
　
一
つ
の
事
柄
の
善
し
悪
し
を
よ
く
見
て
、

全
体
的
視
点
よ
り
そ
の
善
し
悪
し
を
問
題

視
せ
ず
。
ま
た
は
一
時
的
な
利
害
に
と
ら

わ
れ
て
、
長
期
的
な
利
害
を
視
点
と
し
な

い
。
政
治
を
司
る
に
あ
た
り
、
そ
の
よ
う

な
あ
り
方
は
、
国
の
危
機
的
状
態
で
あ
る
。

　
今
日
的
世
相
は
、
こ
の
訓
え
の
如
く
目

先
の
こ
と
に
執
着
し
、
言
葉
上
の
将
来
で

あ
り
、
全
体
を
把
握
せ
ず
、
一
時
の
損
得

に
左
右
さ
れ
、
継
続
性
の
あ
る
利
害
を
考

慮
し
な
い
。
ま
さ
に
私
利
私
欲
に
と
ら
わ

れ
た
物
事
へ
の
判
断
が
、
政
治
・
経
済
・

教
育
・
生
活
の
全
て
の
分
野
に
蔓
延
り
、

世
相
は
混
迷
ま
さ
に
八
方
塞
り
で
あ
る
。

国
家
と
し
て
日
本
人
社
会
の
一
大
危
機
に

直
面
し
て
い
る
の
だ
。
だ
れ
の
責
任
で
も

な
い
日
本
人
の
全
て
、
特
に
年
長
者
か
ら

一
人
ひ
と
り
が
良
心
に
立
ち
戻
り
覚
悟
す

べ
き
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
徳
増
省
允

言
志
録
一
八
〇
条

釈
　
意

発　行
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一
物
の
是
非
を
見
て
、
大
体
の
是

非
を
問
わ
ず
。
一
時
の
利
害
に
拘

り
て
、
久
遠
の
利
害
を
察
せ
ず
。

政
を
為
す
に
此
の
如
き
は
国
危
し
。 

あ
や
う 

か
く 

か
か
わ 

　
上
杉
鷹
山
公
の
師
と
し
て
有
名
な
儒

学
者
細
井
平
洲
は
、
尾
張
藩
に
仕
え
た

あ
と
江
戸
と
名
古
屋
を
行
き
来
す
る
こ

と
が
多
く
な
り
ま
し
た
。
天
明
七
年
︵
一

七
八
七
年
︶
六
十
歳
の
と
き
に
高
弟
の

久
留
米
藩
士
樺
島
石
梁
ら
を
伴
っ
て
尾

張
に
行
く
と
き
に
、
木
曽
路
を
辿
り
、

旧
知
の
木
曽
福
島
の
関
所
の
代
官
で
あ

っ
た
山
村
蘇
門
公
を
訪
ね
ま
し
た
。
そ

の
と
き
の
平
洲
か
ら
の
漢
文
の
お
礼
の

手
紙
が
、
現
在
も
木
曽
町
の
山
村
代
官

屋
敷
に
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
一

節
を
、
平
洲
研
究
者
の
小
野
重
　
先
生

の
﹃
嚶
鳴
館
遺
稿
注
釈
尾
張
編
﹄
︵
平

成
十
二
年
東
海
市
教
育
委
員
会
︶
に
よ

っ
て
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

 

　
既
到
門
則
倒
履
見
延
、
坐
定
膝
進
、

情
緒
無
次
。
膳
味
具
山
海
、
而
杯
大
如

　
。
⋯
⋯

　
既
に
し
て
門
に
到
れ
ば
則
ち
倒
履
し

見
延
し
、
坐
定
ま
る
や
膝
を
進
め
て
、

情
緒
に
次
無
し
。

　
や
っ
と
御
門
に
到
着
し
ま
す
と
、
と

る
も
の
も
と
り
あ
え
ず
、
と
い
う
風
に
、

お
心
を
尽
く
し
て
お
迎
え
い
た
だ
き
、

部
屋
に
は
い
っ
て
席
に
座
る
や
、
膝
を

つ
き
合
わ
せ
て
積
も
る
思
い
を
述
べ
、

順
序
し
だ
い
も
な
く
、
心
の
お
も
む
く

ま
ま
に
お
話
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
膳
味
具
山
海
、
而
杯
大
如
　
。
⋯
⋯

　
膳
味
は
山
海
を
具
し
て
、
杯
の
大
な

る
こ
と
　
の
如
し
。

　
お
膳
に
は
山
海
の
珍
味
が
並
び
、
船

の
よ
う
に
大
き
い
杯
で
あ
り
ま
し
た
。

　
臨
去
、
又
領
佳
贐
一
何
鄭
重
、
⋯
⋯

　
去
る
に
臨
み
て
、
又
佳
贐
を
領
せ
し

む
る
、
一
に
何
ぞ
鄭
重
な
る
。

　
お
別
れ
に
当
た
り
ま
し
て
、
更
に
そ

の
上
に
結
構
な
お
餞
別
ま
で
頂
戴
し
て

し
ま
い
ま
し
て
、
な
ん
と
い
う
御
念
の

入
っ
た
こ
と
か
と
、
感
激
い
た
し
ま
し

た
。

　
こ
の
礼
状
を
と
お
し
て
、
遠
方
よ
り

訪
ね
て
こ
ら
れ
た
平
洲
先
生
を
、
蘇
門

公
が
心
の
こ
も
っ
た
手
厚
い
も
て
な
し

を
さ
れ
た
よ
う
す
が
、
ひ
し
ひ
し
と
伝

わ
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、

　
自
辞
而
出
、
三
宿
達
尾
⋯
⋯

　
辞
し
て
出
で
て
よ
り
、
三
宿
し
て
尾

に
達
せ
り
。

　
お
屋
敷
を
辞
去
し
て
か
ら
、
三
泊
し

て
尾
張
名
古
屋
に
着
き
ま
し
た
、
と
。

　
小
野
先
生
は
、
こ
の
帰
り
道
を
、
中

仙
道
か
ら
分
か
れ
て
恵
那
市
槙
ヶ
根
︱

同
市
武
並
町
竹
折
︱
瑞
浪
市
釜
戸
町
︱

土
岐
市
土
岐
津
町
高
山
︱
多
治
見
市
池

田
町
︱
春
日
井
市
内
津
町
、
同
市
坂
下

町
︱
同
市
勝
川
町
と
進
む
善
光
寺
街
道

で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
年
の
十
二
月
。
蘇
門
公
は
尾
張

藩
主
の
命
に
よ
っ
て
隠
居
し
て
、
関
所

の
代
官
職
を
辞
し
、
尾
張
藩
の
家
老
と

し
て
名
古
屋
で
勤
め
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
蘇
門
公
の
木
曽
領
内
に
お
け
る

善
政
に
よ
っ
て
尾
張
藩
が
招
い
た
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
江
戸
詰
め

と
な
っ
た
蘇
門
公
は
、
江
戸
市
ヶ
谷
の

尾
張
藩
邸
に
屋
敷
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
。

藩
の
御
儒
者
で
あ
る
平
洲
先
生
も
こ
の

藩
邸
に
屋
敷
を
与
え
ら
れ
て
い
ま
し
た

の
で
、
さ
ら
に
深
い
交
わ
り
が
で
き
た

こ
と
で
し
ょ
う
。

平
洲
先
生
、
木
曽
路
を
下
る 

東
海
市
立
平
洲
記
念
館
館
長

立
　

松

　
　
彰 

す
で

も
ん

い
た

す
な
わ

と
う
　
り

け
ん
え
ん

ざ
　
さ
だ

ひ
ざ

す
す

じ
ょ
う
ち
ょ

じ

　
な

ぜ
ん
　
み

さ
ん
か
い

ぐ

さ
か
ず
き

だ
い

ふ
ね

ご
と

さ

の
ぞ

ま
た
　
か
　
じ
ん

り
ょ
う

い
つ

な
ん

て
い
ち
ょ
う

じ

い

し
ゅ
く

び

た
つ

は
び
こ
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「
義
は
己
に
あ
り
て 

　
　
　
　
万
人
に
わ
た
る
」 

豊
田
市
鈴
木
正
三
顕
彰
会 

浜
　
本
　
晴
　
之

事
務
局
長 

　
﹁
義
は
己
に
あ
り
て
万
人
に
わ
た
れ

り
﹂
こ
れ
は
佐
藤
一
斎
・
細
井
平
洲
と

と
も
に
東
海
の
三
先
人
と
い
わ
れ
る
仏

教
思
想
家
鈴
木
正
三
が
遺
し
た
言
葉
の

一
つ
で
あ
る
。

　
現
在
﹁
豊
田
市
鈴
木
正
三
顕
彰
会
﹂

で
は
、
本
年
度
の
顕
彰
活
動
の
ひ
と
つ

と
し
て
﹁
正
三
和
尚
金
言
集
﹂
を
作
成

し
て
い
る
。
特
に
子
ど
も
た
ち
に
も
理

解
で
き
る
も
の
を
と
い
う
ね
ら
い
を
も

っ
て
、
正
三
の
数
多
い
言
葉
の
中
か
ら

比
較
的
容
易
な
も
の
、
あ
わ
せ
て
宗
教

色
が
強
く
な
い
も
の
を
選
ん
で
い
る
。

そ
の
表
紙
に
前
記
の
言
葉
を
使
用
し
た
。

　
﹁
義
は
人
が
誰
で
も
持
っ
て
い
る
良

識
の
こ
と
で
あ
り
、
正
し
い
こ
と
と
、

そ
う
で
な
い
こ
と
を
見
分
け
る
能
力
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
、
誰
も
が
同
じ
よ

う
に
も
っ
て
い
る
力
を
、
人
が
お
互
い

に
磨
き
出
し
合
っ
て
い
け
ば
、
世
の
中

は
う
ま
く
整
っ
て
い
く
。
﹂
正
三
全
集
の

著
者
で
あ
る
神
谷
満
雄
先
生
の
ご
指
導

を
基
に
、
こ
ん
な
解
説
を
つ
け
た
。
こ

の
言
葉
は
、
正
三
﹁
七
部
の
書
﹂
の
一

つ
で
あ
る
﹁
麓
草
分
﹂
の
中
に
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
鈴
木
正
三
は
、
天
正
七
︵
一
五
七
九
︶

年
三
河
国
足
助
庄
則
定
︵
現
豊
田
市
則

定
町
︶
で
徳
川
家
康
の
旗
本
鈴
木
重
次

の
長
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
そ
の
後
、

関
が
原
の
戦
い
、
大
坂
冬
・
夏
の
陣
で

は
徳
川
秀
忠
の
旗
下
で
武
士
と
し
て
活

躍
し
た
。
し
か
し
、
幼
い
頃
か
ら
人
間

の
死
や
仏
教
に
関
心
が
強
く
、
元
和
六

︵
一
六
二
〇
︶
年
四
十
二
歳
の
時
、
突

如
武
士
を
捨
て
出
家
し
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
後
、
故
郷
に
帰
っ
た
正
三
は
人
里

は
な
れ
た
山
奥
で
荒
行
を
極
め
、
厳
し

い
修
行
に
基
き
、
独
自
に
開
発
し
た
二

王
禅
を
始
め
、
禅
と
念
仏
を
中
心
と
し

た
特
定
宗
派
に
と
ら
わ
れ
な
い
教
え
を

提
唱
し
て
い
っ
た
。

　
正
三
の
偉
大
さ
を
わ
ず
か
な
紙
面
に

表
現
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
あ
る

が
、
あ
え
て
取
り
上
げ
て
み
る
と
次
の

よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
の
一
つ
は
、
正
三
が
武
士
を
捨
て

て
出
家
し
た
と
い
う
も
の
の
、
他
に
多

く
の
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
な
厭
世
的
に

俗
世
界
を
離
れ
、
山
野
を
さ
ま
よ
う
の

で
は
な
く
、
生
涯
を
通
し
て
求
道
心
を

貫
き
、
教
化
活
動
に
努
め
た
こ
と
。
二

つ
に
は
、
正
三
の
目
が
特
定
の
階
級
に

向
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る

人
の
日
常
生
活
に
向
け
ら
れ
て
い
た
こ

と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
﹁
念

仏
草
子
﹂
や
﹁
二
人
比
尼
﹂
な
ど
、
分

か
り
や
す
い
文
芸
著
作
を
発
表
し
、
庶

民
に
対
す
る
教
化
に
努
め
た
こ
と
や
既

成
の
宗
教
活
動
に
対
す
る
鋭
い
批
判
精

神
を
も
っ
て
い
た
こ
と
も
忘
れ
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

　
正
三
を
語
る
時
、
必
ず
、
﹁
世
業
即

仏
業
﹂
と
い
う
言
葉
に
ぶ
つ
か
る
。
﹁
何

れ
の
事
業
も
皆
仏
業
な
り
﹂
と
説
く
正

三
の
教
え
は
、
日
本
の
近
代
資
本
主
義

の
形
成
と
発
達
を
支
え
た
人
々
の
勤
労

観
を
職
業
倫
理
に
ま
で
高
め
る
の
に
大

き
な
力
と
な
っ
た
。
世
の
中
に
は
様
々

な
仕
事
が
あ
り
、
そ
の
何
れ
も
が
私
た

ち
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
、

自
分
に
与
え
ら
れ
た
仕
事
に
﹁
誠
﹂
の

心
を
も
っ
て
取
り
組
む
こ
と
こ
そ
が
何

よ
り
も
大
切
で
あ
る
。
こ
う
し
た
正
三

の
教
え
を
今
の
子
ど
も
た
ち
に
も
伝
え

た
く
て
、
金
言
集
の
中
に
次
の
言
葉
も

載
せ
た
。
﹁
農
人
な
く
し
て
、
世
界
の

食
物
あ
る
べ
か
ら
ず
。
商
人
な
く
し
て
、

世
界
の
自
由
成
る
べ
か
ら
ず
。
﹂
︵
万
民

徳
用
︶

　
去
る
六
月
二
十
一
日
、
熊
本
市
民
会

館
大
ホ
ー
ル
に
て
肥
後
時
習
館
顕
彰
会

会
長
の
開
会
宣
言
に
よ
っ
て
大
会
の
幕

が
切
っ
て
降
ろ
さ
れ
ま
し
た
。
参
加
藩

校
は
北
は
庄
内
藩
か
ら
南
は
薩
摩
藩
ま

で
二
十
二
藩
の
関
係
者
が
会
場
狭
し
と

多
数
参
加
さ
れ
ま
し
た
。

　
大
会
会
長
が
時
習
館
の
歴
史
と
熊
本

城
﹁
築
城
四
〇
〇
年
﹂
記
念
イ
ベ
ン
ト

等
の
紹
介
を
混
じ
え
な
が
ら
歓
迎
の
挨

拶
を
さ
れ
ま
し
た
。

　
次
に
来
賓
の
細
川
佳
代
子
元
総
理
大

臣
夫
人
、
熊
本
県
知
事
、
熊
本
市
長
、

徳
川
恒
孝
徳
川
宗
家
十
八
代
当
主
、
ほ

か
旧
藩
主
ご
子
孫
の
方
々
の
挨
拶
が
あ

り
ま
し
た
。

　
つ
い
で
基
調
講
話
﹁
肥
後
時
習
館
に

見
る
人
材
育
成
﹂
と
題
し
て
文
学
博
士

の
堤
克
彦
先
生
が
講
演
を
さ
れ
ま
し
た
。

　
熊
本
県
は
か
つ
て
﹁
肥
後
文
教
﹂
ま

た
、
﹁
文
教
敬
地
﹂
な
ど
の
表
現
が
あ

り
ま
し
た
。
近
世
で
は
第
八
代
藩
主
の

細
川
重
賢
が
諸
藩
に
先
駆
け
て
﹁
宝
暦

改
革
﹂
を
実
施
し
、
従
来
の
藩
制
度
の

抜
本
的
な
見
直
し
を
行
な
い
ま
し
た
。

﹁
時
習
館
は
宝
暦
五
︵
一
七
五
五
︶
年

一
月
に
開
校
さ
れ
、
細
川
重
賢
の
目
的

は
有
能
な
藩
士
の
育
成
と
確
保
と
い
う

﹃
実
利
的
な
﹄
人
材
教
育
﹂
に
あ
り
、

第
七
回
全
国
藩
校
サ
ミ
ッ
ト 

「
熊
本
大
会
」
に
参
加
し
て 

会
員
　

杉
　
山
　
伸
　
美

生
前
の
姿
を
し
の
ば
せ
る
正
三
像
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運
営
は
す
べ
て
初
代
教
授
秋
山
玉
山
に

一
任
さ
れ
、
彼
は
開
校
に
際
し
て
﹁
孝

経
﹂
を
講
じ
ま
し
た
。
さ
ら
に
﹁
時
習

館
学
規
﹂
を
定
め
、
そ
の
教
育
と
運
営

の
指
針
と
し
ま
し
た
。
﹁
時
習
館
﹂
教

育
で
は
、
幼
少
期
か
ら
徹
底
し
た
初
期

教
育
を
行
っ
て
こ
そ
、
孝
弟
、
忠
信
を

修
得
し
た
藩
士
の
育
成
が
可
能
で
あ
る

と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
次
に
記
念
講
演
﹁
江
戸
の
徳
育
と
平

和
教
育
﹂
を
徳
川
宗
家
が
講
演
さ
れ
﹁
江

戸
末
期
に
は
藩
校
二
五
〇
校
、
寺
子
屋

が
全
国
に
二
万
、
江
戸
に
四
千
あ
り
、

士
農
工
商
の
身
分
制
度
に
よ
り
互
い
の

理
解
と
信
頼
感
が
あ
り
、
二
六
〇
年
続

い
た
。
﹂
と
締
め
く
く
ら
れ
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
﹁
﹃
秋
山
玉
山
﹄
の
漢
詩
に

つ
い
て
﹂
斯
文
会
理
事
長
の
石
川
忠
久

先
生
が
講
演
さ
れ
、
﹁
玉
山
﹂
の
六
つ

の
詩
を
紹
介
・
解
説
さ
れ
、
中
国
詩
人

の
五
言
絶
句
を
詠
わ
れ
ま
し
た
。
肥
後

時
習
会
余
話
と
し
て
、
顕
彰
会
会
長
の

筑
紫
汎
三
様
が
述
べ
ら
れ
た
こ
と
を
報

告
し
、
ま
と
め
と
し
ま
す
。

　
肥
後
時
習
会
は
細
川
重
賢
に
よ
り
、

個
性
教
育
を
教
育
哲
学
と
し
て
﹁
肥
後

論
語
・
学
而
第
一
﹂
を
標
語
と
し
て
決

め
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
伝
統
は
受
け
継

が
れ
、
明
治
に
な
っ
て
済
々
黌
か
ら
三

人
の
漢
学
の
碩
学
が
生
れ
ま
し
た
。
狩

野
直
喜
︵
京
都
大
学
教
授
︶
、
宇
野
哲

人
︵
東
京
大
学
教
授
︶、
古
城
貞
吉
︵
東

洋
大
学
教
授
︶
。
い
づ
れ
も
近
現
代
の

日
本
儒
学
界
の
高
峰
で
偉
観
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
伝
統
教
育
を
新
時
代
に
ど

の
よ
う
に
生
か
す
か
。
課
題
は
﹁
創
新
﹂

に
あ
り
ま
す
。
と
結
ん
で
お
ら
れ
ま
す
。

私
は
こ
の
熊
本
県
の
心
意
気
に
感
動
し

ま
し
た
。

　
安
政
六
︵
一
八
五
九
︶
年
九
月
二
十

四
日
、
一
斎
先
生
は
幕
府
の
学
問
所
昌

平
黌
の
官
舎
で
八
十
八
歳
の
天
寿
を
全

う
さ
れ
ま
し
た
。

　
平
成
二
十
一
︵
二
〇
〇
九
︶
年
は
没

後
一
五
〇
年
の
節
目
を
迎
え
ま
す
。

　
昨
年
か
ら
、
東
海
市
の
市
長
さ
ん
が

全
国
の
各
市
へ
呼
び
か
け
ら
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
郷
土
の
先
人
を
活
か
し
た
ま
ち

づ
く
り
、
人
づ
く
り
、
心
そ
だ
て
を
進

め
て
い
る
自
治
体
が
協
力
し
合
い
、
歴

史
を
活
か
し
た
ふ
る
さ
と
づ
く
り
を
、

﹁
情
報
と
し
て
全
国
に
発
信
﹂
し
て
行

こ
う
と
の
狙
い
で
、
﹁
嚶
鳴
︵
お
う
め

い
︶
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹂
が
協
議
会
と
し
て

組
織
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
恵
那
市
の
可
知
市
長
さ
ん
も
い
ち
早

く
手
を
挙
げ
、
本
年
も
近
江
聖
人
と
し

て
地
元
は
も
と
よ
り
多
く
の
人
た
ち
か

ら
親
し
ま
れ
崇
め
ら
れ
て
い
る
中
江
藤

樹
先
生
の
ふ
る
さ
と
滋
賀
県
高
島
市
で

の
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
も
出
席
し
て
下
さ
い

ま
し
た
。

　
三
回
目
を
迎
え
る
来
年
の
フ
ォ
ー
ラ

ム
は
、
恵
那
市
は
勿
論
、
東
濃
一
円
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
得
て
、
一
斎
先
生

没
後
一
五
〇
年
祭
記
念
と
し
て
、
恵
那

市
で
開
催
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
佐
藤
一
斎
顕
彰
会
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
い

わ
む
ら
一
斎
塾
が
市
と
協
働
し
、
多
く

の
関
係
団
体
の
ご
支
援
を
い
た
ゞ
き
な

が
ら
、
取
り
組
ん
で
行
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　
す
で
に
発
起
人
会
も
開
か
れ
、
い
よ

い
よ
実
行
委
員
会
が
組
織
さ
れ
動
き
始

め
ま
し
た
。

　
大
筋
で
は
、
六
月
の
名
古
屋
市
で
の

プ
レ
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
十
月
末
の
二
日
間

に
わ
た
る
恵
那
市
で
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
と

第
十
三
回
言
志
祭
〜
佐
藤
一
斎
ま
つ
り

〜
を
核
と
し
て
、
五
月
の
東
京
湯
島
聖

堂
と
九
月
の
大
阪
大
学
中
之
島
セ
ン
タ

ー
を
借
用
し
て
の
﹁
一
斎
塾
﹂
出
張
講

座
、
岩
村
歴
史
資
料
館
で
の
特
別
企
画

展
、
書
道
公
募
展
な
ど
が
予
定
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
実
行
委
員
会
か
ら
更
に
恵

那
に
ふ
さ
わ
し
い
提
案
が
あ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　
フ
ォ
ー
ラ
ム
の
テ
ー
マ
は
、
高
島
市

の
﹁
未
来
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
た
め

に
、
今
、
な
す
べ
き
こ
と
は
？
﹂
を
受
け

て
、
大
人
の
世
代
、
と
り
わ
け
子
ど
も
た

ち
に
最
も
影
響
を
与
え
る
﹁
親
学
﹂
に
焦

点
を
当
て
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。

　
実
の
あ
る
も
の
に
す
る
た
め
に
、
皆

様
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
献
身
的
な
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
去
る
９
月
27
日
、
28
日
と
二
日
間
に

わ
た
り
、
一
斎
塾
と
顕
彰
会
会
員
17
名

で
、
高
島
市
海
東
市
長
の
歓
迎
挨
拶
を

受
け
、
中
江
藤
樹
生
誕
四
〇
〇
年
祭
嚶

鳴
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
参
加
し
た
。
初
日
は
、

郷
土
の
先
人
を
ま
ち
づ
く
り
に
生
か
し

て
い
る
11
の
自
治
体
か
ら
高
島
市
長
、

恵
那
市
可
知
市
長
を
は
じ
め
、
二
人
の

教
育
長
が
列
座
さ
れ
る
中
、
童
門
冬
二

氏
・
吉
田
公
平
東
洋
大
学
教
授
を
コ
メ

ン
テ
ー
タ
ー
に
、
﹁
未
来
を
担
う
こ
ど

も
た
ち
の
た
め
に
、
今
、
な
す
べ
き
こ

と
は
？
﹂
を
メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
市
長
サ

ミ
ッ
ト
が
行
わ
れ
、
各
市
か
ら
参
加
さ

れ
て
い
る
多
く
の
参
加
者
に
と
っ
て
も
、

意
義
深
い
討
論
を
公
聴
す
る
こ
と
が
で

き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

　
二
日
目
は
、
﹁
嚶
鳴
フ
ォ
ー
ラ
ム
in

高
島
﹂



サ
ミ
ッ
ト
宣
言
が
、
会
場
で

読
み
上
げ
ら
れ
た
の
ち
、
高
島
市
長
が

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
な
り
童
門
冬
二

氏
・
吉
田
公
平
氏
の
三
人
で
﹁
藤
樹
心

学
フ
ォ
ー
ラ
ム
﹂
が
開
催
さ
れ
、
藤
樹

先
生
か
ら
学
ぶ
べ
く
﹁
孝
﹂
と
﹁
恕
﹂

を
通
し
て
﹁
未
来
を
担
う
こ
ど
も
た
ち

に
伝
え
る
も
の
﹂
に
つ
い
て
討
論
会
が

行
わ
れ
ま
し
た
。
私
自
身
、
﹁
お
も
い

や
り
の
大
切
さ
﹂
を
改
め
て
、
学
ば
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
次
年
度
に
む
け
、

実
り
の
あ
る
研
修
会
で
し
た
。

一
斎
先
生
没
後
一
五
〇
年
祭
を 

　
　
　
　
　
　
迎
え
る
に
当
っ
て 

副
理
事
長
　

鈴
　
木
　
　
　
一 

中
江
藤
樹
生
誕
四
〇
〇
年
祭﹁
良
知
の
こ
こ
ろ
に
生
き
る
﹂

　
嚶
鳴
フ
ォ
ー
ラ
ム
in
高
島
に
参
加
し
て

会
員
　
小
木
曽
　
順
　
務 
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あ
と
が
き 

　
一
斎
塾
で
は
、
県
の
地
域
教
育
力
再

生
運
営
協
議
会
の
委
託
を
受
け
、
町
内

各
団
体
の
協
力
を
得
て
実
行
委
員
会
を

組
織
し
、
七
月
か
ら
﹁
岩
村
知
新
塾
﹂

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
﹁
社
会
の
急
激
な
変
化
に

伴
う
住
民
同
士
の
連
帯
感
の
欠
如
や
人

間
関
係
の
希
薄
化
等
に
よ
る
地
域
教
育

力
の
低
下
に
対
応
す
る
た
め
、
住
民
が

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
や
家
族
参
加
の
体

験
活
動
、
地
域
の
様
々
な
課
題
に
取
り

組
み
な
が
ら
解
決
す
る
活
動
な
ど
を
通

じ
て
、
住
民
同
士
が
﹃
学
び
あ
い
、
支

え
あ
う
﹄
地
域
の
き
ず
な
づ
く
り
を
推

進
す
る
﹂
と
い
う
趣
旨
の
も
と
、
市
町

村
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
に
委
託
し
て
実
施
す

る
も
の
で
す
。

　
歴
史
、
文
化
、
自
然
に
恵
ま
れ
た
私

た
ち
の
町
に
は
、
他
に
な
い
財
産
が
た

く
さ
ん
あ
り
、
そ
れ
を
当
然
の
よ
う
に

思
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
意
外
と
そ

の
貴
重
な
財
産
を
正
し
く
理
解
し
、
次

世
代
へ
伝
え
て
行
こ
う
と
す
る
意
識
に

は
、
一
部
の
人
た
ち
を
除
き
や
ゝ
乏
し

い
よ
う
思
え
ま
す
。

　
﹁
岩
村
知
新
塾
﹂
で
は
、
大
人
も
子

ど
も
も
共
に
学
び
あ
う
な
か
か
ら
、
郷

土
を
愛
す
る
心
と
誇
り
を
バ
ト
ン
タ
ッ

チ
で
き
た
ら
と
願
い
次
の
よ
う
な
活
動

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
岩
村
城
址
能
︵
薪
能
︶
の
事
前
学
習

と
観
賞
、
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存

地
区
の
歴
史
的
、
文
化
的
意
義
と
防
災

学
習
、
ま
た
、
地
区
内
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
ガ
イ
ド
養
成
学
習
、
県
重
要
無
形
民

俗
文
化
財
指
定
の
秋
祭
り
︵
神
輿
渡
御

行
列
︶
学
習
と
参
加
な
ど
で
す
。

　
す
で
に
半
分
以
上
の
活
動
が
終
っ
て

い
ま
す
が
、
今
後
は
﹁
郷
土
の
偉
人
か

ら
学
ぶ
も
の
﹂
と
か
、
﹁
江
戸
し
ぐ
さ

を
学
ぶ
﹂
な
ど
を
実
施
す
る
予
定
で
す
。

　
土
曜
の
昼
下
が
り
、
気
軽
に
入
っ
た

喫
茶
店
で
少
し
知
的
な
話
が
し
て
み
た

い
。
知
ら
な
い
こ
と
を
聴
い
て
み
た
い
。

自
分
の
考
え
を
話
し
て
み
た
い
。

　
そ
ん
な
思
い
を
実
現
し
よ
う
と
す
る

試
み
が
﹁
い
わ
む
ら
哲
学
喫
茶
﹂
で
す
。

　
神
戸
で
始
ま
っ
た
﹃
哲
学
カ
フ
ェ
﹄

を
参
考
に
言
志
四
録
の
城
下
町
・
岩
村

で
こ
の
五
月
か
ら
始
め
て
い
ま
す
。

　
物
事
の
本
質
を
自
分
た
ち
で
考
え
る

力
を
養
う
こ
と
を
目
的
と
し
、
十
名
程

度
の
気
さ
く
な
雰
囲
気
の
中
、
設
定
さ

れ
た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
易
し
い
言
葉
で

対
話
し
、
自
分
な
り
の
答
や
ヒ
ン
ト
を

︽
心
の
お
土
産
︾
と
し
て
持
ち
帰
っ
て

も
ら
え
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
難
し
い
知
識
は
い
り
ま
せ
ん
。
興
味

の
あ
る
方
は
お
気
軽
に
ご
参
加
下
さ
い
。

︻
日
時
︼

　
毎
月
第
二
土
曜
　
午
後
三
時
〜
五
時

︻
場
所
︼
喫
茶
﹁
ラ
ベ
ン
ダ
ー
﹂

　
　
︵
岩
村
振
興
事
務
所
の
向
か
い
︶

︻
会
費
︼
千
円
︵
飲
物
と
ケ
ー
キ
付
︶

︻
ル
ー
ル
︼

　
一
、
オ
ー
プ
ン
で
前
向
き
な
対
話
を
。

　
二
、
途
中
参
加
・
退
出
は
自
由
。

　
三
、
聴
く
だ
け
の
参
加
も
歓
迎
で
す
。

　
四
、
発
言
は
最
後
ま
で
聴
い
て
！

　
五
、
考
え
の
押
し
つ
け
は
厳
禁
で
す
。

　
塾
報
第
五
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

　
寄
稿
に
ご
協
力
頂
き
ま
し
た
各
先
生

方
に
は
ご
多
忙
の
中
有
難
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
特
別
公
開
講
座
も
回
を
重
ね
る

毎
に
若
い
人
の
姿
も
見
ら
れ
、
幅
広
く

徐
々
に
皆
様
の
琴
線
に
触
れ
注
目
さ
れ

つ
つ
あ
る
事
を
嬉
し
く
思
っ
て
お
り
ま

す
。

　
九
月
末
高
島
嚶
鳴
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
参

加
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
来
年
は
佐
藤

一
斎
没
後
一
五
〇
年
祭
を
恵
那
市
で
行

わ
れ
る
際
に
は
お
役
に
立
ち
た
い
と
思

い
ま
す
。
今
後
共
皆
様
の
ご
協
力
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
︵
喜
︶

「
岩
村
知
新
塾
」の 

　
　
　
　
取
り
組
み 

い
わ
む
ら 

　
　
哲
学
喫
茶 

会
　
員
　

井
　
下
　
賢
　
一

学
び
あ
い
、
支
え
あ
う 

◇第12回言志祭〜佐藤一斎まつり〜
＊10月25日（土）
　・言志祭　　　午前10時　　　佐藤一斎銅像前他
　・記念講演会　午後１時半〜　岩村公民館二階
　　　演題「一斎先生『老いの戒め』
　　　　　　　　　〜養生と身後の工夫」
　　　講師　近藤正則先生
◇特別公開講座「いわむら一斎塾」
＊11月22日（土）
　　　演題「下田歌子の生い立ちと人となり」
　　　講師　丸山幸太郎先生
＊１月17日（土）
　　　演題「最も古くて最も新しいマナー
　　　　　　　　　　　　　〈江戸しぐさ〉」
　　　講師　沼田玲子先生
◇第６回下田歌子賞
＊11月30日（日）
　　・表彰式　　　　13時30分〜
　　・記念イベント　14時15分〜
　　・語り舞「源氏物語」
　　・パネルディスカッション
　　　　「下田歌子が語りかけるもの」
　　・パネラーとして、
　　　　童門冬二氏、実践女大湯浅学長などが
　　　　登壇予定

ト　ピ　ッ　ク　ス 

ようせい
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