
教
訓
の
時
代

は
じ
め
に

平
安
時
代
の
「
家
」
で
父
祖
が
子
弟
に
教

と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で

教司｜｜の時代（鈴木）

小
稿
は
、
教
育
史
研
究
の
立
場
か
ら
、

え
を
与
え
た
際
に
使
わ
れ
た
「
教
訓
」

あ
る
。

家
庭
教
育

コ
メ
ニ
ウ
ス
（
一
五
九
二
一
六
七

O
）
は
、
『
大
教
授
学
』
や
『
幼
児
学
校
』

な
ど
の
著
書
で

5
5宮
E
C

と

邑
5
s
o
を
使
い
分
け
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代

の
訳
者
は
ど
ち
ら
も
「
教
育
」
と
訳
し
て
し
ま
う
。
吉
田
己
主
5

は
、
現
代
英
語
の

5
5
z
z
g
の
元
に
な
っ
て
い
る
こ
と
ば
で
、
「
配
置
、
組
成
、
慣
習
」
、
つ
い
で
に

「
教
育
」
も
意
味
し
、
「
語
源
か
ら
し
て
組
織
的
な
教
育
つ
ま
り
学
校
教
育
を
連
想
さ

せ
る
」
。
そ
れ
に
対
し
て
、
コ
メ
ニ
ウ
ス
が
使
っ
た

azgzc
は
「
学
校
教
育
と
は
区

別
さ
れ
た
意
味
で
の
、
家
庭
で
の
親
を
中
心
と
し
た
養
育
・
育
児
」
を
指
し
て
い
た
（
］
）

O

な
ぜ
、
訳
者
は
そ
の
区
別
に
無
頓
着
で
、
い
ず
れ
も
「
教
育
」
と
訳
し
て
し
ま
う
の

か
。
太
田
光
一
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る

Z
o

動
物
や
植
物
の
成
長
を
助
け
る
と
い
う
同
じ
意
味
を
も
っ
た
旦
ロ

2
5
を
、
コ

メ
ニ
ウ
ス
も
ロ
ッ
ク
も
ル
ソ

l
も
「
育
て
る
」
と
い
う
元
々
の
意
味
を
維
持
し

つ
つ
、
重
視
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、
英
語
の

a
Z
2
2
8
も
フ
ラ
ン
ス
語

の

E
5皇
自
も
意
図
的
・
組
織
的
な
学
校
教
育
の
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
れ
は

azgcc
が
昇
格
し
た
と
も
言
え
る
が
、
家
庭
で
の
養
育
の
独
自

性
が
失
わ
れ
た
こ
と
で
も
あ
る
。
家
庭
で
の
親
の
養
育
は
、
学
校
で
の
教
師
に

よ
る
教
育
の
準
備
、
あ
る
い
は
下
請
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
言
え
な
い
こ
と

も
な
い
。

か
つ
て
、

a
E呂
。
が
呂
田

tzg
と
区
別
さ
れ
て
い
た
の
は
、
実
態
と
し
て
学
校

教
育
と
家
庭
で
の
養
育
の
違
い
が
明
確
で
あ
り
、
家
庭
の
役
割
の
独
自
性
が

a
z
gぎ
と
い
う
こ
と
ば
を
必
要
と
し
て
い
た
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
代
は
子

ど
も
が
育
つ
う
え
で
の
、
家
庭
の
役
割
と
学
校
の
役
割
の
境
界
が
あ
い
ま
い
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
産
業
構
造
の
変
化
や
学
校
の
大
衆
化
に
よ
っ
て
、
学
校
は
雇
用
さ
れ

て
働
く
現
代
人
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
に
不
可
欠
の
存
在
と
な
っ
た
。
そ
の
い
っ
ぽ
う

で
、
家
庭
独
自
の
子
育
て
機
能
が
後
退
し
た
た
め
に
、
現
代
人
は
ふ
た
つ
の
語
の
違

い
に
鈍
感
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

日
本
語
に
関
し
て
も
、
子
ど
も
を
教
え
る
「
家
」
の
機
能
が
後
退
・
欠
落
し
た

2
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
と
ば
や
そ
の
意
味
が
変
化
し
た
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
後

述
す
る
よ
う
に
、
前
近
代
に
お
い
て
親
が
子
弟
を
教
え
る
こ
と
を
指
し
て
「
教
訓
」

や
「
教
戒
」
と
い
っ
た
語
が
使
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
近
代
は
「
（
家
庭
）
教
育
」

と
い
う
こ
と
ば
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
。

「
教
育
」
は
、
周
知
の
よ
う
に
『
孟
子
』
（
尽
心
章
句
上
）

鈴
木

理
恵
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「
得
天
下
英
才
而
教
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育
之
」
に
起
源
を
持
つ
。
井
上
順
理
に
よ
れ
ば
『
孟
子
』
は
八
世
紀
に
日
本
に
将
来

さ
れ
た
と
い
う

2
0
し
か
し
、
「
教
育
」
が
日
本
語
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
江
戸
時
代
中
期
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
に
流
入
後
一
千
年
近

く
も
の
間
使
用
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
教
育
」
が
、
江
戸
時
代
中
期
に
使
わ
れ

始
め
た
理
由
は
、
朱
子
学
が
重
視
さ
れ
四
書
が
広
く
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め

と
考
え
ら
れ
る
。
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
大
人
と
は
異
な
っ
た
存
在
と
し
て
の

子
ど
も
へ
の
関
心
の
高
ま
り
と
、
組
織
的
な
教
育
機
関
の
広
が
り
が
、
「
教
育
」
使
用

の
背
景
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る

2
0
つ
ま
り
、
日
本
列
島
に
お
い
て
初
め
て
「
教
育
」

土
い
う
こ
L
C
ば
を
必
要
と
す
る
状
況
が
現
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
土
。
幕
末
維

新
期
に

a
R
S
S
の
訳
語
と
し
て
「
教
育
」
の
ほ
か
に
「
教
諭
」
「
教
養
」
も
採
用

さ
れ
た
が
、
明
治
時
代
初
期
に
「
教
育
」
に
定
着
し
た
と
い
う
（

7

）O

明
治
期
に
学
校

教
育
が
普
及
す
る
と
、
「
教
育
」
が
広
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

右
の
よ
う
な
、
初
期
の
「
教
育
」
の
使
用
状
況
か
ら
み
れ
ば
、
「
家
庭
」
（
旦
と

「
教
育
」
、
が
相
容
れ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
と
こ
ろ
が
、
早
く
も
明
治
一
五
年

（
一
八
八
二
）
の
「
文
部
省
一
不
諭
」
に
「
家
庭
教
育
」
が
登
場
す
る
。
そ
の
説
明
の

一
部
を
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る

E
o

学
齢
児
童
ヲ
学
校
ニ
入
レ
ス
、
又
巡
回
授
業
ニ
依
ラ
ス
シ
テ
、
別
ニ
普
通
教
育

ヲ
授
ク
ル
モ
ノ
ヲ
総
称
シ
テ
家
庭
教
育
ト
一
五
フ
、
是
レ
則
チ
学
校
教
育
ニ
対
ス

ル
ノ
称
ニ
シ
テ
、
必
シ
モ
二
家
回
同
県
ノ
間
ニ
行
フ
所
ノ
教
育
ヲ
指
ス
ニ
限
ラ
サ

ル
ナ
リ
、

こ
こ
で
は
、
家
庭
に
お
け
る
詳
通
教
育
を
指
し
て
「
家
庭
教
育
」
と
い
っ
て
お
り
、

学
校
教
育
の
代
替
と
し
て
の
知
育
を
意
味
し
た
。
従
っ
て
、
そ
の
授
業
者
に
は
「
相

当
ノ
学
力
」
が
あ
っ
て
授
業
法
を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
か
ら
、
「
家
庭
教

育
」
の
担
い
手
と
し
て
必
ず
し
も
親
が
想
定
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
は
ず

だ。

第 6号史人

そ
れ
よ
り
以
前
の
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
に
雑
誌
『
家
庭
叢
談
』
に
お
い
て

「
家
庭
」
と
「
教
育
」
が
対
に
使
用
さ
れ
た
が
、
山
本
敏
子
は
そ
の
背
景
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
お
）

O

子
ど
も
の
持
っ
て
い
る
「
能
力
ノ
培
養
」
の
た
め
に
円
的
意
識
的
・
方
法
自
覚

的
に
働
き
か
け
る
と
い
う
近
代
教
育
の
理
念
を
学
校
と
共
有
し
つ
つ
も
、
「
学

校
」
の
教
師
が
主
に
知
育
領
域
の
教
授
を
受
け
持
つ
の
に
対
し
て
、
「
家
庭
」

に
お
け
る
父
母
は
「
習
慣
」
形
成
と
い
う
徳
育
領
域
の
訓
練
を
分
担
し
て
い
く

べ
き
で
あ
る
と
い
う
〈
家
庭
教
育
〉
意
識
の
発
生
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
小
山
静
子
は
、
明
治
三

0
年
代
か
ら
四

0
年
代
に
か
け
て
多
く
出
版
さ

れ
た
「
家
庭
教
育
」
を
題
目
に
一
泊
す
る
書
物
を
分
析
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た

E
o

家
庭
教
育
論
は
、
日
本
国
家
の
存
続
・
発
展
に
と
っ
て
い
か
に
重
要
で
あ
る
か

と
い
う
、
国
家
の
視
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
（
中
略
）
。
母
親
が
担
う
べ
き

家
庭
教
育
と
は
、
学
校
教
育
の
方
針
に
合
わ
せ
、
そ
れ
を
さ
さ
え
て
ゆ
く
、
い

わ
ば
学
校
教
育
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
学
校
教
育
の
下

請
け
を
す
る
存
在
と
し
て
、
「
母
」
の
登
場
が
求
め
ら
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
家
庭
教
育
の
担
い
手
た
る
母
親
は
、
学
校
教
育
を
通
し
て
「
賢
母
」

と
な
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
「
母
」
が
行
う
教
育
が
学
校
教
育
の
補
完
物
と
な

っ
て
ゆ
く
、
と
い
う
意
味
で
、
家
庭
教
育
は
、
当
時
の
家
庭
教
育
論
に
お
い
て

は
、
完
壁
に
公
教
育
体
制
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
、
明
治
期
に
家
庭
教
育
は
学
校
教
育
の
補
完
と
い
う
位
置
づ
け
が
な

さ
れ
、
良
妻
賢
母
思
想
の
広
ま
り
と
と
も
に
母
親
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
こ
と
が
期
待

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
親
が
子
ど
も
を
育
て
る
こ
と
は
（
共
同
体
に
聞
か
れ

た
）
「
家
」
の
内
部
で
の
い
と
な
み
で
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
近
代
の
中
央
集
権
国
家
に

お
い
て
国
民
が
創
出
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
家
庭
教
育
も
公
教
育
体
制
に
取
り
込
ま

れ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
い
ま
や
、
教
育
基
本
法
に
規
定
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
。
同
第
卜
条
「
家

庭
教
育
」
第
一
項
は
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

父
母
そ
の
他
の
保
護
者
は
、
子
の
教
育
に
つ
い
て
第
－
義
的
責
任
を
布
す
る
も

の
で
あ
っ
て
、
生
活
の
た
め
に
必
要
な
習
慣
を
身
に
付
け
さ
せ
る
と
と
も
に
、
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心
身
の
調
和
の
と
れ
た
発
達
を
図
る
よ
う
に
努
め
る
も
の

教訓｜の時代（鈴木）

自
立
心
を
育
成
し
、

と
す
る
。

前
近
代
に
「
家
庭
教
育
」
と
い
う
概
念
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
公
教
育
体
制
に
取

り
込
ま
れ
た
概
念
と
い
う
点
で
、
「
家
庭
教
育
」
は
き
わ
め
て
近
代
的
な
こ
と
ば
で
あ

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
の
「
家
庭
教
育
」
や
「
教
育
」
を
前
近
代
に
あ
て
は

め
て
論
じ
る
こ
と
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
梅
村
恵
子
は
「
平
安
貴
族

の
家
庭
教
育
」
に
お
い
て
、
教
育
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る

E
o

教
育
と
い
う
の
は
単
に
知
的
教
育
や
情
操
教
育
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
子

ど
も
が
成
長
し
社
会
の
一
員
と
し
て
主
体
的
に
生
き
て
い
け
る
よ
う
に
な
る
ま

で
の
過
程
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
子
ど
も
の
社
会
化
に
果
た
す
両
親
の
果
た
し

た
役
割
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
他
か
ら
施
さ
れ
る
だ
け
で
は
な

く
自
律
的
に
も
学
び
と
る
姿
勢
を
考
え
る
必
要
も
あ
ろ
う
。

近
代
的
な
教
育
観
を
自
明
と
す
る
の
で
は
な
く
、
平
安
貴
族
が
子
弟
を
「
主
体
的
に

生
き
て
い
け
る
よ
う
」
に
育
て
、
貴
族
の
子
弟
が
「
自
律
的
に
学
び
と
る
姿
勢
」
を

有
し
て
い
た
か
ど
う
か
、
ま
ず
は
そ
れ
ら
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ

る。
ま
た
、

る（日）
O

井
ケ
田
良
治
は
、
『
家
と
教
育
』
の
冒
頭
部
分
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

悠
久
の
過
去
か
ら
築
か
れ
受
け
継
が
れ
て
き
た
人
類
の
知
的
文
化
的
遺
産
を
吸

収
し
、
自
ら
の
創
造
的
能
力
を
開
発
さ
せ
、
さ
ら
に
人
類
の
発
展
に
寄
与
で
き

る
よ
う
に
す
る
い
と
な
み
と
し
て
、
教
育
を
広
く
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

個
人
に
と
っ
て
は
一
生
涯
に
わ
た
る
人
間
形
成
の
い
と
な
み
の
社
会
的
シ
ス
テ

ム
で
あ
る
。
成
人
に
達
す
る
ま
で
の
学
校
教
育
は
も
ち
ろ
ん
、
主
と
し
て
乳
幼

児
期
・
未
成
年
期
に
お
け
る
家
族
の
教
育
機
能
や
村
や
町
な
ど
の
祭
り
や
年
中

行
事
や
年
齢
集
団
の
教
育
機
能
、
さ
ら
に
は
、
同
業
組
合
や
企
業
に
お
け
る
教

育
機
能
を
も
視
野
に
い
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

学
校
、
家
族
、
祭
り
や
年
中
行
事
、
年
齢
集
団
、
同
業
組
合
や
企
業
、
そ
れ
ぞ
れ
の

機
能
は
異
な
っ
た
は
ず
な
の
に
、
す
べ
て
を
「
教
育
機
能
」
と
言
っ
て
し
ま
う
と
、

各
々
の
違
い
に
目
が
向
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

右
の
井
ケ
田
の
よ
う
に
、
現
代
で
は
「
教
育
」
を
「
一
生
涯
に
わ
た
る
人
間
形
成

の
い
と
な
み
の
社
会
的
シ
ス
テ
ム
」
と
広
く
と
ら
え
る
傾
向
が
あ
る
。
学
校
教
育
や

家
庭
教
育
だ
け
で
な
く
、
社
会
教
育
、
地
域
教
育
、
は
た
ま
た
宗
教
教
育
、
政
治
教

育
、
環
境
教
育
な
ど
、
何
に
で
も
「
教
育
」
が
付
け
ら
れ
る
。
『
大
辞
林
』
（
第
三

版
）
で
は
、
「
教
育
」
の
意
味
は
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。

他
人
に
対
し
て
意
図
的
な
働
き
か
け
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
を
望
ま

し
い
方
向
へ
変
化
さ
せ
る
こ
と
。
広
義
に
は
、
人
間
形
成
に
作
用
す
る
す
べ
て

の
精
神
的
影
響
を
い
う
。
そ
の
活
動
が
行
わ
れ
る
場
に
よ
り
、
家
庭
教
育
・
学

校
教
育
・
社
会
教
育
に
大
別
さ
れ
る
。

「
教
育
」
は
遂
に
広
義
に
は
「
人
間
形
成
に
作
用
す
る
す
べ
て
の
精
神
的
影
響
」
を

指
す
ま
で
に
そ
の
意
味
が
拡
大
し
た
。
「
生
理
的
早
産
」
（
止
の
状
態
で
生
ま
れ
て
く

る
ヒ
ト
を
、
「
人
間
」
と
い
う
、
な
に
も
の
で
も
な
い
漠
と
し
た
存
在
と
し
て
形
成
す

る
い
と
な
み
は
、
「
教
育
」
と
い
う
肥
大
化
し
た
こ
と
ば
で
表
象
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し

い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
太
田
光
一
の
次
の
指
摘
を
重
く
受
け
止
め
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う

E
o

今
日
、
日
本
語
の
「
教
育
」
も
英
語
の

a
z
g
E
S
も
、
大
人
か
ら
子
ど
も
に
対

す
る
包
括
的
な
働
き
か
け
を
意
味
し
、
狭
い
意
味
で
は
学
校
の
勉
強
を
意
味
す

る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
教
育
」
を
重
視
し
て

い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
実
は
何
も
意
味
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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『
家
」
の
教
訓

「
教
育
」
が
普
遍
的
な
概
念
で
な
い
こ
と
は
、

う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
き
o

す
で
に
森
重
雄
に
よ
っ
て
次
の
よ
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教
育
が
あ
た
か
も
人
類
普
遍
の
営
み
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
常

識
や
通
念
に
い
か
に
深
く
恨
ざ
し
て
い
よ
う
と
も
、
厳
密
で
真
に
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
な
視
座
か
ら
す
れ
ば
、
反
事
実
的
で
あ
り
絶
対
的
誤
謬
で
あ
る
。
教
育
は
暦

史
的
近
代
に
の
み
生
成
し
、
こ
の
近
代
に
し
か
現
象
し
な
い
。
私
た
ち
は
歴
史

的
に
み
て
特
殊
な
「
教
育
状
態
」
の
な
か
を
生
き
て
い
る
。

森
は
「
教
育
状
態
」
よ
り
前
を
「
教
育
の
な
い
時
代
」
と
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
、

ヒ
ト
を
人
に
育
て
し
し
げ
る
意
凶
的
な
い
と
な
み
は
前
近
代
に
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を
か

つ
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
で
表
現
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
こ
と
ば
を
選
択
し
て
使
用

し
た
人
び
と
の
基
底
に
あ
る
認
識
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た

こ
と
は
、
検
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「
家
庭
教
育
」
が
創
出
さ
れ
る
以
前
に
、
「
家
」
で
子
弟
を
教
え
る
い
と
な
み
は

「
教
訓
」
「
教
命
」
「
教
」
「
命
」
「
調
諌
」
「
教
戒
」
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
こ
れ

ら
は
、
「
家
」
の
な
か
に
限
定
さ
れ
ず
、
師
匠
や
先
達
が
弟
子
や
未
熟
者
に
教
え
る
際

に
も
使
わ
れ
て
い
た
。
小
稿
で
は
教
訓
に
着
目
す
る
。

早
く
に
教
訓
に
注
目
し
た
研
究
と
し
て
、
龍
谷
真
智
子
『
中
刊
の
教
訓
』

E
が
あ

る
。
龍
谷
は
、
教
訓
成
立
の
背
景
と
し
て
家
の
権
威
と
家
意
識
が
高
ま
っ
た
こ
と
を

あ
げ
、
教
訓
史
上
に
家
訓
を
位
置
づ
け
た
。
家
訓
を
「
家
を
基
底
と
し
て
、
家
父
長

権
も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
権
利
を
布
す
る
人
物
が
、
先
祖
や
先
人
よ
り
受
け
継
い

だ
人
倫
の
心
得
や
技
能
面
の
訓
誠
を
、
子
孫
後
輩
へ
伝
え
る
も
の
」
（
は
）
と
定
義
し
て

い
る
。
箆
谷
に
倣
え
ば
、
教
訓
と
は
「
圧
倒
的
に
優
位
な
教
権
を
有
す
る
人
物
が
、

父
祖
や
先
達
よ
り
受
け
継
い
だ
人
倫
の
心
得
や
技
能
を
、
子
孫
後
輩
に
諌
め
教
え
る

こ
と
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

「
教
訓
」
は
『
礼
記
』
（
曲
礼
上
）
に
「
教
訓

E
俗
非
礼
不
備
」
と
あ
る
の
が
語

源
で
あ
る
。
『
続
日
本
紀
』
慶
一
主
三
年
（
じ

O
」
ハ
）
三
月
J

E
条
に
「
道
徳
仁
義
、
凶

レ
礼
乃
弘
、
教
訓
王
俗
、
特
し
礼
而
成
」
と
出
る
の
は
、
『
礼
記
』
の
茸
味
を
出
て
い

な
い
c

小
稿
で
注
目
す
る
と
こ
ろ
の
教
訓
と
い
う
語
は
、
羽
在
惟
認
で
き
て
い
る
と

こ
ろ
で
は
、
一
一
位
紀
の
十
川
目
録
に
登
場
す
る
。
最
初
に
確
認
で
き
る
の
は
『
小
右

第 6号史人

記
』
万
寿
四
年
（
一

O
二
七
）
仁
月
二
六
日
条
で
あ
る
が
、
一
一
一
世
紀
に
な
っ
て
使

用
が
拡
大
し
た
。
『
山
棟
一
記
』
や
『
E
葉
』
に
使
用
例
が
比
較
的
多
い
。
古
記
録
に
あ

ら
わ
れ
る
「
教
訓
」
は
多
く
の
場
合
、
儀
式
の
故
実
作
法
を
教
え
る
こ
と
を
志
味
す

る。
次
の
『
壬
葉
』
治
永
田
年
（
一
一
八

O
）
二
月
一
一
一
一

H
条
傍
線
部
に
み
る
よ
う
に
、

「
教
訓
」
は
「
掘
削
諌
」
「
教
時
」
「
和
議
」
と
凶
じ
意
味
に
使
用
さ
れ
る
場
合
が
あ
る

（
史
料
中
の
〈
〉
は
割
書
を
一
不
す
）
。
ほ
か
に
も
「
指
示
」
と
同
様
に
使
用
さ
れ
た

例
が
あ
る

E
o

未
刻
参
一
一
女
院
御
方
〈
御
常
御
所
〉
、
先
レ
是
摂
政
被
レ
参
語
云
、
去
夜
先
日
升
一

南
階
事
、
依
左
大
将
和
議
一
也
、
非
所
存
云
々
、
〈
兼
存
一
一
定
ハ
、
何

依
一
一
外
人
之
調
諌
一
哉
如
何
〉
、
余
粗
示
出
子
細
了
、
又
不
レ
奏
一
事
由
拝
舞

事
、
守
一
左
大
目
教
訓
、
非
一
一
国
思
案
五
々
、
〈
是
又
不
レ
可
レ
依
他
人
之
教
喰

如
何
〉
、
此
条
為
一
近
例
、
何
事
之
有
哉
之
由
一
一
小
レ
之
、

「
教
訓
」
が
、
同
じ
よ
う
な
意
味
を
持
つ
他
の
語
と
一
休
別
さ
れ
る
の
は
、
「
家
」

で
の
い
と
な
み
を
指
す
一
語
と
し
て
江
戸
時
代
、
さ
ら
に
明
治
期
ま
で
残
っ
た
点
で
あ

る
。
江
一
戸
時
代
に
は
儒
者
・
国
学
者
・
心
学
者
ら
に
よ
る
、
い
わ
ゆ
る
子
育
て
書
が

多
く
出
版
さ
れ
た
が
、
そ
の
な
か
に
父
親
の
子
弟
に
対
す
る
教
え
と
し
て
「
教
訓
」

が
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
貝
原
益
軒
の
『
和
俗
童
子
訓
』
（
末
、
水
七
日
－
七
一

O

年
刊
行
）
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る

5
0

ま
ず
人
の
善
悪
と
実
不
実
と
は
、
生
ま
れ
つ
き
に
は
あ
ら
ず
。
た
だ
父
兄
の
教

訓
・
育
て
が
ら
に
あ
る
事
な
り
。
し
か
る
に
己
れ
は
道
術
を
知
ら
ず
し
て
、
己

れ
が
子
弟
を
ば
牛
子
の
如
く
育
て
お
き
て
、
他
の
道
術
あ
る
人
の
、
そ
の
子
弟

を
能
く
教
訓
し
て
人
道
に
育
て
あ
げ
た
る
に
如
き
及
ば
ざ
る
を
怒
り
恨
む
は
、

子
弟
の
答
に
あ
ら
ず
、
か
え
っ
て
み
ず
か
ら
愚
昧
・
無
頼
を
広
む
る
な
り
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
江
戸
中
期
以
降
、
「
教
育
」
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
脱

原
敬
子
に
よ
れ
ば
、
「
教
育
」
は
、
幕
府
の
政
策
上
や
、
政
円
蒙
の
怠
凶
を
も
っ
た
知
識

人
の
書
物
の
な
か
で
使
わ
れ
始
め
た
一
引
）

O

幕
末
に
な
る
と
、
た
と
え
ば
、
漢
学
部
一
の
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教訓の時代（鈴木）

塾
生
が
先
輩
の
塾
生
に
宛
て
た
喜
状
で
「
実
々
毎
度
御
厚
情
御
教
育
被
二
成
下
不
レ

堪
一
感
服
候
」
き
と
、
日
ご
ろ
の
教
育
に
対
す
る
感
謝
を
述
べ
る
文
脈
で
使
用
す
る

な
ど
、
民
衆
の
間
で
も
そ
の
使
用
例
が
増
え
て
く
る
。

江
戸
時
代
に
お
い
て
「
教
育
」
と
「
教
訓
」
は
混
在
し
な
が
ら
も
使
い
分
け
ら
れ

て
い
た
が
、
明
治
期
に
な
る
と
、
同
じ
よ
う
な
意
味
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

明
治
二

O
年
（
一
八
八
七
）
四
月
一
九
日
付
『
朝
日
新
聞
』
に
は
、
学
習
院
長
が
華

族
を
対
象
と
し
て
家
庭
教
育
に
つ
い
て
演
説
し
た
趣
旨
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

一
部
を
抜
華
す
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

幼
稼
の
時
に
於
て
家
庭
の
教
育
を
怠
り
或
は
其
方
向
を
誤
る
と
き
は
後
に
学
校

に
入
り
文
武
の
道
を
修
る
も
其
忘
堅
か
ら
ず
其
気
剛
な
ら
ず
、
遂
に
大
成
し
て

国
家
の
器
と
為
る
こ
と
難
か
る
べ
し
、
斯
く
の
如
く
な
る
と
き
は
世
間
の
利
益

を
為
す
能
は
ざ
る
は
勿
論
亦
己
が
射
を
も
益
す
る
こ
と
能
は
ず
、
今
教
育
の
事

を
以
て
家
を
造
る
に
宮
ふ
れ
ば
、
家
庭
の
教
訓
は
猶
ほ
基
礎
の
ご
と
く
、
学
校

の
教
育
は
猶
ほ
棟
梁
壁
柱
の
ご
と
し
、
若
し
基
礎
に
し
て
堅
固
な
ら
ざ
る
と
き

は
縦
令
ひ
一
日
一
家
屋
を
構
成
し
た
り
と
も
其
願
覆
傾
～
廃
す
る
や
立
ち
て
侠
つ
べ

し
、
然
る
に
此
間
動
も
す
れ
ば
己
が
子
弟
の
教
育
の
事
を
学
校
の
み
に
依
頼
す

る
の
父
兄
あ
り
、
（
中
略
）
是
れ
家
庭
訓
戒
の
大
切
な
る
所
以
に
し
て
家
庭
の

教
宜
き
を
得
れ
ば
生
来
怜
例
な
る
者
は
益
々
俊
秀
に
達
し
遅
鈍
の
者
も
自
ら
才

識
を
得
る
に
至
り
皆
其
天
賦
の
あ
ら
ん
限
り
の
材
量
を
発
達
し
て
遣
す
と
こ
ろ

な
か
る
べ
し
、
（
中
略
）
是
れ
皆
家
訓
の
効
に
由
ら
ざ
る
は
な
し
、

傍
線
を
付
し
た
よ
う
に
、
家
庭
の
教
育
、
家
庭
の
教
訓
、
家
庭
訓
戒
、
家
庭
の
教
、

家
訓
が
同
慌
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
、
「
教
育
」
と
「
教
訓
」
の
混
在
期

が
終
わ
り
を
迎
え
、
「
教
訓
」
が
「
教
育
」
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
の
は
、
明
治
末
期

か
ら
大
正
期
に
か
け
て
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
予
測
す
る
が
、
未
だ
検
証
は
で
き
て

い
な
い
。
明
治
末
期
に
は
初
等
教
育
の
就
学
率
が
ほ
ぼ
一

O
O
%
に
達
し
、
大
正
期

に
は
幼
稚
園
か
ら
大
学
ま
で
学
校
数
・
在
校
生
数
が
増
加
し
て
学
校
教
育
が
民
衆
の

な
か
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。

大
正
期
は
、
学
歴
を
挺
子
に
地
位
を
築
い
て
都
市
部
に
流
入
し
た
、
新
中
間
層
の

間
で
教
育
要
求
が
高
ま
っ
た
時
代
で
あ
る
。
が
、
農
村
部
で
は
家
庭
独
自
の
子
育
て

の
機
能
が
顕
然
と
し
て
存
夜
し
た
。
宮
本
常
一
（

J

九
O
七
八
二
）
は
、
『
家
郷
の

訓
』
の
な
か
で
、
自
身
の
経
験
を
も
と
に
、
父
親
と
母
親
の
し
つ
け
の
違
い
に
つ
い

て
書
い
て
い
る
。
ま
ず
母
親
の
し
つ
け
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
い
う
。

母
の
子
に
対
す
る
教
育
は
、
子
が
よ
く
働
く
人
に
な
っ
て
も
ら
う
こ
と
だ
け
で

は
な
く
、
次
に
は
神
を
敬
う
人
た
ら
し
め
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
夕
飯
が
す
ん
で

か
ら
神
仏
に
お
灯
明
を
あ
げ
て
拝
む
の
は
本
家
の
方
で
は
い
つ
も
そ
の
家
の
、
五

婦
で
あ
っ
た
。
（
中
略
）
そ
の
主
婦
の
後
に
坐
っ
て
子
供
た
ち
も
礼
拝
し
た
の

で
あ
る
。
（
中
略
）
親
類
近
所
の
交
際
の
義
理
も
多
く
女
親
に
よ
っ
て
教
え
ら

れ
る
。
盆
に
は
い
素
麺
、
暮
に
は
米
一
升
と
大
き
な
餅
一
重
ね
を
歳
暮
と
い
っ
て

母
の
家
、
祖
母
の
家
へ
持
っ
て
行
っ
た
が
、
こ
れ
を
持
っ
て
行
く
役
目
は
私
の

家
で
は
私
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
し
ら
え
は
す
べ
て
母
が
し
て
く
れ
て
、
「
歳
暮

を
持
っ
て
参
り
ま
し
た
。
」
と
言
え
と
、
い
ち
い
ち
教
え
て
く
れ
た
。
侠
拶
の

仕
方
は
こ
う
い
う
時
に
な
ら
っ
た
。

父
親
の
し
つ
け
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

父
の
場
合
は
そ
の
仕
事
を
主
と
し
て
教
え
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
私
の
場
合
に
は

百
姓
仕
事
が
父
に
よ
っ
て
教
え
ら
れ
た
。
山
へ
行
く
こ
と
や
草
ひ
き
の
技
は
祖

父
や
母
に
よ
っ
て
次
第
に
な
ら
さ
れ
て
来
、
根
気
よ
く
す
る
こ
と
が
教
え
込
ま

れ
た
が
、
父
に
よ
っ
て
先
ず
教
え
ら
れ
た
こ
と
は
仕
事
の
シ
ヨ
シ
ヤ
で
あ
っ
た
。

所
作
と
で
も
書
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
姿
勢
と
か
態
度
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
を

意
味
す
る
の
で
あ
る
。

母
親
の
場
合
は
祖
先
を
刷
る
礼
拝
、
父
親
の
場
合
は
家
業
で
あ
る
百
姓
仕
事
の
し
つ

け
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
、
現
在
の
一
般
的
な
家
庭
に
は
欠
落
し
た
、
家
や
家
業
の

存
続
に
ま
つ
わ
る
し
つ
け
で
あ
る
。
特
に
家
業
に
関
わ
る
技
能
や
所
作
の
教
え
は
、

家
族
の
生
存
に
直
結
す
る
重
要
事
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
六

0
年
代
の
高
度
経

済
成
長
の
な
か
で
、
第
一
次
産
業
と
第
三
次
産
業
の
比
重
が
逆
転
し
、
離
農
が
進
ん
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だ
。
さ
ら
に
、
現
代
の
農
業
は
ハ
イ
テ
ク
化
さ
れ
た
。
子
ど
も
は
大
人
の
労
働
か
ら

切
り
離
さ
れ
、
長
期
間
学
校
に
囲
い
込
ま
れ
て
い
る
。
家
業
を
持
た
な
い
現
代
の
一

般
的
な
家
庭
に
お
い
て
、
独
自
の
子
育
て
機
能
は
欠
落
あ
る
い
は
後
退
し
た
と
い
え

る。
近
代
を
特
徴
づ
け
る
の
が
「
教
育
」
だ
と
す
れ
ば
、
前
近
代
を
特
徴
づ
け
る
の
は

「
教
訓
」
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
近
代
、
特
に
新
中
間
層

の
聞
に
学
校
教
育
が
広
が
っ
た
大
正
期
か
ら
現
在
ま
で
を
、
学
校
を
中
心
と
す
る

「
教
育
の
時
代
」
と
と
ら
え
れ
ば
、
前
近
代
は
「
家
」
を
中
心
と
す
る
「
教
訓
の
時

代
」
（
目
）
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

註

2 0 1 5 

（1
）
以
上
の
指
摘
は
、
太
田
光
一
「
エ
デ
ュ
カ
チ
オ
再
考
｜
コ
メ
ニ
ウ
ス
を
中
心

に
」
（
『
日
本
の
教
育
史
学
』
五
八
号
二

O
一
五
年
）
八
五
頁
。

（
2
）
前
掲
註
（
1
）
太
田
光
一
論
文
、
九
三
頁
。

（
3
）
こ
こ
で
い
う
「
子
ど
も
を
教
え
る
「
家
」
の
機
能
」
と
は
、
後
述
す
る
よ
う

に
、
家
業
に
つ
い
て
親
が
子
を
教
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
4
）
井
上
順
理
『
本
邦
中
世
ま
で
に
お
け
る
孟
子
受
容
史
の
研
究
』
（
風
間
書
房

一
九
七
二
年
）
。

（
5
）
「
教
育
」
の
使
用
例
や
使
用
の
背
景
に
つ
い
て
は
、
石
川
謙
「
江
戸
時
代
末

期
に
於
け
る
教
育
・
教
化
の
観
念
」
（
『
近
世
日
本
社
会
教
育
史
の
研
究
』
青
史

社
一
九
七
六
年
）
や
、
藤
原
敬
子
「
我
が
国
に
お
け
る
「
教
育
」
と
い
う
語

に
関
し
て
の
一
考
窪
田
」
（
『
哲
学
』
七
三
号
一
九
八
一
年
）
を
参
照
。

（6
）
フ
イ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
は
「
十
八
世
紀
の
中
葉
と
な
る
と
、
こ
の
教
育
と

い
う
観
念
は
拡
大
し
て
い
き
、
人
び
と
の
省
察
と
論
争
の
な
か
に
浸
透
し
て
い

く
の
が
み
ら
れ
る
。
に
わ
か
に
、
教
育
は
流
行
の
テ

l
マ
と
な
っ
た
の
で
あ

る
」
と
述
べ
て
、
フ
ラ
ン
ス
を
は
じ
め
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
も
、
。
門
吉
g
t
cロ

第 6号史人

と
い
う
こ
と
ば
が
一
八
世
紀
中
葉
以
降
に
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
。
フ
イ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
（
中
内
敏
夫
・
森
田
伸
子
編
訳
）
『
〈
教
育
〉
の

誕
生
』
（
新
評
論
一
九
八
三
年
）
一
八
六
頁
。

（
7
）
広
田
照
幸
「
〈
教
育
的
〉
の
誕
生
」
（
『
教
育
言
説
の
歴
史
社
会
学
』
名
古
屋

大
学
出
版
会
二

O
O
一
年
）
三

0
1
二
一
一
頁
。

（
8
）
「
家
庭
」
と
い
う
語
は
、
『
後
漢
書
』
に
す
で
に
登
場
し
、
「
少
な
く
と
も
江

戸
時
代
に
は
、
す
で
に
学
者
や
知
識
人
な
ど
一
部
の
人
達
が
用
い
て
い
た
の
で

は
な
い
か
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

明
治
二

0
年
代
半
ば
以
降
と
い
う
（
半
沢
洋
子
「
家
庭
」
（
佐
藤
喜
代
治
編

『
講
座
日
本
語
の
語
葉
第
九
巻
語
誌
I
』
明
治
書
院
一
九
八
三
年
）
一
一
一
一
一
二
頁
）
。

（
9
）
国
立
教
育
研
究
所
第
一
研
究
部
教
育
史
料
調
査
室
編
『
学
事
諮
問
会
と
文
部

省
一
不
諭
』
（
国
立
教
育
研
究
所
一
九
七
九
年
）
六

O
頁。

（
叩
）
山
本
敏
子
「
明
治
期
に
お
け
る
〈
家
庭
教
育
〉
意
識
の
展
開
」
（
『
日
本
教
育

史
研
究
』
一
一
号
一
九
九
二
年
）
一

O
頁。

（
日
）
小
山
静
子
『
良
妻
賢
母
と
い
う
軌
範
』
（
勤
草
書
房
一
九
九
三
年
）
八
三

ー
八
四
頁
。

（
ロ
）
梅
村
恵
子
「
平
安
貴
族
の
家
庭
教
育
作
文
会
と
歌
合
と
の
関
わ
り
で
」

（
片
倉
比
佐
子
編
『
日
本
家
族
史
論
集
一

O

教
育
と
扶
養
』
吉
川
弘
文
館
二

O
O
三
年
初
出
は
一
九
九
三
年
）
一
五
三
頁
。

（
日
）
井
ケ
回
良
治
・
田
端
泰
子
・
布
川
清
司
編
『
シ
リ
ー
ズ
比
較
家
族
第
I
期

家
と
教
育
（
新
装
版
）
』
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
二

O
O
六
年
）
一
頁
。

（
は
）
ア
ド
ル
フ
・
ボ
ル
ト
マ
ン
（
高
木
正
孝
訳
）
『
人
聞
は
ど
こ
ま
で
動
物
か
｜

新
し
い
人
間
像
の
た
め
に
』
（
岩
波
書
店
一
九
六
一
年
）
。

（
日
）
前
掲
註
（
1
）
太
田
光
一
論
文
、
九
四
頁
。

（
同
）
森
重
雄
「
教
育
の
あ
る
時
代
と
教
育
の
な
い
時
代
」
（
谷
川
彰
英
・
無
藤
隆

－
門
脇
厚
司
ほ
か
『
一
二
世
紀
の
教
育
と
子
ど
も
た
ち
第
四
巻
教
育
環
境
の
再
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教訓｜の II寺代（鈴木）

生
を
め
ざ
し
て
』
東
京
書
籍
二

0
0
0年
）
二
一
頁
。

（
げ
）
龍
谷
真
智
子
『
中
世
の
教
訓
』
（
角
川
書
店
一
九
七
九
年
）
。

（
同
）
前
掲
註
（
口
）
龍
谷
真
智
子
書
、
八
頁
。

（
円
）
『
玉
葉
』
治
承
二
年
一
一
月
一
四
日
条
。

（
却
）
山
住
正
己
・
中
江
和
恵
編
注
『
子
育
て
の
書
二
』
（
平
凡
社

年
）
六
三
頁
。

（
引
）
前
掲
註
（

5
）
藤
原
敬
子
論
文
。

（
泣
）
「
（
文
久
二
年
か
）
三
月
二
八
日
付
望
月
徳
太
郎
宛
井
上
清
太
郎
書
状
」
（
広

島
県
井
上
家
文
書
）
。

（
お
）
村
井
康
彦
は
、
中
世
に
あ
ら
ゆ
る
階
層
や
分
野
で
教
訓
が
形
成
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
中
世
を
「
教
訓
の
時
代
」
と
し
て
い
る
（
村
井
康
彦
「
解
説
」
、

前
掲
註
（
打
）
『
中
世
の
教
訓
』
一
六
七
頁
）

0

一
九
七
六

執
筆
者
紹
介

坂
本
賞
三

一
九
二
六
年
生
広
島
大
学
名
誉
教
佼

広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
修

f

一
九
五
二
年
生
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
教
授

広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
土
課
程
修
了

一
九
五
五
年
牛
名
古
屋
学
院
大
学
国
際
文
化
学
部
教
授

広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了

一
九
六
一
年
生
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
教
授

広
島
大
学
文
学
部
卒
業
・
大
学
院
教
育
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了

一
九
六
て
年
生
広
島
県
立
広
島
商
業
高
等
学
校
教
諭

広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
粍
前
期
修
了

一
九
七
七
年
生
広
島
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師

広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
修
了

一
九
八
一
年
牛
広
島
大
学
文
書
館
嘱
託
職
員

広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
修
了

一
九
八
三
年
生
広
島
大
学
特
別
研
究
員
（
九
月
ま
で
）

広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
修

f

下
向
井
龍
彦

曽
我
良
成

鈴
木
理
恵

星
野
公
克

J度
j豊

誠

驚
藤
拓
海

山本佳奈

七 七
ー」

五 五 五 五 四 四 四
演習 大ノ、 ノ、

月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 。
Aザ>..t,.ー

日
院玉 八 四 四 七 。 九 一日 ノ＼

演日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 年

寛 寛 寛 寛
’覚

寛 寛 寛 寛 寛
習

?;1, 寛
担 ＝『

ヲム 日よ ヲム ヲム 八 うL ヲム 5.L ヲム 日よ ヨL
八 八 八 八 年 八 八 八 八 八 ）＼ 
年 年 年 年 年 年 年 年 年 年 当 右

九 九 九 九 九 記月
月 月 月 月 月 条 匙＝

月 月 月 月 月 講ナL七手 七
~ 

日 ノ、

読七 七 五 日 ノ、 日 日 日 日 日
日 日 日 ノろ句乙、 日 条 担

ろ1乙て ~ に： 九 当
日 九 五 者ノ＼

九 八 日 日 臼 日
日 月 日 条 条 条 条

④ 覧
オ但ミ ゐ1乙℃ 

Fl 。
条

藤
藤

藤
年0 田 田

雅 日 雅
幸 雅 幸

尻
胤弘

日よ 幸
胤弘

尻 ヨム 奥 堀
者担当

。
池 力日 ！乱 力H 池 力日 胤
自

納大 品大約
由 車大内 忠、 R釜

佳 佑 f右 佑 佳 佑 直 ↑専 年
地 地 地
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