
井
上
円
了
の
教
育
理
念

竹
村 

牧
男

東
洋
大
学
史
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト

　3

東
洋
大
学
史
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト 

3

井
上
円
了
の
教
育
理
念

竹
村 

牧
男

9
s
“
3
 `

〗
東
洋
大
学





東
洋
大
学
史
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト　

３

井
上
円
了
の
教
育
理
念�

竹
村 

牧
男



　
　
目
　
次

一
　
私
立
哲
学
館
の
基
盤
を
な
す
も
の
　

1

二
　
円
了
の
教
育
理
念 

麟
祥
院
時
代
　
10

三
　
円
了
の
教
育
理
念 

第
一
回
外
遊
後
　
16

四
　
円
了
の
教
育
理
念 

蓬
莱
町
時
代
　
25

五
　
円
了
の
教
育
理
念 

第
二
回
外
遊
・
哲
学
館
事
件
以
後
　
29

六
　
東
洋
大
学
の
由
来
　
33

付
録
　
建
学
の
精
神
の
再
構
築
　
39

参
考
資
料
　
い
わ
ゆ
る
人
間
力
の
内
容
に
つ
い
て
　
46



 一　私立哲学館の基盤をなすもの

1

一　
私
立
哲
学
館
の
基
盤
を
な
す
も
の

　

井
上
円
了
は
、
明
治
一
八
年
、
東
京
大
学
卒
業
時
に
、
少
年
時
代
の
師
・
石
黒
忠た
だ

悳の
り

が
当
時
の
文

部
大
臣
・
森
有あ

り

礼の
り

に
円
了
の
採
用
を
勧
め
た
こ
と
に
よ
り
、
官
僚
に
登
用
さ
れ
そ
う
に
な
り
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
当
時
の
国
の
超
エ
リ
ー
ト
へ
の
道
で
あ
っ
て
、
ふ
つ
う
の
人
な
ら
非
常
に
う
れ
し
く

思
っ
て
た
だ
ち
に
そ
の
道
に
進
む
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
し
か
し
円
了
は
、「
お
ぼ
し
め
し
は
誠
に
あ

り
が
た
い
の
で
す
が
、
も
と
よ
り
私
は
本
願
寺
の
宗
費
生
と
し
て
大
学
に
行
っ
た
の
で
す
か
ら
、
官

途
に
就
く
の
は
忍
び
な
い
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
私
は
日
頃
の
誓
願
と
し
て
、
将
来
は
宗
教
的
教
育
事

業
に
従
事
し
て
、
大
い
に
世
道
人
心
の
た
め
に
尽
瘁
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
…
…
」
と
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断
っ
た
と
い
い
ま
す
。
円
了
に
は
こ
の
と
き
す
で
に
、
教
育
事
業
に
一
身
を
捧
げ
よ
う
と
心
に
深
く

期
し
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
ま
す
。

　

官
僚
へ
の
道
を
断
っ
た
彼
に
は
、
も
う
一
つ
、
本
願
寺
に
戻
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
。
彼
の
在
学
中
の
保
証
人
で
あ
っ
た
南
条
文
雄
は
、
東
本
願
寺
執
事
渥
美
契か

い

縁え
ん

を
訪

ね
て
、
円
了
が
仏
教
各
宗
中
は
じ
め
て
の
学
士
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
本
願
寺
と
し
て
優
遇
措

置
を
講
ず
る
よ
う
に
要
請
し
ま
す
。
教
団
は
円
了
に
教
師
教
校
の
教
授
を
命
じ
ま
す
。
こ
れ
も
、
当

時
の
東
本
願
寺
教
団
は
大
き
な
勢
力
と
地
位
と
を
社
会
の
な
か
に
占
め
て
い
ま
し
た
か
ら
、
そ
の
中

で
の
エ
リ
ー
ト
へ
の
道
で
あ
り
、
大
変
名
誉
な
こ
と
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
円
了
は
、
近
代

化
が
遅
れ
勢
力
が
衰
退
し
て
い
る
仏
教
の
力
を
回
復
す
る
に
は
、
俗
人
と
な
っ
て
活
動
す
る
ほ
う
が

有
効
な
こ
と
、
ま
た
学
校
設
立
の
意
志
が
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
命
令
を
固
辞
し
た
の
で
し
た
。
教

団
と
の
交
渉
は
再
三
再
四
に
わ
た
り
、
と
り
あ
え
ず
「
印
度
哲
学
取
調
掛
」
に
任
命
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
彼
の
意
志
は
堅
く
、
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
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東
京
大
学
哲
学
科
卒
業
後
、
二
年
ほ
ど
し
た
明
治
二
〇
年
六
月
、
円
了
は
い
よ
い
よ
教
育
活
動
を

実
践
す
べ
き
時
が
き
た
と
感
じ
、「
哲
学
館
開
設
の
旨
趣
」
発
表
し
ま
す
。
円
了
が
わ
ず
か
満
二
九

歳
、
数
え
で
三
〇
歳
の
時
の
こ
と
で
す
。

　

実
際
に
「
私
立
哲
学
館
」
が
開
設
さ
れ
た
の
は
九
月
一
六
日
、
麟

祥
院
に
お
い
て
で
し
た
。
教
師
は
、
東
京
大
学
お
よ
び
東
本
願
寺
関

係
の
若
い
教
員
が
中
心
で
し
た
。
若
い
円
了
は
資
金
を
持
っ
て
い
た

わ
け
で
な
く
、
こ
の
「
私
立
哲
学
館
」
が
発
足
し
た
か
げ
に
は
、

「
哲
学
館
開
設
の
旨
趣
」
に
賛
同
し
て
く
れ
た
二
八
〇
人
の
寄
付
が

あ
り
ま
し
た
。
中
で
も
東
京
大
学
初
代
綜
理
に
就
任
（
明
治
一
四
年
）

し
た
加
藤
弘
之
、
東
本
願
寺
の
東
京
留
学
生
（
慶
応
義
塾
）
で
、
駒
込

の
真
浄
寺
の
住
職
と
な
っ
た
寺
田
福
寿
は
、
円
了
の
親
身
の
外
護
者

で
し
た
。
さ
ら
に
や
や
の
ち
に
、
勝
海
舟
が
円
了
の
志
に
賛
同
し

哲学館開設ノ旨趣（個人蔵）
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て
、
麟
祥
院
か
ら
独
立
し
新
校
舎
を
建
設
す
る
に
あ
た
り
、
百
円
と
い
う
大
金
を
寄
付
し
て
く
れ
た

こ
と
は
有
名
で
す
（
こ
の
と
き
、
東
西
本
願
寺
は
千
円
ず
つ
寄
付
し
て
く
れ
ま
し
た
）。
円
了
が
勝
海
舟
と
初
め
て
出

会
っ
た
の
は
、
明
治
二
二
年
九
月
四
日
の
こ
と
と
い
い
ま
す
。
勝
海
舟
の
娘
夫
婦
が
円
了
の
仲
人
を

務
め
た
関
係
で
、
知
遇
を
得
た
の
で
し
た
。
高
木
宏
夫
・
三
浦
節
夫
著
『
井
上
円
了
の
教
育
理
念
』

に
よ
る
と
、
次
の
よ
う
な
出
会
い
が
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　
「
勝
海
舟
は
井
上
円
了
を
見
て
、
最
初
に
「
お
ま
え
は
若
い
な
」
と
い
っ
た
。
そ
し
て
、
井

上
円
了
が
哲
学
館
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
、「
や
る
こ
と
が
よ
け

れ
ば
必
ず
で
き
る
と
思
う
の
は
間
違
い
だ
。
い
く
ら
よ
い
仕
事
で

も
、
金
が
な
く
て
は
で
き
な
い
。
幕
府
が
倒
れ
た
の
も
金
が
な

か
っ
た
か
ら
だ
。
お
ま
え
さ
ん
も
、
そ
ん
な
議
論
め
い
た
こ
と
ば

か
り
い
っ
て
い
な
い
で
、
な
ん
で
も
金
を
つ
く
り
な
さ
い
。
こ
れ

勝海舟
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は
ほ
ん
の
寸
志
だ
」
と
い
っ
て
、
百
円
を
寄
付
し
て
く
れ
た
。
井
上
円
了
は
こ
れ
に
感
激
し
、

以
後
事
業
を
す
る
た
め
の
教
訓
と
し
た
と
い
う
。」（『
井
上
円
了
の
教
育
理
念
』
五
三
頁
）

　

勝
海
舟
は
円
了
を
か
わ
い
が
り
、『
海
舟
日
記
』
に
は
他
に
「
古
仏
像
金
子
十
五
円
寄
付
」
な
ど

と
も
あ
り
、
ま
た
円
了
に
多
く
の
書
を
与
え
て
哲
学
館
へ
の
援
助
を
惜
し
み
ま
せ
ん
で
し
た
。
円
了

も
勝
海
舟
を
尊
敬
し
、
講
演
な
ど
で
も
よ
く
勝
海
舟
に
ふ
れ
る
の
で
し
た
。

　

さ
ら
に
円
了
は
、
哲
学
館
経
営
の
て
こ
入
れ
の
た
め
に
、
明
治
二
三
年
か
ら
二
六
年
ま
で
、
全
国

巡
講
を
行
い
、
寄
付
を
募
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
活
動
は
、
寄
付
集
め
だ
け
が
目
的
で
は
な
く
、

民
衆
に
哲
学
の
意
義
を
理
解
し
て
も
ら
う
活
動
で
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て
社
会
教
育
の
実
践
に
も

な
っ
た
も
の
で
し
た
。
こ
の
間
、「
一
道
一
府
三
十
二
県
、
四
十
八
か
国
、
二
百
二
十
か
所
」
を
巡

回
し
、
講
演
日
数
は
の
べ
三
九
〇
日
、
講
演
回
数
は
八
一
六
回
に
及
ぶ
ほ
ど
で
し
た
。
円
了
は
あ
く

ま
で
も
一
部
の
資
産
家
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
広
く
民
衆
の
寄
付
を
仰
い
だ
の
で
す
。
哲
学
館
は
、
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日
本
全
国
の
民
衆
に
支
え
ら
れ
、
ま
た
ど
こ
ま
で
も
一
般
民
衆
へ
の
教
育
の
普
及
を
め
ざ
し
て
い
た

の
で
し
た
。
私
た
ち
は
、
こ
の
原
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

円
了
の
教
育
活
動
の
対
象
は
、
学
校
に
来
る
者
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
哲
学
館

開
設
後
間
も
な
く
、
翌
年
一
月
に
は
『
哲
学
館
講
義
録
』
を
創
刊
し
、
同
時
に
館
外
生
の
制
度
を
導

入
し
て
い
ま
す
。
哲
学
館
の
各
教
員
の
講
義
を
記
録
し
て
印
刷
し
、
地
方
の
勉
学
に
意
欲
あ
る
者
に

毎
月
三
回
（
八
日
・
一
八
日
・
二
八
日
発
行
）、
送
る
と
い
う
も
の
で
す
。
講
義
録
に
疑
問
が
あ
る
場
合
は
、

文
書
で
の
質
問
を
受
け
る
こ
と
も
し
て
い
ま
し
た
。
こ
の
講
義
録
の
購
読
者
は
非
常
に
多
か
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。

　

な
お
、
こ
れ
は
欧
米
と
り
わ
け
ア
メ
リ
カ
で
エ
ク
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
活
動
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
て

い
た
通
信
教
育
の
シ
ス
テ
ム
に
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の
で
す
が
、
ア
メ
リ
カ
で
こ
れ
が
組
織
化
さ
れ
盛

ん
に
な
っ
た
の
も
一
八
九
〇
年
代
か
ら
で
、
円
了
の
進
取
性
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
こ
の
館
外
生
の

制
度
こ
そ
、
今
日
の
通
信
教
育
を
先
取
り
し
た
も
の
で
し
た
。
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ち
な
み
に
、「
哲
学
館
高
等
科
講
義
録
」「
妖
怪
学
講
義
録
」

「
尋
常
科
講
義
録
」「
仏
教
専
修
科
講
義
録
」「
漢
学
専
修
科
講

義
録
」「
仏
教
普
通
科
講
義
録
」「
漢
学
普
通
科
講
義
録
」「
通

俗
哲
学
講
義
録
」
の
八
つ
を
、「
哲
学
館
八
大
講
義
録
」
と
名

づ
け
、
読
者
は
一
〇
余
万
人
に
達
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

な
お
、
円
了
は
明
治
二
九
年
か
ら
三
五
年
の
間
に
も
全
国
巡

講
を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
巡
講
も
哲
学
館
の
運
営
資
金
の
援
助

を
仰
ぐ
目
的
が
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
哲
学
館
大
学
退
隠
後
の

明
治
三
九
年
か
ら
逝
去
す
る
大
正
八
年
ま
で
も
全
国
巡
講
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
社
会
教

育
の
普
及
を
目
的
と
し
た
も
の
で
し
た
。
円
了
の
心
に
は
、
常
に
日
本
全
国
の
民
衆
が
い
た
こ
と
が

し
の
ば
れ
ま
す
。

八大講義録
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二
　
円
了
の
教
育
理
念
　
麟
祥
院
時
代

　

さ
て
、
井
上
円
了
が
情
熱
を
こ
め
て
挺
身
し
た
教
育
事
業
の
、
そ
の
理
念
に
つ
い
て
見
て
い
く
こ

と
に
し
ま
し
ょ
う
。
最
初
に
、
明
治
二
〇
年
六
月
に
発
表
さ
れ
た
「
哲
学
館
開
設
の
旨
趣
」
を
見
る

べ
き
だ
と
思
い
ま
す
（『
東
洋
大
学
百
年
史
』
資
料
編
Ⅰ
・
上
、
八
三
〜
八
四
頁
）。

　

そ
の
冒
頭
に
は
、「
世
運
の
開
明
に
進し

ん

躋さ
い

す
る
ゆ
え
ん
の
も
の
、
も
と
よ
り
内
外
百
般
の
事
情
に

因よ

る
と
い
う
と
い
え
ど
も
、
主
と
し
て
智
力
の
発
達
に
因
る
。
智
力
の
発
達
す
る
ゆ
え
ん
の
も
の
、

教
育
の
方
法
に
因
る
と
い
う
と
い
え
ど
も
、
主
と
し
て
学
問
の
種
類
に
因
る
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
高

等
の
智
力
を
発
達
す
る
に
は
高
等
の
学
問
す
な
わ
ち
哲
学
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
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ま
す
。「
…
…
し
か
し
て
諸
種
の
学
問
中
、
最
も
そ
の
高
等
に
位
す
る
も
の
は
す
な
わ
ち
こ
れ
哲
学

に
し
て
、
よ
く
こ
れ
を
研
修
す
る
に
あ
ら
ず
ん
ば
、
も
っ
て
高
等
の
知
力
を
発
達
し
、
高
等
の
開
明

に
進
向
す
る
あ
た
わ
ず
。
こ
れ
ま
た
当
然
の
理
な
り
と
す
。

哲
学
の
必
要
た
る
、
こ
こ
に
お
い
て
か
知
る
べ
き
な
り
」
と

い
う
の
で
す
。

　

ま
た
、
哲
学
の
特
質
を
述
べ
て
、「
そ
れ
哲
学
は
百
般
事

物
に
つ
き
て
、
そ
の
原
理
を
探
り
そ
の
原
則
を
定
む
る
の
学

問
に
し
て
、
上
は
政
治
法
律
よ
り
下
は
も
っ
て
百
科
の
理
学

工
芸
に
お
よ
び
、
み
な
そ
の
原
理
原
則
を
斯し

学が
く

に
資
取
せ
ざ

る
は
な
し
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
は
学
問
世
界
の
中
央
政
府
に

し
て
万
学
を
統
轄
す
る
の
学
と
称
す
る
も
、
決
し
て
過
褒
の

言
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
…
…
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

麟祥院
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な
お
、
こ
の
哲
学
を
民
衆
に
広
め
る
た
め
に
、「
世
の
大

学
の
課
程
を
経
過
す
る
の
余
資
な
き
者
、
並
び
に
原
書
に
通

ず
る
の
優
暇
な
き
者
」
の
た
め
に
早
く
哲
学
を
修
め
得
る
教

育
機
関
を
作
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
こ
と
は
有
名
で
す
。
最

後
に
は
、「
顧お

も

う
に
そ
の
異
日
に
企
望
す
る
ゆ
え
ん
の
者
、

果
た
し
て
能よ

く
成
功
に
至
ら
ば
、
社
会
に
益
し
、
国
家
を
利

し
、
ま
た
い
ず
く
ん
ぞ
そ
の
世
運
開
進
の
一
大
補
助
と
な
ら

ざ
る
を
知
ら
ん
や
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
三
ヶ
月
後
、
明
治
二
〇
年
九
月
一
六
日
、
麟
祥
院
で

の
開
館
式
が
行
わ
れ
、
私
立
哲
学
館
は
開
設
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
式
典
で
の
演
説
「
開
館
旨
趣
」
に
お
い
て
、
円
了
は
哲
学
に
は
「
物
差
し
」
の
実
用
性
と
い
う

も
の
が
あ
る
の
だ
と
説
い
て
い
ま
す
。
以
下
の
よ
う
で
す
。

麟祥院教場
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「　

…
…
し
か
し
こ
こ
に
申
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
学
問
と
術
と
は
性
質

の
違
う
た
も
の
で
、
哲
学
は
学
問
中
の
学
問
と
も
申
す
べ
き
も
の
な
れ
ば
、
術
の
よ
う
に
自
分

み
ず
か
ら
事
を
取
り
て
す
る
方
で
は
な
い
、
そ
れ
ゆ
え
に
直
接
に
実
際
に
関
す
る
こ
と
は
あ
り

ま
す
ま
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
理
を
応
用
し
て
実
際
上
に
当
て
は
め
れ
ば
、
ず
い
ぶ
ん
実
際

の
利
益
も
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
道
徳
宗
教
は
皆
な
哲
学
を
実
際
に
当
て
は
め
た
上
で
起
っ
た

も
の
と
見
て
よ
ろ
し
い
。

　

今
、
譬
え
を
挙
げ
て
哲
学
は
学
問
中
の
学
問
で
あ
る
か
ら
直
ち
に
実
用
に
関
す
る
も
の
で
な

い
と
い
う
こ
と
（
に
対
し
、
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
）
を
説
い
て
申
し
ま
し
ょ
う
に
、
哲
学
は
大
工

の
尺も

の

度さ
し

の
ご
と
く
と
で
も
申
し
ま
し
ょ
う
か
。
大
工
の
木
を
削
る
は
尺
度
で
は
削
り
ま
せ
ん
、

け
れ
ど
も
尺
度
は
無
用
に
し
て
益
が
な
い
か
と
い
う
に
、
決
し
て
無
用
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど

木
を
削
り
物
を
取
り
扱
う
に
は
格
別
尺
度
で
な
く
て
も
取
り
扱
う
こ
と
が
出
来
る
か
知
り
ま
せ
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ん
が
、
仕
事
が
込
み
入
っ
て
く
れ
ば
尺
度
が
必
要
と
な
る
に
違
い
な
い
。
哲
学
は
実
際
に
あ
っ

て
た
だ
ち
に
世
間
を
支
配
す
る
も
の
で
も
な
く
、
機
械
を
拵こ

し
らえ
る
も
の
で
も
な
い
が
、
世
間
人

事
の
尺
度
と
な
る
は
哲
学
に
違
い
な
い
。
ゆ
え
に
直
接
に
事
に
当
た
ら
ん
で
も
無
用
と
い
う
こ

と
は
出
来
ま
せ
ん
。
…
…
」 （
同
前
、
九
〇
頁
）

　

こ
う
し
て
医
師
・
裁
判
官
・
政
治
家
・
教
育
者
・
宗
教
者
等
、
あ
る
い
は
い
や
し
く
も
学
問
す
る

者
に
は
論
理
学
・
倫
理
学
・
心
理
学
等
を
含
む
哲
学
が
必
要
な
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
早
期
に
哲

学
を
理
解
す
る
道
を
設
け
る
の
だ
と
の
意
思
が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
哲
学
館
設
立
の
学
問
上
の
益
に
関
し
て
、
第
一
に
「
哲
学
は
実
に
諸
学
を
総
合
統
括
す

る
学
問
で
す
べ
て
の
学
問
に
関
係
を
有
し
て
お
り
ま
す
か
ら
、
西
洋
諸
学
の
関
係
を
知
り
そ
の
価
値

を
知
る
に
は
哲
学
を
修
め
る
が
一
番
よ
ろ
し
い
」
こ
と
、
第
二
に
「
東
洋
学
問
の
短
所
を
補
う
の
便

益
」
が
あ
る
こ
と
、
第
三
に
「
東
洋
の
学
問
の
弊
を
救
う
の
益
」
が
あ
る
こ
と
、
第
四
に
「
学
者
の
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気
風
を
高
く
し
て
学
問
を
公
平
に
見
る
」
こ
と
、
第
五
に
「
東
洋
の
従
来
の
学
問
を
利
用
」
で
き
る

こ
と
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
た
め
、「
東
洋
の
学
問
を
研
究
し
て
、
こ
の
中
で
こ
れ
だ
け
は
悪

い
・
こ
れ
だ
け
は
よ
ろ
し
い
と
い
う
こ
と
を
選え

り
分
け
て
、
世
界
中
に
そ
の
学
風
を
起
こ
す
に
は
、

哲
学
館
の
ご
と
き
も
の
あ
り
て
西
洋
哲
学
と
東
洋
哲
学
を
兼
修
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い
ま
す
。
西
洋
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
東
洋
の
今
後
の
道
が
わ
か
る
は
ず
だ
と
い
う
の
で
す
。

最
後
に
は
、「
今
日
に
あ
り
て
は
哲
学
館
は
は
な
は
だ
微
々
た
る
も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
後

来
、
日
本
の
文
明
を
振
起
し
社
会
の
開
明
を
進
め
て
行
く
に
は
、
そ
の
中
に
加
わ
っ
て
こ
の
哲
学
館

も
幾
分
か
力
あ
る
も
の
に
な
ろ
う
と
思
い
ま
す
」
と
述
べ
て
い
ま
す
（
以
上
、
同
前
、
九
二
〜
九
三
頁
）。
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三
　
円
了
の
教
育
理
念
　
第
一回
外
遊
後

　

哲
学
館
を
開
設
し
た
後
、
円
了
は
明
治
二
一
年
六
月
か
ら
、
ほ
ぼ
一
年
間
外
遊
し
ま
し
た
。
横
浜

か
ら
出
航
し
、
訪
問
先
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ロ
ン
ド
ン
・
パ
リ
・
ロ
ー

マ
・
ウ
イ
ー
ン
・
ベ
ル
リ
ン
・
パ
リ
な
ど
で
あ
り
、
帰
路
は
マ
ル
セ
ー
ユ
か
ら
出
発
、
エ
ジ
プ
ト
・

ア
ラ
ビ
ア
・
イ
ン
ド
・
中
国
を
経
て
横
浜
に
帰
着
し
た
の
で
す
。
欧
米
の
政
教
関
係
・
東
洋
学
研
究

の
事
情
の
視
察
が
主
目
的
の
旅
で
す
。

　

帰
国
後
、
円
了
は
『
欧
米
各
国
政
教
日
記
』
上
・
下
を
著
わ
し
て
い
ま
す
。
円
了
が
こ
の
旅
で

も
っ
と
も
感
銘
を
受
け
た
こ
と
は
、
ど
の
国
も
、
自
国
の
学
問
あ
る
い
は
言
語
・
文
章
・
歴
史
・
宗
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教
等
の
伝
統
を
大
切
に
し
、「
独
立
の
精
神
」
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
し
た
。
こ
こ
か
ら
、
日
本
伝

統
の
学
問
・
文
化
の
擁
護
・
発
展
の
重
要
性
を
訴
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
西
洋
の
学
術

も
研
究
教
育
す
べ
き
な
の
で
す
が
、
日
本
の
独
立
を
全ま

っ
とう
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
伝
統
の
学
問
を
、

傍か
た
わら
西
洋
の
学
問
を
究
明
す
べ
き
だ
と
す
る
の
で
す
。
明
治
二
二
年
七
月
二
八
日
の
「
哲
学
館
改
良

の
目
的
に
関
し
て
意
見
」
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。

　
「
第
一　

各
国
皆
そ
の
国
従
来
の
学
問
・
芸
術
、
す
な
わ
ち
そ
の
国
の
言
語
学
・
文
章
学
・

歴
史
学
・
宗
教
学
を
講
究
し
て
怠
る
こ
と
な
く
、
ま
す
ま
す
こ
れ
を
保
護
し
ま
す
ま
す
こ
れ
を

振
起
せ
ん
と
す
る
こ
と
切
な
り
。
こ
れ
大
い
に
そ
の
国
の
独
立
に
関
係
あ
る
こ
と
に
し
て
、
一

国
を
諸
強
国
の
間
に
維
持
し
て
独
立
を
全
う
せ
ん
と
欲ほ

っ

せ
ば
、
そ
の
国
の
言
語
・
文
章
・
歴

史
・
宗
教
を
保
護
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
…
…
い
や
し
く
も
日
本
国
あ
り
日
本
国
固
有
の
学
術
、

宗
教
あ
る
以
上
は
、
ま
ず
こ
れ
を
講
究
し
傍
ら
西
洋
の
学
術
を
講
究
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
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第
二　

我
が
日
本
の
地
は
こ
れ
を
西
洋
に
比
す
る
に
印
度
・
支
那
の
古
学
は
み
な
こ
と
ご
と

く
存
し
、
こ
れ
を
講
究
す
る
こ
と
ま
た
至
っ
て
容
易
な
り
。
か
つ
こ
れ
を
今
日
に
講
究
す
る
は

日
本
の
学
を
起
こ
す
に
最
も
必
要
な
る
事
な
り
。

　

第
三　

欧
米
各
国
の
教
育
法
は
、
唯
人
の
学
力
を
養
成
す
る
に
止と

ど
まら
ず
、
人
物
・
人
品
・
人

徳
を
も
あ
わ
せ
て
養
成
す
る
な
り
。
…
…
花
の
み
を
目
的
と
す
る
と
き
は
暖
室
中
の
寒
梅
の
ご

と
く
早
く
開
花
を
見
る
こ
と
を
得
る
も
、
そ
の
花
の
勢
力
に
至
り
て
は
樹
木
全
体
を
養
成
せ
る

も
の
に
し
か
ざ
る
こ
と
遠
し
。
学
力
人
物
と
も
に
養
成
す
る
は
、
あ
た
か
も
樹
木
全
体
を
養
成

す
る
が
ご
と
し
。」（
同
前
、
一
〇
〇
〜
一
〇
一
頁
）

　

こ
の
方
針
か
ら
、
哲
学
館
の
方
向
性
を
、
次
の
よ
う
に
定
め
た
の
で
し
た
。

　
「
第
一
に
、
そ
の
従
来
の
学
科
東
洋
哲
学
中
、
も
っ
ぱ
ら
日
本
従
来
の
学
問
・
芸
術
即
ち
和
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文
学
・
漢
文
学
・
仏
教
・
儒
教
・
神
道
・
日
本
歴
史
を
講
究
す
る
の
方
法
を
設
け
ん
と
す
。
こ

れ
一
国
の
独
立
上
、
必
要
な
れ
ば
な
り
。

　

第
二
に
、
従
来
の
学
科
中
、
西
洋
哲
学
を
主
と
し
東
洋
哲
学
を
属
と
し
た
る
も
、
今
後
は

漸
々
に
東
洋
哲
学
を
正
科
と
し
西
洋
哲
学
を
副
科
と
す
る
の
方
向
を
取
ら
ん
と
す
。
こ
れ
日
本

の
学
問
を
振
起
す
る
に
必
要
な
れ
ば
な
り
。

　

第
三
に
、
哲
学
館
に
大
な
る
寄
宿
舎
を
設
け
、
余
自
ら
そ
の
舎
長
に
当
り
、
毎
日
舎
生
と
と

も
に
飲
食
し
、
朝
夕
舎
生
と
と
も
に
運
動
し
、
と
も
に
談
話
し
、
と
も
に
交
情
を
通
ず
る
の
方

向
を
取
ら
ん
と
す
。
こ
れ
人
物
養
成
に
必
要
な
れ
ば
な
り
。」（
同
前
、
一
〇
二
頁
）

　

そ
れ
か
ら
間
も
な
く
、
明
治
二
二
年
八
月
八
日
に
は
、「
哲
学
館
将
来
の
目
的
」
を
発
表
、

「
…
…
た
だ
我
が
邦く
に

の
学
問
中
に
日
本
在
来
の
も
の
と
支
那
伝
来
の
も
の
と
印
度
伝
来
の
も
の
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の
別
あ
る
の
み
。
し
か
し
て
そ
の
い
わ
ゆ
る
伝
来
の
も
の
は
そ
の
初
め
日
本
に
伝
来
し
て
よ
り

以
来
、
千
余
年
を
経
過
し
、
我
が
国
在
来
の
文
物
と
と
も
に
成
長
し
と
も
に
発
達
し
て
、
一
種

固
有
の
日
本
性
を
帯
び
、
こ
の
諸
元
素
相
い
和
し
相
い
合
し
て
一
種
固
有
の
国
風
民
情
を
化
成

し
、
そ
の
今
日
印
度
・
支
那
に
あ
る
も
の
と
大
い
に
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
に
至
れ
り
。
す
な

わ
ち
そ
の
学
は
日
本
固
有
の
学
と
謂い

わ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
…
…
た
だ
そ
の
主
義
と
す
る
所
、
日

本
主
義
を
取
り
て
一
方
に
は
日
本
国
の
独
立
を
維
持
し
、
一
方
に
は
日
本
固
有
の
諸
学
を
愛
護

し
、
そ
の
学
科
中
の
東
洋
部
は
日
本
固
有
の
学
（
す
な
わ
ち
神
・
儒
・
仏
三
道
及
び
我
が
邦
固
有
の
哲
学
、
史

学
、
文
学
）
を
教
授
す
る
も
の
と
し
、
よ
う
や
く
進
み
て
他
日
、
日
本
大
学
の
組
織
を
開
か
ん
と

望
む
も
の
な
り
。」（
同
前
、
一
〇
三
頁
）

と
述
べ
て
い
ま
す
。
日
本
固
有
の
学
問
・
文
化
を
深
く
尊
重
す
る
に
至
っ
た
の
で
す
。
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さ
ら
に
明
治
二
二
年
一
〇
月
一
八
日
の
「
哲
学
館
目
的
に
つ
い
て
」（
長
文
）
に
お
い
て
、
従
来
必

ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
「
主
義
」、
い
わ
ば
理
念
に
つ
い
て
、
あ
ら
た
め
て
詳
し
く

説
い
て
い
ま
す
。
円
了
は
根
本
に
国
の
独
立
を
護
る
と
い
う
精
神
を
置
き
、
行
き
過
ぎ
た
欧
化
主
義

に
対
し
日
本
主
義
と
宇
宙
主
義
（
客
観
的
真
理
、
哲
理
）
と
を
調
和
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
次
の

よ
う
に
説
く
の
で
し
た
。

　
「
…
…
た
と
い
日
本
な
る
名
は
存
す
る
も
日
本
な
る
実
は
疾と

く
に
天
外
に
飛
散
し
て
、
そ
の

形
跡
を
認
む
べ
か
ら
ざ
る
に
至
ら
ん
。
す
で
に
か
く
の
ご
と
く
な
ら
ば
、
い
ず
く
ん
ぞ
よ
く
日

本
の
独
立
を
維
持
す
る
を
得
ん
や
。
こ
れ
余
の
も
っ
と
も
憂
う
る
所
に
し
て
、
い
わ
ゆ
る
日
本

大
学
は
上
掲
の
三
者
す
な
わ
ち
言
語
・
歴
史
・
宗
教
を
完
全
に
結
成
し
、
も
っ
て
日
本
独
立
の

基
礎
を
堅
固
に
せ
ん
と
期
す
る
ゆ
え
ん
な
り
。
…
…
そ
の
裏
面
に
入
れ
ば
な
お
一
の
大
な
る
目

的
あ
っ
て
存
す
。
こ
れ
を
名
づ
く
れ
ば
宇
宙
主
義
と
も
い
わ
ん
か
、
す
な
わ
ち
宇
宙
学
理
を
研
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究
す
る
こ
と
こ
れ
な
り
。
…
…

　

以
上
を
概
括
し
て
、
哲
学
館
の
目
的
事
業
を
図
解
を
以
て
示
せ
ば
、
左
の
ご
と
く
な
る
べ

し
。
す
な
わ
ち
表
面
よ
り
は
言
語
・
宗
教
・
歴
史
を
も
っ
て
日
本
主
義
を
構
成
し
、
も
っ
て
日

本
独
立
の
精
神
基
礎
を
確
立
し
、
裏
面
に
お
い
て
は
、
宇
宙
主
義
す
な
わ
ち
普あ

ま
ねく
宇
宙
間
の
真

理
、
も
し
く
は
哲
理
を
研
究
す
る
に
在あ

り
。
…
…
」（
同
前
、
一
〇
五
頁
、
一
〇
七
頁
）

　

な
お
、
こ
の
日
本
主
義
と
宇
宙
主
義
の
二
つ
に
関
し
て
、

け
っ
し
て
一
方
に
偏
っ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
も
注
意
し

て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
教
育
の
も
と
に
、
ど
の
よ
う
な
人
材
養
成
を
め
ざ

す
か
も
、
こ
こ
に
は
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
円
了
は
、「
広
大
な

る
一
国
の
基
礎
」「
す
な
わ
ち
国
民
全
体
の
改
良
を
な
す
は
果

言　

語

歴　

史

宗　教
哲　
　

学

宇
宙
主
義
（
裏
面
）

日
本
主
義
（
表
面
）

日本主義と宇宙主義
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し
て
何
も
の
な
り
や
。
そ
の
教
育
家
・
宗
教
家
・
哲
学
家
な
る
こ
と
問
わ
ず
し
て
明
ら
か
な
る
べ

し
」
と
の
認
識
を
持
っ
て
お
り
、
こ
の
者
た
ち
に
「
よ
く
そ
の
職
を
奉
じ
そ
の
任
を
尽
し
、
智
育
・

徳
育
を
し
て
完
全
併
進
せ
し
め
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
の
思
い
で
あ
り
ま
し
た
。
円
了
が
哲
学
館
で
育

成
し
よ
う
と
し
た
人
材
は
、
主
に
そ
う
し
た
人
々
だ
っ
た
の
で
し
た
。

　

参
考
ま
で
に
、
そ
の
中
で
国
民
を
リ
ー
ド
す
べ
き
哲
学
家
に
つ
い
て
お
よ
び
そ
れ
ら
三
者
の
哲
学

教
育
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

　
「
第
三
、
哲
学
家
と
し
て
世
に
立
つ
こ
と
ま
た
必
要
な
り
。
す
な
わ
ち
社
会
の
万
事
、
皆
な

こ
れ
を
哲
理
に
訴
え
、
哲
理
を
も
っ
て
裁
判
す
る
こ
と
是こ

れ

な
り
。
万
般
の
事
、
皆
な
空
理
空
想

を
離
れ
て
原
理
原
則
に
照
ら
し
、
よ
く
哲
学
を
応
用
せ
ば
、
そ
の
社
会
国
家
を
益
す
る
こ
と
果

た
し
て
い
く
ば
く
ぞ
や
。
ゆ
え
に
諸
子
の
哲
学
家
と
し
て
社
会
に
立
つ
こ
と
そ
の
国
家
の
た
め

に
は
な
は
だ
必
要
な
る
を
知
る
べ
し
。
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以
上
（
教
育
家
・
宗
教
家
・
哲
学
家
に
お
け
る
哲
学
の
意
義
）
は
直
接
上
よ
り
陳
述
せ
し
と
こ
ろ
な
れ
ど

も
、
元
来
、
哲
学
は
諸
学
の
王
、
も
し
く
は
統
合
の
学
問
な
り
等
の
定
義
も
あ
る
ご
と
く
に

て
、
よ
く
こ
れ
を
応
用
せ
ば
い
か
な
る
事
業
に
も
活
動
す
る
を
得
べ
く
、
ま
た
政
治
・
法
律
・

経
済
等
の
諸
学
に
赴
く
こ
と
を
も
得
べ
く
、
そ
の
他
、
著
述
家
・
演
説
家
等
に
も
な
る
こ
と
を

得
べ
し
。
ゆ
え
に
そ
の
間
接
上
の
事
業
に
至
り
て
は
、
ほ
と
ん
ど
枚
挙
に
暇い

と
まあ
ら
ざ
る
な
り
。

　

…
…
」（
同
前
、
一
〇
八
頁
）

　

こ
う
し
て
、「
人
材
を
陶と

う

冶や

し
、
人
心
を
修
養
堅け

ん

固ご

に
し
、
諸
般
の
原
理
を
示
し
て
万
事
に
応
用

せ
し
む
る
等
、
そ
の
利
を
与
え
世
を
益
す
る
こ
と
、
実
に
万
世
不ふ

朽き
ゅ
うと
謂い

う
べ
し
」（
同
前
、
一
一
一
頁
）

と
言
っ
て
、
日
本
主
義
と
宇
宙
主
義
な
い
し
哲
学
教
育
を
通
じ
て
人
材
を
育
成
す
る
こ
と
の
重
要
性

を
強
調
し
て
い
ま
す
。
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四
　
円
了
の
教
育
理
念
　
蓬
莱
町
時
代

　

明
治
二
二
年
一
一
月
一
三
日
、
哲
学
館
の
校
舎
は
、
麟
祥
院
か
ら
蓬
莱
町
の
新
校
舎
に
移
り
ま
す
。

こ
の
移
転
式
に
お
い
て
円
了
は
哲
学
館
の
従
来
の
理
念
を
紹
介
し
、
哲
学
館
改
良
の
方
針
と
し
て
、

以
下
の
四
項
目
を
示
し
ま
し
た
。

　

第
一
に
、
我
が
国
旧
来
の
諸
学
を
基
本
と
し
て
学
科
を
組
織
す
る
こ
と

　

第
二
に
、
東
洋
学
と
西
洋
学
の
両
方
を
比
較
し
て
日
本
独
立
の
学
風
を
振
起
す
る
こ
と
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第
三
に
、
知
徳
兼
全
の
人
を
養
成
す
る
こ
と

　

第
四
に
、
世
の
宗
教
者
、
教
育
者
を
一
変
し
て
言
行
一
致
、
名
実
相
応
の
人
と
な
す
こ
と

　

ま
た
、「
他
日
、
一
箇
の
専
門
学
校
を
開
き
、
国
家
独
立
の
大
機
関
と
も
い
う
べ
き
歴
史
科
・
言

語
科
・
宗
教
科
を
分
ち
、
日
本
大
学
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
組
織
し
、
学
問
の
独
立
と
共
に
国
家
の

独
立
を
期
す
」
と
も
述
べ
て
お
り
、
日
本
主
義
の
大
学
を
め
ざ
す
こ
と
を
明
確
に
訴
え
た
の
で
し

た
。（
以
上
は
『
井
上
円
了
の
教
育
理
念
』
五
六
頁
）

　

明
治
二
三
年
九
月
の
「
哲
学
館
に
専
門
家
を
設
く
る
趣
意
」
に
お
い
て
も
、
我
が
国
固
有
の
学
問

を
研
究
す
る
の
は
、「
日
本
従
来
の
学
問
を
振
起
す
る
に
必
要
な
る
の
み
な
ら
ず
、
日
本
人
の
心
を

維
持
し
独
立
を
保
存
す
る
に
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
り
」
と
い
い
、「
日
本
固
有
の
諸
学
を
基
本

と
し
て
こ
れ
を
輔
翼
す
る
に
西
洋
の
諸
学
を
も
っ
て
し
、
そ
の
期
す
る
と
こ
ろ
日
本
学
の
独
立
、
日

本
人
の
独
立
、
日
本
国
の
独
立
を
も
っ
て
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
等
と
主
張
し
て
い
ま
す
（
同
前
、
一
一



 四　円了の教育理念　蓬莱町時代

27

二
頁
、
一
一
三
頁
）。

　

こ
の
哲
学
館
の
移
転
式
の
演
説
で
、
井
上
円
了
は
「
知
徳
兼
全
の
人
を
養
成
す
る
」
こ
と
に
触
れ

て
い
ま
し
た
。
彼
は
ま
た
「
哲
学
館
の
改
良
」
の
中
で
も
、

知
育
が
い
か
に
進
歩
し
て
も
徳
育
も
平
行
し
な
け
れ
ば
効
果

が
な
い
と
い
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
知
識
教
育
だ
け
で
な

く
、
人
間
力
育
成
の
た
め
の
教
育
も
重
要
と
考
え
て
い
た
の

で
す
。
こ
の
人
間
力
の
育
成
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
も
本

人
が
自
分
の
た
め
に
自
覚
し
、
実
行
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
、
と
円
了
は
考
え
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
そ
の
こ
と
を
推

進
す
る
具
体
的
な
方
法
と
し
て
、「
寄
宿
舎
」
を
造
り
ま
し

た
。
自
主
性
を
は
ぐ
く
む
た
め
に
、
規
則
は
作
ら
ず
、
ま
た

茶
会
な
ど
を
催
し
て
、
学
生
に
慈
父
の
ご
と
く
接
し
た
と
の

蓬莱町校舎
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こ
と
で
す
（『
井
上
円
了
の
教
育
理
念
』
六
一
〜
六
二
頁
参
照
）。

　

明
治
二
六
年
四
月
の
、「
哲
学
館
の
目
的
」
を
書
い
た
短
文
に
も
、「
哲
学
館
の
目
的
と
す
る
所

は
、
文
科
大
学
の
速
成
を
期
し
、
広
く
文
学
・
史
学
・
哲
学
を
教
授
す
る
に
あ
る
も
、
な
か
ん
ず
く

教
育
家
、
宗
教
家
の
二
者
を
養
成
す
る
に
あ
り
て
そ
の
方
針
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
教
育
の
方
は
日
本

主
義
を
取
り
、
宗
教
の
方
は
仏
教
主
義
を
取
る
こ
と
と
な
せ
り
。
…
…
」
と
あ
り
、
こ
れ
ら
は
「
余

が
護
国
愛
理
の
二
大
義
務
に
関
係
す
る
も
の
」
で
あ
り
、「
こ
れ
を
要
す
る
に
、
余
の
教
学
に
関
す

る
事
業
は
大
小
種
々
あ
れ
ど
も
す
べ
て
護
国
愛
理
の
二
大
目
的
を
実
行
す
る
に
ほ
か
な
ら
ざ
る
な

り
」
と
あ
り
ま
す
（『
東
洋
大
学
百
年
史
』
資
料
篇
Ⅰ
・
上
、
一
一
三
頁
、
一
一
四
頁
）。

　

な
お
、
明
治
二
九
年
一
二
月
、
蓬
莱
町
の
哲
学
館
校
舎
は
火
災
に
よ
り
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
の
ち

明
治
三
〇
年
一
〇
月
、
小
石
川
区
原
町
に
完
成
し
た
新
校
舎
の
開
館
式
を
行
い
ま
し
た
。
そ
こ
が
現

在
の
白
山
キ
ャ
ン
パ
ス
の
地
で
す
。
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五
　
円
了
の
教
育
理
念
　
第
二
回
外
遊
・
哲
学
館
事
件
以
後

　

井
上
円
了
は
、
明
治
三
五
年
一
一
月
一
五
日
、
第
二
回
目
の
海
外
視
察
（
イ
ン
ド
お
よ
び
欧
米
）
に
出

発
し
ま
し
た
。
こ
の
間
に
、
文
部
省
が
哲
学
館
の
中
等
教
員
無
試
験
検
定
の
特
典
を
は
く
奪
す
る
と

い
う
、「
哲
学
館
事
件
」
が
起
き
た
の
で
し
た
。
当
時
、
ロ
ン
ド
ン
に
達
し
て
こ
の
事
を
知
っ
た
円

了
は
、
そ
の
地
か
ら
種
々
指
示
を
送
っ
た
り
し
て
そ
の
対
応
に
取
り
組
む
の
で
し
た
。
明
治
三
六
年

七
月
二
七
日
に
帰
国
、
九
月
に
は
哲
学
館
の
新
し
い
教
育
方
針
を
、「
広
く
同
窓
諸
子
に
告
ぐ
」
と

題
し
て
発
表
、
哲
学
館
事
件
を
か
え
っ
て
「
独
立
の
精
神
を
発
し
、
実
用
の
教
育
を
施
す
」
の
一
大

機
会
で
あ
る
と
し
、
イ
ギ
リ
ス
視
察
の
成
果
を
取
り
入
れ
、
独
立
自
活
の
精
神
を
重
視
す
る
改
革
案
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を
い
く
つ
か
提
示
し
ま
し
た
。
そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
す
。

①
時
勢
に
し
た
が
い
、
私
立
大
学
の
開
設
を
準
備
す
る
こ
と
、
そ
の
際
、「
哲
学
館
事
件
」
を
受

け
て
、
こ
の
上
は
独
立
自
活
の
精
神
を
も
っ
て
開
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

②
教
育
部
は
、
実
力
修
養
を
主
と
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
教
員
検
定
試
験
に
備
え
る
こ
と
。
こ
の
こ
と

は
、
か
え
っ
て
短
期
に
資
格
取
得
で
き
る
道
を
ひ
ら
く
こ
と
に
な
る
こ
と
。

③
哲
学
部
の
目
的
は
、
も
っ
ぱ
ら
宗
教
家
を
養
成
す
る
に
あ
る
。
本
館
で
は
、「（
各
宗
の
）
旧
来
の

註
釈
的
教
授
法
を
廃
し
て
、
達
意
を
主
と
し
、
活
用
を
本
と
し
、
将
来
の
社
会
に
立
ち
て
各
方

面
に
向
か
い
、
実
地
に
活
動
し
得
る
人
を
造
ら
ん
と
す
」
る
。
仏
教
の
基
礎
の
ほ
か
、
倫
理
・

心
理
・
法
制
な
ど
を
教
授
し
て
広
い
知
識
と
視
野
を
身
に
つ
け
さ
せ
、
こ
れ
に
加
え
て
英
語
も

し
く
は
漢
学
を
重
点
的
に
教
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
実
用
に
適
切
な
ら
し
め
る
こ
と
。

④
時
代
の
変
化
に
応
じ
、
内
国
の
み
な
ら
ず
外
国
（
ア
メ
リ
カ
・
中
国
・
朝
鮮
）
に
出
て
活
躍
で
き
る
よ
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う
、
英
語
・
中
国
語
を
中
心
に
語
学
教
育
を
行
い
、
国
際
化
に
対
応
す
る
こ
と
。

⑤
哲
学
館
事
件
を
経
て
の
大
学
開
設
を
記
念
し
て
、
記
念
堂
を
建
立
し
、
四
聖
堂
と
称
し
て
古
今

東
西
の
大
哲
学
者
た
る
釈
迦
・
孔
子
・
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
カ
ン
ト
を
祭
り
、
永
く
哲
学
の
記
念
と

す
る
こ
と
。

⑥
哲
学
館
の
方
針
は
、
哲
学
の
理
論
の
研
究
だ
け
で
な
く
、
そ
の
応
用
を
講
じ
る
こ
と
に
あ
る
。

教
育
・
宗
教
の
直
接
的
な
応
用
に
限
ら
ず
、
間
接
的
に
法
律
家
や
工
業
家
な
ど
他
の
職
業
に
従

事
し
て
、
哲
学
を
社
会
全
般
に
応
用
す
る
こ
と
を
奨
励
し
て
き
た
。
哲
学
の
応
用
は
す
べ
て
の

分
野
に
わ
た
る
。
大
学
開
設
後
は
、
や
は
り
理
論
の
蘊
奥
を
究
め
る
と
と
も
に
、
万
般
の
応
用

を
奨
励
す
る
。
と
い
う
の
も
、
日
本
人
の
弊
と
し
て
い
た
ず
ら
に
空
論
に
走
っ
て
実
用
を
忘
れ

る
傾
向
が
あ
る
の
で
、
本
館
の
教
育
は
こ
の
弊
を
直
す
こ
と
に
あ
る
こ
と
。

（「
広
く
同
窓
諸
子
に
告
ぐ
」『
東
洋
哲
学
』
第
十
輯
第
九
号
、
一
一
五
〜
一
二
〇
頁
）
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円
了
の
教
育
理
念
に
「
実
力
主
義
」
が
言
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
哲
学
館
事
件
を

経
て
の
こ
と
な
の
で
す
。
ま
た
、
こ
の
頃
か
ら
す
で
に
「
国
際
化
」
を
か
か
げ
て
い
た
の
で
し
た
。

　

な
お
、
明
治
三
五
年
頃
、
世
間
で
は
次
の
よ
う
な
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
帝
国
大

学
に
お
い
て
す
ら
も
教
師
は
た
だ
生
徒
の
脳
髄
に
な
る
べ
く
多
く
の
知
識
を
注
ぎ
込
ま
ん
と
し
、
生

徒
も
ま
た
試
験
に
及
第
せ
ん
が
た
め
に
な
る
べ
く
多
く
の
こ
と
を
暗
記
せ
ん
と
努
め
て
お
る
の
で
あ

る
。
ゆ
え
に
今
日
の
教
育
は
開
発
主
義
に
あ
ら
ず
し
て
注
入
主
義
で
あ
り
、
思
考
的
で
な
く
し
て
器

械
的
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
大
学
は
知
識
を
与
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
か
、
そ
も
そ
も
知
識
を
得
る
の

道
を
教
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
の
か
。」
こ
の
よ
う
な
教
育
界
に
あ
っ
て
、
哲
学
館
の
教
育
は
開
発
主

義
で
あ
り
、
知
識
を
得
る
方
法
を
教
え
る
こ
と
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
哲
学
や
思

想
を
広
く
教
授
し
ま
し
た
が
、
そ
の
際
に
は
「
自
由
討
究
」
を
重
ん
じ
た
の
で
し
た
（『
井
上
円
了
の
教

育
理
念
』
一
六
四
〜
一
六
五
頁
参
照
）。
円
了
の
教
育
に
対
す
る
理
念
と
実
践
が
、
現
代
に
求
め
ら
れ
る
教
育

を
つ
と
に
先
取
り
し
た
も
の
で
あ
り
、
い
か
に
卓
越
し
て
い
た
か
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
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六
　
東
洋
大
学
の
由
来

　

以
上
、
井
上
円
了
の
教
育
理
念
を
た
ど
っ
て
き
ま
し
た
。
円
了
は
、
明
治
三
七
年
四
月
一
日
、
哲

学
館
大
学
の
開
校
と
と
も
に
哲
学
館
大
学
長
に
就
任
、
し
か
し
そ
の
後
、
明
治
三
九
年
一
月
、
同
職

を
辞
し
、
哲
学
堂
に
退
隠
し
ま
し
た
。
こ
の
年
四
月
か
ら
は
、
修
身
教
会
運
動
の
た
め
、
全
国
を
巡

講
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

哲
学
館
大
学
は
そ
の
後
、
円
了
退
任
後
の
明
治
三
九
年
六
月
二
八
日
、
私
立
東
洋
大
学
と
改
称
さ

れ
ま
す
。
こ
の
背
景
に
は
、
当
時
、
そ
の
改
称
が
適
当
で
あ
る
よ
う
な
理
由
が
何
か
あ
っ
た
の
だ
と

思
い
ま
す
が
、
実
は
こ
の
東
洋
大
学
の
名
称
は
、
そ
の
一
〇
年
ほ
ど
前
、
明
治
二
九
年
に
、
す
で
に
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井
上
円
了
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
た
の
で
し
た
。
そ
の
前
、
明
治
二
七
年
か
ら
二
八
年
に
か
け
て

の
日
清
戦
争
で
、
日
本
は
大
勝
利
を
あ
げ
て
お
り
、
そ
う
し
た
時
代
の
高
揚
し
た
雰
囲
気
に
影
響
さ

れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
、
円
了
は
明
治
二
九
年
の
「
新
年
の
あ
い
さ
つ
」
に
お
い
て
、
従

来
の
哲
学
館
の
「
日
本
大
学
」「
日
本
主
義
の
大
学
」
を
実
現
す
る
と
い
う
目
標
を
、「
東
洋
大
学
」

の
実
現
へ
と
展
開
さ
せ
た
の
で
し
た
。
円
了
は
そ
の
「
新
年
の
あ
い
さ
つ
」
の
中
で
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
ま
す
。

　
「
西
洋
各
国
に
東
洋
学
校
の
設
け
あ
り
、
ま
た
各
大
学
に
東
洋
学
を
専
修
す
る
学
科
あ
る
こ
と
は

余
が
帰
朝
の
際
す
で
に
し
ば
し
ば
世
間
に
報
道
せ
し
と
こ
ろ
な
れ
ば
、
い
ま
さ
ら
喋
喋
を
要
せ
ざ
れ

ど
も
、
我
が
邦
に
お
い
て
は
東
洋
学
中
の
泰
斗
た
る
支
那
の
学
も
印
度
の
学
も
古
来
自
然
に
集
ま
り

お
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
日
な
お
一
の
東
洋
学
校
な
く
ま
た
こ
れ
を
計
画
す
る
者
す
ら
あ
ら
ざ
る

は
、
余
輩
の
深
く
怪
し
み
か
つ
大
い
に
遺
憾
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
従
来
我
が
邦
に
て
西
洋
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の
学
問
を
修
む
る
に
は
遠
く
欧
米
に
遊
学
し
て
そ
の
師
を
尋
ぬ
る
が
如
く
、
今
後
は
西
洋
に
て
東
洋

の
学
問
を
志
す
も
の
は
遠
く
我
が
邦
に
来
り
て
学
を
求
む
る
よ
う
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。」

　

確
か
に
円
了
は
明
治
二
二
年
頃
な
ど
、
日
本
大
学
、
日
本
主
義
大
学
を
考
え
て
い
た
の
で
す
が
、

明
治
二
九
年
当
時
は
、
日
本
の
学
問
・
文
芸
に
国
学
・
漢
学
・
仏
教
学
が
混
入
・
含
有
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
も
か
ん
が
み
、
ま
た
西
洋
の
学
問
体
制
に
か
ん
が
み
て
、
東
洋
学
の
世
界
的
な
拠
点
を
形
成

す
る
た
め
に
、
東
洋
大
学
を
設
立
す
る
の
だ
と
の
考
え
に
至
っ
て
い
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
日
本
の

伝
統
的
学
問
・
文
化
を
ど
こ
ま
で
も
尊
重
し
つ
つ
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
東
洋
の
学
問
・
文
化

の
研
究
を
も
進
め
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
中
か
ら
東
洋
学
を
学
び
に
来
る
よ
う
な
大
学
を
創
る

こ
と
が
、
東
洋
大
学
と
い
う
名
称
に
託
さ
れ
た
目
的
で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
東
洋
大
学
の
原
点
は

こ
こ
に
あ
る
こ
と
を
、
我
々
は
も
う
一
度
、
思
い
起
こ
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
し
て
こ
の
崇
高
な
志
を
、東
洋
学
以
外
の
す
べ
て
の
分
野
に
も
及
ぼ
す
べ
き
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、



井上円了の教育理念

36

平
成
二
五
年
度
に
改
組
・
設
置
さ
れ
た
、
文
学
部
・
東
洋
思
想
文
化
学
科
は
、
ぜ
ひ
東
洋
の
学
問
の

世
界
最
高
峰
の
学
科
と
な
っ
て
、
必
ず
や
世
界
中
か
ら
そ
の
学
問
を
学
び
に
来
る
よ
う
な
学
府
に
す

べ
き
だ
と
思
い
ま
す
し
、
と
同
時
に
、
ど
の
学
部
・
学
科
も
、
ど
の
研
究
科
・
専
攻
も
、
東
洋
学
分

野
と
同
じ
よ
う
に
世
界
的
水
準
の
達
成
を
め
ざ
し
て
奮
闘
・
努
力
す
べ
き
で
あ
る
と
思
う
の
で
す
。

　

ち
な
み
に
、
明
治
四
三
年
二
月
に
『
修
身
』
誌
上
に
発
表
さ
れ
た
「
東
洋
学
の
再
興
と
哲
学
館
の

由
来
」
に
お
い
て
は
、
明
治
初
年
よ
り
明
治
二
〇
年
頃
ま
で
続
い
た
極
端
な
西
洋
崇
拝
が
、
逆
に
我

が
国
に
お
け
る
東
洋
学
再
興
の
機
運
を
生
ん
で
い
る
こ
と
を
述
べ
、
哲
学
館
は
東
京
大
学
と
異
な
っ

て
、
東
洋
を
本
と
し
日
本
を
主
と
す
る
方
針
を
取
っ
た
こ
と
、
し
か
し
西
洋
を
排
斥
す
る
こ
と
な

く
、
東
洋
の
学
を
主
と
し
西
洋
の
学
を
客
と
し
、
彼
・
我
、
主
・
客
合
わ
せ
て
研
究
す
る
主
義
で
あ

り
、
し
か
も
宗
教
主
義
よ
り
は
学
問
研
究
の
立
場
か
ら
東
洋
学
を
発
揮
し
よ
う
と
い
う
こ
と
が
目
的

で
あ
っ
た
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。
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以
上
、
円
了
が
哲
学
館
の
運
営
に
関
し
て
発
信
し
た
基
本
的
な
文
章
を
、
つ
ぶ
さ
に
辿
っ
て
き
ま

し
た
。
以
上
の
井
上
円
了
の
教
育
理
念
を
総
合
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

①
哲
学
教
育
を
根
本
と
す
る

②
東
洋
お
よ
び
日
本
伝
統
の
諸
学
を
重
ん
じ
る

③
西
洋
の
諸
学
に
学
ぶ

④
知
徳
兼
全
の
人
材
を
育
成

⑤
独
立
自
活
の
精
神
を
実
現

⑥
実
力
の
養
成
強
化
を
は
か
る

⑦
哲
学
の
応
用
を
重
ん
じ
、
実
用
性
を
重
ん
じ
る

⑧
国
際
化
に
対
応
す
る

⑨
自
由
開
発
主
義
を
旨
と
す
る

井上円了肖像画
（岡田三郎助画）



井上円了の教育理念

38

⑩
主
に
教
育
者
等
の
教
育
を
重
視
す
る

　

私
た
ち
は
こ
れ
ら
の
理
念
を
、
時
代
の
中
で
適
切
に
生
か
し
て
い
く
こ
と
が
、
と
て
も
大
事
だ
と

思
い
ま
す
。
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付
録
　
建
学
の
精
神
の
再
構
築

　

良
質
の
教
育
の
根
本
に
は
、
明
確
な
建
学
の
精
神
が
あ
り
、
大
学
の
人
材
養
成
の
目
的
が
は
っ
き

り
し
て
い
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
私
は
、
建
学
の
精
神
と
し
て
、
従
来
掲
げ
て
き
た
「
諸
学
の
基
礎

は
哲
学
に
あ
り
」
を
、
降
ろ
す
必
要
は
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
や
は
り
継
続
性
を
考
え
て
も
、
こ

の
句
を
根
本
に
据
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。し
か
し
こ
の
句
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、

共
通
の
理
解
を
得
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

　

元
来
、
こ
の
句
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
哲
学
は
あ
ら
ゆ
る
学
問
分
野
を
根
本
に
お
い
て
体
系
づ

け
、
意
味
づ
け
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
確
か
に
か
つ
て
、
哲
学
は
そ
う
し
た
諸
学
の
総
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合
を
な
す
根
源
的
な
価
値
観
を
体
現
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
今
日
、
一
元
的

な
価
値
観
は
失
わ
れ
、
多
様
な
価
値
観
が
主
張
さ
れ
、
価
値
の
相
対
化
が
進
ん
で
い
て
、
哲
学
も
総

合
の
学
で
は
な
く
、
一
つ
の
個
別
科
学
に
な
り
さ
が
っ
て
い
る
の
が
実
情
で
す
。
こ
の
傾
向
は
、
今

後
も
続
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
人
間
が
社
会
に
お
い
て
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
そ
の
人
な
り
に
、
意
味
の
ま
と
ま
り

の
あ
る
世
界
観
・
人
間
観
を
持
ち
、
そ
の
中
で
個
々
の
事
象
の
意
味
づ
け
を
得
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
は
ず
で
す
。
そ
こ
で
要
請
さ
れ
る
こ
と
は
、
多
様
な
価
値
観
に
関
し
て
理
解
を
深
め
る
と
と

も
に
、
自
己
の
人
生
観
・
価
値
観
を
持
ち
、
そ
の
中
で
自
己
そ
の
も
の
や
自
己
が
携
わ
る
学
問
分
野

の
意
義
を
深
く
了
解
し
て
い
く
こ
と
と
い
え
ま
す
。
こ
の
自
覚
を
持
た
せ
て
い
く
こ
と
は
、
学
生
の

そ
の
後
の
人
生
に
と
っ
て
も
き
わ
め
て
有
意
義
な
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

こ
う
し
て
、「
諸
学
の
基
礎
は
哲
学
に
あ
り
」
と
い
う
建
学
の
精
神
は
、
た
だ
自
分
の
専
門
分
野

の
知
識
や
技
術
を
身
に
つ
け
て
そ
れ
以
外
は
知
ら
ず
考
え
な
い
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
根
本
的
な
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人
生
観
・
世
界
観
に
か
か
わ
る
多
様
な
物
の
見
方
・
考
え
方
の
教
育
を
も
行
い
つ
つ
、
自
ら
自
己
の

人
生
と
自
己
の
学
問
の
社
会
的
意
味
等
に
つ
い
て
深
く
考
え
て
も
ら
い
、
そ
こ
か
ら
自
分
な
り
の
座

標
軸
を
定
め
て
も
ら
っ
て
、
そ
の
上
で
学
問
を
身
に
つ
け
て
も
ら
う
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

そ
の
よ
う
に
、
哲
学
に
は
根
源
的
に
考
え
体
系
的
に
整
理
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、
同

時
に
円
了
は
哲
学
の
効
用
と
し
て
、「
思
想
の
錬
磨
」
を
あ
げ
ま
し
た
。
こ
れ
を
今
日
的
表
現
で
い

え
ば
、「
考
察
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
」
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な
事
象
に
関
し
て
、
け
っ
し
て

常
識
や
先
入
観
、
偏
見
等
に
と
ら
わ
れ
ず
、
常
に
柔
軟
に
「
な
ぜ
だ
ろ
う
」
と
疑
問
を
持
っ
て
掘
り

下
げ
て
考
え
、
さ
ら
に
論
理
的
・
体
系
的
に
考
え
る
。
こ
の
訓
練
を
す
る
こ
と
も
ま
た
、
哲
学
と
い

う
こ
と
の
意
味
の
中
に
あ
り
ま
す
。
物
事
の
本
質
に
迫
る
べ
く
考
え
る
姿
勢
・
態
度
を
身
に
つ
け
て

も
ら
う
こ
と
が
、
哲
学
教
育
の
重
要
な
意
味
で
す
。
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な
お
、
以
上
の
こ
と
は
、
今
日
の
大
学
の
人
材
養
成
の
課
題
と
し
て
、
大
学
関
係
有
識
者
、
産
業

界
等
、
種
々
の
方
面
に
お
い
て
強
調
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

一
方
、
従
来
、
建
学
の
精
神
と
関
連
し
て
よ
く
言
わ
れ
る
言
葉
に
、「
独
立
自
活
」「
知
徳
兼
全
」

が
あ
り
ま
す
。
こ
の
中
、「
独
立
自
活
」
と
は
、
単
に
受
け
身
的
に
人
生
を
送
る
の
で
は
な
く
、
自

主
的
・
主
体
的
に
行
動
す
る
力
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
は
、
前
に
述

べ
た
常
識
や
先
入
観
等
に
と
ら
わ
れ
な
い
姿
勢
も
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
「
知
徳
兼
全
」
と

は
、
今
日
的
に
い
え
ば
、
学
力
と
人
間
力
と
を
兼
ね
備
え
た
人
間
を
実
現
す
る
と
い
う
こ
と
と
翻
訳

で
き
ま
す
。
こ
こ
で
人
間
力
と
は
、
学
士
力
と
の
関
連
で
言
わ
れ
て
い
る
、
課
題
発
見
能
力
や
問
題

解
決
能
力
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
、
リ
ー
ダ
ー
・
シ
ッ
プ
力
や
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
形
成
力
、
協

調
性
な
ど
を
意
味
す
る
も
の
で
す
（
こ
の
人
間
力
に
つ
い
て
は
、
最
近
言
わ
れ
て
い
る
も
の
を
後
に
掲
げ
て
お
き
ま
す
）。

こ
の
学
力
と
人
間
力
と
を
涵
養
す
る
こ
と
が
、「
知
徳
兼
全
」
と
い
う
こ
と
と
受
け
と
め
ら
れ
ま
す
。
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そ
う
で
あ
れ
ば
、
実
は
東
洋
大
学
の
建
学
の
精
神
は
、
す
べ
て
今
日
の
社
会
か
ら
求
め
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
先
取
り
し
た
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
今
こ

そ
東
洋
大
学
の
出
番
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

以
上
、
本
学
の
建
学
の
精
神
を
ま
と
め
て
み
ま
す
と
、
次
の
よ
う
に
表
現
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　
「
諸
学
の
基
礎
は
哲
学
に
あ
り
。」

　

そ
の
意
味
は
、

　

①
多
様
な
価
値
観
を
学
習
し
理
解
す
る
と
と
も
に
、
自
己
の
哲
学
（
人
生
観
・
世
界
観
）
を
持
つ
人
間

を
育
成
す
る
。

　

②
先
入
観
や
偏
見
に
と
ら
わ
れ
ず
、
物
事
の
本
質
に
迫
る
仕
方
で
、
論
理
的
・
体
系
的
に
深
く
考

え
る
人
間
を
育
成
す
る

　

③
社
会
の
課
題
に
自
主
的
・
主
体
的
に
取
組
み
、
よ
き
人
間
関
係
を
築
い
て
い
け
る
人
間
を
育
成
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す
る
。

　

さ
ら
に
、
円
了
の
最
晩
年
の
著
作
、『
奮
闘
哲
学
』
に
は
、
哲
学
に
は
向
上
門
と
向
下
門
と
が
あ

る
の
だ
と
さ
れ
、
し
か
も
「
向
上
す
る
は
向
下
せ
ん
が
た
め
」
だ
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
自

分
を
磨
く
の
は
人
々
の
た
め
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
苦
し
ん
で
い
る
人
々
、
抑
圧
さ
れ
て
い
る

人
々
、
弱
者
や
虐
げ
ら
れ
て
い
る
人
々
の
た
め
に
は
た
ら
い
て
い
け
る
自
分
を
確
立
し
て
い
く
た
め

に
こ
そ
、
自
分
の
能
力
を
高
め
磨
い
て
い
く
の
だ
と
い
う
の
で
す
。
哲
学
の
道
に
は
、
そ
う
い
う
崇

高
な
生
き
方
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
こ
こ
か
ら
、
次
の
表
現
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

④
自
分
を
磨
く
の
は
、
人
々
の
た
め
に
は
た
ら
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
た
め
で
あ
り
、
そ

の
こ
と
を
自
覚
し
て
学
業
に
励
む
の
が
東
洋
大
学
の
心
で
あ
る
。
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さ
ら
に
そ
の
同
じ
『
奮
闘
哲
学
』
に
は
、
有
名
な
句
、「
活
動
は
天
の
理
な
り
、
勇
進
は
天
の
意

な
り
、
奮
闘
は
天
の
命
な
り
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
円
了
は
、
け
っ
し
て
理
論
の
み
を
も
て

あ
そ
ぶ
こ
と
を
せ
ず
、
実
際
の
活
動
を
重
視
し
、
し
か
も
ど
こ
ま
で
も
は
た
ら
い
て
や
ま
な
い
そ
の

活
動
の
中
に
い
の
ち
の
本
質
を
見
出
し
て
い
ま
し
た
。
私
は
、
こ
こ
に
こ
そ
、
東
洋
大
学
の
精
神
が

あ
る
と
思
う
の
で
す
。
こ
こ
か
ら
、
次
の
表
現
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

⑤
現
実
社
会
に
お
け
る
活
動
の
中
に
ど
こ
ま
で
も
前
進
し
て
や
ま
な
い
の
が
、
東
洋
大
学
の
心
で

あ
る
。
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参
考
資
料
　
い
わ
ゆ
る
人
間
力
の
内
容
に
つ
い
て

　「
職
場
や
地
域
社
会
で
多
様
な
人
々
と
仕
事
を
し
て
い
く
た
め
に
必
要
な
基
礎
力
」

（
三
つ
の
能
力
・
一
二
の
能
力
要
素
）

前
に
踏
み
出
す
力
（
ア
ク
シ
ョ
ン
）　

一
歩
前
に
踏
み
出
し
、
失
敗
し
て
も
粘
り
強
く
取
り
組
む
力

　

主
体
性　
　
　
　

物
事
に
進
ん
で
取
り
組
む
力

　

働
き
か
け
力　
　

他
人
に
働
き
か
け
巻
き
込
む
力

　

実
行
力　
　
　
　

目
的
を
設
定
し
確
実
に
行
動
す
る
力

考
え
抜
く
力
（
シ
ン
キ
ン
グ
）　

疑
問
を
持
ち
、
考
え
抜
く
力
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課
題
発
見
力　
　

現
状
を
分
析
し
目
的
や
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
力

　

計
画
力　
　
　
　

課
題
の
解
決
に
向
け
た
プ
ロ
セ
ス
を
明
ら
か
に
し
準
備
す
る
力

　

創
造
力　
　
　
　

新
し
い
価
値
を
生
み
出
す
力

チ
ー
ム
で
働
く
力
（
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
）　

多
様
な
人
々
と
と
も
に
、
目
標
に
向
け
て
協
力
す
る
力

　

発
信
力　
　
　
　

自
分
の
意
見
を
わ
か
り
や
す
く
伝
え
る
力

　

傾
聴
力　
　
　
　

相
手
の
意
見
を
丁
寧
に
聴
く
力

　

柔
軟
性　
　
　
　

意
見
の
違
い
や
立
場
の
違
い
を
理
解
す
る
力

　

状
況
把
握
力　
　

自
分
と
周
囲
の
人
々
や
物
事
と
の
関
係
性
を
理
解
す
る
力

　

規
律
性　
　
　
　

社
会
の
ル
ー
ル
や
人
と
の
約
束
を
守
る
力

　

ス
ト
レ
ス
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
力　

ス
ト
レ
ス
の
発
生
源
に
対
応
す
る
力

（
経
済
産
業
省
「
社
会
人
基
礎
力
に
関
す
る
研
究
会
」
中
間
と
り
ま
と
め
。
平
成
一
八
年
二
月
）
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