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書

評
〉

加
藤
尚
武
・
草
原
克
蒙
編
著

『「徳
」

松
近
「
徳
山ど
が
社
会

的
に
注
目

を
集
め
た
の
は
、

ニ
O
O
六
年
一
O

月
に
当
時
の
安
倍
晋
三
首
相
の
肝
い
り
で
発
足

し

た
「
教
育
再
生
会
議
」

（野
依
良
治
座
長
）
に
お
い
て
、

「
教
員
免
許
更
新
制
」
や
「教
育
パ
ウ
チ

ャ

l
制
」
な
ど
と
と
も
に
「
徳
育
の
教科
化
」
が
検
討
さ
れ
た
時
だ
っ
た

だ
ろ
う
か
。

安
倍
首
相
退
陣
後
に
幅削
旧
政夫
首
相
に
提
出
さ
れ
た
最
終
報

告
出
（
ニ
O
O
八
年
一
月

一
一
一
一
日
〉
に
は
、

次
の
よ
う
な
「
教
育
再
生
」
の

た
め
の
提
言
が
か
か
げ
ら
れ
て
い
る
。

〈心
身
と
も
に
健
や
か
な
徳
の
あ
る
人
聞
を
育
て
る

〉

O
徳
育
を
「教
科
」
と
し
て
充
実
さ
せ
、
自
分
を
見
つ
め
、

他
を
思

い
や
り
、
感
性
豊
か
な
心
を
育
て
る
と
と
も
に
人
間
と
し

て
必
姿
な

規
範
意
識
を
学
校
で
し
っ
か
り
・
身に
付
け
さ
せ
る
。

の
教
育
論
』

芙
蓉
m
u一周
出
版
、

ニ
O
O
九
年

平

隆

石

敏

O
家
庭
、
地
域
、
学
校
が
協
力
し

て
「
社
会
総
が
か
り

」
で
、

心
・
北

と
も
に
健
や
か
な
徳
の
あ
る
人
間
を
育
て
る
。

O
体
育
を
通
じ
て
身
体
を
鍛
え
、
健
や
か
な
心
を
育
む
。

O
「
い
じ
め
」
、
「
暴
力
」
を
絶
対
に
許
さ
な
い
、

安
心
し

て
学
べ
る
規

律
あ
る
教
室
一に
す
る
。

O
体
験
活
動
、
ス
ポ
ー
ツ
、

芸
術
文
化
活
動
に
積
極
的
に
取
り
組
み

、

幼
児
教
育
を
重
視
し
、

楽
し
く

充
実
し
た
学
校
生
活
を
送
れ
る
よ
う

に
す
る
と
と
も
に
、

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
車
中
仕
活
動
を
充
実
し
、
人
、

自
然
、

社
会
、
世
芥
と
共
に
生
き
る
心
を
育
て
る
。

（な
お
そ
の
後

、

文
部
科
学
れ
は
こ
O
O
八
年
八
月
に

「子
ど
も
の
徳
明
日
に

凶
す
る
懇
談
会
」
を
設
位
し
、

二
O
O
九
年
九
月

三
日
に
故
終
報
告
叫
が
拠

出
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

J

た
し
か
に
日
々
、
報
道
さ
れ
る
子
ど
も
た
ち
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ
ま
な
事

件
を
同
に
す
る
た
び
に
、

「
い
ま
の
子
ど
も
た
ち
は
、
ど
う
し
て
し

ま
っ
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た
の
か
」
と
い
う
思
い
を
い
だ
く
の
は、

評
者
を
含
め
多
く
の
人
々
に
共

通
す
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
文
部
科
学
約
は
ニ
O
O
九
年
十
一
月

二
一O
け
に
「
平
成
一－

0
年
度
見
常
生
徒
の
問
題
行
動
等
生
徒
指
穏
と
の
治
問
題
に
関
す
る
調

布
」
念
発
表
し
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
小
・

中
・

尚
等
学
校
に
お
け
る
「
録

力
行
為
」
の
発
生
件
数
は
三
年
連
続
で
別
加
し
て
お
り
、
調
読
を
開
始
し

た
一
九
八
三
年
以
来
松
多
の
約
六
万
件
に
の
ぼ
っ
て
い
る
と
い
う
。
も
も

ろ
ん
、
こ
の
「
紋
多
」
と
い
う
の
は

、

「
総
力
行
為
」
の
定
義
の
仕
方
や

報
伶
の
求
め
k
H・
集
計
の
仕
方
そ
の
も
の
が
同
じ
で
は
な
い
の
で
、
単
純

に
そ
の
ま
ま
受
け
と
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
「
規
範
意
識
や
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
低
下
が
品
川
町
川
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
」
とい
う
文

部
科
学
名
の
指
摘
は

、

あ
な
が
ち
見
当
外
れ
と

一
蹴
す
る
こ
と
も
で
き
な

い
だ
ろ
う
。
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こ
う
し
た
「
徳
」
「
道
徳
」
を
め
ぐ
る
状
況
、

さ
ら
に
子
ど
も
た
ち
に

対
す
る
「
徳
」
「
道
徳
」
の
教
育
に
つ
い
て
ぷ
る
こ
と
そ
の
も
の
は

、

そ

れ
ほ
ど
凶
賊
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
日

々
の
生
前
の

小
で
感
じ
る
と
こ
ろ
は
あ
る
だ
ろ
う
し

‘

ま
た
乍
校
教
打
を
み
な
そ
れ
ぞ

れ
に
経
験
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

お
そ
ら
く
「
説
も
が

一
家
行

持
っ
て
い
る
」
（
一：
7

4
4日
以〉
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

m
な
る
例
人
的

な
経
験
ゃ
い
念
の
開
陳
で
し
か
な
い
「
人
生
論
」
と
し
て
で
は
な
く

、

き

ち
ん
と
「
徳
の
教
科
日
」
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
m
m
で
は
な
い
。

本
川
口
『
「
徳
」
の
教
育
論
』
の
大
き
な
特
徴
は
、
執
柑
航
者
に
倫
開
学

・

折
円
川
子
研
究
新
と
と
も
に
教
育
行
政
の
専
門
家
、
学
校
教n
Hを
つ
ら
ね
、

「
徳
の
教
育
」
の
あ
り
方
に
関
し
て、

現
災
的
な
挺
言
を
投
げ
か
け
よ
う

と

し

て
い
る
点
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
と
く
に
倫
理
学
研
究
者
に
よ
る
論

稿
に
お
い
て
も

、

「
そ
も
そ
も
徳
と
は
i
」
や
「
汲
々
に
よ
れ
ば
l
」
と

い
う
ト
仁
川
啄
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
「
辺
徳
」
に
閲
す
る
学

判
折
樽
要
領
の
芯
載
内
山
什
を
き
っ
ち
り
断
ま
え
た
卜－で
地
に
起
の
つ
い
た

泌
沿
を
版
関
し
よ
う
と
い
う
委
敵
”
が
う
か
が
え
る
。

ま
ず
は
倫
理
学
新
た
ち
の
主
張
か
ら日
比
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

第
1

章

「
学
力
と
徳
性
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
」
（
加議
尚
武
）

は
、

現
代
の
道
徳
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず

、

学
校
教
育
の
あ
り
方
全
体
に

凶
わ
る
本
川
全
体
の
総
論
的
な
位
世
づ
け
に
あ
る
。

加
藤
に
よ
れ
ば、

ま
ず
「
道
徳
の
教
育
」
に
倒
す
る
第
一
の
問

．

勉
は
、

「
道
徳
と
は
何
か
」
、
つ
ま
り
「
道
徳
の
内
特
に
対
す
る
共
通
の
型
解
」

（
八

以
）
が
欠
如
し
て
お
り

、

そ
の
た
め
、

そ
も
そ
も
次
の
世
代
を
に

な
う
子
ど
も
た
ち
に
ど
の
よ
う
な
徳
性
を
身
に
つ
け
て
も
ら

い
た
い
か
が

山
止ま
っ
て
い
な
い
点
に
あ
る
。
そ
こ
で

、

ま
ず
必
要
な
の
は

、

現
代
の
子

ど
も
た
ち
に
教
え
て
お
く
べ
き
道
徳
の
内
作
の
指
針
を

明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
あ
る
。

そ
こ
で
員
州
立
に
な
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
「
・
家
紋
主
義
」
に
代
わ
る

「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
倫
理
」
で
あ
る
と加
藤
は
い
う
。

判
例
代
の
円
本
に
お
い
て、

し
ば
し
ば
「
モ
ラ
ル
の
欠
如
」
と
し
て指摘
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さ
れ
る
屯
車
内
で
の
化
紅
な
ど
の
よ
う
な
「
人
前
を
は
ば
か
ら
な
い
」
行

為
と
、
協
市
で
知
り
合
っ
た
人
と
簡
単
に
会
っ
て
し
ま
う
「
見
ず
知
ら
ず

の
人
に
枇
打
球
心
を
も
た
な
い
こ
と
」
と
に
共
通
す
る
の
は

、

「
「
内
と
外
の

け
じ
め
」
の
感
覚
が
失
わ
れ
」
（
一
二点
）
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

家
族
・

家
庭
や
学
校
・

職
場
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
温
か
み
の

あ
る
信
頼
感
を
中
心
と
す
る
社
会
関
係
」
（
ニ
ニ瓦
〉
で
あ
る
「
ウ
チ
」

と
、

そ
の
外
部
の
見
知
ら
ぬ
人
と
山
会
う
世
界
で
あ
る
「
ソ
ト
」
と
を
区

別
す
る
「
家
族
主
義
」
が
崩
れ
て
い
る
こ
と
が
、
現
在
の
モ
ラ
ル
の
崩
壊

の
背
後
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、

ふ
た
た
び
家
族
主
義
へ
の
回
帰
を
求
め
る
こ
と
は
今
で
は
か

な
わ
な
い
と
す
れ
ば
、

必
要
な
の
は
そ
れ
に
代
わ
る
よ
う
な
モ
ラ
ル
の
訟

盤
を
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。
加
藤
は、

そ
れ
が
「
チ
l

ム
内
の
コ
ミ
ユ
エ

ケ
l

シ
ヨ
ソ
に
よ
っ
て
目
的
を
共
有
す
る
よ
う
な
人
間
関
係
．
つ
く
り
」
を

さ
さ
え
る
「
コ
ミ
ユ
ニ
ケ
l
シ
ヨ
ン
の
倫
理
」
な
の
だ
と
い
う
。

ま
た
、
も
う

一
つ
の
問
題
と
し
て

、

常
者
た
ち
の
間
で
の
「
努
力
主

義
」
の
州
政
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
レ
ま
高
等
学
校
は

、

米
阜
市
た
ち
を八

ラ
ン
ク
、

B

ラ
ン
ク

：
：
：

と
巡
別
し
、

エ
リ
ー
ト
か
ら
正
川
出
版
川
、

非
正

脱
恥
川
と
刈
り
分
け
る
「
共
川
選
m
氷
川
切」〈
二七
バ
〉
と
な
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
そ
こ
で
は
、

い
っ
た
ん
下
の
ラ
ン
ク
に
選
別
さ
れ
て
し
ま
え
ば

二
位
と
上
の
ラ
ン
ク
に
は
い
上
が
る
こ
と
は
で
き
ず
、
け
っ
し
て
「
努
山

は
械
わ
れ
は
し
な
い
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
荷
車
れ
た
ち
は

、

こ
の
こ
と
に

す
で
に
気
が
つ
い
て
い
る
。
そ
こ
で
の
賢
明
な
処
世
術
は
「自
分
を
大
切

に
思
う
気
持
ち
（自
己
評
価
、
山
的
心
〉
」
を
もた
な
い
こ
と
で
あ
る
。
加

；持
} 

1
 

．

、

必
は
、

凶
一
忠
事
件
を
引
き
お
こ
す
若
者
た
ち
を
生
み
出
す
の
は、
州統
施
・
芯

識
の
欠
如
よ
り
も

、

む
し
ろ
こ
う
し
た
内
尊
心
の
欠
如
な
の
だ
と
い
う

（
三O
日
）
。し
た
が
っ
て
、

い
ま
必
要
な
の
は
、

「
尚
一
校
の
共
川
巡
m訳
出
切

体
制
を
や
め
、
資
絡
試
験
型
を
部
入
す
る
」
こ
と
と
、

「
努力
が
報
わ
れ

る
と
い
う
努
力
観
に
裂
付
け
を
与
え
る
」
よ
う
な
労
働
政
策
で
あ
る
。

第
2

章
「
道
徳
は
ど
こ
ま
で

教
え
ら
れ
る
か
」
（小
出
泰
士
）
の
テ
ー

マ
は
、
「
ど
ん
な
道
徳
を
教
え
る
べ
き
か
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。

た
し
か
に
、
教
え
る
べ
き
道
徳
の
内
容
に
つ
い
て
の
意
見
の
不
一
致
は

存
在
す
る
。
し
か
し
小
川
に
よ
れ
ば

、

道
徳
教
育
の
使
命
は
、

子
ど
も
た

ち
に
「
わ
れ
わ
れ
の
社
会
生
活
を
可
能
に
し
、

H

A

の
共
同
生
析
の
中
で

物
質
的
に
も
新
神
的
に
も
恕
ま
れ
た
坐
か
な
芥
ら
し
を
送
る
た
め
に
必
要

な
以
川
」
（四
九
瓦
〉
を
線
拠
を
一
爪
し
な
が
ら
伝
え
る
こ
と
、

そ
し
て
こ

う
し
た
原
則
に
も
と
．
つ
い
て
「
そ
の
協
の
状
況
に
応
じ
て
’
U

分
で
道
徳
判

断
が
で
き
る
力
を
必
う
こ
と

」
（
五O
円
以
）
で
あ
る
。

小
山
は
、
こ
の
教
え
る
べ
き
共
同
生
前
・

社
会
住
所
の
た
め
の
法
本
版

則
と
し
て
、
次
の
五
つ
を
あ
げ
て
い
る
。

①
「
鉱
山
吹
さ
れ
た
他
者
危
円
以
則
」

例
人
は
、
他
新
に
危
巾
一
日
、
迷
娘

、

を
初
埠
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

②
「
人
間
前
吋
滋
の
以
則
」

人
間
の
時
厳
は
増
量
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
他
稀
だ
け
で

一
小
快
を加
え
な
い
限
り
、
山
口
山
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自
分
自
身
に
対
し
て
も
あ
て
は
ま
る
。
ま
た
繊
総
や
組
織

も
合
め
た
「
人
体
の
時
厳
」
も
、
こ
こ
か
ら
部
か
れ
る
。

③
「
社
会
的
述
市
性
の
原
則
」

わ
れ
わ
れ
が
社
会
に
暮
ら
す
こ
と
は

、
他
人
か
ら
恩
恵
を
受
け
る

可
能
性
の
中
に
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

、

わ
れ
わ
れ
に

は
、

で
き
る
筋
四
で
社
会
に
思
訟
を
返
す
と

い
う
相
互
扶
助
の
義

務
が
あ
る
。

＠
「
通
時
的
な
他
者
危山四
日
以
則
」

環
境
問
題
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
の
行
為
は
わ
れ
わ
れ

よ
り
も
後
の
世
代
の
人
々
に
対
す
る
危
お
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
後
の
悦
代
が
被
告
を
こ
う
む
る
こ
と

の
な
い
よ
う
配
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

＠
「
白
己
の
人
絡
的
成
長
へ
の
配
応
」

自
分
の
心
身
の
成
長
を
は
か
る
責
任
は
、
何
よ
り
も
自
分
自
身
に

あ
る
。
向
己
の
人
格
の
陶
冶
は
、
人
間
の
尊
厳
に
対
す
る
較
極
的

義
務
で
あ
る
。

な
く
、
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そ
し
て
、

こ
う
し
た
原
則
を
教
え
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、

ま
ず
第
一

段
附
と
し
て
内
分
の
身
に
つ
け
て
き
た
「
狭
い
閉
じ
た
側
値
観
を
自
覚
し

相
対
化
す
る
」
（
六円
瓦
）
プ
ロ
セ
ス
を
へ
た
上
で
、
却

二
段
附
と
し
て

上
記
の
悲
本
以
川
を
繰
り
返
し
教
え
聞
か
す
こ
と
で
、

そ
れ
が
子
ど
も
を

律
す
る
内
な
る
「
社
会
的
自
我
」
を
形
づ
く
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
小
出

は
州
民
家
す
る
。

第
3

章
「今
の
道
徳
教
育
に
欠
け
て

い
る
も
の
」
（村
松
聡
）
は
、

道

徳
教
育
に
つ
い
て
文
部
科
学
名
の
学
習
指
辺
製
領
に
何
が
欠
け
て
い
る
か

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

問
知
の
よ
う
に
、

道
徳
に
関
し
て
学
明
日
指
滋
要
領
は、

道
徳
狽
日
を

、

2 

－H

分
山口
’
拾
に
関
す
る
こ
と

他
の
人
と
の
か
か
わ
り
に
凶
す
る
こ
と

自
然
や
崇
高
な
も
の
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と

集
団
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
閲
す
る
こ
と

3 4 
の
凶
つ
の
大
項
目
に
分
知
し

、

そ
れ
ぞ
れ
に
い
く
つ
か
の
小
項
目
を
列
挙

し
て
い
る
。

村
松
は
、
そ
こ
に
は

こ
つ
の
重
要
な
観
点
が
政
け
洛
ち
て
い
る
と
指
摘

す
る
。

ま
ず
一
つ
H

は
、

「
自
分
自
身
に
関
す
る
こ
と
」
に
お
い
て、
も
っ
と

も
重
要
で
あ
り
、
す
べ
て
の
前
提
と
な
る
は
ず
の
「
自
分
を
正
し
く
愛
し、

時
訴
す
る
こ
と
」
（七
七
五
〉
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
な
る
「
わ
が
ま
ま
」

や
「
m
u
X」
、
「
白
己
へ
の
執
治
」
で
は
な
く、
制
似
本
の
と
こ
ろ
で
の
自
己

自
身
へ
の
行
定
と
信
頼
で
あ
る
。
村
絞
は

、

現
代
の
若
者
や
子
ど
も
た
ち

の
お
か
れ
た
問
題
は
、

「
自
ら
を
愛
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

前
吋
蛍
で
き
な

い
で
、
自
暴
自
棄
に
な
り
、
苦
し
ん
で
い
る
」（七
九
頁
）
こ
と
に
あ
る

と
い
う
。
む
し
ろ
、

き
ち
ん
と
自
己
を
愛
す
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
が
い

か
に
困
縦
で
あ
る
か
を
教
え
る
こ
と
が
、

ま
ず
も
っ
て
重
要
で
あ
る
。

二
つ
目
は
、

道
徳
に
お
け
る
「
恕
性
の
役
削
」
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
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た
し
か
に
指
n
－
必
倣
で
は
道
徳
のH
擦
は
「
道
徳
的
な
心
的
、

判
断
力

、

実
践
・
怒
欲
と
態
度
な
ど
の
道
徳
性
を
義
う
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
が

、

災

際
に
は
、
と
く
に
磁
務
教
育
段
附
で
は
、
道
徳
的
な
心
的
や
感
性
の
摘
出
伐

に
ι山
下川川
が
附
か
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
村
怯
は、

現
主

の
道
徳
的
な
問
題
で
は、

一
定
の
徳
n

さ
え
教
え
ら
れ
て
い
れ
ば
、

お
の

ず
と
解
決
が
み
ち
び
け
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
。
必
要
な
の
は

、

自
分
の
「
感
性
」
だ
け
に
た
よ
る
の
で
は
な
く
、
白
己
n

身
と
の
、
ま
た

他
新
と
の
「
理
性
的
な
応
終
の
う
ち
で

、

終
え
を
校
集
す
る
こ
と
」
〈
八

七
点
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
道
徳
教
育
は
、
将
来
出
会
う
倫
型
的
な
問

い
に
自
律
的
に
、
対
話
の
中
で
考
え
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
を
、
も
っと
重

要
視
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。

評

さ
ら
に

第
4
S

「
自
分
を
大
切に
す
る

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
（児

玉
総
・
島
内
明
文
）
も
、

前
章
と
同
様
に

、

道
徳
教
育
に
お
け
る
「
自
分

を
大
切
に
す
る
」
と
い
う
観
点
の
重
要
性
に
焦
点
を
あ
て
る
。

児
玉
・

山
内
は
、

「白
分
を
大
切
に
す
る
こ
と
」
に
は

「n
n
心
」
と

「山
口
愛
の
忠
邸」
の
二
つ
の
袈
黙
が
あ
る
と
い
う
。

「・u
m
心
」
（セ
ル
フ
・

レ
ス
ベ
F

ト

〉
と
は
、

「
プ
ラ
イ
ド
」
や
「
倣

悦
」
と
は
災
な
り
、
「
白
分
に
側
似
が
あ
る
と
れ
じ
る
こ
と
、山H
分
に
誇

り
を
も
て
る
こ
と

」
〈
一O
門
氏
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
れ
が
な
け
れ

ば
次
の
「
山

愛
の
出
血
」
は
剥
け
ち
に
く
い
と
い
う
点
で、

自
称
心
は
「
山
口

分
を
大
切
に
す
る
こ
と
」
の
送
態
で
あ
る
。

ま
た
「
自
震
の
思
慮
」
（プ
ル
！
日
ア
ン
ス
）
は
、
「
長
期
的
な
n

己
利
議

を
優
先
で
き
る
能
力
」
で
あ
る
。
そ
し
て、

利
他
性
を
長
期
的
な
自
己
利

扱
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
「
自
愛
の
思
慮
は
利

他
的
な
行

動
の
器
鍛
」
ハ
一O
六
又
）
と
な
る
。

先
述
の
よ
う
に
、
指
滋
裂
鎖
に
は
「
2

他
の
人
と
の
か
か
わ
り
に
関

す
る
こ
と
」
「
4

集
団
や
社
会
と
の
か
か
わ
り
に
関
す
る
こ
と
」
と
し

て
他
者
に
対
す
る
徳
目
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が

、

こ
う
し
た
「
他
人
を
大

切
に
す
る
こ
と
」
に
お
い
て
も
日
時
心
と
自
愛
の
配
階
が
不
可
欠
で
あ
る
。

と
く
に
他
滑
に
対
す
る
道
徳
的
関
係
を

、

「
自
分
と
他
人
と
の
対
称
性
」

を
前
提
と
し
て
、

「
他
者
と
の
相
互
性
の
倫
裂
」（
二

O
頁
）
に
お
い
て

と
ら
え
る
な
ら
ば
、
長
期
的
な
自
己
利
益
へ
の
配
慮
で
あ
る「
自
愛
の
配

胤
」
は
道
徳
教
育
の
一
つ
の
柱
と
な
る
も
の
だ
と
い
え
る
。

し
か
し
道
徳
に
は
も
う

一
方
で、
「
見
返
り
を
求
め
な
い
献
身
の
倫
理
」

と
い
う
要
紫
が
含
ま
れ
て
い
る
の
も
た
し
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
児

玉
・

島
内
は
、

ま
ず
は
相
互
性
を
ベ
l

ス
に
し
た
長
期
的
利
益
へ
の
配
慮

に
も
と
づ
く
道
徳
を
ベ
ー
ス
に
し
、
他
者
へ
の
献
身
的
行
為
に
つ
い
て
も

何
ら
か
の

「
凡
返
り
」
を
設
内
応
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
、
徐
々
に
「
H
見

返
り
が
な
く
て
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
祈
動
自
体
に
町
村
び
を
感
じ
る
が
ゆ
え
に

そ
れ
を
す
る
」
と
い
う
段
階
に
つ
な
げ
て
い
く
よ
う
な
や
り
方
が
可
能
で

は
な
い
か
と
従
起
し
て
い
る

〈
一
一
一日
〕
。

第
5

準
「
公共
道
徳
を
育
て
る
の
は
設
か
」
（伊
坂
署H
司
）
は
、

公
共

道
徳
の
育
成
を
は
か
る
べ
き
「
場
所
」
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
て
い
る
。

戦
後
の
日
本
に
お
い
て
、

戦
前
の
「
国
家
」
に
代
わ
る側
他
法
制
中
と
な
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っ
て
き
た
の
は
、

経
済
的
利
益
優
先
の
発
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
代
の

「給
年
社
会
」
に
お
い
て
も
、

ゆ
が
ん
だ
形
で
つ
づ
い
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、

「
家
族
」
は
「
公
共
性
の
意
識
を
欠
い
た
ま
ま
侃
立
」
〈
一

二
O
瓦
）
し
て
お
り
、
け
っ
し
て
公
共
道
徳
を
育
成
す
る
場
と
は
な
り
え

な
い
。
と
く
に
現
代
で
は
、

父
税
の
存
在
は
子
ど
も
と
の
関
係
に
お
い
て

橋
尚
に
な
り
、
逆
に
母
親
は
子
ど
も
と
の
一
体
化
、
子
ど
も
の
所
有
意
識

が
す
す
む
こ
と
で

、

家
政
は
ま
す
ま
す
公
共
白
川
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
初

所
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

も
は
や
「
F

ど
も
を
山

立
化
さ
せ
る
役
叩

を
来
た
し
え
な
い
」
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て、

現
代
で
も
子
ど
も
に
と
っ
て
「
公
共
空
川
」
と
い
う

役
割
を
も
ち
え
て
い
る
の
は
「
学
校
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

ι
Jど
も
た
ち

が
他
者
経
験
を
通
じ
て
、

「れ

ら
の
わ
が
ま
ま
な
は
松
山
川
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

す
る
こ
と
、

そ
し
て
他
計
の
立
場
を
理
解
し
配
服
す
る
こ
と
」
を
学
ぶ
場

所
で
あ
る
。
伊
．
訟
は、

学
校
に
お
け
る
道
徳
教
育
で
重
要
な
の
は

、

「
道

徳
の
時
間
」
で
何
を
教
え
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も、
学
校
と
い
う
場
に

お
い
て
「
災
践
的
な
人
川
凶
係
を
通
し
て

、

生
き
た
道
徳
創
簡
を
生
徒
自

ら
が
学
ぶ
こ
と
」
（
－－

e
hハ
バ）
に
あ
る
の
だ
と
い
う
。

と

く
に
公
共
道
徳
は

、

同
家
が
「
上
か
ら
」
主
部
的
に
教
科H
す
る
べ
き

も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な

く
、
他
者
と
の
関
係
の
中
で
「
他
者
へ
の

配
邸
と
利
己
的
欲
盟
のれ
己
鋭
制
」
を
学
ぶ
な
か
で
・
日
発
的
に
形
成
さ
れ

る
べ
き
も
の
な
の
だ
と
伊
反
は
主
張
す
る
。
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つ
づ
く
訟
で
は

、

行
政
お
よ
び
高
校
教
白
か
ら
み
た
道
徳
教
育
の川
姐

点
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

第
6

愈

「道
徳
教
育
を
お
こ

な
う
体
制
が
弱
す
ぎ
る
」
（
桐
生
崇
）
は
、

文
部
科
学
行
政
行
の
立
助
か
ら
「
学
校
に
お
け
る
道
徳
教
訓
川
」
に
閲
す
る

「
存
観
的事
実
」
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。

ま
ず
、
小
・

中
学
校
の
「
客
観
的
制
約
条
件
」
と
し
て、

が
あ
げ
ら
れ
る
。

つ
ぎ
の
三
点

①
H

十
品川
取大
川胤
絞
のが
栄
で
あ
る

義
務
教
育
は
、

約
一
o
＝
一O
万
人
の
小
・

中
学
生
を
対
象
と
し
て
約

六
氏
万
人
の
教
μ
が
お
こ
な
う
が
栄
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
れ
だ
け

の
鋭
模
の
教
員
集
団
を
「
均
質
で
優
秀
な
集
団
に
保
持
す
る
こ
と
は
実

態
と
し
て
は
非
常
に
困
難
」
（
二
一a

三
民
）
で
あ
る
。

ま
た
全
両
以
内が
多
加
す
る
市
業
で
あ
る
だ
け
に
、

設
も
が
一
家
♂
持

っ
て
お
り
、
間
別政
な
目
標
設
定
は
容
易
で
は
な
い
。

②
虚
業
時
間
数
は
布
阪
で
あ
る

総
出
叙
業
時間
数
は
決
め
ら
れ
て
お
り

、

か
り
に
道
徳
教
育
の
充
実
の

た
め
に
道
徳
の
時
間
数
を
地
や
す
と
す
れ
ば、
そ
の
分
、
他
の
教
科
・

倣
域
の
時
間
数
を
減
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③
教
只
は
教
民
免
許
を
保
有
し
て
い
る
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教
員
は
、
教
員
免
許
剤
師
程
を
履
修
し
た
う
え
で
教
員
免
許
状
を
有
し

て
お
り
、
し
た
が
っ
て
道
徳
教
育
の
内
容
や
折
滋
法
に
つ
い
て
は

一
定

水
準
の
知
識
や
理
解
を
も
っ
て
い
る
〈
は
ず
で
あ
る
）
。

し
か
し
現
実
に
は
、
教
員
免
許
課
程
で
の
資
給
要
件
と
し
て
は
「
道

徳
の
指
導
法
」
二
単
位
が
必
修
と
な
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り

、

そ
の
教

授
内
容
も
ま
ち
ま
ち
な
の
が
尖
態
で
あ
る
。

3平

（余
談
な
が
ら
、

こ
れ
は
ま
さ
に
指
摘
の
泊
り
で
あ
る
。
評
者
ら
が

こ
O
O
四
年

に
お
こ
な
っ
た
訓
査
に
よ
れ
．
は
、
数
民
養
成
学
部・
大
学
で
の
「
道
徳
の
桁
滋

法
」
対
応
科
目
の
綬
業
内
容
は
き
わ
め
て
多
郡
多
織
で
あ
る
。
「
道
徳
教
育
の
基

礎
理
論
」
に
大
半
を
つ
い
や
す
綬
業
も
あ
れ
ば
、
ま

っ
た
く
そ
れ
に
触
れ
て
い

な
い
授
業
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
「
道
徳
教
育
の
隆
史
」
が
全
体
の
大
半
を
占

め
る
授
業
や
、
も

っ
．

は
ら
道
徳
性
心
理
学
を
と
り
あ
げ
る
同
伐
採
も
あ
る
。
小
に

は
、
ど
う
み
て
も
「
道
徳
の
指
滋
法
」
に
関
わ
る
と
は
思
え
ず
、
お
そ
ら
く
各

分
野
の
教
円
以
が
ロ
ー
テー
シ
ョ
ン
で
、

環
償
問
題
な
ど
れ
分
の
得
意
な
テ
l

マ

に
つ
い
て
と
り
あ
げ
て
い
る
よ
う
な
も
の
も
あ
っ
た
。
「
道
徳
の
指
滋
法
」
科
目

の
ミ
ニ
マ
ム

・

ス
タ
ソ
グ

l

ド
は
存
花
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ

る
。
〉

次
に
、

災
際
に
学
校
で
子
ど
も
た
ち
に
道
徳
教
育
を
お
こ
な
う
上
で
屯

婆
な
市
宮
市
卦
は

、

次
の
三
つ
で
あ
る
。

①
教
員
志
望
者
の
資
質
を
日
め
る
こ
と

し
か
し
教
員
採
用
試
験
の
競
争率
は
低
下
傾
向
に
あ
り
、
「
新
鋭
の

教
只
の
一
位
の
低
下
が
生
じ
る
こ
と
は
桃
造
的
に
」
避
け
ら
れ
ず（一門

七
頁
）、

教
員
集
団
と
し
て
の
レ
ベ
ル
も
下
が
り
が
ち
な
桃
造
に
あ
る
。

②
学
校
内
の
ノ
ウ
ハ
ウ
の
務
杭

だ
が
学
校
に
は
「
ノ
ウ
ハ
ウ
を
共
有
す
る
文
化
が
な
」
く
、
す
ぐ
れ

た
教
員
の
授
業
も
「
名
人
芸
」
に
と
ど
ま
り、

組
織
的
な
財
産
と
は
な

り
に
く
い
。

③
教
員
へ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
体
制

現
実
に
は
教
員
が
授
業
に
集
中
で
き
る
よ
う
な
体
制
に
は
な
っ
て
お

ら
ず
、

労
働
時
間
の
う
ち
授
栄
の
占
め
る
川
合
は
低
い
。

桐
生
は
、

こ
う
し
た
分
析
を
踏
ま
え
て
、

行
政
が
な
す
べ
き
こ
と
と
し

て
、

①
学
校
で
な
す
べ
き
道
徳
の
内
特
を
具
体
的
に
明
確
化
す
る
こ
と
、

②
教
員
候
補
者
に
対
し

て
最
低
限
身
に
つ
け
て
お
く
べ
き
道
徳
教
育
の

授
業
方
法
の

ノ
ウ
ハ
ウ
を
共
有
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
そ
し
て
③

学
校
が
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
集
団
で
構
成
さ
れ
る
よ
う
に
し

、

教
員
が
授
業

に
集
小
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
州
民
家
し
て
い
る
。

第
7

章
「
学
校
は
万
能
で
は
な
い
」
（
今泉
柔
剛
）
で
は
、
同
じ
く
文

部
科
学
行
政
官
で
あ
る
今
泉
は
「
学
校
教
育
の
役
割
」
と
い
う
問
題
を
と

り
あ
げ
る
。

今
泉
は
、

現
在
の
学
校
教
育
の
困
難
は

、

学
校
に
ど
こ

ま
で
の
教
育
を

求
め
る
か
が
暖
昧
な
ま
ま
、

さ
ま
ざ
ま
な
役
訓
の
則
待
だ
け
が
過
大
に
負

荷
さ
れ
て
お
り

、

そ
の
た
め
「
本
来
や
る
必
要
の
な
い
こ
と
」
の
た
め
に

「
学
校
教
育
に
お
い
て
や
る
べ
き
こ
と
」
が
な
お
ざ
り
に
さ
れ
て
し
ま
っ
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て
い
る
ぷ
に
あ
る
と
い
う
。

教
育
と
い
う

常
み
は
、
近
代
以
前
は
「
家
庭
を
中
心
と
し

て
非
常
に
限

ら
れ
た
術
開
で
」
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
り

、

「
そ
も
そ
も
教
行
の

す
べ
て
を
学
校
教
育
に
ゆ
だ
ね
て
し
ま
お
う
と
い
う
考
え
方
臼

休
が
、
不

日

然
」
な
の
で
は
な
い
か
。
現
代
で
も、

「
教
育
の
土
台
は
や
はり
山
本・挺

教
育
」
で
あ
り
、

そ
の
上
で
公
教
育
は
「
社
会
や
集
問
へ
の
適応
と
い
う

『社
会
性
の
汗
成
」
と
い
う
付
加
側
舶
を
つ
け
て
い
く
場
所
」
（
一
六
円

五
〉
と
と

ら
え
る

べ
き
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、

「
学
校
教
育
」
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
を
刊
明

附議
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
a
M水
は、

学
校
教
育
が
「
力
を
発
仰
で
き
る

郎
分
」
と

「
限
界
が
あ
る
部
分
」
三
六

九
日
〉
と
を
つ
ぎ
の
よ

う
に
整

理
し
て
い
る
。

ま

ず
、
学
校
の
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ
は
以
下
の
よ
う
な
点
で
あ
る
。

①
同
世
代
の
子
ど
も
た
ち
の
集
団
の

中
で
、

子
ど
も
が
他
者
と
の
共

存
や
集
団
の
中
で
の
例
人
の
役
訓
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

②
学
校
は
、

教
山け
の
専
門
家
で
あ
る
教
師

、

ま
た
そ
れ
を
さ
さ
え
る

多
様
な
専
門
家
か
ら
な
る
圧
倒
的
に
大
規
模
な
集
凶
で
あ
る
。

③
教
仰
は
俊
栄
以
外
に
も

、

さ
ま
ざ
ま
な
場
而
で

日
常
的
に
多
様
な

舟
mり
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

＠
教
師
は
日

常
的
に
チ
ど
も
に
接
し
て
い
る
た
め

、

さ
ま
ざ
ま
な

作

態
に
対
し
て
半
期
発
見

・

早
期
対
応
が
可
能
で
あ
る
。

⑤
午
校
教
山口
で
は
、

教
師
は
川
中
独
で
は
な
く、
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チ
ー

ム
と

し

て
対
応

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

＠
「
教
育
」
と
い
う
大
裳
名
分
を
も
つ
た
め、

家
庭
や
各
機
関
と
の
連

h
m
g

｝
仇u
s

J
・
、

.. 
‘
，

コ
』
、
。

H
D
．

U
陥
立
カ

t
t

刊
す
し

逆
に
、

学
校
の
限
界
は
以
下
の
点
で
あ
る
。

①
学
校
が
凶
わ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は

、

子
ど
も
の
時
川
の
．
部
で

し
か
な
い
。

②
教
育
以
外
の
分
野
で
は
、

か
な
ら
ず
し
も
専
門
家
が
い
る
わ
け
で

は
な
い
。

③
学
授
は

、

一
人
一
人
の
子
ど
も
を
大
切
に
し

な
が
ら
も
、

川
ん
賞
生徒
全
体
の
こ

と
を
考
え
な
け
れ
ば
なら
な
い
。

つ
ね
に

今
泉
は
こ
う
し
た
ア
ド
バ
ン
テ
ー
ジ

と

限
界
を
蹄
ま
え

た
上
で

、

学
校

教
育
が
最
大
限
の
効
来
を
発
郷
で
き
る
よ
う
な
あ
り
方
を
求
め
る
べ
き
だ

と

い
う
の
で
あ
る
。

第
8

章

「
公民
科

「
倫理
」
は
な
ぜ
商
白
く
な

い
か
」
｛
井
上衆
生
）

は
尚
校
教
ハH
と
い
う
作
品
川
切
か
ら
、

高
校
公
以内
科
「倫
児
」
の
内
科
の
改
符

を
従
起
し
て
い
る
。

井
上

に
よ
れ
ば
、

現
夜
「
倫
攻
」
が
而
山
く
な
い
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は

セ
ン
タ
ー
試
験
が
択
一
式
問
題
形
式
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
向
い
得
点
を

と
る
た
め
に
は
「
教
科
刊
の
す
み
ず
み
ま
で
細
か

い
知
識
を
覚
え
る
」
必

．
裂
が
あ
り、

週
一
．
時間
の
授
業
で
そ
れ
に
対
応
し
よ
う
と
す
れ
ば
、

授
栄
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は
「
広
く
浅
く
効
率
的
な
授
業
」（
一八
八
瓦
）
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
公
民
科
「
倫
理
」
は
、

本
来

、

現
代
社
会
の
さ
ま
ざ
ま

な
倫

理
・

道
徳
的
川
姐
に
つ
い
て
の
生
徒
た
ち
の
「
史
践
的
な
判
断
力
や
対
応

力
」
を
や
し
な
う
科
目
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
現
在
の
詰
め
込
み
式
の

「倫
迎
」
の
控
採
は
そ
れ
か
ら
大
き
く
議
離
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。

だ
が
生
徒
の
「
実
践
的
道
徳
力
の
育
成
」
を
は
か
る
よ
う
な
「
倫
理
」

の
綬
世
間
は
、
工
夫
次m
で
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
と
く
に
高
校
生
が
凶
心

を
も
ち
そ
う
な
身
近
で
現
実
的
な
テ
1
7
を
と
り
あ
げ
、

そ
こ
か
ら
深
い

原
理
的
な
考
察
へ
と
進
ん
で
い
く
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
を
と
れ
ば
、

も
っ
と

日
校
生
に
と
っ
て
魅
力
的
か
つ
有
・
芯滋
な
科
目
に
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

も
う

一
つ
必
要
な
こ
と
は
、
大
学
入
試
の
改
善
で
あ
る
。
と
く
に
セ
ン

タ
ー
試
験
を
「
資
絡
試
験
化
」
し
、

二
次
試
験
を
論
述
形
式
でお
こ
な
う

こ
と
、
そ
し
て
細
か
な
知
識
を
求
め
る
の
で
は
な
い
「
良
間
」
を
大
学
が

出
題
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
井
上
は
い
う
。

!NI 

第
g

準

「日
本
の
教
育
の
課
題
と
「
徳
育
」
」
（草原
克
議
）
は
、
本
店

全
体
を
総
括
し
な
が
ら
、

と
く
に
H

本
の
教
育
全
体
の
問
題
を
「
知
澱
偏

重
」
と
い
う
点
に
と
ら
え
、
教
え
ら
れ
た
こ
と
を
覚
え
る
教
行
か
ら
「
子

供
た
ち
の
考
え
る
力
を
引
き
出
す
よ
う
な
」
教
育
へ
の
転
換
が
急
務
で
あ

る
と
指
摘
し
て
い
る。

［但

「
刊
評
」
の
任
務
は
、
未
読
の
読
者
に
当
該
刊
・

論
文
の
内
容
を
紹
介

す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
内
務
に
対
し
て
論
評
を
お
こ
な
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
今
回
、
評
者
が
担
当
し
た
こ
の
『
「
徳
」
の
救
出
川
論
」
所
収

の
九
本
の
論
稿
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
か
な
り
独
立
し
た
性
絡
を
も
つ
も
の
で

あ
る
た
め
、
「
内
容
紹
介
」
と
い
う
任
務
を
は
た
す
た
め
に
、
す
で
に
か

な
り
の
紙
幅
を
つ
い
や
し
て
し
ま
っ
た
。
も
う
一
つ
の
「
論
評
」
の
・
泌
分

に
つ
い
て
は
、
各
論
文
の
倒
A

の
論
点
を
一
つ
一
つ
と
り
あ
げ
て
論
じ
る

余
裕
は
な
い
の
で

、

本
m
u全
体
に
関
し
て
思
う
と
こ
ろ
を
二
三
述
べ
る
に

と
ど
め
る
こ
と
を
お
赦
し
い
た
だ
き
た
い
。
も

ち
ろ
ん
最
初
に
述
べ
た
よ

う
に
、

現
実
の
「
徳
の
教
育
」
と
い
う
問
題
に
対
し
、

地
に
起
の
つ
い
た

議
論
や
提
言
を
お
こ
な
お
う
と
す
る
本
位
の
意
義
を
十
分
に
認
め
た
上
で

の
こ
と
な
の
だ
が
。

ま
ず
、
「
徳
」
や
「
道
徳
」
に
闘
す
る
議
論
の
出
発
点
は

、

現
実
の
何

ら
か
の
「
モ
ラ
ル
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
」
を
認
め
る
と
こ
ろ
に
あ
る
だ
ろ

う
。
そ
し
て
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
「
問
題
」
で
あ
る
の
か
を
特
定
し

、

そ

の
似
闘
や
背
景
を
明
ら
か
に
し
た
上
で、

解
決
の
追
を
検
討
す
る
と
い
う

の
が
一
般
的
な
識
論
の
道
筋
だ
と
い
え
る
。

し
た
が
っ
て
「
問
題
」
を
ど
の
よ
う
に
特
定
す
る
か
、
と
く
に
ど
の
よ

う
な
時
川
的
ス
パ
ン
で
と
ら
え
る
か
に
よ
っ
て
、

議
論
の
級
相
は
大
き
く

変
わ
っ
て
く
る
。
そ
も
そ
も
臼
本
人
の
伝
統
的
な
心
性
の
よ
う
な
も
の
が



問
題
な
の
か
、

戦
後
日
本
の
社
会
状
況
や
高
度
経
済
成
長
期
以
降
の問
題

を
組
上
に
の
せ
て
い
る
の
か、
こ

の
数
年
以
内
に
新
た
に
発
生
し
た
状
況

が
問
題
な
の
か
。
そ
れ
と
も
、
も
っ
と
持
遍
的
な
レ
ベ
ル
で
徳
の
教
育
を

諭
じ
る
の
か
。
ま
ず
は、

こ
の
点
を
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ

，
同
ノ
。
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二
つ
目
は
「
学
校
で
の
道
徳
教
育
」
に
終
点
を当
て
る

こ
と
に
つ
い
て

で
あ
る
。
「
川
例
代
の
モ
ラ
ル
に
関
す
る
問
題
の
元
凶
は、

一
に
学
校
で
の

道
徳
教
育
だ
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
く

、

む
し
ろ
川
川
胞
の
背
対
は、

家
路

や
地
減
、

さ
ら
に
社
会
全
体
の
あ
り
方
に
わ
た
る
よ
う
な
も
の
だ
と
思
わ

れ
る
。
ま

た
、

「
学
校で
の
道
徳
教
育
を
改
善
す
れ
ば
、

す
べ
て
の
問
題

の
有
効
な
解
決
が
も
た
ら
さ
れ
る
」
と
も
思
い
が
た
い
。
週
一
時

間
の

「
道
徳
の
時
間
」
が
無
駄
だ
な
ど
と
い
う
つ
も
り
は
な
い
が、

第
7

詣
で

今
泉
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

、

学
校
に
過
大
な
姿
求
の
負
荷
を
負
わ
せ

る
こ
と
の
問
題
性
は
、

や
は
り
心
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

れ
以
後
に、

倫
理
学
研
究
者
が
「
道
徳
教
育
」
に
閲
し
て

、

ど
の
よ
う
な

分
野
で
只
献
が
で
き
そ
う
か
に
つ
い
て
。
学
校
で
の
道
徳
教
訓
日
の
実
際
の

指
税
方
法
や
俊
業
の
改
称
が

、

倫
理
学
新
に
期
待
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
む
し
ろ
倫
理
学
研
究
の
成
採
が
も
っ
と
も
布
効
に
関
わ
る
こ
と
が

で
き
る
の
は
、

「
道
徳
」
や
「
道
徳
教
育
」
の
基
本的
な
と
ら
え
方
に
関

す
る
部
分
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、

先
述
の
よ
う
に
m
n
要
領
で
「
道
徳
的
な
心
的

、

判
断
力

、

災
践
窓
欲
と
態
度
」
と
さ
れ
て
い
る
「
道
徳
性
」
は、

ど
の
よ
う
に
理
解

さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
お
そ
ら
く
こ
の
問
題
は
、

「
道
徳
を
教
える
こ
と
」

'49 

の
意
味
に
も
深
く
か
か
わ
る
は
ず
で
あ
る
。
道
徳
は
外
部
か
ら
注
入
す
る

形
で
し
か
教
え
ら
れ
な
い
の
か、

そ
れ
と
も
道
徳
性
の
自
然
な
段
附
的
発

述
を
適
切
に
う
な
が
す
こ
と
が
道
徳
教
行
な
の
か

、

あ
る
い
は
特
定
の
徳

n

を
教
え
こ
む
の
で
は
な
く
「
道
徳
的
な
も
の
の
考
え
点
」
を
教
え
る
こ

と
が
重
要
な
の
か
。

さ
ら
に
、

本
H
Mで
何
人
か
の
論
者
が
と
り
あ
げ
て
い
る
「白
分
を
大
切

に
す
る
こ
と
」
や
「
白
尊
心
」
と
道
徳
性
と
の
凶
わ
り
の
川
題
に
つ
い
て

も
、

心
理
学
的
な
山
n

を
も
っ
「
自
己
肯
定
感
－
n

巧
感
情

白
色
e

市
民
冊
目
ヨ）」
や
「
白
己
効
力
感
・

有
能
感

（ω
巾
一？
口
3
2

ミ
と
な
ど
の

J

業
が
現
花
の
学
校
教
科
H

に
お
け
る
惜
也
市
立
な
キ
ー

ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
し
て
、

倫
理
学
の
立
場
か
ら
の
深
い
議
論
を
込
非と
も
望

み
た
い
。

〈ひ
ら
い
し
た
か
と
し

・

京
都
教
育
大
学
）


