
　一
五
二
ペ
ー
ジ

の
近
江
商
人
の

「
三
方
良
し
」
の

言
葉
か
ら
、
働
く

こ
と
が
自
分
の
た

め
だ
け
で
は
な
く
、

社
会
生
活
を
支
え

る
も
の
で
あ
る
こ

と
に
気
付
く
こ
と

が
で
き
る
。

　ま
た
、
自
分
が

な
り
た
い
職
業
を

「
三
方
良
し
」
の

視
点
か
ら
振
り
返

る
こ
と
で
、
公
共

の
た
め
に
役
立
つ

こ
と
に
つ
い
て
自

分
と
の
関
わ
り
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

■
道
徳
の
時
間

■
家
庭
や
地
域
と
の
連
携

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

　高
学
年
の
段
階
で
は
、
特
に
勤
労
を
尊
ぶ
心
を
育
て
な
が
ら
、

働
く
こ
と
の
意
義
を
理
解
し
て
、
社
会
の
役
に
立
つ
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
指
導
す
る
必
要
が
あ
る
。

　本
内
容
項
目
の
ペ
ー
ジ
で
は
、
近
江
商
人
の
「
三
方
良
し
」
の

言
葉
と
と
も
に
自
分
の
就
き
た
い
職
業
に
つ
い
て
考
え
た
り
、
東

日
本
大
震
災
の
出
来
事
か
ら
、
自
分
に
で
き
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
な
ど
に
つ
い
て
考
え
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
五
五
ペ
ー

ジ
の
書
き
込
み
欄
は
、
各
自
が
取
り
組
ん
だ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

な
ど
に
つ
い
て
具
体
的
に
振
り
返
り
、
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　こ
れ
ら
の
ペ
ー
ジ
を
通
し
て
、
主
体
的
に
公
共
の
た
め
に
役
立

と
う
と
す
る
実
践
意
欲
を
高
め
て
い
く
よ
う
に
し
た
い
。

　活
用
に
当
た
っ
て
は
、
勤
労
が
社
会
生
活
を
支
え
る
も
の
で
あ

る
こ
と
に
気
付
か
せ
、
奉
仕
活
動
な
ど
公
共
の
た
め
に
役
立
つ
活

動
に
、
自
主
的
、
積
極
的
に
取
り
組
も
う
と
す
る
態
度
を
養
っ
て

い
く
よ
う
に
し
た
い
。

　ま
た
、
各
教
科
等
と
の
関
連
及
び
家
庭
や
地
域
と
の
連
携
を

図
っ
た
り
、
児
童
の
体
験
を
生
か
し
た
り
し
て
、
よ
り
効
果
的
な

指
導
に
つ
な
げ
て
い
く
よ
う
に
し
た
い
。

　学
校
行
事
の
勤

労
生
産
・
奉
仕
的

行
事
に
お
け
る
学

級
や
地
域
の
美
化

活
動
や
清
掃
活
動

の
指
導
に
お
い
て
、

働
く
こ
と
の
大
切

さ
や
意
義
に
つ
い

て
考
え
た
り
、
理

解
し
た
り
す
る
際

に
、
一
五
五
ペ
ー

ジ
を
活
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

■
特
別
活
動
（
学
校
行
事
）

4－（4）

4 
み
ん
な
と
つ
な
が
っ
て

　
 

⑷ 
公
共
の
た
め
に
役
立
つ
こ
と
を五

・
六
年

①
近
江
商
人
の
話
を
読
ん
で
、
「
三
方
良
し
」
と
い
う
言
葉
の
意

　味
を
知
る
。

②
読
み
物
資
料
を
読
ん
で
話
し
合
う
。

③
働
く
こ
と
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
を
振
り
返
り
、
自
分
が
な

　り
た
い
職
業
に
つ
い
て
一
五
三
ペ
ー
ジ
に
記
入
し
、
そ
の
例
を

　通
し
て
「
三
方
良
し
」
の
意
味
を
考
え
る
。

①
学
校
や
地
域
で
の
美
化
活
動
や
清
掃
活
動
に
お
い
て
、
み
ん
な

　の
た
め
、
社
会
の
た
め
に
働
く
こ
と
に
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味

　が
あ
る
か
話
し
合
う
。

②
地
域
や
社
会
の
た
め
に
何
が
で
き
る
か
に
つ
い
て
話
し
合
い
、

　一
五
五
ペ
ー
ジ
の
書
き
込
み
欄
に
「
で
き
る
こ
と
・
し
た
い
こ

　と
」
を
記
入
す
る
。

③
奉
仕
活
動
を
し
て
い
る
地
域
の
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
か
ら
、

　働
く
こ
と
に
対
す
る
考
え
な
ど
を
聞
く
。

④
美
化
活
動
や
清
掃
活
動
に
つ
い
て
学
年
や
学
級
と
し
て
行
う
こ

　と
を
決
め
、
協
力
し
て
実
行
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

　一
五
四
ペ
ー
ジ
の
写
真
資
料
等
を
参
考
に
、
家
庭
や
地
域
の
人

か
ら
、
東
日
本
大
震
災
の
と
き
の
様
子
に
つ
い
て
話
を
聞
く
。

　困
難
な
状
況
の
中
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
な
ど
に
当
た
っ
た

人
々
の
思
い
や
そ
れ
を
支
え
た
も
の
は
何
だ
っ
た
の
か
に
つ
い
て

話
し
合
い
、
公
共
の
た
め
に
役
立
つ
活
動
に
積
極
的
に
取
り
組
も

う
と
す
る
態
度
を
育
む
。

　ま
た
、
地
域
で
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
等
へ
の
積
極
的
な
参
加

を
呼
び
掛
け
る
と
と
も
に
、
活
動
後
、
一
五
五
ペ
ー
ジ
に
感
想
を

記
入
す
る
。

　記
入
し
た
内
容
を
共
に
参
加
し
た
家
庭
や
地
域
の
人
に
見
て
も

ら
い
、
励
ま
し
の
言
葉
な
ど
を
も
ら
う
こ
と
で
、
児
童
は
、
社
会

に
奉
仕
す
る
喜
び
を
味
わ
い
、
さ
ら
な
る
実
践
意
欲
を
育
む
こ
と

が
で
き
る
。

P.１５２～１５５

働
く
こ
と
の
意
義
を
理
解
し
、
社
会
に
奉
仕
す
る
喜
び
を
知
っ
て
公

共
の
た
め
に
役
に
立
つ
こ
と
を
す
る
。

P.152～153

P.154～155
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き
ず
な

　一
五
六
ペ
ー
ジ

の
「
家
族
に
見
守

ら
れ
て
成
長
し
て

き
た
私
」
の
文
章

を
読
ん
で
話
し
合

い
、
家
族
と
の
関

わ
り
に
つ
い
て
考

え
る
。

　ま
た
、
家
族
っ

て
い
い
な
と
思
う

の
は
ど
の
よ
う
な

と
き
か
に
つ
い
て
、

一
五
七
ペ
ー
ジ
の

書
き
込
み
欄
に
記

入
す
る
こ
と
で
、

家
族
の
よ
さ
を
改

め
て
自
覚
す
る
こ

と
が
で
き
、
家
族
の
た
め
に
進
ん
で
役
に
立
と
う
と
す
る
実
践
意

欲
や
態
度
を
育
む
こ
と
が
で
き
る
。

■
道
徳
の
時
間

　家
庭
科
の
内
容
「
Ａ

　家
庭
生
活
と
家
族
」
に
お
け
る

「
（
１
）
ア

　自
分
の
成
長
を
自
覚
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
家
庭

生
活
と
家
族
の
大
切
さ
に
気
付
く
こ
と
。
」
及
び
「
（
２
）
ア

　家

庭
に
は
自
分
や
家
族
の
生
活
を
支
え
る
仕
事
が
あ
る
こ
と
が
分
か

り
、
自
分
の
分
担
す
る
仕
事
が
で
き
る
こ
と
。
」
の
指
導
に
当

た
っ
て
、
家
庭
生
活
と
家
族
の
大
切
さ
に
つ
い
て
道
徳
の
時
間
と

関
連
付
け
て
指
導
す
る
こ
と
に
よ
り
、
家
族
の
た
め
に
進
ん
で
役

に
立
と
う
と
す
る
実
践
意
欲
や
態
度
を
育
む
こ
と
が
で
き
る
。

■
家
庭
科

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

　高
学
年
の
段
階
に
お
い
て
は
、
一
層
積
極
的
に
家
庭
生
活
に
関

わ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
本
内
容
項
目
で
は
、
家

族
の
幸
せ
の
た
め
に
何
が
で
き
る
の
か
を
考
え
て
、
家
庭
で
の
自

分
の
役
割
を
自
覚
し
、
家
族
の
た
め
に
積
極
的
に
役
に
立
つ
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
指
導
し
て
い
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　本
内
容
項
目
の
ペ
ー
ジ
で
は
、
写
真
を
基
に
家
族
に
見
守
ら
れ

て
成
長
し
て
き
た
自
分
自
身
を
振
り
返
っ
た
り
、
先
人
の
言
葉
か

ら
家
族
の
一
員
と
し
て
何
が
で
き
る
か
を
考
え
た
り
で
き
る
。
ま

た
一
五
九
ペ
ー
ジ
の
書
き
込
み
欄
に
つ
い
て
は
、
家
族
の
一
員
と

し
て
の
役
割
と
家
族
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
記
入
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
家
庭
と
連
携
し
て
活
用
す
る
こ
と
で
、
家
族
が
深

い
愛
情
と
信
頼
の
絆
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
一
層
考
え

を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　活
用
に
当
た
っ
て
は
、
本
内
容
項
目
に
関
し
て
の
学
校
で
の
学

習
の
様
子
を
学
級
通
信
等
で
家
庭
に
伝
え
た
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の

ペ
ー
ジ
に
つ
い
て
家
庭
で
話
し
合
っ
て
も
ら
う
よ
う
依
頼
し
た
り

す
る
な
ど
、
家
庭
と
の
連
携
を
十
分
に
図
る
こ
と
が
効
果
的
で
あ

る
。
な
お
、
多
様
な
家
族
構
成
や
家
庭
状
況
が
あ
る
こ
と
に
十
分

に
配
慮
し
た
指
導
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

　一
五
九
ペ
ー
ジ
の
書
き
込
み
欄
を
活
用
し
、
記
入
し
た
内
容
を

家
の
人
に
見
て
も
ら
う
よ
う
に
す
る
。

■
家
庭
と
の
連
携

4－（5）

4 
み
ん
な
と
つ
な
が
っ
て

　
 

⑸ 
家
族
の
幸
せ
を
求
め
て

五
・
六
年

①
一
五
九
ペ
ー
ジ

　の
書
き
込
み
欄

　に
記
入
し
た
家

　族
の
一
員
と
し

　て
の
自
分
の
役

　割
と
家
族
へ
の

　メ
ッ
セ
ー
ジ
を

　家
の
人
に
見
て

　も
ら
い
、
家
族

　へ
の
思
い
に
つ

　い
て
話
し
合
う
。

②
家
の
人
に
メ
ッ

　セ
ー
ジ
を
書
い

　て
も
ら
い
、
そ

　の
内
容
を
道
徳

　の
時
間
等
に
紹

　介
す
る
。

①
一
五
八
ペ
ー
ジ
の
グ
ラ
フ
を
基
に
、
家
で
の
手
伝
い
の
状
況
に

　つ
い
て
話
し
合
い
、
家
で
で
き
る
自
分
の
仕
事
を
見
付
け
る
。

②
話
し
合
っ
た
仕
事
を
家
で
実
践
し
、
家
の
人
か
ら
コ
メ
ン
ト
を

　も
ら
う
。

③
家
庭
の
仕
事
を
し
て
思
っ
た
こ
と
や
、
家
の
人
の
コ
メ
ン
ト
か

　ら
感
じ
た
こ
と
、
考
え
た
こ
と
な
ど
を
話
し
合
う
。

①
一
五
七
ペ
ー
ジ
の
写
真
を
見
て
、
家
族
っ
て
い
い
な
と
思
う
の

　は
ど
の
よ
う
な
と
き
か
を
話
し
合
い
、
書
き
込
み
欄
に
記
入
す
る
。

②
読
み
物
資
料
を
読
ん
で
話
し
合
う
。

③
「
家
族
に
見
守
ら
れ
て
成
長
し
て
き
た
私
」
を
読
ん
で
、
自
分

　は
家
族
の
た
め
に
何
が
で
き
る
の
か
を
考
え
話
し
合
う
。

P.１５６～１５９

父
母
、
祖
父
母
を
敬
愛
し
、
家
族
の
幸
せ
を
求
め
て
、
進
ん
で
役
に

立
つ
こ
と
を
す
る
。

P.156～157P.158～159

　メ
ッ
セ
ー
ジ
を
見
た
家
の
人
か
ら
児
童
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
書

い
て
も
ら
う
こ
と
で
、
家
庭
で
の
自
分
の
役
割
を
自
覚
さ
せ
る
と

と
も
に
、
家
族
の
た
め
に
進
ん
で
役
に
立
つ
こ
と
を
し
よ
う
と
す

る
児
童
の
意
欲
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
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　一
六
〇
・
一
六

一
ペ
ー
ジ
か
ら
学

校
の
よ
さ
に
つ
い

て
感
じ
取
り
、
話

し
合
う
。

　ま
た
、
一
六
一

ペ
ー
ジ
の
書
き
込

み
欄
に
記
入
す
る

こ
と
で
、
よ
り
よ

い
校
風
を
つ
く
る

こ
と
を
自
分
と
の

関
わ
り
で
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

　さ
ら
に
、
一
六
二

ペ
ー
ジ
の
児
童
作

文
を
中
心
的
な
資

料
と
し
て
活
用
す

る
こ
と
も
で
き
る
。

■
道
徳
の
時
間

　一
六
三
ペ
ー
ジ
の
書
き
込
み
欄
な
ど
を
手
掛
か
り
に
し
て
、

家
庭
や
地
域
の
人
に
、
学
校
に
対
す
る
思
い
や
願
い
に
つ
い
て

聞
き
取
り
を
行
う
。
家
庭
や
地
域
の
人
の
学
校
に
対
す
る
思
い

や
願
い
に
気
付
き
、
学
校
を
よ
り
よ
く
し
て
い
こ
う
と
す
る
実

践
意
欲
を
高
め
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。

■
家
庭
や
地
域
と
の
連
携

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

　学
校
の
一
員
と
し
て
の
自
分
の
役
割
を
自
覚
し
、
み
ん
な
で
協

力
し
て
自
分
た
ち
の
学
校
を
よ
り
よ
く
し
よ
う
と
す
る
心
を
育
て
、

よ
り
す
ば
ら
し
い
校
風
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
態
度
を
養
う
内
容
項

目
で
あ
る
。

　本
内
容
項
目
に
お
い
て
は
、
歌
詞
や
作
文
な
ど
を
基
に
自
分
の

学
校
の
よ
さ
に
つ
い
て
考
え
た
り
、
自
分
の
学
校
の
校
風
や
学
校

を
よ
り
よ
く
す
る
た
め
に
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
書
き
込
ん
だ
り

で
き
る
ペ
ー
ジ
を
設
け
て
い
る
。

　こ
れ
ら
の
ペ
ー
ジ
を
通
し
て
、
校
風
を
つ
く
っ
て
い
る
の
は
自

分
た
ち
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
せ
、
み
ん
な
で
協
力
し
て
よ
り
よ

い
校
風
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
実
践
意
欲
や
態
度
を
育
む
こ
と
が
で

き
る
。

　高
学
年
の
段
階
で
は
、
特
に
学
校
の
一
員
と
し
て
の
自
分
の
役

割
を
自
覚
し
、
み
ん
な
で
協
力
し
て
自
分
た
ち
の
学
校
を
よ
り
よ

く
し
よ
う
と
す
る
心
を
育
て
、
よ
り
す
ば
ら
し
い
校
風
を
積
極
的

に
つ
く
ろ
う
と
す
る
態
度
を
養
う
よ
う
に
す
る
。

　具
体
的
な
活
動
を
通
し
て
、
児
童
に
は
校
風
を
つ
く
っ
て
い
く

の
は
自
分
た
ち
自
身
で
あ
る
と
気
付
か
せ
る
と
同
時
に
、
世
話
に

な
っ
て
い
る
学
校
の
人
々
へ
の
敬
愛
の
念
を
深
め
さ
せ
て
い
く
よ

4－（6）

4 
み
ん
な
と
つ
な
が
っ
て

　
 

⑹ 
よ
り
良
い
校
風
を
求
め
て

五
・
六
年

う
に
し
た
い
。

①
一
六
〇
ペ
ー
ジ
の
「
学
校
坂
道
」
の
歌
詞
を
読
ん
だ
り
歌
っ
た

　り
し
て
、
こ
の
歌
詞
に
描
か
れ
た
学
校
の
よ
さ
に
つ
い
て
話
し

　合
う
。

②
読
み
物
資
料
を

　読
ん
で
話
し
合

　う
。

③
自
分
の
学
校
自

　慢
な
ど
、
学
校

　へ
の
思
い
や
願

　い
を
一
六
一
ペ
ー

　ジ
に
記
入
す
る
。

①
一
六
二
ペ
ー
ジ

　の
児
童
作
文
を

　読
ん
で
話
し
合

　う
。

　○
縦
割
り
班
活

　
　動
で
、
下
級

　
　生
の
世
話
を

　
　す
る
こ
と
が

P.１６０～１６３

先
生
や
学
校
の
人
々
へ
の
敬
愛
を
深
め
、
み
ん
な
で
協
力
し
合
い
よ

り
よ
い
校
風
を
つ
く
る
。

P.160～161

P.162～163

作
文
の
内
容
が
、
縦
割
り
班
活
動
な
ど
身
近
な
経
験
と
重
な
る
部

分
が
多
い
た
め
、
学
校
に
対
す
る
作
者
の
思
い
に
視
点
を
当
て
て

自
分
の
こ
と
を
振
り
返
り
な
が
ら
、
よ
り
よ
い
校
風
を
つ
く
る
こ

と
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　面
倒
だ
っ
た
の
は
ど
の
よ
う
な
思
い
か
ら
か
。

　○
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
下
級
生
を
と
て
も
か
わ

　
　い
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。

　○
ど
の
よ
う
な
思
い
か
ら
、
五
年
生
に
も
Ｎ
小
の
伝
統
を
受
け

　
　継
い
で
ほ
し
い
と
思
っ
た
の
か
。

②
自
分
の
学
校
に
は
ど
の
よ
う
な
校
風
が
あ
る
か
を
考
え
、
一
六

　二
ペ
ー
ジ
に
記
入
す
る
。

①
一
六
三
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
て
、
自
分
の
学
校
の
「
校
歌
」
や

　「
校
章
」
に
込
め
ら
れ
た
意
味
や
願
い
に
つ
い
て
、
調
べ
て

　分
か
っ
た
こ
と
を
家
庭
や
地
域
の
人
に
伝
え
る
と
と
も
に
、
学

　校
に
対
す
る
思
い
や
願
い
を
聞
く
。

②
家
庭
や
地
域
の
人
の
学
校
に
対
す
る
思
い
や
願
い
を
参
考
に
し

　て
、
学
校
を
よ
り
よ
く
し
て
い
く
た
め
に
自
分
に
で
き
る
こ

　と
や
や
っ
て
み
た
い
こ
と
を
一
六
三
ペ
ー
ジ
に
記
入
す
る
。

③
児
童
が
や
っ
て
み
た
い
と
考
え
た
こ
と
の
実
践
経
過
を
学
級

　通
信
等
で
家
庭
や
地
域
の
人
に
伝
え
、
児
童
に
励
ま
し
の
言

　葉
な
ど
を
掛
け
て
も
ら
う
こ
と
で
、
児
童
の
実
践
意
欲
を
高

　め
て
い
く
。

第２章●「私たちの道徳」の活用事例

事 

例

事 

例 

①

事 

例 

②

211 210



　一
六
六
か
ら
一
六
九
ペ
ー
ジ
は
、
我
が
国
の
伝
統
と
文
化
に
つ

い
て
理
解
し
、
そ
れ
ら
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
養
う
際

に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
一
六
六
か
ら
一
六
九
ペ
ー
ジ
ま
で
を
読
み
、
日
本
の
伝
統
や
文

　化
に
つ
い
て
知
る
。

②
一
六
九
ペ
ー
ジ
の
書
き
込
み
欄
に
、
興
味
を
も
っ
た
伝
統
や
文

　化
に
つ
い
て
、
な
ぜ
興
味
を
も
っ
た
の
か
も
含
め
て
書
く
。

③
興
味
を
も
っ
た
伝
統

　や
文
化
に
つ
い
て
、

　本
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

　ト
等
で
調
べ
た
り
、

　携
わ
る
人
に
話
を
聞

　い
た
り
、
体
験
し
た

　り
す
る
。

④
調
べ
た
こ
と
の
内
容

　を
整
理
し
て
、
発
表

　で
き
る
よ
う
に
ま
と

　め
る
。

⑤
地
域
の
人
や
取
材
に

　協
力
し
て
も
ら
っ
た

　人
な
ど
を
招
き
、
調

　べ
た
こ
と
を
発
表
す

　る
。

■
道
徳
の
時
間

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

　本
内
容
項
目
は
、
学
習
指
導
要
領
で
示
さ
れ
て
い
る
道
徳
の
指

導
内
容
の
重
点
の
一
つ
で
あ
る
国
家
・
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自

覚
を
も
つ
こ
と
と
関
連
の
深
い
項
目
で
あ
る
。

　郷
土
や
我
が
国
の
伝
統
と
文
化
を
育
て
た
先
人
の
努
力
を
知
り
、

自
分
も
ま
た
そ
れ
を
継
承
し
、
発
展
さ
せ
て
い
く
べ
き
責
務
が
あ

る
こ
と
を
自
覚
し
、
そ
の
た
め
に
努
め
よ
う
と
す
る
心
構
え
を
育

て
る
必
要
が
あ
る
。

　本
内
容
項
目
の
ペ
ー
ジ
で
は
、
美
し
い
写
真
と
と
も
に
、
郷
土

や
日
本
の
伝
統
と
文
化
を
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
興
味
を
も
っ
た

伝
統
や
文
化
に
つ
い
て
調
べ
る
書
き
込
み
欄
も
あ
り
、
我
が
国
の

伝
統
や
文
化
に
主
体
的
に
関
わ
り
、
そ
の
伝
統
や
文
化
を
受
け
継

い
で
発
展
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
を
養
う
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。

　写
真
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
郷
土
や
日
本
の
伝
統
と
文
化

に
つ
い
て
具
体
的
に
想
起
し
、
そ
れ
ら
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る

心
を
育
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　こ
れ
ら
の
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
て
、
道
徳
の
時
間
だ
け
で
な
く

様
々
な
教
育
活
動
で
日
本
の
伝
統
や
文
化
を
多
様
な
視
点
か
ら
捉

え
さ
せ
、
自
分
と
の
関
わ
り
で
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
き
た

い
。

■
総
合
的
な
学
習
の
時
間

4－（7）

4 
み
ん
な
と
つ
な
が
っ
て

　
 

⑺ 
郷
土
や
国
を
愛
す
る
心
を

五
・
六
年

①
一
六
六
か
ら
一
六
九
ペ
ー

　ジ
を
読
み
、
日
本
の
伝

　統
や
文
化
に
つ
い
て
知

　る
。

②
読
み
物
資
料
「
人
間
を

　つ
く
る
道
―
剣
道
―
」

　を
読
ん
で
話
し
合
う
。

③
一
六
六
か
ら
一
六
九
ペ
ー

　ジ
を
読
み
、
日
本
の
伝

　統
や
文
化
に
自
分
が
ど

　の
よ
う
に
関
わ
っ
て
き

　た
か
を
振
り
返
っ
て
話

　し
合
う
。

④
伝
統
や
文
化
に
携
わ
る

　人
の
話
を
聞
く
。

P.166～167

P.164～165

P.168～169

　総
合
的
な
学
習
の
時
間
に
お
い
て
、
郷
土
や
我
が
国
の
伝
統
と

文
化
に
つ
い
て
学
習
す
る
際
に
、
一
六
四
か
ら
一
六
九
ペ
ー
ジ
を

活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　我
が
国
の
伝
統
や
文
化
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
支
え
受
け
継
い

で
き
た
人
た
ち
に
取
材
を
依
頼
し
た
り
、
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
と

し
て
話
を
し
て
も
ら
っ
た
り
す
る
な
ど
、
携
わ
る
人
の
思
い
に
つ

い
て
も
触
れ
る
よ
う
に
し
た
い
。

　ま
た
、
郷
土
や
我
が
国
の
伝
統
と
文
化
を
今
後
、
自
分
た
ち
が

ど
の
よ
う
に
し
て
継
承
、
発
展
さ
せ
て
い
く
の
か
な
ど
に
つ
い
て

も
話
し
合
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

P.１６４～１７３

郷
土
や
我
が
国
の
伝
統
と
文
化
を
大
切
に
し
、
先
人
の
努
力
を
知
り
、

郷
土
や
国
を
愛
す
る
心
を
も
つ
。

①
一
六
四
ペ
ー
ジ
を
読
み
、

　自
分
の
住
む
地
域
「
ふ

　る
さ
と
」
に
つ
い
て
の

　学
習
で
あ
る
と
い
う
こ

　と
を
捉
え
る
。

②
一
六
五
ペ
ー
ジ
の
書
き

　込
み
欄
に
、
自
分
の
ふ

　る
さ
と
を
紹
介
す
る
文

　章
を
書
い
て
、
意
見
交

　流
を
す
る
。

③
ふ
る
さ
と
の
ど
の
よ
う

　な
こ
と
を
調
べ
る
の
か
、

　課
題
を
決
め
る
。

④
ふ
る
さ
と
の
自
然
、
伝
統
、
文
化
、
産
業
な
ど
自
分
が
決
め
た

　課
題
に
つ
い
て
調
べ
た
り
体
験
し
た
り
す
る
。

⑤
調
べ
た
こ
と
を
内
容
ご
と
に
整
理
し
、
新
聞
や
レ
ポ
ー
ト
な
ど

　自
分
が
決
め
た
方
法
で
ま
と
め
る
。

⑥
地
域
の
人
を
招
い
て
「
ふ
る
さ
と
発
表
会
」
な
ど
を
行
う
。
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１ 

資
料
の
特
性

2 

指
導
上
の
留
意
点

　日
本
の
伝
統
的
な
武
道
の
一
つ
で
あ
る
剣
道
を
題
材
に
し
た
資

料
で
あ
る
。

　主
人
公
の
「
ぼ
く
」
は
、
剣
道
に
興
味
を
も
ち
、
稽
古
に
通
い

始
め
る
。
そ
の
細
か
い
き
ま
り
事
に
戸
惑
い
を
感
じ
な
が
ら
も
、

勝
利
に
向
け
て
稽
古
を
重
ね
て
い
た
が
、
試
合
の
日
、
一
回
戦
で

敗
れ
て
し
ま
っ
た
。
ふ
て
く
さ
れ
た
態
度
で
引
き
上
げ
を
す
る

「
ぼ
く
」
に
先
生
は
他
の
試
合
を
見
て
み
な
さ
い
と
注
意
す
る
。

大
人
の
試
合
を
見
た
「
ぼ
く
」
は
、
そ
の
動
き
の
美
し
さ
に
感
動

す
る
と
と
も
に
、
日
本
人
が
大
切
に
し
て
き
た
礼
の
心
を
知
る
。

次
の
稽
古
で
改
め
て
先
生
の
話
を
聞
き
、
長
い
間
受
け
継
が
れ
て

き
た
「
人
間
を
つ
く
る
道
」
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
て
い
く
と
い

う
話
で
あ
る
。

　剣
道
と
い
う
我
が
国
古
来
の
武
道
を
通
し
て
、
日
本
の
伝
統
と

文
化
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
で
あ
る
。

　本
資
料
の
活
用
に
当
た
っ
て
は
、
剣
道
の
稽
古
の
目
的
は
勝
つ

こ
と
を
目
指
す
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
性
を
磨
い
て
い
く
こ

と
に
あ
る
と
気
付
い
た
「
ぼ
く
」
へ
の
共
感
か
ら
、
日
本
の
伝
統

や
文
化
が
大
切
に
し
て
き
た
も
の
を
理
解
し
、
自
ら
も
そ
れ
を
継

承
し
発
展
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
て
い
く
よ
う
に
し

た
い
。

3 

展
開
例

【
ね
ら
い
】

　我
が
国
の
伝
統
や
文
化
を
大
切
に
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
育
て
る
。

人
間
を
つ
く
る
道 

―
剣
道
―

読
み
物
資
料

4－（7）

　
　「
ぼ
く
」
の
思
い
を
通
し
て
、
伝
統
や
文
化
を
大
切
に
す
る

　こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
展
開

【
主
な
学
習
】

①
厳
し
い
剣
道
の
稽
古
に
励
ん
で
い
る
と
き
、
「
ぼ
く
」
は
ど
の

　よ
う
な
思
い
だ
っ
た
か
。

　・
練
習
が
厳
し
い
。
も
う
や
め
た
い
な
。

　・
練
習
は
厳
し
い
け
れ
ど
、
試
合
に
勝
て
る
よ
う
に
な
る
ま
で

　
　頑
張
り
た
い
。

②
大
人
の
試
合
を
見
な
が
ら
「
ぼ
く
」
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考

　え
て
い
た
の
か
。

　・
本
当
に
す
ご
い
な
。
自
分
の
試
合
と
全
く
違
う
。

　・
負
け
た
方
も
か
っ
こ
い
い
な
。
振
る
舞
い
方
が
自
分
と
は
違

　
　う
。

③
「
人
間
を
つ
く
る
道
」
と
い
う
言
葉
を
先
生
か
ら
聞
い
て
、
「
ぼ

　く
」
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
か
。

　・
日
本
人
が
大
切
に
し
て
き
た
こ
と
を
剣
道
で
学
べ
る
ん
だ
。

　・
剣
道
を
続
け
て
い
く
こ
と
で
、
人
間
性
を
磨
い
て
い
く
こ
と

　
　が
で
き
る
ん
だ
。
自
分
も
礼
の
心
構
え
を
大
切
に
し
て
い
き

　
　た
い
。

④
一
六
六
か
ら
一
六
九
ペ
ー
ジ
を
読
み
、
日
本
に
古
く
か
ら
伝
わ

　る
伝
統
や
文
化
に
つ
い
て
、
自
分
が
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
き

　た
か
を
振
り
返
っ
て
話
し
合
う
。

　・
歌
舞
伎
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
衣
装
の
美
し
さ
と
役
者
の
動

　
　伝
統
や
文
化
に
込
め
ら
れ
て
い
る
心
構
え
を
知
り
、
伝
統
や

　文
化
を
大
切
に
す
る
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
展
開

【
主
な
学
習
】

①
先
生
は
、
ど
の
よ
う
な
思
い
で
「
剣
道
は
、
人
間
を
つ
く
る
道
」

　と
言
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　・
剣
道
の
礼
に
は
、
日
本
人
が
大
切
に
し
て
き
た
相
手
を
敬
う

　
　心
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
剣
道
を
通
し
て
、
日
本
人
が
大
切

　
　に
し
て
き
た
心
構
え
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

　・
剣
道
を
通
し
て
、
人
と
し
て
ど
の
よ
う
な
振
る
舞
い
を
す
べ

　
　き
な
の
か
、
日
本
人
が
大
切
に
し
て
き
た
姿
勢
が
身
に
付
く
。

②
い
つ
も
と
て
も
重
か
っ
た
防
具
が
、
心
な
し
か
軽
く
感
じ
ら
れ

　た
の
は
、
「
ぼ
く
」
に
ど
の
よ
う
な
思
い
が
芽
生
え
た
か
ら
か
。

　・
剣
道
を
通
し
て
、
自
分
も
日
本
人
が
大
切
に
し
て
き
た
精
神

　
　を
学
ん
で
い
き
た
い
と
思
っ
た
か
ら
。

　・
勝
ち
負
け
だ
け
で
は
な
く
、
人
間
と
し
て
の
立
派
な
振
る
舞

　
　い
方
を
自
分
も
身
に
付
け
た
い
と
思
っ
た
か
ら
。

③
ゲ
ス
ト
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
か
ら
、
剣
道
の
礼
に
込
め
ら
れ
た
意
味

　や
、
剣
道
を
し
て
き
て
学
ん
だ
こ
と
な
ど
の
話
を
聞
く
。

④
剣
道
以
外
に
我
が
国
の
伝
統
や
文
化
の
す
ば
ら
し
さ
を
感
じ
た

　経
験
を
発
表
し
合
う
。

　
　き
に
圧
倒
さ
れ
た
。

　・
書
道
を
習
っ
て
い
る
。
字
が
上
手
に
な
る
だ
け
で
は
な
く
心

　
　の
勉
強
で
も
あ
る
こ
と
を
先
生
か
ら
教
わ
っ
た
。

　・
餅
つ
き
が
日
本
ら
し
く
て
好
き
だ
。
み
ん
な
で
一
緒
に
で
き

　
　て
楽
し
い
。
こ
れ
か
ら
も
楽
し
く
参
加
し
た
い
。

五
・
六
年

P.１７０～１７３

　道
徳
の
時
間
の
中
心

的
な
資
料
と
し
て
、
ま

た
、
社
会
科
で
歴
史
的

人
物
を
学
習
し
た
後
の

補
助
的
な
資
料
と
し
て
、

さ
ら
に
は
、
総
合
的
な

学
習
の
時
間
に
先
人
の

努
力
な
ど
を
課
題
と
し

て
学
習
す
る
際
の
資
料

と
し
て
、
様
々
な
場
面

で
活
用
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

P.174～175

　人
物
の
養
成
に
力
を
入
れ
、
学
校
を
建
て
た
長
岡
藩
大

参
事
小
林
虎
三
郎
の
話
で
あ
る
。
小
林
は
、
周
囲
か
ら
の

反
対
を
受
け
る
も
、
米
百
俵
を
元
に
学
校
を
建
築
し
、
そ

れ
が
多
く
の
優
れ
た
人
物
の
輩
出
に
つ
な
が
っ
た
。

　藩
、
国
を
支
え
る
の
は
人
だ
と
い
う
小
林
の
考
え
か
ら
、

国
家
や
社
会
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
に
つ
い
て
考
え
る
こ

と
の
で
き
る
資
料
で
あ
る
。

１ 

こ
の
ペ
ー
ジ
の
特
徴

2 

活
用
事
例

国
家
・
社
会
の
一
員
と
し
て

四
の
視
点  

重
点
ペ
ー
ジ

P.１７４～１７５

第２章●「私たちの道徳」の活用事例

事 

例 

①

事 

例 

②

215 214
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