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中
根
環
堂
初
代
校
長
の
教
育
理
念
と
宗
教
教
育

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
所
員　
　

橋
本
　
弘
道

鶴
見
大
学
短
期
大
学
部
保
育
科
に
所
属
し
て
お
り
ま
す
橋
本
と
申
し
ま
す
。
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

私
は
本
学
短
期
大
学
部
の
視
点
か
ら
中
根
環
堂
初
代
校
長
の
教
育
理
念
と
宗
教
教
育
に
つ
い
て
発
表
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ

て
お
り
ま
す
。

本
学
園
の
歴
史
を
繙
い
て
い
き
ま
す
と
、
現
在
の
附
属
中
・
高
が
そ
の
起
源
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
と
も
と
、
附
属
中
・

高
は
女
子
校
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
こ
が
起
源
と
な
っ
て
学
園
が
発
展
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
の
歴
史
を
遡
り
な
が
ら
本
学
の
教
育

理
念
と
宗
教
教
育
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
そ
う
し
ま
す
と
、
ほ
と
ん
ど
が
附
属
中
・
高
の
歴
史
を
辿
る
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
後
半
、
短
大
の
教
育
に
つ
い
て
も
触
れ
た
い
と
は
思
い
ま
す
が
、
多
く
は
、
中
・
高
の
教
育
理
念
と

宗
教
教
育
、そ
し
て
、そ
の
歴
史
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
の
で
、ご
了
承
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
本
学
の
建
学
の
精
神
と
教
育
理
念
に
つ
い
て
で
す
が
、
そ
れ
を
語
る
に
は
、
初
代
校
長
で
あ
る
中
根
環
堂
先
生
の
掲
げ
た
建
学
の

精
神
と
教
育
理
念
に
つ
い
て
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
も
と
も
と
本
学
園
は
、
宗
侶
養
成
を
目
的
と
し
た
学
校
が
時
代
の

流
れ
と
共
に
発
展
し
在
家
教
育
も
行
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
学
校
で
は
な
く
、
純
粋
に
在
家
の
女
子
教
育
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
学
校
で

す
。
私
は
、こ
の
点
に
つ
い
て
注
目
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
曹
洞
宗
に
は
宗
門
関
係
学
校
と
呼
ば
れ
る
学
校
が
全
国
に
あ
り
ま
す
が
、

宗
侶
養
成
を
起
源
と
し
な
い
学
校
が
設
立
さ
れ
た
の
は
曹
洞
宗
内
で
は
、
本
学
園
が
初
め
て
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

設
立
当
時
は
女
子
校
で
し
た
。
教
育
理
念
に
つ
い
て
は
、『
鶴
の
林
』
と
い
う
学
園
の
機
関
誌
に
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
物
質
的
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科
学
的
教
育
・
向
外
的
客
観
的
教
育
と
と
も
に
精
神
的
宗
教
的
情
操
教
育
、内
省
的
主
観
的
教
育
を
行
う
こ
と
を
目
標
に
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
を
、
中
根
環
堂
先
生
の
言
葉
で
わ
か
り
や
す
く
表
現
す
る
と
、
智
者
を
作
る
よ
り
も
徳
者
を
作
る
。
精
神
力
の
強
い
実
行
力
の
あ

る
人
格
的
女
性
を
養
成
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

本
学
園
は
創
立
九
十
周
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
大
正
十
三
年
の
設
立
で
す
か
ら
、
今
年
の
三
月
を
以
て
ち
ょ
う
ど
九
十
年
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。そ
の
歴
史
の
流
れ
の
中
で
、総
持
学
園
の
歴
史
と
、教
育
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

総
持
学
園
の
起
源
で
す
が
、
関
東
大
震
災
直
後
に
ま
で
遡
り
ま
す
。
横
浜
市
の
中
区
大
岡
町
に
あ
っ
た
光
華
女
学
校
が
、
関
東
大
震
災

で
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
て
し
ま
い
ま
す
。
資
料
に
は
、
武
安
氏
の
兄
が
校
長
と
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
武
安
氏
か
ら
中
根
環
堂
先

生
に
光
華
女
学
校
を
受
け
継
い
で
く
れ
な
い
か
と
い
う
打
診
が
あ
っ
た
と
い
う
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

中
根
先
生
は
、
そ
の
打
診
を
受
け
入
れ
光
華
女
学
校
を
受
け
継
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
記
録
に
は
、
大
正
十
三
年
四
月
二
十
一
日
に
總

持
會
館
に
お
い
て
開
校
式
を
行
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
全
校
生
徒
十
六
名
か
ら
の
出
発
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

当
時
の
總
持
會
館
の
写
真
が
残
っ
て
お
り
ま
す
。
中
区
大
岡
町
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
こ
を
仮
校
舎
と
し
て
本
学
園
が
産
声
を
上
げ
た

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
場
所
は
、現
在
の
南
区
大
岡
町
の
あ
た
り
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、詳
し
い
こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

生
前
の
中
根
環
堂
先
生
の
お
姿
は
、
様
々
な
形
で
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
写
真
も
そ
う
で
す
し
、
現
在
の
附
属
中
・
高
の
校
門
を
入
っ
た

と
こ
ろ
に
あ
る
胸
像
も
そ
う
で
す
。

中
根
環
堂
先
生
は
、
戦
前
は
長
い
髭
を
生
や
し
て
い
ら
し
た
そ
う
で
す
。
戦
後
は
髭
を
剃
ら
れ
て
い
ま
す
。
髭
は
中
根
先
生
の
シ
ン
ボ

ル
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、戦
後
、ど
う
し
て
お
髭
を
そ
ら
れ
た
の
で
す
か
と
卒
業
生
が
聞
き
ま
し
た
と
こ
ろ
、時
代
が
変
わ
っ
た
か
ら
、

私
も
変
わ
っ
た
と
答
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

中
根
環
堂
先
生
は
、
駒
澤
大
学
の
倫
理
学
の
先
生
で
し
た
。
本
学
の
校
長
職
は
、
そ
の
職
と
兼
任
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
学
園
創
立
に

際
し
て
は
資
金
難
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
ご
自
分
の
駒
澤
大
学
の
給
料
か
ら
、
先
生
方
の
給
料
を
用
立
て
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
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そ
の
頃
の
教
育
内
容
で
す
が
、
二
大
眼
目
と
四
大
標
語
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
昭
和
四
年
に
『
鶴
の
林
』
と
い
う
本
学
の
機
関

誌
に
、
二
大
眼
目
と
し
て
「
恭
儉
修
徳
・
愛
敬
報
恩
」、
四
大
標
語
と
し
て
「
仕
事
の
運
動
化
、
所
言
の
實
行
化
、
天
資
の
達
成
化
、
信

念
の
確
立
化
」
と
あ
り
ま
す
。
現
在
の
「
大
覚
円
成　

報
恩
行
持
」
と
い
う
二
大
眼
目
に
な
っ
た
の
は
、
戦
後
だ
と
思
い
ま
す
。

創
立
か
ら
一
年
後
の
大
正
十
四
年
に
は
、
光
華
女
学
校
と
併
設
で
、
鶴
見
高
等
女
学
校
が
設
立
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
以
来
、
光
華
女
学
校

は
実
業
教
育
、
鶴
見
高
等
女
学
校
は
高
等
普
通
教
育
と
い
う
形
で
教
育
を
行
っ
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

昭
和
五
年
か
ら
昭
和
六
年
に
か
け
て
、
光
華
女
学
校
は
鶴
見
職
業
学
校
と
名
前
を
変
え
、
さ
ら
に
翌
年
、
光
華
女
学
校
に
戻
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ど
う
い
う
い
き
さ
つ
が
あ
っ
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
が
、
昭
和
十
九
年
の
日
本
の
学
校
系
統
図
で
す
。
こ
の
実
業
学
校
の
と
こ
ろ
が
、
光
華
女
学
校
に
あ
た
り
、
こ
の
高
等
女
学
校
の

と
こ
ろ
が
鶴
見
高
等
女
学
校
に
あ
た
る
と
考
え
て
よ
い
の
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

次
に
校
歌
で
す
が
、
こ
れ
は
、
初
代
学
園
主
で
あ
っ
た
新
井
石
禅
禅
師
が
作
詞
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
附
属
中
・
高
は
、
ほ
ぼ
当

時
の
ま
ま
の
詞
を
校
歌
と
し
て
継
承
し
て
い
ま
す
。
戦
前
は
三
番
の
歌
詞
の
一
部
を
「
弥
栄
え
ゆ
く
大
御
國
」
と
歌
っ
て
い
た
よ
う
で
す

が
、
戦
後
は
「
弥
栄
え
ゆ
く
民
主
国
」
と
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

次
の
写
真
で
す
が
、
こ
れ
が
昭
和
十
年
頃
の
校
舎
で
す
。
上
か
ら
見
る
と
こ
う
い
う
形
で
す
ね
。
ち
ょ
う
ど
鶴
見
が
丘
の
一
番
高
い
場

所
に
建
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
現
在
も
附
属
中
・
高
は
こ
の
場
所
に
あ
り
ま
す
。

昭
和
十
二
年
に
は
、
光
華
女
学
校
を
鶴
見
第
一
女
学
校
と
名
称
変
更
し
て
い
ま
す
。

こ
の
写
真
は
、
道
守
地
蔵
尊
で
す
。
現
在
で
も
附
属
中
・
高
の
校
門
を
入
っ
た
左
脇
に
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
昭
和
十
四
年
に
当
時
の

生
徒
で
あ
っ
た
久
喜
登
喜
子
さ
ん
が
、
踏
切
事
故
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
生
徒
た
ち
が
募
金
を
集
め
て
、
久
喜
さ
ん
の
供
養
の

た
め
に
建
て
た
の
が
、
こ
の
道
守
地
蔵
尊
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
二
代
目
の
校
長
先
生
を
な
さ
っ
た
三
沢
智
雄
先
生
の
残
さ
れ
た
道

守
地
蔵
尊
縁
起
と
い
う
文
章
に
そ
の
詳
細
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。道
守
地
蔵
尊
は
、現
在
も
生
徒
の
登
下
校
を
見
守
っ
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
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続
い
て
、
昭
和
十
八
年
で
す
が
、
校
舎
が
、
講
堂
を
除
い
て
す
べ
て
焼
失
し
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
こ
に
講
堂
が
あ
る
ん
で
す
が
、
こ
の

講
堂
以
外
、
全
部
消
失
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
金
庫
が
焼
け
跡
に
残
っ
て
い
ま
す
。
校
舎
が
焼
失
し
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
、
戦
争
中
の
こ

と
で
す
が
、
戦
災
で
は
な
く
て
、
火
の
不
始
末
で
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

こ
の
間
、
昭
和
十
八
年
か
ら
二
十
一
年
に
か
け
て
、『
鶴
の
林
』
は
休
刊
に
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
間
に
ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た

か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
詳
細
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

昭
和
十
九
年
に
学
園
は
、
財
団
法
人
総
持
学
園
と
な
り
、
鶴
見
第
一
女
学
校
か
ら
鶴
見
女
子
実
業
学
校
へ
校
名
変
更
、
そ
し
て
、
さ
ら

に
、
昭
和
二
十
二
年
に
は
鶴
見
第
一
女
学
校
と
校
名
を
戻
し
、
鶴
見
女
子
中
学
校
を
併
設
し
ま
す
。

そ
の
頃
の
資
料
を
見
て
み
ま
す
と
、
二
大
眼
目
が
大
覚
円
成
、
報
恩
行
持
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
八
大
綱
領
と
い
う
も
の
も
あ
っ

た
よ
う
で
す
。

昭
和
二
十
五
年
に
は
、
坂
本
学
園
興
国
中
学
・
高
等
学
校
と
い
う
男
子
校
の
経
営
を
継
承
し
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
示
し
て
あ
る
鶴
見
学

園
中
学
・
高
等
学
校
は
、
坂
本
学
園
興
国
中
学
・
高
等
学
校
か
ら
校
名
を
変
更
し
て
、
本
学
が
経
営
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
鶴
見
学
園
高
等
学
校
、
鶴
見
学
園
中
学
校
は
男
子
校
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
ぐ
に
廃
校
に
な
っ
て
し
ま
う

の
で
す
が
、
そ
の
校
地
は
、
鶴
見
女
子
中
学
・
高
等
学
校
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
し
て
し
ば
ら
く
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
短
大
校

舎
建
築
の
た
め
に
、
一
部
、
横
浜
市
に
校
地
を
売
却
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
が
当
時
の
募
集
要
項
で
す
。
鶴
見
女
子
高
等
学
校
、
鶴
見
女
子
中
学
校
、
鶴
見
学
園
高
等
学
校
、
鶴
見
学
園
中
学
校
、
そ
し
て
、

鶴
見
女
子
成
人
学
校
、
そ
れ
ぞ
れ
で
入
学
者
の
募
集
を
行
っ
て
い
ま
す
。

今
の
地
図
を
重
ね
合
わ
せ
ま
す
と
、
ち
ょ
う
ど
こ
こ
の
部
分
で
す
ね
、
こ
れ
が
鶴
見
学
園
中
学
・
高
等
学
校
が
あ
っ
た
場
所
で
す
。
現
在
は

こ
こ
に
、
女
子
寮
が
あ
っ
て
、
教
職
員
の
宿
舎
も
あ
り
ま
す
。
当
時
は
こ
の
部
分
も
含
め
て
本
学
の
土
地
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
半

分
を
横
浜
市
に
売
却
し
て
、
そ
の
資
金
で
短
期
大
学
の
校
舎
を
建
築
し
ま
し
た
。
売
却
を
し
た
場
所
が
、
現
在
、
寺
尾
小
学
校
に
な
っ
て
い
ま
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す
。
残
っ
た
土
地
に
学
生
寮
が
建
設
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。
現
在
で
は
、
附
属
中
・
高
の
手
を
離
れ
て
、
大
学
が
管
理
し
て
い
ま
す
。

昭
和
二
十
四
年
に
は
、
赤
い
羽
根
共
同
募
金
で
全
国
一
位
の
募
金
を
集
め
て
、
表
彰
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
三
沢
智
雄

先
生
が
書
か
れ
た
鶴
見
の
職
員
会
議
と
断
食
写
経
会
と
い
う
文
章
に
そ
の
詳
細
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
教
育
理
念
で
あ
る
報
恩
行

持
の
実
践
活
動
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。

当
時
は
、
学
園
内
で
も
募
金
活
動
等
、
報
恩
活
動
が
盛
ん
で
あ
っ
た
と
い
う
資
料
が
残
っ
て
い
ま
す
。
現
在
は
昔
ほ
ど
盛
ん
で
あ
る
と

は
い
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
報
恩
日
と
い
っ
て
生
徒
会
が
募
金
を
呼
び
か
け
る
日
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か

ら
も
報
恩
行
持
と
い
う
教
育
理
念
に
沿
っ
た
教
育
が
実
践
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

次
で
す
が
、
昭
和
二
十
六
年
に
、
財
団
法
人
総
持
学
園
か
ら
学
校
法
人
総
持
学
園
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
が
ち
ょ
う
ど
昭
和
二
十
六
年
の
和
光
館
落
成
の
時
の
写
真
で
す
。昭
和
十
八
年
の
校
舎
焼
失
後
、校
舎
の
建
築
も
進
ん
で
い
き
ま
す
。

そ
し
て
、
い
よ
い
よ
、
昭
和
二
十
八
年
、
創
立
三
十
周
年
記
念
事
業
と
し
て
、
鶴
見
女
子
短
期
大
学
設
立
認
可
を
得
て
、
国
文
学
科
が

設
立
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
昭
和
三
十
一
年
に
鶴
見
女
子
短
期
大
学
幼
稚
園
教
員
養
成
所
と
、
三
松
幼
稚
園
が
設
置
さ
れ
ま
す
。

そ
の
時
に
中
根
環
堂
先
生
が
、
本
学
の
特
色
と
い
う
文
章
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
に
は
、「
本
学
園
は
男
女
共
学
を
理
想
と
は

し
ま
す
る
が
…
」
と
あ
り
ま
す
。
当
時
、
総
持
学
園
は
、
女
子
校
と
し
て
有
名
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
は
当
時
の
時
代
の
状
況
に
合

わ
せ
て
そ
う
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
本
学
園
は
男
女
共
学
を
理
想
と
す
る
の
で
、
将
来
的
に
は
そ
ち
ら
に
向
か
っ
て
い
く
と

い
う
こ
と
を
示
さ
れ
た
と
解
釈
で
き
ま
す
。

続
き
ま
し
て
、
昭
和
三
十
四
年
で
す
が
、
創
立
三
十
五
周
年
記
念
講
演
と
し
て
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
受
賞
さ
れ
た
湯
川
秀
樹
先
生
を
お
迎

え
し
て
い
ま
す
。
講
演
の
題
名
は
「
科
学
文
明
の
行
方
」
で
す
。
当
日
、
中
根
先
生
は
、
非
常
に
体
調
が
悪
か
っ
た
よ
う
で
す
。
午
前
中

湯
川
先
生
を
お
迎
え
す
る
前
に
「
温
故
知
新
」
と
い
う
書
を
お
書
き
に
な
ら
れ
て
、
そ
の
後
、
湯
川
先
生
が
来
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、

お
出
迎
え
に
出
ら
れ
た
よ
う
で
す
。
そ
の
と
き
の
写
真
が
こ
ち
ら
で
す
。
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湯
川
先
生
の
講
演
の
前
に
、
壇
上
で
湯
川
先
生
の
業
績
や
、
講
演
依
頼
の
と
き
の
状
況
な
ど
を
紹
介
さ
れ
、
そ
の
後
、
御
自
分
の
席
に

戻
ら
れ
て
、そ
の
ま
ま
、う
な
垂
れ
ら
れ
ま
し
た
。
周
辺
に
座
っ
て
い
た
教
員
が
気
付
い
て
、そ
の
ま
ま
保
健
室
に
運
ば
れ
た
よ
う
で
す
。

こ
の
ボ
タ
ン
を
押
す
と
、
中
根
先
生
の
最
期
の
肉
声
が
聞
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
時
間
の
関
係
で
省
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、

も
し
、最
後
に
時
間
が
余
れ
ば
、お
聞
か
せ
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
結
局
、「
温
故
知
新
」と
い
う
書
が
絶
筆
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
絶
筆
は
、

現
在
で
も
附
属
中
・
高
の
講
堂
に
設
置
し
て
あ
り
ま
す
。

中
根
環
堂
先
生
は
、八
十
四
歳
で
亡
く
な
ら
れ
ま
す
。
中
根
先
生
は
毎
年
お
正
月
に
遺
言
状
を
書
い
て
お
ら
れ
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
で
、

亡
く
な
ら
れ
た
後
で
、
遺
言
状
を
開
封
す
る
と
、
学
園
は
、
三
澤
智
雄
先
生
に
任
せ
た
い
と
書
い
て
あ
っ
た
そ
う
で
す
。

三
澤
智
雄
先
生
の
略
歴
を
示
し
て
お
き
ま
す
。
当
時
、
長
野
県
茅
野
市
の
頼
岳
寺
の
住
職
に
な
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
本
学
の
教
員
が

そ
ち
ら
ま
で
伺
っ
て
、就
任
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
に
懇
願
し
た
よ
う
で
す
。最
初
は
な
か
な
か
引
き
受
け
る
と
言
っ
て
く
だ
さ
ら
な
か
っ

た
そ
う
で
す
。
何
度
も
お
願
い
し
て
、
是
非
、
中
根
環
堂
先
生
の
遺
言
に
も
、
そ
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ぜ
ひ
次
の
学
園
長
に

ご
就
任
く
だ
さ
い
と
お
願
い
を
し
た
よ
う
で
す
。
な
か
な
か
受
け
て
下
さ
ら
な
い
の
で
、
派
遣
さ
れ
た
教
員
が
、
状
況
を
学
園
に
連
絡
す

る
と
、
受
け
て
も
ら
え
る
ま
で
帰
っ
て
く
る
な
と
言
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
に
か
く
何
度
も
お
願
い
を
し
て
、
や
っ
と
二
代
目
の

学
園
長
に
な
っ
て
い
た
だ
い
た
そ
う
で
す
。

二
代
目
で
あ
る
三
澤
智
雄
学
園
長
の
ご
尽
力
で
、
鶴
見
女
子
大
学
が
設
立
さ
れ
ま
す
。
資
金
約
六
千
万
円
の
う
ち
、
五
千
万
円
を
中
・

高
の
特
別
会
計
よ
り
捻
出
し
た
そ
う
で
す
。
創
立
六
十
周
年
記
念
誌
に
そ
れ
に
つ
い
て
の
文
章
が
残
っ
て
い
ま
す
。
当
時
、
中
・
高
の
教

員
の
給
与
は
、
県
教
員
の
男
性
は
三
分
の
一
、
女
性
は
半
分
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
や
っ
て
捻
出
し
た
資
金
に
よ
っ
て
大
学
は

設
立
さ
れ
ま
し
た
。

例
え
ば
、
退
職
金
の
一
部
を
高
校
に
寄
附
し
た
い
と
い
う
教
員
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
、
三
澤
先
生
は
、
有
り
難
く
い
た
だ
い
て
大
学
設

立
の
た
め
に
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
そ
う
で
す
。
高
校
に
寄
付
し
た
い
と
申
し
上
げ
た
の
に
何
故
に
大
学
の
設
立
に
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お
使
い
に
な
ら
れ
る
の
か
と
、
そ
の
先
生
は
相
当
ご
不
満
だ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
そ
う
や
っ
て
大
変
苦
労
し
な
が
ら
大
学
設
立
を
成
し
遂

げ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

当
時
、
三
澤
先
生
は
、
中
・
高
は
長
女
で
立
派
に
育
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
大
学
は
次
女
で
生
ま
れ
た
ば
か
り
な
の
で
、
次
女
に
今
は

力
を
注
い
で
い
る
け
れ
ど
も
、
決
し
て
長
女
で
あ
る
中
・
高
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

そ
し
て
、
昭
和
三
十
八
年
、
創
立
四
十
周
年
記
念
、
二
祖
国
師
峨
山
紹
碩
禅
師
六
百
回
大
遠
忌
に
鶴
見
女
子
大
学
が
設
立
さ
れ
ま
す
。

三
澤
先
生
に
は
、
色
々
と
大
学
設
立
に
際
し
て
、
中
・
高
と
大
学
と
の
間
に
確
執
が
生
ま
れ
な
い
よ
う
に
と
、
ご
心
労
が
お
あ
り
だ
っ

た
よ
う
で
す
。
三
澤
先
生
の
大
学
設
立
の
た
め
の
心
労
は
、
想
像
を
絶
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
大
学
を
設
立
さ

れ
た
後
、
二
代
目
学
園
長
就
任
か
ら
九
年
で
お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
ま
す
。

三
澤
先
生
が
体
調
を
崩
さ
れ
て
入
院
さ
れ
て
い
る
と
き
に
、
中
・
高
の
先
生
方
が
お
見
舞
い
に
行
か
れ
た
の
で
す
が
、「
私
が
死
ん
だ

な
ら
…
こ
ん
な
石
を
…
学
園
の
片
隅
に
置
い
て
く
れ
…
そ
れ
に
こ
う
刻
む
の
だ
…
弥
勒
菩
薩
の
下
生
を
待
つ
…
ま
こ
と
の
智
慧
に
め
ざ
め

て
空
に
徹
し
、
小
さ
な
自
我
を
捨
て
て
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
あ
ら
ゆ
る
物
、
自
分
の
仕
事
に
対
し
て
も
深
い
愛
情
を
持
っ
て
努
力
し

て
い
け
る
よ
う
な
子
供
た
ち
を
是
非
育
て
て
ほ
し
い
」
と
仰
っ
た
そ
う
で
す
。

　
「
物
心
両
面
に
完
備
す
る
真
の
文
化
が
地
上
に
創
り
だ
さ
れ
る
」
こ
と
を
祈
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
三
澤

先
生
の
打
ち
出
さ
れ
た
本
学
園
の
教
育
理
念
で
あ
り
、
誓
願
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
の
際
に
、
紙
に
書
か
れ
た
「
弥
勒
菩
薩
の
下
生
を
待
つ
」
と
い
う
直
筆
の
文
字
が
転
写
さ
れ
て
、
弥
勒
菩
薩
の
像
と
一
緒
に
、
今
も

附
属
中
・
高
の
前
庭
に
残
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、
昭
和
四
十
五
年
に
歯
学
部
が
設
立
さ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
昭
和
四
十
六
年
に
鶴
見
女
子
短
期
大
学
が
鶴
見
女
子
大
学
短
期
大

学
部
に
名
称
を
変
え
、
昭
和
四
十
七
年
に
鶴
見
女
子
大
学
が
鶴
見
大
学
と
今
の
名
前
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

初
代
校
長
中
根
環
堂
先
生
の
教
育
方
針
は
、「
鶴
見
女
子
の
教
育
理
念
と
そ
の
根
本
方
針
」、「
本
校
特
色
の
真
教
育
」
と
い
う
題
名
で
「
鶴
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の
林
」
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
に
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
、
抜
き
刷
り
し
た
も
の
が
こ
の
会
場
の
後
ろ
に
展
示
し
て
あ
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご

覧
く
だ
さ
い
。

次
は
、
宗
教
教
育
の
確
立
に
つ
い
て
で
す
。

教
育
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
は
、

・
教
育
の
根
本
は
人
物
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。

・
隋
所
に
主
と
な
る
。

・
行
の
教
育
、
一
日
な
さ
ざ
れ
ば
一
日
食
ら
は
ず
。

・
仕
事
の
聖
行
化
。

な
ど
が
、
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
教
育
理
念
に
つ
い
て
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、『
鶴
の
林
』
の
中
に
様
々
な
形
で
文
章
が
残
っ
て

い
ま
す
。
本
自
体
は
、
か
な
り
傷
ん
で
き
て
い
ま
す
の
で
、
こ
の
よ
う
な
資
料
は
こ
れ
か
ら
し
っ
か
り
と
保
存
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
現
在
で
も
、
附
属
中
・
高
の
図
書
館
に
行
け
ば
、『
鶴
の
林
』
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
は
閲
覧
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

次
は
、
私
立
学
校
な
ら
で
は
の
独
自
の
呼
称
と
文
化
に
つ
い
て
で
す
。

附
属
中
・
高
で
は
、
私
立
学
校
な
ら
で
は
の
特
色
の
あ
る
名
前
が
校
舎
、
ク
ラ
ス
名
に
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
校
舎
は
、

今
は
新
し
い
校
舎
が
立
て
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
こ
の
呼
び
方
で
呼
ば
れ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、
か
つ
て
は
、
光
照
館
・
浄
光
館
・
精
進
館
・

慈
眼
館
・
発
心
館
・
道
光
館
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
ク
ラ
ス
名
は
、
英
・
孝
・
仁
・
敬
・
貞
・
正
・
恭
・
愛
・
礼
・
和
・
信
・
恩
・

明
・
徳
・
円
・
修
・
順
・
律
と
い
う
名
前
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
ク
ラ
ス
の
委
員
も
、
学
級
委
員
長
や
副
委
員
長
の
こ
と
を
、
以
前
は
、

級
監
・
副
級
監
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

生
徒
会
は
、戦
前
は
蕙
風
会
と
い
う
名
前
で
呼
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。今
は
そ
の
ま
ま
生
徒
会
と
い
う
名
前
に
な
っ
て
い
ま
す
。蕙
風
会
は
、
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民
主
的
に
生
徒
の
意
見
を
色
々
と
出
し
な
が
ら
運
営
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。そ
し
て
、Ｐ
Ｔ
Ａ
は
、双
輪
会
と
い
う
名
前
で
呼
ん
で
い
ま
す
。

こ
れ
が
、新
築
さ
れ
た
現
在
の
校
舎
の
前
の
校
舎
で
す
。
今
は
、全
部
取
り
壊
さ
れ
ま
し
て
、こ
こ
に
新
し
い
校
舎
が
建
っ
て
い
ま
す
。

現
在
は
教
科
教
育
型
の
教
室
配
置
を
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

こ
ち
ら
は
体
育
館
で
す
。
創
立
五
十
周
年
記
念
と
し
て
建
設
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
講
堂
は
、
創
立
六
十
周
年
記
念
で
建
設
さ
れ
ま

し
た
。
周
年
記
念
事
業
と
し
て
、
体
育
館
、
講
堂
を
そ
れ
ぞ
れ
建
設
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

新
校
舎
に
つ
い
て
は
、
特
に
周
年
記
念
事
業
と
し
て
建
て
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
後
の
方
た
ち
が
歴
史
を
垣
間
見
た
時
に
本

学
の
発
展
過
程
が
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
、
創
立
八
十
五
周
年
記
念
校
舎
と
し
て
歴
史
に
刻
ん
だ
ら
ど
う
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
る

と
、ち
ょ
う
ど
中
根
環
堂
先
生
の
没
後
五
十
年
、創
立
八
十
五
周
年
に
当
た
る
年
に
新
校
舎
が
建
て
ら
れ
た
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
り
ま
す
。

次
に
、
宗
教
教
育
・
建
学
の
精
神
を
顕
現
す
る
も
の
で
す
が
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
な
、
こ
う
い
う
標
語
が
学
園
の
教
育
方
針
と

し
て
打
ち
立
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
全
訓
と
い
う
形
で
中
根
先
生
自
ら
が
生
徒
た
ち
に
講
義
さ
れ
ま
し
た
。

時
間
が
迫
っ
て
き
ま
し
た
の
で
、
ど
ん
ど
ん
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

附
属
高
校
で
毎
朝
行
わ
れ
て
い
る
朝
礼
の
内
容
に
つ
い
て
で
す
。

ま
ず
、
朝
礼
は
黙
然
か
ら
入
り
ま
す
。
椅
子
に
座
っ
た
坐
禅
だ
と
思
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。
朝
礼
が
始
ま
っ
て
３
分

程
度
黙
然
し
、
そ
の
後
、
聖
歌
を
読
ん
で
、
読
経
し
、「
大
覚
円
成
、
報
恩
行
持
」
と
七
回
唱
え
、
さ
ら
に
黙
然
を
し
て
、
終
礼
で
終
わ

り
で
す
。
一
学
期
は
般
若
心
経
、
二
学
期
は
観
音
経
、
三
学
期
は
修
証
義
を
唱
え
ま
し
た
。
現
在
で
は
、
朝
礼
の
や
り
方
も
ず
い
ぶ
ん
簡

素
に
な
っ
て
い
ま
す
。

附
属
中
・
高
が
女
子
校
で
、
さ
ら
に
中
根
先
生
が
学
園
長
を
さ
れ
て
い
た
頃
は
、
い
き
な
り
入
学
式
で
読
経
な
ど
を
す
る
と
新
入
生
が

驚
く
と
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
仏
壇
を
締
め
て
入
学
式
を
行
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
ち
ら
が
旧
講
堂
で
の
朝
礼
の
様
子
で
す
。

次
に
モ
ロ
カ
イ
観
音
で
す
。
現
在
の
附
属
中
・
高
の
新
校
舎
の
中
に
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
観
音
様
の
縁
起
に
つ
い
て
は
、
三
澤
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智
雄
先
生
が
モ
ロ
カ
イ
観
音
縁
起
と
い
う
文
章
に
、
そ
の
由
来
を
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
モ
ロ
カ
イ
観
音
は
、
ハ
ワ
イ
の
ハ
ン
セ
ン
病
患

者
の
た
め
に
モ
ロ
カ
イ
島
に
本
学
が
寄
贈
し
た
も
の
で
す
。そ
れ
が
、数
十
年
の
歳
月
を
経
て
そ
の
お
役
目
を
終
え
戻
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

次
に
、
宗
教
行
事
で
す
け
れ
ど
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
行
事
が
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
主
に
中
・
高
で
行
わ
れ
て
い
る
宗
教
行
事
を

記
載
し
た
も
の
で
す
。

こ
れ
は
、
初
代
学
園
長
で
あ
る
中
根
環
堂
先
生
と
三
澤
智
雄
先
生
の
写
真
で
す
。
初
代
学
園
長
の
中
根
環
堂
先
生
は
、
中
・
高
・
短
大
・

幼
稚
園
を
設
立
さ
れ
、
そ
し
て
、
二
代
目
学
園
長
の
三
澤
智
雄
先
生
が
大
学
を
設
立
さ
れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
本
学
園
に
お

け
る
教
学
の
両
祖
が
、
中
根
先
生
、
三
澤
先
生
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
中
根
環
堂
先
生
・
三
澤
智
雄
先
生
の

ご
尽
力
で
、
今
の
学
園
の
教
育
の
礎
が
築
か
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

八
十
周
年
か
ら
九
十
周
年
に
か
け
て
、
本
学
園
の
源
泉
で
あ
る
附
属
中
・
高
は
、
女
子
校
か
ら
男
女
共
学
校
へ
と
大
き
な
変
化
を
遂
げ

ま
す
。
附
属
中
・
高
の
八
代
目
に
あ
た
る
校
長
先
生
は
、本
学
園
始
ま
っ
て
以
来
の
女
性
の
校
長
先
生
で
し
た
。
伊
藤
克
子
先
生
で
す
が
、

伊
藤
先
生
が
在
任
中
に
女
子
校
か
ら
男
女
共
学
校
へ
変
わ
り
ま
す
。
も
と
も
と
、
本
学
は
、
瑩
山
禅
師
の
誓
願
で
あ
っ
た
女
人
救
済
を
建

学
の
精
神
と
し
、
女
性
の
自
覚
と
向
上
を
目
標
に
教
育
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
時
を
経
て
、
そ
の
学
園
が
女
性
の
校
長
を
輩
出

し
、
そ
の
女
性
の
校
長
が
附
属
中
・
高
を
男
女
共
学
へ
と
導
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
出
来
事
は
、
女
性
の
自
覚
と
向
上
を

目
指
し
て
き
た
本
学
に
と
っ
て
、
非
常
に
象
徴
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
女
子
教
育
に
特
化
し
た
教
育
は
、
女
性
の
校
長
を

擁
立
す
る
こ
と
で
、
社
会
的
な
役
割
と
し
て
の
一
つ
の
到
達
目
標
を
達
成
し
、
新
た
な
発
展
に
向
か
っ
て
動
き
出
し
た
と
言
え
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
在
家
教
育
に
含
め
て
宗
侶
養
成
も
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
教
科
教
育
型
の
校
舎
の
新
築
も

行
わ
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
今
ま
で
は
中
・
高
と
大
学
は
併
設
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
中
・
高
は
大
学
の
附
属
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
組
織
編
成
上
も
大
き
く
舵
が
切
ら
れ
ま
し
た
。

こ
こ
ま
で
来
て
、
や
っ
と
短
大
の
教
育
理
念
の
話
に
た
ど
り
着
き
ま
す
。
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こ
こ
で
は
、
短
期
大
学
部
、
特
に
私
が
所
属
し
て
お
り
ま
す
保
育
科
の
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

全
学
的
に
入
学
し
て
す
ぐ
の
五
月
に
一
泊
参
禅
会
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
保
育
科
も
こ
の
時
期
に
本
山
に
一
泊
し
て
参
禅
体
験
を
す
る

こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
教
科
と
し
て
前
期
は
宗
教
学
、
後
期
は
仏
教
保
育
と
い
う
授
業
が
必
修
で
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
保
育
科
の
宗
教
学
の
授
業
で

は
、
世
界
を
宗
教
と
い
う
視
点
で
概
観
し
ま
す
。
宗
教
は
、
人
間
が
生
活
し
て
い
く
上
で
の
価
値
基
盤
を
指
し
示
す
も
の
で
す
が
、
学
生

に
は
そ
う
い
う
観
点
は
希
薄
で
す
。
例
え
ば
、
子
ど
も
を
教
育
し
て
い
く
場
合
も
宗
教
的
な
考
え
方
が
基
盤
と
な
る
の
が
世
界
の
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
学
生
は
そ
う
い
う
視
点
で
宗
教
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
、
宗
教
を
視
点
に
据
え
る
と
、
世
界
は
ど
う
見
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
宗
教
学
の
テ
ー
マ
に
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
か
ら

相
対
的
に
日
本
人
の
宗
教
観
と
い
う
も
の
を
探
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
が
、
日
本
人
の
子
育
て
観
を
考
え
る
上
で
の
重
要
な
基
盤
に
な
る

と
い
う
考
え
方
を
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
授
業
で
見
せ
て
い
る
グ
ラ
フ
で
す
が
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
イ
ス
ラ
ム
教
徒
を
合
わ
せ
る
と
世
界
の
人
口
の
52
％
程
度
に
な
り
ま

す
。
グ
ラ
フ
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
れ
だ
け
の
人
達
が
な
ん
ら
か
の
宗
教
を
信
仰
し
て
い
ま
す
。
我
々
日
本
人
が
仏
教
徒
に
組
み
入

れ
ら
れ
て
い
る
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
仏
教
徒
は
6
％
。
ヒ
ン
ズ
ゥ
ー
教
は
イ
ン
ド
の
民
族
宗
教
で
あ
る
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す

が
、
13
％
程
度
。
無
信
教
が
12
％
で
す
。
無
信
教
は
た
っ
た
の
12
％
な
の
で
す
。
そ
れ
以
外
の
、
宗
教
を
信
仰
し
て
い
る
人
達
と
我
々
と

の
交
流
は
、
や
は
り
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
を
理
解
し
て
い
く
こ
と
で
深
ま
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

次
で
す
が
、
日
本
人
の
宗
教
観
は
、
日
本
人
の
文
化
や
価
値
観
の
あ
り
方
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、

意
識
を
し
て
い
な
く
て
も
、
や
は
り
日
本
人
の
価
値
観
の
根
底
を
あ
る
意
味
で
の
宗
教
観
が
支
え
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
が
結
果
的
に
日
本
人
の
子
育
て
観
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
は
ず
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

仏
教
保
育
に
つ
き
ま
し
て
は
、「
い
の
ち
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
「
お
し
ゃ
か
さ
ま
」
の
教
え
を
子
ど
も
た
ち
の
こ
こ
ろ
に
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育
て
、
じ
ぶ
ん
の
「
い
の
ち
」
も
、
自
分
以
外
の
「
い
の
ち
」
も
大
切
に
す
る
子
ど
も
を
育
て
て
い
く
保
育
が
仏
教
保
育
で
あ
る
と
い
う

定
義
を
し
て
い
ま
す
。
こ
の
定
義
は
、
私
の
前
任
で
あ
る
佐
藤
達
全
先
生
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
す
。

仏
教
保
育
の
テ
ー
マ
は
「
い
の
ち
」
で
す
。
こ
れ
は
、保
育
の
五
領
域
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
す
。「
健
康
」「
環
境
」「
人
間
関
係
」

「
表
現
」「
言
葉
」
で
す
。
こ
れ
を
も
う
少
し
詳
し
く
掘
り
下
げ
て
み
る
と
、「
健
康
」
は
身
体
的
に
も
精
神
的
に
も
健
や
か
で
あ
る
こ
と

が
大
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。「
環
境
」
で
は
、
周
囲
の
環
境
に
関
心
を
も
っ
て
、
し
っ
か
り
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

と
れ
る
こ
と
が
大
切
。「
人
間
関
係
」
で
は
思
い
や
り
を
大
切
に
し
て
、
他
人
と
上
手
に
か
か
わ
る
こ
と
が
大
切
。「
表
現
」
で
は
、
考
え

て
い
る
こ
と
や
感
じ
た
こ
と
を
素
直
に
表
に
出
し
て
、
感
性
や
想
像
力
を
高
め
る
こ
と
が
大
切
。「
言
葉
」
は
、
自
ら
の
言
葉
で
相
手
に

気
持
ち
を
伝
え
、
自
分
も
相
手
の
話
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
。
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

仏
教
保
育
で
は
、
そ
の
根
本
に
仏
教
保
育
を
位
置
づ
け
て
、
こ
こ
か
ら
、
保
育
の
五
領
域
を
考
え
て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
う
理
念
の
下

で
保
育
科
の
仏
教
保
育
の
授
業
は
展
開
し
て
い
ま
す
。
日
本
人
の
思
想
的
伝
統
、
そ
し
て
、
日
本
人
の
伝
統
的
子
育
て
観
が
保
育
者
の
保

育
観
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
授
業
を
展
開
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
こ
で
は
、
本
学
の
教
育
理
念
で
あ
る
「
大
覚
円
成　

報
恩
行
持
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
、
人
そ
れ

ぞ
れ
の
解
釈
が
あ
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

例
え
ば
、「
大
覚
円
成
」
に
つ
い
て
は
、
人
生
上
の
目
標
の
成
就
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
で
捉
え
て
い
く
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
い

ま
す
。
そ
し
て
、「
報
恩
行
持
」
は
、
そ
の
人
生
上
の
目
標
の
成
就
が
、
社
会
貢
献
に
つ
な
が
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

我
々
は
、資
本
主
義
社
会
の
中
に
生
き
て
い
ま
す
。こ
の
世
界
は
あ
る
意
味
で
損
得
勘
定
の
世
界
で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
人
生
上
の
目
標
や
使
命
感
、
誓
願
と
い
う
の
は
、
損
得
勘
定
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
で
、
そ
の
成
就
を
目
指
す
た
め
に

は
、
精
神
的
な
、
あ
る
意
味
で
は
宗
教
的
な
信
念
と
い
う
も
の
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
、
中
根
環
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堂
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る「
宗
教
的
信
念
を
持
っ
た
人
間
を
育
て
た
い
」と
い
う
言
葉
に
つ
な
が
っ
て
い
く
の
だ
と
思
う
わ
け
で
す
。

現
代
の
日
本
人
に
聞
き
ま
す
と
、
信
仰
を
持
っ
て
い
ま
せ
ん
と
答
え
る
人
が
70
％
近
く
い
る
そ
う
で
す
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

「
宗
教
的
信
念
」
と
言
わ
れ
て
も
違
和
感
を
持
つ
人
の
ほ
う
が
多
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

一
方
で
近
年
で
は
、
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
宗
教
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
デ
ュ
ー
イ
が
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
一

人
ひ
と
り
の
人
間
が
心
の
中
で
社
会
的
・
人
類
的
な
理
想
に
目
覚
め
て
生
き
る
こ
と
こ
そ
宗
教
的
な
こ
と
」
で
あ
る
と
か
、フ
ロ
ム
が
言
っ

て
い
る
よ
う
に
、「
人
間
が
な
ん
ら
か
の
目
的
に
向
か
っ
て
自
己
を
捧
げ
な
が
ら
真
摯
に
生
き
る
と
き
、
そ
の
生
き
方
は
宗
教
的
で
あ
る
」

と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、そ
ん
な
に
違
和
感
を
持
た
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
言
葉
を
前
提
に
し
て
中
根
環
堂
先
生
の「
宗

教
的
信
念
を
持
っ
た
人
間
を
育
て
た
い
」
と
い
う
言
葉
を
考
え
て
み
る
と
、
中
根
先
生
が
言
い
た
か
っ
た
こ
と
の
本
当
の
意
味
が
わ
か
る

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

次
で
す
が
、
こ
ち
ら
は
、
三
松
幼
稚
園
の
様
々
な
宗
教
的
な
活
動
・
教
育
で
す
。
時
間
が
迫
っ
て
き
ま
し
た
の
で
、
こ
ち
ら
に
つ
き
ま

し
て
は
、
配
付
資
料
を
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

そ
の
次
で
す
が
、
本
学
は
創
立
九
十
周
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
中
根
先
生
は
、「
教
育
は
国
家
百
年
の
大
計
」
で
あ
る
と
常
々

お
っ
し
ゃ
て
い
た
そ
う
で
す
が
、
学
園
の
創
立
百
周
年
も
間
近
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

今
後
の
学
園
の
課
題
と
し
て
は
、
建
学
の
精
神
の
現
在
化
が
そ
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
中
根
先
生
も
時
代
の
要
請

に
合
わ
せ
て
、
世
の
中
の
た
め
に
な
る
よ
う
に
学
園
の
形
も
変
わ
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
述
べ
ら
れ
て
い

ま
す
。
そ
の
意
味
で
は
、
建
学
の
精
神
を
現
在
の
言
葉
に
置
き
換
え
て
具
体
的
に
発
信
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と

思
い
ま
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
木
村
学
長
先
生
の
先
ほ
ど
の
お
話
に
繋
が
る
こ
と
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
建
学
の
精
神
の
日
常
化
で
す
が
、
日
常
の
学
園
生
活
の
中
で
、
教
職
員
や
学
生
、
生
徒
、
園
児
が
意
識
的
、
無
意
識
的
に
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
精
神
を
体
現
し
て
こ
そ
、
建
学
の
精
神
は
浸
透
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。



― 20 ―

こ
れ
か
ら
、
創
立
百
周
年
へ
向
け
て
、
今
ま
で
以
上
に
未
来
を
生
き
抜
く
強
靱
な
精
神
を
持
っ
た
人
材
を
育
成
し
て
い
く
決
意
を
持
た
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
中
根
環
堂
先
生
の
願
い
で
も
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
ど
ん
な
に
辛
い
こ
と
が
あ
っ
て

も
そ
れ
に
負
け
る
こ
と
な
く
、一
生
懸
命
生
き
抜
い
て
い
く
、そ
う
い
う
人
間
を
育
て
て
い
き
た
い
と
中
根
先
生
は
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
今
の
時
代
は
、
一
人
ひ
と
り
の
創
造
性
が
問
わ
れ
て
い
る
時
代
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
最
近
で
は
、

こ
の
よ
う
な
本
も
発
行
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
「
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
3.0
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
3.0
と
い
う
数
字
は
、
パ
ソ
コ
ン
ソ
フ

ト
な
ど
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
示
す
数
字
と
同
じ
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
3.0
と
い
う

こ
と
は
、
1.0
や
2.0
が
あ
っ
て
3.0
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
で
す
か
ら
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
3.0
は
、
人
間
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
第
三
の

段
階
に
あ
る
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
捉
え
て
い
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
は
、今
後
、求
め
ら
れ
て
い
る
人
材
と
、そ
の
人
材
が
置
か
れ
る
べ
き
環
境
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

人
間
が
生
き
て
い
く
上
で
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち
、
動
機
で
す
が
、
最
初
の
段
階
は
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
1.0
と
言
わ
れ
る
段

階
、
生
存
を
目
的
と
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
段
階
で
す
。
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
2.0
は
、
ア
メ
と
ム
チ
、
す
な
わ
ち
、
信
賞
必
罰
に
基
づ
く
、

与
え
ら
れ
た
動
機
づ
け
に
よ
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
段
階
で
す
。
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
3.0
は
、
自
分
の
内
面
か
ら
湧
き
出
る
「
や
る
気
」
に

基
づ
く
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
段
階
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
3.0
と
い
う
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
今
後
最
も
重
要
に
な
る
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
さ
ま
ざ
ま
な
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
、
こ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
3.0
を
生
じ
さ
せ
る
環
境
か
ら

生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

我
々
も
そ
う
い
う
人
材
を
生
み
出
す
環
境
を
整
備
し
て
い
く
こ
と
が
創
立
百
周
年
に
向
け
て
の
目
標
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

次
で
す
が
、
本
学
は
、
周
年
記
念
事
業
に
よ
っ
て
学
園
を
発
展
さ
せ
て
い
っ
た
と
い
う
歴
史
が
ご
ざ
い
ま
す
。
創
立
三
十
周
年
記
念
事

業
と
し
て
、
鶴
見
女
子
短
期
大
学
を
設
立
し
、
創
立
四
十
周
年
記
念
と
し
て
、
鶴
見
女
子
大
学
を
設
立
し
、
そ
し
て
、
創
立
五
十
周
年
記
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念
と
し
て
、
こ
ち
ら
は
、
中
・
高
だ
け
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
体
育
館
を
建
築
し
、
そ
し
て
、
六
十
周
年
記
念
と
し
て
、
講
堂
を
建
築

し
て
き
ま
し
た
。

来
年
、
創
立
九
十
周
年
に
な
り
ま
す
が
、
学
園
創
立
百
周
年
に
向
け
て
、「
不
易
流
行
の
精
神
」、
す
な
わ
ち
変
え
る
べ
き
所
は
変
え
、

変
え
て
は
い
け
な
い
部
分
は
変
え
ず
に
、
中
根
先
生
・
三
澤
先
生
両
先
生
の
目
指
し
た
物
心
両
面
の
充
実
し
た
社
会
の
実
現
を
目
指
し
、

ま
こ
と
の
智
慧
と
慈
悲
を
兼
ね
備
え
た
人
間
を
世
の
中
に
送
り
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

そ
う
は
い
っ
て
も
、
現
実
は
な
か
な
か
厳
し
く
、
う
ま
く
い
か
な
い
こ
と
が
多
い
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
で
も
、
そ
う
い
う
努
力
を
日
々

続
け
て
い
く
こ
と
が
、
我
々
の
役
割
な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

以
上
で
私
か
ら
の
発
表
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
口
頭
の
発
表
を
も
と
に
し
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
口
頭
の
発
表
内
容
だ
け
で
は
把
握
し
づ
ら
い
部
分
に
つ
い

て
は
、
発
言
の
意
図
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
加
筆
を
行
っ
て
い
る
。


