
女
子
学
生
の
宗
教
意
識
に
つ
い
て

寺Z

か
わ

E
E
F’
 

長幽す
女
子
大

き芳守

一、
こ
の
調
査
の
目
的
、

お
よ
び
、

こ
れ
ま
で
の
経
過
に
つ
い
て

と
の
研
究
は
、
社
会
的
態
度
測
定
の
方
法
を
用
い
て
女
子
大
学
生
の
宗
教
的
態
度
｜
｜
特
に
仏
教
に
対
す
る
態
度
ー
ー
を
と
ら
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
宗
教
教
育
の
基
礎
的
資
料
づ
く
り
を
お
ζ

な
お
う
と
す
る
目
的
の
も
と
に
、
京
都
女
子
学
園
仏
教
文
化
研
究
所
の
助
成
を
う

け
て
、
昭
和
四
十
七
年
七
月
か
ら
、
京
都
女
子
大
学
の
小
田
義
彦
・
大
塚
義
孝
・
長
安
章
俊
・
寺
川
幽
芳
の
共
同
研
究
と
し
て
継
続
し
て

い
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
京
都
女
子
学
園
仏
教
文
化
研
究
所
司
研
究
紀
要
』
に
発
表
し
て
い
る
の
で
、

は
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
差
し
ひ
か
え
る
が
、
参
考
ま
で
に
今
日
ま
で
の
経
過
の
概
略
を
記
す
と
、
ま
ず
第
一
段
階
と
し
て

こ
こ
で

態
度
測
定
尺
度
の
作
成
を
お
こ
な
い
、

つ
い
で
、
第
二
段
階
と
し
て
、

そ
の
尺
度
を
用
い
た
第
一
回
本
調
査
を
実
施
し
た
。

す
な
わ
ち
、
態
度
測
定
尺
度
の
作
成
は
、
学
生
・
宗
教
関
係
者
・
一
般
社
会
人
等
三
一
五

O
名
を
対
象
と
す
る
予
備
調
査
か
ら
得
た
一
、

二
一
二
五
名
の
回
答
の
な
か
か
ら
、
仏
教
乃
至
宗
教
に
対
す
る
意
見
を
抽
出
し
、

そ
の
文
章
表
現
の
統
合
・
整
理
な
ど
数
段
階
の
検
討
作
業

女
子
学
生
の
宗
教
意
識
に
つ
い
て
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1. 
ζ
の
調
査
は
、
日
本
の
い
ろ
ん
な
人
た
ち
の
宗
教
｛
特
に
仏
教
）

IC
対
す
る
考
え
方
を
あ
り
の
ま
ま
に
把
鍾
す
る
た
め

11:
計
画
さ
れ
た
も
の
で
、
調
査
結
果
は
統
計
的
な
分
析
に
使
用
さ
れ
、
あ
な
た
に
ど
迷
惑
を
か
け
た
り
不
利
益
を
及
ぼ

す
よ
う
な
と
と
は
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
無
記
名
で
す
か
ら
、
ど
う
ぞ
あ
り
の
ま
ま
の
意
見
を
記
入
し
τ

く
だ

さ
L、

2. 
記
入
の
方
法
は
、
左
側
の

1
～
ぬ
ま
で
の
意
見
を
読
ん
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見

IC
対
す
る
「
あ
な
た
の
意
見
J
を
、
右

側
の
「
大
い
に
賛
成
・
賛
成
・
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
・
反
対
大
い
に
反
対
J

と
い
う
五
段
階
の
答
え
の
あ
て
は
ま

る
と

ζ
ろ
へ
C
を
つ
け
て
く
だ
さ

L
、。

＜
意

見
＞

1. 
日
常
は
仏
教
に
つ
い
て
特
別
な
意
識
も
な
く
、
信
じ
て
い
る
と
も
思
っ
て
い
な
い
が
、
苦
難
に
遭
っ
た
時
や
何
か
に
す
が
り
た
い
時

に
は
、
思
わ
ず
手
そ
あ
わ
せ
て
拝
み
た
く
な
る
。

2. 
人
聞
が
何
ら
か
の
心
の
さ
さ
え
を
も
つ
こ
と
な
し
に
生
き
て
ゆ
け
な
い

ζ
と
は
判
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
宗
教
以
外
の
も
の
で
も
よ

〈
、
要
は
自
分
の
心
を
豊
か
に
生
き
ら
れ
ば
よ
い
。

3. 
仏
教
の
説
く
人
間
観
や
人
生
観
に
は
深
い
真
実
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ι
ゅ

奥
底

か
ι
深
〈
感
銘
す
る
と
と
ろ
が
あ
り
、
生
き
て

ゆ
く
う
え
の
究
極
的
な
心
の
支
え
で
あ
る
。

4. 
仏
教
は
祖
先
伝
来
の
家
の
宗
教
と
し
て
か
か
わ
り
は
あ
る
が
、
先
担
の
供
養
や
法
事
は
日
常
の
慣
習
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
教
え

に
つ
い
て
深
く
考
え
た

ζ
と
は
な
い
。

5. 
本
来
の
仏
教
は
す
ば
ら
し
い
も
の
と
は
思
う
が
、
現
在
の
寺
院
や
僧
侶
、
信
者
な
ど
の
あ
り
方
を
み
て
い
る
と
、
釈
迦
の
説
い
た
本

来
の
姿
や
成
立
当
時
の
純
粋
さ
を
失
っ
て
い
る
の
で
信
じ
ら
れ
な
い
。

6. 
仏
教
は
自
己
の
よ
り
大
い
な
る
成
長
、
真
の
自
己
実
現
を
可
能
に
し
、
人
間
を
本
当
の
意
味
で
人
間
ら
し
〈
育
て
あ
げ
る
カ
を
も
っ

て
い
る
宗
教
で
あ
る
。

7. 
仏
教
の
宗
教
的
価
値
は
わ
か
ι
な
い
が
、
仏
教
が
日
本
人
の
生
活
に
深
く
結
び
つ
き
、
芸
術
や
文
化
等

IC
測
り
し
れ
江
い
影
響
を
与

え
て
き
た
点
で
興
味
と
関
心
を
も
っ
て
い
る
。

8. 
一
般
的

IC
言
っ
て
宗
教
の
所
説
は
い
ず
れ
も
非
科
学
的
で
あ
り
、
信
ず
る

IC
足
る
だ
け
の
客
観
的
根
拠
が
な
い
。
科
学
的
に
証
明
で

き
な
い
も
の
を
信
じ
る
と
と
は
で
き
な
い
。

9. 
人
生
に
は
理
性
や
科
学
の
み
で
解
決
で
き
ぬ
問
題
が
あ
り
、
そ
の
長
に
関
し
て
、
仏
教
の
説
く
物
の
見
方
や
考
え
方

IC
は
、
現
代
人

の
求
め
て
い
る
も
の
に
応
え
る
も
の
が
あ
る
。

10.
特
定
の
宗
教
は
信
じ
て
い
な
い
が
、
宇
宙
や
自
然
界
に
人
間
以
上
の
大
き
な
力
が
存
在
す
る

ζ
と
ほ
信
じ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
特

定
の
神
や
仏
と
い
う
も
の
に
は
結
び
つ
か
な
い
。

11.
仏
教
と
い
え
ば
、
死
後
の
世
界
の
も
の
と
か
、
線
香
の
匂
い
と
葬
式
の
よ
う
な
陰
気
な
イ
メ
ー
グ
し
か
な
〈
、
現
在
の
生
活
！
と
直
結

し
た
身
近
な
も
の
と
は
思
え
な
い
。
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12.
仏
教
ば
日
本
人
の
生
活
に
最
も
深
〈
浸
透
し
て
い
毛
宗
教
で
あ
り
、
そ
の
教
え
は
倫
理
道
徳
に
つ
な
が
り
、
紅
会
生
活
の
道
徳
的
装

準
と
な
っ
て
い
る
。

13. 
人
生
に
は
科
学
や
理
性
で
割
り
き
れ
な
い
不
可
知
な
も
の
が
あ
り
、
そ
の
点
で
宗
教
の
必
要
性
は
わ
か
る
が
、
実
際

Ir
自
分
が
そ
う

し
た
場
面
に
直
面
し
な
い
と
何
と
も
い
え
な
い
。

14.
一
つ
の
宗
教
を
信
じ
る
と
、
そ
の
宗
教
の
世
界
観
や
人
間
観
1r
拘
束
さ
れ
て
自
由
な
生
き
方
が
出
来
な
〈
な
り
、
何
か
心
の
狭
い
人

間
に
な
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

15. 
仏
教
が
歴
史
的
に
も
地
域
的
に
も
世
界
的
な
ひ
ろ
が
り
に
お
い
て
信
ぜ
ら
れ
て
き
た
事
実
は
、
そ
の
教
え
に
人
間
の
心
の
糧
て
と
な

る
必
然
的
な
真
理
が
あ
る
己
と
を
示
し
て
い
る
。

16.
人
間
が
生
き
て
ゆ
1

う
え
で
何
か
に
す
が
ら
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
場
面
が
生

U
毛
の
は
わ
か
る
が
、
現
在
の
自
分
は
幸
福
で
あ
り
、

特
1r
宗
教
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
な
い
。

17.
宗
教
を
信
じ
な
く
て
も
、
別
段
毎
日
の
生
活
を
送
る
う
え
で
何
の
不
便
も
感
じ
な
い
。
宗
教
は
し
ょ
せ
ん
苦
し
い
時
の
神
だ
の
み
で

あ
り
、
一
種
の
気
や
す
め
に
す
ぎ
な
い
。

18.
仏
教
は
日
本
の
文
学
や
恩
惣
・
芸
術
な
ど
、
そ
の
文
化

lζ
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。
日
本
人
の
心
情
Ir
適
し
た
教
え
と
し
て
、

そ
の
精
神
的
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。

19.
仏
教
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
の
理
解
と
関
心
は
も
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
上
に
“
信
じ
る
”
と
い
う
よ
う
な
状
態
に
は
な
い
。
ま

た
特
lζ
積
極
的
に
求
め
よ
う
と
い
う
気
も
な
い
。

20.
人
間
は
社
会
生
活
に
お
い
て
、
物
質
的
に
平
等
に
、
あ
ら
ゆ
毛
疎
外
か
ら
解
放
さ
れ
た
段
階
で
初
め
て
救
わ
れ
、
本
当
の
幸
福
が
得

ら
れ
る
の
で
あ
り
、
宗
教
で
救
わ
れ
る
と
は
思
え
な

L、
21.

仏
教
の
教
え
に
し
た
が
っ
て
生
き
る
乙
と
で
、
人
の
世
に
生
き
る
喜
び
と
感
謝
が
体
得
で
き
、
充
実
し
た
生
活
、
明
る
い
幸
福
な
目

々
を
送
る
己
と
が
で
き
る
。

22. 
神
に
せ
よ
仏
に
せ
よ
、
結
局
は
自
己
の
う
ち
な
る
も
の
の
投
影
で
あ
り
、
最
後
に
頼
れ
る
の
は
自
分
し
か
な
い
。
自
己

ζ
そ
絶
対
で

あ
り
、
自
分
の
力
で
充
分
生
き
て
ゆ
け
る
。

2乱
宗
教
と
か
信
仰
と
い
う
己
と
で
仏
教
を
考
え
た
こ
と
は
な
い
が
、
仏
教
的
な
物
の
見
方
や
考
え
方
1r
は
、
思
想
的
に
、
哲
学
的
に
関

心
を
抱
い
て
い
る
。

24. 
仏
教
は
祖
先
伝
来
の
宗
教
で
あ
り
、
先
祖
代
々
の
家
の
宗
教
で
あ
る
か
色
、
仏
を
拝
み
、
先
祖
を
供
養
す
る
と
と
は
当
然
の
っ
と
め

で
あ
る
。

25.
仏
教
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
宗
教
の
教
え
に
も
各
々
も
っ
と
も
だ
と
う
な
づ
け
る
点
が
あ
る
の
で
時
に
応
じ
て
神
や
仏
を
拝

み
、
そ
の
教
え
を
仰
い
で
ゆ
け
ば
よ

L
、。

2£. 
人
聞
に
は
理
性
や
良
心
が
あ
り
、
自
分
の
力
で
物
事
を
解
決
す
る
方
が
合
理
的
で
あ
る
。
神
や
仏
lと

す
が
れ
ば
よ
い
と
い
う
安
易
な

考
え
は
、
人
間

IC
与
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
を
実
現
し
て
ゆ
く
う
え
で
か
え
っ
て
障
害
に
な
る
。

27.
仏
教
は
社
会
生
活

Ir
深
く
浸
透
し
て
い
る
の
で
、
日
々
の
生
活
の
な
か
で
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
仏
教
的
な
物
の
見
方
や
考
え
方

が
身
に
つ
い
て
い
る
よ
う
だ
。

28.
現
在
の
仏
教
は
、
自
分
の
生
活
と
遠
〈
か
け
離
れ
た
形
式
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
せ
い
ぜ
い
日
本
文
化
の
理
解
や
古
文
を
読
む
う
え

で
必
要
な
知
識
で
し
か
な
い
。

2
虫

も
し
神
や
仏
が
お
ら
れ
る
な
ら
、
悪
人
が
の
さ
ば
っ
た
り
現
世
の
不
幸
は
な
ぜ
起
る
の
か
？

す
べ
て
の
と
と
に
疑
問
を
も
っ
と
と

を
覚
え
て
し
ま
勺
た
現
代
人

Ir
と
勺
て
、
心
底
か
ら
何
か
を
信
ず
る
と
い
う
よ
う
な
と
と
は
も
は
や
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
。

30.
仏
教
に
つ
い
て
深
い
理
解
も
な
く
、
ま
た
、
特

IC
信
じ
て
い
る
と
い
う
意
識
も
な
い
が
、
古
寺
を
訪
れ
た
り
仏
像
を
拝
す
る
こ
と
は

好
き
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
時
は
心
が
な
ご
む
。

や〈トト許制
Q
！
民
総
制
緩
！
，
！
や
ニ
ド

12. 

14EE18Q

凶

OLZ34EatBEO

111111122222222223 

111 



女
子
学
生
の
宗
教
意
識
に
つ
い
て

四

を
経
て
、
最
終
的
に
、
資
料
①
の
よ
う
な
、
好
意
的
意
見
群
叩
項
目
・
中
間
的
意
見
群
叩
項
目
・
非
好
意
的
意
見
群
叩
項
目
、

合
計
却
項

白
か
ら
成
る
調
査
表
「
宗
教
意
識
調
査
（
T
1
1
ど
を
完
成
し
た
。

そ
し
て
、
昭
和
五
十
年
度
に
お
い
て
、

乙
の
調
査
表
を
用
い
た
第
一
回
本
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
、

現
在
な
お
検
討

を
つ
づ
け
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、

乙
こ
で
は
、
そ
の
本
調
査
の
結
果
の
一
部
を
と
り
あ
げ
て
私
見
を
申
し
述
べ
た
い
が
、

乙
の
本
調
査
の
さ
ら
に
詳
細
な

結
果
等
に
つ
い
て
は
、
近
日
発
行
予
定
の
京
都
女
子
学
園
仏
教
文
化
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
6
号
に
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
是
非

本
稿
と
あ
わ
せ
て
通
覧
し
て
い
た
忙
く
よ
う
お
願
い
し
た
い
。

本
稿
は
、
昭
和
五
十
年
度
に
実
施
し
た
第
一
回
本
調
査
の
結
果
の
一
部
に
つ
い
て
、
真
宗
連
合
学
会
第
二
十
三
回
大
会
に
お
い
て
、
研
究
員
の
一
人
と

し
て
の
私
見
を
発
表
し
た
も
の
で
あ
り
、
京
都
女
子
学
園
仏
教
文
化
研
究
所
『
研
究
紀
要
』
第
6
号
の
論
考
は
、
そ
の
後
、
本
稿
の
私
見
も
交
え
た
研

究
員
の
共
同
発
表
と
し
て
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
の
内
容
の
一
部
、
特
に
調
査
結
果
の
資
料
等
に
つ
い
て
は
重
複
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
反
面
、
相
互
に
未
発
表
の
も
の
も
含
ま
れ
て

い
る
の
で
、
そ
の
点
ご
諒
解
い
た
ピ
く
と
共
に
、
前
述
の
よ
う
に
、
本
調
査
ま
で
の
経
過
や
手
続
き
等
に
つ
い
て
は
本
稿
よ
り
『
研
究
紀
要
』
第
6
号

に
詳
し
い
の
で
、
で
き
る
だ
け
双
方
を
参
照
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
た
い
。

二
、
第
一
回
本
調
査
の
結
果
に
つ
い
て

① 

全
体
の
結
果
と
そ
の
傾
向

「
宗
教
意
識
調
査
（
T
l
1〉
」

に
よ
る
第
一
回
本
調
査
は
、

京
都
女
子
大
学
文
学
部
・
家
政
学
部
・
短
期
大
学
部
の
学
生
二
、

八

三
名
（
回
収
実
数
）
を
対
象
と
し
て
実
施
し
に
。



グ
ラ
フ

A
は
、
そ
の
全
体
の
結
果
を
グ
ラ
フ
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

グ
ラ
フ
の
数
値
は
、

調
査
表
設
問
項
目
に
対
す
る
回
答
に
対
し

て
「
お
お
い
に
賛
成
」

5
点、

「
賛
成
」

4
点、

「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」

3
点、

「
反
対
」

2
点、

「
お
お
い
に
反
対
」

－
占
山
と
い

う
評
点
を
与
え
て
数
字
化
し
、
全
体
の
平
均
値
を
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

尚
、
グ
ラ
フ
化
に
際
し
て
は

検
討
の
際
の
便
宜
上
、

資
料
①
の
調
査
表
設
問
項
目
を
、

好
意
的
意
見
群
（
A
I
J
A
m
）
、
中
間
的

意
見
群
（
B
1
J
B
m
）、

非
好
意
的
意
見
群
（
C
1
J
c
m
）
の
順
に
配
列
し
な
お
し
た
が
、

乙
の
序
列
は
、
我
々
が
仏
教
へ
の
最
も

強
い
好
意
的
意
見
と
考
え
た
も
の
か
ら
最
も
強
い
非
好
意
的
意
見
と
考
え
た
も
の
へ
と
い
う
方
向
で
配
列
さ
れ
て
い
る
。

（
乙
乙
で
は
、
参

考
の
た
め
、
グ
ラ
フ
の
項
目
の
末
尾
に
調
査
表
で
の
番
号
も
記
入
し
た
）

グ
ラ
フ

A
に
つ
い
て
、

ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
が
評
点
3
（
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
）

の
線
を
中
心
に
し
て
、
好
意

的
意
見
群
か
ら
中
間
的
意
見
群
へ
か
け
て
は
左
方
（
賛
成
の
側
）

へ
ふ
く
ら
み
を
み
せ
、

非
好
意
的
意
見
群
で
は
次
第
に
右
方
（
反
対
の

側
）
へ
と
ふ
く
ら
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
好
意
的
意
見
群
や
非
好
意
的
意
見
群
に
お
い
て
よ
り
も
中
間
的
意
見
群
に
対
す
る
肯
定
度
が
概
ね
高
く
、

し
か
も
、
非
好

意
的
意
見
群
に
対
し
て
よ
り
も
好
意
的
意
見
群
に
対
し
て
の
肯
定
度
が
高
い
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

乙
れ
は
、
彼
女
ら
が
仏
教
乃
至
宗
教
に
対
し
て
概
ね
好
意
的
な
態
度
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
が
、

そ
れ
は
、
必
ず
し

も
自
己
の
生
活
経
験
に
お
い
て
確
立
し
た
主
体
的
な
か
か
わ
り
を
ふ
ま
え
た
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
多
分
に
心
情
的
あ
る
い
は

知
的
な
レ
ベ
ル
で
の
評
価
で
あ
る
乙
と
を
示
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

即
ち
、
好
意
的
意
見
群
の
な
か
で
最
も
高
い
賛
同
を
得
て
い
る
の
は
A
m
（
仏
教
に
つ
い
て
深
い
理
解
も
な
く
、
ま
た
、
特
に
信
じ
て
い
る
と

い
う
意
識
も
な
い
が
、
古
寺
を
訪
れ
た
り
仏
像
を
拝
す
る
こ
と
は
好
き
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
時
は
心
が
な
ご
む
）
で
あ
り
、

つ
い
で
、

A
5
・
A
6

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、

「
仏
教
の
世
界
的
ひ
ろ
が
り
」
と
か
「
日
本
文
化
の
精
神
的
基
盤
」
と
し
て
の
評
価
で
あ
っ
て
、

例
え
ば
A
1
や

女
子
学
生
の
宗
教
意
識
に
つ
い
て

五



争
〈
刊
『
許
制
8
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幹
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ド

仏
教
の
説
く
人
間
観
や
人
生
観
に
は
深
い
真
実
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
必
の
奥
底
か
ら
深
〈
感
銘
す
る
と
と
ろ
が
あ
り
、
生
き
て

A
l
 ゆ
く
う
え
の
究
極
的
な
心
の
支
え
で
あ
る
。

(
 3) 

仏
教
は
自
己
の
よ
り
大
い
な
る
成
長
、
真
の
自
己
実
現
を
可
能
に
し
、
人
間
を
本
当
の
意
味
で
人
間
ら
し
く
育
て
あ
げ
る
力
を
も
っ

A
2
 て
い
る
宗
教
で
あ
る
。

(
 6) 

人
生
に
は
理
性
や
科
学
の
み
で
解
決
で
き
ぬ
問
題
が
あ
り
、
そ
の
点
に
関
し
て
、
仏
教
の
説
く
物
の
見
方
や
考
え
方
に
は
、
現
代
人

A
3

 の
求
め
て
い
る
も
の
に
応
え
る
も
の
が
あ
る
。

(
 

9) 

A
4
 
仏
教
は
日
本
人
の
生
活
に
最
も
深
〈
浸
透
し
て
い
る
宗
教
で
あ
り
、
そ
の
教
え
は
倫
理
道
徳
に
つ
な
が
り
、
社
会
生
活
の
道
徳
的
基

準
と
な
っ
て
い
る
。

(12) 

A
S
 
仏
教
が
歴
史
的
に
も
地
域
的
に
も
世
界
的
な
ひ
ろ
が
り
に
お
い
て
信
ぜ
ら
れ
て
き
た
事
実
は
、
そ
の
教
え
に
人
間
の
心
の
糧
て
と
な

る
必
然
的
な
真
理
が
あ
る
こ
と
を
示

L
て
い
る
。

(15) 

仏
教
は
日
本
の
文
学
や
思
相
・
芸
術
な
と
、
そ
の
文
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。
日
本
人
の
心
情
に
適
し
た
教
え
と
し
て
、

A
6

 

5
 

そ
の
精
神
的
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。

(18) 

A
7
 
惜
の
教
え
に
し
た
が
っ
て
生
き
る
ご
と
て
＼
川
に
生
き
る
喜
び
と
感
謝
が
附
き
、
充
実
し
た
生
活
、
明
時
間
L

を々
送
る
こ
と
が
で
き
る
。

(21) 
I
 

A
8
 
仏
教
は
祖
酬
の
宗
教
て
も
り
、
先
祖
代
々
の
問
教
で
あ
る
料
、
仏
問
、
先
祖
を
供
養
す
る
こ
と
峨
の
っ
と
め
ト

で
£
る
。
（

24)

仏
教
は
社
会
生
活
に
深
〈
浸
透
し
て
い
る
の
で
、

11々
の
生
活
の
な
か
で
知
ら
ず
知
ち
ず
の
う
ち
に
仏
教
的
な
物
の
見
方
や
考
え
方
l

A
9
 が
身
に
つ
い
て
い
る
よ
う
だ
。

(27) 

仏
教
に
つ
ロ
て
深
い
理
解
も
な
く
、
ま
た
、
特
に
信
ピ
て
い
る
と
い
う
意
識
も
な
い
が
、
古
寺
を
訪
れ
た
り
仏
像
を
拝
す
る
ご
と
は

A
l
O
 好
き
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
時
は
心
が
な
ご
む
。

(30) 

B
l
 
脚

愉
に

つ
L、

て
附
鰍
主
〈
、
｛
員
ピ
て

に
は
、
思
わ
ず
手
を
あ
わ
せ
て
t干
み
た
く
寺
る
。

(1) 

B
2
 
仏
教
は
祖
先
伝
来
の
ま
の
宗
教
と
し
て
か
か
わ
り
は
あ
る
占
1
、
先
祖
の
供
養
や
法
事
は
日
常
の
慣
習
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
教
え
｜

に
つ
い
て
深
〈
考
え
た
こ
と
は
な
い
。

(
 

4) 

B
3
 
仏
教
の
宗
教
的
価
値
は
わ
か
ら
な
い
が
、
仏
教
が
日
本
人
の
生
活
に
深
〈
結
び
つ
き
、
芸
術
や
文
化
等
に
測
り
し
れ
な
い
影
響
を
与

え
て
き
た
点
で
興
味
と
関
心
を
も
っ
て
い
る
。

(
 

7) 

B
4
 
特
定
の
宗
教
は
信
ピ
て
い
な
い
が
、
宇
宙
や
自
然
界
に
人
間
以
上
の
大
き
な
カ
が
存
在
す
る
ご
と
は
信
ピ
る
。
し
か
し
、
ぞ
れ
が
特

定
の
神
や
仏
と
い
う
も
の
に
は
結
び
つ
か
在
日
。

(10) 

ク
”
ヲ
ア

A
 

4
 

3
 

2
 

1
 

」
「



人
生
に
は
科
学
や
理
性
で
割
り
き
れ
な
円
不
可
知
な
も
の
が
あ
り
、
そ
の
点

4
宗
教
の
必
要
性
は
わ
か
る
が
、
実
際
に
自
分
が
そ
う

B
5
 し
た
場
面
に
直
面
し
な
い
と

jnj
と
も
い
え
な
い
。

(13) 

人
間
が
生
き
て
ゆ
く
う
え
で
何
か
に
す
が
ら
ね
ば
な
ら
な
い
よ
5
な
場
面
が
生
ヒ
る
の
は
わ
か
る
が
、
現
在
の
自
分
は
幸
福
で
あ
り
、

B
6
 特
に
宗
教
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
な
い
。

(16) 

仏
教
に
つ
い
て
は
、
あ
る
科
度
の
理
解
と
関
心
は
も
っ
て
い
る
が

そ
れ
以
上
に
‘
＇
fil1c

る
”
と
い
う
よ
う
な
状
態
に
は
な
n
。ま

B
7
 た
特
に
積
極
的
に
求
め
よ
う
と
い
う

R
も
な
い
。

(19) 

宗
教
と
占
、
信
仰
と
い
う
ご
と
竹
仏
教
を
考
え
た
こ
と
は
者

H
が、

iL
教
的
金
物
の
見
方
や
考
え
方

lご：
l、

思
想
的
に
、
苦
手
的
に
関

B
8
 心
を
抱
い
て
い
る
。

(21) 

仏
教
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ど
の
よ
う
な
宗
教
の
教
え
に
も
各
キ
も
っ
と
も
さ
と
う
な
づ
け
る
点
が
あ
る
の
で
時
に
応
じ
て
神
や
仏
を
拝

B
9
 み
、
そ
の
教
え
を
仰
い
で
ゆ
：
n

よい。
(23) 

現
在
の
仏
教
は
、
自
分
の
生
活
と
遠
く
か
け
離
れ
た
形
式
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、
せ
い
せ
・
い
日
本
文
化
の
理
解
や
古
文
を
読
t、うえ

B
1
0
 .

 
て
必
要
な
知
識
で
し
か
な
い
。

(28) 

人
聞
が
何
ら
か
の
心
の
さ
さ
え
を
も
つ
こ
と
な
し
に
生
き
て
ゆ
け
な
い
こ
と
は
判
る
。
u

、L
、
そ
れ
は
宗
教
以
外
の
も
の
で
も
よ

C
l
 〈、要：

i
自
先
の
心
を
豊
か
に
生
き
ら
れ
れ
ば
よ

P
,

(
 2) 

本
来
の
仏
教
は
す
ば
ら
し
い
も
の
と
は
思
う
が
、
現
在
の
寺
院
や
僧
！
日
、
信
者
主
ど
の
あ
り
方
を
み
て
い
る
と
、
釈
迦
の
説
い
た
本

C
Z
 未
の
姿
や
成
立
当
時
の
純
粋
さ
を
失
っ
て
い
る
の
で
信
じ
ら
れ
な
い
。

(
 

5). 

一
般
的
に
百
っ
て
宗
教
の
所
説
は
い
ず
れ
も
非
科
学
的
で
あ
り
、
信
ず
る
に
足
る
だ
け
の
客
観
的
根
拠
が
な
＼
＼
，
科
学
的
に
証
明
で

C
3

 き
な
い
も
の
を
信
ヒ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

(
 

8) 

仏
教
と
い
え
ば
、
死
後
の
世
界
の
も
の
と
か
、
線
香
の
匂
い
と
葬
式
の
よ
う
な
陰
気
な
イ
メ
ー
ジ
し
か
な
く
、
現
在
の
生
活
に
直
結

C
4
 し

た
身
近
な
も
の
と
は
思
え
な
い
。

(11) 

一
つ
の
宗
教
を
信
ピ
る
と
、
そ
の
宗
教
の
世
界
観
や
人
間
観
に
拘
束
さ
れ
て
自
由
を
生
き
方
的

I＇
，
来
な
く
な
り
、
何
か
心
の
狭
い
人

C
5
 間
に
な
る
よ
う
な
汎
が
す
る
。

(14) 

宗
教
を
信
ピ
な
く
て
も
、
別
段
毎
日
の
生
活
を
送
る
う
え
で
何
の
不
便
も
感
ヒ
な
い
。
宗
教
は
し
ょ
せ
ん
苦
し
い
時
の
神
だ
の
み
で

C
6
 あ
り
、
一
種
の
気
や
す
め
に
す
ぎ
な
い
。

(17) 

人
聞
は
社
会
生
活
に
台
い
て
、
物
質
的
に
平
等
に
、
あ
ら
ゆ
る
疎
外
か
ら
解
放
さ
れ
た
段
階
で
初
め
て
救
わ
れ
、
本
当
の
幸
福
が
得

C
7
 ら
れ
る
の
で
あ
り
、
宗
教
で
救
わ
れ
る
と
は
思
え
な
日
。

(20) 

神
に
せ
よ
仏
に
せ
よ
、
結
局
は
自
己
の
う
ち
な
る
も
の
の
投
影
で
あ
り
、
最
後
に
頼
れ
る
の
は
自
分
し
か
な
い
。
自
己
こ
そ
絶
対
で

cs 
あ
り
、
自
分
の
力
で
充
分
生
き
て
ゆ
け
る
。

(22) 

人
聞
に
は
理
性
や
良
心
が
あ
り
、
自
分
の
力
で
物
事
を
解
決
す
る
方
が
合
理
的
で
あ
る
。
神
や
仏
に
す
が
れ
ば
よ
い
と
い
う
安
易
告

C
9
 考
え
は
、
人
聞
に
与
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
を
実
現
し
て
申
く
う
え
で
か
え
っ
て
障
害
に
な
る
。

(26) 

も
し
神
や
仏
が
お
ら
れ
る
な
ら
、
悪
人
が
の
さ
ば
っ
た
り
現
世
の
不
幸
は
主
ぜ
起
る
の
か
？

す
べ
て
の
ご
と
に
疑
問
を
も
つ
こ
と

C
l
O
 を

覚
え
て
し
ま
っ
た
現
代
人
に
と
っ
て
、
心
底
か
ら
何
か
を
信
ず
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
に
在
っ
て
い
る
。

(29) 
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女
子
学
生
の
宗
教
意
識
に
つ
い
て

八．

A
2
の
よ
う
な
「
生
の
究
極
的
な
依
拠
」
と
か
「
人
間
の
真
の
自
己
実
現
巻
可
能
に
す
る
」
と
い
っ
た
、

主
体
的
な
か
か
わ
り
を
ふ
ま
え

た
評
価
を
必
要
と
す
る
項
目
へ
の
肯
定
度
は
低
い
。

そ
れ
は
、

と
り
わ
け
、
好
意
的
意
見
群
の
な
か
に
あ
っ
て
唯
一
つ
否
定
の
側
に
位
置
づ
け
ら
れ
た

A
7
（
仏
教
の
教
え
に
し
た
が
っ
て
生
き

る
乙
と
で
、
人
の
世
に
生
き
る
喜
び
と
感
謝
が
体
得
で
き
、
充
実
し
た
生
活
、
明
る
い
幸
福
な
日
々
を
送
る
ζ

と
が
で
き
る
）
へ
の
反
応
に
も
よ
く
示
さ

れ
て
い
る
。

中
間
的
意
見
群
（
B
I
J
B
m
）
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
、

は
っ
き
り
と
右
下
り
の
傾
向
を
み
せ
て
お
り
、

好
意
的
意
見
に
近
い
中
間
的

意
見
か
ら
非
好
意
的
意
見
に
近
い
中
間
的
意
見
へ
と
、
し
だ
い
に
そ
の
賛
同
率
が
低
下
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
が

そ
の
な
か

に
お
い
て
も
、
例
え
ば
同
じ
数
値
を
示
し
て
最
も
高
い
賛
同
を
得
て
い
る

B
3
と
B
4
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

仏
教
に
対
し
て
日
本
人
の

精
神
的
基
盤
に
か
か
わ
る
役
割
り
へ
の
評
価
に
も
と
づ
く
興
味
と
関
心
を
示
し
な
が
ら
も
、

そ
れ
が
主
体
的
な
事
態
と
し
て
か
か
わ
る
ま

で
に
は
至
ら
な
い
状
況
が
読
み
と
ら
れ
る
。

そ
し
て
、

B
M
（
現
在
の
仏
教
は
、

自
分
の
生
活
と
遠
く
か
け
離
れ
た
形
式
だ
け
の
も
の
で
あ
り
、

せ
い
ぜ
い
日
本
文
化
の
理
解
や
古
文
を
読
む
う
え

で
必
要
な
知
識
で
し
か
な
い
）
へ
の
否
定
や
、

B
1
、

B
7
へ
の
高
い
賛
同
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
き
、

こ
ζ

で
も
、

女
子
学
生
の
宗
教
的
関

心
が
決
し
て
希
薄
な
も
の
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
れ
が
具
体
的
な
私
の
こ
と
が
ら
と
し
て
の
宗
教
に
結
び
つ
か
な
い
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
。

そ
の
理
由
は
、
勿
論
さ
ま
ま
ま
な
要
因
が
関
与
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、

乙
の
グ
ラ
フ
で
は
、

例
え
ば
非
好
意
的
意
見
群
の
な
か
で
、

C
1
と
C
2
の
項
目
が
他
の
項
目
と
は
反
対
に
高
い
賛
同
を
得
て
い
る
乙
と
が
注
目
さ
れ
る
。

特
に

C
1
（
人
聞
が
何
ら
か
の
心
の
さ
さ
え
を
も
っ
ζ

と
な
し
に
生
き
て
ゆ
け
な
い
乙
と
は
判
る
。

し
か
し
、

ぃ主
ゎ；i
‘I.JJ r:!::7 

予五
1［）、以

の、外
文、の

さ、も
え、：エ
(J) エ
必、ヱ
安く

性

要
は
自
分
の
心
を
豊
か
に
生
き
ら
れ
れ
ば
よ
い
〉
は

全
項
目
中
最
高
の
賛
同
を
得
て
お
り
、

ζ

こ
に
は
、



を
認
め
、
生
き
甲
斐
を
求
め
な
が
ら
も
、

そ
れ
が
理
念
と
し
て
も
ま
た
実
際
問
題
と
し
て
も
必
ず
し
も
宗
教
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
こ
と

が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

乙
の

C
1
の
数
値
の
意
味
は
、
す
で
に
こ
れ
ま
で
に
検
討
し
て
き
た
と
ζ

ろ
と
あ
わ
せ
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
が
、
更
に
も
う
一
つ
、

非
好
意
的
意
見
群
の
な
か
で

C
1
と
共
に
肯
定
の
側
の
反
応
を
示
し
た
C
2
（
本
来
の
仏
教
は
す
ば
ら
し
い
も
の
と
思
う
が
、
現
在
の
寺
院
や
僧

侶
、
信
者
な
ど
の
あ
り
方
を
み
て
い
る
と
、
釈
迦
の
説
い
た
本
来
の
姿
や
成
立
当
時
の
純
粋
さ
を
失
っ
て
い
る
の
で
信
じ
ら
れ
な
い
〉

と
の
関
連
も
決
し

て
無
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
非
好
意
的
意
見
群
の
な
か
で
最
も
低
い
賛
同
の
数
値
を
示
し
た
C
3
で
は
、
彼
女
達
が
科
学
と
宗
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、

か
な
り
は
っ
き
り
し
た
理
解
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
り
、

乙
れ
も
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
な
、
多
分
に
知
的
あ
る

い
は
心
情
的
レ
ベ
ル
で
の
宗
教
に
対
す
る
好
意
的
態
度
と
い
う
、
女
子
学
生
の
宗
教
意
識
の
特
徴
を
裏
付
け
る
一
つ
の
証
左
と
考
え
ら
れ

よ弓ノ。
② 

一
回
生
と
三
回
生
の
結
果
と
そ
の
傾
向

グ
ラ
フ

B
は
、
第
一
回
本
調
査
の
な
か
か
ら
、
大
学
（
文
学
部
・
家
政
学
部
）

一
回
生
と
三
回
生
の
数
値
ぞ
ぬ
き
出
し
て
対
比
し
た
も
の

で
あ
る
。

調
査
人
員
は
、

一
回
生
が
五
六

O
名
、
三
回
生
四
三
九
名
で
あ
る
が
、

乙
の
二
つ
の
グ
ラ
フ
に
み
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
は
、
前
項
で
指

摘
し
た
よ
う
な
一
連
の
傾
向
、
す
な
わ
ち
、
好
意
的
意
見
群
へ
の
肯
定
度
の
増
加
と
非
好
意
的
意
見
群
へ
の
肯
定
度
の
低
下
の
傾
向
が
、

一
回
生
に
お
い
て
よ
り
も
三
回
生
へ
と
進
む
に
つ
れ
て
よ
り
明
瞭
に
な
り
、

ま
た
、

こ
れ
と
あ
い
ま
っ
て
中
間
的
意
見
群
の
ふ
く
ら
み
も

回
生
で
は
総
体
的
に
低
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

女
子
学
生
の
宗
教
意
識
に
つ
い
て

九



B 
3 

クリラフ
4 こ

の
こ
と
は
、

女
子
学
生
の
宗
教
意
識
に
つ
い
て
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好
意
的
意
見
群
に
お
い
て
よ
り
も
非
好
意
的
意
見
群
に
お
い
て
著
し
い
。

一
回
生
か
ら
三
回
生
へ
と
進
む
に
つ
れ
て
宗
教
へ
の
好
意
的
態
度
が
増
加
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、

そ
の
傾
向
は
、

す
な
わ
ち
、
コ
一
回
生
に
み
ら
れ
る
宗
教
へ
の
好
意
的
態
度
の
増
加
は
、
勿
論
、
好
意
的
意
見
群
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
が
、

そ
れ
に

も
増
し
て
中
間
的
意
見
群
で
の
あ
い
ま
い
な
態
度
の
減
少
と
非
好
意
的
意
見
群
を
中
心
と
す
る
非
好
意
的
見
解
の
減
少
と
い
う
形
で
進
行

し
て
い
る
乙
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

と
の
場
合
、
前
項
で
指
摘
し
た
よ
う
な
、

主
体
的
な
か
か
わ
り
に
も
と
づ
く
好
意
的
意
見
よ
り
も
、

心
情
的
あ
る
い
は
知
的
レ
ベ
ル
で

の
好
意
的
意
見
に
対
す
る
肯
定
度
が
高
い
と
い
う
傾
向
は
依
然
と
し
て
認
め
ら
れ
る
が
、

し
か
し
、
例
え
ば
、
好
意
的
意
見
群
の
A
8
・

A
9
に
対
す
る
肯
定
度
の
増
加
、
中
間
的
意
見
群
の

B
2
・
B
6
・
B
7
に
対
す
る
肯
定
度
の
低
下
等
に
は
、

好
意
的
態
度
の
増
加
が
心

情
的
な
あ
る
い
は
漠
然
た
る
好
意
か
ら
一
歩
進
ん
で
、

か
な
り
生
活
経
験
に
根
冒
ざ
し
た
宗
教
観
な
り
仏
教
観
が
育
っ
て
い
る
ζ

と
を
う
か



が
わ
せ
る
。

ま
に
、
特
に
グ
ラ
フ
の
う
え
で
差
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
非
好
意
的
意
見
群
の
変
化
を
み
る
と
き
、

C
1
・C
2
・C
5
が
変
化
を
み
せ

て
い
な
い
の
に
対
し
て
、

C
4
（
仏
教
と
い
え
ば
、

死
後
の
世
界
の
も
の
と
か
、

線
香
の
匂
い
と
葬
式
の
よ
う
な
陰
気
な
イ
メ
ー
ジ
し
か
な
く
、

現
在

の
生
活
に
直
結
し
た
身
近
な
も
の
と
は
思
え
な
い
）
や
、

C
6
（
宗
教
を
信
じ
な
く
て
も
、
別
段
毎
日
の
生
活
を
送
る
う
え
で
何
の
不
便
も
感
じ
な
い
。
宗

教
は
し
ょ
せ
ん
苦
し
い
時
の
神
花
の
み
で
あ
り
、

一
種
の
気
や
す
め
に
す
ぎ
な
い
〉
と
い
っ
た
項
目
の
肯
定
度
が
着
実
に
低
下
し
て
い
る
こ
と
も
、

い
ま
指
摘
し
た
よ
う
な
三
回
生
グ
ラ
フ
の
特
徴
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

au
つム」

au、
と
の
よ
う
な
傾
向
が
、
果
し
て
い
か
な
る
要
因
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
未
ピ
結
論
を
出
せ
る

段
階
で
は
な
い
。

そ
れ
が
果
し
て
宗
門
立
大
学
と
し
て
の
宗
教
教
育
の
結
果
に
よ
る
も
の
か
、
あ
る
い
は
、
年
令
と
社
会
的
経
験
の
積
み
重
ね
に
よ
る
一

般
的
傾
向
と
し
て
他
の
非
宗
教
関
係
学
校
の
学
生
に
も
認
め
ら
れ
る
傾
向
な
の
か
と
い
っ
た
問
題
も
、

し
た
が
っ
て
、
今
後
他
大
学
で
の

調
査
毎
試
み
る
乙
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
。

＠
出
身
学
校
別
の
結
果
と
そ
の
傾
向
！
l
一
回
生
に
つ
い
て
｜
｜

次
に
、

グ
ラ
フ

C
は
、
大
学
の
一
回
生
（
調
査
人
員
五
六
O
名
）
に
つ
い
て
、

出
身
高
校
に
し
た
が
い
、

宗
教
関
係
学
校
出
身
者
と
非
宗

教
関
係
学
校
出
身
者
に
分
け
て
、
各
々
の
特
徴
を
み
た
も
の
で
あ
る
。

参
考
ま
で
に
記
す
と
、

一
回
生
の
場
合
、
宗
教
関
係
学
校
出
身
者
は
一

O
五
名
（
一
九
%
）
で
あ
り
、
残
り
の
四
五
五
名
（
八
一
一
%
）

は
非
宗
教
関
係
学
校
の
出
身
者
で
あ
る
。

グ
ラ
フ

C
に
み
ら
れ
る
宗
教
関
係
学
校
出
身
者
と
非
宗
教
関
係
学
校
出
身
者
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
は
、
相
当
大
き
な
差
異
が
認
め
ら
れ

女
子
学
生
の
宗
教
意
識
に
つ
い
て



女
子
学
生
の
宗
教
意
識
に
つ
い
て
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る。
概
し
て
言
え
ば
、
宗
教
関
係
学
校
出
身
者
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
好
意
的
意
見
群
の
数
値
が
高
く
、

中
間
的
意
見
群
か
ら
非
好
意
的
意
見

群
へ
は
ぐ
っ
と
低
く
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
度
合
い
は
、
前
項
で
み
た
三
回
生
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
よ
り
も
さ
ら
に
大
き
く
、

と
り
わ
け
A
1
・
A
2
・
A
3
の
よ
う

な
、
仏
教
へ
の
主
体
的
な
か
か
わ
り
を
ふ
ま
え
た
好
意
的
意
見
群
で
の
肯
定
度
が
高
く
、

A
5
・
A
6
も
高
い
数
値
を
示
し
て
い
る
。
そ

し
て
、

ζ

れ
に
比
例
す
る
形
で
、
好
意
的
意
見
の
な
か
で
は
A
8
の
よ
う
な
「
先
祖
供
養
は
当
然
」
と
す
る
考
え
や
、

A
mの
よ
う
な
心

情
的
な
評
価
、

さ
ら
に
は
非
好
意
的
意
見
群
の
C
3
・
C
5
・
C
6
・
C
8
・
c
mと
い
っ
た
項
目
へ
の
肯
定
度
も
低
く
な
っ
て
い
る
。

一
回
の
調
査
で
宗
教
関
係
学
校
出
身
者
と
そ
う
で
な
い
者
と
の
差
を
過
大
に
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
今
回
の
調

も
と
よ
り
、

査
に
限
っ
て
言
え
ば
、
高
校
で
何
ら
か
の
宗
教
教
育
を
う
け
て
き
た
と
推
定
さ
れ
る
学
生
と
そ
う
で
な
い
学
生
と
の
聞
に
は
、

そ
の
宗
教



的
態
度
の
う
え
に
か
な
り
明
瞭
な
差
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

①
出
身
学
校
別
の
結
果
と
そ
の
傾
向

l
l三
回
生
に
つ
い
て
｜
｜

き
て
、
次
の
グ
ラ
フ

D
は
、
コ
一
回
生
の
調
査
人
員
四
三
九
名
を
、

グ
ラ
フ

C
の
場
合
と
同
じ
く
宗
教
関
係
学
校
出
身
者
と
非
宗
教
関
係

学
校
出
身
者
と
に
分
け
て
比
較
し
た
も
の
で
あ
る
。
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4 両
者
の
比
率
は
、
宗
教
関
係
学
校
出
身
者
が
八
十
名
（
一
八
%
）
非
宗
教
関
係
学
校
出
身
者
三
五
九
名
（
八
二
%
）
で
あ
り
、

比
率
は

一
回
生
の
場
合
と
殆
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。

’』
g

’】、

今
i
＋
t

ζ

の
グ
ラ
フ
は
、
調
査
対
象
が
同
じ
で
な
い
と
い
う
ζ

と、

つ
ま
り
、

あ
る
一
定
の
年
度
の
入
学
者
を
追
跡
し
て
調
査
し
た
も

の
の
比
較
で
は
な
い
の
で
、
も
し
年
度
毎
に
学
生
の
特
徴
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
う
い
っ
た
点
を
考
慮
し
て
吟
味
す
る
必
要
も
あ
る
こ
と

女
子
学
生
の
宗
教
意
識
に
つ
い
て



女
子
学
生
の
宗
教
意
識
に
つ
い
て

四

を
最
初
に
諒
解
し
て
い
た
ピ
い
た
う
え
で
、
若
干
の
私
見
を
申
し
述
べ
る
乙
と
に
し
た
い
。

ま
ず
総
体
的
に
言
え
る
こ
と
は
、
宗
教
関
係
学
校
出
身
者
と
非
宗
教
関
係
学
校
出
身
者
の
差
が
一
回
生
の
グ
ラ
フ
に
比
し
て
著
し
く
接

近
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
接
近
の
傾
向
は
、
宗
教
関
係
学
校
出
身
者
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
へ
む
け
て
サ
ヤ
寄
せ
す
る
形
で
推
移
し
て
お
り
、

非
宗
教

関
係
学
校
出
身
者
の
態
度
が
好
意
的
見
解
の
増
大
と
非
好
意
的
意
見
へ
の
肯
定
度
低
下
と
い
う
傾
向
を
明
瞭
に
も
ち
な
が
ら
推
移
し
て
い

る
と
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

乙
の
ζ

と
は
、

C
と
D
の
二
つ
の
グ
ラ
フ
を
比
較
し
て
み
る
と
さ
ら
に
明
確
に
な
る
。

す
な
わ
ち
、

C
と
D
の
グ
ラ
フ
を
比
較
し
て
み
る
と
、
最
も
顕
著
な
変
化
が
み
ら
れ
る
の
は
非
宗
教
関
係
学
校
出
身
者
の
プ
ロ
フ
ィ
l

ル
で
ゐ
り
、

そ
の
変
化
は
着
実
に
好
意
的
態
度
の
増
加
と
い
う
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

乙
の
傾
向
は
、
好
意
的
意
見
群
か
ら
非
好
意
的
意
見
群
に
至
る
全
体
を
網
羅
し
て
い
る
が
、

と
り
わ
け
非
好
意
的
意
見
群
を
中
心
と
す

る
変
化
が
顕
著
で
あ
る
。

と
れ
に
対
し
て
、
宗
教
関
係
学
校
出
身
者
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
は
、

い
さ
さ
か
異
っ
た
傾
向
を
随
所
に
み
せ
て
い
る
。

例
え
ば
、

A
2
か
ら
A
叩
に
至
る
意
見
群
に
お
い
て
は
概
ね
三
回
生
よ
り
も
一
回
生
の
方
が
肯
定
度
が
高
く
な
っ
て
お
り
、

ま
た
、
中

間
的
意
見
群
か
ら
非
好
意
的
意
見
群
に
お
い
て
も
こ
う
し
た
傾
向
が
随
所
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

一
例
と
し
て
、
そ
の
傾
向
の
特
に
顕
著
な
ポ
イ
ン
ト
を
あ
げ
る
と
、

C
5
（
一
つ
の
宗
教
を
信
じ
る
と
、
そ
の
宗
教
の
世
界
観
や
人
間

観
に
拘
束
さ
れ
て
自
由
な
生
き
方
が
で
き
な
く
な
り
、
何
か
心
の
狭
い
人
聞
に
な
る
よ
う
な
気
が
す
る
）
の
数
値
が
最
も
注
目
さ
れ
る
。

、：、
L
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他
に
も
C
8
（
神
に
せ
よ
、
仏
に
せ
よ
、
結
局
は
自
己
の
内
な
る
も
の
の
投
影
で
あ
り
、

最
後
に
頼
れ
る
の
は
自
分
し
か
な
い
。

自
己
乙
そ
絶
対
で
あ

り
、
自
分
の
力
で
充
分
に
生
き
て
ゆ
け
る
）
へ
の
反
応
も
注
目
さ
れ
る
が
、

特
に

C
5
の
場
合
は
大
学
全
体
の
数
値
を
も
上
回
っ
て
い
る
点
、
が



注
意
を
惹
く
。

果
し
て
、

乙
の

C
5
の
変
化
が
、
自
己
の
経
験
の
深
ま
り
に
伴
う
実
感
と
し
て
出
て
き
た
も
の
か
、

あ
る
い
は
、
社
会
に
お
け
る
宗
教

信
者
の
生
活
態
度
等
に
視
野
が
ひ
ら
け
て
く
る
に
し
た
が
っ
て
、
そ
の
在
り
方
や
一
部
の
狂
信
的
な
態
度
へ
の
批
判
が
生
じ
て
き
に
も
の

か
は
不
明
で
あ
る
が
、

い
す
れ
に
し
て
も
こ
の
項
目
へ
の
反
応
が
非
宗
教
関
係
学
校
出
身
者
の
場
合
は
一
応
了
解
で
き
る
妥
当
な
推
移
を

示
し
て
い
る

rけ
に
、

こ
の
宗
教
関
係
学
校
出
身
者
の
数
値
が
注
目
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

C
5
ほ
ど
顕
著
で
は
な
く
と
も
、
概
し
て
宗
教
関
係
学
校
出
身
者
の
数
値
は
、

さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、

一
回
生
に
比
し
て
三
回
生

の
方
が
好
意
的
態
度
が
低
下
し
て
い
る
と
い
う
、

い
わ
ば
退
行
現
象
と
も
呼
び
う
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

乙
れ
が
、

い
か
な
る
要
因
に
よ
る
も
の
か
は
、
勿
論
乙
乙
で
説
明
す
る

rけ
の
資
料
を
も
た
な
い
が
、

も
し
勝
手
な
推
測
を
許
し
て
い

た
だ
く
な
ら
、

い
く
つ
か
の
要
因
が
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

乙
の
項
の
最
初
に
諒
解
を
得
た
よ
う
な
、
年
度
毎
の
学
生
の
意
識
の
差
異
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
第
二
に

は
、
あ
る
い
は
、
大
学
生
活
の
一
種
の
中
、
た
る
み
期
の
よ
う
な
現
象
を
想
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
一
つ
は
、
ま
ず
、

い
ず
れ
に
し
て
も
こ
れ

は
全
く
私
の
勝
手
な
推
測
で
あ
っ
て
、

乙
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
の
累
積
に
よ
っ
て
解
明
し
て
ゆ
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

尚
、
も
う
一
つ
、
第
三
の
推
測
と
し
て
と
れ
は
京
都
女
子
大
学
の
宗
教
教
育
の
あ
り
方
に
関
わ
る
乙
と
で
あ
る
が
、

例
え
ば
仏
教
学
講

義
と
か
礼
拝
の
よ
う
な
全
体
に
及
ぶ
宗
教
教
育
の
機
会
が
、
二
回
生
に
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
も
し
宗
教

教
育
と
い
う
も
の
が
、
特
に
学
校
教
育
の
ワ
ク
の
中
で
お
こ
な
わ
れ
る
場
合
、
継
続
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
が
、

そ
の
成
果
を
左
右
す

る
と
す
る
な
ら
ば
、
少
く
と
も
三
回
生
に
つ
い
て
は
、
調
査
時
期
が
年
度
初
め
で
あ
っ
た
乙
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、

二
回
生
に
お
け
る

一
年
間
の
空
白
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
し
て
、

乙
の
影
響
は
、
高
校
時
代
の
コ
一
年
間
に
継
続
し
た
宗
教
教
育
を
う
け
て
き
た
宗
教
関
係
学
校
出
身
者
に
反
動
的
に
現
れ
て
い

女
子
学
生
の
宗
教
意
識
に
つ
い
て

一五



女
子
学
生
の
宗
教
意
識
に
つ
い
て

一六

る
乙
と
も
充
分
想
像
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

乙
れ
は
、
最
初
に
指
摘
し
た
通
り
、
学
生
の
宗
教
へ
の
好
意
的
態
度
が
多
分
に
知
的
あ
る
い
は
心
情
的
な
関
与
ぞ
中
心
と
し
た
も
の
で

あ
り
、

主
体
的
な
態
度
の
確
立
に
ま
で
至
る
こ
と
の
困
難
さ
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、

学
校
教
育
に
お
け
る
宗
教
教
育

の
一
つ
の
問
題
点
を
暗
示
し
て
い
る
と
も
受
け
と
め
る
と
と
が
で
き
よ
う
。

一一、
こ
の
調
査
の
今
後
の
課
題
等
に
つ
い
て

以
上
、
京
都
女
子
大
学
に
お
け
る
宗
教
意
識
調
査
の
第
一
回
本
調
査
結
果
か
ら
、
そ
の
一
部
に
つ
い
て
、

さ
さ
や
か
な
私
見
を
添
え
て

若
干
の
資
料
を
紹
介
し
た
が
、

こ
の
研
究
の
成
果
は
、
何
よ
り
も
今
後
の
資
料
の
集
積
に
か
か
っ
て
い
る
。

さ
し
あ
た
っ
て
は
、
京
都
女
子
大
学
で
の
年
次
計
画
に
よ
る
調
査
の
継
続
と
平
行
し
て
、
他
大
学
で
の
調
査
を
早
急
に
実
施
し
、

さ
ら

に
詳
細
な
検
討
を
加
え
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
教
育
の
た
め
の
基
礎
資
料
と
し
て
の
充
実
を
期
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、
同
時
に
、

乙
の
調
査
表
T
1
1
の
設
問
項
目
に
つ
い
て
も
再
検
討
の
余
地
が
あ
る
こ
と
ぞ
感
じ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
点
も
あ

わ
せ
て
今
後
の
課
題
と
し
て
研
究
を
つ
づ
け
て
ゆ
き
た
い
。

最
後
に
、

乙
の
発
表
を
機
会
に
、
本
調
査
に
対
す
る
ご
意
見
な
ど
御
教
示
た
ま
わ
り
に
く
、
ま
た
、

宗
門
関
係
の
諸
大
学
に
お
い
て
も

乙
の
種
の
宗
教
意
識
調
査
の
御
経
験
を
お
も
ち
の
方
が
お
ら
れ
れ
ば
、
種
々
ご
指
導
い
た
ピ
く
よ
う
お
願
い
申
し
あ
げ
た
い
。


