
礼
拝

学
校

で
の

ウ
ー
ル
ウ
ィ
ッ
チ
(
+
闇
ロ
ン
ド
ン
)
の
主
教
、
ジ
.
ン
.
 
A
 
.
 
T
 
.
ロ
ビ
ン

ソ
ン
博
士
は
、
街
の
新
聞
で
道
徳
や
宗
教
に
つ
い
て
、
あ
り
き
九
り
竪

見
と
は
ほ
ど
述
い
主
努
す
る
人
と
し
て
ょ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
彼
は
新

約
聖
占
研
究
の
系
な
学
名
で
す
が
、
ま
六
、
現
代
の
川
界
に
お
い
て
キ
リ

ス
ト
老
で
あ
る
こ
と
は
、
ど
ん
な
意
味
を
も
つ
の
か
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、

新
鮮
な
洞
察
力
を
も
て
い
ま
す
。
こ
の
ロ
ビ
ン
ソ
ン
博
士
は
、
最
近
、
『
袖

忙
対
し
て
正
直
一
、
あ
れ
と
い
う
小
さ
い
本
を
出
版
し
ま
し
た
。
こ
の
本
は
、

袖
学
名
の
み
な
ら
ず
、
牧
帥
や
一
般
係
の
開
で
も
、
 
A
<
の
魂
を
求
め
る
よ .

高
校
の
場
合

う
な
論
争
を
ひ
き
お
こ
し
ま
し
大
。
祈
り
と
礼
邦
に
関
す
る
「
こ
の
世
に
お

け
る
袖
聖
さ
」
と
い
う
寧
は
、
い
く
つ
か
の
問
題
を
提
起
し
ま
す
が
、
そ
れ

は
礼
邦
豊
味
と
役
劃
関
し
て
な
さ
れ
て
い
兪
曹
一
っ
の
塾
盤
を
与

え
て
い
ま
す
。
彼
の
主
弧
は
こ
の
恩
に
対
す
る
博
接
の
答
で
は
な
く
、
一

つ
の
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
あ
り
ま
す
。
彼
は
、
教
会
で
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
、

「
宗
教
的
で
な
い
」
人
々
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
か
と
い
う
こ
と
を
ま

じ
め
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と
一
言
う
て
い
ま
す
。
そ
の
主
誓
、
教
会
に
お

ド
る
礼
弁
と
キ
リ
ス
ト
名
と
白
認
し
て
い
る
人
の
礼
井
と
に
誓
小
が
あ
る
の

工

ジ

1

B
 
・
ロ
イ
ド

下
道
訳
)

.

^1'
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で
す
が
、
そ
れ
は
ま
九
、
キ
リ
ス
ト
教
主
義
串
校
に
お
い
て
、
偕
徒
で
な

い
牛
徒
の
開
で
礼
弁
を
ま
も
つ
て
い
る
私
た
ち
に
も
ふ
か
い
か
か
わ
り
を
も

つ
て
い
ま
す
。

ま
ず
キ
リ
ス
ト
教
会
で
の
礼
"
と
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
学
校
で
の
礼
仟
と

は
、
本
質
的
に
北
通
の
要
素
を
も
コ
L
い
ま
す
が
、
こ
の
二
つ
の
礼
H
は

興
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
は
こ
の
.
一
つ
を
詞
一
に
考
え
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
教
公
の
礼
仟
は
お
も
に
(
皿
想
的
に
は
)
偕
徒
か
ら

な
る
命
に
ょ
っ
て
な
さ
れ
、
一
方
、
学
校
の
礼
於
小
な
轟
衆
を
対
球

と
し
て
い
ま
す
。
教
公
の
礼
打
に
集
ま
る
大
多
数
の
人
々
は
(
学
校
教
会
の

竹
桜
を
も
っ
九
祠
志
礼
教
公
は
当
然
例
外
で
あ
る
が
)
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

の
弟
十
で
あ
り
、
と
も
に
袖
を
礼
仟
す
る
と
い
う
一
つ
の
H
的
を
も
つ
て
い

ま
す
。
彼
ら
は
共
に
、
柳
に
対
し
轟
美
と
感
謝
を
表
ら
わ
し
、
あ
や
ま
ち

、
'
ん

を
^
^
し
、
一
^
北
な
^
し
を
う
け
る
^
^
^
。
向
^
と
^
十
一
^
^
^
九
め
に
^

り
、
神
の
み
こ
と
ぱ
を
学
び
、
杣
に
対
す
ろ
探
げ
も
の
と
し
て
日
々
の
仕
出

に
粘
励
し
、
人
々
へ
の
心
什
を
行
い
ま
す
。
私
六
ち
は
、
仁
徒
で
あ
る
「
会

^
」
^
^
^
で
^
さ
れ
北
り
、
な
き
れ
九
り
す
る
こ
と
に
つ
い
て
一
^
の
^

織
を
も
つ
て
い
る
と
兄
な
す
こ
と
が
か
き
る
。
教
会
で
は
、
心
か
ら
キ
リ
ス

ト
名
北
ち
ん
と
努
力
し
て
い
る
人
々
と
緒
に
い
る
こ
と
を
Π
覚
し
、
礼
拝

の
巾
心
で
あ
る
梨
獲
式
に
と
も
に
ゐ
す
か
る
の
で
あ
り
ま
す
。

一
方
、
学
校
の
礼
仟
に
"
す
る
「
岫
衆
」
は
、
<
ヒ
く
券
っ
て
い
ま
す
。

あ
ら
九
め
て
詳
し
く
定
義
す
る
必
黙
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
「
紫
」
と
一
概

に
:
園
つ
て
も
、
そ
れ
は
多
練
多
様
で
あ
り
ま
す
0
 
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ホ
ー
ム

で
介
ち
、
契
〕
鞍
へ
村
っ
北
こ
と
の
あ
る
徒
も
わ
寸
か
な
が
ら
い
ま
す

が
、
大
多
数
は
宗
教
的
で
な
い
(
キ
リ
ス
ト
教
的
で
な
い
ば
か
り
で
な
く
)

家
庭
喜
っ
て
縫
で
す
。
多
く
ノ
牛
徒
は
心
を
ひ
ら
い
て
キ
リ
ス
ト
の
県

^
を
^
^
^
よ
く
、
つ
け
い
^
ま
^
^
、
^
、
く
^
^
^
、
^
な
^
^
も
^
ノ
な
く
あ
り
ま

せ
ん
。
ま
北
な
か
に
は
キ
リ
ス
ト
教
に
対
し
て
す
で
に
偏
見
を
い
だ
い
て
い

ろ
縫
も
か
な
り
い
ろ
有
様
で
す
そ
こ
で
「
七
準
あ
る
会
衆
」
の
礼
拝

形
式
を
、
学
校
礼
仟
で
化
徒
た
ち
に
抑
し
つ
け
る
こ
と
は
、
彼
ら
に
理
解

さ
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
ひ
ど
く
誤
解
さ
れ
、
か
え
っ
て
反
抗
心
を

ひ
き
起
こ
す
原
因
と
な
る
こ
と
も
多
い
の
で
す
。
い
く
ら
形
式
が
保
北
れ
て

い
て
も
、
キ
リ
ス
ト
教
教
育
や
礼
邦
が
災
際
に
行
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
保

誠
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
「
噂
衆
」
と
礼
H
を
す
る
場
介
、
私
た
ち
に
と
っ
て
根
木
的
に

必
嬰
な
こ
と
は
、
礼
仟
の
日
的
を
く
り
か
え
し
検
討
す
ろ
こ
と
で
す
。
私
大

、

、

ち
は
な
ぜ
キ
リ
ス
ト
教
従
で
な
い
「
聴
衆
の
刷
で
礼
邦
を
ま
も
る
の
か
?

、

、

、

、

、

何
の
た
め
に
牛
従
か
こ
こ
に
き
て
い
ろ
の
か
?
こ
の
若
者
九
ち
の
心
の
小

で
祁
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
感
じ
ら
れ
て
き
て
い
る
の
か
?
私
九
ち

が
乍
従
の
'
呆
教
教
*
U
に
つ
い
て
μ
休
的
な
計
両
を
九
て
る
と
き
、
こ
の
よ
う

な
さ
ま
ぎ
ま
な
湘
懲
が
、
時
に
応
じ
て
検
制
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

で
は
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
学
校
に
お
け
る
礼
H
の
め
ぎ
す
こ
ろ
は
何
で
し
よ

う
か
。
そ
れ
は
お
も
に
教
育
的
で
、
誘
導
的
で
、
し
か
も
〔
.
滋
を
り
え
る
こ

と
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。
す
な
わ
ち
キ
リ
ス
ト
に
.
小
さ
れ
力
神
の
共
N
と

、
、
、
、

、

こ
の
真
卯
と
の
関
速
に
お
け
る
人
小
の
一
裳
を
教
え
る
こ
と
、
杣
を
愛
す
る

、
、
、

、

よ
う
に
岩
い
人
た
ち
を
導
く
こ
と
、
さ
ら
に
、
彼
ら
が
こ
の
人
牛
の
門
義
を

、
、
、
、
、
、
、
、

探
求
し
つ
づ
け
る
よ
う
に
簸
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
ま
し
よ
う
。
そ
し
て

こ
の
次
の
ス
テ
ッ
フ
で
は
、
生
徒
九
ち
が
"
分
H
身
忠
'
教
会
の
礼
仟

に
出
加
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
生
誓
入
っ
て
い
く
こ
と
が
瑚
待
さ
れ
ま
す
。
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私
た
ち
は
礼
拝
の
目
的
、
性
質
、
同
路
、
形
式
な
ど
に
つ
い
て
、
常
に
気

を
く
ぱ
り
九
い
も
の
で
す
。
折
々
問
か
れ
る
雄
徒
や
光
牛
の
い
ろ
い
ろ
な
声

に
耳
を
す
ま
し
て
い
な
け
れ
ぱ
な
り
ま
せ
ん
。
「
毎
日
行
な
わ
れ
ろ
礼
邦
の

出
厚
企
生
徒
に
強
制
す
ろ
こ
と
は
、
か
え
っ
て
国
的
と
は
正
反
対
の
結
果

を
生
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
」
「
礼
邦
の
同
数
が
多
す
ぎ
る
の
で
、
習
慣

的
に
な
っ
て
し
ま
い
、
礼
托
の
意
味
や
精
神
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
」

ま
た
教
師
か
ら
の
声
と
し
て
は
「
学
校
の
チ
ャ
ペ
ル
に
は
い
つ
も
出
て
い
る

日
曜
日
に
は
教
会
へ
行
っ
た
こ
と
が
な
い
」
な
ど
。

.
)
、

力

こ
の
よ
う
な
批
判
は
、
ま
じ
め
に
取
り
上
げ
、
心
に
と
め
て
お
く
べ
き
で

す
。
し
か
し
、
私
は
学
校
の
礼
拝
は
毎
日
つ
づ
け
て
行
う
方
が
よ
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。
い
ち
ぱ
ん
必
要
な
こ
と
は
、
こ
の
毎
日
の
礼
拝
を
艀
し
、

し

ろ
い
ろ
な
変
化
を
考
え
る
こ
と
で
す
。

「
マ
ニ
ユ
ア
リ
ズ
ム
」
と
い
う
こ
と
ぱ
が
現
今
流
行
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ

は
手
び
き
遵
に
し
た
が
っ
て
物
g
揮
処
し
た
り
、
<
,
ま
で
そ
う
し
て
い
た
か

ら
と
い
う
だ
け
の
理
由
で
、
た
だ
内
動
的
に
物
虫
を
や
っ
て
行
く
こ
と
に
対

す
る
批
判
と
し
て
使
用
き
れ
る
こ
と
ぱ
で
す
。
学
校
の
チ
ャ
ペ
ル
も
、
い
つ

も
同
じ
形
式
が
と
ら
れ
、
全
く
機
械
的
な
儀
式
に
な
り
が
ち
な
の
で
「
マ
ニ

ユ
ア
リ
ズ
ム
」
に
お
ち
入
っ
て
い
る
と
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

古
代
の
へ
プ
ル
人
た
ち
が
寺
院
に
お
け
る
礼
拝
の
方
式
を
う
み
だ
し
た
よ

う
に
、
教
会
で
も
長
い
時
代
の
推
移
の
中
で
、
冲
を
崇
め
裳
美
す
る
聖
な
る

方
法
を
つ
く
り
出
し
て
き
ま
し
九
。
ヘ
ブ
ル
人
た
ち
の
礼
托
が
イ
エ
ス
の
激

し
く
攻
撃
し
た
偶
像
崇
拝
に
艶
落
し
て
い
う
た
よ
う
に
、
私
た
ち
の
礼
祭

魂
を
覚
醒
き
せ
ろ
か
わ
り
に
、
却
っ
て
マ
ヒ
き
せ
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
わ

な
い
よ
う
に
、
私
た
ち
は
常
に
気
を
つ
け
て
い
な
け
れ
ぱ
な
り
ま
せ
ん
。
古
<

の
礼
拝
は
乍
命
の
最
も
深
い
、
最
も
内
な
る
部
分
で
あ
る
べ
き
で
、
多
く
の

一
般
将
動
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
う
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
予
一
喜
イ
ザ

ヤ
が
客
赦
せ
ず
に
言
っ
た
よ
う
に
、
礼
托
が
神
の
目
に
、
い
ま
わ
し
い
、
嫌

惡
す
べ
き
も
の
と
な
ろ
の
は
、
私
た
ち
が
礼
拝
を
生
活
と
か
け
は
な
れ
た
も

の
に
し
て
し
ま
う
と
き
で
あ
り
ま
す
。
イ
ザ
ヤ
の
言
穫
教
会
の
礼
拝
に
向

け
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
学
校
で
の
社
に
も
同
様
に
屯
要
な
系
で
あ
り

ま
す
。学

校
に
お
け
る
礼
拝
は
、
そ
の
性
格
上
、
礼
拝
の
形
式
や
性
質
を
い
ろ
い

ろ
実
験
す
る
の
に
、
あ
急
味
で
は
す
ぐ
役
立
つ
筈
で
あ
り
ま
す
。
学
校
の

、

、
、

礼
拝
で
は
教
え
る
と
い
う
目
的
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
は
識
美
歌
、
聖
"
、

奨
励
、
祈
り
と
い
う
普
通
に
行
な
わ
れ
る
方
法
以
外
で
も
、
努
力
す
れ
ぱ
、

多
く
の
方
法
が
あ
り
ま
す
。
無
咸
覚
で
う
る
お
い
の
な
い
も
の
に
な
り
が
ち

な
方
法
の
か
わ
り
に
、
徒
劇
、
仟
楽
あ
る
い
は
科
学
を
も
つ
か
う
こ
と
は

で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
日
々
の
学
校
告
や
実
際
の
経

畭
に
も
と
ず
く
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
ま
た
、
学
校
生
糟
お

け
る
礼
托
に
用
い
ら
れ
る
と
き
、
精
神
的
な
面
に
ま
で
深
め
ら
れ
る
の
で
あ

り
ま
す
。
た
と
え
ぱ
、
文
学
の
先
生
は
人
乍
忠
義
を
追
求
す
ろ
苦
悩
を
あ

ら
わ
し
た
立
派
な
詩
代
よ
っ
て
礼
拝
を
す
す
め
て
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
の
詩
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
宗
教
詩
で
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
し
か
し
、
感
受
性
の
ゆ
た
か
な
先
生
は
そ
の
詩
の
精
神
的
藻
み
に
ふ

れ
る
こ
と
に
ょ
う
て
、
教
え
、
霊
感
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
し
ょ
う

か
。
科
学
の
力
に
ょ
っ
て
、
私
た
ち
の
生
誓
驚
く
ほ
ど
機
械
化
さ
れ
、
便

利
忙
な
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
哩
科
の
先
生
は
「
こ
の
科
学
の
知
織
や

機
械
の
力
は
一
体
何
の
た
め
に
あ
る
の
か
」
と
い
う
人
問
に
と
っ
て
究
極
的



な
問
い
を
生
徒
に
投
げ
か
け
ろ
こ
と
が
で
き
る
で
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
人

閥
の
本
質
的
な
問
に
生
徒
を
導
び
く
こ
と
が
礼
拝
で
な
き
れ
て
も
よ
い
と
思

い
ま
す
。
演
鼎
の
活
動
を
と
お
し
て
、
先
生
は
人
間
存
在
念
義
に
つ
い

て
問
を
投
げ
か
け
、
人
牛
に
対
す
条
H
パ
の
疑
い
を
も
た
せ
た
後
に
つ
か
む
こ

と
力
で
き
る
確
信
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。
美
し
い
音
楽

は
私
た
ち
を
感
動
き
せ
て
柿
の
偉
大
き
を
き
と
ら
せ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と

は
、
い
ま
さ
ら
指
摘
す
ろ
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
以
上
の
よ
う
な
方
法
に
は

実
行
力
と
新
鰈
な
考
え
が
必
要
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ま
た
非
常
な
労
力

と
、
先
生
と
生
徒
の
問
の
協
力
を
要
求
し
ま
す
。

し
か
し
、
こ
こ
で
注
勢
、
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

礼

拝
は
、
根
本
的
な
一
言
え
ぱ
、
神
が
私
た
ち
の
た
め
に
な
し
給
う
た
こ
と
に
対

す
ろ
私
た
ち
の
応
答
な
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
た
だ
、
機
械
的
代
変
化
を

つ
け
た
り
、
雰
囲
気
を
つ
く
つ
た
り
、
適
当
な
背
琴
配
す
る
こ
と
に
ょ
っ

て
な
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
神
に
対
す
ろ
応
答
と
し
て
の
礼
作

は
実
は
、
神
の
賜
物
と
し
て
与
え
ら
れ
る
る
も
の
で
あ
り
、
「
聖
霊
の
内
な

ろ
働
ら
き
」
に
ょ
っ
て
可
能
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
生
徒
は
π
<
の

礼
拝
を
な
す
可
能
性
を
も
つ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
指
導
苛
如
何
に
ょ

つ
て
地
徒
は
敬
虔
な
態
度
を
も
ち
、
純
粋
な
理
解
力
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
に
は
指
弾
白
身
が
敬
窪
礼
柞
す
る
人
で
な
け

れ
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
な
い
と
礼
仟
は
学
校
に
お
け
る
半
な
る
一
汀
嚇
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
0

終
り
に
、
実
際
的
な
面
を
二
、
三
並
べ
た
く
思
い
ま
す
。
私
の
学
校
で
は
、

染
教
会
の
牧
師
が
全
学
朗
を
通
じ
て
週
に
一
一
回
、
礼
拝
で
奨
励
を
す
る
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
、
こ
れ
は
二
っ
の
卓
大
へ
ん
よ
い
諾
だ
と
思
い
ま

す
。
第
一
に
牧
師
は
充
分
に
時
間
を
き
い
て
宗
教
的
な
考
え
方
を
教
え
、
礼

拝
を
導
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
第
二
に
こ
れ
は
多
く
の
ぱ
ら
ぱ
ら
で
関
連
が

な
く
な
り
が
ち
の
礼
托
の
話
に
連
続
性
を
も
た
せ
ま
す
。
も
う
一
っ
述
べ
た

こ
と
は
、
礼
拝
に
も
つ
と
大
幅
に
生
徒
の
り
ー
ダ
ー
を
つ
か
っ
て
ほ
し
い

しと
い
う
こ
と
で
す
。
ど
の
学
校
に
も
宗
教
梦
か
Y
M
ま
た
は
Y
W
C
A
が

あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
巾
心
に
な
っ
て
い
る
学
生
は
、
礼
拝
の
司
会
を

立
派
に
つ
と
め
、
時
に
は
礼
拝
の
話
す
ら
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
訓
練

す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
き
ら
に
音
楽
や
劇
そ
の
他
の
芸
術
部
門
を
通
し
て
礼

拝
に
参
加
す
る
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
勢

は
、
礼
拝
に
出
席
す
ろ
生
徒
に
も
ま
た
そ
の
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
て
い
る
生

徒
に
と
っ
て
も
大
へ
ん
意
義
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
最
後
に
ふ
れ
た

い
の
は
、
特
に
新
人
生
に
対
し
て
は
礼
拝
の
綴
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
時
問
を
つ
か
っ
て
讃
美
歌
を
な
ら
つ
た
り
、
讃
美
歌
に
つ
い

て
の
知
識
を
学
ん
だ
り
、
祈
り
と
そ
黒
味
に
つ
い
て
教
え
を
う
け
た
り
、

討
論
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
主
の
祈
り
は
そ
の
意
味
を
教
え
る
た

め
に
、
劇
の
形
式
を
と
っ
て
勉
強
き
せ
る
こ
と
も
い
い
で
し
よ
う
0
 
学
校
の

礼
仟
で
ほ
献
金
は
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
特
別
の
献
金
は
時
々

行
な
わ
れ
ま
す
。
キ
リ
ス
ト
教
の
礼
拝
で
は
こ
の
献
金
と
い
う
こ
と
も
大
切

な
深
い
点
繋
、
も
つ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
こ
に
も
貞
の
卵
解
す
る
た
め

の
訓
練
が
必
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。

私
た
ち
は
屯
の
礼
邦
と
は
神
へ
き
き
げ
る
生
活
急
味
し
、
神
の
永
遠
の

愛
に
ょ
っ
て
、
同
胞
の
た
め
に
つ
く
す
生
下
川
で
あ
る
こ
と
を
き
と
る
よ
う
に

牛
徒
を
導
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

(
女
子
中
高
教
諭
・
英
'
)



気 1

安
部
磯
雄
、
山
川
均
、
商
禦
之
は
、
そ
ろ
う
て
同
志
社
中
退
先
で
あ

る
。
も
う
と
も
安
部
磯
雄
の
場
合
は
口
讐
央
学
校
黛
卒
業
後
、
柳
学

科
に
入
学
し
九
が
、
ゲ
リ
ー
ン
博
士
の
旧
約
卯
壷
需
義
の
こ
と
か
ら
、
入

学
十
一
日
に
し
て
親
友
村
井
祭
と
と
も
に
退
学
し
九
の
で
あ
る
。
こ
の

中
退
生
九
ち
は
、
い
ず
れ
も
第
一
級
の
社
会
主
謡
で
あ
る
。
し
か
も
、

彼
ら
が
と
も
に
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
社
会
主
義
へ
は
い
っ
て
い
っ
九
と
い
う

点
で
、
さ
ら
に
は
高
畠
が
初
め
て
完
訳
し
た
資
本
諭
の
紹
介
と
い
う
点
で

共
通
の
絲
歴
を
も
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
志
社
に
育
っ
た
社
会
主
義
者

安
部
磯
雄
・
山
川
均
・
一
局
畠
素
之
1

ー
ー

'

安
部
磯
雄
の
こ
と

安
機
雄
は
鷺
兀
卸
(
一
八
六
五
年
)
二
月
四
日
、
和
岡
黒
田
条

岡
木
権
之
水
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
だ
か
ら
彼
は
、
木
来
、
岡
本
磯

雄
な
の
で
あ
ろ
彼
が
安
部
姓
を
名
乘
る
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
奇

、1
一

抜
な
話
が
あ
る
。

彼
は
岡
本
家
の
次
男
坊
で
あ
り
、
親
戚
の
村
上
塚
に
躬
子
か
い
な
か
っ

た
の
で
、
生
ま
れ
て
問
も
な
く
村
上
家
の
養
子
と
し
て
人
符
し
大
と
こ

ろ
が
、
し
ば
ら
く
し
て
村
上
殊
に
は
男
子
が
生
ま
れ
九
の
で
、
岡
木
姓
に

民
さ
れ
た
。
余
談
に
な
る
が
、
後
に
彼
は
村
上
家
の
令
蝮
駒
尾
と
結
婚
す

る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
も
し
村
上
象
に
男
子
が
生
ま
れ
な
か
っ
え
な
ら

ぱ
、
駒
尾
夫
人
と
は
兄
妹
の
問
柄
で
終
っ
北
に
違
い
な
い
。
さ
て
、
彼
は

同
志
社
入
学
後
の
明
治
十
六
年
(
一
八
八
三
年
)
二
月
に
、
竹
内
某
と
結

婚
し
て
、
竹
内
姓
を
名
乗
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
、
彼
は
十
九
歳
、
と

こ
ろ
が
姿
と
な
っ
北
女
性
は
な
ん
と
す
で
に
三
三
歳
で
あ
っ
六
。
次
男
坊

で
あ
る
彼
は
、
結
婚
す
れ
ば
扶
養
謬
を
旦
こ
と
に
な
っ
て
、
徴
f
免

除
に
な
る
か
ら
と
父
に
勧
め
ら
れ
、
顔
を
み
九
こ
と
す
ら
な
い
女
性
の
と

こ
ろ
に
名
義
上
の
婿
入
り
を
し
九
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
十
八
年
に
徴
兵

令
の
改
正
が
あ
り
、
既
婚
者
で
も
人
十
才
以
上
の
老
人
か
い
な
い
限
り
、

徴
兵
免
除
の
特
典
は
等
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
六
。
そ
こ
で
彼
は
、
家

風
に
合
わ
ぬ
と
い
う
器
で
竹
内
家
か
ら
航
縁
し
て
も
ら
い
、
六
十
才
以

上
の
老
人
の
い
る
家
庭
を
八
方
手
を
廻
わ
し
て
探
し
北
。
そ
し
て
幸
い
に

辻

マ
」

功



し
て
注
文
通
り
の
家
を
み
つ
け
た
が
、
そ
れ
が
安
製
で
あ
っ
た
。
彼
は

轟
、
徴
兵
の
が
れ
の
鑁
子
の
相
甥
で
あ
っ
九
十
五
円
を
出
し
て
養
子
に

し
て
t
ら
い
、
{
女
部
姓
を
名
乗
る
こ
と
に
な
う
た
の
で
あ
る
。

系
磯
雄
が
伺
志
社
へ
入
学
し
た
の
は
、
明
治
十
二
年
(
一
八
七
九
年
)

九
月
の
こ
と
で
あ
っ
九
入
学
の
目
的
は
、
海
箪
軍
人
に
な
る
準
備
と
し

て
同
志
社
で
釜
叩
を
学
ふ
こ
と
に
あ
っ
九
北
1
時
、
彼
は
刷
志
社
が
キ
リ

ス
ト
教
主
義
の
学
校
で
あ
ろ
う
な
ど
と
急
像
も
し
て
い
な
か
っ
六
の
で

あ
ろ
。
そ
の
彼
が
同
志
社
生
汚
を
送
る
な
か
で
、
つ
い
に
キ
リ
ス
ト
教
を

C
ず
ろ
よ
う
に
な
り
、
十
五
年
月
五
日
、
新
島
先
中
か
ら
洗
礼
を
受
け

九
の
で
あ
る
か
ら
、
運
命
と
は
不
田
纖
な
も
の
で
あ
ろ
。
こ
の
日
同
じ
く

洗
礼
を
受
け
九
も
の
に
は
、
同
級
生
の
岸
本
能
武
太
(
後
に
早
大
教
授
)
も

い
九
。系

磯
雄
が
社
会
魁
に
関
心
を
抱
き
だ
し
九
の
も
、
同
森
鴛
の

中
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
彼
の
卒
業
禦
仙
の
遡
目
は
「
宗
教
と
絲
済
」
で

あ
っ
九
が
、
「
粘
袖
生
活
は
宗
教
に
ょ
り
、
物
質
生
活
は
経
洗
学
に
ょ
り
て

指
導
き
る
べ
き

も
の
で
あ
る
」

と
い
う
の
が
、

彼
の
中
心
田
黨

で
あ
う
た
。
「
社

会
謡
は
物
質

禦
督
教
也
、

t
"

基
悩
教
籍
神

的
社
会
主
義

也
」
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
社
会
禽
の
骨
釧
み
は
、
伺
志
社
時
代
の
安
部

磯
雄
に
ょ
っ
て
つ
く
ら
れ
六
の
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
社
会
謡
得
李
ろ
安
部
磯
址
は
、
実
践
所
動
に
乗
り

出
す
に
至
っ
九
社
会
器
俳
究
会
(
明
治
三
一
年
)
・
社
会
1
義
恊
会

(
三
一
一
尿
)
.
社
会
畢
党
会
一
四
年
)
に
代
表
き
れ
る
黎
明
期
の
社
会
主

義
述
動
は
、
安
部
磯
雄
と
彼
の
刷
級
将
井
知
至
(
後
§
一
外
国
語
学

校
を
創
立
し
て
校
長
)
と
に
ょ
っ
て
指
導
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
岸
本
能
武

太
も
ま
た
、
少
な
か
ら
ぬ
協
力
を
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
一
鬻
、
も
つ
て

し
て
も
、
黎
明
朔
社
会
十
義
運
動
に
お
い
て
、
同
志
社
が
い
か
に
大
き
な

ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て
い
た
か
か
想
像
で
き
る
。

系
磯
雄
の
社
会
主
義
述
動
に
お
い
て
、
特
筆
蚕
さ
る
べ
き
は
、
社

公
民
キ
党
の
結
成
で
あ
る
。
こ
の
社
会
民
主
党
は
明
治
二
四
年
(
一
九
0

年
)
万
月
十
八
日
に
結
成
さ
れ
た
も
の
の
、
即
県
社
禁
止
と
な
っ
た

か
、
創
立
メ
ン
バ
ー
牙
中
、
幸
袈
水
泡
除
い
て
他
の
五
名
、
す
な
わ

ち
系
を
先
頭
に
木
下
尚
江
、
片
山
潜
、
河
禽
、
西
川
光
次
郎
の
す
べ

て
が
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
は
黎
明
期
社
会
誕
研
の
性
格
を

象
徴
し
て
い
る
。
社
会
民
主
党
は
創
立
に
際
し
て
、
安
部
磯
雄
の
手
に
な

る
八
項
倒
の
理
溺
領
と
二
八
項
目
の
実
践
綱
隼
含
む
「
社
会
民
露

晋
」
を
発
表
し
九
が
、
こ
の
器
は
裂
の
日
本
が
ど
の
程
度
民
千
化

さ
れ
九
か
を
測
定
す
る
有
効
な
物
光
し
の
役
倒
を
は
九
す
も
の
で
あ
る
。

山
川
均
は
明
治
十
三
年
(
一
八
八
0
年
)
十
二
月
二
十
日
、
岡
山
県
倉

敷
に
生
ま
れ
九
。
彼
の
同
寝
入
学
の
怒
紳
も
而
白
い
も
の
で
あ
る
。
彼

山
川
均
の
こ
と

安部磯雄
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の
夢
は
理
学
博
士
に
な
る
こ
と
で
、
物
理
学
を
勉
強
す
る
た
め
に
東
京
へ

出
た
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
彼
の
父
は
、
京
都
く
ら
い
な
ら

い
い
が
、
東
京
は
駄
目
だ
と
上
京
を
許
き
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
当
時
国
粋

的
で
あ
っ
九
山
川
は
「
将
来
、
お
お
い
に
ヤ
ソ
教
と
闘
お
う
。
そ
の
た
め

に
は
ヤ
ソ
教
を
知
る
必
要
が
あ
る
」
と
し
て
、
明
治
二
八
年
(
一
八
九
五

年
)
四
月
、
京
都
行
き
の
列
車
に
乗
り
込
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が

こ
の
列
車
が
、
彼
を
目
的
地
と
は
全
く
違
っ
た
方
向
に
運
ん
で
し
ま
っ
た

の
は
安
部
磯
雄
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
彼
は
二
年
間
の
黒
社
生
活
の

中
で
、
聖
書
を
「
地
上
に
正
義
と
愛
と
人
道
の
天
国
を
建
設
し
よ
う
と
す

る
運
動
の
記
録
」
と
し
磊
む
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
。

山
川
均
は
明
治
三
十
年
(
一
八
九
七
年
)
の
春
、
少
数
の
同
志
た
ち
と

「
タ
ラ
イ
の
な
か
の
龍
巻
ほ
ど
の
小
き
な
騒
動
を
お
こ
し
」
て
、
親
友
二

人
と
共
に
退
学
し
た
。
こ
の
「
小
さ
な
騒
動
」
が
何
で
あ
っ
た
か
は
、
当

の
山
川
肉
身
が
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
ろ
程
だ
か
ら
、
ほ
ん
の
些
細
な
事
件

で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
田
中
良
一
氏
の
話
に
ょ
る
と
、
山
川
が
加
わ
っ

て
い
ろ
卒
業
長
が
残
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
退
学
は
卒
業

式
直
前
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

同
志
社
を
中
退
し
て
上
京
し
た
山
川
は
、
明
治
三
三
年
(
一
九
0
0
年
)

か
の
有
名
な
不
敬
罪
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
山
川
は
友
人
守

田
文
治
と
塁
門
年
の
福
音
』
と
い
う
新
聞
を
発
行
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ

の
第
三
号
に
守
田
が
「
人
生
の
大
惨
劇
」
と
題
し
て
後
の
大
正
天
皇
.
嘉

仁
親
王
と
九
条
節
子
と
の
結
婚
を
と
り
あ
げ
、
こ
の
結
婚
を
「
節
子
姫
の

憩
に
反
し
た
強
制
に
ょ
る
も
の
」
で
あ
り
、
「
人
身
御
供
」
だ
と
書
い
た

の
で
あ
ろ
。
こ
の
文
章
に
笹
を
加
え
、
さ
ら
に
「
苦
笑
録
」
と
い
う
題
で
、

こ
の
結
婚
に
あ
九
っ
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
「
こ
と
き
ら
に
皇
室
に
九
い
す

ろ
忠
誠
を
て
ら
っ
て
世
俗
に
迎
合
し
よ
う
と
し
て
い
る
態
度
」
を
批
判
し

た
山
川
も
、
守
田
と
と
も
に
不
敬
罪
に
と
わ
れ
、
重
禁
鋼
三
年
六
力
月
罰

金
百
二
十
円
、
監
視
一
力
年
に
処
せ
ら
れ
九
。

と
こ
ろ
が
こ
の
事
件
に
当
惑
し
た
キ
リ
ス
ト
教
界
は
、
長
老
た
ち
の
連

名
で
、
彼
が
ど
こ
の
教
会
に
も
属
し
て
お
ら
ず
、
真
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で

は
な
い
と
釈
明
し
、
ま
た
山
川
の
記
す
と
こ
ろ
に
ょ
れ
ば
、
同
志
社
か
ら

も
、
学
校
の
名
誉
の
た
め
に
、
彼
は
決
し
て
同
志
社
を
卒
業
し
た
校
友
で

な
い
と
い
う
声
明
が
出
き
れ
九
と
の
こ
と
で
あ
る
。

不
敬
罪
に
ょ
る
入
獄
は
、
彼
が
頁
の
社
会
主
義
者
に
な
ろ
転
機
と
な
っ

た
。
と
い
う
の
は
、
彼
は
社
会
キ
義
の
始
め
も
終
り
も
胃
の
鯛
の
問
題
で

あ
り
、
み
こ
こ
ろ
が
天
に
な
る
と
と
く
地
ヒ
に
実
現
き
れ
ろ
の
は
、
祈
り

に
ょ
っ
て
で
は
な
く
、
経
済
組
織
を
変
革
す
る
社
会
主
義
に
ょ
っ
て
で
あ

ろ
と
考
え
、
獄
中
に
お
い
て
徹
底
的
に
経
宰
を
学
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。

彼
は
明
治
三
七
年
(
一
九
0
四
年
)
六
乃
初
旬
、
仮
出
獄
で
監
獄
の
門

を
後
に
し
た
が
、
そ
の
時
、
入
獄
中
差
入
れ
て
く
れ
た
が
、
「
看
読
不
許
」

と
な
っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
た
書
籍
墾
渡
さ
れ
九
。
そ
の
中
に
は
前

年
卜
一
月
に
発
刊
き
れ
た
堺
・
幸
徳
の
『
平
民
新
聞
』
創
刊
号
が
は
い
っ

て
お
り
、
出
獄
し
た
山
川
は
、
早
速
平
民
社
を
訪
ね
、
幸
徳
秋
水
と
相
識

ろ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

彼
は
六
月
十
一
日
に
は
郷
里
へ
帰
り
、
二
年
有
余
に
わ
た
る
沈
券
時

期
を
過
し
た
の
で
あ
る
が
、
明
治
三
九
年
(
一
九
0
六
年
)
十
月
に
な
る

と
、
幸
徳
秋
水
か
ら
日
本
社
会
党
機
関
紙
『
日
刊
平
民
新
聞
』
の
編
繰

員
と
し
て
招
か
れ
、
初
め
て
社
会
主
義
器
の
渦
中
に
身
を
投
じ
北
の
で



あ
っ
た
。
『
日
刊
平
民
新
聞
』
に
参
加
し
て
か
ら
の
山
川
は
、
あ
え
て
こ

こ
に
述
べ
る
必
要
の
な
い
ほ
ど
有
名
で
あ
る
。
彼
に
ょ
っ
て
マ
ル
ク
ス
主

義
は
初
め
て
日
木
の
土
壊
に
根
付
い
た
も
の
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
が
い
わ

ゆ
る
山
川
イ
ズ
ム
で
あ
る
。
山
川
は
労
農
派
の
総
帥
と
し
て
、
日
本
の
社

会
主
義
運
動
に
不
滅
の
足
跡
を
し
る
し
九
。
彼
の
残
し
た
理
論
と
精
神

は
、
い
ま
な
お
日
本
社
会
党
の
中
に
、
脈
々
と
流
れ
て
い
る
。

山
川
均
は
戦
後
同
志
社
を
訪
れ
た
が
、
こ
れ
蛋
機
に
し
て
、
不
敬
罪

森
以
来
同
志
社
に
抱
い
て
い
た
複
雑
な
符
も
永
解
し
、
こ
と
に
彼
自

身
同
志
社
時
代
に
は
、
草
靴
ば
き
で
土
曜
日
こ
と
に
琵
琶
湖
へ
ボ
ー
ト
を

漕
ぎ
に
か
よ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
ボ
ー
ト
部
の
試
合
に
は
常
に
激
励
電

報
を
打
っ
て
き
た
ほ
ど
で
あ
る
。
彼
が
同
志
社
に
対
す
ろ
懐
し
い
思
い
出

だ
け
を
抱
い
て
永
眠
さ
れ
九
こ
と
は
、
お
互
に
幸
い
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

高
畠
素
之
は
明
治
十
九
年
(
一
八
八
六
年
)
一
月
四
日
、
群
馬
県
前
橋

に
生
ま
れ
た
。
生
家
は
元
前
橋
藩
の
家
老
格
の
名
家
で
あ
っ
六
。
彼
は
前

橋
中
学
の
頃
す
で
に

洗
礼
を
受
け
て
お

高
畠
之
譯

り
、
彼
の
同
級
牛
で

資
本
論
・
・
三

あ
ろ
二
人
一
殺
」

主
義
の
井
上
日
召
に

よ
れ
ぱ
、
彼
は
級
友

'

,
ー

か
ら
「
聖
人
」
と
呼

ば
れ
、
ど
ん
な
争
い

畠
棄
之
の
こ
と

で
も
、
彼
か
口
を
出
せ
ぱ
必
ず
解
決
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

明
治
三
七
年
(
一
九
0
四
年
)
四
月
、
高
畠
は
郷
土
の
大
先
輩
新
島
襄

の
同
志
社
へ
、
牧
師
志
願
の
給
費
生
と
し
て
入
学
し
た
。
と
こ
ろ
が
同
志

社
生
活
は
、
彼
に
と
っ
て
必
ず
し
も
満
足
の
ゆ
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら

し
い
。
又
子
生
一
般
新
島
時
代
を
追
思
す
る
は
な
け
れ
ど
も
イ
ツ
迄
も
新

島
々
々
で
絶
え
問
な
く
潮
流
す
る
時
代
の
思
想
に
遠
ぎ
か
り
た
る
点
は
到

底
早
稲
田
な
ど
に
比
し
て
恥
し
き
限
り
な
ら
ん
」
と
か
、
「
宗
教
的
臭
味

の
学
校
だ
け
に
毎
朝
三
十
分
間
、
全
校
生
徒
を
あ
つ
め
て
諸
教
師
の
鷲

こ
れ
有
り
候
え
ど
も
、
形
式
に
流
ろ
る
の
傾
き
有
っ
て
余
り
循
は
で
き

兼
ね
候
」
と
霄
い
て
い
る
。
そ
し
て
彼
は
同
志
社
在
学
中
に
キ
リ
ス
ト
教

に
批
判
的
に
な
り
、
社
会
轟
へ
大
き
く
傾
い
九
。
こ
の
よ
う
な
思
想
的

変
化
が
理
由
と
な
っ
て
、
彼
は
給
費
を
打
ち
切
ら
れ
、
退
学
す
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。

社
会
主
義
者
に
な
っ
禽
畠
は
、
『
万
朝
報
』
『
平
民
新
聞
』
の
購
勢

機
縁
に
し
て
知
っ
た
堺
利
彦
を
頼
っ
て
上
京
し
、
売
文
社
に
身
を
寄
せ

え
。
売
文
社
で
は
、
階
下
の
が
ら
ん
と
し
た
広
間
が
応
接
間
兼
ク
ラ
ブ
で
、

こ
こ
に
は
、
い
つ
も
句
人
か
の
者
が
器
の
気
焔
を
あ
げ
て
い
た
。
二
階

の
大
部
分
が
仕
事
部
屋
で
、
廊
下
を
隔
て
た
小
さ
な
別
室
が
社
長
室
と
い

つ
た
恰
好
で
、
そ
こ
に
は
堺
利
彦
が
陣
ど
っ
て
い
六
。
高
畠
は
三
階
の
屋

根
裏
に
ひ
と
り
閉
締
も
り
、
黙
々
と
ド
イ
ツ
語
の
独
習
に
励
ん
で
い
た
。

そ
ん
な
彼
を
、
堺
は
き
わ
め
て
一
局
く
か
っ
て
い
九
。

大
正
六
年
(
一
九
一
七
年
)
ロ
シ
ア
革
命
が
勃
発
し
た
時
、
そ
の
謎

を
一
番
早
く
把
握
し
た
の
は
高
畠
で
あ
っ
た
。
当
時
に
あ
っ
て
は
山
川
均
、

荒
聖
村
す
ら
サ
ン
ジ
カ
リ
ズ
ム
の
影
響
か
ら
脱
し
き
っ
て
お
ら
ず
、
高

大ク1しマ



畠
に
一
歩
後
れ
を
と
っ
九
と
は
、
後
年
の
将
の
回
想
で
あ
る
。
翌
仟
四

月
の
口
、
ソ
ア
革
命
記
冬
の
席
上
、
後
に
福
田
大
需
殺
未
遂
田
件
で
検

挙
き
れ
た
ア
ナ
ー
キ
ス
ト
の
村
木
源
次
繋
幸
徳
釋
の
こ
と
を
述
べ

、

感
き
わ
ま
っ
て
泣
き
だ
し
た
と
こ
ろ
、
高
畠
は
「
幸
徳
事
件
は
わ
れ
わ
れ

の
運
聖
頓
挫
き
せ
た
だ
け
だ
!
」
と
ど
な
っ
た
と
い
う
。
い
わ
ゆ
る
大

逆
事
件
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
核
心
を
つ
い
た
批
判
を
し
た
の
は
、
後

に
も
先
に
も
高
畠
九
だ
一
人
で
あ
る
。

大
正
八
年
、
高
畠
は
カ
ウ
ツ
キ
ー
の
資
本
論
器
』
を
翻
訳
し
、
翌

年
に
は
『
資
本
論
』
第
一
巻
第
一
分
冊
を
翻
訳
し
た
。
こ
の
『
資
本
論
』

の
翔
訳
は
大
正
十
三
年
(
一
九
二
四
年
)
に
完
成
し
た
の
で
あ
る
が
、
高

畠
は
一
日
十
三
時
問
、
前
後
八
年
の
歳
月
を
こ
の
仕
事
の
た
め
に
費
や
し

た
0
『
資
本
論
』
第
一
巻
の
詳
細
な
解
禦
山
Ⅱ
均
の
手
に
ょ
っ
て
は
じ

め
て
な
き
れ
六
の
は
、
明
治
四
十
年
(
一
九
0
七
年
)
八
1
十
月
の
『
大

阪
平
民
新
聞
』
に
お
い
て
で
あ
り
、
安
部
磯
雄
が
『
資
本
論
』
の
棚
訳
に

着
手
し
た
の
は
『
社
会
新
聞
』
四
四
年
五
月
十
紅
日
号
か
ら
で
あ
る
が

同
志
社
の
後
輩
六
禽
幽
畢
と
に
ょ
っ
て
『
資
本
論
』
の
翔
祭
、
こ
こ

に
完
成
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
高
畠
が
大
正
七
、
八
年
を
誓
、
突
如
と
し
て
国
家
社
会
主
義
へ

転
向
し
た
。
そ
の
郵
由
は
△
'
も
つ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
堺
利

彦
は
「
資
本
曹
翻
誓
完
成
し
九
マ
ル
ク
ス
玉
票
、
こ
ん
な
ふ
う

に
な
っ
九
の
は
、
階
し
み
て
も
、
惜
し
み
て
も
、
惜
し
み
き
れ
な
い
」
と

(
昭
和
三
八
年
・
同
志
社
大
学
法
学
修
士
)

一
言
っ
た
と
い
う
。




