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〈
ム

長

会
員
の
皆

様
に
お
か
れ

ま

し

て

は
、

ご
清
祥

の
こ

と

と

拝

察

申
し
上
げ
ま

す
。

平
素
は
、
現
代
教
育
研
究
協
会
の

諸
活
動
に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
頂
き

誠
に
有
り
難
う
ご
ざ

い
ま
す
。

さ
て
、昨
年
度
の
本
会
の
活
動
は
、

足
掛
け
四
年
に
も
及
ぶ
コ
ロ
ナ
感
染

拡
大
の
繰
り
返
し
が
よ
う
や
く
終
息

し
、
五
月
に
は
コ
ロ
ナ
感
染
症
が
五

類
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、

従
前
に
近
い
形
で
講
演
会
や
見
学
研

修
会
、懇
親
会
が
実
施
で
き
ま
し
た
。

昨
年
五
月
に
は
、
三
月
に
文
化
庁

が
京
都
に
移
転
し
た
こ
と
を
受
け
、

京
都
国
立
博
物
館
名
誉
館
長
の
佐
々

在

田

正

秀

木
丞
平
先
生
に
、
明
治
維
新
以
来
初

と
な
る
中
央
官
庁
の
大
規
模
移
転
と

し
て
、
こ
の
度
の
文
化
庁
移
転
の
意

義
等
を
解
説
頂
き
ま
し
た
。

ま
た
、
本
会
創
設
者
の
森
藤
吉
先

生
が
初
代
校
長
を
務
め
ら
れ
た
京
都

市
立
塔
南
高
校
が
四
月
に
元
洛
陽
工

業
高
校
の
跡
地
に
移
転
。再
編
さ
れ
、

校
名
も

「開
建
高
校
」
と
改
め
ら
れ

た
こ
と
か
ら
、
九
月
に
、
最
新
の
施

設

。
設
備
の
視
察
と
尾
崎
校
長
先
生

か
ら
新
校
に
寄
せ
る
期
待
と
教
育
構

想
を
聞
か
せ
て
頂
き
、
隔
世
の
感
を

覚
え
た
と
こ
ろ
で
す
。

本
年

二
月
に
は
、
「
味
を
聴
く
」

と
題
し
て
中
東
久
雄
様
に
食
文
化
の

奥
深
さ
や
食
育
等
に
つ
い
て
ご
講
演

を
頂
き
、
そ
の
後
に
懇
親
会
を
開
催

致
し
ま
し
た
が
、
本
会
が
設
立
当
初

か
ら
本
拠
を
置
き
、
長
ら
く
改
築
中

で
新
装
に
な

っ
た
旅
館
銀
閣
を
会
場

と
し
て
開
催
で
き
ま
し
た
こ
と
は
大

き
な
喜
び
で
あ
り
、
久
保
田
社
長
を

は
じ
め
関
係
の
皆
様
に
感
謝
申
し
上

げ
ま
す
。

昨
年
は
、
こ
う
し
た
三
回
の
講
演

会

（内
容
詳
細
は
後
述
）
に
加
え
、

泉
涌
寺
塔
頭

。
一
條
殿
新
善
光
寺
で

見
学
研
修
も
実
施
で
き
、
形
式
上
は

従
前
の
活
動
に
戻
り
ま
し
た
が
、
課

題
も
多
く
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
ま

す
。課

題
と
し
て
は
、
会
員
の
減
少
と

高
齢
化
、
講
演
会
等
の
参
加
者
の
減

少
と
固
定
化
、
本
会
財
政
基
盤
の
脆

弱
化
等
で
あ
り
、
会
員
の
皆
様
と
共

有
し
、
新
規
会
員
の
勧
誘
や
魅
力
的

な
講
演
会
等
の
企
画
な
ど
、
今
年
度

か
ら
少
し
ず

つ
で
も
取
組
を
進
め
て

参
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

今
後
と
も
、
会
員

。
理
事
の
皆
様

と
相
談

・
協
議
し
な
が
ら
、
本
会
の

運
営
を
進
め
て
参
り
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
の
で
、
会
員
の
皆
様
に
お

か
れ
ま
し
て
も
、
ご
意
見

。
ご
要
望

を
お
寄
せ
い
た
だ
け
れ
ば
大
変
有
り

難
く
存
じ
ま
す
。

今
年
度
も
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま

す
。

沐
由

写

墨

碧

会
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「京
都
を
取
り
巻
く
文
化
環
境
」

一
．
「文
化
」
と
は
何
か

文
化
の

「文
」
は
、
文
章
や
言
葉

と
思
い
が
ち
で
す
が
、
「あ
や
」
模

様
の
こ
と
で
す
。
「素

（び
ん
と

と

い
う
文
字
は
、

両
糸
が
交
差
を

し
て
模
様
を
成

す
と
い
う
意
味

が

あ

り

ま

す

が
、
「
文

」

の

も
と
も
と
の
意

味
は

「美
し
い
も
の
」
「美
し
さ
」
、

織
物
で
い
え
ば

「文

（あ
や
と
、
人

間
で
あ
れ
ば

「美
徳
」
「
徳
」
と
な

り
ま
す
。
そ
し
て
、文
化
の
「化
」
は
、

教
化
す
る
、
変
え
て
い
く
と
い
う
こ

と
で
す
。
人
間
が
知
恵
と
知
性
を
働

か
せ
て
、
つ
く
り
あ
げ
た
人
間
の
生

活
に
プ
ラ
ス
に
な
る
よ
う
な

「
文
」

「
飾
り
」
を
使

っ
て
、
人
間
そ
の
も

の
や
人
間
が
生
活
す
る
共
同
体

（社

〈
じ
を
変
え
て
い
き
ま
す
。
つ
ま
り
、

文
化
と
は
、
人
間
の
世
界
に
秩
序
を

与
え
、
思
考
や
行
為
を
巡
ら
せ
、
作

用
を
及
ぼ
す
こ
と
に
よ

っ
て
達
成
で

き
る
生
き
る
う
え
で
の
豊
か
さ
、
生

活
の
飾
り
と
な
り
ま
す
。

二
．
文
化
的
に
生
き
る

生
命
を
維
持
す
る
だ
け
な
ら
、
動

物
の
よ
う
に
着
物
や
建
物
は
い
ら
な

い
で
す
が
、
人
間
は
、
よ
り
美
し
い

京
都
大
学
名
誉
教
授

京
都
国
立
博
物
館
名
誉
館
長

佐

々

木

丞

平

氏

も

の
、
よ
り
良

い
も
の
を
求
め
て
、

服
飾
文
化
や
建
築
デ
ザ
イ
ン
文
化
を

生
み
ま
し
た
。
ま
た
、
お
互
い
き
ち

ん
と
生
活
で
き
る
よ
う
法
律

（ル
ー

ル
）
と

い
う
文
化
が
で
き
ま
し
た
。

経
済
活
動
も
同
様
で
す
。
心
の
潤
い

を
求
め
て
、
便
利
な
も
の
、
少
し
で

も
良

い
製
品
を
つ
く
ろ
う
と
、
企
業

を
起
こ
し
、
産
業
を
展
開
し
ま
す
。

人
間
が
少
し
で
も
快
適
な
生
活
を
手

に
入
れ
よ
う
、
少
し
で
も
美
味
し
い

も
の
を
食
べ
よ
う
、
少
し
で
も
良
い

着
物
を
着
よ
う
と
考
え
、
行
動
す
る

こ
と
は
、
文
化
的
に
生
き
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
逆
に
い
え
ば
、
文
化
は

人
間
に
と

っ
て
快
適
な
も
の
、
心
の

潤
い
、
生
活
の
便
利
さ
を
生
み
出
す

も
の
と
い
え
ま
す
。

三
．
孔
子
の
教
え

孔
子
の

『論
語
』
で
は
、
ま
ず
人

間
は
親
に
孝
を
尽
く
し
な
さ
な

い
。

そ
れ
か
ら
、
謹
み
深
く
誠
実
で
あ
り

な
さ
い
。
そ
し
て
、
人
々
を
愛
し
自

ら

「仁
」
に
親
し
く
あ
り
な
さ
い
と

さ
れ
て
い
ま
す
。
孝
を
尽
く
し
、
誠

実
で
あ
り
、
仁
に
親
し
く
あ
る
よ
う

努
力
し
て
、
な
お
余
力
が
あ
る
な
ら

ば
、
文
化
を
学
び
な
さ
い
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
人
間
の
基
本
で
あ
る
モ
ラ

ル
が
し

っ
か
り
し
て
い
な
い
と
、
文

化
を
学
び
、
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
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“

な
い
と
い
う
の
が
孔
子
の
教
え
で
す
。

四
．
文
化
の
基
盤
と
し
て
の
文
化
財

文
化
の
基
盤
と
し
て
、
そ
の
足
跡

が
残
さ
れ
た
も

の
が
文
化
財
で
す
。

例
え
ば
、
壁
画
か
ら
、
古
代
社
会
の

人
物
の
姿
や
社
会
の
仕
組
み
が
想
像

で
き
ま
す
。
平
城
宮
の
遺
跡
で
発
掘

さ
れ
た
木
簡
に
よ

つ
て
、
当
時
の
歴

史
が
明
る
み
に
な
り
ま
す
。
日
本
書

紀
が
代
々
伝
わ
り
、
現
代
の
歴
史
書

に
つ
な
が

つ
て
い
ま
す
ｏ
万
葉
集
、

古
今
和
歌
集
等
に
よ

つ
て
、
和
歌
の

深
い
伝
統
と
歴
史
を
知
り
、
和
歌
が

歌
い
継
が
れ
て
き
て
い
ま
す
。
歴
史
、

宗
教
、
美
術
、
社
会
経
済
な
ど
、
文

化
は
文
化
財
を
通
し
て
、伝
え
ら
れ
、

明
ら
か
に
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

五
．
過
去
か
ら
学
ぶ

明
治
期
、
そ
れ
ま
で
の

「神
仏
習

合
」
か
ら
、
時
の
政
府
は
国
家
宗
教

と
し
て
神
道
を
推
し
た
た
め
、
仏
教

が
弾
圧
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
文
明

改
革
と
し
て
西
洋
文
化

へ
の
急
激
な

変
化
の
中
で
、
政
府
は

「新
し
い
日

本
文
化
を
つ
く
る
た
め
、
今
ま
で
の

も
の
は
全
部
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
を
方
針
と
し
、
多
く
の
外
国
人

技
師
を
驚
愕
さ
せ
ま
し
た
。他
に
も
、

姫
路
城
は
か
つ
て
百
円
で
売
り
に
出

さ
れ
て
落
札
さ
れ
ま
し
た
が
、
取
り

壊
し
費
用
が
か
か
り
す
ぎ
る
た
め
、

放
置
さ
れ
た
結
果
、
現
在
、
世
界
遺

産
に
認
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
化
や

文
化
財
が
軽
視
さ
れ
た
時
代
が
あ
る

こ
と
、
過
去
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
認

識
し
て
お
く
こ
と
も
大
切
で
す
。

六
．
文
化
庁
の
発
足

明
治
四
年
、
古
い
も
の
は
捨
て
る

の
で
は
な
く
守
る
と
す
る

「太
政
官

布
告
」
が
出
さ
れ
ま
す
が
、
文
化
財

を
軽
視
す
る
風
潮
は
止
ま
ず
、
明
治

三
十
年

「古
社
寺
保
存
法
」
、
昭
和

四
年

「国
宝
保
存
法
」
が
成
立
し
ま

す
。
そ
れ
で
も
文
化
財

へ
の
関
心
は

低
く
、
日
本
の
文
化
財
が
諸
外
国
に

売
ら
れ
る
こ
と
が
相
次
ぎ
ま
し
た
。

危
機
感
を
覚
え
た
有
識
者
を
中
心

に
、
昭
和
二
十
五
年

「文
化
財
保
護

法
」
が
成
立
し
、
文
化
財
を
保
存

・

保
護
す
る
役
所
と
し
て

「文
化
財
保

護
委
員
会
」
が
発
足
し
ま
す
。
そ
し

て
、
文
化
財

の
保
存

・
保
護

に
加

え
、
現
代
的
で
新
し
い
芸
術
文
化
の

振
興
、
文
化
的
な
国
際
交
流
の
促
進

を
目
的
に
、
「文
化
財
保
護
委
員
会
」

と
文
部
省

（当
時
）
に
あ

つ
た
課
が

合
体
し
、
昭
和
四
十
三
年

「文
化
庁
」

が
発
足
し
ま
す
。
そ
し
て
、
令
和
五

年
度
に
京
都
移
転
を
迎
え
ま
す
。

七
．
文
化
庁
の
仕
事
（有
形
文
化
財
）

寺
社
仏
閣
等
の
歴
史
的
な
有
形
文

化
財
を
重
要
文
化
財
等
に
指
定
す
る

と
い
う
仕
事
が
あ
り
ま
す
。
有
形
文

化
財
は
、
建
造
物
以
外
に
も
、
絵
画
、

彫
刻
、
工
芸
品
、
出
土
品
な
ど
数
え

切
れ
な
い
ほ
ど
あ
り
ま
す
。
そ
の
中

か
ら
、
日
本
の
歴
史
全
体
を
見
て
、

国
民
全
体
の
総
意
と
し
て
、
日
本
の

文
化
に
と

つ
て
大
変
な
価
値
の
あ
る

も
の
、
後
世
に
伝
え
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
も

の
を
指
定
し
ま
す
。

な
お
、
何
百
年
と
経
過
し
た
文
化
財

の
修
理
・保
存
に
は
、
時
間
と
根
気
、

多
額
の
費
用
を
要
す
る
場
合
が
あ
る

こ
と
も
認
識
し
て
お
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

八
．
文
化
庁
の
仕
事
（無
形
文
化
財
）

無
形
文
化
財
と
は
、
歌
舞
伎
、
陶

芸
、
伝
統
工
芸
、
民
族
芸
能
等
の
人

間
国
宝
が
あ
た
り
ま
す
ｏ
他
に
も
、

史
跡
、
名
勝
、
動
植
物
、
祈
念
物
、

遺
跡
等
も
同
様
で
す
。
ま
た
、
上
賀

茂
神
社
の
社
家
、
祇
園
、
清
水
寺
周

辺
等
、
文
化
的
な
景
観
や
町
並
み
と

い
っ
た

一
定
の
エ
リ
ア

・
地
区
も
無

形
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
ま
す
。

指
定
さ
れ
る
と
規
制
が
厳
し
く
な

り
、
住
民
の
方
に
は
不
便

・
窮
屈
な

面
が
出
て
き
ま
す
が
、
そ
う
し
た
こ

と
も
認
識
し
な
が
ら
、
後
世
に
残
す

た
め
、
官
民

一
体
で
理
解

。
協
力
し

て
い
く
こ
と
が
大
切
で
す
。

九
．
文
化
庁
の
仕
事
（保
存
と
活
用
）

歌
舞
伎
や
文
楽
等
に
加
え
、
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
、
ダ
ン
ス
、
バ
レ
エ
等
の

新
し
い
芸
術

・
芸
能

。
文
化
活
動
の

振
興
の
た
め
、
役
者
個
人
や
集
団

へ

の
サ
ポ
ー
ト
も
重
要
で
す
。
室
町
時

代
に
作
ら
れ
た
能
面
や
着
物
は
、
そ

れ
以
上
使
う
と
壊
れ
て
し
ま
う
た

め
、
し

つ
か
り
保
存
し
ま
す
が
、
同

時
に
、
同
じ
も
の
を

つ
く

つ
て
、使

っ

て
、
見
て
も
ら

つ
て
、
歴
史
を
継
承

し
て
い
き
ま
す
。
保
存
と
活
用
、
継

承
を
両
面
的
に
進
め
て
い
く
こ
と
が

大
切
で
す
。

十
．
文
化
庁
の
仕
事

（伝
統
と
新
し
さ
の
バ
ラ
ン
ス
）

漫
画
や
ア
ニ
メ
は
、
諸
外
国
で
は

日
本
を
代
表
す
る
文
化
と
捉
え
ら
れ

て
い
る
面
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
無

視
で
き
な
い
こ
と
で
、
能
楽
や
歌
舞

伎
等
の
伝
統
芸
能
と
漫
画
や
ア
ニ
メ

の
新
し
い
文
化
の
両
方
を
バ
ラ
ン
ス

よ
く
発
信

・
支
援
し
て
い
く
こ
と
が

大
切
で
す
。

十

一
．
文
化
庁
の
京
都
移
転

文
化
庁
の
仕
事
は
多
岐
に
わ
た
り

ま
す
が
、
今
回
、
そ
の
機
能
の

一
部

が
京
都
に
移
転
し
て
き
ま
し
た
。
機

能
と
し
て
は
東
京
と
半
々
、
人
員
は

六
～
七
割
が
京
都
に
き
た
こ
と
に
な

り
ま
す
。
「
な
ん
だ
半
分
程
度
か
」

と
批
判
さ
れ
る
方
も
い
ま
す
が
、
首

都
機
能
が
東
京
に
あ
る
た
め
、
各
省

庁
と
の
調
整

・
折
衝
な
ど
、
東
京
で

な
い
と
で
き
な
い
仕
事
も
多
く
あ
り

ま
す
。
文
化
庁
に
過
度
に
期
待
す
る

の
で
は
な
く
、
京
都
が
蓄
積
し
て
き

た
伝
統
的
な
ブ
ラ
ン
ド
カ
は
秀
逸
で

あ
り
、
移
転
を
機
に
、
そ
の
ブ
ラ
ン

ド
カ
に
も

つ
と
磨
き
を
か
け
る
と
い

う
姿
勢
が
大
切
で
す
。

十
二
．
文
化
の
基
本
は
人
間
の
モ
ラ
ル

文
化
は
、
美
し
い

「文

（あ
や
と

を
織
り
上
げ
る
総
合
美
で
あ
り
、
そ

れ
を
最
も
実
現
で
き
る
の
が
京
都
と

い
う
都
市
だ
と
思
い
ま
す
。　
一
本
の

糸
が
際
立
つ
と
い
う
こ
と
は
決
し
て

悪
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ

ン

儘
穐
褒
畏
墨
燿
轟
饉
暉
罐
啜
「

を
生
み
出
す
と
い
う
思
い
を
込
め
て

い
ま
す
。
な
お
、正
門
の
校
銘
板
は
、

地
元
在
住
で
塔
南
高
校
の
卒
業
生
で

も
あ
る
書
家

・
祥
洲
先
生
の
揮
塁
で

す
。
祥
洲
先
生
は
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
「
軍

司
官
兵
衛
」
や
京
都
パ
ー
プ
ル
サ
ン

ガ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
も
揮
宅
さ
れ
て
い

ま
す
。

学
び
の
実
現
に
向
け
て
」

「開
建
高
校
が
め
ざ
す

一
．
「開
建
」
と
は

塔
南
高
校
を
移
転

。
再
編
し
、
旧

洛
陽
工
業
高
校
の
跡
地
に
令
和
五
年

四
月
に
開
校
し
ま
し
た
。
校
名

「開

建
」
は
、
か
つ
て
平
安
京
の

「開
建

坊
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
地
域
の
歴
史

を
大
切
に
し
ま
し
た
。
「
開
」
「建
」

に
は
、
次
代
を
開
き
、
新
た
な
創
造 京

都
市
立
開
建
高
等
学
校

校

長

尾

崎

嘉

彦

氏

れ
だ
け
で
は
全
体
の
発
展
に
つ
な
が

り
ま
せ
ん
。
各
人
が
自
分
の
糸
を

一

本

一
本
磨
き
あ
げ
、
互
い
に
連
携
し

あ
い
な
が
ら
、
大
き
な
織
物
を
つ
く

る
こ
と
が
大
切
で
す
。
冒
頭
に
紹
介

し
た
孔
子
の
言
葉
に

「文
化
の
基
本

は
人
間
の
モ
ラ
ル
」
と

い
う
も
の
が

あ
り
ま
し
た
。
若
い
人
に
、
文
化
と

は
何
か
と
い
う
こ
と
を
教
育
す
る
と

と
も
に
、
モ
ラ
ル
教
育
が
必
要
で
す
。

モ
ラ
ル
教
育
が
芽
生
え
て
こ
な
け
れ

ば
文
化
の
目
覚
め
が
起
き
ま
せ
ん
。

こ
の
モ
ラ
ル
と
は
、
人
間
の
健
康
や

幸
せ
の
た
め
に
は
何
が
正
し
い
か
を

判
断
す
る
能
力
の
こ
と
で
す
。
例
え

ば
、
平
和
と
は
、
幸
せ
と
は
、
エ
コ

（環
境
）教
育
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、

こ
れ
は
モ
ラ
ル
教
育
と

い
え
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
を
き
ち
ん
と
教
育
現

場
で
も
伝
え
て
い
け
れ
ば
、
自
然
と

「文
化
」
と

い
う
こ
と
に
収
敏
さ
れ

て
い
く
と
思
い
ま
す
。
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二
．
府
内
唯

一
の
新
し
い
普
通
科

文
部
科
学
省
が
高
校
普
通
科
の
特

色
化

・
魅
力
化
を
推
進
し
て
お
り
、

高
等
学
校
設
置
基
準
に

「
そ
の
他
普

通
教
育
を
施
す
学
科
」
が
新
設
さ
れ

ま
し
た
。
開
建
高
校
普
通
科

「
ル
ミ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
科
」
は
、
そ
の
新
設

さ
れ
た
学
科
に
位
置
付
け
ら
れ
た
京

都
府
内
で
唯

一
の
高
校
で
す
。

一二
．
「や
っ
て
み
た
い
を
や
っ
て
み
る
」

「
よ
り
良

い
未
来
を
め
ざ
し
、
個

性
を
活
か
し
て
社
会
を
協
創
す
る
生

徒
の
育
成
」
の
教
育
目
標
の
も
と
、

目
指
す
資
質

。
能
力
は

「挑
戦
力
」
、

「
対
話
力
」
、
「協
働
力
」
、
「
学
び
続

け
る
力
」
、
習
心
い
や
る
心
」
、
「
社

会
に
貢
献
す
る
志
」
の
六

つ
で
す
。

キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は

『や
っ
て
み

た

い
を
や

つ
て
み
る
』
。
夢
中
に
な

る
学
び
が
あ
る
。
学
ぶ
楽
し
さ
や
喜

び
、
考
え
る
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
を

体
験
し
て
ほ
し

い
と
願

っ
て
い
ま

す
。

ｍ四
。　
Ｆ
１
０
０
０
Ｑ

（ラ
ー
ニ
ン
グ
ボ

ツ
ド
）
教
室

Ｆ
‐℃
＆
」
教
室
と
は
、
普
通
教

す
。
こ
の
空
間
を
生
か
し
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ

も
活
用
し
な
が
ら
、
「
学
び
を
楽
し

む
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
、
「伝
え
る
、

教
え
込
む
」
か
ら

「考
え
て
至
ら
せ

る
」
授
業

へ
と
シ
フ
ト
チ

ェ
ン
ジ
し

て
い
ま
す
。

五
．
コ
ア
ス
キ
ル
カ
ー
ド

本
校
が
独
自
開
発
し
た

「
コ
ア
ス

キ
ル
カ
ー
ド
」
は
、
思
考
の
ヒ
ン
ト

や
多
面
的
な
見
方
を
助
け
る
ア
ド
バ

イ
ス
が
記
さ
れ
た
カ
ー
ド
で
、
生
徒

が
多
様
な
学
び
方
を
習
得
す
る
手
助

け
を
し
ま
す
。
生
徒
は
カ
ー
ド
を
活

用
し
、
考
え
を
整
理
し
た
り
、
議
論

の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
練

っ
た
り
、
自
分

の
意
見
を
振
り
返

っ
た
り
し
ま
す
。

エハ
．生
徒
が
主
体
（校
則
の
な
い
学
校
）

球
技
大
会
、
文
化
祭
、
研
修
旅
行

「
味

を

聴

く

」

一
．
お
百
姓
さ
ん
の
言
葉

二
十
七
年
前
、
料
理
人
に
な

っ
て

生
ま
れ
育

っ
た
山
か
ら
町
に
出
て
き

ま
し
た
。
中

央
市
場
で
は

納
得
で
き
る

食
材
に
出
会

え
な
か

っ
た

た
め
、
生
産

者
を
廻

っ
て

い
た
時
、
お

百
姓
さ
ん
に

言
わ
れ
ま
し

た
。
「
私
ら
百
姓
は
野
菜
を
作

っ
て

い
る
の
と
違
う
。
土
を
作

っ
て
い
る
。

え
え
土
を
作

っ
た
ら
、
種
を
ま
く
だ

け
。
水
と
太
陽
の
恵
み
で
野
菜
は
育

つ
。
出
来
損
な
い
の
野
菜
を
ど
う
料

理
す
る
か
が
料
理
人
の
役
目
で
は
な

い
か
。
」

」ゝ
の
言
葉
に
大
変
シ
ョ
ッ

ク
を
受
け
、
そ
れ
か
ら
曲
が
っ
た
野

菜
な
ん
か
も
す
べ
て
持
ち
か
え
る
こ

と
に
し
て
い
ま
す
。

二
．
野
菜
も
野
草

私
の
店
も
全
国
か
ら
多
く
の
お
客

さ
ん
が
来
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
た

め
、
大
原
朝
市
で
仕
入
れ
る
野
菜
だ

け
で
は
足
り
な
く
な
り
、
直
接
畑
を

廻

っ
て
野
菜
を
仕
入
れ
は
じ
め
ま
し

た
。
あ
る
畑
で
大
根
の
種
を
つ
ま
ん

で
食

べ
る
と
と
て
も
美
味
し
か

っ

た
。
今
の
大
根
は
大
量
生
産
で
効
率

一月
三
日
共
土
）

「草
喰
な
か
ひ
が
し
」
店
主

中

東

久

雄

氏

よ
く
大
き
く
成
長
さ
せ
る
た
め
に
加

工
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
自
然
の
中
で

農
家
が
作
ら
れ
る
野
菜
は
野
草

で

あ

っ
て
種
も
美
味
し
い
も
の
で
す
。

三
．
「味
を
聴
く
」

聞
き
耳
や
目
利
き
と
い
う
言
葉
が

あ
る
よ
う
に
、
音
に
な
ら
な
い
も
の

を
聴
く
、
日
に
見
え
な
い
も
の
を
見

る
、
心
や
感
覚
で
感
じ
る
と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
食
べ
る
こ
と
も
同

様
で
す
。
例
え
ば
刺
身
は
、
切

っ
て

出
す
だ
け
の
シ
ン
プ
ル
な
料
理
で
す

が
、
ま
ず
醤
油
の
味
が
し
て
、
そ
れ

か
ら
ワ
サ
ビ
が
き
い
て
、
最
後
に
魚

の
脂
と
旨
味
が
き
ま
す
。
そ
し
て
喉

を
通
る
と
き
、
最
も
味
や
香
り
を
感

じ
ま
す
。
目
を
閉
じ
る
と
産
地
や
海

の
様
子
、
調
理
法
ま
で
、
色
々
な
情

景
が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。
」ヽ
れ
を
「味

を
聴
く
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。

四
．
食
育
授
業

「
日
本
料
理
ア
カ
デ
ミ
ー
」
の

一

員
と
し
て
、
学
校
で
食
育
授
業
を
し

て
い
ま
す
。
二
十
年
以
上
前
、
門
川

前
市
長
が
教
育
長
時
代
、
こ
ん
な
料

理
を
子
ど
も
た
ち
に
も
食
べ
さ
せ
て

あ
げ
た
い
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
食
育

基
本
法
も
ま
だ
な

い
時
で
し
た
が
、

食
育
授
業
が
始
ま
り
ま
し
た
。
小
学

校
五
～
六
年
生
の
舌
が

一
番
敏
感
だ

そ
う
で
す
が
、
授
業
で
は
出
汁
を
味

わ

つ
て
も
ら
い
ま
す
。
昆
布
だ
け
で

は

「
磯
臭

い
」
、
鰹
だ
け
で
は

「魚

臭

い
」
と
な
り
ま
す
が
、
昆
布
と
鰹

を
合
わ
せ
た
出
汁
は

「美
味
し
い
」

と
な
り
ま
す
。
味
覚
は
味
を
覚
え
る

と
書
き
ま
す
が
、
聴
く
と
覚
え
る
は

違
い
ま
す
。

五
．
野
菜
を
中思
つ
の
は
命
を
買
う
こ
と

も
と
も
と
野
に
生
え
て
い
た
大
根

や
人
参
を
人
間
が
育

て
る
よ
う
に

な

っ
た
の
が
弥
生
時
代
で
す
。
現
在

は
、
安
心
安
全
、
大
量
生
産
が
優
先

さ
れ
る
た
め
、
農
薬
を
使
わ
ず
に
野

生
に
近
い
野
菜
や
野
草
は
な
か
な
か

出
会
え
ま
せ
ん
。
た
だ
、
大
原
朝
市

で
は
、
作
り
手
の
顔
が
見
え
、
丹
精

が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
を
感
じ
ら
れ

る
た
め
、
曲
が

っ
た
野
菜
も
輝
い
て

見
え
ま
す
。
食
べ
る
と
は
、
明
日
ヘ

命
を
つ
な
ぐ
た
め
で
す
。
贅
沢
を
す

る
の
で
な
く
、
食
べ
た
も
の
が
骨
身

に
な

っ
て
、
心
に
ま
で
栄
養
と
し
て

い
き
わ
た

っ
て
い
き
、
お
腹
が
膨
れ

る
と
と
も
に
、
五
感
を
通
し
て
心
が

豊
か
に
な
り
ま
す
。
朝
市
で
野
菜
を

買
う
こ
と
は
、
命
を
買
う
こ
と
と
同

義
だ
と
思
い
ま
す
。

六
．
食
べ
ら
れ
る
も
の
は
す
べ
て
無

駄
に
し
な
い

食
べ
る
こ
と
で
自
分
の
体
を
守
り

ま
す
。
医
食
同
源
で
す
。
そ
し
て
、
何

を
食
べ
れ
ば
よ
い
か
、
誰
が
ど
の
よ
う

に
作

っ
て
く
れ
た
も
の
か
、
そ
う
い
う

こ
と
を
考
え
な
が
ら
食
べ
る
と
楽
し

く
な
り
ま
す
。
私
の
店
で
は
、
お
客
さ

ん
に
も
で
き
る
だ
け
そ
う
し
た
こ
と

が
見
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
そ
し

て
、
食
べ
ら
れ
る
も
の
は
す
べ
て
無
駄

に
し
な
い
、
食
べ
ら
れ
る
も
の
は
食
べ

尽
く
す
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

室
四
個
分

の
広

さ
、

机

・
椅
子

も
可
動
式

で
、
八
十

人

一
斉
授

業
か
ら
少

人
数
で
の

グ
ル
ー
プ

ワ
ー

ク
ま

で
、
自

由

に
使
え
る

空
間
が
広

が

り

ま

等
の
行
事

も
、
生
徒

が

企

画
、

準
備
、
運

営
ま
で
主

体
的
に
行

い
ま

す
。

ま
た
、
校

則
は
あ
り

ま

せ

ん
。

服
装
も
自

由
で
茶
髪

や
ピ
ア
ス

の
生
徒
も

い
ま

す
。

や
め
さ
せ

る
こ
と
、
規
則

（校
則
）
を
つ
く
る

こ
と
は
簡
単
で
す
が
、
生
徒
と
の
対

話
を
通
じ
て
、
Ｔ
Ｐ
Ｏ
に
応
じ
て
、

ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
自
ら
考
え
ら
れ

る
よ
う
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。

に
日
日
冒
凹
爵
熙
温
公
躍
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七
．
命
を
い
た
だ
く

ど
う
し
て
も
余

つ
て
し
ま

つ
た
野

菜
や
米
は
養
鶏
場
で
エ
サ
に
し
て
い

ま
す
。
そ
し
て
、
鶏
の
糞
を
肥
料
に

し
て
葱
を
育
て
、
葱
が
美
味
し
く
な

る
時
期
か
ら
、
鶏
肉
と
葱
を
使

っ
た

す
き
焼
き
を
お
出
し
し
ま
す
。
毎
日

の
よ
う
に
エ
サ
を
持

っ
て
い
き
ま
す

か
ら
、
鶏
も
私
の
顔
を
覚
え
て
い
る

よ
う
で
す
。
絞
め
る
の
が
可
哀
そ
う

に
な
り
ま
す
が
、
命
を
い
た
だ
く
と

い
う
こ
と
で
す
。

八
．
で
き
る
だ
け
素
材
を
そ
の
ま
ま

食
べ
る

日
本
料
理
は
季
節
や
歳
時
に
合
わ

せ
て
器
や
皿
を
変
え
ま
す
。
西
洋
料

理
は
器
や
皿
を
変
え
る
の
は
稀
で
、

多
く
は
ソ
ー
ス
や
付
け
合
せ
を
変
え

ま
す
が
、
日
本
料
理
は
旬
の
素
材
を

よ
り
感
じ
て
も
ら
う
た
め
、
素
材
を

で
き
る
だ
け
そ
の
ま
ま
食
べ
ま
す
。

素
材
を
引
き
た
た
せ
、
季
節
を
感
じ

る
た
め
、
器
や
皿
も
変
え
る
わ
け
で

す
。

九
．
食
へ
の
感
謝

持
続
可
能
と
い
う
こ
と
で
、
国
連

が

∽
∪
２

を
啓
発
し
て
い
ま
す
が
、

い
ま
い
ち
普
及
し
な
い
の
は
、
そ
こ

に

「感
謝
」
が
含
ま
れ
て
い
な
い
か

ら
だ
と
考
え
て
い
ま
す
¨
日
本
人
は

食
前
後
に

「
い
た
だ
き
ま
す
」
「
」

馳
走
様
」
と
言
い
ま
す
。
命
を
い
た

だ
く
感
謝
が
あ
り
ま
す
。
生
産
か
ら

料
理
ま
で
、
色
々
な
道
を
辿

っ
て
き

た
こ
と
に
思
い
を
巡
ら
せ
る
わ
け
で

す
。
そ
れ
に
お
箸
を
横
向
き
に
置

き
ま
す
。
外
国
人
の
方
は
ナ
イ
フ

・

フ
ォ
ー
ク
を
縦
向
き
に
さ
れ
る
。
何

故
お
箸
を
横
向
き
に
置
く
の
か
。
そ

れ
は
結
界
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
向

こ
う
側
は
神
様
か
ら
の
授
か
り
も
の

を
置
く
と
こ
ろ
、
こ
ち
ら
側
は
自
分

が
食

べ
る
と

こ
ろ
と

い
う
こ
と
で

す
。
神
様
か
ら
授
か

っ
た
も
の
を
神

様
と
と
も

に
食

べ
る
。
「
橋

（箸
）

渡
し
」
で
す
。

十
．
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
る

百
姓
は
女
に
生
ま
れ
る
と
書
き
ま

す
。
女
性
が
百
人
集
ま

っ
て
、
み
ん

な
で
収
穫
し
て
喜
ぶ
と
い
う
こ
と
で

す
が
、
日
本
に
は
収
穫
祭
と
い
う
も

の
が
あ
り
ま
せ
ん
。
十

一
月
二
十
三

日
勤
労
感
謝
の
日
は
、
新
嘗
祭
の
日

で
も
あ
り
ま
す
。
天
皇
陛
下
が
初
穂

を
神
々
に
お
供
え
し
、
五
穀
豊
穣
に

感
謝
を
捧
げ
、
祈
念
さ
れ
ま
す
。
飛

鳥
時
代
か
ら
続
く
重
要
な
宮
中
祭
祀

で
す
が
、
戦
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
が
宗
教
的

な
祭
祀
を
嫌
い
、
勤
労
感
謝
の
日
に

変
え
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
私
は

収
穫
祭
や
新
嘗
祭
が
あ
る
べ
き
と
考

え
て
い
ま
す
。
食

へ
の
感
謝
や
考
え

方
を
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い
き
た

い
。
伝
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思

う
か
ら
で
す
。

十

一
．
食
べ
る
と
は

今
日
二
月
三
日
は
節
分
で
す
が
、

十
度
を
超
え
て
い
ま
す
。
暖
か
い
か

ら
助
か
る
で
は
済
ま
せ
ら
れ
ま
せ
ん
。

異
常
気
象
、
温
暖
化
の
問
題
は
、
す

べ
て
人
間
が
原
因
で
す
。
人
間
が
賢

い
の
は
よ
い
こ
と
で
す
が
、
欲
望
と

理
性
を
並
行
で
き
な
い
。
肉
食
動
物

は
空
腹
時
し
か
獲
物
を
襲
い
ま
せ
ん

が
、
人
間
は
効
率
的
に
貯
蔵
す
る
こ

と
を
知

っ
て
い
ま
す
。
縄
文
時
代
に

作
物
を

つ
く
り
は
じ
め
、
い
か
に
効

率
的
に
多
く
収
穫
す
る
か
。
そ
こ
か

ら
貧
富
の
差
が
生
ま
れ
は
じ
め
、
ず

っ

と
争

い
が
続
い
て
い
ま
す
。
能
登
半

島
地
震
の
映
像
を
み
る
と
大
変
痛
ま

し
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
が
、
食
べ

る
も

の
が
食

べ
ら
れ
な

い
社
会

に

な

っ
た
と
き
、
自
分
が
ど
の
よ
う
に

行
動
す
る
の
か
、
考
え
な
い
と
い
け

な
い
。
戦
後
の
体
験
も
あ
り
ま
す
が
、

子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
食
べ
る
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
を
教
え
て
い
か
な
い

と
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

十
二
。
い
か
に
食
事
が
大
切
か

農
林
水
産
省
か
ら

「
料
理

マ
ス

タ
ー
ズ
」
の
認
証
を
受
け
ま
し
た
。

全
国
に
百
人
い
ま
す
が
、
料
理
が
上

手

い
だ
け
で
な
く
、
生
産
者
や
自
然

環
境
等
に
も
配
慮
し
て
い
る
料
理
人

が
選
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
食
は
人
を

良
く
す
る
と
書
き
ま
す
が
、
食
べ
る

こ
と
を
通
じ
て
、
自
然
や
環
境
の
大

切
さ
に
気
付
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

大
勢
と
食
べ
れ
ば
人
と
人
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
高
ま
り
ま
す
。
人

間
は
土
の
上
に
立

っ
て
い
ま
す
が
、

足
を
通
じ
て
栄
養
は
と
れ
ま
せ
ん
。

日
か
ら
し
か
と
れ
な
い
。
い
か
に
食

事
が
大
切
か
と
い
う
こ
と
で
す
。

十
三
．
若
い
人
た
ち
ヘ

今
の
若

い
人
は
大
変
優
れ
て
い
ま

す
が
、
食
べ
る
こ
と
が
作
業
に
な

っ

て
い
る
の
で
は
と
感
じ
ま
す
。
お
腹

が
空
い
た
か
ら
食
べ
る
。
ガ
ソ
リ
ン

ス
タ
ン
ド
で
給
油
し
て
い
る
の
と
同

じ
で
す
。
例
え
ば
、
あ
の
時
食
べ
た

大
根
が
美
味
し
か

つ
た
。
だ
か
ら
、

ど
こ
の
産
地
か
調
べ
て
買

い
に
行

く
。
そ
う
し
た
こ
と
を
考
え
、
手
間

を
か
け
る
か
ら
こ
そ
、
よ
り
美
味
し

く
感
謝
し
な
が
ら
い
た
だ
け
る
。
食

に
つ
い
て
考
え
、
思
い
を
巡
ら
せ
る

と
幸
せ
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
を

知

っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
苦
は

草
に
古
い
と
書
き
ま
す
。
草
は
古
く

な
る
と
肥
料
に
な
り
ま
す
。
苦
労
は

買

っ
て
で
も
し
ろ
と
言

い
ま
す
が
、

苦
し
さ
や
苦
労
は
肥
や
し
に
な
る
と

い
う
こ
と
で
す
。

〒
理
一覇童一機鵞
懺
壽
Ч
傑爛
覇
峙紙
覗

さ
れ
た
も

の
で
す
。

令
和
五
年
十

一
月
二
十
五
日

（土
）

開
の
皇
室
ゆ
ら
い
の
御
遺
品
等
を
見

学
し
ま
し
た
。

引
き
続
き
、
ご
住
職
が
園
長
を
さ

れ
て
い
る
隣
接
の
泉
山
幼
稚
園
を
見

学
し
ま
し
た
。
泉
涌
寺
の
境
内
か
ら

続
く
豊
か
な
自
然
の
中
、
五
十
年
前

に
建
設
さ
れ
た
と
は
思
え
な

い
開

放
的
な
園
舎

で
、
遊
び
と

体
験
を
重
ね

る
子
ど
も
た

ち
の
姿
を
思

い
浮
か
べ
な

が
ら
就
学
前

教
育
の
大
切

さ
を
痛
感
じ

ま
し
た
。

新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
症
第
五
類

ヘ

の
移
行
に
よ

つ
て
、
年
間
三
回
の
講

演
会
、　
一
回
の
研
修
会
を
計
画
通
り

に
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

一
方
、
本
号
よ
り
四
ペ
ー
ジ
の
紙

面
構
成
と
な

っ
た
た
め
、
講
演
会
の

記
録
は
要
旨
を
踏
ま
え
て
約
半
分
の

長
さ
に
な

っ
て
い
ま
す
。
ご
了
解
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま

す
。ま

た
、
令
和
六
年
四
月
よ
り
、
事

務
局
住
所
が
本
協
会
ゆ
か
り

の
地

「銀
閣
」
に
戻
り
ま
し
た
の
で
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

一
條
殿
新
善
光
寺
は
寛
元
元
年

（
一
二
四
三
年
）
八
月
、
後
嵯
峨
天

皇
の
勅
願
に
よ
り
創
建
さ
れ
、
ご
本

尊
の
阿
弥
陀
如
来
立
像
は
信
州
善
光

寺
阿
弥
陀
如
来
と
同
仏
同
体
に
鋳
造

折
し
も
秋

の
特
別
拝
観

の
期

間

で
、

紅
葉
が
鮮
や

か
な
中
ご
住

職
の
ご
案
内

で
、
大
玄
関
、

大
方
丈
、
本

堂
、
さ
ら
に

は
普
段
非
公
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