
教
育
勅
語
の
研
究
の
重
要
性
は
、
改
め
て
申
す
ま
で
も
な
い
だ
ろ

う
。
そ
の
制
定
過
程
・
内
容
・
社
会
的
影
響
に
つ
い
て
、
以
前
よ
り

十
分
す
ぎ
る
ほ
ど
の
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
系
譜
を
承
知

し
つ
つ
本
書
が
論
じ
る
の
は
、
明
治
初
年
に
形
を
顕
し
た
「
共
通
教

化
」
体
制
が
、
教
育
勅
語
を
用
い
た
教
化
と
い
う
形
を
と
っ
て
社
会
・

人
び
と
を
と
ら
え
、
国
民
道
徳
論
と
し
て
体
制
の
枠
を
広
げ
、
さ
ら

な
る
模
索
を
重
ね
て
「
皇
国
ノ
道
」
な
る
語
を
も
と
に
動
員
体
制
を

可
能
に
す
る
、
か
よ
う
な
近
代
日
本
の
歴
史
過
程
で
あ
る
。
幕
末
期

か
ら
総
力
戦
期
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
・
方
法
に
基
づ
く
「
教
育
」

の
あ
り
方
が
並
存
す
る
中
で
、
「
共
通
教
化
」
と
い
う
枠
に
よ
っ
て
そ

れ
ら
が
包
摂
さ
れ
て
い
く
（
さ
れ
よ
う
と
し
た
）
と
見
る
の
で
あ
る
。

著
者
は
ま
ず
『
説
文
解
字
』
『
孟
子
』
『
日
本
書
紀
』
か
ら
、
「
教

化
」
「
教
育
」
の
定
義
と
原
像
を
導
き
出
す
。
そ
の
「
教
化
」
と
は
、

子
育
て
や
君
子
の
育
成
と
い
っ
た
集
団
内
の
次
世
代
養
成
を
「
教
育
」

と
し
た
場
合
の
、
上
下
関
係
・
異
な
る
集
団
間
の
関
係
づ
け
と
い
う

秩
序
の
固
定
化
を
さ
す
概
念
で
あ
る
（
八
頁
）
。
そ
し
て
「
共
通
教

化
」
と
は
、
こ
う
し
た
「
教
育
」
を
各
「
集
団
内
で
維
持
し
つ
つ
、

国
家
か
ら
の
教
化
の
標
準
を
各
集
団
が
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、

全
体
の
統
合
を
実
現
す
る
シ
ス
テ
ム
」

(
~
1
1

頁
）
と
さ
れ
る
。

本
書

は
、
そ
の
枠
の
形
成
が
構
想
さ
れ
、
教
部
省
に
よ
る
神
仏
合
同
教
化

政
策
に
よ
っ
て
曲
が
り
な
り
に
も
実
現
を
見
た
幕
末
＼
明
治
初
期
に

―
つ
の
山
を
設
定
す
る
。
そ
し
て
そ
の
経
験
が
後
に
生
か
さ
れ
具
体

化
さ
れ
る
の
が
教
育
勅
語
体
制
で
あ
っ
て
、
そ
の
推
進
役

・
支
え
と

な
っ
た
学
者
、
と
く
に
吉
田
熊
次
ら
教
育
学
者
の
動
向
に
も
う
一
っ

の
山
を
見
て
い
る
。

全
体
の
構
成
は
以
下
の
通
り
。

前
後
に
ま
え
が
き
•
あ
と
が
き
が

各
三

ー
四
頁
付
さ
れ
て
い
る
。

谷

Jr I 

穣
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第
1
章
共
通
教
化
の
概
念

第
2
章
残
賊
の
神
勅
の
解
釈
史

第
3
章
国
学
に
お
け
る
事
実
問
題

第
4
章
共
通
教
化
の
析
出

第
5
章

東
京
と
大
教
院

第
6
章
大
教
院
の
教
化
基
準

第
7
章
日
本
教
育
史
学
の
成
立

第
8
章
吉
田
熊
次
教
育
学
の
成
立
と
教
育
勅
語

第
9
章
国
民
道
徳
論
と
井
上
哲
次
郎
不
敬
事
件

第
10
章
宗
教
的
情
操
論
の
矛
盾

第
11
章
日
本
精
神
論
と
芸
術
学

第
12
章
「
皇
国
ノ
道
」
概
念
の
機
能
と
矛
盾

体
裁
上
の
特
徴
は
、
各
章
冒
頭
に
初
出
時
の
タ
イ
ト
ル
・
掲
載
媒

体
の
書
誌
情
報
と
要
約
が
付
さ
れ
、
本
文
と
注
と
の
間
に
「
後
註
」

と
し
て
初
出
論
文
公
表
後
の
反
応
や
補
足
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
ま
え
が
き
で
全
体
の
簡
明
な
要
約
と
ね
ら
い
を
記
し
、
第

1
章
も
結
果
的
に
全
体
の
要
旨
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
何
度
も

「
要
約
」
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
え
が
き
に
は
、
「
前
半
は
共
通
教
化
概
念
と
近
代
国
学
と
諸
宗
教

の
動
向
、
後
半
は
教
育
勅
語
に
基
づ
く
諸
概
念
と
教
育
政
策
と
教
育

学
の
動
向
が
中
心
」
だ
が

「
一
貫
し
た
モ
チ
ー
フ
を
持
っ
て
い
る
こ

と
は
、
強
調
し
て
お
き
た
い
」
と
述
べ
ら
れ
る

(.lv
頁）
。
そ
れ
ぞ
れ

が
単
体
の
研
究
書
に
ま
と
め
ら
れ
る
べ
き
主
題
で
は
と
一
瞬
思
う
の

だ
が
、
そ
れ
を
あ
え
て
一
書
に
収
め
た
意
図
は
窺
え
る
。
そ
れ
は
、

前
半
の
幕
末
か
ら
明
治
初
期
の
歴
史
的
経
験
が
、
後
半
の
二

0
世
紀

初
頭
か
ら
総
力
戦
期
に
も
再
演
さ
れ
た
か
の
よ
う
な
展
開
を
見
せ
た
、

こ
の
歴
史
像
を
強
調
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
8
章
以
降
の
後

半
部
分
は
、
第
7
章
ま
で
の
前
半

（昨
今
あ
ま
り
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ

た
時
期
・
従
来
か
ら
教
育
史
で
は
好
ま
れ
な
い
国
学
者
と
い
う
対
象
）

を
看
過
し
て
は
理
解
で
き
な
い
の
だ
、
と
い
う
思
い
を
汲
み
取
る
こ

と
が
本
書
を
通
読
す
る
際
に
は
欠
か
せ
な
い
だ
ろ
う
。
で
は
そ
の
「
汲

み
取
り
」
は
、
読
者
に
と
っ
て
無
理
な
く
で
き
る
も
の
な
の
か
ど
う

か
。
全
体
を
貫
く
と
著
者
が
強
調
す
る
「
共
通
教
化
」
と
い
う
枠
組

の
射
程
・
妥
当
性
が
問
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

か
と
い
っ
て
、
第
1
章
を
紹
介
す
る
と
、
も
う
本
書
の
概
要
は
尽

き
た
か
の
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
勿
体
な
い
し
、
後
半
は
日
本
教
育

史
研
究
者
に
は
お
な
じ
み
の
議
論
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で

（そ

も
そ
も
充
実
の
内
容
を
過
不
足
な
く
伝
え
る
能
力
が
私
に
は
全
く
足

り
な
い
）
、
あ
え
て
前
半
側
の
山
、
第
2
|
7
章
に
絞
っ
て
そ
の
成
果

を
略
述
し
、
折
々
に
所
感
と
疑
問
、
そ
し
て
本
書
全
体
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
ど
う
読
ん
だ
か
を
差
し
挟
む
こ
と
で
、
書
評
に
代
え
た
い
。

第
2
章
は
、
一
見
す
る
と
敷
居
が
高
そ
う
で
あ
る
。
天
照
大
神
が

発
し
た
と
い
う
「
残
賊
の
神
勅
」
を
め
ぐ
る
、
そ
の
解
釈
史
が
論
じ
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ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
神
勅
と
は
、
「
一
書
に
曰
は
く
、
天
照
大

神
、
天
稚
彦
に
勅
し
て
日
は
く
、
「
豊
葦
原
中
国
は
是
吾
が
児
の
王
た

ち

は

や

ぶ

る

る
べ
き
地
な
り
。
然
れ
ど
も
慮
る
に
、
残
賊
強
暴
横
悪
し
き
神
者
有

り
。
故
、
汝
先
づ
往
き
て
平
け
よ
」
と
の
た
ま
ふ
。」

と
い
う

『日
本

書
紀
』
の
一
節
で
、
教
育
勅
語
に
引
用
さ
れ
る
「
天
壌
無
窮
の
神
勅
」

の
前
提
部
分
で
あ
る
。
革
命
思
想
の
典
型
例
と
み
な
さ
れ
る
、
殷
の

紺
王
を
「
残
賊
」
と
し
た
『
孟
子
』
の
一
節
を
こ
れ
の
典
拠
と
す
る

こ
と
が
、
中
世
の
古
典
解
釈
者
や
近
世
の
国
学
者
に
も
承
認
さ
れ
て

き
た
。
と
こ
ろ
が
、
明
治
初
年
に
大
学
校
・
大
学
で
そ
の
排
斥
論
の

急
先
鋒
と
な
っ
た
鈴
木
雅
之
以
降
、
出
典
が
記
さ
れ
な
く
な
っ
て
い

く
と
い
う
。
漢
文
で
も
っ
て
日
本
の
神
を
語
る
の
は
『
日
本
書
紀
」

か
ら
教
育
勅
語
ま
で
通
底
す
る
問
題
で
あ
る
、
と
強
調
す
る
本
章
は
、

後
半
の
考
察
が
な
ぜ
教
育
学
者
の
言
説
と
キ
ー
ワ
ー
ド
の
変
遷
史
に

焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
の
か
を
納
得
さ
せ
る
上
で
、
重
要
な
位
置
を

占
め
る
。
前
近
代
に
お
け
る
記
紀
や
中
国
古
典
の
解
釈
論
の
検
討
は

近
代
教
育
史
、
な
い
し
教
育
勅
語
の
歴
史
を
捉
え
る
上
で
必
然
的
に

要
請
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
、
と
い
う
著
者
の
強
い
主
張
が
窺
え
た
。

た
だ
、
次
章
以
下
の
主
役
の
一
人
で
あ
る
鈴
木
に
関
わ
る
部
分
が
、

史
料
不
足
ゆ
え
か
議
論
不
十
分
に
映
る
。

第
3
章
で
は
、
近
世
国
学
に
お
け
る
「
事
実
」
の
概
念
と
、
近
代

国
学
に
至
る
教
化
へ
の
志
向
が
論
じ
ら
れ
、
前
章
に
続
き
古
典
解
釈

の
あ
り
よ
う
が
主
題
と
な
る
。
具
体
的
に
は
、
古
典
の
「
事
実
」
認

定
を
め
ぐ
る
明
治
維
新
後
の
国
学
者
の
対
応
が
検
討
さ
れ
、
考
証
に

励
み
歴
史
研
究
の
成
果
と
し
て
教
育
す
る
小
中
村
清
矩
、
自
身
の
音

義
説
に
即
し
た
私
熟
で
の
教
育
と
、
宣
教
使
・
教
導
職
と
し
て
行
う

教
化
と
で
古
典
の
扱
い
方
を
区
別
し
た
堀
秀
成
を
実
例
と
し
て
挙
げ

る
。
小
中
村
は
の
ち
教
部
省
考
証
課
で
教
化
基
準
の
設
定
を
主
導
し

た
人
物
、
堀
は
「
教
育
と
教
化
の
分
離
と
い
う
厳
然
た
る
実
態
」
（
七

二
頁
）
を
示
し
た
人
物
で
あ
り
、
そ
の
営
為
は
と
も
に
記
紀
神
話
を

国
民
の
常
識
に
織
り
込
む
と
い
う
教
育
勅
語
以
降
の
共
通
教
化
に
つ

な
が
る
と
本
章
は
見
る
。
た
だ
、
堀
に
そ
こ
ま
で
の
画
期
的
意
味
を

見
い
だ
せ
る
の
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
。
著
者
が
堀
を

「教
化

活
動
の
先
端
」

（七
0
頁
）
に
あ
る
と
評
す
る
よ
う
に
、
教
化
活
動
の

実
践
者
と
し
て
著
名
な
国
学
者
だ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、

他
の
教
導
職
の
教
化
活
動
の

「
実
態
」
と
と
も
に
比
較
検
討
す
る
作

業
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
れ
は
重
箱
の
隅
を
つ
つ
く
要
求
で
は
な
い
。
こ
こ
で
の
「
教
育
」

「教
化
」
が
第
1
章
で
み
た
定
義
と
合
致
す
る
と
し
て
、
そ
れ
が
当
時

の
教
導
職
た
ち
に
ど
こ
ま
で
広
が
っ
て
い
た
こ
と
な
の
か
、
と
い
う

問
題
に
直
結
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
近
代
学
校
が
存
在
し
な

い
時
期
の
「
教
育
」
と
、
そ
れ
以
後
の
「
教
育
」
と
で
は
、
自
ず
と

念
頭
に
置
く
実
態
が
異
な
り
含
意
に
も
違
い
が
生
じ
て
く
る
で
あ
ろ

う
。
こ
こ
に
至
っ
て
、
本
書
の
「
教
育
」
「
教
化
」
と
い
う
分
析
概
念

は
、
歴
史
的
構
築
性
に
留
意
し
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
そ
の
留
意
が
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も
っ
ぱ
ら
原
像
の
抽
出
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
気
づ
く
。

明
治
初
年
、
そ
し
て
教
育
勅
語
発
布
後
の
時
期
に
お
い
て
も
、
常
に

構
築
・
再
考
を
繰
り
返
す
は
ず
の
「
教
育
」
「
教
化
」
の
意
味
内
容
の

揺
れ
動
き
は
〈
も
ち
ろ
ん
そ
れ
も
織
り
込
み
済
み
〉
と
処
理
さ
れ
る

か
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
に
関
し
て
、
近
世
に
お
い
て
教
化
者
は
常
に
被
教
化
者
の
視

線
に
さ
ら
さ
れ
、
そ
の
教
化
の
あ
り
よ
う
は
問
い
直
さ
れ
続
け
る
と

(1
)
 

す
る
高
野
秀
晴
の
指
摘
を
、
著
者
は
承
知
し
て
い
る
旨
記
す
も
の
の

（
ニ
―
ー
ニ
ニ
頁
）
、
そ
こ
に
正
面
か
ら
言
及
は
し
て
い
な
い
。
ま
た

近
世
思
想
史
研
究
者
の
前
田
勉
も
、
同
様
に
第
1
章
初
出
論
文
を
取

り
上
げ
、
「
同
じ
集
団
内
の
次
世
代
育
成
に
お
い
て
も
、
教
化
と
い
う

用
例
は
あ
る
」
「
教
育
と
教
化
は
並
存
し
て
い
る
」
と
批
判
を
加
え
、

「
被
教
育
者
に
学
び
へ
の
意
志
が
あ
る
か
否
か
、
学
習
者
の
主
体
性
・

能
動
性
を
尊
重
す
る
か
否
か
」
に
よ
る
区
分
を
提
唱
し
て
再
考
を
促

(
2
)
 

し
て
い
る
が
、
そ
の
指
摘
は
後
註
に
も
全
く
挙
げ
ら
れ
な
い
。
周
到
に

も
第
1
章
で
著
者
は
「
教
育
と
教
化
と
い
う
対
に
な
る
概
念
に
つ
い

て
も
、
実
際
に
は
混
在
し
て
存
在
す
る
」
「
原
像
の
よ
う
に
明
確
な
形

を
も
っ
て
現
象
し
な
い
の
が
通
例
」

(
1
0
頁
）
と
記
し
、
動
じ
な
い

の
で
あ
る
。

第
4
章
は
、
国
学
者
鈴
木
雅
之
が
提
起
し
た
教
育
と
教
化
の
方
策

を
描
き
出
し
、
そ
こ
か
ら
「
共
通
教
化
」
概
念
の
妥
当
性
を
実
証
的

に
論
じ
よ
う
と
す
る
。
明
治
三
年
に
宣
教
使
中
講
義
生
と
な
っ
た
鈴

木
は
、
国
学
各
派
が
異
な
る
や
り
方
・
内
容
の
教
育
を
行
う
こ
と
を

承
認
し
つ
つ
、
よ
り
広
い
対
象
に
対
す
る
教
化
を
行
う
に
あ
た
っ
て

は
一
定
の
標
準
を
決
め
る
こ
と
を
提
起
す
る
。
神
仏
合
同
の
教
導
職

の
説
教
に
よ
る
教
化
を
み
る
こ
と
な
く
没
し
た
も
の
の
、
鈴
木
こ
そ

が
そ
の
共
通
教
化
を
構
想
し
た
立
役
者
で
あ
る
こ
と
が
浮
か
び
上
が

る
。
こ
こ
で
の
「
教
化
」
は
集
団
間
の
秩
序
的
な
関
係
づ
け
、
つ
ま

り
「
外
部
か
ら
直
接
的
に
、
或
は
教
育
組
織
を
活
用
し
て
間
接
的
に
、

思
想
と
秩
序
を
持
込
む
集
団
間
の
教
え
」
に
こ
の
語
旬
を
使
う
、
と

改
め
て
宣
言
さ
れ
る
（
八
二
頁
）
。
「
教
育
組
織
」
内
で
そ
の
教
え
込

み
が
な
さ
れ
た
と
し
て
も
「
教
化
」
に
も
「
教
育
」
に
も
な
り
う
る
、

と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
本
誌
前
号
で
ニ
ー
ル
ス
・
フ
ァ
ン
ス
テ
ー
ン

パ
ー
ル
が
「
近
世
ら
し
い
「
教
化
」
」
と
い
う
語
を
用
い
て
自
著
で
の

(3
)
 

「
教
化
」
理
解
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
や
は
り
そ
の
時
々
で

「
教
化
」
の
含
意
は
変
わ
り
、
固
定
し
づ
ら
い
も
の
と
扱
う
ほ
か
な
い

し
、
お
の
ず
と
「
共
通
教
化
」
の
含
意
も
ま
た
可
変
的
な
も
の
と
受

け
止
め
る
べ
き
も
の
だ
、
と
著
者
の
意
図
と
は
離
れ
つ
つ
改
め
て
印

象
づ
け
ら
れ
た
。

第
5
章
は
明
治
初
期
の
東
京
に
お
け
る
民
衆
教
化
政
策
に
つ
い
て
、

大
教
院
お
よ
び
中
小
教
院
、
学
校
と
の
関
係
（
寺
社
の
学
校
転
用
な

ど
）
と
い
っ
た
諸
相
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
同
様
の
検
討
と
し
て

は
、
藤
井
貞
文
が
各
府
県
の
教
化
拠
点
・
中
教
院
を
対
象
に
基
礎
研

究
を
重
ね
て
以
降
、
現
在
ま
で
研
究
が
蓄
積
さ
れ
、
自
治
体
史
も
か
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な
り
詳
細
に
調
べ
上
げ
て
い
る
。「
地
方
史
の
研
究
と
史
料
発
見
の
段

階
に
か
ん
が
み
て
、
あ
ら
た
め
て
研
究
を
行
う
必
要
が
あ
る
」
(
-
―

三
頁
）
と
強
調
す
る
状
況
は
様
変
わ
り
し
、
今
や
そ
の
総
合
に
向
か

う
段
階
に
あ
ろ
う
。
た
だ
本
章
初
出
論
文
が
書
か
れ
た
一
九
九
0
年

代
前
半
は
、
自
治
体
史
で
は
あ
ま
り
紙
幅
を
割
か
れ
な
い
テ
ー
マ
で
、

東
京
都
公
文
書
館
所
蔵
の
行
政
文
書
を
主
に
用
い
説
教
の
実
施
状
況

の
一
端
を
紹
介
し
た
こ
と
は
一
定
の
意
義
を
有
す
る
。
東
京
に
限
れ

ば
、
そ
れ
以
前
は
板
橋
区
・
熊
野
神
社
所
蔵
文
書
を
用
い
た
土
岐
昌

(
4
)

て

5
)

訓
の
研
究
、
以
後
も
大
教
院
や
遥
拝
所
に
関
す
る
諸
論
考
も
あ
れ
ど
、

あ
ま
り
進
展
し
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
の
上
で
問
う
な
ら
、
本
章
で
は
宣
教
使
に
よ
る
大
教
宣
布
が
「
民

衆
に
影
響
を
与
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
」

(
1
0
二
頁
）
と
述
べ
ら

れ
る
が
、
そ
の
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
と
教
書
の
確
定
・

仏
教
者
を
含
め
た
合
同
布
教
の
必
要
性
と
の
関
係
は
、
具
体
的
に
は

い
か
な
る
脈
絡
で
理
解
す
べ
き
な
の
か
。
歴
史
過
程
と
し
て
は
、
宣

教
使
の
教
化
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
へ
の
教
諭
に
お
い
て
十
分
に
効
果
を

発
揮
し
得
ず
、
む
し
ろ
そ
の
中
で
僧
侶
の
説
教
能
力
が
再
認
識
さ
れ

て
新
た
に
教
導
職
制
で
の
神
仏
合
同
の
教
化
方
針
が
採
用
さ
れ
る
、

と
私
は
理
解
し
て
い
た
。
だ
が
本
書
で
は
、
そ
れ
は
僧
侶
の
教
化
能

力
や
キ
リ
ス
ト
教
抑
圧
の
効
果
と
は
関
係
な
く
、
も
っ
ば
ら
神
祇
官
・

省
お
よ
び
国
学
者
た
ち
の
議
論
の
中
か
ら
出
た
答
え
の
よ
う
に
描
か

れ
る
。
ま
た
、
教
化
方
針
の
確
定
に
よ
っ
て
僧
侶
も
説
教
に
従
事
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
、
と
い
う
見
通
し
が
あ
る
な
ら
、
な
ぜ
教

部
省
下
で
「
僧
侶
が
神
道
儀
式
を
行
な
う
と
い
う
無
理
な
体
制
」
や
、

「
神
道
に
関
す
る
教
義
の
問
題
が
直
接
に
盛
り
込
ま
れ
」
た
課
題
を
僧

侶
に
課
す
と
い
う
「
矛
盾
の
あ
る
も
の
」

(
1
0
五
頁
）
が
成
立
し
た

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
が
ひ
と
え
に
国
学
者
た
ち
の
ゴ
リ
押
し
で
あ
っ

た
と
す
れ
ば
、
鈴
木
雅
之
の
共
通
教
化
構
想
は
教
化
主
体
に
対
す
る

見
通
し
の
甘
さ
、
な
い
し
願
望
の
先
行
が
際
立
つ
も
の
と
評
す
べ
き

な
の
か
。
だ
れ
が
実
際
に
教
化
を
担
い
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
実
践

を
す
る
の
か
と
い
う
視
点
が
、
先
述
の
総
合
を
試
み
る
に
際
し
て
も

問
わ
れ
る
べ
き
こ
と
と
考
え
る
。

第

6
章
は
、
一
八
七
二
年
に
開
始
し
た
神
仏
合
同
教
化
政
策
に
お

け
る
教
化
標
準
、
す
な
わ
ち
三
条
教
則
や
十
一
・
十
七
兼
題
の
解
釈

に
つ
い
て
、
教
化
の
全
国
拠
点
・
大
教
院
で
な
さ
れ
た
基
準
策
定
と

そ
の
運
用
を
明
ら
か
に
す
る
。
教
部
省
は
、
神
官
や
僧
侶
に
教
導
職

と
し
て
民
衆
教
化
に
あ
た
る
よ
う
指
示
し
、
彼
ら
は
三
条
教
則
な
ど

を
各
自
検
討
し
て
説
教
テ
キ
ス
ト
を
作
成
、
時
に
は
教
部
省
や
事
務

を
分
掌
し
た
大
教
院
に
許
可
を
得
て
刊
行
す
る
な
ど
し
た
。
そ
の
際

の
基
準
と
な
っ
た
の
が
、
七
三
年
七
月
ま
で
に
大
教
院
で
編
ま
れ
た

教
典
訓
法
章
程
と
教
書
編
輯
条
例
で
あ
り
、
前
者
が
記
紀
な
ど
の
引

用
に
際
し
て
ど
の
解
釈
書
の
読
み
方
に
倣
う
か
を
、
後
者
が
黄
泉
国

や
「
神
徳
」
あ
る
い
は
外
国
の
古
伝
の
許
容
範
囲
な
ど
個
別
問
題
を

め
ぐ
る
基
準
を
、
そ
れ
ぞ
れ
定
め
た
。
本
章
は
そ
れ
を
東
京
大
学
総
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合
図
書
館
所
蔵
「
小
中
村
清
矩
文
書
」
を
用
い
て
解
明
し
た
貴
重
な

成
果
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
「
章
程
」
「
条
例
」
は
あ
く
ま
で
神

道
教
導
職
に
限
定
し
た
基
準
で
あ
る
。

著
者
は
本
章
の
最
後
で
、
神
道
教
導
職
向
け
の
教
化
基
準
の
制
定

と
、
神
仏
合
同
の
教
化
基
準
で
あ
る
三
条
教
則
の
掲
出
と
は
「
相
似

な
論
理
を
含
ん
で
い
る
」
と
説
明
す
る
(
-
三
四
頁
）
。
こ
れ
に
は
、

い
く
つ
か
の
意
味
で
違
和
感
を
覚
え
た
。
ま
ず
、
広
く
仏
教
と
合
同

す
る
た
め
の
三
条
教
則
を
示
し
た
中
で
、
そ
れ
を
も
と
に
教
化
す
る

際
の
細
か
く
狭
い
基
準
と
し
て
「
章
程
」
「
条
例
」
を
定
め
た
と
す
る

な
ら
、
共
通
教
化
の
展
開
と
い
う
よ
り
も
そ
の
内
部
の
狭
い
話
を
し

て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
教
化
の
枠
が
拡
大
し
て
い
く
話
と
し
て
前
章
ま

で
読
ん
で
き
た
者
に
は
、
や
や
肩
透
か
し
を
食
う
か
も
し
れ
な
い
。

そ
も
そ
も
、
す
で
に
教
部
省
は
一
八
七
三
年
三
月
一

0
日
、
僧
侶

の
教
導
職
に
よ
る
説
教
に
対
し
て
は
、
三
条
教
則
を
「
体
認
」
の
上

各
宗
派
の
教
義
を
「
交
説
」
す
る
こ
と
を
許
容
し
て
い
た
（
同
省
達

第
九
号
）
。
仏
教
側
に
は
そ
の
点
の
自
由
度
を
認
め
て
お
り
、
神
仏
合

同
教
化
の
現
場
は
本
章
が
論
じ
た
基
準
作
り
の
〈
斜
め
上
〉
を
い
っ

て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
。
も
し
本
章
の
よ
う
な
基
準
の
形
成
を
考
え

る
な
ら
、
神
道
的
徳
目
の
十
一
兼
題
（
七
三
年
二
月
）
や
文
明
開
化

的
徳
目
の
十
七
兼
題
（
同
一

0
月
）
が
、
な
ぜ
そ
の
段
階
で
必
要
に

な
っ
た
の
か
、
そ
れ
ら
兼
題
と
「
章
程
」
「
条
例
」
と
は
ど
う
関
わ
る

の
か
を
、
順
を
追
っ
て
組
み
込
む
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か
。
大
教
院

の
神
道
部
分
の
内
部
か
ら
、
当
時
の
教
化
全
体
ま
で
の
距
離
を
埋
め

る
に
は
、
そ
の
あ
た
り
の
考
察
が
肝
要
か
と
愚
考
す
る
。

お
そ
ら
く
本
書
が
前
半
で
言
い
た
か
っ
た
こ
と
の
―
つ
は
、
三
条

教
則
に
即
し
て
い
れ
ば
（
そ
れ
に
抵
触
さ
え
し
な
け
れ
ば
）
概
ね
何

を
説
教
し
て
も
よ
い
、
と
い
う
体
制
が
曲
が
り
な
り
に
も
実
現
し
た

歴
史
的
経
験
の
重
み
、
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
教
育
勅
語
を
な
ぜ
皆
が

受
容
し
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
の
解
に
つ
な
が
る
よ
う
に
思

う
。
す
な
わ
ち
、
「
皆
そ
れ
ぞ
れ
意
見
は
あ
り
各
自
信
奉
す
る
教
え
は

あ
る
だ
ろ
う
が
、
と
も
か
く
勅
語
に
抵
触
し
な
け
れ
ば
割
と
自
由
だ

よ
」
と
い
う
教
育
勅
語
11

共
通
教
化
の
仕
掛
け
の
巧
妙
さ
が
、
す
で

に
明
治
初
年
に
顕
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
生
き
た
の
だ
、
と
。
そ
の
読

み
が
正
し
い
と
し
て
、
な
ぜ
明
治
初
年
の
こ
の
共
通
教
化
の
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
は
失
敗
し
た
の
か
、
そ
こ
に
本
章
で
論
じ
た
基
準
の
作
成
・
運

用
は
ど
う
関
わ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。
そ
れ
ら
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
で
、
共
通
教
化
の
展
開
や
受
容
基
盤
・
裾
野
の
広
が

り
を
「
相
似
な
論
理
」
と
い
う
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
な
系
譜
論
に
と
ど
め

ず
に
説
明
を
深
め
得
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
7
章
は
、
「
日
本
教
育
史
学
」
が
成
立
す
る
に
あ
た
り
、
一
八
七

六
年
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
万
博
に
出
品
さ
れ
翌
年
日
本
語
で
刊
行
さ

れ
た
『
日
本
教
育
史
略
』
以
後
、
『
文
芸
類
纂
』
『
古
事
類
苑
』
そ
し

て
九
0
年
の
佐
藤
誠
実
『
日
本
教
育
史
』
へ
と
至
る
系
譜
は
無
視
し

得
ず
、
そ
の
主
役
が
国
学
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
重
視
す
べ
き
こ
と
を
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論
じ
る
。
そ
れ
ら
が
明
治
期
師
範
学
校
の
テ
キ
ス
ト
と
も
な
っ
た
こ

と
を
考
え
る
と
、
明
治
初
年
の
国
学
者
を
対
象
と
し
た
本
書
前
半
の

意
義
も
自
ず
と
見
え
て
く
る
の
だ
、
と
い
う
主
張
が
、
著
者
が
本
論

文
を
こ
こ
に
配
し
た
意
図
で
あ
ろ
う
。
自
ら
が
拠
っ
て
た
つ
学
問
分

野
へ
の
自
己
批
判
の
意
味
も
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
、

一
見
浮
い
た
章
に
映
る
が
さ
に
非
ず
、
と
興
味
深
く
読
了
し
た
。
も
っ

と
も
、
そ
の
込
め
た
意
味
が
ど
れ
ほ
ど
「
学
界
」
に
響
い
た
の
か
は

後
註
で
も
示
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
し
て
何
よ
り
、
で
は
な
ぜ
そ
の
後
明
治
国
学
を
重
要
な
淵
源
と

す
る
教
育
史
学
が
、
「
初
期
の
日
本
教
育
史
研
究
者
」
と
し
て
挙
げ
ら

れ
る
石
川
謙
や
高
橋
俊
乗
へ
と
受
け
継
が
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
ぞ
れ
儒
学
・
仏
教
の
近
代
教
育
へ
の
展
開
・
断
絶
に
力
点
が
あ

る
た
め
国
学
を
位
置
づ
け
ら
れ
な
か
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
素
人
的

私
見
以
上
の
含
意
が
あ
ろ
う
と
思
う
の
だ
が
、
た
だ
二
0
世
紀
初
頭

に
定
番
の
地
位
を
失
う
と
述
べ
る

(
-
五
五
頁
）
だ
け
で
、
以
後
の

展
開
は
寺
崎
昌
男
ら
の
整
理
に
委
ね
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た

（
一
五
六
頁
）。

と
は
い
え
、
継
受
の
如
何
が
問
わ
れ
る
時
期
は
ま
さ

に
本
書
後
半
が
対
象
と
す
る
そ
れ
に
重
な
る
わ
け
で
あ
り
、
前
半
と

後
半
を
よ
り
有
機
的
に
つ
な
ぐ
上
で
も
、
重
要
な
探
究
課
題
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
教
育
史
研
究
を
問
う
本
章
を
う

け
て
、
な
ぜ
教
育
学
研
究
の
大
家
・
吉
田
熊
次
へ
の
こ
だ
わ
り
に
貰

か
れ
た
後
半
へ
と
転
調
す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
も
あ
る
。
第
1

章
を
読
ん
で
一
旦
そ
の
理
由
に
納
得
し
つ
つ
、
本
章
を
読
む
と
、
も

う
一
歩
内
在
的
に
こ
の
転
調
を
説
明
し
て
ほ
し
く
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
記
し
て
お
い
て
今
更
で
あ
る
が
、
本
書
の
「
共
通
教
化
」

の
提
唱
は
た
い
へ
ん
魅
惑
的
で
あ
る
。
幕
末
か
ら
、
い
や
古
代
か
ら

一
気
に
昭
和
戦
前
期
ま
で
を
通
観
し
よ
う
と
す
る
枠
組
み
で
、
特
に

幕
末
か
ら
明
治
初
期
の
胎
動
、
ま
さ
に
日
本
列
島
大
の
ス
ケ
ー
ル
で

「
教
化
」
を
政
策
と
し
て
行
う
最
初
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
重
視
す
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
で
は
、
歴
史
過
程
を
大
切
に
す
る
も
の
と

受
け
取
れ
る
。
他
方
で
、
「
共
通
教
化
」
の
概
念
は
先
述
の
通
り
、
歴

史
的
構
築
性
に
深
入
り
し
な
い
こ
と
で
可
能
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、

神
仏
合
同
教
化
体
制
の
挫
折
か
ら
教
育
勅
語
ま
で
の
間
に
は
い
か
な

る
「
共
通
教
化
」
が
あ
っ
た
の
か
、
本
書
後
半
は
明
治
末
年
の
教
育

学
者
の
話
ヘ

一
足
飛
び
に
な
る
が
そ
れ
で
い
い
の
か
、
大
正
期
以
降

の
教
化
諸
団
体
や
そ
の
運
動
は
後
半
の
議
論
で
視
野
の
外
に
置
い
て

い
い
の
か
、
な
ど
の
疑
問
も
当
然
起
こ
る
。
そ
う
し
た
点
で
は
歴
史

過
程
の
検
証
を
深
め
る
余
地
は
大
い
に
あ
り
、
本
書
を
踏
ま
え
今
後

探
究
す
べ
き
課
題
で
あ
ろ
う
。

教
育
勅
語
の
受
容
や
、
そ
の
体
制
の
模
索
の
過
程
を
明
ら
か
に
さ

せ
た
い
。
同
時
に
そ
れ
は
教
育
（
史
）

学
の
自
己
省
察
と
不
可
分
で

あ
り
、
そ
れ
を
近
代
「
教
育
」
の
草
創
の
段
階
ま
で
遡
っ
て
行
い
た

い
。
本
書
の
思
い
は
そ
こ
に
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
教
育
」
「
教
化
」
と
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い
う
概
念
の
歴
史
的
構
築
性
の
考
慮
不
足
、
な
ど
と
言
う
の
は
的
外

れ
な
だ
け
で
な
く
、
た
め
に
す
る
難
癖
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
も

(6
)
 

以
前
、
明
治
初
期
の
教
育
と
教
化
に
関
す
る
小
著
を
も
の
し
た
際
、

両
者
の
峻
別
を
実
に
粗
雑
に
し
て
い
た
。
学
校
で
や
る
文
部
省
管
轄

の
も
の
が
「
教
育
」
、
学
校
外
へ
追
い
や
ら
れ
て
い
く
説
教
活
動
を

「教
化
」
と
さ
し
あ
た
り

（石
川
謙
的
に
）
措
定
し
、
そ
の
分
離
過
程

を
地
域
事
例
に
即
し
て
観
察
し
た
に
と
ど
ま
っ
た
。
だ
が
、
そ
れ
ら

を
つ
ぶ
さ
に
見
て
み
る
と
、

学
校
内
で
行
わ
れ
る

「教
化
」
も
あ
り
、

ま
た
追
い
や
ら
れ
た
「
教
化
」
主
体
た
る
教
導
職
が
、
学
校
教
員
を

兼
務
し
て
「
教
育
」
に
参
与
し
て
い
く
こ
と
も
あ
る
。
そ
ん
な
複
雑

な
動
き
を
明
ら
か
に
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
適
切
な
概
念
設
定
に
は
挑

戦
し
き
れ
な
か
っ
た
。
著
者
の

「共
通
教
化
」
論
も
承
知
し
て
は
い

た
が
、
そ
れ
で
は
明
治
初
期
の
教
導
職
お
よ
び
僧
侶
の
活
動
は
捉
え

が
た
か
っ
た
。
そ
し
て
、
教
育
勅
語
に
連
な
る
こ
と
を
念
頭
に
、
国

学
者
の
動
向
と
系
譜
に
対
象
を
限
定
す
る
こ
と
で
し
か
、
こ
の

「共

通
教
化
」
論
は
適
用
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
念
を
強
く
し

た
こ
と
を
思
い
出
す
。
本
書
に
接
し
て
改
め
て
そ
の
点
を
確
認
す
る

と
と
も
に
、
近
代

「教
化
」
史
を
構
想
す
る
際
、
た
と
え
ば
近
代
仏

教
史
に
関
し
て
未
解
明
の
部
分
が
多
か
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
な
り

の
入
射
角
を
定
め
て
恐
れ
ず
進
め
、
と
励
ま
さ
れ
た
気
も
す
る
。
そ

れ
を
ま
と
め
上
げ
対
置
し
て
初
め
て
、
本
書
へ
の
本
当
の
書
評
は
成

(7
)
 

る
の
だ
ろ
う
。

本
書
は
非
常
に
戦
略
的
に
時
間
的
視
野
を
広
く
と
り
、
か
つ
面
倒

な
史
料
に
も
向
き
合

っ
た
長
年
の
成
果
で
あ
る
。
古
い
研
究
状
況
の

ま
ま
で
そ
の
後
の
研
究
を
十
分
フ
ォ
ロ
ー
で
き
て
い
な
い
章
も
あ
る
、

な
ど
と
殊
更
指
摘
す
る
の
は
一
旦
置
き
、

実
は
教
育
勅
語
の
研
究
で

は
な
く
壮
大
な
日
本
近
代
教
育
史
の
試
み
の
書
と
し
て
、
そ
の
思
い

を
「
汲
み
取
り
」
、
引
き
継
ぐ
べ
き
も
の
と
読
ん
だ
次
第
で
あ
る
。
蕪

雑
な
印
象
批
評
に
終
始
し
た
こ
と
を
お
詫
び
し
、
掘
箪
す
る
。

注
(l
)

高
野
秀
晴

『教
化
に
臨
む
近
世
学
問
』（
ぺ
り
か
ん
社
、

二
〇

一
五
年
）
。

(2
)

前
田
勉

『江
戸
教
育
思
想
史
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
二

0
1

六
年
）
一
六
頁
。

(3
)

ニ
ー
ル
ス
・
フ
ァ
ン
ス
テ
ー
ン
パ

ー
ル
「
近
世

「教
化
」
史

の
再
考
ー

鈴
木
氏
書
評
へ
の
応
答
と
し
て
」
『
日
本
教
育
史
研

究
』
三
八
号
、

二
0
一
九
年
、

一
五
二
頁
。

(
4
)

土
岐
昌
訓

「教
部
省
の
布
教
活
動
ー

「
教
部
省
記
録
」
に
見

る
其
の
一
斑
」
一

・
ニ
完、

『神
道
宗
教
』
一

―
七

．
―
ニ

―

号
、
一

九
八
四
・
八
五
年
。

(5
)

小
川
原
正
道

『大
教
院
の
研
究
』
（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
0
0
四
年
）
、
松
山
恵
『
江
戸
・
東
京
の
都
市
史
』

（東
京
大

学
出
版
会
、
二

0
―
一
年
）
、
な
ど
。

ー牡 ー



（
京
都
大
学
）

谷
川
穣
『
明
治
前
期
の
教
育
・
教
化
・
仏
教
』

版
、
二

0
0
八
年
）
。

(7
)

あ
え
て
そ
の
際
の
課
題
を
付
け
足
す
な
ら
ば
、
被
教
化
者
が

望
ま
し
い
方
向
へ
変
わ
る
こ
と
へ
の
信
頼
の
高
さ
、
教
化
者
の

楽
観
性
、
と
い
う
視
点
・
論
点
が
考
え
ら
れ
る
。
前
田
勉
は
、

儒
教
も
仏
教
も
「
好
ま
し
い
善
者
に
な
る
可
能
性
を
も
つ
性
善

説
」
を
前
提
と
す
る
点
で
両
者
の
教
化
は
共
通
す
る
と
述
べ
て

い
る
（
前
田
前
掲
書
、
一
八
頁
）
。
こ
う
し
た
被
教
化
者
の
可
塑

性
に
楽
観
す
る
点
は
、
井
上
哲
次
郎
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
て

い
る
（
繁
田
真
爾
『
「
悪
」
と
統
治
の
近
代
日
本
』
（
法
蔵
館
、

二
0
一
九
年
）
五
七
頁
）。

（
東
京
大
学
出
版
会
、

二
0
一
九
年
二
月
、
三
0
四
頁
、
五
八
0
0円
＋
税
）

(6
)
 

（
思
文
閣
出
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