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中
里
俳
人
伝

花
の
春
雷

上

　
七
、
八
年
ほ
ど
前
の
こ
と
、
文
化

祭
の
行
事
に
一
般
か
ら
俳
句
を
募
集

し
た
（
今
で
も
や
っ
て
い
る
が
）
そ

の
頃
、
私
が
何
か
の
句
を
出
し
た
の

が
二
位
だ
っ
た
か
三
位
に
入
選
し
た

こ
と
が
あ
る
o
ま
っ
先
に
来
て
日
本

俳
句
会
へ
加
入
を
奨
め
た
の
が
春
雷

氏
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
頃
の
日
俳
は
、
西
島
さ
つ
き

（
日
下
典
子
）
女
史
が
主
宰
で
仲
六

目
ざ
ま
し
い
活
躍
ぶ
り
で
あ
っ
た
。

私
も
俳
句
は
好
き
だ
っ
た
け
れ
ど
も

自
信
は
な
か
っ
た
し
発
表
す
る
気
に

も
な
れ
な
か
っ
た
e
そ
の
う
ち
に
私

の
宅
で
句
会
を
す
る
か
ら
部
屋
を
貸

さ
な
い
か
と
春
雷
氏
が
来
た
o
晩
秋

の
あ
る
日
、
七
、
八
名
の
俳
人
が
集
い

句
会
が
開
か
れ
た
。
勿
論
私
も
何
回

か
呼
ば
れ
て
仲
間
に
入
っ
た
。
．
私
の

句
に
対
す
る
概
念
と
お
よ
そ
方
向
の

異
る
新
句
調
の
五
七
五
が
発
表
さ
れ

批
評
さ
れ
る
の
に
驚
い
て
し
ま
う
。

な
ん
で
も
良
い
か
ら
出
せ
出
せ
と
奨

め
ら
れ
て
、
季
重
な
り
の
変
な
句
を

出
す
と
皆
が
う
ま
い
う
ま
い
と
賞
め

て
く
れ
る
。
特
に
春
雷
氏
が
賞
め
る

「
こ
れ
は
素
晴
し
い
」
「
も
の
に
な

る
」
と
感
心
し
た
様
な
顔
を
す
る
の

で
、
当
方
も
い
さ
さ
か
得
意
に
な
っ

て
無
い
頭
を
し
ぼ
っ
て
作
る
。
そ
し

原

紫

紅

て
皆
で
投
票
す
る
と
最
高
点
で
入

る
。
み
ん
な
で
芝
居
を
し
て
而
だ
て

上
げ
、
入
会
さ
せ
よ
う
と
云
う
の
だ

が
、
こ
ち
ら
は
わ
か
ら
な
い
か
ら
良

い
気
な
も
の
で
あ
る
o
自
信
を
持
っ

て
や
た
ら
と
十
七
字
を
な
べ
る
o
全

く
今
考
え
る
と
冷
汗
が
出
る
o
早
く

上
級
に
進
み
た
い
＼
先
輩
に
追
い
つ

き
た
い
と
一
生
懸
命
で
あ
っ
た
o

　
そ
の
頃
田
沢
で
最
高
位
の
日
暦
集

に
お
ら
れ
た
泉
芳
老
が
「
春
雷
や
桑

舟
な
ど
黒
潮
集
の
人
た
ち
が
日
俳
の

花
だ
ナ
ァ
」
ど
云
わ
れ
た
の
を
聞
い

て
羨
ま
し
く
思
っ
た
も
の
で
あ
る
．

そ
し
て
春
雷
の
句
を
そ
れ
と
な
く
真

似
て
見
た
り
し
た
も
の
だ
。

▽
今
朝
の
子
供
端
然
と
し
て
筆
初
め

新
年
の
書
き
初
め
の
句
で
俳
句
手
帳

に
も
の
っ
て
居
る
〇
一
分
の
す
き
も

な
い
奇
麗
な
春
雷
の
人
格
を
偲
ぱ
せ

る
句
で
あ
る
。

▽
薔
薇
の
如
く
燃
し
夢
あ
り
妻
看
護

る　
永
年
病
床
に
あ
る
妻
に
良
く
尽
し

別
に
浮
い
た
話
題
一
つ
な
い
春
轡

も
や
っ
ぱ
り
男
と
し
て
の
悩
み
は
あ

る
に
そ
う
い
な
い
。
私
は
佗
し
く
悲

し
い
句
で
あ
る
と
評
し
た
い
。

▽
炉
火
果
て
て
意
志
強
き
子
の
恋

許
す
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母
の
仕
事
も
父
の
仕
事
も
、
尚
会

社
の
勤
め
を
持
つ
春
雷
に
苦
労
の
多

か
っ
た
事
は
察
す
る
に
余
り
あ
り
、

数
人
の
子
供
達
も
今
は
立
派
に
成
人

し
て
活
躍
し
て
お
り
、
孫
の
二
人
も

あ
る
が
、
当
時
は
病
妻
、
子
供
の
世

話
、
勤
務
と
よ
く
あ
れ
だ
け
や
り
遂

げ
た
も
の
で
あ
る
。
東
京
電
力
信
濃

川
発
電
所
機
械
部
班
長
と
し
て
又
、

同
所
教
養
部
長
と
し
て
中
里
日
俳
会

長
と
し
て
活
躍
し
、
御
子
息
は
自
宅

に
於
て
農
機
具
の
修
理
販
売
等
、
地

位
」
経
済
共
恵
ま
れ
て
い
る
け
れ
ど

も
、
夫
人
の
約
十
年
近
く
も
病
床
に

あ
る
事
は
気
の
毒
な
次
第
で
あ
る
。

満
れ
ば
欠
け
る
世
の
な
ら
い
と
か
、

而
し
私
共
の
指
導
者
と
し
て
春
雷
氏

に
期
待
す
る
心
は
大
な
る
も
の
が
あ

る
。
益
女
御
健
斗
あ
ら
ん
事
を
祈
る

　
　
（
次
号
は
村
山
貞
湖
老
の
予
定
）
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三
面
よ
り
続
く
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く
る
腱
反
射
の
消
失
、
ヒ
腹
筋
圧
痛

浮
腫
な
ど
が
目
立
ち
ま
す
o

　
長
い
立
仕
事
や
、
夏
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な
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と
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規
敦

る
く
な
る
の
は
あ
た
り
ま
え
と
考
え

す
、
こ
れ
ら
は
食
事
と
深
い
関
係
が

一
あ
る
の
で
す
。
真
白
に
し
た
米
を
水

一
の
す
き
と
お
る
ま
で
と
い
で
炊
い
た

一
飯
－
何
に
も
か
え
ら
れ
な
い
味
で

一
す
が
、
実
は
こ
れ
は
ビ
タ
ミ
ン
が
ゼ

一
ロ
に
な
っ
た
御
飯
で
す
。
強
化
米
＼

．
強
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う
o
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く歩　

×
と
こ
ろ
で
日
本
の
分
類
を
云
女

　
「
イ
ギ
リ
ス
人
は
歩

き
な
が
ら
考
え
る
。
」

「
ド
イ
ツ
人
は
考
え
て

か
ら
歩
き
出
す
。
」

「
ス
ペ
イ
ン
八
は
走
っ

て
し
ま
っ
て
か
ら
考
え

る
。
」
思
考
と
行
動
の

国
際
的
差
違
で
あ
る
。

　
X
　
　
X

す
る
勇
気
は
な
い
が
、
中
里
村
で

一
つ
は
っ
き
り
し
て
い
る
こ
と
を

申
し
上
げ
る
。
唯
一
の
国
道
で

「
舗
装
先
行
工
事
」
と
称
す
る
市

外
電
話
線
埋
立
工
事
の
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
限
り
で
は
明
ら
か
に
ス

ペ
イ
ン
式
と
串
さ
ざ
る
を
得
な

い
。
即
ち
1
舗
装
し
て
し
ま
っ

て
か
ら
堀
り
返
す
ー

　
　
×
　
　
×
　
　
　
X

　
「
ど
う
も
商
人
は
忙
し
す
ぎ
る

よ
う
だ
ネ
ェ
。
一
体
自
分
の
店
の

経
営
分
析
を
す
る
機
会
が
あ
る
か

ネ
ェ
」
と
は
少
し
経
済
通
の
某
友

人
の
弁
酒
筆
者
の
商
業
調
査
を
通

し
て
の
感
想
ッ
タ
リ
ビ
と
店
の
儲

（
も
う
け
）
の
解
ら
な
い
も
の
二

き
邑
…
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巨
電
3
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六
％
、
う
ち
計
理
士
に
聞
い
て
く
　
と
で
あ
る
o

れ
が
四
六
％
。
　
「
ヨ
ク
マ
ア
、
お
　
　
国
は
、
平
均
一
市
町
村
一
億
一

客
と
い
う
も
の
は
あ
る
も
ん
で
す
　
千
万
円
の
事
業
費
を
想
定
し
、
国

ナ
ァ
ー
ヘ
ッ
ヘ
ッ
」
こ
れ
を
称
　
費
四
千
五
百
万
円
、
融
資
五
千
六

し
て
「
東
洋
的
自
然
観
」
と
の
た
　
百
万
円
を
措
置
し
よ
う
と
い
う
話

も
う
た
御
仁
が
あ
る
o
　
　
　
　
　
だ
そ
う
な
o
近
く
有
形
文
化
財
の

　
　
×
　
　
×
　
　
×
　
　
　
　
　
指
定
を
受
け
そ
う
な
役
場
の
中
で

　
ス
ベ
イ
ン
人
と
東
洋
人
？
に
聞
　
も
や
れ
「
小
松
原
に
大
牧
場
を
…

こ
え
た
ら
怒
ら
れ
そ
う
な
話
は
程
　
…
…
」
だ
の
「
イ
ヤ
ま
だ
ぐ
米
は

た
に
し
て
、
わ
れ
く
が
最
も
ド
　
重
要
、
国
有
地
に
増
反
を
…
・
止
と

イ
ツ
人
的
合
理
性
を
発
揮
す
べ
き
イ
ヤ
ハ
ヤ
百
家
騒
鳴
。
無
形
文

、
必
要
に
追
ま
ら
れ
つ
＼
あ
る
と
い
　
化
財
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
バ

う
こ
と
。
即
ち
「
農
業
構
造
改
善
　
ト
ン
は
そ
の
筋
の
ツ
チ
の
音
を
。

事
業
」
と
称
す
る
地
域
農
業
基
盤
　
　
　
　
　
　
　
　
（
高
橋
稔
）

を
造
成
す
る
事
業
を
選
択
す
る
こ
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昔
か
ら
「
か
ら
す
の
お
灸
」
と
い

わ
れ
て
い
る
口
の
側
の
た
狩
れ
も
㍉

ビ
タ
ミ
ン
B
2
の
不
足
か
ら
で
す
．

栄
養
の
と
り
方
の
少
な
い
地
区
で
は

ど
う
し
て
も
口
角
炎
の
人
が
多
く
い

ま
す
．
ビ
タ
ミ
ン
A
の
不
足
か
ら
く

る
毛
乱
性
角
化
症
、
い
わ
ゆ
る
「
さ

　
め
は
だ
」
の
人
、
貧
血
性
の
人
は
多

　
く
は
い
ま
せ
ん
が
、
食
亭
と
密
接
な

関
係
が
あ
り
ま
す
。

　
　
以
上
、
疾
病
者
の
発
現
状
態
で
す

　
が
、
国
の
平
均
で
は
四
人
に
一
人
の

　
割
合
な
の
で
す
が
、
村
の
八
月
調
査

　
で
は
一
・
八
人
に
一
人
の
割
合
、
十

　
二
月
に
は
二
・
九
人
に
一
人
の
割
合

　
春
に
は
い
く
ら
か
少
な
く
な
り
ま
し

　
た
が
、
ま
だ
く
多
く
の
疾
病
者
が

　
で
ま
し
た
．
な
に
げ
な
く
腹
一
ば
い

　
食
べ
て
い
る
三
度
の
食
事
も
、
そ
れ

　
ぞ
れ
体
内
に
入
ウ
て
い
ろ
く
な
働

　
き
を
し
て
い
ま
す
。
栄
養
的
に
す
ぐ

　
れ
て
い
る
も
の
で
も
・
そ
れ
一
つ
で

　
は
そ
の
力
を
十
分
に
出
せ
ま
せ
ん
．

　
い
ろ
く
組
み
合
わ
せ
て
、
バ
ラ
ン

　
ス
の
と
れ
た
食
事
に
す
る
よ
う
に
心

　
が
け
ま
し
ょ
う
．
　
（
樋
熊
栄
養
土
）

，，60■■0■O　

凶
■■亀■900■●一

あ
と
が
き

▼
十
月
第
一
土
曜
日
は
ス
ボ
ー
ツ
の

日
。
田
沢
中
屋
体
工
事
で
恒
例
村
民

運
動
会
は
ダ
メ
だ
が
、
年
中
行
事
的

運
動
会
だ
け
で
あ
と
は
「
百
姓
に
体

育
は
い
ら
な
い
」
で
は
こ
ま
る
。
老
着

男
女
、
一
人
で
も
多
く
の
人
が
自
分

に
適
し
た
体
育
を
た
の
し
み
た
い
●
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遜

勃
…
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．

、観
購
謬
器

回
部
行
公
先
毛
免
1

『
　
村
　
　
　
数

月
価
発
里
男
女
計
帯

毎
定
　
中
　
　
　
世

　
　
　
　
　
　
現
在
人
ロ

就
任
の
さ
挨
拶

公
民
舘
長

齋

　
今
回
、
大
島
舘
長
様
が
一
身
上
の

御
都
合
で
御
退
任
さ
れ
る
に
当
り
、

不
肖
私
が
、
は
か
ら
す
も
そ
の
後
席

を
命
ぜ
ら
れ
、
中
里
村
公
民
舘
長
の

重
任
に
就
き
ま
し
た
。
ま
こ
と
に
私

如
き
、
樗
歴
の
材
に
外
な
ら
な
い

者
が
、
前
大
島
舘
長
様
の
如
き
光
風

霧
月
の
よ
う
な
人
格
者
で
、
中
里

村
公
民
舘
発
足
当
初
よ
り
幾
多
の
困

難
を
乗
り
越
え
、
社
会
教
育
に
御
尽

砕
い
た
だ
き
見
事
な
足
跡
を
残
し
て

下
さ
っ
た
の
に
、
は
た
し
て
そ
の
貴

い
業
績
を
後
退
さ
せ
す
に
、
一
歩
な

り
と
も
前
進
さ
せ
て
行
け
る
か
と
甚

だ
心
も
と
な
い
気
が
致
し
ま
す
急
然
・

し
幸
い
に
し
て
、
卓
絶
俊
異
な
る
副

舘
長
並
び
に
職
員
の
皆
さ
ん
方
が
控

藤
大
馨

え
て
お
ら
れ
る
事
故
、
器
局
小
さ
く

才
能
乏
し
き
身
で
あ
り
ま
す
が
、
ひ

た
す
ら
全
力
を
あ
げ
て
誤
り
少
な
き

を
期
す
る
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　
何
卒
、
村
民
各
位
に
お
か
れ
ま
し

て
も
、
よ
ろ
し
く
御
支
援
と
御
指
導

を
御
願
い
申
し
上
げ
て
、
就
任
の
ご

あ
い
さ
つ
と
致
し
ま
す
コ

■
公
民
舘
長
に
な
ら

れ
た
斎
藤
さ
ん

　
斎
藤
大
馨
（
だ
い
け
い
）
さ
ん
は

名
刹
貝
野
の
慈
眼
寺
第
二
十
六
は
住

職
。
通
称
小
沢
の
方
丈
様
。
い
つ
も

ニ
コ
ニ
コ
愛
想
よ
く
ど
ん
な
相
談
に

も
の
り
心
配
し
て
く
れ
る
。
筋
は
通

す
が
決
し
て
押
し
つ
け
な
い
。
人
格

識
見
と
も
に
優
れ
、
人
評
し
て
「
今

世
良
寛
」
と
い
う
o
昨
春
ま
で
副
舘

長
と
し
て
大
島
前
舘
長
を
た
す
け
、

現
在
も
村
保
育
所
長
、
促
護
司
、
民

生
委
員
、
青
少
年
間
題
協
議
会
副
会

長
、
社
会
福
祉
協
議
会
評
議
員
と
し

て
村
の
社
会
福
祉
行
政
の
推
進
力
と

と
し
て
活
躍
。
責
任
感
の
強
い
人
だ

け
に
健
康
が
心
配
だ
が
、
う
っ
て
つ

け
の
公
民
舘
長
さ
ん
o
駒
沢
大
学
卒

五
＋
一
才
。

退
任
の
言
葉

前
公
民
舘
長
太
島

孝
平

を
辞
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
卑
才
を
不
顧
、
長
い
期
間
、
舘
長

の
職
に
留
て
公
民
舘
の
諸
事
業
、
社

会
教
育
の
間
題
に
つ
い
て
各
位
に
多

大
な
る
御
迷
惑
を
お
か
け
し
た
に
も

か
か
わ
ら
す
、
常
に
温
き
御
同
情
と

今
度
、
漸
く
願
い
が
叶
て
公
民
舘
御
協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
を

享フ
く
く
御
礼
串
し
上
げ
ま
す
。
殊

に
村
並
び
に
教
育
委
員
会
の
御
当
局

を
は
じ
め
教
育
関
係
に
携
さ
わ
る
諸

先
生
及
び
職
員
各
位
の
特
段
の
御
指

導
を
賜
り
ま
し
た
こ
と
は
終
生
忘
れ

得
ざ
る
事
件
と
し
て
深
く
肝
に
銘
じ

て
居
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
に
つ
い
て
も
思
い
出
さ
る
る

こ
と
は
、
戦
後
民
主
女
義
の
急
速
な

る
展
開
で
あ
っ
た
。
貧
乏
村
の
山
村

に
も
封
建
主
義
は
根
強
い
も
の
が
あ

っ
菟
然
も
上
層
部
の
指
導
は
遠
慮

会
釈
も
な
か
っ
た
o
大
学
の
教
授
と

稲
す
る
輩
に
も
左
傾
的
民
主
々
義
者

が
多
か
っ
鷹
否
、
殆
ん
ど
が
左
様

で
あ
っ
た
。
公
民
舘
は
比
の
中
に
あ

っ
て
民
主
女
義
思
想
を
普
及
徹
底

し
、
在
来
の
美
風
荏
置
に
も
心
を
加

え
た
。
要
す
る
に
そ
れ
は
村
づ
く
り

人
づ
く
り
の
課
程
で
あ
っ
た
。

　
雲
門
禅
師
が
十
五
日
以
前
は
汝
に

間
わ
す
、
十
五
日
以
後
、
一
句
を
言

い
将
に
来
れ
と
申
さ
れ
た
。
若
し
も

私
達
が
生
ま
れ
て
か
ら
今
日
ま
で
を

十
五
日
以
前
と
し
て
、
一
切
の
順
逆

を
み
な
水
に
流
し
去
っ
た
な
ら
ば
、

今
日
以
後
の
行
く
ぺ
き
道
を
私
達
は

ど
う
し
た
ら
よ
い
で
し
よ
う
か
。
禅

師
は
、
「
日
日
こ
れ
好
日
」
と
教
え

ら
れ
た
。
今
日
以
後
、
其
の
目
其
の

日
を
気
持
よ
く
暮
ら
す
こ
と
。
徐
ろ

に
踏
断
す
流
水
の
声
と
な
る
。
草
ぼ

う
ぼ
う
女
の
谷
川
辺
り
も
お
の
づ
か

ら
我
か
水
か
、
水
か
我
か
の
境
に
な

っ
て
愉
快
に
踏
断
す
る
こ
と
が
出
来

る
の
で
あ
り
ま
す
。

　
老
人
は
「
老
人
に
希
望
を
与
え

よ
」
と
云
う
、
で
な
く
「
老
人
は
希

望
を
持
て
」
が
至
当
だ
と
思
う
。
人

生
も
為
す
べ
き
こ
と
多
し
。
終
生
究

め
て
究
め
尽
さ
れ
な
い
間
題
が
多
女

あ
る
と
思
う
。
私
な
ど
は
、
其
の
日

其
の
日
を
好
日
に
送
る
こ
れ
だ
け
の

間
題
が
一
生
懸
る
と
思
う
の
で
あ
り

ま
す
。

　
最
後
に
村
民
各
位
の
健
全
な
る
御

発
展
を
お
祈
り
し
て
退
任
の
御
挨
拶

と
致
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
“
、

公民舘運営審議委員きまる聴上高高佐お
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　　　　0
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村
教
育
委
員
で
は
、
か

ね
て
任
期
満
了
と
な
っ
て

い
た
公
民
舘
運
営
審
議
委

員
、
社
会
教
育
委
員
の
委

嘱
を
お
こ
な
っ
た
。
委
員

は
社
会
教
育
法
、
中
里
村

条
例
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
公
民
舘
運
審
委
員
、

社
教
委
員
そ
れ
ぐ
ち
が

っ
た
性
格
と
任
務
が
あ
る

が
、
村
の
社
教
行
政
の
現

状
か
ら
一
人
二
役
と
し
て

い
る
o
今
後
の
公
民
舘
活

動
の
推
進
に
活
躍
が
期
待

さ
れ
る
o
委
員
は
次
の
と

剛
（
倉
俣
小
学
校
長
）

信
雄
（
連
合
青
年
会
長
）

敏
子
（
連
合
婦
人
会
長
）

賢
三
（
村
議
、
運
合
P
T
A

　
　
　
会
長
）

要
吉
（
中
里
農
協
組
合
畏
）

笠
（
村
議
）

桑
原
　
秀
雄
（
元
教
胃
委
員
）

以
上
七
名

共
同
募
金
で

連
合
婦
人
会
が
表
彰
さ
る

　
去
る
九
月
八
へ
九
日
高
田
市
厚
生

会
舘
で
開
催
さ
れ
た
第
十
二
回
新
潟

県
社
会
福
祉
大
会
で
、
中
里
村
連
合

婦
八
会
（
会
長
高
橋
敏
子
さ
ん
）
が

共
同
募
金
運
動
優
良
団
体
と
し
て
県

共
同
募
金
会
長
か
ら
晴
れ
の
表
彰
を

う
け
た
。
「
社
会
を
明
る
く
す
る
た

め
に
…
：
」
と
共
同
募
金
運
動
が
は

じ
め
ら
れ
て
か
ら
す
で
に
十
六
年
目

に
な
る
が
、
中
里
村
連
合
婦
人
会
で

は
毎
年
、
運
動
に
率
先
協
力
o
街
頭

募
金
、
興
行
募
金
、
歳
末
助
け
合
い

運
動
な
ど
に
活
躍
o
地
域
の
社
会
福

祉
事
業
の
推
進
に
貢
献
。
今
回
そ
の

功
績
が
認
め
ら
れ
て
県
表
彰
と
な
っ

た
も
の
で
あ
る
．

大
島
前
舘
長

を
送
る

　
昭
和
三
十
一
年
三
月
よ
り
六
年
間

公
民
舘
長
と
し
て
村
の
社
会
教
育
、

公
民
舘
活
動
を
推
し
進
め
て
こ
ら
れ

た
。
大
島
孝
平
さ
ん
が
去
る
八
月
十

一
日
付
で
退
任
さ
れ
、
後
任
に
前
公

民
舘
副
舘
長
斎
藤
大
馨
さ
ん
が
八
月

二
十
三
日
付
で
就
任
し
た
。

　
前
舘
長
大
島
さ
ん
は
人
も
知
る
人

格
者
。
そ
の
人
柄
は
、
何
の
技
巧
も

飾
り
気
も
な
く
、
つ
ね
に
謙
虚
な
態

度
で
八
に
接
し
、
人
を
導
い
て
こ
ら

れ
た
。
町
村
合
併
し
て
、
誕
生
間
も

な
い
中
里
村
の
輿
論
を
み
と
お
し
、

公
民
舘
活
動
を
通
じ
て
村
民
に
自
主

協
力
、
合
理
、
創
造
の
態
度
を
啓
蒙
し

村
づ
く
り
一
す
じ
に
、
誠
実
な
努
力

を
か
た
む
け
て
こ
ら
れ
た
功
績
は
大

き
い
。
現
在
は
中
里
村
民
生
常
務
委

員
と
し
て
、
地
域
の
社
会
福
祉
事
業

の
推
進
に
専
念
。
老
い
て
ま
す
ま
す

学
問
を
愛
し
、
悟
道
の
境
を
求
め
て

お
ら
れ
る
o
ま
た
ま
だ
壮
者
を
し
の

ぐ
元
気
な
大
島
さ
ん
o
せ
っ
か
く
御

自
愛
下
さ
れ
て
中
里
村
の
発
展
の
た

め
に
御
活
躍
ね
が
い
た
い
o

高
橋
山
田
保

護
司
に
感
謝
状

　
永
年
、
保
護
司
と
し
て
保
護
観
祭

更
正
指
導
の
活
動
を
つ
づ
け
て
い
る

高
橋
源
平
（
芋
川
）
山
田
定
信
（
東

田
尻
）
の
両
氏
に
、
新
潟
県
保
護
観

察
所
長
か
ら
感
謝
状
が
贈
ら
れ
た
。
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刈
取
、

乾
燥
の
ポ
イ
ン
ト

中
部
地
区
農
業
改
良
普
及
所

　
新
潟
米
を
な
ん
と
か
し
て
日
本
一

う
ま
い
お
米
に
し
よ
う
と
云
う
”
う

ま
い
米
作
り
県
民
連
動
”
が
、
今
春

以
来
屋
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
初
年

度
と
し
て
、
収
穫
期
を
迎
え
た
三
十

七
年
度
米
の
成
果
が
期
待
さ
れ
て
い

る
．

　
う
ま
い
米
作
り
運
動
は
①
品
種
統

一
②
健
康
な
稲
作
り
③
早
刈
り
の
励

行
④
乾
燥
調
整
の
改
善
等
の
四
点
を

　
　
　
一
、

　
刈
販
り
の
適
期
は
、
成
熟
期
こ
ろ

喬
の
骨
子
と
し
て
お
り
、
日
杢

一
う
ま
い
良
質
美
味
な
お
米
の
生
産
を

一
目
的
と
し
て
、
県
、
市
町
村
で
そ
れ

函
う
ま
い
黍
り
協
馨
を

義
し
て
、
本
年
度
は
特
に
早
刈
り

一と
乾
燥
調
整
の
改
善
を
最
大
目
標
と

し
て
運
動
が
な
さ
れ
て
い
る
。
以
下

皿
刈
取
り
と
乾
燥
に
つ
い
て
巻
え
て
み

一
た
い
・

㎜

刈
取
り
適
期
の
判
定

な
わ
ち
、
早
生
品
種
は
、
晩
生
品
種

鞭
灘
構
縣
辮
蹴
鞭
融

一
一
一
＋
吾
、
萎
四
＋
日
末
満
、
一

羅
轟
難
董

も
、
刈
り
い
そ
ぐ
方
が
有
利
で
あ

る
。
刈
り
お
く
れ
は
胴
割
米
、
茶
米

穂
発
芽
米
を
多
く
し
、
い
ち
ぢ
る
し
一

　
　
閣
闘
、

　
近
年
田
植
え
時
期
が
早
ま
り
、
出

穂
時
も
こ
れ
に
伴
っ
て
早
く
な
り
、

登
熟
日
数
も
短
か
く
な
る
こ
と
が
多

い
特
に
今
年
は
登
熟
が
早
ま
っ
て
い

る
の
で
十
分
注
意
し
て
欲
し
い
．
刈

り
と
り
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
点
に

注
意
し
つ
つ
、
予
め
品
種
別
の
刈
り

と
り
計
画
を
た
て
刈
り
お
く
れ
を
防

止
し
て
い
た
だ
き
た
い
．

①
刈
り
と
り
適
期
は
あ
く
ま
ま
も
稲

　
の
成
熟
状
態
に
よ
っ
て
き
め
る
べ

　
き
で
、
暦
日
だ
け
で
決
め
る
と
刈

　
り
お
く
れ
や
す
い
。
生
青
米
か
混

　
じ
る
程
度
に
、
や
、
早
刈
り
す

　
る
と
品
質
も
よ
く
、
穂
こ
ぼ
れ
な

　
ど
の
損
失
も
少
く
、
穂
発
芽
の
心

　
配
も
な
い
。

②
一
枚
の
田
に
つ
い
て
適
期
に
刈

　
る
こ
と
が
出
来
て
も
、
計
画
が
悪

　
い
と
、
経
営
全
面
積
に
つ
い
て
適

　
　
に
　
り
と
る
こ
と
が
で
き
な

一
く
な
る
こ
と
が
多
い
．

　
の
　
り
と
り
　
　
は
い
く
ら
か
の

一
一
講
壕
舗
踊
諾

一｝
　
し
て
適
期
近
く
に
お
い
て
早
目
に

一
刈
り
始
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
．

…
【
野
外
乾
燥
の
合
理
化
】

く
品
質
を
悪
化
さ
せ
る
。
立
毛
の
判

定
と
し
て
は
、
大
部
分
の
穂
の
八
十

％
位
が
熟
す
れ
ば
、
穂
の
基
部
に
二

十
％
位
の
青
籾
が
残
っ
て
い
て
も
、

刈
り
は
じ
め
て
も
支
障
は
な
い
。

計
画
的
な
刈
取
り

　
通
風
乾
燥
機
で
乾
燥
す
れ
ぱ
、
天

候
と
の
関
係
が
少
な
く
、
常
に
よ
い

乾
燥
を
お
こ
な
う
こ
と
が
で
き
る
。

籾
水
分
が
十
七
～
十
八
％
位
の
も
の

を
乾
燥
し
は
じ
め
れ
ば
よ
い
の
で
、

い
つ
で
も
拡
納
脱
穀
し
て
、
通
風
乾

　
　
三
、
棒
ハ

　
棒
架
で
籾
水
分
十
八
％
位
ま
で
乾

燥
し
て
、
収
納
脱
穀
し
た
ら
常
温
通

風
乾
燥
機
で
籾
水
分
十
四
％
を
目

標
に
仕
上
げ
乾
燥
す
れ
ぱ
蛍
力
が

軽
減
さ
れ
る
．
か
り
に
一
鉛
の
架
を

す
べ
て
杭
架
に
と
り
か
え
た
と
す
る

と
、
今
ま
で
多
段
架
に
く
ら
べ
て
、

一
診
に
当
り
二
＋
人
の
刈
り
と
り

労
力
で
す
む
こ
と
に
な
る
．
刈
り

と
り
労
賃
一
日
に
一
人
当
り
七
百
円

と
仮
定
す
れ
ぱ
、
一
鈴
二
十
人
の
労

力
は
、
お
よ
そ
四
千
円
の
労
賃
に
相

当
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ぱ
か
り

か
。
こ
の
二
十
人
の
労
力
が
あ
れ
ぱ

刈
り
と
り
は
能
率
化
し
、
早
め
早

め
と
刈
り
と
っ
て
、
刈
り
お
く
れ

を
防
止
で
き
る
し
又
、
天
候
に
恵
ま

れ
な
い
本
県
に
お
い
て
は
、
晴
天
に

か
り
と
り
、
雨
天
に
脱
穀
と
い
う
よ ザ

の 燥
で
き
る
．
籾
水
分
が
十
八
％
位
に

な
る
に
は
、
九
月
初
め
の
晴
．
大
の
日

な
ら
ぱ
、
朝
刈
り
た
お
し
た
も
の

は
、
タ
方
に
も
そ
う
な
る
こ
と
が
多

い
．

　
普
通
に
は
早
生
で
三
日
位
、
中
晩

生
七
日
以
内
と
思
え
ぱ
よ
い
。
籾
水

分
十
八
％
程
度
の
も
の
を
収
納
し
て

乾
燥
で
ぎ
れ
ぱ
、
野
外
に
お
い
て
、

晴
天
、
雨
天
の
く
り
返
え
し
に
よ
る

水
分
の
乾
湿
、
そ
れ
か
ら
く
る
胴
割

れ
も
な
く
な
り
光
沢
も
よ
く
な
る
．

し
た
が
っ
て
通
風
乾
燥
機
の
導
入
に

よ
り
野
外
乾
燥
を
一
層
簡
略
化
し
て

乾
燥
能
率
を
向
上
で
き
る
。

　
　
　
利
用

う
に
仕
事
が
で
き
る
。

　
棒
架
は
、
未
口
の
置
径
三
狩
、
元

口
六
移
位
の
細
い
も
の
が
よ
い
．
長

さ
は
三
競
の
も
の
で
、
一
本
の
杭
架

に
八
十
パ
程
度
か
＼
る
。
十
ア
ー
ル

当
り
二
十
～
二
十
五
本
の
棒
架
を
用

意
す
れ
ぱ
よ
い
．
三
回
廻
し
て
三
十

ア
ー
ル
分
の
稲
を
か
け
る
こ
と
が
で

き
る
．
材
は
杉
．
皮
は
は
ぎ
、
元
口

を
細
く
削
っ
て
お
け
ば
、
突
き
刺
し

や
す
い
。
こ
れ
に
与
え
木
と
し
て
三

十
九
匁
位
の
板
切
れ
を
準
備
す
る
。

一立
て
方
は
一
本
に
お
よ
そ
三
十
三
平

　
ぴ
　
が
か
エ
る
の
で
　
お
よ
そ
ニ

石一
竺
六
尺
）
麗
笠
て
れ
ば
よ

一
い
。
乾
田
な
ら
ぱ
田
の
中
央
部
で
よ

い
し
、
湿
田
な
ら
畦
ぎ
は
道
側
に
よ

せ
て
立
て
る
方
が
よ
い
．

　
か
け
方
は
稲
を
か
り
と
っ
た
ら
、

棒
の
そ
ぱ
は
稲
を
集
め
て
く
る
。
稲
一

は
で
き
る
だ
け
か
り
た
お
し
た
ま
＼

ワ
ラ
を
乾
か
し
、
か
け
る
と
き
に
集

め
た
方
が
ワ
ラ
の
乾
き
も
よ
い
．
最

初
の
一
対
二
東
の
も
の
は
二
つ
折
り

に
し
て
、
棒
を
は
さ
む
よ
う
に
与
え

木
に
の
せ
る
。
あ
と
の
稲
束
は
、
折

る
必
要
は
な
く
、
そ
の
ま
N
、
一
対

づ
つ
棒
を
は
さ
み
、
下
の
稲
と
直
観

に
交
叉
す
る
よ
う
に
重
ね
て
積
む
。

　
ワ
ラ
は
な
る
べ
く
浅
く
か
け
、
穂

先
を
外
に
出
す
よ
う
に
し
た
方
が
、

ワ
ラ
の
乾
き
が
よ
い
．
こ
の
よ
う
に

し
て
十
字
に
か
け
重
，
ね
、
一
番
上

に
逃
両
よ
け
と
し
て
、
四
～
六
束
一

く
く
り
に
し
た
も
の
を
棒
の
光
に
つ

き
さ
す
。
棒
架
で
は
籾
の
乾
き
は
早

い
が
、
ワ
ラ
の
乾
き
悪
い
。
籾
が
乾

　
　
四
、
仕
上

　
棒
架
で
籾
水
分
一
八
％
程
度
に
な

っ
た
も
の
を
、
収
納
脱
穀
し
て
、
通

風
乾
燥
機
で
仕
上
げ
乾
燥
す
る
。

通
風
乾
燥
機
の
原
理
は
、
乾
燥
し

た
空
気
を
籾
属
に
通
過
さ
せ
、
籾
の

水
分
を
脱
取
す
る
こ
と
に
あ
る
。

　
通
風
乾
燥
機
を
使
用
す
る
と
き

注
意
す
べ
き
こ
と
は
次
の
よ
う
な
点

で
あ
る
。

〔
イ
〕
乾
燥
時
間
の
標
準
は
、
籾

の
　
　
を
　
　
　
に
ヤ
の
　
　
も
　

敷
す
蛋
を
メ
ヤ
ス
と
す
る
・
籾

類
が
一
八
老
％
の
も
の
だ
と

五
～
八
時
間
位
で
、
一
四
％
に
乾

’
燥
で
き
る
。
た
だ
し
、
送
り
込
む

い
た
ら
、
直
ぐ
収
納
し
て
、
脱
穀
す

れ
ぱ
よ
い
。

　
労
力
が
趣
度
に
不
足
す
ろ
時
期
で

も
あ
る
の
で
、
十
ア
ー
ル
分
位
の
棒

架
を
ぜ
ひ
た
め
し
て
い
た
だ
き
た
い

　
　
　
　
　
　
・
6

箋
、
＜
霧
、

　
　
　
　
　
‘
　
茅

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
棒
架
通
風

乾
燥
機
の
よ
さ
が
、
経
営
ら
中
に
生

か
さ
れ
、
刈
り
お
く
れ
防
止
と
乾

燥
改
善
が
で
き
る
．

げ
乾
燥

　
　
空
気
の
温
度
は
三
十
度
C
を
、
越
え

　
　
な
い
こ
と
。

　
　
〔
ロ
〕
乾
燥
箱
を
通
過
し
た
空
気

　
　
は
二
度
と
、
送
風
機
の
中
へ
、
吸
い

　
　
こ
ま
せ
な
い
こ
と
。
こ
れ
を
誤
ま
る

　
　
と
籾
は
乾
燥
し
に
く
く
な
る
．
送

　
　
風
す
る
空
気
は
、
で
き
る
だ
け
、
屋

　
　
外
の
乾
い
た
空
気
を
吸
い
込
ま
せ
る

　
　
こ
と
。

　
　
〔
ハ
〕
積
み
込
み
は
平
ら
に

　
　
　
籾
を
積
み
込
む
と
き
は
、
ス
ノ

　
　
コ
と
平
行
し
て
積
み
、
乾
燥
ム
ラ

　
　
を
な
く
す
る
。
積
み
込
む
高
さ
は
、

　
　
三
十
移
を
標
準
と
す
る
。
高
く
な
る

　
　
程
ム
ラ
が
多
く
な
る
。
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郡市青少年リーダー研習会から

学習と青年

　
「
変
化
す
る
社
会
を
み
き
わ
め
、
　
ヨ
ン
指
導
、
第
二
日
目
は
分
科
会
、

地
域
や
職
場
に
お
け
る
青
少
年
活
動
全
体
討
議
、
シ
ン
ボ
ジ
ア
ム
フ
ォ
ー

を
お
し
進
め
る
に
必
，
要
な
、
中
核
体
ラ
ム
な
ど
日
程
に
し
た
が
っ
て
し
ん

の
資
質
向
上
を
は
か
る
」
と
い
う
趣
け
ん
な
研
修
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
以

　
　
　
　
　
　
ク

旨
の
も
と
に
、
第
二
回
郡
市
青
少
年
下
研
修
会
の
中
か
ら
講
演
と
分
科

”
易
畦
欝
鎚
篭
酷
齢
難
餐

さ
催
れ
た
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
員
俵
谷
正
樹
先
生
に
よ
り
「
青
年
と

　
こ
の
研
修
会
は
郡
市
社
会
教
育
振
学
習
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
こ
な
わ

興
会
の
主
催
で
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
れ
た
。
要
旨
は
次
の
と
お
り
。

で
、
郡
市
内
の
地
域
青
年
団
、
青
年
▼
学
校
教
育
と
の
ち
が
い

学
級
、
サ
ー
ク
ル
、
グ
ル
ー
プ
な
ど
　
　
青
年
の
学
習
活
動
は
学
校
教
育
と

か
ら
六
十
名
の
リ
ー
ダ
ー
が
参
加
し
そ
の
形
態
が
ち
が
う
。
学
校
で
は
あ

て
開
か
れ
、
第
一
日
目
は
講
演
と
質
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
指
導
要
領
に

疑
、
清
漢
峡
探
勝
、
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
　
も
と
す
い
て
学
習
が
す
す
め
ら
れ
る

が
、
青
年
の
場
合
、
な
に
を
学
習
す

る
か
は
み
ん
な
で
き
め
て
い
く
こ
と

に
な
る
。
だ
か
ら
な
ん
と
い
っ
て
も

自
か
ら
学
習
す
る
意
志
が
大
切
だ
と

お
も
う
。
学
校
で
は
教
え
る
人
（
教

師
）
と
教
え
ら
れ
る
人
（
児
童
生

徒
）
が
限
定
さ
れ
る
が
、
青
年
の
学
習

活
動
で
は
そ
う
い
う
関
係
は
な
い
。

教
え
ら
れ
な
が
ら
も
言
い
た
い
こ
と

が
自
由
に
言
え
る
。
た
と
え
ぱ
、
講

師
、
助
言
者
に
自
分
の
意
見
を
反
映

さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
意
見
の

や
り
と
り
が
あ
り
人
間
的
な
要
素
が

入
っ
て
く
る
。
学
校
で
は
一
つ
の
課

題
に
つ
い
て
の
学
習
時
間
は
限
定
さ

れ
て
い
る
が
、
多
く
の
課
題
を
学
習

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
青
年
の
場
合

は
一
つ
の
課
題
に
つ
い
て
長
い
時
間

を
つ
か
う
こ
と
が
で
き
、
目
的
を
し

っ
か
り
つ
か
ん
で
い
け
る
。

　
学
習
効
果
に
つ
い
て
は
学
校
で
は

　
　
　
　
　
　
　
の

　
「
で
き
る
」
「
で
き
な
い
」
の
評
価

が
で
き
る
が
、
そ
れ
が
人
間
の
一
生

に
影
響
す
る
こ
と
に
も
な
る
。
青
年

の
場
合
、
単
習
の
効
果
を
は
か
る
こ

と
は
む
づ
か
し
い
と
思
う
。
一
つ
の

こ
と
が
ら
を
学
習
し
な
が
ら
、
同
時

に
そ
こ
か
ら
別
の
こ
と
を
学
習
す
る

こ
と
も
で
き
る
。

▼
学
習
の
め
あ
て

　
学
習
の
目
的
は
、
み
ん
な
で
き
め

る
と
い
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
基
準
が

あ
る
と
お
も
う
。
　
「
オ
ー
ト
バ
イ
が

ほ
し
い
」
「
薪
う
ん
機
を
買
っ
て
も

ら
い
た
い
」
「
社
交
ダ
ン
ス
が
し
た

い
一
…
…
…
と
い
う
よ
う
な
場
合
、

た
だ
そ
れ
だ
け
が
目
的
で
は
な
く
、
一

そ
れ
奮
分
の
生
活
に
む
す
び
つ
け
一

た
も
の
に
す
べ
き
だ
と
お
も
う
。
そ

の
た
め
に
は
「
み
と
お
し
」
　
「
根

拠
」
「
そ
れ
自
体
」
が
な
に
か
と
い

う
考
え
方
が
必
要
だ
と
お
も
う
。

▼
ガ
メ
ツ
サ
が
大
切

　
生
活
学
習
の
中
身
は
、
広
く
考
え

た
方
が
よ
い
．
生
産
や
技
術
に
つ
な

が
る
も
の
、
経
済
に
つ
な
が
る
も
の

人
間
関
係
に
つ
な
が
る
も
の
、
政
治

や
社
会
問
題
に
つ
な
が
る
も
の
、
レ

ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
な
が
る
も
の

等
女
。
つ
ま
り
、
は
く
働
ら
こ
と
の

目
的
と
、
そ
れ
の
報
酬
が
切
り
は
な

さ
れ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
な
学
習
が

必
要
だ
と
お
も
う
。
青
年
の
学
習
は

そ
れ
自
体
を
目
的
と
す
る
こ
と
は
む

づ
か
し
い
。
や
は
り
、
生
活
の
意
欲

（
キ
レ
イ
ご
と
の
意
欲
で
は
な
く
、

ガ
メ
ツ
サ
と
い
う
こ
と
）
が
学
習
に

む
す
び
つ
い
て
こ
な
け
れ
ぱ
ダ
メ
だ

と
お
も
う
．

　
分
科
会
か
・
り

　
第
二
日
目
の
分
科
会
で
は
、
地
域

青
年
団
の
不
振
や
青
年
学
級
の
現
状

間
題
点
な
ど
が
し
ん
け
ん
に
討
議
さ

れ
た
が
、
地
域
青
年
団
に
つ
い
て
は

ど
こ
の
市
町
村
か
ら
も
「
会
員
が
少

な
く
な
っ
た
」
　
「
会
議
や
行
事
の
出

席
が
わ
る
い
」
な
ど
の
問
題
が
出
さ

れ
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
地
域
の
青
少

年
は
た
し
か
に
減
っ
て
は
い
る
が
、

集
る
と
こ
ろ
に
は
か
な
り
の
青
年
が

集
っ
て
く
る
。
そ
こ
に
青
年
集
団
を

組
織
し
て
い
く
た
め
に
は
、
従
来
の

青
年
集
団
と
ち
が
っ
た
も
の
が
う

ま
れ
て
き
た
ほ
う
が
い
い
。
既
成
集

畑
葬
嚢
舜
甦

そ
れ
が
小
集
団
活
動
（
サ
ー
ク
ル
、

グ
ル
ー
プ
な
ど
）
に
む
け
ら
れ
た
ほ

う
が
、
停
滞
し
て
い
る
青
少
年
活
動

を
さ
か
ん
に
し
て
い
け
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う
よ
う
な
意
見
も
だ
さ
れ

た
。
し
か
し
い
づ
れ
に
し
て
も
、
こ

れ
か
ら
の
地
域
青
年
団
の
あ
り
方
に

つ
い
て
は
、
複
雑
な
社
会
情
勢
を
背

景
と
し
て
か
な
り
の
体
質
改
善
が
な

さ
れ
な
け
れ
ぱ
、
や
が
て
は
青
年
団

無
用
論
が
出
て
き
そ
う
だ
。

　
各
分
科
会
で
、
と
く
に
し
ん
け
ん

に
討
議
さ
れ
た
間
題
は
、
「
農
家
に

嫁
の
き
て
が
な
い
」
と
い
う
問
題
で

あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
た
だ
バ
ク
ゼ

ン
と
農
村
を
き
ら
っ
て
い
る
の
で
は

な
く
、
い
ま
の
農
家
経
営
の
あ
り
方

こ
れ
か
ら
の
農
業
の
み
と
お
し
、
農

村
社
会
の
人
聞
関
係
な
ど
に
つ
い
て

か
な
り
つ
っ
こ
ん
だ
意
見
が
だ
さ
れ

女
午
青
年
達
は
、
農
家
に
嫁
い
で
も

冬
に
な
っ
て
夫
が
出
稼
ぎ
に
出
て
し

ま
っ
た
あ
と
の
家
庭
生
活
ま
で
も
考

え
て
い
た
。
ま
わ
り
の
口
が
う
る
さ

く
自
由
な
男
女
の
交
際
も
、
恋
愛
も

で
き
な
い
と
い
う
。
昔
か
ら
く
ら
べ

れ
ば
か
な
り
機
械
化
も
す
す
み
、
生

活
改
善
も
さ
れ
主
婦
も
ら
く
に
な
っ

た
だ
ろ
う
が
、
ま
だ
く
嫁
の
し
ご

と
は
忙
し
く
、
自
由
時
間
が
少
な
い

の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
し
か
し
、

こ
の
問
題
は
地
域
の
青
年
た
ち
だ
け

の
間
題
で
は
な
い
。
青
年
た
ち
が
こ

れ
と
ど
う
と
り
く
ん
で
い
く
か
、
そ

こ
に
は
じ
め
て
生
活
に
む
す
び
つ
い

た
学
習
が
あ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
た

村
の
栄
養
調
査

　
　
　
　
　
ビ
タ
ミ
ン
不
足
目
立
つ

　
中
里
村
今
後
の
栄
養
改
善
の
指
導

方
針
と
す
る
た
め
、
昨
年
地
区
別
に

荒
屋
、
芋
川
、
本
屋
敷
の
三
部
落
を

指
定
し
、
八
月
、
十
二
月
、
三
月
、

五
月
の
四
回
に
わ
た
っ
て
、
食
物
摂

取
の
状
態
と
併
せ
て
身
体
の
疾
病
の

調
査
を
実
施
し
ま
し
た
．
そ
の
結
果

は
別
紙
の
と
お
り
と
出
ま
し
た
。

　
実
線
は
基
準
量
、
点
線
は
調
査
結

果
摂
取
量
、
二
本
の
実
線
は
実
際
体

内
に
吸
収
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
量
で

す
。
鉄
分
は
特
に
注
意
し
な
〉
て
も

騨
と
れ
て
い
る
の
は
、
米
を
主
に
し
た

穀
類
、
豆
類
、
そ
の
他
の
野
菜
類
で

あ
り
、
多
く
は
と
り
方
が
足
り
ま
せ

ん
。

　
栄
養
状
態
が
よ
い
か
わ
る
い
か
は

十
分
と
れ
ま
す
。
カ
ル
シ
ウ
ム
、
ビ

タ
ミ
ン
類
は
相
当
不
足
状
態
で
す
。

　
棒
グ
ラ
フ
の
方
は
、
基
準
量
を
と

る
た
め
の
大
よ
そ
の
目
安
量
に
対
し

て
、
ど
の
よ
う
摂
取
状
態
で
あ
る
か

と
み
た
も
の
で
す
。
乳
類
の
と
こ
ろ

は
一
八
O
咳
、
二
〇
》
と
大
変
差
が

あ
る
の
で
す
が
、
理
想
と
し
て
は
一

八
○
馨
（
牛
乳
、
一
本
）
と
り
た
い
と

こ
ろ
だ
が
、
こ
れ
は
無
理
な
の
で
せ

め
て
二
〇
ゼ
は
ど
う
し
て
も
と
り
た

い
と
い
う
二
本
線
な
の
で
す
．
多
く

卵
、
肉
、
牛
乳
、
魚
な
ど
の
動
物
性

・
の
蛋
臼
質
を
ど
れ
ぐ
ら
い
食
べ
て
い

る
か
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま
す
。
こ
れ

ら
の
す
ぐ
れ
た
蛋
臼
質
を
努
め
て
食

べ
ま
し
ょ
う
．
ビ
タ
ミ
ン
類
は
調
理

に
よ
る
損
失
が
大
き
い
の
で
、
調
査

結
果
の
摂
取
量
よ
り
相
当
少
量
し
か

吸
収
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
ま

す
。
特
に
ビ
タ
ミ
ン
C
は
損
失
が
七

割
に
も
な
り
ま
す
の
で
、
余
計
な
過

熱
を
し
す
ぎ
な
い
と
か
、
野
菜
は
洗

っ
て
か
ら
切
る
と
か
、
油
料
理
に
す

る
と
か
の
注
意
が
必
要
で
す
。
生
野

菜
を
食
べ
ま
し
ょ
う
。

　
「
百
姓
に
は
野
菜
し
か
な
く
て
・
．
．

…
」
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
グ
ラ
フ
に

み
る
よ
う
に
野
菜
、
特
に
緑
黄
野
菜

は
不
足
で
す
。
こ
れ
ら
は
ビ
タ
ミ
ン
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
鉄
分
な
ど
た
く
さ
ん

含
ん
で
い
ま
す
。
色
の
濃
、
い
野
菜
は

「
油
料
理
」
に
し
て
無
駄
な
く
ビ
タ

ミ
ン
A
を
と
り
ま
し
ょ
う
。
乳
類
は

蛋
臼
質
、
ビ
タ
ミ
ン
、
カ
ル
シ
ウ
ム

な
ど
の
質
の
よ
い
栄
養
源
で
す
。
や

ぎ
の
乳
、
脱
脂
粉
乳
（
ス
キ
ム
、
、
、
ル

ク
）
を
も
っ
と
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

併
せ
て
身
体
の
疾
病
調
査
を
や
り
ま

し
た
が
、
ビ
タ
ミ
ン
類
の
不
足
か
ら

　
、
　
　
　
　
　
　
（
四
面
へ
続
く
）


