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秋

日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
野
澤
繁
雄

か
た
ち
か
ら
橋
は
い
ろ
い
ろ
川
渡
る
荒
川
水
管
橋
ア
ー
チ
う
つ
く
し

ポ
ツ
ン
と
咲
い
て
い
る
花
は
彼
岸
花
元
荒
川
川
岸
こ
と
し
遅
れ
て

若
者
の
ド
ラ
マ
と
し
て
は
近
い
時
代
高
校
時
代
親
友
も
出
て

長
尺
の
ベ
ン
チ
も
あ
り
し
頃
モ
ス
に
多
く
高
校
生
ら
ベ
ン
チ
好
き

5

秋
日
に
も
な
れ
る
そ
の
日
々
朝
寒
に
昨
日
の
わ
れ
が
め
ざ
め
る
ご
と
し

昼
ま
で
の
雨
が
上
が
っ
て
出
る
秋
日
ホ
ー
ル
に
聴
い
て
い
る
ブ
ラ
ー
ム
ス

細
々
と
苔
が
つ
づ
い
て
い
る
と
こ
ろ
わ
ず
か
な
れ
ど
も
家
の
裏
庭

し
る
人
に
あ
っ
て
一
段
落
と
な
る
歩
き
吠
え
て
こ
な
い
か
ご
ん
ち
ゃ
ん
し
る
犬

土
曜
日
の
朝
と
も
し
れ
て
沼
畔
は
グ
ラ
ン
ド
ゴ
ル
フ
掃
き
掃
除
か
ら

鉄
棒
は
一
つ
ク
ラ
ス
の
逆
上
が
り
上
が
り
な
ら
ん
で
小
学
生
ら

展景 No.112展景 No.112
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八
十
歳
代
最
後
の
一
年
貴
重
な
り　

先
ず
は
十
年
日
記
の
し
め
く
く
り

退
院
後
は
医
療
と
リ
ハ
ビ
リ
に
専
念
す　

体
育
会
系
ひ
と
り
合
宿

自
ら
の
身
は
自
ら
が
守
る
べ
き
来
し
か
た
今
ま
で
な
か
り
し
日
常

猛
暑
に
も
気
温
変
動
に
も
負
け
ぬ
体
調
維
持
に
成
否
こ
も
ご
も

バ
イ
タ
ル
チ
ェ
ッ
ク
に
血
圧
計
と
体
温
計
タ
ニ
タ
の
体
重
計
た
の
も
し

師
走
尽
に
十
年
日
記
を
締
め
る
あ
と
Ａ
Ｉ
時
代
へ
の
三
年
日
記

振
り
か
へ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
村
郁
子

初
詣
と
南
天
の
葉
の
上へ

に
鯛
を
の
せ
仕
来
り
ど
ほ
り
吉よ

事ご
と

恃た
の

み
ぬ

睦
月
な
か
ば
義あ

兄に

の
コ
ロ
ナ
感
染
が
姪
と
吾
と
に　

監
禁
七
日

月
末
に
義
兄
の
転
倒
起
こ
さ
ん
と
腰
椎
圧
迫
骨
折
負
ひ
ぬ

三
月
の
わ
が
誕
生
日
に
は
退
院
を
と
一
途
の
ぞ
み
て
リ
ハ
ビ
リ
に
励
む
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錦
繡
の
蔵
王
・
山
寺
・
茂
吉
館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新に
い

野の

祐
子

祓
川
わ
た
り
善
人
月
夜
茸

善
人
の
あ
か
し
山
葡
萄
と
出
会
う

さ
わ
や
か
や
讃
岐
の
衆
の
心
意
気

雲
海
の
か
く
ま
で
広
き
眺
め
か
な

9

火
口
湖
の
底
に
秋
思
を
見
つ
け
た
り

険
谷
よ
り
湯
気
立
つ
不
思
議
ま
し
ら
酒

異
邦
人
憩
う
山
寺
天
高
し

野
紺
菊
だ
れ
を
も
受
け
入
れ
五
大
堂

青
げ
ら
の
玻
璃
に
お
ど
ろ
く
茂
吉
館

芭
蕉
考
遺
し
ひ
っ
そ
り
銀
漢
へ

悼　

天
志
さ
ん

＊
集
合
場
所
に
現
れ
な
か
っ
た
天
志
さ
ん
は
、
亡
く
な
っ
て
い
た
こ
と
が
後
に
判
っ
た
。

香
川
の
句
友
と
の
吟
行
よ
り

展景 No.112展景 No.112
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身

軽

に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

布
宮
慈や
す

子こ

順
ぐ
り
に
古
稀
と
い
ふ
も
の
迎
ふ
れ
ば
身
軽
に
な
ら
む
と
頭
め
ぐ
ら
す

四
年
も
の
あ
ひ
だ
触
れ
ざ
る
小
屋
の
中
お
そ
る
お
そ
る
開
け
て
み
む
と
す

梅
干
や
胡
瓜
の
塩
漬
、
か
り
ん
酒
と
弟
切
草
酒
も
土
間
に
並
び
て

あ
り
し
日
に
家
の
誰
か
が
飲
む
様
を
見
し
こ
と
あ
ら
ず
弟
切
草
酒

小
屋
と
ふ
は
異
界
の
ご
と
し
何
も
か
も
呑
み
込
み
隠
し
時
間
を
止
め
る

あ
ら
か
た
の
物
を
捨
て
去
り
わ
が
こ
こ
ろ
軽
く
な
り
ゆ
く
小
屋
と
ふ
入
れ
物

小
屋
内ぬ

ち

の
魑
魅
魍
魎
も
退
散
し
現
実
世
界
に
近
づ
き
て
く
る

植
え
替
へ
た
る
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
は
ぐ
ん
ぐ
ん
と
芯
伸
ば
し
た
り
ヤ
シ
科
の
高
木

食
べ
終
へ
し
棗デ

ー

ツ
椰
子
の
種
を
水
に
入
れ
遊
び
ご
こ
ろ
に
眺
め
て
を
り
き

秋
の
日
に
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
に
留
ま
り
ゐ
し
ト
ン
ボ
の
身
軽
さ
思
ふ
し
ば
ら
く
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老
父
母
も
あ
の
老ら

う

こ
の
老
手
術
せ
る
白
内
障
は
い
と
易
か
ら
む

あ
な
恐
ろ
し
手
術
説
明
同
意
書
に
失
明
と
い
ふ
例
ま
で
あ
り
て

術
後
七
日
土
仕
事
厳
禁
と
ふ
冬
近
き
庭
の
雪
囲
ひ
急
ぐ

白
内
障
に
は
退
院
日
和
と
看
護
師
は
小
暗
き
窓
の
雨
に
眼
を
や
る

白
内
障
術
後
十
日
の
満
月
は
正
視
も
で
き
ぬ
輝
き
放
つ

ひ
と
月
の
間
を
置
き
左
右
の
眼
の
手
術
眼
鏡
使
へ
ぬ
苦
痛
の
長
き

老
い
の
す
な
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梅
津
純
子

老
い
の
す
な
る
白
内
障
の
手
術
を
ば
わ
れ
も
し
て
み
む
と
て
す
る
な
り

週
に
三
冊
図
書
室
の
本
読
ま
む
と
し
疲
れ
目
赤
き
五
年
生
な
り
き

戯
れ
の
老
眼
鏡
に
鮮
明
な
文
字
が
飛
び
込
む
四
十
五
歳

左さ

右う

合
は
ぬ
老
眼
乱
視
の
進
行
に
作
り
重
ね
る
眼
鏡
の
五
本

13 展景 No.112 展景 No.112
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〈
那
須
通
信 

57
〉

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
帳
か
ら

加
藤
文
子　
　

　

毎
年
秋
に
な
る
と
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
帳
を
注
文
す
る
。
見
開
き
で
一
ヵ
月
が
見
渡
せ
て
、
一
日
ご
と
に
升
目
で
仕
切

ら
れ
て
い
る
。
勝
手
が
良
い
の
で
同
じ
タ
イ
プ
の
も
の
を
ず
っ
と
使
っ
て
い
る
。

　

予
定
を
書
き
込
ん
だ
り
、
主
に
植
物
に
関
し
て
だ
が
、
行
っ
た
こ
と
、
気
づ
い
た
こ
と
、
天
候
な
ど
を
記
す
。
小

さ
な
升
目
に
ご
く
簡
単
に
書
い
て
お
く
。

　

た
と
え
ば
、
春
や
秋
の
植
え
替
え
や
施
肥
に
関
し
て
、
ま
た
防
寒
の
た
め
温
室
に
取
り
込
ん
だ
盆
栽
を
春
か
ら
ど

ん
な
ふ
う
に
外
棚
へ
移
し
た
の
か
な
ど
、
反
省
事
項
も
併
せ
て
日
々
記
録
す
る
。

　

長
年
メ
モ
し
た
事
柄
を
参
考
に
し
て
き
た
。
な
ん
で
も
な
い
よ
う
で
、
け
っ
こ
う
役
に
立
つ
の
だ
。
も
う
少
し
で

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
帳
は
、
四
十
冊
目
に
な
る
。

　

新
し
い
の
が
届
く
と
、
そ
れ
を
手
に
す
る
と
、
ど
ん
な
キ
レ
イ
に
出
会
う
の
か
、
こ
れ
か
ら
綴
ら
れ
る
未
知
の
で

き
事
に
思
い
が
膨
ら
む
。
さ
っ
そ
く
一
月
か
ら
十
二
月
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ペ
ー
ジ
の
上
方
の
余
白
に
、
昨
年
か
ら
今
年
、

展景 No.112展景 No.112
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今
年
か
ら
来
年
、
申
し
送
り
の
よ
う
に
、
忘
れ
て
は
い
け
な
い
各
月
の
テ
ー
マ
、
要
点
を
書
き
写
す
。

　

一
月
の
余
白
に
は
、
◦
冷
え
込
み
ピ
ー
ク
十
日
頃
か
ら
二
月
下
旬　

◦
外
仕
事
は
十
一
時
頃
か
ら
二
時
が
ベ
ス
ト

◦
ベ
ゴ
ニ
ア
の
開
花
二
十
日
頃　

◦
午
後
四
時
三
十
分
で
も
明
る
い　

◦
野
草
の
古
葉
整
理　

◦
実
を
取
り
除
く

等
、
注
意
を
促
せ
れ
ば
と
思
い
自
分
で
み
て
判
る
よ
う
な
カ
タ
チ
で
と
り
と
め
な
く
書
い
て
い
る
。

　

那
須
は
新
年
を
迎
え
て
か
ら
し
ば
ら
く
は
お
だ
や
か
に
過
ご
せ
る
。
ホ
ン
ワ
カ
気
分
で
い
る
と
、
半
ば
頃
か
ら
寒

さ
は
厳
し
く
な
り
、
大
雪
に
見
舞
わ
れ
た
り
し
て
、
仕
事
も
思
う
よ
う
に
進
め
ら
れ
な
く
な
る
。
交
通
事
情
か
ら
約

束
ご
と
も
延
期
に
な
っ
た
り
、
予
定
が
立
た
な
く
な
る
こ
と
も
多
い
の
が
一
月
だ
。

　

陽
気
に
惑
わ
さ
れ
ず
、
で
き
な
く
な
っ
て
か
ら
後
悔
し
な
い
よ
う
に
、
す
る
べ
き
こ
と
は
済
ま
せ
て
お
く
。
こ
れ

が
肝
心
。

　

メ
モ
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
、
月
々
の
流
れ
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
優
先
順
位
を
考
え
て
過
ご
す
よ
う
に
し
て
い
る
。

　

一
年
の
め
ぐ
り
を
か
い
つ
ま
ん
で
記
し
て
み
る
と
…
…
。

◉
二
月
か
ら
三
月
…
寒
の
あ
い
だ
を
ぬ
っ
て
用
事
を
す
す
め
る
。
春
か
ら
は
盆
栽
の
作
業
が
忙
し
く
な
る
の
で
、
オ

リ
ジ
ナ
ル
カ
レ
ン
ダ
ー
の
制
作
を
は
じ
め
、
初
夏
の
展
覧
会
や
自
宅
の
別
棟
で
四
月
か
ら
十
一
月
ま
で
開
く
週
末
の

ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
準
備
を
行
う
。

◉
四
月
か
ら
五
月
…
い
よ
い
よ
春
到
来
。
余
白
の
書
き
出
し
に
、
や
る
こ
と
い
っ
ぱ
い
と
あ
る
。
冬
眠
か
ら
目
覚
め

た
植
物
た
ち
の
活
動
は
め
ざ
ま
し
い
。
動
き
に
合
わ
せ
て
、
植
え
替
え
、
手
入
れ
、
虫
対
策
、
水
や
り
な
ど
庭
仕
事

に
追
わ
れ
る
日
々
が
は
じ
ま
る
。

◉
六
月
…
風
も
さ
わ
や
か
、
み
ど
り
が
眩
し
い
。
日
射
も
強
く
な
る
の
で
、
庭
の
中
央
に
寒
冷
紗
を
張
る
。

◉
七
月
か
ら
八
月
…
蚊
取
り
線
香
に
む
せ
な
が
ら
、
暑
い
暑
い
と
言
っ
て
水
や
り
や
草
刈
り
に
勤
し
む
。
て
ぬ
ぐ
い

大
活
躍
。
暑
さ
に
気
を
と
ら
れ
て
水
や
り
を
怠
ら
な
い
こ
と
。

◉
九
月
…
寒
冷
紗
を
取
り
は
ず
す
。
春
に
行
え
な
か
っ
た
盆
栽
の
植
え
替
え
と
施
肥
。
暑
さ
も
和
ら
い
で
秋
風
の
立

つ
な
か
静
か
な
気
持
ち
で
植
物
と
対
面
す
る
。
春
か
ら
の
成
果
、
そ
れ
ぞ
れ
の
良
い
と
こ
ろ
に
気
づ
け
る
愉
し
み
な

季
節
。
虫
の
音
と
一
緒
に
、
手
入
れ
す
る
鋏
の
音
も
よ
く
聞
こ
え
る
。

◉
十
月
か
ら
十
一
月
…
温
室
へ
盆
栽
を
取
り
込
む
た
め
の
段
取
り
を
組
む
。
温
室
内
の
清
掃
、
棚
洗
い
な
ど
。
寒
の

お
と
ず
れ
に
合
わ
せ
て
、
取
り
込
み
開
始
。

◉
十
二
月
…
取
り
込
み
終
了
。
水
や
り
は
昼
前
後
、
暖
か
な
時
間
帯
に
行
う
。
年
賀
状
書
き
、
一
年
の
締
め
く
く
り
、

細
々
し
た
片
づ
け
、
大
そ
う
じ
。
今
年
の
無
事
に
感
謝
し
て
神
棚
を
あ
ら
た
に
し
て
、
新
年
を
待
つ
。

　

い
ち
じ
る
し
い
気
候
変
動
は
、
盆
栽
の
生
育
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
育
て
方
な
ど
内
容
も
変

わ
っ
て
き
た
。

　

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
帳
に
記
し
た
雪
マ
ー
ク
は
少
な
く
な
っ
た
反
面
、
厳
寒
期
は
長
い
。
加
え
て
年
間
通
じ
て
雨
マ
ー

ク
が
増
え
、
晴
天
の
日
は
減
少
傾
向
に
あ
る
。

　

記
録
を
み
て
い
る
と
、
ど
う
し
て
も
地
球
環
境
の
こ
と
に
思
い
が
及
ん
で
し
ま
う
。
何
を
…
…
ど
う
す
れ
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ば
…
…
。
さ
さ
や
か
で
も
、
改
め
ら
れ
る
こ
と
、
で
き
る
こ
と
を
思
念
す
る
。
地
球
を
お
か
し
く
し
て
い
る
こ
と
に

は
、
な
る
べ
く
加
担
し
な
い
で
過
ご
し
て
い
た
い
。
自
然
に
そ
う
し
て
い
ら
れ
る
自
分
で
あ
り
た
い
と
願
う
。

ツキヌキニンドウ　ある日のキレイ
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薫
風
颯
々
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〉

母
校
創
立
１
５
０
周
年
の
節
目
に

神
村
ふ
じ
を　
　

　

母
校
の
小
学
校
の
教
頭
先
生
か
ら
突
然
電
話
が
入
っ
た
。
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
役
員
に
話
を
し
て
ほ
し
い
と
の
こ
と
だ
っ

た
。
母
校
が
創
立
が
創
立
１
５
０
周
年
を
迎
え
た
の
で
、
卒
業
生
で
あ
る
私
に
学
校
の
歴
史
な
ど
を
含
め
て
、
「
何

で
も
い
い
が
ら
話
し
て
く
れ
」
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

「
何
で
も
い
い
な
が
あ
？
」
「
何
で
も
し
ぇ
っ
す
」
「
何
で
も
い
い
げ
ば
…
…
」
と
い
う
こ
と
で
話
を
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
だ
が
、
蓋
を
開
け
て
み
た
ら
、
保
護
者
の
授
業
参
観
の
日
に
話
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
役
員
研
修

で
は
な
く
な
っ
て
い
た
。
保
護
者
全
員
と
い
う
、
大
人
に
話
を
す
る
と
い
う
大
変
な
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
だ
っ

た
。

　

元
々
小
学
校
の
教
師
な
の
で
、
子
ど
も
相
手
の
話
は
何
と
か
で
き
そ
う
だ
が
、
大
人
に
話
す
と
な
る
と
や
は
り
気

が
重
い
。
大
体
教
師
の
話
な
ど
と
い
う
の
は
面
白
く
な
い
の
に
決
ま
っ
て
い
る
。
１
時
間
も
我
慢
を
し
て
も
ら
う
の

は
辛
い
話
だ
。

　

け
れ
ど
も
引
き
受
け
て
し
ま
っ
た
か
ら
に
は
し
ょ
う
が
な
い
。
母
校
の
歴
史
に
つ
い
て
も
す
べ
て
わ
か
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
、
勉
強
す
る
機
会
を
も
ら
っ
た
と
思
い
直
し
て
、
町
史
に
も
目
を
通
し
た
り
、
創
立
１
０
０
周

年
の
記
念
誌
を
繙
い
た
り
し
な
が
ら
、
話
を
組
み
立
て
よ
う
と
思
っ
た
。

　

私
の
母
校
の
左

あ
て
ら
ざ
わ沢
小
学
校
は
、
明
治
６
年
の
４
月
10
日
に
開
校
し
た
。
今
年
で
１
５
０
周
年
の
節
目
の
年
に
な
っ

た
。
私
の
住
む
地
区
の
中
で
は
一
番
早
か
っ
た
の
で
、
「
第
一
番
左
澤
学
校
」
と
称
し
て
、
町
の
人
の
そ
の
誇
り
た

る
や
凄
ま
じ
い
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
第
一
番
左
澤
学
校
か
ら
遅
れ
る
こ
と
ひ
と
月
、
隣
村
に
学
校
が
で

き
、
そ
れ
か
ら
次
々
と
周
辺
の
町
村
に
学
校
が
広
が
っ
て
い
っ
た
。

　

明
治
新
政
府
は
、
１
８
７
２
年
（
明
治
５
）
９
月
４
日
に
学
制
を
発
布
し
、
全
国
に
５
万
４
千
余
り
の
学
校
を
つ

く
る
と
宣
言
を
し
た
。
地
方
に
お
い
て
は
、
教
育
に
対
す
る
温
度
差
や
財
力
な
ど
地
域
格
差
が
あ
り
、
相
当
な
時
間

を
か
け
て
全
国
津
々
浦
々
ま
で
広
が
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
が
、
調
べ
て
み
る
と
意
外
に
早
く
学
校
が

浸
透
し
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
背
景
に
は
、
寺
子
屋
に
似
た
「
郷
校
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
各
地
に
あ
っ
た

こ
と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
よ
う
だ
。

　

ま
た
、
時
代
背
景
を
見
て
み
る
と
、
１
８
５
３
年
（
嘉
永
６
）
、
ペ
リ
ー
が
浦
賀
に
や
っ
て
来
て
、
煙
を
吐
く
重

い
鉄
の
船
が
プ
カ
プ
カ
浮
い
て
い
る
の
を
市
民
は
驚
き
の
目
で
見
て
い
る
し
、
長
州
藩
が
下
関
戦
争
で
英
仏
蘭
の
軍

艦
か
ら
バ
ガ
ス
カ
と
大
砲
を
打
た
れ
て
大
敗
し
て
し
ま
う
と
い
う
衝
撃
的
な
出
来
事
も
あ
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強

と
の
歴
然
と
し
た
国
力
の
差
を
目
の
あ
た
り
に
し
た
新
政
府
が
、
教
育
に
力
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
痛
感
し
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て
い
た
こ
と
は
容
易
に
わ
か
る
。

　

か
た
や
戊
辰
の
役
で
負
け
て
し
ま
っ
た
諸
藩
も
、
教
育
に
力
を
入
れ
る
べ
き
だ
と
の
認
識
が
広
ま
っ
て
い
た
よ
う

だ
。

　

奥
羽
越
列
藩
同
盟
の
雄
藩
長
岡
藩
は
、
７
万
４
千
石
か
ら
２
万
４
千
石
に
減
封
さ
れ
て
し
ま
い
大
変
困
窮
し
て
い

た
。
そ
こ
に
支
藩
の
三み

根ね

山や
ま

藩
か
ら
米
百
俵
が
送
ら
れ
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
「
米
百
俵
」
の
逸
話
で
あ
る
。
家
臣
た

ち
は
大
変
喜
び
、
こ
れ
で
明
日
の
米
に
は
困
ら
な
い
と
思
う
間
も
な
く
、
大
参
事
小
林
虎
三
郎
は
、
「
百
俵
の
米

も
、
食
え
ば
た
ち
ま
ち
な
く
な
る
が
、
教
育
に
あ
て
れ
ば
明
日
の
一
万
、
百
万
俵
と
な
る
」
と
藩
士
た
ち
を
諭
し

た
。
藩
士
た
ち
は
、
こ
の
虎
三
郎
の
態
度
に
今
に
も
摑
み
か
か
ら
ん
勢
い
だ
っ
た
そ
う
だ
が
、
虎
三
郎
は
こ
の
政
策

を
押
し
通
し
、
「
国
漢
学
校
」
を
設
立
し
た
。

　

こ
れ
が
後
に
山
本
五
十
六
の
よ
う
な
人
物
を
輩
出
す
る
の
だ
か
ら
、
米
百
俵
を
た
だ
食
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
ら
、

ど
う
な
っ
て
い
た
か
わ
か
ら
な
い
。

　

戦
争
に
勝
っ
た
新
政
府
側
も
負
け
た
幕
府
側
も
、
こ
れ
か
ら
の
教
育
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
て
い
た
の
は
間
違
い

な
い
よ
う
に
思
う
。

　

そ
の
よ
う
な
時
代
背
景
が
あ
っ
て
、
学
制
発
布
か
ら
３
年
後
の
１
８
７
５
年
（
明
治
８
）
に
は
、
計
画
と
ほ
ぼ
同

数
の
学
校
が
創
立
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
就
学
し
た
児
童
は
、
学
齢
に
達
し
た
児
童
の
約
半
数
に
満
た
な

か
っ
た
。
特
に
女
子
の
就
学
率
が
極
め
て
低
か
っ
た
。
「
女
に
学
問
は
い
ら
な
い
」
と
い
う
思
想
が
泌
み
つ
い
て
い

た
の
だ
ろ
う
。

　

左
沢
に
早
く
学
校
が
で
き
た
の
に
は
理
由
が
あ
っ
て
、
一
つ
に
は
庄
内
松
山
藩
の
飛
び
地
の
城
下
町
で
あ
り
、

「
郷
校
」
が
あ
っ
た
の
で
、
教
師
を
確
保
し
や
す
か
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
二
つ
め
に
、
廃
藩
置
県
と
な
り
陣

屋
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
を
学
校
と
し
て
使
う
こ
と
が
で
き
た
。
三
つ
め
に
、
最
上
川
の
舟
運
で
栄
え

た
左
沢
の
人
た
ち
に
は
、
何
よ
り
も
教
育
に
対
す
る
熱
い
思
い
と
財
力
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　

教
員
は
「
薄
給
」
な
ら
ぬ
「
微
給
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
記
録
に
は
、
第
一
番
学
校
と
称
し
た
左
沢
の
人
た
ち
の

気
慨
と
自
負
が
溢
れ
て
い
る
。

　

そ
の
左
沢
小
学
校
も
少
子
化
が
進
み
、
全
校
児
童
数
２
２
０
名
ま
で
減
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
コ
ロ
ナ
が
拍
車

　

生
徒
三
百
名
余
、
教
員
は
、
松
田
彦
三
、
大
谷
哲
造
、
多
々
倉
和
一
郎
、
世
話
掛
五
十
嵐

信
可
を
以
て
初
め
と
な
し
、
経
費
は
生
徒
の
授
業
料
と
人
民
有
志
積
立
の
利
子
の
み
を
以
て

之
を
支
弁
。
故
に
教
員
は
微
給
。
書
籍
器
械
は
整
は
ず
、
教
場
に
は
畳
を
敷
き
、
従
前
の
平

机
を
列
ね
、
子
弟
之
に
座
し
、
以
て
講
話
を
な
せ
り
。
然
れ
ど
も
此
の
時
に
当
り
、
西
村
山

郡
中
未
だ
小
学
の
設
も
な
く
本
校
実
に
そ
の
嚆
矢
た
る
故
に
、
第
一
番
学
校
と
称
し
て
最
も

隆
盛
の
名
を
得
た
り
。
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1988 年（昭和 63）の
移転まで使われた校舎

陣屋を学校に改築してい
る時の記録

「第一番左澤学校」の印
が押された教師用の本

を
掛
け
、
町
全
体
で
も
出
生
者
数
が
激
減
し
て
い
る
。

　

超
少
子
化
、
Ａ
Ｉ
社
会
へ
の
対
応
、
不
登
校
・
問
題
行
動
、
特
別
に
支
え
が
必
要
な
児
童
の
増
加
等
々
、
学
校
に

お
け
る
指
導
の
中
心
で
あ
っ
た
「
読
み
書
き
算
盤
」
だ
け
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
社
会
を
乗
り
切
っ
て
い
け
な
い
。

　

創
立
１
５
０
周
年
の
節
目
は
、
学
校
教
育
変
革
の
大
き
な
節
目
で
も
あ
る
と
悟
っ
た
「
第
一
番
左
澤
学
校
」
の
Ｐ

Ｔ
Ａ
講
演
会
で
あ
っ
た
。

　
　

小
春
日
の
笑
ひ
の
取
れ
ぬ
講
演
会　

ふ
じ
を　
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対
詠　

ご
き
げ
ん
い
か
が
？　

P
A

R
T

 88　
〈2023 -2024

〉

 

O　

小
野
澤
繁
雄

 

K　

河
村　

郁
子

 

N　

布
宮　

慈
子

心
決
め
二
足
歩
行
に
専
念
す　

菩
提
寺
往
復
五
千
歩
な
り
ぬ 

 
 

10
月
28
日　

Ｋ

久
び
さ
に
勢
至
堂
へ
の
道
ゆ
け
ば
前
の
荒
物
屋
な
く
な
つ
て
を
り  

 

11
月
10
日　

N

ど
う
か
し
て
線
路
に
草
は
か
ま
わ
れ
ぬ
残
っ
て
い
る
や
幹
線
で
で
も 

 

11
月
14
日　

O

わ
が
犬
と
散
歩
の
途
に
愛
で
ゐ
し
も
露
草
月
見
草
こ
の
年
も
見
ず  

 

11
月
16
日　

Ｋ

わ
が
車
に
冬
タ
イ
ヤ
を
履
か
せ
れ
ば
い
よ
よ
来
る
な
り
雪
の
予
報
が 

 

11
月
22
日　

N

合
併
で
少
な
く
な
り
し
と
説
明
は
道
路
元
標
こ
れ
と
も
ひ
と
つ 

 
 

11
月
27
日　

O

散
歩
み
ち
に
散
り
敷
く
枯
れ
葉
は
花
水
木
わ
び
つ
つ
踏
み
て
音
を
楽
し
む  

11
月
30
日　

Ｋ

27

色
づ
き
て
落
ち
る
紅
葉
あ
ざ
や
か
に
歩
道
に
あ
り
て
冬
の
入
り
口  

 

12
月
6
日　

N

咳
を
し
て
若
い
人
と
も
し
れ
る
や
と
自
転
車
の
人
追
い
抜
き
際
に  

 

12
月
10
日　

O

歯
科
女
医
が
帯
状
疱
疹
顔
に
出
て
ひ
つ
そ
り
と
ペ
イ
ン
ク
リ
ニ
ッ
ク
へ 

 

12
月
20
日　

Ｋ

こ
の
国
に
ワ
ク
チ
ン
神
話
の
根
強
く
て
理
解
さ
れ
ざ
る
ワ
ク
チ
ン
後
遺
症  

12
月
24
日　

N

臭
覚
が
な
く
な
っ
て
か
ら
幾
日
間
こ
れ
も
ひ
と
つ
の
引
き
算
の
世
界 

 

12
月
27
日　

O

　
　
　
　
　
　
　
　
　

２
０
２
４
年

つ
ぎ
つ
ぎ
と
新
型
ウ
イ
ル
ス
出
現
し
人
類
史
上
の
マ
イ
ル
ス
ト
ー
ン 

 

1
月
9
日　

Ｋ

七
尾
市
の
知
り
合
ひ
の
無
事
告
ぐ
る
と
き
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
は
体
温
を
も
つ 

1
月
12
日　

N

展景 No.112展景 No.112



29 28

前
号
作
品
短
評
Ａ
〈
小
野
澤
〉

◦
紫
も
白
花
も
あ
る
ホ
タ
ル
ブ
ク
ロ
烏
瓜
に
も
黄
の
実
も
あ
ら
む　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梅
津
純
子

「
も
」
が
四
ヵ
所
で
つ
か
わ
れ
た
が
、
一
首
に
意
味
は
通
っ
て
い
て
、
面
白
い
云
い
方
で
も
あ
る
。「
も
」
の
意
味

は
、
並
列
や
付
加
。
格
助
詞
の
「
に
」
に
並
列
や
列
挙
、
強
調
の
意
味
を
加
え
る
こ
と
が
あ
る
。「
烏
瓜
に
も
」
で
、

加
え
た
意
味
は
当
然
だ
ろ
う
か
。
ホ
タ
ル
ブ
ク
ロ
に
は
ピ
ン
ク
も
あ
る
。
烏
瓜
で
黄
の
実
が
歌
（
詠
）
わ
れ
て
い
な

い
こ
と
、
な
ど
に
触
れ
た
あ
と
で
の
歌
で
あ
る
。

　

白
き
糸
の
花
（
一
首
目
）、
真
白
き
レ
ー
ス
の
花
（
二
首
目
）
も
こ
の
烏
瓜
の
も
の
、
庭
の
花
。

　

歌
に
手
順
が
あ
っ
て
、（
亡
き
父
の
も
の
）
牧
野
（
の
索
引
）
も
引
か
れ
る
。
そ
れ
が
朝
ド
ラ
の
後
（
六
首
目
）。

じ
つ
の
と
こ
ろ
作
者
の
調
査
で
、
こ
れ
が
（「
花
も
葉
も
此
は
似
て
非
な
る
」）
黄
烏
瓜
（
き
か
ら
す
う
り
）
で
あ
る

こ
と
が
し
れ
る
。
ま
た
そ
の
塊
根
（
の
デ
ン
プ
ン
）
が
あ
の
懐
か
し
い
汗
知
ら
ず
「
天
花
粉
」
の
原
料
に
な
る
こ
と

も
し
る
（
後
ろ
の
二
つ
の
歌
）。
こ
れ
ら
プ
ロ
セ
ス
が
一
連
に
な
っ
た
。
読
み
手
に
も
つ
い
て
ゆ
く
面
白
さ
が
あ
る
。

疑
問
と
解
明
の
そ
の
あ
と
に
、
こ
れ
、

　
　

雌
雄
異
株
な
れ
ば
レ
ー
ス
の
白
き
花
黄
熟
の
実
を
結
ぶ
こ
と
あ
り
や

◦
除
草
後
の
丘
に
一
羽
の
オ
ス
の
雉
往
き
つ
戻
り
つ
一
声
も
な
く　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
橋
千
佳
子

　

歌
が
対
に
も
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、お
お
よ
そ
歌
を
受
け
た
歌
が
あ
る
。
そ
う
や
っ
て
み
え
て
ゆ
く
世
界
が
あ
る
。

オ
ス
の
雉
、
地
味
な
メ
ス
の
雉
は
む
し
ろ
し
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
歌
に
は
、
こ
の
歌
、

　
　

雉
一
羽
大
樹
の
下
の
叢
に
在
り
し
我
が
巣
を
た
だ
捜
し
お
り

　

除
草
作
業
の
歌
は
、
そ
れ
ら
の
歌
の
直
前
に
あ
る
。

　
　

炎
天
下
緑
の
波
を
倒
し
ゆ
く
シ
ル
バ
ー
さ
ん
の
斜
め
横
隊

　

一
連
タ
イ
ト
ル
は
「
炎
天
」。
シ
ル
バ
ー
さ
ん
、
は
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
人
。
緑
の
波
を
倒
し
ゆ
く
、
は

比
喩
的
な
云
い
方
だ
が
、「
丘
」
に
対
し
て
い
る
も
の
か
、
ゆ
た
か
な
も
の
が
あ
る
。
七
、八
首
目
は
庭
で
の
じ
し
ん

の
作
業
（
中
の
も
の
）。
コ
ニ
シ
キ
ソ
ウ
、
モ
ス
キ
ー
ト
音
の
表
記
も
目
を
ひ
く
。
九
、十
首
目
は
絵
画
展
の
も
の
。

槐
多
の
自
画
像
、
屏
風
絵
の
業
平
に
独
自
の
把
握
が
あ
る
。
ガ
ラ
ン
ス
硬
し
、
ま
た
、
日
本
男
子
五
等
身
な
る
。
ガ

ラ
ン
ス
は
槐
多
が
好
ん
で
つ
か
っ
た
色
だ
と
い
う
、
深
い
茜
色
。

　
　
　
　

◦
ス
テ
ン
レ
ス
の
鋏
も
よ
い
と
使
ひ
し
が
鋼
の
裁
ち
鋏
を
い
か
に
せ
む　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

布
宮
慈
子

　

鋼
の
裁
ち
鋏
、
は
手
も
と
に
あ
る
も
の
か
。
裁
ち
鋏
は
わ
が
家
に
も
あ
る
が
、
裁
縫
は
し
な
い
の
で
、
使
う
機
会

が
な
い
。
い
か
に
せ
む
、
は
研
ぎ
の
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
一
連
タ
イ
ト
ル
も
「
研
ぎ
」。
二
首
目
か
ら
、
研

ぎ
屋
を
さ
が
し
た
よ
う
だ
。
わ
れ
の
ラ
シ
ャ
切
り
鋏
（
三
首
目
）、
が
有
名
な
庄
三
郎
で
な
い
こ
と
の
断
り
が
あ
り
、
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こ
れ
は
面
白
い
。
ネ
ッ
ト
検
索
で
は
、
裁
ち
鋏
で
庄
三
郎
が
す
ぐ
に
出
て
く
る
。
裁
ち
鋏
、
は
布
を
裁
断
す
る
洋
裁

の
道
具
。

　
　

四
十
七
年
前
に
求
め
し
鋏
に
て
研
ぎ
に
出
さ
む
と
荷
物
を
つ
く
る

　

荷
物
を
つ
く
る
、
に
手
作
業
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
の
紹
介
で
決
ま
っ
た
研
ぎ
屋
（
群
馬
県
桐
生

市
）、
こ
こ
と
の
や
り
と
り
、
評
価
が
後
段
の
歌
に
な
っ
て
い
る
。

　

あ
ら
た
め
て
整
理
さ
れ
た
云
い
方
、
洋
裁
熱
、
こ
の
十
首
目
は
い
い
。

　
　

あ
ら
た
め
て
道
具
は
た
い
せ
つ
稲
穂
垂
る
季
節
に
洋
裁
熱
は
上
が
り
来く

31

前
号
作
品
短
評
Ｂ
〈
慈
子
〉

◦
椅
子
三
つ
夕
の
す
ず
み
を
し
て
い
る
か
路
地
の
奥
に
も
兄
弟
が
い
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
野
澤
繁
雄

「
夕
涼
み
」
と
題
す
る
一
連
。
昭
和
の
一
場
面
を
見
る
よ
う
で
あ
る
。
東
京
の
下
町
、
寅
さ
ん
の
帰
っ
て
く
る
場
所

の
よ
う
な
路
地
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
郷
愁
を
覚
え
る
設
定
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
現
代
に
お
け
る
夕
涼

み
は
、
ど
ん
な
場
面
な
の
だ
ろ
う
か
。
読
む
側
の
想
像
に
よ
っ
て
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
て
く
る
は
ず
だ
。

　
　

出
て
み
る
と
乗
り
合
う
こ
と
の
あ
る
こ
と
に
人
の
カ
ラ
ダ
が
こ
ん
な
に
近
い

　

電
車
や
バ
ス
な
ど
、
乗
り
物
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
混
ん
で
い
な
く
て
も
次
の
客
の
た
め
に
一
人
分
と
思
う

座
席
を
確
保
し
、
座
る
。
ま
た
立
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
ゆ
と
り
を
も
っ
て
立
つ
こ
と
は
稀
だ
。
た
ま
に
外
出
し
て

み
る
と
、
他
人
の
体
が
近
く
に
あ
る
こ
と
に
驚
く
の
だ
。
家
族
よ
り
も
密
着
し
た
状
態
で
運
ば
れ
て
い
く
乗
り
物
。

具
体
的
に
何
も
い
っ
て
い
な
い
が
、「
乗
り
合
う
」
と
い
う
表
現
か
ら
公
共
交
通
機
関
を
指
す
こ
と
は
ほ
ぼ
間
違
い

な
い
。「
こ
ん
な
に
近
い
」
と
い
う
驚
き
が
、
逆
に
作
者
の
日
常
を
映
し
出
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

◦
秋
立
つ
に
猛
暑
収
ま
る
気
配
な
く
熱
中
症
へ
の
備
へ
は
つ
づ
く　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
村
郁
子

　

立
秋
を
意
味
す
る
「
秋
立
つ
」
と
暦
の
上
で
は
な
っ
た
け
れ
ど
も
、ま
だ
熱
中
症
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

展景 No.112展景 No.112



33 32

こ
の
夏
は
。
ま
っ
た
く
も
っ
て
猛
暑
・
酷
暑
の
夏
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
立
秋
と
は
毎
年
八
月
七
日
ご
ろ
～
八
月

二
十
二
日
ご
ろ
に
あ
た
る
が
、
日
付
が
固
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
。

　
　

灼
熱
の
敷
石
の
す
き
間
に
緑
這
ひ
雑く

草さ

の
力
が
励
ま
し
く
る
る

　

焼
け
つ
く
よ
う
に
熱
い
敷
石
の
間
に
緑
が
見
え
る
。
雑
草
の
な
ん
と
強
い
こ
と
か
、
そ
の
強
さ
が
自
分
を
励
ま
し

て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
な
る
ほ
ど
、
草
は
夏
の
あ
い
だ
も
太
陽
の
熱
を
思
い
切
り
吸
収
し
て
い
る
よ
う
に

伸
び
る
。
暑
さ
に
参
っ
て
い
る
い
る
場
合
で
は
な
い
、
と
草
に
教
え
ら
れ
た
作
者
で
あ
る
。

　
　

犬
の
散
歩
に
朝
は
つ
ゆ
草
夕
方
は
月
見
草
愛
で
し　

見
当
た
ら
ぬ
な
り

　

か
つ
て
犬
の
散
歩
を
し
て
い
た
こ
ろ
は
、
早
朝
に
は
露
草
を
ま
た
夕
刻
は
月
見
草
を
美
し
い
と
思
っ
て
見
て
い
た

が
、
こ
と
し
は
見
か
け
な
い
。
ど
う
し
た
の
だ
ろ
う
。
今
ま
で
当
た
り
前
と
思
っ
て
い
た
季
節
感
が
、
す
で
に
な
く

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
不
安
を
う
た
っ
て
い
る
。

◦
聖
五
月
ク
マ
の
依よ

り
し
ろ代
伐
ら
れ
お
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
野
祐
子

「
聖
五
月
」
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
マ
リ
ア
の
月
で
あ
る
こ
と
か
ら
五
月
の
美
称
。
も
と
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
「
聖
母
月
」

に
発
し
て
い
て
「
マ
リ
ア
月
」
と
も
い
う
そ
う
だ
が
、
こ
こ
で
は
深
い
意
味
は
な
い
。「
依
代
」
は
、
神
霊
が
現
れ

る
と
き
に
宿
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
、
樹
木
・
岩
石
・
御ご

幣へ
い

・
動
物
な
ど
が
祀
ら
れ
る
。
原
始
宗
教
（
ア
ニ

ミ
ズ
ム
）
で
は
、
こ
の
世
に
在
る
も
の
す
べ
て
に
魂
が
宿
り
、
そ
れ
が
神
と
な
り
精
霊
と
な
り
人
々
の
暮
ら
し
と
密

接
な
関
係
を
持
つ
と
考
え
て
い
る
そ
う
だ
。
ク
マ
の
崇
高
な
感
じ
と
山
で
失
わ
れ
て
ゆ
く
も
の
へ
の
残
念
な
気
持
ち

が
一
句
を
支
え
て
い
る
。

　
　

夏
負
け
の
毛
並
を
晒
す
テ
ン
・
キ
ツ
ネ

　
　

山
百
合
の
盗
ら
れ
し
し
じ
ま
広
が
り
ぬ

　

わ
か
り
や
す
い
句
。
夏
の
ひ
ど
い
暑
さ
は
、
山
に
い
る
動
物
た
ち
へ
も
大
き
く
影
響
し
、
見
す
ぼ
ら
し
い
姿
に

な
っ
て
い
た
と
い
う
。
逃
げ
場
の
な
い
気
候
の
変
動
は
、
等
し
く
生
き
物
に
降
り
か
か
り
、
同
じ
時
を
過
ご
し
て
い

る
の
だ
と
気
づ
く
瞬
間
で
あ
る
。
テ
ン
や
キ
ツ
ネ
が
人
間
の
よ
う
に
「
夏
負
け
」
し
た
と
い
う
の
が
面
白
い
。
百
合

が
盗
ま
れ
て
し
ま
っ
て
、
元
あ
っ
た
場
所
が
静
ま
り
か
え
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
見
る
作
者
の
心
に
も
空
洞
が
生
ま
れ

た
よ
う
だ
。
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無
二
の
会
短
信

◆
黄
烏
瓜
そ
の
後
─
─
前
号
に
詠
っ
た
我
が
家
の
黄
烏
瓜
は
雄
株
だ
っ
た
ら
し
く
、
実
る
こ
と
も
な
く
秋
の
深
ま
り

と
と
も
に
枯
れ
果
て
た
。
今
は
高
さ
二
・
五
メ
ー
ト
ル
の
南
天
の
木
に
、
黄
土
色
に
枯
れ
た
直
径
三
ミ
リ
ほ
ど
の
蔓

（
茎
）
だ
け
が
切
れ
切
れ
に
か
ら
ま
っ
て
い
る
。
来
年
は
雌
株
の
黄
熟
の
実
に
出
会
い
た
い
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
赤

い
実
の
烏
瓜
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
山
形
県
内
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
烏
瓜
の
花
は
黄
烏
瓜
に
似
た
白
い
レ
ー
ス
の

花
の
よ
う
だ
が
、
夜
に
咲
い
て
朝
方
に
は
萎
れ
る
と
い
う
。
い
つ
か
「
熟
れ
た
真
っ
赤
な
烏
瓜
」
を
見
て
詠
い
た
い

も
の
だ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梅
津
純
子

◆
十
月
の
中
下
旬
に
、
同
居
す
る
子
と
時
間
差
で
コ
ロ
ナ
に
感
染
し
た
。
外
出
自
粛
を
し
、
人
と
距
離
を
と
り
、
手

指
を
消
毒
し
、
と
い
ろ
い
ろ
注
意
し
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
も
数
を
打
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
今
さ
ら
と
か
、
な
ん
で
、
と

か
い
う
気
分
も
あ
っ
た
。
子
の
数
日
後
に
発
熱
し
た
。
そ
こ
ま
で
の
緊
張
感
は
息
苦
し
い
ほ
ど
だ
っ
た
が
、
じ
ぶ
ん

も
感
染
し
た
こ
と
で
、
む
し
ろ
気
が
楽
に
な
り
、
以
降
仲
良
く
世
話
を
し
あ
う
こ
と
に
な
っ
た
。
や
さ
し
く
も
し
て

も
ら
っ
た
。
発
熱
期
間
は
ほ
ぼ
三
日
、
と
も
に
咳
が
残
っ
た
が
、
じ
ぶ
ん
に
は
臭
覚
が
な
く
な
っ
た
、
ほ
て
り
、
な

ど
も
残
っ
た
。
味
噌
汁
に
味
噌
の
匂
い
が
し
な
い
、
コ
ー
ヒ
ー
に
香
り
が
な
い
、
洗
濯
物
の
汚
れ
具
合
が
匂
い
か
ら

は
わ
か
ら
な
い
、
な
ど
引
き
算
の
生
活
で
あ
る
。
臭
覚
は
、
三
週
間
後
に
な
ん
と
か
戻
っ
て
き
た
が
、
い
ず
れ
に
し

て
も
、
感
染
し
た
こ
と
で
、
何
か
一
区
切
り
と
い
う
か
、
一
段
落
と
い
う
か
し
た
感
じ
が
し
た
の
が
不
思
議
だ
。
子

と
二
人
で
の
り
越
え
た
感
じ
も
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
野
澤
繁
雄

◆
凄
ま
じ
い
暑
さ
の
お
陰
で
、
農
作
物
の
出
来
が
非
常
に
悪
か
っ
た
。
秘
伝
豆
な
ど
は
収
量
が
ほ
ぼ
半
分
。
白
菜
、

青
菜
も
不
出
来
で
、
砲
弾
の
よ
う
に
な
る
は
ず
の
白
菜
は
、
未
だ
に
ザ
ゼ
ン
ソ
ウ
く
ら
い
の
大
き
さ
で
玉
に
も
な
っ

て
い
な
い
。
遅
く
ま
で
暑
さ
が
続
い
て
い
た
せ
い
か
、
本
当
に
出
来
が
悪
か
っ
た
。
で
も
玉
に
な
ら
な
い
白
菜
に
も

楽
し
み
が
あ
る
。
冬
を
越
し
て
春
に
な
れ
ば
薹
が
立
っ
て
美
味
し
い
茎
立
に
な
る
の
だ
。
来
年
は
呆
れ
る
ほ
ど
の
茎

立
が
食
卓
に
並
ぶ
か
も
し
れ
な
い
。
「
喟

た
め
い
きの
出
る
畑
仕
事
小
六
月
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
村
ふ
じ
を

◆
年
齢
と
と
も
に
時
の
た
つ
の
が
早
く
感
じ
ら
れ
ま
す
。
二
〇
二
三
年
は
こ
と
さ
ら
早
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

志
し
た
成
果
は
皆
無
で
し
た
が
、
生
命
を
保
ち
負
傷
を
癒
せ
た
こ
と
に
は
感
謝
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
「
展
景
」

に
は
編
集
部
の
励
ま
し
を
頂
き
、
復
帰
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
お
陰
で
結
社
誌
へ
の
出
詠
も
叶
え
ら
れ
、
歌
づ

く
り
が
続
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
急
が
ず
転
ば
ず
何
事
に
も
用
心
フ
ァ
ー
ス
ト
で
歩
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
村
郁
子
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◆
イ
ス
ラ
エ
ル
軍
に
よ
る
ガ
ザ
の
人
々
の
虐
殺
が
続
い
て
い
る
。
十
月
七
日
以
降
の
新
聞
は
、
見
出
し
も
写
真
も
残

酷
す
ぎ
て
正
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
イ
ス
ラ
エ
ル
は
正
々
堂
々
と
パ
レ
ス
チ
ナ
へ
の
蛮
行
を
繰
り
返
し
て
い

る
。
怒
り
が
込
み
上
げ
る
毎
日
だ
。
最
近
読
ん
だ
文
章
の
中
で
、
「
世
界
」
二
〇
二
三
年
三
月
号
の
「
『
人
権
の
彼

岸
』
か
ら
世
界
を
観
る
」
（
岡
真
理 

著
）
が
最
も
印
象
深
い
。
「
こ
の
一
年
、
ロ
シ
ア
の
侵
略
に
対
す
る
非
難
と

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
人
々
に
対
す
る
共
感
が
メ
デ
ィ
ア
に
溢
れ
、
平
和
学
習
が
に
わ
か
に
興
隆
し
た
。
か
た
や
中
東
の
メ

デ
ィ
ア
に
溢
れ
る
の
は
、
欧
米
諸
国
の
二
重
基
準
に
対
す
る
批
判
だ
。
侵
略
を
非
難
し
、
そ
の
犠
牲
者
に
共
感
す
る

の
は
正
し
い
が
、
平
和
を
唱
え
な
が
ら
こ
の
二
重
基
準
の
問
題
を
等
閑
視
す
る
こ
と
は
、
平
和
よ
り
む
し
ろ
そ
の
破

壊
を
援
け
る
も
の
で
あ
る
」
と
論
考
は
続
く
。
欧
州
で
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
難
民
は
受
け
入
れ
る
が
シ
リ
ア
難
民
は
拒

絶
、
と
い
う
よ
う
に
人
種
差
別
は
植
民
地
主
義
の
時
代
と
変
わ
ら
な
い
。
メ
デ
ィ
ア
は
ガ
ザ
で
の
大
規
模
な
攻
撃
が

あ
っ
た
時
し
か
報
道
し
な
い
。
日
本
の
ほ
と
ん
ど
の
メ
デ
ィ
ア
も
欧
米
に
右
な
ら
え
な
の
は
嘆
か
わ
し
い
。
プ
ー
チ

ン
を
悪
者
に
す
る
の
な
ら
、
欧
米
の
二
重
基
準
も
同
じ
く
ら
い
問
題
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、
岡
さ
ん
は
主
張

す
る
。
そ
の
通
り
だ
と
思
う
。
今
も
世
界
の
ど
こ
か
で
蔑
ま
れ
た
民
衆
が
蹂
躙
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち
に
何
が
で
き

る
の
か
、
途
方
に
暮
れ
る
こ
の
頃
だ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
野
祐
子

編
集
後
記

◆
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ガ
ザ
攻
撃
に
怒
っ
て
い
た
ら
、
日
本
の
二
〇
二
四
年
は
た
い
へ
ん
な
幕
開
け
と
な
っ
た
。
一
日
は

能
登
半
島
で
大
地
震
、
二
日
に
は
羽
田
空
港
で
日
本
航
空
と
海
上
保
安
庁
の
航
空
機
同
士
の
衝
突
事
故
。
ニ
ュ
ー
ス

を
追
う
だ
け
で
精
一
杯
。
気
持
ち
が
付
い
て
い
か
な
い
。
能
登
の
地
震
で
は
当
初
、
七
尾
市
に
い
る
知
人
の
安
否
が

わ
か
ら
な
か
っ
た
。
四
日
に
な
っ
て
、
ケ
ー
タ
イ
も
何
も
持
た
ず
近
く
の
高
校
に
避
難
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

た
。
が
、
な
ん
と
も
こ
の
寒
空
が
恨
め
し
い
。

　

能
登
半
島
に
は
志し

賀か

原
発
が
あ
り
、
そ
ち
ら
も
気
に
な
っ
て
い
た
。
北
陸
電
力
は
正
確
な
情
報
を
出
さ
ず
、
小
出

し
に
訂
正
し
て
い
る
。
や
は
り
不
具
合
が
出
て
お
り
、
津
波
も
来
て
い
た
の
だ
。
元
京
都
大
学
原
子
炉
実
験
所
助
教

の
小
出
裕
章
さ
ん
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
を
紹
介
し
た
い
。

「
小
出
裕
章
が
語
る
能
登
地
震
と
原
発
」

https://note.com
/kuw

a589/n/nf745c45cb244

　

こ
の
災
害
の
あ
と
に
政
府
が
何
を
も
ち
出
す
か
、
気
を
つ
け
た
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
だ
。
110
号
の
新
野
祐
子
さ
ん
の

次
の
句
が
、
い
み
じ
く
も
警
告
を
発
し
て
い
る
。
シ
ョ
ッ
ク
・
ド
ク
ト
リ
ン
と
は
、
社
会
に
壊
滅
的
な
惨
事
が
発
生

し
た
直
後
に
、
人
々
が
茫
然
自
失
し
て
い
る
時
を
チ
ャ
ン
ス
と
捉
え
て
巧
妙
に
利
用
す
る
政
策
手
法
だ
と
い
う
。
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『
シ
ョ
ッ
ク
・
ド
ク
ト
リ
ン
』
地
図
広
げ
つ
つ
読
む
日
永

　
　
　
＊
ナ
オ
ミ
・
ク
ラ
イ
ン
著
『
シ
ョ
ッ
ク
・
ド
ク
ト
リ
ン
―
―
惨
事
便
乗
型
資
本
主
義
の
正
体
を
暴
く
』

　

さ
て
、
同
人
・
市
川
茂
子
さ
ん
の
こ
と
を
お
伝
え
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
昨
年
十
二
月
、
甥
の
方
か
ら
電
話
を

い
た
だ
い
た
。
市
川
さ
ん
は
十
一
月
半
ば
ご
ろ
か
ら
入
院
し
、
そ
の
後
、
亡
く
な
ら
れ
た
そ
う
だ
。
「
展
景
（
の

歌
）
に
あ
っ
た
屋
形
船
に
一
緒
に
乗
っ
た
甥
で
す
。
み
な
さ
ん
に
も
よ
ろ
し
く
お
伝
え
く
だ
さ
い
」
と
の
こ
と
だ
っ

た
。
市
川
さ
ん
は
秋
田
県
出
身
で
、
東
京
の
板
橋
区
に
長
く
暮
ら
し
た
。
展
景
の
最
初
の
主
宰
者
・
布
宮
み
つ
こ
と

は
板
橋
区
短
歌
連
盟
で
知
り
合
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。
み
つ
こ
を
先
生
と
呼
ん
で
第
25
号
か
ら
参
加
し
、
ず
っ
と
お

付
き
合
い
を
し
て
く
れ
た
。
九
十
歳
に
な
る
こ
ろ
だ
ろ
う
か
、
原
稿
が
来
る
た
び
に
覚
悟
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら

れ
た
。
お
連
れ
合
い
を
亡
く
し
て
か
ら
一
人
暮
ら
し
を
続
け
て
、
立
派
な
最
期
で
あ
っ
た
と
思
う
。
享
年
九
十
一
。

市
川
さ
ん
、
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

◆
「
展
景
」
の
冊
子
は
今
号
で
終
わ
り
、
こ
れ
か
ら
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
版
の
み
と
な
り
ま
す
。

〈
お
す
す
め
本
〉

・
『
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
か
ら
ガ
ザ
へ
─
─
パ
レ
ス
チ
ナ
の
政
治
経
済
学
』
（
サ
ラ
・
ロ
イ
、
岡
真
理
・
小
田
切
拓
・
早

尾
貴
紀 

編
訳
、
青
土
社
、
二
〇
〇
九
）

（
著
者
の
サ
ラ
・
ロ
イ
は
、
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
生
き
残
り
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
両
親
に
も
つ
。
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
パ
レ
ス

チ
ナ
の
占
領
体
制
を
ガ
ザ
地
区
に
焦
点
を
当
て
経
済
面
か
ら
詳
述
。
読
者
と
し
て
、
前
半
は
よ
く
わ
か
る
が
少
し
難

し
い
。
と
こ
ろ
が
後
半
に
な
る
と
俄
然
ひ
き
込
ま
れ
る
。
特
に
サ
ラ
・
ロ
イ
と
徐ソ

キ
ョ
ン
シ
ク

京
植
の
対
談
で
は
相
互
に
深
く
語

ら
れ
る
。
著
者
は
、
個
別
的
な
こ
と
と
普
遍
的
な
こ
と
を
と
も
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
最
も
重
要
だ
と
い
う
。
パ
レ

ス
チ
ナ
問
題
が
肌
感
覚
で
わ
か
り
、
最
後
ま
で
読
み
通
し
た
。
本
を
読
ん
で
も
虐
殺
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

が
、
理
解
の
助
け
に
は
な
る
）

・
『
理
想
の
父
に
は
な
れ
な
い
け
れ
ど
』
（
じ
ゃ
ん
ぽ
～
る
西
、K

A
D

O
K

A
W

A

、
二
〇
二
二
）

（
フ
ラ
ン
ス
人
妻
と
の
間
に
男
児
二
人
を
授
か
っ
た
漫
画
家
の
著
者
。
子
ど
も
た
ち
の
成
長
を
父
親
の
目
線
で
描
い

た
子
育
て
コ
ミ
ッ
ク
エ
ッ
セ
イ
。
子
ど
も
を
素
直
に
観
察
す
る
と
こ
う
な
る
か
、
と
楽
し
く
読
め
る
。
妻
は
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
の
西
村
カ
リ
ン
さ
ん
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
布
宮
慈
子
）
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上記のサイトでは、フルカラーのオンラ
イン版「展景」を公開しています。
61号からのバックナンバーも読むことが
できます。


