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書 

評

は
じ
め
に

青
森
県
津
軽
地
方
で
は
、
現
在
イ
タ
コ
を
稼
業

と
し
て
い
る
者
は
い
な
い
。
し
か
し
、
南
部
地
方

で
は
ま
だ
数
名
が
活
躍
し
て
い
る
。
本
書
は
八
戸

市
在
住
の
イ
タ
コ
中
村
タ
ケ
さ
ん
（
一
九
三
二
年

生
ま
れ
）
の
保
持
す
る
「
唱
え
ご
と
」
の
音
声
と

映
像
に
解
説
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
評
者
は
こ

の
「
唱
え
ご
と
」
と
い
う
表
記
に
不
意
を
つ
か
れ

た
。「
経
文
」「
祭
文
」「
口
寄
せ
」「
祈
祷
」「
呪
ま
じ
な

い
」
と
言
わ
れ
て
き
た
も
の
も
、
分
解
す
れ
ば

「
唱
え
ご
と
」
で
あ
り
、「
唱
え
ご
と
」
と
表
記
す

る
こ
と
で
、
イ
タ
コ
の
も
つ
「
秘
儀
性
」
や
「
権

威
性
」
の
霧
が
払
わ
れ
、
フ
ラ
ッ
ト
な
態
度
で
、

「
唱
え
ら
れ
た
こ
と
」
自
体
を
虚
心
に
捉
え
ら
れ

る
、
と
い
う
思
い
が
し
た
。

本
書
に
は
小
島
美
子
、薦
田
治
子
、
沢
井
邦
之
、

角
美
弥
子
、
中
山
一
郎
の
五
名
の
研
究
者
が
携

わ
っ
て
い
る
。
こ
の
五
名
は
琵
琶
盲
僧
の
映
像
資

料
の
作
成
に
も
関
わ
っ
て
い
た
（
永
田
法
順
を
記

録
す
る
会
編
『
日
向
の
琵
琶
盲
僧　

永
田
法
順
』

二
〇
〇
五
年　

ア
ド
・
ポ
ポ
ロ
）。
音
楽
史
や
音

響
、
民
俗
映
像
に
造
詣
が
深
く
、
経
験
豊
富
な

集
団
だ
か
ら
こ
そ
な
し
え
た
偉
業
と
い
え
る
。

イ
タ
コ
の
音
声
・
映
像
資
料
に
つ
い
て
は
、
二
〇

一
二
年
に
青
森
県
民
俗
文
化
財
等
保
存
活
用
委
員

会
が
『
津
軽
の
イ
タ
コ
の
経
文
・
祭
文
』
を
、
翌
年

に
『
津
軽
の
オ
シ
ラ
信
仰
│
青
森
県
津
軽
地
方
』

を
刊
行
し
て
い
る
。
し
か
し
、
前
者
は
一
九
八
〇

年
度
の
文
化
庁
依
頼
の
調
査
の
際
の
音
源
を
使
っ

た
音
声
資
料
で
あ
り
、
後
者
は
昭
和
一
〇
年
代
と

一
九
九
八
年
に
記
録
さ
れ
た
映
像
資
料
で
あ
る
。

現
役
の
南
部
イ
タ
コ
の
保
持
す
る
唱
え
ご
と
を
網

羅
し
、
か
つ
入
手
可
能
な
記
録
集
は
、
空
前
に
し
て

絶
後
と
い
え
よ
う
。

一　
本
書
の
構
成

本
書
の
解
説
と
詞
章
の
目
次
は
次
の
通
り
で
あ

る
。
単
独
の
唱
え
ご
と
の
名
称
は
︿　

﹀、
唱
え

ご
と
の
組
み
合
わ
せ
に
名
称
が
あ
る
場
合
は︽　

︾

で
示
さ
れ
て
い
る
。

第
一
章
は
じ
め
に
│
イ
タ
コ
の
商
売
／
第
二

章
︽
オ
シ
ラ
遊
ば
せ
︾　

1
．︽
オ
シ
ラ
遊
ば
せ
︾

の
儀
礼　

（1）
前
読
み
（
導
入
部
）
（2）
祭
文
（
中

心
部　

そ
の
一
）
（3）
託
宣
（
中
心
部　

そ
の
二
）

（4）
後
読
み
（
終
結
部
）
／
第
三
章
︽
口
寄
せ
︾　

1
．︽
口
寄
せ
︾
の
儀
礼　

（1）
︽
神
仏
迎
え
︾
│

場
に
よ
る
迎
え
方
の
違
い
（2）
︽
ホ
ト
ケ
の
口
寄

せ
︾
（3）
︽
神
仏
送
り
︾　

2
．︽
口
寄
せ
︾
に
用
い

る
唱
え
ご
と
（1）
一
代
様
（
守
り
本
尊
な
ど
）
／
第

四
章
︽
マ
ジ
ナ
イ
︾
と
︽
ウ
ラ
ナ
イ
︾　

1
．︽
マ

ジ
ナ
イ
︾
の
儀
礼　

2
．︽
マ
ジ
ナ
イ
︾
に
用
い

る
唱
え
ご
と
（1）
導
入
部
の
唱
え
ご
と
（2）
中
心
部
の

唱
え
ご
と　

そ
の
１
│
︽
マ
ジ
ナ
イ
︾
全
般
に

対
す
る
唱
え
ご
と
（3）
中
心
部
の
唱
え
ご
と　

そ
の

2
│
病
気
の
治
療
の
た
め
の
唱
え
ご
と
（4）
終
結

部
の
唱
え
ご
と　

3
．︽
ウ
ラ
ナ
イ
︾
の
儀
礼
／

第
5
章
そ
の
他　

1
．
取
り
子　

（1）
取
り
子
の
依

頼
（2）
取
り
子
の
儀
礼　

2
．
門
付
け

目
次
の
前
に
「
発
刊
に
あ
た
っ
て
」
と
し
て
編

者
の
一
人
、
中
山
一
郎
の
こ
と
ば
が
あ
り
、
山
折

哲
雄
、
佐
々
木
宏
幹
、
小
島
美
子
の
「
寄
稿
」
が

イ
タ
コ
中
村
タ
ケ
を
記
録
す
る
会
編

『
イ
タ
コ　

中
村
タ
ケ
』

山	

田　

厳	

子
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あ
り
、「
唱
え
ご
と
収
録
一
覧
」「
詞
章
作
成
に
あ

た
っ
て
（
凡
例
）」「
D
V
D
・
C
D
の
編
集
と

再
生
に
つ
い
て
」
が
あ
る
。
解
説
と
詞
章
の
後
に

「
中
村
タ
ケ　

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
」「
あ
と
が
き
」「
唱

え
ご
と
索
引
（
五
十
音
順
）」「
参
考
文
献
」「
英

文
解
説
」
が
付
く
。
使
用
者
の
便
宜
を
考
え
た
行

き
届
い
た
作
り
と
な
っ
て
い
る
。

二　
本
書
の
方
法

一
般
に
憑
依
・
託
宣
を
も
っ
ぱ
ら
と
す
る
宗
教

者
は
撮
影
や
記
録
を
嫌
う
。
本
書
の
記
録
者
た
ち

が
そ
の
点
を
ど
の
よ
う
に
ク
リ
ア
し
て
い
っ
た
の

か
見
て
い
き
た
い
。
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、

本
書
は
地
域
に
住
む
依
頼
者
と
巫
女
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
を
問
題
に
し
た
記
録
集
で
は
な

い
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
本
書
は
タ
ケ
さ
ん
の
自

宅
で
記
録
さ
れ
、
唱
え
ご
と
は
「
再
現
」
と
い
う

形
で
記
録
さ
れ
て
い
る
。
依
頼
者
が
い
な
い
と
成

立
し
な
い
唱
え
ご
と
は
調
査
者
自
ら
が
依
頼
者
と

な
り
、そ
の
託
宣
を
聞
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

イ
タ
コ
の
従
来
の
顧
客
で
あ
る
「
お
商
売
」
先
の

人
々
と
の
や
り
と
り
や
、
信
仰
を
共
有
す
る
集
団

と
宗
教
者
が
そ
の
時
々
に
作
り
出
す
信
仰
世
界
と

い
っ
た
点
を
本
書
に
期
待
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
依
頼
者
と
宗
教
者
か
ら
な
る
儀
礼
的
な
空
間

に
第
三
者
が
加
わ
る
こ
と
で
「
場
」
が
損
な
わ
れ

る
こ
と
は
調
査
者
の
誰
し
も
が
経
験
し
て
き
た
こ

と
で
あ
る
。
本
書
は
調
査
者
が
当
事
者
の
片
方
と

な
る
こ
と
で
、
こ
れ
だ
け
の
記
録
が
可
能
に
な
っ

た
と
い
え
る
。

本
書
は
こ
の
よ
う
な
記
録
方
法
を
取
っ
た
こ
と

で
生
ま
れ
た
齟
齬
を
も
丁
寧
に
記
録
し
て
い
る
。

例
え
ば
、
第
二
章
︽
オ
シ
ラ
遊
ば
せ
︾
で
は
、
タ

ケ
さ
ん
の
「
お
商
売
先
」
の
地
元
の
家
か
ら
オ
シ

ラ
サ
マ
を
借
り
て
、
儀
礼
行
為
を
撮
影
し
て
い

る
。
記
録
者
の
家
に
あ
る
オ
シ
ラ
サ
マ
で
は
な
い

の
で
、
託
宣
は
当
然
、
記
録
者
に
向
か
っ
て
な
さ

れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、「
タ
ケ

さ
ん
は
、
本
記
録
の
た
め
に
架
空
の
占
い
を
す
る

こ
と
を
躊
躇
さ
れ
た
」
が
、「
後
日
、
改
め
て
お

願
い
し
て
」（
54
頁
）
撮
影
が
可
能
に
な
っ
た
と

あ
る
。
巫
女
自
身
の
と
ま
ど
い
や
忌
避
感
も
ま
た

記
録
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
三
章
︽
口
寄
せ
︾
⑤
︽
ホ
ト
ケ
の
口
寄
せ　

例
二
︾
で
は
、「
記
録
の
た
め
と
い
う
こ
と
で
丁
寧

な
口
寄
せ
を
心
が
け
た
た
め
か
、
長
大
な
口
寄
せ

と
な
っ
た
」（
94
頁
）
と
記
さ
れ
、
こ
の
場
合
も
ま

た
「
特
殊
な
例
」
と
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い

る
。
ど
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
そ
の
資
料
が
成
立

し
た
の
か
を
記
録
す
る
こ
と
で
、
視
聴
者
や
読
者
に

誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
撮
影
状
況
に
関
す
る
記
述
は
今
後
の
記

録
映
像
に
は
必
須
の
も
の
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

三　
記
録
の
工
夫

本
書
の
特
徴
は
、
第
一
に
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、

望
み
う
る
限
り
で
信
頼
に
足
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
先
行
研
究
を
読
み
込
ん
だ
上
で

一
つ
一
つ
に
本
文
校
訂
が
な
さ
れ
て
い
る
。
先
行

研
究
で
の
記
録
の
有
無
や
過
去
の
記
録
と
の
異
同

に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
今
後
、
本
書
を

底
本
と
し
て
、
調
査
資
料
を
比
較
研
究
し
て
ゆ
く

と
い
う
方
法
が
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
索
引
も
完

備
し
た
テ
キ
ス
ト
化
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
、
民
間

説
話
と
芸
能
（
山
伏
神
楽
の
詞
章
）
な
ど
を
横
断

的
に
渉
猟
し
、
信
仰
史
の
研
究
に
つ
な
げ
て
ゆ
く

こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
（
例
え
ば
小
池
淳
一
「
神

を
名
づ
け
た
話
│
山
の
神
出
産
譚
と
陰
陽
道
と
」

『
國
文
學　

解
釈
と
教
材
の
研
究
』
一
九
九
九
年

一
二
月
号　

學
燈
社　

は
、
そ
の
よ
う
な
方
法
の

先
行
例
で
あ
る
）。
法
霊
神
や
蒼
前
な
ど
東
北
特

有
の
民
間
神
の
登
場
す
る
詞
章
や
具
体
的
な
病
名

を
記
し
た
呪
ま
じ
ない

の
記
録
は
民
間
の
「
知
識
」
の
配

置
を
め
ぐ
る
研
究
と
の
接
合
を
期
待
さ
せ
る
。
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次
に
、
旋
律
の
記
述
に
多
く
の
関
心
が
払
わ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
詠
唱
」
は
、「
音
節
の
引
き

伸
ば
し
を
伴
い
、
確
定
的
音
高
が
あ
る
も
の
」、「
朗

誦
」
は
、「
音
節
の
引
き
伸
ば
し
が
な
く
、
確
定
的

音
高
が
あ
る
も
の
」、「
吟
誦
」
は
「
音
節
の
引
き
伸

ば
し
が
な
く
、
確
定
的
音
高
が
な
い
も
の
」（
15
頁
）

と
定
義
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
唱
え
ご
と
に
そ
の
区

別
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
儀
礼
の
前
に
そ
れ

ぞ
れ
「
吟
誦
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
編
者

ら
は
「
地
の
祈
り
」
と
名
づ
け
て
い
る
。「
タ
ケ
さ

ん
は
、
い
き
な
り
『
本
文
』
だ
け
を
唱
え
る
こ
と

は
せ
ず
に
、
た
い
て
い
は
前
後
に
神
仏
へ
の
祈
り

や
感
謝
の
言
葉
な
ど
を
添
え
る
」
と
あ
り
、「『
儀
礼

全
体
』
を
扱
う
と
い
う
観
点
か
ら
」（
14
│

15
頁
）
収

録
し
た
、
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
序
章
か
ら
の
収

録
は
、
口
な
ら
し
の
吟
誦
か
ら
、
朗
誦
に
至
る
声

の
技
術
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三
番
目
に
特
徴
的
な
の
は
、
テ
キ
ス
ト
と
声
法
、

し
ぐ
さ
の
関
わ
り
が
示
さ
れ
て
い
る
箇
所
の
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
圧
巻
は
第
二
章
︽
オ
シ
ラ
遊
ば
せ
︾

の
祭
文
︿
し
ま
ん
長
者
﹀
で
あ
る
。「
朗
誦
的
な
部

分
で
は
オ
シ
ラ
サ
マ
を
胸
に
持
ち
、
詠
唱
的
な
部

分
で
は
オ
シ
ラ
サ
マ
を
頭
上
に
高
く
翳
し
て
遊
ば

せ
る
」（
43
頁
）
と
い
う
旋
律
と
動
作
の
関
係
を
目

の
当
た
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、「
し

ま
ん
長
者
が
姫
を
探
す
第
一
〇
節
で
は
、
朗
誦
と

詠
唱
が
細
か
く
交
代
し
、
そ
れ
に
伴
っ
て
動
作
も

同
様
に
細
か
く
交
代
し
、
し
ま
ん
長
者
の
狼
狽
ぶ

り
を
思
わ
せ
る
巧
み
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
」
と

あ
り
、
オ
シ
ラ
ア
ソ
バ
セ
の
演
劇
的
な
性
格
を
知

る
貴
重
な
映
像
と
い
え
よ
う
。
語
り
物
と
し
ぐ
さ

（
身
体
動
作
）
と
い
う
問
題
群
は
、
視
聴
覚
資
料
に

よ
っ
て
新
に
開
け
た
問
題
群
で
あ
る
と
い
え
る
。

最
後
に
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
編
者

た
ち
が
イ
タ
コ
の
情
報
経
路
に
つ
い
て
留
意
し
て

い
る
点
で
あ
る
。
師
匠
か
ら
弟
子
へ
と
い
う
縦
の

経
路
は
従
来
強
調
さ
れ
て
き
た
が
、
横
の
情
報
伝

達
に
つ
い
て
は
充
分
な
資
料
が
蓄
積
さ
れ
て
い
な

い
。
タ
ケ
が
オ
シ
ラ
サ
マ
遊
ば
せ
の
終
盤
に
唱
え

る
︿
歓
喜
天
こ
ん
だ
い
す
﹀
は
、
津
軽
の
イ
タ
コ

か
ら
聞
き
覚
え
て
い
る
（
63
頁
）。「
い
さ
ご
の
は

つ
う
神
に
申
す
」
と
い
う
マ
ジ
ナ
イ
は
「
五
十
代

の
こ
ろ
に
、
三
戸
郡
名
川
町
の
イ
タ
コ
佐
々
木
ユ

キ
さ
ん
に
」（
172
頁
）
習
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
ら

の
資
料
は
、
イ
タ
コ
が
、
実
践
の
必
要
か
ら
新
し

い
「
知
識
」
を
絶
え
ず
修
得
し
て
い
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、「
門
つ
け
」
は
、
習
っ

た
け
れ
ど
も
実
践
し
た
こ
と
が
な
い
、
し
か
し
最

初
に
習
っ
た
の
で
よ
く
記
憶
し
て
い
る
（
283
頁
）、

な
ど
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
示
さ
れ
、
実
践
の
必

要
以
外
に
も
学
習
の
「
時
期
」
が
、「
知
識
」
の

修
得
に
と
っ
て
大
事
で
あ
る
こ
と
も
示
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
情
報
へ
の
目
配
り
は
重
要
な
も

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
声
の
修
得
過
程
や
記
憶

法
と
い
っ
た
問
題
群
に
は
収
斂
し
て
ゆ
か
な
い
。

四　
同
時
代
を
生
き
る
イ
タ
コ

本
書
で
は
、
冒
頭
の
寄
稿
者
・
佐
々
木
宏
幹
の

「
消
え
ゆ
く
文
化
の
記
録
を
今
こ
そ
！
」
と
い
う

標
題
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
過
去
の
も
の
と
な
り

つ
つ
あ
る
イ
タ
コ
信
仰
の
全
貌
を
記
録
し
よ
う
と

い
う
志
向
が
強
い
。
先
行
研
究
を
読
み
込
む
あ
ま

り
、
現
状
か
ら
「
失
わ
れ
た
過
去
」
を
読
み
取
ろ

う
と
す
る
姿
勢
も
み
う
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
津

軽
イ
タ
コ
の
記
録
か
ら
弓
太
鼓
に
言
及
し
、「
南

部
の
イ
タ
コ
た
ち
も
、
か
つ
て
は
こ
の
弓
太
鼓
を

用
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
」（
71
頁
）
と
記
述
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
記
述
は
危
う
い
。

本
書
の
最
後
に
置
か
れ
た
「
中
村
タ
ケ
プ
ロ

フ
ィ
ー
ル
」
を
読
め
ば
、
タ
ケ
さ
ん
の
人
生
に
は

「
現
代
史
」
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
昭
和
一
九
年
年
に
師
匠
に
弟
子
入
り

す
る
も
、
戦
時
中
で
あ
っ
た
た
め
、
住
み
込
み
で
は
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な
く
通
い
で
学
び
、
戦
後
の
混
乱
期
に
修
行
を
終
え

た
た
め
、
成
巫
儀
礼
は
昭
和
二
二
年
ま
で
待
っ
た
、

と
あ
る
。
門
付
け
を
し
た
こ
と
も
な
く
、
牛
馬
の
病

気
治
療
の
呪
い
は
依
頼
が
少
な
く
な
っ
た
の
で
忘

れ
て
し
ま
っ
た
、
と
語
っ
て
い
る
。
マ
ッ
サ
ー
ジ
師

か
ら
点
字
を
習
い
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
、
青
森
県

が
観
光
化
に
力
を
入
れ
た
恐
山
に
も
通
っ
て
い
る
。

桜
井
徳
太
郎
は
一
九
七
〇
年
代
の
オ
カ
ル
ト

ブ
ー
ム
が
都
市
に
お
け
る
民
間
宗
教
者
の
隆
盛
を

も
た
ら
し
、
南
部
の
巫
女
た
ち
に
も
影
響
を
与
え
た

と
見
て
い
る
（「
南
部
巫
俗
の
風
土
と
地
域
性
│
巫

女
と
神
子
の
生
態
と
社
会
的
機
能
│
」
地
方
史
協

議
会
編
『
歴
史
と
風
土
│
南
部
の
地
域
的
形
成
│
』

二
〇
〇
四
年　

雄
山
閣
）。
タ
ケ
さ
ん
の
業
態
に

は
、
都
市
部
の
民
間
宗
教
者
の
影
響
を
受
け
て
巫

業
が
拡
大
し
た
痕
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
タ

ケ
さ
ん
は
二
〇
〇
九
年
か
ら
は
JR
八
戸
駅
構
内
で

の
八
戸
観
光
プ
ラ
ザ
で
の
口
寄
せ
に
参
加
し
て
い

る
（
71
頁
）。
従
来
の
口
寄
せ
の
場
で
あ
っ
た
寺
院

の
イ
タ
コ
マ
チ
を
捨
て
、
新
た
な
場
を
選
ん
だ
と

言
え
る
。
遠
方
か
ら
の
依
頼
者
に
も
慣
れ
て
お
り
、

東
京
か
ら
来
た
調
査
者
の
、
ア
メ
リ
カ
人
の
死
者

の
口
寄
せ
に
も
応
じ
て
い
る
（
114
頁
）。
研
究
者
に

も
慣
れ
て
お
り
、
彼
等
は
タ
ケ
さ
ん
が
選
ん
だ
新

た
な
「
依
頼
者
」
と
い
う
見
方
も
可
能
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
意
味
で
本
記
録
は
あ
く
ま
で
、

「
現
代
の
イ
タ
コ
」
の
記
録
で
あ
る
こ
と
が
、
価

値
を
持
つ
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
イ
タ
コ

の
習
俗
が
近
現
代
を
通
じ
て
残
っ
て
き
た
の
は
、

同
時
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
ニ
ー
ズ
に
答
え
続
け
た
こ

と
が
大
き
な
要
因
で
あ
る
。そ
の
よ
う
な
視
点
で
、

タ
ケ
さ
ん
自
身
の
「
さ
ま
ざ
ま
な
お
客
さ
ん
の
要

求
に
応
え
る
た
め
に
は
、
唱
え
ご
と
の
数
（
レ

パ
ー
ト
リ
ー
）
は
豊
富
な
ほ
ど
よ
い
。
師
匠
か
ら

習
っ
た
唱
え
ご
と
だ
け
で
は
足
ら
な
い
こ
と
も
あ

る
」（
294
│

295
頁
）
と
い
っ
た
語
り
に
改
め
て
耳
を

傾
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

本
書
に
は
イ
タ
コ
の
宗
教
行
為
の
動
態
に
つ

い
て
考
え
る
重
要
な
記
録
が
数
多
く
示
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
第
三
章
︽
口
寄
せ
︾（
1
）︿
神
仏
迎

え
﹀
│
場
に
よ
る
迎
え
方
の
違
い
│
（
70
頁
）
で

は
、
口
寄
せ
期
間
の
開
始
前
に
は
、
口
寄
せ
が
う

ま
く
い
く
よ
う
に
と
、
口
寄
せ
の
場
に
あ
ら
か
じ

め
神
仏
を
勧
請
し
て
お
く
と
記
し
、
春
秋
の
彼
岸
、

忌
日
、
寺
院
の
イ
タ
コ
マ
チ
な
ど
で
方
法
が
違
う

こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ベ
ン
ト
会
場

や
随
時
依
頼
者
の
求
め
に
応
じ
て
行
わ
れ
る
口
寄

せ
で
は
神
仏
迎
え
そ
の
も
の
が
行
わ
れ
て
い
な
い
、

と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
記
述
は
、
変

化
の
大
き
い
時
代
を
生
き
抜
い
て
き
た
タ
ケ
さ
ん

の
記
録
の
真
骨
頂
と
い
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

本
書
を
前
に
し
て
評
者
が
感
じ
た
の
は
「
す
が

す
が
し
い
思
い
」
で
あ
っ
た
。
イ
タ
コ
の
持
つ
技

術
や
知
識
に
対
す
る
編
者
た
ち
の
尊
敬
の
念
が
、

読
者
や
視
聴
者
に
も
ま
っ
す
ぐ
に
伝
わ
っ
て
く

る
。
タ
ケ
さ
ん
は
「
調
査
対
象
者
」
で
は
な
く
、

同
伴
者
で
あ
り
、
先
生
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
編
者

の
筆
の
端
々
か
ら
読
み
取
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
ま

な
ざ
し
が
誤
解
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
宗
教
者

の
心
を
動
か
し
た
こ
と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
。

そ
の
よ
う
に
読
み
直
し
て
み
る
な
ら
ば
、
本
書
は

ま
た
、
研
究
者
と
宗
教
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
行
為
の
記
録
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

本
書
の
丹
念
な
記
録
は
読
者
の
多
様
な
関
心
に

し
た
が
っ
て
、
多
様
な
読
み
を
可
能
に
す
る
で
あ

ろ
う
。
多
数
の
読
者
が
手
に
取
り
、
長
く
活
用
さ

れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。
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