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日
本
は
〝
乾か

ん

物ぶ
つ

王
国
〟
と

い
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
に
は
さ
ま

ざ
ま
な「
乾
物
」が
あ
り
ま
す
が
、

海
の
幸
・
山
の
幸
、
季
節
ご
と
の
食

材
に
恵
ま
れ
た
日
本
ほ
ど
、
そ
の
種
類
が
豊
富
な
国
は

ほ
か
に
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

◆
先
人
の
知
恵

ど
う
す
れ
ば
食
材
を
腐く

さ

ら
せ
ず
に
長
く
保
存
す
る
こ

と
が
で
き
る
か
─
─
古
来
、
人
間
は
そ
の
こ
と
に
知
恵

を
絞し

ぼ

っ
て
き
ま
し
た
。
そ
う
し
て
身
に
つ
け
た
〝
天て

ん

日ぴ

に

干
し
て
乾
燥
さ
せ
る
〟
保
存
法
は
、
日
本
人
の
食
文
化
と

し
て
途と

絶だ

え
る
こ
と
な
く
今
日
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
食
品
の
冷
蔵
・
冷
凍
技
術
が
進
歩
し
、

物
流
シ
ス
テ
ム
も
広
範
囲
に
行
き
渡
っ
た
現
在
、
日
常

的
に
「
乾
物
」
を
食
べ
て
い
る
と
い
う
家
庭
は
、
残
念
な

が
ら
、
ひ
と
昔
前
に
比
べ
る
と
格
段
に
少
な
く
な
っ
て

い
る
と
い
い
ま
す
。

◆
お
日
さ
ま
の
恵
み

「
乾
物
」
が
優
れ
て
い
る
の
は
、
長
期
保
存
が
可
能
で
あ

る
こ
と
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
食
材
を
太
陽
光
に
当
て

て
干
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
含
ま
れ
る
成
分
も
変
化
し
て

天
然
の
う
ま
味
や
香
り
が
生
ま
れ
、
ビ
タ
ミ
ン
や
ミ
ネ

○すこやか「食」の旅 	乾物
○ご存じですか？ 	「宮沢賢治」
○伝統のモノ 	将棋
○花ものがたり 	ホトトギス
○生活の中の仏教語 	退治
○仏事と葬儀の知識 	合掌の由来

ラ
ル
な
ど
健
康
に
良
い
成
分
も
新
た
に
加
わ
っ
て
〝
ま
っ

た
く
違
っ
た
食
材
〟に
変
身
す
る
の
で
す
。

　

た
と
え
ば
、
生
の
大
根
に
含
ま
れ
る
の
は
ジ
ア
ス

タ
ー
ゼ（
体
内
の
消
化
酵
素
の
働
き
を
促う

な
が

す
）な
ど
で

す
が
、
こ
の
大
根
を
干
し
て「
切
り
干
し
大
根
」に
す

る
と
、
水
分
が
減
っ
た
分
、
栄
養
が
凝

ぎ
ょ
う

縮し
ゅ
くさ

れ
、
う

ま
味
成
分
で
あ
る
グ
ル
タ
ミ
ン
酸
を
は
じ
め
、
ブ
ド

ウ
糖
や
カ
ル
シ
ウ
ム
、
食
物
繊
維
を
豊
富
に
含
む
健
康

食
材
に
生
ま
れ
変
わ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。

◆
未
来
に
伝
え
た
い「
省
エ
ネ
」食
材

「
乾
物
」
に
は
、
ほ
か
に
も
ま
だ
良
い
面
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
欠
か
せ
な
い
「
省
エ
ネ
」

食
材
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

人
工
的
に
乾
燥
さ
せ
た
商
品
も
出
回
っ
て
い
ま
す
が
、

「
乾
物
」
は
本
来
、
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
つ
く
ら
れ
る
も

の
。
ま
た
、
常
温
で
保
存
が
で
き
、
も
ど
す
場
合
も
水

に
つ
け
る
だ
け
で
す
。

　

い
ま
は
、
電
子
レ
ン
ジ
で
チ
ン
す
れ
ば
、
お
い
し
い

も
の
が
手
間
い
ら
ず
に
食
べ
ら
れ
る
時
代
で
す
。
し
か

し
、未
来
に
目
を
向
け
れ
ば
、天
然
素
材
で
低
カ
ロ
リ
ー
、

噛
み
応
え
が
あ
っ
て

満
腹
感
も
あ
り
、
食

べ
過
ぎ
る
こ
と
も
な

く
食
べ
も
の
を
無
駄

に
す
る
こ
と
も
な
い

「
乾
物
」
は
、
私
た
ち

に
と
っ
て
よ
り
大
切

な
食
材
に
な
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

乾
物

令和4年 秋 号

軸は捨てずに醬油に漬ける
ジャムなどの空きビンに乾いたまま
の軸をいくつか入れ、そこにひたひ
たになるほど醤油を加え、冷蔵庫
で２，３日寝かすと、シイタケの「う
ま味」がプラスされたおいしい〝出

だ

汁
し

醤油〟ができます。

か し こ い 利 用 法

干しシイタケの軸
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■﹃
雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ
﹄

　

明
治
29
年
（
１
８
９
６
）、
岩
手
県
花
巻

市（
現
）に
生
ま
れ
、昭
和
８
年（
１
９
３
３
）

に
37
歳
の
若
さ
で
世
を
去
っ
た
宮
沢
賢
治
。

　
　

雨
ニ
モ
マ
ケ
ズ　

風
ニ
モ
マ
ケ
ズ

　
　

雪
ニ
モ
夏
ノ
暑
サ
ニ
モ　

マ
ケ
ヌ

　
　

丈
夫
ナ
カ
ラ
ダ
ヲ　

モ
チ（
以
下
略
）

　

亡
く
な
る
２
年
前
の
昭
和
６
年
に
病
床
で

書
か
れ
た
と
い
わ
れ
る
こ
の
詩
（「
詩
」
と
し

て
読
ん
で
い
い
の
か
ど
う
か
も
研
究
者
の
間

で
意
見
が
分
か
れ
て
い
ま
す
）
は
、
表
紙
が

擦す

り
切
れ
た
黒
革
の
手
帳
に
、
11
月
３
日
の

日
付
入
り
で
書
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
も
の

で
、賢
治
没
後
、遺
品
の
ト
ラ
ン
ク
の
ポ
ケ
ッ

ト
か
ら
発
見
さ
れ
ま
し
た
。

　

宮
沢
賢
治
と
い
え
ば
、
誰
も
が
「
雨
ニ
モ

マ
ケ
ズ
…
…
」
と
諳そ

ら
ん

じ
る
ほ
ど
で
す
が
、
近

年
は
翻ほ

ん

訳や
く

さ
れ
て
、
賢
治
フ
ァ
ン
は
世
界
に

も
広
が
っ
て
い
ま
す
。

■
異
能
の
人
・
賢
治

異い

能の
う

と
は
、
人
よ
り
優
れ
た
才
能
や
一

風
変
わ
っ
た
独
特
の
能
力
を
意
味
し
ま
す
。

化
学
、
音
楽
、
美
術
、
植
物
、
天
文
学
な

ど
へ
の
は
か
り
知
れ
な
い
関
心
と
好
奇
心

を
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
表
現
し
よ
う
と
し

た
賢
治
は
、
天
才
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
な
が
ら
、
ま
さ
に
〝
異
能
の
人
〟
と
も
い

え
そ
う
で
す
。

　

賢
治
の
通
夜
の
席
で
挨あ

い

拶さ
つ

に
立
っ
た
父
・

政
次
郎
は
「
私
は
、
こ
の
天て

ん

馬ば

を
地
上
に
繋つ

な

ぎ
と
め
て
お
く
た
め
に
生
ま
れ
て
き
た
よ
う

な
も
の
」
と
、
こ
の
上
な
い
才
能
に
恵
ま
れ

て
天
上
に
駆か

け
上の

ぼ

ろ
う
と
す
る
天
馬
に
息
子

を
た
と
え
、
父
親
と
し
て
の
心
境
を
語
っ
て

い
ま
す
。

■＂
セ
ロ
弾
き
の
＂賢
治

　

よ
く
知
ら
れ
る
賢
治
の
童
話
に
『
セ
ロ
弾

き
の
ゴ
ー
シ
ュ
』
が
あ
り
ま
す
。
主
人
公
の

ゴ
ー
シ
ュ
は
、
町
の
活
動
写
真
館
の
楽
隊
の

チ
ェ
ロ
（
セ
ロ
）
弾
き
で
す
が
、
賢
治
も
実

際
に
チ
ェ
ロ
を
購
入
し
、
わ
ざ
わ
ざ
上
京
し

て
速
成
レ
ッ
ス
ン
ま
で
受
け
、
オ
ル
ガ
ン
も

習
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
を
愛
し
、
ク
ラ

シ
ッ
ク
レ
コ
ー
ド
の
コ
レ
ク
タ
ー
だ
っ
た
賢

治
は
、
英
語
版
カ
タ
ロ
グ
を
見
て
は
次
々
に

注
文
し
、
そ
の
数
の
あ
ま
り
の
多
さ
に
東
京

の
レ
コ
ー
ド
会
社
も
び
っ
く
り
し
、
取
り
次

ぎ
役
を
し
て
い
た
地
元
花
巻
の
レ
コ
ー
ド
店

に
、
感
謝
状
が
贈
ら
れ
た
と
い
う
話
も
残
さ

れ
て
い
ま
す
。

因ち
な

み
に
、
賢
治
は
１
０
０
枚
ほ
ど
の
レ

コ
ー
ド
を
集
め
て
い
た
よ
う
で
、
東
北
の
田

舎
に
住
む
当
時
の
コ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
は
、

内
容
・
数
と
も
に
立
派
な
も
の
で
あ
っ
た
と

い
い
ま
す
。

■＂
画
家
＂賢
治

　

賢
治
の
慧け

い

眼が
ん（

物
事
の
本
質
を
感
じ
と
る

鋭
い
眼
力
）
は
、
幅
広
い
分
野
に
発
揮
さ
れ

ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
国
内
で
の
評
価
が
低

か
っ
た
浮
世
絵
の
す
ば
ら
し
さ
を
見
抜
き
、

後
の
散さ

ん

逸い
つ

を
防
ぐ
た
め
に
、
１
０
０
０
枚
も

の
浮
世
絵
を
蒐

し
ゅ
う

集し
ゅ
うし

て
い
た
と
い
わ
れ
ま

す
。
当
時
は
ま
だ
安
く
購
入
で
き
た
と
は
い

え
、
賢
治
の
目め

利き

き
が
解
る
日
本
人
は
ど
れ

だ
け
い
た
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
浮
世
絵
だ
け
で
は
な
く
絵
（
と
く

に
西
洋
絵
画
）
に
対
す
る
関
心
も
高
く
、
賢

治
自
身
も
絵
筆
を
と
っ
て
い
ま
す
。
い
ま
も

残
る
水
彩
画
を
観
て
も
、
時
代
を
先
取
り
す

る
よ
う
な
構
図
や
色
づ
か
い
の
斬ざ

ん

新し
ん

さ
に
驚

か
さ
れ
る
ば
か
り
で
す
。
そ
し
て
意
外
な
こ

と
に
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
も
興
味
が
あ
り
、

賢
治
独
自
の
セ
ン
ス
で
お
し
ゃ
れ
も
楽
し
ん

で
い
た
よ
う
で
す
。

■
賢
治
の
理
想
郷
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ

　

賢
治
は
、
理
想
郷
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
に
つ

い
て
、
ど
こ
か
に
「
あ
る
も
の
」
で
は
な
く
、

自
分
た
ち
で
「
創
り
出
す
も
の
」
だ
と
考
え

て
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。

　

賢
治
の
尽
き
な
い
好
奇
心
や
、〝
発
想
の

泉
〟
か
ら
湧わ

き
出
た
ア
イ
デ
ィ
ア
も
、
そ
ん

な
理
想
郷
の
創
造
に
向
け
た
も
の
で
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　私たちは、歴史上の人物など一般によく知
られている人について「きっとこういう人だっ
たのだ」などと、思い込んでしまっている場
合があります。しかし、ときには「こんな意外
な面もあったのか」と驚いたり、「私たちとあ
まり変わらないじゃないか」と、その暮らしぶ
りに親しみを覚えたりすることもあります。

＊　　　　　＊
　今回は、宮沢賢治についての話題をご紹介しましょう。

ご存じですか？

宮沢賢治
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■＂
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■
賢
治
の
理
想
郷
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ

　

賢
治
は
、
理
想
郷
イ
ー
ハ
ト
ー
ブ
に
つ

い
て
、
ど
こ
か
に
「
あ
る
も
の
」
で
は
な
く
、

自
分
た
ち
で
「
創
り
出
す
も
の
」
だ
と
考
え

て
い
た
と
い
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れ
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す
。

　

賢
治
の
尽
き
な
い
好
奇
心
や
、〝
発
想
の

泉
〟
か
ら
湧わ

き
出
た
ア
イ
デ
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ア
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、
そ
ん
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理
想
郷
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造
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の
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さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

な
か
で
も
、
古
代
イ
ン
ド
発は

っ

祥し
ょ
う

の
「
チ
ャ

ト
ラ
ン
ガ
」（
４
人
制
将
棋
）
は
、
西
洋
の

チ
ェ
ス
を
は
じ
め
、
中
国
の
象
棋
（
シ
ャ
ン

チ
ー
）や
朝
鮮
の
将
棋（
シ
ャ
ン
ギ
）な
ど
ア

ジ
ア
諸
国
の
将
棋
の
ル
ー
ツ
だ
と
さ
れ
、
日

本
の
将
棋
も
、
こ
の
チ
ャ
ト
ラ
ン
ガ
が
原
型

に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

因
み
に
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
で
４
つ

の
要
素
を
意
味
す
る
「
チ
ャ
ト
ラ
ン
ガ
」
は
、

古
代
イ
ン
ド
の
軍
制
が
①
象ぞ

う

軍ぐ
ん

②
騎き

兵へ
い

隊た
い

　

し
か
し
そ
の
後
、
囲
碁
と
共
に
将
棋
の
普

及
に
と
り
わ
け
貢こ

う

献け
ん

し
た
の
は
織
田
信
長
で

し
た
。
信
長
は
、
こ
の
盤
上
ゲ
ー
ム
を
有
効

な
陣じ

ん

法ぽ
う（

戦い
く
さ

の
と
き
に
陣
を
布し

く
方
法
）
を

考
え
る
手
段
と
捉と

ら

え
、
配は

い

下か

の
武
将
た
ち
に

も
奨
励
し
た
と
い
い
ま
す
。
真し

ん

偽ぎ

の
ほ
ど

は
別
と
し
て
、「
本ほ

ん

能の
う

寺じ

の
変へ

ん

」
の
前
夜
も
、

遅
く
ま
で
部
下
の
盤
上
ゲ
ー
ム
を
観
戦
し
て

い
た
と
も
伝
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
江
戸
時
代
、
徳
川
家
康
の
保
護
の

も
と
、
将
棋
は
よ
り
広
く
普
及
す
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
と
く
に
、
参さ

ん

勤き
ん

交こ
う

代た
い

で
国く

に

元も
と

に

戻
る
各
大
名
が
将
棋
の
ル
ー
ル
を
持
ち
帰
っ

た
こ
と
か
ら
、
日
本
全
国
に
将
棋
が
定
着
す

る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

「
歩ふ

の
な
い
将
棋
は
負
け
将
棋
」
↓
歩
は
一

番
価
値
の
な
い
駒
だ
と
考
え
ら
れ
が
ち
だ

　
〈
昔
々
、
戦
争
好
き
の
王
さ
ま
が
お
り
、

明
け
て
も
暮
れ
て
も
続
く
戦
い
に
国
民
は
疲

れ
果
て
、
途
方
に
暮
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
こ

で
、
そ
れ
を
見
か
ね
た
偉
い
お
坊
さ
ま
が
、

戦
争
を
模
し
て
盤ば

ん

上じ
ょ
う

で
対
戦
す
る
遊ゆ

う

戯ぎ

（
将

棋
）
を
考
案
し
て
献け

ん

上じ
ょ
う
し
た
と
こ
ろ
、
王
さ

ま
は
と
て
も
気
に
入
り
、
以
来
、
ほ
ん
と
う

の
戦
争
を
や
め
て
、
毎
日
そ
の
遊
戯
を
楽
し

む
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
〉

　

平
和
を
希き

求き
ゅ
う

す
る
仏
教
の
教
え
に
も
つ
な

が
る
こ
の
伝
説
は
、
イ
ン
ド
を
は
じ
め
日
本

に
も
伝
わ
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

　

伝
説
は
さ
て
置
き
、
盤
を
は
さ
ん
で
駒こ

ま

を

動
か
し
、
勝
ち
負
け
を
争
う
ゲ
ー
ム
は
、
古

代
エ
ジ
プ
ト
の
壁
画
に
も
描
か
れ
て
い
る
よ

う
に
、
古
く
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
国
で
考
え
出

　

図
書
館
の
児
童
図
書
コ
ー
ナ
ー
を
の
ぞ
い

て
み
る
と
、
マ
ン
ガ
や
絵
本
を
は
じ
め
、
将

棋
を
テ
ー
マ
に
し
た
本
の
多
い
こ
と
に
驚
か

さ
れ
ま
す
。
２
０
１
６
年
に
史
上
最
年
少

で
プ
ロ
入
り
を
果
た
し
た
中
学
生
棋
士
（
当

時
）、
藤
井
聡
太
さ
ん
の
登
場
以
来
、
大
人

は
も
ち
ろ
ん
、
子
ど
も
た
ち
の
間
で
も
将
棋

人
気
は
高
ま
る
一
方
の
よ
う
で
す
。

　

将
棋
の
誕
生
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な

言
い
伝
え
が
あ
り
ま
す
。

が
、
勝
敗
に
は
欠
か
せ
な
い
働
き
を
す
る

「
碁
に
負
け
た
ら
将
棋
で
勝
て
」↓
う
ま
く
い

か
な
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
く
よ
く
よ
せ
ず
、

他
の
こ
と
で
そ
の
分
を
取
り
戻
せ
ば
よ
い

③
戦せ

ん

車し
ゃ

隊た
い

④

歩ほ

兵へ
い

隊た
い

か
ら
成

り
立
っ
て
い
た

こ
と
に
な
ぞ
ら

え
、
象
や
馬
の

形
を
模
し
た
駒

を
、
サ
イ
コ
ロ

を
振
っ
て
動
か

す
盤
上
ゲ
ー
ム

で
す
。

　

日
本
最
古
の
将
棋
遊
戯
の
図
と
い
わ
れ
る

の
が
、
平
安
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
描
か

れ
た
『
鳥ち

ょ
う
獣じ

ゅ
う
戯ぎ

画が

』（
京
都
・
高こ

う

山ざ
ん

寺じ

蔵
）
の

人
物
戯
画
に
見
ら
れ
る
、
僧
侶
と
子
ど
も
が

に
こ
や
か
に
将
棋
を
指
す
光
景
で
、
こ
の
頃

に
は
、
将
棋
も
か
な
り
知
ら
れ
る
遊
戯
に

な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　次の小説家の中で、日
に数回は盤に向かわなけ
れば気がすまなかったと
いうほどの将棋好きは誰
でしょうか。

①川端康成

②芥川龍之介

③菊池寛

（正解は４面欄外に掲載）

クイズ

信
長
も
好
ん
だ
将
棋

元
祖
・
将
棋「
チ
ャ
ト
ラ
ン
ガ
」

将
棋
に
ま
つ
わ
る
格
言

「
は
じ
ま
り
伝
説
」

──人気再来の
　　知的遊戯
──人気再来の
　　知的遊戯
──人気再来の──人気再来の──人気再来の
　　知的遊戯
──人気再来の──人気再来の
　　知的遊戯　　知的遊戯
──人気再来の
　　知的遊戯
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鳥
の
名
前
で
は
も

ち
ろ
ん
知
っ
て
い
る

け
れ
ど
も
、「
ホ
ト

ト
ギ
ス
」
と
い
う
植

物
は
知
ら
な
い
と
い

う
方
も
、〝
濃
い
紅

 

「
退た

い

治じ

」
と
い
え
ば
、
鬼
ヶ
島
ま
で
鬼
退
治
に
行
く
桃

太
郎
の
お
話
を
思
い
浮
か
べ
て
し
ま
う
方
も
多
い
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
般
に
「
退
治
」
は
、「
害
虫
を

退
治
す
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
悪
い
も
の
や
害
に
な
る

も
の
を
討
ち
滅
ぼ
す
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
「
退
治
」
は
当
て
字
だ
と
も
い
わ
れ
、

本
来
仏
教
で
は
「
対
治
」
と
表
記
し
、
そ
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
も
一
般
と
は
異
な
り
ま
す
。

　

仏
教
で
用
い
ら
れ
る
「
対
治
」
は
、
人
び
と
を
仏
道

に
専せ

ん

心し
ん

さ
せ
る
た
め
に
、
そ
の
障
害
と
な
る
煩ぼ

ん

悩の
う

を
退

け
て
断
ち
切
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
転

じ
て
、
俗
世
間
で
は
、
よ
か
ら
ぬ
も
の
を
成せ

い

敗ば
い

す
る
と

い
う
意
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

因ち
な

み
に
、
仏
道
に
お
い
て
「
対
治
」
さ
れ
る
べ
き
主

た
る
煩
悩
に
は
、「
貪
欲
（
と
ん
よ
く
）」（
自
分
の
心

の
ま
ま
に
求
め
欲
す
る
こ
と
の
意
）、「
瞋
恚
（
し
ん
い

／
し
ん
に
）」（
怒

り
・
憎
し
み
・
恨
み

な
ど
の
憎
悪
の
感
情

の
意
）、「
愚
癡
／
愚

痴
（
ぐ
ち
）」（
道
理

を
わ
き
ま
え
ず
愚
か

な
こ
と
の
意
）
な
ど

が
あ
り
ま
す
。

　

両
手
の
ひ
ら
を
顔

や
胸
の
前
で
合
わ
せ

て
拝
む
「
合が

っ

掌し
ょ
う

」
は
、

仏
教
誕
生
の
地
・
イ

ン
ド
の
礼
法
で
、
仏

教
伝
来
と
と
も
に
日
本
に
伝
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

合
掌
す
る
際
の
右
手
は
仏
さ
ま
を
、
左
手
は
、
私
た

ち
人
間
を
は
じ
め
と
す
る
す
べ
て
の
生
き
も
の
を
表
し

て
い
る
と
い
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
両
手
を
合
わ

せ
て
礼
拝
す
る
「
合
掌
」
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の

が
仏
さ
ま
と
一
体
と
な
る
と
い
う
、
信
仰
の
御み

心こ
こ
ろ

を
表

現
し
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

お
仏
壇
の
前
で
、
あ
る
い
は
墓
前
で
手
を
合
わ
せ
て

お
祈
り
を
す
る
と
、
何
か
心
が
和や

わ

ら
い
で
、
仏
さ
ま
や

ご
先
祖
さ
ま
に
守
ら
れ
て
い
る
と
い
う
安
ら
か
な
気
持

ち
に
な
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
日
常
に
お
い
て
も
、
寄

せ
ら
れ
た
好
意
に
対
し
、「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」

と
い
う
心
か
ら
の
気
持
ち
を
込
め
て
、
思
わ
ず
手
を
合

わ
せ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
た
だ
有
難
い
と
い
う

感
謝
の
思
い
が
、「
合
掌
」
と
い
う
所
作
を
無
意
識
に

引
き
出
す
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
私
た
ち
に
と
っ
て
「
合
掌
」
は
、
仏
さ

ま
と
の
心
の
橋
渡
し
を
し
て
く
れ
る
、
最
も
身
近
な
礼

法
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

紫
色
の
斑は

ん

点て
ん

〟
を
も
つ
個
性
的
な
そ
の
姿
を
見
れ
ば
、
忘
れ

ら
れ
な
い
花
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

１
７
０
９
年
に
刊
行
さ
れ
た
貝か

い

原ば
ら

益え
き

軒け
ん

著『
大
和
本
草（
や

ま
と
ほ
ん
ぞ
う
）』（
※
薬
用
植
物
に
加
え
、
動
物
や
鉱
物
、

農
産
物
な
ど
に
つ
い
て
広
く
解
説
さ
れ
た
学
術
書
）
に
も
、

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
ま
す
。

　
〈
ホ
ト
ヽ
キ
ス（
ホ
ト
ト
ギ
ス
）花
は
秋
開
く
、
萼が

く

ご
と
に
小

紫
点
多
し
。
杜ほ

と
と
ぎ
す鵑の
羽
の
紋も

ん

に
似
た
り
、
絞し

ぼ

り
染ぞ

め
の
如
し
〉

　
〝
絞
り
染
め
の
如
し
〟
と
い
う
た
と
え
は
、
ま
さ
し
く
言

い
得
て
妙み

ょ
う
で
す
が
、
こ
の
説
明
文
に
は
少
し
誤
り
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
花
の
斑
点
が
似
て
い
る
の
は
、
杜
鵑
の
羽
の
紋
で

は
な
く〝
胸
の
紋
〟。い
ず
れ
に
し
て
も
、鳥
の「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
名
前
が
つ
け
ら
れ

た
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
次
の
花
言
葉
は
、
夏
か
ら
秋
の
終
わ
り
ま
で
咲
く

と
い
う
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
、
強
い
生
命
力
を
物
語
っ
て
い

る
か
の
よ
う
で
す
。

＊
花
言
葉
…
…
「
永
遠
の
若
さ
」な
ど
。

花
も
の
が
た
り

生
活
の
中
の
仏
教
語

仏
事
と
葬
儀
の
知
識

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

合
掌
の
由
来

退
治

３面クイズの正解／③
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