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日
本
教
師
会

第
五
十
七
回
教
育
研
究
大
会
報
告

－
記
念
講
演
を
中
心
に
し
て
－

佐

藤

健

二

標
記
大
会
が
、
八
月
五
日
　
（
土
）
　
六
日
　
（
日
）
　
の

二
日
間
、
大
阪
教
師
会
主
管
に
よ
り
、
上
本
町
の
ホ

テ
ル
ア
ウ
イ
ー
ナ
大
阪
を
会
場
と
し
て
開
催
さ
れ

た
。
参
加
者
は
約
四
十
名
、
研
究
主
題
は
「
道
徳
科

の
授
業
の
あ
り
方
と
課
題
」
。
周
知
の
や
う
に
、
道

徳
は
来
年
度
か
ら
小
学
校
で
教
科
と
し
て
教
へ
ら
れ

る
や
う
に
な
る
。
ま
た
再
来
年
虔
か
ら
は
中
学
で
も

始
ま
る
。
そ
の
こ
と
を
見
据
ゑ
、
長
年
冬
季
研
修
会

鹿
野
会
長
の
挨
拶
（
八
月
五
日
）

で
道
徳
教
育
を
主

題
に
活
動
を
続
け

て
こ
ら
れ
た
大
阪

師
会
な
ら
で
は
の

主
題
設
定
で
あ

る。

開
会
式
の
後
、

皇
撃
館
大
学
准
教

授
渡
遽
毅
氏
に
よ

る
記
念
講
演
　
「
ア

メ
リ
カ
の
道
徳
教

育
の
動
向
－
キ
ヤ

復
刊
第
喜
子
　
　
　
東
京
都
教
師
会
発
行

（
疎
務
局
）
　
横
浜
市
都
筑
区
茅
ヶ
崎
南
四
ノ
十
四
ノ
一
ノ
三
一
〇

ラ
ク
タ
ー
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
P
B
I
S
I
L

が
行
ほ
れ
た
。
渡
選
民
は
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
の
ブ

ラ
ウ
ン
・
デ
ィ
ア
　
（
B
r
O
W
n
 
D
＄
r
）
　
と
い
ふ
中
高
一

貫
校
で
ど
の
や
う
な
道
徳
教
育
が
行
ば
れ
て
あ
る
か

を
視
察
し
て
来
ら
れ
、
そ
こ
で
の
取
り
組
み
を
多
く

の
ス
ラ
イ
ド
を
使
っ
て
紹
介
さ
れ
た
。
私
の
頭
の
中

で
は
、
ア
メ
リ
カ
と
い
ふ
と
個
性
尊
重
・
自
由
教
育

の
牙
城
で
あ
り
、
道
徳
教
育
と
い
ふ
言
葉
と
何
か
そ

ぐ
は
な
い
や
う
な
思
ひ
が
し
た
の
だ
が
、
お
話
を
伺

ふ
う
ち
に
、
私
は
自
分
の
認
識
が
い
か
に
時
代
遅
れ

の
も
の
で
あ
っ
た
か
に
気
づ
か
さ
れ
、
む
し
ろ
今
で

は
ア
メ
リ
カ
の
方
が
　
（
果
た
し
て
全
国
的
取
り
組
み

か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
が
）
、
我
が
国
よ
り
よ

ほ
ど
し
っ
か
り
し
た
道
徳
教
育
を
し
て
ゐ
る
で
は
な

い
か
と
い
ふ
驚
き
が
生
じ
て
き
た
。

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
い
ふ

の
は
、
「
道
徳
的
価
値
（
徳
目
）
を
教
へ
、
よ
い
習

慣
を
形
成
し
、
そ
れ
を
行
為
で
示
す
」
　
と
い
ふ
と
こ

ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
徳
目
注
入
型
の
教
育
法
で
あ
る
。

な
ぜ
こ
の
や
う
な
取
り
組
み
が
為
さ
れ
る
に
至
つ
た

か
と
い
ふ
と
、
そ
れ
は
一
九
六
〇
年
代
か
ら
一
九
八

〇
年
代
に
行
は
れ
た
道
徳
教
育
の
失
敗
に
起
因
し
て

ゐ
る
と
い
ふ
。
そ
の
間
、
道
徳
教
育
は
個
人
的
な
価

値
判
断
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
価
値
を
外
か
ら
注
入

す
る
の
で
は
な
く
、
内
面
の
価
値
に
気
づ
か
せ
、
明

確
化
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
と
い
ふ
も
の
と
考
へ
ら

れ
て
ゐ
た
。
現
在
我
が
国
の
教
師
の
多
く
は
、
こ
の

子
供
達
の
自
立
を
支
援
す
る
と
い
ふ
考
へ
方
に
立
っ

て
ゐ
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。
し
か
し
、
ア
メ
リ

カ
で
は
、
こ
の
方
法
で
道
徳
教
育
を
行
っ
た
結
果
、

そ
の
間
に
問
題
行
動
が
多
発
し
、
ウ
イ
リ
ア
ム
・
キ

ム
パ
ト
リ
ッ
ク
と
い
ふ
著
名
な
教
育
学
者
は
　
「
米
国

人
は
道
徳
教
育
の
実
験
に
失
敗
し
た
」
　
と
語
っ
た
さ

う
で
あ
る
。

そ
こ
で
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
が
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
核
心
的

価
値
（
徳
目
）
を
設
定
し
、
そ
れ
を
し
っ
か
り
と
子
供

達
の
内
面
に
刻
み
つ
け
、
実
践
を
目
指
す
と
い
ふ
も

の
で
あ
る
。
そ
の
徳
目
と
は
「
尊
敬
」
「
責
任
感
」
「
忍

耐
強
さ
」
　
「
奉
仕
」
　
「
正
直
」
　
「
勇
気
」
　
と
い
っ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
方
法
を
取
り
入
れ
て
か
ら
、
ブ
ラ

ウ
ン
・
デ
イ
ア
校
で
は
劇
的
な
変
化
が
見
ら
れ
た
と

い
ふ
。
ス
ラ
イ
ド
に
は
、
二
〇
〇
八
年
度
に
は
一
万

一
千
件
ほ
ど
あ
っ
た
問
題
行
動
が
翌
二
〇
〇
九
年
度

に
は
三
千
件
に
ま
で
減
少
、
直
近
の
二
〇
一
五
年
度

の
統
計
に
よ
る
と
約
千
百
件
と
い
ふ
グ
ラ
フ
が
映
し

出
さ
れ
、
そ
の
変
化
に
驚
か
さ
れ
た
。
ま
た
校
内
の

壁
の
随
所
に
核
心
的
価
値
（
徳
目
）
が
掲
示
さ
れ
て
ゐ

る
。
B
①
R
①
S
p
①
O
t
）
　
B
①
S
a
f
①
．
∞
①
R
の
S
p
O
n
S
H
b
H
①

な
ど
。
驚
い
た
の
は
、
そ
の
徳
目
の
中
に
日
本
語
が

含
ま
れ
て
ゐ
た
こ
と
だ
。
K
a
i
z
e
n
（
改
善
）
、
G
a
目
b
a
t
t
の

（
頑
張
っ
て
）
な
ど
。
し
か
も
こ
の
二
つ
は
徳
目
の

上
位
二
つ
で
あ
り
、
そ
の
下
に
P
毒
p
O
S
の
　
（
目
標
）

や
R
の
S
p
e
c
t
（
尊
敬
）
と
い
っ
た
英
語
の
徳
目
が
並

ん
で
ゐ
る
。
し
か
も
、
「
改
善
」
　
と
大
き
く
漢
字
で

書
か
れ
た
ポ
ス
タ
ー
の
背
景
に
は
、
何
と
二
宮
金
次
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渡
邁
毅
氏
（
八
月
五
日
）
　
　
郎
の
お
な
じ
み
の
姿
が

大
き
く
描
か
れ
て
ゐ
る

で
は
な
い
か
。

一
九
八
〇
年
代
、
時

の
大
統
領
レ
ー
ガ
ン

は
、
ア
メ
リ
カ
の
教
育

の
失
敗
を
何
と
か
し
な

け
れ
ば
と
い
ふ
こ
と

で
、
日
本
に
大
型
の
教

育
視
察
団
を
送
り
込
ん

だ
。
日
本
の
教
育
に
学
べ
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
結
果
一
九
九
〇
年
代
に
始
ま
つ
た
の
が
ゼ
ロ
・

ト
レ
ラ
ン
ス
方
式
と
い
ふ
教
育
実
践
で
あ
っ
た
。
つ

ま
り
罰
則
違
反
に
は
ト
レ
ラ
ン
ス
　
（
寛
大
）
　
を
以
て

対
す
る
の
で
は
な
く
、
ゼ
ロ
・
ト
レ
ラ
ン
ス
　
（
言
ひ

訳
無
用
）
で
厳
し
く
対
処
す
る
と
い
ふ
方
法
で
あ
る
。

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
そ
の
延
長

線
上
に
出
て
き
た
教
育
実
践
法
で
あ
る
が
、
ア
メ
リ

カ
が
日
本
に
学
び
厳
し
い
生
徒
指
導
に
舵
を
切
り
番

へ
た
こ
ろ
、
我
が
国
は
逆
に
文
部
省
（
現
文
科
省
）

と
日
教
組
の
野
合
的
教
育
政
策
で
あ
る
所
謂
「
ゆ
と

り
教
育
し
　
て
、
過
剰
な
個
性
尊
重
路
線
に
の
め
り
込

ん
で
行
っ
た
。
遅
刻
す
る
の
も
あ
な
た
の
個
性
、
好

き
競
い
も
あ
な
た
の
個
性
。
無
理
し
て
珪
す
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
今
日
の
為
体
で
あ
る
。
何

と
い
ふ
皮
肉
か
。
謝
建
道
徳
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
我

が
国
で
薬
て
去
っ
た
筈
の
二
宮
金
次
郎
は
、
ア
メ
リ

カ
で
拾
は
れ
、
新
た
な
道
徳
教
育
の
シ
ン
ボ
ル
と
し

て
蘇
っ
て
ゐ
た
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
し
て

あ
る
の
で
あ
ら
う
か
。

我
が
国
の
道
徳
教
育
は
、
敗
戦
と
共
に
G
H
Q
に

よ
り
教
育
勅
語
及
び
修
身
が
廃
止
さ
れ
、
日
本
人
と

し
て
の
魂
が
奪
は
れ
て
し
ま
っ
た
。
戦
後
七
十
二
年
、

ア
メ
リ
カ
で
は
我
が
国
が
棄
て
た
二
宮
金
次
郎
を
蘇

ら
せ
道
徳
教
育
を
行
っ
て
ゐ
る
。
ま
た
教
育
学
者
の

小
池
松
次
氏
が
修
身
の
教
科
諒
を
も
と
に
し
て
作
っ

た
『
修
身
・
日
本
と
世
界
』
と
い
ふ
本
は
、
ア
メ
リ

カ
で
　
「
↓
h
①
∞
8
k
s
 
O
f
壬
r
t
u
O
S
L
と
し
て
道
徳
の

テ
キ
ス
ト
と
し
て
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
だ
け
で

は
な
く
、
欧
州
で
も
広
く
読
ま
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ

と
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
学
校
の
壁
に
大
き
く
描
か
れ
た
二

宮
金
次
郎
は
異
国
の
地
で
何
を
語
っ
て
ゐ
る
の
で
あ

ら
う
か
。
そ
ろ
そ
ろ
日
本
の
学
校
に
帰
ら
し
て
く
れ

と
で
も
言
っ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
。
「
人
と
し
て

の
正
し
い
生
き
方
」
　
（
道
徳
）
　
と
い
ふ
の
は
、
古
今

東
西
さ
う
変
は
る
も
の
で
は
な
い
。
教
育
勅
語
や
修

身
に
は
世
界
に
通
用
す
る
徳
目
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
と

い
ふ
こ
と
に
今
気
づ
い
て
ゐ
な
い
の
は
、
日
本
人
だ

け
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

（会員）

教
育
研
究
大
会
報
告

－
実
践
発
表
よ
り
－

佐

藤

健

二

今
回
の
教
研
大
会
で
は
、
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中

学
校
、
高
等
学
校
の
部
そ
れ
ぞ
れ
に
実
践
発
表
が
な

さ
れ
た
。
そ
の
中
か
ら
印
象
に
残
っ
た
こ
と
を
い
く

つ
か
報
告
し
た
い
。

幼
稚
園
の
部
で
は
、
P
K
I
D
S
教
育
学
園
の
山

西
寿
幸
先
生
に
よ
り
　
「
異
年
齢
児
ク
ラ
ス
に
お
け
る

能
動
的
学
習
法
」
　
と
い
ふ
発
表
が
あ
っ
た
。

P
K
I
D
S
は
、
年
齢
別
ク
ラ
ス
の
枠
を
取
り
払

ひ
、
「
幼
・
保
・
小
・
中
一
体
化
の
総
合
教
育
」
　
を

目
指
し
て
作
ら
れ
た
総
合
教
育
施
設
で
あ
る
。
発
表

標
題
の
　
「
異
年
齢
児
ク
ラ
ス
」
　
と
は
、
そ
れ
に
伴
っ

て
組
織
さ
れ
た
も
の
で
、
異
年
齢
の
子
供
た
ち
に
自

主
的
に
そ
の
相
手
を
見
つ
け
て
グ
ル
ー
プ
を
作
ら

せ
、
そ
こ
で
は
年
齢
の
上
の
子
が
年
下
の
相
手
の
世

話
を
す
る
と
い
ふ
形
で
学
習
が
な
さ
れ
る
。

二
十
九
年
度
の
『
紀
要
』
の
　
「
デ
イ
リ
ー
プ
ロ
グ

ラ
ム
」
を
見
る
と
、
九
時
　
朝
礼
、
朝
の
歌
、
体
操
、

瞑
想
、
孝
経
音
読
と
あ
る
。
「
孝
経
音
読
」
　
と
い
ぶ

の
は
、
江
戸
時
代
初
期
の
儒
学
者
で
、
日
本
陽
明
学

の
租
で
あ
り
、
後
に
近
江
聖
人
と
言
ほ
れ
た
中
江
藤

樹
の
書
い
た
　
「
孝
経
」
　
に
つ
い
て
の
訓
へ
を
、
み
な

で
音
読
す
る
と
い
ふ
も
の
だ
。
三
歳
児
も
含
む
構
成

か
ら
す
る
と
は
た
し
て
み
な
揃
っ
て
音
読
で
き
る
か

危
ぶ
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
方
法
も
子
供
同
士

で
相
談
し
て
、
当
番
の
子
が
ま
づ
読
ん
で
、
そ
の
後

全
員
で
読
む
と
い
ふ
リ
ー
ド
読
み
を
選
ん
だ
と
い

ふ
。
最
初
は
小
さ
な
声
で
読
ん
で
ゐ
た
子
も
、
一
ケ

月
も
経
つ
と
声
も
大
き
く
な
り
、
最
初
の
頃
の
た
ど

た
ど
し
さ
も
な
く
な
り
し
っ
か
り
読
め
る
や
う
に
な

っ
た
と
い
ふ
。

中
江
藤
樹
は
、
「
孝
」
　
こ
そ
が
人
の
命
の
根
本
で

あ
り
、
親
の
子
へ
の
愛
情
は
当
然
の
大
前
提
と
し
、

そ
の
親
の
思
ひ
を
受
け
止
め
て
親
の
自
分
に
向
け
ら

れ
た
愛
情
を
知
る
、
こ
の
親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
親
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へ
と
い
ふ
愛
情
の
循
環
そ
の
自
覚
反
省
こ
そ
が
真
の

生
命
で
あ
る
と
説
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
学
園
の
子

供
た
ち
は
、
「
孝
経
音
読
」
を
通
し
て
、
理
屈
で
は

な
く
、
こ
の
生
命
の
根
本
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
の

で
は
な
い
か
。
素
晴
ら
し
い
実
践
だ
と
思
っ
た
。

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
そ
の
後
、
十
時
に
は
、
暦
、
数
字
、

ひ
ら
が
な
、
発
声
活
動
、
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
か
ら

の
表
現
展
開
活
動
、
異
年
齢
児
別
能
動
的
数
と
青
紫

ワ
ー
ク
学
習
活
動
な
ど
と
色
々
あ
る
の
で
あ
る
が
、

具
体
的
に
ど
の
や
う
な
学
習
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
か
と

い
ふ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
時
間
の
制
約
も
あ
り
、
説

明
は
な
か
っ
た
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
十
一
時
、
十
二
時

と
一
時
間
刻
み
に
用
意
さ
れ
て
ゐ
て
、
十
四
時
の
「
ふ

り
か
え
り
活
動
」
　
で
終
は
る
。
こ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

準
備
に
当
た
る
先
生
方
の
御
苦
労
は
さ
ぞ
や
と
察
せ

ら
れ
た
。

小
学
校
の
部
は
、
大
阪
市
立
崩
恩
加
鳥
小
学
校
の

丸
岡
慎
弥
先
生
に
よ
る
　
「
日
々
の
授
業
で
子
供
の
心

を
鍛
え
る
」
　
と
い
ふ
発
表
で
あ
っ
た
。

丸
岡
先
生
は
　
「
ま
だ
ま
だ
十
分
な
道
徳
教
育
活
動

は
行
わ
れ
て
い
な
い
」
と
い
ふ
認
識
に
立
っ
て
、
「
週

に
一
度
の
道
徳
の
授
業
を
充
実
さ
せ
」
、
「
教
育
活
動

全
体
と
し
て
の
道
徳
教
育
を
示
す
」
　
と
い
ふ
こ
と
を

目
標
と
し
て
本
発
表
を
考
へ
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
で

あ
っ
た
。
（
括
弧
内
は
『
紀
要
』
か
ら
の
引
用
。
以
下
同

じ
）
。
そ
こ
で
取
り
上
げ
た
の
が
、
横
山
験
也
氏
が

提
唱
さ
れ
た
と
い
ふ
「
道
徳
読
み
」
の
実
践
で
あ
る
。

で
は
「
道
徳
読
み
」
と
は
ど
の
や
う
な
も
の
で
あ

るか。
「
道
徳
の
時
間
で
は
、
道
徳
の
頭
で
考
え
て
も
ら

い
ま
す
。
道
徳
の
頭
で
考
え
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ

と
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
問
題
文
が

あ
る
と
し
ま
し
ま
う
。

次
郎
さ
ん
は
花
を
七
本
持
っ
て
い
ま
し
た
。
花
子

さ
ん
は
、
次
郎
さ
ん
か
ら
三
本
も
ら
い
ま
し
た
。

こ
の
お
話
の
続
き
が
、
次
郎
さ
ん
の
花
は
何
本
残
り

ま
す
か
と
続
く
と
、
み
ん
な
は
『
算
数
の
頭
』
で
考

え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
花
子
さ
ん
は
ど
ん
な
気
持

ち
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
と
続
く
と
、
『
国
語
の
頭
』

で
考
え
ま
す
ね
。
で
は
、
次
の
よ
う
に
お
話
が
続
く

と
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
花
子
さ
ん
は
本
当
に
も
ら
っ

て
よ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
話
が
続

く
と
、
み
な
さ
ん
は
『
花
子
さ
ん
の
行
動
』
に
意
識

が
向
い
た
は
ず
で
す
。
こ
れ
が
『
道
徳
の
頭
で
考
え

る
』
と
い
う
こ
と
で
す
」

こ
の
や
う
な
例
に
よ
り
、
子
供
た
ち
は
　
「
道
徳
読

み
」
　
と
い
ふ
も
の
が
ど
の
や
う
な
も
の
で
あ
る
か
を

知
る
や
う
に
な
る
と
い
ふ
。

そ
の
後
、
実
際
に
先
生
が
教
材
文
を
範
読
し
な
が

ら
、
子
供
た
ち
に
、
気
に
な
る
箇
所
や
い
い
な
と
思

っ
た
箇
所
に
傍
線
を
引
か
せ
、
傍
線
を
引
い
た
箇
所

か
ら
ど
の
や
う
な
「
価
値
」
を
学
ん
だ
か
を
ノ
ー
ト

に
書
か
せ
る
。
そ
の
後
み
ん
な
で
意
見
を
発
表
し
て
、

「
道
徳
的
価
値
」
　
に
気
づ
か
せ
て
い
く
。
こ
の
積
み

重
ね
に
よ
り
、
「
み
る
み
る
う
ち
に
自
分
か
ら
道
徳

的
価
値
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
」
。

こ
の
「
道
徳
読
み
」
の
実
践
で
勝
れ
て
ぬ
る
の
は
、

「
自
分
か
ら
道
徳
的
価
値
を
見
出
す
」
と
い
ふ
こ
と

で
あ
る
。
道
徳
は
単
に
知
識
と
し
て
持
っ
て
ゐ
る
だ

け
で
は
意
味
が
な
い
。
い
か
に
実
践
に
結
び
つ
け
る

か
で
あ
る
。
そ
の
気
づ
さ
は
、
内
発
的
な
も
の
で
あ

る
必
要
が
あ
る
が
、
気
づ
さ
を
気
づ
き
と
し
て
意
識

す
る
に
は
言
語
化
が
必
要
で
あ
る
。
一
人
で
は
そ
の

思
ひ
が
あ
つ
て
も
、
ど
う
表
現
し
て
よ
い
か
が
解
ら

な
い
こ
と
が
多
い
。
大
勢
で
意
見
交
換
す
る
事
に
よ

り
、
自
分
が
漠
然
と
思
っ
て
ゐ
た
こ
と
が
、
そ
れ
に

相
応
し
い
言
葉
を
得
て
、
確
か
に
道
徳
的
価
値
な
の

だ
と
い
ふ
こ
と
を
知
る
。
そ
れ
が
内
苑
的
な
気
づ
き

で
あ
る
。
ク
ラ
ス
全
体
で
　
「
道
徳
読
み
」
　
を
す
る
意

義
は
、
自
己
に
内
在
し
て
ゐ
る
に
も
か
か
は
ら
ず
今

ま
で
気
づ
か
ず
に
き
た
こ
の
価
値
の
存
在
に
、
他
者

の
目
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
り
、
言
葉
と
し
て
は
っ
き

り
気
づ
か
さ
れ
る
と
い
ぶ
こ
と
で
は
な
か
ら
う
か
。

道
徳
と
い
ふ
と
と
か
く
上
か
ら
の
押
し
っ
げ
の
や
う

に
恩
は
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
葵
は
さ
う
い
ふ
心
の
動

き
は
、
年
齢
と
と
も
に
自
然
と
備
は
っ
て
く
る
も
の

で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
を
は
っ
き
り
道
徳
的
価
値
と
し

て
自
覚
す
る
、
つ
ま
り
言
語
化
す
る
契
機
が
得
ら
れ

な
か
っ
た
だ
け
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
親
や
教
師
か

ら
何
か
注
意
さ
れ
て
も
、
そ
ん
な
の
わ
か
つ
て
る
よ

と
反
発
し
た
く
な
る
。
わ
か
っ
て
い
た
け
ど
う
ま
く

言
語
化
で
き
な
か
っ
た
そ
の
思
ひ
を
、
先
に
強
圧
的

に
言
ば
れ
た
の
が
不
愉
快
な
の
で
あ
る
。

先
生
の
範
議
を
聞
き
な
が
ら
傍
線
を
引
く
作
業

は
、
自
己
の
内
面
と
の
向
か
ひ
合
ひ
で
あ
る
。
道
具

（
モ
ノ
）
に
囲
ま
れ
て
兜
沼
す
る
現
代
の
子
供
た
ち

は
、
道
具
と
い
ふ
外
在
的
な
モ
ノ
に
意
識
が
緑
は
れ
、

自
己
の
内
面
と
向
き
合
ふ
経
験
に
乏
し
い
。
ま
た
そ

の
内
面
の
動
き
を
表
現
す
る
言
葉
に
も
乏
し
い
。
し

か
し
、
普
通
の
家
庭
環
境
で
あ
れ
ば
、
道
徳
的
価
値
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実
践
発
表
（
八
月
五
日
）

観
は
年
齢
と
と
も
に
自

然
と
育
ま
れ
て
く
る
筈

だ
。
た
だ
そ
の
自
覚
が

難
し
い
。
「
道
徳
読
み
」

は
そ
の
気
づ
き
を
、
ク

ラ
ス
の
話
し
合
ひ
を
通

し
て
得
ら
れ
る
貴
重
な

実
践
で
は
な
い
か
と
思

った。中
学
校
、
高
等
学
校

の
部
に
も
、
優
れ
た
実

践
発
表
が
続
い
た
が
、
紙
幅
の
関
係
で
割
愛
す
る
。

全
体
と
し
て
、
若
い
先
生
方
が
、
道
徳
の
授
業
に
力

強
く
い
き
い
き
と
取
り
組
ま
れ
て
ゐ
る
姿
に
、
新
鮮

な
驚
き
と
感
動
を
覚
え
た
。

平
成
二
十
九
年
度
日
本
教
師
会
総
会
報
告

八
月
六
日
（
日
）
九
時
か
ら
、
前
日
の
教
育
研
究

大
会
に
引
き
続
き
ホ
テ
ル
ア
ウ
イ
ー
ナ
で
、
総
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。
総
会
は
昨
年
か
ら
、
従
来
の
定

期
大
会
に
替
は
る
も
の
と
し
て
、
日
本
教
師
会
会
員

な
ら
誰
で
も
参
加
で
き
、
（
新
会
則
に
よ
り
）
最
高
議

決
機
関
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た。

議
案
は
、
平
成
二
十
八
年
度
事
業
・
会
計
報
告
、

会
則
改
正
、
役
員
改
選
、
平
成
二
十
九
年
度
事
業
計

画
・
予
算
案
な
ど
。
中
で
も
会
則
は
、
昭
和
五
十
三

年
以
降
改
正
さ
れ
て
を
ら
ず
、
今
回
実
情
に
合
は
せ

て
大
幅
に
変
更
す
る
こ
と
と
し
、
そ
の
為
審
議
に
も

多
く
の
時
間
を
費
や
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
事
務

局
案
に
修
正
を
加
へ
、
新
会
則
が
今
年
の
八
月
六
日

（
総
会
開
催
日
）
　
よ
り
施
行
と
い
ふ
こ
と
で
承
認
さ

れ
ま
し
た
。
新
会
則
は
、
事
務
局
で
修
正
部
分
を
訂

正
し
、
会
員
の
も
と
に
直
接
郵
送
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
ま
す
。

ま
た
役
員
改
選
で
は
、
十
数
年
に
わ
た
っ
て
会

長
と
し
て
本
会
の
運
営
・
発
展
に
尽
力
し
て
こ
ら
れ

た
慶
野
会
長
が
退
任
さ
れ
、
若
手
の
会
長
適
任
者
が

ゐ
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
、
前
会
長
の
若
井
勲
夫
先
生

（
京
都
産
業
大
学
名
誉
教
授
）
　
に
、
ご
高
齢
で
は
あ
り

ま
す
が
、
次
の
会
長
ま
で
の
中
継
ぎ
と
い
ふ
こ
と
で

再
度
引
き
受
け
て
頂
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
来
年
度
の
大
会
は
、
東
京
都
教
師
会
が

主
管
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
会
期
は
、
今
後
八

月
第
一
土
日
に
開
催
す
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
り
ま
し

た
の
で
、
来
年
は
八
月
四
日
　
（
土
）
　
五
日
　
（
日
）
　
に

開
催
し
ま
す
。
会
員
の
皆
様
に
は
、
今
か
ら
ご
予
定

の
上
、
当
日
近
く
な
り
ま
し
た
ら
、
ご
協
力
の
程
、

宜
し
く
お
顔
ひ
い
た
し
ま
す
。
　
　
　
　
（
事
務
局
）

□
短
信
短
評
□

い
さ
さ
か
　
「
旧
聞
」
　
に
属
す
る
が
、
毎
年
正
月
の

初
競
り
で
高
値
に
鮪
を
競
り
落
と
す
こ
と
で
知
ら
れ

て
ゐ
る
、
築
地
な
ど
で
回
転
寿
司
店
を
経
営
す
る
会

社
の
社
長
が
、
ソ
マ
リ
ア
沖
ア
デ
ン
湾
の
海
賊
を
壊

滅
さ
せ
た
と
し
て
評
判
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

確
か
に
同
海
域
で
は
海
賊
が
横
行
し
、
各
国
の
民

間
船
が
襲
墾
さ
れ
る
な
ど
甚
大
な
被
害
が
出
て
ゐ

た
。
国
際
社
会
は
こ
れ
に
対
し
、
我
が
国
の
海
上
自

衛
隊
や
各
国
軍
の
艦
艇
を
出
し
て
こ
れ
を
警
備
し

た
。
現
在
も
自
衛
隊
か
ら
は
護
衛
艦
「
て
る
づ
き
」

と
、
交
替
し
た
　
「
あ
ま
き
り
」
　
が
出
動
し
て
任
務
に

あ
た
っ
て
ゐ
る
。

そ
ん
な
状
況
の
中
で
そ
の
社
長
が
ソ
マ
リ
ア
沿
岸

に
行
っ
て
現
地
で
鮪
の
加
工
技
術
を
教
へ
た
の
で
、

海
賊
か
ら
転
向
し
て
漁
業
に
戻
る
漁
民
が
殖
え
、
為

に
海
賊
が
減
っ
て
き
た
の
だ
と
い
ふ
の
が
そ
の
時
の

内
容
な
の
で
あ
る
。
更
に
は
、
だ
か
ら
武
力
に
頼
ら

な
く
て
も
話
し
合
ひ
で
解
決
は
可
能
だ
な
ど
と
主
張

す
る
者
ま
で
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
順
序
は
逆
で
、
各
国
の
警
備
が
厳
し
く

な
っ
た
為
に
身
動
き
が
取
れ
な
く
な
っ
て
海
賊
が
激

減
し
た
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
へ
民
間
の
寿
司
会
社
が
近

づ
く
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
な
ら
ず
者
相
手
で

は
始
め
か
ら
平
和
裡
の
解
決
な
ど
と
い
ふ
う
ま
い
話

に
は
な
ら
な
い
。

こ
の
社
長
は
実
は
航
空
自
衛
隊
出
身
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
人
物
自
身
が
一
番
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
ゐ

る
は
ず
だ
。

こ
の
話
は
ネ
ッ
ト
で
話
題
に
な
り
、
結
局
は
真
相

が
明
ら
か
に
な
っ
て
、
現
在
は
沈
静
化
し
て
ゐ
る
。（ふ）

◎
「
東
京
の
教
育
」
　
へ
の
会
員
の
皆
様
の
ご
投
稿

を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
字
数
は
三
千
字
程
度
以

内
で
お
願
い
し
ま
す
。

事
務
局
ア
ド
レ
ス
　
（
佐
藤
）
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