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授

実
業

践
報
告

一
　
は
じ
め
に

日
本
人
は
、
さ
く
ら
を
ど
の
よ
う
に
愛
で
て
き
た
の
か
。
生
徒
が
よ
く
知
っ

て
い
る
、
さ
く
ら
の
ヒ
ッ
ト
曲
を
手
が
か
り
に
、
古
来
よ
り
詠
ま
れ
た
和
歌
を

資
料
と
し
て
、
さ
く
ら
に
対
す
る
日
本
人
の
心
情
を
探
る
の
が
、
こ
の
授
業
の

ね
ら
い
で
あ
る
。「
さ
く
ら
の
散
り
ゆ
く
」
よ
う
す
が
、「
無
常
観
」
や
「
も
の

の
あ
は
れ
」
を
は
じ
め
、
日
本
人
の
鋭
い
感
性
を
育
ん
で
き
た
こ
と
を
学
び
、

さ
く
ら
は
日
本
的
な
心
の
あ
り
よ
う
を
表
現
し
、
日
本
を
象
徴
す
る
花
で
あ
る

こ
と
を
学
習
す
る
。

学
習
指
導
要
領
の
公
民
科
の
「
倫
理
」
で
は
、
学
習
内
容
の
一
つ
に
「
国
際

社
会
に
生
き
る
日
本
人
の
自
覚
」
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
お

も
に
①
日
本
の
伝
統
と
文
化
や
日
本
人
と
し
て
の
も
の
の
考
え
方
の
特
質
を
理

解
さ
せ
る
こ
と
、
②
国
際
社
会
に
生
き
る
主
体
性
の
あ
る
日
本
人
と
し
て
の
在

り
方
や
生
き
方
に
つ
い
て
思
索
を
深
め
さ
せ
る
こ
と
、
こ
の
二
点
を
学
習
の
目

的
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
教
科
書
や
資
料
集
な
ど
で
は
、「
無
常
観
」

や
「
も
の
の
あ
は
れ
」
な
ど
の
日
本
的
な
美
意
識
が
重
要
な
学
習
内
容
の
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
今
回
の
授
業
実
践
は
、
こ
れ
に
対
応
す
る
も

の
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

以
下
の
授
業
の
展
開
で
は
、
実
際
の
授
業
の
雰
囲
気
を
再
現
す
る
形
で
報
告

す
る
。
●
が
教
師
、
◯
が
生
徒
の
発
言
で
あ
る
。
ま
た
【
問
題
一
〜
四
】
お
よ

び
【
資
料
一
〜
三
】、【
授
業
の
感
想
】
は
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
用
意
し
て
、
授
業

中
に
生
徒
に
記
入
さ
せ
た
。

二
　
授
業
の
展
開

（
一
）
授
業
の
テ
ー
マ
は
？
（
導
入
）

●
今
日
は
、
新
学
期
に
ふ
さ
わ
し
い
授
業
で
す
。
ま
ず
、
今
日
の
テ
ー
マ
を
当

て
て
み
て
く
だ
さ
い
。
次
の
［　

］
の
な
か
に
入
る
言
葉
は
、
何
で
し
ょ
う
か

（
次
の
和
歌
を
板
書
す
る
）。

　

世
の
な
か
に
絶
え
て
［　

］
の
な
か
り
せ
ば

　

春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し

�

（『
古
今
集
』
五
三
）　
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こ
れ
は
『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
と
し
て
有
名
な
在
原
業
平
の
歌
で
す
。
世

の
中
に
、
こ
れ
が
な
か
っ
た
ら
、
春
は
さ
ぞ
か
し
の
ど
か
に
過
ご
す
こ
と
が
で

き
る
だ
ろ
う
に
、
と
い
う
意
味
で
す
。
何
が
な
か
っ
た
ら
、
春
は
の
ど
か
な
の
で

し
ょ
う
。
の
ど
か
で
い
ら
れ
な
い
ほ
ど
心
を
騒
が
す
も
の
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

○
わ
か
な
ら
な
い
…
。

●
ヒ
ン
ト
を
言
い
ま
し
ょ
う
。
次
キ
ー
ワ
ー
ド
か
ら
連
想
さ
れ
る
言
葉
が
［　

］

の
答
え
で
す
。（
次
の
語
句
を
一
つ
ず
つ
生
徒
に
提
示
す
る
。
①
遠
山
の
金
さ

ん　

②
上
野
公
園
・
靖
国
神
社　

③
森
山
直
太
朗
・
ケ
ツ
メ
イ
シ
の
歌　

④
入

学
式
・
新
入
生
な
ど
。）

○
あ
っ
、
わ
か
っ
た
。
さ
く
ら
だ
。

●
そ
う
。
正
解
で
す
。

　

み
な
さ
ん
は
、
さ
く
ら
か
ら
ど
の
よ
う
な
連
想
を
し
ま
す
か
。
今
日
は
、
わ

た
し
た
ち
日
本
人
が
、
さ
く
ら
を
ど
の
よ
う
な
想
い
で
見
て
き
た
の
か
、
そ
し

て
、
さ
く
ら
は
日
本
人
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
存
在
な
の
か
、
み
な
さ
ん
と
い

っ
し
ょ
に
探
っ
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

（
二
）
現
代
人
の
さ
く
ら
の
イ
メ
ー
ジ

●
ま
ず
、
現
代
の
私
た
ち
の
場
合
。
近
年
見
ら
れ
る
「
さ
く
ら
」
に
関
す
る
ヒ

ッ
ト
曲
か
ら
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
み
ん
な
の
知
っ
て
い
る
曲
で
「
桜
・
さ
く

ら
」
の
つ
く
も
の
に
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

○
コ
ブ
ク
ロ
の
さ
く
ら

○
さ
く
ら
（
森
山
直
太
朗
）・
サ
ク
ラ
ド
ロ
ッ
プ
ス
（
宇
多
田
ヒ
カ
ル
）・
サ
ク

ラ
咲
ケ
（
嵐
）・
桜
坂
（
福
山
雅
治
）
な
ど
（
以
上
が
、
生
徒
の
あ
げ
た
「
さ

く
ら
」
の
曲
）。

●
こ
う
し
て
あ
げ
て
い
く
と
、
意
外
に
「
さ
く
ら
」
の
曲
は
、
い
っ
ぱ
い
あ
り

ま
す
ね
。
し
か
も
誰
も
が
知
っ
て
い
る
大
ヒ
ッ
ト
曲
で
す
。
実
は
こ
れ
ら
の
曲

の
歌
詞
を
読
ん
で
み
て
、
面
白
い
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
す
。

【
問
題
一
】　

次
の
ヒ
ッ
ト
曲
（
抜
粋
）
は
、
さ
く
ら
の
ど
の
よ
う
な
様
子
を
歌

っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
共
通
し
て
言
え
る
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

①
さ
く
ら
（
森
山
直
太
朗
）　

　
「
さ
く
ら　

さ
く
ら　

今
咲
き
誇
る　

刹
那
に
散
り
ゆ
く
運
命
と
知
っ
て
」　

「
さ
く
ら　

た
だ
舞
い
落
ち
る　

い
つ
か
生
ま
れ
変
わ
る
瞬
間
を
信
じ
」

②
さ
く
ら
（
ケ
ツ
メ
イ
シ
）

　
「
さ
く
ら
舞
い
散
る
中
に
忘
れ
た
記
憶
と　

君
の
声
が
戻
っ
て
く
る
」

　
「
花
び
ら
舞
い
散
る�

記
憶
舞
い
戻
る
」

③
桜
（
コ
ブ
ク
ロ
）

　
「
桜
の
花
び
ら
散
る
た
び
に　

届
か
ぬ
思
い
が
ま
た
一
つ
」

④
Ｓ
Ａ
Ｋ
Ｕ
Ｒ
Ａ
（
い
き
も
の
が
か
り
）

　
「
さ
く
ら　

ひ
ら
ひ
ら
舞
い
降
り
て
落
ち
て　

揺
れ
る
想
い
の
た
け
を
抱
き

し
め
た
」
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○
さ
く
ら
が
舞
っ
て
い
る
？�

散
っ
て
い
る
？

●
そ
う
、
そ
の
と
お
り
。
歌
詞
の
内
容
か
ら
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
は
、
い
ず

れ
も
、
さ
く
ら
が
散
り
ゆ
く
情
景
を
描
写
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
友
人
や
恋
人

と
の
出
会
い
や
別
れ
、
せ
つ
な
く
美
し
い
思
い
出
な
ど
、
想
い
は
い
ろ
い
ろ
だ

け
れ
ど
、
す
べ
て
さ
く
ら
の
散
る
様
子
に
託
し
て
う
た
っ
て
い
る
の
で
す
。
咲

き
は
じ
め
や
満
開
で
は
な
く
、
何
故
、
さ
く
ら
の
散
り
ゆ
く
さ
ま
に
、
そ
の
心

情
を
こ
め
る
の
で
し
ょ
う
か
。

（
三
）「
さ
く
ら
の
散
り
ゆ
く
」
よ
う
す
を
ど
の
よ
う
に
見
た
の
か

　

わ
た
し
た
ち
日
本
人
が
、
散
り
ゆ
く
さ
く
ら
に
魅
了
さ
れ
、
想
い
を
込
め
る

の
は
、
歴
史
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
こ
で
、
私
た

ち
の
先
人
が
、「
さ
く
ら
の
散
り
ゆ
く
」
よ
う
す
か
ら
、
何
を
表
現
し
て
き
た

の
か
、
和
歌
な
ど
か
ら
分
析
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

【
問
題
二
】
つ
ぎ
の
和
歌
の
〔　

〕
に
入
る
言
葉
は
何
で
し
ょ
う
か
。
さ
く
ら

が
咲
い
て
は
散
っ
て
い
く
様
子
に
、
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
は
こ
れ
以
外

に
な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。（
あ
）
〜
（
え
）
の
う
ち
、
こ
れ
と
思
う
も
の
を

選
ん
で
く
だ
さ
い
。

　
〔　
　

〕
を
ほ
か
に
も
い
は
じ
桜
花　

　

咲
き
て
は
散
り
ぬ
あ
は
れ
世
の
中

�

（
藤
原
実
定
『
新
古
今
集
』）　

　
（
あ
）
か
な
し
さ

　
（
い
）
せ
つ
な
さ

　
（
う
）
は
か
な
さ

　
（
え
）
う
れ
し
さ

○
「
せ
つ
な
さ
」
か
、「
は
か
な
さ
」
だ
と
思
う
。

○
「
う
れ
し
さ
」
は
な
い
と
思
う
。

●
な
か
な
か
い
い
。
日
本
的
な
感
性
だ
と
思
い
ま
す
よ
。
正
解
は
（
う
）「
は

か
な
さ
」
で
す
。
こ
れ
は
、
貴
族
か
ら
武
士
の
世
に
か
わ
り
、
時
代
の
移
ろ
い

を
嘆
く
、
大
徳
寺
左
大
臣
、
藤
原
実
定
の
歌
で
す
。

　

今
を
盛
り
と
咲
き
誇
る
満
開
の
さ
く
ら
が
散
っ
て
い
く
よ
う
す
に
、
諸
行
無

常
・
盛
者
必
衰
な
ど
の
仏
教
的
な
「
無
常
観
」
を
感
じ
て
い
ま
す
。
こ
の
世
は

絶
え
ず
移
り
か
わ
る
世
界
で
、
人
の
一
生
も
は
か
な
く
む
な
し
い
。
こ
の
「
無

常
観
」
は
、
や
が
て
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
日
本
人
的
な
、
独
特
の
情
緒

に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
は
、
人
間

の
は
か
な
さ
や
悠
久
の
自
然
の
中
で
、
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
を
美
し
い
と
感
じ
る

感
性
を
い
い
ま
す
。
散
り
ゆ
く
さ
く
ら
が
美
し
い
と
思
う
の
は
、
ま
さ
に
こ
れ

に
あ
た
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

●
こ
の
よ
う
な
感
性
か
ら
、
さ
く
ら
を
最
も
愛
し
た
歴
史
上
の
人
物
、
さ
く
ら

を
詠
ん
だ
歌
人
と
い
え
ば
、
西
行
法
師
の
名
が
あ
が
る
で
し
ょ
う
。
西
行
は
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『
山
家
集
』
の
な
か
で
、
さ
く
ら
の
和
歌
を
１
４
０
首
も
詠
ん
で
い
ま
す
。
そ

こ
で
西
行
に
関
し
て
、
次
の
問
題
で
す
。

【
問
題
三
】　

西
行
は
『
山
家
集
』
に
載
る
あ
る
和
歌
で
、「
願
は
く
ば
」
と
詠

ん
で
、
さ
く
ら
の
花
の
下
で
「
あ
る
こ
と
」
を
叶
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
「
あ
る
こ
と
」
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。

　
（
あ
）
酒
が
の
み
た
い　

　
（
い
）
踊
り
た
い

　
（
う
）
死
に
た
い　
　
　

　
（
え
）
眠
り
た
い

○
（
あ
）
だ
っ
た
ら
、
お
花
見
に
な
る
ね
。

○
（
う
）
か
な
。
た
し
か
桜
の
下
に
死
体
が
埋
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
を
、
何

か
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

●
よ
く
知
っ
て
い
る
ね
。
そ
う
い
う
小
説
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
和
歌
は
、
西
行

が
、
と
て
も
さ
く
ら
に
憧
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
と
し
て
よ
く
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
正
解
は
（
う
）。

　
「
ね
が
は
く
は
花
の
下
に
て
春
死
な
ん　

そ
の
き
さ
ら
ぎ
の
望
月
の
こ
ろ
」。

実
際
に
、
こ
の
歌
の
通
り
、
西
行
は
さ
く
ら
の
季
節
満
月
の
も
と
で
生
涯
を
閉

じ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
西
行
は
さ
く
ら
と
の
一
体
化
を
望
む
ほ
ど
、
そ
の
美

し
さ
・
は
か
な
さ
「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
の
め
り
込
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

●
散
り
ゆ
く
さ
く
ら
を
美
し
い
と
思
う
気
持
ち
、
い
わ
ゆ
る
「
も
の
の
あ
は

れ
」
と
い
う
情
緒
は
、
日
本
人
が
と
り
わ
け
鋭
い
と
指
摘
す
る
の
が
、
藤
原
正

彦
氏
で
す
。

　

藤
原
氏
は
「
情
緒
と
形
の
国
、
日
本
」（『
国
家
の
品
格
』）
と
エ
ッ
セ
イ
の

な
か
で
、
す
ぐ
れ
た
日
本
人
の
感
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す
。
資
料
を
一
読

し
て
く
だ
さ
い
。

【
資
料
一
】

　

悠
久
の
自
然
と
儚
い
人
生
と
の
対
比
の
中
に
美
を
発
見
す
る
感
性
、
こ
の
よ

う
な
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
感
性
は
、
日
本
人
が
と
り
わ
け
鋭
い
。
…
（
中

略
）
…

　

こ
の
一
例
が
桜
の
花
に
対
す
る
も
の
で
す
。
桜
の
花
は
ご
存
知
の
よ
う
に
本

当
に
綺
麗
な
の
は
た
っ
た
の
三
、
四
日
で
す
。
し
か
も
、
そ
の
時
を
じ
っ
と
狙

っ
て
い
た
か
の
よ
う
に
、
毎
年
風
や
嵐
が
吹
き
ま
く
る
。
そ
れ
で
「
ア
ア
ア
」

と
思
っ
て
い
る
う
ち
に
散
っ
て
し
ま
う
。
日
本
人
は
た
っ
た
三
、
四
日
の
美
し

さ
の
た
め
に
、
あ
の
木
偶
の
棒
の
よ
う
な
木
を
日
本
中
に
植
え
て
い
る
の
で

す
。

　

桜
の
木
な
ん
て
、
毛
虫
は
つ
き
や
す
い
し
、
む
や
み
に
太
い
う
え
に
ね
じ
れ

て
い
て
、
肌
は
が
さ
が
さ
し
て
い
る
し
、
花
で
も
咲
か
な
け
れ
ば
引
っ
こ
抜
き

た
く
な
る
木
で
す
。
し
か
し
、
日
本
人
は
桜
の
花
が
咲
く
こ
の
三
、
四
日
に
無

上
の
価
値
を
置
く
。
た
っ
た
三
、
四
日
に
命
を
か
け
て
潔
く
散
っ
て
い
く
桜

に
、
人
生
を
投
影
し
、
そ
こ
に
他
の
花
と
は
別
格
の
美
し
さ
を
見
出
し
て
い
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る
。
だ
か
ら
こ
そ
桜
を
こ
と
の
ほ
か
大
事
に
し
、「
花
は
桜
木
、
人
は
武
士
」

と
ま
で
持
ち
上
げ
、
つ
い
に
は
国
花
に
ま
で
し
た
の
で
す
。（
中
略
）

　

ア
メ
リ
カ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ポ
ト
マ
ッ
ク
川
沿
い
に
も
、
荒
川
堤
か
ら
持
っ

て
行
っ
た
美
し
い
桜
が
咲
き
ま
す
。
日
本
の
桜
よ
り
美
し
い
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
そ
れ
は
、「
オ
ー
ワ
ン
ダ
フ
ル
」「
オ
ー
ビ
ュ
ー

テ
ィ
フ
ル
」
と
眺
め
る
対
象
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
に
儚
い
人
生
を
投
影
し
つ

つ
、
美
し
さ
に
長
嘆
息
す
る
よ
う
な
ヒ
マ
人
は
い
ま
せ
ん
。

　
●
日
本
人
の
さ
く
ら
に
対
す
る
気
持
ち
が
、
面
白
い
語
り
口
で
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
（
生
徒
に
は
傍
線
部
に
注
目
さ
せ
る
）。
朽
ち
ゆ
く
も
の
・
枯
れ

ゆ
く
も
の
・
滅
び
ゆ
く
も
の
に
、
美
し
さ
を
感
じ
る
心
は
、
欧
米
人
に
は
、
な

か
な
か
理
解
し
て
も
ら
え
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

（
四
）
さ
く
ら
の
イ
メ
ー
ジ
　
日
本
人
の
心

●
藤
原
氏
が
説
く
よ
う
に
、
私
た
ち
の
先
人
は
、
さ
く
ら
を
「
国
花
」
と
考
え

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
さ
く
ら
は
、
日
本
を
象
徴
す
る
花
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

【
問
題
四
】　

次
の
歌
は
国
学
者
本
居
宣
長
の
詠
ん
だ
も
の
。〔　

〕
に
入
る
言

葉
を
考
え
ま
し
ょ
う
。
宣
長
は
、
何
を
た
と
え
て
「
朝
日
に
に
ほ
ふ
山
桜
花
」

と
言
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

敷
島
の
〔　
　

〕
を
人
と
は
ば　

　
　
　
　
　
　

朝
日
に
に
ほ
ふ　

山
桜
花

◯
「
朝
日
」
っ
て
あ
る
か
ら
、
日
出
ず
る
国
の
よ
う
な
感
じ
か
な
。

◯
要
は
、
日
本
の
心
み
た
い
な
言
葉
じ
ゃ
な
い
の
？

◯
大
和
魂
み
た
い
な
。

●
そ
う
で
す
ね
。
答
え
は
、
ズ
バ
リ
「
大
和
心
」
で
す
。
大
和
心
と
は
日
本
人

の
心
と
い
う
こ
と
。
そ
の
心
は
、
清
々
し
い
「
朝
日
に
に
ほ
ふ
山
桜
花
」
で
あ

る
と
詠
ん
で
い
る
わ
け
で
す
。

　

本
居
宣
長
の
思
想
は
、
幕
末
・
明
治
維
新
前
後
か
ら
、
日
本
人
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
に
大
き
な
影
響
を
与
え
、
宣
長
の
こ
の
歌
に
よ
っ
て
「
桜
＝
国
花
」
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
い
ま
す
。

　

明
治
時
代
に
な
る
と
、
桜
の
な
か
で
も
、
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
（
染
井
吉
野
、
江

戸
末
期
の
新
種
）
が
人
気
を
呼
び
、
城
跡
や
公
園
・
堤
防
や
学
校
に
盛
ん
に
植

栽
さ
れ
、
さ
く
ら
の
イ
メ
ー
ジ
が
日
本
人
の
間
に
普
及
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。

●
そ
れ
で
は
、
本
居
宣
長
が
、
さ
く
ら
に
喩
え
た
「
大
和
心
」（
日
本
人
の
心
）

と
は
、
何
を
表
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　

次
の
資
料
に
あ
げ
た
新
渡
戸
稲
造
の
『
武
士
道
』（
奈
良
本
辰
也
訳
）
を
読

ん
で
い
き
ま
し
ょ
う
。

【
資
料
二
】

　

サ
ク
ラ
は
、
私
た
ち
日
本
人
が
古
来
か
ら
最
も
愛
し
た
花
で
あ
る
。
そ
し
て
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わ
が
国
民
性
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
宣
長
が
用
い
た
「
朝
日
に
に
ほ
ふ
山
ざ
く
ら

ば
な
」
と
い
う
下
の
句
に
特
に
注
目
さ
れ
た
い
。

　

大
和
魂
と
は
、
ひ
弱
な
人
工
栽
培
の
植
物
で
は
な
い
。
自
然
に
生
じ
た
、
と

い
う
意
味
で
は
野
生
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
の
風
土
に
固
有
の
も
の
で

あ
る
。
そ
の
性
質
の
あ
る
も
の
は
偶
然
、
他
の
国
土
の
花
と
同
じ
よ
う
な
性
質

を
有
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
本
質
に
お
い
て
、
こ
れ
は
日
本
の
風

土
固
有
に
発
生
し
た
自
然
の
所
産
で
あ
る
。

　

ま
た
私
た
ち
日
本
人
の
サ
ク
ラ
を
好
む
心
情
は
、
そ
れ
が
わ
が
国
固
有
の
産

物
で
あ
る
、
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
で
な
い
。
サ
ク
ラ
の
花
の
美
し
さ
に
は

気
品
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
優
雅
で
あ
る
こ
と
が
、
他
の
ど
の
花
よ
り

も
「
私
た
ち
日
本
人
」
の
美
的
感
覚
に
訴
え
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
人
と
、
バ
ラ
の
花
を
愛
で
る
心
情
を
わ
か
ち
あ
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
バ

ラ
に
は
桜
花
の
も
つ
純
真
さ
が
欠
け
て
い
る
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
バ
ラ
は
そ

の
甘
美
さ
の
陰
に
と
げ
を
隠
し
て
い
る
。
バ
ラ
の
花
い
つ
と
な
く
散
り
果
て
る

よ
り
も
、
枝
に
つ
い
た
ま
ま
朽
ち
果
て
る
こ
と
を
好
む
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ

の
生
へ
の
執
着
は
死
を
厭
い
、
恐
れ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
し
か
も
こ
の
花

に
は
あ
で
や
か
な
色
合
い
や
、
濃
厚
な
香
り
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
日
本

の
サ
ク
ラ
に
は
な
い
特
性
で
あ
る
。

　

私
た
ち
日
本
の
花
、
サ
ク
ラ
は
、
そ
の
美
し
い
粧
い
の
下
に
と
げ
や
毒
を
隠

し
も
っ
て
は
い
な
い
。
自
然
の
お
も
む
く
ま
ま
に
、
い
つ
で
も
そ
の
生
命
を
棄

て
る
用
意
が
あ
る
。
そ
の
色
合
い
は
決
し
て
華
美
と
は
い
い
が
た
く
、
そ
の
淡

い
香
り
に
は
飽
き
る
こ
と
が
な
い
。

　
（
中
略
）

太
陽
は
東
方
か
ら
昇
り
、
ま
ず
最
初
に
極
東
の
こ
の
列
島
に
光
を
注
ぐ
。
そ
し

て
サ
ク
ラ
の
芳
香
が
朝
の
空
気
を
い
き
い
き
と
さ
せ
る
。
こ
の
と
き
、
こ
の
う

る
わ
し
い
息
吹
き
を
胸
一
杯
に
吸
う
こ
と
ほ
ど
、
気
分
を
清
澄
、
爽
快
に
す
る

も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

●
新
渡
戸
は
、
日
本
の
武
士
道
を
世
界
に
紹
介
す
る
た
め
に
、
英
文
で
こ
の
本

を
書
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、「
武
士
道
」
と
い
う
日
本
人
の
精
神
を
、
さ
く

ら
に
た
と
え
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
さ
く
ら
の
ぱ
っ
と
咲
い
て
、
ぱ
っ
と
散
る

さ
ま
に
、
日
本
人
の
高
潔
さ
・
い
さ
ぎ
よ
さ
と
い
う
美
徳
を
見
出
し
て
い
る
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
（
生
徒
に
は
傍
線
部
を
注
目
さ
せ
る
）。

●
こ
の
さ
く
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
日
本
人
の
美
徳
を
示
す
も
の
と
し
て
、
近
代

の
日
本
人
の
あ
る
べ
き
姿
と
し
て
、
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
と

り
わ
け
、
軍
人
の
あ
い
だ
で
は
、「
同
期
の
桜
」
を
は
じ
め
、
軍
歌
な
ど
に
も

盛
ん
に
さ
く
ら
が
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。
兵
隊
さ
ん
た
ち
は
、
は
か
な
く
散
り

ゆ
く
さ
く
ら
に
自
分
自
身
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
の
で
す
。

【
資
料
三
】

　

①
い
ざ
さ
ら
ば
我
は
御
国
の
山
桜　

　
　
　
　
　

母
の
御
元
に
か
え
り
咲
か
な
む�

（
海
軍
中
尉
、
緒
方
襄
）

　

②
散
る
花
の
い
さ
ぎ
よ
き
を
ば
め
で
つ
つ
も

　
　
　
　
　

母
の
こ
こ
ろ
は
か
な
し
か
り
け
り�

（
緒
方
襄
の
母
）
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③
蕾
に
て
散
る
も
又
よ
し　

桜
木
の

　
　
　

根
の
た
ゆ
こ
と
の
な
き
を
思
へ
は�

（
海
軍
少
尉
、
滝
沢
光
雄
）

●
①
の
緒
方
中
尉
は
、
関
西
大
学
在
学
中
に
学
徒
出
陣
し
、
パ
イ
ロ
ッ
ト
に
な

り
、
志
願
し
て
神
風
特
別
攻
撃
隊
の
桜
花
隊
に
入
隊
し
ま
し
た
。
こ
の
歌
で
息

子
の
思
い
を
知
っ
た
母
、
三
和
代
さ
ん
が
②
の
歌
を
詠
み
ま
し
た
。
中
尉
の
歌

に
は
、
祖
国
日
本
の
た
め
に
命
を
捧
げ
る
高
潔
さ
・
い
さ
ぎ
よ
さ
が
、
散
り
ゆ

く
さ
く
ら
に
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
ま
た
、
③
の
滝
沢
少
尉
（
当
時
は
一
飛
曹
）
は
飛
行
予
科
練
習
生
に
志
願

し
、
昭
和
十
九
年
、
第
一
神
風
特
別
攻
撃
隊
山
桜
隊
の
隊
員
と
し
て
レ
イ
テ
湾

に
て
戦
死
を
遂
げ
ま
し
た
。
桜
の
木
の
根
が
絶
え
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
自
分

は
蕾
の
ま
ま
で
も
よ
い
、
と
歌
っ
た
滝
沢
少
尉
は
、
当
時
何
歳
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
か
。
実
は
、
み
な
さ
ん
と
ほ
ぼ
同
じ
十
八
歳
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

（
五
）
日
本
人
に
と
っ
て
「
さ
く
ら
」
と
は
？
〈
ま
と
め
〉

●
今
日
は
、
わ
た
し
た
ち
の
先
人
た
ち
が
残
し
て
き
た
和
歌
を
手
が
か
り
に
、

日
本
人
の
さ
く
ら
へ
の
想
い
を
考
え
て
き
ま
し
た
。
や
は
り
、
わ
た
し
た
ち
に

と
っ
て
「
花
」
と
は
、
梅
（
奈
良
時
代
こ
ろ
ま
で
は
大
陸
の
影
響
で
「
花
」
と

い
え
ば
梅
だ
っ
た
）
で
も
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
で
も
、
バ
ラ
で
も
な
く
、「
さ
く

ら
」
な
の
だ
な
と
い
う
実
感
が
湧
い
て
き
ま
せ
ん
か
。

　

歴
史
的
に
見
て
い
く
と
、
日
本
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
心
情
を
、
さ
く

ら
に
託
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
そ
し
て
「
さ
く
ら
の
散
り
ゆ

く
さ
ま
」
は
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
い
う
日
本
人
の
独
特
の
情
緒
を
あ
ら
わ

し
、
や
が
て
日
本
人
の
心
と
な
っ
て
、
と
り
わ
け
高
潔
さ
・
い
さ
ぎ
よ
さ
を
表

現
し
て
き
ま
し
た
。

　

ま
さ
に
、
さ
く
ら
は
私
た
ち
日
本
人
を
代
表
す
る
、
日
本
を
象
徴
す
る
花
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
時
を
経
て
日
本
人
が
ず
っ
と
受
け
継
い
で
き

た
、
さ
く
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
現
代
の
ヒ
ッ
ト
曲
の
な
か
に
も
通
じ
る
も
の
が

あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

三
　
生
徒
の
お
も
な
感
想

　

最
後
に
、
生
徒
が
授
業
の
終
わ
り
に
書
い
た
、
お
も
な
感
想
を
あ
げ
て
、
授

業
報
告
を
終
え
た
い
。

○
桜
は
ぼ
く
の
大
好
き
な
花
で
す
。
日
本
人
に
ふ
さ
わ
し
い
花
だ
と
思
い
ま

す
。
派
手
す
ぎ
ず
、
そ
し
て
早
い
う
ち
に
散
っ
て
し
ま
う
、
い
さ
ぎ
よ
さ
が
ぴ

っ
た
り
で
す
。
小
学
校
の
と
き
に
桜
の
詩
を
書
い
て
先
生
に
す
ご
く
ほ
め
ら
れ

た
こ
と
が
今
で
も
心
に
残
る
さ
く
ら
の
思
い
出
で
す
。

○
桜
の
季
節
に
な
る
と
、
な
ぜ
天
気
予
報
と
か
、
み
ん
な
で
取
り
つ
か
れ
た
よ

う
に
騒
ぐ
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
今
日
の
授
業
で
、
さ
く
ら
と
日

本
人
の
深
い
か
か
わ
り
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
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○
わ
た
し
は
、
満
開
の
さ
く
ら
道
を
歩
く
の
が
好
き
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
外
国

の
人
は
さ
く
ら
を
あ
ま
り
好
き
で
な
い
と
い
う
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
で
も
日
本
人
な
ら
で
は
の
、
そ
の
良
さ
を
共
感
し
え
る
こ
と
は
、
う
れ
し

い
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。

○
さ
く
ら
は
ど
の
時
代
で
も
人
々
か
ら
愛
さ
れ
て
い
る
花
だ
な
と
思
っ
た
。
日

本
人
は
感
受
性
が
豊
か
な
の
で
、
そ
の
時
代
、
そ
の
歌
を
詠
ん
だ
人
の
心
情
を

知
る
と
、
と
て
も
奥
が
深
い
も
の
だ
な
と
お
も
っ
た
。

○
散
る
さ
く
ら
に
対
す
る
日
本
人
の
イ
メ
ー
ジ
は
今
も
昔
も
変
わ
っ
て
い
な
い

部
分
が
あ
る
の
だ
な
と
思
っ
た
。
昔
の
和
歌
か
ら
い
ろ
い
ろ
情
景
と
か
心
情
と

か
を
考
え
ら
れ
て
勉
強
に
な
っ
た
。
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