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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
二
巻

八
月
号

貧
し
い
国
の
悲
劇

ネ
パ
ー
ル
で
は

経
済
的
に
貧
し
い
国

だ
ま
さ
れ
身
を
売
る

と

少
女
ゴ
マ
ン

精
神
的
に
貧
し
い
国

の

日
本
で
は

二
つ
の
悲
劇

自
ら
身
を
売
る

少
女
ゴ
マ
ン

し
つ
け
が
不
寛
容
を
生
む

あ
る
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
は

人
間
は

「
し
つ
け
を
す
る
か
ら

不
寛
容
に
な
る
」
と
い
う

正
し
い
と
思
っ
て

間
違
い
を
犯
す
好
例
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
九
一
）

―

―

『
正
法
眼
蔵
』
解
説
（
三
五
）

仏
性
の
巻
を
続
け
ま
す
。

仏
性
の
言
（
ご
ん
）
を
き
き
て
、
学
者
お
ほ
く
先
尼
外
道

（
せ
ん
に
げ
ど
う
）
の
我
の
ご
と
く
邪
計
（
じ
ゃ
け
）
せ

り
。
そ
れ
人
に
あ
は
ず
、
自
己
に
あ
は
ず
、
師
を
み
ざ
る
ゆ

ゑ
な
り
。
い
た
づ
ら
に
風
火
の
動
著
（
ど
う
じ
ゃ
く
）
す
る

心
意
識
を
、
仏
性
の
覚
知
覚
了
と
お
も
へ
り
。
た
れ
か
い
う

ふ
し
、
仏
性
に
覚
知
覚
了
あ
り
と
。
覚
者
知
者
は
た
と
ひ
諸

仏
な
り
と
も
、
仏
性
は
覚
知
覚
了
に
あ
ら
ざ
る
な
り
。
い
は

ん
や
諸
仏
を
覚
者
知
者
と
い
ふ
覚
知
は
、
な
ん
だ
ち
が
云
々

の
邪
解
（
じ
ゃ
げ
）
を
覚
知
と
せ
ず
、
風
火
の
動
静
（
ど
う

じ
ょ
う
）
を
覚
知
と
す
る
に
あ
ら
ず
、
た
だ
一
両
の
仏
面
祖

面
、
こ
れ
覚
知
な
り
。

往
往
に
古
老
先
徳
、
あ
る
い
は
西
天
に
往
還
し
、
あ
る
い

は
人
天
を
化
道
す
る
、
漢
唐
よ
り
宋
朝
に
い
た
る
ま
で
、
稲

麻
竹
葦
（
と
う
ま
ち
く
い
）
の
ご
と
く
な
る
、
お
ほ
く
風
火

の
動
著
（
ど
う
じ
ゃ
く
）
を
仏
性
の
知
覚
と
お
も
へ
る
。
あ

は
れ
む
べ
し
。
学
道
転
疎
（
て
ん
そ
）
な
る
に
よ
り
て
、
い

ま
の
失
誤
あ
り
。
い
ま
仏
道
の
晩
学
初
心
、
し
か
あ
る
べ
か

ら
ず
。

参
考
ま
で
に
今
回
も
、
現
代
語
訳
と
し
て
増
谷
文
雄
著
『
現
代

語
訳
正
法
眼
蔵
第
二
巻

（
角
川
書
店
刊
）
を
、
引
用
さ
せ
て
頂

』

き
ま
す
。そ

の
仏
性
と
い
う
こ
と
ば
を
、
学
者
の
な
か
に
は
、
先
尼

外
道
（
せ
ん
に
げ
ど
う
）
の
い
う
「
我
」
の
よ
う
に
思
い
誤

っ
て
い
る
も
の
が
す
く
な
く
な
い
。
そ
れ
は
、
然
（
し
か
）

る
べ
き
人
に
あ
わ
ず
、
自
己
に
も
あ
わ
ず
、
師
に
も
学
ば
な

い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
い
た
ず
ら
に
、
わ
が
内
に
風
の
そ
よ

ぎ
火
の
も
ゆ
る
よ
う
に
ゆ
れ
動
く
心
識
を
も
っ
て
、
そ
れ
が

（

）

。

覚
知

か
く
ち

の
は
た
ら
き
だ
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る

い
っ
た
い
、
仏
性
に
覚
知
の
は
た
ら
き
が
あ
る
な
ど
と
、
誰

が
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、
諸
仏
の
こ
と
を
覚

者
と
い
い
知
者
と
は
い
う
け
れ
ど
も
、
仏
性
は
け
っ
し
て
覚

知
で
も
覚
了
で
も
な
い
。
ま
し
て
や
、
諸
仏
を
覚
者
・
知
者

と
い
う
と
き
の
覚
と
知
と
は
、
な
ん
じ
ら
が
云
々
す
る
誤
れ

る
考
え
を
い
う
の
で
は
な
い
。
風
・
火
の
二
大
（
に
だ
い
）

の
う
ご
き
を
覚
知
と
す
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
一
箇
両
箇

、

。

の
仏
の
面
目

祖
の
面
目
の
な
る
を
覚
知
と
す
る
の
で
あ
る
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漢
よ
り
宋
に
い
た
る
ま
で
の
間
に
も
、
あ
る
い
は
西
の
方

天
竺
に
ま
で
往
復
し
、
あ
る
い
は
人
々
の
教
化
に
力
を
つ
く

し
た
古
老
先
徳
（
こ
ろ
う
せ
ん
と
く
）
は
す
く
な
く
な
か
っ

た
が
、
そ
の
な
か
に
も
、
風
大
（
ふ
う
だ
い

・
火
大
（
か

）

だ
い
）
の
動
き
を
も
っ
て
仏
性
の
は
た
ら
き
と
思
っ
て
い
た

。

。

も
の
は
す
く
な
く
な
か
っ
た

あ
わ
れ
む
べ
き
こ
と
で
あ
る

仏
教
の
ま
な
び
か
た
が
疎
漏
（
そ
ろ
う
）
で
あ
っ
た
た
め
に

こ
の
誤
り
を
お
か
し
た
の
で
あ
る
。
い
ま
仏
教
を
ま
な
ぼ
う

と
す
る
後
学
初
心
の
も
の
は
そ
う
で
は
い
け
な
い
。

、

、

、

今
回
は

そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な
く

現
代
語
訳
を
読
ま
れ
れ
ば

大
体
、
ご
理
解
頂
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

少
し
だ
け
解
説
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず

「
先
尼
外
道
」
で
す
が
、
こ
れ
は
、
先
尼
と
い
う
姓
の

、

外
道
と
い
う
こ
と
で
す
。
仏
教
で
は
、
仏
教
以
外
の
宗
教
の
教
え

や
そ
の
信
奉
者
を
外
道
と
呼
び
ま
す
が
、
そ
の
一
つ
が
、
先
尼
と

い
う
姓
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
し
た
人
た
ち
（
当
時
の
多
く
の
哲
学
者
が
そ
う
で
し
た
）

が
「
我
」
を
説
い
た
わ
け
で
す
が
、
こ
の
我
を
、
原
語
で
は
ア
ー

ト
マ
ン
と
言
い
、
宇
宙
我
で
あ
る
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
（
＝
梵
）
に
対

。

、

応
し
て
人
間
に
存
在
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
ま
し
た

そ
れ
は

ひ
と
こ
と
で
言
い
ま
す
と
、
霊
魂
あ
る
い
は
自
我
と
呼
べ
る
も
の

で
す
。
そ
れ
は
、
人
間
の
心
の
中
で
、
中
心
と
な
る
も
の
で
、
常

住
で
あ
り
、
一
な
る
も
の
で
あ
り
、
主
宰
す
る
も
の
で
あ
る
と
、

考
え
ら
れ
ま
し
た
。
釈
尊
は
こ
の
考
え
を
否
定
さ
れ
、
無
我
説
を

説
か
れ
た
わ
け
で
す
。

し
か
し
、
真
言
密
教
で
は

「
入
我
我
入
」
と
い
う
言
葉
で
表

、

さ
れ
ま
す
よ
う
に
、
我
と
仏
と
の
一
体
が
説
か
れ
ま
し
た
。
そ
れ

は
、
冥
想
の
中
で

「
本
尊
が
我
が
身
中
に
入
ら
れ
た
と
感
じ
、

、

我
が
身
が
本
尊
の
御
身
の
中
に
入
っ
た
と
感
じ
る
こ
と
」
な
の
で

す
。
こ
れ
は
、
イ
ン
ド
思
想
の
「
梵
我
一
如
」
を
、
真
言
密
教
の

冥
想
の
中
で
、
実
感
す
る
こ
と
だ
と
言
え
ま
す
。

私
の
構
築
し
ま
し
た
「
自
己
・
他
己
双
対
理
論
」
は
、
こ
の
体

験
を
も
と
に
し
て
い
ま
す
。

人
間
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
（
我
）
と
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
（
梵
）
を
、

自
己
矛
盾
的
に
自
分
の
中
に
宿
し
て
生
ま
れ
て
く
る
と
考
え
る
わ

け
で
す
。
そ
れ
が

「
自
己
」
と
「
他
己
」
と
い
う
弁
証
法
的
運

、

動
を
す
る
二
つ
の
契
機
の
根
源
を
な
し
て
い
る
と
し
て
い
ま
す
。

私
は
、
そ
の
両
者
の
意
識
へ
の
現
れ
が
、
自
己
の
構
成
要
素
の
最

上
位
に
位
置
す
る
「
自
我
」
で
あ
り
、
他
己
の
構
成
要
素
の
最
上

位
に
位
置
す
る
「
人
格
」
で
あ
る
、
と
考
え
る
わ
け
で
す
。

そ
の
冥
想
の
方
法
で
す
が

「
自
己
」
の
構
成
要
素
で
あ
る
、

、

「
認
知
」
と
「
感
覚
」
と
「
情
動
」
を
抑
え
て

「
他
己
」
の
構

、

成
要
素
で
あ
る

「
言
語
」
で
本
尊
の
真
言
を
唱
え

「
運
動
」

、

、

で
手
に
本
尊
の
印
を
結
び

「
感
情
」
で
ひ
た
す
ら
本
尊
を
観
想

、



- 4 -

す
る
わ
け
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で

「
入
我
我
入
」
を
実
現
す

、

る
の
で
す
。
そ
の
と
き
、
無
意
識
に
宿
す
我
（
生
命
蔵
識
）
と
梵

（
如
来
蔵
識
＝
仏
性
）
が
統
合
さ
れ
て
、
い
わ
ゆ
る

「
梵
我
一

、

如
」
あ
る
い
は
「
一
心
」
を
体
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

次
に
進
み
ま
す

「
自
己
に
あ
は
ず
」
で
す
が
、
こ
れ
は
、
前

。

述
の
よ
う
な
「
真
の
自
己
」
を
体
得
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。次

に

「
風
火
の
動
著
す
る
心
意
識
」
で
す
が
、
こ
こ
で
い
う

、

心
意
識
と
は
、
私
の
モ
デ
ル
で
い
い
ま
す
と
、
ど
こ
ま
で
も
「
意

識
」
領
域
で
の
こ
と
で
、
仏
性
が
問
題
と
な
る
「
無
意
識
」
で
の

こ
と
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
言
葉
の
次
に

「
覚
知
覚
了
」
と
い
う
言
葉
が
何
度
も
出

、

て
き
ま
す
が
、
こ
れ
ら
も
す
べ
て
、
普
通
は
、
意
識
領
域
で
の
こ

と
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

た
だ
、
覚
者
知
者
と
い
う
時
の
覚
知
は

「
た
だ
一
両
の
仏
面

、

祖
面
」
だ
と
い
う
の
で
す

「
一
両
の
」
と
は
「
一
、
二
の
」
と

。

い
う
こ
と
で
す
し
、
面
と
は
面
目
と
い
う
こ
と
で
す
。
と
い
う
こ

と
は
、
覚
知
と
は
、
一
、
二
人
の
仏
や
一
派
の
祖
の
面
目
そ
の
も

の
と
い
う
こ
と
で
す
。
面
目
は
、
禅
宗
で
は
「
真
理
・
骨
髄
・
根

本
の
真
義
」
と
い
う
意
味
で
使
い
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う

し
た
も
の
は
、
無
意
識
の
仏
性
を
体
感
し
た
、
解
脱
の
心
境
を
あ

ら
わ
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

残
り
の
部
分
は
、
現
代
語
訳
を
読
ん
で
頂
け
れ
ば
、
お
分
か
り

に
な
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

た
だ
、
現
代
語
訳
に
あ
り
ま
す
「
風
大
（
ふ
う
だ
い

・
火
大

）

（
か
だ
い

（
原
文
で
は
風
火
）
に
つ
い
て
、
少
し
解
説
し
て

）
」

お
き
ま
す
。

仏
教
で
は
、
物
質
は
次
の
四
つ
の
元
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
地
・
水
・
火
・
風
の
四
大
種
で

す
。
な
お
、
真
言
密
教
で
は
、
こ
れ
に
空
を
加
え
て
五
大
と
し
て

い
ま
す
。
こ
の
五
つ
の
元
素
の
本
質
と
作
用
は
次
の
様
に
な
っ
て

い
ま
す
。
①
堅
さ
を
本
質
と
し
て
保
持
す
る
作
用
を
も
つ
地
大
、

、

、

②
湿
性
を
本
質
と
し

そ
れ
を
お
さ
め
集
め
る
作
用
を
も
つ
水
大

③
熱
さ
を
本
質
と
し
て
成
熟
さ
せ
る
作
用
の
あ
る
火
大
、
④
動
き

を
本
質
と
し
、
動
物
を
生
長
さ
せ
る
作
用
の
あ
る
風
大
、
⑤
無
碍

（
さ
ま
た
げ
ら
れ
な
い
）
を
本
質
と
し
、
障
（
さ
わ
）
り
の
な
い

よ
う
に
さ
せ
る
作
用
を
も
つ
空
大
。

現
代
の
科
学
か
ら
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
五
大
に
よ
っ
て
物
質
が

構
成
さ
れ
て
い
る
と
す
る
考
え
方
は
、
素
朴
で
幼
稚
な
も
の
で
す

が
、
物
の
本
質
や
働
き
を
要
素
に
還
元
し
て
考
え
よ
う
と
し
た
点

で
、
科
学
的
思
考
法
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
思
考
法
は
、
し
か
し
、
ど
こ
ま
で
も
「
意
識
」
の
領

域
で
の
こ
と
で
、
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
て
い
ま
す
、
仏
性
と
か
悉

有
に
つ
い
て
は
、
適
用
で
き
な
い
も
の
な
の
で
す
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

刑

事

責

任

を

問

う

べ

し

ア
メ
リ
カ
で
は

教
師
を
ピ
ス
ト
ル
で

撃
ち
殺
し
た

十
三
歳
の
少
年
が

禁
固
二
十
八
年
の

判
決
を
受
け
て
い
る

な
の
に

日
本
で
は

近
所
の
知
り
合
い
を

三
人
殺
し

三
人
に
重
傷
を
負
わ
せ
て
も

誰
も

刑
事
責
任
を
問
わ
れ
な
い

何
と
い
う
社
会
か

ス

ト

レ

ス

教

育

い
ま
の
教
育
は

ス
ト
レ
ス
に

耐
え
る
こ
と
を

教
え
な
い
で

減
ら
す
こ
と
や

避
け
る
こ
と
ば
か
り

教
え
て
い
る

ま
す
ま
す

ス
ト
レ
ス
に
弱
い

子
ど
も
た
ち
ば
か
り
に

な
る
と
い
う
の
に

自

己

に

不

利

益

な

供

述

刑
法
で
は

自
己
に
不
利
益
な
供
述
は

し
な
く
て
も
よ
い

と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る

ま
た

疑
わ
し
き
は
罰
せ
ず

で
あ
る

こ
こ
に

捜
査
の
む
ず
か
し
さ
が
あ
り

道
徳
頽
廃
の
原
因
の

一
端
が
あ
る

釈
尊
の
五
戒
の
一
つ
に

不
妄
語
戒
が
あ
る

正
直
に
告
白
す
る
こ
と
を

奨
励
す
べ
き
で
あ
る

う
そ
を
言
っ
て
い
る
こ
と
が

証
拠
か
ら

立
証
で
き
る
と
き
は

刑
罰
を
ず
っ
と
重
く

し
た
ら
よ
い
と
思
う
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慈

悲

と

い

う

字

の

意

味

慈
悲
と
い
う
言
葉
を

慈
と
悲
に
分
け
て

調
べ
て
み
た
ら

そ
の
字
の
成
り
立
ち
を

示
す
「
解
字
」
に

次
の
よ
う
に
あ
っ
た

〔
慈
〕

音
符
の
茲
（
ジ
）
は

ふ
え
る
の
意
味
。

子
を
ふ
や
し
育
て
る
心

い
つ
く
し
み
・
愛
の
意
味
を

表
す
。

〔
悲
〕

音
符
の
非
（
ヒ
）
は

左
右
に
わ
か
れ
る
の
意
味
。

心
が
ひ
き
ち
ぎ
れ

い
た
み
か
な
し
む
の
意
味
を

表
す
。

私
は

悲
は

仏
が
衆
生
を
救
え
き
れ
な
い

悲
し
み
だ
と
思
っ
て
い
た
が

ま
さ
に
そ
う
で
あ
っ
た

仏
の
心
か
ら
迷
い
出
た

衆
生
の
心
（
他
己
喪
失
）
を

悲
し
む
の
が
悲
な
の
だ

法

を

知

ら

な

い

裁

判

官

世
間
知
ら
ず
の

裁
判
官

条
文
だ
け
が

す
べ
て
の
た
よ
り

「
法
」
が
何
か
を

知
ら
な
い
輩

不

邪

淫

戒

の

喪

失

ア
フ
リ
カ
で
は

エ
イ
ズ
が
大
流
行

な
の
に

治
療
薬
が

高
す
ぎ
て

買
え
な
い
と

不
平
を
言
う

で
も

夫
婦
以
外
の

セ
ッ
ク
ス
を

控
え
よ
う
と
は

言
わ
な
い

エ
イ
ズ
は
そ
れ
を

教
え
る
た
め
の

仏
の
贈
り
物
な
の
に

敬

語

の

喪

失

道
が
廃
れ

徳
が
廃
れ

仁
が
廃
れ

義
が
廃
れ

い
ま
や

礼
さ
え
も
廃
れ
て
い
る

そ
の
一
つ
の
現
れ
は

敬
語
の
喪
失

地

球

に

守

ら

れ

る

地
球
を
守
る

と
い
う
人
が
多
い

自
分
が
地
球
に

守
ら
れ
て
い
る
こ
と
を

忘
れ
て
は
い
ま
せ
ん
か
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自
作
随
筆
選

人
権
の
主
張
と
義
務
の
遂
行

二
十
一
世
紀
は
人
権
の
世
紀
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

国
連
は
、
前
世
紀
末
に
、
今
世
紀
に
向
け
て
の
人
権
運
動
の
基

本
方
針
を
策
定
し
、
そ
の
行
動
計
画
を
発
表
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
日
本
で
も
、
人
権
擁
護
推
進
審
議
会
が
設
置
さ
れ
、
審

議
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
最
近
（
平
成
十
三
年
五
月
二

十
五
日

「
人
権
救
済
制
度
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
と
題
す
る

）
、

答
申
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
人
権
を
拡
張
し
て
行
こ
う
と
す
る
動
き
は
、
私
の
理

論
で
言
い
ま
す
「
他
己
」
が
喪
失
さ
れ
つ
つ
あ
る
現
代
で
は
、
致

し
方
な
い
こ
と
だ
と
は
思
い
ま
す
が
、
で
も
、
こ
う
し
た
人
権
と

い
う
権
利
の
主
張
だ
け
で
は
、
差
別
は
解
消
で
き
ま
せ
ん
し
、
真

の
人
々
の
幸
福
・
福
祉
・
安
寧
は
実
現
し
ま
せ
ん
。
い
な
、
真
実

は
そ
の
逆
で
、
人
々
が
権
利
を
主
張
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
お
互
い

が
孤
立
し
、
不
幸
を
か
こ
つ
こ
と
に
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

で
も
、
残
念
な
が
ら
、
多
く
の
人
が
そ
の
こ
と
に
気
付
い
て
い

ま
せ
ん
。
な
ぜ
、
そ
う
な
っ
て
行
く
の
で
し
ょ
う
か
。
少
し
考
え

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

実
は
、
こ
れ
を
説
明
す
る
の
は
大
変
難
し
い
こ
と
な
の
で
す
。

な
ぜ
か
と
申
し
ま
す
と
、
現
在
み
な
さ
ん
が
住
ん
で
お
ら
れ
る
こ

の
世
界
の
思
考
方
法
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
考
え
方
を
そ
の

根
拠
と
し
て
い
る
か
ら
な
の
で
す
。
で
す
か
ら

「
な
ぜ
権
利
の

、

主
張
だ
け
で
、
人
々
が
幸
福
に
な
れ
な
い
か
」
を
説
明
し
、
理
解

し
て
頂
く
た
め
に
は
、
ま
ず
、
私
の
理
論
を
、
こ
こ
ろ
か
ら
信
じ

て
頂
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

実
は
、
難
儀
な
こ
と
に
、
現
代
人
は
そ
の
こ
と
が
も
っ
と
も
苦

手
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
現
行
民
主
主
義
制
度
の

も
と
で
は
、
人
々
は
、
自
ら
の
意
見
を
も
つ
こ
と
が
最
重
要
視
さ

れ
る
か
ら
で
す
。
人
が
言
う
こ
と
を
あ
た
ま
か
ら
信
じ
て
か
か
る

こ
と
は
、
も
っ
と
も
恥
ず
べ
き
こ
と
な
の
で
す
。
ど
ん
な
意
見
も

疑
っ
て
か
か
る
こ
と
を
推
奨
さ
れ
て
い
ま
す
。
小
学
校
や
中
学
校

で
は
こ
の
こ
と
が
徹
底
的
に
教
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

で
も
、
困
っ
た
こ
と
が
一
つ
だ
け
あ
り
ま
す
。
そ
の
先
生
の
教

え
に
従
う
な
ら
ば
、
当
然
、
そ
う
教
え
る
先
生
の
意
見
も
疑
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
で
も
、
も
し
そ
う
し
ま
す
と
、
先

生
は
、
そ
の
生
徒
を
「
素
直
で
な
い
、
性
格
が
歪
ん
だ
、
物
分
か

り
の
悪
い
生
徒
」
と
評
価
し
、
不
合
格
点
を
付
け
る
こ
と
に
な
る

の
で
す
。
現
実
に
そ
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
、

教
師
の
言
行
不
一
致
を
示
す
だ
け
の
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
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実
は
、
こ
の
こ
と
は
、
民
主
主
義
の
原
理
が
あ
ら
ゆ
る
真
理
の

最
上
位
に
君
臨
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
す
。
他
の
ど

ん
な
こ
と
も
疑
っ
て
い
い
の
で
す
が
、
民
主
主
義
の
原
理
を
疑
う

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
す
。
日
本
人
が
、
い
ま
、
民
主
主
義
絶

対
主
義
に
陥
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
す
。

先
日
も
、
あ
る
講
演
会
で
、
民
主
主
義
制
度
の
中
で
権
利
を
主

張
す
る
だ
け
で
は
、
全
て
の
差
別
は
解
消
で
き
な
い
、
と
い
う
意

味
の
こ
と
を
し
ゃ
べ
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
後
で
あ

る
青
年
か
ら

「
僕
は
そ
う
は
思
わ
な
い
、
そ
れ
は
あ
な
た
の
一

、

つ
の
意
見
に
過
ぎ
な
い
。
ど
ち
ら
の
意
見
が
正
し
い
か
、
そ
れ
は

こ
こ
で
は
、
決
め
ら
れ
な
い
。
ど
れ
だ
け
多
く
の
人
が
、
二
人
の

意
見
を
支
持
す
る
か
で
、
そ
の
真
実
性
の
判
定
が
下
さ
れ
る
の
だ

か
ら
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
ま
さ
に
民
主
主
義
教
育
の
負
の
成
果

だ
と
思
い
ま
し
た
。
勿
論
、
こ
の
青
年
を
説
得
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
こ
う
し
た
人
が
幸
福
だ
と
感
じ
る
世
の
中
っ

て
ど
ん
な
の
か
と
、
末
恐
ろ
し
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

こ
の
青
年
も
私
の
理
論
を
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。

私
の
理
論
は
、
傲
慢
に
聞
こ
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ま

で
四
聖
と
呼
ば
れ
た
釈
尊
、
老
子
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
キ
リ
ス
ト
と

同
じ
普
遍
性
と
真
実
性
を
も
っ
て
い
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
を
分
か

ろ
う
と
も
し
ま
せ
ん
し
、
ど
こ
が
そ
う
な
の
か
、
つ
き
つ
め
て
考

え
よ
う
と
も
し
ま
せ
ん
。
他
者
の
い
う
こ
と
に
は
、
基
本
的
に
無

関
心
な
の
で
す
。
自
分
の
意
見
を
も
つ
こ
と
、
自
分
の
意
見
の
普

遍
性
を
主
張
す
る
こ
と
、
自
己
安
定
的
で
あ
る
こ
と
が
、
民
主
主

義
で
は
、
決
定
的
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
が
、
ぐ
ら

ぐ
ら
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
な
い
の
で
す
。
あ
る
い
は
、
ぐ
ら
ぐ

ら
す
る
よ
う
で
は
、
し
ん
ど
く
て
生
き
て
い
け
な
い
の
で
す
。
一

人
ひ
と
り
が
、
違
っ
た
意
見
を
も
つ
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性

、

。

と
い
え
ま
す
し

そ
れ
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す

こ
う
な
る
こ
と
は
、
人
々
が
自
己
に
閉
じ
て
い
く
こ
と
を
意
味

し
て
い
ま
す
。
私
の
理
論
で
言
い
ま
す
と
、
自
己
を
肥
大
さ
せ
、

他
己
を
萎
縮
さ
せ
て
い
く
の
で
す
。

権
利
の
主
張
は
、
こ
の
よ
う
に
自
己
肥
大
（
他
己
萎
縮
）
を
も

た
ら
し
ま
す
。
民
主
主
義
は
、
元
来
、
自
己
主
張
の
制
度
で
す
。

で
も
、
人
権
教
育
で
は
、
人
へ
の
思
い
や
り
、
他
者
へ
の
愛
を

説
き
ま
す
。
こ
こ
に
大
き
な
矛
盾
が
存
在
し
て
い
ま
す
。

民
主
主
義
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
誕
生
し
ま
し
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
と
日
本
で
は
、
人
々
の
精
神
構
造
が
ま
っ
た
く
こ
と
な
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
の
違
い
の
最
大
の
も
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
考
え

方
と
仏
教
的
な
考
え
方
の
相
違
で
す
。

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
人
々
は
神
を
通
じ
て
互
い
に
愛
を
与
え
合

い
ま
す
。
神
の
義
（
神
の
愛
）
を
人
の
義
（
愛
）
と
し
て
、
隣
人

に
与
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
す
る
こ
と
が
、
神
を
信
じ

る
こ
と
な
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
義
（
務
）
は
、
信
仰
の
あ
か
し
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と
し
て
、
喜
ん
で
他
者
に
対
し
て
果
た
す
も
の
な
の
で
す
。
こ
う

し
た
義
務
が
キ
リ
ス
ト
教
の
普
及
と
共
に
人
々
の
心
の
中
に
、
伝

統
的
に
存
在
し
続
け
て
き
ま
し
た
。

そ
れ
が
、
近
代
に
な
っ
て
、
神
か
ら
の
開
放
と
し
て
自
己
の
自

由
、
自
我
の
開
放
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
の
で
す
。

そ
こ
に
民
主
主
義
が
誕
生
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の

信
仰
が
棄
て
ら
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
未
だ
に
、
ア
メ
リ

カ
で
は
、
大
統
領
が
大
衆
の
前
で
、
聖
書
に
手
を
置
い
て
、
大
統

領
の
職
務
を
誠
実
に
遂
行
す
る
こ
と
を
神
に
誓
う
ほ
ど
で
す
。

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
い
う
社
会
学
者
は
、
資
本
主
義
の

発
展
が
キ
リ
ス
ト
教
と
民
主
主
義
が
車
の
両
輪
と
な
っ
て
支
え
ら

れ
て
き
た
、
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
私
の
理
論
で
言
い
ま
す
と
、

民
主
主
義
と
い
う
自
己
を
追
求
す
る
制
度
と
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う

他
己
の
根
幹
を
な
す
信
仰
と
が
、
う
ま
く
か
み
合
っ
て
、
資
本
主

義
が
発
展
し
た
と
い
え
る
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
日
本
は
、
聖
徳
太
子

が
仏
教
の
影
響
の
も
と
に
言
わ
れ
ま
し
た
よ
う
に

「
和
を
以
て

、

貴
し
」
と
し
て
き
ま
し
た
。
お
互
い
が
、
私
の
言
い
ま
す
他
己
の

も
と
を
な
す
「
感
情
」
で
結
ば
れ
て
い
た
の
で
す
。
他
者
の
悲
し

み
を
我
が
悲
し
み
と
し
て
、
他
者
の
喜
び
を
我
が
喜
び
と
し
て
、

自
己
の
主
張
を
自
ず
か
ら
控
え
、
お
互
い
が
「
こ
こ
ろ
」
で
結
び

つ
い
て
生
活
し
て
来
た
の
で
す
。

こ
こ
に
は
、
権
利
も
義
務
も
、
も
と
も
と
存
在
し
ま
せ
ん
。
お

互
い
が
話
し
合
い
で
問
題
を
解
決
し
て
き
た
の
で
す
。

日
本
人
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
よ
う
な
神
の
愛
を
通
じ
て
人
々
が

つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
精
神
構
造
を
も
っ
て
い
せ
ん
で

し
た
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
神
と
つ
な
が
る
牧
師
が
人
々
の
心
に

対
し
て
絶
対
な
力
（
支
配
力
）
を
持
ち
ま
す
が
、
日
本
の
よ
う
な

国
で
は
、
仏
教
者
も
民
衆
と
共
に
あ
り
、
絶
対
な
力
を
も
つ
こ
と

は
、
あ
り
ま
せ
ん
。
お
互
い
が
「
こ
こ
ろ
」
で
結
び
つ
い
て
い
る

か
ら
で
す
。

こ
う
し
た
日
本
社
会
に
、
民
主
主
義
の
根
幹
を
な
す
権
利
（
基

本
的
人
権
）
の
概
念
（
制
度
）
が
入
っ
て
来
た
わ
け
で
す
。
日
本

人
も
、
鎌
倉
時
代
か
ら
自
己
社
会
に
向
か
っ
て
ど
ん
ど
ん
と
進
ん

で
い
ま
し
た
か
ら
、
こ
の
自
己
主
張
の
制
度
は
、
多
く
の
人
に
感

銘
を
与
え
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
制
度
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
必
死
に

な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
は
日
本
に
は
殆
ど
広
ま
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
に
は
、
日
本
人
の
い
ま
見
ま
し
た
よ
う
な

精
神
構
造
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

明
治
に
は
、
民
主
主
義
が
入
り
ま
し
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
を
模

し
た
天
皇
を
神
と
す
る
制
度
に
よ
っ
て
そ
れ
に
対
抗
し
よ
う
と
し

ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
（
日
本
の
国
家

エ
ゴ
）
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
手
段
で
あ
っ
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

太
平
洋
戦
争
に
破
れ
て
、
日
本
が
国
家
と
し
て
庇
護
し
た
宗
教
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（
神
道
と
儒
教
）
は
一
切
否
定
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
新
た
に
民

主
主
義
が
注
入
さ
れ
る
や
、
経
済
一
辺
倒
で
が
む
し
ゃ
ら
に
自
己

を
追
求
し
て
き
ま
し
た
。
宗
教
を
ほ
っ
た
ら
か
し
に
し
て
、
民
主

主
義
を
い
い
こ
と
に
、
経
済
的
利
益
ば
か
り
を
追
求
し
て
き
ま
し

た
。
そ
の
つ
け
が
、
い
ま
日
本
に
ま
わ
っ
て
き
て
い
る
の
で
す
。

権
利
の
主
張
の
基
礎
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
で
は
、
伝
統
的

に
信
仰
に
裏
打
ち
さ
れ
た
、
喜
ん
で
果
た
す
べ
き
義
務
（
愛
）
が

存
在
し
ま
し
た
。

で
も
、
残
念
な
が
ら
日
本
に
は
そ
う
し
た
も
の
は
、
存
在
し
て

い
ま
せ
ん
。
確
か
に
、
儒
教
の
中
に
は
、
そ
う
し
た
も
の
が
あ
り

ま
し
ま
し
た
が
、
今
は
、
そ
れ
は
、
す
べ
て
捨
て
去
ら
れ
て
し
ま

っ
て
い
ま
す
。、

、

。

日
本
人
は

い
ま

完
全
に
精
神
の
よ
る
べ
を
失
っ
て
い
ま
す

人
権
教
育
が
い
う
「
思
い
や
り
や
優
し
さ
や
愛
」
を
幾
ら
言
っ
て

み
て
も
虚
し
い
だ
け
で
す
。
そ
れ
は
、
知
識
と
し
て
建
前
に
は
な

り
ま
す
が
、
こ
こ
ろ
が
伴
い
ま
せ
ん
。
知
っ
て
い
て
も
実
行
は
伴

わ
な
い
の
で
す
。

最
近
の
若
者
た
ち
の
犯
す
凶
悪
な
犯
罪
を
見
れ
ば
、
そ
の
こ
と

は
一
目
瞭
然
で
す
。

最
近
、
日
本
青
少
年
研
究
所
（
文
部
科
学
省
所
管
）
が
行
っ
た

国
際
的
な
中
高
生
の
意
識
調
査
に
よ
り
ま
す
と
、
日
本
人
の
若
者

の
六
割
余
り
は
①
「
人
生
を
楽
し
ん
で
生
き
る
こ
と
」
が
、
人
生

で
最
も
大
切
な
目
標
に
な
っ
て
い
て
、
②
「
社
会
の
た
め
に
貢
献

す
る
こ
と
」
は
、
わ
ず
か
に
四
．
四
％
、
ま
た
、
③
「
高
い
社
会

的
地
位
や
名
誉
を
得
る
こ
と
」
に
至
っ
て
は
、
一
．
八
％
に
過
ぎ

。

、

．

、

ま
せ
ん

こ
れ
を
ア
メ
リ
カ
と
比
較
し
ま
す
と

①
で
四

〇
％

②
で
十
一
．
九
％
、
③
で
四
〇
．
六
％
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本

人
の
若
者
と
な
ん
と
違
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

日
本
で
は
、
先
日
、
国
家
に
よ
る
ハ
ン
セ
ン
病
の
人
た
ち
の
人

権
侵
害
が
裁
か
れ
ま
し
た
が
、
日
本
人
は
、
い
ま
他
者
の
痛
み
に

対
し
て
極
め
て
鈍
感
に
な
っ
て
い
ま
す
。
自
分
の
痛
み
に
は
極
め

て
敏
感
な
の
で
す
が
、
他
者
の
痛
み
を
感
じ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
無
関
心
で
す
。

そ
う
し
た
背
景
の
中
で
、
障
害
者
差
別
は
ま
す
ま
す
深
刻
に
な

っ
て
い
ま
す
。
私
の
住
む
地
域
で
も
、
障
害
児
は
小
さ
く
な
っ
て

暮
ら
し
て
い
ま
す
。
親
は
そ
の
子
が
通
う
学
校
を
、
自
ら
進
ん
で

養
護
学
校
に
希
望
し
て
い
ま
す
。
地
域
の
学
校
に
通
え
ば
、
何
を

言
わ
れ
る
か
分
か
ら
な
い
か
ら
で
す
。

ハ
ン
セ
ン
病
と
同
様
に
、
障
害
児
を
隔
離
し
て
教
育
し
て
い
る

の
は
先
進
国
で
は
日
本
だ
け
で
す
。
国
連
は
障
害
者
の
完
全
社
会

参
加
を
訴
え
て
い
ま
す
。
で
も
、
日
本
で
は
遅
々
と
し
て
進
み
ま

せ
ん
。
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て

「
完
全
社
会
参
加
、
完
全
社
会
参

、

加
」
と
唱
え
る
だ
け
で
す
。
単
な
る
建
前
に
し
か
過
ぎ
ま
せ
ん
。

実
行
が
伴
わ
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
、
人
々
が
「
こ
こ
ろ
」
を
失
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い
、
自
己
に
閉
じ
て
い
る
か
ら
で
す
。
景
気
が
悪
く
な
っ
て
、
自

分
の
所
得
が
減
る
こ
と
だ
け
に
敏
感
で
、
そ
れ
を
改
革
し
て
く
れ

る
と
、
口
先
だ
け
で
言
う
総
理
に
酔
い
し
れ
て
い
ま
す
。

日
本
で
は
義
務
は
、
喜
ん
で
果
た
す
な
ん
て
ほ
ど
遠
く
て
、
で

き
る
だ
け
免
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
い
ま
す
。

障
害
児
・
者
の
「
完
全
社
会
参
加
」
も
、
人
権
教
育
に
お
け
る

「

」

、

。

思
い
や
り
や
優
し
さ

も

み
な
建
前
に
な
っ
て
い
る
の
で
す

そ
れ
は
一
種
の
「
日
本
的
」
義
務
で
、
で
き
た
ら
避
け
て
通
り
た

い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
民
主
主
義
原
理
の
自
己
追
求
に
反
す
る

か
ら
で
す
。
資
本
主
義
の
経
済
学
用
語
で
言
え
ば
、
自
分
の
「
利

益
と
選
好
」
に
反
す
る
か
ら
で
す
。

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
義
務
は
信
仰
の
あ
か
し
と
し
て
、
こ
こ
ろ

か
ら
喜
ん
で
果
た
す
の
と
、
雲
泥
の
差
が
あ
り
ま
す
。

人
は
、
自
分
の
「
利
益
と
選
好
」
に
か
な
う
も
の
、
合
致
す
る

も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
反
す
る
も
の
だ
け
に
関
心
を
も
っ
て
い

。

、

、

、

ま
す

そ
し
て

合
致
す
る
も
の
に
は

接
近
し
て
い
き
ま
す
が

反
す
る
も
の
は
、
遠
ざ
け
、
遠
ざ
か
り
、
無
視
す
る
の
で
す
。
そ

し
て
、
そ
れ
を
指
摘
さ
れ
れ
ば
、
私
は
、
差
別
し
て
い
な
い
な
ど

と
言
い
訳
す
る
の
で
す
。

知
識
と
し
て
差
別
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
知
っ
て
い
て
も
、

現
実
に
自
分
の
利
益
や
選
好
（
私
の
理
論
で
は
自
己
の
情
動
の
満

）

、

。

足

の
増
大
に
寄
与
し
な
い
も
の
は

無
視
・
黙
殺
す
る
の
で
す

ま
た
、
い
ざ
と
な
れ
ば
、
建
前
は
、
い
つ
で
も
裏
切
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。

い
ま
、
日
本
で
は
世
界
に
類
を
見
な
い
、
母
（
ま
た
は
父
）
親

に
よ
る
乳
幼
児
の
虐
待
が
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
年
間
何
十
人
も
毎

年
、
毎
年
、
実
の
子
を
自
ら
の
手
で
殺
し
て
い
る
の
で
す
。
な
ぜ

こ
ん
な
こ
と
が
起
こ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
日
本
人
の
世
界

に
類
を
見
な
い
「
自
己
肥
大
・
他
己
萎
縮
」
に
よ
る
と
考
え
て
い

ま
す
が
、
多
く
の
人
は
、
子
ど
も
の
人
権
を
守
る
と
い
う
意
識
が

確
立
し
て
い
な
い
か
ら
だ
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。

人
権
と
は
な
に
な
の
か
、
日
本
で
は
そ
れ
が
ど
ん
な
意
味
を
も

つ
も
の
な
の
か
、
ま
っ
た
く
分
か
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
の

で
す
。

建
前
の
も
と
に
は
本
音
が
あ
り
ま
す
。
本
音
の
も
と
に
は
、
無

意
識
の
世
界
が
あ
り
ま
す
。

無
意
識
の
世
界
は
、
信
仰
の
世
界
で
す
。
そ
こ
は
、
私
た
ち
の

。

、

力
を
超
え
て
私
た
ち
に
力
を
及
ぼ
す
も
の
の
世
界
で
す

そ
れ
は

私
の
こ
と
ば
で
言
い
ま
す
と

「
生
き
よ
う
と
す
る
力
」
と
「
他

、

者
を
慈
し
み
愛
す
る
力
」
で
す
。
い
ま
、
民
主
主
義
の
自
己
追
求

原
理
し
か
持
た
な
く
な
っ
た
日
本
人
で
は
、
後
者
の
力
が
極
端
に

衰
退
し
て
い
ま
す
。
真
の
人
権
が
確
立
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
力

を
取
り
戻
す
以
外
に
道
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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後
記

一
、
毎
日
、
暑
い
日
が
続
い
て
い
ま
す
。
七
月
の
平
均
気
温
の
高

さ
は
、
観
測
史
上
は
じ
め
て
と
い
う
ほ
ど
の
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
よ

う
で
す
。
こ
の
讃
岐
で
は
、
取
水
制
限
が
始
ま
り
ま
し
た
。

二
、
先
月
号
で
は
、
池
が
満
水
だ
と
書
き
ま
し
た
が
、
も
う
、
か

な
り
減
っ
て
き
ま
し
た
。
一
ヵ
月
間
ほ
と
ん
ど
雨
が
降
ら
な
か
っ

た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
作
物
に
は
散
水
す
る
の
で
す
が
、
山
に

は
水
を
や
り
ま
せ
ん
の
で
、
昨
年
と
同
様
に
、
ま
た
、
木
が
枯
れ

そ
う
で
す
。
異
常
気
象
な
の
で
し
ょ
う
か
。

三
、
あ
る
方
か
ら
、
烏
骨
鶏
を
雄
二
羽
、
雌
五
羽
、
計
七
羽
（
雌

一
羽
は
間
も
な
く
死
ぬ
）
を
鳥
小
屋
と
一
緒
に
頂
き
ま
し
た
。
一

日
お
き
ぐ
ら
い
に
卵
を
産
ん
で
い
ま
す
。
烏
骨
鶏
の
卵
は
健
康
に

よ
い
そ
う
で
、
百
貨
店
で
は
一
個
五
百
円
す
る
と
の
こ
と
で
す
。

四
、
ま
た
、
こ
の
方
か
ら
は
、
成
犬
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
レ
ト
リ
バ
ー

（
雄
）
を
頂
き
ま
し
た
。
散
歩
は
近
く
の
か
な
り
大
き
な
池
に
行

き
ま
す
。
木
切
れ
を
投
げ
ま
す
と
、
池
に
飛
び
込
ん
で
取
っ
て
き

ま
す
。
大
型
犬
で
す
が
、
お
と
な
し
く
、
と
て
も
よ
く
言
う
こ
と

を
聞
き
ま
す
。

五
、
健
康
の
こ
と
で
す
が
、
私
は
最
近
、
古
本
屋
で
買
っ
て
き
て

あ
っ
た
三
石
巌
氏
の
『
健
康
自
主
管
理
シ
ス
テ
ム
』
全
６
巻
（
太

平
出
版
社
刊
）
を
読
み
、
活
性
酸
素
除
去
食
品
や
高
蛋
白
食
（
卵

な
ど
）
を
食
べ
、
配
合
蛋
白
や
大
量
の
ビ
タ
ミ
ン
を
摂
取
し
て
、

自
ら
の
身
体
で
人
体
実
験
を
し
て
い
ま
す
。
三
石
氏
は
、
自
ら
実

践
し
て
、
こ
の
本
を
書
か
れ
た
そ
う
で
す
が
、
そ
の
時
、
九
十
歳

、

。

だ
と
の
こ
と
で
す
の
で

信
じ
て
も
よ
い
の
か
と
思
っ
て
い
ま
す

い
ま
の
と
こ
ろ
、
血
圧
は
正
常
（
元
々
そ
ん
な
に
高
く
は
な
か
っ

た
の
で
す
が
）
に
な
り
、
先
日
の
血
液
検
査
の
結
果
も
、
悪
い
検

査
数
値
の
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
少
し
高
か
っ
た
尿
酸
値

も
中
性
脂
肪
値
も
、
劇
的
に
下
が
っ
て
完
全
に
正
常
範
囲
に
お
さ

ま
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
健
康
法
の
お
陰
な
の
か
ど
う
か
は
、
不

明
で
す
が
。

六
、
人
間
の
執
ら
わ
れ
の
深
さ
を
つ
く
づ
く
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な

、

。

。

こ
と
を

見
聞
き
し
ま
す

一
人
で
も
多
く
救
わ
れ
ま
す
よ
う
に

月
刊

平
成
十
三
年
八
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２

第
十
二
巻

徳
島
県
鳴
門
市
鳴
門
町
高
島

八
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
四
○
号
）

（
ひ
び
き
の
さ
と

沙
門
）
中
塚

善

成

ぜ

ん

じ

ょ

う

本
誌
希
望
の
方
は
、
郵
送
料
と
し
て
郵
便
振
替
で
年
間
千
円
を

次
の
口
座
に
お
振
り
込
み
下
さ
い
。
加
入
者
名

ひ
び
き
の
さ

と

口
座
番
号
０
１
６
１
０
│
８
│
３
８
６
６
０
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