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一　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

割わ

り
箸ば
し

は
林
業
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
。（
中
略
）
実
は
、
割
り
箸
こ
そ
日
本
の
林
業
の
真し
ん
ず
い髄

で
あ
り
象
し
ょ
う
ち
ょ
う

徴
と
も
言
え
る
の
だ
。

　
（
中
略
）

　

林
業
と
い
え
ば
、
チ
ェ
ー
ン
ソ
ー
で
木
を
伐き

っ
て
い
る
映
像
ば
か
り
思お
も

い
浮う

か
べ
が
ち
だ
。
そ
し
て
自
然
破は

壊か
い

だ
と
連
想
す
る
。

　

た
し
か
に
木
材
を
得
る
た
め
に
は
、
生
え
て
い
る
木
を
伐
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
生
き
た
木
を
倒た

お

す
と
い
う
こ
と
は
木
の
生
命
を
奪う
ば

う
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
、
日

本
の
林
業
は
大
半
が
育
成
林
業
で
あ
り
、
伐ば

っ
さ
い採
の
前
に
長
い
時
間
を
か
け
て
木
を
育
て
て
き
た
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
伐
採
は
、
そ
う
し
て
育
て
た
木
の
最
後
の
収
し
ゅ
う
か
く穫

行こ
う

為い

な
の
で
あ
る
。
畑
を
耕
し
て
、
種
を
ま
き
、
草
取
り
も
し
て
、
病
害
虫
か
ら
守
り
、
よ
う
や
く
育
て
た
米
や
野
菜
を
収
穫
す
る
の
と
同
じ
だ
。
稔み
の

っ
た
稲い
な

穂ほ

を
刈か

り
取と

っ
た
ら
、
あ
る
い
は
畑
で
ダ
イ
コ
ン
を
引ひ

き
抜ぬ

い
た
ら
「
自
然
破
壊
だ
」
と
叫さ
け

ぶ
だ
ろ
う
か
。

　

た
だ
農
業
と
林
業
が
違ち

が

う
の
は
、
そ
の
育
成
期
間
の
長
さ
で
あ
る
。
農
作
物
な
ら
種
子
を
播ま

い
て
か
ら
収
穫
ま
で
数
カ
月
、
長
い
も
の
で
も
数
年
だ
。
果
樹
の
場
合

は
多
少
延
び
る
が
、
そ
れ
で
も
十
数
年
。
実
が
な
る
ま
で
育
て
ば
、
そ
の
後
は
ほ
ぼ
毎
年
収
穫
で
き
る
。
し
か
し
木
材
が
収
穫
で
き
る
ま
で
植
林
し
て
か
ら
短
く
て
も

四
〇
年
、
長
い
と
こ
ろ
で
は
一
〇
〇
年
を
超こ

え
る
。
若
い
こ
ろ
に
植
え
た
木
を
老ろ
う
れ
い齢

の
域
に
達
し
て
よ
う
や
く
収
獲
で
き
る
、
も
し
か
し
た
ら
収
獲
は
子
供
か
孫
の
代

に
な
る
か
も
し
れ
な
い
の
が
林
業
だ
。
植
林
を
投
資
と
す
る
と
、
伐
採
は
資
金
の
回
収
と
利り

じ
ゅ
ん潤
を
得
る
行こ
う

為い

に
当
た
る
が
、
そ
の
期
間
が
非
常
に
長
い
。
だ
か
ら
現
代

社
会
の
経
済
に
馴な

染じ

ま
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
る
。

　

し
か
し
、
本
来
の
林
業
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

　

割
り
箸
の
故
郷
で
も
あ
る 

吉
＊
よ
し

野の

林
業
を
例
に
と
っ
て
み
よ
う
。
特
と
く
ち
ょ
う徴

的て
き

な
の
は
、
植
え
る
本
数
だ
。
一
ヘ
ク
タ
ー
ル
当
た
り
八
〇
〇
〇
本
か
ら
一
万
二
〇
〇
〇
本

も
あ
る
の
だ
。
現
在
の
一い

っ
ぱ
ん般

的て
き

な
植
し
ょ
く
さ
い栽

本
数
が
、
三
〇
〇
〇
本
を
基
準
と
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
非
常
に
多
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
密
植
す
る
と
、
幹
が
通
直

に
な
っ
て
枝
も
出
づ
ら
く
節
を
作
ら
な
い
効
果
が
あ
る
か
ら
行
う
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
高
密
度
の
ま
ま
植
え
っ
ぱ
な
し
に
し
て
は
、
苗な

え

は
育
た
な
い
。
そ
こ
で
頻ひ
ん
ぱ
ん繁

な 

間
＊
か
ん

伐ば
つ

が
行
わ
れ
た
。
植
え
つ
け
後
一
〇
年
く
ら
い
か
ら
弱
度
の
間
伐
を

繰く

り
返か
え

し
、
徐じ
ょ
じ
ょ々

に
本
数
を
減
ら
し
て
い
く
。
だ
い
た
い
八
～
一
〇
回
以
上
の
間
伐
を
経
て
、
最
後
は
大＊

径
木
に
な
っ
た
一
〇
〇
本
く
ら
い
を
残
す
。
こ
の
時
点
で
一

〇
〇
年
以
上
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
後
の
木
を
伐
る
の
が 

主
＊
し
ゅ

伐ば
つ

だ
。
も
し
主
伐
し
か
収
入
に
な
ら
な
い
の
な
ら
、
植
え
た
苗
の
数
の
八
〇
分
の
一
以
下
し
か
収

益
に
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

だ
が
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
吉
野
林
業
と
い
う
の
は
、
主
伐
だ
け
で
な
く
、
間
伐
も
大
き
な
収
入
源
だ
っ
た
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
間
伐
材
を
ち
ゃ
ん
と
商
品
化
し
た

か
ら
で
あ
る
。

　

植
栽
後
一
〇
年
目
の
細
い
間
伐
材
も
ち
ゃ
ん
と
利
用
し
た
。
た
と
え
ば
足
場
丸
太
や
稲
穂
の
干ほ

し

架か

用よ
う

に
販は
ん
ば
い売
し
て
い
た
。
も
う
少
し
太
く
な
る
と
、
薄う
す

い
板
や
小
角

材
に
製
材
し
た
。
樹じ

ゅ
れ
い齢
三
〇
年
～
四
〇
年
の
間
伐
材
は
、
磨み
が

き
丸
太
に
し
た
。
床と
こ
ば
し
ら柱に
す
る
と
、
非
常
に
高
価
格
商
品
と
な
っ
た
。

①

②
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い
や
、
間
伐
材
だ
け
で
は
な
い
、
ス
ギ
皮
は
屋や

ね根
葺ふ

き
材ざ
い

に
な
っ
た
し
、
ス
ギ
の
葉
を
乾か
ん
そ
う燥

し
て
粉
に
し
た
も
の
が
線
香
の
材
料
に
回
さ
れ
た
。
森
の
産
物
を
徹て

っ

底て
い

的て
き

に
利
用
し
尽つ

く
す
こ
と
で
収
入
を
上
げ
る
の
が
、
林
業
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

植
え
て
か
ら
一
〇
〇
年
間
収
入
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
一
〇
年
後
か
ら
始
ま
る
間
伐
材
収
入
で
、
最
初
の
植
え
付
け
や
下し

た

刈が

り
経
費
な
ど
は
全
部
賄ま
か
なえ

る
。
当
然
、
山
村
の
人ひ

と

々び
と

の
雇こ

用よ
う

も
途と

ぎ切
れ
る
こ
と
な
く
続
く
。
最
後
に
残
さ
れ
た
大
径
木
の
主
伐
は
ボ
ー
ナ
ス
の
よ
う
な
も
の
で
、
山
里
に
大
き
な
収
入
を
も
た
ら

し
た
。

　

大
径
木
が
、
建
築
材
の
ほ
か 

樽
＊
た
る

丸ま
る

に
加
工
さ
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
記
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
製
材
し
た
ら
出
る
端は

材ざ
い

・
廃は
い
ざ
い材

も
重
要
な
商
品
だ
っ
た
。
大
き
な

板
や
柱
は
と
れ
な
く
て
も
、
経
木
や
菓か

子し

箱ば
こ

、
野
菜
箱
、
か
ま
ぼ
こ
板
、
神
具
の 

三
＊
さ
ん
ぼ
う宝
な
ど
に
な
る
。
割
り
箸
産
地
の
下＊

市
は
、
実
は
三
宝
の
産
地
で
も
あ
る
。
そ

う
し
た
端
材
・
廃
材
利
用
の
中
で
も
小
さ
な
端
材
か
ら
作
ら
れ
た
の
が
割
り
箸
だ
。
最
後
の
最
後
ま
で
木
材
を
利
用
し
た
最
終
商
品
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
木
材
の
量

に
比
し
て
高
価
格
で
売
れ
た
。

　

つ
ま
り
吉
野
林
業
は
、
廃
材
の
利
用
技
術
で
成
り
立
っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
割
り
箸
は
吉
野
林
業
の
象
徴
的
な
存
在
で
あ
り
、
林

業
の
真
髄
と
言
え
る
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
よ
う
な
多た

き岐
に
わ
た
る
商
品
開
発
が
行
わ
れ
た
理
由
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
や
は
り
山
の
も
の
は
一
切
無む

だ駄
に
せ
ず
に
利
用
し
な
け
れ
ば

「
も
っ
た
い
な
い
」
と
思
う
精
神
風
土
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
。
割
り
箸
は
そ
の
精
神
を
代
表
し
て
い
る
。

　

一
般
の
林
業
地
で
も
同
じ
だ
。
森
林
か
ら
伐
り
だ
す
木
を
、
建
築
材
、
そ
れ
も
柱
材
だ
け
と
い
っ
た
単
体
の
商
品
に
し
て
い
る
と
、
森
林
経
営
と
し
て
は 

片
＊
か
た

翼よ
く

飛ひ

行こ
う

で
あ
り
収
益
は
上
が
ら
な
い
。
捨
て
る
と
こ
ろ
な
く
商
品
化
し
て
、
初
め
て
林
業
が
産
業
と
な
れ
る
の
だ
。

　

と
こ
ろ
が
現
在
は
、
従
来
の
間
伐
材
や
端
材
か
ら
作
っ
た
商
品
が
売
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
か
つ
て
は
木
製
品
だ
っ
た
身
の
回
り
の
建
築
物
や
家
具
、
道
具
類

が
、
金
属
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
ガ
ラ
ス
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
ど
の
素
材
に
置お

き
換か

わ
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
。
そ
の
た
め
大
径
木
の
太
く
て
ま
っ
す
ぐ
な
部
分
だ
け
を

抜
き
取
っ
て
商
品
に
し
て
い
る
。

　

大お
お

雑ざ
っ

把ぱ

な
計
算
だ
が
、
根
株
や
梢こ
ず
え、
枝
を
伐
り
捨
て
、
太
い
根
元
の
丸
太
だ
け
を
伐ば
っ
し
ゅ
つ出し
て
、
製
材
加
工
の
際
に
は
端
材
を
捨
て
、
柱
も
建
築
の
際
に
寸
法
に
合
わ

せ
て
切
り
…
…
と
し
て
い
る
と
、
結
果
的
に
一
本
の
樹
木
の
う
ち
、
本
当
に
使
わ
れ
る
の
は
一
割
程
度
だ
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

　

た
と
え
る
な
ら
ば
、
大
き
な
ホ
ン
マ
グ
ロ
を
釣つ

り
上あ

げ
た
の
に
、
食
べ
る
の
は
ト
ロ
の
部
分
だ
け
。
赤
身
は
捨
て
て
い
る
に
等
し
い
。
い
く
ら
ト
ロ
の
身
が
高
く
て

も
、
そ
れ
で
は
漁ぎ

ょ
か
く獲

す
る
た
め
に
か
け
た
経
費
を
賄
い
、
漁
師
の
生
活
を
維い

じ持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

現
在
、
日
本
の
林
業
は
不ふ

振し
ん

を
極き
わ

め
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
、
す
ぐ
に
「
安
い
輸
入
材
」
の
せ
い
に
さ
れ
が
ち
だ
が
、
そ
れ
は
大
き
な
勘か

ん

違ち
が

い
だ
。
時
代
に
合
っ
た

木
材
商
品
を
開
発
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
重
大
な
要
因
な
の
で
あ
る
。

　

そ
の
中
で
割
り
箸
は
、
端
材
商
品
の
最
後
の
砦と

り
でと

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
も
失
う
よ
う
だ
っ
た
ら
、
本
当
に
日
本
の
林
業
は
壊か
い
め
つ滅
し
か
ね
な
い
。

　
（
中
略
）

③

④

⑤

⑥
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改
め
て
割
り
箸
と
森
林
問
題
を
振ふ

り
返か
え

る
と
、「
風
が
吹ふ

け
ば
桶お
け

屋や

が
儲も
う

か
る
」
的
な
発
想
で
登
場
し
た
も
の
だ
っ
た
。

　

多
く
の
人
は
、
森
林
が
危
機
だ
と
聞
け
ば
、
木
が
減
っ
て
い
る
、
だ
か
ら
木
を
伐
る
の
に
反
対
し
、
目
先
の
木
製
品
を
使
わ
な
い
方
が
よ
い
と
考
え
る
。
少
し
で
も

木
を
使
わ
な
け
れ
ば
、
伐
ら
れ
る
山
の
木
の
量
が
減
る
、
木
を
伐
ら
な
け
れ
ば
森
は
守
れ
る
し
、
森
林
が
あ
れ
ば
二
酸
化
炭
素
の
排は

い
し
ゅ
つ出は

減
る
…
…
こ
の
よ
う
な
連
想

が
働
く
。
そ
の
末ま

っ

端た
ん

に
、
割
り
箸
も
引
っ
か
か
っ
た
の
だ
。

　

し
か
し
、
環

か
ん
き
ょ
う境
問
題
を
あ
ま
り
単
純
化
し
て
考
え
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
実
際
の
自
然
環
境
や
社
会
の
仕
組
み
は
複
雑
で
、
何
が
ど
こ
に
影え
い
き
ょ
う響を
与あ
た

え
る
か
一い
ち
が
い概
に

は
言
え
な
い
。
一
つ
の
行
為
に
は
多
岐
に
わ
た
る
背
景
と
複
雑
な
関
係
が
潜ひ

そ

ん
で
い
る
。（
中
略
）

　

何
が
ど
こ
に
関
わ
っ
て
い
る
か
、
十
分
に
解
明
で
き
な
い
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
を
単
純
化
し
た
発
想
で
行
動
を
起
こ
し
て
も
、
望
ん
で
い
た
よ
う
な
結
果

を
生
む
と
は
限
ら
な
い
。

　

実
際
に
、
環
境
に
よ
か
れ
と
思
っ
て
行
っ
た
行
為
が
、
思
い
も
か
け
ぬ
結
果
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

Ａ　

た
と
え
ば
害
虫
を
殺
そ
う
と
殺さ

っ
ち
ゅ
う
ざ
い

虫
剤
を
撒ま

い
た
ら
、
害
虫
の
天
敵
も
殺
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多
い
。
ま
た
害
虫
が
、
薬や
く
ざ
い剤

へ
の
耐
＊
た
い
せ
い性

を
身
に
つ
け
て
薬
が
効

か
な
く
な
る
こ
と
も
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
、
殺
虫
剤
を
撒
け
ば
撒
く
ほ
ど
害
虫
が
大
発
生
す
る
と
い
う
事
態
に
な
り
か
ね
な
い
。

Ｂ　

あ
る
特
定
の
植
物
、
あ
る
い
は
動
物
を
保
護
し
た
こ
と
で
、
そ
の
ほ
か
の
動
植
物
が
圧あ

っ
ぱ
く迫
さ
れ
る
事
例
も
少
な
く
な
い
。
荒あ

れ
地ち

を
緑
化
し
よ
う
と
、
生
長

の
早
い
草
や
木
を
外
部
か
ら
持も

ち
込こ

ん
で
植
え
た
場
合
、
在
来
の
植
物
を
圧
迫
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
植
物
が
繁は
ん

茂も

す
る
こ
と
で
、
生
息
す

る
昆こ

ん
ち
ゅ
う虫も
変
わ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
悪
影
響
を
広
げ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
の
だ
。

Ｃ　

シ
カ
を
保
護
し
よ
う
と
オ
オ
カ
ミ
を
駆く

除じ
ょ

し
た
ら
、
増
え
た
シ
カ
は
草
を
食
べ
尽
く
し
て
、
飢う

え
て
大
量
死
し
た
ケ
ー
ス
も
ア
メ
リ
カ
で
起
き
た
。

Ｄ　

リ
サ
イ
ク
ル
活
動
も
、
十
分
に
考
え
た
う
え
で
行
わ
な
い
と
逆
効
果
に
な
る
。
た
と
え
ば
再
生
紙
を
作
る
に
は
、
紙
を
繊せ

ん

維い

に
も
ど
す
た
め
に
莫ば
く
だ
い大

な
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
消
費
す
る
と
と
も
に
、
漂ひ

ょ
う
は
く白の

た
め
の
薬
品
類
も
必
要
と
す
る
。
そ
の
排は
い
す
い水

の
処
理
に
も
、
馬
鹿
に
な
ら
な
い
コ
ス
ト
が
か
か
る
。
リ
サ
イ
ク
ル
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
資
源
の
無む

だ駄
遣づ
か

い
を
抑お
さ

え
環
境
を
改
善
し
よ
う
と
い
う
思
い
と
は
別
に
、
往
々
に
し
て
、
そ
の
過
程
で
多
く
の
環
境
負
荷
を
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　

食
品
の
添て

ん

加か

物ぶ
つ

は
危
険
、
農
薬
は
危
険
、
と
い
っ
た
指し

摘て
き

も
、
添
加
物
を
使
わ
な
い
こ
と
で
品
質
の
劣れ
っ

化か

が
早
く
進
ん
だ
り
、
無
農
薬
だ
と
虫
の
食
害
の
た
め
人
々

の
口
に
入
る
前
に
破は

き棄
す
る
食
物
が
増
え
る
可
能
性
の
方
が
高
い
。
逆
に
特
定
の
食
物
の
機
能
性
に
注
目
が
集
ま
り
が
ち
だ
が
、
そ
れ
が
極き
ょ
く
た
ん端に
な
る
と
、
こ
れ
さ
え

食
べ
て
い
れ
ば
癌が

ん

が
治
る
と
か
、
ダ
イ
エ
ッ
ト
で
き
る
…
…
と
い
う
話
に
な
る
。
こ
う
し
た
短た
ん
ら
く絡
思
想
は
、
結
局
何
も
も
た
ら
さ
な
い
だ
ろ
う
。

　

結
局
、
ど
ん
な
行
為
で
も
、
そ
こ
に
は
必
ず
利
益
と
不
利
益
が
生
じ
る
。
片
方
だ
け
を
取
り
上
げ
る
の
で
は
な
く
、
両
者
を
比
べ
て
、
ど
ち
ら
が
総
体
と
し
て
有
利

か
十
分
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
ん
な
大
き
な
視
点
を
持
っ
て
判
断
し
な
け
れ
ば
、
環
境
問
題
は
理
解
で
き
な
い
。
森
林
と
人
間
社
会
の
関
係
も
そ
の
中
に
は
含ふ

く

ま
れ
る
。 ⑦

⑧
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割
り
箸
も
、
そ
の
大
き
な
広
が
り
と
密
な
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
る
べ
き
で
な
い
だ
ろ
う
。
た
か
が
割
り
箸
、
た
か
が
塗ぬ

り
箸ば
し

だ
が
、
そ

れ
ら
を
通
し
て
世
間
を
見
た
ら
、
新
た
な
世
界
が
見
え
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
小
さ
な
木も

く

片へ
ん

の
後
ろ
に
は
、
大
き
な
地
球
環
境
と
人
間
社
会
が
広
が
っ
て
い
る
の
だ

か
ら
。

　

私
は
、
何
も
割
り
箸
が
絶
対
に
必
要
だ
と
決
め
つ
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
も
し
か
し
た
ら
日
本
人
の
食
生
活
自
体
が
大
き
く
変
化
し
て
、
割
り
箸
が
廃す

た

れ
て
消

え
て
し
ま
う
時
代
が
来
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
時
代
の
流
れ
な
ら
、
私
は
と
く
に
抵て

い
こ
う抗

し
よ
う
と
思
わ
な
い
。

　

し
か
し
、
間ま

違ち
が

っ
た
認
識
で
割
り
箸
が
攻こ
う
げ
き撃

さ
れ
る
の
は
不
本
意
で
あ
る
。
ま
た
割
り
箸
を
取
り
巻
く
歴
史
や
文
化
が
失
わ
れ
る
の
は
残
念
だ
と
思
っ
て
い
る
。
何

よ
り
割
り
箸
自
体
の
価
値
を
、
私
は
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　

小
さ
な
木
工
品
が
、
日
本
の
山
を
考
え
、
世
界
の
森
林
を
想
像
し
、
環
境
問
題
ま
で
に
思
い
を
馳は

せ
る
き
っ
か
け
に
な
れ
ば
、
幸
い
で
あ
る
。

（
田た

中な
か

淳あ
つ

夫お

『
割わ

り
箸ば
し

は
も
っ
た
い
な
い
？
』
よ
り
）

※　

問
題
作
成
の
都
合
上
、
文
章
の
一
部
を
省
略
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

（
注
）
＊
吉よ
し

野の

林
業
…
…
奈
良
県
の
吉
野
川
上
流
の
地
域
で
行
わ
れ
て
い
る
林
業
。
長
年
日
本
の
林
業
の
模も

範は
ん

と
さ
れ
て
き
た
。
吉よ
し

野の

杉す
ぎ

の
産
地
と
し
て
有
名
。

＊
間か
ん
ば
つ伐

…
…
…
…�「
主し
ゅ
ば
つ伐

」
の
対
語
で
、
主
伐
に
至
る
ま
で
の
途と
ち
ゅ
う中

で
行
わ
れ
る
伐ば
っ
さ
い採

。
森
林
が
混
み
す
ぎ
て
不
健
全
に
な
る
の
を
防
ぎ
、
良
い
木
を
育
て
森
林
の
価
値

を
高
め
る
作
業
。

＊
大
径
木
…
…
…
幹
の
径
が
太
く
育
っ
た
、
樹じ
ゅ
れ
い齢

の
長
い
木
。

＊
主し
ゅ
ば
つ伐
…
…
…
…
一
定
の
林り
ん

齢れ
い

に
生
育
し
た
立
木
を
、
用
材
等
で
販は
ん
ば
い売
す
る
た
め
に
伐
採
す
る
こ
と
。

＊
樽た
る

丸ま
る

…
…
…
…
酒さ
か
だ
る樽
に
用
い
る
木
材
。

＊
三さ
ん

宝ぼ
う

…
…
…
…
神
仏
に
物
を
供
え
た
り
、
儀ぎ

式し
き

の
時
に
物
を
載の

せ
た
り
す
る
の
に
使
用
す
る
供
物
用
の
台
。

＊
下
市
…
…
…
…
奈
良
県
南
部
の
町
、
下
市
町
。
吉
野
地
方
の
主
要
商
業
地
と
し
て
古
く
か
ら
栄
え
た
。

＊
片か
た

翼よ
く

飛
行
…
…
本
来
左
右
両
方
あ
る
翼つ
ば
さが

片
方
し
か
な
い
状
態
で
飛
行
す
る
こ
と
か
ら
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
て
い
な
い
こ
と
。

＊
耐た
い
せ
い性

…
…
…
…
一
定
の
薬
物
に
対
し
て
示
す
抵て
い
こ
う
り
ょ
く

抗
力
。
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問
一　

─
─
─
①
「
現
代
社
会
の
経
済
に
馴な

じ染
ま
な
い
と
い
う
意
見
も
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
林
業
が
「
現
代
社
会
の
経
済
に
馴
染
ま
な
い
」
の
は
、
な
ぜ
で
す

か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

林
業
は
農
業
と
違ち

が

っ
て
、
安
定
し
た
収し
ゅ
う
か
く穫を

見み

こ込
め
な
い
か
ら
。

イ　

林
業
は
農
業
と
違
っ
て
、
収
穫
量
に
比
し
て
利り

じ
ゅ
ん潤

が
低
い
か
ら
。

ウ　

現
代
社
会
の
経
済
は
、
短
期
間
で
成
果
を
求
め
る
傾け

い
こ
う向
に
あ
る
か
ら
。

エ　

現
代
社
会
の
経
済
は
、
確
実
に
資
金
を
回
収
す
る
こ
と
を
優
先
す
る
か
ら
。

問
二　

─
─
─
②
「
本
来
の
林
業
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
は
吉よ

し

野の

林
業
を
例
に
挙
げ
て
、「
本
来
の
林
業
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た

と
述
べ
て
い
ま
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

植
え
る
本
数
を
多
く
し
な
が
ら
も
、
頻ひ

ん
ぱ
ん繁
に
間か
ん
ば
つ伐
を
繰く

り
返か
え

し
て
徐じ
ょ
じ
ょ々

に
本
数
を
減
ら
す
こ
と
で
、
一
〇
〇
年
後
に
は
見
事
に
育
っ
た
大
径
木
の
主し
ゅ
ば
つ伐
に

よ
っ
て
、
大
き
な
収
入
を
得
て
い
た
。

イ　

植
し
ょ
く
さ
い栽

本
数
を
多
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
節
の
な
い
幹
を
育
て
、
大
径
木
に
育
つ
ま
で
の
長
い
期
間
に
も
間
伐
に
よ
っ
て
出
る
木
材
を
有
効
に
利
用
し
て
、

安
定
し
た
雇こ

用よ
う

と
収
入
を
得
て
い
た
。

ウ　

数か
ず

々か
ず

の
商
品
に
開
発
す
る
た
め
に
あ
え
て
植
栽
本
数
を
多
く
し
て
、
頻
繁
に
間
伐
を
行
う
こ
と
で
大
量
の
間
伐
材
を
商
品
化
し
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
主
伐

で
も
た
ら
さ
れ
る
以
上
の
収
入
を
得
て
い
た
。

エ　

木
を
植
え
て
か
ら
一
〇
年
間
は
収
入
が
な
い
が
、
そ
れ
以
降
は
木
の
成
長
に
合
わ
せ
て
、
細
い
間
伐
材
か
ら
太
い
間
伐
材
ま
で
を
そ
れ
ぞ
れ
用よ

う

途と

に
応
じ

た
商
品
に
開
発
し
て
、
定
期
的
に
収
入
を
得
て
い
た
。

問
三　

─
─
─
③
「
森
の
産
物
を
徹て

っ
て
い
て
き

底
的
に
利
用
し
尽つ

く
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
林
業
に
お
い
て
、
森
の
産
物
が
「
徹
底
的
に
利
用
し
尽
く
」
さ
れ
た
の
は
、
ど
の

よ
う
な
考
え
方
が
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
ま
す
か
。
次
の
文
の

に
当
て
は
ま
る
三
十
五
字
以
上
四
十
字
以
内
の

部
分
を
こ
れ
以
降
の
本
文
中
に
求
め
、
最
初
と
最
後
の
五
字
を
ぬ
き
出
し
な
さ
い
。

が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
て
い
る
。

問
四　

─
─
─
④
「
大
き
な
ホ
ン
マ
グ
ロ
を
釣つ

り
上あ

げ
た
の
に
、
食
べ
る
の
は
ト
ロ
の
部
分
だ
け
。
赤
身
は
捨
て
て
い
る
に
等
し
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
た
と
え
て
い
る
の
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　
「
ホ
ン
マ
グ
ロ
」
を
林
業
に
秘
め
ら
れ
た
可
能
性
に
た
と
え
て
、「
赤
身
」
を
そ
の
可
能
性
を
生
か
し
切
れ
て
い
な
い
現
状
に
た
と
え
て
い
る
。
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イ　
「
ト
ロ
」
を
林
業
が
も
た
ら
す
収
入
の
全
体
に
た
と
え
て
、「
赤
身
」
を
そ
の
収
入
の
大
半
を
無む

だ駄
に
し
て
い
る
現
状
に
た
と
え
て
い
る
。

ウ　
「
ホ
ン
マ
グ
ロ
」
を
樹
木
の
中
の
太
く
て
ま
っ
す
ぐ
な
部
分
に
た
と
え
て
、「
赤
身
」
を
そ
れ
以
外
の
根
株
や
枝
の
よ
う
な
端は

材ざ
い

に
た
と
え
て
い
る
。

エ　
「
ホ
ン
マ
グ
ロ
」
を
一
本
の
樹
木
に
た
と
え
て
、「
ト
ロ
」
を
そ
の
中
で
最
大
の
収
入
を
も
た
ら
す
太
い
丸
太
の
部
分
に
た
と
え
て
い
る
。

問
五　

─
─
─
⑤
「
そ
れ
は
大
き
な
勘か

ん
ち
が違

い
だ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
筆
者
の
考
え
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適

当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

日
本
の
林
業
の
不ふ

振し
ん

の
理
由
を
安
い
輸
入
材
の
せ
い
に
す
る
の
は
単
純
な
発
想
で
、
か
つ
て
は
間
伐
材
を
利
用
し
て
作
ら
れ
て
い
た
道
具
類
が
別
の
素
材

に
置お

き
換か

わ
っ
て
い
く
中
で
、
新
た
な
木
材
商
品
を
生
み
出
せ
な
か
っ
た
せ
い
で
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

イ　

日
本
の
林
業
の
不
振
の
理
由
を
安
い
輸
入
材
の
せ
い
に
す
る
の
は
誤
り
で
あ
り
、
実
際
は
、
本
来
の
林
業
の
あ
り
方
を
忘
れ
て
、
目
先
の
利
益
ば
か
り
を

追
求
し
て
き
た
、
現
代
日
本
の
経
済
シ
ス
テ
ム
に
要
因
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

ウ　

日
本
の
林
業
が
か
つ
て
に
比
べ
て
不
振
な
の
は
、
国
内
産
木
材
の
代
わ
り
に
輸
入
さ
れ
た
安
い
木
材
に
よ
っ
て
、
身
の
回
り
の
家
具
や
道
具
類
が
作
ら
れ

た
せ
い
で
あ
り
、
そ
れ
を
た
だ
一
方
的
に
非
難
し
て
み
て
も
問
題
は
解
決
し
な
い
と
考
え
て
い
る
。

エ　

日
本
の
林
業
が
か
つ
て
に
比
べ
て
不
振
な
の
は
、
安
い
輸
入
材
の
せ
い
と
い
う
よ
り
も
、
時
代
の
変
化
と
と
も
に
人ひ

と

々び
と

が
「
も
っ
た
い
な
い
」
精
神
を

失
っ
た
せ
い
で
、
山
の
産
物
を
最
大
限
に
利
用
す
る
努
力
を
し
な
く
な
っ
た
せ
い
だ
と
考
え
て
い
る
。

問
六　

─
─
─
⑥
「
割わ

り
箸ば
し

は
、
端
材
商
品
の
最
後
の
砦と
り
でと
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
が
「
割
り
箸
」
を
「
最
後
の
砦
」
と
考
え
て
い
る
の

は
な
ぜ
で
す
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

割
り
箸
は
、
数
あ
る
端
材
商
品
の
中
で
も
木
材
の
量
に
比
し
て
高
価
格
で
売
れ
る
た
め
、
不
振
に
あ
え
ぐ
林
業
を
再
生
さ
せ
る
切
り
札
と
な
り
得
る
商
品

だ
か
ら
。

イ　

割
り
箸
は
、
別
の
素
材
や
安
い
輸
入
材
で
は
作
る
こ
と
の
で
き
な
い
日
本
固
有
の
も
の
で
あ
り
、
古
く
か
ら
日
本
林
業
の
象

し
ょ
う
ち
ょ
う
て
き

徴
的
な
存
在
と
言
え
る
商
品

だ
か
ら
。

ウ　

割
り
箸
は
、
林
業
に
不
可
欠
な
間
伐
材
利
用
の
最
終
商
品
で
あ
り
、
木
材
を
捨
て
る
と
こ
ろ
な
く
商
品
化
し
て
き
た
日
本
林
業
の
精
神
を
代
表
し
て
い
る

商
品
だ
か
ら
。

エ　

割
り
箸
は
、
小
さ
な
木
工
品
と
は
言
え
、
長
い
期
間
を
か
け
て
生
育
さ
れ
た
貴
重
な
森
林
資
源
で
あ
り
、
日
本
の
食
文
化
に
と
っ
て
も
欠
か
せ
な
い
商
品

だ
か
ら
。
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問
七　

─
─
─
⑦
「
そ
の
末ま
っ
た
ん端
に
、
割
り
箸
も
引
っ
か
か
っ
た
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で

答
え
な
さ
い
。

ア　

森
林
問
題
を
解
決
す
る
た
め
の
手
段
を
次
々
と
考
え
て
い
っ
た
結
果
、
割
り
箸
の
使
用
を
や
め
る
べ
き
だ
と
い
う
最
終
的
な
結
論
に
た
ど
り
着
い
た
と
い

う
こ
と

イ　

森
林
問
題
が
生
じ
る
原
因
を
次
々
と
さ
か
の
ぼ
っ
て
い
っ
た
結
果
、
割
り
箸
の
使
用
も
そ
の
原
因
で
あ
る
と
す
ぐ
に
結
び
付
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う

こ
と

ウ　

森
林
の
危
機
と
い
う
大
き
な
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
は
割
り
箸
の
使
用
を
見
直
し
、
身
近
な
こ
と
か
ら
始
め
る
べ
き
だ
と
誰だ

れ

も
が
考
え
た
と

い
う
こ
と

エ　

森
林
の
危
機
を
救
う
た
め
の
方
法
を
考
え
て
い
く
過
程
で
本
来
の
目
的
が
す
り
替か

わ
っ
て
、
割
り
箸
に
ま
で
議
論
の
矛ほ
こ
さ
き先

が
向
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い

う
こ
と

問
八　

─
─
─
⑧
「
実
際
に
、
環か

ん
き
ょ
う境に

よ
か
れ
と
思
っ
て
行
っ
た
行こ
う

為い

が
、
思
い
も
か
け
ぬ
結
果
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
も
少
な
く
な
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
次
の
表

は
、
本
文
中
の
Ａ
か
ら
Ｄ
の
４
つ
の
【
事
例
】
に
つ
い
て
、「
よ
か
れ
と
思
っ
て
行
っ
た
行
為
」【
意
図
・
行
為
】、「
思
い
も
か
け
ぬ
結
果
」【
結
果
】
と
、
な

ぜ
そ
の
よ
う
な
結
果
を
招
い
て
し
ま
っ
た
の
か
【
要
因
】
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

【
事
例
】

【
意
図
】

【
行
為
】

【
結
果
】

【
要
因
】

Ａ

害
虫
と
殺さ

っ
ち
ゅ
う
ざ
い

虫
剤　

害
虫
を
殺
そ
う
。

殺
虫
剤
を
ま
く
。

天
敵
ま
で
殺
し
て
し
ま
い
、
害
虫

が
大
発
生
す
る
。

殺
虫
剤
が
害
虫
だ
け
に
効
く
と
早
合

点
し
て
い
た
か
ら
。

Ｂ

荒あ

れ
地ち

の
緑
化

荒
れ
地
を
緑
化
し
よ
う
。

生
長
の
早
い
草
や
木
を
外
部

か
ら
持も

ち
込こ

ん
で
植
え
る
。

生
息
す
る
動
植
物
が
変
わ
っ
て
し

ま
い
、
環
境
に
悪あ
く
影え
い
き
ょ
う
響
を
与あ
た
え
る
。

生
態
系
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
ず
に
、

植
物
の
種
類
が
変
わ
っ
て
も
環
境
が

変
化
し
な
い
と
誤
解
し
て
い
た
か
ら
。

Ｃ

シ
カ
と
オ
オ
カ
ミ

シ
カ
を
保
護
し
よ
う
。

オ
オ
カ
ミ
を
駆く

除じ
ょ

す
る
。

増
え
た
シ
カ
が
草
を
食た

べ
尽つ

く
し

て
、
飢う

え
て
大
量
死
す
る
。

（　
　
　
　
　
　

ア　
　
　
　
　
　

）

Ｄ

再
生
紙

（　
　
　
　

イ　
　
　
　

）
再
生
紙
を
作
る
。

莫ば
く
だ
い大
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
す
る

な
ど
、
か
え
っ
て
資
源
を
無む

駄だ

遣づ
か

い
す
る
。

リ
サ
イ
ク
ル
さ
れ
る
も
の
以
外
に
資

源
の
無
駄
遣
い
が
生
じ
る
こ
と
を
忘

れ
て
い
た
か
ら
。
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⑴　
�（　

　

ア　
　

）・（　
　

イ　
　

）
に
入
る
文
を
、
自
分
で
考
え
て
そ
れ
ぞ
れ
記
し
な
さ
い
。

⑵　
�

Ａ
か
ら
Ｄ
の
事
例
と
同
じ
よ
う
な
出
来
事
が
、
か
つ
て
中
国
で
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
農
作
物
を
守
る
た
め
に
、
農
作
物
を
食く

い
荒あ

ら
す
ス
ズ
メ
を
大
量
に
駆
除
し

た
と
こ
ろ
、
逆
に
農
作
物
の
収
穫
が
大お

お
は
ば幅
に
減
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
な
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
表
を
参
考
に
し

な
が
ら
、
考
察
で
き
る
こ
と
を
述
べ
な
さ
い
。

⑶　

�

こ
れ
ら
の
よ
う
な
「
思
い
も
か
け
ぬ
結
果
」
を
招
か
な
い
よ
う
に
す
る
に
は
、
環
境
問
題
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
向
き
合
う
べ
き
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い

ま
す
か
。
本
文
中
の
語
句
を
用
い
て
、
五
十
字
以
上
六
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
九　

こ
の
文
章
に
お
い
て
筆
者
は
、「
割
り
箸
」
を
通
し
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
主
張
し
て
い
ま
す
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

割
り
箸
を
大
量
に
使
用
す
る
こ
と
は
森
林
破は

壊か
い

に
つ
な
が
る
の
で
、
小
さ
な
木も
く
へ
ん片
で
は
あ
る
が
大
き
な
視
点
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ　

割
り
箸
の
、
資
源
を
消
費
す
る
木
製
品
と
し
て
の
一
面
だ
け
を
取
り
上
げ
て
論
じ
る
こ
と
は
、
環
境
問
題
に
関
す
る
判
断
を
誤
る
原
因
と
な
る
。

ウ　

環
境
問
題
を
考
え
る
一
例
と
し
て
で
は
な
く
、
日
本
人
の
食
生
活
と
の
関
わ
り
か
ら
、
割
り
箸
自
体
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

エ　

割
り
箸
は
資
源
の
無
駄
遣
い
の
象
徴
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
日
本
の
歴
史
や
文
化
の
象
徴
と
し
て
論
じ
る
べ
き
で
あ
る
。
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二　

次
の
文
章
は
、
一
九
五
〇
年
代
の
富
山
県
の
あ
る
町
を
舞ぶ

台た
い

に
し
た
物
語
で
、
主
人
公
「
律
」
は
十
二
歳さ
い

の
少
女
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答

え
な
さ
い
。

　

こ
こ
ま
で
が
う
ち
の
敷し

き

地ち

だ
と
い
う
境
界
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
垣か
き

根ね

は
、
生い
け
が
き垣

と
よ
ば
れ
る
も
の
で
、
下
半
分
は
石
を
つ
み
あ
げ
た
、
厚
み
の
あ
る
石
垣
に
な
っ
て

い
て
、
そ
こ
に
土
を
う
め
こ
み
、
杉す

ぎ

が
植
え
ら
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
ま
で
は
、
地
面
に
直
接
置
か
れ
て
い
た
、
石
の
お
堂
に
は
い
っ
た
お
地
蔵
さ
ん
は
、
石
垣
の
上
に
、
両
わ
き
を
杉
の
木
に
は
さ
ま
れ
る
よ
う
な
か
っ
こ
う
で
す

え
お
か
れ
た
。
今
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
、
道
路
が
わ
に
向
け
、
正
面
に
立
山
を
見
る
よ
う
な
位
置
に
。
栗く

り

の
木
と
、
す
こ
し
は
な
れ
た
同
じ
な
ら
び
で
。

　

こ
の
お
地
蔵
さ
ん
は
、
母
、
ハ
ル
の
弟
た
ち
の
供
養
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
だ
。
祖
母
の
ヨ
シ
に
と
っ
て
は
、
息
子
た
ち
で
、
亡
く
な
っ
た
の
は
ず
い
ぶ
ん
前
だ
け

ど
、
今
で
も
母
と
ヨ
シ
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
と
き
ど
き
手
を
合
わ
せ
て
い
る
し
、
近
所
の
人
も
手
を
合
わ
せ
て
い
る
の
を
と
き
ど
き
見
か
け
る
。

　

か
や
ぶ
き
だ
っ
た
屋
根
が
、
瓦か

わ
らに
ふ
き
か
え
ら
れ
た
の
も
、
こ
の
こ
ろ
で
、
こ
の
生
垣
と
瓦
屋
根
で
、
わ
が
や
は
ず
い
ぶ
ん
、
て
い
さ
い
が
よ
く
な
っ
た
。

　

律
は
生
垣
の
内
が
わ
で
、
栗
の
木
が
道
路
の
ほ
う
に
枝
を
の
ば
す
の
を
、
き
き
わ
け
の
な
い
子
ど
も
が
、
勝
手
な
行
動
を
と
る
の
を
見
ま
も
る
親
の
心
情
で
な
が

め
、
道
路
に
実
を
お
と
す
と
、
そ
の
子
が
し
で
か
し
た
い
た
ず
ら
の
、
後
始
末
で
も
す
る
よ
う
に
、
い
そ
い
そ
と
ひ
ろ
い
に
い
っ
た
。

　

道
に
お
ち
て
い
る
分
を
ひ
ろ
い
集
め
た
あ
と
、
ゆ
っ
く
り
安
心
し
て
、
敷
地
内
、
つ
ま
り
生
垣
の
内
が
わ
に
お
ち
た
分
を
ひ
ろ
う
。
ざ
る
に
い
っ
ぱ
い
に
な
る
こ
と

も
あ
れ
ば
、
十
個
ほ
ど
し
か
と
れ
な
い
と
き
も
あ
る
。

　

そ
れ
を
台
所
に
お
い
て
お
く
と
、
学
校
か
ら
帰
っ
た
こ
ろ
に
は
、
ヨ
シ
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
ゆ
で
て
お
い
て
く
れ
る
と
い
う
わ
け
だ
。

　

い
つ
も
は
ね
ぼ
う
な
律
が
、
栗
の
季
節
に
な
る
と
、
夜
明
け
と
と
も
に
起
き
だ
す
も
の
だ
か
ら
、
家
族
は
だ
れ
も
が
、
律
は
よ
ほ
ど
栗
が
好
き
な
の
だ
ろ
う
と
思
い

こ
ん
で
い
た
。

　

じ
つ
は
、
人
に
と
ら
れ
る
の
が
い
や
な
、
た
だ
の
よ
く
ば
り
で
ケ
チ
ン
ボ
な
だ
け
だ
。
で
も
、
そ
う
思
わ
れ
る
の
が
は
ず
か
し
か
っ
た
か
ら
、
あ
え
て
否
定
せ
ず

に
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
い
た
。

　

早
起
き
と
い
っ
た
っ
て
、
ど
の
み
ち
栗
が
落
ち
る
時
期
は
、
せ
い
ぜ
い
二
週
間
ほ
ど
で
、
そ
の
間
だ
け
、
ち
ょ
っ
と
が
ん
ば
れ
ば
い
い
の
だ
し
、
本
来
ひ
ろ
う
の
が

楽
し
い
の
だ
か
ら
、
ち
っ
と
も
苦
で
は
な
か
っ
た
。

　

前
の
晩
に
風
が
ふ
い
た
り
す
る
と
、
明
日
の
朝
は
ど
ん
な
に
た
く
さ
ん
落
ち
て
い
る
だ
ろ
う
と
、
わ
く
わ
く
し
た
も
の
だ
。

　

栗
は
も
ち
ろ
ん
、
律
が
学
校
に
い
っ
て
い
る
あ
い
だ
の
、
昼
に
も
落
ち
る
。

　

枝
の
下
で
見
上
げ
て
み
て
、
ぱ
っ
く
り
と
開
い
た
緑
色
の
イ
ガ
の
中
に
、
つ
や
つ
や
し
た
栗
の
実
が
、
今
に
も
こ
ぼ
れ
落
ち
そ
う
に
な
っ
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
落
ち
て
く
る
の
を
ま
つ
し
か
な
く
、
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
、
そ
こ
を
通
り
か
か
っ
た
人
が
ひ
ろ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
し
か
た
が
な
い
と
、

あ
き
ら
め
る
し
か
な
い
。

①
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そ
う
い
う
「
賭か

け
」
み
た
い
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
か
ら
、
律
は
つ
い
、
栗
ひ
ろ
い
に
夢
中
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
（
中
略
）

　

そ
の
朝
、
は
ち
あ
わ
せ
し
た
の
は
、
律
よ
り
少
し
年
上
の
少
年
だ
っ
た
。
制
服
と
帽ぼ

う

子し

で
、
中
学
生
の
よ
う
だ
、
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
は
わ
か
っ
た
が
、
は
じ
め
て

見
る
顔
だ
っ
た
。

　

こ
ん
な
時
間
に
、
も
う
通
学
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
新
聞
配
達
で
も
し
て
い
て
、
そ
の
帰
り
な
の
だ
ろ
う
か
。
生
垣
に
た
て
か
け
る
よ
う
に
、
自
転
車
が
止

め
て
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
、
新
品
の
自
転
車
に
の
っ
て
い
る
の
は
、
よ
ほ
ど
の
お
金
持
ち
し
か
い
な
か
っ
た
か
ら
、
ま
あ
、
ふ
つ
う
の
ポ
ン
コ
ツ
っ
ぽ
い
自
転
車
だ
っ

た
。

　

ざ
る
を
も
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
律
を
見
て
、
少
年
は
ハ
ッ
と
し
た
よ
う
に
立
ち
つ
く
し
た
。

　

も
の
す
ご
く
、
バ
ツ
が
悪
か
っ
た
。

　

う
ち
の
栗
を
ひ
ろ
う
の
に
、
な
ん
で
律
が
こ
ん
な
に
、
居
心
地
の
悪
い
思
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
自
分
で
自
分
に
腹
が
立
つ
ほ
ど
。

　

本
当
は
に
げ
て
も
ど
り
た
か
っ
た
け
ど
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
の
は
、
も
っ
と
バ
ツ
が
悪
い
の
で
、
な
ん
と
か
が
ん
ば
っ
て
ふ
み
と
ど
ま
り
、
律
は
無
言
で
、
栗
を

ひ
ろ
い
は
じ
め
た
。
さ
っ
さ
と
ひ
ろ
っ
て
、
早
く
も
ど
ろ
う
…
…
と
思
っ
て
い
る
の
に
、
こ
う
い
う
と
き
に
か
ぎ
っ
て
、
た
く
さ
ん
落
ち
て
い
る
の
だ
。

　
「
こ
こ
の
う
ち
の
人
？
」

と
、
彼か

れ

は
い
っ
た
。
あ
ま
り
き
い
た
こ
と
の
な
い
標
準
語
で
。
律
は
顔
を
あ
げ
ず
に
、
小
さ
く
う
な
ず
い
た
。
ど
う
り
で
、
こ
ぎ
れ
い
で
都
会
っ
ぽ
い
雰ふ
ん

囲い

気き

が
た
だ

よ
っ
て
い
る
わ
け
だ
と
、
納
得
し
な
が
ら
。

　

い
っ
ぽ
う
の
律
は
、
姉
た
ち
の
お
さ
が
り
の
、
よ
れ
よ
れ
寝ね

ま
き
と
、
足
に
は
す
り
へ
っ
た
下げ

た駄
、
頭
は
ぼ
さ
ぼ
さ
…
…
。
朝
早
い
う
え
に
、
寝ね

お
き
だ
か
ら
と
い

う
わ
け
で
は
な
く
、
律
の
か
っ
こ
う
は
い
つ
だ
っ
て
、
だ
い
た
い
こ
ん
な
よ
う
な
も
の
だ
。
顔
が
こ
ん
な
に
熱
い
か
ら
、
き
っ
と
ほ
っ
ぺ
た
は
ま
っ
赤
だ
ろ
う
。
絵
に

か
い
た
よ
う
な
、
い
な
か
の
子
。

　
「
も
ら
っ
て
も
い
い
？
」

　

ま
た

１

。
だ
め
と
い
え
る
は
ず
も
な
く
、
だ
い
い
ち
、
た
と
え
だ
め
だ
と
思
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
つ
た
え
れ
ば
い
い
？　

律

は
、
方
言
以
外
で
は
話
が
で
き
な
い
。

　
「
こ
の
前
も
、
一
度
、
学
校
の
帰
り
に
通
り
か
か
っ
て
、
ひ
ろ
っ
た
ん
だ
」

　

２

ま
ま
「
ふ
ん
」
と
だ
け
答
え
た
。

　
「
こ
こ
の
栗
、
お
い
し
い
ね
。
こ
れ
ま
で
食
べ
た
栗
の
中
で
、
一
番
お
い
し
か
っ
た
」

　

律
は
思
わ
ず

３

。
そ
の
瞬し
ゅ
ん
か
ん間、
律
は
、
う
ち
の
栗
が
大
好
き
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
も
、

　
「
ふ
ん
」

②

③
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な
さ
け
な
い
こ
と
に
「
ふ
ん
」
し
か
い
え
な
い
。

　
「
あ
り
が
と
う
」

　

彼
は
、
両
手
に
い
っ
ぱ
い
の
栗
を
、
学
生
服
の
ポ
ケ
ッ
ト
に
入
れ
、
立
山
に
背
を
向
け
て
、
こ
の
ご
ろ
宅
地
が
建
て
こ
ん
で
き
て
い
る
方
向
へ
と
、
自
転
車
で
さ
っ

て
い
っ
た
。
彼
の
す
が
た
は
す
ぐ
に
視
界
か
ら
消
え
た
け
れ
ど
、
記き

憶お
く

に
や
き
つ
い
た
そ
の
笑
顔
が
ま
ぶ
し
く
て
、
律
は
い
つ
ま
で
も
目
を
ほ
そ
め
て
い
た
。

　

そ
の
日
か
ら
、
栗
の
味
が
変
わ
っ
た
。
毎
日
食
べ
て
い
た
、
同
じ
栗
な
の
に
、
世
の
中
に
こ
ん
な
に
お
い
し
い
も
の
が
あ
る
の
か
と
思
う
ほ
ど
お
い
し
い
。

　

彼
は
そ
れ
っ
き
り
、
栗
の
木
の
下
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

期
待
し
な
い
で
お
こ
う
と
は
思
い
つ
つ
も
、
律
は
寝ね

ぐ
せ
の
つ
い
た
髪か
み

を
と
か
し
、
寝
ま
き
よ
り
少
し
は
ま
し
な
服
に
着
が
え
て
外
に
で
る
よ
う
に
し
た
が
、
毎

朝
、
が
っ
か
り
し
た
。
た
と
え
あ
ら
わ
れ
た
と
し
て
も
、
話
な
ん
か
ど
う
せ
で
き
な
か
っ
た
の
に
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
こ
と
は
家
族
に
も
友
だ
ち
に
も
だ
れ
に
も
い
わ
ず
、
自
分
だ
け
の
大
切
な
秘
密
と
し
て
か
か
え
こ
ん
だ
。
そ
し
て
、
上
等
な
あ
め
を
口
の
中
で
こ

ろ
が
し
な
が
ら
、
ゆ
っ
く
り
と
楽
し
ん
で
味
わ
う
よ
う
に
、
何
度
も
う
っ
と
り
と
思
い
出
に
ひ
た
っ
た
。

　

妄も
う
そ
う想

や
空
想
の
中
で
は
、
い
い
た
い
こ
と
は
い
っ
ぱ
い
あ
っ
た
し
、
な
ん
で
も
い
え
た
。

　
「
道
に
お
ち
と
る
も
ん
は
、
だ
れ
が
ひ
ろ
て
も
いい

い

の

よ

い
が
や
ぜ
」

と
、
教
え
て
あ
げ
た
か
っ
た
し
、

　
「
おお

い
し
い
で
し
ょ
う

い
し
か
ろ
、
こ
の
栗
。
わ
た
し
も
大
好
き
」

と
、
ち
ょ
っ
と
し
た
う
そ
を
つ
い
て
も
よ
か
っ
た
し
、

　
「
ま
た
、
と
り
に
き
て
」

　

そ
う
さ
そ
っ
て
み
て
も
よ
か
っ
た
。

　

じ
っ
さ
い
に
は
、
ぜ
っ
た
い
、
い
え
っ
こ
な
い
こ
と
ば
か
り
だ
っ
た
と
い
う
の
に
、
律
は
あ
ま
っ
た
る
い
後こ

う

悔か
い

に
ひ
た
っ
た
。

　
（
中
略
）

　

う
ち
は
い
わ
ゆ
る
兼

け
ん
ぎ
ょ
う業
農
家
で
、
田
ん
ぼ
は
お
も
に
母
の
ハ
ル
と
祖
父
の
栄え
い

太た

郎ろ
う

じ
い
ち
ゃ
ん
の
担
当
で
、
父
の
忠
直
は
会
社
勤
め
を
し
な
が
ら
の
、
休
み
の
日
だ

け
の
働
き
手
だ
。
琴こ

と

音ね

ね
え
さ
ん
は
、
結け
っ
こ
ん婚
し
た
ら
仕
事
を
や
め
て
家
庭
に
は
い
る
予
定
だ
け
ど
、
今
は
ま
だ
市
内
の
会
社
で
事
務
職
に
つ
い
て
お
り
、
仕
事
が
休
み

の
日
曜
日
は
農
作
業
に
か
り
だ
さ
れ
る
。
高
校
生
の
歌
子
ね
え
さ
ん
や
、
律
に
も
、
年ね

ん
れ
い齢
相
応
の
手
伝
え
る
こ
と
は
、
い
つ
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
。

　

そ
う
い
う
と
き
で
も
、
ヨ
シ
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
も
っ
ぱ
ら
、
台
所
な
ど
の
家
事
を
担
当
し
、
父
や
姉
た
ち
や
律
は
、
あ
く
ま
で
手
伝
い
で
、
農
作
業
の
中
心
は
栄
太
郎

じ
い
ち
ゃ
ん
と
母
の
ハ
ル
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
母
だ
。
わ
が
や
は
、
ハ
ル
か
あ
ち
ゃ
ん
で
ま
わ
っ
て
い
る
。

　

母
は
じ
っ
さ
い
、
よ
く
働
き
、
た
く
ま
し
く
、
力
持
ち
で
も
あ
る
。

④

⑤
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耕
運
機
を
動
か
す
女
の
人
は
、
こ
の
村
で
は
母
だ
け
だ
。

　

そ
ん
な
母
で
も
、
む
す
め
時
代
は
歌
を
歌
う
こ
と
が
大
好
き
で
、
音
楽
の
先
生
に
な
り
た
い
と
い
う
夢
が
あ
っ
た
の
だ
と
、
律
た
ち
は
何
度
も
き
か
さ
れ
て
い
る
。

早
く
結
婚
し
て
、
す
ぐ
に
子
ど
も
が
で
き
て
、
夢
は
か
な
わ
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
あ
ん
た
た
ち
が
夢
の
か
わ
り
だ
か
ら
、
あ
ん
た
た
ち
に
、
音
楽
に
ち
な
ん
だ
名
前
を

つ
け
た
の
だ
、
と
。

　

何
回
も
き
い
た
話
だ
け
ど
、
信
じ
ら
れ
な
い
。
見
る
か
ら
に
、
い
な
か
の
お
っ
か
さ
ん
と
い
う
感
じ
の
母
が
、
音
楽
の
先
生
に
な
り
た
か
っ
た
な
ん
て
。
う
ち
に
は

ピ
ア
ノ
も
オ
ル
ガ
ン
も
な
い
の
に
。

　

母
も
そ
の
へ
ん
の
と
こ
ろ
は
心
得
て
い
て
、「
音
楽
の
先
生
」
と
い
う
言
葉
を
出
す
と
き
は
、
つ
ん
と
気
ど
っ
た
ポ
ー
ズ
を
と
る
。
律
た
ち
が
、
ド
ッ
と
わ
ら
う
と

「
な
に
、
お
か
し
い
？
」
と
、
わ
ざ
と
怒お

こ

っ
て
み
せ
る
。
律
た
ち
は
、「
なぜ
ん
ぜ
ん

あ
ん
」
と
い
い
つ
つ
、
ま
た
ド
ッ
と
わ
ら
う
。

　

母
、
ハ
ル
は
、
そ
ん
な
人
だ
。

　

律
は
、
そ
う
い
う
母
を
、
表
向
き
で
は
「
口
う
る
さ
い
」
だ
の
「
い
な
か
く
さ
い
」
だ
の
「
か
あ
ち
ゃ
ん
み
た
い
に
は
な
り
た
く
な
い
」
だ
の
と
、
反は

ん
こ
う抗
的て
き

な
こ
と

を
い
い
つ
つ
も
、
心
の
底
で
は
、
ち
ょ
っ
と
か
っ
こ
い
い
と
も
思
っ
て
い
る
。
母
は
、
律
に
は
「
女
の
子
ら
し
く
し
ろ
」
と
い
つ
も
い
う
が
、
母
こ
そ
、
男
ま
さ
り

で
、
そ
の
こ
と
に
自
分
で
気
づ
い
て
い
な
い
の
だ
。

　
（
中
略
）

　

そ
の
年
の
大
み
そ
か
の
こ
と
だ
。

　
（
中
略
）

　

お
堂
の
中
の
、
お
地
蔵
さ
ん
の
ち
ょ
う
ど
前
に
、
大
型
の
マ
ッ
チ
箱
ほ
ど
の
大
き
さ
の
、
長
方
形
の
木
の
箱
が
お
い
て
あ
る
の
に
気
づ
い
た
。

　
（
中
略
）

　

こ
こ
に
ま
ま
ご
と
の
道
具
の
よ
う
な
も
の
と
は
い
え
、
お
さ
い
銭
箱
が
で
き
て
み
る
と
、
こ
の
お
地
蔵
さ
ん
の
格
が
あ
が
っ
た
よ
う
に
見
え
た
。

　
「
で
も
、
だ
れ
、
ここ

ん
な
も
の
を
つ
く
っ
た
の

ん
な
ん
つ
く
っ
た
が
？
」

と
い
い
つ
つ
、
琴
音
が
思
い
出
し
た
よ
う
に
、
も
っ
て
き
た
ぞ
う
き
ん
で
お
堂
の
中
の
そ
う
じ
を
は
じ
め
た
。
律
も
わ
れ
に
か
え
っ
て
、
お
地
蔵
さ
ん
を
ふ
く
こ
と
に

し
た
。

　
「
お
地
蔵
さ
ん
、
教
え
て
」

　

歌
子
が
お
ど
け
て
、
お
地
蔵
さ
ん
を
の
ぞ
き
こ
ん
で
た
ず
ね
か
け
る
。

　

だ
れ
が
つ
く
っ
た
の
か
、
律
に
は
、
心
あ
た
り
が
あ
っ
た
。

　

き
っ
と
、
あ
の
少
年
だ
。

　

ほ
か
に
だ
れ
が
い
る
？

⑥
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栗
の
お
礼
な
ん
だ
。
そ
う
に
き
ま
っ
て
い
る
。

　
（
中
略
）

　
「
どど

う

し

た

の

う
し
た
が
、
律
。
ほ
っ
ぺ
た
が
り
ん
ご
み
た
い
」

歌
子
に
い
わ
れ
た
。

　
「
ああ

つ
く
っ
て

つ
て
…
…
」

頭
に
雪
を
か
ぶ
り
な
が
ら
、
律
は
顔
を
ぱ
た
ぱ
た
と
て
の
ひ
ら
で
あ
お
い
だ
。

　
「
へ
ん
な
律
」

　
「
そ
お
？
」

　

ふ
た
り
の
姉
た
ち
が
、
ぷ
っ
と
ふ
き
だ
し
た
。

　
「
そ
お
？　

や
っ
て
、
なな

に
を
き
ど
っ
て
い
る
の

に
き
ど
っ
と
ん
が
け
」

　
「
だ
っ
て
、
う
れ
し
い
よ
。
う
ち
の
お
地
蔵
さ
ん
に
、
こ
ん
な
ん
つ
く
っ
て
も
ろ
て
。
う
ち
の
お
地
蔵
さ
ん
、
ええ

ら

く

な

っ

た

ら
な
っ
た
み
た
い
で
」

　

律
は
し
ど
ろ
も
ど
ろ
で
い
っ
た
。
律
の
返
事
は
、
姉
た
ち
の
質
問
の
答
え
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
律
の
意
見
に
は
ふ
た
り
と
も
「
ほ
ん
と
に
そ
う
や
ね
え
」

と
、
深
く
同
意
し
て
く
れ
た
。

　

そ
う
じ
が
終
わ
っ
た
お
地
蔵
さ
ん
に
、
律
は
手
を
合
わ
せ
、
心
を
こ
め
て
お
ま
い
り
を
し
た
。

（
杉す

ぎ

本も
と

り
え
『
１
０
０
年
の
木
の
下
で
』
よ
り
）

※　

問
題
作
成
の
都
合
上
、
文
章
の
一
部
を
省
略
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

問
一　

─
─
─
①
「
い
そ
い
そ
と
ひ
ろ
い
に
い
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
時
の
「
律
」
の
様
子
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。

ア　

栗く
り

の
木
が
周
囲
の
迷め
い
わ
く惑
に
な
る
ほ
ど
に
実
を
落
と
し
た
の
を
、
ま
る
で
子
ど
も
の
い
た
ず
ら
の
よ
う
だ
と
思
い
な
が
ら
、
い
ら
だ
た
し
そ
う
に
栗
を
ひ
ろ

い
に
い
く
様
子

イ　

栗
の
木
が
道
路
に
ま
で
落
ち
る
ほ
ど
実
を
つ
け
た
こ
と
を
、
子
ど
も
の
成
長
を
誇ほ

こ

ら
し
く
思
う
よ
う
な
気
分
で
眺な
が

め
て
は
、
得
意
そ
う
に
栗
を
ひ
ろ
い
に

い
く
様
子

⑦
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ウ　

栗
の
実
が
敷し
き

地ち

の
外
に
ま
で
落
ち
る
の
で
、
人
に
ひ
ろ
わ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
の
は
手
が
焼
け
る
こ
と
だ
と
思
い
な
が
ら
も
、
楽
し
そ
う
に
栗
を
ひ
ろ
い

に
い
く
様
子

エ　

栗
の
実
が
自
宅
の
外
の
道
路
に
落
ち
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
近
所
の
人
に
先
に
ひ
ろ
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
あ
せ
っ
て
、
あ
わ
た
だ
し
そ
う
に

栗
を
ひ
ろ
い
に
い
く
様
子

問
二　

─
─
─
②
「
少
年
は
ハ
ッ
と
し
た
よ
う
に
立
ち
つ
く
し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
時
の
少
年
の
心
情
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

朝
早
け
れ
ば
誰だ

れ

も
い
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
栗
の
実
を
盗ぬ
す

ん
だ
こ
と
が
ざ
る
を
持
っ
た
女
の
子
に
見
つ
か
っ
て
し
ま
い
、
気
が
動
転
し
た
。

イ　

知
り
合
い
に
田
舎
の
子
が
あ
ま
り
い
な
い
た
め
、
栗
を
拾
い
に
や
っ
て
き
た
女
の
子
を
見
て
そ
の
だ
ら
し
な
い
姿
に
驚お

ど
ろき
あ
き
れ
た
。

ウ　

た
く
さ
ん
栗
を
持
ち
帰
り
た
か
っ
た
の
に
、
ざ
る
を
も
っ
た
女
の
子
と
出
く
わ
し
て
、
二
人
で
分
け
な
く
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
て
が
っ
か
り
し
た
。

エ　

栗
の
木
の
持
ち
主
の
家
の
子
ど
も
と
思
わ
れ
る
女
の
子
が
現
れ
る
こ
と
は
全
く
予
想
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
ひ
ど
く
お
ど
ろ
い
た
。

問
三　

─
─
─
③
「
顔
を
あ
げ
ず
に
、
小
さ
く
う
な
ず
い
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
時
の
「
律
」
の
心
情
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

話
し
か
け
て
き
た
少
年
の
言こ

と

葉ば

遣づ
か

い
や
雰ふ
ん

囲い

気き

が
、
み
す
ぼ
ら
し
い
自
分
と
は
か
け
離は
な

れ
て
い
て
ひ
け
め
を
感
じ
て
い
る
。

イ　

知
ら
な
い
少
年
に
耳
慣
れ
な
い
き
つ
い
口
調
で
質
問
さ
れ
、
不ふ

審し
ん

に
思
わ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
感
じ
て
緊き
ん
ち
ょ
う張し
て
い
る
。

ウ　

知
り
合
い
で
も
な
い
少
年
が
親
し
げ
に
話
し
か
け
て
き
た
た
め
、
彼か

れ

を
無
礼
で
な
れ
な
れ
し
い
と
感
じ
て
警け
い
か
い戒
し
て
い
る
。

エ　

栗
を
早
く
拾
い
き
っ
て
帰
り
た
い
の
に
少
年
に
話
し
か
け
ら
れ
た
た
め
、
話
を
長
引
か
せ
た
く
な
い
と
考
え
て
焦あ

せ

っ
て
い
る
。

問
四　

１

か
ら

３

に
当
て
は
ま
る
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

下
を
向
い
た　
　

イ　

顔
を
あ
げ
た　
　
　
　

ウ　

腹
が
立
つ　
　
　
　

エ　

首
を
ふ
っ
た

オ　

声
を
あ
げ
た　
　

カ　

小
さ
く
う
な
ず
く　
　

キ　

立
ち
つ
く
し
た　
　

ク　

目
を
閉
じ
た
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問
五　

─
─
─
④
「
こ
の
こ
と
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
ま
す
か
。
そ
の
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

以
前
よ
り
も
ま
し
な
格
好
を
し
て
外
に
出
て
い
る
こ
と

イ　

毎
朝
外
に
出
て
も
期
待
外
れ
の
結
果
に
な
っ
て
い
る
こ
と

ウ　

あ
る
日
栗
を
拾
っ
た
と
き
に
少
年
と
出
会
っ
た
こ
と

エ　

最
近
栗
を
お
い
し
く
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

問
六　

─
─
─
⑤
「
あ
ま
っ
た
る
い
後こ

う
か
い悔
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

少
年
と
次
に
会
っ
た
ら
ち
ゃ
ん
と
話
せ
る
だ
ろ
う
と
い
う
期
待
と
、
一
度
チ
ャ
ン
ス
を
逃の

が

し
た
不ふ

が

い
甲
斐
な
さ
の
入
り
混
じ
っ
た
気
持
ち

イ　

少
年
と
の
会
話
を
想
像
し
て
感
じ
る
淡あ

わ

い
と
き
め
き
と
、
彼
と
も
っ
と
う
ま
く
話
し
た
か
っ
た
と
い
う
思
い
の
入
り
混
じ
っ
た
気
持
ち

ウ　

少
年
と
偶ぐ

う
ぜ
ん然
に
出
会
え
た
こ
と
に
対
す
る
喜
び
と
、
彼
と
は
お
そ
ら
く
も
う
会
え
な
い
の
だ
と
い
う
寂さ
び

し
さ
の
入
り
混
じ
っ
た
気
持
ち

エ　

少
年
に
か
け
る
言
葉
を
想
像
す
る
こ
と
の
楽
し
さ
と
、
彼
に
嫌き

ら

わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
反
省
の
入
り
混
じ
っ
た
気
持
ち

問
七　

─
─
─
⑥
「
母
、
ハ
ル
は
、
そ
ん
な
人
だ
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
ハ
ル
」
の
様
子
や
人ひ

と
が
ら柄
を
述
べ
た
文
と
し
て
適
当
で
な
い

0

0

0

0

0

も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号

で
答
え
な
さ
い
。

ア　

律
に
と
っ
て
は
反は

ん
こ
う抗
し
た
く
も
な
る
口
う
る
さ
い
存
在
で
あ
る
が
、
陽
気
な
冗じ
ょ
う
だ
ん談で
笑
わ
せ
て
く
れ
る
一
面
も
あ
る
。

イ　

自
ら
は
台
所
仕
事
が
苦
手
で
「
ヨ
シ
」
に
任
せ
て
い
る
の
に
、
娘む

す
めに

は
家
庭
的
で
女
の
子
ら
し
い
ふ
る
ま
い
を
求
め
て
い
る
。

ウ　

本
人
は
自
覚
し
て
い
な
い
が
、
男
勝
り
で
た
く
ま
し
い
働
き
手
で
あ
る
と
こ
ろ
を
、「
律
」
に
は
か
っ
こ
い
い
と
思
わ
れ
て
い
る
。

エ　

今
は
農
業
に
専
念
し
て
い
る
が
、
結け

っ
こ
ん婚

前
に
は
音
楽
の
先
生
に
な
る
と
い
う
夢
が
あ
り
、
そ
れ
を
娘
た
ち
に
何
度
も
語
っ
て
い
る
。

問
八　

─
─
─
⑦
「
律
は
し
ど
ろ
も
ど
ろ
で
い
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
律
」
は
な
ぜ
「
し
ど
ろ
も
ど
ろ
」
に
な
っ
た
の
で
す
か
。
そ
の
理
由
を
六
〇
字
以
上
七
十

字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
九　

こ
の
物
語
の
内
容
や
表
現
の
特と

く
ち
ょ
う徴の
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い

0

0

0

0

0

も
の
を
次
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

物
語
は
、
一い

っ
か
ん貫
し
て
主
人
公
「
律
」
の
視
点
か
ら
語
ら
れ
て
お
り
、
他
の
登
場
人
物
の
行
動
や
様
子
も
「
律
」
の
視
点
を
通
し
て
描え
が

か
れ
て
い
る
。

イ　
「
律
」
と
少
年
と
の
出
会
い
の
背
景
に
は
、
宅
地
開
発
が
進
め
ら
れ
る
な
ど
、
当
時
の
、
地
方
の
農
村
が
都
市
化
の
波
に
よ
っ
て
変
化
し
つ
つ
あ
る
時
代

の
動
き
が
う
か
が
わ
れ
る
。
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ウ　

母
か
ら
音
楽
に
ち
な
ん
だ
名
前
を
付
け
て
も
ら
っ
た
二
人
の
姉
「
琴こ
と

音ね

」
と
「
歌
子
」
は
、
そ
の
名
前
の
通
り
明
る
く
活
発
な
人
物
と
し
て
、「
律
」
と

は
対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

エ　
「
そ
の
日
か
ら
栗
の
味
が
変
わ
っ
た
。」
と
い
う
一
文
は
、
少
年
と
の
出
会
い
を
境
に
「
律
」
の
内
面
が
変
化
し
た
こ
と
を
印
象
づ
け
る
と
と
も
に
、「
律
」

の
少
年
に
対
す
る
好
意
や
あ
こ
が
れ
を
象

し
ょ
う
ち
ょ
う
徴
し
て
い
る
。

オ　
「
律
」
が
少
年
の
こ
と
を
思
い
出
す
場
面
で
は
、「
律
」
の
心
の
中
の
つ
ぶ
や
き
が
そ
の
ま
ま
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼か

の
じ
ょ女

の
内
気
で
夢
見

が
ち
な
少
女
と
し
て
の
一
面
が
伝
わ
っ
て
く
る
。

カ　

物
語
の
初
め
で
は
、
お
地
蔵
さ
ん
の
こ
と
を
ま
っ
た
く
気
に
か
け
て
い
な
か
っ
た
「
律
」
だ
が
、
少
年
が
お
さ
い
銭
箱
を
作
っ
て
く
れ
た
こ
と
を
き
っ
か

け
に
、
初
め
て
お
地
蔵
さ
ん
を
大
切
に
思
う
よ
う
に
な
る
。

三　

次
の
①
か
ら
⑧
の
─
─
─
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
な
お
し
、
⑨
か
ら
⑫
の
─
─
─
部
の
漢
字
の
読
み
方
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

①　

先
生
の
オ
ン
ジ
ョ
ウ
に
報
い
る
。

②　

足
を
ぶ
つ
け
て
ゲ
キ
ツ
ウ
が
走
る
。

③　

ザ
ぶ
と
ん
を
差
し
出
す
。

④　

ハ
イ
は
重
要
な
臓
器
の
一
つ
だ
。

⑤　

彼か
れ

は
医
者
の
タ
マ
ゴ
だ
。

⑥　

ほ
お
を
コ
ウ
チ
ョ
ウ
さ
せ
て
走
る
。

⑦　

説
明
が
的
を
イ
る
。

⑧　

王
様
に
ツ
カ
え
て
十
年
た
つ
。

⑨　

車
窓
か
ら
景
色
を
な
が
め
る
。

⑩　

教
育
に
従
事
す
る
。

⑪　

老
若
男
女

⑫　

米
食
こ
そ
日
本
の
味
だ
。


