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一
、
論
文
内
容
の
要
旨 

 

本
論
文
は
「
現
代
日
本
の
学
校
教
育
に
お
け
る
茶
道
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
て
い
る
が
、
論
者
の
主
た
る
意
図
は
、
現
代
日
本
の
学
校
教
育
に
お
け
る
茶
道
を

客
観
的
・
対
象
的
に
観
察
し
て
そ
の
状
況
を
叙
述
す
る
、
と
い
う
よ
り
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
学
校
教
育
の
中
で
茶
道
を
学
び
、
ま
た
こ
れ
を
教
授
し
て
き
た
体

験
に
照
ら
し
て
、
ま
た
現
に
学
校
教
育
の
中
で
の
茶
道
教
授
に
携
っ
て
い
る
者
と
し
て
、
現
代
日
本
の
学
校
教
育
に
お
け
る
茶
道
教
育
に
い
か
な
る
意
義
が
あ
る

の
か
、
ま
た
、
い
か
な
る
意
義
を
あ
ら
し
め
る
べ
き
で
あ
る
か
を
解
明
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。 

 

現
代
日
本
に
お
い
て
は
一
般
に
、
茶
道
の
修
行
は
、
点
前
や
道
具
の
飾
り
方
の
決
ま
っ
た
形
、
つ
ま
り
「
型
」
を
学
ぶ
こ
と
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て

茶
道
文
化
は
、
「
日
常
茶
飯
事
」
と
い
う
こ
と
ば
が
い
み
じ
く
も
示
し
て
い
る
如
く
、
人
の
日
常
生
活
に
密
接
し
て
い
る
（
そ
こ
に
茶
道
文
化
を
他
の
文
化
と
隔

て
る
大
き
な
特
色
が
あ
る
）。
そ
の
た
め
茶
道
の
教
授
は
、「
日
常
生
活
を
型
と
し
て
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
場
合
が
多
い
（
茶
道
教
授
が
礼
儀
作
法
教
授
の

替
り
に
行
わ
れ
る
こ
と
の
あ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
）。 

 

と
こ
ろ
で
、
千
利
休
の
言
行
を
記
録
し
た
書
と
伝
え
ら
れ
、
茶
道
を
学
ぶ
者
の
バ
イ
ブ
ル
と
も
い
わ
れ
て
い
る
『
南
方
録
』
に
、
利
休
の
言
と
し
て
、 

 
 

小
座
敷
の
茶
の
湯
は
、
第
一
、
仏
法
を
も
つ
て
、
修
行
、
得
道
す
る
こ
と
な
り
。 

と
あ
る
。
（
こ
の
文
の
「
仏
法
を
も
つ
て
修
行
」
は
往
々
、
仏
法
を
手
段
と
し
て
、
あ
る
い
は
仏
法
に
の
っ
と
っ
て
修
行
す
る
、
と
い
っ
た
意
味
に
解
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
っ
て
、
「
仏
法
を
も
っ
て
修
行
す
る
」
は
、
「
仏
法
を
修
行
す
る
」
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
和
を
も
っ
て
貴
し
と
な
す
」
が
、
「
和
を

貴
し
と
す
る
」
、
と
同
義
で
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
）。 

 
 

小
座
敷
の
茶
の
湯
の
第
一
段
階
は
、
仏
法
を
修
行
し
、
得
道
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

と
い
う
の
で
あ
る
。
『
南
方
録
』
に
は
、
茶
の
湯
で
の
も
ろ
も
ろ
の
行
い
は
「
み
な
仏
祖
の
行
い
の
あ
と
を
学
ぶ
」
こ
と
だ
と
も
あ
る
。 

 

さ
て
、
小
座
敷
の
茶
の
湯
（
こ
こ
で
は

わ
び

・

・

茶・

の
意
味
）
が
、
第
一
に
、
「
仏
法
を
修
行
す
る
」
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
茶
道
の
修
行
が
「
日
常
生

活
を
型
と
し
て
学
ぶ
」
と
い
う
趣
が
強
い
と
い
う
こ
と
と
を
重
ね
合
せ
て
考
え
る
時
、
お
の
ず
か
ら
浮
か
び
上
っ
て
く
る
の
は
、
仏
教
教
団
特
に
禅
林
で
の
「
清
規

し

ん

ぎ

」
で
あ
る
。 

 

清
規
と
は
禅
林
で
修
行
者
に
課
せ
ら
れ
る
、
日
常
生
活
の
万
般
に
わ
た
る
規
範
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
起
居
、
食
事
、
用
便
な
ど
に
至
る
ま
で
細
々
と
し
た
規
定

を
含
む
。
著
名
な
も
の
に
、
唐
代
の
『
百
丈
清
規
』、
宋
代
の
『
禅
苑
清
規
』、
日
本
の
道
元
の
『
永
平
清
規
』
な
ど
が
あ
る
。 

論
者
は
、
「
日
常
生
活
を
型
と
し
て
学
ぶ
」
と
い
う
時
の
型
は
、
一
種
の
規
範
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
禅
林
の
清
規
と
根
本
の
性
格
を
一
に
す
る
と
考

え
、
茶
道
修
行
の
こ
と
を
中
心
に
考
え
る
こ
と
に
先
立
っ
て
、
禅
林
清
規
の
研
究
を
行
っ
た
。 
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こ
の
研
究
を
通
し
て
論
者
は
、
禅
林
で
の
清
規
は
、
は
じ
め
は
修
行
者
を
拘
束
す
る
規
範
で
あ
る
が
日
々
に
清
規
を
生
き
る
修
行
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

清
規
は
外
か
ら
そ
の
人
を
束
縛
す
る
規
範
で
は
な
く
な
っ
て
、
そ
の
人
の
内
に
お
の
ず
か
ら
に
じ
み
出
る
も
の
と
な
る
、
こ
と
を
指
摘
す
る
。 

茶
道
を
「
型
と
し
て
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
も
、
究
極
は
こ
こ
に
至
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
者
は
考
え
る
の
で
あ
る
。 

 
こ
の
よ
う
な
禅
林
で
清
規
を
守
る
こ
と
と
同
一
の
趣
意
で
、
学
校
に
お
け
る
茶
道
教
育
を
行
っ
た
人
と
し
て
、
論
者
は
奥
田
正
造
を
挙
げ
る
。
奥
田
は
大
正
か

ら
昭
和
に
か
け
て
成
蹊
女
学
校
校
長
と
し
て
、
茶
道
を
中
心
と
す
る
学
校
教
育
を
実
践
し
た
、
す
ぐ
れ
た
茶
道
教
育
者
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
本
論
文
は
、
本
文
全
六
章
と
序
説
、
そ
し
て
中
国
の
清
規
の
若
干
を
紹
介
す
る
附
録
と
よ
り
成
る
。
以
下
に
目
次
と
（
論
者
自
身
に
よ
る
）
各
章
の
要

旨
と
を
掲
げ
る
。 

 
 

目
次 

 

研
究
の
動
機 

研
究
の
目
的
と
研
究
方
法 

第
一
章 

清
規
の
成
立
と
背
景 

 
 

第
一
節 

釈
尊
の
教
え 

 
 

第
二
節 

仏
教
修
行
の
原
初
形
態 

 
 

第
三
節 

小
乗
か
ら
大
乗
仏
教
へ 

 
 

第
四
節 

戒
の
中
国
的
変
容 

 
 

第
五
節 

叢
林
の
清
規
成
立
の
背
景 

第
二
章 

百
丈
清
規
に
お
け
る
行 

 
 

第
一
節 

百
丈
清
規 

 
 

第
二
節 

受
戒 
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第
三
節 

法
の
伝
灯 

 
 

第
四
節 

日
常
生
活
の
清
規 

 
 

第
五
節 

動
中
の
工
夫 

第
三
章 
道
元
の
行 

 
 

第
一
節 
老
典
座
と
の
出
会
い 

 
 

第
二
節 

「
行
持
」 

 
 

第
三
節 

道
元
の
清
規 

第
四
章 

日
常
生
活
の
行
い
を
型
と
し
て
学
ぶ 

 
 

第
一
節 

普
段
の
日
常 

 
 

第
二
節 

型
が
示
す
も
の 

 
 

第
三
節 

型
を
手
掛
か
り
に
学
ぶ
こ
と 

 
 

第
四
節 

発
心 

 
 

第
五
節 

師
と
弟
子 

第
五
章 

奥
田
正
造
の
茶
道
教
育 

 
 

第
一
節 

奥
田
正
造
に
つ
い
て 

 
 

第
二
節 

奥
田
・
中
村
が
茶
道
教
育
に
求
め
た
も
の 

 
 

第
三
節 

奥
田
正
造
の
茶
道
教
育
に
お
け
る
実
践 

 
 

第
四
節 

内
発
的
精
神 

 
 

第
五
節 

師
と
弟
子 

第
六
章 

現
代
の
学
校
教
育
に
お
け
る
茶
道
に
つ
い
て 

 
 

第
一
節 

心
（
感
じ
る
心
）
・
智
慧
（
利
く
眼
）・
身
体
（
は
た
ら
く
身
体
） 

 
 

第
二
節 

総
合
学
習
を
考
え
る 

 
 

第
三
節 

茶
道
教
育
に
つ
い
て 
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附
録 

  
 
 

各
章
の
要
旨 

  
 

第
一
章 

清
規
の
成
立
と
そ
の
背
景 

 
 

で
は
仏
法
を
修
行
し
て
無
相
の
自
己
が
開
か
れ
て
い
く
稽
古
は
ど
う
で
あ
る
べ
き
か
。
そ
れ
を
「
覚
書
」
で
は
、「
仏
祖
の
行
い
の
あ
と
を
学
ぶ
」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
禅
僧
の
行
い
を
示
し
て
い
る
の
は
清
規
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
ず
清
規
と
は
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か
を
見
て
い
く
こ
と

に
し
た
。
第
一
章
で
は
清
規
の
本
と
な
っ
て
い
る
、
百
丈
清
規
に
つ
い
て
そ
の
背
景
を
見
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
釈
尊
は
人
間
の
苦
し
み
か
ら
脱
す
る
道
を
求
め
て

修
行
さ
れ
た
。
そ
の
釈
尊
の
教
え
は
人
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
、
縁
起
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
説
き
、
ま
た
そ
の
縁
起
に
よ
っ
て
苦
し
ん
で
い
る
。
そ
の
苦

し
み
を
脱
す
る
法
と
し
て
、
八
正
道
を
説
い
て
い
る
。
こ
の
教
え
（
人
間
存
在
の
本
質
）
を
理
解
し
、
戒
を
護
り
、
心
が
統
一
さ
れ
て
い
る
人
は
憂
い
が
除
か
れ
て

い
る
と
、
戒
定
慧
の
三
学
に
よ
る
修
行
を
拠
り
所
と
し
て
示
し
て
い
る
。
禅
の
初
祖
は
達
磨
と
さ
れ
る
。
中
国
に
入
っ
た
仏
教
は
上
流
階
級
、
特
権
階
級
で
広
ま
っ

て
い
た
が
、
そ
れ
は
経
典
の
研
究
に
向
い
て
い
る
教
条
主
義
の
者
、
坐
禅
に
よ
っ
て
涅
槃
に
入
っ
て
い
く
こ
と
を
求
め
る
寂
静
主
義
の
者
が
多
か
っ
た
。
ま
た
は
仏

塔
を
建
て
る
こ
と
に
一
生
懸
命
に
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
何
処
か
自
分
の
行
と
し
て
取
り
組
む
こ
と
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
理
解
す
る
。
逹
磨
は
仏
の
教
え
を
自
分

の
身
を
も
っ
て
体
得
す
る
こ
と
を
説
き
、
そ
の
上
で
、
そ
の
人
間
の
お
か
れ
て
い
る
現
実
を
受
け
止
め
、
こ
れ
か
ら
の
自
分
が
、
法
に
適
っ
た
生
き
方
を
し
て
い
く

こ
と
を
説
い
た
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
は
自
分
の
受
け
て
い
る
業
を
取
り
除
い
て
い
く
こ
と
に
修
行
の
方
向
が
向
か
っ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
大
き
な
転
換
で

あ
っ
た
と
考
え
る
。
し
か
し
世
の
中
は
、
そ
の
後
も
ま
だ
座
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
浄
い
心
を
見
つ
め
て
い
く
方
に
向
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

 
 

六
祖
慧
能
の
「
本
来
無
一
物
」
は
、
寂
静
的
で
あ
っ
た
人
へ
の
指
摘
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
坐
禅
を
し
て
心
を
塵
ひ
と
つ
な
い
よ
う
に
と
か
い
う
、
心
と
い
う
実

体
の
あ
る
も
の
は
な
い
の
で
あ
る
。
彼
は
「
六
祖
壇
経
」
に
自
ら
が
悟
っ
て
修
行
す
る
こ
と
を
説
い
た
。
口
ば
か
り
で
善
い
こ
と
を
言
っ
て
心
の
内
は
そ
う
で
な
け

れ
ば
む
な
し
い
だ
け
だ
と
説
い
て
い
る
。
実
際
の
人
々
に
は
理
論
ば
か
り
や
、
口
ば
か
り
で
、
実
際
の
行
い
が
戒
め
あ
る
人
の
行
い
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
こ

ろ
に
生
ま
れ
た
言
葉
で
あ
ろ
う
。 

 
 

そ
の
後
の
馬
祖
道
一
は
「
平
常
心
是
道
」
と
説
い
た
。 

 
 

「
衆
に
示
し
て
曰
く
、
道
は
修
す
る
を
用
い
ず
。
但
し
汚
染
す
る
こ
と
莫
れ
。
何
を
か
汚
染
と
為
す
。
但
し
生
死
の
心
あ
り
て
、
造
作
し
、
趣
向
せ
ば
、
み
な
是
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汚
染
な
り
。
も
し
直
ち
に
そ
の
道
を
会
せ
ん
と
欲
せ
ば
、
平
常
心
是
道
な
り
。
何
を
か
平
常
心
と
謂
う
。
造
作
無
く
、
取
捨
無
く
、
凡
無
く
聖
無
し
。
経
に
曰
く
、

凡
夫
行
に
非
ず
、
聖
賢
行
に
あ
ら
ず
、
是
菩
薩
行
也
と
。
只
只
今
の
行
住
坐
臥
、
応
機
接
物
、
尽
く
こ
れ
道
な
り
。
」（
『
馬
祖
語
録
』
） 

 
 

今
只
今
の
行
住
坐
臥
、
目
の
前
の
こ
と
に
接
し
、
そ
の
機
に
応
じ
て
い
く
こ
と
が
修
行
で
あ
る
と
、
今
の
目
の
前
に
あ
る
行
い
を
は
か
ら
い
な
く
行
っ
て
い
く
こ

と
を
説
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
ま
だ
教
え
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
の
菩
薩
集
団
の
修
行
者
た
ち
の
行
い
は
戒
が
護
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

と
い
う
よ
り
、
当
時
道
場
で
な
さ
れ
て
い
た
行
い
は
、
イ
ン
ド
の
小
乗
の
時
に
生
ま
れ
た
戒
律
で
あ
り
、
中
国
の
人
々
に
は
合
わ
な
い
と
こ
ろ
も
多
か
っ
た
。
ま
た

菩
薩
集
団
は
自
誓
戒
と
さ
れ
、
以
前
か
ら
の
戒
律
は
既
に
無
意
味
化
し
、
彼
ら
の
日
々
の
行
い
は
そ
れ
ぞ
れ
が
好
き
勝
手
に
行
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、
道
場
の
修
行

生
活
は
乱
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
示
さ
れ
た
の
が
、
清
規
で
あ
る
。
そ
れ
は
集
団
生
活
の
規
範
で
も
あ
る
が
、
百
丈
禅
師
は
、
仏
の
生
き
方
、
戒
め
あ
る
生

き
方
を
、
具
体
的
に
清
規
と
し
て
示
し
た
の
で
あ
る
。
清
規
を
手
本
と
し
て
、
日
常
生
活
の
行
い
を
護
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。 

 
 

 
 

第
二
章 

百
丈
清
規
に
お
け
る
行 

 

そ
の
清
規
の
内
容
を
見
れ
ば
、
ま
ず
受
戒
が
求
め
ら
れ
た
。
自
分
が
戒
め
を
護
る
こ
と
を
誓
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ど
こ
ま
で
も
自
ら
の
己
事
究
明
が
中
心
と

な
っ
た
。
「
法
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
」
と
釈
尊
が
示
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
住
持
が
釈
尊
か
ら
の
法
を
伝
え
る
活
仏
と
し
て
、
彼
を
中
心
に
修
行
生
活
は
行
わ
れ

た
。
僧
は
僧
堂
に
単
と
い
う
狭
い
自
分
の
場
所
を
も
ち
、
そ
こ
で
、
坐
禅
、
食
事
、
睡
眠
を
皆
と
と
も
に
行
う
の
で
あ
る
。
僧
堂
は
修
行
の
場
で
あ
り
、
こ
こ
で
食

事
、
睡
眠
も
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
も
っ
と
も
根
本
的
行
い
で
あ
り
、
究
め
て
日
常
の
行
い
を
も
行
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
行
い
の
一
挙
手
一
投

足
ま
で
細
か
く
決
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
る
と
集
団
で
生
活
を
す
る
た
め
に
、
生
活
が
ス
ム
ー
ズ
に
い
く
よ
う
に
と
い
う
目
的
も
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ

は
礼
儀
を
重
ん
じ
る
中
国
人
ら
し
く
、
威
儀
的
側
面
が
強
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
ま
た
修
行
は
勿
論
坐
禅
が
中
心
で
あ
る
が
、
「
普
請
法
」
が
示
さ
れ
、
労
働
作
務

も
ま
た
修
行
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。
食
事
を
す
る
な
ど
の
日
常
の
行
い
も
、
ま
た
作
務
も
坐
禅
と
同
じ
に
行
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
生
活

そ
の
も
の
が
行
と
い
う
形
が
生
ま
れ
た
と
言
え
る
。
僧
達
の
自
ら
の
己
事
究
明
を
導
く
の
は
、
住
持
で
あ
っ
た
。
住
持
は
共
に
僧
堂
で
の
生
活
、
作
務
を
し
、
説
法

と
問
答
商
量
を
行
っ
た
。
住
持
は
、
法
を
身
を
以
て
伝
え
る
と
同
時
に
、
そ
の
法
が
僧
達
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
と
し
て
受
け
取
り
直
し
が
で
き
る
こ
と
を
見
守
る
こ
と

が
重
要
な
役
目
で
あ
っ
た
。 

 

第
三
章 

道
元
の
行 

 

し
か
し
中
国
で
は
百
丈
禅
師
の
意
向
は
続
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
国
の
加
護
を
受
け
る
よ
う
に
な
る
と
、
彼
ら
の
目
的
は
他
に
移
っ
て
し
ま
う
。
修
行
の
始
め
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は
ま
ず
そ
の
人
の
修
行
せ
ん
と
す
る
意
志
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
く
な
れ
ば
、
清
規
も
形
だ
け
に
な
り
無
意
味
と
な
る
の
で
あ
る
。
道
元
は
そ
の
こ
と
を
中
国
で
も
、

ま
た
留
学
か
ら
戻
っ
て
す
ぐ
に
身
を
寄
せ
た
建
仁
寺
に
お
い
て
も
眼
に
し
た
の
で
あ
る
。
日
本
に
は
じ
め
て
禅
の
道
場
を
創
る
に
当
た
り
、「
典
座
教
訓
」
を
示
し
、

永
平
寺
を
創
立
し
た
折
に
も
い
く
つ
か
の
清
規
を
撰
述
し
た
。
そ
れ
が
「
永
平
清
規
」
で
あ
り
、
ま
た
道
元
の
著
書
『
正
法
眼
蔵
』
に
も
道
場
で
の
役
目
、
心
得
、

作
法
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ほ
ど
道
元
は
清
規
を
大
事
に
し
た
。
そ
こ
に
は
中
国
で
の
老
典
座
で
の
体
験
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。
道
元
の
疑
問
は
、
人
は
皆
仏

性
が
あ
る
と
い
う
の
に
、
何
故
修
行
を
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

道
元
は
「
修
証
は
無
き
に
あ
ら
ず
、
汚
染
す
る
に
は
即
ち
得
ず
」
と
い
う
こ
と
を
常
に
示
し
て
い
る
。
修
行
は
諸
祖
の
行
わ
れ
て
き
た
行
い
を
身
心
共
に
同
じ
よ

う
に
行
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
諸
祖
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
道
が
通
達
す
る
。
自
分
の
修
行
も
そ
こ
に
実
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
か
目
的
を
も
っ
て
修

行
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
で
既
に
汚
染
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
来
の
面
目
な
ど
と
い
っ
て
何
か
そ
こ
に
素
晴
ら
し
い
も
の
が
あ
る
よ
う
な
言
葉
を
使
う
こ

と
も
ま
た
法
縛
で
あ
る
と
、
文
字
や
言
葉
が
概
念
と
し
て
何
か
実
体
が
あ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
強
く
否
定
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
道
元
の
語
り
よ
う

は
ど
こ
か
あ
ち
ら
か
ら
こ
ち
ら
か
ら
と
、
繰
り
返
し
説
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
諸
祖
は
皆
、
仏
祖
の
行
わ
れ
て
き
た
行
を
同
じ
よ
う
に
続
け
ら
れ
て
き
た
。

そ
の
行
の
持
続
が
あ
る
こ
と
を
説
く
の
で
あ
る
。 

「
仏
祖
の
大
道
、
か
な
ら
ず
無
上
の
行
持
あ
り
、
道
環
し
て
断
絶
せ
ず
、
発
心
・
修
行
・
菩
提
・
涅
槃
、
し
ば
ら
く
の
間
隙
あ
ら
ず
、
行
持
道
環
な
り
。
こ
の
ゆ

え
に
、
み
ず
か
ら
の
強
意
に
あ
ら
ず
、
他
の
強
意
に
あ
ら
ず
、
不
曾
染
汚
（
曾
て
染
汚
せ
ず
）
の
行
持
な
り
。
こ
の
行
持
の
功
徳
、
わ
れ
を
保
任
す
。
そ
の
宗
旨
は
、

わ
が
行
持
、
す
な
わ
ち
十
万
の
地
漫
天
み
な
そ
の
功
徳
を
か
う
ぶ
る
。
他
も
し
ら
ず
、
わ
れ
も
し
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
し
か
あ
る
な
り
。
こ
の
ゆ
え
に
諸
仏
諸
祖
の

行
持
に
よ
り
て
、
わ
れ
ら
が
行
見
成
し
、
わ
れ
ら
が
大
道
通
達
す
る
な
り
。
わ
れ
ら
が
行
持
に
よ
り
て
、
諸
仏
の
大
道
通
達
す
る
な
り
。
」
（『
正
法
眼
蔵
』） 

 
 

道
元
は
人
の
存
在
が
縁
起
、
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
法
の
教
え
の
上
に
説
か
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
と
思
う
。
ま
た
「
縁
起
は
行
持

な
り
」
と
も
述
べ
て
い
る
。
自
分
の
今
の
係
り
は
自
分
の
行
い
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
自
分
の
今
の
行
い
が
自
分
の
係
り
を
創
っ
て
い

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
即
ち
生
き
る
こ
と
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
今
只
今
の
行
い
が
諸
祖
の
功
徳
を
受
け
、
ま
た
自
分
の
行
い
に
よ
っ
て
諸
祖
の
行

持
が
顕
れ
る
こ
と
だ
と
考
え
れ
ば
、
今
の
行
い
が
大
事
に
な
る
。 

 
 

「
い
ま
仏
祖
の
大
道
を
行
持
せ
ん
に
は
、
大
隠
小
隠
を
論
ず
る
こ
と
な
く
、
聡
明
鈍
癡
を
い
ふ
こ
と
な
か
れ
。
た
だ
な
が
く
名
利
を
な
げ
す
て
て
、
万
縁
に
繋
縛

せ
ら
る
る
こ
と
な
か
れ
。
光
陰
を
す
ご
さ
ず
、
頭
燃
を
は
ら
ふ
べ
し
。
大
悟
を
ま
つ
こ
と
な
か
れ
。
大
悟
は
家
常
の
茶
飯
な
り
。
」（
『
正
法
眼
蔵
』） 

 
 

坐
禅
は
は
か
ら
い
の
な
い
姿
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
日
常
生
活
は
違
う
の
で
は
い
け
な
い
。
行
の
段
階
は
問
題
で
は
な
い
。
皆
自
分
の
日
々
の
行
い
も
お
ろ
そ
か

に
せ
ず
仏
祖
の
生
き
方
を
な
ら
う
の
で
あ
る
。「
典
座
教
訓
」
は
、
当
時
日
本
に
お
い
て
は
、
食
事
の
世
話
を
す
る
こ
と
は
下
人
の
す
る
仕
事
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
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そ
の
作
法
も
行
儀
の
よ
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
ま
ず
「
典
座
教
訓
」
を
示
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
百
丈
清
規
の
意
向
を
本
に
し
た
も

の
で
あ
る
。
典
座
の
役
が
重
要
な
行
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
細
か
い
仕
事
に
つ
い
て
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
つ
い
て
示
し
、
そ
の
心
構
え
を
示
し
て
い
る
。
そ

の
上
に
ま
た
「
心
の
用
い
方
」
を
示
し
、
最
後
に
「
三
つ
の
心
構
え
」
と
し
て
、
喜
ぶ
心
、
老
婆
心
、
大
心
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
心
構
え
が
全
体
を
通

し
て
、
細
か
い
行
い
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
対
し
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
し
つ
こ
く
説
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
道
元
の
強
い
想
い
が
伝
わ
っ
て
く

る
。
そ
の
心
の
用
い
方
は
「
凡
眼
を
以
て
観
る
こ
と
莫
れ
、
凡
情
を
以
て
念
う
こ
と
莫
れ
」
と
説
き
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
行
い
を
ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
こ
と
を
説
い

て
い
る
。
諸
祖
の
行
い
を
心
身
と
も
に
同
じ
よ
う
に
行
う
こ
と
は
身
を
以
て
現
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
心
を
か
け
た
行
い
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
も
道
元

は
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
な
け
れ
ば
そ
の
行
い
は
形
ば
か
り
と
な
り
む
な
し
い
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
今
の
自
分
の
行
い
が
生
き
る
こ
と
で
あ
れ
ば
、

そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
行
い
を
ゆ
る
が
せ
に
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

 

第
四
章 

日
常
生
活
の
行
い
を
型
と
し
て
学
ぶ
こ
と 

 

こ
こ
ま
で
見
て
く
る
と
「
仏
祖
の
行
い
の
あ
と
を
学
ぶ
」
と
い
う
こ
と
は
、
仏
祖
の
行
持
を
同
じ
よ
う
に
行
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
生
き
方
を
な
ら
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
の
生
き
方
が
、
清
規
と
し
て
具
体
的
な
行
い
に
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
行
い
を
同
じ
よ
う
に
行
う
こ
と
、
い
わ
ば
ひ
と
つ
の
日
常
の
生
活
様
式
を

な
ら
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
な
ら
う
べ
き
様
式
と
は
、
道
元
が
「
正
法
眼
蔵
」
に
取
り
上
げ
て
い
た
「
洗
浄
」
に
つ
い
て
見
れ
ば
、 

 

「
（
大
此
丘
三
千
威
儀
経
に
曰
く
、
浄
身
と
は
、
大
小
便
を
洗
い
、
十
指
の
爪
を
き
る
な
り
）
し
か
あ
れ
ば
、
身
心
こ
れ
不
染
汚
な
れ
ど
も
、
浄
身
の
法
あ
り
、

浄
心
の
法
あ
り
。
た
だ
身
心
を
き
よ
む
る
に
あ
ら
ず
、
国
土
、
樹
下
を
も
き
よ
む
る
な
り
」
（
『
正
法
眼
蔵
』
「
洗
浄
」） 

 
 

道
元
は
細
か
く
便
所
で
の
行
い
を
示
し
て
い
る
。
汚
れ
て
い
る
か
ら
浄
め
る
と
い
う
所
作
を
す
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
心
身
が
汚
染
さ
れ
て
い

な
い
と
こ
ろ
で
洗
浄
す
る
の
が
洗
浄
本
来
の
威
儀
で
あ
る
。
そ
の
行
為
は
国
土
も
浄
め
る
こ
と
と
言
う
。
た
か
が
便
所
で
の
こ
と
に
と
思
う
の
が
私
た
ち
で
あ
る
が
、

と
い
っ
て
誰
も
こ
の
行
い
が
な
く
て
は
生
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
ま
で
も
、
諸
祖
の
行
い
と
同
じ
よ
う
に
行
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

仏
祖
の
行
い
で
あ
る
。
は
か
ら
い
の
な
い
行
い
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
自
ら
の
行
い
が
、
国
土
ま
で
も
樹
下
ま
で
も
浄
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
食
事
、

睡
眠
、
洗
浄
と
、
そ
れ
は
人
間
の
生
き
る
と
い
う
も
っ
と
も
根
源
的
な
と
こ
ろ
の
行
い
で
あ
り
、
ま
た
私
た
ち
が
あ
ま
り
に
日
常
的
で
当
た
り
前
に
な
っ
て
い
る
行

い
で
あ
る
。
日
常
生
活
の
こ
の
行
い
を
仏
祖
と
同
じ
よ
う
に
行
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
人
間
存
在
の
本
質
に
目
を
向
け
た
生
き
る
姿
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
自
分
の

行
い
が
ま
わ
り
に
も
は
た
ら
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
自
己
の
係
り
を
創
り
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
分
の
人
生
を
一
歩
一
歩
創
り
だ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。 
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そ
し
て
そ
の
行
い
、
儀
式
を
な
ら
う
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。 

 
 

「
水
を
も
て
身
を
き
よ
む
る
に
あ
ら
ず
、
仏
法
に
よ
り
て
仏
法
を
保
任
す
る
に
、
こ
の
儀
あ
り
、
こ
れ
を
洗
浄
と
称
す
。
仏
祖
の
一
身
心
を
し
た
し
く
し
て
正
伝

す
る
な
り
、
仏
祖
の
一
句
子
を
ち
か
く
見
聞
す
る
な
り
、
仏
祖
の
一
光
明
を
あ
き
ら
か
に
住
持
す
る
な
り
」
（
『
正
法
眼
蔵
』「
洗
浄
」
） 

 
 

師
の
そ
ば
に
い
て
、
諸
祖
と
同
じ
よ
う
に
行
わ
れ
て
き
た
行
い
を
、
身
も
心
も
同
じ
よ
う
に
行
っ
て
い
く
間
に
、
そ
れ
ま
で
の
諸
祖
の
行
持
に
支
え
ら
れ
て
、
そ

の
仏
法
が
自
分
の
心
身
に
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
師
の
見
守
り
の
中
で
、
弟
子
は
自
分
に
向
き
合
っ
て
い
く
。 

 
 

こ
こ
で
今
、
心
身
医
学
の
中
で
、
行
動
療
法
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
今
ま
で
は
過
去
の
患
者
の
心
の
問
題
を
分
析
し
、
そ
の
原
因
を
見
つ
け
除
去
し
て
い

く
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
実
際
の
病
で
は
心
だ
け
で
な
く
で
は
人
の
病
に
向
き
合
う
こ
と
は
難
し
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
行
動
療
法
と
は
今
こ
こ
で
行
わ
れ

て
い
る
行
い
を
見
る
こ
と
か
ら
、
患
者
の
生
き
方
の
歪
み
を
、
今
の
行
動
に
よ
っ
て
修
正
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
な
か
の
ひ
と
つ
で
あ
る
臨
床
動
作
法

を
始
め
た
成
瀬
悟
策
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
の
体
は
、
「
体
の
持
ち
主
で
あ
る
主
体
が
自
体
を
動
か
そ
う
と
し
て
、
そ
れ
な
り
に
動
か
す
た
め
の
努
力
を
し
て
い
る
か

ら
こ
そ
動
く
の
で
あ
る
。
そ
の
努
力
こ
そ
心
の
活
動
で
あ
り
、
心
理
現
象
そ
の
も
の
で
あ
る
。
」
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
忙
し
く
生
き
て
き
た
人
の
、
偏
っ
た
ま
ま

が
っ
ち
り
と
出
来
上
が
っ
て
い
る
動
作
の
在
り
方
を
変
え
る
に
は
、
そ
の
基
と
な
っ
て
い
る
当
人
の
日
常
の
態
度
、
物
の
見
方
、
生
活
の
感
じ
方
、
体
験
の
仕
方
、

他
者
へ
の
対
応
の
仕
方
な
ど
を
自
分
で
変
化
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
、
変
わ
ら
な
い
と
い
う
。
ま
っ
す
ぐ
立
つ
と
か
座
る
と
か
の
動
作
課
題
を
与
え
る
。
自
分
で
は

生
活
す
る
こ
と
に
慣
れ
過
ぎ
て
、
自
分
の
体
が
ど
う
動
い
て
い
る
と
か
無
関
心
で
あ
る
。
動
作
課
題
を
与
え
ら
れ
て
、
そ
れ
に
向
か
う
態
度
も
人
に
よ
っ
て
い
ろ
い

ろ
で
あ
る
。
そ
ん
な
の
無
理
と
す
ぐ
投
げ
出
す
人
、
こ
の
く
ら
い
と
入
っ
て
い
く
人
、
そ
し
て
動
か
そ
う
と
し
て
そ
の
体
の
部
位
を
意
識
し
、
入
れ
る
力
の
感
じ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
、
動
い
て
い
く
自
体
の
感
じ
、
途
中
で
生
じ
る
抵
抗
の
感
じ
、
そ
れ
を
修
正
す
る
自
分
の
努
力
の
感
じ
、
や
れ
や
れ
と
成
功
の
感
じ
と
自

体
と
自
分
と
の
間
の
い
き
い
き
と
し
た
交
互
作
用
を
実
感
す
る
。
こ
う
い
う
過
程
の
中
で
、
自
体
を
動
か
す
自
己
を
実
感
し
て
い
く
。
そ
し
て
実
感
し
な
が
ら
、
検

証
し
又
繰
り
返
し
て
み
る
。
こ
れ
は
与
え
ら
れ
た
動
作
を
す
る
時
の
人
の
意
識
と
自
体
の
交
互
作
用
で
あ
る
。
こ
の
体
験
を
終
え
た
人
の
物
事
の
感
じ
方
、
生
き
方
、

人
間
関
係
の
在
り
方
が
変
化
し
て
く
る
と
い
う
。 

 
 

同
じ
よ
う
に
日
常
生
活
の
な
ら
う
べ
き
行
い
を
行
お
う
と
す
る
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
人
の
中
で
こ
の
よ
う
な
自
分
と
の
向
き
合
い
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

道
元
が
、
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
行
い
を
眼
精
を
以
て
ゆ
る
が
せ
に
せ
ず
に
行
う
こ
と
を
説
い
た
の
は
、
そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
意
識
を
向
け
て
い
く
こ
と
で
あ
っ

た
と
考
え
る
。
そ
し
て
仏
祖
の
行
い
と
い
う
手
本
に
照
ら
し
つ
つ
、
自
然
に
自
分
に
向
き
合
っ
て
い
く
こ
と
だ
と
考
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
自
己
を
省
み
る
こ

と
で
あ
り
、
池
見
の
言
う
自
分
の
心
の
内
に
あ
る
命
の
座
、
本
能
、
感
情
の
座
の
は
ら
た
き
が
目
覚
め
、
見
失
わ
ず
に
自
分
に
向
き
合
う
こ
と
で
あ
り
、
、
そ
れ
は

他
者
へ
の
眼
が
開
か
れ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
自
ら
の
行
い
に
よ
っ
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
に
向
き
合
い
、
実
感
を
伴
っ
た
納
得
の
体
験
が
で
き
て
い
く
こ
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と
で
あ
っ
た
。 

 
第
五
章 

奥
田
正
造
の
茶
道
教
育 

 

日
常
生
活
の
行
い
を
型
と
し
て
学
ぶ
こ
と
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
あ
ら
た
め
て
学
校
に
お
け
る
茶
道
教
育
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。
成
蹊
女
学
校
の

創
立
者
中
村
春
二
は
家
庭
に
お
け
る
母
親
の
無
意
識
の
教
育
の
大
き
さ
を
感
じ
、
女
子
教
育
に
臨
ん
だ
。
彼
は
子
供
た
ち
の
心
の
奥
に
入
り
こ
ん
だ
、
人
間
の
根
本

教
育
の
た
め
に
、
奥
田
正
造
の
茶
道
教
育
に
委
ね
た
の
で
あ
る
。
奥
田
は
『
南
方
録
』
を
浄
写
し
、
特
に
「
覚
書
」
の
教
え
を
本
に
『
茶
味
』
を
著
し
、
茶
道
の
実

践
教
育
を
進
め
て
い
る
。
彼
は
茶
道
の
、
水
を
汲
み
、
炭
を
つ
ぐ
と
い
う
よ
う
な
さ
さ
や
か
な
こ
と
に
も
心
の
奥
の
鏡
に
か
け
て
、
稽
古
を
し
、
心
身
を
練
り
、
次

第
に
自
己
に
眼
が
開
け
ば
、
無
一
物
の
境
に
た
ち
、
心
の
は
た
ら
き
に
も
気
づ
き
、
一
物
に
対
し
て
も
感
謝
を
覚
え
て
く
る
、
そ
ん
な
真
の
生
活
を
創
る
人
、
ま
た

ど
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
道
を
切
り
開
い
て
い
く
道
器
と
な
る
人
を
育
て
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
中
村
、
奥
田
は
学
生
た
ち
の
学
校
生
活
を
少
欲
生
活
に
基

本
を
お
い
た
。
奥
田
は
ま
ず
心
の
眼
を
開
く
よ
う
に
、
か
す
か
な
る
感
じ
を
大
事
に
し
た
。
人
が
動
く
風
を
も
感
じ
る
く
ら
い
の
小
室
、「
不
言
庵
」
に
て
稽
古
を

し
た
。
そ
し
て
、
特
に
音
に
注
意
を
向
け
、
自
分
た
ち
の
露
地
を
歩
く
音
に
気
を
つ
け
さ
せ
る
と
か
、
他
の
人
の
歩
く
音
を
別
室
に
い
て
聞
か
せ
る
な
ど
、
何
か
に

つ
け
音
に
心
を
か
け
さ
せ
て
い
る
。
点
前
も
最
も
単
純
な
薄
茶
の
点
前
だ
け
を
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
か
す
か
な
る
感
じ
は
私
た
ち
の
感
じ
る
心
を
引
き
出
す
。
わ
び

茶
の
簡
素
で
あ
る
こ
と
は
、
眼
耳
鼻
舌
身
意
の
六
根
の
微
妙
な
活
動
を
引
き
だ
し
、
感
じ
る
心
を
引
き
出
す
こ
と
で
も
あ
る
こ
と
を
、
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

奥
田
の
教
え
や
、
そ
の
実
践
を
見
て
い
る
と
、
道
元
と
重
な
っ
て
い
く
。
奥
田
は
道
元
の
説
い
た
「
凡
眼
を
以
て
観
る
こ
と
莫
れ
・
・
・
」
の
教
え
を
点
前
の
根
本

精
神
と
し
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
ゆ
る
が
せ
に
せ
ず
に
稽
古
す
る
こ
と
を
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
「
正
法
眼
蔵
」
や
「
典
座
教
訓
」
な
ど
も
一
緒
に
読
み
、

そ
の
教
え
を
語
る
と
と
も
に
、
実
際
の
実
践
に
お
い
て
も
細
か
く
そ
の
行
い
に
心
を
か
け
る
と
こ
ろ
な
ど
、
喩
話
な
ど
を
し
な
が
ら
実
行
さ
せ
て
い
る
。
自
己
の
体

を
い
か
に
使
う
か
も
点
前
に
於
い
て
、
注
意
し
て
い
る
。
そ
し
て
稽
古
に
よ
っ
て
向
か
う
べ
き
と
こ
ろ
を
自
己
の
姿
と
し
て
示
し
て
い
る
。
腹
筋
を
鍛
え
る
の
に
雑

巾
が
け
が
大
事
だ
と
、
生
徒
に
詳
し
く
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
注
意
し
て
す
る
の
か
を
細
か
く
示
し
な
が
ら
、
毎
日
一
緒
に
掃
除
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
露
地
、

打
ち
水
の
趣
は
、
亭
主
の
は
た
ら
き
工
夫
に
よ
っ
て
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
教
え
、
い
ろ
い
ろ
な
掃
除
に
関
す
る
逸
話
も
取
り
上
げ
て
い
る
。
毎
日
の
掃
除

の
う
ち
に
そ
の
趣
を
い
か
に
出
し
て
い
く
の
か
考
え
る
学
習
を
さ
せ
て
い
た
と
考
え
る
。
四
年
に
な
る
と
、
一
汁
一
菜
の
稽
古
で
あ
る
。
毎
週
交
代
で
亭
主
、
客
に

な
り
、
料
理
し
、
も
て
な
し
、
頂
く
と
い
う
こ
と
を
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
毎
日
の
稽
古
の
準
備
で
も
同
じ
で
あ
る
が
、
ガ
ス
、
水
道
を
使
わ
せ
て
い
な
い
。
便
利
な

も
の
を
使
う
の
は
簡
単
だ
が
、
そ
れ
に
慣
れ
る
と
な
い
こ
と
に
不
満
を
持
つ
。
し
か
し
不
便
に
慣
れ
て
い
れ
ば
、
無
い
中
に
工
夫
を
し
て
い
く
。
設
備
を
働
か
す
根

底
と
な
る
心
の
働
き
を
訓
練
す
る
に
は
む
し
ろ
設
備
は
乏
し
い
方
が
、
そ
の
は
た
ら
き
を
増
す
と
い
う
の
が
奥
田
の
姿
勢
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
仕
事
を
見
出
す
眼
、
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そ
れ
を
処
理
す
る
腕
を
養
う
こ
と
が
逆
に
、
労
苦
を
忘
れ
て
事
に
当
た
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
最
終
年
で
あ
る
四
年
生
の
稽
古
だ
っ
た
。
細
か
い
所
作
の

ひ
と
つ
ひ
と
つ
を
ゆ
る
が
せ
に
し
な
い
稽
古
を
、
奥
田
が
傍
ら
に
い
て
、
注
意
す
べ
き
こ
と
、
心
構
え
、
逸
話
な
ど
を
教
え
つ
つ
さ
せ
て
い
る
。
中
村
が
当
時
の
教

育
論
や
心
構
え
ば
か
り
を
口
で
言
っ
て
い
る
だ
け
で
、
教
師
も
生
徒
も
実
地
の
練
習
が
な
い
こ
と
を
批
判
し
て
い
た
。
中
村
、
奥
田
は
教
師
も
生
徒
も
内
か
ら
わ
い

て
く
る
自
発
的
精
神
を
育
て
、
互
い
が
共
鳴
し
て
い
く
、
す
な
わ
ち
心
の
奥
に
触
れ
て
い
く
教
育
を
目
指
し
た
の
で
あ
る
。
成
蹊
学
校
の
教
師
は
い
つ
も
生
徒
た
ち

と
と
も
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

  
 

第
六
章 

現
代
の
学
校
教
育
に
お
け
る
茶
道
に
つ
い
て 

 
 

日
常
生
活
の
行
い
を
型
と
し
て
学
ぶ
こ
と
と
は
、
そ
の
型
を
な
ら
っ
て
い
く
、
即
ち
行
い
を
真
似
て
い
く
間
に
、
自
ら
に
向
き
合
っ
て
検
証
し
、
な
ら
い
、
習
熟

し
て
い
く
体
験
を
重
ね
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
自
分
の
生
き
方
を
自
ら
の
体
験
を
も
っ
て
、
見
直
し
て
い
く
道
の
り
を
通
っ
て
、
自
己
の
生
き
方
と
し
て
身
に
付

け
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
毎
日
の
日
々
の
当
た
り
前
の
こ
と
こ
そ
大
事
で
あ
っ
た
。
道
元
が
典
座
の
行
い
は
、
仏
の
皮
肉
骨
髄
を
な
ら
っ
て
い
く
行
為
と
述
べ
て

い
る
。
自
ら
が
な
ら
う
べ
き
型
を
自
分
の
も
の
と
し
、
さ
ら
に
は
自
己
の
姿
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
姿
は
私
た
ち
人
間
存
在
の
本
質
を
自
覚
し
、

自
己
を
省
み
、
さ
さ
や
か
な
こ
と
に
も
実
意
を
以
て
臨
み
、
簡
素
な
生
活
に
あ
っ
て
も
、
何
か
事
に
あ
た
っ
て
は
自
ら
の
は
た
ら
き
を
工
夫
を
し
、
他
者
へ
感
謝
し
、

ど
ん
な
時
に
も
道
を
切
り
開
い
て
い
く
、
生
き
て
い
る
こ
と
を
喜
べ
る
よ
う
な
生
き
方
で
あ
っ
た
。 

 
 

今
の
エ
リ
ー
ト
社
員
の
中
に
は
、
無
力
感
を
感
じ
て
い
る
若
者
が
多
い
と
言
わ
れ
る
。
人
間
で
あ
る
、
三
つ
の
脳
の
は
た
ら
き
が
バ
ラ
ン
ス
よ
く
保
た
れ
て
、
自

分
の
心
の
奥
の
声
に
心
開
い
た
自
己
を
育
て
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
行
い
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
心
と
体
の
用
い
方
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
な
ら
っ
て
い
く
体
験
を
重
ね
て

い
く
。
そ
し
て
実
感
を
持
っ
た
納
得
を
し
て
い
く
体
験
を
重
ね
て
、
確
か
な
自
己
へ
の
信
頼
を
育
て
、
こ
れ
か
ら
の
道
を
開
い
て
い
く
、
ま
ず
は
拠
り
所
を
育
て
る

場
が
茶
道
教
育
の
場
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
体
験
学
習
と
言
わ
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
奥
田
の
よ
う
に
は
い
か
な
く
て
も
、
学
校
教
育
の

現
場
で
茶
道
の
時
間
を
受
け
持
つ
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
の
現
場
に
応
じ
て
、
自
分
の
茶
道
を
よ
り
深
く
受
け
止
め
、
考
え
、
授
業
の
工
夫
は
た
ら
き
を
求
め
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
池
見
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
家
庭
に
は
、
人
間
存
在
の
本
質
を
自
覚
し
た
生
き
方
を
す
る
茶
道
文
化
が
浸
透
し
て
い
た
と
言
っ

て
い
る
。
し
か
し
今
そ
れ
は
家
庭
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
新
し
い
知
識
を
伝
え
る
所
で
あ
っ
た
学
校
に
求
め
ら
れ
る
役
割
は
、
ど
こ
で
も
新
し
い
知
識
や
情
報
を
得
ら

れ
る
今
、
変
化
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
逆
に
家
庭
で
途
切
れ
つ
つ
あ
る
生
活
文
化
を
伝
え
る
場
と
し
て
、
学
校
教
育
に
お
け
る
茶
道
の
場
が
生
か
さ
れ

て
い
く
工
夫
も
あ
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 
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二
、
本
論
文
の
評
価
さ
る
べ
き
特
色 

① 
茶
道
と
禅
と
は
根
底
に
お
い
て
一
つ
で
あ
る
と
か
、「
茶
禅
一
味
」
で
あ
る
と
か
言
わ
れ
出
し
て
久
し
い
。
し
か
し
そ
れ
を
具
体
的
な
修
行
の
場
に
お
い
て
考
え
、

型
を
学
び
行
う
茶
道
修
行
と
、
清
規
を
学
び
行
う
禅
林
の
修
行
と
が
、
根
底
に
お
い
て
通
じ
て
い
る
こ
と
を
具
体
的
に
指
摘
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
本
論
文
を
も
っ
て

嚆
矢
と
す
る
。 

 

② 

従
来
の
茶
道
研
究
者
た
ち
に
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
書
物
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
の
難
解
さ
の
故
に
敬
遠
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
、
唐
の
「
百
丈
清
規
」（
い

っ
た
ん
散
逸
す
る
が
宋
代
「
勅
修
百
丈
清
規
」
と
し
て
よ
み
か
え
る
）、
宋
の
「
禅
苑
清
規
」
、
道
元
の
「
永
平
清
規
」
な
ど
を
重
要
資
料
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
も
、

本
論
文
の
評
価
さ
る
べ
き
点
の
一
つ
で
あ
る
。 

 

③ 

論
者
は
禅
林
の
生
活
に
お
け
る
清
規
の
意
味
を
深
く
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
禅
林
の
清
規
を
単
な
る
規
範
と
し
て
で
な
く
、
深
く
そ
れ
を
生
き
る
こ
と
が
仏
（
真

実
の
自
己
）
に
な
る
こ
と
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。
そ
し
て
論
者
は
、
こ
れ
を
茶
道
修
行
に
投
影
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常
生
活
の
行
い
を
型
と
し
て
学
ぶ

茶
道
は
、
清
規
を
生
き
る
禅
林
の
生
活
と
相
通
じ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
両
者
は
と
も
に
人
間
の
自
己
形
成
の
道
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
。 

 

④ 

近
年
と
み
に
声
価
の
高
い
奥
田
正
造
の
茶
道
教
育
を
、
禅
林
に
お
け
る
修
行
の
考
察
と
関
連
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
に
新
た
な
る
光
を
当
て
た
。 

 
 

論
者
は
本
論
文
の
最
後
を
次
の
一
文
で
し
め
く
く
る
。 

 
 
 

奥
田
も
又
茶
道
と
い
う
伝
統
文
化
を
、
茶
道
に
対
す
る
深
い
洞
察
を
も
っ
て
、
自
ら
が
中
心
と
な
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
は
先
人
の
行
実
を
一
向
問
取
し
、

清
規
を
本
に
そ
れ
に
徹
し
て
い
っ
た
。
長
い
伝
統
で
培
わ
れ
て
き
た
い
と
な
み
を
、
身
を
も
っ
て
伝
え
た
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
行
い
を
ゆ
る
が
せ
に

し
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
自
ら
の
行
い
を
手
掛
か
り
に
、
自
ら
の
内
に
触
れ
て
い
く
工
夫
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
繰
り
返
し
練
習
さ
せ
、
体
験
さ
せ
た
。
こ
う
し
て

感
じ
る
心
、
利
く
眼
、
働
く
身
体
を
育
て
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
人
間
の
根
底
を
見
つ
め
た
教
育
で
あ
り
、
人
間
と
し
て
の
自
己
の
心
の
眼
を
開
き
、
ど
ん
な

困
難
な
中
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
、
新
た
な
創
造
性
を
も
っ
て
道
を
切
り
開
い
て
い
く
人
間
を
育
て
る
こ
と
を
求
め
た
教
育
で
あ
っ
た
。 

 

三
、
残
さ
れ
た
課
題 
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論
者
は
「
自
分
に
と
っ
て
茶
道
は
、
わ
び
茶
を
も
っ
て
生
き
る
姿
で
あ
る
」
と
言
う
。
ま
た
『
南
方
録
』
の
「
小
座
敷
の
茶
の
湯
は
、
第
一
、
仏
法
を
も
っ
て
修
行
、

得
道
す
る
こ
と
」
に
お
け
る
「
小
座
敷
の
茶
の
湯
」
は
「
わ
び
茶
」
に
ほ
か
な
ら
ぬ
と
す
る
。
し
か
し
「
わ
び
茶
」
と
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
る
か
は
、
本
論
文
中
で
は

必
し
も
明
確
で
は
な
い
。
小
座
敷
の
茶
で
あ
っ
て
も
「
わ
び
茶
」
で
な
い
こ
と
が
あ
る
し
、
逆
に
広
座
敷
の
茶
が
「
わ
び
茶
」
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
こ
れ
を
明

確
に
し
て
ほ
し
い
。 

 

論
者
は
本
論
文
を
書
く
こ
と
を
通
し
て
、
茶
道
教
育
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
深
く
確
か
な
考
え
方
を
獲
得
し
た
。
そ
の
成
果
は
、
実
際
の
学
校
茶
道
教
育
の
中
に
い

か
に
生
き
た
か
。
い
つ
か
報
告
し
て
ほ
し
い
と
思
う
。 

 

四
、
審
査
結
果
の
要
旨 

 

本
委
員
会
は
、
以
上
の
如
き
観
点
か
ら
、
本
論
文
を
、
着
想
の
独
創
性
、
叙
述
の
仕
方
、
構
成
の
整
合
性
、
な
ど
に
わ
た
っ
て
慎
重
に
審
査
し
た
結
果
、
全
員
の
一

致
を
も
っ
て
、
上
記
学
位
申
請
者
に
博
士
（
芸
術
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。 
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