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特集・学生とマナー 
は
じ
め
に

「
大
学
に
お
け
る
道
徳
教
育
」
と
聞
い
て
『
大
学
と
学
生
』
の
読

者
の
中
に
は
、「
な
ぜ
大
学
で
道
徳
教
育
か
」
と
疑
問
を
お
持
ち
に

な
る
方
々
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
に
違
い
な
い
。
道
徳
教
育
は
小
中
学
校

で
行
う
も
の
で
、
大
学
生
に
な
っ
て
ま
で
道
徳
を
教
え
る
必
要
は
な

い
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う

に
学
習
指
導
要
領
で
は
、「
学
校
に
お
け
る
道
徳
教
育
は
、
学
校
の

教
育
活
動
全
体
を
通
じ
て
行
う
も
の
で
あ
り
、
道
徳
の
時
間
を
は
じ

め
と
し
て
各
教
科
、
特
別
活
動
及
び
総
合
的
な
学
習
の
時
間
の
そ
れ

ぞ
れ
の
特
質
に
応
じ
て
適
切
な
指
導
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
総
則
で
明
示
し
、
実
際
に
「
道
徳
の
時
間
」
を
設
け
て
い
る
の
は

中
学
校
ま
で
で
、
高
校
に
な
る
と
、
総
則
で
は
道
徳
教
育
の
必
要
性

は
謳
わ
れ
て
い
る
も
の
の
、「
道
徳
の
時
間
」は
設
置
さ
れ
て
い
な
い
。

い
わ
ん
や
大
学
教
育
に
お
い
て
を
や
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
道
徳
教
育
の
現
状
や
教
育
体
制
に
問
題
は

な
い
の
だ
ろ
う
か
。
世
の
中
で
は
子
供
た
ち
の
規
範
意
識
の
低
下
が

問
題
視
さ
れ
、
善
悪
の
判
断
を
体
得
し
な
い
ま
ま
体
だ
け
が
大
き
く

な
っ
て
い
る
と
い
う
嘆
き
の
声
を
耳
に
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

実
際
、
平
成
二
十
年
度
に
文
部
科
学
省
が
行
っ
た
児
童
・
生
徒
の
問

題
行
動
等
生
徒
指
導
上
の
諸
問
題
に
関
す
る
調
査
で
は
、
暴
力
行
為

の
発
生
件
数
が
三
年
連
続
で
増
加
し
、
特
に
道
徳
教
育
が
な
さ
れ
て

大
学
に
お
け
る
道
徳
教
育

中
山　

理

（
麗
澤
大
学
学
長
）

●
事
例
●
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い
る
は
ず
の
小
中
に
お
い
て
過
去
最
高
で
、
な
か
で
も
対
教
師
が
大

幅
に
増
え
て
い
る
と
の
報
道
が
あ
っ
た
。
本
学
が
位
置
す
る
千
葉
県

も
例
外
で
な
く
、
公
立
の
小
中
で
は
暴
力
は
増
え
続
け
て
い
る
そ
う

だ
。
躾
は
家
庭
の
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
学
校
に
押
し
つ
け
る
の
は

お
か
し
い
と
い
う
の
は
正
論
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
学
校
と

地
域
社
会
と
家
庭
が
協
力
し
て
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
重
要
課
題

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

学
校
教
育
に
お
い
て
道
徳
教
育
の
鍵
を
に
ぎ
る
の
は
、
言
わ
ず
と

し
れ
た
教
師
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
平
成
五
年
の
文
科
省
に
よ
る
小
中

学
校
で
の
道
徳
教
育
推
進
状
況
調
査
に
よ
れ
ば
、「
道
徳
教
育
の
充

実
を
図
る
た
め
に
学
校
と
し
て
今
後
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
特
に
重
要

な
課
題
と
考
え
ま
す
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
、
一
番
多
か
っ
た
回

答
は
「
道
徳
教
育
に
対
す
る
教
員
の
意
識
の
向
上
」
で
あ
っ
た
。
要

す
る
に
、
い
か
に
し
た
ら
教
師
が
道
徳
教
育
を
自
ら
の
課
題
と
し
て

受
け
と
め
ら
れ
る
か
が
、
教
育
現
場
に
お
け
る
最
重
要
課
題
な
の
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
教
育
の
現
状
を
見
て
、
最
高
学
府
た
る
大
学
は
ど
う

考
え
る
べ
き
な
の
か
。
問
題
は
、
そ
れ
は
小
中
学
校
の
問
題
で
あ
っ

て
大
学
教
育
に
は
関
係
な
い
と
い
う
よ
う
な
「
対
岸
の
火
事
」
的
態

度
を
と
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。
言
葉
を
換
え
れ

ば
、
大
学
は
教
職
科
目
を
設
置
し
て
い
る
以
上
、
教
職
教
育
の
実
質

化
に
対
す
る
責
任
と
教
員
養
成
の
質
保
証
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

の
で
な
い
か
、
と
い
う
問
題
提
起
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

具
体
的
な
話
を
し
よ
う
。
道
徳
教
育
を
教
育
職
員
免
許
法
の
視
点

か
ら
見
れ
ば
、
大
学
を
卒
業
し
て
教
員
を
目
指
す
者
は
、
大
学
の
四

年
間
で「
道
徳
教
育
の
研
究
」（
二
単
位
）を
取
得
す
る
だ
け
で
よ
く
、

そ
れ
も
中
学
の
み
で
、
高
等
学
校
の
免
許
取
得
の
場
合
、
そ
の
二
単

位
さ
え
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
筆
者
の
知
る
限

り
、
教
員
採
用
試
験
に
道
徳
関
係
の
問
題
が
出
題
さ
れ
た
実
例
を
未

だ
に
知
ら
な
い
。
さ
ら
に
、
以
前
、
大
学
で
は
一
般
教
養
を
通
し
て
、

間
接
的
に
し
ろ
、
道
徳
・
倫
理
の
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
が
、

そ
れ
も
今
は
解
体
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
加
え
、
現
在
の
日
本
の

大
学
で
は
、
道
徳
・
倫
理
の
専
門
家
が
き
わ
め
て
少
な
い
と
い
う
現

状
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
道
徳
・
倫
理
軽
視
と
も
言
え
る
教
育
体
制

や
風
土
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
道
徳
・
倫
理
へ
の
意
識
の
向

上
に
大
学
と
し
て
貢
献
で
き
る
の
か
、
大
学
と
し
て
も
真
摯
に
考
え

る
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

大
学
で
の
道
徳
教
育
の
あ
り
方

先
ほ
ど
規
範
意
識
の
低
下
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
大
学
で
の
道
徳

教
育
は
「
躾
」
の
よ
う
な
狭
い
領
域
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
と

考
え
て
い
る
。
本
来
、
自
分
と
他
者
（
自
然
も
含
む
）
と
の
関
係
を
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考
え
な
が
ら
、
ど
の
よ
う
に
よ
り
良
く
生
き
る
か
に
つ
い
て
思
索
す

る
の
が
、
道
徳
教
育
と
い
う
も
の
で
な
か
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
道

徳
を
学
ぶ
の
に
、
小
中
と
い
う
よ
う
な
特
定
の
時
期
が
定
め
ら
れ
る

も
の
で
は
な
い
は
ず
で
、そ
の
よ
う
な
道
徳
的
な
関
係
性
や
行
動
は
、

場
所
や
関
係
性
が
変
わ
る
た
び
に
、
新
し
く
再
構
築
さ
れ
、
そ
れ
に

対
応
す
る
新
た
な
態
度
が
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
道
徳

は
、
学
び
に
終
わ
り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
追

及
す
べ
き
テ
ー
マ
だ
と
考
え
た
い
。

大
学
教
育
で
追
及
す
べ
き
教
育
目
的
と
し
て
、自
立
し
た「
二
十
一

世
紀
型
市
民
」
す
な
わ
ち
、「
専
門
分
野
に
つ
い
て
専
門
性
を
有
す

る
だ
け
で
な
く
、
幅
広
い
教
養
を
身
に
つ
け
、
高
い
公
共
性
・
倫
理

性
を
保
持
し
つ
つ
、
時
代
の
変
化
に
合
わ
せ
て
積
極
的
に
社
会
を
支

え
、
あ
る
い
は
社
会
を
改
善
し
て
ゆ
く
資
質
を
有
す
る
人
材
」
の
養

成
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（「
中
央
教
育
審
議
会
答
申
」）。
し
か
し
な

が
ら
、
そ
の
「
高
い
公
共
性
・
倫
理
性
」
の
中
身
は
何
か
と
な
る
と
、

具
体
的
内
容
や
統
一
見
解
の
提
示
は
な
く
、
各
大
学
の
教
育
理
念
に

任
さ
れ
る
部
分
が
大
き
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

母
体
で
あ
る
廣
池
学
園
が
本
年
度
に
創
立
七
十
五
周
年
を
迎
え
た

本
学
で
は
、
創
立
以
来
一
貫
し
て
、「
知
徳
一
体
」
の
教
育
理
念
の

も
と
、
高
い
専
門
性
と
品
性
、
道
徳
性
を
備
え
、
国
際
社
会
に
貢
献

で
き
る
人
材
の
育
成
を
目
指
し
て
き
た
。
大
学
の
「
建
学
の
理
念
」

は
、
単
な
る
「
お
題
目
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
抽
象
的
目
標
の
レ

ベ
ル
で
終
わ
ら
せ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
本
学

で
は
「
建
学
の
精
神
」
教
育
の
実
質
化
を
図
る
べ
く
、
カ
リ
キ
ュ
ラ

ム
で
も
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
以
外
で
も
、
全
学
的
・
組
織
的
に
道
徳
・

倫
理
教
育
を
積
極
的
に
展
開
し
よ
う
と
試
み
て
い
る
。

そ
の
成
果
の
ひ
と
つ
が
、
平
成
二
十
年
、
大
学
で
の
道
徳
・
倫
理

の
研
究
・
教
育
を
全
学
的
に
行
う
た
め
に
設
立
し
た
「
道
徳
科
学
教

育
セ
ン
タ
ー
」（Center�for�M

oral�Science�and�Education

）、

略
し
て
Ｃ
Ｍ
Ｓ
Ｅ
で
あ
る
が
、
同
セ
ン
タ
ー
長
を
学
長
が
兼
務
し
て

い
る
。

麗
澤
大
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
に
お
け
る
道
徳
教
育

で
は
、
現
在
の
本
学
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
で
、
道
徳
・
倫
理
教
育
が

ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
か
を
管
見
し
て
み
よ
う
。
本
学
の
道

徳
・
倫
理
教
育
は
、
①
人
格
形
成
教
育
、
②
多
文
化
理
解
教
育
、
③

専
門
倫
理
教
育
の
三
つ
の
柱
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
誌
面
の
関
係

上
、
こ
れ
ら
の
骨
子
を
ご
く
簡
単
に
説
明
し
た
い
。

ま
ず
、
人
格
形
成
教
育
の
中
核
を
担
う
科
目
は
「
道
徳
科
学
Ａ
・

Ｂ
」
で
あ
り
、
両
学
部
の
教
養
科
目
の
コ
ア
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
専
門
教
育
を
受
け
る
上
で
の
基
盤
と
し
て

学
生
の
倫
理
・
道
徳
の
意
識
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
、
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初
年
次
教
育
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
上
で
学
問
的
に
展
開
さ
れ
、
一
年
次

配
当
の
必
修
科
目
と
な
っ
て
い
る
。「
道
徳
科
学
」
の
教
育
内
容
は
、

①
麗
澤
大
学
で
学
ぶ
意
義
を
自
覚
す
る
、
②
専
門
的
な
知
識
や
技
術

を
活
か
す
上
で
の
品
性
や
道
徳
の
必
要
性
を
学
ぶ
、
③
現
代
人
特
有

の
心
の
痛
み
や
苦
悩
と
正
面
か
ら
向
き
合
う
、
④
地
球
環
境
全
体
の

問
題
を
道
徳
的
な
視
点
か
ら
分
析
し
、
解
決
に
取
り
組
む
ス
キ
ル
を

習
得
す
る
、
⑤
民
族
・
宗
教
の
対
立
が
絶
え
な
い
国
際
社
会
に
お
い

て
多
元
的
な
価
値
を
容
認
す
る
た
め
の
「
寛
容
」
と
「
互
敬
」
の
精

神
を
養
成
す
る
、
な
ど
の
コ
ン
テ
ン
ツ
で
構
成
し
て
い
る
。

本
学
は
、「
道
徳
科
学
」
の
科
目
に
限
ら
ず
、
新
し
い
時
代
の
要

請
に
対
応
す
べ
く
、
全
学
を
あ
げ
て
抜
本
的
な
教
育
シ
ス
テ
ム
の
改

革
を
推
進
し
て
い
る
。
平
成
二
十
年
四
月
に
は
、両
学
部
を
改
組
し
、

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
改
革
を
行
っ
た
が
、
そ
の
際
も
道
徳
・
倫
理
教
育
の

さ
ら
な
る
進
化
を
重
点
目
標
に
掲
げ
た
。
外
国
語
学
部
で
は
、
①
自

校
史
を
学
び
、
麗
澤
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
た
め
の
副

専
攻
コ
ー
ス
と
し
て
「
二
十
一
世
紀
の
人
間
学
」
を
新
設
し
、②
「
道

徳
科
学
Ａ
・
Ｂ
」
の
上
級
編
と
し
て
「
生
涯
学
習
論
」
を
設
置
し
た
。

経
済
学
部
で
は
、
①
「
モ
ラ
ル
」「
Ｉ
Ｔ
」「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
を
、
専

門
教
育
を
貫
く
三
つ
の
共
通
方
針
と
し
て
位
置
づ
け
、
全
コ
ー
ス
に

「
社
会
貢
献
」「
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
」
な
ど
、
倫
理
と
公
共
性
の
視

点
を
盛
り
込
み
、②
企
業
倫
理
、コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
、Ｃ
Ｓ
Ｒ
（
企

業
の
社
会
的
責
任
）、
会
社
法
、
知
的
財
産
法
、
リ
ス
ク
管
理
に
つ

い
て
学
ぶ
「
企
業
法
務
コ
ー
ス
」
を
設
置
し
た
。
ま
た
こ
の
分
野
の

最
先
端
の
研
究
を
行
っ
て
い
る
の
が
、
大
学
の
付
属
機
関
と
し
て
設

置
し
て
い
る
企
業
倫
理
研
究
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
。

全
学
的
な
道
徳
・
倫
理
教
育
の
支
援
組
織
Ｃ
Ｍ
Ｓ
Ｅ

本
学
で
の
様
々
な
道
徳
・
倫
理
教
育
や
学
生
の
諸
活
動
の
支
援
は
、

先
ほ
ど
言
及
し
た
Ｃ
Ｍ
Ｓ
Ｅ
（
道
徳
科
学
教
育
セ
ン
タ
ー
）
が
そ
の

中
核
を
担
っ
て
い
る
。活
動
内
容
を
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
す
る
と
、

「
教
育
活
動
」
と
し
て
、
①
「
道
徳
科
学
」
の
授
業
運
営
支
援
お
よ

び
教
材
開
発
、②
道
徳
教
育
の
展
開
の
場
と
し
て
の
学
生
支
援
活
動
、

「
研
究
活
動
」
と
し
て
、
①
建
学
の
理
念
に
関
す
る
研
究
と
そ
の
教

授
法
の
開
発
、
②
道
徳
科
学
（
モ
ラ
ロ
ジ
ー
）
に
関
す
る
研
究
と
そ

の
教
授
法
の
開
発
、
③
倫
理
・
道
徳
思
想
に
関
す
る
研
究
と
そ
の
教

授
法
の
開
発
研
究
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
Ｃ
Ｍ
Ｓ
Ｅ
が
行
っ

た
具
体
的
活
動
を
ご
紹
介
し
た
い
。

（
１
）『
大
学
生
の
た
め
の
道
徳
教
科
書
』
を
出
版　

「
道
徳
科
学
Ａ
・
Ｂ
」
は
、
複
数
の
教
員
が
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す
る
ク

ラ
ス
に
分
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
平
成
十
九
年
度
ま
で
は
共
通
の
教

科
書
を
持
た
ず
、
毎
回
の
授
業
に
関
し
て
は
各
教
員
の
個
人
的
裁
量
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特集・学生とマナー 
に
委
ね
て
き
た
た
め
、
教
科
内
容
に
関
し
て
統
一
性
が
十
分
に
確
保

で
き
な
い
な
ど
の
課
題
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
平
成
二
十
年
、
Ｆ
Ｄ
活

動
の
一
環
と
し
て
、「
道
徳
科
学
」
の
よ
り
効
果
的
、
統
一
的
な
授

業
を
展
開
す
る
た
め
、共
通
テ
キ
ス
ト
『
道
徳
科
学
へ
の
い
ざ
な
い
』

（
以
下
『
い
ざ
な
い
』
と
い
う
）
を
作
成
し
た
。
し
か
し
、
Ｃ
Ｍ
Ｓ

Ｅ
で
「
道
徳
科
学
」
へ
の
学
習
支
援
と
し
て
、
同
科
目
の
担
当
者
が

作
成
し
た
『
い
ざ
な
い
』
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
課
題

が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
①
現
代
社
会
の
諸
問
題
と
建
学
の
精
神

お
よ
び
倫
理
・
道
徳
思
想
と
の
関
連
性
を
さ
ら
に
明
確
に
す
る
必
要

が
あ
る
、
②
双
方
向
型
授
業
の
展
開
を
さ
ら
に
意
図
し
た
構
成
に
す

る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
Ｃ
Ｍ
Ｓ
Ｅ
で
は
『
い
ざ
な
い
』
改
訂
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
発

足
さ
せ
た
。
特
に
改
訂
作
業
で
は
、
こ
れ
ま
で
教
員
だ
け
で
行
っ
て

き
た
教
科
書
づ
く
り
に
学
生
に
も
参
加
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。

具
体
的
に
は
、「
道
徳
科
学
」
の
各
ク
ラ
ス
か
ら
選
出
し
た
代
表
者

や
参
加
希
望
者
で
学
生
モ
ニ
タ
ー
を
構
成
し
、
学
生
と
担
当
教
員
と

で
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し
た
わ
け
だ
が
、
参
加
し
た
学
生
た
ち

に
は
、
い
つ
も
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
と
は
違
う
知
的
刺
激
と
充
実
感
を

満
喫
で
き
た
と
好
評
で
あ
っ
た
。
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
合
計
三
回
開

催
し
、
延
べ
十
八
名
の
学
生
と
『
い
ざ
な
い
』
の
構
成
、
内
容
、
表

現
な
ど
を
徹
底
的
に
議
論
し
た
。
そ
の
学
生
と
教
員
の
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
の
成
果
が
、
平
成

二
十
一
年
の
四
月
、『
大
学

生
の
た
め
の
道
徳
教
科
書
』

と
し
て
結
実
し
た
。

今
後
も
本
学
は
、
道
徳
・

倫
理
教
育
に
お
い
て
も
Ｐ
Ｄ

Ｃ
Ａ
サ
イ
ク
ル
に
則
り
、
た

え
ず
改
善
を
心
掛
け
て
い

る
。『
大
学
生
の
た
め
の
道

徳
教
科
書
』
を
半
年
間
使
用

し
た
後
で
、
教
員
・
学
生
か

ら
ア
ン
ケ
ー
ト
を
取
り
、
そ

れ
を
分
析
し
た
結
果
、さ
ま
ざ
ま
な
反
省
点
と
改
善
点
が
出
さ
れ
た
。

そ
れ
に
基
づ
き
、
現
教
科
書
の
改
訂
、
姉
妹
編
と
し
て
『
道
徳
実
践

編
（
仮
題
）』
の
作
成
、
米
国
ボ
ス
ト
ン
大
学
の
教
育
学
部
と
学
術

提
携
を
結
び
、
同
学
内
の
「
人
格
・
社
会
的
責
任
研
究
セ
ン
タ
ー
」

（Center�for�Character�and�Social�Responsibility

）
と
道
徳

教
材
の
共
同
開
発
を
行
う
予
定
で
あ
る
。
Ｃ
Ｍ
Ｓ
Ｅ
の
こ
れ
ま
で
の

諸
活
動
は
大
学
の
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
で
日
本
語
と
英
語
で
も
公
開
し
て

い
る
の
で
、
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
（http://cm

se.reitaku-u.
ac.jp/

）。

図　大学生のための道徳教科書
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特集・学生とマナー 
（
２
）
新
入
生
へ
の
導
入
教
育

Ｃ
Ｍ
Ｓ
Ｅ
は
新
入
生
へ
の
導
入
教
育
も
支
援
し
て
い
る
が
、
特
筆

す
べ
き
は
、
外
国
語
学
部
が
毎
年
新
入
生
を
対
象
に
行
う
「
谷
川
オ

リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
・
キ
ャ
ン
プ
」
で
あ
る
。
開
催
場
所
の
谷
川
セ

ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
は
、
昭
和
十
二
年
、
創
立
者
の
廣
池
千
九
郎
が
群
馬

県
み
な
か
み
町
谷
川
に
私
財
を
投
じ
て
温
泉
を
購
入
し
、
開
設
し
た

教
育
施
設
で
あ
る
。
病
弱
で
あ
っ
た
廣
池
は
療
養
を
か
ね
て
全
国

九
〇
余
の
温
泉
を
巡
り
、
そ
の
中
で
も
谷
川
温
泉
が
最
上
の
も
の
で

あ
る
と
判
断
し
、
こ
こ
に
麗
澤
の
関
係
者
の
精
神
と
肉
体
を
あ
わ
せ

救
う
施
設
を
建
設
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
地
を
訪
れ
る
こ
と
自

体
が
、
本
学
の
創
立
者
の
精
神
に
触
れ
る
機
会
と
な
る
。
道
徳
教
育

プ
ロ
グ
ラ
ム
で
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
の
は
、本
学
の
「
道
徳
科
学
」

担
当
教
員
と
上
級
生
か
ら
な
る
「
自
校
学
習
ク
ル
ー
」
で
あ
る
。
上

級
生
ス
タ
ッ
フ
と
同
行
教
職
員
は
、
自
校
史
に
関
す
る
事
前
勉
強
会

を
開
く
な
ど
、
学
生
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
積
極
的
に
行
っ
て

い
る
。

（
３
）
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
以
外
で
の
道
徳
教
育
の
実
践
的
取
組

本
学
で
は
昭
和
十
年
の
創
立
時
か
ら
全
寮
制
を
採
用
し
、「
自
修

研
鑽
の
実
力
」
を
養
う
教
育
寮
を
中
心
に
学
生
支
援
が
行
わ
れ
て
き

た
。
昭
和
六
十
一
年
か
ら
通
学
制
を
導
入
す
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の

の
、
現
在
の
寮
も
教
育
寮
と
し
て
の
位
置
づ
け
に
変
わ
り
は
な
く
、

学
生
の
寮
長
に
よ
る
自
治
寮
体
制
を
維
持
し
て
い
る
。
大
学
で
は
、

全
学
レ
ベ
ル
で
学
生
支
援
を
担
当
す
る
学
長
補
佐
と
学
生
課
の
学
寮

担
当
を
中
心
に
、
寮
長
の
種
々
の
悩
み
の
解
決
や
人
間
的
成
長
を
促

進
す
る
目
的
で
「
寮
長
セ
ミ
ナ
―
」
を
実
施
し
て
き
た
。

そ
れ
と
同
時
に
、
寮
以
外
の
場
で
の
学
生
支
援
と
し
て
実
施
し
て

い
る
の
が
、
学
内
の
全
課
外
活
動
（
ク
ラ
ブ
・
同
好
会
）
の
ヘ
ッ
ド

を
対
象
と
し
、
他
者
へ
の
奉
仕
を
通
し
て
自
己
の
人
格
的
研
鑽
を
目

指
す
「
リ
ー
ダ
ー
セ
ミ
ナ
ー
」
で
あ
る
。
今
後
も
、
リ
ー
ダ
ー
支
援

に
軸
足
を
置
い
た
全
学
的
学
生
支
援
体
制
の
構
築
、
キ
ャ
リ
ア
教
育

や
生
涯
教
育
の
視
点
を
踏
ま
え
た
他
の
学
生
支
援
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
種
々
の
活
動
を
展

開
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
紹
介
に
つ
い
て
は
ま
た
の
機
会
に
譲
り

た
い
。

本
学
の
校
歌
に
「
日
々
に
孜
孜
、
日
に
新
た
な
り
」
と
詠
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
本
学
は
一
歩
一
歩
踏
み
し
め
な
が
ら
、
道
徳
・
倫
理

教
育
を
進
化
さ
せ
て
い
き
た
い
と
志
を
新
た
に
し
て
い
る
。


