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ツ
ム
ラ
ス
ト
ー
リ
ー

自
然
と
健
康
を
科
学
す
る



１ 

は
じ
め
に 

一
九
二
三
（
大
正
十
二
）
年
。
初
代
津
村
重
舎
が
自
筆
で
書
い
た
額
の
文
面
に
は
、
こ
ん
な
こ
と
ば
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
中
将
湯
は
奈
良
朝
時
代
の
祖
先
よ
り
伝
来
の
婦
人
薬
に
し
て
、
卓
絶
の
偉
効
あ
り
」

「
世
の
斯
病
者
を
救
済
す
る
は
、
社
会
公
益
の
一
端
に
も
な
り
て
、
意
義
あ
る
事
業
な
り
」
と
。 

「
中
将
湯
」
を
フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
に
、
初
代
重
舎
は
日
本
の
伝
統
医
薬
で
あ
る
「
漢
方
」
に
真
の
価
値
を
見
出
し
て
い
ま
し
た
。

逆
風
吹
き
荒
ぶ
時
代
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
信
念
は
少
し
も
揺
ら
ぐ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

創
業
者
の
信
念
は
、
一
二
〇

以
上
も
の
時
を
経
て
、
「
自
然
と
健
康
を
科
学
す
る
」
へ
と
踏
み
固
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

本
ス
ト
ー
リ
ー
か
ら
、
私
た
ち
の
理
念
に
宿
る
「
伝
統
と
革
新
」
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
に
つ
い
て
、
そ
し
て
何
よ
り
、 

こ
の
理
念
こ
そ
が
、
ツ
ム
ラ
グ
ル
ー
プ
が
社
会
と
と
も
に
持
続
的
に
「
価
値
を
創
造
」
し
て
い
く
根
源
で
あ
る
こ
と
を
、

皆
さ
ま
の
心
に
お
届
け
で
き
れ
ば
幸
甚
で
す
。



２ 

ツ
ム
ラ
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
あ
る
お
姫
様
の
物
語
か
ら
は
じ
ま
り
ま
す
。 

八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
の
創
業
以
来
、
た
く
さ
ん
の
方
々
に
お
育
て
い
た
だ
い
た
私
共
「
ツ
ム
ラ
」
は
、

以
上
の
歴
史
を
つ
な
ぐ
婦
人
良
薬
「
中
将
湯
」
と
、
そ
の
ル
ー
ツ
で
あ
る
伝
説
の
姫
の
話
を
避
け
て
は
語
れ
ま
せ
ん
。

時
は
、
今
か
ら
一
二
〇
〇
年
以
上
も
遡
り
ま
す
。 

そ
の
姫
は
藤
原
鎌
足
の
玄
孫
と
し
て
、 

七
四
七
年
（
奈
良
時
代
）
豊
成
公
と
紫
の
前
の
間
に
生
を
享
け
、
中
将
姫
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。

中
将
姫
は
、
幼
く
し
て
母
を
亡
く
し
、
義
母
に
い
じ
め
ら
れ
、
何
度
も
命
を
奪
わ
れ
そ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、

豊
成
公
の
家
来
、
松
井
嘉
藤
太
の
計
ら
い
で
日
張
山
（
奈
良
県
）
に
逃
れ
、
人
里
離
れ
た
山
奥
に
隠
れ
住
む
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

そ
の
際
、
当
時
の
宗
家
が
庵
を
立
て
て
お
世
話
を
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、

実
は
、
こ
の
宗
家
こ
そ
が
津
村
順
天
堂 

初
代

津
村
重
舍
の
母
方
の
実
家
で
あ
る
藤
村
家
だ
っ
た
の
で
す
。 

あ
る
日
、
中
将
姫
は
父
に
偶
然
発
見
さ
れ
、
無
事
に
屋
敷
に
戻
り
ま
し
た
が
、
姫
は
栄
華
な
生
活
を
望
ま
ず
、

父
の
許
し
を
得
て
當
麻
寺
に
出
家
し
ま
し
た
。

や
が
て
、
日
張
山

青
蓮
寺
（
七
六
五
年
に
建
立
）
の
開
祖
と
な
る
の
で
す
が
、 

當
麻
寺
で
の
仏
道
修
行
の
傍
ら
、 

人
助
け
に
な
る
と
の
教
え
を
受
け
、
進
ん
で
薬
草
や
薬
方
の
知
識
を
身
に
着
け
、
そ
の
功
徳
を
庶
民
に
施
し
ま
し
た
。 

中
将
姫
は
二
九
歳
で
こ
の
世
を
去
り
ま
す
が
、
姫
が
最
初
に
身
を
隠
し
た
と
き
に
匿
っ
た
こ
と
が
縁
で
、

婦
人
薬
の
処
方
を
藤
村
家
に
伝
授
。
藤
村
家
で
は
こ
れ
を
家
伝
薬
と
し
て
子
孫
に
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。 

百
数
十
年

一



３ 

女
性
に
寄
り
添
う
と
い
う
強
い
思
い
を
も
っ
て
、
中
将
湯
本
舗 

津
村
順
天
堂
を
創
業
し
ま
し
た
。 

初
代
津
村
重
舍
は
、
幼
い
頃
か
ら
こ
の
家
伝
薬
の
卓
効
を
見
聞
し
て
お
り
、

「
良
薬
を
世
に
広
め
る
こ
と
は
社
会
公
益
の
一
端
を
担
う
意
義
あ
る
事
業
」
と
位
置
付
け
、

一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
四
月
十
日
、
中
将
湯
本
舗 

津
村
順
天
堂
（
現
ツ
ム
ラ
）
を
創
業
。

家
伝
薬
は
、
中
将
姫
伝
説
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
か
ら
、
婦
人
良
薬
「
中
将
湯
」
と
名
付
け
ま
し
た
。

時
は
明
治
。
近
代
日
本
の
歴
史
が
始
ま
る
中
で
、
医
学
に
お
け
る
西
洋
化
も
着
実
に
進
ん
で
い
き
ま
す
。

一
方
で
、
当
時
の
医
学
は
富
国
強
兵
を
背
景
と
し
て
、
軍
医
が
中
心
だ
っ
た
た
め
、
一
般
の
人
々
が
そ
の
恩
恵
を
受
け
る
に
は
、

ま
だ
ま
だ
十
分
と
は
い
え
な
い
時
代
で
も
あ
り
、
女
性
や
子
供
は
、
医
療
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

そ
ん
な
時
代
に
あ
っ
て
も
、
初
代
重
舍
は
、
女
性
に
寄
り
添
う
精
神
を
胸
に
刻
み
、 

婦
人
良
薬
「
中
将
湯
」
ブ
ラ
ン
ド
を
フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
に
、
津
村
順
天
堂
の
舵
を
取
り
ま
し
た
。 

「
良
い
薬
は
、
必
ず
社
会
の
繁
栄
に
つ
な
が
り
、
人
々
の
幸
せ
に
貢
献
す
る
は
ず
」
と
い
う
強
い
思
い
が
込
め
ら
れ
た
、

「
良
薬
は
必
ず
売
れ
る
」
の
信
念
の
下
、
初
代
重
舍
は
、「
中
将
湯
」
の
品
質
管
理
、
そ
し
て
研
究
に
重
き
を
置
き
ま
し
た
。

原
料
を
精
選
し
、
調
剤
を
厳
密
に
し
、
傍
ら
文
明
の
学
理
に
基
づ
く
エ
ビ
デ
ン
ス
の
確
立
が
重
要
と
位
置
付
け
、 

特
に
薬
効
の
的
確
さ
の
証
明
に
は
、
時
間
と
費
用
を
惜
し
み
な
く
費
や
し
た
の
で
す
。

そ
し
て
、
そ
の
一
環
と
し
て
、
七
名
の
著
名
な
産
婦
人
科
の
博
士
や
教
授
に
、「
中
将
湯
」
の
薬
効
を
研
究
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。

こ
れ
こ
そ
が
、
ツ
ム
ラ
の
「
自
然
と
健
康
を
科
学
す
る
」
と
い
う
経
営
理
念
の
淵
源
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
。



４ 

創
業
者
の
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
は
「
和
魂
洋
才
」
そ
の
も
の
で
し
た
。 

初
代
津
村
重
舍
は
、 

広
告
戦
略
、
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
に
も
積
極
的
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

特
筆
す
べ
き
は
、
創
業
か
ら
わ
ず
か
一
九
日
目
、 

一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
四
月
二
九
日
の
朝
の
新
聞
広
告
で
す
。 

当
時
に
し
て
は
斬
新
に
し
て
大
胆
な
構
図
の
、
ツ
ム
ラ
史
上
第
一
号
と
な
る
大
々
的
な
新
聞
広
告
を
展
開
し
、

「
中
将
湯
」
ブ
ラ
ン
ド
の
認
知
を
効
果
的
に
高
め
る
戦
略
に
打
っ
て
出
ま
し
た
。

中
将
姫
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
美
人
商
標
を
入
れ
た
、
「
中
将
湯
」
の
木
版
を
紙
面
の
ど
真
ん
中
に
置
き
、

商
品
の
登
場
感
、
存
在
感
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
共
に
、
「
中
将
湯
」
ブ
ラ
ン
ド
を
視
覚
的
に
も
強
く
印
象
付
け
ま
し
た
。 

ま
た
、
特
に
目
を
引
い
た
の
が
、
「
中
将
湯
」
が
産
婦
人
科
の
権
威
に
よ
っ
て
、
そ
の
薬
効
が
研
究
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、

研
究
に
関
わ
っ
た
七
名
の
博
士
や
教
授
の
名
前
と
肩
書
き
を
、
記
事
広
告
の
形
で
発
表
し
た
こ
と
で
し
た
。 

加
え
て
、
広
告
の
中
で
、
「
中
将
湯
」
の
す
べ
て
の
販
売
店
（
当
時
五
九
ヶ
所
）
を
全
国
的
に
紹
介
し
た
の
で
す
。 

さ
ら
に
、
一
八
九
五
（
明
治
二
八
）
年
に
は
、
日
本
初
と
な
る
、
中
将
姫
の
図
柄
を
入
れ
た
巨
大
な
ガ
ス
イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
広
告
を

本
社
ビ
ル
に
取
り
付
け
、
道
行
く
人
の
目
を
奪
っ
た
か
と
思
え
ば
、
ア
ド
バ
ル
ー
ン
広
告
を
他
に
先
駆
け
て
宣
伝
に
活
用
す
る
な
ど
、

広
告
の
常
識
を
覆
す
手
法
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
、
常
に
話
題
を
さ
ら
い
ま
し
た
。 

初
代
重
舍
の
ア
イ
デ
ア
に
よ
る
広
告
・
ブ
ラ
ン
ド
戦
略
、
そ
し
て
「
科
学
す
る
」
姿
勢
が
功
を
奏
し
、
西
洋
化
の
明
治
に
あ
っ
て
も
、

日
本
の
伝
統
医
薬
で
あ
る
「
中
将
湯
」
は
、
大
衆
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
き
ま
す
。 

や
が
て
、
創
業
の
信
念
、
「
良
薬
は
必
ず
売
れ
る
」
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、「
中
将
湯
」
ブ
ラ
ン
ド
は
婦
人
薬
の
代
表
的
な

存
在
と
し
て
の
認
知
度
が
高
ま
り
、
穏
や
か
な
追
い
風
を
受
け
な
が
ら
、
順
風
満
帆
に
進
み
始
め
ま
し
た
。 



５ 

世
の
中
に
は
、
「
偶
然
の
産
物
」
と
言
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。 

ツ
ム
ラ
に
も
、
奇
跡
的
な
偶
然
と
遭
遇
し
た
出
来
事
が
あ
り
ま
し
た
。 

あ
る
日
、
ひ
と
り
の
社
員
が
こ
ん
な
こ
と
を
言
い
出
し
ま
し
た
。

「
中
将
湯
の
残
り
も
の
を
お
風
呂
に
入
れ
て
み
た
ら
、
身
体
が
と
て
も
温
ま
り
、
汗
疹
が
治
ま
っ
た
」
と
。 

残
り
も
の
と
は
、「
中
将
湯
」
を
製
造
す
る
過
程
で
出
る
生
薬
の
切
れ
端
や
粉
で
、

「
こ
の
ま
ま
捨
て
る
の
は
も
っ
た
い
な
い
の
で
は
？
」
「
何
か
に
応
用
で
き
な
い
か
？
」
と
い
う
、 

素
朴
な
疑
問
か
ら
生
ま
れ
た
、
偶
然
の
産
物
で
し
た
。 

「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
・
・
・
！
？
」
初
代
重
舍
は
、
持
ち
前
の
カ
ン
と
好
奇
心
か
ら
、
こ
の
話
を
ヒ
ン
ト
に
、

「
中
将
湯
」
の
新
た
な
可
能
性
を
探
り
な
が
ら
、
開
発
に
乗
り
出
し
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
一
八
九
七
（
明
治
三
〇
）
年
。
つ
い
に
、「
浴
剤
」
と
言
う
、
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
生
み
出
す
こ
と
に
成
功
。

く
す
り
湯 

浴
剤

「
中
将
湯
」
の
誕
生
と
な
っ
た
の
で
す
。 

こ
の
薬
草
風
呂
の
発
想
は

ツ
ム
ラ
の
く
す
り
湯
「
バ
ス
ハ
ー
ブ
」
と
し
て
、

世
の
人
々
の
心
と
身
体
に
、
健
康
と
癒
し
、
そ
し
て
温
も
り
を
お
届
け
し
て
い
ま
す
。

百
数

十
年
以
上
経
っ
た
現
在



６ 

明
治
、
大
正
、
昭
和
と
時
代
の
大
き
な
う
ね
り
の
な
か
で
、 

自
ら
新
し
い
道
を
開
拓
し
て
き
た
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ス
ピ
リ
ッ
ト
の
ド
ラ
マ
が
展
開
し
ま
す
。 

一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
、
津
村
順
天
堂
は
創
業
六
十
周
年
を
迎
え
ま
し
た
。

そ
れ
を
記
念
し
て
、
翌
二
九
年
二
月
か
ら
新
女
性
薬
と
し
て
、
中
将
湯
糖
衣
錠
「
ラ
ム
ー
ル
」
を
発
売
し
ま
し
た
。

「
ラ
ム
ー
ル
」
は
、
津
村
順
天
堂
が
経
営
の
根
本
方
針
と
し
て
き
た
、「
古
い
歴
史
と
新
し
い
技
術
」
の
下
、 

津
村
研
究
所
が
誇
る
、
最
新
の
科
学
的
技
術
と
設
備
に
よ
っ
て
、
中
将
湯
に
含
ま
れ
て
い
る
成
分
の
抽
出
に
成
功
し
た
も
の
で
す
。 

こ
の
、
日
本
古
来
の
伝
統
を
誇
っ
た
薬
の
、
近
代
化
に
成
功
し
た
こ
と
は
、
漢
方
薬
に
お
け
る
新
た
な
概
念
の
幕
開
け
と
な
り
、

「
中
将
湯
」
の
後
身
と
位
置
付
け
、
津
村
順
天
堂
を
あ
げ
て
、
大
き
な
期
待
と
共
に
世
に
送
り
出
し
ま
し
た
。

ま
た
、
薬
禍
事
件
で
合
成
新
薬
に
対
す
る
不
信
感
が
日
々
高
ま
っ
て
き
た
こ
と
を
受
け
、 

生
薬
の
安
全
性
と
効
果
に
関
心
を
呼
び
戻
す
、
所
謂
、
「
漢
方
の
復
権
」
を
か
け
て
、
一
九
五
八
（
昭
和
三
三
）
年
に

カ
ラ
ー
の
文
化
映
画
「
薬
草
の
秘
密
」
と
い
う
映
画
を
企
画
し
、
新
東
宝
の
教
育
映
画
部
に
依
頼
し
、 

ラ
ム
ー
ル
の
宣
伝
を
兼
ね
て
全
国
の
都
市
で
上
映
し
ま
し
た
。

映
画
の
内
容
を
一
言
で
い
え
ば
こ
う
で
あ
る
。

西
洋
医
学
で
は
純
度
の
高
い
結
晶
で
あ
る
有
機
成
分
の
抽
出
に
だ
け
、
新
薬
の
価
値
を
発
見
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
薬
草
の
根
や
葉
の
部
分
を
加
工
し
た
生
薬
は
純
粋
で
は
な
い
。
こ
の
純
粋
で
は
な
い
と
こ
ろ
が
、
実
は
薬
草
の
秘
密
で
あ
っ
て
、 

従
来
か
ら
の
有
効
成
分
と
し
て
抽
出
さ
れ
て
い
る
以
外
の
微
量
成
分
の
中
に
も
、
薬
効
と
し
て
非
常
に
重
要
な
も
の
が
あ
る
、 

そ
の
秘
密
に
解
明
の
光
を
あ
て
よ
う
と
し
て
、
漢
方
医
学
が
研
究
の
歩
み
を
続
け
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。 

「
薬
草
の
秘
密
」
は
、
当
時
の
文
部
省
が
推
薦
と
し
、
厚
生
省
が
選
定
と
す
る
映
画
と
な
り
、
ど
こ
の
都
市
で
も
ご
好
評
を
い
た
だ
き
、 

社
会
そ
の
も
の
の
関
心
の
高
さ
が
改
め
て
浮
き
彫
り
に
な
り
、
結
果
、
漢
方
見
直
し
の
先
駆
的
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。



７ 

先
人
た
ち
の
思
い
や
数
々
の
挑
戦
を
経
て
、 

「
自
然
と
健
康
を
科
学
す
る
」、
へ
と
踏
み
固
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。 

婦
人
良
薬
「
中
将
湯
」
に
は
じ
ま
り
、
中
将
湯
糖
衣
錠
「
ラ
ム
ー
ル
」
の
誕
生
。

ラ
ム
ー
ル
の
技
術
開
発
を
土
台
と
し
て
、
エ
キ
ス
顆
粒
化
さ
れ
た
一
般
用
漢
方
製
剤
の
発
売
。

そ
し
て
、
医
療
用
漢
方
製
剤
の
薬
価
基
準
収
載
と
い
う
形
で
「
漢
方
の
復
権
」
を
見
事
に
成
し
遂
げ
ま
し
た
。

「
漢
方
の
復
権
」。
そ
こ
に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
は
、
文
明
開
化
、
そ
し
て
脱
亜
入
欧
が
も
た
ら
し
た
、
大
き
な
壁
に
苦
し
め
ら
れ
ま
し
た
。

一
八
七
四
（
明
治
七
）
年
、
維
新
政
府
は
、
西
洋
医
学
の
試
験
に
合
格
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
医
師
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
、 

漢
方
医
学
に
と
っ
て
は
致
命
的
と
も
な
る
法
律
を
発
布
。

更
に
、
漢
方
医
た
ち
の
法
改
正
へ
の
請
願
も
む
な
し
く
、
一
八
九
五
（
明
治
二
十
八
）
年
の
国
会
で
漢
医
継
続
願
い
が
否
決
さ
れ
、 

結
果
、
西
洋
医
学
を
勉
強
し
、
そ
の
上
で
漢
方
に
興
味
を
も
つ
医
師
は
、
ご
く
ご
く
少
数
と
な
り
、
漢
方
の
衰
退
は
当
然
の
帰
結
と
な
り
ま
し
た
。 

津
村
順
天
堂
の
創
業
は
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
。
漢
方
に
と
っ
て
は
逆
風
の
真
っ
た
だ
中
に
あ
っ
て
も
、

初
代
津
村
重
舎
は
、
こ
の
少
数
の
医
師
た
ち
の
漢
方
研
究
に
、
早
く
か
ら
注
目
し
て
い
ま
し
た
。 

そ
し
て
漢
方
医
や
本
草
学
者
た
ち
に
、
物
心
両
面
で
温
い
手
を
差
し
の
べ
た
の
で
す
。

西
洋
化
の
大
き
な
う
ね
り
が
押
し
寄
せ
る
中
、
初
代
重
舎
は
、
な
ぜ
「
漢
方
」
に
目
を
向
け
続
け
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

そ
れ
は
、
「
中
将
湯
」
の
偉
効
か
ら
、
日
本
の
伝
統
医
薬
で
あ
る
「
漢
方
」
そ
し
て
「
生
薬
」
に
、
価
値
を
見
出
し
、

そ
の
価
値
を
誰
よ
り
も
信
じ
て
い
た
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
す
。 

そ
し
て
、
そ
の
価
値
を
証
明
す
る
た
め
に
、
初
代
重
舎
は
「
科
学
す
る
」
こ
と
に
徹
し
ま
し
た
。 

「
中
将
湯
」
の
事
業
が
軌
道
に
乗
る
と
、
一
九
二
四
（
大
正
十
三
）
年
、
和
漢
薬
を
主
体
と
し
た
生
薬
の
研
究
所
（
津
村
研
究
所
）
と
、

薬
草
園
（
津
村
薬
用
植
物
園
）
を
つ
く
り
、
い
っ
き
に
漢
方
・
生
薬
研
究
の
礎
を
築
い
た
の
で
す
。 



８ 

一
九
四
一
（
昭
和
一
六
）
年
の
春
、
初
代
重
舍
が
他
界
。
そ
の
バ
ト
ン
は
長
男
基
太
郎
に
継
が
れ
ま
し
た
。 

初
代
の
遺
志
を
継
い
だ
基
太
郎
は
、
二
代
目
社
長
と
し
て

津
村
重
舍
を
襲
名
。 

「
漢
方
製
剤
の
作
用
機
序
の
科
学
的
研
究
は
、
将
来
の
医
学
と
薬
学
に
お
け
る
大
き
な
テ
ー
マ
と
し
て
、
人
類
の
前
に
あ
る
」

「
漢
方
の
未
知
の
世
界
が
、
人
類
の
英
知
に
よ
っ
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
ベ
ー
ル
が
開
か
れ
て
い
け
ば
、
そ
れ
は
世
界
の
医
薬
の
革
命
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
」

と
の
考
え
か
ら
、
「
漢
方
を
科
学
す
る
」
と
い
う
、
津
村
順
天
堂
の
社
風
が
築
か
れ
ま
し
た
。

そ
の
後
、
二
代
目
重
舎
は
、
一
九
五
七
（
昭
和
三
二
）
年
、
東
京
日
本
橋
に
漢
方
専
門
の
「
中
将
湯
ビ
ル
診
療
所
」
を
創
設
さ
せ
ま
し
た
。

こ
の
診
療
所
で
は
、
漢
方
医
学
の
処
方
に
よ
っ
て
来
診
者
の
手
当
を
す
る
こ
と
で
、
そ
の
結
果
が
診
療
所
に
集
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

そ
し
て
、
そ
の
結
果
を
集
積
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
漢
方
薬
が
学
理
的
に
認
め
ら
れ
る
土
台
と
な
る
。

漢
方
薬
を
い
つ
ま
で
も
売
薬
、
家
庭
薬
と
し
て
い
た
の
で
は
そ
れ
は
で
き
な
い
。

明
治
の
漢
方
医
た
ち
は
、
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
ば
か
り
に
西
洋
医
学
に
敗
れ
去
っ
た
の
で
あ
る
。

故
に
、
二
代
目
重
舎
は
、
初
代
の
思
い
を
受
け
継
ぎ
、
漢
方
専
門
の
診
療
所
創
設
に
執
念
を
燃
や
し
た
の
で
す
。 

初
代
そ
し
て
二
代
に
継
が
れ
た
バ
ト
ン
は
、
研
究
所

―

薬
草
園

―

診
療
所
と
い
う
三
つ
の
礎
石
と
し
て
結
実
し
、 

こ
こ
に
「
自
然
と
健
康
を
科
学
す
る
」
と
い
う
し
く
み
が
見
事
に
完
成
し
た
の
で
す
。

「
科
学
す
る
」
し
く
み
を
築
き
上
げ
た
二
代
目
重
舎
の
挑
戦
は
、
こ
こ
で
終
わ
り
ま
せ
ん
。

一
九
七
六(

昭
和
五
一)

年
、
ツ
ム
ラ
医
療
用
漢
方
製
剤
が
薬
価
基
準
に
収
載
さ
れ
ま
す
。
こ
の
報
告
を
受
け
た
時
、
二
代
目
重
舎
は

「
遂
に
や
っ
た
」
と
い
う
喜
び
と
同
時
に
、
責
任
の
重
大
さ
を
強
く
感
じ
ま
し
た
。 

「
こ
れ
か
ら
は
、
病
院
の
医
師
の
需
要
に
、
常
時
応
じ
ら
れ
る
よ
う
、
供
給
体
制
を
確
立
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。 

薬
の
量
と
質
、
そ
れ
か
ら
価
格
の
安
定
に
も
、
一
段
と
注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
よ
う
に
、
万
全
を
期
す
た
め
に
は
、
中
国
の
原
材
料
の
輸
入
に
、
な
ん
と
し
て
も
道
を
つ
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

津
村
順
天
堂
の
保
険
薬
の
成
否
は
、
中
国
に
あ
る
」
と
、
先
を
読
ん
だ
二
代
目
重
舎
は
、
日
中
生
薬
交
渉
に
情
熱
を
傾
け
ま
し
た
。

そ
の
歴
史
と
実
績
、
そ
し
て
信
頼
の
積
み
重
ね
が
、
現
在
の
原
料
生
薬
の
供
給
体
制
へ
と
継
承
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。



９ 

こ
れ
ま
で
も
、
こ
れ
か
ら
も
。 

「
自
然
と
健
康
を
科
学
す
る
」
ツ
ム
ラ
で
す
。 

企
業
の
社
会
価
値
や
経
済
価
値
は
、
過
去
・
現
在
・
未
来
の
「
持
続
」
の
な
か
で
決
ま
り
ま
す
。 

ゆ
え
に
、
ツ
ム
ラ
が
考
え
る
「
事
業
戦
略
」
の
定
義
は
、

「
長
期
的
な
将
来
を
見
据
え
、
新
た
な
市
場
取
引
を
創
造
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
々
の
幸
福
度
を
増
進
さ
せ
る
も
の
」
で
あ
り
、 

そ
の
目
的
は
、
「
長
期
利
益
の
最
大
化
」
に
あ
り
ま
す
。 

そ
の
上
で
、
国
内
事
業
の
戦
略
を
「
漢
方
医
学
の
確
立
」、
中
国
事
業
の
戦
略
を
「
中
国
国
民
の
健
康
へ
の
貢
献
」
と
し
、

ツ
ム
ラ
グ
ル
ー
プ
が
一
体
と
な
り
、
企
業
価
値
の
向
上
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

「
戦
略
」
を
考
え
、
固
め
て
い
く
た
め
に
は
、「
歴
史
と
正
し
く
向
き
合
う
」
こ
と
が
必
然
で
す
。 

な
ぜ
、
「
自
然
と
健
康
を
科
学
す
る
」
な
の
か
を
真
に
理
解
す
る
こ
と
で
、
「
未
来
を
創
造
で
き
る
」
の
で
す
。 

ツ
ム
ラ
の
基
本
基
調
で
あ
る
「
伝
統
と
革
新
」
の
本
質
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
こ
う
考
え
ま
す
。 

伝
統
と
は
「
歴
史
と
正
し
く
向
き
合
う
」
精
神
で
あ
り
、
革
新
と
は
、『
未
来
の
創
造
に
向
け
て
果
敢
に
挑
戦
す
る
』
精
神
で
あ
る
。 

そ
し
て
、
革
新
の
根
柢
に
あ
る
の
は
、
『
価
値
を
見
出
す
力
』
と
『
価
値
を
信
じ
る
力
』、
つ
ま
り
『
信
念
』
で
あ
る
と
。 



１０ 

お
わ
り
に 

ツ
ム
ラ
ス
ト
ー
リ
ー
の
最
後
に
、
初
代
津
村
重
舎
が
遺
し
た
言
葉
を
紹
介
い
た
し
ま
す
。 

「
余
は
終
始
此
の
信
念
を
以
て
原
料
を
精
選
し
、 

調
剤
を
厳
密
に
し
、
傍
ら
文
明
の
学
理
に
基
づ
き
、

研
究
に
研
究
を
重
ね
、
多
々
益
々
薬
効
の
的
確
を
期
す
る
。 

大
小
幾
多
の
艱
難
辛
苦
に
遭
遇
せ
し
も
、

初
一
念
貫
徹
を
期
す
べ
く
、 

百
折
不
屈
、
益
々
勇
を
鼓
し
、
誠
意
経
営
に
努
力
し
来
り
」 



１１ 

 

二
〇
一
九
年(

令
和
元
年)

十
月
二
五
日 

発
行 

 

編 
 

集 
 

株
式
会
社 

ツ
ム
ラ 

ツ
ム
ラ
ア
カ
デ
ミ
ー
室 

 

 

編
集
協
力 

 

株
式
会
社 

日
本
ブ
ラ
ン
ド
＆
リ
サ
ー
チ 

 

協 
 

力 
 

株
式
会
社 

ツ
ム
ラ 

ヘ
ル
ス
ケ
ア
部 

 

イ
ラ
ス
ト 

 

上
村 

恭
子 

 

参
考
文
献 

 

『
漢
方
の
花
』
順
天
堂
実
記 

 
 
 

 
 
 
  

『
伝
統
と
革
新
』
株
式
会
社
ツ
ム
ラ
創
業
１
２
５
年
史 

 

語 
 

り 
 

山
本 

雄
二 

 

音
源
編
集 

 

株
式
会
社 

メ
デ
ィ
ア
・
ア
ー
ト
・
ラ
ッ
シ
ュ 

  




