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「
国
旗
・
国
歌
」
法
制
定
を
受
け
て
私
た
ち
の
教
団
は
、
「
『
日
の
丸
、

君
が
代
』
と
私
た
ち
の
教
団
」
と
い
う
教
団
の
見
解
を
表
す
文
書
を
、
教
団

委
員
会
名
で
一
九
九
九
年
一
二
月
に
公
表
し
ま
し
た
。 

私
た
ち
は
こ
の
こ
と
を
ど
う
受
け
止
め
る
か
を
共
に
考
え
よ
う
と
、
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
「
『
日
の
丸
、
君
が
代
』
と
私
た
ち
」
を
二
〇
〇
〇
年
に
発
行
し
、

教
団
内
の
各
教
会
に
配
布
し
ま
し
た
。
そ
の
中
の
「
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ

と
が
起
き
る
と
考
え
ら
れ
る
の
か
」
と
い
う
項
目
で
、
「
国
旗
・
国
歌
」
法

制
定
以
後
に
教
育
現
場
で
起
き
る
と
予
測
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
同
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
教
育
現
場
の
報
告
を
加
え
た
り
、
子
ど
も

用
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
作
成
を
し
た
り
し
て
き
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
法
制
化
か

ら
六
年
が
経
ち
、
実
際
に
今
学
校
で
何
が
起
き
て
い
る
の
か
を
知
り
、
こ
の

国
の
行
く
末
と
子
ど
も
た
ち
、
そ
し
て
苦
境
に
立
た
さ
れ
て
い
る
教
員
た
ち

の
た
め
に
覚
え
て
祈
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
い
、
こ
の
改
訂
版
を
発
行
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

私
た
ち
の
信
仰
者
と
し
て
の
歩
み
が
、
神
と
人
と
の
前
に
真
実
な
も
の
と

な
る
よ
う
に
、
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
、
各
教
会
の
牧
師
は
も
と
よ
り
、
学

校
で
働
く
教
職
員
や
子
ど
も
を
学
校
に
通
わ
せ
る
保
護
者
の
教
会
員
な
ど
多

く
の
方
々
に
読
ん
で
い
た
だ
き
、
祈
り
と
学
び
と
歩
み
の
参
考
に
し
て
い
た

だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。 
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Ⅰ
．
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
が 

現
実
に
起
き
て
い
る
の
か 

 

１
．
公
立
学
校
か
ら
奪
わ
れ
た
自
由 

 

「
国
旗
・
国
歌
法
」
の
影
響
が
最
も
直
接
的
に
表
れ
た
の
は
、
予
想
ど
お

り
公
立
学
校
で
す
。
法
案
の
審
議
過
程
で
政
府
は
、
「
日
の
丸
・
君
が
代
を

児
童
、
生
徒
に
は
強
制
し
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。 

し
か
し
現
実
に
は
、
児
童
・
生
徒
を
指
導
す
る
立
場
の
教
員
た
ち
に
強
い

圧
力
を
か
け
て
、
全
員
が
大
き
な
声
で
「
君
が
代
」
が
歌
え
る
よ
う
に
指
導

す
る
こ
と
な
ど
を
強
要
し
、
従
わ
な
い
教
師
を
教
育
委
員
会
が
「
再
教
育
」

し
た
り
、
処
分
し
た
り
と
い
っ
た
事
例
が
各
地
で
頻
発
し
て
い
ま
す
。
こ
こ

で
は
、
最
も
典
型
的
な
東
京
の
例
を
紹
介
し
ま
す
。 

 

ⅰ
．
教
職
員
へ
の
圧
力 

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
二
三
日
、
東
京
都
教
育
委
員
会
は
全
都
立
高
校
と
都

立
盲
・
ろ
う
・
養
護
学
校
の
校
長
あ
て
に
「
入
学
式
・
卒
業
式
等
に
お
け
る

国
旗
掲
揚
及
び
国
歌
斉
唱
の
実
施
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
通
達
を
出
し
ま
し

た
。
同
通
達
は
都
立
校
の
卒
業
式
・
入
学
式
な
ど
に
お
い
て
、
舞
台
壇
上
正

面
に
向
か
っ
て
左
に
国
旗
、
右
に
都
旗
を
掲
示
す
る
こ
と
、
「
国
歌
斉
唱
」

の
発
声
と
と
も
に
起
立
、特
に
教
職
員
は
指
定
の
席
で
国
旗
に
向
か
っ
て

．
．
．
．
．
．
．（

傍

点
筆
者
）起
立
し
、音
楽
科
教
員
の
ピ
ア
ノ
伴
奏
で
国
歌
を
斉
唱
す
る
こ
と
、

舞
台
正
面
に
演
台
を
置
き
卒
業
証
書
を
授
与
す
る
こ
と
、
式
典
会
場
は
児

童
・
生
徒
が
正
面
を
向
い
て
着
席
す
る
よ
う
に
設
営
す
る
こ
と
な
ど
を
事
細

か
に
指
示
し
た
も
の
で
す
。 

そ
の
結
果
、
現
に
二
〇
〇
四
年
以
降
、
都
立
高
校
で
は
ほ
ぼ
通
達
ど
お
り

の
卒
業
式
・
入
学
式
が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
実
際
の
運
用
で
は

通
達
を
さ
ら
に
徹
底
す
る
形
が
取
ら
れ
ま
し
た
。
教
職
員
は
座
席
を
指
定
さ

れ
、
当
日
は
都
教
委
職
員
が
配
ら
れ
た
座
席
表
を
手
に
、
国
歌
斉
唱
時
に
誰

が
起
立
し
な
い
か
、
誰
が
歌
わ
な
い
か
を
監
視
し
ま
し
た
。 

起
立
し
な
い
教
職
員
は
式
典
後
、
都
教
委
職
員
に
囲
ま
れ
、
「
起
立
し
ま

せ
ん
で
し
た
ね
」
「
都
教
委
と
し
て
現
認
し
ま
し
た
」
な
ど
と
詰
問
さ
れ
ま

し
た
。
中
に
は
処
分
を
前
提
と
す
る
か
の
よ
う
な
恫
喝
と
と
れ
る
発
言
も
あ

っ
た
と
い
い
い
ま
す
。
さ
ら
に
後
日
、
不
起
立
者
は
都
教
委
に
よ
る
事
情
聴

取
に
呼
び
出
さ
れ
、
「
研
修
」
の
名
目
で
す
が
、
「
日
の
丸
・
君
が
代
」
に

対
す
る
考
え
方
を
変
え
る
よ
う
迫
ら
れ
ま
し
た
。 

規
則
や
秩
序
を
守
る
こ
と
が
大
切
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、

そ
れ
が
監
視
さ
れ
強
制
さ
れ
て
実
現
し
た
と
し
て
も
、
ど
ん
な
意
味
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、
礼
拝
や
職
制
な
ど
教
会
の
秩
序
も
、
規
則
や

監
視
に
よ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
キ
リ
ス
ト
者
の
自
由
で
主
体
的
な
信

仰
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
価
値
が
あ
る
と
、
私
た
ち
は
知
っ
て
い



④ 

ま
す
。 

 

ⅱ
．
人
間
の
尊
厳
の
軽
視 

こ
う
し
た
画
一
化
さ
れ
た
管
理
・
監
視
体
制
は
、
養
護
学
校
で
も
例
外
な

く
行
わ
れ
ま
し
た
。
体
に
障
碍
（
し
ょ
う
が
い
）
を
持
つ
生
徒
た
ち
に
配
慮

し
て
、
こ
れ
ま
で
養
護
学
校
の
卒
業
式
・
入
学
式
は
平
面
で
行
わ
れ
る
の
が

通
例
で
し
た
。
卒
業
生
と
在
校
生
が
対
面
し
て
座
り
互
い
の
顔
が
見
え
る
こ

の
「
フ
ロ
ア
形
式
」
は
、
普
通
校
で
も
生
徒
や
保
護
者
か
ら
人
気
が
高
く
、

か
つ
て
は
多
く
の
学
校
で
採
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

特
に
体
の
不
自
由
な
生
徒
が
学
ぶ
養
護
学
校
に
お
い
て
は
、
単
な
る
好
み

の
問
題
で
は
な
く
、
生
徒
の
人
間
と
し
て
の
尊
厳
に
か
か
わ
る
選
択
で
も
あ

り
ま
す
。
フ
ロ
ア
形
式
の
卒
業
式
で
は
、
生
徒
た
ち
が
自
力
で
松
葉
杖
や
車

椅
子
を
繰
り
、
卒
業
証
書
を
受
け
取
り
に
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
ど
ん
な
に

障
碍
を
持
つ
生
徒
や
保
護
者
た
ち
に
と
っ
て
誇
ら
し
い
、
学
校
生
活
の
成
果

を
喜
び
祝
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
場
だ
っ
た
か
と
、
養
護
学
校
の
教
師
た
ち
は

口
を
そ
ろ
え
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
都
教
委
通
達
は
画
一
的
に
、
壇
上
正
面
に
国
旗
・
都
旗
を
掲
げ

さ
せ
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
の
た
め
に
ス
ロ
ー
プ
を
造
ら
せ
て
ま
で
、
生
徒
を
介
助

な
し
で
は
上
れ
な
い
壇
上
に
上
げ
て
卒
業
証
書
を
授
与
す
る
形
式
を
強
い
ま

し
た
。
画
一
化
さ
れ
た
管
理
・
監
視
体
制
は
、
生
徒
た
ち
が
自
分
の
力
で
車

椅
子
や
松
葉
杖
を
使
い
、
証
書
を
受
け
取
り
に
進
み
出
る
と
い
う
、
尊
厳
あ

る
美
風
さ
え
損
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。 

キ
リ
ス
ト
に
よ
っ
て
真
の
人
間
性
が
回
復
さ
れ
、
隣
人
愛
に
生
き
よ
う
と

す
る
私
た
ち
キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
、
人
間
の
尊
厳
の
軽
視
は
看
過
で
き
な

い
こ
と
で
す
。 

 

ⅲ
．
戦
前
へ
の
回
帰
現
象
？ 

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
ま
で
し
て
生
徒
に
守
ら
せ
よ
う
と
す
る
価
値
と
は
い

っ
た
い
何
で
し
ょ
う
か
。
国
や
学
校
を
愛
す
る
こ
と
は
良
い
と
し
て
も
、
そ

れ
を
画
一
的
な
形
式
で
押
し
付
け
る
よ
う
な
や
り
方
は
、
「
教
育
」
と
は
言

え
ま
せ
ん
。
今
日
の
学
校
の
現
実
は
、
戦
前
の
思
想
統
制
・
監
視
社
会
に
逆

戻
り
し
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
で
す
。 

今
日
、
公
立
学
校
の
入
学
式
・
卒
業
式
で
、
校
長
や
来
賓
が
登
壇
に
際
し
、

壇
上
正
面
に
掲
げ
ら
れ
た
日
章
旗
に
向
か
っ
て
深
々
と
拝
礼
す
る
光
景
は
普

通
の
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
卒
業
生
や
在
校
生
は
お
ろ
か
保
護
者
や
教
職

員
、
来
賓
に
ま
で
お
尻
を
向
け
、
誰
も
い
な
い
演
台
越
し
に
ひ
た
す
ら
「
旗
」

に
向
か
っ
て
平
身
低
頭
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
戦
前
の
学
校
が
天
皇
の
肖

像
で
あ
る
「
御
真
影
」
を
掲
げ
て
い
た
も
の
が
「
日
の
丸
」
に
代
わ
っ
た
だ

け
で
、
内
容
的
に
は
変
わ
ら
な
い
も
の
で
す
。 

私
た
ち
は
思
い
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
戦
時
下
の
教
会
に
お
い

て
日
の
丸
を
掲
げ
君
が
代
を
斉
唱
し
、
キ
リ
ス
ト
者
が
神
社
参
拝
を
す
る
こ

と
は
普
通
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
「
イ
エ
ス
が
主
で
あ
る
」

と
い
う
信
仰
告
白
と
隣
人
愛
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
、
私

た
ち
の
教
団
は
悔
い
改
め
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
今
日
の
教
育
現

場
で
起
き
て
い
る
こ
と
に
無
関
心
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。 

 



⑤ 

２
．
苦
境
に
立
た
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
者
教
員 

  

ⅰ
．
国
立
市
の
例 

東
京
・
国
立
市
立
第
二
小
学
校
で
音
楽
専
科
を
担
当
し
て
い
た
キ
リ
ス
ト

者
の
教
員
・
佐
藤
美
和
子
さ
ん
の
ケ
ー
ス
を
紹
介
し
ま
す
。
国
立
市
で
は
か

つ
て
生
徒
や
保
護
者
・
教
職
員
ら
が
工
夫
を
凝
ら
し
た
個
性
的
な
卒
業
式
が

行
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
一
九
九
九
年
に
「
国
旗
・
国
歌
法
」
が
制
定
さ
れ

て
以
来
、
急
速
に
統
制
が
強
ま
り
ま
し
た
。
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
に
校
長
あ

て
の
職
務
命
令
が
出
さ
れ
、
翌
年
の
卒
業
式
で
は
市
内
全
校
の
校
長
が
「
日

の
丸
・
君
が
代
」
完
全
実
施
の
方
針
を
打
ち
出
し
ま
し
た
。
そ
の
際
、
校
長

ら
は
音
楽
専
科
に
よ
る
ピ
ア
ノ
伴
奏
に
こ
だ
わ
り
を
示
し
ま
し
た
。 

こ
れ
に
対
し
佐
藤
さ
ん
は
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、
信
仰
上
の
理
由
な
ど
を

挙
げ
て
「
君
が
代
」
の
伴
奏
を
し
た
く
な
い
旨
を
校
長
に
申
し
出
ま
し
た
。

そ
の
理
由
と
は
、
自
分
の
考
え
方
の
核
を
な
す
も
の
が
唯
一
絶
対
の
神
以
外

の
何
も
の
を
も
崇
拝
し
な
い
と
い
う
キ
リ
ス
ト
教
の
考
え
・
信
仰
に
あ
る
こ

と
で
し
た
。
佐
藤
さ
ん
は
「
か
つ
て
天
皇
を
神
と
す
る
考
え
に
基
づ
き
礼
賛

に
も
用
い
ら
れ
た
『
君
が
代
』
の
演
奏
を
す
る
こ
と
は
、
信
仰
上
の
強
い
抵

抗
が
あ
り
、
私
に
と
っ
て
内
心
の
自
由
・
信
教
の
自
由
を
著
し
く
侵
さ
れ
る

事
柄
で
す
」
な
ど
と
説
明
し
て
、
他
の
方
法
に
切
り
替
え
る
よ
う
願
い
出
た

の
で
す
。 

し
か
し
当
時
の
校
長
は
、
佐
藤
さ
ん
の
言
い
分
を
聞
こ
う
と
は
し
ま
せ
ん

で
し
た
。
こ
の
事
情
を
知
っ
た
全
国
の
キ
リ
ス
ト
者
・
市
民
か
ら
校
長
に
嘆

願
の
フ
ァ
ク
ス
や
は
が
き
が
殺
到
し
、
結
局
校
長
は
ピ
ア
ノ
伴
奏
を
断
念
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
も
執
拗
に
ピ
ア
ノ
伴
奏
に
こ
だ
わ

り
続
け
ま
し
た
。 

 

ⅱ
．
そ
の
理
由 

な
ぜ
信
仰
上
の
理
由
で
「
君
が
代
」
の
ピ
ア
ノ
伴
奏
を
し
た
く
な
い
教
員

に
無
理
に
弾
か
せ
よ
う
と
す
る
の
か
？ 

そ
れ
に
対
す
る
校
長
の
答
え
は
、

信
仰
の
自
由
は
憲
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
認
め
る
が
、
そ
の
信
仰
を
学

校
と
い
う
公
の
場
に
持
ち
込
ん
で
は
困
る
、
と
い
う
趣
旨
で
し
た
。
信
仰
は

個
人
的
な
事
柄
で
あ
り
家
で
何
を
信
じ
よ
う
と
自
由
だ
が
、
学
校
は
公
の
場

な
の
で
個
人
的
な
信
条
は
さ
し
控
え
る
べ
き
と
い
う
論
理
で
す
。 

こ
の
校
長
の
談
話
に
は
、
私
た
ち
の
国
に
特
有
の
「
公
共
」
を
優
先
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
国
民
感
情
が
典
型
的
に
表
れ
て
い
ま
す
。同
じ「
公

共
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
は
い
て
も
、
こ
れ
は
近
代
市
民
社
会
の
「
公
共

性
」
の
論
理
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
す
。
西
欧
で
成
熟
し
た
市
民
社
会
の

「
公
共
」
に
お
い
て
、
主
役
は
「
市
民
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
日
本
の
「
公

共
」
で
の
主
役
は
「
お
上
」
で
す
。
そ
れ
は
国
家
で
あ
り
、
政
府
で
あ
り
、

官
の
通
達
で
あ
り
、教
育
委
員
会
の
指
導
で
あ
り
、校
長
の
職
務
命
令
で
す
。 

「
お
上
」
が
主
役
で
あ
る
な
ら
、
個
人
の
自
由
と
主
体
性
は
制
限
さ
れ
る

の
が
、
日
本
社
会
の
実
情
で
す
。
信
仰
と
い
う
人
間
性
の
根
幹
に
あ
る
価
値

観
を
疎
外
さ
れ
、
人
権
が
侵
害
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
「
私
事
」
で
あ

れ
ば
軽
視
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
す
。
信
仰
が
制
限
さ
れ
軽
視
さ
れ
る
の
は
、



⑥ 

教
会
の
歴
史
の
常
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
私
た
ち
は
自
ら
を
顧
み
て
信
仰
に

立
ち
続
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
そ
の
確
認
に
基
づ
い
た
生
き
方
が
問

わ
れ
て
く
る
の
で
す
。 

 

ⅲ
．
現
代
の
偶
像
礼
拝 

「
日
の
丸
・
君
が
代
」
は
、
今
な
お
単
な
る
旗
・
歌
に
留
ま
ら
ず
、
「
個
」

を
制
限
し
て
も
「
公
」
へ
の
忠
誠
を
強
い
る
機
能
を
持
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

「
公
」
そ
し
て
先
の
「
お
上
」
の
ト
ッ
プ
に
祭
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
天

皇
で
す
。 

戦
前
の
天
皇
は
、
憲
法
で
も
神
聖
不
可
侵
と
さ
れ
ま
し
た
が
、
天
皇
へ
の

忠
誠
を
誓
わ
せ
て
国
民
全
体
を
戦
争
へ
と
ま
い
進
さ
せ
る
原
動
力
と
な
っ
た

の
は
、
教
育
勅
語
で
す
。
つ
ま
り
、
教
育
の
現
場
で
個
人
の
自
由
は
制
約
さ

れ
、
天
皇
の
た
め
に
命
を
捨
て
る
よ
う
教
え
ら
れ
た
の
で
し
た
。
戦
後
憲
法

で
「
象
徴
天
皇
制
」
に
な
っ
た
と
は
言
え
、
こ
の
「
お
上
」
を
優
先
さ
せ
る

と
い
う
精
神
性
は
、
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
本
質
的
に
は
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん

し
、
そ
れ
は
再
び
教
育
の
現
場
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
「
日
の
丸
・
君
が
代
」
の
強
制
は
、
現
在
の
日
本
の
「
自
由
」

や
「
民
主
主
義
」
の
底
が
浅
く
、
未
熟
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
天
皇
を
神
聖
視
す
る
日
本
の
国
民
感
情
に
は
偶

像
性
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
、
私
た
ち
キ
リ
ス
ト
者
は
見
落
と
し
て
は
な
り

ま
せ
ん
。 

 

３
．
信
仰
・
良
心
へ
の
挑
戦 

  

ⅰ
．
さ
さ
や
き 

さ
ら
に
、
私
た
ち
の
信
仰
に
と
っ
て
も
深
刻
な
問
い
か
け
が
、
特
に
「
君

が
代
」
に
は
あ
り
ま
す
。
「
た
っ
た
四
五
秒
、
我
慢
し
て
起
立
し
た
ら
（
弾

い
た
ら
）
い
い
で
は
な
い
か
」
「
形
だ
け
合
わ
せ
れ
ば
済
む
こ
と
で
は
な
い

か
」
と
い
う
さ
さ
や
き
で
す
。 

こ
の
種
の
声
は
、「
君
が
代
」を
強
制
し
よ
う
と
す
る
側
ば
か
り
で
な
く
、

拒
否
者
が
窮
地
に
立
た
さ
れ
る
の
を
見
か
ね
た
善
意
の
同
僚
や
、
教
育
者
と

し
て
の
使
命
や
家
族
の
生
活
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
拒
め
ば
職
を

失
う
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
恐
れ
か
ら
逡
巡
す
る
教
員
自
身
の
心
の
声
と
し

て
響
い
て
く
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 

ⅱ
．
現
代
の
「
踏
み
絵
」 

「
君
が
代
」
は
ま
さ
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
時
代
の
「
踏
み
絵
」
と
同
じ

よ
う
に
、
私
た
ち
の
信
仰
に
対
す
る
挑
戦
と
な
っ
て
い
ま
す
。
苦
渋
の
思
い

で
「
絵
」
を
踏
ん
で
し
ま
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
誰
が
責
め
る
こ
と
が
で
き
る

で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の
た
め
に
生
じ
る
「
自
分
の
信
条
を
貫
け
な
か

っ
た
」
と
い
う
良
心
の
呵
責
は
、
心
の
底
に
残
り
続
け
る
の
で
す
。 

実
際
に
キ
リ
ス
ト
者
の
教
師
た
ち
の
中
に
は
、
自
分
の
気
持
ち
と
し
て
は

「
国
歌
斉
唱
」
を
し
た
く
な
い
け
れ
ど
、
拒
否
す
れ
ば
処
分
さ
れ
、
教
員
の

立
場
を
追
わ
れ
て
し
ま
う
。
教
育
者
と
し
て
の
使
命
や
家
族
の
生
活
を
考
え



⑦ 

る
と
、
本
心
と
は
裏
腹
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
苦
し
い
胸
の
内
を

明
か
す
人
々
も
い
ま
す
。
こ
う
し
た
現
状
に
堪
え
ら
れ
ず
に
、
学
校
を
退
職

す
る
人
た
ち
も
出
て
い
ま
す
。 

「
日
の
丸
・
君
が
代
」
は
、
単
な
る
旗
や
歌
の
好
み
の
問
題
で
は
な
く
、

こ
の
よ
う
に
人
間
性
の
根
源
を
む
し
ば
む
思
想
統
制
の
道
具
、す
な
わ
ち「
踏

み
絵
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
、
現
場
で
苦
境
に
立
た
さ

れ
て
い
る
方
々
の
た
め
に
覚
え
て
お
祈
り
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。 

 ４
．
教
会
の
課
題 

 

戦
前･

戦
中
、
日
本
の
教
会
の
多
く
は
「
国
民
儀
礼
」
と
称
し
て
、
毎
日
曜

日
の
礼
拝
式
次
第
の
冒
頭
に
「
国
歌
斉
唱
」
や
「
宮
城
遥
拝
」
を
し
て
き
ま

し
た
。
法
律
で
強
制
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
く
、「
日
本
人
と
し
て
、
日
本
の
教

会
と
し
て
当
た
り
前
」
の
儀
礼
と
し
て
、
教
会
が
自
発
的
に
時
代
の
社
会
の

要
請
す
る
空
気
に
従
っ
た
結
果
で
し
た
。
父･

子･

聖
霊
の
唯
一
の
神
だ
け
を

主
と
す
る
は
ず
の
キ
リ
ス
ト
教
会
の
礼
拝
に
お
い
て
、
主
以
外
の
も
の
＝
天

皇
＝
に
ほ
め
う
た
を
歌
い
、
拝
礼
し
た
の
で
す
。 

今
す
ぐ
に
現
在
の
教
会
が
同
じ
過
ち
を
犯
す
こ
と
は
考
え
に
く
い
と
し
て

も
、
世
論
の
大
半
が
「
日
本
人
と
し
て
国
歌
斉
唱
は
当
た
り
前
」
と
考
え
る

よ
う
な
地
方
で
は
、
教
会
が
「
変
わ
り
者
の
少
数
派
」
に
甘
ん
じ
る
覚
悟
を

要
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
地
域
に
伝
道
で
き
な
い
―
―
と
考
え

始
め
る
と
き
、
か
つ
て
と
同
じ
よ
う
な
自
主
規
制
に
向
か
う
可
能
性
が
な
い

と
は
言
え
ま
せ
ん
し
、
何
よ
り
も
無
意
識
の
う
ち
に
も
信
仰
の
「
質
」
そ
の

も
の
が
変
質
し
て
し
ま
う
き
っ
か
け
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
す
。 

キ
リ
ス
ト
だ
け
を
従
う
べ
き
主
と
す
る
の
か
、
国
家
や
天
皇
に
従
う
こ
と

を
優
先
す
る
の
か
―
―
問
題
の
本
質
は
、
教
会
が
だ
れ
を
教
会
の
主
と
告
白

す
る
か
に
あ
り
ま
す
。「
イ
エ
ス
は
主
で
あ
る
」
と
い
う
信
仰
の
告
白
は
、
言

葉
だ
け
で
は
な
く
、
教
会
と
キ
リ
ス
ト
者
の
行
動
に
お
い
て
問
わ
れ
る
で
し

ょ
う
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ⅱ
．
い
っ
た
い
何
が
問
題
な
の
か 

 

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
問
題
そ
の
も
の
を
感
じ
な
い
人
も
多
い
よ
う
で

す
。
そ
こ
で
、
そ
も
そ
も
何
が
問
題
で
あ
る
の
か
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。 

１
．「
日
の
丸
、
君
が
代
」
の
意
味
に
つ
い
て 

 
ⅰ
．
一
般
的
な
事
柄 

「
日
の
丸
」
と
「
君
が
代
」
を
一
緒
に
扱
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
多
少
無

理
が
あ
り
ま
す
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
起
源
や
意
味
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
詳
し



⑧ 

く
述
べ
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
が
、
一
般
的
に
指
摘
さ
れ
る
問
題
点
に
は
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。 

ま
ず
、
諸
説
あ
る
日
の
丸
の
起
源
の
中
に
は
、
天
照
大
神
に
由
来
す
る
と

い
う
も
の
が
あ
り
、
今
日
の
日
の
丸
へ
の
拝
礼
と
も
相
ま
っ
て
、
宗
教
的
色

彩
が
濃
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
君
が
代
に
つ
い
て
も
同
様
で
、

戦
時
中
に
は
現
人
神
で
あ
る
天
皇
を
賛
美
す
る
歌
と
し
て
歌
わ
れ
た
も
の
で

す
か
ら
、「
君
」
を
ど
う
解
釈
し
よ
う
と
宗
教
的
色
彩
は
拭
い
き
れ
ま
せ
ん
。 

ま
た
特
に
問
題
視
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
歴
史
的
な
意
味
で
す
。
日
の
丸
も

君
が
代
も
、
か
つ
て
の
戦
争
中
の
戦
意
高
揚
の
象
徴
で
あ
り
、
君
が
代
の
場

合
、
現
人
神
で
あ
る
天
皇
を
た
た
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
国
民
を
精
神

的
に
統
合
す
る
と
い
う
機
能
を
持
ち
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
ア
ジ
ア
の
人
々
に

と
っ
て
は
日
本
の
侵
略
戦
争
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
の
不
信
感
が
今
日
な
お
拭

い
き
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
ご
存
知
の
通
り
で
す
。 

さ
ら
に
、
今
日
の
憲
法
の
理
念
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
い
う
点
で
す
。
天
皇
を

賛
美
す
る
内
容
の
君
が
代
の
歌
詞
は
、
天
皇
に
主
権
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る

も
の
で
あ
っ
て
、
主
権
在
民
と
い
う
憲
法
の
理
念
に
反
し
ま
す
。
ま
た
、
国

旗
、
国
歌
の
法
制
化
に
よ
っ
て
懸
念
さ
れ
る
、「
日
の
丸
、
君
が
代
」
の
押
し

付
け
は
、
思
想
、
信
条
の
自
由
を
脅
か
す
も
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
の
基
本
的

人
権
や
、
子
ど
も
の
権
利
条
約
に
も
反
す
る
こ
と
で
す
。 

 

ⅱ
．
キ
リ
ス
ト
者
の
歩
み
に
関
し
て 

次
に
、キ
リ
ス
ト
者
に
と
っ
て
の
問
題
点
で
す
が
、先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、

日
の
丸
、
君
が
代
は
宗
教
性
を
帯
び
た
も
の
で
す
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
者
に
と

っ
て
日
の
丸
へ
の
拝
礼
や
、
君
が
代
の
斉
唱
は
、
偶
像
礼
拝
に
つ
な
が
る
も

の
で
す
。 

ま
た
、
思
想
、
信
条
の
自
由
へ
の
脅
威
は
、
信
教
の
自
由
に
と
っ
て
も
脅

威
で
す
。
学
習
指
導
要
領
で
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
法
制
化
さ
れ
た

こ
と
で
、
そ
れ
ら
が
強
制
力
を
一
段
と
強
め
て
い
る
の
で
す
。 

さ
ら
に
、
か
つ
て
の
侵
略
戦
争
の
象
徴
で
あ
っ
た
も
の
を
、
公
式
の
謝
罪

も
補
償
も
し
な
い
ま
ま
に
国
旗
、
国
歌
と
す
る
こ
と
は
、
悔
い
改
め
の
な
い

精
神
と
国
際
感
覚
の
欠
如
を
示
す
も
の
で
す
。
戦
争
責
任
告
白
を
公
に
し
た

教
会
に
と
っ
て
、
日
の
丸
と
君
が
代
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
自
ら
の
信
仰

に
反
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ア
ジ
ア
の
人
々
と
の
共
生
に
と
っ
て
大
き
な
妨
げ

に
な
る
こ
と
は
確
か
な
こ
と
で
す
。 

２
．
国
旗
・
国
歌
「
法
制
化
」
の
問
題
点 

 

ⅰ
．
法
制
化
の
手
続
き
に
つ
い
て 

一
九
九
九
年
の
臨
時
国
会
は
、
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
法
や
い
わ
ゆ
る
盗
聴
法

な
ど
、
重
要
法
案
が
次
々
と
可
決
、
成
立
し
ま
し
た
。 

そ
れ
も
当
時
の
い
わ
ゆ
る
自
自
公
（
自
由
民
主
党
・
自
由
党
・
公
明
党
）

が
数
の
論
理
で
押
し
切
っ
た
も
の
で
、そ
の
よ
う
な
中
で
、「
国
旗
・
国
歌
法
」

も
成
立
し
た
の
で
し
た
。
充
分
な
審
議
や
議
論
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
ず
、
一

部
の
人
々
の
思
惑
が
ま
か
り
通
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
良
心
に
基
づ
く
声
が

か
き
消
さ
れ
た
り
、
国
民
の
あ
ら
ゆ
る
自
由
に
抑
圧
が
加
え
ら
れ
た
り
す
る

の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を
も
た
せ
る
も
の
で
し
た
。 



⑨ 

 
ⅱ
．
法
制
化
の
意
図
に
つ
い
て 

と
こ
ろ
で
、「
国
旗
・
国
歌
」
の
法
制
化
の
動
き
は
、
具
体
的
に
は
、「
日

の
丸
、
君
が
代
」
の
扱
い
を
め
ぐ
っ
て
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
た
、
広
島
県
の

県
立
高
校
の
校
長
の
事
件
が
発
端
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
あ
わ
た
だ
し
く
法
制

化
と
な
っ
た
の
で
す
が
、
し
か
し
、「
日
の
丸
、
君
が
代
」
は
、
文
部
省
が
学

習
指
導
要
領
を
通
じ
、
長
年
か
け
て
浸
透
さ
せ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
降

っ
て
沸
い
た
よ
う
な
話
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
の
学
校
長
へ
の
圧
迫
は
、
実

際
に
は
教
育
委
員
会
に
よ
る
も
の
の
方
が
強
か
っ
た
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
教

育
現
場
の
混
乱
を
静
め
る
と
い
う
大
義
名
分
を
見
出
し
た
国
が
、
一
気
に
勝

負
に
出
た
よ
う
な
形
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
法
制
化
は
か
な
り
恣
意
的
な
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。
国
が
行
き
詰
ま
る
と
台
頭
し
て
く
る
の
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
す
。

経
済
、
教
育
、
福
祉
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
が
総
右
傾
化
し
て
い
る
と
言
わ

れ
る
、
こ
の
国
の
方
向
性
に
関
す
る
こ
と
で
す
。 

３
．
教
会
の
受
け
止
め
方
に
関
し
て 

ⅰ
．
大
方
の
反
応 

さ
て
、
こ
れ
ほ
ど
の
問
題
点
が
あ
り
な
が
ら
も
、
教
会
の
関
心
と
反
応
は

今
ひ
と
つ
で
し
た
。
そ
の
主
な
理
由
は
だ
い
た
い
次
の
よ
う
で
す
。 

① 

法
制
化
で
一
応
の
決
着
が
つ
き
、
混
乱
が
な
く
な
る
の
は
良
い
。 

② 

キ
リ
ス
ト
者
も
、
法
律
に
は
従
う
べ
き
で
あ
る
。 

③ 

「
日
の
丸
、
君
が
代
」
に
は
愛
着
を
感
じ
る
し
、
特
に
抵
抗
は
な

い
。 

④ 

「
日
の
丸
、
君
が
代
」
に
反
対
し
て
社
会
を
敵
に
ま
わ
す
の
は
良

く
な
い
。 

⑤ 

「
日
の
丸
、
君
が
代
」
に
反
対
す
る
よ
り
は
伝
道
す
べ
き
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
中
に
は
、
理
解
出
来
な
く
も
な
い
理
由
が
あ
る
の
で
す
が
、
し

か
し
、
よ
く
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

ⅱ
．
歴
史
が
語
る
こ
と 

ま
ず
、
①
の
「
一
応
の
決
着
」
で
す
。
こ
れ
は
、
行
政
府
が
決
着
さ
せ
た

の
で
あ
っ
て
、
問
題
の
根
本
が
解
決
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

戦
時
下
、
神
社
は
宗
教
で
は
な
い
と
の
主
張
が
、
キ
リ
ス
ト
教
界
に
多
く

の
混
乱
を
招
き
ま
し
た
。
教
会
の
「
神
社
は
宗
教
な
の
か
」
と
の
問
い
に
、

文
部
省
は
「
愛
国
心
と
忠
誠
と
を
現
は
す
も
の
に
外
な
ら
ず
」
と
答
え
ま
し

た
。「
決
着
」
さ
せ
た
の
で
す
。
そ
の
結
果
、
教
会
は
積
極
的
に
神
社
参
拝
を

す
る
と
い
う
、
偶
像
礼
拝
の
罪
に
陥
り
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
教
会
に
も
強
要
し

ま
し
た
。 

こ
れ
は
、
一
応
の
「
決
着
」
が
つ
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
後
の
教
会
の
主

体
性
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。 

②
の
「
法
律
に
従
う
べ
き
」
は
、
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
当
然
の
こ
と
で
す
。 

し
か
し
戦
前
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
政
府
は
宗
教
団
体
を

管
理
す
る
た
め
の
宗
教
団
体
法
案
を
国
会
に
提
出
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し

て
キ
リ
ス
ト
教
界
は
大
反
対
し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
戦
争
が
泥
沼
化
す
る
中

で
教
会
は
口
を
つ
ぐ
み
、
宗
教
団
体
法
は
成
立
し
ま
す
。
そ
し
て
、
教
会
は



⑩ 

こ
の
法
律
に
従
っ
て
、
国
家
権
力
の
言
い
な
り
に
な
り
、
戦
争
協
力
の
道
へ

と
突
き
進
み
ま
し
た
。 

究
極
的
に
は
、
私
た
ち
は
国
の
法
律
よ
り
は
神
の
言
に
従
い
ま
す
。
し
か

し
、
現
段
階
で
も
現
「
国
旗
・
国
歌
法
」
に
は
強
制
力
は
な
く
、
諸
法
律
を

規
定
す
る
「
憲
法
」
で
、
信
教
の
自
由
は
保
障
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
こ

と
が
出
来
ま
す
。
こ
れ
は
全
く
合
法
的
な
こ
と
で
す
。 

 

ⅲ
．
信
仰
へ
の
問
い
か
け 

次
に
、
③
の
「
日
の
丸
、
君
が
代
へ
の
愛
着
」
で
す
が
、
愛
着
を
感
じ
る

こ
と
自
体
は
何
も
悪
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
否
定
さ
れ
る
こ
と
で
も

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
日
の
丸
に
対
す
る
拝
礼
や
、
天
皇
賛
美
の
歌
を
歌

う
こ
と
は
、
唯
一
の
神
を
信
じ
る
私
た
ち
の
信
仰
と
は
、
ど
う
し
て
も
相
容

れ
な
い
も
の
で
す
。「
愛
着
」
と
い
う
感
情
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
信
仰
を
曖

昧
に
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

④
の
社
会
を
「
敵
に
ま
わ
し
た
く
な
い
」
と
い
う
心
境
は
、
キ
リ
ス
ト
者

が
少
な
い
日
本
社
会
で
は
切
実
な
思
い
で
す
。け
れ
ど
も
唯
一
の
神
を
信
じ
、

「
イ
エ
ス
は
主
で
あ
る
」
と
告
白
す
る
信
仰
は
、
基
本
的
に
こ
の
世
と
は
相

容
れ
な
い
も
の
で
す
。
し
か
し
、
そ
の
「
世
」
に
対
し
て
私
た
ち
は
伝
道
し

て
い
る
の
で
す
。 

も
ち
ろ
ん
、
教
会
は
い
た
ず
ら
に
社
会
と
対
立
は
し
ま
せ
ん
。
私
た
ち
の

福
音
を
宣
べ
伝
え
た
い
と
い
う
思
い
と
、「
国
旗
、
国
歌
」
の
強
制
に
抗
す
る

こ
と
は
、
国
民
の
自
由
の
た
め
の
闘
い
で
あ
る
と
い
う
思
い
が
理
解
さ
れ
る

た
め
に
は
、
地
道
で
真
実
な
歩
み
が
求
め
ら
れ
ま
す
。 

こ
の
よ
う
な
教
会
の
態
度
は
、社
会
の
た
め
に
も
な
る
こ
と
で
あ
り
、「
日

の
丸
、
君
が
代
」
に
つ
い
て
意
見
を
持
っ
て
い
る
一
般
の
人
々
と
共
に
、
こ

の
問
題
に
対
応
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
さ
ら
に
、

こ
の
世
界
に
主
の
御
旨
を
知
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。 

最
後
に
⑤
の
、
教
会
は
日
の
丸
、
君
が
代
の
強
制
に
反
対
し
て
い
る
よ
り

も
「
伝
道
す
べ
き
」
と
の
意
見
で
す
。
こ
れ
は
も
っ
と
も
ら
し
く
聞
こ
え
て
、

実
は
ま
こ
と
に
誠
意
に
欠
け
る
意
見
で
す
。 

今
回
の
「
国
旗
・
国
歌
」
の
法
制
化
が
、
こ
れ
だ
け
教
会
の
本
質
的
な
在

り
方
を
問
う
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
に
目
を
閉
じ
て
、
伝
道
だ
け

が
出
来
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
実
際
に
こ
の
問
題
で
苦
し
み
悩

ん
で
い
る
人
々
が
、
私
た
ち
の
教
会
の
中
に
も
い
る
こ
と
に
目
を
閉
じ
る
こ

と
は
出
来
ま
せ
ん
。
悩
む
人
々
と
共
に
歩
む
の
が
キ
リ
ス
ト
者
の
在
り
方
で

あ
る
は
ず
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
「
日
の
丸
、
君
が
代
」
は
、
私
た
ち
に
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、

ま
た
市
民
と
し
て
の
歩
み
に
つ
い
て
の
大
き
な
問
い
か
け
と
な
っ
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
こ
れ
を
避
け
て
通
っ
て
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



⑪ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ⅲ
．
い
っ
た
い
私
た
ち
に
何
が
で
き
る
の
か 

ど
う
歩
む
べ
き
か 

 

１
．
私
た
ち
の
教
団
の
歩
み
を
め
ぐ
っ
て 

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
背
景
と
し
て
、
私
た
ち
の
教
団
の
見
解
が
、

「『
日
の
丸
、
君
が
代
』
と
私
た
ち
の
教
団
」
と
し
て
、
教
団
委
員
会
名
で
公

表
さ
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
そ
の
全
文
を
掲
載
し
ま
す
。 

ⅰ
．「
日
の
丸
、
君
が
代
」
と
私
た
ち
の
教
団
（
教
団
の
見
解
） 

 

日
本
ホ
ー
リ
ネ
ス
教
団
に
連
な
る
皆
さ
ん
へ 

「
日
の
丸
、
君
が
代
」
と
、
私
た
ち
の
教
団 

 

『
み
こ
こ
ろ
が
天
に
行
わ
れ
る
と
お
り
、
地
に
も
行
わ
れ
ま
す
よ
う
に
』。 

こ
の
よ
う
に
共
に
祈
る
私
た
ち
は
今
、「
日
の
丸
」
と
「
君
が
代
」
の
扱
い

を
め
ぐ
っ
て
、
信
仰
者
と
し
て
の
在
り
方
を
問
わ
れ
て
い
ま
す
。 

「
日
の
丸
、
君
が
代
」
に
対
す
る
感
情
や
関
心
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
し
ょ
う

が
、
共
に
考
え
、
祈
っ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。 

 

「
日
の
丸
、
君
が
代
」
の
内
容
と
そ
の
歴
史
的
意
味
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
を

国
旗
、
国
歌
と
し
て
法
制
化
し
た
一
連
の
動
向
は
、
歴
史
に
学
ぶ
こ
と
を
せ

ず
、
主
権
在
民
や
基
本
的
人
権
の
尊
重
と
い
う
憲
法
の
理
念
に
も
反
す
る
も

の
で
す
。
私
た
ち
は
、
法
の
下
に
生
き
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
事
態
を
憂
慮

し
ま
す
。 

特
に
、
思
想
、
信
条
の
自
由
さ
え
制
約
さ
れ
か
ね
な
い
公
立
学
校
の
教
職

員
と
生
徒
、
教
会
学
校
の
生
徒
と
親
、
教
会
員
の
子
ど
も
た
ち
を
は
じ
め
、

私
立
学
校
関
係
者
や
公
務
員
、
ま
た
教
会
の
地
域
と
の
関
係
に
お
い
て
、
信

教
の
自
由
が
脅
か
さ
れ
な
い
か
懸
念
し
て
い
ま
す
。 

そ
し
て
何
よ
り
も
、「
日
の
丸
」
へ
の
拝
礼
や
、
天
皇
賛
美
で
あ
る
「
君
が

代
」
を
歌
う
こ
と
は
、
唯
一
の
神
を
信
ず
る
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、
受
け
入

れ
難
い
こ
と
で
す
。 

 

で
す
か
ら
、
私
た
ち
は
「
日
の
丸
、
君
が
代
」
が
「
強
制
さ
れ
る
こ
と
」

に
反
対
し
ま
す
。そ
れ
は
キ
リ
ス
ト
者
の
信
仰
の
良
心
に
従
う
も
の
で
あ
り
、

市
民
と
し
て
の
自
由
と
権
利
が
真
実
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
願
う
か
ら
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
憲
法
第
一
九
条
の
「
思
想
及
び
良
心
の
自
由
」
の
理
念
に

基
づ
い
て
、「
国
旗
掲
揚
、
国
歌
斉
唱
」
を
拒
否
す
る
こ
と
も
、
私
た
ち
に
与

え
ら
れ
て
い
る
大
切
な
権
利
で
あ
り
、
選
択
肢
の
一
つ
と
考
え
ま
す
。 

し
か
し
私
た
ち
は
、「
日
の
丸
、
君
が
代
」
の
拒
否
を
「
強
制
」
し
ま
せ
ん
。

か
つ
て
戦
時
下
の
教
会
が
、「
日
の
丸
」
を
掲
げ
、「
君
が
代
」
を
歌
い
、
神

格
化
さ
れ
た
天
皇
を
崇
敬
す
る
な
ど
し
て
、
偶
像
礼
拝
に
墜
ち
た
こ
と
を
、



⑫ 

私
た
ち
は
悔
い
改
め
ま
し
た
。
神
の
赦
し
の
恵
み
の
う
ち
を
歩
む
私
た
ち
の

願
い
は
、
た
だ
「
イ
エ
ス
は
主
」
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
で

す
。 

 

そ
の
た
め
に
、
日
本
ホ
ー
リ
ネ
ス
教
団
に
連
な
る
一
人
一
人
が
、
明
ら
か

な
信
仰
の
良
心
に
従
っ
て
考
え
、
判
断
し
、
行
動
し
、
み
こ
こ
ろ
を
選
び
取

っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
各
教
会
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
自

ら
の
課
題
と
し
て
、
祈
っ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
。 

多
様
な
状
況
の
中
で
、
判
断
に
悩
む
こ
と
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
ど
の

よ
う
な
判
断
を
さ
れ
て
も
、
信
仰
に
よ
っ
て
歩
む
も
の
と
主
は
共
に
い
て
下

さ
い
ま
す
し
、
こ
れ
か
ら
も
私
た
ち
は
、
共
に
支
え
合
っ
て
い
き
ま
す
。
同

じ
教
団
に
連
な
る
信
仰
の
仲
間
の
祈
り
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
い
た
だ

き
た
い
の
で
す
。 

主
の
平
和
を
祈
り
ま
す
。 

一
九
九
九
年
一
二
月
一
四
日 

日
本
ホ
ー
リ
ネ
ス
教
団
教
団
委
員
会  

ⅱ
．
教
団
の
見
解
の
概
要 

読
ん
で
お
分
か
り
の
よ
う
に
、
こ
の
文
は
四
つ
の
段
か
ら
成
り
ま
す
。 

第
一
の
部
分
は
、「
主
の
祈
り
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
問
題

は
私
た
ち
の
こ
れ
ま
で
の
信
仰
に
対
す
る
挑
戦
で
あ
っ
て
、
多
く
の
人
に
共

に
考
え
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
呼
び
か
け
で
す
。 

第
二
の
部
分
は
、「
日
の
丸
、
君
が
代
」
を
め
ぐ
る
現
状
と
そ
の
問
題
点
で

す
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
こ
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
よ
り
理
解
し
て

い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。 

第
三
の
部
分
は
、
対
応
で
す
。
既
に
「
国
旗
・
国
歌
法
」
と
し
て
成
立
し

て
い
ま
す
か
ら
、
法
制
化
へ
の
反
対
で
は
な
く
、「
強
制
さ
れ
る
こ
と
」
に
反

対
す
る
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
ま
す
。
市
民
と
し
て
反
対
す
る
根
拠
と
し
て

憲
法
第
一
九
条
を
挙
げ
、
具
体
的
な
対
応
に
つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す
。
さ
ら

に
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
反
対
す
る
根
拠
と
し
て
、「
イ
エ
ス
は
主
で
あ
る
」と

い
う
教
会
の
信
仰
告
白
と
、
戦
争
責
任
告
白
の
趣
旨
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま

す
。 第

四
の
部
分
は
、
こ
の
問
題
へ
の
対
応
は
具
体
的
で
あ
る
こ
と
、
教
会
が

共
に
負
い
、
支
え
あ
っ
て
い
く
べ
き
課
題
で
あ
る
と
結
ば
れ
ま
す
。 

ⅲ
．
教
団
の
見
解
の
趣
旨
と
特
徴 

 
 

 

①
市
民
の
権
利
、
キ
リ
ス
ト
者
の
権
利 

「
日
の
丸
、
君
が
代
」
に
対
す
る
教
団
の
見
解
の
一
つ
の
特
徴
は
、
い
わ

ゆ
る
市
民
の
権
利
と
、
信
仰
者
の
権
利
を
同
じ
軸
の
上
に
見
据
え
て
い
る
こ

と
で
す
。
信
仰
を
生
活
の
場
で
実
践
し
よ
う
と
努
め
て
い
た
割
に
、
信
仰
を

心
の
問
題
と
捉
え
た
た
め
に
、
信
仰
が
現
実
社
会
か
ら
遊
離
し
て
い
る
と
の

反
省
が
反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
最
近
よ
く
言
わ
れ
る

ホ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク（
包
括
的
）な
福
音
理
解
と
も
関
係
の
あ
る
こ
と
で
す
。 

信
仰
を
心
の
問
題
と
だ
け
理
解
す
る
こ
と
は
、
真
実
な
信
仰
生
活
に
至
ら

な
い
ば
か
り
か
、
信
仰
が
変
質
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
、
既
に
述
べ
て
き
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ま
し
た
。
戦
争
責
任
告
白
の
趣
旨
も
そ
こ
に
あ
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
市

民
の
権
利
を
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
ま

た
こ
の
よ
う
な
事
柄
に
慣
れ
て
い
な
い
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
良
い
学
び
の

機
会
と
も
な
り
ま
す
。 

ま
た
、
表
面
だ
っ
た
反
対
を
し
て
い
な
く
て
も
、「
強
制
」
さ
れ
る
こ
と
に

疑
問
を
感
じ
て
い
る
人
が
多
く
い
る
こ
と
は
、
新
聞
等
の
投
書
欄
な
ど
か
ら

も
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。
教
会
が
こ
の
問
題
に
対
す
る
態
度
を
明
確

に
す
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
人
々
に
共
感
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 
 

 

②
子
ど
も
の
権
利 

さ
て
市
民
の
権
利
と
言
い
ま
し
た
が
、
特
に
公
立
学
校
の
教
職
員
と
子
ど

も
の
人
権
が
問
題
と
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に

主
体
的
に
関
わ
る
こ
と
が
難
し
い
子
ど
も
に
つ
い
て
考
え
る
大
人
の
責
任
は

大
き
い
と
思
い
ま
す
。 

し
か
し
、「
子
ど
も
の
人
権
な
ど
と
言
っ
て
い
る
か
ら
、子
ど
も
は
自
分
勝

手
に
な
り
、
学
級
崩
壊
の
よ
う
な
事
態
に
陥
る
の
だ
」
と
い
う
批
判
が
あ
り

ま
す
。
確
か
に
明
確
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
も
な
く
子
ど
も
の
自
主
性
を
尊
重
す
る

こ
と
な
ど
に
は
問
題
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
本
当
は
子
ど
も
の
人
権

に
つ
い
て
の
考
え
が
未
熟
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

子
ど
も
の
人
権
と
は
、
私
た
ち
信
仰
者
の
言
葉
に
言
い
換
え
れ
ば
、
神
に

造
ら
れ
た
人
格
で
あ
り
個
性
で
す
。
子
ど
も
の
個
性
を
理
解
も
出
来
ず
に
、

大
人
の
理
屈
が
当
て
は
め
ら
れ
る
、
ま
し
て
公
権
力
が
介
入
す
る
な
ど
本
末

転
倒
で
す
が
、
し
か
し
「
国
旗
・
国
歌
」
の
法
制
化
な
ど
は
、
ま
さ
に
そ
の

よ
う
な
思
い
の
表
れ
と
し
か
思
え
ま
せ
ん
。
学
習
指
導
要
領
で
、
子
ど
も
の

個
性
と
自
主
性
を
う
た
っ
て
い
る
文
部
省
自
体
も
自
己
矛
盾
し
て
い
ま
す
。

子
ど
も
の
信
仰
と
生
活
に
責
任
を
持
つ
教
会
の
責
任
は
重
大
で
す
。 

と
こ
ろ
が
「
子
ど
も
の
た
め
」
と
い
う
か
け
声
は
、
も
っ
と
も
ら
し
く
聞

こ
え
て
、
実
は
親
や
教
師
の
エ
ゴ
の
反
映
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
教
会
の
こ
の
問
題
へ
の
取
り
組
み
も
、
こ
の
よ
う
な
子
ど
も
を
「
だ

し
」
に
し
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
教
会
の
課
題
と
し
て
、
自
分

自
身
の
問
題
と
し
て
、
今
後
も
関
心
を
持
ち
続
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

２
．
こ
れ
ま
で
の
枠
の
中
で
の
具
体
的
な
対
応 

け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
問
題
へ
の
関
心
と
関
わ
り
を
意
識
的
に
避
け
て

き
た
私
た
ち
の
教
団
に
と
っ
て
、
具
体
的
な
対
応
と
い
っ
て
も
ど
の
よ
う
に

し
て
良
い
か
分
か
ら
な
い
部
分
が
多
く
あ
り
、
ま
た
一
頃
の
い
わ
ゆ
る
社
会

派
と
呼
ば
れ
た
人
々
の
よ
う
な
行
動
が
求
め
ら
れ
る
の
か
と
い
う
、
誤
解
と

不
安
も
大
き
い
よ
う
で
す
。 

し
か
し
、
何
度
も
繰
り
返
す
よ
う
で
す
が
、
私
た
ち
の
信
仰
の
在
り
方
が

問
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
沈
黙
す
る
こ
と
は
キ
リ
ス
ト
者
と

し
て
真
実
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
私
た
ち
の
こ
れ
ま
で
の
信
仰
が
、

社
会
と
全
く
遊
離
し
た
も
の
で
な
い
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
に
出
来
る
こ
と
も

多
く
あ
る
は
ず
で
す
。 

 

ⅰ
．
祈
り 

そ
の
第
一
は
祈
り
で
す
。
ま
ず
、
国
の
た
め
に
祈
る
こ
と
で
す
。
為
政
者
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の
た
め
に
、
私
た
ち
の
国
が
元
来
た
道
に
戻
ら
な
い
よ
う
に
、
信
仰
の
自
由

が
守
ら
れ
、
子
ど
も
た
ち
が
偶
像
礼
拝
か
ら
守
ら
れ
る
よ
う
に
等
々
。
こ
れ

ら
の
こ
と
の
た
め
に
祈
る
の
は
、
私
た
ち
の
大
切
な
務
め
で
す
。
私
た
ち
の

祈
り
が
無
責
任
な
願
い
事
で
な
く
、
真
実
な
も
の
に
な
る
た
め
に
は
、
現
在

の
状
況
に
つ
い
て
も
良
く
知
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

次
に
自
分
た
ち
の
た
め
に
祈
る
こ
と
で
す
。
社
会
の
動
き
が
ど
の
よ
う
で

あ
っ
て
も
、
神
の
御
心
に
目
を
留
め
続
け
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
神
の

御
心
を
選
び
取
っ
て
い
く
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
明
ら
か
な
信
仰
の
良
心

の
も
と
に
歩
む
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
信
仰
的
な
妥
協
を
す
る
こ
と
が
な

い
よ
う
に
等
々
で
す
。 

 

ⅱ
．
あ
か
し
人
と
し
て
生
き
る 

私
た
ち
に
出
来
る
第
二
の
こ
と
は
、「
あ
か
し
」
で
す
。
私
た
ち
が
「
イ
エ

ス
は
主
で
あ
る
」
と
明
確
に
告
白
す
る
こ
と
が
一
番
の
あ
か
し
で
す
。
さ
ら

に
、
こ
の
問
題
に
よ
っ
て
、
教
会
が
人
の
自
由
や
尊
厳
、
国
の
在
り
方
を
真

剣
に
考
え
て
い
る
こ
と
、
教
会
が
隣
人
と
国
を
真
実
に
愛
し
て
歩
ん
で
い
る

こ
と
を
示
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ホ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ

ク
（
包
括
的
）
な
福
音
理
解
と
宣
教
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
こ
の
問
題

は
私
た
ち
に
大
き
な
課
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

そ
し
て
、
私
た
ち
が
日
本
社
会
に
生
き
て
い
る
以
上
、
こ
の
世
の
動
向
と

無
関
係
な
伝
道
を
す
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
教
会
が
日
の
丸
や
君
が
代
の

問
題
に
つ
い
て
、
あ
る
意
見
を
持
っ
て
そ
れ
を
表
明
す
る
こ
と
が
、
特
定
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
キ
リ
ス
ト
教
の
偏
狭
な
考
え
に
基
づ
く
も
の
、
あ
る
い
は

キ
リ
ス
ト
者
の
権
利
の
た
め
の
も
の
と
し
か
受
け
止
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、

私
た
ち
の
伝
道
の
在
り
方
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。 

３
．
更
な
る
可
能
性 

し
か
し
、
教
団
委
員
会
か
ら
公
表
さ
れ
た
見
解
は
、
こ
れ
ま
で
の
私
た
ち

の
信
仰
の
枠
組
み
か
ら
、
一
歩
前
進
す
る
こ
と
を
促
す
も
の
で
す
。 

 

ⅰ
．
国
旗
掲
揚
、
国
歌
斉
唱
へ
の
対
応
「
良
心
的
不
服
従
」 

何
を
考
え
、
何
を
信
じ
、
何
に
従
う
か
―
―
と
い
う
「
思
想
・
良
心
・
信

教
の
自
由
」
は
、
他
の
ど
の
よ
う
な
自
由
に
も
優
先
す
る
基
本
的
人
権
と
言

わ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
他
の
ど
の
よ
う
な
法
律
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に

優
先
し
て
守
ら
れ
る
べ
き
人
間
に
と
っ
て
普
遍
的
な
権
利
で
あ
る
こ
と
が
、

日
本
国
憲
法

１

で
も
国
連
人
権
規
約

２

で
も
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
国

家
で
も
、
こ
の
自
由
を
侵
す
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
従
っ
て
、
キ
リ
ス
ト

      １ 

日
本
国
憲
法
第
一
九
条
「
思
想
及
び
良
心
の
自
由
」
思
想
及
び
良
心
の
自
由
は
、
こ
れ
を
侵
し
て

は
な
ら
な
い
。 

２ 

市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
（
人
権
規
約
Ｂ
）
第
一
八
条
「
思
想
・
良
心
及
び

宗
教
の
自
由
」
１
．
す
べ
て
の
者
は
、
思
想
、
良
心
及
び
宗
教
の
自
由
に
つ
い
て
の
権
利
を
有
す
る
。

こ
の
権
利
に
は
、
自
ら
選
択
す
る
宗
教
又
は
信
念
を
受
け
入
れ
又
は
有
す
る
自
由
並
び
に
、
単
独
で

又
は
他
の
者
と
共
同
し
て
及
び
公
に
又
は
私
的
に
、
礼
拝
、
儀
式
、
行
事
及
び
教
導
に
よ
っ
て
そ
の

宗
教
又
は
信
念
を
表
明
す
る
自
由
を
含
む
。
２
．
何
人
も
、
自
ら
選
択
す
る
宗
教
又
は
信
念
を
受
け

入
れ
又
は
有
す
る
自
由
を
侵
害
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
強
制
を
受
け
な
い
。
３
．
宗
教
又
は
信
念
を
表

明
す
る
自
由
に
つ
い
て
は
、
法
律
で
定
め
る
制
限
で
あ
っ
て
公
共
の
安
全
、
公
の
秩
序
、
公
衆
の
健

康
若
し
く
は
道
徳
又
は
他
の
者
の
基
本
的
な
権
利
及
び
自
由
を
保
護
す
る
た
め
に
必
要
な
も
の
の
み

を
課
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
４
．
こ
の
規
約
の
締
結
国
は
、
父
母
及
び
場
合
に
よ
り
法
廷
保
護
者
が
、

自
己
の
信
念
に
従
っ
て
児
童
の
宗
教
的
及
び
道
徳
的
教
育
を
確
保
す
る
自
由
を
有
す
る
こ
と
を
尊
重

す
る
こ
と
を
約
束
す
る
。 
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者
は
基
本
的
に
は
自
分
の
置
か
れ
て
い
る
国
の
法
律
に
従
う
べ
き
で
す
が
、

法
律
の
実
際
上
の
運
用
が
基
本
的
人
権
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
こ
と
は
、
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
な
の
で
す
。 

で
す
か
ら
、「
日
の
丸
」
が
国
旗
、「
君
が
代
」
が
国
歌
と
法
律
で
定
め
ら

れ
て
も
、
国
や
そ
の
機
関
が
外
交
や
公
式
の
席
、
文
書
な
ど
で
使
用
す
る
旗

と
歌
が
正
式
に
決
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
日
本
人
な
ら
だ
れ
も

が
そ
の
旗
に
敬
礼
し
、
そ
の
歌
を
歌
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
い
う
も
の

で
は
な
い
の
で
す
。
こ
の
法
律
を
楯
に
と
っ
て
「
従
い
た
く
な
い
な
ら
日
本

人
を
や
め
て
外
国
へ
行
け
ば
い
い
」
な
ど
と
い
う
の
は
、
基
本
的
人
権
を
侵

す
暴
言
で
あ
り
、
容
認
で
き
ま
せ
ん
。
法
律
で
決
ま
っ
て
い
て
も
、「
私
は
こ

の
歌
を
歌
い
た
く
な
い
」「
私
は
こ
の
旗
を
使
い
た
く
な
い
」と
い
う
自
由
は
、

よ
り
上
位
法
で
あ
る
憲
法
と
国
連
人
権
規
約
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
の
「
良
心
的
不
服
従
」
の
原
則
は
、
全
体
主
義
国
家
や

強
権
国
家
で
な
い
民
主
的
な
法
治
国
家
で
あ
れ
ば
、
守
る
の
が
当
然
の
普
遍

的
な
価
値
で
す
。 

も
ち
ろ
ん
、
教
団
の
見
解
に
も
「
私
た
ち
は
、『
日
の
丸
、
君
が
代
』
の
拒

否
を
『
強
制
』
し
ま
せ
ん
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
日
の
丸
、
君
が
代
」
へ
の
賛

成
の
気
持
ち
も
、
明
ら
か
な
信
仰
の
良
心
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
ば
尊
重
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
し
か
し
、
選
択
肢
が
「
賛
成
」
し
か
な
い
と

す
れ
ば
、
そ
れ
は
既
に
「
強
制
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。 

よ
く
ア
メ
リ
カ
な
ど
外
国
で
は
国
旗
が
大
切
に
さ
れ
、
国
歌
が
歌
わ
れ
て

い
る
で
は
な
い
か
、
と
言
わ
れ
ま
す
。
諸
外
国
の
中
で
も
、
法
律
で
国
旗
・

国
家
を
定
め
て
い
る
か
ど
う
か
は
様
々
で
す
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
民
主
国

家
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
受
け
入
れ
な
い
個
人
の
自
由
も
確
保
す
る
こ
と
は

当
然
の
権
利
と
み
な
さ
れ
ま
す
。
ま
し
て
や
、
学
校
教
育
の
中
で
す
べ
て
の

児
童
・
生
徒
に
従
わ
せ
る
よ
う
教
師
が
強
要
さ
れ
る
こ
と
な
ど
、
あ
り
得
な

い
国
権
の
乱
用
と
い
う
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。 

基
本
的
な
人
権
と
は
、私
た
ち
信
仰
者
に
と
っ
て
は
、「
神
は
自
分
の
か
た

ち
に
人
を
創
造
さ
れ
た
」と
い
う
聖
書
の
人
間
観
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、

「
思
想
・
良
心
・
信
教
の
自
由
」
を
何
も
の
も
侵
し
て
は
な
ら
な
い
と
考
え

る
基
盤
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
、
そ
の
権
利
を
国
家
と
言
え
ど
も
侵
し
て
は

な
ら
な
い
と
い
う
、
明
確
な
根
拠
が
あ
り
ま
す
。 

 

ⅱ
．
ホ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
福
音
理
解 

ホ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
福
音
理
解
が
提
唱
さ
れ
る
中
で
、「
日
の
丸
、君
が

代
」
に
対
す
る
見
解
の
よ
う
な
文
書
が
、
教
団
か
ら
公
表
さ
れ
た
こ
と
は
大

き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
課
題
を
通
じ
て
、
私
た
ち
が
福
音
を

よ
り
よ
く
理
解
し
、
私
た
ち
の
宣
教
の
豊
か
さ
に
つ
な
が
る
よ
う
願
わ
さ
れ

ま
す
。 

し
か
し
、
こ
の
問
題
へ
の
対
処
と
い
う
こ
と
で
は
、
当
事
者
は
本
当
に
つ

ら
く
難
し
い
判
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
が
単
に

信
仰
的
な
理
想
を
掲
げ
る
だ
け
で
は
な
く
、
迷
い
と
悩
み
を
共
に
分
か
ち
合

い
、
支
え
合
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
私
た
ち
の
人
間
理
解
が
深
ま
る
機
会

と
も
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。 

 



⑯ 

   

あ
と
が
き
（
改
訂
三
版
） 

「
和
解
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
２
」
を
発
行
し
て
か
ら
六
年
が
経
ち
ま
し
た
。

「
日
の
丸
、
君
が
代
」
の
問
題
は
、
特
に
学
校
で
厳
し
さ
を
増
し
て
お

り
、
当
委
員
会
で
も
本
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
版
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
し
た
。

そ
し
て
今
回
、
現
実
に
起
き
て
い
る
こ
と
の
紹
介
を
目
的
と
し
て
、
再

び
み
な
さ
ん
の
お
手
元
に
お
送
り
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。 

こ
の
問
題
に
対
す
る
思
い
は
一
様
で
は
な
く
、
当
委
員
会
の
中
で
も

議
論
を
続
け
て
い
ま
す
が
、
こ
の
国
で
こ
の
時
代
に
神
の
み
こ
こ
ろ
を

選
び
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
願
っ
て
い
ま
す
。
私
た
ち
の
教
団
の
見

解
も
、
「
日
の
丸
・
君
が
代
」
の
強
制
に
は
反
対
す
る
が
、
不
服
従
を

強
い
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
、
教
育
の
現
場
で
葛
藤
を
覚
え

て
お
ら
れ
る
方
々
と
、
祈
り
を
共
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

教
会
員
の
中
で
公
立
学
校
の
教
職
員
を
し
て
お
ら
れ
る
方
々
や
子

ど
も
た
ち
を
は
じ
め
、
関
心
の
あ
る
方
々
の
具
体
的
な
対
応
の
仕
方
や

感
想
な
ど
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
郵
送
、
フ
ァ
ッ
ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル

で
、
当
委
員
会
宛
に
お
寄
せ
下
さ
い
。 
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