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教
育
勅
語
を
道
徳
教
育
に
用
い
よ
う
と
す
る
動
き
に
関
す
る
質
問
主
意
書

教
育
勅
語
を
学
校
教
材
に
使
う
こ
と
を
容
認
し
た
政
府
答
弁
書
が
示
さ
れ
、
衆
議
院
及
び
参
議
院
で
の
教
育
勅
語
の
排
除
等

決
議
や
憲
法
に
反
し
た
政
府
の
恣
意
的
な
動
き
が
顕
著
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
は
明
ら
か
に
戦
前
回
帰
の
無

謀
な
行
為
で
あ
り
、
断
じ
て
容
認
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
こ
で
以
下
お
尋
ね
す
る
。

一

教
育
基
本
法
や
学
校
教
育
法
、
同
法
施
行
規
則
、
学
習
指
導
要
領
、
義
務
教
育
諸
学
校
等
で
定
め
る
目
的
や
理
念
、
目

標
、
基
準
等
に
基
づ
き
、
道
徳
教
育
は
ど
の
よ
う
に
あ
る
べ
き
か
、
そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
教
材
を
使
う
べ
き

か
、
ど
の
よ
う
に
子
供
た
ち
に
教
え
る
べ
き
か
、
な
ど
に
つ
い
て
政
府
の
認
識
と
見
解
を
答
え
ら
れ
た
い
。

二

全
国
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
に
お
い
て
、
戦
前
・
戦
中
の
教
育
勅
語
を
道
徳
の
教
材
と
し
て
使
用
し
て
い
る
状
況
に
つ
い

て
政
府
の
承
知
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
教
育
勅
語
を
道
徳
教
材
と
し
て
用
い
る
こ
と
並
び
に
そ
の
他
の
教
科

に
お
い
て
何
ら
か
の
形
で
用
い
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
答
え
ら
れ
た
い
。

三

報
道
に
よ
れ
ば
、
松
野
博
一
文
部
科
学
大
臣
は
「
教
育
勅
語
を
道
徳
教
材
に
用
い
る
こ
と
を
肯
定
し
た
も
の
で
も
否
定
し

た
も
の
で
も
な
い
」
と
か
「
私
の
発
言
は
道
徳
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
教
科
な
ど
の
教
材
に
共
通
す
る

一



考
え
方
を
述
べ
た
も
の
」
等
と
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
松
野
大
臣
の
こ
の
よ
う
な
「
否
定
も
肯
定
も
し
な
い
」

と
の
説
明
は
、
学
校
教
育
に
対
す
る
姿
勢
や
理
念
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
所
管
大
臣
と
し
て
の
資
質

が
疑
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
政
府
の
認
識
と
見
解
を
答
え
ら
れ
た
い
。

四

質
問
三
に
関
連
し
て
、
松
野
大
臣
の
答
弁
は
、
教
育
勅
語
に
対
す
る
衆
議
院
で
の
排
除
決
議
や
、
参
議
院
で
の
失
効
確
認

決
議
と
い
う
国
権
の
最
高
機
関
で
あ
る
国
会
の
決
議
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
政
府
の
認
識
と
見
解
を
答
え

ら
れ
た
い
。

五

報
道
に
よ
れ
ば
、
菅
義
偉
官
房
長
官
は
教
育
勅
語
を
教
材
で
使
う
こ
と
に
つ
い
て
「
憲
法
や
教
育
基
本
法
に
反
し
な
い
よ

う
な
適
切
な
配
慮
の
も
と
で
取
り
扱
う
こ
と
ま
で
、
あ
え
て
否
定
す
べ
き
で
は
な
い
」
と
述
べ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
一
体
教
育
勅
語
の
何
が
憲
法
や
教
育
基
本
法
に
反
し
な
い
と
す
る
の
か
、
適
切
な
配
慮
と
は
一
体
如
何
な
る
も
の
な
の

か
、
そ
の
真
意
と
内
容
に
つ
い
て
政
府
の
認
識
と
見
解
を
答
え
ら
れ
た
い
。

六

質
問
五
に
関
連
し
て
、
教
育
勅
語
で
は
、
そ
の
前
段
で
父
母
へ
の
孝
行
、
夫
婦
・
兄
弟
姉
妹
と
の
和
、
友
人
と
の
信
義
等

を
列
挙
し
、
天
皇
が
国
民
に
臣
民
と
し
て
の
あ
る
べ
き
道
を
示
し
、
事
あ
る
時
に
は
一
身
を
捧
げ
て
「
皇
室
国
家
」
の
為
に

尽
く
せ
と
義
務
付
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
個
人
の
生
活
に
ま
で
天
皇
が
指
図
す
る
こ
と
は
、
我
が
国
憲
法

二



の
国
民
主
権
や
基
本
的
人
権
を
著
し
く
損
な
う
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
政
府
の
認
識
と
見
解
を
答
え
ら
れ
た
い
。

七

質
問
六
に
関
連
し
て
、
我
が
国
憲
法
に
明
ら
か
に
反
す
る
教
育
勅
語
を
朗
読
さ
せ
た
り
、
正
し
い
も
の
と
し
て
教
え
た
り

す
る
こ
と
は
、
我
が
国
憲
法
に
基
づ
く
自
由
民
主
主
義
の
政
治
シ
ス
テ
ム
や
国
民
主
権
と
相
い
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
が
、
政
府
の
認
識
と
見
解
を
答
え
ら
れ
た
い
。

八

質
問
六
及
び
七
に
関
連
し
て
、
教
育
勅
語
に
対
す
る
衆
議
院
で
の
排
除
決
議
や
、
参
議
院
で
の
失
効
確
認
決
議
が
行
わ
れ

た
趣
旨
と
そ
の
内
容
、
さ
ら
に
は
我
が
国
憲
法
と
の
整
合
性
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
松
野
大
臣
及
び
菅
官
房
長
官
の
説
明
は
極

め
て
不
適
切
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
、
今
後
い
か
な
る
形
で
あ
れ
教
育
勅
語
を
教
育
現
場
で
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を

明
確
に
宣
言
す
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
政
府
の
認
識
と
見
解
を
答
え
ら
れ
た
い
。

九

近
年
、
我
が
国
で
は
、
教
育
勅
語
を
幼
稚
園
で
暗
唱
さ
せ
た
り
、
そ
の
よ
う
な
教
育
方
針
を
評
価
す
る
声
が
取
り
上
げ
ら

れ
た
り
、
挙
句
の
果
て
に
は
教
育
勅
語
を
学
校
教
材
と
し
て
使
う
こ
と
を
否
定
し
な
い
と
す
る
答
弁
書
が
閣
議
決
定
さ
れ
た

り
す
る
な
ど
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
動
き
は
戦
前
へ
の
回
帰
を
目
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
ま
こ
と
に
嘆

か
わ
し
い
風
潮
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
政
府
の
認
識
と
見
解
を
答
え
ら
れ
た
い
。

十

識
者
に
よ
れ
ば
、
学
校
教
育
と
は
、
子
供
た
ち
が
自
分
自
身
で
物
事
を
判
断
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
材
料
を
提
供
す

三



る
場
で
あ
り
、
教
え
て
よ
い
話
と
そ
う
で
な
い
話
を
き
ち
ん
と
分
け
て
行
う
べ
き
で
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
本
職
も
識
者

の
そ
の
よ
う
な
考
え
を
強
く
支
持
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
考
え
に
立
つ
な
ら
ば
、
表
現
の
自
由
の
名
の
下
に
、
為

政
者
の
恣
意
的
な
判
断
で
憲
法
に
反
し
た
教
育
勅
語
を
学
校
教
材
と
し
て
用
い
る
べ
き
で
は
な
い
し
、
そ
の
内
容
を
教
え
る

べ
き
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
政
府
の
認
識
と
見
解
を
答
え
ら
れ
た
い
。

十
一

本
職
は
、
多
く
の
住
民
が
巻
き
添
え
と
な
っ
た
沖
縄
戦
の
体
験
者
と
し
て
、
再
び
悲
惨
な
戦
争
を
繰
り
返
さ
ず
、
尊
い

人
命
が
失
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
切
に
願
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
軍
の
軍
命
に
よ
る
住
民
の
集
団

強
制
自
決
や
、
中
高
校
生
で
組
織
さ
れ
た
鉄
血
勤
皇
隊
・
女
子
学
徒
の
戦
争
動
員
等
の
よ
う
な
悲
劇
が
二
度
と
引
き
起
こ
さ

れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
も
願
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
も
無
謀
な
戦
争
へ
ひ
た
す
ら
駆
り
立
て
て
い
っ
た
戦

前
の
国
家
主
義
や
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
た
皇
民
化
教
育
と
道
徳
主
義
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
の
根
源
と
な
っ
た
教
育
勅
語
を
純

真
無
垢
な
子
供
た
ち
に
教
え
込
む
よ
う
な
こ
と
は
決
し
て
行
う
べ
き
こ
と
で
な
い
と
考
え
る
が
、
政
府
の
認
識
と
見
解
を
答

え
ら
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

四


