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の
た
め
よ
り
も
国
民
の
た
め
に
尽
く
さ
う

と
務
め
ら
れ
る
太
子
の
お
姿
が
浮
ん
で
く

る
や
う
で
あ
る
。

さ
て
、
今
夏
の
第
六
十
六
回
全
国
学
生

青
年
合
宿
教
室
《
主
会
場
》
は
、
本
紙
六

月
号
の
記
事
及
び
折
り
込
み
で
お
知
ら
せ

し
た
や
う
に
八
月
二
十
八
日
（
土
）、
二

十
九
日
（
日
）
の
両
日
、
感
染
症
対
策
の

た
め
已
む
な
く
「
日
帰
り
」
で
の
開
催
と

な
っ
た
（
於
・
東
京
渋
谷
区
、
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

記
念
青
少
年
総
合
セ
ン
タ
ー
）。
一
日
目
に

は
評
論
家
・
江
崎
道
朗
先
生
に
よ
る
講
義

「
Ｄ
Ｉ
Ｍ
Ｅ 

―
外
交
、
イ
ン
テ
リ
ジ
ェ
ン
ス
、

軍
事
、
経
済
―
か
ら
国
際
情
勢
を
い
か
に

読
み
解
く
か
」
を
予
定
し
て
を
り
、
刻
一

刻
変
化
す
る
国
際
情
勢
の
現
実
を
語
っ
て

い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
ゐ
る
。
二
日
目

に
は
筑
波
大
学
非
常
勤
講
師
・
伊
勢
雅
臣

先
生
か
ら
「
国
史
を
貫
く
『
大
御
宝
』
の

理
想
」
と
題
す
る
講
義
を
い
た
だ
く
予
定

で
あ
る
。
昨
秋
、
御
鎮
座
百
年
を
迎
へ
た

明
治
神
宮
の
参
拝
も
予
定
し
て
ゐ
る
。
現

下
の
状
況
を
は
っ
き
り
と
見
定
め
な
が
ら
、

「
先
人
の
歩
み
と
そ
の
御
言
葉
」
を
し
の

び
つ
つ
、
自
ら
の
生
き
方
を
考
へ
て
い
く

契
機
に
な
れ
ば
と
願
っ
て
ゐ
る
。

コ
ロ
ナ
禍
へ
の
対
処
で
日
々
追
は
れ
て

ゐ
る
が
、
い
づ
れ
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
に
お
い
て
、

何
を
大
切
に
す
べ
き
か
を
改
め
て
問
は
れ

る
時
が
く
る
。
今
の
こ
の
時
期
に
あ
っ
て

も
心
を
磨
く
学
び
が
必
要
で
あ
る
。

　
（
若
築
建
設
（
株
）
東
京
支
店
）

困く
る
し
みや

、
悪あ
つ

鬼き

入に
ゆ
う

身し
ん

の
乱
れ
を
憂う
れ

ふ
る

こ
と
無
く
、
況い

は
んや
復
た
求ぐ
み
よ
う
び
く
き
ぼ
う

名
比
丘
毀
謗
の

辱は
づ
か
し
めや
、
悪あ
く

僧そ
う

邪じ
や

律り
つ

の
嘖
か
ま
び
す
し
きを
や
。」

こ
の
箇
所
は
、
お
釈
迦
様
が
お
亡
く
な

り
に
な
る
間
際
に
、
自
分
が
亡
く
な
っ
た

後
こ
の
尊
い
教
へ
を
ど
の
や
う
に
し
て
後

世
に
残
し
て
い
け
る
だ
ら
う
か
と
ご
心
配

に
な
る
場
面
で
あ
る
。
菩
薩
は
身
命
を
惜

ま
ず
こ
の
お
経
を
護
り
伝
へ
て
い
き
ま
す

か
ら
ご
心
配
な
さ
ら
な
い
で
く
だ
さ
い
と

お
答
へ
す
る
が
、
そ
の
一
方
で
多
く
の
人

達
は
、
仏
滅
後
に
世
の
中
は
悪
世
と
な
っ

て
様
々
な
苦
し
み
を
受
け
る
と
い
ふ
話
を

聞
い
て
、
現
実
世
界
と
は
別
の
世
界
で
は

尊
い
教
へ
を
奉
じ
た
い
と
条
件
を
つ
け
加

へ
る
。
お
釈
迦
様
の
尊
い
教
へ
に
触
れ
て

自
分
も
そ
れ
を
大
事
に
し
て
他
の
者
に
も

伝
へ
て
い
き
た
い
と
思
ひ
な
が
ら
も
、
そ

れ
に
は
並
々
な
ら
ぬ
苦
痛
を
覚
悟
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
知
っ
て
、
初
心
が

薄
れ
て
く
る
と
い
ふ
内
容
で
あ
る
。
そ
の

後
お
釈
迦
様
は
心
を
安
ら
か
に
し
て
悟
り

を
得
る
方
法
を
お
示
し
に
な
る
。

太
子
は
こ
の
行
を
習
得
す
れ
ば
「
諸
仏

の
称
嘆
」（
多
く
の
仏
様
に
褒
め
称た
た

へ
ら
れ
）

「
諸
天
の
護
念
」（
天
界
の
神
々
に
護
っ
て
い

た
だ
き
）「
諸
人
の
供
敬
」（
国
民
皆
か
ら
敬

は
れ
る
）
と
な
り
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
は

な
い
か
、
さ
う
な
る
と
自
ら
が
被か

う
むる
様
々

な
苦
し
み
は
大
し
た
こ
と
で
は
な
い
と

お
っ
し
ゃ
る
。
奥
深
く
難
し
い
内
容
で
あ

る
が
、
心
に
残
る
御
言
葉
で
あ
る
。
自
ら

聖
徳
太
子
は
「
和
を
以
て
貴
し
と
為

す
」
と
の
憲
法
十
七
条
の
御
言
葉
に
窺
は

れ
る
や
う
に
、
我
が
国
が
内
外
共
に
多
難

な
時
期
に
そ
の
克
服
の
礎

い
し
ず
ゑを

築
か
れ
て
、

日
本
人
と
し
て
歩
む
べ
き
道
を
お
示
し
に

な
っ
た
お
方
で
あ
る
。
い
ま
数
人
の
仲
間

と
太
子
の
御
言
葉
に
学
ぶ
勉
強
会
を
持
っ

て
ゐ
る
が
、
現
今
の
や
う
な
時
に
こ
そ
先

人
の
生
き
方
に
学
ぶ
こ
と
の
大
切
さ
が
思

は
れ
て
な
ら
な
い
。

太
子
は
勝
鬘
経
、
維
摩
経
、
法
華
経

の
三
仏
典
に
つ
い
て
の
注
釈
書
「
三
経
義

疏
」
を
遺
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
内
の
「
法

華
義
疏
」（
安あ
ん

楽ら
く

行ぎ
よ
う

品ほ
ん

）
の
中
に
次
の
御

言
葉
が
あ
る
。

「
若
し
能よ

く
此こ

の
四
の
行
ぎ
よ
うを

修
せ
ば
、
上か
み

は
す
な
は
ち
諸し
よ

仏ぶ
つ

の
称
し
よ
う

嘆た
ん

す
る
と
こ
ろ
と

為な

り
、
中な
か

は
す
な
は
ち
諸し
よ

天て
ん

の
護ご

念ね
ん

す
る

と
こ
ろ
と
為
り
、
下し

も

は
す
な
は
ち
諸し
よ

人
の

供く

敬ぎ
よ
うす
る
と
こ
ろ
と
為
る
。
然
れ
ば
、
す

な
は
ち
復
た
悪あ

く

世せ

な
り
と
雖
も
、
刀と
う

杖じ
よ
うの

七
月
十
二
日
、
東
京
都
に
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
伴
ふ
四
度
目
の

「
緊
急
事
態
宣
言
」
が
発
令
さ
れ
た
（
期

間
は
八
月
二
十
二
日
ま
で
）。
七
月
二
十
三

日
開
幕
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
は
多
く
の
会
場

で
「
無
観
客
開
催
」
と
な
っ
た
。
関
係
者

の
判
断
に
は
苦
慮
す
る
こ
と
多
き
も
の
が

あ
っ
た
と
思
ふ
が
、
こ
の
危
機
的
状
況
を

国
民
と
し
て
ど
の
や
う
に
し
て
乗
り
越
え

て
い
く
べ
き
か
と
い
ふ
国
家
の
行
く
末
を

見
据
ゑ
た
議
論
は
稀
で
あ
っ
た
。
毎
日
繰

り
返
さ
れ
る
「
感
染
者
数
」
を
め
ぐ
る
報

道
を
見
て
ゐ
る
と
、
わ
が
身
の
事
の
み
に

関
心
が
集
中
し
て
ゐ
る
感
じ
で
あ
る
。

今
年
は
聖
徳
太
子
千
四
百
年
御ご

遠お
ん

忌き

に

当
る
。
こ
れ
を
記
念
す
る
催
し
が
各
地
で

行
は
れ
て
ゐ
る
（
例
へ
ば
特
別
展
「
聖
徳
太

子
と
法
隆
寺
」
於
・
東
京
国
立
博
物
館
、
九
月

五
日
ま
で
）
が
、
連
日
の
コ
ロ
ナ
禍
や
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
関
連
の
話
題
の
陰
に
隠
れ
て

し
ま
っ
た
や
う
で
残
念
で
あ
る
。

  

コ
ロ
ナ
禍
の
今
年
は
、
聖
徳
太
子
千
四
百
年
御
遠
忌

　—

ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
に
備
へ
て
、心
を
磨
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