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　「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
は
、「
こ
ぶ
し
腰
浮
か
せ
」（
席
を
詰
め
る
動

作
）、「
肩
引
き
」（
狭
い
道
で
人
と
す
れ
違
う
際
に
肩
を
引
く
動
作
）

な
ど
の
具
体
的
事
例
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
「
江
戸
商
人
」
の
「
行
動
哲

学
」
と
し
て
一
九
八
〇
年
代
に
生
ま
れ
、二
〇
〇
〇
年
代
に
は
算
数
、

歴
史
、
公
民
、
道
徳
の
教
科
書
・
副
教
材
に
採
用
さ
れ
る
な
ど
支
持

が
広
が
っ
た
。『
江
戸
し
ぐ
さ
の
正
体
』（
二
〇
一
四
年
）・『
江
戸
し

ぐ
さ
の
終
焉
』・（
二
〇
一
六
年
）・『
オ
カ
ル
ト
化
す
る
日
本
の
教
育

―
―
江
戸
し
ぐ
さ
と
親
学
に
ひ
そ
む
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』（
二
〇
一
八

年
）
か
ら
な
る
本
連
作
は
、そ
の
現
象
へ
の
批
判
を
第
一
義
と
す
る
。

ま
ず
は
三
冊
の
内
容
と
特
徴
を
以
下
に
ま
と
め
る
。

　
著
者
に
よ
れ
ば
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
は
、
も
と
も
と
企
業
コ
ン
サ

ル
タ
ン
ト
を
し
て
い
た
芝
三
光
氏
の
創
作
し
た
も
の
を
、
支
持
者
の

　
報
告
三

　「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
現
在
と
未
来
―
原
田
実
氏
著
作
を
読
ん
で
―

書
評原

田
実
『
江
戸
し
ぐ
さ
の
正
体
』（
星
海
社
新
書
、
二
〇
一
四
年
）

原
田
実
『
江
戸
し
ぐ
さ
の
終
焉
』（
星
海
社
新
書
、
二
〇
一
六
年
）

原
田
実
『
オ
カ
ル
ト
化
す
る
日
本
の
教
育

　
　
　
　
　
　
―
江
戸
し
ぐ
さ
と
親
学
に
ひ
そ
む
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』

（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
八
年
）　

　
　
樋
　
浦
　
郷
　
子
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越
川
禮
子
氏
ら
が
広
め
た
も
の
だ
と
い
う
。
こ
の
伝
承
は
、
芝
三
光

氏
に
よ
る
「
老
人
の
愚
痴
」
だ
と
著
者
は
喝
破
す
る
（『
江
戸
し
ぐ

さ
の
正
体
』、
一
一
〇
頁
）。
し
か
し
、
二
〇
〇
〇
年
代
に
は
、
江
戸

開
府
四
〇
〇
年
や
公
共
広
告
機
構
に
よ
る
テ
レ
ビ
Ｃ
Ｍ
へ
の
採
用
、

東
京
メ
ト
ロ
の
ポ
ス
タ
ー
採
用
な
ど
が
あ
り
人
口
に
膾
炙
し
、
越
川

氏
が
設
立
し
た
「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
江
戸
し
ぐ
さ
」
に
日
本
経
済
新
聞
社

の
桐
山
勝
氏
が
理
事
長
と
し
て
強
く
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
な
ど
で

浸
透
し
て
い
っ
た
。
ま
た
、
時
の
政
権
に
近
い
人
物
が
こ
れ
を
支

持
し
た
こ
と
や
、
政
権
与
党
が
応
援
し
た
Ｔ
Ｏ
Ｓ
Ｓ
（Teacher’s 

O
rganization of Skill Sharing) 

の
教
育
実
践
家
を
通
じ
て
、

教
科
書
へ
の
採
用
、道
徳
や
歴
史
の
時
間
に
実
践
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

第
一
作
た
る
『
江
戸
し
ぐ
さ
の
正
体
』
で
は
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
に

確
認
可
能
な
根
拠
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
丹
念
に
詳
細
に
追
及
す

る
。
そ
し
て
本
書
刊
行
後
、
歴
史
や
公
民
・
算
数
の
教
科
書
か
ら
は

実
際
に
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
記
述
は
姿
を
消
し
た
。
教
科
書
編
纂
の
現

場
で
は
、
多
く
の
人
々
が
本
書
に
学
ん
だ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ

こ
で
な
さ
れ
て
い
る
批
判
の
第
一
は
、「
江
戸
し
ぐ
さ
」
な
る
も
の

が
現
代
の
創
作
に
過
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歴
史
上
存
在
す
る

か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
き
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
に
向

け
ら
れ
る
。
第
二
は
、
好
事
家
の
手
中
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
だ
け

で
な
く
、
教
科
書
や
実
践
を
通
じ
て
教
育
現
場
に
流
通
す
る
至
っ
た

事
態
と
、そ
れ
を
放
置
し
た
「
専
門
家
」
に
向
け
ら
れ
る
。
評
者
は
、

こ
の
点
を
重
要
な
問
題
で
あ
り
「
わ
が
こ
と
」
で
あ
る
と
思
っ
た
。

　
続
く
『
江
戸
し
ぐ
さ
の
終
焉
』
は
、
前
著
か
ら
一
年
半
後
に
刊
行

さ
れ
た
。
前
著
の
内
容
に
加
え
、
前
著
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
、
ど
の

よ
う
に
教
科
書
や
マ
ス
コ
ミ
か
ら
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
が
批
判
さ
れ
、

あ
る
い
は
撤
退
し
て
い
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
、
丁
寧
に
跡
付
け

て
い
る
。
新
聞
や
雑
誌
の
コ
ラ
ム
や
レ
ビ
ュ
ー
、
学
術
誌
の
書
評
、

ラ
ジ
オ
番
組
、
テ
レ
ビ
番
組
な
ど
、
教
科
書
以
外
に
も
こ
の
か
ん

（
二
〇
一
四
年
夏
か
ら
二
〇
一
六
年
冬
ま
で
）
ど
の
よ
う
に
『
江
戸

し
ぐ
さ
の
正
体
』
で
の
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
批
判
が
受
け
入
れ
ら
れ
、

支
持
さ
れ
、
同
時
に
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
が
社
会
か
ら
撤
退
し
始
め
た

の
か
、詳
細
に
記
録
さ
れ
る
。『
江
戸
し
ぐ
さ
の
正
体
』と
同
様
に
、「
江

戸
し
ぐ
さ
」が
根
拠
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
へ
の
批
判
と
同
時
に
、

そ
の
拡
大
を
無
視
し
つ
づ
け
た
学
術
界
の
「
専
門
家
」
た
ち
へ
の
い

っ
そ
う
痛
烈
な
批
判
と
警
鐘
の
書
で
も
あ
る
。
前
著
刊
行
後
、「
江

戸
し
ぐ
さ
」
へ
の
支
持
は
社
会
的
に
微
弱
に
な
っ
た
こ
と
を
改
め
て

詳
細
な
時
間
軸
と
と
も
に
知
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
撤
退
が
、
驚
嘆

す
る
ほ
ど
の
短
期
間
の
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
と
理
解
で
き
た
。

　
さ
ら
に
、
二
〇
一
八
年
に
は
『
オ
カ
ル
ト
化
す
る
日
本
の
教
育
―

江
戸
し
ぐ
さ
と
親
学
に
ひ
そ
む
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』（
ち
く
ま
新
書
）

が
刊
行
さ
れ
た
。「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
「
親
学
」
に
疑
似
科
学
へ
の

親
和
性
や
関
与
す
る
人
物
が
共
有
し
て
い
る
と
い
う
見
解
は
、『
江

戸
し
ぐ
さ
の
正
体
』
で
少
し
述
べ
ら
れ
、
前
著
『
江
戸
し
ぐ
さ
の
終
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焉
』
で
本
格
的
に
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
見
解
を
敷
衍
し

人
脈
を
た
ど
り
な
が
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
迫
ろ
う
と
す
る
意
欲
作

で
あ
る
。
三
冊
目
の
本
書
で
も
っ
と
も
関
心
を
ひ
か
れ
た
の
は
、「
江

戸
し
ぐ
さ
」
の
持
つ
問
題
性
を
超
え
、「
親
学
」
の
人
脈
を
介
し
た

政
党
と
の
つ
な
が
り
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
克
明
に
浮
き
彫
り
に
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
一
連
の
著
作
を
読
ん
で
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
と
し
て
、
次
に
三

点
述
べ
た
い
。
第
一
に
、「
特
別
な
教
科
」
と
な
っ
た
道
徳
の
、
文

部
科
学
省
編
纂
副
教
材
が
い
ま
だ
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
記
述
を
残
し

て
い
る
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
二
〇
一
六
年
に
ま
ず
は
小
学
校
で
道

徳
が
「
特
別
な
教
科
」
と
な
っ
た
さ
い
、
そ
れ
ま
で
の
副
教
材
『
私

た
ち
の
道
徳
』（
文
部
科
学
省
）
は
、
次
の
よ
う
に
記
述
を
変
更
し

て
い
る
。

　「
三
百
年
も
の
長
い
間
、
平
和
が
続
い
た
江
戸
時
代
に
い
ろ
い
ろ

な
生
活
習
慣
が
生
み
出
さ
れ
、
こ
れ
を
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
呼
び
、

今
に
生
き
る
知
恵
と
し
て
役
立
て
る
動
き
が
あ
り
ま
す
」（
文
部
科

学
省
『
私
た
ち
の
道
徳
　
小
学
校
５
・
６
年
』
五
八
頁
。
傍
線
は
評

者
に
よ
る
）。
二
〇
一
四
年
刊
行
当
初
は
「
三
百
年
も
の
長
い
間
、

平
和
が
続
い
た
江
戸
時
代
に
、
江
戸
し
ぐ
さ
は
生
ま
れ
ま
し
た
」
と

記
さ
れ
て
い
た
一
文
で
あ
る
。

　「「
江
戸
し
ぐ
さ
」
と
呼
び
」、「
…
動
き
が
あ
り
ま
す
」
と
い
う
表

現
へ
の
修
正
は
、
明
ら
か
に
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
で
あ
り
、
主
語
を
故
意

に
あ
い
ま
い
に
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
背
後
に
、
二
〇
一
四
年

八
月
の
『
江
戸
し
ぐ
さ
の
正
体
』
刊
行
直
後
か
ら
の
修
正
作
業
が
あ

っ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
官
僚
組
織
は
何
を
す
る
に
も
時
間
が
か

か
る
。
刊
行
直
後
か
ら
作
業
を
始
め
な
け
れ
ば
、
二
〇
一
六
年
時
点

で
全
国
の
小
学
校
高
学
年
用
の
改
訂
版
印
刷
配
布
に
間
に
合
わ
な
か

っ
た
だ
ろ
う
。「
江
戸
し
ぐ
さ
」
に
カ
ッ
コ
を
付
け
た
こ
と
、「
動
き

が
あ
り
ま
す
」
へ
と
微
温
的
な
が
ら
も
表
現
を
修
正
し
た
こ
と
は
、

わ
ず
か
だ
が
確
か
な
前
進
に
見
え
る
。『
私
た
ち
の
道
徳
』
の
編
纂

者
た
ち
も
、
著
者
の
警
鐘
を
到
底
無
視
し
え
な
い
こ
と
を
た
し
か
に

物
語
っ
て
い
る
も
の
と
評
者
は
思
う
。
文
部
科
学
省
側
の
迅
速
な
修

正
を
想
像
し
な
が
ら
、
三
冊
目
が
刊
行
さ
れ
た
い
ま
、『
私
た
ち
の

道
徳
』
か
ら
完
全
に
撤
退
す
る
日
も
近
い
将
来
に
来
る
の
で
は
な
い

か
と
期
待
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

　
第
二
に
、
新
自
由
主
義
下
の
教
育
政
策
と
い
う
土
壌
に
つ
い
て
で

あ
る
。「
江
戸
し
ぐ
さ
」
が
教
科
書
入
り
し
て
し
ま
う
と
い
う
事
態

を
ま
ね
い
た
土
壌
と
し
て
、
新
自
由
主
義
と
そ
の
下
の
教
育
政
策
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
新
自
由
主
義
下
の
教
育
政
策
は
、

学
校
制
度
へ
の
市
場
原
理
・
競
争
原
理
の
導
入
と
同
義
と
い
っ
て
よ

い
。
具
体
的
に
は
、
民
間
人
校
長
や
副
校
長
制
の
導
入
、
学
区
制
の

弾
力
化
・
廃
止
、
校
長
や
学
長
の
権
限
強
化
、
学
校
法
人
の
設
立
主

体
の
多
様
化
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
民
間
会
社
立
学
校
の
登
場
）、
イ
ン
タ
ー

ン
シ
ッ
プ
や
「
職
業
観
」
の
育
成
・
キ
ャ
リ
ア
教
育
の
重
視
…
な
ど
、
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こ
の
四
半
世
紀
ほ
ど
の
あ
い
だ
に
学
校
教
育
現
場
を
大
き
く
変
容
さ

せ
て
き
た
多
く
の
制
度
改
定
を
支
え
る
理
論
で
あ
る
。

　
新
自
由
主
義
で
は
、
国
際
間
競
争
が
推
奨
さ
れ
る
た
め
、
グ
ロ
ー

バ
ル
化
が
必
然
的
に
進
行
す
る
。
そ
の
結
果
、
外
国
人
労
働
者
の
国

境
を
ま
た
ぐ
往
来
や
価
格
競
争
は
激
化
し
、
比
例
し
て
排
他
的
・
排

外
主
義
的
態
度
も
増
加
し
う
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
も
と
で
、
従

来
型
の
「
私
た
ち
」
の
一
体
感
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
動
揺
さ
せ

ら
れ
る
た
め
、
そ
れ
を
も
う
一
度
引
き
締
め
よ
う
と
す
る
と
き
、
少

数
派
を
犠
牲
に
し
て
攻
撃
し
「
私
た
ち
」
の
一
体
感
を
守
ろ
う
と
す

る
。
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
以
来
の
英
国
、レ
ー
ガ
ン
政
権
以
来
の
米
国
、

小
泉
（
ま
た
は
中
曽
根
）
政
権
以
来
の
日
本
で
も
、
そ
う
し
た
流
れ

は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
時
代
の
動
き
の
な
か
で
、「
私
た
ち
」
の
一
体
感
が

失
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
は
増
長
す
る
。そ
の
た
め「
私

た
ち
と
は
誰
か
」
を
探
し
出
し
て
、
安
心
を
求
め
た
く
な
る
。
そ
こ

に
、「
江
戸
時
代
」「
江
戸
の
ま
ち
」
の
伝
統
の
イ
メ
ー
ジ
（
あ
く
ま

で
イ
メ
ー
ジ
）
を
共
通
し
て
想
像
で
き
る
の
が
「
私
た
ち
」
だ
と
考

え
て
み
る
こ
と
は
、
不
安
を
持
つ
ひ
と
び
と
に
と
っ
て
安
心
を
与
え

る
回
路
の
一
つ
に
な
り
え
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

　
誰
が
そ
の
よ
う
な
不
安
に
さ
い
な
ま
れ
た
／
さ
い
な
ま
れ
て
い
る

の
か
。
グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
し
わ
寄
せ
を
も
っ
と
も
早
く
切
実
に
感

じ
た
人
々
は
、
経
済
基
盤
の
弱
い
中
小
の
商
工
業
、
農
林
水
産
業
で

自
営
す
る
人
々
で
は
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
地
域
社
会
の
農
協
や
商

工
会
議
所
の
「
青
年
部
」
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
自
営
業
層
の
な
か
で

も
相
対
的
に
若
い
人
々
が
、
明
日
生
き
て
い
け
る
か
、
と
い
う
不
安

に
真
っ
先
に
襲
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　
学
校
へ
と
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
が
入
り
込
ん
だ
背
景
に
は
、「
聖
域

な
き
構
造
改
革
」
に
と
も
な
い
大
量
に
学
校
に
出
入
り
す
る
よ
う
に

な
っ
た
（
さ
ら
に
い
え
ば
、
管
理
職
や
教
育
委
員
会
委
員
と
し
て
出

入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
）「
民
間
人
」た
ち
が
い
た
の
で
は
な
い
か
。

同
時
に
、
こ
う
し
た
不
安
に
も
っ
と
も
鈍
感
で
い
る
こ
と
が
で
き
た

の
が
、
と
く
に
二
〇
〇
〇
年
代
ま
で
の
公
務
員
や
学
者
た
ち
で
あ
ろ

う
。「
専
門
家
」
が
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
無
視
し
た
の
は
、
不
安
の

風
へ
の
鈍
感
さ
と
一
繋
が
り
の
こ
と
と
い
え
な
い
か
。

　
第
三
に
、
教
育
に
名
を
借
り
て
理
不
尽
を
押
し
付
け
る
行
為
の
命

脈
を
つ
な
い
で
来
た
存
在
と
し
て
の
「
社
会
（
人
）
教
育
」
に
つ
い

て
、で
あ
る
。「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
企
業
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
の
人
々

が
唱
道
し
流
通
さ
せ
て
き
た
こ
と
が
、
一
連
の
問
題
を
考
え
る
一
つ

の
重
要
な
カ
ギ
に
な
る
。
本
連
作
で
唱
道
者
や
支
持
者
の
来
歴
が
明

ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、
評
者
は
も
っ
と
も
考
え
さ
せ

ら
れ
た
。

　
企
業
の
内
外
で
実
施
さ
れ
る
社
員
研
修
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
社
会

（
人
）
教
育
」
の
も
っ
と
も
リ
ア
ル
な
現
場
で
あ
る
。
社
員
研
修
に

つ
い
て
呼
称
を
確
認
し
て
お
く
と
、現
代
の
社
員
教
育
（
社
内
研
修
・
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史
苑
（
第
八
一
巻
第
二
号
）

社
外
研
修
）
は
多
く
の
場
合
、「
研
修
」
と
呼
ば
れ
る
。
研
究
と
修

養
に
由
来
す
る
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
精
神
を
磨
く
と
い
う
意

味
で
の
修
養
の
部
分
に
は
、
戦
前
か
ら
修
養
論
ブ
ー
ム
の
歴
史
を
持

っ
て
い
る
。
し
か
し
企
業
の
研
修
で
有
名
な
接
遇
は
、「
特
定
非
営

利
法
人
接
遇
教
育
協
会
」「
一
般
社
団
法
人
接
遇
教
育
推
進
機
構
」（
傍

線
は
評
者
に
よ
る
）の
よ
う
に「
教
育
」の
二
文
字
が
入
っ
て
い
る
し
、

企
業
の
研
修
担
当
は
教
育
担
当
と
呼
ば
れ
た
り
も
し
て
い
る
。
学
校

外
で
行
わ
れ
る
、
教
育
に
類
す
る
行
為
を
ど
う
呼
ぶ
か
と
い
う
こ
と

事
体
に
、
宏
大
な
グ
レ
ー
ゾ
ー
ン
が
伏
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す

る
。

　
現
代
、実
際
の
社
員
研
修
で
は
接
遇
「
教
育
」
の
ほ
か
に
、滝
行
や
、

寺
で
の
修
行
、
富
士
登
山
、
素
手
の
ト
イ
レ
掃
除
、
駅
頭
で
大
声
を

出
さ
せ
る
こ
と
な
ど
を
、
複
数
の
企
業
が
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
う

し
た
研
修
を
、
外
部
の
研
修
専
門
企
業
に
委
託
す
る
事
例
も
よ
く
耳

に
す
る
。
社
員
研
修
で
は
、
団
結
心
や
達
成
感
な
ど
情
動
の
発
揚
を

目
指
す
、
学
術
の
根
拠
や
理
論
が
弱
い
、
非
合
理
性
に
対
し
て
肯
定

的
で
あ
る
な
ど
の
特
性
が
共
通
し
て
い
る
。

　
学
校
教
育
で
は
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
リ
ジ
ッ
ド
さ
が
比
較
的
脆
弱

な
、
総
合
学
習
・
部
活
動
・
学
校
行
事
な
ど
に
は
、
非
（
疑
似
）
科

学
的
な
も
の
に
肯
定
的
、
あ
る
い
は
合
理
性
を
問
わ
な
い
思
考
が
入

り
こ
む
余
地
が
残
っ
て
い
る
。
例
え
ば
素
手
の
ト
イ
レ
掃
除
は
、
企

業
の
社
員
研
修
だ
け
で
な
く
学
校
行
事
と
し
て
も
実
施
し
て
い
る
と

こ
ろ
が
複
数
あ
る
よ
う
だ
。「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
記
述
は
算
数
や
歴

史
の
教
科
書
か
ら
は
速
や
か
な
削
除
が
行
わ
れ
た
け
れ
ど
も
、
道
徳

に
残
存
し
て
い
る
の
は
そ
う
し
た
文
脈
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と
評
者

は
考
え
て
い
る
。

　
た
だ
し
学
校
教
育
に
お
い
て
は
最
低
限
ブ
レ
ー
キ
が
作
用
す
る
仕

組
み
が
あ
り
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
制
度
が
厳
格
な
場
面
で
は
、
そ
れ

が
ま
だ
機
能
し
て
い
る
。学
校
教
育
法
に
定
め
る
体
罰
や
宗
教
教
育
・

政
治
教
育
の
禁
止
が
そ
の
例
で
あ
る
。
と
く
に
公
立
学
校
で
は
、
か

り
に
宗
教
行
為
に
類
す
る
こ
と
を
行
え
ば
、
と
き
に
は
裁
判
で
そ
の

違
法
性
が
争
わ
れ
、
判
例
と
な
り
引
き
継
が
れ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
社
員
研
修
に
お
い
て
は
、
体
罰
の
禁
止
や
教
育
と
宗

教
の
分
離
な
ど
、
学
校
教
育
で
は
ほ
ぼ
「
当
た
り
前
」
の
こ
と
が
考

慮
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
宗
教
法
人
の
寺
社
が
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
「
社

員
研
修
の
ご
案
内
」
を
掲
出
し
て
い
る
こ
と
に
象
徴
さ
れ
る
。
社
員

と
雇
用
主
の
関
係
の
な
か
で
は
、
学
校
教
育
に
働
く
ブ
レ
ー
キ
が
存

在
し
な
い
た
め
に
、
こ
う
し
た
こ
と
が
い
っ
そ
う
日
常
的
に
起
こ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
点
で
、
現
代
社
会
の
社
員
研
修
は
、
学
校

教
育
よ
り
非
科
学
に
親
和
的
に
な
る
余
地
が
あ
る
と
い
え
る
。

　
な
ぜ
こ
う
し
た
状
況
が
現
出
し
て
い
る
の
か
を
考
え
る
と
き
、
戦

前
の
教
育
制
度
の
中
で
、
青
年
学
校
の
歴
史
が
参
照
軸
に
な
る
。
戦

前
の
一
時
期
存
在
し
た
青
年
学
校
は
、「
私
人
」
で
も
設
置
が
可
能

だ
っ
た
（
一
九
三
五
年
青
年
学
校
令
第
四
条
）。
こ
の
点
で
は
、
現
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「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
現
在
と
未
来
（
樋
浦
）

代
の
学
校
設
置
主
体
の
弾
力
化（
株
式
会
社
に
よ
る
学
校
経
営
な
ど
）

を
九
〇
年
近
く
先
取
り
し
て
い
た
と
い
え
る
。
義
務
教
育
だ
っ
た
尋

常
小
学
校
や
高
等
小
学
校
を
卒
業
し
て
丁
稚
奉
公
か
ら
働
き
だ
し
た

／
あ
る
い
は
特
に
職
業
に
つ
か
な
か
っ
た
若
者
た
ち
を
収
容
し
よ
う

と
し
た
青
年
教
育
は
、
一
九
三
五
（
昭
和
一
〇
）
年
に
青
年
学
校
令

と
い
う
形
で
結
実
し
た
。

　
一
九
三
九
（
昭
和
一
四
）
年
、
戦
時
下
の
総
動
員
体
制
と
時
を
同

じ
く
し
て
男
子
だ
け
義
務
化
さ
れ
た
青
年
学
校
は
、
教
科
よ
り
も
精

神
修
養
や
軍
事
訓
練
・
実
用
の
働
き
が
重
視
さ
れ
た
。
受
験
が
必
須

の
中
学
校
や
高
等
女
学
校
よ
り
も
設
置
が
容
易
で
、
企
業
や
工
場
内

に
附
属
青
年
学
校
が
作
ら
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
中
高
等
教
育
機

関
を
受
験
す
る
こ
と
の
な
い
、
多
く
の
「
勤
労
青
年
」
に
は
「
誓
い

の
言
葉
」
の
暗
誦
や
み
そ
ぎ
行
な
ど
、
現
代
の
社
員
研
修
に
も
通
じ

て
い
る
か
の
よ
う
な
行
的
実
践
が
待
っ
て
い
た
。
そ
し
て
二
〇
歳
に

な
る
と
徴
兵
さ
れ
、
配
属
さ
れ
た
各
聯
隊
で
い
っ
そ
う
苛
烈
な
非
合

理
体
験
を
積
ま
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

　
敗
戦
を
機
に
軍
隊
は
な
く
な
り
、
青
年
学
校
は
解
体
さ
れ
、
こ
う

し
た
非
合
理
主
義
の
肯
定
は
学
校
教
育
か
ら
は
、
と
く
に
教
科
教
育

の
大
部
分
か
ら
は
追
い
出
さ
れ
た
。
し
か
し
戦
後
は
企
業
研
修
の
な

か
で
命
脈
を
保
ち
、
息
を
吹
き
返
し
、
ふ
た
た
び
新
自
由
主
義
の
不

安
の
空
気
を
ま
と
い
つ
つ
学
校
教
育
の
な
か
へ
と
、
ぐ
る
り
と
時
代

を
一
巡
り
し
て
も
ど
っ
て
き
た
。
戦
前
の
修
身
科
の
よ
う
に
、
教
科

に
な
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
た
道
徳
（
現
在
は
「
特
別
な
教
科
」
化

さ
れ
た
）
と
と
も
に
。

　
著
者
は
、
学
校
教
育
に
お
け
る
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
導
入
を
深
く

憂
慮
し
鋭
く
批
判
す
る
。
評
者
は
、そ
れ
を
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
。

他
方
で
、
企
業
の
社
員
研
修
の
領
域
で
は
青
年
学
校
や
軍
隊
さ
な
が

ら
に
、非
合
理
が
肯
定
さ
れ
実
践
を
要
求
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
も
、

ひ
と
し
く
深
刻
な
問
題
だ
と
感
ず
る
。教
科
書
／
学
校
で
な
け
れ
ば
、

疑
似
科
学
を
広
め
て
良
い
道
理
は
な
い
。
研
修
と
い
う
名
の
非
合
理

の
押
し
付
け
に
は
、
葛
藤
を
抱
い
た
り
、
苦
し
ん
だ
り
、
就
業
意
欲

を
阻
喪
す
る
社
員
も
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
非
合
理
か
ら
は
縁
遠
い
世
界
に
い
る
か
の
よ
う
な
学
者
た
ち
に
考

え
て
ほ
し
い
の
は
、
苦
労
し
て
正
規
の
職
を
得
て
社
員
研
修
に
送
り

出
さ
れ
る
若
い
社
員
た
ち
の
多
く
が
、
大
学
進
学
率
の
高
ま
っ
た
現

代
、
大
切
な
卒
業
生
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
教
科
教
育
の
教
科
書

か
ら
は
姿
を
消
し
て
も
、
よ
り
広
い
「
社
会
（
人
）
教
育
」
の
現
場

で
非
合
理
の
命
脈
は
生
き
延
び
て
い
る
。「
江
戸
し
ぐ
さ
」の
未
来
を
、

な
お
凝
視
し
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
は
そ
の
点
に
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
学
校
教
育
か
ら
の
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
消
失
が
間
近
に
も
み

え
る
二
〇
二
一
年
、
本
連
作
の
警
鐘
は
依
然
重
要
で
あ
る
。

（
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
准
教
授
）


