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●聞き手 
　株式会社インテックホールディングス 
　取締役会長  

　中尾哲雄 

道徳、教養を 
どう取り戻すか 
日本人が変わってきた。老いも若きもかつてない揺れを見せ、
毎日のように殺伐とした事件が起きている。その原因は家庭に
あるのだろうか、あるいは社会にあるのだろうか。 
儒教をはじめとする中国哲学史の研究者としてだけでなく、いま
問題になっている「人間関係」から「社会と人の心」などについて、
するどい批判・提言をしている論客、加地伸行氏にお聞きした。 
 

対 談  対 談  

 

インテック大山研修センター 
 にて（富山市） 

道徳、教養をどう取り戻すか 

インテックグループトピックス 

信を通わす 第7回  

「人間力」が問われている 
 

先生、教えてください 

「金縛りはどうして起こるのですか？」 
福島大学共生システム理工学類教授 

 

 

大阪大学名誉教授 立命館大学教授 文学博士 

 

 

今、注目の動き 
あなたのワーク＆ライフスタイルを変える 
テレワーク 
 
 
 
 
ＩＴ戦略、わが社の一手 

福井県済生会病院 

グループ会社の取り組み 

株式会社インテックアメニティ 
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予習・復習 IT用語 
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季刊 インターリンク 第7号 

加地 伸行 氏 

福田 一彦 氏 

聞き手　株式会社インテックホールディングス 
　　　　取締役会長 
 

中尾 哲雄 

 Interlink with  Clients 
常にお客さま満足を考える 

“お客さま第一主義” 

 
 Interlink with  Cooperators   

パートナーとともに 

新たなビジネスを創造 

 
 Interlink with  Consumer 

お客さまのむこうには 

いつも“Consumer”が 

 
 Interlink with Corporate-holder 

株主のご期待に応えて 

 
 Interlink with Col league 

社員・グループの固い連帯 

 
 Interlink with  Community 

地域社会との共生 

 
 Interlink by  Communication 

お客さま、パートナー、そしてグループ間の 

理解を深めるコミュニケーション 

INTERLINK 7C

Interlink with Consumer

Interlink with ColleagueInterlink with Corporate-holder Interlink by Communication

Interlink with Community

Interlink with CooperatorsInterlink with Clients

心の風景　～荒城の月～ 日本のうた 

 

 
 

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 取締役会長　畔柳 信雄氏 

＊本文中に掲載されている商品名およびサービス名は各社の商標または登録商標です。   禁無断転載 
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季刊ＩＮＴＥＲＬＩＮＫの誌名はインテック

グループの行動指針「ＩＮＴＥＲＬＩＮＫ ７Ｃ」

から名付けたものです。お客さまをはじめ、

関わるすべての皆さまとＩＮＴＥＲＬＩＮＫして

いくという理念を誌名に込めました。表紙の

　　　 は、基幹事業の一つである通信

事業を表すとともに、ＩＮＴＥＲＬＩＮＫの

基本精神である「心を通わすこと」を表現

したものです。 

 

通 信 心 



 「
ご
先
祖
様
が
見
て
い
る
」
が
 

日
本
人
の
抑
止
力
だ
っ
た
 

 中
尾
　
日
本
各
地
で
毎
日
の
よ
う
に
殺

伐
と
し
た
事
件
や
犯
罪
が
メ
デ
ィ
ア
に
登

場
し
、日
本
人
の
心
が
揺
れ
て
い
る
よ
う

に
感
じ
ま
す
が
。
 

加
地
　
親
殺
し
、子
殺
し
な
ど
と
い
う
異

様
な
事
件
が
続
発
し
て
い
ま
す
。
す
る
と

バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
番
組
な
ど
で
は
、そ
の
原
因

を
ゆ
が
ん
だ
形
の
現
代
社
会
に
結
論
付

け
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
が
、と
ん
で
も
な

い
見
解
で
す
。
人
間
が
生
き
て
い
る
限
り

は
、犯
罪
の
起
こ
ら
な
い
世
界
や
時
代
は

あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
こ
そ
、人
間
は
法

律
や
道
徳
、教
育
を
犯
罪
の
歯
止
め
に
し

て
き
た
の
で
す
。な
か
で
も
、道
徳
教
育
の

欠
落
が
大
き
な
原
因
と
見
て
い
ま
す
。
 

中
尾
　
や
は
り
道
徳
教
育
が
な
く
な
っ
た

こ
と
も
ひ
と
つ
の
大
き
な
原
因
で
し
ょ
う
ね
。 

加
地
　
国
の
中
央
教
育
審
議
会
で
も
、法

律
さ
え
遵
守
す
れ
ば
、道
徳
教
育
は
必
要

な
し
と
明
言
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
何
を

か
い
わ
ん
や
で
す
。
 

中
尾
　
『
論
語
』の
「
子
曰
、道
之
以
政
、

斉
之
以
刑
、民
免
而
無
恥
。
道
之
以
徳
、

斉
之
以
礼
、有
恥
且
格
」
を
思
い
起
こ
し

ま
す
。
法
に
ひ
っ
か
か
り
さ
え
し
な
け
れ
ば

み
つ
か
ら
な
け
れ
ば
、何
を
し
て
も
許
さ
れ

る
と
。
悪
い
経
営
者
も
増
え
て
い
ま
す
ね
。
 

加
地
　
わ
が
国
は
戦
後
、欧
米
に
な
ら
い
、

法
律
や
教
育
は
も
と
よ
り
、あ
ら
ゆ
る
社

会
制
度
を
つ
く
る
上
で
個
人
主
義
を
第
一

に
掲
げ
て
き
ま
し
た
。
 

　
個
人
主
義
が
成
り
立
つ
た
め
の
基
本
原

則
は
自
律
で
す
。真
の
自
律
心
を
も
っ
て
自

立
で
き
る
と
、自
己
責
任
を
意
識
で
き
る

よ
う
に
な
る
の
で
す
が
、日
本
人
に
は
所

詮
身
に
つ
か
な
い
も
の
だ
と
思
う
の
で
す
。
 

中
尾
　
憲
法
で
も
個
人
の
権
利
が
強
く

保
証
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
日
本
人
に
は
成

熟
し
た
個
人
主
義
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
し
ょ
う
か
。
 

加
地
　
い
や
、欧
米
の
人
た
ち
も
自
分
を

律
す
る
の
は
大
変
な
こ
と
な
の
で
す
。
 

　
た
だ
、彼
ら
は
キ
リ
ス
ト
教
に
代
表
さ
れ

る
宗
教
を
日
常
に
取
り
入
れ
、全
知
全
能
の

絶
対
神
に
す
べ
て
を
委
ね
る
こ
と
で
、法
律

よ
り
高
い
次
元
の
抑
止
力
と
し
た
の
で
す
。

悪
い
こ
と
を
す
る
と
神
が
見
て
い
る
と
。
 

中
尾
　
抑
止
力
の
な
い
個
人
主
義
の
問

題
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
 

加
地
　
勝
手
気
ま
ま
な
利
己
主
義
者
が
、

社
会
に
出
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
今

の
日
本
は
教
育
と
は
名
ば
か
り
、利
己
主

義
者
を
養
成
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
。

古
来
日
本
は
、欧
米
の
よ
う
な
絶
対
神
で

は
な
い
も
の
の
、多
神
教
で
八
百
万（
や
お

よ
ろ
ず
）の
神
を
も
ち
、わ
れ
わ
れ
の
心
の

中
に
生
き
て
い
ま
し
た
。
 

中
尾
　
な
る
ほ
ど
、

そ
う
い
え
ば
立
山

も
山
自
体
が
ご
神

体
で
す
。
 

　
受
験
の
神
様
は

太
宰
府
天
満
宮
、安

産
、商
売
繁
盛
、交

通
安
全
は
ど
こ
そ
こ

と
、ご
利
益
の
違
い
が
あ
る
よ
う
で
す
ね
。
 

　
確
か
に
個
人
主
義
な
ど
と
い
う
言
葉

が
な
か
っ
た
時
代
で
さ
え
、自
分
を
厳
し

く
戒
め
、責
任
を
も
っ
て
凛
と
し
て
生
き

た
立
派
な
日
本
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
。
 

加
地
　
日
本
で
は
、絶
対
神
に
代
わ
る
抑

止
力
と
し
て
”祖
先
を
敬
う
“と
い
う
こ

と
が
あ
り
ま
し
た
。
 

　
明
治
維
新
で
欧
米
文
化
が
入
っ
て
き
た

と
き
、自
然
化
学
分
野
は
真
似
を
し
て
学

び
ま
し
た
が
、個
人
主
義
と
い
う
異
質
な

も
の
を
そ
の
ま
ま
取
り
入
れ
る
こ
と
は
し

な
か
っ
た
の
で
す
。
江
戸
時
代
の
思
想
の
骨

格
で
あ
る
”一
族
主
義
“、
広
い
意
味
で
の
 

”家
族
主
義
“を
貫
い
た
の
で
す
。
感
覚
的

に
身
に
つ
い
て
い
な
い
も
の
の
真
似
は
せ
ず

に
、あ
る
一
つ
の
折
衷
案
を
作
っ
た
の
で
す
。
 

中
尾
　
明
治
人
の
気
骨
の
真
骨
頂
で
す
ね
。

折
衷
案
と
は
お
も
し
ろ
い
。
 

加
地
　
”一
族
主
義
“の
実
態
は
、世
帯
の

集
合
だ
と
い
う
こ
と
に
目
を
つ
け
た
の
で

す
。
世
帯
は
２
人
か
ら
多
く
て
も
５
〜
７

人
ぐ
ら
い
の
集
合
で
す
。
そ
の
中
心
に
戸

主
を
置
き
、広
い
意
味
で
の
世
帯
、ご
先
祖

様
ま
で
を
一
族
と
し
た
戸
主
制
度
が
明

治
３０
年
か
ら
昭
和
２２
年
ま
で
続
き
ま
し
た
。 

中
尾
　
私
の
よ
う
に
戦
前
か
ら
生
き
て

き
た
者
に
は
、
”一
族
主
義
“が
理
解
で
き

ま
す
が
、今
の
若
い
人
た
ち
に
は
わ
か
り

に
く
い
で
し
ょ
う
ね
。
 

加
地
　
戸
主
よ
り
上
の
ご
先
祖
様
が
わ

れ
わ
れ
の
抑
止
力
と
な
り
、祖
先
を
祀
る

お
仏
壇
に
お
参
り
す
る
。ご
本
尊
様
に
拝

む
と
い
う
よ
り
、お
位
牌
に
手
を
合
わ
せ

て
き
た
の
で
す
。
 

　
私
は
会
長
と
同
年
齢
で
す
か
ら
、戦
争

中
、空
襲
警
報
が
鳴
る
と
わ
れ
わ
れ
子
ど

も
た
ち
は
真
っ
先
に
防
空
壕
に
逃
げ
ま
し

た
が
、母
は
家
に
走
り
、お
位
牌
を
晒（
さ

ら
し
）に
包
み
大
事
に
抱
え
て
逃
げ
た
も

の
で
す
。
 

　
し
か
も
日
々
、お
仏
壇
に
向
か
っ
て
家

族
全
員
が
”お
勤
め
“と
い
う
形
で
手
を

合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、生
活
の
中
で
抑

止
力
を
無
言
で
伝
え
て
い
た
の
で
す
。
 

中
尾
　
悪
い
こ
と
を
す
る
と
、そ
こ
に
誰

も
い
な
く
て
も
ご
先
祖
様
が
見
て
い
る
と
。
 

　
仏
壇
に
毎
朝
、家
族
皆
が
参
る
こ
と
で

無
意
識
の
う
ち
に
家
族
の
結
集
も
は
か
れ
、

日
本
独
自
の
抑
止
力
も
培
わ
れ
て
き
て
、

そ
こ
に
は
祖
先
と
の
出
会
い
も
あ
っ
た
わ

け
で
す
ね
。
 

家
庭
内
で
失
わ
れ
た
聖
な
る
空
間
と

時
間
そ
れ
が
道
徳
教
育
だ
っ
た
 

 加
地
　
い
ま
、家
族
は
団
結
せ
よ
、そ
れ
に

は
親
子
の
会
話
が
大
事
だ
と
教
育
学
者

や
心
理
学
者
が
声
高
に
言
っ
て
い
ま
す
が
、

親
子
対
話
に
は
、決
め
ら
れ
た
神
聖
な
空

間
や
時
が
必
要
で
す
。
 

　
昭
和
の
初
期
に
は
、茶
の
間
の
中
心
に

ち
ゃ
ぶ
台
が
あ
り
、仏
壇
に
ご
飯
を
さ
し

あ
げ
て
か
ら
、家
族
揃
っ
て
食
事
を
し
ま

し
た
。
そ
れ
く
ら
い
ご
先
祖
様
と
の
結
び

つ
き
を
大
事
に
し
て
き
た
の
で
す
。
 

中
尾
　
そ
れ
が
い
ま
や
、家
族
揃
っ
て
の

食
事
ど
こ
ろ
か
、個
食
の
時
代
に
な
っ
て

い
ま
す
。
 

加
地
　
日
本
人
が
長
い
間
に
作
り
上
げ

て
き
た
聖
な
る
空
間
や
時
間
を
忘
れ
て

は
な
ら
ん
の
で
す
。
仏
壇
に
お
参
り
し
、

祖
先
を
敬
う
の
が
、実
は
道
徳
教
育
の
根

本
な
の
で
す
。
 

　
と
こ
ろ
が
、昨
年
、教
育
再
生
会
議
で

道
徳
教
育
を
発
議
し
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、教
育
基
本
法
の
改
正
は
条
文
ど
こ
ろ

か
前
文
に
す
ら
入
れ
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で

し
た
。
ご
先
祖
様
を
敬
愛
す
る
精
神
を

養
う
と
い
う
意
図
の
抜
け
た
教
育
で
は
、

抑
止
力
は
望
め
ま
せ
ん
。
 

　
た
だ
、「
敬
老
の
日
」
に
対
し
て
祝
日
に

つ
い
て
の
法
律
で
は
、
”祖
先
を
敬
愛
し
“
と

書
い
て
あ
る
の
で
少
し
は
救
わ
れ
ま
す
。
 

中
尾
　
祝
日
法
で
は
思
い
出
深
い
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
昭
和
天
皇
の
崩
御
後
、平
成

に
年
号
が
改
ま
っ
た
こ
と
を
受
け
て
、当

初
は
天
皇
誕
生
日
を
「
み
ど
り
の
日
」
の

祝
日
と
し
て
い
ま
し
た
。
 

　
し
か
し
、わ
れ
わ
れ
が
中
心
と
な
っ
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
の
協
力
で
、激
動
の

昭
和
を
見
つ
め
る
と
い
う
意
味
の
「
昭
和

の
日
」
を
提
案
し
ま
し
た
が
、実
現
ま
で

７
年
も
か
か
り
ま
し
た
。
 

加
地
　
ほ
う
、そ
れ
は
よ
い
こ
と
な
さ
い
ま

し
た
。
明
治
と
昭
和
と
い
う
時
代
は
人
々

の
生
活
や
価
値
観
が
大
き
く
変
わ
っ
た
重

い
時
代
と
い
え
ま
す
。道
徳
を
教
え
な
い
学

校
教
育
で
は
問
題
が
先
送
り
に
な
る
の
で
、

家
庭
で
こ
そ
、し
っ
か
り
見
つ
め
直
し
、そ
れ

を
思
い
起
こ
す
日
の
制
定
は
大
賛
成
で
す
。 

中
尾
　
わ
れ
わ
れ
の
経
済
同
友
会
で
は「
伝

え
よ
う
”親
心
“
親
と
し
て
、企
業
人
と

し
て
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
、家
庭
教
育
の
素

晴
ら
し
さ
や
価
値
を
再
認
識
し
よ
う
と

呼
び
か
け
て
い
ま
す
。
 

 ９
割
の
人
が
で
き
る
こ
と
を
め
ざ
す
 

そ
れ
が
教
育
の
あ
り
か
た
 

 中
尾
　
学
校
教
育
で
は
、相
変
わ
ら
ず
個

性
重
視
で
す
が
、個
性
は
わ
か
っ
た
よ
う

で
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
 

加
地
　
耳
へ
の
響
き
は
よ
い
の
で
す
が
、個

性
は
教
育
で
は
身
に
つ
か
な
い
も
の
な
の

で
す
。
 

　
長
年
、教
育
に
携
わ
り
、研
究
者
を
育

て
る
場
合
で
も
、そ
の
才
能
が
あ
る
か
な

い
か
は
、７
年
も
８
年
も
か
か
っ
て
初
め
て

わ
か
る
と
い
う
の
が
普
通
で
、才
能
を
見

極
め
る
の
は
難
し
い
こ
と
で
す
。
 

　
ほ
ん
と
う
に
個
性
の
あ
る
人
は
教
育
な

ど
必
要
と
し
な
い
の
で
す
。
 

　
私
が
研
究
し
て
き
た
儒
教
の
世
界
で
は
、

世
の
中
お
し
な
べ
て
、自
立
し
て
い
る
人
は

１
割
、残
り
の
９
割
が
一
人
前
で
は
な
い
の

で
教
育
が
必
要
だ
と
い
っ
て
い
ま
す
。
 

中
尾
　
９
割
と
い
う
と
、ほ
と
ん
ど
の
人
の

た
め
に
教
育
が
必
要
で
す
ね
。
 

加
地
　
教
育
と
い
う
の
は
、誰
に
で
も
で

き
る
こ
と
を
教
え
る
こ
と
を
指
し
ま
す
。

誰
に
で
も
で
き
な
い
こ
と
は
個
性
あ
る
１

割
の
人
に
ま
か
せ
る
。
 

　
教
え
ら
れ
な
か
っ
た
ら
生
き
て
い
け
な
い

９
割
の
人
の
た
め
に
、生
き
て
い
く
こ
と
が

1936年大阪市生まれ。60年京都

大学文学部卒。高野山大学助教

授、名古屋大学助教授、大阪大

学教授を歴任。現在、大阪大学

名誉教授。立命館大学教授。文

学博士。著書に『儒教とは何か』

（中公新書）、『孔子―時を越えて

新しく』（集英社）、『史記―司馬

遷の世界』（講談社現代新書）、

『家族の思想』（PHP新書）ほか

多数。 

                   

 

 

加地伸行氏 
（かぢ  のぶゆき） 

 

※
 

　孔子云う、「人民を統治するのに、政治権力を乱用したり、従わない場合には刑罰を以て脅したりすれば、人民は
捕まりさえしなければ良しとして、自分の悪事を恥と思わないようになる。徳治を以て人民を導き、礼儀礼節を重んじ
て統治すれば、人民は自ずから是非善悪の判断がつくようになって、良心に恥じるようなことはしなくなるものだ」と。 
 

道徳、教養をどう取り戻すか 対談  



                   

 

 

 

で
き
る
よ
う
身
に
つ
け
さ
せ
、社
会
に
送

り
出
す
こ
と
が
教
育
で
す
。
 

　
誰
で
も
が
で
き
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
は

型
を
教
え
る
と
も
い
い
ま
す
。
最
小
限
の

型
を
教
え
て
、し
っ
か
り
と
生
き
て
い
く

技
術
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
こ
と
が
大
事
な

の
で
す
。
 

中
尾
　
型
を
教
え
る
と
い
う
と
、日
本
の

古
来
か
ら
あ
る
伝
統
を
引
き
継
ぐ
茶
道
、

華
道
、武
道
を
連
想
し
ま
す
。
 

加
地
　
古
典
芸
能
や
武
道
の
世
界
に
は
、

こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
今
で
も
息
づ
い
て

い
ま
す
。こ
の
型
教
育
を
し
な
い
で
き
た
の

が
今
日
の
悲
惨
な
現
状
の
あ
ら
わ
れ
で
す
。 

中
尾
　
具
体
的
に
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。
 

加
地
　
た
と
え
ば
、小
学
校
の
算
数
で
学

ぶ
最
終
的
な
目
的
は
、比
率
や
割
合
を
理

解
で
き
る
こ
と
な
の
で
す
が
、卒
業
時
３

割
の
生
徒
は
、そ
れ
を
理
解
し
て
い
な
い

ま
ま
中
学
校
に
進
む
の
で
す
。
小
学
校
で

型
を
教
え
な
い
弊
害
は
そ
の
ま
ま
持
ち

越
さ
れ
て
社
会
へ
出
る
。
 

　
教
育
は
最
小
限
の
こ
と
を
教
え
れ
ば
い

い
。こ
の
端
的
な
の
が
「
読
み
・
書
き
・
そ
ろ

ば
ん
」に
あ
た
り
ま
す
。
 

 国
語
力
と
古
典
へ
の
理
解
力
が
 

教
養
の
決
め
手
に
 

 中
尾
　
国
語
力
の
低
下
も
深
刻
で
す
ね
。
 

加
地
　
こ
れ
も
同
様
で
す
ね
。
国
語
力
と

は
語
学
と
し
て
の
国
語
力
と
違
い
、国
の

人
々
の
歴
史
や
文
化
、伝
統
の
中
か
ら
生

ま
れ
、発
展
し
て
き
た
総
合
的
な
”語

“の

力
と
い
え
ま
す
。
 

　
た
と
え
ば
仏
と
い
う
言
葉
は
、外
国
人

な
ら
仏
陀
や
釈
迦
の
意
味
で
と
ら
え
ま

す
が
、日
本
人
は
「
地
獄
で
仏
」
と
か
「
仏

の
よ
う
な
方
」
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
ニ
ュ
ア
ン
ス

で
理
解
し
ま
す
。こ
の
力
も
低
下
し
て
い

ま
す
ね
。
 

中
尾
　
日
本
語
と
国
語
は
違
う
ん
で
す

ね
。
国
語
力
が
落
ち
る
と
、考
え
る
力
も

落
ち
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
 

加
地
　
思
考
力
と
感
じ
る
力
と
の
両
方

の
低
下
が
起
き
て
い
ま
す
。
数
学
者
の
岡

潔
は
「
数
学
は
情
緒
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い

ま
す
。
す
な
わ
ち
、美
し
さ
を
感
じ
る
心

の
動
き
が
な
け
れ
ば
数
学
も
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
で
す
。で
す
か
ら
、英
語
を
小
学

校
で
教
え
る
前
に
国
語
力
の
向
上
こ
そ

が
優
先
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
 

　
国
語
力
が
な
い
と
、外
国
語
の
ニ
ュ
ア
ン

ス
の
会
得
は
で
き
な
い
も
の
で
す
。
ま
た
国

語
は
全
人
的
な
教
育
で
あ
り
、各
教
科
の

根
本
で
す
か
ら
、国
語
の
教
師
に
は
幅
広

い
教
養
と
熱
意
を
求
め
た
い
も
の
で
す
。
 

中
尾
　
国
語
力
の
あ
る
な
し
は
家
庭
環

境
の
影
響
も
大
き
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
両
親
の
影
響
は
当
然
で
し
ょ
う
が
、

本
の
あ
る
家
と
な
い
家
で
は
子
供
の
思
考

力
に
差
が
出
て
く
る
の
で
は
。
 

加
地
　
親
が
本
を
読
ま
な
い
と
、子
ど
も

も
読
ま
な
い
も
の
で
す
。で
す
か
ら
、遠
回

り
で
も
意
識
的
に
読
書
の
習
慣
づ
け
が

重
要
で
し
ょ
う
。
 

中
尾
　
少
子
化
に
よ
り
大
学
に
も
や
す

や
す
入
れ
る
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
な
ら

ば
ま
ず
、「
読
み
・
書
き
・
そ
ろ
ば
ん
」の
型

を
最
小
限
教
え
て
お
こ
う
と
か
、自
然
の

中
で
の
体
験
を
と
い
う
親
や
教
師
が
出
て

き
て
も
よ
さ
そ
う
で
す
が
、型
教
育
の
実

現
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
で
し
ょ
う
。
 

加
地
　
確
か
に
そ
の
通
り
で
す
。
倫
理
・

道
徳
の
原
則
か
ら
言
い
ま
す
と
、一
つ
は
、

時
代
が
変
わ
っ
て
も
永
遠
に
全
世
界
的
に

変
わ
ら
な
い
も
の
、た
と
え
ば
人
に
は
真

心
を
も
っ
て
接
す
る
と
い
う
よ
う
な
道
徳
。

も
う
一つ
は
、そ
の
時
代
々
々
の
社
会
制
度

な
ど
社
会
的
変
化
に
よ
っ
て
変
わ
る
道
徳

が
あ
り
ま
す
。
 

　
こ
の
う
ち
普
遍
的
に
変
わ
ら
な
い
も
の
、

全
人
間
の
全
歴
史
上
、地
球
の
あ
ら
ゆ
る

と
こ
ろ
で
共
通
す
る
、こ
の
道
徳
を
教
え

る
の
が
学
校
で
の
道
徳
教
育
だ
と
思
う
の

で
す
。
 

中
尾
　
そ
れ
を
ど
こ
に
見
出
し
た
ら
…
。
 

加
地
　
そ
れ
を
繙（
ひ
も
と
）い
て
く
れ
る

の
は
、や
は
り
古
典
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

直
接
的
に
道
徳
教
育
と
言
わ
ず
と
も
、

古
典
教
育
の
な
か
に
人
類
に
と
っ
て
普
遍

の
も
の
が
あ
る
こ
と
を
見
出
し
、学
ば
せ

て
い
く
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
 

中
尾
　
富
山
市
が
輩
出
し
た
文
化
勲
章

受
章
者
で
山
田
孝
雄（
よ
し
お
）先
生
と

い
う
方
が
お
ら
れ
ま
す
。
尋
常
小
学
校
す

ら
中
退
だ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、独
学

で
国
語
学
を
究
め
た
人
で
す
。
そ
の
山
田

先
生
が
「
百
千
度
く
り
返
し
て
も
読
む

毎
に
こ
と
新
た
な
り
古
の
典
」
と
詠
ん
で

い
ま
す
が
、学
校
教
育
で
は
古
典
が
重
視

さ
れ
て
い
な
い
傾
向
で
、若
い
人
は
苦
手

意
識
が
あ
り
ま
す
。
 

加
地
　
そ
う
で
す
。
授
業
で
は
古
典
の
面

白
さ
を
教
え
な
い
、た
だ
知
識
を
教
え
る

だ
け
の
教
育
な
の
で
す
か
ら
。
 

　
人
間
、知
識
だ
け
で
は
ダ
メ
で
、知
恵
の

お
手
本
を
教
え
る
た
め
に
は
道
徳
が
必

要
で
す
が
、そ
れ
に
は
古
典
を
通
じ
て
が

一
番
よ
い
方
法
だ
と
思
い
ま
す
。
 

中
尾
　
明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
は
、市

井
の
人
々
に
学
問
か
ら
受
け
る
知
識
は

な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、知
恵
は

存
分
に
も
っ
て
い
ま
し
た
ね
。
 

　
今
は
知
識
は
あ
る
が
、知
恵
が
な
い
。

こ
れ
は
日
々
痛
感
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

先
生
は
論
語
の
な
か
の
「
君
子
」
を
知
識

と
教
養
を
備
え
た
教
養
人
と
訳
し
て
お

ら
れ
ま
す
ね
。
そ
し
て
知
識
し
か
な
い
人

を
「
小
人
」
と
。
 

加
地
　
古
来
の
中
国
で
は
、教
養
を
知
識

の
習
得
と
と
も
に
、道
徳
的
修
養
と
と
ら

え
て
い
ま
し
た
。
古
典
か
ら
知
識
を
学
習

し
、そ
の
学
習
を
通
じ
て
人
格
教
育
が
成

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
 

　
し
か
し
、今
の
日
本
人
の
教
養
は
単
な

る
知
識
の
み
と
な
っ
て
し
ま
い
、薄
っ
ぺ
ら

な
人
間
し
か
作
れ
な
く
な
っ
た
の
で
す
。
 

　
単
に
知
識
を
得
る
た
め
に
古
典
を
読

む
の
で
は
な
く
、古
典
か
ら
知
恵
を
求
め

る
姿
勢
が
大
切
な
の
で
す
。
 

中
尾
　
文
部
科
学
省
は
こ
ん
ど
は
小
学

校
か
ら
古
典
を
と
言
い
出
し
ま
し
た
が
。
 

加
地
　
そ
う
で
な
く
て
も
忙
し
い
教
員

の
仕
組
み
か
ら
変
え
な
い
こ
と
に
は
、難

し
い
の
が
現
状
で
し
ょ
う
。
 

　
実
は
、私
自
身
の
孫
と
試
み
て
い
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
会
長
の
会
社
の
I
T
技

術
の
集
結
で
あ
る
テ
レ
ビ
電
話
を
使
っ
て
、

孫
に
漢
文
を
素
読
さ
せ
、わ
か
り
や
す
く

通
釈
し
た
り
し
て
い
ま
す
。
 

　
ゲ
ー
ム
ソ
フ
ト
で
道
徳
―
古
典
を
学
ぶ

な
ど
と
い
う
こ
と
も
柔
軟
に
取
り
入
れ
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
。
 

　
こ
ん
な
ド
ッ
キ
ン
グ
方
法
が
で
き
る
と

若
い
人
た
ち
に
も
古
典
が
受
け
入
れ
や

す
く
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
 

中
尾
　
新
し
い
も
の
と
の
ド
ッ
キ
ン
グ
で

古
い
も
の
を
学
ぶ
、面
白
い
で
す
ね
。
 

 今
こ
そ
型
を
教
え
る
教
育
が
必
要
 

長
期
合
宿
で
浸
透
さ
せ
る
の
も
方
法
 

 中
尾
　
最
近
の
子
ど
も
は
、ひ
弱
な
感
じ

が
し
、精
神
力
が
失
わ
れ
て
い
ま
す
が
、そ

の
あ
た
り
も
課
題
で
し
ょ
う
か
。
 

加
地
　
そ
う
で
す
。
壁
に
ぶ
ち
あ
た
っ
た

と
き
に
は
、原
則
や
基
本
に
戻
る
べ
き
で
す
。 

　
教
室
で
騒
い
で
い
る
子
ど
も
た
ち
や
い

じ
め
の
問
題
で
も
、解
決
策
に
は
合
宿
を

提
案
し
て
い
ま
す
。
小
学
校
で
は
４
年
生
、

中
学
と
高
校
は
１
年
生
の
４
月
い
っ
ぱ
い

を
そ
れ
に
あ
て
る
の
で
す
。
 

　
都
会
の
学
校
か
ら
過
疎
の
廃
校
に
寝

袋
を
持
参
、屋
根
が
壊
れ
て
い
れ
ば
テ
ン

ト
で
も
い
い
、修
理
で
き
る
と
こ
ろ
は
自
分

た
ち
で
挑
戦
さ
せ
る
。４
〜
５
人
の
グ
ル
ー

プ
を
班
単
位
と
し
、教
育
実
習
生
も
そ
れ

に
加
わ
る
。
費
用
は
意
味
の
な
い
修
学
旅

行
を
や
め
た
ら
い
い
の
で
す
。
自
然
の
中
で

ふ
れ
合
い
、自
活
さ
せ
る
に
限
り
ま
す
。
 

中
尾
　
そ
れ
は
素
晴
ら
し
い
ア
イ
デ
ィ
ア

で
す
ね
。
 

　
と
こ
ろ
で
加
地
先
生
と
い
え
ば
や
は
り

「
論
語
」
。
経
営
者
が
よ
る
べ
き
言
葉
を

論
語
の
中
か
ら
教
え
て
下
さ
い
ま
せ
ん
か
。 

加
地
　
会
長
が
先
に
言
わ
れ
た「
子
曰
、

道
之
以
政
、斉
之
以
刑
…
」。こ
れ
は
名
言

で
す
ね
。
法
よ
り
も
道
徳
を
重
ん
ず
べ
し

と
い
う
こ
と
で
す
。
な
ぜ
道
徳
や
倫
理
に

欠
け
る
経
営
者
が
増
え
て
い
る
の
か
、こ
れ

は
周
囲
、取
り
巻
き
も
悪
い
ん
で
す
ね
。「
盗

言
は
孔（
は
な
は
）だ
甘
し
」（
人
を
誤
ら

す
言
葉
ほ
ど
聞
く
と
心
地
よ
い
）、裸
の
王

様
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
す
よ
。
 

中
尾
　
荀
子
の「
我
を
非
と
し
て
当
た
る

者
は
我
が
師
な
り
」
。
欠
点
を
指
摘
し
て

く
れ
る
人
が
経
営
者
に
と
っ
て
大
切
で
あ

り
、そ
れ
を
嫌
う
な
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
 

加
地
　
そ
う
で
す
。そ
れ
は
余
裕
で
も
あ

り
ま
す
。そ
し
て
余
裕
は
自
信
で
す
よ
。
 

中
尾
　
先
生
、今
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。い
つ
も
い
つ
も
ご
指
導
を
賜
り

感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
近
い
う
ち
に

お
会
い
い
た
し
た
く
存
じ
ま
す
。
お
互
い

元
気
で
が
ん
ば
り
ま
し
ょ
う
。
 

 

 

  
道徳、教養をどう取り戻すか 対談  


