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古
田
足
日
論
序
説

―
「
実
感
的
道
徳
教
育
論
」
を
中
心
に
―

西
山
利
佳

〔
キ
ー
ワ
ー
ド
〕
児
童
文
学
、
古
田
足
日
、
道
徳
、
平
和
、
教
育

は
じ
め
に

「
実
感
的
道
徳
教
育
論
」
は
、
児
童
文
学
者
古
田
足
日
が
、
な
ぜ
児
童
文
学

を
選
ん
だ
の
か
、
な
ぜ
平
和
の
た
め
の
活
動
を
牽
引
し
て
き
た
の
か（

1
（

、
そ
の

ル
ー
ツ
が
分
か
る
評
論
だ
と
言
え
る
。
関
連
評
論
と
創
作
作
品
を
重
ね
あ
わ

せ
て
、
古
田
の
思
考
を
追
う
こ
と
は
、
古
田
足
日
研
究
の
一
端
で
あ
る
と
共

に
、
児
童
文
学
、
生
き
方
、
時
代
を
問
い
直
す
視
点
の
獲
得
に
つ
な
が
る
と
考

え
る
。

第
一
章
で
は
「
実
感
的
道
徳
教
育
論
」
を
熟
読
し
、「
道
徳
」
や
「
修
身
」
が

同
時
代
、
ど
の
よ
う
な
背
景
の
下
焦
点
化
さ
れ
て
い
た
か
を
押
さ
え
た
上
で
、

古
田
の
「
道
徳
」
観
、「
修
身
」
観
を
捉
え
た
い
。

「
実
感
的
道
徳
教
育
論
」
の
中
で
、
古
田
自
身
が
思
考
の
到
達
点
と
し
て
言

及
し
て
い
る
創
作
「
風
雲
カ
ピ
ラ
城
」
は
、
二
度
に
わ
た
っ
て
連
載
発
表
さ
れ

る
が
、
未
完
の
ま
ま
に
な
っ
た
作
品
で
あ
る
。
第
二
章
で
は
、
初
出
時
と
再

連
載
時
の
異
同
を
確
認
し
な
が
ら
そ
の
内
容
を
ま
と
め
、
古
田
が
こ
の
作
品
の

中
で
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
追
う
。
古
田
の
評
論
の
中
で
明
示
さ
れ
て

い
る
人
間
観
や
問
い
を
通
し
て
「
風
雲
カ
ピ
ラ
城
」
を
見
た
と
き
に
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
も
の
を
第
三
章
で
考
察
し
て
い
き
た
い
。

尚
、
本
稿
は
本
紀
要
第
七
一
輯
（
二
〇
一
七
年
）
掲
載
の
「「
子
ど
も
」
と

「
戦
争
」
を
つ
な
ぐ
「
物
語
」
の
諸
問
題
―
「
瑞
穂
の
国
ゼ
ロ
時
間
」
を
中
心

に
―
」
に
連
な
る
考
察
と
な
る
。

第
一
章
　「
実
感
的
道
徳
教
育
論
」
を
読
む

第
一
節
　
解
題

「
実
感
的
道
徳
教
育
論
」
は
月
刊
誌
『
人
間
の
科
学
』
第
二
巻
第
三
号
（
誠

信
書
房
、
一
九
六
四
年
三
月
）
に
掲
載
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
古
田
足
日
の
第
二

評
論
集
『
児
童
文
学
の
思
想
』（
牧
書
店
、
一
九
六
五
年
一
月
）
に
収
録
さ
れ

る
。
古
田
は
そ
の
「
ま
え
が
き
―
あ
と
が
き
調
に
―
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

（
収
録
し
た
）
十
五
編
の
評
論
中
、
自
分
で
も
っ
と
も
印
象
深
い
の
は

「
実
感
的
道
徳
教
育
論
」
で
あ
る
。「
実
感
的
道
徳
教
育
論
」
は
児
童
文
学

批
評
を
せ
ま
く
考
え
れ
ば
、
そ
の
分
野
か
ら
も
は
み
だ
し
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
。
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し
か
し
、
ぼ
く
に
は
そ
の
よ
う
に
書
く
し
か
道
が
な
か
っ
た
よ
う
で
、

い
ま
の
ぼ
く
自
身
に
ぴ
っ
た
り
と
く
る
も
の
は
、
や
は
り
こ
の
作
品
で

あ
る
。

こ
れ
は
、
各
章
に
エ
ピ
グ
ラ
フ
を
配
し
た
イ
メ
ー
ジ
連
鎖
的
な
独
特
な
評

論
で
あ
る
。
初
出
と
評
論
集
収
録
稿
の
間
に
は
、
エ
ピ
グ
ラ
フ
の
出
典
の
誤
り

と
、
自
身
の
出
身
校
名
の
誤
記
が
正
さ
れ
て
い
る
の
と
、
こ
ま
か
な
表
記
の
違

い
が
あ
る
だ
け
で
内
容
は
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
以
下
、
引
用
は
『
児
童
文
学
の

思
想
』
か
ら
行
う
。

「
実
感
的
道
徳
教
育
論
」
は
五
つ
の
パ
ー
ト
か
ら
成
る
。
ま
ず
、「
風
景
」
と

見
出
し
を
付
け
た
パ
ー
ト
は
、「
春
と
修
羅
」
の
引
用
「
い
か
り
の
に
が
さ
ま

た
青
さ
（
略
）
お
れ
は
ひ
と
り
の
修
羅
な
の
だ
」
の
提
示
か
ら
始
ま
る
。

「
ケ
ネ
デ
ィ
が
殺
さ
れ
て
数
日
の
ち
、
あ
ざ
や
か
に
心
の
中
に
う
か
び
あ

が
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
っ
た
」
と
し
て
書
か
れ
る
の
は
、
昭
和
二
〇
年
の
暮
れ

近
い
頃
の
ワ
ン
シ
ー
ン
で
あ
る
。
友
人
が
何
の
脈
絡
も
な
く
口
に
し
た
「
あ
の

日
、
な
ぜ
日
本
の
家
い
え
は
弔
旗
を
か
か
げ
て
敗
戦
を
悲
し
ま
な
か
っ
た
の
だ

ろ
う
」
と
い
う
言
葉
。（
そ
の
友
人
は
、
翌
年
の
春
に
栄
養
失
調
で
亡
く
な
っ

た
と
い
う
。）
古
田
は
そ
の
時
の
風
景
を
思
い
出
し
、
日
の
丸
と
弔
旗
が
日
本

中
を
覆
う
風
景
を
幻
視
す
る
。

し
か
し
、
現
実
に
は
八
月
一
五
日
に
も
、
炭
鉱
の
爆
発
事
故
と
東
海
道
線
の

事
故
で
、
合
計
六
二
〇
人
も
の
人
が
亡
く
な
っ
た
一
九
六
三
（
昭
和
三
八
）
年

一
一
月
九
日
（
2
（

に
も
弔
旗
は
ひ
る
が
え
ら
な
か
っ
た
。

一
方
で
ケ
ネ
デ
ィ
暗
殺
に
涙
が
止
ま
ら
な
か
っ
た
と
い
う
「
主
婦
」
の
新
聞

投
書
を
読
み
、
そ
の
若
い
母
親
の
肺
と
肋
膜
と
衣
服
ま
で
癒
着
し
て
い
る
断
面

図
を
幻
視
す
る
。

次
に
「
動
機
」
と
題
さ
れ
た
パ
ー
ト
は
「
お
お
き
み
の
た
め
／
神
風
は
つ
ば

さ
つ
ら
ね
て
／
き
ょ
う
も
い
く
」
と
い
う
「
軍
神
関
中
佐
の
歌
」
で
始
ま
る
。

一
九
六
二マ
マ

年（
3
（

一
一
月
二
六
日
に
、
都
内
の
教
会
で
行
わ
れ
た
ケ
ネ
デ
ィ
追

悼
ミ
サ
に
皇
太
子
夫
妻
が
参
列
し
た
。「
こ
の
皇
太
子
夫
妻
参
列
予
定
の
新
聞

記
事
を
見
た
と
き
、
ぼ
く
は
頭
に
血
が
上
る
の
を
お
ぼ
え
た
」
と
吐
露
す
る
古

田
の
憤
り
は
激
し
い
。「
天
皇
が
行
な
い
、
か
つ
行
な
わ
な
か
っ
た
行
為
に
対

し
て
、
ぼ
く
は
な
ぜ
歯
を
か
み
な
ら
す
の
か
」（p190L10

）
と
自
問
し
、「
心

の
奥
底
に
や
は
り
天
皇
は
生
き
て
い
た
」
と
思
い
知
る
古
田
は
、「
か
つ
て
の

愛
国
心
教
育
、
あ
る
い
は
二
千
年
の
伝
統
」
の
根
強
さ
を
思
う
の
だ
が
、
一

方
で
、「
そ
の
根
強
い
愛
国
心
が
あ
っ
た
の
な
ら
、
な
ぜ
昭
和
二
十
年
八
月
十

五
日
、
日
本
の
家
い
え
に
弔
旗
が
ひ
る
が
え
ら
な
か
っ
た
の
か
」（p190L15

）

と
問
う
。
そ
し
て
、
そ
の
愛
国
心
は
根
強
い
一
方
で
も
ろ
か
っ
た
の
だ
、
天
皇

を
中
心
と
し
た
道
徳
が
全
国
民
的
な
規
模
で
成
立
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
て
い

た
が
、
実
は
成
立
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
と
述
べ
る
。

「
天
皇
の
か
わ
り
に
戦
後
登
場
」
し
た
「
文
化
や
民
主
主
義
や
エ
チ
ケ
ッ
ト
」

も
ま
た
新
た
な
観
念
で
あ
り
、
そ
れ
に
奉
仕
す
る
、「
権
威
に
追
従
す
る
」
現

状
を
「
愛
国
心
が
養
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
ろ
さ
と
、
天
皇
信
仰
の
強
さ
が
癒

着
し
て
い
る
」
と
古
田
は
分
析
す
る
。

つ
ぎ
の
「
け
じ
め
」
の
パ
ー
ト
に
は
エ
ピ
グ
ラ
フ
は
な
い
。

戦
前
と
戦
後
の
け
じ
め
を
つ
け
て
い
な
い
か
ら
、
癒
着
作
用
が
起
こ
る
と
述

べ
る
古
田
は
「
は
っ
き
り
と
し
た
け
じ
め
が
あ
る
」
作
品
と
し
て
、
ド
ー
デ
ー

の
「
最
後
の
授
業
」
を
挙
げ
、
そ
の
プ
ロ
シ
ャ
兵
の
描
か
れ
方
に
注
目
す
る
。

そ
し
て
、「
相
手
を
異
質
の
も
の
と
し
て
認
識
し
な
い
か
ぎ
り
は
、
愛
国
心
も
、

さ
ら
に
は
国
際
理
解
も
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
」（p194L14

）
と
述
べ
る
。

次
の
パ
ー
ト
は
「
原
型
」
と
見
出
し
語
を
挙
げ
、「
ね
、
き
み
、
童
話
と
は
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／
原
理
だ
よ
。」（
あ
る
児
童
文
学
者
の
発
言
よ
り
）
と
い
う
エ
ピ
グ
ラ
フ
の
あ

と
、
敗
戦
後
、
天
皇
と
い
う
原
理
が
消
え
、
心
に
開
い
た
大
き
な
穴
を
埋
め
る

た
め
に
、
自
分
に
は
天
皇
に
代
わ
る
原
理
が
必
要
だ
っ
た
と
述
懐
す
る
。

続
け
て
古
田
は
人
間
の
教
育
に
つ
い
て
分
析
す
る
。
人
間
の
教
育
に
は
、

「
か
つ
て
人
間
が
き
ず
き
あ
げ
た
も
の
を
抽
象
化
に
よ
っ
て
伝
達
、
獲
得
し
て

い
く
こ
と
」
と
「
身
ぢ
な
か
具
体
的
な
事
物
に
即
し
て
学
び
と
っ
て
い
く
こ

と
」（p196L1

）
の
二
つ
の
方
法
が
な
い
交
ぜ
に
さ
れ
て
い
る
と
解
く
。
国

民
的
規
模
、
質
で
の
道
徳
は
こ
の
二
つ
の
方
法
が
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

成
立
す
る
の
だ
が
、
戦
前
の
教
育
は
前
者
の
方
法
の
み
、
一
方
通
行
で
修
身

教
育
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
結
果
「
ほ
ん
ね
と
た
て
ま
え
が
分
離
さ
れ
る
」

（p196L10

）、
そ
の
例
と
し
て
少
年
時
代
の
体
験
を
綴
る
。
先
生
が
い
る
と
こ

ろ
と
い
な
い
と
こ
ろ
で
、
ま
っ
た
く
違
う
態
度
を
見
せ
る
級
友
に
あ
っ
け
に
と

ら
れ
た
体
験
で
あ
る
。

ぼ
く
は
あ
っ
け
に
と
ら
れ
た
。
何
が
彼
ら
の
本
心
な
の
か
、
ぼ
く
に
は

わ
か
ら
な
い
。
も
し
も
自
分
が
悪
く
な
い
の
な
ら
、
先
生
に
対
し
て
自
分

は
悪
く
な
い
と
い
う
こ
と
を
ど
う
ど
う
と
主
張
す
る
の
が
、
ぼ
く
た
ち
の

受
け
た
修
身
教
育
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。

修
身
を
が
ん
と
し
て
受
け
つ
け
な
い
不
死
身
の
連
中
が
い
た
わ
け
だ
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
ら
の
や
っ
た
こ
と
が
正
し
い
と
い
え
る
の
か
。
柳

に
雪
折
れ
な
く
、
修
身
教
育
を
頭
を
さ
げ
て
や
り
す
ご
す
生
き
方
を
、
抵

抗
と
し
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
ど
う
か
。

（
略
）
天
皇
を
ま
と
も
に
受
け
と
め
た
か
ら
、
ぼ
く
の
心
に
は
空
洞
が

あ
る
。
頭
を
さ
げ
て
や
り
す
ご
し
た
連
中
の
な
か
に
は
、
も
と
も
と
空
洞

の
生
ま
れ
る
余
地
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
ぼ
く
は
彼
ら
が
う
ら

や
ま
し
か
っ
た
。（p197L7

～L16

）

し
か
し
、
他
人
は
ど
う
あ
れ
、
空
洞
を
抱
え
て
し
ま
っ
た
古
田
に
は
原
理
が

必
要
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
古
田
は
戦
後
示
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
原
理
の
中
か
ら

平
和
を
選
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
戦
争
に
よ
る
被
害
を
思
え
ば
憤
怒
に

駆
ら
れ
る
。
こ
の
感
情
と
原
理
と
し
て
の
平
和
を
結
び
、
体
系
づ
け
る
の
が
何

か
分
か
ら
ず
に
い
た
古
田
は
、
シ
ャ
カ
の
伝
記
に
出
て
く
る
マ
ハ
ー
ナ
マ
と
い

う
人
物
に
出
会
う
。
そ
こ
で
紹
介
す
る
シ
ャ
カ
族
滅
亡
の
物
語
が
、「
風
雲
カ

ピ
ラ
城
」
の
元
に
な
る
。

古
田
は
、「
児
童
文
学
は
原
理
そ
の
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、「
人
間
の
精

神
と
行
動
の
原
型
」
で
あ
る
か
ら
、
原
理
を
求
め
て
い
た
自
分
が
児
童
文
学
に

入
り
込
ん
だ
の
だ
と
そ
の
動
機
を
理
解
す
る
。

最
後
の
パ
ー
ト
は
「
金
・
企
業
」
と
見
出
し
語
を
掲
げ
、
エ
ピ
グ
ラ
フ
は
四

歳
児
と
中
学
二
年
生
の
言
葉
を
引
い
て
い
る
。
い
ず
れ
も
学
歴
社
会
の
本
音
が

あ
か
ら
さ
ま
な
言
葉
で
あ
る
。

人
間
の
欲
望
が
物
質
的
欲
望
だ
け
に
な
り
、「
未
知
の
も
の
に
対
す
る
強
烈

な
好
奇
心
と
、
冒
険
」
と
い
っ
た
欲
望
は
圧
殺
さ
れ
、
高
次
の
原
理
不
在
の
う

ち
に
金
を
最
高
の
原
理
と
す
る
体
系
が
築
か
れ
つ
つ
あ
る
と
時
代
を
分
析
し
、

金
・
企
業
の
原
理
の
進
行
を
懸
念
す
る
。
そ
し
て
、
シ
ャ
カ
族
滅
亡
の
物
語
の

ラ
ス
ト
シ
ー
ン
の
構
想
を
述
べ
、
再
び
弔
旗
の
イ
メ
ー
ジ
を
示
し
て
こ
の
論
を

閉
じ
て
い
る
。

第
二
節
　「
道
徳
教
育
」
に
関
す
る
時
代
背
景

「
実
感
的
道
徳
教
育
論
」
が
掲
載
さ
れ
た
号
の
特
集
は
「
現
代
の
教
育
」
と
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な
っ
て
い
る
。
目
次
を
見
る
だ
け
で
も
、
そ
の
中
で
も
、「
道
徳
」
に
大
き
な

比
重
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
の
背
景
と
し
て
は
、
一
九
五
八
（
昭
和
三
三
）
年
四
月
か
ら
小
中
学
校

に
お
い
て
「
道
徳
」
の
時
間
が
特
設
さ
れ
議
論
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
大

き
い
だ
ろ
う
。
こ
の
「
特
設
道
徳
」
に
先
ん
じ
て
、
一
九
五
〇
（
昭
和
二
五
）

年
、
第
三
次
吉
田
内
閣
の
文
部
大
臣
に
就
任
し
た
天
野
貞
祐
の
発
言
を
き
っ
か

け
に
、「
修
身
科
復
活
」
に
反
対
す
る
声
が
上
が
り
、
活
発
に
議
論
さ
れ
た
と

い
う
。
し
か
し
、
翌
五
一
年
の
教
育
課
程
審
議
会
の
「
道
徳
教
育
振
興
に
関
す

る
答
申
」
の
中
で
、「
道
徳
教
育
を
主
体
と
す
る
教
科
あ
る
い
は
科
目
を
設
け

る
こ
と
は
望
ま
し
く
な
い
」
と
書
か
れ
、
そ
れ
は
一
旦
立
ち
消
え
た
。
し
か

し
、
占
領
政
策
の
転
換
の
中
、
戦
前
の
皇
国
史
観
に
よ
る
軍
国
主
義
を
支
え
た

主
要
科
目
で
あ
る
「
修
身
科
」
の
復
活
に
激
し
い
反
発
が
あ
っ
た
こ
と
は
当
然

の
反
応
と
思
わ
れ
る
。

シ
ャ
カ
族
滅
亡
の
物
語
「
風
雲
カ
ピ
ラ
城
」
の
初
出
誌
『
小
さ
い
仲
間
』
の

連
載
第
四
回
が
掲
載
さ
れ
た
号
（
三
一
号
、
一
九
五
八
年
二
月
）
に
は
、「
岸

政
府
の
軍
国
主
義
的
文
教
政
策
に
反
対
す
る
！
」
と
い
う
声
明
が
一
ペ
ー
ジ

使
っ
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
声
明
は
、
自
由
民
主
党
が
「
紀
元
節
復
活
の

法
案
を
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
提
出
し
た
」
こ
と
を
批
判
し
、
最
後
「
わ
れ
わ

れ
は
、
一
、
紀
元
節
復
活
に
反
対
す
る
。
一
、
勤
務
評
定
を
粉
砕
せ
よ
。
一
、

修
身
科
復
活
に
断
固
反
対
す
る
こ
と
を
こ
こ
に
声
明
す
る
」
と
結
ん
で
い
る
。

古
田
足
日
は
「
忠
君
愛
国
大
君
の
た
め
―
ぼ
く
は
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
の

な
か
で
こ
う
育
っ
た（

4
（

」
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

天
皇
に
忠
誠
を
つ
く
す
こ
と
、
天
皇
の
大
御
心
に
か
な
う
よ
う
に
行

動
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
ぼ
く
の
「
自
分
は
ど
う
生
き
る
か
」
の
背
骨
、
根

本
だ
っ
た
が
、
そ
れ
が
、
し
だ
い
し
だ
い
に
く
ず
れ
お
ち
て
い
っ
た
。

（p21L3

）

そ
し
て
、
国
定
教
科
書
の
こ
と
を
「
ぼ
く
が
天
皇
の
た
め
に
死
ぬ
と
い
う
生

き
か
た
を
身
に
つ
け
て
い
く
土
台
を
つ
く
っ
た
」
と
し
て
、
国
語
と
修
身
に
つ

い
て
自
ら
の
子
ど
も
時
代
の
体
験
を
綴
っ
て
い
く
。

古
田
足
日
は
、
一
九
三
四
（
昭
和
九
）
年
に
小
学
校
へ
入
学
し
た
。
そ
の
前

年
で
あ
る
一
九
三
三
年
に
「
超
国
家
主
義
」「
軍
国
主
義
」
を
鮮
明
に
し
た
第

四
期
国
定
修
身
教
科
書
が
成
立
し
た
。
そ
の
性
格
を
更
に
推
し
進
め
た
第
五
期

の
教
科
書
が
出
る
の
が
、
一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
、
古
田
は
中
学
二
年
生

で
あ
る
。
戦
争
遂
行
の
た
め
の
教
育
を
、
ま
と
も
に
受
け
た
世
代
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
を
改
め
て
思
い
知
ら
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
古
田
で
あ
る
か
ら
、「
修
身
」「
道
徳
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と

に
は
内
的
必
然
性
が
あ
っ
た
の
だ
と
理
解
で
き
る
。

第
三
節
　
古
田
足
日
の
「
道
徳
」
観

　
1
　
考
察
対
象
文
献

「
特
設
道
徳
」
論
争
が
活
発
化
し
て
い
た
、
ま
さ
に
一
九
五
七
年
か
ら
一
九

五
八
年
に
か
け
て
、「
風
雲
カ
ピ
ラ
城
」
は
最
初
の
連
載
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
、「
実
感
的
道
徳
教
育
論
」
が
書
か
れ
る
五
年
ほ
ど
の
間
に
古
田
が

書
い
た
も
の
か
ら
、「
道
徳
」
や
「
修
身
」「
天
皇
制
」
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド

を
含
む
文
章
を
読
み
、
特
に
以
下
の
四
本
か
ら
古
田
の
思
考
を
追
っ
て
み
た

い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
言
及
を
横
断
的
に
考
察
す
る
の
で
、
便
宜
的
に
古
い
順
に
Ａ
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か
ら
Ｄ
の
記
号
を
付
し
、
引
用
出
典
を
記
号
で
示
す
こ
と
に
す
る
。

Ａ
：「
愛
国
心
・
規
律
・
正
義
・
団
結
」
国
民
教
育
叢
書
編
集
委
員
会
編
『
人

間
づ
く
り
と
道
徳
教
育
』
誠
信
書
房
、
一
九
五
八
年
六
月
。
古
田
の
執
筆
は

「
Ⅴ　

徳
目
の
吟
味
と
そ
の
理
解
の
さ
せ
方
」
の
章
の
一
本
で
、「
正
直
」「
礼

儀
」「
節
約
」「
孝
行
」「
勇
気
」「
批
判
」「
労
働
」「
友
情
」「
誠
実
」「
権
利
」

「
責
任
」「
義
務
」「
自
由
」「
平
等
」「
公
徳
心
」「
自
立
」
が
そ
れ
ぞ
れ
の
執
筆

者
に
よ
り
二
、
三
ペ
ー
ジ
ず
つ
で
書
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
古
田
の
所
だ

け
、
四
つ
の
徳
目
を
並
べ
、
約
一
一
ペ
ー
ジ
使
っ
て
い
る
。

Ｂ
：「
一　

精
神
構
造
の
奥
に
ひ
そ
む
も
の
」
川
合
章
・
鈴
木
喜
代
春
・
大
畑

佳
司
他
著
『
現
場
の
共
同
研
究
8　

現
場
に
生
き
て
い
る
修
身
科
』
明
治
図

書
、
一
九
六
〇
年
四
月
。「
Ⅲ　

修
身
科
を
克
服
す
る
た
め
に
」
の
「
一
」
を

担
当
執
筆
し
て
い
る
。

Ｃ
：「
修
身
斉
家
治
国
平
天
下
」『
現
代
教
育
科
学
』
三
巻
七
号
、
明
治
図
書
、

一
九
六
〇
年
七
月
号
。
特
集
・
特
設
道
徳
の
授
業
批
判
。

Ｄ
：「
現
代
の
子
ど
も
4　

天
皇
制
」『
現
代
教
育
科
学
』
四
巻
四
号
、
明
治
図

書
、
一
九
六
一
年
四
月
号
。

　
2
　「
愛
国
心
」
に
つ
い
て

古
田
は
「
実
感
的
道
徳
教
育
論
」
の
中
で
、「
愛
国
心
」
を
「
全
国
民
的
な

規
模
、
質
で
の
道
徳
」
の
「
中
心
と
な
る
」
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

天
皇
が
国
家
で
あ
り
、
天
皇
を
生
き
方
の
根
本
と
し
て
い
た
古
田
に
と
っ
て
は

当
然
の
捉
え
方
だ
ろ
う
。
そ
の
「
愛
国
心
」
と
い
う
「
徳
目
」
を
ど
の
よ
う
に

考
え
る
の
か
、
文
献
Ａ
は
、「
愛
国
心
」「
規
律
」「
正
義
」「
団
結
」
と
い
う
四

つ
の
徳
目
を
現
れ
る
場
所
と
質
の
違
い
を
押
さ
え
整
理
す
る
。

だ
か
ら
、
愛
国
心
、
規
律
、
正
義
、
団
結
と
い
う
四
つ
の
徳
目
は
、
ふ

た
つ
の
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
目
的
と
な
る
こ
と
の
で
き
る

愛
国
心
、
正
義
と
、
目
的
実
現
の
た
め
に
役
だ
つ
団
結
、
規
律
の
二
種
類

で
す
。（
略
）
団
結
、
規
律
は
、
人
間
の
生
活
を
よ
く
し
て
い
く
た
め
の
、

人
間
関
係
の
技
術
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
愛
国
心
、
正
義
は
、
人
間
性

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。（
Ap229L14

）

愛
国
心
、
正
義
を
人
間
性
と
い
う
と
、
疑
問
を
感
じ
る
人
も
い
る
だ
ろ
う

が
、
フ
ラ
ン
ス
国
歌
が
革
命
の
歌
で
あ
る
よ
う
に
、
不
変
の
徳
目
は
な
い
。
ま

た
、
こ
と
ば
に
は
概
念
と
共
に
、「
あ
る
感
動
力
」
が
伴
う
と
し
、「
徳
目
の
か

げ
に
は
、（
略
）
近
代
の
合
理
精
神
に
反
す
る
、
原
始
的
な
力
」
が
働
い
て
い

る
と
述
べ
る
。「
非
常
に
小
さ
な
集
団
へ
の
忠
誠
、
そ
の
集
団
の
な
か
へ
自
己

を
埋
没
し
て
し
ま
う
方
向
は
、
個
人
の
自
覚
よ
り
も
集
団
意
識
の
強
い
原
始
、

未
開
の
人
々
の
考
え
方
」
で
、「
異
国
人
へ
の
恐
怖
が
、
愛
国
心
を
強
め
ま
す
」

と
述
べ
る
（
Ap231

）。
古
田
は
文
献
Ｂ
の
中
で
、
徳
目
は
た
い
て
い
漢
字
で

で
き
あ
が
っ
て
お
り
、
下
か
ら
の
積
み
重
ね
で
な
く
、
標
語
の
よ
う
に
上
か
ら

来
て
、
そ
れ
に
従
っ
て
生
活
を
律
す
る
傾
向
が
出
て
く
る
と
し
、「
万
世
一
系
、

八
紘
一
宇
、
大
東
亜
共
栄
圏
等
、
呪
術
的
な
こ
と
ば
の
使
い
方
は
い
く
ら
で

も
あ
げ
ら
れ
る
」（
Bp185

上
段
）
と
述
べ
る
。
こ
の
「
上
か
ら
」「
下
か
ら
」

と
い
う
捉
え
方
は
、「
実
感
的
道
徳
教
育
論
」
の
中
で
言
及
し
て
い
た
教
育
の

主
な
二
つ
の
方
法
と
重
な
り
、
戦
前
の
修
身
が
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
て
い
た

の
か
を
こ
と
ば
の
面
か
ら
捉
え
た
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。
文
献
Ｄ
の
中
で
も

古
田
は
「
天
皇
制
を
支
え
て
い
る
要
素
の
ひ
と
つ
に
、
こ
と
ば
の
呪
術
性
が
あ

る
」
と
書
い
て
い
る
（
Dp109

上
段
）。

こ
う
見
て
く
る
と
、
小
川
未
明
の
こ
と
ば
を
呪
術
的
な
こ
と
ば
と
し
、
そ
う
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い
っ
た
童
話
の
言
葉
か
ら
決
別
し
て
小
説
的
な
言
葉
で
積
み
上
げ
ら
れ
る
「
少

年
文
学
」
を
求
め
た
現
代
児
童
文
学
提
唱
が
、
戦
前
と
戦
後
の
け
じ
め
と
し
て

ま
ず
決
別
が
重
要
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
思
い
至
る
。

「
人
間
も
こ
と
ば
も
草
も
木
も
同
一
の
存
在
で
あ
り
、
同
一
の
生
命
を
分
か

ち
持
っ
て
い
る
」
原
始
人
の
も
の
の
捉
え
方
（「
さ
よ
な
ら
未
明
」
で
は
「
原

始
心
性
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
た
）
で
は
、
人
間
対
自
然
、
人
間
対
人
間

と
い
う
考
え
が
出
て
こ
な
い
の
は
当
然
で
、「
ぼ
く
は
ぼ
く
た
ち
日
本
人
の
精

神
構
造
の
根
底
に
こ
の
原
始
的
感
覚
が
生
き
て
い
る
と
思
う
」（
Bp185

）
と

書
く
。
こ
の
原
始
心
性
が
、
呪
術
的
言
葉
と
し
て
心
の
支
配
を
し
、
一
方
で
社

会
へ
の
目
を
奪
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
文
献
Ｂ
は
更
に
社
会
へ
の
態
度

に
つ
い
て
論
及
し
て
い
く
。

　
3
　
社
会
変
革
の
思
想

古
田
は
文
献
Ｂ
の
後
半
で
「
修
身
斉
家
治
国
平
天
下
」
と
い
う
言
葉
を
挙

げ
、「
治
国
平
天
下
」
を
除
外
し
た
国
定
修
身
科
に
対
し
、
講
談
社
を
次
の
よ

う
に
見
る
。

（
佐
藤
紅
緑
の
作
品
は
立
身
出
世
主
義
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
面
も
も
ち
な

が
ら
、）
だ
れ
も
が
政
治
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
だ
れ
も
が
新
し

い
社
会
の
建
設
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
考
え
を
、
紅
緑
に
代

表
さ
れ
る
講
談
社
文
化
は
う
ち
だ
し
て
い
っ
た
。
個
人
の
生
き
方
と
社
会

の
あ
り
方
に
対
す
る
構
想
を
講
談
社
の
修
身
は
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。（
Bp186

上
段L22

）

古
田
は
「
治
国
平
天
下
」
は
「
未
来
へ
の
構
想
」
だ
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
「
未
来
へ
の
構
想
」
を
「
一
足
と
び
に
引
き
よ
せ
る
考
え
方
が
積
み
あ
げ

と
平
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
説
く
。

文
献
Ｃ
は
タ
イ
ト
ル
が
そ
の
ま
ま
「
修
身
斉
家
治
国
平
天
下
」
で
、
文
献
Ｂ

の
自
ら
の
原
稿
を
引
用
し
た
あ
と
、「
未
来
へ
の
構
想
」
と
「
政
治
へ
の
関
与
」

か
ら
、
こ
の
言
葉
を
問
題
に
す
る
の
だ
と
書
く
。
そ
し
て
、
中
学
校
指
導
要
領

の
道
徳
の
部
に
政
治
に
関
す
る
項
目
は
な
い
に
等
し
く
、「
悪
法
、
悪
制
度
に

対
す
る
批
判
は
ど
う
な
る
の
か
」「
政
界
の
腐
敗
は
ど
の
よ
う
に
な
る
の
か
」

（
Cp85

中
段L19

）
と
問
う
て
い
る
。

文
献
Ｄ
で
は
、「
無
条
件
な
社
会
肯
定
の
態
度
が
、
戦
前
も
戦
後
も
、
多
数

の
子
ど
も
た
ち
の
姿
勢
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」「
天
皇
制
と
革
命
と
、

こ
の
ふ
た
つ
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
戦
前
と
戦
後
の
子
ど
も
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
大

き
な
変
化
は
な
い
の
で
は
な
い
か
」（
Dp110

）
と
述
べ
て
い
る
。

古
田
は
「
未
来
へ
の
構
想
」
を
「
一
足
と
び
に
引
き
よ
せ
る
」
方
法
と
し

て
、
創
作
を
考
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
次
の
章
で
「
風
雲
カ
ピ
ラ
城
」

を
読
ん
で
い
く
。

第
二
章
　「
風
雲
カ
ピ
ラ
城
」
を
読
む

第
一
節
　
初
出
解
題

「
風
雲
カ
ピ
ラ
城
」
は
早
大
童
話
会
Ｏ
Ｂ
で
あ
る
古
田
足
日
ら
が
作
っ
た
同

人
誌
『
小
さ
い
仲
間
（
5
（

』
に
四
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
。
掲
載
の
詳
細
は
以

下
の
通
り
で
あ
る
。
各
回
の
文
字
数
を
四
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
に
概
算
し
た

枚
数
も
記
し
て
お
く
。
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第
一
回　

二
八
号
、
一
九
五
七
年
五
月
一
日
。
六
二
枚
。

第
二
回　

二
九
号
、
一
九
五
七
年
七
月
一
日
。
約
二
〇
枚
。

第
三
回　

三
〇
号
、
一
九
五
七
年
一
二
月
一
五
日
。
約
二
五
枚
。

第
四
回　

三
一
号
、
一
九
五
八
年
二
月
二
〇
日
。
約
一
五
枚
。

第
一
回
か
ら
第
三
回
ま
で
は
、
タ
イ
ト
ル
に
「（
仮
題
）」
と
あ
る
。

第
一
回
は
、
ま
ず
「
は
じ
ま
る
前
に
」
と
い
う
小
見
出
し
で
一
ペ
ー
ジ
半
使

い
、
作
者
「
ぼ
く
」
が
「
君
た
ち
」
子
ど
も
読
者
に
直
接
語
り
か
け
て
い
る
。

カ
ー
ス
ト
制
の
説
明
も
入
れ
な
が
ら
、
中
心
人
物
と
な
る
五
人
の
少
年
少
女
を

紹
介
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
第
一
章　

魔
法
を
破
れ
！
」「
一
、
ア
シ
ュ
ラ
が

村
か
ら
追
い
出
さ
れ
る
」「
1
」
か
ら
「
8
」
が
展
開
さ
れ
る
。

第
二
回
は
、
同
じ
く
「
第
一
章　

魔
法
を
破
れ
！
」
の
「
二
、
都
、
シ
ュ

ラ
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
」「
1
」
か
ら
「
3
」。
第
三
回
は
、
章
、
節
の
タ
イ
ト
ル
は
な

く
、「
4
」
か
ら
始
ま
り
、「
6
」、
そ
し
て
「
7
」
が
四
行
の
み
書
か
れ
て
い
る
。

第
四
回
に
は
タ
イ
ト
ル
か
ら
（
仮
題
）
の
文
字
が
消
え
、「
第
一
章　

魔
法

を
破
れ
！
」「
二
、
都
シ
ュ
ラ
ヴ
ァ
ス
テ
ィ
（
承
前
）」
と
い
う
よ
う
に
章
・
節

の
タ
イ
ト
ル
か
ら
始
ま
り
、「
7
」
と
大
書
さ
れ
「（
前
回
、
7
と
あ
る
部
分
は

す
て
ま
す
）」
と
あ
る
。
こ
の
回
は
、「
7
」「
8
」
が
、
連
載
中
最
も
少
な
い

字
数
で
掲
載
さ
れ
、
結
局
そ
の
ま
ま
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。

第
二
節
　
再
連
載
の
解
題

『
小
さ
い
仲
間
』
で
未
完
に
終
わ
っ
て
い
た
「
風
雲
カ
ピ
ラ
城
」
は
、
約
三

年
後
、
掲
載
誌
を
『
日
本
児
童
文
学
（
6
（

』
へ
移
し
、
再
び
連
載
さ
れ
る
。

前
節
同
様
、
概
算
し
た
原
稿
枚
数
も
併
記
す
る
。

第
一
回　



七
巻
六
号（
通
巻
六
一
号
）一
九
六
一
年
七
月
一
日
。
約
四
〇
枚
。

第
二
回　



七
巻
八
号（
通
巻
六
三
号
）一
九
六
一
年
一
一
月
一
日
。
約
四
三

枚
。

第
三
回　



七
巻
九
号（
通
巻
六
四
号
）一
九
六
一
年
一
二
月
一
日
。
約
四
〇

枚
。

第
四
回　



八
巻
三
号（
通
巻
六
七
号
）一
九
六
二
年
四
月
一
日
。
約
三
六
枚
。

再
連
載
時
は
合
計
約
一
五
九
枚
書
か
れ
て
い
る
。
初
出
の
合
計
枚
数
は
約
一

二
二
枚
だ
っ
た
の
で
、
新
た
に
書
き
進
め
ら
れ
た
部
分
も
あ
る
が
、
再
び
未
完

の
ま
ま
終
わ
っ
て
し
ま
う
。

以
下
、
初
出
と
の
異
同
を
含
め
、「
風
雲
カ
ピ
ラ
城
」
の
あ
ら
す
じ
を
ま
と

め
る
。
そ
の
際
、
初
出
の
見
出
し
や
数
字
は
〈　

〉
で
く
く
り
、
再
連
載
の
そ

れ
は
「　

」
で
く
く
る
こ
と
と
す
る
。

再
連
載
第
一
回
は
、
初
出
第
一
回
に
あ
っ
た
〈
は
じ
ま
る
前
に
〉
の
部
分

を
全
面
削
除
し
、〈
第
一
章　

魔
法
を
破
れ
！
〉〈
一
、
ア
シ
ュ
ラ
が
村
か
ら
追

い
出
さ
れ
る
〉
と
さ
れ
て
い
た
章
題
、
節
題
を
「
第
一
部　

ア
シ
ュ
ラ
の
章
」

「
ア
シ
ュ
ラ
が
村
を
追
い
出
さ
れ
る
」
と
変
更
し
、
初
出
の
〈
1
〉
か
ら
〈
8
〉

の
う
ち
、〈
4
〉
と
〈
8
〉
の
部
分
を
除
き
、
場
面
の
区
切
り
も
内
容
も
ほ
ぼ

そ
の
ま
ま
「
1
」
か
ら
「
6
」
と
し
て
掲
載
し
て
い
る
。

冒
頭
は
、
短
文
を
重
ね
、
夜
明
け
と
と
と
も
に
あ
た
り
の
様
子
が
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
さ
ま
さ
な
が
ら
に
物
語
も
姿
を
現
し
て
く
る
。
色
、
に
お
い
、
音

の
描
写
で
立
ち
現
れ
た
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
登
場
す
る
の
が
第
一
の
中
心
人
物
ア

シ
ュ
ラ
で
あ
る
。
ア
シ
ュ
ラ
は
、
カ
ー
ス
ト
の
中
で
最
下
位
の
ス
ー
ド
ラ
の
少

年
だ
。
初
出
で
は
〈
は
じ
ま
る
前
に
〉
で
入
れ
て
い
た
カ
ー
ス
ト
の
説
明
を
物

語
中
に
織
り
込
ん
で
い
る
。

物
語
の
舞
台
と
な
る
北
イ
ン
ド
一
帯
は
、
激
し
い
日
照
り
で
水
不
足
に
陥
っ

て
い
る
。
ア
シ
ュ
ラ
の
村
で
は
雨
乞
い
の
儀
式
を
行
う
こ
と
に
な
り
、
し
き
た
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り
に
従
っ
て
身
を
清
め
た
一
五
歳
以
下
の
少
年
が
村
の
神
ナ
ー
ガ
の
山
か
ら
白

い
土
を
取
っ
て
こ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ス
ー
ド
ラ
の
中
か
ら
一
人
だ
け
選
ば

れ
た
ア
シ
ュ
ラ
は
、
カ
ー
ス
ト
上
位
の
バ
ラ
モ
ン
と
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
の
少
年
た

ち
に
蔑
ま
れ
な
が
ら
、
儀
式
の
道
具
を
調
え
て
帰
途
に
つ
い
て
い
た
の
だ
が
、

「
雨
ご
い
す
る
と
、
ほ
ん
と
う
に
雨
が
降
る
か
な
あ
」
と
う
っ
か
り
つ
ぶ
や
い

て
し
ま
っ
た
。
ナ
ー
ガ
の
神
を
疑
う
よ
う
な
言
葉
を
ナ
ー
ガ
の
使
い
の
蛇
に
聞

か
れ
て
し
ま
っ
た
と
青
く
な
っ
た
少
年
た
ち
は
、
ア
シ
ュ
ラ
に
や
り
直
し
を
命

じ
、
ア
シ
ュ
ラ
を
残
し
て
去
っ
て
し
ま
う
。「
1
」

一
人
残
っ
た
ア
シ
ュ
ラ
は
わ
に
や
虎
か
ら
逃
げ
て
い
る
う
ち
に
、「
狂
っ
た

王
子
が
お
し
こ
め
ら
れ
て
い
る
」
と
う
わ
さ
の
塔
に
行
き
当
た
る
。「
2
」

塔
の
中
に
は
、
父
で
あ
る
コ
ー
サ
ラ
国
王
プ
ラ
セ
ナ
デ
ィ
ッ
ト
に
一
〇
年
も

の
間
幽
閉
さ
れ
て
い
る
王
子
ビ
ル
ー
ダ
カ
が
い
た
。
そ
こ
へ
や
っ
て
き
た
カ
ー

ラ
ヤ
ナ
（
騎
馬
警
察
長
官
）
が
、
父
王
を
倒
し
王
位
に
つ
く
よ
う
説
く
。
ビ

ル
ー
ダ
カ
は
「
陰
謀
」
へ
の
荷
担
に
踏
み
切
れ
ず
に
い
る
。「
3
」

そ
の
塔
の
下
に
、
白
い
象
に
乗
っ
た
シ
ャ
カ
族
の
将
軍
の
む
す
こ
シ
ャ
マ
が

や
っ
て
く
る
が
、
倒
れ
て
い
る
ア
シ
ュ
ラ
に
気
づ
き
、「
自
分
の
体
が
汚
れ
た

よ
う
な
気
が
」
し
て
、
食
べ
か
け
た
飯
も
そ
の
ま
ま
に
去
っ
て
行
く
。

気
が
つ
い
た
ア
シ
ュ
ラ
は
ひ
ど
く
空
腹
で
は
あ
っ
た
が
、「
魔
法
の
か
か
っ

た
食
物
か
も
し
れ
な
い
。
食
べ
る
と
豚
に
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
」
と

思
う
と
手
を
付
け
ら
れ
ず
、
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
近
く
で
火
事
が
起
き
る
。

「
4
」火

が
出
て
い
る
の
は
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
と
い
う
ど
ろ
ぼ
う
に
襲
わ
れ
た
ア
シ
ュ

ラ
の
村
だ
っ
た
。「
5
」

ク
リ
シ
ュ
ナ
が
去
り
、
ほ
っ
と
し
た
の
も
つ
か
の
間
、「
お
前
が
ナ
ー
ガ
を

疑
う
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
た
か
ら
、
ナ
ー
ガ
が
お
こ
っ
て
、
村
を
焼
く
よ
う

に
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
を
つ
か
わ
し
た
の
だ
」
と
逆
上
し
た
村
人
た
ち
に
制
裁
さ

れ
殺
さ
れ
そ
う
に
な
る
。
そ
こ
へ
、
白
象
の
シ
ャ
マ
が
や
っ
て
き
て
、
ア
シ
ュ

ラ
を
群
衆
か
ら
解
き
放
つ
が
、
ア
シ
ュ
ラ
と
母
ナ
ル
ギ
ス
は
村
か
ら
追
放
さ
れ

る
。「
6
」

第
二
回
は
初
出
連
載
第
二
回
の
〈
二　

都
シ
ュ
ラ
ヴ
ア
ス
テ
ィ
〉〈
1
〉
か

ら
〈
3
〉
と
、
同
第
三
回
の
〈
4
〉
か
ら
〈
6
〉
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
展
開
さ
れ

る
。
見
出
し
も
「
都
、
シ
ュ
ラ
バ
ス
ツ
」
と
さ
れ
て
い
る
。
人
名
、
地
名
の
表

記
の
変
化
は
あ
る
が
、
大
筋
に
変
化
は
な
い
。
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

村
を
追
放
さ
れ
た
ア
シ
ュ
ラ
と
母
は
親
戚
を
頼
っ
て
都
に
出
て
く
る
が
、

「
ち
ょ
っ
と
見
に
は
、
お
じ
ょ
う
さ
ん
だ
が
、
実
は
グ
レ
ン
隊
」
の
シ
ュ
メ
ー

タ
に
荷
物
を
盗
ま
れ
る
。「
1
」

都
に
い
る
親
戚
の
カ
ル
パ
ラ
の
家
を
尋
ね
ま
わ
る
。「
2
・
3
」

シ
ュ
メ
ー
タ
が
何
か
を
尋
ね
回
っ
て
い
る
ア
シ
ュ
ラ
を
気
に
し
て
い
る
と
、

「
コ
ー
サ
ラ
を
救マ
マ
し
人
、
デ
ー
バ
」
の
演
説
が
始
ま
る
。「
4
」

デ
ー
バ
が
「
国
の
政
治
が
悪
い
た
め
に
、
ど
ろ
ぼ
う
が
ふ
え
た
の
だ
」
と
い

い
、
先
王
を
褒
め
、
今
の
パ
セ
ナ
ー
デ
ィ
王
は
無
能
力
だ
と
批
判
す
る
。
警
官

隊
が
駆
け
つ
け
る
。
逃
げ
る
演
説
男
の
正
体
が
気
に
な
り
追
う
シ
ュ
メ
ー
タ
。

荷
物
を
取
り
返
そ
う
と
シ
ュ
メ
ー
タ
を
ア
シ
ュ
ラ
が
追
う
。「
5
」

逃
げ
る
演
説
男
と
追
う
警
官
隊
が
実
は
仲
間
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。「
6
」

第
三
回
は
初
出
第
四
回
〈
第
一
章　

魔
法
を
破
れ
！
〉〈
二
、
都
シ
ュ
ラ

ヴ
ァ
ス
テ
ィ
〉
の
〈
7
〉
と
〈
8
〉
が
「
第
一
部　

ア
シ
ュ
ラ
の
章
」「
都
シ
ュ
ラ

バ
ス
ツ
」
の
「
7
」
と
「
8
」
と
し
て
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
掲
載
さ
れ
、「
ハ
ッ
タ
カ

長
者
」
と
見
出
し
が
変
わ
り
、
そ
の
「
1
」
と
「
2
」
は
新
た
に
書
き
下
ろ
さ

れ
て
い
る
。
続
く
「
3
」
は
再
連
載
の
時
省
略
さ
れ
て
い
た
初
出
第
一
回
の

〈
4
〉
と
〈
8
〉
の
一
部
が
入
れ
込
ま
れ
、「
4
」
は
初
出
第
一
回
の
〈
4
〉
が
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生
か
さ
れ
て
い
る
。

内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

シ
ュ
メ
ー
タ
と
ア
シ
ュ
ラ
は
、
騎
馬
警
官
隊
の
隊
長
ダ
ン
ラ
ー
ジ
と
演
説

男
の
密
会
を
盗
み
見
る
。
そ
れ
が
ば
れ
て
つ
か
ま
り
そ
う
に
な
っ
た
時
、
シ
ュ

メ
ー
タ
の
兄
ア
ー
ナ
ン
ダ
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
る
。「
7
」

シ
ュ
メ
ー
タ
と
ア
ー
ナ
ン
ダ
の
家
に
は
、
チ
ン
ピ
ラ
仲
間
の
少
年
た
ち
が
た

む
ろ
し
て
い
た
。
ア
シ
ュ
ラ
は
盗
ま
れ
た
袋
を
返
さ
れ
、
せ
と
も
の
作
り
の
お

じ
カ
ル
パ
ラ
の
下
へ
案
内
し
て
も
ら
え
る
こ
と
に
な
る
。「
8
」

以
下
、「
ハ
ッ
タ
カ
長
者
」
の
章
に
入
る
。

ア
ー
ナ
ン
ダ
の
案
内
で
、
ア
シ
ュ
ラ
と
母
親
ナ
ル
ギ
ス
は
、
カ
ル
パ
ラ
に
会

い
に
ハ
ッ
タ
カ
長
者
の
屋
敷
に
や
っ
て
来
る
。
大
規
模
な
仕
事
場
に
ア
シ
ュ
ラ

は
驚
く
。「
1
」

留
守
の
カ
ル
パ
ラ
を
待
つ
間
、
せ
と
も
の
作
り
た
ち
か
ら
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
話

を
聞
く
。「
2
」

そ
の
こ
ろ
、
カ
ル
パ
ラ
は
ハ
ッ
タ
カ
長
者
に
連
れ
ら
れ
馬
で
都
か
ら
離
れ
て

い
た
。
途
中
ク
リ
シ
ュ
ナ
の
襲
撃
に
遭
う
が
、
警
官
ダ
ン
ラ
ー
ジ
の
一
隊
に
助

け
ら
れ
る
。
た
だ
で
水
を
飲
も
う
と
す
る
ダ
ン
ラ
ー
ジ
に
代
金
を
要
求
す
る
長

者
。
白
象
の
シ
ュ
マ
が
ク
リ
シ
ュ
ナ
を
捕
ら
え
て
現
れ
る
。
カ
ル
パ
ラ
と
長
者

は
ク
リ
シ
ュ
ナ
が
に
せ
も
の
だ
と
気
づ
く
「
3
」

長
者
が
カ
ル
パ
ラ
を
連
れ
て
行
っ
た
の
は
、
シ
ャ
カ
族
の
大
臣
マ
ハ
ー
ナ

マ
の
潅
漑
工
事
現
場
だ
っ
た
。
長
者
は
カ
ル
パ
ラ
に
瀬
戸
物
作
り
を
辞
め
て
マ

ハ
ー
ナ
マ
の
仕
事
を
手
伝
い
地
主
に
な
ら
な
い
か
と
持
ち
か
け
る
。「
4
」

連
載
第
四
回
は
、「
第
一
部　

ア
シ
ュ
ラ
の
章
」「
ハ
ッ
タ
カ
長
者
」
の
「
5
」

か
ら
「
9
」
で
、
新
た
に
書
き
進
め
ら
れ
て
い
る
。

ア
シ
ュ
ラ
親
子
は
カ
ル
パ
ラ
に
会
え
た
が
、
受
け
入
れ
て
は
く
れ
な
か
っ

た
。「
5
」

広
場
の
お
か
ゆ
の
列
に
並
ぶ
ナ
ル
ギ
ス
と
シ
ュ
メ
ー
タ
。
一
方
ア
シ
ュ
ラ
は

ア
ー
ナ
ン
ダ
の
家
に
連
れ
て
い
か
れ
、
そ
の
暮
ら
し
を
知
る
。「
6
」

夜
更
け
、
ア
シ
ュ
ラ
と
ア
ー
ナ
ン
ダ
は
警
察
長
官
カ
ー
ラ
ナ
ヤ
の
屋
敷
を
め

ざ
す
。「
7
」

二
人
は
屋
敷
へ
忍
び
込
み
、
警
察
長
官
と
ハ
ッ
タ
カ
長
者
が
国
王
追
放
を
企

ん
で
い
る
こ
と
を
知
る
。「
8
」

二
人
は
ハ
ッ
タ
カ
長
者
が
帰
っ
た
後
、
部
屋
に
忍
び
込
む
。
ア
ー
ナ
ン
ダ

は
、
カ
ー
ラ
ナ
ヤ
を
脅
し
、
仕
事
を
求
め
る
。
カ
ー
ラ
ナ
ヤ
は
二
人
に
ビ
ル
ー

ダ
カ
王
子
を
塔
か
ら
引
っ
張
り
出
す
こ
と
と
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
を
探
す
と
い
う
仕

事
を
与
え
る
。「
9
」

物
語
は
こ
れ
か
ら
と
い
う
所
だ
。
文
末
に
「
つ
づ
く
」
と
も
明
記
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
同
誌
次
の
号
で
あ
る
八
巻
四
号
の
編
集
後
記
に
「
古
田
氏
の
風

雲
カ
ピ
ラ
城
は
本
号
休
載
で
す
」
と
あ
る
だ
け
で
、
立
ち
消
え
て
し
ま
う
。

第
三
節
　
書
き
た
か
っ
た
物
語
と
は

第
一
章
第
一
節
で
書
い
た
よ
う
に
、「
風
雲
カ
ピ
ラ
城
」
の
元
と
な
る
シ
ャ

カ
族
滅
亡
の
物
語
は
、「
実
感
的
道
徳
教
育
論
」
の
「
原
型
」
の
パ
ー
ト
の
中

で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
天
皇
に
代
わ
る
原
理
と
し
て
平
和
を
選
ん
だ
も
の
の
、

そ
の
原
理
と
戦
争
に
対
す
る
憤
怒
の
感
情
を
ど
の
よ
う
に
体
系
づ
け
れ
ば
よ
い

の
か
分
か
ら
な
い
で
い
た
頃
、
早
大
童
話
会
に
入
り
シ
ャ
カ
の
伝
記
に
出
て
く

る
マ
ハ
ー
ナ
マ
と
い
う
人
物
に
出
会
う
。
古
田
は
「
こ
の
物
語
を
書
き
た
い
」

「
マ
ハ
ー
ナ
マ
と
い
う
人
間
に
理
想
の
か
た
ち
を
托
し
た
い
」
と
思
う
（
7
（

。
そ
の

物
語
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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シ
ャ
カ
族
と
縁
組
み
を
望
ん
だ
コ
ー
サ
ラ
王
ハ
シ
ノ
ク
に
シ
ャ
カ
族
が
差
し

出
し
た
の
は
大
臣
マ
ハ
ー
ナ
マ
が
奴
隷
女
に
生
ま
せ
た
女
で
あ
っ
た
。
二
人
の

間
に
生
ま
れ
た
ビ
ル
ー
ダ
カ
は
長
じ
て
シ
ャ
カ
族
の
カ
ピ
ラ
城
に
留
学
し
た
と

き
自
分
の
血
筋
を
知
り
、
辱
め
を
受
け
、
そ
の
復
讐
を
誓
う
。
父
王
を
追
い
王

位
に
就
い
た
ビ
ル
ー
ダ
カ
は
カ
ピ
ラ
城
へ
向
か
う
。
シ
ャ
カ
族
の
シ
ャ
マ
と
い

う
少
年
が
ビ
ル
ー
ダ
カ
を
討
と
う
と
す
る
の
だ
が
、
殺
生
を
禁
じ
る
シ
ャ
カ
族

の
掟
を
破
っ
た
と
し
て
追
放
さ
れ
る
。

ビ
ル
ー
ダ
カ
は
カ
ピ
ラ
城
を
攻
め
落
と
し
、
シ
ャ
カ
族
を
殺
し
始
め
る
。
彼

の
祖
父
に
当
た
る
マ
ハ
ー
ナ
マ
は
、
自
分
が
池
に
潜
っ
て
い
る
間
、
殺
害
を
止

め
て
ほ
し
い
と
願
う
。
ビ
ル
ー
ダ
カ
は
願
い
を
聞
き
入
れ
る
が
、
い
つ
ま
で

た
っ
て
も
池
か
ら
上
が
っ
て
こ
な
い
の
で
調
べ
さ
せ
る
と
、
マ
ハ
ー
ナ
マ
は
池

の
中
の
木
の
根
に
髪
を
結
び
つ
け
て
息
絶
え
て
い
た
。

再
連
載
時
に
削
除
さ
れ
た
「
は
じ
ま
る
前
に
」
で
は
こ
れ
か
ら
始
ま
る
話
の

中
心
人
物
と
し
て
五
人
の
少
年
少
女
を
紹
介
し
て
い
た
。

ま
ず
ア
シ
ュ
ラ
。
次
に
落
ち
ぶ
れ
た
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
の
子
ど
も
ア
ー
ナ
ン
ダ
。

ク
シ
ャ
ト
リ
ヤ
の
少
年
シ
ャ
マ
。
マ
ハ
ー
ナ
マ
の
■
、
ラ
ク
シ
ュ
ミ
。
ア
ー
ナ

ン
ダ
の
妹
シ
ュ
メ
ー
タ
。

こ
の
五
人
の
う
ち
、
ま
だ
登
場
し
て
い
な
か
っ
た
の
は
ラ
ク
シ
ュ
ミ
だ
。
実

に
も
ど
か
し
い
こ
と
に
、
古
田
が
書
き
た
い
と
思
っ
た
マ
ハ
ー
ナ
マ
の
何
に
当

た
る
の
か
、
国
会
図
書
館
所
蔵
の
『
小
さ
い
仲
間
』
の
デ
ジ
タ
ル
デ
ー
タ
で
は

肝
心
な
一
文
字
が
潰
れ
て
い
て
判
読
で
き
な
い
。
た
だ
、
シ
ャ
マ
の
友
だ
ち
と

あ
る
こ
と
か
ら
、
彼
女
も
一
三
、
四
歳
の
設
定
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

第
三
章
「
風
雲
カ
ピ
ラ
城
」
に
読
む
未
完
の
問
い

第
一
節
　
魔
法
を
破
れ

わ
ず
か
四
回
の
連
載
で
未
完
の
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
「
風
雲
カ
ピ
ラ

城
」
だ
が
、
こ
の
序
章
と
も
い
え
る
部
分
に
、
古
田
の
問
題
意
識
は
し
っ
か
り

と
現
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
最
初
の
連
載
で
第
一
章
の
章
題
と
さ
れ
て
い
た
「
魔
法
を
破
れ
！
」

と
い
う
こ
と
ば
が
、
古
田
の
モ
チ
ー
フ
の
核
心
部
分
だ
っ
た
と
考
え
て
良
い
だ

ろ
う
。
物
語
の
冒
頭
で
、
主
人
公
ア
シ
ュ
ラ
は
自
分
が
差
別
さ
れ
理
不
尽
な

扱
い
を
受
け
て
い
る
の
に
、「
そ
れ
を
あ
た
り
ま
え
と
思
っ
て
い
る
。
／
な
ぜ

か
と
い
え
ば
、
ア
シ
ュ
ラ
は
ス
ー
ド
ラ
だ
か
ら
だ
」（
第
一
回
）。
ア
シ
ュ
ラ

は
、
駆
け
つ
け
た
村
で
、
村
人
に
押
さ
え
つ
け
ら
れ
た
と
き
、「
お
前
が
ナ
ー

ガ
を
疑
う
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
た
か
ら
、
ナ
ー
ガ
が
お
こ
っ
て
、
村
を
焼
く
よ

う
に
、
ク
リ
シ
ュ
ナ
を
つ
か
わ
し
た
の
だ
」
と
言
わ
れ
る
と
「
あ
、
そ
う
か
」

と
抵
抗
を
止
め
る
（
第
一
回
）。
魔
法
の
か
か
っ
た
食
べ
物
を
食
べ
る
と
豚
に

な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
思
う
し
（
第
一
回
）、
満
月
の
夜
の
黄
昏
時
、

十
字
路
に
は
悪
魔
が
出
て
く
る
、
悪
魔
の
名
を
口
に
す
る
と
現
れ
る
と
信
じ
て

い
る
（
第
三
回
）。

そ
の
よ
う
な
言
い
伝
え
や
教
え
に
縛
ら
れ
て
い
る
の
は
ア
シ
ュ
ラ
だ
け
で
は

な
い
。
父
王
か
ら
塔
に
幽
閉
さ
れ
て
い
る
ビ
ル
ー
ダ
カ
は
「
お
れ
は
呪
わ
れ
て

い
る
ん
だ
ぞ
。
こ
の
塔
か
ら
一
足
踏
み
だ
す
と
、
大
地
は
、
ぱ
っ
く
り
口
を
ひ

ら
い
て
、
お
れ
を
の
み
こ
む
ん
だ
」
と
信
じ
て
い
る
（
第
一
回
）。
ハ
ッ
タ
カ

長
者
の
下
で
奴
隷
頭
と
し
て
重
用
さ
れ
て
い
る
カ
ル
パ
ラ
も
神
の
怒
り
を
口
に
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す
る
。
カ
ー
ス
ト
や
神
の
規
律
に
な
ん
の
疑
問
も
持
た
ず
従
っ
て
い
る
生
き
方

を
、
た
た
み
か
け
る
よ
う
に
織
り
込
ん
で
い
る
古
田
が
、
そ
こ
に
、
自
身
が
縛

ら
れ
て
い
た
天
皇
の
呪
縛
を
重
ね
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

文
献
Ａ
「
愛
国
心
・
規
律
・
正
義
・
団
結
」
の
中
の
「
同
じ
ト
ー
テ
ム
と
タ

ブ
ー
を
持
ち
、
生
活
様
式
を
同
じ
く
す
る
未
開
の
小
集
団
の
む
す
び
つ
き
が
、

一
方
で
は
愛
国
心
と
な
り
、
一
方
で
は
、
規
律
、
団
結
と
な
っ
て
き
ま
し
た
。

タ
ブ
ー
を
破
っ
た
者
に
制
裁
を
く
わ
え
る
こ
と
が
正
義
の
根
本
で
あ
っ
た
わ

け
で
す
。」（
Ap232L3
）
と
い
う
部
分
は
、
ア
シ
ュ
ラ
が
村
人
に
制
裁
さ
れ
、

村
を
追
放
さ
れ
る
こ
と
そ
の
も
の
で
あ
る
。

古
田
は
「
近
代
の
合
理
精
神
に
反
す
る
、
原
始
的
な
力
」
が
支
配
す
る
世

界
を
物
語
の
舞
台
に
し
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
あ
た
り
ま
え
と
し
て
い
た
人
間

が
、
ど
の
よ
う
に
覚
醒
し
、
抜
け
出
し
て
い
く
の
か
、
ま
さ
に
「
魔
法
を
破

れ
！
」
と
い
う
方
向
へ
物
語
を
進
め
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

初
出
時
と
、
再
連
載
時
で
は
、
ア
シ
ュ
ラ
の
動
き
と
、
長
者
と
カ
ル
パ
ラ
の

動
き
を
同
時
進
行
的
に
書
こ
う
と
し
て
い
て
わ
か
り
に
く
か
っ
た
の
を
整
え
、

話
を
先
に
進
め
た
他
は
、
表
現
の
推
敲
レ
ベ
ル
で
あ
り
、
そ
れ
ほ
ど
手
を
加
え

て
い
な
い
。
た
だ
、
新
し
く
描
写
を
加
え
た
部
分
が
一
カ
所
だ
け
あ
っ
た
。
そ

れ
は
、
第
一
回
で
、
シ
ャ
マ
が
放
置
し
て
い
っ
た
食
べ
物
を
ア
シ
ュ
ラ
が
食
べ

る
場
面
だ
。
先
に
書
い
た
よ
う
に
、
最
初
は
食
べ
る
と
豚
に
な
る
か
も
し
れ
な

い
と
我
慢
す
る
。
最
終
的
に
ア
シ
ュ
ラ
は
初
出
時
で
も
食
べ
て
い
る
の
だ
が
、

再
連
載
の
時
、
マ
ン
ゴ
ー
に
か
ぶ
り
つ
い
て
か
ら
、
し
ま
っ
た
と
思
う
が
、
自

分
の
足
が
豚
に
な
っ
て
い
な
い
の
を
確
か
め
て
、「
よ
う
し
。
だ
い
じ
ょ
う
ぶ

だ
」
と
他
も
食
べ
て
し
ま
う
と
い
う
心
の
動
き
が
丁
寧
に
描
写
さ
れ
て
い
る
の

だ
。
こ
の
加
筆
も
、
古
田
が
、
魔
法
か
ら
解
放
さ
れ
る
過
程
を
書
き
た
い
と
考

え
て
い
た
こ
と
を
は
っ
き
り
教
え
て
く
れ
る
。

古
田
は
ア
シ
ュ
ラ
に
信
じ
て
い
た
こ
と
を
疑
う
契
機
を
重
ね
て
い
く
。

長
者
そ
っ
ち
の
け
で
ア
シ
ュ
ラ
を
制
裁
す
る
村
人
た
ち
に
、
ア
シ
ュ
ラ
は

「
な
ぜ
、
み
ん
な
は
い
つ
も
の
よ
う
に
長
老
の
い
う
こ
と
を
き
か
な
い
の
か
な
」

と
思
っ
て
い
る
。
逆
上
し
た
村
人
た
ち
に
川
へ
放
り
込
め
と
運
ば
れ
る
中
、
ア

シ
ュ
ラ
に
は
「
ナ
ー
ガ
の
神
が
、
ほ
ん
と
う
に
ク
リ
シ
ュ
ナ
を
使
っ
て
火
を
つ

け
さ
せ
た
の
か

―
」
と
い
う
思
い
も
生
ま
れ
る
（
第
一
回
）。

村
を
追
わ
れ
て
都
へ
出
る
と
、
さ
ら
に
ア
シ
ュ
ラ
の
信
じ
て
き
た
こ
と
は

揺
さ
ぶ
ら
れ
る
。
演
説
男
が
「
こ
の
世
の
中
で
い
ち
ば
ん
え
ら
い
」
王
さ
ま
の

こ
と
を
「
無
能
力
」
と
言
う
の
を
聞
い
た
ア
シ
ュ
ラ
は
め
ま
い
を
感
じ
る
。
ア

シ
ュ
ラ
の
荷
物
を
奪
っ
た
シ
ュ
メ
ー
タ
か
ら
は
「
仏
さ
ま
、
だ
い
き
ら
い
さ
。

ぬ
す
み
を
し
ち
ゃ
い
け
な
い
と
か
さ
、
ば
く
ち
を
し
ち
ゃ
い
け
な
い
と
か
、

い
っ
て
さ
」「
君
は
、
王
様
で
も
、
大
臣
で
も
、
み
ん
な
え
ら
い
と
思
っ
て
い

る
ん
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
ん
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
」
と
激
し
い
こ
と
ば
を
ぶ
つ
け
ら

れ
る
（
第
二
回
）。
祇
園
精
舎
の
鐘
の
音
を
聞
き
な
が
ら
、「
王
様
も
え
ら
く
な

い
。
仏
も
え
ら
く
な
い
。
そ
う
だ
。
バ
ラ
モ
ン
ア
シ
ョ
カ
も
え
ら
く
な
か
っ

た
」
と
ア
シ
ュ
ラ
は
思
う
。
ア
シ
ュ
ラ
の
思
考
と
行
動
を
縛
っ
て
い
た
魔
法
が

徐
々
に
破
ら
れ
て
い
く
。

第
二
節
　
人
間
の
原
型

初
出
の
「
は
じ
ま
る
前
に
」
で
紹
介
さ
れ
て
い
た
五
人
の
少
年
少
女
の
う

ち
、
登
場
し
て
い
る
四
人
は
そ
れ
ぞ
れ
に
、
古
田
が
捉
え
よ
う
と
し
た
人
間
の

行
動
と
精
神
の
原
型
と
し
て
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
心
と
な
る
ア
シ
ュ

ラ
は
前
節
で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
以
下
、
他
の
少
年
少
女
の
人
間
像
を
簡

単
に
押
さ
え
て
お
く
。
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「
グ
レ
ン
隊
」
の
シ
ュ
メ
ー
タ
は
、
貨
幣
す
ら
知
ら
な
い
田
舎
者
の
ア
シ
ュ

ラ
の
こ
と
が
気
に
な
る
。
演
説
男
の
あ
と
を
追
い
か
け
た
の
も
、
そ
の
正
体
が

気
に
な
る
か
ら
だ
っ
た
。
古
田
は
好
奇
心
か
ら
動
く
子
ど
も
の
ひ
と
つ
の
典
型

を
シ
ュ
メ
ー
タ
に
托
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

シ
ュ
メ
ー
タ
の
兄
ア
ー
ナ
ン
ダ
は
金
持
ち
に
な
り
た
い
と
い
う
は
っ
き
り
し

た
欲
を
持
っ
て
行
動
し
て
い
る
。
古
田
は
、
貧
乏
を
恥
じ
る
心
は
、
豊
か
に
な

り
た
い
と
い
う
心
に
通
じ
る
も
の
で
、
そ
れ
は
向
上
を
願
う
心
だ
と
肯
定
的
に

捉
え
て
い
た
（
Bp183
）。
ア
ー
ナ
ン
ダ
の
、
長
者
や
カ
ル
パ
ラ
に
対
す
る
思

い
、
父
親
に
対
す
る
軽
蔑
な
ど
、
か
れ
の
向
上
心
は
か
な
り
書
き
込
ま
れ
て
い

る
。シ

ャ
マ
は
仏
教
の
経
典
に
登
場
す
る
人
物
で
あ
る
。
古
田
は
「
実
感
的
道

徳
教
育
論
」
の
中
で
「
民
族
の
独
立
を
お
び
や
か
す
者
に
対
し
て
、
彼
は
剣

を
と
っ
た
」
と
シ
ャ
マ
の
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
と
書
い
て
い
る
。「
風
雲
カ

ピ
ラ
城
」
の
中
で
の
シ
ャ
マ
は
非
常
に
興
味
深
い
。
シ
ャ
カ
族
で
禁
じ
ら
れ

て
い
る
肉
を
食
い
「
と
め
ら
れ
た
も
の
を
食
う
と
、
い
っ
そ
う
う
ま
い
」（
第

一
回
）
と
い
う
人
物
だ
。
村
人
の
制
裁
で
殺
さ
れ
か
け
て
い
た
ア
シ
ュ
ラ
を

助
け
た
の
は
、「
な
ん
で
も
い
い
。
争
い
、
た
た
か
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
だ
け

で
う
れ
し
い
」
の
で
「
た
だ
自
分
の
力
を
た
め
し
、
は
り
き
っ
た
気
持
に
な

り
た
か
っ
た
」（
第
一
回
）
だ
け
だ
っ
た
。
古
田
は
「
愛
国
（
心
）
や
正
義
と

い
う
行
動
を
お
こ
さ
せ
る
根
本
的
な
も
の
、
人
間
性
を
ど
う
養
い
育
て
る
か
」

（
Ap235

）
と
書
い
た
が
、
シ
ャ
マ
は
そ
の
「
人
間
性
」
が
欠
け
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
少
な
く
と
も
、
正
義
と
い
う
目
的
意
識
を
伴
わ
ず
、
行
動
自
体
が

目
的
化
し
て
い
る
。
い
ず
れ
シ
ャ
カ
族
の
掟
を
破
り
、
ビ
ル
ー
ダ
カ
を
殺
そ

う
と
し
追
放
さ
れ
た
シ
ャ
マ
を
、
古
田
は
ど
の
よ
う
に
描
こ
う
と
し
て
い
た
の

か
。「
愛
国
心
」
と
は
ほ
ど
遠
そ
う
な
シ
ャ
マ
が
、
ビ
ル
ー
ダ
カ
を
討
と
う
と

し
た
の
は
な
ぜ
か
。
ど
の
よ
う
な
道
を
辿
っ
て
シ
ャ
マ
は
変
化
す
る
の
だ
ろ

う
か
。

初
出
で
中
心
人
物
と
は
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
ビ
ル
ー
ダ
カ
も
外
せ
な

い
。「
実
感
的
道
徳
教
育
論
」
の
中
で
、
非
暴
力
、
無
抵
抗
の
か
た
ち
で
こ
そ

平
和
は
現
れ
る
と
し
、
マ
ハ
ー
ナ
マ
に
「
人
間
の
理
想
の
形
を
托
し
た
い
」
と

書
き
つ
つ
、
ビ
ル
ー
ダ
カ
を
「
彼
の
執
念
は
す
さ
ま
じ
い
。
鬼
畜
米
英
の
指
導

者
が
平
和
の
勇
士
に
転
化
す
る
現
在
、
こ
の
執
念
と
憎
悪
は
美
徳
で
さ
え
あ

る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。「
平
和
と
、
民
族
独
立
の
相
関
関
係
は
ぼ
く
に
は
ま

だ
つ
か
め
な
い
」（p200

）
と
書
い
て
い
た
古
田
に
と
っ
て
、
ビ
ル
ー
ダ
カ
を

追
う
こ
と
も
大
き
な
思
索
だ
っ
た
は
ず
だ
。

第
三
節
　
国
と
の
関
わ
り

国
王
批
判
の
演
説
は
、
い
ま
ま
で
自
分
と
政
治
を
つ
な
い
で
考
え
た
こ
と
が

な
か
っ
た
シ
ュ
メ
ー
タ
に
衝
撃
を
与
え
た
。
ア
シ
ュ
ラ
も
政
治
が
良
い
と
い
う

の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
と
い
う
問
い
を
刺
激
さ
れ
た
。
幽
閉
さ
れ
て
い

る
ビ
ル
ー
ダ
カ
を
担
ぎ
出
し
、
ハ
シ
ノ
ク
王
を
追
い
落
と
そ
う
と
す
る
陰
謀
が

進
ん
で
い
る
こ
と
は
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
古
田
の
心
を
つ
か
ん
だ
マ
ハ
ー

ナ
マ
は
、
神
の
土
地
を
大
規
模
に
掘
り
、
水
路
の
大
工
事
に
着
手
し
て
い
る
。

腹
一
杯
食
い
た
い
、
金
持
ち
に
な
り
た
い
、
知
り
た
い
、
力
を
振
る
い
た

い
、
復
讐
し
た
い
…
…
。
古
田
に
造
形
さ
れ
た
少
年
少
女
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の

欲
か
ら
動
き
考
え
始
め
て
い
る
。
一
方
で
、
目
の
前
の
事
に
し
か
興
味
を
示
さ

な
い
母
ナ
ル
ギ
ス
の
姿
も
印
象
深
く
書
か
れ
て
い
た
。
神
罰
を
口
に
し
な
が
ら

禁
を
破
る
庶
民
も
繰
り
返
し
出
て
く
る
。
こ
れ
は
、
少
年
時
代
の
古
田
を
呆
れ

さ
せ
た
「
修
身
を
が
ん
と
し
て
受
け
つ
け
な
い
不
死
身
の
連
中
」
の
投
影
だ
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ろ
う
。

人
が
ど
の
よ
う
に
社
会
に
目
を
む
け
、
ど
の
よ
う
に
「
国
」
と
結
び
つ
い
て

い
く
の
か
。
種
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
現
代
児
童

文
学
の
柱
の
ひ
と
つ
、
変
革
の
論
理
の
理
解
も
こ
こ
か
ら
深
め
ら
れ
そ
う
だ
。

お
わ
り
に

紙
数
が
尽
き
て
本
論
で
は
言
及
で
き
な
か
っ
た
が
、「
風
雲
カ
ピ
ラ
城
」
に

見
ら
れ
る
実
存
主
義
的
な
子
ど
も
像
は
、「
現
代
っ
子
」
論
と
合
わ
せ
て
丁
寧

に
読
ん
で
い
く
必
要
を
感
じ
た
。
ま
た
、
今
回
「
実
感
的
道
徳
教
育
論
」
に
導

か
れ
て
読
ん
だ
評
論
と
創
作
を
通
し
て
、『
う
ず
し
お
丸
の
少
年
た
ち
』（
講
談

社
、
一
九
六
二
年
）
を
再
読
す
る
こ
と
で
、
古
田
が
捉
え
よ
う
と
し
た
人
間
の

原
型
や
行
動
の
原
理
が
よ
り
深
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

今
年
度
、
古
田
足
日
の
蔵
書
や
資
料
が
白
梅
学
園
に
遺
贈
さ
れ
、
科
学
研
究

費
助
成
事
業
と
し
て
認
可
さ
れ
た
課
題
「
古
田
足
日
と
子
ど
も
の
文
化
を
め
ぐ

る
総
合
的
考
察
―
蔵
書
・
資
料
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
、
調
査
を
基
に
」
の
共
同

研
究
が
ス
タ
ー
ト
し
た
。
分
担
研
究
者
の
ひ
と
り
と
し
て
、
本
稿
の
内
容
は
さ

ら
に
深
め
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
古
田
の
付
箋
や
書
き
込
み
が
残
る
道
徳
教

育
関
連
の
蔵
書
や
資
料
、「
風
雲
カ
ピ
ラ
城
」
の
ス
ク
ラ
ッ
プ
な
ど
を
調
査
し

て
い
く
こ
と
で
、
古
田
の
思
想
の
核
は
輪
郭
を
明
ら
か
に
す
る
だ
ろ
う
。

今
回
、
六
〇
年
前
の
古
田
の
こ
と
ば
を
追
い
な
が
ら
、
二
〇
二
〇
年
の
い
ま

を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
常
に
「
い
ま
」
を
厳
し
く
問
い
直
す
目
と

な
る
古
田
足
日
の
仕
事
を
、
今
後
も
追
っ
て
い
き
た
い
。

注（
1
）
日
本
児
童
文
学
者
協
会
の
中
で
の
「
新
し
い
戦
争
児
童
文
学
」
委
員
会
や
、

「
子
ど
も
の
本･

九
条
の
会
」
な
ど
、
中
心
に
な
っ
て
起
こ
し
た
運
動
も
多
か
っ

た
。
参
考
：
あ
り
が
と
う
古
田
足
日
さ
ん
の
会
『
古
田
足
日
さ
ん
か
ら
の
バ
ト

ン
』（
か
も
が
わ
出
版
、
二
〇
一
五
年
）

（
2
）「
三
井
三
池
三
川
炭
鉱
で
、
死
者
四
百
五
十
八
人
を
出
す
戦
後
最
大
の
炭
鉱
事

故
が
発
生
。
ま
た
神
奈
川
県
横
浜
市
内
で
鶴
見
脱
線
事
故
が
起
き
、
百
六
十
一

人
の
人
が
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。
悲
惨
な
事
故
が
同
じ
日
に
起
き
た
の
で
、
六

三
年
十
一
月
九
日
は
「
血
の
土
曜
日
」
と
呼
ば
れ
、
昭
和
史
に
刻
ま
れ
て
い
る

の
だ
そ
う
で
す
。」
君
原
健
二
「
こ
の
道　

⑬
」『
東
京
新
聞
』
二
〇
二
〇
年
八

月
三
一
日
夕
刊
一
面
。

（
3
）
一
九
六
三
年
の
誤
り
。
第
三
五
代
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
大
統
領
ジ
ョ
ン
・
Ｆ
・

ケ
ネ
デ
ィ
が
暗
殺
さ
れ
た
の
は
、
一
九
六
三
年
一
一
月
二
二
日
。
一
九
六
四
年

三
月
号
掲
載
な
の
で
、
こ
の
原
稿
に
着
手
し
て
い
る
ま
さ
に
そ
の
時
に
、
こ
れ

ら
の
出
来
事
は
起
こ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
4
）
古
田
足
日
・
米
田
佐
代
子
・
西
山
利
佳
編
『
わ
た
し
た
ち
の
ア
ジ
ア
太
平
洋

戦
争　

1
広
が
る
日
の
丸
の
下
で
生
き
る
』
童
心
社
、
二
〇
〇
四
年
。

（
5
）
早
大
童
話
会
出
身
の
古
田
足
日
、
鳥
越
信
を
中
心
に
作
ら
れ
た
同
人
誌
。
一

九
五
四
（
昭
和
二
九
）
年
七
月
～
一
九
五
八
（
昭
和
三
三
）
年
。
全
三
二
号
。

（
6
）
一
九
四
六
年
三
月
に
設
立
し
た
日
本
児
童
文
学
者
協
会
の
機
関
誌
。
こ
の
時

期
は
月
刊
の
発
行
が
不
安
定
に
な
っ
て
い
る
。

（
7
）
古
田
は
最
晩
年
、
こ
の
作
品
の
完
成
へ
の
意
欲
を
口
に
し
、
早
大
童
話
会
に

入
っ
た
こ
ろ
自
分
が
読
ん
だ
シ
ャ
カ
伝
探
し
を
評
論
家
で
児
童
書
専
門
店
店
主

の
奥
山
恵
氏
に
依
頼
し
た
。
奥
山
が
見
当
を
付
け
た
の
は
、
友
松
圓
諦
『
仏
教

聖
典
』（
一
九
四
八
年
刊
→
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
一
年
）
で
あ
っ
た
。
古

田
の
逝
去
（
二
〇
一
四
年
六
月
八
日
）
に
よ
り
、
こ
の
本
で
あ
っ
て
い
た
か
ど

う
か
は
確
認
せ
ず
じ
ま
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
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The Introduction to the Theory of FURUTA Taruhi： 
with a focus on The Theory of Moral Education based  

on Realistic Comprehension

NISHIYAMARika

The Theory of Moral Education based on Realistic Comprehension, FURUTA Taruhi’s
criticism, it implies the root of his literature. BeforeWorldWar II, FURUTAhad grown
upundereducationcenteredontheEmperor.Afterthewar,hechosepeaceasaprinciple
toreplacetheemperorsystemandemployedthisprinciplebywayofchildren’s literature.
FURUTAindicatestheexistenceofaprimitivesenseatthebasisoftheJapanesementality.
He analyzes that this primitive sense created avacantpatriotism throughmagicalwords,
and that this sensibilitywas involved inpolitics andhampered theperception thatpeople
createtheirownsociety.OnecanseethatFURUTAwastryingtoseekhowtheconnection
betweenhumansandsocietycouldbeformedbybreakingawayfromtheprimitivesenseby
incorporatingthemodernrationalspirit,eveninFuun Kapila jyo(unfinished).

Keywords: children’s literature, FURUTA Taruhi, morality, peace, education


