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気
候
変
動
対
策
に
も
な
る

気
候
変
動
対
策
に
も
な
る　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

  

植
物
食
の
す
す
め

植
物
食
の
す
す
め

近
藤
美
樹
子

Ｃ
Ｏ
Ｐ
26
が
終
わ
っ
て

　

人
類
は
今
、
異
常
気
象
や
環
境
破
壊
を
も
た
ら
す
気
候
変
動
と

い
う
存
亡
の
機
に
直
面
し
て
い
ま
す
。
イ
ギ
リ
ス
に
産
業
革
命
が

起
こ
り
、
そ
れ
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
が
り
工
業
化
が
進
ん
だ
18
世

紀
中
ご
ろ
か
ら
人
類
の
消
費
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
量
が
急
激
に
増
え

続
け
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
そ
れ
ま
で
陸
域
や
海
洋
な
ど
の
自
然

が
吸
収
・
保
持
す
る
こ
と
で
相
殺
さ
れ
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
き
た

二
酸
化
炭
素
な
ど
の
温
室
効
果
ガ
ス
が
ど
ん
ど
ん
大
気
中
に
あ
ふ

れ
、
こ
の
ま
ま
で
は
近
い
将
来
人
類
が
地
球
に
住
め
な
く
な
る
、

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
来
て
し
ま
い
ま
し
た
。
現
在
す
で
に
地
表
の

温
度
は
産
業
革
命
前
よ
り
１
・
09
℃
の
上
昇
、
こ
の
う
ち
１
・

07
℃
が
人
間
活
動
に
起
因
す
る
も
の
で
す
。（
注
１
）

　

こ
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
、
昨
年
11
月
イ
ギ
リ
ス
の
グ
ラ
ス

ゴ
ー
で
Ｃ
Ｏ
Ｐ
26
（
第
26
回
国
連
気
候
変
動
枠
組
条
約
締
約
国
会

議
）
が
開
か
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
先
立
つ
２
０
１
５
年
の
Ｃ
Ｏ
Ｐ

21
で
採
択
さ
れ
た
「
パ
リ
協
定
」
の
「
産
業
革
命
前
か
ら
の
気
温

上
昇
を
２
℃
未
満
、
で
き
れ
ば
１
・
５
℃
に
抑
え
る
」
か
ら
一
歩
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踏
み
込
ん
で
「
・
・
・
気
温
上
昇
を
１
・
５
℃
に
抑
え
る
」
と
目

標
を
引
き
上
げ
た
点
が
評
価
さ
れ
ま
し
た
が
、
排
出
削
減
の
た
め

に
参
加
各
国
が
自
国
で
行
う
取
り
組
み
と
し
て
考
え
た
計
画
を
合

わ
せ
て
も
こ
の
目
標
達
成
に
ほ
ど
遠
い
状
況
で
す
。「
１
・
５
℃
に

抑
え
る
」
た
め
に
は
、
今
世
紀
後
半
ま
で
に
「
温
室
効
果
ガ
ス
排

出
量
実
質
ゼ
ロ
（
ネ
ッ
ト
ゼ
ロ
）」
す
な
わ
ち
自
然
な
ど
に
吸
収

さ
れ
相
殺
さ
れ
る
分
を
差
し
引
い
て
排
出
量
を
ゼ
ロ
に
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
会
議
の
最
後
に
ま
と
め
ら
れ
た
「
成
果

文
書
」
は
石
炭
火
力
に
つ
い
て
土
壇
場
に
な
っ
て
何
度
も
文
言
を

弱
め
る
形
で
修
正
さ
れ
、
当
初
の
「
石
炭
火
力
の
段
階
的
廃
止
を

加
速
す
る
」
か
ら
最
終
的
に
「
石
炭
火
力
の
段
階
的
削
減
に
向
け

4

4

4

4

4

た
努
力

4

4

4

を
加
速
す
る
」
と
い
う
ま
わ
り
く
ど
い
逃
げ
道
を
残
し
た

表
現
に
な
る
残
念
な
結
果
に
終
わ
り
ま
し
た
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、

地
球
の
環
境
を
こ
れ
以
上
悪
化
さ
せ
な
い
た
め
に
は
気
温
の
上
昇

を
ど
う
し
て
も

4

4

4

4

4

抑
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
実
現
は
非
常
4

4

に4

難
し
い
、
と
い
う
こ
と
の
表
れ
だ
と
思
い
ま
す
。

　

今
回
の
会
議
で
は
重
要
課
題
と
し
て
「
石
炭
火
力
の
廃
止
」

「
電
気
自
動
車
へ
の
転
換
」「
森
林
の
保
護
」「
発
展
途
上
国
へ
の

資
金
援
助
」
と
い
う
四
つ
の
テ
ー
マ
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た

が
、
こ
れ
ら
だ
け
で
達
成
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
少
し
で
も
排

出
削
減
に
貢
献
で
き
る
こ
と
を
探
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

Ｃ
Ｏ
Ｐ
26
で
は
「
メ
タ
ン
」
に
つ
い
て
も
議
論
さ
れ
、
日
本
を

含
め
た
有
志
国
に
よ
り
「
世
界
の
メ
タ
ン
排
出
を
２
０
３
０
年
ま

で
に
30
％
削
減
す
る
」
と
い
う
合
意
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
メ
タ
ン

は
温
室
効
果
ガ
ス
の
一
つ
で
す
が
、
排
出
量
は
二
酸
化
炭
素
に

次
い
で
二
番
目
に
多
く
、
単
位
重
量
当
た
り
の
温
室
効
果
は
二
酸

化
炭
素
の
25
倍
も
あ
り
、
今
後
メ
タ
ン
の
排
出
を
削
減
す
る
こ
と

が
、
効
果
的
に
地
球
温
暖
化
を
抑
制
す
る
た
め
に
も
極
め
て
重
要

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
メ
タ
ン
の
発
生
に
は
、
湿
原
・
湖
沼

な
ど
か
ら
放
出
さ
れ
る
自
然
発
生
源
に
よ
る
も
の
の
他
、
化
石
燃

料
の
採
掘
や
牛
の
ゲ
ッ
プ
、
ご
み
の
埋
め
立
て
処
分
場
か
ら
の
発

生
な
ど
人
間
活
動
に
よ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
メ
タ
ン
の
排
出
量

が
増
加
し
始
め
た
直
近
10
年
間
（
２
０
０
８
‐
２
０
１
７
年
）
を

見
る
と
、
人
間
活
動
に
よ
る
も
の
が
60
％
と
半
分
以
上
を
占
め
、

自
然
発
生
源
に
よ
る
排
出
量
が
そ
れ
以
前
と
比
べ
て
変
わ
ら
な
い
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の
に
対
し
、
人
間
活
動
に
よ
る
排
出
量
だ
け
が
増
加
し
て
い
ま

す
。（
注
２
）

　

本
稿
で
は
こ
の
点
に
着
目
し
、
世
界
全
体
が
植
物
食
を
目
指
す

可
能
性
に
つ
い
て
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

畜
産
業
か
ら
出
る
温
室
効
果
ガ
ス

　

畜
産
業
に
起
因
す
る
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
は
世
界
の
総
排
出

量
の
約
15
％
を
占
め
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
の
半
分
以
上
が
牛
に
関

す
る
排
出
、
さ
ら
に
そ
の
牛
の
排
出
の
半
分
以
上
が
ゲ
ッ
プ
（
消

化
管
発
酵
）
で
出
る
メ
タ
ン
で
す
。
食
肉
生
産
に
関
し
て
、
牛
肉

の
ほ
う
が
豚
肉
よ
り
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
量
が
２
〜
４
倍
も
多

く
な
る
の
は
こ
の
メ
タ
ン
の
排
出
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で

す
。
ま
た
牛
に
は
肉
牛
だ
け
で
な
く
乳
牛
も
い
る
の
で
、
肉
を
食

べ
な
く
て
も
牛
乳
や
チ
ー
ズ
、
ヨ
ー
グ
ル
ト
な
ど
の
乳
製
品
を
摂

る
だ
け
で
メ
タ
ン
の
排
出
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

牛
肉
生
産
や
酪
農
の
盛
ん
な
ア
メ
リ
カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
こ
の

畜
産
由
来
の
メ
タ
ン
の
排
出
が
特
に
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　

日
本
で
は
外
国
ほ
ど
畜
産
が
盛
ん
で
は
な
い
か
わ
り
に
主
食
で

あ
る
コ
メ
を
栽
培
す
る
水
田
か
ら
の
メ
タ
ン
の
発
生
が
多
い
の
で

す
が
、
そ
れ
で
も
食
肉
生
産
と
比
べ
れ
ば
単
位
重
量
当
た
り
の
排

出
量
は
食
肉
生
産
の
ほ
う
が
圧
倒
的
に
多
く
、
豚
肉
で
は
コ
メ
の

３
〜
４
倍
、
牛
肉
で
は
10
倍
以
上
に
な
り
ま
す
。（
注
３
）

　

ま
た
牛
の
ゲ
ッ
プ
に
よ
る
メ
タ
ン
排
出
を
除
く
と
、
食
肉
生
産

の
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
量
は
国
産
の
場
合
、
豚
肉
も
牛
肉
も
飼
料

の
生
産
と
輸
送
か
ら
が
30
％
、
糞
尿
処
理
か
ら
が
50
％
を
占
め
て

い
ま
す
。
飼
料
は
残
飯
な
ど
を
流
用
す
れ
ば
食
品
ロ
ス
の
解
消
に

も
つ
な
が
る
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
早
く
効
率
よ
く

育
て
る
た
め
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
小
麦
な
ど
の
穀
物
を
米
国
な
ど
か

ら
輸
入
す
る
の
で
輸
送
の
際
の
船
の
燃
料
や
飼
料
生
産
の
際
の
化

学
肥
料
の
使
用
が
排
出
の
原
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
糞
尿
の

処
理
で
は
温
室
効
果
ガ
ス
の
一
つ
で
あ
る
亜
酸
化
窒
素
（
温
室
効

果
は
二
酸
化
炭
素
の
３
０
０
倍
）
が
多
く
排
出
さ
れ
ま
す
。（
注
４
）

　

つ
い
で
に
畜
産
以
外
も
見
て
み
る
と
、
水
産
品
の
魚
類
で
は
排

出
量
の
ほ
と
ん
ど
が
漁
船
の
燃
料
に
よ
る
も
の
で
、
輸
入
や
養
殖

の
場
合
は
、
輸
送
や
施
設
等
か
ら
の
排
出
量
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
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す
。
こ
れ
は
農
産
物
も
同
様
で
、
野
菜
や
果
物
の
ハ
ウ
ス
栽
培
の

も
の
は
施
設
の
加
温
に
よ
る
排
出
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。（
注
３
）

　

今
は
ト
マ
ト
や
キ
ュ
ウ
リ
、
ナ
ス
、
ピ
ー
マ
ン
な
ど
市
場
に
一

年
中
出
回
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
夏
野
菜
な
の
で
時
季
外
れ

の
冬
に
食
べ
る
に
は
ハ
ウ
ス
で
栽
培
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し

か
し
旬
の
時
期
に
と
れ
る
も
の
よ
り
栄
養
価
も
劣
り
、
マ
ク
ロ
ビ

オ
テ
ィ
ッ
ク
（
注
５
）

な
ど
の
陰
陽
の
考
え
方
か
ら
見
て
も
体
を
冷

や
す
陰
性
の
こ
れ
ら
の
野
菜
を
寒
い
時
期
に
と
る
こ
と
は
本
来
好

ま
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
「
地
産
地
消
」（
地
域
で
生
産
さ

れ
た
も
の
を
そ
の
地
域
で
消
費
す
る
こ
と
）、「
身
土
不
二
」（
自

分
の
住
む
土
地
で
生
産
さ
れ
た
も
の
を
食
べ
る
の
が
一
番
体
に

合
っ
て
い
る
）
の
言
葉
通
り
、
地
元
で
露
地
栽
培
さ
れ
た
旬
の
も

の
を
食
べ
る
の
が
体
に
も
環
境
の
た
め
に
も
い
い
の
で
す
。
イ
チ

ゴ
を
七
五
三
や
ク
リ
ス
マ
ス
の
ケ
ー
キ
に
載
せ
る
こ
と
や
、
ハ
ウ

ス
ミ
カ
ン
で
出
始
め
か
ら
甘
い
ミ
カ
ン
を
味
わ
う
こ
と
が
本
当
に

必
要
で
し
ょ
う
か
。
青
い
酸
味
の
あ
る
ミ
カ
ン
か
ら
だ
ん
だ
ん
黄

色
く
甘
く
な
る
の
を
楽
し
む
方
が
季
節
感
を
感
じ
ら
れ
る
と
思
い

ま
せ
ん
か
。

国
連
の
目
指
す
「
健
康
的
な
食
事
」
は
植
物
食

　

そ
こ
で
考
え
た
の
で
す
が
、
も
し
世
界
中
の
人
が
み
ん
な
肉
食

を
や
め
て
自
然
農
法
に
よ
る
植
物
食
に
転
換
し
た
ら
、
温
室
効
果

ガ
ス
の
排
出
量
が
減
り
気
候
変
動
対
策
に
大
き
く
貢
献
で
き
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

は
じ
め
、
肉
食
の
習
慣
が
そ
れ
ほ
ど
長
く
な
い
日
本
な
ら
い
ざ

知
ら
ず
、
欧
米
人
に
植
物
食
に
転
換
し
て
も
ら
う
と
い
う
の
は
あ

ま
り
に
荒
唐
無
稽
か
と
も
思
い
ま
し
た
が
、
調
べ
て
み
る
と
世
界

は
ど
う
や
ら
そ
の
方
向
へ
動
き
出
し
て
い
る
よ
う
な
の
で
す
。

　

昨
年
７
月
に
開
か
れ
た
国
連
食
料
シ
ス
テ
ム
サ
ミ
ッ
ト
に
関
し

農
林
水
産
省
が
ま
と
め
た
報
告
（
注
６
）

に
よ
る
と
、
現
在
、
世
界

人
口
の
約
１
割
に
当
た
る
約
８
億
人
が
飢
餓
状
態
に
あ
り
、
そ

の
う
ち
の
７
億
人
を
ア
ジ
ア
と
ア
フ
リ
カ
が
占
め
て
い
る
そ
う
で

す
。
ま
た
、
世
界
人
口
の
半
数
近
い
30
億
人
以
上
が
貧
困
の
た
め

健
康
的
な
食
事
を
と
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
食
事
と
一
口
に

言
っ
て
も
そ
の
質
は
様
々
で
す
が
、
質
・
量
両
面
に
わ
た
る
食
料

安
全
保
障
の
観
点
か
ら
国
連
で
は
食
事
を
次
の
３
つ
に
分
類
し
て
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い
ま
す
。

①
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
十
分
な
食
事
」・
・
・
必
要
な
カ
ロ
リ
ー

を
満
た
す
炭
水
化
物
中
心
の
食
事

②
「
栄
養
素
が
十
分
な
食
事
」・
・
・
十
分
な
カ
ロ
リ
ー
に
加

え
、
コ
メ
、
肉
、
野
菜
な
ど
で
必
要
な
栄
養
素
を
バ
ラ
ン

ス
よ
く
摂
れ
る
食
事

③
「
健
康
的
な
食
事
」・
・
・
十
分
な
カ
ロ
リ
ー
と
栄
養
素
だ

け
で
な
く
、
よ
り
多
様
な
品
目
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
摂
取
で

き
る
食
事

　

そ
の
上
で
、
健
康
で
肥
満
や
病
気
等
の
問
題
が
起
き
な
い
よ
う

に
③
の
食
事
を
と
れ
る
よ
う
議
論
が
進
ん
で
い
ま
す
。
こ
こ
で
言

う
③
の
健
康
的
な
食
事
と
は
以
下
の
よ
う
な
要
素
を
含
む
植
物
中

4

4

4

心4

の
食
事
で
す
。

・
一
日
当
た
り
４
０
０
ｇ
以
上
の
果
実
と
野
菜

・
マ
メ
科
植
物
、
ナ
ッ
ツ
類
、
全
粒
穀
物

・
一
日
当
た
り
平
均
２
０
０
０
〜
２
５
０
０
㎉
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

摂
取

・
糖
類
か
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
摂
取
量
10
％
未
満

・
脂
肪
分
か
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
摂
取
量
30
％
未
満
、
飽
和
脂
肪

酸
か
ら
は
10
％
未
満
、
ト
ラ
ン
ス
脂
肪
酸
か
ら
は
１
％
未
満

・
一
日
当
た
り
の
ヨ
ー
ド
添
加
塩
（
注
７
）

の
摂
取
量
５
ｇ
未
満

　

現
状
で
は
こ
の
よ
う
な
「
健
康
的
な
食
事
」
は
①
の
食
事
に
比

べ
５
倍
も
高
く
つ
く
た
め
貧
し
い
人
々
に
行
き
渡
ら
ず
、
多
く
が

肥
満
や
慢
性
疾
患
に
苦
し
ん
で
い
ま
す
。
し
か
し
畜
産
を
や
め
れ

ば
飼
料
を
生
産
す
る
代
わ
り
に
作
物
を
栽
培
し
て
家
畜
の
何
倍
も

の
人
を
養
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
現
在
世
界
で
飼
育
さ
れ
て
い
る

食
用
の
家
畜
は
牛
・
豚
・
羊
な
ど
の
大
型
の
も
の
が
約
50
億
頭
、

鶏
は
２
０
０
億
羽
以
上
も
い
る
の
で
す
。
さ
ら
に
現
在
生
産
さ
れ

た
食
料
の
３
分
の
１
が
廃
棄
さ
れ
て
い
る
と
い
う
「
食
品
ロ
ス
」

を
な
く
せ
ば
、
飢
餓
の
問
題
も
解
決
に
導
く
こ
と
が
可
能
で
す
。

一
方
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
と
い
う
観
点
か
ら
見
て
も
、
人
類

が
今
後
現
在
の
食
事
パ
タ
ー
ン
か
ら
ペ
ス
カ
タ
リ
ア
ン
（
肉
な

し
、
魚
あ
り
）
や
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
（
肉
魚
な
し
、
卵
・
乳
製
品
あ

り
）
に
変
わ
れ
ば
２
０
３
０
年
に
は
約
50
％
の
排
出
削
減
、
さ
ら

に
ビ
ー
ガ
ン
（
肉
魚
な
し
、
卵
・
乳
製
品
な
し
の
１
０
０
％
植
物

ベ
ー
ス
の
食
生
活
）
に
変
わ
れ
ば
74
％
の
排
出
削
減
に
な
る
、
と
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試
算
し
て
い
ま
す
。
飢
餓
が
な
く
な
り
健
康
に
な
り
、
喫
緊
の
気

候
変
動
の
問
題
に
も
大
き
く
貢
献
で
き
る
の
で
す
。

植
物
食
は
欧
米
の
ほ
う
が
進
ん
で
い
る

　

世
界
は
確
実
に
こ
の
方
向
へ
向
か
っ
て
い
ま
す
。
し
か
も
欧
米

の
ほ
う
が
日
本
よ
り
ず
っ
と
進
ん
で
い
る
気
が
し
ま
す
。

　

本
誌
に
毎
号
掲
載
さ
れ
て
い
る
加
藤
明
さ
ん
の
論
考
に
大
い
に

触
発
さ
れ
、
私
は
現
在
ほ
ぼ
4

4

ビ
ー
ガ
ン
に
な
り
ま
し
た
が
、
初
め

て
玄
米
に
出
会
っ
た
の
は
留
学
先
の
ド
イ
ツ
で
の
こ
と
で
し
た
。

そ
れ
ま
で
私
の
ま
わ
り
に
は
家
族
も
含
め
玄
米
食
や
自
然
食
品
な

ど
気
に
す
る
人
は
誰
も
お
ら
ず
玄
米
も
見
た
こ
と
も
な
か
っ
た
の

で
す
が
、
ド
イ
ツ
の
ス
ー
パ
ー
の
棚
に
は
５
０
０
ｇ
入
り
の
小
さ

な
パ
ッ
ク
で
す
が
白
米
と
一
緒
に
玄
米
も
並
べ
ら
れ
て
い
ま
し

た
。
音
楽
大
学
に
留
学
し
た
の
で
ま
わ
り
は
若
い
音
大
生
ば
か

り
、
一
般
の
ド
イ
ツ
人
と
は
嗜
好
が
違
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
が
、
自
然
の
も
の
、
有
機
栽
培
の
も
の
を
好
む
人
が
多
く
、
私

も
そ
の
影
響
を
受
け
て
玄
米
を
食
べ
始
め
ま
し
た
。
小
さ
な
町
で

し
た
が
、
無
農
薬
の
も
の
を
扱
う
自
然
食
品
店
も
あ
り
ま
し
た
。

今
思
え
ば
、
ド
イ
ツ
の
主
食
の
ラ
イ
麦
パ
ン
に
は
全
粒
粉
を
使
い

い
ろ
い
ろ
な
雑
穀
や
ナ
ッ
ツ
類
が
入
っ
た
も
の
が
多
く
、
オ
ー
ト

ミ
ー
ル
（
燕
麦
）
に
ド
ラ
イ
フ
ル
ー
ツ
や
ナ
ッ
ツ
を
加
え
牛
乳
を

か
け
て
食
べ
る
ミ
ュ
ー
ズ
リ
ー
と
い
う
食
品
に
も
全
粒
の
も
の
が

あ
り
ま
し
た
。
も
と
も
と
穀
類
を
全
粒
で
食
べ
る
習
慣
が
あ
っ
た

の
で
お
米
も
玄
米
で
売
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
帰

国
後
に
鎌
倉
で
知
り
合
っ
た
ボ
ス
ト
ン
か
ら
合
気
道
の
修
行
に
来

て
い
た
ア
メ
リ
カ
人
た
ち
は
、
ボ
ス
ト
ン
で
す
で
に
玄
米
正
食

（
マ
ク
ロ
ビ
オ
テ
ィ
ッ
ク
）
を
実
践
し
て
い
て
、
私
も
マ
ク
ロ
ビ

オ
テ
ィ
ッ
ク
に
つ
い
て
少
し
学
び
、
玄
米
正
食
を
し
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
勤
務
し
て
い
た
ド
イ
ツ
語
の
学
校
の
同
僚
の
ド
イ
ツ
人
女

性
が
動
物
保
護
の
活
動
を
し
て
お
り
厳
格
な
ビ
ー
ガ
ン
だ
っ
た
の

で
、
彼
女
か
ら
も
植
物
食
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
教
わ
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
私
の
場
合
は
完
全
に
欧
米
か
ら
植
物
食
を
学
ん
だ
の

で
す
が
、
彼
ら
が
肉
食
を
や
め
た
き
っ
か
け
の
多
く
は
、「
同
じ

命
で
あ
る
動
物
を
殺
し
て
食
べ
る
の
は
か
わ
い
そ
う
」
と
い
う
も

の
で
し
た
。
た
と
え
ば
ド
イ
ツ
で
は
、
私
と
同
世
代
で
も
地
方
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の
出
身
な
ら
、
家
で
飼
っ
て
い
る
鶏
を
家
庭
の
主
婦
が
絞
め
て
食

卓
に
載
せ
る
と
い
う
こ
と
が
普
通
に
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
お

皿
の
上
の
お
肉
が
ど
こ
か
ら
来
た
か
子
供
で
も
分
か
っ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
日
本
で
は
牛
や
豚
が
ど
の
よ
う
に
加
工
4

4

さ
れ
た
の
か

（
と
殺
さ
れ
切
り
刻
ま
れ
た
の
か
）
意
識
し
な
い
ま
ま
き
れ
い
に

パ
ッ
ク
詰
め
さ
れ
た
肉
を
ス
ー
パ
ー
で
買
っ
て
き
て
調
理
す
る
た

め
、
尊
い
命
を
犠
牲
に
し
て
い
る
と
い
う
罪
の
意
識
が
わ
き
に
く

い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
欧
米
人
が
肉
食
を
や
め
る
と
い
う
こ
と
は
不
可

能
で
は
な
い
と
思
う
の
で
す
。
む
し
ろ
日
本
人
の
ほ
う
が
そ
れ
を

見
倣
っ
て
追
随
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
実
際
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
す
で
に
、
２
年
間
の
試
験
導
入
を
終

え
て
、
昨
年
９
月
か
ら
学
校
給
食
の
献
立
を
少
な
く
と
も
週
１
回

肉
・
魚
な
し
の
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
・
メ
ニ
ュ
ー
に
す
る
こ
と
が
法
律

で
義
務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
い
っ
て

も
白
人
ば
か
り
で
な
く
移
民
や
難
民
な
ど
雑
多
な
人
種
が
混
ざ
っ

て
お
り
、
宗
教
も
食
生
活
も
千
差
万
別
で
必
ず
し
も
肉
食
中
心
の

人
た
ち
ば
か
り
で
は
な
い
の
で
、
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
・
メ
ニ
ュ
ー
の

需
要
が
か
な
り
多
い
と
い
う
こ
と
も
背
景
と
し
て
あ
る
と
思
い
ま

す
。
ま
た
ド
イ
ツ
は
現
在
で
は
全
人
口
の
１
割
が
ビ
ー
ガ
ン
ま
た

は
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
菜
食
化
が
進
ん
で
お
り
、
首

都
ベ
ル
リ
ン
に
あ
る
４
つ
の
大
学
で
は
昨
年
10
月
か
ら
学
食
と
カ

フ
ェ
テ
リ
ア
で
肉
類
の
提
供
を
ほ
ぼ
取
り
や
め
、
68
％
が
ビ
ー
ガ

ン
の
、
28
％
が
ベ
ジ
タ
リ
ア
ン
の
メ
ニ
ュ
ー
に
な
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
動
き
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
が
り
つ
つ

あ
り
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
植
物
食
が
注
目
さ
れ
始
め
て
市
場
に
出
て
き
た
も

の
に
「
代
替
肉
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
市
場
に
出
回
っ
た

の
は
外
国
の
ほ
う
が
ず
っ
と
早
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
よ
う
や
く

日
本
で
も
「
大
豆
ミ
ー
ト
」
と
呼
ば
れ
て
ス
ー
パ
ー
で
も
入
手
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
植
物
食
を
実
践
す
る
と
タ
ン
パ
ク
質

を
大
豆
か
小
麦
の
グ
ル
テ
ン
か
ら
と
る
こ
と
に
な
り
、
私
の
よ
う

に
料
理
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
が
少
な
い
と
い
つ
も
同
じ
よ
う
な
も
の

を
食
べ
る
こ
と
に
な
る
の
が
悩
み
の
種
で
す
が
、
肉
に
見
た
目
も

食
感
も
似
せ
て
作
ら
れ
た
大
豆
ミ
ー
ト
は
そ
の
点
、
肉
に
置
き
換

え
る
こ
と
で
使
え
る
便
利
な
商
品
の
よ
う
で
す
。
も
っ
と
も
ビ
ー
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ガ
ン
の
人
、
と
く
に
動
物
も
同
じ
大
切
な
命
と
考
え
る
立
場
か
ら

す
れ
ば
、
何
で
わ
ざ
わ
ざ
肉
に
似
せ
て
作
る
必
要
が
あ
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
肉
食
か
ら
転
換
す
る
人
の
導
入
と

し
て
は
一
つ
の
方
法
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
は
こ
れ
ま
で
に
も
小

麦
の
グ
ル
テ
ン
か
ら
作
っ
た
「
セ
イ
タ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
「
グ
ル

テ
ン
ミ
ー
ト
」
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
ち
ら
は
主
に
菜
食
主
義
の

人
た
ち
が
使
い
、
自
然
食
品
店
で
し
か
扱
っ
て
お
ら
ず
一
般
に

は
普
及
し
ま
せ
ん
で
し
た
。「
大
豆
ミ
ー
ト
」
が
一
般
の
人
向
け

に
売
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
れ
か
ら
植
物
食
の
時
代
が
や
っ
て
く

る
、
と
い
う
こ
と
の
証
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

何
事
も
そ
の
行
為
4

4

自
体
よ
り
も
何
故
そ
う
す
る
の
か
と
い
う
動4

機4

が
大
事
だ
と
思
う
の
で
、
植
物
食
へ
の
転
換
も
、
動
物
の
命
も

か
け
が
え
の
な
い
尊
い
も
の
と
い
う
ワ
ン
ネ
ス
の
観
点
か
ら
行
う

な
ら
本
当
は
そ
れ
が
一
番
い
い
と
は
思
い
ま
す
が
、
ま
ず
と
に
か

く
植
物
食
に
変
え
て
み
る
、
と
い
う
の
も
こ
の
際
や
っ
て
み
る
価

値
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
削
減

や
飢
餓
の
解
消
に
貢
献
す
る
と
い
う
の
も
一
つ
の
立
派
な
動
機
と

言
え
る
と
思
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
食
生
活
が
変
わ
る
こ
と
で
肉
体

や
精
神
が
改
善
さ
れ
、
ワ
ン
ネ
ス
の
心
が
芽
生
え
や
す
く
な
る
、

と
い
う
可
能
性
も
あ
る
の
で
す
か
ら
。

　

世
界
で
一
丸
と
な
っ
て
、
植
物
食
へ
の
転
換
を
目
指
そ
う
で
は

あ
り
ま
せ
ん
か
。

む
す
び

　

今
回
、
Ｃ
Ｏ
Ｐ
26
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
ま
で
、
私
は
気
候
変

動
問
題
に
つ
い
て
そ
れ
ほ
ど
真
剣
に
向
き
合
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
何
十
年
後
か
に
影
響
が
出
て
く
る
く
ら
い
に
し
か
考
え
て
い

な
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
事
態
は
一
刻
の
猶
予
も
な
い
と
こ
ろ

ま
で
来
て
い
る
こ
と
を
知
り
愕
然
と
し
、
世
界
で
起
き
て
い
る
こ

と
を
他
人
事
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
こ
れ
ま
で
の
無
責
任
な
生
き

方
を
大
い
に
反
省
し
ま
し
た
。
確
か
に
日
本
を
は
じ
め
先
進
国
の

多
く
が
位
置
す
る
北
半
球
の
中
・
高
緯
度
地
域
で
は
す
ぐ
に
致
命

的
な
影
響
が
出
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
Ｃ
Ｏ
Ｐ
26
に
集
ま
っ

た
先
進
各
国
の
代
表
が
自
国
の
利
益
を
第
一
に
考
え
、
思
い
切
っ

た
政
策
に
二
の
足
を
踏
ん
で
い
た
の
も
そ
れ
が
原
因
の
よ
う
に
思
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え
ま
し
た
。
で
も
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
も
し
自
分
の
足
元
が

海
に
沈
み
始
め
て
い
る
な
ら
、
お
尻
に
火
が
つ
い
て
い
る
な
ら
、

何
を
お
い
て
も
必
死
に
な
っ
て
温
度
上
昇
を
食
い
止
め
る
た
め
の

措
置
を
と
る
は
ず
で
す
。
今
、
有
効
な
対
策
を
取
ら
な
け
れ
ば
地

球
全
体
が
だ
め
に
な
り
、
人
間
が
住
め
な
い
星
に
な
る
の
で
す
。

先
進
国
も
発
展
途
上
国
も
あ
り
ま
せ
ん
。
洪
水
や
干
ば
つ
、
森

林
火
災
な
ど
す
で
に
大
き
な
被
害
が
出
て
い
る
低
緯
度
に
住
む
人

た
ち
に
思
い
を
馳
せ
て
み
て
く
だ
さ
い
。
想
像
力
を
持
ち
ま
し
ょ

う
。
そ
し
て
一
人
一
人
が
自
分
に
何
が
で
き
る
か
考
え
、
実
行
し

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

〈
注	

お
よ
び
参
考
文
献
〉

１
．「
Ｉ
Ｐ
Ｃ
Ｃ
（
国
連
気
候
変
動
に
関
す
る
政
府
間
パ
ネ
ル
）
第
６

次
評
価
報
告
書
」　

２
０
２
１
年
８
月

２
．「
日
本
国
温
室
効
果
ガ
ス
イ
ン
ベ
ン
ト
リ
報
告
書
２
０
２
１
年
」

国
立
環
境
研
究
所

３
．「
日
本
の
主
要
食
糧
消
費
に
お
け
る
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
の
ラ
イ

フ
サ
イ
ク
ル
分
析
と
そ
の
削
減
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
評
価
」
立
命
館

大
学　

吉
川
直
樹
・
天
野
耕
二
・
島
田
幸
司

４
．「
バ
カ
に
で
き
な
い
？ 

肉
の
生
産
で
出
る
温
室
効
果
ガ
ス
」
東

京
新
聞
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト　

２
０
２
０
年
７
月
28
日

５
．
マ
ク
ロ
ビ
オ
テ
ィ
ッ
ク
と
は
、
伝
統
的
な
玄
米
菜
食
を
桜

さ
く
ら
ざ
わ沢

如ゆ
き
か
ず一

が
陰
陽
の
理
論
を
用
い
て
発
展
さ
せ
た
哲
学
体
系
。
例
え
ば

食
物
に
は
陰
性
と
陽
性
が
あ
り
、
住
ん
で
い
る
地
域
、
季
節
、
そ

の
人
の
気
質
な
ど
に
応
じ
て
な
る
べ
く
中
庸
に
な
る
よ
う
な
食
物

を
と
る
こ
と
が
理
想
と
さ
れ
る
。
彼
は
欧
米
に
も
こ
の
考
え
を
普

及
さ
せ
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
サ
ワ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

６
．「
国
連
食
料
シ
ス
テ
ム
サ
ミ
ッ
ト
２
０
２
１　

─ 

世
界
で
議
論
さ

れ
て
い
る
こ
と 

─
」
農
林
水
産
省　

令
和
３
年
４
月

７
．
ヨ
ー
ド
（
ヨ
ウ
素
）
添
加
塩
と
は
、
ヨ
ー
ド
が
含
ま
れ
て
い
る

食
用
の
塩
。
世
界
で
20
億
人
が
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い
わ
れ
る

知
的
発
達
の
遅
れ
の
原
因
と
な
る
ヨ
ー
ド
欠
乏
症
を
防
ぐ
こ
と
が

で
き
る
。
日
本
人
は
ヨ
ウ
素
を
含
む
海
藻
を
よ
く
食
べ
る
の
で
問

題
に
な
ら
な
い
が
、
外
国
で
は
一
般
に
食
卓
塩
と
し
て
「
ヨ
ウ
素

添
加
食
塩
」
を
使
っ
て
い
る
。
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宮沢賢治論

宮
沢
賢
治
の
理
想
と
し
た
食
と
職

宮
沢
賢
治
の
理
想
と
し
た
食
と
職  

（
第
二
部
）

（
第
二
部
）

加
藤	

明

　

前
号
「
サ
ム
ラ
イ
・
平
和
」
第
18
号
の
「
第
一
部　

賢
治
の
生

涯
」
に
続
い
て
、
第
二
部
を
お
届
け
致
し
ま
す
。
賢
治
に
影
響
を

与
え
た
と
思
わ
れ
る
組
織
名
・
人
物
名
・
書
籍
名
、
ま
た
、
賢
治

が
執
筆
し
た
童
話
や
詩
の
題
名
、
教
典
類
か
ら
の
引
用
文
、
そ
の

他
の
重
要
語
句
な
ど
は
、
太
字
に
し
て
あ
り
ま
す
。

　
　

第
二
部　

賢
治
の
悟
り

〈
法ほ

け華
経き
ょ
うへ

の
帰
依
と
不
殺
生
戒
の
遵じ
ゅ
ん
し
ゅ守〉

　

賢
治
は
農
学
校
の
教
師
時
代
、
生
徒
た
ち
に
、「
人
間
は
何
故

生
ま
れ
て
き
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た

め
に
、
こ
の
世
に
生
ま
れ
て
き
た
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
問
題
を

本
気
に
な
っ
て
考
え
る
か
考
え
ぬ
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
人
の
生
存

価
値
が
決
定
す
る
と
思
い
ま
す
」
と
述
べ
た
、
と
伝
え
ら
れ
ま

す
。
賢
治
自
身
、
人
生
の
目
的
と
は
何
か
、
自
分
の
天
命
と
は
何

か
を
「
本
気
に
な
っ
て
考
え
」、
求
道
に
明
け
暮
れ
る
毎
日
で
し

た
が
、
若
い
日
に
読
ん
だ
法
華
経
の
感
動
が
薄
れ
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
む
し
ろ
、
日
に
日
に
、
そ
の
価
値
は
大
き
く
な

り
、
や
が
て
、
賢
治
に
と
っ
て
、
す
べ
て
と
な
り
ま
し
た
。
そ
し

て
賢
治
は
、
臨
終
の
床
で
も
、「
私
の
全
生
涯
の
仕
事
は
こ
の
経

を
あ
な
た
の
お
手
許
に
届
け
る
こ
と
で
し
た
」
と
、
法
華
経
（
よ

り
厳
密
に
は
、
法
華
経
に
記
さ
れ
た
真
理
）
を
伝
え
る
こ
と
が
、

自
分
の
生
涯
を
掛
け
た
仕
事
で
あ
っ
た
、
と
明
言
し
た
の
で
あ
り

翻
訳
・
著
述
家
（
ヴ
ィ
ー
ガ
ン
）

翻
訳
・
著
述
家
（
ヴ
ィ
ー
ガ
ン
）



104

ま
す
。
確
か
に
、
賢
治
が
法
華
経
の
精
神
を
生
き
よ
う
と
し
て
い

な
か
っ
た
ら
、
私
た
ち
の
知
る
賢
治
は
、
な
か
っ
た
で
あ
り
ま

し
ょ
う
。

　

賢
治
は
、
今
に
も
燃
え
尽
き
ん
と
す
る
病
床
の
中
で
、「
病

い
た
つ
きの　

ゆ
ゑ
に
も
く
ち
ん　

い
の
ち
な
り　

み
の
り
に
棄す

て
ば　

う
れ

し
か
ら
ま
し
」
と
詠
み
ま
し
た
が
、
こ
の
場
合
の
「
み
の
り
」
に

は
、「
稲
の
実
り
」
と
「
御み

法の
り

（
特
に
法
華
経
の
教
え
る
仏
法
）」

と
い
う
、
二
重
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。「
自
分
は
病
ゆ

え
に
今
に
も
朽
ち
ゆ
か
ん
と
す
る
身
な
れ
ど
も
、
花
巻
地
方
は
今

年
豊
作
だ
っ
た
と
伝
え
聞
く
。
私
の
今
生
の
活
動
が
、
い
さ
さ
か

で
も
そ
の
実
り
に
役
立
っ
た
と
し
た
ら
嬉
し
い
こ
と
だ
。
ま
た
、

仏
法
を
弘
め
る
手
助
け
が
で
き
た
と
し
た
ら
本
望
な
こ
と
だ
」。

賢
治
の
、
棄
て
身
の
「
生
き
様よ

う

」
と
残
さ
れ
た
作
品
群
、
そ
の

「
み
の
り
」
か
ら
溢こ

ぼ

れ
た
種
は
、
今
尚
、
繁
殖
し
つ
つ
あ
り
、

人
々
の
心
を
潤
し
続
け
て
い
ま
す
。

　

『
妙

み
ょ
う

法ほ
う
れ
ん蓮
華げ

経き
ょ
う』（

略
し
て
『
法
華
経
』）
の
原
典
は
サ
ン
ス
ク

リ
ッ
ト
語
で
あ
り
ま
す
が
、
鳩く

ま

ら
摩
羅
什じ

ゅ
う（

３
４
４
─
４
１
３
年 

現

新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区
ク
チ
ャ
市
出
身
）
の
漢
訳
し
た
も
の
が
、

六
世
紀
、
聖
徳
太
子
の
時
代
に
日
本
に
伝
来
し
ま
し
た
。
そ
の

後
、
太
子
が
法
華
経
の
解
説
書
で
あ
る
『
法ほ

っ
け華

義ぎ

疏し
ょ

』
を
著
し
た

こ
と
や
、
日
本
の
天
台
宗
開
祖
で
あ
る
最
澄
が
法
華
経
の
写
経
を

勧
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
さ
ら
に
、
空
海
も
最
晩
年
に
法

華
経
の
講
釈
に
力
を
入
れ
、
最
後
の
書
物
と
な
っ
た
『
法
華
経

釈
』
を
書
き
残
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
、
国
中
に
広
く
普
及
す

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
時
を
経
て
、
鎌
倉
時
代
の
日
蓮
が
、

１
２
５
３
年
４
月
28
日
、
朝
日
に
向
か
い
「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」

と
題
目
を
唱
え
て
法
華
宗
（
日
蓮
宗
）
を
開
始
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
、
法
華
経
は
い
っ
そ
う
広
く
日
本
中
に
浸
透
し
て
ゆ
く
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

　

『
法
華
経
』
は
28
品ほ

ん

（
も
し
く
は
「
ぼ
ん
」 

章
と
同
意
）
か
ら

な
る
、「
諸
経
の
王
」
と
呼
ば
れ
る
お
経
で
、
そ
の
中
に
は
、
観

音
経
と
し
て
有
名
な
観か

ん

世ぜ

音お
ん

菩ぼ

薩さ
つ

普ふ

門も
ん
ぼ
ん品

、
如に

ょ
ら
い来

寿じ
ゅ
う
り
ょ
う量

品ほ
ん

、
常

じ
ょ
う

不ふ

軽き
ょ
う

菩ぼ

薩さ
つ

品ほ
ん

な
ど
の
品
が
あ
り
、「
三さ

ん
し
ゃ車
火か

宅た
く

」（
譬
喩
品
）、
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「
長

ち
ょ
う
じ
ゃ者

窮ぐ
う

子じ

」（
信し

ん

解げ

品
）、「
衣え

り裏
繋け

い
じ
ゅ珠

」（
五
百
弟
子
受
記
品
）

な
ど
の
、
よ
く
知
ら
れ
た
譬た

と

え
話
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

賢
治
は
、
18
歳
の
時
に
法
華
経
を
読
ん
で
感
動
し
、
そ
の
後
は

折
々
に
日
蓮
の
著
書
に
も
目
を
通
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
、
や
が

て
、
現
役
で
あ
っ
た
田
中
智
学
の
法
華
経
解
釈
や
活
動
に
共
鳴
す

る
よ
う
に
な
り
、
24
歳
で
、
智
学
が
創
始
し
た
「
国
柱
会
」
の

会
員
信
徒
と
な
り
ま
し
た
。
一
時
、
組
織
の
活
動
に
献
身
し
よ
う

と
上
京
し
た
り
も
し
ま
し
た
が
、
結
局
、「
法
華
文
学
ノ
創
作
」

を
自
己
の
本
分
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
、
生
涯
、
会
員

で
在
り
続
け
ま
し
た
が
、
組
織
活
動
か
ら
は
身
を
引
き
、
文
芸
を

通
し
て
、
法
華
経
の
宇
宙
観
・
生
命
観
を
伝
え
よ
う
と
試
み
ま
し

た
。
賢
治
は
実
際
、
童
話
や
詩
の
執
筆
に
よ
っ
て
、
ま
た
更
に
は
、

自
身
の
生
き
方
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
国
柱
会
の
組
織
人
と
し
て
働

い
た
場
合
以
上
に
、
遥
か
に
多
く
の
老
若
男
女
に
、
法
華
経
の
神

髄
を
正
し
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

さ
て
、
賢
治
は
、
日
蓮
宗
の
一
派
で
あ
っ
た
国
柱
会
の
門
徒
と

な
り
ま
し
た
が
、
入
会
直
後
の
頃
は
、
父
の
政
次
郎
や
、
親
友
で

あ
っ
た
保
阪
嘉か

内な
い

や
、
花
巻
農
学
校
で
同
僚
で
あ
っ
た
堀
籠
文ぶ

ん

之の

進し
ん

に
対
し
て
、
時
折
り
、
日
蓮
宗
の
伝
統
で
あ
る
、
強
制
的
に
改

宗
を
迫
る
、「
破は

折
し
ゃ
く

屈く
っ
ぷ
く伏

（
略
し
て
「
折

し
ゃ
く

伏ぶ
く

」）」
と
い
う
よ
う
な

態
度
に
で
た
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
つ

ま
で
も
そ
れ
に
固
執
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
賢
治
の

法
華
経
理
解
が
深
ま
る
に
連
れ
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
の
経
の
中

心
思
想
で
あ
る
万
教
一
元
・
生
命
一
元
の
真
理
に
至
り
、
そ
こ
か

ら
必
然
、
宇
宙
ま
で
広
が
る
博
愛
精
神
が
培
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
山
は
、
ど
の
方
向
か
ら
登
ろ
う
と
も
、

頂
上
に
達
す
れ
ば
、
皆
一
同
に
会
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
頂
上
を

極
め
れ
ば
（
神
髄
を
把
握
す
れ
ば
）、
登
山
口
（
法
門
）
に
拘

こ
だ
わ

る

こ
と
は
な
く
な
り
ま
す
。
賢
治
は
法
華
経
と
い
う
登
山
道
を
登
り

つ
め
て
、
つ
い
に
生
命
の
何
た
る
か
を
知ち

悉し
つ

し
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
以
上
の
こ
と
か
ら
も
、
賢
治
が
最
後
の
最
後
ま
で
法

華
経
の
弘ぐ

法ほ
う

に
固
執
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
、
一
日
蓮
宗

へ
の
勧
誘
と
い
う
よ
う
な
、
狭
い
動
機
か
ら
為
さ
れ
た
も
の
で
な

い
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
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ち
な
み
に
、
法
華
経
を
よ
く
よ
く
読
ん
で
み
れ
ば
、
こ
の
法
門

で
な
け
れ
ば
救
わ
れ
な
い
と
し
て
、
視
野
狭

き
ょ
う

窄さ
く

の
極
み
で
あ
る

他
宗
排
撃
や
折
伏
を
よ
し
と
す
る
よ
う
な
こ
と
は
、
ど
こ
に
も
書

か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。
む
し
ろ
、「
我
、
常
に
衆
生
の
、

道
を
行
じ
、
道
を
行
ぜ
ざ
る
を
知
っ
て
、
度
す
べ
き
所
に
随
っ

て
、
為
に
種
々
の
法
を
説
く
（
常
な
が
ら
、
道
に
適
っ
た
行
い
の

出
来
る
人
も
い
れ
ば
出
来
な
い
人
も
い
る
の
で
、
私
は
、
人
そ
れ

ぞ
れ
済
度
で
き
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
、
種
々
の
教
え
を
説
い
て
い

る
）」（
如
来
寿
量
品
）
と
釈
尊
自
ら
言
明
し
、「
楽ね

が

っ
て
人
及
び

経
典
の
過と

が

を
説
か
ざ
れ
。
亦
、
諸
余
の
法
師
を
軽

き
ょ
う

慢ま
ん

せ
ざ
れ
。
～

但た
だ

大
乗
を
以
っ
て
為
に
解げ

説せ
つ

し
て
、
一
切
種
智
を
得
し
め
よ
（
安

易
に
人
や
教
典
の
過
ち
を
指
摘
し
咎
め
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、

他
宗
派
の
法
師
を
軽
蔑
し
て
は
な
ら
な
い
。
〜
た
だ
、
一
切
の
人

は
等
し
く
如
来
で
あ
る
と
い
う
、
大
乗
の
真
理
だ
け
を
説
い
て
、

悟
り
に
入
ら
し
め
よ
）」（
安
楽
行
品
）
と
戒
め
て
い
る
の
で
あ
り

ま
す
。

　

大
慈
大
悲
の
経
典
で
あ
る
法
華
経
に
し
て
み
れ
ば
、
い
い
迷
惑

で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
法
華
経
の
宗
教
で
あ
る
は
ず
の
日
蓮
宗

が
、
折
伏
と
い
う
強
引
な
布
教
法
と
結
び
つ
い
て
排
他
的
な
印
象

を
持
つ
に
至
っ
た
、
そ
も
そ
も
の
原
因
は
、
法
華
経
の
卓
越
性
に

感
動
し
熱
中
す
る
余
り
、「
真
言
亡
国
、
禅
天
魔
、
念
仏
無
間
、

律
国
賊
」
な
ど
と
言
っ
て
、
独
善
的
に
強
圧
的
に
急
進
的
に
自
宗

の
布
教
を
目
指
し
た
、
日
蓮
の
性
格
と
言
動
に
由
来
し
て
い
る
の

で
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
現
在
の
日
蓮
は
、
自
門
に
拘
ら
な
い
寛

容
な
人
物
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　

ま
た
、「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と
、
法
華
経
に
帰
依
す
る
旨
の
、

「
題
目
」
を
唱
え
る
「
唱
題
」
を
始
め
た
の
も
、
日
蓮
で
あ
り
ま

し
た
。「
声

し
ょ
う

字じ

即
実
相
」
で
あ
り
、
尊
い
名
号
を
唱
え
る
功
徳
は

皆
無
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
如
来
寿
量
品
の
示
す
よ
う
な
実
相
を

会
得
し
、
生
命
の
法
則
・
愛
の
法
則
に
準
拠
し
た
生
活
を
送
ら
な

い
限
り
は
、
た
と
え
数
多
く
唱
題
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
悟
り
の

深
ま
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

で
は
、
賢
治
の
人
生
と
作
品
に
充

じ
ゅ
う

溢い
つ

し
た
法
華
経
の
神
髄
と
は

何
な
の
で
し
ょ
う
か
？  

法
華
経
の
ど
の
品
も
、
必
要
あ
っ
て
挿

入
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
大
切
で
は
あ
り
ま
す
が
、
特
に
重
要
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と
思
わ
れ
る
の
は
、
如
来
寿
量
品
、
常
不
軽
菩
薩
品
、
観
世
音
菩

薩
普
門
品
の
三
品
で
あ
り
ま
す
。
如
来
寿
量
品
に
は
、「
実
相
と

し
て
の
我
と
宇
宙
（
久く

遠お
ん
ほ
ん
ぶ
つ

本
仏
）」
が
記
さ
れ
、
上
述
の
万
教
一

元
・
生
命
一
元
の
真
理
な
ど
が
明
言
さ
れ
て
い
ま
す
。
常
不
軽
菩

薩
品
に
は
、
そ
の
「
実
相
を
顕
現
す
る
生
き
方
（
菩ぼ

薩さ
つ

行
ぎ
ょ
う

道ど
う

）」

が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
観
世
音
菩
薩
普
門
品
に
は
、
人
が

菩
薩
行
に
努
め
る
際
に
伴
う
、「
法
則
的
加
護
の
働
き
」
が
記
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

如
来
寿
量
品
は
、
釈
尊
（
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ル
タ
）
が
、

時
空
や
生
死
を
超
越
し
た
、
万
物
と
一
体
の
、
本
仏
（Buddha 

： 

霊
我
・
神
我
・
真
我
・
大
我
・
実
相
我
）
と
し
て
の
最
高
境
地

を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、「
実

相
に
お
い
て
は
、
私
自
身
が
久
遠
不
滅
の
仏
（
神
）
で
あ
り
、
完

全
円
満
・
永
遠
無
限
の
存
在
で
あ
る
。
森
羅
万
象
の
一
切
は
、
仏

（
神
）
で
あ
る
私
の
生
命
・
慈
悲
（
愛
）
の
顕
現
な
の
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
法
華
経
に
記
さ
れ
た
ゴ
ー
タ

マ
仏
陀
に
限
ら
ず
、
真
の
求
道
者
で
あ
る
な
ら
必
ず
最
終
的
に
行

き
着
く
と
こ
ろ
の
、
究
極
的
な
神
人
合
一
境
で
あ
っ
て
、
こ
の
心

境
を
会
得
す
る
こ
と
が
無
上
の
悟
り
（
無
上
等
正
覚
）
で
あ
り
、

こ
の
悟
り
を
生
き
る
こ
と
が
究
極
の
仏
道
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
イ
エ
ス
が
「
父
と
わ
た
し
と
は
一
つ
で
あ
る
」「
ア
ブ
ラ
ハ

ム
が
生
ま
れ
る
前
か
ら
、
わ
た
し
は
い
る
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ

た
時
の
、
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
境
地
と
、
同
じ
こ
と
を
述
べ
た
も

の
で
あ
り
、
ゴ
ー
タ
マ
や
イ
エ
ス
同
様
、
私
た
ち
一
人
一
人
が
、

こ
の
心
境
へ
と
進
化
し
て
ゆ
く
べ
き
も
の
な
の
で
あ
り
ま
す
。

ブ
ッ
ダ
（
覚
醒
し
た
者
）
も
キ
リ
ス
ト
（
油
注
が
れ
た
者
）
も
、

個
人
の
名
前
で
は
な
く
、「
覚
者
（
実
相
の
体
現
者
）」
を
表
す
尊

称
で
あ
っ
て
、
人
は
誰
で
も
、
魂
の
う
ち
に
、
仏
性
・
キ
リ
ス
ト

性
と
い
う
、覚
者
へ
と
成
長
し
得
る
霊
的
種
子
を
宿
し
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
賢
治
も
感
動
し
度
々
瞑
想
し
た
と
思
わ
れ
る
如
来
寿
量

品
の
文
言
は
、
次
の
部
分
で
あ
り
ま
す
。「
衆し

ゅ

生じ
ょ
う

劫こ
う

尽
き
て
、
大

火
に
焼
か
る
る
と
見
る
時
も
、
我
が
此
の
土
は
安あ

ん
の
ん穏

に
し
て
、
天

人
常
に
充
満
せ
り
。
園お

ん
り
ん林
諸も

ろ
も
ろの
堂
閣
、
種
々
の
宝
を
も
っ
て
荘

し
ょ
う
ご
ん厳

し
、
宝ほ

う
じ
ゅ樹
華け

か果
多
く
し
て
、
衆
生
の
遊ゆ

楽ら
く

す
る
所
な
り
。
諸
天
天て

ん
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鼓く

を
撃
ち
て
、
常
に
衆

も
ろ
も
ろの
妓ぎ

楽が
く

を
作な

し
、
曼ま

ん

陀だ

ら

け
羅
華
を
雨あ

め
ふ
ら
し
て

仏ほ
と
け

及
び
大た

い
し
ゅ衆
に
散
ず
。
我
が
浄
土
は
毀や

ぶ

れ
ざ
る
に
、
而し

か

も
衆
は

焼
け
尽
き
て
憂う

ふ怖
諸
の
苦
悩
、
是か

く

の
如
き
悉

こ
と
ご
とく
充
満
せ
り
と
見

る
。
是こ

の
諸
の
罪
の
衆
生
は
悪
業
の
因
縁
を
以
て
、
阿あ

僧そ
う

祇ぎ

劫こ
う

を

過
ぐ
れ
ど
も　

三
宝
の
名
を
聞
か
ず
。
諸
の
有あ

ら

ゆ
る
功
徳
を
修
し

柔
和
質し

つ
じ
き直
な
る
者
は
、
則
ち
皆
我
が
身
、
此こ

こ

に
あ
っ
て
法
を
説
く

と
見
る
。（
人
々
が
、
こ
の
世
が
終
わ
り
を
迎
え
種
々
の
大
災
害

が
起
こ
る
、
と
思
っ
て
い
る
と
き
で
も
、
私
の
国
土
は
安
ら
か

で
、
い
つ
も
天
人
が
満
ち
て
い
る
。
花
園
や
宮
殿
は
、
種
々
の

宝
石
で
飾
ら
れ
、
美
し
い
花
や
お
い
し
い
果
実
を
つ
け
た
多
く
の

木
々
が
あ
り
、
人
々
は
そ
れ
ら
を
楽
し
ん
で
い
る
。
天
人
た
ち
は

天
の
楽
器
を
鳴
ら
し
、
常
に
種
々
の
音
楽
を
演
奏
し
、
マ
ン
ダ

ラ
の
花
が
、
仏
や
人
々
の
上
に
降
り
注
い
で
い
る
。
私
の
国
土
は

不
滅
で
あ
る
の
に
、
人
々
は
こ
の
国
土
の
終
わ
り
が
迫
っ
て
、
あ

ら
ゆ
る
苦
し
み
や
悩
み
に
溢
れ
て
い
る
と
錯
覚
し
て
い
る
。
罪
を

重
ね
て
き
た
人
々
は
、
悪
い
行
為
の
結
果
、
ど
ん
な
に
長
い
時
が

過
ぎ
て
も
、
仏
・
法
・
僧
の
名
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
善

い
行
為
を
な
し
、
心
が
柔
和
で
素
直
な
人
々
は
、
皆
、
私
が
こ
こ

で
、
説
法
し
つ
つ
あ
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
）」。

　

こ
れ
が
、
宇
宙
の
実
相
、
生
命
の
実
相
で
あ
り
ま
す
。
実
相
世

界
は
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
の
和
楽
し
た
世
界
で
あ
っ
て
、
そ

こ
に
は
、
如
何
な
る
災
害
も
病
も
欠
乏
も
不
調
和
も
流
血
も
存
在

し
ま
せ
ん
。
食
物
と
し
て
あ
る
の
は
果
物
だ
け
で
、
あ
ら
ゆ
る
衆

生
が
、
澄
み
切
っ
た
明
る
い
和
や
か
な
光
の
中
で
、
讃
歎
感
謝
の

心
で
慈
し
み
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
未
来
の
理
想

で
は
な
く
、
実
相
世
界
に
今
、
現げ

ん

成じ
ょ
うし

て
い
る
状
態
な
の
で
す
。

こ
の
現
前
成
就
し
て
い
る
和
楽
の
世
界
を
見
る
こ
と
能あ

た

わ
ず
、
こ

れ
を
現
実
化
出
来
な
い
の
は
、
人
が
殺
生
・
搾
取
を
繰
り
返
し
て

い
る
た
め
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
文
言
の
終
わ
り
の
方
に
「
罪
を
重
ね
て
き
た
人
々
は
、
悪

い
行
為
の
結
果
、
ど
ん
な
長
い
時
が
過
ぎ
て
も
、
三
宝
（
仏
・

法
・
僧
）
の
名
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
善
い
行
為
を
な

し
、
心
が
柔
和
で
素
直
な
人
々
は
、
皆
、
私
が
こ
こ
で
、
説
法
し

つ
つ
あ
る
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

は
、
人
が
仏
（
覚
者
）・
法
（
そ
の
教
え
）・
僧
（
そ
の
仲
間
）
に




