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美
林

び

り

ん

、
こ
の
言
葉
に
は
心
を
な
ご
ま
せ
る
そ
こ
は
か
な
い
響
き
が
あ

る
と
思
う
。
特
に
天
然
生
の
木
曽
ヒ
ノ
キ
、
秋
田
ス
ギ
そ
し
て
青
森
ヒ
バ

の
三
大
美
林
は
、多
く
の
人
々
に
と
っ
て
一
度
は
尋
ね
て
み
た
い
憧
れ
の

森
林
で
あ
り
、林
業
関
係
者
に
と
っ
て
は
最
高
級
の
山
の
恵
み
物
と
し
て

の
思
い
入
れ
が
大
き
か
ろ
う
。し
か
し
、日
本
の
天
然
美
林
の
多
く
は
今
、

存
亡
の
危
機
に
あ
る
よ
う
で
あ
る
。 

そ
も
そ
も
美
林
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
、
こ
の
言
葉
に

つ
い
て
少
し
考
え
て
み
よ
う
。
美
林
と
い
う
語
は
広
辞
苑
等
に
記
載
さ

れ
て
い
な
い
。
井
原

（
１
）

俊
一
氏
は
美
林
と
い
う
言
葉
に
は
特
に
定
義
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
が
、
美
林
は
見
て
美
し
い
緑
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
役
に
立
つ
」
と
い
う
現
実
的
な
ニ
ュ

ア
ン
ス
も
あ
る
と
い
う
、
確
か
に
き
れ
い
と
い
う
視
覚
面
だ
け
な
ら
新

緑
、
紅
葉
等
彩
の
美
し
い
落
葉
広
葉
樹
林
が
美
林
の
要
件
に
な
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
固
有
名
詩
と
し
て
美
林
と
は
呼
ば
れ
な
い
。
一
方
、
吉

野
ス
ギ
、
尾
鷲
ヒ
ノ
キ
、
天
竜
ス
ギ
の
森
林
は
人
工
の
三
大
美
林
と
い

わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
緑
一
色
の
斉
一
美
に
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
か
。 

先
に
述
べ
た
日
本
の
天
然
美
林
は
い
ず
れ
も
高
樹
齢
で
、
そ
の
林
内

に
は
枯
死
木
や
曲
が
り
木
の
ほ
か
不
ぞ
ろ
い
な
中
小
径
木
が
雑
然
と
混

在
し
た
異
樹
種
と
の
混
交
林
で
あ
る
。
し
か
し
誰
も
こ
れ
を
見
苦
し
い

森
林
と
は
い
わ
な
い
。
む
し
ろ
誰
も
が
仰
ぎ
見
る
ほ
ど
高
く
太
い
大
木

に
圧
倒
さ
れ
、
数
百
年
と
い
う
高
齢
の
森
に
畏
敬
の
念
を
抱
き
、
森
の

時
間
を
蓄
え
る
自
然
の
営
み
に
心
を
癒
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

同
じ
高
樹
齢
の
大
木
で
あ
っ
て
も
、
人
手
の
入
っ
て
い
な
い
原
生
的
な

天
然
林
は
美
林
と
は
呼
ば
れ
な
い
。 

天
然
生
の
三
大
美
林
は
い
つ
頃
か
ら
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

か
、
藩
有
林
が
官
林
に
編
入
後
の
明
治
か
ら
の
よ
う
で
あ
る
が
定
か
で

な
い
。
し
か
し
、
総
合
的
に
判
断
す
る
と
、
天
然
美
林
の
要
件
は
外
観

的
な
林
相
、林
型
の
美
し
さ
よ
り
は
、建
築
材
と
し
て
ひ
と
え
に
優
れ
、

人
々
に
好
ま
れ
た
高
齢
の
大
径
材
の
豊
富
な
天
然
生
林
と
い
う
こ
と
で

は
な
か
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
天
然
美
林
は
高
級
材
と
し
て
の
銘
木
の
森

の
意
味
合
い
が
濃
い
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
、
木
曽
ヒ
ノ
キ
、
秋
田
ス

ギ
、
青
森
ヒ
バ
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
樹
種
の
代
表
と
し
て
最
多
の
資
源
量

を
も
つ
銘
木
群
落
と
し
て
三
大
の
地
位
を
得
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
よ
う
に
価
値
あ
る
天
然
美
林
は
現
在
、
そ
の
名
に
恥
じ
な
い
存

在
意
義
を
保
持
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
天
然
美
林
の
ほ
と
ん
ど
は
国

有
林
で
あ
る
が
、
三
大
美
林
の
ほ
か
天
然
ス
ギ
の
美
林
の
代
表
格
と
し
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て
そ
の
再
生
、
更
新
に
挑
戦
し
て
い
る
四
国
の
魚
梁
瀬
ス
ギ
を
加
え
、

そ
れ
ら
の
現
状
を
追
っ
て
み
よ
う
。 

 
一 

天
然
美
林
の
成
立
の
経
過
と
現
状 

 

（1

） 
木
曽
ヒ
ノ
キ 

木
曽
ヒ
ノ
キ
と
い
え
ば
建
築
用
材
と
し
て
最
高
級
の
銘
木
で
、
官
材

と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
全
国
の
社
寺
仏
閣
の
多
く
は
木
曽
ヒ
ノ
キ
材
を

使
用
し
て
い
る
が
、
中
で
も
二
〇
年
ご
と
の
立
て
替
え
に
使
わ
れ
る
伊

勢
神
宮
の
木
曽
ヒ
ノ
キ
材
の
ほ
と
ん
ど
は
木
曽
谷
周
辺
に
設
定
さ
れ
た

以
前
の
神
宮
備
林
、
現
在
の
木
曽
ヒ
ノ
キ
備
林
か
ら
伐
り
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。 

そ
し
て
今
、
木
曽
ヒ
ノ
キ
の
美
林
と
い
え
ば
そ
の
代
表
と
し
て
誰
も

が
長
野
県
上
松
町
の
赤
沢
自
然
休
養
林
を
あ
げ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
中

の
奥
千
本
、
千
本
立
は
ほ
と
ん
ど
木
曽
ヒ
ノ
キ
の
純
林
状
の
見
事
な
天

然
生
林
で
あ
る
。
こ
の
休
養
林
面
積
約
六
三
〇
㏊
（
中
人
工
林
約
一
二

〇
㏊
を
含
む
）
は
、
保
護
林
等
に
指
定
さ
れ
伐
採
は
さ
れ
て
い
な
い
。 

し
か
し
、
木
曽
ヒ
ノ
キ
の
美
林
と
い
わ
れ
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
は
な

い
。
明
治
の
初
期
，
官
林
編
入
当
時
に
は
、
木
曽
を
中
心
と
し
た
御
岳

山
山
麓
と
南
ア
ル
プ
ス
西
麓
周
辺
に
六
八
、
〇
〇
〇
㏊(

中
裏
木
曽
八
、

〇
〇
〇
㏊)

を
超
す
広
大
な
美
林
が
広
が
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。二
〇

〇
六
年
現
在
、
中
部
森
林
管
理
局
の
資
料
に
よ
る
と
、
木
曽
ヒ
ノ
キ
の

混
交
率
三
〇
％
以
上
の
天
然
生
林
は
約
一
三
、
五
八
〇
㏊
と
な
っ
て
い

る
。
そ
の
中
約
五
、
五
〇
〇
㏊
は
赤
沢
と
同
様
の
保
護
林
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
木
曽
ヒ
ノ
キ
天
然
生
林
の
多
く
は
木
曽
ヒ
ノ
キ
を
主
と
す
る

も
の
の
、
サ
ワ
ラ
等
い
わ
ゆ
る
木
曽
五
木
の
ほ
か
、
他
の
針
葉
樹
や
広

葉
樹
と
の
混
交
林
で
あ
る
。 

こ
の
木
曽
ヒ
ノ
キ
の
美
林
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
成
因
に
つ
い
て
の
定
説
は
ま
だ
な
い
。
し
か
し
、
一
九

八
〇
年
の
長
野
営
林
局
に
よ
る
「
木
曽

（
２
）

ヒ
ノ
キ
成
因
解
明
調
査
」
の
中

で
原
田
文
夫
氏
は
、
調
査
し
た
多
く
の
伐
根
の
年
齢
分
布
が
ほ
ぼ
二
八

〇
年
を
頂
点
に
し
た
山
型
で
あ
る
こ
と
と
、
尾
張
藩
に
よ
る
一
六
〇
〇

年
代
前
半
の
木
曽
ヒ
ノ
キ
材
供
給
の
急
増
と
、
一
六
六
五
年
、
留
山
等

の
保
護
政
策
が
と
ら
れ
る
ま
で
の
ほ
ぼ
半
世
紀
の
間
の
建
築
に
関
す
る

歴
史
上
の
記
録
か
ら
、
当
時
、
皆
伐
状
に
近
い
強
度
伐
採
が
行
わ
れ
た

跡
地
に
天
然
更
新
し
た
二
次
林
で
あ
る
と
推
論
し
て
い
る
。 

後
述
す
る
三
浦
実
験
林
の
設
定
時
の
一
九
七
〇
年
前
後
に
筆
者
ら

は
元
王
滝
営
林
署
管
内
国
有
林
の
ヒ
ノ
キ
伐
根
の
年
齢
調
査
を
行
っ
た

結
果
、
最
奥
地
の
三
浦
実
験
林
の
最
多
樹
齢
は
三
二
〇
年
、
下
流
域
の

国
有
林
は
二
四
〇
〜
二
八
〇
年
で
奥
地
か
ら
伐
採
が
行
わ
れ
た
こ
と
を

示
し
て
い
る
。（
な
お
、
伐
根
年
齢
に
伐
根
高
ま
で
の
成
長
二
〇
〜
四
〇

年
を
加
え
た
時
代
に
更
新
し
た
こ
と
に
な
る
）。ま
た
四
〇
〇
年
前
後
の

年
齢
の
伐
根
も
あ
り
、
強
度
伐
採
時
、
利
用
価
値
が
低
い
も
の
が
伐
り

残
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
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明
治
以
降
昭
和
の
初
め
に
か
け
て
実
行
さ
れ
た
択
伐
に
よ
る
天
然

更
新
は
ほ
と
ん
ど
成
功
し
て
い
な
い
が
、「
三
浦

（
３
）

実
験
林
三
〇
年
の
あ
ゆ

み
」
に
記
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
五
〇
％
の
漸
伐
と
か
、
帯
状
皆
伐

あ
る
い
は
母
樹
法
等
強
度
の
伐
採
を
行
い
、
除
草
剤
で
密
生
す
る
サ
サ

を
抑
制
し
た
箇
所
の
ヒ
ノ
キ
の
天
然
更
新
は
極
め
て
良
好
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
徳
川
時
代
の
強
度
伐
採
が
ヒ
ノ
キ
の
更
新
を
促
進
し
た
こ
と
は

ま
ず
間
違
い
な
か
ろ
う
。
ま
た
前
生
天
然
林
内
の
サ
サ
の
成
立
状
態
は

明
ら
か
で
な
い
が
、
多
分
、
老
齢
の
ヒ
ノ
キ
大
木
が
成
立
す
る
林
分
内

の
サ
サ
の
密
度
は
低
か
っ
た
こ
と
が
更
新
上
幸
い
し
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

（
二
） 

秋
田
ス
ギ 

天
然
生
の
ス
ギ
は
規
模
を
別
に
す
れ
ば
本
州
、
四
国
、
九
州
に
広
く

成
立
す
る
が
、秋
田
ス
ギ
は
建
築
材
と
し
て
多
く
の
庶
民
に
親
し
ま
れ
、

重
用
さ
れ
た
天
然
ス
ギ
の
代
表
で
あ
る
。
藩
有
林
か
ら
官
林
編
入
時
の

明
治
の
初
め
に
は
天
然
秋
田
ス
ギ
林
は
約
九
五
、
〇
〇
〇
㏊
に
及
び
、

日
本
最
大
の
広
さ
と
資
源
量
を
誇
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
東
北
森
林

管
理
局
の
資
料
に
よ
る
と
、
二
〇
〇
九
年
現
在
、
米
代
川
、
物
部
川
森

林
計
画
区
内
の
秋
田
ス
ギ
の
天
然
生
林
は
三
九
、
〇
〇
〇
㏊
で
、
内
保

護
林
は
四
、
五
〇
〇
㏊
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
施
業
対
象
林

の
ほ
と
ん
ど
は
現
在
、
疎
林
状
態
か
広
葉
樹
林
内
に
秋
田
ス
ギ
が
点
在

す
る
林
況
で
、
美
林
の
姿
は
見
ら
れ
な
い
。 

秋
田
ス
ギ
の
美
林
と
し
て
の
面
影
は
、
現
在
、
秋
田
県
北
部
の
二
ツ

井
町
の
仁
鮒
水
沢
保
護
林
（
一
八
・
五
㏊
）
に
残
さ
れ
て
い
る
。
樹
高

は
五
〇
ｍ
を
超
し
、
一
抱
え
も
あ
る
太
く
て
通
直
な
た
く
ま
し
い
姿
は

こ
れ
ぞ
秋
田
ス
ギ
と
誇
ら
し
げ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
秋
田
ス
ギ
は
ど

の
よ
う
に
し
て
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
生
態
学
的
な
成
立
の
経
過

は
明
ら
か
で
な
い
が
、
木
曽
ヒ
ノ
キ
と
同
様
、
徳
川
の
初
期
、
一
六
〇

〇
年
代
に
な
っ
て
か
ら
北
陸
、
関
東
（
江
戸
）、
大
阪
に
送
り
込
ま
れ
た

秋
田
ス
ギ
の
佐
竹
藩
に
よ
る
大
量
伐
採
の
影
響
が
大
き
い
も
の
と
思
わ

れ
る
。
一
七
〇
〇
年
代
に
な
る
と
つ
い
に
秋
田
ス
ギ
の
資
源
が
枯
渇
し

そ
う
に
な
っ
た
の
で
、
一
七
一
三
年
に
佐
竹
藩
は
保
護
政
策
を
と
る
よ

う
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
一
八
〇
〇
年
代
初
め
頃
ま
で
番
山
繰
制
度

等
に
よ
り
秋
田
ス
ギ
の
再
生
に
努
力
し
た
と
い
う
。 

 

現
在
の
秋
田
ス
ギ
の
年
齢
は
三
〇
〇
年
前
後
か
ら
一
五
〇
年
生
と

様
ざ
ま
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
年
齢
の
秋
田
ス
ギ
は
佐
竹
藩

が
伐
り
つ
く
し
た
後
、
再
生
に
取
り
組
み
だ
し
て
か
ら
一
〇
〇
年
の
間

に
成
立
し
た
も
の
が
大
部
分
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
、
四
〇
〇
年
ほ

ど
前
か
ら
の
大
量
伐
採
後
に
成
立
し
た
秋
田
ス
ギ
は
明
治
の
日
露
戦
争
、

大
正
の
関
東
大
震
災
、
昭
和
の
第
二
次
世
界
大
戦
時
等
の
緊
急
需
給
に

よ
り
ほ
と
ん
ど
伐
採
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。 

更
新
に
つ
い
て
は
大
正
か
ら
昭
和
の
初
期
に
か
け
て
択
伐
等
に
よ

る
天
然
更
新
が
試
み
ら
れ
た
が
、
掻
き
起
し
等
の
更
新
補
助
作
業
を
取

り
入
れ
た
も
の
の
、
期
待
さ
れ
た
成
果
は
見
ら
れ
ず
、
ス
ギ
の
天
然
下
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種
更
新
は
困
難
も
し
く
は
不
可
能
と
し
て
、
現
在
ま
で
人
工
造
林
が
主

体
と
な
っ
て
い
る
。 

 
（
三
） 

青
森
ヒ
バ 

天
然
生
の
ヒ
バ
（
ア
ス
ナ
ロ
）
は
木
曽
五
木
に
含
ま
れ
、
本
州
か
ら

九
州
に
ま
で
分
布
す
る
が
、
本
州
の
最
北
端
の
津
軽
、
下
北
の
両
半
島

に
成
立
す
る
ヒ
バ
群
落
は
三
大
美
林
と
し
て
特
に
青
森
ヒ
バ
と
呼
ば
れ

る
。
も
と
も
と
青
森
ヒ
バ
は
建
築
用
材
と
し
て
は
硬
く
、
木
曽
ヒ
ノ
キ

や
秋
田
ス
ギ
に
は
色
、
艶
な
ど
で
も
及
ば
な
い
が
、
耐
久
性
は
き
わ
め

て
優
れ
て
い
る
。
こ
の
青
森
ヒ
バ
は
徳
川
時
代
初
期
か
ら
津
軽
藩
（
弘

前
藩
）、
南
部
藩
（
盛
岡
藩
）
に
よ
っ
て
大
量
に
伐
採
さ
れ
、
地
元
東
北

地
方
は
勿
論
、
北
陸
地
方
に
も
出
材
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

し
か
し
、
一
七
〇
〇
年
後
半
に
な
る
と
津
軽
藩
は
流
域
ご
と
に
利
用

主
体
の
廻
り
伐
り
と
呼
ば
れ
る
三
年
か
け
て
の
小
面
積
皆
伐
を
行
い
、

伐
採
後
は
留
山
と
し
厳
重
な
ヒ
バ
の
保
護
政
策
を
と
っ
た
と
い
う
。
こ

れ
に
対
し
下
北
半
島
を
領
有
し
て
い
た
南
部
藩
は
伐
期
齢
を
二
〇
〇
年

と
し
、
七
年
の
輪
伐
期
で
一
尺
以
上
の
木
を
抜
き
伐
り
す
る
択
伐
法
を

行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
良
木
の
伐
採
が
主
で
あ
っ
た
た

め
、
不
良
木
が
残
存
し
た
ほ
か
江
戸
屋
敷
の
火
災
後
多
く
の
ヒ
バ
が
伐

採
さ
れ
と
い
う
。 

こ
の
よ
う
な
施
業
の
違
い
が
津
軽
で
は
ヒ
バ
の
単
層
林
が
多
い
に

対
し
、
下
北
で
は
ヒ
バ
と
広
葉
樹
と
の
混
交
複
層
林
が
多
い
と
い
う
林

相
・
林
型
の
特
徴
に
影
響
し
た
こ
と
は
そ
の
樹
齢
が
一
五
〇
年
か
ら
二

〇
〇
年
と
い
う
こ
と
か
ら
も
推
考
さ
れ
る
。
し
か
し
、
津
軽
、
下
北
の

徳
川
初
期
に
更
新
し
た
古
い
ヒ
バ
林
は
明
治
維
新
の
政
治
的
混
乱
に
乗

じ
た
大
乱
伐
や
、
安
部
城
鉱
山
の
煙
害
、
第
二
次
大
戦
の
戦
時
伐
採
等

に
よ
り
資
源
が
減
少
し
た
。
そ
れ
で
も
東
北
森
林
管
理
局
の
資
料
に
よ

る
二
〇
〇
九
年
現
在
の
青
森
ヒ
バ
林
の
面
積
は
六
八
、
八
〇
〇
㏊
（
内

保
護
林
四
、
七
〇
〇
㏊
）
で
あ
り
、
推
定
材
積
は
約
八
、
七
五
〇
、
〇

〇
〇
㎥
で
、
三
大
美
林
の
中
で
は
最
大
の
蓄
積
量
と
な
っ
て
い
る
。
そ

し
て
、
昭
和
の
初
め
松
川
恭
佐
氏
に
よ
り
始
め
ら
れ
た
大
畑
、
増
川
の

ヒ
バ
施
業
実
験
林
の
成
果
を
汲
む
施
業
が
現
在
も
続
け
ら
れ
て
い
る
。 

（
四
） 

魚
梁
瀬
ス
ギ 

高
知
県
東
部
の
奈
半
利
川
上
流
域
に
成
立
す
る
天
然
ス
ギ
は
地
域

名
か
ら
魚
梁
瀬
ス
ギ
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
今
は
千
本
山
保
護
林
（
遺

伝
資
源
保
存
林
）
一
七
九
㏊
が
ス
ギ
美
林
の
代
表
と
し
て
広
く
知
ら
れ

て
い
る
。
最
近
の
調
査
で
は
樹
高
は
五
〇
ｍ
近
く
、
㏊
あ
た
り
の
林
分

材
積
は
秋
田
ス
ギ
と
同
様
一
、
〇
〇
〇
㎥
以
上
で
、
三
〇
〇
年
生
前
後

の
老
齢
林
で
あ
る
の
に
、
年
平
均
材
積
成
長
量
が
五
㎥
／
㏊
に
達
す
る

旺
盛
な
成
長

（
４
）

を
続
け
て
い
る
と
い
う
。 

こ
の
魚
梁
瀬
ス
ギ
も
前
記
し
た
三
大
美
林
同
様
、
一
六
〇
〇
年
前
後

か
ら
大
阪
城
、
二
条
城
、
江
戸
城
等
の
普
請
用
献
木
の
た
め
大
量
伐
採

が
始
ま
っ
た
が
、
土
佐
藩
主
山
内
時
代
に
な
る
と
疲
弊
し
た
山
を
守
る

た
め
、
輪
伐
に
よ
り
大
径
材
の
み
を
抜
き
切
り
す
る
強
度
の
択
伐
法
を

採
用
し
、
一
六
〇
〇
年
後
半
か
ら
は
御
留
山
と
し
て
厳
重
な
管
理
を
行
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っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
現
在
の
魚
梁
瀬
ス
ギ
は
こ
の
時
代
に

更
新
、
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。 

安
芸
郡
馬
路
村
一
帯
の
魚
梁
瀬
ス
ギ
林
は
明
治
四
一
年
に
は
二
〇
、

〇
〇
〇
㏊
を
超
え
て
い
た
が
、
四
国
森
林
管
理
局
の
資
料
に
よ
る
と
収

穫
対
象
の
施
業
林
は
二
〇
〇
二
年
時
、
僅
か
一
六
八
㏊
、
胸
高
直
径
九

〇
㎝
以
上
の
天
然
生
ス
ギ
は
二
〇
、
〇
〇
〇
㎥
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
、

ま
さ
に
枯
渇
寸
前
の
状
態
と
い
え
よ
う
。 

以
上
の
よ
う
に
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
天
然
美
林
は
す
べ
て
原
生
状

態
の
天
然
林
で
は
な
く
、
数
百
年
前
の
藩
政
時
代
に
伐
採
さ
れ
た
後
、

天
然
更
新
に
よ
っ
て
再
生
し
た
い
わ
ゆ
る
天
然
生
林
で
あ
る
。 

 

二 

天
然
美
林
の
行
く
末 

 

最
近
数
十
年
間
に
お
け
る
天
然
美
林
の
伐
採
、
収
穫
量
の
移
り
変
わ

り
を
中
部
、
東
北
、
四
国
森
林
管
理
局
か
ら
提
供
さ
れ
た
資
料
か
ら
見

て
み
よ
う
。
一
九
六
〇
年
代
の
高
度
成
長
期
に
は
木
曽
ヒ
ノ
キ
の
年
間

収
穫
量
は
伊
勢
湾
、
第
二
室
戸
台
風
に
よ
る
風
倒
木
処
理
の
影
響
も
あ

っ
て
三
〇
〇
、
〇
〇
〇
㎥
を
超
え
た
。
秋
田
ス
ギ
は
五
〇
〇
、
〇
〇
〇

㎥
前
後
、
青
森
ヒ
バ
は
四
〇
〇
、
〇
〇
〇
㎥
台
と
今
で
は
信
じ
ら
れ
な

い
大
量
の
天
然
銘
木
が
美
林
か
ら
伐
り
出
さ
れ
た
。 

図
は
こ
こ
三
〇
年
間
に
お
け
る
天
然
美
林
か
ら
の
収
穫
量
で
あ
る
。 

青
森
ヒ
バ
の
伐
採
量
は
一
九
七
〇
代
ま
で
は
高
度
成
長
期
と
ほ
ぼ
同
量

で
あ
っ
た
が
、一
九
八
〇
年
以
降
は
図
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
急
減
し
， 

二
〇
〇
八
年
現
在
、
二
〇
分
の
一
以
下
の
一
四
、
〇
〇
〇
㎥
に
ま
で
落 

ち
込
ん
だ
。
木
曽
ヒ
ノ
キ
の
伐
採
量
は
一
九
八
〇
年
に
は
す
で
に
高
度 

成
長
期
の
三
分
の
一
の
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
に
ま
で
急
減
し
た
が
、
そ
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

後
も
減
少
し
続
け
、
現
在
は
つ
い
に
八
、
〇
〇
〇
㎥
と
三
〇
分
の
一
に

ま
で
に
な
っ
た
。
秋
田
ス
ギ
の
年
伐
量
の
減
少
は
さ
ら
に
著
し
く
、
二

〇
〇
八
年
現
在
三
、
〇
〇
〇
㎥
で
、
こ
れ
は
高
度
成
長
期
の
僅
か
六
％

で
あ
る
。
魚
梁
瀬
ス
ギ
は
も
と
も
と
資
源
量
が
少
な
か
っ
た
が
、
こ
の

三
〇
年
間
で
二
〇
分
の
一
の
九
〇
〇
㎥
に
減
少
し
た
。 

 

 

こ
の
よ
う
な
収
穫
量
の
激
減
は
天
然
美
林
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
銘

木
資
源
の
枯
渇
が
現
実
と
な
っ
た
か
ら
で
、
そ
れ
を
少
し
で
も
食
い
延

図 天然美林の最近30年間の収穫量の推移 
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ば
そ
う
と
し
た
苦
肉
の
策
で
あ
る
。
現
に
青
森
ヒ
バ
は
五
〇
㎝
以
上
の

大
径
材
資
源
の
減
少
か
ら
今
後
の
年
伐
量
は
一
〇
、
〇
〇
〇
㎥
以
下
と

し
、
中
径
木
の
間
伐
で
補
填
す
る
と
い
う
。
木
曽
ヒ
ノ
キ
は
現
在
の
収

穫
量
を
維
持
す
る
と
数
十
年
後
に
は
資
源
が
枯
渇
す
る
の
で
、
そ
の
後

は
高
齢
級
人
工
林
ヒ
ノ
キ
材
に
切
り
替
え
る
計
画
で
あ
る
と
い
う
。
秋

田
ス
ギ
は
さ
ら
に
厳
し
く
数
年
後
に
は
す
べ
て
高
齢
級
人
工
林
ス
ギ
材

に
な
る
よ
う
で
あ
る
。
魚
梁
瀬
ス
ギ
は
年
伐
量
を
さ
ら
に
減
少
さ
せ
な

が
ら
一
〇
数
年
後
か
ら
は
人
工
林
ス
ギ
大
径
材
に
移
行
す
る
と
い
う
。 

 

以
上
の
よ
う
に
天
然
美
林
に
お
け
る
銘
木
資
源
の
枯
渇
は
現
実
と
な

り
つ
つ
あ
り
、
青
森
ヒ
バ
を
除
き
保
続
は
お
ろ
か
美
林
の
名
は
早
晩
消

滅
す
る
運
命
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
天
然
美
林
の
危
機
的
な
現
状
を
危

惧
し
、
そ
の
再
生
へ
の
取
り
組
み
を
始
め
た
事
例
を
紹
介
し
よ
う
。 

 

三 

天
然
美
林
の
再
生
へ
の
取
り
組
み 

現
今
の
自
然
遺
産
に
匹
敵
す
る
で
あ
ろ
う
か
っ
て
の
天
然
美
林
は

前
記
し
た
よ
う
に
そ
の
姿
を
消
し
つ
つ
あ
る
が
、
残
さ
れ
た
貴
重
な
天

然
銘
木
資
源
は
何
と
し
て
も
後
世
に
残
す
責
務
が
国
有
林
に
課
せ
ら
れ

て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
、
保
護
林
と
同
様
な
単
な
る
美
林
の
保
存
で

は
、
三
〇
〇
年
を
超
え
た
現
在
の
天
然
生
林
は
そ
の
寿
命
か
ら
見
て
、

早
晩
気
象
害
等
に
よ
り
群
落
崩
壊
の
恐
れ
が
あ
ろ
う
。
し
か
も
天
然
美

林
に
は
銘
木
の
供
給
と
い
う
目
的
が
あ
る
の
で
、
そ
の
資
源
の
再
生
、

更
新
に
よ
る
維
持
、
収
確
の
保
続
が
重
要
な
の
で
あ
る
。 

天
然
美
林
の
再
生
へ
の
試
み
は
一
九
二
〇
年
代
、
ド
イ
ツ
の
恒
続
林

思
想
の
影
響
も
あ
り
択

（
５
）

伐
天
然
更
新
法
が
各
地
で
行
わ
れ
た
。
し
か

し
、
青
森
ヒ
バ
以
外
の
下
種
更
新
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
、
天
然
美
林

の
多
く
は
皆
伐
人
工
造
林
地
に
移
行
し
て
い
っ
た
。前
記
し
た
よ
う
に
、

天
然
美
林
の
ほ
と
ん
ど
は
藩
政
時
代
に
強
度
に
伐
採
さ
れ
た
跡
地
に
更

新
し
た
天
然
生
林
で
あ
る
。当
時
よ
り
技
術
の
進
歩
し
た
は
ず
の
現
代
、

何
故
天
然
更
新
に
よ
る
美
林
の
再
生
が
出
来
な
か
っ
た
の
か
よ
く
わ
か

ら
な
い
が
、
経
済
性
の
重
視
の
た
め
、
再
生
へ
の
努
力
、
挑
戦
が
欠
如

し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
今
よ
う
や
く
樹
種
の
特
性
と
自
然
の

仕
組
み
に
従
っ
た
、
新
た
な
技
術
に
よ
る
美
林
再
生
へ
の
戦
略
が
進
め

ら
れ
つ
つ
あ
る
。 

(1) 

木
曽
ヒ
ノ
キ
林
の
再
生 

二
〇
〇
九
年
三
月
、
中
部
森
林
管
理
局
計
画
部
・
森
林
整
備
部
主
催

に
よ
る
「
木
曽
ヒ
ノ
キ
天
然
更
新
の
方
向
性
を
検
討
す
る
戦
略
会
議
」

が
、
有
識
者
も
参
加
し
て
開
か
れ
た
。
そ
の
目
的
は
木
曽
ヒ
ノ
キ
資
源

の
保
続
の
た
め
、
二
〇
〇
〜
三
〇
〇
年
先
を
見
越
し
、
次
世
代
の
木
曽

ヒ
ノ
キ
林
を
育
成
す
る
た
め
と
し
て
い
る
。
特
に
、
木
曽
ヒ
ノ
キ
林
は

日
本
の
貴
重
な
森
林
、
銘
木
資
源
で
あ
り
、
衰
勢
が
明
確
で
な
い
現
段

階
で
計
画
的
に
世
代
交
代
を
図
り
、
木
曽
ヒ
ノ
キ
林
の
維
持
が
確
実
に

図
ら
れ
る
よ
う
取
り
組
む
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
。 

明
治
以
降
、
試
み
ら
れ
た
択
伐
法
に
よ
る
天
然
更
新
の
多
く
は
う
ま

く
い
か
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
木
曽
ヒ
ノ
キ
の
天
然
更
新
は
不
可
能
と
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さ
え
言
わ
れ
て
き
た
が
、
前
述
の
よ
う
に
一
九
六
六
年
に
設
定
さ
れ
た

三
浦
実
験
林
（
四
二
〇
㏊
）
に
於
け
る
天
然
更
新
試
験
の
結
果
、
種
子

の
散
布
と
更
新
に
最
適
の
光
条
件
に
な
る
よ
う
母
樹
の
配
置
に
配
慮
し

た
伐
採
と
、
密
生
す
る
サ
サ
を
薬
剤
で
制
御
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
木

曽
ヒ
ノ
キ
を
主
と
し
た
天
然
生
林
を
再
生
す
る
目
途
が
つ
い
た
。
こ
の

四
〇
数
年
に
及
ぶ
実
験
に
基
づ
く
知
見
を
、
今
後
の
木
曽
ヒ
ノ
キ
林
施

業
に
導
入
し
よ
う
と
す
る
戦
略
会
議
の
結
論
は
、
四
回
の
会
議
を
経
て

二
〇
一
〇
年
春
に
は
公
に
さ
れ
る
と
思
う
が
、
数
一
〇
年
後
に
枯
渇
が

予
想
さ
れ
る
木
曽
ヒ
ノ
キ
の
代
替
が
計
画
さ
れ
て
い
る
ヒ
ノ
キ
人
工
林

の
高
樹
齢
大
径
材
は
木
曽
ヒ
ノ
キ
で
は
な
い
と
し
て
、
寿
命
が
懸
念
さ

れ
る
残
存
の
天
然
美
林
を
蘇
ら
せ
、
木
曽
ヒ
ノ
キ
銘
木
の
貴
重
な
資
源

を
後
世
に
贈
ろ
う
と
す
る
中
部
森
林
管
理
局
両
部
の
現
関
係
者
の
英
断

と
画
期
的
な
挑
戦
を
高
く
評
価
し
た
い
。
さ
ら
に
現
在
数
十
万
㎥
と
推

定
さ
れ
る
残
存
木
曽
ヒ
ノ
キ
の
収
穫
量
を
漸
減
し
、
後
継
樹
が
育
つ
少

な
く
と
も
二
〇
〇
年
後
ま
で
の
保
続
が
図
ら
れ
る
よ
う
期
待
し
た
い
。 

（
二
） 

天
然
ス
ギ
林
の
再
生 

 

天
然
美
林
の
代
表
で
あ
っ
た
秋
田
ス
ギ
に
つ
い
て
は
、
前
記
し
た
よ

う
に
、
天
然
下
種
に
よ
る
更
新
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
積
極
的
な
再
生

事
業
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
魚
梁
瀬
ス
ギ
は
枯
渇
が
目
前

で
あ
る
が
、
四
国
森
林
管
理
局
は
五
年
前
か
ら
収
入
確
保
と
い
う
目
的

が
あ
っ
た
も
の
の
、
架
線
集
材
に
よ
る
帯
状
伐
採
と
ヘ
リ
集
材
に
よ
る

群
状
伐
採
を
取
り
入
れ
た
魚

（
６
）

梁
瀬
ス
ギ
天
然
更
新
施
業
試
験
を
始
め

た
。
隣
接
地
に
は
単
木
択
伐
法
に
よ
る
千
本
山
天
然
更
新
試
験
地
が
設

定
さ
れ
て
い
た
が
、
天
然
下
種
更
新
は
困
難
で
あ
る
と
の
森
林
総
合
研

究
所
の
報
告
が
あ
り
、
そ
の
成
否
が
懸
念
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
樹

高
の
二
倍
幅
ほ
ど
の
帯
状
地
や
樹
高
ほ
ど
の
広
さ
の
群
状
地
に
は
ス
ギ

落
葉
の
堆
積
が
な
く
、
残
存
枝
条
の
適
切
な
被
覆
と
再
生
植
生
の
抑
制

効
果
の
た
め
、
伐
採
翌
年
の
豊
作
か
ら
ス
ギ
稚
樹
の
定
着
、
成
長
が
進

行
し
、無
保
育
の
ま
ま
魚
梁
瀬
ス
ギ
の
再
生
の
目
途
が
つ
い
た
。現
在
、

計
画
部
、
整
備
部
で
は
毎
年
現
地
検
討
会
を
行
い
な
が
ら
、
今
後
の
伐

採
事
業
地
に
対
し
、
特
に
群
状
伐
採
に
よ
る
天
然
更
新
法
を
適
用
し
よ

う
と
し
て
い
る
こ
と
は
多
と
し
た
い
。
な
お
、
陽
性
的
な
ス
ギ
の
特
性

に
順
応
し
た
こ
の
よ
う
な
天
然
更
新
法
は
秋
田
ス
ギ
に
も
適
用
で
き
る

と
思
う
。 

（
三
） 

青
森
ヒ
バ
林
の
保
続 

 

ヒ
バ
は
ヒ
ノ
キ
や
ス
ギ
に
比
較
し
耐
陰
性
が
高
い
た
め
、
一
〇
数
％

の
単
木
的
な
抜
き
伐
り
で
も
更
新
す
る
。
青
森
ヒ
バ
の
天
然
林
施
業
は

以
前
か
ら
松
川
恭
佐
氏
の
ヒ
バ
施
業
実
験
林
に
準
拠
し
た
択
伐
率
一

〇
％
、
回
帰
年
一
五
年
の
単
木
択
伐
を
行
っ
て
き
た
が
、
一
九
九
九
年

以
降
、
伐
出
の
効
率
化
と
新
た
な
管
理
経
営
に
関
す
る
基
本
計
画
に
基

づ
き
、
回
帰
年
三
〇
年
、
択
伐
率
三
〇
％
の
択
伐
施
業
に
改
変
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
施
業
に
適
さ
な
い
中
小
径
木
の
多
い
林
分
は
回
帰
年
一

五
年
、
択
伐
率
一
五
％
と
定
め
た
。
現
在
、
下
北
の
ヒ
バ
施
業
地
の
多

く
に
は
ヒ
バ
の
稚
樹
が
成
立
し
、
天
然
美
林
の
維
持
、
保
続
は
図
ら
れ
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そ
う
で
、
そ
の
施
業
姿
勢
と
努
力
を
高
く
評
価
し
た
い
。
た
だ
、
中
層

木
の
成
長
が
悪
く
、
中
に
は
枯
損
木
の
見
ら
れ
る
林
分
も
少
な
く
な
い

の
で
、
適
切
な
光
条
件
に
誘
導
す
る
た
め
画
伐
法
等
の
群
状
施
業
の
導

入
も
検
討
す
る
価
値
は
あ
ろ
う
。 

 

お
わ
り
に
ー
天
然
美
林
の
再
生
か
ら
得
ら
れ
る
も
の 

生
物
資
源
の
持
続
的
利
用
は
世
界
的
な
共
通
理
念
で
あ
る
。
勿
論
天

然
美
林
も
貴
重
な
資
源
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
銘
木
の
保
続
は
現
代
人

の
責
務
と
い
え
よ
う
。
藩
政
時
代
に
伐
採
さ
れ
た
後
再
生
し
た
天
然
生

林
は
三
〇
〇
年
生
ほ
ど
の
老
齢
林
で
、
枯
死
木
も
多
発
し
森
林
と
し
て

の
寿
命
は
そ
れ
ほ
ど
長
く
な
か
ろ
う
。
そ
れ
故
、
枯
渇
の
お
そ
れ
の
あ

る
天
然
美
林
の
再
生
、
保
続
は
急
務
で
あ
る
が
、
そ
の
取
り
組
み
に
対

し
、
長
期
の
天
然
更
新
試
験
の
結
果
、
そ
の
成
果
を
適
格
な
更
新
技
術

と
し
て
残
存
天
然
美
林
の
施
業
に
適
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

今
回
取
り
上
げ
た
木
曽
ヒ
ノ
キ
、
青
森
ヒ
バ
そ
し
て
魚
梁
瀬
ス
ギ
の
再

生
へ
の
意
欲
的
な
挑
戦
は
明
る
い
未
来
を
与
え
て
く
れ
そ
う
で
あ
る
。 

こ
の
こ
と
は
、
森
林
の
持
続
的
利
用
の
た
め
の
再
生
技
術
は
そ
の
地

域
の
モ
デ
ル
と
し
て
施
業
規
模
で
の
実
験
林
と
か
指
標
林
の
設
置
と
長

期
に
わ
た
る
記
録
の
集
積
か
ら
生
ま
れ
る
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
さ
ら

に
そ
の
知
見
か
ら
樹
種
の
特
性
と
自
然
の
仕
組
み
に
応
じ
た
新
た
な
従

自
然
的
施
業
が
生
起
し
、
低
コ
ス
ト
に
よ
る
多
様
な
森
林
造
成
が
拡
大

す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。 
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岩
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