
  
 

昭
和
二
十
一
年 

 

春
雨
や
子
に
せ
が
ま
れ
て
面
つ
く
り 

読
み
＝
は
る
さ
め
や 

こ
に
せ
が
ま
れ
て 

め
ん
づ
く
り 

季
語
＝
春
雨
（
春
） 

泰
元
、
満
三
歳
の
春
。
の
ど
か
な
父
子
の
風
景
で
あ
る
。 

『
雲
母
』
派
は
、
連
句
の
発
句
（
ほ
っ
く
）
と
な
る
よ
う
な
堂
々
た
る
句
（
立
て
句
）

を
第
一
と
し
た
が
、
一
転
、
家
族
特
に
我
が
子
の
句
も
避
け
る
所
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
。
黙
榮
に
も
我
が
子
や
妻
の
句
が
多
い
。
し
か
し
、
た
だ
可
愛
い
我
が
子
、
厨
房
の

妻
、
と
し
て
だ
け
で
詠
ん
で
い
る
の
で
な
い
と
こ
ろ
は
流
石
黙
榮
で
あ
る
。 

 
 

 

地
靄
こ
め
苺
は
花
を
開
き
そ
む 

読
み
＝
じ
が
す
み
こ
め 

い
ち
ご
は
は
な
を 

ひ
ら
き
そ
む 

季
語
＝
苺
の
花
（
春
） 

霞
も
春
の
季
語
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
『
苺
の
花
』
が
季
語
と
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

地
表
付
近
に
漂
う
霞
、
当
然
そ
こ
に
あ
る
湿
っ
た
黒
い
土
と
白
い
苺
の
花
の
鮮
烈
な
対

比
で
あ
る
。 

   
 

泰
元
は
寝
起
き
の
良
い
子 

寝
起
き
よ
き
子
に
大
輪
の
ぼ
た
ん
か
な 

読
み
＝
ね
お
き
よ
き 

こ
に
た
い
り
ん
の 

ぼ
た
ん
か
な 

季
語
＝
ぼ
た
ん
（
春
） 

寝
起
き
が
良
い
と
は
、
朝
何
度
も
起
こ
さ
れ
な
く
と
も
起
き
、
起
き
た
ら
機
嫌
良
く

活
発
に
活
動
す
る
と
言
う
意
味
。 

牡
丹
の
か
な
り
大
き
な
株
が
庭
の
隅
に
あ
り
、
四
月
の
半
ば
に
な
る
と
見
事
な
花
を

咲
か
せ
た
。
今
も
名
残
の
株
が
残
っ
て
い
る
。 

泰
元
の
寝
起
き
の
良
さ
は
、
学
校
に
行
く
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
変
わ
ら
ず
、
早
く

学
校
に
行
き
た
が
る
泰
元
を
「
は
や
く
い
か
ぬ
と
遅
く
な
る
」
と
い
う
歌
を
も
じ
っ
て

「
お
そ
く
い
か
ぬ
と
早
す
ぎ
る
」
と
か
ら
か
っ
た
と
い
う
。 

  

飼
屋
の
灯
洩
れ
て
庭
木
の
緑
濃
き 

読
み
＝
か
い
や
の
ひ 

も
れ
て
に
わ
き
の 

み
ど
り
こ
き 

季
語
＝
飼
屋
（
春
） 

飼
屋
は
蚕
を
飼
う
部
屋
、
小
屋
の
こ
と
。
早
朝
の
光
景
か
夜
な
の
か
は
判
ら
な
い
が
、

蚕
を
飼
う
と
は
短
期
間
で
あ
る
が
、
長
時
間
労
働
で
あ
る
。
緑
が
濃
く
な
っ
た
と
言
う

感
慨
を
詠
ん
で
い
る
の
で
、
一
年
で
一
番
沢
山
の
蚕
を
飼
う
春
蚕
で
あ
る
。 

 
 

 

齊
ア
マ
バ

れ
の
穂
麦
の
風
に
耕
せ
り 

読
み
＝
あ
ま
ば
れ
の 

ほ
む
ぎ
の
か
ぜ
に 

た
が
や
せ
り 

季
語
＝
穂
麦
（
夏
） 

齊
れ
は
、
雨
上
が
り
の
良
い
天
気
の
こ
と
。
黙
栄
の
好
き
な
言
葉
で
あ
る
。 

穂
が
出
た
麦
、
穂
麦
も
黙
榮
の
好
み
で
、
何
句
も
詠
ん
で
い
る
。
確
か
に
、
色
、
形
、

勢
い
、
誠
に
結
構
な
も
の
で
あ
る
。 

百
姓
に
と
っ
て
一
年
で
一
番
良
い
日
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

  

消
毒
の
噴
霧
虹
な
す
薄
暮
光 

読
み
＝
し
ょ
う
ど
く
の 

ふ
ん
む
に
じ
な
す 

は
く
ぼ
こ
う 

季
語
＝
薄
暮
光
？
（
春
？
） 



黙
榮
の
気
持
ち
と
し
て
は
春
の
夕
暮
れ
＝
薄
暮
、
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
歳
時
記
に
は

春
の
季
語
と
し
て
薄
暮
も
暮
光
も
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
虹
は
夏
の
季
語
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
人
工
の
虹
な
の
で
素
直
に
虹
＝
夏
の
季
語
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

黙
栄
に
聞
い
て
も
「
い
い
だ
、
ほ
ん
な
こ
た
あ
、
春
だ
っ
ち
ゅ
こ
ん
は
判
る
ら
」
で

す
ま
さ
れ
そ
う
で
あ
る
。 

榮
助
は
消
毒
と
い
う
作
業
が
好
き
で
、
最
晩
年
ま
で
消
毒
や
除
草
剤
散
布
を
や
っ
て

い
た
。
除
草
剤
散
布
に
使
っ
た
機
器
を
洗
っ
た
水
を
花
壇
や
芝
生
に
ぶ
ち
ま
け
て
家
族

と
悶
着
を
起
こ
す
の
は
再
々
で
あ
っ
た
。
イ
ネ
科
な
ど
の
生
命
力
漲
る
雑
草
を
も
枯
ら

す
農
薬
用
除
草
剤
は
、
規
定
濃
度
の
何
十
分
の
一
程
度
の
薄
い
機
器
洗
浄
水
で
も
花
壇

や
芝
生
に
は
甚
大
な
被
害
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。 

 

果
樹
栽
培
を
盛
ん
に
し
て
い
た
頃
の
殺
虫
剤
に
は
、
サ
リ
ン
の
親
戚
で
散
布
に
よ
る

事
故
頻
発
の
た
め
後
に
使
用
禁
止
に
な
っ
た
パ
ラ
チ
オ
ン
系
の
ホ
リ
ド
ー
ル
（
＝
神
経

性
毒
ガ
ス
の
二
ラ
ン
）
を
好
ん
だ
。
こ
れ
を
散
布
し
た
果
樹
園
は
「
寂
と
し
て
動
く
も

の
無
し
」
と
い
う
態
に
な
っ
た
そ
う
で
あ
る
。 

 
 

 く
ろ
の
葱
皆
花
咲
き
て
四
月
盡 

読
み
＝
く
ろ
の
ね
ぎ 

み
な
は
な
さ
き
て 

し
が
つ
つ
き 

季
語
＝
四
月
盡
（
春
）、 

 

四
月
盡
は
、
四
月
の
晦
日
、
即
ち
四
月
三
十
日
の
事
。 

く
ろ
と
は
畑
の
周
囲
の
縁
の
こ
と
、
ぐ
る
っ
と
一
周
を
く
ろ
と
呼
ん
で
も
良
い
が
、

感
覚
と
し
て
作
物
の
列
に
平
行
し
て
い
る
側
の
縁
を
く
ろ
と
呼
び
た
い
。
こ
こ
に
は
葱
、

そ
ら
豆
、
大
豆
、
ほ
う
れ
ん
草
な
ど
を
作
る
。
葱
は
茎
が
太
く
な
く
青
い
部
分
も
食
べ

る
青
ネ
ギ
が
普
通
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
葱
は
関
西
系
で
あ
る
。 

 

葱
の
花
、
葱
坊
主
は
春
の
終
わ
り
を
告
げ
る
花
で
、
こ
れ
が
咲
き
揃
う
頃
に
は
桑
は

新
芽
を
拡
げ
て
い
る
。
従
っ
て
葱
坊
主
が
出
て
か
ら
霜
が
降
り
る
と
養
蚕
農
家
は
大
打

撃
を
受
け
た
。
晩
霜
に
よ
る
霜
害
に
は
保
険
を
か
け
て
い
た
。 

 

暮
遅
し
夕
餉
待
つ
間
の
農
日
記 

読
み
＝
く
れ
お
そ
し 

ゆ
う
げ
ま
つ
ま
の 

の
う
に
っ
き 

季
語
＝
暮
遅
し
（
春
）、 

榮
助
は
死
ぬ
ま
で
営
々
と
日
記
を
つ
け
て
い
た
。
そ
の
日
記
は
、
こ
の
句
集
『
槻
䕃
』

の
解
釈
の
強
力
な
参
考
文
献
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
あ
の
悪
筆
か
つ
独
特
の
崩
し
字
を

解
読
し
よ
う
と
い
う
気
持
ち
は
起
き
な
い
。
あ
の
膨
大
な
日
記
は
こ
の
ま
ま
埋
も
れ
て

行
く
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
た
い
な
い
が
、
仕
方
が
無
い
。 

昭
和
二
十
年
代
の
百
姓
の
生
活
を
研
究
し
よ
う
と
云
う
時
に
は
参
考
資
料
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
博
士
論
文
の
二
、
三
本
は
書
け
る
か
も
し
れ
な
い
。 

  

大
根
の
花
の
小
乱
れ
日
照
雨

ソ

バ

エ

過
ぐ 

読
み
＝
だ
い
こ
ん
の 

は
な
の
こ
み
だ
れ 

そ
ば
え
す
ぐ 

季
語
＝
大
根
の
花
（
春
）、 

こ
こ
で
い
う
大
根
の
花
は
花
壇
栽
培
用
の
紫
色
の
も
の
で
は
な
く
、
畑
の
野
菜
の
大

根
に
花
が
咲
い
た
の
で
あ
る
。
花
が
咲
い
た
大
根
は
食
べ
ら
れ
な
い
の
で
、
掘
ら
ず
に

ほ
っ
た
ら
か
さ
れ
た
も
の
か
、
種
を
採
る
為
の
物
で
あ
ろ
う
。
ど
の
み
ち
そ
ん
な
に
大

規
模
に
咲
い
て
い
る
の
で
な
く
、
数
本
の
大
根
の
花
で
あ
る
。、 

  

苺
太
る
五
月
の
土
を
耕
せ
り 

読
み
＝
い
ち
ご
ふ
と
る 

五
月
の
つ
ち
を 

た
が
や
せ
り 

季
語
＝
い
ち
ご
、
五
月
＝
と
も
に
（
夏
）
季
重
ね 

露
地
栽
培
の
苺
が
実
る
六
月
生
ま
れ
だ
っ
た
黙
栄
は
多
く
の
苺
の
句
を
詠
ん
で
い
る

が
、
全
部
植
物
と
し
て
の
苺
の
句
で
、
苺
の
実
そ
の
も
の
や
食
べ
る
シ
ー
ン
の
句
は
無

い
。
畑
の
土
に
へ
ば
り
つ
い
て
可
憐
な
花
を
咲
か
せ
、
赤
い
実
を
付
け
る
苺
と
い
う
植

物
が
好
き
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

家
の
前
の
畑
に
か
な
り
の
面
積
で
苺
が
あ
っ
た
の
を
か
す
か
に
覚
え
て
い
る
が
、
最



盛
期
に
換
金
す
る
ま
で
大
規
模
に
至
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
判
ら
な
い
。
泰
元
に
よ
る

と
、
正
確
な
記
憶
は
無
い
が
売
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
と
の
事
で
あ
る
。 

  

甘
藷

イ

モ

苗
剪
る
露
に
ま
み
れ
て
朝
曇
り 

読
み
＝
い
も
な
え
き
る 

つ
ゆ
に
ま
み
れ
て 

あ
さ
ぐ
も
り 

季
語
＝
甘
藷
苗
（
夏
） 

厳
密
に
は
季
節
が
違
う
季
語
が
同
時
に
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
禁
忌
の
季
違
い
で
あ

る
。
し
か
し
、
露
を
秋
の
季
語
と
い
う
の
は
都
会
の
詩
人
の
感
覚
で
、
百
姓
の
感
覚
で

は
晩
春
か
ら
早
朝
の
仕
事
（
朝
作
り
＝
あ
さ
づ
く
り
）
に
は
露
は
つ
き
も
の
で
あ
る
。

秋
だ
の
夏
だ
の
と
言
っ
て
い
ら
れ
な
い
。 

甘
諸
は
、
さ
つ
ま
い
も
の
こ
と
。
当
時
は
米
の
代
用
の
貴
重
な
食
料
で
あ
る
。
植
え

つ
け
は
、
苗
床
の
種
芋
の
蔓
か
ら
苗
を
切
り
取
り
、
畑
の
畝
に
差
し
木
す
る
。
甘
諸
は

秋
の
収
穫
の
事
を
考
え
て
、
あ
ら
ゆ
る
作
物
中
で
も
最
も
深
く
高
く
畝
を
切
り
、
畝
の

高
い
方
に
植
え
付
け
て
い
く
。 

甘
藷
の
栽
培
は
好
平
の
方
が
熱
心
で
、
食
用
さ
つ
ま
い
も
の
栽
培
が
流
行
ら
な
く
な

っ
て
な
っ
て
か
ら
も
、
鶏
の
餌
用
と
し
て
作
っ
て
い
た
。 

 

弟
弟
子
（
？
）
の
飯
田
龍
太
も
甘
藷
作
り
の
名
人
と
自
称
し
て
い
る
。 

 

山
羊
の
乳
房

チ

の
ゆ
た
か
に
新
樹
光
充
つ 

読
み
＝
や
ぎ
の
ち
の 

ゆ
た
か
に
し
ん
じ
ゅ 

ひ
か
り
み
つ 

季
語
＝
新
樹
（
夏
） 

新
樹
は
初
夏
の
樹
木
の
こ
と
。 

山
羊
は
、
お
と
な
し
く
手
間
が
か
か
ら
ず
、
屑
野
菜
や
畑
の
雑
草
を
刈
っ
た
も
の
を

与
え
て
お
け
ば
乳
に
変
え
て
く
れ
る
奇
蹟
の
動
物
。
ど
こ
の
家
で
も
山
羊
を
飼
っ
て
い

た
。
私
も
山
羊
の
乳
で
育
っ
た
。 

  

蔓
豆
に
手
を
や
る
雨
後
の
夕
明
り 

読
み
＝
つ
る
ま
め
に 

て
を
や
る
う
ご
の 

ゆ
う
あ
か
り 

季
語
＝
蔓
豆 

蔓
豆
の
花
（
春
）、 

歳
時
記
に
あ
る
季
語
が
無
い
。
季
節
は
初
夏
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
栽
培
し
て

い
る
蔓
豆
は
ま
だ
実
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
初
夏
の
夕
明
か
り
の
中
に
咲
く
野
生
の
蔓
豆

の
紫
色
の
可
憐
な
花
に
心
惹
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

  

の
ぼ
り
つ
め
穂
麦
は
風
あ
る
天
道
虫 

読
み
＝
の
ぼ
り
つ
め 

ほ
む
ぎ
は
か
ぜ
あ
る 

て
ん
と
む
し 

季
語
＝
天
道
虫
（
夏
） 

季
重
ね
で
あ
る
が
、
穂
麦
を
登
り
つ
め
、
風
に
揺
ら
れ
て
は
て
ど
う
し
た
も
の
か
と

思
案
げ
な
天
道
虫
が
主
役
で
、
季
重
ね
を
忌
む
理
由
で
あ
る
主
題
の
散
漫
さ
が
な
い
。

い
わ
ば
良
い
季
重
ね
で
あ
る
。
穂
麦
が
好
き
な
黙
榮
ら
し
い
良
い
句
で
あ
る
。 

   

麦
の
穂
に
西
日
さ
や
け
き
天
道
虫 

読
み
＝
む
ぎ
の
ほ
に 

に
し
び
さ
や
け
き 

て
ん
と
む
し 

季
語
＝
麦
の
穂
、
西
日
、
天
道
虫
＝
と
も
に
（
夏
）、
季
重
ね 

さ
や
け
き
、
さ
や
か
（
秋
）
＝
季
違
い 

こ
ち
ら
は
季
節
の
言
葉
を
山
ほ
ど
含
ん
で
散
漫
で
あ
る
。
前
の
句
の
方
が
は
る
か
に

良
い
。
黙
榮
と
し
て
は
俳
句
の
実
験
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
黙
栄
は
時
々
季
語
や
季
節

の
言
葉
だ
け
で
で
き
て
い
る
句
を
作
っ
て
い
る
。 

  



桐
咲
い
て
春
迅

ハ

ヤ

く
す
ぐ
兵
の
墓
地 

読
み
＝
き
り
さ
い
て 

は
る
は
や
く
す
ぐ 

へ
い
の
ぼ
ち 

季
語
＝
桐
の
花
、
桐
咲
い
て
（
夏
） 

薄
紫
で
華
や
か
な
桐
の
花
は
私
も
好
き
な
花
で
あ
る
。
黙
榮
も
好
き
で
あ
っ
た
と
み

え
て
六
句
先
に
も
桐
の
花
の
句
が
あ
る
。
昭
和
二
十
一
年
春
の
墓
所
に
は
そ
こ
こ
こ
に

あ
っ
た
大
東
亜
戦
争
の
戦
死
者
の
新
墓
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
勿
論
、
兵
の
墓
は

大
東
亜
戦
争
戦
死
者
の
物
だ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
山
村
の
墓
所
に
兵
の
墓
が
目
立
つ

よ
う
に
な
っ
た
の
は
大
東
亜
戦
争
後
で
あ
る
。 

昭
和
二
十
一
年
春
で
は
生
死
不
明
の
兵
士
や
未
帰
還
の
兵
士
も
多
々
い
た
。 

  

草
篭
の
ふ
れ
て
散
り
け
り
桑
の
花 

読
み
＝
く
さ
か
ご
の 

ふ
れ
て
ち
り
け
り 
く
わ
の
は
な 

季
語
＝
桑
の
花
（
春
） 

桑
の
花
と
は
ま
た
地
味
な
。 

桑
の
花
は
一
ミ
リ
も
無
い
薄
緑
が
か
っ
た
白
の
花
が
ぎ
っ
し
り
集
ま
っ
た
二
セ
ン
チ

ほ
ど
の
長
さ
の
房
状
の
花
で
、
桑
の
か
な
り
太
い
枝
に
直
接
咲
く
。
虫
媒
花
か
風
媒
花

か
判
ら
な
い
が
、
こ
の
花
は
や
が
て
桑
の
実
に
な
る
。 

草
篭
は
牛
や
山
羊
の
餌
の
草
を
刈
っ
て
入
れ
る
目
の
粗
い
背
負
い
篭
の
こ
と
。 

  

濡
れ
も
ど
る
五
月
の
雨
や
昼
湯
焚
く 

読
み
＝
ぬ
れ
も
ど
る 

さ
つ
き
の
あ
め
や 

ひ
る
ゆ
た
く 

季
語
＝
五
月
の
雨
（
春
） 

濡
れ
て
で
も
何
で
も
作
業
続
行
必
須
の
農
繁
期
で
は
な
い
余
裕
が
感
じ
ら
れ
る
。 

五
月
の
初
め
か
、
濡
れ
た
ら
ま
だ
冷
た
い
季
節
で
あ
る
。 

 

 

刈
り
草
の
こ
ぼ
れ
流
る
る
野
川
か
な 

読
み
＝
か
り
く
さ
の 

こ
ぼ
れ
な
が
る
る 

の
が
わ
か
な 

季
語
＝
刈
り
草
、
草
刈
（
夏
） 

榮
助
の
縄
張
り
で
、
初
夏
に
草
刈
を
し
て
そ
れ
が
川
に
流
れ
る
と
な
る
と
『
山
本
＝

や
ん
も
と
』
田
ん
ぼ
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 
 

 

草
を
刈
る
さ
さ
濁
る
雨
後
の
小
川
べ
り 

読
み
＝
く
さ
を
か
る 

さ
さ
に
ご
る
う
ご
の 

お
が
わ
べ
り 

季
語
＝
草
を
刈
る
（
夏
） 

こ
の
句
も
前
の
句
と
同
じ
場
所
同
じ
時
で
あ
ろ
う
。 

さ
さ
は
。
些
些
＝
ち
ょ
っ
と
だ
け
、
取
る
に
足
ら
ず
か
、
騒
騒
＝
水
の
流
れ
の
勢
い

の
よ
い
こ
と
か
。
雨
後
の
と
言
っ
て
い
る
こ
と
、
こ
の
辺
の
川
は
一
寸
し
た
雨
で
も
濁

っ
て
増
水
す
る
事
か
ら
、
後
者
と
取
り
た
い
。 

              



耕
す
や
花
桐
甘
き
香
を
お
く
る 

読
み
＝
た
が
や
す
や 

は
な
ぎ
り
あ
ま
き 

か
を
お
く
る 

季
語
＝
花
桐
、
桐
の
花
（
春
） 

耕
す
、
は
春
の
季
語
で
あ
る
の
で
一
見
季
重
ね
で
あ
る
が
、
耕
す
は
百
姓
榮
助
に
と

っ
て
四
季
何
時
で
も
あ
る
日
常
の
作
業
な
の
で
こ
こ
で
は
季
語
と
取
る
べ
き
で
は
な
く
、

花
桐
の
み
が
季
語
で
あ
る
。 

 

  

桑
の
実
に
染
ま
り
し
舌
を
み
せ
合
い
ぬ 

読
み
＝
く
わ
の
み
に 

そ
ま
り
し
し
た
を 

み
せ
あ
い
ぬ 

季
語
＝
桑
の
実
（
夏
） 

桑
の
実
は
養
蚕
用
の
現
役
の
桑
畑
に
は
あ
ま
り
生
ら
ず
、「
赤
と
ん
ぼ
」
の
歌
の
文
句

の
よ
う
に
山
の
畑
に
ほ
っ
た
ら
か
さ
れ
た
木
に
鈴
生
り
に
な
る
。
ア
ン
ト
シ
ア
ニ
ン
が

豊
富
な
暗
赤
色
の
実
で
、
食
べ
る
と
舌
が
赤
黒
く
染
ま
る
。
酸
味
が
少
な
く
甘
い
が
、

パ
ン
チ
が
無
い
呆
け
た
味
で
あ
る
の
で
、
小
さ
い
子
に
し
か
人
気
が
無
い
。 

あ
ま
り
に
も
簡
単
に
手
に
入
り
す
ぎ
る
と
こ
ろ
も
、
山
村
の
悪
た
れ
小
僧
ど
も
に
は

物
足
り
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

横
浜
郊
外
の
丘
陵
や
河
原
な
ど
の
至
る
所
に
単
独
で
は
あ
る
が
、
桑
の
木
が
あ
る
の

は
、
昔
の
養
蚕
の
名
残
で
あ
ろ
う
。 

 

  

 
 

新
府
祭 

雄
雛
を
売
る
店 

雛
店
に
人
立
つ
春
の
祭
り
か
な 

読
み
＝
ひ
な
だ
な
に 

ひ
と
た
つ
は
る
の 

ま
つ
り
か
な 

季
語
＝
春
祭
（
春
） 

甲
斐
の
武
田
最
後
の
城
、
新
府
城
址
に
あ
る
藤
武
神
社
の
お
祭
り
は
四
月
二
十
日
で

あ
る
。
下
を
走
る
県
道
端
か
ら
、
二
四
九
段
の
石
段
の
脇
か
ら
、
山
上
の
神
社
の
建
物

鶴
見
川
の
河
川
敷
の
桑
の

木
の
実
。
す
ぐ
脇
に
少
年

野
球
の
グ
ラ
ウ
ン
ド
が
あ

る
が
、
勿
論
誰
も
採
っ
て

食
べ
た
り
は
し
な
い
。 

 

私
も
写
真
を
撮
っ
た
だ
け

で
あ
る
。 



の
回
り
か
ら
、
さ
ら
に
広
場
ま
で
露
店
が
並
ん
だ
。 

前
書
き
で
わ
ざ
わ
ざ
雄
雛
を
売
る
、
と
断
っ
て
い
る
よ
う
に
こ
こ
で
売
っ
て
い
る
ひ

よ
こ
は
雄
で
あ
る
と
言
う
話
だ
っ
た
。 

名
物
は
榧
飴
（
か
や
あ
め
）
で
、
竹
の
皮
に
包
ま
れ
た
物
凄
く
歯
に
く
っ
つ
く
飴
だ

っ
た
。
売
り
子
の
「
さ
あ
、
甘
い
よ
、
甘
い
よ
、
甘
い
か
ー
な
ん
て
も
ん
じ
ゃ
あ
り
ま

せ
ん
よ
。
お
父
ち
ゃ
ん
が
舐
め
る
と
、
明
日
の
朝
（
あ
し
た
な
さ
）
は
お
母
ち
ゃ
ん
ま

で
甘
く
な
っ
て
る
よ
」
と
い
う
売
り
声
が
懐
か
し
い
。 

神
楽
も
盛
大
に
奉
納
さ
れ
、
二
四
九
段
の
石
段
を
駆
け
上
が
り
、
拝
殿
神
楽
殿
辺
り

で
若
い
娘
を
追
い
か
け
、
露
店
を
踏
み
壊
し
て
の
狼
藉
を
働
く
暴
れ
神
輿
も
勇
壮
だ
っ

た
。
近
郷
近
在
随
一
の
春
祭
り
で
あ
っ
た
。 

 

あ
か
つ
き
の
地
靄
に
濡
る
る
青
苺 

読
み
＝
あ
か
つ
き
の 

ぢ
が
す
み
に
ぬ
る
る 
あ
お
い
ち
ご 

季
語
＝
青
苺
（
春
） 

朝
作
り
＝
朝
食
前
の
涼
し
い
時
間
を
使
っ
て
の
農
作
業
中
の
景
色
で
あ
ろ
う
。
黙
栄

の
好
き
な
「
畑
に
あ
る
植
物
と
し
て
の
苺
」
の
句
で
あ
る
。 

   

泰
元
、
五
味
千
代
造
翁
よ
り
螢
を
貰
う 

初
螢
子
は
大
切
に
の
ぞ
き
い
る 

読
み
＝
は
つ
ほ
た
る 

こ
は
た
い
せ
つ
に 

の
ぞ
き
い
る 

季
語
＝
螢
（
春
） 

五
味
千
代
造
翁
と
は
一
軒
お
い
て
西
隣
り
の
五
味
善
幸
君
の
先
々
々
代
で
、
特
攻
戦

死
し
た
五
味
大
礎
陸
軍
大
尉
の
父
上
で
あ
る
。
世
代
交
代
の
ズ
レ
も
あ
っ
て
こ
の
頃
に

は
、
五
味
家
に
も
新
家
に
も
小
さ
な
子
供
が
お
ら
ず
、
並
び
三
軒
で
唯
一
の
子
供
が
泰

元
で
あ
っ
た
。 

麦
秋
や
提
灯
に
似
し
月
上
が
る 

読
み
＝
ば
く
し
ゅ
う
や 

ち
ょ
う
ち
ん
に
に
し 

つ
き
あ
が
る 

季
語
＝
麦
秋
（
夏
）、 

下
五
が
、
月
上
が
る
、
は
典
型
的
な
秋
の
情
景
の
句
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
句

で
は
麦
秋
が
主
役
で
あ
る
。
日
の
長
い
時
期
、
月
上
が
る
ま
で
仕
事
を
し
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
。
同
じ
物
を
見
て
も
、
詩
人
の
感
覚
と
百
姓
の
感
覚
は
違
う
。
百
姓
榮
助
と
俳

人
黙
栄
は
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
悩
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
黙
栄
に
季
重
ね
、
季
違
い
が
多
い
の

も
そ
の
悩
み
の
現
れ
、
解
決
の
為
の
実
験
か
も
し
れ
な
い
。 

麦
秋
や
、
と
強
く
切
っ
て
麦
秋
の
季
節
と
麦
畑
と
い
う
舞
台
を
用
意
し
、
そ
こ
に
月

が
上
が
る
光
景
を
演
出
し
て
い
る
。
切
れ
字
『
や
』
を
う
ま
く
使
っ
て
い
る
。 

  秋
涼
の
小
雨
に
濡
れ
つ
つ
苺
う
え 

読
み
＝
し
ゅ
う
り
ょ
う
の 

こ
さ
め
に
ぬ
れ
つ
つ 

い
ち
ご
う
え 

季
語
＝
秋
涼
（
秋
） 

ま
た
苺
作
り
の
作
業
の
句
で
あ
る
。
苺
は
苗
を
買
っ
た
の
で
は
な
く
、
雑
然
と
伸
び

た
ラ
ン
ナ
ー
を
切
り
取
っ
て
整
理
し
つ
つ
、
苗
と
し
て
植
え
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ.

う
。 

  桑
あ
げ
て
ひ
た
る
後
湯
や
夜
の
秋 

読
み
＝
く
わ
あ
げ
て 

ひ
た
る
あ
と
ゆ
や 

よ
る
の
あ
き 

季
語
＝
秋
の
夜
（
秋
） 

桑
あ
げ
て
は
蚕
に
桑
を
与
え
て
の
意
味
。
そ
の
作
業
そ
の
も
の
も
「
桑
あ
げ
」
と
い

う
。
後
湯
は
誰
か
が
入
っ
た
後
の
湯
。
志
村
家
で
は
風
呂
の
順
番
は
割
と
自
由
で
都
合

が
つ
い
た
順
に
入
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。 

 休
眠
し
て
い
な
い
蚕
は
二
十
四
時
間
桑
を
食
べ
続
け
ろ
。
最
後
の
五
齢
で
は
、
そ
の

食
べ
る
量
で
繭
の
大
き
さ
も
決
ま
る
の
で
桑
を
あ
げ
る
方
も
重
労
働
で
あ
る
。
畑
か
ら



桑
を
摘
ん
で
来
て
、
飼
屋
＝
蚕
室
の
蚕
に
桑
を
上
げ
終
わ
る
と
真
夜
中
に
な
っ
た
で
あ

ろ
う
。
翌
朝
は
暗
い
う
ち
に
起
き
て
、
自
分
の
朝
飯
の
前
に
蚕
の
朝
食
の
桑
あ
げ
を
し
、

桑
摘
み
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

こ
の
時
代
に
は
、
三
齢
位
ま
で
は
桑
の
葉
っ
ぱ
を
畑
で
摘
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

昭
和
三
十
年
頃
か
ら
年
間
条
桑
育
と
言
っ
て
、
ご
く
小
さ
な
稚
蚕
へ
の
給
桑
を
除
い

て
、
春
夏
秋
、
一
年
中
い
つ
の
季
節
の
蚕
で
も
ど
の
生
育
期
で
あ
っ
て
も
桑
は
枝
の
ま

ま
切
っ
て
き
て
枝
の
ま
ま
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
蚕
を
放
つ
蚕
座
も
所
謂
蚕
棚
は
な

く
な
り
、
床
や
地
べ
た
に
直
接
設
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
で
作
業
が
楽
に
な
っ
た

分
沢
山
の
蚕
を
飼
う
事
に
な
っ
た
の
で
重
労
働
は
変
わ
ら
な
か
っ
た
。 

                    

 

帰
農
し
て
木
犀
の
香
に
秋
蚕
飼
う 

読
み
＝
き
の
う
し
て 

も
く
せ
い
の
か
に 

あ
き
ご
か
う 

季
語
＝
木
犀
（
秋
）、
秋
蚕
（
秋
）
＝
季
重
ね 

木
犀
の
香
り
が
す
る
時
期
の
蚕
は
一
年
の
最
後
の
秋
蚕
＝
晩
秋
蚕
＝
ば
ん
し
ゅ
う
さ

ん
、
で
あ
る
。
寒
く
な
る
の
で
蚕
室
は
暖
房
す
る
が
、
そ
れ
で
も
蚕
の
喰
い
の
勢
い
は

夏
ほ
ど
で
は
な
い
の
で
、
や
や
余
裕
が
あ
る
。
秋
蚕
は
桑
畑
を
き
れ
い
に
裸
に
し
て
い

く
の
で
、
秋
蚕
の
桑
取
り
は
気
持
ち
が
良
い
と
榮
助
も
ゆ
り
も
言
っ
て
い
た
。 

 

榮
助
は
二
十
一
歳
で
学
生
か
ら
教
員
に
な
っ
た
の
で
、
以
前
百
姓
を
し
て
い
た
訳
で

は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
帰
農
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
生
家
の
深
澤
家
も
百
姓
で
あ
り
、

榮
助
の
少
年
時
代
は
同
じ
よ
う
な
養
蚕
農
家
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
回
り
道
し
た
が
結

局
蚕
を
飼
う
百
姓
に
な
っ
た
の
か
、
と
い
う
感
慨
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
句
は
次
の
句
を
先
に
記
載
し
、
消
去
線
を
引
か
ず
に
併
記
し
て
あ
る
。 

 

『
帰
農
し
て
花
木
犀
に
蚕
飼
い
か
な
』 

 

 

2001年10月6日。 

流石にこの時はもう蚕飼いはしていない。 

85歳のゆりが木犀の木の下を行く。 



ほ
の
ぼ
の
と
裸
身
ぬ
く
と
く
秋
耕
す 

読
み
＝
ほ
の
ぼ
の
と 

ら
し
ん
ぬ
く
と
く 

し
ゅ
う
こ
う
す 

季
語
＝
秋
耕
（
秋
） 

次
の
句
も
含
め
て
こ
の
句
と
前
の
句
と
は
三
部
作
の
連
作
で
あ
ろ
う
。
後
半
二
句
は

蚕
は
終
わ
っ
て
い
る
よ
う
な
の
で
季
節
的
に
は
少
し
後
の
よ
う
で
あ
る
。 

秋
蚕
が
終
わ
っ
て
も
、
稲
刈
り
の
前
に
、
桑
畑
の
整
理
、
野
菜
の
収
穫
や
秋
の
植
え

付
け
、
さ
つ
ま
い
も
掘
り
、
な
ど
や
る
事
は
い
く
ら
で
も
あ
る
。 

 

風
の
な
い
秋
の
日
は
暑
く
感
ず
る
。
畝
を
切
っ
た
り
、
何
か
掘
っ
た
り
の
力
仕
事
は

上
半
身
裸
の
方
が
気
持
ち
が
良
い
で
あ
ろ
う
。 

ぬ
く
と
い
は
温
か
い
の
古
語
で
方
言
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
標
準
日
本
語
で
は
使
わ

な
く
な
っ
て
い
る
が
、
地
方
で
は
残
っ
て
い
る
。
甲
州
で
も
頻
繁
に
使
う
言
葉
で
あ
る
。 

  

秋
耕
や
わ
が
な
り
は
い
の
影
法
師 

読
み
＝
し
ゅ
う
こ
う
や 

わ
が
な
り
は
い
の 

か
げ
ぼ
う
し 

季
語
＝
秋
耕
（
秋
） 

帰
農
三
部
作
の
最
後
で
百
姓
に
な
っ
た
自
分
に
一
寸
ひ
ね
く
れ
て
い
る
。 

  

通
草
蔓
湖
に
展
け
る
岨
路
か
な 

読
み
＝
あ
け
び
つ
る 

う
み
に
ひ
ら
け
る 

そ
ば
ぢ
か
な 

季
語
＝
通
草
蔓
（
秋
） 

家
の
周
り
に
は
こ
ん
な
風
景
は
無
い
の
で
、
束
の
間
の
息
抜
き
に
ど
こ
か
に
旅
し
て

の
句
で
あ
る
。
あ
け
び
の
若
い
蔓
は
、
地
上
を
走
る
時
は
曲
が
ら
ず
に
一
直
線
に
伸
び

て
い
く
。
荒
れ
た
道
を
伸
び
る
そ
の
蔓
の
先
に
湖
が
見
え
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、

ど
こ
の
湖
な
の
か
は
こ
の
句
か
ら
は
判
ら
な
い
。 

 

秋
耕
や
昼
の
茶
が
沸
く
野
良
か
ま
ど 

読
み
＝
し
ゅ
う
こ
う
や 

ひ
る
の
ち
ゃ
が
わ
く 

の
ら
か
ま
ど 

季
語
＝
秋
耕
（
秋
） 

家
と
藤
井
田
圃
を
往
復
す
る
に
は
、
車
が
無
い
時
代
に
は
坂
道
を
歩
い
て
小
一
時
間

か
か
っ
た
の
で
、
田
ん
ぼ
仕
事
に
は
弁
当
を
持
っ
て
行
っ
た
。
大
き
な
薬
缶
に
入
れ
た

水
で
お
湯
を
沸
か
す
の
は
、
お
手
の
物
の
焚
火
で
あ
る
。
坂
井
遺
跡
に
あ
る
縄
文
時
代

の
よ
う
な
石
で
囲
っ
た
竈
を
つ
く
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
原
始
炉
で
あ
る
。 

  

味
噌
を
炊
く
大
土
間
暮
る
る
竈
火
か
な 

読
み
＝
み
そ
を
た
く 

お
お
ど
ま
く
る
る 

か
ま
び
か
な 

季
語
＝
味
噌
を
焚
く
（
冬
） 

味
噌
も
醤
油
も
家
で
手
造
り
し
た
。 

麹
は
近
く
の
醤
油
醸
造
屋
さ
ん
か
ら
種
を
分
け
て
貰
い
、
家
で
蚕
室
を
利
用
し
て
温

度
湿
度
管
理
し
て
増
や
し
た
。
こ
れ
を
「
花
付
け
」
と
呼
ん
だ
。
ゆ
り
は
こ
の
花
付
け

部
屋
で
一
酸
化
炭
素
中
毒
に
か
か
り
、
危
う
く
命
を
落
と
し
そ
う
に
な
っ
た
事
が
あ
る
。 

 

味
噌
は
麦
麹
の
豆
味
噌
。
味
噌
玉
は
作
ら
ず
、
仕
込
ん
だ
ら
そ
の
ま
ま
静
置
し
て
寝

か
せ
る
だ
け
だ
っ
た
。
裏
に
味
噌
蔵
と
い
う
味
噌
醤
油
熟
成
保
存
専
用
の
蔵
が
あ
っ
た
。 

味
噌
炊
き
は
そ
の
大
豆
を
焚
く
作
業
、
い
つ
ど
こ
で
入
手
し
た
の
か
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン

製
の
手
回
し
肉
挽
き
器
が
あ
っ
て
、
巨
大
な
鍋
で
煮
た
豆
は
熱
い
う
ち
に
そ
れ
で
潰
し

た
。
雑
菌
に
よ
る
汚
染
防
止
で
器
具
類
や
桶
の
消
毒
す
る
た
め
大
量
の
熱
湯
が
使
わ
れ
、

豆
か
ら
も
含
め
て
味
噌
の
仕
込
み
時
に
は
湯
気
が
も
う
も
う
と
し
て
い
た
の
を
子
供
心

に
も
覚
え
て
い
る 

大
土
間
は
、
玄
関
か
ら
裏
口
ま
で
一
気
に
抜
け
ら
れ
、
簡
単
な
作
業
な
ら
土
間
で
で

き
た
。 

 



 
 

暗
い
中
に
起
き
出
し
て
西
山
へ
栗
拾
い 

有
明
の
月
光
を
踏
む
栗
拾
い 

読
み
＝
あ
り
あ
け
の 

げ
っ
こ
う
を
ふ
む 

く
り
ひ
ろ
い 

季
語
＝
栗
拾
い
（
秋
） 

た
ま
に
は
こ
う
い
う
楽
し
み
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
西
山
は
特
定
に
山
を
指
す
の

で
は
な
く
、
西
に
見
え
る
山
の
総
称
、
栗
拾
い
に
行
く
の
で
あ
る
か
ら
、
山
塊
の
入
り

口
、
所
謂
端
山
に
入
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
歩
い
て
二
時
間
位
の
距
離
、
楽
し
い
遠
足
で

も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
家
の
近
所
の
野
生
の
栗
は
こ
の
後
、
ク
リ
タ
マ
バ
チ
と
い
う
、

若
い
枝
に
嘍
を
作
っ
て
そ
の
先
を
枯
ら
し
て
し
ま
う
害
虫
が
蔓
延
し
、
事
実
上
全
滅
し

て
し
ま
っ
た
。 

   
 

下
道
、
元
岡
君
令
弟
遺
骨
還
る
二
句 

《
下
道
（
し
た
み
ち
）
と
は
前
の
畑
を
挟
ん
だ
先
に
あ
る
家
。
外
地
で
戦
死
し
た
兵

士
の
遺
骨
が
還
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
元
岡
氏
の
末
弟
七
男
氏
は
こ
の
時
点
で
、
シ
ベ

リ
ア
抑
留
中
で
生
死
不
明
で
あ
っ
た
が
、
後
生
環
し
た
。》 

  

葬
家
訪
う
新
下
駄
ぬ
る
る
露
の
道 

読
み
＝
そ
う
け
と
う 

し
ん
げ
た
ぬ
る
る 

つ
ゆ
の
み
ち 

季
語
＝
露
（
秋
） 

下
道
の
家
は
前
の
畑
を
挟
ん
だ
先
に
あ
っ
て
、
そ
の
名
の
通
り
、
土
地
が
や
や
低
め

に
な
っ
て
い
る
。
家
か
ら
下
道
に
直
接
行
く
道
は
無
く
、
道
路
を
回
っ
て
い
く
と
と
ん

で
も
な
い
遠
回
り
に
な
る
の
で
、
畑
の
く
ろ
の
踏
み
分
け
道
を
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

対
に
な
っ
て
い
る
次
の
句
で
短
日
と
詠
ん
で
い
る
の
で
、
季
節
は
晩
秋
、
歳
時
記
通

り
の
秋
の
季
語
と
し
て
の
露
で
あ
る
。 

短
日
の
葬
家
の
膳
に
坐
り
け
り 

読
み
＝
た
ん
じ
つ
の 

そ
う
け
の
ぜ
ん
に 

す
わ
り
け
り 

季
語
＝
短
日
（
冬
） 

葬
式
の
働
き
人
の
重
要
な
任
務
は
葬
儀
に
来
て
く
れ
た
人
を
襟
首
を
捉
ま
え
て
で
も

膳
に
着
か
せ
る
事
。
ま
た
、
見
舞
客
は
、
故
人
と
の
別
れ
の
食
事
と
い
う
意
味
で
、
形

だ
け
で
も
膳
に
着
く
も
の
だ
そ
う
で
あ
る
。 

葬
式
の
飯
は
、
白
飯
に
豆
腐
と
葱
の
味
噌
汁
そ
れ
に
漬
け
物
だ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ

が
う
ま
い
の
だ
そ
う
で
あ
る
。 

  
 

 
 

黙
榮 

対
に
な
っ
た
葬
送
句 

そ
の
三 

 

『
葬
家
訪
う
新
下
駄
ぬ
る
る
露
の
道
』 

『
短
日
の
葬
家
の
膳
に
坐
り
け
り
』 

  

時
雨
す
ぐ
る
山
畑
の
麦
蒔
き
急
ぐ 

読
み
＝
し
ぐ
れ
す
ぐ
る 

や
ま
ば
た
の
む
ぎ 

ま
き
い
そ
ぐ 

季
語
＝
時
雨
（
冬
）、
麦
蒔
き
（
冬
）
＝
季
重
ね 

麦
を
蒔
く
よ
う
な
山
畑
っ
て
ど
こ
の
畑
か
？
。
私
が
き
ち
ん
と
記
憶
に
と
ど
め
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
畑
作
は
、
家
の
周
り
の
一
部
を
除
い
て
全
部
桑
畑
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
、
そ
う
い
う
作
物
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

山
畑
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
家
か
ら
遠
く
、
雨
が
降
っ
て
来
た
か
ら
、
作
業
中
断
で

は
な
く
、
急
い
で
で
も
や
っ
て
し
ま
え
、
ま
た
来
る
の
は
面
倒
く
さ
い
。 

   



冬
木
立
野
の
寂
光
に
耕
せ
り 

読
み
＝
ふ
ゆ
こ
だ
ち 

の
の
じ
ゃ
っ
こ
う
に 

た
が
や
せ
り 

季
語
＝
冬
木
立
（
冬
） 

難
解
も
特
徴
の
一
つ
と
す
る
黙
榮
句
の
一
句
。
寂
光
と
は
理
と
智
が
整
っ
た
中
で
の

静
け
さ
の
事
、
だ
そ
う
で
あ
る
。
風
の
無
い
穏
や
か
な
光
に
満
ち
た
冬
の
日
、
耕
す
野

と
冬
木
立
に
、
ふ
と
神
々
し
さ
を
感
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

         

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

昭
和
二
十
一
年 
終
り 

  


