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老
化
防
止
に

　
ナ
ッ
ツ
を
！

　

米
国
の
Ｍ
Ｌ
Ｂ
ワ
ー
ル
ド
シ

リ
ー
ズ
で
大
谷
翔
平
選
手
の
所
属

す
る
ド
ジ
ャ
ー
ス
が
優
勝
。
ベ
ン

チ
の
選
手
た
ち
が
口
に
し
て
い
た

ヒ
マ
ワ
リ
の
種
、
気
に
な
り
ま
せ

ん
で
し
た
か
。
一
体
ヒ
マ
ワ
リ
の

種
っ
て
何
か
効
能
が
あ
る
の
？

　

ヒ
マ
ワ
リ
の
種
は
リ
ノ
ー
ル
酸

が
豊
富
で
降
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
の

働
き
が
あ
り
、
脾
胃
を
健
康
に
し

高
血
圧
の
予
防
効
果
も
。
さ
ら
に

セ
ロ
ト
ニ
ン
に
ス
ト
レ
ス
緩
和
が

期
待
で
き
る
こ
と
か
ら
、
野
球
選

手
に
好
ま
れ
る
の
か
も
。

　

薬
膳
で
は
老
化
防
止
に
ナ
ッ
ツ

類
を
勧
め
る
こ
と
が
多
く
、
ア
ー

モ
ン
ド
は
痰
や
咳
、
便
秘
に
。
頻

尿
に
悩
む
人
に
は
銀
杏
、
栗
が
お

ス
ス
メ
で
す
。
ク
ル
ミ
は
足
腰
の

冷
え
や
衰
え
、
健
忘
、
頻
尿
、
肌

荒
れ
、
慢
性
の
咳
と
喘
息
に
も
。

ご
ま
は
黒
ご
ま
が
白
髪
、
便
秘
、

耳
鳴
り
、
不
眠
に
。
白
ご
ま
は
便

秘
や
肌
の
乾
燥
に
効
果
が
。
そ
の

他
老
化
防
止
に
力
を
発
揮
し
て
く

れ
る
の
が
ヘ
ー
ゼ
ル
ナ
ッ
ツ
、
カ

シ
ュ
ー
ナ
ッ
ツ
、
松
の
実
。
サ
ラ

ダ
の
ト
ッ
ピ
ン
グ
や
お
や
つ
に
、

日
ご
ろ
か
ら
ナ
ッ
ツ
を
食
べ
る
習

慣
を
身
に
つ
け
た
い
も
の
で
す
。

（

国
際
中
医
薬
膳
師　
小
清
水
由
良）

エ
イ
ジ
ン
グ
と
薬
膳
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浅
間
山
の
主
要
な
登
山
道
、
大

日
小
路（
山
道
小
路
と
も
言
わ
れ

る
）に
あ
る
小
林
孝
代
さ
ん
宅
に
は

小
さ
な
社
が
あ
り
、
役え

ん
の
ぎ
ょ
う
じ
ゃ

行
者（
修
験

道
の
開
祖
）と
不
動
明
王
が
祀
ら
れ

て
い
る
。
鳥
居
を
造
っ
た
の
は
孝

代
さ
ん
の
亡
夫
一
男
さ
ん
で
、
一

男
さ
ん
は
大
工
棟
梁
で
修
験
道
の

行
者
だ
っ
た
。
一
男
さ
ん
の
曽
祖

父
、
祖
父
も
行
者
で
一
男
さ
ん
は

従
兄
か
ら
引
き
継
ぎ
、
東
京
に
あ

る「
神
道
神
習
教
」で
資
格
を
得
た
。

　

修
験
者
と
し
て
一
男
さ
ん
は
、

朝
晩
家
の
神
棚
に
向
か
っ
て
祝の

り
と詞

を
あ
げ
て
い
た
。
御
嶽
山
を
信
仰

す
る「
信
開
講
社
」と
い
う
講
の
先

達
と
し
て
、
ほ
ら
貝
を
吹
き
行
者

の
白
装
束
姿
で
毎
年
信
者
を
率
い

て
御
嶽
登
山
を
し
た
。
浅
間
の
山

開
き
と
山
閉
じ
の
儀
式
も
執
り
行

い
、
山
岳
信
仰
者
が
白
装
束
で
登

山
す
る
時
に
は
浅
間
山
で
も
先
達

を
務
め
た
。
頼
ま
れ
る
と
出
向
い

て
、
家
内
安
全
や
病
気
平
癒
の
加

持
祈
祷
も
行
っ
た
と
い
う
。

　

大
工
の
修
行
は
小
学
校
を
終
え

て
か
ら
、
新
宿
へ
行
っ
て
始
め
た
。

「
棟
梁
と
し
て
地
鎮
祭
や
棟
上
げ
式

い
た
」と
い
う
。
跡
継
ぎ
を
強
要
さ

れ
な
か
っ
た
長
男
の
秀
一
さ
ん（
61

歳
）は
ス
ペ
イ
ン
語
な
ど
の
通
訳
に

な
っ
た
。
秀
一
さ
ん
に
父
が
言
い

残
し
た
言
葉
は
た
だ
一
つ「
御
嶽
山

と
浅
間
山
に
散
骨
し
て
ほ
し
い
」と

い
う
こ
と
だ
っ
た
。
祐
子
さ
ん
は

建
設
会
社
で
支
店
長
を
務
め
る
傍

ら
、
ア
マ
チ
ュ
ア
の
シ
ン
ガ
ー
ソ

ン
グ
ラ
イ
タ
ー
と
し
て
活
動
し
て

い
る
。
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
父

の
残
し
た
ほ
ら
貝
を
吹
い
て
音
が

出
せ
た
の
は
祐
子
さ
ん
だ
け
だ
。

　

今
は
上
田
の「
白
蛇
神
社
」の
神

官
が
執
り
行
っ
て
い
る
浅
間
山
の

儀
式
に
、
孝
代
さ
ん
と
祐
子
さ
ん

は
白
い
法
被
を
着
て
参
加
し
て
い

る
。
し
め
縄
に
付
け
る
白
い
紙
の

「
切
り
下
げ
」を
用
意
す
る
の
は
孝

代
さ
ん
の
仕
事
で
、
用
途
に
応
じ

た
大
中
小
の「
切
り
下
げ
」を
折
っ

て
作
り
た
め
て
い
る
。

　

小
林
家
に
は
社
に
祀
ら
れ
た
大

切
な
像（
小
諸
ふ
る
さ
と
遺
産
に
認

定
済
み
）の
ほ
か
、
山
岳
信
仰
と
修

験
道
に
関
す
る
祝
詞
集
か
ら
白
装

束
、
掛
け
軸
や
書
付
け
な
ど
が
残

さ
れ
て
い
て
、
家
族
は
長
く
保
存

さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

（
取
材
・
文　
佐
藤
万
千
子
）

を
行
う
時
は
、
一
人
二
役
が
で
き

る
の
で
神
主
を
呼
ば
な
か
っ
た
」

と
孝
代
さ
ん
と
次
女
の
祐
子
さ
ん

は
話
す
。
一
般
住
宅
を
建
て
る
ほ

か
、
一
男
さ
ん
は
浅
間
山
中
腹
に

あ
る「
浅
間
神
社
」の
手
入
れ
も
怠

り
な
か
っ
た
。
斜
面
に
傾
い
て
立

つ
神
社
の
修
理
を
見
た
人
は
「
見

事
な
宮
大
工
の
技
だ
っ
た
」
と
い

う
。
毎
朝
、
お
神
酒
代
わ
り
の
焼

酎
お
湯
割
り
を
空
け
て
か
ら
仕
事

に
取
り
か
か
っ
た
と
も
話
し
た
。

　

一
男
さ
ん
を
知
る
人
は
皆
、
そ

の
記
憶
力
の
良
さ
に
驚
い
た
と

言
っ
て
い
る
。
横
浜

で
親
方
と
建
て
た
米

軍
高
級
将
校
の
家
の

「
間
取
り
か
ら
窓
の
寸

法
、
シ
ャ
ン
デ
リ
ア

の
位
置
ま
で
」を
後

年
ま
で
覚
え
て
い
た

そ
う
だ
。「
だ
か
ら

祝の
り
と詞
や
儀
式
の
作
法

を
覚
え
ら
れ
た
の
だ
」

と
納
得
し
て
い
る
。

そ
の
人
柄
は
優
し
く

「
道
士
様
な
ど
と
呼

ぶ
人
は
な
く
、
年
下

の
者
ま
で
一
男
ち
ゃ

ん
と
言
っ
て
慕
っ
て

孝代さん（左）と祐子さん（右） 山
岳
信
仰
と
修
験
道
の

　
　
　
　
歴
史
を
伝
え
る
小
林
孝
代
さ
ん
（
88
歳
）

祐
子
さ
ん
（
55
歳
）
＝
与
良
町
＝

ほら貝を吹く一男さん（写真提供 : 小林家）


