
樹
木
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
も
の
は
何
か

と
問
う
た
ら
、
そ
れ
は
果
実
だ
と
誰
も
が

答
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
種
な

の
だ
。

　
盆
の
入
り
直
前
の
八
月
上
旬
は
、
庫
裡
（
本

堂
向
か
っ
て
右
側
の
建
物
）・
本
堂
の
前
に
あ

る
梅
の
実
が
熟
し
、
土
の
上
に
ポ
ロ
ポ
ロ
と
落

ち
て
く
る
時
期
で
す
。
こ
の
お
寺
を
お
守
り
し

て
い
て
つ
く
づ
く
感
じ
る
の
は
、
四
季
折
々
の

花
々
や
木
々
の
葉
の
色
づ
き
、
そ
し
て
そ
こ
に

集
ま
る
鳥
の
さ
え
ず
り
な
ど
、
四
季
折
々
の
自

然
の
情
景
を
味
わ
え
る
喜
び
で
す
。
そ
れ
に
加

え
て
、
梅
の
実
の
よ
う
に
、
味
覚
を
楽
し
ま
せ

て
く
れ
る
果
実
を
も
得
ら
れ
る
の
が
、
何
よ
り

の
恩
恵
。
ま
た
、
背
後
の
大
安
寺
山
に
は
歴
代

の
住
職
や
お
檀
家
さ
ん
た
ち
が
植
樹
し
、
地
域

の
方
々
が
育
ん
で
き
た
杉
や
ヒ
バ
が
林
立
し
て

い
ま
す
。
そ
の
中
で
も
、
山
門
に
そ
び
え
る
樹

齢
三
七
〇
年
（
推
定
）
の
大
杉
の
枝
や
幹
を
吹

き
抜
け
る
風
の
音
も
ま
た
趣
が
あ
り
ま
す
。

　
冒
頭
の
こ
と
ば
が
示
す
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の

植
物
、
と
り
わ
け
樹
木
の
魅
力
は
、
私
た
ち
に

様
々
な
果
実
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
特
に
広
葉
樹
か
ら
は
、
ク
ル
ミ
や
栗

な
ど
の
木
の
実
が
得
ら
れ
、
人
間
は
そ
れ
ら
を

大
切
な
食
糧
と
し
て
き
ま
し
た
。し
か
し
、ニ
ー
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チ
ェ
は
そ
れ
は
あ
く
ま
で
表
面
的
な
こ
と
だ
と

喝
破
し
ま
す
。
あ
く
ま
で
、果
実
の
中
に
あ
る
、

種
こ
そ
が
大
切
だ
と
説
い
て
い
る
の
で
す
。
こ

の
こ
と
ば
は
、
私
た
ち
人
間
の
人
生
の
本
質
を

説
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

　
「
果
実
」と
は
、人
生
に
お
け
る「
結
果
」で
す
。

収
入
・
名
誉
・
財
産
・
他
者
か
ら
の
評
価
な
ど
、

そ
れ
は
目
に
見
え
や
す
く
、
自
己
肯
定
感
を
高

め
や
す
い
も
の
ば
か
り
で
す
。
し
か
し
、
人
生

に
は
ま
さ
か
の
出
来
事
が
つ
き
も
の
。
必
ず
し

も
結
果
の
得
ら
れ
る
条
件
が
整
う
と
は
限
り
ま

せ
ん
し
、
そ
れ
を
得
ら
れ
な
い
が
た
め
に
、
不

満
を
募
ら
せ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。「
種
」
と

は
「
行
動
」
で
す
。
そ
の
果
実
が
な
る
樹
木
が

存
在
す
る
た
め
に
は
、
そ
も
そ
も
「
種
」
が
必

要
で
す
。「
結
果
」
を
得
る
た
め
に
は
、「
行
動
」

が
必
要
な
の
で
す
。
た
と
え
果
実
が
得
ら
れ
な

く
て
も
、種
を
ま
き
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
が
人
間
の
宿
命
で
あ
り
、本
分
な
の
で
す
。

　

大
安
寺
山
に
茂
る
樹
木
を
見
上
げ
る
た
び
、

次
代
の
た
め
に
黙
々
と
樹
木
の
種
・
苗
を
植
え
、

額
に
汗
し
な
が
ら
行
動
し
て
く
だ
さ
っ
た
先
達

の
想
い
を
感
じ
る
の
で
す
。
そ
こ
に
は
、
仏
教

の
大
切
な
精
神
で
あ
る
「
利
他
」（
他
を
利
益

す
る
＝
他
者
の
た
め
に
尽
く
す
）
の
生
き
方
が

脈
々
と
流
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
お
盆
、
ご
先
祖
さ
ま
が
皆
さ
ん
の
た
め

に
ま
い
て
く
れ
た
種
（
行
動
）
に
思
い
を
馳
せ
、

自
分
の
生
き
方
を
省
み
て
み
ま
せ
ん
か
？

名
句
・
名
言
に
学
ぶ

ニ
ー
チ
ェ
（
哲
学
者
）

Ｑ
、
お
葬
式
は
、
自
宅
・
寺
院
・
葬

儀
会
館
（
セ
レ
モ
ニ
ー
ホ
ー
ル
）
の

ど
こ
で
行
う
の
が
い
い
で
す
か
？

Ａ
、
最
近
は
葬
儀
会
館
な
ど
を
利
用

し
て
の
葬
儀
が
多
く
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
自
宅
や
寺
院
で
の
葬
儀
を

望
む
方
も
も
ち
ろ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
い

ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
ど
の
よ

う
な
良
さ
が
あ
る
の
か
を
挙
げ
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

自
宅―

故
人
に
と
っ
て
一
番
ゆ
か

り
の
あ
る
場
所
。
遺
族
の
方
が
落
ち

着
い
て
過
ご
せ
る
。
ご
近
所
の
方
が

参
列
し
や
す
い
。

　

寺
院―

菩
提
寺
の
ご
本
尊
様
に
見

守
ら
れ
る
場
所
。
普
段
か
ら
お
参
り

し
て
い
て
馴
染
み
が
あ
り
、
荘
厳
な

雰
囲
気
が
あ
る
。
会
場
費
用
の
負
担

が
少
な
く
、
駐
車
場
が
広
い
場
合
が

多
い
。

　

会
館―

葬
儀
を
行
う
設
備
が
常
に

整
っ
て
い
る
。
葬
儀
準
備
に
お
け
る

遺
族
の
負
担
が
少
な
い
。

　

生
前
の
故
人
の
意
向
を
聞
い
て
い

れ
ば
そ
れ
も
考
慮
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

良
さ
を
認
識
し
た
上
で
、
会
場
を
決

め
た
い
も
の
で
す
。

参
考
：「
お
く
る
〜
曹
洞
宗
の
葬
儀
と
供
養
」

（
編
著
：
曹
洞
宗
岐
阜
県
青
年
会
）

　

第
三
十
五
回


