
二
宮
金
次
郎
と
相
互
扶
助
組
織

尊
徳
思
想
を
伝
え
る
ゆ
か
り
の
地

研
究
会
の
お
招
き
で
、
二
宮
金
次
郎
の
お
話
を
す
る
機
会
に
恵
ま

れ
ま
し
た
が
、
皆
さ
ん
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
い
て
、

妙
に
納
得
し
た
の
は
成
人
し
て
か
ら
の
金
次
郎
に
つ
い
て
初
め
て
聞

い
た
と
い
う
も
の
で
、
特
に
、
年
輩
の
方
で
も
藩
財
政
の
再
建
や
協

同
組
合
を
作
っ
た
人
と
は
知
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
も
の
で
し
た
。

戦
後
、
世
相
が
落
ち
着
い
て
か
ら
は
、
金
次
郎
に
つ
い
て
あ
ま
り

耳
に
す
る
機
会
は
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
し
、
金
次
郎
像
も
学
校
の

校
庭
か
ら
消
え
て
い
き
ま
し
た
の
で
、
ま
ぶ
た
に
焼
き
付
い
た
、
薪

を
背
負
っ
て
本
を
読
む
金
次
郎
像
と
、
「
柴
刈
り
縄
な
い
草
鞋
を
つ

く
り
」
と
耳
に
残
る
小
学
唱
歌
「
二
宮
金
次
郎
」
　
の
歌
詞
か
ら
く
る

イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
、
成
人
し
た
金
次
郎
は
思
い
浮
か
ば
な
か
っ
た
の

も
無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
生
い
立
ち
か
ら
桜
町
を
は
じ
め

と
す
る
藩
の
財
政
再
建
や
日
光
仕
法
の
話
し
ま
で
児
童
書
「
二
宮
金

次
郎
」
に
は
掲
載
さ
れ
、
図
書
館
の
偉
人
伝
記
の
棚
に
並
ん
で
い
ま

大
　
竹
　
道
　
茂

す
。金

次
郎
　
（
尊
徳
）
、
そ
し
て
、
弟
子
た
ち
が
活
躍
し
た
ゆ
か
り
の

地
（
北
海
道
・
福
島
・
茨
城
・
栃
木
・
千
葉
・
神
奈
川
・
静
岡
・
三

重
の
二
三
市
町
村
）
　
で
は
、
今
日
で
も
連
綿
と
尊
徳
の
思
想
を
受
け

継
ぎ
、
学
校
教
育
の
場
で
、
家
庭
や
地
域
で
、
次
世
代
に
そ
の
精
神

を
伝
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
公
益
社
団
法
人
・
報
徳
社
（
一
九
年
現
在
一
〇
三
社
）
も
、

活
動
を
通
し
て
尊
徳
の
教
え
を
伝
え
て
い
る
の
で
す
。

波
乱
万
丈
の
人
生
を
歩
ん
だ
金
次
郎

父
の
死
に
よ
り
貧
乏
の
ど
ん
底
生
活
を
味
わ
い
、
二
年
後
に
は
母

ま
で
亡
く
し
、
一
六
歳
で
お
じ
の
万
兵
衛
に
引
取
ら
れ
、
二
宮
家
の

再
興
を
自
ら
に
言
い
聞
か
せ
る
。
「
菜
種
の
栽
培
（
注
一
）
」
や
「
捨

て
苗
（
注
二
）
」
な
ど
の
実
践
か
ら
、
生
涯
を
貫
く
理
念
「
積
小
為

大
　
（
注
三
）
」
を
悟
り
ま
す
。
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お
じ
の
家
を
出
て
か
ら
努
力
を
重
ね
、
母
親
が
亡
く
な
っ
て
十
年

の
歳
月
の
中
で
家
の
再
興
を
果
た
し
ま
す
。
そ
の
間
、
名
主
の
家
に

出
入
り
し
て
、
学
問
に
つ
い
て
さ
ら
に
深
め
て
い
っ
た
わ
け
で
す
が
、

こ
れ
ま
で
の
経
験
が
大
き
く
、
金
次
郎
は
儒
教
の
教
え
を
こ
れ
ま
で

の
人
生
経
験
か
ら
精
査
し
て
、
「
勤
労
」
「
分
度
」
「
推
譲
」
（
注
四
）

な
ど
の
報
徳
の
教
え
を
確
立
し
、
人
々
を
導
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

二
五
才
の
と
き
、
小
田
原
藩
の
家
老
服
部
十
郎
兵
衛
の
家
に
住
み

込
ん
だ
こ
と
か
ら
、
さ
ら
に
、
大
き
な
人
生
の
転
機
を
迎
え
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
早
く
生
ま
れ
た
金
融
組
織

服
部
家
で
は
、
三
人
の
若
様
が
学
ぶ
、
漢
学
塾
通
い
の
お
供
を
し

た
り
、
復
習
の
手
助
け
を
す
る
中
で
、
儒
教
に
対
し
て
一
層
の
知
識

を
深
め
て
い
き
ま
し
た
。
同
家
で
は
そ
の
他
に
使
用
人
達
の
生
活
指

導
ま
で
行
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
給
金
が
少
な
い
と
こ
ぼ
す
者
に
、

夜
な
べ
に
ナ
ワ
や
ワ
ラ
ジ
を
作
る
駄
賃
稼
ぎ
を
教
え
た
り
、
女
中
に

は
、
ご
飯
の
能
率
的
な
炊
き
方
を
指
導
。
お
釜
の
底
全
体
に
火
が
通

る
よ
う
な
薪
の
く
べ
方
。
釜
の
底
の
ス
ス
は
熱
の
伝
導
効
率
が
悪
く

な
る
か
ら
と
削
ら
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
余
っ
た
薪
を
買
い
上
げ
る
な

ど
、
や
る
気
を
起
こ
さ
せ
る
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
手
法
を
使
っ
て
、
使

用
人
の
心
を
つ
か
ん
で
い
き
ま
す
。
ま
た
、
金
に
困
っ
た
者
に
は
、

109



自
分
の
給
金
の
中
か
ら
貸
し
て
や
っ
た
り
も
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
に

は
き
っ
ち
り
と
し
た
返
済
計
画
を
た
て
さ
せ
、
生
活
指
導
の
中
で
、

積
小
為
大
や
、
勤
労
、
分
度
、
推
譲
、
そ
し
て
至
誠
を
教
え
込
ん
で

い
き
ま
し
た
。
文
化
一
一
年
（
一
八
一
四
）
、
二
八
歳
の
時
に
、
使

用
人
達
の
お
金
を
金
次
郎
が
預
か
る
形
で
、
「
五
常
講
」
を
立
ち
あ

げ
る
。
こ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
よ
り
早
く
生
ま
れ
た
協
同
組
合
で
す
。

五
常
講
で
、
仁
、
義
、
礼
、
智
、
信
の
徳
を
実
践

講
は
、
相
互
扶
助
組
織
で
、
鎌
倉
時
代
に
無
尽
講
な
ど
の
か
た
ち

で
生
ま
れ
ま
し
た
。
何
人
か
が
集
ま
っ
て
組
合
の
よ
う
な
も
の
を
作

り
、
み
ん
な
が
預
金
し
た
も
の
を
、
必
要
と
し
て
い
る
組
合
員
に
無

利
子
で
貸
し
付
け
、
約
束
の
期
限
に
定
め
た
金
額
を
返
済
さ
せ
る
と

い
う
も
の
で
す
。

五
常
講
の
基
本
的
ル
ー
ル
は
、
仁
、
義
、
礼
、
智
、
信
の
五
つ
の

「
人
と
し
て
の
心
掛
け
」
　
の
実
践
。
こ
れ
は
、
儒
教
の
倫
理
的
、
道

徳
的
な
自
覚
を
元
に
、
金
銭
の
貸
し
借
り
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
、

例
え
ば
、
定
め
ら
れ
た
期
限
で
返
済
さ
れ
る
と
、
次
に
必
要
な
者
に

と
、
順
繰
り
に
融
資
し
て
い
く
。
返
済
で
き
な
い
者
が
で
た
と
き
に

は
、
連
帯
保
証
で
弁
済
さ
せ
る
な
ど
、
金
融
シ
ス
テ
ム
と
し
て
は
、

シ
ン
プ
ル
な
シ
ス
テ
ム
が
確
立
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
返
済
が
ま
ま

な
ら
な
く
な
る
と
、
人
間
、
貸
し
た
者
を
恨
む
こ
と
が
、
世
の
常
で

す
が
、
五
常
講
の
考
え
方
は
、
（
仁
）
　
慈
愛
を
も
っ
て
困
っ
て
い
る

人
に
融
資
す
る
。
（
義
）
借
り
た
者
は
返
済
と
い
う
正
義
を
貫
く
。

（
礼
）
　
貸
し
て
く
れ
た
人
に
礼
を
尽
く
し
て
感
謝
す
る
。
そ
し
て
、

（
智
）
借
り
た
お
金
を
返
す
た
め
に
智
恵
を
絞
っ
て
工
夫
努
力
を
す

る
。
（
信
）
　
返
済
の
約
束
は
守
る
こ
と
で
信
頼
関
係
を
相
互
に
保
っ

て
い
く
せ
い
う
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
仁
、
義
、
礼
、
智
、
信

の
徳
を
実
践
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

農
協
と
同
じ
、
営
農
指
導
や
生
活
指
導
の
実
践

服
部
家
で
の
使
用
人
た
ち
の
意
識
の
変
化
は
目
を
見
張
る
も
の
が

あ
り
、
十
郎
兵
衛
は
す
っ
か
り
金
次
郎
を
信
頼
し
て
服
部
家
の
家
計

立
て
直
し
を
依
頼
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
が
藩
主
・
大

久
保
忠
真
の
耳
に
入
り
、
領
民
の
手
本
と
な
る
者
一
三
人
の
内
の
一

人
に
選
ば
れ
、
表
彰
（
三
二
歳
）
　
さ
れ
ま
し
た
。

表
彰
は
、
金
次
郎
が
、
働
く
目
標
を
自
分
か
ら
社
会
に
換
え
た
き
っ

か
け
に
な
り
ま
し
た
。
表
彰
文
の
　
「
そ
の
身
は
も
ち
ろ
ん
、
村
の
た

め
に
も
な
り
」
が
、
金
次
郎
の
社
会
貢
献
へ
の
意
欲
に
火
を
つ
け
ま

し
た
。
服
部
家
を
立
て
直
し
た
後
、
小
田
原
藩
に
名
主
格
で
登
用
さ

れ
て
、
大
久
保
家
の
分
家
、
桜
町
領
（
現
栃
木
県
二
宮
町
）
　
の
立
て

直
し
を
引
き
受
け
、
栢
山
の
田
畑
や
家
財
を
売
り
払
い
、
退
路
を
断
っ

て
桜
町
に
移
り
住
み
ま
す
。
そ
し
て
、
各
藩
の
財
政
再
建
を
果
た
し
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て
い
く
わ
け
で
す
が
、
再
建
に
は
、
そ
こ
に
住
む
人
々
の
心
構
え
を

改
め
さ
せ
る
こ
と
か
ら
始
め
、
そ
の
上
で
、
尊
徳
仕
法
を
徹
底
し
て

指
導
し
て
い
き
ま
す
。
領
民
の
中
に
五
常
講
も
組
織
化
さ
れ
て
農
村

金
融
が
生
ま
れ
、
ま
た
、
領
内
を
歩
き
回
っ
て
は
、
農
業
生
産
の
状

況
を
見
て
周
り
、
現
代
の
相
互
扶
助
組
織
で
あ
る
農
業
協
同
組
合
の

主
要
事
業
、
農
家
に
対
す
る
営
農
指
導
や
生
活
指
導
（
分
度
・
推
譲
）

な
ど
を
実
践
し
て
い
き
ま
し
た
。

営
農
指
導
の
一
例
は
、
天
保
四
年
、
金
次
郎
は
農
家
で
ご
馳
走
に

な
っ
た
ナ
ス
が
、
い
つ
も
と
味
が
違
い
、
秋
ナ
ス
よ
う
に
種
が
少
な

か
っ
た
こ
と
か
ら
、
長
老
か
ら
聞
い
て
い
た
天
明
の
飢
饉
の
状
況
と

同
じ
だ
と
察
知
、
す
ぐ
さ
ま
、
農
家
に
飢
饅
対
策
と
し
て
、
凶
作
に

強
い
ヒ
工
を
播
く
よ
う
に
指
導
し
、
桜
町
で
は
飢
え
る
人
を
出
さ
な

か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
こ
の
経
験
か
ら
、
引
き
続
き
、
雑
穀
の
生
産

を
指
導
し
、
備
蓄
を
進
め
た
こ
と
か
ら
、
天
保
七
年
、
諸
国
を
襲
っ

た
「
天
保
の
大
飢
謹
」
　
に
も
、
桜
町
で
は
周
辺
の
村
々
を
救
う
余
裕

さ
え
あ
り
ま
し
た
。

近
代
に
生
ま
れ
た
相
互
扶
助
組
織

イ
ギ
リ
ス
の
ラ
ン
カ
シ
ャ
ー
州
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
の
織
物
職
人
た
ち

が
一
八
四
四
年
に
相
互
扶
助
組
織
を
結
成
し
ま
し
た
。
産
業
革
命
に

よ
り
、
機
械
化
さ
れ
た
織
物
工
場
で
は
、
職
人
達
は
劣
悪
な
労
働
条

件
の
も
と
、
低
賃
金
で
働
か
さ
れ
ま
し
た
。
加
え
て
、
食
料
品
は
高

く
、
商
人
の
中
に
は
、
品
質
や
量
目
を
ご
ま
か
し
て
、
儲
け
る
も
の

も
多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
小
麦
粉
や
バ
タ
ー
の
共
同
購
入
を
し
て
、

生
活
防
衛
を
行
っ
た
の
が
始
ま
り
で
す
。
そ
の
頃
、
ド
イ
ツ
で
は
、

農
地
改
革
が
終
わ
り
、
農
村
は
急
速
に
貨
幣
経
済
に
呑
み
込
ま
れ
、

物
価
が
高
騰
し
ま
し
た
。
農
民
の
多
く
は
自
作
農
に
な
っ
て
い
た
こ

と
か
ら
、
地
租
な
ど
高
い
税
金
に
苦
し
ん
で
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
、

凶
作
で
、
多
く
の
農
民
が
高
利
貸
か
ら
金
を
借
り
、
借
金
地
獄
に
落

ち
込
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
救
う
た
め
、
一
八
四
九
年
、
ラ

イ
フ
ァ
イ
ゼ
ン
が
指
導
し
て
「
貧
農
救
済
組
合
」
を
作
り
、
融
資
事

業
を
始
め
ま
し
た
。
特
に
、
困
っ
て
い
る
農
民
に
、
低
利
で
融
資
し

て
、
高
利
賃
か
ら
借
り
た
分
を
返
済
さ
せ
て
生
活
を
立
て
直
さ
せ
た

と
い
う
点
は
、
金
次
郎
の
仕
法
と
同
じ
で
す
が
、
む
し
ろ
、
こ
れ
よ

り
三
五
年
も
前
に
、
金
次
郎
は
人
々
の
心
を
つ
か
ん
で
、
五
常
講
と

し
て
相
互
扶
助
の
金
融
を
立
ち
あ
げ
て
い
た
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と

で
す
。今

、
求
め
ら
れ
る
尊
徳
の
教
え

今
日
、
教
育
改
革
の
中
で
、
道
徳
の
時
間
の
導
入
が
論
じ
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
い
じ
め
や
命
を
粗
末
に
す
る
昨
今
の
風
潮
は
、
教
育
現

場
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
家
庭
や
地
域
社
会
と
の
連
携
の
中
で
尊
徳
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の
教
え
を
生
か
し
て
い
く
こ
と
も
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま

た
、
夕
張
市
の
財
政
破
綻
を
は
じ
め
、
破
綻
の
危
機
に
直
面
し
て
い

る
多
く
の
自
治
体
の
現
状
を
見
る
と
、
尊
徳
が
、
各
藩
の
財
政
再
建

に
活
用
し
た
尊
徳
仕
法
を
見
直
し
て
、
行
財
政
改
革
を
考
え
る
時
期

に
き
て
い
る
の
で
は
と
つ
く
づ
く
思
い
ま
す
。

没
後
一
五
〇
年
の
昨
年
、
生
誕
二
二
〇
年
の
今
年
と
い
う
こ
の
時

期
、
改
め
て
、
皆
さ
ん
と
考
え
て
み
た
い
も
の
で
す
。

（
東
京
都
農
林
水
産
振
興
財
団
勤
務
）

（
写
真
の
説
明
）

金
次
郎
の
ブ
ロ
ン
ズ
像

明
治
天
皇
が
好
ん
で
表
御
座
所
（
執
務
室
）
　
の
机
の
上
に
置
い
た
岡

崎
雪
馨
（
せ
っ
せ
い
・
後
に
東
京
美
術
学
校
教
授
）
　
の
少
年
期
の
金

次
郎
（
ブ
ロ
ン
ズ
像
）
　
は
、
石
像
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
。
明
治
神
宮

所
蔵

注
一
　
「
菜
種
の
栽
培
」
夜
勉
強
に
消
費
す
る
行
灯
の
油
。
お
じ
さ

ん
に
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
ア
プ
ラ
菜
を
荒
地
で
栽
培
し
七

升
も
の
収
穫
を
み
る
。

注
二
　
「
捨
て
苗
」
捨
て
ら
れ
て
い
た
苗
代
を
、
も
っ
た
い
な
い
と

使
わ
れ
て
い
な
い
用
水
で
栽
培
し
一
俵
も
の
収
穫
を
み
る
。

注
三
　
「
積
小
為
大
」
小
さ
な
努
力
を
積
み
重
ね
て
い
け
ば
、
大
き

な
収
穫
や
成
果
に
結
び
つ
く
。

注
四
　
「
勤
労
」
自
分
に
出
来
る
仕
事
で
社
会
貢
献
す
る
こ
と
。

「
分
度
」
一
人
ひ
と
り
が
、
自
分
の
立
場
を
わ
き
ま
え
、
ふ

さ
わ
し
い
生
活
を
送
る
こ
と
。

「
推
譲
」
余
財
を
生
み
出
し
、
村
の
た
め
、
人
の
た
め
に
使

え
ば
、
家
々
や
村
も
反
映
す
る
。

「
至
誠
レ
真
′
心
が
伴
う
事
が
大
切
。

金
次
郎
石
像

I
A
町
田
市
の
金
次
郎
像
は
、
素
朴
で
愛
ら
し
い
大
変
貴
重
な
石
像

で
す
。
石
像
特
有
の
ニ
ッ
カ
ボ
ッ
カ
ス
タ
イ
ル
。
本
は
大
事
に
両
手

で
持
っ
て
、
前
を
見
て
い
ま
す
。
地
域
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
大
切
に

し
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

112

本
稿
は
、
平
成
一
九
年
五
月
三
日
に
本
会
が
開
催
し
た
、
二
宮
尊

徳
没
後
一
五
〇
周
年
記
念
講
演
会
で
の
大
竹
道
茂
先
生
の
講
演
録
の

一
部
で
あ
る
。

（
編
集
部
）
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