
を
見
た
な
ら
、
そ
の
目
標
達

成
へ
の
思
い
を
く
み
取
っ
て
、
今
自
分
は

ど
う
す
べ
き
か
を
考
え
、
都
合
の
よ
い
自

由
か
ら
離
れ
て
行
動
に
移
す
こ
と
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
構
え
が
で
き
た
ら
、

元
気
に
、
の
ん
き
に
、
根
気
よ
く
。
Y
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解
説
　
「
こ
ど
も
家
庭
庁
」

編
集
部

昨
年
十
二
月
二
十
一
日
、
政
府
は
こ
ど

も
政
策
を
推
進
す
る
「
こ
ど
も
家
庭
庁
」

に
関
す
る
基
本
方
針
を
閣
議
決
定
し
た
。

こ
ど
も
政
策
と
は
子
供
や
若
者
に
関
す

る
施
策
で
、
こ
れ
ま
で
も
少
子
化
問
題
や

い
じ
め
な
ど
の
解
決
を
目
指
し
て
行
わ
れ

て
い
た
が
、
年
々
深
刻
さ
を
増
し
て
お
り
、

体
制
を
抜
本
的
に
見
直
し
て
取
り
組
も
う

と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
推
進
の
司
令
塔

と
な
る
の
が
「
こ
ど
も
家
庭
庁
」
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
こ
ど
も
政
策
は
、
少
子
化

対
策
や
子
供
の
貧
困
な
ど
は
内
閣
府
、
虐

待
防
止
や
一
人
親
家
庭
の
支
援
は
厚
生
労

働
省
、
幼
稚
園
教
育
や
い
じ
め
対
策
は
文

部
科
学
省
、
と
別
々
に
実
施
さ
れ
、
縦
割

り
の
弊
害
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し

た
行
政
の
縦
割
り
打
破
を
目
指
し
た
菅
政

権
が
検
討
を
始
め
て
い
た
。
そ
の
後
を
継

い
だ
岸
田
首
相
も
こ
の
構
想
実
現
に
積
極

的
で
、
推
進
派
の
野
田
氏
を
担
当
閣
僚
に

つ
け
、
専
門
家
会
議
の
答
申
を
受
け
て
閣

議
決
定
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

内
閣
の
「
基
本
方
針
」
に
よ
れ
ば
、
新

組
織
の
役
割
は
、
「
常
に
こ
ど
も
の
最
善
の

利
益
を
第
一
に
考
え
、
こ
ど
も
に
関
す
る

取
組
・
政
策
を
我
が
国
社
会
の
真
ん
中
に

据
え
て
、
こ
ど
も
の
視
点
で
、
こ
ど
も
を

取
り
巻
く
あ
ら
ゆ
る
環
境
を
視
野
に
入
れ
、

こ
ど
も
の
権
利
を
保
障
し
、
こ
ど
も
を
誰

一
人
取
り
残
さ
ず
、
健
や
か
な
成
長
を
社

会
全
体
で
後
押
し
す
る
」
　
こ
と
に
あ
る
。

そ
し
て
、
「
こ
ど
も
家
庭
庁
」
は
首
相
直
属

の
機
関
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
専
任
の
閣
僚

と
長
官
を
置
き
、
他
の
省
庁
を
監
督
す
る

権
限
も
与
え
ら
れ
る
と
い
う
。

「
こ
ど
も
家
庭
庁
」
　
の
体
制
は
三
つ
で

A
育
成
部
門
＝
す
べ
て
の
こ
ど
も
の
健
や

か
で
安
全
・
安
心
な
成
長
に
関
す
る
事
務

を
担
う
＝
①
妊
娠
・
出
産
の
支
援
、
母
子

保
健
、
②
就
学
前
の
こ
ど
も
の
育
ち
の
保

障
、
③
相
談
対
応
や
情
報
提
供
、
こ
ど
も

の
居
場
所
づ
く
り
、
④
こ
ど
も
の
安
全

B
支
援
部
門
＝
困
難
を
抱
え
る
こ
ど
も
や

家
庭
が
困
難
か
ら
脱
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
伴
走
型
の
支
援
を
行
う
＝
①
こ
ど
も

や
家
庭
に
対
す
る
切
れ
目
の
な
い
包
括
的

支
援
、
②
社
会
的
養
護
の
充
実
及
び
支
援
、

③
こ
ど
も
の
貧
困
対
策
、
ひ
と
り
親
家
庭

の
支
援
、
④
障
害
児
支
援

C
企
画
立
案
・
綜
合
調
整
部
門
＝
庁
全
体

の
官
房
機
能
を
押
い
、
こ
ど
も
政
策
全
体

の
司
令
塔
と
な
る
＝
①
こ
ど
も
の
視
点
に

立
っ
た
政
策
の
企
画
立
案
・
総
合
調
整
、

②
必
要
な
支
援
を
必
要
な
人
に
届
け
る
た

め
の
情
報
発
信
や
広
報
等
、
③
デ
ー
タ
、

エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
く
政
策
立
案
と
実
践
、

評
価
、
改
善
な
ど
が
示
さ
れ
て
い
る
。

今
国
会
で
　
「
こ
ど
も
家
庭
庁
」
設
置
法

案
が
通
れ
ば
、
令
和
五
年
度
の
早
い
時
期

に
発
足
す
る
こ
と
に
な
る
。

令
和
二
年
度
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
コ
ロ

ナ
の
影
響
も
あ
る
が
、
不
登
校
児
童
生
徒

が
依
然
と
し
て
増
加
し
て
お
り
、
自
殺
も

四
一
五
人
と
調
査
以
来
最
多
と
な
っ
て
い

る
。
昨
今
は
新
た
に
子
供
の
貧
困
、
教
育

格
差
と
い
っ
た
問
題
も
生
ま
れ
、
国
を
あ

げ
て
子
供
の
健
全
育
成
に
取
り
組
む
べ
き

こ
と
は
必
須
の
課
題
で
あ
る
。
「
こ
ど
も
家

庭
庁
」
を
作
り
、
総
合
的
に
取
り
組
む
こ

と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
こ
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
。

当
初
、
「
こ
ど
も
庁
」
の
名
称
で
あ
っ
た

が
、
自
民
党
の
担
当
部
会
で
、
子
供
は
家

庭
の
中
で
育
つ
も
の
で
あ
り
、
親
の
養
育

を
改
善
し
な
く
て
は
解
決
し
な
い
と
の
意

見
で
　
「
家
庭
」
が
入
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
、
「
こ
ど
も
庁
」
の
設
置
を

積
極
的
に
働
き
か
け
て
き
た
N
P
O
法
人

な
ど
が
虐
待
は
「
家
庭
」
　
で
行
わ
れ
て
お

り
、
恐
ろ
し
い
場
所
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る

な
ど
と
反
対
し
た
の
だ
。
両
者
は
子
供
の

成
長
の
見
方
に
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
。

こ
ど
も
政
策
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
「
こ
ど

も
の
最
善
の
利
益
を
図
る
」
　
で
あ
る
が
、

保
守
派
は
家
庭
こ
そ
子
供
を
育
み
成
長
さ

せ
る
場
だ
と
重
視
す
る
。
し
か
し
、
左
派

の
識
者
は
家
庭
に
依
存
す
る
の
で
な
く
、

こ
れ
か
ら
は
社
会
や
国
も
担
う
べ
き
と
主

張
す
る
。
が
、
社
会
が
子
供
を
育
て
、
家

庭
の
絆
よ
り
個
人
主
義
を
徹
底
す
る
考
え

方
は
共
産
主
義
国
家
ソ
連
で
実
施
済
み
で

あ
り
、
破
綻
し
た
経
験
が
あ
る
。

誤
っ
た
路
線
に
進
ま
な
い
こ
と
を
願
う

ば
か
り
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
問
題
な
の
は
、

「
こ
ど
も
家
庭
庁
」
の
理
念
法
と
な
る
「
こ

ど
も
基
本
法
（
仮
称
）
」
の
策
定
に
あ
る
。

そ
れ
は
国
連
の
子
ど
も
権
利
委
員
会
が
日

本
政
府
に
勧
告
し
た
内
容
－
実
は
「
子
ど

も
の
人
権
連
」
「
反
差
別
国
際
運
動
日
本
委

員
会
」
と
い
っ
た
特
殊
な
団
体
が
国
連
に

働
き
か
け
て
き
た
も
の
－
に
あ
り
、
子
供

の
権
利
を
擁
護
す
る
監
視
機
関
「
子
ど
も

コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
」
（
仮
称
）
が
盛
り
込
ま

れ
て
い
る
。
子
供
の
意
見
を
聞
き
、
政
策

に
生
か
す
と
言
う
と
聞
こ
え
は
よ
い
が
、

子
供
た
ち
が
「
国
旗
・
国
歌
の
指
導
を
強

制
さ
れ
る
の
は
い
や
だ
」
「
道
徳
教
育
で
価

値
を
強
制
さ
れ
る
」
と
言
え
ば
、
そ
の
監

視
機
関
は
文
部
科
学
省
に
教
育
基
本
法
の

改
正
や
、
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
を
勧
告

す
る
こ
と
す
ら
可
能
と
な
る
。

平
成
十
八
年
、
安
倍
首
相
が
戦
後
レ
ジ

ュ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
を
か
か
げ
「
国
を
愛

す
る
態
度
の
育
成
」
な
ど
を
教
育
目
標
と

す
る
教
育
基
本
法
を
実
現
し
た
が
、
そ
れ

を
も
有
名
無
実
に
す
る
、
あ
る
い
は
再
改

定
を
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

す
で
に
「
こ
ど
も
家
庭
庁
」
　
の
基
本
方

針
に
は
職
員
と
し
て
民
間
人
の
登
用
、
子

供
の
育
成
に
関
わ
る
市
民
団
体
や
N
P
O

法
人
を
審
議
会
に
招
く
な
ど
が
既
定
路
線

と
な
っ
て
い
る
。
今
後
は
そ
の
動
き
を
注

視
し
、
「
子
供
の
最
善
の
利
益
」
の
た
め
に

声
を
あ
げ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
H


