
SERIAL〈連載〉

正
し
さ
と
優
し
さ
の
調
和
に
向
け
て

モ
ラ
ロ
ジ
ー
を
学
習
さ
れ
て
い
る
皆
様

に
お
な
じ
み
の「
正
義
と
慈
悲
」と
い
う
言

葉
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
簡
単
に
言
い
換

え
れ
ば
、「
正
し
さ
と
優
し
さ
」と
い
う
こ

と
で
す
。
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
の
創
立
者
・

廣
池
千
九
郎（
一
八
六
六
〜
一
九
三
八
）は
、
正

し
さ
と
優
し
さ
の
調
和
を
い
か
に
し
て
図

る
の
か
、
と
い

う
課
題
を
自
ら

の
生
き
方
、
そ

し
て
社
会
問
題

に
応
用
し
た
人

で
あ
っ
た
と
言

え
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

本
稿
で
は
、

廣
池
自
身
の
研
究
と
体
験
を
紹
介
し
た
あ

と
、
事
態
の
切
迫
す
る
現
代
の
諸
問
題
に

対
し
て
、
正
し
さ
と
優
し
さ
の
調
和
と
い

う
視
点
か
ら
切
り
込
む
重
要
性
を
述
べ
た

い
と
思
い
ま
す
。

廣
池
千
九
郎
の
正
義
と
慈
悲

廣
池
は
、
大
正
元
年（
一
九
一
二
）に
東
洋

法
制
史
の
研
究
で
法
学
博
士
の
学
位
を
取

得
し
ま
し
た
。
そ
の
一
連
の
研
究
の
な
か

で
主
と
し
て
掴
み
と
っ
た
も
の
が
、
東
洋

と
西
洋
の
法
律
に
一
貫
し
て
見
ら
れ
る「
正

義
」と
い
う
物
事
の
判
断
基
準
で
し
た
。
一

方
の「
慈
悲
」に
つ
い
て
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。
廣
池
は
、
日
本
皇
室
の
研
究
を
進

め
る
な
か
で
、
天
照
大
神
の
精
神
に
慈
悲

の
源
を
発
見
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
に
加
え
て
、
廣
池
自
身
の
身
体
上・

精
神
上
の
体
験
も
注
目
さ
れ
ま
す
。
明
治

四
十
二
年（
一
九
〇
九
）頃
か
ら
、
そ
れ
ま
で

の
積
年
の
苦
学
が
健
康
を
害
し
神
経
衰
弱

に
陥
り
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
が
一
つ
の
動

機
と
な
り
、
心
を
宗
教
に
向
け
る
こ
と
に

よ
り
、
結
果
と
し
て
慈
悲
心
を
体
得
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
正
義
と
慈
悲
は
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
文
脈
を
背
景
に
浮
上
し
て
き
た

の
で
す
が
、
廣
池
自
身
は
生
涯
、
一
貫
し

て
正
義
と
慈
悲
の
調
和
を
念
頭
に
行
動
し

ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
は
最
終
的

に
は
後
進
に
託
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
す
。
例
え
ば
、
現
在
の
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研

究
所
が
発
行
し
て
い
る
改
訂『
テ
キ
ス
ト 

モ
ラ
ロ
ジ
ー
概
論
』（
二
〇
一
五
年
）の
第
二

部
第
六
章
は
、「
正
義
と
慈
悲
」で
構
成
さ

れ
て
お
り
、
廣
池
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

現
代
ま
で
届
い
て
い
る
良
い
例
だ
と
言
え

る
で
し
ょ
う
。

現
代
の
諸
問
題
に
切
り
込
む

現
代
社
会
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
、

正
義
と
慈
悲
の
調
和
の
あ
り
方
が
問
わ
れ

て
い
ま
す
。
身
近
な
人
間
関
係
や
地
域
社

会
で
の
ト
ラ
ブ
ル
、
会
社
組
織
で
の
振
る

舞
い
方
、
国
際
社
会
で
の
自
国
の
立
ち
位

置
、
そ
し
て
地
球
環
境
問
題
に
至
る
ま
で
、

「
正
し
さ
」だ
け
で
も
、
あ
る
い
は「
優
し

さ
」だ
け
で
も
立
ち
ゆ
か
な
い
課
題
が
山

積
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
各
々

の
場
面
で
、
正
し
さ
と
優
し
さ
の
調
和
を

い
か
に
図
る
の
か
、
と
い
う
視
点
が
効
果

的
で
あ
り
、
一
つ
ひ
と
つ
の
事
柄
を
具
体

的
に
考
え
善
処
し
て
い
く
こ
と
で
、
希
望

あ
る
未
来
を
切
り
拓
い
て
い
け
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

本
稿
に
つ
い
て
の
詳
し
い
内
容
は
、『
モ

ラ
ロ
ジ
ー
研
究
』第
八
十
三
号（
二
〇
一
九
年

八
月
）に
掲
載
の
拙
稿「
廣
池
千
九
郎
に
お

け
る
正
義
と
慈
悲
Ⅰ

―
先
行
研
究
の
整

理
と
評
価
／
正
義
と
慈
悲
総
論
①
」を
ご

覧
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
読
者
の
皆

様
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
け
る
こ
と
を

楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。

研究の
現場から
道徳科学研究センターの

研究動向

正
し
さ
と
優
し
さ
を
い
か
に

調
和
さ
せ
る
か
？ 

―
―
正
義
と
慈
悲
の
研
究

道
徳
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー
人
間
学
研
究
室 

研
究
員

竹た
け

中な
か 

信し
ん

介す
け
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