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今
日
の
日
本
社
会
の
中
で
、
殺
人
、
自
殺
、
い
じ
め
、
虐
待
な
ど
の
悲
し
い
ニ
ュ
ー
ス
が
日
々
報
道
さ
れ
、
生
命
を
軽
視
し
て
い
る
現
状
を
数
多
く
目
に
す
る
。
そ
の

よ
う
な
状
況
の
中
で
、
幼
児
期
の
教
育
・
保
育
に
お
い
て
、
早
い
段
階
か
ら
「
命
の
尊
厳
」
の
真
義
を
理
解
し
、
命
を
敬
う
心
を
養
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
道
元
禅
師
の
『
典
座
教
訓
』
の
「
三
心
」
を
も
と
に
し
て
、
道
元
禅
師
の
「
命
の
尊
厳
」
に
関
す
る
教
え
を
仏
教
保
育
の
現
場
に
展
開
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
道
元
禅
師
の
『
典
座
教
訓
』
の
「
三
心
」
の
教
え
を
通
し
て
、
幼
児
期
の
発
達
に
即
し
た
内
容
に
基
づ
い
て
「
命
の
尊
厳
」
の
真
義

を
伝
え
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
に
つ
い
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
生
涯
教
育
の
第
一
歩
と
し
て
の
幼
児
期
の
教
育
・
保
育
に
お
い
て
、
仏
教
的
な
環
境
構
成
を

行
い
、
仏
教
の
教
え
に
基
づ
い
た
意
図
的
な
教
育
・
保
育
の
大
切
さ
に
つ
い
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
公
教
育
・
保
育
に
お
い
て
は
、
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な

い
宗
教
教
育
に
お
い
て
、
お
釈
迦
様
、
各
宗
派
の
宗
祖
の
生
き
方
、
教
え
、
行
事
な
ど
、
数
多
く
の
教
材
を
も
と
に
、
直
接
的
に
仏
教
、
宗
派
宗
教
の
教
育
・
保
育
を
行
い
、

子
ど
も
の
宗
教
心
に
か
か
わ
る
教
育
・
保
育
を
展
開
す
る
こ
と
が
、
子
ど
も
の
健
全
な
成
長
発
達
に
と
て
も
有
利
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ

ら
の
仏
教
保
育
の
実
践
を
通
じ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
「
命
の
尊
厳
の
」
真
義
に
つ
い
て
、
幼
児
期
の
早
い
段
階
よ
り
教
え
、
導
い
て
い
く
こ
と
が
と
て
も
有
効
で
、
大
切

な
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

キ
ー
ワ
ー
ド
　
典
座
教
訓
、
三
心
、
道
元
禅
師
、
仏
教
保
育
、
幼
稚
園
教
育
要
領
、
保
育
所
保
育
指
針
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１
．
は
じ
め
に

「
心
の
教
育
」
が
提
唱
さ
れ
、
脈
々
と
継
続
さ
れ
て
い
る
日
本
社
会
の
中
で
、

今
日
、
殺
人
、
自
殺
、
い
じ
め
、
虐
待
な
ど
、
生
命
を
軽
視
し
て
い
る
現
状
を
数

多
く
目
に
す
る
。
そ
の
中
で
も「
自
殺
」が
日
本
人
の
主
要
な
死
因
の
一
つ
と
な
っ

て
お
り
、
厚
生
労
働
省
の
統
計
に
よ
る
と
、（
１
）  

平
成
二
十
七
年
度
の
自
殺
者
数

は
二
三
、一
五
二
人
で
、死
亡
者
総
数
の
一
．八
％
を
占
め
、死
因
の
第
八
位
と
な
っ

て
い
る
。
そ
の
改
善
の
た
め
に
厚
生
労
働
省
で
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
に

施
行
さ
れ
た
「
改
正
自
殺
対
策
基
本
法
」（
２
） 

の
新
し
い
理
念
と
趣
旨
に
基
づ
き
、

学
際
的
な
観
点
か
ら
関
係
者
が
連
携
し
て
自
殺
対
策
の
Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
取

り
組
む
た
め
の
エ
ビ
デ
ン
ス
の
提
供
や
、
民
間
団
体
を
含
め
た
地
域
の
自
殺
対
策

の
支
援
の
た
め
に
「
自
殺
総
合
対
策
推
進
セ
ン
タ
ー
」
を
組
織
し
、
そ
の
防
止
の

た
め
の
方
策
を
講
じ
て
い
る
。　

ま
た
、
教
育
現
場
に
お
い
て
、「
い
じ
め
」
が
原
因
と
な
る
児
童
、
生
徒
の
自

殺
が
メ
デ
ィ
ア
で
も
度
々
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
今
日
、
少
子
化
の
時
代
と

言
わ
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
小
中
高
校
生
の
自
殺
者
数
の
減
少
の
兆
し
が

全
く
見
ら
れ
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
警
察
白
書
に
よ
る
と
、（
３
）  

近
年
の
い
じ

め
に
起
因
す
る
事
件
数
は
、
平
成
二
十
三
年
ま
で
減
少
傾
向
に
あ
っ
た
が
、
平
成

二
十
四
年
は
二
六
〇
件
と
急
増
し
、
さ
ら
に
平
成
二
十
五
年
は
四
一
〇
件
に
増
加

し
て
い
る
。
警
察
で
は
少
年
相
談
活
動
や
、
ス
ク
ー
ル
サ
ポ
ー
タ
ー
の
学
校
へ
の

訪
問
活
動
等
に
よ
り
、
い
じ
め
の
早
期
把
握
に
努
め
、
学
校
等
と
連
携
を
と
り
な

が
ら
的
確
な
対
応
の
推
進
を
図
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
今
日
、「
命
の
尊
厳
」
の
意
義
を
再
認
識
し
、
命

の
尊
さ
を
改
め
て
問
う
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
幼
児
期
の
教
育
・
保

育
に
依
る
所
が
大
き
く
、
早
い
時
期
に
生
命
を
大
切
に
す
る
心
を
確
立
す
る
必
要

が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
上
村
映
雄
氏
は
『
仏
教
保
育
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
の

中
で
、「
佛
教
で
は
、
先
ず
第
一
に
、
生
命
を
大
切
に
す
る
子
ど
も
に
育
っ
て
い

く
こ
と
を
、
最
大
の
目
標
と
し
て
い
ま
す
が
、
自
分
に
対
し
て
き
び
し
く
、
他
人

に
対
し
て
慈
悲
深
く
、
相
手
の
身
に
な
っ
て
行
動
す
る
こ
と
の
で
き
る
子
ど
も
に

育
成
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。」
と
述
べ
て
い
る
。（
４
）  

即
ち
、
仏
教
保
育
に
お

け
る
最
大
の
目
標
は
、「
生
命
を
大
切
に
す
る
子
ど
も
を
育
て
る
」
事
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
保
育
の
現
場
か
ら
命
を
敬
う
「
心
」
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。

本
論
に
お
い
て
は
、
道
元
禅
師
の
著
作
で
あ
る
『
典
座
教
訓
』
の
「
三
心
」
を

詳
細
に
検
討
し
、
そ
の
教
え
を
通
し
て
幼
児
期
の
発
達
に
即
し
た
内
容
に
基
づ
い

て
「
命
の
尊
厳
」
に
関
す
る
教
え
を
仏
教
保
育
の
現
場
に
展
開
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
る
。

林　

円
応
氏
は
「
典
座
教
訓
三
心
の
検
討
―
教
育
実
習
の
正
法
眼
と
し
て
―
」

の
中
で
、
機
械
技
術
文
明
の
副
作
用
と
し
て
、
人
間
性
の
自
主
性
喪
失
、
欲
求
不

満
、
自
己
不
信
、
自
己
軽
視
な
ど
を
挙
げ
、
ま
た
、
科
学
の
限
界
と
し
て
、
科
学

の
法
則
や
技
術
の
相
対
性
の
限
界
な
ど
を
指
摘
し
、
個
人
の
尊
厳
性
の
目
覚
め
の

必
要
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
即
ち
、
個
人
の
尊
厳
性
に
目
覚
め
る
正
法
眼
を

持
つ
こ
と
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
教
育
現
場
に
お

け
る
『
典
座
教
訓
』
の
必
要
性
に
言
及
し
、「
教
育
実
習
に
つ
い
て
の
正
法
眼
の

眼
目
の
至
道
と
し
て
禅
家
教
育
の
宝
典
、
典
座
教
訓
の
一
色
弁
道
の
信
念
な
ら
び

に
三
心
の
教
訓
を
身
に
つ
け
る
こ
と
を
教
育
実
習
者
に
切
望
す
る
」
と
述
べ
て
い

る
。（
５
）　

こ
れ
は
教
育
・
保
育
の
現
場
に
も
通
じ
る
考
え
方
と
い
え
る
。そ
れ
故
に
、

本
論
で
は
、
道
元
禅
師
の
著
作
で
あ
る
『
典
座
教
訓
』
の
「
三
心
」
を
も
と
に
し

て
、
道
元
禅
師
の
「
命
の
尊
厳
」
に
対
す
る
教
え
を
、
仏
教
保
育
の
現
場
に
展
開

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の
際
に
大
切
な
こ
と
は
、
幼
児
期
の
教
育
・
保
育

に
直
接
関
わ
る
保
育
者
の
仏
教
理
解
が
前
提
と
な
り
、
そ
の
果
た
す
役
割
が
大
き
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い
。
そ
こ
で
現
場
の
保
育
者
が
保
育
の
現
場
に
展
開
で
き
る
教
え
を
導
き
出
そ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。　

２
．『
幼
稚
園
教
育
要
領
』・『
保
育
所
保
育
指
針
』
に
説
か
れ
る
「
命
の
尊
厳
」

に
つ
い
て

幼
児
期
の
教
育
・
保
育
を
行
う
に
あ
た
り
、
そ
の
指
針
と
な
る
も
の
は
文
部
科

学
省
に
よ
る
『
幼
稚
園
教
育
要
領
』（
６
） 

と
厚
生
労
働
省
に
よ
る
『
保
育
所
保
育

指
針
』（
７
） 

で
あ
る
。
公
立
の
幼
稚
園
、
保
育
所
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
『
幼

稚
園
教
育
要
領
』・『
保
育
所
保
育
指
針
』
に
従
っ
て
教
育
・
保
育
が
展
開
さ
れ
て

い
る
。
私
立
、法
人
立
等
の
幼
稚
園
・
保
育
所
に
お
い
て
も
『
幼
稚
園
教
育
要
領
』、

『
保
育
所
保
育
指
針
』
の
基
準
に
従
っ
て
保
育
が
展
開
さ
れ
て
お
り
、
公
教
育
の

性
質
も
同
時
に
含
ん
で
い
る
。
特
に
公
的
認
可
を
受
け
て
い
る
幼
稚
園
、
保
育
所

に
お
い
て
は
、
教
育
・
保
育
内
容
も
『
幼
稚
園
教
育
要
領
』、『
保
育
所
保
育
指
針
』

に
準
じ
、
園
舎
、
園
庭
、
幼
稚
園
教
諭
、
保
育
士
の
定
数
を
充
足
す
る
な
ど
、
種
々

の
公
的
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
条
件
と
な
り
、
そ
れ
ら
の
基
準
を
満
た
し
て
運
営

し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
仏
教
保
育
を
提
唱
し
て
い
る
園
に
お
い
て
も
同
様
で
あ

る
。
仏
教
保
育
と
は
、
一
般
的
に
仏
教
寺
院
な
ど
を
中
心
に
設
立
、
運
営
さ
れ
て

い
る
幼
稚
園
、
保
育
所
で
実
践
さ
れ
て
い
る
保
育
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、

そ
れ
ら
も
前
記
の
種
々
の
公
的
基
準
を
満
た
し
て
運
営
し
て
い
る
。 （
８
）

そ
こ
で
、
幼
児
教
育
の
現
場
に
お
い
て
、「
命
の
尊
厳
」
は
ど
の
よ
う
に
取
り

扱
わ
れ
て
い
る
か
、
ま
ず
『
幼
稚
園
教
育
要
領
』、『
保
育
所
保
育
指
針
』
の
中
に

規
定
さ
れ
て
い
る
「
命
の
尊
厳
」
に
関
す
る
項
目
・
内
容
を
挙
げ
る
と
次
の
よ
う

に
な
る
。

『
幼
稚
園
教
育
要
領
』

『
幼
稚
園
教
育
要
領
』
に
お
い
て
は
、
動
植
物
や
身
近
な
事
象
を
通
し
て
命
の

大
切
さ
等
を
学
ぶ
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
分
類
す
れ
ば
次
の
五

項
目
に
な
る
。（
９
）

①
命
の
尊
さ
に
関
す
る
項
目

・「
身
近
な
動
植
物
に
親
し
み
を
も
っ
て
接
し
，
生
命
の
尊
さ
に
気
付
き
，

い
た
わ
っ
た
り
，
大
切
に
し
た
り
す
る
。」 

〔
第
２
章　

ね
ら
い
及
び
内
容　

環
境　

２
内
容
（
５
）〕

・「
身
近
な
事
象
や
動
植
物
に
対
す
る
感
動
を
伝
え
合
い
，
共
感
し
合
う
こ

と
な
ど
を
通
し
て
自
分
か
ら
か
か
わ
ろ
う
と
す
る
意
欲
を
育
て
る
と
と
も

に
，
様
々
な
か
か
わ
り
方
を
通
し
て
そ
れ
ら
に
対
す
る
親
し
み
や
畏
敬
の

念
，
生
命
を
大
切
に
す
る
気
持
ち
，
公
共
心
，
探
究
心
な
ど
が
養
わ
れ
る

よ
う
に
す
る
こ
と
。」

〔
第
２
章　

ね
ら
い
及
び
内
容　

環
境　

３
内
容
の
取
扱
い
（
３
）〕

②
他
者
へ
の
思
い
や
り
に
関
す
る
項
目

・「
道
徳
性
の
芽
生
え
を
培
う
に
当
た
っ
て
は
，
基
本
的
な
生
活
習
慣
の
形

成
を
図
る
と
と
も
に
，
幼
児
が
他
の
幼
児
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
他
人
の

存
在
に
気
付
き
，
相
手
を
尊
重
す
る
気
持
ち
を
も
っ
て
行
動
で
き
る
よ
う

に
し
，」

〔
第
２
章　

ね
ら
い
及
び
内
容　

人
間
関
係　

３
内
容
の
取
扱
い（
４
）〕

・「
特
に
，
人
に
対
す
る
信
頼
感
や
思
い
や
り
の
気
持
ち
は
，
葛
藤
や
つ
ま

ず
き
を
も
体
験
し
，
そ
れ
ら
を
乗
り
越
え
る
こ
と
に
よ
り
次
第
に
芽
生
え

て
く
る
こ
と
に
配
慮
す
る
こ
と
。」

〔
第
２
章　

ね
ら
い
及
び
内
容　

人
間
関
係　

３
内
容
の
取
扱
い（
４
）〕

③
豊
か
な
心
情
を
育
て
る
こ
と
に
関
す
る
項
目

・「
ま
た
，
自
然
や
身
近
な
動
植
物
に
親
し
む
こ
と
な
ど
を
通
し
て
豊
か
な

心
情
が
育
つ
よ
う
に
す
る
こ
と
。」　　
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〔
第
２
章　

ね
ら
い
及
び
内
容　

人
間
関
係　

３
内
容
の
取
扱
い（
４
）〕

④
心
の
安
ら
ぎ
を
得
る
こ
と
に
関
す
る
項
目

・「
幼
児
期
に
お
い
て
自
然
の
も
つ
意
味
は
大
き
く
，
自
然
の
大
き
さ
，
美

し
さ
，
不
思
議
さ
な
ど
に
直
接
触
れ
る
体
験
を
通
し
て
，
幼
児
の
心
が
安

ら
ぎ
，
豊
か
な
感
情
，
好
奇
心
，
思
考
力
，
表
現
力
の
基
礎
が
培
わ
れ
る

こ
と
を
踏
ま
え
，
幼
児
が
自
然
と
の
か
か
わ
り
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
工
夫
す
る
こ
と
。」

〔
第
２
章　

ね
ら
い
及
び
内
容　

環
境　

３
内
容
の
取
扱
い
（
２
）〕

⑤
物
の
大
切
さ
に
関
す
る
項
目

・「
身
近
な
物
を
大
切
に
す
る
。」　　

〔
第
２
章　

ね
ら
い
及
び
内
容　

環
境　

２
内
容
（
６
）〕

『
幼
稚
園
教
育
要
領
』
に
お
い
て
幼
児
期
の
教
育
・
保
育
は
、
生
涯
に
渡
る
人

格
の
形
成
の
基
礎
を
培
う
時
期
で
、
子
ど
も
の
成
長
は
段
階
的
に
進
み
、
そ
こ
に

は
意
図
的
な
指
導
が
必
要
と
な
る
こ
と
を
説
い
て
い
る
。
そ
の
基
礎
的
な
時
期
に

「
命
の
尊
厳
」に
つ
い
て
も
、し
っ
か
り
と
し
た
指
導
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

数
々
の
遊
び
を
通
し
、学
び
が
確
立
す
る
よ
う
に
指
導
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

同
時
に
、
そ
れ
に
は
保
育
者
の
果
た
す
べ
き
役
割
が
大
き
く
、
子
ど
も
の
潜
在
的

な
可
能
性
を
踏
ま
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
の
人
間
的
な
価
値
を
引
き
出
す
こ
と

が
で
き
る
よ
う
な
具
体
的
な
指
導
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
『
幼
稚
園
教
育
要
領
』

に
お
い
て
、「
命
の
尊
厳
」
に
言
及
し
て
い
る
部
分
は
、「
第
２
章　

ね
ら
い
及
び

内
容
」
の
領
域
「
環
境
」
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。「
環
境
」
は
『
幼
稚
園
教
育
要
領
』

の
中
で
「
身
近
な
環
境
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
領
域
」
と
定
義
さ
れ
、
そ
の
ね

ら
い
の
中
心
は
、
身
近
な
環
境
に
親
し
み
、
自
然
と
触
れ
合
う
中
で
様
々
な
事
象

に
興
味
や
関
心
を
持
つ
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
し
て
自
然
に
触
れ
て
生
活
し
、
そ
の

大
き
さ
、
美
し
さ
、
不
思
議
さ
な
ど
に
気
づ
く
こ
と
が
領
域
「
環
境
」
の
中
心
と

い
え
る
。
即
ち
、
こ
の
領
域
「
環
境
」
の
中
で
「
命
の
尊
厳
」
に
つ
い
て
触
れ
て

い
る
の
は
、
身
近
な
動
植
物
を
通
し
て
、
そ
の
命
の
尊
さ
、
生
き
物
を
思
い
や
る

気
持
ち
、
物
の
大
切
さ
、
自
然
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
教
え
て
く
こ
と
が
そ
の
中

心
と
な
っ
て
い
る
。

『
保
育
所
保
育
指
針
』 

次
に
、『
保
育
所
保
育
指
針
』
に
お
い
て
、
生
命
の
尊
厳
に
関
す
る
項
目
は
、

四
歳
児
を
は
じ
め
に
六
歳
児
ま
で
段
階
的
に
取
り
扱
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
分

類
す
れ
ば
次
の
五
項
目
に
な
る
。（

10
）  

①
生
命
の
尊
さ
に
関
す
る
項
目

・「
周
り
に
い
る
人
た
ち
が
す
べ
て
か
け
が
え
の
な
い
存
在
で
あ
り
、
一
人

一
人
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
気
づ
く
よ
う
に
配
慮
す
る
。

（
六
歳
児
）」

〔
第
一
〇
章　

六
歳
児
の
保
育
の
内
容
５
配
慮
事
項　
「
人
間
関
係
」

（
３
）〕

・「
動
植
物
と
の
触
れ
合
い
や
飼
育
・
栽
培
な
ど
を
通
し
て
、
自
分
た
ち
の

生
活
と
の
関
わ
り
に
気
づ
き
、
感
謝
の
気
持
ち
や
生
命
を
尊
重
す
る
心
が

育
つ
よ
う
に
す
る
。（
六
歳
児
）」

〔
第
一
〇
章　

六
歳
児
の
保
育
の
内
容　

５
配
慮
事
項　
「
環
境
」（
１
）〕

・「
飼
育
・
栽
培
を
通
し
て
、動
植
物
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
き
て
い
る
の
か
、

育
つ
の
か
興
味
を
持
ち
、生
命
が
持
つ
不
思
議
さ
に
気
づ
く
よ
う
に
す
る
。

（
五
歳
児
）」

〔
第
九
章　

五
歳
児
の
保
育
の
内
容　

５
配
慮
事
項　
「
環
境
」（
１
）〕

②
動
植
物
へ
の
愛
護
の
気
持
ち
を
育
て
る
こ
と
に
つ
い
て
の
項
目
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・「
動
植
物
の
飼
育
や
栽
培
の
手
伝
い
を
通
し
て
、
そ
れ
ら
へ
の
興
味
や
関

心
を
持
つ
よ
う
に
し
、
そ
の
成
長
・
変
化
な
ど
に
感
動
し
、
愛
護
す
る
気

持
ち
を
育
て
る
よ
う
に
す
る
。（
四
歳
児
）」

〔
第
八
章　

四
歳
児
の
保
育
の
内
容　

５
配
慮
事
項　
「
環
境
」（
１
）〕

③
動
植
物
へ
の
感
謝
、
い
た
わ
り
に
関
す
る
項
目

・「
動
植
物
と
自
分
た
ち
の
生
活
と
の
関
わ
り
に
目
を
向
け
、
そ
れ
ら
に
感

謝
や
い
た
わ
り
の　

気
持
ち
を
育
て
て
い
く
よ
う
に
す
る
。（
五
歳
児
）」

〔
第
九
章　

五
歳
児
の
保
育
の
内
容　

５
配
慮
事
項　
「
環
境
」（
２
）〕

④
自
然
に
対
す
る
畏
敬
の
念
に
関
す
る
項
目

・「
飼
育
・
栽
培
を
通
し
て
、
生
命
を
育
む
自
然
の
摂
理
の
偉
大
さ
に
畏
敬

の
念
を
持
つ
よ
う
に
配
慮
す
る
。（
六
歳
児
）」

〔
第
一
〇
章　

六
歳
児
の
保
育
の
内
容　

５
配
慮
事
項　
「
環
境
」（
４
）〕

⑤
子
ど
も
の
生
命
を
守
る
こ
と
に
関
す
る
項
目

・「
虐
待
の
疑
い
の
あ
る
子
ど
も
の
早
期
発
見
と
子
ど
も
や
そ
の
家
族
に
対

す
る
適
切
な
対
応
は
、
子
ど
も
の
生
命
の
危
険
、
心
身
の
障
害
の
発
生
の

防
止
に
つ
な
が
る
重
要
な
保
育
活
動
と
言
え
る
。」

〔
第
一
二
章　

健
康
・
安
全
に
関
す
る
留
意
事
項　

７
虐
待
な
ど
へ
の

対
応
（
１
）〕

『
保
育
所
保
育
指
針
』
に
お
い
て
、「
命
の
尊
厳
」
に
言
及
し
て
い
る
部
分
は
、「
第

八
章
四
歳
児
の
保
育
の
内
容
」
か
ら
「
第
一
〇
章
六
歳
児
の
保
育
の
内
容
」
と
四

歳
児
か
ら
六
歳
児
へ
と
段
階
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
子
ど
も
は
親
し
み
を

持
て
る
動
植
物
を
見
た
り
、
触
っ
た
り
、
世
話
を
す
る
こ
と
な
ど
を
通
し
て
、
親

し
み
、
い
た
わ
り
の
気
持
ち
を
持
ち
、
そ
し
て
生
命
の
尊
さ
に
気
づ
く
、
保
育
者

は
そ
の
き
っ
か
け
を
与
え
た
り
、
動
植
物
へ
の
関
わ
り
方
を
伝
え
て
い
く
必
要
が

あ
る
。
保
育
所
で
は
、
幼
稚
園
と
同
様
に
身
近
な
動
植
物
を
通
し
、
そ
の
命
の
尊

さ
、
愛
護
の
気
持
ち
、
感
謝
・
い
た
わ
り
の
気
持
ち
な
ど
を
教
え
て
い
く
こ
と
の

大
切
さ
が
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
飼
育
・
栽
培
を
通
し
て
自
然
に
対
す
る
「
畏

敬
の
念
」を
育
て
る
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
命
の
尊
厳
」に
つ
い
て「
子

ど
も
の
生
命
を
守
る
」
こ
と
に
も
言
及
さ
れ
、
特
に
虐
待
か
ら
子
ど
も
の
生
命
を

守
る
こ
と
に
つ
い
て
説
か
れ
て
い
る
。（

11
）  

保
育
所
に
お
い
て
も
子
ど
も
の
主
体

性
を
尊
重
し
、
子
ど
も
の
生
き
る
力
、
伸
び
よ
う
と
す
る
力
を
支
え
、
一
人
ひ
と

り
の
子
ど
も
の
発
達
過
程
を
踏
ま
え
て
育
て
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
い
え

る
。

３
．
仏
教
保
育
の
中
で
説
か
れ
る
「
命
の
尊
厳
」
に
つ
い
て

そ
れ
で
は
仏
教
保
育
の
中
で
「
命
の
尊
厳
」
は
、
ど
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る

か
。
仏
教
保
育
を
提
唱
し
て
い
る
幼
稚
園
、
保
育
所
で
は
、
仏
教
各
宗
派
に
よ
っ

て
保
育
目
標
、
指
導
内
容
も
異
な
る
形
で
実
践
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
お
釈
迦
様

の
生
き
方
、
思
想
に
つ
い
て
は
、
共
通
の
認
識
の
も
と
に
日
々
の
教
育
・
保
育
の

中
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
併
せ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
派
の
宗
祖
（
開
祖
）
の

生
き
方
、
思
想
を
も
と
に
、
そ
の
生
き
方
を
手
本
と
し
て
学
ん
で
い
る
。
そ
こ
で
、

各
宗
派
を
超
え
た
活
動
を
し
て
い
る
公
益
社
団
法
人
日
本
仏
教
保
育
協
会
が
提
唱

し
て
い
る
考
え
に
基
づ
き
、
仏
教
保
育
に
お
け
る
「
命
の
尊
厳
」
に
つ
い
て
捉
え

て
み
る
こ
と
と
す
る
。
日
本
仏
教
保
育
協
会
の
基
本
方
針
は
、「
生
命
尊
重
の
保

育
の
確
立
と
心
の
教
育
の
推
進
」
で
あ
る
。
そ
し
て
日
本
仏
教
保
育
協
会
が
唱
え

る
「
命
の
尊
厳
」
の
保
育
に
つ
い
て
は
、「
仏
教
保
育
三
綱
領
」
の
中
で
、「
慈
心

不
殺
（
生
命
尊
重
の
保
育
を
行
お
う
）」
の
中
で
、「
仏
教
で
は
人
間
だ
け
で
な
く
、

草
木
に
も
、
虫
、
鳥
、
獣
に
も
、
水
や
石
や
大
地
に
も
、
す
べ
て
同
じ
よ
う
に
仏

性
が
あ
る
と
考
え
る
。」
と
述
べ
、（

12
）  

仏
教
で
い
う
生
命
尊
重
と
は
、
生
き
も

の
の
生
命
は
勿
論
の
こ
と
、
水
、
石
な
ど
に
も
命
が
あ
る
よ
う
に
大
切
に
す
る
こ
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と
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
即
ち
、
仏
教
保
育
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
を
命
あ
る

も
の
と
し
て
尊
重
し
、
こ
の
世
の
す
べ
て
の
も
の
に
命
が
あ
り
、
尊
い
存
在
で
あ

る
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
の
も
と
、「
教
育
基
本
法
」（

13
）  

の
定
め
る
「
教
育
の
目
的
」

は
「
人
格
の
完
成
」
に
あ
り
、
戦
後
日
本
に
お
い
て
一
貫
し
て
説
か
れ
て
き
て
い

る
。
こ
の
「
教
育
の
目
的
」
は
、
仏
教
保
育
を
実
践
し
て
い
る
幼
稚
園
、
保
育
所

に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
仏
教
の
教
え
や
、
様
々
な
仏
教
行
事
な
ど
を
通
し
、

日
本
古
来
よ
り
伝
わ
る
宗
教
文
化
に
触
れ
さ
せ
、「
ほ
と
け
さ
ま
」に
手
を
合
わ
せ
、

全
て
の
生
き
物
の
命
、
物
の
大
切
さ
、
人
間
の
力
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
自
然

の
力
を
認
識
し
、
畏
敬
の
念
な
ど
を
、
仏
教
教
育
・
保
育
の
中
か
ら
学
び
取
び
と
っ

て
い
る
と
い
え
る
。
各
仏
教
園
で
は
、
一
日
が
合
掌
で
始
ま
り
、
一
日
を
合
掌
で

終
わ
る
生
活
を
送
り
な
が
ら
、手
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
謙
虚
な
気
持
ち
で
、

生
か
さ
れ
て
い
る
自
分
自
身
に
感
謝
す
る
心
を
養
っ
て
い
る
。
そ
し
て
日
々
の
生

活
の
中
の
お
つ
と
め
、
礼
拝
、
仏
教
行
事
な
ど
に
お
い
て
、
姿
勢
や
服
装
を
整
え

る
こ
と
な
ど
、
厳
粛
な
雰
囲
気
を
体
験
さ
せ
る
こ
と
も
大
切
に
考
え
て
い
る
。
こ

の
よ
う
に
仏
教
保
育
で
は
、
仏
教
の
教
え
に
基
づ
い
て
幼
児
期
の
心
の
活
動
を
一

層
活
発
に
し
、
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
が
、
正
し
い
心
を
構
築
し
、
自
ら
の
力
で

正
し
い
道
に
進
ん
で
い
け
る
よ
う
に
導
い
て
い
く
よ
う
な
教
育
・
保
育
が
展
開
さ

れ
て
い
る
。
即
ち
、
仏
教
精
神
に
基
づ
く
人
格
の
完
成
を
め
ざ
し
、
様
々
な
教
え
、

行
事
な
ど
を
通
し
て
、「
命
の
尊
厳
」
に
つ
い
て
学
ん
で
い
る
と
い
え
る
。

４
．『
典
座
教
訓
』
に
説
か
れ
る
「
三
心
」
の
意
味

『
典
座
教
訓
』
は
、
日
本
曹
洞
宗
の
開
祖
で
あ
る
道
元
禅
師
（
一
二
〇
〇
～

一
二
五
三
）
三
十
七
歳
の
時
の
著
作
で
あ
る
。
道
元
禅
師
は
、
一
二
三
七
年
（
嘉

禎
三
年
）
春
、
興
聖
寺
に
て
『
典
座
教
訓
』
を
著
し
、
そ
の
典
座
の
仕
事
の
重
要

性
を
強
調
し
、
禅
宗
寺
院
に
お
け
る
修
行
生
活
を
詳
細
に
、
厳
格
に
規
定
し
て
い

る
。
そ
し
て
『
典
座
教
訓
』
は
典
座
の
仕
事
の
重
要
性
を
説
く
に
と
ど
ま
ら
ず
、

典
座
の
職
を
通
し
て
、
食
の
大
切
さ
、
命
の
尊
さ
、
そ
し
て
仏
道
修
行
の
あ
り
方
、

人
間
の
生
き
方
を
説
い
て
い
る
仏
道
修
行
に
お
け
る
総
合
的
な
内
容
を
含
ん
だ
著

作
で
あ
る
。

『
典
座
教
訓
』
の
中
で
説
か
れ
る
「
三
心
」
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
１
）
喜
心

凡
諸
知
事
頭
首
。
及
レ
當
レ
職
作
レ
事
作
レ
務
之
時
節
。
可
レ
保
二
持
喜
心
。
老
心
。

大
心
一
者
也
。

（
訳
）
お
よ
そ
禅
寺
の
役
職
で
あ
る
知
事
や
頭
首
は
、
そ
の
職
に
あ
た
っ
て
、

そ
の
職
務
を
つ
と
め
る
時
は
、「
喜
心
」、「
老
心
」、「
大
心
」
の
心
構

え
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
。

所
謂
喜
心
者
。
喜
悦
心
也
。

（
訳
）「
喜
心
」
と
は
、
喜
ぶ
心
の
こ
と
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　

可
レ
想
下
我
若
生
二
天
上
一
。
著
レ
樂
無
レ
間
。
不
レ
可
二
發
心
一
。
修
行
未
レ
便
。
何

況
可
レ
作
二
三
寶
供
養
之
食
一
耶
上
。

（
訳
）
自
分
が
も
し
天
上
界
に
生
ま
れ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
楽
し
い
こ
と
だ

け
に
心
を
奪
わ
れ
、
悟
り
を
求
め
る
心
を
発
す
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
、
仏
道
修
行
が
で
き
る
状
況
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
三
宝
に
供
養

す
る
食
事
を
作
る
こ
と
な
ど
ど
う
し
て
で
き
よ
う
か
と
い
う
こ
と
を

想
い
お
こ
し
て
み
な
さ
い
。

萬
法
之
中
。最
尊
貴
者
三
寶
也
。最
上
勝
者
三
寶
也
。天
帝
非
レ
喩
。輪
王
弗
レ
比
。

（
訳
）
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
中
で
最
も
尊
く
、
す
ぐ
れ
た
も
の
が
三
宝
で
あ
る
。

天
上
界
（
三
十
三
天
）
の
最
も
尊
い
帝
釈
天
で
さ
え
譬
に
な
ら
な
い
。
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ま
た
、
こ
の
世
の
中
で
全
世
界
を
治
め
る
転
輪
聖
王
さ
え
比
べ
も
の

に
な
ら
な
い
。

清
規
云
。
世
間
尊
貴
。
物
外
優
間
。
清
浄
無
爲
。
衆
僧
爲
レ
最
。

（
訳
）『
禪
苑
清
規
』（

14
） 

に
も
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。「
こ
の
世
の

中
で
最
も
尊
く
、
俗
世
間
か
ら
超
越
し
て
ゆ
っ
た
り
と
し
て
、
清
ら

か
で
、
何
も
の
に
も
と
ら
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は
、
修

行
僧
を
お
い
て
他
に
無
い
」
と
。

今
吾
幸
生
二
人
間
一
。
而
作
二
此
三
寶
受
用
之
食
一
。
豈
非
二
大
因
縁
一
耶
。
尤
以

可
二
悦
喜
一
者
也
。

（
訳
）
今
自
分
自
身
は
、
人
間
界
に
生
ま
れ
、
こ
の
三
宝
を
受
け
、
食
べ
て

も
ら
う
食
事
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
ど
う
し
て
す
ば
ら
し
い

め
ぐ
り
合
わ
せ
で
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
こ
の
典
座
の
仕
事
は
、

喜
ぶ
べ
き
仕
事
で
あ
る
。

又
可
レ
想
下
。
我
若
生
二
地
獄
。
餓
鬼
。
畜
生
。
修
羅
等
之
趣
一
。
又
生
二
自
餘
之

八
難
處
一
。

（
訳
）
ま
た
、
も
し
自
分
が
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、
修
羅
な
ど
の
世
界
に
生

ま
れ
た
り
、
ま
た
、
そ
の
他
の
仏
の
教
え
も
聞
け
ず
、
会
う
こ
と
も

で
き
な
い
八
難
處
に
生
ま
れ
た
と
す
れ
ば
、

雖
レ
有
レ
求
二
僧
力
之
覆
身
一
。
手
自
不
レ
可
レ
作
中
供
二
養
三
寶
一
之
淨
食
上
。

（
訳
）
修
行
僧
と
し
て
の
威
神
力
に
よ
っ
て
身
を
守
っ
て
も
ら
お
う
と
願
っ

て
も
、
自
分
か
ら
三
宝
に
供
養
す
る
清
ら
か
な
食
事
を
作
る
こ
と
は

で
き
な
い
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。

依
二
其
苦
器
一
而
受
レ
苦
。
縛
二
身
心
一
也
。

（
訳
） 

地
獄
の
世
界
に
落
ち
て
苦
し
め
ら
れ
、
心
身
を
縛
ら
れ
、
苦
し
め
ら

れ
て
い
る
。

今
生
既
作
レ
之
。
可
レ
悦
之
生
也
。
可
レ
悦
之
身
也
。
曠
大
劫
之
良
縁
也
。
不
レ

可
レ
朽
之
功
徳
也
。

（
訳
）
今
の
自
分
は
人
間
界
に
生
ま
れ
て
三
宝
に
供
養
す
る
食
事
を
作
っ
て

い
る
。
ま
こ
と
に
喜
ぶ
べ
き
身
の
上
で
あ
り
、
喜
ぶ
べ
き
生
涯
で
も

あ
る
。
ま
こ
と
に
永
遠
に
尽
き
な
い
良
い
め
ぐ
り
合
わ
せ
で
あ
り
、

朽
ち
る
こ
と
の
な
い
果
報
で
あ
る
。

願
以
二
萬
生
千
生
一
。
而
攝
二
一
日
一
時
一
。
可
レ
辨
レ
之
可
レ
作
レ
之
。

（
訳
）
で
き
る
事
な
ら
ば
、
千
回
で
も
、
万
回
で
も
生
ま
れ
変
わ
っ
て
続
く

こ
の
命
を
一
日
一
時
に
集
約
し
て
、
三
宝
に
供
養
す
る
食
事
を
作
る

努
力
を
す
る
べ
き
で
あ
る
。

爲
四
能
使
三
千
萬
生
之
身
結
二
於
良
縁
一
也
。

（
訳
）
千
回
、
万
回
と
生
ま
れ
変
わ
る
こ
の
身
を
、
良
い
め
ぐ
り
合
わ
せ
の

縁
に
結
ば
せ
る
よ
う
に
努
力
す
る
た
め
で
あ
る
。

如
レ
此
觀
達
之
心
。
乃
喜
心
也
。

（
訳
）
こ
の
様
に
、
深
い
道
理
を
見
る
こ
と
が
、
即
ち
喜
心
で
あ
る
。

誠
夫
縱
作
二
轉
輪
聖
王
之
身
一
。
非
レ
作
下
供
二
養
三
寶
一
之
食
上
者
。
終
其
無
レ
益
。

唯
是
水
沫
泡
焔
之
質
也
。

（
訳
）
た
と
え
世
界
を
治
め
る
転
輪
聖
王
の
身
に
生
ま
れ
た
と
し
て
も
、
三

宝
に
供
養
す
る
食
事
を
作
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
何
の
益
も
な
い
。

そ
れ
は
水
の
泡
や
炎
の
よ
う
な
は
か
な
い
境
遇
で
あ
る
。

（
２
）
老
心

所
謂
老
心
者
。
父
母
心
也
。
譬
若
三
父
母
念
二
於
一
子
一
。
存
二
念
三
寶
一
、
如
レ

念
二
一
子
一
也
。
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（
訳
）
い
わ
ゆ
る
「
老
心
」
と
は
、
父
母
の
心
、
例
え
ば
父
母
が
我
が
子
を

思
う
気
持
ち
で
あ
る
。
典
座
は
三
宝
に
供
養
す
る
食
事
を
作
る
と
い

う
思
い
を
常
に
持
っ
て
修
行
僧
に
食
事
を
供
養
す
る
こ
と
で
あ
る
。

貧
者
窮
者
。
强
愛
二
育
一
子
一
。
其
志
如
何
。
外
人
不
レ
識
。
作
レ
父
作
レ
母
方
識

レ
之
也
。

（
訳
）
貧
し
い
者
も
、
困
っ
て
い
る
者
も
、
親
は
一
心
に
我
が
子
を
愛
し
育

て
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
親
の
心
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
れ

は
他
の
人
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
父
と
な
り
、
母
と
な
っ
て
初
め
て

知
る
こ
と
で
あ
る
。

不
レ
顧
二
自
身
之
貧
富
一
。
偏
念
二
吾
子
之
長
大
一
也
。

（
訳
）
自
分
自
身
が
貧
し
い
と
か
、
裕
福
で
あ
る
と
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
ひ

た
す
ら
我
が
子
の
成
長
の
み
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

不
レ
顧
二
自
寒
一
。
不
レ
顧
二
自
熱
一
。
蔭
レ
子
覆
レ
子
。

（
訳
）
親
は
自
ら
が
寒
い
こ
と
も
、
熱
い
こ
と
も
顧
み
ず
、
子
ど
も
を
暑
さ
、

寒
さ
を
か
ば
い
、
守
っ
て
い
る
。

以
爲
親
念
切
切
之
至
。

（
訳
）
こ
れ
は
親
が
子
を
思
う
深
い
心
で
あ
る
。

發
二
其
心
一
之
人
。
能
識
レ
之
。
慣
二
其
心
一
之
人
。
方
覺
レ
之
者
也
。

（
訳
）
そ
の
よ
う
な
心
を
発
す
人
は
、
こ
の
老
心
と
い
う
も
の
が
わ
か
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
心
を
持
つ
人
が
老
心
の
意
味
を
さ
と

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

然
乃
看
レ
水
看
レ
穀
。
皆
可
レ
存
二
養
レ
子
之
慈
懇
一
者
歟
。

（
訳
）
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
典
座
が
水
加
減
を
点
検
し
、
穀
物
を
扱
う
時

も
全
て
、
親
が
子
を
思
い
、
養
う
時
の
よ
う
な
慈
し
み
、
愛
す
る
心

を
持
っ
て
典
座
職
を
つ
と
め
る
べ
き
で
あ
る
。

大
師
釋
尊
、
猶
レ
分
二
二
千
年
之
佛
壽
一
。
而
蔭
二
末
世
之
吾
等
一
。
其
意
如
何
。

唯
垂
二
父
母
心
一
而
巳
。

（
訳
）
お
釈
迦
様
は
、
自
ら
の
寿
命
を
二
十
年
縮
め
る
事
に
よ
り
、
後
世
の

私
達
に
残
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
お
釈
迦
様
の
心
と
は
ど
の

よ
う
な
も
の
か
。
そ
れ
は
子
ど
も
を
思
う
心
を
示
し
て
く
だ
さ
っ
た

の
で
あ
る
。

如
來
全
不
レ
可
レ
求
レ
果
。
亦
不
レ
可
レ
求
レ
富
。

（
訳
）お
釈
迦
様
は
、何
か
の
見
返
り
と
し
て
の
果
報
を
求
め
る
の
で
も
な
く
、

富
を
求
め
る
心
も
な
か
っ
た
。

（
３
）
大
心

所
謂
大
心
者
。
大
二
山
于
其
心
一
。
大
海
二
于
其
心
一
。
無
レ
偏
無
レ
黨
心
也
。

（
訳
）
い
わ
ゆ
る
「
大
心
」
と
は
、
大
山
の
よ
う
に
、
高
く
、
大
き
な
心
で

あ
り
、
大
海
の
よ
う
に
深
く
、
広
い
心
で
あ
る
。
一
方
に
偏
っ
た
り
、

固
執
す
る
こ
と
の
な
い
心
で
あ
る
。

提
レ
兩
而
不
レ
爲
レ
輕
。扛
レ
鈞
而
不
レ
可
レ
重
。被
レ
引
二
春
聲
一
兮
。不
レ
游
二
春
澤
一
。

雖
レ
見
二
秋
色
一
兮
。
更
無
二
秋
心
一
。

（
訳
）
た
と
え
一
両
ほ
ど
の
軽
い
も
の
で
も
軽
々
し
く
扱
わ
ず
、
ま
た
、
一

鈞
の
重
い
も
の
で
も
、
大
げ
さ
に
重
々
し
く
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
。

春
の
陽
気
に
誘
わ
れ
て
も
、
そ
れ
に
つ
ら
れ
て
う
か
れ
る
よ
う
な
こ

と
も
な
く
、
秋
の
景
色
を
見
て
も
、
こ
と
さ
ら
に
感
傷
的
に
な
る
よ

う
な
心
を
起
こ
さ
な
い
。

竸
二
四
運
於
一
景
一
。
視
二
銖
兩
於
一
目
一
。

（
訳
）
四
季
の
移
り
変
わ
り
も
一
つ
の
景
色
の
中
に
一
緒
に
と
ら
え
、
軽
い

も
の
、
重
い
も
の
に
つ
い
て
も
こ
れ
ら
に
心
を
と
ら
わ
れ
、
差
別
す
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る
こ
と
な
く
見
る
こ
と
で
あ
る
。

於
二
是
一
節
一
、
可
レ
書
二
大
之
字
一
也
。
可
レ
知
二
大
之
字
一
也
。
可
レ
學
二
大
之
字

一
也
。

（
訳
）
こ
の
よ
う
に
何
も
の
に
も
迷
わ
さ
れ
た
り
、
心
動
か
さ
れ
た
り
し
な

い
と
い
う
心
で
、
大
の
字
を
書
き
、
大
の
字
を
知
り
、
大
の
字
を
学

ぶ
べ
き
で
あ
る
。

夾
山
之
典
座
。
若
不
レ
學
二
大
字
一
者
。
不
覺
之
一
笑
。
莫
レ
度
二
大
原
一
。

（
訳
）
夾
山
善
会
禅
師
の
も
と
に
い
た
典
座
が
、
も
し
、
こ
の
大
の
字
を
良

く
学
ん
で
い
な
か
っ
た
ら
な
ら
ば
、
大
原
孚
上
座
と
い
う
僧
の
説
法

を
聞
き
な
が
ら
、
思
わ
ず
失
笑
し
て
、
大
原
孚
上
座
が
悟
り
に
至
る

き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

大
潙
禅
師
。
不
レ
書
二
大
字
一
。
取
二
一
莖
柴
一
。
不
レ
可
二
三
吹
一
。

（
訳
）
潙
山
霊
祐
禅
師
が
、
も
し
大
の
字
を
書
い
て
い
な
か
っ
た
ら
な
ら
ば
、

百
丈
禅
師
の
も
と
で
修
行
し
て
い
た
時
に
、
一
本
の
柴
を
取
り
上
げ

て
、
三
度
息
を
吹
き
か
け
、
百
丈
禅
師
に
手
渡
し
、
そ
の
悟
り
の
認

可
を
得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

洞
山
和
尚
。
不
レ
知
二
大
字
一
。
拈
二
三
斤
麻
一
。
莫
レ
示
二
一
僧
一
。

（
訳
）
ま
た
、洞
山
守
初
禅
師
が
、も
し
、大
の
字
を
知
ら
な
か
っ
た
な
ら
ば
、

「
仏
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
す
か
」と
い
う
問
い
に
対
し
て
、「
麻
三
斤
」

と
い
う
答
え
を
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

應
レ
知
向
來
大
善
知
識
。倶
是
百
艸
頭
上
。學
二
大
字
一
來
。今
乃
自
在
作
二
大
聲
一
。

説
二
大
義
一
。
了
二
大
事
一
。
接
二
大
人
一
。
成
二
就
者
箇
一
段
大
事
因
縁
一
者
也
。

（
訳
）
こ
の
よ
う
に
、
昔
か
ら
す
ぐ
れ
た
禅
の
指
導
者
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
柄

に
お
い
て
、
大
の
字
を
学
び
、
今
も
自
在
に
大
い
な
る
声
を
発
し
、

偉
大
な
教
え
を
説
き
続
け
、
禅
の
根
本
を
明
ら
か
に
し
、
り
っ
ぱ
な

人
を
指
導
し
、
こ
の
よ
う
な
仏
道
の
真
実
を
極
め
た
人
で
あ
る
。

住
持
。
知
事
。
頭
首
。
雲
衲
。
阿
誰
忘
二
却
此
三
種
心
一
者
哉
。

（
訳
）
修
行
道
場
の
住
持
も
、
知
事
も
、
頭
首
も
、
修
行
僧
も
、
だ
れ
が
こ

の
三
種
の
心
（「
喜
心
」、「
老
心
」、「
大
心
」）
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て

よ
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

以
上
、「
命
の
尊
厳
」
に
つ
い
て
、
こ
の
『
典
座
教
訓
』
の
「
三
心
」
の
中
で
、

「
喜
心
」
と
は
、「
喜
ぶ
心
」
の
こ
と
で
あ
り
、
自
分
自
身
の
命
の
め
ぐ
り
合
わ
せ

に
対
し
、
感
謝
し
、
喜
び
の
心
を
持
っ
て
日
々
の
生
活
を
送
る
こ
と
が
大
切
で
あ

る
と
説
い
て
い
る
。

「
老
心
」
と
は
、
父
母
の
心
で
あ
り
、
父
母
が
我
が
子
を
思
う
心
で
あ
る
。「
老

心
」
は
無
所
得
に
親
が
子
を
思
い
、
養
う
時
の
よ
う
に
、
全
て
の
生
き
物
に
対
し

て
も
慈
し
み
、
愛
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

「
大
心
」
と
は
、
大
山
の
よ
う
に
高
く
、
大
き
な
心
で
あ
り
、
大
海
の
よ
う
に

深
く
広
い
心
で
あ
り
、
偏
ら
ず
、
固
執
す
る
こ
と
の
な
い
心
で
あ
る
。「
大
心
」

は
大
き
な
心
で
全
て
の
生
き
物
の
命
を
平
等
に
捉
え
、
捕
わ
れ
、
差
別
す
る
こ
と

の
な
い
心
で
接
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
『
典
座
教
訓
』
の
中
で
「
三
心
」（「
喜
心
」・「
老
心
」・「
大
心
」）

の
教
え
に
基
づ
い
て
、
全
て
の
生
き
物
の
「
命
の
尊
厳
」
に
つ
い
て
の
教
え
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
．
道
元
禅
師
の
説
く
「
命
の
尊
厳
」
の
保
育
現
場
へ
の
展
開

道
元
禅
師
の
説
く
『
典
座
教
訓
』
で
は
、
典
座
の
一
職
は
修
行
僧
の
弁
道
を
つ

か
さ
ど
り
、
衆
僧
供
養
の
た
め
の
典
座
で
あ
り
、
古
来
よ
り
「
道
心
」
の
あ
る
師

僧
や
、
発
心
の
高
士
が
充
当
し
た
職
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
「
道
心
」
の
無
い
者
が
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〔表１　「仏教保育１年間のねらい」〕②
年齢別各月の保育のねらい

２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

・泣かないで登園する。 ・ 喜んで登園し、 遊びを
楽しむ。 　

・ 合掌、 礼拝の生活習
慣を身につけながら園
生活を楽しむ。

・ 進級した喜びと自覚を
もって生活する。

・ 簡単なきまり、 約束を
知り、園生活に慣れる。

・あそびの中で基礎的な
きまり、 約束を知る。

・ 集団生活のきまり、 約
束を身につけ、 仲よく
遊ぶ。

・ きまり、 約束を守って
仲よく園生活を楽しむ。

・身近な小動物と親しむ。
・衛生に注意する。

・身近な小動物や植物に
関心をもち、見たり触っ
たりする。

・衛生に注意する。

・動物・植物をかわいが
る。

・衛生習慣を身につける。

・ 愛情をもって、 動植物
の世話をする。

・ よい衛生習慣を守って
生活する。

・ できることを自分からし
てみる。

・ 友達と仲よく一緒に遊
ぶ。 水あそびに注意。

・ 困っている友達を見つ
けたら手助けする。 水
あそびに十分注意す
る。

・ どの子にも親切にし、
一緒に遊んだり、 生活
したりする。 水あそび
に十分注意する。

・ 暑さに負けず、 あそび
（水あそび）を楽しむ。

・暑さに負けず、 夏のあ
そび（水あそび）を喜ん
でする。

・ 暑さに負けず、 水あそ
び等の経験を十分にす
る。

・夏のあそびを積極的に
して、 事故に注意しな
がら健やかな身体づく
りをする。

・ 身体をよく動かし、 活
発に遊ぶ。

・生活習慣の乱れを直し
ながら、 園生活を楽し
む。

・生活習慣の乱れを直し、
安定した園生活をす
る。

・身近な社会の中で、 い
たわりと感謝の気持ち
をもつ。

・みんなと一緒の活動に
参加し、 楽しむ。

・ 友達と仲間を作って遊
ぶ。

・ グループで、 いろいろ
なあそびや仕事をす
る。

・ お互いに助け合って、
いろいろな活動を楽し
む。

・友達といろいろなことを
して遊ぶ。

・遊んだあとをきちんと片
づける。

・始めたら、 最後までや
りとげようとする。

・仕事の完成の喜びを味
わう。

・冬の衛生習慣を身につ
ける。

・ お釈迦さまに親しみ、
成道会に参加する。

・ お釈迦さまの話に親し
み、 その教えを知る。

・ お釈迦さまの教えを生
かそうと努めながら生
活する。

・寒さに負けず、 元気に
遊ぶ。

・友達と楽しく話し合いな
がら、 元気に遊ぶ。

・ 話し合いを深めて、 み
んなと仲よく遊ぶ。

・ 正しい言葉づかいと優
しさをもって話し合い、
いろいろな活動をする。

・ごっこ遊びを楽しむ。 ・友達と仲よくして、 落ち
着いて遊ぶ。

・ 友達と協力して、 落ち
着きのある生活をする。

・ 友達との生活をよく考
えて、 落ち着いて行動
する。

・ 進級することを喜び、
楽しく生活する。

・ 進級への期待をもち、
楽しく生活する。

・年長児になる喜びを味
わいながら、 伸び伸び
と生活する。

・入学する期待をもって、
自主的に行動する。
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〔表１　「仏教保育１年間のねらい」〕①

月のねらい 解　　　　説

４月 合
がっ

掌
しょう

聞
もん

法
ぽう

入園・ 進級を喜
び、 園生活に親
しもう。

仏法僧の三宝を敬う形が合掌であり、 まずは安全・健康な園生活
をだれもが送れるように、 必要な諸注意を先生などからよく聞いて、
自分自身を大切にするとともに、 他人を敬い、 みんなでその教えを
実践しよう。

５月 持
じ

戒
かい

和
わ

合
ごう

きまりを守り、 集
団生活を楽しもう。

園生活に慣れてくると、 自分を出せるようになると同時に、 勝手な
行動も見られるようになる。 約束やルールを守ることは社会生活の
第一歩であり、 そのことで集団で楽しく遊ぶことができる。 園生活を
より楽しいものにしよう。

６月 生
せい

命
めい

尊
そん

重
ちょう

生きものを大切に
しよう。

自分の生命の大切さはもとより、 あらゆる生き物の生命を大切にす
ること、 さらに生き物以外の物にも生命が宿ることを教えることは、
幼児の心の成長の基礎となる。 動植物に関心をもつ季節でもあり、
探索心を大切にするとともに、 生物へのいたわりの心を育てよう。

７月 布
ふ

施
せ

奉
ほう

仕
し

だれにも親切にし
よう。

他人に親切にしてもらうと、 とてもうれしいものである。 この心地よ
い貴重な体験を少しでも多くなるように知恵を働かせて、 みんなで
どんなときにも隠れた親切をして、 社会を明るくすることを知らせよ
う。

８月 自
じ

利
リ

利
り

他
た

できることは進ん
でしよう。

自分で出来ることは最後までやり通す辛抱強い心と、他の人が困っ
ているときは他の人の気持ちになって助けてあげる親切な心をもつ
ようにしよう。 また、 他人から注意や親切な行為を受けたときは素
直に感謝するとともに、 そのうれしさを友達にも分けてあげよう。

９月 報
ほう

恩
おん

感
かん

謝
しゃ

社会や自然の恵
みに感謝しよう。

自分一人では何もできないことがある。 自然の恵みがなかったら、
食事を摂ることも、 服を着ることも、 家の中で暖かく生活することも
できない。 生かされている自分に気づかせ、 慎ましい心で社会や
自然に接する心を育てよう。

１０月 同
どう

事
じ

協
きょう

力
りょく

お互いに助け合
おう。

一人でできないことでも二人でならできる。 二人でできないことでも
大勢ならできる。 みんなで助け合うことによって、 思いもかけない
大きな仕事ができることに気づかせよう。

１１月 精
しょう

進
じん

努
ど

力
りょく

最後までやりとげ
よう。

途中でくじけては、 どんなよいことでも実らない。 できそうでないこと
に対しても終わりまでねばり強くやり遂げ、 充実感を味わうことを通
し、 幼児のうちから努力する習慣を身につけさせよう。

１２月 忍
にん

辱
にく

持
じ

久
きゅう

教えを知り、 みん
なで努め励もう。

仏さまの教えを知り、それに少しでも近づくように努力することによっ
て、 毎日の生活を充実させることができる。 目標は遠くてもじっくり
取り組む態度を身につけさせよう。

１月 和
わ

顔
げん

愛
あい

語
ご

寒さに負けず、 仲
よく遊ぼう。

寒いとき、 つらいとき、 悲しいときでもくじけず優しい穏やかな笑顔
でいるよう努力しよう。 そして他人に対して心のこもった優しい言葉
かけを忘れずに仲よくしよう。

２月 禅
ぜん

定
じょう

静
せい

寂
じゃく

よく考え、 落ち着
いた暮らしをしよ
う。

三学期の最も安定するこの時期に、 静かな時間をもち、 物事に対
しじっくりと考えることを心がけ、 正しい行動がおこなえるよう地に足
のついた生活をしよう。

３月 智
ち

慧
え

希
き

望
ぼう

希望をもち、 楽し
く暮らそう。

いつも希望を胸の中にもち、明るい明日の生活を目ざして、よく学び、
よく遊び、 よく働き、 自分をとりまくすべての人たちとともに、 楽しい
社会を生み出すように努めよう。
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典
座
職
に
な
っ
て
も
苦
労
の
み
で
、
無
益
で
あ
る
と
説
き
、
そ
し
て
一
人
ひ
と
り

の
修
行
僧
が
安
楽
に
な
る
よ
う
な
食
事
の
供
養
が
大
切
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
修
行
僧
の
食
事
供
養
の
み
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
日
常
の
生

活
に
お
い
て
も
同
様
な
生
き
方
と
い
え
る
。
そ
れ
は
専
一
に
心
を
込
め
て
食
事
を

供
養
す
る
よ
う
な
心
が
大
切
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
も
の
で
、
仏
教
保
育
の
現
場

に
も
通
じ
て
い
る
。
仏
教
保
育
に
お
い
て
は
、「
命
の
尊
厳
」
を
教
育
・
保
育
の

中
心
に
据
え
、
最
大
の
課
題
と
し
て
い
る
。「
命
の
尊
厳
」
に
基
づ
い
た
仏
教
的

で
、
理
想
的
な
人
間
像
を
目
指
す
教
育
・
保
育
は
、
現
代
の
社
会
に
お
い
て
も
必

要
と
い
え
る
。
ま
た
仏
教
で
は
、
個
々
の
人
間
性
の
尊
重
、
生
命
の
尊
厳
、
基
本

的
な
人
権
の
尊
重
な
ど
、
人
間
本
来
の
姿
を
説
き
続
け
て
き
て
い
る
。
そ
れ
は
道

元
禅
師
の
『
典
座
教
訓
』
の
「
三
心
」
の
教
え
の
中
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
そ
れ
ら
を
仏
教
保
育
に
お
い
て
引
用
し
、
展
開
す
る
こ
と
が
大
変
有
効
な

教
育
・
保
育
の
実
践
と
な
り
得
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
「
三
心
」

の
教
え
を
、
仏
教
保
育
の
現
場
に
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

そ
こ
で
、
具
体
的
に
日
本
仏
教
保
育
協
会
の
示
す
「
仏
教
保
育
の
三
綱
領
」
の

実
践
と
し
て
の
各
月
の
徳
目
が
『
典
座
教
訓
』
の
「
三
心
（「
喜
心
」・「
老
心
」・「
大

心
」）」
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
試
み
る
。

日
本
仏
教
保
育
協
会
の
示
す
「
仏
教
保
育
の
三
綱
領
」
と
は
、

①
慈じ

心し
ん

不ふ

殺せ
つ 

生
命
尊
重
の
保
育
を
行
お
う 

〔
明
る
く
〕

②
仏ぶ
つ

道ど
う

成じ
ょ
う

就じ
ゅ 

正
し
き
を
見
て
た
え
ず
進
む
保
育
を
行
お
う 

〔
正
し
く
〕

③
正し
ょ
う

業ぎ
ょ
う

精し
ょ
う

進じ
ん 

よ
き
社
会
人
を
つ
く
る
保
育
を
行
お
う 

〔
仲
よ
く
〕

以
上
の
三
項
目
で
あ
る
。

こ
の
「
仏
教
保
育
の
三
綱
領
」
に
基
づ
き
、〔
表
１
「
仏
教
保
育
１
年
間
の
ね

ら
い
」〕
の
「
仏
教
保
育
１
年
間
の
ね
ら
い
」
が
構
成
さ
れ
て
お
り
、
各
項
目
が
、

「
三
心
（「
喜
心
」・「
老
心
」・「
大
心
」）」
と
ど
の
よ
う
に
対
応
す
る
か
を
見
る
と
、

次
の
〔
表
２ 

対
応
表
〕
の
と
お
り
で
あ
る
。

日
本
仏
教
保
育
協
会
の
示
す
「
仏
教
保
育
１
年
間
の
ね
ら
い
」
は
、
仏
教
の
教

え
で
あ
る
「
六
波
羅
蜜
」
と
「
四
摂
法
」
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。「
六
波

羅
蜜
」
と
は
、（

15
）
菩
薩
の
六
種
類
の
実
践
徳
目
で
あ
り
、「
布
施
」（
与
え
る
こ

と
）、「
持
戒
」（
戒
律
を
守
る
こ
と
）、「
忍
辱
」（
苦
難
に
耐
え
忍
ぶ
こ
と
）、「
精

進
」（
真
実
の
道
を
た
わ
ま
ず
実
践
す
る
こ
と
）、「
禅
定
」（
精
神
を
統
一
し
、
安

定
さ
せ
る
こ
と
）、「
智
慧
」（
真
実
の
智
慧
を
得
る
こ
と
）
の
六
つ
で
あ
る
。「
四

摂
法
」
と
は
、（

16
）
多
く
の
人
々
を
仏
の
道
に
導
い
て
い
く
方
法
で
あ
り
、「
布
施
」

（
与
え
る
こ
と
）、「
愛
語
」（
や
さ
し
い
こ
と
ば
を
用
い
る
こ
と
）、「
利
行
」（
た

め
を
は
か
る
こ
と
）、「
同
事
」（
協
同
す
る
こ
と
）
の
四
つ
で
あ
り
、
人
々
に
親

し
み
の
心
を
起
こ
さ
せ
、
近
づ
け
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。（

17
）

こ
の
「
仏
教
保
育
１
年
間
の
ね
ら
い
」
の
各
項
目
に
つ
い
て
、
日
本
仏
教
保
育

協
会
の
解
説
を
も
と
に
、
個
々
に
そ
の
内
容
を
見
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

【
４
月
「
合が

っ

掌し
ょ
う

聞も
ん

法ぽ
う

」 
― 〔
喜
心
〕】

〔表 2 対応表〕

月 ねらい 「三心」

４月 合
がっ

掌
しょう

聞
もん

法
ぽう

喜心

５月 持
じ

戒
かい

和
わ

合
ごう

大心

６月 生
せい

命
めい

尊
そん

重
ちょう

老心

７月 布
ふ

施
せ

奉
ほう

仕
し

老心

８月 自
じ

利
リ

利
り

他
た

喜心

９月 報
ほう

恩
おん

感
かん

謝
しゃ

老心

10月 同
どう

事
じ

協
きょう

力
りょく

大心

11月 精
しょう

進
じん

努
ど

力
りょく

喜心

12月 忍
にん

辱
にく

持
じ

久
きゅう

大心

１月 和
わ

顔
げん

愛
あい

語
ご

老心

２月 禅
ぜん

定
じょう

静
せい

寂
じゃく

大心

３月 智
ち

慧
え

希
き

望
ぼう

喜心
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４
月
の
ね
ら
い
は
「
合
掌
聞
法
」
で
あ
り
、「
入
園
・
進
級
を
喜
び
、
園
生
活

に
親
し
も
う
。」
と
し
て
い
る
。
４
月
は
、
年
度
の
始
ま
り
で
あ
り
、
人
と
人
と

の
か
か
わ
り
の
第
一
歩
で
、「
あ
い
さ
つ
」
を
交
わ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
関

係
を
新
た
に
構
築
す
る
時
期
で
あ
る
。
仏
教
で
あ
い
さ
つ
は
手
を
合
わ
せ「
合
掌
」

を
す
る
。
こ
の
「
合
掌
」
は
、両
手
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
仏
と
自
分
を
一
体
化
し
、

他
に
対
し
て
深
い
尊
敬
の
念
を
表
す
行
為
で
あ
る
。
日
々
の
あ
い
さ
つ
「
お
は
よ

う
ご
ざ
い
ま
す
」、「
こ
ん
に
ち
は
」、「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」
な
ど
、
合
掌

が
伴
う
も
の
で
、
現
代
の
自
己
中
心
的
な
社
会
の
中
に
お
い
て
、
特
に
大
切
な
作

法
で
あ
り
、
仏
教
保
育
の
現
場
に
お
い
て
も
、
最
も
大
切
に
し
て
い
き
た
い
も
の

で
あ
る
。新
年
度
を
迎
え
、日
々
手
を
合
わ
せ
て
新
た
な
気
持
ち
で
年
度
を
ス
タ
ー

ト
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
即
ち
、「
三
心
」
の
中
で
「
喜
心
」
の
心
で
、

喜
び
の
気
持
ち
で
あ
い
さ
つ
を
し
、
新
た
な
人
間
関
係
を
作
り
上
げ
て
い
く
こ
と

に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
自
分
自
身
を
大
切
に
す
る
と
と
も
に
、
他
人
を

敬
い
、
仏
教
の
教
え
を
実
践
し
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
る
。

【
５
月
「
持じ

戒か
い

和わ

合ご
う

」 

― 〔
大
心
〕】

５
月
の
ね
ら
い
は
「
持
戒
和
合
」
で
あ
り
、「
き
ま
り
を
守
り
、
集
団
生
活
を

楽
し
も
う
。」
と
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
は
、
園
の
集
団
生
活
に
も
徐
々
に
慣
れ
、

集
団
生
活
の
中
で
少
し
ず
つ
自
分
自
身
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

時
期
で
も
あ
る
。
そ
の
集
団
生
活
の
中
で
の
ル
ー
ル
、
き
ま
り
を
守
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
よ
り
楽
し
い
園
生
活
を
送
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
仏
教
の
教
え

「
六
波
羅
蜜
」
の
中
の
「
持
戒
（
戒
律
を
守
る
）」
に
基
づ
く
内
容
で
あ
り
、
集
団

生
活
の
中
で
の
様
々
な
き
ま
り
を
守
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
即
ち
、「
三
心
」
の
中
で
「
大
心
」
の
心
を
持
ち
、
平
等
な
心
で
、
集
団
の

中
で
の
き
ま
り
を
し
っ
か
り
守
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い

る
。

【
６
月
「
生せ
い

命め
い

尊そ
ん

重ち
ょ
う」 

― 〔
老
心
〕】

６
月
の
ね
ら
い
は
「
生
命
尊
重
」
で
あ
り
、「
生
き
も
の
を
大
切
に
し
よ
う
。」

と
し
て
い
る
。
日
本
仏
教
保
育
協
会
で
は
、「
仏
教
で
は
、
人
間
だ
け
で
な
く
草

木
に
も
、
虫
、
鳥
、
獣
に
も
、
水
や
石
や
大
地
に
も
、
す
べ
て
同
じ
よ
う
に
仏
性

が
あ
る
と
考
え
る
。」
と
説
き
、（

18
）　

人
間
は
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
生
き
物
の

命
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
る
。
幼
児
期
の
教
育
・
保
育
に
お
い
て
動
植
物
を
通
し
、

生
命
の
現
実
に
触
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
命
の
尊
厳
」
を
学
ぶ
第
一
歩
と
す
る

こ
と
が
必
要
で
、
合
わ
せ
て
人
間
を
取
り
巻
く
周
り
の
動
植
物
の
み
な
ら
ず
、
す

べ
て
の
も
の
を
大
切
に
扱
う
心
、
い
た
わ
る
心
を
育
て
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
仏
教
保
育
に
お
け
る
中
心
テ
ー
マ
と
な
る
も
の
で
、
仏
教
保
育
を

実
践
す
る
各
園
に
お
い
て
、
最
も
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。

即
ち
、「
三
心
」
の
中
で
「
老
心
」
の
心
で
、
す
べ
て
の
生
き
物
に
対
し
て
思
い

や
り
の
心
を
も
ち
、「
命
の
尊
厳
」
の
真
義
を
学
ん
で
い
く
こ
と
の
大
切
さ
に
つ

な
が
っ
て
い
る
。

【
７
月
「
布ふ

施せ

奉ほ
う

仕し

」 

― 〔
老
心
〕】

７
月
の
ね
ら
い
は
「
布
施
奉
仕
」
で
あ
り
、「
だ
れ
に
も
親
切
に
し
よ
う
。」
と

し
て
い
る
。
仏
教
の
教
え
「
六
波
羅
蜜
」、「
四
摂
法
」
の
中
で
共
通
に
説
か
れ
て

い
る
「
布
施
（
与
え
る
こ
と
）」
に
基
づ
く
内
容
で
あ
り
、「
布
施
」
と
は
、
本
来

他
人
に
金
銭
や
衣
服
や
食
料
な
ど
を
施
し
た
り
（
財
施
）、
正
し
い
教
え
を
説
い

た
り
（
法
施
）
す
る
こ
と
で
あ
る
。
分
け
隔
て
な
く
（「
布
」）、施
す
こ
と
（「
施
」）

で
あ
り
、
無
所
得
に
見
返
り
を
求
め
な
い
実
践
で
あ
る
。
こ
の
布
施
の
教
え
を
日

常
に
即
し
た
教
え
と
し
て
説
か
れ
る
「
無
財
の
七
施
」
が
あ
る
。
そ
の
詳
細
は
、
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次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
眼
施 

（
温
か
く
優
し
い
眼
差
し
を
施
す
）

二
、
和
顔
施 

（
明
る
く
優
し
い
笑
顔
で
接
す
る
）

三
、
言
辞
施 

（
心
か
ら
優
し
い
言
葉
を
か
け
る
）

四
、
身
施 
（
自
分
の
身
体
を
使
い
奉
仕
す
る
）

五
、
心
施 
（
思
い
や
り
の
心
で
接
す
る
）

六
、
床
座
施 

（
自
分
の
席
を
譲
る
）

七
、
房
舎
施 

（
家
、
部
屋
を
提
供
し
、
も
て
な
し
を
す
る
）

教
育
、
保
育
の
現
場
に
お
い
て
も
、
自
発
的
に
他
の
人
に
対
し
て
布
施
奉
仕
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
導
い
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
こ
の
「
無
財
の

七
施
」が
実
現
す
る
こ
と
が
仏
教
保
育
に
お
い
て
も
理
想
で
あ
る
。
即
ち
、「
三
心
」

の
中
で
「
老
心
」
の
心
で
、
思
い
や
り
の
心
を
持
っ
て
他
の
人
々
に
布
施
奉
仕
で

き
る
心
を
育
て
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

【
８
月
「
自じ

利リ

利り

他た

」 

― 〔
喜
心
〕】

８
月
の
ね
ら
い
は
「
自
利
利
他
」
で
あ
り
、「
で
き
る
こ
と
は
進
ん
で
し
よ
う
。」

と
し
て
い
る
。
仏
教
の
教
え
で
「
四
摂
法
」
の
「
利
行
（
身
口
意
の
三
業
に
よ
る

善
行
で
人
々
に
利
益
を
与
え
る
こ
と
）」
に
基
づ
く
内
容
で
あ
り
、仏
教
で
は
「
自

利
」（
自
分
の
た
め
）
と
「
利
他
」（
他
の
人
の
た
め
）
が
一
体
に
な
っ
て
い
る
姿

を
理
想
と
し
て
い
る
。
教
育
、
保
育
の
現
場
に
お
い
て
も
、
自
分
の
た
め
だ
け
で

は
な
く
、
他
の
人
の
た
め
に
生
き
る
生
き
方
の
尊
さ
を
伝
え
て
い
く
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。
さ
ら
に
道
元
禅
師
の
教
え
の
中
で
、「
自
未
得
度
先
度
他
」（
自
ら
が
救

わ
れ
る
前
に
、
先
ず
他
の
人
々
が
救
わ
れ
る
よ
う
に
） （

19
）　　

の
気
持
ち
で
他
の

人
を
思
い
、
日
々
の
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
つ
と
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
即

ち
、「
三
心
」
の
中
で
「
喜
心
」
の
心
で
、
喜
び
の
心
を
持
っ
て
他
の
人
々
の
た

め
に
生
き
る
生
き
方
の
大
切
さ
を
伝
え
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

【
９
月
「
報ほ
う

恩お
ん

感か
ん

謝し
ゃ

」 

― 〔
老
心
〕】

９
月
の
ね
ら
い
は
「
報
恩
感
謝
」
で
あ
り
、「
社
会
や
自
然
の
恵
み
に
感
謝
し

よ
う
。」と
し
て
い
る
。
仏
教
の
教
え
の
中
心
に「
縁
起
」の
教
え
が
あ
る
。「
縁
起
」

と
は
、「
こ
の
世
の
中
の
す
べ
て
の
も
の
は
、
多
く
の
因
縁
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
。」

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
日
常
の
生
活
は
す
べ
て
の
も
の
と
の
関
係
性
の
中
で
成
り

立
っ
て
お
り
、単
独
で
存
在
す
る
も
の
は
無
く
、相
互
の
関
わ
り
の
中
で
成
り
立
っ

て
い
る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
保
育
の
現
場
に
お
い
て
も
、
様
々
な
社
会
や
自
然

の
環
境
の
中
で
生
か
さ
れ
て
い
る
現
実
を
し
っ
か
り
見
つ
め
、
真
摯
な
心
で
社
会

や
自
然
に
接
す
る
心
を
育
て
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
即
ち
、「
三
心
」の
中
で「
老

心
」
の
心
で
、
諸
々
の
恩
に
対
す
る
感
謝
の
気
持
ち
で
日
々
生
活
す
る
こ
と
の
大

切
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

【
10
月
「
同ど
う

事じ

協き
ょ
う

力り
ょ
く」 

― 〔
大
心
〕】

10
月
の
ね
ら
い
は
「
同
事
協
力
」
で
あ
り
、「
お
互
い
に
助
け
合
お
う
。」
と
し

て
い
る
。
仏
教
の
教
え
で
「
四
摂
法
」
の
「
同
事
（
相
手
と
同
じ
立
場
に
身
を
置

く
こ
と
）」
に
基
づ
く
内
容
で
あ
り
、
常
に
他
の
人
の
立
場
を
思
い
、
お
互
い
に

助
け
合
い
な
が
ら
向
上
し
て
い
く
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
る
。即
ち
、「
三
心
」

の
中
で
「
大
心
」
の
大
き
な
心
で
、
お
互
い
に
差
別
す
る
こ
と
な
く
、
平
等
な
心

で
人
々
に
接
し
、
協
力
し
、
互
い
に
助
け
合
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

【
11
月
「
精
し
ょ
う

進じ
ん

努ど

力り
ょ
く」 

― 〔
喜
心
〕】

11
月
の
ね
ら
い
は
「
精
進
努
力
」
で
あ
り
、「
最
後
ま
で
や
り
と
げ
よ
う
。」
と

し
て
い
る
。
仏
教
の
教
え
で
「
六
波
羅
蜜
」
の
「
精
進
（
真
実
を
た
わ
ま
ず
完
成

す
る
こ
と
）」
に
基
づ
く
内
容
で
あ
り
、
日
々
の
遊
び
や
生
活
に
お
い
て
常
に
努
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力
を
怠
ら
ず
、
つ
と
め
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
幼
児
期
は
知
的
に
も
感

情
的
に
も
大
き
く
発
達
す
る
時
期
で
あ
る
。そ
の
幼
児
期
の
遊
び
や
生
活
の
中
で
、

様
々
な
成
功
体
験
（
完
成
の
喜
び
）
を
味
わ
せ
る
こ
と
も
大
切
な
こ
と
で
あ
り
、

今
後
の
子
ど
も
の
健
全
な
成
長
発
達
の
た
め
に
と
て
も
有
益
で
あ
る
と
い
え
る
。

即
ち
、「
三
心
」
の
中
で
「
喜
心
」
の
心
で
、
日
々
の
遊
び
や
生
活
を
喜
び
の
心

を
持
っ
て
最
後
ま
で
や
り
遂
げ
よ
う
と
す
る
心
を
育
て
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
っ

て
い
る
。

【
12
月
「
忍に
ん

辱に
く

持じ

久き
ゅ
う」 

― 〔
大
心
〕】

12
月
の
ね
ら
い
は
「
忍
辱
持
久
」
で
あ
り
、「
教
え
を
知
り
、
み
ん
な
で
努
め

励
も
う
。」
と
し
て
い
る
。
仏
教
の
教
え
で
「
六
波
羅
蜜
」
の
「
忍
辱
（
苦
難
に

耐
え
忍
ぶ
こ
と
）」
に
基
づ
く
内
容
で
あ
る
。
12
月
８
日
は
「
成
道
会
」
で
あ
り
、

お
釈
迦
様
の
お
悟
り
を
お
祝
い
す
る
行
事
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
曹
洞
宗
で
は

「
摂
心
会
」
が
行
わ
れ
、
お
釈
迦
様
の
生
き
方
、
教
え
に
親
し
み
、
お
釈
迦
様
の

体
験
を
追
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
々
の
生
活
に
生
か
し
て
い
こ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
。
各
仏
教
保
育
を
実
践
し
て
い
る
幼
稚
園
、
保
育
所
に
お
い
て
は
、

こ
の
「
成
道
会
」、「
摂
心
会
」
に
関
す
る
式
典
、
行
事
な
ど
を
通
し
、
そ
の
教
え

の
真
意
を
理
解
し
、
日
々
の
生
活
の
中
に
生
か
し
、
充
実
さ
せ
る
よ
う
に
つ
と
め

て
い
る
。
即
ち
、「
三
心
」
の
中
で
「
大
心
」
の
心
で
、
冷
静
で
、
客
観
的
な
心

を
持
っ
て
日
々
の
生
活
を
送
り
、
苦
し
み
に
耐
え
、
乗
り
越
え
、
お
釈
迦
様
の
教

え
を
指
標
と
し
て
日
々
の
生
活
を
豊
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

【
１
月
「
和わ

顔げ
ん

愛あ
い

語ご

」 

― 〔
老
心
〕】

１
月
の
ね
ら
い
は
「
和
顔
愛
語
」
で
あ
り
、「
寒
さ
に
負
け
ず
、仲
よ
く
遊
ぼ
う
。」

と
し
て
い
る
。
仏
教
の
教
え
で
「
四
摂
法
」
の
「
愛
語
（
や
さ
し
い
こ
と
ば
を
用

い
る
こ
と
）」
に
基
づ
く
内
容
で
あ
り
、
日
々
の
生
活
を
、
常
に
他
の
人
々
に
や

さ
し
い
、
穏
や
か
な
笑
顔
で
接
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
他

の
人
々
を
思
い
や
る
や
さ
し
い
言
葉
を
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
関
係
も
よ

り
深
ま
る
こ
と
を
教
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
幼
児
期
の
発
達
段
階
に
お

い
て
は
、
常
に
多
く
の
け
ん
か
、
ぶ
つ
か
り
合
い
が
起
こ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、

今
後
の
子
ど
も
の
成
長
発
達
の
た
め
に
、
笑
顔
の
大
切
さ
、
思
い
や
り
の
言
葉
の

大
切
さ
を
教
え
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
即
ち
、「
三
心
」
の
中
で
「
老
心
」

の
心
を
持
っ
て
、
思
い
や
り
の
心
で
常
に
周
り
の
人
々
に
対
し
て
接
し
て
い
く
こ

と
の
大
切
さ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

【
２
月
「
禅ぜ
ん

定じ
ょ
う

静せ
い

寂じ
ゃ
く」 

― 〔
大
心
〕】

２
月
の
ね
ら
い
は
「
禅
定
静
寂
」
で
あ
り
、「
よ
く
考
え
、
落
ち
着
い
た
暮
ら

し
を
し
よ
う
。」
と
し
て
い
る
。
仏
教
の
教
え
で
「
六
波
羅
蜜
」
の
「
禅
定
（
精

神
を
統
一
し
、
安
定
さ
せ
る
こ
と
）」
に
基
づ
く
内
容
で
あ
り
、
日
々
の
生
活
を

落
ち
着
い
た
心
で
生
活
す
る
こ
と
の
大
切
さ
を
説
い
て
い
る
。
曹
洞
宗
で
は
、「
坐

禅
」
を
教
え
の
中
心
に
据
え
て
い
る
。
そ
し
て
「
坐
禅
」
の
心
で
日
常
の
全
て
の

生
活
を
送
る
こ
と
が
理
想
で
あ
り
、
静
か
で
、
穏
や
か
な
心
で
日
々
を
送
っ
て
い

く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
幼
稚
園
に
お
い
て
は
第
三
学
期
は
最
も
安

定
す
る
時
期
で
、
静
か
に
物
事
を
じ
っ
く
り
考
え
る
時
間
を
、
意
図
的
に
設
け
る

こ
と
も
有
効
な
指
導
と
な
る
。
即
ち
、「
三
心
」
の
「
大
心
」
の
心
で
、
偏
り
の

な
い
平
等
な
気
持
ち
で
、
心
を
調
え
、
静
か
で
穏
や
か
な
心
で
日
常
の
生
活
を
送

り
、
落
ち
着
い
た
生
活
が
で
き
る
よ
う
に
つ
と
め
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

【
３
月
「
智ち

慧え

希き

望ぼ
う

」 
― 〔
喜
心
〕】

３
月
の
ね
ら
い
は
「
智
慧
希
望
」
で
あ
り
、「
希
望
を
も
ち
、楽
し
く
暮
ら
そ
う
。」
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と
し
て
い
る
。
仏
教
の
教
え
で
「
六
波
羅
蜜
」
の
「
智
慧
（
真
実
の
智
慧
を
得
る

こ
と
）」
に
基
づ
く
内
容
で
、
仏
教
で
は
「
智
慧
」
と
「
慈
悲
」
の
両
面
一
体
の

自
己
を
理
想
と
し
て
い
る
。
深
淵
な
る
仏
の
智
慧
を
得
る
と
同
時
に
、
広
大
な
慈

悲
の
実
践
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
智
慧
の
完
成
と
同
時
に
慈
悲
の
実
践
が

大
切
な
こ
と
で
あ
り
、
保
育
の
現
場
に
お
い
て
も
自
ら
正
し
い
智
慧
を
獲
得
す
る

と
同
時
に
、
他
の
人
々
に
対
す
る
慈
悲
の
実
践
の
大
切
さ
に
つ
い
て
教
え
、
導
く

必
要
が
あ
る
。
同
時
に
三
月
は
年
度
末
で
あ
り
、進
級
、進
学
の
喜
び
の
心
で
日
々

の
生
活
を
送
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
即
ち
、「
三
心
」
の
中
で
「
喜
心
」
の
心
で
、

喜
び
の
心
を
持
っ
て
日
々
の
生
活
を
送
り
、
希
望
を
持
ち
、
今
後
の
学
び
や
生
活

の
基
礎
と
な
る
正
し
い
智
慧
を
獲
得
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ

て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
日
本
仏
教
保
育
協
会
の
示
す
「
仏
教
保
育
の
三
綱
領
」
の
実
践

と
し
て
の
各
月
の
徳
目
を
、『
典
座
教
訓
』
に
説
か
れ
る
「
三
心
（「
喜
心
」・「
老

心
」・「
大
心
」）」
の
教
え
に
に
対
応
さ
せ
て
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、

道
元
禅
師
の
説
く
教
え
が
、
仏
教
保
育
の
現
場
に
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
ら
道
元
禅
師
の
「
命
の
尊
厳
」
の
教
え
を
保
育
の
現
場
に
展
開
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
た
ち
の
健
全
な
発
達
に
資
す
る
教

え
と
な
る
と
い
え
る
。

６
．
ま
と
め

上
述
の
よ
う
に
、
幼
児
期
の
教
育
・
保
育
で
は
、「
心
が
動
か
さ
れ
る
体
験
」

を
と
て
も
大
切
に
し
て
い
る
。
仏
教
保
育
に
お
い
て
は
仏
教
の
教
え
、
行
事
な
ど

を
通
じ
て
様
々
な
体
験
を
さ
せ
る
こ
と
が
十
分
可
能
で
あ
る
。『
幼
稚
園
教
育
要

領
』
で
は
、「
幼
児
が
様
々
な
人
や
も
の
と
の
か
か
わ
り
を
通
し
て
，
多
様
な
体

験
を
し
，心
身
の
調
和
の
と
れ
た
発
達
を
促
す
よ
う
に
し
て
い
く
こ
と
。
そ
の
際
，

心
が
動
か
さ
れ
る
体
験
が
次
の
活
動
を
生
み
出
す
こ
と
を
考
慮
し
，
一
つ
一
つ
の

体
験
が
相
互
に
結
び
付
き
，
幼
稚
園
生
活
が
充
実
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。」
と

述
べ
ら
れ
て
い
る
。（

20
）
即
ち
、
仏
教
保
育
に
お
い
て
、
お
釈
迦
様
、
道
元
禅
師

の
教
え
や
、
様
々
な
仏
教
行
事
を
通
し
て
「
命
の
尊
厳
」
を
説
く
種
々
の
教
材
を

提
示
し
、意
図
的
な
教
育
・
保
育
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
が
有
効
と
な
る
。そ
の
中
で
、

保
育
者
自
身
も
動
植
物
の
死
な
ど
の
実
体
験
を
通
し
て
、
命
の
は
か
な
さ
を
子
ど

も
た
ち
に
伝
え
、
乗
り
越
え
て
生
き
る
こ
と
の
重
要
性
を
伝
え
て
い
く
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
そ
し
て
幼
児
期
の
宗
教
心
の
開
発
に
お
い
て
、「
命
の
尊
厳
」
を
中

心
に
、
心
の
活
動
を
活
発
に
す
る
こ
と
が
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
例

と
し
て
、道
元
禅
師
の
『
典
座
教
訓
』
の
「
三
心
」
の
教
え
を
こ
こ
に
取
り
挙
げ
、

幼
児
期
の
発
達
に
即
し
た
内
容
で
「
命
の
尊
厳
」
の
真
意
を
伝
え
て
い
く
こ
と
の

大
切
さ
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
幼
児
期
の
教
育
・
保
育
は
「
生
涯
教
育
」
の
第
一
歩
で
あ
る
。
子
ど
も

の
発
達
は
、
乳
児
期
か
ら
幼
児
期
を
経
て
学
童
期
へ
と
連
続
し
て
い
る
。
即
ち
、

幼
児
期
の
教
育
・
保
育
は
発
達
の
連
続
性
に
お
い
て
、
小
学
校
以
降
の
学
び
や

生
活
の
基
礎
と
な
る
も
の
で
、
と
て
も
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。（

21
）
即

ち
、
こ
の
幼
児
期
の
遊
び
や
生
活
の
中
で
積
み
重
ね
ら
れ
た
子
ど
も
の
育
ち
を
援

助
し
、
幼
児
期
以
降
の
学
び
、
生
活
に
つ
な
げ
て
い
く
役
割
を
持
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
幼
児
期
に
ふ
さ
わ
し
い
「
環
境
」
を
調
え
る
こ
と
が
大

切
で
あ
る
。
即
ち
、「
環
境
を
通
し
て
行
う
教
育
」
で
あ
る
。「
環
境
」
は
自
然
と

の
触
れ
合
い
の
中
で
、
様
々
な
「
心
を
豊
か
に
す
る
」
要
素
が
数
多
く
入
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
保
育
者
が
意
図
的
に
「
環
境
」
を
構
成
し
、
子
ど
も
が
様
々
な
体
験

が
で
き
る
よ
う
に
常
に
配
慮
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
「
環
境
を
通
し
て
行

う
教
育
」
に
お
い
て
は
、
保
育
者
の
意
図
的
な
指
導
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
故
に
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保
育
者
は
日
頃
か
ら
、
常
に
子
ど
も
の
視
点
に
立
ち
「
環
境
」
を
見
直
し
、
そ
こ

か
ら
子
ど
も
が
豊
か
な
体
験
が
得
ら
れ
る
よ
う
な
教
材
研
究
を
重
ね
る
必
要
が
あ

る
。
そ
こ
で
仏
教
保
育
の
実
践
に
お
い
て
、
お
釈
迦
様
の
教
え
、
仏
教
行
事
な
ど

を
積
極
的
に
教
材
に
取
り
入
れ
、
環
境
を
整
え
る
こ
と
に
よ
り
仏
教
の
教
え
に
基

づ
い
た
意
図
的
な
教
育
・
保
育
に
努
め
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
捉
え

る
こ
と
が
で
き
た
。

さ
ら
に
公
立
の
幼
稚
園
、
保
育
所
は
、『
日
本
国
憲
法
』
第
二
十
条
の
「
政
教

分
離
」
の
原
則
に
基
づ
き
、（

22
） 
宗
教
を
教
育
に
展
開
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、

仏
教
保
育
の
幼
稚
園
、
保
育
所
で
は
幼
児
期
の
子
ど
も
の
宗
教
心
に
か
か
わ
る
教

育
・
保
育
が
可
能
で
あ
り
、
直
接
的
に
仏
教
、
宗
派
宗
教
の
教
え
に
基
づ
き
、
子

ど
も
の
宗
教
心
に
か
か
わ
る
教
育
・
保
育
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ
は
、
子
ど
も
の
健
全
な
成
長
発
達
に
と
て
も
有
効
で
あ
る
と
い
え
る
。

お
釈
迦
様
、
各
宗
派
の
宗
祖
の
生
き
方
、
教
え
を
通
し
て
「
命
の
尊
厳
」、
正
し

い
生
き
方
な
ど
、
公
教
育
・
保
育
で
は
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
数
多
く
の
教
材

を
も
と
に
、
教
育
・
保
育
を
展
開
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
有
利
で
あ
る
。
仏

教
保
育
の
最
大
の
目
的
は
「
命
を
大
切
に
す
る
子
ど
も
を
育
て
て
い
く
」
と
こ
ろ

に
あ
る
。
即
ち
、
お
釈
迦
様
、
道
元
禅
師
な
ど
の
教
え
に
基
づ
き
、
自
分
自
身
の

命
、
自
分
以
外
の
全
て
の
も
の
の
命
を
大
切
に
し
、
命
を
敬
う
子
ど
も
の
心
を
育

て
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
仏
教
保
育
を
通
じ
て
、
子
ど
も
た
ち
に
「
命
の

尊
厳
」
を
教
え
導
く
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
保
育
者
一
人
ひ
と
り
が
、「
命
の

尊
厳
」
を
正
し
く
認
識
し
、
自
ら
の
人
生
観
、
保
育
観
を
確
立
し
て
い
く
必
要
が

あ
り
、
そ
こ
に
保
育
者
の
力
量
が
問
わ
れ
る
。
保
育
者
は
命
を
預
か
る
仕
事
で
あ

る
。
預
か
っ
た
命
を
正
し
い
生
き
方
に
導
き
、
そ
し
て
生
か
せ
る
か
は
、
保
育
者

次
第
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
た
め
に
保
育
者
は
、
常
に
「
三
心
（
喜
心
・
老
心
・

大
心
）」
の
心
で
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
に
、
ま
ご
こ
ろ
を
持
っ
て
接
し
て
い
く

こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
仏
教
保
育
の
中
で
、
仏
教
の
教
え
に
基
づ
き
、「
命

の
尊
厳
」
に
関
す
る
教
材
を
よ
り
具
体
的
に
、
数
多
く
保
育
者
に
提
供
し
て
い
く

こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

【
註
】※

引
用
文
は
原
文
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
文
中
の
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。

※
『
典
座
教
訓
』
の
本
文
の
返
り
点
、現
代
語
訳
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

現
代
語
訳
は
で
き
る
限
り
原
文
に
忠
実
な
直
訳
に
つ
と
め
た
。

（
１
）
厚
生
労
働
省
「
平
成
二
十
七
年
（
二
〇
一
五
）
人
口
動
態
統
計
（
確
定
数
）

の
概
況
」

http://w
w

w
.m

hlw
.go.jp/toukei/saikin/hw

/jinkou/kakutei15/

index.htm
l

（
２
） 「
自
殺
対
策
基
本
法
」（
最
終
改
正
：
平
成
二
八
年
三
月
三
〇
日
法
律
第

一
一
号　

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
施
行
） 

「
改
正
自
殺
対
策
基
本
法
」
の
主
旨
は
第
一
章
総
則
の
第
一
条
に
、

「
こ
の
法
律
は
、
近
年
、
我
が
国
に
お
い
て
自
殺
に
よ
る
死
亡
者
数

が
高
い
水
準
で
推
移
し
て
い
る
状
況
に
あ
り
、
誰
も
自
殺
に
追
い
込

ま
れ
る
こ
と
の
な
い
社
会
の
実
現
を
目
指
し
て
、
こ
れ
に
対
処
し
て

い
く
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
、
自
殺
対
策

に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
及
び
国
、
地
方
公
共
団
体
等
の
責
務

を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
自
殺
対
策
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定

め
る
こ
と
等
に
よ
り
、
自
殺
対
策
を
総
合
的
に
推
進
し
て
、
自
殺
の
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防
止
を
図
り
、あ
わ
せ
て
自
殺
者
の
親
族
等
の
支
援
の
充
実
を
図
り
、

も
っ
て
国
民
が
健
康
で
生
き
が
い
を
持
っ
て
暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る

社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
関
係
者
の
連
携
協
力
に
つ
い
て
第
八
条

に
、「

国
、地
方
公
共
団
体
、医
療
機
関
、事
業
主
、学
校（
学
校
教
育
法 

（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条 

に
規
定
す
る
学
校
を
い

い
、
幼
稚
園
及
び
特
別
支
援
学
校
の
幼
稚
部
を
除
く
。
第
十
七
条
第

一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。）、
自
殺
対
策
に
係
る
活
動
を
行

う
民
間
の
団
体
そ
の
他
の
関
係
者
は
、
自
殺
対
策
の
総
合
的
か
つ
効

果
的
な
推
進
の
た
め
、
相
互
に
連
携
を
図
り
な
が
ら
協
力
す
る
も
の

と
す
る
。」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
心
の
健
康
の
保
持
に
係
る
教
育
及
び

啓
発
の
推
進
等
と
し
て
児
童
、
生
徒
に
関
す
る
項
目
と
し
て
第
十
七
条

３
に
、

「
学
校
は
、
当
該
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
、
生
徒
等
の
保
護
者
、
地

域
住
民
そ
の
他
の
関
係
者
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
当
該
学
校
に
在

籍
す
る
児
童
、
生
徒
等
に
対
し
、
各
人
が
か
け
が
え
の
な
い
個
人
と

し
て
共
に
尊
重
し
合
い
な
が
ら
生
き
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
の
意
識

の
涵
養
等
に
資
す
る
教
育
又
は
啓
発
、
困
難
な
事
態
、
強
い
心
理
的

負
担
を
受
け
た
場
合
等
に
お
け
る
対
処
の
仕
方
を
身
に
付
け
る
等
の

た
め
の
教
育
又
は
啓
発
そ
の
他
当
該
学
校
に
在
籍
す
る
児
童
、
生
徒

等
の
心
の
健
康
の
保
持
に
係
る
教
育
又
は
啓
発
を
行
う
よ
う
努
め
る

も
の
と
す
る
。」

と
、
児
童
、
生
徒
の
自
殺
防
止
に
対
す
る
教
育
、
啓
発
に
関
す
る
項
目

を
設
定
し
て
い
る
。

http://law
.e-gov.go.jp/htm

ldata/H
18/H

18H
O

085.htm
l

（
３
）
警
察
庁
「
平
成
二
十
六
年
版 

警
察
白
書
」
第
２
章　

生
活
安
全
の
確
保

第
２
項 

子
供
の
安
全
を
守
る
た
め
の
取
組

http://w
w

w
.npa.go.jp/hakusyo/h26/honbun/htm

l/q2120000.

htm
l

（
４
）
上
村
映
雄
『
仏
教
保
育
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
創
作
出
版
社
）　

昭
和

五
十
五
年
十
月
二
十
九
日　

Ｐ
四
八　

第
二
章
仏
教
保
育
の
理
念　

二

仏
教
保
育
の
め
ざ
す
幼
児
像

「
仏
教
で
は
、
先
ず
第
一
に
、
生
命
を
大
切
に
す
る
子
ど
も
に
育
っ

て
い
く
こ
と
を
、
最
大
の
目
標
と
し
て
い
ま
す
が
、
自
分
に
対
し
て

き
び
し
く
、
他
に
対
し
て
慈
悲
深
く
、
相
手
の
身
に
な
っ
て
行
動
す

る
こ
と
の
出
来
る
子
ど
も
に
育
成
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。」          

（
５
）
林　

円
応
「
典
座
教
訓
三
心
の
検
討
―
教
育
実
習
の
正
法
眼
と
し
て
―
」

（『
駒
澤
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
第
二
十
三
号　

一
九
六
五
年
三
月
）

に
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
人
間
尊
重
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

「
理
想
的
な
人
間
像
を
相
互
に
と
も
に
体
現
、
身
現
し
相
互
に
恭
敬

礼
拝
す
る
心
構
え
を
要
望
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
時
点
に
立
つ

人
類
の
世
界
的
課
題
を
解
決
す
る
人
間
尊
重
の
か
ぎ
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
個
人
の
独
立
自
存
の
尊
厳
、
基
本
的
人
権
を
神
聖
不
可
侵
と
し

て
尊
重
す
る
国
連
憲
章
、
ユ
ネ
ス
コ
精
神
、
日
本
国
の
平
和
憲
法
、

教
育
基
本
法
等
法
規
上
の
宣
言
は
そ
の
ま
ま
二
千
五
百
年
前
シ
ャ
カ

が
人
間
性
の
尊
厳
本
来
の
ペ
ル
ソ
ナ
の
面
目
資
格
に
つ
い
て
天
上
天

下
唯
我
独
尊
と
宣
言
し
た
も
の
と
相
通
じ
た
信
念
で
あ
る
。
天
地
人
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万
有
、
融
和
合
体
の
一
連
帯
観
を
根
本
義
と
し
て
転
法
輪
を
行
な
っ

た
釈
尊
八
十
年
の
行
業
そ
の
も
の
の
現
前
、
現
成
と
信
じ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。」

（
６
）『
幼
稚
園
教
育
要
領
』（
文
部
科
学
省
）　

http://w
w

w
.m

ext.go.jp/a_m
enu/shotou/new

-cs/youryou/

you/

（
７
）『
保
育
所
保
育
指
針
』（
厚
生
労
働
省
）

http://w
w

w
.m

hlw
.go.jp/bunya/kodom

o/hoiku04/pdf/

hoiku04a.pdf#searc　

h%
E4%

BF%
9D

%
E8%

82%
B2%

E6%
89%

8

0%
E4%

BF%
9D

%
E8%

82%
B2%

E6%
8C%

87%
E9%

87%
9D

'

（
８
）
拙
論
「「
道
元
禅
師
の
教
え
の
仏
教
保
育
へ
の
展
開
に
関
す
る
考
察 

― 

『
典
座
教
訓
』
を
中
心
に
し
て
―
」（『
駒
沢
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』

第
四
十
九
号　

二
〇
一
六
年
三
月
） 

「「
仏
教
保
育
」
と
は
、
一
般
的
に
仏
教
寺
院
な
ど
を
中
心
に
設
立
、

運
営
さ
れ
て
い
る
幼
稚
園
、
保
育
所
で
実
践
さ
れ
て
い
る
保
育
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
幼
稚
園
、
保
育
所

に
お
い
て
も
『
幼
稚
園
教
育
要
領
』、『
保
育
所
保
育
指
針
』
と
い
う

国
が
示
す
基
準
に
従
っ
て
保
育
が
展
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
、
公
教

育
の
性
質
も
同
時
に
含
ん
で
い
る
。
仏
教
保
育
と
言
っ
て
も
一
般
の

保
育
の
目
標
と
全
く
別
な
も
の
を
求
め
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
特

に
公
的
認
可
を
受
け
て
い
る
幼
稚
園
、
保
育
所
に
お
い
て
は
、
保
育

内
容
も
『
幼
稚
園
教
育
要
領
』、『
保
育
所
保
育
指
針
』
に
準
じ
、
園

舎
、
園
庭
、
幼
稚
園
教
諭
、
保
育
士
の
定
数
を
充
足
す
る
な
ど
、
種
々

の
公
的
基
準
を
満
た
す
こ
と
が
必
要
と
な
り
、
そ
れ
ら
の
基
準
を
満

た
し
て
運
営
し
て
い
る
園
が
多
い
。」

（
９
）
分
類
項
目
の
設
定
は
、
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
10
）
分
類
項
目
の
設
定
は
、
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

（
11
）『
保
育
所
保
育
指
針
』（
厚
生
労
働
省
）
に
、「
子
ど
も
の
生
命
を
守
る
」

こ
と
に
つ
い
て

「
虐
待
の
疑
い
の
あ
る
子
ど
も
の
早
期
発
見
と
子
ど
も
や
そ
の
家
族

に
対
す
る
適
切
な
対
応
は
、
子
ど
も
の
生
命
の
危
険
、
心
身
の
障
害

の
発
生
の
防
止
に
つ
な
が
る
重
要
な
保
育
活
動
と
言
え
る
。」

（
第
一
二
章　

健
康
・
安
全
に
関
す
る
留
意
事
項　

７
虐
待
な
ど
へ

の
対
応
（
１
））

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

http://w
w

w
.m

hlw
.go.jp/bunya/kodom

o/hoiku04/pdf/

hoiku04a.pdf#search ='%
E4%

BF%
9D

%
E8%

82%
B2%

E6%
89%

80%
E4%

BF%
9D

%
E8%

82%
B2%

E6%
8C%

87%
E9%

87%
9D

'

（
12
）
日
本
仏
教
保
育
協
会
編
『
仏
教
保
育
総
論
』（
チ
ャ
イ
ル
ド
本
社
）

二
〇
〇
四
年
二
月
十
日　

初
版　

 

Ｐ
一
四　

（
13
）「
教
育
基
本
法
」（
第
一
章　

第
一
条　

教
育
の
目
的
）
に
、

「
教
育
は
、
人
格
の
完
成
を
目
指
し
、
平
和
で
民
主
的
な
国
家
及
び

社
会
の
形
成
者
と
し
て
必
要
な
資
質
を
備
え
た
心
身
と
も
に
健
康
な

国
民
の
育
成
を
期
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
14
）『
禅
苑
清
規
』（
十
巻
、『
卍
字
蔵
経
二
・
十
六
・
五
』 『
曹
洞
宗
全
書
「
清 

規
」』 『
金
沢
文
庫
本
（
写
真
版
）』）
は
、
崇
寧
二
年
（
一
一
〇
三
年
）

刊
行
、
北
宋
の
長
蘆
宗
賾
撰
で
あ
る
。
中
唐
か
ら
宋
代
に
か
け
て
の
禅

宗
寺
院
に
お
け
る
修
行
僧
の
生
活
規
範
で
あ
る
清
規
を
集
大
成
し
た
も

の
で
、
現
存
す
る
も
の
で
は
最
も
古
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。
道
元
禅
師
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は
こ
の
『
禅
苑
清
規
』
を
拠
り
所
と
し
て
い
る
。
詳
細
な
先
行
研
究
は

数
多
く
な
さ
れ
て
お
り
、
鏡
島
元
隆
、
佐
藤
達
玄
、
小
坂
機
融
『
禅
苑

清
規
―
訳
註 

』（
一
九
七
二
年　

曹
洞
宗
宗
務
庁
）、
酒
井
得
元
「『
訳

註
禅
苑
清
規
』
に
つ
い
て
」（
駒
澤
大
学
佛
教
学
部
論
集
三
、一
九
七
二

年
十
二
月
）　

な
ど
を
参
照
し
て
い
る
。

（
15
）
中
村　

元
『
佛
教
語
大
辞
典
』（
東
京
書
籍
）
Ｐ
一
四
六
三
ｂ

（
16
）
中
村　

元
『
佛
教
語
大
辞
典
』（
東
京
書
籍
）
Ｐ
五
二
四
ｂ

（
17
）「
四
摂
法
」
の
教
え
に
つ
い
て
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』（
第
八
十
二
巻

續
諸
宗
部
十
三
）「
正
法
眼
蔵
菩
提
薩
埵
四
摂
法
」（
Ｐ
一
七
四
ａ
～

一
七
五
ｃ
）
に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

「
一
者
布
施
。
二
者
愛
語
。
三
者
利
行
。
四
者
同
事　

ソ
ノ
布
施
ト

イ
フ
ハ
。
不
貪
ナ
リ
。
不
貪
ト
イ
フ
ハ
。
ム
サ
ホ
ラ
サ
ル
ナ
リ
。
ム

サ
ホ
ラ
ス
ト
イ
フ
ハ
。
ヨ
ノ
ナ
カ
ニ
イ
フ
ヘ
ツ
ラ
ハ
サ
ル
ナ
リ
。　

（
中
略
）　

愛
語
ト
イ
フ
ハ
。
衆
生
ヲ
ミ
ル
ニ
。
マ
ツ
慈
愛
ノ
心
ヲ
オ

コ
シ
。
顧
愛
ノ
言
語
ヲ
ホ
ト
コ
ス
ナ
リ
。
オ
ホ
ヨ
ソ
暴
惡
ノ
言
語
ナ

キ
ナ
リ
。　
（
中
略
）　

利
行
ト
イ
フ
ハ
。
貴
賤
ノ
衆
生
ニ
オ
キ
テ
。

利
益
ノ
善
巧
ヲ
メ
ク
ラ
ス
ナ
リ
。　
（
中
略
）　

同
事
ト
イ
フ
ハ
。
不

違
ナ
リ
。
自
ニ
モ
不
違
ナ
リ
。
他
ニ
モ
不
違
ナ
リ
。」

ま
た
、『
正
法
眼
蔵
（
四
）』（
道
元
著　

水
野
弥
穂
子　

岩
波
文
庫　

Ｐ
四
一
九
～
Ｐ
四
二
八
）
に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

「
一
者
、
布
施
。
二
者
、
愛
語
。
三
者
、
利
行
。
四
者
、
同
事
。
そ

の
布
施
と
い
ふ
は
不
貪
な
り
。
不
貪
と
い
ふ
は
、
む
さ
ぼ
ら
ざ
る
な

り
。
む
さ
ぼ
ら
ず
と
い
ふ
は
、
よ
の
な
か
に
い
ふ
へ
つ
ら
は
ざ
る
な

り
。　
（
中
略
）　

愛
語
と
い
ふ
は
、
衆
生
を
み
る
に
ま
づ
慈
愛
の
心

を
お
こ
し
、
顧
愛
の
言
語
を
ほ
ど
こ
す
な
り
。
お
ほ
よ
そ
暴
悪
の
言

語
な
き
な
り
。　
（
中
略
）　

利
行
と
い
ふ
は
、
貴
賤
の
衆
生
に
お
き

て
、利
益
の
善
巧
を
め
ぐ
ら
す
な
り
。　
（
中
略
）　

同
事
と
い
ふ
は
、

不
違
な
り
。
自
に
も
不
違
な
り
、
他
に
も
不
違
な
り
。」

（
18
）
前
出
註
（
12
）

（
19
）「
自
未
得
度
先
度
他
」
の
教
え
に
つ
い
て
『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』（
第

八
十
二
巻
續
諸
宗
部
十
三
）「
正
法
眼
蔵
發
菩
提
心
」（
Ｐ
二
三
九
ｃ
～

二
四
二
ｂ
）
に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

「
迦
葉
菩
薩
。
偈
ヲ
モ
テ
釋
迦
牟
尼
佛
ヲ
ホ
メ
タ
テ
マ
ツ
ル
ニ
イ
ハ

ク
。
發
心
畢
竟
二
無
別
。
如
是
二
心
先
心
難
。
自
未
得
度
先
度
他
。

是
故
我
禮
初
發
心
。
初
發
已
爲
天
人
師
。
勝
出
聲
聞
及
縁
覺
。
如
是

發
心
過
三
界
。
是
故
得
名
最
無
上
。
發
心
ト
ハ
。
ハ
シ
メ
テ
自
未
得

度
先
度
他
ノ
心
ヲ
オ
コ
ス
ナ
リ
。
コ
レ
ヲ
初
發
菩
提
心
ト
イ
フ
。

（
中
略
）

衆
生
ヲ
利
益
ス
ト
イ
フ
ハ
。
衆
生
ヲ
シ
テ
自
未
得
度
先
度
他
ノ
コ
コ

ロ
ヲ
オ
コ
サ
シ
ム
ル
ナ
リ
。
自
未
得
度
先
度
他
ノ
心
ヲ
オ
コ
セ
ル
チ

カ
ラ
ニ
ヨ
リ
テ
。
ワ
レ
ホ
ト
ケ
ニ
ナ
ラ
ン
ト
オ
モ
フ
ヘ
カ
ラ
ス
。

ま
た
、『
正
法
眼
蔵
（
四
）』（
道
元
著　

水
野
弥
穂
子　

岩
波
文
庫　

Ｐ
一
七
六
～
一
九
五
）
に
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。

「
迦
葉
菩
薩
、
偈
を
も
て
釈
迦
牟
尼
仏
を
ほ
め
た
て
ま
つ
る
に
い
は

く
、

発
心
畢
竟
二
無
別
、《
発
心
と
畢
竟
と
二
、
別
無
し
、》

如
是
二
心
先
心
難
。《
是
の
如
く
の
二
心
は
先
の
心
難
し
。》

自
未
得
度
先
度
他
、《
自
れ
未
だ
度
る
こ
と
を
得
ざ
る
に
先
づ
他
を

度
す
、》

是
故
我
礼
初
発
心
。《
是
の
故
に
我
れ
は
初
発
心
を
礼
す
。》
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初
発
已
為
天
人
師
、《
初
発
已
に
天
人
師
た
り
、》

勝
出
声
聞
及
縁
覚
。《
声
聞
及
び
縁
覚
に
勝
出
す
。》

如
是
発
心
過
三
界
、《
是
の
如
く
の
発
心
は
三
界
に
過
え
た
り
、》

是
故
得
名
最
無
上
。《
是
の
故
に
最
無
上
と
名
づ
く
る
こ
と
を
得
》

「
発
心
」と
は
、は
じ
め
て「
自
未
得
度
先
度
他
」の
心
を
お
こ
す
な
り
、

こ
れ
を
初
発
菩
提
心
と
い
ふ
。

（
中
略
）

衆
生
を
利
益
す
と
い
ふ
は
、
衆
生
を
し
て
自
未
得
度
先
度
他
の
こ
ゝ

ろ
を
お
こ
さ
し
む
る
な
り
。
自
未
得
度
先
度
他
の
心
を
お
こ
せ
る
ち

か
ら
に
よ
り
て
、
わ
れ
ほ
と
け
に
な
ら
ん
と
お
も
ふ
べ
か
ら
ず
。
た

と
ひ
ほ
と
け
に
な
る
べ
き
功
徳
熟
し
て
円
満
す
べ
し
と
い
ふ
と
も
、

な
ほ
め
ぐ
ら
し
て
衆
生
の
成
仏
得
道
に
回
向
す
る
な
り
。」

（
20
）『
幼
稚
園
教
育
要
領
』（
文
部
科
学
省
）　

第
３
章
第
１
―

１
―

（
４
）

（
21
）『
保
育
所
保
育
指
針
解
説
書
』（
厚
生
労
働
省
編
） 
Ｐ
一
四
三

（
22
）『
日
本
国
憲
法
』
第
二
十
条
に
、

「
信
教
の
自
由
は
、
何
人
に
対
し
て
も
こ
れ
を
保
障
す
る
。
い
か
な

る
宗
教
団
体
も
、
国
か
ら
特
権
を
受
け
、
又
は
政
治
上
の
権
力
を
行

使
し
て
は
な
ら
な
い
。
②
何
人
も
、
宗
教
上
の
行
為
、
祝
典
、
儀
式

又
は
行
事
に
参
加
す
る
こ
と
を
強
制
さ
れ
な
い
。
③
国
及
び
そ
の
機

関
は
、
宗
教
教
育
そ
の
他
い
か
な
る
宗
教
的
活
動
も
し
て
は
な
ら
な

い
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

【
参
考
文
献
・
資
料
】

・『
大
正
新
脩
大
蔵
経
』（
大
正
一
切
經
刊
行
會
） 　

第
八
十
二
巻
續
諸
宗
部
十
三

・『
卍
字
蔵
経
』（
図
書
出
版
）

・『
曹
洞
宗
全
書
』（
曹
洞
宗
全
書
刊
行
会
）

・『
禅
学
大
辞
典
』（
駒
澤
大
学
内
禅
学
大
辞
典
編
纂
所
編　

大
修
館
書
店
）

・
中
村　

元
『
佛
教
語
大
辞
典
』（
東
京
書
籍
）

・
水
野
弥
穂
子
『
正
法
眼
蔵
』
道
元
著
（
岩
波
文
庫
）　

・
鏡
島
元
隆
、
佐
藤
達
玄
、
小
坂
機
融
『
禅
苑
清
規
―
訳
註 

』（
一
九
七
二
年　

曹
洞
宗
宗
務
庁
）

・
東
隆
眞
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
刊
行
会
『
東
隆
眞
博
士
古
稀
記
念
論
集
』（
佐

藤
達
全
：「
曹
洞
宗
保
育
に
お
け
る
保
育
者
の
あ
り
方
に
つ
い
て
」）

・
海
谷
則
之
『
宗
教
教
育
学
研
究
』（
法
蔵
館
）

・
上
田
祖
峯『
禅
・
食
と
心
』―「
典
座
教
訓
」の
教
え
を
社
会
生
活
に
生
か
す　
（
三

省
堂
）

・
上
田
祖
峯
『
新
釈
典
座
教
訓
』―
調
理
と
禅
の
心　
（
圭
文
社
）

・
中
村
璋
八
、
石
川
力
山
、
中
村
信
幸
『
典
座
教
訓
・
赴
粥
飯
法
』（
講
談
社
学

術
文
庫
）

・
篠
原
寿
雄
『
典
座
教
訓
』（
大
蔵
出
版
〔
大
蔵
選
書
３
〕）

・
菅
原
昭
英
監
修
『
口
語
訳　

道
元
禅
師
の
典
座
教
訓
』（
学
校
法
人
駒
澤
学
園
）

・
鏡
島
元
隆
、
佐
藤
達
玄
、
小
坂
機
融
『
禅
苑
清
規
―
訳
註 

』（
曹
洞
宗
宗
務
庁
）

・
日
本
仏
教
保
育
協
会
編
『
仏
教
保
育
総
論
』（
チ
ャ
イ
ル
ド
本
社
）

・
上
村
映
雄
『
仏
教
保
育
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
創
作
出
版
社
） 

・『
教
育
小
六
法
（
平
成
二
十
五
年
版
）』（
学
陽
書
房
）

・『
幼
稚
園
教
育
要
領
』（
文
部
科
学
省
）

・『
保
育
所
保
育
指
針
』（
厚
生
労
働
省
）　

・『
保
育
所
保
育
指
針
解
説
書
』（
厚
生
労
働
省
編
）

・
清
水
俊
彦
編
著
『
学
校
教
育
法
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』（
教
育
開
発
研
究
所
）
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・
阿
部　

恵
・
鈴
木
み
ゆ
き
『
教
育
・
保
育
実
践
安
心
ガ
イ
ド
』（
ひ
か
り
の
く
に
）

・
子
ど
も
と
保
育
総
合
研
究
所　

森
上
史
朗
監
修
『
最
新
保
育
資
料
集
』（
ミ
ネ

ル
ヴ
ァ
書
房
）

・
無
藤　

隆
『
幼
稚
園
教
育
要
領
の
基
本
と
解
説
』（
フ
レ
ー
ベ
ル
館
）

・
田
中
敏
明
『
幼
稚
園
・
保
育
所
指
導
計
画
作
成
と
実
践
の
た
め
の
ね
ら
い
と
内

容
集
』（
北
大
路
書
房
）

・
小
田　

豊
・
山
崎　

晃
監
修
『
幼
児
学
用
語
集
』（
北
大
路
書
房
）

・
酒
井
得
元
「『
訳
註
禅
苑
清
規
』
に
つ
い
て
」（『
駒
澤
大
学
佛
教
学
部
論
集
』
三
）　

一
九
七
二
年
十
二
月

・
林　

円
応
「
典
座
教
訓
三
心
の
検
討
―
教
育
実
習
の
正
法
眼
と
し
て
―
」（『
駒

澤
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』　

第
二
十
三
号　

一
九
六
五
年
三
月
）

・
岡
本
啓
宏
「「
道
元
禅
師
の
教
え
の
仏
教
保
育
へ
の
展
開
に
関
す
る
考
察 

―

『
典
座
教
訓
』
を
中
心
に
し
て
―
」（『
駒
沢
女
子
短
期
大
学
研
究
紀
要
』） 　

第

四
十
九
号　

二
〇
一
六
年
三
月

・
総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

http://w
w

w
.soum

u.go.jp/

・
文
部
科
学
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

http://w
w

w
.m

ext.go.jp/

・
厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

http://w
w

w
.m

hlw
.go.jp/

・
警
察
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ　

https://w
w

w
.npa.go.jp/

・
公
益
社
団
法
人　

日
本
仏
教
保
育
協
会　

http://w
w

w
.buppo.com

/index.

htm
l


