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粟
野
柳
太
郎
の
教
育
実
践
に
お
け
る
童
謡
の
役
割 

―
―
児
童
観
の
分
析
か
ら
―
― 

金 

田 

啓 

子 

 A
bstract 

Aw
ano 

Ryutaro 
w

as 
an 

active 
teacher 

in 
the 

Taisho-Show
a 

period. 
H

e 
guided 

the 
elem

entary 
school 

pupils in w
riting children’s songs called ‘doyo’. B

ut on how
 

to guide them
, he w

as opposed to other teachers. It seem
ed 

that 
there 

w
as 

a 
difference 

in 
defining 

the 
concept 

of 

‘children’ at the root. In this essay, I took extracts from
 “A

 

Practical Study -
 The C

hildren Songs and Elem
entary School 

Education (Jissai K
enkyuu -

 Jido to D
oyo no K

youiku)”, and 

exam
ined the content that includes the w

ords, and provided 

the m
eaning of ‘children (jido)’ expressed by Aw

ano.  

    The idea that adults and children are different and 

children are not incom
plete adult, but are com

plete and have 

original characteristics, cam
e into existence in the m

odern 

W
est. In Japan, the concept w

as introduced during the M
eiji 

period and w
as generalized during Taisho period. Particularly 

the 
authors 

of 
children’s 

literature 
regarded 

children 
as 

sacred. The teachers w
ho w

ere opposed to Aw
ano guided 

based on only the concept. B
ut Aw

ano w
as based on not only 

the concept but also the thinking that the children have to be 

leaded by adults to be the com
plete adult and have to be good 

m
an. It w

as the A
w

ano’s feature that he had both elem
ent. 

 

キ
ー
ワ
ー
ド
…
… 

粟
野
柳
太
郎 

児
童 

子
供 

童
謡
教
育 

第
一
章 

研
究
の
目
的
・
意
義
・
方
法 

  

大
正
時
代
の
童
謡
全
盛
期
に
お
い
て
、
小
学
校
の
訓
導
が
授
業
に
童
謡
を

取
り
入
れ
る
動
き
が
全
国
的
に
起
こ
っ
た
。
粟
野
柳
太
郎
は
、
そ
の
動
き
が

特
に
盛
ん
で
あ
っ
た
茨
城
県
に
お
い
て
、
童
謡
の
導
入
に
力
を
入
れ
た
訓
導

の
一
人
で
あ
る
。『
赤
い
鳥
』
が
児
童
に
よ
る
童
謡
の
募
集
を
始
め
た
こ
と
を

き
っ
か
け
に
、
児
童
は
出
来
合
い
の
童
謡
を
受
け
取
る
だ
け
で
な
く
、
自
ら

創
作
の
機
会
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
学
校
教
育
の
中
で

は
、
指
導
者
に
よ
り
童
謡
創
作
の
目
的
や
方
法
が
様
々
な
も
の
と
な
っ
て
い

た
。
粟
野
の
場
合
は
、
そ
れ
を
め
ぐ
り
、
他
の
訓
導
ら
と
激
し
く
対
立
し
た

事
実
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
夕
焼
論
争
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の

経
緯
は
、
拙
稿
「『
夕
焼
論
争
』
に
み
る
童
謡
像
の
多
様
性
の
実
相
」(

1)

に

お
い
て
明
ら
か
に
し
、
論
争
当
事
者
間
の
意
見
の
食
い
違
い
と
共
通
点
と
を

論
究
し
た
。
し
か
し
、
粟
野
の
童
謡
教
育
の
意
義
に
つ
い
て
は
ま
だ
研
究
の
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余
地
が
あ
る
。 

 
前
記
の
拙
稿
に
お
い
て
は
、
粟
野
が
訓
育
の
た
め
に
童
謡
を
用
い
た
と
結

論
づ
け
た
が
、
そ
の
こ
と
が
粟
野
自
身
の
児
童
観
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る

こ
と
に
触
れ
、
論
者
の
見
解
と
し
て
、「
大
人
と
子
ど
も
に
区
別
を
設
け
」、

「（
童
謡
）
作
品
が
そ
の
区
別
の
媒
体
と
な
っ
て
い
る
」、
つ
ま
り
、「
童
謡
は

子
ど
も
の
外
へ
の
表
出
で
、
そ
れ
を
大
人
が
理
解
す
る
た
め
に
受
け
取
る
の

で
あ
る
」(

2)

と
推
測
を
示
す
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。 

 

し
た
が
っ
て
本
稿
に
お
い
て
は
、
粟
野
柳
太
郎
の
児
童
観
と
童
謡
教
育
の

特
質
を
分
析
的
に
解
明
し
、
粟
野
の
教
育
実
践
に
お
け
る
童
謡
の
役
割
を
検

討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

研
究
の
方
法
で
あ
る
が
、
初
め
に
、
今
回
の
分
析
対
象
を
粟
野
の
著
書
『
実

践
研
究 

童
謡
と
児
童
の
教
育
』(

3)

に
定
め
る
。
理
由
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
。
ま
ず
、
本
書
が
出
版
さ
れ
た
の
が
、「
夕
焼
論
争
」
に
先
駆
け
る
時
期
で

あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。本
書
は
大
正
十
一
年
四
月
一
日
発
行
と
な
っ
て
お
り
、

執
筆
さ
れ
た
の
は
同
年
一
月
五
日
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
。
現
時
点
で
は

論
争
が
横
瀬
夜
雨
の「
馬
骨
人
言
」に
始
ま
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
れ
が
発
表
さ
れ
た
の
は
同
年
五
月
十
五
日
で
あ
り
、
粟
野
の
著
書
の
少
し

後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
本
書
の
一
部
が
、
論
争
の
主
な
舞
台
の
一

つ
と
な
っ
た
新
聞
「
い
は
ら
き
」
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
資
料
も
存
在

し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
横
瀬
夜
雨
が
「
馬
骨
人
言
」
に
お
い
て

野
口
雨
情
や
粟
野
柳
太
郎
を
批
判
し
た
き
っ
か
け
が
、
粟
野
の
著
書
に
あ
る

と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
ま
で
断
言
は
で
き
な
い
ま
で
も
、
論

争
と
深
い
関
係
が
あ
る
と
み
て
差
し
支
え
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
こ

と
は
、
次
の
こ
と
に
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
本
書
が
出
版
さ
れ
た
の
は
、『
蝙
蝠

の
唄
』
発
行
の
年
月
日
と
時
を
同
じ
く
し
て
い
る
。『
蝙
蝠
の
唄
』
は
粟
野
の

指
導
の
も
と
に
創
作
さ
れ
た
児
童
の
作
品
が
ま
と
め
ら
れ
出
版
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
、「
夕
焼
論
争
」
の
際
に
は
こ
の
中
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
作
品
が
批

判
の
的
と
な
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
指
導
を
行
っ
て
い
る
の
と
ほ
ぼ

同
時
期
に
著
さ
れ
た
論
文
に
は
、
や
は
り
論
争
で
他
の
教
師
た
ち
と
対
立
す

る
火
種
と
な
っ
た
立
場
が
表
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

童
謡
教
育
に
最
も
力
を
注
い
で
い
た
時
期
に
あ
っ
て
、
か
つ
論
争
に
先
駆
け

て
、
自
身
の
考
え
を
あ
る
程
度
円
熟
さ
せ
た
内
容
が
こ
の
著
書
に
は
表
出
し

て
い
る
と
言
え
よ
う
。 

 

し
た
が
っ
て
、
こ
の
中
か
ら
「
児
童
」
と
い
う
語
を
抜
粋
し
、
そ
れ
を
含

む
文
脈
を
検
討
す
る
こ
と
で
粟
野
の
児
童
観
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
に
基
づ

く
粟
野
の
童
謡
教
育
の
特
質
、
童
謡
の
役
割
を
考
察
す
る
。
な
お
、
こ
の
手

法
は
、
広
田
照
幸
の
『
教
育
言
説
の
歴
史
社
会
学
』(

４)

を
参
考
と
し
て
い
る
。 

 

第
二
章 

日
本
に
お
け
る
「
児
童
観
」
の
概
念 

  

本
稿
に
お
い
て
は
、「
大
人
」
と
「
児
童
」
の
区
別
と
い
う
観
念
を
粟
野
柳

太
郎
が
持
っ
て
い
た
こ
と
を
根
底
に
置
い
て
い
る
が
、
こ
の
考
え
方
に
つ
い

て
、
そ
の
成
り
立
ち
を
示
す
こ
と
と
す
る
。 

 

そ
も
そ
も
、「
児
童
」
を
含
む
「
子
ど
も
」
を
「
大
人
」
か
ら
区
別
す
る
考

え
方
は
、
太
古
か
ら
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
と
も
と
は
、
子
ど
も
は
大

人
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
未
完
成
な
、
不
完
全
な
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大
人
と
い
う
認
識
で
捉
え
ら
れ
て
い
た
。 

 
河
原
和
枝
に
よ
れ
ば
、「
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
子
ど
も
観
、
つ
ま
り
子
ど
も

を
大
人
と
は
異
な
る
属
性
を
も
っ
た
存
在
と
み
な
し
、
子
ど
も
期
を
あ
る
年

齢
に
よ
っ
て
分
節
化
す
る
考
え
方
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
近
代

の
西
欧
に
お
い
て
確
立
さ
れ
た
」（
５
）
も
の
で
あ
り
、
日
本
に
お
い
て
は
明
治

時
代
に
移
入
さ
れ
、「〈
子
ど
も
〉
は
ま
ず
、
建
設
さ
る
べ
き
近
代
国
家
を
担

う
国
民
の
育
成
を
め
ざ
し
た
義
務
教
育
の
対
象
と
し
て
、
制
度
的
に
生
み
出

さ
れ
た
」（
６
）

も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
近
代
国
家
が
目
指
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
初
め
て
は
っ
き
り
と
認
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
わ
が

国
に
お
い
て
は
、
人
々
の
間
で
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
「
移
入
」

で
あ
る
の
で
、
個
々
の
意
識
に
根
付
く
ま
で
に
は
時
間
を
要
し
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
正
期
に
お
い
て
は
ま
だ
一
定
の
通
念

と
し
て
定
着
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
観
念
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
河
原
の
同
書
の
中
に
、「
小
川
未
明
や
鈴
木
三
重
吉
ら
に
よ

る
大
正
期
の
『
童
話･

童
謡
』
運
動
は
、
そ
れ
ま
で
の
児
童
文
学
に
は
見
ら
れ

な
い
新
し
い
〈
子
ど
も
〉
の
イ
メ
ー
ジ
を
生
み
出
し
た
。」（
７
）

と
い
う
記
述

が
み
ら
れ
る
。「
童
話
・
童
謡
」
運
動
と
は
、
大
正
七
年
の
『
赤
い
鳥
』
創
刊

に
伴
う
児
童
文
学
改
革
運
動
の
こ
と
を
指
す
が
、
本
稿
で
中
心
と
し
て
取
り

上
げ
る
粟
野
柳
太
郎
や
、
夕
焼
論
争
で
彼
と
対
立
す
る
教
師
た
ち
は
、
こ
の

運
動
を
き
っ
か
け
に
童
話
や
童
謡
へ
の
関
心
を
集
め
、
そ
れ
ら
を
児
童
た
ち

に
与
え
た
り
、
そ
れ
ら
に
関
連
し
て
児
童
た
ち
に
つ
い
て
論
じ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
未
明
・
三
重
吉
と
い
っ
た
児
童
文
学
の
創
作
者

の
影
響
の
も
と
に
、
児
童
を
指
導
す
る
教
師
た
ち
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
児
童
観

を
模
索
し
確
立
し
よ
う
と
し
て
い
た
時
期
で
あ
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
童
話
や
童
謡
は
、
こ
の
運
動
以
降
華
や
か
に
隆
盛
す
る
が
、

こ
れ
ら
が
根
底
に
置
い
て
い
た
の
は
「
童
心
主
義
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
あ

っ
た
。「
童
心
」
と
は
時
代
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
異
な
る
意
味
付
与
が
な
さ
れ

て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
文
字
通
り
子
ど
も
の
心
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
一

般
へ
の
浸
透
と
い
う
観
点
か
ら
考
え
る
と
、こ
の
時
期
に
達
し
よ
う
や
く「
子

ど
も
」
が
独
自
の
特
性
を
持
っ
て
い
る
存
在
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
が
始

ま
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ま
で
の
「
お
伽
噺
」
は
、
子
ど
も
に

向
け
て
書
か
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
内
容
は
か
つ
て
の
黄
表
紙
本
（
８
）

と

あ
ま
り
変
わ
ら
ず
、
近
代
的
な
意
味
で
の
子
ど
も
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
は

言
い
難
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
童
心
主
義
」
は
、
後
に
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア

文
学
の
立
場
か
ら
批
判
さ
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
童
謡
全
盛
期
の
間
は
最
も

重
要
な
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。「
夕
焼
論

争
」
は
そ
の
よ
う
な
中
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
。
前
に
「
童
心
」
と
は
時

代
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
異
な
る
と
述
べ
た
が
、
曖
昧
な
通
念
と
し
て
で
な
く

厳
密
な
意
味
に
お
い
て
考
え
れ
ば
、
論
じ
る
者
に
よ
っ
て
意
味
を
異
に
し
て

い
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
す
な
わ
ち
「
童
心
」
を
内
包
す
る
子
ど
も

の
見
方
に
つ
い
て
も
言
え
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
論
争
も
、
表
面
上
は
「
リ

ズ
ム
」
な
ど
、
形
式
的
な
問
題
に
お
い
て
ぶ
つ
か
り
合
っ
て
い
た
と
い
う
側

面
が
あ
る
が
、
形
式
上
の
問
題
を
生
み
出
す
ま
で
に
は
、
児
童
に
対
す
る
捉

え
方
の
違
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
拙
稿
「『
夕
焼
論
争
』
に
み
る
童

謡
像
の
多
様
性
の
実
相
」に
お
い
て
指
摘
し
た
通
り
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、

児
童
を
含
む
子
ど
も
に
つ
い
て
、
各
々
が
ど
の
よ
う
な
捉
え
方
を
し
て
い
る
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の
か
を
厳
密
に
確
か
め
て
み
る
こ
と
は
、
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
次

章
で
は
、
粟
野
柳
太
郎
の
著
作
の
分
析
か
ら
、
彼
の
児
童
観
を
導
き
出
し
た

い
。 

 

 

第
三
章 
「
児
童
」
に
関
わ
る
文
脈
の
検
討 

 

本
章
に
お
い
て
は
、
粟
野
柳
太
郎
の
『
実
際
研
究 

童
謡
と
児
童
の
教
育
』

に
現
れ
る
「
児
童
」
を
す
べ
て
抜
粋
し
、
文
脈
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
の
意
味
を

規
定
す
る
。
た
だ
し
、
文
脈
を
検
討
す
る
際
に
指
標
と
す
る
の
は
以
下
の
こ

と
で
あ
る
。 

 

①
大
人
と
子
ど
も
と
を
区
別
し
て
い
る
か
。 

 

②
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
位
置
関
係
と
な
っ
て
い
る
か
。 

 

③
お
互
い
の
関
わ
り
方
を
ど
う
捉
え
て
い
る
か
。 

 

な
お
、
同
書
の
構
成
は
左
の
通
り
で
あ
る
。 

 
 

○
緒
言 

○
何
故
童
謡
を
小
学
教
育
に
取
入
れ
る
か 

○
童
謡
の
教
育
的
価
値 

○
反
駁
と
実
際 

 

（
一
）「
児
童
」
の
抜
粋 

 

本
書
中
の
「
児
童
」
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
傍
線
部
は
す
べ
て
引
用
者

に
よ
る
。
ま
た
（ 

）
内
の
漢
数
字
は
原
書
の
ペ
ー
ジ
数
を
表
す
。 

○
「
緒
言
」
に
お
い
て 

○ア
「
今
、
芸
術
教
育
の
一
と
し
て
、
本
校
久
保
田
校
長
の
了
解
の
も
と
に
、

私
が
童
謡
を
児
童
に
奨
励
し
て
見
た
過
去
、」（
一
） 

○イ
「
二
ヶ
年
間
の
実
験
上
よ
り
児
童
と
教
育
と
童
謡
と
に
つ
き
、」（
一
） 

○
「
何
故
童
謡
を
小
学
教
育
に
取
入
れ
る
か
」
に
お
い
て 

○ウ
「
先
づ
第
一
に
児
童
教
育
の
本
質
と
し
て
何
を
主
と
す
べ
き
で
あ
る
か
、」

（
二
） 

○エ
「
児
童
教
育
の
根
本
に
つ
い
て
は
哲
学
的
根
拠
よ
り
微
に
入
り
て
論
ぜ
ね

ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、」（
二
） 

○オ
「
そ
こ
で
私
は
如
何
に
し
て
悧
巧
に
児
童
を
教
へ
こ
ま
ん
か
と
い
ふ
こ
と

よ
り
も
、」（
二
） 

○カ
「
子
供
の
世
界
な
る
も
の
を
認
め
、
児
童
の
人
格
を
尊
び
」（
二
） 

○キ
「
生
活
に
全
的
愛
と
理
解
と
を
以
っ
て
す
る
児
童
中
心
の
教
育
が
ほ
ん
た

う
の
小
学
教
育
で
あ
る
と
思
ふ
の
で
す
」（
二
） 

○ク
「
児
童
の
教
育
に
智
識
教
授
を
主
と
す
る
か
ら
こ
そ
従
来
の
画
一
主
義
と

な
り
、」（
二
） 

○ケ
「
如
何
に
せ
ば
児
童
を
悧
巧
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
と
い
ふ
こ
と
に
の

み
汲
々
と
し
て
囚
わ
れ
て
来
た
事
実
や
、」（
三
） 

○コ
「
感
激
の
ま
ゝ
溌
剌
た
る
児
童
の
感
情
や
イ
ン
プ
レ
ツ
シ
ョ
ン
を
表
現
さ

せ
」（
五
） 

○サ
「
高
く
と
び
離
れ
た
言
行
や
児
童
に
は
余
り
に
難
し
い
道
徳
を
、」（
五
） 

○シ
「
児
童
の
道
徳
教
育
と
か
品
性
陶
冶
と
か
は
思
も
及
ば
な
い
話
で
あ
り
ま

す
。」（
五
） 

○ス
「
ど
う
し
て
も
児
童
の
生
活
か
ら
出
発
し
た
実
際
的
の
も
の
に
つ
い
て
感

情
教
育
を
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。」（
五
） 



粟野柳太郎の教育実践における童謡の役割（金田） 

 (5)

○セ
「
そ
の
手
近
な
一
と
し
て
児
童
の
生
活
か
ら
生
れ
る
童
謡
の
如
き
も
の
を

用
ひ
て
行
く
こ
と
は
最
も
捷
径
に
し
て
有
効
な
も
の
で
」（
五
） 

○
「
童
謡
の
教
育
的
価
値
」
に
お
い
て 

○ソ「
実
に
純
真
な
児
童
性
か
ら
出
る
自
然
の
叫
び
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
」（
七
） 

○タ
「
教
室
の
中
で
小
学
校
の
先
生
達
が
壇
上
か
ら
児
童
に
向
つ
て
、」（
七
） 

○チ
「
児
童
教
育
に
大
切
な
所
で
あ
ら
う
と
信
じ
ま
す
。」（
一
一
） 

○ツ
「
之
は
私
が
童
謡
を
や
つ
て
ゐ
る
児
童
と
、
や
つ
て
ゐ
な
い
児
童
と
に
就

て
常
に
細
心
の
注
意
を
払
つ
て
ゐ
る
か
ら
、」（
一
二
） 

○テ
「
之
は
私
が
童
謡
を
や
つ
て
ゐ
る
児
童
と
、
や
つ
て
ゐ
な
い
児
童
と
に
就

て
常
に
細
心
の
注
意
を
払
つ
て
ゐ
る
か
ら
、」（
一
二
） 

○ト
「
そ
れ
は
半
年
ば
か
り
童
謡
を
や
つ
た
児
童
で
す
。」（
一
三
） 

○ナ
「
所
が
い
ゝ
童
謡
の
如
き
児
童
性
に
最
も
適
し
た
謡
が
あ
る
と
、」（
一
四
） 

○ニ
「
児
童
の
世
界
に
進
入
し
来
る
悪
魔
の
如
き
俗
悪
歌
や
俚
謡
や
陋
巷
の
流

行
歌
を
自
然
駆
逐
し
得
」（
一
四
） 

○ヌ
「
児
童
に
適
し
た
謡
を
与
へ
て
や
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
教
師
の
重
大
な
る

責
務
だ
と
思
ひ
ま
す
。」（
一
四
） 

○ネ
「
殊
に
童
謡
は
児
童
自
身
の
謡
な
る
が
故
に
彼
等
が
、
大
胆
に
唄
ふ
こ
と

に
依
つ
て
、」（
一
四
） 

○ノ
「
そ
れ
ら
を
知
る
こ
と
に
よ
つ
て
師マ

マ

は
児
童
教
育
上
大
い
に
稗マ

マ

益
す
る
処

や
、
反
省
す
る
処
が
あ
る
の
で
す
。」（
一
五
） 

○ハ
「
児
童
教
養
上
最
も
大
切
な
児
童
と
教
師
と
の
接
触
を
保
ち
且
深
め
る
こ

と
が
出
来
て
」（
一
五
） 

○ヒ
「
児
童
教
養
上
最
も
大
切
な
児
童
と
教
師
と
の
接
触
を
保
ち
且
深
め
る
こ

と
が
出
来
て
」（
一
五
） 

○フ
「
新
入
学
児
童
に
対
し
て
最
初
か
ら
従
来
の
読
本
に
依
つ
て
、」(

一
六) 

○ヘ
「
極
め
て
自
然
的
な
子
供
の
趣
味
に
適
っ
た
児
童
本
位
の
国
語
教
授
あマ

マ

だ

と
思
ひ
ま
す
。」（
一
六
） 

○
「
反
駁
と
実
際
」
に
お
い
て 

○ホ
「
児
童
教
育
は
理
智
教
育
と
感
情
教
育
と
体
育
と
が
相
俟
っ
て
初
め
て
真

の
児
童
教
育
は
な
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
信
じ
ま
す
か
ら
」（
一
七
） 

○マ
「
児
童
教
育
は
理
智
教
育
と
感
情
教
育
と
体
育
と
が
相
俟
っ
て
初
め
て
真

の
児
童
教
育
は
な
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
信
じ
ま
す
か
ら
」（
一
七
） 

○ミ
「
児
童
教
育
の
真
義
も
解
せ
な
い
お
め
で
た
い
人
達
の
お
も
し
ろ
半
分
の

不
マ
ジ
メ
気
分
で
」（
一
九
） 

○ム
「
私
は
児
童
教
育
の
う
ち
の
大
切
な
感
情
教
育
の
為
に
（
広
義
にマ

マ

の
）
芸

術
家
達
が
門
外
か
ら
お
力
添
へ
下
さ
る
こ
と
を
衷
心
感
謝
い
た
し
ま
す
。」

（
一
九
） 

  

（
二
）
接
続
す
る
語
に
よ
る
分
類
と
文
脈
の
検
討 

 

本
文
中
の
「
児
童
」
は
全
部
で
三
十
三
箇
所
に
み
ら
れ
た
。
分
類
に
は 

助
詞
の
働
き
等
に
注
意
を
払
い
正
確
に
捉
え
る
た
め
に
、
直
接
に
接
続
す
る

語
に
よ
っ
て
分
類
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
は
左
の
通
り
で
あ
る
。 

Ⅰ 

「
で
す
」
に
接
続
す
る
も
の
… 

○ト 

Ⅱ 

「
と
」
に
接
続
す
る
も
の
… 

 

○イ
○ツ
○テ
○ヒ 
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Ⅲ 

「
を
」
に
接
続
す
る
も
の
… 

 

○オ
○ケ 

Ⅳ 
「
に
」
に
接
続
す
る
も
の
… 

 

○ア
○サ
○タ
○ヌ
○フ 

Ⅴ 
「
の
」
に
接
続
す
る
も
の
… 

 

○カ
○ク
○コ
○シ
○ス
○セ
○ニ 

Ⅵ 
 

名
詞
に
接
続
す
る
も
の
… 

 

○ウ
○エ
○キ
○ソ
○チ
○ナ
○ネ
○ノ
○ハ
○ヘ
○ホ
○マ
○ミ
○ム 

  

次
に
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
検
討
を
加
え
る
。 

 

Ⅰ 

「
で
す
」
に
接
続
す
る
も
の
… 

○ト 

 

Ⅰ
は
○ト
一
例
で
、
使
い
方
も
直
後
に
紹
介
す
る
童
謡
を
創
作
し
た
児
童
の

紹
介
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。 

 

Ⅱ 

「
と
」
に
接
続
す
る
も
の
… 

 

○イ
○ツ
○テ
○ヒ 

こ
れ
は「
と
」と
い
う
比
較
の
基
準
を
表
す
格
助
詞
に
続
く
も
の
で
あ
り
、

○イ
○ツ
○テ
は
詳
細
な
検
討
は
必
要
な
い
も
の
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
○イ
は
粟

野
自
身
が
こ
の
二
ヵ
年
で
何
に
つ
い
て
研
究
を
し
て
き
た
か
、
そ
の
内
容
と

し
て
「
児
童
と
教
育
と
童
謡
」
と
い
う
よ
う
に
、
対
象
を
列
挙
し
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
。
ま
た
○ツ
○テ
は
一
文
の
う
ち
に
表
れ
る
も
の
で
「
童
謡
を
や
つ
て

ゐ
る
児
童
と
、
や
つ
て
ゐ
な
い
児
童
と
に
就
て
」
と
い
う
文
脈
に
な
っ
て
い

る
が
、「
他
日
の
機
会
に
譲
り
ま
す
」
と
結
ば
れ
そ
の
内
容
は
述
べ
ら
れ
て
い

な
い
。
○ヒ
に
は
多
少
の
児
童
観
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
粟
野
は
「
児
童
と

教
師
と
の
接
触
」
が
「
児
童
教
養
上
最
も
大
切
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
れ
が
保
た
れ
る
条
件
が
直
前
の
部
分
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
部
分
と
と
も
に
考
察
を
行
う
た
め
、
Ⅵ
の
○ハ
「
児
童
教
養
」
の

検
討
の
項
で
考
え
る
こ
と
と
す
る
。 

 

Ⅲ 

「
を
」
に
接
続
す
る
も
の
… 

 

○オ
○ケ 

 

○オ
○ケ
は
双
方
と
も
児
童
を「
悧
巧
に
」す
る
こ
と
に
つ
な
げ
ら
れ
て
い
る
。

○オ
は
「
何
故
童
謡
を
小
学
教
育
に
取
入
れ
る
か
」
の
章
の
「（
一
）
児
童
教
育

の
本
質
」
に
、
○ケ
は
「（
二
）
現
在
の
偏
理
智
教
育
と
其
弊
」
に
現
れ
て
お
り
、

こ
の
章
で
は
粟
野
が
児
童
を
「
悧
巧
に
」
す
る
た
め
の
教
育
に
対
し
、（
一
）

節
で
は
要
点
的
に
、（
二
）
節
で
は
詳
細
に
批
判
を
加
え
る
こ
と
が
中
心
的
内

容
に
な
っ
て
い
る
。（
二
）
節
の
初
め
の
部
分
に
は
、
Ⅴ
に
分
類
さ
れ
る
「
児

童
の
教
育
」と
い
う
言
葉
が
記
述
さ
れ
て
お
り
、こ
の
節
で
述
べ
る
こ
と
が
、

従
来
の
「
児
童
の
教
育
」
が
「
智
識
教
授
を
主
と
す
る
」
も
の
に
な
っ
て
い

る
こ
と
へ
の
批
判
で
、「
画
一
主
義
」「
教
師
本
位
」「
詰
込
主
義
」
を
批
判
の

タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
節
で
は
、
○ケ
の
該
当

部
分
で
あ
る
「
如
何
に
せ
ば
児
童
を
悧
巧
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
と
い
ふ

こ
と
に
の
み
汲
々
と
し
て
囚
わ
れ
て
」
い
る
と
い
う
こ
と
に
続
き
、「
毎
日
教

場
に
立
つ
て
一
定
の
知
識
を
受
売
し
て
詰
込
め
ば
自
己
の
責
務
は
終
へ
た
も

の
だ
と
の
み
思
つ
て
ゐ
る
教
授
者
の
多
い
こ
と
」
な
ど
、
様
々
な
批
判
対
象

の
例
が
出
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
が
み
な
「
従
来
の
小
学
教
育
が
智
育
に

の
み
偏
し
た
畸
形
的
な
偏
理
智
主
義
の
教
育
で
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
を
雄
弁

に
物
語
つ
て
ゐ
る
も
の
」
だ
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
智
識
が
身
に
付
く
こ

と
＝
悧
巧
に
な
る
、
と
考
え
、
小
学
校
教
育
が
そ
れ
を
目
指
し
て
い
る
こ
と

へ
の
疑
問
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
一
連
の
文
の
中
で
粟
野
は
、「
偏

理
智
主
義
」
の
も
と
で
は
「
小
学
校
の
教
育
は
教
育
に
非
ず
し
て
寧
ろ
教
授
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で
あ
」
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
考
え
る
と
、
粟
野
は
「
教
授
」
を
否

定
し
「
教
育
」
を
掲
げ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
こ
こ
に
言
う
「
教
育
」

と
は
何
で
あ
る
か
が
問
題
と
な
る
が
、
そ
れ
に
関
し
て
は
、
○オ
に
連
な
る
文

の
中
で
、「
如
何
に
し
て
悧
巧
に
児
童
を
教
へ
こ
ま
ん
か
」
と
い
う
部
分
に
対

応
し
、「
如
何
に
し
て
質
の
い
ゝ
人
間
に
育
て
上
げ
ん
か
と
い
ふ
こ
と
の
方
が

大
切
で
あ
る
」と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。こ
こ
か
ら
読
み
取
る
限
り
で
は
、

粟
野
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
「
教
育
」
は
、「
児
童
」
を
大
人
と
は
区
別
し
な

が
ら
も
、
大
人
が
大
人
の
視
点
で
良
い
人
間
を
想
定
し
、
そ
こ
に
向
か
う
こ

と
を
目
標
と
し
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
児
童

か
ら
大
人
へ
と
い
う
連
続
性
が
認
め
ら
れ
、
児
童
そ
の
も
の
を
中
途
段
階
と

み
な
し
て
い
る
こ
と
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
Ⅴ

の
内
容
で
あ
る
が
、
○コ
に
図
画
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
具
体
例
が
挙
げ
ら
れ

る
。
こ
れ
は
や
は
り
一
連
の
同
じ
節
の
中
に
現
れ
る
も
の
で
、「
小
学
校
図
画

は
た
ゞ
お
手
本
と
い
ふ
無
感
激
な
も
の
を
単
に
模
倣
さ
せ
る
位
に
止
つ
て
」

い
る
こ
と
を
批
判
し
、「
感
激
の
ま
ゝ
に
溌
剌
た
る
児
童
の
感
情
や
イ
ン
プ
レ

ツ
シ
ヨ
ン
を
表
現
さ
せ
而
て
美
的
情
的
の
芸
術
的
陶
冶
を
な
し
て
行
く
」
こ

と
を
唱
え
て
い
る
。
こ
れ
は
児
童
自
身
が
感
じ
る
こ
と
、
表
現
す
る
こ
と
を

重
ん
じ
る
も
の
で
あ
る
。
本
文
に
は
三
つ
の
例
が
出
さ
れ
て
お
り
、
他
の
二

つ
は
唱
歌
・
読
本
中
の
韻
文
に
つ
い
て
の
も
の
と
修
身
に
つ
い
て
の
も
の
で

あ
る
が
、
批
判
の
み
で
ど
う
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
見
は
こ
の
部
分
に
は

直
接
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
唱
歌
・
読
本
や
修
身
と
図
画
と
の
相
違
点
を

考
え
て
み
る
と
、
図
画
の
み
児
童
が
能
動
の
姿
勢
で
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
、
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
以
外
の
三
分
野
は
、
Ⅴ
の
検
討

の
中
に
み
る
よ
う
に
、
児
童
の
生
活
や
感
情
に
合
致
す
る
も
の
が
取
り
上
げ

ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
主
張
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
良
い
大
人
に
導
く

た
め
に
大
人
か
ら
与
え
る
要
素
が
あ
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
つ
ま
り
粟
野
は
、
児
童
を
大
人
か
ら
区
別
し
、
大
人
が
児
童
を
一
定

方
向
に
導
く
も
の
と
考
え
る
と
同
時
に
、
児
童
自
身
か
ら
表
現
が
発
せ
ら
れ

る
と
き
に
は
児
童
の
特
質
を
遺
憾
な
く
発
揮
す
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。「
童
謡
」
を
取
り
上
げ
る
と
き
に
も
、
大
人
が
創
作
し
た
も
の
と

児
童
が
創
作
し
た
も
の
と
で
扱
い
を
ま
っ
た
く
違
え
て
い
る
理
由
は
こ
こ
に

あ
る
の
で
あ
る
。 

 

Ⅳ 

「
に
」
に
接
続
す
る
も
の
… 

 

○ア
○サ
○タ
○ヌ
○フ 

 

こ
こ
に
は
「
に
」
の
後
に
動
詞
が
続
く
も
の
と
「
に
」
の
後
に
形
容
詞
が

続
く
も
の
と
が
現
れ
て
い
る
。
前
者
は
児
童
に
積
極
的
に
何
か
を
与
え
た
り

さ
せ
た
り
す
る
性
質
が
あ
り
、
後
者
は
児
童
の
属
性
を
示
す
性
質
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
前
者
に
分
類
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
○ア
○タ
○ヌ
○フ
が
、
後
者
と

し
て
は
○サ
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

○ア
は
「
童
謡
を
児
童
に
奨
励
し
」
た
こ
と
の
説
明
で
あ
る
。 

○タ
は
修
身
の
授
業
を
批
判
す
る
も
の
で
、
一
般
的
に
そ
れ
の
授
業
が
、
壇

上
か
ら
児
童
に
「
お
前
た
ち
は
嘘
を
つ
い
て
は
い
か
ん
、
生
物
を
愛
せ
人
に

親
切
に
せ
よ
な
ど
と
個
々
の
道
徳
を
」
教
え
込
む
態
度
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
童
謡
に
よ
っ
て
「
暗
示
」
を
与
え
「
や
は

ら
か
く
」、「
豊
な
人
間
味
」
を
持
た
せ
る
よ
う
に
導
い
て
行
く
こ
と
を
奨
励

し
て
い
る
。
○フ
は
こ
れ
と
類
似
し
て
お
り
、
一
般
的
な
読
み
方
授
業
へ
の
反
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論
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
従
来
の
読
本
に
依
つ
て
、
ハ
ナ 

ハ
ト 

マ
メ 

マ

ス
と
機
械
的
に
無
味
乾
燥
に
国
字
を
教
え
込
」
む
の
で
は
な
く
、「
童
□マ

マ
（
お

そ
ら
く
「
謡
」
と
思
わ
れ
る

―
引
用
者
注
）
を
唄
は
せ
て
、
自
然
と
趣
味

的
に
字
を
覚
え
さ
せ
」
る
こ
と
を
○ヘ
「
児
童
本
位
」
と
し
て
勧
め
て
い
る
の

で
あ
る
。
ま
た
○ヌ
は
、「
児
童
に
適
し
た
童
謡
を
与
へ
て
や
る
」
と
述
べ
て
お

り
、
そ
れ
が
「
教
師
の
重
大
な
る
責
務
だ
」
と
し
て
い
る
。 

こ
れ
ら
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
粟
野
は
従
来
の
詰
め
込
み
や
児
童
の
感
情

に
合
わ
な
い
も
の
に
反
対
を
唱
え
る
一
方
で
、
完
全
に
内
発
性
を
認
め
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、飽
く
ま
で
教
師
が
児
童
の
成
長
し
た
像
を
念
頭
に
置
き
、

そ
の
上
で
童
謡
を
与
え
た
り
そ
れ
に
よ
っ
て
導
い
た
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
と
し
て
い
る
。
時
に
は
、
児
童
が
知
識
を
取
得
す
る
た
め
の
方
法
と

し
て
童
謡
を
位
置
づ
け
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
児
童
が
大
人
に
よ

っ
て
導
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
と
粟
野
が
考
え
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。 

 

Ⅴ 

「
の
」
に
接
続
す
る
も
の
… 

 

○カ
○ク
○コ
○シ
○ス
○セ
○ニ 

 

こ
こ
に
は
主
語
を
表
す
類
の
も
の
は
な
く
、
す
べ
て
名
詞
に
接
続
す
る

「
の
」と
な
っ
て
い
る
。つ
ま
り
Ⅵ
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
を
表
す
こ
と
に
な
る
。

あ
と
に
続
く
名
詞
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。「
生
活
」
に
続

く
も
の
が
○ス
○セ
、「
道
徳
教
育
」
に
続
く
も
の
が
○シ
、「
世
界
」
に
続
く
も
の

が
○ニ
、「
人
格
」
に
続
く
も
の
が
○カ
、「
感
情
」
に
続
く
も
の
が
○コ
、「
教
育
」

に
続
く
も
の
が
○ク
で
あ
る
。 

○ス
○セ
と
○シ
は
一
連
の
部
分
に
現
れ
て
い
る
。○シ
が
従
来
の
修
身
授
業
を「
講

談
的
修
身
」「
理
窟
ま
け
の
修
身
」
で
あ
る
と
し
、「
道
徳
教
育
」
が
「
感
情

教
育
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
上
で
、
そ
の
内
容
が
○ス

「
児
童
の
生
活
か
ら
出
発
し
た
実
際
的
の
も
の
」
で
あ
る
べ
き
で
、
そ
の
た

め
に
は
○セ
「
児
童
の
生
活
か
ら
生
ま
れ
る
童
謡
」
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
児
童
は
道
徳
教
育
に
よ
り
感
情

面
を
育
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
教
育
は
、
児
童
自
身
の
「
生

活
」
の
「
実
際
」
に
根
ざ
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
こ
れ
は
同
時
に
児
童
が
独
自
の
世
界
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
も
言
及
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
補
強
す
る
こ
と
が
で
き
る
部

分
と
し
て
○ニ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
俗
悪
歌
」「
俚
謡
」「
陋
巷
の
流

行
歌
」
を
「
児
童
の
世
界
」
に
進
入
す
る
恐
れ
の
あ
る
「
悪
影
響
」
と
表
現

し
、
駆
逐
す
る
必
要
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
粟
野
の
意
図
は
こ
の
「
悪
影

響
」の
批
判
に
あ
る
の
だ
が
、「
悪
影
響
」が
入
る
べ
か
ら
ざ
る
神
聖
な
領
域
、

同
時
に
大
人
と
は
一
線
を
画
し
大
人
が
そ
の
神
聖
性
を
外
側
か
ら
守
っ
て
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
領
域
と
し
て
「
児
童
の
世
界
」
を
捉
え
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。「
児
童
」
と
は
そ
の
よ
う
な
世
界
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
こ
こ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

○カ
は
、
Ⅲ
に
お
い
て
検
討
し
た
○オ
に
連
な
る
部
分
で
あ
る
。
児
童
を
「
悧

巧
」
に
す
る
こ
と
に
反
対
し
、
そ
の
た
め
に
は
「
子
供
の
世
界
な
る
も
の
を

認
め
、
児
童
の
人
格
を
尊
び
生
活
に
全
的
愛
と
理
解
と
を
以
て
す
る
」
こ
と

が
必
要
と
な
り
、
そ
れ
が
守
ら
れ
る
こ
と
が
即
ち
「
児
童
中
心
の
教
育
」
で

あ
る
と
説
い
て
い
る
。「
児
童
の
人
格
」
に
関
す
る
説
明
は
施
さ
れ
て
い
な
い

が
、
周
辺
か
ら
少
し
意
味
を
規
定
す
る
。
ま
ず
○カ
の
部
分
に
だ
け
着
目
す
る
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と
、「
子
供
の
世
界
」
を
認
め
る
こ
と
と
「
児
童
の
人
格
」
を
尊
ぶ
こ
と
と
が

並
列
的
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
粟
野
は
全
文
を
通
し
て
「
子
供
」
と
「
児
童
」

と
を
ほ
と
ん
ど
区
別
せ
ず
に
用
い
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
が
同
じ
内
容
を
示

す
も
の
と
し
て
考
え
る
と
、「
子
供
の
世
界
」
と
は
前
述
し
た
「
児
童
の
世
界
」

と
同
一
の
意
味
で
あ
る
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、「
児
童
の
人

格
」
は
「
児
童
の
世
界
」
を
認
め
た
上
で
尊
ぶ
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、

人
格
を
尊
重
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
大
人
が
児
童
の
領
域
を
見
極
め
守
る
こ

と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
後
続
す
る
「
生
活
に
全
的
愛

と
理
解
と
を
以
て
す
る
」に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。「
生
活
」と
い
う
の
は
、

見
出
し
に
「
小
学
教
育
」
と
書
か
れ
て
い
る
た
め
、
学
校
で
の
日
常
生
活
と

捉
え
る
。
こ
れ
は
、「
児
童
の
人
格
」
が
尊
ば
れ
た
上
で
、
も
し
く
は
そ
れ
が

尊
ば
れ
る
こ
と
と
同
時
に
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
り
、
や
は

り
児
童
と
い
う
領
域
を
認
め
た
上
に
成
り
立
つ
。
こ
の
部
分
は
「
児
童
の
人

格
」
の
内
容
を
説
明
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
重
な
っ
て
い
る
面
も
あ
れ

ば
相
補
う
関
係
に
な
る
こ
と
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
相
反
す
る
こ
と
は
あ
り

得
ず
、
同
質
の
も
の
で
あ
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
人

格
を
尊
ぶ
こ
と
に
は
や
は
り
大
人
が
大
人
の
立
場
か
ら
愛
を
与
え
た
り
理
解

し
た
り
す
る
行
動
が
伴
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
大
人
が
与
え

る
要
素
が
存
在
し
初
め
て
「
児
童
中
心
の
教
育
」
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。 

 

Ⅵ 
 

名
詞
に
接
続
す
る
も
の
… 

 

○ウ
○エ
○キ
○ソ
○チ
○ナ
○ネ
○ノ
○ハ
○ヘ
○ホ
○マ
○ミ
○ム 

 

ど
の
よ
う
な
名
詞
に
接
続
す
る
か
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
、「
教
育
」
に
続

く
も
の
が
○ウ
○エ
○チ
○ノ
○ハ
○ホ
○マ
○ミ
○ム
、「
性
」
に
続
く
も
の
が
○ソ
○ナ
、「
中
心
」

に
続
く
も
の
が
○キ
、「
自
身
」
に
続
く
も
の
が
○ネ
、「
本
位
」
に
続
く
も
の
が
○ヘ

で
あ
る
。
○ウ
○エ
は
「
何
故
童
謡
を
小
学
教
育
に
取
入
れ
る
か
」
の
章
の
「（
一
）

児
童
教
育
の
本
質
」
の
節
の
最
初
の
一
文
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。
○ウ
は
「
何

を
主
と
す
べ
き
か
」
と
い
う
提
起
に
連
な
り
、
○エ
は
、
○ウ
の
根
本
ま
で
考
え

る
と
し
た
ら
「
哲
学
的
根
拠
」
か
ら
論
じ
る
べ
き
と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
が
、

「
簡
単
に
私
共
の
主
張
を
申
せ
ば
」
…
と
要
点
に
つ
な
げ
る
た
め
の
断
り
書

き
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
○ウ
○エ
が
導
く
形
で
述
べ
ら
れ
た
主
張
が
「
小
学

教
育
に
は
教
よ
り
も
育
と
云
ふ
方
が
至
当
だ
と
思
は
れ
ま
す
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
説
明
と
な
る
部
分
が
直
後
に
著
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
Ⅲ

の
○オ
、
Ⅴ
の
○カ
の
検
討
に
よ
り
扱
っ
た
内
容
で
あ
る
。 

○チ
は
次
の
よ
う
な
一
文
に
含
ま
れ
て
い
る
。「
私
共
教
育
者
は
実
に
か
う
し

た
貴
い
程
の
純
真
な
美
し
い
彼
等
幼
き
者
特
有
の
美
し
い
感
情
を
、偽
な
く
、

ま
が
ら
せ
る
こ
と
な
し
に
正
し
く
導
い
て
や
る
こ
と
が
、
児
童
教
育
に
大
切

な
所
で
あ
ら
う
と
信
じ
ま
す
」。
こ
れ
は
、
児
童
が
創
作
し
た
童
謡
に
対
す
る

批
評
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
二
つ
の
粟
野
の
児
童
観
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
一
つ
は
児
童
を
神
聖
視
し
て
い
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
児
童
は
大
人
に

よ
っ
て
「
正
し
く
」
導
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
だ
と
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
少
し
詳
し
く
捉
え
る
た
め
に
、
本
文
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
童
謡
の
一
つ
を
左
に
挙
げ
る
こ
と
と
す
る
。 

  
 

雨
戸
の
の
き
か
ら
ポ
タ

く
と 

 
 

雨
かマ

マ

お
つ
こ
ち
り
や 
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お
や
子
が 

五
人 

 
 

妹
が 

三
人 

 
 

ピ
シ
ヤ

く
お
つ
こ
ち
り
や 

 
 

兄
さ
ん
が 

二
人 

 
 

あ
ア
ぷ
く
た
つ
た
。 

―
尋
六 

男

― 
  

こ
の
作
品
に
絡
め
て
粟
野
は
、
大
人
な
ら
ば
「
嫌
な
雨
だ
位
に
し
らマ

マ

思
は

な
い
無
心
の
雨
」
に
対
し
て
「
親
し
み
や
や
さ
し
味
」
を
持
つ
児
童
の
こ
と

を
「
実
に
尊
」
く
、「
私
等
大
人
達
の
恥
し
く
も
、
羨
ま
し
く
も
亦
、
涙
ぐ
ま

し
く
も
な
る
程
の
な
つ
か
し
い
博
い
博
い
愛
の
持
主
な
の
で
あ
り
ま
す
」
と

表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
前
述
の
「
幼
き
者
特
有
の
美
し
い
感
情
」
の
内

容
の
一
つ
と
思
わ
れ
る
も
の
が
具
体
的
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
人
間
以
外
の
も
の
に
対
し
て
も
「
親
し
み
や
や
さ
し
味
」
を
感
じ
ら

れ
る
こ
と
が
「
博
い
博
い
愛
」
で
あ
り
、
即
ち
「
美
し
い
感
情
」
な
の
で
あ

る
。こ
こ
で
大
人
と
児
童
と
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

大
人
は
こ
の
よ
う
な
「
美
し
い
感
情
」
を
持
つ
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
が
児

童
の
特
権
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、「
大
人
達
の
恥
し
く
も
」
と
い
う
表
現
か

ら
分
か
る
よ
う
に
、
こ
の
点
に
お
い
て
は
児
童
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
捉
え

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
感
情
を
、
同
時
に
「
私
共
教

育
者
」
と
い
う
大
人
が
「
偽
な
く
、
ま
が
ら
せ
る
こ
と
な
し
に
正
し
く
導
い

て
や
る
こ
と
」
が
大
切
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
劣
っ
て
い
る

は
ず
の
大
人
が
児
童
の
優
れ
て
い
る
部
分
に
関
し
て
正
し
く
導
く
と
い
う
、

矛
盾
を
孕
ん
だ
考
え
方
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
○ソ
に
関
す
る
記
述
を
参
考

に
し
た
い
と
考
え
る
。
こ
れ
は
「
性
」
に
接
続
す
る
も
の
と
し
て
分
類
し
て

あ
る
が
、
や
は
り
作
品
に
対
す
る
評
の
部
分
で
あ
り
、
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い

る
「
児
童
性
」
と
は
、「
実
に
純
真
な
」
も
の
で
あ
り
、「
偽
も
か
く
し
も
せ

ぬ
」「
子
供
ら
し
い
」「
無
垢
な
」「
罪
の
な
い
」「
可
愛
い
」
と
い
っ
た
要
素

を
含
む
も
の
で
あ
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
○チ
に
引
用
し

た
評
と
ほ
ぼ
同
様
の
解
釈
の
仕
方
で
あ
る
と
み
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
こ
の
部
分
の
直
後
に
、
こ
の
よ
う
な
童
謡
作
品
の
、
教
育
に
お
け

る
扱
い
に
つ
い
て
の
記
述
が
続
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
Ⅳ
の
○タ
で
検
討
し
た

部
分
で
、「
教
室
の
中
で
小
学
校
の
先
生
達
が
壇
上
か
ら
児
童
に
向
つ
て
、
お

前
た
ち
は
嘘
を
つ
い
て
は
い
か
ん
、
生
物
を
愛
せ
人
に
親
切
に
せ
よ
な
ど
と

個
々
の
道
徳
を
抽
象
的
に
修
身
な
ど
で
教
へ
る
」
こ
と
へ
の
批
判
が
「
童
謡

を
作
り
」、「
子
供
の
感
情
方
面
か
ら
導
い
て
行
」
く
こ
と
と
対
比
的
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
○チ
の
文
脈
中
の
「
正
し
く
導
」
く
こ

と
に
も
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
粟

野
の
童
謡
を
用
い
た
教
育
に
つ
い
て
概
観
し
て
み
る
と
、
童
謡
に
表
れ
る
○ソ

の
「
児
童
性
」
は
、
多
く
の
、
大
人
よ
り
優
れ
て
い
る
特
性
を
有
し
て
い
る

も
の
の
、
大
人
で
あ
る
教
師
の
手
が
関
わ
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

た
だ
し
、「
正
し
く
導
」
く
と
い
う
表
現
が
意
味
す
る
こ
と
は
、
壇
上
か
ら
道

徳
を
与
え
る
と
い
う
方
法
で
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
教

師
が
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
方
で
導
く
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い

て
考
え
て
み
る
と
、
○ソ
と
同
じ
頁
の
中
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。「
各
自

の
思
想
感
情
の
自
然
の
発
露
の
ま
ま
自
由
に
う
た
は
せ
る
こ
と
だ
。
そ
し
て

彼
等
が
い
ろ
ん
な
こ
と
を
謡
に
し
て
種
々
な
感
情
を
表
現
す
る
時
に
作
品
の
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取
捨
選
択
を
し
て
（
悪
感
情
表
現
の
も
の
を
棄
て
）
い
ゝ
感
情
の
み
を
大
人

の
不
純
な
感
情
を
交
へ
ず
に
正
し
く
偽
な
く
導
い
て
培
養
し
行
く
こ
と
は
、」

…
。
つ
ま
り
、
ま
ず
児
童
の
思
う
ま
ま
に
童
謡
を
創
作
さ
せ
、
大
人
に
な
い

「
美
し
い
感
情
」
＝
「
い
ゝ
感
情
」
は
「
培
養
」
す
べ
き
で
あ
り
、
大
人
か

ら
み
て
の
「
悪
感
情
」
は
大
人
が
「
取
捨
選
択
」
し
取
り
除
く
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
「
美
し
い
感
情
」
も
大
人
か
ら
み
て
の
美

し
さ
で
あ
り
、
そ
れ
を
失
わ
ず
に
成
長
さ
せ
た
い
と
い
う
、
大
人
と
し
て
有

し
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
も
の
を
児
童
の
中
に
認
め
、
大
人
に
な
る
ま
で

失
わ
ぬ
よ
う
に
大
人
が
守
ろ
う
と
し
て
い
る
姿
勢
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
や
は
り
粟
野
が
、
児
童
を
児
童

そ
の
も
の
と
し
て
見
る
一
方
で
、
児
童
に
対
し
、
や
が
て
大
人
に
な
る
存
在

で
あ
る
と
い
う
連
続
し
た
階
梯
の
う
ち
の
初
段
階
と
い
う
見
方
を
示
し
て
い

る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
。 

○ノ
は
、「
児
童
教
育
」
の
上
で
の
裨
益
や
反
省
の
た
め
に
童
謡
を
用
い
る
こ

と
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。
こ
れ
は
○ネ
「
児
童
自
身
」
を
含
む
一
連
の
部

分
か
ら
「
と
同
時
に
」
と
い
う
言
葉
を
は
さ
ん
で
つ
な
が
っ
て
い
る
。
こ
れ

ら
は
と
も
に
「
童
謡
の
教
育
的
価
値
」
の
章
の
「（
イ
）
芸
術
程
そ
の
人
の
個

性
を
表
現
す
る
も
の
は
な
い
。」と
い
う
見
出
し
が
付
さ
れ
た
文
章
の
要
素
と

な
っ
て
お
り
、
粟
野
が
考
え
る
、
児
童
と
教
師
と
の
あ
る
べ
き
姿
を
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
る
。
○ネ
は
、
童
謡
を
「
児
童
自
身
」
が
う
た
い
出
す
も
の
と

し
、
そ
こ
か
ら
児
童
の
「
個
性
」「
感
情
」
と
い
っ
た
「
他
の
方
法
に
依
り
て

は
容
易
に
知
り
得
ざ
る
微
細
な
る
点
」
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
位
置

づ
け
て
い
る
。
ま
た
○ノ
も
や
は
り
、
童
謡
に
よ
り
「
彼
等
の
家
庭
生
活
の
状

況
、
環
境
の
概
況
迄
も
遺
憾
な
く
う
か
が
は
れ
、
そ
れ
ら
を
知
る
こ
と
」
が

教
育
上
の
助
け
と
も
反
省
す
る
材
料
と
も
な
る
と
解
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

粟
野
の
「
児
童
教
育
」
は
、
○チ
や
○ソ
の
検
討
結
果
に
よ
れ
ば
教
師
が
児
童
の

自
由
な
表
現
に
対
し
て
も
大
人
か
ら
の
手
を
入
れ
る
と
い
う
概
念
で
あ
っ
た

が
、
○ネ
○ノ
に
は
、
与
え
た
り
導
い
た
り
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
同
時
に
大

人
も
児
童
が
自
ら
表
現
す
る
も
の
を
受
け
止
め
よ
う
と
す
る
こ
と
の
必
要
性

が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
章
の
「（
ロ
）
子
供
と
の
接
近
を
深
め

ら
れ
る
」
に
お
い
て
も
う
少
し
広
く
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
○ハ
「
教
養
」

に
接
続
す
る
「
児
童
」
と
Ⅱ
の
「
と
」
に
接
続
す
る
○ヒ
「
児
童
」
と
が
含
ま

れ
、「
児
童
教
養
上
最
も
大
切
な
児
童
と
教
師
の
接
触
」
と
い
う
表
現
が
記
述

さ
れ
て
い
る
。「
教
養
」
と
い
う
の
は
、
教
え
育
て
る
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
「
教

育
」
と
類
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
接
触
」
を

「
保
ち
且
深
め
る
こ
と
」
が
で
き
る
の
は
、「
子
供
の
生
活
」「
子
供
の
世
界
」

を
理
解
し
、「
子
供
の
人
格
」
を
尊
び
、「
子
供
達
と
共
に
純
真
そ
の
も
の
ゝ

如
き
童
謡
に
親
し
」
み
、「
子
供
と
同
一
気
分
に
な
」
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ

る
と
述
べ
て
い
る
。
右
に
挙
げ
た
ほ
と
ん
ど
の
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
に
検
討

し
て
き
た
中
に
挙
が
っ
て
い
た
内
容
で
、「
児
童
」
を
「
子
供
」
に
置
き
換
え

た
も
の
で
あ
る
。
全
文
を
通
し
て
み
る
と
、
粟
野
は
「
児
童
」
と
「
子
供
」

と
を
ほ
と
ん
ど
区
別
な
く
用
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
右
に
挙

げ
た
「
子
供
と
同
一
気
分
に
な
」
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
ら
れ
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
り
、
大
人
と
児
童
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
の
更
な
る
示
唆

を
得
る
も
の
と
考
え
る
。
前
の
○ネ
○ノ
に
つ
い
て
の
検
討
内
容
か
ら
考
え
て
み

る
と
、「
同
一
気
分
」
と
は
言
う
も
の
の
、
児
童
と
ま
っ
た
く
同
じ
心
持
に
な
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る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
に
お
い
て
は
厳
密
な
比
較
は

行
わ
な
い
が
、
参
考
ま
で
に
記
せ
ば
、「
夕
焼
論
争
」
に
お
い
て
粟
野
と
対
立

し
た
側
に
立
っ
た
教
師
は
、
童
謡
等
を
創
作
す
る
際
に
は
、
児
童
の
持
つ
「
童

心
」
と
同
じ
も
の
を
大
人
自
身
の
心
中
に
見
付
け
、
そ
れ
に
根
ざ
し
て
作
る

べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
し
か
し
粟
野
の
「
同
一
」
は
、
そ
れ
と
は
異

な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
○ネ
○ノ
を
検
討
し
た
中
で
、
粟
野
は
一
貫

し
て
「
児
童
教
育
上
」
の
理
由
か
ら
児
童
を
み
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
○ハ
○ヒ
の

節
も
、「
児
童
教
養
上
」
と
い
う
同
類
の
観
点
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た

「
児
童
教
養
上
」
最
も
大
切
な
の
が
「
接
触
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、

大
人
が
自
身
の
童
心
を
呼
び
起
こ
し
、
児
童
と
し
て
児
童
の
領
域
に
入
る
の

な
ら
そ
れ
は
接
触
に
は
な
ら
な
い
。
児
童
の
領
域
に
大
人
と
し
て
入
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

○ホ
○マ
は
同
じ
一
文
に
現
れ
る
も
の
で
、
こ
こ
に
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て

き
た
粟
野
の
教
育
に
対
し
補
足
す
べ
き
内
容
が
み
ら
れ
る
。「
私
共
は
児
童
教

育
は
理
智
教
育
と
感
情
教
育
と
体
育
と
が
相
俟
つ
て
初
め
て
真
の
児
童
教
育

は
な
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
信
じ
ま
す
」
と
い
う
よ
う
に
、「
感
情
教
育
」
が

重
要
で
あ
る
と
唱
え
て
い
た
も
の
の
そ
れ
が
す
べ
て
で
は
な
く
、「
相
俟
つ

て
」
の
表
現
に
み
れ
ら
る
よ
う
に
、
三
つ
の
要
素
を
持
っ
た
教
育
の
バ
ラ
ン

ス
を
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。「
児
童
」
の
観
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
児
童

に
と
っ
て
は
良
い
感
情
を
保
ち
良
い
大
人
に
な
る
た
め
の
要
素
を
失
わ
な
い

こ
と
が
大
切
で
あ
る
が
、
智
識
や
、
感
情
に
左
右
さ
れ
な
い
分
別
や
、
身
体

と
い
っ
た
側
面
に
つ
い
て
も
養
わ
れ
、
備
え
る
こ
と
も
必
要
と
さ
れ
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

○ミ
は
「
反
駁
と
実
際
」
と
い
う
章
の
「（
三
）
教
師
自
身
の
芸
術
欲
を
満
た

さ
ん
が
為
に
子
供
を
犠
牲
に
し
て
は
な
ら
ぬ
」
と
い
う
節
か
ら
の
抜
粋
で
あ

る
。
節
の
題
名
は
童
謡
教
育
に
反
対
す
る
者
の
言
い
分
で
あ
り
、
こ
れ
に
対

す
る
意
見
を
粟
野
が
綴
る
形
に
な
っ
て
い
る
。「
そ
ん
な
人
達
、
即
ち
児
童
教

育
の
真
義
も
解
せ
な
い
お
め
で
た
い
人
達
の
」
…
と
い
う
も
の
で
、
反
論
の

た
め
に
一
般
的
な
概
念
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
印
象
が
強
い
。
ま
た
○ム
は
、

「
私
は
児
童
教
育
の
う
ち
の
大
切
な
感
情
教
育
の
為
に
（
広
義
にマ

マ

の
）
芸
術

家
達
が
門
外
か
ら
お
力
添
へ
下
さ
る
こ
と
を
衷
心
感
謝
い
た
し
ま
す
。」と
い

う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
直
前
に
野
口
雨
情
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る

た
め
、
雨
情
へ
の
感
謝
の
表
明
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
や
は
り
独
自
の

意
見
で
は
な
く
一
般
的
な
言
葉
と
し
て
扱
っ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る
。 

 

（
三
）
粟
野
柳
太
郎
の
児
童
観 

 

本
節
に
お
い
て
は
、（
二
）
の
検
討
結
果
か
ら
、
粟
野
の
児
童
観
を
本
章
の

初
め
に
記
し
た
①
〜
③
の
指
標
に
従
っ
て
ま
と
め
直
す
。 

 

① 

大
人
と
児
童
と
を
区
別
し
て
い
る
か
。 

 
本
文
全
体
を
通
し
て
、児
童
が
大
人
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、様
々

な
形
で
表
さ
れ
て
い
た
が
、
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
近
代
児
童
観
の
特
徴

と
も
言
え
る
、
児
童
の
神
聖
性
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
大
正
期
の
児
童
文

学
関
係
者
の
間
で
は
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
粟
野
も
児
童
を
独
自
の
性
質
を
持

っ
た
存
在
と
み
な
し
、「
純
真
」「
美
し
い
感
情
」
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
で
そ
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れ
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
児
童
の
領
域
を
設
定
し
て
い
る
の
は

大
人
で
あ
る
か
ら
、
児
童
と
大
人
と
を
区
別
し
て
い
る
の
は
確
実
で
あ
る
。

た
だ
し
粟
野
の
場
合
特
徴
的
な
の
は
、
放
っ
て
お
け
ば
大
人
の
悪
い
感
情
等

の
「
悪
影
響
」
が
芽
生
え
た
り
進
入
し
た
り
す
る
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
大
人
が
取
り
除
い
た
り
侵
入
を
防
ぐ
な
ど
し
て
、

外
側
か
ら
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。参
考
ま
で
に
記
せ
ば
、

こ
こ
に
北
原
白
秋
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
大
正
期
の
児
童
文
学
関
係
者
と
は

考
え
を
異
に
し
て
い
る
点
が
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
白
秋
は
、
子
ど
も

に
は
残
虐
な
面
が
あ
る
こ
と
を
認
め
、
時
に
は
そ
れ
を
肯
定
す
る
。
し
か
し

粟
野
は
、
児
童
の
中
に
悪
い
要
素
を
見
付
け
た
ら
摘
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
大
人
が
児
童
の
純
真
性
を
守
っ
て
い
る
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。か
と
言
っ
て
こ
れ
は
児
童
の
た
め
ば
か
り
で
は
な
く
、

成
長
し
て
や
が
て
彼
ら
が
な
る
大
人
に
対
し
、
児
童
の
純
真
さ
、
美
し
さ
を

持
っ
た
ま
ま
で
あ
れ
と
い
う
意
図
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
粟
野
の
見
解
で
は
、
児
童
を
特
質
を
持
っ
た
領
域
に
囲
う
一
方
で
、
常
に

児
童
を
ど
の
よ
う
に
成
長
さ
せ
る
か
、
そ
の
理
想
像
が
示
さ
れ
、
児
童
を
や

が
て
大
人
に
な
る
存
在
と
し
て
見
て
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
要
素
を
育
て
る

と
い
っ
た
よ
う
に
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
二
重
性
を
有

し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。 

 

②
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
位
置
関
係
と
な
っ
て
い
る
か
。 

 

①
に
み
た
二
重
性
は
、そ
の
ま
ま
位
置
関
係
に
お
い
て
も
存
在
し
て
い
る
。

児
童
は
、
神
聖
で
あ
る
か
ら
に
は
大
人
よ
り
優
れ
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
面

も
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
大
人
が
「
正
し
く
」
導
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
と
も
認
識
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
者
に
関

し
て
は
、
児
童
の
持
つ
「
美
し
い
感
情
」
等
は
大
人
に
は
「
恥
し
く
も
」
見

ら
れ
な
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
児
童
の
方
が
勝
っ
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
本
来
な
ら
ば
そ
の
点
に
大
人
は
介
入
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
が
、
①
に

お
い
て
も
述
べ
た
よ
う
に
、
大
人
が
、「
悪
影
響
」
の
児
童
の
領
域
へ
の
進
入

を
防
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
児
童
の

す
べ
て
が
神
聖
な
わ
け
で
は
な
く
、
悪
い
感
情
も
あ
り
得
る
た
め
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
う
考
え
て
み
る
と
、
児
童
の
善
悪
や
望
ま
し

い
姿
を
決
め
て
い
る
の
は
大
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
児
童
は
た
だ
自
然
に

自
分
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
か
ら
良
い
も
の
と
悪
い
も
の
と
を

見
つ
け
出
し
区
別
し
論
じ
て
い
る
の
は
大
人
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
大
人

よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
捉
え
て
い
る
点
も
含
め
、児
童
を
児
童
と
し
て
固
め
、

大
人
は
そ
の
全
体
を
概
観
す
る
位
置
に
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。 

 

 

③
お
互
い
の
関
わ
り
方
を
ど
う
捉
え
て
い
る
か
。 

 

①
②
に
お
い
て
み
た
よ
う
に
児
童
と
は
大
人
が
理
解
を
示
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
児
童
を
神
聖
な
も
の
と
し
な

が
ら
大
人
が
児
童
の
姿
や
児
童
の
領
域
を
形
作
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
前

述
の
通
り
で
あ
る
が
、
粟
野
は
、
大
人
か
ら
児
童
へ
一
方
的
に
押
し
付
け
る

こ
と
は
否
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
の
智
識
偏
重
の
教
育
を
熱
心

に
批
判
す
る
記
述
が
み
ら
れ
た
こ
と
か
ら
も
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
本
文
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中
の
「
培
養
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
児
童
の
良
い
部
分
に

関
し
て
は
、
大
人
は
手
を
加
え
る
の
で
な
く
良
さ
を
保
つ
こ
と
を
助
け
る
こ

と
を
本
分
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
粟
野
の
児
童
へ

の
関
わ
り
方
を
考
え
る
と
、
児
童
の
良
さ
は
認
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
時
々

の
児
童
の
そ
の
ま
ま
の
姿
に
触
れ
、
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

が
言
え
る
。
こ
こ
で
粟
野
は
、
児
童
の
発
す
る
も
の
を
把
握
し
得
る
も
の
と

し
て
、
童
謡
の
意
義
を
提
唱
す
る
。
し
か
し
、
大
人
が
童
謡
に
よ
っ
て
児
童

と
同
等
に
な
る
こ
と
は
意
味
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
、
粟
野
は
、
児
童
が
存

在
す
る
こ
と
、
成
長
し
て
行
く
こ
と
の
た
め
に
は
大
人
が
必
要
で
あ
る
と
捉

え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
児
童
の
領
域
に
「
悪
影
響
」
が
進
入
す

る
こ
と
を
防
ぐ
こ
と
を
務
め
と
考
え
て
い
る
た
め
、
児
童
に
悪
影
響
を
与
え

な
い
こ
と
、
児
童
を
純
真
な
も
の
と
し
て
認
め
る
こ
と
、
と
い
っ
た
自
覚
を

持
っ
た
大
人
が
接
触
す
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
。
つ
ま
り
、
大
人
が
児
童
に
よ
る
創
作
の
童
謡
を
通
し
、
大
人
の
ま
ま

児
童
の
領
域
に
入
り
大
人
と
し
て
児
童
を
理
解
す
る
、
ま
た
、
児
童
に
は
大

人
の
立
場
か
ら
創
作
し
た
童
謡
を
通
し
、
児
童
に
「
暗
示
」
的
に
道
徳
的
内

容
を
示
唆
し
導
く
、
と
い
う
双
方
向
性
が
こ
こ
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。 

 

第
四
章 

粟
野
柳
太
郎
の
児
童
観
に
基
づ
く
童
謡
の
役
割 

  

以
上
の
よ
う
に
粟
野
は
、大
人
と
児
童
と
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
い
た
が
、

そ
の
区
別
の
仕
方
の
中
に
は
、
児
童
の
特
質
を
認
め
る
近
代
的
な
考
え
方
と

従
来
の
児
童
か
ら
大
人
へ
と
い
う
連
続
性
を
強
く
意
識
す
る
考
え
方
が
同
時

に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
童
謡
を
そ
の
関
係
の
中
に
存
在
さ

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

粟
野
は
児
童
を
、
大
人
に
は
な
い
純
真
さ
や
美
し
い
感
情
を
持
つ
も
の
と

考
え
る
一
方
で
、
児
童
は
そ
れ
だ
け
の
存
在
で
は
な
く
悪
い
感
情
も
持
ち
得

る
存
在
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
た
だ
し
悪
い
感
情
は
大
人
に
な
る
ほ
ど
多

く
な
り
、
児
童
の
段
階
で
は
ま
だ
芽
生
え
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
よ

っ
て
児
童
を
特
別
な
領
域
に
入
れ
、
悪
い
要
素
の
多
い
大
人
と
は
距
離
を
持

た
せ
た
。
し
か
し
児
童
だ
け
で
は
悪
の
芽
生
え
を
防
ぐ
力
は
な
い
と
み
て
、

自
覚
を
持
っ
た
大
人
に
導
か
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
自
覚
を
持
っ
た
大
人
と
児
童
と
の
「
接
触
」
を
要
し
た
。
粟

野
の
考
え
で
は
、
こ
れ
に
寄
与
す
る
も
の
の
一
つ
が
「
童
謡
」
な
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
場
合
の
接
触
と
は
、
大
人
が
児
童
の
発
す
る
内
発
的
な
感
情
や
児
童

自
身
の
実
際
生
活
を
知
る
こ
と
と
、
児
童
が
大
人
の
期
待
を
含
ん
だ
意
見
に

心
を
開
く
と
い
う
双
方
向
的
な
感
情
が
お
互
い
に
届
き
、
そ
れ
ぞ
れ
が
ま
た

新
た
に
相
手
に
向
か
っ
て
の
感
情
を
発
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
童
謡
は
、

そ
れ
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
る
主
力
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
大
人
が
作
る
童
謡
に
は
児
童
を
導
く
要
素
を
、
児
童
が
作
る

童
謡
に
は
大
人
が
児
童
を
理
解
す
る
た
め
の
児
童
の
表
出
、
と
い
う
よ
う
に

異
な
っ
た
本
分
が
与
え
ら
れ
、
異
な
る
目
的
の
も
と
に
異
な
る
要
素
を
持
た

さ
れ
た
の
は
、
必
然
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

以
上
が
、
本
稿
の
検
討
に
基
づ
く
見
解
で
あ
る
。
本
研
究
に
よ
り
、
第
一

章
に
述
べ
た
拙
稿
に
お
け
る
推
測
を
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。

今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
対
立
し
た
教
師
た
ち
の
児
童
観
に
つ
い
て
も
分
析



粟野柳太郎の教育実践における童謡の役割（金田） 

 (15)

的
な
手
法
を
用
い
て
検
討
を
行
う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
双
方
の

児
童
観
を
規
定
し
た
上
で
再
び
論
争
の
全
体
像
を
よ
り
厳
密
に
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
稿
の
成
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、
粟
野
の

指
導
の
も
と
に
出
版
さ
れ
た
『
蝙
蝠
の
唄
』
の
作
品
分
析
も
行
い
た
い
と
考

え
る
。 

  

付
記 

引
用
文
中
の
漢
字
の
旧
字
体
は
、
す
べ
て
新
字
体
に
改
め
た
。 

  

〈
注
〉 

 (

1) 

拙
稿
「『
夕
焼
論
争
』
に
み
る
童
謡
像
の
多
様
性
の
実
相
」、（『
現
代
社
会
文

化
研
究
』
二
三
号
、
新
潟
大
学
大
学
院
現
代
社
会
文
化
研
究
科
、
二
〇
〇
二
年
）。 

(

2) 

前
掲
、
拙
稿
（
一
六
）
頁
。 

(

3) 

粟
野
柳
太
郎
『
実
際
研
究 

童
謡
と
児
童
の
教
育
』（
南
天
堂
書
房
、
大
正
十

一
年
）。 

(

4) 

広
田
照
幸
『
教
育
言
説
の
歴
史
社
会
学
』（
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一

年
）。 

(

5) 

河
原
和
枝
「〈
子
供
〉
の
発
見
と
児
童
文
学
」（『
研
究
＝
日
本
の
児
童
文
学
２ 

児
童
文
学
の
思
想
史
社
会
史
』
日
本
児
童
文
学
学
会
編
、
東
京
書
籍
、
一
九
九
七

年
）
四
八
頁
。 

(

6) 

河
原
和
枝
、
前
掲
書
、
四
九
頁
。 

(

7) 

河
原
和
枝
、
前
掲
書
、
五
〇
頁
。 

(

8) 

江
戸
時
代
の
草
双
紙
の
一
種
。
し
ゃ
れ
や
風
刺
を
内
容
と
し
て
い
た
。 

 

主
指
導
教
員
（
齋
藤 

勉
教
授
）、
副
指
導
教
員
（
井
上
正
志
教
授
・
清
田
文
武
教
授
） 
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