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齋　

藤　

知　

明

は
じ
め
に

本
稿
の
目
的
は
、
戦
前
日
本
の
学
校
教
育
に
お
い
て
宗
教
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ

て
き
た
か
を
考
察
し
、
近
代
国
家
に
お
け
る
両
者
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で

あ
る
。
従
来
、
戦
前
日
本
の
両
者
の
関
係
を
考
え
る
際
に
、
明
治
三
二
年
に
発
布
さ

れ
た
文
部
省
訓
令
�
二
号
「
�
般
ノ
教
育
ヲ
シ
テ
宗
教
外
ニ
特
立
セ
シ
ム
ル
ノ
件
」

を
め
ぐ
る
教
育
行
政
や
学
校
行
政
に
関
す
る
研
究
が
あ
る（

（
（

。
し
か
し
、
訓
令
�
二
号

の
検
討
の
み
で
は
、
訓
令
�
二
号
が
キ
リ
ス
ト
教
学
校
の
抑
圧
や
教
育
勅
語
思
想
注

入
の
先
鋭
化
が
目
的
で
あ
っ
た
と
い
っ
た
よ
う
な
結
論
し
か
導
く
こ
と
が
で
き
な

い
。
実
態
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
研
究
も
あ
り（

（
（

、
両
者
の
関
係
を
考
え
る
際

に
は
、
よ
り
多
角
的
な
研
究
視
点
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る（

（
（

。
そ
こ
で
本
稿
で

は
、
当
時
の
代
表
的
な
文
部
官
僚
で
あ
っ
た
澤
柳
政
太
郎
の
思
想
か
ら
両
者
の
関
係

を
考
え
る
。
制
度
史
・
法
制
史
研
究
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
戦
前
日
本
に
お
け
る
宗
教

と
教
育
の
関
係
史
に
対
し
て
、
思
想
史
の
視
点
か
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

�　

な
ぜ
澤
柳
政
太
郎
か

本
稿
が
扱
う
明
治
中
期
以
降
、
特
に
明
治
三
〇
年
代
は
、
国
民
教
育
の
根
幹
で
あ

る
学
校
教
育
制
度
の
整
備
と
教
育
内
容
の
整
理
・
統
�
が
図
ら
れ
、
近
代
教
育
制
度

が
確
立
し
た
時
期
で
あ
っ
た（

（
（

。
こ
の
よ
う
に
近
代
教
育
史
で
重
要
性
を
持
つ
と
さ
れ

る
明
治
三
〇
年
代
に
お
け
る
教
育
行
政
の
中
心
人
物
が
、
澤
柳
政
太
郎
で
あ
る
。

澤
柳
は
、
明
治
維
新
直
前
の
慶
応
元
年
（
�
八
六
五
）
に
生
ま
れ
、
東
京
大
学
卒

業
後
は
文
部
省
に
入
省
し
教
育
行
政
、
特
に
義
務
教
育
行
政
の
中
心
人
物
と
な
る
。

明
治
三
〇
年
代
に
お
い
て
、
普
通
学
務
局
長
と
し
て
義
務
教
育
を
決
定
づ
け
た
小
学

校
令
の
改
正
を
行
い
、
後
に
文
部
次
官
ま
で
の
ぼ
り
つ
め
、
近
代
教
育
制
度
の
確
立

に
大
き
く
寄
与
し
た
人
物
と
い
え
る
（
森
有
礼
が
明
治
二
〇
年
代
に
義
務
教
育
の
枠

組
み
を
作
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
内
容
を
精
査
し
て
い
っ
た
の
が
澤
柳
と
も
い
え
る
）。

後
年
は
成
城
学
園
を
創
設
し
、
大
正
自
由
教
育
の
先
駆
者
と
な
る
も
、
帝
国
教
育
会

の
会
長
に
在
位
し
続
け
、
国
家
の
教
育
行
政
に
対
し
て
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い

た
。
教
育
史
研
究
で
は
、
澤
柳
は
成
城
学
園
で
自
由
な
教
育
を
行
っ
た
教
育
家
と
し

て
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
実
際
の
影
響
力
と
し
て
、
国
家
の
教
育
行
政
に
携
わ

っ
た
官
僚
的
な
澤
柳
の
�
面
は
大
き
い
。
ま
た
、
澤
柳
は
篤
信
の
仏
教
信
仰
家
で
あ

り
、大
谷
尋
常
中
学
校
長
・
大
谷
派
教
学
部
顧
問
や
、大
正
大
学
初
代
学
長
、『
宗
教
々

育
講
座
』（
全
�
八
巻
、
�
九
二
七―

�
九
二
九
）
の
監
修
を
歴
任
す
る
な
ど
、
他

の
教
育
家
と
比
べ
、
宗
教
に
か
な
り
親
し
か
っ
た
経
歴
を
持
つ
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら

ず
、
教
育
行
政
で
は
�
貫
し
て
宗
教
と
教
育
を
分
離
す
る
姿
勢
を
取
っ
て
い
た
。
教

育
行
政
に
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
澤
柳
が
、
な
ぜ
両
者
を
分
離
す
べ
き
と
の
思
想

を
持
っ
て
い
た
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
当
時
の
国
家
の
近
代
化
に
お
い
て
両
者
の
分

離
が
ど
の
よ
う
な
正
当
性
を
持
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
の
か
を
考
え
る
こ
と
に
つ
な
が

る
で
あ
ろ
う
。

戦
前
の
日
本
で
は
、
教
育
界
や
各
知
識
人
に
よ
っ
て
道
徳
教
育
の
議
論
が
絶
え
ず

行
わ
れ
て
い
た
。
明
治
二
〇
年
代
に
起
こ
っ
た
「
教
育
と
宗
教
の
衝
突
」
論
争
で
は
、

教
育
勅
語
の
精
神
を
道
徳
教
育
に
用
い
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
争
点
と
な
っ
た
。

そ
れ
に
対
し
て
、
明
治
三
〇
年
代
以
降
の
論
争
で
は
多
く
の
知
識
人
た
ち
が
道
徳
教
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育
に
宗
教
を
用
い
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
た
。
そ
の
論
調
は
、
教
育
勅
語
に
よ
っ

て
国
民
道
徳
を
教
え
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
に
加
え
て
宗
教
を
教
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
さ
ら
に
国
民
道
徳
を
補
強
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
で
、
は
じ
め
に
澤
柳
の
宗
教
観
と
教
育
観
を
概
観
し
た
後
に
、
澤
柳
の
宗
教

と
教
育
に
関
す
る
思
想
を
二
点
に
絞
っ
て
考
え
る
。
�
つ
に
、
ど
う
し
て
宗
教
と
教

育
は
分
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
も
う
�
つ
に
、
ど
う
し
て
宗
派
色
を

抜
い
た
宗
教
も
学
校
教
育
に
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
、
の
二
点
で
あ
る
。
こ

の
二
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
近
代
国
家
に
お
け
る
宗
教
と
教
育
と
の
関

係
の
�
側
面
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

二　

澤
柳
の
宗
教
観
・
教
育
観

（（）
宗
教
観

澤
柳
の
宗
教
観
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
分
野
か
ら
の
蓄
積
が
あ
る（

（
（

。
よ
っ
て
、
こ

こ
で
は
澤
柳
の
宗
教
観
の
中
心
と
な
る
点
だ
け
を
述
べ
た
い
。

澤
柳
は
、
青
年
期
か
ら
真
言
宗
の
僧
侶
で
あ
る
釈
雲
照
に
師
事
し
、「
十
善
会
」

と
い
う
仏
教
在
家
集
団
を
運
営
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
雲
照
が
説
く
戒
律
主
義
の
な

か
の
十
善
戒
を
普
及
さ
せ
る
た
め
に
、
明
治
二
三
年
に
『
仏
教
道
徳
十
善
大
意
』
を

著
し
、
十
善
戒
の
理
論
的
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
二
六
歳
で
刊
行
し
た
著
作
で
あ
る

が
、
す
で
に
澤
柳
の
宗
教
観
が
み
て
と
れ
る
。

そ
の
な
か
で
澤
柳
は
、
道
徳
を
理
論
で
説
明
し
て
も
理
解
で
き
な
い
こ
と
が
多
い

が
、
実
践
を
通
せ
ば
道
徳
を
理
解
で
き
る
と
説
く（

（
（

。
澤
柳
に
と
っ
て
の
実
践
す
べ
き

道
徳
と
し
て
選
ん
だ
の
は
十
善
戒
で
あ
り
、
そ
の
十
善
戒
を
実
践
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
「
安
心
」、
つ
ま
り
安
定
し
た
心
情
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
ど
の
よ

う
な
「
安
心
」
を
得
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
。
こ
こ
で
い
う
道
徳
と
は
、

国
民
全
体
が
共
有
す
る
よ
う
な
国
民
道
徳
で
は
な
く
、
個
人
が
自
律
し
た
人
間
に
な

る
た
め
の
個
人
道
徳
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
澤
柳
に
と
っ
て

宗
教
を
持
つ
こ
と
は
個
人
の
信
仰
を
持
つ
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
個
を
個
と
し
て
自

覚
で
き
る
よ
う
な―

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
と
し
て
の―

あ
る
自
律
し
た
信
念
を
持

つ
こ
と
と
同
義
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
青
年
期
の
澤
柳
の

宗
教
思
想
・
宗
教
実
践
は
、
晩
年
に
至
っ
て
も
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た（

（
（

。

島
薗
進
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
代
の
高
学
歴
エ
リ
ー
ト
や
知
識
人
が
身
に
着
け
て
い

た
「
宗
教
」
は
、
世
俗
領
域
と
は
区
別
さ
れ
る
が
、
世
俗
の
倫
理
や
秩
序
な
ど
を
個

人
に
基
礎
づ
け
る
機
能
が
あ
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う

な
「
宗
教
」
の
世
界
観
の
な
か
に
個
人
（
自
己
）
の
主
体
性
を
定
位
す
る
も
の
と
し

て
も
「
宗
教
」
を
機
能
さ
せ
る
宗
教
言
説
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る（

（
（

。
澤
柳
は
、
そ
の

よ
う
な
知
識
人
の
典
型
的
な
例
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

（（）
教
育
観

次
に
教
育
観
で
あ
る
が
、澤
柳
の
教
育
観
に
つ
い
て
の
研
究
も
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
澤
柳
の
主
著
で
あ
る
『
教
師
及
び
校
長
論
』
や
『
学
修

法
』（
�
九
〇
八
年
刊
）、『
実
際
的
教
育
学
』（
�
九
〇
九
年
刊
）
や
、
成
城
学
園
の

教
育
な
ど
を
主
題
と
し
て
い
る
研
究
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
澤
柳
が
教
育
行
政
に
直

接
関
わ
り
義
務
教
育
の
改
正
に
尽
力
し
て
い
た
頃
の
論
説
か
ら
澤
柳
の
教
育
観
を
確

認
し
た
い
。
そ
れ
に
よ
り
、
近
代
化
す
る
国
家
の
教
育
に
対
す
る
澤
柳
の
思
索
を
整

理
す
る
。

明
治
三
〇
年
前
後
の
学
校
教
育
の
性
格
と
し
て
、
明
治
二
〇
年
代
か
ら
起
こ
る
産

業
革
命
と
と
も
に
変
化
し
た
社
会
構
造
に
従
い
、「
民
衆
の
権
利
と
し
て
の
教
育
」

や
「
国
民
皆
学
」
と
い
っ
た
近
代
教
育
の
確
立
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る（

（
（

。

ま
た
、「
実
業
教
育
」
を
重
視
し
て
い
く
�
方
、
中
等
・
高
等
教
育
の
分
化
を
促
進
し
、

国
家
が
求
め
る
国
民
の
性
質
・
能
力
を
明
確
に
し
、
役
割
分
担
を
図
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た（
（（
（

。
澤
柳
は
、
明
治
三
�
年
に
普
通
学
務
局
長
に
就
任
し
て
か
ら
多
く
の
学
校
令
の
公

布
・
改
正
を
行
っ
た
。
そ
の
な
か
で
も
、
特
に
明
治
三
三
年
の
小
学
校
令
改
正
の
中



澤
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三

心
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
。
小
学
校
令
が
改
正
さ
れ
る
直
前
、
澤
柳
は
「
義
務
教
育

の
効
果
」
の
な
か
で
義
務
教
育
の
本
来
の
在
り
方
を
説
い
て
い
る
。
そ
こ
で
の
主
張

は
、
改
正
小
学
校
令
の
審
議
で
は
修
業
年
限
の
延
長
や
学
校
設
備
の
充
実
な
ど
が
中

心
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
よ
り
先
に
義
務
教
育
の
効
果
と
は
い
か
な
る
も
の
か
と

い
う
こ
と
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
愛
媛
県
で
の
徴
兵
検
査
に
お

け
る
学
力
試
験
の
結
果
が
義
務
教
育
を
受
け
る
前
の
世
代
と
後
の
世
代
で
は
格
段
に

差
が
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
学
力
は
環
境
の
み
に
依
る
も
の

で
は
な
く
「
抑
も
知
識
は
之
れ
を
授
く
る
者
の
能
否
に
依
」
る
と
し
、「
有
形
の
も
の
」

に
対
す
る
改
革
よ
り
も
「
無
形
の
教
練
」
を
義
務
教
育
で
は
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
主
張
す
る（
（（
（

。
つ
ま
り
、
学
校
に
お
け
る
「
無
形
の
教
練
」
と
し
て
の
教
師
の

意
欲
や
工
夫
次
第
で
、
義
務
教
育
の
効
果
は
変
わ
っ
て
く
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
澤
柳
は
、
決
し
て
修
業
年
限
の
延
長
や
学
校
設
備
の
充
実
を
軽
視
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
「
教
育
者
と
し
て
自
重
心
が
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
、
教
育
社
会
に
於
て
も
自
重
心
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
と
、
教
育
者
の

意
識
改
革
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
る（
（（
（

。

澤
柳
は
、
自
律
し
た
人
格
を
持
っ
た
教
員
が
自
律
し
た
生
徒
を
育
成
す
る
学
校
教

育
こ
そ
理
想
と
考
え
て
い
た
。
明
治
二
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
教
育
者
の
精
神
』
で

は
、
学
校
教
育
の
向
上
に
「
之
を
教
育
者
各
自
の
心
に
求
む
へ
き
の
み（
（（
（

」
と
論
じ
て

い
る
。
本
書
に
お
い
て
、
澤
柳
が
最
も
強
く
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
、
教
師
自
身
が

あ
る
明
確
な
信
念
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
自
律
し
た
信
念
を
持
つ
生
徒
を
育
成
で

き
な
い
と
す
る
点
で
あ
る（
（（
（

。
澤
柳
に
と
っ
て
の
義
務
教
育
の
向
上
は
、
決
し
て
物
質

的
な
改
革
の
み
に
納
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
精
神
面
の
改
革
を
も
重
ん
じ
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
っ
た
。

三　

宗
教
と
教
育
の
関
係
は
ど
う
あ
る
べ
き
か

澤
柳
の
宗
教
観
や
教
育
観
を
見
る
限
り
、
両
者
に
求
め
て
い
た
も
の
は
、「
安
心
」

や
「
信
念
」、「
無
形
の
教
練
」
な
ど
の
こ
と
ば
で
表
わ
さ
れ
る
よ
う
な
、
自
律
し
た

精
神
性
を
育
成
す
る
こ
と
で
共
通
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
共
通
し
た
目
的
を
持

つ
と
考
え
て
い
た
宗
教
と
教
育
の
両
者
を
学
校
教
育
で
は
分
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
か
。
こ
こ
に
ひ
と
つ
の
疑
問
が
持
た
れ
る
。
宗
教
に
対
し
て
好
意
的
で
、

自
律
し
た
精
神
性
を
持
つ
こ
と
の
重
要
性
を
だ
れ
よ
り
も
説
い
て
い
た
澤
柳
が
、
な

ぜ
同
様
の
目
的
を
持
つ
と
考
え
て
い
た
教
育
と
完
全
に
分
離
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

の
か
。
知
識
人
の
あ
い
だ
で
、
宗
教
を
学
校
教
育
に
導
入
す
る
声
も
高
ま
っ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
そ
の
声
に
同
調
し
な
か
っ
た
の
か
。
例
と
し
て
、
当
時
の

教
育
学
者
の
谷
本
富
は
、
澤
柳
と
同
世
代
で
、
熱
心
な
真
宗
門
徒
で
あ
っ
た
。
谷
本

は
澤
柳
と
境
遇
が
似
て
い
る
が
、
学
校
教
育
で
宗
教
教
育
を
行
う
べ
き
こ
と
を
強
く

主
張
し
て
い
た
の
で
あ
る（
（（
（

。
こ
の
よ
う
に
、
教
育
学
者
と
い
う
こ
と
を
問
わ
ず
、
宗

教
に
親
し
か
っ
た
知
識
人
は
宗
教
を
教
育
に
用
い
る
こ
と
に
概
ね
肯
定
的
で
あ
っ

た
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
澤
柳
は
宗
教
と
教
育
が
分
離
す
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
、
文
部
官
僚
と
し
て
の
澤
柳
と
精
神
面
を
重
視
す
る
澤
柳

と
の
二
重
の
側
面
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

澤
柳
は
、
明
治
三
四
年
に
「
宗
教
と
教
育
と
の
関
係
」
と
い
う
論
文
で
両
者
の
関

係
に
つ
い
て
の
持
論
を
展
開
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
当
論
文
を
詳
し
く
み
て
い
き
た

い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
当
時
の
宗
教
と
教
育
の
関
係
に
対
し
て
三
種
類
の
議
論
が
あ

っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
�
）
宗
教
と
教
育
と
は
互
に
反
対
し
て
相
容
れ
ず

（
二
）
宗
教
と
教
育
と
は
、
其
目
的
に
於
て
、
其
精
神
に
於
て
、
互
に
調
和
す

べ
き
も
の
な
り

（
三
）
宗
教
と
教
育
と
は
、
相
�
致
す
べ
き
も
の
に
し
て
、
真
の
教
育
は
宗
教

を
離
れ
て
存
す
る
能
わ
ず（
（（
（

こ
の
な
か
で
、
澤
柳
自
身
は
（
二
）
の
立
場
を
と
る
。
こ
の
立
場
は
宗
教
と
教
育

は
道
徳
心
を
教
化
す
る
と
い
う
目
的
が
あ
る
た
め
両
者
は
調
和
す
る
と
い
う
意
味
で

あ
る
が
、
あ
る
条
件
の
な
か
に
入
っ
て
し
ま
え
ば
分
離
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
意



澤
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味
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
で
詳
述
す
る
。
ま
ず
、（
�
）
の
宗
教

と
教
育
は
対
照
的
で
あ
っ
て
教
育
は
宗
教
を
完
全
に
排
除
す
べ
き
と
い
う
趣
旨
は
、

教
育
学
や
当
時
日
本
に
入
っ
て
き
た
新
興
諸
科
学
で
語
ら
れ
る
意
見
で
あ
る
と
す

る
。
こ
れ
に
関
し
て
澤
柳
は
以
下
の
よ
う
に
論
じ
る
。

教
育
の
目
的
は
人
間
の
道
徳
的
の
品
性
を
陶
冶
す
る
に
あ
り
と
は
何
れ
の
教
育

主
義
に
於
て
も
�
致
す
る
所
に
あ
ら
ず
や
。
そ
の
道
徳
て
ふ
も
の
は
、
宗
教
の

目
的
と
す
る
所
の
も
の
と
全
然
同
�
な
り
と
云
ふ
を
得
ざ
る
も
互
に
反
対
し
た

る
も
の
な
り
と
云
ふ
を
得
ず
。
さ
れ
ば
宗
教
は
教
育
と
は
反
対
の
も
の
に
て
、

従
ひ
て
教
育
よ
り
宗
教
を
排
斥
す
べ
し
と
の
考
は
多
少
今
日
の
人
が
抱
き
居
る

に
も
拘
ら
ず
、
実
に
取
る
に
足
ら
ざ
る
議
論
と
云
は
ざ
る
可
け
ん
や（
（（
（

。

教
育
の
目
的
で
あ
る
道
徳
心
の
育
成
と
、
宗
教
の
目
的
で
あ
る
信
仰
や
安
心
の
獲

得
と
は
、
完
全
に
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
た
め
、
そ
の
こ
と
を
考
慮
せ
ず
に

両
者
の
分
離
を
論
じ
る
の
は
お
か
し
い
、
と
澤
柳
は
退
け
る
。

（
三
）
の
宗
教
と
教
育
は
分
離
し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
相
�
致
す
べ
き
だ
と

い
う
意
見
に
関
し
て
澤
柳
は
、「
こ
の
説
は
過
去
の
歴
史
に
重
き
を
置
き
過
ぎ
た
る

説
に
し
て
、
将
来
の
趨
勢
を
幾
分
か
軽
く
見
、
且
つ
近
世
に
研
究
せ
ら
れ
た
る
教
育

て
ふ
意
義
を
充
分
に
了
解
せ
ざ
る
考（
（（
（

」
と
、
前
近
代
的
な
教
育
法
で
あ
り
、
近
代
国

家
に
お
け
る
教
育
と
は
そ
ぐ
わ
な
い
意
見
で
あ
る
と
批
判
す
る
。

ま
た
澤
柳
は
、
他
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
が
存
在
す
る
た
め
、
近
代
国
家
に
お
い

て
は
宗
教
と
教
育
は
相
�
致
し
な
い
と
論
じ
る
。
た
と
え
ば
、
宗
教
と
教
育
の
時
間

的
制
限
の
相
違
か
ら
も
宗
教
と
教
育
は
分
離
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い

る
。こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る「
教
育
」は
、学
校
教
育
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。「
短

日
月
の
内
に
終
ら
ざ
る
可
ら
ざ
る
教
育
、
国
民
�
般
に
均
等
に
強
ゆ
る
べ
き
教
育
に

よ
り
て
宗
教
の
目
的
を
達
せ
ん
と
す
る
は
不
可
能
事
に
属
す
と
云
は
ざ
る
可
ら
す（
（（
（

」

と
、
宗
教
の
目
的
で
あ
る
信
念
や
安
心
の
確
立
は
各
個
人
が
主
体
的
に
得
る
も
の
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
教
育
は
国
民
全
体
に
対
し
て
、
決
ま
っ
た
時
間
内
で
平
等
に
画

�
的
に
行
う
た
め
、
宗
教
の
目
的
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
論
じ
る
。
た
し
か

に
宗
教
と
教
育
は
信
念
の
確
立
や
道
徳
心
の
育
成
な
ど
「
宗
教
の
目
的
も
教
育
の
目

的
も
、
同
�
の
直
線
の
上
に
あ
る
所
の
二
点
の
如
き
も
の（
（（
（

」
で
あ
る
が
、「
宗
教
の

目
的
は
同
�
方
向
に
於
て
無
限
の
所
に
あ
り
。
教
育
の
目
的
は
同
し
方
向
に
於
て
有

限
の
所
に
あ
り（
（（
（

」
と
澤
柳
は
主
張
す
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
は
時
間
的
制
約
を
受
け
ず

に
�
生
涯
を
か
け
て
信
仰
の
獲
得
と
い
う
目
的
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
が
、

教
育
は
学
科
課
程
と
い
う
時
間
的
制
約
の
な
か
で
知
識
の
育
成
も
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
た
め
、
両
者
を
�
緒
に
教
え
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

時
間
的
制
限
以
外
の
理
由
と
し
て
、
宗
教
は
「
無
限
」
で
あ
り
、
教
育
は
「
有
限
」

で
あ
る
た
め
両
者
を
分
離
す
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
る
。
た
と
え
ば
、
宗
教
家
と
教
師

の
職
業
と
し
て
の
意
義
に
つ
い
て
、「
人
心
の
開
拓
に
関
し
て
教
育
家
の
手
の
及
ば

ざ
る
所
夫
多
し
。
如
何
に
教
育
家
か
其
本
文
を
尽
し
得
た
り
と
す
る
も
、
教
育
家
と

し
て
は
開
拓
し
尽
さ
れ
さ
る
領
分
夫
多
し
。
こ
の
残
さ
れ
た
る
領
分
を
開
拓
す
る
こ

と
は
宗
教
家
の
手
を
労
せ
さ
る
可
ら
す（
（（
（

」
と
、
学
校
教
育
に
お
け
る
教
師
の
能
力
の

「
有
限
」
性
を
説
き
、
宗
教
家
に
よ
っ
て
教
師
の
や
り
残
し
た
「
人
心
の
開
拓
」
を

行
う
べ
き
で
あ
る
と
論
じ
る
。
た
し
か
に
、
学
校
教
育
で
宗
教
を
用
い
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
、「
有
限
」
の
教
育
を
「
無
限
」
の
宗
教
が
支
え
る
と
い
う
意
味
で
、

両
者
は
ど
ち
ら
も
必
要
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
澤
柳
は
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

澤
柳
は
、（
二
）
の
宗
教
と
教
育
は
調
和
す
べ
き
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
た
。
し

か
し
、
そ
れ
は
、
お
互
い
に
は
お
互
い
の
役
割
が
あ
り
、
両
者
は
そ
れ
を
干
渉
し
な

い
で
人
間
に
関
わ
っ
て
い
く
、
と
い
う
意
味
で
両
者
の
調
和
を
と
ろ
う
と
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
小
学
校
令
の
改
正
に
は
多
く
の
批
判
が
挙
が
っ
た
が
、
�
部
の
批
判
は

的
を
射
て
い
た
こ
と
を
澤
柳
も
認
め
て
い
た（
（（
（

。
澤
柳
に
と
っ
て
は
決
し
て
現
状
の
学

校
教
育
で
満
足
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
段
階
的
に
改
良
し
て
い
く
意
向
が
あ
っ

た
。
し
か
し
、
改
革
当
時
の
学
校
教
育
に
お
い
て
は
最
低
限
必
要
の
学
科
課
程
を
こ

な
し
て
い
く
だ
け
で
精
�
杯
で
あ
る
と
い
う
状
況
も
知
っ
て
い
た
。
文
部
官
僚
に
と

っ
て
学
校
教
育
は
国
家
事
業
で
あ
り
、
時
間
的
制
限
、
経
済
的
制
限
、
人
材
的
制
限

な
ど
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
承
知
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
学
校
教
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育
は
「
有
限
」
と
考
え
て
い
た
。「
有
限
」
で
あ
る
学
校
教
育
の
な
か
で
も
改
善
の

余
地
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
教
師
の
精
神
で
あ
っ
た
。
教
師
の
精
神
次
第
で
学

校
教
育
の
効
果
が
上
が
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。
だ
が
、
教
員
に
も
能
力

の
限
界
が
あ
り
、学
校
教
育
の
な
か
で
宗
教
を
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、

そ
れ
は
困
難
が
予
想
さ
れ
た
。
宗
教
の
こ
と
は
宗
教
家
に
、
と
い
う
の
が
自
然
な
流

れ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

宗
教
も
、学
校
教
育
と
同
じ
「
人
心
の
開
拓
」
を
目
指
す
も
の
と
考
え
て
い
た
が
、

学
校
教
育
は
「
人
心
の
開
拓
」
を
行
う
以
外
に
も
知
識
教
育
な
ど
多
く
の
課
程
を
教

え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
宗
教
は
あ
ら
ゆ
る
制
限
を
受
け
な

い
と
い
う
意
味
で
「
無
限
」
で
あ
る
。
学
校
教
育
に
お
け
る
道
徳
教
育
だ
け
で
は
不

十
分
で
あ
る
の
で
、
学
校
教
育
が
終
わ
っ
た
後
の
道
徳
教
育
と
し
て
宗
教
が
必
要
で

あ
る
。
文
部
官
僚
の
澤
柳
は
、
こ
の
よ
う
に
、
学
校
教
育
の
限
界
性
を
知
っ
た
上
で
、

段
階
を
踏
ん
で
両
者
に
よ
る
「
人
心
の
開
拓
」
が
行
わ
れ
る
べ
き
と
、
主
張
し
た
の

で
あ
っ
た
。

四　

学
校
教
育
に
宗
教
を
用
い
る
議
論
に
対
し
て

澤
柳
は
、
文
部
次
官
を
辞
任
し
た
後
も
、
帝
国
教
育
会
会
長
と
し
て
指
導
力
を
発

揮
し（
（（
（

、
ま
す
ま
す
教
育
界
の
な
か
で
の
影
響
力
を
高
め
て
い
っ
た
。
宗
教
と
教
育
を

め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
も
、
澤
柳
は
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
三
〇
年
以
降
、
訓
令
�
二
号
に
よ
り
、
原
則
と
し
て
宗
教
は
学
校
教
育
に
用

い
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
た
が
、
明
治
末
期
か
ら
、
大
正
期
、
さ
ら
に
昭
和

前
期
に
か
け
て
、〝
宗
教
を
学
校
教
育
に
用
い
よ
う
〟〝
国
民
道
徳
涵
養
の
手
段
と
し

よ
う
〟
と
い
う
よ
う
な
、
宗
教
教
育
を
推
進
す
る
議
論
が
盛
ん
に
な
っ
て
く
る
。

明
治
末
期
に
は
、
資
本
主
義
の
急
激
な
展
開
に
よ
る
階
級
対
立
が
問
題
と
な
り
、

さ
ら
に
大
逆
事
件
が
起
こ
る
な
ど
、
教
育
勅
語
に
よ
る
国
民
道
徳
の
徹
底
が
必
要
と

さ
れ
た
。
明
治
四
�
年
に
、
戊
申
詔
書
が
、
明
治
四
二
年
に
は
、
修
身
教
育
の
重
視

を
訓
令
で
出
さ
れ
る
な
ど
、
国
家
主
導
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
統
制
の
試
み
が
お

こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
流
れ
の
な
か
、
政
府
主
導
に
よ
っ
て
国
民
道
徳
の
涵
養
の
た
め

に
宗
教
を
政
治
的
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
っ
た（
（（
（

。

大
正
期
に
入
る
と
、
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
自
由
主
義
・
人

道
主
義
的
な
思
想
の
高
ま
り
の
な
か
で
、
普
遍
性
や
高
い
精
神
性
を
持
っ
て
い
る
と

さ
れ
る
宗
教
の
復
興
が
声
高
に
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
大
正
末
期
に
第
�

次
世
界
大
戦
後
の
経
済
恐
慌
や
関
東
大
震
災
が
起
こ
り
、情
勢
が
不
安
定
に
な
る
と
、

教
育
界
は
さ
ら
に
宗
教
に
よ
る
国
民
道
徳
の
涵
養
を
求
め
た
。宗
教
に
よ
る
教
育
は
、

当
時
の
国
民
道
徳
復
興
思
想
と
連
携
し
、
自
由
主
義
や
個
人
主
義
な
ど
の
「
利
己
主

義
」
と
社
会
主
義
や
共
産
主
義
な
ど
の
「
唯
物
主
義
」
を
克
服
す
る
も
の
と
し
て
期

待
さ
れ
た（
（（
（

。
こ
れ
ら
の
宗
教
教
育
を
推
進
す
る
議
論
は
、
学
校
教
育
で
は
宗
派
的
で

儀
礼
を
お
こ
な
う
よ
う
な
宗
教
教
育
は
不
可
能
だ
が
、
宗
教
的
な
情
操
教
育
は
必
要

で
あ
る
と
し
、
宗
教
を
教
え
る
こ
と
の
正
当
性
を
、
人
格
完
成
な
ど
の
教
育
的
な
議

論
に
置
き
換
え
た
所
に
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
宗
教
教
育
へ
の
期
待
の
高
ま
り
の
な
か
、
学
校
で
宗
教
を
教
え
る
こ

と
を
否
定
し
て
い
た
澤
柳
は
、宗
教
教
育
の
議
論
に
ど
の
よ
う
に
応
じ
た
だ
ろ
う
か
。

明
治
四
五
年
、
澤
柳
は
「
宗
教
と
教
育
」
と
い
う
論
文
で
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

澤
柳
は
、「
日
本
の
教
育
家
に
し
て
、
真
の
教
育
を
以
て
天
職
と
し
、
楽
ん
で
教

育
に
従
事
す
る
と
い
ふ
人
の
出
な
い
の
は
、
�
つ
は
此
宗
教
上
の
信
念
と
い
う
ふ
も

の
を
有
っ
て
お
ら
な
い
か
ら
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
ふ（
（（
（

」
と
、
決
し
て
宗
教
心
の
必

要
性
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
宗
教
心
を
育
む
た
め
に
は
、
宗
教
と
教
育

が
「
互
に
相
補
っ
て
行
く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
互
に
相
携
へ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
も
の
で
あ
ら
う
と
考
へ
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す（
（（
（

」
と
、
前
節
で
み
て
い
っ
た
よ
う

な
、
両
者
が
協
力
す
る
必
要
性
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。
そ
れ
で
は
、
学
校
で
宗
教

心
を
教
え
る
こ
と
に
何
が
問
題
と
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

此
宗
教
心
を
満
足
さ
せ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
謂
ば
色
々
な
途
が
あ
り
又
流
儀
が

あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
自
分
は
斯
う
い
ふ
方
法
に
依
つ
て
、
其
の
信
仰
を
得
た



澤
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か
ら
と
い
ふ
て
、
総
て
の
者
が
其
方
法
順
序
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
と

で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。（
…
）
而
し
て
学
校
に
於
て
宗
教
を
施
す
と
い
ふ

こ
と
は
第
�
に
此
点
に
於
て
不
都
合
で
あ
る
。
何
故
な
れ
ば
学
校
に
於
て
宗
旨

を
授
け
る
と
す
れ
ば
、
何
れ
か
の
宗
旨
に
依
つ
て
授
け
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で

あ
る
。
さ
う
し
て
そ
れ
は
其
宗
旨
に
属
し
て
居
る
者
で
あ
つ
た
な
ら
ば
宜
い
か

知
れ
ま
せ
ぬ
が
、
他
の
宗
旨
の
者
は
、
そ
れ
を
或
宗
旨
を
以
て
教
育
し
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
や
う
な
次
第
で
あ
つ
て
、
学
校
に
於
て
有
ら
ゆ
る
宗
派
を
、

個
人
々
々
に
就
て
施
す
と
い
う
こ
と
は
、
な
か
な
か
煩
雑
に
し
て
到
底
出
来
る

こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
故
に
如
何
に
こ
の
宗
教
と
教
育
と
い
ふ
も
の

が
、
人
生
の
目
的
に
付
て
�
致
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
と
致
し
ま
し
て
も
、
之
を

学
校
に
於
て
施
す
と
い
う
ふ
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
又
施
す
必
要
が
な

い
の
で
あ
る（
（（
（

。

澤
柳
は
、
宗
教
心
を
育
む
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
る
特
定
の
宗
教
宗
派
の
宗

旨
を
教
え
る
こ
と
を
想
定
し
、
学
校
教
育
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
宗
教
教
育
は
、
そ

の
宗
教
宗
派
に
よ
っ
て
千
差
万
別
の
方
法
が
あ
る
た
め
不
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
ま

た
、
宗
教
を
得
る
時
機
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

然
る
に
昔
の
習
慣
に
捉
は
れ
て
居
る
と
こ
ろ
の
僧
の
如
き
は
、
小
学
校
か
ら
し

て
御
経
な
り
バ
イ
ブ
ル
な
り
を
施
さ
ん
と
気
が
済
ま
ん
や
う
に
思
ひ
ま
す
が
、

是
は
全
く
唯
従
来
の
習
慣
に
捉
は
れ
て
居
る
の
で
あ
つ
て
、
宗
教
と
い
ふ
も
の

は
決
し
て
幼
少
な
そ
ん
な
時
代
に
求
め
る
と
い
ふ
も
の
で
な
い
し
、
従
つ
て
其

時
代
に
授
け
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
而
し
て
此
宗
教
の
如
き
は
、
多
く
は
学
校

の
教
育
を
終
つ
た
後
、
世
の
中
の
荒
い
浪
や
風
に
洒
さ
れ
て
、
さ
う
ふ
て
世
の

無
情
を
感
ず
る
と
か
、
或
は
人
生
の
不
覚
を
歎
ず
る
や
う
な
際
に
於
て
、
初
め

て
宗
教
を
宣
布
す
る
に
尤
も
適
し
た
時
期
で
あ
る
の
で
あ
る（
（（
（

。

こ
の
よ
う
に
宗
教
は
、
学
校
教
育
の
時
期
に
教
わ
る
の
で
は
な
く
、
学
校
教
育
が

終
わ
り
社
会
に
出
た
後
、
さ
ら
に
、
何
か
人
生
に
つ
ま
ず
い
た
際
に
感
じ
る
も
の
で

あ
る
と
す
る
。
澤
柳
の
宗
教
観
を
鑑
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
よ
う
な
宗
教
理
解
に
い
た

る
の
も
頷
け
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
特
定
の
宗
教

宗
派
の
思
想
や
方
法
に
依
拠
す
る
必
要
が
あ
り
、
し
か
も
、
誰
か
に
教
え
ら
れ
る
も

の
で
は
な
く
、
自
ら
が
選
択
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
宗
派
色
を
抜
い
た
宗
教
を
教
え
る
こ
と
に
対
し
て
、
澤
柳
は
大
正
四
年
に

「
教
育
と
宗
教
的
信
念
と
の
関
係
」
と
い
う
帰
�
協
会
の
月
例
会
に
お
け
る
講
演
録

で
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、
ま
ず
澤
柳
は
宗
教
心
を
定
義
し
て
い
る
。

如
何
な
る
宗
教
で
も
人
間
の
洵
に
不
完
全
で
、
極
く
有
限
的
で
微
弱
な
も
の
で

あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
十
分
認
め
る
。
併
し
な
が
ら
そ
れ
を
認
む
る
と
同
時
に
、

そ
れ
に
満
足
せ
ず
し
て
、
ど
う
か
し
て
無
限
絶
対
の
世
界
に
到
ら
ん
と
す
る
希

望
を
人
間
は
持
つ
て
居
る
。
而
し
て
此
処
に
到
ら
ん
と
努
力
す
る
の
が
即
ち
宗

教
心
で
あ
る（
（（
（

。

澤
柳
に
よ
る
と
、
人
間
の
有
限
性
を
理
解
し
た
後
に
そ
れ
で
も
無
限
を
求
め
よ
う

と
努
力
す
る
心
を
宗
教
心
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
先
述
し
た
よ
う
に
、
宗
教
心
を

得
る
た
め
に
は
逆
説
的
な
が
ら
何
か
人
生
に
つ
ま
ず
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
澤
柳

の
理
解
で
は
、
人
生
に
不
足
が
な
け
れ
ば
そ
の
人
に
と
っ
て
宗
教
は
必
要
が
な
い
の

で
あ
る
。

ま
た
、「
宗
教
的
信
念
」
と
言
い
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
宗
派
色
を
抜
い
た
宗

教
教
育
に
つ
い
て
の
意
見
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
谷
本
富
を
代
表
と
す
る
よ
う
な
こ

の
時
期
の
宗
教
教
育
を
推
進
す
る
側
の
主
張
に
は
、
宗
派
色
を
抜
い
た
宗
教
教
育
な

ら
ば
学
校
で
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
が
多
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

澤
柳
は
、
宗
教
の
基
本
的
観
念
と
し
て
①
宇
宙
の
実
在
の
本
体
の
観
念
、
②
天
命
や

神
の
摂
理
、
③
道
徳
と
幸
福
と
の
関
係
、
④
霊
魂
不
朽
不
滅
の
四
点
が
あ
る
と
し
た

上
で
、
以
下
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

此
の
四
つ
の
如
き
は
共
通
的
の
も
の
で
、
各
成
立
宗
教
の
色
彩
は
な
い
も
の
で

あ
る
と
し
て
も
、
�
歩
進
ん
で
説
明
す
る
時
に
は
、
直
ち
に
基
督
教
的
と
な
り
、

仏
教
的
と
な
り
、
或
は
神
道
的
と
な
る
こ
と
を
免
れ
な
い
。（
…
）
そ
れ
故
に

学
校
で
宗
教
的
基
本
観
念
を
授
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
自
然
に
ど
う
し
て
も
各
宗



澤
柳
政
太
郎
に
み
る
近
代
国
家
に
お
け
る
宗
教
と
教
育
の
関
係

七

派
の
精
神
を
以
て
す
る
よ
り
外
に
な
い
こ
と
に
な
る
。ほ
ん
の
五
分
か
十
分
で
、

宗
教
的
信
念
の
基
本
観
念
を
説
明
す
る
な
ら
ば
、
色
彩
を
帯
び
さ
せ
ず
に
済
む

か
も
知
れ
ぬ
が
、
然
ら
ざ
る
限
り
ど
う
し
て
も
宗
派
的
に
な
る
。
而
し
て
宗
派

的
の
こ
と
を
教
へ
る
こ
と
は
何
人
も
考
へ
な
い
所
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
此
の
基

本
的
観
念
を
授
け
る
こ
と
は
行
は
れ
ぬ
こ
と
で
あ
る（
（（
（

。

宗
教
の
基
本
的
観
念
を
教
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
も
宗
派
的
な
色
彩

を
用
い
な
け
れ
ば
教
え
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
す
る
。
ま
た
、
宗
教
の
基
本
観
念
を

短
い
時
間
で
教
え
る
こ
と
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
宗
教
的
信
念
の
育
成

が
可
能
か
ど
う
か
に
は
疑
問
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
澤
柳
は
、
学
校
教
育
で

宗
派
色
を
抜
い
た
宗
教
は
教
え
ら
れ
な
い
し
、
教
え
た
と
し
て
も
本
来
の
目
的
を
達

成
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
し
て
、
学
校
教
育
に
宗
教
を
用
い
る
こ
と
を
断
固
と
し

て
否
定
す
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

最
初
の
略
歴
で
紹
介
し
た
と
お
り
、
澤
柳
は
、
明
治
二
〇
年
代
後
半
に
大
谷
尋
常

中
学
校
長
に
就
任
し
た
。
ま
た
、
最
晩
年
に
は
仏
教
連
合
大
学
で
あ
る
大
正
大
学
の

初
代
学
長
や
、『
宗
教
々
育
講
座
』
の
監
修
を
務
め
た
。
こ
こ
ま
で
、
澤
柳
の
主
張

を
み
て
き
た
か
ぎ
り
、
そ
の
よ
う
な
経
歴
に
疑
問
を
持
た
れ
る
方
も
い
る
か
も
し
れ

な
い
。
大
谷
尋
常
中
学
校
で
は
、
清
沢
満
之
と
共
に
学
校
教
育
の
な
か
で
宗
教
を
教

え
る
と
い
う
こ
と
を
実
際
に
行
っ
て
い
た
し
、
大
正
大
学
で
は
「
宗
教
的
敬
虔
の
心

持
に
、大
乗
仏
教
的
精
神
が
力
強
く
発
揮
せ
ら
れ（
（（
（

」
る
教
育
を
期
待
し
て
い
た
。『
宗

教
々
育
講
座
』
は
、
そ
の
名
の
通
り
当
時
の
日
本
の
宗
教
教
育
熱
に
応
え
る
た
め
に

創
刊
さ
れ
て
い
る
。
宗
教
と
教
育
は
分
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
た
澤

柳
は
両
面
性
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

実
は
、
澤
柳
は
、
大
谷
尋
常
中
学
校
や
大
正
大
学
の
よ
う
な
、
宗
教
の
教
義
・
理

念
で
学
校
を
経
営
す
る
こ
と
を
否
定
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
信
念
を
持
っ
た
宗
教

者
を
育
成
す
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
宗
教
界
の
た
め
に
な
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
澤
柳
は
宗
派
と
し
て
の
「
宗
教
教
育
」
は
非
常
に
大
き
な

賛
意
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
み
て
き
た
の
は
公
立
の
学
校

で
宗
教
を
教
え
る
こ
と
へ
の
澤
柳
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
主
張
の
違
い
に
、
澤
柳
の

教
育
家
と
し
て
の
特
徴
を
と
ら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

明
治
三
〇
年
代
に
お
い
て
、
澤
柳
は
決
し
て
宗
教
の
重
要
性
を
軽
ん
じ
た
わ
け
で

は
な
く
、
学
校
教
育
と
い
う
限
定
さ
れ
た
環
境
で
は
、
宗
教
を
用
い
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
宗
教
を
学
校
教
育
で
教
え
る
こ
と
が「
良
い
か
悪
い
か
」

と
い
う
レ
ベ
ル
の
話
で
は
な
く
、「
可
能
か
不
可
能
か
」
と
い
う
現
実
的
に
教
育
行

政
を
行
う
文
部
官
僚
な
ら
で
は
の
視
点
で
、
実
際
の
教
育
現
場
で
あ
る
学
校
教
育
か

ら
宗
教
を
分
離
さ
せ
る
考
え
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る（
（（
（

。

宗
教
教
育
熱
が
高
ま
る
時
期
に
お
い
て
は
、
澤
柳
は
学
校
教
育
で
宗
教
を
教
え
る

こ
と
に
対
し
て
、
さ
ら
に
根
本
的
な
問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
宗
教
は

は
た
し
て
「
教
え
ら
れ
る
」
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
宗
派
色
を
抜
い
た
宗
教
を

教
え
る
こ
と
の
意
味
は
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
疑
問
で
あ
る
。
澤
柳
は
、
現
実
の
学

校
教
育
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
と
断
じ
た
の
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
、
近
代
国
家
の
学
校
教
育
の
在
り
方
と
し
て
宗
教
と
教
育
の
関
係
を
思

考
・
実
践
し
て
い
っ
た
澤
柳
の
思
想
を
み
て
き
た
。
以
上
の
よ
う
に
み
て
い
く
と
、

澤
柳
は
、
教
育
は
「
公
」
宗
教
は
「
私
」
と
両
者
の
役
割
を
明
確
に
分
け
て
考
え
て

い
た
。
澤
柳
の
宗
教
と
教
育
の
関
係
に
つ
い
て
の
論
考
か
ら
は
、「
公
」
で
あ
る
教

育
か
ら
「
私
」
で
あ
る
宗
教
は
分
離
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
�
方
、
澤
柳
の
「
私
」
的

な
宗
教
思
想
を
、「
公
」
的
教
育
に
敷
衍
す
る
こ
と
は
な
い
。
上
野
浩
道
は
、
澤
柳

の
「
公
」
と
「
私
」
の
役
割
分
担
に
つ
い
て
当
時
の
職
業
倫
理
に
基
づ
い
て
以
下
の

よ
う
に
評
し
て
い
る
。

私
人
と
し
て
の
修
養
と
宗
教
に
う
ら
づ
け
ら
れ
た
ス
ト
イ
シ
ズ
ム
は
、
公
人
と

し
て
の
職
業
上
の
リ
ゴ
リ
ズ
ム
と
し
て
反
映
し
、
そ
こ
に
市
民
社
会
を
成
り
立

た
せ
る
た
め
の
私
人
と
公
人
の
区
別
を
つ
く
り
だ
す
。
そ
れ
は
、
厚
い
信
仰
心



澤
柳
政
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み
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け
る
宗
教
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教
育
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関
係

八

を
も
ち
な
が
ら
厳
格
な
職
業
道
徳
を
身
に
つ
け
た
近
代
社
会
の
開
幕
者
と
し
て

の
実
業
人
の
人
生
態
度
と
共
通
の
も
の
で
あ
っ
た（
（（
（

。

こ
の
よ
う
に
、近
代
国
家
に
お
け
る
教
育
の
役
割
の
重
要
性
を
考
え
た
と
き
、「
公
」

人
で
あ
る
文
部
官
僚
澤
柳
は
、
決
し
て
「
私
」
的
な
も
の
と
考
え
て
い
た
宗
教
を
教

育
に
用
い
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
た
だ
し
、
社
会
全
体
の
問
題
と
し
て
は
、
澤
柳

は
完
全
に
教
育
を
「
公
」、
宗
教
を
「
私
」
と
分
け
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
澤
柳

は
宗
教
教
団
に
学
校
教
育
が
終
わ
っ
た
後
の
社
会
人
へ
の
教
化
と
し
て
「
公
」
的
な

役
割
を
期
待
し
た
し
、
思
想
や
道
徳
と
し
て
の
宗
教
を
�
個
人
と
し
て
持
つ
こ
と
の

重
要
性
を
説
い
た
。
た
だ
、
画
�
的
・
普
遍
的
な
学
校
教
育
で
歴
史
性
・
特
殊
性
を

も
つ
宗
教
を
用
い
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
近
代
国
家
が
宗
教
的

な
思
想
・
信
条
を
「
私
」
の
領
域
へ
と
位
置
付
け
た
こ
と
と
多
分
に
つ
な
が
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

註
（（）
久
木
幸
男
「
訓
令
�
二
号
の
思
想
と
現
実
（
�
）」・「
同
（
二
）」・

「
同
（
三
）」（『
横
浜
国
立
大
学
教
育
紀
要
』
�
三
・
�
四
・
�
六
巻
、

�
九
七
三
・
�
九
七
五
・
�
九
七
六
）、
佐
伯
友
弘
「
宗
教
法
案
の
教
育
史
的
意

義
に
つ
い
て
」（『
キ
リ
ス
ト
教
社
会
問
題
研
究
』
第
三
七
号
、
�
九
八
九
）、

同
「
明
治
三
十
二
年
に
お
け
る
条
約
改
正
議
論
と
第
�
次
宗
教
法
案―

―
『
明

教
新
誌
』
に
み
る
そ
の
教
育
史
的
意
義
に
つ
い
て―

―

」（『
日
本
仏
教
教
育
学

研
究
』
第
九
号
、
二
〇
〇
�
）。

（（）
石
田
加
都
男
「
明
治
三
十
二
年
文
部
省
訓
令
十
二
号
宗
教
教
育
禁
止
の
指
令
に

つ
い
て
」（『
清
泉
女
子
大
学
紀
要
』
第
八
号
、
�
九
六
�
）、
大
島
良
雄
「
文

部
省
訓
令
第
十
二
号
と
キ
リ
ス
ト
教
学
校
の
対
応
に
つ
い
て
」（『
関
東
学
院
大

学
文
学
部
紀
要
』
第
四
二
号
、
�
九
八
五
）。

（（）
最
近
で
は
土
方
苑
子
が
、「
学
校
」
と
は
何
か
に
着
目
し
て
、
石
田
よ
り
さ
ら

に
詳
細
に
私
立
学
校
令
の
審
議
過
程
を
検
討
し
て
い
る
（
土
方
苑
子
「「
私
立

学
校
令
」
制
定
史
再
考―

各
種
学
校
の
視
点
か
ら
」（『
各
種
学
校
の
歴
史
的
研

究―

明
治
東
京
・
私
立
学
校
の
原
風
景
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
八
））。

（（）
仲
新
監
修
『
日
本
近
代
教
育
史
』（
講
談
社
、
�
九
七
三
）
�
七
二
頁
。

（（）
澤
柳
の
宗
教
観
と
教
育
観
の
関
連
性
を
取
り
扱
っ
た
先
行
研
究
は
以
下
の
も

の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
斎
藤
昭
俊
「
仏
教
と
教
育
の
関
係―

―

澤
柳
政
太
郎
論―

―

」（『
近
代
仏
教
教
育
史
』
国
書
刊
行
会
、
�
九
七
五
）、
鈴
木
美
南
子
「
教

育
者
澤
柳
政
太
郎
に
お
け
る
仏
教
思
想
」（『
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
紀
要
』
第

八
巻
、
�
九
七
三
）、
鈴
木
美
南
子
「
澤
柳
政
太
郎
に
お
け
る
仏
教
思
想
の
形

成
と
特
質―

―

教
育
思
想
と
の
関
連
に
お
い
て―

―

」（
成
城
大
学
澤
柳
政
太

郎
全
集
刊
行
会
編
『
澤
柳
政
太
郎
全
集
』
第
七
巻
、
国
土
社
）（
以
下
、『
全

集
』
第
○
巻
と
略
記
）、
竹
本
英
代
「
大
谷
派
学
制
改
革
に
み
る
澤
柳
政
太
郎

の
私
学
論
」（『
広
島
大
学
教
育
学
部
紀
要　

第
�
部
（
教
育
学
）』
第
四
四
号
、

�
九
九
五
）、
影
山
昇
「
澤
柳
政
太
郎
と
大
正
大
学―

―

仏
教
連
合
大
学
の
初

代
学
長―

―

」（『
成
城
文
藝
』
第
�
七
五
号
、
二
〇
〇
�
）、
山
本
仁
「
澤
柳

政
太
郎
の
思
想
形
成
と
仏
教
」（『
佛
教
大
学
教
育
学
部
学
会
紀
要
』
第
二
号
、

二
〇
〇
三
）、
星
野
英
紀
「
澤
柳
政
太
郎
の
宗
教
教
育
観
」（
多
田
考
正
博
士
古

稀
記
念
論
集
刊
行
会
『
仏
教
と
文
化
』
山
喜
房
佛
書
林
、
二
〇
〇
八
）。

（（）
澤
柳
政
太
郎
『
佛
教
道
徳
十
善
大
意
』［
�
八
九
〇
］（『
全
集
』
第
七
巻
、

�
九
七
五
）
二
〇
頁
－
二
�
頁
。

（（）
澤
柳
礼
次
郎
『
吾
父
澤
柳
政
太
郎
』（
冨
山
房
、�
九
三
八
）
八
三
頁
－
八
九
頁
。

（（）
島
薗
進
「
宗
教
言
説
の
形
成
と
近
代
的
個
人
の
主
体
性
」（『
日
本
思
想
史
』
第

七
二
号
、
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
八
）
三
四
頁
。

（（）
佐
藤
秀
夫
「
第
�
章　

概
説
」（「
講
座　

日
本
教
育
史
」
編
集
委
員
会
『
講
座

日
本
教
育
史
』
第
三
巻　

近
代
Ⅱ　

第
�
法
規
、
�
九
八
四
）
を
参
照
。

（（0）
本
山
幸
彦
『
明
治
国
家
の
教
育
思
想
』（
思
文
閣
出
版
、�
九
九
八
）、特
に
「
第

八
章　

資
本
主
義
発
展
期
に
お
け
る
明
治
国
家
の
教
育
思
想
」
を
参
照
。

（（（）
澤
柳
政
太
郎
「
義
務
教
育
の
効
果
」（『
教
育
実
験
界
』
第
五
巻
、
第
�
号
、

八



澤
柳
政
太
郎
に
み
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代
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お
け
る
宗
教
と
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育
の
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九

�
九
〇
〇
）
五
�
頁
。

（（（）
澤
柳
政
太
郎
「
普
通
教
育
に
就
て
」（『
東
京
教
育
雑
誌
』
第
�
四
六
号
、

�
九
〇
二
）
�
頁
。

（（（）
澤
柳
政
太
郎
『
教
育
者
の
精
神
』［
�
八
九
五
］（『
全
集
』
第
六
巻
）
二
二
頁
。

（（（）
同
前　

三
三
頁
。

（（（）
稲
葉
宏
雄『
近
代
日
本
の
教
育
学―

―

谷
本
富
と
小
西
重
直
の
教
育
思
想―

―

』

（
世
界
思
想
社
、
二
〇
〇
四
）
を
参
照
。

（（（）
澤
柳
政
太
郎
「
宗
教
と
教
育
と
の
関
係
」［
�
九
〇
�
］（『
全
集
』
第
七
巻
）

三
二
五
－
三
二
六
頁
。

（（（）
同
前　

三
二
六
頁
。

（（（）
同
前　

三
二
七
頁
。

（（（）
同
前　

三
二
七
頁
。

（（0）
同
前　

三
二
八
頁
。

（（（）
同
前　

三
二
八
頁
。

（（（）
同
前　

三
二
九
頁
。

（（（）
久
木
幸
男
『
日
本
教
育
論
争
史
録
』
第
�
巻
（
第
�
法
規
、�
九
八
〇
）
を
参
照
。

（（（）
阿
部
彰
「
大
正
・
昭
和
期
教
育
政
策
史
の
研
究
（
二
）―

―
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
グ

ル
ー
プ
と
し
て
の
帝
国
教
育
会
、
教
育
擁
護
同
盟―

―

」（『
大
阪
大
学
人
間
科

学
部
紀
要
』
第
三
巻　

�
九
七
七
）。

（（（）
そ
の
企
画
の
�
つ
が
明
治
四
五
年
の
三
教
会
同
で
あ
っ
た
。
島
薗
進
・
高
橋
原
・

星
野
靖
二
「
宗
教
学
の
形
成
過
程　

解
説
」（『
宗
教
学
の
形
成
過
程
』
第
九
巻

ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
〇
六
）
に
よ
る
と
「
き
わ
め
て
形
式
的
な
会
合
と
決
議
に

終
り
、
三
教
会
同
の
実
効
は
少
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
」
と
評
し
て
い
る
（
解

説
四
〇
頁
）。

（（（）
鈴
木
美
南
子
「
天
皇
制
下
の
国
民
教
育
と
宗
教
」（
伊
藤
弥
彦
編
『
日
本
近
代

教
育
史
再
考
』
昭
和
堂
、
�
九
八
六
）
を
参
照
。

（（（）
澤
柳
政
太
郎
「
宗
教
と
教
育
」［
�
九
�
�
］（『
全
集
』
第
七
巻
）
四
〇
七
頁
。

（（（）
同
前　

四
〇
八
頁
。

（（（）
同
前　

四
〇
九
頁
。

（（0）
同
前　

四
�
〇
頁
。

（（（）
澤
柳
政
太
郎「
教
育
と
宗
教
的
信
念
と
の
関
係
」［
�
九
�
五
］（『
全
集
』第
七
巻
）

四
四
九
頁
。

（（（）
同
前　

四
五
二
頁
。

（（（）
澤
柳
政
太
郎
「
創
立
記
念
式
典
式
辞
」（
大
正
大
学
五
十
年
史
編
纂
委
員
会
『
大

正
大
学
五
十
年
略
史
』
�
九
七
六
）
三
�
七
頁
。

（（（）
澤
柳
の
主
著
で
あ
り
、
日
本
の
教
育
学
の
古
典
と
さ
れ
て
い
る
『
実
際
的
教
育

学
』
は
、
そ
の
よ
う
な
現
場
の
学
校
教
育
を
重
視
す
る
と
い
う
視
点
で
書
か
れ

て
い
る
。

（（（）
上
野
浩
道
『
知
育
と
は
何
か―

―

近
代
日
本
の
教
育
思
想
を
め
ぐ
っ
て
』（
勁

草
書
房
、
�
九
九
〇
）
五
三
頁
。


