
     

　
本
稿
に
頂
戴
し
た
テ
ー
マ
は「
多
様
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
の
付
き
合
い
が
生
活
能
力
を
育
む
」
。
特
集
テ
ー
マ

は「
多
様
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
豊
か
な
暮
ら
し
」。 

　
「
多
様
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
」は
、水
・
風
・
火
の
三
つ
に
絞

り
込
ん
で
、見
つ
め
て
み
よ
う
。 

　「
豊
か
な
暮
ら
し
」
を「
育
む
生
活
能
力
」は
、生
活

の
質
を
高
め
る
た
め
に「
文
化
」
を
深
め
る「
エ
ネ
ル
ギ

ー
」と
対
応
さ
せ
て
い
け
る
知
力
を
い
う
。言
い
換
え
れ

ば
、「
エ
ネ
ル
ギ
ー
文
化
」力
を
育
む
こ
と
が
、本
稿
の
視

点
に
な
る
。そ
こ
で
、本
稿
の
主
題
は「
水
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

か
ら
引
き
出
す
生
活
文
化
」「
風
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
引

き
出
す
生
活
文
化
」「
火
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
引
き
出
す

生
活
文
化
」を
見
つ
め
る
こ
と
に
あ
る
。以
上
の
意
を
込

め
て
、本
稿
の
表
題
は「
エ
ネ
ル
ギ
ー
文
化
―
水
の
文
化
・

風
の
文
化
・
火
の
文
化
」と
し
た
。こ
の「
エ
ネ
ル
ギ
ー
文

化
」は
、ち
ょ
っ
と「
・
」
を
入
れ
た
ら
、何
と
本
稿
の
依

頼
主
で
あ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化
研
究
所
の「
苗
字
」と

同
じ
に
な
る
。じ
ゃ
あ「
・
」
を
入
れ
よ
う
。依
頼
稿
の

表
題
を
ひ
ね
り
出
し
た
ら
、依
頼
主
の
苗
字
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
と
は
、私
の
永
い
筆
耕
歴
の
う
ち
で
も
初
め
て
の

こ
と
で
あ
る
。嬉
し
い
な
、と
い
う
よ
り
目
出
度
い
ナ
！ 

      

　
水
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
え
ば
、水
力
発
電
や
水
車
に
よ

る
エ
ネ
ル
ギ
ー
活
用
、そ
し
て
貯
水
浄
化
か
ら
給
水
、排

水
、下
水
処
理
な
ど
の
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費（
負
荷
）

の
二
面
で
、た
い
へ
ん
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
が
動
い
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
生
活
場
か
ら
離
れ
て
い
る
。
水
力
利
用
が
、

直
接
、生
活
場
面
に
文
化
と
し
て
現
れ
て
く
る
も
の
と

し
て
は
、風
景
オ
ブ
ジ
ェ
と
し
て
の
古
水
車
の
移
築
や
、

水
車
以
前
の
唐
臼
式
米
搗
き
装
置
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
で
搗

き
音
だ
け
を
愉
し
む「
鹿
威
し
」
ぐ
ら
い
の
も
の
で
あ

ろ
う
。 

　
そ
こ
で
生
活
場
面
で
の
水
エ
ネ
ル
ギ
ー
文
化
と
は
、

生
活
場
面
で
の
水
遣
い
の
仕
方（
作
業
方
法
＝
作
法
）

に
よ
っ
て
、先
述
の
水
力
利
用
と
給
排
水
の
二
面
で
の

膨
大
な
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
負
荷
を
活
か
し
切
る
こ
と

に
よ
っ
て
、こ
の
膨
大
な
環
境
負
荷
を
軽
減
す
る
こ
と

に
あ
る
。つ
ま
り
は
、「
節
水
」が
テ
ー
マ
と
な
る
。水
エ

ネ
ル
ギ
ー
文
化
と
は
節
水
文
化
で
あ
る
。 

      

　
ち
ょ
っ
と
未
来
へ
ご
一
緒
い
た
だ
き
た
い
。
頃
は
四

半
世
紀
ほ
ど
先
の
こ
と
、当
局
か
ら
こ
ん
な
お
触
れ
書

し
し
お
ど 

―
は
っ
け
よ
ー
い 

発 

気 

用 

意 

―
節
水
文
化
が
水
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
文
化 

水 

の 

文 
化 

―
二
〇
三
〇
年
の
お
触
れ
書
き 

節
水
の
妙
法 

山
口
　
昌
伴
　W

ritten by M
asatom

o Y
am

aguchi
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生
活
文
化
」を
見
つ
め
る
こ
と
に
あ
る
。以
上
の
意
を
込

め
て
、本
稿
の
表
題
は「
エ
ネ
ル
ギ
ー
文
化
―
水
の
文
化
・

い
ず
れ
も
生
活
場
か
ら
離
れ
て
い
る
。
水
力
利
用
が
、

直
接
、生
活
場
面
に
文
化
と
し
て
現
れ
て
く
る
も
の
と

　
ち
ょ
っ
と
未
来
へ
ご
一
緒
い
た
だ
き
た
い
。
頃
は
四

半
世
紀
ほ
ど
先
の
こ
と
、当
局
か
ら
こ
ん
な
お
触
れ
書

き（
施
行
令
細
則
）が
出
さ
れ
る
。「
各
家
の
水
道
配

管
に
お
い
て
は
、流
し（
シ
ン
ク
）の
上
に
蛇
口
を
設
け

て
は
な
ら
な
い
」。必
ず
五
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
た
と
こ

ろ
に
吐
水
口
を
設
け
、使
う
水
は「
手
桶
」
様
の
容
器

に
て
搬
ん
で
く
る
こ
と
―
江
戸
時
代
へ
戻
れ
、と
い
う

の
で
あ
る
。 

　
い
や
、も
う
少
し
正
確
に
は
、大
正
時
代（
一
九
一

一
〜
二
五
年
）に
戻
る
こ
と
に
な
る
。
江
戸
水
道
は
使

い
手
側
か
ら
見
れ
ば
、地
下
暗
渠
の
開
口
部
の
溜
め
枡

か
ら
汲
み
上
げ
た
か
ら
井
戸
と
同
じ
だ
っ
た
。
明
治
に

な
っ
て
近
代
公
共
水
道
が
展
開
さ
れ
る
が
、こ
れ
は
地

上
の
給
水
栓
だ
っ
た
が
共
用
で
、各
家
か
ら
手
桶
を
持

っ
て
き
て
行
列
し
た
。
大
正
時
代
に
は
各
戸
へ
の
給
水

も
始
ま
る
が
、各
戸
給
水
の
は
じ
め
は
一
戸
に
一
栓
で
、

内
井
戸
を
埋
め
て
、そ
こ
に
柱
を
立
て
て
、吐
水
口（
蛇

口
）を
高
く
設
け
、水
栓
の
下
で
手
桶
に
受
け
て
、流
し

場
に
搬
ん
だ
。そ
こ
に
戻
れ
と
い
う
お
触
れ
を
、私
は

法
外
な
、滅
法
な
法
令
と
は
思
わ
な
い
。
理
由
は
、私

自
身
の
今
の
水
遣
い
を
白
状
す
れ
ば
、皆
さ
ん
も
納

得
さ
れ
る
だ
ろ
う
。 

　
今
キ
ッ
チ
ン
で
、ど
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
一
番
イ
ヤ
な

仕
事
は
食
事
の
後
か
た
づ
け
の
洗
い
物
。
私
は
う
っ
か

り
「
洗
い
物
は
愉
し
む
べ
き
だ
。
本
漆
の
お
椀
な
ど
を

洗
う
の
は
、赤
ん
坊
を
お
風
呂
に
入
れ
て
い
る
よ
う
な

手
ざ
わ
り
が
愉
し
め
る
」な
ど
と
論
じ
た
の
が
家
内
の

逆
鱗
に
触
れ
た
。「
じ
ゃ
あ
貴
方
に
洗
い
物
を
任
せ
ま

す
。一
生
洗
い
続
け
る
の
よ
」。 

　
ま
、そ
ん
な
わ
け
で
洗
い
物
を
愉
し
ん
で
い
る
わ
け

だ
が
、そ
の
水
の
遣
い
ぶ
り
た
る
や「
湯
水
の
如
し
」
。

蛇
口
の
水
勢
で
束
子
が
わ
り
に
洗
い
落
と
す
の
だ
か
ら

小
皿
一
枚
三
リ
ッ
ト
ル
、と
い
う
流
水
ぶ
り
。皆
さ
ん
は
、

こ
ん
な
水
遣
い
は
し
て
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、私
は
、

心
に
節
水
を
戒
め
て
も
手
が
狼
藉
を
働
い
て
し
ま
う
。

み
ん
な
で
浪
水
の
挙
げ
句
、水
は
カ
ル
キ
臭
く
、か
び
臭

く
な
り
、ト
リ
ハ
ロ
メ
タ
ン
以
下
の
有
害
な
物
質
の
含
有

量
も
増
え
て
限
界
に
達
す
る
の
は
、こ
の
先
四
半
世
紀

も
か
か
る
ま
い
。 

　
搬
ん
で
き
た
水
に
は
、蛇
口
か
ら
無
限
に
迸
る
水
と

は
ま
っ
た
く
違
う
水
遣
い
の「
文
化
」が
生
ま
れ
る
だ
ろ

う
。
水
を
少
量（
仮
に
一
斗
、で
は
な
く
、そ
の
一
〇
分

の
一
の
一
升
）ず
つ
、汲
み
桶
に
汲
ん
で
使
い
分
け
、ひ

と
汲
み
の
水
を
何
段
階
に
も
分
け
て
使
い
回
す
水
遣

い
の
文
化
が
育
っ
て
く
る
。詳
し
く
は（
文
中
広
告
に
な

っ
て
申
し
訳
な
い
が
）、拙
著
の『
水
の
道
具
誌
』（
岩
波

新
書
、二
〇
〇
六
・
八
月
刊
）を
参
考
に
さ
れ
た
い
。 

      

　
風
薫
る
皐
月
の
空
に
心
踊
っ
て
東
京
を
脱
出
。た
ち

ま
ち
鯉
幟
の
魚
群
の
中
を
ゆ
く
。
埼
玉
県
加
須
は
鯉

幟
の
養
殖（
い
や
製
造
）の
東
国
の
中
心
で
生
産
七
〇

万
尾
。
風
力
活
用
の
オ
ブ
ジ
ェ
鯉
幟
。
水
中
の
鯉
を
空

に
泳
が
せ
る
と
は
何
と
奇
天
烈
な
発
想
だ
ろ
う
、と
あ

ら
た
め
て
驚
嘆
す
る
。 

　
こ
れ
を
上
空
か
ら
見
お
ろ
せ
ば
、新
緑
の
山
野
に
田

植
え
の
終
わ
っ
た
水
田
の
す
べ
て
を
池
の
底
に
見
立
て

て
鯉
が
群
れ
を
な
し
て
泳
い
で
い
る
。
加
須
の
鯉
描
き

職
人
は
、鯉
を
頭
か
ら
尾
へ
、大
か
ら
小
へ
と（
フ
リ
ー
ハ

ン
ド
で
）描
い
て
い
く
。そ
の
妙
技
に
敬
意
を
述
べ
る
と

「
目
が
か
ん
じ
ん
よ
」と
一
言
。地
上
の
風
景
を
水
底

に
し
て
、無
数
の
鯉
の
目
が
邪
鬼
を
探
し
て
は
退
治
し

て
、天
下
の
泰
平
を
守
っ
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。 

　
鯉
幟
は
そ
の
名
の
如
く
、旗
指
物
の
幟
の
変
種
。あ

る
い
は
人
意
を
天
に
通
ず
る
昔
の
通
信
網
。ワ
ー
ル
ド
・

ワ
イ
ド
・
ウ
ェ
ブ
の
ウ
ェ
ブ
と
は「
蜘
蛛
の
巣
」
だ
か
ら
、

世
界
中
蜘
蛛
の
巣
通
信
網
だ
っ
た
。 

　
幟
や
旗
の
類
は
戦
場
で
は
合
図
や
指
示
の
サ
イ
ン

で
あ
っ
た
が
、原
型
は
天
意
を
風
に
委
せ
て
伝
達
す
る

も
の
。
仏
教
の
国
ブ
ー
タ
ン
で
は
、幟
に
経
文
を
印
刷

し
て
あ
る
。ラ
オ
ス
山
中
で
は
、経
文
を
書
い
た
紙
の

幟
を
竹
棹
の
頂
部
に
結
ん
で
い
る
。こ
れ
は
吹
き
流
し

に
あ
た
る
。
幟
や
吹
き
流
し
が
は
た
は
た
、は
た
は
た

と
は
た
め
く
。一
回
は
た
め
く
と
、一
回
経
文
を
誦
唱

し
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
。
風
が
吹
く
に
つ
れ
、山
野

ほ
と
ば
し 

た
の 

 

―
泳
ぐ
風
、は
た
め
く
風
、贈
る
風 

風 

の 

文 

化 
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道
具
学
会
事
務
局
担
当
理
事
、日
本
生
活
学
会
編
集
担
当
理

事
。
一
九
三
七
年
大
阪
生
ま
れ
。
六
三
年
早
稲
田
大
学
第
二
理

工
学
部
建
築
学
科
を
卒
業
後
、建
築
設
計
監
理
に
従
事
。
七
二

年
建
築
設
計
界
を
辞
し
、フ
ィ
ー
ル
ド
サ
ー
ベ
イ
を
中
心
と
す

る
考
現
学
・
生
活
学
の
研
究
生
活
に
入
る
。
九
六
年
道
具
の
あ

り
方
を
視
点
に
人
間
の
生
活
を
問
い
直
す
「
道
具
学
会
」
結
成

に
参
加
。
台
所
の
研
究
を
中
心
に
、道
具
か
ら
見
た
生
活
ス
タ

イ
ル
、住
ま
い
方
を
研
究
。
主
な
著
書
『
日
本
人
の
住
ま
い
方
を

愛
し
な
さ
い
』（
王
国
社
）
、『
台
所
の
一
〇
〇
年
』
編
著
（
ド
メ

ス
出
版
）、『
台
所
の
一
万
年
』（
農
文
協
）、『
水
の
道
具
誌
』（
岩

波
新
書
）
、『
台
所
空
間
学
』（
建
築
資
料
研
究
社
）
な
ど
。 

　
山
口
　
昌
伴
（
や
ま
ぐ
ち
・
ま
さ
と
も
） 

に
誦
唱
の
声
が
ひ
び
き
わ
た
る
こ
と
に
な
る
。こ
れ
ぞ

風
力
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
文
化
的
利
用
と
い
う
こ
と
か
と
、

ブ
ー
タ
ン
の
山
あ
い
に
柱
立
す
る
幟
を
遠
望
し
て
想
っ

た
こ
と
で
あ
っ
た
。 

      

　
私
は
客
用
に
と
出
さ
れ
た
団
扇
に
見
入
っ
て
い
た
。

そ
れ
は
団
扇
盆
に
載
せ
て
出
さ
れ
た
。じ
か
に
物
や
お

金
を
出
し
て
は
失
礼
。お
盆
が
見
あ
た
ら
な
い
と
き
、

お
手
盆
で
不
調
法
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、と
差
し
出
し
て

も
、や
っ
ぱ
り
失
礼
。
道
具
の
文
化
と
は
そ
う
い
う
と

こ
ろ
に
あ
る
。 

　
と
ま
っ
て
い
れ
ば
空
気
、動
け
ば
風
。
団
扇
は
風
を

起
こ
す
道
具
、と
見
れ
ば
電
動
の
扇
風
機
に
し
て
も
、

機
能
に
変
わ
り
は
な
い
。だ
が
―
。 

　
暑
い
盛
り
で
あ
る
。サ
ッ
と
手
に
と
っ
て
、煽
ぎ
た
い
。

が
、無
闇
に
手
を
出
し
て
は
い
け
な
い
の
が
文
化
。だ
か

ら
と
手
を
控
え
た
ま
ま
、団
扇
盆
を
出
し
て
く
れ
た

老
女
と
話
を
し
て
い
る
。ふ
と
そ
の
手
許
を
見
る
と
、

団
扇
を
手
に
と
っ
て
私
を
煽
い
で
く
れ
て
い
る
。も
っ
た

い
な
い
、と
め
て
く
だ
さ
い
―
、と
団
扇
を
取
ろ
う
と
す

る
と
、奪
わ
れ
る
ま
じ
、と
よ
け
て
、ま
た
い
つ
し
か
煽

い
で
く
だ
さ
っ
て
い
る
。団
扇
は
風
を
贈
る
道
具
だ
っ
た

の
か
。
風
が
、贈
り
も
の
に
な
る
の
か
。
手
動
の
人
力
エ

ネ
ル
ギ
ー
だ
か
ら
こ
そ
。こ
れ
が
風
の
文
化
だ
っ
た
。扇

風
機
が
首
を
振
っ
て
も
、も
う
ひ
と
つ
、風
の
文
化
に
な

ら
な
い
ん
だ
よ
な
ぁ
。 

     

　
あ
る
秋
の
夕
暮
れ
ど
き
、東
京
神
田
の
古
本
屋
街

で
古
本
漁
り
に
飽
き
た
私
、大
通
り
へ
出
た
。古
本
屋

街
も
、今
や
ビ
ル
の
乱
立
で
季
節
の
風
景
は
な
い
。
見

上
げ
る
空
は
一
面
の
鰯
雲
。空
に
だ
け
秋
が
来
て
い
た
。 

　
そ
の
足
で
あ
て
ど
な
く
路
地
裏
を
巡
っ
て
い
る
と
、

ひ
ど
く
古
び
た
住
宅
街
に
迷
い
込
ん
で
い
た
。昭
和
三

〇
年
代
を
想
わ
せ
る
路
地
の
行
く
手
に
人
影
が
。
近

づ
く
と
、路
上
に
七
輪
を
持
ち
出
し
て
、老
女
が
渋
団

扇
で
ば
た
ば
た
と
秋
刀
魚
を
焼
い
て
い
た
。ピ
ン
ピ
ン

と
音
が
す
る
堅
炭
を
か
っ
か
と
熾
こ
し
て
強
火
の
遠
火

（
遠
赤
外
線
）、脂
が
し
た
た
る
―
の
は
身
が
軽
く
な
っ

て
美
味
が
増
す
、の
で
よ
い
が
、炭
火
の
上
に
落
ち
て
す

ぐ
煙
、こ
れ
を
団
扇
で
散
ら
さ
な
い
と
魚
が
煙
臭
く
な

る
。だ
か
ら
団
扇
を
ば
た
ば
た
と
老
女
の
手
は
甲
斐
甲

斐
し
い
。
火
味
の
条
件
が
こ
う
し
て
揃
っ
た
秋
刀
魚
の

美
味
が
う
ら
や
ま
し
い
。 

 

　
秋
刀
魚
焼
く
け
ぶ
り
昇
り
て
鰯
雲  

　
柳
　
樽
八 

 

　
昭
和
三
〇
年
代
の
台
所
は
、そ
の
後
、多
機
能
レ
ン
ジ

と
調
理
家
電
盛
り
沢
山
の
シ
ス
テ
マ
タ
イ
ズ
ド
キ
ッ
チ
ン

に
進
化
？
し
た
が
、火
味
だ
け
は
著
し
く
落
ち
た
。
魚

焼
き
の
調
理
器
に
は
、料
理
と
し
て
の
焼
き
物
の
火
味

に
迫
れ
る
も
の
は
未
だ
な
い
。オ
ー
プ
ン
バ
ー
ナ
ー
の
上

で
も
焼
き
魚
の
一
品
は
無
理
で
、焼
け
死
ん
だ
魚
に
し

か
な
ら
な
い
。金
属
函
の
中
か
ら
は
、蒸
し
煮
に
近
い「
屍

体
」が
出
て
く
る
。日
本
の
火
の
文
化
は
、料
理
人
の
修

行
で「
焼
き
も
の
三
年
」と
い
わ
れ
た
火
味
の
後
継
を

目
標
に
し
よ
う
で
は
な
い
か
。 

　
火
味
の
文
化
は
世
界
各
地
に
各
様
で
あ
る
。
朝
鮮

半
島
で
は
石
火
の
火
味
。ひ
と
つ
は
厚
い
石
鍋
を
か
っ

か
と
熾
っ
た
練
炭
で
焼
く
。
瞬
時
に
芯
ま
で
柔
ら
か
い

も
つ
煮
が
す
ご
い
火
味
。漁
港
で
は
、砕
石
を
敷
き
、下

に
練
炭
を
並
べ
た
石
焼
き
。こ
の
乾
物
の
火
味
が
絶
妙

で
あ
っ
た
。砂
漠
の
は
じ
っ
こ
・モ
ロ
ッ
コ
で
は
、と
ん
が
り

帽
子
の
タ
ジ
ン
鍋
の
蒸
し
煮
が
、た
し
か
な
火
味
で
、私

は
こ
れ
に
惚
れ
込
ん
で
い
る
。こ
れ
ら
の
火
器
は
加
熱

の
道
具
と
非
加
熱
具
と
が
一
体
で
あ
る
。煮
物
、蒸
し

物
、焼
き
物
も
、と
い
う
万
能
加
熱
具
は
、ど
う
し
て

も
火
味
に
遠
く
な
る
。
一
器
一
用
に
戻
っ
て
、こ
の
装

備
で
な
け
れ
ば
、こ
の
味
が
出
な
い
―
七
輪
と
堅
炭
と

渋
団
扇
が
セ
ッ
ト
、と
い
っ
た
火
の
具
の
創
出
が
、二
〇

世
紀
の
や
り
残
し
た
大
き
な
宿
題
で
あ
る
、と
私
は
思

い
な
が
ら
、鰯
雲
を
見
上
げ
る
の
で
あ
っ
た
。 

 

CEL

ダ
ル
シ
ン 

う
ち
わ
ぼ
ん 

ロ
ー
ス
タ
ー 

―
「
失
わ
れ
た
火
味
」の
復
権
を
！ 

火 

の 

文 

化 

―
京
の
町
家
の
奥
座
敷
で 

扇
風
機
で
は
ど
う
も 
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