
士
・
軍
人
の
各
家
の
模
範
と
な
る
べ
き
事

例
を
紹
介
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
で
す
か
ら
、
全

国
的
に
も
優
れ
て
お
り
、
著
名
だ
っ
た
こ

と
が
う
か
が
え
ま
す
。

大
正
８
年
（
１
９
１
９
）
に
久
宜
が
亡

く
な
っ
た
後
は
、
娘
の
夏
子
が
嫁
い
だ
大

分
県
の
麻
生
家
を
し
ば
し
ば
訪
れ
て
い
た

こ
と
が
、『
麻
生
太た

き
ち吉

日
記
』（
※
）
か
ら

う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

昭
和
22
年
（
１
９
４
７
）
死
去
。
享
年

87
歳
。

※
麻
生
太
吉
（
１
８
５
７
〜
１
９
３
３
）

麻
生
商
店
社
長
ほ
か
。
現
財
務
大
臣
、

麻
生
太
郎
氏
の
曾
祖
父
に
あ
た
る
。
夏

子
の
義
理
の
父
親
。

（
町
教
育
委
員
会
　
江
澤
一
樹
）

【
問
合
せ
】
教
育
課 

☎(
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１
４
１
６

加
納
鎰い

つ
こ子

は
最
後
の
一
宮
藩
主
・
加
納

久ひ
さ
よ
し宜

（
１
８
４
８
〜
１
９
１
９
）
の
妻
で
、

万ま
ん
え
ん延

元
年
（
１
８
６
０
）、
原
三
蔭
の
次
女

と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
久
宜
と
の
間
に

は
久

ひ
さ
あ
き
ら朗

元
千
葉
県
知
事
な
ど
三
男
七
女
を

も
う
け
ま
し
た
。

明
治
35
年
（
１
９
０
２
）、
東
京
府
入い

り
あ
ら新

井い
む
ら村

（
現
東
京
都
大
田
区
大
森
）
に
在
住

し
て
い
た
時
、
久
宜
が
自
宅
を
事
務
所
と

し
て
入
新
井
信
用
組
合
（
現
城
南
信
用
金

庫
）
を
創
設
す
る
と
、
鎰
子
は
そ
の
事
務

を
補
佐
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

明
治
43
年
（
１
９
１
０
）
に
一
宮
町
婦

人
会
が
発
足
す
る
と
、
そ
の
初
代
会
長
に

就
任
し
ま
す
。
大
正
２
年
（
１
９
１
３
）

に
久
宜
が
私
立
一
宮
女
学
校
を
設
立
す
る

と
、
講
師
と
な
り
女
子
教
育
に
励
ん
だ
と

い
わ
れ
、
一
宮
の
発
展
の
一
端
を
担
い
ま

し
た
。

な
お
、
入
新
井
村
時
代
の
加
納
家
の
生

活
は
、
明
治
38
年
（
１
９
０
５
）
に
中
村

金こ
う

子こ

の
『
家
庭
の
模
範
』
と
い
う
本
で
紹

介
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
本
は
華
族
・
名

町
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は

町
長
室
か
ら
こ
ん
に
ち
は
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「
一
宮
町
ゆ
か
り
の
人
々
⑯
」

加
納
鎰
子
（
１
８
６
０
〜
１
９
４
７
）

９
月
８
日
の
夜
か
ら
９
日
の
朝
に
か
け

て
来
襲
し
た
台
風
15
号
は
、
千
葉
県
に
大
き

な
被
害
を
も
た
ら
し
ま
し
た
。
被
害
の
程
度

は
非
常
に
重
く
、
現
在
も
な
お
復
旧
作
業
が

続
い
て
お
り
ま
す
。
被
害
を
蒙
ら
れ
た
皆
様

に
、
心
よ
り
の
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま

す
。一

宮
町
で
は
、
お
お
む
ね
断
水
は
な
く
、

停
電
の
範
囲
・
期
間
も
他
の
市
町
村
よ
り
は

限
定
的
で
し
た
。
ま
た
、
道
を
ふ
さ
ぐ
倒
木

も
比
較
的
少
数
で
し
た
。
し
か
し
、
農
業
関

係
、
そ
し
て
建
物
関
係
に
は
、
や
は
り
大
き

な
被
害
が
出
ま
し
た
。
わ
た
く
し
は
、
で
き

る
限
り
現
場
へ
伺
っ
て
実
態
把
握
に
つ
と
め

ま
し
た
が
、
お
宅
に
よ
っ
て
は
復
旧
が
容
易

で
な
い
ほ
ど
の
損
壊
を
受
け
ら
れ
、
大
変
心

が
痛
み
ま
し
た
。

今
回
の
台
風
に
つ
い
て
は
、
国
が「
激
甚

災
害
」に
指
定
し
ま
し
た
。
激
甚
災
害
と
な

る
と
、
農
地
や
農
業
施
設
の
被
害
に
つ
い
て

の
補
助
を
行
う「
災
害
復
旧
国
庫
補
助
事
業
」

の
補
助
率
が
か
さ
上
げ
と
な
り
ま
す
。
国
に

よ
る
財
政
支
援
が
普
段
よ
り
も
手
厚
く
な
さ

れ
ま
す
。
ま
た
、
中
小
企
業
に
つ
い
て
も
、

災
害
復
旧
貸
付
等
の
特
例
措
置
が
講
じ
ら
れ

ま
す
。

こ
れ
ま
で
、
住
宅
の
一
部
損
壊
は
、
公
的

補
助
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か

し
、
今
回
は
、
事
態
の
深
刻
さ
を
受
け
て
、

国
土
交
通
省
が
中
心
と
な
り
、
国
が
修
理
の

補
助
金
を
出
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
自
治

体
が
修
理
費
補
助
金
制
度
を
設
け
て
、
そ
の

大
部
分
を
国
が
負
担
す
る
運
び
だ
と
い
う

こ
と
で
す
。
９
月
24
日
の
朝
日
新
聞
に
よ
れ

ば
、
補
助
率
は
修
理
費
の
２
割
程
度
が
目
安

だ
そ
う
で
す
。

ま
た
、
内
閣
府
は
、
住
宅
の
損
壊
レ
ベ
ル

の
認
定
に
つ
い
て
、
台
風
後
の
雨
の
被
害
の

状
況
も
加
味
し
て
、
一
部
損
壊
レ
ベ
ル
で
も

状
況
に
よ
っ
て
半
壊
や
全
壊
に
認
定
す
る
な

ど
、
弾
力
的
に
運
用
す
る
よ
う
、
自
治
体
に

通
知
を
出
し
ま
し
た
。

こ
う
し
た
、
事
後
の
復
旧
に
対
す
る
国

の
補
助
は
、
被
害
の
激
し
さ
を
受
け
て
、
従

来
よ
り
も
手
厚
く
な
る
見
通
し
で
す
。
そ

こ
で
、
皆
様
に
お
願
い
で
す
。
被
害
に
つ
い

て
、
写
真
な
ど
の
証
拠
を
出
来
る
限
り
残
し

て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
補
助
制
度
へ
の
申
請

に
必
要
で
す
。
補
助
の
方
針
が
確
定
し
ま
し

た
ら
、
速
や
か
に
皆
様
ご
案
内
差
し
上
げ
ま

す
。
ど
う
ぞ
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

今
回
の
台
風
で
は
、
危
機
管
理
の
責
任
を

負
う
立
場
に
お
け
る
認
識
の
甘
さ
等
が
問
題

と
な
り
ま
し
た
。
わ
た
く
し
自
身
も
、
こ
う

し
た
批
判
を
自
ら
の
問
題
と
し
て
、
危
機
管

理
時
の
責
任
者
の
任
務
の
重
さ
に
自
覚
を
高

め
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
学
ぶ
こ
と
の

多
い
台
風
で
し
た
。

一宮町長
馬淵 昌也

▲　加納鎰子（町教委所蔵）
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