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書
　
評

殷
暁
星
著

『
近
世
日
本
の
民
衆
教
化
と
明
清
聖
諭
』

（
ぺ
り
か
ん
社
・
二
〇
二
一
年
）

和
田
　
充
弘

　

本
書
で
は
明
清
聖
諭
、
つ
ま
り
洪
武
帝
「
六
諭
」、
康
熙
帝
「
十
六
諭
」、

雍
正
帝
「
聖
諭
広
訓
」
が
近
世
日
本
の
民
衆
教
化
に
ど
の
よ
う
に
採
り
入

れ
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
、
日
本
と
中
国
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、
主
に
関

連
書
の
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
各
地
に
点
在
す
る
刊

本
史
料
の
書
誌
と
記
載
内
容
、
関
連
す
る
地
域
史
料
の
実
証
も
丁
寧
に
行

わ
れ
て
い
る
。
教
化
を
発
信
す
る
側
に
と
ど
ま
ら
ず
民
衆
へ
の
浸
透
過
程

を
重
ん
じ
、
な
お
か
つ
そ
れ
ら
個
別
事
例
の
総
合
的
な
把
握
に
つ
と
め
る

一
方
、
一
国
中
心
的
な
も
の
の
見
方
を
脱
し
、
東
ア
ジ
ア
世
界
に
共
通
す

る
民
衆
教
化
思
想
の
受
容
・
変
容
過
程
を
描
こ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
著

者
の
方
法
的
な
着
眼
が
所
在
す
る
。
従
来
、
徳
川
吉
宗
の
指
示
に
よ
る

『
六
諭
衍
義
大
意
』
の
刊
行
が
知
ら
れ
る
程
度
で
、
こ
の
領
域
が
思
想
史

で
包
括
的
に
扱
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
前
後
と
複

数
の
厚
み
を
増
し
、
中
国
皇
帝
の
勅
諭
を
モ
デ
ル
と
し
た
、
そ
う
し
た
角

度
か
ら
近
世
民
衆
教
化
思
想
の
全
体
像
を
描
こ
う
と
す
る
意
欲
作
と
い
え

る
。

　

第
一
部
「
日
本
に
お
け
る
明
聖
諭
の
受
容
─
「
六
諭
」
関
係
書
を
中
心

に
─
」
で
は
、
ま
ず
程
順
則
『
六
諭
衍
義
』
と
の
比
較
を
も
と
に
、
室
鳩

巣
『
六
諭
衍
義
大
意
』
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
『
六
諭
衍
義
』
の
和
訳
・
和

解
で
は
な
く
、
近
世
日
本
の
実
情
に
対
応
し
て
修
正
を
加
え
た
要
約
で
あ

る
と
み
る
。
そ
こ
で
「
良
心
」
の
削
除
、「
理
」
の
上
下
尊
卑
の
関
係
な

ど
具
体
的
な
徳
目
へ
の
変
容
を
相
違
点
に
掲
げ
、
ま
た
同
書
が
民
衆
の
内

面
的
成
長
よ
り
も
外
部
へ
の
従
順
を
重
視
す
る
の
は
、
教
化
を
治
具
と
み

な
す
吉
宗
の
立
場
を
反
映
し
た
結
果
で
あ
る
と
す
る
。
応
報
思
想
と
「
郷

評
」
説
の
省
略
か
ら
は
、
教
化
の
強
制
性
と
そ
の
受
け
皿
と
し
て
の
共
同

体
の
欠
如
と
を
、
同
書
の
課
題
と
し
て
導
き
出
す
。
中
期
の
「
六
諭
」
関

係
書
か
ら
は
中
村
三
近
子
の
『
六
諭
衍
義
小
意
』
に
注
目
し
、
民
間
知
識

人
の
側
か
ら
『
六
諭
衍
義
大
意
』
の
教
化
理
論
を
覆
す
ほ
ど
の
再
解
釈
を

行
っ
た
も
の
と
理
解
す
る
。「
良
心
」
に
類
す
る
「
善
念
」
の
強
調
、
応

報
思
想
へ
の
復
帰
、
生
活
共
同
体
に
お
け
る
互
助
・
和
睦
と
い
っ
た
諸
点

が
、
先
に
挙
げ
た
『
六
諭
衍
義
大
意
』
の
課
題
に
応
え
よ
う
と
し
て
い
る

と
評
価
す
る
。
後
期
の
「
六
諭
」
関
係
書
に
つ
い
て
は
、「
化
民
成
俗
」

を
学
問
の
目
標
に
置
く
正
学
派
朱
子
学
、
郷
村
秩
序
の
再
建
を
は
か
る
幕

府
政
治
改
革
と
も
連
動
し
、
寛
政
以
降
、
天
保
十
年
代
を
ピ
ー
ク
に
、
享

保
期
以
上
の
活
況
を
呈
し
、
上
方
・
江
戸
に
と
ど
ま
ら
ず
全
国
規
模
の
展

開
を
み
せ
た
と
捉
え
、
以
下
の
特
徴
を
指
摘
す
る
。
①
刊
行
の
主
体
は
幕

府
か
ら
各
藩
、
代
官
、
地
方
有
力
者
へ
と
展
開
し
、
商
業
出
版
に
加
え
印
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171　書　評

施
（
無
料
配
布
）
も
行
わ
れ
た
。
②
活
用
方
法
に
関
し
て
は
、
手
習
の
指

南
書
、
教
諭
所
や
郷
校
で
の
読
み
聞
か
せ
テ
キ
ス
ト
、
奇
特
者
顕
彰
の
た

め
の
モ
ノ
と
し
て
の
採
用
が
み
ら
れ
た
。
③
表
現
と
内
容
の
工
夫
に
つ
い

て
は
、
広
島
藩
に
流
布
し
た
『
教
訓
道
し
る
べ
』
と
そ
の
類
書
『
六
教

解
』
を
例
に
挙
げ
る
と
、
難
解
な
文
章
が
改
め
ら
れ
民
衆
生
活
に
身
近
な

内
容
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
以
上
を
も
と
に
、「
二
回
の
「
翻
訳
」

作
業
」
と
普
及
活
動
に
よ
り
「
六
諭
」
関
係
書
は
近
世
日
本
の
民
衆
世
界

に
浸
透
・
定
着
し
た
と
結
論
づ
け
る
。

　

第
二
部
「
日
本
に
お
け
る
清
聖
諭
の
受
容
─
『
聖
諭
広
訓
』
を
中
心
に

─
」
で
は
、
ま
ず
『
聖
諭
広
訓
』
の
和
刻
本
に
序
文
を
寄
せ
た
中
井
竹
山

が
、
享
保
に
お
け
る
明
君
賢
相
の
出
現
と
教
化
の
重
視
を
「
維
新
」
と
捉

え
、
そ
こ
に
康
熙
・
雍
正
帝
の
治
績
を
対
応
さ
せ
、
そ
れ
ら
を
継
承
す
る

も
の
と
し
て
天
明
と
乾
隆
帝
の
組
み
合
わ
せ
を
位
置
づ
け
る
一
方
、
猪
飼

敬
所
が
清
聖
諭
を
直
接
日
本
に
適
用
す
る
こ
と
に
抵
抗
を
示
し
て
い
る
こ

と
に
も
触
れ
て
い
る
。
中
井
履
軒
の
講
釈
を
載
せ
る
『
聖
諭
広
訓
聞
書
』

に
関
し
て
は
、「
正
学
」
の
尊
重
と
「
異
端
」
す
な
わ
ち
仏
教
へ
の
批
判

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
す
る
。

　

そ
し
て
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、
当
時
の
知
識
人
が
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る

道
徳
教
化
言
説
の
連
鎖
を
踏
ま
え
、『
聖
諭
広
訓
』
に
関
心
を
向
け
て
い

た
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。

　

地
方
の
代
官
レ
ベ
ル
で
は
、
早
川
正
紀
の
『
久
世
条
教
』
に
お
い
て
、

『
聖
諭
広
訓
』
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
条
文
の
簡
略
化
と
日
本
に
無

い
語
彙
や
知
識
人
関
連
事
項
の
削
除
、
農
業
経
営
関
連
事
項
の
詳
細
化
が

み
ら
れ
る
点
に
注
目
す
る
。
早
川
の
事
業
が
モ
デ
ル
と
な
り
他
の
代
官
に

も
波
及
し
、
池
田
但
季
の
『
五
條
施
教
』
で
は
、
康
熙
「
十
六
諭
」
の
内

容
が
平
易
な
和
文
で
表
現
さ
れ
る
の
に
加
え
、
争
論
の
禁
止
が
説
か
れ
て

い
る
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
福
井
藩
校
外
塾
の
恵
迪
斎
に
つ
い
て
は
、
八

歳
以
上
の
入
学
を
強
制
し
、
民
衆
向
け
の
生
活
指
導
と
人
材
発
掘
を
目
指

す
が
、
そ
の
学
習
課
程
で
も
康
熙
「
十
六
諭
」
に
も
と
づ
く
「
郷
約
十
四

則
」
が
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
著

者
は
、
早
川
た
ち
が
幕
政
中
枢
の
教
化
意
図
に
単
に
従
属
す
る
の
で
は
な

く
、
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
主
体
的
な
取
捨
選
択
や
変
更
を
行
使
し
う
る

存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
民
衆
教
化
に
関
し
て
は
政
治
改
革
・

政
策
立
案
の
時
点
に
も
増
し
て
、
実
施
過
程
が
重
視
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を

説
い
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
際
、
教
化
本
来
の
「
倫
理
性
」
に
加
え
「
生

産
性
」
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
に
注
目
し
て
い
る
。

　

第
三
部
「
メ
デ
イ
ア
か
ら
み
る
近
世
日
本
明
清
聖
諭
の
受
容
」
で
は
、

版
本
に
具
わ
る
本
文
テ
キ
ス
ト
以
外
の
各
要
素
を
取
り
上
げ
る
。「
挿
絵
」

に
つ
い
て
は
、『
聖
諭
像
解
』
と
そ
の
影
響
を
受
け
た
『
広
恵
編
像
解
』

と
を
比
較
し
、「
像
解
」
と
の
違
い
を
明
確
に
す
る
。
前
者
の
「
像
解
」

が
文
字
か
ら
図
像
を
分
断
さ
せ
、
為
政
者
の
「
宣
講
」
に
よ
り
文
字
を
用

い
ず
に
教
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
に
対
し
、
後
者
の
「
挿
絵
」
は
書
物

の
読
者
を
対
象
に
、
テ
キ
ス
ト
と
組
み
合
わ
せ
な
が
ら
物
語
の
細
部
を
描

写
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
区
別
す
る
。
た
だ
し
「
挿
絵
」
に
し

て
も
、
稗
史
小
説
扱
い
を
恐
れ
た
知
識
人
か
ら
は
警
戒
さ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
。
ま
た
「
画
賛
」
に
つ
い
て
は
、
原
文
に
依
拠
し
な
く
て
も
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画
と
賛
と
で
相
補
い
な
が
ら
物
語
を
再
現
で
き
、
よ
り
直
感
的
に
教
訓
を

伝
達
で
き
た
と
み
て
い
る
。
以
上
を
受
け
て
「
六
諭
」
関
係
書
で
は
、

『
首
書
画
入
六
諭
衍
義
大
意
』
の
挿
絵
が
文
章
に
頼
り
な
が
ら
簡
潔
さ
と

イ
ン
パ
ク
ト
を
有
し
、『
和
歌
絵
讃
六
諭
』
の
挿
絵
が
動
・
静
物
画
に
よ

る
譬
喩
を
用
い
た
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
徴
と
み
て
い
る
。
こ
う
し
た

近
世
後
期
の
「
六
諭
」
受
容
に
お
い
て
、
教
化
・
教
訓
と
は
別
に
、
娯
楽

の
世
界
へ
の
浸
透
が
み
ら
れ
た
と
い
う
見
解
も
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
最
後
に
、
韻
文
体
で
綴
ら
れ
た
教
化
歌
謡
の
受
容
と
関
連
し
て
、

『
六
諭
衍
義
』
詩
篇
の
取
り
扱
い
に
目
を
向
け
る
。
寛
政
以
降
の
「
六
諭
」

関
係
書
で
は
そ
の
省
略
が
目
立
っ
た
中
で
、
特
異
な
例
と
し
て
『
導
童
六

諭
訓
』
の
場
合
、
詩
篇
を
主
文
に
置
く
も
の
の
、
併
記
さ
れ
る
国
字
解
は

お
お
む
ね
『
六
諭
衍
義
大
意
』
を
簡
略
化
し
た
も
の
で
詩
篇
と
は
別
内
容

で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
教
化
に
お
け
る
こ
う
し
た
媒
体
の
受
容
に
は

限
界
が
あ
っ
た
と
捉
え
て
い
る
。
同
書
の
作
者
で
あ
る
土
御
門
家
当
主
菊

坂
阿
倍
晴
親
が
柴
田
鳩
翁
の
門
下
で
、
諸
本
の
中
に
明
誠
舎
蔵
本
と
「
手

嶌
堵
庵
著
述
」
を
内
題
に
添
え
る
も
の
が
あ
る
こ
と
や
、
国
字
解
の
文
中

に
諺
や
比
喩
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
石
田
梅
岩
に
遡
る
『
六
諭

衍
義
大
意
』
と
石
門
心
学
と
の
関
係
の
近
さ
が
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
指

摘
さ
れ
て
い
る
。

　

第
四
部
「
近
代
教
育
シ
ス
テ
ム
の
成
立
と
明
清
聖
諭
の
受
容
」
で
は
、

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
近
世
民
衆
教
化
思
想
が
い
か
に
近
代
日
本
へ
と
継
承

さ
れ
た
か
を
検
討
す
る
。「
六
諭
」
関
係
書
は
明
治
二
十
年
代
ま
で
に
集

中
し
、『
教
学
聖
旨
』
や
教
育
令
改
正
の
頃
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
教
育
勅

語
の
成
立
以
降
減
少
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
を
①
識
字
本
、

②
修
身
科
教
科
書
、
③
教
育
勅
語
の
参
考
書
に
分
類
す
る
。
そ
の
う
ち
②

に
つ
い
て
は
、『
六
諭
衍
義
』
と
内
容
的
に
一
致
す
る
石
村
貞
一
の
『
修

身
要
訣
』、
近
代
的
な
諸
特
徴
を
含
み
な
が
ら
も
尊
王
愛
国
へ
と
向
か
う

長
崎
県
師
範
学
校
版
の
『
改
正
六
諭
衍
義
大
意
』
な
ど
を
、
③
に
つ
い
て

は
、
近
世
の
民
衆
に
浸
透
し
た
「
六
諭
」
を
勅
語
の
注
解
と
し
、『
六
諭

衍
義
大
意
』
を
「
神
国
の
御
民
」
育
成
の
道
具
と
み
な
す
佐
伯
有
義
編

『
神
の
国
─
勅
語
参
考
─
』
を
紹
介
す
る
。
さ
ら
に
啓
蒙
知
識
人
の
清
聖

諭
理
解
に
関
し
て
は
、
西
村
茂
樹
が
『
聖
諭
広
訓
』
の
内
容
よ
り
も
皇
帝

の
勅
諭
と
い
う
形
式
に
着
目
し
、
そ
こ
か
ら
皇
室
を
淵
源
と
す
る
道
徳
教

育
を
導
き
出
そ
う
と
し
て
い
た
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
明
治
に

お
け
る
明
清
聖
諭
の
受
容
に
つ
い
て
、
種
類
は
減
少
し
解
釈
は
単
一
化
し
、

教
育
勅
語
に
随
伴
し
な
が
ら
の
改
編
、
出
版
の
傾
向
を
示
す
に
過
ぎ
な
か

っ
た
と
総
括
す
る
。
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、「
権
威
性
の
あ
る
教
諭
」
で

は
な
く
「
創
作
テ
ー
マ
」
の
一
つ
と
し
て
聖
諭
を
捉
え
る
こ
と
で
、
多
様

な
解
釈
が
活
況
を
呈
し
て
い
た
の
が
、
近
世
中
後
期
の
受
容
過
程
で
あ
っ

た
と
著
者
は
考
え
る
。

　

終
章
「
近
世
日
本
の
民
衆
教
化
と
明
清
聖
諭
」
で
は
、
近
世
東
ア
ジ
ア

世
界
に
お
い
て
明
清
聖
諭
と
い
う
民
衆
教
化
の
書
物
が
共
有
さ
れ
連
動
し

合
い
、
そ
こ
か
ら
共
通
の
徳
目
が
解
釈
さ
れ
再
生
産
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

近
世
日
本
の
民
衆
世
界
に
浸
透
・
定
着
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
再
度

確
認
さ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
こ
の
場
合
、
聖
諭
の
「
受
容
」
を
さ
ら
に

「
変
容
」
へ
と
推
し
進
め
た
の
は
民
間
知
識
人
と
代
官
が
携
わ
る
民
衆
教
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化
の
現
場
で
あ
り
、
書
物
の
流
通
過
程
で
あ
り
、
結
果
的
に
は
民
衆
の
生

活
実
態
に
即
し
た
教
化
内
容
に
と
っ
て
代
わ
り
、
道
徳
・
倫
理
に
生
産
や

娯
楽
の
要
素
が
付
加
さ
れ
た
と
ま
と
め
て
い
る
。
こ
う
し
た
近
世
中
後
期

と
対
比
す
れ
ば
、
東
ア
ジ
ア
の
普
遍
性
へ
の
希
求
が
失
わ
れ
、「
国
体
」

の
成
立
に
役
立
つ
も
の
へ
と
聖
諭
が
「
変
身
」
し
、
尊
皇
愛
国
の
教
育
体

系
に
収
斂
し
て
し
ま
う
の
が
日
本
の
近
代
な
の
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い

る
。

　

寺
子
屋
と
往
来
物
に
代
表
さ
れ
る
近
世
民
衆
教
育
に
お
い
て
、
出
版
文

化
の
隆
盛
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
普
及
に
随
い
、
実
用
主
義
と

生
活
中
心
主
義
を
基
本
に
据
え
な
が
ら
、
教
育
内
容
の
平
易
化
・
通
俗
化

が
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
教
育
史
研
究
に
お
い
て
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
。

今
回
あ
ら
た
め
て
、
こ
れ
ら
の
特
徴
が
民
衆
教
化
の
普
及
過
程
に
も
所
在

す
る
の
に
加
え
、
近
世
東
ア
ジ
ア
が
共
有
す
る
普
遍
的
な
道
徳
文
化
の
変

容
プ
ロ
セ
ス
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
見
解
か
ら
は
、
得
る
と
こ

ろ
が
大
き
い
。
為
政
者
に
よ
る
教
化
と
民
間
に
自
然
発
生
す
る
寺
子
屋
教

育
と
を
、
単
に
上
か
ら
と
下
か
ら
で
対
立
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
共
通
す

る
枠
組
み
の
も
と
で
類
似
す
る
特
徴
を
有
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
ゆ
く

と
す
れ
ば
、
近
世
教
育
を
支
配
・
被
支
配
の
図
式
か
ら
さ
ら
に
解
き
放
ち
、

大
き
な
ま
と
ま
り
と
し
て
描
き
直
す
こ
と
が
今
後
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

　

た
だ
し
寺
子
屋
に
お
け
る
往
来
物
の
使
用
実
態
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、

『
六
諭
衍
義
大
意
』
の
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
は
、
よ
り
限
定
的
に
考

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
昭
和
戦
前
に
乙
竹
岩
造
が
『
日
本
庶
民
教
育
史
』

（
一
九
二
九
年
）
で
行
っ
た
全
国
古
老
調
査
の
結
果
を
見
る
と
、
そ
の
寺
子

屋
で
の
使
用
例
は
ほ
と
ん
ど
無
き
に
等
し
い
。
上
位
に
来
る
の
は
室
鳩
巣

が
よ
り
劣
る
も
の
と
指
摘
し
た
『
庭
訓
往
来
』『
今
川
状
』
を
は
じ
め
、

『
実
語
教
』『
商
売
往
来
』
な
ど
で
あ
る
。
教
訓
科
往
来
物
に
範
囲
を
広
げ

て
み
て
も
、
評
者
が
現
在
調
査
し
て
い
る
近
江
五
個
荘
の
寺
子
屋
時
習
斎

の
場
合
（
東
近
江
市
近
江
商
人
博
物
館
所
蔵
「
時
習
斎
蔵
書
」）、
消
息
科
往

来
物
の
所
蔵
点
数
が
全
体
の
四
割
を
超
え
る
反
面
、
教
訓
科
往
来
物
を
含

む
そ
の
他
の
も
の
は
い
ず
れ
も
一
割
前
後
に
過
ぎ
な
い
。
一
八
世
紀
半
ば

か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
学
習
過
程
を
明
記
し
た
「
覚
」（『
小
篇

手
本
控
』
所
収
）
を
み
て
も
、
一
一
段
階
に
配
列
さ
れ
た
指
定
テ
キ
ス
ト

の
中
心
を
占
め
る
の
は
消
息
で
あ
り
、
教
訓
に
つ
い
て
は
既
成
作
品
の

『
初
登
山
手
習
教
訓
書
』『
寺
子
教
訓
書
』『
寺
子
制
誨
之
式
目
』
か
ら
ヒ

ン
ト
を
得
た
と
考
え
ら
れ
る
自
作
で
男
女
別
の
『
教
訓
状
』
と
『
女
今

川
』
と
の
計
三
点
の
み
で
あ
る
。
前
者
は
寺
子
屋
で
の
学
習
指
導
・
生
活

指
導
に
即
し
、
後
者
は
男
性
主
人
不
在
の
本
宅
を
守
る
主
婦
の
心
得
と
相

通
じ
、
い
ず
れ
も
儒
教
道
徳
に
つ
い
て
は
希
薄
と
い
え
る
。
さ
ら
に
中
級

段
階
の
仕
上
げ
に
男
女
と
も
『
商
売
往
来
』
が
置
か
れ
る
が
、
そ
こ
に
含

ま
れ
る
の
は
商
人
と
し
て
の
道
徳
的
な
心
構
え
で
あ
る
。

　

以
上
の
諸
点
か
ら
推
測
で
き
る
こ
と
と
し
て
、
寺
子
屋
と
往
来
物
で
は
、

消
息
に
語
彙
を
加
え
た
も
の
を
主
に
置
き
、
そ
こ
で
生
活
に
役
立
つ
実
用

的
な
こ
と
を
学
び
、
同
時
に
人
と
の
交
渉
や
社
交
に
ふ
さ
わ
し
い
心
情
の

あ
り
方
を
身
に
つ
け
、
こ
う
し
た
課
程
に
従
え
る
形
で
、
ご
く
一
部
に
教
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訓
を
挿
入
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
こ
れ
ら
と
対
照
的

な
位
置
に
立
つ
の
が
民
衆
教
化
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
教
訓
を
主
に
置
き
、

実
際
の
伝
達
過
程
に
お
い
て
派
生
的
に
民
衆
生
活
に
接
近
し
、
生
産
に
も

言
及
し
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
味
で
民
間
の
寺
子
屋
・
往

来
物
と
為
政
者
に
よ
る
民
衆
教
化
と
は
双
方
向
的
に
、
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
が

得
意
分
野
を
固
め
て
お
き
、
そ
の
上
で
自
身
に
足
り
な
い
も
の
を
向
こ
う

側
か
ら
採
り
入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ

し
て
も
う
一
点
、
寺
子
屋
と
消
息
科
往
来
物
が
育
ん
だ
の
は
対
他
者
的
で

外
向
的
な
心
の
持
ち
よ
う
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
民
衆
教
化
と
教
訓
科
往

来
物
が
重
ん
じ
た
の
は
主
に
内
向
的
な
心
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
民

衆
教
化
・
教
訓
科
往
来
物
の
典
型
に
あ
た
る
『
六
諭
衍
義
大
意
』
が
そ
れ

ゆ
え
に
寺
子
屋
で
は
実
際
に
採
用
さ
れ
ず
、
反
対
に
石
門
心
学
に
は
接
近

し
得
た
と
の
解
釈
も
成
り
立
つ
。

　

中
村
三
近
子
に
触
れ
て
お
く
と
、
本
書
で
は
「
善
念
」
を
外
部
か
ら
形

成
す
る
と
の
指
摘
が
見
ら
れ
た
が
、
そ
の
外
部
と
は
ま
さ
し
く
手
習
を
踏

ま
え
た
手
紙
文
の
や
り
と
り
で
あ
り
、
軽
微
な
読
書
に
よ
る
学
問
で
あ
っ

た
。
さ
ら
に
三
近
子
の
考
え
る
「
善
念
」
は
強
固
な
心
の
自
律
や
禁
欲
で

は
な
く
、
他
者
や
周
囲
と
の
関
係
を
調
整
す
る
共
同
性
や
協
調
性
に
他
な

ら
な
い
。
生
活
は
統
制
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
維
持
・
向
上
す
べ
き
も

の
と
考
え
ら
れ
た
。
三
近
子
の
よ
う
な
民
間
知
識
人
の
行
う
教
化
は
、
寺

子
屋
と
消
息
科
往
来
物
に
向
け
て
同
じ
立
場
か
ら
そ
の
改
善
と
更
新
を
図

る
も
の
で
あ
り
、
為
政
者
側
か
ら
の
教
化
と
は
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ

っ
た
。『
六
諭
衍
義
大
意
』
が
な
ぜ
寺
子
屋
で
不
人
気
だ
っ
た
の
か
。
逆

に
民
衆
教
化
の
側
で
は
な
ぜ
活
用
さ
れ
、
石
門
心
学
に
近
づ
け
た
の
か
。

寺
子
屋
及
び
往
来
物
と
民
衆
教
化
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
だ
っ
た
の
か
。

写
本
や
関
連
史
料
を
用
い
た
研
究
の
進
展
が
望
ま
れ
る
。

　

拘
束
性
の
緩
や
か
な
近
世
の
勅
諭
か
ら
、
そ
れ
が
強
い
近
代
の
教
育
勅

語
へ
の
展
開
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
と
、
そ
う
し
た
「
変
身
」
の
原
因
は

近
世
に
遡
り
、
明
清
聖
諭
の
受
容
過
程
に
潜
在
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

『
六
諭
衍
義
大
意
』
の
儒
教
道
徳
は
為
政
者
側
の
視
点
に
立
つ
も
の
で
あ

り
、
評
者
は
『
六
諭
衍
義
大
意
』
の
解
説
書
と
み
る
『
修
身
要
訣
』（
一

八
七
四
年
初
刊
、
一
八
八
一
年
改
訂
）
に
も
、
一
部
の
エ
リ
ー
ト
が
国
民
一

般
を
帰
服
さ
せ
る
構
造
が
読
み
取
れ
る
。
近
世
の
段
階
で
民
衆
の
道
徳
は

そ
の
一
部
が
教
化
を
介
し
て
上
部
に
収
斂
さ
れ
や
す
い
基
層
部
へ
と
「
変

容
」
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
近
代
日
本
の
国
民
道
徳
体
系
へ
の
移
行
は
滑

ら
か
に
連
続
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
対
極
に
お
い
て
、

手
習
と
消
息
に
重
き
を
置
く
寺
子
屋
教
育
に
関
し
て
は
、
そ
の
徳
育
的
要

素
も
併
せ
、
近
代
学
校
教
育
の
導
入
を
機
に
、
継
承
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
無
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

�

（
び
わ
こ
学
院
大
学
准
教
授
）
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