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椎
茸
生
産
向
上
の

見
と
お
し

Pミミ

過
蹄
化
の
激
し
い
河
辺
は
林
業
の
村

で
す
が
零
細
な
林
家
が
多
い
o
加
え
て

経
済
不
況
で
木
材
の
価
格
は
下
落
し
、

林
業
経
営
が
大
変
き
び
し
い
中
で
特
殊

林
産
物
で
あ
る
椎
茸
の
生
産
は
、
現
在

村
に
お
い
て
最
も
重
要
な
換
金
産
業
の

ひ
と
つ
と
し
て
脚
光
を
あ
び
て
い
ま
す
。

戦
後
の
経
済
成
長
の
続
く
ま
で
我
が

村
は
、
木
炭
の
生
産
が
盛
ん
で
し
た
が

化
学
燃
料
の
普
及
に
よ
り
、
木
炭
の
需

要
は
な
く
な
り
、
権
茸
の
生
産
へ
と
移

り
変
っ
て
き
ま
し
た
o

村
内
に
お
け
る
椎
茸
の
栽
培
は
蛇
目

式
栽
培
の
頃
か
ら
で
歴
史
は
古
い
よ
う

で
す
o

そ
の
後
、
横
苗
栽
倍
と
な
り
昭
和
問

。
年
頃
は
急
激
に
年
々
伸
び
続
け
、
村

の
森
林
組
合
ぞ
中
心
と
し
て
椎
茸
生
産

販
売
協
議
会
の
設
立
(
会
員
数
二
六
五

名
)
な
ど
に
よ
り
、
生
産
技
術
の
指
導

か
ら
販
者
ま
で
一
貫
し
た
指
導
の
推
進

を
お
こ
な
い
、
ま
た
行
政
面
か
ら
は
県

単
独
事
業
を
は
じ
め
、
第
一
次
林
業
構

造
改
善
事
業
、
第
二
次
林
構
事
業
の
導

入
に
よ
れ

J

生
産
施
設
の
充
実
強
化
を
は

か
り
、
各
部
慈
に
椎
茸
生
産
協
業
組
合

の
設
置
を
実
施
、
中
で
も
大
き
な
事
業

は
第
二
次
林
構
事
業
で
、
植
松
地
区
に

一
一
二
九
凶
の
権
茸
集
出
荷
所
を
建
設
中

で
す
が
、
今
後
こ
れ
を
有
効
に
利
用
す

る
た
め
に
は
乾
縫
茸
の
共
同
選
別
な
ど

い
ろ
い
ろ
な
利
用
が
考
え
ら
れ
ま
す
o

現
在
、
森
林
組
合
で
は
連
合
会
等
の

協
力
壱
得
て
各
部
落
で
懇
談
会
を
開
催

し
て
お

D
、
そ
こ
で
様
々
な
意
見
を
聞

き
な
が
ら
事
業
を
進
め
て
い
ま
す
が
、
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や
は
り
悩
み
は
原
木
確
保
の
む
つ
か
し

さ
の
声
が
一
番
多
い
よ
う
で
す
o

こ
れ
に
は
椎
茸
生
産
の
急
激
な
伸
び

に
よ
h
u
原
木
の
乱
伐
が
生
じ
、
今
で
は

村
内
必
要
量
の
七
O
%前
後
は
毎
年
温

泉
郡
、
伊
予
郡
、
西
宇
和
郡
方
面
よ
り

購
入
し
て
需
要
を
満
た
し
て
い
る
実
状

で
す
o

将
来
推
茸
の
生
産
ぞ
持
続
し
、
安
定

し
た
生
産
経
営
を
す
る
に
は
自
家
原
木

の
保
有
こ
そ
が
肝
心
で
す
。

生
産
者
は
ク
ヌ
木
林
の
造
成
が
大
事

で
、
森
林
組
合
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て

も
一
本
で
も
多
く
ク
ヌ
木
を
植
え
る
こ

と
を
呼
び
か
け
、
古
ホ
ダ
木
よ
り
一
枚

で
も
多
く
生
産
ぞ
あ
げ
る
よ
う
指
導
に

あ
た
っ
て
い
ま
す
。

経
済
界
の
不
況
で
、
出
稼
者
の
中
に

も
U
タ
ー
ン
し
て
椎
茸
生
産
に
従
事
し

て
い
る
人
塁
間
数
名
い
る
よ
う
で
す
が
、
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栗
生
撞
向
上
の

見
と
お
し

本
村
で
椎
茸
に
次
ぐ
第
二
の
特
産
物

で
あ
る
栗
の
現
況
、
将
来
、
当
面
の
課

題
等
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
去
る
八

月
二
十
四
日
の
粟
研
究
同
志
会
総
会
を

ふ
り
返
っ
て
見
る
と
概
要
は
次
の
よ
う

に
な
り
ま
す
o

台
風
媛
近
の
雨
の
中
を
約
一
八
O
名

が
出
席
し
、
河
辺
小
学
校
講
堂
に
お
い

て
総
会
が
聞
か
れ
、
五
十
一
年
度
事
業

報
告
、
収
支
決
算
、
五
十
二
年
度
事
業

計
画
、
収
支
予
算
等
が
原
案
通
り
決
定

さ
れ
だ
o

方
針
と
し
て
は
、
近
年
契
は
堅
調
な

需
要
を
反
映
し
、
全
国
的
に
新
摘
が
進

め
ら
れ
て
来
ま
し
た
が
、
本
村
の
場
合
、

生
産
量
は
老
木
化
に
加
え
て
病
虫
被
害

発行
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過
疎
の
歯
止
め
の
だ
め
に
も
、
村
内
で

最
も
重
要
な
椎
茸
産
業
を
、
村
民
一
体

と
な
っ
て
伸
展
を
は
か
れ

J

だ
い
と
思
い

ま
す
o

関
係
機
関
の
指
導
と
援
助
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

森
林
組
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長
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に
よ
り
急
増
は
見
込
ま
れ
な
い
状
況
で

す
o一

方
、
消
費
面
で
は
秋
の
味
覚
と
し

て
の
生
食
は
勿
論
、
業
務
用
を
主
体
と

し
た
甘
露
煮
(
加
工
向
き
)
の
需
要
は

急
激
に
増
加
し
、
特
に
、
本
県
産
の
粟

に
対
す
る
加
工
業
者
の
依
存
度
は
極
め

て
強
い
な
か
で
、
過
去
数
年
そ
の
需
要

を
満
た
す
こ
と
が
出
来
ず
、
集
荷
供
給

不
足
か
ら
産
地
質
い
の
激
化
を
招
き
、

高
値
を
よ
び
品
質
も
厳
選
し
な
い
と
い

う
。
生
産
者
に
と
っ
て
は
喜
ば
し
い
時

期
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

し
か
し
、
全
国
的
な
生
産
増
に
加
え

て
外
国
か
ら
の
輸
入
、
特
に
韓
国
産
は

日
本
産
と
同
品
種
で
あ
る
な
ど
生
産
過

剰
に
な
る
こ
と
も
予
測
さ
れ
ま
す
o

こ
の
よ
う
な
情
勢
に
対
応
す
る
た
め
、

量
出
豊
中
に
す
闘
し
て
抜
本
的
な
改
善
、

体
制
の
整
備
強
化
に
よ
り
、
生
産
農
家

所
得
の
安
定
を
計
る
べ
き
施
策
が
必
要

で
す
。河

辺
村
の
栗
作
付
面
積
は
約
二

0
0

ヘ
ク
タ
ー
ル
(
町
)
、
生
産
量
約
四
八
0

ト
ン
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
現
在
使
用
中

の
選
果
機
で
処
理
で
き
な
い
た
め
、
今

年
度
建
設
の
集
出
荷
揚
及
び
、
選
果
機

導
入
に
よ
っ
て
省
力
化
な
ら
び
に
製
品

の
品
質
向
上
を
は
か
つ
て
い
き
ま
す
。

現
在
で
も
良
い
品
と
悪
い
品
と
の
差
が

大
き
く
、
ま
す
ノ
ヘ
価
格
廷
が
大
と
な

る
こ
と
が
予
測
さ
れ
ま
す
。
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武
夫

現
況
で
は
営
農
指
導
の
強
化
に
よ
り

施
肥
[
防
除
間
伐
i
縮
伐
等
の
現
地

指
導
、
先
進
地
視
察
研
修
を
行
な
い
良

品
種
作
D
ぞ
実
施
し
て
ま
い

D
ま
す
o

所
得
税
対
策
で
は
、
系
統
利
用
者
が

不
利
を
見
な
い
よ
う
対
策
を
と
っ
て
い

き
ま
す
。

予
約
前
渡
金
は
七
O
パ
ー
セ
ン
ト
以

内
で
行
な
い
、
代
金
支
払
い
は
十
五
日

農
業
協
同
組
合
長

山
田
遇
膨

聞
置
き
と
し
て
、
単
価
が
わ
か
ら
な
い

も
の
に
つ
い
て
は
八
O
パ
ー
セ
ン
ト
貯

金
振
込
み
と
し
ま
す
o

一
元
集
荷
を
実

施
し
て
、
価
格
安
定
を
は
か
つ
て
ゆ
く

方
針
で
取
り
組
ん
で
い
ま
す
の
で
、
み

な
さ
ん
の
絶
大
な
る
御
協
力
を
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
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長年の労苦に感謝して

式
典
等
が
あ
れ

J

、
午
後
は
公
民
館
分
館

と
婦
人
会
に
よ
る
敬
老
会
が
、
会
場
ご

と
に
特
色
を
生
か
し
多
彩
な
演
芸
と
老

人
及
び
来
賓
の
方
々
の
と
び
入
り
等
が

被
露
さ
れ
、
大
変
な
ご
や
か
な
中
に
お

年
寄
D
の
方
々
に
も
満
足
し
て
い
た
だ

き
、
す
べ
て
の
行
事
を
終
了
い
た
し
ま

し
た
。敬

老
の
日
の
行
事
に
ご
協
力
下
さ
っ

た
村
当
局
を
は
じ
め
婦
人
会
、
公
民
館
、

各
小
学
校
、
そ
の
他
関
係
機
関
に
対
し

厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

又
、
村
民
の
皆
様
な
ら
び
に
来
賓
の

方
々
に
は
多
額
の
ご
厚
志
や
た
ま
わ
り
、

あ
D
が
た
ぐ
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す

0

0
六
十
五
才
以
上
の
地
域
別
老
人
数
、

(
)
は
当
日
出
席
者
数

植
松
地
区
|
|
八
九
名

敬老行事 4地区で開催

九
月
十
五
日
、

第
士
一
回
目

q
敬

老
の
日
」
を
迎
え
、

多
年
社
会
の
進
展

に
寄
与
さ
れ
た
お

年
寄
D
に
敬
愛
と

長
寿
を
祝
福
す
る

た
め
、
お
年
寄

D

二
二
二
名
を
は
じ

め
来
賓
多
数
の
ご

臨
席
を
い
た
だ
き
、

敬
老
の
諸
行
事
が

村
内
同
地
域
で
盛

大
に
開
催
さ
れ
ま

し
た
。午

前
中
は
敬
老

年
金
の
支
給
、
老

人
ク
ラ
ブ
総
会
、
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「
ふ
る
里
は
遼
き
に
あ
h
y
て
思
う
も

の
、
そ
し
て
寂
し
く
歌
う
も
の
」

私
ど
も
離
村
者
に
と
っ
て
、
ふ
る

里
は
生
涯
心
の
支
え
と
な
っ
て
生
き

続
け
る
も
の
で
す
o
今
ま
で
帰
省
の

た
び
に
見
る
故
郷
は
、
督
な
が
ら
の

山
紫
水
明
な
が
ら
、
そ
の
中
に
な
に

か
「
山
河
荒
れ
た
り
」
と
い
っ
た
よ

う
な
感
懐
を
い
だ
い
た
も
の
で
し
た

が
、
現
在
の
河
辺
村
は
交
通
体
系
の

整
備
、
教
育
文
化
設
備
の
充
実
等
、

め
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
る
と
唱
に
聞

い
て
い
ま
す
o
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、

村
の
為
政
者
を
始
め
村
民
各
位
の
た

ゆ
ま
ぬ
努
力
の
結
実
だ
と
、
敬
意
と

感
謝
の
気
持
ち
を
も
っ
て
い
る
も
の

で
あ

D
ま
す
o

私
も
出
郷
以
来
四
十
年
を
経
過
し

ま
し
た
が
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
蛙

の
子
は
蛙
、
故
郷
は
忘
れ
ら
れ
な
い

も
の
で
す
。

昭
和
四
十
五
年
に
過
陳
地
域
振
興

緊
急
措
置
法
が
議
員
産
さ
れ
た
時

そ
の
過
疎
の
文
字
と
重
な
っ
て
故
郷

河
辺
の
山
河
が
眼
底
を
か
す
め
た
も

の
で
し
た
o
私
も
い
わ
ば
離
農
の
か
は

し
D
H
を
つ
と
め
た
一
人
で
す
。

当
時
と
現
在
で
は
社
会
状
勢
の
差

異
は
あ
る
も
の
の
、
郷
聞
を
去
る
者

の
心
境
は
複
雑
で
あ
h
u
物
心
両
面
の

不
安
は
つ
き
ま
と
ヨ
も
の
で
す
o

出
郷
以
来
、
常
に
社
会
の
底
辺
に

息
を
し
な
が
ら
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
の
よ
う

な
漂
泊
の
後
に
、
よ
う
や
く
安
住
の

地
を
え
た
と
思
っ
た
の
も
つ
か
の
間
、

口人うれしい悲鳴をあげての粟集出荷風景

川
崎
地
区
1
l
l
一
一
一
一
名
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七
七
)

大
伍
地
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1
1ム
ハ
五
名
(
四
一
一
)

北
平
地
区

1
L
U五
名
(
四
九
)

最
高
令
者
の
祝
い

大
川
定
助
九
七
才
(
神
納
)

米
寿
の
祝
い

和

気

助

七

(

下

大

成

)

林

沢

子

(

下

名

場

連

)

柿

本

長

太

郎

(

大

中

山

)

満
九
O
才
以
上
の
祝
い

高

橋

ス

エ

九

O
才
(
橡
谷
〉

上
野
イ
シ
ヨ
九
O
才
(
川
上
)

寿
野
兼
太
郎
九
二
才
(
日
其
川
)

山
本
ヒ
ヤ
グ
九
四
才
(
神
納
)

老
人
優
良
看
護
者

片

岡

貴

美

子

(

中

居

)

(
社
会
福
祉
協
議
会
)

私
の
居
住
す
る
港
区
は
工
業
地
帯

で
県
外
就
労
者
が
多
く
、
犯
罪
の
ほ

と
ん
ど
が
県
外
就
労
者
で
あ
る
と
こ

ろ
か
ら
、
そ
う
し
た
人
達
の
心
の
よ

D
ど
こ
ろ
に
で
も
な
れ
ば
と
思
い
、

昭
和
三
十
二
年
に
港
区
役
所
の
後
援

の
も
と
に
「
港
区
短
詩
型
文
学
会
L

を
創
設
、
私
個
人
と
し
て
も
歌
誌
か
空

ね
々
を
創
刊
し
た
り
な
ど
し
ま
し
お

現
在
は
中
部
短
歌
会
同
人
と
し
ザ

断
続
的
に
歌
作
し
て
い
る
程
度
で
十

が
、
私
に
と
っ
て
詩
歌
は
道
徳
教
古

に
も
優
っ
て
い
た
と
言
っ
て
も
過
一
一

で
は
な
い
と
思
っ
て
お
D
ま
す
。

私
も
有
為
転
変
と
も
言
う
べ
き
巾

生
の
後
、
ち
ょ
う
ど
十
年
前
に
脱
リ
ザ

ラ
リ
l
マ
ン
を
指
向
、
有
限
会
社
吉

多
製
作
所
及
び
竹
林
工
業
所
を
設
介

し
ま
し
た
。
従
業
員
も
一
時
は
百
b

を
越
え
た
こ
と
も
あ
D
ま
し
た
が
、

い
わ
ゆ
る
石
油
シ
ョ
ッ
ク
以
来
漸
捕

し
て
、
現
在
で
は
二
十
七
名
で
細
h

と
糊
口
そ
し
の
い
で
お
り
ま
す
。

私
達
離
村
者
は
、
い
わ
ば
大
樹
点

離
れ
た
落
葉
の
よ
う
な
も
の
で
、
掛

ハJ

じ
D
に
離
散
し
な
が
ら
も
、
進
ト
m

な
母
の
樹
で
あ
る
家
郷
に
恩
愛
と
田

慕
の
念
号
、
も
ち
つ
づ
け
て
お

D
ま十

ど
う
か
皆
さ
ん
、
一
人
で
も
多
/

郷
里
に
と
ど
ま
り
墳
墓
の
地
を
お
止

も
り
下
さ
い
。

河
辺
村
の
繁
栄
と
皆
さ
ん
の
御
宜

生
に
あ

D
ま
す
o
小
学
四
年
生
の
時
に
幸
を
お
祈
D
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

指
導
を
受
け
た
こ
と
が
私
の
人
生
に
大

き
く
寄
与
し
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

空
襲
に
よ

D
二
度
被
災
、
敗
戦
に
よ
り

失
業
、
さ
ら
に
伊
勢
湾
台
風
時
に
は
床

上
浸
水
し
て
、
家
財
の
大
半
を
流
失
す

る
な
ど
七
転
八
起
と
も
い
う
べ
き
半
生

で
し
た
o
こ
ヨ
し
だ
環
境
下
に
あ
っ
て
、

時
に
は
絶
望
的
な
荒
怠
感
に
お
そ
わ
れ

た
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
し
た
。

こ
ん
な
時
に
私
を
救
っ
て
く
れ
た
の

みなさんへ

久'土歩
刀王

ふるさとの

十
A
V

4
Z
1
 

竹名古屋市

婦人のユーモアたっぷりの踊りに場内は笑いの渦

今
日
、
人
々
の
つ
き

合
い
を
考
え
て
み
る
時
、

苦
は
も
っ
と
人
々
の
つ

き
あ
い
が
親
密
で
、
地

域
社
会
に
お
け
る
人
と

の
結
び
つ
き
が
溜
厚
だ

っ
た
ム
記
倍
し
て
い
る
。

あ
い
さ
つ
を
か
わ
し
な

が
ら
田
ん
ぼ
へ
と
小
道

を
通
り
す
ぎ
て
い
く
部

溶
の
人
々
が
、
な
に
か
温
み
が
あ
っ
た

よ
う
に
思
え
る
。

戦
後
、
国
民
の
努
力
に
よ
っ
て
、
敗

戦
の
あ
の
惨
め
な
生
活
か
ら
立
ち
あ
が

り
、
今
日
の
繁
栄
を
作

D
出
し
、
産
業

が
発
展
す
る
と
同
時
に
国
民
の
生
活
も

楽
に
な
っ
て
き
だ
o

そ
う
い
ヨ
社
会
の
大
き
な
動
品

で
い
ろ
い
ろ
な
璃
境
上
の
問
題
も
た
く

さ
ん
起
き
て
お
り
、
都
市
へ
人
口
機
能

が
急
速
に
集
中
し
都
市
が
ど
ん
ど
ん
大

き
く
な
っ
て
い
く
o
小
さ
い
町
や
村
の

場
合
は
地
場
産
業
等
も
な
く
、
人
口
の

流
出
が
激
し
く
、
そ
こ
に
過
疎
問
題
が

生
じ
て
若
い
人
が
掛
り
、
残
っ
て
い
る

人
も
出
稼
ぎ
と
か
共
稼
ぎ
が
ふ
え
、
集

ま
h
u
を
も
と
ヨ
と
し
て
も
な
か
な
か
時

閣
の
や

D
く
り
が
つ
か
な
い
。
そ
ヨ
い

V2」
と
か
ら
共
同
意
識
が
薄
れ
て
き
て

バ
ラ
バ
ラ
に
な
り
3
隣
は
伺
を
す
る
人

ぞ
。
と
い
う
よ
う
な
冷
や
や
か
な
生
き

方
に
な
っ
て
く
る
。

自
分
の
果
だ
さ
ね
ば
な
ら
な
い
義
務

は
忘
却
し
、
自
己
の
権
利
だ
け
を
主
張

す
る
よ
う
に
な
D
、
次
第
に
善
問
、

想
が
悪
化
し
て
い
く
感
が
す
る
。

個
人
主
義
の
か
た
ま
り
、
い
が
み
合

い
の
社
会
で
な
く
近
隣
の
結
び
つ
き
の

あ
る
新
し
い
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
作
り
を
考
え
、
楽
し
い
地
域
社

ゃね!試し
会
を
作
る
こ
と
が
一
番
だ
と
思
う
o
そ

れ
に
は
現
在
各
区
に
集
会
所
が
で
き
つ

つ
あ
る
の
で
、
た
び
た
び
集
ま
れ

J

を
持

ち
、
話
し
合
う
機
会
を
つ
く

D
お
互
い

が
協
力
し
あ
っ
て
も
っ
と
工
夫
す
れ
同

創
造
的
で
地
域
に
即
し
た
村
づ
く
り
が

で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
o

(
T
)
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も
の
に
は
最
善
の
技
術
を
尽
く
し
て

取
り
組
む
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
に
し
て

い
る
」
と
の
こ
と
だ
っ
た
o
家
と
家
一

の
閣
を
縫
っ
て
進
む
道
路
工
事
は
様

々
な
支
障
、
危
険
が
多
い
。

社
長
の
言
の
ご
と
く
、
震
善
を
尽

し
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ
。

今
年
度
の
工
事
は
巾
員
四
m
、
延

長
七
五
O
m
で
あ
る
が
、
す
で
に
改

良
工
事
が
完
了
し
て
い
る
部
分
に
貫

通
す
る
と
、
総
延
長
一
、
一
O
O
m

の
村
道
川
崎
稲
谷
線
が
開
通
す
る
こ

と
に
な
る
。

こ
の
線
は
一
二
久
保
、
横
山
方
面
、

川
上
、
川
崎
方
面
か
ら
中
学
校
へ
、

あ
る
い
は
北
平
方
面
へ
行
く
の
に
大

変
便
利
な
道
路
と
な
る
。

来
年
三
月
末
の
完
了
を
心
ま
ち
に

し
た
い
。

文
化
財
を
た
、
ず
ね
て
思
う

去
る
八
月
二
十
八
日
、
河
辺
中
学
校

P
T
A一
二
十
九
人
が
、
一
日
研
修
と
し

て
村
内
の
文
化
財
め
ぐ
D
を
実
施
し
ま

し
た
。そ

の
目
的
は
、
村
内
に
あ
る
有
数
の

文
化
財
を
知
る
こ
と
は
無
論
の
こ
と
で

す
が
、
あ
わ
せ
て
お
互
い
が
村
内
の
地

理
と
現
実
を
理
解
す
る
こ
と
で
し
た
o

次
々
と
廻
っ
て
当
初
の
目
的
を
達
成

す
る
こ
と
が
出
来
半
仇
し
た
が
、
私
は
意

外
な
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
大
木
は

数
百
年
、
ど
っ
か
と
大
地
に
根
を
お
ろ

し
て
、
と
こ
ろ
せ
ま
し
と
ば
か

D
に
四

界
を
制
し
て
お
り
、
老
木
に
は
数
々
の

傷
あ
と
、
そ
し
て
生
き
な
が
ら
え
る
苦

労
の
様
子
を
私
達
に
教
え
て
い
る
か
の

よ
う
に
見
え
た
o

又
、
封
建
時
代
の
遺
産
、
建
築
物
、

寄
器
等
は
時
代
の
感
覚
を
後
世
に
伝
え

る
べ
く
、
技
術
と
工
夫
を
こ
ら
し
て
の

作
と
感
心
さ
せ
ら
れ
た
。

次
に
無
形
文
化
財
の
一
筆
観
音
経
本

竜
老
師
に
つ
い
て
特
筆
し
た
い
。
一
口

に
し
て
語
れ
ば
、
老
師
は
見
る
か
ら
に

し
て
受
け
る
温
厚
ざ
と
容
姿
は
、
さ
す

が
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
価
値
あ

る
老
僧
と
評
価
で
き
よ
う
o

そ
し
て
対
話
の
相
は
、
や
は
わ

J

永
年

の
苦
労
と
努
力
、
き
び
し
い
修
養
の
あ

と
が
額
の
し
わ
に
現
れ
、
眼
差
し
が
な

ん
と
な
く
人
並
み
は
ず
れ
た
底
力
を
う

か
が
わ
せ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
文
化
財
め
ぐ
り
が

終
り
静
か
に
考
え
る
時
、
人
物
は
な
か

/
¥
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
や

は
り
人
聞
は
一
生
を
通
じ
て
、
一
日
一

日
が
勉
強
と
努
力
の
積
み
章
一
さ
ね
だ
と

理
解
で
き
る
。

さ
ら
に
私
達
が
、
現
在
植
え
付
け
て

い
る
樹
木
の
中
に
も
、
何
百
年
か
後
世

に
は
、
今
の
文
化
財
的
評
価
を
さ
れ
る
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天然記念物「大銀杏jを見上げる真剣なまなさし

短

タ
干申う白書
南の
llJう
はつ
黙ろ
しう
座色
し σコ
お西
1)0) 

果
て

調理での
キャンブ生鵠

松山市の一中学生

か
し
そ
の
す
ぐ
そ
こ
と
い
う
の
は
、
は

る
か
に
私
達
の
予
想
を
越
え
て
い
た
。

パ
ス
は
松
山
に
入
っ
て
信
号
で
た
び

た
び
ス
ト
ッ
プ
し
だ
し
た
。
一
人
が
つ

ぶ
や
い
た
。
「
な
ん
で
こ
ん
な
に
人
が

い
る
ん
だ
ろ
う
」

そ
の
夜
、
見
上
げ
た
夜
空
に
星
が
な

い
o

曇
っ
て
い
る
の
で
も
、
月
が
出
て

も
の
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
た
て
つ
か
。

め
に
も
私
達
は
、
物
ぞ
大
切
に
育
て
、
一
河
辺
中
学
校
P
T
A会
長

っ

く

り

あ

げ

て

ゆ

く

日

頃

の

愛

情

と

努

一

森

川

重

生

力
こ
そ
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ

ì~ 

己
が
夜
と
虫
そ
れ
ぞ
れ
に
鳴
き
競
う

名
残
惜
し
む
か
長
月
の
夜
半

関

歌

吹
く
風
は
砂
を
交
え
し
音
に
し
て

宵
待
草
の
ゆ
れ
つ
つ
ひ
ら
く

船

老
い
二
人
淋
し
き
タ
飼
の
卓
に
さ
す

山
百
合
の
花
ほ
の
か
に
香
D
て

安
じ
居
し
九
号
台
風
我
が
里
を

ほ
ど
な
く
そ
れ
で
稲
穂
か
た
む
き

タ
か
げ
の
澄
み
て
流
る
る
秋
知
川

ほ
と
D
の
せ
ら
木
秋
づ
き
に
け
り

中1青干泊

オく井

恵
美
子

水
稲
管
理
メ
モ
一
週
間
程
度
で
乾
き
ま
す
し
、
乾
燥
中
に
一
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

。
稲
の
刈
取
り
と
乾
燥
調
整
作
業
一
度
々
雨
に
当
D
ま
す
と
胴
割
米
も
多
く
一
間
伐
の
適
期
は
、
収
穫
後
か
ら
落
葉

今
年
の
稲
作
は
、
好
天
に
恵
ま
れ
て
一
な
り
ま
す
。
遅
く
と
も
刈
取
れ
ν
後
二
O
一
が
終
る
ま
で
の
葉
が
あ
る
時
期
に
行
な

平
年
作
以
上
が
予
想
さ
れ
て
い
ま
す
o

一
日
位
で
脱
穀
す
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
一
う
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
o

一
応
の
目
安

こ
れ
か
ら
の
刈
取
D
、
乾
燥
、
調
整
作
一
乾
燥
不
足
米
は
貯
蔵
中
に
害
虫
に
犯
さ
一
と
し
て
は
、
地
面
の
日
当
り
が
二
O
%

業
の
良
し
悪
し
に
よ
り
品
質
が
決
定
し
一
れ
や
す
い
が
、
過
乾
儲
米
は
味
に
影
響
一
か
ら
二
一
O
%
で
き
る
よ
う
樹
と
樹
の
閉

ま
す
の
で
適
切
に
行
い
ま
し
ょ
う
o

一
し
ま
す
o
籾
の
水
分
に
は
充
分
注
意
し
一
隔
を
二
メ
ー
ト
ル
程
度
に
し
て
く
だ
さ

稲

の

刈

取

り

適

期

は

、

早

生

品

種

で

一

ま

し

ょ

う

。

一

ぃ

。

は
出
穂
後
四
O
日

i
四
十
五
日
と
い
わ
一
籾
摺
に
際
し
て
は
、
ロ
l
ル
間
隙
や
一
害
虫
の
防
除
は
、
四

1
五
年
生
守
中

れ
て
お
D
、
中
腐
な
株
の
籾
が
九
割
か
一
万
石
の
傾
斜
度
に
注
意
し
て
籾
の
混
入
一
心
に
し
て
イ
ガ
ア
ブ
ラ
ム
シ
の
被
害
が

ら
九
割
五
分
ま
で
緑
色
を
失
っ
た
時
が
一
を
な
く
す
る
よ
う
に
し
、
選
別
を
適
切
一
多
く
な
っ
て
お
り
、
こ
の
虫
に
被
害
を

適
期
と
さ
れ
て
い
ま
す
o
適
期
ぞ
過
ぎ
一
に
し
て
屑
米
を
完
全
に
取
り
除
き
、
品
一
受
け
る
と
未
熟
な
う
ち
に
イ
ガ
が
割
れ

ま
す
ム
胸
割
米
が
多
く
な
り
ま
す
の
で
、
互
の
向
上
に
努
め
ま
し
ょ
う

o

E
荷
で
き
な
く
な
主
す

oこ
の
虫
を

や
や
置
の
刈
取
り
が
良
い
で
し
ょ
う
o
一
@
粟
の
収
穫
後
の
管
理
一
防
ぐ
に
は
、
ィ
ガ
や
幹
で
越
冬
し
て
い

籾
の
乾
燥
が
米
の
品
質
に
与
え
る
影
一
今
年
の
栗
は
、
早
生
粟
を
中
心
に
イ
一
る
卵
を
防
除
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
の

響
は
大
き
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
一
等
一
ガ
の
付
き
が
良
く
豊
作
が
見
込
ま
れ
ま
一
で
、
被
害
樹
の
イ
ガ
は
必
ず
焼
却
す
る

米
か
ら
五
等
米
ま
で
の
限
度
水
分
は
十
一
す
が
、
粒
が
小
さ
い
よ
う
で
す
o
こ
れ
一
か
土
中
に
埋
没
し
て
処
分
を
し
て
く
だ

五
%
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
過
乾
爆
に
一
か
ら
の
作
業
は
間
伐
、
せ
ん
定
を
行
な
一
ざ
い
。

な
ら
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
o
稲
架
一
い
枝
の
充
実
を
は
か
る
と
と
も
に
、
越
一

乾
燥
の
場
合
、
晴
天
が
続
き
ま
す
と
こ
一
冬
害
虫
の
防
除
を
行
な
い
来
年
に
そ
な
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生
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う
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ざ
い
ま
す

うと

正
行

増
本
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子
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小
川
島
民
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崎
(
結
婚
)
末
な
が
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お
幸
せ
に

へ
森
川
好
二

戸
富
永
芙
美
代
(
大
分
)

(
下
大
成
)

(
死
亡
)
お
く
や
み
申
し
上
げ
ま
す
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谷

藤
岡
久
子
(
五
十
六
才
)

下
大
成

住
見
政
茂
(
六
十
六
才
)

国

オミ

栗
田
章
男
(
八
十
八
才
)


