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三
月
二
十
一
日
、「
道
徳
科
学
研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム

in東
海
」（
主
催
：
東
海
ブ
ロ
ッ
ク
／
道
徳
科
学
研
究
セ
ン

タ
ー
〈
現
・
道
徳
科
学
研
究
所
〉）を
、
中
日
本
生
涯
学

習
セ
ン
タ
ー
で
開
催
し
ま
し
た
。
今
回
は
、
会
場
参

加
と
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
を
併
用
し
て
行
い
、
合
計
百

四
十
四
名
が
集
い

ま
し
た
。

は
じ
め
に
、
西に

し

岡お
か

力つ
と
む

教
授
が
、「
平

成
時
代
に『
過
去

の
日
本
た
た
き
』

が
広
が
っ
た
理

由
」と
題
し
て
基

調
講
演
を
行
い
ま

し
た
。

西
岡
教
授
は
、

平
成
が
始
ま
っ
た

一
九
八
九
年
前
後

は
、
世
界
に
と
っ

て
激
動
の
時
代
で

あ
り
、
そ
の
時
代
に

な
っ
て「
な
ぜ
日
本
叩

き
が
始
ま
っ
た
の
か
」

を
学
ぶ
こ
と
が
、
令
和

の
時
代
に
私
た
ち
自
身

が
ど
う
生
き
た
ら
よ
い

か
を
考
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
歴
史
認
識
は
国
に

よ
っ
て
違
っ
て
当
然
で
あ
る
の
に
、平
成
の
時
代
は
、

日
本
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
か
ら
出
た
誤
報
を
中
国
や
韓

国
が
取
り
上
げ
、外
交
問
題
に
発
展
さ
せ
る
と
い
う
、

反
国
家
主
義
的
思
想
が
日
本
を
次
第
に
蝕む

し
ば

ん
で
き

た
。
私
た
ち
は
そ
の
よ
う
な
風
潮
を
改
め
、「
伝
統

を
守
る
」と
か「
先
人
を
尊
敬
す
る
」と
い
っ
た
道
徳

的
価
値
観
を
大
切
に
し
て
、
一
歩
ず
つ
人
類
の
普
遍

的
価
値
で
あ
る「
自
由
」「
民
主
主
義
」「
法
の
支
配
」

を
世
界
に
広
げ
、
共
有
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な「
漸
進
主
義
的
文
明
論
」が
こ
れ
か

ら
は
重
要
で
あ
り
、
そ
れ
が
モ
ラ
ロ
ジ
ー
を
通
じ
て

廣
池
千
九
郎
が
示
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
と
通
ず
る
の

で
は
な
い
か
と
述
べ
ま
し
た
。

ジ
ェ
イ
ソ
ン
・
モ
ー
ガ
ン
客
員
研
究
員
は
、
西
岡

教
授
の
講
演
を
受
け

て
、
ア
メ
リ
カ
で
は
日

本
以
上
に「
反
国
家
」

「
反
民
族
」な
ど
の「
主

流
派
は
悪
で
あ
る
」と

す
る
思
想
が
広
が
っ
て

お
り
、
軍
隊
教
育
の
中
で
も
反
米
教
育
が
行
わ
れ
る

と
い
う
、
恐
る
べ
き
状
況
が
進
ん
で
い
る
。

そ
し
て「
反
国
家
主
義
」と「
超
国
家
主
義
」が
つ

な
が
り
、
中
国
の
ス
パ
イ
が
政
界
や
経
済
界
の
中
心

人
物
と
手
を
結
ん
で
い
る
と
い
う
事
実
を
知
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
ま
し
た
。

川か
わ

久く

保ぼ

剛つ
よ
し

主
任
研
究
員
は
、
二
人
の
発
表
を
受
け

て
、
こ
れ
か
ら
の
学
校

教
育
で「
ど
の
よ
う
に

道
徳
教
育
を
推
進
し
て

い
く
べ
き
か
」と
い
う

点
を
問
題
に
し
、
現
在

の
学
習
指
導
要
領
の
記

述
を
改
め
、
市
民
の
徳
を
涵か

ん

養よ
う

す
る
シ
チ
ズ
ン
シ
ッ

プ
教
育
・
主
権
者
教
育
を
推
進
す
べ
き
だ
と
説
き
ま

し
た
。

そ
の
後
の
全
体
討
論
で
は
、
会
場
や
オ
ン
ラ
イ
ン

参
加
者
か
ら
の
質
問
も
交
え
な
が
ら
、
三
名
の
登
壇

者
と
の
間
で
熱
い
意
見
交
換
が
行
わ
れ
、
充
実
し
た

研
究
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
な
り
ま
し
た
。
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史
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催
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