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自
由
を
目
指
す
宗
教

現
代
人
、特
に
若
い
人
が
、

仏
教
を
分
か
り
に
く
い
と
感

じ
る
一
つ
の
理
由
と
し
て
、

そ
の
目
指
す
と
こ
ろ
が
何
で

あ
る
か
が
分
か
り
づ
ら
か
っ

た
り
、
ま
た
価
値
あ
る
も
の

と
感
じ
ら
れ
な
い
、
と
い
う

こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
た
と
え
ば
仏
教
は
「
悟

り
」
を
求
め
る
と
い
う
。
け

ど
、
そ
も
そ
も
悟
り
っ
て
何

だ
ろ
う
、
別
に
そ
れ
は
い
ら

な
い
か
な
、
と
い
う
ふ
う
に

考
え
て
し
ま
う
。「
涅
槃
」

す
な
わ
ち
平
安
の
境
地
に
つ

い
て
も
同
様
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で「
悟
り
」や「
涅

槃
」と
並
ん
で
、仏
道
の
目
指

す
と
こ
ろ
を
表
現
す
る
言
葉

と
し
て
古
く
よ
り
仏
典
で
よ

く
用
い
ら
れ
る
の
が「
解
脱
」

（vim
ukti, vim

utti

）
の

語
で
あ
る
。
こ
の
言
葉
の
基

本
的
な
意
味
は
「
解
き
放
た

れ
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
れ

を
い
ま
思
い
切
っ
て「
自
由
」

と
理
解
し
て
み
よ
う
。
す
る

と
仏
教
は
、
自
由
を
目
指
す

宗
教
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
ど
う
で
あ
ろ
う
か
、
仏

教
が
少
し
身
近
に
感
じ
ら
れ

な
い
だ
ろ
う
か
。

心
に
縛
ら
れ
る

仏
教
が
目
指
す
自
由
と

は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ

う
か
。
自
由
と
い
う
言
葉
か

ら
は
、
自
分
の
思
い
の
ま
ま

に
や
り
た
い
こ
と
が
で
き

る
、
あ
る
い
は
欲
し
い
も
の

が
手
に
入
る
、
と
い
っ
た
状

態
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
人
が
多

い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
仏
教

は
古
く
か
ら
、
こ
う
し
た
自

由
が
い
わ
ば
幻
想
に
す
ぎ
な

い
こ
と
を
説
い
て
き
た
。
何

で
も
思
い
通
り
に
し
た
い
と

い
う
思
い
と
は
裏
腹
に
、
あ

ら
ゆ
る
物
事
は
刻
々
と
変
異

し
滅
し
ゆ
く
の
で
あ
り
、
思

い
通
り
に
は
な
ら
ず
、
そ
の

た
め
人
は
苦
悩
を
抱
え
込
ま

ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
の

が
、
仏
教
の
基
本
的
な
現
実

認
識
で
あ
る
。

解
き
放
た
れ
る
こ
と
を
目

指
す
と
い
う
こ
と
は
、
仏
教

は
現
状
を
、
何
か
に
縛
ら
れ

た
も
の
と
み
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
何
が
私
た
ち

を
縛
る
と
い
う
の
だ
ろ
う

か
。
た
と
え
ば
、
真
宗
僧
侶

で
仏
教
学
者
で
あ
っ
た
仲
野

良
俊
師
は
次
の
よ
う
な
言
葉

を
残
し
て
い
る
。

も
の
が
縛
る
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん

も
の
を
と
ら
え
る
心
に
縛

ら
れ
る
の
で
す
。

（『
三
誓
偈
講
話
』）

モ
ノ
へ
の
飽
く
な
き
執
着

か
ら
身
動
き
が
と
れ
な
く
な

る
、
そ
ん
な
現
代
人
の
す
が

た
を
言
い
当
て
る
こ
の
言
葉

は
、
仏
教
的
な
洞
察
を
示
し

て
い
る
。
仏
教
は
、
私
た
ち

を
縛
る
も
の
を
、
私
た
ち
自

身
の
心
の
う
ち
に
見
出
し
て

い
く
の
で
あ
る
。

煩
悩
を
捨
て
る
？

私
た
ち
を
縛
る
の
は
自
身

の
心
で
あ
る
。
心
の
持
つ
そ

う
し
た
側
面
・
は
た
ら
き
が

煩
悩
と
呼
ば
れ
る
。
煩
悩
の

代
表
は
、
む
さ
ぼ
り
、
い
か

り
、
そ
し
て
お
ろ
か
さ
の
三

毒
で
あ
る
。こ
れ
ら
は
み
な
、

私
た
ち
の
も
の
の
見
方
を
歪

め
、
物
事
へ
の
と
ら
わ
れ
を

生
み
、
そ
の
結
果
、
私
た
ち

は
自
由
を
失
っ
て
し
ま
う
。

た
と
え
思
い
通
り
に
ふ
る

ま
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
て

も
、
む
さ
ぼ
り
や
い
か
り
に

振
り
回
さ
れ
て
生
き
て
い
る

か
ぎ
り
、
仏
教
は
そ
れ
を
本

当
の
意
味
で
の
自
由
と
は
み

な
さ
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
煩
悩
が
私
た

ち
の
自
由
を
奪
っ
て
い
る
と

い
う
の
な
ら
、
話
は
簡
単
そ

う
で
あ
る
。
煩
悩
を
捨
て
れ

ば
よ
い
。
し
か
し
こ
れ
は
簡

単
な
話
で
は
な
い
。
私
た
ち

が
ど
れ
ほ
ど
深
く
ま
た
重
い

煩
悩
を
抱
え
て
い
る
の
か

を
、
古
く
か
ら
仏
典
は
説
い

て
き
た
。親
鸞
聖
人
も
ま
た
、

実
感
を
込
め
て
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

「
凡
夫
」
と
い
ふ
は
、
無

明
煩
悩
わ
れ
ら
が
身
に

み
ち
み
ち
て
、
欲
も
お
ほ

く
、
い
か
り
、
は
ら
だ
ち
、

そ
ね
み
、
ね
た
む
こ
こ
ろ

お
ほ
く
ひ
ま
な
く
し
て
、

臨
終
の
一
念
に
い
た
る

ま
で
、
と
ど
ま
ら
ず
、
き

え
ず
、
た
え
ず

（
一
念
多
念
文
意
）

も
し
、
命
を
終
え
る
そ
の

と
き
ま
で
煩
悩
を
捨
て
る
こ

と
が
で
き
な
い
な
ら
、
仏
教

の
説
く
自
由
は
、
結
局
絵
に

描
い
た
モ
チ
な
の
で
は
な
い

か
、
と
感
じ
ら
れ
る
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
そ
う
で
は

な
い
。
仏
道
は
自
由
を
求
め

る
確
か
な
道
で
あ
る
と
と
も

に
、
自
由
を
実
感
し
な
が
ら

歩
む
こ
と
が
で
き
る
道
で
も

あ
る
。

自
由
の
味

古
い
パ
ー
リ
仏
典
に
、
釈

尊
の
説
い
た
法
と
律
を
海
に

譬
え
、
そ
の
味
（rasa

）

に
つ
い
て
述
べ
る
一
節
が
あ

る
。
大
海
に
は
世
界
中
の
多

数
の
河
川
が
流
れ
込
み
、
ま

た
雨
も
降
り
注
ぐ
が
、
海
水

は
ど
こ
を
掬
い
と
っ
て
も
同

じ
塩
味
が
す
る
。
そ
れ
と
同

様
に
、
仏
法
は
ど
こ
を
と
っ

て
も
同
じ
自
由
（
解
脱
）
の

味
が
す
る（vim

uttirasa

）

と
い
う
の
で
あ
る
。（
増
支

部
経
典「
パ
ハ
ー
ラ
ー
ダ
経
」

な
ど
）

こ
の
教
え
を
私
な
り
に
受

け
止
め
て
み
た
い
。
い
ま
生

き
る
現
実
の
な
か
で
、
あ
ら

ゆ
る
と
ら
わ
れ
を
離
れ
て
、

仏
教
が
目
指
す
自
由
を
完
全

な
か
た
ち
で
獲
得
す
る
こ
と

は
極
め
て
難
し
い
。
し
か
し

仏
法
す
な
わ
ち
教
え
を
聞
く

と
き
、
そ
れ
を
味
わ
う
こ
と

が
で
き
る
。
仏
道
を
歩
む
者

に
と
っ
て
、
そ
の
理
想
は
生

き
方
の
指
針
と
な
り
、
い
ま

の
生
を
照
ら
し
て
く
れ
る
。

私
た
ち
は
む
さ
ぼ
り
な
ど
と

一
体
に
な
り
た
だ
押
し
流
さ

れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を

あ
り
の
ま
ま
に
見
通
す
智
慧

の
言
葉
に
触
れ
る
な
か
で
、

自
分
の
生
き
方
を
省
み
て
、

心
が
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
、
そ
う

だ
っ
た
の
か
、
と
気
づ
か
さ

れ
る
。
そ
う
し
た
と
き
が
、

自
由
と
表
現
し
う
る
実
感
を

持
つ
ひ
と
と
き
と
な
る
よ
う

に
私
に
は
思
わ
れ
る
。

学
び
で
生
き
る
仏
教

煩
悩
は
仏
教
の
人
間
観
の

中
心
を
な
す
も
の
で
あ
り
、

仏
典
に
は
そ
の
多
様
な
あ
り

方
が
説
か
れ
て
い
る
。
三
毒

に
さ
ら
に
慢
・
疑
・
見
と
い

う
三
つ
の
煩
悩
を
加
え
る
と

六
種
の
根
本
煩
悩
と
な
る
。

こ
の
う
ち
「
慢
」
と
は
他
人

と
の
比
較
か
ら
自
分
を
特
別

だ
と
思
い
な
す
心
の
働
き
で

あ
り
、「
見
」
と
は
種
々
の

誤
っ
た
見
解
に
と
ら
わ
れ
る

こ
と
で
あ
る
。
他
人
と
の
比

較
に
過
度
に
気
を
と
ら
れ
た

り
、
ま
た
自
身
の
見
解
に
固

執
し
た
り
す
る
こ
と
か
ら
、

私
た
ち
の
心
の
自
由
が
奪
わ

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
皆
さ

ん
に
も
実
感
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

と
ら
わ
れ
を
離
れ
る
こ
と

を
目
指
す
仏
教
の
精
神
に
触

れ
る
な
か
で
、
自
身
の
固
定

観
念
や
あ
る
い
は
偏
見
と

い
っ
た
も
の
を
問
い
直
し
、

自
分
の
殻
に
閉
じ
こ
も
る
こ

と
な
く
、オ
ー
プ
ン
に
知
見
・

視
野
を
広
げ
よ
う
と
す
る
心

が
け
を
持
つ
こ
と
が
で
き
れ

ば
、そ
う
し
た
姿
勢
は
、き
っ

と
大
学
で
の
学
び
の
な
か
で

も
生
か
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ

う
。

解
脱
の
光
輪
き
は
も
な
し

親
鸞
聖
人
は
、
一
生
の
あ

い
だ
煩
悩
を
捨
て
る
こ
と
が

で
き
な
い
人
間
が
歩
む
こ
と

が
で
き
る
仏
道
を
明
ら
か
に

さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い

て
は
、
三
回
生
の
仏
教
学
の

授
業
で
し
っ
か
り
と
学
ん
で

い
た
だ
き
た
い
。
聖
人
は
、

物
事
に
執
着
し
と
ら
わ
れ
て

ば
か
り
の
私
た
ち
を
解
き
放

つ
阿
弥
陀
如
来
の
智
慧
の
光

の
は
た
ら
き
を
讃
嘆
し
述
べ

ら
れ
て
い
る
。

解
脱
の
光
輪
き
は
も
な
し

光
触
か
ぶ
る
も
の
は
み
な

有
無
を
は
な
る
と
の
べ
た

ま
ふ

平
等
覚
に
帰
命
せ
よ

（
浄
土
和
讃
）

本
学
の
創
立
に
尽
力

し
た
九
条
武
子
は
、
次

の
よ
う
に
詠
っ
て
い

る
。「
お
ほ
い
な
る
も

の
の
ち
か
ら
に
ひ
か
れ
ゆ
く

わ
が
あ
し
あ
と
の
お
ぼ
つ
か

な
し
や
」。

「
お
ほ
い
な
る
も
の
」と
は
、

阿
弥
陀
仏
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
力
に
導
か
れ
て
明
ら
か

に
な
る
こ
と
は
、
自
ら
の
歩

み
の
危
う
さ
で
あ
る
。
ど
こ

ま
で
も
煩
悩
に
振
り
回
さ
れ

る
危
う
さ
と
、
そ
の
よ
う
な

自
己
を
捨
て
る
こ
と
の
な
い

阿
弥
陀
仏
へ
の
思
慕
が
表
さ

れ
た
信
仰
の
歌
で
あ
る
。

武
子
は
一
八
八
七
年
、
本

願
寺
第
二
十
一
代
明み

よ
う

如に
ょ

（
大

谷
光
尊
）
の
娘
と
し
て
生
ま

れ
た
。
幼
い
頃
か
ら
仏
教
に

親
し
み
、
二
十
二
歳
で
九
条

良よ
し

致む
ね

と
結
婚
、
ロ
ン
ド
ン
で

義
姉
大
谷
籌
子
と
と
も
に
婦

人
参
政
権
運
動
に
接
し
、
そ

れ
以
降
、
女
性
の
高
等
教
育

の
実
現
に
尽
力
し
た
。
紆
余

曲
折
を
経
て
、
本
学
の
直
接

の
前
身
校
で
あ
る
京
都
女
子

高
等
専
門
学
校
が
設
立
さ
れ

た
。
さ
ら
に
一
九
二
三
年
の

関
東
大
震
災
で
は
、
自
ら
も

被
災
す
る
一
方
で
被
災
者
の

救
援
に
尽
力
し
、
そ
の
一
端

が
現
在
も
病
院
や
幼
稚
園
と

し
て
継
承
さ
れ
て
い
る
。

社
会
的
に
み
れ
ば
武
子
は

成
功
者
で
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
は
、
阿
弥
陀
仏
に
よ
っ
て

照
ら
し
出
さ
れ
た
、
お
ぼ
つ

か
な
い
自
己
を
見
つ
め
な
が

ら
の
歩
み
で
あ
っ
た
。

親
鸞
は
、
私
た
ち
の
煩
悩

の
根
深
さ
は
、
今
こ
の
い
の

ち
だ
け
の
現
実
で
は
な
く
、

永
遠
の
過
去
か
ら
続
く
も
の

だ
と
受
け
止
め
た
。
武
子
も

ま
た
詠
う
。「
あ
わ
れ
わ
れ

生し
よ
う

々じ
よ
う

世せ

せ々

の
悪
を
し
ら
ず

慈じ

眼げ
ん

の
ま
え
に
な
に
を
甘
ゆ

る
」。
深
い
自
己
洞
察
と
阿
弥

陀
仏
に
出
遇
っ
た
者
の
力
強

さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

来
る
二
月
七
日
は
武
子
の

命
日
で
あ
る
。

（
義
）

澪 標

Ｓ
校
舎
と
Ｆ
校
舎
、
そ

れ
に
仮
設
の
事
務
棟
が

建
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
は
、

ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
が
目
を

引
い
た
モ
ダ
ン
な
住
宅
が

立
ち
並
ん
で
居
ま
し
た
。

そ
の
佇
ま
い
は
、
わ
ず
か

に
デ
ザ
イ
ン
研
究
所
に
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
写

真
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
、

Ｓ
校
舎
三
階
の
東
側
、
Ｓ

３
０
９
演
習
室
の
両
脇
に

嵌
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で

す
。
気
づ
い
て
い
ま
し
た
か
。

も
と
も
と
こ
の
ス
テ
ン

ド
グ
ラ
ス
は
、
一
九
二
七

年
に
建
て
ら
れ
た
深
田
邸

の
応
接
間
に
あ
っ
た
も
の

で
す
。
一
九
四
〇
年
に
深

田
邸
は
近
藤
氏
に
譲
渡
さ

れ
ま
し
た
。
屋
根
瓦
の
色

と
形
か
ら
、
近
藤
邸
は

「
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
ハ
ウ
ス
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
の
後
近
藤
家
で
は
甲
斐

和
里
子
の
姪
の
息
子
に
あ

た
る
人
が
戸
主
と
な
り
、

学
園
の
理
事
を
務
め
て
い

た
そ
う
で
す
。
そ
う
し
た

ご
縁
も
あ
っ
た
か
ら
で

し
ょ
う
、
学
園
が
そ
の
敷

地
を
取
得
し
、
建
物
を
取

り
壊
し
、
Ｓ
校
舎
が
で
き

た
わ
け
で
す
。
二
〇
〇
〇

年
の
こ
と
で
し
た
。

建
築
に
際
し
て
学
園
か

ら
施
工
業
者
に
対
し
て
、

近
藤
邸
に
あ
っ
た
ス
テ
ン

ド
グ
ラ
ス
を
活
用
し
て
ほ

し
い
と
の
注
文
が
あ
っ
た

の
で
し
ょ
う
、
Ｓ
校
舎
に

は
こ
の
他
に
も
ス
テ
ン
ド

グ
ラ
ス
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
探
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

問
題
は
、
本
来
の
ス
テ

ン
ド
グ
ラ
ス
は
、
写
真
の

よ
う
に
水
鳥
が
向
か
い
合

う
意
匠
と
な
っ
て
い
た
の

で
す
が
、
Ｓ
校
舎
で
は
な

ぜ
か
そ
っ
ぽ
を
向
い
て
い

る
こ
と
で
す
。
何
事
に
お

い
て
も
、
新
た
な
も
の
を

作
り
出
す
に
際
し
て
は
、

過
去
の
事
実
と
向
き
合
う

こ
と
が
肝
心
な
よ
う
で
す
。

（
史
学
科
・
坂
口
満
宏
）

自
由
の
味

現
代
社
会
学
部
教
授

藤

井

隆

道

京女への通学路 いまむかし
⑦Ｓ校舎3階のステンドグラス



令和 5年（2023年）1月10日㈫ ふ ん だ り け （2）
ふ
り
か
え
り

将
来
は
専
門
的
な
資
格
を

身
に
着
け
て
一
生
働
き
た

い
、
と
い
う
漠
然
と
し
た
志

を
も
っ
て
管
理
栄
養
士
の
資

格
を
取
得
で
き
る
学
科
に
入

学
し
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
正

直
な
と
こ
ろ
、
大
学
で
の
専

門
分
野
の
勉
強
に
は
あ
ま
り

熱
意
が
持
て
ず
に
い
ま
し

た
。
興
味
を
も
っ
た
の
は
、

美
術
史
、
哲
学
、
児
童
文
学

の
講
義
で
し
た
。
特
に
、
レ

オ
・
レ
オ
ニ
の
絵
本
「
あ
お

く
ん
と
き
い
ろ
ち
ゃ
ん
」
を

見
た
と
き
は
衝
撃
を
受
け
ま

し
た
。
こ
の
絵
本
に
触
発
さ

れ
、
抽
象
と
具
象
の
入
り
混

じ
っ
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を

創
作
し
、
学
園
祭
で
上
映
し

て
好
評
を
得
た
思
い
出
が
あ

り
ま
す
。

三
回
生
の
時
の
病
院
実
習

で
は
じ
め
て
管
理
栄
養
士
の

仕
事
を
目
の
当
た
り
に
し
ま

し
た
。
患
者
さ
ん
の
た
め
に

医
療
、
看
護
、
食
事
の
面
か

ら
サ
ポ
ー
ト
さ
れ
る
医
療
従

事
者
の
方
々
の
仕
事
ぶ
り
に

頭
が
下
が
り
ま
し
た
。
利
潤

追
求
で
は
な
く
、
人
を
助
け

る
仕
事
、
社
会
の
役
に
立
て

る
仕
事
に
つ
き
た
い
と
い
う

思
い
が
沸
き
上
が
っ
て
き
ま

し
た
。

就
職
活
動
は
全
く
せ
ず
、

病
院
実
習
先
の
管
理
栄
養
士

の
先
生
が
紹
介
し
て
く
だ

さ
っ
た
病
院
に
就
職
が
決

ま
っ
た
の
は
年
が
あ
け
て
か

ら
で
し
た
。
最
初
は
厨
房
で

盛
り
付
け
な
ど
の
作
業
を
し

な
が
ら
給
食
業
務
を
体
で
覚

え
て
い
き
ま
し
た
。
何
よ
り

も
効
率
よ
く
作
業
を
進
め
る

大
切
さ
を
学
び
、
絶
え
ず
時

計
を
見
な
が
ら
仕
事
を
す
る

習
慣
が
身
に
つ
き
ま
し
た
。

勤
務
一
年
目
の
終
わ
り
こ

ろ
に
栄
養
指
導
を
担
当
さ
せ

て
も
ら
え
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
三
世
代
家
族
で
祖
父

母
と
一
緒
に
生
活
し
て
い
た

の
で
、
高
齢
者
に
対
す
る
接

し
方
は
自
然
と
身
に
つ
い
て

い
た
こ
と
も
あ
り
、
担
当
し

て
い
た
患
者
さ
ん
た
ち
と

は
、
家
族
と
も
友
人
と
も
異

な
る
特
別
な
心
の
交
流
を
感

じ
て
い
ま
し
た
。
患
者
さ
ん

た
ち
か
ら
感
謝
さ
れ
た
と
き

は
、
こ
の
仕
事
に
つ
い
て
よ

か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
人

生
の
大
先
輩
で
あ
る
患
者
さ

ん
た
ち
に
よ
り
、教
え
ら
れ
、

育
て
ら
れ
た
と
感
謝
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
当
時
は
糖

尿
病
患
者
さ
ん
に
、
一
時
間

か
け
て
糖
尿
病
の
食
品
交
換

表
の
説
明
を
し
て
い
ま
し

た
。
指
導
に
時
間
が
か
か
り

す
ぎ
る
た
め
多
く
の
患
者
さ

ん
に
指
導
で
き
な
い
こ
と
、

管
理
栄
養
士
に
よ
る
一
方
的

な
説
明
に
な
っ
て
い
る
こ
と

に
疑
問
を
感
じ
ま
し
た
。
病

態
や
栄
養
の
知
識
が
あ
る
患

者
さ
ん
が
必
ず
し
も
血
糖
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
が
よ
い
と
は
限

り
ま
せ
ん
。
食
事
療
法
の
目

的
は
、
患
者
さ
ん
が
幸
せ
に

生
き
る
た
め
の
サ
ポ
ー
ト
で

あ
る
は
ず
で
す
。
食
事
療
法

が
患
者
さ
ん
の
ス
ト
レ
ス
に

な
っ
て
い
る
こ
と
、
知
識
と

行
動
変
容
に
は
乖
離
が
あ
り

こ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
と

疑
問
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。

一
九
八
〇
年
代
の
は
じ
め

頃
、
食
べ
物
の
か
す
と
さ
れ

て
い
た
食
物
繊
維
が
食
後
血

糖
値
を
下
げ
る
こ
と
が
報
告

さ
れ
、
従
来
の
栄
養
学
の
定

説
が
く
つ
が
え
さ
れ
ま
し

た
。
科
学
は
新
し
い
定
説
が

出
て
く
る
と
こ
ろ
が
お
も
し

ろ
い
の
で
す
。
医
師
の
指
導

の
も
と
、
私
も
臨
床
介
入
実

験
を
実
施
し
、
入
職
半
年
後

に
学
会
で
発
表
し
ま
し
た
。

パ
ソ
コ
ン
も
エ
ク
セ
ル
も
パ

ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
も
な
い
時
代

で
し
た
か
ら
、
日
常
業
務
が

終
わ
っ
た
あ
と
、
毎
晩
遅
く

ま
で
発
表
ス
ラ
イ
ド
を
作
成

し
ま
し
た
。
当
時
サ
ポ
ー
ト

し
て
く
だ
さ
っ
た
、
医
師
、

管
理
栄
養
士
の
皆
様
に
は
感

謝
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ

し
、
私
自
身
の
力
不
足
で
論

文
に
ま
と
め
る
ま
で
に
は
至

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後

も
学
術
研
究
に
対
す
る
不
完

全
燃
焼
は
ト
ラ
ウ
マ
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。
今
か
ら
約
四

十
年
以
上
前
で
す
が
、
現
在

も
同
じ
よ
う
な
テ
ー
マ
の
研

究
を
続
け
て
い
る
こ
と
に
何

か
不
思
議
な
縁
を
感
じ
ま

す
。

転
機病

院
を
退
職
後
、
海
外
生

活
を
経
て
、
京
都
府
立
大
学

大
学
院
に
お
い
て
タ
ン
パ
ク

質
必
要
量
に
関
す
る
基
礎
研

究
に
よ
り
博
士
号
を
取
得
し

ま
し
た
。
す
で
に
四
十
五
歳

に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
両
親

の
介
護
が
始
ま
る
前
に
学
位

を
取
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
し

た
が
、
大
学
院
在
学
中
に
父

が
病
に
倒
れ
亡
く
な
り
ま
し

た
。
一
時
は
学
業
を
続
け
る

べ
き
か
悩
み
ま
し
た
。

キ
ュ
ー
ブ
ラ
ー
ロ
ス
の
本
を

読
ん
で
生
き
る
こ
と
、
死
ぬ

こ
と
を
い
ろ
い
ろ
考
え
ま
し

た
。
今
ふ
り
か
え
っ
て
み
る

と
、
祖
父
母
、
父
母
の
最
後

の
時
間
を
一
緒
に
過
ご
し
、

死
に
向
か
う
旅
立
ち
の
プ
ロ

セ
ス
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で

き
た
こ
と
は
貴
重
な
体
験
で

し
た
。

病
院
に
約
十
二
年
勤
務
し

た
後
の
十
年
間
は
、
海
外
で

生
活
し
た
り
、
大
学
院
で
研

究
し
た
り
、
自
分
を
変
革
す

る
期
間
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。
ほ
か
の
方
よ
り
二
十
年

近
く
遅
く
、
動
物
実
験
で
は

な
い
人
間
栄
養
学
の
自
分
の

研
究
を
ゼ
ロ
か
ら
ス
タ
ー
ト

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
幸
運
に
も
約
二
十
年

前
よ
り
、
糖
尿
病
専
門
医
の

梶
山
静
夫
先
生
と
実
践
的
な

臨
床
介
入
研
究
を
始
め
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。
患
者
さ

ん
の
疑
問
に
答
え
よ
う
に

も
、
人
間
栄
養
学
の
科
学
的

根
拠
が
な
い
場
合
が
多
く
、

自
分
で
研
究
し
て
答
え
を
導

き
出
す
し
か
な
か
っ
た
こ
と

が
幸
い
だ
っ
た
と
思
い
ま

す
。

学
生
の
み
な
さ
ん
へ

自
分
の
こ
と
を
ず
っ
と

「
文
系
」
の
人
間
だ
と
思
っ

て
い
ま
し
た
が
、
現
在
し
て

い
る
仕
事
は
い
わ
ゆ
る
「
理

系
」
の
仕
事
で
す
。
統
計
解

析
の
結
果
を
考
察
し
て
英
語

で
科
学
論
文
を
書
い
て
い
ま

す
が
、
学
生
時
代
の
自
分
に

は
ま
っ
た
く
想
像
で
き
な
い

こ
と
で
し
た
。
早
い
段
階
で

「
文
系
」
か
「
理
系
」
か
決

め
て
も
、
そ
の
後
の
人
生
で

ど
の
よ
う
に
変
わ
る
か
わ
か

り
ま
せ
ん
。
誰
も
が
両
方
の

要
素
を
併
せ
持
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。
い
く
つ
か
の
偶

然
に
よ
り
現
在
が
あ
る
こ
と

が
不
思
議
な
気
持
ち
が
し
ま

す
。学

生
の
皆
さ
ん
に
お
伝
え

し
た
い
の
は
、
自
分
自
身
を

一
定
の
型
に
は
め
な
い
こ

と
、
自
分
の
限
界
を
決
し
て

低
く
評
価
し
な
い
こ
と
、
自

身
を
成
長
さ
せ
る
の
は
社
会

に
出
て
か
ら
で
あ
る
こ
と
で

す
。
年
齢
を
重
ね
て
い
て
も

何
か
を
始
め
る
の
に
遅
す
ぎ

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
、
自
分
の
好
き
で
な
い
仕

事
で
あ
っ
て
も
、
前
向
き
に

自
分
流
に
工
夫
し
て
取
り
組

む
こ
と
に
よ
り
、
ス
キ
ル
が

身
に
つ
き
人
間
と
し
て
の
成

長
が
の
ぞ
め
ま
す
。
人
か
ら

指
示
さ
れ
た
こ
と
を
単
に
こ

な
す
だ
け
で
は
楽
し
く
な
い

し
、
力
が
つ
き
ま
せ
ん
。
本

学
の
学
生
の
皆
さ
ん
が
、
病

院
実
習
で
は
じ
め
て
医
療
現

場
に
身
を
置
き
、
前
向
き
に

取
り
組
む
こ
と
で
人
間
的
に

成
長
し
て
く
れ
て
い
る
の
を

い
つ
も
う
れ
し
く
思
っ
て
い

ま
す
。
私
は
医
療
分
野
で
働

い
て
い
た
こ
と
が
、
肉
親
の

看
取
り
の
際
に
プ
ラ
ス
に
な

り
ま
し
た
。
現
在
の
研
究

テ
ー
マ
も
、
す
べ
て
患
者
さ

ん
か
ら
の
疑
問
、
悩
み
に
こ

た
え
る
た
め
と
一
貫
し
て
い

ま
す
。
食
の
重
要
性
、
患
者

さ
ん
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
や
り

が
い
、
人
に
感
謝
さ
れ
る
仕

事
の
お
も
し
ろ
さ
に
つ
い

て
、
学
生
の
皆
さ
ん
に
何
と

か
伝
え
ら
れ
た
ら
と
毎
日
試

行
錯
誤
し
て
い
ま
す
。

と
は
い
え
、
私
自
身
ま
だ

ま
だ
十
分
な
仕
事
が
で
き
て

い
ま
せ
ん
。
人
間
的
に
も
成

長
途
上
で
す
。
残
さ
れ
た
時

間
で
も
う
少
し
満
足
の
い
く

仕
事
を
し
た
い
と
焦
っ
て
い

ま
す
。
い
ろ
い
ろ
寄
り
道
を

し
て
き
ま
し
た
が
、
人
生
に

無
駄
な
も
の
は
何
も
な
か
っ

た
と
言
え
る
よ
う
に
し
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。

お
の
が
罪
過

あ
や
ま
ち
を

教
え
諭
し
て

く
れ
る
人

か
れ
こ
そ

す
ぐ
れ
た
友
に
し
て

も
し
そ
の
人
に

し
た
し
め
ば

か
く
れ
た
宝
を

知
る
よ
う
に

か
な
ら
ず
善
の

実
り
あ
り

「
ダ
ン
マ
パ
ダ
」
七
六

京
都
女
子
大
学
『
聖
典
』

　
　
　
　
　

一
〇
七
頁

⎠―⎞

⎠―⎞

法のことば

自
分
の
あ
や
ま
ち
や
罪
を
指
摘
し
て
く
れ
る
人
は
、
ま
る
で
隠
れ
た
財
宝

の
あ
り
か
を
教
え
て
く
れ
る
人
の
よ
う
に
、
大
き
な
利
益
を
与
え
て
く
れ
る

と
釈
尊
は
述
べ
ま
す
。
自
身
の
過
ち
は
、
隠
れ
た
財
宝
の
あ
り
か
と
同
じ
く
、

自
ら
知
る
の
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

耳
触
り
の
よ
い
、
当
た
り
障
り
の
な
い
言
葉
と
は
違
っ
て
、
厳
し
い
言
葉

を
友
人
に
伝
え
る
こ
と
は
、
容
易
な
こ
と
で
も
楽
し
い
こ
と
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
を
教
え
て
く
れ
る
人
は
、
あ
な
た
の
こ
と
を
考
え
て
く
れ
て
い
る
、

か
け
が
え
の
な
い
友
人
だ
と
い
え
ま
す
。

ま
た
仏
教
の
教
え
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
い
え
ま
す
。
仏
典
の

言
葉
は
、
必
ず
し
も
耳
触
り
の
よ
い
も
の
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か

し
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
真
実
の
す
が
た
を
言
い
当
て
る
、
か
け
が
え
の
な
い

言
葉
な
の
で
す
。

（
藤
井

隆
道
）

人
に
感
謝
さ
れ
る
仕
事

家
政
学
部
教
授

今

井

佐
恵
子

『
思
い
が
け
ず
利
他
』

中
島
岳
志
著

ミ
シ
マ
社

二
〇
二
一
年

シ
リ
ー
ズ

智
慧
の
蔵
49

コ
ロ
ナ
時
代
が
到
来
し
、
世

界
的
に
「
利
他
」
が
ブ
ー
ム
と

な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
ク
ラ

ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
、
ソ
ー

シ
ャ
ル
ギ
フ
ト
サ
ー
ビ
ス
な
ど
、

若
い
世
代
を
中
心
に
、
利
他
的

な
行
為
が
積
極
的
に
行
わ
れ
て

い
ま
す
。

し
か
し
、
一
方
で
、
利
他
と

聞
く
と
ど
こ
か
胡
散
臭
さ
を
感

じ
、
偽
善
な
印
象
を
受
け
る
の

も
本
音
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

本
書
で
は
こ
の
こ
と
を
「
利

己
的
な
利
他
？
」
と
述
べ
ら
れ

て
い
ま
す
。「
利
他
」
の
反
対
語

は
「
利
己
」
で
す
。
し
か
し
、

こ
の
両
者
は
決
し
て
切
り
離
さ

れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
メ

ビ
ウ
ス
の
輪
の
よ
う
に
つ
な
が
っ

て
い
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か

と
、
著
者
は
仰
い
ま
す
。
一
見
、

「
利
他
的
」
な
こ
と
を
や
っ
て
い

る
人
で
も
、そ
の
内
面
に
は
、「
よ

く
見
ら
れ
た
い
」「
褒
め
ら
れ
た

い
」
と
い
っ
た
世
間
の
評
判
や

名
誉
を
手
に
し
た
い
と
い
っ
た

思
い
が
強
く
あ
る
と
、
そ
れ
は

「
利
己
的
」
で
あ
っ
た
り
も
し
ま

す
。「
利
己
」
と
「
利
他
」
は
、

な
か
な
か
分
け
に
く
い
も
の
な

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

で
は
、
本
当
の
利
他
と
は
何

な
の
で
し
ょ
う
か
？

そ
れ
こ

そ
が
、
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
「
思

い
が
け
ず
」
に
あ
る
と
著
者
は

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
「
思

い
が
け
ず
」
は
、
偶
然
と
も
言

い
換
え
ら
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

人
間
の
意
志
を
超
え
た
と
こ
ろ

で
生
じ
る
私
た
ち
の
行
為
や
現

象
に
、
利
他
の
本
質
が
あ
る
と

い
う
の
で
す
。

「
利
他
は
自
己
を
超
え
た
力
の

働
き
に
よ
っ
て
動
き
出
す
。
利

他
は
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
カ
ル
な
も

の
。
利
他
は
や
っ
て
来
る
も
の
。

利
他
は
受
け
手
に
よ
っ
て
起
動

す
る
。
そ
し
て
、
利
他
の
根
底

に
は
偶
然
性
の
問
題
が
あ
る

│
。」（
一
三
七
ペ
ー
ジ
）

本
書
は
、
二
〇
二
〇
年
二
月

に
東
京
工
業
大
学
で
設
立
さ
れ

た
「
未
来
の
人
類
研
究
セ
ン

タ
ー
」
と
い
う
組
織
の
「
利
他

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
進
め
る
過

程
で
書
か
れ
た
も
の
で
す
。
本

を
開
く
と
、
立
川
談
志
さ
ん
の

落
語
の
お
話
か
ら
は
じ
ま
り
、

土
井
善
晴
さ
ん
の
料
理
論
、
批

評
家
・
若
松
英
輔
さ
ん
と
の
邂

逅
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
方
の
経

験
値
も
学
べ
る
内
容
と
な
っ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、

浄
土
真
宗
の
宗
祖
・
親
鸞
に
つ

い
て
の
議
論
に
つ
い
て
も
大
き

く
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
本

学
の
学
生
と
し
て
も
必
読
書
と

い
え
る
で
し
ょ
う
。

利
他
と
は
何
か
。
本
書
で
語

ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら

の
利
他
は
、
現
代
を
生
き
る
私

た
ち
が
ど
の
よ
う
に
他
者
と
付

き
合
い
、
共
存
し
て
い
く
か
を

考
え
る
上
で
、
大
い
な
る
気
づ

き
を
与
え
て
く
れ
る
良
書
だ
と

感
じ
ま
す
。
と
も
に
、「
利
他
へ

の
扉
」
を
開
い
て
み
ま
せ
ん
か
。

（
南
條

了
瑛
）

読んだ感想やコメントをお寄
せください。
（すぐに答えられるアンケート
です）

芬陀利華アンケート




