
講

演

道
徳
教
育
の
課
題
と
展
望

西
村
茂
樹
の
思
想
と
日
本
弘
道
会
の
活
動
を
通
し
て

鈴

木

勲

は
じ
め
に

お
招
き
い
た
だ
き
ま
し
て
誠
に
光
栄
で
ご
ざ
い

ま
す
。
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
よ
う
に
、
私
は

昭
和
四
十
年
代
に
千
葉
県
の
教
育
委
員
会
に
お
り

ま
し
て
、
た
ま
た
ま
先
代
の
廣
池
千
太
郎
先
生
に

お
目
に
か
か
る
機
会
が
あ
り
ま
し
て
、
ご
面
談
を

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
経
験
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ま

た
、
今
日
本
弘
道
会
で
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
道

徳
教
育
の
研
究
事
業
に
、
こ
ち
ら
の
岩
佐
信
道
先

生
と
江
島
顕
一
さ
ん
に
共
同
研
究
員
と
し
て
ご
参

加
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
関
係
で
大
変
お
世
話
に

な
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
意

味
で
モ
ラ
ロ
ジ
ー
と
の
関
連
が
ご
ざ
い
ま
し
て
、

今
日
こ
う
い
う
機
会
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を

本
当
に
う
れ
し
く
お
も
い
、
参
上
し
た
わ
け
で
ご

ざ
い
ま
す
。

さ
て
、
今
日
本
弘
道
会
の
会
長
を
務
め
て
お
り

ま
す
が
、
私
自
身
は
文
部
省
に
入
り
ま
し
て
か

ら
、
千
葉
県
の
教
育
委
員
会
の
ほ
か
に
島
根
県
の

教
育
委
員
会
に
お
り
ま
し
て
、
そ
の
課
長
を
し
て

お
り
ま
し
た
と
き
に
、
私
の
恩
師
で
あ
る
野
口
明

先
生
が
日
本
弘
道
会
の
第
七
代
の
会
長
で
あ
り
ま

し
て
、
た
ま
た
ま
日
本
弘
道
会
の
支
会
の
総
会
に

来
ら
れ
ま
し
た
と
き
に
、
私
の
自
宅
に
泊
ま
ら
れ

て
、
日
本
弘
道
会
に
つ
い
て
お
話
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
そ
れ
ま
で
私
は
日
本
弘
道
会
の
こ
と
を
知
ら

な
か
っ
た
の
で
す
が
、「
い
い
会
だ
か
ら
君
入
り

た
ま
え
」
と
言
う
の
で
直
ち
に
入
会
い
た
し
ま
し

た
。
そ
れ
が
昭
和
三
十
四
年
で
し
た
か
ら
、
も
う

五
十
年
以
上
の
一
会
員
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。
そ

の
後
、
日
本
弘
道
会
の
主
事
を
し
て
お
り
ま
し
た

渡
辺
正
勇
と
い
う
方
が
千
葉
県
の
鶴
舞
高
等
学
校

の
元
の
校
長
さ
ん
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
そ
の
渡
辺

さ
ん
が
私
が
千
葉
県
の
教
育
長
を
し
て
お
り
ま
し

た
時
に
参
り
ま
し
て
、
こ
れ
か
ら
日
本
弘
道
会
を

少
し
手
伝
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
こ
と
で
、

そ
れ
か
ら
本
格
的
に
日
本
弘
道
会
に
関
係
す
る
よ

う
に
な
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

私
が
文
部
省
で
初
等
中
等
教
育
局
長
に
な
り
ま

し
た
の
が
昭
和
五
十
七
年
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
着

任
時
に
や
ろ
う
と
思
っ
た
こ
と
は
、
道
徳
教
育
と



性
教
育
の
二
つ
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
当
時
ち
ょ
う

ど
中
国
と
韓
国
か
ら
教
科
書
問
題
の
誤
報
事
件
と

い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
対
応
に
追
わ
れ
て

い
る
う
ち
に
、
翌
年
は
横
浜
で
中
学
生
が
浮
浪
者

を
殴
殺
す
る
と
い
う
事
件
が
あ
り
ま
し
て
、
在
任

中
は
こ
の
た
め
道
徳
教
育
と
性
教
育
の
問
題
に
力

を
入
れ
る
暇
が
な
く
て
過
ぎ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま

す
。
し
か
し
、
今
私
は
日
本
弘
道
会
の
会
長
と
日

本
性
教
育
協
会
の
理
事
長
を
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
初
等
中
等
教
育
局
長
の
と
き
に
考
え
ま
し
た

道
徳
教
育
と
性
教
育
の
二
つ
に
、
深
く
つ
な
が
っ

て
い
る
と
い
う
そ
う
い
う
縁
で
ご
ざ
い
ま
す
。

一

西
村
茂
樹
と
日
本
弘
道
会

さ
て
西
村
茂
樹
と
日
本
弘
道
会
に
つ
き
ま
し

て
、
ご
存
知
の
方
も
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の

機
会
に
ご
紹
介
旁
々
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思

い
ま
す
。
西
村
茂
樹
は
、
文
政
十
一
年
に
佐
倉
の

支
藩
の
佐
野
藩
の
執
政
の
長
男
に
生
ま
れ
ま
し

て
、
若
い
と
き
か
ら
安
井
息
軒
に
つ
き
ま
し
て
儒

学
を
修
め
て
お
り
ま
す
。
現
在
西
村
の
お
墓
が
東

京
の
駒
込
の
養
源
寺
と
い
う
所
に
あ
り
ま
す
が
、

そ
こ
に
安
井
息
軒
の
お
墓
も
あ
り
ま
し
て
、
両
方

と
も
東
京
都
の
史
跡
と
い
う
文
化
財
に
指
定
さ
れ

て
、
そ
の
師
弟
の
名
前
を
彫
っ
た
石
碑
が
養
源
寺

の
門
前
に
立
っ
て
お
り
ま
す
。

西
村
は
儒
学
の
他
に
、
佐
分
利
流
の
槍
術
の
鍛

錬
を
し
て
習
得
い
た
し
ま
し
た
。
ま
た
蘭
学
、
英

学
、
洋
学
を
勉
強
し
て
当
時
と
し
て
は
大
変
な
知

識
を
持
っ
た
方
で
し
た
。
藩
主
で
あ
る
堀
田
正
睦

が
筆
頭
老
中
に
な
り
ま
し
て
か
ら
は
、
開
国
の
い

ろ
ん
な
折
衝
で
京
都
に
参
り
ま
す
時
に
は
、
随
行

を
し
て
お
助
け
を
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
当
時
京

都
の
巷
は
勤
皇
の
志
士
が
集
ま
り
ま
し
て
、
い
ろ

い
ろ
殺
伐
と
し
た
空
気
の
中
で
ご
ざ
い
ま
し
た
け

れ
ど
も
、
西
村
は
そ
の
宿
屋
の
中
で
『
万
国
史

略
』
と
い
う
歴
史
書
を
翻
訳
し
た
り
し
て
お
り
ま

す
。堀

田
正
睦
が
引
退
い
た
し
ま
し
て
か
ら
は
、
手

塚
律
蔵
と
い
う
方
の
門
に
入
り
ま
し
て
、
蘭
学
と

英
学
を
し
っ
か
り
勉
強
し
、
さ
ら
に
佐
久
間
象
山

の
門
に
入
っ
て
洋
学
を
勉
強
い
た
し
ま
し
た
。
明

治
維
新
を
迎
え
ま
し
て
か
ら
、
し
ば
ら
く
浪
人
し

た
わ
け
で
す
が
、
明
治
六
年
に
文
部
省
に
編
書
課

長
と
し
て
入
り
ま
し
て
、
以
降
文
部
省
の
役
人
と

し
て
学
術
の
勉
強
を
し
な
が
ら
、
行
政
官
と
し
て

つ
と
め
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
西
村
が
入
省
し

ま
し
た
当
時
は
、
ま
だ
日
本
の
道
徳
の
基
準
が
定

ま
っ
て
お
り
ま
せ
ん
で
、
こ
れ
を
ど
う
す
る
か
と

い
う
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
と
同
僚
と
も
相
談
し
た
ん

で
す
が
、
自
分
の
意
見
に
同
調
す
る
人
が
い
な
か

っ
た
の
で
、
明
治
九
年
に
独
力
で
今
日
の
日
本
弘

道
会
の
前
身
と
な
る
「
東
京
脩
身
学
社
」
と
い
う

も
の
を
創
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
道
徳
を
研
究
す
る

た
め
の
結
社
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
と

き
に
集
ま
っ
た
の
が
た
っ
た
四
人
で
ご
ざ
い
ま
し

た
。
四
人
で
始
ま
っ
た
の
で
す
が
な
か
な
か
同
調

者
が
増
え
ま
せ
ん
で
苦
労
し
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま

す
。明

治
六
年
に
は
、
皆
さ
ま
も
ご
存
じ
の
い
わ
ゆ

る
「
明
六
社
」
と
い
う
結
社
が
で
き
ま
し
た
け
れ

ど
も
、
そ
の
呼
び
か
け
人
と
し
て
西
村
が
走
り
回

っ
て
、「
明
六
社
」
の
同
人
を
集
め
た
わ
け
で
ご

ざ
い
ま
す
。
同
人
の
中
に
は
福
沢
諭
吉
が
お
り
ま

す
が
、
福
沢
は
西
村
の
三
年
く
ら
い
後
輩
で
ご
ざ

い
ま
す
。
亡
く
な
っ
た
の
が
一
年
よ
り
先
で
ほ
と

ん
ど
同
じ
時
代
に
生
き
た
二
人
で
は
あ
り
ま
す
け

れ
ど
も
、
西
村
と
福
沢
と
い
う
の
は
非
常
に
対
照

的
な
生
き
方
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
今
日
、
福
沢
が

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
実
学
中
心
の
開
明
派
で
あ
り

ま
す
の
に
対
し
て
、
西
村
は
理
想
主
義
的
な
開
明
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派
と
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
い
ず
れ

に
し
て
も
福
沢
と
対
比
す
る
だ
け
の
経
綸
と
知
識

を
持
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い

ま
す
。「
明
六
社
」
は
、
讒
謗
律
で
き
ま
し
て
か

ら
解
散
い
た
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
帝
国
学

士
院
に
つ
な
が
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

そ
の
他
、
西
村
は
明
治
八
年
に
は
加
藤
弘
之
の

後
任
と
し
て
、
洋
学
で
明
治
天
皇
の
侍
講
を
つ
と

め
て
お
り
ま
す
。
明
治
十
八
年
に
は
東
宮
の
教
育

御
用
係
、
皇
太
子
の
御
用
係
を
つ
と
め
て
お
り
ま

す
。
明
治
十
九
年
に
は
宮
中
顧
問
官
を
任
ぜ
ら

れ
、
明
治
二
十
年
に
は
こ
れ
か
ら
説
明
す
る
『
日

本
道
徳
論
』
の
出
版
、
明
治
二
十
一
年
に
は
華
族

女
学
校
校
長
を
命
ぜ
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
が

四
十
六
歳
か
ら
六
十
六
歳
の
間
の
西
村
の
活
動
で

ご
ざ
い
ま
す
。

明
治
二
十
五
年
以
降
は
、
宮
中
顧
問
官
を
除
き

ま
し
て
、
い
っ
さ
い
の
官
職
を
辞
し
、
全
国
を
行

脚
し
て
日
本
弘
道
会
の
活
動
の
普
及
に
当
た
っ
て

お
り
ま
す
。
明
治
二
十
八
年
に
は
『
徳
学
講
義
』、

明
治
三
十
年
に
は
『
国
民
訓
』
を
出
版
し
て
お

り
、
晩
年
ま
で
西
村
の
学
術
活
動
は
続
い
た
わ
け

で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、
明
治
三
十
五
年
に
七

十
五
歳
で
亡
く
な
り
ま
す
。
西
村
の
こ
の
七
十
五

年
の
生
涯
を
考
え
ま
す
と
、
ま
ず
は
幕
末
の
佐
倉

の
藩
主
に
仕
え
て
国
事
に
奔
走
し
た
四
十
六
歳
ま

で
、
明
治
政
府
に
出
仕
し
て
、
編
集
局
長
と
し
て

道
徳
の
教
科
書
を
作
る
な
ど
行
政
官
と
し
て
仕
え

た
六
十
六
歳
ま
で
、
野
に
下
っ
て
全
国
行
脚
を
し

な
が
ら
、
道
徳
の
重
要
性
を
説
い
て
回
っ
た
運
動

家
と
し
て
の
七
十
五
歳
ま
で
と
、
一
身
に
し
て
三

世
を
生
き
た
人
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
も
良
い
か

と
思
い
ま
す
。
こ
う
い
う
一
人
で
三
つ
の
異
な
っ

た
環
境
に
生
き
た
人
と
い
う
の
は
西
村
だ
け
で
は

な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
西
村
の
よ
う
に
一
生

涯
理
想
を
貫
い
て
き
れ
い
に
三
つ
に
分
か
れ
る
よ

う
な
生
涯
を
送
っ
た
人
は
非
常
に
少
な
い
の
で
は

な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

西
村
は
、
死
に
臨
ん
で
左
右
の
者
に
「
我
百
年

の
後
に
知
己
を
俟
つ
、
敢
え
て
達
せ
ざ
る
を
慨
か

ず
」
と
告
げ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
自
分
が

本
格
的
に
日
本
弘
道
会
の
活
動
を
は
じ
め
て
か
ら

も
、
な
か
な
か
自
分
の
意
見
が
世
間
に
十
分
に
い

き
わ
た
っ
て
い
な
い
が
、
し
か
し
絶
望
し
な
い
で

百
年
の
う
ち
に
は
自
分
の
遺
志
を
理
解
し
て
、
受

け
継
い
で
く
れ
る
人
が
現
れ
、
自
分
の
理
想
を
達

成
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う

こ
と
を
言
っ
て
お
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
現

在
、
日
本
弘
道
会
で
は
毎
年
若
手
の
研
究
者
を
対

象
と
し
て
、
西
村
茂
樹
研
究
の
学
術
論
文
を
募
集

い
た
し
て
お
り
ま
し
て
、
そ
の
募
集
で
当
選
し
た

論
文
を
集
め
て
本
を
作
り
ま
し
た
。
そ
の
本
の
副

題
が
「
我
百
年
の
後
に
知
己
を
俟
つ
」
に
し
て
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
こ
の
間
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま

し
た
、
日
本
弘
道
会
の
副
会
長
で
あ
っ
た
尾
田
幸

雄
先
生
が
提
案
し
て
つ
け
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す

け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
一
つ
の
西
村
の
遺
志
の
継
承

と
い
う
部
分
も
あ
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

二

『
日
本
道
徳
論
』
に
つ
い
て

一
）
背
景

さ
て
、
西
村
が
考
え
た
日
本
の
道
徳
と
は
ど
う

い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
西
村
は
先
程
申
し

上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
藩
主
堀
田
正
睦
に
つ
き
ま

し
て
京
都
に
随
行
し
た
り
し
て
当
時
の
国
際
情
勢

の
知
見
を
深
め
、
そ
の
後
自
ら
洋
学
を
修
め
ま
し

て
、
世
界
の
歴
史
、
政
治
、
経
済
、
教
育
に
対
す

る
書
物
を
多
数
翻
訳
出
版
し
ま
し
た
。
そ
う
い
う

点
か
ら
申
し
ま
す
と
、
同
時
代
の
福
沢
と
同
じ
よ

う
な
欧
化
主
義
の
知
識
人
と
見
ら
れ
ま
す
け
れ
ど

道徳教育の課題と展望



も
、
必
ず
し
も
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
一
方
で
西

村
は
国
粋
派
と
い
う
ふ
う
に
も
言
わ
れ
て
お
り
ま

す
が
、
必
ず
し
も
そ
う
で
も
な
い
。
西
村
は
、
和

漢
洋
の
学
問
を
深
く
修
め
ま
し
て
、
し
か
も
特
に

歴
史
の
翻
訳
が
多
数
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う

点
か
ら
現
実
を
見
る
目
が
非
常
に
科
学
的
、
実
証

的
で
あ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
思
い
ま
す
。

明
治
五
年
に
政
府
は
「
学
制
」
を
発
布
し
ま
す

が
、
そ
の
内
容
に
西
村
は
非
常
な
不
満
を
持
っ
て

お
り
ま
し
た
。「
学
制
」
が
学
問
の
効
用
は
身
を

立
て
る
財
本
で
あ
る
と
し
て
、
治
産
興
業
の
た
め

の
用
を
説
き
、
全
く
仁
義
忠
孝
の
こ
と
を
説
か
な

い
ば
か
り
か
こ
れ
ま
で
の
学
問
は
役
に
立
た
な
い

か
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
の
は
、
非
常
な
間
違
い

で
あ
る
と
述
べ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
西
村
が

「
学
制
」
の
実
学
主
義
に
非
常
に
不
満
で
あ
っ
た

内
容
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
こ
と

を
も
と
に
い
た
し
ま
し
て
、
当
時
欧
化
思
想
に
流

れ
て
い
た
社
会
政
治
の
状
況
の
中
で
江
戸
時
代
か

ら
続
い
た
儒
学
を
中
心
と
し
た
日
本
の
国
民
道
徳

が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
新
し
い
政
治
社

会
の
中
で
そ
の
基
本
と
な
る
精
神
を
ど
う
し
て
行

く
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
と
き
に
、
国
民
道
徳

と
し
て
の
日
本
道
徳
を
作
ら
な
く
て
は
だ
め
だ
と

考
え
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、『
日
本
道
徳
論
』
は
、
明
治
十
九

年
の
十
二
月
の
暮
れ
に
、
今
の
一
橋
の
学
士
会
館

の
あ
た
り
に
東
京
大
学
の
講
堂
が
あ
り
ま
し
て
、

そ
こ
で
三
日
間
に
わ
た
っ
て
講
演
し
た
内
容
で
あ

り
ま
す
。

『
日
本
道
徳
論
』
の
一
番
は
じ
め
の
冒
頭
に
は
、

「
今
日
よ
り
引
き
続
き
て
為
す
所
の
講
演
は
、
余

が
日
本
国
民
の
為
め
、
日
本
国
民
各
人
の
為
め
と

思
ひ
込
み
て
満
身
の
力
を
尽
し
て
講
述
す
る
所
な

れ
ば
、
願
く
は
聴
衆
諸
君
は
一
場
の
閑
言
語
と
看

做
す
こ
と
な
く
、
若
し
余
が
演
述
す
る
所
道
理
に

合
へ
り
と
思
は
ば
同
心
協
力
し
て
斯
道
を
国
中
に

広
め
ん
こ
と
を
務
め
、
疑
は
し
き
条
件
あ
ら
ば
十

分
に
質
問
あ
ら
ん
こ
と
を
、
若
し
又
余
が
言
ふ
所

を
以
て
道
理
に
違
へ
り
と
思
ふ
者
は
、
之
を
攻
撃

す
る
も
駁
論
す
る
も
諸
君
の
意
に
任
か
す
、
余
は

そ
の
人
に
対
し
毫
も
不
平
を
懐
く
こ
と
は
決
し
て

あ
ら
ざ
る
べ
し
」
と
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
す
な

わ
ち
、
自
分
が
い
ろ
い
ろ
考
え
て
、
長
年
考
え
抜

い
た
こ
と
を
こ
れ
か
ら
話
す
の
だ
か
ら
、
も
し
皆

さ
ん
が
同
意
す
る
な
ら
ば
、
自
分
の
言
っ
た
と
お

り
の
考
え
を
世
の
中
に
広
め
て
ほ
し
い
と
、
も
し

違
う
な
ら
ば
ど
ん
ど
ん
反
論
し
て
も
結
構
で
す
と

い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
す
。

『
日
本
道
徳
論
』
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
は
、「
右

演
説
す
る
所
は
、
余
が
二
十
年
来
考
究
し
た
る
所

の
意
見
に
し
て
、
日
本
道
徳
の
此
の
如
く
な
ら
ざ

る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
考
究
し
た
る
者
な
り
、
世

間
或
は
日
本
に
公
行
の
宗
教
な
き
を
以
て
道
徳
の

為
め
に
不
幸
な
り
と
言
ふ
者
あ
れ
ど
も
、
余
は
之

に
反
し
て
之
を
以
て
日
本
道
徳
の
幸
な
り
と
思
へ

り
」
と
言
っ
て
お
り
ま
し
て
、「
本
論
に
言
ふ
所

の
事
業
の
如
き
は
、
決
し
て
一
個
人
又
は
十
数
人

の
力
を
以
て
能
く
す
べ
き
所
に
非
ず
、
多
力
の
助

を
待
て
初
め
て
其
功
を
奏
す
べ
き
者
な
り
、
諸
君

若
し
余
が
言
を
以
て
信
ず
べ
き
者
と
せ
ば
、
願
く

ば
本
国
の
為
め
に
協
心
戮
力
し
て
此
事
業
を
成
さ

ん
こ
と
を
、
余
が
言
も
し
諸
君
の
意
に
満
た
ず
ん

ば
或
は
疑
問
し
、
或
は
駁
論
し
以
て
真
理
を
敲
き

出
さ
ん
こ
と
は
余
が
諸
君
に
望
む
所
な
り
」
と
繰

り
返
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
『
日
本
道
徳
論
』
を
講
演
し
た
の
は
、
維

新
以
降
い
ろ
い
ろ
と
錯
綜
し
た
社
会
に
お
い
て
道

徳
の
問
題
が
現
れ
て
き
た
中
で
、
長
年
自
分
が
温

め
て
い
た
考
え
を
述
べ
た
の
で
あ
る
の
で
、
こ
れ

を
た
た
き
台
と
し
て
皆
さ
ん
道
徳
の
こ
と
を
考
え

同
感
な
ら
協
力
し
て
く
だ
さ
い
と
い
う
呼
び
か
け
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で
西
村
の
自
信
と
熱
意
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
そ

う
し
て
読
み
ま
す
と
、『
日
本
道
徳
論
』
の
中
で

西
村
が
何
を
言
お
う
と
し
て
い
た
か
と
い
う
こ
と

が
分
か
る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
当
時
の
明
治
二
十
年
前
後
の
わ
が

国
の
道
徳
教
育
の
状
況
と
い
う
の
は
、
文
部
省
の

『
学
制
百
年
史
』
で
次
の
よ
う
に
記
し
て
あ
り
ま

す
。明

治
二
十
年
前
後
に
お
い
て
、
わ
が
国
の
近

代
学
校
制
度
が
し
だ
い
に
整
え
ら
れ
た
の
で
あ
る

が
、
そ
の
際
国
民
教
育
の
根
本
精
神
が
重
要
な
問

題
と
し
て
議
論
さ
れ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）
十
二

年
に
教
学
聖
旨
が
示
さ
れ
た
が
、
十
五
年
以
後
に

な
る
と
、
条
約
改
正
問
題
を
控
え
て
欧
化
主
義
思

想
が
国
内
を
支
配
し
、
従
来
の
徳
育
の
方
針
と
激

し
い
対
立
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
徳
育

の
方
針
に
関
し
、
論
者
は
互
い
に
自
説
を
立
て
て

論
争
し
、
い
わ
ゆ
る
「
徳
育
の
混
乱
」
と
称
せ
ら

れ
る
状
況
を
現
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
十
五
年
に

福
沢
諭
吉
は
反
儒
教
主
義
の
徳
育
論
と
し
て
『
徳

育
如
何
』
を
刊
行
し
て
、
新
し
い
時
代
に
は
新
し

い
道
徳
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
き
、
加
藤
弘
之

は
『
徳
育
方
法
論
』（
二
十
年
刊
）
に
お
い
て
宗

教
主
義
に
よ
る
徳
育
の
方
策
を
示
し
、
ま
た
能
勢

栄
は
『
徳
育
鎮
定
論
』（
二
十
三
年
刊
）
を
発
表

し
て
、
倫
理
学
を
基
本
と
し
て
徳
育
に
方
向
を
与

え
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
一
方
こ
れ
ら
に
対

し
て
、
元
田
永
孚
は
『
国
教
論
』
に
お
い
て
祖
訓

に
よ
っ
て
教
学
を

明
す
べ
き
と
い
う
こ
と
を
主

張
し
て
、
教
学
聖
旨
以
来
の
思
想
を
表
明
し
た
。

ま
た
西
村
茂
樹
は
修
身
書
勅
撰
の
問
題
を
提
出
し

て
、
徳
育
の
基
礎
は
皇
室
に
お
い
て
定
め
る
べ
き

で
あ
り
、
明
倫
院
を
宮
内
省
に
設
け
、
聖
旨
を
奉

じ
て
徳
育
の
基
礎
を
論
定
す
べ
き
で
あ
る
と
建
言

し
て
い
る
。
ま
た
当
時
の
文
部
大
臣
森
有
礼
は
儒

教
主
義
を
排
し
、
倫
理
学
を
基
礎
と
し
た
徳
育
を

学
校
で
行
な
う
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
」。

こ
の
よ
う
に
、
明
治
二
十
年
前
後
は
徳
育
に
つ

い
て
の
非
常
な
混
乱
、
い
ろ
ん
な
説
が
出
て
お
り

ま
す
け
れ
ど
も
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
ど
れ
が
い
い

と
定
め
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
わ
け

で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
う
い
う
中
で
西
村
は
、
自
分

が
長
年
温
め
て
い
た
思
想
を
『
日
本
道
徳
論
』
と

い
う
形
で
ま
と
め
て
世
に
問
お
う
と
し
た
わ
け
で

あ
り
ま
す
。

福
沢
諭
吉
の
こ
の
反
儒
教
主
義
の
『
徳
育
如

何
』
は
、
儒
教
に
反
対
で
あ
っ
て
、
仏
教
を
徳
育

の
基
準
に
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
ふ
う
な
内
容
で

あ
り
、
ま
た
、
加
藤
弘
之
は
、
い
ろ
い
ろ
な
仏

教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
儒
教
等
を
並
列
し
て
こ
の
ど

れ
か
を
と
れ
ば
良
い
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
な
内
容

で
あ
っ
た
と
い
う
ふ
う
に
、
い
ず
れ
も
徳
育
に
つ

い
て
の
確
た
る
内
容
を
持
っ
た
提
案
は
し
て
い
な

か
っ
た
、
そ
の
と
き
に
西
村
は
日
本
道
徳
論
を
出

し
て
、
自
分
は
こ
れ
だ
け
の
も
の
を
考
え
て
い
る

が
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
世
に
問
う
た
わ
け
で

あ
り
ま
す
。
非
常
に
意
味
の
あ
る
提
案
だ
っ
た
と

思
い
ま
す
。「
教
育
勅
語
」
が
ま
だ
発
せ
ら
れ
る

前
で
あ
り
ま
す
し
、
何
を
も
っ
て
わ
が
国
の
道
徳

を
教
え
る
か
、
つ
ま
り
道
徳
の
基
礎
に
何
を
据
え

る
の
か
と
い
う
道
徳
の
標
準
の
問
題
か
ら
、
さ
ら

に
大
き
な
問
題
と
し
て
、
当
時
欧
化
主
義
思
想
が

国
内
を
支
配
す
る
中
で
、
西
洋
思
想
を
受
容
し
な

が
ら
、
日
本
の
伝
統
と
文
化
に
根
ざ
し
た
新
た
な

道
徳
の
あ
り
方
を
示
す
こ
と
が
必
要
で
あ
っ
た
わ

け
で
あ
り
ま
す
。

二
）
構
成

さ
て
、『
日
本
道
徳
論
』
の
中
身
は
、
五
つ
の

章
に
わ
か
れ
て
お
り
ま
す
。
第
一
章
か
ら
第
三
章

ま
で
は
、
日
本
道
徳
の
基
礎
理
論
と
い
う
内
容
で

あ
り
、
第
四
章
と
第
五
章
は
そ
の
実
践
編
、
応
用
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編
と
い
う
内
容
に
わ
か
れ
て
お
り
ま
す
。

一
章

西
村
の
道
徳
の
考
え
方
と
い
う
の
は
、
第
一

章
、
第
二
章
に
主
に
書
い
て
あ
り
ま
す
。
第
一
章

で
は
、
今
徳
川
の
時
代
が
終
わ
っ
て
、
新
し
い
明

治
に
な
っ
て
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
道
徳
の
基
準
が

な
く
な
っ
て
、
新
し
い
道
徳
が
ま
だ
で
き
て
い
な

い
そ
う
い
う
道
徳
の
空
白
期
が
非
常
に
問
題
で
あ

る
、
国
中
に
道
徳
の
標
準
が
な
い
と
き
に
は
人
心

が
ば
ら
ば
ら
で
あ
っ
て
一
つ
に
な
っ
て
い
な
い
、

そ
う
い
う
と
き
に
は
国
家
の
存
亡
に
関
わ
る
よ
う

な
危
機
が
訪
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
当
時
の
外
国

の
例
を
引
き
ま
し
て
、
道
徳
の
空
白
時
代
の
状
況

が
国
家
の
安
危
に
関
わ
る
と
い
う
非
常
な
危
機
意

識
を
持
っ
て
自
分
は
道
徳
の
問
題
を
論
じ
る
の
だ

と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
す
。
当
時
や
は
り

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
は
、
日
本
や
清
国
な
ど
の
東

洋
の
国
に
い
ろ
ん
な
野
心
を
も
っ
て
、
次
々
と
や

っ
て
き
て
お
り
ま
し
て
、
西
村
は
世
界
史
、
特
に

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
を
勉
強
し
た
こ
と
か
ら
み
て
、
非

常
に
日
本
の
今
の
状
況
が
大
変
だ
と
い
う
危
機
意

識
を
も
っ
て
「
日
本
道
徳
論
」
を
書
い
た
わ
け
で

ご
ざ
い
ま
す
。

二
章

そ
れ
ゆ
え
、
西
村
の
説
く
と
こ
ろ
の
日
本
の
道

徳
論
と
い
う
も
の
は
、
日
本
国
民
が
標
準
と
す
べ

き
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
こ
れ
か
ら
長
く
日
本

の
国
の
道
徳
と
し
て
維
持
し
て
い
く
よ
う
な
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
西

村
が
作
っ
た
言
葉
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
世
の

中
に
道
徳
の
教
え
と
し
て
は
、「
世
教
」
と
「
世

外
教
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
世

教
」
と
い
う
の
は
儒
学
と
か
西
洋
の
哲
学
、
あ
る

い
は
国
学
等
で
あ
っ
て
現
世
の
教
え
を
説
く
も
の

で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
「
世
外
教
」
と
い
う
の
は
宗

教
で
あ
っ
て
未
来
や
死
後
の
魂
の
あ
り
よ
う
な
ど

の
現
世
の
外
の
教
え
で
あ
る
。
社
会
に
は
、
そ
う

い
う
ふ
う
に
お
よ
そ
「
世
教
」
と
「
世
外
教
」
と

二
つ
が
あ
る
が
、
道
徳
の
教
え
と
し
て
は
ど
れ
が

よ
ろ
し
い
か
、
特
に
わ
が
国
に
相
応
し
い
の
は
ど

れ
だ
ろ
う
か
と
問
う
の
で
あ
り
ま
す
。
ど
れ
が
相

応
し
い
か
は
、「
世
教
」
と
「
世
外
教
」
の
内
容

が
精
密
か
粗
雑
か
、
あ
る
い
は
優
れ
て
い
る
か
劣

っ
て
い
る
か
、
そ
う
い
う
も
の
に
よ
っ
て
選
択
す

る
の
で
は
な
く
、
そ
の
国
の
開
化
の
順
序
、
教
祖

の
性
質
、
教
説
が
そ
の
国
民
の
民
心
に
合
っ
て
い

る
か
ど
う
か
な
ど
、
す
な
わ
ち
そ
の
国
の
現
状
に

あ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る

べ
き
で
あ
る
と
す
る
の
で
す
。
西
洋
諸
国
で
は
、

国
民
の
道
徳
を
維
持
す
る
の
に
キ
リ
ス
ト
教
の
よ

う
に
宗
教
に
依
っ
て
い
る
。
わ
が
国
の
場
合
は
、

宗
教
に
依
る
の
は
的
確
で
は
な
い
。
衰
え
て
い
る

と
は
い
え
ど
も
、
儒
学
が
人
心
に
浸
透
し
て
い

る
。
ま
た
長
く
こ
の
世
の
中
を
治
め
て
有
能
な
人

を
育
て
て
き
た
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て
、
ま
ず

儒
学
が
基
礎
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
西
洋

の
哲
学
を
勉
強
す
る
と
、
こ
れ
は
事
実
に
基
づ
く

真
理
を
基
礎
と
し
て
、
学
理
は
精
妙
を
究
め
て
お

り
こ
れ
も
基
礎
と
な
ろ
う
。

三
章

以
上
の
こ
と
か
ら
、
道
徳
の
標
準
と
し
て
は
、

「
儒
学
」
と
「
西
洋
哲
学
」、
い
わ
ゆ
る
「
世
教
」

に
基
礎
を
置
く
の
が
望
ま
し
い
と
結
論
い
た
し
ま

す
。
次
に
「
世
教
」
と
決
ま
っ
た
以
上
は
、「
世

教
」
の
中
の
儒
学
と
哲
学
の
ど
ち
ら
を
採
る
か
、

そ
れ
は
ど
ち
ら
か
一
方
を
採
る
の
で
は
な
く
て
、

そ
の
持
っ
て
い
る
良
い
と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
一
致

し
て
い
る
と
こ
ろ
を
採
っ
て
、
こ
の
一
致
し
な
い

と
こ
ろ
、
あ
る
い
は
粗
雑
な
と
こ
ろ
を
捨
て
た
ら
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い
い
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ

う
す
る
と
、
骨
董
品
の
よ
う
に
、
あ
ち
こ
ち
か
ら

持
っ
て
き
て
、
組
み
合
わ
せ
る
よ
う
で
は
お
か
し

い
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
に
対
し
て
は
、
そ
う

で
は
な
い
と
、
こ
れ
は
一
定
の
基
準
が
あ
っ
て
採

る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
こ
と
に
は
当
た
ら

な
い
。
そ
の
基
準
と
い
う
の
は
真
理
で
あ
る
と

し
、
真
理
と
い
う
も
の
は
事
実
に
基
づ
い
た
場
合

に
到
達
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
れ
が
道
徳
の
標

準
を
作
る
場
合
の
基
準
で
あ
る
。
そ
れ
は
言
い
換

え
る
な
ら
ば
、
天
地
の
真
理
で
あ
り
、『
中
庸
』

で
言
う
、「
誠
は
天
の
道
な
り
」
の
誠
で
あ
る
と

言
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
結
局
真
理
を
求
め

る
た
め
に
は
、
ど
う
い
う
方
法
が
あ
る
か
と
い
う

こ
と
を
い
く
つ
か
の
実
際
の
方
法
論
を
西
村
は
提

示
し
て
お
り
ま
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
最
終
的

に
真
理
と
し
て
確
か
め
ら
れ
た
も
の
を
よ
し
と
す

る
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。

四
章

次
に
西
村
は
、
こ
の
道
徳
の
教
え
を
ど
の
よ
う

に
実
行
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て

い
き
ま
す
。
西
村
は
学
問
的
な
基
礎
を
元
に
し
た

道
徳
の
教
え
を
広
め
な
け
れ
ば
何
も
意
味
が
な
い

と
言
い
、
そ
の
上
で
道
徳
を
実
行
す
る
場
合
の
方

法
論
を
掲
示
し
て
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
は
、
道
徳

の
協
会
、
団
体
を
つ
く
る
こ
と
が
最
も
有
効
な
手

段
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
な
る
わ
け
で
す
。
け
れ

ど
も
、
道
徳
の
原
理
が
で
き
て
も
、
そ
れ
を
実
施

す
る
場
合
の
方
法
論
に
は
、
ま
ず
条
目
を
立
て
る

こ
と
が
肝
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
条
目
の
区

分
は
五
つ
あ
っ
て
、
一
つ
は
自
分
自
身
、
そ
の
次

は
家
、
そ
の
次
は
社
会
、
郷
里
、
そ
の
次
に
国
、

そ
の
次
に
外
国
と
い
う
ふ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
に
照
ら

し
て
、
ど
の
よ
う
な
道
徳
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

儒
教
で
は
「
修
身
斉
家
治
国
平
天
下
」
と
言
わ

れ
ま
す
が
、
西
村
は
そ
の
中
に
新
た
に
郷
里
と
い

う
も
の
を
入
れ
ま
し
た
。
郷
里
す
な
わ
ち
社
会
、

こ
の
社
会
を
入
れ
た
と
い
う
の
は
儒
教
に
は
な
い

概
念
で
ご
ざ
い
ま
し
て
、
こ
れ
は
西
村
の
非
常
に

独
創
的
な
発
想
で
あ
っ
て
、
個
人
の
道
徳
も
大
事

だ
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
は
い
わ
ゆ
る
郷
里
、
社

会
の
人
々
の
道
徳
心
を
い
か
に
す
る
か
と
い
う
事

が
、
大
事
な
項
目
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
示
し
て

お
り
ま
す
。
こ
れ
は
当
時
と
し
て
は
非
常
に
卓
越

し
た
考
え
方
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。

こ
の
よ
う
に
自
分
自
身
の
こ
と
、
家
の
こ
と
、

社
会
の
こ
と
、
国
家
の
こ
と
、
他
国
と
の
こ
と
と

条
目
は
で
き
た
が
、
次
に
そ
れ
ら
の
道
徳
を
ど
う

し
て
広
め
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
学
会
、
協
会
、
団
体
を
つ
く
る

の
が
よ
ろ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
言
う
の
で
す
。

当
時
い
ろ
い
ろ
な
学
会
が
で
き
は
じ
め
て
お
り
ま

し
た
が
、
道
徳
の
学
会
だ
け
は
ま
だ
で
き
て
い
な

か
っ
た
。
道
徳
の
学
会
を
つ
く
っ
て
、
道
徳
を
広

め
て
い
く
こ
と
を
西
村
は
提
案
し
た
わ
け
で
す
。

道
徳
は
一
人
で
自
分
の
身
を
修
め
る
だ
け
で
は
十

分
で
な
く
て
、
そ
れ
を
世
の
中
に
広
め
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
は
や
は
り
学
会
の
よ
う

な
団
体
を
つ
く
っ
て
や
ら
な
け
れ
ば
有
効
で
は
な

い
と
し
、
一
人
で
学
ん
で
得
る
こ
と
の
で
き
な

い
、
六
つ
の
利
点
が
協
会
に
は
あ
る
と
言
う
の
で

す
。
す
な
わ
ち
、
多
く
の
同
士
、
友
人
が
で
き

る
、
知
識
を
交
換
す
る
の
に
便
利
で
あ
る
、
良
い

手
本
や
見
本
が
身
近
に
あ
る
の
で
容
易
に
実
行
で

き
る
、
名
を
上
げ
や
す
い
、
善
良
な
風
俗
を
つ
く

り
や
す
い
、
そ
れ
か
ら
国
民
の
心
を
一
つ
に
す

る
、
そ
う
い
う
利
点
が
あ
る
と
し
て
、
自
ら
こ
う

い
う
考
え
に
基
づ
く
道
徳
団
体
を
つ
く
っ
て
、
同

士
と
一
緒
に
や
っ
て
い
こ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
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こ
の
よ
う
な
団
体
で
学
ぶ
こ
と
の
意
義
と
利
点

は
、
今
聞
く
と
平
凡
な
よ
う
に
思
え
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
西
村
は
決
し
て
一
人
で
は
、
そ
し
て

他
で
は
得
ら
れ
な
い
、
得
難
い
大
き
な
特
色
を
持

っ
て
い
る
と
考
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。

五
章

し
ば
し
ば
道
徳
の
学
習
は
、
な
か
な
か
成
立
し

に
く
い
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
あ
る
目
的
を

持
っ
て
、
団
体
の
会
員
同
士
の
学
び
合
い
で
あ
れ

ば
考
え
が
深
ま
り
、
実
践
躬
行
の
励
み
と
な
り
、

相
和
し
て
楽
し
い
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
あ
り
ま

し
て
、
こ
の
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
も
同
様
な
こ
と

と
拝
察
い
た
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
か
ら
は
こ

の
団
体
に
よ
る
道
徳
の
学
習
が
盛
ん
に
な
る
の
で

は
な
い
か
と
、
そ
れ
を
明
治
の
時
代
に
西
村
が
提

案
し
て
い
る
の
は
非
常
な
卓
見
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。
こ
う
し
た
道
徳
団
体
が
で
き
た
な
ら

ば
、
次
に
何
を
や
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
第
五
章

に
書
か
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
は
西
村
が
、
当
時

の
社
会
の
状
況
を
み
て
、
そ
の
社
会
の
風
俗
を
善

良
な
も
の
に
し
て
い
く
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か

と
い
う
こ
と
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
中
に
は
今
の
時
代
か
ら
考
え
ま
す
と
、
あ
ま

り
役
に
立
た
な
い
よ
う
な
内
容
の
も
の
も
あ
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
当
時
の
情
況
が
い
か
に
深
刻
で
あ

っ
た
か
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
の
で
そ
れ
ぞ

れ
紹
介
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

結
論
を
先
に
申
し
ま
す
と
、
第
一
は
盲
論
を
排

す
る
、
い
わ
ゆ
る
世
の
中
の
で
た
ら
め
な
言
説
を

排
斥
す
る
、
第
二
は
卑
し
い
風
俗
を
正
す
、
第
三

は
様
々
な
被
害
か
ら
身
を
守
る
方
法
を
立
て
る
、

例
え
ば
津
波
と
か
地
震
と
か
風
水
害
と
か
盗
賊
な

ど
、
第
四
は
善
い
行
な
い
を
薦
め
、
褒
め
る
、
第

五
は
国
民
の
品
格
を
つ
く
る
と
い
う
も
の
で
す
。

第
一
の
盲
論
を
排
す
る
と
い
う
の
は
、
例
え
ば

迷
信
と
か
、
あ
る
い
は
か
た
く
な
に
一
説
の
み
を

誇
示
す
る
よ
う
な
学
者
の
言
説
と
か
、
い
ろ
い
ろ

な
文
明
が
あ
る
中
で
あ
る
文
明
だ
け
を
過
信
し
て

し
ま
う
、
そ
う
い
う
も
の
を
論
破
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
れ
は
西
村
が
、
東
西
の
書
物
を
読
ん

で
、
東
西
の
学
問
を
勉
強
し
た
経
験
か
ら
、
こ
う

い
う
も
の
は
や
は
り
取
り
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
し
て
挙
げ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
日

本
弘
道
会
の
会
員
た
る
も
の
は
、
盲
論
を
吐
く
人

に
対
し
て
は
い
ち
い
ち
指
摘
す
る
の
も
難
し
い
の

で
あ
る
が
、
心
の
中
で
は
こ
れ
を
盲
論
で
あ
る
こ

と
を
見
破
り
、
良
い
機
会
が
あ
れ
ば
言
葉
や
他
の

方
法
を
用
い
て
打
破
す
る
よ
う
に
し
た
ら
よ
ろ
し

い
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
あ
く
ま
で
も
現
実
主
義

的
な
考
え
で
あ
り
ま
す
。

第
二
の
卑
し
い
風
俗
を
正
す
と
い
う
の
は
、
例

え
ば
子
ど
も
に
よ
り
か
か
る
悪
習
、
す
な
わ
ち
当

時
は
早
く
か
ら
隠
居
を
し
て
子
ど
も
の
世
話
に
な

る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
そ
う
い
う
こ
と
が
な
い
。
一
生

仕
事
を
し
て
一
生
を
終
え
る
の
で
、
日
本
人
も
若

い
と
き
か
ら
隠
居
を
し
て
子
ど
も
の
世
話
に
な
る

の
で
は
な
く
、
最
後
ま
で
働
い
て
お
世
話
に
な
ら

な
い
よ
う
に
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と

を
言
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
早
婚
の
悪
習
、
つ

ま
り
当
時
の
結
婚
の
平
均
年
齢
は
男
子
が
二
十
二

歳
で
女
子
が
十
九
歳
く
ら
い
で
あ
っ
た
と
書
い
て

い
ま
す
が
、
こ
の
早
婚
の
風
習
が
い
ろ
ん
な
意
味

で
、
ま
だ
父
や
母
に
な
る
道
を
勉
強
し
て
い
な
い

男
女
が
夫
婦
に
な
る
の
で
そ
の
子
ど
も
も
十
分
に

養
育
す
る
方
法
が
分
か
ら
な
か
っ
た
り
、
病
気
に

さ
せ
た
り
、
そ
の
持
っ
て
い
る
性
質
を
だ
め
に
し

た
り
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
両
親
と
し
て
の
素

質
や
資
格
が
備
わ
っ
て
い
な
い
前
に
結
婚
す
る
の

は
問
題
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
す
。
現

在
で
す
と
、
若
い
親
が
十
分
な
子
供
の
養
育
の
方
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法
を
知
ら
な
い
で
い
ろ
い
ろ
虐
待
と
か
餓
死
さ
せ

る
と
い
う
こ
と
が
起
き
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、

そ
う
い
う
こ
と
を
や
は
り
西
村
は
心
配
し
た
わ
け

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
吉
事
や
凶
事
に
関
す

る
悪
習
、
こ
れ
は
婚
礼
や
葬
式
に
非
常
な
金
が
か

か
っ
て
こ
れ
は
無
駄
で
は
な
い
か
。
特
に
田
舎
な

ど
で
は
、
何
日
も
続
け
て
婚
礼
の
お
祝
い
を
し
て

浪
費
を
す
る
。
ま
た
葬
式
の
場
合
に
も
、
多
く
の

人
が
集
ま
っ
て
酒
を
飲
ん
で
騒
い
だ
り
す
る
。
こ

う
い
う
必
要
以
上
の
こ
と
を
す
る
の
は
悪
習
で
あ

っ
て
や
め
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
ふ
う
に
言
っ
て

お
り
ま
す
。
ま
た
、
売
娼
婦
を
商
売
に
す
る
よ
う

な
妓
楼
を
た
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
風
俗
を
乱
し
て

い
る
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
で
青
年
が
遊
ん
だ
り
、

病
気
に
な
っ
た
り
す
る
の
で
早
く
廃
止
す
べ
き
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
す
。
今
に
な

っ
て
見
ま
す
と
妓
楼
の
よ
う
な
も
の
が
廃
止
さ
れ

た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
他
に
も
子
ど
も
の
間
引
き

と
か
、
あ
る
い
は
女
子
の
売
買
と
か
、
そ
う
い
う

よ
う
な
悪
習
を
な
く
す
よ
う
に
す
る
の
が
、
日
本

弘
道
会
の
社
会
道
徳
の
役
目
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
強
く
言
っ
て
お
り
ま
す
。

第
三
の
身
を
守
り
被
害
を
防
ぐ
と
い
う
の
は
、

い
つ
何
時
身
辺
に
何
が
起
こ
る
か
も
知
れ
な
い
、

そ
の
防
護
の
方
法
を
あ
ら
か
じ
め
立
て
て
お
く
必

要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
家
を
建
て
る
に
も
、
川
の

近
く
に
建
て
な
い
で
高
台
に
し
た
ほ
う
が
よ
ろ
し

い
と
か
、
あ
ら
か
じ
め
津
波
の
時
に
立
ち
退
く
場

所
を
決
め
て
お
く
と
か
、
先
般
の
東
日
本
大
震
災

を
予
測
す
る
よ
う
な
こ
と
も
言
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
水
害
、
火
災
、
盗
賊
に
対
し
て
備
え
る
必

要
が
あ
り
、
家
を
作
る
の
に
は
水
の
衝
撃
に
あ
た

ら
な
い
場
所
を
選
ぶ
と
か
、
あ
ま
り
風
の
強
く
な

い
と
こ
ろ
に
場
所
を
選
ぶ
と
か
、
海
の
波
の
荒
い

場
所
に
は
堤
防
を
築
く
と
い
う
よ
う
な
防
衛
策

や
、
こ
う
い
う
防
衛
の
手
段
は
普
段
か
ら
考
慮
し

な
が
ら
、
整
備
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
万
が

一
火
災
が
起
こ
っ
た
と
き
は
共
同
で
そ
れ
を
防
火

す
る
用
意
や
町
内
会
の
申
し
合
わ
せ
な
ど
を
し
て

お
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
細
か
く

言
っ
て
お
り
ま
す
。

第
四
の
善
い
行
い
を
勤
め
る
と
い
う
の
は
、
こ

れ
は
実
際
に
戦
前
の
日
本
弘
道
会
で
社
会
の
中
で

善
行
し
た
人
を
表
彰
す
る
よ
う
な
こ
と
を
実
施
し

て
お
り
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
昨
今
は
個
人
情
報

の
問
題
も
あ
っ
て
、
な
か
な
か
で
き
な
く
な
り
ま

し
た
。
現
在
で
は
、
日
本
弘
道
会
の
七
十
五
歳
以

上
の
会
員
で
、
長
年
会
の
活
動
に
尽
力
く
だ
さ
っ

た
方
に
「
寿
昌
杯
」
と
い
う
賞
状
を
贈
り
ま
し
て

表
彰
し
て
お
り
ま
す
。
西
村
は
、
こ
の
善
い
行
な

い
を
薦
め
広
め
て
い
く
と
し
て
、
そ
の
場
合
の
善

い
行
な
い
の
基
本
は
国
民
の
義
務
を
果
た
す
こ
と

を
教
え
る
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
こ

れ
は
法
律
を
守
る
、
税
金
を
納
め
る
、
国
家
に
益

す
る
、
つ
ま
り
兵
役
の
義
務
で
す
が
、
こ
う
い
う

こ
と
を
、
こ
れ
は
国
民
の
義
務
と
し
て
き
ち
ん
と

教
え
る
。
そ
れ
か
ら
諸
々
の
教
育
を
進
め
る
べ
き

で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
教
育
は
、
国
民
の
人
生

を
つ
く
る
の
に
大
き
な
影
響
力
が
あ
る
の
で
、
教

育
の
方
法
が
よ
け
れ
ば
、
必
然
的
に
よ
い
結
果
が

得
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
教
育
を
勤
め
る

こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
貧

し
い
人
に
施
し
を
与
え
る
。
こ
れ
は
特
に
社
会
の

中
で
不
遇
な
人
々
に
対
し
て
手
助
け
を
す
る
と
い

う
こ
と
も
道
徳
会
が
進
め
る
一
つ
の
善
事
で
あ
る

と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
関
連
し
て
、
公
益
の
事

業
に
お
け
る
財
政
的
な
補
助
、
つ
ま
り
お
金
を
出

す
こ
と
も
言
っ
て
お
り
ま
す
。
例
え
ば
、
河
川
の

整
備
と
か
あ
る
い
は
道
路
の
修
繕
と
か
、
学
校
、

病
院
の
建
設
な
ど
に
は
進
ん
で
お
金
を
出
し
て
支

援
す
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
人
の
苦
難
を
救

う
。
盗
難
と
か
病
難
と
か
あ
る
い
は
貧
困
と
か
そ
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う
い
う
人
の
苦
難
を
助
け
て
あ
げ
る
。
そ
れ
か

ら
、
い
ろ
い
ろ
も
つ
れ
た
議
論
を
解
き
ほ
ぐ
す
。

家
庭
内
の
不
和
と
か
組
織
内
で
の
喧
嘩
と
か
そ
う

い
う
も
の
が
あ
っ
た
場
合
に
は
仲
裁
し
て
争
い
を

な
く
し
て
や
る
。
家
庭
内
の
揉
め
事
な
ど
に
つ
い

て
は
、
ま
れ
に
一
方
に
大
悪
人
が
い
て
起
こ
る
こ

と
も
あ
る
が
、
た
い
て
い
は
甚
だ
し
く
正
邪
は
わ

か
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
う
ま
く
調
整
す
れ

ば
両
方
と
も
波
風
立
た
な
く
収
ま
る
ん
で
は
な
い

か
と
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
す
。
そ

れ
か
ら
、
国
の
役
目
を
務
め
る
者
を
手
厚
く
も
て

な
す
。
兵
隊
に
行
っ
た
人
に
対
し
て
は
、
兵
役
に

出
立
す
る
と
き
に
は
見
送
り
を
し
た
り
あ
る
い
は

そ
の
間
人
々
が
か
わ
る
が
わ
る
留
守
宅
を
管
理
し

た
り
、
農
耕
を
手
伝
っ
た
り
、
帰
っ
て
き
た
と
き

は
出
迎
え
た
り
し
て
、
そ
う
し
て
兵
役
に
従
事
し

た
者
を
尊
敬
す
る
、
そ
う
い
う
こ
と
を
や
る
べ
き

で
あ
る
。
戦
中
、
私
自
身
経
験
が
あ
り
ま
す
が
、

確
か
に
兵
隊
に
出
る
人
を
西
村
が
言
う
よ
う
に
見

送
っ
た
り
出
迎
え
た
り
い
た
し
ま
し
た
。
お
金
ま

で
出
し
て
敬
意
を
表
す
る
ま
で
は
し
な
く
て
も
よ

い
が
、
特
に
苦
労
に
報
い
る
よ
う
な
待
遇
を
し
た

ら
良
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
当
時
の
風
俗
に
つ
い
て
い
ち
い
ち

詳
し
く
そ
れ
に
つ
い
て
の
対
応
を
言
っ
て
お
り
ま

す
。
当
時
の
社
会
に
お
け
る
大
き
な
問
題
と
な
っ

て
い
る
も
の
に
対
し
て
、
個
人
で
は
な
く
、
道
徳

団
体
と
し
て
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き
で

あ
る
と
し
て
、
そ
の
方
策
を
具
体
的
に
説
い
て
い

る
の
で
あ
り
ま
す
。

最
後
に
第
五
の
国
民
の
品
格
を
造
る
と
い
う
点

に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。
こ
れ
が
西
村
の
言
い

た
か
っ
た
、
一
番
大
事
な
最
終
的
な
項
目
で
あ
っ

た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
国
の
政
治
や
法
律
が
ど
れ

ほ
ど
完
璧
で
あ
っ
て
も
、
陸
海
軍
の
軍
備
が
ど
れ

ほ
ど
強
大
で
あ
っ
て
も
、
教
育
が
ど
れ
ほ
ど
普
及

し
て
い
て
も
、
国
内
に
一
人
や
二
人
の
優
れ
た
人

物
が
存
在
し
て
い
て
も
、
国
民
全
体
の
品
性
が
よ

く
な
け
れ
ば
決
し
て
海
外
に
国
威
を
発
揚
す
る
事

は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
全
国
民
に
は
、
も
し
本
当

に
こ
の
国
を
大
事
と
思
う
な
ら
ば
、
一
人
一
人
が

自
ら
進
ん
で
そ
の
品
性
を
よ
く
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
道
徳
団
体
の
会
員

で
あ
る
者
は
、
と
り
わ
け
力
を
尽
く
し
、
い
ろ
い

ろ
な
手
立
て
を
講
じ
て
、
国
民
の
品
性
を
善
良
に

す
る
よ
う
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ

が
西
村
が
最
も
言
い
た
か
っ
た
エ
ッ
セ
ン
ス
で
あ

り
ま
す
。
そ
こ
で
ス
マ
イ
ル
ス
の
『
品
行
論
』
を

引
用
し
て
、
ス
マ
イ
ル
ス
は
、
国
民
の
品
性
の
優

等
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
と
、
心
思
高
尚

真
実
、
有
徳
、
忠
直
、
勇
毅
で
あ
り
、
国
民
が
こ

の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
の
国
は
見
事
に
光
輝
い

て
、
他
国
か
ら
敬
わ
れ
る
だ
ろ
う
と
言
っ
て
い
る

が
、
た
し
か
に
ス
マ
イ
ル
ス
の
言
う
こ
と
も
道
理

だ
け
れ
ど
も
、
わ
が
国
の
場
合
に
は
、
ま
た
わ
が

国
ら
し
い
品
性
の
取
り
上
げ
方
が
あ
る
。
東
西
の

学
問
を
比
較
し
て
、
時
代
の
違
い
を
考
慮
し
て
み

る
と
、
わ
が
国
民
の
品
格
を
つ
く
る
の
に
必
要
な

の
は
八
条
の
項
目
で
あ
る
。
そ
れ
は
勤
勉
、
節

倹
、
剛
毅
、
忍
耐
、
信
義
、
進
取
の
気
性
、
愛
国

心
の
涵
養
、
万
世
一
系
の
天
皇
を
奉
戴
す
る
こ
と

で
あ
り
、
こ
れ
が
わ
が
国
民
の
品
性
を
造
る
要
素

と
し
て
挙
げ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
一
つ
に
西

村
は
詳
し
く
説
明
を
加
え
て
お
り
ま
す
。

勤
勉
、
節
倹
、
剛
毅
、
忍
耐
、
信
義
、
進
取
の

気
性
、
愛
国
心
、
い
ず
れ
も
今
の
時
代
に
も
必
要

な
も
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
特
に
剛
毅
、
忍

耐
、
信
義
、
こ
れ
ら
は
外
交
を
す
る
者
は
し
っ
か

り
身
に
つ
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て

お
り
ま
す
。
最
後
の
万
世
一
系
の
皇
室
を
奉
戴
す

る
と
い
う
こ
と
は
他
の
国
に
は
な
い
特
別
な
も
の

で
あ
る
と
し
て
、
わ
が
国
の
皇
室
が
尊
い
の
は
神
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武
天
皇
以
来
皇
位
が
一
系
で
少
し
も
他
系
を
交
え

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
誠
に
世
界
に

比
す
べ
き
も
の
が
な
い
、
日
本
人
が
世
界
中
の

国
々
に
対
し
て
誇
り
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
言

っ
て
お
り
ま
す
。
皇
室
の
安
泰
、
こ
れ
が
わ
が
国

の
安
泰
で
あ
り
安
全
で
あ
り
、
わ
が
国
が
強
固
で

あ
る
か
ど
う
か
は
民
衆
の
む
か
う
と
こ
ろ
が
一
つ

で
あ
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
お
り
、
ば
ら
ば
ら

で
あ
れ
ば
堅
固
で
は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
キ

リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
宗
教
が
あ
っ
て
、
人
心
が
ま

と
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
わ
が
国
の
場
合
は
そ

う
い
う
も
の
が
な
く
、
こ
れ
は
や
は
り
他
の
国
に

な
い
特
色
で
あ
る
皇
室
を
中
心
に
据
え
る
こ
と
が

望
ま
れ
る
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
関
連
し

て
愛
国
心
の
こ
と
も
言
っ
て
お
り
ま
す
。
愛
国
心

や
皇
室
の
尊
崇
は
、
戦
後
の
日
本
社
会
の
中
で
は

非
常
に
問
題
と
し
て
い
ろ
い
ろ
取
り
上
げ
ら
れ
て

参
り
ま
し
た
。
日
本
弘
道
会
で
も
こ
の
愛
国
心
、

あ
る
い
は
皇
室
の
問
題
等
を
取
り
上
げ
て
お
り
ま

す
が
、
当
時
西
村
が
考
え
て
い
た
の
は
、
こ
う
い

う
日
本
の
特
色
で
あ
る
皇
室
の
よ
う
な
存
在
を
十

分
に
意
識
を
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
国
論
な
り
国

民
の
人
心
が
ま
と
ま
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
、
こ
の

国
際
的
な
危
機
の
中
で
十
分
に
国
威
を
発
揚
し
て

い
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
憂
慮
し
て

い
る
わ
け
で
す
。

三
）『
日
本
道
徳
論
』
の
あ
と

西
村
は
、『
日
本
道
徳
論
』
の
他
に
も
い
ろ
ん

な
本
を
書
い
て
お
り
ま
す
が
、
明
治
の
三
十
年
に

『
国
家
道
徳
論
』
と
い
う
本
を
書
い
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
『
続
国
家
道
徳
論
』
を
書
い
て
お
り
ま

す
。
こ
の
中
で
、
国
の
方
針
、
す
な
わ
ち
国
是
を

ま
ず
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
は

っ
き
り
言
っ
て
お
り
ま
す
。
西
村
が
こ
の
本
を
出

す
数
年
前
に
起
こ
っ
た
日
清
戦
争
に
は
明
確
に
反

対
し
て
い
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
中
で
も
あ

ら
た
め
て
日
清
戦
争
に
つ
い
て
の
反
論
を
書
い

て
、
そ
れ
が
問
題
に
な
り
ま
し
て
削
除
さ
せ
ら
れ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

日
清
戦
争
は
決
し
て
義
戦
で
は
な
い
、
総
理
大

臣
が
自
分
の
政
策
の
失
敗
を
他
に
転
ず
る
こ
と
に

よ
っ
て
起
こ
し
た
部
分
も
あ
る
と
い
う
ふ
う
な
こ

と
を
書
い
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
当
時
の
伊
藤

博
文
総
理
の
逆
鱗
に
触
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
で

そ
の
部
分
は
削
除
さ
れ
た
。
戦
後
そ
れ
は
復
活
し

て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
西
村
の
考
え
は
、
東
洋

の
朝
鮮
と
中
国
は
、
日
本
と
協
力
を
し
て
西
洋
の

侵
略
に
対
し
て
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

強
い
危
機
意
識
を
持
っ
て
お
り
ま
し
て
、
清
国
を

侵
略
し
て
賠
償
金
を
た
く
さ
ん
取
る
と
か
、
そ
う

い
う
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
後
々
ま
で
も
恨
み
を

残
す
だ
け
で
あ
る
と
言
っ
て
お
り
ま
す
の
は
、
西

村
が
西
洋
史
の
翻
訳
を
た
く
さ
ん
し
て
お
り
ま
し

た
の
で
、
歴
史
の
中
の
一
国
の
栄
枯
盛
衰
を
十
分

に
勉
強
し
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
戦
争
に
よ
っ
て
何

が
起
こ
る
の
か
、
ど
う
い
う
結
果
に
な
る
の
か
と

い
う
こ
と
を
よ
く
学
ん
で
い
た
こ
と
か
ら
、
戦
争

に
つ
い
て
の
考
え
は
当
時
か
ら
か
な
り
し
っ
か
り

持
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
日
清
戦
争
が

始
ま
っ
た
と
き
に
、
参
戦
す
べ
か
ら
ず
と
い
う
こ

と
を
言
っ
て
、
そ
れ
か
ら
日
清
戦
争
が
終
わ
っ
て

か
ら
は
、
人
心
が
驕
り
高
ぶ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
、
そ
れ
か
ら
株
を
買
っ
た
り
し
て
投
機
的
な
も

の
が
増
え
た
り
、
結
果
的
に
清
国
を
西
洋
に
侵
略

さ
せ
る
機
会
を
与
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ふ
う
な

日
清
戦
争
に
よ
る
失
敗
を
書
い
て
お
り
ま
す
。
侵

略
で
は
な
く
、
世
界
の
国
々
と
平
和
に
外
交
を
や

っ
て
い
く
の
が
よ
り
よ
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
こ
の
『
国
家
道
徳
論
』
お
よ
び
『
続
国
家
道

徳
論
』
で
書
い
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
西
村
の

平
和
思
想
と
い
う
も
の
は
、
当
時
の
知
識
人
が
ど
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れ
ほ
ど
持
っ
て
い
た
の
か
。
国
家
が
道
義
心
を
持

っ
て
、
道
義
国
家
と
し
て
、
道
義
心
を
持
っ
た
国

民
が
大
勢
い
る
よ
う
な
国
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
西
村
の
こ
の
考
え
と
い
う
の
は
当

時
と
し
て
は
非
常
に
進
ん
だ
考
え
方
で
あ
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

日
本
弘
道
会
は
こ
の
西
村
の
思
想
を
「
道
義
国

家
の
建
設
」
と
い
う
理
想
と
し
て
掲
げ
そ
の
実
現

に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

三

西
村
へ
の
評
価

こ
う
し
た
西
村
の
思
想
全
体
に
つ
い
て
の
今
日

的
な
評
価
で
す
が
、
現
在
で
は
、
日
本
弘
道
会
の

顧
問
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
し
た
林
健
太
郎
先

生
も
、
ご
着
任
に
あ
た
っ
て
西
村
研
究
を
若
干
な

さ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
自
分
は
本
当
に
こ
ん
な
立

派
な
人
が
い
た
の
を
知
ら
な
か
っ
た
。
中
村
元
先

生
も
講
演
を
し
て
い
た
だ
い
た
と
き
に
、
あ
の
方

は
松
江
の
ご
出
身
で
、
松
江
に
は
松
平
直
亮
と
い

う
第
三
代
の
会
長
が
つ
く
っ
た
支
会
が
あ
り
ま
し

て
、
大
変
有
力
な
支
会
で
す
が
、
そ
の
支
会
長
を

祖
父
が
や
っ
て
い
た
こ
と
は
知
っ
て
い
た
け
れ
ど

も
、
こ
う
い
う
ふ
う
な
内
容
の
団
体
で
あ
り
西
村

茂
樹
と
い
う
人
物
が
い
た
こ
と
は
知
ら
な
か
っ

た
、
と
両
先
生
と
も
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
り
ま
し

た
。
も
っ
と
も
、
高
坂
正
顕
先
生
が
『
明
治
思
想

史
』
と
い
う
本
の
中
で
、
西
村
は
国
家
主
義
者
で

は
あ
る
が
、
国
粋
主
義
者
で
は
な
い
。
そ
れ
は

『
日
本
道
徳
論
』
を
読
め
ば
、
よ
く
分
か
る
こ
と

な
の
だ
と
評
価
し
て
い
ま
す
。

海
外
で
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
ド
ナ
ル
ド
・

Ｈ
・
シ
ャ
イ
ブ
リ
ー
と
い
う
研
究
者
が
、
戦
後
ア

ジ
ア
学
会
が
開
催
し
た
日
本
の
近
代
化
に
関
す
る

研
究
の
中
で
、
西
村
茂
樹
と
近
代
化
に
つ
い
て
の

儒
教
側
の
見
解
と
い
う
論
文
を
書
い
て
お
り
ま
し

て
、
非
常
に
詳
し
く
西
村
の
思
想
を
ト
レ
ー
ス
し

て
み
る
と
、
こ
れ
は
徳
川
期
に
お
け
る
為
政
者
と

し
て
の
思
想
家
が
、
儒
教
に
基
盤
を
置
き
な
が

ら
、
当
時
の
情
勢
を
勘
案
し
て
、
理
想
主
義
的
な

道
徳
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
一

方
的
な
復
古
主
義
的
な
考
え
方
の
人
で
は
な
い
。

進
歩
的
な
徳
川
期
の
為
政
者
で
あ
り
、
理
想
主
義

者
で
あ
る
と
評
価
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
最
近

で
は
ド
イ
ツ
の
ミ
ュ
ン
ヘ
ン
大
学
の
ア
ジ
ア
文
化

研
究
所
の
ア
ン
ネ
・
ロ
ー
レ
・
ハ
リ
ム
と
い
う
女

性
の
学
者
が
、
西
村
の
書
い
た
『
国
民
訓
』
と
い

う
本
と
『
日
本
道
徳
論
』
を
ド
イ
ツ
語
で
翻
訳
い

た
し
ま
し
て
、
そ
れ
か
ら
そ
の
後
に
、
西
村
茂
樹

と
明
治
期
日
本
に
お
け
る
新
し
い
道
徳
の
構
想
と

い
う
研
究
を
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、
福

沢
と
西
村
と
い
う
の
が
明
治
期
に
お
け
る
、
思
想

界
の
二
つ
の
双
璧
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
お
り
ま

す
。西

村
が
言
っ
た
こ
と
は
、
洋
学
、
西
洋
に
か
ぶ

れ
て
い
た
当
時
の
状
況
か
ら
見
る
と
、
非
常
に
反

動
的
に
見
え
た
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ

が
何
年
か
経
っ
て
静
ま
っ
て
見
る
と
、
西
村
の
言

っ
た
方
向
に
社
会
が
動
い
て
い
っ
て
、
西
村
は
全

体
と
し
て
全
然
変
わ
ら
な
い
の
に
、
社
会
の
方
が

西
村
の
考
え
て
い
る
方
向
に
な
っ
て
き
た
と
い
え

ま
す
。
西
村
の
一
貫
し
た
思
想
と
い
う
も
の
が
、

こ
の
一
つ
の
徳
川
時
代
の
為
政
者
と
し
て
の
現
実

主
義
に
立
脚
し
た
思
想
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
進
歩

的
な
当
時
の
欧
化
思
想
を
し
き
り
に
唱
え
た
実
学

主
義
の
人
た
ち
と
は
違
う
と
い
う
評
価
が
、
今
日

で
は
定
着
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意
味

で
西
村
茂
樹
は
、
最
近
に
な
っ
て
、
戦
後
に
な
っ

て
、
正
当
に
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
で
、
非
常
に
良
か
っ
た
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。
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四

道
徳
教
育
の
課
題
と
展
望

こ
う
し
た
西
村
の
思
想
と
日
本
弘
道
会
の
活

動
、
そ
し
て
私
の
経
験
を
踏
ま
え
ま
し
て
、
最
後

に
道
徳
教
育
の
課
題
に
つ
い
て
お
話
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

明
治
維
新
の
後
に
西
村
が
遭
遇
し
た
よ
う
な
道

徳
教
育
の
不
在
と
い
う
の
が
、
戦
争
に
負
け
て
、

「
教
育
勅
語
」
が
廃
止
に
な
り
ま
し
て
か
ら
、
再

び
日
本
の
社
会
に
道
徳
の
基
準
と
な
る
も
の
が
な

い
空
白
時
代
が
訪
れ
た
わ
け
で
す
。
や
は
り
昭
和

二
十
六
年
に
占
領
か
ら
脱
し
ま
し
て
独
立
国
家
に

な
っ
た
と
き
に
、
道
徳
の
基
準
を
ど
う
す
る
か
と

い
う
意
見
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
当
時

の
教
育
課
程
審
議
会
が
検
討
し
た
結
果
、
教
科
に

し
て
戦
前
の
よ
う
に
「
修
身
」
と
し
て
や
る
と
い

う
ふ
う
な
意
見
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
こ
ま
で

行
か
な
い
で
、
道
徳
の
時
間
を
一
週
間
に
一
時
間

と
っ
て
、
そ
こ
で
教
え
る
ん
だ
と
い
う
特
設
道
徳

と
い
う
提
案
が
昭
和
三
十
三
年
に
実
施
さ
れ
た
わ

け
で
す
。
そ
れ
ま
で
十
三
年
間
、
道
徳
教
育
の
指

針
が
な
か
っ
た
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
で
昭
和
三
十

三
年
に
学
校
教
育
の
中
に
特
設
道
徳
が
一
時
間
設

け
ら
れ
て
、
そ
れ
が
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
わ
け

で
す
。
と
こ
ろ
が
、
道
徳
教
育
と
い
え
ば
修
身
教

育
と
い
う
ふ
う
に
、
す
ぐ
に
短
絡
的
に
考
え
ら
れ

て
、
戦
前
の
天
皇
国
家
中
心
の
修
身
教
育
に
戻
る

ん
だ
と
い
う
ふ
う
な
宣
伝
を
さ
れ
た
り
、
ま
た
道

徳
教
育
は
戦
争
に
つ
な
が
る
と
い
う
ふ
う
な
ス
ロ

ー
ガ
ン
で
反
対
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
て
、
当

時
私
も
文
部
省
に
い
た
の
で
す
が
、
こ
の
「
道
徳

の
時
間
」
の
普
及
活
動
と
い
う
の
は
い
ろ
い
ろ
な

と
こ
ろ
で
行
な
い
ま
し
た
。
そ
の
普
及
活
動
を
す

る
際
に
、
反
対
派
の
教
員
が
受
講
者
が
乗
っ
て
い

る
バ
ス
の
前
に
身
を
投
げ
出
し
て
反
対
す
る
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。
私
が
島
根
県
の
教
育
委
員
会
の

課
長
で
あ
っ
た
と
き
に
も
、
道
徳
教
育
の
普
及
活

動
を
教
育
委
員
会
が
す
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を

ど
こ
で
や
る
か
と
い
う
こ
と
に
非
常
に
苦
心
し

て
、
相
手
の
裏
を
か
い
て
別
の
会
場
で
や
る
と

か
、
そ
の
反
対
運
動
を
心
配
し
な
が
ら
活
動
を
し

た
こ
と
を
覚
え
て
お
り
ま
す
。
道
徳
教
育
に
対
す

る
あ
ら
ゆ
る
異
議
が
、
長
く
続
い
て
い
た
わ
け
で

す
け
れ
ど
も
、
結
局
そ
う
い
う
こ
と
で
し
た
か

ら
、
せ
っ
か
く
つ
く
り
ま
し
た
特
設
の
「
道
徳
の

時
間
」
も
十
分
に
使
わ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
反
省

が
あ
り
ま
す
。
私
が
初
等
中
等
教
育
局
長
に
な
っ

た
と
き
も
そ
う
い
う
実
態
を
調
べ
ま
し
て
、
せ
っ

か
く
つ
く
っ
た
「
道
徳
の
時
間
」
は
し
っ
か
り
や

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
、
道
徳
教
育
を

本
格
的
に
や
ろ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
は
じ
め
に
申
し
ま
し
た
よ
う
に
他
の
教
育

問
題
が
あ
っ
て
な
か
な
か
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
あ
と
国
立
教
育
研
究
所
に
行
き
ま
し
て
、

日
本
弘
道
会
に
も
ま
い
り
ま
し
て
、
特
設
の
「
道

徳
の
時
間
」
だ
け
で
は
だ
め
な
の
だ
と
、
や
っ
ぱ

り
道
徳
と
い
う
教
科
を
設
け
て
、
そ
れ
を
一
番
大

事
な
教
科
な
の
だ
と
い
う
こ
と
で
教
員
も
養
成

し
、
教
科
書
も
つ
く
り
、
評
価
も
し
て
、
き
ち
ん

と
や
っ
た
ほ
う
が
い
い
と
い
う
考
え
に
至
り
ま
し

た
。
そ
し
て
そ
う
い
う
道
徳
の
教
科
化
と
い
う
こ

と
を
ず
っ
と
方
々
で
提
案
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。

平
成
十
八
年
に
教
育
基
本
法
が
改
正
さ
れ
ま
し

て
、
こ
れ
は
長
年
の
念
願
で
あ
っ
た
わ
け
で
す

が
、
そ
の
中
に
豊
か
な
情
操
と
道
徳
心
を
培
う
と

い
う
一
項
が
入
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
そ
れ
ま

で
の
教
育
基
本
法
に
は
な
か
っ
た
表
現
で
あ
り
ま

し
て
、
こ
れ
か
ら
道
徳
教
育
を
し
っ
か
り
や
る
ぞ

と
い
う
、
教
育
基
本
法
を
改
正
し
た
方
々
の
そ
の

気
持
ち
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
か

ら
学
校
教
育
法
が
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
規
範
意
識

の
涵
養
と
か
い
ろ
い
ろ
書
い
て
い
ま
す
。
ま
た
愛
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国
心
の
養
成
の
よ
う
な
こ
と
も
書
い
て
い
ま
す
。

あ
る
い
は
伝
統
文
化
の
尊
重
と
い
う
こ
と
も
書
い

て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
昔
と
違
っ
て
、
よ
う
や
く

最
近
に
な
っ
て
道
徳
教
育
を
考
え
る
環
境
と
い
う

の
は
随
分
と
変
わ
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
け
れ
ど

も
、
実
際
の
学
校
現
場
の
「
道
徳
の
時
間
」
の
指

導
と
い
う
の
は
従
来
と
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
と

い
う
の
も
、
教
科
で
は
な
い
の
で
ど
う
し
て
も
拠

り
ど
こ
ろ
が
な
い
わ
け
で
す
。「
心
の
ノ
ー
ト
」

と
か
い
ろ
い
ろ
な
教
材
を
使
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど

も
、
や
は
り
教
師
が
道
徳
教
育
の
し
っ
か
り
し
た

基
礎
的
な
勉
強
を
大
学
で
教
え
ら
れ
て
お
り
ま
せ

ん
。
小
学
校
で
は
担
任
の
先
生
が
そ
れ
を
や
る
わ

け
で
す
か
ら
、
他
の
教
科
や
事
務
仕
事
も
あ
っ

て
、
本
当
に
道
徳
を
し
っ
か
り
考
え
て
、
真
剣
に

な
っ
て
教
え
る
と
い
う
雰
囲
気
で
は
な
い
。
ま

た
、
そ
も
そ
も
反
対
の
教
員
は
、「
道
徳
の
時
間
」

を
自
習
に
使
う
と
か
他
の
教
科
で
埋
め
る
と
か
と

い
う
こ
と
で
、
せ
っ
か
く
あ
る
一
時
間
の
「
道
徳

の
時
間
」
が
無
駄
に
な
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
悪

用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
況
が
あ
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
を
何
と
か
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ

と
を
ず
っ
と
考
え
て
ま
い
り
ま
し
て
、
や
は
り
こ

れ
は
教
科
と
い
う
形
で
き
ち
ん
と
先
生
が
教
え
る

よ
う
な
形
に
す
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
申

し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
平
成
十
二
年
に
小
渕
元

総
理
の
教
育
改
革
国
民
会
議
が
教
育
を
変
え
る
十

七
の
提
言
と
い
う
の
を
出
し
ま
し
た
。
そ
の
中
の

一
つ
に
教
育
基
本
法
の
改
正
も
あ
っ
た
わ
け
で
す

が
、
も
う
一
つ
に
「
教
師
は
道
徳
を
教
え
る
こ
と

を
た
め
ら
わ
な
い
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
ま
し

て
、
こ
れ
は
ち
ゃ
ん
と
小
学
校
、
中
学
校
で
道
徳

の
教
科
を
つ
く
っ
て
教
え
な
さ
い
と
い
う
提
言
だ

っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
ま
で
い
ろ
ん
な
審
議
会
が

あ
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
明
確
な
提
言

を
し
た
の
が
こ
の
会
議
で
す
。
そ
の
後
に
安
倍
元

総
理
が
つ
く
っ
た
教
育
再
生
会
議
と
い
う
の
が
あ

り
ま
し
た
が
、
こ
れ
も
そ
の
従
来
の
特
設
と
は
異

な
る
新
た
な
教
科
と
し
て
道
徳
を
位
置
づ
け
る
必

要
が
あ
る
と
提
言
を
し
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
こ
れ
が
出
た
と
き
に
中
央
教
育
審
議
会
の
会

長
の
山
崎
正
和
先
生
が
道
徳
教
育
反
対
と
い
う
こ

と
を
中
教
審
の
会
長
と
し
て
記
者
会
見
で
公
言
し

て
し
ま
っ
た
。
で
す
か
ら
道
徳
の
教
科
化
は
中
教

審
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
至
ら

な
か
っ
た
。
非
常
に
残
念
で
、
せ
っ
か
く
の
チ
ャ

ン
ス
が
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
れ

ら
の
議
論
を
踏
ま
え
て
も
、
私
は
道
徳
の
教
科
化

な
し
に
、
こ
れ
か
ら
本
当
の
道
徳
教
育
は
で
き
な

い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
日
本
弘
道
会
で
は
現
在

研
究
事
業
と
し
て
、
日
本
道
徳
教
育
学
会
と
連
携

を
し
て
共
同
研
究
と
い
う
形
で
「
修
身
教
育
の
研

究
」
と
い
う
の
を
ス
タ
ー
ト
し
て
お
り
ま
す
。
五

年
計
画
で
、
も
う
か
な
り
進
ん
で
お
り
ま
す
が
、

こ
の
中
で
や
は
り
戦
前
の
修
身
教
育
の
功
罪
と
い

う
も
の
を
し
っ
か
り
評
価
を
し
て
、
新
た
な
形
で

修
身
と
い
う
教
科
あ
る
い
は
修
身
教
育
の
良
い
と

こ
ろ
、
悪
い
と
こ
ろ
を
十
分
に
検
討
し
て
、
良
い

と
こ
ろ
は
活
か
し
て
、
道
徳
の
教
科
化
に
つ
な
げ

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
う
し
た
学

術
的
な
研
究
が
実
っ
た
と
し
て
も
、
教
育
課
程
の

改
訂
に
は
、
あ
と
十
年
か
か
る
わ
け
で
す
。
こ
の

十
年
間
は
、
今
の
道
徳
の
「
学
習
指
導
要
領
」
で

や
っ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
そ
の
間
が
本
当
に
心

配
で
す
。

で
す
か
ら
道
徳
を
教
科
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
を
不
断
に
言
い
続
け
な
け
れ
ば
、

十
年
後
に
も
教
科
に
な
る
こ
と
は
非
常
に
難
し
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
私
は
こ
れ
か
ら
も
、
い
ろ
ん

な
形
で
こ
れ
を
呼
び
か
け
て
い
き
た
い
と
考
え
て
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い
ま
す
。
文
科
省
の
後
輩
な
ん
か
に
も
こ
の
こ
と

を
言
う
ん
で
す
が
、
中
教
審
が
取
り
上
げ
な
い
よ

う
な
テ
ー
マ
で
す
か
ら
な
か
な
か
前
進
す
る
こ
と

は
難
し
い
。
や
は
り
、
教
育
改
革
国
民
会
議
や
、

教
育
再
生
会
議
が
提
言
し
た
そ
う
い
う
実
績
が
残

っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
も
の
を
も

と
に
し
て
、
あ
ら
た
め
て
こ
う
し
た
議
論
を
盛
り

上
げ
て
い
こ
う
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
息
の
長
い

話
な
ん
で
す
が
、
そ
ん
な
わ
け
で
、
日
本
弘
道
会

と
し
て
は
、
い
ろ
ん
な
活
動
を
し
て
お
り
ま
す

が
、
一
つ
は
、「
公
徳
心
の
育
成
」
と
い
う
活
動
、

こ
れ
は
支
会
を
中
心
に
行
っ
て
お
り
ま
し
て
、
三

回
ほ
ど
ま
と
め
と
し
て
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
や
り
ま
し

た
。
道
徳
と
い
う
言
葉
よ
り
も
公
徳
心
と
い
う
一

つ
の
社
会
道
徳
的
な
入
り
や
す
い
表
現
で
地
域
社

会
と
連
携
し
な
が
ら
や
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
社
会
の
風
俗
を
善
く
し
て
い
く
よ
う
な

町
の
環
境
づ
く
り
を
や
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
か

ら
朝
の
読
書
運
動
で
す
が
、
こ
れ
は
学
校
で
授
業

前
に
朝
十
分
間
読
書
を
す
る
と
い
う
運
動
で
し

て
、
こ
れ
は
非
常
に
速
い
ス
ピ
ー
ド
で
広
ま
り
ま

し
た
。
授
業
が
始
ま
る
前
に
子
ど
も
た
ち
が
、
好

き
な
本
を
読
む
、
黙
読
す
る
わ
け
で
す
。
先
生
も

読
む
。
そ
う
い
う
運
動
が
支
会
の
あ
る
地
域
を
中

心
に
浸
透
し
て
、
か
な
り
の
学
校
が
や
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
一
番
盛
ん
な
の
は
島
根
県
の
松
江

市
で
、
市
の
教
育
委
員
会
が
普
及
に
取
り
組
ん
で

お
り
ま
し
た
か
ら
、
非
常
に
早
く
成
果
が
上
が
っ

て
お
り
ま
す
。

こ
う
い
う
ふ
う
に
い
ろ
ん
な
形
で
日
本
弘
道
会

と
し
て
、
提
言
を
し
た
り
、
研
究
活
動
や
教
育
活

動
を
し
て
、
息
長
く
道
徳
教
育
の
振
興
を
や
っ
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
本
日
は
ご
清
聴

い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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