
　コ
ラ
ム
「
旅
立
ち
の
日
に
」
は
、
道
徳
の
時
間
の
補
助
的
な
資

料
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
学
校
に
は
、

学
び
舎
で
出
会
う
か
け
が
え
の
な
い
人
々
と
の
関
わ
り
が
あ
り
、

共
に
培
っ
て
き
た
伝
統
や
校
風
が
あ
る
。
自
分
た
ち
の
学
校
を
改

め
て
見
つ
め
、
そ
の
よ
さ
を
後
輩
へ
伝
え
て
い
き
た
い
と
い
う
思

い
を
高
め
て
い
く
よ
う
に
し
た
い
。

■
道
徳
の
時
間

◆
コ
ラ
ム
「
旅
立
ち
の
日
に
」

3 

活
用
場
面
例

１ 

こ
の
内
容
項
目
の
ペ
ー
ジ
の
特
徴

2 

活
用
の
ポ
イ
ン
ト

　生
徒
に
と
っ
て
学
校
で
過
ご
す
時
間
は
、
日
々
の
大
半
で
あ
り
、

学
級
や
学
校
は
重
要
な
生
活
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
多
く
の

友
と
出
会
い
、
様
々
な
貴
重
な
経
験
を
積
み
、
人
間
と
し
て
の
成
長

を
遂
げ
て
い
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
学
生
に
と
っ
て
、
自
分
の
学

級
や
学
校
へ
の
関
心
や
、
よ
り
よ
い
学
級
や
学
校
づ
く
り
へ
の
意
欲

は
必
ず
し
も
十
分
と
は
言
え
な
い
。
そ
こ
で
、
本
内
容
項
目
の
ペ
ー

ジ
を
活
用
し
て
学
級
や
学
校
に
対
す
る
生
徒
の
関
心
を
高
め
、
学
校

と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
見
つ
め
直
す
機
会
と
し
た
い
。

　一
九
九
ペ
ー
ジ
の
合
唱
曲
「
旅
立
ち
の
日
に
」
は
、
一
九
八
ペ
ー

ジ
の
コ
ラ
ム
に
あ
る
よ
う
に
、
全
国
の
多
く
の
中
学
校
の
卒
業
式
で

愛
唱
さ
れ
る
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
を
通
じ
、
仲
間
と
の
思
い
出
を
胸

に
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
を
切
り
拓
い
て
い
こ
う
と
い
う
希
望
を
も
つ

こ
と
の
大
切
さ
や
、
学
校
生
活
は
教
師
と
生
徒
、
生
徒
同
士
の
深
い

信
頼
関
係
で
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
て
、
学
校
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
深

め
、
よ
り
よ
い
校
風
の
樹
立
と
発
展
に
努
め
る
態
度
を
養
い
た
い
。
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P.１９４～１９９

４ 
社
会
に
生
き
る
一
員
と
し
て

　⑺ 
学
校
や
仲
間
に
誇
り
を
も
つ

学
級
や
学
校
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
も
ち
、
教
師
や
学
校
の
人
々

に
敬
愛
の
念
を
深
め
、
協
力
し
て
よ
り
よ
い
校
風
を
樹
立
す
る
。

　学
校
に
は
長
年
に
わ
た
っ
て
先
輩
た
ち
が
築
い
て
き
た
独
自
の

校
風
が
あ
り
、
そ
れ
を
後
輩
た
ち
が
継
承
し
、
協
力
し
合
っ
て
よ

り
よ
い
校
風
へ
と
発
展
さ
せ
て
き
た
。
中
学
生
に
と
っ
て
、
学
級

や
学
校
に
対
し
て
愛
着
や
誇
り
を
も
つ
こ
と
は
大
切
な
こ
と
で
あ

①
コ
ラ
ム
「
旅
立
ち
の
日
に
」
を
読
み
、
楽
曲
誕
生
の
背
景
を
知
る
。

②
合
唱
曲
「
旅
立
ち
の
日
に
」
の
歌
詞
を
読
み
、
楽
曲
を
聴
く
。

　こ
の
楽
曲
に
込
め
ら
れ
た
願
い
や
思
い
を
考
え
、
一
九
九
ペ
ー

　ジ
に
、
感
じ
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
書
い
て
発
表
す
る
。

③
卒
業
生
ま
た
は
在
校
生
の
先
輩
か
ら
、
自
分
た
ち
の
学
校
の
伝

　統
や
校
風
に
つ
い
て
の
話
を
聞
く
。
（
ビ
デ
オ
レ
タ
ー
形
式
で

　も
よ
い
。
）

④
後
輩
に
伝
え
て
い
き
た
い
自
分
た
ち
の
学
校
の
伝
統
や
校
風
に

　つ
い
て
話
し
合
う
。

　合
唱
曲
「
旅
立
ち
の
日
に
」
の
歌
詞
に
は
、
様
々
な
願
い

が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　歌
詞
を
何
度
も
繰
り
返
し
読
む
こ
と
で
、
そ
の
心
情
が
伝

わ
っ
て
く
る
。

　中
学
校
を
巣
立
っ
て
も
、
共
に
過
ご
し
た
日
々
の
思
い
出

が
、
い
つ
ま
で
も
生
徒
た
ち
の
心
の
よ
り
所
と
し
て
、
心
の

中
に
生
き
続
け
て
い
る
。
こ
の
歌
詞
を
か
み
し
め
る
こ
と
で
、

学
校
と
い
う
も
の
を
改
め
て
見
つ
め
て
、
生
徒
た
ち
の
学
校

に
対
す
る
愛
着
を
深
め
、
こ
れ
か
ら
の
関
わ
り
に
生
か
し
て

い
く
。

　コ
ラ
ム
「
旅
立
ち
の
日
に
」
の
活
用
に
当
た
っ
て
は
、
ま

ず
合
唱
曲
「
旅
立
ち
の
日
に
」
が
誕
生
し
た
背
景
を
知
る
。

　そ
し
て
、
こ
の
歌
に
は
教
師
の
ど
の
よ
う
な
思
い
が
込
め

ら
れ
て
い
る
か
、
生
徒
た
ち
は
ど
の
よ
う
な
思
い
で
こ
の
歌

を
歌
っ
て
い
た
の
か
な
ど
、
様
々
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら
歌

詞
を
読
ん
で
い
き
た
い
。

　さ
ら
に
、
自
分
た
ち
の
学
校
を
見
つ
め
、
学
校
の
一
員
と

し
て
の
自
覚
を
深
め
て
い
き
た
い
。
ま
た
、
教
師
や
学
校
の

人
々
へ
の
感
謝
や
尊
敬
の
気
持
ち
も
育
ん
で
い
き
た
い
。

①
歌
詞
の
内
容
や
曲
想
を
味
わ
う
。

②
曲
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現
を
工
夫
し
歌
う
。

③
全
員
で
合
唱
を
つ
く
っ
て
い
く
体
験
を
通
し
て
、
表
現
し
た
い

　イ
メ
ー
ジ
を
伝
え
合
う
。

　一
九
六
ペ
ー
ジ
の
「
後
輩
に
伝
え
た
い
こ
と
」
を
活
用
し
、
卒
業
を

前
に
後
輩
に
伝
え
た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
つ
い
て
話
し
合
う
。
そ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
全
校
集
会
で
伝
え
、
生
徒
同
士
の
人
間
関
係
を
深
め
て
、
先

輩
の
思
い
を
受
け
継
ぎ
伝
統
を
守
っ
て
い
こ
う
と
す
る
意
欲
を
高
め
る
。

　ま
た
、
一
九
七
ペ
ー
ジ
の
「
学
校
を
良
く
す
る
た
め
に
」
を
活
用

し
、
意
見
を
集
め
、
そ
れ
を
生
徒
会
通
信
等
で
発
信
す
る
な
ど
し
て
、

自
分
た
ち
の
学
校
を
よ
り
よ
く
す
る
た
め
に
取
り
組
ん
で
み
た
い
こ

と
を
ま
と
め
て
い
く
よ
う
に
す
る
。

　一
九
九
ペ
ー
ジ
の
合
唱
曲
「
旅
立
ち
の
日
に
」
の
歌
詞
の
内
容
や

曲
想
か
ら
感
じ
取
っ
た
こ
と
と
、
音
楽
的
な
特
徴
と
を
関
わ
ら
せ
な

が
ら
表
現
を
工
夫
し
、
仲
間
へ
の
思
い
や
学
校
へ
の
愛
着
を
感
じ
て

歌
う
。

■
音
楽
科

■
特
別
活
動
（
生
徒
会
活
動
）

　一
九
五
ペ
ー
ジ
の
「
自
分
と
学
校
と
の
関
わ
り
」
を
活
用
し
、

家
庭
や
地
域
の
人
と
校
風
に
つ
い
て
語
り
合
う
。

　家
庭
や
地
域
の
人
と
共
に
、
学
校
の
歴
史
や
伝
統
に
触
れ
る
機

会
を
増
や
す
こ
と
で
、
伝
統
を
受
け
継
ぎ
、
よ
り
よ
い
校
風
を
築

い
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
を
養
う
と
と
も
に
、
家
庭
や
地
域
で
自

分
た
ち
を
支
え
て
見
守
り
、
励
ま
し
て
く
れ
る
人
々
へ
の
感
謝
の

思
い
を
育
む
。

■
家
庭
や
地
域
と
の
連
携

り
、
本
内
容
項
目
の
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
て
、
学
校
の
伝
統
や
よ
さ

を
見
つ
め
、
仲
間
と
力
を
合
わ
せ
て
、
自
分
た
ち
の
学
校
を
よ
り

よ
く
し
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
た
い
。

ひ
ら

第２章●「私たちの道徳」の活用事例
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　「
人
物
探
訪
」
や
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
活
用
し
、
地
域
の
発
展

に
尽
く
し
た
先
人
の
思
い
や
、
自
分
と
ふ
る
さ
と
の
関
わ
り
に
つ

い
て
考
え
る
。

■
道
徳
の
時
間

◆
メ
ッ
セ
ー
ジ

3 

活
用
場
面
例

3 

活
用
場
面
例

１ 

こ
の
内
容
項
目
の
ペ
ー
ジ
の
特
徴

2 

活
用
の
ポ
イ
ン
ト

　中
学
生
に
と
っ
て
は
日
々
を
暮
ら
す
そ
の
地
域
は
、
大
切
な
生

活
の
場
で
あ
り
、
郷
土
で
あ
る
。
本
内
容
項
目
は
、
地
域
に
目
を

向
け
、
郷
土
を
愛
し
、
そ
の
発
展
に
寄
与
し
よ
う
と
す
る
態
度
を

育
む
も
の
で
あ
る
。
本
内
容
項
目
の
ペ
ー
ジ
を
活
用
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
地
域
社
会
に
対
し
て
様
々
な
視
点
か
ら
思
い
を
深
め
、

郷
土
を
愛
し
、
そ
の
発
展
に
努
め
る
態
度
を
養
っ
て
い
き
た
い
。

　二
〇
三
ペ
ー
ジ
で
は
、
ふ
る
さ
と
の
発
展
に
貢
献
す
る
具
体
的

な
事
例
を
通
し
て
、
ま
た
、
二
〇
五
ペ
ー
ジ
の
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」

で
は
、
様
々
な
人
の
ふ
る
さ
と
に
対
す
る
思
い
に
触
れ
な
が
ら
、

郷
土
に
対
す
る
認
識
を
深
め
て
い
く
よ
う
に
し
た
い
。
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P.２００～２０５

４ 
社
会
に
生
き
る
一
員
と
し
て

　⑻ 
ふ
る
さ
と
の
発
展
の
た
め
に

地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て
郷
土
を
愛
し
、
社
会
に

尽
く
し
た
先
人
や
高
齢
者
に
尊
敬
と
感
謝
の
念
を
深
め
、
郷
土
の
発

展
に
努
め
る
。

　中
学
生
の
時
期
は
、
自
分
が
自
分
だ
け
で
存
在
し
て
い
る
と
考

え
が
ち
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
中
で
家
族
や
社
会
に
尽
く
し
た

先
人
や
高
齢
者
に
よ
っ
て
自
分
が
支
え
ら
れ
て
生
き
て
い
る
こ
と

を
自
覚
し
、
そ
れ
ら
の
人
々
へ
の
尊
敬
と
感
謝
の
気
持
ち
を
深
め

る
こ
と
は
極
め
て
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。

　指
導
に
当
た
っ
て
は
、
本
内
容
項
目
の
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
、
地

域
の
よ
さ
や
人
々
の
関
わ
り
な
ど
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
、
郷
土
に

対
す
る
認
識
を
深
め
て
い
く
。
そ
の
上
で
、
自
分
に
で
き
る
ふ
る

さ
と
へ
の
貢
献
の
方
法
を
考
え
さ
せ
る
な
ど
、
郷
土
の
発
展
に
努

め
る
自
発
的
な
態
度
を
養
い
た
い
。

①
二
〇
〇
か
ら
二
〇
二
ペ
ー
ジ
を
読
み
、
ふ
る
さ
と
へ
の
思
い
に

　つ
い
て
話
し
合
う
。

②
読
み
物
資
料
を
読
ん
で
話
し
合
う
。

③
二
〇
四
・
二
〇
五
ペ
ー
ジ
の
「
人
物
探
訪
」
や
「
メ
ッ
セ
ー

　ジ
」
を
読
ん
で
、
濱
口
梧
陵
や
多
く
の
人
々
の
言
葉
に
込
め
ら

　れ
た
思
い
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

④
二
〇
三
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
、
地
域
の
課
題
を
話
し
合
い
、
ふ
る

　さ
と
の
発
展
の
た
め
に
自
分
た
ち
に
で
き
る
こ
と
に
つ
い
て
考

　え
を
ま
と
め
る
。

　「
稲
む
ら
の
火
」
の
逸
話
と
し
て
、
今
で
も
多
く
の
人
に
語

り
継
が
れ
て
い
る
濱
口
梧
陵
の
生
き
方
に
触
れ
、
郷
土
に
尽
く

し
た
先
人
や
高
齢
者
へ
の
尊
敬
と
感
謝
の
気
持
ち
を
育
む
。

　梧
陵
が
、
莫
大
な
私
財
を
投
じ
て
、
大
地
震
に
よ
る
津
波
の

壊
滅
的
な
被
害
か
ら
の
復
興
を
支
え
、
人
々
の
暮
ら
し
の
安
定

を
計
り
、
郷
土
の
発
展
に
尽
く
し
た
動
機
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

　「
住
民
百
世
の
安
堵
を
図
る
」
と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
た

梧
陵
の
思
い
か
ら
、
人
と
郷
土
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
考
え
を

深
め
さ
せ
た
い
。

◆
人
物
探
訪
〈
濱
口
梧
陵
〉

 

「
住
民
百
世
の
安
堵
を
図
る
」

　地
域
の
課
題
を
解
決
し
、
地
域
の
活
性
化
に
取
り
組
む
学
習
活
動

な
ど
で
は
、
二
〇
三
ペ
ー
ジ
を
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

地
域
の
安
心
・
安
全
の
た
め
の
防
災
な
ど
に
つ
い
て
探
究
的
に
学
習

を
行
う
場
合
に
は
、
二
〇
四
ペ
ー
ジ
の
「
人
物
探
訪
」
を
活
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

■
総
合
的
な
学
習
の
時
間

　二
〇
五
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
は
、
平
成
十
年
度
当

時
、
福
井
県
丸
岡
町
（
現
・
坂
井
市
）
で
募
集
さ
れ
て
い
た

「
ふ
る
さ
と
へ
の
想
い
」
の
応
募
作
品
で
あ
る
。

　ふ
る
さ
と
へ
の
素
直
な
思
い
を
味
わ
う
こ
と
で
、
郷
土
に
対

す
る
愛
着
を
深
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

　ふ
る
さ
と
の
よ
さ
な
ど
に
つ
い
て
、
二
〇
一
ペ
ー
ジ
に
書
き
込
み
、

郷
土
に
関
す
る
様
々
な
思
い
や
気
付
き
を
発
表
し
合
う
。
様
々
な
考

え
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
郷
土
へ
の
思
い
を
深
め
、
地
域
社
会
の

一
員
と
し
て
の
自
覚
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
二
〇
〇
か
ら
二
〇
五
ペ
ー
ジ
の
文
章
を
通
し
、
地
域
の
よ
さ
や
自

　慢
、
課
題
や
そ
の
解
決
策
な
ど
を
記
入
し
、
発
表
し
合
う
。

②
①
で
記
入
し
た
こ
と
を
基
に
、
近
隣
の
中
学
校
の
生
徒
会
代
表

　が
集
ま
り
、
郷
土
に
つ
い
て
の
意
見
交
流
を
行
い
、
地
域
の
活

　性
化
や
、
郷
土
の
発
展
の
た
め
の
取
組
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

③
生
徒
会
代
表
で
話
し
合
っ
た
こ
と
を
基
に
、
家
庭
や
地
域
の
人

　と
共
に
郷
土
発
展
の
た
め
の
企
画
を
構
想
し
、
実
践
化
を
図
る
。

■
特
別
活
動
（
生
徒
会
活
動
）
・
家
庭
や
地
域
と
の
連
携

　Ｂ
鑑
賞
「
（
１
）
ウ

　我
が
国
や
郷
土
の
伝
統
音
楽
及
び
ア
ジ
ア

地
域
の
諸
民
族
の
音
楽
の
特
徴
か
ら
音
楽
の
多
様
性
を
感
じ
取
り
、

鑑
賞
す
る
こ
と
。
」（
第
一
学
年
）
、
「
（
１
）
ウ

　我
が
国
や
郷
土
の

伝
統
音
楽
及
び
諸
外
国
の
様
々
な
音
楽
の
特
徴
か
ら
音
楽
の
多
様

性
を
理
解
し
て
、
鑑
賞
す
る
こ
と
。
」（
第
二
学
年
及
び
第
三
学
年
）

の
指
導
に
当
た
っ
て
、
本
項
目
の
ペ
ー
ジ
を
活
用
す
る
。

■
音
楽
科

①
我
が
国
や
郷
土
の
伝
統
音
楽
と
諸
外
国
の
様
々
な
音
楽
を
比
較
し

　て
聴
き
、
感
じ
取
っ
た
こ
と
を
発
表
し
た
り
、
そ
の
共
通
点
や
相

　違
点
、
あ
る
い
は
そ
の
音
楽
だ
け
に
見
ら
れ
る
固
有
性
に
つ
い
て

　話
し
合
っ
た
り
す
る
。

②
保
存
会
な
ど
地
域
の
人
々
に
よ
る
郷
土
の
伝
統
音
楽
の
演
奏
を
聴

　く
機
会
を
つ
く
り
、
生
徒
が
感
じ
取
っ
た
よ
さ
を
伝
え
た
り
地
域

　の
人
々
の
思
い
を
聞
い
た
り
す
る
。

③
二
〇
〇
・
二
〇
一
ペ
ー
ジ
を
読
み
、
郷
土
の
伝
統
音
楽
が
そ
の
地

　域
の
人
々
の
暮
ら
し
と
共
に
あ
る
こ
と
に
着
目
し
な
が
ら
、
そ
の

　音
楽
の
よ
さ
や
魅
力
に
つ
い
て
自
分
な
り
の
考
え
を
発
表
し
合
い
、

　味
わ
っ
て
聴
く
。
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　本
項
目
の
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
て
、
広
い
視
野
か
ら
日
本
に
つ
い
て

の
認
識
を
深
め
、
優
れ
た
伝
統
と
文
化
に
つ
い
て
知
り
、
そ
の
価
値

を
受
け
継
い
で
新
た
な
文
化
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
養
う
。

■
道
徳
の
時
間

◆
こ
の
人
の
ひ
と
言

 

「
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
の
中
に
わ
れ
わ
れ
の
未
来
の
秘
密
が
か
く
さ
れ
て
い
る
。
」

3 

活
用
場
面
例

3 

活
用
場
面
例

１ 

こ
の
内
容
項
目
の
ペ
ー
ジ
の
特
徴

2 

活
用
の
ポ
イ
ン
ト

　国
の
発
展
に
寄
与
す
る
気
持
ち
を
高
め
、
伝
統
の
継
承
と
文
化

の
創
造
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
養
う
内
容
項
目
で
あ
る
。

　二
〇
六
・
二
〇
七
ペ
ー
ジ
で
は
日
本
の
伝
統
や
文
化
に
つ
い
て
、

ま
た
日
本
ら
し
さ
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
内
容
が
掲
載

さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
二
〇
八
・
二
〇
九
ペ
ー
ジ
は
、
伝
統
や

文
化
の
継
承
者
と
し
て
の
自
覚
を
深
め
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

　本
内
容
項
目
の
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
な
が
ら
、
我
が
国
に
つ
い
て

広
い
視
野
か
ら
認
識
を
深
め
る
と
と
も
に
、
我
が
国
固
有
の
優
れ

た
伝
統
と
文
化
な
ど
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
そ
の
価
値
を
継
承

し
、
新
た
な
文
化
を
創
造
し
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
を
養
い
た
い
。

4－（9）

P.２０６～２１１

４ 
社
会
に
生
き
る
一
員
と
し
て

　⑼ 
国
を
愛
し
、
伝
統
の
継
承
と
文
化
の
創
造
を

日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て
国
を
愛
し
、
国
家
の
発
展
に
努
め

る
と
と
も
に
、
優
れ
た
伝
統
の
継
承
と
新
し
い
文
化
の
創
造
に
貢
献

す
る
。

◆
人
物
探
訪
〈
西
岡
常
一
〉

 

「
木
を
生
か
す
に
は
、
自
然
を
生
か
さ
ね
ば
な
ら
ず
、

　

 

自
然
を
生
か
す
に
は
自
然
の
中
で
生
き
よ
う
と
す
る

　

 

人
間
の
心
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
」

　中
学
生
の
時
期
に
な
る
と
、
日
本
の
風
土
や
歴
史
に
対
す
る
理

解
が
深
ま
り
、
伝
統
と
文
化
に
対
し
て
も
一
層
関
心
を
も
つ
よ
う

に
な
る
。
こ
の
関
心
を
高
め
、
優
れ
た
伝
統
の
継
承
と
新
し
い
文

化
の
創
造
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
成
す
る
よ
う
に
し
た
い
。

　指
導
に
当
た
っ
て
は
、
排
他
的
な
も
の
の
見
方
や
考
え
方
に
陥

る
こ
と
の
な
い
よ
う
配
慮
し
、
我
が
国
の
伝
統
と
文
化
を
誇
り
を

も
っ
て
世
界
や
後
世
に
伝
え
よ
う
と
す
る
意
欲
を
も
ち
、
国
際
社

会
の
一
員
と
し
て
世
界
の
平
和
と
安
定
に
寄
与
し
て
い
こ
う
と
す

る
思
い
を
育
て
て
い
き
た
い
。

①
二
〇
七
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
、
日
本
の
伝
統
と
文
化
、
そ
の
特
徴

　に
つ
い
て
考
え
、
日
本
に
対
す
る
意
識
を
確
認
す
る
。

②
日
本
の
伝
統
と
文
化
の
継
承
に
関
わ
っ
て
い
る
人
（
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー

　チ
ャ
ー
）
か
ら
、
日
本
の
伝
統
と
文
化
の
特
徴
や
、
そ
の
継
承

　に
努
め
る
思
い
を
聞
く
。

③
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
か
ら
聞
い
た
話
を
基
に
、
二
〇
八
ペ
ー

　ジ
を
活
用
し
て
、
自
分
が
紹
介
し
た
い
日
本
の
文
化
を
グ
ル
ー

　プ
で
話
し
合
う
。

　飛
鳥
文
化
の
学
習
の
際
に
、
二
一
〇
ペ
ー
ジ
の
「
人
物
探
訪
」

を
読
む
こ
と
で
、
お
よ
そ
一
四
〇
〇
年
前
の
伝
統
と
文
化
を
現
在
に

ま
で
受
け
継
い
で
き
た
人
々
の
思
い
と
生
き
方
に
触
れ
る
こ
と
が
で

き
る
。

　世
界
最
古
の
木
造
建
築
で
あ
る
法
隆
寺
は
世
界
遺
産
と
な
っ
て
い

る
。
法
隆
寺
を
支
え
て
き
た
棟
梁
た
ち
の
思
い
や
生
き
方
、
そ
し
て
、

　飛
鳥
時
代
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
寺
院
建
築
の
技
術
を

後
世
に
伝
え
、
「
最
後
の
宮
大
工
」
と
呼
ば
れ
た
棟
梁
西
岡

常
一
は
、
祖
父
も
父
も
ま
た
法
隆
寺
の
宮
大
工
棟
梁
で
あ
っ

た
。
祖
父
の
勧
め
で
農
業
学
校
で
三
年
間
農
業
を
学
び
、
檜

の
原
木
の
見
分
け
方
や
地
質
調
査
と
い
っ
た
知
識
・
技
術
的

な
こ
と
と
同
時
に
生
命
の
尊
さ
や
自
然
の
偉
大
さ
を
学
ん
だ
。

　一
三
〇
〇
年
の
技
を
途
絶
え
る
こ
と
な
く
伝
承
し
て
き
た

西
岡
の
姿
勢
や
思
い
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
優
れ
た
文
化

に
誇
り
を
持
ち
、
伝
統
の
継
承
と
新
し
い
文
化
の
創
造
に
対

す
る
意
欲
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
在
も
な
お
そ
の
思
い
を
守
り
受
け
継
ぐ
人
が
い
る
こ
と
を
知
り
、

受
け
継
が
れ
て
き
た
伝
統
や
文
化
へ
の
関
心
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

■
社
会
科
（
歴
史
的
分
野
）

　鑑
賞
の
学
習
に
お
い
て
、
身
近
な
地
域
や
日
本
及
び
諸
外
国
の
美

術
の
文
化
遺
産
な
ど
を
鑑
賞
し
、
二
〇
七
ペ
ー
ジ
の
文
章
や
問
い
を

活
用
し
て
、
そ
の
よ
さ
や
美
し
さ
、
受
け
継
が
れ
て
き
た
独
自
の
美

意
識
や
創
造
の
精
神
な
ど
を
感
じ
取
る
。
各
学
年
に
応
じ
て
、
日
本

の
美
術
や
伝
統
と
文
化
に
対
す
る
理
解
と
愛
情
を
深
め
る
と
と
も
に
、

美
術
文
化
や
そ
れ
ら
の
継
承
と
創
造
へ
の
関
心
を
高
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

■
美
術
科

　岡
倉
天
心
の
こ
の
言
葉
は
著
書
『
東
洋
の
理
想
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
岡
倉
は
西
洋
文
化
の
波
が
急
速
に
押
し
寄
せ
て
来
た
明
治
時
代

に
、
日
本
の
伝
統
美
術
の
す
ば
ら
し
さ
に
目
を
向
け
、
近
代
日
本
美
術
の
発
展
に
力
を
注
い
だ
。
ま
た
、
英
文
で
『
茶
の
本
』
を
出
版
し
、

日
本
の
文
化
を
欧
米
に
紹
介
す
る
な
ど
、
国
際
的
な
視
野
に
立
っ
て
活
動
し
た
。
英
文
で
出
版
さ
れ
た
『
茶
の
本
』
は
今
で
は
ス
ウ
ェ
ー
デ

ン
語
、
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
な
ど
を
は
じ
め
各
国
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。

　こ
の
言
葉
を
き
っ
か
け
に
、
日
本
の
国
土
や
歴
史
に
対
す
る
理
解
を
一
層
深
め
る
と
と
も
に
、
伝
統
や
文
化
に
対
す
る
関
心
を
高
め
、
日

本
人
と
し
て
の
自
覚
と
誇
り
を
も
と
う
と
す
る
態
度
を
育
成
す
る
こ
と
に
つ
な
げ
た
い
。

　二
〇
七
ペ
ー
ジ
の
「
算
額
」
を
活
用
し
、
数
学
に
対
す
る
関
心
を

高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
算
額
」
を
絵
馬
と
し
て
奉
納
す
る
習
慣

は
、
日
本
独
特
の
文
化
で
あ
る
こ
と
を
紹
介
し
た
り
、
図
形
の
学
習

の
発
展
的
な
学
習
と
し
て
、
「
算
額
」
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
問
題
に

挑
戦
し
た
り
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
身
近
な
地
域
の
「
算
額
」

を
紹
介
し
、
先
人
の
築
い
た
優
れ
た
文
化
を
知
る
こ
と
も
で
き
る
。

■
数
学
科
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　世
界
の
国
々
に
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
伝
統
と
文
化
が
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
に
誇
り
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
多
様
な
文
化
に

対
す
る
理
解
と
尊
敬
の
念
を
育
む
。
ま
た
、
「
世
界
の
平
和
と
人

類
の
幸
福
の
た
め
に
、
日
本
人
と
し
て
、
私
た
ち
に
で
き
る
こ

と
」
に
つ
い
て
、
二
一
七
ペ
ー
ジ
の
書
き
込
み
欄
を
活
用
し
て
考

え
る
こ
と
も
で
き
る
。

■
道
徳
の
時
間

◆
人
物
探
訪
〈
嘉
納
治
五
郎
〉

 

「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
を
真
に
世
界
の
文
化
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」

◆
メ
ッ
セ
ー
ジ
〈
中
学
生
の
み
な
さ
ん
へ
〉

3 

活
用
場
面
例

3 

活
用
場
面
例

１ 

こ
の
内
容
項
目
の
ペ
ー
ジ
の
特
徴

2 

活
用
の
ポ
イ
ン
ト

　国
際
化
が
進
展
す
る
中
で
、
国
際
的
視
野
に
立
ち
、
世
界
の
中

の
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
も
つ
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。

本
内
容
項
目
の
ペ
ー
ジ
で
は
、
真
の
国
際
人
と
し
て
生
き
る
と
は

ど
う
い
う
こ
と
か
を
具
体
的
に
考
え
さ
せ
る
と
と
も
に
、
二
一
八

ペ
ー
ジ
の
嘉
納
治
五
郎
の
「
人
物
探
訪
」
や
、
二
一
九
ペ
ー
ジ
の

緒
方
貞
子
氏
の
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
を
活
用
し
て
、
自
分
の
生
き
方

を
振
り
返
り
な
が
ら
国
際
社
会
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
積
極
的
な

生
き
方
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

P.２１４～２２５

４ 
社
会
に
生
き
る
一
員
と
し
て

　⑽ 
日
本
人
の
自
覚
を
も
ち
世
界
に
貢
献
す
る

　

世
界
の
中
の
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
も
ち
、
国
際
的
視
野
に
立
っ

て
、
世
界
の
平
和
と
人
類
の
幸
福
に
貢
献
す
る
。

　中
学
生
の
時
期
は
、
国
際
的
な
出
来
事
へ
の
興
味
や
関
心
が
高

ま
る
と
と
も
に
、
世
界
の
国
々
の
人
々
と
様
々
な
形
で
関
わ
る
機

会
も
増
え
て
い
く
。
今
後
、
ま
す
ま
す
国
際
的
な
関
係
を
深
め
て

い
く
社
会
の
中
で
生
き
て
い
く
中
学
生
に
と
っ
て
、
今
の
段
階
で

国
際
的
な
視
野
と
国
際
社
会
で
生
き
る
こ
と
の
大
切
さ
を
自
覚
す

る
こ
と
は
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。

　本
内
容
項
目
の
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
、
国
際
社
会
に
生
き
る
一
員

と
し
て
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
も
つ
こ
と
の
大
切
さ
を
理
解
さ

せ
、
世
界
の
平
和
と
人
類
の
幸
福
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
態
度
を

育
む
よ
う
に
し
た
い
。

①
二
一
四
ペ
ー
ジ
を
読
ん
で
、
世
界
の
中
の
日
本
人
と
し
て
、
自

　分
は
何
を
考
え
て
い
け
ば
よ
い
の
か
、
ま
た
、
何
が
で
き
る
の

　か
な
ど
に
つ
い
て
考
え
る
。

②
読
み
物
資
料
「
海
と
空

　―
樫
野
の
人
々
―
」
を
読
ん
で
話
し

　合
う
。

③
「
世
界
の
平
和
と
人
類
の
幸
福
の
た

　め
に
、
日
本
人
と
し
て
、
私
た
ち
に

　で
き
る
こ
と
」
に
つ
い
て
、
二
一
七

　ペ
ー
ジ
の
書
き
込
み
欄
に
記
入
し
て

　話
し
合
う
。
そ
の
際
に
、
二
一
九
ペ
ー

　ジ
の
緒
方
貞
子
氏
の
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」

　を
活
用
し
、
国
際
貢
献
に
つ
い
て
考

　え
を
深
め
る
こ
と
も
で
き
る
。

　緒
方
貞
子
氏
は
、
一
九
九
一
年
か
ら
十
年
間
、
国
際
連
合

難
民
高
等
弁
務
官
を
務
め
、
世
界
の
難
民
問
題
解
決
に
貢
献

し
た
国
際
政
治
学
者
で
あ
る
。

　「
日
本
は
、
国
際
的
な
貢
献
、
国
際
的
な
関
与
を
心
掛
け

て
五
十
年
の
戦
後
を
歩
ん
で
き
た
と
思
い
ま
す
。
国
際
社
会

に
対
す
る
積
極
的
な
開
放
、
承
認
そ
し
て
ま
た
協
力
の
姿
勢

を
、
難
民
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
も
、
ぜ
ひ
今
後
の
日
本
の

課
題
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
」
と
い
う
記
念

講
演
の
言
葉
が
あ
る
。
緒
方
氏
は
日
本
人
で
初
め
て
ユ
ネ
ス

コ
平
和
賞
を
受
賞
し
た
。

　国
際
理
解
な
ど
の
横
断
的
・
総
合
的
な
課
題
に
つ
い
て
の
学
習
活

動
に
お
い
て
、
二
一
二
・
二
一
三
ペ
ー
ジ
や
二
一
五
ペ
ー
ジ
を
活
用

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　国
際
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
貢
献
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
を

考
え
、
そ
の
た
め
の
行
動
に
つ
い
て
探
究
的
に
学
習
し
て
い
く
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。

■
総
合
的
な
学
習
の
時
間

　真
の
国
際
人
と
し
て
求
め
ら
れ
る
生
き
方
と
い
う
視
点
か

ら
嘉
納
治
五
郎
の
生
き
方
に
触
れ
、
「
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
精
神

と
、
自
ら
が
説
く
武
道
的
精
神
の
融
合
に
よ
っ
て
、
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
を
真
に
世
界
の
文
化
に
し
た
い
と
い
う
強
い
思
い
」

に
つ
い
て
具
体
的
に
考
え
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　嘉
納
が
多
く
の
流
派
に
分
か
れ
て
い
た
柔
術
か
ら
「
柔

道
」
を
編
み
出
し
た
こ
と
、
講
道
館
を
設
立
し
た
こ
と
、
柔

道
を
世
界
の
ス
ポ
ー
ツ
に
す
る
基
盤
を
作
っ
た
こ
と
な
ど
を

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
嘉
納
が
「
柔
道
」
に
求
め
た

も
の
は
何
か
、
真
の
国
際
人
に
求
め
ら
れ
る
も
の
は
何
か
な

ど
に
つ
い
て
考
え
、
そ
の
生
き
方
に
迫
る
よ
う
に
し
た
い
。

　嘉
納
が
「
精
力
善
用
・
自
他
共
栄
」
の
精
神
を
、
西
洋
の

ス
ポ
ー
ツ
文
化
に
紹
介
す
る
こ
と
が
世
界
平
和
に
つ
な
が
る

と
信
じ
て
い
た
こ
と
を
取
り
上
げ
る
こ
と
も
で
き
る
。

　ま
た
、
保
健
体
育
科
（
体
育
分
野
）
に
お
け
る
柔
道
の
学

習
の
導
入
と
し
て
、

こ
の
ペ
ー
ジ
を
活
用

す
る
こ
と
も
で
き
る
。

4－（１０）

第２章●「私たちの道徳」の活用事例

P.219

P.218

か
し    

の

99 98

事 

例



　写
真
か
ら
、
我
が
国
の
優
れ
た
伝
統
文
化
や
科
学
技
術
が

海
外
か
ら
も
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
世
界
に
貢
献
し
、
活

躍
し
て
い
る
日
本
人
が
多
く
い
る
こ
と
に
気
付
く
こ
と
が
で

き
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
真
の
事
柄
に
つ
い
て
調
べ
る

な
ど
発
展
的
な
学
習
も
可
能
で
あ
る
。

■
道
徳
の
時
間

　四
の
視
点
に
関
わ
る
重
点
化
「
国
際
社
会
に
生
き
る
日

本
人
と
し
て
の
自
覚
を
身
に
付
け
る
よ
う
に
す
る
こ
と
」

に
関
す
る
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。

　日
本
の
伝
統
と
文
化
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
と
と
も

に
、
国
際
社
会
の
中
で
貢
献
し
て
い
る
日
本
人
の
姿
を
通

し
て
、
国
際
人
と
し
て
の
在
り
方
を
考
え
さ
せ
た
い
。

１ 

こ
の
ペ
ー
ジ
の
特
徴

2 

活
用
事
例

日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
も
っ
て

真
の
国
際
人
と
し
て
世
界
に
貢
献
し
た
い

四
の
視
点  

重
点
ペ
ー
ジ

１ 

資
料
の
特
性

2 

指
導
上
の
留
意
点

　国
際
化
の
進
展
の
中
で
、
真
の
国
際
人
と
し
て
、
ど
の
国
の

人
々
も
同
じ
人
間
と
し
て
尊
重
し
合
い
、
公
正
、
公
平
に
接
す
る

生
き
方
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
日
本
人
と
し
て

の
自
覚
を
し
っ
か
り
と
も
ち
、
そ
の
上
で
国
際
的
視
野
を
広
げ
て

い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　本
資
料
は
、
一
九
八
五
年
の
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
の
渦
中
、

テ
ヘ
ラ
ン
か
ら
の
脱
出
の
手
段
を
失
っ
て
い
た
邦
人
た
ち
が
、
ト

ル
コ
政
府
か
ら
提
供
さ
れ
た
「
救
い
の
翼
」
に
よ
っ
て
無
事
に
帰

国
で
き
た
と
い
う
実
話
に
基
づ
き
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　脱
出
の
当
事
者
で
あ
る
主
人
公
は
、
帰
国
後
、
ト
ル
コ
政
府
の

厚
意
の
背
景
に
、
一
八
九
〇
年
の
ト
ル
コ
船
籍
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル

号
遭
難
の
際
の
和
歌
山
県
串
本
の
人
々
の
献
身
的
行
為
が
あ
っ
た

こ
と
を
知
り
、
百
年
の
時
を
経
て
も
な
お
、
そ
の
恩
恵
に
報
い
よ

う
と
し
た
ト
ル
コ
の
人
々
の
温
情
に
胸
を
打
た
れ
る
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
国
と
国
と
の
関
わ
り
、
ひ
い
て
は
国
際
的
規
模
の
相
互
扶

助
の
在
り
方
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　世
界
の
平
和
と
人
類
の
幸
福
に
貢
献
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る

こ
と
を
感
じ
、
真
の
国
際
人
と
し
て
の
生
き
方
を
考
え
さ
せ
る
こ

と
の
で
き
る
資
料
で
あ
る
。

　中
学
生
に
な
る
と
、
教
科
の
学
習
な
ど
を
通
し
て
国
際
的
な
問

3 

展
開
例

【
ね
ら
い
】

　世
界
の
中
の
日
本
人
と
し
て
の
自
覚
を
も
ち
、
国
際
的
視
野
に

立
っ
て
、
同
じ
人
間
と
し
て
尊
重
し
合
お
う
と
す
る
意
欲
を
育
て

る
。

海
と
空

　― 

樫
野
の
人
々 

―

読
み
物
資
料

P.２２０～２２５

　
　国
際
的
視
野
に
立
っ
て
、
他
の
国
の
人
々
と
尊
重
し
合
う
こ

　と
に
つ
い
て
考
え
る
展
開

【
主
な
学
習
】

①
遭
難
し
た
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
に
乗
っ
て
い
た
ト
ル
コ
の
人
た

　ち
を
助
け
た
樫
野
の
人
々
は
、
ど
の
よ
う
な
思
い
で
そ
う
し
た

　の
か
。

　・
困
っ
て
い
る
時
に
助
け
る
の
は
当
た
り
前
。

　・
人
の
命
に
国
の
違
い
は
な
い
。
同
じ
人
間
だ
。

②
海
と
空
が
水
平
線
で
一
つ
に
な
る
の
を
見
つ
め
な
が
ら
、
「
私
」

　
　国
際
的
規
模
の
相
互
扶
助
の
た
め
に
大
切
な
こ
と
に
つ
い
て
考

　え
る
展
開

【
主
な
学
習
】

①
ど
の
よ
う
な
思
い
か
ら
、
「
私
」
は
、
エ
ル
ト
ゥ
ー
ル
ル
号
遭
難

　の
顛
末
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
の
か
。

　・
ト
ル
コ
の
人
が
親
日
的
に
な
っ
た
理
由
で
あ
る
樫
野
の
人
々
の

　
　話
と
は
何
な
の
か
。
そ
こ
に
樫
野
の
人
々
の
ど
の
よ
う
な
思
い
が

　
　あ
っ
た
の
か
を
知
り
た
い
と
思
っ
た
。

　・
国
と
国
と
の
関
わ
り
に
も
影
響
す
る
ほ
ど
の
出
来
事
は
何
な
の

　
　か
。
そ
れ
を
知
ら
な
け
れ
ば
こ
の
疑
問
は
消
え
な
い
と
い
う
思
い
。

②
「
長
年
の
疑
問
が
氷
解
し
て
い
く
」
と
い
う
「
私
」
の
言
葉
に
は
、

　ど
の
よ
う
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　・
樫
野
の
人
々
の
国
を
越
え
た
救
助
が
、
今
も
親
日
感
情
と
し
て

　
　ト
ル
コ
の
人
た
ち
の
心
に
生
き
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

　・
自
国
の
国
民
よ
り
も
優
先
し
て
、
日
本
人
を
救
助
し
た
ト
ル
コ

　
　の
人
た
ち
の
心
が
理
解
で
き
た
。

　・
私
た
ち
は
国
際
的
規
模
の
相
互
扶
助
に
よ
っ
て
助
け
ら
れ
て
い

　
　る
。
国
の
別
な
く
、
互
い
に
助
け
合
っ
て
こ
そ
世
界
の
平
和
や

題
に
つ
い
て
の
関
心
が
高
ま
る
。
同
時
に
、
情
報
社
会
の
中
で
、

諸
外
国
の
出
来
事
に
つ
い
て
も
多
く
の
知
識
を
得
る
よ
う
に
な
る
。

　一
方
で
、
目
の
前
に
あ
る
情
報
だ
け
に
と
ら
わ
れ
て
物
事
を
判

断
す
る
傾
向
も
あ
り
、
そ
の
背
景
に
あ
る
事
情
ま
で
は
、
な
か
な

か
考
え
が
及
ば
な
い
こ
と
も
あ
る
。

　平
成
二
十
三
年
の
東
日
本
大
震
災
の
際
、
日
本
は
多
く
の
国
々

か
ら
支
援
を
受
け
、
国
際
的
な
相
互
扶
助
の
関
係
を
一
層
深
め
た
。

中
学
生
に
と
っ
て
、
国
際
的
な
視
野
と
国
際
社
会
で
生
き
る
力
を

身
に
付
け
る
こ
と
は
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
を
生
き
て
い
く
上
で
、

こ
れ
ま
で
以
上
に
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま

え
、
世
界
の
平
和
と
人
類
の
幸
福
に
貢
献
す
る
真
の
国
際
人
の
姿

を
考
え
て
い
く
よ
う
に
し
た
い
。

　は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
思
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　・
私
の
命
は
樫
野
の
人
々
に
よ
っ
て
今
こ
こ
に
あ
る
の
だ
な
あ
。

　･
二
つ
の
救
出
は
、
何
の
見
返
り
も
期
待
せ
ず
に
、
危
険
に
陥
っ

　
　た
人
々
を
助
け
よ
う
と
す
る
人
間
愛
そ
の
も
の
だ
。

　・
同
じ
人
間
と
し
て
互
い
に
尊
重
し
合
う
心
を
も
つ
こ
と
が
、

　
　世
界
平
和
の
た
め
に
大
切
な
こ
と
だ
。

③
国
際
社
会
の
一
員
と
し
て
、
世
界
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
自
分

　た
ち
に
で
き
る
こ
と
や
し
て
み
た
い
と
思
う
こ
と
に
つ
い
て
話

　し
合
う
。

4－（１０）

　
　人
類
の
幸
福
が
築
か
れ
て
い
く
も
の
な
の
だ
。

③
国
際
的
規
模
の
相
互
扶
助
の
た
め
に
大
切
な
こ
と
と
は
何
か
。

　・
国
の
別
な
く
困
っ
て
い
る
状
況
を
助
け
よ
う
と
す
る
気
持
ち

　
　と
行
動
が
大
切
。

　・
東
日
本
大
震
災
の
と
き
の
よ
う
に
、
国
を
越
え
て
助
け
合
お

　
　う
と
す
る
こ
と
が
大
切
。
そ
の
思
い
は
、
国
の
別
な
く
人
と

　
　し
て
大
切
な
こ
と
。
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