
更
に
こ
の
目
的
は
、
教
育
に
の
み
止
め
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
が
社
会

的
生
活
の
福
祉
と
繁
栄
に
寄
与
ナ

ペ
き
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
き
教
育
目
的
実
現
の
為
に
、
タ
ゴ
ー
ル
は
い
く
つ
か
の
方
法
論

を
掲
げ
る
内
に
、
先
ず
教
育
の
場
所
、
つ
ま
り
環
境
を
第

一
に
強
調
し
、

こ

の
環
境
の
内
、
最
も
重
要
な
要
素
を
雰
囲
気
で
あ
る
と
す
る
。
宗
教
的
雰
囲

気
は
、
無
限
な
る
も
の
へ
の
信
仰
を
か
り
た
て
、

そ
の
姿
を
感
ぜ
し
め
る
も

の
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
し
て
彼
は
、
天
地
自
然
の
巾
に
そ
の
場
を

求
め
、
教
室
と
い
う
牢
獄
の
如
き
も
の
か
ら
教
育
を
解
放
せ
ん
と
寸
る。

そ

こ
で
は
、
「
目
に
見
え
な
い
悩
れ
の
雰
聞
気
に
よ
っ
て
」

、
無
限
な
る
も
の

と
の
親
密
な
交
感
を
得
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
い
う
環
境
に
於
け
る
教

師
と
生
徒
の
結
び
つ
き
は
、
生
命
と
愛
を
き
ず
な
と
し
た
調
和
に
あ
り
、
生

活
の
愛
を
通
し
て
共
に
学
ぶ
も
の
と
な
る

べ
き
で
あ
る
と
す
る
。

知
識
も
生

活
の
愛
を
通
し
て
集
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
特
に
生
き
る
宗
教

は
、
教
え
の
課
業
の
形
で
は
一
段
与
さ
れ
る

べ
き
で
も
な
く
、
又
決
っ
た
時
間

に
授
け
ら
れ
る
様
な
断
片
的
な
も
の
で
な
く
、
生
活
の
絶
え
間
な
い
実
現
の

段
階
を
繰
り
返
し
て
得
ら
れ
て
い
く
様
な
努
力
が
自
然
に
為
さ
る

べ
き
こ
と

を
教
育
の
方
法
と
す
る
の
で
あ
る
。

更
に
又
、
タ
ゴ
ー
ル
は
理
想
的
教
師
像
を
述
べ
る
中
、

「
職
業
と
し
て
で

は
な
く
、
生
活
の

一
部
と
し
て
生
徒
の
学
課
の
手
助
け
を
す
る
」
教
師
を
摘

さ
、
教
師
の
教
育
活
動
は
そ
れ
自
身
宗
教
的
生
活
で
あ
る
べ
き
こ
と
を
強
調

す
る
の
で
あ
る
。

即
ち
、
教
師
の
魂
の
成
長
に
伴
っ
て
生
徒
の
魂
を
成
長
せ

し
め
る
様
な
、
人
間
愛
と
真
理
愛
に
満
ち
た
教
師
こ
そ
彼
の
教
育
に
求
め
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。

あ
る
。

以
上
タ
ゴ
ー
ル
の
教
育
は
、
宗
教
の
世
界
を
志
向
し
、
教
育
す
る
こ
と
は

宗
教
す
る
こ
と
で
あ
り
、
人
問
先
成
の
宗
教
国
念
を
教
育
に

一
致
せ
し
め
て

い
る

。

タ

ゴ

ー
ル
に
於
け
る
教
育
は
、
宗
教
の
生
き
た
姿
な
の
で

つ
ま
り、

あ
る
。z；士二？

アIて

教

育

教

L」

浅

、う合

ユ旦

井

円

「
宗
教
と
教
育
」
の
問
題
に
つ
い
て
私
は
以
前
に
あ
る
新
聞
に
書
い
た
こ
と

は
あ
る
が
、
実
の
と
こ
ろ
全
く
の
門
外
漢
で
あ
る
。

そ
こ
で
関
係
文
献
を
探
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し
た
と
こ
ろ
、
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
そ
の
研
究
書
の
地
富
さ
に
今
さ
、り
な
が

ら
持
嘆
し
た
次
第
。

机
上
の
域
に
お
い
て
は
も
は
や
す

べ
て
論
じ
尽
さ
れ
て

い
る
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

4→ 
考
祭
の
分
野

宗
教
と
教
育
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
る

べ
き
範
囲
に
つ
い
て
凡
そ
の

見
当
を
つ
け
て
み
る
と
、
①
「
宗
教
と
教
育
と
の
関
係
」
。
宗
教
と
い
う
社

会
現
象
と
教
育
と
い
う
社
会
科
学
の

一
分
野
と
は
い
か
な
る
相
互
関
係
に
お

い
て
併
存
し
て
い
る
か
、
つ
ま
り
宗
教
と
科
学
、
宗
教
と
道
徳
、
宗
教
と
政

治
と
の
関
係
が
論
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
、
宗
教
と
教
育
と
の
関
係
の
仕
方
に
つ

い
て
も
考
え
て
み
る
こ
と
が、

こ
の
命
題
解
決
の
先
決
問
題
で
あ
る。



②
「
宗
教
々
育
」
。
教
育
の
中
に
は
歴
史
教
育
、
語
学
教
育
、
数
学
教
育
等

種
々
の
単
元
が
あ
る
。
そ
の
単
元
の
一
つ
に
宗
教
々
育
を
加
え
て
、
宗
教
々

育
の
場
所
、
機
会
あ
る
い
は
方
法
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
え
て
み
ね
ば
な
ら

ぬ。

ところが一口に宗教々育といっても、その範図は極めて広い。

その広さを適当に整理すると凡そ次の如し。

民衆 僧 aヨヨコて

教コ円to;-
者

教育侶
教

教コ円to;-
々
育

未々 σ〉
教の育信人の 対象

行＠教寺院言白既存 定特
）つ寺院 の σコ
の（｜信

教大刀て 場
学僧侶な仰
校どを
（が 一 Aモ且子， 

教行 層
、

師が〉う 深 寺
め

行＠ る

）う庭家 た
め 所

f「 σ｝ 

親両 教育

等 で
が

、

以
上
の
う
ち
、
こ
〉
で
は
学
校
教
育
の
面
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
（
特

に
義
務
教
育
）

∞ 
学
校
教
育
に
関
す
る
法
規

一
般
に
戦
後
の
日
本
人
は
第
二
次
世
界
大
戦
時
の
神
道
教
育
に
こ
り
て
、

学
校
は
宗
教
々
育
宏
し
で
は
な
ら
ぬ
と
自
戒
し
、
あ
る
い
は
誤
解
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
が
、
新
憲
法
第
二
十
条
、
教
育
基
本
法
第
九
条
に
よ
れ
ば
、
官
公

立
学
校
は
「
特
定
の
宗
教
の
た
め
の
宗
教
々
育
」
を
施
し
て
は
な
ら
ぬ
が
、

宗
教
々
育
そ
の
も
の
は
寧
了
奨
励
し
て
い
る
。

で
は
特
定
の
宗
教
に
か
た
よ
ら
ぬ
宗
教
々
育
と
は
何
か
。
こ
れ
は
昭
和
二

十
一
年
八
月
十
八
日
の
衆
院
本
会
議
に
お
け
る
文
部
大
臣
田
中
耕
太
郎
の
演

説
に
明
か
で
、
氏
は
こ
れ
を
「
宗
教
的
情
操
教
育
」
と
表
現
し
、
智
育
に
対
す

る
徳
育
と
い
う
重
要
な
任
務
を
負
う
べ
き
も
の
と
規
定
し
た
。
ま
た
昭
和
二

十
三
年
七
月
に
教
育
刷
新
委
員
会
が
時
の
総
理
大
臣
に
提
出
し
た
建
議
案
で

は

「
宗
教
心
に
基
く
敬
度
な
情
操
の
洞
養
は
平
和
的

・
文
化
的
な
民
主
国
家

の
建
設
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
精
神
的
碁
礎
の
一
つ
で
あ
り、

こ
と
に
人

間
性
の
重
要
な
一
面
た
る
宗
教
的
欲
求
を
正
し
く
啓
培
す
る
こ
と
は
教
育
本

来
の
使
命
に
も
添
う
こ
と
に
な
る
」
と
宗
教
々
育
の
重
要
性
を
強
調
し
た
。

つ
ま
り

一
宗
一
派
に
備
し
な
い
宗
教
々
育
と
は
宗
教
的
情
操
教
育
の
意
味

で
あ
り
、
ま
た
人
間
性
の
重
要
な
一
面
た
る
宗
教
的
欲
求
、
す
な
わ
ち
人
間

で
あ
る
以
上
は
だ
れ
で
も
が
持
っ
て
い
る
は
ず
の
宗
教
的
本
能
、
そ
れ
は
一

条
一
派
に
偏
向
す
る
以
前
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
啓
発
し
培
養
し
て

ゆ
こ
う
と
い
う
訳
で
あ
る
。

し
か
し
人
間
本
来
の
宗
教
的
欲
求
と
は
一
体
ど
ん
な
も
の
か
、
こ
の
矧
が

明
確
に
把
握
さ
れ
ぬ
限
り
、
い
か
に
宗
教
的
情
操
の
洞
養
の
必
要
性
が
叫
ば

れ
よ
う
と
も
所
詮
は
空
理
主
論
に
す
、き
ぬ
。
け
だ
し
日
本
の
場
合
、
宗
教
的

情
操
と
は
か
く
の
如
き
も
の
だ
と
明
示
す
る
こ
と
は
悶
離
で
あ
る
。
た
と
え

ば
欧
米
の
ご
と
く
キ
リ
ス
ト
教

一
本
で
統

一
さ
れ
て
い
る
な
ら
、
ま
だ
宗
教

的
情
操
と
は
何
か
に
答
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
の
場
合
は

神
道
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
あ
の
新
興
宗
教
あ
り
で
、
実
々
種
々
一
雑
多
な
も
の
が

混
在
し
て
い
る
。

ゆ
え
に
、
あ
る
宗
教
々
育
反
対
論
者
は
「

一
宗

一
派
に
偏
し
な
い
宗
教
的

情
操
の
油
養
は
、
い
う
べ
く
し
て
行
な
い
え
な
い
。
校
庭
に
樹
木
は
植
え
て

も
よ
い
が
、
情
と
か
杓
と
か
桜
と
か
の
具
体
的
な
木
を
植
え
て
は
な
ら
ぬ
と
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い
う
の
と
同
じ
で
あ
る
」

と
い
う
。

一
応
も
っ

と
も
な
議
論
で
あ
る。

こ
》
に
至
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
ハ
タ
と
ゆ
き
づ
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

宗

教
専
門
家
で
す
ら
宗
教
的
情
操
と
は
何
か
に
対
し
て
明
快
な
指
示
を
与
え
ら

れ
る
人
は
ま
れ
で
あ
る
の
に
、
ま
し
て
学
校
の
現
場
の
先
生
に
宗
教
的
情
操

と
は
何
か
に
つ
い
て
確
固
た
る
信
念
を
も
っ
て
当
る
人
は
稀
有
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
生
徒
を
導
く
に
も
導
き
ょ
う
が
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る。

そ

こ
で
、
こ
の
宗
教
的
情
操
教
育
に

つ
い
て
、
私
は
だ
い
た
い
三
つ
の
答
え
を

用
意
し
た
。

日

宗
教
的
情
操
教
育

①
宗
教
々
育
に
利
用
で
き
る
単
元
。
角
度
合
か
え
て
そ
れ
で
は

一
京

一
派
の

宗
教
と
教
材
と
し
て
宗
教
的
真
理
を
教
え
る
こ
と
の
で
き
る
機
会
は
な
い
か

と
い
う
方
向
に
目
を
転
ず
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
簡
単
に
処
理
で
き
る
。
こ
の

角
度
か
ら
言
え
ば
宗
教
的
情
操
を
全
身
に
み
な
ぎ
ら
せ
た
人
に
各
宗
の
祖
師

が
あ
る
。
こ
れ
に
ふ
れ
る
学
科
に
歴
史
が
あ
る
。
ま
た
寺
院
教
会
の
見
学
は

社
会
科
で
や
れ
る
。
等
々

、
宗
教
的
情
操
を
養
う
機
会
は
多
す
ぎ
る
程
現
存

の
教
育
の
場
に
こ
ろ
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
機
会
を
通
し
て
宗

教
的
情
操
を
生
徒
に
与
え
る
た
め
に
は
、
現
場
の
学
科
担
当
の
教
員
が
い
か

に
宗
教
を
把
握
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
く
る
。
ゆ
え
に
宗
教

家
は
現
場
の
教
員
と
啓
発
す
べ
く
留
意
す
る
こ
と
が
緊
密
で
あ
る
。

①
純
粋
宗
教
の
立
場
で
・
：
。
次
に
既
成
の
教
団
の
教
義
は
一
宗
一
派
に
偏

し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
教
団
の
祖
師
の
宗
教
ま
で
遡
れ
ば
そ
こ
に
純
粋
宗
教

的
要
案
を
見
出
す
こ
と
が
必
ず
出
来
る
。
そ
の
純
粋
宗
教
を
宗
教
情
操
教
育

に
盛
り
こ
め
ば
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

但
し
そ
の
純
粋

宗
教
な
る
も
の
を
祖
師
の
ど
こ
で
掴
む
か
。
た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ
は
日
蓮
教

団
に
所
属
し
て
い
る
が
、
祖
師
日
蓮
ま
で
遡
っ
て
そ
こ
に
見
出
す
べ
き
純
粋

宗
教
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
れ
も
ま
た
問
題
か
と
思
う
。

そ
こ
で
私
は
次
の
よ
う
な
提
言
を
し
た
い
。

「
日
蓮
聖
人
は
こ
う
い
わ
れ
た
」
「
日
蓮
宗
で
は
こ
う
い
う
」

「
法
華
経
に

は
こ
う
あ
る
」
「
仏
陀
は
こ
う
教
え
ら
れ
た
」
と
い
っ
た
の
で
は

一
宗

一
派

に
偏
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
仏
陀
の
教
え
だ
け
、
法
華
経
の
精
神
だ
け
、

日
蓮
聖
人
の
精
神
だ
け
を
与
え
て
、
誰
の
教
え
で
あ
る
か
を
言
わ
な

け
れ

ば
、
そ
れ
は

一
宗

一
派
に
偏
し
な
い
宗
教
精
神
と
し
て
通
用
す
る
の
で
は
な

い
か
。
こ
の
際
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
を
唱
え
よ
と
い
う
こ
と
も
言
え
な
い。

人
は
そ
の
よ
う
な
布
教
は
日
蓮
聖
人
の
宗
教
の
広
宣
流
布
に
は
な
ら
な
い

で
は
な
い
か
と
い
う
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
現
代
と
い
う
場
に
は

一
教
団

の
利
害
関
係
も
全
く
離
れ
た
、
純
粋
宗
教
を
要
求
す
る
む
き
も
あ
る
こ
と
を

我
々
は
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
日
蓮
聖
人
の

名
を
弘
め
な
く
と
も
、
日
蓮
聖
人
の
法
を
弘
め
れ
ば
、
日
蓮
聖
人
も
必
ず
や

喜
ば
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

①
私
立
学
校
の
宗
教
々
育
（
略
）
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制

結
語
宗
教
々
育
の
重
要
さ
に
醒
め
よ

①
我
々
宗
教
家
は
た
と
え
自
坊
の
発
展
、
日
蓮
宗
の
教
団
の
発
展
に
直
接
関

係
な
く
と
も
、
積
極
的
に
日
本
人
全
体
の
宗
教
心
の
向
上
に
骨
折
る
こ
と
を

惜
し
ん
で
は
な
ら
な
い
。



①
伝
立
学
校
は
自
己
の
持
つ
責
任
の
重
大
さ
に
醒
め
て
、

り
宗
教
々
育
に
貢
献
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

事
情
の
許
す
か
ぎ

宗
門
保
育
の
信
条
を
求
め
て

田

村

"'"" 円邑

全

一
、
宗
教
保
育
の
意
義
に
つ
い
て

A
幼
稚
園
及
び
小
学
校
の
意
見
の
比
較
検
討

8
教
育
基
本
法
に
於
け
る

「
宗
教
々
育
」
の
解
釈

二
、
仏
教
保
育
の
意
義
に

つ
い
て

三
、
日
蓮
宗
保
育
を
ど
う
考
え
る
か

ー、

日
蓮
聖
人
救
世
の
御
情
神

a
社
会
的
積
極
性

O
惑
悲
忍
難

O
心
を
仏
道
に
専
ら
に
し
て
常
に
慈
悲
を
行
ず
｜

（化
城
品
）

O
日

蓮

は

難
を
忍
び
慈
悲
す
ぐ
れ
た
る
事
は
お
そ
れ
を
も
い
だ
き

ぬ
べ
し

O
日
蓮
は
去
る
建
長
五
年
四
月
二
十
八
日
よ
り
今
年
弘
安
三
年
十
二

月
に
至
る
ま
で
二
十
八
年
の
問
、
又
他
事
な
く
只
南
無
妙
法
蓮
華

経
の
五
字
七
字
を
日
本
国
の

一
切
衆
生
の
口
に
入
れ
ん
と
は
げ
む

計
り
な
り
。
此
れ
即
ち
母
が
赤
子
の
口
に
乳
を
入
れ
ん
と
は
げ
む

慈
悲
な
り
。

人
間
尊
重

1
生
命
尊
重

O
有
情
第

一の
財
は
命
に
過
．きず。

（
主
君
耳
入
抄
〉

O
我
れ
深
く
汝
等
を
敬
う
て
敢
て
軽
慢
せ
ず

・
所
以
は
い
か
ん
汝

等
皆
菩
障
の
道
を
通
じ
て
常
に
作
仏
す
る
こ
と
を
得
べ
し
（
不
軽

品）

C

平
和
と
幸
福

O
汝
早
く
信
仰
の
寸
心
を
改
め
て
速
か
に
実
乗
の
一
警
に
帰
せ
よ
。

然
ら
ば
即
ち
三
界
は
皆
仏
国
な
り
：
身
は
是
れ
安
全
に
し
て
心

は
是
れ
禅
定
な
ら
ん
（
立
正
安
国
論
）

2
、
法
華
経
の
人
間
像

人
間
像
と
は
人
間
の
現
実
的
諸
相
に
即
し
て
修
練
を
経
て
到
達
す

べ
き

す
が
た

人
間
の
在
る

べ
き
像
を
え
が
け
る
理
念
で
あ
る
。
法
華
経
は
人
聞
を
仏

陀
に
ま
で
高
め
る
道
を
聞
い
た
教
え
で
あ
り
、
こ
の
経
の
中
に
拙
か
れ

る
人
間
の
現
実
相
は
み
じ
め
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
そ
の
目
標
と
す
る

人
聞
を
探
る
こ
と
は
、
法
華
経
の
人
間
像
を
見
出
す
こ
と
で
あ
る
。
：

・：
教
育
的
な
ね
ら
い
で
そ
の
要
点
を
抽
出
す
る
に
と
Y

め
る
。

a

よ
り
高
く
正
し
く
あ
ろ
う
と
す
る
も
の
は
常
に
対
立
と
懐
疑
の
道

を
歩
む
。
（
法
華
経
展
開
の
構
造
）

b

人
聞
は
常
に
絶
対
者
に
護
ら
れ
ん
こ
と
を
潜
在
的
に
求
め
て
い

る
。
（
仏
所
護
念
〉

c

人
聞
は
善
悪
固
定
し
た
も
の
で
な
く
、
常
に
普
き
行
為
に
喜
び
を

持
つ
。
（
徳
本
を
植
え
る）

b 

( 133) 


