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「
修
身
教
授
録
」
探
求

（
第
百
二
十
回
）

す
べ
か
ら
く

「
地
位
」
お
よ
び
「
学
歴
」
を
超
越
す
べ
し

森

信
三

先
生
今
日
は
特
に
晴
れ
や
か
に
ニ
コ
ニ
コ
さ
れ
な

が
ら
、
今
日
は
い
よ
い
よ
正
式
に
芦
田
先
生
と
お
目

に
か
か
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
正
式
に
と
申
す
と

お
か
し
い
よ
う
で
す
が
、
実
は
こ
の
前
す
で
に
稲
荷

小
学
校
で
お
目
に
か
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す

が
、
そ
の
時
は
一
座
の
方
々
の
末
席
で
、
た
だ
お
顔

を
拝
し
た
と
い
う
程
度
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
今
日
は

先
生
の
方
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
お
越
し
下
さ
る
と
の
事
で

あ
り
ま
し
た
が
、
し
か
し
そ
れ
で
は
恐
縮
で
す
か
ら
、

私
の
方
か
ら
お
訪
ね
申
す
こ
と
に
し
た
の
で
す
。

■
話
の
括
り

も
う
こ
の
学
期
も
残
す
と
こ
ろ
僅
か
と
な
っ

て
、
お
そ
ら
く
私
の
時
間
も
今
後
５
、
６
回
ぐ

ら
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
私
も
そ
ろ
そ
ろ

そ
の
用
意
を
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
思
う
の
で

す
。
最
も
用
意
と
申
し
て
も
根
本
的
に
は
別
に

こ
れ
と
言
う
ほ
ど
の
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
芭
蕉
は
平
生
詠
み
捨
て
た
句
の
一

つ
一
つ
が
す
べ
て
辞
世
の
句
で
あ
る
と
言
っ
た

よ
う
で
す
が
、
し
か
し
彼
の
最
後
の
句
は
い
わ

ゆ
る
辞
世
の
句
と
し
て
、
い
か
に
も
相
応
し
い

感
が
い
た
し
ま
す
。
私
も
平
素
の
一
時
間
一
時

間
に
、
一
応
は
そ
の
時
の
自
分
の
あ
り
っ
た
け

を
尽
く
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
諸
君
と
の
別

れ
が
近
づ
い
た
か
ら
と
て
、
別
に
こ
れ
と
い
う

こ
と
も
い
ら
ぬ
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か

し
そ
れ
は
理
屈
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
人
情

と
し
て
は
一
応
話
の
括
り
を
つ
け
て
み
た
い
と

思
う
の
も
ま
た
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
り
ま
し

ょ
う
。
今
そ
う
し
た
心
か
ら
選
ん
だ
題
目
の
一

つ
が
今
日
の
題
目
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
り
ま
す

が
、
諸
君
に
と
っ
て
は
あ
る
い
は
多
少
奇
抜
と

か
不
思
議
と
言
う
感
を
与
え
る
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
当
の
私
と
し
て
は
奇
抜
ど
こ
ろ
か

諸
君
の
将
来
に
と
っ
て
最
も
深
刻
切
実
な
問
題

で
あ
っ
て
、
あ
る
意
味
で
は
こ
の
問
題
こ
そ
諸

君
に
と
っ
て
人
生
最
大
の
難
関
と
な
る
と
申
し

て
も
良
い
で
し
ょ
う
。
こ
れ
私
が
学
年
も
今
や

終
わ
り
に
近
づ
か
ん
と
す
る
今
日
、
こ
こ
に
こ

の
題
目
を
選
ん
だ
所
以
で
あ
り
ま
す
。

そ
も
そ
も
私
の
考
え
る
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す

と
、
現
在
多
く
の
人
々
は
い
わ
ば
二
種
の
無
形

の
枠
に
縛
ら
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
そ
れ
が
こ
こ
に
掲
げ
た
「
地
位
」
お
よ

び
「
学
歴
」
と
い
う
二
つ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。

私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
大
抵
の
人
が
こ
の
二
つ

の
枠
の
中
の
そ
の
い
ず
れ
か
一
つ
、
な
い
し
は

二
つ
に
縛
ら
れ
て
、
真
の
自
由
を
失
っ
て
い
る

と
思
う
の
で
す
。
自
由
を
失
っ
て
い
る
と
は
結

局
そ
の
生
命
が
萎
縮
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に

他
な
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
現
在
人
々
の
多
く

は
、
こ
の
「
地
位
」
及
び
「
学
歴
」
と
い
う
二

つ
の
「
無
形
の
観
念
の
枠
」
に
は
め
ら
れ
て
、

身
動
き
の
出
来
ぬ
状
態
に
あ
る
の
が
大
部
分
だ

と
思
う
の
で
す
。
も
っ
と
も
今
私
は
「
は
め
ら

れ
て
」
と
申
し
ま
し
た
が
、
実
は
他
人
が
は
め

た
と
い
う
よ
り
も
、
自
ら
そ
の
枠
に
は
ま
っ
て

い
る
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
そ
の
意
味
か
ら
は

文
字
通
り
自
縄
自
縛
と
い
っ
て
良
い
で
し
ょ
う
。

で
は
自
ら
枠
に
は
ま
る
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ

と
か
と
申
し
ま
す
と
、
「
ど
う
せ
自
分
は
い
く
ら

勉
強
し
て
み
た
と
て
、
小
学
校
の
教
師
だ
か
ら
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…
…
と
か
「
ま
た
い
く
ら
努
力
し
て
み
た
と
て
、

自
分
は
師
範
卒
業
だ
け
な
ん
だ
か
ら
…
…
」
と

い
う
考
え
で
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
自
分
自
身

の
上
に
自
ら
一
つ
の
枠
を
は
め
込
ん
で
、
生
命

の
無
限
進
転
力
を
我
と
我
が
手
で
抑
圧
し
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。

■
「
学
歴
」は
変
え
ら
れ
ぬ
が

も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
こ
に

そ
れ
相
応
の
理
由
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
私
は
前
に
「
地
位
」
と
「
学
歴
」
と
い
う

も
の
を
共
に
「
無
形
の
観
念
の
枠
」
と
申
し
ま

し
た
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
「
無
形
の
枠
」
の

み
で
は
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
諸

君
が
本
校
を
卒
業
し
て
奉
職
せ
ら
れ
る
先
は
必

ず
国
民
学
校
で
あ
っ
て
、
中
等
学
校
な
い
し
高

等
専
門
学
校
で
は
な
く
、
い
わ
ん
や
大
学
の
教

授
に
な
れ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
皆
笑
う
）

諸
君
！
こ
れ
は
決
し
て
笑
い
事
で
は
な
い
。
そ

れ
を
諸
君
は
単
な
る
笑
い
事
と
し
て
す
ま
し
て

い
る
か
ら
ダ
メ
な
の
で
す
。
諸
君
は
私
が
今
「
諸

君
は
学
校
を
卒
業
し
て
も
大
学
の
教
師
に
は
な

れ
な
い
」
と
言
っ
た
ら
笑
い
ま
し
た
が
、
し
か

し
諸
君
！
諸
君
の
中
学
時
代
の
友
人
の
中
に
は
、

今
後

年
の
後
に
大
学
の
講
師
に
な
る
人
が
な

10

い
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
ら
ば
そ
の

相
違
は
ど
こ
に
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
私
が
こ
う

申
す
と
必
ず
や
諸
君
は
、
「
そ
れ
は
向
こ
う
は
大

学
を
出
て
い
る
ん
だ
か
ら
…
…
と
い
う
に
違
い

な
い
。
な
る
ほ
ど
諸
君
の
そ
の
考
え
は
確
か
に

当
た
っ
て
い
な
い
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
な

が
ら
諸
君
！
問
題
は
た
だ
そ
れ
だ
け
で
す
ま
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
な
る
ほ
ど
大

学
の
講
師
に
な
る
に
は
、
一
応
大
学
を
出
る
必

要
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
師
範
の
二
部
（
注

１
）
を
出
た
だ
け
で
は
大
学
の
講
師
に
な
る
わ

け
に
行
き
ま
せ
ん
。
（
ま
た
笑
う
者
あ
り
。
先
生

悲
痛
の
面
持
ち
に
て
講
義
を
続
け
ら
れ
る
）

確
か
に
今
日
の
世
の
中
の
実
情
は
そ
の
通
り

で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
こ
の
私
の
心
は
、
単
に

こ
れ
だ
け
で
は
ど
う
し
て
も
融
け
や
ら
ぬ
も
の

が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
な
る
ほ
ど
「
学
歴
」

と
い
う
も
の
が
、
一
応
そ
の
人
の
実
力
を
あ
る

程
度
に
保
証
す
る
こ
と
は
否
み
難
い
事
実
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
必
ず
し
も
絶
対

的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
「
学
歴
が
も
の

を
言
う
」
と
い
わ
れ
る
事
は
、
な
る
ほ
ど
確
か

に
現
実
の
一
面
に
違
い
な
い
で
し
ょ
う
が
、
し

か
し
同
時
に
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
一
面
に
過
ぎ

な
い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち

現
象
的
一
面
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
も

し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
の
生
命
の
真

の
発
現
は
、
そ
う
し
た
現
象
面
を
突
き
破
る
と

こ
ろ
か
ら
現
れ
て
く
る
も
の
で
な
く
て
は
な
り

ま
す
ま
い
。
げ
に
真
の
生
命
力
の
発
現
は
「
学

歴
」
と
い
う
よ
う
な
相
対
的
現
象
的
な
も
の
を

突
き
破
る
と
こ
ろ
に
初
め
て
明
ら
か
に
な
る
も

の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
き
ま
す

と
、
人
間
は
「
学
歴
」
と
い
う
も
の
を
打
ち
越

え
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
初
め
て
人
間
と
し
て
の

真
の
生
き
甲
斐
が
あ
る
と
も
言
え
ま
し
ょ
う
。

同
時
に
人
に
し
て
未
だ
こ
の
趣
を
知
ら
な
い
な

ら
ば
、
そ
の
人
は
よ
し
「
学
歴
」
に
よ
っ
て
い

か
に
高
い
「
地
位
」
に
就
い
て
い
ま
し
て
も
、

真
の
人
間
と
は
い
え
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

■
若
林
強
齋

そ
も
そ
も
世
の
多
く
の
人
々
は
、
「
学
歴
」
と

い
う
も
の
の
力
を
非
常
に
大
き
く
考
え
て
、
「
学

歴
」
が
な
く
て
は
何
一
つ
で
き
な
い
よ
う
に
考

え
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
し
か
も
注
意
を
要
す

る
事
は
、「
学
歴
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
「
地
位
」

と
い
う
も
の
は
、
い
わ
れ
る
「
学
歴
」
が
付
け

て
く
れ
る
の
で
あ
り
ま
し
て
、
必
ず
し
も
そ
の

人
自
身
の
素
っ
裸
の
値
打
ち
と
は
言
い
得
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
点
で
思
い
出

さ
れ
る
の
は
山
崎
闇
斎
（
あ
ん
さ
い
）
先
生
の

孫
弟
子
に
当
た
る
方
で
若
林
強
齋
（
ご
う
さ
い
）

と
い
う
偉
い
方
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
方
の
座

談
を
お
弟
子
の
筆
録
し
た
も
の
に
「
雑
話
筆
記
」

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
で
強
齋
先

生
は
「
人
間
は
裸
百
貫
と
い
っ
て
素
裸
に
し
て

も
値
打
ち
が
あ
る
よ
う
で
な
く
て
は
い
け
な
い
」

と
い
う
意
味
の
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ

ま
す
が
、
実
際
そ
の
通
り
だ
と
思
う
の
で
す
。

単
に
「
学
歴
」
の
力
に
よ
っ
て
得
て
い
る
「
地

位
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
い
わ
ば
現
象
的

な
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
一
皮
剥
い
て
み
た
な

ら
ば
、
た
だ
木
偶
の
坊
（
で
く
の
ぼ
う
）
と
し

て
の
カ
ラ
ク
リ
が
腰
掛
け
て
い
る
に
過
ぎ
ま
せ

ん
。
こ
の
こ
と
は
ま
た
「
地
位
」
に
つ
い
て
も

同
様
に
言
う
事
が
で
き
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

い
や
「
学
歴
」
と
「
地
位
」
と
は
、
現
実
に
多

く
の
場
合
関
連
し
て
一
つ
に
な
っ
て
い
る
場
合

が
多
い
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
こ
に
問
題
の

複
雑
さ
が
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
あ
る
程
度
の

深
刻
さ
を
伴
う
の
も
ま
っ
た
く
こ
の
故
で
あ
り

ま
す
。
し
か
し
人
間
は
如
何
に
そ
れ
が
苦
し
く

と
も
、
ま
た
そ
れ
が
い
か
に
困
難
で
あ
る
と
し

ま
し
て
も
、
と
に
か
く
あ
る
程
度
に
こ
の
「
地

位
」
と
「
学
歴
」
と
い
う
二
つ
の
「
現
象
的
な

観
念
の
枠
」
を
超
越
し
な
い
こ
と
に
は
、
真
の
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人
生
は
出
発
し
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

■
「
学
歴
」の
超
越

さ
て
そ
れ
で
は
「
学
歴
」
の
超
越
と
は
そ
も

そ
も
い
か
な
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
り
ま
し
ょ

う
か
。
そ
れ
は
一
口
に
い
え
ば
、
先
に
も
ち
ょ

っ
と
申
し
た
よ
う
に
、
「
ど
う
せ
自
分
は
師
範
卒

業
だ
け
の
「
学
歴
」
だ
か
ら
…
…
」
と
い
う
考

え
を
一
蹴
す
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
最

初
の
間
は
ま
ぁ
勝
他
心
（
し
ょ
う
た
し
ん
）
と

言
わ
れ
て
も
良
い
か
ら
、
と
に
か
く
高
等
師
範

な
い
し
文
理
大
学
卒
業
程
度
の
識
見
教
養
を
養

う
よ
う
に
、
全
力
を
傾
け
る
の
で
す
。
そ
れ
に

は
一
方
適
当
な
指
導
者
に
就
く
と
同
時
に
、
他

方
で
は
現
在
そ
れ
ら
の
学
校
に
学
ん
で
い
る
昔

の
同
級
生
な
ど
と
時
々
会
っ
て
、
話
し
て
み
る

こ
と
で
す
。
私
な
ど
も
今
か
ら
考
え
る
と
全
く

恥
ず
か
し
く
て
冷
汗
の
出
る
話
で
あ
り
ま
す
が
、

高
等
師
範
の
一
年
の
頃
に
は
、
大
学
の
哲
学
科

の
学
生
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
全
く
雲
の
上
の

人
の
よ
う
な
感
が
し
て
、
そ
れ
ら
の
人
の
持
っ

て
い
る
書
物
は
た
だ
そ
れ
だ
け
で
、
非
常
に
価

値
あ
る
も
の
の
よ
う
に
思
っ
た
も
の
で
し
た
。

実
際
今
か
ら
考
え
て
み
ま
す
と
滑
稽
で
吹
き
出

し
た
く
な
る
ほ
ど
で
す
け
ど
、
こ
れ
と
い
う
の

も
結
局
自
分
と
い
う
も
の
が
「
学
歴
」
と
い
う

「
現
象
の
枠
」
に
引
っ
か
か
っ
て
、
そ
の
自
在

力
が
全
く
窒
息
し
て
い
た
か
ら
の
こ
と
で
あ
り

ま
す
。

■
「
地
位
」の
超
越

さ
て
「
学
歴
」
の
超
越
と
い
う
こ
と
で
思
わ

ぬ
時
間
を
費
や
し
ま
し
た
が
、
こ
の
こ
と
は
前

に
も
申
し
た
よ
う
に
、
や
が
て
ま
た
「
地
位
」

の
超
越
の
問
題
と
も
関
連
し
て
く
る
の
で
あ
り

ま
す
。
そ
も
そ
も
「
地
位
」
の
超
越
と
い
う
こ

と
は
、
こ
れ
を
「
学
歴
」
の
超
越
に
比
べ
る
と

き
、
よ
り
一
層
現
実
的
具
体
的
で
あ
り
、
従
っ

て
そ
れ
だ
け
に
よ
り
困
難
と
も
言
え
ま
し
ょ
う
。

し
か
し
な
が
ら
そ
も
そ
も
超
越
と
は
い
か
な
る

こ
と
を
言
う
か
と
ゆ
う
に
、
超
越
す
る
と
は
、

と
も
す
れ
ば
諸
君
の
誤
り
考
え
る
よ
う
に
、
自

分
の
「
地
位
」
を
低
く
し
と
し
て
軽
ん
じ
、
い

い
加
減
に
投
げ
や
り
な
勤
め
方
を
す
る
な
ど
と

い
う
こ
と
は
断
じ
て
違
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ

も
そ
も
真
に
「
地
位
」
を
超
越
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
自
分
の
「
地
位
」
の
低
さ
に
引
っ
か
か

ら
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の

引
っ
か
か
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
よ
し
自
分
の

「
地
位
」
が
自
分
の
才
能
に
比
べ
て
多
少
低
い

と
し
ま
し
て
も
、
一
向
そ
れ
を
気
に
し
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
少
な
く
と

も
人
並
み
以
上
に
我
が
勤
め
を
務
め
つ
つ
、
し

か
も
余
力
を
以
て
セ
ッ
セ
と
自
分
の
勤
め
の
根

底
を
な
す
事
柄
に
向
か
っ
て
研
究
を
進
め
る
と

い
う
態
度
を
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
今

諸
君
の
中
に
非
常
に
数
学
の
天
分
の
優
れ
た
人

が
あ
る
と
し
て
、
も
し
そ
の
人
が
高
師
な
ど
へ

入
れ
ば
、
あ
た
り
ま
え
に
中
等
学
校
の
立
派
な

数
学
の
教
師
に
な
れ
る
人
が
、
家
庭
の
事
情
な

ど
で
高
師
入
学
を
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ

た
人
が
あ
る
と
し
た
な
ら
ば
、
そ
の
時
そ
の
人

の
と
る
べ
き
態
度
は
、
小
学
校
の
教
師
と
い
う

自
分
の
「
地
位
」
を
決
し
て
軽
蔑
し
な
い
で
、

少
な
く
と
も
人
並
み
以
上
に
勤
め
を
果
た
し
た

上
、
な
お
そ
の
余
力
を
以
て
セ
ッ
セ
と
高
等
数

学
の
研
究
を
適
当
な
指
導
者
に
つ
い
て
す
る
の

で
あ
り
ま
す
。
か
く
し
て
人
間
と
い
う
も
の
は
、

真
に
底
を
踏
み
抜
い
て
突
き
起
ち
あ
が
り
ま
す

と
、
自
分
の
現
在
の
地
位
の
低
さ
な
ど
と
い
う

こ
と
も
、
そ
れ
ほ
ど
に
は
気
に
な
ら
な
く
な
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
ま
た
自
分
の
地

位
の
低
さ
が
気
に
な
る
間
は
、
ま
だ
ど
こ
か
に

心
の
底
の
抜
け
切
ら
ぬ
も
の
の
あ
る
証
拠
と
も

言
え
ま
し
ょ
う
。

か
く
し
て
「
地
位
の
超
越
」
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、
諸
君
ら
の
よ
う
に
、
国
民
教
育
最

下
の
地
盤
を
確
保
し
て
も
ら
う
わ
ね
ば
な
ら
ぬ

人
々
は
、
よ
ほ
ど
し
っ
か
り
こ
の
点
を
掴
ん
で

い
て
も
ら
わ
ぬ
と
い
け
な
い
と
思
う
の
で
す
。

す
な
わ
ち
諸
君
は
「
国
家
の
最
下
の
地
盤
は
自

分
ら
で
押
さ
え
て
い
る
ん
だ
」
と
い
う
確
信
を

持
っ
て
い
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も

こ
の
現
実
界
に
あ
っ
て
は
、
最
上
な
る
も
の
は

本
来
最
下
の
も
の
と
相
呼
応
す
べ
き
も
の
で
あ

り
ま
す
。
従
っ
て
諸
君
の
真
に
憂
い
と
す
べ
き

と
こ
ろ
は
些
細
な
自
分
の
「
地
位
」
の
高
下
な

ど
に
は
な
く
て
、
知
事
大
臣
と
い
う
よ
う
な
人

々
の
以
て
憂
い
と
す
る
と
こ
ろ
と
一
脈
通
ず
る

で
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
た
め

に
は
、
す
べ
か
ら
く
ま
ず
「
地
位
」
を
超
越
し

な
け
れ
ば
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す

な
わ
ち
自
分
の
「
地
位
」
の
社
会
的
高
下
と
い

う
よ
う
な
こ
と
が
気
に
な
ら
な
い
だ
け
の
大
観

の
明
と
、
自
己
の
職
責
に
対
し
て
打
ち
込
む
と

こ
ろ
が
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
少
な
く
と
も

私
は
か
く
確
信
し
て
疑
わ
な
い
者
で
あ
り
ま
す
。

近
頃
の
事
は
存
じ
ま
せ
ん
が
、
信
州
で
は
以

前
は
小
学
校
の
先
生
方
は
小
学
教
師
た
る
こ
と

を
無
上
の
誇
り
と
し
て
、
知
事
な
ど
眼
中
に
な

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
気
位

だ
け
は
今
日
と
い
え
ど
も
大
い
に
学
ぶ
べ
き
も
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の
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
。
い
や
し
く
も
こ
と

国
民
教
育
に
関
す
る
限
り
、
天
下
何
人
に
も
譲

ら
ぬ
と
い
う
だ
け
の
気
憤
が
な
く
て
は
な
り
ま

せ
ん
。

■
素
行
の
こ
こ
ろ
え

し
か
し
念
の
た
め
誤
解
の
な
い
よ
う
に
申
し

添
え
て
お
き
ま
す
が
、
地
位
を
超
越
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
前
に
も
申
し
た
よ
う
に
、
自
分
の

現
在
の
職
を
い
い
加
減
に
し
て
お
く
な
ど
と
い

う
こ
と
で
な
い
と
共
に
、
ま
た
現
実
の
秩
序
面

に
お
い
て
は
、
ど
こ
ま
で
も
現
在
の
自
分
の
「
地

位
」
か
ら
ハ
ミ
出
さ
ぬ
と
い
う
こ
と
が
大
切
で

あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
平
訓
導
（
ひ
ら
く
ん
ど

う
）
は
校
長
に
、
校
長
は
視
学
（
し
が
く
）
に

視
学
は
視
学
官
に
と
い
う
風
に
、
全
て
現
実
の

秩
序
組
織
と
い
う
点
か
ら
は
、
ど
こ
ま
で
も
上

下
の
秩
序
に
従
っ
て
そ
れ
相
当
の
敬
意
を
払
う

と
い
う
事
が
大
切
で
あ
り
ま
す
。
古
人
は
こ
れ

を
「
君
子
は
そ
の
位
に
素
（
そ
）
し
て
行
う
」

と
申
し
て
お
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
自
分
の
現
在

の
「
地
位
」
に
従
っ
て
、
現
実
の
組
織
を
無
視

し
た
行
動
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
も

そ
の
う
ち
自
ら
地
位
を
超
出
し
て
悠
々
迫
ら
ざ

る
の
趣
あ
る
を
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
何
と
な

れ
ば
人
は
真
に
素
行
（
そ
こ
う
）
せ
ん
が
た
め

に
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
現
実
界
の
秩
序
の
全
体

系
を
大
観
し
、
翻
っ
て
そ
れ
に
照
ら
し
て
自
己

の
「
地
位
」
が
奈
辺
に
あ
る
か
を
静
観
す
る
の

明
知
を
具
す
る
の
で
な
け
れ
ば
到
底
で
き
な
い

こ
と
だ
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
従
っ
て
題
目
と
し

て
掲
げ
た
「
地
位
」
と
「
学
歴
」
超
越
す
る
と

い
う
こ
と
も
、
こ
れ
を
現
実
の
帰
結
と
し
て
は

結
局
「
君
子
は
そ
の
位
に
素
し
て
行
う
」
と
い

う
こ
と
に
な
る
と
も
言
え
ま
し
ょ
う
。
実
際
こ

の
「
素
行
」
と
い
う
こ
と
は
、
現
実
界
が
組
織

秩
序
の
世
界
で
あ
る
限
り
万
古
に
変
ら
ぬ
現
実

の
最
具
体
的
真
理
と
い
う
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。３

学
期
の
試
験
の
方
法
。
ひ
と
つ
は
感
想
の

提
出
。
こ
れ
は

日
の
月
曜
ま
で
に
提
出
の
こ

13

と
。
内
容
は
修
身
科
に
於
い
て
得
た
も
の
で
、

４
月
以
降
の
修
身
の
講
義
と
本
学
期
の
初
め
に

お
分
け
し
た
「
修
身
教
授
録
」
の
プ
リ
ン
ト
に

よ
っ
て
得
た
も
の
を
書
い
て
も
ら
い
ま
す
。
も

う
一
つ
は
ノ
ー
ト
の
整
理
。
こ
の
方
は
一
学
期
、

二
学
期
、
三
学
期
の
分
を
全
部
ま
と
め
て
提
出

の
こ
と
。
期
日
は
２
月
の
末
日
ま
で
。
全
学
期

を
合
わ
せ
る
こ
と
が
肝
要
で
す
。

感
想
は
ち
ょ
っ
と
早
す
ぎ
る
と
よ
う
で
す
が
、

見
る
都
合
が
あ
り
ま
す
の
で
早
く
出
し
て
も
ら

い
ま
す
。
も
し
表
紙
に
何
か
記
念
に
書
い
て
欲

し
い
と
思
う
人
が
あ
っ
た
ら
、
表
紙
を
空
白
に

し
て
お
か
れ
れ
ば
何
か
書
か
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
ょ
う
。
あ
え
て
そ
の
労
は
厭
（
い
と
）
い
ま

せ
ん
。
感
想
は
２
、
３
枚
程
度
で
よ
ろ
し
い
。

（
「
修
身
教
授
録
第
三
巻

昭
和

年
９
月
刊

同
志
同
行
社
」）

18

（
注
１
）
師
範
二
部
と
は

１
９
０
８
年
（
明
治

年
）
４
月
１
日
大
阪
府
池
田

41

師
範
学
校
の
新
設
に
よ
り
、
「
大
阪
府
天
王
寺
師
範

学
校
」
と
改
称
。

１
９
１
７
年

（
大
正
６
年
）

４
月
（
従
来
の
全
寮

制
を
改
め
）
生
徒
通
学
の
制
を
設
け
る
。

１
９
２
４
年
（
大
正

年
）

月

文
部
省
、
師
範

13

12

学
校
の
修
業
年
限
を
１
年
延
長
し
て
５
年
と
し
、
本

科
第
一
部
・
第
二
部
の
卒
業
生
を
１
年
修
学
さ
せ
る

た
め
専
攻
科
を
置
く
こ
と
を
通
達
。

歳
を
初
年
と

15

し
た
。
つ
ま
り
二
部
生
は
数
え

、

歳
と
な
る
。

17

18

（「
修
身
教
授
録
第
三
巻
昭
和

年
９
月
刊

同
志
同
行
社
刊
）

18

あ
と
が
き
に
替
え
て

森
信
三
先
生
は
天
王
寺
師
範
在
籍
７
年
を
以
て
建
国
大

学
へ
転
任
と
い
う
時
期
で
あ
る
。
生
徒
諸
君
は
知
っ
て
か
知
ら

ず
か
分
か
ら
な
い
が
、
う
す
う
す
感
じ
て
の
授
業
風
景
で
あ

る
。
こ
の
講
義
は
森
信
三
先
生
自
身
の
来
し
方
を
背
景
と
す

る
。
つ
ま
り
天
下
の
京
都
大
学
８
年
間
を
主
席
で
卒
業
し
な

が
ら
、
身
は
大
阪
府
立
師
範
学
校
の
講
師
と
い
う
立
場
で
あ

っ
た
。
森
信
三
先
生
は
そ
の「
地
位
」
を
正
規
の
教
諭
な
み
以

上
に
奮
闘
さ
れ
た
。
文
字
通
り
、
こ
の
講
義
通
り
、
身
命
を

賭
し
て
眼
前
の
幼
気
な
い
学
徒
た
ち
に
対
し
、
渾
身
の
講
義

を
続
け
て
来
ら
れ
た
。
こ
の
講
義
録
は
今
日
で
も
な
お
異
彩

を
放
つ
名
講
義
で
あ
る
。
世
に
教
師
は
大
勢
い
る
し
、
居
た

が
、
か
か
る
講
義
を
為
し
得
た
人
物
は
希
有
だ
ろ
う
。
今
号

は「
微
言
」
を
休
み
ま
す
。
（

日
二
繁
）
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