
258

本
発
表
の
目
的
は
、
戦
前
の
日
本
に
お
い
て″
宗
教
教
育
と
道
徳
教
育
を
分
け
る
分
節
点
と
は
な

ん
で
あ
っ
た
の
か
〟
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
明
治
期
を
代
表
す
る
文
部
官
僚
で

あ
り
、
大
正
期
を
代
表
す
る
自
由
主
義
の
教
育
者
で
、
本
学
初
代
学
長
で
も
あ
っ
た
澤
柳
政
太
郎

（
一
八
六
五
―
一
九
二
七
）
の
道
徳
教
育
論
を
対
象
と
し
て
本
課
題
を
検
討
す
る
。
澤
柳
は
、
先
行

研
究
で
は″
十
善
戒
を
中
心
と
し
て
仏
教
に
対
し
て
篤
い
信
仰
を
も
っ
た
在
家
仏
教
信
者
〟
や″
宗
教

教
育
や
道
徳
教
育
に
つ
い
て
生
涯
を
通
し
て
試
行
錯
誤
し
て
い
た
教
育
者
〟
な
ど
と
形
容
さ
れ
、
当

時
の
日
本
に
お
け
る
宗
教
と
教
育
の
関
係
を
考
え
る
上
で
は
重
要
な
人
物
で
あ
る
。

従
来
の
研
究
で
は
、
教
育
史
方
面
に
よ
っ
て
、
一
八
九
九
年
の
「
訓
令
一
二
号
」
や
一
九
四
〇
年

の
「
文
部
次
官
通
牒
」
な
ど
、
宗
教
教
育
に
関
す
る
法
令
と
そ
の
前
後
関
係
に
関
わ
る
も
の
が
多
数

あ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
宗
教
教
育
・
道
徳
教
育
に
関
す
る
実
際
的
な
事
実
や
問
題
を
取
り
上
げ
て

い
く
こ
と
も
本
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
と
考
え
た
。

信
仰
論

ま
ず
は
、
澤
柳
の
信
仰
論
か
ら
み
て
い
こ
う
。
澤
柳
の
信
仰
論
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
安
心
」
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
一
八
九
六
年
に
発
表
し
た
論
文
「
宗
教
の
必
要
は
何
れ
に
あ
り
や
」
で
は
、
罪
悪

感
を
自
覚
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
、
そ
の
苦
痛
を
取
り
除
く
た
め
に
は
何
か
し
ら
の
信
仰
が
必
要
で

あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、そ
の
何
か
し
ら
の
信
仰
は
宗
教
と
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
宗
教
の
役
割
は
、

人
間
の
罪
悪
感
を
取
り
除
く
た
め
、
つ
ま
り
「
安
心
」
の
た
め
に
あ
る
と
す
る
が
、
決
し
て
仏
教
だ

け
を
特
別
視
し
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
宗
教
が
、
人
間
が
完
全
な
存
在
で
は
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
い

る
と
論
じ
た
。
一
九
一
六
年
に
刊
行
し
た
『
前
途
の
望
』
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
の
な
か
で
描
か

れ
て
い
る
神
や
仏
の
存
在
、
ス
ト
ー
リ
ー
や
救
済
譚
の
中
身
の
真
偽
は
問
う
こ
と
は
な
く
、
そ
の
神

や
仏
、
ス
ト
ー
リ
ー
や
救
済
譚
を
た
だ
「
信
じ
る
」
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
に
意
義
を
見
出
し
て
い

た
。
澤
柳
に
と
っ
て
は
、
十
善
の
戒
律
を
行
え
ば
安
心
を
得
ら
れ
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
こ
そ
「
信

じ
る
」
べ
き
も
の
で
あ
り
、
十
善
戒
を
行
う
こ
と
が
安
心
を
得
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。

　

道
徳
教
育
論

次
に
、
道
徳
教
育
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
澤
柳
が
一
九
〇
九
年
に
実
際
に
著
し
た
中
学
校
修
身

教
科
書
で
あ
る『
中
学
修
身
書
』を
用
い
る
。従
来
の
修
身
科
に
お
け
る
道
徳
教
育
は
、「
○
○
す
べ
き
」

と
い
っ
た
徳
目
主
義
や
、
偉
人
の
生
き
方
に
学
ぶ
と
い
っ
た
人
物
主
義
が
主
流
で
あ
っ
た
。
一
方
で

澤
柳
は
、「
実
際
主
義
」
を
掲
げ
、
生
徒
自
ら
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
た
教
科
書
を
作
っ
た
。

そ
こ
で
、「
情
操
と
良
心
」「
忠
孝
と
日
本
人
」
に
絞
っ
て
参
照
し
て
い
き
た
い
。
た
と
え
ば
、
巻
四

第
七
「
情
」
の
項
目
で
は
、
信
仰
論
同
様
、
罪
悪
感
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

道
に
志
す
も
の
は
此
の
如
き
浅
ま
し
き
心
根
（
悪
行
を
恥
じ
な
い
こ
と
―
筆
者
）
を
絶
た
ざ
る

べ
か
ら
ず
。
悪
を
為
し
て
後
に
気
付
き
た
ら
ば
飽
く
ま
で
も
我
と
我
が
心
を
責
む
べ
し
。
一
室

に
閉
じ
籠
り
手
泣
き
明
す
も
可
な
り
、
父
母
師
長
に
向
い
て
懺
悔
す
る
更
に
可
な
り
。
か
く
て

悪
を
再
び
せ
ざ
る
こ
と
を
吾
が
心
に
誓
う
は
男
々
し
き
振
舞
な
ら
ず
や
。
自
ら
進
ん
で
父
母
師

長
に
誓
う
、
そ
の
勇
気
や
真
に
宏
大
な
り
。

（『
澤
柳
政
太
郎
全
集
』
第
五
巻　

一
九
四
－
一
九
五
頁
）

澤
柳
は
、
人
間
が
悪
行
を
行
う
こ
と
を
決
し
て
否
定
せ
ず
に
、
悪
行
を
し
た
後
に
罪
悪
感
を
持
つ

こ
と
を
普
通
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。
澤
柳
に
と
っ
て
の
道
徳
論
は
、
悪
行
を
し
な
い
こ
と
を
前
提
せ

ず
、
む
し
ろ
悪
行
を
し
た
後
に
、
罪
悪
感
を
持
ち
自
己
を
省
み
る
か
ど
う
か
が
焦
点
と
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
何
を
基
準
に
行
動
す
べ
き
か
に
関
し
て
は
、
巻
五
第
一
〇
「
良
心
」
で
次
の
よ
う
に
論

じ
る
。良

心
は
其
の
特
性
と
し
て
権
威
を
以
て
服
従
を
要
求
す
る
も
の
な
り
。
良
心
の
命
令
は
、
こ
れ

に
伴
な
う
に
拘
束
の
感
情
を
以
て
す
。
故
に
人
は
良
心
に
従
わ
ん
と
す
る
者
、
若
し
他
の
誘
惑

に
よ
り
て
そ
の
命
に
背
か
ん
か
、
良
心
の
呵
責
を
免
れ
ず
。
世
に
一
旦
悪
事
を
為
し
て
後
、
良

心
の
呵
責
に
堪
え
ず
、
或
は
自
白
し
、
或
は
苦
悶
の
極
間
か
ら
精
神
の
錯
乱
を
来
す
も
の
あ
る

は
之
が
た
め
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同　

二
五
一
頁
）

良
心
の
命
令
に
背
く
と
き
、
良
心
の
呵
責
が
起
き
る
。
良
心
の
呵
責
に
さ
い
な
ま
れ
る
と
き
人
は

苦
し
む
。
良
心
に
よ
っ
て
人
間
は
行
動
を
規
定
さ
れ
、
そ
れ
に
外
れ
た
も
の
は
苦
痛
を
伴
う
。
そ
れ

ゆ
え
、
良
心
の
命
令
に
自
身
は
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
澤
柳
は
考
え
た
。
た
だ
、
従
う
べ
き

規
範
の
前
提
と
し
て
、
修
身
科
の
施
行
規
則
に
定
め
ら
れ
て
い
る
「
教
育
勅
語
」
の
忠
孝
精
神
が
あ

る
こ
と
は
、
当
時
の
道
徳
教
育
を
研
究
す
る
上
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

巻
五
第
四
「
国
民
道
徳
の
特
色
」
で
は
、
日
本
の
道
徳
に
つ
い
て
論
じ
る
。

父
母
を
同
じ
う
す
る
子
孫
は
家
長
の
下
に
一
家
を
成
し
、
同
祖
よ
り
出
で
た
る
家
は
、
其
の
始

宗
教
と
道
徳
の
間

― 

澤
柳
政
太
郎
の
道
徳
教
育
論 

―

齋

藤

知

明
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祖
の
直
系
た
る
皇
室
の
下
に
国
家
を
成
す
。
こ
れ
即
ち
我
が
国
家
の
組
織
な
り
。
家
を
拡
大
し

た
る
も
の
即
ち
国
家
に
し
て
、
国
を
縮
小
し
た
る
も
の
即
ち
家
な
り
と
い
う
べ
く
、
家
と
国
と

を
連
結
す
る
も
の
は
同
一
の
血
統
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同　

二
二
九
頁
）

日
本
国
は
一
大
家
族
国
家
で
あ
る
た
め
、
父
母
・
祖
先
へ
の
尊
敬
な
し
に
始
祖
で
あ
る
天
皇
へ
の

尊
敬
は
な
い
と
し
た
。
こ
の
、″
孝
を
持
ち
続
け
る
た
め
に
は
主
体
的
に
権
威
に
従
う
こ
と
が
必
要

で
あ
る
〟
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
巻
一
第
三
「
服
従
」
で
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。

要
す
る
に
命
令
や
規
則
は
規
律
を
保
つ
為
に
は
必
要
な
る
も
の
な
れ
ば
、
之
に
服
従
す
る
に
は

心
の
奥
底
よ
り
な
す
べ
し
。
表
面
は
服
従
を
粧
い
、
裏
面
之
を
破
る
が
如
き
は
男
子
の
所
業
と

云
う
べ
か
ら
ず
。（
同　

八
六
頁
）

「
主
体
的
に
権
威
に
従
う
」
と
は
、
論
理
的
に
一
見
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、「
積

極
的
に
親
の
心
を
つ
ね
に
喜
ば
し
め
る
」（
姫
岡
勤
『
家
族
社
会
学
論
集
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

一
九
八
三　

八
八
頁
）
と
考
え
れ
ば
論
理
的
に
整
合
と
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
澤
柳
の
道
徳
論

は
主
体
的
に
権
威
に
従
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

宗
教
と
道
徳
の
間

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
こ
と
か
ら
、
澤
柳
の
信
仰
論
と
道
徳
論
は
、″
何
か
を
主
体
的
に
心
の
よ
り

ど
こ
ろ
に
す
る
〟と
い
う
こ
と
で
共
通
で
あ
っ
た
。で
は
宗
教
と
道
徳
を
分
け
る
も
の
と
は
な
ん
だ
っ

た
の
か
。

澤
柳
の
日
本
文
化
論
か
ら
み
て
い
こ
う
。
一
九
一
〇
年
に
著
し
た
『
我
国
の
教
育
』
第
一
章
「
日

本
文
明
史
の
大
要
」
第
四
「
日
本
固
有
の
文
化
」
で
は
、『
万
葉
集
』
を
参
照
す
る
と
、
忠
孝
は
元

来
か
ら
日
本
に
あ
る
精
神
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
日
本
固
有
の
道
徳
で
あ
る
忠

孝
は
、
偶
然
孔
子
が
説
い
た
儒
教
と
類
似
し
て
い
て
、
後
世
は
儒
教
の
影
響
も
あ
っ
て
忠
孝
の
精
神

が
発
展
し
て
い
っ
た
と
す
る
説
明
。
さ
ら
に
、
第
五
章
「
日
本
固
有
の
道
徳
」
で
は
、
道
徳
は
普
遍

的
な
も
の
で
は
な
く
国
家
に
依
拠
す
る
特
殊
的
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
な
が
ら
も
、
日
本
の
道
徳
は

決
し
て
日
本
の
思
想
だ
け
で
発
展
し
て
は
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
。
澤
柳
は
、日
本
人
は「
同

化
力
」
に
よ
っ
て
外
来
思
想
を
日
本
固
有
の
文
化
で
あ
る
忠
孝
と
結
び
付
け
て
い
っ
た
と
す
る
。
こ

こ
で
澤
柳
は
、
仏
教
や
儒
教
な
ど
の
外
来
思
想
が
長
い
年
月
を
経
て
日
本
の
道
徳
と
な
っ
た
、
と
論

じ
る
。
こ
の
よ
う
に
忠
孝
精
神
を
日
本
固
有
の
道
徳
と
し
な
が
ら
も
、
宗
教
思
想
と
同
化
し
な
が
ら

発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
を
澤
柳
は
認
め
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
、
教
育
勅
語
は
日
本
固
有
の
道
徳
と

外
来
思
想
と
が
同
化
し
た
結
果
の
も
の
で
あ
り
、
よ
う
や
く
明
文
化
さ
れ
た
日
本
の
道
徳
で
あ
る
と

し
て
本
章
は
結
ば
れ
る
。

し
か
し
一
方
で
、
第
一
七
章
「
現
今
の
日
本
教
育
の
特
点
」
第
三
「
宗
教
と
関
係
な
い
」
で
、
日

本
の
教
育
は
宗
教
と
関
係
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。
こ
れ
は
、
先
ほ
ど
の
論
と
正
反
対
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
先
述
の
「
同
化
力
」
に
よ
っ
て
、
日
本
に
あ
る
外
来
の
宗
教
思

想
は
す
で
に
日
本
の
道
徳
思
想
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
。
そ
し
て
、
澤
柳
は
統
率
さ
れ
た
国

民
を
作
ろ
う
と
す
る
近
代
国
家
で
は
、
学
校
教
育
に
お
い
て
一
人
ひ
と
り
の
信
仰
に
左
右
さ
れ
る
こ

と
が
な
い
よ
う
に
世
俗
性
を
保
持
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
、
宗
教
と
教
育
は

分
離
す
べ
き
と
の
結
論
に
達
す
る
。

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
よ
う
。
日
本
固
有
の
道
徳
に
は
宗
教
思
想
が
源
流
に
あ
る
こ
と
を
澤

柳
は
強
調
し
た
。
し
か
し
、そ
れ
は
宗
教
思
想
が
時
間
的
な
経
過
と
も
に「
同
化
」し
た
結
果
で
あ
る
。

同
化
が
済
め
ば
、
宗
教
思
想
は
道
徳
教
育
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
教
科
書

に
出
て
く
る
際
は
、宗
教
に
関
す
る
記
述
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、宗
教
が
ど
の
よ
う
に
同
化
し
て
い
っ

た
の
か
と
い
う
過
程
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
同
化
が
済
ん
だ
「
日
本
固
有
の
道
徳
」
の
み
が

教
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
と
め

澤
柳
は
日
本
人
に
対
し
て
、
宗
教
の
言
葉
を
使
わ
ず
に
信
じ
る
こ
と
の
重
要
性
を
強
調
し
た
と
い

え
る
。『
中
学
修
身
書
』で
は
、信
仰
と
い
う
表
現
は
し
な
か
っ
た
も
の
の
良
心
と
い
う
こ
と
ば
で「
信

じ
る
」こ
と
を
強
調
し
、仏
教
や
儒
教
を
強
調
し
な
か
っ
た
も
の
の
忠
孝
精
神
と
の
同
化
理
論
に
よ
っ

て
「
日
本
固
有
の
道
徳
」
を
倫
理
規
範
の
対
象
と
し
た
。

学
校
教
育
で
は
「
宗
教
」
は
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
加
工
さ
れ
た
宗
教
思
想
の
一
端
が
み
ら

れ
た
。こ
の「
加
工
」の
作
業
は
、学
校
教
育
と
い
う
世
俗
の
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
る
と
と
も
に
、「
宗

教
」
も
、公
的
な
「
道
徳
」
と
私
的
な
「
信
仰
」
と
に
、ト
リ
ミ
ン
グ
さ
れ
て
い
っ
た
過
程
で
も
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
信
仰
の
対
象
と
な
る
「
宗
教
」
は
私
的
な
も
の
、
宗
教
思
想
が
混
じ
る
日
本
固

有
の
「
道
徳
」
は
公
的
な
も
の
と
澤
柳
は
考
え
た
。
つ
ま
り
、「
日
本
文
化
」
と
し
て
同
化
し
て
い

る
か
／
し
て
い
な
い
か
を
、「
宗
教
」
と
「
道
徳
」
と
を
分
か
つ
境
界
線
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
宗
教
学
専
攻
）


