
こ
の
数
年
で
す
っ
か
り
定
着
し
た
感

の
あ
る

｢

食
育｣
。
自
治
体
や
企
業
に

よ
っ
て

｢

食
育｣

を
冠
し
た
取
り
組
み

が
あ
ち
こ
ち
で
開
催
さ
れ
て
い
る
。
あ

る
い
は

｢

食
育
士｣

｢

食
育
ア
ド
バ
イ

ザ
ー｣

｢

食
育
デ
ザ
イ
ナ
ー｣

｢

食
育
マ

イ
ス
タ
ー｣

等
々
資
格
を
作
っ
て
講
座
を
設
け
て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
や
研

究
所
も
あ
れ
ば
、｢

食
育｣

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
教
育
機
関
へ
売
り
込
み
に

い
く
食
品
メ
ー
カ
ー
も
あ
り
、
今
や

｢

食
育｣

は
ビ
ジ
ネ
ス
ツ
ー
ル
と
し

て
の
利
用
価
値
も
高
い
。｢

食
育｣

と
い
う
言
葉
自
体
は
、
明
治
期
に
生

ま
れ
た
造
語
で
、
医
師
・
薬
剤
師
で
陸
軍
医
で
も
あ
っ
た
石
塚
左
玄
が

『

通
俗
食
物
養
生
法』

(

一
八
九
八)

で
登
場
さ
せ
た(

１)

。
そ
れ
が
現
代

に
な
っ
て
急
速
に
全
国
的
に
広
ま
り
、
ま
た
商
業
化
し
た
背
景
に
は
政
治

と
メ
デ
ィ
ア
の
存
在
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
新
自
由
主
義
を
打
ち
出
し
た
小

泉
政
権
下
の
日
本
政
府
が

｢

食
育
基
本
法｣

を
制
定
し

(

平
成
一
七
年
六

月
制
定
、
七
月
施
行)

、
食
育
推
進
基
本
計
画
を
立
て
て
九
つ
の
項
目
に

つ
い
て
平
成
二
二
年
度
ま
で
の
達
成
目
標
と
定
め
た
。
以
来
、
各
自
治
体

に
食
育
推
進
事
業
を
進
め
る
よ
う
に

(

半
ば
威
圧
的
に)

促
し
て
き
た
。

こ
の
法
律
は
政
権
が
交
代
し
て
も
継
続
し
て
お
り
、
毎
年
度『

食
育
白
書』

(

２)

が
出
さ
れ
、｢

食
育｣

の
認
知
度
や
朝
食
の
摂
取
状
況
、
朝
食
の
摂

取
と
学
力
調
査
の
平
均
正
答
率
と
の
関
係
、
家
族
全
員
で
夕
食
を
食
べ
る

頻
度
な
ど
の
調
査
結
果
、
各
自
治
体
、
各
地
域
で
の
食
育
事
業
の
進
捗
状

況
な
ど
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

一
見
す
る
と
、｢

様
々
な
経
験
を
通
じ
て

『

食』

に
関
す
る
知
識
と

『

食』

を
選
択
す
る
力
を
習
得
し
、
健
全
な
食
生
活
を
実
践
す
る
こ
と
が

で
き
る
人
間
を
育
て
る
食
育｣

(｢

食
育
基
本
法
・
前
文｣

よ
り
抜
粋)

と

い
う
理
念
は
ま
っ
と
う
な
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
に
国
家
権

力
が
介
在
し
て
い
る
点
が
要
注
意
で
あ
る
。｢

食
育
基
本
法｣

は

｢

国
家

総
動
員
法｣

と
も
形
容
さ
れ

(

本
書
五
三
―
四
頁
、
以
下
本
書
か
ら
の
引

用
は
頁
数
の
み
記
す)

、
学
校
教
育
現
場
で
子
ど
も
に
郷
土
愛
・
国
家
愛

を
刷
り
込
む

｢

心
の
ノ
ー
ト｣

と
の
同
質
性
に
つ
い
て
の
指
摘
も
見
ら
れ

る(

３)

。｢
心
の
ノ
ー
ト｣

が
心

(

脳)

か
ら
の
統
制
で
あ
れ
ば
、｢

食
育

基
本
法｣

は
身
体

(

胃
袋)

か
ら
の
統
制
と
い
え
る
。
ま
さ
に

『

茶
色
の
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・
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〇
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年)



朝』
(

４)

が
現
実
に
な
っ
た
よ
う
な
話
で
あ
る
。『

茶
色
の
朝』

な
ら
ぬ

｢

茶
色
の
朝
ご
は
ん｣

で
あ
る
。

著
者
の
専
門
は
教
育
学
で
あ
る
が
、
そ
の
専
門
性
を
超
え
た
切
り
口
か

ら
、
官
・
民
・
学
が
連
携
し
て
推
進
す
る

｢

食
育｣

に
メ
ス
を
入
れ
、
国

家
お
よ
び
社
会
全
体
に
よ
る
食
の
教
育
主
義
化
、
心
理
主
義
化
に
警
鐘
を

鳴
ら
す
。
本
書
の
目
次
は
、

第
１
章

｢

朝
ご
は
ん｣
運
動
の
虚
妄

飢
餓
の
世
紀
、
ケ
ト
ン
体

の
復
権
の
た
め
に

第
２
章

階
層
理
論
に
見
る
近
代
食
養
運
動
の
科
学
性

生
活
次
元

の
食
理
論
構
築
の
た
め
に

第
３
章
〈
火
の
神
信
仰
へ
の
叛
逆
〉
�
末
記

神
な
き
時
代

｢

食

卓
の
戦
後
体
制｣

崩
壊
の
先
に

と
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
ま
ず
内
容
を
大
ま
か
に
た
ど
る
。

＊

＊

＊

第
１
章
で
は
、
八
〇
年
代
半
ば
以
降
の
教
育
政
策
史
を
た
ど
り
な
が
ら
、

食
育
ブ
ー
ム
を
生
み
出
し
た
政
治
的
前
提
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
朝
食
必

須
論
の
根
拠
の
脆
弱
さ
を
示
す
。
朝
食
必
須
論
者
た
ち
が
依
拠
す
る

｢

生

体
エ
ネ
ル
ギ
ー
論

(

脳
＝
ブ
ド
ウ
糖
単
独
燃
料
説)｣

、
平
た
く
い
え
ば

｢

糖
質
を
摂
ら
な
く
て
は
脳
が
働
か
ず
、
一
日
が
ス
タ
ー
ト
で
き
な
い｣

と
い
う
理
論
は
事
実
に
反
し
て
お
り
、
実
際
に
は
我
々
の
脳
は
口
か
ら
の

栄
養
が
滞
っ
て
も
機
能
す
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る

そ
う
で
な
け
れ

ば
人
類
は
生
き
延
び
ら
れ
な
か
っ
た
。
脳
が
い
わ
ば
飢
餓
状
態
に
あ
る
と

き
、
身
体
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
脂
肪
か
ら
ケ
ト
ン
体
が
代
謝
さ
れ
、
脳
細

胞
は
そ
れ
を
利
用
す
る
の
で
あ
る(

５)

。
こ
の
事
実
は
生
物
学
で
は
初
歩

的
な
常
識
で
あ
る
。
指
導
的
立
場
に
あ
る
栄
養
学
者
ら
専
門
家
が
こ
の
事

実
を
知
ろ
う
と
せ
ず
、｢

ブ
ド
ウ
糖
の
脳
へ
の
供
給
が
３
分
間
止
ま
る
と
、

脳
神
経
細
胞
は
変
性
し
、
も
と
の
状
態
に
は
戻
ら
な
く
な
る｣

(

６)

と
し

た
り
、
た
と
え
ケ
ト
ン
体
に
言
及
し
て
も
、
そ
の
働
き
を
正
確
に
伝
え
て

い
な
か
っ
た
り
、｢

長
期
の
断
食
で
は
論
理
的
思
考
も
実
験
も
で
き
な
い｣

と
非
日
常
的
な
例
を
引
き
合
い
に
出
し
た
り
、
と
い
っ
た
具
合
に
、
最
初

か
ら
朝
食
必
須
論
の
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
。

著
者
は

｢

朝
食
抜
き｣

を
奨
励
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
重
要
な
の

は
次
の
点
で
あ
る
。｢

朝
食
が
科、
学、
に、
照、
ら、
し、
て、
必
要
で
あ
る｣

と
の
主

張
が
破
綻
し
て
い
る
と
の
指
摘

(

以
下
、
傍
点
強
調
は
評
者
に
よ
る)

、

さ
ら
に
、
朝
食
抜
き
の
正
否
に
つ
い
て
実
験
室
の
理
論
書
で
も
っ
て
判
断

す
る
の
で
は
な
く
、
た
と
え
数
年
で
も
い
や
数
ヶ
月
で
も
自
分
自
身
で
実

践
し
て
み
よ
と
い
う
提
言
で
あ
る
。
著
者
は
、
医
師
甲
田
光
雄

(

一
九
二

四
―)

が
患
者
ら
と
と
も
に
自
ら
実
践
し
解
明
し
た
食
事
法
と
そ
の
結
果
、

す
な
わ
ち
一
日
二
食
に
よ
っ
て｢

す
こ
ぶ
る
調
子
が
よ
い｣

｢(

患
者
に
は)

治
療
的
効
果
が
得
ら
れ
た｣

と
い
う
事
例
を
紹
介
し
、
ま
た
著
者
自
身
も

朝
食
抜
き
を
実
践
す
る
こ
と
で
心
身
の
健
康
を
取
り
戻
し
、
活
動
的
な
学

究
生
活
を
営
め
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
。
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続
い
て
教
育
政
策
と
教
育
現
場
に
視
点
が
移
り
、
朝
ご
は
ん
と
成
績
ア

ッ
プ
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
社
会
的
、
政
治
的
背
景
、
結
び

つ
き
の
具
体
的
な
現
象
、
問
題
点
が
述
べ
ら
れ
る
。
八
〇
年
代
後
半
以
降
、

企
業
、
地
域
、
親
族
等
共
同
的
中
間
体
の
崩
壊
で
そ
の
教
育
的
機
能
が
失

わ
れ
、
家
庭
の
あ
り
方
も
多
様
化
す
る
と
同
時
に
不
安
定
化
す
る
な
か
、

家
庭
こ
そ
教
育
の
出
発
点
で
あ
る
こ
と
が
国
家
レ
ベ
ル
で
言
わ
れ
る
よ
う

に
な
る

著
者
は
中
教
審
の
方
針
や
答
申
な
ど
を
た
ど
り
、
こ
の
点
を

検
証
す
る
。
さ
ら
に
低
福
祉
、
低
負
担
、
自
己
責
任
を
基
本
に
し
た
小
泉

内
閣
の
発
足
が
重
な
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
下
、
学
力
低
下
を
招
い
た

｢

ゆ
と
り
教
育｣

へ
の
批
判
と
、｢

自
己
責
任｣

を
過
度
に
追
わ
さ
れ
た
親

か
ら
の
成
績
ア
ッ
プ
要
請
に
対
応
せ
ん
と
す
る
学
校
側
が
目
を
つ
け
た
の

が

｢

百
ま
す
計
算｣

な
ど
の
反
復
学
習
法
、
暗
記
学
習
法

(

陰
山
メ
ソ
ッ

ド)

で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
提
唱
者
陰
山
英
男
が

｢
早
寝
早
起
き
朝

ご
は
ん｣

の
奨
励

(

強
要)

と
セ
ッ
ト
に
し
て
い
る
点
、
ま
た
こ
れ
を
受

け
て

｢

早
寝
早
起
き
朝
ご
は
ん｣

全
国
協
議
会
が
発
足
し
た
こ
と
と
い
う
。

著
者
が
問
題
と
す
る
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
①
朝
ご
は
ん
と
学
力
ア
ッ
プ

は
恣
意
的
に
結
び
つ
け
に
過
ぎ
な
い(

７)

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
②
テ
レ
ビ

の
影
響
力
の
大
き
さ
、
専
門
性
、
科
学
性
を
装
っ
た
説
明
、
わ
か
り
や
す

さ
に
よ
っ
て

｢

朝
ご
は
ん
信
仰｣

が
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
③
文
科
省

主
導
の
国
民
運
動
と
し
て
制
度
的
フ
ー
ド
フ
ァ
デ
ィ
ズ
ム
に
発
展
し
て
い

る
。
そ
し
て
④
朝
ご
は
ん
が
成
績
ア
ッ
プ
の
た
め
の

｢

手
段｣

へ
と
逆
転

し
て
い
る
。
さ
ら
に
⑤
現
在
の
教
育
が
画
一
的
な
テ
ス
ト
主
義
に
陥
っ
て

い
る
、
と
い
う
現
象
で
あ
る
。

最
後
に
ケ
ト
ン
体
に
話
が
戻
り
、
そ
の
研
究
の
潮
流
が
紹
介
さ
れ
る
。

血
中
増
加
は
ケ
ト
ー
シ
ス

(

ケ
ト
ン
症)

に
つ
な
が
り
、
ま
た
ケ
ト
ン
体

が
身
体
に
有
害
と
さ
れ
る
酸
性
物
質
で
あ
る
た
め
現
代
医
学
で
問
題
視
さ

れ
る
が
、
そ
れ
は
糖
尿
病
性
ケ
ト
ー
シ
ス
と
飢
餓
性
ケ
ト
ー
シ
ス
の
違
い

を
無
視
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う(

８)

。
著
者
は
、
一
九
六
〇
年
代
ア
メ

リ
カ
に
お
い
て
始
ま
る
ケ
ト
ン
体
研
究
の
学
説
と
研
究
史
を
参
照
し
、
い

ま
や
ケ
ト
ン
体
悪
玉
説
は
覆
さ
れ
、
む
し
ろ
治
療
的
意
義
を
持
っ
て
い
る

と
い
う
考
え
に
賛
同
す
る
。
し
か
し
日
本
で
は

｢

常
識｣

の
た
め
に
、
そ

の
事
実
が
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
医
療
現
場
で
も
患
者
の
脳
が
飢
餓

状
態
に
陥
れ
ば
た
だ
ち
に
糖
質
を
摂
取
さ
せ
る

(

も
ち
ろ
ん
そ
の
効
果
は

確
実
に
出
る
の
で
誤
り
で
は
な
い)

と
い
う
治
療
行
為
が
続
け
ら
れ
て
い

る
。第

２
章
で
は
科
学
的
な
食
理
論
の
あ
り
方
が
追
究
さ
れ
る
。
先
行
研
究

と
し
て
公
衆
衛
生
学
者
豊
川
裕
之
の
理
論
を
中
心
に
取
り
上
げ
、
そ
れ
に

著
者
の
考
え
を
加
え
な
が
ら
、
現
代
栄
養
学
の
知
見
を
教
育
問
題
に
適
用

す
る
こ
と
の
無
効
性
と
非
科
学
性
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
本
来
の
食
理
論

の
あ
り
方
を
探
る
べ
く
、
近
代
食
養
論
者
＝
実
践
者
の
食
理
論
の
科
学
性

と
限
界
を
検
証
す
る
。

ま
ず
、
分
子
生
物
学
者
大
瀧
丈
二
が
論
じ
る
還
元
主
義
の
限
界
と
階
層

理
論
が
参
照
さ
れ
る
。
宇
宙
で
あ
れ
生
物
で
あ
れ
ど
の
よ
う
な
世
界
で
も

｢

階
層
構
造｣
を
構
成
し
て
い
る
の
だ
が
、
あ
る
階
層

(

た
と
え
ば
遺
伝
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子
レ
ベ
ル)

に
つ
い
て
還
元
主
義
的
方
法
で
得
ら
れ
た
事
実
は
、
直
接
別

の
階
層

(
た
と
え
ば
細
胞
レ
ベ
ル
や
個
体
レ
ベ
ル)

に
は
当
て
は
め
ら
れ

な
い
。
食
も
ま
た
複
数
の
階
層
か
ら
な
る
。
食
糧
―
食
材
―
料
理
―
栄
養

素

(

豊
川
に
よ
る
分
類)

の
各
階
層
は
、
各
層
で
事
物
が
機
能
す
る
範
囲

(

地
球
レ
ベ
ル
か
ら
細
胞
レ
ベ
ル
ま
で)

も
人
間
の
行
為
内
容
も
異
に
し
、

か
つ
各
階
層
が
内
的
に
連
関
し
な
が
ら
食
の
世
界
を
構
成
し
て
い
る
。
し

か
も
人
間
の
食
は
文
化
性
、
社
会
性
を
帯
び
て
い
る
。
著
者
の
い
う
科
学

的
な
食
理
論
と
は
、
食
の
各
階
層
の
あ
り
方
と
連
関
性
に
目
配
せ
し
な
が

ら
、
日、
常、
食、
生、
活、
次、
元、
で
実、
際、
の、
現、
象、
に、
即、
し、
て、
論
じ
る
こ
と
で
あ
る
。

現
在
の

｢

食
育｣

が
根
拠
と
す
る
現
代
栄
養
学
は
ど
う
か
。
確
か
に
栄

養
学
内
部
で
も
階
層
原
理
は
認
識
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
こ
と
が
唱
え
ら
れ

て
い
る
。
つ
ま
り

｢

栄
養
素｣

で
語
る
の
で
は
な
く
、｢

料
理
・
食
品｣

階
層
の
語
彙
に
変
換
し
、
実
際
に
何
を
ど
れ
だ
け
食
べ
れ
ば
よ
い
か
の
指

針
を
与
え
ん
と
す
る
。
そ
の
現
れ
の
ひ
と
つ
が
厚
生
省

(
当
時)

発
行

｢

健
康
づ
く
り
の
た
め
の
食
生
活
指
針｣

(

一
九
八
五)

で
あ
り
、
現
在
の

厚
労
省
、
農
林
水
産
省
発
行

｢

食
事
バ
ラ
ン
ス
ガ
イ
ド｣

(

二
〇
〇
五)

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
豊
川
の
言
葉
で
い
え
ば
、｢『

料
理
・
食
品』

(

衣)

の
か
げ
か
ら
、『

栄
養
素』

(

鎧)

が
見
え
か
く
れ
す
る｣

状
態
で

あ
る
。
こ
こ
に
は
栄
養
素
レ
ベ
ル
で
の
事
実
を
日
常
の
食
生
活
レ
ベ
ル
に

適
用
す
る
こ
と
で
科
学
的
た
り
得
て
い
る
と
い
う
誤
解
が
あ
り
、
栄
養
素

還
元
主
義
の
限
界
が
露
呈
し
て
い
る
。

こ
こ
で
再
び
大
瀧
が
参
照
さ
れ
、｢

次
元
の
異
な
る
階
層
で
は

『

新
た

に
実
験
を
し
て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い』｣

と
い
う
説
に
示
唆
が
求

め
ら
れ
る
。｢

科
学
的｣

と
は
、
実
験
室
の
定
量
的
測
定
方
法
に
よ
る
も

の
だ
け
で
は
な
い
。
あ
る
次
元
に
存
す
る
事
柄
に
つ
い
て
は
、
そ
の
次
元

で
有
効
な
実
験
の
仕
方
で
証
明
す
る
こ
と
が

｢

科
学
的｣

と
考
え
ら
れ
る
。

日
常
の
食
生
活
次
元
で
の
新
た
な
実
験
と
し
て
著
者
が
有
効
視
す
る
の
が

近
代
食
養
運
動
で
あ
る
。
そ
の
多
く
が
、
当
時
の
医
学
で
は
治
療
困
難
で

あ
っ
た
難
病
に
対
す
る
食
事
療
法
だ
が
、
著
者
に
い
わ
せ
れ
ば
そ
の
結
果

は
〈
命
を
か
け
た
〉
人
体
実
験
に
よ
る
科
学
的
な
知
で
あ
り
、
単
な
る
経

験
の
寄
せ
集
め
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら

｢

日
常
生
活
で
一
定
の
人
が

『

口

を
そ
ろ
え
て』

い
う
〈
経
験
〉
は
、
そ
れ
が
一
見
現
代
の

『

常
識』

と
矛

盾
す
る
よ
う
で
も
〈
自
然
の
法
則
〉
と
い
う
〈
一
般
性
〉
が
そ
の
背
後
で

機
能
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る｣

(

一
〇
九
頁)

か
ら
だ
。
近
代
食

養
論
が
現
代
人
の
目
に
非
科
学
的
に
映
る
の
は
、
食
養
論
者
間
で
真
逆
の

主
張
が
な
さ
れ
て
い
た
り

(

つ
ま
り
一
般
性
を
獲
得
し
得
な
い)

、
説
明

言
語
が
仏
教
用
語
か
ら
の
借
用
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。

む
ろ
ん
限
界
や
矛
盾
も
孕
ん
で
は
い
る
が
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
切
り

捨
て
る
の
は
誤
り
で
、
現
代
の
栄
養
学
に
欠
け
て
い
る
真
の
意
味
で
の
科

学
的
態
度
と
実
践
に
基
づ
く
有
用
な
成
果
は
、
正
当
に
評
価
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。

本
書
で
主
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
近
世
と
近
代
の
間
に
あ
っ
た
石

塚
の
後
継
者
た
ち
、
す
な
わ
ち
桜
沢
如
一

(

一
八
九
三
―
一
九
六
六)

と

村
井
弦
斎

(
一
八
六
四
―
一
九
二
七)

の
食
理
論
で
あ
る
。
桜
沢
に
つ
い
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て
は

｢

石
塚
左
玄
の
食
養
理
論
の
脆
弱
性
を
、
地
理
学
・
植
物
学
・
生
態

学
に
精
通
し
て
い
た
陸
軍
大
佐
・
西
端
学
の
知
見
で
も
っ
て
補
強
・
構
成

し
な
お
し
、
お
お
き
く
生
態
学
的
、
風
土
論
的
文
化
論
の
視
点
か
ら
〈
食

理
論
〉
と
し
て
展
開
し
た

(

…
…)

生
命
体
に
お
け
る
食
の
構
造
論
を
現

象
論
次
元
で
抽
象
し
た
見
事
な
論
理｣

と
評
さ
れ
る

(

一
五
二
頁)

。
し

か
し
、
桜
沢
が
提
唱
す
る

｢

動
物
性
食
品
を
断
つ
玄
米
菜
食｣

お
よ
び

｢

火
で
調
理
す
る
こ
と｣

は
、
桜
沢
自
身
が
掲
げ
る

｢

身
土
不
二｣
(

身
体

と
土
地
は
切
り
離
せ
な
い)

の
思
想
に
矛
盾
す
る
。
と
い
う
の
は
、
米
が

日
本
人
の
主
食
と
な
っ
て
か
ら
た
か
だ
か
数
千
年
で
あ
り
、
農
作
開
始
以

前
の
一
万
年
も
の
間
、
多
様
な
動
物
性
食
品
を
食
べ
て
き
た
事
実
が
見
逃

さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
ま
た
桜
沢
は
陰
陽
論
に
基
づ
き

｢

火
に
よ
る
調
理

で
食
物
を
陽
性
化
す
る
こ
と
が
必
須｣

と
す
る
が
、
加
熱
調
理
は
一
面
で

栄
養
素
・
酵
素
の
破
壊
を
伴
う
の
で
あ
り
、
ま
た
、
人
類
が
火
を
用
い
る

ま
で
の
長
期
間
ナ
マ
で
摂
取
し
て
き
た
歴
史
的
事
実
に
反
す
る
。

次
に
村
井
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
彼
は
脚
気
治
療
を
機
に
そ
れ
ま
で
の

美
食
家
生
活
を
一
切
断
ち
、
石
塚
の
食
理
論
に
共
鳴
し
て
生
食
・
木
食
・

塩
断
ち
・
天
然
食
・
一
日
二
食
を
実
践
し
た
。
そ
の
一
八
年
間
の
経
験
が

晩
年

『

食
生
活
心
得
帖』

(

一
九
二
〇
／
七
八)

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
実
践
と
思
想
を
見
れ
ば
、
現
代
の
食
育
思
想
の
先
駆
者
あ
る
い
は
原

始
的
な
食
事
を
実
践
す
る
奇
人
・
変
人
と
い
っ
た
村
井
評
価
は
正
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
桜
沢
が
数
千
年
を
視
野
に
入
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
村
井

は
ス
ケ
ー
ル
が
異
な
る
。
彼
の
食
理
論
は

｢(

人
類
が
火
を
使
用
す
る
以

前
ま
で)

人
類
の
進
化
過
程
を
逆
に
た
ど
り
〈
人
間
の
根
本
食
〉〈
人
類

本
然
の
食
物
〉
を
解
き
明
か
さ
ん
と
す
る
強
固
な
意
志
と
実
践
に
よ
っ
て

切
り
拓
か
れ
た
も
の｣

で
あ
る

(

一
九
四
頁)

。
著
者
は
、｢

病
気
と
は

『

生
活
体
に
よ
り
生
命
体
が
病
ん
で
い
く
こ
と』｣

と
い
う
医
学
者
瀬
江
千

史
に
よ
る
解
釈
を
病
気
に
つ
い
て
の
科
学
的
一
般
論
と
し
て
受
け
入
れ
、

そ
の
理
論
が
村
井
に
よ
っ
て
食
生
活
次
元
で
い
わ
ば

｢

新
た
に
実
験｣

さ

れ
、
探
り
当
て
ら
れ
て
い
た
と
見
な
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
根
拠
に
村
井

の
食
の
理
論
が
科
学
性
を
獲
得
し
て
い
る
と
す
る
。

以
上
、
朝
食
必
須
論
に
対
し
、
生
理
学
的
視
点

(

第
１
章)

か
ら
と
、

学
問
方
法
論
的
視
点

(

第
２
章)

か
ら
批
判
検
討
が
な
さ
れ
て
き
た
。
第

３
章
で
は
、
さ
ら
に
歴
史
文
化
的
視
点
か
ら

｢

一
家
団
欒
奨
励
＝
コ
食
反

対
論｣

が
覆
さ
れ
る
。
現
代
日
本
で
は

｢

コ
食

(

と
く
に
個
・
孤
・
固)｣

と
い
う
表
現
で
、
本
来
あ
る
べ
き
食
の
風
景
が
乱
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い

る
。
食
育
基
本
法
に
お
い
て
も

｢

一
家
団
欒｣

の
機
能
が
重
視
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し

｢

夫
婦
親
子
が
そ
ろ
っ
て
楽
し
い
会
話
が
な
さ
れ
る
食
卓｣

な
ど
本
来
的
で
も
な
け
れ
ば
伝
統
的
で
も
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
著

者
は
近
世
以
降
に
時
期
を
区
切
り
、
イ
エ

(

制
度)

・
家
族
の
あ
り
方
の

変
遷
、
食
に
対
す
る
考
え
方
や
食
事
の
と
り
方
の
変
革
と
、
そ
れ
が
地
方

へ
と
伝
播
す
る
様
を
、
文
献
お
よ
び
調
査
資
料
を
も
と
に
歴
史
的
に
追
う
。

そ
こ
で
確
認
さ
れ
る
の
は
、
男
女
別
あ
る
い
は
親
子
別
で
食
べ
る
、
礼
儀

と
し
て
黙
っ
て
食
べ
る
、
複
数
人
で
一
つ
の
食
卓
を
囲
む
の
で
な
く
銘
々

が
箱
膳
で
食
べ
る
等
々
の
食
習
慣
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
一
部
は
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一
九
五
〇
年
代
半
ば
ま
で
農
村
地
帯
で
は
存
続
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
火
の
神
が
信
仰
さ
れ
て
い
た
時
代
、
日
々
の
食
は
宗
教
的
な
日
常
儀

礼
で
あ
り
、
食
事
の
意
味
は
現
在
の
そ
れ
と
は
別
様
で
あ
っ
た
。｢

一
家

団
欒｣

は
、
戦
後
の

｢

高
度
経
済
成
長
を
成
し
遂
げ
た
企
業
社
会
に
従
属

し
た
家
族
モ
デ
ル｣

(
二
五
一
頁)

に
お
い
て
存
在
し
え
た
に
す
ぎ
ず
、

そ
れ
を
あ
た
か
も
本
来
的
で
伝
統
的
な
あ
り
方
と
し
て
恣
意
的
に
取
り
出

し
、
し
か
も
法
律
化
す
る
の
は
、
国
家
権
力
に
よ
る
家
族
の
あ
り
方
、
個

人
の
生
き
方
へ
の
政
治
的
介
入(
女
性
の
専
業
主
婦
化
を
強
要
す
る
も
の)

に
ほ
か
な
ら
な
い
。｢

朝
食
ぬ
き｣

｢
コ
食｣

を
現
象
さ
せ
た
の
は
親
の
怠

慢
や

｢

心
の
乱
れ｣

な
ど
で
は
な
く
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
自
由
経
済
化
と
新

自
由
主
義
改
革
、
お
よ
び
そ
の
他
の
要
因
が
か
さ
な
り
変
容
を
来
し
た
家

族
体
制
で
あ
り
、
社
会
変
容
の
当
然
の
結
果
で
あ
る
と
断
ぜ
ら
れ
る
。

＊

＊

＊

か
つ
て
漫
画
家
西
原
理
恵
子
が

｢

食
育
な
ん
て
、
ホ
ン
ト
、
女
を
ば
か

に
し
て
る
言
葉
だ
と
思
う
。(

…
…)

そ
う
い
う
の
っ
て
、
大
抵
、
男
が

言
っ
て
る
。(

…
…)

勉
強
、
生
活
、
食
事
っ
て
、
全
部
面
倒
み
て
た
ら
、

そ
り
ゃ
殴
る
の
も
無
理
な
い
よ
。
そ
れ
で

『

き
ょ
う
も
つ
い
子
ど
も
を
怒

っ
て
し
ま
っ
た』

っ
て
夜
に
落
ち
込
む
。
そ
ん
な
こ
と
や
め
て
食
育
な
ん

て
無
視
し
ま
し
ょ
う
よ｣

(

毎
日
新
聞
、
二
〇
〇
七
年
九
月
七
日)

と
痛

快
な

｢

食
育｣

批
判
を
行
い
、
多
く
の
共
感
を
呼
ぶ
と
と
も
に
反
論
も
引

き
起
こ
し
た
。
本
書
は
、
少
々
あ
ら
っ
ぽ
く
い
え
ば
、
西
原
が
現
実
生
活

に
お
い
て

｢

食
育｣

に
対
し
て
感
じ
た
は
げ
し
い
違
和
感
と
怒
り
を
、
そ

し
て
感
情
・
感
覚
に
直
接
訴
え
か
け
る
物
言
い
で
の
批
判
を
、
よ
り
論
理

的
・
学
問
的
に
解
明
し
、
三
種
の
武
器
で
論
破
す
る
も
の
と
い
え
る
。
と

は
い
え
本
書
も
ま
た
実
際
の
経
験
、
す
な
わ
ち
、
著
者
自
身
を
含
め
複
数

の
人
間
に
よ
る
長
期
に
わ
た
る
一
日
二
食
の
実
践
が
出
発
点
に
あ
り
、
そ

の
食
事
方
法
で
何
ら
支
障
な
く
、
健
全
に
活
動
で
き
て
い
る
と
い
う
事、
実、

が
確
信
的
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
文
字
通
り
理
論
と

実
践
が
融
合
し
て
い
る
点
こ
そ
本
書
の
特
徴
で
あ
り
、
強
み
と
い
え
よ
う
。

む
ろ
ん
さ
ら
な
る
実
験
検
証
や
、
事
実
確
認
、
諸
々
の
問
題
に
つ
い
て
の

議
論
が
必
要
だ
が
、
本
書
で
持
ち
出
さ
れ
る

｢

ケ
ト
ン
体
善
玉
説｣

｢

一

家
団
欒
非
本
来
・
非
伝
統
説｣

は
、
医
学
的
事
実
、
歴
史
的
事
実
で
あ
り
、

ま
た

｢

階
層
理
論
に
基
づ
く
食
生
活
次
元
で
の
科
学
的
食
理
論｣

も
、
生

活
科
学
と
い
っ
た
学
問
分
野
の
存
在
が
示
す
が
ご
と
く
す
で
に
展
開
さ
れ

て
い
る
学
問
方
法
論

(

内
実
は
さ
て
お
き)

で
は
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
拠

を
、
先
行
研
究
に
対
す
る
幅
広
い
目
配
せ
と
丁
寧
な
読
み
込
み
、
文
献
や

歴
史
資
料
の
丹
念
な
調
査
と
詳
し
い
紹
介
、
そ
し
て
諸
現
象
が
科
学
性
を

獲
得
す
る
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
の
考
察
を
通
し
て

｢

食
育｣

推
進
者
に
突

き
つ
け
、
彼
ら
の
主
張
を
根
元
か
ら
確
実
に
切
り
崩
す
。
本
書
は
数
少
な

い
強
力
な

｢

食
育｣

批
判
と
し
て
評
価
で
き
よ
う

(

数
少
な
い
ど
こ
ろ
か
、

管
見
の
限
り
、
本
書
以
外
で
一
冊
丸
ご
と
食
育
批
判
に
当
て
ら
れ
た
書
籍

は
見
あ
た
ら
な
い)

。
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ま
た
、
本
書
に
は
多
岐
に
わ
た
る
問
題
や
ト
ピ
ッ
ク
が
盛
り
込
ま
れ
て

お
り
、
著
者
の
視
野
の
広
さ
を
感
じ
る
。
い
ず
れ
も
個
別
の
議
論
が
必
要

な
興
味
深
い
テ
ー
マ
で
あ
り
、
読
者
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
と
関
心
か
ら
読
む

こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
第
２
章
で
再
考
さ
れ
る
村
井
弦
斎
評
価
。
現

在
流
布
し
て
い
る
美
食
家
・
食
育
家
と
し
て
の
弦
斎
イ
メ
ー
ジ
を
一
八
〇

度
覆
す
も
の
で
、
社
会
的
物
議
を
醸
し
そ
う
で
あ
る(

９)

。
あ
る
い
は
、

第
３
章
の
最
後
で
触
れ
ら
れ
る
食
卓
の
心
理
主
義
化
。
著
者
は
そ
の
典
型

的
論
者
と
し
て

｢

食
卓
療
法｣
を
唱
え
る
臨
床
心
理
家
室
田
洋
子
に
着
目

し
、
彼
女
が(｢

親
子
団
欒
楽
し
い
食
卓｣

を
奨
め
る
だ
け
で
な
く)

(

母)

親
に

｢

一
杯
飲
み
屋
の
お
か
み
さ
ん｣
の
ご
と
き
治
療
的
対
応
を
求
め
る

の
は

｢『

お
客
様
化』

の
助
長｣

(

社
会
心
理
学
者
森
真
一)

で
は
な
い
か
、

あ
る
い
は
そ
う
し
た
対
応
が
難
し
い
親
に
無
用
な
罪
悪
感
を
植
え
つ
け
る

の
で
は
な
い
か
、
と
危
惧
す
る
。
こ
れ
は
評
者
に
と
っ
て
直
接
ふ
り
か
か

る
問
題
で
も
あ
り
、
な
お
さ
ら
ど
の
よ
う
に
議
論
が
展
開
す
る
の
か
注
視

し
た
い
。

さ
て
問
題
は
、｢

食
育｣

理
論
の
根
拠
そ
の
も
の
が
見
事
に
論
破
さ
れ

て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、｢

二
一
世
紀
の
新
し
い
政
治
動
向｣

で
あ
る

｢『

食』
『

食
卓』

を
迂
回
し
た
家
族
安
定
化
戦
略｣

(

二
六
二
頁)

が
、

『

食
育
白
書』
(

平
成
二
二
年
六
月)

を
見
る
限
り
な
ん
ら
ダ
メ
ー
ジ
を
受

け
て
い
る
様
子
は
な
く
、
進
行
し
て
い
る
と
い
う
事
態
で
あ
る

そ
も

そ
も
政
治
に
科
学
的
・
学
問
的
誠
実
さ
を
求
め
ら
れ
る
の
か
疑
問
で
あ
る

が

。
い
っ
ぽ
う
民
・
学
に
お
い
て
も
、
似
而
非
科
学
に
基
づ
く
朝
食

必
須
論
は
相
変
わ
ら
ず
支
持
を
得
て
お
り
、｢

食
育｣

の
政
治
性
に
対
す

る
認
識
が
高
ま
っ
た
気
配
は
ま
る
で
感
じ
ら
れ
な
い
。
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。

単
純
に
過
ぎ
よ
う
が
、
あ
ま
り
に
も
多
勢
に
無
勢
で
あ
る
か
ら
だ
。｢

食

育｣

推
進
派
が
跋
扈
す
る
背
景
と
し
て
、
ま
ず
、
一
日
三
食
に
幼
少
の
こ

ろ
か
ら
頭
も
身
体
も
な
じ
ん
だ
我
々
が
い
る
。｢

一
家
団
欒｣

｢

日
本
型
食

生
活｣

｢

伝
統
食｣

を

(

た
と
え
実
現
で
き
な
く
て
も)

盲
目
的
に
肯
定

す
る
我
々
が
い
る
。
そ
こ
に
国
家
の
政
治
戦
略
が
張
り
巡
ら
さ
れ
、
そ
れ

を
実
行
す
る
部
隊

(

教
育
機
関
・
行
政
・
各
種
団
体
・
企
業)

が
入
り
込

む
。
そ
の
間
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
、
自
分
た
ち
と
ス
ポ
ン
サ
ー
企
業
に

と
っ
て
利
の
あ
る
内
容
を
取
捨
選
択
、
あ
る
い
は
構
成
し
て
報
道
す
る
巨

大
な
力
を
も
っ
た
宣
伝
部
隊
が
あ
る
。
ま
た
経
済
的
な
側
面
も
見
逃
せ
な

い
。
仮
に
大
多
数
の
日
本
人
が
一
日
三
食
を
一
日
二
食
に
す
れ
ば
消
費
量

は
一
気
に
減
り
、
経
済
的
打
撃
は
大
き
い
だ
ろ
う
。
逆
に

｢

朝
食
抜
き｣

が
減
れ
ば
そ
の
分
消
費
量
は
増
え
る
。
食
育
ビ
ジ
ネ
ス
は
、
ま
じ
め
に
食

の
こ
と
を
考
え
た
い
人
や
自
分
に
で
き
る
こ
と
を
探
し
て
い
る
人
、
熱
心

な
親
た
ち
を
顧
客
に
経
済
効
果
を
生
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
幾
重
に
も

守
ら
れ
た

｢

食
育｣

に
対
し
、
直
球
だ
け
で
挑
ん
で
も
勝
算
は
な
い
。
多

勢
に
無
勢
の
状
況
を
打
開
す
る
戦
略
が
必
要
で
あ
る
が
、
著
者
は
こ
の
あ

た
り
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
書
で
は
繰
り
返
し

｢

食
育｣
の
政
治
性
が
警
告
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
声
が
ど
れ
ほ
ど
の
人

の
耳
に
届
く
か
、
そ
の
困
難
さ
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
れ
は
ひ
と
り
著
者
が
取
り
組
む
問
題
で
は
な
く
、
ま
た
、
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本
書
に
打
開
策
ま
で
も
求
め
る
の
は
要
求
が
高
す
ぎ
よ
う
。
む
し
ろ
私
が
、

そ
し
て
あ
な
た
が
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
ア
ク
シ
ョ
ン
を
見
つ
け
実
行
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
望
ま
し
い
こ
と
と
い
う
よ
り
、
全
て
の
人

間
の
責
務
で
あ
る
。
著
者
は
最
後
に
、
自
分
の
主
張
が

｢

時
代
が
か
っ
た

不
毛
な
反
権
力
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
持
ち
出
し
と
映
る
か
も
し
れ
な
い｣

(

二
六
三
頁)

と
、
一
瞬
弱
気
な
発
言
を
し
て
い
る
が
、
不
毛
ど
こ
ろ
で

は
な
い
。｢

食
育｣

な
ど
自
分
と
は
無
縁
だ
と
思
っ
て
い
る
人
も
、
す
で

に
日
々
の
食
事
を
通
じ

｢

食
育
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー｣

と
関
わ
っ
て
お
り
、
も

し
か
す
る
と

｢

国
家
総
動
員
法｣
に
加
担
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

｢

食
育｣

を
自
分
自
身
に
ふ
り
か
か
る
問
題
と
し
て
、
ま
ず
本
書
を
手
に

と
っ
て
ほ
し
い
。
我
々
の

｢

朝
ご
は
ん｣

が
日
ご
と
に
茶
色
く
な
っ
て
い

る
こ
と
を
意
識
し
な
が
ら
。

註

(

１)

石
塚
は
栄
養
学
が
未
発
達
の
時
代
に
食
と
心
身
の
関
係
を
理
論
化
し
、｢

体

育
智
育
才
育
は
即
ち
食
育
な
り｣

と
述
べ
た
。
石
塚
の
理
論
と
実
践
は
現
代

ま
で
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
そ
の
一
つ
が
マ
ク
ロ
ビ
オ
テ
ィ
ッ
ク
と
し
て
ア

メ
リ
カ
で
発
展
し
、
日
本
に
逆
輸
入
さ
れ
、
一
定
の
支
持
を
得
て
い
る
。

(

２)

各
年
度
の

『

食
育
白
書』

は
内
閣
府
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
て
公
開
さ
れ
て
い

る
。h
ttp

://w
w

w
8
.cao

.g
o
.jp

/sy
o

k
u

ik
u

/in
d
e

x
.h

tm
l

(

３)

こ
れ
に
関
し
て
た
と
え
ば
、
池
上
甲
一｢

安
全
安
心
に
お
け
る
食
育
の
布
置｣

池
上
甲
一
ほ
か

『

食
の
共
同
体』

(

ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二
〇
〇
八
年
、
一

七
七
―
二
三
七
頁)

を
参
照
。

(

４)
『

茶
色
の
朝』

は
、
あ
る
日
突
然

｢

茶
色
の
ペ
ッ
ト
以
外
は
飼
っ
て
は
い
け

な
い｣

と
い
う
法
律
が
で
き
た
こ
と
で
起
こ
る
変
化
を
描
い
た
反
フ
ァ
シ
ズ

ム
の
寓
話
で
あ
る

(

フ
ラ
ン
ク
・
パ
ヴ
ロ
フ
著
、
藤
本
一
勇
訳
、
高
橋
哲
哉

メ
ッ
セ
ー
ジ
、
大
月
書
店
、
二
〇
〇
三
年)

。

(

５)

ケ
ト
ン
体
に
は
数
種
類
あ
り
、
と
く
に
脳
で
利
用
さ
れ
る
の
は
β
‐
ハ
イ
ド

ロ
キ
シ
プ
チ
レ
ー
ト
と
い
う
ケ
ト
ン
体
で
あ
る
。

(

６)

成
瀬
宇
平
・
中
丸
ち
づ
子

『

食
育
指
導
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク：

基
礎
か
ら
わ
か
る

・
授
業
に
活
か
せ
る』

(

丸
善
出
版
、
二
〇
〇
七
年)

(

７)

著
者
も
、
朝
ご
は
ん
の
習
慣
化
が
生
活
規
律
や
親
子
関
係
な
ど
全
体
の
あ
り

方
の
好
転
に
つ
な
が
る
可
能
性
は
認
め
て
い
る
。
し
か
し
朝
ご
は
ん
が

｢

好

転｣

の
必
要
十
分
条
件
で
は
な
い
。

(

８)

ケ
ト
ー
シ
ス
と
は
体
内
の
ケ
ト
ン
体
が
異
常
に
増
量
し
、
尿
中
に
も
ケ
ト
ン

体
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
、
臨
床
症
状
を
示
す
状
態
で
ケ
ト
ン
症
と
も
い

わ
れ
る
。
糖
尿
病
な
ど
で
は
イ
ン
ス
リ
ン
の
分
泌
不
足
の
た
め
に
ブ
ド
ウ
糖

が
利
用
さ
れ
得
な
い
と
き
脂
肪
が
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
代
用
さ
れ
る
。
そ
の

と
き
廃、
棄、
物、
と
し
て
ケ
ト
ン
体
が
生
じ
る
。
本
書
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
飢
餓

性
ケ
ト
ー
シ
ス
の
場
合
、
血
中
ケ
ト
ン
濃
度
は
中
程
度
の
上
昇
で
、
ま
た
エ

ネ
ル
ギ
ー
へ
と
代
謝
さ
れ
る
の
で
尿
中
ケ
ト
ン
体
も
低
い
と
い
う
。
な
お
著

者
は

｢

飢
餓
性
ケ
ト
ー
シ
ス｣

と
表
現
し
て
い
る
が
、
中
程
度
の
上
昇
を

｢
異
常｣

と
見
な
さ
ず
、
臨
床
症
状
も
示
さ
な
い
な
ら
飢
餓
性
の
ケ
ト
ン
体

血
中
増
殖
は
ケ
ト
ー
シ
ス
で
は
な
い
と
い
え
る
。

(

９)

村
井
弦
斎
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
小
説

『

食
道
楽』

(

一
九
〇
三)

の
印
税
を
も
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と
に
平
塚
に
広
大
な
土
地
を
買
い
、
い
わ
ゆ
る
美
食
家
生
活
を
送
る
。
弦
斎

ゆ
か
り
の
地
と
し
て
、
平
塚
市
教
育
委
員
会
が

｢

弦
斎
ま
つ
り｣

を
開
催
し
、

美
食
家
弦
斎
に
あ
や
か
っ
た
商
品
を
開
発
・
販
売
す
る
、
あ
る
い
は
料
理
教

室
を
行
う
、
な
ど
観
光
事
業
に
役
立
て
て
い
る
。http

://w
w

w
.m

u
raig

e
n

sai.

co
m

/g
e

n
saim

atu
ri/g

e
n

sai.h
tm

l

を
参
照
。

(

い
し
は
ら

み
ど
り
／
美
学
・
芸
術
学)

書 評

164


