
「
愛
は
礼
を
失
せ
ず
」

入
社
式

奨
励

わ
た
し
た
ち
は
同
志
社
の
「
社
員
」
と
し
て
集
ま
り
、
入
社
式
を
挙
行
し
て
い
る
。
わ
た
し
た
ち
が
携
え
る
身
分
証
明
書
は
「
社

員
証
L
 
で
あ
っ
て
、
通
し
の
社
員
番
号
が
っ
い
て
い
る
。
昔
風
に
言
え
ば
、
わ
た
し
た
ち
は
揃
え
の
「
同
志
社
」
の
社
名
の
入
っ

た
印
半
纏
を
着
る
仲
間
、
今
様
に
言
え
ば
同
志
社
の
ネ
ー
ム
の
入
っ
た
ユ
ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
る
仲
間
で
あ
る
。
事
実
、
わ
た
し
た

ち
は
す
べ
て
同
志
社
の
社
員
と
し
て
世
間
に
相
対
し
、
世
間
か
ら
も
そ
う
見
ら
れ
る
。

こ
の
「
同
志
社
L
 
の
名
は
今
で
は
世
間
に
ょ
く
知
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
聞
く
人
に
特
別
な
感
じ
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
改
め
て
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
名
に
は
特
別
な
響
き
が
あ
る
。
「
志
を
同
じ
く
す
る
人
々
の
結
社
L
と
い
う
名
を

持
っ
同
志
社
は
、
本
来
の
意
味
に
お
け
る
カ
ン
パ
ニ
ー
で
あ
る
。

石
井
裕
二

(
大
学
神
学
部
教
授
)

創
立
者
新
島
襄
先
生
は
、
か
ね
て
ょ
り
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
学
校
を
設
立
す
る
固
い
決
意
を
携
え
て
帰
国
し
て
お
ら
れ
た
が
、

キ
同
じ
く
す
る
京
都
府
顧
問
山
本
覚
馬
氏
と
出
会
い
、
同
志
社
を
結
社
さ
れ
た
。
明
治
八
(
一
八
七
五
)
年
六
月
の
こ
と
で
あ

コ
リ
ン
ト
の
信
徒
へ
の
手
紙
一
 
B
・
ー
ー
フ



る
。
結
社
に
当
た
っ
て
は
、
新
島
、
山
本
両
先
生
が
結
社
人
と
な
り
、
宣
教
師
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
先
生
が
賛
助
人
と
な
っ
て
お
ら
れ
る
。

最
初
の
公
文
書
私
塾
開
業
願
』
は
、
結
社
二
力
月
半
後
の
明
治
八
年
八
月
(
四
日
)
新
島
先
生
が
執
筆
さ
れ
、
(
二
十
三
日
E

京
都
府
庁
に
提
出
さ
れ
た
。
文
末
に
「
結
社
人
L
 
と
し
て
、
新
島
襄
と
山
本
覚
馬
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
「
同
志
社
L
 
と
い
う

社
名
は
、
そ
の
時
山
本
覚
馬
氏
に
ょ
っ
て
命
名
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
降
新
島
先
生
は
ご
自
身
の
公
的
な
署
名

を
同
志
社
社
長
ま
た
は
《
社
員
総
代
>
と
し
て
お
書
き
に
な
る
。

や
が
て
社
員
は
拡
充
さ
れ
る
。
明
治
十
八
年
制
定
の
『
社
則
四
ケ
条
は
「
社
員
」
の
意
味
を
定
め
た
。
そ
れ
に
ょ
れ
ば
社
員

と
は
、
同
志
社
の
「
財
産
を
所
有
し
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
を
も
っ
て
学
校
を
維
持
す
る
こ
と
に
つ
と
め
、
学
校
と
政
府
と
の
間
に

生
じ
る
事
務
を
処
理
す
る
任
に
あ
る
人
々
」
で
あ
る
。
「
社
員
会
L
が
組
織
さ
れ
た
が
、
所
管
事
項
は
だ
い
た
い
後
日
の
理
事
会
に

相
当
す
る
。

昭
和
二
十
二
(
一
九
四
七
)
年
、
「
同
志
社
社
員
L
の
意
味
が
現
在
の
も
の
に
改
め
ら
れ
た
。
同
年
五
月
実
施
の
『
同
志
社
職
制
』

第
一
条
は
、
「
同
志
社
に
職
を
奉
ず
る
も
の
を
同
志
社
社
員
と
す
し
と
定
め
て
い
る
。
こ
れ
に
ょ
っ
て
同
志
社
社
員
の
範
囲
は
拡
大

さ
れ
た
が
、
同
志
社
が
「
志
を
同
じ
く
す
る
人
々
の
結
社
L
 
で
あ
る
と
い
う
意
味
を
改
変
し
た
の
で
は
な
い
。
同
志
社
の
名
が
続

く
限
り
、
同
志
社
の
^
思
味
が
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

同
志
社
の
社
風
の
根
本
は
キ
リ
ス
ト
教
主
義
で
あ
る
。
こ
の
社
風
に
関
連
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
に
お
け
る
一
っ
の
事
実
に

注
目
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
が
多
様
な
要
素
を
包
括
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
の
こ
の
多

様
さ
の
中
に
あ
っ
て
、
《
同
志
社
の
キ
リ
ス
ト
教
精
神
は
包
括
的
で
寛
容
な
キ
リ
ス
ト
教
理
解
の
上
に
立
っ
て
き
た
。
こ
の
理
解

の
ゆ
え
に
、
同
志
社
の
キ
リ
ス
ト
教
主
義
は
こ
れ
ま
で
、
他
の
諸
宗
教
や
他
の
世
界
観
を
排
斥
す
る
排
他
主
義
・
独
善
主
義
に
陥

ら
な
い
努
力
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
言
い
換
え
れ
ば
、
同
志
社
が
こ
れ
ま
で
排
他
・
独
善
に
陥
ら
な
い
社
風
を
維
持
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
は
、
同
志
社
み
ず
か
ら
が
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
士
台
の
上
に
立
っ
こ
と
に
ょ
っ
て
で
あ
る
。

入
社
式
奨
励
部



キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
よ
り
ど
こ
ろ
は
聖
書
で
あ
る
。
聖
書
そ
の
も
の
が
、
じ
つ
は
、
包
括
的
で
寛
容
な
キ
リ
ス
ト
教
の
あ
り
方

を
教
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
を
逆
手
に
取
れ
ば
、
聖
書
は
ど
ん
な
読
み
方
で
も
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
実
の
と
こ
ろ
、

聖
書
の
言
葉
は
、
様
々
に
違
っ
た
意
味
と
文
脈
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
得
る
。

し
か
し
、
聖
書
は
様
々
な
違
っ
た
読
み
方
が
で
き
る
か
ら
と
言
っ
て
、
聖
書
が
ど
ん
な
使
わ
れ
方
を
し
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と

で
は
け
っ
し
て
な
い
。
た
と
え
ば
、
聖
書
の
中
に
は
有
名
な
道
徳
訓
が
豊
富
に
あ
る
。
そ
れ
ら
は
わ
た
し
た
ち
の
人
間
的
な
本
性

を
鋭
く
見
抜
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
じ
め
に
読
め
ば
骨
身
に
応
え
る
。
大
切
な
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
言
葉
は
す
べ
て
、
自
ら
を

た
し
な
め
自
ら
を
た
だ
す
た
め
の
教
え
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
を
自
分
を
正
当
化
す
る
た
め
に
用
い
た
り
、
他
人
を
非
難
す
る
た
め
に
用
い
た
り
す
れ
ぱ
、
聖
書
の
意
味
と

意
図
を
ね
じ
曲
げ
る
も
の
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
一
誕
ん
で
い
た
だ
い
た
聖
書
の
^
固
^
に
、
「
愛
は
ね
た
ま
な
い
、
い
ら
だ
た
な

い
」
と
書
い
て
あ
る
。
「
ね
た
み
」
や
「
い
ら
だ
ち
し
は
誰
に
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
愛
は
ね
た
ま
な
い
ぃ
ら
だ
た
な
し
し

と
い
う
教
え
は
、
素
直
に
受
け
取
る
と
自
分
の
骨
身
に
応
え
る
。
そ
こ
で
言
い
訳
を
考
え
る
。
物
事
に
は
基
準
値
ま
た
は
許
容
値

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
を
自
分
で
適
当
に
作
っ
て
当
て
は
め
る
。
そ
し
て
、
聖
書
に
は
こ
う
書
い
て
あ
る
が
自
分
の
「
ね
た

み
し
ゃ
「
い
ら
だ
ち
し
は
基
準
値
の
範
囲
内
少
な
く
と
も
許
容
範
囲
内
な
の
だ
と
自
分
で
自
分
を
納
得
さ
せ
る
。
こ
れ
は
自
己

正
当
化
の
た
め
に
聖
書
を
ね
じ
曲
げ
る
読
み
方
の
典
型
で
あ
る
。
も
っ
と
た
ち
の
悪
い
の
は
、
聖
書
の
言
葉
を
他
人
の
非
難
の
た

め
に
用
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
あ
の
人
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
だ
の
に
、
ね
た
み
深
い
し
、
よ
く
怒
る
と
非
難
す
る
こ

れ
は
聖
書
の
悪
用
で
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
は
も
っ
ぱ
ら
自
ら
を
戒
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
先
ほ
ど
の
聖
書
の
短
い
一
句
に
改
め
て

目
を
と
め
よ
う
。
「
愛
は
礼
を
失
せ
ず
し
。

「
礼
を
失
せ
ず
」
と
あ
る
と
こ
ろ
は
、
「
不
作
法
を
し
な
い
」
(
口
語
訳
)
、
「
非
礼
を
お
こ
な
わ
ず
」
(
米
国
聖
書
会
社
訳
)
等
の

牙



訳
文
も
あ
る
。
そ
の
語
の
も
と
に
な
っ
て
い
る
「
礼
を
失
す
る
し
と
い
う
語
は
、
「
相
手
の
立
場
や
生
活
習
慣
を
無
視
し
て
、
自
分

の
主
張
を
押
し
つ
け
る
行
為
」
を
意
味
す
る
。

聖
書
の
戒
め
は
消
極
的
経
む
こ
と
も
で
き
な
く
は
な
い
。
消
極
的
な
意
味
の
取
り
方
で
は
、
聖
書
の
教
え
を
「
自
分
の
た
め

に
」
読
む
。
こ
こ
で
は
、
そ
れ
に
ょ
っ
て
自
我
を
抑
制
し
、
他
の
人
々
の
間
で
融
和
を
は
か
る
処
世
訓
に
な
る
。
「
礼
を
失
せ
ず
し

と
は
、
た
と
え
ぱ
「
自
分
の
立
^
が
悪
く
な
ら
な
い
た
め
に
礼
^
^
し
く
す
る
し
こ
と
に
な
る
。

こ
の
消
極
的
磊
み
方
は
間
違
い
で
あ
る
。
こ
の
聖
書
四
言
葉
は
積
極
的
に
読
む
こ
と
だ
け
が
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
聖

書
の
「
礼
を
失
せ
、
す
し
は
「
愛
L
 
と
い
う
主
語
を
受
け
て
い
る
た
め
に
、
「
自
分
の
た
め
に
L
 
読
む
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ

る
。
愛
に
は
相
手
が
あ
る
。
聖
書
の
文
脈
は
、
「
も
し
愛
が
な
け
れ
ば
」
、
「
礼
を
失
し
な
い
し
こ
と
は
「
無
に
等
し
い
」
と
告
げ
て

い
る
。
こ
こ
で
い
う
「
愛
L
 
と
は
、
自
分
自
身
の
利
益
を
目
的
に
し
な
い
で
、
も
っ
ぱ
ら
相
手
の
た
め
に
尽
く
す
態
度
と
行
為
で

あ
る
。
「
相
手
の
た
め
に
尽
く
す
し
こ
と
が
積
極
的
な
の
で
あ
る
。
「
愛
は
礼
を
失
せ
ず
し
。
も
っ
ぱ
ら
相
手
の
人
の
た
め
に
、
相
手

の
人
の
立
場
と
生
活
習
慣
を
尊
重
す
る
。

同
志
社
は
結
社
後
百
二
十
三
年
に
な
る
。
そ
の
歴
史
の
歩
み
は
こ
れ
ま
で
け
っ
し
て
平
坦
無
事
な
道
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。

そ
の
中
に
あ
っ
て
、
志
を
同
じ
く
す
る
人
々
が
労
苦
を
分
け
合
い
、
自
重
自
戒
し
合
い
な
が
ら
、
同
志
社
は
今
日
を
迎
え
て
い
る
。

新
入
社
の
方
々
は
、
今
か
ら
社
員
と
し
て
同
志
社
の
歴
史
と
伝
統
の
中
に
加
わ
ら
れ
る
。
そ
の
伝
統
の
中
に
は
、
「
愛
は
礼
を
失
し

な
い
し
こ
と
も
ま
た
含
ま
れ
る
。

以
前
か
ら
奉
職
し
て
い
る
わ
た
し
た
ち
は
、
新
し
い
社
員
の
方
々
に
「
礼
を
失
し
な
い
」
よ
う
に
、
改
め
て
自
戒
し
よ
う
。
新

し
い
人
に
は
新
し
い
生
き
方
が
あ
り
、
新
し
い
咸
念
見
が
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
ら
を
尊
重
し
よ
う
。
同
時
に
、
新
入
社
の
方
々

に
も
、
「
礼
を
失
し
な
い
し
こ
と
、
と
り
わ
け
同
志
社
の
伝
統
に
対
し
て
「
礼
を
失
し
な
い
し
こ
と
を
お
願
い
し
た
い
。
伝
統
に
参

加
し
、
将
来
に
向
け
て
伝
統
を
よ
り
よ
く
発
展
さ
れ
る
よ
う
期
待
す
る
。

(
一
九
九
八
年
四
月
三
日
「
教
職
員
入
社
式
、

入
社
式
奨
励
部


