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● 

は
じ
め
に

「
道
徳
読
み
」、
初
め
て
耳
に
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
れ
も
そ
の
は
ず
で
す
。

こ
れ
ま
で
に
は
な
い
全
く
新
し
い
道
徳
授
業
の
や
り
方
な
の
で
す
。

「
道
徳
読
み
」
は
次
の
パ
ー
ト
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

　

１ 

普
通
に
読
む

　

２ 

道
徳
読
み
（
道
徳
さ
が
し
・
道
徳
み
つ
け
）
を
す
る

　

３ 

見
つ
け
た
道
徳
を
発
表
す
る

　

４ 

登
場
人
物
に
通
知
表
を
付
け
る

　

５ 

自
分
を
省
み
る

こ
の
５
つ
の
パ
ー
ト
を
知
る
だ
け
で
、
誰
で
も
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
あ
る
道
徳
授
業
が
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
は
授
業
で
考
え
・
議
論
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。



3……はじめに

「
道
徳
読
み
」
は
、
教
科
書
を
使
っ
て
行
う
の
が
基
本
で
す
。

で
す
か
ら
、
特
別
な
準
備
が
い
り
ま
せ
ん
。

明
日
か
ら
で
も
、
す
ぐ
に
で
き
ま
す
。

そ
し
て
「
道
徳
読
み
」
を
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
道
徳
的
な
見
方
・
考
え
方
が
心
の
中
に
蓄
積
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
の
変
容
に
手
ご
た
え
を
感
じ
る
は
ず
で
す
。

平
成
30
年
度
か
ら
「
道
徳
の
時
間
」
が
「
特
別
の
教
科　

道
徳
」
に
な
り
ま
し
た
。

道
徳
の
授
業
を
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
悩
ん
で
い
た
先
生
。

こ
れ
ま
で
道
徳
の
授
業
の
や
り
方
に
戸
惑
い
、
迷
い
を
感
じ
て
い
た
先
生
。

何
か
を
変
え
た
い
、
何
か
違
う
授
業
方
法
を
試
し
た
い
と
い
う
向
上
心
の
あ
る
先
生
。

「
道
徳
読
み
」
は
、
誰
で
も
で
き
ま
す
。

ぜ
ひ
「
道
徳
読
み
」
を
実
践
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

「
道
徳
読
み
」
を
通
し
て
心
が
豊
か
に
な
り
、
子
ど
も
も
先
生
も
、
親
も
学
校
も
地
域
も
幸
せ
に
な
る
は
ず
で
す
。
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❶ 

道
徳
脳
で
教
材
を
読
む

　

国
語
や
算
数
の
勉
強
に
は
先
生
も
子
ど
も
た
ち
も
慣
れ
親
し
ん
で
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
算
数
の
時
間
に
な
れ
ば
、

自
動
的
に
頭
が
算
数
脳
に
な
り
、
国
語
の
時
間
に
な
れ
ば
国
語
脳
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ご
く
自
然
に
切
り
替
え
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
道
徳
は
き
ち
ん
と
教
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、
道
徳
の
時
間
に
な
っ
て
も
、
自
動
的
に
道
徳
脳
に

な
る
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
た
ち
だ
け
で
な
く
先
生
も
同
様
で
す
。
そ
の
た
め
、
共
に
読
み
物
教
材
を
扱
う
国

語
と
道
徳
の
違
い
は
、
ど
う
に
も
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

簡
単
に
道
徳
と
国
語
、
つ
い
で
に
算
数
の
違
い
を
お
見
せ
し
ま
す
。
ま
ず
、
次
の
文
章
を
お
読
み
く
だ
さ
い
。

　　
　

花
子
が
花
を
８
本
持
っ
て
い
ま
し
た
。

　
　

次
郎
は
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。

1　
道
徳
の
基
本
的
な
考
え
方
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花
子
は
次
郎
に
４
本
あ
げ
ま
し
た
。

　

算
数
の
文
章
問
題
の
よ
う
な
文
で
す
。
こ
の
文
を
読
ん
だ
後
、「
花
子
の
花
は
何
本
に
な
り
ま
し
た
か
。」
と
問
わ
れ

れ
ば
、
頭
の
中
は
「
数
」
に
注
目
し
ま
す
。
こ
の
状
態
が
「
算
数
脳
」
の
状
態
で
す
。

　

次
に
、「
次
郎
は
ど
ん
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
か
。」
と
問
わ
れ
た
ら
、
先
ほ
ど
ま
で
の
数
は
そ
れ
ほ
ど
気
に
な
ら

な
く
な
り
ま
す
。「
状
況
」
を
見
て
次
郎
の
心
の
中
を
推
測
し
ま
す
。「
き
っ
と
、
嬉
し
い
だ
ろ
う
」
な
ど
と
思
え
て
き

ま
す
。
こ
の
と
き
の
頭
の
状
態
が
「
国
語
脳
」
で
す
。

　

同
様
に
、
次
の
よ
う
に
問
わ
れ
た
ら
、
皆
さ
ん
の
頭
の
中
は
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
。

「
次
郎
は
、
も
ら
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。」

　

こ
の
問
い
を
聞
く
と
、
も
ら
っ
た
花
の
数
が
４
本
だ
ろ
う
が
、
１
本
だ
ろ
う
が
、
本
数
は
全
く
関
係
な
く
な
り
ま
す
。

ま
た
、
花
を
く
れ
た
花
子
の
気
持
ち
も
重
要
で
な
く
な
り
ま
す
。
気
に
な
っ
て
く
る
の
は
、
何
の
理
由
も
な
く
物
を
も

ら
っ
て
良
い
の
か
ど
う
か
で
す
。こ
の
と
き
、頭
の
中
で
は「
倫
理
」に
注
目
を
し
て
い
ま
す
。正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
。

善
い
か
悪
い
か
。人
の
道
を
外
し
て
い
な
い
か
。こ
う
い
う
視
点
で
文
章
を
読
ん
で
い
ま
す
。こ
の
頭
が「
道
徳
脳
」で
す
。

　

道
徳
の
授
業
で
は
、
教
材
文
を
道
徳
脳
で
読
み
進
め
る
の
が
基
本
で
す
。

　

道
徳
の
教
材
文
も
、
読
も
う
と
思
え
ば
算
数
脳
で
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
数
が
書
い
て
あ
る
と
こ
ろ
に
着
目
し
た

り
、
登
場
人
物
を
数
え
た
り
。
し
か
し
、
そ
れ
は
道
徳
と
は
ほ
ど
遠
い
内
容
と
な
り
ま
す
。
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同
様
に
、
国
語
脳
で
読
む
こ
と
も
で
き
ま
す
。
登
場
人
物
の
気
持
ち
に
迫
る
よ
う
に
読
み
続
け
て
い
け
ば
よ
い
の
で

す
。
で
も
、
そ
れ
は
国
語
の
時
間
に
す
で
に
行
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
週
に
１
時
間
し
か
な
い
貴
重
な
道
徳
の
時
間
に
、

国
語
脳
を
使
わ
せ
て
考
え
る
の
は
も
っ
た
い
な
い
こ
と
で
す
。
登
場
人
物
の
言
動
を
正
邪
・
善
悪
・
人
の
道
と
い
っ
た

道
徳
の
視
点
で
読
ん
で
い
く
の
が
道
徳
で
す
。
よ
り
良
い
人
生
を
歩
む
た
め
に
頭
を
使
い
、
ま
た
、
悪
の
道
を
歩
ま
な

い
予
防
と
し
て
道
徳
を
学
ん
で
い
く
の
で
す
。

❷ 

心
は
自
分
か
ら

　

道
徳
の
基
本
的
な
考
え
方
を
お
話
し
し
ま
す
。

　

ま
ず
は
、
人
の
考
え
方
で
す
。
道
徳
で
は
人
を
大
き
く
３
つ
に
分
け
て
考
え
ま

す
。
頭
・
体
・
心
で
す
。

　

頭
は
「
知
る
・
分
か
る
」
を
司
り
ま
す
。
主
に
、
学
問
と
し
て
の
道
徳
（
学
問

道
徳
）
を
学
び
、
考
え
ま
す
。
体
は
「
で
き
る
」
で
す
。
主
に
、
行
儀
作
法
に
関

わ
る
所
作
・
仕
草
で
す
。
心
は
道
徳
で
す
の
で
「
好
き
に
な
る
」「
や
り
遂
げ
る
」

と
な
り
ま
す
。
正
し
い
こ
と
が
好
き
に
な
り
、
正
し
い
こ
と
を
や
り
遂
げ
る
。
そ

う
い
う
心
を
つ
く
っ
て
い
き
ま
す
。

教えられる

知る
わかる

できる

好きになる
やりとげる自分から

頭

体

心
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頭
・
体
・
心
の
３
つ
の
う
ち
、
頭
と
体
は
先
生
が
教
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、「
物
を
渡
す
時
に
は
、
相

手
が
受
け
取
り
や
す
い
よ
う
に
し
ま
す
よ
。」
と
言
い
、
や
っ
て
見
せ
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
も
そ
の
よ
う
に
で
き
ま
す
。

ま
た
、
な
ぜ
そ
う
す
る
の
か
と
話
せ
ば
、
そ
の
理
由
も
分
か
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
心
は
そ
う
は
い
か
な
い
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
い
や
な
相
手
に
言
わ
れ
た
ら
、
た
と
え
そ
れ
が

正
論
で
も
、
人
は
心
の
中
で
反
発
し
ま
す
。
ま
た
、
突
然
、
隣
の
人
を
好
き
に
な
り
な
さ
い
と
言
わ
れ
て
も
、「
え
っ
、

な
ぜ
？
」「
な
ぜ
、
こ
の
人
を
！
」
と
心
が
受
け
付
け
ま
せ
ん
。
自
分
が
そ
う
思
お
う
と
し
な
い
限
り
変
わ
ら
な
い
の

が
心
で
す
。
他
の
人
が
と
や
か
く
言
っ
て
も
、
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
は
な
ら
な
い
の
が
、
人
の
心
な
の
で
す
。

　

論
語
に
「
仁じ

ん

を
為な

す
は
己お

の
れに
由よ

り
て
、
人ひ

と

に
由よ

ら
ん
や
」
と
あ
る
よ
う
に
、
昔
か
ら
「
心
は
自
分
か
ら
」
と
考
え
ら

れ
て
き
ま
し
た
。
子
ど
も
た
ち
が
自
分
か
ら
心
に
働
き
か
け
る
よ
う
に
進
め
る
の
が
道
徳
な
の
で
す
。

❸ 

第
二
の
天
性
を
豊
か
に
す
る

　

次
は
、
人
の
成
長
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
道
徳
か
ら
見
た
成
長
で
す
。

　

人
は
生
ま
れ
た
時
か
ら
、
両
親
の
持
っ
て
い
る
性
質
な
ど
を
遺
伝
と
し
て
受
け
継
い
で
い
ま
す
。
そ
の
う
ち
の
道
徳

面
に
関
す
る
こ
と
を
、
生
ま
れ
つ
き
持
っ
て
い
る
「
徳
性
」
と
か
、「
天
性
」
な
ど
と
い
い
ま
す
。

　

ま
た
、
生
ま
れ
て
か
ら
三
年
ほ
ど
の
期
間
に
経
験
し
た
こ
と
は
人
生
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
。「
三
つ
子
の
魂

百
ま
で
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。



12

　

生
ま
れ
て
か
ら
三
歳
く
ら
い
ま
で
の
間
に
、
子
ど
も
た
ち
の

中
に
は
か
な
り
の
道
徳
が
授
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
簡
単
な
善
悪

は
分
か
り
、
し
て
良
い
こ
と
悪
い
こ
と
も
分
か
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。
で
も
、
こ
の
ま
ま
で
は
世
の
中
で
通
用
し
ま
せ
ん
。

学
ぶ
べ
き
道
徳
が
ま
だ
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
で
す
。「
お

先
に
ど
う
ぞ
と
譲
る
」「
う
そ
は
つ
か
な
い
」「
物
を
盗
ま
な
い
」

な
ど
で
す
。

　

こ
れ
が
「
学
問
道
徳
」
で
す
。
何
度
も
何
度
も
繰
り
返
し
学
習
を
し
て
身
に
付
け
さ
せ
て
い
き
ま
す
。
繰
り
返
し
て

い
く
と
次
第
に
板
に
付
い
て
き
ま
す
。
す
る
と
、
ま
る
で
生
ま
れ
つ
き
そ
う
だ
っ
た
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
き
ま
す
。

そ
れ
が
「
第
二
の
天
性
」
で
あ
り
、「
習
い
性
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
す
。
道
徳
の
時
間
の
み
な
ら
ず
、
学
校
教
育
全

般
で
取
り
組
ん
で
い
く
道
徳
は
、
こ
の
「
第
二
の
天
性
」
を
正
し
く
豊
か
に
な
る
よ
う
に
太
ら
せ
て
い
く
こ
と
で
す
。

　
❹ 

他ひ

人と

に
は
優
し
く
。
自
分
に
は
？

　

も
う
一
つ
、
道
徳
の
基
本
的
な
考
え
方
を
示
し
ま
す
。

　

他ひ

人と

と
一
緒
に
い
る
時
、普
通
そ
の
人
に
は
「
や
さ
し
く
」
接
し
ま
す
。
い
き
な
り
罵
声
を
浴
び
せ
た
り
、突
然
ぶ
っ

た
り
は
し
ま
せ
ん
。

学
問

徳
性
・
天
性

三
つ
子
の
魂

第
二
の
天
性

習
い
性
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他ひ

人と

へ
の
接
し
方
が
あ
る
よ
う
に
、
道
徳
に
は
「
自
分
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
」
も
、
昔
か
ら
考
え
方
と
し
て

定
着
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
国
語
脳
で
考
え
る
こ
と
に
慣
れ
た
人
は
、
た
い
て
い
「
厳
し
く
」
と
い
う
答
え
が

浮
か
ん
で
き
ま
す
。

　

し
か
し
、
道
徳
で
は
そ
う
は
な
り
ま
せ
ん
。「
正
し
く
」
で
す
。
自
分
の
言
う
言
葉
、
自
分
の
行
動
、
そ
れ
ら
が
、

正
し
さ
が
元
に
あ
っ
て
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
す
。

　

詐
欺
師
は
決
ま
っ
て
他
人
に
や
さ
し
く
接
し
て
き
ま
す
。
と
き
に
は
、
甘
い
話
を
し
て
き
ま
す
。
し
か
し
、
心
の
中

は
邪
悪
で
す
。
自
分
に
対
し
て
正
し
さ
を
も
っ
て
向
き
合
う
。
自
分
に
正
し
く
。
こ
う
い
う
学
習
が
道
徳
で
す
。
繰
り

返
し
学
べ
ば
、
だ
ま
す
人
も
減
っ
て
き
ま
す
。

「
人
の
話（
頭
・
体
・
心
）」「
徳
性
と
学
問
」「
他
人
と
自
分
」な
ど
の
話
は
、「
学

問
道
徳
」
で
す
。
道
徳
の
基
本
的
な
事
柄
な
の
で
、「
道
徳
の
そ
も
そ
も
論
」

と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
と
て
も
簡
単
な
論
で
す
が
、
こ
れ
を
知
る
だ
け

で
も
道
徳
が
実
り
多
き
も
の
に
な
り
ま
す
。

やさしく
人

？

自
分
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「
道
徳
読
み
」
の
授
業
は
、
大
き
く
５
つ
の
パ
ー
ト
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

　

①
普
通
に
読
む

　

教
科
書
の
読
み
物
教
材
を
通
読
し
全
体
の
文
意
を
把
握
し
ま
す
。
国
語
の
授
業
で
は
な
い
の
で
、
難
し
い
言
葉
の
意

味
や
読
め
そ
う
に
な
い
漢
字
は
調
べ
さ
せ
ず
に
教
え
ま
す
。

　

②
道
徳
さ
が
し
・
道
徳
み
つ
け

「
道
徳
読
み
」
の
最
も
重
要
な
特
色
あ
る
学
習
法
で
す
。
自
分
で
教
材
文
か
ら
道
徳
を
見
つ
け
る
学
習
を
し
ま
す
。　

　
　
　

こ
こ
に
道
徳
が
あ
る
な
と
思
っ
た
と
こ
ろ
に
線
を
引
く
。

　
　
　

そ
れ
が
ど
ん
な
道
徳
な
の
か
言
葉
で
書
く
。

　
　
　

自
分
の
中
に
あ
る
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
る
道
徳
を
明
確
に
し
、
自
覚
的
に
す
る
。

　

③
発
表
を
す
る
（
他
の
人
の
見
つ
け
た
道
徳
を
学
ぶ
）

2　
「
道
徳
読
み
」の
方
法
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全
体
・
班
・
グ
ル
ー
プ
・
隣
同
士
な
ど
ど
ん
な
形
で
も
よ
い
。

　
　
　

他
の
人
の
見
つ
け
た
道
徳
を
学
ぶ
こ
と
で
、
自
分
の
道
徳
を
太
く
豊
か
に
す
る
。

　

④
通
知
表
を
付
け
る
（
登
場
人
物
を
俯
瞰
し
、
道
徳
的
に
判
断
す
る
）

　
　
　

登
場
人
物
を
選
び
、
道
徳
の
通
知
表
を
付
け
る
。（
Ａ
か
Ｃ
か
）

　
　
　

人
に
よ
っ
て
判
断
が
違
う
こ
と
を
学
ぶ
。

　

⑤
省
み
る
（
自
分
の
心
に
落
と
す
）

　
　
　

そ
の
善
い
と
こ
ろ
を
見
て
、
自
分
も
そ
う
な
り
た
い
と
思
う
。

　
　
　

そ
の
悪
い
と
こ
ろ
を
見
て
、
自
分
に
も
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
思
う
。

　　

①
～
⑤
は
、
こ
の
順
に
授
業
を
し
な
さ
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
れ
か
一
つ
を
行
う
こ
と
で
も
構
い
ま

せ
ん
し
、
②
と
⑤
で
終
わ
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
構
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
指
導
法
に
一
部
取
り
込
む

こ
と
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
内
容
の
ア
レ
ン
ジ
な
ど
も
工
夫
次
第
で
い
ろ
い
ろ
と
で
き
ま
す
。

　

で
は
、
①
か
ら
順
に
基
本
的
な
事
柄
を
解
説
し
ま
す
。

❶ 

普
通
に
読
む
（
通
読
）

　

教
科
書
の
読
み
物
教
材
を
通
読
し
、
全
体
の
文
意
を
把
握
し
ま
す
。
読
み
方
に
特
別
な
規
定
は
あ
り
ま
せ
ん
。
普
通
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に
読
め
ば
よ
い
の
で
す
。
先
生
が
読
み
上
げ
て
も
よ
い
で
す
し
、
子
ど
も
た
ち
が
自
分
で
読
む
形
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

　

難
し
い
言
葉
の
意
味
や
読
め
そ
う
に
な
い
漢
字
が
出
て
い
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
を
調
べ
て
い
る
と
時
間
が

か
か
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
国
語
の
授
業
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
意
味
や
読
み
は
ど
ん
ど
ん
教
え
て
い
き
ま
す
。

「
道
徳
読
み
」
に
慣
れ
て
く
る
と
、こ
の
「
普
通
に
読
む
」
読
み
方
が
次
第
に
で
き
な
く
な
っ
て
き
ま
す
。
正
邪
、善
悪
、

人
の
道
を
考
え
て
し
ま
い
、
読
み
物
教
材
を
自
然
と
道
徳
脳
で
読
み
始
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
普
通
に
読
め
な

い
、
道
徳
読
み
を
し
て
い
る
自
分
を
感
じ
た
人
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
道
徳
へ
の
頭
の
切
り
替
え
が
自
然
に
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

❷ 

道
徳
さ
が
し
・
道
徳
み
つ
け

「
道
徳
読
み
」
の
最
も
重
要
な
特
色
あ
る
学
習
法
部
分
で
す
。
自
分
で
教
材
文
か
ら
道
徳
を
見
つ
け
る
学
習
を
し
ま
す
。

子
ど
も
た
ち
は
既
に
何
か
し
ら
の
道
徳
を
持
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
教
材
文
を
読
め
ば
、
自
然
と
湧
い
て
く
る

道
徳
を
感
じ
た
り
（
徳
性
・
三
つ
子
の
魂
レ
ベ
ル
）、
頭
を
使
っ
て
見
つ
け
出
す
道
徳
に
気
が
つ
い
た
り
し
ま
す
（
第

二
の
天
性
・
学
問
道
徳
）。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
は
感
覚
的
で
不
明
確
な
状
態
で
す
。
そ
こ
で
、
そ
れ
を
言
葉
に

書
き
表
す
こ
と
で
明
確
に
し
、
ひ
い
て
は
自
覚
的
に
し
て
い
く
の
が
こ
の
学
習
で
す
。

　

先
に
、「
心
は
自
分
か
ら
」
と
書
き
ま
し
た
が
、
既
に
持
っ
て
い
る
道
徳
を
使
い
、
自
分
か
ら
ど
ん
ど
ん
道
徳
を
見
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つ
け
出
す
の
が
、
こ
の
道
徳
さ
が
し
・
道
徳
み
つ
け
で
す
。
自
分
の
心
か
ら
出
発
す
る
授
業
と
い
え
ま
す
。

　

こ
こ
で
や
る
こ
と
は
、
次
の
２
つ
で
す
。

　
　

１
．「
こ
こ
に
道
徳
が
あ
る
な
」
と
思
え
る
と
こ
ろ
に
線
を
引
く
。　

　
　

２
．
そ
の
脇
に
、
ど
ん
な
道
徳
か
言
葉
で
書
く
。

　

道
徳
の
教
材
文
に
は
、
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
道
徳
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、「
正
義
が
大
事
」
と
か
「
悪

い
こ
と
は
し
な
い
」
な
ど
と
、
道
徳
を
示
す
言
葉
そ
の
も
の
は
書
い
て
あ
り
ま
せ
ん
。
物
語
の
よ
う
に
書
く
こ
と
で
子

ど
も
た
ち
に
道
徳
に
気
づ
か
せ
る
よ
う
に
書
い
て
あ
る
の
が
教
材
文
な
の
で
す
。

　

そ
の
特
徴
を
そ
の
ま
ま
素
直
に
活
用
し
、「
ど
ん
な
道
徳
が
あ
る
か
」
と
道
徳
を
探
す
よ
う
に
し
て
読
み
ま
す
。
さ

ら
に
そ
れ
を
言
葉
に
す
る
こ
と
で
道
徳
へ
の
自
覚
を
高
め
ま
す
。
こ
れ
が
、道
徳
さ
が
し
で
あ
り
、道
徳
み
つ
け
で
す（
狭

義
の
「
道
徳
読
み
」）
で
す
。

　

道
徳
さ
が
し
を
す
る
時
は
頭
に
二
つ
の
観
点
を
持
ち
ま
す
。「
正
し
い
と
こ
ろ
は
な
い
か
」
と
正
し
さ
を
見
つ
け
る

正
義
の
観
点
。「
悪
い
と
こ
ろ
は
な
い
か
」
と
悪
を
見
つ
け
る
悪
退
治
観
点
で
す
。
こ
の
二
つ
の
観
点
を
取
り
上
げ
て
、

「
善
い
道
徳
を
見
つ
け
る
」「
悪
い
道
徳
を
見
つ
け
る
」
と
授
業
展
開
し
て
も
構
い
ま
せ
ん
。
ど
ち
ら
に
し
ろ
子
ど
も
た

ち
は
正
義
の
側
に
立
っ
て
教
材
を
読
み
ま
す
。

　

正
邪
、
善
悪
、
人
の
道
な
ど
の
観
点
で
道
徳
を
見
つ
け
出
す
わ
け
で
す
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
は
設
定
さ
れ
た
内
容
項
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目
と
は
関
わ
り
な
く
道
徳
を
見
つ
け
て
き
ま
す
。
そ
の
範
囲
は
幅
広
い
た
め
、「
こ
ん
な
道
徳
を
見
つ
け
た
」
と
喜
ぶ

姿
も
見
ら
れ
ま
す
。
道
徳
さ
が
し
に
は
、
発
見
す
る
喜
び
が
伴
う
た
め
、
子
ど
も
た
ち
は
集
中
し
て
教
材
文
に
向
き
合

う
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
初
め
て
取
り
組
む
時
に
は
、
要
領
を
得
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な
と
き
は
、
先
生
が
例
示

す
る
の
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
③
の
発
表
を
通
し
て
、
友
だ
ち
の
見
つ
け
た
道
徳
か
ら
、
分
か
っ
て
い
く
よ
う
に

な
り
ま
す
。
や
り
方
が
分
か
れ
ば
、
子
ど
も
た
ち
は
自
分
か
ら
ど
ん
ど
ん
道
徳
を
探
そ
う
と
し
て
き
ま
す
。
先
生
に
言

わ
れ
た
か
ら
行
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、「
心
は
自
分
か
ら
」
の
素
直
な
状
態
で
、
正
義
の
側
に
立
っ
て
学
習
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

自
分
で
見
つ
け
た
道
徳
は
、
子
ど
も
が
既
に
知
っ
て
い
る
道
徳
、「
既
知
道
徳
」
で
す
。
道
徳
の
授
業
は
学
習
す
る

こ
と
に
よ
り
、
こ
の
既
知
道
徳
を
増
や
す
方
向
に
向
か
い
ま
す
。
既
知
道
徳
が
増
え
れ
ば
、
自
然
と
発
見
で
き
る
道
徳

も
増
え
ま
す
。
主
体
的
に
教
材
文
に
向
き
合
え
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
言
葉
で
書
く
こ
と
に
よ
り
、
何
と
な
く

ぼ
ん
や
り
と
思
っ
て
い
た
道
徳
が
明
確
に
な
り
、
自
覚
的
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
れ
を
繰
り
返
す
う
ち
に
、
ど
ん
な

教
材
文
で
も
自
分
で
道
徳
読
み
を
行
え
る
力
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
教
材
に
は
内
容
項
目
が
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
自
由
に
道
徳
を
見
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
内
容
項
目
に
限
定

し
て
道
徳
を
見
つ
け
る
授
業
展
開
で
も
構
い
ま
せ
ん
。

❸ 

発
表
を
す
る


