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次
世
代
教
育
へ
の
二
三
の
留
意
点

森
　
下
　
龍
　
浄

寺
院
は
如
何
様
に
見
え
て
い
る
か

　
あ
る
聾
学
校
の
先
生
の
話
。「
楽
で
す
ね
、
手
話
を
教
え
て
る
だ
け
で
」
と
い
わ
れ
た
ら
し
い
。「
何
を
言
う
、
全
人
教
育
ぞ
」
と
憤
慨

し
て
お
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
寺
院
社
会
も
同
じ
。
寺
院
貴
族
と
の
陰
口
も
き
く
し
、「
儲
か
り
ま
っ
か
」
と
問
わ
れ
る
か
ら
、
も
っ
と
複

雑
か
も
。「
楽
で
す
ね
、
お
経
を
読
む
だ
け
で
」「
何
を
言
う
、
お
経
は
全
人
教
育
ぞ
」
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
弱
点
も
あ
る
。

　
檀
家
な
ど
は
迷
信
俗
信
の
会
話
で
、
こ
れ
に
対
し
釈
尊
・
宗
祖
・
高
僧
の
一
生
を
な
ぞ
る
法
話
を
し
て
終
了
。
た
ま
に
道
徳
系
垂
訓
的

説
法
か
偉
人
伝
。
俗
世
間
常
識
に
迎
合
し
た
「
禁
忌
説
明
」
と
祈
祷
。
日
蓮
暦
と
お
ふ
だ
の
配
布
は
日
常
的
。
合
掌
の
説
明
に
「
手
の
ひ

ら
を
合
わ
せ
る
、
し
あ
（
シ
ワ
）
わ
せ
」「
手
の
甲
と
甲
だ
と
、
ふ
し
（
節
）
あ
わ
せ
」
な
ど
な
ど
。

　
低
音
で
響
く
社
会
の
要
望
は
「
寺
よ
変
わ
れ
、
僧
よ
変
わ
れ
」。
な
の
に
法
華
経
を
語
る
で
も
な
く
、
個
々
人
の
「
観
」
や
「
感
」
に

す
ぎ
な
い
も
の
を
大
上
段
か
ら
語
る
。
と
か
く
上
か
ら
目
線
で
超
越
項 （ 
お
経 

） 

か
ら
説
こ
う
と
す
る
。
補
強
材
に
孔
子
・
聖
徳
太
子
・

西
行
・
賢
治
・
石
橋
湛
山
な
ど
と
繰
り
出
し
て
も
そ
の
間
を
つ
な
ぐ
も
の
が
な
い
。
今
や
「
住
職
の
人
生
観
は
」「
散
骨
は
」「
ガ
ン
告
知

は
」「
菩
提
寺
変
更
は
」「
位
牌
と
お
墓
は
絶
対
必
要
か
」
な
ど
と
全
方
位
の
覚
悟
を
問
わ
れ
る
時
代
。
い
や
が
上
に
も
対
応
と
即
答
は
避

け
ら
れ
な
い
。
僧
個
々
人
の
人
生
観
の
再
構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
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次
世
代
育
成
に
は
ぜ
ひ
と
も
死
生
学

　
そ
こ
へ
い
く
と
、
俗
人
は
多
様
な
実
人
生
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
と
倫
理
学
を
は
じ
め
諸
学
の
積
み
重
ね
を
土
台
と
し
て
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
く

る
。
人
生
観
・
死
生
観
を
多
方
面
か
ら
語
り
、
人
間
に
横
の
広
が
り
と
深
ま
り
を
み
せ
る
時
、
そ
れ
を
死
生
学
と
い
う
ら
し
い
。

　
そ
ん
な
中
、
宗
門
緊
要
の
次
世
代
教
育
と
い
う
と
信
行
道
場
五
十
日
・
百
日
説
、
道
場
改
革
・
新
規
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
と
か
の
テ
コ
入
れ

が
聞
こ
え
て
く
る
。
だ
が
、
こ
と
は
そ
う
簡
単
で
は
な
い
。
人
生
観
の
変
革
を
迫
ら
れ
る
意
識
改
革
な
の
で
、
お
祖
師
さ
ま
の
お
示
し

「
ま
ず
臨
終
の
こ
と
を
」
が
先
に
く
る
べ
き
で
、
物
理
的
テ
コ
入
れ
は
そ
の
後
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
総
合
的
な
人
間
学
と
と
ら
え

て
、
死
生
学
に
眼
を
向
け
て
み
よ
う
で
は
な
い
か
。

人
生
観
・
死
生
観
・
死
生
学

　
死
生
観
と
い
え
ば
「
終
活
、
死
の
瞬
間
、
死
後
の
こ
と
。
枕
元
に
子
供
を
集
め
て
最
期
の
別
れ
を
。
病
院
は
い
や
、
畳
の
上
で
死
に
た

い
。
お
盆
に
は
み
ん
な
集
ま
っ
て
」
な
ど
を
思
い
浮
か
べ
よ
う
。
だ
が
、
そ
ん
な
単
純
な
こ
と
？

　
四
季
の
移
り
変
わ
り
の
よ
う
に
、
秋
に
は
す
で
に
冬
の
気
を
含
み
、
生
は
す
で
に
死
の
兆
し
を
含
む
。
死
の
ま
さ
に
終
わ
ら
ん
と
す
る

と
こ
ろ
に
生
の
継
が
り
を
見
る
。
周
囲
の
人
々
の
心
の
中
に
思
い
出
と
い
う
形
で
生
き
続
け
る
、
そ
れ
は
そ
の
人
の
命
の
連
続
で
あ
る
と

ら
え
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
死
そ
の
も
の
も
生
命
現
象
。
死
も
い
の
ち
と
い
う
捉
え
方
。
人
生
を
死
に
お
い
て
完
成
さ
せ
る
こ
と
。
そ

こ
に
、
死
の
悲
し
み
や
死
を
想
像
す
る
苦
し
み
を
乗
り
越
え
る
キ
ッ
カ
ケ
が
あ
る
と
す
る
「
精
神
世
界
」
も
あ
る
。

如
何
様
に
見
る
か
の
死
生
学

　
さ
て
、
年
来
気
に
な
っ
て
い
る
歌
が
二
つ
あ
る
。
千
の
風
に
「
そ
こ
に
私
は
い
ま
せ
ん
。
眠
っ
て
な
ん
か
い
ま
せ
ん
。
あ
の
大
き
な
空
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を
ふ
き
わ
た
っ
て
、、」
と
つ
づ
く
。「
そ
こ
に
は
い
ま
せ
ん
」
の
と
こ
ろ
が
波
紋
を
広
げ
た
。
墓
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
る
、
な
ど
と
。

あ
る
県
の
某
宗
派
寺
院
連
合
は
こ
れ
を
葬
儀
場
Ｂ
Ｇ
Ｍ
に
使
わ
な
い
よ
う
に
申
し
入
れ
を
し
た
も
の
の
、
数
年
後
に
は
「
墓
参
り
減
少
に

は
つ
な
が
ら
な
か
っ
た
の
で
」
撤
回
し
た
と
い
う
。
そ
の
い
き
さ
つ
は
し
っ
か
り
人
々
に
見
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
死
生
観
を
諸
学
の
知
見

も
交
え
て
宗
派
内
で
議
論
し
た
ら
、
立
派
に
死
生
学
を
学
ば
れ
た
こ
と
に
な
っ
た
ろ
う
に
、
惜
し
い
。

　
い
ま
一
つ
は
真
白
き
富
士
の
峰
。
三
番
に
あ
る
「
み
た
ま
よ
何
処
に
迷
い
て
お
わ
す
か
、
帰
れ
早
く
母
の
胸
に
」。
こ
こ
は
「
御
霊
・

い
づ
こ
・
迷
い
」
が
要
注
意
ポ
イ
ン
ト
。「
い
づ
こ
に
迷
う
」
と
は
、
こ
の
水
難
事
故
か
ら
し
て
日
本
人
大
多
数
の
感
傷
だ
ろ
う
。
し
か

し
法
華
経
は
ど
う
か
。
事
故
死
の
霊
は
迷
っ
て
い
る
の
か
。

　
個
々
人
の
死
生
観
を
披
瀝
し
、
人
生
観
・
生
き
ざ
ま
・
お
経
の
読
み
方
・
霊
魂
の
あ
り
か
へ
と
ふ
く
ら
ま
し
て
議
論
し
た
い
。

自
殺
を
如
何
様
に
見
る
か

　
例
え
ば
自
殺
を
ど
う
受
け
止
め
る
か
。
い
の
ち
を
粗
末
に
し
て
は
な
ら
ぬ
。
し
か
し
そ
の
人
の
「
究
極
の
選
択
」
を
ど
の
よ
う
に
受
容

し
よ
う
。
注
意
が
必
要
な
の
は
説
法
の
場
。
普
通
に
は
「
い
の
ち
大
切
に
。
粗
末
に
す
る
な
」
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
お
経
の
最

重
要
度
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
ろ
う
。
だ
が
、
自
殺
し
て
し
ま
っ
た
ら
。
自
殺
者
と
そ
の
周
囲
の
人
々
の
前
で
は
こ
れ
が
禁
句
と
な
る
。「
い
の

ち
大
切
に
」
が
「
ほ
ら
、
粗
末
に
し
た
で
し
ょ
う
」
と
非
難
の
言
葉
に
な
る
か
ら
だ
。

　「
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
・
理
由
で
、
ほ
か
の
道
は
見
え
ず
見
つ
か
ら
ず
、
本
人
の
弱
さ
も
加
味
し
た
」
か
も
し
れ
な
い
の
に
、
命
を
断
っ

た
人
に
は
酷
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。「
そ
の
決
断
は
容
認
」
す
る
の
他
は
な
い
。
す
で
に
死
ん
だ
人
は
、
誰
の
中
に
生
き
続
け
る
。

そ
の
人
生
は
誰
に
継
承
さ
れ
る
。
生
の
世
界
は
死
の
世
界
の
た
だ
中
に
あ
り
、
死
の
世
界
は
生
の
世
界
の
た
だ
中
に
あ
り
、
と
は
こ
の
こ

と
と
い
え
る
。
生
き
残
る
者
の
生
き
抜
き
方
と
死
に
行
く
者
の
想
い
を
つ
な
げ
て
考
え
よ
う
と
す
る
時
、
そ
こ
は
も
う
死
生
学
の
世
界
。

　
終
活
の
ず
っ
と
手
前
か
ら
考
え
始
め
、
そ
の
ず
っ
と
先
ま
で
を
視
野
に
考
え
て
い
け
ば
、
有
意
義
な
人
生
に
な
る
し
、
そ
れ
が
自
分
の
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人
生
を
「
人
と
し
て
生
き
き
る
」
の
中
味
か
も
し
れ
な
い
。
た
え
ず
死
を
思
い
己
の
価
値
観
や
死
生
観
の
見
直
し
を
し
た
い
。

人
生
を
生
き
き
る

　 

二
〇
一
六
年
・
死
の
臨
床
研
究
会
札
幌
宣
言 

に
「
最
期
の
時
ま
で
、
希
望
す
る
生
き
方
を
実
現
し
よ
う
。
さ
せ
よ
う
」
と
あ
る
。
死

の
床
に
伏
す
人
に
も
本
当
に
大
切
な
こ
と
を
求
め
る
自
由
、
そ
の
人
の
意
思
決
定
を
支
援
し
表
明
で
き
る
よ
う
に
環
境
を
整
え
よ
う
と
い

う
ア
ピ
ー
ル
。
絶
望
に
寄
り
添
う
、
死
の
看
取
り
の
学
、「
死
に
向
か
う
生
」
の
ケ
ア
学
。
出
発
点
も
到
達
点
も
「
生
の
学
」
で
あ
り
、

ど
う
し
た
ら
自
分
の
人
生
を
「
生
き
き
る
」
こ
と
が
で
き
る
か
。「
生
」
を
と
こ
と
ん
見
つ
め
る
学
な
の
で
、
深
ま
り
行
く
「
生
」
に
そ

っ
と
投
げ
入
れ
る
触
媒
が
死
・
死
生
学
と
と
ら
え
ら
れ
よ
う
。
も
と
も
と
死
は
語
り
得
ぬ
も
の
。
そ
こ
を
語
る
に
は
生
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ

す
る
し
か
な
い
。
終
活
な
ど
、
断
捨
離
を
も
彷
彿
と
さ
せ
て
法
華
経
布
教
の
場
に
は
ま
っ
た
く
も
の
足
り
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
点
・
寺
院
世
界
の
ア
キ
レ
ス
腱
は

　
で
は
注
意
点
第
二
位
に
し
て
緊
急
性
第
一
位
と
は
何
か
。

　「
未
信
徒
教
化
」「
我
が
家
の
宗
旨
」。
普
段
は
気
に
も
し
な
い
こ
の
二
つ
が
対
峙
す
る
時
が
あ
る
。
布
教
の
効
果
あ
り
て
「
ワ
シ
は
お

上
人
さ
ん
と
こ
の
檀
家
に
な
り
た
い
」
と
来
た
と
す
る
。
ど
っ
ぷ
り
世
俗
的
だ
が
推
測
し
て
み
る
。
未
信
徒
な
ら
当
然
の
こ
と
即
Ｏ
Ｋ
だ

ろ
う
。
他
寺
信
徒
に
二
種
あ
り
、
一
つ
は
他
宗
、
い
ま
一
つ
は
本
宗
。
こ
の
場
合
も
他
宗
か
ら
入
信
は
問
題
ナ
シ
。
超
や
っ
か
い
な
の
は

「
本
宗
寺
院
間
で
の
移
籍
問
題
」。

　
行
く
も
追
わ
ず
・
来
る
も
拒
ま
ず
の
態
度
も
、
当
然
あ
る
。
苦
悶
し
つ
つ
考
え
る
べ
き
は
「
盗
っ
た
」「
盗
ら
れ
た
」
の
応
酬
。
こ
の

処
理
を
誤
る
と
、
寺
院
社
会
の
奥
の
奥
、
醜
い
部
分
を
さ
ら
け
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
、
離
れ
た
人
心
は
戻
っ
て
こ
な
い
と
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
い
き
さ
つ
は
尾
ひ
れ
を
付
け
て
人
の
口
か
ら
口
へ
、
社
会
に
広
く
広
く
伝
播
し
て
い
く
。
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そ
の
時
の
檀
信
徒
の
心
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。「
盗
っ
た
盗
ら
れ
た
と
、
ワ
シ
ら
を
物
扱
い
？
」「
寺
院
間
で
談
合
し
て
移
動
を
認
め

な
い
の
は
納
得
い
か
ぬ
。
も
う
愛
想
が
尽
き
た
。
他
宗
に
行
く
」「
信
教
の
自
由
は
憲
法
に
保
証
さ
れ
て
い
る
は
ず
」
etc
。
つ
ま
り
足
元

を
す
く
わ
れ
る
仕
儀
と
な
る
。
な
ん
と
も
は
や
、
世
を
は
ば
か
る
論
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
崩
れ
て
は
な
ら
な
い
寺
院
共
同
体
と
し
て
は
、

法
華
経
我
此
土
安
穏
を
思
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
事
態
を
想
定
し
、
一
定
の
手
順
を
考
え
て
お
く
べ
し
と
提
案
し
た
い
。
全
国
ど
こ
か
で
今

も
発
生
し
て
い
る
困
惑
事
態
で
あ
る
。
緊
急
性
ア
リ
と
思
う
。

今
後
を
如
何
様
に
す
れ
ば

　
寺
院
間
が
こ
れ
ほ
ど
固
定
的
で
移
動
の
壁
が
突
破
で
き
ぬ
と
な
れ
ば
、
未
信
徒
布
教
を
掲
げ
て
社
会
に
出
よ
う
と
す
る
「
有
為
の
新
進

気
鋭
次
世
代
僧
侶
の
布
教
意
欲
」
が
削
が
れ
る
こ
と
と
な
ろ
う
。「
日
蓮
宗
ミ
ト
ラ
サ
ン
ガ
」
か
ら
も
う
す
う
す
感
じ
と
れ
る
。
こ
と
は

現
役
世
代
の
矜
持
、
人
生
の
基
本
姿
勢
と
密
接
に
つ
な
が
る
。
伝
道
宗
門
と
謳
い
、
社
会
へ
社
会
へ
と
叫
び
、
死
身
弘
法
を
多
用
し
て
い

る
我
々
。
南
無
妙
法
蓮
華
経
は
こ
れ
で
い
い
の
か
。
ご
本
尊
・
お
祖
師
さ
ま
が
苦
笑
い
で
お
済
ま
し
に
な
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　
す
で
に
地
歩
を
固
め
た
寺
院
か
ら
の
「
う
ち
を
荒
ら
す
な
よ
」
の
さ
さ
や
き
も
、「
所
長
・
宗
会
議
員
を
経
験
し
、
も
う
何
も
す
る
こ

と
が
な
い
、
あ
、
あ
、」
も
、「
権
大
僧
正
ほ
し
い
」
も
、
ひ
と
つ
の
人
生
観
で
は
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
閉
鎖
系
宗
門
内
議
論
を
、
外
圧
か

ら
と
は
い
え
、
開
放
系
に
衣
替
え
し
て
研
鑽
す
る
時
、　
そ
れ
ま
で
の
も
の
の
見
方
が
シ
ャ
ッ
フ
ル
さ
れ
て
新
発
見
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ

れ
で
脱
皮
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
ず
急
務
の
二
点
を
提
示
し
て
み
た
。
な
ん
と
な
れ
ば
「
う
ち
を
荒
ら
す
な
よ
」
と

　
言
っ
た
と
た

ん
閉
鎖
系
を
離
れ
て
寺
院
・
檀
家
相
互
乗
り
入
れ
交
通
系
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
か
ら
。
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