
一
致
・
組
合
両
教
会
合
併
問
題
に

つ
い
て
の

断
片
的
な
覚
え
書

本
題
に
ふ
れ
る
ま
え
に
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
伝
道
の
処
女
地
日
本
に
お
い

て
、
初
期
宣
教
師
た
ち
に
よ
り
試
み
ら
れ
、
採
用
さ
れ
た
既
成
教
派
に
と
ら
わ

れ
な
い
超
教
派
的
な
組
織
で
あ
る
「
公
会
」
が
、
日
本
人
の
キ
リ
ス
ト
教
受
容

に
他
国
で
は
み
ら
れ
ぬ
新
生
面
を
拓
い
た
こ
と
黒
味
を
あ
き
ら
か
に
し
て
お

き
た
い
。

明
治
五
年
横
浜
公
会
の
成
立
を
み
る
ま
で
に
は
、
さ
ま
ぎ
ま
な
難
題
が
あ

り
、
と
く
に
教
会
組
織
に
つ
ぃ
て
は
異
論
が
多
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
最
終
的
に

と
り
ま
と
め
九
の
は
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
の
グ
リ
ー
ン
で
あ
っ
た
こ
と
も
己

憶
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
。
オ
ラ
ン
ダ
改
革
派
の
ブ
ラ
ウ
ン
は
「
公
会
」
を
、

*
↓
ず
ゆ
 
9
長
6
ず
 
0
{
 
n
ず
牙
二
昌
]
§
=
、
、
と
よ
び
、
日
本
の
教
会
が
単
一
で

米
国
そ
の
他
の
国
の
よ
う
に
、
分
派
に
よ
り
信
徒
を
迷
わ
せ
教
会
の
力
を
弱
め

な
か
っ
た
こ
の
組
織
の
成
立
を
高
く
評
価
し
て
い
る
0

横
浜
に
続
い
て
東
京
、
袖
尺
大
阪
に
教
派
名
を
掲
げ
な
い
公
会
が
成
立
し

た
か
、
長
く
は
続
か
ず
、
長
老
派
の
一
部
が
分
畦
メ
ソ
ジ
ス
ト
派
も
教
派
名

を
掲
げ
る
教
会
を
た
て
た
。
す
べ
て
宣
教
師
が
指
導
し
た
も
の
で
、
ア
メ
リ
カ

ン
.
ボ
ー
ド
の
場
合
は
新
島
襄
帰
国
後
の
所
産
だ
っ
九
。
そ
れ
だ
け
に
、
公
会

制
度
の
崩
壊
は
、
日
本
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
に
と
っ
て
最
初
の
悲
し
む
べ
き
つ

ま
ず
き
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

島
国
的
、
宗
派
的
と
み
ら
れ
た
日
本
人
も
、
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
は
大
ら

か
で
、
分
派
的
で
な
く
、
そ
の
土
地
に
導
入
さ
れ
た
も
の
に
近
づ
い
て
聖
書
の

コ
ト
バ
を
受
け
入
れ
、
信
条
・
教
会
制
度
の
差
違
な
ど
を
あ
げ
つ
ら
う
も
の
は

な
か
っ
た
。
公
会
制
度
は
渡
来
宣
教
堕
ち
の
英
知
と
日
本
の
入
信
者
と
の
協

力
に
よ
る
、
も
っ
と
も
望
ま
し
い
体
制
で
あ
っ
た
と
回
顧
さ
れ
る
0

こ
の
体
制
が
崩
壊
し
た
の
は
、
米
国
に
お
け
る
デ
ノ
ミ
ネ
イ
シ
,
ナ
リ
ズ
ム

の
導
入
に
よ
る
も
の
で
、
次
に
起
き
た
危
機
は
、
こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
一
致

組
合
向
教
会
合
併
問
題
の
つ
ま
ず
き
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
も
に
カ
ル
ヴ

ニ
ズ
ム
を
信
条
と
す
る
両
派
が
、
教
会
政
治
の
点
で
折
り
合
わ
ず
、
挫
折
、

イ不
成
立
に
終
っ
た
こ
と
は
、
わ
が
国
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
史
上
最
大
の
痛
艮
事

と
し
て
教
団
成
立
後
の
現
在
ま
で
も
残
念
さ
は
匿
し
き
れ
な
い
0

こ
こ
で
新
島
襄
全
集
2
の
「
宗
教
編
」
が
登
場
す
る
。
両
派
合
併
問
題
関
係

稿
と
し
て
十
八
稿
を
収
め
て
い
る
が
、
長
短
の
差
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
内
容
に

さ
ほ
ど
の
違
い
は
み
ら
れ
ず
、
一
貫
し
て
強
靱
な
教
条
的
と
も
い
え
る
信
念
が

手
塚
竜
麿
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披
歴
さ
れ
て
い
て
一
本
気
な
新
島
の
性
格
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
と
く

に
、
用
語
に
は
違
和
感
が
も
た
れ
る
。
一
世
紀
も
前
の
用
語
を
と
り
あ
げ
、
あ

げ
つ
ら
う
訳
で
は
な
い
が
、
対
立
を
鮮
明
に
す
る
九
め
と
し
て
も
、
「
寡
人
政

府
.
共
和
政
府
」
、
「
寡
人
政
府
主
義
ハ
古
来
ノ
遺
伝
物
.
衆
治
主
義
(
平
民
主

義
)
ハ
近
世
ノ
新
発
明
L
 
と
対
比
し
、
「
護
的
即
中
央
集
権
政
治
.
共
和
的

即
地
方
分
権
支
」
と
い
う
表
現
に
い
た
っ
て
は
、
教
会
内
の
組
織
制
度
に
政

党
政
治
用
語
の
乱
用
が
目
立
ち
す
ぎ
る
。
中
央
集
権
対
地
方
分
権
と
い
う
概
念

は
教
会
組
織
の
場
合
に
は
相
手
を
刺
激
す
る
だ
け
で
適
W
で
な
い
。

社
会
人
生
活
の
大
半
を
、
市
吏
員
(
地
方
公
拐
員
)
と
し
て
す
ど
し
九
も
の
に

と
り
、
こ
の
用
語
は
い
つ
も
身
近
に
き
か
れ
九
。
政
治
学
.
行
政
学
の
学
究
で

は
な
と
く
も
、
地
方
行
政
の
実
践
者
と
し
て
J
 
・
 
S
 
.
ミ
ル
の
「
代
纏
治
論
」

(
δ
0
口
曾
ル
n
益
一
一
0
=
m
 
0
出
如
血
で
え
m
含
亘
一
ぐ
ゆ
 
0
0
ぐ
m
ヨ
ヨ
ゆ
三
・
属
一
)
は
い
つ
も

座
右
に
お
い
て
読
ん
だ
指
忠
で
、
中
村
正
直
が
経
営
す
る
同
人
社
と
同
人
社

女
学
校
で
は
教
科
書
に
使
用
し
て
い
九
名
著
で
も
あ
る
。
巻
末
に
近
い
「
地
方

議
会
に
つ
い
て
」
の
な
か
に
、
「
権
力
は
地
方
分
権
化
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

い
が
、
知
識
は
も
っ
と
も
有
用
に
な
る
九
め
に
は
、
中
央
集
権
化
さ
れ
な
け
れ

ぱ
な
ら
な
い
」
(
山
下
重
一
訳
)
と
い
う
数
行
が
あ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
地
方

制
度
が
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
考
え
は
米
国

で
も
実
践
さ
れ
九
と
思
わ
れ
、
権
力
の
分
散
と
知
識
の
集
中
と
い
う
考
え
は
対

立
.
相
克
を
助
長
、
誘
発
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
知
っ
た
。
ミ
ル
の
見
解
は

戦
後
の
わ
が
国
の
地
方
制
度
の
な
か
に
も
生
か
さ
れ
て
い
る
。

寡
人
政
治
は
、
寡
頭
政
治
・
独
裁
政
治
に
通
ず
る
用
語
で
あ
っ
て
、
合
併
を

考
慮
し
て
い
る
相
手
方
に
対
し
て
は
つ
っ
し
む
べ
き
で
あ
っ
九
。
貴
族
的
主
義

の
使
用
も
妥
当
を
欠
い
て
い
る
。
合
併
問
題
が
器
さ
れ
て
い
九
明
治
二
十
年

当
時
、
組
合
は
五
三
万
、
一
致
は
六
九
万
の
会
員
を
擁
し
て
ぃ
九
(
笠
原
一
男

編
「
日
本
宗
教
史
年
表
」
に
ょ
る
)
。
対
等
合
併
に
は
む
ず
か
し
い
数
字
で
あ

つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
新
島
は
「
呑
併
」
で
は
な
い
か
と
幾
し
て
ぃ
九
組

合
側
の
会
合
で
グ
リ
ー
ン
は
米
国
で
は
無
理
で
も
、
制
度
で
は
日
本
の
方
が
優

つ
て
い
る
と
贅
成
し
、
 
J
 
・
ギ
ュ
ー
リ
ッ
ク
も
ハ
ワ
イ
同
様
協
同
精
神
が
あ
る

か
ら
と
賛
同
し
て
い
る
。
ア
ト
キ
ン
ソ
ン
は
土
佐
で
の
経
験
か
ら
「
大
魚
に
呑

ま
れ
た
ヨ
ナ
」
の
故
事
を
と
り
あ
げ
、
同
労
者
杉
浦
義
一
は
自
分
の
教
会
は
支

店
扱
い
に
さ
れ
て
い
る
と
ぽ
や
い
た
。
海
老
名
は
呑
み
込
む
呑
み
込
ま
れ
る
な

ど
と
い
う
の
は
邪
智
千
万
と
一
蹴
、
宮
川
は
掌
大
の
日
本
に
数
多
く
の
宗
旨
は

好
ま
し
く
な
い
、
万
国
を
通
じ
無
宗
派
に
し
た
い
と
い
い
、
新
島
は
今
急
に
政

嬰
の
異
な
る
も
の
を
無
理
に
一
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
は
い
け
な
い
と
発
言
、

ま
と
ま
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
(
「
同
志
社
談
叢
」
第
三
号
所
収
の
報
告
に

よ
る
)
。

こ
れ
以
前
、
明
治
十
五
年
九
月
、
小
崎
弘
道
の
新
桜
田
町
教
会
金
牢
用
坂
教

会
の
前
身
)
と
粟
津
高
明
の
日
本
教
会
が
合
併
し
て
東
京
第
一
基
督
教
会
を
設

立
し
九
と
き
、
新
島
が
述
べ
九
あ
い
さ
つ
が
「
宗
教
編
」
に
み
ら
れ
る
。
「
斉

二
長
成
セ
ハ
斉
ロ
ヲ
好
ミ
、
楚
二
長
成
セ
ハ
楚
言
ヲ
好
ム
ノ
類
ハ
ナ
キ
ニ
シ
モ

ア
ラ
ス
」
と
幾
し
て
い
る
が
、
こ
の
合
併
と
そ
の
後
の
進
展
に
対
し
湯
浅
与

三
は
「
仰
び
行
く
教
会
」
の
な
か
で
、
小
崎
の
手
腕
を
高
く
評
価
し
て
ぃ
る

粟
津
高
明
は
明
治
兀
年
バ
ラ
か
ら
受
洗
し
た
旧
膳
所
藩
士
で
、
海
軍
兵
学
寮
教

官
を
つ
と
め
た
少
佐
、
新
栄
教
会
を
籬
れ
明
治
八
年
日
本
教
会
を
創
立
、
海
軍

時
代
の
同
僚
和
田
秀
豊
は
そ
の
あ
と
を
慕
っ
て
牧
会
に
入
り
社
会
福
祉
事
業
に

従
事
し
急
社
の
初
代
社
長
と
な
っ
た
。
一
致
・
組
合
の
ふ
た
つ
の
流
れ
は
東

京
で
は
見
事
に
合
併
開
花
し
新
島
の
懸
念
を
よ
そ
に
、
の
ち
の
霊
南
坂
教
会
の
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士
壌
を
つ
ち
か
っ
た
。

す
で
に
述
べ
九
よ
う
に
、
熊
本
バ
ン
ド
出
身
者
は
合
併
問
題
に
関
す
る
限
り

新
島
の
よ
き
弟
子
で
は
な
か
っ
九
。
む
し
ろ
人
冏
的
に
は
ジ
ェ
イ
ン
ズ
に
傾
斜

し
て
い
九
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
ズ
仁
昆
昌
C
-
0
"
ン
=
則
勺
一
m
0
ル
ゆ

一
出
〕
§
出
、
m
 
W
§
片
才
0
ヨ
剛
ゆ
仁
住
N
=
m
ヨ
ず
団
δ
還
亘
=
〆
.
一
.
〕
N
=
ゆ
m
 
(
「
史

料
梨
報
L
 
二
1
四
集
所
収
)
を
一
読
す
れ
ぱ
瞭
然
と
す
る
。
ジ
ェ
イ
ン
ズ
は
長

崎
に
い
た
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
の
推
喫
肥
後
藩
に
雇
わ
れ
熊
本
洋
学
校
で
教
え

た
0
 
夫
人
の
父
ス
カ
ッ
ダ
ー
は
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
と
同
じ
リ
フ
ォ
ー
ム
ド
派
の
牧

師
で
、
の
ち
会
衆
派
κ
転
じ
、
ジ
ェ
イ
ン
ズ
自
身
は
無
教
派
主
義
だ
っ
九
。
推

一
響
の
ヴ
ァ
ー
ベ
ッ
ク
は
太
政
宣
儲
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
関
係
も
あ
っ
て
宣

教
に
専
念
で
き
な
か
っ
た
が
、
グ
リ
フ
ィ
ス
.
の
一
言
の
よ
う
に
「
国
籍
な
き
市

民
」
だ
っ
九
だ
け
で
な
く
、
ブ
ラ
ウ
ン
、
バ
ラ
同
様
、
教
派
に
と
ら
わ
れ
ぬ
キ

リ
ス
ト
者
だ
っ
た
。
霞
讐
鴛
よ
み
あ
げ
花
岡
山
需
盟
し
た
青
年
た
ち

は
長
崎
蔦
住
す
る
C
 
・
 
M
 
・
 
S
の
ハ
ー
バ
ー
ト
・
モ
ン
ド
レ
ル
や
ヴ
ブ
ー
ベ

゛
＼ノ

ツ
ク
の
後
任
者
へ
ン
リ
ー
・
ス
タ
ウ
ト
か
ら
の
受
洗
を
拒
否
し
、
あ
え
て
レ
ー

マ
ン
で
あ
る
ジ
ェ
イ
ン
ズ
を
選
ん
だ
。
こ
の
受
洗
に
は
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
も
同
忍
し

て
い
る
。

ジ
ェ
イ
ン
ズ
は
つ
ね
に
、
日
本
が
米
国
に
報
ゆ
る
一
大
事
は
教
派
合
同
に
あ

る
と
語
っ
て
い
る
。
市
原
盛
宏
は
同
志
社
入
学
を
前
に
新
島
に
書
を
寄
せ
、
同

志
社
が
宗
派
主
義
に
た
つ
の
か
ど
ぅ
か
を
た
し
か
め
た
。
「
宗
派
の
念
慮
は
抱

か
ず
た
だ
聖
譜
を
基
本
と
す
る
」
と
い
う
返
譜
を
た
ず
さ
え
、
欣
然
と
故
山
を

出
た
。
し
か
し
の
ち
に
裴
切
ら
れ
九
と
不
満
を
述
べ
て
い
る
。
小
崎
は
新
島
、

デ
ィ
ヴ
ィ
ス
に
は
ジ
ニ
イ
ン
ズ
ほ
ど
の
〕
覆
が
な
い
と
語
り
、
安
中
時
代
新
島

か
ら
按
手
礼
を
受
け
て
熊
本
に
転
じ
九
海
老
名
は
、
牧
会
の
か
た
わ
ら
熊
本
英

学
校
と
女
学
校
を
た
て
、
長
く
は
繁
な
か
っ
九
が
ジ
ェ
イ
ン
ズ
の
育
英
璽

の
継
承
を
は
か
っ
九
。

新
島
の
紹
介
で
ア
マ
ー
ス
ト
大
学
に
入
学
し
た
内
村
竺
は
、
在
学
中
黒

社
で
働
き
た
い
と
考
え
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
帰
国
早
々
新
島
の
招
き
を
受

け
た
時
受
諾
し
な
か
っ
た
。
新
島
の
将
の
あ
り
方
が
、
「
か
な
り
の
程
皮
、

外
国
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
独
立
心
の
旺
盛
な
内
村
は
、
こ
の
よ

う
な
あ
り
方
に
鼎
思
で
き
な
か
っ
た
」
と
し
て
北
越
学
館
を
選
ん
だ
。
だ
が
、

こ
こ
で
も
ア
メ
リ
カ
ン
・
ポ
ー
ド
の
宵
教
帥
や
牧
師
の
成
瀬
倫
と
衝
突
し
六

(
関
根
正
雄
「
内
村
竺
」
)
。

一
致
教
会
側
の
川
教
会
合
同
問
題
関
係
史
料
を
「
井
深
槐
之
助
と
そ
の
時

、
、

、
、

代
」
に
探
っ
て
み
ょ
う
。
こ
の
李
は
合
併
を
遜
け
て
合
同
を
用
い
て
い
る
。

需
一
か
ら
く
る
の
だ
が
、
合
併
に
は
新
島
が
嫌
っ
九
呑
併
が
、
合
同
に
は
新
島

が
望
ん
だ
対
等
合
同
が
感
じ
ら
れ
て
妙
で
あ
る
。

一
致
側
に
は
将
正
久
、
山
本
秀
煌
、
田
謎
臣
が
名
を
つ
ら
ね
、
山
本
は

長
老
派
の
タ
ム
ソ
ン
が
本
国
の
ミ
ッ
シ
,
ン
ボ
ー
ド
と
財
政
関
係
を
た
つ
こ
と

を
決
E
た
ほ
ど
の
無
宗
派
主
義
者
だ
っ
た
と
秀
、
植
村
は
新
島
の
系
主

義
を
す
る
ど
く
批
判
し
て
い
る
が
、
彼
の
批
判
粘
神
は
九
く
ま
し
く
の
ち
の
ち

ま
で
も
続
い
た
。
田
村
は
長
老
派
で
も
タ
ム
ソ
ン
と
対
立
し
九
カ
ロ
ザ
ー
ス
の

弟
子
ら
し
く
、
合
同
に
反
対
の
立
場
か
ら
一
致
・
組
合
と
も
新
島
念
見
熊

視
し
、
能
焚
ン
ド
は
多
数
を
た
の
み
新
島
を
棚
上
げ
し
よ
う
と
し
九
こ
と
を

責
め
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
で
は
一
、
二
の
例
外
は
あ
る
け
れ
ど
会
衆
教
会
が
長

老
教
会
に
呑
併
さ
れ
た
事
実
を
の
べ
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
、
会
合
の
励
で
の
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
側
の
証
一
言
が
み
ら
れ

る
。
デ
フ
ォ
レ
ス
ト
は
、
ア
メ
リ
カ
ン
・
ボ
ー
ド
が
諸
国
へ
送
る
宿
藪
師
は
会
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衆
派
だ
け
で
な
く
、
長
老
・
監
督
・
メ
ソ
ジ
ス
ト
、
そ
の
他
か
ら
も
出
て
ぃ
る

こ
と
、
ラ
ツ
ト
ラ
ン
ド
で
の
ボ
ー
ド
の
年
会
の
際
、
新
島
の
キ
リ
ス
ト
教
学
校

設
立
の
訴
え
を
き
い
て
、
最
初
に
寄
付
を
申
し
出
九
の
は
長
老
派
の
ド
ッ
ジ
で

あ
り
、
わ
ず
か
な
が
ら
も
寄
付
金
を
寄
せ
六
老
裟
は
バ
フ
テ
ス
ト
派
、
死
期
が

迫
っ
て
い
る
の
で
と
申
し
出
た
ス
エ
ッ
ト
は
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
だ
っ
九
と
名
を
あ

げ
、
ア
メ
リ
カ
ン
.
ボ
ー
ド
の
本
来
の
性
格
を
の
べ
て
ぃ
る
。
ゴ
ー
ド
ン
は
ボ

ー
ド
に
所
属
し
て
い
る
が
、
元
来
は
カ
ン
バ
ー
ラ
ン
ド
長
老
派
で
あ
る
と
教
派

を
明
か
延
し
、
人
心
を
救
う
と
い
う
大
月
的
を
第
二
と
し
、
区
々
た
る
儀
式

礼
典
.
衣
服
・
神
学
の
差
異
に
拘
泥
す
る
の
が
第
一
目
的
で
あ
る
と
は
な
げ
か

わ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
デ
ィ
ヴ
ィ
ス
は
合
同
は
困
難
九
が
才
可

能
で
は
な
い
と
語
り
な
が
ら
も
、
ボ
ー
ド
に
つ
い
て
は
.
二
十
年
前
と
事
情
が
違

九
九
パ
ー
セ
ン
ト
を
会
衆
派
が
占
め
、
他
派
は
そ
れ
以
前
に
別
の
ミ
ッ
シ

)
、

しヨ
ン
ボ
ー
ト
を
つ
く
っ
た
こ
と
を
明
か
に
し
、
在
日
ア
メ
リ
カ
ン
.
ボ
ー
ド
が

分
裂
・
対
立
状
態
に
あ
る
こ
と
を
示
し
九
。

合
同
問
題
関
係
記
録
の
な
か
の
圧
巻
は
、
明
治
二
十
一
年
十
一
月
、
新
島
か

ら
井
深
あ
て
に
送
ら
れ
た
書
簡
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
岩
波
文
俸
版
に
ょ
っ
て

も
伺
え
る
が
、
こ
こ
で
は
ひ
と
釜
っ
九
綴
を
う
け
る
。
中
味
に
変
り
は
な

い
が
情
感
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
疑
義
を
正
す
た
め
井
深
が
送
っ
た
書
簡
に
対
す

る
返
事
で
あ
る
が
き
わ
め
て
丁
重
で
、
十
歳
以
上
の
年
長
者
に
し
て
は
、
意
外

の
祭
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
知
れ
ぱ
成
程
と
ぅ
な
ず
け
る
。

新
島
夫
人
八
重
は
井
深
と
同
藩
の
出
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
会
津

籠
城
の
と
き
の
記
録
が
第
一
巻
の
最
初
に
出
て
い
る
。
断
髪
.
洋
服
着
用
の
男

装
の
山
本
八
亜
劣
公
の
前
で
、
敵
軍
の
打
ち
込
ん
だ
榴
散
弾
を
分
解
し
て
説

明
役
を
つ
と
め
九
時
の
描
写
は
、
九
だ
ひ
と
り
の
目
撃
者
で
あ
る
井
深
な
ら
で

は
の
観
察
巽
で
あ
る
。

井
深
の
結
婚
は
新
島
没
後
の
こ
と
で
、
生
前
知
る
由
も
な
か
っ
た
か
、
八
重

は
仏
え
き
い
た
と
思
う
。
井
深
夫
人
花
子
は
岡
山
藩
の
出
身
、
神
戸
女
学
院
時

代
神
戸
組
合
教
会
で
松
山
、
魯
か
ら
受
洗
、
ア
メ
リ
カ
ン
.
ボ
ー
ド
が
資
余
を

提
供
し
て
い
た
鳥
取
英
和
女
裳
で
教
え
、
マ
ウ
ン
ト
.
ホ
リ
ョ
ー
ク
女
子
大

学
に
留
学
、
学
位
を
受
け
て
帰
国
、
母
校
の
教
授
と
し
て
卿
化
学
を
担
当
し
九

が
、
結
婚
の
た
め
上
京
し
、
主
婦
を
つ
と
め
る
傍
ら
女
子
学
院
(
長
老
系
)
や

東
洋
英
和
女
学
校
(
カ
ナ
ダ
メ
ソ
ジ
ス
ト
系
)
で
教
え
九
。

新
島
は
よ
く
教
会
合
併
を
欝
に
九
と
え
、
早
婚
は
い
け
な
い
、
嫁
入
り
に

は
不
昇
発
と
し
た
が
、
個
人
と
仙
人
と
の
思
点
あ
る
結
合
に
は
ふ
れ
な
か
っ

九
。

二
っ
の
教
会
の
合
併
が
成
立
し
九
ら
北
海
道
へ
い
く
と
語
っ
た
新
鳥
の
木
幌

で
の
そ
れ
以
前
の
出
来
事
に
ふ
れ
て
み
ょ
う
。
明
治
二
十
年
、
こ
の
地
で
静
養

中
の
こ
ろ
、
札
幌
バ
ン
ド
出
身
者
を
中
心
と
す
る
札
幌
独
立
教
会
で
、
資
格
の

な
い
平
信
徒
が
洗
礼
・
聖
獲
の
司
式
を
行
っ
た
と
い
う
事
件
の
棚
停
役
を
買
っ

て
出
た
0
 
教
会
員
は
、
米
国
メ
ソ
ジ
ス
ト
監
督
教
会
と
イ
ギ
リ
ス
系
聖
公
会
に

所
属
し
た
人
た
ち
で
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
独
立
と
は
、
す
べ
て
の
教
派
か
ら

の
独
立
を
恵
味
し
、
し
九
が
っ
て
無
教
派
を
標
傍
す
る
教
会
だ
っ
九
。
レ
ー
マ

ン
で
牧
師
職
を
つ
と
め
る
大
島
正
健
を
東
京
に
引
っ
ぱ
り
だ
し
、
一
番
町
の
一

致
教
会
で
一
致
・
組
合
向
教
会
の
七
牧
師
立
合
い
の
も
と
に
按
手
礼
を
行
っ

九
0
 
そ
の
後
の
新
島
の
一
言
動
と
は
ま
っ
六
く
幾
契
と
思
わ
れ
る
が
、
私
は
新

島
の
こ
の
と
き
と
っ
九
態
度
に
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
正
し
い
姿
勢
の
片
鱗
を

み
る
こ
と
が
で
き
九
思
い
で
あ
る
。
新
島
は
弟
子
の
だ
れ
も
が
文
句
を
い
わ
ず

つ
い
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
で
な
か
っ
九
こ
と
は
一
っ
の
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救
い
で
あ
り
が
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
昭
和
二
年
九
月
、
帰
国
に
際
し
ラ
ー
ネ
ッ
ド
靴
合
教
会
に
送
っ

た
別
れ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
一
言
し
た
い
。
在
日
五
十
年
、
同
志
社
教
育

に
専
念
し
た
老
教
授
は
、
説
教
者
と
し
て
で
な
く
教
師
と
し
て
来
呂
し
六
も
の

に
、
組
合
教
会
の
牧
卸
や
教
会
員
に
助
言
す
る
権
能
は
な
か
っ
た
と
し
な
が
ら

扉
の
書
簡
に
つ
い
て

「
小
訴
教
兄
」
宛
に
な
っ
て
い
る
が
、
正
し
く
は
小
谷
野
で
、
名
は
敬

三
で
あ
る
。
ま
六
日
付
の
六
月
二
十
五
日
は
、
後
述
の
理
由
に
ょ
り
明
治
二

十
一
年
と
推
定
さ
れ
る
。

小
谷
野
敬
三
は
明
治
十
八
(
一
八
八
五
)
年
に
ア
ー
モ
ス
ト
大
学
を
卒
業

し
、
し
ぱ
ら
く
イ
エ
ー
ル
大
学
に
学
ん
だ
後
、
ア
ン
ド
ー
ヴ
プ
ー
神
学
校
に

転
じ
て
、
二
十
二
年
に
同
校
本
烹
未
し
九
。
だ
か
ら
、
新
島
の
後
那
と
い
う

こ
と
に
な
る
0

こ
の
手
条
書
か
れ
た
こ
ろ
、
小
谷
野
は
ア
ン
ド
ー
ヴ
ァ
ー
神
学
校
に
在

学
中
で
あ
り
、
新
島
は
募
金
運
動
の
九
め
東
京
に
い
九
。
新
島
の
日
記
「
漫

遊
■
」
の
記
述
の
中
に
、
「
内
村
(
雙
)
氏
来
ル
、
一
欝
将
来
ノ
事
ヲ
話

(
谷
)

シ
、
加
藤
(
勝
弥
)
二
書
ヲ
送
(
リ
)
古
屋
野
氏
二
書
ヲ
進
ル
事
二
決
ス
L

(
明
治
二
十
一
年
六
月
二
十
三
日
)
と
あ
り
、
さ
ら
に
三
日
後
の
六
月
二
十

(
谷
)

六
日
の
項
に
は
、
「
ア
ン
ド
ワ
古
屋
野
三
轡
ヲ
送
ル
、
新
潟
行
ノ
事
ヲ
ス

ス
ム
ル
ナ
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
扉
の
沓
簡
は
こ
の
と
き
の
も
の
で
、
日

付
が
六
月
二
十
五
U
で
日
記
と
は
一
日
ず
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
り
う
る

こ
と
で
あ
ろ
う
0

日
記
の
中
の
「
新
潟
」
と
は
、
明
治
二
十
年
十
月
に
新
潟
に
開
校
し
た
北

越
学
館
(
同
二
十
四
年
十
二
月
廃
校
)
の
こ
と
で
あ
り
、
加
藤
は
地
元
の
有

も
、
組
合
教
会
と
米
国
の
会
衆
教
会
の
間
に
は
「
友
誼
」
以
外
に
結
び
つ
き
は

な
か
っ
光
と
述
べ
、
日
本
で
経
験
し
た
最
大
の
失
望
の
一
つ
は
組
合
・
一
致
向

教
会
の
合
同
が
失
敗
し
た
こ
と
で
あ
る
と
回
想
し
た
。
い
つ
ま
で
も
心
打
た
れ

る
〆
ツ
セ
ー
ジ
で
あ
る
。
(
一
九
五
三
・
七
・
三
)

(
大
正
十
年
旧
制
大
学
英
文
科
卒
業
二
兀
東
京
都
政
史
料
館
長
)

力
者
で
初
代
館
長
で
あ
っ
九
。
新
島
は
か
ね
が
ね
北
越
伝
道
の
必
要
性
を
痛

惑
し
て
い
た
の
で
、
加
藤
館
長
の
依
頼
を
う
け
て
教
員
人
亊
に
つ
い
て
協
力

し
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
新
島
の
す
す
め
に
ょ
る
も
の
と
思
わ
れ
る

が
、
内
村
鑑
一
一
が
米
国
か
ら
加
国
し
た
の
は
、
明
治
二
十
一
年
五
月
十
六
日

で
、
六
月
六
日
に
北
越
学
館
の
初
代
教
頭
に
就
任
し
九
。
し
か
し
、
そ
の
内

村
は
外
国
人
教
員
:
最
卸
ら
と
学
校
の
讐
方
針
等
忍
見
を
異
に
し
、

教
員
人
事
問
題
な
ど
に
つ
い
て
新
局
に
相
談
を
も
ち
か
け
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
内
村
は
同
年
十
二
月
に
辞
任
し
て
い
る
か
ら
、
最
初
か
ら
あ
ま
り
乗
り

気
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
(
詳
し
く
は
本
井
康
博
「
新
島
襄
と
加
藤

勝
弥
」
『
同
志
社
談
叢
』
創
刊
号
、
参
照
)

以
上
の
よ
う
な
経
紳
の
な
か
で
、
一
屏
の
書
側
は
書
か
れ
た
。
新
島
は
憇
切

に
新
潟
で
の
働
き
を
す
す
め
て
い
る
。
し
か
し
小
霽
は
そ
の
す
す
め
に
は

応
じ
ず
、
翌
明
治
二
十
二
年
十
二
月
こ
ろ
帰
国
し
て
、
東
京
と
そ
の
近
辺
で

仏
道
活
動
に
従
事
し
六
後
教
員
と
し
て
岩
手
や
岡
山
に
赴
き
、
や
が
て
東

京
商
科
大
学
(
堺
一
橋
大
学
)
の
教
授
な
ど
を
つ
と
め
て
、
昭
和
十
四
年
十

二
月
に
極
を
終
え
た
。

こ
の
諾
は
、
小
谷
甑
三
氏
の
三
男
正
男
氏
(
元
明
治
大
学
教
授
)
か

ら
、
他
の
小
谷
野
資
料
と
と
も
紀
、
昭
和
五
十
八
年
五
月
七
日
に
同
志
社
へ

ご
寄
付
い
た
だ
い
六
も
の
で
、
 
5
汝
嚢
全
集
』
第
岩
「
和
文
譜
簡
編
Ⅱ
」

(
河
野
仁
昭
)

に
全
文
を
収
録
す
る
予
定
で
あ
る
。



新
島
襄
先
生
の
説
教

1
新
島
襄
全
集
2
(
宗
教
編
)
に
つ

新
島
臺
集
の
第
二
巻
が
宗
教
編
と
し
て
、
本
年
七
月
に
刊
h
さ
れ
九
。
内

容
は
、
説
教
稿
1
、
説
教
稿
Ⅱ
、
宗
教
関
係
演
説
稿
、
説
教
・
演
説
評
片
、

教
会
合
併
問
題
関
儒
、
第
二
公
会
録
事
『
脩
身
学
』
、
研
、
綴
で
あ
る
。

編
集
委
員
は
、
委
員
長
上
野
喧
蔵
、
委
員
嘉
虔
、
オ
ー
テ
ス
・
ケ
ー
リ
、
北

垣
宗
治
、
島
尾
永
康
、
杉
井
六
郎
、
園
璽
、
河
野
仁
昭
の
諸
氏
で
、
第
一
巻

と
変
わ
り
は
な
い
が
、
本
巻
の
責
任
者
は
嘉
虔
先
生
で
あ
り
巻
末
所
載
の
周

到
な
解
題
は
先
生
の
手
に
ょ
る
も
の
で
あ
る
。

説
教
稿
1
と
Ⅱ
に
は
そ
れ
ぞ
れ
新
島
先
生
の
製
草
稿
四
八
編
と
三
四
編
を

収
め
、
宗
教
関
係
演
説
醇
部
に
は
一
 
0
編
、
説
教
・
演
説
稿
断
片
と
し
て
は

二
九
編
を
収
録
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
教
会
合
併
問
題
関
係
稿
の
部
に
は
、
一

致
・
組
合
両
教
会
の
合
併
問
題
に
つ
い
て
新
島
先
生
の
記
述
し
煮
見
害
一
八

稿
と
日
本
基
督
教
会
窪
並
細
則
附
録
(
明
治
三
年
五
月
)
を
列
記
、
つ

い
で
第
二
公
会
(
後
の
同
志
社
教
会
)
の
巽
、
最
後
に
冨
旦
工
旦
ヨ
m
、

一
含
一
長
ゆ
誘
含
ミ
R
紅
 
m
含
今
兄
、
易
爲
の
宮
川
経
禅
の
訳
文
に
新
島
先
生

が
補
筆
し
た
も
の
を
掲
げ
、
巻
末
の
注
解
と
解
題
を
含
め
て
、
全
巻
六
八
五
ぺ

ー
ジ
に
お
よ
ぷ
大
著
で
あ
る
。

本
巻
の
中
心
を
構
成
す
る
部
分
は
、
説
糖
1
と
Ⅱ
に
分
類
さ
れ
九
新
島
先

生
の
説
教
の
一
希
の
収
録
部
分
で
あ
る
。
ー
に
は
明
治
一
三
年
か
ら
二
0
年
か

ら
の
も
の
が
年
代
順
に
、
Ⅱ
に
は
年
代
不
明
の
も
の
が
引
用
聖
書
本
文
の
順
に

配
列
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
関
係
演
需
の
部
分
に
は
、
「
基
督
教
皇
器
」
や

「
道
篇
」
な
ど
の
講
演
が
こ
れ
も
年
代
の
明
ら
か
な
も
の
は
そ
の
順
に
、
不

明
の
も
の
二
編
は
そ
の
後
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。
説
教
・
演
~
鷲
断
片
と
し
て

収
録
さ
れ
た
も
の
は
、
い
ず
れ
も
、
簡
単
な
佃
条
書
き
の
あ
ら
筋
に
、
線
や
0

印
や
△
印
で
図
尓
が
な
さ
れ
、
朱
筆
で
囲
ま
れ
た
り
発
が
加
え
ら
れ
た
り
、

英
文
が
混
在
し
た
り
す
る
断
片
的
草
稲
で
あ
り
、
な
か
に
は
削
乢
の
困
難
な
も

の
も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
ま
た
新
島
研
究
の
貴
重
な
資
料
で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
一
致
・
組
合
教
会
合
併
鼎
に
つ
い
て
の
諸
栞
は
、
娩
年
の

新
島
先
生
が
深
く
関
与
し
、
か
つ
補
し
た
重
大
問
題
に
つ
い
て
愚
見
の
側

陳
書
で
あ
っ
て
、
先
生
の
教
会
や
キ
リ
ス
ト
教
、
ひ
い
て
は
同
志
社
や
キ
リ
ス

ト
教
主
義
学
校
教
育
の
根
本
に
関
す
る
考
え
方
を
知
る
上
で
の
猛
い
資
料
で

い
て
ー

彰
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あ
る
。
第
二
公
会
録
事
は
先
生
の
邸
で
発
足
し
、
自
ら
が
仮
牧
師
と
し
て
指
導

に
当
た
っ
た
こ
の
公
会
の
初
期
の
器
で
あ
り
、
同
じ
明
治
九
年
に
相
前
後
し

て
開
設
さ
れ
た
第
一
、
第
三
公
会
が
の
ち
に
合
併
し
て
平
安
教
会
と
な
っ
た
の

に
比
し
、
こ
の
第
二
公
会
は
や
が
て
同
志
社
教
会
と
改
称
し
同
志
社
と
共
に
成

長
発
展
し
た
教
会
で
あ
る
の
で
、
当
教
会
に
と
っ
て
は
勿
論
の
こ
と
な
が
ら
、

新
島
・
同
志
社
研
究
に
と
っ
て
も
璽
要
な
記
録
で
あ
る
こ
と
は
一
言
う
ま
で
も
な

最
後
に
ホ
プ
キ
ン
ス
の
『
脩
身
学
』
の
訳
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
些

)
0

しか
奇
異
の
感
を
与
え
る
が
、
前
述
の
ご
と
く
弟
十
宮
川
黛
の
訳
文
に
新
島
先

生
が
補
筆
し
、
、
訂
正
し
、
圏
点
を
施
し
、
し
か
も
そ
れ
が
か
な
り
の
量
に
上
る

こ
と
と
、
同
志
社
創
設
期
に
は
カ
リ
キ
ユ
ラ
ム
に
聖
沓
を
入
れ
る
こ
と
が
府
に

よ
っ
て
許
可
さ
れ
ず
、
や
む
を
得
ず
課
外
で
(
い
わ
ゆ
る
二
0
番
教
室
に
お
い

て
)
教
授
を
行
っ
六
の
で
あ
っ
た
が
、
正
課
と
し
て
は
そ
の
齊
り
に
こ
の
『
脩

身
学
』
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
課
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
編
集
委
員
会
は

こ
れ
を
本
巻
に
収
録
し
六
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
に
、
後
述
す
る
ど
と
く
、
新

島
先
生
の
暴
の
神
学
的
基
盤
形
成
に
は
、
ニ
ユ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
神
学
の
影

經
が
強
く
働
ら
い
て
い
た
が
、
こ
の
ミ
讐
片
工
0
で
式
三
(
一
穏
1
伽
d
は
そ
の

指
導
的
神
学
者
の
一
人
で
あ
っ
九
の
で
、
こ
の
業
テ
キ
ス
ト
と
し
て
採
用
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
篠
で
、
新
島
襲
全
集
の
宗
教
編
に
収
録
さ
れ
九
こ

と
に
は
、
意
味
が
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

た
豊
か
に
展
開
さ
れ
た
。
例
え
ぱ
、
い
わ
ゆ
る
「
良
心
碑
」
の
文
言
は
、
弟
子

安
田
忠
止
あ
て
冬
簡
の
中
で
先
生
が
記
述
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
文
言

は
先
生
の
良
心
剪
結
晶
的
表
現
な
の
で
あ
っ
た
。
同
時
に
先
生
は
説
教
の
人

で
あ
っ
た
。
第
二
公
会
の
牧
師
と
し
て
、
同
志
社
社
長
と
し
て
、
先
生
は
教
会

や
同
志
社
や
地
方
諸
教
会
の
礼
拝
の
譜
に
立
っ
て
聖
書
に
基
づ
く
説
教
を
行

つ
九
。
浮
田
和
民
が
の
ち
編
し
た
と
と
く
、
先
生
は
「
徳
人
で
あ
っ
て
ょ

く
人
を
擶
せ
し
む
る
力
」
が
あ
り
、
ま
た
海
老
轟
正
が
先
生
の
識
に
む

せ
び
つ
つ
語
る
説
教
に
感
動
し
、
袈
を
「
楽
毅
の
任
L
 
を
果
九
す
べ
く
決
意

せ
し
め
ら
れ
た
、
と
記
し
た
(
浮
田
あ
て
の
海
老
名
書
簡
)
よ
う
に
、
先
生
の

説
教
は
真
情
と
力
に
溢
れ
た
も
の
で
あ
っ
六
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

の
特
色
は
、
本
巻
に
収
め
ら
れ
九
説
教
を
勢
で
も
十
分
に
続
者
に
伝
わ
っ

て
来
な
い
。
そ
れ
は
右
の
よ
う
な
直
接
そ
の
声
咳
に
接
し
九
人
び
と
の
印
象
や

手
記
を
通
し
て
知
る
ほ
か
は
な
か
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
説
教
の
内
容
と
そ

れ
を
支
え
る
愚
に
つ
い
て
は
、
先
生
自
ら
が
書
き
記
し
蚕
稿
を
通
し
て
か

な
り
の
程
度
ま
で
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
今
回
の
系
に
先
生

の
説
教
梨
大
量
に
収
録
さ
れ
た
の
は
ま
こ
と
に
喜
ぱ
し
い
こ
と
で
あ
る
。

説
教
と
い
う
も
の
は
、
が
ん
ら
い
礼
拝
に
お
い
て
聖
k
だ
基
づ
き
神
の
一
言
を

と
り
つ
ぐ
も
の
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
記
録
し
て
後
世
に
残
し
、
天
下
に
公
表

す
る
と
い
う
筋
合
い
の
も
の
で
は
な
い
。
新
島
先
生
と
同
時
代
の
キ
リ
ス
ト
教

指
導
者
の
中
に
は
、
自
己
の
説
教
を
印
刷
公
表
し
、
の
ち
に
立
派
な
説
塾
と

し
て
編
さ
ん
し
出
版
し
た
人
び
と
も
い
六
。
し
か
し
先
生
は
そ
れ
を
し
な
か
っ

九
。
も
ち
ろ
ん
、
先
生
は
惑
や
学
術
論
文
な
ど
の
公
刊
も
し
な
か
っ
た
の

で
、
説
教
の
み
に
つ
い
て
こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
は
当
を
得
な
い
こ
と
か

も
知
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
先
生
が
説
教
の
本
質
を
右
の
よ
う
に
考
え
て
い

新
島
先
生
は
、
そ
の
愚
を
開
陳
し
論
述
す
る
に
際
し
て
の
メ
デ
ィ
ア
と
し

て
、
一
つ
に
は
書
鯉
L
用
い
、
二
つ
に
は
説
教
や
誠
演
を
用
い
た
。
お
び
た
だ

し
い
数
に
上
る
補
の
中
に
、
先
生
の
人
柄
や
得
と
と
も
に
そ
の
思
想
も
ま
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た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
先
生
の
説
教
は
草
稿
の

ま
ま
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
朱
筆
が
入
れ
ら
れ
、
欄
外
に
補
筆
が
な
さ

れ
、
い
ろ
い
ろ
な
種
類
な
マ
ー
ク
が
随
所
に
付
さ
れ
て
い
る
。
先
生
は
こ
れ
を

携
え
て
壇
上
に
立
ち
、
聖
霊
に
感
動
さ
せ
ら
れ
つ
つ
語
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
全

集
編
集
委
員
会
は
、
会
に
原
文
を
再
録
し
、
右
の
補
筆
、
加
筆
、
注
記
、
線
、

マ
ー
ク
類
、
朱
筆
、
図
示
、
英
文
、
字
配
り
、
行
配
り
な
ど
を
忠
実
に
示
し
て

く
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
骨
の
折
れ
る
作
業
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
読
者
と

し
て
ま
こ
と
に
有
難
い
こ
と
で
あ
る
。
完
全
に
文
章
化
さ
れ
た
説
教
を
読
む
よ

り
は
、
こ
れ
ら
の
筆
ぷ
り
に
票
れ
て
読
む
方
が
、
あ
る
い
は
新
島
先
生
の
説

教
の
真
髄
植
よ
り
よ
く
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
特
色
を
も
つ
新
島
先
生
の
畿
の
内
容
的
特
徴
は

ど
ぅ
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
説
教
は
聖
書
に
基
づ
く
と

は
い
え
、
説
教
者
も
聴
衆
も
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
的
状
況
に
お
い
て
聖
書
を
読

み
、
解
釈
し
、
神
の
園
を
読
み
取
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
新
島
先
生
の
説
教
も

ま
た
、
時
代
の
反
映
を
種
々
の
形
で
色
濃
く
持
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
と
く
に
士
族
出
身
の
愛
国
者
で
あ
っ
九
先
生
と
し
て
、
近
代
日
本
の
れ

い
め
い
期
の
政
治
や
教
育
や
国
際
関
係
や
思
想
や
宗
教
の
動
向
に
き
わ
め
て
鋭

敏
な
感
覚
を
持
ち
、
明
確
な
見
解
と
理
念
を
保
持
し
て
い
九
だ
け
に
、
こ
れ
ら

の
説
教
に
は
随
所
に
、
時
代
の
状
況
に
対
す
る
批
判
的
な
姿
勢
が
見
て
取
れ

る
。
欧
米
文
化
の
盲
倒
的
摂
取
の
風
潮
へ
の
慾
告
(
四
八
ヘ
ー
ジ
以
下
)
、
伝

統
的
宗
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
(
一
三
ペ
ー
ジ
以
下
)
、
福
沢
諭
吉
の
功
利
主

義
批
判
全
0
ペ
ー
ジ
)
、
「
上
帝
論
」
に
お
け
る
真
の
神
的
存
在
者
の
せ
ん
明

(
一
九
一
ペ
ー
ジ
以
下
)
、
偽
り
の
キ
リ
ス
ト
教
指
導
者
に
対
す
る
批
判
(
六
五

ヘ
ー
ジ
以
下
)
な
ど
に
お
い
て
、
先
生
の
時
代
状
況
に
即
し
た
説
教
拙
成
が
顕

著
で
あ
る
。

ま
衣
器
、
孟
子
、
老
・
荘
、
史
記
、
そ
の
他
中
国
の
古
典
に
通
暁
し
、
か

つ
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
、
西
欧
の
歴
史
に
明
る
い
先
生
の
強
味
は
随
所
に
見
ら

れ
る
。
こ
れ
ら
の
該
博
な
知
識
を
通
し
て
先
生
の
歴
史
咸
怠
見
は
と
ぎ
す
ま
さ

れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
説
教
も
ま
九
き
わ
め
て
的
確
な
予
言
者
的
ト
ー
ン
を
得
た
の

で
あ
ろ
、
つ
。

筆
者
は
聖
書
学
を
専
攻
す
る
人
間
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
か
ね
て
新
島
先
生

の
説
教
の
根
底
を
な
す
聖
書
解
釈
の
方
法
や
実
態
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
が
、

本
巻
を
通
ぞ
て
、
き
わ
め
て
正
統
的
で
緻
密
な
釈
義
の
上
に
説
教
が
組
立
て

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
感
峡
し
六
。
先
生
の
学
ん
だ
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
に
は
、
十
九
世
紀
前
半
か
ら
ド
イ
ツ
の
テ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
を
中
心
に
興
っ
九

い
わ
ゆ
る
史
的
批
判
的
聖
書
学
の
方
法
は
い
ま
だ
十
分
忙
そ
の
影
瓣
を
及
ぽ
し

て
い
な
か
っ
九
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
ア
ン
ド
ー
ヴ
ァ
ー
神
学
校
は
一
八
0
八

年
の
創
立
い
ら
い
正
統
主
義
神
学
の
立
場
に
立
ち
、
ユ
三
プ
リ
ア
ン
神
学
に
傾

い
九
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
神
学
校
(
一
八
一
五
年
創
立
)
に
対
抗
す
る
神
学
校
で
あ

つ
た
の
で
、
こ
こ
で
神
学
的
訓
練
を
受
け
た
先
生
の
聖
書
解
釈
の
方
法
や
神
学

的
立
場
が
史
的
批
判
よ
り
も
や
は
り
オ
ー
ソ
ド
ッ
ウ
ス
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
例
え
ぱ
、
「
晩
餐
ヲ
{
寸
ル
コ
ト
」
(
一
 
0

ヘ
ー
ジ
以
下
)
に
お
け
る
聖
獲
論
、
「
肉
二
播
ケ
バ
肉
、
霊
二
播
ケ
バ
霊
L
(
三

九
ヘ
ー
ジ
以
下
)
に
お
け
る
マ
タ
イ
四
章
の
釈
義
、
「
ダ
ニ
エ
ル
ノ
夢
判
断
」

(
一
七
五
ヘ
ー
ジ
以
下
)
に
お
け
る
ダ
ニ
エ
ル
書
や
詩
篇
の
釈
義
、
「
朋
友
ノ
交

義
ハ
天
国
の
写
真
」
(
七
八
ヘ
ー
ジ
以
下
)
に
お
け
る
イ
エ
ス
へ
の
随
従
の
テ
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ー
マ
の
洞
察
な
ど
に
、
き
わ
め
て
着
実
で
精
密
な
釈
義
と
解
釈
が
施
さ
れ
て
い

る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
学
的
に
は
、
そ
の
後
同
志
社
の
聖
書

学
は
基
本
的
に
は
史
的
批
判
の
方
法
を
摂
り
入
れ
て
自
ら
の
学
的
伝
統
を
築
い

て
来
て
お
り
、
今
日
の
立
場
か
ら
み
れ
ぱ
先
生
の
方
法
に
は
種
々
批
判
の
加
え

ら
れ
る
余
地
は
有
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
聖
書
に
真
正
面
か
ら
相
対
し
そ
の
文

言
に
神
の
吋
驫
み
と
ろ
う
と
す
る
聖
書
解
釈
の
基
本
的
な
構
え
は
、
今
日
の

聖
齊
学
や
説
教
に
と
っ
て
も
ま
さ
し
く
頂
門
の
一
針
九
る
を
失
わ
な
い
。

新
島
先
生
の
説
教
の
内
容
を
も
う
ひ
と
つ
掘
り
下
げ
て
み
ょ
う
。
そ
の
た
め

の
方
法
と
し
て
、
先
生
の
説
教
稿
の
分
析
と
、
先
生
の
神
学
的
背
景
の
考
察

と
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
に
併
せ
て
そ
の
説
教
や
神
学
の
根
本
命
題
の
実
践
と
し
て

の
先
生
の
特
徴
的
な
行
動
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

説
教
と
し
て
は
「
天
父
基
督
ヲ
十
字
架
二
添
テ
世
二
賜
へ
リ
L
 
全
四
三
へ

ー
ジ
以
下
)
が
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
は
難
波
(
現
浪
花
)
教
会
の
一
0
周
年
記

念
礼
拝
に
招
か
れ
て
行
っ
た
説
教
で
、
草
稿
と
は
い
え
ほ
ぽ
完
全
他
近
い
長

大
な
も
の
で
あ
る
。
テ
ー
マ
は
、
人
間
の
堕
罪
と
神
の
審
判
と
そ
れ
を
超
え
九

愛
の
天
啓
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
十
字
架
の
贈
罪
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
神
の
創

造
世
界
の
義
の
貫
徹
と
こ
れ
に
自
ら
の
自
由
意
志
に
ょ
っ
て
背
反
し
た
人
間
の

罪
と
そ
の
救
済
奮
ら
れ
、
神
学
上
い
わ
ゆ
る
統
治
説
と
そ
の
解
決
と
し
て
の

騎
罪
築
そ
の
根
底
を
支
え
て
い
る
。
こ
の
テ
ー
マ
は
本
巻
所
収
の
諸
説
教
の

多
く
を
通
し
て
み
ら
れ
る
が
、
と
く
に
「
十
字
架
上
の
膿
」
(
三
三
六
ヘ
ー
ジ

以
下
)
、
「
人
間
の
悪
」
会
西
五
ヘ
ー
ジ
以
下
)
、
「
悔
改
」
(
三
二
ヘ
ー
ジ
)

な
ど
に
著
し
い
0
 
そ
し
て
こ
の
テ
ー
マ
は
、
先
生
が
ア
ン
ド
ー
ヴ
ァ
ー
在
学
中

マ
サ
チ
ユ
ー
セ
ッ
ツ
州
レ
キ
シ
ン
ト
ン
市
の
教
会
で
行
っ
た
い
わ
ぱ
そ
の
処
女

説
教
の
テ
ー
マ
で
も
あ
っ
た
(
「
新
島
研
究
L
 
三
号
所
収
「
神
の
愛
と
人
の

罪
」
参
照
)
。
し
九
が
っ
て
神
の
統
治
・
人
間
の
背
反
・
罪
の
罰
・
キ
リ
ス
ト

に
お
け
る
噴
い
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
先
生
の
説
教
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
っ

た
と
考
え
て
ょ
か
ろ
う
。

新
島
先
生
の
神
学
的
需
の
研
究
と
し
て
は
、
故
大
塚
節
治
元
総
長
の
「
新

島
先
生
の
信
仰
の
背
望
L
な
す
新
英
州
神
学
に
つ
い
て
」
(
「
新
島
研
究
」
第
三

五
号
)
や
藤
代
泰
.
二
教
授
の
「
エ
ド
ワ
ー
ズ
ナ
マ
サ
・
。
ハ
ー
ク
の
記
倉
説
教
集
」

上
・
下
(
「
新
耕
究
L
第
凶
四
・
四
五
号
)
が
あ
り
、
い
ず
れ
も
教
え
ら
れ
る
と

こ
ろ
の
多
い
す
ぐ
れ
磊
文
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
ょ
る
と
、
新
英
州
神
学
の

特
色
は
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
を
基
訓
と
し
つ
つ
、
神
の
絶
対
的
支
配
に
対
す
る
人

間
の
憙
の
自
由
を
謂
し
、
ユ
三
ブ
リ
ア
ニ
、
ス
ム
に
対
し
て
三
位
一
傭
を

護
り
、
贈
罪
論
に
お
い
て
オ
ラ
ン
ダ
の
政
治
・
神
学
者
フ
ー
ゴ
ー
・
グ
ロ
テ
ィ

ウ
ス
の
統
治
説
を
導
入
し
つ
つ
、
キ
リ
ス
ト
に
お
け
る
神
の
贈
罪
愛
を
強
謝
し

た
と
C
ろ
に
あ
る
。
神
の
義
な
る
世
界
統
治
を
人
問
は
自
ら
の
自
由
を
濫
用
し

て
犯
し
た
が
こ
れ
は
正
し
く
罰
せ
ら
れ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
が
、
人
閻
は
こ
れ
に
耐
え

え
ず
、
ま
九
神
の
穫
貫
徹
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
人
閻
の
罪
は
園

わ
れ
ね
ぱ
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
K
キ
リ
ス
ト
が
人
間
に
代
わ
っ
て
十
字
架
に
つ

き
こ
れ
を
充
足
し
た
、
神
の
義
と
愛
は
相
即
的
K
笑
現
さ
れ
六
と
い
う
の
が
こ

の
神
学
の
根
本
的
主
張
で
あ
っ
九
。
右
に
挙
げ
六
新
島
先
生
の
幾
編
か
の
説
教

穫
、
ま
さ
に
こ
の
新
英
州
神
学
の
主
張
に
沿
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。

先
生
の
こ
の
新
英
州
神
学
を
背
捌
と
す
る
説
教
と
神
学
の
実
践
磊
に
お
け

る
見
事
な
反
映
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
自
責
の
杖
森
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
よ

45



う
。
「
天
父
基
督
ヲ
十
字
架
二
添
テ
世
二
賜
へ
リ
」
の
論
旨
は
、
先
生
が
自
己

を
鞭
う
つ
こ
と
延
よ
っ
て
、
犯
さ
れ
た
法
秩
序
を
回
復
し
、
か
っ
犯
し
九
学
生

た
ち
の
罪
を
鵬
っ
た
そ
の
行
動
に
ま
さ
し
く
一
致
し
た
も
の
で
あ
っ
九
。
こ
の

説
教
中
に
先
生
が
挿
入
し
た
ジ
ャ
ッ
ク
少
年
と
教
師
の
工
。
ヒ
ソ
ー
ド
は
、
授
業

に
遅
刻
し
な
が
ら
反
省
の
色
を
見
せ
ぬ
学
生
に
教
師
が
縄
木
を
与
え
己
が
手
を

少
年
に
打
た
せ
る
と
い
う
筋
で
あ
る
が
、
先
述
の
レ
キ
シ
ン
ト
ン
で
の
処
女
説

教
に
も
同
じ
趣
旨
の
王
と
王
子
の
詔
が
語
ら
れ
て
い
る
(
「
新
島
研
究
」
第
二

一
号
八
ペ
ー
ジ
)
。
「
十
字
架
上
の
畷
」
に
お
い
て
は
、
非
行
の
息
子
を
赦
さ
ぬ
厳

格
な
父
と
反
省
せ
ぬ
子
の
間
に
は
さ
ま
れ
た
母
親
が
、
秩
序
と
愛
の
両
者
を
相

即
さ
せ
る
た
め
遺
書
を
残
し
て
自
害
し
た
と
い
う
例
話
が
用
い
ら
れ
て
お
り

(
本
巻
三
三
九
ペ
ー
ジ
)
、
こ
れ
も
ま
た
先
生
の
自
責
の
杖
に
お
け
る
モ
テ
ィ
ー

フ
を
尓
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
自
責
の
杖
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
秩
羅
持
と
噴
罪

愛
の
い
ず
れ
に
重
点
を
お
い
て
解
す
る
か
に
つ
い
て
、
大
塚
節
治
先
生
は
前
者

を
と
り
(
前
出
論
文
一
四
、
一
五
ペ
ー
ジ
)
、
藤
代
教
授
は
後
者
に
傾
い
て
い

る
(
前
出
論
文
(
下
)
、
二
四
ペ
ー
ジ
)
。
鎌
谷
襄
先
生
の
力
作
「
新
島
襄
に
お
け

る
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
1
特
に
峨
器
を
中
心
に
1
L
(
「
新
島
研
究
」
第
五
六
号
)

は
、
新
英
州
神
学
の
救
噴
思
想
か
ら
説
き
起
し
三
編
の
説
教
の
分
析
を
通
し
て
、

新
島
先
生
の
信
仰
の
基
本
線
が
。
ハ
ー
ク
の
贈
罪
論
に
負
う
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た

こ
と
を
確
認
し
、
自
責
の
杖
事
件
の
モ
テ
ィ
ー
フ
は
、
秩
序
維
持
と
と
も
に
債

罪
愛
佑
仰
と
教
育
愛
に
あ
っ
た
と
結
論
し
て
い
る
。
(
な
お
こ
の
事
件
と
そ
の

解
釈
に
つ
い
て
は
「
同
志
社
百
年
史
・
通
史
編
」
一
、
一
七
四
1
 
一
九
0
ペ
ー
ジ

参
照
)
。
筆
者
も
ま
九
、
新
島
先
生
の
自
杖
が
単
に
校
則
の
誓
や
法
秩
序
の

尊
厳
を
示
す
目
的
で
行
わ
れ
た
と
は
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
先
生

の
諸
説
教
の
強
調
点
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
パ
ー
ク
を
は
じ
め
先
生
の
学

ん
だ
当
時
の
新
英
州
神
学
の
力
点
で
も
な
か
っ
た
こ
と
は
、
藤
代
教
授
の
右
に

あ
げ
た
詳
細
な
パ
ー
ク
研
究
に
ょ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
神
の
法
は
貫
徹
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
背
反
し
た
人
間
は
自
ら
そ
の
罪
を
償
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

キ
リ
ス
ト
は
神
の
義
と
愛
の
現
実
化
と
し
て
十
字
架
上
に
死
ん
だ
。
こ
れ
が
救

済
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
新
島
先
生
は
こ
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
若
き
日
に
ア
ー
モ

ス
ト
や
ア
ン
ド
ー
ヴ
フ
1
で
体
得
し
、
説
教
に
お
い
て
そ
れ
を
語
り
、
か
つ
実

践
し
た
の
で
あ
っ
た
。
徳
富
蘇
峰
の
言
う
「
傍
人
」
新
島
先
生
は
、
冷
厳
な

法
の
人
で
も
な
く
、
緻
密
な
理
の
人
で
も
な
く
、
ま
さ
に
キ
リ
ス
ト
に
お
い
て

具
現
さ
れ
九
神
の
愛
の
説
教
者
、
教
育
者
、
実
践
者
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で

あ
ろ
う
。

与
え
ら
れ
た
紙
数
を
す
で
に
超
え
た
の
で
教
会
合
併
問
題
関
係
稿
と
第
二
公

会
詠
事
に
つ
い
て
の
蔀
は
割
愛
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
巻
末
の
注
解
と
綴
は

き
わ
め
て
貨
重
で
あ
る
。
本
巻
の
編
集
に
当
た
ら
れ
磊
橋
虔
先
生
を
は
じ
め

編
集
委
員
諸
氏
の
労
を
多
と
し
九
い
。

(
大
学
神
学
部
教
授
)
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