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建
学
の
精
神
と
教
育
理
念
お
よ
び
宗
教
教
育
を
基
盤
と
し
た
教
育
経
営
戦
略
論

　
　
　
　
― 

総
持
学
園
創
立
九
〇
周
年
に
際
し
て 

―

　
　
　
　
　

鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
所
員　
　

橋
本
　
弘
道

　
　
　
序
論

　

総
持
学
園
は
、
現
在
、
大
学
、
高
等
学
校
、
中
学
校
、
幼
稚
園
を
持
つ
総
合
学
園
に
成
長
し
、
創
立
九
十
周
年
を
迎
え
て
い
る
。
記
念
す

べ
き
創
立
九
十
周
年
を
迎
え
る
に
当
た
り
、
総
持
学
園
の
教
育
経
営
に
つ
い
て
、
学
園
の
起
源
で
あ
る
鶴
見
大
学
附
属
中
学
高
等
学
校
（
以

下
、
本
学
園
中
高
と
表
記
）
に
焦
点
を
当
て
建
学
の
精
神
と
宗
教
教
育
と
を
基
盤
と
し
た
価
値
創
造
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

本
論
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、
総
持
学
園
の
歴
史
と
建
学
の
精
神
を
概
観
し
、
建
学
の
精
神
の
現
在
化
を
ど
の
よ
う
に
進
め
て
い
け
ば
よ
い

の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
次
に
、
独
自
の
教
育
施
策
を
戦
略
論
的
視
点
か
ら
考
察
し
、
本
学
園
の
建
学
の
精
神
に
基
づ

い
た
教
育
方
法
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
る
。

　
　
　
一
、
建
学
の
精
神
と
教
育
の
理
念

　

総
持
学
園
の
前
身
は
、
大
正
十
三
年
、
中
根
環
堂
初
代
校
長
が
受
け
継
い
だ
光
華
女
学
校
と
い
う
実
業
学
校
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
總

持
寺
開
祖
瑩
山
禅
師
六
百
回
大
遠
忌
の
記
念
事
業
と
し
て
新
た
に
鶴
見
高
等
女
学
校
が
併
設
さ
れ
る
。
建
学
に
際
し
て
は
、
「
瑩
山
禅
師
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の
ご
誓
願
に
よ
る
宗
教
的
情
操
を
も
つ
女
性
の
育
成
を
図
る
」
こ
と
が
教
育
目
標
と
さ
れ
た
（
１
）
。

　

中
根
は
、
光
華
女
学
校
再
興
に
つ
い
て
「
女
子
教
育
は
重
大
で
あ
る
。
こ
と
に
、
精
神
を
大
い
に
作
興
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
大
事
な
時
局
を

考
え
る
時
、
ど
う
し
て
も
禅
的
行
の
教
育
を
施
し
、
真
の
日
本
人
ら
し
い
日
本
人
、
女
ら
し
い
女
を
作
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
痛
感

し
、
私
は
敢
然
、
光
華
女
学
校
の
再
興
を
引
き
受
け
る
決
心
を
し
た
。
（
２
）

」
と
述
べ
て
い
る
。

　

で
は
、
中
根
の
行
っ
た
「
禅
的
行
の
教
育
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
学
園
の
歴
史
を
綴
っ
た
記
念
誌
に
、
中
根
は
、

「
宗
教
教
育
を
徹
底
さ
せ
る
に
は
、
毎
朝
床
に
静
座
し
て
読
経
、
黙
念
し
て
、
宗
教
的
信
念
を
生
徒
の
心
に
植
え
付
け
ね
ば
な
ら
な
い
と

信
じ
、
そ
の
道
場
と
し
て
の
講
堂
が
是
非
と
も
必
要
で
あ
る
と
強
調（
３
）」
し
た
と
あ
る
。

　

中
根
は
、
学
園
創
立
間
も
な
い
頃
、
ま
だ
校
舎
も
完
備
し
て
い
な
か
っ
た
時
期
に
す
べ
て
に
優
先
さ
せ
て
講
堂
の
建
設
を
行
っ
て
い

る
。
講
堂
は
、
禅
に
よ
る
行
の
教
育
を
徹
底
さ
せ
る
た
め
の
道
場
で
あ
る
と
い
う
の
が
中
根
の
考
え
で
あ
っ
た
。
中
根
は
、
心
を
整
え
な

け
れ
ば
何
事
も
成
就
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
講
堂
で
の
毎
朝
の
正
座
、
そ
し
て
、
聖
歌
の
斉
唱
、
読
経
を
断
行
し
た
。
当
時
か
ら

板
の
間
に
坐
る
こ
と
に
対
し
て
は
反
対
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
何
を
す
る
の
に
も
心
の
落
ち
着
き
は
必
要
で
、
必
ず
坐
れ
ば
心
が
落
ち
着

く
と
し
て
、
そ
れ
を
教
育
の
柱
に
し
た
。

　

中
根
は
倫
理
学
者
で
あ
り
、
ま
た
宗
教
家
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
、
そ
の
知
識
と
経
験
を
も
と
に
行
と
身
心
と
の
関
係
性
を
基
盤
と
し
た

実
践
教
育
を
行
っ
た
。

　

中
根
の
考
え
る
宗
教
教
育
と
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

教
育
の
根
本
は
人
物
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
真
の
日
本
人
と
し
て
の
日
本
人
、
婦
人
ら
し
い
婦
人
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
智

者
と
か
、
学
者
を
作
る
ば
か
り
が
教
育
の
目
的
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　

社
会
に
役
立
つ
人
間
、
肚
の
出
来
た
人
間
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
如
何
な
る
大
事
に
対
し
て
も
恐
れ
ず
、
小
事
に
対
し
て
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も
侮
ら
ず
、
貧
に
処
し
て
も
屈
せ
ず
、
海
が
干
し
て
も
騒
が
ず
、
泰
然
自
若
、
能
く
確
固
不
抜
の
精
神
と
金
剛
不
壊
の
信
念
を

持
し
、
自
己
の
所
信
を
あ
く
ま
で
貫
徹
す
る
人
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

そ
れ
に
は
ど
う
し
て
も
宗
教
を
確
立
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
宗
教
教
育
と
は
、
単
に
む
つ
か
し
い
経
典
と
か
、
仏
教
の
哲
理
を

講
釈
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
い
。

　

米
一
粒
、
水
一
滴
も
、
皆
大
自
然
の
賜
物
で
あ
り
、
神
仏
の
み
恵
み
で
あ
る
。
そ
れ
を
粗
末
に
し
た
り
、
無
駄
に
し
た
り
す

る
の
は
、
も
っ
た
い
な
い
、
罰
が
あ
た
る
、
冥
加
に
つ
き
る
と
い
う
一
つ
の
堅
い
宗
教
的
信
念
を
植
え
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
中
略
）

　

そ
こ
で
、
私
は
「
行
の
教
育
」
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
た
。
ま
た
「
威
儀
即
仏
法
」
「
作
法
是
宗
旨
」
と
い
っ
て
い
る
通
り
、
日

常
の
坐
作
進
退
が
法
に
か
な
っ
て
居
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

修
学
旅
行
を
し
て
も
、
こ
れ
は
単
な
る
リ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
い
。
学
業
の
延
長
で
あ
り
、
生
活
の
実
習
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
列
車
の
中
に
は
紙
く
づ
一
つ
の
こ
さ
な
い
。
旅
館
で
は
ち
ゃ
ん
と
布
団
を
た
た
ん
で
、
角
を
そ
ろ
え
て
積
み
か
さ
ね
、

靴
、
ス
リ
ッ
パ
は
ち
ゃ
ん
と
そ
ろ
え
て
置
く
。
な
ん
で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
そ
の
事
が
即
ち
仏
法
に
か
な
っ
た
行
持
な

の
で
あ
る
。

（
中
略
）

　

元
来
、
仕
事
を
仕
事
と
し
て
勤
め
る
よ
う
で
は
、
ま
だ
本
当
の
仕
事
と
し
て
価
値
を
認
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
何
一
つ
す

る
に
つ
い
て
も
「
尊
い
仕
事
魂
込
め
て
」
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
真
の
仕
事
は
出
来
な
い
。
仕
事
に
魂
を
打
込
ん
で
す
る
と
き

が
、
仕
事
三
昧
に
な
っ
た
時
で
あ
る
。

　

三
昧
に
な
っ
た
仕
事
こ
そ
坐
禅
で
あ
り
、
仏
作
で
あ
り
、
仏
行
で
あ
る
。
さ
れ
ば
日
々
の
行
持
の
外
に
、
宗
教
の
あ
る
は
ず

は
な
い
。
即
ち
日
々
の
仕
事
そ
の
も
の
が
宗
教
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　

宗
教
教
育
と
は
こ
う
い
う
理
念
に
立
脚
し
た
上
で
の
行
の
教
育
な
の
で
あ
る
（
４
）

。
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現
在
に
お
い
て
も
中
根
の
残
し
た
行
を
根
本
と
し
た
教
育
は
、
本
学
園
中
高
の
学
校
生
活
の
中
で
、
毎
日
、
粛
々
と
行
わ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
長
い
時
を
経
れ
ば
、
そ
れ
が
徐
々
に
形
骸
化
し
て
い
く
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
形
だ
け
が
残
り
そ
の
根
本
思
想
が
忘
れ
去
ら
れ

れ
ば
、
伝
統
と
し
て
継
続
さ
れ
て
き
た
こ
れ
ら
の
「
行
の
教
育
」
も
、
知
育
偏
重
の
世
相
の
中
で
、
簡
単
に
捨
て
去
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と

に
な
り
か
ね
な
い
。

　

本
学
園
中
高
は
、
近
年
に
立
て
続
け
に
行
わ
れ
た
改
革
に
よ
り
大
き
な
転
換
期
を
経
て
現
在
を
迎
え
て
い
る
。
平
成
十
九

（
二
〇
〇
七
）
年
度
よ
り
鶴
見
大
学
の
併
設
校
か
ら
鶴
見
大
学
附
属
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
り
、
さ
ら
に
、
平
成
二
十
（
二
〇
〇
八
）
年

度
よ
り
共
学
に
移
行
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
平
成
十
九
（
二
〇
〇
七
）
年
度
は
、
鶴
見
大
学
附
属
鶴
見
女
子
中
学
高
等
学
校
、
平
成

二
十
（
二
〇
〇
八
）
年
度
に
は
、
鶴
見
大
学
附
属
中
学
高
等
学
校
と
二
年
連
続
の
校
名
変
更
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
共
学
化
を
機
会
に
良
妻

賢
母
型
の
教
育
か
ら
、
共
学
に
合
致
し
た
教
育
内
容
へ
と
移
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

中
根
が
説
い
た
「
行
の
教
育
」
は
、
女
子
校
か
ら
共
学
校
に
移
行
し
て
も
充
分
継
続
し
う
る
「
教
育
理
念
」
で
あ
る
。
た
だ
し
、
中
根

が
八
十
年
前
に
論
じ
た
と
き
と
同
じ
目
線
を
持
ち
な
が
ら
も
、
次
世
代
に
と
っ
て
本
当
に
必
要
な
教
育
と
は
何
か
を
、
「
行
の
教
育
」
と

い
う
「
教
育
理
念
」
を
根
本
に
、
身
体
、
こ
こ
ろ
、
行
の
側
面
か
ら
も
う
一
度
捉
え
直
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
が
新
た
に
再
出
発

を
す
る
本
学
園
中
高
の
建
学
の
精
神
の
現
在
化
に
繋
が
る
。
日
本
人
が
伝
統
的
に
培
っ
て
き
た
身
心
一
元
の
教
育
に
よ
る
人
間
形
成
を
途

絶
え
さ
せ
る
こ
と
な
く
次
の
世
代
に
残
す
こ
と
こ
そ
、
禅
、
そ
し
て
行
の
教
育
を
標
榜
す
る
本
学
園
中
高
の
社
会
的
役
割
で
あ
る
。

　
　
　
二
、
教
育
資
源
と
し
て
の
禅
的
行
の
教
育
と
教
育
理
念
の
現
在
化

　

総
持
学
園
は
、
約
一
万
五
千
を
数
え
る
と
言
わ
れ
る
全
国
最
大
の
寺
院
を
有
す
る
禅
宗
、
曹
洞
宗
の
大
本
山
總
持
寺
が
母
体
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
そ
の
学
園
が
行
う
禅
の
教
育
は
、
必
然
的
に
日
本
に
お
け
る
禅
の
総
本
家
と
し
て
の
「
禅
的
行
の
教
育
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
は
、
他
校
に
は
模
倣
困
難
な
教
育
的
資
源
で
あ
る
と
言
え
る
。
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近
年
、
国
際
化
の
波
が
様
々
な
形
で
押
し
寄
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
世
の
中
が
国
際
化
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
自
国
の
文
化
や
風
習
を
相
対

的
に
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
日
本
に
お
け
る
禅
文
化
は
、
日
本
文
化
に
直
結
し
て
い
る
。
そ
の
日
本
に
お
け
る
禅
の
中
心
的
存
在

で
あ
る
曹
洞
宗
の
總
持
寺
を
母
体
と
す
る
総
持
学
園
は
、
国
際
化
の
潮
流
の
中
で
、
む
し
ろ
日
本
に
お
け
る
仏
教
文
化
の
探
求
や
海
外
へ

の
発
信
と
い
う
役
割
を
担
う
べ
き
存
在
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

中
根
は
、
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
博
士
号
を
取
得
し
帰
国
し
た
経
歴
の
持
ち
主
で
あ
る
。
そ
の
中
根
が
あ
え
て
学
園
の
教
育
理
念
に
つ
い

て
「
真
の
日
本
人
と
し
て
の
日
本
人
、
婦
人
ら
し
い
婦
人
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
理
念
は
「
真
の
日
本
人
と
し
て
の
日
本
人
、
日
本
人
ら
し
い
日
本
人
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
」
と
置
き
換
え
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
国
際
化
の
潮
流
の
中
で
こ
そ
、
自
国
文
化
に
お
け
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
こ
と
の
重
要
性
を
説
く
こ
の
視
点
は
、
現
在
に

お
い
て
も
、
依
然
と
し
て
大
切
な
教
育
的
視
点
に
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
在
の
学
園
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
や
、
本
学

園
中
高
の
共
学
化
に
際
し
て
も
、
中
心
的
教
育
目
標
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

中
根
の
掲
げ
た
教
育
理
念
の
主
な
も
の
を
箇
条
書
き
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
）
自
校
に
お
け
る
教
育
の
目
的
は
、
真
の
日
本
人
と
し
て
の
日
本
人
、
日
本
人
ら
し
い
日
本
人
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。

（
二
）
三
昧
に
な
っ
た
仕
事
こ
そ
坐
禅
で
あ
り
、
日
々
の
仕
事
そ
の
も
の
が
宗
教
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

（
三
）
「
行
の
教
育
」
に
よ
る
宗
教
的
信
念
を
持
っ
た
社
会
に
役
立
つ
人
間
、
肚
の
出
来
た
人
間
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

「
建
学
の
精
神
」
は
、
時
代
の
推
移
と
と
も
に
常
に
形
骸
化
の
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
教
育
理
念
の
現
在
化
を
行
っ
て

い
く
こ
と
で
、
「
建
学
の
精
神
」
の
形
骸
化
を
防
い
で
い
く
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
現
在
に
お
い
て
も
中
根
の
言
葉
は
、
そ
の
ま
ま
で
充

分
に
教
育
理
念
と
し
て
掲
げ
る
こ
と
の
で
き
る
要
素
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
そ
れ
を
さ
ら
に
充
実
さ
せ
る
た
め
の
教
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育
理
念
の
現
在
化
を
常
に
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
三
、
教
育
理
念
「
大
覚
円
成
　
報
恩
行
持
」
の
現
在
化
　

　

総
持
学
園
で
は
、
「
大
覚
円
成　

報
恩
行
持
」
を
教
育
理
念
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
こ
れ
を
二
大
眼
目
と
呼
ん
で
い
る
が
、
現
在
で

は
、
こ
の
二
大
眼
目
を
「
感
謝
の
こ
こ
ろ
育
ん
で　

い
の
ち
輝
く
人
と
な
る
」
や
「
感
謝
を
忘
れ
ず　

真
人
と
な
る
」
と
の
現
代
語
訳
を

行
い
、
学
園
内
に
お
け
る
理
念
の
浸
透
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
教
育
理
念
の
現
在
化
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
な
り
に
意
義
の

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
平
易
な
現
代
語
訳
を
行
っ
た
こ
と
で
本
来
の
言
葉
に
含
ま
れ
て
い
る
意
味
が
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
危
険
性

に
も
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
二
大
眼
目
は
、
漢
字
表
記
そ
の
ま
ま
で
理
解
す
る
こ
と
も
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

「
大
覚
」
と
は
、
釈
尊
の
成
道
、
す
な
わ
ち
仏
陀
の
大
い
な
る
悟
り
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
円
成
」
と
は
、
円
満
に
仏
の

心
、
す
な
わ
ち
大
慈
悲
心
が
成
就
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
「
大
覚
円
成
」
と
は
、
「
仏
陀
の
大
い
な
る
悟
り
と
そ
れ
に

伴
う
大
慈
悲
心
の
成
就
」
を
意
味
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

釈
尊
が
悟
り
に
至
る
前
提
と
し
て
、
こ
の
世
は
苦
し
み
に
満
ち
て
い
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
仏
教
は
、
そ
の
苦
し
み
の

中
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
根
元
を
分
析
的
に
理
解
す
る
こ
と
で
執
着
心
を
捨
て
、
悟
り
を
得
る
こ
と
で
安
心
を
得
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
さ

ら
に
そ
の
上
で
、
大
慈
悲
心
を
持
っ
て
衆
生
を
救
済
し
て
い
く
こ
と
に
意
義
を
見
い
だ
し
た
。
す
な
わ
ち
、
現
代
的
に
言
え
ば
、
釈
迦

は
、
こ
の
世
の
苦
し
み
の
原
因
を
分
析
的
に
理
解
し
受
け
入
れ
る
精
神
性
を
獲
得
す
る
こ
と
で
安
心
を
得
、
さ
ら
に
、
他
者
を
思
い
や
る

気
持
ち
を
持
ち
な
が
ら
そ
の
安
心
を
世
の
中
に
波
及
さ
せ
て
い
く
た
め
に
人
生
を
送
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
精
神
性
は
、
「
大
覚
円
成　

報
恩
行
持
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
中
根
の
本
学
の
教
育
理
念
に
関
す
る
言
葉
に
も
そ
れ
が
反
映
さ
れ
て
い

る
。

　

中
根
は
、
前
出
の
通
り
「
如
何
な
る
大
事
に
対
し
て
も
恐
れ
ず
、
小
事
に
対
し
て
も
侮
ら
ず
、
貧
に
処
し
て
も
屈
せ
ず
、
海
が
干
し
て
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も
騒
が
ず
、
泰
然
自
若
、
能
く
確
固
不
抜
の
精
神
と
金
剛
不
壊
の
信
念
を
持
し
、
自
己
の
所
信
を
あ
く
ま
で
貫
徹
す
る
人
で
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

「
自
己
の
所
信
を
あ
く
ま
で
貫
徹
す
る
人
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
は
、
自
ら
の
人
生
上
の
目
標
を
達
成
で
き
る
よ
う
な
人
に

な
っ
て
欲
し
い
と
い
う
中
根
か
ら
の
生
徒
に
対
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

困
難
を
伴
う
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
困
難
に
対
し
て
も
「
宗
教
的
信
念
」
に
基
づ
い
て
克
服
し
て
い
け
る
よ
う
な
精
神
性
を
備
え
て
ほ
し
い

と
願
っ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。

　

で
は
、
中
根
が
述
べ
て
い
る
「
宗
教
的
信
念
」
と
は
何
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
な
に
も
仏
教
へ
の
入
信
を
前
提
と
し
た
信
念

を
説
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。
中
根
は
、
「
宗
教
的
信
念
」
に
つ
い
て
、
「
禅
的
行
の
教
育
」
に
よ
っ
て
そ
れ
を
育
む
の
だ
と
述

べ
、
さ
ら
に
「
宗
教
教
育
と
は
、
単
に
む
つ
か
し
い
経
典
と
か
、
仏
教
の
哲
理
を
講
釈
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
い
。
米
一
粒
、
水
一

滴
も
、
皆
大
自
然
の
賜
物
で
あ
り
、
神
仏
の
み
恵
み
で
あ
る
。
そ
れ
を
粗
末
に
し
た
り
、
無
駄
に
し
た
り
す
る
の
は
、
も
っ
た
い
な
い
、

罰
が
あ
た
る
、
冥
加
に
つ
き
る
と
い
う
一
つ
の
堅
い
宗
教
的
信
念
を
植
え
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
「
『
威
儀

即
仏
法
』
『
作
法
是
宗
旨
』
と
い
っ
て
い
る
通
り
、
日
常
の
坐
作
進
退
が
法
に
か
な
っ
て
居
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
」
と
も
説
い
て
い
る
。

中
根
が
説
い
て
い
る
の
は
、
日
常
生
活
に
根
ざ
し
た
生
活
信
条
の
確
立
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
宗
教
的
信
念
」
と
は
、
各
々
の
持
つ
損
得

勘
定
を
超
え
た
形
而
上
的
信
念
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
ら
の
生
き
る
意
味
を
規
定
す
る
哲
学
的
信
念（
５
）や
生
活
信
条
の
よ
う
な
も

の
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。
そ
の
よ
う
な
信
念
を
持
た
な
け
れ
ば
、
人
生
上
の
様
々
な
困
難
を
克
服
し
、
「
自
己
の
所
信
を
あ
く

ま
で
貫
徹
す
る
」
よ
う
な
人
材
に
な
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
信
念
を
固
め
る
た
め
に
、
本

学
で
は
、
仏
教
主
義
的
な
教
育
に
基
づ
い
た
具
体
的
な
「
行
の
教
育
」
を
行
っ
て
い
く
の
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
の
議
論
を
生
徒
に
と
っ
て
の
教
育
理
念
の
現
在
化
と
い
う
視
点
で
ま
と
め
る
と
、
「
大
覚
円
成
」
と
は
、
「
人
生
に
お
け
る

大
い
な
る
目
標
を
設
定
し
、
そ
の
目
標
が
達
成
さ
れ
る
よ
う
に
最
大
限
の
努
力
を
行
い
、
そ
れ
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
」
で
あ
る
と
解
釈
す
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る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

で
は
、
「
報
恩
行
持
」
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
「
報
恩
」
と
は
、
文
字
通
り
「
恩
に
報
い
る
」
こ
と
で
あ
り
、

「
行
持
」
と
は
、
「
仏
道
修
行
を
怠
ら
ず
に
続
け
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
。
中
根
は
、
前
出
の
通
り
、
「
修
学
旅
行
を
し
て
も
、
こ
れ
は

単
な
る
リ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
い
。
学
業
の
延
長
で
あ
り
、
生
活
の
実
習
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
列
車
の
中
に
は
紙
く
づ
一
つ
の
こ
さ
な

い
。
旅
館
で
は
ち
ゃ
ん
と
布
団
を
た
た
ん
で
、
角
を
そ
ろ
え
て
積
み
か
さ
ね
、
靴
、
ス
リ
ッ
パ
は
ち
ゃ
ん
と
そ
ろ
え
て
置
く
。
な
ん
で
も

な
い
こ
と
の
よ
う
だ
が
、
そ
の
事
が
即
ち
仏
法
に
か
な
っ
た
行
持
な
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。
や
は
り
、
こ
ち
ら
も
、
日
常
生
活

が
理
に
か
な
っ
た
形
で
行
わ
れ
る
こ
と
の
重
要
性
を
説
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
特
に
、
「
行
持
」
と
い
う
言
葉
の
中
に
は
菩
薩

道
の
実
践
と
い
う
意
味
合
い
も
内
包
し
て
い
る
た
め
、
利
他
の
精
神
を
も
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

我
々
は
、
自
分
以
外
の
存
在
と
の
様
々
な
関
係
性
の
中
で
生
き
て
い
る
。
日
々
の
食
事
も
動
植
物
の
い
の
ち
を
頂
い
て
い
る
と
い
う
意

味
に
お
い
て
は
、
そ
の
恩
を
受
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
今
、
こ
こ
に
こ
う
し
て
生
き
て
い
ら
れ
る
の
は
、
先
祖
か
ら
続
く
い
の

ち
が
一
度
も
途
絶
え
る
こ
と
な
く
連
綿
と
現
在
ま
で
続
い
て
き
た
か
ら
こ
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
恩

に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
て
い
る
自
分
と
い
う
存
在
を
し
っ
か
り
と
意
識
し
、
そ
の
恩
に
報
い
て
い
く
た
め
の
実
践
活
動
を
行
っ
て
い
く
こ
と

が
、
「
報
恩
行
持
」
の
意
味
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
て
も
「
大
覚
円
成　

報
恩
行
持
」
と
い
う
八
文
字
は
様
々
な
意
味
を
内
包
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、

「
大
覚
円
成　

報
恩
行
持
」
の
持
つ
本
来
の
意
味
を
損
な
わ
ず
に
、
生
徒
自
身
に
取
っ
て
の
「
大
覚
円
成　

報
恩
行
持
」
の
意
味
の
探
求

を
促
し
て
い
く
こ
と
が
、
教
育
理
念
の
浸
透
を
行
っ
て
い
く
上
で
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
学
校
改
革
や
戦
略
的
教
育
改
革
、
生
徒
募
集
に
お
け
る
入
試
戦
略
等
に
お
い
て
も
、
こ
の
教
育
理
念
の
現
在
化
を
常
に
意
識
し

て
行
う
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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四
、
戦
略
論
を
基
盤
と
し
た
教
育
経
営

　

本
節
に
お
い
て
は
、
教
育
理
念
の
現
在
化
に
基
づ
く
戦
略
的
教
育
経
営
に
つ
い
て
論
じ
る
。　

　

先
に
述
べ
た
と
お
り
、
鶴
見
女
子
中
学
高
等
学
校
は
、
平
成
二
十
（
二
〇
〇
八
）
年
度
よ
り
共
学
化
し
、
鶴
見
大
学
附
属
中
学
高
等
学

校
と
名
称
変
更
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
体
制
変
更
に
関
す
る
も
の
で
打
ち
出
さ
れ
た
施
策
は
次
の
四
つ
で
あ
る
。

（
一
）
平
成
十
九
（
二
〇
〇
七
）
年
度　

鶴
見
大
学
の
附
属
化　

（
二
）
平
成
二
十
（
二
〇
〇
八
）
年
度　

中
学
校
の
共
学
化
と
高
等
学
校
の
特
別
進
学
ク
ラ
ス
に
お
け
る
共
学
化

（
三
）
平
成
二
十
一(

二
〇
〇
九
）
年
度　

全
面
共
学
化　

（
四
）
平
成
二
十
一
（
二
〇
〇
九
）
年
度　

新
校
舎
の
建
築
、
教
科
型
教
室
の
導
入　

　

大
学
の
附
属
化
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
平
成
十
九
（
二
〇
〇
七
）
年
度
入
試
か
ら
行
わ
れ
た
。
同
年
度
に
鶴
見
大
学
附
属

と
い
う
冠
が
従
来
の
校
名
の
上
に
つ
き
、
平
成
二
十
（
二
〇
〇
八
）
年
度
に
中
学
校
の
共
学
化
と
高
等
学
校
の
特
別
進
学
ク
ラ
ス
の
共
学

化
が
実
行
さ
れ
た
。

　

（
一
）
の
「
鶴
見
大
学
の
附
属
化
」
は
、
戦
略
論
の
立
場
で
は
資
源
ベ
ー
ス
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
ま
で
は
、
大
学

と
中
高
は
併
設
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
お
り
、
一
定
の
推
薦
入
学
枠
が
用
意
さ
れ
て
い
る
と
い
う
以
外
は
、
特
に
連
携
は
行
わ
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
本
学
園
中
高
の
鶴
見
大
学
附
属
化
に
伴
っ
て
、
人
事
交
流
や
施
設
設
備
の
共
用
と
い
っ
た
施
策
が
次
々
に
打
ち
出
さ

れ
た
。
平
成
十
八
（
二
〇
〇
六
）
年
度
に
就
任
し
た
校
長
は
、
短
期
大
学
部
の
教
授
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
平
成
十
九
（
二
〇
〇
七
）
年
度

に
は
、
中
高
か
ら
短
期
大
学
部
に
二
名
の
教
員
が
移
動
し
た
。
さ
ら
に
、
同
じ
く
、
平
成
十
九
（
二
〇
〇
七
）
年
度
か
ら
、
大
学
の
中
高
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教
職
課
程
に
お
け
る
教
科
教
育
法
の
講
義
に
、
中
高
の
教
員
が
非
常
勤
講
師
と
し
て
派
遣
さ
れ
て
い
る
。

　

施
設
設
備
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
大
学
図
書
館
が
平
日
は
夜
八
時
ま
で
開
館
し
て
お
り
、
閲
覧
室
や
個
別
の
自
習
室
も
完
備
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
本
学
園
中
高
生
も
あ
る
程
度
自
由
に
使
え
る
よ
う
に
学
園
内
の
環
境
が
整
備
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

　

大
学
図
書
館
の
利
用
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
本
学
園
中
高
に
と
っ
て
、
資
源
ベ
ー
ス
の
コ
ス
ト
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
発
揮
で
き
る
た

め
、
他
校
と
の
競
争
戦
略
上
、
優
位
な
要
因
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
中
高
単
独
の
私
学
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
施
設
設
備
や
夜
八
時

ま
で
の
開
館
時
間
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
実
現
に
は
あ
る
程
度
の
ま
と
ま
っ
た
経
費
が
必
要
に
な
る
。
よ
っ
て
、
他
校
に
は
模

倣
困
難
な
施
設
利
用
法
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
大
学
附
属
校
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
大
学
と
同
じ
敷
地
内
に
中
高
が
な
け
れ
ば
施
設

設
備
の
共
用
は
で
き
な
い
。
同
一
敷
地
内
に
あ
る
大
学
と
中
高
の
施
設
設
備
の
共
用
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
も
他
校
に
対
し
て

圧
倒
的
な
コ
ス
ト
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
す
る
こ
と
の
で
き
る
資
源
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

（
二
）
の
「
中
学
校
の
共
学
化
と
高
等
学
校
の
特
別
進
学
ク
ラ
ス
に
お
け
る
共
学
化
」
と
（
三
）
の
「
全
面
共
学
化
」
に
つ
い
て
は
、

戦
略
論
の
視
点
で
言
え
ば
、
女
子
校
か
ら
共
学
校
へ
の
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
移
動
で
あ
る
た
め
、
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
ア
プ
ロ
ー
チ
の
戦
略
と

い
う
位
置
づ
け
に
な
る
。

　

本
学
園
中
高
が
共
学
に
な
る
数
年
前
か
ら
、
近
隣
の
私
学
で
は
共
学
化
に
よ
る
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
変
更
が
少
し
ず
つ
行
わ
れ
始
め
て
い

た
。
そ
し
て
、
共
学
化
し
た
学
校
は
、
そ
れ
が
功
を
奏
し
た
の
か
入
学
希
望
者
を
伸
ば
す
ケ
ー
ス
も
散
見
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
当

時
の
本
学
園
中
高
は
、
生
徒
募
集
に
苦
戦
し
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
の
当
時
、
他
校
が
共
学
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
校
が
ど
の
よ
う
な
影

響
を
受
け
る
の
か
と
い
う
視
点
は
希
薄
で
あ
っ
た
。
近
隣
の
男
子
校
が
共
学
化
し
た
際
に
は
、
本
来
な
ら
本
学
園
中
高
に
入
学
を
希
望
し

た
で
あ
ろ
う
女
子
生
徒
が
そ
ち
ら
に
流
れ
る
可
能
性
も
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
議
論
が

具
体
的
施
策
の
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

当
時
も
、
時
代
の
流
れ
に
応
じ
て
本
学
中
高
も
共
学
に
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
は
存
在
し
た
。
し
か
し
、
女
子
校
の
ま
ま
で
行
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く
べ
き
だ
と
い
う
意
見
も
同
時
に
根
強
か
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
論
点
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
な
内
容
に
集
約
さ
れ
る
。

①
八
十
有
余
年
と
い
う
長
き
に
わ
た
り
女
子
教
育
を
行
っ
て
き
た
本
校
の
校
風
が
、
共
学
化
に
よ
っ
て
失
わ
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。

②
男
子
生
徒
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
教
育
資
源
の
蓄
積
や
大
学
の
指
定
校
枠
等
を
含
め
た
受
験
対
策
に
つ
い
て
の
実
績
が
な
い
。

③
男
子
生
徒
の
た
め
の
部
活
動
（
野
球
部
、
サ
ッ
カ
ー
部
な
ど
）
の
整
備
、
男
子
ト
イ
レ
な
ど
の
施
設
設
備
を
新
設
す
る
た
め

　

の
追
加
投
資
が
必
要
に
な
る
。

④
共
学
化
す
れ
ば
、
公
立
校
と
同
じ
共
学
校
と
い
う
領
域
で
生
徒
募
集
を
行
う
こ
と
に
な
り
、
競
合
す
る
学
校
が
増
え
て
し
ま
う
。

⑤
先
に
共
学
化
し
た
学
校
に
す
で
に
市
場
を
奪
わ
れ
て
お
り
、
最
後
発
で
参
入
し
て
も
男
子
生
徒
を
獲
得
で
き
る
可
能
性
は
低
い
。

　

当
時
の
本
学
園
中
高
は
、
長
い
歴
史
と
伝
統
、
女
子
教
育
で
培
っ
た
校
風
を
基
盤
に
、
教
員
の
教
育
力
を
向
上
さ
せ
、
教
育
内
容
を
さ

ら
に
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
募
集
の
苦
戦
を
回
避
し
よ
う
と
い
う
方
針
を
採
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
戦
略
に
沿
っ
て
行
っ
た

様
々
な
学
校
改
革
は
、
効
果
が
少
し
ず
つ
出
始
め
て
き
て
い
た
と
は
い
え
、
一
進
一
退
を
繰
り
返
す
よ
う
な
場
面
も
あ
り
、
生
徒
募
集
を

劇
的
に
好
転
さ
せ
る
程
の
成
果
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

　

そ
し
て
、
結
果
的
に
平
成
十
八
（
二
〇
〇
六
）
年
度
に
お
け
る
大
学
附
属
化
の
決
定
に
伴
い
、
短
期
大
学
部
教
授
が
学
校
長
に
就
任
す

る
と
共
に
平
成
二
十
（
二
〇
〇
八
）
年
度
に
共
学
化
す
る
こ
と
が
経
営
方
針
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
女
子
校
か
ら
共
学

校
へ
の
大
幅
な
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
移
動
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
校
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
で
、
共
学
化
を
前
提
に
（
四
）
の
「
新
校
舎
の
建
築
、
教
科
型
教
室
の
導
入
」
が
決
定
し

た
。
ま
た
、
そ
れ
に
伴
い
、
制
服
も
新
し
い
デ
ザ
イ
ン
に
変
更
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
一
連
の
改
革
は
、
学
校
説
明
会
に

お
け
る
人
数
を
飛
躍
的
に
増
加
さ
せ
た
。
こ
の
参
加
者
増
加
の
要
因
を
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
、
今
後
の
経
営
戦
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略
上
の
重
要
な
鍵
に
な
る
。

　

こ
こ
で
、
先
に
挙
げ
た
改
革
を
も
う
一
度
競
争
戦
略
の
視
点
か
ら
整
理
し
て
み
よ
う
。
（
一
）
の
「
鶴
見
大
学
の
附
属
化
」
は
、
併
設

校
か
ら
附
属
校
へ
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
移
動
で
あ
る
。
ま
た
、
学
園
の
資
源
を
活
用
し
た
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
移
動
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
資
源
ア
プ
ロ
ー
チ
を
ベ
ー
ス
に
し
た
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
と
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

（
二
）
と
（
三
）
は
、
女
子
校
か
ら
共
学
校
へ
と
い
う
完
全
な
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
変
更
で
あ
る
た
め
、
ポ
ジ
シ
ョ
ニ
ン
グ
ア
プ
ロ
ー
チ

で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
（
四
）
の
新
校
舎
の
建
築
に
つ
い
て
は
、
資
源
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
り
、
そ
れ
に
伴
う
教
科
型
教
室
の
導
入
は
、
今
後
様
々
な

点
で
教
育
方
法
に
関
す
る
模
索
を
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
学
習
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

先
に
、
共
学
化
に
つ
い
て
は
、
女
子
校
存
続
を
唱
え
る
意
見
も
根
強
か
っ
た
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
結
果
的
に
共
学
化
決
定
後
の
学
校

説
明
会
等
に
お
け
る
参
加
者
は
増
加
し
た
。
そ
れ
は
、
本
学
園
中
高
の
有
す
る
資
源
が
、
女
子
生
徒
は
も
と
よ
り
男
子
生
徒
に
と
っ
て
も

優
位
に
働
く
も
の
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

具
体
的
に
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。

Ⅰ　

当
時
の
横
浜
～
京
浜
エ
リ
ア
に
は
、
中
高
一
貫
の
共
学
校
の
数
が
少
な
か
っ
た
。

Ⅱ　

本
学
園
中
高
の
偏
差
値
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
っ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
学
の
附
属
校
で
あ
り
、
大
学

進
学
が
あ
る
程
度
保
証
さ
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
も
と
も
と
四
大
志
向
の
強
い
男
子
生
徒
に
と
っ
て
メ
リ
ッ
ト

が
あ
っ
た
。

Ⅲ　

大
学
に
歯
学
部
が
あ
り
、
神
奈
川
県
内
に
お
い
て
、
歯
学
部
の
あ
る
大
学
の
附
属
校
は
本
学
園
中
高
だ
け
で
あ
っ
た
。
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次
の
文
章
は
、
当
時
の
本
学
園
中
高
に
関
す
る
受
験
雑
誌
の
記
事
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
横
浜
～
京
浜
エ
リ
ア
に
は
、
中
高
一
貫
の
共
学
校
の
数
が
少
な
か
っ
た
だ
け
に
、
と
く
に
男
子
の
受
験
生
に
と
っ

て
同
校
の
共
学
化
は
朗
報
で
す
。
さ
ら
に
、
新
し
い
学
園
環
境
に
加
え
て
、
来
春
か
ら
制
服
も
刷
新
。
中
・
高
・
大
連
携
教
育

を
進
め
る
一
端
と
し
て
鶴
見
大
学
歯
学
部
へ
の
推
薦
進
学
も
枠
を
拡
大
す
る
な
ど
、
矢
継
ぎ
早
に
改
革
を
進
め
て
、
受
験
生
に

と
っ
て
の
魅
力
を
プ
ラ
ス
し
て
い
ま
す
（
６
）

。

　

女
子
校
を
存
続
す
べ
き
だ
と
す
る
意
見
は
、
①
、
③
に
あ
げ
た
よ
う
に
、
女
子
教
育
に
特
化
し
た
教
育
資
源
が
共
学
化
に
よ
っ
て
失
わ

れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
と
、
男
子
を
受
け
入
れ
る
た
め
の
教
育
的
受
け
皿
に
つ
い
て
の
不
安
が
そ
の
主
な
理
由
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
も
し
、
本
学
園
中
高
の
資
源
が
、
女
子
生
徒
は
も
と
よ
り
男
子
生
徒
に
と
っ
て
も
優
位
に
働
い
て
い
る
と
い
う
仮
説
が
正

し
け
れ
ば
、
①
と
③
に
あ
げ
た
懸
念
材
料
は
、
本
学
園
の
既
存
の
資
源
が
そ
れ
以
上
の
優
位
性
を
持
っ
て
い
た
た
め
払
拭
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
④
に
つ
い
て
は
、
校
舎
の
老
朽
化
に
伴
っ
た
新
校
舎
建
設
を
併
せ
て
行
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
す
で
に
ほ
ぼ
解
決

さ
れ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
残
る
懸
念
材
料
は
、
②
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
様
々
な
形
で
検
証
を

続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
改
革
が
「
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
イ
ン
（
７
）

」
の
段
階
に
止
ま
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
現
在
の
戦
略
は
、
市
場
の
ニ
ー
ズ
に
合
致
す
る
と
い
う
「
マ
ー
ケ
ッ
ト
・
イ
ン
」
の
段
階
に
止
ま
っ
て
お

り
、
「
コ
ン
セ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
（
８
）

」
の
段
階
に
到
達
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
今
後
こ
の
教
育
改
革
が
本
当
の
意

味
で
の
教
育
的
価
値
を
持
つ
た
め
に
は
、
学
習
ア
プ
ロ
ー
チ
に
よ
る
組
織
全
体
の
教
育
力
ア
ッ
プ
が
必
要
に
な
る
。
要
す
る
に
②
に
つ
い

て
、
教
育
内
容
を
継
続
的
に
充
実
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
型
教
室
か
ら
教
科



― 296 ―

型
教
室
へ
の
転
換
と
い
う
教
育
方
針
の
中
で
、
最
も
重
要
度
の
高
い
課
題
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
「
コ
ン
セ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
」
を
実
現
し
て
い
く
た
め
に
は
、
建
学
の
精
神
の
現
在
化
と
教
育
理
念
の
浸
透
を
確
実
に
実
行
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
学
園
中
高
が
オ
ン
リ
ー
ワ
ン
の
存
在
に
な
っ
て
い
く
上
で
の
重
要
な
教
育
経
営
戦
略
と
な
る
。

　
　
　
五
、
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
型
教
室
か
ら
教
科
型
教
室
へ

　

本
学
園
中
高
は
、
平
成
二
十
一
（
二
〇
〇
九
）
年
度
よ
り
新
校
舎
が
完
成
し
教
科
型
教
室
の
導
入
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ホ
ー
ム
ル
ー
ム

型
教
室
か
ら
教
科
型
教
室
へ
の
変
更
で
あ
る
。

　

本
学
園
中
高
で
は
、
今
ま
で
、
学
年
単
位
で
様
々
な
教
育
活
動
が
行
わ
れ
て
き
た
。
こ
の
活
動
を
、
よ
り
教
科
主
体
の
教
育
に
シ
フ
ト

し
て
い
く
た
め
に
教
科
型
教
室
を
中
心
と
し
た
新
校
舎
が
建
築
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
学
校
生
活
の
主
体
が
学
年
主
体
か
ら
教
科
主
体

に
徐
々
に
移
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
教
員
の
行
動
パ
タ
ー
ン
も
以
前
と
異
な
っ
て
く
る
た
め
、
成
果
が
ど
う
出
る
か
に
つ
い
て
は
今

後
継
続
的
に
検
証
が
必
要
に
な
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
本
学
園
中
高
に
お
い
て
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
中
心
の
管
理
型
教
育
が
行
わ
れ
て
き
た
。
も
と
も
と
の

建
学
の
精
神
は
、
良
妻
賢
母
を
育
て
る
こ
と
を
主
眼
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
名
残
は
共
学
化
直
前
ま
で
根
強
く
残
っ
て
い
た
。
教
科

活
動
中
心
の
学
校
生
活
と
い
う
よ
り
は
、
学
校
生
活
を
け
じ
め
を
持
っ
て
し
っ
か
り
と
過
ご
し
て
欲
し
い
と
い
う
学
校
の
教
育
方
針
が
色

濃
く
表
出
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
よ
っ
て
、
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
を
主
体
と
し
た
、
生
活
態
度
や
服
装
容
疑
を
担
任
教
師
が
き
め
細

か
く
指
導
す
る
と
い
う
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
管
理
型
の
教
育
活
動
が
行
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
た
め
、
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
型
教
室
か
ら
教
科
型
教
室

へ
の
移
行
が
学
校
方
針
と
し
て
打
ち
出
さ
れ
た
際
、
様
々
な
懸
念
が
生
じ
た
。
そ
の
多
く
は
、
生
徒
の
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
に
対
す
る
意

識
が
低
下
す
る
と
、
生
徒
の
生
活
面
に
お
け
る
サ
ポ
ー
ト
が
相
対
的
に
低
下
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
で
あ
っ
た
。
教
科

型
教
室
に
な
る
と
生
徒
達
は
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
を
拠
点
と
せ
ず
、
時
間
ご
と
に
様
々
な
教
室
に
移
動
し
て
授
業
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
通
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常
の
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
型
教
室
に
お
い
て
は
、
音
楽
科
や
家
庭
科
と
い
っ
た
特
別
教
室
を
使
う
必
要
の
あ
る
教
科
以
外
は
、
ホ
ー
ム
ル
ー
ム

で
授
業
を
行
う
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
教
科
型
教
室
が
導
入
さ
れ
れ
ば
、
国
語
や
数
学
に
お
い
て
も
教
科
の
教
室
で
授
業
が
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
生
徒
が
授
業
ご
と
に
頻
繁
に
校
内
を
移
動
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
担
任
は
、
な
る
べ
く
生
徒
を
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
教
室
と
い
う
教
員
の
目
の
届
く
と
こ
ろ
に
お
き
、
生
活
指
導

や
学
習
指
導
を
行
っ
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
、
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
担
任
が
、
生
徒
の
生
活
全
般
を
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
教
室
を
基
軸
と
し
て
支
援
し

て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
生
徒
の
学
校
生
活
を
把
握
し
て
い
く
と
い
う
形
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
必
然
的
に
ク
ラ
ス
の
生
徒
の
状
況
を
一
番
よ

く
知
っ
て
い
る
の
は
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
担
任
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
学
校
生
活
の
主
体
が
、
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
教
室
か
ら
各
教
科
に
移
行

す
る
こ
と
に
多
く
の
教
員
が
不
安
を
覚
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
議
論
の
結
果
、
「
教
科
エ
リ
ア
」
と
「
ホ
ー
ム
ベ
ー
ス
」
と
い
う
新

し
い
学
び
の
形
態
を
採
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

次
の
文
章
は
、
受
験
雑
誌
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
本
学
園
中
高
の
「
教
科
型
教
室
」
に
関
す
る
解
説
で
あ
る
。

　

教
科
エ
リ
ア
と
は
、
生
徒
の
興
味
・
関
心
や
探
求
心
を
引
き
出
し
、
よ
り
深
い
学
習
に
取
り
組
む
こ
と
の
で
き
る
学
び
の
空

間
。
そ
こ
に
は
教
科
セ
ン
タ
ー
と
い
う
学
び
の
拠
点
が
点
在
す
る
形
に
な
り
ま
す
。

　

「
こ
こ
が
完
成
し
た
と
き
に
は
、
自
分
の
好
き
な
教
科
の
エ
リ
ア
に
入
り
浸
る
よ
う
な
生
徒
が
た
く
さ
ん
出
て
く
る
と
い
い

で
す
ね
」
と
話
す
の
は
、
昨
年
か
ら
同
校
の
校
長
に
就
任
し
た
伊
藤
克
子
先
生
。

　

ホ
ー
ム
ベ
ー
ス
と
は
、
従
来
の
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
の
よ
う
に
、
ク
ラ
ス
の
仲
間
が
、
ひ
と
つ
の
集
団
と
し
て
ま
と
ま
り
、
交
流

し
合
う
た
め
の
、
い
わ
ば
「
集
い
の
拠
点
」
で
す
。
こ
う
し
た
部
屋
が
全
ク
ラ
ス
の
た
め
に
用
意
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
、
従
来
の

「
教
科
教
室
型
」
校
舎
を
、
さ
ら
に
進
化
さ
せ
た
同
校
な
ら
で
は
の
特
徴
で
す
（
９
）
。



― 298 ―

　

ホ
ー
ム
ル
ー
ム
型
教
室
は
そ
の
機
能
を
縮
小
し
て
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
学
校
方
針
と
し
て
教
科
型
教
室
を
中
心
と
し
た
教
育

を
行
う
こ
と
が
打
ち
出
さ
れ
た
以
上
、
教
員
は
、
こ
の
環
境
に
関
す
る
有
効
な
教
育
活
動
に
つ
い
て
模
索
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
よ
っ
て
、
生
徒
に
対
す
る
接
し
方
に
つ
い
て
も
管
理
型
か
ら
さ
ら
に
一
歩
進
ん
だ
視
点
を
持
つ
よ
う
に
全
教
員
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を

形
成
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
に
な
る
。

　

現
在
、
様
々
な
教
育
の
現
場
で
、
生
徒
の
内
面
か
ら
わ
き
上
が
っ
て
く
る
知
り
た
い
と
思
う
力
、
探
求
心
を
ど
の
よ
う
に
発
掘
し
て
い

け
ば
い
い
か
と
い
う
議
論
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
受
動
的
教
育
か
ら
能
動
的
教
育
へ
の
転
換
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
教
育
の
根
本
で
あ

る
が
、
こ
れ
を
実
現
す
る
の
は
な
か
な
か
難
し
い
。

　

現
在
の
世
相
に
お
い
て
は
、
サ
ー
ビ
ス
を
よ
り
便
利
に
受
け
ら
れ
る
の
が
当
た
り
前
で
あ
る
と
い
っ
た
風
潮
が
強
い
。
し
た
が
っ
て
、

そ
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
に
慣
れ
す
ぎ
て
い
る
生
徒
達
は
、
授
業
の
際
に
、
親
切
に
プ
リ
ン
ト
や
資
料
を
そ
ろ
え
て
授
業
を
し
て
く
れ
る
先

生
が
よ
い
先
生
で
あ
る
と
い
う
評
価
を
下
し
や
す
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
、
な
ん
で
も
か
ん
で
も
お
膳
立
て
す
る
教
育
が
本
当
に
よ

い
教
育
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
教
育
を
行
う
側
で
も
し
っ
か
り
と
議
論
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

教
育
に
お
け
る
最
終
目
標
は
、
体
系
的
な
知
識
を
得
る
と
と
も
に
、
教
育
を
受
け
る
側
の
能
動
的
な
学
習
の
姿
勢
を
醸
成
し
て
い
く
こ

と
に
あ
る
。
生
徒
の
内
側
に
生
じ
る
問
題
意
識
が
、
生
徒
自
身
の
自
発
的
活
動
に
よ
っ
て
解
消
さ
れ
て
い
く
と
い
う
機
会
を
用
意
す
る
こ

が
教
育
方
法
の
大
き
な
課
題
に
な
る
。

　

近
年
、
自
己
教
育
力
向
上
の
必
要
性
が
さ
ま
ざ
ま
な
場
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。
自
分
で
、
積
極
的
に
情
報
を
取
得
す
る
能
力
、
そ
し

て
、
そ
の
情
報
の
中
か
ら
自
分
自
身
を
再
教
育
し
て
い
く
能
力
を
備
え
る
こ
と
が
生
徒
に
も
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

本
学
園
中
高
に
お
い
て
も
、
校
舎
新
築
に
よ
っ
て
、
教
員
や
生
徒
の
生
活
動
線
が
変
化
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
。
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
教

室
主
体
の
管
理
型
教
育
か
ら
教
科
型
教
室
の
内
発
的
動
機
喚
起
型
教
育
へ
の
移
行
で
あ
る
。

　

伊
藤
校
長
（
当
時
）
の
、
「
こ
こ
が
完
成
し
た
と
き
に
は
、
自
分
の
好
き
な
教
科
の
エ
リ
ア
に
入
り
浸
る
よ
う
な
生
徒
が
た
く
さ
ん
出
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て
く
る
と
い
い
で
す
ね
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
教
科
型
教
室
を
導
入
す
る
に
あ
た
っ
て
、
教
員
間

で
こ
の
内
発
的
動
機
を
大
切
に
す
る
教
育
を
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
行
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
か
と
い
う
議
論
を
活
発
に
闘
わ
せ
て
い

く
必
要
が
あ
る
。

　

本
学
園
中
高
の
こ
れ
ま
で
の
学
校
行
事
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
合
唱
祭
や
光
華
祭
（
文
化
祭
）
等
の
学
校
行
事
の
活
動
は
、
生
徒
の

内
発
的
動
機
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
教
育
活
動
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
競
い
合
い
の
精
神
や
み
ん
な
で
一
つ
の
も
の

を
完
成
さ
せ
た
い
と
い
う
共
感
力
の
育
成
な
ど
様
々
な
内
発
的
動
機
が
誘
発
さ
れ
る
機
会
が
用
意
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
活
動
を
基
盤

に
し
教
科
活
動
に
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
今
後
の
重
要
な
視
点
に
な
っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
具
体

的
に
そ
の
よ
う
な
教
育
を
展
開
し
て
い
く
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
教
育
資
源
を
活
用
す
べ
き
か
と
い
う
議
論
が
同
時
に
必
要
に
な
る
。

　

そ
う
考
え
る
と
「
堀
川
の
奇
跡
」
と
言
わ
れ
た
京
都
市
立
堀
川
高
等
学
校
（
以
下
、
堀
川
高
校
と
表
記
）
の
教
育
活
動
が
重
要
な
視
点

を
与
え
て
く
れ
る
と
思
わ
れ
る）
（1
（

。
堀
川
高
校
は
、
「
課
題
探
求
型
」
の
学
習
を
行
い
、
学
習
す
る
こ
と
そ
の
も
の
へ
の
興
味
や
関
心
を
引

き
出
す
教
育
を
行
っ
て
い
る
。

　

伊
藤
校
長(

当
時
）
の
言
葉
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
課
題
探
求
型
」
学
習
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
生
徒
が
自
分
の
研
究
課
題
に
取

り
組
む
た
め
に
、
放
課
後
も
好
き
な
教
科
エ
リ
ア
の
教
室
に
入
り
浸
っ
て
い
る
よ
う
な
環
境
を
作
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
教
科
型
教
室
を

十
二
分
に
機
能
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
教
科
型
教
室
を
ベ
ー
ス
に
し
た
内
発
的
動
機
を
喚
起
す
る
「
課
題
探
求
型
」
学
習
の

実
施
で
あ
る
。
生
徒
が
自
ら
研
究
テ
ー
マ
を
決
め
、
そ
れ
を
自
発
的
に
調
べ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
教
育
力
を
高
め
て
い
く
と
い

う
過
程
を
教
員
が
支
援
し
て
い
く
と
い
う
教
育
実
践
で
あ
る
。

　

ま
た
、
そ
の
際
の
指
導
で
、
生
徒
の
研
究
課
題
が
高
度
な
専
門
的
知
識
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
場
合
が
あ
れ
ば
、
学
園
内
の
教
育
資
産

を
活
用
す
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
鶴
見
大
学
に
専
門
の
先
生
が
い
れ
ば
、
そ
こ
で
指
導
を
し
て
も
ら
っ
て

も
よ
い
。
そ
の
よ
う
な
機
会
が
生
ま
れ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
、
鶴
見
大
学
に
進
学
し
て
研
究
を
続
け
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
し
、
他
大
学
に
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進
学
し
て
そ
の
研
究
を
発
展
さ
せ
て
も
よ
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
結
果
的
に
、
学
園
内
に
お
け
る
教
育
資
産
の
バ
リ
ュ
ー
チ
ェ
ー
ン
を
拡
大

し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
同
時
に
他
校
と
の
差
別
化
や
競
争
優
位
を
生
み
出
す
こ
と
な
り
、
本
学
園
独
自
の
新
し
い

価
値
を
創
造
し
て
い
く
要
因
に
な
る
。

　

教
科
型
教
室
は
、
教
員
の
管
理
に
よ
っ
て
生
徒
を
掌
握
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
生
徒
を
主
体
的
行
動
へ
誘
う
こ
と
で
、
内
発
的

動
機
に
よ
り
、
や
る
気
を
引
き
出
し
て
い
こ
う
と
い
う
教
育
の
本
来
の
あ
り
方
に
対
す
る
新
た
な
挑
戦
で
も
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
教
員
全

員
が
理
解
し
た
上
で
教
科
型
教
室
に
お
け
る
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

た
だ
、
校
舎
や
教
室
の
形
態
が
変
わ
っ
た
だ
け
で
、
教
員
や
生
徒
の
意
識
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
教
科
型
教
室
に
投
入
す
る
資
源
は
無

駄
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
ら
な
い
た
め
に
も
、
教
科
型
教
室
に
関
す
る
教
育
内
容
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
全
教
員
で
活
発
か
つ
継
続

的
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
教
育
が
少
し
ず
つ
で
も
実
現
で
き
れ
ば
、
必
ず
大
き
な
価
値
創
造
が
行
え
る
教
育
へ
と
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ

て
い
け
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
根
本
に
は
、
伊
藤
校
長
（
当
時
）
が
、
教
科
エ
リ
ア
（
教
科
教
室
）
と
ホ
ー
ム
ベ
ー
ス
を
そ
れ
ぞ

れ
、
「
智
慧
」
と
「
慈
悲
」
を
育
む
場
で
あ
る
と
定
義
し
た
よ
う
に
、
仏
教
主
義
に
基
づ
く
建
学
の
精
神
を
基
盤
と
し
た
教
育
理
念
が
生

か
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

本
学
園
中
高
が
、
教
科
教
室
型
の
校
舎
で
あ
る
こ
と
の
利
点
を
活
か
し
、
生
徒
の
知
的
好
奇
心
を
喚
起
す
る
よ
う
な
「
課
題
探
求
型
」

学
習
へ
の
取
り
組
み
を
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と
で
、
将
来
的
に
、
そ
の
学
習
へ
の
取
り
組
み
か
ら
、
生
徒
一
人
ひ
と
り
が
「
人
生
に
お
け

る
大
い
な
る
目
標
」
を
見
い
だ
し
、
世
の
中
に
貢
献
で
き
る
よ
う
な
人
材
に
育
っ
て
く
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
、
教
育
理
念
で
あ
る
「
大
覚
円

成　

報
恩
行
持
」
が
具
現
化
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
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結
論

　

本
論
で
は
、
本
学
園
の
建
学
の
精
神
の
現
在
化
と
教
育
理
念
の
浸
透
の
重
要
性
に
つ
い
て
論
じ
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
を
基
盤
と
し
た
教

育
経
営
戦
略
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
べ
き
か
を
本
学
園
中
高
の
事
例
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
論
じ
た
。

　

本
学
園
は
、
仏
教
主
義
の
学
園
で
あ
り
、
教
育
理
念
「
大
覚
円
成　

報
恩
行
持
」
の
実
現
の
た
め
に
「
行
の
教
育
」
を
根
本
に
し
た

「
宗
教
的
信
念
」
を
持
っ
た
人
材
を
輩
出
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
い
る
。
そ
の
教
育
は
、
教
育
理
念
に
基
づ
い
た
内
発
的
動
機
を
喚
起

す
る
「
課
題
探
求
型
」
学
習
に
よ
っ
て
こ
そ
達
成
可
能
で
あ
る
。

　

本
学
園
は
、
今
年
度
、
創
立
九
十
周
年
記
念
式
典
を
行
い
、
創
立
百
周
年
に
向
け
て
「
建
学
の
精
神
」
の
さ
ら
な
る
具
現
化
の
た
め
の

決
意
を
新
た
に
し
た
。
今
後
も
、
建
学
の
精
神
を
基
盤
に
し
た
仏
教
主
義
教
育
が
ま
す
ま
す
円
熟
し
成
果
を
残
し
て
い
く
た
め
の
さ
ま
ざ

ま
な
取
り
組
み
が
期
待
さ
れ
る
。

　

【
註
】

（
1
）
六
十
周
年
記
念
誌
編
集
委
員
会
編
『
総
持
学
園
鶴
見
女
子
中
学
高
等
学
校
創
立
六
十
周
年
記
念
誌　

人
々
悉
道
器
』,

神
奈
川
新
聞
社
、
一
九
八
四
年
、

四
九
頁
を
参
照

（
2
）
同
、
六
八
頁
を
参
照

（
3
）
同
書
、
八
二
頁
を
参
照

（
4
）
同
書
、
七
三
、
七
五
頁
を
参
照

（
5
）
た
だ
し
、
神
仏
に
対
す
る
強
い
信
仰
の
よ
う
な
も
の
を
背
景
と
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
成
就
さ
れ
な
い
と
い
う
考
え
方
が
「
宗
教
的
」
と
い
う
表
現
を
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導
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
は
十
分
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

（
6
）
伊
藤
克
子
「
来
春
の
共
学
化
に
続
い
て
、
翌
年
、
教
科
教
室
型
の
新
校
舎
が
誕
生
」
『N

ettyLand

』
（
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
エ
ス
、
二
〇
〇
七
年
十
二

月
）
四
一
頁
を
参
照

（
7
）
こ
の
場
合
の
「
メ
ー
ケ
ッ
ト
・
イ
ン
」
と
は
、
受
験
生
が
必
要
と
し
て
い
る
教
育
（
既
存
の
ニ
ー
ズ
）
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
提
供
す
る
こ
と
を
指
す
。

（
8
）
こ
の
場
合
の
「
コ
ン
セ
プ
ト
・
ア
ウ
ト
」
と
は
、
そ
の
学
校
が
持
つ
教
育
に
関
す
る
特
別
な
価
値
観
を
生
徒
と
共
有
で
き
る
よ
う
な
環
境
を
学
校
が
作

り
出
し
て
い
く
こ
と
を
指
す
。
そ
の
学
校
に
通
う
こ
と
で
生
じ
る
教
科
教
育
以
上
の
付
加
価
値
を
生
徒
が
感
じ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
独
自

の
価
値
観
を
有
す
る
ブ
ラ
ン
ド
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
建
学
の
精
神
の
現
在
化
と
教
育
理
念
の
浸

透
が
重
要
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
9
）
前
掲
書(

一
九
八
四)

、
四
一
頁
を
参
照

（
10
）
京
都
市
立
堀
川
高
校
の
授
業
実
践
は
、
荒
瀬
克
己
『
奇
跡
と
呼
ば
れ
た
学
校
―
国
公
立
大
合
格
者
30
倍
の
ひ
み
つ
』
（
朝
日
新
聞
出
版
、
二
〇
〇
七

年
）
等
で
そ
の
詳
細
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。


