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幼
児
期
に
お
け
る
道
徳
教
育
及
び
宗
教
教
育
―
「
利
他
」
の
心
を
育
て
る
―
　
　

　
　
　

　
　
　

仏
教
文
化
研
究
所
兼
任
研
究
員　
　

山
室
　
吉
孝

　
　
は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
平
成
２
９
年
６
月
１
０
日
（
土
）
に
、
「
仏
教
に
学
ぶ
保
育
の
原
点
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
行
わ
れ
た
平
成
２
９
年
度
仏
教
文

化
研
究
所
の
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
筆
者
の
報
告
を
も
と
に
、
大
幅
に
加
筆
修
正
を
行
い
、
書
き
上
げ
た
も
の
で
あ
る
。
当
日
の

筆
者
の
報
告
の
タ
イ
ト
ル
は
、
「
幼
児
期
に
お
け
る
道
徳
教
育
」
で
あ
る
。

　

平
成
２
９
年
３
月
３
１
日
に
文
部
科
学
省
が
新
し
い
「
幼
稚
園
教
育
要
領
」
を
告
示
し
た
。

　

そ
の
第
１
章
「
総
則
」
の
第
２
は
、
「
幼
稚
園
教
育
に
お
い
て
育
み
た
い
資
質
・
能
力
及
び
『
幼
児
期
の
終
わ
り
ま
で
に
育
っ
て
ほ
し

い
姿
』
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
資
質
・
能
力
」
と
は
、
「
幼
稚
園
教
育
要
領
」
の
第
１
章
「
総
則
」
の
第
２
の
１
の
中

に
、
幼
稚
園
に
お
い
て
育
っ
て
も
ら
い
た
い
「
生
き
る
力
の
基
礎
」
と
な
る
も
の
で
、
「
知
識
及
び
技
能
の
基
礎
」
、
「
思
考
力
、
判
断

力
、
表
現
力
等
の
基
礎
」
、
お
よ
び
「
学
び
に
向
う
力
、
人
間
性
等
」
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
第
２
の
３
と
し
て
、
「
次
に
示
す
『
幼
児
期
の
終
わ
り
ま
で
に
育
っ
て
ほ
し
い
姿
』
は
、
第
２
章
に
示
す
ね
ら
い
及
び
内
容
に
基

づ
く
活
動
全
体
を
通
し
て
資
質
・
能
力
が
育
ま
れ
て
い
る
幼
児
の
幼
稚
園
修
了
時
の
具
体
的
な
姿
で
あ
り
、
教
師
が
指
導
を
行
う
際
に
考

慮
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
項
目
が
あ
る
。

　

そ
の
項
目
の
四
番
目
の
（
４
）
は
「
道
徳
性
・
規
範
意
識
の
芽
生
え
」
で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
、
第
２
の
『
幼
児
期
の
終
わ
り
ま
で
に
育
っ
て
ほ
し
い
姿
』
と
し
て
示
さ
れ
た
１
０
項
目
の
内
の
一
つ
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
１
章
「
総
則
」
の
第
２
の
３
の
（
４
）
「
道
徳
性
・
規
範
意
識
の
芽
生
え
」
の
項
目
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
、
次

の
よ
う
な
詳
し
い
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「
友
達
と
様
々
な
体
験
を
重
ね
る
中
で
、
し
て
よ
い
こ
と
や
悪
い
こ
と
が
分
か
り
、
自
分
の
行
動
を
振
り
返
っ
た
り
、
友
達
の
気

持
ち
に
共
感
し
た
り
し
、
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
行
動
す
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
決
ま
り
を
守
る
必
要
性
が
分
か
り
、
自
分
の

気
持
ち
を
調
整
し
、
友
達
と
折
り
合
い
を
付
け
な
が
ら
、
き
ま
り
を
つ
く
っ
た
り
、
守
っ
た
り
す
る
よ
う
に
な
る
。
」

　

こ
の
よ
う
な
「
道
徳
性
・
規
範
意
識
」
を
育
成
す
る
と
な
れ
ば
、
小
学
校
以
降
で
あ
れ
ば
、
道
徳
教
育
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
、
道
徳
教
育
と
い
う
と
、
教
師
が
生
徒
に
行
う
べ
き
内
容
を
教
え
、
行
わ
せ
る
賞
罰
に
よ
る
指
導
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
人
が
少
な
く

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
幼
稚
園
教
育
要
領
」
の
中
に
は
、
「
友
達
と
様
々
な
体
験
を
重
ね
る
中
で
、
し
て
よ
い
こ
と
や
悪

い
こ
と
が
分
か
り
、
自
分
の
行
動
を
振
り
返
っ
た
り
、
友
達
の
気
持
ち
に
共
感
し
た
り
し
、
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
」
と
か
、
「
決
ま
り

を
守
る
必
要
性
が
分
か
り
、
自
分
の
気
持
ち
を
調
整
し
、
友
達
と
折
り
合
い
を
付
け
な
が
ら
」
（
波
線
は
著
者
）
な
ど
の
表
現
が
さ
れ
て

い
る
。

　

つ
ま
り
、
園
児
に
他
律
的
に
身
に
付
け
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
園
児
が
自
ら
「
分
か
り
」
、
「
振
り
返
っ
た
り
」
、

「
共
感
し
た
り
」
す
る
な
ど
し
て
、
自
律
的
に
道
徳
性
や
規
範
意
識
の
芽
生
え
が
身
に
付
く
よ
う
に
配
慮
す
べ
き
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
「
幼
児
の
主
体
的
な
活
動
」
を
重
視
し
、
「
遊
び
を
通
し
て
の
指
導
を
中
心
と
し
て
」
、
「
総
合
的
に
達
成
さ
れ
る
よ
う
に

す
る
」
と
い
っ
た
、
「
幼
稚
園
教
育
要
領
」
に
お
け
る
基
本
的
な
理
念
で
あ
る
幼
児
の
主
体
性
を
大
切
に
し
た
考
え
方
と
適
合
し
て
い

る
。

　

繰
り
返
す
が
、
賞
罰
に
よ
る
指
導
に
よ
っ
て
「
為
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
道
徳
行
為
を
行
う
」
よ
う
に
教
育
す
る
の
で
は
な
く
、
子
ど

も
が
主
体
的
に
必
要
性
に
気
が
付
い
た
り
、
考
え
た
り
し
て
道
徳
行
為
が
取
れ
る
よ
う
に
教
育
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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そ
の
た
め
に
は
、
教
師
に
よ
る
強
制
や
命
令
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
脅
し
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
行
動
を
取
ら
せ
る
の
で
は
な
く
、

主
体
的
に
子
ど
も
が
進
ん
で
行
う
よ
う
な
「
心
」
を
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
知
っ
て
い
る
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
ま

で
教
え
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

『
科
学
』
と
い
う
雑
誌
の
「
利
他
の
心
の
進
化
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
論
文
に
、
長
谷
川
眞
理
子
氏
は
、
「
物
体
は
他
か
ら
力
を
加
え

ら
れ
た
と
き
に
動
く
の
だ
が
、
他
者
を
動
か
す
の
は
、
他
者
の
『
心
』
で
あ
り
、
そ
の
心
が
持
つ
『
欲
求
』
や
『
意
図
』
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
長
谷
川
眞
理
子
著
、
「
利
他
の
心
の
進
化
」
、
『
科
学
』
、vol.81

、N
o1

、Jan.　

岩
波
書
店
、

２
０
１
１
年
、
８
０
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
「
生
物
に
は
『
心
』
が
あ
り
、
そ
の
心
の
状
態
（
欲
求
や
意
図
の
あ
り
方
）
に
応
じ
て
行
動
す
る
と
認
識
」
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
子
ど
も
に
挨
拶
を
す
る
よ
う
に
躾
を
す
る
時
に
は
、
挨
拶
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
、
こ
の
よ
う
に
し
な
さ
い
と
強
要
し

て
も
、
表
面
的
に
は
出
来
て
も
、
挨
拶
の
心
ま
で
は
育
た
な
い
。
心
か
ら
挨
拶
が
出
来
る
よ
う
に
躾
を
す
る
た
め
に
は
、
挨
拶
の
心
で
あ

る
「
親
愛
の
情
」
や
、
「
尊
敬
の
念
」
を
育
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
形
か
ら
で
は
な
く
、
ま
ず
「
心
」
を
育
て
る
た
め
に
、
幼
稚
園
で
は
、
子
ど
も
に
挨
拶
を
教
え
る
時
に
は
、
子
ど
も
と
一

緒
に
遊
び
、
親
し
み
を
感
じ
て
も
ら
い
、
先
生
自
ら
笑
顔
で
出
迎
え
、
親
し
み
を
込
め
て
子
ど
も
の
「
モ
デ
ル
」
と
し
て
挨
拶
す
る
よ
う

に
心
掛
け
る
の
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
子
ど
も
に
先
生
に
対
す
る
「
親
愛
の
情
」
を
芽
生
え
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
子
ど
も
が
自
ら
先
生
の
よ
う
な
挨
拶
を
模

倣
し
、
徐
々
に
大
人
が
行
う
よ
う
な
挨
拶
を
身
に
付
け
て
い
く
よ
う
に
援
助
、
指
導
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
（
４
）
「
道
徳
性
・
規
範
意
識
の
芽
生
え
」
の
項
目
は
、
『
大
辞
林
』
（
松
村
明
編
者
、
『
大
辞
林
』
、
三
省
堂
、
１
９
９
２

年
、
１
７
０
７
頁
）
の
「
道
徳
」
の
項
目
の
説
明
の
中
に
あ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
「
人
間
相
互
の
関
係
を
規
定
す
る
も
の
」
で
あ
る
。
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す
な
わ
ち
、
「
相
手
の
立
場
に
立
っ
て
行
動
す
る
」
や
、
「
友
達
と
折
り
合
い
を
付
け
な
が
ら
」
と
い
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
自
分
も
、
相
手
も
あ
る
い
は
友
達
も
、
み
ん
な
が
納
得
し
て
行
え
る
行
動
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
項
目
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
問
題
な
の
は
、
同
じ
第
２
の
３
の
（
５
）
の
「
社
会
生
活
と
の
関
わ
り
」
の
項
目
で
あ
る
。
こ
の
項
目
に
は
、
以
下
の
よ

う
な
説
明
が
入
っ
て
い
る
。

「
家
族
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
気
持
ち
を
持
つ
と
と
も
に
、
地
域
の
身
近
な
人
と
触
れ
合
う
中
で
、
人
と
の
様
々
な
関
わ
り
方

に
気
付
き
、
相
手
の
気
持
ち
を
考
え
て
関
わ
り
、
自
分
が
役
に
立
つ
喜
び
を
感
じ
、
地
域
に
親
し
み
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
」

　

問
題
な
の
は
、
こ
の
説
明
の
中
に
あ
る
「
自
分
が
役
に
立
つ
喜
び
を
感
じ
」
と
い
う
文
章
で
あ
る
。

　

こ
の
部
分
は
、
ま
さ
に
倫
理
的
な
「
徳
」
で
あ
る
「
利
他
」
の
心
で
あ
る
。
「
利
他
」
と
は
、
「
他
者
の
利
益
の
た
め
に
行
動
す
る
こ

と
」
で
あ
る
。
確
か
に
、
「
利
他
」
は
、
多
く
の
宗
教
や
道
徳
、
哲
学
で
見
出
さ
れ
る
黄
金
律
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
教
育
の
領
域
区
分

か
ら
判
断
し
た
ら
、
道
徳
教
育
ば
か
り
で
は
な
く
、
宗
教
教
育
に
も
関
わ
っ
て
く
る
と
考
え
る
。

　

こ
こ
で
問
題
と
考
え
る
の
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
利
他
」
の
行
動
を
取
る
よ
う
に
教
育
す
る
か
で
あ
る
。
ま
し
て
幼
児
期
の
子
ど
も

に
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
、
こ
の
よ
う
な
「
心
」
を
育
て
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

本
論
文
は
、
「
利
他
」
と
は
何
か
。
ま
た
、
「
利
他
」
の
「
心
」
を
育
て
る
た
め
に
は
、
「
幼
稚
園
指
導
要
領
」
の
指
導
方
針
に
従
い

な
が
ら
、
ど
の
よ
う
な
援
助
・
指
導
が
幼
児
期
の
子
ど
も
に
必
要
で
あ
る
の
か
を
考
察
し
た
。

　
　
一
、
「
利
他
」
と
は
何
か

　

花
園
大
学
教
授
で
あ
る
佐
々
木
閑
氏
に
よ
る
と
、
「
他
者
の
利
益
を
思
う
心
」
を
「
慈
悲
」
と
呼
び
、
釈
尊
は
、
ま
さ
に
慈
悲
の
心
を

持
っ
て
、
他
者
の
た
め
に
布
教
活
動
を
行
っ
た
人
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
（
佐
々
木
閑
著
、
「
仏
教
に
お
け
る
『
利
他
』
の
二
つ
の
概
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念
」
、
『
科
学
』
、vol.81,N

o1,Jan. 2011. 

岩
波
書
店
、
６
６
頁
）

し
か
も
、
梅
原
猛
氏
は
、
釈
尊
が
自
ら
の
教
え
の
中
で
一
番
大
切
な
も
の
と
し
た
の
が
「
慈
悲
の
心
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
（
梅
原
猛

著
、
『
梅
原
猛
の
授
業　

仏
教
』
、
朝
日
新
聞
社
、
２
０
０
６
年
、
６
８
頁
）

釈
尊
は
、
次
の
よ
う
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
。

『
あ
た
か
も
、
母
性
が
そ
の
ひ
と
り
子
を
お
の
が
命
に
代
え
て
ま
も
る
が
ご
と
く
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
う
え
に
か
ぎ
り
な
き

慈
し
み
の
思
い
を
そ
そ
げ

ま
た
一
切
の
世
間
に
た
い
し
て
か
ぎ
り
な
き
慈
し
み
の
思
い
を
そ
そ
げ

上
に
も
、
下
に
も
、
ま
た
四
方
に
も
う
ら
み
な
く
、
敵
意
な
く
、
た
だ
慈
し
み
を
の
み
そ
そ
げ
』

　

梅
原
氏
に
よ
れ
ば
、
釈
尊
は
、
我
が
子
を
愛
す
る
母
親
の
よ
う
に
す
べ
て
の
人
に
「
慈
し
み
の
心
」
を
さ
さ
げ
る
よ
う
な
人
生
を
送
る

よ
う
に
説
い
て
い
る
と
し
て
い
る
。
（
梅
原
猛
著
、
６
８
頁
）

　

キ
リ
ス
ト
教
の
『
聖
書
』
（
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
書
２
２
：
３
９
）
に
も
、
「
イ
エ
ス
は
、
神
を
愛
す
る
こ
と
と
と
も
に
、
こ
の
隣
人

へ
の
愛
こ
そ
も
っ
と
も
た
い
せ
つ
な
戒
め
だ
と
教
え
た
。
」
「
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
キ
リ
ス
ト

も
、
「
利
他
」
に
通
じ
る
「
隣
人
愛
」
を
説
い
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
『
広
辞
苑
』
（
新
村
出
偏
、
『
広
辞
苑
』
、
第
６
版
、
２
０
０
８
年
、
２
３
１
４
頁
）
の
「
利
他
」
の
項
目
に
、
「
①
自

分
を
犠
牲
に
し
て
他
人
に
利
益
を
与
え
る
こ
と
」
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
②
〔
仏
〕
に
は
「
人
々
に
功
徳
・
利
益
（
り
や
く
）
を
施
し
て

済
度
す
る
こ
と
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
で
あ
る
と
私
が
考
え
た
と
こ
ろ
は
、
①
の
「
自
分
を
犠
牲
に
し
て
」
の
言
葉
が
②
で
は
な
い
こ

と
で
あ
る
。

　

『
大
辞
林
』
（
松
村
明
編
者
、
三
省
堂
、
１
９
９
２
年
、
２
５
３
３
頁
）
に
も
、
「
利
他
」
と
は
、
①
と
し
て
は
「
自
分
を
犠
牲
に
し

て
も
他
人
の
利
益
を
図
る
こ
と
」
と
あ
り
、
「
自
己
犠
牲
」
の
記
述
が
あ
る
。
し
か
し
、
②
《
仏
教
》
で
は
、
「
自
分
の
善
行
の
功
徳
に
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よ
っ
て
他
者
を
救
済
す
る
こ
と
」
と
し
て
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
自
己
犠
牲
」
の
文
字
は
な
い
。

　

『
岩
波
哲
学
・
思
想
事
典
』
（
廣
松
渉
他
編
者
、
岩
波
書
店
、
１
９
９
８
年
、
ｐ
．
１
６
８
０
）
に
は
、
「
利
他
主
義
は
、
自
己
の
利

益
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
も
他
人
の
利
益
・
幸
福
を
求
め
る
べ
き
だ
と
す
る
主
張
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
自
己
の
利
益
を
犠

牲
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
『
日
本
語
大
辞
典
』
（
梅
棹
忠
夫
他
監
修
、
『
日
本
語
大
辞
典
』
、
第
二
版
、
講
談
社
、
１
９
９
６
年
、
２
２
８
９
頁
）
に

は
、
②
《
仏
教
》
に
は
、
「
自
分
の
功
徳
の
た
め
に
修
行
す
る
こ
と
よ
り
、
他
の
人
々
の
救
済
を
優
先
す
る
こ
と
」
と
あ
る
。
「
自
分
の

功
徳
の
た
め
に
修
行
す
る
こ
と
よ
り
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
自
己
犠
牲
」
を
含
む
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

つ
ま
り
、
「
利
他
」
の
意
味
を
「
自
己
犠
牲
」
を
含
ん
だ
も
の
と
し
て
捉
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
利
他
」
の
行
動
を
取
る
よ
う
に
援

助
・
指
導
す
る
た
め
に
は
、
「
利
他
」
の
「
自
分
を
犠
牲
に
し
て
、
他
人
の
利
益
の
た
め
に
行
動
す
る
」
「
心
」
を
育
て
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
子
ど
も
に
自
分
の
命
を
大
切
に
す
る
こ
と
を
教
え
る
に
は
、
人
間
に
は
「
自
己
保
存
の
本
能
」
が
あ
る
た
め
に
、
す
な
わ

ち
誰
も
自
己
の
生
命
を
保
存
し
発
展
さ
せ
よ
う
と
す
る
本
能
が
あ
る
た
め
に
、
子
ど
も
に
納
得
し
て
も
ら
え
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
い

こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
「
利
他
」
は
、
「
自
己
保
存
の
本
能
」
を
抑
制
し
、
「
自
分
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
」
を
行
使
す
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

『
現
代
倫
理
学
事
典
』
（
大
庭
健
編
集
代
表
、
弘
文
堂
、
２
０
０
６
年
、
８
５
７
頁
）
の
「
利
己
主
義
／
利
他
主
義
」
の
項
目
に
、
以

下
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

仁
愛
や
隣
人
愛
は
通
常
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
倫
理
的
な
『
徳
』
と
し
て
推
奨
さ
れ
る
が
、
『
自
己
保
存
』
が
一
概
に
否
定
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
自
己
愛
や
自
己
利
益
も
ま
た
必
ず
し
も
常
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
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す
な
わ
ち
、
「
仁
愛
や
隣
人
愛
」
は
、
時
に
は
「
自
己
保
存
の
本
能
」
を
脅
か
す
こ
と
を
敢
え
て
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
や
は
り

「
自
己
保
存
の
本
能
」
は
必
ず
し
も
否
定
す
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
自
己
の
利
益
」
も
必
ず
し
も
否
定
す
る

こ
と
は
な
い
と
考
え
る
。

　

そ
の
た
め
、
「
利
他
」
の
「
自
分
を
犠
牲
に
し
て
、
他
人
に
利
益
を
与
え
る
」
「
心
」
を
育
て
る
こ
と
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
と

思
わ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
佐
々
木
氏
は
、
「
釈
迦
の
言
う
利
他
」
は
、
「
自
己
犠
牲
で
は
な
い
」
と
論
じ
て
い
る
。
（
佐
々
木
著
、
６
７
頁
）

　

佐
々
木
氏
に
よ
れ
ば
、
「
釈
迦
は
、
『
こ
の
世
に
は
、
私
た
ち
を
救
済
し
て
く
れ
る
不
可
思
議
な
絶
対
者
な
ど
い
な
い
の
だ
か
ら
、
悟

り
へ
の
道
は
、
私
が
や
っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
各
人
が
自
分
で
歩
む
し
か
な
い
。
私
は
、
そ
の
道
を
最
初
に
歩
い
た
先
輩
と
し
て
み
な

を
指
導
す
る
。
そ
れ
が
私
に
で
き
る
唯
一
の
利
他
行
だ
』
と
考
え
た
と
し
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
釈
迦
の
「
み
な
を
指
導
す
る
」
こ
と

は
、
他
者
の
た
め
の
活
動
で
は
あ
る
が
、
「
自
己
犠
牲
」
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
（
同
書
、
６
７
頁
）

　

佐
々
木
氏
に
よ
れ
ば
「
釈
尊
の
死
後
４
０
０
～
５
０
０
年
す
る
と
、
そ
の
仏
教
が
変
質
」
し
、
「
大
乗
仏
教
」
と
い
う
新
し
い
流
れ
の

仏
教
が
現
れ
た
。
そ
の
「
大
乗
仏
教
」
は
、
「
自
己
犠
牲
」
が
利
他
の
条
件
と
な
り
、
『
自
己
犠
牲
を
と
も
な
わ
な
い
、
単
な
る
教
育
と

し
て
の
利
他
は
に
せ
も
の
で
あ
る
。
大
乗
の
利
他
こ
そ
が
本
当
の
意
味
で
も
慈
悲
だ
』
と
い
っ
て
釈
迦
本
来
の
仏
教
を
貶
め
た
」
と
し
て

い
る
。
（
同
書
、
６
７
頁
）

　

本
稿
で
は
、
佐
々
木
氏
の
解
釈
に
賛
同
す
る
立
場
を
取
る
。

　

な
ぜ
な
ら
ば
、
釈
迦
は
そ
も
そ
も
人
の
あ
ら
ゆ
る
苦
し
み
か
ら
解
放
さ
れ
、
真
の
幸
福
を
得
る
た
め
に
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
を
探
る

た
め
に
、
出
家
し
、
悟
り
を
開
い
た
と
云
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
自
己
犠
牲
の
無
理
強
い
を
説
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。

　

日
本
の
天
台
宗
の
開
祖
で
あ
る
最
澄
伝
教
大
師
の
言
葉
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
「
自
利
と
は
利
他
を
い
ふ
」
の
言
葉
も
、
自
己
犠
牲
を
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提
唱
し
た
も
の
で
は
な
く
、
「
自
利
」
と
「
利
他
」
は
ま
っ
た
く
の
別
物
で
は
な
く
、
利
他
の
実
践
が
そ
の
ま
ま
自
分
の
幸
福
な
の
で
あ

る
こ
と
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

ま
た
、
キ
リ
ス
ト
の
「
隣
人
愛
」
も
、
「
隣
人
を
自
分
の
よ
う
に
愛
し
な
さ
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
自
分
を
愛
す
る
よ
う
に

隣
人
を
愛
す
る
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
っ
て
、
「
自
己
犠
牲
」
を
必
ず
し
も
前
提
に
し
て
隣
人
を
愛
す
る
こ
と
を
説
い
た
の
で
は
な
い
と

考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
自
己
愛
」
を
前
提
に
し
て
い
な
け
れ
ば
、
「
自
分
を
愛
す
る
よ
う
に
隣
人
を
愛
す
る
こ
と
」
は
出
来
な
い
か

ら
で
あ
る
。

　
　
　
二
、
「
利
他
」
の
「
こ
こ
ろ
」
を
育
成
す
る
方
法

　
　
（
一
）
オ
キ
シ
ト
シ
ン
と
は
何
か

　

ウ
イ
ス
コ
ン
シ
ン
医
科
大
学
教
授
で
あ
る
高
橋
徳
氏
は
、
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト
の
「
隣
人
愛
」
を
説
い
た
言
葉
を
引
用
し
、
「
他
人
を
思

い
や
り
、
社
交
性
を
高
め
る
こ
と
で
、
オ
キ
シ
ト
シ
ン
分
泌
が
刺
激
さ
れ
ま
す
。
そ
の
高
ま
っ
た
オ
キ
シ
ト
シ
ン
が
個
人
の
自
律
神
経
の

ア
ン
バ
ラ
ン
ス
を
整
え
、
あ
な
た
自
身
の
健
康
を
も
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
『
愛
』
と
は
自
己
犠
牲
で
は
な
く
、
相
手
を
愛
す
る

こ
と
で
自
分
も
健
康
に
な
れ
る
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
循
環
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
（
中
略
）
個
人
個
人
が
オ
キ
シ
ト
シ
ン
分
泌
を
高
め

る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
地
上
に
こ
そ
、
天
国
は
創
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
と
信
じ
ま
す
」
（
高
橋
著
、
３
～
４
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

　

オ
キ
シ
ト
シ
ン
と
は
、
脳
内
で
分
泌
さ
れ
る
神
経
ホ
ル
モ
ン
一
つ
で
、
「
そ
の
働
き
は
、
私
た
ち
の
『
情
緒
』
『
認
識
』
『
対
人
関
係

に
お
け
る
反
応
や
行
動
』
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
、
私
た
ち
が
健
康
に
暮
ら
し
て
い
け
る
よ
う
に
し
て
い
る
」
（
同
書
、
ｐ
．
６
）
と
し
て

い
る
。

　

そ
も
そ
も
、
オ
キ
シ
ト
シ
ン
は
、
女
性
の
出
産
時
の
『
子
宮
の
収
縮
』
や
『
授
乳
』
、
『
育
児
行
為
』
な
ど
に
関
係
し
て
い
る
ホ
ル
モ
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ン
で
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
年
さ
ら
に
『
心
臓
血
管
機
能
』
、
『
代
謝
機
能
』
、
『
鎮
痛
作
用
』
、
『
抗
炎
症

作
用
』
、
『
抗
鬱
作
用
』
に
ま
で
影
響
を
与
え
て
い
る
ホ
ル
モ
ン
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
（
同
書
、
６
頁
）

　

現
代
社
会
は
、
ス
ト
レ
ス
社
会
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
、
大
人
も
、
子
ど
も
も
、
ス
ト
レ
ス
の
溜
ま
り
や
す
い
社
会
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い

る
。
ス
ト
レ
ス
は
、
肉
体
的
に
も
、
精
神
的
に
も
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
我
々
に
与
え
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
オ
キ
シ
ト
シ
ン
は
、
「
愛
の

ホ
ル
モ
ン
」
や
「
幸
せ
ホ
ル
モ
ン
」
と
も
い
わ
れ
、
ス
ト
レ
ス
を
緩
和
し
幸
せ
な
気
持
ち
に
さ
せ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

高
橋
氏
は
、
様
々
な
研
究
結
果
か
ら
、
「
助
け
を
必
要
と
す
る
人
々
の
こ
と
を
考
え
、
彼
ら
に
同
情
を
寄
せ
る
だ
け
で
視
床
下
部
の
オ

キ
シ
ト
シ
ン
発
現
が
増
加
し
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
オ
キ
シ
ト
シ
ン
が
私
た
ち
の
心
と
身
体
の
健
康
を
促
進
し
せ
る
の
で
」
あ
る
。
（
同

書
、
１
５
９
頁
）
す
な
わ
ち
、
「
他
人
を
想
い
や
る
こ
と
が
、
自
他
共
に
幸
せ
に
な
れ
る
鍵
な
の
で
」
あ
る
と
し
て
い
る
。
（
同
書
、

１
６
０
頁
）

　

こ
う
し
て
、
「
利
他
」
の
心
を
育
む
た
め
に
は
、
社
会
的
に
人
の
役
に
立
つ
活
動
に
参
加
す
る
等
も
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の
分
泌
を
促
進
さ

せ
る
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

以
上
か
ら
、
「
利
他
」
の
心
を
育
む
上
で
、
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の
分
泌
が
大
き
な
影
響
を
与
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
も
う
少
し
オ
キ
シ
ト
シ

ン
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
い
。

　
　
（
二
）
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の
分
泌
は
後
天
的
で
あ
る

　

他
者
に
対
す
る
思
い
や
り
や
、
愛
情
を
傾
け
る
こ
と
が
、
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の
分
泌
を
促
し
、
心
身
と
も
に
健
康
に
す
る
と
い
う
こ
と
な

ら
ば
、
こ
れ
は
ま
さ
に
最
澄
の
「
自
利
と
は
利
他
を
い
ふ
」
の
言
葉
を
科
学
的
に
証
明
し
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　

ま
た
、
そ
も
そ
も
オ
キ
シ
ト
シ
ン
は
出
産
時
に
分
泌
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
生
児
に
愛
着
を
抱
き
、

母
性
行
動
が
促
進
さ
れ
、
新
生
児
に
対
し
て
育
児
行
動
や
保
護
行
動
を
促
す
と
い
わ
れ
て
い
る
。
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し
か
も
、
母
乳
な
ど
に
よ
り
子
ど
も
と
の
身
体
的
接
触
が
、
母
親
の
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の
分
泌
を
促
し
、
母
乳
の
射
出
を
促
す
だ
け
で
は

な
く
、
「
母
乳
で
の
育
児
は
母
親
の
ス
ト
レ
ス
を
和
ら
げ
る
」
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
授
乳
中
に
高
ま
っ
た
オ
キ
シ
ト
シ
ン
は
、
母

親
の
長
期
健
康
維
持
を
担
」
う
と
い
う
働
き
、
た
と
え
ば
、
オ
キ
シ
ト
シ
ン
が
分
泌
す
る
と
、
「
『
高
血
圧
症
』
『
糖
尿
病
』
『
高
脂
血

症
』
『
循
環
器
疾
患
』
に
罹
り
に
く
い
」
と
い
う
働
き
が
あ
る
。
（
高
橋
著
、
ｐ
頁
２
６
）

　

さ
ら
に
は
、
新
生
児
に
対
し
て
も
、
良
い
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
あ
る
。
「
母
親
と
の
濃
密
な
身
体
接
触
が
新
生
児
の
体
力
を
維
持
し
、

新
陳
代
謝
を
盛
ん
に
し
て
心
身
の
健
康
を
保
障
し
て
い
る
」
（
同
書
、
２
５
頁
）

　

ま
た
、
新
生
児
が
母
親
か
ら
身
体
に
よ
る
触
れ
合
い
な
ど
の
高
い
レ
ベ
ル
の
育
児
行
為
を
受
け
る
と
、
新
生
児
の
脳
内
に
お
い
て
オ
キ

シ
ト
シ
ン
が
分
泌
さ
れ
、
「
新
生
児
の
脳
の
発
育
・
発
達
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
与
え
」
る
の
で
あ
る
。
（
同
書
、
３
４
頁
）
こ
う
し

た
結
果
、
新
生
児
は
「
母
親
を
さ
ら
に
求
め
る
よ
う
に
な
り
」
、
求
め
ら
れ
た
母
親
は
「
一
層
の
丁
寧
さ
と
熱
心
さ
で
応
え
よ
う
と
」
す

る
。
「
こ
う
し
て
、
子
ど
も
と
母
親
の
間
に
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の
シ
ス
テ
ム
を
媒
介
と
し
て
相
互
に
愛
着
・
愛
情
を
基
礎
に
し
た
揺
る
ぎ
な

い
絆
（
ル
ー
プ
）
が
で
き
る
の
」
で
あ
る
。
（
同
書
、
５
３
頁
）

　

つ
ま
り
、
オ
キ
シ
ト
シ
ン
を
媒
介
に
し
た
「
利
他
」
の
行
為
は
、
相
互
に
プ
ラ
ス
の
効
果
を
も
た
ら
し
、
両
者
の
間
に
限
り
な
く
強
い

絆
を
作
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
「
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の
濃
度
の
高
さ
と
、
子
ど
も
へ
の
愛
情
の
深
さ
に
相
関
が
あ
る
」
こ
と
は
、
予
想
す
る
こ
と
が
出
来
る

で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
血
漿
中
に
分
泌
さ
れ
た
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の
濃
度
が
高
い
ほ
ど
、
乳
幼
児
に
対
す
る
愛
情
表
現
が
豊
か
で
あ
り
、
育

児
行
動
が
愛
情
深
く
な
さ
れ
る
。
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の
性
質
に
は
、
「
用
量
依
存
効
果
（
量
が
増
え
れ
ば
そ
れ
に
比
例
し
て
効
果
が
増
え

る
）
」
が
あ
る
。
（
同
書
、
１
５
０
頁
）　
　

　

そ
の
結
果
、
さ
ら
に
オ
キ
シ
ト
シ
ン
が
分
泌
さ
れ
る
の
は
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
問
題
な
の
は
、
オ
キ
シ
ト
シ
ン
濃
度
が
低
い
人
が
、
乳
幼
児
と
接
触
し
て
も
、
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の
「
増
加
が
見
ら
れ
」
な
い
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
同
書
、
４
８
頁
）

　

つ
ま
り
、
誰
で
も
が
、
乳
幼
児
と
接
触
す
れ
ば
、
オ
キ
シ
ト
シ
ン
が
分
泌
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

高
レ
ベ
ル
の
育
児
行
為
を
受
け
た
経
験
を
し
た
者
で
な
い
と
、
「
高
い
機
能
の
オ
キ
シ
ト
シ
ン
シ
ス
テ
ム
」
を
持
つ
こ
と
が
出
来
な
い
。

そ
の
た
め
に
、
高
レ
ベ
ル
の
育
児
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
が
引
き
継
が
れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
同
書
、
５
０
～
５
４
頁
）

　

つ
ま
り
、
オ
キ
シ
ト
シ
ン
が
充
分
に
分
泌
さ
れ
な
い
母
親
で
あ
る
と
、
低
レ
ベ
ル
な
育
児
行
為
し
か
で
き
ず
、
そ
の
結
果
、
そ
の
娘
も

再
び
同
じ
よ
う
な
母
親
に
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
「
『
霊
長
類
』
、
お
よ
び
『
げ
っ
歯
類
』
を
使
っ
て
行
わ
れ
た
『
乳
児
交
換
』
実
験
の
デ
ー
タ
を
見
る
限
り
、
こ
の
継
承
は

遺
伝
子
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
（
遺
伝
子
配
列
に
は
影
響
が
な
く
）
、
む
し
ろ
後
天
的
に
獲
得
し
た
行
動
形
態
で
あ
る
よ
う
で
」
あ
る
と

高
橋
氏
は
述
べ
て
い
る
。
（
同
書
、
ｐ
頁
５
１
）

　

遺
伝
的
な
も
の
で
な
く
、
後
天
的
な
も
の
で
あ
る
の
な
ら
、
負
の
連
鎖
を
断
ち
切
る
こ
と
は
、
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

ラ
ッ
ト
の
実
験
結
果
に
よ
る
と
、
低
レ
ベ
ル
の
育
児
行
為
し
か
で
き
な
い
母
親
か
ら
生
ま
れ
た
子
ど
も
で
あ
っ
て
も
、
高
レ
ベ
ル
の
育

児
行
為
が
で
き
る
母
親
に
育
児
を
さ
せ
る
と
、
高
レ
ベ
ル
の
育
児
が
出
来
る
母
親
に
育
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
同
書
、
５
１
頁
）

　

確
か
に
、
こ
の
世
の
中
は
、
良
い
人
ば
か
り
で
は
な
い
。
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の
生
成
シ
ス
テ
ム
の
健
全
な
成
長
は
、
「
幼
児
期
、
な
ら
び

に
思
春
期
を
含
め
て
誕
生
直
後
か
ら
の
環
境
に
依
存
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
」
と
い
う
こ
と
は
納
得
の
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　

幼
児
期
に
充
分
な
愛
情
を
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
経
験
や
、
長
期
的
な
別
離
等
の
ス
ト
レ
ス
の
強
い
環
境
に
お
か
れ
て
い
た
経
験
が
あ
る

か
、
あ
る
い
は
、
反
対
に
愛
情
溢
れ
る
育
て
ら
れ
方
を
さ
れ
た
か
で
、
「
高
い
機
能
の
オ
キ
シ
ト
シ
ン
シ
ス
テ
ム
」
を
持
て
る
か
、
持
て

な
い
か
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
し
ま
う
こ
と
は
間
違
い
の
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

高
性
能
な
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の
発
現
シ
ス
テ
ム
を
体
内
に
身
に
付
け
る
に
は
、
誕
生
直
後
か
ら
母
親
か
ら
愛
情
を
た
っ
ぷ
り
と
与
え
ら
れ
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て
育
て
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
体
内
に
保
持
さ
れ
て
い
な
い
と
、
人
に
愛
情
を
掛
け
ら
れ
な
い
可
能
性
が

あ
る
。
た
と
え
人
に
愛
情
を
掛
け
た
と
し
て
も
、
オ
キ
シ
ト
シ
ン
が
分
泌
さ
れ
な
い
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
（
三
）
人
と
の
絆
を
結
ぶ
オ
キ
シ
ト
シ
ン

　

人
間
は
、
社
会
的
動
物
な
の
で
、
他
者
と
協
力
関
係
を
築
く
こ
と
が
生
き
て
い
く
う
え
で
必
要
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
人
と
の
関
わ
り

が
良
好
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
人
が
幸
福
に
し
か
も
健
全
に
生
活
し
て
い
く
う
え
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
人
間
関
係
が
良
好
で
な
く
悩

ん
だ
り
し
て
い
れ
ば
、
当
然
「
人
生
は
つ
ま
ら
な
く
な
り
、
精
神
障
害
を
引
き
起
こ
す
原
因
に
な
っ
て
し
ま
う
」
こ
と
も
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
（
高
橋
著
、
７
４
頁
）

　

と
こ
ろ
で
、
人
と
の
良
好
な
関
係
を
築
く
た
め
に
は
、
人
を
「
信
頼
」
し
た
り
、
「
共
感
・
同
情
」
し
た
り
す
る
機
能
は
と
て
も
大
切

で
あ
る
。
そ
の
他
者
へ
の
「
信
頼
」
や
「
共
感
・
同
情
」
を
引
き
起
こ
す
働
き
を
す
る
の
が
、
オ
キ
シ
ト
シ
ン
な
の
で
あ
る
。

「
オ
キ
シ
ト
シ
ン
は
人
間
同
士
の
信
頼
を
高
め
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
人
と
の
付
き
合
い
か
ら
得
る
利
益
を
大
い
に
増
加
さ
せ
」
る
働
き

が
あ
る
。
（
同
書
、
６
８
頁
）

　

人
は
、
他
者
を
思
い
や
り
共
感
す
る
と
、
オ
キ
シ
ト
シ
ン
が
分
泌
さ
れ
る
。
ま
た
反
対
に
他
者
か
ら
思
い
や
ら
れ
、
共
感
さ
れ
理
解
を

得
ら
れ
て
も
、
オ
キ
シ
ト
シ
ン
が
分
泌
さ
れ
る
。
そ
の
結
果
、
今
度
は
信
頼
し
て
く
れ
た
相
手
に
対
し
て
信
頼
を
抱
く
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
う
し
て
思
い
や
る
ほ
う
も
、
思
い
や
ら
れ
る
ほ
う
も
、
共
に
健
康
が
維
持
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

「
人
間
関
係
が
良
好
で
あ
れ
ば
、
オ
キ
シ
ト
シ
ン
は
安
定
し
て
分
泌
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
二
次
効
果
と
し
て
血
圧
を
下
げ
、

ス
ト
レ
ス
へ
の
耐
性
も
高
め
て
く
れ
る
」
。
そ
の
結
果
、
「
心
臓
血
管
系
の
疾
病
の
リ
ス
ク
が
低
く
」
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
（
同

書
、
６
１
頁
）

　

「
質
の
高
い
良
好
な
人
間
関
係
を
築
け
て
い
る
人
た
ち
は
、
死
の
危
険
リ
ス
ク
が
低
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
独
り
暮
ら
し
の
人
々
の
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死
の
危
険
リ
ス
ク
は
高
く
、
こ
の
こ
と
は
人
間
関
係
の
欠
如
が
主
要
な
死
亡
要
因
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
」
し
て
い
る
。
（
同
書
、

１
４
８
頁
）

　

他
者
を
思
い
や
り
、
共
感
し
て
も
、
反
対
に
他
者
に
思
い
や
ら
れ
、
共
感
さ
れ
て
も
、
オ
キ
シ
ト
シ
ン
が
分
泌
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ

ば
、
積
極
的
に
他
者
と
の
良
好
な
人
間
関
係
を
築
き
、
す
な
わ
ち
他
者
を
思
い
や
り
、
共
感
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
他
者
に
思
い
や
ら

れ
、
共
感
さ
れ
る
関
係
を
築
け
れ
ば
、
よ
り
オ
キ
シ
ト
シ
ン
が
分
泌
さ
れ
る
機
会
が
増
え
、
よ
り
オ
キ
シ
ト
シ
ン
効
果
が
得
ら
れ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

以
上
か
ら
、
親
子
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
友
人
と
の
親
愛
感
情
、
親
愛
行
為
の
総
合
交
換
も
大
切
で
あ
り
、
そ
う
し
た
か
か
わ
り
が
視

床
下
部
で
の
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の
発
現
を
活
性
化
さ
せ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

「
私
た
ち
の
社
会
倫
理
・
道
徳
上
の
性
格
形
成
は
、
幼
児
期
、
な
ら
び
に
思
春
期
を
含
め
て
誕
生
直
後
か
ら
の
環
境
に
依
存
し
て
い
る

可
能
性
が
高
い
」
と
し
て
い
る
。
（
同
書
、
２
１
３
頁
）

　
　
　
三
、
結
語

　

以
上
か
ら
、
幼
児
期
に
お
け
る
道
徳
教
育
と
同
じ
教
育
方
針
で
、
「
利
他
」
の
心
を
育
て
る
た
め
に
は
、
私
は
、
以
下
の
よ
う
な
試
み

が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
　
（
一
）
愛
情
溢
れ
る
体
験

　

第
１
に
必
要
な
こ
と
は
、
子
ど
も
の
身
体
に
オ
キ
シ
ト
シ
ン
を
分
泌
さ
せ
、
子
ど
も
の
高
性
能
な
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の
生
成
シ
ス
テ
ム
の

健
全
な
成
長
の
た
め
に
、
子
ど
も
の
誕
生
直
後
か
ら
、
子
ど
も
に
愛
情
溢
れ
る
関
わ
り
を
保
障
す
る
環
境
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
可
能
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で
あ
れ
ば
、
母
乳
を
初
め
と
す
る
肌
の
温
も
り
を
感
じ
さ
せ
る
身
体
的
接
触
を
と
も
な
っ
た
関
わ
り
は
大
切
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

「
母
子
の
間
の
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
は
、
母
親
の
心
に
落
ち
着
き
を
与
え
安
ら
か
な
気
持
ち
に
す
る
効
果
が
あ
り
、
コ
ル
チ
ゾ
ー
ル
濃
度
を

低
く
し
て
オ
キ
シ
ト
シ
ン
濃
度
を
高
め
る
こ
と
に
関
係
し
て
い
」
（
高
橋
著
、
２
５
頁
）
る
。
子
ど
も
に
と
っ
て
、
母
親
が
落
ち
着
い

て
、
心
安
ら
か
な
気
持
ち
で
育
児
を
す
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
母
子
間
の
ス
キ
ン
シ
ッ
プ
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
も
大
切

で
あ
る
。
「
正
常
に
生
ま
れ
た
新
生
児
に
と
っ
て
最
適
の
姿
勢
は
、
密
着
し
た
母
親
と
の
身
体
接
触
が
保
た
れ
て
い
る
姿
勢
で
あ
る
と
い

わ
れ
て
」
（
同
書
、
２
５
頁
）
い
る
。
「
こ
の
母
親
と
の
濃
密
な
身
体
接
触
が
新
生
児
の
体
力
を
維
持
し
、
新
陳
代
謝
を
盛
ん
に
し
て
心

身
の
健
康
を
保
障
し
て
い
る
と
い
え
」
（
同
書
、
２
５
頁
）
る
。

　

高
性
能
な
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の
生
成
シ
ス
テ
ム
の
健
全
な
成
長
の
た
め
に
、
子
ど
も
の
誕
生
直
後
か
ら
高
性
能
な
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の
生
成

シ
ス
テ
ム
の
健
全
な
成
長
の
た
め
に
充
分
な
愛
情
与
え
ら
れ
る
体
験
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
幼
児
期
か
ら
も
、
充
分
に
愛
情

を
与
え
て
関
わ
る
こ
と
が
、
「
情
緒
形
成
に
と
っ
て
」
も
大
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
（
同
書
、
２
１
４
頁
）

　

「
脳
の
基
礎
が
で
き
上
が
る
３
、
４
歳
ご
ろ
ま
で
の
時
期
が
、
私
た
ち
の
情
緒
形
成
に
と
っ
て
、
最
も
重
要
な
時
期
」
（
同
書
、

２
１
４
頁
）
で
あ
る
。

　
　
（
二
）
役
に
立
つ
喜
び

　

第
２
に
大
切
な
こ
と
は
、
子
ど
も
が
誕
生
時
か
ら
、
３
、
４
歳
頃
ま
で
に
充
分
に
愛
情
を
感
じ
る
体
験
を
す
る
と
も
に
、
「
幼
稚
園
教

育
要
領
」
の
第
１
章
「
総
則
」
の
第
２
の
（
５
）
「
社
会
生
活
と
の
関
わ
り
」
の
中
の
「
自
分
が
役
に
立
つ
喜
び
を
感
じ
」
る
体
験
も
す

る
こ
と
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
愛
情
を
与
え
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
愛
情
を
与
え
る
喜
び
を
体
験
す
る
こ
と
も
大
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
「
他
の
人
の
役

に
立
っ
て
い
る
仕
事
を
す
る
こ
と
は
気
分
を
高
揚
さ
せ
、
社
会
に
溶
け
込
ん
で
い
く
度
合
い
を
促
進
し
、
健
康
を
増
進
す
る
ば
か
り
で
は
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な
く
寿
命
を
延
ば
す
効
果
さ
え
あ
る
と
い
う
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
」
い
る
。
（
同
書
、
２
２
３
頁
）
「
長
期
の
さ
ま
ざ
ま
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
個
人
の
幸
福
感
・
健
康
感
の
増
進
に
大
い
に
関
係
し
て
」
い
る
。
「
他
の
人
に
共
感
し
、
そ
の
気
持
ち
に

寄
り
添
い
行
動
を
共
に
す
る
こ
と
が
、
視
床
下
部
で
オ
キ
シ
ト
シ
ン
発
現
を
増
加
さ
せ
る
重
要
な
引
き
金
に
な
る
か
ら
」
で
あ
る
。

　

実
際
の
子
ど
も
た
ち
と
触
れ
合
う
仕
事
を
し
て
い
る
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
で
あ
る
夏
目
（
櫻
）
祭
子
氏
は
、
実
に
興
味
深
い
こ
と
を
述
べ
て

い
る
。

　

「
実
は
『
愛
情
不
足
』
と
い
う
の
は
、
決
し
て
「
愛
さ
れ
足
り
て
な
い
」
こ
と
で
は
な
く
て
、
『
自
分
が
愛
を
外
へ
表
現
し
足
り
て
な

い
』
と
い
う
の
が
本
当
の
意
味
」
で
あ
る
。
「
ど
う
や
ら
、
私
た
ち
の
体
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
本
人
の
中
か
ら
発
散
・
放
出
さ
れ
て

い
る
愛
の
量
を
み
て
、
『
愛
が
足
り
て
い
る
・
足
り
て
な
い
』
を
判
断
す
る
よ
う
に
で
き
て
い
る
ら
し
い
。
そ
れ
も
そ
う
だ
、
外
か
ら
か

け
ら
れ
る
愛
と
い
う
の
は
、
別
の
人
の
身
体
か
ら
出
た
も
の
だ
か
ら
、
自
分
に
と
っ
て
は
管
轄
外
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
」
（
夏
目
著
、

２
０
２
頁
）
「
子
供
た
ち
は
今
、
『
自
分
が
人
の
役
に
立
つ
』
と
い
う
実
感
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
機
会
を
拓
く
道
筋
を
作
り
出
し
て
い

か
な
く
て
は
と
痛
切
に
思
う
」
（
同
書
、
２
０
３
頁
）
と
し
て
い
る
。

　
　
（
三
）
良
好
な
人
間
関
係

　

第
３
に
大
切
な
こ
と
は
、
家
族
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
幼
稚
園
な
ど
の
集
団
の
中
で
、
積
極
的
に
友
達
と
関
わ
り
「
質
の
高
い
良
好
な

人
間
関
係
」
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
友
達
に
対
し
て
共
感
し
、
思
い
や
り
の
行
為
を
す
る
と
同
時
に
、
友
達
か

ら
も
共
感
さ
れ
、
理
解
さ
れ
、
思
い
や
ら
れ
る
、
両
方
向
か
ら
の
共
感
や
思
い
や
り
の
感
情
の
受
け
渡
し
が
出
来
る
環
境
に
置
か
れ
る
こ

と
は
、
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の
分
泌
が
よ
り
一
層
保
障
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

「
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の
働
き
に
よ
っ
て
人
は
優
し
く
な
り
、
人
に
好
意
を
寄
せ
、
好
意
あ
る
行
動
を
し
ま
す
。
す
る
と
、
好
き
に
な
ら
れ

た
人
は
、
そ
の
友
好
行
為
に
刺
激
を
受
け
、
今
度
は
そ
の
人
の
脳
内
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の
発
現
が
活
発
に
な
り
、
受
け
た
好
意
を
同
様
に
好
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意
で
返
す
よ
う
に
な
る
」
。
「
こ
う
し
て
両
者
間
に
は
良
好
な
関
係
の
絆
（
愛
の
ル
ー
プ
）
が
形
成
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
（
同
書
、

２
３
９
頁
）

　

も
ち
ろ
ん
、
「
良
好
な
人
間
関
係
を
保
つ
こ
と
は
、
日
常
経
験
す
る
ス
ト
レ
ス
を
克
服
し
、
正
常
な
身
体
機
能
を
回
復
す
る
の
に
と
て

も
重
要
で
あ
る
。
」
（
同
書
ｐ
．
１
６
６
）

　

イ
ギ
リ
ス
の
動
物
学
者
で
あ
る
ニ
コ
ラ
ス
・
テ
ィ
ン
バ
ー
ゲ
ン
（
１
９
０
７
～
１
９
８
８
）
は
、
「
行
動
を
引
き
起
こ
す
直
接
の
要

因
」
を
「
至
近
要
因
」
と
し
、
「
ど
の
よ
う
な
適
応
的
価
値
が
あ
る
か
ら
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
進
化
し
た
の
か
を
問
う
」
の
が
「
究
極
要

因
」
で
あ
る
と
し
た
。

　

以
上
の
考
察
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
「
利
他
」
行
動
の
「
至
近
要
因
」
は
オ
キ
シ
ト
シ
ン
の
分
泌
で
あ
る
。
「
利
他
」
行
動
の
「
究
極
要

因
」
は
、
「
人
類
と
い
う
『
種
』
と
し
て
生
き
残
る
た
め
」
（
同
書
、
２
３
９
頁
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

進
化
論
者
の
主
張
す
る
『
最
適
者
生
存
の
原
理
』
と
は
、
「
外
界
の
状
態
（
環
境
）
に
最
も
よ
く
適
応
し
た
個
体
が
生
存
繁
栄
し
子
孫

を
残
す
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
、
そ
の
個
体
の
遺
伝
的
な
形
質
が
よ
り
広
く
後
の
世
代
に
伝
わ
る
と
い
う
説
」
で
あ
る
。
こ
の
説
に
従

え
ば
、
「
利
他
」
行
動
は
、
自
己
の
個
体
の
繁
殖
確
率
を
下
げ
る
た
め
に
、
最
適
な
行
動
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で

の
考
察
に
よ
れ
ば
、
利
己
的
な
個
体
が
必
ず
し
も
健
康
で
、
幸
福
に
生
き
残
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
っ
た
。

　

大
橋
力
ら
に
よ
る
テ
ト
ラ
ヒ
メ
ナ
の
実
験
に
よ
れ
ば
、
「
利
他
的
自
己
解
体
を
実
行
さ
せ
る
動
力
は
、
利
己
的
個
体
維
持
機
構
に
よ
っ

て
賄
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
止
め
る
と
自
己
解
体
は
妨
げ
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
利
他
的
自
己
解
体
は
利
己
的
自
己
保
存
活
性
な
し
に
は
実

現
せ
ず
、
そ
こ
で
は
、
利
他
と
利
己
と
は
分
離
で
き
な
い
」
こ
と
が
分
か
っ
た
の
で
あ
る
。
（
大
橋
力
他
著
、
「
利
他
的
遺
伝
子
、
そ
の

優
越
と
は
」
、
９
０
頁
）

　

「
こ
う
し
て
導
か
れ
た
新
し
い
観
点
に
立
つ
と
、
『
利
己
的
か
、
利
他
的
か
』
と
い
う
二
項
対
立
性
、
も
し
く
は
二
律
背
反
性
、
あ
る



幼児期における道徳教育及び宗教教育―「利他」の心を育てる―

― 43 ―

い
は
二
者
択
一
性
の
設
問
は
適
正
さ
に
欠
け
る
。
む
し
ろ
『
単
に
利
己
的
で
あ
る
だ
け
か
、
さ
ら
に
利
他
性
が
プ
ラ
グ
イ
ン
さ
れ
て
い
る

か
』
…
…
と
問
い
か
け
直
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
認
識
は
、
こ
れ
ま
で
『
滅
私
奉
公
』
と
い
う
枠
組
み
の
も
と
に
あ
っ
た
利
他
性
の
理

想
形
を
、
『
活
私
奉
公
』
へ
と
組
換
え
る
こ
と
を
促
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
（
同
書
、
９
０
頁
）

　

結
局
、
「
利
他
」
は
、
「
利
己
」
に
繋
が
り
、
「
利
他
」
は
「
利
己
」
よ
り
も
、
「
最
終
的
に
生
き
残
る
」
の
に
有
利
で
あ
る
こ
と
が

分
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
「
利
他
」
は
自
分
が
犠
牲
に
な
る
こ
と
で
は
な
く
、
表
面
的
に
は
犧
牲
に
な
っ
た
よ
う
に
見
え
た
と
し
て
も
、

最
終
的
に
は
、
他
人
と
共
に
自
分
も
恩
恵
を
被
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
。
反
対
に
、
誰
か
の
犠
牲
に
上
に
成
り
立
つ
幸
福
は
、
本
質

的
に
は
、
幸
福
で
は
な
い
こ
と
も
分
っ
た
。
み
ん
な
の
幸
せ
を
願
い
、
み
ん
な
が
幸
せ
に
な
る
よ
う
な
行
い
を
し
、
み
ん
な
で
幸
せ
に
な

る
こ
と
が
「
利
他
」
の
理
想
的
な
有
り
様
で
あ
ろ
う
。
釈
尊
は
、
人
類
の
幸
せ
を
願
っ
て
、
悟
り
の
道
を
我
々
に
教
え
示
し
た
。
た
だ
、

そ
の
道
を
歩
む
の
は
我
々
一
人
ひ
と
り
で
あ
る
。
我
々
は
、
他
者
に
助
け
ら
れ
な
が
ら
で
も
、
あ
る
い
は
他
者
と
協
力
し
合
い
な
が
ら
で

も
、
真
実
の
幸
せ
は
他
人
に
与
え
て
も
ら
う
も
の
で
は
な
く
、
自
分
で
、
あ
る
い
は
自
分
た
ち
で
掴
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
人
類
の
未
来
は
我
々
ひ
と
り
一
人
に
か
か
っ
て
い
る
。
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