
只
だ
当
に
学
は 

　
己
れ
の
為
に
す
る
を 

　
　
　
　
　
　
　
知
る
べ
し 

　
ま
さ
に
学
問
す
る
こ
と
は
、
ま
ず
は
自

ら
の
た
め
に
す
る
こ
と
を
深
く
強
く
認
識

し
自
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。

﹁
学
問
﹂
は
真
に
道
理
を
﹁
心
﹂
を
も
っ

て
学
び
、
自
ら
に
問
う
こ
と
で
あ
り
、
﹁
心
﹂

︱
魂
を
高
め
、
﹁
見
識
﹂
、
﹁
胆
識
﹂
あ

る
教
養
人
と
な
る
こ
と
。

﹁
憤
の
一
字
は
、
是
れ
進
学
の
機
関
な
り
﹂。

︵
言
志
録
五
条
抜
粋
︶

憤
︵
発
憤
＝
意
氣
を
奮
い
起
す
︶
の
一
字

は
、
こ
れ
こ
そ
学
問
を
進
め
る
上
で
最
も

必
要
と
さ
れ
る
原
動
力
で
あ
る
。
全
て
物

事
を
な
す
に
あ
た
り
、
志
を
立
て
意
氣
を

奮
い
立
て
て
行
動
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

﹁
な
せ
ば
な
る
／
な
さ
ね
ば
成
ら
ぬ
／
な

に
ご
と
も
／
成
ら
ぬ
は
人
の
／
な
さ
ぬ
な

り
け
り
﹂
︵
上
杉
鷹
山
︶
。
真
の
勇
氣
な

し
に
何
事
も
成
就
し
な
い
。

　
佐
藤
一
斎
研
究
会
の
時
か
ら
、
Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
い
わ
む
ら
一
斎
塾
に
発
展
し
て

ま
い
り
ま
し
た
。

　
常
々
諸
事
業
に
御
理
解
く
だ
さ
り
、

御
援
助
と
御
協
力
下
さ
っ
た
方
々
と
会

員
各
位
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
﹁
忠
・
孝
・
恕
﹂
の
心
は
学
問
や
理

論
で
は
な
く
、
普
遍
的
原
理
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
最
近
は
人
間
が
最
も
大

切
な
根
本
的
な
原
理
を
失
い
、
親
が
子

を
殺
害
し
、
子
が
親
を
殺
害
す
る
と
い

っ
た
犯
罪
、
企
業
家
や
公
人
の
私
欲
優

先
で
起
き
る
犯
罪
の
絶
え
な
い
今
の
日

本
の
現
実
を
思
う
時
﹁
子
日
わ
く
親
を

愛
す
る
者
は
敢
て
人
を
悪
ま
ず
、
親
を

敬
す
る
者
は
敢
て
人
を
慢
ら
ず
。
愛
敬

親
に
事
う
る
に
盡
し
て
、
徳
教
百
姓
に

加
わ
り
、
四
海
に
刑
す
、
蓋
し
天
子
の

孝
な
り
。﹂
孔
子
は
言
わ
れ
た
。

　
﹁
親
を
愛
す
る
者
は
決
し
て
他
人
を

憎
む
こ
と
は
な
い
。
親
を
尊
敬
す
る
者

は
決
し
て
一
般
の
人
々
を
侮
る
こ
と
を

し
な
い
。
愛
と
敬
の
思
い
で
両
親
に
尽

く
す
者
で
あ
れ
ば
、
そ
の
徳
は
人
々
に

及
ん
で
い
く
。
﹂
こ
の
言
葉
を
使
命
と

し
て
、
私
達
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
い
わ
む
ら
一

斎
塾
の
活
動
が
、
少
し
で
も
お
役
に
立

て
ば
と
思
い
ま
す
。

　
目
先
の
事
で
は
な
く
、
五
年
、
十
年
、

五
十
年
、
百
年
先
に
、
岩
村
の
、
恵
那

市
内
の
今
の
子
供
達
が
、
そ
の
子
に
、

ま
た
そ
の
子
が
そ
の
子
に
と
引
継
い
で

ゆ
き
、
故
郷
の
為
、
日
本
の
為
に
役
立

つ
人
達
が
出
る
事
を
、
祈
念
す
る
も
の

で
す
。

︵
言
志
後
録
一
一
九
条
抜
粋
︶

釈
　
意
︵
名
言
録
集
よ
り
︶
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NPO法人いわむら一斎塾

事務局　江戸城下町の館
〒509-7403

岐阜県恵那市岩村町317

TEL・FAX0573-43-2506

創刊号（1） いわむら一斎塾報 平成18年10月15日発行

塾
報
の
発
行
に
あ
た
り 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
い
わ
む
ら
一
斎
塾
　

理
事
長
　
堀
井
　
将
成 

い
わ
む
ら
一
斎
塾
の
源
流 

た 

ま
さ 

が
く 

し
ん

ふ
ん

つ
く

あ
え

あ
え

あ
い

し
の
た
ま

お
や

お
や

お
や

も
の

も
の

に
く

け
い

あ
な
ど

あ
い
け
い

ひ
と

ひ
と

つ
か

と
く
き
ょ
う
ひ
ゃ
く
せ
い

く
わ

し
か
い

の
り

け
だ

て
ん
し

こ
う

　
﹃
美
な
る
哉
山
河
の
固
め
岩
村
城
。

岩
村
藩
出
身
の
佐
藤
一
斎
と
、
こ
の
二

つ
は
岩
村
郷
土
の
誇
り
で
あ
る
。
私
は

縁
有
っ
て
岩
村
町
孔
子
祭
の
講
師
と
し

て
招
か
れ
、
已
に
十
五
、
六
回
岩
村
の

地
を
踏
ん
で
い
る
。
そ
の
度
に
感
ず
る

こ
と
は
、
文
化
財
と
し
て
の
岩
村
城
を

持
つ
岩
村
町
の
素
晴
ら
し
さ
、
人
と
し

て
前
後
比
類
の
無
い
哲
人
一
斎
を
持
つ

岩
村
郷
の
誇
り
で
あ
る
。

　
岩
村
に
入
る
度
に
思
う
こ
と
は
、
こ

の
哲
人
一
斎
の
究
明
は
、
人
に
任
せ
て

は
な
ら
ぬ
。
岩
村
郷
の
人
に
よ
っ
て
為

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
。
幸
に
そ
の
事

が
緒
に
就
き
、
一
昨
年
佐
藤
一
斎
研
究

会
が
こ
の
地
に
生
ま
れ
、
会
長
と
し
て

山
村
氏
が
席
に
就
い
た
。
私
は
ホ
ッ
と

し
た
。
き
っ
と
素
晴
ら
し
い
も
の
が
育

つ
と
。

　
然
る
に
残
念
な
こ
と
に
、
幾
何
も
無

く
し
て
平
成
九
年
の
初
頭
に
お
亡
く
な

り
に
な
っ
た
。
惜
し
み
て
も
余
り
有
る

こ
と
で
あ
る
。

　
先
日
岩
村
町
の
方
か
ら
お
便
り
を
い

た
だ
い
た
。
曰
く
﹁
岩
村
の
佐
藤
一
斎

研
究
会
は
、
毎
回
二
十
数
名
の
方
が
出

席
さ
れ
勉
強
さ
れ
て
い
ま
す
。
中
津
川
、

恵
那
、
岐
阜
等
か
ら
も
車
で
来
ら
れ
て

い
ま
す
。
何
よ
り
も
う
れ
し
く
有
難
か

っ
た
こ
と
は
、
山
村
さ
ん
の
お
か
げ
で

研
究
会
が
生
ま
れ
、
や
や
方
向
が
判
り

か
け
た
秋
に
二
十
一
世
紀
ク
ラ
ブ
の
皆

様
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
一
斎
の
碑
が
建

て
ら
れ
、
神
渡
先
生
の
御
筆
に
よ
る
︿
少

く
し
て
学
べ
ば
⋯
﹀
の
立
派
な
碑
を
藩

校
知
新
館
門
横
に
建
て
て
下
さ
り
、
そ

の
折
に
は
既
に
一
斎
研
究
会
が
で
き
て

い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。﹂
︵
中
略
︶

　
今
回
、
発
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

会
報
は
今
ま
で
の
会
の
歩
み
の
記
録
が

克
明
に
さ
れ
て
お
り
、
且
つ
年
間
に
﹁
言

志
四
録
﹂
の
ど
こ
を
読
ん
だ
か
そ
の
箇

所
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
私
が
思
う
に
一
つ
の
会
が
結
成
さ
れ

る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
誠
実
な
記
録
が
必
要
で
あ

る
。
会
は
﹁
釈
文
を
頼
り
に
各
々
が
自

分
の
体
験
談
を
出
し
合
っ
て
、
手
探
り

の
勉
強
を
進
め
て
お
り
ま
す
﹂
と
の
こ

と
で
す
が
、
こ
の
研
究
が
郷
学
の
方
向

し
ゃ
く
も
ん

副
理
事
長
　
鈴
木
　
　
一 
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江
戸
期
の
偉
大
な
三
先
人
に
学
ぶ 

人
・
心
・
町
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム 

子
育
に
大
人
の
心
が
影
を
落
と
す 

徳
増
　
省
允 

で
あ
り
進
む
べ
き
勉
強
の
有
り
方
で
あ

り
ま
す
。
郷
学
と
い
う
こ
と
ば
は
、
安

岡
正
篤
先
生
が
用
い
ら
れ
ま
し
た
が
、

岩
村
も
こ
の
研
究
会
を
郷
学
と
し
て
、

佐
藤
一
斎
の
学
徳
の
も
と
真
剣
に
歩
ん

で
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

　
き
っ
と
い
い
も
の
が
生
ま
れ
て
育
つ

こ
と
と
思
い
、
そ
れ
を
念
願
し
て
捫
筆

し
ま
す
。

　
平
成
十
年
三
月
二
十
一
日

　
　
　
東
都
下
馬
周
軒
学
堂

山
崎
　
道
夫
﹄

　
以
上
の
玉
稿
は
佐
藤
一
斎
研
究
会
と

し
て
は
最
初
で
最
後
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
﹁
会
報
﹂
創
刊
号
へ
お
寄
せ
い
た
だ

い
た
も
の
で
す
。
東
京
学
芸
大
学
の
名

誉
教
授
な
ど
歴
任
さ
れ
三
年
前
に
一
〇

〇
歳
の
天
寿
を
全
う
さ
れ
ま
し
た
が
、

岩
村
へ
の
温
か
い
思
い
は
最
期
ま
で
尽

き
な
か
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

　
ま
た
、
平
成
八
年
十
月
の
﹁
三
学
戒
﹂

を
刻
ん
だ
佐
藤
一
斎
の
顕
彰
碑
の
除
幕

式
へ
寄
せ
ら
れ
た
詩
人
の
坂
村
真
民
先

生
か
ら
の
﹁
二
十
一
世
紀
の
日
本
民
族

の
志
気
を
高
揚
さ
せ
る
言
霊
と
し
て
、

岩
村
か
ら
全
国
津
々
浦
々
へ
伝
播
せ
ん

こ
と
を
祈
り
ま
す
﹂
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

も
私
た
ち
地
元
の
者
と
し
て
忘
れ
て
は

な
ら
な
い
も
の
で
す
。

　
﹁
言
志
四
録
﹂
を
自
分
た
ち
だ
け
の

も
の
に
せ
ず
、
﹁
人
づ
く
り
心
そ
だ
て
﹂

の
た
め
に
幅
広
い
活
動
を
通
し
て
今
こ

そ
必
要
と
さ
れ
て
い
る
﹁
戦
後
、
忘
れ

去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
社
会
や
他
人
の
た

め
に
思
い
や
り
と
譲
り
合
い
の
温
か
い

心
を
呼
び
覚
ま
す
﹂
こ
と
が
で
き
た
ら

と
研
究
会
を
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
化
し
、
更
に

前
へ
一
歩
踏
み
出
す
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
﹁
本
物
は
続
く
。
続
け
れ
ば
本
物
に

な
る
。﹂
と
云
わ
れ
ま
す
。

　
競
争
主
義
、
成
果
主
義
、
格
差
社
会

等
々
精
神
面
に
不
快
感
を
抱
く
人
が
増

え
て
来
て
い
る
今
、
﹁
い
わ
む
ら
一
斎

塾
﹂
が
め
ざ
す
も
の
を
多
く
の
人
た
ち

に
知
っ
て
も
ら
い
一
緒
に
活
動
し
て
ほ

し
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　
本
年
五
月
五
日
恵
那
市
岩
村
町
公
民

館
大
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人

い
わ
む
ら
一
斎
塾
法
人
化
記
念
事
業
と

し
て
、
﹁
江
戸
期
の
偉
大
な
三
先
人
に

学
ぶ
︱
人
づ
く
り
心
そ
だ
て
は
町
づ
く

り
︱
﹂
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
開
催
さ
れ
、
予

定
以
上
六
〇
〇
余
の
参
加
者
に
よ
り
成

功
利
の
内
に
閉
幕
し
た
。

　
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
内
容
は
、
基
調
講
演

を
作
家
で
三
先
人
の
著
作
も
あ
る
童
門

冬
二
氏
が
、
﹁
東
海
の
偉
大
な
三
先
人
﹂

を
講
題
に
講
話
、
休
憩
の
後
﹁
人
づ
く

り
心
そ
だ
て
は
町
づ
く
り
﹂
を
テ
ー
マ

に
、
鈴
木
正
三
の
豊
田
市
・
鈴
木
公
平

市
長
、
細
井
平
洲
の
東
海
市
・
鈴
木
淳

雄
市
長
、
佐
藤
一
斎
の
恵
那
市
・
可
知

義
明
市
長
、
童
門
冬
二
氏
の
進
行
に
よ

る
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
、
又
正
三
、
平
洲
、

一
斎
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
曲
に
よ
る
薩
摩
琵

琶
の
弾
奏
が
加
わ
っ
た
。

　
当
日
は
三
市
の
社
会
教
育
、
文
化
関

係
者
、
三
先
人
の
顕
彰
会
関
係
者
多
数

の
参
加
が
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
二
度
の
行
政
関
係
の
協
議
も

あ
り
、
又
九
月
二
十
八
日
に
は
東
海
市

平
洲
記
念
館
に
て
、
豊
田
市
鈴
木
正
三

顕
彰
会
、
柴
田
富
信
会
長
、
豊
田
市
足

助
町
鈴
木
正
三
顕
彰
会
、
柴
田
豊
副
会

長
、
東
海
市
細
井
平
洲
顕
彰
の
平
洲
会
、

蟹
江
嘉
信
会
長
、
平
洲
記
念
館
、
立
松

彰
館
長
、
恵
那
市
岩
村
町
佐
藤
一
斎
顕

彰
会
、
鈴
木
隆
一
会
長
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
い
わ

む
ら
一
斎
塾
、
堀
井
将
成
理
事
長
、
徳

枡
省
允
顕
彰
会
特
別
会
員
が
出
席
し
て
、

三
先
人
の
教
え
の
普
及
、
出
版
物
の
販

促
等
、
全
般
的
な
意
見
交
換
の
た
め
に

第
一
回
協
議
会
を
開
く
。

　
官
と
民
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
協

働
し
、
人
づ
く
り
心
そ
だ
て
を
中
心
と

す
る
三
市
の
交
流
と
研
修
、
普
及
に
よ

り
交
流
人
口
が
活
発
化
す
る
こ
と
を
期

待
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
︵
徳
増
記
︶

﹁
心
は
則
ち
、
我
に
在
る
の
一
大
活
物

な
り
﹂
︵
言
志
耋
録
四
七
条
抜
粋
︶

　
心
、
﹁
し
ん
﹂
と
読
め
ば
魂
の
あ
る

心
︱
真
己
は
己
れ
の
有
す
る
最
大
の
生

き
も
の
で
あ
る
。
限
り
な
く
成
長
可
能

な
天
か
ら
与
え
ら
れ
た
生
命
︵
い
の
ち
︶

で
あ
る
こ
と
に
目
覚
め
る
べ
き
で
あ
る

と
。
そ
の
こ
と
は
﹁
育
て
る
﹂
こ
と
の

大
切
さ
を
認
識
し
自
覚
す
る
こ
と
。

﹁
心
そ
だ
て
﹂
︱
魂
を
育
て
高
め
る
こ

と
が
﹁
人
づ
く
り
﹂
の
根
幹
で
あ
る
。

﹁
子
を
教
う
る
の
道
は
、
己
れ
を
守
る

に
あ
り
﹂
︵
言
志
晩
録
二
二
八
条
抜
粋
︶

こ
と
だ
ま

右より鈴木豊田市長、鈴木東海市長、可知恵那市長、作家童門氏
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下
田
歌
子
・
女
性
教
育
論 

桐
井
　
雅
康 

　
子
を
教
え
育
て
る
に
は
、
ま
ず
親
や

先
生
、
大
人
達
が
自
ら
善
行
を
も
っ
て

年
少
者
の
手
本
と
な
る
よ
う
生
き
る
こ

と
で
あ
る
。

大
人
達
が
全
て
に
お
い
て
改
め
な
け
れ

ば
、
大
人
の
不
善
な
行
為
行
動
は
、
即

座
に
テ
レ
ビ
や
新
聞
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
を
通
じ
て
年
少
者
の
も
と
に
届
き
、

素
直
な
心
の
中
に
受
容
さ
れ
、
や
が
て

暗
き
影
を
落
と
し
、
そ
の
行
為
行
動
の

上
に
姿
を
か
え
て
現
れ
て
く
る
。

　
大
人
達
が
改
め
変
る
こ
と
な
し
に
、

子
供
達
を
改
め
さ
せ
変
え
る
こ
と
は
正

に
道
理
で
な
い
。

大
人
一
人
び
と
り
が
、
真
に
学
び
自
ら

に
問
う
こ
と
が
、
﹁
良
知
﹂
︵
良
心
︶
を

と
り
も
ど
し
て
実
践
す
る
こ
と
。
こ
れ

が
先
に
為
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、

道
理
で
あ
る
。

﹁
心
︵
し
ん
︶
﹂
で
氣
づ
き
、
目
覚
め

て
い
な
い
の
が
大
人
の
世
界
で
あ
る
。

　
夜
回
り
先
生
で
有
名
な
水
谷
修
氏
は

﹁
攻
撃
的
な
大
人
の
社
会
、
攻
撃
的
で

否
定
的
な
家
庭
と
学
校
で
の
教
育
の
あ

り
方
に
あ
る
﹂
と
指
摘
し
て
い
る
。

又
、
そ
の
様
な
状
況
下
で
﹁
自
分
は
駄

目
な
人
間
、
自
分
な
ん
て
い
な
く
て
い

い
ん
だ
と
自
分
を
卑
下
し
否
定
す
る
﹂

と
い
う
。

　
大
人
達
の
攻
撃
性
を
生
み
、
助
長
し

た
原
因
は
何
か
。

そ
れ
は
物
質
至
上
主
義
に
よ
る
比
較
と

競
争
の
社
会
原
理
、
そ
の
先
に
あ
る
成

果
主
義
と
勝
ち
負
け
へ
の
執
着
か
ら
、

自
ず
と
生
じ
た
行
為
行
動
で
あ
る
。

そ
の
様
な
偏
り
の
な
か
で
﹁
心
︵
し
ん
︶﹂

を
忘
れ
、
余
裕
を
無
く
し
、
情
緒
の
乏

し
い
己
れ
が
生
じ
、
当
然
の
如
く
、
潤

い
の
な
い
渇
い
た
世
の
中
が
生
じ
、
良

き
世
間
が
な
く
な
っ
て
い
る
。

家
庭
に
も
学
校
に
も
世
の
中
に
も
﹁
安

心
で
き
る
居
場
所
﹂
が
な
く
、
﹁
依
り

所
﹂
を
求
め
て
さ
ま
よ
い
、
不
安
な
今

を
生
き
て
い
る
。

　
年
少
者
一
人
び
と
り
の
﹁
後
ろ
姿
﹂

を
み
よ
。
あ
ま
り
に
も
﹁
寂
し
い
﹂
の

に
氣
付
く
で
あ
ろ
う
。

そ
の
姿
は
大
人
達
の
愚
か
さ
勝
手
さ
に

対
す
る
無
言
、
無
意
識
の
警
告
を
発
し

て
い
る
の
だ
と
思
う
。

﹁
目
覚
め
よ
大
人
達
よ
﹂
。
原
点
に
立

ち
返
り
、
真
己
に
な
る
為
に
、
﹁
教
﹂

天
道
を
学
び
、﹁
地
﹂
人
道
を
学
び
、﹁
教

養
﹂
を
身
に
つ
け
る
基
本
か
ら
は
じ
め

て
精
神
の
修
養
を
な
し
、
﹁
人
格
﹂
﹁
人

品
﹂
を
そ
な
え
て
、
自
ら
の
品
格
を
つ

く
り
、
分
相
応
に
﹁
世
の
為
、
人
の
為
﹂

に
生
き
る
。
天
命
︵
使
命
・
役
割
︶
を

自
覚
し
実
践
す
る
。

使
命
に
生
き
る
時
、
天
の
時
、
地
の
利

は
一
人
び
と
り
に
力
を
与
え
て
く
れ
る

と
確
信
す
る
。

結
果
と
し
て
﹁
自
ら
の
為
﹂
で
あ
り
、

﹁
幸
い
な
る
人
生
﹂
で
あ
る
と
思
う
。

　
東
濃
が
生
ん
だ
女
性
の
偉
人
は
⋯
？

と
尋
ね
ら
れ
た
時
、
き
っ
と
多
く
の
方

が
、
﹁
明
治
の
歌
人
、
明
治
天
皇
家
の

家
庭
教
師
、
下
田
歌
子
先
生
﹂
と
答
え

ら
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
﹁
女
性
教
育

の
先
駆
者
、
下
田
歌
子
先
生
﹂
と
答
え

ら
れ
る
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　
歌
子
先
生
の
偉
業
に
つ
い
て
﹁
有
名

な
歌
人
、
天
皇
家
の
家
庭
教
師
﹂
で
あ

る
と
い
う
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
に
の

で
す
が
、
歌
子
先
生
の
本
当
の
偉
業
は
、

こ
の
、
﹁
日
本
の
女
性
教
育
﹂
に
取
り

組
ま
れ
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　
明
治
後
期
、
国
の
代
表
と
し
て
西
欧

を
見
て
廻
ら
れ
た
歌
子
先
生
は
、
﹁
日

本
が
西
欧
と
肩
を
並
べ
る
た
め
に
は
、

西
欧
の
真
似
で
な
い
き
ち
ん
と
し
た
日

本
人
を
育
て
る
必
要
が
あ
る
。
き
ち
ん

と
し
た
日
本
人
を
育
て
る
に
は
、
家
庭

教
育
を
し
っ
か
り
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

だ
か
ら
、
家
庭
を
切
り
盛
り
す
る
﹃
女

性
﹄
を
育
て
な
い
限
り
、
日
本
は
西
欧

に
認
め
ら
れ
る
国
に
は
な
れ
な
い
。
﹂

そ
う
強
く
感
じ
て
帰
国
さ
れ
、
全
力
で

女
性
教
育
に
取
り
組
ま
れ
ま
し
た
。
﹁
実

践
女
子
学
園
﹂
の
創
立
は
そ
の
取
り
組

み
の
象
徴
で
も
あ
り
ま
す
。

　
現
代
、
女
性
を
育
児
か
ら
解
放
し
、

男
女
が
平
等
に
参
加
で
き
る
社
会
を
つ

く
ろ
う
と
い
う
活
動
が
広
が
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
同
時
に
、
青
少
年
に
よ

る
悲
惨
な
事
件
が
続
発
し
、
家
庭
教
育

の
崩
壊
が
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て

い
ま
す
。

　
育
児
は
女
性
だ
け
で
行
う
の
で
な
く
、

男
性
や
家
族
、
地
域
社
会
や
学
校
と
い

っ
た
、
大
人
全
員
の
責
任
で
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
母
親

が
育
児
の
有
り
よ
う
を
大
き
く
左
右
す

る
こ
と
だ
け
は
、
否
定
で
き
な
い
事
実

で
あ
り
ま
す
。

　
女
性
教
育
に
関
す
る
歌
子
先
生
の
著

書
は
、
家
庭
教
育
の
崩
壊
と
い
わ
れ
る

現
代
に
と
っ
て
、
貴
重
な
育
児
書
で
も
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講
読
会
に
よ
せ
て

講
読
会
に
よ
せ
て 

講
読
会
に
よ
せ
て 

「
い
わ
む
ら
一
斎
塾
」
が
め
ざ
す
も
の 

　
何
処
を
見
て
も
む
つ
か
し
い
言
志
四

録
と
思
っ
て
読
ん
で
い
た
ら
思
わ
ず
は

っ
と
し
た
。
﹁
春
風
を
以
っ
て
人
に
接

し
、
秋
霜
を
以
て
自
ら
粛
む
﹂
の
文
で

あ
る
。
本
当
に
そ
の
様
に
と
私
の
一
番

好
き
な
語
録
の
一
文
で
す
。
今
で
は
読

む
の
が
楽
し
み
で
、
次
々
と
読
ん
で
は

い
ろ
い
ろ
想
い
、
孫
に
も
時
々
来
る
と

言
志
四
録
を
出
し
て
、
此
の
所
ど
う
思

う
と
か
言
っ
て
意
見
を
聞
い
た
り
し
て

話
の
た
ね
に
な
っ
た
り
し
て
一
時
を
過

ご
せ
ま
す
。

　
二
十
一
世
紀
を
生
き
抜
く
教
養
豊
か

な
人
材
と
指
導
者
を
養
成
す
る
た
め
に
、

郷
土
が
生
ん
だ
幕
末
の
偉
大
な
碩
学
佐

藤
一
斎
翁
の
教
え
を
基
本
理
念
と
し
て
、

広
く
高
い
見
地
か
ら
多
様
な
学
習
と
修

養
の
場
作
り
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
幅
広
い
層
に
至

る
ま
で
の
﹁
人
づ
く
り
﹂
﹁
心
そ
だ
て
﹂

及
び
そ
れ
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
の

推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

目
的
達
成
の
取
り
組
み 

⑴
　
佐
藤
一
斎
の
教
え
︵﹁
言
志
四
録
﹂︶

　
を
学
ぶ
定
例
学
習
会
の
開
催

⑵
　
郷
土
の
先
人
や
歴
史
に
関
す
る
公

　
開
講
座
及
び
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催

⑶
　
各
種
団
体
等
か
ら
の
要
請
に
よ
る

　
郷
土
の
先
人
に
関
す
る
講
師
の
派
遣

⑷
　
郷
土
の
先
人
に
関
す
る
情
報
誌
・

　
書
籍
の
発
行

⑸
　
郷
土
の
歴
史
や
先
人
に
関
す
る
書

　
籍
・
論
文
・
資
料
の
収
集

⑹
　
郷
土
の
先
人
の
知
恵
を
今
に
活
か

　
す
イ
ベ
ン
ト
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
等
の
開

　
催
及
び
協
力

⑺
　
郷
土
の
先
人
か
ら
学
ぶ
関
係
団
体

　
と
の
研
修
会
及
び
交
流
会
の
開
催

＝

お
知
ら
せ

＝ 

　
言
志
祭
協
賛
記
念
講
演
会 

・
日
時
　
十
月
二
十
八
日
︵
土
︶

　
　
　
　
午
後
七
時
よ
り

・
演
題
　
志
が
人
生
を
決
め
る

　
　
　
　
　
︱
言
志
四
録
を
説
く
志
︱

・
講
師
　
神
渡
良
平

氏

　
特
別
講
座 

　
　
い
わ
む
ら
一
斎
塾
ご
案
内 

・
日
時
　
十
二
月
二
日
︵
土
︶

　
　
　
　
午
後
一
時
三
十
分

・
演
題
　
﹁
論
語
の
楽
し
み
方
﹂

・
講
師
　
愛
知
文
教
大
学
学
長

坂
田
　
新

氏

あ
と
が
き 

　
お
陰
様
で
創
刊
号
を
お
届
け
で
き
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
次
号
は
来
年
四

月
発
行
す
る
予
定
で
す
。
皆
様
方
の
一

斎
塾
に
よ
せ
る
思
い
、
御
意
見
等
是
非

お
寄
せ
下
さ
い
。
部
員
一
同
心
よ
り
お

待
ち
し
て
い
ま
す
。
︵
木
村
・
杉
浦
・

鈴
木
・
成
瀬
・
山
口
・
徳
増
︶

あ
り
ま
す
。
歌
子
先
生
が
書
か
れ
た
明

治
の
女
子
教
育
書
か
ら
現
代
人
が
学
ぶ

と
こ
ろ
は
多
い
と
感
じ
ま
す
。

　
今
、
岩
邑
中
学
校
の
生
徒
と
先
生
に

よ
っ
て
歌
子
先
生
の
名
著
﹁
女
子
の
修

養
﹂
の
現
代
訳
本
が
制
作
さ
れ
て
い
ま

す
。
皆
様
の
お
目
に
触
れ
る
日
も
近
い

と
思
い
ま
す
。

　
時
代
は
変
っ
て
も
、
子
育
の
本
質
は

変
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
き
っ
と

歌
子
先
生
の
著
書
は
、
我
々
現
代
人
が

忘
れ
か
け
て
い
る
﹁
日
本
人
の
あ
り
方
﹂

を
考
え
る
よ
い
機
会
を
与
え
て
く
れ
る

も
の
と
思
い
ま
す
。

木
村
麻
利
子 

　
毎
月
の
定
例
会
は
先
ず
全
員
が
礼
に

始
ま
り
礼
に
終
わ
り
ま
す
。
言
志
四
録

を
皆
で
素
読
し
て
、
皆
さ
ん
の
考
え
方
、

捉
え
方
な
ど
を
話
し
合
っ
て
い
ま
す
。

一
つ
の
事
で
も
そ
れ
ぞ
れ
意
見
あ
り
大

変
勉
強
に
な
り
、
か
た
よ
ら
な
い
心
で

学
ぶ
こ
と
の
大
切
さ
を
知
り
ま
し
た
。

い
つ
の
世
に
も
正
し
く
常
識
あ
る
判
断

力
を
養
う
た
め
に
も
常
に
学
び
努
力
を

す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

杉
浦
　
敏
子 

　
佐
藤
一
斎
研
究
会
に
入
り
久
し
く
な

り
ま
す
が
、
学
習
の
場
で
の
雰
囲
気
は

決
し
て
固
苦
し
く
な
く
、
常
日
頃
の
生

活
の
中
に
充
ち
溢
れ
て
い
る
様
々
な
事
、

疑
問
、
悩
み
、
迷
い
等
を
一
斎
先
生
の

教
え
を
基
に
様
々
な
角
度
か
ら
意
見
を

述
べ
ら
れ
、
話
し
合
い
、
毎
月
の
研
究

会
の
二
時
間
は
瞬
く
間
に
過
ぎ
て
し
ま

う
程
で
、
こ
の
良
い
機
会
を
若
い
人
に

伝
え
た
ら
と
何
時
も
思
っ
て
居
り
ま
す
。

鈴
木
喜
代
子 

・
名
言
録
集
　
　
　
　
　
　
　
五
百
円

・
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
ぼ
く
　
千
五
十
円

・
言
志
四
録
抄
日
捲
り
　
　
　
七
百
円

・
大
人
の
寺
子
屋
　
　
　
　
　
六
百
円

・
重
職
心
得
箇
条
　
　
　
　
　
八
百
円

・
生
き
方
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

　
︱
佐
藤
一
斎
の
思
想
　
二
千
六
十
円

・
佐
藤
一
斎
　
　
　
　
　
　
　
三
百
円

＊
　
　
　
＊
　
　
　
＊
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