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い
の
ち
が
ゆ
ら
い
で
い
る

事
故
米
、
メ
ラ
ミ
ン
混
入
、
中
国
製
冷
凍
ギ
ョ
ー
ザ
等

に
よ
る
中
毒
、
数
々
の
食
品
偽
装･･･

。
今
、
私
た
ち
の

ま
わ
り
で
は
食
の
安
全
が
大
き
く
揺
ら
い
で
い
ま
す
。
さ

ら
に
は
地
球
温
暖
化
に
よ
る
環
境
異
変
等
、
人
間
の
み
な

ら
ず
全
て
の
動
植
物
の
命
が
お
び
や
か
さ
れ
て
い
ま
す
。

利
益
追
求
の
た
め
に
は
他
の
い
の
ち
も
か
え
り
み
な
い
思

い
上
が
っ
た
自
分
中
心
の
人
間
の
姿
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

今
ま
で
間
違
い
が
な
い
と
安
心
し
て
い
た
も
の
か
ら
た

ち
ま
ち
裏
切
ら
れ
て
い
く
現
実
、
そ
れ
が
私
た
ち
人
間
社

会
の
姿
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

親
鸞
さ
ま
は

｢

煩
悩
ぼ
ん
の
う

具ぐ

足そ
く

の
凡ぼ
ん

夫ぶ

・
火
宅
無
常

か
た
く
む
じ
ょ
う

の
世
界

は
萬
よ
ろ
づ
の
事こ
と

み
な
も
て
そ
ら
ご
と
・
た
わ
ご
と
・
真
実
ま
こ
と

あ
る

こ
と
無
き
に
、
た
だ
念
仏
の
み
ぞ
ま
こ
と
に
て
お
は
し
ま

す｣

と
、
本
当
に
裏
切
ら
な
い
、
人
生
を
歩
ん
で
い
く
上

で
あ
て
に
な
る
も
の
は
阿
弥
陀
さ
ま
の
お
こ
こ
ろ
だ
よ
と

お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

阿
弥
陀
さ
ま
は
そ
の
よ
う
な
私
た
ち
の
姿
の
な
か
に
願

い
を
た
て
ら
れ
、｢

必
ず
救
う
ぞ｣

と

｢

南
無
阿
弥
陀
仏｣

の
声
と
な
り
、
力
と
な
っ
て
、
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
、
こ

の
私
に
は
た
ら
い
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
阿
弥
陀
さ
ま
に
い
だ
か
れ
日
々
生
か
さ
せ
て
い
た

だ
く
幸
せ
を
よ
ろ
こ
び
な
が
ら
、
地
球
環
境
に
や
さ
し
い
、

自
分
に
で
き
る
エ
コ
と
は
な
に
か
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と

で
あ
り
ま
し
た
。(

大
野
組
尊
形
寺
住
職

流

宗
哲)



掲

示

伝

道

某
月
某
日
、
某
寺
に
て
。

★

★

Ｂ
男

御
院
家
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。

先
日
の
法
座
の
時
に
、
よ
ろ
こ
び
の

仏
事
と
か
言
っ
て
、
祝
い
事
も
お
寺

で
で
き
る
ち
言
い
よ
っ
た
な
あ
。

住
職

は
い
。
で
き
ま
す
よ
。

Ｂ
男

そ
ん
な
ら
、
今
年
三
歳
に
な

る
孫
の｢

七
五
三｣

を
し
て
も
ら
え

る
か
な
あ
。

住
職

初
参
式
は
毎
年
し
よ
る
け
ど
、

｢

七
五
三｣

を
頼
ま
れ
た
の
は
初
め

て
で
す
な
。

｢

七
五
三｣

は
感
謝
の
行
事

Ｂ
男

そ
も
そ
も｢

七
五
三｣

ち
ゅ

う
の
は
、
ど
げ
な
意
味
が
あ
る
ん
じ
ゃ

ろ
う
か
。｢

子
ど
も
の
健
や
か
な
成

長
を
祈
っ
て｣

と
か
、
テ
レ
ビ
の
ア

ナ
ウ
ン
サ
ー
あ
た
り
が
言
い
よ
る
ご

た
る
け
ん
ど
。

住
職

祈
る
行
事
だ
っ
た
ら
浄
土
真

宗
的
で
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
か
ら
、

ち
ょ
っ
と
辞
典
で
も
引
い
て
み
ま
し
ょ

う
か
。

ふ
む
ふ
む
。
歴
史
は
意
外
に
浅
い

み
た
い
で
す
ね
。
江
戸
時
代
に
江
戸

で
流
行
り
始
め
て
、
関
西
に
広
ま
っ

た
の
は
明
治
に
な
っ
て
か
ら
、
全
国

的
に
は
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
だ
そ
う

で
す
よ
。

Ｂ
男

そ
げ
な
最
近
の
こ
と
か
え
。

住
職

｢

髪
置
き｣

と｢

袴
着｣

と

｢

帯
解
き｣

の
三
つ
の
儀
式
が
合
わ

さ
っ
た
と
か
…
…

Ｂ
男

｢

髪
置
き｣

ち
ゃ
何
か
え
。

住
職

｢

乳
児
の
髪
を
一
旦
剃
る
と

次
に
黒
々
と
し
た
丈
夫
な
髪
が
生
え

る
と
い
わ
れ
、
そ
の
の
ち
伸
ば
し
た

お
か
っ
ぱ
頭
を
い
よ
い
よ
結
い
揃
え
、

男
女
に
姿
を
分
け
る
儀
式｣

だ
そ
う

で
す
よ
。

Ｂ
男

髪
型
で
男
女
が
わ
か
る
よ
う

に
な
っ
た
祝
い
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
。

次
の｢

袴
着｣

は
。

住
職

｢

初
め
て
袴
を
は
き
正
装
を

し
て
…
…｣

Ｂ
男

袴
が
は
け
る
ぐ
ら
い
ま
で
成

長
し
た
お
祝
い
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
。

最
後
の｢

帯
解
き｣

は
。

住
職

｢

そ
れ
ま
で
の
付
け
紐
の
つ

い
た
幼
児
用
の
着
物
か
ら
、
サ
イ
ズ

の
大
き
い
着
物
に
替
え
て
初
め
て
帯

を
結
ぶ
儀
式｣

Ｂ
男

な
る
ほ
ど
。
袴
は
男
の
着
け

る
も
の
だ
か
ら
五
歳
の
祝
い
は
男
で
、

帯
を
結
ぶ
の
は
女
の
子
だ
か
ら
七
歳

の
祝
い
は
女
と
い
う
こ
と
じ
ゃ
な
。

住
職

結
局
、
髪
を
結
っ
た
り
、
袴

を
は
い
た
り
、
帯
を
結
ん
だ
り
で
き

る
ま
で
子
ど
も
が
成
長
し
た
こ
と
へ

の
感
謝
の
儀
式
み
た
い
で
す
ね
。
幼

く
し
て
亡
く
な
る
子
ど
も
が
多
か
っ

た
時
代
に
は
、
現
代
と
は
違
っ
て
感

謝
の
思
い
が
強
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

｢

健
や
か
な
成
長
を
祈
る｣

と
は
、

ど
こ
に
も
書
い
て
い
な
い
よ
う
で
す

か
ら
、
浄
土
真
宗
の
お
寺
で｢

七
五

三｣

の
儀
式
を
し
て
も
全
く
問
題
は

な
さ
そ
う
で
す
な
。

日
取
り
は
自
由
に

Ｂ
男

十
一
月
十
五
日
じ
ゃ
ね
え
と

悪
い
ん
か
の
う
。

住
職

｢

五
代
将
軍
綱
吉
が
、
我
が

子
徳
松
の
三
歳
の
髪
置
き
の
祝
い
を

こ
の
日
に
行
っ
た｣

こ
と
か
ら
十
一

月
十
五
日
に
行
う
よ
う
に
な
っ
た
よ

う
で
す
ね
。
稲
刈
り
が
終
わ
っ
て
、

各
地
の
神
社
で
収
穫
の
お
祭
が
行
わ

れ
る
の
に
合
わ
せ
た
と
い
う
説
も
あ

る
よ
う
で
す
。

｢

し
か
し
、
も
と
は
何
歳
で
何
の

祝
い
と
い
う
決
ま
り
は
な
く
、
決
ま
っ

た
日
に
行
う
と
い
う
も
の
で
も
な
く
、

そ
れ
ぞ
れ
の
成
長
に
合
わ
せ
て
個
々

に
吉
日
を
選
ん
で
行
わ
れ
た
も
の｣

ら
し
い
か
ら
、
Ｂ
男
さ
ん
や
お
孫
さ

ん
の
都
合
の
良
い
日
を
選
ん
で
し
ま

し
ょ
う
。

簡
易
法
語
掲
示
板

【
宇
佐
組

極
楽
寺
】

宇
佐
神
宮
の
隣
に
極
楽
寺
様
が
あ

り
ま
す
。
人
通
り
が
多
い
の
で
掲
示

板
に
目
を
と
め
ら
れ
る
方
も
多
い
様

で
す
。

言
葉
は
、
そ
の
時
々
に
感
じ
た
事

を
中
心
に
ご
院
家
様
が
考
え
て
書
か

れ
て
い
ま
す
。
今
は
辛
い
事
が
多
い

と
の
こ
と
で
し
た
。

ご
院
家
様
は
、
仏
教
の
歴
史
に
詳

し
く
、
貴
重
な
資
料
を
た
く
さ
ん
展

示
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。｢

ど

う
ぞ
観
に
来
て
下
さ
い
。
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。｣

と
の
事
で
し
た
。
一

度
観
に
行
か
れ
る
と
感
動
さ
れ
る
事

と
思
い
ま
す
。
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【
ア
ミ
ダ
如
来
さ
ま
】

今
回
は
浄
土
真
宗
の
一
番
中
心
で

あ
る
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
に
つ
い
て
、

わ
か
り
や
す
く
お
話
し
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

ま
ず｢

仏(

＝
如
来)｣

と
は
何

だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
て

み
ま
し
ょ
う
。｢

仏｣

は
イ
ン
ド
の

言
葉｢

ブ
ッ
ダ｣

の
音
を
訳
し
て
漢

字
を
あ
て
た
も
の
で
、｢

め
ざ
め
た

も
の｣

｢

覚
者｣

と
い
う
意
味
に
な

り
ま
す
。

何
に
目
覚
め
た
の
か
、
そ
れ
は
、

私
た
ち
の
苦
し
み
は
自
分
自
身
が
生

み
出
し
て
お
り
、
そ
の
苦
し
み
の
原

因
は
、
も
の
の
本
当
の
あ
り
方
を
知

ら
な
い
こ
と
か
ら
起
こ
る
の
だ
、
と

い
う
事
に
め
ざ
め
て
仏
に
な
る
の
で

す
。も

と
も
と
仏
教
は
、｢

生
老
病
死
＝

四
苦｣

の
苦
し
み
を
い
か
に
乗
り
越

え
て
生
き
て
ゆ
く
か
、
と
い
う
問
題

の
解
決
と
し
て
説
か
れ
た
も
の
で
す
。

で
す
か
ら
苦
し
み
の
原
因
を
明
ら
か

に
し
て
、
そ
れ
を
克
服
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
仏
と
い
う
悟
り
の
境
地
を
得

て
、
力
強
く
生
き
て
ゆ
こ
う
と
す
る

事
が
目
的
な
の
で
す
。

｢
も
の
の
本
当
の
あ
り
方｣

と
は
、

常
に
変
わ
ら
な
い
も
の
は
一
切
無
い

(

無
常)
こ
と
、
ま
た
私
た
ち
は
互

い
に
か
か
わ
り
あ
い
な
が
ら
存
在
し

て
お
り
、
独
立
し
て
存
在
す
る
も
の

は
あ
り
得
ず
、
関
係
な
い
も
の
な
ど

全
く
無
い(

縁
起)

と
い
う
あ
り
方

な
の
で
す
。
こ
れ
を
仏
教
で
は｢
ダ

ル
マ
＝
法｣

と
呼
び
ま
す
。

こ
の
真
実(

法)

を
知
り
体
得
で

き
れ
ば｢

仏｣

と
い
う
目
覚
め
た
者

に
な
る
の
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
真
実
を
知
識
と
し

て
知
っ
て
も
仏
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

や
は
り
苦
し
み
悩
み
が
わ
き
起
こ
り

ま
す
。
私
た
ち
が
、
目
覚
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
は
、
い
ま
ま
で
身
に

つ
い
た
も
の
の
見
方
を
変
え
る
こ
と

が
で
き
な
い
、
つ
ま
り
自
己
中
心
の

思
い
を
断
ち
切
る
こ
と
が
で
き
な
い

私
自
身
に
そ
の
原
因
が
あ
る
の
で
す
。

で
は
、
と
う
て
い
仏
に
な
り
よ
う

の
な
い
と
知
ら
さ
れ
た
こ
の
我
が
身

が
、
ど
う
し
た
ら
仏
に
な
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
か
。

実
は
、
親
鸞
聖
人
の
苦
し
み
も
こ

の
点
に
あ
っ
た
の
で
す
。
聖
人
に
と
っ

て
、
自
己
中
心
と
い
う
煩
悩
を
い
か

に
な
く
す
か
と
い
う
事
は
す
で
に
問

題
で
は
な
く
、
煩
悩
を
持
っ
た
こ
の

私
が
い
か
に
し
て
仏
に
な
る
こ
と
が

で
き
る
の
か
と
い
う
事
が
問
題
で
し

た
。そ

の
時
、
聖
人
が
出
会
わ
れ
た
の

が
、『

大
無
量
寿
経』

に
説
か
れ
る

阿
弥
陀
如
来
さ
ま
の
、
ご
本
願
の
救

い
で
あ
っ
た
の
で
す
。

【
阿
弥
陀
さ
ま
と
ご
本
願
】

『

大
無
量
寿
経』

の
初
め
に
は
、

お
シ
ャ
カ
様
が
お
顔
を
キ
ラ
キ
ラ
輝

か
せ
て
お
出
ま
し
に
な
り
、
本
日
は

重
要
な
教
え
を
伝
え
る
、
と
説
法
が

始
ま
り
ま
す
。

｢

あ
る
時
、
世
自
在
王

せ
じ
ざ
い
お
う

と
い
う
仏
が

世
に
お
出
ま
し
に
な
っ
た
時
、
一
国

の
王
が
い
て
人
々
を
救
い
た
い
と
願

い
修
行
し
て
菩
薩
に
な
り
法
蔵(

ホ

ウ
ゾ
ウ)

と
名
の
っ
た
。
彼
は
さ
ら

に
全
て
の
人
々
を
救
い
た
い
と
世
自

在
王
仏
の
も
と
へ
ゆ
き
指
導
を
受
け

て
、
仏
に
な
る
た
め
の
願
い
を
建
て

た
。｣

｢

法
蔵
菩
薩
は
、
そ
の
願
い
が
は
た

ら
き
あ
る
も
の
に
な
る
よ
う
に
、
五

劫
と
い
う
長
い
間
、
修
行
し
、
つ
い

に
阿
弥
陀
仏
と
な
っ
た
、
現
に
今
、

西
方
に
お
ら
れ
は
た
ら
き
つ
づ
け
、

そ
の
国
を
極
楽
浄
土
と
い
う
。｣

と
お
シ
ャ
カ
様
が
説
い
た
の
で
す
。

そ
の
は
た
ら
き
あ
る
願
い
は
、
全

部
で
四
十
八
あ
り
、
光
明(

智
慧)

や
寿
命(

慈
悲)

が
人
々
の
考
え
を

越
え
た
仏
に
な
り
、
自
分
の
ナ
モ
ア

ミ
ダ
ブ
ツ
と
い
う
名
を
諸
仏
が
ほ
め

た
た
え
、
人
々
を
必
ず
浄
土
へ
生
ま

れ
さ
せ
た
い
と
の
特
徴
あ
る
願
い
で

し
た
。
ま
た
、
そ
れ
を
一
番
端
的
に

示
し
た
の
が
第
十
八
番
目
の
願
で
、

特
に｢

ご
本
願｣

と
呼
び
ま
す
。

そ
の
願
い
の
内
容
は

｢

私(

法
蔵)

が
仏
に
な
ろ
う
と
す

る
と
き
、
全
て
の
人
々
が
ま
ご
こ
ろ

か
ら
本
願
を
信
じ
往
生
を
願
い
念
仏

し
て
、
も
し
浄
土
に
生
ま
れ
な
い
な

ら
私
も
仏
に
は
な
ら
な
い
。｣

と
い
う
も
の
で
、｢

人
々
が
浄
土
に

生
ま
れ
仏
に
な
る｣

こ
と
と｢

自
ら

の
成
仏｣

を
一
体
に
誓
わ
れ
る
こ
と

に
重
要
な
意
味
が
あ
り
ま
す
。

人
々
を
浄
土
往
生
さ
せ
る
は
た
ら

き
が
無
い
な
ら
、
自
分
も
仏
に
な
ら

な
い
、
と
誓
い
、
そ
し
て
阿
弥
陀
仏

に
な
ら
れ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
必
ず

人
々
を
往
生
さ
せ
る
と
い
う
は
た
ら

き
あ
る
願
い
が｢

ご
本
願｣

で
あ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

阿
弥
陀
如
来
さ
ま
は
、
平
等
の
慈

悲
を
も
た
れ
る
ゆ
え
に
、
最
も
す
く

わ
れ
が
た
い
、
仏
に
な
り
よ
う
の
な

い
こ
の
私
た
ち
を
、
救
い
の
め
あ
て

と
し
て
仏
に
な
ら
れ
た
方
で
す
。

こ
れ
を
し
た
な
ら
ば
、
と
い
う
よ

う
な
条
件
を
全
く
必
要
と
せ
ず
、
自

分
の
必
ず
救
う
と
い
う
本
願
を
受
け

止
め
、
自
己
中
心
の
我
が
こ
こ
ろ
を

知
ら
さ
れ
な
が
ら
、
私
の
願
い
に
気

づ
き
、
念
仏
で
し
っ
か
り
と
生
き
て

ゆ
く
よ
う
に
、
と
私
た
ち
に
は
た
ら

く
仏
が
、
阿
弥
陀
如
来
さ
ま
で
す
。

御
正
忌
報
恩
講
は
、
浄
土
真
宗
の

大
切
な
法
要
で
す
。
ぜ
ひ
お
参
り
し

て
、
よ
り
深
い
お
念
仏
の
味
わ
い
を

ご
聴
聞
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い

ま
す
。
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日日
常常
のの
中中
のの
仏仏
教教
６６�東東

光光

爾爾

英英

無
常

む
じ
ょ
う

す
べ
て
の
も
の
は

変
化
し
、
常
に
同
じ

状
態
に
は
な
い
の
で
す
。
喜
び
や

悲
し
み
、
苦
し
み
の
心
も
変
化
し

て
い
く
の
で
す
。

変
化
し
て
行
く
か
ら
努
力
や
工

夫
が
な
さ
れ
た
り
、
生
か
さ
れ
て

い
る
今
を
大
切
に
し
よ
う
と
の
思

い
も
出
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

無
常
は
一
面
で
は
苦
し
み
を
生

み
ま
す
が
、
未
来
の
変
化
を
楽
し

み
と
す
る
こ
と
も
で
き
ま
し
ょ
う
。

阿
弥
陀
さ
ま
の
智
慧
ち

え

に
導
か
れ

強
く
明
る
く
生
き
抜
き
た
い
も
の

で
す
。



ビ
ハ
ー
ラ
と
い
う
言
葉
を
初
め
て

知
っ
た
の
は
十
五
年
ほ
ど
前
だ
っ
た

と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
そ
の
当
時
は

｢

仏
教
も
、
や
っ
と
ホ
ス
ピ
ス
に
似

た
活
動
を
始
め
た
の
か
。｣

と
思
っ

た
程
度
で
し
た
。
そ
の
後
、
特
に
深

く
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
に
係
わ
る
事
無
く

学
生
時
代
を
過
ご
し
て
、
自
坊
に
帰
っ

て
し
ば
ら
く
経
っ
た
頃
、
本
山
の
ビ

ハ
ー
ラ
研
修
に
参
加
し
な
い
か
？
と

の
声
が
か
か
り
ま
し
た
。
京
都
は
西

山
別
院
で
の
研
修
、
気
楽
な
気
持
ち

で
参
加
し
た
私
の
思
い
は
、
研
修
初

日
で
打
ち
砕
か
れ
ま
し
た
。

研
修
会
に
は
僧
侶
だ
け
で
な
く
、

一
般
の
ご
門
徒
さ
ん
方
も
数
多
く
参

加
し
て
お
り
、
参
加
に
際
し
て
の
気

構
え
か
ら
し
て
、
私
と
は
違
っ
て
い

ま
し
た
。
今
現
在
、
親
の
介
護
を
な

さ
っ
て
い
る
方
、
老
人
保
健
施
設
で

働
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
方
、
様
々
な

理
由
、
状
況
で
、
真
剣
に
参
加
な
さ
っ

て
い
る
方
々
ば
か
り
で
し
た
。
忘
れ

ら
れ
な
い
の
が
、
癌
だ
っ
た
ご
主
人

を
看
取
っ
た
経
験
を
お
持
ち
の
方
が
、

｢

介
護
し
て
い
る
時
は
夢
中
で
一
生

懸
命
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
看
取
っ
た

後
に
、
ま
だ
や
り
残
し
た
事
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
？
と
い
う
思
い
で

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。｣

と
い
う
ご
夫
人
で
す
。
多
く
の
皆
さ

ん
が
介
護
に
真
宗
を
生
か
し
た
い
と

思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

研
修
の
内
容
は
、
机
上
の
学
習
ば

か
り
で
な
く
、
半
分
ほ
ど
が
実
習
で

し
た
。
寝
た
き
り
に
な
っ
た
方
の
負

担
に
な
ら
な
い
起
こ
し
方
や
、
シ
ー

ツ
の
替
え
方
、
お
む
つ
の
替
え
方
、

食
事
介
助
の
仕
方
、
車
イ
ス
の
押
し

方
な
ど
で
す
。
盲
目
の
方
の
先
導
の

仕
方
で
は
、
盲
人
の
役
と
先
導
の
役

に
別
れ
て
、
盲
人
の
役
は
目
隠
し
を

し
て
、
見
え
な
い
状
態
で
慣
れ
な
い

場
所
を
先
導
し
て
も
ら
う
事
の
恐
怖

を
知
り
、
先
導
の
役
で
は
、
歩
く
ペ
ー

ス
や
、
些
細
な
声
か
け
が
安
心
感
に

繋
が
る
事
な
ど
、
多
方
面
に
わ
た
る

福
祉
に
つ
い
て
教
え
て
頂
き
ま
し
た
。

中
で
も
取
り
分
け
ユ
ニ
ー
ク
だ
っ

た
の
は
、
自
分
が
紙
お
む
つ
を
は
い

て
、
用
を
足
し
て
み
て
レ
ポ
ー
ト
を

書
く
と
い
う
も
の
で
し
た
。
こ
の
レ

ポ
ー
ト
は
、
一
番
抵
抗
感
が
あ
っ
た

反
面
、
一
番
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。

人
間
が
、
出
来
る
事
な
ら
最
後
ま
で

他
人
の
手
を
煩
わ
せ
た
く
な
い
一
番

の
行
動
は
、
食
事
で
も
、
入
浴
す
る

事
で
も
無
く
、
用
足
し
な
の
だ
そ
う

で
す
。
こ
れ
が
一
人
で
出
来
な
く
な
っ

た
時
の
悔
し
さ
、
恥
ず
か
し
さ
、
お

む
つ
に
用
を
足
し
た
後
の
感
触
、
気

持
ち
悪
さ
、
こ
れ
を
介
護
す
る
側
の

人
間
が
、
知
っ
て
い
る
の
と
い
な
い

の
と
で
は
、
介
護
の
仕
方
に
雲
泥
の

差
が
出
る
の
だ
そ
う
で
す
。

こ
の
授
業
を
受
け
終
わ
っ
た
後
、

こ
こ
に
ビ
ハ
ー
ラ
の
真
髄
を
見
た
気

が
い
た
し
ま
し
た
。

看
護
に
し
ろ
介
護
に
し
ろ
、
す
る

側
と
さ
れ
る
側
で
は
意
識
の
上
で
大

き
な
開
き
が
あ
り
ま
す
。
さ
れ
る
側

に
は
、
感
謝
が
あ
る
の
で
特
に
問
題

は
無
い
の
で
す
が
、
す
る
側
に
立
つ

と
、
私
達
は
、
優
越
感
や
、�
し
て

あ
げ
て
い
る�
意
識
が
、
知
ら
ず
知

ら
ず
の
う
ち
に
芽
生
え
て
く
る
も
の

で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
ビ
ハ
ー

ラ
活
動
と
は
、
言
え
な
い
の
で
し
ょ

う
。目

隠
し
を
し
て
歩
い
て
み
て
初
め

て
、
盲
目
の
方
の
気
持
ち
が
想
像
で

き
、
紙
お
む
つ
に
用
を
足
し
て
み
て

初
め
て
、
自
分
で
用
を
足
す
事
の
出

来
な
い
方
々
の
気
持
ち
が
リ
ア
ル
に

想
像
出
来
る
の
で
す
。

そ
し
て
ま
た
、
今
は
健
康
で
介
護

す
る
側
に
立
っ
て
い
る
私
も
、
い
ず

れ
は
介
護
さ
れ
る
側
に
な
っ
て
い
く

の
だ
と
い
う
、
明
日
を
も
知
れ
ぬ
我

が
身
の
は
か
な
さ
、
生
き
て
い
く
上

で
避
け
て
通
る
こ
と
の
出
来
な
い
、

老
、
病
、
死
。
こ
れ
ら
を
他
人
事
と

見
ず
、
わ
た
く
し
事
と
し
て
接
し
て

い
く
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
は
無
理
に
し

て
も
、
出
来
る
だ
け
の
想
像
力(

共

感)

を
持
っ
て
介
護
に
携
わ
る
事
、

こ
れ
こ
そ
が
ビ
ハ
ー
ラ
活
動
の
真
骨

頂
な
の
で
は
な
い
か
と
教
え
ら
れ
ま

し
た
。

今
、『

エ
コ』

と
い
う
言
葉
が
流

行
し
て
い
ま
す
。
私
も
古
新
聞
雑
誌
・

ち
ら
し
・
空
箱
・
ダ
ン
ボ
ー
ル
・
封

筒
・
は
が
き
な
ど
を
た
め
て
、
婦
人

会
の
回
収
に
出
し
て
い
ま
す
。

あ
る
小
学
校
で
、
空
き
缶
・
ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
・
ゴ
ミ
拾
い
を
し
た
そ
う

で
す
。
三
十
人
の
子
ど
も
達
で
、
三

十
分
も
の
間
に
十
枚
の
袋
が
い
っ
ぱ

い
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
最
初
は
、

い
っ
ぱ
い
集
ま
っ
た
と
喜
ん
で
い
た

子
ど
も
達
も
、｢

先
生
、
何
で
こ
ん

な
に
ゴ
ミ
が
捨
て
て
あ
る
の
？｣

と

不
思
議
に
思
っ
た
よ
う
で
す
。
こ
れ

だ
け
、
エ
コ
エ
コ
と
言
わ
れ
な
が
ら
、

口
先
だ
け
な
の
で
し
ょ
う
か
？

子
ど
も
達
に
言
う
以
上
、
私
達
大

人
も
も
っ
と
意
識
を
し
な
け
れ
ば
と

思
い
ま
す
が
…
…
。

コ
ン
セ
ン
ト
は
？
電
気
は
？
エ
ア

コ
ン
の
温
度
は
？
生
ゴ
ミ
は
？
私
は
…

今
、
古
紙
と
グ
リ
ー
ン
カ
ー
テ
ン
に

頑
張
っ
て
い
ま
ー
す
！
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あ
と
が
き

ビ
ハ
ー
ラ
法
話

『

ビ
ハ
ー
ラ
に
見
る
共
感』

大
分
ビ
ハ
ー
ラ
世
話
人

河
野

智
篤


