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1 

旅 

先
の
宿
で
、朝
食
に
甘
塩
の
鮭
の
切
身
が
つ
い
て
き
た
り
す
る
と
、き

 

ま
っ
て
思
い
出
す
詩
が
私
に
は
あ
る
。
昭
和
二
十
年
代
に
読
ん
だ
か

聞
い
た
か
し
た
児
童
の
詩
で
、原
型
は
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ

け
れ
ど
も
、
そ
の
詩
に
こ
め
ら
れ
た
い
じ
ら
し
い
ね
が
い
が
蘇
っ
て
、
か
す
か

な
痛
み
を
私
の
胸
中
に
走
ら
す
の
で
あ
る
。

　

戦
後
は
い
ず
こ
も
貧
し
か
っ
た
が
、乏
し
い
家
計
を
や
り
く
り
す
る
お
母
さ

ん
が
、時
た
ま
夕
食
の
膳
に
の
せ
て
く
れ
る
半
切
れ
の
シ
ャ
ケ
。
兄
弟
が
多
い

の
で
、
半
切
れ
で
も
せ
い
ぎ
り
の
贅
沢
な
の
だ
と
わ
か
っ
て
い
て
も
、
子
ど
も

に
は
そ
れ
が
、
な
ん
と
も
せ
つ
な
い
、
な
さ
け
な
い
。
早
く
大
人
に
な
っ
て
、

自
分
で
稼
い
で
、
ひ
と
切
れ
全
部
、
シ
ャ
ケ
を
食
べ
て
み
た
い―

―

と
い
う

内
容
の
詩
で
あ
っ
た
。

【巻頭エッセイ】

夜
ふ
け
に
草
を
し
め
ら
せ
た
露
が
…
…

●
詩
人 

新
川
和
江
（
し
ん
か
わ
・
か
ず
え
）



　

こ
ん
な
些
細
な
事
柄
が
、〈
ね
が
い
〉
と
な
り
得
た
時
代
の
子
ど
も
た
ち
は
、

あ
れ
も
食
べ
よ
こ
れ
も
食
べ
よ
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
お
菜
を
押
し
つ
け
ら
れ
て
、

拒
絶
反
応
を
起
こ
し
か
ね
な
い
近
頃
の
子
ど
も
た
ち
よ
り
も
、考
え
様
に
よ
っ

て
は
仕
合
わ
せ
か
も
知
れ
な
い
。
欠
如
が
あ
っ
て
、は
じ
め
て
そ
れ
を
満
た
そ

う
と
す
る
願
望
が
生
じ
る
の
だ
か
ら
。

　

地
震
が
き
て
も
雷
様
が
鳴
っ
て
も
離
す
も
の
か
、と
い
う
つ
き
つ
め
た
表
情

で
、
ケ
イ
タ
イ
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
若
い
娘
を
、
路
上
で
も
電
車
の
中
で

も
、
よ
く
見
か
け
る
。
お
お
か
た
、
カ
レ
シ
と
通
信
を
し
合
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
。
声
を
聞
き
た
い
と
思
え
ば
す
ぐ
声
が
聞
け
、会
い
た
い
と
思
え
ば
す
ぐ
会

う
こ
と
が
で
き
る
状
態
か
ら
は
、〈
恋
〉
は
生
じ
な
い
。
だ
か
ら
恋
人
で
は
な

く
て
、無
ア
ク
セ
ン
ト
で
発
音
さ
れ
る
カ
レ
シ
な
の
だ
ろ
う
。
恋
の
せ
つ
な
さ

も
歓
び
も
味
わ
う
こ
と
の
で
き
な
い
当
世
の
若
い
男
女
が
、か
わ
い
そ
う
に
思

え
て
く
る
。

　

私
も
若
い
頃
に
は
、
い
く
つ
か
の
願
望
を
持
つ
に
は
持
っ
た
が
、
棚
ボ
タ
式

に
成
就
す
る
他
力
本
願
的
な
ね
が
い
は
、
持
た
な
か
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

夢
み
が
ち
な
小
娘
で
あ
っ
た
反
面
、シ
ャ
ケ
の
詩
を
書
い
た
児
童
と
同
じ
く
現

実
的
で
、〈
ね
が
い
〉
と
〈
努
力
〉
は
同
義
語
、
自
分
の
手
で
か
ち
取
る
も
の

と
解
釈
し
て
い
た
。

　

長
年
詩
に
携
わ
っ
て
き
た
私
に
、
今
尚
ね
が
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
、表
現
の
道
具
で
あ
る
〈
こ
と
ば
〉
に
、託
し
た
思
い
と
等
量
の
力
が
具
わ
っ

23 



て
く
れ
る
こ
と
。
こ
と
ば
に
も
し
兵
器
よ
り
も
強
い
力
が
あ
っ
た
ら
、こ
れ
ま

で
に
も
、
多
く
の
人
々
を
不
幸
に
お
と
し
入
れ
る
戦
争
な
ん
か
、
避
け
ら
れ
て

い
た
筈
な
の
だ
。

　

そ
ん
な
大
問
題
は
措
く
と
し
て
、
せ
め
て
私
の
詩
を
、
ど
こ
か
で
読
ん
で
く

だ
さ
っ
て
い
る
一
人
か
二
人
の
ひ
と
の
、
心
に
確
実
に
届
く
よ
う
、
こ
と
ば
を

し
な
や
か
に
詩
の
次
元
へ
と
羽
ば
た
か
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
か
。

　

こ
ん
な
詩
を
書
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

　　

こ
と
ば
は
い
つ　

詩
と
な
る
の
で
あ
ら
う

　

猿
に
噛
み
く
だ
か
れ
た
木
の
実
が

　

む
ろ
の
中
で
年
月
を
経
て
酒
と
な
る
や
う
に

　

夜
ふ
け
に
草
を
し
め
ら
せ
た
露
が

　

あ
け
が
た
葉
末
で
玉
と
な
る
や
う
に

　
〈
ね
が
い
〉
と
い
う
よ
り
、
そ
れ
は
も
う
、〈
い
の
り
〉
に
近
い
も
の
な
の
か

も
知
れ
な
い
が
。

【巻頭エッセイ】

3 
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●
新
川
和
江
（
詩
人
）

１
９
２
９
年　

東
京
生
ま
れ
。

作
品
集
に
、『
は
た
は
た
と
夏
が
め
く
れ
…
…
』（
花
神
社
）、『
わ
た
し
を
束

ね
な
い
で
』（
童
話
屋
）、『
新
川
和
江
詩
集
』『
続
新
川
和
江
詩
集
』（
と
も

に
思
潮
社
）
な
ど
が
あ
る
。
１
９
８
３
年
、詩
人
の
故
吉
原
幸
子
さ
ん
と
と

も
に
、女
性
の
た
め
の
初
の
詩
誌
「
現
代
詩
ラ
メ
ー
ル
」
を
創
刊
。
１
９
９

３
年
終
刊
ま
で
、
女
性
詩
人
の
発
掘
に
力
を
注
い
だ
。



5 

【
現
代
を
考
え
る
】 

い
の
ち

朴
慶
南
（
パ
ク
・
キ
ョ
ン
ナ
ム
）

●
作
家
・
エ
ッ
セ
イ
ス
ト

　

高
校
生
を
対
象
に
講
演
を
す
る
機
会
が
多
い
。
タ
イ
ト
ル
は
大
抵

の
場
合
、
こ
れ
に
決
め
て
い
る
。

「
命
さ
え
忘
れ
な
き
ゃ
」。

　

こ
の
言
葉
は
、私
の
口
グ
セ
で
も
あ
る
。い
く
ら
忘
れ
も
の
を
し
て

も
、
失
敗
を
し
て
も
、
命
さ
え
忘
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な
こ
と

だ
っ
て
な
ん
と
か
な
る
、
大
丈
夫
と
い
う
文
字
ど
お
り
の
意
味
だ
。

　

つ
ま
り
、命
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
は
、も
う
絶
対
に
取
り
返
し
が
つ

か
な
い
。
自
分
の
命
も
他
の
命
も
、命
は
唯
一
無
二
の
も
の
で
あ
り
、

い
ち
ば
ん
大
切
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

　

結
構
、
高
校
生
た
ち
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
も
っ
て
伝
わ
る
言
葉
の
よ

う
な
の
だ
が
、
も
う
少
し
説
明
を
付
け
加
え
る
こ
と
に
し
て
い
る
。

　

命
に
は
、肉
体
的
な
も
の
だ
け
で
な
く
、精
神
的
命
と
い
う
も
の
も

あ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
れ
は
、
魂
、
尊
厳
、
誇
り
（
プ
ラ
イ
ド
）、

人
権
…
…
と
言
い
換
え
て
も
よ
く
、
一
人
ひ
と
り
だ
れ
で
も
が
も
っ

て
い
る
、も
う
一
つ
の
大
切
な
命
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
両
方
の
命
を
忘
れ
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
思
い
か
ら
、
い
ろ

い
ろ
な
話
を
し
て
い
く
の
だ
が
、
特
に
声
に
力
が
入
る
と
こ
ろ
が
次

の
言
葉
だ
。

　

生
き
て
い
く
う
え
で
、
こ
れ
だ
け
は
心
に
刻
ん
で
お
い
て
ほ
し
い

と
い
う
前
置
き
の
あ
と
、
標
語
の
よ
う
に
強
調
し
て
し
ま
う
。

　
「
死
ぬ
な
、
殺
す
な
（
肉
体
的
命
）、
踏
み
に
じ
る
な
、
踏
み
に
じ

ら
れ
る
な
（
精
神
的
命
）」

　

私
の
強
い
思
い
が
こ
も
っ
た
言
葉
な
の
だ
が
、
語
り
な
が
ら
、
名

状
し
が
た
い
気
持
ち
に
な
っ
て
く
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
現
実
を
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前
に
、
あ
ま
り
に
も
大
き
な
矛
盾
を
感
じ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　
「〝
殺
す
な
〞。 

そ
う
、
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
よ
。
殺
し
て
し

ま
っ
た
ら
、
何
を
ど
う
し
た
っ
て
命
は
戻
っ
て
こ
な
い
。
本
当
に
取

り
返
し
が
つ
か
な
い
こ
と
だ
か
ら
ね
」

　

言
う
の
は
易
し
い
。
生
徒
た
ち
の
顔
を
前
に
し
て
、
胸
が
キ
リ
ッ

と
痛
む
。
行
う
の
は
難
し
い
。
私
た
ち
大
人
は
、
一
体
ど
う
い
う
こ

と
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

大
人
は
子
ど
も
に
対
し
て
、「
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
」
と
言
い

な
が
ら
、
実
際
に
や
っ
て
い
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
正
反
対
の
こ
と

だ
。
全
然
、
説
得
力
が
な
い
。

　

た
と
え
一
人
で
も
人
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
当
然
の
こ
と
の
よ

う
に
逮
捕
さ
れ
、
裁
判
に
か
け
ら
れ
、
罪
に
服
す
。
し
か
し
、
た
く

さ
ん
の
人
を
殺
す
こ
と
が
目
的
と
な
り
、
殺
せ
ば
殺
す
ほ
ど
誉
め
ら

れ
、
褒
美
ま
で
も
ら
え
る
戦
争
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

　

私
が
子
ど
も
だ
っ
た
と
き
、
ど
う
し
て
大
人
は
人
を
殺
し
ち
ゃ
ダ

メ
と
言
い
な
が
ら
、
戦
争
と
い
う
大
量
殺
人
す
る
ん
だ
ろ
う
と
、

ず
っ
と
疑
問
に
思
っ
て
い
た
。
い
ま
自
分
が
大
人
に
な
っ
て
、
子
ど

も
た
ち
か
ら
そ
う
問
わ
れ
た
ら
、
返
す
言
葉
が
見
つ
か
ら
な
い
。

　

人
間
（
生
き
も
の
）
の
命
を
奪
う
た
め
に
、
莫
大
な
国
家
予
算
を

か
け
て
作
り
出
さ
れ
る
数
々
の 〝
大
量
破
壊
兵
器
〞。

　

そ
れ
ら
を
実
際
に
使
っ
て
い
る
シ
ー
ン
を
テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
の

報
道
で
目
に
す
る
と
、
命
の
大
切
さ
を
訴
え
続
け
る
こ
と
が
虚
し
く

さ
え
思
え
て
く
る
。

　

ア
メ
リ
カ
に
よ
る
イ
ラ
ク
へ
の
攻
撃
。

　

子
ど
も
た
ち
の
間
で
諍
い
さ
か
い 

が
起
き
る
と
、
暴
力
で
は
な
く
、
ち
ゃ

ん
と
話
し
合
っ
て
解
決
を
す
る
よ
う
に
と
諭さ
と

す
大
人
が
、
気
に
い
ら

な
け
れ
ば
相
手
を
問
答
無
用
に
叩
き
潰
し
て
い
い
の
だ
と
い
う
こ
と

を
、デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
と
思
っ
た
。

　

イ
ラ
ク
の
フ
セ
イ
ン
元
大
統
領
の
息
子
た
ち
を
探
し
当
て
た
と
き

の
こ
と
、
ア
メ
リ
カ
は
、
身
柄
を
確
保
す
る
の
で
は
な
く
、
殺
害
す

る
た
め
に
凄
ま
じ
い
爆
撃
を
加
え
て
い
た
。

　

そ
の
映
像
を
観
な
が
ら
、「
殺
す
な
」
と
い
う
言
葉
を
子
ど
も
た
ち

に
言
う
こ
と
の
嘘
々
し
さ
を
感
じ
た
。
恥
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
る
。

　
「
死
ぬ
な
」と
言
っ
て
も
、戦
争
に
な
れ
ば
殺
さ
れ
て
し
ま
う
。「
殺

す
な
」
と
言
っ
て
も
、
同
じ
く
殺
し
て
し
ま
う
。「
踏
み
に
じ
る
な
、

踏
み
に
じ
ら
れ
る
な
」
と
言
っ
て
も
、
戦
争
ほ
ど
人
間
を
踏
み
に
じ

り
、
人
間
が
踏
み
に
じ
ら
れ
る
も
の
は
な
い
。

　
「
命
さ
え
忘
れ
な
き
ゃ
」
は
、イ
コ
ー
ル
「
平
和
さ
え
忘
れ
な
き
ゃ
」

と
い
う
こ
と
だ
と
、
つ
く
づ
く
実
感
す
る
日
々
で
あ
る
。
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『
枕
草
子
』
と『
大
鏡
』を
読
む

　

―

す
べ
て
を
書
く
、
す
べ
て
を
語
る
意
志―

風
間
誠
史
（
か
ざ
ま
・
せ
い
し
）

●
相
模
女
子
大
学

　

新
し
い
三
省
堂
『
高
等
学
校　

古
典
講
読
』
に
は
、源
氏
物
語
・
枕

草
子
・
大
鏡
と
平
安
時
代
の
「
古
典
」
が
並
ん
で
い
る
。『
源
氏
』
と

『
枕
』
に
つ
い
て
は
、「
古
典
」
の
代
表
と
し
て
並
列
す
る
こ
と
に
疑

問
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、『
枕
草
子
』
の
次
に
『
大
鏡
』
が
来
る
の

は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

　

教
科
書
を
繰
っ
て
み
よ
う
。『
枕
草
子
』
は
、巻
頭
の
「
春
は
あ
け

ぼ
の
」
か
ら
始
ま
り
、も
の
づ
く
し
の
章
段
が
つ
づ
い
て
ゆ
く
。「
す

さ
ま
じ
き
も
の
」「
木
の
花
は
」「
鳥
は
」「
あ
て
な
る
も
の
」「
あ
り

が
た
き
も
の
」
…
…
と
読
み
進
め
て
行
く
と
、「
繊
細
で
鋭
敏
な
感
覚

と
、
独
特
の
美
意
識
」
と
い
う
教
科
書
的
な
解
説
で
は
処
理
し
き
れ

な
い
、
日
々
の
生
活
の
中
で
の
体
験
や
感
じ
た
こ
と
を
書
き
つ
く
そ

う
と
す
る
、偏
執
的
な
ま
で
の
意
志
が
感
じ
ら
れ
は
し
な
い
か
。「
あ

て
な
る
も
の
」
と
し
て
「
削
り
氷
に
甘
葛
入
れ
て
、
あ
た
ら
し
き
金

椀
に
入
れ
た
る
」「
梅
の
花
に
雪
の
降
り
か
か
り
た
る
」「
い
み
じ
う

う
つ
く
し
き
児
の
、
い
ち
ご
な
ど
食
ひ
た
る
」
と
い
っ
た
、
偶
然
的

な
一
場
面
、
あ
る
い
は
瞬
間
が
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
し

て
そ
れ
は
書
き
留
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
必
然
と
な
っ
て
い
る
。
そ
う

し
た
偏
執
は
随
筆
的
章
段
で
も
変
わ
ら
な
い
。「
九
月
ば
か
り
」
で

は
、
萩
の
葉
の
露
が
落
ち
、
反
動
で
枝
が
上
に
あ
が
る
瞬
間
を
「
い

み
じ
う
を
か
し
」
と
捉
え
、
そ
う
感
じ
た
瞬
間
に
、
こ
ん
な
こ
と
は

他
の
人
に
は
面
白
く
も
な
い
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
、
さ
ら
に
そ
う

思
っ
た
こ
と
が
「
ま
た
を
か
し
け
れ
」
と
記
さ
れ
る
。
露
が
落
ち
た

の
も
、
そ
れ
を
見
て
思
っ
た
こ
と
も
一
瞬
の
出
来
事
で
あ
る
。
そ
の

一
瞬
に
込
め
ら
れ
た
豊
か
さ
が
、
今
の
私
た
ち
の
心
に
伝
わ
っ
て
く

る
。

　
『
枕
草
子
』末
尾
に
は
そ
の
成
り
立
ち
を
記
し
た
一
文
が
置
か
れ
て

い
る
（「
こ
の
草
子
、
目
に
見
え
心
に
思
ふ
こ
と
を
」）。
そ
こ
で
は
、

紙
を
も
ら
っ
た
が
何
を
書
こ
う
か
と
中
宮
定
子
に
問
わ
れ
た
清
少
納

言
が
、「
枕
に
で
も
し
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
有
名
な
一
節
が
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
清
少
納
言
へ
の
問
い
か
け
の
言
葉
に
、

「
上
の
御
前
に
は
、『
史
記
』
と
い
ふ
文
を
な
む
書
か
せ
給
へ
る
。」
と

あ
る
こ
と
だ
。
つ
ま
り
『
枕
草
子
』
は
『
史
記
』
に
対
抗
し
て
、
と
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い
う
と
大
げ
さ
だ
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
意
識
し
て
書
か
れ
た
も

の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
必
ず
し
も
的
は
ず
れ
と

は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
一
人
の
人
間
が
、
自
分
の
経
験
を
総

動
員
し
て
「
目
に
見
え
心
に
思
ふ
こ
と
」
を
「
書
き
集
め
」
る
行
為

に
お
い
て
、
両
者
に
は
確
か
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
司
馬
遷
の

『
史
記
』へ
の
思
い
を
清
少
納
言
が
知
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
と
も
か

く
と
し
て
。

　

さ
て
一
方
、『
大
鏡
』
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
紀
伝
体
の
、
つ
ま
り

『
史
記
』に
倣
っ
た
歴
史
語
り
で
あ
る
。
冒
頭
の「
雲
林
院
の
菩
提
講
」

に
お
い
て
、
大
宅
世
継
と
夏
山
繁
樹
と
い
う
、
超
越
的
な
語
り
手

を
虚
構
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
藤
原
道
長
の
栄
華
と
そ
こ
に
至
る

様
々
な
出
来
事
を
徹
底
的
に
語
り
尽
く
そ
う
と
し
て
い
る
。
つ
づ
く

「
か
く
て
講
師
待
つ
ほ
ど
に
」
で
世
継
は
、道
長
の
栄
華
を
語
る
た
め

に
は
「
あ
ま
た
の
帝
王
・
后
、
ま
た
大
臣
・
公
卿
の
御
上
を
」
語
る

必
要
が
あ
り
、そ
う
す
る
こ
と
で
「
世
の
中
の
こ
と
の
隠
れ
な
く
」
明

ら
か
に
で
き
る
と
断
言
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
ま
た
、
語
る
こ
と
へ

の
偏
執
、「
世
の
中
の
こ
と
」
を
「
隠
れ
な
く
」
語
り
尽
く
そ
う
と
す

る
意
欲
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
彼
は
「
い
み
じ
う
こ
そ
」（
ま
さ
に
偏

執
的
な
ま
で
に
）「
言
ひ
続
け
」
る
の
で
あ
る
。

　
『
大
鏡
』
は
通
常
教
科
書
で
読
ま
れ
る
際
に
は
、ど
う
し
て
も
面
白

い
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
断
片
的
に
取
り
上
げ
る
か
た
ち
に
な
り
、
歴
史
物

語
と
い
う
よ
り
説
話
集
、
あ
る
い
は
ゴ
シ
ッ
プ
集
的
な
面
が
印
象
に

残
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
本
来
『
大
鏡
』
は
「
歴
史
」
を
語
り

尽
く
そ
う
と
す
る
書
な
の
で
あ
る
。
こ
の『
高
等
学
校　

古
典
講
読
』

で
は
、
藤
原
道
長
伝
の
発
端
部
を
「
強
運
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
採

録
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
『
大
鏡
』
本
来
の
姿
を
垣
間
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
道
長
の
出
自
、昇
進
の
経
緯
が
い
わ
ば
事
務
的
に
記
さ
れ
、

そ
の
後
道
長
の
出
世
の
契
機
と
な
っ
た
疫
病
に
よ
る
大
臣
・
公
卿
の

死
亡
記
事
が
続
く
。
読
ん
で
面
白
い
か
と
言
わ
れ
る
と
困
る
が
、『
大

鏡
』が
道
長
を
ど
う
扱
っ
て
い
る
か
を
見
る
う
え
で
は
重
要
で
あ
る
。

有
名
な
「
競
射
」
の
段
で
は
、
道
長
の
器
量
が
強
調
さ
れ
る
わ
け
だ

が
、『
大
鏡
』
は
人
物
の
器
量
だ
け
で
成
功
す
る
と
い
っ
た
ロ
マ
ン

チ
ッ
ク
な
見
方
は
し
て
い
な
い
。「
姉
、
詮
子
」
の
段
で
は
、
道
長
の

関
白
就
任
が
天
皇
に
対
す
る
詮
子
の
強
引
な
ま
で
の
説
得
に
よ
る
も

の
だ
と
語
る
。
道
長
の
栄
華
を
語
る
こ
と
が
目
的
だ
と
述
べ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
道
長
び
い
き
の
歴
史
を
記
す
こ
と
で
は
な
い
。
道
長
の

栄
華
に
至
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
と
ら
え
、
そ
の
総
体
を
語
る
こ
と

が
「
歴
史
」
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
自
分
の
見
た
こ
と
、
知
っ
た
こ
と
、
感
じ
た
こ
と

を
書
き
つ
く
そ
う
、
語
り
尽
く
そ
う
と
し
た
と
い
う
点
で
共
通
す
る

『
枕
草
子
』
と
『
大
鏡
』
は
、そ
の
「
見
聞
」
に
お
い
て
重
複
す
る
対

象
を
持
っ
た
。『
枕
草
子
』
に
お
い
て
は
中
宮
定
子
の
兄
弟
と
し
て
、

『
大
鏡
』
で
は
道
長
の
競
争
相
手
と
し
て
登
場
す
る
、
藤
原
伊
周
・
隆

家
の
二
人
で
あ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、
宮
廷
サ
ロ
ン
に
お
け
る
教
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養
と
機
知
を
代
表
す
る
、
い
わ
ば
理
想
の
男
性
と
し
て
描
か
れ
た
伊

周
・
隆
家
が
、
後
者
に
お
い
て
は
あ
か
ら
さ
ま
に
道
長
の
引
き
立
て

役
と
な
り
、
幼
児
的
で
無
能
無
力
な
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
ど
ち
ら
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ど
ち
ら

も
正
し
い
の
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
は
自
分
の
見
た
通
り
、感
じ
た
通

り
の
二
人
を
描
い
た
し
、『
大
鏡
』
の
語
り
手
も
ま
た
、
自
分
の
得
た

情
報
を
忠
実
に
伝
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
。『
枕
草
子
』の
視
野
の
方
が

一
見
狭
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し
、
役
割
が
固
定
さ
れ
て
し

ま
っ
た
『
大
鏡
』
よ
り
も
自
由
な
筆
致
と
も
い
え
よ
う
。
い
や
、『
大

鏡
』
の
伊
周
・
隆
家
だ
っ
て
、
あ
る
意
味
で
愛
す
べ
き
人
物
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
面
白
い
。
そ
し
て
ど
ち
ら
か
ら
も
、「
歴

史
」
の
生
の
声
が
聞
こ
え
て
き
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。　
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男
子
校
に
お
け
る

源
氏
物
語
講
義　

―
純
愛
物
語
？　

と
し
て
の
桐
壺
の
巻―

兼
坂
壮
一
（
か
ね
さ
か
・
そ
う
い
ち
）

●
法
政
第
一
中
・
高
等
学
校

　

一
、
高
校
三
年
で
源
氏
物
語
を
扱
う
意
義

　

大
学
付
属
の
男
子
校
で
あ
る
本
校
国
語
科
で
は
、
高
校
三
年
次
の

古
典
に
お
い
て
、
一
年
間
（
実
質
は
二
学
期
ま
で
し
か
な
い
が
）
を

通
し
て
『
源
氏
物
語
』
に
取
り
組
む
と
い
う
や
や
特
殊
な
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
を
組
ん
で
い
る
。
そ
の
意
義
と
し
て
は
、
高
１
、
高
２
で
学
習

し
て
き
た
内
容
の
集
大
成
と
し
て
、
複
雑
な
人
物
関
係
を
読
み
解
く

の
に
す
ぐ
れ
た
教
材
で
あ
る
こ
と
。
語
り
の
問
題
や
敬
語
法
な
ど
も

含
め
て
基
本
古
語
が
十
分
に
網
羅
さ
れ
て
い
る
難
解
な
文
体
で
あ
る

こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
授
業
で
扱
え
る
巻
は
限
ら
れ
て
く

る
と
は
い
え
、
断
片
的
な
話
で
終
わ
ら
ず
、
そ
の
断
片
が
大
き
な
流

れ
の
中
で
連
鎖
し
て
い
る
点
に
長
編
を
長
い
時
間
か
け
て
扱
う
意
義

が
あ
る
と
い
え
る
。
さ
ら
に
男
子
校
と
い
う
特
殊
な
環
境
で
、
男
の

論
理
、
男
の
視
座
に
染
ま
り
が
ち
な
生
徒
た
ち
に
、
女
性
で
あ
る
紫

式
部
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み
取
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
男
性
中
心

的
な
も
の
の
見
方
を
相
対
化
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
も
、
あ
え
て
男

子
校
に
お
い
て
源
氏
物
語
に
代
表
さ
れ
る
女
性
文
学
に
触
れ
さ
せ
る

こ
と
は
意
義
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

二
、
授
業
で
扱
っ
た
巻
々
と
一
年
間
の
流
れ

　　

授
業
で
扱
っ
た
巻
々
は
「
桐
壺
」「
若
菜
」「
紅
葉
賀
」「
藤
裏
葉
」

「
若
菜　

上
」「
柏
木
」「
御
法
」「
総
角
」「
浮
舟
」
で
あ
る
。

　

一
年
間
『
源
氏
物
語
』
に
取
り
組
む
と
い
っ
て
も
、
週
二
単
位
の

コ
マ
数
で
、
二
学
期
ま
で
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
実
質
四
十
時
間

前
後
の
年
間
授
業
数
と
な
る
。
そ
の
限
ら
れ
た
時
間
数
の
中
で
ど
の

巻
を
選
ぶ
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す
る
教
員
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い

る
が
、
自
分
は
ま
ず
、
光
源
氏
の
出
生
か
ら
い
わ
ゆ
る
「
紫
の
ゆ
か

り
」
を
中
心
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
恋
愛
関
係
を
扱
っ
た
巻
と
し
て

「
桐
壺
」「
若
紫
」「
紅
葉
賀
」
を
読
み
解
き
、
次
に
右
大
臣
勢
力
と
の

政
治
的
闘
争
の
末
の
栄
華
へ
の
道
を
扱
っ
た
巻
と
し
て
「
須
磨
」「
明

石
」
の
巻
の
概
略
説
明
を
口
頭
で
行
い
、
明
石
の
姫
君
の
入
内
が
持

つ
意
味
を
「
藤
裏
葉
」
巻
で
説
明
し
た
。
こ
こ
ま
で
を
ほ
ぼ
一
学
期

で
読
み
終
え
た
。
二
学
期
か
ら
は
、
源
氏
が
栄
華
を
極
め
た
晩
年
の

苦
悩
を
扱
っ
た
巻
と
し
て
「
若
菜　

上
」「
柏
木
」「
御
法
」
を
扱
い
、

そ
し
て
そ
の
因
果
を
背
負
っ
た
光
源
氏
の
子
孫
た
ち
の
物
語
（
特
に
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浮
舟
に
焦
点
を
当
て
て
）
と
い
う
と
こ
ろ
を
根
幹
に
据
え
て
「
総
角
」

「
浮
舟
」「
夢
の
浮
橋
」
な
ど
の
巻
々
を
読
ん
で
い
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
巻
々
の
選
定
以
外
に
も
、
い
わ
ゆ
る
玉
蔓
系
列
の

巻
々
や
、
六
条
御
息
所
に
ま
つ
わ
る
「
葵
」（
車
争
ひ
）
や
「
賢
木
」

（
野
宮
の
一
夜
）な
ど
有
名
な
場
面
を
読
ん
で
い
く
と
い
う
選
び
方
も

あ
る
だ
ろ
う
が
、
自
分
と
し
て
は
大
河
小
説
的
な
大
き
な
流
れ
の
中

で
、
光
源
氏
の
生
涯
か
ら
一
群
の
人
々
の
在
り
様
を
追
っ
て
い
っ
た

ほ
う
が
、
一
年
間
を
通
し
た
授
業
と
し
て
は
生
徒
を
飽
き
さ
せ
ず
に

引
っ
張
っ
て
い
け
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
、
こ
の
よ
う
な
選
定
を

行
っ
た
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
授
業
内
容
を
補
う
も
の
と
し
て
、
生
徒
自
身
に
任

意
の
巻
を
選
ば
せ
て
「
源
氏
物
語
新
聞
」
な
る
も
の
を
各
学
期
に
最

低
一
部
発
行
す
る
よ
う
課
し
た
こ
と
や
、
定
期
試
験
ご
と
に
授
業
で

扱
っ
た
内
容
に
関
わ
る
論
文
資
料
を
読
み
込
ま
せ
、
そ
れ
ら
に
関
す

る
論
述
問
題
を
課
し
た
こ
と
、
さ
ら
に
定
期
試
験
に
加
え
て
我
が
校

特
有
の
夏
休
み
明
け
に
あ
る
進
路
を
決
定
す
る
重
要
な
試
験
を
利
用

し
て
、
夏
休
み
中
に
「
若
菜　

上　

下
」
巻
を
読
破
さ
せ
た
こ
と
な

ど
が
、『
源
氏
物
語
』
に
対
す
る
読
み
を
深
め
ら
れ
た
よ
う
に
思
う
。

三
、
純
愛
物
語
？
と
し
て
の
「
桐
壺
」
の
巻

　　

生
徒
た
ち
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と
っ
て
み
る
と
、
一
様
に
面
白
か
っ

た
と
答
え
る
巻
と
し
て
は
、「
桐
壺
」
冒
頭
と
、「
若
菜　

上
」
女
三

宮
の
降
嫁
、「
御
法
」
萩
の
上
露
、
あ
た
り
が
上
位
を
占
め
る
。
中
で

も
更
衣
の
死
が
迫
っ
た
際
に
、
桐
壺
帝
が
取
り
乱
し
、
帝
と
い
う
立

場
を
か
な
ぐ
り
捨
て
て
ま
で
も
、
更
衣
の
死
を
看
取
ろ
う
と
す
る
姿

に
生
徒
達
は
共
感
を
覚
え
る
よ
う
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
帝
の
行
為
の
元
を
た
ど
れ
ば
、
摂
関
政
治
体
制
か

ら
解
き
放
た
れ
た
理
想
的
な
天
皇
に
よ
る
親
政
を
復
活
さ
せ
る
た
め
、

あ
え
て
こ
の
よ
う
な
身
分
の
低
い
女
性
を
選
ん
だ
と
も
言
え
る
。
ま

た
、
更
衣
の
側
と
し
て
も
、
明
石
の
一
族
に
つ
な
が
っ
て
い
く
父
大

納
言
家
の
期
待
を
一
心
に
受
け
て
入
内
し
て
き
た
女
性
と
い
う
意
味

で
、
こ
の
二
人
の
恋
愛
を
純
粋
な
意
味
で
の
純
愛
と
呼
べ
る
か
と
い

う
こ
と
に
は
疑
問
が
残
る
が
、生
徒
達
の
認
識
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、

身
分
や
立
場
な
ど
も
な
げ
う
っ
た
激
し
い
純
愛
と
映
る
よ
う
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
自
分
は
そ
う
い
っ
た
生
徒
達
の
共
感
レ
ベ
ル
に
沿

い
な
が
ら
授
業
を
進
め
て
い
っ
た
。

四
、「
桐
壺
」
冒
頭
の
押
さ
え
ど
こ
ろ

　　

恋
愛
が
政
治
で
あ
っ
た
時
代
、「
い
づ
れ
の
御
時
に
か
」
に
始
ま
る

冒
頭
の
一
文
は
、
当
時
の
読
者
に
と
っ
て
は
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
を

も
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
だ
ろ
う
と
い
う
問
い
か
け
か
ら
始
め
、

こ
の
一
文
に
は
当
時
の
摂
関
政
治
体
制
に
対
す
る
反
逆
の
メ
ッ
セ
ー
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ジ
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
、
ま
ず
歴
史
的
背
景
か
ら
理

解
さ
せ
た
。
こ
の
冒
頭
の
一
文
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
を
理
解
す
る
や
、

早
く
も
生
徒
達
は
物
語
世
界
に
引
き
込
ま
れ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。

　

次
に
、
絶
対
的
な
身
分
社
会
で
あ
る
当
時
の
宮
廷
が
イ
メ
ー
ジ
で

き
な
い
生
徒
に
は
「
同
じ
ほ
ど
、そ
れ
よ
り
下
ら
ふ
の
更
衣
た
ち
は
、

ま
し
て
や
す
か
ら
ず
」
の
く
だ
り
が
な
か
な
か
理
解
で
き
な
い
。
そ

こ
で
現
代
に
お
い
て
も
身
分
制
度
が
色
濃
く
残
っ
て
い
る
社
会
と
し

て
、
相
撲
部
屋
の
例
を
挙
げ
て
説
明
し
た
。
例
え
ば
、
親
方
か
ら
特

別
に
目
を
か
け
て
も
ら
っ
て
い
る
下
っ
端
の
幕
下
力
士
が
い
た
と
す

る
。
横
綱
、
大
関
ク
ラ
ス
の
力
士
た
ち
は
、
面
白
く
な
い
と
は
思
う

も
の
の
、
自
分
の
身
分
は
安
泰
な
の
で
あ
ま
り
嫉
妬
も
し
な
い
が
、

同
じ
レ
ベ
ル
で
頑
張
っ
て
い
る
力
士
や
、
は
い
上
が
っ
て
い
く
し
か

な
い
そ
れ
よ
り
下
の
力
士
た
ち
の
嫉
妬
が
強
く
な
る
の
は
想
像
に
難

く
な
い
。
こ
う
い
っ
た
説
明
で
や
っ
と
生
徒
達
は
こ
の
表
現
が
腑
に

落
ち
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
帝
の
恋
愛
、
そ
し
て
世
継
ぎ
の

誕
生
が
次
の
世
を
占
い
、
様
々
な
階
級
の
人
々
の
思
い
と
結
び
つ
い

て
い
た
時
代
、
そ
う
し
た
宮
廷
の
波
紋
は
、
宮
廷
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、

一
般
民
衆
に
も
ま
た
た
く
ま
に
拡
が
っ
て
い
く
。
こ
う
し
た
場
面
で

は
現
代
に
お
け
る
「
雅
子
様
懐
妊
報
道
」
や
「
愛
子
様
フ
ィ
ー
バ
ー
」

の
過
熱
報
道
ぶ
り
を
例
と
し
て
挙
げ
、
当
時
の
人
々
の
混
乱
ぶ
り
を

イ
メ
ー
ジ
さ
せ
た
。
そ
し
て
そ
の
不
安
が
現
実
の
も
の
と
な
り
「
男

皇
子
さ
へ
生
ま
れ
た
ま
ひ
ぬ
」
に
何
気
な
く
使
わ
れ
て
い
る
添
加
の

副
助
詞
「
さ
へ
」
に
込
め
ら
れ
た
深
い
意
味
な
ど
も
併
せ
て
読
み
取

ら
せ
た
。
以
下
、
帝
の
第
二
皇
子
に
対
す
る
寵
愛
ぶ
り
や
、
そ
れ
が

ま
た
新
た
に
生
み
出
す
波
紋
、
ヒ
ー
ト
ア
ッ
プ
し
て
い
く
更
衣
に
対

す
る
嫌
が
ら
せ
を
帝
が
庇
う
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
ま
た
恨
み
を

買
っ
て
し
ま
う
と
い
う
悪
循
環
は
「
な
か
な
か
な
り
」
と
い
う
形
容

動
詞
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
読
み
解
い
て
い
っ
た
。

　

そ
し
て
い
よ
い
よ
生
徒
た
ち
が
最
も
魅
か
れ
る
更
衣
の
死
の
場
面

に
入
っ
て
い
く
。
更
衣
が
病
に
伏
し
て
後
も
な
か
な
か
退
出
の
許
し

を
出
せ
な
い
帝
。
そ
し
て
い
ざ
退
出
さ
せ
る
段
に
な
り
、
更
衣
と
い

う
身
分
に
対
す
る
も
て
な
し
と
し
て
は
破
格
の
車
を
用
意
さ
せ
て
ま

で
も
、
な
お
未
練
が
ま
し
く
泣
き
つ
い
て
、
退
出
さ
せ
ら
れ
な
い
帝

の
描
写
に
、
男
で
あ
る
生
徒
た
ち
は
自
分
を
重
ね
合
わ
せ
引
き
込
ま

れ
て
い
く
。
こ
こ
で
は
、
男
と
し
て
の
帝
が
「
後
れ
先
立
た
じ
」
つ

ま
り
「
死
ぬ
と
き
は
一
緒
だ
」
と
、「
死
」
に
重
心
を
置
い
て
更
衣
に

泣
き
す
が
る
の
に
対
し
、
女
で
あ
る
更
衣
は
「
い
か
ま
ほ
し
き
は
命

な
り
け
り
」
と
最
後
ま
で
「
生
」
に
重
心
を
置
い
て
い
る
点
に
注
目

さ
せ
た
。
そ
し
て
最
期
の
言
葉
と
な
っ
た
「
い
と
か
く
思
ひ
た
ま
へ

ま
し
か
ば
」
で
、反
実
仮
想
の
「
ま
し
か
ば
…
ま
し
」
を
教
え
つ
つ
、

そ
の
省
略
さ
れ
て
い
る
部
分
で
更
衣
は
何
を
伝
え
た
か
っ
た
の
か
を

考
え
さ
せ
た
。「
こ
ん
な
こ
と
に
な
る
な
ら
ば
、
愛
さ
れ
な
い
方
が
よ

か
っ
た
」と
答
え
る
生
徒
が
多
か
っ
た
が
、「
女
も
い
と
い
み
じ
と
見

た
て
ま
つ
り
て
」
と
い
う
表
現
や
、
辞
世
の
句
の
内
容
か
ら
判
断
し

て
こ
の
場
に
そ
う
い
う
解
釈
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
の
で
は
、
と
い
う

意
見
も
多
か
っ
た
。ま
た
、「
も
っ
と
皇
子
の
こ
と
を
頼
ん
で
お
け
ば
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よ
か
っ
た
」
な
ど
皇
子
の
将
来
を
心
配
す
る
と
い
う
意
見
も
あ
っ
た

が
、
そ
れ
も
こ
の
切
羽
詰
っ
た
場
面
で
は
打
算
的
す
ぎ
る
と
い
う
意

見
も
あ
り
、
こ
こ
は
答
え
を
限
定
せ
ず
、
そ
の
よ
う
に
思
う
根
拠
を

述
べ
さ
せ
る
に
と
ど
め
た
。

　

ま
た
、
更
衣
の
呼
称
が
、
皇
子
を
産
ん
だ
母
親
と
し
て
の
敬
称
で

あ
る
「
御
息
所
」
か
ら
、
そ
う
し
た
身
分
も
何
も
取
っ
払
っ
た
一
人

の
人
間
と
し
て
の
「
女
」
と
い
う
呼
称
に
変
わ
っ
て
い
る
点
に
も
注

目
さ
せ
た
。
そ
し
て
そ
の
「
女
」
の
最
期
の
言
葉
を
聞
い
た
時
、「
と

も
か
く
も
な
ら
む
を
御
覧
じ
は
て
む
」
と
帝
は
決
心
す
る
。
こ
の
決

断
が
ど
れ
ほ
ど
重
た
い
も
の
か
を
、「
あ
る
ま
じ
き
恥
も
こ
そ
」
の

「
も
こ
そ
」
や
「
限
り
あ
れ
ば
」
の
「
限
り
」
な
ど
を
も
う
一
度
想
起

さ
せ
て
理
解
さ
せ
た
。
こ
の
帝
と
い
う
立
場
を
も
無
視
し
て
、
最
愛

の
女
性
の
最
期
を
看
取
ろ
う
と
す
る
一
介
の
「
男
」
と
し
て
の
思
い

に
生
徒
た
ち
は
「
純
愛
」
を
読
み
取
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た

一
方
で
、
純
粋
に
愛
す
る
と
い
う
行
為
こ
そ
が
、
更
衣
を
死
に
追
い

や
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
側
面
も
捉
え
な
お
す
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
問
題
を
投
げ
か
け
な
が
ら
こ
の
「
桐
壺
」
の
巻
を
読
み
終

え
た
時
、
真
の
意
味
で
「
愛
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と

な
の
か
を
生
徒
た
ち
は
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
す
る
と
、
授
業
を
終

え
て
、
あ
る
生
徒
が
質
問
に
き
た
。

「
先
生
、
自
分
は
彼
女
に
対
し
て
、
ど
れ
だ
け
彼
女
の
こ
と
を
思
っ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
こ
と
だ
け
が
愛
情
だ
と
ば
か
り
思
っ

て
い
た
け
ど
、
彼
女
に
と
っ
て
は
そ
れ
が
必
ず
し
も
幸
せ
で
な
い
場

合
も
あ
る
ん
だ
ね
。
と
こ
ろ
で
、
更
衣
は
最
後
に
何
を
帝
に
伝
え
た

か
っ
た
ん
だ
ろ
う
？　

前
の
和
歌
か
ら
判
断
す
る
と
、
自
分
は
ど
う

し
て
も
、
女
の
側
か
ら
も
積
極
的
に
愛
し
た
か
っ
た
、
そ
し
て
愛
し

合
い
な
が
ら
も
っ
と
一
緒
に
生
き
て
い
た
か
っ
た
の
に
…
…
と
思
っ

て
い
た
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
ん
だ
け
ど
、
こ
う
い
う
解
釈
は

間
違
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
？
」

　

こ
の
質
問
に
対
し
て
は
そ
う
い
う
こ
と
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
生
徒
に
は
伝
え
た
が
、
こ
う
し
た
質
問
が
で
て
き
た

こ
と
自
体
に
こ
の
「
桐
壺
」
巻
冒
頭
場
面
を
読
む
意
義
が
あ
っ
た
と

考
え
る
。

　

ま
た
一
方
で
『
源
氏
物
語
』
が
生
徒
を
惹
き
付
け
る
要
素
は
、
高

麗
の
相
人
か
ら
予
言
を
受
け
、
臣
籍
に
降
ろ
さ
れ
た
光
源
氏
が
義
理

の
母
親
で
あ
る
藤
壺
を
慕
い
、
不
義
密
通
を
犯
し
て
し
ま
う
と
い
う

荒
唐
無
稽
な
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
あ
る
。
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の

起
点
で
あ
り
、
根
幹
に
あ
た
る
「
高
麗
人
の
観
相
」
の
場
面
や
、「
藤

壺
思
慕
」
の
場
面
を
取
り
上
げ
て
く
れ
る
古
典
の
教
科
書
が
、
そ
の

後
の
展
開
を
把
握
さ
せ
る
上
で
と
て
も
扱
い
や
す
い
教
科
書
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
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一
、
明
治
四
十
一
年
の
漱
石

　
『
三
四
郎
』
が
朝
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
の
は
、明
治
四
十
一
年
九

月
一
日
か
ら
十
二
月
二
十
九
日
ま
で
で
、
漱
石
四
十
二
歳
の
年
で
あ

る
。
こ
の
年
は
、
一
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
『
抗
夫
』
を
同
じ
朝
日

新
聞
に
連
載
し
て
い
る
が
、『
抗
夫
』
は
、
漱
石
の
小
説
の
中
で
は
、

少
し
異
質
な
小
説
で
、
後
に
題
材
提
供
者
と
の
間
で
金
銭
ト
ラ
ブ
ル

と
な
り
、
漱
石
を
悩
ま
し
た
。『
抗
夫
』
は
、
漱
石
の
全
く
知
ら
な
い

世
界
の
炭
鉱
夫
を
モ
デ
ル
と
し
た
小
説
で
あ
る
が
、
世
評
も
あ
ま
り

高
く
な
か
っ
た
。
漱
石
と
し
て
も
自
分
の
知
っ
て
い
る
身
近
な
世
界

を
描
く
ほ
う
が
、
は
る
か
に
筆
が
進
む
よ
う
で
、
本
郷
を
舞
台
と
し
、

東
大
生
の
青
春
を
描
い
た
『
三
四
郎
』
は
、
近
代
の
青
春
小
説
の
中

で
も
群
を
抜
く
面
白
さ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
年
の
漱
石
の
身
辺
は

大
変
慌
た
だ
し
く
、
三
月
に
弟
子
の
森
田
草
平
が
、
平
塚
雷
鳥
と
情

死
未
遂
事
件
を
起
こ
し
、
世
間
を
騒
が
せ
た
。
漱
石
は
、
事
件
の
後

始
末
に
追
わ
れ
、
草
平
を
早
稲
田
南
町
の
自
宅
に
引
き
取
り
世
間
か

ら
か
ば
っ
た
。
後
に
草
平
は
、事
件
の
顚
末
を
『
煤
煙
』
に
ま
と
め
、

雷
鳥
は
、
文
芸
誌
『
青
鞜
』
を
創
刊
し
、
女
性
運
動
の
先
頭
に
立
っ

た
。
漱
石
は
、
事
件
の
処
理
に
当
た
る
う
ち
、
雷
鳥
を
知
り
、『
三
四

郎
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
美
禰
子
の
モ
デ
ル
と
し
た
よ
う
だ
。
そ
れ
に
、『
吾

輩
は
猫
で
あ
る
』
を
発
表
し
た
明
治
三
十
八
年
頃
か
ら
自
宅
に
出
入

り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
門
下
生
の
寺
田
寅
彦
、
小
宮
豊
隆
、
鈴
木
三

重
吉
た
ち
を
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
当
時
全
盛
の
自
然
主

義
と
は
、
一
線
を
画
し
て
い
た
漱
石
の
小
説
で
は
、
モ
デ
ル
は
あ
く

ま
で
も
モ
デ
ル
で
あ
り
、
門
下
生
の
日
常
を
あ
り
の
ま
ま
描
い
た
わ

け
で
は
な
く
、
複
合
的
に
様
々
な
出
来
事
を
取
り
混
ぜ
て
描
い
て
い

る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、與
次
郎
と
貸
し
家
を
探
し
に
行
く
場
面
は
、

自
身
が
草
平
と
い
っ
し
ょ
に
千
駄
ヶ
谷
あ
た
り
を
探
し
た
経
験
を

使
っ
て
い
る
し
、
與
次
郎
が
広
田
先
生
を
大
学
の
教
授
に
す
る
た
め

に
色
々
運
動
し
、
結
果
的
に
裏
目
に
出
る
「
偉
大
な
る
暗
闇
」
の
場

面
は
、
漱
石
自
身
が
、
読
売
新
聞
に
、
白
雲
子
の
署
名
で
掲
載
さ
れ
、

「
人
物
で
は
徳
義
を
知
ら
ず
、
作
物
で
は
、
第
三
流
に
位
す
る
」
と
非

難
さ
れ
た
苦
い
経
験
を
使
っ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

『
三
四
郎
』
と
『
こ
こ
ろ
』
を

つ
な
ぐ
も
の

宮
島
茂
樹
（
み
や
じ
ま
・
し
げ
き
）

●
東
京
学
園
高
等
学
校
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二
、三
四
郎
の
お
ど
ろ
き

　

三
四
郎
は
、
上
京
す
る
列
車
の
中
で
広
田
先
生
と
出
会
う
。
広
田

先
生
は
、高
校
で
英
語
を
教
え
続
け
る
一
介
の
教
師
に
過
ぎ
な
い
が
、

社
会
を
見
る
目
は
冷
徹
で
あ
る
。
広
田
先
生
は
、
三
四
郎
と
の
や
り

取
り
の
中
で
、
日
露
戦
争
（
明
治
三
十
七
〜
三
十
八
年
）
後
の
日
本

を
「
い
く
ら
日
露
戦
争
に
勝
っ
て
、
一
等
国
に
な
っ
て
も
だ
め
で
す

ね
。
尤
も
建
物
を
み
て
も
、
庭
園
を
見
て
も
い
づ
れ
も
顔
相
応
の
所

だ
が
〜
」
と
切
り
捨
て
三
四
郎
の
「
然
し
是
か
ら
は
日
本
も
段
々
と

発
展
す
る
で
せ
う
。」
と
い
う
発
言
に
対
し
、「
亡
び
る
ね
。」
と
言
う
。

こ
の
言
葉
を
聴
い
た
時
、
三
四
郎
は
、
熊
本
で
こ
ん
な
こ
と
を
口
に

だ
せ
ば
、
悪
く
す
る
と
国
賊
扱
い
さ
れ
る
と
驚
く
。
広
田
先
生
は
さ

ら
に
「
熊
本
よ
り
東
京
は
広
い
。
東
京
よ
り
日
本
は
広
い
。
日
本
よ

り
〜
」「
日
本
よ
り
頭
の
中
の
方
が
広
い
で
せ
う
。「
囚
は
れ
ち
ゃ
駄

目
だ
。
い
く
ら
日
本
の
為
と
思
っ
た
っ
て
贔
屓
の
引
き
倒
し
な
る
許

だ
」と
若
い
三
四
郎
を
諭
す
。
日
露
戦
争
の
戦
勝
に
沸
く
中
、「
日
本

は
亡
び
る
と
予
言
す
る
広
田
先
生
の
冷
徹
な
目
は
、英
国
留
学
を
し
、

西
欧
文
明
の
底
力
を
知
ら
さ
れ
た
漱
石
の
目
に
他
な
ら
な
い
。
英
国

で
漱
石
を
追
い
詰
め
た
も
の
の
正
体
は
、
西
欧
文
明
の
奥
深
さ
で
は

な
か
っ
た
の
か
。
日
清
戦
争
に
勝
利
し
、
欧
米
列
強
に
追
い
つ
く
こ

と
を
国
是
と
し
た
当
時
の
日
本
と
英
国
の
文
明
の
奥
行
き
の
差
に
絶

望
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ
し
て
「
囚
は
れ
ち
ゃ
駄
目
だ
。」

と
言
う
言
葉
に
は
、
自
ら
の
苦
い
経
験
す
ら
作
品
に
昇
華
す
る
漱
石

の
た
く
ま
し
さ
、
柔
軟
さ
が
顕
わ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
物
事
を

多
面
的
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
複
眼
的
な
思
考
が
あ
る
。
日
露
戦
争

後
、
わ
ず
か
三
十
七
年
後
に
日
本
は
太
平
洋
戦
争
に
敗
れ
る
の
で
あ

る
か
ら
、広
田
先
生
の
予
言
は
正
し
い
。
こ
う
い
う
文
明
批
評
は
、当

時
全
盛
の
自
然
主
義
作
家
に
は
な
い
も
の
で
、
自
ら
「
低
廻
派
」
と

称
し
た
漱
石
の
一
面
目
躍
如
た
る
所
で
あ
る
。
日
露
戦
争
は
、
日
本

の
勝
利
に
終
わ
る
が
、
国
民
が
期
待
し
た
賠
償
金
は
得
ら
れ
ず
、
増

税
と
戦
後
イ
ン
フ
レ
に
苦
し
め
ら
れ
た
。
人
々
の
不
満
は
、
時
の
政

府
に
向
け
ら
れ
、
各
地
で
暴
動
が
起
き
た
が
、
中
で
も
日
比
谷
暴
動

は
政
府
を
震
撼
さ
せ
、後
の
「
大
逆
事
件
」
へ
向
か
う
契
機
と
な
る
。

そ
し
て
日
露
戦
争
は
、乃
木
希
典
と
い
う
英
雄
を
生
む
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

三
、
世
代
の
相
違

『
三
四
郎
』
で
は
、
與
次
郎
が
「
丸
行
燈
だ
の
、
雁
首
だ
の
っ
て
云
う

も
の
が
、
ど
う
も
嫌
ひ
で
す
が
ね
。
明
治
十
五
年
以
後
に
生
れ
た
所

為
か
も
知
れ
な
い
が
、
何
だ
か
旧
式
で
厭
な
心
持
ち
が
す
る
。
君
は

ど
う
だ
」
と
三
四
郎
に
語
り
か
け
る
場
面
が
あ
る
。
三
四
郎
、
與
次

郎
と
広
田
先
生
の
年
の
差
を
言
う
わ
け
だ
が
、
恐
ら
く
明
治
初
年
の

生
ま
れ
で
あ
る
広
田
先
生
は
、
旧
式
の
人
で
あ
る
。
だ
か
ら
家
に
出
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入
り
す
る
里
見
美
禰
子
に
対
し
、「
あ
の
女
は
落
ち
付
い
て
居
て
、乱

暴
だ
」、「
あ
の
女
は
心
が
乱
暴
だ
。
尤
も
乱
暴
と
云
っ
て
も
、
普
通

の
乱
暴
と
は
意
味
が
違
ふ
が
。」と
い
う
感
想
を
持
つ
。
全
否
定
す
る

わ
け
で
は
な
い
が
、理
解
し
が
た
い
所
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。元
来
、

漱
石
は
、
漢
籍
を
学
び
、
南
画
を
愛
し
た
よ
う
に
漢
学
の
教
養
を
身

に
つ
け
た
人
で
、い
わ
ば
江
戸
の
教
養
人
で
あ
る
。
そ
う
い
う
人
が
、

政
府
の
命
令
で
英
国
に
留
学
し
、
西
欧
の
文
明
と
対
峙
し
た
の
で
あ

る
。
明
治
二
十
年
代
に
学
生
時
代
を
お
く
っ
た
広
田
先
生
と
明
治
四

十
年
頃
に
学
生
時
代
を
お
く
る
三
四
郎
、
與
次
郎
と
は
、
そ
の
教
養
、

感
性
に
大
き
な
差
が
あ
る
よ
う
だ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
、
明
治
の
終
焉

　

同
じ
図
式
は
、大
正
三
年
に
朝
日
新
聞
に
連
載
し
た
『
こ
こ
ろ
』
に

も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
先
生
は
、
明
治
二
十
年
代
に
学
生
時
代
を

お
く
る
か
ら
、
広
田
先
生
と
同
世
代
で
あ
る
。
先
生
は
、
明
治
天
皇

の
崩
御
に
時
代
の
終
焉
を
感
じ
、乃
木
大
将
の
殉
死
に
理
解
を
示
す
。

終
章
に
「
私
は
新
聞
で
乃
木
大
将
の
書
き
残
し
て
行
っ
た
も
の
を
読

み
ま
し
た
。
西
南
戦
争
の
時
、
敵
に
旗
を
奪
ら
れ
て
以
来
、
申
し
訳

の
た
め
に
死
の
う
と
思
っ
て
、
つ
い
に
今
日
ま
で
生
き
て
い
た
と
い

う
意
味
の
句
を
見
た
時
、
私
は
思
わ
ず
指
折
っ
て
、
乃
木
さ
ん
が
死

ぬ
覚
悟
を
し
な
が
ら
生
き
な
が
ら
れ
て
来
た
年
月
を
勘
定
し
て
み
ま

し
た
。
西
南
戦
争
は
明
治
十
年
で
す
か
ら
明
治
四
十
五
年
ま
で
に
は

三
十
五
年
の
距
離
が
あ
り
ま
す
。
乃
木
さ
ん
は
こ
の
三
十
五
年
間
死

の
う
死
の
う
と
思
っ
て
、死
ぬ
機
会
を
待
っ
て
い
た
ら
し
い
の
で
す
。

〜
」
と
あ
り
、
漱
石
に
と
っ
て
明
治
天
皇
の
崩
御
、
乃
木
大
将
の
殉

死
は
大
き
な
出
来
事
だ
っ
た
。漱
石
に
私
淑
し
た
、志
賀
直
哉
は
、明

治
十
六
年
生
ま
れ
で
、三
四
郎
、與
次
郎
た
ち
と
同
じ
世
代
だ
が
、乃

木
大
将
に
冷
淡
で
、
そ
の
殉
死
を
聞
い
て
、「
乃
木
さ
ん
が
自
殺
し
た

と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
時
、『
馬
鹿
な
奴
だ
』
と
い
う
気
が
、
丁
度
下

女
か
な
に
か
が
無
考
え
に
何
か
し
た
時
感
ず
る
心
持
と
同
じ
よ
う
な

感
じ
方
で
感
じ
ら
れ
た
」
と
日
記
に
記
し
て
い
る
。
志
賀
直
哉
よ
り

さ
ら
に
九
歳
年
下
の
芥
川
龍
之
介
は
『
将
軍
』の
中
で
、「
む
ろ
ん
俗

人
じ
ゃ
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
至
誠
の
人
だ
っ
た
事
も
想
像
で
き
ま

す
。
唯
そ
の
至
誠
が
僕
等
に
は
、
ど
う
も
は
っ
き
り
の
み
こ
め
な
い

の
で
す
。
僕
等
よ
り
後
の
人
間
に
は
、
尚
更
通
じ
る
と
は
思
わ
れ
ま

せ
ん
」
と
乃
木
大
将
を
語
っ
て
い
る
。
広
田
先
生
は
、明
治
の
終
焉
、

乃
木
大
将
の
殉
死
を
ど
う
受
け
止
め
た
で
あ
ろ
う
。
恐
ら
く
、
先
生

の
受
け
止
め
方
に
近
い
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
明
治
十
五
年
以

前
に
生
ま
れ
た
旧
式
の
人
で
、
同
じ
教
養
、
感
性
を
共
有
し
て
い
る

は
ず
だ
か
ら
。

《
参
考
文
献
》

『
大
正
時
代
を
訪
ね
て
み
た
』　

皿
木
喜
久　
　

産
経
新
聞
社

『
二
葉
亭
四
迷
の
明
治
四
十
一
年
』
関
川
夏
央　
　

文
春
文
庫

『
白
樺
た
ち
の
大
正
』　

関
川
夏
央　
　

文
藝
春
秋
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漱
石
・
鷗
外
を
ど
う
読
む
か
？

二
人
を
現
代
に
教
室
で
読
む

意
義
は
何
か
？　

―

２
・
３
年
そ
し
て
入
試
評
論
へ
と

継
続
し
た
実
践
か
ら
の
考
察―

江
﨑　

寛
（
え
さ
き
・
ひ
ろ
し
）

●
愛
知
県
立
安
城
東
高
等
学
校

１　
「
舞
姫
」・「
こ
こ
ろ
」
が
歓
迎
さ
れ
な
い
現
代
文
の
教
科
書

　
「
国
語
Ⅰ
」
か
ら
「
国
語
総
合
」
へ
と
、
科
目
名
が
変
わ
り
、
教

科
書
も
新
し
い
現
代
文
の
教
科
書
が
採
択
さ
れ
た
頃
で
は
な
い
か
。

夏
休
み
前
の
一
学
期
、
教
科
書
会
社
の
担
当
者
が
、
足
繁
く
学
校
に

や
っ
て
来
て
営
業
活
動
を
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
担
当
者
の
方
々
と
の

情
報
交
換
に
お
い
て
、
共
通
し
た
話
題
と
し
て
気
に
な
っ
た
の
は
、

「
漱
石
は
ま
だ
し
も
、
鷗
外
は
現
代
文
に
必
要
か
？
」
と
い
う
問
い

か
け
で
あ
っ
た
。
担
当
者
は
、様
々
な
学
校
を
訪
問
し
て
い
る
か
ら
、

我
々
よ
り
視
野
が
広
い
部
分
が
あ
る
。
彼
ら
が
言
う
と
こ
ろ
は
、
自

分
の
指
導
に
も
い
ろ
い
ろ
な
面
で
参
考
と
な
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
そ

の
彼
ら
が
、
一
様
に
言
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
私
も
現
代
の
高
校

生
に
は
、
難
解
な
作
品
だ
と
思
う
。
加
え
て
、
現
代
文
の
教
科
書
に
、

「
舞
姫
」の
よ
う
な
明
治
文
語
文
が
本
当
に
必
要
な
の
か
？　

と
い
う

素
朴
な
疑
問
も
あ
る
。（
指
導
要
領
に
は
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、実
際

の
授
業
運
営
の
問
題
と
し
て
…
…
）

　

こ
こ
で
は
、
自
分
の
拙
い
実
践
指
導
か
ら
、「
鷗
外
」・「
漱
石
」
と

い
う
二
大
文
豪
に
つ
い
て
「
国
語
」
の
指
導
と
い
う
観
点
で
思
う
と

こ
ろ
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
　

２　

二
大
文
豪
の
作
品
は
現
代
を
理
解
す
る
う
え
で
必
要

　

先
に
結
論
を
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
自
分
の
実
践
か
ら
漱
石
・
鷗
外

の
小
説
は
、
近
代
を
扱
う
評
論
を
読
解
す
る
上
で
、
必
要
な
作
品
で

あ
る
。
現
代
評
論
を
読
み
解
く
上
で
、
そ
の
思
想
的
文
化
的
な
基
礎

は
、
明
治
と
い
う
時
代
が
あ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
つ

ま
り
、
現
代
に
至
る
ま
で
の
、
我
々
の
も
の
の
考
え
方
を
、
あ
る
程

度
論
理
的
に
理
解
す
る
上
で
、
明
治
時
代
は
欠
か
せ
な
い
土
台
（
基

礎
教
養
）
で
あ
る
。
ま
た
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
入
試
問
題
で
頻
出

の
近
代
に
関
す
る
諸
問
題
を
扱
っ
た
評
論
の
読
解
に
お
い
て
も
、
明

治
と
い
う
日
本
近
代
へ
の
入
り
口
に
お
け
る
人
間
の
生
き
様
や
葛
藤

を
描
い
た
二
人
の
作
品
は
、
現
代
評
論
を
読
ん
で
ゆ
く
上
で
も
必
要

不
可
欠
な
教
養
や
視
点
を
養
う
上
で
の
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
作
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品
で
あ
る
と
考
え
る
。

３　

入
試
評
論
を
読
む
際
の
近
代
へ
の
視
点
の
重
要
な
手
が
か
り

　

三
年
生
の
授
業
は
、
進
学
校
の
宿
命
と
し
て
入
試
を
意
識
し
た
展

開
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
二
学
期
の
半
ば
か
ら
は
、
セ
ン
タ
ー
試

験
も
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
ろ
ん
、
週
五
日
制
の
中
、
進

学
を
意
識
し
た
授
業
は
、
一
年
時
か
ら
の
組
み
立
て
と
い
う
意
識
が

必
須
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
小
説
教
材
を
い
か
に
扱

う
か
は
、担
当
者
が
い
つ
も
頭
を
痛
め
る
問
題
で
あ
ろ
う
。私
は
、小

説
教
材
を
扱
う
時
、
そ
れ
に
関
連
し
た
評
論
を
必
ず
組
み
合
わ
せ
て

使
用
す
る
よ
う
に
心
が
け
て
い
る
。

　

二
年
時
の
「
こ
こ
ろ
」
で
は
、
柄
谷
行
人
の
「
漱
石
の
多
様
性―

こ
こ
ろ
を
め
ぐ
っ
て
」
を
、三
年
時
の
「
舞
姫
」
で
は
前
田
愛
の
「
ベ

ル
リ
ン
１
８
８
８
『
舞
姫
』」（
い
ず
れ
も
明
治
書
院
・
現
代
評
論
選
）

を
使
用
し
て
、小
説
の
背
景
に
あ
る
時
代
性
等
に
も
言
及
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、
前
述
の
ご
と
く
入
試
評
論
を
読
む
上
で
の
基
本
的
な
視

点
を
形
成
す
る
上
で
、欠
か
せ
な
い
。
教
室
に
お
け
る
小
説
教
材
は
、

も
ち
ろ
ん
文
学
的
鑑
賞
も
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
様
々
な
現
代
文
の
読

解
能
力
を
高
め
る
た
め
の
訓
練
や
準
備
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
、

私
は
考
え
て
い
る
。
個
々
の
作
品
に
こ
だ
わ
る
こ
と
も
必
要
だ
が
、

生
徒
に
と
っ
て
は
、
そ
の
作
品
は
、
成
長
の
一
過
程
の
一
作
品
で
あ

る
は
ず
だ
。
将
来
に
わ
た
っ
て
多
様
な
視
点
や
読
み
方
が
で
き
て
こ

そ
、
そ
こ
に
生
徒
の
個
性
あ
ふ
れ
る
鑑
賞
や
読
解
が
生
じ
て
く
る
は

ず
で
あ
る
。

　

４　

二
年
時
の
「
こ
こ
ろ
」
と
柄
谷
公
人
の
評
論

そ
し
て
「
現
代
日
本
の
開
化
」
へ

　

漱
石
の
「
こ
こ
ろ
」
は
文
学
的
に
読
め
ば
、
近
代
の
「
自
我
」
と

か
「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
な
ど
と
い
う
定
番
？　

の
読
解
に
な
る
。
私
も

そ
の
点
は
、授
業
に
お
い
て
指
摘
も
す
る
し
、考
え
さ
せ
も
す
る
。実

際
に
授
業
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
人

物
を
描
い
た
か
？　

と
い
う
漱
石
の
あ
り
方
を
柄
谷
公
人
の
評
論

「
漱
石
の
多
様
性―

こ
こ
ろ
を
め
ぐ
っ
て
」を
一
つ
の
拠
り
所
に
し
た

読
解
か
ら
時
代
背
景
へ
と
深
め
て
ゆ
く
指
導
を
心
が
け
て
い
る
。
周

知
の
如
く
柄
谷
は
、
こ
の
評
論
の
中
で
二
つ
の
遅
れ
を
指
摘
し
て
い

る
。
一
つ
は
「
そ
の
つ
ど
そ
の
つ
ど
、
明
晰
に
内
省
し
て
疑
い
な
い

と
思
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
す
で
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
『
現
在
』は
い
つ
も
『
遅
れ
』て
い
る
の
で
す
。」
と
い

う
個
人
の
心
理
の
「
遅
れ
」
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
歴
史
的
な
問

題
と
し
て
の
「
時
勢
遅
れ
」
つ
ま
り
、
明
治
の
精
神
と
殉
死
の
問
題

で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
、
私
は
、
授
業
の
発
展
課
題
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
問

い
を
考
え
た
。
漱
石
が
、
明
治
と
い
う
時
代
に
何
を
期
待
し
、
何
に

失
望
し
た
の
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
で
も
な
お
文
学
者
と
し
て
生
き
た
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時
代
背
景
を
考
え
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
曲
が

り
な
り
に
も
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
生
徒
に
現
代
の
基
礎
と

な
っ
た
変
革
の
時
代
、明
治
を
考
え
さ
せ
る
き
っ
か
け
と
し
て
い
る
。

（
評
論
の
読
後
に
、Ｋ
や
先
生
は
な
ぜ
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
か
？　

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
を
６
０
０
字
程
度
で
書
か
せ

て
、
そ
れ
ら
を
も
と
に
、
ま
と
め
を
指
導
者
側
で
行
っ
た
。）　

　

生
徒
に
、
授
業
後
の
感
想
を
聞
く
と
「
歴
史
上
で
は
、
江
戸
時
代

か
ら
明
治
時
代
に
カ
チ
リ
と
切
り
替
わ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
が
、
人

間
は
、年
表
に
よ
う
に
変
わ
れ
な
い
ん
だ
な
あ
。」
と
い
う
よ
う
な
感

想
が
多
く
見
ら
れ
た
。
そ
し
て
今
後
の
発
展
学
習
と
し
て
漱
石
の
講

演
集
「
現
代
日
本
の
開
化
」
の
概
要
を
紹
介
し
た
。
こ
の
作
品
で
は
、

「
開
化
」
の
た
め
に
は
、
日
本
人
は
、
神
経
衰
弱
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

い
が
、
そ
れ
で
も
開
化
を
す
す
め
る
以
外
に
道
は
な
い
だ
ろ
う
、
と

い
う
こ
と
を
漱
石
は
滔
々
と
説
い
て
い
る
。
こ
こ
に
日
本
の「
近
代
」

が
背
負
う
問
題
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
問
題
は
、
最
近
で
は
、
佐
藤

泉
氏
の
『
漱
石　

片
づ
か
な
い
近
代
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
）
等
を
ベ
ー
ス

と
し
た
模
試
問
題
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

現
代
の
学
生
が
、
現
代
の
評
論
を
読
む
と
き
、
現
代
の
基
礎
と

な
っ
た
明
治
の
文
明
開
化
が
ど
の
よ
う
な
問
題
を
は
ら
ん
で
展
開
し

た
か
と
い
う
原
点
に
触
れ
る
上
で
、漱
石
の
一
連
の
教
科
書
教
材
は
、

格
好
の
材
料
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

５　

三
年
時
の
「
舞
姫
」
＋
「
調
べ
学
習
」
か
ら
近
代
へ
の
視
点

　

セ
ン
タ
ー
試
験
を
一
月
に
控
え
、模
試
に
追
わ
れ
る
三
年
生
で
は
、

「
舞
姫
」
の
よ
う
な
長
編
か
つ
難
解
な
（
昨
今
の
生
徒
に
と
っ
て
は
、

漢
語
だ
ら
け
の
古
文
調
の
文
章
を
読
む
の
は
、
難
行
苦
行
そ
の
も
の

で
し
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。）
こ
の
作
品
は
、授
業
を
す
る
側
と
し
て

は
、
頭
の
痛
い
対
象
で
あ
る
。（
西
三
河
の
進
学
校
は
、
早
く
て
二
学

期
中
盤
か
ら
セ
ン
タ
ー
演
習
に
入
る
の
が
三
年
生
の
定
番
で
あ
る
。）

し
か
し
、
前
述
の
ご
と
く
入
試
を
前
提
に
す
れ
ば
「
舞
姫
」
の
授
業

は
ど
う
し
て
も
、や
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。

　

こ
の
作
品
を
、
日
本
と
い
う
国
家
の
枠
組
に
捉
え
ら
れ
た
、
エ

リ
ー
ト
個
人
の
苦
悩
と
捉
え
る
の
は
簡
単
だ
が
、
そ
れ
を
現
代
の
高

校
生
に
提
示
し
た
と
こ
ろ
で
、
彼
ら
は
エ
リ
ス
と
豊
太
郎
の
恋
愛
に

固
執
し
て
し
ま
う
の
が
、
関
の
山
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
明
治
と
い
う
時
代
性
に
注
目
し
つ
つ
、
主
人
公
の
生
き

様
を
読
解
し
た
上
で
、
そ
の
発
展
学
習
と
し
て
明
治
期
の
社
会
的
エ

リ
ー
ト
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
国
家
や
近
代
へ
移
行
す
る
日
本
の
問
題

点
な
ど
に
言
及
し
な
が
ら
発
展
学
習
を
行
う
の
を
三
年
生
「
舞
姫
」

の
指
導
の
常
と
し
て
い
た
。
今
回
（
平
成
十
四
年
度
）
は
、
読
解
授

業
の
後
、
幸
い
に
も
一
学
期
中
間
考
査
後
の
数
時
間
が
、
自
由
に
使

え
た
の
で
、調
べ
学
習
的
な
要
素
を
取
り
入
れ
て
、「
舞
姫
」
の
発
展

学
習
に
取
り
組
ま
せ
た
。

　

こ
の
発
展
学
習
の
概
要
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
（
１
）　

形
式
は
五
名
か
ら
六
名
の
グ
ル
ー
プ
学
習
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（
２
）　

各
グ
ル
ー
プ
毎
に
、
読
解
後
の
疑
問
点
を
提
案
さ
せ
て
、

そ
の
疑
問
点
に
つ
い
て
調
べ
る
。

　
（
３
）  
調
査
結
果
を
、週
刊
誌
「
舞
姫
」と
し
て
、
Ｂ
４
判
一
枚
に

ま
と
め
さ
せ
る
。

　
（
４
）　

各
グ
ル
ー
プ
で
発
表
し
、
相
互
に
批
評
し
評
価
す
る
。

　
（
５
）　

指
導
者
側
は
、
各
グ
ル
ー
プ
の
調
査
過
程
を
、
毎
時
ク
リ

ア
フ
ァ
イ
ル
に
集
積
さ
せ
て
、
調
査
の
経
過
を
評
価
す
る
。

（
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
評
価
の
試
み
）

　

こ
の
発
展
学
習
で
、
各
グ
ル
ー
プ
が
提
出
し
て
き
た
疑
問
点
は
、

以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　

①　

エ
リ
ー
ト
軍
医
森
鷗
外
「
舞
姫
」
執
筆
の
真
相

　
　

②　

豊
太
郎
が
別
の
道
を
進
ん
だ
ら

　
　

③　

豊
太
郎
は
二
人
い
た

　
　

④　

エ
リ
ス
（
私
）
は
愛
さ
れ
て
い
る
の
か

　
　

⑤　

な
ぜ
「
舞
姫
」
と
い
う
題
名
か

　
　

⑥　

豊
太
郎
の
弱
さ
の
真
相

　
　

⑦　

豊
太
郎
の
間
違
え
た
道

　

一
見
し
て
、
誰
が
モ
デ
ル
か
？　

と
い
う
疑
問
や
、
題
名
に
つ
い

て
の
疑
問
が
目
立
つ
。
生
徒
は
、
こ
こ
か
ら
明
治
期
特
有
の
、
日
本

の
近
代
化
に
お
け
る
人
々
の
葛
藤
や
問
題
点
の
入
り
口
を
見
つ
け
始

め
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
大
き
な
問
題
に
、
こ
の
程
度
の
指
導

で
、
生
徒
が
到
達
で
き
る
訳
は
決
し
て
な
い
。
し
か
し
、
問
題
意
識

は
彼
ら
の
中
に
わ
ず
か
で
も
残
れ
ば
、
そ
れ
は
近
代
や
現
代
の
考
え

る
上
で
の
、
な
ん
ら
か
の
参
考
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

こ
の
試
み
の
成
果
に
つ
い
て
は
、
東
京
法
令
出
版
「
月
刊
国
語
教

育
・
平
成
十
六
年
四
月
号
」
で
述
べ
る
予
定
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で

の
最
大
の
成
果
と
し
て
は
、
⑤
の
疑
問
を
提
示
し
た
グ
ル
ー
プ
が
、

石
橋
忍
月
の
評
論
を
持
ち
出
し
て
、
文
学
論
争
に
目
を
つ
け
明
治
時

代
の
文
壇
の
雰
囲
気
に
触
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

彼
ら
が
着
目
し
た
忍
月
の
意
見
は
「
舞
姫
と
い
う
表
題
は
お
か
し

い
、
内
容
か
ら
考
え
れ
ば
『
留
学
生
』
と
か
『
豊
太
郎
』
等
が
妥
当

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
忍
月
は
、
い
わ
ゆ
る
「
恋
愛

至
上
主
義
」
的
な
発
想
に
好
意
的
な
意
見
で
あ
っ
た
こ
と
も
見
い
だ

し
て
い
る
。留
学
し
西
洋
文
明
の
申
し
子
と
し
て
帰
国
し
た
鷗
外
が
、

実
は
日
本
の
家
父
長
制
度
や
国
家
と
い
う
枠
組
み
に
囚
わ
れ
て
い
た

の
に
対
し
て
、
忍
月
の
自
由
な
発
想
は
生
徒
た
ち
に
は
新
鮮
に
映
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
彼
ら
の
感
想
を
拾
っ
て
み
る
と
「
明
治
の
日
本
を

リ
ー
ド
し
た
と
言
わ
れ
る
『
鷗
外
』
よ
り
も
西
洋
的
な
考
え
（
恋
愛

至
上
主
義
）
を
持
っ
た
人
が
い
た
の
に
は
驚
い
た
。」
等
と
い
う
感
想

が
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
こ
に
こ
そ
「
鷗
外
」
と
明
治
と
を
考
え
る
端

緒
が
表
れ
た
と
い
っ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。

　

概
要
の
み
の
紹
介
で
、
わ
か
り
に
く
い
点
が
多
々
あ
ろ
う
か
と
思

う
。
し
か
し
、「
舞
姫
」
の
純
文
学
的
な
鑑
賞
に
偏
る
の
で
は
な
く
、

そ
の
背
景
や
森
鷗
外
と
い
う
人
物
の
生
き
様
等
を
関
連
的
に
紹
介
す

る
こ
と
に
よ
り
、
前
述
し
た
よ
う
な
「
近
代
へ
の
視
点
」
の
き
っ
か

け
が
生
じ
る
は
ず
で
あ
る
。
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７　

現
代
に
二
大
文
豪
を
教
室
で
読
む
意
味

　

私
は
、
こ
の
二
つ
の
作
品
を
二
年
越
し
で
関
連
づ
け
て
読
む
こ
と

に
よ
り
、
近
代
（
開
化
・
明
治
）
を
ど
う
見
る
か
、
と
い
う
方
向
へ

導
く
こ
と
を
常
と
し
て
る
。
彼
ら
は
文
学
者
と
し
て
は
、
文
豪
と
呼

ば
れ
、
い
わ
ゆ
る
成
功
者
と
し
て
も
地
位
も
確
立
し
て
い
る
。
し
か

し
、
小
説
の
読
解
か
ら
発
展
学
習
へ
と
視
野
を
展
開
し
て
い
く
と
、

こ
の
二
人
は
、
意
外
な
こ
と
に
「
近
代
」
に
関
す
る
ス
タ
ン
ス
が
正

反
対
の
よ
う
に
見
え
て
く
る
。
こ
こ
か
ら
は
全
く
の
個
人
的
な
意
見

で
あ
る
が
、
二
人
の
近
代
の
と
ら
え
方
は
、「
必
要
で
変
わ
る
べ
き
も

の
」
と
「
守
る
べ
き
も
の
」
と
の
せ
め
ぎ
合
い
の
中
で
個
人
を
ど
う

捉
え
る
か
、
と
い
う
部
分
に
集
約
さ
れ
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

文
学
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
、
明
治
や
近
代
等
を
扱
っ
た
評
論
を
読

む
際
の
視
点
の
育
成
や
背
景
の
醸
成
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
ま
し
て

激
し
く
変
化
す
る
現
代
に
お
い
て
、「
変
わ
る
べ
き
も
の
」、「
守
る
べ

き
も
の
」、
そ
し
て
「
個
人
」、
こ
の
三
者
を
ど
う
捉
え
る
か
を
考
え

る
上
で
若
者
に
教
室
で
読
ま
せ
た
い
作
品
で
あ
る
。

　

教
科
書
の
評
論
は
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
、
近
代
の
批
判
が
主
流
で
あ

る
。
し
か
し
批
判
す
る
だ
け
で
は
次
の
時
代
は
見
え
て
こ
な
い
。
今

ま
で
を
否
定
し
、
批
判
す
る
の
は
易
い
が
、
そ
こ
か
ら
新
た
な
も
の

を
作
り
出
す
時
の
、
人
間
の
葛
藤
と
い
う
意
味
で
は
、
鷗
外
や
漱
石

の
思
い
や
悩
み
は
、
現
代
の
若
者
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
は
ず
で
あ

る
。
む
ろ
ん
彼
ら
に
は
国
家
と
い
う
枠
組
み
が
あ
っ
た
。
現
代
の「
国

家
」
は
、
常
識
的
に
見
て
大
多
数
の
若
者
に
は
「
枠
組
み
」
た
り
得

な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
以
外
の
「
枠
組
み
」、
例
え
ば
、
家
族
、
友

人
、
会
社
、
学
校
な
ど
、
若
者
た
ち
が
意
識
す
る
「
枠
組
み
」
は
数

多
く
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
小
さ
く
て
も
そ
れ
ら
を
守
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
場
合
、
そ
し
て
そ
の
枠
組
み
が
外
か
ら
の
要
請
で
変
わ

ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
場
合
は
、必
ず
存
在
す
る
。
そ
の
時
、
彼
ら

は
、
鷗
外
や
漱
石
の
苦
悩
を
共
有
す
る
こ
と
が
あ
る
は
ず
だ
。

　

時
代
が
急
速
に
変
化
し
、
自
分
の
枠
組
み
を
変
え
ざ
る
を
得
な
い

現
代
、
過
去
に
そ
の
よ
う
な
激
変
の
時
代
を
く
ぐ
り
抜
け
て
き
た
彼

ら
の
思
い
を
読
む
こ
と
は
、
現
代
の
若
者
た
ち
に
も
決
し
て
無
縁
な

物
語
を
読
む
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
し
て
そ

の
よ
う
な
悩
み
多
き
高
校
生
が
生
き
る
教
室
で
こ
そ
、
こ
の
二
人
の

作
品
は
、
時
代
時
代
に
あ
っ
た
解
釈
で
読
ま
れ
て
ゆ
く
べ
き
作
品
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

《
参
考
文
献
》　

『
鷗
外
の
オ
カ
ル
ト
、
漱
石
の
科
学
』
長
山
靖
生 

　

新
潮
社

助
言　

愛
知
県
立
岡
崎
高
等
学
校　

教
諭　

村
上
慎
一
氏
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学
校
全
体
で
と
り
く
む

論
文
指
導〈
総
合
的
な
学
習
の
時
間
〉

●
編
集
部
の
学
校
探
訪

　

三
省
堂
国
語
教
科
書
編
集
部
で
は
、
ユ
ニ
ー
ク
な
実
践
を
し
て
い

る
高
等
学
校
を
探
訪
し
取
材
し
ま
す
。

　

第
一
回
は
、
東
京
女
学
館
高
等
学
校
。「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」

と
し
て
、
中
三
の
終
わ
り
か
ら
高
一
の
三
学
期
に
か
け
て
、
一
年
が

か
り
で
論
文
を
仕
上
げ
る
と
い
う
学
年
活
動
を
し
て
い
ま
す
。
生
徒

が
三
千
字
以
上
と
い
う
論
文
を
仕
上
げ
る
ま
で
に
、
テ
ー
マ
や
参
考

文
献
の
選
び
方
、
書
く
た
め
の
基
礎
事
項
な
ど
を
、
高
等
学
校
全
体

の
先
生
方
と
図
書
館
が
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
き
ま
す
。
指
導
者
と
学
習

者
が
一
体
と
な
っ
た
こ
の
活
動
に
関
心
を
も
ち
、
三
省
堂
国
語
教
科

書
編
集
部
Ｋ
と
Ｎ
は
、
学
校
を
訪
れ
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

生
き
方
を
考
え
る
き
っ
か
け
作
り
と
し
て

編
集
部
Ｎ
…
こ
の
活
動
の
発
祥
は
い
つ
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
か
ら
だ
っ

た
の
で
す
か
？

福
原
先
生
…
そ
も
そ
も
は
、
社
会
科
の
進
路
指
導
、
生
き
方
・
あ
り

方
を
考
え
る
た
め
に
始
ま
り
ま
し
た
。
今
年
で
一
二
年
に
な
り
ま

す
。
毎
年
活
動
を
し
て
い
く
中
で
、
教
員
の
中
で
も
振
り
返
り
が

あ
り
、現
在
は
、自
ら
問
題
を
発
見
し
て
解
決
す
る
力
の
育
成
、
自

分
の
考
え
を
ま
と
め
て
ひ
と
つ
の
形
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
を
目

的
と
し
て
い
ま
す
。
生
徒
自
身
の
生
き
方
や
関
心
を
考
え
た
と
き

に
、
社
会
科
と
い
う
科
目
内
で
の
活
動
で
は
限
界
を
感
じ
、
ち
ょ

う
ど
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
総
合
的
な
学
習
の
時
間
が
で
き
た

の
で
、
そ
れ
で
は
、
社
会
科
だ
け
で
は
な
く
、
全
教
員
で
担
当
し

よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

編
集
部
Ｎ
…
活
動
の
具
体
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

福
原
先
生
…
中
三
の
終
わ
り
か
ら
春
休
み
に
、
テ
ー
マ
を
考
え
て
く

る
こ
と
を
宿
題
に
し
ま
す
。
教
科
書
、本
、学
校
行
事
、家
族
、
と

い
っ
た
と
こ
ろ
を
手
が
か
り
に
し
て
、
自
分
の
興
味
を
も
っ
て
い

る
も
の
を
探
し
て
み
ま
し
ょ
う
、
と
呼
び
か
け
、
高
一
の
始
め
に

ま
ず
テ
ー
マ
を
ア
バ
ウ
ト
に
出
し
て
も
ら
い
ま
す
。
高
一
の
担
任

が
、生
徒
た
ち
の
テ
ー
マ
の
カ
ー
ド
例
を
見
て
、生
徒
た
ち
が
、何

●
東
京
女
学
館
女
学
館
中
学
校
・
高
等
学
校

　

校
長　

福
原
孝
明
（
ふ
く
は
ら
・
た
か
あ
き
）
先
生

　

司
書
教
諭　

徳
田
真
理
（
と
く
だ
・
ま
り
）
先
生

●
聞
き
手　

三
省
堂
国
語
教
科
書
編
集
部
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を
ど
う
し
て
や
り
た
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
相
談
し
て
、

課
題
の
絞
り
込
み
を
し
ま
す
。
課
題
が
決
ま
っ
た
ら
、
論
文
構
成

（
大
き
な
枠
組
み
で
何
を
す
る
か
）を
考
え
る
。
こ
れ
が
一
学
期
の

二
度
目
の
提
出
で
す
。

　

次
に
、
生
徒
の
作
っ
た
論
文
構
成
を
土
台
と
し
て
、
生
徒
が
選

ん
だ
テ
ー
マ
の
骨
を
教
員
と
生
徒
の
間
で
確
認
し
て
い
き
ま
す
。

そ
の
骨
を
も
と
に
、
内
容
に
踏
み
込
ん
だ
個
別
面
接
を
一
学
期
に

し
て
、
夏
休
み
に
下
書
き
を
書
い
て
二
学
期
の
は
じ
め
に
提
出
、

そ
し
て
、
最
終
的
に
は
三
学
期
に
提
出
、
と
い
う
の
が
お
お
ま
か

な
流
れ
で
す
。

　
　

教
員
た
ち
に
も
、
生
徒
の
視
座
を
尊
重
し
な
が
ら
、
わ
か
り

や
す
い
か
ど
う
か
、
テ
ー
マ
を
ど
う
深
め
る
か
な
ど
の
相
談
に
の

り
な
が
ら
、
事
実
を
お
さ
え
て
結
論
を
き
ち
ん
と
書
く
、
と
い
う

ス
タ
ン
ス
の
論
文
指
導
の
土
台
が
で
き
て
き
ま
し
た
。
図
書
館
は

こ
の
当
初
か
ら
連
携
し
て
い
ま
し
た
。
先
生
方
は
、
朝
の
電
車
の

中
で
生
徒
た
ち
の
下
書
き
を
読
む
な
ど
、
少
な
い
時
間
を
有
効
に

使
っ
て
努
力
し
て
い
ま
し
た
。
指
導
者
に
と
っ
て
も
な
か
な
か
厳

し
い
こ
と
で
す
が
、
こ
れ
で
私
た
ち
も
ず
い
ぶ
ん
力
を
つ
け
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

生
徒
が
選
ん
だ
テ
ー
マ
を
支
え
る

編
集
部
Ｋ
…
で
き
あ
が
っ
た
論
文
集
を
拝
見
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、

生
徒
さ
ん
の
選
ん
だ
テ
ー
マ
、
問
題
意
識
は
ほ
ん
と
う
に
多
様
で

す
ね
。
社
会
的
に
大
事
な
テ
ー
マ
も
た
く
さ
ん
の
生
徒
さ
ん
が

扱
っ
て
い
ま
す
。

編
集
部
Ｎ
…
生
徒
さ
ん
が
自
分
で
テ
ー
マ
や
参
考
文
献
を
判
断
し
て

決
定
す
る
た
め
に
は
、
読
む
力
、
考
え
る
力
が
必
要
で
す
ね
。

福
原
先
生
…
読
む
力
も
考
え
る
力
も
、
本
当
に
人
そ
れ
ぞ
れ
で
す
。

テ
ー
マ
や
参
考
文
献
を
見
つ
け
る
の
に
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
る
の
で
、
そ
の
場
合
は
居
残
り
で
マ
ン
ツ
ー
マ
ン
で
指
導

し
て
い
ま
す
。

編
集
部
Ｎ
…
参
考
文
献
を
読
ま
な
い
で
、
聞
き
書
き
だ
け
の
人
は
い

平成 14年度の論文集
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な
い
で
す
か

福
原
先
生
…
聞
き
書
き
だ
け
で
は
な
く
て
、
聴
い
た
こ
と
の
裏
付
け

を
し
た
り
、
背
景
を
補
う
た
め
に
、
例
え
ば
郷
土
資
料
館
な
ど
で

資
料
を
探
し
て
く
る
よ
う
に
、
な
ど
の
指
導
は
し
て
い
ま
す
。

編
集
部
Ｋ
…
何
も
関
心
が
な
い
、
書
き
た
く
な
い
と
い
う
人
は
い
ま

せ
ん
か
。

福
原
先
生
…
そ
れ
は
な
い
で
す
。
何
か
あ
り
ま
す
。
も
し
見
つ
け
に

く
く
て
も
、
教
員
が
指
導
し
て
い
く
中
で
、
そ
の
人
の
中
に
あ
る

問
題
意
識
を
、
そ
の
人
自
身
が
形
に
し
て
い
く
支
援
を
し
ま
す
。

す
る
と
、
生
徒
も
必
ず
応
え
て
く
れ
ま
す
。

編
集
部
Ｎ
…
先
生
と
の
信
頼
関
係
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

福
原
先
生
…
ギ
リ
ギ
リ
の
枚
数
で
あ
っ
て
も
、
生
徒
は
必
ず
書
い
て

き
ま
す
。
少
な
く
て
も
三
千
字
、四
千
字
。
資
料
は
字
数
外
で
す
。

論
文
が
で
き
て
く
る
の
は
三
学
期
始
業
式
の
日
で
す
。
そ
し
て
授

業
の
場
で
発
表
し
ま
す
。

編
集
部
Ｎ
…
最
終
的
に
は
授
業
の
場
で
共
有
す
る
ん
で
す
ね
。
生
徒

さ
ん
自
身
が
一
年
間
か
け
て
色
ん
な
方
に
相
談
し
な
が
ら
、
作
品

を
創
っ
て
い
く
中
で
、
生
徒
さ
ん
自
身
が
変
わ
っ
て
き
た
と
い
う

よ
う
な
面
は
あ
り
ま
す
か
。

福
原
先
生
…
生
徒
の
自
己
評
価
表
を
作
り
ま
す
が
、
一
生
懸
命
取
り

組
め
て
よ
か
っ
た
、
計
画
が
大
切
な
こ
と
が
わ
か
っ
た
、
自
分
の

テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
っ
と
調
べ
た
い
と
思
っ
た
、
な
ど
の
振
り
返

り
が
あ
る
よ
う
で
す
。

編
集
部
Ｎ
…
生
徒
さ
ん
同
士
の
相
互
評
価
は
し
な
い
の
で
す
か
。

福
原
先
生
…
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
聴
き
合
い
ま
す
。

編
集
部
Ｎ
…
論
文
を
書
い
て
い
く
と
き
に
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
い
る

よ
う
で
す
が
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
は
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
ま
す

か
？

福
原
先
生
…
グ
ル
ー
プ
で
は
、自
分
は
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
い
ま
す
、

と
い
う
よ
う
な
報
告
を
し
合
っ
た
り
、
取
材
し
て
書
い
て
い
く
と

い
う
プ
ロ
セ
ス
を
サ
ポ
ー
ト
し
あ
う
の
で
す
。

編
集
部
Ｎ
…
先
生
方
が
指
導
な
さ
る
と
き
に
、
生
徒
さ
ん
一
緒
に

な
っ
て
、
論
文
の
テ
ー
マ
探
し
を
指
導
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
自

分
が
ど
う
し
た
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
き
ち
ん
と
表
現
し
て
、
そ

れ
を
社
会
と
つ
な
げ
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
て
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

い
る
こ
と
で
、
最
初
は
ひ
と
り
で
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
だ

れ
か
伴
走
し
て
く
れ
る
人
が
い
な
い
と
、
社
会
の
ど
こ
に
手
を
か

け
て
い
い
か
わ
か
ら
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
そ
の
困
難
な
プ
ロ
セ

ス
を
歩
く
ひ
と
り
ひ
と
り
の
生
徒
に
先
生
方
が
伴
走
し
て
く
れ
る

と
い
う
の
は
得
難
い
こ
と
で
す
ね
。
と
て
も
貴
重
で
す
。

福
原
先
生
…
教
員
に
と
っ
て
も
得
難
い
経
験
で
す
よ
。

編
集
部
Ｎ
…
先
生
方
も
生
徒
さ
ん
と
共
有
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
う

意
味
で
す
ね
。
ど
ん
な
も
の
で
す
か
。

福
原
先
生
…
自
分
で
課
題
を
見
つ
け
、
自
分
で
考
え
、
解
決
し
て
い
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く
力
。
そ
れ
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
と
い
う
思
い
で
す
。
そ
の
た

め
に
は
、
ま
ず
自
分
が
何
を
知
り
た
い
の
か
、
な
ぜ
知
り
た
い
の

か
、
知
り
た
い
こ
と
に
ど
う
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
ら
い
い
の
か
、
壁

に
ぶ
つ
か
っ
た
ら
ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
と
考
え
、
壁
を
乗
り
越

え
る
方
法
を
自
分
の
力
で
見
つ
け
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ

は
勉
強
だ
け
で
は
な
く
、ク
ラ
ブ
活
動
や
委
員
会
で
も
同
じ
で
す
。

考
え
て
相
談
し
て
、
教
員
と
話
し
合
っ
て
や
っ
て
い
く
。
将
来
大

人
に
な
っ
て
何
か
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
き
で
も
、「
あ
あ
、
あ
ん

な
や
り
方
も
あ
っ
た
な
」
と
、
思
い
出
し
て
、
切
り
抜
け
て
い
っ

て
ほ
し
い
で
す
。

　
　

人
に
伝
え
る
、
発
表
す
る
と
き
の
基
本
的
な
枠
組
み
を
お
さ
え

る
。
そ
う
す
れ
ば
必
ず
伝
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
原
稿
用
紙
の
使
い

方
、
記
号
の
使
い
方
、
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
。
自
分
で

考
え
て
行
動
す
る
と
い
う
原
点
を
身
に
つ
け
て
も
ら
え
た
ら
、
と

思
っ
て
い
ま
す
。

編
集
部
Ｎ
…
自
分
で
課
題
を
見
つ
け
る
と
こ
ろ
を
し
っ
か
り
や
っ
て

い
る
と
、
読
ま
せ
る
も
の
を
書
く
こ
と
が
で
き
ま
す
ね
。
大
学
の

レ
ポ
ー
ト
で
も
、
自
分
の
中
に
な
い
テ
ー
マ
、
与
え
ら
れ
た
テ
ー

マ
で
書
く
と
、何
か
の
切
り
貼
り
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。

生
徒
さ
ん
が
書
か
れ
た
も
の
は
、
自
分
が
な
ぜ
そ
の
テ
ー
マ
に
た

ど
り
着
い
た
の
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
を
骨
に
し
て
書
い
て
い
る
の

で
、
読
み
や
す
い
し
、
論
文
の
最
後
ま
で
読
む
と
、
そ
の
生
徒
さ

ん
の
到
達
点
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
そ
の
人
が
ど
こ
に
行
く
の
か
、

と
い
う
こ
と
が
見
え
て
き
ま
す
。

福
原
先
生
…
最
初
は
そ
こ
ま
で
行
か
な
か
っ
た
ん
で
す
よ
。
論
文
の

骨
を
見
つ
け
る
と
こ
ろ
で
精
一
杯
。
次
は
、
論
文
の
形
式
を
考
え

た
。

編
集
部
Ｎ
…
こ
の
人
た
ち
が
卒
業
し
て
か
ら
、
こ
の
と
き
の
論
文

テ
ー
マ
が
、
進
路
に
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
？

福
原
先
生
…
ホ
ス
ピ
ス
の
こ
と
を
や
っ
た
人
は
、
医
療
へ
の
関
心
を

深
め
て
医
学
部
に
進
み
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
社
会
科

の
枠
だ
け
で
は
だ
め
な
ん
で
す
。理
科
も
国
語
も
体
育
も
芸
術
も
、

科
目
の
枠
を
超
え
て
関
わ
ら
な
い
と
。
社
会
科
の
枠
だ
け
だ
と

「
ワ
ー
グ
ナ
ー
の
歴
史
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
け
れ
ど
、

音
楽
の
先
生
な
ら
ば
、
も
っ
と
別
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
で
き
る
。
理

科
な
ら
ば
、
科
学
的
な
発
想
も
必
要
だ
し
。
そ
う
い
う
拡
が
り
が

今
で
き
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
、
と
思
い
ま
す
。

編
集
部
Ｋ
…
ひ
と
つ
の
問
題
に
も
、
そ
の
人
な
り
の
切
り
口
が
あ
り

ま
す
よ
ね
。
環
境
問
題
な
ら
、
社
会
的
な
切
り
口
も
自
然
科
学
的

な
切
り
口
も
あ
り
ま
す
ね
。

福
原
先
生
…
教
員
も
鍛
え
ら
れ
ま
す
よ
。
自
分
の
専
門
分
野
だ
け
で

は
だ
め
な
ん
で
す
。

福
原
先
生
…
自
分
の
学
年
以
外
の
生
徒
と
も
一
年
か
け
て
つ
き
あ
う

こ
と
に
な
る
わ
け
だ
か
ら
、
勉
強
に
な
り
ま
す
よ
。
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編
集
部
Ｎ
…
総
合
的
な
学
習
の
時
間
で
、
中
・
高
の
専
任
の
先
生
全

員
で
、
生
徒
さ
ん
の
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
に
対
応
し
て
い
く
と
い

う
の
は
、
す
ご
い
で
す
ね
。

編
集
部
Ｋ
…
「
フ
ラ
ン
ス
革
命
」「
練
馬
区
の
結
婚
」「
尊
厳
死
に
つ

い
て
」「
人
種
差
別
に
つ
い
て
」
な
ど
、本
当
に
様
々
な
テ
ー
マ
で

す
ね
。

福
原
先
生
…
岩
手
の
無
医
村
の
取
材
を
し
て
き
た
論
文
も
面
白
か
っ

た
で
す
。
先
祖
や
家
族
が
テ
ー
マ
に
な
っ
た
と
き
も
、
単
な
る
自

伝
で
は
な
く
て
、
そ
の
時
代
と
す
り
あ
わ
せ
て
、
そ
の
時
代
の
中

で
先
祖
が
ど
う
い
う
こ
と
を
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
き

て
い
ま
す
。

生
徒
自
身
の
力
を
尊
重
す
る

編
集
部
Ｎ
…
校
正
な
ど
は
ど
う
し
て
い
ま
す
か
？

福
原
先
生
…
文
章
で
意
味
が
つ
な
が
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
な
ど
は
、

教
員
が
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
ま
す
が
、
あ
と
は
生
徒
の
力
で
す
。

編
集
部
Ｎ
…
生
徒
さ
ん
の
力
で
こ
こ
ま
で
く
る
ん
で
す
ね
。
語
彙
も

あ
る
し
、文
章
力
も
あ
る
。
書
い
て
い
く
中
で
つ
け
る
ん
で
す
ね
。

福
原
先
生
…
生
徒
が
テ
ー
マ
を
出
し
て
き
た
と
き
に
、
こ
れ
か
ら
ど

う
や
っ
て
参
考
文
献
を
選
ん
で
く
る
だ
ろ
う
、
こ
の
人
は
、
ど
こ

か
ら
入
っ
て
い
く
の
か
な
あ
、
と
楽
し
み
で
す
。
押
し
つ
け
て
は

い
け
な
い
か
ら
、
こ
う
い
う
本
も
あ
る
よ
ね
、
こ
っ
ち
も
調
べ
て

み
た
ら
、
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
す
る
こ
と
は
あ
る
け
れ
ど
、
生

徒
自
身
で
試
行
錯
誤
す
る
力
が
大
切
で
す
。
生
徒
が
そ
こ
に
ぶ
つ

か
っ
た
と
き
、
こ
の
生
徒
は
ど
う
す
る
だ
ろ
う
、
と
楽
し
み
で
し

た
。

　
　
　

図
書
館
の
関
わ
り

編
集
部
Ｎ
…
図
書
館
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
も
お
話
を
う
が
か
わ
せ

て
く
だ
さ
い
。

徳
田
先
生
…
小
論
文
に
必
要
な
条
件
や
、
図
書
館
で
の
参
考
文
献
の

探
し
方
、
小
論
文
に
役
立
つ
本
に
つ
い
て
な
ど
、
全
体
に
わ
た
っ

て
指
示
で
き
る
よ
う
な
こ
と
を
プ
リ
ン
ト
に
し
て
配
付
し
ま
し
た
。

生
徒
た
ち
が
ふ
だ
ん
触
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
、
つ
ま
り
年
鑑
・

白
書
と
い
う
も
の
は
ど
う
い
う
も
の
か
な
ど
に
つ
い
て
も
解
説
し

ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
図
書
館
に
新
書
を
揃
え
た
り
、
参
考
文
献

の
選
び
方
に
生
徒
が
悩
ん
で
い
る
と
き
は
、手
伝
っ
た
り
し
ま
す
。

　

生
徒
の
テ
ー
マ
が
明
確
に
な
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
、
こ
の
本
な

ら
ば
、来
年
で
も
使
え
る
だ
ろ
う
、と
判
断
し
て
購
入
し
ま
す
。
生

徒
た
ち
は
地
域
の
公
共
図
書
館
も
利
用
し
ま
す
ね
。
ど
こ
に
何
が

あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
ち
ら
も
情
報
を
与
え
ま

す
が
、あ
と
は
個
別
に
論
文
指
導
の
担
当
の
教
員
が
指
導
し
ま
す
。
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関
わ
る
こ
と
、
待
つ
こ
と

編
集
部
Ｋ
…
や
る
気
の
な
い
人
は
ど
う
し
ま
す
か
？

福
原
先
生
…
受
け
身
で
や
っ
て
い
る
生
徒
は
、遅
れ
る
ん
で
す
よ
ね
。

す
る
と
、
友
達
が
応
援
す
る
ん
で
す
。
書
き
終
わ
っ
た
人
が
、「
あ

な
た
、
書
か
な
き
ゃ
だ
め
じ
ゃ
な
い
」
と
。
一
緒
に
居
残
り
を
し

て
応
援
す
る
。
生
徒
た
ち
は
と
て
も
強
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い

ま
す
よ
。
遅
い
人
の
調
べ
も
の
を
手
伝
い
な
が
ら
、
残
っ
て
一
緒

に
や
っ
て
い
る
。
非
常
に
優
し
い
で
す
よ
ね
。
サ
ポ
ー
ト
し
合
う

ん
で
す
よ
。
論
文
を
書
き
上
げ
る
時
期
は
、
教
員
も
生
徒
た
ち
と

ず
い
ぶ
ん
一
緒
に
い
ま
す
。
朝
相
談
に
の
っ
て
、ま
た
昼
休
み
、そ

し
て
放
課
後
と
。
そ
れ
を
や
っ
て
い
る
う
ち
に
、
教
員
と
生
徒
と

の
関
係
も
で
き
て
く
る
。
面
白
い
で
す
よ
。
こ
の
と
き
に
関
わ
っ

た
生
徒
を
高
三
で
ま
た
受
け
持
っ
て
、あ
の
と
き
大
変
だ
っ
た
ね
、

と
語
り
合
う
こ
と
も
あ
る
。
書
け
な
い
生
徒
が
い
て
も
、
切
り
捨

て
な
い
で
、
先
生
も
友
人
た
ち
も
関
わ
っ
て
い
く
ん
で
す
。

編
集
部
Ｎ
…
友
人
や
先
生
が
自
分
を
切
り
捨
て
な
い
で
向
き
合
っ
て

く
れ
た
、
と
い
う
経
験
は
、
生
徒
た
ち
に
と
っ
て
、
生
き
て
い
く

勇
気
、
自
信
に
な
り
ま
す
ね
。
生
き
て
い
く
の
に
は
、
人
に
相
談

す
る
力
も
必
要
で
す
ね
。
先
生
た
ち
が
、
相
談
し
て
い
い
よ
、
と

腕
を
拡
げ
て
く
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
指
導
者
と
し
て
の
今
後
の

課
題
は
あ
り
ま
す
か
？

徳
田
先
生
…
私
は
昨
年
関
わ
っ
た
ば
か
り
だ
か
ら
、
課
題
と
し
て
は

こ
れ
か
ら
明
確
に
な
っ
て
く
る
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
だ
本

当
に
私
自
身
試
行
錯
誤
な
ん
で
す
よ
。

編
集
部
Ｎ
…
徳
田
先
生
が
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
は
？

徳
田
先
生
…
年
末
に
、
ま
だ
書
け
な
い
と
言
っ
て
図
書
館
に
来
た
生

徒
と
残
っ
て
一
緒
に
や
っ
て
い
る
う
ち
に
、「
わ
か
っ
た
、
こ
う
書

け
ば
い
い
ん
だ
」
と
、生
徒
自
身
が
自
分
で
わ
か
っ
て
い
く
と
き
、

お
互
い
に
共
通
の
喜
び
を
わ
か
ち
あ
え
ま
す
。

編
集
部
Ｎ
…
も
う
共
同
作
業
で
す
ね
。
教
員
も
関
わ
っ
て
一
緒
に

や
っ
て
い
く
の
で
す
ね
。

福
原
先
生
…
社
会
科
の
教
員
が
、
あ
と
が
き
で
書
い
て
い
ま
す
が
、

一
二
年
間
や
っ
て
い
る
う
ち
に
、
論
文
の
質
の
問
題
を
考
え
る
よ

う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
教
員
も
論
文
の
テ
ー
マ
や
内
容
に
入
っ

て
い
っ
て
、
生
徒
が
教
員
と
議
論
し
な
が
ら
創
っ
て
い
け
れ
ば
い

い
、
と
。
そ
れ
か
ら
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
み
ん
な
で
き
る
よ

う
に
し
た
い
で
す
ね
。

編
集
部
Ｎ
…
議
論
は
、
教
員
と
だ
け
で
な
く
、
生
徒
さ
ん
同
士
で
も

で
き
た
ら
い
い
で
す
ね
。

福
原
先
生
…
そ
う
で
す
ね
。
今
後
の
課
題
で
す
。

編
集
部
Ｋ
…
本
日
は
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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日本の食文化の国際化
人間とストレス
恐竜の絶滅について
ミャンマーの政治問題について
睡眠について
望月の本陣について
平安貴族の日常と文化
犬と人間の関係
微生物による生ゴミ堆肥化について
クローニングの応用とその危険性
死刑廃止
海洋汚染について
人間と生きる犬について
コンビニについて
児童虐待について
異常気象
超高齢社会と高齢者福祉
鳥
森林破壊
宝塚歌劇について
睡眠についての知識と再確認
フランス革 : 命について
盲導犬とパートナー
日本の戦争犯罪と戦後責任のとり方
冤罪
明治の洋館
オゾン層の破壊について
日本の税金
アポロ 11号は本当に月へ行ったのか
英語の歴史
都市動物と人との関わりについて
児童心理
血液型と性格の関係
地下鉄サリン事件について…
犬と人間の共存
海外から見た日本人について
映像技術の進化
日本の食文化の歴史について
ロボットと人間の共生
盲導犬について
延命治療について
報道の落とし穴
ユダヤ人の歴史
一つの視点から考えて
ゆとり教育について
川越の街並みについて
アメリカと日本の暮らし方の違い
交通広告の現状と課題
自閉症について
日本とドイツの教育システムの違い

飛行機について
思春期
一ノ瀬泰造の生涯
太宰治とその狂気
グリム童話の謎
人間の寿命
自立
カルシウムの必要性
少年法について
神隠しについて
犬と人間の関係について
高齢化社会と少子化
日本人とアメリカ人の違い

～相互理解のために～
ユダヤ人虐殺について

一何故止められなかったのか一
政治家について
日韓関係の現在と将来
超常現象について
発声方法について
動物と人間の関係について
薬物乱用
これからの子どもたちの食生活
ゴシック建築について
子供のストレスの現状と対処法
アダルトチルドレンについて
紙のリサイクル
ダイエットについて
ファッション変遷史
未成年
日韓の友好関係
人間と音楽
マザーグースについて
インターネット
なぜ米語はここまで発展したか
リストカット
アメリカ人と日本人の国民性の違い
芸術スポーツと選手達
どうして第 2次世界大戦は

防げなかったのか
家庭内虐待
アメリカ同時多発テロ～アメリカとイスラ
ムの歴史的な対立～
バリアフリーについて
尾崎豊
エジプトと宗教
言葉の変化について
薬の影響の大きさについて
アメリカの生活と日本の生活の違い
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テニススピリッツ
死刑の結論
死刑制度について
日本とアメリカの文化の違いについて
少年法と少年犯罪
スイスと永世中立国
パレスチナ問題について
四大文明について
世界が抱える森林問題
伝統的な宗教と社会との関わり
日本のODAをどのように改めていくべきか
いやし系ブームの落とし穴について
宗教における日本人と欧米人の違い
動物愛護法
成田空港問題について
人はなぜ絵を書くのか

人はどうして絵に惹かれるのか
犬の起源とその進化
「ジキル博士とハイド氏」について
町工場について
エイズについて
介護保険について
介護保険制度と介護保険施設
東京ディズニーランドについて
浅間山荘事件について
現代の子どものポジション

～戦後から現代へ～
アメリカのスポーツ
高齢化について
富士山の歴史～世界遺産になるためには～
若者の就職に対する姿勢
マスコミについて
クローンについて
プロ野球の将来

～メジャーリーグ流出の危機～
衣服の起源
ディズニーアニメーションの魅力について
アルツハイマーについて
国際ボランティアについて
高齢化社会福祉について
現代の食生活
イスラエルとパレスチナ問題
私達の歯と虫歯の発生

数の歴史
日本の衣服
クローン
マザー・グース
音楽の効果
ケルト神話
学校について
東京ディズニーリゾートを探る
インカ文明について
知られざる韓国・北朝鮮と日本の関係
土壌・地下水汚染の現状とその対策法
タイタニック号沈没事故について
インターネットの光と影
サンタクロースについて
妖怪研究
茶道について
近代以前のユダヤ教徒
心の病気について
スタジオジブリとその魅力
睡眠について
クローン技術について
エイズについて
現代における片仮名の使用について
日本は首相公選制にすべきか
現代の子供たち
漢方について
バリアフリーについて
死刑制度の是非
音楽活動の条件
虐待
プラセボ効果について
世界の食べ物
アロエについて
各国の携帯電話事情
音楽療法とリトミック
本当の豊かさとは
IT 革命と豊かな暮らし
ペットについて
高校の校則について
アイルランドについて
砂糖について
音楽が人間に与える影響
音楽の人間に与える影響

平成 14年度課題研究テーマの例
今年度は約 96編の小論文が提出されましたが、ここにはその一部のテーマ（論
題）を掲載しました。





わ
た
し
を
語
る
こ
と
ば
を
求
め
て

牲
川
波
都
季
・
細
川
英
雄　

著
／
四
六
判
・
３
０
４
ペ
ー
ジ
／

２
、３
１
０
円
（
税
込
）
／ISBN

 4-385-36198-3
早
稲
田
大
学
本
庄
高
等
学
院
三
年
生
の
「
日
本
語
総
合
」
の
授
業
実
践
と

観
察
の
記
録
。
授
業
担
当
者
・
観
察
者
で
あ
る
著
者
と
生
徒
と
が
、
内
省

と
他
者
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
「
わ
た
し
の
こ
と
ば
」
を
獲
得
し
て
い
く

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
。 

声
を
読
も
う 
声
で
描
こ
う

―

朗
読
の
た
め
の
17
の
栞

西
川
小
百
合
・
松
丸
春
生 
著
／
Ｂ
５
変
型
判
・
１
５
２
ペ
ー
ジ

（
Ｃ
Ｄ
１
枚
付
き
）
／
１
、９
９
５
円
（
税
込
）
／ISBN
 4-385-36182-7

待
望
の
朗
読
・
読
み
聞
か
せ
の
入
門
書
。
朗
読
に
よ
る
言
語
活
動
の
活
性

化
の
可
能
性
と
、
文
字
を
覚
え
る
こ
と
で
失
っ
て
き
た
「
声
の
力
」
を
取

り
戻
す
手
だ
て
を
、
易
し
い
理
論
と
実
践
か
ら
楽
し
く
学
ぶ
。
著
者
に
よ

る
朗
読
を
付
録
Ｃ
Ｄ
に
収
録
。

こ
と
ば
の
学
び
と
評
価

国
語
科
授
業
へ
の
視
角 　

 

髙
木
展
郎　

著
／
Ａ
５
判
・
１
７
６
ペ
ー
ジ
／

２
、２
０
５
円
（
税
込
）
／ISBN

 4-385-36178-9

新
教
育
課
程
と
新
指
導
要
領
の
実
施
で
教
育
現
場
は
新
し
い
歩
み
を
踏
み

出
し
た
。
課
題
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
「
新
し
い
評
価
観
」「
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
視
」
に
正
面
か
ら
向
き
合
い
、
実
践
的
に
教
科
指
導
の

新
し
い
展
望
を
示
し
た
論
考
の
書
。 

国
語
科
授
業
構
想
の
展
開

町
田
守
弘　

著
／
Ａ
５
判
・
２
５
６
ペ
ー
ジ
／

２
、５
２
０
円
（
税
込
）
／ISBN

 4-385-36188-6

長
年
に
わ
た
り
中
学
校
・
高
等
学
校
の
教
員
を
つ
と
め
た
著
者
が
、
学
習

者
中
心
の
「
授
業
構
想
」
を
提
案
す
る
。
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
の
素
材
を
積

極
的
に
と
り
い
れ
、
現
場
の
変
化
に
対
応
し
た
「
授
業
構
想
」
の
具
体
的

実
践
例
を
多
数
掲
載
。

表
現
す
る
高
校
生対

話
を
め
ざ
す
教
室
か
ら　

 

中
洌
正
尭
・
国
語
論
究
の
会
著
／
Ａ
５
判
・
２
９
６
ペ
ー
ジ
／

２
、６
２
５
円
（
税
込
）
／ISBN

 4-385-36149-5

表
現
活
動
に
よ
っ
て
教
室
を
活
性
化
す
る
「
32
」
の
事
例
集
。
生
徒
の
表

現
を
素
材
に
、「
学
習
指
導
の
展
開
」
で
は
授
業
展
開
を
、「
評
価
」
で
は

表
現
を
評
価
す
る
観
点
を
、
そ
し
て
「
発
展
」
で
は
発
展
学
習
案
を
多
角

的
な
視
野
で
提
案
す
る
。 
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