
昨

晩

に

（
10/

24
）

Ｔ

Ｖ

で

流
れ
た
、
愛
媛
県
伊
方
町
に
あ
る
四
国

電
力
伊
方
原
子
力
発
電
所
で
原
発
事
故

が
起
き
た
こ
と
を
想
定
し
、

半
径
３

０
キ
ロ
圏
内
の
住
民
に
速
や
か
に
避
難

し
て
も
ら
う
こ
と
な
ど
を
目
的
に
し
た

ニ
ュ
ー
ス
を
見
た
。
砂
浜
な
ど
に
も
接

岸
で
き
る
海
上
自
衛
隊
の
特
殊
な
船
を

使
っ
て
住
民
を
避
難
さ
せ
る
初
め
て
の

訓
練
も
行
わ
れ
た
と
い
う
。

見
な
が
ら
チ
ョ
ッ
ト
昔
の
「
臭
い
も

の
は
元
か
ら
断
た
ね
ば
駄
目
」
消
臭
剤

の
Ｃ
Ｍ
を
思
い
出
し
、
違
和
感
を
持
っ

た
。
日
本
列
島
は
元
々
地
震
の
多
発
地

帯
。
そ
の
地
震
は
「
雷
．
火
事
。
親
父
」

よ
り
上
座
に
置
か
れ
た
最
大
の
危
険
物

で
且
つ
完
全
に
予
知
す
る
こ
と
は
難
し

い
。
万
一
の
場
合
の
避
難
訓
練
ら
し
い

が
、
原
発
事
故
は
「
万
一
」
よ
り
は
る

か
に
多
く
起
こ
っ
て
い
る
。

人
間
は
電
気
は
無
く
て
も
、
水
、
空

気
、
大
地
（
自
然
）
に
依
存
さ
え
す
れ

ば
、
生
き
ら
れ

る
。1

9
7
7

年
に

起
こ
っ
た
ハ
イ

ジ
ャ
ッ
ク
事
件

で
、
当
時
の

福
田
赳
夫
内

閣
総
理
大
臣

（
当
時
）
が

「
一
人
の
生

命
は
地
球
よ

り
重
い
」
と

述
べ
て
る
。
日
本
各
地
の
地
震
や
津
波

の
被
害
地
は
多
い
が
、
人
々
の
努
力
で

数
年
で
復
興
し
て
き
た
。
原
発
が
加
わ
っ

て
復
興
の
見
通
し
つ
か
な
い
福
田
赳
夫

氏
が
総
理
な
ら
、
先
の
言
葉
か
ら
し
て

「
原
発
廃
止
」
と
す
る
と
思
う
ノ
ダ
が
。
・
・
。

今
回
の
駅
伝
ラ
イ
ブ
は
、
昨
年
に
引
き

続
き
恒
例
の
ユ
ニ
セ
フ
「
ハ
ン
ド
・
イ

ン
・
ハ
ン
ド
募
金
」
協
力
と
、
２
０
１

１
年
３
月
１
１
日
に
起
こ
っ
た
東
日
本

大
震
災
に
よ
り
被
災
し
、
困
難
な
状
況

に
あ
る
子
ど
も
た
ち
へ
の
募
金
活
動
と

を
併
せ
て
行
い
ま
す
。
一
日
も
早
い
復

興
と
被
災
さ
れ
て
る
皆
様
が
心
安
ら
か

な
生
活
を
取
り
戻
さ
れ
る
こ
と
を
祈
り

つ
つ
、
駅
伝
ラ
イ
ブ
を

行
い
ま
す
。
「
ス
マ
ト

ラ
沖
大
津
波
支
援
」
か

ら
始
め
今
回
で
９
回
目
。

ジ
ャ
ズ
・
フ
ォ
ー
ク
・

ポ
ッ
プ
ス
な
ど
い
ろ
い

ろ
な
ジ
ャ
ン
ル
の
ミ
ュ
ー

ジ
シ
ャ
ン
が
１
４
ユ
ニ
ッ

ト
以
上
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
と
し
て
協
力
・
参
加
い
た
し
ま
す
。

収
益
金
は
、
ユ
ニ
セ
フ
の
「
東
日
本
大

震
災
緊
急
支
援
募
金
」「
ハ
ン
ド
・
イ
ン
・

ハ
ン
ド
募
金
」
に
寄
付
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

ご
協
力
：
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
音
の
風
・

ビ
ー
ト
ル
ズ
研
究
会
・
沖
縄
音
楽
な
ぁ

ひ
ょ
う
た
ん
島
・
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
・

松
本
酒
造
・
日
本
名
門
酒
会
・

東
山
ま
ち
・
み
ら
い
・

㈱
集
酉
楽
サ
カ
タ
ニ
・
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月
刊
サ
カ
タ
ニ
友
の
会
ニ
ュ
ー
ス

発行（株）サカタニ
集酉楽・サカタニ
ファミリーマート
サカタニ京阪七条店
〒605-0993 京・
東山区七条こころ坂下
℡・075-561-7974
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▽
石
原
慎

太
郎
さ
ん

が
東
京
都
知
事
を
辞
め
て
新
党
を

つ
く
る
ニ
ュ
ー
ス
が
日
本
を
駆
け

巡
っ
た
。
80
歳
に
し
て
意
気
盛
ん
。

▼
23
歳
、
ま
だ
一
橋
大
生
に
し
て

「
太
陽
の
季
節
」
で
芥
川
賞
を
得
、

そ
の
後
も
作
家
・
政
治
家
・
最
近

ま
で
都
知
事
と
陽
の
あ
た
る
場
所

で
ご
活
躍
さ
れ
て
い
た
。

▽
昨
年
４
月
の
選
挙
で
２
６
１
万

の
支
持
を
得
て
４
度
知
事
に
選
ば

れ
た
。
そ
の
任
期
を
三
分
の
二
を

残
し
て
新
党
を
つ
く
る
と
世
界
の

大
都
市
の
知
事
を
辞
職
さ
れ
た
。

▼
何
故
！
。
初
挑
戦
時
、
対
立
候

補
美
濃
部
知
事
に
「
前
頭
葉
の
退

化
し
た
60
、
70
の
老
人
に
政
治
を

任
せ
る
時
代
は
終
わ
っ
た
」
の
言

葉
を
思
い
出
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
。

▽
自
民
党
の
総
裁
に
ご
長
男
が
選

ば
れ
て
い
て
も
新
党
を
つ
く
り
、

知
事
を
辞
め
ら
れ
た
だ
ろ
う
か
。

「
公
」
の
司
で
あ
る
人
の
行
動
と

し
て
疑
問
を
持
つ
。

▼
四
文
字
熟
語
で
「
公
私
混
同
」

が
あ
る
。
知
事
や
政
治
家
は｢

公
人
」

と
崇
め
ら
れ
る
職
で
あ
る
。
261
万

人
が
四
年
間
託
し
職
責
は
全
う
す

る
べ
き
と
思
う
が
、
皆
さ
ん
は
？
。

▽
次
の
都
知
事
選
挙
、
前
回9

2
44
5

1

票
差
で
次
点
だ
っ
た｢

東
×
原
」

さ
ん
が
出
る
の
で
し
ょ
う
か
。
マ

サ
カ
！
。
泥
鰌
は
2
匹
も
不
要
と

お
も
い
ま
す
が
。
。

ど
ん
つ
き

定
例
：
10
月
14
日
第
３
日
曜
日

お
話
：
「
カ
キ
ナ
ー
レ
〜

若
者
の
ホ
ン
ネ
〜
」

講
師
:

深
谷
純
一
先
生

成
安
高
校
国
語
教
師
大
学
非
常

勤
講
師
：
毎
日
新
聞
「

カ
キ
ナ
ー
レ
」
連
載
中
の
深
谷

先
生
が
、
ご
指
導
の
生
徒
さ
ん

の
作
品
集
の
ご
本
の
中
か
ら
何

編
か
を
ご
紹
介
下
さ
っ
た
。

｢

近
頃
の
若
い
者
」
が
お
年
寄

り
を
ど
の
様
に
見
て
い
る
の
か

が
良
く
判
っ
た
。
２
㌻
に
２
編
掲
載
。

第95回:朝粥食べておシャベリ会 :報告

（写真は先生著の「カキナーレ」と朝粥

原
発
事
故
と

避
難
訓
練

1913年の
七条大橋

来
年
は
七
条
大
橋
竣
工
百
年
。

お
祝
し
て
上
げ
た
い
も
の
で
す
。

お
願
い

朝
粥
会
は｢

お
粥
を
造
る
能
力
と
会
場
ス
ペ
ー
ス
」
の

関
係
で
ご
予
約
40
様
の
〆
切
に
し
て
ま
す
。
と
こ
ろ
が
当
日
四
~五

名
様
の
突
然
欠
席
が
で
ま
す
。
ど
う
か
前
日
ま
で
に
お
知
ら
せ
下
さ

第９回駅伝ライブ
主催 駅伝ライブ実行委員会
112時：30開場：開演12：30・～18：00

東日本大震災支援：ユニセフ・ハンド・イン・ハンド

協力イベント：参加協力費 500円 中学以下無料
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（日）

写
真
は
今
年
も
ご
参
加
の

フ
ラ
リ
ー
パ
ッ
ド
の
熱
演

領収印付の券提示

で出入り可：
座れ無い場合有



岩
手
県
の

三
陸
海
岸

地
域
に｢

津

波
て
ん
で
ん
こ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る

と
知
っ
た
。
江
戸
時
代
初
期
の1

6
1
1

年
（
慶
長
16
）
に
発
生
し
た
慶
長
三

陸
地
震
に
つ
い
て
仙
台
藩
の
被
害
を
表

現
し
た
文
中
に
あ
る
古
く
か
ら
伝
承
さ

れ
て
い
た
も
の
だ
そ
う
だ
。
趣
旨
は
津

波
の
時
は
人
に
か
ま
わ
ず
、
夫
々
自
分

を
護
れ
と
い
う
こ
と
。

そ
の
言
葉
の
響
き
か
ら
、
祖
母
が
、

昔
、
丁
稚
さ
ん
達
が
仕
事
中
自
分
勝
手

な
行
動
を
叱
る
時
、
良
く
使
っ
て
い
た

｢

て
ん
で
ば
ら
ば
ら
」
を
思
い
出
し
た
。

子
供
の
頃
、
外
に
遊
び
に
出
る
際
、

｢

ご
飯
ま
で
に
お
帰
り
や
」
の
声
が
掛

か
る
。
家
族
揃
っ
て
食
事
に
遅
れ
る
と

叱
ら
れ
た
。
家
中
が
留
守
に
す
る
場
合
、

両
と
な
り
に
，
行
き
先
を
伝
え
る
の
が

常
識
で
あ
っ
た
。
ヤ
ン
チ
ャ
を
す
る
と
、

何
所
の
子
で
あ
ろ
う
と
、
わ
が
子
同
様

に
大
人
が
叱
っ
た
。
そ
の
様
な
中
で
、

子
供
達
は
社
会
的｢

し
が
ら
み
」
を
覚

え
た
も
の
で
、
家
族
も
地
域
も｢

て
ん

で
ば
ら
ば
ら
」
で
は
な
か
っ
た
。
振
り

返
っ
て
、
今
の
日
本
を
み
る
と｢

て
ん

で
ば
ら
ば
ら
」
だ
ら
け
で
は
な
か
ろ
う

か
。最

近
、
新
自
由
主
義
の
風
潮
で
特
に

最
近
酷
く
な
っ
た
。
新
自
由
主
義
思
想

は
、
個
人
の
自
由
と
尊
厳
を
守
る
た
め

に
、
私
的
所
有
、
法
の
支
配
、
自
由
市

場
、
自
由
貿
易
の
よ
う
な
経
済
的
自
由

が
必
要
で
あ
り
、
規
制
や
制
限
の
少
な

い
自
由
に
支
え
ら
れ
た
社
会
は
、
多
く

の
個
人
を
幸
福
に
す
る
と
主
張
し
、
福

祉
政
策
は
全
体
主
義
に
繋
が
る
と
い
う

考
え
方
だ
。
言
わ
ば
土
俵
の
無
い
相
撲
、

重
量
制
限
な
し
の
ボ
ク
シ
ン
グ
だ
か
ら

勝
負
は
見
え
て
る
。

最
近
わ
か
っ
た
異
常
な｢

尼
崎
連
続

変
死
事
件
」
大
津
市
の｢

イ
ジ
メ
事
件
」

で
も
、
も
う
二
昔
前
な
ら
、
近
所
の
誰

か
が
喚
起
し
て｢

被
害
者
」
が
助
か
っ

た
り
、
友
人
間
で
防
ぐ
手
を
打
て
だ
ろ

う
と
思
う
。

過
っ
て
日
本
人
は
「
向

こ
う
三
軒
両
と
な
り
」
と
か
「
袖
触
れ

合
う
も
他
生
の
縁

」
と
い
う

気
持
ち
が
あ
っ
た
。
が
、
何
時
の
間
に

か
「
隣
の
芝
は
青
い
」
が
「
隣
は
何
を

す
る
人
ぞ
」
と
無
関
心
に
な
り
「
て

ん
で
ば
ら
ば
ら
」
状
態
に
な
っ
た
。

自
然
界
で
は
、
弱
い
も
の
は
集
ま
っ
て

種
を
守
っ
て
き
た
。
強
い
も
の
は
、
集

ま
り
か
ら
離
せ
て
襲
っ
た
。

「
て
ん
で
ば
ら
ば
ら
」

で
得
を
す
る
の

は
強
者
の
み
、
そ
れ
で
好
い
の
だ
ろ
う

か
？
。
昔
、
辛
辣
な
ボ
ヤ
キ
漫
才
で
有

名
な
「
人
生

幸
郎
・
い
く

え
」
さ
ん
な

ら
ど
う
言
う

か
想
像
し
て

見
ま
せ
ん
か
。

※8
0
2
0

運
動
（
は
ち
ま
る
に
ま
る
う

ん
ど
う
）
を
ご
存
知
で
す
か
？

“
８
０
歳
に
な
っ
て
も
２
０
本
以
上
自

分
の
歯
を
保
と
う
”
と
い
う
運
動
で
す
。

平
成
元
年
、
厚
生
省
（
現
・
厚
生
労
働

省
）
と

日
本
歯
科
医
師
会
が
提
唱
し
、

自
治
体
、
各
種
団
体
、
企
業
、
そ
し

て
広
く
国
民
に
呼
び
か
け
て
き
ま
し
た
。

な
ぜ
、
あ
え
て
８
０
２

０
と
い
う
数
字
を
掲
げ

た
の
か
、

そ
の
理
由
は

…
…

智
歯
（
親
知
ら
脳

の
ず
）
を
除
く
２
８
本

の
歯
の
う
ち
、

少
な
く
と
も
２
０
本

以
上
自
分
の
歯
が
あ
れ
ば
、

ほ
と
ん

ど
の
食
物
を
噛
み
く
だ
く
こ
と
が
で
き
、

お
い
し
く
食
べ
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

“
高
齢
に
な
っ
て
も
２
０
本
以
上
自

分
の
歯
を
保
ち
ま
し
ょ
う
”

と
い
う

の
が
、
そ
の
主
旨
で
す
。

歯
の
本
数
が
少
な
い
人
は
、
脳
の
容

積
が
減
っ
て
認
知
症
率
が
高
い
と
い
う

統
計
も
あ
る
と
か
。
噛
む
と
い
う
行
動

は
手
足
を
動
か
す
よ
り
複
雑
で
極
小
さ

な
異
物
を
感
じ
、
出
す
事
も
出
来
ま
す
。

左
右
の
顎
を
動
か
し
、
筋
肉
を
伸
縮
す

る
と
、
歯
と
間
の
強
力
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
が
あ
り
脳
の
血
流
や
代
謝
が
活
性
化

す
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

あ
る
歯
医
者
さ
ん
が
、
脳
梗
塞
を
起

こ
し
、
命
は
助
か
っ
た
が
、
し
ゃ
べ
る
、

食
べ
る
が
出
来
な
い｢

麻
痺
」
を
食
べ

て
な
い
と
き
で
も
カ
チ
カ
チ
歯
を
合
わ

せ
た
と
こ
ろ
、
マ
ヒ
も
良
く
な
り
話
す

こ
と
も
出
来
た
の
で
す
。
噛
む
事
が
効

果
的
な
リ
ハ
ビ
リ
に
な
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
老
化
防
止
の
パ
ラ
チ
ン
の
あ
る

唾
液
も
良
く
出
て
老
化
防
止
に
つ
な
が

る
の
で
す
。

自
分
の
口
を
自
分
で
動

か
す
の
で
す
か
ら
時
間
制
限
も
無
し
出

来
て
、
お
金
は
一
円
も
い
り
ま
せ
ん
。

実
行
す
る
せ
ん
は
貴
方
任
せ
で
す
。

参
考｢

文
春
新
書
」
白
澤
卓
二
書
よ
り
。
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ヨ
シ
ィ
ち
ゃ
ん
の

ひ
と
り
ご
と

て
ん
で

ば
ら
ば
ら

お
金
の
要
ら
な
い

長
い
生
き
法

⑤

ば
っ
ち
ゃ
ん

ば
っ
ち
ゃ
ん
は
世
界
一
料
理
が
う
ま
い
。

で
も
も
う
一
生
食
べ
ら
れ
な
い
。

ば
っ
ち
ゃ
ん
は
世
界
一
お
し
ゃ
べ
り
が

好
き
だ
。
で
も
も
う
あ
ま
り
話
さ
な
い
。

ば
っ
ち
ゃ
ん
は
今
の
私
を
親
代
わ
り

と
な
っ
て
育
て
て
く
れ
た
。
で
も
も
う

私
は
一
人
で
歩
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。

小
さ
な
狭
い
部
屋
の
、
小
さ
な
狭
い

ベ
ッ
ト
で
ち
ょ
こ
ん
と
座
る
ば
っ
ち
ゃ

ん
を
見
る
と
、
胸
が
痛
く
て
人
間
の
〃

老
い
〃
と
い
う
仕
組
み
に
腹
が
立
っ
て

し
か
た
が
な
い
。

ば
っ
ち
ゃ
ん
は
昔
の
〃
ば
っ
ち
ゃ
ん
〃

で
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
け
ど
、
私
は

今
で
も
こ
れ
か
ら
先
も
一
生
世
界
一
ば
っ

ち
ゃ
ん
が
大
好
き
や
。
（
０
２
年
高
３

孤
独
老
人

私
が
バ
イ
ト
し
て
い
る
ス
ー
パ
ー
の
中

の
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
は
、
子
ど
も
連
れ
の

お
客
さ
ん
が
多
い
。

し
か
し
、
こ
こ
最
近
は
、
老
人
の
客
が

増
え
た
。
ス
ー
パ
ー
の
一
階
に
は
広
場

が
あ
る
の
だ
が
、
そ
こ
の
喫
煙
室
は
い

つ
も
老
人
で
あ
ふ
れ
か
え
っ
て
い
る
。

店
員
の
お
ば
ち
ゃ
ん
の
話
に
よ
る
と
、

老
人
た
ち
は
毎
日
こ
こ
に
来
て
退
屈
を

ま
ぎ
ら
わ
し
て
い
る
と
言
う
。
そ
う
い

う
孤
独
老
人
の
多
く
が
マ
ク
ド
の
客
と

し
て
く
る
の
だ
。

老
人
た
ち
は
た
い
て
い
ポ
テ
ト
の
Ｓ

に
ア
イ
ス
コ
ー
ヒ
ー
を
注
文
す
る
。
そ

れ
を
長
時
間
か
け
て
飲
ん
で
食
べ
て
い

る
。
そ
の
姿
は
、
な
ぜ
か
小
さ
く
見
え

る
。
そ
の
背
中
は
さ
び
し
く
ま
さ
に
孤

独
を
物
語
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
老
人
た
ち
を
見
て
い
る
の
が

つ
ら
く
な
っ
た
私
は
、
あ
る
時
話
し
か

け
て
み
た
。
そ
の
時
の
彼
ら
の
表
情
は

今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
。
老
人
た
ち
は

一
斉
に
私
の
方
を
見
て
、
そ
れ
か
ら
次

第
に
笑
顔
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
そ
の

日
か
ら
私
は
で
き
る
だ
け
彼
ら
に
声
を

か
け
る
こ
と
に
し
た
。

「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
元
気
？
」

最
近
の
私
は
、
バ
イ
ト
半
分
ボ
ラ
ン

テ
ア
半
分
気
分
で
ス
ー
パ
ー
に
出
か
け

て
い
る
。
（98

年
小
西
彩
也
佳
）

朝
粥
会
資
料

カ
キ
ナ
ー
レ
か
ら

転
載

若
者
は
年
寄
り
を
ど
う
見
て
る
か



千
本
出
水
を

出
た
千
本
線

の
市
電
は
、

北
上
を
続
け
ま
す
。
車
窓
か
ら
見
え
る

街
並
み
は
、
ま
す
ま
す
賑
や
か
さ
を
増

し
て
行
き
ま
す
。
四
百
メ
ー
ト
ル
も
走

る
と
、
つ
ぎ
の
停
留
所
「
千
本
中
立
売
」

に
到
着
で
す
。

千
本
線
が
廃
止
に
な
っ
た
昭
和
四
十

七
年
当
時
こ
そ
、
千
本
線
だ
け
の
停
留

所
で
し
た
が
、
昭
和
三
十
六
年
ま
で
は
、

市
電
同
士
が
十
字
に
交
わ
る
交
差
点
で

し
た
。
東
西
に
横
切
る
中
立
売
通
に
、

京
都
駅
か
ら
北
野
を
結
ぶ
市
電
北
野
線

が
通
っ
て
い
た
の
で
す
。
交
通
の
便
が

い
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
千
本
中
立
売
付

近
は
、
昭
和
三
十
年
代
ま
で
、
繁
華
街

と
し
て
大
賑
わ
い
で
し
た
。
戦
後
生
ま

れ
の
私
は
、
そ
の
当
時
の
様
子
は
知
る

由
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
賑
や
か
さ

は
、
新
京
極
と
並
ぶ
繁
華
街
と
し
て
、

人
の
波
で
あ
ふ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
ま

す
。
新
京
極
に
比
べ
れ
ば
、
う
ん
と
庶

民
的
な
繁
華
街
で
し
た
。

そ
の
時
代
“
千
ぶ
ら
”
と
い
う
言
葉

が
あ
っ
て
、
北
は
今
出
川
通
か
ら
南
は

丸
太
町
通
ま
で
の
千
本
通
を
ぶ
ら
ぶ
ら

散
策
す
る
こ
と
が
流
行
っ
た
そ
う
で
す
。

特
に
、
今
出
川
通
か
ら
上
長
者
町
通
ま

で
の
約
七
百
メ
ー
ト
ル
、
現
在
の
「
西

陣
千
本
商
店
街
」
付
近
は
、
商
店
が
ぎ
っ

し
り
並
ん
で
い
ま
し
た
。
市
電
廃
止
後

に
は
「
千
本
ラ
ブ
」
と
い
う
愛
称
が
付

い
て
い
ま
し
た
。
余
談
で
す
が
、
大
阪

で
は
地
名
、
と
く
に
交
差
点
名
を
短
縮

し
て
、「
天
六
」「
上
六
」
な
ど
と
略
し

て
呼
び
ま
す
が
、
京
都
で
は
ま
ず
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
唯
一
の
例
外
が
千
本
中

立
売
で
、
そ
の
略
称
「
千
中
（
せ
ん

な
か
）
」
は
、
そ
れ
ほ
ど
庶
民
的
で
、

ゲ
タ
履
き
で
も
行
け
る
繁
華
街
で
あ
っ

た
こ
と
の
証
し
で
し
た
。

千
中
付
近
が
繁
華
街
と
し
て
賑
わ
い

を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
は
、
日

本
有
数
の
織
物
産
地
と
し
て
栄
え
て
い

た
西
陣
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
特
に
戦

後
に
な
る
と
糸
ヘ
ン
景
気
が
到
来
し
ま

し
た
。
織
物
業
に
従
事
す
る
多
く
の
職

人
た
ち
が
、
就
業
後
や
休
日
に
は
千
中

を
目
指
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
し
て
、
千
中
に
は
遊
郭
も
存
在
し

ま
し
た
。
千
本
中
立
売
西
入
る
付
近
は
、

“
五
番
町
”
と
呼
ば
れ
た
遊
郭
で
す
。

水
上
勉
の
『
五
番
町
夕
霧
楼
』
や
、
三

島
由
紀
夫
の
『
金
閣
寺
』
に
も
登
場
す

る
古
く
か
ら
の
遊
郭
で
、
北
野
天
満
宮

の
門
前
茶
屋
か
ら
発
展
し
た
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
そ
の
存
在
が
町
の
賑
わ
い

に
果
た
し
た
影
響
も
大
き
か
っ
た
こ
と

で
し
ょ
う
。

戦
後
の
最
盛
期
に
は
、
五
番
町
の
中

だ
け
で
も
、
百
軒
ほ
ど
の
お
茶
屋
が
軒

を
連
ね
、
三
百
人
以
上
も
の
娼
妓
が
在

籍
し
て
い
た
と
い
い
ま
す
が
、
そ
の
灯

が
消
え
て
か
ら
五
十
年
以
上
も
経
つ
と
、

当
時
の
色
街
を
物
語
る
建
物
も
数
え
る

ほ
ど
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
中
で
、
千
中
の
殷
賑
ぶ
り
を

偲
ば
せ
る
建
物
が
、
五
番
町
に
残
る
映

画
館
「
千
本
日
活
」
で
す
。
こ
の
付
近

に
数
多
く
あ
っ
た
映
画
館
の
中
で
、
最

後
に
残
っ
た
映
画
館
で
、
現
在
は
成
人

映
画
専
門
館
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
付
近
の
千
本
線
が
な
く
な
っ
た

の
は
昭
和
四
十
七
年
一
月
の
こ
と
で
す

が
、
前
に
も
記
し
た
と
お
り
、
廃
止
が

急
だ
っ
た
た
め
、
ほ
と
ん
ど
記
録
が
残
っ

て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
千
本
中
立
売
で
も

付
近
を
写
し
た
も
の
は
な
く
、
知
人
の

写
真
を
借
り
て
掲
載
す
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。
そ
の
写
真
に
は
、
し
っ
か
り
と

停
留
所
名
も
写
し
込
ま
れ
、
付
近
の
賑

わ
い
の
片
鱗
を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

い
ま
の
千
本
中
立
売
は
、
整
っ
た
街

並
み
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
市
電
が
走
っ

て
い
た
時
代
の
よ
う
な
雑
然
と
は
し
て

い
る
が
、
活
気
の
あ
る
賑
や
か
さ
は
、

も
う
消
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。

市
電
が
走
っ
た

京
都
を
巡
る

福
田
静
二

七
条
大
橋

の1

つ
北
の
正

面
橋
東
詰
川

端
通
西
側
歩
道
に
写
真
の
「
元
和
キ

リ
シ
タ
ン
殉
教
碑
」
が1

9
9
4

年
設
置

さ
れ
た
。
そ
の
殉
教
の
こ
と
は
知
っ

て
い
た
が
、
鞍
馬
石
の
「
碑
」
が
あ

る
こ
と
を
最
近
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
。

碑
の
下
に
は
、
セ
ラ
ミ
ッ
ク
の
壷
が

埋
め
ら
れ
て
お
り
、
中
に
は
52
名
の

名
前
を
記
し
た
赤
い
バ
ラ
（
殉
教
を

表
す
）
の
リ
ボ
ン
や
殉
教
地
を
示
す

地
図
な
ど
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
か
。

織
田
信
長
の
後
、
秀
吉
が
「
キ
リ

シ
タ
ン
を
禁
教
」
と
し
徳
川
幕
府
も

そ
れ
を
引
き
継
ぎ
厳
し
い
弾
圧
を
く

わ
え
た
。

元
和
年
間(

1
6
1
5

〜2
3
)

元
和5

(
1
6
1

9)(1579

〜1632)

秀
忠
上
洛
に
際
し
，

ま
す
ま
す
厳
し
く
な
っ
た
。

秀
忠

は
伏
見
に
改
宗
し
な
い
キ
リ
シ
タ
ン

投
獄
者
の
い
る
こ
と
を
知
り
激
怒
、

彼
等
を
牢
か
ら
出
し
、
み
せ
し
め
の

た
め
に
52
人
が
大
八
車
に
積
み
込
ま

れ
、
京
の
七
・
六
条
ま
で
引
き
回
さ

れ
た
後
、
27
本
の
十
字
架
に
二
人
組

で
縛
ら
れ
た
。
夕
暮
れ
に
な
る
と
、

十
字
架
を
囲
む
薪
の
輪
に
火
が
付
け

ら
れ
た
。
老
若
男
女
の
区
別
な
く
火

あ
ぶ
り
の
刑
で
六
条
河
原
で
悲
惨
な

最
期
を
遂
げ
た
。

将
軍
の
激
怒
と
対
照
的
に
、
殉
教

者
は
大
い
に
喜
ん
だ
と
い
う
。
彼
ら

は
、
す
べ
て
を
キ
リ
ス
ト
に
捧
げ
る

た
め
熱
心
に
準
備
し
、
最
期
ま
で
立

派
に
証
し
を
立
て
た
。
中
に
は
母
親

の
腕
に
抱
か
れ
た
小
さ
な
子
ど
も
た

ち
も
い
て
、
母
親
た
ち
は
『
主
イ
エ

ス
よ
、
こ
の
子
供
た
ち
の
魂
を
受
け

て
く
だ
さ
い
』
と
叫
ん
で
い
た
と
言

う
。
こ
の
元
和
殉
教
以
後
の
京
都
で

は
キ
リ
シ
タ
ン
が
歴
史
の
表
舞
台
に

登
場
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
の
石
標
は
キ
リ
シ
タ
ン
殉
教
の

跡
で
あ
る
六
条
河
原
を
示
す
も
の
で

る
。

京
都
市
が
建
都1200

年
を
祝
っ

た1
9
9
4

年
8
月
、
鴨
川
の
ほ
と
り
に

記
念
碑
が
建
て
ら
れ
た
。
美
し
い
鞍

馬
石
に
「
元
和(

げ
ん
な)

キ
リ
シ
タ

ン
殉
教
の
地
」
と
刻
み
建
て
た
。

↑
の
絵
は
「心
の
と
も
し
び
」

（
２
０
０
７
年
６
月
５
９
０
号
）
マ
ク
ド

ナ
ル
神
父
の
記
事
よ
り
転
載
し
た
。
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賑やかな千本中立売停留所を出発

元
和(
げ
ん
な)

キ
リ
シ
タ
ン

殉
教
碑

京
都
＆

東
山

ぶ
ら
り
ピ
カ
リ

37

21



３
㌻
の
「
市

電
が
走
っ
た

京
都
を
巡
る

21
」
で
著
者
の
福
田
静
二
様
が｢

千
中

＝
千
本
中
立
売
」
（
セ
ン
ボ
ン
ナ
カ
ダ
チ
ュ

ウ
リ
）
を
お
書
き
に
な
り
ま
し
た
。
そ

れ
に
便
乗
し
た
形
で
、
そ
の
「
千
中
交

差
点
」
の｢

西
北
角
か
ら
二
軒
目
に
あ

る
「
神
馬
（
し
ん
め
）
酒
場｣

を
書
く
事

に
し
ま
し
た
。

戦
前
（
昭
13

ま
で
）
酒
屋
は

酒
蔵
か
ら
直
接

｢

桶
」
で
買
い
れ

自
家
で
割
り
水
・

調
合
し
、
壜
や
樽
に
詰
め
て
販
売
す
る

こ
と
も
出
来
た
時
代
が
あ
り
、
私
の
店

で
は
、
そ
の
よ
う
に
し
た
上
等
酒
を

「
神
馬
」
並
酒
を
「
喜
賞
」(

き
し
ょ
う
）

の
銘
で
販
売
し
て
い
ま
し
た
。
店
先
の

三
分
二
は
カ
ウ
ン
タ
ー
付
き
の
酒
場
で
、

車
夫
や
大
工
さ
ん
等
の
職
人
さ
ん
で
賑

わ
い
、
時
に
は
台
所
ま
で
お
客
に
占
領

さ
れ
ま
し
た
。
祖
父
の
代
で
す
。

明
治
二
十
年
代
に
、
宇
治
山
奥
の
炭

山
か
ら
京
都
へ
酒
屋
に
奉
公
し
、
大
正

３
年
に
主
家
の
津
之
輿
の
一
字
を
付
け

て
現
在
地
の
東
で
「
丸
津
」
店
を
構
え

ま
し
た
。

当
時
は
農
村
か
ら
町
へ
移

動
の
多
い
時
代
、
京
都
に
親
戚
も
多
く

移
っ
て
き
ま
す
。
祖
父
は
自
ら
の
商

売
経
験
か
ら
そ
の
人
た
ち
に

「
酒
場
」
開
業
を
薦
め
ま
し
た
。

そ
の
店
た
ち
を
「
紳
馬
会
」
に
、

纏
め
、
毎
月
会
合
を
重
ね
ま
し
た
。
駅

前
・
京
極
・
吉
田
（
祖
父
の
弟
）
．
堀
川

（
別
家
）
等
の
八
店
あ
り
ま
し
た
。

「
千
中
」
の
神
馬
酒
場
は
、
そ
の
内

の
一
軒
で
す
。
同
じ
炭
山
出
身
で
、
名

前
も
同
じ
「
酒
谷
」
で
す
が
、
ど
の
よ

う
な
関
係
か
は
判
り
ま
せ
ん
。
で
す
が
、

今
の
当
主
の
嫁
は
私
の
妹
で
「
濃
い
親

戚
」
に
な
り
ま
す
。
店
は
、
家
族
で
運

営
、
料
理
も
、
祇
園
の
一
流
店
で
修
行

し
た
「
甥
」
も
加
わ
り
「
テ
レ
ビ
や
雑

誌
」
で
紹
介
さ
れ
る
店
に
な
り
ま
し
た
。

少
し
有
名
に
な
り
ま
し
た
が
、
高
く
は

有
り
ま
せ
ん
の
で
ご
贔
屓
を
。

あ
る
時
、
突
然
、
横
浜
か
ら
甥
っ
子

が
き
ま
し
た
。
日
本
酒
好
き
な
男
で

「
祇
園
」
で
も
と
思
っ
て
の
で
す
が
、

チ
ョ
ッ
ト
始
末
し
て
「
神
馬
」
へ
。
タ

ク
シ
ー
か
ら
降
り
る
と
「
叔
父
さ
ん

こ
こ
は
神
馬
！
」
と
驚
い
た
声
。
「
そ

う
や
」
と
い
う
と
、
京
都
へ
来
る
前
に

Ｔ
Ｖ
で
見
て
「
神
馬
」
へ
行
こ
う
と
決

め
て
た
と
い
う
の
で
す
。
「
ま
ぁ
お
入

り
」
と
カ
ウ
ン
タ
ー
へ
。
妹
が
出
て
き

て
「
こ
の
人
誰
？
」
と
い
う
の
で
甥
っ

子
だ
と
説
明
に
初
対
面
の
二
人
は
「
ア

ン
グ
リ
」
。

私
に
は
、
弟
や
妹
が
沢

山
い
ま
す
。
そ
の
全
員
に
会
っ
て
い
る

の
は
家
内
と
私
だ
け
で
す
が
、
で
も
嬉

し
い
こ
と
に
間
接
的
全
員
仲
良
し
。

「
仲
良
き
こ
と
は
美
し
き
か
な
」
実
篤
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厄
年
は

「
災
が
多

く
降
り
か

か
る
と
さ

れ
る
年
齢
」
大
厄

男

25
・
41
・
42
・

43
・
61
。
女

19
・
32
・
33
・
34
37
・

43
。
そ
れ
に
中
・
小
厄
が
14
ヶ
も
有
る

の
で
人
生
50
年
時
代
の
決
め
事
だ
か
ら

半
分
は
厄
歳
と
な
る
勘
定
だ
。
京
滋
で

は
そ
の
厄
逃
れ
に
、
古
く
か
ら
「
立
木

観
音
」
の
お
参
り
す
る
習
わ
し
が
あ
る
。

そ
の
寺
伝
で
は
、815

年
（
弘
仁
6
）
、

空
海
（
弘
法
大
師
）
が
こ
の
地
に
立
ち

寄
っ
た
際
、
瀬
田
川
の
対
岸
に
光
り
輝

く
霊
木
を
見
つ
け
た
が
川
の
流
れ
が
速

く
、
渡
れ
な
い
で
い
る
と
こ
ろ
に
白
鹿

が
現
れ
、
大
師
を
背
に
乗
せ
対
岸
ま
で

導
い
て
く
、
そ
の
鹿
は
た
ち
ま
ち
観
世

音
菩
薩
に
姿
を
変
え
、
虚
空
に
消
え
去
っ

た
と
い
う
。
時
に
、
空
海
は
厄
年42

歳

で
あ
っ
た
と
さ
れ
、
近
く
に
「
鹿
跳
」

と
言
う
地
名
も
あ
る
。
こ
の
奇
跡
に
感

服
し
た
弘
法
大

師
は
霊
木
に
五

尺
三
寸
の
観
世

音
菩
薩
像
を
彫

刻
し
、
そ
れ
を

本
尊
と
し
て
こ

の
寺
を
建
て
た

と
い
う
。

お
参
り
を
さ
れ
た
方
は
ご
存
知
だ
ろ

う
が
、
お
寺
は
石
段
を
七
百
段
上
っ
て

ヤ
ッ
ト
本
堂
に
着
く
。
厄
参
り
は
そ
こ

か
ら
更
に
石
段
を
上
が
り
、
小
さ
な
鐘

楼
の
鐘
を
が
あ
り
、
参
拝
者
は
ひ
と
つ

き
し
て
厄
を
落
と
す
。
さ
ら
に
上
へ
登

る
と
奥
の
院
が
あ
り
、
こ
こ
に
は
道
了

権
現
大
菩
薩
が
祀
ら
れ
て
い
る
。
毎
月

17

日
は
縁
日
と
な
っ
て
お
り
多
く
の
参

拝
客
で
に
ぎ
わ
っ
て
い
る
。
私
も
少
年

時
と
四
十
歳
の
こ
ろ
と
二
度
お
参
り
し

た
が
二
度
目
は
、
随
分
苦
し
か
っ
た
。

幸
い
に
し
て
78
歳
の
今
も
元
気
、
且

つ
厄
年
は
も
う
無
い
年
齢
に
な
っ
て
お

参
り
は
不
要
だ
が
、
先
月
号
の
「
お
金

の
要
ら
な
い
長
生
き
方
」
で
※
長
寿
の

一
歩
は
階
段
の
上
が
り
下
が
り
を
書
き
、

立
木
さ
ん
参
り
を
お
も
い
だ
し
た
。

お
大
師
さ
ん
は
、
歩
く
こ
と
、
階
段
を

上
下
す
る
事
と
は
「
健
や
か
に
過
ご
せ

る
元
」
だ
と
承
知
の
上
で
「
立
木
観
音
」

を
建
て
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
教
え

に
従
っ
て
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
使
わ

よ
う
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
！
。

○
「
と
ん
か
ら
り

ん
」
も
今
号
１
５

８
号
に
な
り
ま
し
た
。
ト
ン
ト
ン
と
書

け
る
時
と
「
か
ら
り
ん
」
と
か
け
な
い

時
が
あ
り
ま
す
。

●
10
・
11
月
は
会
社
決
算
期
が
９
月
で

そ
の
作
業
、
そ
の
上
に
最
大
の
イ
ベ
ン

ト
「
駅
伝
ラ
イ
ブ
」
が
重
な
り
、
ボ
ー

ジ
ョ
レ
ー
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
も
あ
る
。

○
そ
ん
な
状
況
で
記
事
が
埋
め
に
く
く

な
り
Ｐ
２
に
「
朝
粥
会
」
で
深
谷
先
生

が
配
布
さ
れ
た
「
カ
キ
ナ
ー
レ
」
を
使

わ
せ
て
も
ら
っ
た
。

●
書
く
た
め
に
何
度
か
読
ま
せ
て
も
ら
っ

た
が
夫
々
の
文
の
勢
い
を
感
じ
た
。
そ

し
て
読
ま
せ
よ
う
と
す
る
気
配
を
感
じ

な
い
素
直
な
文
だ
。

○
読
ん
で
い
る
と
書
い
た
人
が
見
え
る

よ
う
に
思
え
た
。
「
文
は
人
な
り
」
と

言
う
言
葉
を
思
い
知
ら
さ
れ
た
。
依
っ

て
本
号
は
尚
、
書
き
辛
い
。

●
青
年
時
代
、
和
歌
山
や
南
山
城
の
水

害
時
支
援
に
行
っ
た
。
今
で
い
う
ボ
ラ

ン
テ
ァ
だ
。
も
う
60
年
も
前
に
な
る
。

無
欲
で
動
け
た
。

○
行
き
掛
か
り
で
商
売
を
手
伝
い
、
26

歳
時
に
本
気
に
、
そ
し
て
今
に
な
る
。

余
り
強
欲
で
は
な
い
つ
も
り
だ
が
「
損

得
」
を
計
算
す
る
自
分
が
あ
る
。

●
自
分
で
自
分
を
み
て
自
分
が
嫌
い
に

な
る
こ
と
が
シ
バ
シ
バ
だ
。
「
と
ん
か

ら
り
ん
」
は
そ
れ
を
罰
す
る
「
鞭
」
か

も
し
れ
な
い
。
も
う
暫
く
は
お
付
き
合

い
を
お
願
い
し
ま
す
。
今
、
フ
ェ
ー
ス

ブ
ッ
ク
挑
戦
中
。
友
達
に
な
っ
て
！
。

酒
屋
で

生
き

て

生
か
さ
れ
て

編
集
後
記

第
七
十
四
話

千
中
の

神
馬
酒
場

立
木
さ
ん
参
り
は

合
理
的
な
厄
逃
れ

◎
厄
年
：
平
凡
社
の
「
大
辞
典]

19
は
重
苦
、
25
は
5
×
5
＝
25
、

後
後
二
重
後
と
と
り
な
し
て
死
後

の
こ
と
と
し
、
33
は
3
・
3
と
重

な
る
か
ら
散
々
と
と
り
な
し
、4

2
は
4
・
2
と
続
く
か
ら
死
（
し
に
）

に
と
り
な
し
て
忌
む
と
い
う
。
又
、

平
安
時
代
は
貴
族
は
毎
年
厄
払
い

を
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る


