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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
三
巻

四
月
号

学
校
が
変
わ
る
？
！

四
月
か
ら

少
な
く
な
っ
た

学
校
が
変
わ
る

授
業
時
間
は

め
い
め
い
で

完
全
週
五
日
制

塾
に
で
も
行
っ
て

授
業
時
間
の
大
幅
削
減

補
充
す
る
べ
し

総
合
学
習
の
導
入

な
ど
な
ど

自
己
責
任
！

自
己
責
任
！

教
員
も
塾
で
能
力
ア
ッ
プ

教
員
も

学
習
塾
で

研
修
す

文
科
省
さ
ん

お
ん
ぶ
に
だ
っ
こ

君
が
代
神
経
症

君
が
代
を

ピ
ア
ノ
で
伴
奏

胸
詰
ま
る

教
師

君
が
代
神
経
症
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人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
九
九
）

―

―

空
海
『
即
身
成
仏
義
』
解
説
（
二
）

（
一
）
二
経
一
論
八
箇
の
証
文
（
前
回
の
つ
づ
き
）

（
３
）
ま
た
い
わ
く

「
も
し
よ
く
こ
の
勝
義
に
よ
っ
て

、

修
す
れ
ば
、
現
世
に
無
上
覚
を
成
ず
る
こ
と
を
う
」
と
。

（
４
）
ま
た
い
わ
く

「
ま
さ
に
知
る
べ
し
、
自
身
す
な

、

わ
ち
金
剛
界
と
な
る
。
自
身
金
剛
と
な
り
ぬ
れ
ば
堅
実
に

て
傾
壊
な
し
、
わ
れ
金
剛
身
と
な
る
」
と
。

（
５

『
大
日
経
』
に
い
わ
く

「
こ
の
身
を
捨
て
ず
し

）

、

て
神
境
通
を
逮
得
（
た
い
と
く
）
し
、
大
空
位
に
遊
歩
（

ぶ
）
し
て
、
し
か
も
身
秘
密
を
成
ず
」
と
。

（
６
）
ま
た
い
わ
く

「
こ
の
生
に
お
い
て
悉
地
（
し

、

ぢ
）
に
入
ら
ん
と
お
も
は
ば
、
そ
の
所
応
に
し
た
が
っ
て
こ

れ
を
思
念
せ
よ
。
ま
の
あ
た
り
尊
の
所
（
み
も
と
）
に
お
い

て
明
法
を
受
け
観
察
し
相
応
す
れ
ば
成
就
を
作
す
」
と
。

こ
の
経
に
説
く
と
こ
ろ
の
悉
地
と
は
、
持
明
悉
地
お
よ
び

法
仏
の
悉
地
を
明
す
。
大
空
位
と
は
、
法
身
は
大
虚
に
同
じ

て
無
礙
な
り
。
衆
象
を
含
じ
て
常
恒
な
り
。
故
に
大
空
と
い

う
。
諸
法
の
依
住
す
る
と
こ
ろ
な
る
が
故
に
位
と
号
す
。
身

秘
密
と
は
、
法
仏
の
三
密
は
等
覚
も
見
難
く
、
十
地
も
何
ぞ

窺
わ
ん
。
故
に
身
秘
密
と
名
づ
く
。

参
考
ま
で
に
、
現
代
語
訳
を
頼
富
本
宏
著
『
日
本
の
仏
典
２
空

海

（
筑
摩
書
房
刊
）
の
「
即
身
成
仏
義
」
か
ら
、
引
用
さ
せ
て

』

頂
き
ま
す
。＊

＊

＊

＊

（

）

『

』

。

３

ま
た

成
就
妙
法
蓮
華
経
王
瑜
伽
観
智
儀
軌

に
い
う

「
も
し
こ
の
す
ぐ
れ
た
真
言
密
教
の
教
え
に
依
っ
て
修
行
す
る
こ

と
が
で
き
れ
ば
、
こ
の
世
に
お
い
て
、
す
み
や
か
に
最
高
の
さ
と

り
を
完
成
す
る
で
あ
ろ
う

。
」

（
４
）
ま
た
『
金
剛
頂
瑜
伽
修
習
毘
盧
遮
那
三
摩
地
法
』
に
い

。「

。

、

う

ま
さ
に
次
の
よ
う
に
理
解
し
な
さ
い

密
教
の
修
行
者
は

自
ら
が
金
剛
界
の
大
日
如
来
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
自
身
が
金
剛
に

な
れ
ば
、
堅
固
、
か
つ
確
実
で
あ
り
、
傾
い
た
り
、
壊
れ
た
り
す

。

、

」
。

る
こ
と
は
な
い

私
は

そ
の
よ
う
な
金
剛
の
身
体
と
な
ろ
う

（
５

『
大
日
経
』
の
「
悉
地
出
現
品
」
に
い
う

「
こ
の
身

）

。

こ
の
ま
ま
で
、
思
う
ま
ま
行
動
で
き
る
不
思
議
な
力
を
得
て
、
大

い
な
る
空
の
境
地
に
お
い
て
自
由
に
ふ
る
ま
い
、
し
か
も
聖
な
る

身
体
を
完
成
す
る
こ
と
〔
身
秘
密
〕
が
で
き
る
。

（
６
）
ま
た
『
大
日
経
』
の
「
真
言
行
学
処
品
」
に
い
う
。
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「
こ
の
生
に
お
い
て
、
修
行
し
た
結
果
得
ら
れ
る
成
就
の
状
態
に

入
ろ
う
と
願
う
な
ら
ば
、
自
ら
の
素
質
等
に
応
じ
て
（
そ
れ
ぞ
れ

の
）
本
尊
を
思
い
浮
か
べ
な
さ
い
。
密
教
修
法
の
体
得
者
で
あ
る

師
匠
の
も
と
で
、
明
ら
か
な
真
言
の
法
を
親
し
く
受
持
し
、
正
し

く
観
察
し
た
な
ら
ば
、
よ
い
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る

。
」

こ
の
『
大
日
経
』
に
説
か
れ
て
い
る
結
果
功
徳
は
、
明
呪
（
み

ょ
う
じ
ゅ

〔
真
言
〕
を
唱
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
結
果

）

功
徳
と
、
法
身
仏
の
境
地
を
成
就
す
る
結
果
功
徳
と
を
明
ら
か
に

。〈

〉

、

。

し
て
い
る

大
い
な
る
空
の
境
地

と
は

次
の
意
味
で
あ
る

す
な
わ
ち
、
さ
と
り
の
当
体
で
あ
る
仏
身
は
、
大
い
な
る
虚
空
と

同
様
に
妨
げ
る
も
の
が
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
現
象
存
在
を
包
含
し
て

。

〈

〉

。

永
遠
で
あ
る

そ
の
ゆ
え
に

大
い
な
る
空

と
い
う
の
で
あ
る

す
べ
て
の
も
の
が
拠
り
所
と
し
、
そ
こ
に
住
す
る
か
ら

〈
位
〉

、

と
名
づ
け
る
の
で
あ
る

〈
聖
な
る
身
体
を
完
成
す
る
こ
と
〉
＝

。

〔
身
秘
密
〕
と
は
、
次
の
意
味
で
あ
る
。
真
理
の
当
体
で
あ
る
大

日
如
来
の
身
体
・
言
葉
・
心
の
神
秘
的
な
働
き
は
、
仏
と
同
等
の

位
を
得
た
菩
薩
で
も
見
る
こ
と
が
難
し
く
、
ま
し
て
そ
れ
以
下
の

十
地
の
段
階
に
あ
る
菩
薩
が
ど
う
し
て
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
そ
れ
だ
か
ら

〈
身
秘
密
〉
と
い
う
の
で
あ
る
。

、

＊

＊

＊

＊

先
月
号
の
復
習
を
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

弘
法
大
師
空
海
は
、
父
母
に
受
け
た
こ
の
身
の
ま
ま
で
、
仏
に

な
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
（
＝
即
身
成
仏
）
を
、
自
分
の
体
験
に

基
づ
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
で
も
、
体
験
だ
け
で
は

説
得
力
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
に
書
か
れ
た
経
論

に
基
づ
い
て
、
そ
の
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
経
論
と

そ
こ
に
書
か
れ
た
主
張
と
を
後
世
の
弟
子
た
ち
は

二

、

「

教
一
論
八
箇
の
証
文
」
と
呼
び
慣
わ
し
て
い
ま
す
。
二
教
と
は
、

い
わ
ゆ
る
①
『
金
剛
頂
経
』
と
②
『
大
日
経
』
で
あ
り
、
一
論
と

は
、
龍
樹
菩
薩
が
書
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
③
『
菩
提
心
論
』

で
す
。
八
箇
の
証
文
と
は
、
①
の
中
か
ら
四
箇
、
②
の
中
か
ら
二

箇
、
③
の
中
か
ら
二
箇
、
計
八
箇
の
即
身
成
仏
を
証
明
す
る
と
思

わ
れ
る
文
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
例
で
お
分
か
り

と
思
い
ま
す
が
、
分
か
り
や
す
い
よ
う
に
、
１
～
８
の
カ
ッ
コ
付

き
の
数
字
で
示
し
て
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
に
出
て
き
ま
し
た
真
言
密
教
に
と

っ
て
重
要
な
い
く
つ
か
の
事
項
を
、
退
屈
で
し
ょ
う
が
、
解
説
し

て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず

『
金
剛
頂
経
』
で
す
が
、
こ
れ
は

『
大
日
経
』
と
並

、

、

、

。

ん
で

真
言
密
教
で
最
も
重
要
視
さ
れ
て
い
る
経
典
の
一
つ
で
す

単
一
の
経
典
で
は
な
く
〔
古
代
イ
ン
ド
語
で
あ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
か
ら
漢
訳
さ
れ
る
前
に
は
、
十
八
会
（
会
場
）
十
万
頌
に
及

ん
だ
叢
書
で
あ
っ
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
〕
多
数
の
経
典
を

総
称
し
て
こ
う
呼
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
「
八
箇
の
証
文
」
に
出
て
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き
ま
し
た
、
先
月
号
の
現
代
語
訳
で
の
、
①
『
金
輪
時
処
軌
（
正

式
は
金
剛
頂
経
一
字
頂
輪
王
瑜
伽
一
切
時
処
念
誦
成
仏
儀
軌

』
）

や
②
『
三
摩
地
軌
（
正
式
は
金
剛
頂
瑜
伽
修
習
毘
盧
遮
那
三
摩
地

法

、
さ
ら
に
、
今
月
号
で
の
新
た
な
③
『
成
就
妙
法
蓮
華
経

）
』

王
瑜
伽
観
智
儀
軌
（
略
称
は
観
智
軌

』
な
ど
は
、
勿
論
、
そ
の

）

例
な
の
で
す
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
か
ら
の
漢
訳
は
、
何
人
か
の

人
が
行
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
に
出
て
き
ま
し
た
①
と
③
は
、
真

言
密
教
の
法
を
伝
え
た
「
付
法
八
祖
」
の
第
六
祖
で
あ
る
不
空
の

訳
で
す
し
、
ま
た
②
は
、
不
空
の
師
で
あ
る
第
五
祖
の
金
剛
智
の

訳
で
す
。

次
に

『
大
日
経
』
で
す
が
、
前
述
の
通
り
、
真
言
密
教
に
と

、

っ
て
最
重
要
経
典
の
一
つ
で
、
正
式
に
は
『
大
毘
盧
遮
那
成
仏
神

変
加
持
経
』
と
言
い
ま
す
。
漢
語
へ
の
翻
訳
で
す
が
、
こ
ち
ら
は

経
典
を
伝
え
た
「
伝
持
八
祖
」
の
第
五
祖
・
善
無
畏
と
そ
の
弟
子

の
第
六
祖
・
一
行
に
よ
っ
て
、
七
巻
に
し
て
翻
訳
さ
れ
ま
し
た
。

両
経
典
は
、
密
教
全
体
の
中
で
は
、
中
期
密
教
に
属
し
て
い
ま

す
。
年
代
は
、
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
に
確
立
さ
れ
ま
し
た
。
中
期

密
教
の
特
徴
は
、
①
お
経
を
説
く
主
体
が
、
釈
尊
か
ら
真
理
を
仏

格
化
し
た
毘
盧
遮
那
（
大
日
）
如
来
に
変
わ
っ
た
こ
と
、
②
修
法

（
祈
願
の
修
行
法
）
の
目
的
が
現
世
利
益
（
げ
ん
ぜ
り
や
く
）
か

ら
成
仏
に
移
っ
た
こ
と
、
③
上
求
菩
提
・
下
化
衆
生
と
い
っ
た
、

大
乗
仏
教
特
有
の
思
想
が
直
接
反
映
し
て
い
る
こ
と
、
④
三
密
加

持
を
説
く
こ
と
、
⑤
整
備
さ
れ
た
曼
荼
羅
が
あ
ら
わ
れ
た
こ
と
、

な
ど
で
す
。

①
の
三
密
加
持
で
す
が
、
こ
れ
は
、
本
文
に
も
「
法
仏
の
三
密

、

」

、

は
等
覚
も
見
難
く

十
地
も
何
ぞ
窺
わ
ん

と
あ
り
ま
す
よ
う
に

密
教
特
有
の
考
え
方
で
す
の
で
、
少
し
補
足
し
て
お
き
ま
す
。

ま
ず
、
中
村
元
他
編
の
『
岩
波
仏
教
辞
典
』
に
と
て
も
コ
ン
パ

ク
ト
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

＊

＊

＊

＊

【
三
密
】
密
教
に
お
い
て
、
衆
生
の
行
い
が
本
質
的
に
は
仏
の
は

た
ら
き
と
同
一
で
あ
る
と
の
理
念
に
基
づ
き
、
身
口
意
の
三
業
を

〈
身
密

〈
口
（
語
）
密

〈
意
（
心
）
密
〉
の
三
密
と
す
る
。

〉

〉

身
体
に
よ
り
手
に
印
を
結
び
、
口
に
真
言
を
読
誦
し
、
心
に
本
尊

の
観
想
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
衆
生
と
仏
と
が
相
い
結
び
合
い

（
三
密
相
応

、
仏
が
慈
悲
心
に
よ
り
衆
生
の
行
に
応
え
、
行
ず

）

（

）

、

る
者
が
信
心
に
よ
り
仏
の
顕
現
を
感
得
す
る

三
密
加
持

と
き

衆
生
は
本
尊
と
の
合
一
を
達
成
し
、
即
身
成
仏
を
得
る
。

＊

＊

＊

＊

こ
れ
は
、
密
教
に
お
け
る
本
尊
と
の
一
体
化
で
あ
る
「
入
我
我

入
（
＝
即
身
成
仏

」
の
理
論
的
説
明
と
し
て
、
一
応
、
ま
と
ま

）

っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

こ
の
説
明
を
私
の
「
自
己
・
他
己
双
対
理
論
」
で
説
明
し
直
し

て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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ま
ず
「
衆
生
の
行
い
が
本
質
的
に
は
仏
の
は
た
ら
き
と
同
一
で

あ
る
と
の
理
念
」
で
す
が
、
私
の
理
論
で
は
、
他
己
の
「
髄
（
ず

い

」
に
如
来
を
宿
し
て
い
る
と
す
る
わ
け
で
す
か
ら
、
衆
生
の

）
行
い
（
行
為
・
行
動
）
は
、
仏
の
は
た
ら
き
の
反
映
で
あ
り
、
一

、

、

。

応

そ
れ
と
同
一
で
あ
る

と
考
え
て
も
よ
い
こ
と
に
な
り
ま
す

た
だ
し
、
次
に
も
出
て
き
ま
す
よ
う
に
、
完
全
に
そ
う
な
る
た
め

に
は
、
絶
対
的
な
条
件
が
満
た
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
続
い
て
「
身
口
意
の
三
業
を
〈
身
密

〈
口
（
語
）

〉

密

〈
意
（
心
）
密
〉
の
三
密
と
す
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
三
業

〉
が
真
に
三
密
に
な
る
た
め
に
は
、
右
と
同
様
の
絶
対
的
条
件
を
満

た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
点
で
同
様
な
の
で
す
。
そ
の

絶
対
的
条
件
と
は
、
最
後
に
出
て
き
ま
す

「
即
身
成
仏
」
を
得

、

る
こ
と
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

私
た
ち
は
、
髄
識
に
「
生
命
力
」
と
「
如
来
」
を
宿
し
て
い
る

の
で
す
が
、
自
分
の
行
い
で
「
自
己
」
の
「
髄
」
に
宿
る
「
生
き

よ
う
と
す
る
力
」
に
執
着
す
れ
ば
す
る
ほ
ど

「
他
己
」
が
弱
体

、

化
し

「
如
来
の
力
」
は
弱
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
と
い
う
こ

、

と
は
、
三
業
は
ど
こ
ま
で
も
「
業
」
で
あ
っ
て
、
三
密
に
な
る
こ

と
は
な
い
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
背
負
っ
た
業
か
ら
抜
け
る

こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
少
し
飛
躍
し

ま
す
が
、
ど
こ
ま
で
も
悪
業
を
な
し
て
行
く
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
す

（
い
ま
、
民
主
主
義
制
度
は
、
自
己
の
み
を
追
求
す

。

る
制
度
で
、
そ
う
な
っ
て
い
ま
す

。）

な
お
、
身
口
意
の
三
業
は
、
私
の
理
論
で
は

「
身
」
は
、
か

、

ら
だ
の
働
き
（
感
覚
－
運
動
機
能

「
口
（
語

」
は
、
あ
た
ま

）
、

）

の
働
き
（
認
知
－
言
語
機
能

「
意
（
心

」
は
、
こ
こ
ろ
の
働

）
、

）

（

）

。

、

、

き

情
動
－
感
情
機
能

で
す

私
の
理
論
に
は

意
識
領
域
に

も
う
一
つ
「
た
ま
し
い
の
は
た
ら
き

（
自
我
－
人
格
機
能
）
が

」

あ
る
の
で
す
が
、
こ
れ
は
、
密
教
の
三
業
で
は
、
意
の
働
き
に
含

め
て
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

三
業
が
三
密
に
な
る
た
め
に
は
、
即
身
成
仏
が
い
る
わ
け
で
す

が
、
そ
う
な
ら
な
い
な
ら
、
本
文
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に

「
法

、

仏
の
三
密
は
等
覚
も
見
難
く
、
十
地
も
何
ぞ
窺
わ
ん
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
す
。
な
お
、
等
覚
で
す
が
、
仏
に
至
る
一
つ
前
の

悟
り
の
段
階
の
こ
と
で
す
し
、
ま
た
、
十
地
は
仏
に
至
ろ
う
と
す

る
菩
薩
の
位
の
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、
真
の
三
密
は
見
難
い
、

と
い
う
わ
け
で
す
。

、

、「

」

、「

」

、「

」

な
お

こ
こ
で
は

金
剛
身

と
か

身
秘
密

と
か

身

と
い
う
点
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
私
た
ち
の
行
い

（
行
動
）
は
、
す
べ
て
「
か
ら
だ
」
の
働
き
を
通
し
て
実
現
さ
れ

る
わ
け
で

「
行
住
坐
臥
が
法
に
か
な
う
」
と
い
う
言
い
方
が
あ

、

る
の
も
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
と
言
え
る
の
で
す
。
当
然
、
そ
の
他
の

「
あ
た
ま
」
と
「
こ
こ
ろ
」
の
働
き
も
「
密
」
と
な
っ
て
い
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
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自
作
詩
短
歌
等
選

右

往

左

往

文
科
省

総
合
学
習

き
も
い
り
で

勧
め
は
し
た
が

今
と
な
り

教
科
に
使
う
も

や
む
な
し
と
す
る

あ
っ
ち
行
っ
て

ち
ょ
ん
ち
ょ
ん

こ
っ
ち
来
っ
て

ち
ょ
ん

あ
あ

な
さ
け
な
や

な
さ
け
な
や

慧

可

の

断

臂

雪
舟
没
後
５
０
０
年
の

特
別
展
が
京
都
で

開
か
れ
る
と
い
う

展
示
品
の
中
に

慧
可
断
臂
図
が
あ
る

二
祖
の
慧
可
が

達
磨
大
師
に
入
門
を

断
ら
れ

自
分
の
臂
を

切
り
落
と
し
て

差
し
出
し
た
故
事
を

描
い
た
も
の
だ

現
在

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に

道
を
求
め
る
者
が

果
た
し
て

い
る
だ
ろ
う
か

日

本

人

が

失

っ

た

も

の

米
国
コ
ロ
ラ
ド
州
で
は

公
立
小
中
高
校
の

教
師
と
児
童
・
生
徒
に

毎
朝

星
条
旗
へ
の
忠
誠
を

義
務
と
し
て
誓
わ
せ
る

そ
う
い
う
法
案
が

大
多
数
の
賛
成
で

議
会
を
通
過
し
た
と
い
う

そ
の
文
句
は
次
の
通
り

私
は
合
衆
国
に

忠
誠
を
誓
う

神
の
下
に
お
い
て

す
べ
て
の
人
が

自
由
と
正
義
に
立
ち

分
か
ち
合
い

一
つ
の
国
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
示
す

国
旗
に
忠
誠
を
誓
う

こ
の
中
で

日
本
人
に
失
わ
れ
た
言
葉

忠
誠

誓
う

神正
義

一
つ
の
国

遺

伝

子

組

み

換

え

大

豆

牛
の
飼
料
が

肉
骨
粉
か
ら

遺
伝
子
組
み
換
え
大
豆
に

代
え
ら
れ
て
い
る

と
い
う

そ
の
う
ち

恐
ろ
し
い
こ
と
が

起
こ
る
の
で
は
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ジ

ャ

パ

ン

の

推

移

ジ
ャ
パ
ン
・
バ
ッ
シ
ン
グ

ジ
ャ
パ
ン
・
パ
ッ
シ
ン
グ

ジ
ャ
パ
ン
・
ナ
ッ
シ
ン
グ

怠

け

を

貪

る

ラ
イ
オ
ン
も

満
腹
に
な
る
と

餌
を
と
る
こ
と
を

忘
れ
て

居
眠
り
を
貪
る

ネ
コ
で
さ
え
も

今
や

鼠
を
取
る
こ
と
を

忘
れ
て

人
工
餌
ば
か
り
を

貪
っ
て
い
る

環

境

破

壊

の

進

行

イ
ギ
リ
ス
の
川
に
棲
む

コ
イ
科
の
魚
の

オ
ス
五
○
％
が

メ
ス
化
し
て
い
る

と
い
う

経
口
避
妊
薬
に

含
ま
れ
る
女
性
ホ
ル
モ
ン

エ
ス
ト
ロ
ゲ
ン
が

尿
か
ら
出
て

川
に
流
れ
込
ん
だ

結
果
ら
し
い

思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で

自
然
環
境
は

破
壊
さ
れ
て
い
く

人
間
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を

は
る
か
に
超
え
て

独

自

な

発

想

が

な

い

日

本

英
国
は

保
守
的
だ
が

進
化
す
る
国
と
い
う

日
本
は

革
新
的
だ
が

退
化
す
る
国
と
思
う

信
仰
を
の
ぞ
く

す
べ
て
の
面
で

範
を
外
に

つ
ま
り
欧
米
に

求
め
る
日
本

政
治
改
革
し
か
り

経
済
改
革
し
か
り

教
育
改
革
し
か
り

ど
こ
に
も
独
自
な

思
想
が
な
い

信
仰
が
な
い

あ
る
の
は

民
主
主
義
と

資
本
主
義
の
み

そ
れ
は

す
べ
て
の
価
値
の

判
断
基
準
が

自
己
に
閉
じ
て

利
益
と
選
好
の
み
に

陥
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と

女

性

の

自

己

化

現

象

ア
ル
バ
イ
ト

き
ら
き
ら
コ
ス
メ

肩
パ
ッ
ト

ま
す
ま
す
進
む

女
性
の
自
己
化
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自
作
随
筆
選

友
愛
（
博
愛
）
と
義
兄
弟

こ
の
と
こ
ろ
、
毎
日
新
聞
に
呉
智
英
（
く
れ
と
も
ふ
さ
）
と
い

う
評
論
家
の
方
が
「
犬
儒
派
が
語
る
世
界
の
キ
ー
ワ
ー
ド
」
と
題

し
て
、
毎
週
、
連
載
記
事
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
犬
儒
派
」
と
い
う
言
葉
は
聞
き
慣
れ
な
い

と
思
い
ま
す
が
、
新
聞
で
も
そ
う
思
わ
れ
た
ら
し
く
、
文
末
に
次

の
よ
う
な
解
説
が
付
い
て
い
ま
す
。

【
犬
儒
派
】
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
一
派
。
慣
習
や
道
徳
を

冷
笑
す
る
シ
ニ
シ
ズ
ム
も
意
味
す
る

「
封
建
主
義
者
」
を

。

名
乗
る
著
者
が
タ
イ
ト
ル
を
命
名
し
た
。

こ
こ
で
ま
た

「
シ
ニ
シ
ズ
ム
」
と
い
う
新
た
な
、
な
じ
み
の

、

な
い
言
葉
が
出
て
き
ま
し
た
。
こ
の
言
葉
は
、
広
辞
苑
に
よ
り
ま

す
と
そ
の
②
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

②
一
般
に
世
論
・
習
俗
・
通
常
の
道
徳
な
ど
を
無
視
し
、

。

。

。

万
事
に
冷
笑
的
に
振
る
舞
う
態
度

犬
儒
主
義

冷
笑
主
義

さ
て
、
こ
の
方
の
三
月
二
十
六
日
付
け
の
記
事
に
、
次
の
よ
う

な
面
白
い
記
述
が
あ
り
ま
し
た
。
少
し
長
く
な
り
ま
す
が
、
引
用

さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

我
々
は
、
独
裁
と
か
独
裁
者
と
い
う
言
葉
に
、
倫
理
的
な

悪
を
感
じ
る
。
反
対
に
、
民
主
的
と
か
民
主
化
と
い
う
言
葉

に
、
倫
理
的
な
正
義
を
感
じ
る
。
こ
れ
は
、
教
育
と
い
う
名

の
マ
イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
結
果
で
あ
る
。
／
こ
う
い

う
例
を
考
え
て
み
れ
ば
い
い
。
女
を
売
春
宿
に
売
り
飛
ば
し

た
り
、
麻
薬
の
密
造
販
売
を
し
た
り
す
る
、
人
で
な
し
の
集

団
が
あ
る
と
す
る
。
こ
の
集
団
が
身
内
意
識
だ
け
は
強
く
、

構
成
員
全
員
の
合
意
で
組
織
は
民
主
的
に
運
営
さ
れ
、
女
や

細
民
（
さ
い
み
ん
）
か
ら
絞
り
取
っ
た
金
も
公
平
に
分
配
さ

れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
ど
う
か
。
し
か
も
、
こ
の
集
団
は
、

民
主
的
な
組
織
運
営
が
功
を
奏
し
、
仲
間
割
れ
も
な
く
永
続

、

。

、

的
に
悪
行
を
続
け
て
い
る
と
し
た
ら

ど
う
か

と
こ
ろ
が

こ
の
集
団
の
中
に
独
裁
者
が
現
れ
、
ヒ
ラ
構
成
員
た
ち
の
真

摯
な
要
求
を
無
視
し
、
売
春
や
麻
薬
を
一
切
禁
止
す
る
強
圧

的
な
措
置
を
断
行
し
た
ら
、
ど
う
か
。
ど
ち
ら
が
倫
理
的
に

。

。

正
義
で
ど
ち
ら
が
倫
理
的
に
悪
か

問
う
ま
で
も
な
か
ろ
う

こ
の
記
事
に
は
こ
れ
以
下
に
も
こ
の
３
倍
ほ
ど
の
文
章
が
あ
る

の
で
す
が
、
こ
こ
に
紹
介
し
ま
し
た
部
分
に
つ
い
て
、
読
者
か
ら

批
判
の
手
紙
が
来
た
そ
う
で
す
。
そ
れ
は
、

民
主
主
義
の
三
理
念
の
一
つ
は
「
博
愛
」
で
あ
る
。
独
善

的
で
閉
鎖
的
な
集
団
内
だ
け
で
の
公
平
は
、
被
害
者
へ
の
博

愛
精
神
が
欠
如
し
て
お
り
、
こ
れ
を
民
主
主
義
と
は
呼
ば
な
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い
、
と
。

こ
の
批
判
に
、
呉
氏
は
、
次
の
よ
う
反
論
し
て
い
ま
す
。

残
念
な
が
ら
、
こ
の
方
の
批
判
も
、
教
育
と
い
う
名
の
マ

イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
結
果
で
あ
る
。
い
や
、
こ
の
マ

イ
ン
ド
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
は
出
版
界
や
学
会
も
大
き
く
加

担
し
て
い
る
。
／
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
理
念
は
、
自
由
と
平
等

と
も
う
一
つ
あ
る
。
こ
の
も
う
一
つ
を
、
学
校
で
書
物
で
マ

ス
コ
ミ
で

「
博
愛
」
と
教
え
て
い
る
。
博
愛
な
ら
確
か
に

、

博
（
ひ
ろ
）
く
人
間
を
愛
す
る
こ
と
だ
が
、
原
語
で
は
博
愛

で
は
な
い
。
原
語
で
は
フ
ラ
テ
ル
ニ
テ
（
兄
弟
の
よ
う
に
仲

よ
く
す
る
）
で
あ
る
。
他
人
同
士
な
の
に
兄
弟
の
よ
う
に
仲

よ
く
す
る
こ
と
を
、
普
通
、
日
本
語
で
は
何
と
言
う
か
。
親

の
血
を
引
く
兄
弟
よ
り
も
固
い
ち
ぎ
り
の
、
そ
う
、
義
兄
弟

で
あ
る
。
売
春
や
麻
薬
に
手
を
染
め
る
犯
罪
者
集
団
の
閉
鎖

的
で
独
善
的
な
組
織
原
理
「
義
兄
弟
」
こ
そ
、
ま
さ
し
く
民

主
主
義
の
三
理
念
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
由
・

平
等
・
義
兄
弟
（
フ
ラ
テ
ル
ニ
テ
）
は
、
意
図
的
に
誤
訳
さ

れ
、
自
由
・
平
等
・

博
愛
」
と
し
て
定
着
し
て
い
る
。

「

正
直
言
っ
て
、
私
は
、
驚
き
ま
し
た

「
読
者
か
ら
の
批
判
」

。

も
、
事
の
一
面
し
か
捉
え
て
い
ま
せ
ん
し
、
そ
れ
に
対
す
る
呉
氏

の
反
論
が
、
ま
た
、
ま
た
、
私
か
ら
見
ま
す
と
、
で
た
ら
め
と
し

、

、

、

か
言
い
よ
う
の
な
い

い
や
失
礼

少
し
柔
ら
か
く
言
い
ま
す
と

詭
弁
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
も
の
だ
か
ら
で
す
。

最
も
民
主
主
義
が
進
ん
で
い
る
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国

（
日
本
も
あ
る
意
味
で
最
先
進
国
の
一
つ
）
が
、
こ
の
筆
者
の
言

「

」

、

、

わ
れ
る

人
で
な
し
集
団

で
は
な
い
と

果
し
て
言
え
る
の
か

と
い
う
問
題
が
、
ま
ず
、
あ
り
ま
す
。
こ
う
し
た
民
主
主
義
が
進

ん
だ
国
は
、
そ
う
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
エ
ゴ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

国
の
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
の
で
す
。
最
近
、
ア
メ
リ
カ
が
よ
く

口
に
す
る
言
葉
に
「
国
益
に
反
す
る
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
言
葉
に
象
徴
さ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
国
益
（
国
の
利
益
）

の
追
求
が
、
あ
ら
ゆ
る
行
動
の
最
上
位
に
あ
る
判
断
基
準
と
し
て

働
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
国
家
エ
ゴ
の
追
求
と
言
わ
ず
し
て
、
ど

う
表
現
す
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。

先
進
国
が
、
こ
の
記
事
の
筆
者
で
あ
る
呉
氏
が
言
わ
れ
ま
す
よ

う
に
「
売
春
」
や
「
麻
薬
」
を
商
売
に
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
か

も
知
れ
ま
せ
ん
（
売
春
を
国
家
で
禁
止
し
て
い
な
い
国
は
先
進
国

の
中
に
も
あ
る
と
思
い
ま
す
）
が
、
人
を
殺
傷
す
る
目
的
を
も
っ

た
「
武
器
」
を
製
造
し
て
金
儲
け
を
し
て
い
ま
す
し
、
ま
た
、
麻

薬
に
関
し
て
い
い
ま
す
と
、
麻
薬
依
存
者
を
保
護
し
て
、
薬
と
注

射
器
を
無
料
で
供
与
し
て
い
る
国
さ
え
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
人
で

な
し
、
と
い
う
意
味
で
は
、
経
済
的
・
社
会
的
弱
小
な
後
進
国
か

ら
、
経
済
的
な
収
奪
を
繰
り
返
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
結

、

、

。

果

貧
し
い
国
を

ま
す
ま
す
貧
困
国
へ
と
追
い
や
っ
て
い
ま
す
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こ
れ
は
、
ほ
と
ん
ど
、
呉
氏
の
言
わ
れ
る
、
国
家
単
位
の
「
犯
罪

者
集
団
」
に
近
い
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

次
に
、
読
者
か
ら
の
批
判
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
ま
す
。
そ

の
批
判
は
、
犯
罪
者
集
団
は
「
被
害
者
へ
の
博
愛
精
神
が
欠
如
し

て
い
る
か
ら
、
民
主
主
義
と
は
い
え
な
い
」
と
い
う
事
で
す
が
、

実
は
、
民
主
主
義
の
原
理
の
中
に
は
、
博
愛
（
友
愛
）
は
存
在
し

な
い
の
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
目
指
す
も
の
は
、
自
由
・
平
等

・
友
愛
（
博
愛
）
の
三
位
一
体
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
民
主
主
義

が
真
に
民
主
主
義
と
し
て
機
能
す
る
た
め
に
は
、
友
愛
が
求
め
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
民
主
主
義
原
理
の
中
に
そ
れ

が
自
動
的
に
存
在
す
る
訳
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
れ
は
、
実
は
、

宗
教
や
信
仰
に
よ
っ
て
の
み
も
た
ら
さ
れ
る
も
の
な
の
で
す
。

こ
れ
ま
で
、
自
由
と
平
等
と
友
愛
の
関
係
に
つ
き
ま
し
て
は
、

何
度
も
書
い
て
き
た
と
思
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
を
ご
覧
い
た
だ

き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
自
由
は
自
己
の
原
理
、
友
愛
は
他
己
の

原
理
、
平
等
は
両
者
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
る
原
理
な
の
で
す
。

他
己
の
原
理
の
根
幹
を
な
す
も
の
が
、
宗
教
で
あ
り
、
信
仰
な

の
で
す
。
そ
れ
を
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
は
、
フ
ラ
テ
ル
ニ
テ
と
い
っ

た
わ
け
で
、
そ
の
訳
を
友
愛
と
し
よ
う
が
、
博
愛
と
し
よ
う
が
、

兄
弟
の
よ
う
に
仲
よ
く
す
る
、
義
兄
弟
愛
と
し
よ
う
が
、
た
い
し

た
問
題
で
は
な
い
の
で
す
。

最
後
に

「
読
者
か
ら
の
批
判
」
に
対
す
る
呉
氏
の
反
論
に
つ

、

い
て
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
も
う
こ
れ
ま
で
の
検
討
で
お
分

、「

」

、

か
り
と
思
い
ま
す
が

兄
弟
の
よ
う
に
仲
良
く
す
る

こ
と
は

何
も
閉
鎖
集
団
の
中
だ
け
で
通
用
す
る
原
理
で
は
な
い
の
で
す
。

、

、

、

そ
の
原
理
は

人
類
全
体
の
あ
ら
ゆ
る
個
人
に
普
遍
的
に

か
つ

同
等
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
す
。
確
か
に
、
は
じ
め
の

部
分
で
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
現
在
の
民
主
主
義
は
、
自
己
追
求

の
原
理
と
し
て
、
全
世
界
を
汚
染
し
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、

ほ
と
ん
ど
「
犯
罪
者
集
団
」
に
近
い
も
の
と
化
し
て
い
ま
す
。

そ
の
原
因
を
、
呉
氏
の
よ
う
に
独
裁
と
民
主
主
義
を
対
比
し
て

検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
な
ぜ
民
主
主
義
が
機
能
し
な
い
の
か
を

考
え
る
こ
と
で
、
民
主
主
義
の
欠
陥
を
克
服
し
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
す
。
そ
の
原
因
は
、
も
う
、
お
分
か
り
と
思
い
ま

、

。

す
が

民
主
主
義
が
他
己
の
原
理
を
欠
い
て
い
る
か
ら
な
の
で
す

も
っ
と
言
い
ま
す
と
、
宗
教
や
信
仰
（
愛
・
慈
悲
）
を
欠
い
て
い

る
か
ら
な
の
で
す
。
も
し
、
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
、
自
己
追

求
の
手
段
化
し
た
も
の
に
な
り
下
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
な

の
で
す

「
読
者
の
批
判
」
通
り
に
「
博
愛
」
が
な
け
れ
ば
民
主

。

主
義
で
な
い
の
だ
と
し
ま
す
と
、
今
、
民
主
主
義
国
は
ど
こ
に
も

存
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
他
己
の
原
理
は
、
シ
ー
ザ
ー
で

は
「
寛
容
」
で
あ
り
、
聖
徳
太
子
で
は
「
宥
和
」
で
す
。
再
確
認

で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
で
は
、
そ
れ
は
、
友
愛
で
あ
り
、
博
愛

で
あ
り
、
義
兄
弟
愛
と
言
っ
て
も
よ
い
も
の
な
の
で
す
。
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釈
尊
の
こ
と
ば
（
一
一
〇
）

│

│

法
句
経
解
説

（
三
五
二
）
愛
欲
を
離
れ
、
執
着
な
く
、
諸
の
語
義
に
通
じ

諸
の
文
章
と
そ
の
脈
絡
を
知
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
最
後
の

身
体
を
た
も
つ
も
の
で
あ
り

「
大
い
な
る
智
恵
あ
る
人
」

、

と
呼
ば
れ
る
。

少
し
、
分
か
り
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

出
だ
し
の
「
愛
欲
を
離
れ
、
執
着
な
く
」
は
、
こ
の
第
二
四
章

の
タ
イ
ト
ル
が
「
愛
執
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
り
ま

す
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
に
何
度
も
出
て
き
ま
し
た
。
そ
の
都
度
、

現
代
人
が
愛
欲
の
支
配
を
ど
れ
ほ
ど
受
け
て
い
る
か
、
自
己
へ
の

、

、

、

執
着
を
ど
れ
ほ
ど
強
め
て
い
る
か

そ
し
て

そ
の
こ
と
す
ら
が

現
代
人
の
生
き
甲
斐
に
さ
え
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま

に
論
じ
て
き
ま
し
た
。
特
に
信
仰
を
失
っ
た
日
本
人
は
、
そ
の
傾

、

。

、

向
が
強
い
こ
と
も

何
度
も
述
べ
た
よ
う
に
思
い
ま
す

で
も

そ
の
次
の
「
諸
の
語
義
に
通
じ
諸
の
文
章
と
そ
の
脈
絡
を
知
る
な

ら
ば
、
そ
の
人
は
最
後
の
身
体
を
た
も
つ
」
は
、
す
こ
し
解
説
が

い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

ま
ず

「
諸
の
語
義
に
通
じ
諸
の
文
章
と
そ
の
脈
絡
を
知
る
」

、

で
す
が
、
こ
の
「
語
義
」
と
か
「
文
章
」
と
か
「
そ
の
脈
絡
」
と

か
は
、
何
の
そ
れ
ら
に
つ
い
て
な
の
か
が
、
書
か
れ
て
い
な
い
の

で
す
が
、
こ
こ
で
は

「
真
理
を
述
べ
た
も
の

、
つ
ま
り
聖
典

、

」

と
か
経
典
と
か
そ
の
論
書
な
ど
に
つ
い
て
の
よ
う
に
思
え
ま
す
。

私
も
、
い
ま
、
弘
法
大
師
空
海
の
『
即
身
成
仏
義
』
の
解
説
を

こ
の
『
こ
こ
ろ
の
と
も
』
で
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
も
、
そ
の
う

ち
に
含
ま
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

次
に

「
そ
の
人
は
最
後
の
身
体
を
た
も
つ
」
で
す
が
、
こ
の

、

よ
う
に
愛
執
を
離
れ
、
聖
典
な
ど
に
通
じ
た
人
は

「
最
後
の
身

、

体
を
た
も
つ
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
最
後
の
身
体
と
は
、
も

う
二
度
と
身
体
を
も
つ
こ
と
が
な
い
、
つ
ま
り
、
輪
廻
転
生
か
ら

脱
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

日
本
人
に
は
、
い
ま
こ
の
輪
廻
転
生
と
い
う
思
想
は
あ
り
ま
せ

、

、

ん
の
で

そ
う
言
わ
れ
て
も
ピ
ン
と
こ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が

実
感
で
い
い
ま
す
と
、
死
ぬ
こ
と
が
気
に
な
ら
な
く
な
る
、
と
い

う
こ
と
で
す
。
い
ま
、
多
く
の
人
は
、
死
ん
だ
ら
ど
う
な
る
の
だ

ろ
う
か
、
あ
の
世
は
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
肉
体
の
死
は
精
神

、

、

、

の
死
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か

つ
ま
り

精
神
は
永
遠
な
の
だ

な
ど
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
あ
ぐ
ね
て
い
ま
す
。
衆
生
を
救
う
方

、

、

、

便
と
し
て

あ
の
世
が
存
在
し

ど
ん
な
人
も
死
の
間
際
に
で
も

懺
悔
す
れ
ば
、
極
楽
浄
土
に
生
ま
れ
変
わ
れ
る
の
だ
、
と
説
く
こ

と
は
あ
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
存
在
も
非
存
在
も
、
誰
も
証
明
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
は
、
ノ
ー
コ
メ
ン
ト
で
す
。
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後
記

一
、
と
て
も
暖
か
い
冬
、
い
な
、
春
も
そ
う
な
り
そ
う
で
す
。

二
、
山
の
新
緑
が
目
に
し
み
ま
す
。
こ
の
清
々
し
さ
は
、
何
に
も

代
え
が
た
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

三
、
畑
の
雑
草
も
、
日
一
日
と
、
青
々
伸
び
て
き
ま
す
。
草
刈
り

に
精
を
出
す
日
々
で
す
。
今
年
は
、
タ
マ
ネ
ギ
の
手
入
れ
が
良
か

、

、

。

っ
た
せ
い
で

例
年
に
な
く

ぐ
ん
ぐ
ん
大
き
く
な
っ
て
い
ま
す

先
月
号
で
紹
介
し
ま
し
た
、
植
え
つ
け
た
ジ
ャ
ガ
イ
モ
も
、
芽
が

。

、

、

す
で
に
一
〇
㌢
ぐ
ら
い
に
伸
び
て
き
ま
し
た

先
日

草
を
取
り

中
耕
し
ま
し
た
。

四
、
三
月
二
十
二
日
～
二
十
四
日
に
、
か
つ
て
の
勤
務
地
の
和
歌

山
県
を
巡
っ
て
き
ま
し
た
。
一
つ
の
目
的
は
、
高
野
山
を
訪
ね
る

こ
と
で
す
。
ま
ず
、
金
剛
峰
寺
に
お
参
り
し
ま
し
た
。
お
寺
の
中

を
巡
る
う
ち
、
お
大
師
さ
ん
の
霊
気
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
そ
の
あ
と
、
高
野
山
大
学
の
図
書
館
で
『
即
身
成
仏
義
』
に

関
す
る
資
料
を
閲
覧
し
、
必
要
な
も
の
は
コ
ピ
ー
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。
そ
の
一
つ
に
、
空
海
上
人
直
筆
の
『
即
身
成
仏
義
』
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
が
、
上
人
の
書
か
れ
た
も
の
だ
と
思
っ
た
途
端
、

そ
の
字
が
私
に
語
り
か
け
て
き
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
し
て
、
涙

が
で
そ
う
に
な
る
ほ
ど
の
深
い
感
動
に
う
た
れ
ま
し
た
。
五
、
そ

の
夜
は
、
龍
神
温
泉
に
泊
ま
り
ま
し
た
が
、
ゼ
ミ
生
だ
っ
た
人
が

訪
ね
て
き
て
く
れ
て
、
懐
か
し
く
語
り
合
い
ま
し
た
。

六
、
翌
日
は
、
和
歌
山
大
学
の
元
同
僚
で
、
こ
の
『
こ
こ
ろ
の
と

も
』
の
題
字
を
書
い
て
く
だ
さ
っ
た
矢
萩
喜
孝
先
生
（
書
家
・
教

授
）
に
お
会
い
し
ま
し
た
。
い
ま
、
付
属
小
学
校
の
校
長
を
さ
れ

て
い
ま
す
。
大
学
の
こ
と
、
教
育
の
こ
と
、
な
ど
い
ろ
い
ろ
伺
い

ま
し
た
。
丁
度
、
い
ま
、
ご
自
分
の
書
の
展
覧
会
を
「
万
葉
館
」

と
い
う
立
派
な
文
化
施
設
で
開
か
れ
て
お
り
、
文
字
の
も
つ
表
現

、

。

の
深
さ

先
生
の
芸
域
の
広
さ
に
新
た
な
感
動
を
お
ぼ
え
ま
し
た

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

七

『
即
身
成
仏
義
』
の
解
説
は
、
難
し
い
で
し
ょ
う
か
。
何
度

、

も
読
み
返
し
て
頂
け
れ
ば
、
密
教
と
は
何
か
が
、
そ
し
て
、
そ
の

、

。

す
ば
ら
し
さ
が

ご
理
解
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

月
刊

平
成
十
四
年
四
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２

第
十
三
巻

徳
島
県
鳴
門
市
鳴
門
町
高
島

六
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
四
八
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



- 1 3 -


