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ときの輝き

心
学
は
実
践
的
な
道
徳
規
範

江
戸
時
代
、
武
士
の
間
で
は
金
も
う
け
は

卑
し
い
こ
と
だ
と
す
る
賎
商
思
想
が
あ
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
寛
政
の
改
革
を
主
導

し
た
老
中
・
松
平
定
信
の
言
葉
と
さ
れ
る

「
商
は
詐
な
り
」（
商
売
と
は
嘘
偽
り
で
あ

る
）は
そ
の
こ
と
を
端
的
に
表
し
て
い
ま
す
。

自
ら
は
何
ら
生
産
す
る
こ
と
な
く
、
は
た

か
ら
見
れ
ば
右
か
ら
左
へ
商
品
を
動
か
し

て
利
ざ
や
を
得
る
よ
う
に
見
え
る
商
売
人
に

対
し
て
は
、
少
な
か
ら
ず
偏
見
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
風
潮
に
疑
問

を
持
っ
た
の
が
、
実
践
的
な
道
徳
を
教
え

と
し
た「
石
門
心
学
」の
祖
、
石い

し

田だ

梅ば
い

岩が
ん

で

し
た
。

京
都
の
商
家
に
長
年
勤
め
、
商
売
の
世

界
で
生
き
て
い
た
梅
岩
は
、「
商
人
が
利
益

を
得
る
の
は
品
物
を
流
通
さ
せ
る
と
い
う
社

会
貢
献
の
結
果
で
あ
り
、
そ
れ
は
武
士
が

俸ぼ
う

禄ろ
く

を
得
る
の
と
な
ん
ら
変
わ
り
な
い
」
と

し
、
商
人
も
社
会
に
無
く
て
は
な
ら
な
い
も

の
だ
と
主
張
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
誰
か
ら

も
後
ろ
指
を
さ
さ
れ
な
い
た
め
に
は
、
天
命

に
従
い
正
直
に
、
道
徳
を
守
っ
て
商
売
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
き
、
多
く
の
門

人
を
輩
出
し
ま
し
た
。

そ
ん
な
梅
岩
の
教
え
を
本
と
し
て
ま
と
め

た
の
が
、
元
文
４
年
（
１
７
３
９
）
に
出
さ

れ
た
『
都と

鄙ひ

問も
ん

答ど
う

』
で
す
。
こ
こ
に
は
、
梅

岩
の
教
え
が
問
答
形
式
で
書
か
れ
て
い
て
、

道
話
（
身
近
な
例
を
挙
げ
て
道
徳
を
説
い
た

話
）
を
用
い
て
分
か
り
や
す
く
説
明
さ
れ
て

い
ま
す
。

現
代
的
な
感
覚
と
は
少
し
そ
ぐ
わ
な
い
部

分
も
あ
り
ま
す
が
、
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る

部
分
も
多
く

あ
り
ま
す
。

現
代
語
訳
版

も
出
て
い
る

よ
う
で
す
の

で
、
ご
興
味

の
あ
る
方
は

ぜ
ひ
、
ご
一

読
く
だ
さ
い
。

黒く
ろ

松ま
つ

光み
つ

仲な
か

と
立
教
舎

石
門
心
学
を
学
ぶ
た
め
の
講
舎「
立
教
舎
」

の
中
心
と
な
っ
た
の
が
黒
松
光
仲
（
理
右
衛

門
）で
す
。
光
仲
は
寛
延
２
年（
１
７
４
９
）

に
西
本
町（
現
栄
本
町
）の
薬
屋
、
竹
野
屋

に
生
ま
れ
ま
し
た
。
心
学
者
・
布ふ

施せ

松し
ょ
う

翁お
う

の

教
え
に
感
銘
を
受
け
た
光
仲
は
、
当
時
心
学

の
中
心
だ
っ
た
京
都
の
明
倫
舎
に
出
向
き
、

手て

島じ
ま

堵と

庵あ
ん

・
和わ

庵あ
ん

父
子
の
門
を
叩
き
ま
し
た
。

当
初
は
光
仲
の
自
宅
な
ど
で
会か

い

輔ほ

席せ
き（
勉

強
会
）
を
開
い
て
い
ま
し
た
が
、
後
に
託
明

寺
（
栄
本
町
）
の
東
隣
に
常
設
の
会
輔
場
が

設
け
ら
れ
、
堵
庵
の
門
人
、
上う

え

河か
わ

淇き

水す
い

書

の
「
立
教
舎
」
の
文
字
が
刻
ま
れ
た
扁へ

ん

額が
く

が

掲
げ
ら
れ
ま
し
た
。
立
教
舎
に
は
、
淇
水
や

鎌か
ま

田た

柳り
ゅ
う

泓お
う

な
ど
、
当
時
の
心
学
の
第
一
人

者
ら
が
招
か
れ
て
い
た
こ
と
が「
先せ

ん

生せ
い

請し
ょ
う

待た
い

録ろ
く

」（
当
館
蔵
）
と
い
う
史
料
か
ら
分
か
り

ま
す
。
ま
た
こ
こ
に
は
、
謝
礼
や
送
迎
に
か

か
っ
た
費
用
な
ど
が
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る

ほ
か
、
そ
の
費
用
を
誰
が
負
担
し
た
か
も
書

か
れ
て
い
ま
す
。

ほ
か
に
も
、
立
教

舎
関
係
資
料
は

一
括
し
て
市
指
定

文
化
財
に
な
っ
て

い
て
、
誰
に
よ
っ

て
ど
の
よ
う
に
立

教
舎
が
運
営
さ
れ

て
い
た
の
か
を
具

体
的
に
知
る
こ
と

が
で
き
る
、
貴
重
な
史
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。

立
教
舎
は
そ
の
後
、
休
止
期
間
を
挟
ん

で
、
嘉
永
４
年（
１
８
５
１
）ま
で
は
活
動
を

続
け
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
な
心
学
講
舎
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

当
時
の
池
田
の
文
化
レ
ベ
ル
が
高
か
っ
た
と

い
う
こ
と
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
文
化
に
は
形

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
も
ま
た
、
間
違
い

な
く
池
田
の「
た
か
ら
も
の
」な
の
で
す
。

全
４
回
に
わ
た
っ
て
連
載
し
て
き
た「
池

田
の
た
か
ら
も
の
」で
す
が
、
限
ら
れ
た
紙

面
で
は
紹
介
で
き
な
か
っ
た
も
の
や
、
そ
の

魅
力
を
十
分
に
伝
え
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
が

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て

は
、
ぜ
ひ
現
在
開
催
中
の
特
別
展
を
ご
観
覧

い
た
だ
き
、
皆
さ
ま
ご
自
身
の
目
で
確
か
め

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
は
歴
史
民
俗
資
料
館　
　

　

☎
7
5
1
・
３
０
１
９

歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
、
12
月
３
日
㈰

ま
で
、「
池
田
の
た
か
ら
も
の
」を
テ
ー

マ
に
さ
ま
ざ
ま
な
市
指
定
文
化
財（
一
部

は
府
指
定
）を
展
示
す
る
特
別
展
を
開
催

し
て
い
ま
す
。
最
終
回
と
な
る
今
回
は
、

少
し
マ
イ
ナ
ー
な
、
心
学
と
立
教
舎
に
つ

い
て
お
話
し
し
ま
す
。

第
４
回

 
歴
史
民
俗
資
料
館
特
別
展

池
田
の

た
か
ら
も
の
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