
T H E　 I C H I N O M I Y A N I S H I K O H　 S H I M B U N［１］第１３１号 ２０１０（平成２２）年３月２日（火）

発　行　所

愛知県立一宮西高新聞部
一宮市萩原町串作河田１
電話一宮（６８）　１　１　９　１

株式会社　大　　東　　社
電話一宮（６２）　１　１　６　８

紙 徳 商 店�

　

周
り
を
見
回
す
と
、
西
高
に
は
「
教

職
」
を
希
望
す
る
生
徒
が
多
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。「
小
学
校
の
先
生
に
な
り
た

い
」「
中
学
校
で
教
え
た
い
」「
幼
稚
園
の

の
先
生
に
な
り
た
い
」
な
ど
の
よ
う
に

多
岐
に
わ
た
る
。そ
し
て
、そ
の
動
機
と

し
て
は
、「
小
学
校
の
〇
年
生
の
と
き
の

先
生
の
よ
う
に
な
り
た
い
」と
か
、「
中

学
校
の
〇
〇
の
先
生
の
よ
う
に
、
〇
〇

を
教
え
た
い
」と
い
う
よ
う
に
、「
恩
師

に
憧
れ
て
」
と
い
う
こ
と
が
多
い
。

　

し
っ
か
り
し
た
目
標
が
あ
っ
て
非
常

に
羨
ま
し
い
こ
と
だ
が
、
憧
れ
だ
け
で

先
生
を
め
ざ
す
こ
と
に
、
生
徒
と
い
う

立
場
で
一
抹
の
不
安
が
あ
る
。

　

生
き
生
き
と
楽
し
く
、
笑
顔
を
絶
や

さ
ず
児
童
生
徒
に
勉
強
を
教
え
て
い
る

教
師
の
姿
に
憧
れ
る
気
持
ち
は
、
わ
か

ら
な
い
で
も
な
い
。た
だ
、児
童
・
生
徒

に
慕
わ
れ
、
楽
し
く
教
え
て
い
る
教
師

と
い
う
側
面
し
か
見
て
い
な
い
の
で
は

な
い
か
と
心
配
す
る
。

◇

　

そ
も
そ
も
教
師
と
は
、
ど
う
い
う
職

業
な
の
だ
ろ
う
か
。
単
に
授
業
の
講
義

を
す
る
者
の
こ
と
で
は
な
い
の
か
と
思

っ
て
み
た
が
、
よ
く
わ
か
ら
な
い
の
で

辞
書
で
調
べ
た
と
こ
ろ
、
①
学
校
な
ど

で
、学
業
・
技
芸
を
教
え
る
人
。先
生
。教

員
。「
数
学
の
│
」「
家
庭
│
」
②
宗
教
上

の
教
化
を
行
う
人
。
の
２
つ
の
意
味
が

あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
当
然
①
の
意
味
だ

が
、
こ
れ
だ
と
「
授
業
さ
え
す
れ
ば
い

い
」
と
い
う
こ
と
だ
。

　

し
か
し
、
現
実
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う

か
。
実
際
に
は
授
業
以
外
の
様
々
な
仕

事
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
西
高
を
例

に
と
っ
て
考
え
て
み
て
も
、
進
路
指
導

を
始
め
、
遅
刻
や
服
装
な
ど
の
様
々
な

生
活
指
導
も
あ
る
し
、
部
活
の
指
導
な

ど
も
あ
る
。

　

他
に
も
、
私
た
ち

が
知
ら
な
い
よ
う
な

様
々
な
仕
事
が
あ
る

に
違
い
な
い
。
教
師

は
た
だ
単
に
授
業
で
教
科
指
導
を
し
て

い
れ
ば
い
い
だ
け
で
な
く
、
こ
う
い
っ

た
様
々
な
指
導
に
も
多
く
の
時
間
を
割

い
て
い
る
。そ
し
て
、そ
の
中
に
は
不
本

意
な
仕
事
だ
っ
て
あ
る
の
か
も
知
れ
な

い
し
、こ
う
い
っ
た
仕
事
の
た
め
に
、や

り
た
い
授
業
準
備
に
十
分
な
時
間
を
割

け
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
て
あ
る
に
違

い
な
い
。

◇

　

さ
ら
に
、
保
護
者
へ
の
対
応
な
ど
で

気
を
遣
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

小
学
校
や
中
学
校
を
中
心
に
、「
モ
ン

ス
タ
ー
・
ペ
ア
レ
ン
ト
」と
呼
ば
れ
る
保

護
者
の
存
在
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

「
モ
ン
ス
タ
ー
・
ペ
ア
レ
ン
ト
」と
は
、一

言
で
言
え
ば
自
分
勝
手
な
理
想
を
学
校

や
子
供
に
押
し
付
け
る
親
の
こ
と
で
あ

る
。行
動
例
と
し
て
、「
劇
の
主
役
や
習

字
の
評
価
を
高
く
し
ろ
と
要
求
し
て
く

る
」「
自
分
の
子
供
が
風
邪
で
テ
ス
ト
を

受
け
ら
れ
な
い
の
で
、
代
わ
り
に
自
分

が
受
け
に
く
る
」「
夜
中
、
授
業
時
間
で

も
電
話
し
て
く
る
」
な
ど
が
有
名
で
あ

る
。

　

こ
れ
ら
の
行
動
に
教
職
員
は
膨
大
な

時
間
を
奪
わ
れ
て
し
ま
う
た
め
に
、
他

の
児
童
・
生
徒
の
た
め
に
使
う
教
材
研

究
、授
業
準
備
、生
徒
指
導
、部
活
指
導
、

補
習
な
ど
の
時
間
が
な
く
な
り
、
場
合

に
よ
っ
て
は
学
校
全
体
に
悪
影
響
が
広

ま
る
。ま
た
、そ
の
被
害
は
教
師
に
も
広

が
り
、
中
に
は
精
神
的
な
疾
患
に
罹
っ

た
り
、
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
て
い
く
教

師
も
い
る
と
い
う
の
だ
。

　

こ
う
い
っ
た
極
端
な
親
の
要
求
は
論

外
と
し
て
も
、一
般
の
親
に
も
、学
校
や

教
師
に
対
す
る
様
々
な
要
望
や
期
待
が

あ
る
こ
と
も
事
実
で
、
そ
れ
に
応
え
る

た
め
に
教
師
は
さ
ら
に
様
々
な
仕
事
を

背
負
い
込
み
、
多
忙
を
極
め
て
い
る
。

　

教
師
の
こ
う
い
っ
た
現
実
的
な
側
面

に
も
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ

ろ
う
。

◇

「
教
師
は
五
者
で
あ
れ
」
と
い
う
言
葉

が
あ
る
と
い
う
。
「
五
者
」
と
い
う
の

は
学
者
、
易
者
、
医
者
、
芸
者
、
役
者

の
こ
と
で
、

　

第
１
に
自
分
の
専
門

分
野
の
学
問
に
通
じ
た

「
学
者
」
で
あ
れ
。

　

第
２
に
朝
の
Ｓ
Ｔ
で
生
徒
の
顔
色
を

見
て
健
康
状
態
を
把
握
で
き
、
生
徒
の

悩
み
の
相
談
相
手
に
な
れ
る
「
医
者
」

で
あ
れ
。　
　

　

第
３
に
生
徒
の
個
性
を
つ
か
み
、
将

来
の
適
性
を
見
抜
き
、
進
路
指
導
に
生

か
せ
る
「
易
者
」
で
あ
れ
。

　

第
４
に
生
徒
を
引
き
つ
け
、
楽
し
い

授
業
を
展
開
で
き
る「
役
者
」で
あ
れ
。

　

第
５
に
一
芸
は
百
芸
に
通
ず
と
言
わ

れ
る
こ
と
よ
り
、
教
師
自
身
が
一
芸
に

秀
で
た「
芸
者
」で
あ
れ
。

と
い
う
も
の
な
の
だ
そ
う
だ
。

　

な
る
ほ
ど
、
こ
ん
な
教
師
が
い
た
ら

児
童
・
生
徒
の
要
望
や
保
護
者
の
期
待

に
も
十
分
答
え
て
く
れ
そ
う
だ
と
思
う

が
、
一
方
で
は
こ
ん
な
こ
と
が
す
べ
て

で
き
る
教
師
な
ん
て
い
る
の
だ
ろ
う
か

と
も
思
う
。
こ
ん
な
理
想
的
な
こ
と
す

べ
て
を
要
求
さ
れ
た
ら
、
ま
す
ま
す
多

忙
化
に
拍
車
が
か
か
っ
て
し
ま
う
だ
ろ

う
。

　

し
か
し
、
現
実
の
問
題
と
し
て
は
、

世
の
中
は
教
師
に
対
し
て
こ
う
い
っ
た

理
想
像
を
求
め
て
い
る
。し
た
が
っ
て
、

単
に
楽
し
く
授
業
を
行
う
の
み
な
ら

ず
、
「
雑
務
」
と
言
っ
て
は
い
け
な
い

の
だ
ろ
う
が
、
様
々
な
や
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
、
や
る
こ
と
を
期
待
さ

れ
て
い
る
こ
と
ま
で
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
き
ち
ん

と
わ
き
ま
え
、
覚
悟
の
上
で
教
師
を
選

ん
で
い
っ
て
欲
し
い
と
思
う
。

　

で
も
考
え
て
み
れ
ば
、
教
師
に
限
ら

ず
、
ど
ん
な
仕
事
に
も
様
々
な
側
面
が

あ
り
、
光
の
当
た
ら
な
い
部
分
で
は
苦

労
す
る
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
が
世

の
中
な
の
だ
ろ
う
。
ど
ん
な
仕
事
も
、

憧
れ
だ
け
で
選
ん
で
い
い
訳
が
な
い
。

す
。
開
花
寸
前
の
つ
ぼ
み
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

し
か
し
、
こ
の
時
点
で
咲
い
た

花
は
ま
だ
ま
だ
小
さ
く
、
実
が
な

る
と
は
到
底
思
え
ま
せ
ん
。
確
か

に
君
た
ち
の
人
生
で
は
、
大
学
合

格
は
大
き
な
花
の
１
つ
だ
と
思
い

ま
す
が
、
で
は
果
実
に
あ
た
る
も

の
は
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
見

つ
け
る
こ
と
が
今
後
の
大
き
な
課

題
だ
と
思
い
ま
す
。
果
実
を
捜
す

旅
は
今
よ
う
や
く
ス
タ
ー
ト
ラ
イ

ン
に
立
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
大
学

生
活
で
自
分
自
身
に
知
識
と
い
う

肥
料
を
た
く
さ
ん
ま
い
て
、
大
き

な
実
を
た
く
さ
ん
な
ら
す
よ
う
に

し
て
く
だ
さ
い
。
未
来
は
君
た
ち

の
た
め
に
あ
る
の
で
す
か
ら
。

　

以
上
が
３
年
間
３
年
生
諸
君
を

見
つ
め（
に
ら
み
）続
け
て
き
た
学

年
主
任
と
し
て
の
最
後
の
言
葉
で

す
。
参
考
に
し
て
く
れ
た
ら
幸
い

で
す
。

　
不　
　

東

校　

長　

笠　

井　

紀　

世　

史

　

卒
業
生
の
み
な
さ
ん
、
卒
業
お

め
で
と
う
。
蛍
雪
の
功
な
り
、
新

た
な
世
界
へ
飛
び
立
つ
皆
さ
ん
を

心
か
ら
祝
福
い
た
し
ま
す
。

　

さ
て
、
日
本
画
家
で
東
京
芸
術

大
学
学
長
も
務
め
た
平
山
郁
夫
氏

が
、昨
年
末
に
他
界
さ
れ
ま
し
た
。

平
山
氏
が
遺
し
た
仏
教
を
題
材
と

す
る
数
々
の
名
品
の
中
で
も
、　
３０

年
の
歳
月
を
か
け
た
畢
生
の
大
作

が
、
奈
良
薬
師
寺
玄
奘
三
蔵
院
伽

藍
に
あ
る
「
大
唐
西
域
壁
画
」
で

す
。

　

こ
の
壁
画
は
長
安
を
発
ち
、
天

山
を
越
え
、
ナ
ー
ラ
ン
ダ
ー
を
辿

り
、
天
竺
に
至
る
玄
奘
三
蔵
求
法

の
旅
と
そ
の
精
神
を
描
く
も
の

で
、
７
場
面　

枚
か
ら
成
り
、
長

１３

さ
は　

メ
ー
ト
ル
に
及
び
ま
す
。

４９

堂
内
に
一
歩
入
る
と
、
そ
の
独
特

の
筆
使
い
と
色
彩
、
そ
し
て
空
間

の
拡
が
り
に
圧
倒
さ
れ
、
玄
奘
が

歩
い
た
遙
か
昔
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド

に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。　
　
　
　
　
　
　
　

　

「
西
遊
記
」
で
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
玄
奘
三
蔵
は
中
国
唐
代
の
歴

史
上
の
僧
侶
で
あ
り
、
イ
ン
ド
で

の　

年
の
苦
学
を
経
て
唐
に
戻

１７
り
、
１
３
３
５
巻
も
の
経
典
を
翻

訳
し
ま
し
た
。
イ
ン
ド
に
行
く
前

に
、
玄
奘
は
名
僧
高
僧
の
教
え
を

求
め
て
中
国
各
地
を
巡
歴
し
、
教

え
を
請
い
ま
し
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
彼
の
疑
念
を
解
く
に
は
至
ら

ず
、
イ
ン
ド
に
赴
き
教
義
の
原
典

に
接
し
て
直
接
解
義
を
得
る
他
に

途
は
な
い
と
思
い
至
り
、
国
禁
を

犯
し
て
密
出
国
し
ま
し
た
。
こ
の

時
、
玄
奘
は　

歳
で
し
た
。

２７

　

い
つ
の
世
に
あ
っ
て
も
未
知
な

も
の
を
極
め
た
い
、
知
り
た
い
と

思
う
若
者
の
一
途
な
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
時
代
を
変
え
て
い
き
ま
す
。
同

じ
よ
う
に
幕
末
に
鎖
国
中
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
吉
田
松
陰
を
は
じ
め

多
く
の
有
為
の
若
者
が
、
海
外
に

出
て
知
識
を
吸
収
し
よ
う
と
試
み

た
熱
い
思
い
を
思
い
起
こ
さ
ず
に

は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。

　

玄
奘
三
蔵
院
伽
藍
の
中
央
に
、

法
隆
寺
の
夢
殿
と
同
じ
形
を
し
た

八
角
円
堂
の
お
堂
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
正
面
に
薬
師
寺
第
１
２
７
代

管
主
、
高
田
好
胤
師
の
手
に
な
る

「
不
東
」
の
文
字
が
書
か
れ
た
額

が
掲
げ
て
あ
り
ま
す
。「
不
東
（
ふ

と
う
）
」
と
は
、
「
学
成
ら
ず
ん

ば
、
東
（
西
域
か
ら
見
た
東
方
の

長
安
の
都
を
指
し
ま
す
）
に
戻
ら

ず
」
と
い
う
玄
奘
三
蔵
の
決
意
の

言
葉
で
す
。
玄
奘
が
長
安
の
都
か

ら
西
の
方
角
に
あ
る
天
竺
へ
出
発

し
た
直
後
に
、
国
境
を
守
る
要
塞

の
指
揮
官
に
語
っ
た
言
葉
と
し
て

伝
わ
っ
て
い
ま
す
、

　

こ
の
「
不
東
」
の
精
神
を
忘
れ

ず
に
、
大
望
を
も
っ
て
前
へ
進
み

ま
し
ょ
う
。

　

今
冬
は
気
象
庁
の
予
想
で
は
暖

冬
で
し
た
が
、
殊
の
外
寒
さ
が
厳

し
く
、
雪
を
か
ぶ
っ
た
伊
吹
山
や

養
老
山
地
を
見
な
が
ら
登
校
す
る

こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
記
憶
し

て
い
ま
す
。
あ
の
寒
さ
が
終
わ
っ

た
今
、
苦
し
か
っ
た
セ
ン
タ
ー
試

験
や
、
死
に
も
の
ぐ
る
い
で
学
習

し
た
Ｓ
Ｓ
授
業
、
そ
し
て
前
期
試

験
を
終
え
た
感
想
は
ど
う
で
す

か
。
力
の
限
り
で
き
ま
し
た
か
。

　

さ
て
、
３
年
前
の
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、
我
が
家
の
猫
の
額
の
よ

う
な
小
さ
な
庭
に
、
ザ
ク
ロ
を
植

え
ま
し
た
。
最
初
の
樹
高
は
１
㍍

も
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
今
や
２

㍍
に
届
こ
う
と
す
る
高
さ
に
な
り

ま
し
た
。
２
年
目
か
ら
花
が
咲
き

始
め
た
の
で
、
ザ
ク
ロ
の
実
が
食

べ
ら
れ
る
と
喜
ん
で
い
ま
し
た

が
、
そ
の
年
も
昨
年
も
実
が
な
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
の

厳
し
い
寒
さ
の
中
、
葉
を
全
部
落

と
し
な
が
ら
、
翌
春
の
た
め
に
針

の
よ
う
な
芽
を
た
く
さ
ん
つ
け
て

い
る
姿
を
見
る
と
、
今
年
こ
そ
は

実
を
つ
け
て
く
れ
る
よ
う
に
祈
り

た
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　

３
年
生
諸
君
は
、
今
現
在
そ
の

ザ
ク
ロ
の
よ
う
な
状
態
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
入
学
時
と

は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
く
ら
い

学
力
が
つ
き
、
ほ
と
ん
ど
の
人
が

合
格
発
表
を
待
っ
て
い
る
は
ず
で

　
ザ　

ク　

ロ

３
年
学
年
主
任　

平　

澤　
　

稔

卒
業
お
め
で
と
う�

　

１
月　

日
、
一
宮
市
民
会
館

２２

で
、
予
餞
会
が
開
催
さ
れ
た
。

　

予
選
を
勝
ち
抜
い
た
合
唱
１
ク

ラ
ス
、
劇
３
ク
ラ
ス
が
、
心
を
１

つ
に
し
て
、
舞
台
狭
し
と
熱
演
を

繰
り
広
げ
た
。
友
情
や
ら
協
力
の

大
切
さ
を
テ
ー
マ
と
し
な
が
ら
、

巣
立
っ
て
ゆ
く
３
年
生
へ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
込
め
て
演
じ
ら
れ
た
演

技
に
、
会
場
は
沸
い
た
。

　

残
念
な
が
ら
予
選
落
ち
し
て
出

場
で
き
な
か
っ
た
ク
ラ
ス
は
、
３

分
間
ス
ピ
ー
チ
と
し
て
３
年
生
へ

の
感
謝
や
激
励
の
気
持
ち
を
、
工

夫
を
凝
ら
し
て
伝
え
た
。

　

例
年
の
３
年
生
の
先
生
方
に
よ

る
寸
劇
の
代
わ
り
に
、
平
澤
先
生

と
リ
ー
ダ
ー
長
諸
君
に
よ
る
エ
ー

ル
の
交
換
が
行
わ
れ
て
、
予
餞
会

は
締
め
く
く
ら
れ
た
。

　

２
０
０
９
年
４
月　

日
、
河
村

２６

た
か
し
氏
が
名
古
屋
市
長
に
当
選

し
た
。
そ
れ
か
ら
約
１
年
。

　

就
任
以
来
、
河
村
市
長
が
使
う

名
古
屋
弁
が
全
国
的
に
注
目
を
集

め
て
き
た
。
市
長
自
身
は
名
古
屋

弁
に
つ
い
て
、
「
方
言
で
は
な
く

地
方
で
独
自
に
醸
成
さ
れ
た
言

葉
」
だ
と
し
て
、
「
名
古
屋
こ
と

ば
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
名
古
屋
こ
と
ば
は
、
フ
ラ
ン
ス

語
よ
り
美
し
い
」
と
公
言
し
て
い

る
。

　

市
長
選
の
際
に
は
、
「
名
古
屋

こ
と
ば
の
復
権
」
と
い
う
公
約
ま

で
も
掲
げ
て
い
た
。
し
か
し
、
名

古
屋
市
の
調
査
に
よ
る
と
、
市
民

の
名
古
屋
弁
の
使
用
頻
度
は
か
な

り
低
い
ら
し
い
。

▼
正
月
の
習
慣
と
言
え
ば
ど
ん
な

物
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
？
▼

「
鏡
餅
」
、
「
お
せ
ち
」
、
「
し

め
飾
り
」
…
。
で
も
、
な
ん
と
言

っ
て
も
や
っ
ぱ
り
「
初
詣
」
で
す

よ
ね
。
「
初
詣
」
と
い
う
の
は
明

治
時
代
中
期
か
ら
習
慣
化
さ
れ
、

１
年
の
無
事
と
平
安
を
祈
る
た
め

の
行
事
だ
そ
う
で
す
。
▼
ア
メ
リ

カ
や
欧
米
で
は
お
正
月
よ
り
も
ク

リ
ス
マ
ス
の
方
が
重
ん
じ
ら
れ
て

い
ま
す
が
、
お
正
月
を
祝
う
の
は

日
本
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私

は
小
学
生
の
冬
休
み
の
自
由
課
題

で
、
世
界
の
お
正
月
に
つ
い
て
調

べ
た
事
が
あ
り
ま
す
。
中
国
や
韓

国
な
ど
の
国
で
も
お
正
月
は
盛
大

に
祝
う
行
事
と
な
っ
て
い
る
事
を

知
り
ま
し
た
。
で
も
、
そ
の
中
で

「
初
詣
」
の
よ
う
な
習
慣
が
他
の

国
で
は
見
あ
た
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
▼
こ
の
こ
と
か
ら
も「
初
詣
」

と
い
う
の
は
日
本
の
習
慣
・
文
化

と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
し
か
し
、
果
た
し
て
本
当
に

「
初
詣
」
と
い
う
の
は
た
だ
単
な

る
�
文
化
�
と
い
う
も
の
だ
け
な

の
で
し
ょ
う
か
？
私
は
そ
う
は
思

い
ま
せ
ん
。
▼
現
代
、
家
族
で
過

ご
す
時
間
は
減
っ
て
き
て
い
る
様

に
思
え
ま
す
。食
事
も
バ
ラ
バ
ラ
、

休
日
の
過
ご
し
方
も
そ
れ
ぞ
れ
、

ま
し
て
や
自
分
の
家
族
が
ど
こ
で

何
を
し
て
い
る
か
知
ら
な
い
と
い

う
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
？
中
学
の
時
の
自
分
が
そ
う

で
し
た
。
部
活
や
塾
が
あ
っ
た
か

ら
と
言
う
の
も
あ
り
ま
す
が
、
友

達
と
出
か
け
て
食
事
を
す
る
と
い

う
機
会
が
多
く
な
っ
た
と
い
う
の

も
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
家

族
と
話
す
機
会
が
減
り
、
全
く
口

を
き
か
な
い
と
い
う
日
も
あ
り
ま

し
た
。
▼
し
か
し
、
年
末
年
始
に

は
仕
事
が
休
み
に
な
る
親
御
さ
ん

も
多
い
し
、
学
校
も
休
み
に
な
り

ま
す
。
帰
省
を
し
、
祖
父
母
と
過

ご
す
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。
そ
う

い
う
家
族
が
集
ま
れ
る
と
き
に
一

緒
に
「
初
詣
」
に
行
く
と
い
う
の

は
、
普
段
出
来
な
い
会
話
を
し
、

お
互
い
の
絆
を
深
め
る
機
会
に
な

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
▼

最
近
、
私
の
周
り
で
は
初
詣
に
行

か
な
い
と
い
う
話
を
聞
き
ま
す
。

悪
い
事
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
初

詣
に
行
く
と
色
々
な
事
が
分
か
り

ま
す
。
私
は
毎
年
必
ず
家
族
で
初

詣
に
行
き
ま
す
。
そ
う
す
る
と
地

元
の
友
達
や
知
り
合
い
に
会
い
ま

す
。
久
し
ぶ
り
に
会
う
と
「
み
ん

な
無
事
に
新
年
を
迎
え
ら
れ
た
の

だ
な
あ
」
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、

「
元
気
そ
う
だ
ね
。
大
き
く
な
っ

た
ね
。
」
と
声
を
か
け
て
く
だ
さ

る
人
も
い
ま
す
。
初
詣
に
行
く
事

に
よ
っ
て
、家
族
と
だ
け
で
な
く
、

他
の
人
と
の
関
わ
り
も
大
切
に
す

る
事
が
出
来
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

西
高
生
と

名
古
屋
弁

　

そ
れ
で
は
、
西
高
生
と
名
古
屋

弁
と
の
関
係
は
ど
う
な
の
だ
ろ

う
。今
回
の
プ
チ
特
集
の
た
め
に
、

名
古
屋
弁
に
つ
い
て
の
以
下
の
よ

う
な
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
。

１
年
生
・
２
年
生
、
そ
れ
ぞ
れ
２

ク
ラ
ス
ず
つ
に
協
力
し
て
い
た
だ

い
た
。
行
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
質

問
内
容
は
以
下
の
通
り
。　
　
　

①
日
常
の
生
活
の
中
で
、
名
古
屋

弁
を
使
っ
て
い
ま
す
か
。　
　
　

②
名
古
屋
弁
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ

ー
ジ
を
持
っ
て
い
ま
す
か
。　
　

③
河
村
た
か
し
名
古
屋
市
長
の
名

古
屋
弁
を
ど
う
思
い
ま
す
か
。

　

日
常
的
に
名
古
屋
弁
を
使
っ
て

い
る
か
、と
い
う
①
の
質
問
に
は
、

男
子　

％
、女
子　

％
が「
使
う
」

５２

８５

と
答
え
、
全
体
で
は
約
７
割
に
も

な
っ
た
。
こ
れ
は
、
名
古
屋
市
が

市
民
に
対
し
て
と
っ
た
ア
ン
ケ
ー

ト
の
、
４
割
と
い
う
結
果
を
大
幅

に
超
え
て
い
る
。

　

名
古
屋
市
に
比
較
す
る
と
調
査

対
象
の
平
均
年
齢
は
低
い
は
ず
な

の
に
、
意
外
な
結
果
だ
と
い
う
気

も
す
る
。
し
か
し
核
家
族
化
が
進

ん
で
い
る
今
、
特
に
名
古
屋
市
内

で
は
、
よ
く
名
古
屋
弁
を
話
す
、

『
お
じ
い
ち
ゃ
ん
・
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
』
の
存
在
が
身
近
に
な
い
場
合

は
多
い
。
こ
れ
に
比
べ
て
市
街
地

で
は
、
祖
父
母
と
暮
ら
し
て
い
る

割
合
も
多
い
た
め
に
、
こ
の
よ
う

な
結
果
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考

え
ら
れ
る
。

　

だ
が
、使
っ
て
は
い
る
も
の
の
、

②
の
名
古
屋
弁
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ

い
て
の
質
問
で
は
「
田
舎
的
」
と

い
う
意
見
が
最
も
多
か
っ
た
。「
親

し
み
が
も
て
る
」
、
「
面
白
い
」

と
い
う
２
つ
を
わ
ず
か
に
上
回
っ

て
の
ト
ッ
プ
だ
っ
た
。
こ
れ
ら
３

つ
に
続
い
て
「
汚
い
」
と
い
う
意

見
が
あ
り
、
「
温
か
い
」
と
答
え

た
人
は
少
な
か
っ
た
。「
田
舎
的
」

と
い
う
答
え
が
多
い
と
い
っ
て

も
、
次
の
回
答
が
「
親
し
み
が
も

て
る
」
、
「
面
白
い
」
と
続
く
わ

け
だ
か
ら
、
良
く
な
い
イ
メ
ー
ジ

と
い
う
訳
で
も
な
い
。
確
か
に
田

舎
、
と
い
う
雰
囲
気
は
完
全
に
は

拭
い
去
れ
な
い
。
し
か
し
、
方
言

そ
の
も
の
が
各
地
域
の
も
の
で
あ

る
か
ら
、
方
言
で
あ
る

以
上
あ
る
程
度
は
田
舎

の
感
じ
が
す
る
も
の
だ

と
思
う
。
そ
の
た
め
に

「
親
し
み
が
も
て
る
」

と
い
う
答
え
も
多
く
な

っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
そ
の
他
の
回

答
と
し
て
は「
き
つ
い
」

と
い
う
も
の
が
あ
っ

た
。以
前
、方
言
と
は
、

標
準
語
で
は
言
い
表
せ

な
い
的
確
な
表
現
が
で

き
る
地
方
独
特
の
言
葉

だ
、
と
い
う
定
義
を
聞

い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ

れ
は
方
言
の
良
い
と
こ
ろ
な
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
反
対
に
ス
ト
レ

ー
ト
な
物
言
い
だ
と
感
じ
て
し
ま

う
部
分
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な

い
。

　

③
の
河
村
市
長
の
名
古
屋
弁
に

つ
い
て
は
「
好
き
」
、
「
好
き
な

方
」の
、よ
い
印
象
を
持
っ
て
い
る

の
は　

％
だ
っ
た
。
市
長
が
使
う

５１

名
古
屋
弁
は
、
世
間
で
は
批
判
的

な
意
見
も
多
く
上
が
っ
て
い
る
。

し
か
し
、「
嫌
い
」、「
嫌
い
な
方
」と

と
、悪
い
印
象
な
の
は　

％
だ
。西

４９

高
生
と
し
て
は
、
極
端
に
嫌
だ
と

い
う
わ
け
で
も
な
い
ら
し
い
。

　

こ
こ
で
、
一
般
の
意
見
も
少
し

書
い
て
み
た
い
。
河
村
市
長
の
名

古
屋
弁
に
良
い
印
象
を
持
っ
て
い

る
も
の
は
、『
河
村
さ
ん
の
影
響
に

よ
っ
て「
若
年
層
の
名
古
屋
言
葉
」

が
永
く
続
い
て
い
く
と
い
い
と
思

う
。
』
、
『
方
言
を
大
切
に
す
る

感
覚
が
と
て
も
好
き
。
』
な
ど
。

悪
い
印
象
の
意
見
は
、
『
自
分
も

名
古
屋
弁
を
し
ゃ
べ
る
が
、
河
村

市
長
の
名
古
屋
弁
は
何
だ
か
濁
っ

た
感
じ
が
し
て
あ
ま
り
好
き
で
は

な
い
。
』
、
『
方
言
は
ケ
ー
ス
バ

イ
ケ
ー
ス
で
使
い
分
け
を
す
る
の

が
大
人
の
ル
ー
ル
だ
と
思
う
。
』

　

市
長
の
名
古
屋
弁
が
好
き
で
も

嫌
い
で
も
、
皆
共
通
し
て
い
る
こ

と
と
し
て
は
、
名
古
屋
弁
自
体
の

こ
と
は
大
事
に
思
っ
て
い
る
事
が

伺
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
公
の

場
で
使
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
、
賛
否
両
論
あ
る
よ
う
だ
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
で「
好
き
」、
「
嫌

い
」
そ
れ
ぞ
れ
を
選
択
し
た
西
高

生
は
ど
の
よ
う
な
理
由
で
そ
う
言

っ
た
の
だ
ろ
う
。
自
由
に
書
け
る

よ
う
に
し
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や

ま
れ
た
。

　

河
村
市
長
は
名
古
屋
弁
反
対
の

意
見
も
、も
の
と
も
し
て
い
な
い
。

な
ん
で
も
、
飲
料
メ
ー
カ
ー
が
、

市
長
の
声
で
「
う
み
ゃ
あ
ジ
ュ
ー

ス
飲
ん
で
ち
ょ
ー
」
な
ど
と
し
ゃ

べ
る
自
販
機
を
作
っ
た
ら
し
い
。

そ
の
自
販
機
が
市
内
に
登
場
す
る

と
か
、
も
う
登
場
し
た
と
か
…
。

市
長
の
名
古
屋
弁
が
汚
い
と
い
う

意
見
は
と
も
か
く
、
こ
れ
か
ら
も

名
古
屋
を
全
国
に
見
せ
て
い
っ
て

ほ
し
い
。

　

名
古
屋
弁
な
ど
方
言
に
限
ら
ず

と
も
、
地
域
特
有
の
文
化
は
全
国

各
地
に
あ
る
と
思
う
。
時
代
の
流

れ
で
少
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と
は

仕
方
が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
名
古
屋
の
河
村
市
長
の
よ
う

に
、
そ
れ
を
大
切
に
し
よ
う
と
い

う
心
は
見
習
う
べ
き
部
分
が
あ
る

だ
ろ
う
。
（
裏
面
に
つ
づ
く
。
）

け
っ
こ
う

使
う
が
ね

河
村
市
長
の　
　

名
古
屋
弁
っ
て
…

　からくり考「LOVE」中村　英（水彩連盟運営委員）
　第３５回卒業生から贈られ、事務室前に展示されている作品。
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昭
和　

年
、
愛

２４

知
県
の
立
田
村

（
現
在
の
愛
西
市
）

で
貧
し
い
農
家
の

長
男
と
し
て
生
ま

れ
る
。
い
わ
ゆ
る

団
塊
の
世
代
で
あ

る
。

　

小
学
校
入
学
は　

年
。
幼
稚
園
も

３１

行
か
ず
に
い
き
な
り
入
学
し
た
。
低

学
年
の
頃
は
、
ガ
ス
・
水
道
は
無

く
、
電
化
製
品
と
言
え
ば
真
空
管
式

ラ
ジ
オ
と
暗
い
裸
電
球
だ
け
だ
っ

た
。
冬
の
暖
房
と
い
え
ば
火
鉢
で
あ

る
。
朝
食
を
準
備
す
る
か
ま
ど
の
火

の
あ
の
暖
か
さ
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。

井
戸
か
ら
汲
ん
だ
水
を
バ
ケ
ツ
で
風

呂
（
底
が
金
具
で
周
り
が
木
製
の

桶
）
ま
で
運
ん
で
沸
か
す
手
伝
い
を

よ
く
し
た
。
ま
た
、
農
繁
期
に
は
家

族
全
員
で
田
植
え
や
稲
刈
り
・
脱
穀

を
暗
く
な
る
ま
で
し
た
も
の
で
あ

る
。

　

そ
の
当
時
、
生
活
は
貧
し
か
っ
た

が
本
当
に
美
し
い
自
然
が
溢
れ
て
い

た
。
夏
に
は
蛍
が
乱
舞
し
、
川
に
は

水
草
が
一
面
に
生
い
茂
っ
て
い
て
、

魚
や
ザ
リ
ガ
ニ
が
い
っ
ぱ
い
い
た
。

そ
ん
な
中
を
近
所
の
仲
間
と
一
緒
に

通
学
し
た
。
通
学
路
は
１
キ
ロ
程
の

曲
が
り
く
ね
っ
た
道
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
自
動
車
は
ゼ
ロ
。
そ
し
て
、
学

校
か
ら
帰
る
と
暗
く
な
る
ま
で
外
で

遊
ん
だ
。
か
く
れ
ん
ぼ
や
缶
蹴
り
、

竹
の
バ
ッ
ト
を
使
っ
た
野
球
。
そ
し

て
、ビ
ー
玉
や
コ
マ
回
し
…
。ま
た
、

夏
に
は
子
供
だ
け
で
行
う
村
の
行
事

が
あ
り
、
「
提
灯
と
ぼ
し
」
で
花
火

を
あ
げ
た
り
、
「
盆
た
た
き
」
で
一

夜
を
あ
か
し
た
り
し
た
楽
し
い
思
い

出
が
あ
る
。

　

そ
ん
な
生
活
や
美
し
い
環
境
も
小

学
校
４
年
（
伊
勢
湾
台
風
に
遭
遇
）

の
頃
か
ら
次
第
に
変
化
し
て
い
っ

た
。
風
呂
や
台
所
に
は
水
道
が
引
か

れ
、我
が
家
に
も
テ
レ
ビ
が
入
っ
た
。

そ
し
て
世
は
高
度
経
済
成
長
へ
。
耕

地
は
道
路
や
用
・
排
水
路
で
碁
盤
の

目
に
区
画
さ
れ
て
い
っ
た
。
ま
た
、

夏
休
み
に
毎
日
の
よ
う
に
泳
い
で
い

た
川
は
農
薬
や
家
庭
排
水
で
ど
ん
ど

ん
汚
れ
て
い
っ
た
。

　
　

年
に
立
田
中
学
校
に
入
学
す

３７
る
。
部
活
は
卓
球
部
で
あ
る
。
指
導

者
が
い
な
く
て
み
ん
な
我
流
で
練
習

し
て
い
た
。
試
合
で
勝
っ
た
記
憶
が

な
い
。
そ
れ
で
も
部
活
は
楽
し
か
っ

た
。
中
学
３
年
と
言
え
ば
、
東
京
│

大
阪
間
で
新
幹
線
が
開
通
し
、
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
た
年
で

あ
る
。

　

翌
年
の　

年
、
津
島
高
校

４０

に
入
学
し
た
。
ど
ち
ら
か
と

い
う
と
内
気
で
人
見
知
り
す

る
の
で
、
生
徒
の
多
さ
に
圧

倒
さ
れ
た
。
一
学
年
６
６
０

人
（　

人
学
級
で
、
普
通
科

５５

　

ク
ラ
ス
・
家
政
科
２
ク
ラ

１０ス
）
で
あ
っ
た
。
教
室
は
生

徒
で
溢
れ
、
全
校
集
会
で
は

運
動
場
や
体
育
館
は
い
っ
ぱ

い
で
あ
っ
た
。
入
学
当
初
は

何
を
し
て
い
い
か
分
か
ら
ず

孤
独
感
を
深
め
て
い
た
が
、

入
部
し
た
物
理
部
で
安
堵
で
き
る
場

を
見
い
だ
し
た
。
卓
球
部
は
レ
ベ
ル

が
高
く
て
（
同
級
生
が
イ
ン
タ
ー
ハ

イ
に
出
場
）
と
て
も
近
づ
け
な
か
っ

た
。
小
学
校
の
頃
よ
り
刃
物
を
使
っ

て
、
竹
と
ん
ぼ
や
水
鉄
砲
を
よ
く
作

っ
た
。
ま
た
、
モ
ー
タ
ー
や
歯
車
な

ど
の
部
品
を
板
に
取
り
付
け
た
お
も

ち
ゃ
の
自
動
車
を
作
っ
た
り
し
て
い

て
、
い
つ
し
か
電
気
に
興
味
を
持
つ

よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
こ
と

か
ら
、
物
理
部
（
と
言
う
よ
り
「
ア

マ
チ
ュ
ア
無
線
部
」
で
、
放
課
に
集

ま
っ
て
ダ
ベ
っ
て
い
る
だ
け
の
部
だ

っ
た
）
が
自
分
に
む
い
て
い
た
の
で

あ
る
。
入
部
後
は
勉
強
そ
っ
ち
の
け

で
、
真
空
管
を
使
っ
た
受
信
機
や
簡

単
な
送
信
機
を
作
っ
た
り
し
た
。
小

遣
い
や
昼
食
代
の
一
部
が
こ
れ
ら
の

部
品
代
に
消
え
て
い
っ
た
の
で
あ

る
。
（
こ
の
趣
味
は
就
職
後
も
オ
ー

デ
ィ
オ
ア
ン
プ
の
制
作
や
パ
ソ
コ
ン

・
釣
り
竿
の
自
作
へ
と
連
な
る
こ
と

に
な
る
。
）

　

勉
強
も
し
な
い
で
、
毎
日
そ
ん
な

生
活
を
し
て
い
た
の
で
、
成
績
は
急

降
下
し
た
。
当
時
の
津
島
高
校
は
自

由
で
明
る
い
雰
囲
気
が
あ
っ
て
、
と

て
も
居
心
地
が
よ
か
っ
た
。
悪
く
言

え
ば
放
任
。
余
程
し
っ
か
り
し
て
い

な
い
と
勉
強
を
怠
け
て
し
ま
う
学
校

で
あ
っ
た
。

　

高
校
２
年
、同
級
生
に
恋
を
す
る
。

つ
の
る
想
い
を
伝
え
た
が
ノ
ー　

リ

ア
ク
シ
ョ
ン
！　

み
ご
と
に
失
恋
し

た
。
秋
に
は
、
秋
吉
台
・
広
島
（
平

和
公
園
と
宮
島
）
・
栗
林
公
園
・
小

豆
島
を
巡
る
修
学
旅
行
が
あ
っ
た
。

本
来
な
ら
ば
電
車
で
行
く
予
定
が
、

天
皇
陛
下
の
お
召
し
列
車
の
関
係
で

午
後
出
発
。
名
神
高
速
を
バ
ス
で
新

大
阪
ま
で
行
き
、
夜
行
の
寝
台
車
で

小
郡
ま
で
行
く
変
則
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

と
な
っ
た
。
小
さ
い
頃
か
ら
乗
り
物

に
弱
か
っ
た
僕
に
は
酷
だ
っ
た
。
何

度
も
酔
っ
て
も
ど
し
た
。
そ
ん
な
自

分
が
ほ
と
ほ
と
嫌
に
な
っ
た
。
船
上

か
ら
悲
し
げ
に
遠
く
を
眺
め
て
い

た
。

　

「
こ
の
ま
ま
の
自
分
で
い
い
の

か
！　

今
ま
で
の
自
分
は
い
っ
た
い

何
だ
っ
た
ん
だ
？
」
こ
ん
な
想
い
が

い
っ
ぱ
い
込
み
上
げ
て
き
た
。
哲
人

の
書
を
読
み
ふ
け
る
日
々
。
難
し
く

て
理
解
で
き
な
い
！
…
答
が
見
つ
か

ら
ず
、
苦
悩
す
る
日
々
が
続
く
。
そ

れ
で
も
、出
会
っ
た
言
葉
に
感
動
し
、

心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
。
見
る
も
の
す

べ
て
が
新
鮮
に
見
え
た
。
「
自
然
て

何
て
美
し
い
ん
だ
ろ
う
！
」

　

３
年
に
な
る
と
、
学
校
祭
や
文
化

祭
に
積
極
的
に
参
加
す
る
自
分
が
い

た
。
そ
し
て
、
も
っ
と
「
物
理
」
を

勉
強
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て

い
た
。
そ
こ
に
は
「
美
し
い
世
界
」

が
あ
る
。
そ
し
て
、
真
剣
に
大
学
進

学
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
学
習
不
足
の
付
け
は
大

き
く
、
浪
人
生
活
を
送
る
こ
と
に
な

る
。
決
し
て
裕
福
で
は
な
い
自
分
が

浪
人
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
世

間
・
田
舎
の
目
は
厳
し
か
っ
た
。
少

な
く
と
も
自
分
に
は
そ
う
感
じ
ら
れ

た
。
高
校
進
学
率
が
６
割
強
、
ま
し

て
大
学
進
学
な
ん
て
と
い
う
時
代
で

あ
る
。
何
も
言
わ
ず
、
田
畑
を
売
っ

て
兄
弟
を
進
学
さ
せ
て
く
れ
た
亡
き

父
に
感
謝
し
て
い
る
。

　

高
校
時
代
！　

思
い
出
す
の
は
、

生
ま
れ
変
わ
っ
て
見
た
あ
の
碧
い
空

や
木
々
の
緑
、
そ
し
て
、
友
と
過
ご

し
た
楽
し
い
日
々
で
あ
る
。
そ
こ
に

は
『
僕
の
青
春
』
が
あ
る
。
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モ
ン
ゴ
ル
。
そ
う

聞
い
て
、
あ
な
た
は

ど
ん
な
風
景
を
思
い

浮
か
べ
ま
す
か
。
澄

み
き
っ
た
青
空
、
ど

こ
ま
で
も
続
く
き
れ
い
な
緑
色
の
草
原
、

の
ん
び
り
と
気
ま
ま
に
生
活
を
送
っ
て
い

る
遊
牧
民
。
僕
は
そ
ん
な
風
景
を
思
い
描

い
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
ん
な
美
し

い
は
ず
の
モ
ン
ゴ
ル
の
草
原
に
も
、
環
境

破
壊
の
影
が
忍
び
寄
っ
て
き
て
い
た
の
で

す
。

　

僕
は
お
と
と
し
の
夏
、
モ
ン
ゴ
ル
の
草

原
を
訪
れ
る
機
会
に
恵
ま
れ
ま
し
た
。
そ

の
時
の
経
験
か
ら
、
環
境
問
題
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
、
環
境
問
題
は
み
ん
な
の
関
心
の

的
で
す
。
僕
た
ち
の
身
近
な
と
こ
ろ
で
も

い
ろ
い
ろ
な
対
策
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、地
球
温
暖
化
と
言
わ
れ
な
が
ら
、

僕
た
ち
の
生
活
に
影
響
は
な
い
よ
う
に
み

え
ま
す
。

　

モ
ン
ゴ
ル
の
人
た
ち
の
生
活
は
ど
う
で

し
ょ
う
。草
原
に
着
い
た
時
、期
待
で
ふ
く

ら
ん
で
い
た
僕
の
心
は
、
一
瞬
に
し
て
失

望
に
変
わ
り
ま
し
た
。
む
き
出
し
に
な
っ

た
地
面
、
魂
が
抜
け
た
よ
う
な
黄
色
く
短

い
草
、砂
埃
で
煙
る
空
。「
草
原
の
砂
漠
化
」

と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
の
風
景
が
、
目
の

前
に
あ
り
ま
し
た
。
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
先
の

遊
牧
民
の
お
父
さ
ん
は
悲
し
そ
う
な
目

で
、昔
は
、羊
の
姿
が
見
え
な
く
な
る
く
ら

い
高
く
て
生
き
生
き
と
し
た
草
が
ど
こ
ま

で
も
続
い
て
い
た
こ
と
、
雨
期
の
は
ず
な

の
に
も
う
３
ヶ
月
も
雨
が
降
っ
て
い
な
い

こ
と
を
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。

　

遊
牧
民
の
人
々
は
、
ゲ
ル
と
呼
ば
れ
る

移
動
式
の
テ
ン
ト
で
羊
や
ヤ
ギ
と
と
も
に

生
活
し
て
い
ま
す
。
牛
の
糞
を
燃
料
に
お

湯
を
沸
か
し
調
理
を
し
、
遠
く
の
井
戸
か

ら
汲
ん
で
き
た
水
を
大
切
に
少
し
ず
つ
使

い
、
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
に
必
要
な
最
低
限

の
電
気
は
ゲ
ル
の
上
に
つ
い
た

ソ
ー
ラ
ー
パ
ネ
ル
で
賄
っ
て
い

ま
し
た
。
つ
つ
ま
し
く
無
駄
の

な
い
暮
ら
し
を
し
て
い
る
彼
ら

の
ど
こ
に
草
原
を
砂
漠
化
さ
せ

る
原
因
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　

僕
は
思
い
ま
し
た
。
こ
の
原

因
は
、き
っ
と
地
球
温
暖
化
だ
。

後
先
考
え
ず
に
大
量
消
費
を
続

け
る
僕
た
ち
先
進
国
の
生
活

が
、
罪
の
な
い
モ
ン
ゴ
ル
の
遊

牧
民
を
苦
し
め
て
い
る
の
で
は

な
い
の
か
。
僕
は
、
急
に
自
分

の
今
ま
で
の
生
活
に
腹
が
立

ち
、
同
時
に
恥
ず
か
し
く
な
っ

て
き
ま
し
た
。で
も
、だ
か
ら
と

い
っ
て
、
今
の
便
利
な
生
活
を
モ
ン
ゴ
ル

の
遊
牧
民
の
た
め
に
捨
て
ら
れ
る
で
し
ょ

う
か
。僕
に
は
そ
の
自
信
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

解
決
の
糸
口
が
見
つ
け
ら
れ
な
い
ま
ま

続
く
旅
の
中
、
タ
ル
バ
ガ
ン
と
い
う
ネ
ズ

ミ
の
仲
間
に
出
会
い
ま
し
た
。

　

タ
ル
バ
ガ
ン
は
、
草
原
に
穴
を
掘
っ
て

生
活
し
て
い
ま
す
。そ
の
巣
の
周
り
に
は
、

普
通
の
草
原
と
は
違
う
草
花
が
咲
い
て
い

ま
し
た
。
タ
ル
バ
ガ
ン
が
出
す
排
泄
物
の

養
分
が
、
植
物
に
多
様
性
を
与
え
て
い
る

と
い
う
の
で
す
。そ
の
結
果
、蝶
や
虫
が
や

っ
て
き
て
、
草
原
に
新
し
い
豊
か
な
生
態

系
が
生
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
小
さ
な
小
さ

な
動
物
が
、
身
の
回
り
の
環
境
を
大
き
く

変
え
て
い
た
の
で
す
。僕
個
人
の
力
で
も
、

身
の
回
り
の
環
境
な
ら
変
え
ら
れ
る
、
そ

ん
な
勇
気
を
も
ら
い
ま
し
た
。

　

で
は
、
僕
達
は
実
際
何
を
す
れ
ば
い
い

の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
答
え
の
１
つ
を
別

の
場
所
に
あ
る
草
原
が
教
え
て
く
れ

ま
し
た
。そ
こ
に
は
、僕
が
モ
ン
ゴ
ル

に
行
く
前
に
想
像
し
て
い
た
通
り
、

い
や
、
そ
れ
以
上
に
青
々
と
し
た
草

原
が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
色
と
り

ど
り
の
花
が
咲
い
て
い
て
、
蝶
が
飛

び
か
い
、
そ
の
中
で
遊
牧
民
の
人
々

が
の
ん
び
り
と
暮
ら
し
て
い
ま
し

た
。

　

し
か
し
、
そ
の
草
原
も
、
３
年
前

は
荒
れ
果
て
て
い
て
、
砂
漠
化
が
進

ん
で
い
た
と
い
う
の
で
す
。
ど
う
し

て
本
来
の
草
原
の
姿
を
取
り
戻
す
こ

と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。
僕
は
、

そ
の
答
え
が
何
な
の
か
分
か
り
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

で
も
、
そ
の
答
え
は
、
と
て
も
簡
単
な

こ
と
で
し
た
。

　

「
遊
牧
民
の
人
々
を
、
定
期
的
に
場
所

を
決
め
て
移
動
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
。
」

た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
す
。

実
は
、
遊
牧
民
は
、
草
が
な
く
な
っ
た
ら

そ
の
た
び
に
不
定
期
的
に
、
適
当
に
移
動

す
る
習
慣
を
持
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
ま

た
、
現
金
収
入
を
得
る
た
め
に
、
都
市
の

近
く
に
集
中
し
て
放
牧
を
繰
り
返
し
て
い

た
そ
う
で
す
。
そ
う
や
っ
て
、
砂
漠
化
は

進
ん
で
い
き
ま
し
た
。

　

そ
こ
に
着
目
し
て
、
遊
牧
民
の
移
動
方

法
を
指
導
し
た
ら
草
原
は
復
活
し
た
の
だ

そ
う
で
す
。温
暖
化
に
よ
る
気
候
変
動
は
、

確
か
に
大
き
な
問
題
で
、
モ
ン
ゴ
ル
の
草

原
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
実
際
の
問
題
解
決
の

糸
口
は
、
身
の
回
り
に
あ
っ
た
の
で
す
。

　

無
駄
の
な
い
よ
う
に
思
え
た
遊
牧
民
の

生
活
で
さ
え
、
定
期
的
に
移
動
す
る
と
い

う
少
し
の
工
夫
と
我
慢
が
、
周
り
の
環
境

を
大
き
く
変
化
さ
せ
ま
し
た
。
大
切
な
こ

と
は
、
常
に
周
り
を
見
渡
し
て
、
自
分
の

生
活
や
身
の
回
り
の
社
会
に
つ
い
て
考
え

続
け
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

僕
た
ち
人
間
は
、
今
、
地
球
環
境
を
悪

い
状
況
に
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
。

　

し
か
し
、
人
間
は
、
考
え
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
環
境
問
題
に
正
面
か
ら
向
き
合

い
、解
決
策
を
さ
が
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

地
球
の
環
境
を
、
世
界
の
未
来
を
よ
り
よ

い
方
向
に
舵
を
と
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

モ
ン
ゴ
ル
の
人
た
ち
が
教
え
て
く
れ
た
よ

う
に
、
タ
ル
バ
ガ
ン
が
環
境
に
多
様
性
を

与
え
て
く
れ
た
よ
う
に
、
僕
た
ち
も
豊
か

な
環
境
を
作
り
上
げ
る
こ
と
が
可
能
な
は

ず
で
す
。

　

周
り
を
見
渡
し
て
く
だ
さ
い
。そ
し
て
、

工
夫
で
き
そ
う
な
こ
と
、
我
慢
で
き
そ
う

な
こ
と
を
探
し
て
く
だ
さ
い
。
僕
た
ち
の

周
り
に
は
、
モ
ン
ゴ
ル
の
人
た
ち
よ
り
も

ず
っ
と
多
く
の
工
夫
や
我
慢
の
余
地
が
あ

る
は
ず
で
す
。あ
な
た
の
周
り
の
環
境
は
、

き
っ
と
、あ
な
た
の
手
で
変
え
ら
れ
ま
す
。

　

地
球
温
暖
化
の
せ
い
か
、
近

年
、
桜
の
開
花
が
早
く
な
っ
た

よ
う
な
気
が
す
る
。
本
校
正
門

の
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
は
、
入
学
式

直
前
に
満
開
と
な
っ
て
し
ま
う

こ
と
が
多
い
。

　

そ
れ
よ
り
も
前
、
３
月
初
め

の
卒
業
式
の
頃
、
鮮
や
か
で
色

濃
い
ピ
ン
ク
の
花
を
咲
か
せ
る

桜
が
、正
門
に
２
本
、昇
降
口
に

も
２
本
が
植
わ
っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
は　

年
ほ
ど
前
に
植
え
ら

１０

れ
た
も
の
で
、河
津
桜
で
あ
る
。

　

沖
縄
な
ど
で
咲
く
緋
寒
桜

と
、
早
咲
き
大
島
桜
の
自
然
交

配
種
と
い
わ
れ
、
早
咲
き
の
品

種
で
あ
る
。
静
岡
県
の
河
津
川

周
辺
を
中
心
に
多
く
の
木
が
植

え
ら
れ
、
菜
の
花
の
黄
色
と
の

春
ら
し
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
、

ニ
ュ
ー
ス
に
よ
く
取
り
上
げ
ら

れ
た
り
す
る
。

ス
ピ
ー
チ

ス
ピ
ー
チ�

ス
ピ
ー
チ�

　
　
　
　
　

３
年
１
組

原　

朋
弘
く
ん

２００９年１０月に大改修が終わったばかりで、ピカピカの「本堂」

　
　

月　

日
、
天
皇
誕
生
日
に
新

１２

２３

聞
部
一
行
で
名
古
屋
市
熱
田
区
の

熱
田
神
宮
と
そ
の
周
辺
を
散
策
し

た
。
太
陽
は
時
々
隠
れ
て
し
ま
っ

た
が
、
比
較
的
暖
か
く
、
歩
き
や

す
い
日
だ
っ
た
。

　

名
鉄
神
宮
前
駅
に
降
り
て
ま
ず

向
か
っ
た
の
は
、熱
田
名
物「
き
よ

め
餅
」の
お
店
。古
い
看
板
に
、
の

れ
ん
、
さ
ら
に
は
木
の
色
が
生
か

さ
れ
て
い
る
戸
が
老
舗
の
雰
囲
気

を
漂
わ
せ
る
、
大
き
な
お
店
だ
っ

た
。中
に
入
る
と
、様
々
な
和
菓
子

が
き
れ
い
に
並
ん
で
い
た
。
白
い

シ
ン
プ
ル
な「
き
よ
め
餅
」で
は
な

い
方
に
つ
い
つ
い
目
が
行
っ
て
し

ま
う
。で
も
そ
こ
は
…
我
慢
。人
数

分
の
き
よ
め
餅
を
買
っ
て
店
を
出

た
。
い
け
な
い
！
記
事
を
書
く
の

は
私
な
の
に
…
集
中
、
集
中
。

　

本
宮
に
向
か
う
と
東
門
の
所
よ

り
人
が
増
え
て
、
多
少
の
賑
わ
い

が
あ
っ
た
。
何
回
も
何
回
も
深
々

と
頭
を
下
げ
て
い
る
人
達
が
い

て
、
何
を
願
っ
て
い
る
の
か
と
考

え
て
し
ま
っ
た
。
だ
が
大
半
の
人

は
、お
参
り
の
正
し
い
仕
方
、二
拝

二
拍
手
一
拝
を
守
っ
て
い
た
。
参

拝
前
に
手
を
す
す
ぐ
と
こ
ろ
か
ら

参
拝
に
至
る
ま
で
の
細
か
い
作
法

は
、
熱
田
神
宮
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
見
ら
れ
る
。

　

次
に
向
か
っ
た
の
は
宝
物
館
と

い
う
建
物
。宝
物
館
の
中
に
は
、熱

田
神
宮
に
奉
納
さ
れ
た
刀
や
、
昔

に
お
殿
様
が
熱
田
神
宮
を
訪
問
さ

れ
た
と
き
の
文
書
な
ど
が
多
数
保

管
し
て
あ
っ
た
。
入
っ
て
す
ぐ
目

の
前
に
は
、
日
本
書
紀
ま
で
あ
っ

た
の
で
驚
い
た
。
そ
の
日
本
書
紀

も
そ
の
他
の
文
献
も
、
読
ん
で
み

よ
う
と
い
う
努
力
は
し
て
み
た
も

の
の
、
所
々
の
ひ
ら
が
な
が
見
え

る
く
ら
い
で
、
と
て
も
分
か
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
。だ
が
、な
ん
と

な
く
漢
文
調
で
書
か
れ
て
い
た
よ

う
な
気
も
し
た
。

ら
な
か
っ
た
、
歴
史
や
古
い
も
の

を
大
事
に
す
る
と
い
う
こ
と
の
大

切
さ
が
少
し
分
か
っ
た
。

　

現
地
解
散
だ
っ
た
の
で
神
宮
前

駅
内
の
お
土
産
屋
を
覗
い
て
み

た
。そ
こ
に
あ
っ
た
の
は
な
ん
と
、

私
の
好
き
な
和
菓
子
屋
さ
ん
、
両

口
屋
！
お
勧
め
は
こ
こ
の
「
旅
ま

く
ら
」（
や
っ
ぱ
り
安
永
餅
に
は
か

な
わ
な
い
が
）。お
饅
頭
は
基
本
的

に
は
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
け
れ

ど
、旅
ま
く
ら
に
は
目
が
な
い
…
。

　

き
よ
め
餅
や
宮
き
し
め
ん
も
あ

る
こ
と
だ
し
、一
度
熱
田
神
宮（
方

面
）
に
足
を
運
ん
で
み
て
は
ど
う

だ
ろ
う
。

杉 村 正 美 先　生

MY  SCHOOL  DAYS

　

名
古
屋
市
が
名
古
屋
弁
の
使
用

頻
度
に
つ
い
て
調
査
し
た
際
、
具

体
的
に
代
表
的
な
名
古
屋
弁
の
単

語
に
関
し
て
も
ア
ン
ケ
ー
ト
を
と

っ
て
い
た
。
こ
の
中
で
は
、
先
に

書
い
た
「
米
を
か
す
」
、
「
ご
無

礼
し
ま
す
」
な
ど
は
比
較
的
よ
く

使
わ
れ
る
言
葉
と
し
て
挙
が
っ
て

い
た
。

　

新
聞
部
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も

「
米
を
か
す
」
は
使
わ
れ
て
い
る

結
果
と
な
っ
た
。
だ
が
、
こ
れ
を

名
古
屋
弁
だ
と
自
覚
し
て
使
っ
て

い
る
人
が
少
な
か
っ
た
。
「
ご
無

礼
し
ま
す
」
を
使
う
と
い
う
人
の

割
合
は
か
な
り
低
か
っ
た
。

　

多
く
の
西
高
生
が
名
古
屋
弁
だ

と
自
覚
し
て
使
っ
て
い
る
の
は
、

「（
机
を
）つ
る
」、
「
ほ
か
る
」
、

「
〜
し
て
ま
っ
た
」、
「
け
っ
た
」

だ
っ
た
。

　

対
し
て
、
名
古
屋
弁
だ
と
思
わ

ず
に
使
っ
て
い
た
も
の
と
し
て

は
、「
ど
べ
」、
「
お
値
打
ち
」
、

「
放
課
」
、
「
（
ご
飯
を
）
つ
け

る
」
、
「
お
ぼ
わ
る
」
な
ど
が
挙

が
っ
た
。

　

小
さ
い
こ
ろ
か
ら
日
常
で
使
っ

て
い
る
単
語
が
、
標
準
語
な
の
か

方
言
な
の
か
は
分
か
り
に
く
い
。

だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
思
い
の
ほ

か
名
古
屋
弁
を
使
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

次
に
、
名
古
屋
弁
か
ど
う
か
の

認
識
は
置
い
て
お
い
て
、
使
用
頻

度
の
み
で
比
べ
て
み
る
。
ほ
と
ん

ど
使
わ
れ
て
い
な
い
の
は
、
先
ほ

ど
も
書
い
た
「
ご
無
礼
し
ま
す
」

を
は
じ
め
、
「
や
っ
と
か
め
」
、

■
今
回
、
取
材
旅
行
で
熱
田
神
宮

へ
行
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
宮
き
し

め
ん
を
食
べ
た
り
、
貴
重
な
資
料

を
見
て
き
ま
し
た
。
と
て
も
楽
し

く
、
面
白
い
取
材
旅
行
が
で
き
た

と
思
い
ま
す
。 

（
し
）

■
名
古
屋
弁
結
構
好
き
だ
で
、
プ

チ
特
書
け
て
楽
し
か
っ
た
が
ね
。

ほ
ん
で
も
田
舎
的
だ
と
思
っ
と
る

人
ぎ
ょ
う
さ
ん
お
っ
て
び
っ
く
り

し
て
ま
っ
た
わ
。
そ
ん
な
ん
気
に

せ
ん
と
使
っ
て
み
や
ー
。 

（
さ
）

■
教
師
に
つ
い
て
論
説
を
書
き
ま

し
た
が
、
ぐ
だ
ぐ
だ
に
な
っ
て
し

ま
い
、
先
生
に
直
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
一
番
好
き

な
教
師
映
画
は
「
ス
ク
ー
ル
オ
ブ

ロ
ッ
ク
」
で
す
。 

（
わ
）

新
聞
部
員
募
集
中

た
。
そ
れ
は
お
昼
の
後
の
お
や
つ

に
取
っ
て
お
い
て
、
メ
イ
ン
の
熱

田
神
宮
へ
。

　

駅
側
に
あ
る
東
門
か
ら
境
内
に

入
る
と
、
祝
日
の
割
に
は
と
て
も

す
い
て
い
た
。
前
に
初
詣
に
行
っ

た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
全
く
違
う

場
所
に
来
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
っ
た
ほ
ど
だ
。
人
混
み

で
は
分
か
ら
な
い
静
け
さ
が
、
お

正
月
の
お
祭
り
気
分
と
は
ま
た
違

っ
た
良
さ
を
引
き
出
し
て
い
た
。

神
官
さ
ん
が
ほ
う
き
で
落
ち
葉
を

集
め
て
い
て
、
木
々
や
そ
の
周
り

を
飛
ぶ
ハ
ト
た
ち
の
存
在
で
心
が

落
ち
着
い
た
。
な
ん
て
。

　

実
は
静
か
す
ぎ
て
出
発
か
ら
何

回
目
か
の
あ
く
び
を
し
て
し
ま
っ

熱々のきしめんで温まる

　

そ
れ
よ
り
も
、
絵
の
方
が
良
か

っ
た
。
横
に
置
い
て
あ
る
解
説
と

絵
と
を
見
比
べ
る
と
、
一
見
し
た

だ
け
で
は
分
か
ら
な
い
細
か
い
部

分
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
て
、
お

も
し
ろ
か
っ
た
。

　

集
中
し
て
鑑
賞
す
る
と
、
疲
れ

る
。疲
れ
る
と
、お
な
か
が
減
る
！

昼
食
は
境
内
に
あ
る
休
憩
所
で
食

べ
た
。名
物「
宮
き
し
め
ん
」
を
注

注
文
。
普
段
よ
り
暖
か
い
日
だ
と

い
っ
て
も
、冬
は
冬
、ず
っ
と
外
に

い
て
体
が
冷
え
て
い
た
。
そ
ん
な

状
況
で
食
べ
た
き
し
め
ん
は
、
温

か
く
て
と
て
も
お
い
し
か
っ
た
。

　

食
べ
終
わ
っ
て
か
ら
先
ほ
ど
の

「
き
よ
め
餅
」を
だ
し
た
。大
き
さ

は
鶏
の
卵
を
一
回
り
小
さ
く
し
た

も
の
で
、形
も
卵
に
似
て
い
た
。白

い
粉
が
服
に
落
ち
な
い
よ
う
に
気

を
つ
け
て
食
べ
る
と
、
と
て
も
お

い
し
か
っ
た
！
個
人
的
な
感
想
だ

が
、あ
と
ち
ょ
っ
と
の
所
で
、大
好

き
な
安
永
餅
か
ら
心
変
わ
り
し
そ

う
に
な
っ
た
。し
な
か
っ
た
が
…
。

　

そ
の
後
、
入
っ
て
き
た
東
門
か

ら
で
は
な
く
、正
門
か
ら
出
た
。そ

の
途
中
に
、
熱
田
神
宮
の
ご
神
木 和紙の専門店「紙の温度」

で
あ
る
大
楠
が
あ
っ
た
。
弘
法
大

師
の
お
手
植
え
だ
と
伝
え
ら
れ
、

樹
齢
は
約
１
０
０
０
年
に
も
な
る

そ
う
だ
。と
て
も
大
き
く
、単
に
背

が
高
い
と
か
、
幹
が
太
い
と
か
で

は
な
く
、
全
体
的
に
ず
っ
し
り
し

て
い
て
、
表
面
は
大
半
が
コ
ケ
で

覆
わ
れ
て
い
た
。自
然
の
雄
大
さ
、

な
ど
と
い
う
言
葉
で
あ
ら
わ
せ
ら

れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
、
も

っ
と
体
の
奥
に
響
く
感
動
、
の
よ

う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
ず
っ
と
そ

こ
に
い
た
い
衝
動
に
駆
ら
れ
た
。

　

正
門
を
出
て
す
ぐ
、
ひ
つ
ま
ぶ

し
で
有
名
な
店「
蓬
莱
軒
」が
あ
っ

た
。
そ
こ
を
見
て
み
る
と
、
大
繁

盛
！
今
っ
て
不
景
気
で
す
よ
ね
？

と
確
認
し
た
く
な
る
く
ら
い
、
お

店
の
外
ま
で
人
が
並
ん
で
い
た
。

　

う
ら
や
ま
し
い
…
か
ら
あ
ま
り

見
な
い
よ
う
に
し
て
、
向
っ
た
先

は
、「
紙
の
温
度
」
と
い
う
主
に
和

紙
を
扱
っ
て
い
る
お
店
。
店
内
は

と
て
も
落
ち
着
い
た
雰
囲
気
で
、

様
々
な
彩
り
の
き
れ
い
な
和
紙

や
、
和
紙
で
で
き
た
小
物
が
並
ん

「宮の渡し跡」の常夜燈

で
い
た
。
お
正
月
前
と
い
う
こ
と

も
あ
っ
て
、門
松
・
凧
・
こ
ま
、ま
た

た
干
支
の
寅
な
ど
、
年
賀
状
を
飾

れ
る
も
の
も
あ
っ
た
。
見
て
い
る

だ
け
で
も
楽
し
く
な
る
よ
う
な
、

良
い
お
店
だ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
少
し
回
り
道
し
て
宮

の
渡
し
跡
を
見
て
き
た
。
宮
の
渡

し
跡
と
は
江
戸
時
代
の
航
路
の
こ

と
。
東
海
道
の
熱
田
か
ら
桑
名
ま

で
を
つ
な
ぐ
、
唯
一
の
海
路
と
し

て
に
ぎ
わ
っ
た
そ
う
だ
。
宮
の
渡

し
跡
は
小
さ
な
公
園
に
な
っ
て
お

り
、
常
夜
燈
が
建
っ
て
い
た
。
案

内
板
に
よ
る
と
、
１
６
２
５
年
に

建
設
さ
れ
た
後
、
何
回
か
消
失
し

て
、
昭
和　

年
に
復
元
さ
れ
て
今

３０

に
至
る
ら
し
い
。

　

最
後
に
向
か
っ
た
東
海
道
は
も

ち
ろ
ん
改
装
さ
れ
て
い
た
が
、
道

標
な
ど
か
ら
は
歴
史
が
感
じ
ら
れ

た
。今
の
よ
う
な
ビ
ル
や
、中
央
分

離
帯
の
あ
る
道
路
で
は
な
い
、
昔

に
見
ら
れ
た
だ
ろ
う
、
今
と
も
っ

と
違
う
景
色
を
見
て
み
た
か
っ
た

気
が
し
た
。
今
ま
で
あ
ま
り
分
か

　

表
面
の
ア
ン
ケ
ー
ト
に
続
き
、

名
古
屋
弁
の
具
体
的
な
使
用
頻
度

や
、
普
段
使
っ
て
い
る
言
葉
が
名

古
屋
弁
で
あ
る
か
ど
う
か
の
認
識

に
つ
い
て
調
査
し
た
。

　

次
の　

個
の
言
葉
に
つ
い
て
意

２２

味
が
分
か
る
か
ど
う
か
、
名
古
屋

弁
だ
と
思
う
か
思
わ
な
い
か
、
普

段
使
う
か
使
わ
な
い
か
を
聞
い
て

み
た
。
ア
ン
ケ
ー
ト
に
は
載
せ
て

い
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
あ
る

『　

』の
中
の
言
葉
は
標
準
語
の
意

味
で
あ
る
。

　

・
お
値
打
ち
『
安
い
』　
　
　

　

・
お
ぼ
わ
る
『
覚
え
る
』　
　

　

・
（
お
米
を
）
か
す
『
と
ぐ
』

　

・
け
っ
た
『
自
転
車
』　
　
　

　

・
ご
無
礼
し
ま
す
『
失
礼
し
ま

す
』　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

・
壊
け
る
『
壊
れ
る
』　
　
　

　

・
〜
し
て
ま
っ
た
『
〜
を
し
て

　
　

し
ま
っ
た
』　
　
　
　
　
　

　

・
し
ゃ
び
し
ゃ
び
『
水
分
が
多

　
　

い
、
水
っ
ぽ
い
』　
　
　
　

　

・
じ
ょ
う
ぶ
い『
丈
夫
で
あ
る
』

　

・
た
わ
け
『
ば
か
も
の
』　
　

　

・
だ
だ
く
さ
『
無
駄
』　
　
　

　

・（
ご
飯
を
）つ
け
る『
よ
そ
う
』

　

・
（
机
を
）
つ
る
『
運
ぶ
』　

　

・
つ
れ
『
友
達
』　
　
　
　
　

　

・
と
き
ん
と
き
ん
『
先
が
尖
っ

　
　

て
い
る
様
子
』　
　
　
　
　

　

・
ど
べ
『
最
後
、
び
り
』　
　

　

・
び
た
び
た
『
べ
た
べ
た
』　

　

・
放
課
『
休
み
時
間
』　
　
　

　

・
ほ
か
る
『
捨
て
る
』　
　
　

　

・
（
夕
食
の
）
ま
わ
し
を
す
る

　
　

『
準
備
を
す
る
』　
　
　
　

　

・
や
ぐ
い
『
弱
い
、
脆
い
』　

　

・
や
っ
と
か
め
『
久
し
ぶ
り
』

　

実
は
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
す
べ

て
名
古
屋
弁
で
あ
る
。
若
干
広
が

っ
て
東
海
地
方
の
言
葉
、
と
い
う

も
の
も
あ
る
が
、
す
べ
て
は
名
古

屋
弁
に
始
ま
っ
た
言
葉
な
の
だ
。

「
や
ぐ
い
」
、
「
（
夕
食
の
）
ま

わ
し
を
す
る
」
、
「
（
お
米
を
）

か
す
」
な
ど
。

　

た
っ
た　

個
の
単
語
の
中
だ
け

２２

で
、
こ
れ
ほ
ど
使
わ
れ
て
い
な
い

語
（
こ
と
ば
）
が
あ
る
の
は
名
古

屋
弁
が
危
機
だ
と
い
っ
て
河
村
市

長
が
焦
る
の
も
無
理
は
な
い
。

　

名
古
屋
弁
は
調
べ
よ
う
と
思
え

ば
分
か
る
こ
と
な
の
で
、
一
度
調

べ
て
み
る
の
も
楽
し
く
て
い
い
か

も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
を

機
に
も
っ
と
た
く
さ
ん
話
し
て
み

る
の
も
良
い
だ
ろ
う
。


