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☆
こ
と
ば
と
は
な
に
か

　

こ
と※
注
１ば

に
は
二
つ
の
経
路
が
あ
り
ま
す
。
１
つ
は
情
報
伝
達
と
し
て
の
こ
と
ば
で
、
人
々
の
間
で
何
千
何
万
回
と
使
わ
れ
、
ま
た
何
ら

か
の
約
束
事
の
共
有
に
よ
っ
て
用
い
て
い
る
「
符
号※
注
２的
こ
と
ば
」。
も
う
一
つ
は
根
源
的
体
験
及
び
そ
の
連
鎖
に
よ
っ
て
表
現
し
て
く
る

「
象
徴※
注
３的
こ
と
ば
」、
こ
れ
は
思
念
を
形
に
す
る
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
こ
と
ば
か
ら
思
念
が
実
現
し
は
じ
め
、
そ
の
思
念
が
顕
わ
れ
つ
つ
形

成
さ
れ
た
こ
と
ば
に
よ
っ
て
他
者
に
同
じ
思
念
を
実
現
せ
し
め
る
こ
と
ば
で
す
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
ば
に
お
け
る
差
異
は
「
思
考
と
行
動

が
連※
注
４動
す
る
か
否
か
」
で
あ
り
、
ま
た
「
ま
こ※
注
５と
の
意
（
こ
こ
ろ
）
を
と
も
な
う
や
否
や
」
で
あ
り
ま
す
。
ま
ず
は
じ
め
に
こ
の
こ
と
を

前
提
と
し
て
申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
の
名
字
で
も
あ
る
「
釋
」
は
音
読
み
で
は
「
シ
ャ
ク
」、
や
ま
と
こ
と
ば
で
は
「
ほ
ど
け
」
で
あ
り
ま
す
。
字
源
を
調
べ
ま
す
と

「
つ
く
り
」
は
獣
の
死
体
を
眺
め
て
い
る
姿
、「
へ
ん
」
は
爪
で
そ
れ
を
解
体
し
て
い
る
姿
で
あ
り
、
結
局
固
ま
り
や
も
つ
れ
を
「
ほ
ど

く
」
と
い
う
語
源
に
な
り
ま
す
。「
ほ
と
け
（
佛
）
＝
ほ
ど
け
（
釋
）」
で
あ
り
ま
す
。
我
々
人
間
は
は
じ
め
「
象
徴
的
こ
と
ば
」
の
経
路

を
持
っ
て
産
ま
れ
て
き
ま
す
が
、
社
会
的
成
熟
と
と
も
に
こ
れ
を
忘
れ
、
ほ
ぼ
「
符
号
的
こ
と
ば
」
を
用
い
て
お
り
ま
す
。
あ
る
意
味
そ

第
九
回
日
蓮
宗
教
化
学
研
究
発
表
大
会

『
伝
わ
る
か
ら
だ
』
の
探
求

　
　
　

│
信
行
会
と
し
て
の
こ
こ
ろ
み
│

 

釋　
　
　

一　

祐
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れ
は
「
ま
こ
と
の
こ
こ
ろ
」
と
の
断
絶
を
要
求
さ
れ
て
い
る
環
境
で
す
。
そ
こ
で
は
社
会
に
対
す
る
受
動
的
対
応
と
管
理
は
賄
え
て
も
、

主
体
的
営
み
と
進
化
（
深
化
）
に
は
発
展
し
難
い
と
い
う
事
実
が
起
き
て
き
ま
す
。「
伝
わ
る
か
ら
だ
」
の
探
求
は
「
か
ら
だ
と
人
間

（
自
他
関
係
性
）
と
そ
こ
に
あ
る
こ
と
ば
」
を
ほ
ぐ
し
ほ
ど
い
て
、
長
い
間
も
つ
れ
こ
わ
ば
っ
た
ま
ま
忘
失
し
て
い
る
か
ら
だ
を
一
旦
あ

り
の
ま
ま
に
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
こ
の
探
求
は
近
代
に
於
い
て
「
目
に
見
え
な
い
も
の
は
当
て
に
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
」
と

さ
れ
て
き
た
事
実
認
識
の
見
直
し
で
も
あ
り
、
古
来
よ
り
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
実
相
観
へ
の
よ
り
も
ど
し
で
も
あ
り
ま
す
。

　

声
に
し
て
こ
そ
は
じ
め
て
顕
わ
れ
て
く
る
こ
と
ば
の
風※
注
６景
が
あ
り
、
声
に
し
た
こ
と
ば
の
姿
を
捉
ま
え
る
営
み
に
よ
っ
て
そ
の
心
象

風※
注
７景
が
観
え
て
き
ま
す
。

　

伝
え
る
（
語
源
│
背
負
い
運
び
届
け
る
）
と
い
う
運
動
の
探
求
は
、「
こ
と
ば
は
か
ら
だ
の
働
き
と
し
て
存
在
す
る
も
の
」
と
意
識
し

な
が
ら
「
他
者
へ
の
呼
び
か
け
」
を
し
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
と
ば
の
動
き
（
キ
ッ
カ
ケ
及
び
軌
道
と
距
離※
注
８観
）
を
つ
か
み
ま
す
。

作
用
面
を
主
体
に
考
え
れ
ば
、
こ
と
ば
と
は
「
心
が
音
声
と
い
う
骨
格
を
と
も
な
っ
た
微
細
な
か
ら
だ
」
と
い
い
う
る
と
い
う
事
で
す
。

も
う
一
つ
の
取
り
組
み
は
パ
ー
ト
ナ
ー
の
力
を
借
り
て
対
社
会
的
自
我
に
よ
る
「
か
ら
だ
の
こ
わ
ば※
注
９り
」
を
ほ
ど
き
な
が
ら
「
自
他
の
関

係
10

※
注性

」
に
つ
い
て
の
認
識
を
深
め
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
二
つ
の
取
り
組
み
を
経
て
「
ひ
ら
け
た
か
ら

11

※
注だ

」
と
な
っ
て
、「
法
華
経
・
祖

訓
・
お
題
目
」
を
日
蓮
聖
人
の
意
（
こ
こ
ろ
）
を
も
っ
て
み
ん
な
で
唱
い
語
り
、
ま
た
か
ら
だ
全
体
で
そ
の
豊
か
な
こ
と
ば
の
響
き
を
浴

び
る
よ
う
に
聴
き
合
い
ま
す
（
身
・
口
・
意
の
統
合
）。
こ
こ
で
は
「
日
蓮
聖
人
の
意
」
に
参
加
者
の
ピ
ン
ト
を
あ
わ
せ
る
事
が
出
来
る

「
思
想
的
導
き
12

※
注手
」
の
存
在
が
重
要
と
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
こ
で
焦
点
を
当
て
て
い
る
象
徴
的
こ
と
ば
と
は
「
人
間
に
秘
め
ら
れ
た
も
の

に
聖
な
る
骨
格
を
与
え
て
ほ
と
ば
し
ら
せ
う
る
も
の
」。
伝
わ
る
「
か
ら
だ
」
の
正
体
と
は
言
語
を
基
と
し
肉
体
の
補
助
を
受
け
て
顕
わ

れ
出
た
「
肉
質
な
る
こ
と
ば
」。
そ
れ
は
「
物
質
的
こ
と
ば
」
と
も
言
い
う
る
も
の
。
近
代
思
13

※
注想
に
於
い
て
精
神
と
は
区
別
さ
れ
た
身
体

の
事
で
は
な
く
、「
精
神
と
身
体
と
い
う
二
側
面
を
持
ち
合
わ
せ
た
か
ら
だ
」
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
「
発
声
に
よ
っ
て
縦
横
無
尽

に
飛
び
回
る
か
ら
だ
」
で
あ
り
ま
す
。
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☆
聖
な
る
器
と
し
て
の
か
ら
だ
の
探
求

　

こ
こ
で
私
が
こ
の
探
求
に
至
っ
た
経
緯
つ
い
て
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

遡
る
に
立
教
開
宗
七
五
〇
慶
讃
及
び
ハ
ワ
イ
開
教
百
周
年
記
念
に
て
、
当
時
の
全
国
日
青
は
地
元
開
教
師
の
協
力
を
得
、
ア
ラ
モ
ア
ナ

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
常
設
ス
テ
ー
ジ
に
て
日
蓮
宗
の
法
式
を
（
当
時
の
全
国
日
青
委
員
長
藤
浩
一
師
導
師
、
全
国
日
青
前
会
長
川
崎

俊
宏
師
会
行
事
に
て
）
道
往
く
人
々
に
対
し
て
奉
行
致
し
ま
し
た
。
私
は
こ
の
法
要
へ
の
参
加
経
験
に
触
発
さ
れ
、
翌
年
よ
り
２
年
に
わ

た
り
地
元
柳
ヶ
瀬
商
店
街
常
設
ス
テ
ー
ジ
に
て
「
法
式
伝
14

※
注道
」
と
銘
打
っ
て
（
羽
島
市
安
楽
寺
天
田
泰
山
師
・
名
古
屋
市
蓮
勝
寺
犬
飼
盛

勝
師
・
米
原
市
龍
王
寺
福
山
賢
晃
師
を
中
心
に
岐
阜
日
青
会
有
志
並
び
に
宮
崎
日
青
会
有
志
の
協
力
を
得
て
）
岐
阜
県
聲
明
師
会
に
於
け

る
教
師
研
修
事
業
「
街
角
の
情
熱
（
民
衆
向
け
の
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
）」
を
実
施
。
引
き
続
い
て
次
の
年
に
は
全
国
日
青
（
川
崎
会

長
・
吉
田
憲
由
海
外
布
教
担
当
委
員
長
）
主
催
に
し
て
ド
イ
ツ
大
聖
恩
寺
様
（
竹
内
日
祥
上
人
・
シ
ュ
テ
フ
ェ
ン
ス
祥
馨
法
尼
）
の
多
大

な
ご
支
援
の
も
と
実
現
し
た
、
フ
ォ
コ
ラ
ー
レ
（
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
信
徒
会
）
ド
イ
ツ
本
部
と
ク
ー
ニ
ッ
ヒ
ミ
ュ
ー
ス
タ
ー
修
道
院
（
カ

ト
リ
ッ
ク
教
会
）
に
て
の
、
大
衆
に
向
か
っ
て
の
法
式
。
帰
国
し
て
間
も
な
く
岐
阜
県
内
の
大
学
学
園
祭
に
て
の
ス
テ
ー
ジ
。
そ
し
て
ち

ょ
う
ど
一
年
前
の
本
日
、
ふ
た
た
び
大
聖
恩
寺
様
の
お
引
き
立
て
に
よ
り
ド
イ
ツ
連
邦
人
文
科
学
年
の
学
習
催
事
と
し
て
ド
イ
ツ
連
邦
芸

術
ホ
ー
ル
（
ボ
ン
市
内
）
お
よ
び
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
（
ボ
ー
ホ
ム
市
内
）
に
て
の
「
祈
り
の
祭
典
」
に
参
加
し
、
さ
ら
に
五
大
伝
統

宗
教
教
団
（
カ
ト
リ
ッ
ク
・
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
両
キ
リ
ス
ト
教
・
ユ
ダ
ヤ
教
・
イ
ス
ラ
ム
教
・
仏
教
）
代
表
者
に
よ
る
「
環
境
問
題
」
を

テ
ー
マ
と
す
る
宗
教
対
話
シ
ン
ポ
ジ
ュ
ウ
ム
に
お
集
り
の
皆
様
に
対
し
て
日
蓮
宗
の
祈
り
を
披
露
す
る
と
い
う
、
い
ず
れ
も
大
衆
へ
向
け

て
の
法
式
へ
の
参
加
体
験
を
重
ね
て
い
く
中
に
、
読
み
唱
え
る
こ
と
は
出
来
て
い
て
も
「
伝
え
る
事
」
に
は
と
て
も
踏
み
込
め
て
い
な
い

自
分
に
気
付
き
、
ま
ず
「
人
間
が
こ
こ
に
立
つ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？
」「
他
者
が
そ
こ
に
い
る
と
は
？
」「
こ
と
ば
と
は
？
」「
そ
れ

が
伝
わ
っ
て
い
く
と
は
？
」
と
い
っ
た
数
々
の
課
題
と
向
き
合
い
な
が
ら
、
ま
た
一
方
で
イ
タ
リ
ア
オ
ペ
ラ
声
楽
「
ベ
ル
カ
ン
ト
唱
15

※
注法
」
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（
熊
本
長
延
寺
原
恵
亮
師
裕
子
さ
ん
ご
夫
妻
に
導
か
れ
て
）
に
ふ
れ
た
こ
と
か
ら
声
と
か
ら
だ
の
関
係
性
を
知
り
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
の

発
声
を
捨
て
、
福
山
賢
晃
師
が
計
画
し
た
天
下
分
け
目
の
戦
域
供
養
行
脚
（
山
越
え
30
キ
ロ
10
時
間
）
に
参
加
し
「
呼
吸
と
と
も
に
あ
る

お
題
目
」
と
い
う
課
題
に
気
付
き
、
そ
し
て
現
象
学
か
ら
発
展
し
た
「
第
三
次
言
語
の
研
究
」
と
の
出
逢
い
を
へ
て
「
伝
わ
る
か
ら
だ
」

の
探
求
が
一
つ
の
形
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
毎
年
大
阪
に
て
開
催
さ
れ
る
国
際
永
久
平
和
祈
念
祭
典
に
て
他
の
宗
教
宗
派
の
法
要
を
拝

見
し
た
り
、
ド
イ
ツ
に
て
キ
リ
ス
ト
教
の
法
16

※
注要
に
参
列
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
も
数
々
の
気
付
き
を
得
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
特
殊
な
経
験

が
日
蓮
聖
人
の
教
え
と
如
何
に
結
び
つ
く
か
未
だ
明
確
に
す
る
段
階
に
は
至
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら
の
「
伝
え
る
」
こ
と
に
重
心
を
お
い

た
特
殊
な
法
要
体
験
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
「
伝
わ
る
か
ら
だ
」
の
探
求
は
、
人
間
の
日
常
か
ら
佛
乘
に
至
る
ま
で
、
即
ち
「
お
は
よ
う
」

と
い
う
朝
の
出
逢
い
の
歓
び
か
ら
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と
本
仏
体
中
の
人
間
と
成
り
う
る
悦
び
に
至
る
、
全
て
の
「
伝
え
る
」
行
為
に

一
貫
し
て
流
れ
る
法
則
の
探
求
で
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
「
無
我
で
あ
り
な
が
ら
も
実
存
す
る
自
17

※
注分
」
に
と
っ
て
は
、「
自
他
の
伝
わ
り
の

断
絶
」
は
安
心
立
命
に
お
け
る
大
問
題
で
あ
り
、
教
え
を
弘
め
る
と
い
う
特
殊
目
的
に
於
い
て
も
避
け
て
は
通
れ
な
い
大
き
な
課
題
で
あ

る
と
確
信
し
、
伝
え
る
こ
と
に
最
も
未
熟
で
あ
る
が
故
に
気
付
か
さ
れ
た
事
実
を
ご
紹
介
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

☆「
伝
わ
る
か
ら
だ
育
て
」
と
し
て
の
信
行
会
の
具
体
性

　

こ
の
取
り
組
み
は
、
か
ら
だ
そ
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
能
動
的
な
働
き
を
具
え
た
「
こ
と
ば
」
を
生
み
出
す
た
め
の
思
想
性
の
充
実
と
、

受
け
手
と
し
て
の
「
ひ
ら
か
れ
た
か
ら
18

※
注だ
」
の
深
ま
り
が
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。

　

も
と
も
と
「
音19

※
注

」
と
は
「
人
の
祈
り
に
対
す
る
神
の
応
答
の
あ
か
し
（
声

20

※
注は

神
へ
の
呼
び
か
け
）」
で
あ
り
、
音
を
奏
で
る
こ
と
は
神

の
発
音
の
表
現
で
あ
る
と
し
て
、
奏
者
は
「
神
聖
に
あ
ら
ざ
る
」
忸
怩
た
る
自
分
を
音
の
主
体
た
る
「
神
」
へ
の
探
求
に
注
い
で
き
ま
し

た
。
ま
し
て
や
経
典
（
教
義
）
の
主
体
者
（
お
釈
迦
様
・
日
蓮
聖
人
）
へ
の
絶
対
の
随
順
、
つ
ま
り
思
想
的
同
化
に
む
か
う
飽
く
な
き
探

求
姿
勢
は
信
仰
者
と
し
て
の
当
た
り
前
の
姿
で
あ
り
ま
す
。
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「
伝
わ
る
か
ら
だ
育
て
」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム

プ
ロ
セ
ス
１
、「
か
ら
だ
の
こ
わ
ば
り
」
に
気
付
き
、
閉
鎖
性
を
解
く

　
（
パ
ー
ト
ナ
ー
の
協
力
を
得
て
無
意
識
に
行
な
っ
て
い
る
動
作
や
力
み
を
自
覚
し
ほ
ど
く
）

プ
ロ
セ
ス
２
、「
他
者
へ
の
呼
び
か
け
」
を
通
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
と
ば
の
運
動
を
捉
ま
え
る

　
（
伝
え
手
と
受
け
手
と
に
別
れ
て
こ
と
ば
の
伝
わ
り
を
捉
ま
え
そ
の
実
態
に
気
付
く
）

プ
ロ
セ
ス
３
、
法
華
経
・
祖
訓
・
お
題
目
を
祖
意
に
従
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

豊
か
に
読
唱
誦
唱
す
る

　
（
日
蓮
聖
人
の
教
え
を
あ
り
の
ま
ま
に
発
声
す
る
こ
と
を
課
題
と
し
、
一
句
一
偈
の
佛
意
を
一
つ
一
つ
ほ
ど
き
な
が
ら
、
こ
と
ば
の
骨

格
を
鮮
明
に
し
つ
つ
佛
意
と
の
結
び
つ
き
を
深
め
ま
た
そ
う
し
て
発
声
さ
れ
た
こ
と
ば
の
風
景
に
浸
る
）

　

我
々
の
人
生
に
於
い
て
最
も
重
要
な
課
題
は
「
日
蓮
大
聖
人
が
そ
の
ご
生
涯
を
も
っ
て
示
さ
れ
た
人
類
の
指
針
を
そ
の
意
（
こ
こ
ろ
）

に
忠
実
に
実
行
す
る
」
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
取
り
組
み
に
易
し
く
導
く
ツ
ー
ル
が
「
伝
わ
る
か
ら
だ
育
て
」
で
あ
り
ま
す
。

特
に
プ
ロ
セ
ス
３
に
お
け
る
「
思
想
的
対
話
」
が
不
可
欠
と
成
り
ま
す
。

　
「
唱
21

※
注う
」
行
為
に
託
さ
れ
た
「
う
っ
た
え
る
」、「
語
22

※
注る
」
行
為
の
「
か
ぶ
れ
る
」
力
を
育
て
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
こ
と
ば
の
浸
透
結

果
に
重
心
を
お
い
た
「
伝
わ
る
か
ら
だ
育
て
」
は
、
読
経
・
言
説
・
修
法
・
聲
明
・
社
協
・
唱
題
行
脚
・
問
題
解
決
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る

教
化
活
動
に
貢
23

※
注献
す
る
も
の
と
考
え
ま
す
。
特
に
あ
ら
ゆ
る
立
場
に
お
け
る
未
信
面
の
「
気
付
き
」
へ
と
易
し
く
い
ざ
な
い
、
さ
ら
に
は
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社
会
に
必
要
と
さ
れ
続
け
て
い
く
宗
教
団
体
へ
と
開
け
て
い
く
為
の
一
つ
の
起
因
と
な
る
は
ず
で
す
。

☆
教
団
と
は
別
な
と
こ
ろ
で
発
達
し
て
い
る
社
会
の
為
の
宗
教

24

※
注的

と
り
く
み

　

角
度
を
変
え
て
問
題
提
起
を
致
し
ま
す
と
、
聞
き
手
と
し
て
の
熟
達
25

※
注者
が
社
会
に
は
多
く
存
在
し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
注
目
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
す
で
に
「
伝
え
る
側
の
問
題
」
に
気
付
い
た
取
り
組
み
が
増
え
て
来
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
大
変
好
ま
し
い

事
で
も
あ
り
ま
す
が
、
ま
た
一
方
で
は
危
機
感
を
持
た
ね
ば
成
ら
な
い
事
で
あ
り
ま
す
。

　

カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
伝
道
者
が
共
有
す
る
伝
道
規
26

※
注律
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
に
於
け
る
信
仰
に
基
づ
い
た
崇
高
な
る
生
活
姿
27

※
注勢
と
キ
リ

ス
ト
教
に
あ
る
宗
教
的
思
想
28

※
注性

の
共
有
に
立
っ
た
家
庭
造
り
に
も
見
習
う
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
古
神
道
・
古
武
道
・
支
那
禅
の

武
道
29

※
注面
な
ど
に
あ
る
（
呼
吸
法
と
脱
30

※
注力
等
に
よ
る
）
エ
ネ
ル
ギ
ー
循
環
と
運
動
論
、
有
機
体
哲
31

※
注学
に
お
け
る
教
育
論
、
現
象
32

※
注学
に
お
け
る
思

念
と
存
在
の
関
係
性
を
求
め
る
臨
床
実
験
、
宮
澤
賢
治
居
士
の
生
き
方
を
実
践
す
る
人
達
の
そ
の
目
的
を
知
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

日
蓮
大
聖
人
が
大
曼
荼
羅
を
文
字
式
に
て
図
顕
さ
れ
た
こ
と
か
ら
は
「
は
じ
め
に
言
語
あ
り
33

※
注き
」
を
意
識
せ
ず
に
は
居
れ
ま
せ
ん
。

「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
は
お
釈
迦
様
の
か
ら
だ
で
あ
り
日
蓮
聖
人
の
か
ら
だ
で
あ
り
ま
す
。
今
後
、「
社
会
の
混
迷
混
乱
の
原
因
特
定
と
対

策
に
於
け
る
、
人
類
に
対
す
る
日
蓮
聖
人
の
解
答
と
対
策
に
の
っ
と
っ
た
具
体
的
取
り
組
み
」
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
日
蓮
宗
寺
院
の
存

在
を
社
会
は
支
え
る
事
が
出
来
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。
住
職
と
寺
族
、
そ
し
て
そ
こ
へ
集
う
者
の
貴
重
な
社
会
的
価
値
が
問
わ
れ
る
こ
と

と
な
り
ま
す
。

☆
む
す
び

　

今
後
、
い
っ
そ
う
自
我
が
ふ
く
れ
あ
が
る
方
へ
進
む
現
代
社
会
の
特
性
を
考
慮
し
た
『
伝
わ
る
か
ら
だ
育
34

※
注て
』
を
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し

て
さ
ら
に
探
求
を
重
ね
て
参
り
ま
す
。
特
に
未
信
徒
教
化
の
現
場
に
て
進
め
て
参
り
ま
す
。
願
わ
く
ば
、
日
蓮
聖
人
が
そ
の
お
か
ら
だ
を
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以
て
読
ま
れ
た
あ
り
の
ま
ま
す
べ
て
が
「
南
無
妙
法
蓮
華
35

※
注経
」
と
自
ら
発
声
す
る
処
に
顕
わ
れ
、
働
き
、
導
き
を
起
こ
し
、
そ
れ
を
聴
い

た
者
が
日
蓮
聖
人
の
教
え
に
対
し
て
深
い
深
い
関
心
を
引
き
起
こ
し
う
る
、
そ
ん
な
一
唱
に
至
る
確
信
を
失
わ
ず
探
求
し
続
け
る
人
材
が

内
外
に
育
つ
こ
と
も
こ
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
す
。

　

最
後
に
身
延
山
第
九
十
一
世
藤
井
日
光
法
主
さ
ま
の
お
姿
を
も
っ
て
結
ば
せ
て
頂
き
ま
す
。
朝
勤
に
て
の
勧
請
を
一
仏
一
菩
薩
か
ら
だ

全
体
を
使
っ
て
礼
盤
か
ら
乗
り
出
し
お
呼
び
か
け
に
な
ら
れ
て
い
た
法
主
さ
ま
の
お
姿
が
、
今
で
も
わ
た
し
の
目
に
焼
き
付
い
て
お
り
、

わ
た
く
し
の
「
伝
わ
る
か
ら
だ
」
の
探
求
に
お
い
て
の
大
切
な
お
手
本
で
あ
り
ま
す
。

　

追
記　
「
近
代
的
価
値
観
そ
の
も
の
に
あ
る
世
界
平
和
実
現
を
妨
げ
る
大
問
題
に
気
付
き
、
そ
の
弊
害
を
自
ら
主
体
的
に
脱
却
せ
し
め

る
こ
と
こ
そ
、
個
人
に
於
け
る
世
界
平
和
へ
の
大
き
な
寄
与
で
あ
る
」
と
の
確
信
を
個
人
か
ら
集
団
、
社
会
、
国
家
、
世
界
へ
と
拡
大
せ

し
め
る
こ
と
が
現
代
社
会
の
性
質
に
適
応
し
た
日
蓮
聖
人
の
願
業
の
お
と
り
な
し
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。「
こ
と
ば
」
に
あ
る
「
物
質
的

実
存
的
に
転
展
す
る
」
あ
り
の
ま
ま
の
正
体
を
体
感
し
、
自
他
の
関
係
性
を
深
め
て
い
く
「
伝
わ
る
か
ら
だ
」
の
探
求
は
こ
の
重
大
な
自

己
革
新
を
助
け
ま
す
。
宗
門
要
職
の
皆
様
、
特
に
教
師
・
沙
弥
育
成
に
携
わ
る
諸
先
生
に
、
こ
の
点
を
ご
精
査
頂
け
ま
す
れ
ば
幸
い
で
す
。

※
注
１　

こ
と
ば
は
、
哲
学
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
今
や
脳
科
学
・
社
会
学
・
舞
台
芸
術
・
精
神
医
療
に
至
る
ま
で
幅
広
い
分
野
で
研
究
さ
れ
て
い
る
。

２
５
０
０
年
前
プ
ラ
ト
ン
は
「
事
物
と
そ
れ
を
指
し
示
す
名
称
の
間
に
は
自
然
な
関
係
、
す
な
わ
ち
事
物
と
本
性
の
一
致
が
あ
る
」
と
、
単
な
る

称
名
と
し
て
の
言
語
化
に
す
で
に
問
題
を
投
げ
掛
け
て
い
る
。
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
ヴ
ァ
ー
バ
ル
（
情
報
言
語
）
で
は
７
パ
ー
セ
ン

ト
ほ
ど
し
か
成
立
せ
ず
、
伝
え
る
者
と
伝
え
ら
れ
る
者
の
関
係
性
の
把
握
と
、
抑
揚
・
リ
ズ
ム
・
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

る
こ
と
ば
の
動
き
が
具
わ
る
と
45
パ
ー
セ
ン
ト
に
高
ま
り
、
そ
の
他
は
す
べ
て
ノ
ン
ヴ
ァ
ー
バ
ル
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
即
ち
「
腹
（
ヴ
ィ
シ

ュ
ラ
ル
）」
で
あ
る
。

※
注
２　

情
報
伝
達
の
為
、
仮
の
法
則
に
も
と
づ
い
て
作
ら
れ
る
こ
と
ば
。
社
会
的
に
意
味
が
成
立
す
る
為
に
何
千
何
万
回
と
使
い
古
さ
れ
て
は
じ

18　釋.indd   33818　釋.indd   338 10.6.4   2:38:16 PM10.6.4   2:38:16 PM



339

『伝わるからだ』の探求（釋）

め
て
共
有
に
い
た
る
こ
と
ば
。
個
人
は
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
理
解
し
制
度
と
し
て
内
な
る
意
思
と
は
関
係
な
く
用
い
る
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
社

会
生
活
は
成
り
立
た
な
い
。
第
二
次
言
語
。
過
去
の
こ
と
ば
。
聞
き
手
が
自
分
の
価
値
観
以
上
の
意
味
を
受
け
取
る
事
に
は
貢
献
し
得
な
い
と
い

う
「
伝
わ
る
言
語
」
と
し
て
の
課
題
を
残
す
。
つ
ま
り
、
意
識
し
な
い
限
り
人
間
は
日
常
的
に
「
符
合
的
聞
き
方
」
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
聞

き
取
っ
た
こ
と
ば
を
無
意
識
に
自
分
の
記
憶
に
既
に
あ
る
情
報
を
あ
て
が
っ
て
思
い
込
む
た
め
、
こ
こ
か
ら
は
そ
れ
以
上
の
意
味
や
価
値
や
新
た

な
気
付
き
は
起
き
な
い
。

※
注
３　

近
代
に
お
い
て
言
語
は
こ
の
よ
う
に
は
理
解
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
ま
さ
に
今
生
ま
れ
出
て
く
る
こ
と
ば
。
あ
る
こ
と
ば
と
の
出
逢
い
に

よ
っ
て
現
在
の
自
分
の
心
が
形
成
さ
れ
、
同
時
に
そ
の
こ
と
ば
の
器
に
よ
っ
て
意
思
が
行
動
を
働
き
か
け
る
。
自
己
の
思
考
の
表
現
と
か
ら
だ
の

実
感
が
伴
っ
た
こ
と
ば
。
第
一
次
言
語
。
現
在
の
こ
と
ば
。「
※
注
２
」
に
あ
る
「
符
号
的
聞
き
方
」
に
対
し
て
「
象
徴
的
聞
き
方
」
が
あ
り
、

こ
れ
は
過
去
の
情
報
と
の
照
合
を
せ
ず
、
む
し
ろ
棄
却
せ
し
め
て
、
い
ま
伝
わ
り
く
る
こ
と
ば
を
受
け
容
れ
る
聞
き
方
で
、
こ
れ
は
聞
き
手
と
し

て
の
習
熟
課
題
と
な
り
広
い
分
野
で
テ
ー
マ
と
さ
れ
て
来
た
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
別
な
側
面
で
あ
る
「
伝
え
手
が
引
き
起
こ
す
も
の
」
と

し
て
の
「
聞
き
手
の
無
意
識
な
る
符
号
的
聞
き
方
を
劈
開
し
自
分
の
価
値
観
以
上
の
気
付
き
や
出
逢
い
に
直
面
せ
し
め
る
こ
と
ば
」
に
つ
い
て
着

目
し
て
い
る
。

※
注
４　

発
言
す
る
こ
と
ば
の
意
味
と
そ
の
時
の
態
度
（
本
心
）
と
が
異
な
る
こ
と
を
「
ダ
ブ
ル
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
と
呼
ぶ
。
連
動
し
て
い
な
い
状
態

は
む
し
ろ
相
手
か
ら
の
方
が
よ
く
わ
か
る
。（
三
業
不
成
問
題
）

※
注
５　

自
分
の
本
心
を
あ
り
の
ま
ま
に
表
現
し
た
こ
と
ば
。
本
人
の
ア
イ
デ
ィ
ン
テ
ィ
テ
ィ
。

※
注
６　

こ
と
ば
そ
の
も
の
に
風
景
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
春
（
は
る
）」
の
「
ハ
」
と
い
う
音
に
は
生
命
誕
生
の
息
吹
が
あ
り
、「
ル
」
に
は
丸
ま

る
姿
が
あ
っ
て
、
自
然
界
が
寒
さ
か
ら
解
放
さ
れ
た
活
動
の
始
ま
り
と
そ
れ
で
い
て
ま
だ
時
折
寒
さ
が
戻
る
こ
と
で
「
縮
こ
ま
る
」
春
の
原
風
景

そ
の
も
の
が
「
は
る
」
に
あ
る
。

※
注
７　

宮
沢
賢
治
居
士
が
用
い
た
「
心
象
ス
ケ
ッ
チ
」
は
、
心
の
中
に
顕
わ
れ
て
く
る
イ
メ
ー
ジ
を
詩
に
し
た
も
の
の
こ
と
。
心
は
こ
と
ば
に
よ

っ
て
存
在
し
て
い
る
。

※
注
８　

経
験
し
得
な
い
段
階
で
は
こ
の
意
図
が
掴
み
に
く
い
が
、
と
く
に
こ
の
探
求
に
て
紹
介
す
る
プ
ロ
セ
ス
１
、
２
の
体
験
を
深
め
た
聞
き
手
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と
な
れ
ば
、
ま
さ
に
そ
こ
に
は
発
声
さ
れ
た
こ
と
ば
の
動
作
姿
勢
が
あ
り
、
こ
と
ば
が
空
間
を
移
動
す
る
物
質
的
軌
道
と
届
く
距
離
の
長
短
を
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

※
注
９　

脳
科
学
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
肉
体
を
静
止
さ
せ
た
ま
ま
維
持
す
る
動
作
は
、
完
全
に
運
動
が
止
ま
る
の
で
は
な
く
微
妙
な
揺
れ
に
よ
っ
て

保
た
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
定
め
た
一
点
か
ら
大
き
く
ず
れ
な
い
よ
う
常
に
脳
が
計
算
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
状
態
で
、
膨
大
な
脳
に
よ
る

計
算
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
か
ら
だ
（
肉
体
と
精
神
）
の
ど
こ
か
に
こ
わ
ば
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
常
に
脳
が
そ
の
こ
わ

ば
り
を
維
持
す
る
為
に
無
意
識
に
膨
大
な
計
算
を
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
鈍
感
と
な
り
あ
り
の
ま
ま
の
情
報
に
気
付
け
な
い
と

い
う
問
題
が
か
ら
だ
に
起
き
て
い
る
。

※
注
10　

ま
ず
完
全
に
身
を
委
ね
る
こ
と
で
容
易
に
脱
力
を
得
る
。
ま
た
最
大
の
力
み
を
知
る
事
も
実
用
的
脱
力
を
得
る
に
は
必
要
で
あ
る
。
他
者

に
よ
っ
て
自
分
が
動
か
さ
れ
る
こ
と
で
、
他
者
を
知
り
自
己
を
知
る
と
い
う
関
係
性
思
考
を
深
め
る
一
つ
の
方
法
で
あ
る
。

※
注
11　
「
日
常
的
自
我
」
い
わ
ゆ
る
閉
鎖
系
分
離
分
割
と
い
う
近
代
社
会
の
秩
序
に
対
応
す
る
た
め
現
代
人
は
常
に
自
分
の
か
ら
だ
を
閉
鎖
系
に

し
て
い
る
。
そ
れ
は
心
理
的
距
離
と
も
い
う
「
違
和
感
を
感
じ
な
い
最
も
近
距
離
」
の
こ
と
で
個
人
差
が
あ
る
。
人
は
他
者
と
の
間
に
武
道
で
云

う
間
合
い
の
よ
う
な
こ
の
安
全
範
囲
を
無
意
識
に
設
定
し
、
そ
こ
で
内
外
の
断
絶
を
つ
く
り
心
の
安
定
を
一
応
は
保
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
む
し

ろ
か
ら
だ
に
は
無
自
覚
の
負
担
が
ど
ん
ど
ん
募
っ
て
い
く
。
こ
れ
を
安
全
な
条
件
を
整
え
て
意
識
的
に
ほ
ど
く
作
業
を
行
う
。
い
わ
ゆ
る
「
身
構

え
を
ほ
ど
く
」
事
を
す
る
と
、「
か
ら
だ
が
解
放
系
」
と
な
り
、
多
く
の
他
人
か
ら
の
情
報
お
よ
び
環
境
か
ら
の
情
報
を
直
接
感
じ
取
れ
る
。
生

理
学
に
お
い
て
は
「
皮
膚
は
外
側
の
臓
器
」「
皮
膚
は
第
三
の
脳
で
あ
る
」
と
言
わ
し
め
る
。
こ
こ
で
は
特
に
起
因
に
焦
点
を
当
て
た
紹
介
を
し

た
が
、
勿
論
「
あ
り
の
ま
ま
の
ひ
ら
け
」
に
至
る
に
は
思
考
価
値
観
の
質
と
個
性
こ
そ
が
大
き
な
課
題
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
伝
え

た
「
ド
ク
サ
の
吟
味
」
の
様
な
「
思
想
的
対
話
」
が
不
可
欠
。
た
だ
こ
こ
で
観
え
て
く
る
も
の
か
ら
は
大
い
に
理
性
的
深
ま
り
へ
の
感
情
面
か
ら

の
働
き
か
け
が
起
き
る
の
も
事
実
で
あ
る
。

※
注
12　

日
蓮
聖
人
の
こ
と
ば
は
日
蓮
聖
人
の
教
義
に
あ
る
思
想
に
基
づ
い
て
こ
と
ば
を
受
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
他
の
こ
と
ば
に
お
い
て
も
同
様

に
そ
の
作
者
の
意
図
を
無
視
す
る
事
は
絶
対
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
思
想
性
と
は
完
全
な
る
正
邪
の
判
定
が
明
確
に
説
明
さ
れ
、
別
次
元
で
の
適

応
を
可
能
と
す
る
。
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※
注
13　

近
代
思
想
に
一
貫
し
て
流
れ
る
原
理
は
二
項
対
立
分
離
分
割
と
い
う
理
念
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
精
神
と
肉
体
を
分
離
分
割
し
て
対
立
的

に
認
識
す
る
こ
と
を
デ
カ
ル
ト
的
と
呼
ぶ
。
部
分
的
思
考
に
基
づ
い
て
全
体
を
観
る
思
考
。
法
華
経
は
全
体
的
思
考
に
基
づ
い
て
全
体
を
観
、
部

分
を
観
る
思
考
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
日
蓮
聖
人
の
立
正
安
国
論
に
お
け
る
法
然
上
人
の
浄
土
思
想
に
対
す
る
問
題
提
起
も
同
じ
論
点
に
立
ち
う

る
の
で
は
な
い
か
。

※
注
14　

当
時
、
岐
阜
県
聲
明
師
会
長
と
し
て
与
え
ら
れ
た
自
分
の
役
割
（
法
式
に
よ
る
弘
宣
流
布
）
を
鑑
み
、
常
に
社
会
と
民
衆
に
向
い
合
わ
れ

て
い
た
日
蓮
聖
人
に
従
い
、
法
式
も
そ
の
含
意
は
法
話
で
あ
る
と
位
置
づ
け
法
話
が
苦
手
な
教
師
に
も
取
り
組
め
る
辻
説
法
な
ら
ぬ
街
頭
法
式
伝

道
を
重
ね
る
事
で
、
う
っ
た
え
る
力
・
伝
道
力
・
空
事
で
は
な
い
現
実
を
直
視
し
た
聴
く
人
一
人
ひ
と
り
に
あ
た
た
か
く
寄
り
添
う
読
経
力
・
聲

明
力
・
修
法
力
を
自
分
達
が
養
う
為
の
舞
台
と
し
て
実
施
し
た
も
の
。

※
注
15　

イ
タ
リ
ア
語
で
「
美
し
い
歌
唱
」
の
意
。
は
じ
め
に
日
本
に
西
洋
声
楽
と
し
て
輸
入
さ
れ
た
唱
法
と
は
異
な
る
。
か
ら
だ
す
べ
て
を
響
か

せ
る
唱
法
。
か
ら
だ
が
こ
と
ば
を
受
け
入
れ
て
い
な
け
れ
ば
か
な
わ
な
い
。
自
分
の
か
ら
だ
が
こ
と
ば
を
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
は
伝
わ
り
う
る

大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。

※
注
16　

ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
第
二
バ
チ
カ
ン
公
会
議
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
本
尊
に
む
か
っ
て
執
り
行
わ
れ
て
い
た
ミ
サ
を
、
民
衆
の
為
の

祈
り
と
し
て
の
趣
旨
を
全
面
に
押
し
出
し
て
、
現
在
の
よ
う
な
祭
壇
（
最
後
の
晩
餐
の
食
卓
）
の
向
こ
う
か
ら
大
衆
へ
向
け
語
り
か
け
る
法
要
形

態
へ
と
大
変
革
を
行
っ
て
い
る
。
聖
職
者
と
し
て
の
主
体
性
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
ま
た
大
本
山
級
の
聖
堂
に
は
常
に
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
が
控
え
、
修

練
を
積
ん
だ
子
供
が
声
高
ら
か
に
民
衆
に
向
か
っ
て
聖
典
の
一
説
を
歌
い
上
げ
る
。

※
注
17　

自
分
の
実
態
を
探
求
す
れ
ば
、
自
分
を
支
え
る
実
態
は
自
分
の
中
に
は
な
い
と
判
る
の
が
「
無
我
」
の
覚
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
い
て
事

実
自
分
は
存
在
し
て
い
る
の
は
「
縁
起
」、
ま
さ
に
他
者
を
含
む
環
境
に
よ
る
存
在
の
認
知
及
び
保
護
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
平
易
に
例
え
れ
ば
、

父
親
は
子
供
か
ら
「
貴
方
が
私
の
お
父
さ
ん
で
す
」
と
特
定
さ
れ
る
こ
と
で
ま
ぎ
れ
も
な
く
父
親
と
し
て
の
存
在
が
生
じ
る
。
上
位
か
ら
下
位
に

対
し
て
向
け
ら
れ
る
報
恩
道
徳
が
な
い
こ
と
は
現
代
の
社
会
問
題
に
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

※
注
18　

伝
え
る
立
場
に
立
つ
人
に
お
い
て
と
か
く
見
落
と
さ
れ
や
す
い
、
受
け
手
と
な
っ
て
「
ひ
ら
け
た
か
ら
だ
」
に
な
り
他
者
か
ら
の
伝
わ
り

を
感
じ
取
れ
る
と
い
う
習
熟
を
す
る
こ
と
は
、
伝
え
る
こ
と
は
伝
え
ら
れ
る
こ
と
と
考
え
る
「
統
合
的
か
ら
だ
育
て
」
の
基
本
で
あ
る
。
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※
注
19　

字
源
に
基
づ
け
ば
、
ま
ず
「
口
」
は
サ
イ
と
も
読
み
神
へ
の
誓
い
の
言
葉
を
入
れ
る
器
、
そ
れ
に
嘘
偽
り
の
無
い
あ
か
し
を
立
て
た
形
が

「
言
」。
そ
し
て
そ
れ
に
神
託
が
下
っ
た
証
と
し
て
の
「
音
」
は
「
口
」
の
中
に
ヽ
を
い
れ
て
「
日
」
と
し
表
現
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
雅

楽
器
の
音
を
聞
い
て
「
こ
れ
は
ま
っ
た
く
山
野
自
然
界
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
音
」
と
評
価
し
て
い
る
。
※
注
31
・
35
参
照

※
注
20　
「
声
」
は
「
磬
」「
聲
」
に
由
来
し
、
神
を
呼
ぶ
為
の
道
具
と
し
た
。

※
注
21　
「
う
た
う
」
こ
と
は
自
分
の
思
い
を
訴
え
る
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
生
ま
れ
た
動
詞
。

※
注
22　
「
か
た
る
」
は
相
手
に
自
分
の
思
い
を
伝
染
さ
せ
る
「
か
ぶ
れ
さ
せ
る
」
を
源
と
す
る
。

※
注
23　

た
と
え
ば
私
自
身
、
こ
れ
ま
で
法
話
の
内
容
に
お
け
る
情
報
的
価
値
の
高
さ
や
説
明
力
と
い
っ
た
技
術
が
、
相
手
に
好
ま
れ
受
け
入
れ
ら

れ
る
要
素
と
し
て
こ
れ
ら
の
向
上
と
向
か
い
合
っ
て
き
た
が
、
意
外
な
こ
と
に
「
発
声
さ
れ
た
こ
と
ば
そ
の
も
の
の
物
質
的
作
用
」
が
左
右
し
て

い
る
と
い
う
盲
点
に
気
付
い
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
伝
え
手
次
第
」
と
い
う
面
白
み
を
生
む
。

※
注
24　

こ
こ
で
は
「
宗
教
」
を
、「
妙
な
る
か
ら
だ
で
あ
り
な
が
ら
自
ら
知
ら
ず
働
き
え
な
い
凡
夫
が
、
佛
の
教
え
に
依
っ
て
そ
の
か
ら
だ
を
か

な
え
て
い
く
取
り
組
み
を
重
ね
、
ま
っ
た
く
実
相
と
一
如
す
る
か
ら
だ
を
得
る
と
い
う
『
未
完
成
か
ら
完
成
へ
の
要
路
を
明
ら
か
に
示
す
』
取
り

組
み
」
と
玄
義
に
基
づ
い
て
捉
え
た
い
。

※
注
25　

こ
と
ば
の
運
動
を
リ
ア
リ
テ
ィ
に
洞
察
認
知
す
る
研
究
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
増
え
て
き
て
い
る
。

※
注
26　

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
伝
道
者
間
に
は
、
一
定
の
年
数
周
期
を
決
め
て
一
通
り
の
聖
書
の
朗
読
と
解
説
を
信
徒
達
に
説

き
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
約
束
を
共
有
し
て
い
る
。

※
注
27　

ド
イ
ツ
で
は
「
神
お
よ
び
神
聖
な
る
存
在
」
を
信
じ
せ
し
め
る
思
想
的
説
明
を
含
め
た
宗
教
教
育
は
学
校
で
家
庭
で
き
ち
っ
と
取
り
組
ま

れ
て
い
て
、
子
供
が
納
得
す
る
こ
と
ば
を
大
人
は
も
っ
て
い
る
。

※
注
28　
「
日
蓮
聖
人
の
研
究
」
に
お
け
る
た
だ
一
人
の
文
学
博
士
で
あ
る
山
川
智
應
師
は
そ
の
著
書
の
な
か
で
、「
両
教
の
歴
史
的
邂
逅
」
と
し
て

日
蓮
聖
人
の
宗
教
と
キ
リ
ス
ト
教
の
中
核
的
思
想
性
の
共
通
点
を
対
照
的
に
表
現
さ
れ
、
互
い
の
宗
教
思
想
に
お
け
る
社
会
的
役
割
を
示
さ
れ
て

い
る
。

※
注
29　

よ
く
知
ら
れ
る
座
禅
で
は
な
く
武
術
的
運
動
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
た
禅
の
思
想
の
こ
と
。
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※
注
30　

北
京
五
輪
陸
上
競
技
金
メ
ダ
リ
ス
ト
の
フ
サ
イ
ン
ボ
ル
ト
氏
や
日
本
の
末
續
慎
吾
氏
な
ど
は
、
過
去
の
同
種
目
メ
ダ
リ
ス
ト
で
あ
る
ア
メ

リ
カ
の
選
手
等
と
は
根
本
的
に
走
法
が
異
な
る
。
そ
れ
は
第
一
に
「
脱
力
」
で
あ
る
。
筋
力
は
動
き
の
キ
ッ
カ
ケ
と
あ
る
べ
き
軌
道
を
進
む
為
の

微
調
整
の
み
に
用
い
る
も
の
と
考
え
る
。

※
注
31　

す
べ
て
の
宗
教
は
こ
れ
に
基
づ
く
。
オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
。
自
然
界
の
構
造
原
理
を
お
手
本
と
し
て
あ
ら
ゆ
る
組
織
系
を
理
解
し
よ

う
と
す
る
。
教
育
学
へ
は
ゲ
ー
テ
の
思
想
か
ら
の
発
展
が
あ
る
。
か
つ
て
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
す
べ
て
の
学
問
の
主
軸
は
こ
こ
に
あ
っ
た
が
、

近
代
の
主
流
は
機
械
論
哲
学
。
ち
な
み
に
地
球
の
自
転
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
音
は
西
洋
音
楽
で
捉
え
る
「
ソ
音
」
で
、
人
間
のD

N
A

は
こ
の
周
波

数
内
で
最
大
共
鳴
す
る
。
日
本
の
音
律
が
「
宮
」
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
日
本
文
化
が
自
然
か
ら
の
情
報
と
常
に
呼
応
し
て
来
た

こ
と
の
あ
か
し
。

※
注
32　

世
界
が
す
で
に
あ
る
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
否
定
し
「
世
界
が
成
立
す
る
過
程
」
も
同
時
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
焦
点
を
当
て
て

あ
ら
ゆ
る
存
在
を
現
象
と
し
て
と
ら
え
、
特
に
信
念
と
思
考
と
想
像
と
展
望
と
経
験
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
の
か
を
探
求
す
る
。
な

か
で
も
メ
ル
ロ
ポ
ン
テ
ィ
は
「
存
在
の
両
義
性
」
を
唱
え
「
自
他
は
同
一
の
系
に
属
す
る
二
つ
の
項
で
あ
る
」
と
一
念
三
千
の
概
念
に
近
い
説
を

述
べ
て
い
る
。

※
注
33　

こ
と
ば
な
し
に
は
い
か
な
る
意
識
も
可
能
で
は
な
い
。
こ
と
ば
と
は
思
念
を
発
声
し
た
も
の
で
は
な
く
、
意
識
は
す
で
に
こ
と
ば
と
し
て

あ
り
、
む
し
ろ
こ
と
ば
と
の
出
逢
い
に
よ
っ
て
思
念
は
表
現
し
は
じ
め
、
こ
と
ば
と
の
出
逢
い
に
よ
っ
て
意
識
は
形
と
な
っ
て
実
現
す
る
と
考
え
る
。

※
注
34　

私
自
身
の
こ
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
成
果
を
一
つ
紹
介
す
れ
ば
、
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
て
法
華
経
を
読
む
中
で
、
日
蓮
聖
人
に

於
け
る
上
行
自
覚
の
文
証
に
気
付
く
と
い
う
法
悦
を
体
験
し
て
い
る
。

※
注
35　

ご
本
佛
の
五
重
玄
義
の
具
わ
っ
た
五
字
七
字
の
発
声
。
す
な
わ
ち
「
名
」
の
み
で
は
な
く
「
用
（
は
た
ら
き
）」「
体
（
す
が
た
）」「
宗

（
導
き
）」「
教
（
か
ら
く
り
）」
が
発
声
す
る
と
こ
ろ
に
あ
り
の
ま
ま
に
実
存
し
、
新
た
な
仏
乗
連
鎖
の
は
じ
ま
り
を
具
体
的
に
引
き
起
こ
す
。
光

明
点
を
仏
界
言
語
の
伝
わ
り
と
し
た
探
求
。
古
来
イ
ン
ド
で
は
『
太
陽
の
光
』
を
す
べ
て
の
音
の
父
『
♯
ド
』
と
し
て
聞
い
て
い
た
。
こ
の
取
り

組
み
は
お
題
目
の
み
な
ら
ず
諸
教
典
・
念
仏
は
も
と
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
聖
人
の
こ
と
ば
か
ら
日
常
会
話
に
い
た
る
「
人
の
発
声
す
る
す
べ
て
の
こ

と
ば
」
を
こ
こ
に
止
揚
せ
し
め
た
い
。
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