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入

選

入

選

杉
並
区
立
高
井
戸
中
学
校
　
一
年
　
　
　
石
川　

連
也

も
じ
に
つ
め
る

　
「
東
京
っ
て
ビ
ル
ば
っ
か
と
思
っ
て
た
よ
」

そ
う
遊
び
に
来
た
友
人
が
近
所
に
あ
る
畑
を
見
て
言
っ
た
。
自
分

が
住
ん
で
い
る
地
域
は
比
較
的
緑
も
多
く
畑
も
あ
る
。
小
学
生
の

時
は
学
校
近
く
の
畑
で
の
イ
モ
掘
り
が
楽
し
み
だ
っ
た
位
だ
。

　

そ
の
友
人
の
一
言
で
東
京
の
農
業
事
情
が
気
に
な
り
調
べ
て

み
る
と
、
生
産
量
は
多
く
は
な
い
が
色
々
な
作
物
が
と
れ
る
事
が

わ
か
っ
た
。
そ
の
農
地
の
半
分
位
は
生
産
緑
地
と
し
て
街
中
に
点

在
し
て
お
り
、
野
菜
が
中
心
の
少
数
多
品
目
の
生
産
農
家
な
事
が

わ
か
っ
た
。
考
え
て
み
る
と
母
は
よ
く
近
所
の
直
売
所
で
色
々
な

野
菜
を
買
っ
て
く
る
。
改
め
て
意
識
す
る
と
そ
れ
ら
は
立
派
な
東

京
産
の
野
菜
達
だ
。
ス
ー
パ
ー
に
行
け
ば
色
々
な
地
域
の
特
産
品

も
買
え
る
が
、
あ
え
て
東
京
産
の
も
の
を
見
つ
け
て
み
た
く
な
っ

た
。
そ
し
て
僕
は
小
さ
な
サ
プ
ラ
イ
ズ
を
思
い
つ
き
友
人
を
後
日

家
に
招
い
た
。

　
「
今
日
は
コ
レ
で
お
も
て
な
し
す
る
よ
」

僕
は
ホ
ッ
ト
プ
レ
ー
ト
の
前
で
友
人
に
得
意
気
に
話
し
た
。
用
意

し
た
の
は「
も
ん
じ
ゃ
焼
き
」。
東
京
の
代
表
的
な
郷
土
料
理
な
の

で
食
べ
て
ほ
し
か
っ
た
か
ら
だ
。
こ
の
日
の
為
に
作
り
方
を
月
島

の
お
店
の
人
に
聞
い
て
ポ
イ
ン
ト
を
練
習
し
て
お
い
た
。

　

カ
ン
カ
ン
と
大
き
な
二
つ
の
ヘ
ラ
を
使
い
プ
レ
ー
ト
の
上
で

キ
ャ
ベ
ツ
を
メ
イ
ン
と
し
た
野
菜
達
を
細
か
く
刻
ん
で
い
き
、
一

口
大
に
す
る
の
が
コ
ツ
だ
。
次
に
下
ゆ
で
し
た
プ
リ
プ
リ
の
あ

さ
り
の
む
き
身
を
入
れ
て
炒
め
合
わ
せ
、
ド
ー
ナ
ツ
の
よ
う
に
丸

く
穴
が
あ
く
よ
う
に
具
材
を
集
め
、
土
手
と
言
わ
れ
る
囲
い
を
作

る
。
そ
の
中
央
部
分
に
水
で
溶
い
た
、
小
麦
粉
が
主
体
の
ゆ
る
め

の
生
地
を
ゆ
っ
く
り
流
し
込
む
。
少
し
煮
え
て
き
た
ら
今
度
は
土

手
を
崩
し
す
べ
て
を
混
ぜ
込
む
よ
う
に
合
わ
せ
る
。
ク
ツ
ク
ツ
と

煮
え
生
地
の
端
が
パ
リ
ッ
と
焼
け
て
き
た
ら
小
さ
な
ヘ
ラ
で
こ
そ

い
で
食
べ
て
も
ら
う
の
だ
。

　

僕
は
本
体
が
焼
き
あ
が
る
少
し
前
に
プ
レ
ー
ト
の
余
っ
て
い
る

所
に
生
地
だ
け
で
文
字
を
書
く
。
も
ん
じ
ゃ
焼
き
の
は
じ
ま
り
は

実
は
こ
う
し
て
生
地
で
文
字
を
書
く
文
字
焼
き
か
ら
き
て
い
る
の

だ
。
僕
は
そ
の
事
も
説
明
し
つ
つ「
と
う
き
ょ
う
も
ん
」
と
文
字

を
書
い
た
。
友
人
は
首
を
か
し
げ
て
そ
れ
を
見
る
。

　
「
実
は
今
回
用
意
し
た
材
料
、
粉
か
ら
野
菜
、
貝
ま
で
も
全
部
東

京
産
の
東
京
も
ん
な
ん
だ
よ
！
」

こ
れ
が
僕
の
サ
プ
ラ
イ
ズ
。

「
マ
ジ
か
！
全
部
あ
ん
の
か
。
す
げ
ぇ
じ
ゃ
ん
。」

　

自
分
で
も
調
べ
て
驚
い
た
の
だ
が
、
東
京
に
は
農
作
物
だ
け
で

な
く
、
多
種
多
様
の
地
産
も
あ
り
、
こ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
す
ぐ

に
手
に
入
る
の
だ
。
今
回
用
意
し
た
新
鮮
な
野
菜
は
近
所
の
直
売

所
か
ら
、
貝
類
は
東
京
湾
産
の
も
の
と
し
て
、
小
麦
や
だ
し
等
の

こ
だ
わ
り
物
も
す
べ
て
通
販
で
購
入
出
来
た
。
そ
う
し
て
僕
は
す

べ
て
の
材
料
を
東
京
産
の
も
の
に
こ
だ
わ
っ
て
揃
え
ら
れ
た
の

だ
。

　

そ
の
話
で
盛
り
上
が
り
な
が
ら
出
来
た
て
の
も
ん
じ
ゃ
焼
き
を

食
べ
て
い
る
と
、
今
度
は
友
人
が
何
か
を
思
い
つ
い
た
顔
で
文
字

焼
き
の
方
を
追
加
し
て
き
た
。「
ま
」と「
か
」を
器
用
に
書
く
。
今

度
は
僕
が
首
を
か
し
げ
て
そ
れ
を
見
て
る
と
、
先
に
僕
が
書
い
た

「
と
う
き
ょ
う
も
ん
」の
文
字
焼
き
に
そ
れ
ら
を
足
し
て
こ
う
言
っ

た
。

「
と
う
き
ょ
う
ま
か
も
ん　

や
な
」

文
字
を
指
さ
し
な
が
ら
僕
を
見
て
微
笑
ん
だ
。

「
正
直
全
部
旨
く
て
驚
い
た
。
あ
り
が
と
な
。」

　

も
じ
に
つ
め
ら
れ
た
東
京
も
ん
旨
い
よ
と
い
う
言
葉
と
喜
ん
で

く
れ
た
と
わ
か
る
笑
顔
に
ジ
ン
ワ
リ
と
胸
が
あ
っ
た
か
く
な
り
、

何
だ
か
僕
自
身
も
東
京
自
体
も
全
部
ほ
め
て
も
ら
え
た
よ
う
で
倍

に
嬉
し
く
感
じ
た
。

　

見
て
い
る
よ
う
で
気
が
つ
か
な
か
っ
た
東
京
産
の
美
味
し
い
食

べ
物
、
身
近
に
あ
る
数
々
の
地
産
の
一
部
を
今
回
発
見
で
き
て
嬉

し
か
っ
た
。
こ
れ
か
ら
も
旨
い
東
京
も
ん
を
探
し
て
、
大
事
な
人

達
と
一
緒
に
食
べ
て
い
き
た
い
と
思
っ
た
。
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地
産
地
消
へ
の
第
一
歩

　

私
は
、
東
京
の「
食
」に
つ
い
て
、
野
菜
や
果
物
の
新
鮮
さ
が
課

題
だ
と
思
っ
た
。
東
京
は
、
農
業
が
あ
ま
り
盛
ん
で
は
な
い
た
め
、

ど
う
し
て
も
他
県
か
ら
食
材
が
運
ば
れ
て
く
る
こ
と
の
方
が
多
く

な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
東
京
で
も
新
鮮
な
野
菜
や
果
物
を
食

べ
た
い
と
思
っ
て
い
る
人
は
他
に
も
た
く
さ
ん
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

今
年
の
夏
、
私
は
長
野
や
山
梨
に
旅
行
へ
行
っ
た
。
そ
の
と
き

に
直
売
所
で
買
っ
た
野
菜
や
果
物
は
、
東
京
に
比
べ
て
安
く
て

量
が
多
く
、
か
つ
、
新
鮮
で
お
い
し
か
っ
た
。
東
京
に
戻
っ
て
実

際
に
比
べ
て
み
る
と
、
ぶ
ど
う
の「
デ
ラ
ウ
ェ
ア
」
一
房
の
値
段

は
、
近
く
の
ス
ー
パ
ー
で
は
小
ぶ
り
で
三
百
六
十
円
だ
っ
た
の
に

対
し
、
旅
行
先
の
直
売
所
で
は
ボ
リ
ュ
ー
ム
が
あ
り
二
百
円
と
、

百
五
十
円
以
上
も
差
が
あ
っ
た
。

　

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
差
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
の
か
。
考
え
ら
れ
る

理
由
と
し
て
、
農
家
か
ら
各
直
売
所
や
ス
ー
パ
ー
に
食
材
を
届
け

る
ま
で
の
運
搬
の
時
間
と
い
う
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
時
間
が
長
い

ほ
ど
運
搬
費
も
増
え
、
食
材
の
味
や
新
鮮
度
も
落
ち
て
し
ま
う
。

そ
の
た
め
、
農
家
か
ら
遠
い
東
京
は
値
段
が
高
く
な
っ
た
り
、
新

鮮
度
が
低
く
な
っ
た
り
し
て
し
ま
う
の
だ
と
思
う
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
地
方
で
は「
地
産
地
消
」
を
大
切
に
し
て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。

　

地
産
地
消
の
メ
リ
ッ
ト
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
消
費
者
か
ら
見
れ

ば
、
身
近
な
場
所
か
ら
新
鮮
な
食
材
が
手
に
入
る
こ
と
。
対
し
て
、

生
産
者
か
ら
見
る
と
、
直
接
販
売
に
よ
り
不
揃
い
品
な
ど
も
販
売

す
る
こ
と
が
で
き
、
農
産
物
を
無
駄
に
し
な
く
て
済
ま
せ
ら
れ
る

こ
と
。
ま
た
、
地
域
内
で
全
て
を
循
環
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

運
搬
時
の
Ｃ
Ｏ
２
排
出
量
の
削
減
に
も
繋
が
り
、
無
駄
な
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
減
ら
せ
る
こ
と
か
ら
、
環
境
に
よ
い
こ
と
な
ど
が
あ
る
。

　

だ
か
ら
、
私
は
東
京
で
地
産
地
消
を
行
う
こ
と
で
課
題
が
解

決
で
き
る
と
考
え
た
。
し
か
し
、
都
内
で
農
業
を
行
う
の
は
難
し

い
。
そ
の
た
め
、
地
産
地
消
の
第
一
歩
と
し
て
、
個
人
で
で
き
る

こ
と
が
二
つ
考
え
ら
れ
た
。
一
つ
目
は
、
家
庭
や
学
校
な
ど
で
野

菜
や
果
物
を
育
て
る
こ
と
だ
。
私
も
小
学
生
の
と
き
に
、
個
人
で

ミ
ニ
ト
マ
ト
や
い
ち
ご
を
育
て
た
り
、
学
年
で
は
ヘ
チ
マ
や
き
ゅ

う
り
、
ナ
ス
や
ト
マ
ト
な
ど
た
く
さ
ん
育
て
た
り
し
て
い
た
。
ま

た
、
最
近
で
は
空
き
地
を
畑
に
し
、
共
同
で
使
え
る
ス
ペ
ー
ス
に

す
る
と
い
う
取
り
組
み
が
近
所
で
行
わ
れ
始
め
た
。
こ
の
場
合
、

家
で
家
庭
菜
園
す
る
ス
ペ
ー
ス
が
な
い
人
で
も
、
気
軽
に
野
菜
や

果
物
を
育
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。
二
つ
目
は
、
買
い
物
を

す
る
と
き
に
産
地
を
確
認
し
、
で
き
る
だ
け
近
く
で
作
ら
れ
て
い

る
も
の
を
選
ぶ
こ
と
だ
。
地
元
の
野
菜
な
ど
は
栄
養
価
だ
け
で
は

な
く
、
新
鮮
度
も
高
い
の
で
体
に
良
い
も
の
と
言
え
る
。

　

実
際
に
、
東
京
で
も
企
業
が
行
っ
て
い
る
地
産
地
消
の
取
り
組

み
は
い
く
つ
か
あ
る
。
国
立
市
に
あ
る「
株
式
会
社
エ
マ
リ
コ
く

に
た
ち
」は
、
東
京
の
農
業
の
活
性
化
を
目
標
と
し
て
い
る
東
京

野
菜
の
流
通
企
業
で
あ
る
。
主
に
、
直
売
所
や
飲
食
店
、
卸
事
業

な
ど
の
事
業
を
行
っ
て
い
る
。
野
菜
の
鮮
度
に
こ
だ
わ
っ
て
お

り
、
農
家
か
ら
買
い
取
っ
た
野
菜
は
す
ぐ
に
直
売
所
に
並
べ
ら
れ

る
。
ま
た
、
八
王
子
市
に
あ
る「
磯
沼
ミ
ル
ク
フ
ァ
ー
ム
」と
い
う

牧
場
で
は
、「
東
京
牛
乳
」を
生
産
し
、
都
会
近
郊
の
立
地
を
活
か

し
て
デ
ザ
イ
ナ
ー
ズ
ヨ
ー
グ
ル
ト
や
乳
製
品
の
製
造
や
販
売
が
行

わ
れ
て
い
る
。

　

私
は
、
自
分
が
地
産
地
消
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
が

で
き
る
の
か
考
え
た
。
色
々
と
調
べ
て
み
て「
リ
ボ
ー
ン
ベ
ジ
タ

ブ
ル
」と
い
う
取
り
組
み
を
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
。
リ
ボ
ー
ン

ベ
ジ
タ
ブ
ル
と
は
、
再
生
野
菜
と
い
う
意
味
で
、
料
理
に
使
っ
た

後
の
捨
て
る
部
分
を
利
用
す
る
ガ
ー
デ
ニ
ン
グ
だ
。
こ
の
取
り
組

み
を
す
る
こ
と
は
、
地
元
で
買
っ
た
野
菜
を
最
後
ま
で
無
駄
に
す

る
こ
と
な
く
頂
け
る
た
め
、
地
産
地
消
に
も
繋
が
る
の
だ
。
私
は
、

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
み
た
り
、
直
売
所
や
牧
場
な
ど

の
地
産
地
消
の
取
り
組
み
を
し
て
い
る
場
所
に
行
っ
た
り
す
る
こ

と
で
、
地
産
地
消
に
積
極
的
に
参
加
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

目
黒
区
立
第
十
中
学
校
　
一
年
　
　
　
石
澤　

翼
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入

選

入

選

品
川
翔
英
中
学
校
　
二
年
　
　
　
石
渡　

瑞
乃

小
松
菜
を
通
し
て
考
え
た
東
京
の
食
文
化

　
「
小
松
菜
は
生
で
食
べ
ら
れ
ま
す
よ
」

　

こ
れ
は
私
が
小
松
菜
の
収
穫
体
験
を
し
た
際
に
、
農
家
さ
ん
が

教
え
て
く
れ
た
言
葉
だ
。

　

三
年
ほ
ど
前
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
ま
ん
延
し
て
い
る
最

中
、
東
京
都
内
の
多
く
の
学
校
が
休
校
と
な
っ
た
。
本
来
給
食
に

使
わ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
小
松
菜
が
余
っ
て
し
ま
う
た
め
、
東
京

都
江
戸
川
区
に
あ
る
小
松
菜
農
家
さ
ん
が
、
特
別
に
収
穫
体
験
を

開
い
て
く
れ
た
。
私
は
そ
こ
に
友
人
や
家
族
と
一
緒
に
行
き
、
畑

に
植
え
て
あ
る
小
松
菜
を
た
く
さ
ん
採
ら
せ
て
も
ら
っ
た
。
帰
宅

後
に
み
ん
な
で
小
松
菜
を
調
理
し
て
食
べ
た
。
み
そ
し
る
に
し
た

り
、
い
た
め
た
り
、
そ
し
て
農
家
さ
ん
の
言
う
通
り
生
の
ま
ま
サ

ラ
ダ
に
し
て
食
べ
た
り
し
た
。
小
松
菜
は
調
理
し
て
か
ら
食
べ
る

イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
で
、
生
の
ま
ま
で
、
し
か
も
お
い
し
く
食

べ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
意
外
だ
っ
た
。

　

こ
の
小
松
菜
収
穫
を
通
じ
て
一
番
驚
い
た
の
は
、
東
京
都
内

に
畑
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
自
宅
近
辺
に
も
畑
は
あ

る
の
だ
が
、
あ
く
ま
で
個
人
単
位
で
、
家
庭
菜
園
の
延
長
の
よ
う

な
規
模
の
も
の
が
ほ
と
ん
ど
だ
。
訪
れ
た
小
松
菜
農
園
は
大
規
模

で
、
体
育
館
ほ
ど
の
大
き
さ
の
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
内
に
見
渡
す
限

り
の
小
松
菜
が
植
え
て
あ
っ
た
。
二
時
間
ほ
ど
み
ん
な
で
一
生
懸

命
収
穫
を
し
、
身
体
中
が
筋
肉
痛
に
な
り
、
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど

の
量
を
採
っ
た
の
だ
が
、
周
り
を
み
る
と
畑
の
ほ
ん
の
一
角
を

採
っ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
身
を
も
っ
て
そ
の
農
家
さ
ん
の
規
模
の

大
き
さ
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

東
京
で
も
野
菜
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
は
学
校
の
授

業
で
教
わ
っ
た
の
で
記
憶
し
て
い
る
が
、
果
た
し
て
ど
れ
だ
け
の

人
が
そ
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
一
緒
に

行
っ
た
友
人
も
、
家
族
も「
こ
ん
な
に
小
松
菜
と
れ
る
ん
だ
ね
！
」

と
驚
い
て
い
た
。
ど
こ
の
ス
ー
パ
ー
で
も
、
一
年
中
小
松
菜
は
売

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
産
地
は
群
馬
県
や
長
野
県
、
埼
玉
県
で
あ

り
、
東
京
産
の
も
の
は
目
に
す
る
こ
と
が
な
い
。
私
も
含
め
、
小

松
菜
が
東
京
で
採
れ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
人
は
少
な
い
は
ず

だ
と
思
う
。
調
べ
て
み
る
と
、
そ
も
そ
も
小
松
菜
の「
小
松
」と
い

う
の
は
江
戸
川
区
の
地
名
で
あ
り
、
東
京
発
祥
で
、
東
京
で
今
も

作
ら
れ
て
い
る
の
で
、「
東
京
の
食
」を
代
表
し
て
も
い
い
の
で
は

な
い
か
と
個
人
的
に
は
考
え
て
い
る
。

　

東
京
に
は
大
規
模
な
卸
市
場
が
あ
る
た
め
、
私
た
ち
は
日
本
全

国
ど
こ
ろ
か
世
界
中
の
野
菜
を
購
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
遠
方
で
作
ら
れ
た
も
の
を
鮮
度
を
保
っ
た
ま
ま
輸
送
し
、
保

管
す
る
た
め
に
は
電
気
も
、
ガ
ソ
リ
ン
も
大
量
に
消
費
す
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
。
地
産
地
消
は
環
境
負
荷
の
点
か
ら
も
推
奨
さ

れ
て
い
る
が
、
主
に
東
京
都
外
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

東
京
都
産
の
野
菜
に
目
を
向
け
、
地
産
地
消
で
き
る
も
の
は
な
る

べ
く
切
り
替
え
て
い
く
こ
と
は
、
環
境
面
を
考
え
る
上
で
も
重
要

な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
自
分
で
野
菜
を
作
る
こ
と
も
で

き
る
。
私
は
マ
ン
シ
ョ
ン
に
住
ん
で
い
る
が
、
親
が
ベ
ラ
ン
ダ
で

野
菜
や
果
物
を
作
っ
て
い
る
。
オ
ク
ラ
、
ト
マ
ト
、
イ
チ
ゴ
、
レ
モ

ン
な
ど
、
プ
ラ
ン
タ
ー
で
作
れ
る
も
の
は
多
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
東
京
都
内
で
あ
っ
て
も
地
産
地
消
で
き
る
も
の

を
知
り
、
積
極
的
に
購
入
し
、
そ
し
て
自
分
自
身
で
育
て
て
み
る
。

そ
う
す
る
こ
と
で
環
境
に
配
慮
し
た
形
で「
東
京
の
食
文
化
」の

魅
力
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
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入

選

入

選

三
鷹
市
立
第
五
中
学
校
　
二
年
　
　
　
内
河　

遼
済

感
謝
と
持
続
可
能
性
を
求
め
て

　

私
が
住
ん
で
い
る
町「
東
京
」
は「
食
」
が
満
ち
溢
れ
て
い
る
。

町
を
歩
け
ば
ど
こ
に
で
も
レ
ス
ト
ラ
ン
が
あ
る
。
料
理
も
多
種
多

様
で「
和
食
」や「
洋
食
」は
も
ち
ろ
ん「
中
華
」や「
イ
タ
リ
ア
ン
」

に
到
る
ま
で
、
探
せ
ば
簡
単
に
見
つ
け
て
食
べ
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
れ
は
東
京
が
誇
る
べ
き
素
晴
ら
し
い
魅
力
だ
と
思
う
。
一

方
で
、「
食
」が
満
ち
溢
れ
、
手
軽
に
入
手
可
能
で
、
且
つ
値
段
が

安
く
な
り
す
ぎ
た
こ
と
に
よ
り「
食
」へ
の
感
謝
が
薄
れ
た
よ
う

に
感
じ
る
。
こ
の「
食
」
へ
の
感
謝
が
薄
れ
た
こ
と
に
よ
る
弊
害

は
、
確
実
に
現
代
社
会
に
現
れ
て
い
る
。

　

そ
の
弊
害
の
一
つ
と
し
て「
食
品
ロ
ス
」
が
あ
る
。
賞
味
期
限

を
少
し
越
え
た
か
ら
と
い
う
理
由
で
ま
だ
食
べ
ら
れ
る
食
品
を
捨

て
て
し
ま
っ
た
り
、
嫌
い
な
食
べ
物
だ
か
ら
と
い
う
理
由
で
残
し

て
捨
て
て
し
ま
っ
た
り
と
い
っ
た
こ
と
を
、
誰
も
が
一
度
は
経
験

し
た
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
食
べ
ら
れ
る
に

も
拘
わ
ら
ず
捨
て
ら
れ
て
し
ま
う
食
品
の
こ
と
を「
食
品
ロ
ス
」

と
い
う
。
こ
の「
食
品
ロ
ス
」は
世
界
で
も
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。

二
〇
二
〇
年
、
東
京
都
環
境
局
に
よ
っ
て
、
東
京
都
内
だ
け
で
も

こ
の「
食
品
ロ
ス
」が
年
間
約
五
十
一
万
ト
ン
も
生
じ
て
い
る
こ

と
が
発
表
さ
れ
た
。
あ
ま
り
に
大
き
い
数
字
過
ぎ
て
想
像
が
つ
か

な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
五
十
一
万
ト
ン
と
い
え
ば
約
五
十
万
人

が
一
年
間
に
食
べ
る
食
事
の
量
に
匹
敵
す
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち

都
民
は
年
間
、
五
十
万
人
分
の
食
事
を
無
駄
に
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
の「
食
品
ロ
ス
」
と
い
う
課
題
は
、
私
た
ち
が「
食
」
を

大
切
に
し
、
感
謝
の
思
い
を
持
つ
よ
う
に
な
れ
ば
、
必
ず
解
決
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
で
は
一
体
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
、
私
た
ち
は

「
食
」へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
よ
り
強
く
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の

か
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　

私
は
、
消
費
者
が
食
べ
物
の
生
産
に
直
接
関
わ
っ
て
み
る
の
は

ど
う
か
と
思
う
。
私
は
、
消
費
者
が「
食
」へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を

持
た
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
要
因
は
、
都
市
に「
食
」
が

満
ち
溢
れ
、
価
格
が
下
が
り
過
ぎ
た
こ
と
だ
け
で
な
く
、「
生
産

者
」と「
消
費
者
」が
完
全
に
分
断
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も

あ
る
と
思
う
。
都
内
の
ス
ー
パ
ー
に
は
加
工
さ
れ
た
商
品
が
並
べ

ら
れ
、
レ
ス
ト
ラ
ン
で
は
完
成
し
た
料
理
が
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
環
境
が
当
た
り
前
に
な
っ
た
私
た
ち
消
費
者
に
と
っ
て
、
生

産
者
や
生
産
に
携
わ
る
人
た
ち
は
ど
こ
か
遠
く
の
存
在
に
思
え
て

し
ま
い
、
感
謝
の
気
持
ち
を
抱
く
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
い
る
の

だ
。
そ
こ
で
、
私
た
ち
消
費
者
が
食
の
生
産
に
関
わ
る
よ
う
に
す

る
こ
と
を
提
案
す
る
。

　

私
は
小
学
四
年
生
の
時
に
、
自
宅
の
庭
で
キ
ュ
ウ
リ
を
育
て
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
最
初
は
簡
単
に
思
え
た
キ
ュ
ウ
リ
の
栽
培
も
、

実
際
に
や
っ
て
み
る
と
水
を
あ
げ
忘
れ
て
枯
ら
し
か
け
て
し
ま
っ

た
り
、
反
対
に
水
を
あ
げ
す
ぎ
て
土
が
流
れ
て
し
ま
っ
た
り
と
、

失
敗
と
試
行
錯
誤
の
連
続
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
自

分
で
手
塩
に
か
け
て
育
て
た
か
ら
こ
そ
、
キ
ュ
ウ
リ
を
収
穫
し
食

べ
た
時
の
感
動
や
お
い
し
さ
は
何
物
に
も
代
え
が
た
い
も
の
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
実
際
に
食
べ
物
を
育
て
収
穫
し
た
か
ら
こ
そ
、

食
べ
物
を
作
る
の
に
か
か
る
手
間
や
苦
労
を
知
り
、
い
つ
も
私
た

ち
消
費
者
の
食
事
を
支
え
て
く
だ
さ
る
農
家
や
生
産
者
の
方
々
に

強
い
感
謝
の
気
持
ち
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
食
べ
物
を
実
際
に
育
て
収
穫
す
る
と
、
生
産
者

の
苦
労
や
手
間
を
知
り
、
食
べ
た
時
の
感
動
を
味
わ
え
る
。
そ
の

結
果
、
食
べ
物
や
生
産
し
た
方
々
へ
の
感
謝
を
強
く
持
つ
よ
う
に

な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
私
が
育
て
た
の
は
野
菜
で
あ
っ
た
が
、
食
肉

の
場
合
で
も
、
実
際
に
動
物
を
育
て
て
そ
の
命
を
い
た
だ
く
過
程

ま
で
を
知
れ
ば
、
命
の
大
切
さ
や
食
べ
物
の
尊
さ
を
感
じ
、
感
謝

の
気
持
ち
を
抱
け
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
は「
食
育
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
れ
を

学
校
や
家
庭
で
行
う
こ
と
に
加
え
て
、
私
た
ち
一
人
一
人
が
、
食

前
と
食
後
に
心
か
ら
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て「
い
た
だ
き
ま
す
」

と「
ご
ち
そ
う
さ
ま
で
し
た
」
と
言
う
よ
う
に
な
れ
ば
、
少
し
ず

つ
人
々
が「
食
」
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
食

品
ロ
ス
の
問
題
も
解
決
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
東
京
の「
食
」
の

魅
力
を
高
め
る
た
め
に
も
、
私
た
ち
都
民
の
意
識
改
革
に
期
待
し

た
い
。
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入

選

入

選

東
京
都
立
桜
修
館
中
等
教
育
学
校
　
二
年
　
　
　
内
村　

遼
花

埋
も
れ
た「
食
」を
伝
え
る

　

東
京
の「
食
」の
魅
力
は
何
か
と
聞
く
と
、
日
本
や
世
界
の
様
々

な
食
べ
物
が
食
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
と
答
え
る
人
が
多
い
だ
ろ

う
。
日
本
の
首
都
で
あ
る
東
京
に
は
、
多
種
多
様
な「
食
」
が
集

ま
っ
て
い
る
。
和
食
に
洋
食
、
中
華
な
ど
馴
染
み
の
あ
る
も
の
か

ら
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
や
フ
レ
ン
チ
と
い
っ
た
、
普
段
は
中
々
食
べ
る

こ
と
が
な
い
よ
う
な
食
に
も
触
れ
ら
れ
る
。
ま
た
流
行
の
発
信
地

で
も
あ
る
た
め
、
最
新
の
ト
レ
ン
ド
が
詰
ま
っ
た
料
理
を
楽
し
め

る
の
も
理
由
の
一
つ
だ
ろ
う
。

　

た
だ
、
そ
の
一
方
で
東
京
に
は「
独
自
の
食
文
化
が
知
ら
れ
て

い
な
い
」
と
い
う
課
題
が
あ
げ
ら
れ
る
と
思
う
。
以
前
、
富
山
に

住
む
祖
父
母
が
私
た
ち
の
と
こ
ろ
に
訪
ね
て
き
て
く
れ
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
私
た
ち
が
富
山
に
行
っ
た
と
き
は
い
つ
も
鱒
寿
司
や
ぶ

り
大
根
な
ど
の
郷
土
料
理
を
振
舞
っ
て
く
れ
る
の
で
、
私
は
お
礼

に
東
京
の
料
理
を
食
べ
さ
せ
て
あ
げ
よ
う
と
思
い
意
気
込
ん
で
い

た
。
だ
が
、
い
ざ
考
え
て
み
る
と
何
も
出
て
こ
ず
、
家
族
に
聞
い

て
み
て
も
同
じ
よ
う
に
首
を
傾
げ
る
ば
か
り
だ
っ
た
。
結
局
祖
父

母
に
は
何
も
作
っ
て
あ
げ
ら
れ
ず
、
近
く
の
お
店
で
食
事
を
す
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
料
理
は
美
味
し
か
っ
た
し
、
祖
父
母

も
喜
ん
で
く
れ
た
が
、
私
は
複
雑
な
気
持
ち
だ
っ
た
の
を
覚
え
て

い
る
。

　

東
京
に
は
、
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
飲
食
店
が
あ
り
、
人
気
店

や
有
名
店
も
集
ま
っ
て
い
る
。
ま
た
、
日
々
新
し
い
料
理
が
生
ま

れ
、
多
く
の
人
を
楽
し
ま
せ
て
い
る
。
だ
が
、
本
当
に
そ
れ
だ
け

が
東
京
の「
食
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
身
の
回
り
に
様
々
な

「
食
」が
溢
れ
す
ぎ
て
、
東
京
本
来
の
食
文
化
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ

て
い
る
よ
う
に
思
う
。
調
べ
て
み
る
と
、
握
り
寿
司
や
深
川
め
し
、

も
ん
じ
ゃ
焼
き
や
ど
じ
ょ
う
鍋
な
ど
様
々
な
郷
土
料
理
が
あ
っ

た
。
知
っ
て
い
る
も
の
も
多
く
あ
る
の
に
、
東
京
に
住
ん
で
い
て

も
食
べ
る
頻
度
は
他
県
の
人
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
と
思
う
。

そ
れ
く
ら
い
、
東
京
独
自
の
食
文
化
は
薄
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の

だ
ろ
う
。

　

こ
の
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
ま
ず
私
た
ち
が
東
京
の
食

文
化
に
つ
い
て
知
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
。
勿
論
、

ネ
ッ
ト
や
本
な
ど
で
調
べ
て
知
識
を
得
る
こ
と
も
大
切
だ
。
だ

が
、
実
際
に
食
べ
た
り
作
っ
た
り
し
て
こ
そ
、
本
当
に
そ
の
料
理

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
も
深
川
丼
や

も
ん
じ
ゃ
焼
き
は
食
べ
て
み
て
、
そ
の
魅
力
に
気
付
く
こ
と
が
で

き
た
。
少
し
面
倒
な
部
分
も
あ
る
け
れ
ど
、
自
分
な
り
の
感
想
を

持
つ
こ
と
が
で
き
て
特
別
な
思
い
出
に
な
る
。
気
に
な
っ
た
料
理

は
積
極
的
に
作
っ
た
り
食
べ
た
り
す
る
こ
と
で
、
よ
り
知
っ
て
い

く
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
。

　

東
京
に
は
、
他
県
と
同
じ
よ
う
に
沢
山
の
郷
土
料
理
が
あ
り
、

そ
れ
に
は
慣
習
や
歴
史
が
詰
ま
っ
て
い
る
。
だ
が
、
都
会
で
あ
る

故
に「
食
」
が
集
ま
り
す
ぎ
て
し
ま
っ
て
い
る
せ
い
で
、
そ
れ
を

認
知
し
て
い
る
人
は
か
な
り
少
な
い
。
だ
か
ら
、
東
京
の
食
文
化

の
魅
力
を
高
め
て
い
く
た
め
に
、
東
京
に
住
む
私
た
ち
一
人
一
人

が
東
京
独
自
の
食
文
化
に
興
味
を
持
ち
、
伝
え
て
い
く
こ
と
が
大

切
だ
と
思
う
。
東
京
に
も
他
の
地
域
の
よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
き
た

「
食
」が
あ
る
こ
と
、
自
分
た
ち
の
文
化
と
し
て
知
っ
て
い
く
必
要

が
あ
る
こ
と
を
、
ま
ず
意
識
し
て
も
ら
う
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
の
た

め
に
、
ま
ず
は
私
が
他
の
人
に
東
京
の
食
文
化
を
伝
え
て
い
き
た

い
と
思
う
。
家
族
に
作
っ
て
み
た
り
友
達
に
話
を
し
て
み
た
り
し

て
、
少
し
で
も
関
心
を
持
っ
て
く
れ
る
人
が
増
え
れ
ば
、
東
京
独

自
の
食
文
化
が
確
立
さ
れ
て
い
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
沢
山

の
お
店
が
あ
っ
て
、
流
行
の
も
の
が
食
べ
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
け
で

な
い
東
京
の「
食
」
を
も
っ
と
身
近
に
す
る
た
め
に
、
共
有
し
て

広
め
て
い
く
こ
と
に
日
ご
ろ
か
ら
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。
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入

選

入

選

府
中
市
立
府
中
第
五
中
学
校
　
二
年
　
　
　
熊
倉　

南

東
京
の
食
文
化
を
守
る
た
め
に
で
き
る
こ
と

　

東
京
の
食
と
い
え
ば
全
国
各
地
の
美
味
し
い
も
の
が
集
ま
っ

て
い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
だ
。
日
本
国
内
だ
け
で
は
な
く
、
世
界

各
国
の
料
理
で
さ
え
も
こ
こ
東
京
で
食
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
、
東
京
に
は
そ
ん
な
美
味
し
い
も
の
が
多
い
一
方
で
、
食
に

関
し
て
の
問
題
点
も
多
い
。
以
前
、
家
庭
科
の
授
業
で
現
代
の
子

供
の
食
の
問
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る「
七
つ
の
コ
シ
ョ
ク
」

と
い
う
も
の
を
習
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
一
人
で
食
事
を
す
る
孤
独
の

「
孤
」や
同
じ
食
卓
で
も
家
族
が
バ
ラ
バ
ラ
な
も
の
を
好
ん
で
食

べ
る
個
別
の「
個
」、
パ
ン
や
う
ど
ん
な
ど
粉
を
原
料
と
し
た
も
の

を
好
ん
で
食
べ
る「
粉
」な
ど
の
漢
字
一
文
字
と
食
を
組
み
合
わ

せ
た
造
語
で
は
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
東
京
の
食
に
特
に
関
係
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
自
分
の
好
き
な
決
ま
っ
た
も
の
し
か
食

べ
な
い「
固
食
」、
味
が
濃
い
も
の
を
好
む「
濃
食
」の
二
つ
だ
と

思
う
。
こ
の
二
つ
は
飲
食
店
が
多
く
、
外
食
す
る
機
会
も
多
く
な

る
東
京
な
ら
で
は
の
特
徴
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
最
近
で

は
フ
ー
ド
デ
リ
バ
リ
ー
の
サ
ー
ビ
ス
も
発
達
し
て
お
り
、
わ
ざ
わ

ざ
外
に
食
べ
に
行
か
な
く
て
も
、
自
宅
に
い
な
が
ら
に
し
て
、
ス

マ
ホ
の
操
作
ひ
と
つ
で
お
店
の
味
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
多
く
の
人
は
メ
ニ
ュ
ー
が
偏
り
が
ち
に

な
っ
て
し
ま
い
、
栄
養
バ
ラ
ン
ス
を
崩
し
た
り
、
濃
い
味
つ
け
の

も
の
ば
か
り
を
食
べ
る
こ
と
で
塩
分
過
多
に
な
っ
た
り
し
て
、
健

康
を
害
す
る
人
が
増
え
て
き
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。

　

で
は
、
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
改
善
で
き
る
食
事
が
あ
る
だ
ろ
う

か
。
私
は
学
校
給
食
に
解
決
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。
私
が
住
ん
で
い
る
地
域
で
は
、
地
産
地
消
を
意
識
し
、
地

元
で
作
っ
た
旬
の
野
菜
を
献
立
に
取
り
入
れ
な
が
ら
、
様
々
な
調

理
方
法
を
用
い
て
給
食
を
作
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
学
校
給
食
な

の
で
専
門
の
栄
養
士
さ
ん
が
し
っ
か
り
と
栄
養
バ
ラ
ン
ス
を
考

え
た
料
理
が
毎
日
食
べ
ら
れ
る
の
だ
。
ま
た
、
給
食
で
は
毎
月
献

立
表
が
配
ら
れ
る
。
献
立
表
で
は
メ
ニ
ュ
ー
や
栄
養
、
カ
ロ
リ
ー

な
ど
が
一
覧
で
見
え
る
の
で
、
自
分
の
食
生
活
の
バ
ラ
ン
ス
が
一

目
瞭
然
だ
。
そ
の
日
の
気
分
や
体
調
に
よ
っ
て
食
事
の
内
容
が
変

わ
る
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
あ
る
程
度
栄
養
バ
ラ
ン
ス
を
考
慮

し
た
献
立
を
考
え
て
お
い
て
、
偏
り
が
な
い
よ
う
に
食
事
を
管
理

す
る
こ
と
は
給
食
を
食
べ
な
い
人
に
と
っ
て
も
大
事
な
こ
と
だ
と

思
う
。
そ
の
た
め
に
私
の
家
で
も
で
き
る
こ
と
は
あ
る
。
近
所
の

農
家
か
ら
旬
の
野
菜
を
購
入
し
て
栄
養
価
の
高
い
野
菜
を
食
べ
た

り
、
家
族
と
一
緒
に
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
メ
ニ
ュ
ー
を
考
え
て
週
間

の
献
立
表
を
作
成
し
た
り
、
実
際
に
食
べ
た
食
事
を
記
録
し
て
、

振
り
返
っ
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
意
識
的
に
食
生
活
を
整
え

て
い
く
こ
と
は
と
て
も
大
切
な
こ
と
だ
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
今

の
私
に
で
き
る
こ
と
は
食
に
関
す
る
知
識
を
つ
け
る
こ
と
だ
と
思

う
。
た
と
え
料
理
を
作
ら
な
い
と
し
て
も
、
季
節
ご
と
の
旬
の
食

材
が
何
な
の
か
、
地
元
の
食
材
に
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
っ
て
、
ど

の
よ
う
に
料
理
す
る
の
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
栄
養
が
含
ま
れ

て
い
て
、
健
康
の
た
め
に
は
何
が
い
い
の
か
な
ど
を
学
ぶ
こ
と
は

可
能
だ
。
主
食
、
主
菜
、
副
菜
を
組
み
合
わ
せ
た
バ
ラ
ン
ス
の
良

い
食
事
を
意
識
し
な
が
ら
、
東
京
で
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
様
々

な
料
理
を
味
わ
い
尽
く
せ
る
こ
と
こ
そ
、
東
京
の
食
の
魅
力
、
そ

の
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
食
に
つ
い
て
学
び
、
正
し
く

理
解
し
て
、
バ
ラ
ン
ス
良
く
味
わ
う
こ
と
は
食
文
化
を
伝
承
し
て

い
く
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
思
う
。
家
族
み
ん
な
で
食
卓
を
囲

み
、
東
京
な
ら
で
は
の
楽
し
い
食
生
活
を
実
践
し
て
い
き
た
い
と

思
う
。
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入

選

入

選

東
京
都
立
白
鷗
高
等
学
校
附
属
中
学
校
　
二
年
　
　
　

谷　

泰
充

東
京
の
食
と
私
、
そ
し
て
未
来
へ

　
「
東
京
給
食
の
日
」、
こ
れ
が
私
に
身
近
な
東
京
の
食
を
振
り
返

ら
せ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
。

　

小
学
校
の
時
、
年
に
一
度
あ
っ
た「
東
京
給
食
の
日
」に
は
、
東

京
で
生
産
さ
れ
て
い
る
食
材
を
使
っ
た
メ
ニ
ュ
ー
が
い
ろ
い
ろ

出
た
。
例
え
ば
、
東
京
で
飼
育
さ
れ
て
い
る
豚「T

O
K
Y
O
X

」や
、

八
丈
島
な
ど
で
栽
培
さ
れ
て
い
る
ア
シ
タ
バ
、
江
戸
川
区
で
栽
培

さ
れ
て
い
る
小
松
菜
な
ど
が
あ
っ
た
。
私
の
住
ん
で
い
る
荒
川
区

の
三
河
島
菜
も
食
材
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
て
、
ど
れ
も
と
て
も

お
い
し
か
っ
た
。

　

給
食
で
食
べ
た
あ
の
お
い
し
い
料
理
を
家
で
も
食
べ
た
い
と
思

い
、
母
と
ス
ー
パ
ー
で
そ
れ
ら
の
食
材
を
探
し
た
が
、
な
か
な
か

手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
家
族
に
あ
の
お
い
し
さ
を
実
食
で

伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
が
残
念
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

中
に
は
手
に
入
れ
ら
れ
た
も
の
も
あ
り
、
家
族
で
味
わ
え
た
こ
と

が
嬉
し
か
っ
た
。

　

そ
の
時
、
東
京
の
伝
統
的
な
料
理
や
食
材
に
は
ど
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
か
話
題
に
な
り
、
興
味
が
わ
い
て
調
べ
て
み
よ
う
と

思
っ
た
。

　

伝
統
的
な
江
戸
の
食
べ
物
の
中
で
人
気
が
あ
っ
た
も
の
は
、
鮨

（
寿
司
）、
蕎
麦
、
う
な
ぎ
の
蒲
焼
き
天
ぷ
ら
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
、
今
も
人
気
が
あ
り
、
都
内
に
は
名
店
も
多
く
、
私
も
大
好

物
で
あ
る
。
も
ん
じ
ゃ
焼
き
や
す
き
焼
、
ち
ゃ
ん
こ
鍋
も
東
京
の

料
理
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
お
い
し
さ
を
支
え
て
い

る
の
が
、
千
葉
県
の
銚
子
や
野
田
か
ら
運
ば
れ
た「
し
ょ
う
油
」

で
あ
る
こ
と
も
分
か
っ
た
。
東
京
都
の
伝
統
野
菜
に
は
、
練
馬
ダ

イ
コ
ン
、
大
蔵
ダ
イ
コ
ン
、
千
住
ネ
ギ
、
滝
川
ゴ
ボ
ウ
、
小
松
菜
、

馬
込
三
寸
ニ
ン
ジ
ン
、
谷
中
シ
ョ
ウ
ガ
、
目
黒
の
タ
ケ
ノ
コ
、
ア

シ
タ
バ
、
小
笠
原
カ
ボ
チ
ャ
、
柳
久
保
小
麦
な
ど
が
あ
っ
た
。
江

戸
前
と
い
わ
れ
て
い
た
東
京
湾
に
は
、
豊
か
な
魚
介
類
が
あ
っ
た

こ
と
も
分
か
っ
た
。

　

今
は
、
東
京
湾
で
魚
介
類
は
穫
れ
な
く
な
り
、
都
内
は
、
地
面

が
高
層
ビ
ル
や
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
に
な
っ
て
、
区
内
で
は
畑
を
見
た

こ
と
が
な
か
っ
た
。
給
食
で
食
べ
た
食
材
以
外
は
東
京
で
栽
培
し

て
い
る
野
菜
を
一
つ
も
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
こ
ん
な
に
た
く
さ

ん
あ
る
こ
と
を
知
り
驚
い
た
。

　

ど
の
料
理
も
も
と
も
と
は
、
そ
の
土
地
に
あ
る
食
材
を
活
か
し

て
調
理
さ
れ
て
い
た
。
自
分
た
ち
が
住
ん
で
い
る
地
域
で
と
れ
た

野
菜
や
果
物
、
肉
、
魚
な
ど
の
こ
と
を
地
場
産
物
と
い
う
。
こ
の

地
場
産
物
を
材
料
に
し
た
そ
の
土
地
に
伝
わ
る
独
特
の
料
理
や
、

ま
た
そ
の
土
地
の
自
然
に
合
っ
た
調
理
方
法
で
作
ら
れ
る
食
べ
物

を
郷
土
料
理
と
い
う
。
郷
土
料
理
は
、「
地
域
生
産
・
地
域
消
費
」

の
料
理
だ
と
思
っ
た
。
こ
の
探
究
で
、
身
近
で
と
れ
る
地
場
産
物

を
知
り
、
地
域
の
食
文
化
や
郷
土
料
理
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
よ

り「
東
京
の
食
」を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

自
分
た
ち
の
土
地
で
と
れ
た
旬
の
食
材
を
旬
の
時
期
に
食
べ
る

こ
と
は
、
促
成
栽
培
や
輸
送
に
か
か
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
少
な
く
す

る
の
で
、
地
球
環
境
に
や
さ
し
い
と
い
う
こ
と
も
学
ん
だ
。
旬
の

も
の
は
栄
養
が
あ
っ
て
、
価
格
が
安
価
な
の
で
、
健
康
に
役
立
ち

家
計
に
も
や
さ
し
い
こ
と
も
教
え
て
も
ら
っ
た
。
旬
の
も
の
を
季

節
を
感
じ
な
が
ら
お
い
し
く
食
べ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
地
域
の
農

業
や
漁
業
、
酪
農
に
つ
い
て
考
え
、
地
球
環
境
に
つ
い
て
も
学
ぶ

こ
と
が
で
き
た
。

　

そ
こ
で
私
は
、
東
京
に
多
く
あ
る
高
層
ビ
ル
の
屋
上
で
野
菜
や

果
物
を
育
て
れ
ば
良
い
と
考
え
た
。
そ
う
す
る
こ
と
で
地
球
温
暖

化
な
ど
に
対
す
る
環
境
改
善
に
も
少
し
貢
献
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
思
っ
た
。
調
べ
て
み
る
と
、
す
で
に
活
動
し
て
い
る
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
。「
六
本
木
の
生
は
ち
み
つ
」は
、
大
都
市
の
六
本
木
で
み

つ
ば
ち
を
飼
っ
て
は
ち
み
つ
を
作
っ
て
い
た
。
そ
の
は
ち
み
つ
を

使
っ
て
作
っ
た
プ
リ
ン
は
、
と
て
も
お
い
し
か
っ
た
。

　

私
は
、
こ
れ
か
ら
の
東
京
を
担
っ
て
い
く
世
代
で
あ
る
。「
食
」

は
身
体
の
健
康
や
心
の
健
康
、
将
来
の
生
活
に
ま
で
及
ぶ
重
要

な
も
の
で
あ
る
。
未
来
に
つ
な
い
で
い
け
る
よ
う
に
、
一
日
三
食

し
っ
か
り
と
食
べ
て
、
私
た
ち
が
健
全
に
成
長
し
て
い
く
こ
と
が

大
切
だ
と
思
っ
た
。

　

そ
し
て
、
未
来
の
東
京
の
た
め
に
生
き
て
い
く
力
を
つ
け
て
い

き
た
い
と
強
く
思
っ
た
。
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入

選

入

選

東
京
都
立
桜
修
館
中
等
教
育
学
校
　
二
年
　
　
　
滝
澤　

安
咲
子

理
解
し
て
い
ま
す
か
？
「
標
準
食
」

　
「
東
京
の
食
」の
特
徴
に
は
、
具
体
的
に
何
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

先
ほ
ど
か
ら
し
ば
ら
く
考
え
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
と
い
っ
た
も

の
が
思
い
つ
か
な
い
。

　

私
は
以
前
、
宮
城
県
に
住
ん
で
い
た
。
小
学
生
の
頃
、
授
業
で

度
々
「
宮
城
の
伝
統
食
の
特
徴
を
見
つ
け
よ
う
」な
ど
の
テ
ー
マ

が
取
り
挙
げ
ら
れ
た
。
例
え
ば
、
一
つ
に
、「
雑
煮
に
焼
き
は
ぜ
を

入
れ
る
」
と
い
う
特
徴
が
あ
っ
た
。
当
時
は
納
得
し
て
い
た
が
、

今
考
え
直
し
て
み
る
と
、
こ
れ
は
、
何
か
基
準
と
な
る
雑
煮
と
比

べ
た
結
果
だ
と
い
え
る
。
見
方
を
変
え
て
、
宮
城
の
雑
煮
を
基
準

と
す
る
と
、
東
京
の
雑
煮
は「
焼
き
は
ぜ
を
入
れ
な
い
」
と
い
う

特
徴
が
あ
る
と
も
い
え
る
は
ず
だ
。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
誰
も
東

京
の
雑
煮
に
つ
い
て
そ
の
よ
う
に
捉
え
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。

な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
も
し
か
し
た
ら
、
私
た
ち
は
、
東
京
の
雑
煮
を

基
準
に
し
て
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
東
京
に
お
け

る
伝
統
的
な
方
言
が
標
準
語
と
な
っ
た
よ
う
に
、
東
京
の
伝
統
的

な
食
文
化
を「
標
準
食
」と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

伝
統
的
な
食
文
化
に
お
い
て
、「
標
準
食
」の
ポ
ジ
シ
ョ
ン
に
あ

る
一
方
で
、
日
本
の
中
心
・
東
京
は
、
最
近
の
流
行
を
生
む
場
所

で
も
あ
る
。
多
く
の
国
や
地
域
の
文
化
が
混
在
し
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
今
ど
き
の「
東
京
の
食
」は
新
し
い
も
の
を
取
り
入
れ
た
、
グ

ロ
ー
バ
ル
な「
先
端
食
」と
な
り
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
東
京
に
引
っ

越
し
て
き
た
私
が
最
初
に
衝
撃
を
受
け
た
の
は
、
フ
ァ
ス
ト
フ
ー

ド
店
や
カ
フ
ェ
な
ど
の
、
カ
ジ
ュ
ア
ル
な
飲
食
店
が
多
い
こ
と

だ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、「
先
端
食
」の
様
々
な
味
が
よ
り
身
近
な

も
の
と
な
り
、
広
ま
り
や
す
い
の
は
確
か
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
今こ
ん

日に
ち

こ
の
よ
う
な
流
行
に
乗
っ
た「
先
端
食
」
が
勢

い
を
増
す
中
で
、
伝
統
の
軽
視
に
よ
る
伝
統
食
離
れ
が
今
の「
東

京
の
食
」生
活
の
問
題
点
に
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、「
標
準
食
」

で
あ
る
東
京
の
伝
統
食
と
そ
の
文
化
は
、
標
準
的
で
あ
る
が
た
め

に
特
徴
な
ど
を
捉
え
に
く
い
と
い
う
難
点
を
抱
え
る
。
そ
ん
な
捉

え
に
く
さ
が
、
軽
視
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

で
は
、
ど
う
し
た
ら
東
京
の
伝
統
食
の
特
徴
が
捉
え
や
す
く
な

る
だ
ろ
う
か
。
東
京
の
伝
統
的
な
食
文
化
が
標
準
的
な
の
だ
と
し

た
ら
、
ま
ず
大
切
な
の
は
、
他
の
地
域
の
食
を
知
る
こ
と
だ
と
思

う
。
様
々
な
方
言
が
あ
る
か
ら
標
準
語
が
存
在
す
る
よ
う
に
、「
標

準
食
」が
存
在
す
る
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
す
の
は
、
他
の
文

化
の
中
で
生
ま
れ
た
他
の
地
域
の
伝
統
食
の
は
ず
で
あ
る
。
だ
か

ら
、「
標
準
食
」を
理
解
す
る
た
め
に
、
東
京
だ
け
に
と
ら
わ
れ
る

の
で
は
な
く
、
視
野
を
広
く
持
ち
、
他た

を
分
か
ろ
う
と
す
る
姿
勢

が
必
要
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
私
も
含
め
、
多
く
の
人
が「
標
準
食
」を
理

解
し
、
伝
統
に
対
す
る
軽
視
、
す
な
わ
ち「
標
準
食
」∧「
先
端
食
」

と
い
う
考
え
方
を
変
え
る
こ
と
に
よ
り
、
二
つ
が
イ
コ
ー
ル
の
関

係
に
な
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
イ
コ
ー
ル
の
関
係
に
な
る
こ
と

で
、
二
つ
が
混
ざ
り
合
い
、
新
た
な「
東
京
の
食
」が
現
れ
る
可
能

性
も
否
定
で
き
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
も
ま
た
、
東
京
の
伝
統
的
な

食
文
化
を
つ
な
い
で
い
く
に
あ
た
っ
て
価
値
の
あ
る
ス
テ
ッ
プ
と

な
り
得
る
上
、
そ
れ
こ
そ
本
来
の「
伝
統
」
と
い
う
言
葉
が
意
味

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
こ
ま
で
、「
標
準
食
」の
理
解
が
必
要
だ
と
述
べ
て
き
た
が
、

「
理
解
す
る
」と
い
う
言
葉
は
積
極
性
に
乏
し
い
と
い
う
印
象
を

与
え
が
ち
で
あ
る
。
行
動
が
伴
わ
な
い
と
意
味
を
成
さ
な
い
、
と

い
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
理
解
す
る
こ
と
も
行

動
の
一
種
だ
と
私
は
思
う
。
更
に
、
何
か
を
理
解
し
な
い
と
、
そ

の
後
の
行
動
に
も
至
ら
な
い
は
ず
だ
。

　
「
食
」
と
い
う
の
は
私
た
ち
の
生
活
と
は
切
っ
て
も
切
り
離
せ

な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
全
て
に
お
い
て
、
原
点
は
常
に
理

解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
特
に
、
私
た
ち
の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
食

に
関
し
て
は
、
意
外
な
ほ
ど
に
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
た

め
、
理
解
は
よ
り
重
要
で
あ
る
。
私
は
、
未
来
を
背
負
う
一
人
と

し
て
、
率
先
し
て「
東
京
の
食
」に
対
す
る
理
解
を
深
め
た
い
。
ま

た
、
周
囲
へ
の
周
知
も
大
切
に
し
、「
東
京
の
食
」を「
つ
な
が
る
」

も
の
で
は
な
く
、「
つ
な
げ
る
」も
の
に
し
て
い
き
た
い
。
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慶
應
義
塾
中
等
部
　
三
年
　
　
　
田
上　

蓮

イ
メ
ー
ジ
転
換
の
た
め
に

　

三
％
、
こ
れ
は
東
京
都
の
生
産
額
ベ
ー
ス
の
食
料
自
給
率
の
数

字
だ
。
ま
た
、
東
京
都
の
人
口
は
日
本
の
人
口
の
十
一
・
二
％
を
占

め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
農
業
従
事
者
は
全
国
の
〇
・
五
％
、

農
地
面
積
は
〇
・
一
％
と
非
常
に
低
い
値
と
な
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
従
事
者
や
面
積
こ
そ
少
な
い
が
、
東
京
都
に
は
練
馬
大
根
や

小
松
菜
と
い
っ
た「
江
戸
東
京
野
菜
」や
、
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
や
パ
ッ

シ
ョ
ン
フ
ル
ー
ツ
な
ど
の
全
国
シ
ェ
ア
の
高
い
農
作
物
も
あ
る
。

そ
れ
な
の
に
東
京
都
は
農
業
を
ほ
と
ん
ど
し
て
い
な
い
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
強
い
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

　

私
が
理
由
の
一
つ
と
し
て
考
え
る
の
は
、
東
京
都
の
人
口
の
多

さ
、
政
府
の
主
要
機
関
や
企
業
の
本
社
が
多
い
こ
と
で
あ
る
。
東

京
都
の
面
積
は
全
国
四
十
五
位
で
あ
る
が
、
そ
の
面
積
の
中
に

一
千
四
百
万
人
以
上
が
暮
ら
し
て
い
る
。
ま
た
、
東
京
は
日
本
の

首
都
で
あ
る
た
め
、
都
心
部
に
国
会
議
事
堂
や
首
相
官
邸
、
そ
の

他
省
庁
と
い
っ
た
国
の
中
枢
と
な
る
機
関
が
多
数
集
ま
っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
特
に
密
集
し
て
い
る
都
心
部
に
お
い
て
広
々
と

し
た
大
規
模
な
畑
を
見
る
こ
と
は
ほ
ぼ
な
く
、
農
業
は
主
に
都
市

周
辺
地
域
、
島
し
ょ
地
域
、
中
山
間
地
域
等
で
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
理
由
で
東
京
都
は
農
業
の
イ
メ
ー
ジ
が
薄
い
の
だ
と
考

え
る
。

　

で
は
、
私
た
ち
が
東
京
都
産
の
農
作
物
に
触
れ
る
機
会
は
ど
こ

に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
学
校
給
食
で
あ
る
。
地
産
地
消
の
推

進
の
た
め
、
東
京
都
産
の
農
作
物
が
学
校
給
食
で
使
用
さ
れ
る
こ

と
が
増
え
て
い
る
。
給
食
に
は
使
用
さ
れ
た
食
材
の
産
地
が
書
か

れ
て
い
る
た
め
、
給
食
は
、
私
た
ち
が
東
京
都
産
の
食
材
で
あ
る

と
認
識
し
て
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
機
会
で
あ
る
。

　

ま
た
、
直
売
所
も
私
た
ち
が
東
京
都
産
の
農
作
物
に
触
れ
る
こ

と
が
で
き
る
場
所
で
あ
る
。
生
産
地
の
近
く
に
あ
り
誰
で
も
利
用

で
き
る
。
無
人
の
状
態
で
設
置
さ
れ
て
い
る
直
売
所
も
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
数
は
限
ら
れ
て
お
り
、
私
の
住
ん
で
い
る
地
域
で
は

一
、二
か
所
あ
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
少
な
さ
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
、
私
た
ち
が
東
京
都
産
の
農
作
物
に
触
れ
る
機
会

は
あ
る
も
の
の
、
圧
倒
的
に
数
が
少
な
く
知
名
度
も
低
い
た
め
、

他
県
や
海
外
で
生
産
さ
れ
た
農
作
物
の
方
が
目
立
っ
て
い
る
の
が

現
状
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
東
京
都
産
の
農
作
物
を
多
く
の
人
に

知
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
東
京
都
産

の
野
菜
を
購
入
し
た
場
合
、
飲
食
店
な
ど
で
使
う
こ
と
の
で
き
る

ポ
イ
ン
ト
を
付
与
し
た
り
、
東
京
都
へ
の
ふ
る
さ
と
納
税
の
返
礼

品
と
し
て
東
京
都
産
の
農
作
物
を
取
り
入
れ
た
り
す
る
の
は
ど
う

だ
ろ
う
か
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
ふ
る
さ
と
納
税
に
関
す

る
複
数
の
サ
イ
ト
で
返
礼
品
に
東
京
都
産
の
野
菜
が
あ
る
の
か
調

べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
既
に
そ
う
し
た
取
り
組
み
は
あ
る
も
の
の
、

ま
だ
ま
だ
限
定
的
だ
と
思
っ
た
。
昨
今
の
ふ
る
さ
と
納
税
や
ポ
イ

ン
ト
シ
ス
テ
ム
の
活
発
化
な
ど
を
考
え
る
と
、
特
典
を
付
け
、
東

京
都
の
農
作
物
を
食
べ
て
も
ら
う
こ
と
で
、
東
京
都
に
も
農
業
で

名
産
品
が
あ
る
こ
と
を
広
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
、
上
記
の
通
り
、
農
業
は
都
市
周
辺
地
域
、
島
し
ょ
地
域
、

中
山
間
地
域
等
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
道
路
の
整
備
や

新
航
路
の
設
定
な
ど
に
よ
り
、
人
々
が
農
作
物
の
生
産
地
に
ア
ク

セ
ス
し
や
す
く
す
る
こ
と
も
東
京
都
の
イ
メ
ー
ジ
を
転
換
す
る
た

め
に
有
効
だ
と
考
え
る
。

　

こ
の
他
、
東
京
都
産
の
農
作
物
の
認
知
度
の
向
上
の
た
め
に

は
、
ブ
ラ
ン
ド
化
の
推
進
も
一
案
で
あ
る
。
ブ
ラ
ン
ド
化
の
方
法

と
し
て
は
、
特
許
庁
の
地
域
団
体
商
標
制
度
や
農
林
水
産
省
の
地

理
的
表
示
制
度
の
活
用
が
あ
る
が
、
現
時
点
で
は
ど
ち
ら
も
東
京

都
産
の「
食
」に
関
す
る
登
録
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
東
京
都
産
の
農
作
物
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
方
法
が

い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
が
、
実
際
に
都
民
で
あ
る
私
た
ち
自
身
が

東
京
都
は
農
業
を
し
な
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
有
し
て
い
る
こ
と

も
課
題
で
あ
り
、
自
分
た
ち
の
認
識
を
変
え
る
こ
と
も
重
要
で
あ

る
。
個
人
が
で
き
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

私
は
練
馬
大
根
の
収
穫
等
の
農
業
体
験
に
積
極
的
に
参
加
し
、
直

に
生
産
者
の
方
の
お
話
を
聞
き
、
東
京
都
産
の
農
作
物
の
魅
力
を

知
り
、
自
ら
そ
の
魅
力
を
発
信
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。



3132 第 32 回 “明日の TOKYO”作文コンクール 優秀作品集第 32 回 “明日の TOKYO”作文コンクール 優秀作品集

入

選

入

選

地
産
地
消
で「
食
の
街
」へ

　

夏
に
な
る
と
、
祖
父
母
が
野
菜
を
届
け
に
我
が
家
に
や
っ
て
来

る
。
キ
ュ
ウ
リ
、
ゴ
ー
ヤ
、
シ
ソ
、
ナ
ス
、
ト
マ
ト
…
。
こ
れ
ら
の

夏
野
菜
は
全
て
祖
父
母
が
育
て
た
も
の
で
、
農
薬
を
使
わ
な
い
、

自
然
な
味
が
美
味
し
い
。
私
た
ち
家
族
は
毎
年
、
こ
の
野
菜
が
食

べ
ら
れ
る
季
節
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
。
祖
父
母
が
育
て
て
い
る

と
言
っ
て
も
、
そ
の
場
所
は
大
き
な
畑
の
あ
る
田
舎
、
で
は
な
く
、

東
京
の
一
軒
家
に
つ
い
て
い
る
小
さ
な
庭
で
あ
る
。
畳
三
帖
程
の

小
さ
な
ス
ペ
ー
ス
で
も
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
豊
か
で
立
派
な
野
菜
が

採
れ
る
の
だ
。

　

日
本
の
首
都
で
あ
り
、
毎
日
様
々
な
人
が
行
き
交
う
街
、
東
京
。

そ
ん
な
東
京
を
、
農
業
の
地
と
し
て
思
い
浮
か
べ
る
人
は
少
な
い

だ
ろ
う
。
私
も
東
京
と
言
わ
れ
る
と
、
ビ
ル
が
建
ち
並
び
、
コ
ン

ク
リ
ー
ト
で
地
面
が
覆
わ
れ
て
い
る
、
そ
ん
な
景
色
を
想
像
し
て

し
ま
う
。
実
際
、
私
が
家
で
食
べ
て
い
る
野
菜
は
千
葉
、
熊
本
、
宮

崎
、
長
崎
な
ど
で
、
東
京
産
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
祖
父
母

が
育
て
た
夏
野
菜
く
ら
い
だ
。

　

そ
ん
な
東
京
で
も
、
実
は
様
々
な
野
菜
が
作
ら
れ
て
い
る
。
東

京
で
最
も
収
穫
量
の
多
い
野
菜
は
大
根
で
、
年
間
一
万
ト
ン
を

超
え
て
い
る
。
大
根
、
キ
ャ
ベ
ツ
に
続
き
、
三
番
目
に
収
穫
量
の

多
い
小
松
菜
は
、
全
国
で
み
て
も
四
位
の
生
産
量
と
、
栽
培
が
盛

ん
で
あ
る
。
他
の
都
道
府
県
と
比
較
す
る
と
、
農
作
物
を
育
て
て

い
る
エ
リ
ア
が
少
な
く
、
全
体
的
に
収
穫
量
は
少
な
く
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
間
違
い
な
く
東
京
で
作
ら
れ
た
野
菜
は
、
私
た
ち

の
食
を
支
え
て
い
る
。

　

夏
休
み
、
祖
父
母
の
家
の
近
く
を
歩
い
て
い
る
と
、
野
菜
の
直

売
所
を
よ
く
見
か
け
る
。
ス
ー
パ
ー
な
ど
で
売
っ
て
い
る
も
の
よ

り
も
値
段
が
安
く
、
新
鮮
で
、
大
ぶ
り
な
も
の
が
多
い
。
何
よ
り

も
地
域
の
人
が
作
っ
て
い
る
た
め
、
身
近
で
、
安
心
し
て
食
べ
る

こ
と
が
で
き
る
。
祖
母
は
、
直
売
所
で
よ
く
野
菜
を
買
う
と
い
う
。

直
売
所
を
持
っ
て
い
る
農
家
は
、
祖
父
母
の
よ
う
に
小
さ
な
庭
で

は
な
く
、
大
き
な
畑
で
野
菜
を
育
て
て
い
る
。
そ
う
は
言
っ
て
も
、

少
し
歩
け
ば
交
通
量
の
多
い
大
き
な
道
路
が
通
っ
て
い
る
よ
う
な

場
所
だ
。
私
は
、
そ
の
広
い
畑
を
見
た
時
に
驚
い
た
。
東
京
に
も

こ
ん
な
畑
が
あ
る
の
だ
、
と
。

　

私
は
ま
だ
、「
東
京
で
も
野
菜
を
育
て
て
い
る
」く
ら
い
に
し
か

知
識
が
な
い
。
実
際
、
東
京
の
農
業
は
そ
の
程
度
の
も
の
な
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
私
は
、
自
分
た
ち
が
住
ん
で
い
る
街
、
東

京
が
、
日
々
の
食
事
を
支
え
て
く
れ
る
豊
か
な
街
で
あ
っ
て
ほ
し

い
と
思
う
。
私
は
、
ビ
ル
や
飲
食
店
が
建
ち
並
ぶ
都
会
の
東
京
も

好
き
だ
が
、
祖
父
母
の
家
の
近
く
で
見
た
、
畑
の
あ
る
緑
豊
か
な

東
京
も
好
き
だ
。
ど
ち
ら
も
守
り
な
が
ら
、
ど
ち
ら
も
発
展
さ
せ
、

私
た
ち
の
食
生
活
を
彩
る
よ
う
な
方
法
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
た
め
に
は
、
東
京
全
体
を
通
し
た「
地
産
地
消
」が
必
要
だ

と
思
う
。
都
会
に
は
多
く
の
飲
食
店
が
あ
り
、
美
味
し
い
グ
ル
メ

が
数
え
き
れ
な
い
程
あ
る
。
そ
し
て
、
毎
日
た
く
さ
ん
の
人
が
そ

の
料
理
を
食
べ
て
い
る
。
私
は
ぜ
ひ
そ
れ
ら
の
料
理
に
、
東
京
で

作
ら
れ
た
野
菜
を
取
り
入
れ
て
ほ
し
い
と
思
う
。
そ
う
す
る
こ
と

で
、
東
京
の
野
菜
を
た
く
さ
ん
の
人
に
味
わ
っ
て
も
ら
う
こ
と
が

で
き
る
。
野
菜
を
育
て
て
い
る
農
家
を
支
援
す
る
こ
と
に
も
つ
な

が
り
、
飲
食
店
も
、
す
ぐ
に
届
き
新
鮮
な
野
菜
を
使
用
で
き
る
。

　

私
た
ち
に
で
き
る
簡
単
な
こ
と
と
し
て
は
、
ス
ー
パ
ー
や
直
売

所
で
地
元
の
野
菜
を
買
っ
た
り
、
東
京
産
の
食
材
が
使
わ
れ
て
い

る
料
理
を
食
べ
た
り
す
る
こ
と
な
ど
、
が
あ
る
と
思
う
。
食
事
は

毎
日
当
た
り
前
に
す
る
こ
と
。
当
た
り
前
の
食
事
を
大
切
に
し
た

い
か
ら
こ
そ
、
地
元
の
食
事
、
食
材
を
楽
し
み
た
い
と
思
う
。
未

来
の
東
京
を
、
豊
か
な
食
と
笑
顔
で
あ
ふ
れ
る
街
に
す
る
た
め

に
。

東
京
大
学
教
育
学
部
附
属
中
等
教
育
学
校
　
三
年
　
　
　
根
本　

真
海
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世
田
谷
区
立
三
宿
中
学
校
　
二
年
　
　
　
原
田　

の
い
ゆ

「
食
材
の
人
生
を
味
わ
う
」

　

食
材
を
丸
ご
と
、
そ
の
ま
ま
残
さ
ず
大
切
に
い
た
だ
く
。
そ
れ

が
私
た
ち
が
示
せ
る
農
家
さ
ん
に
対
し
て
の
最
高
の
敬
意
で
す
。

普
段
私
た
ち
は
簡
単
に
残
し
て
し
ま
い
ま
す
。
昔
は
食
べ
る
物
も

な
い
時
代
が
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
。
今
は
ど
こ
で
も
食
べ
物
が
あ

ふ
れ
て
い
る
の
で
、
つ
い
ど
う
し
て
も
苦
手
な
食
べ
物
は
罪
悪
感

を
抱
え
な
が
ら
も
残
し
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。

　

私
の
小
学
校
の
農
業
体
験
は
芋
ほ
り
で
し
た
。
芋
も
た
く
さ
ん

持
ち
帰
れ
て
楽
し
か
っ
た
で
す
。
け
れ
ど
今
振
り
返
っ
て
み
る

と
、
自
分
に
と
っ
て
は
あ
く
ま
で
テ
ー
マ
パ
ー
ク
に
行
く
感
じ
に

過
ぎ
な
か
っ
た
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。
楽
し
い
時
間
が
終
わ
る
と

日
常
の
中
で
薄
れ
て
し
ま
う
体
験
や
思
い
出
。
そ
こ
か
ら
一
歩
踏

み
込
ん
で
自
分
を
変
え
よ
う
と
す
る
何
か
の
き
っ
か
け
が
、
そ
こ

に
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
自
分
で
何
か
一

種
類
で
も
野
菜
を
種
か
ら
育
て
て
み
よ
う
と
思
い
、
夏
休
み
に
シ

ソ
を
植
え
ま
し
た
。
自
分
で
苦
労
し
て
作
っ
た
か
ら
こ
そ
苦
手
な

野
菜
も
残
さ
ず
に
食
べ
ら
れ
る
と
思
っ
た
か
ら
で
す
。

　

食
べ
ら
れ
る
こ
と
が
当
た
り
前
で
、
い
つ
し
か
食
べ
ら
れ
る
こ

と
へ
の
感
謝
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
現
代
の
私
達
に
は
、
食
べ
残
し

を
な
く
す
た
め
の
意
識
改
革
が
今
こ
そ
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
少
し
で
も
変
わ
ろ
う
と
す
る
小
さ
な
心
が
け
で
明
日

か
ら
の
毎
日
は
変
わ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
心
が
け
が
集
ま

れ
ば
、
今
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
る「
食
品
ロ
ス
」
を
ど

う
や
っ
て
減
ら
し
て
い
く
か
と
い
う
課
題
の
解
決
策
も
見
え
て
く

る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
必
要
な
の
は
東
京
近
郊
で
農
家
さ
ん
を
も
っ
と
増
や
す

こ
と
で
す
。
東
京
は
物
が
集
ま
る
中
心
で
手
に
入
ら
な
い
物
は
ほ

と
ん
ど
な
い
一
方
で
、
災
害
や
有
事
に
一
旦
物
流
が
途
絶
え
て
し

ま
う
と
全
く
何
も
手
に
入
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と

を
、
コ
ロ
ナ
や
災
害
時
に
何
度
も
痛
感
し
ま
し
た
。
東
京
の
農
作

物
の
自
給
率
は
極
端
に
低
く
、
生
産
を
ほ
ぼ
地
方
に
依
存
し
て
い

る
状
態
で
す
。
都
心
で
放
置
さ
れ
て
い
る
空
き
地
を
農
作
地
と
し

て
活
用
し
て
東
京
で
も
地
産
地
消
を
進
め
る
べ
き
で
す
。
輸
送
コ

ス
ト
も
減
る
た
め
農
産
物
の
価
格
が
下
が
り
利
益
が
増
え
ま
す
。

消
費
者
は
採
れ
た
て
の
新
鮮
な
物
を
今
よ
り
も
っ
と
身
近
に
手
に

と
り
や
す
く
な
る
な
ど
、
メ
リ
ッ
ト
も
多
い
で
す
。
ま
た
、
学
校

と
交
流
イ
ベ
ン
ト
を
行
い
子
供
に
も
っ
と
身
近
に
農
業
の
リ
ア
ル

を
感
じ
て
も
ら
う
の
も
い
い
と
思
い
ま
す
。
楽
し
い
だ
け
の
体
験

だ
け
で
な
く
、
農
業
を
続
け
る
上
で
の
問
題
や
様
々
な
苦
労
も
体

験
す
る
こ
と
は
、
よ
り
現
実
的
に
農
業
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
に

も
つ
な
が
り
ま
す
。
自
分
で
作
っ
た
農
作
物
を
調
理
し
給
食
で
食

べ
れ
ば
残
さ
ず
に
食
べ
る
よ
う
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
収
穫
だ
け

で
な
く
種
ま
き
か
ら
水
や
り
、
草
む
し
り
、
収
穫
、
出
荷
ま
で
の

一
連
の
作
業
を
手
伝
い
、
農
業
体
験
を
通
し
て
食
べ
物
が
私
達
の

食
卓
に
並
ぶ
ま
で
に
は
ど
ん
な
に
大
変
な
こ
と
が
あ
る
の
か
、
野

菜
一
つ
に
ど
れ
だ
け
沢
山
の
人
が
関
わ
っ
て
い
る
の
か
を
直
接

知
る
こ
と
で
農
業
へ
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
将
来
の
農

家
さ
ん
を
増
や
す
た
め
農
業
を
志
す
人
を
支
援
す
る「
農
育
」に

力
を
入
れ
て
い
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
し
た
。
や
り
た
く
て
も
始
め

方
が
わ
か
ら
な
い
人
向
け
の
家
庭
菜
園
の
教
室
や
、
家
庭
菜
園
で

作
っ
て
食
べ
き
れ
な
い
野
菜
を
気
軽
に
割
安
で
売
買
で
き
る
一
般

人
向
け
の
市
場
も
あ
れ
ば
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

早
朝
か
ら
つ
き
っ
き
り
で
農
作
物
を
世
話
し
て
い
る
農
家
さ

ん
、
深
夜
も
走
り
続
け
る
長
距
離
ド
ラ
イ
バ
ー
さ
ん
、
い
つ
も
豊

富
な
品
揃
え
で
準
備
し
て
く
れ
る
ス
ー
パ
ー
の
店
員
さ
ん
、
た
く

さ
ん
の
人
た
ち
の
お
か
げ
で
私
達
が
毎
日
新
鮮
で
美
味
し
い
物
を

食
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
し
た
い
で
す
。
そ
し
て
、
私
達
の

食
卓
に
並
ぶ
ま
で
に
農
作
物
の
経
て
き
た
長
い
人
生
に
思
い
を
め

ぐ
ら
せ
な
が
ら
、
毎
日
毎
食
、
食
事
を
頂
け
る
こ
と
を
当
た
り
前

と
思
わ
ず
、
栄
養
も
余
す
こ
と
な
く
丸
ご
と
頂
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
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私
は
、
東
京
の
食
文
化
の
魅
力
は
、
伝
統
的
な
食
べ
物
が
た
く

さ
ん
あ
る
と
こ
ろ
だ
と
思
う
。
東
京
に
は
、
江
戸
前
寿
司
、
も
ん

じ
ゃ
焼
き
、
深
川
め
し
、
あ
ん
み
つ
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
東
京
都

の
特
性
を
活
か
し
た
歴
史
あ
る
料
理
が
あ
る
が
、
そ
の
中
で
、
私

が
い
ち
ば
ん
身
近
に
思
う
東
京
の
食
べ
物
は
、「
深
大
寺
そ
ば
」

だ
。

　

深
大
寺
そ
ば
は
、
深
大
寺
周
辺
の
き
れ
い
な
水
を
使
っ
て
作
ら

れ
た
そ
ば
だ
。
深
大
寺
周
辺
に
は
、
た
く
さ
ん
の
そ
ば
屋
が
立
ち

並
ぶ
。
深
大
寺
そ
ば
に
は
、
江
戸
時
代
、
深
大
寺
の
北
の
大
地
で

そ
ば
を
作
り
、
寺
に
納
め
、
寺
で
そ
ば
を
打
っ
て
客
を
も
て
な
し

た
と
い
う
歴
史
が
あ
る
。
元
禄
年
間
、
上
野
寛
永
寺
の
公
辨
法
親

王
に
深
大
寺
そ
ば
を
献
上
し
て
か
ら
有
名
に
な
っ
た
そ
う
だ
。
ま

た
、
そ
ば
は
大
変
体
に
良
く
、
長
生
き
し
た
豊
臣
秀
吉
や
徳
川
家

康
も
好
ん
で
食
べ
て
い
た
そ
う
だ
。

　

私
は
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
深
大
寺
そ
ば
を
食
べ
て
お
り
、
深
大
寺

そ
ば
は
と
て
も
身
近
な
存
在
だ
。
こ
の
間
、
私
は
深
大
寺
そ
ば
を

食
べ
に
行
っ
た
。
深
大
寺
の
通
り
に
は
、
た
く
さ
ん
の
そ
ば
屋
が

並
ん
で
い
た
の
で
、
深
大
寺
で
は
す
ご
く
そ
ば
が
栄
え
て
い
る
の

だ
な
、
と
感
じ
た
。
私
が
行
っ
た
お
店
で
は
、
店
先
が
ガ
ラ
ス
張

り
に
な
っ
て
い
て
、
職
人
さ
ん
が
そ
ば
を
打
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を

見
る
こ
と
が
で
き
た
。
職
人
さ
ん
の
そ
ば
打
ち
は
、
と
て
も
手
際

が
よ
く
、
伝
統
を
感
じ
ら
れ
た
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
、
地
域
に
は
、
伝
統
あ
る
食
が
活
性
化
さ
れ
て

い
る
お
か
げ
で
栄
え
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
分
か
っ
た
の
で
、

伝
統
あ
る
、
そ
の
土
地
に
あ
っ
た
地
域
の
食
を
も
っ
と
盛
り
上
げ

る
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
そ
の
地
域
を
盛
り
上
げ
る
こ
と
に
も
つ
な

が
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。

　

一
方
、
東
京
の
食
に
は
問
題
点
も
あ
る
。
最
近
の
子
供
は
、
い

わ
ゆ
る「
こ
し
ょ
く
」が
増
え
て
い
る
こ
と
だ
。「
こ
し
ょ
く
」に

は
様
々
な
種
類
が
あ
る
。
例
え
ば
、一
人
で
食
事
を
す
る「
孤
食
」、

家
族
で
違
う
も
の
を
食
べ
る「
個
食
」、
濃
い
味
つ
け
の
も
の
ば
か

り
食
べ
る「
濃
食
」な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
中
で
、
私
が

い
ち
ば
ん
深
刻
な
問
題
だ
と
思
う
の
は
、「
孤
食
」だ
。
な
ぜ
な
ら
、

孤
食
に
は
、
栄
養
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
、
肥
満
・
や
せ
等
に
つ
な

が
る
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
力
が
育
ち
に
く
く
な
る
な
ど
の

様
々
な
問
題
点
が
あ
る
か
ら
だ
。

　

私
も
、
以
前
、
塾
に
通
っ
て
い
た
と
き
に
、
帰
り
が
遅
く
、
一
人

で
夜
ご
飯
を
食
べ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
た
。
確
か
に
一
人
で

ご
飯
を
食
べ
て
い
る
と
き
は
、
あ
ま
り
誰
か
と
話
す
と
い
う
こ
と

が
な
か
っ
た
と
思
う
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
点
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
東
京
都
の
歴
史

あ
る
食
べ
物
を
家
族
み
ん
な
で
食
べ
て
、
そ
の
食
べ
物
に
つ
い
て

み
ん
な
で
話
し
合
っ
て
み
る
の
が
効
果
的
な
の
で
は
な
い
か
と
考

え
た
。
理
由
は
、
東
京
都
の
食
文
化
に
つ
い
て
も
興
味
を
持
つ
こ

と
が
で
き
、
家
族
の
団
ら
ん
の
時
間
も
作
る
こ
と
が
で
き
て
一
石

二
鳥
だ
か
ら
だ
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
東
京
の
食
文
化
の
魅
力
を
高
め
る
た
め

に
は
、
東
京
の
食
文
化
を
た
く
さ
ん
の
人
に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と

が
大
切
だ
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
興
味
を
持
っ
た
家
族
が
食
べ

に
来
て
く
れ
て
、「
こ
し
ょ
く
」
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら

だ
。
ま
た
、
東
京
都
の
各
地
域
に
残
る
伝
統
食
を
も
っ
と
広
め
る

こ
と
で
、
そ
の
地
域
も
活
性
化
し
、
結
果
的
に
伝
統
食
も
ア
レ
ン

ジ
さ
れ
た
り
若
者
に
受
け
入
れ
や
す
く
さ
れ
た
り
し
て
、
魅
力
を

高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
も
考
え
た
か
ら
だ
。
こ
れ
か
ら
、
私
は
、

東
京
の
食
の
魅
力
を
広
め
る
た
め
に
、
ポ
ス
タ
ー
に
し
た
り
、
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
配
信
し
た
り
し
て
、
興
味
を
持
っ
て
食
べ
に
来

て
く
れ
る
人
を
増
や
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
た
。
そ
し
て
、
歴
史

あ
る
東
京
の
食
文
化
を
未
来
へ
残
し
た
い
と
思
う
。

東
京
都
立
三
鷹
中
等
教
育
学
校
　
一
年
　
　
　
広
江　

帆
南

深
大
寺
そ
ば
と
食
文
化
の
継
承
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慶
應
義
塾
中
等
部
　
一
年
　
　
　
八
谷　

れ
い
あ

東
京
の
食
、
あ
な
た
は
い
く
つ
言
え
ま
す
か
？

　
「
東
京
の
食
と
い
え
ば
？
」と
聞
か
れ
た
ら
、
あ
な
た
は
何
を
思

い
浮
か
べ
ま
す
か
。
人
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
回
答
が
あ
る
と
思

い
ま
す
が
、
も
し「
東
京
の
食
を
十
秒
以
内
に
三
つ
答
え
て
く
だ

さ
い
。」と
言
わ
れ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。
一
つ
や
二
つ
で
止
ま
っ

て
し
ま
う
人
や
十
秒
以
内
に
答
え
ら
れ
な
い
人
も
多
い
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
実
際
、
私
も
そ
う
で
し
た
。
な
ぜ
自
分
が
住
ん

で
い
る
地
域
の
食
な
の
に
思
い
浮
か
ば
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
私

は
東
京
の
食
が
郷
土
料
理
と
い
う
も
の
の
対
象
と
し
て
見
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
が
原
因
だ
と
思
い
ま
す
。
郷
土
料
理
と
い
う
と
他
の

地
域
の
食
が
目
に
入
り
が
ち
で
、
身
の
回
り
の
食
を
見
落
し
て
し

ま
う
の
だ
と
思
い
ま
す
。
な
の
で
、
こ
の
機
会
に
東
京
の
食
、
つ

ま
り
郷
土
料
理
を
思
い
起
こ
し
て
み
ま
し
た
。

　

私
は
ま
ず
自
分
で
考
え
て
み
ま
し
た
。
し
か
し
、
自
分
の
力
で

は
、
も
ん
じ
ゃ
焼
き
、
佃
煮
、
深
川
め
し
の
三
つ
し
か
思
い
浮
か

び
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
他
に
ど
ん
な
食
が
東
京
の
郷
土
料

理
と
言
わ
れ
て
い
る
の
か
調
べ
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、
江
戸
前

寿
司
、
江
戸
前
天
ぷ
ら
、
き
ん
ぴ
ら
、
う
な
ぎ
の
蒲
焼
、
そ
ば
な
ど

た
く
さ
ん
の
食
が
出
て
き
ま
し
た
。

　

こ
の
結
果
を
見
て
、
私
は
二
つ
思
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
一

つ
は
有
名
な
料
理
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
は
東
京
の
郷
土

料
理
が
あ
ま
り
思
い
浮
か
ば
な
か
っ
た
の
で
、
私
が
知
ら
な
い
よ

う
な
料
理
が
多
い
の
か
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
誰
も
が
知
っ
て
い

る
寿
司
や
天
ぷ
ら
も
東
京
の
郷
土
料
理
だ
と
知
り
驚
き
ま
し
た
。

そ
れ
と
同
時
に
東
京
の
食
だ
と
は
思
わ
ず
に
食
べ
て
い
た
も
の
が

多
か
っ
た
の
だ
と
気
付
き
ま
し
た
。
二
つ
目
は
海
産
物
を
使
っ
た

料
理
が
極
端
に
多
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
東
京
湾
に
面
し
て
い
て

海
産
物
が
よ
く
取
れ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
だ
け

材
料
に
偏
り
が
あ
る
と
は
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
東
京
の
郷
土
料

理
を
調
べ
る
と
海
産
物
を
使
っ
た
料
理
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す

し
、
例
に
出
し
た
八
つ
の
郷
土
料
理
の
中
で
も
五
つ
が
海
産
物
を

使
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
そ
の
多
さ
が
分
か
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
私
は
東
京
の
食
の
問
題
点
を
見
つ
け
ま
し
た
。
江
戸
の

野
菜
と
い
う
も
の
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
野
菜
を
使
っ
た
も

の
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
が
通
っ
て
い
た
小
学
校
で
は

地
産
地
消
を
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
都
内
で
作
っ
た
野
菜
が

給
食
に
出
て
い
ま
し
た
。
小
松
菜
や
大
根
な
ど
で
す
。
私
は
東
京

で
栽
培
し
た
野
菜
だ
と
教
わ
り
、
東
京
で
も
採
れ
る
野
菜
は
あ
る

の
だ
と
知
り
ま
し
た
。
ま
た
、
東
京
で
栽
培
さ
れ
た
野
菜
の
中
に

は
江
戸
東
京
野
菜
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
、
私
が
学
校
で
食
べ

た
野
菜
も
江
戸
東
京
野
菜
で
し
た
。
し
か
し
、
東
京
の
郷
土
料
理

に
野
菜
を
メ
イ
ン
と
し
た
料
理
は
少
な
く
、
野
菜
を
使
っ
た
料
理

で
も
ネ
ギ
、
大
根
を
使
っ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
。
ま
た
、

東
京
の
郷
土
料
理
は
魚
介
類
を
使
っ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
野
菜

を
使
っ
て
い
る
料
理
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
と

い
う
印
象
を
受
け
ま
し
た
。

　

そ
こ
で
私
は
、
こ
の
二
つ
を
ど
う
す
れ
ば
解
決
で
き
る
か
考
え

て
み
ま
し
た
。
小
中
学
校
の
給
食
で
郷
土
料
理
を
紹
介
し
た
り
、

家
庭
科
の
授
業
で
実
際
に
作
っ
て
み
た
り
、
校
外
活
動
で
都
内
の

市
場
を
見
学
し
た
り
す
る
な
ど
楽
し
く
学
ぶ
こ
と
で
東
京
の
食

を
知
る
機
会
を
つ
く
る
、
魚
を
獲
り
過
ぎ
て
し
ま
う
と
生
態
系
の

破
壊
に
繋
が
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
野
菜
を
育
て
る
と
光
合
成
に

よ
っ
て
地
球
温
暖
化
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
の

で
、
野
菜
の
栽
培
に
力
を
入
れ
る
、
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
が
考
え

ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
工
夫
し
て
、
古
き
良
き
郷
土
料
理
を

新
し
い
時
代
に
合
わ
せ
て
進
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思

い
ま
し
た
。
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板
橋
区
立
西
台
中
学
校
　
三
年
　
　
　
山
﨑　

史
織

東
京
の
郷
土
料
理

　

都
道
府
県
を
代
表
す
る
郷
土
料
理
と
言
え
ば
何
か
と
聞
か
れ

た
ら
、
何
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
か
。
私
は
、
北
海
道
の
ジ
ン

ギ
ス
カ
ン
、
大
阪
府
の
た
こ
や
き
、
香
川
県
の
さ
ぬ
き
う
ど
ん
、

長
崎
県
の
長
崎
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
が
ぱ
っ
と
浮
か
ん
だ
。
少
し
考
え
れ

ば
、
ま
だ
ま
だ
出
て
く
る
。

　

で
は
、
東
京
の
郷
土
料
理
は
と
考
え
る
と
ど
う
だ
ろ
う
。
私
に

は
、
さ
っ
ぱ
り
浮
か
ん
で
こ
な
か
っ
た
。
農
林
水
産
省
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
調
べ
て
み
る
と
、
深
川
め
し
や
も
ん
じ
ゃ
焼
き
、
柳
川

鍋
な
ど
が
載
っ
て
い
た
。
名
前
は
聞
い
た
こ
と
が
あ
っ
て
も
食
べ

た
こ
と
は
な
い
し
、
深
川
め
し
は
名
前
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
。
単

に
私
の
知
識
不
足
も
あ
る
か
と
は
思
う
。
だ
が
、
東
京
生
ま
れ
東

京
育
ち
の
母
も
、
こ
れ
ら
は
今
ま
で
に
数
回
、
お
店
で
食
べ
た
こ

と
が
あ
る
だ
け
だ
そ
う
だ
。
そ
う
な
る
と
、
東
京
の
郷
土
料
理
の

イ
メ
ー
ジ
が
な
い
人
は
、
少
な
か
ら
ず
い
る
よ
う
に
思
う
の
だ
。

　

で
は
、
な
ぜ
東
京
の
郷
土
料
理
の
イ
メ
ー
ジ
が
薄
い
の
か
。
深

川
め
し
に
焦
点
を
あ
て
て
考
え
て
み
た
。
ま
ず
一
つ
目
と
し
て
考

え
ら
れ
る
の
は
、
一
部
の
地
域
に
し
か
深
川
め
し
を
扱
う
店
が
な

く
、
東
京
の
ど
こ
で
も
気
軽
に
食
べ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と

だ
。
深
川
め
し
は
江
東
区
発
祥
の
郷
土
料
理
だ
が
、
深
川
め
し
の

店
の
場
所
を
調
べ
た
ら
、
東
京
近
郊
含
め
て
み
て
も
約
九
割
も
の

店
が
江
東
区
に
あ
る
そ
う
だ
。
大
阪
で
た
こ
焼
き
を
食
べ
た
い
と

思
え
ば
、
す
ぐ
に
店
が
見
つ
か
る
の
と
比
べ
る
と
差
は
歴
然
だ
ろ

う
。

　

二
つ
目
の
理
由
と
し
て
は
、
私
の
想
像
で
は
あ
る
が
、
東
京
は

都
会
、
現
代
的
な
都
市
で
あ
り
、
若
者
向
け
の
も
の
や
目
新
し
い

も
の
の
発
信
地
に
な
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
の
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
。
Ｚ
世
代
や
Ｍ
Ｚ
世
代
と
呼
ば
れ
る
、
流
行
に
敏
感
で
購
売

意
欲
が
高
く
、「
映
え
」を
気
に
し
な
が
ら
Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
で
発
信
し
、

自
然
と
広
報
す
る
よ
う
な
若
い
世
代
が
、
流
行
と
は
反
対
に
あ
る

伝
統
を
重
ん
じ
る「
郷
土
料
理
」に
興
味
を
持
た
な
い
の
は
容
易

に
想
像
で
き
る
。

　

こ
こ
ま
で
、
な
ぜ
東
京
の
郷
土
料
理
の
イ
メ
ー
ジ
が
薄
い
の
か

を
考
え
て
き
た
が
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
ど
う
し
た
ら
東
京
の
郷
土

料
理
の
認
知
度
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
先
ほ
ど
も
触
れ
た

深
川
め
し
を
具
体
例
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、
深
川
め
し
専
門
店
を
新
し
く
作
る
の
で
は
な
く
、
和
食

料
理
店
の
定
番
メ
ニ
ュ
ー
と
し
て
取
り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

和
食
店
独
自
の
深
川
め
し
で
も
い
い
し
、
フ
ァ
ミ
レ
ス
が
有
名
店

や
揚
げ
物
店
と
提
携
し
て
メ
ニ
ュ
ー
に
組
み
込
ん
で
い
る
よ
う

に
、
老
舗
と
提
携
し
て「
○
○
の
深
川
め
し
」
と
し
て
特
別
感
を

出
し
て
も
い
い
。
和
食
は
日
本
の
無
形
文
化
遺
産
な
の
で
、
海
外

か
ら
の
旅
行
客
に
も
注
目
し
て
も
ら
い
や
す
い
。
老
舗
の
名
は
よ

り
深
川
め
し
を
ブ
ラ
ン
ド
化
す
る
し
、
一
方
で
気
軽
に
和
食
の
一

品
と
し
て
食
べ
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
る
。「
日
本
の
東
京

の
深
川
め
し
」と
し
て
広
ま
る
の
を
狙
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

次
に
、
深
川
め
し
の
材
料
を
少
し
ア
レ
ン
ジ
し
て
、
深
川
う
ど

ん
、
深
川
ラ
ー
メ
ン
と
い
う
よ
う
に
派
生
さ
せ
て
は
ど
う
か
と
考

え
る
。
深
川
め
し
を
ル
ー
ツ
と
し
て「
深
川
風
」を
ブ
ラ
ン
ド
化
す

る
の
だ
。
厳
密
な
郷
土
料
理
か
ら
は
離
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

多
く
の
人
の
口
に
入
り
や
す
い
食
べ
物
に
な
る
の
は
確
実
だ
。

ラ
ー
メ
ン
も
う
ど
ん
も
ご
飯
も
、
日
本
人
に
は
慣
れ
親
し
ん
だ
主

食
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
全
て
を
カ
バ
ー
す
る
食
べ
物
に
進
化

さ
せ
た
ら
、
深
川
め
し
を
大
事
に
残
し
つ
つ
、
老
若
男
女
問
わ
ず

広
く
長
く
愛
さ
れ
る
食
べ
物
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
作
文
を
書
く
中
で
、
他
の
地
域
の
郷
土
料
理
は
わ
か
る
の

に
、
東
京
に
住
む
私
が
東
京
の
郷
土
料
理
を
答
え
ら
れ
な
い
こ
と

に
少
し
さ
び
し
さ
を
感
じ
た
。
東
京
に
昔
か
ら
伝
わ
る
暮
ら
し
や

文
化
・
伝
統
の
ひ
と
つ
の
形
で
あ
る
郷
土
料
理
の
認
識
を
通
し
て
、

自
分
の
土
台
の
部
分
が
ぼ
ん
や
り
と
し
た
も
の
に
思
え
た
か
ら

だ
。
今
の
ま
ま
で
は
、
い
つ
か
東
京
の
郷
土
料
理
は
姿
を
消
し
て

し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
な
ら
な
い
よ
う
、「
東
京
の
名
物
は

こ
れ
だ
。」と
胸
を
張
っ
て
言
え
る
よ
う
、
東
京
人
で
あ
る
私
た
ち

こ
そ
が
無
関
心
か
ら
脱
し
な
い
と
い
け
な
い
と
考
え
て
い
る
。
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み
な
さ
ん
は「
東
京
の
食
」と
聞
い
て
何
を
思
い
浮
か
べ
る
だ

ろ
う
か
。
東
京
の
ご
当
地
グ
ル
メ
や
ミ
シ
ュ
ラ
ン
の
高
級
レ
ス
ト

ラ
ン
だ
ろ
う
か
。
日
本
の「
地
方
の
食
」に
比
べ
て
、「
東
京
の
食
」

は
と
て
も
難
し
い
テ
ー
マ
だ
。
例
え
ば
、
私
の
祖
父
母
は
新
潟
に

住
ん
で
い
る
が
、「
新
潟
の
食
」と
い
う
テ
ー
マ
だ
っ
た
ら
、
郷
土

料
理
や
お
米
な
ど
の
農
産
物
な
ど
、
新
潟
で
し
か
味
わ
え
な
い
食

を
い
ろ
い
ろ
と
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
東
京
と
は
違
い
地
方

で
は
農
産
物
の
生
産
者
が
身
近
に
い
て
、
各
家
庭
に
そ
の
農
産
物

の
伝
統
的
な
調
理
方
法
が
普
及
し
て
い
る
た
め
、
郷
土
料
理
は
レ

ス
ト
ラ
ン
に
行
か
な
く
て
も
自
分
で
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
般

的
に
私
達
が「
東
京
の
食
」
と
聞
い
て
思
い
浮
か
べ
る「
食
」
は
、

家
庭
で
作
る
食
事
の
こ
と
で
は
な
く
、「
外
食
」の
こ
と
だ
ろ
う
。

東
京
で
は
、
地
方
か
ら
人
口
が
流
入
し
、
農
地
が
宅
地
へ
転
用
さ

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
農
業
人
口
が
減
少
し
た
。
そ
の
結
果
、
地
域

固
有
の
食
文
化
が
各
家
庭
で
継
承
さ
れ
な
く
な
り
、
東
京
の
食
文

化
の
担
い
手
は
家
庭
か
ら
外
食
産
業
へ
と
移
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

私
の
住
ん
で
い
る
世
田
谷
区
は
東
京
の
中
で
も
畑
の
多
い
地
域

で
あ
る
。
世
田
谷
区
に
は
フ
ァ
ミ
リ
ー
農
園
と
い
う
市
民
農
園
が

あ
り
、
区
が
区
民
の
た
め
に
農
地
を
貸
し
出
し
て
い
る
。
一
世
帯

に
つ
き
一
区
画
十
五
平
方
メ
ー
ト
ル
で
、
利
用
期
間
は
二
年
間
。

希
望
者
が
多
い
た
め
抽
選
が
行
わ
れ
る
。
昨
年
父
が
抽
選
に
当
た

り
、
今
年
の
春
か
ら
作
物
を
育
て
始
め
た
。
今
ま
で
農
業
と
は
無

縁
だ
っ
た
父
が
、
畑
作
り
の
本
や
動
画
で
い
ろ
い
ろ
調
べ
て
、
最

初
は
畑
一
面
に
じ
ゃ
が
い
も
を
栽
培
し
た
。
私
は
数
回
、
し
か
も

水
や
り
し
か
手
伝
っ
て
い
な
い
が
、
父
は
ほ
ぼ
毎
日
畑
に
通
っ
て

い
た
。
苦
労
し
て
育
て
た
じ
ゃ
が
い
も
は
予
想
以
上
に
大
量
に
収

穫
で
き
、
し
ば
ら
く
の
間
じ
ゃ
が
い
も
料
理
が
毎
日
我
が
家
の
食

卓
に
並
ん
だ
。
農
作
物
は
一
度
に
大
量
に
収
穫
さ
れ
る
の
で
、
保

存
方
法
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
同
じ
食
材
を
毎
日
飽
き

ず
に
食
べ
る
工
夫
も
必
要
だ
。
作
物
を
育
て
る
と
栽
培
か
ら
保
存

方
法
、
調
理
方
法
に
至
る
ま
で
い
ろ
い
ろ
と
頭
を
使
う
。

　

じ
ゃ
が
い
も
だ
け
で
な
く
、
父
が
育
て
た
野
菜
は
市
販
の
も
の

と
比
べ
て
ど
れ
も
美
味
し
い
。
父
は
家
族
が
食
べ
る
野
菜
な
の
で

な
る
べ
く
農
薬
を
使
用
し
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
新
鮮
と
い
う

の
も
あ
る
と
思
う
が
、
丁
寧
に
育
て
ら
れ
た
作
物
は
味
も
美
味
し

く
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
安
全
で
、
し
か
も
美
味
し
い
野

菜
を
食
べ
ら
れ
る
の
も
自
家
菜
園
の
良
い
所
で
あ
る
。

　

父
の
畑
作
り
を
見
て
感
じ
る
の
は
、
何
よ
り
も
父
が
楽
し
そ
う

に
畑
に
通
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
害
虫
が
出
る
と
か
、
暑
く
て

も
毎
日
水
や
り
に
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
か
、
何
か
と
大
変

そ
う
だ
が
、
作
物
の
成
長
と
収
穫
に
大
き
な
喜
び
を
感
じ
て
い
る

よ
う
だ
。
父
の
お
隣
の
畑
の
お
ば
さ
ん
も
遠
く
か
ら
自
転
車
で

通
っ
て
い
て
、
畑
の
仲
間
か
ら
畑
の
作
り
方
を
教
え
て
も
ら
っ
た

り
、
苗
を
も
ら
っ
た
り
、
楽
し
そ
う
に
畑
仕
事
を
し
て
い
る
。

　

東
京
都
の
食
糧
自
給
率
は
四
十
七
都
道
府
県
の
う
ち
最
も
低

く
、
わ
ず
か
一
％
だ
。
最
近
、
地
域
で
生
産
さ
れ
た
農
産
物
な
ど

を
そ
の
地
域
で
消
費
す
る
、
い
わ
ゆ
る
地
産
地
消
が
推
進
さ
れ
て

い
る
が
、
食
を
人
任
せ
に
し
過
ぎ
て
い
る
東
京
の
人
々
に
は
、
そ

れ
よ
り
さ
ら
に
一
歩
進
ん
だ
発
想
、
つ
ま
り「
農
作
物
を
自
分
で

育
て
て
食
べ
る
」と
い
う
発
想
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

毎
日
の「
食
」
を
自
分
事
と
し
て
捉
え
る
た
め
に
は
、
実
際
に
作

物
を
育
て
る
の
が
一
番
で
あ
る
。
作
物
を
育
て
る
こ
と
は
生
き
が

い
に
も
な
り
、
食
の
安
全
の
確
保
に
も
つ
な
が
る
。
ま
た
様
々
な

工
夫
を
加
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
脳
の
活
性
化
に
も
つ
な
が
り
、

農
作
業
は
運
動
不
足
の
解
消
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

　

そ
の
た
め
に
、
今
あ
る
農
地
を
宅
地
に
変
え
な
い
だ
け
で
な

く
、
空
き
地
を
農
地
と
し
て
利
用
す
る
な
ど
、
人
々
が
共
用
で
き

る
市
民
農
園
を
で
き
る
だ
け
増
や
し
、
よ
り
多
く
の
市
民
が
作
物

を
栽
培
で
き
る
環
境
を
整
え
る
取
り
組
み
が
必
要
で
あ
る
。

　

東
京
は
現
在
、
世
界
中
の
料
理
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
る
、
世

界
で
も
有
数
の
美
食
都
市
だ
が
、
市
民
が
自
ら「
食
」
を
作
る
農

園
都
市
に
も
な
れ
ば
、
よ
り
一
層
魅
力
的
な
都
市
に
な
れ
る
と
思

う
の
で
あ
る
。
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