
今
月
は
師

走
、
来
月
は

お
正
月
。

子
供
時
代
に
は
♫
凧
あ
げ
て
、駒
を
廻
し
て

遊
び
ま
し
ょ
う
♫
と
待
ち
に
待
った
も
の
で
す
。

室
内
で
は
「ト
ラ
ン
プ
」や
「か
る
た
」少
し
大
き

く
な
って
「百
人
一
首
」か
「花
札
（写
真
）
」で

し
た
。
そ
れ
ら
は
、
大

人
し
い
私
が
、
日

頃
滅
多
に
触
れ
な

い
女
の
こ
の
手
に
振

れ
ら
れ
る
絶
好
の

チ
ャ
ン
ス
で
し
た
。
半
世
紀

以
上
の
昔
で
す
が
。

ト
ラ
ン

プ
さ
ん
が
ア
メ
リ
カ
大
統
領
に

な
ら
れ
て
、
ふ
と
、
昔
の
少
年

時
代
の
お
正
月
の
遊
び
を
思
い

出
し
ま
し
た
。

長
く
酒
業
界
で
生
き
て
き
た
私
、
酒
卸
問

屋
も
し
て
い
た
時
期
も
あ
り
、
関
税
の
関
係
で

「税
務
署
」と
の
お
付
合
い
が
有
り
、親
し
く
な
っ

た
署
員
方
か
ら
任
天
堂
の
「麻
雀
牌
」を
頂

戴
し
ま
し
た
。
（大
昔
デ
ッ
セ
）
多
分
、
関
税
の

関
係
で
（？
）
「任
天
堂
」さ
ん
か
ら
「タ
ダ
」で

貰
わ
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
頃
は
、
世
間
一

般
が
今
の
様
に
ギ
ス
ギ
ス
し
た
時
代
で
な
く
万

事
が
「お
お
ら
か
」で
し
た
。

こ
れ
は
日
本
だ
け
で
な
く
、
世
界
中
か
も
。
戦

後
10
年
余
は
、
映
画
の
盛
ん
な
時
代
で
「チ
ャ

ン
バ
ラ
映
画
」や
「西
部
劇
」が
次
々
と
封
切
り

さ
れ
ま
し
た
。が
、
今
は
、
殆
ど
無
く
な
り
ま
し

た
。
面
白
か
った
の
に
！
。

1953

年
（昭
28
）日
本
の
民
主
化
を
、
Ｎ
Ｈ

Ｋ
ラ
ジ
オ
放
送
で
「向
こ
う
三
軒
の
両
隣
」と

題
す
る
番
組
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
人
々
の
、
親

し
く
明
る
い
、
当
時
の
隣
近
所
の
お
付
合
い
の

姿
く
描
い
た
ホ
ー
ム
ド
ラ
マで
し
た
。
登
場
人

物
を
、
古
い
思
考
や
迷
信
な
ど
と
対
立
さ
せ

る
こ
と
で
、
新
時
代
の
あ
り
方
を
伝
え
た
。6

年
続
い
た
番
組
は
、
家
庭
の
民
主
化
と
い
う

役
割
を
果
た
し
、1953

年
、1,377

回
を
も
っ

て
終
了
で
し
た
。
（映
画
化
も
？
）

そ
の
映

画
も
テ
レ
ビ
に
押
さ
れ
て
斜
陽
。
今
や
「ネ
ッ

ト
」時
代
に
な
って
「ス
マホ
」が
全
盛
。

情
報
も
買
い
物
も
そ
れ
で
出
来
る
こ
の
頃
で
す
。

「オ
ッ
チ
ャ
ン
こ
れ
な
ん
ぼ
！
チ
ョッ
と
ま
け
て
！
」

と
八
百
屋
さ
ん
で
買
う
姿
は
少
な
く
無
く
な

り
ま
し
た
。
」時
代
大
抵
の
こ
と
解
決
は
出
来

る
時
代
で
す
。
一
歩
も
家
か
ら
出
な
く
て
も
、

隣
の
方
と
話
を
し
な
く
て
も
は
、
不
自
由
な
く

生
き
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

前
の
戦
爭
時
代
は
、
上
位
下
達
（政
府
～
国

民
命
令
を
伝
え
る
）
仕
組
み
と
し
て
「町
内
会
」

と
、
そ
れ
を
、細
分
化
し
た
「隣
組
」が
創
ら
さ

れ
、
そ
の
宣
伝
で
歌
で
、
♫
ト
ン
ト
ン
と
ん
か

ら
り
ん
」で
始
ま
る
歌
「隣
組
」
（「岡
本

一
平

作
詞
、
飯
田
信
夫
作
曲
）は
情
報
に
伝
達
を
実

に
ア
ナ
ログ
方
法
の
近
所
付
合
い
の
こ
と
が
織

り
込
ま
れ
て
い
ま
す
我
が
新
聞
名
も
借
用

元
々
こ
の
新
聞
は
、
我
社
の
「友
の
会
」会

員
さ
ん
に
配
布
し
た
も
の
で
「マイ
ド
ゥ
」の
紙

名
で
し
た
。
（マ
ダ
ネ
ッ
ト
環
境
に
貧
し
い
時
代
）

そ
の
頃1996

年
4
月
27
日
に
東
京
・豊

島
区
池
袋
の
ア
パ
ー
ト
の
一
室
で
、こ
の
部
屋

の
無
職
A
子
さ
ん
（77
歳
）と
寝
た
き
り
の
長

男
・

B

さ
ん
（41
歳
）が
餓
死
し
て
い
る
事
件
が

あ
り
ま
し
た
。
集
合
住
宅
で
何
故
！
・。
隣
近

所
の
人
は
、
と
思
い
そ
の
時
、
ふ
と
「隣
組
」が

有
った
ら
！
・と
恐
ら
く
助
け
ら
れ
た
だ
ろ
う

と
思
い
ま
し
た
。
戦
争
時
代
を
ご
存
知
の
方
が

多
い
こ
ろ
で
し
た
か
ら
「隣
り
組
」の
歌
の
最
初

の
部
分
ト
ン
ト
「と
ん
か
ら
り
ん
」に
「新
聞

名
」に
代
え
た
の
で
す
。

今
や
、
世
界
中
が
デ
ジ
タ
ル
時
代
野
感

が
す
る
。
そ
の
今
、
ア

メ
リ
カ
の
大
統
領
に

ト
ラ
ン
プ
氏
が
な
ら
れ

て
、
ふ
と
子
供
時
代
の

「遊
び
」を
思
い
出
し
た
。

「ト
ラ
ン
プ
」は
、
デ
ジ

タ
ル
的
で
「百
人
一首
」

は
ア
ナ
ログ
的
だ
な
ぁ
。
と
思
った
。
⒈
＋
1
＝

２
だ
か
。
「こ
れ
や
こ
の
」は
「ど
う
考
え
る
か
は

人
に
よ
って
違
う
。
ま
ぁ
。
、
こ
ん
な
詰
ら
な
い

事
を
書
い
て
い
る
私
も
、
ア
ナ
ログ
で
あ
ろ
う
人

類
の
一
人
。
世
界
中
が
平
和
で
、
仲
良
く
生

き
て
い
き
た
い
。
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▽
12
月
は
今
年

の
最
後
の
月
、

来
月
は
「お
正
月
」。
子
供
の
頃
は
、

も
う
幾
つ
寝
る
と
！
・待
っ
て
も
来
な

か
っ
た
の
に
、
歳
を
重
ね
る
と
ド
ン
ド

ン
早
く
来
る
。

▼
私
に
限
ら
ず
、
こ
の
地
球
に
住
む

全
て
の
人
々
が
、
そ
う
感
じ
る
ら
し
い

る
ら
し
く
、
太
古
の
時
代
と
変
わ
る

こ
と
な
く
地
球
は
、
太
陽
の
周
り
を

回
転
し
て
い
る
だ
け
な
の
に
。
（ジ
ャ
ー

ネ
の
法
則
）

▽
長
ら
く
酒
屋
。
十
二
月
は
一
番

忙
し
い
。
こ
と
に
三
十

一
日
の
仕
事

は
翌
朝
三
時
頃
ま
で
。
そ
れ
か
ら
店

頭
の
掃
除
を
す
る
。
世
間

一
般
が
そ

う
で
、
近
所
の
銀
行
の
人
が
そ
の
頃

帰
宅
さ
れ
る
。

▼
元
旦
は
、
通
常
の
日
と
全
く
違
っ

た
神
々
し
い
雰
囲
気
に
な
っ
た
。

家
々
に
は
門
松
。
通
り
の
何
処
を
見

て
も
塵

一
つ
落
ち
て
い
な
い
。
神
々
し

い
元
旦
・そ
し
て
５
日
迄
休
業
だ
っ
た
。

30
年
の
前
。
ビ
ル
化
ま
で
だ
が
。

▽
人
様
に
笑
わ
れ
る
だ
ろ
う
が
、
来

年
か
ら
「と
ん
か
ら
り
ん
」
の
「ヨ
シ
ィ

ち
ゃ
ん
の
ひ
と
り
言
」欄
に
代
え
て

「何
ん
だ
坂
こ
ん
な
坂
」と
い
う
枠
で
、

今
ま
で
の
起
伏
の
多
い
生
き
方
を
反

省
も
入
れ
て
書
く
こ
と
に
し
た
。

▼
祖
父
58
才
。
父
は
62
才
で
没
し
て

い
る
。
私
は
72
才
か
な
ぁ
。
と
予
定
し

て
、
生
き
方
を
組
み
立
て
来
た
。
そ
の

目
標
は
（努
力
は
し
て
）ク
リ
ァ
し
た
が
ま

だ
元
気
。
93
迄
元
気
だ
っ
た
生
母
の

血
を
貰
っ
た
の
だ
ろ
う
。

▽
年
中
無
休
の
フ
ァ
ミ
マ
が
主
た
る
店
。

沢
山
の
方
が
働
い
て
下
さ
っ
て
い
る
。

若
い
時
「万
国
の
労
働
者
団
結
せ
よ
！
」

と
叫
ん
で
い
た
の
で
、
人
を
働
か
せ
て

自
分
が
休
む
気
に
な
り
辛
い
。
資
本

家
に
不
向
き
な
の
か
な
ぁ
。
▼
こ
の

「と
ん
か
ら
り
ん
」も
「細
胞
新
聞
」
の

知
識
で
つ
く
っ
て
い
る
。
良
い
も
悪
い
も
、

当
分
「ど
ん
つ
き
」が
来
な
い
。
暫
く

読
ん
ど
く
り
ゃ
っ
し
ゃ
！
・

ど
ん
つ
き

ト
ラ
ン
プ
と

百
人

一
首

本
日
の
講
師
は
、

堂
本
印
象
美
術
館

主
任
学
芸
員
山
田
由
希
代
様

※
テ
ー
マ
は
、

「堂
本
印
象
の
魅
力
～
独
創
的
な

表
現
を
追
求
し
た
日
本
画
家
」

当
時
と
し
て
は
珍
し
く
な
い
九

人
き
ょ
う
だ
い
の
３
番
目
で
本
名

は
三
之
助
。
造
り
酒
屋
で
、
裕

福
な
暮
ら
し
。
長
兄
が
演
劇
評

論
家
、
次
兄
は
漆
芸
家
。
芸
術

一
家
で
あ
る
が
、
父
親
が
早
く

に
亡
く
な
り
、
借
金
の
保
証
人

に
な
っ
て
い
た
こ
と
も
災
い
し
、
家

業
は
没
落
。
一
家
を
支
え
た
の

が
若
き
日
の
堂
本
印
象
。

西
陣
織
の
図
案
を
描
く
仕
事

で
雇
い
主
か
ら
高
い
信
頼
を
得

て
、
支
援
を
受
け
、
２
７
歳
で
美

術
学
校

へ
入

学
。
す
ぐ
に
頭

角
を
現
し
、
美

術
展
で
入
選
。

一
躍
日
本
画

壇
で
確
固
た

る
地
位
を
築

く
。61

歳
の
時
に

念
願
の
渡
欧
。
「ス
ポ
ン
ジ
が
水

を
吸
収
す
る
よ
う
に
」多
く
の
収

穫
を
得
て
帰
国
。

生
涯
に
寺
院
の
障
壁
画
を
多

く
残
し
た
か
と
思
え
ば
、
絵
画

も
具
象
画
か
ら
抽
象
画
へ転
向

し
た
り
、
工
芸
に
も
作
品
を
残

し
た
り
、
ジ
ャ
ン
ル
や
画
家
と
い

う
枠
に
収
ま
ら
な
い
、
今
で
い
う

マ
ル
チ
な
才
能
を
発
揮
。

明
治
か
ら
昭
和
の
時
代
を
「美

の
追
求
」と
と
も
に
駆
け
抜
け
た

こ
と
が
山
田
さ
ん
の
お
話
か
ら

よ
く
理
解
で
き
ま
し
た
。

ご
本
人
が
存
命
中
に
指
揮
し

て
完
成
し
た
衣
笠
の
堂
本
印
象

美
術
館(

写
真
）
は
今
開
催
中
の

展
覧
会
の
後
、
改
装
工
事
に
入

り
、
し
ば
ら
く
休
館
。
「印
刷
と

実
物
は
全
然
違
う
、
ぜ
ひ
実
物

を
確
か
め
て
く
だ
さ
い
」と
力
説

さ
れ
た
の
が
、
衣
笠
小
学
校
に

納
め
た
「創
造
」と
い
う
文
字
の

額
。
印
刷
物
や
画
面
で
は
伝
わ

ら
な
い
も
の
を
確
か
め
ら
れ
る
の

も
展
覧
会
の
魅
力
で
す
ね
。
京

都
ゆ
か
り
の
芸
術
家
の
世
界
に

触
れ
て
み
ま
せ
ん
か
。
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干
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ア
お
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日
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側
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◇
終
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後
集
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サ
カ
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で
お
茶
で
懇
談



12
月
8

日

見
出
し
の
文

大
本
営
発
表

字
に
反
応
さ

れ
る
方
は
高
齢
者
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。

1941

年
（昭
61
）尋
常
小
学
校
２
年
生
だ
っ

た
私
は
、
朝
ラ
ジ
オ
ニ
ュー
ス
時
間
、
ア
ナ
ウ

ン
サ
ー
の
「軍
艦
マ
ー
チ
」に
続
い
て
、
「大
本

営
発
表
、
大
本
営
発
表
」と
い
う
予
告
の

後
、
叫
ぶ
様
な
「レ
ジ
オ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の

「帝
国
陸
海
軍
は
本
８
日
未
明
、

西
太
平
洋
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
、

イ
ギ
リ
ス
軍
と
戦
闘
状
態
に
入

れ
り
」と
い
う
声
を
聞
い
た
。
傍

に
居
た
祖
父
は
、
「良
っし
ゃ
ヨ
ッ
シ
ャ
」と
嬉

し
そ
う
だ
っ
た
。
そ
の
後
、
「着
々
と
戦
果
を

拡
大
し
て
い
ま
す
が
、
油
断
は
絶
対
に
禁
物

で
あ
り
ま
す
」と
い
う
フ
レ
ー
ズ
を
何
回
も
く

り
返
し
た
。

少
し
寒
い
朝
、
少
し
早
く
登
校
し
た
尋
常

小
学
校
の
講
堂
上
の
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
も
、

同
じ
ニ
ュ
ー
ス
が
大
音
で
繰
り
返
し
聞
こ
え

た
。
朝
の
通
常
授
業
は
中
止
、
講
堂
で
全

校
集
会
、
「東
洋
の
君
主
国
、
大
日
本
帝

国
小
国
民
の
誇
り
を
自
覚
を
持
て
！
」と
の

校
長
先
生
の
講
話
を
聞
き
下
校
し
た
。

翌
年
、
学
校
は
「尋
常
」が
「国
民
」に
代
り
、

学
帽
が
戦
闘
帽
に
代
わ
っ
た
。
体
操
時
間

は
、
男
子
は
剣
道
、
女
子
は
「長
刀
（な
ぎ
な

た
）
を
振
り
回
し
た
。
1
年
生
の
教
科
書
か

ら
「サ
イ
タ
、
サ
イ
タ
、
サ
ク
ラ
ガ
サ
イ
タ
」も

消
え
、
三
年
生
か
ら
「学
童
給
食
」が
始
ま
っ

た
。授

業
に
映
画
観
賞
も
増
え
、
役
者
が
「兵

隊
や
徴
用
」で
芝
居
が
出
来
な
く
な
っ
た

「南
座
」で
東
宝
映
画
「轟
沈
」。
「あ
の
旗
を

撃
て
」や
「望
楼
の
決
死
隊
」等
の
映
画
鑑

賞
が
再
々
有
っ
た
。
新
聞
報
道
は
、
日
本

軍
の
フ
イ
リ
ッ
ピ
ン
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
快
進

撃
を
大
き
く
伝
え
、
大
東
和
共
栄
圏
が
間

も
無
く
出
来
る
様
に
沸
き
立
って
い
た
。
が
、

北
太
平
洋
の
ア
ッ
ツ
。
キ
ス
カ
島
日
本
守
備

隊
の
「玉
砕
（全
滅
）
」、
更
に19

4
4

年
8

月
に
ア
メ
リ
カ
軍
が
奪
還
サ
イ
パ
ン
島
と
続

き
、
其
処
に
出
来
た
米
空
軍
基
地
か
ら
、

本
土
空
襲
が
始
ま
った
。
空
襲
は
、
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
で
火
金
曜
日
三
時
間
目
「地
理
の
時

間
」だ
った
と
記
憶
す
る
。

そ
れ
だ
け
で
も
、
彼
我
の
戦
力
差
は
歴
然
、

京
都
馬
町
爆
撃
（20
年
１
月
⒖
日
）で
、
敗

戦
を
覚
悟
す
れ
ば
、
東
京
大
阪
広
島
長
崎

も
救
わ
れ
た
の
に
！
。
「言
論
の
自
由
」を
大

切
な
宝
物
と
し
て
護
ろ
う
。

店は、人と人のふれ合いの場でありたい！ とんからりん VOL：207 2016(平成28年）12月１日号（木）P2

ヨ
シ
ィ
ち
ゃ
ん
の

ひ
と
り
ご
と

今
回
は
稲

荷
の
観
光
に

つ
い
て
考
え
て

み
る
。

神
社
の
鳥
居
を
く
ぐ
る
と
俗
界
と
は
別
世

界
の
清
楚
で
静
か
な
神
社
の
雰
囲
気
が
広

が
る
。
気
持
ち
が
凛
と
し
て
引
き
締
ま
る
。

神
社
に
日
本
人
が
お
参
り
す
る
理
想
で
あ

る
。
初
詣
な
ど
は
気
持
ち
を
リ
セ
ッ
ト
し
て
１

年
の
ス
タ
ー
ト
を
切
る
行
事
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
昨
今
の
伏
見
稲
荷
神
社
は
、
鳥

居
は
た
く
さ
ん
あ
って
、
次
々
と
く
ぐ
る
が
な

か
な
か
俗
界
か
ら
脱
出
す
る

こ
と
が
で
き
そ
う
に
な
い
。
と

て
も
凛
と
し
た
気
持
ち
に
達

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

外
人
観
光
客
が
押
し
寄
せ
て
き
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
国
の
言
葉
で
生
活
文
化
を
披
露
し
て
く

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
り
わ
け
、
奇
妙
な
風
景
は
食
文
化
の
違
い

か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
せ
ん
べ
い
、
ソ
フ
ト
ク
リ
ー

ム
、
饅
頭
、
た
こ
焼
き
、
焼
肉
、
リ
ン
ゴ
飴
、
お

好
み
焼
き
な
ど
を
プ
レ
ー
ト
な
ど
に
入
れ
て

食
べ
な
が
ら
歩
い
て
い
る
風
景
で
あ
る
。
参
道

や
境
内
の
あ
ち
こ
ち
で
見
ら
れ
る
。

今
は
も
う
慣
れ
っこ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、

や
は
り
異
様
で
あ
る
。

私
な
ど
は
小
さ
い
時
か
ら
も
の
を
食
べ
る
時

の
作
法
を
親
か
ら
や
か
ま
し
く
言
わ
れ
て
育
っ

た
。と
て
も
歩
き
な
が
ら
物
を
食
べ
る
な
ど
も
っ

て
の
ほ
か
で
あ
っ
た
。
立
ち
食
い
は
絶
対
に
し

て
は
な
ら
な
い
と
教
え
ら
れ
た
。
日
本
の
食

文
化
に
は
「い
た
だ
き
ま
す
」
「ご
ち
そ
う
さ

ま
」
「も
った
い
な
い
」と
い
う
気
持
ち
が
こ
も
っ

て
い
る
。

た
だ
私
は
決
し
て
こ
う
い
う
外
国
人
観
光
客

を
排
除
し
た
り
拒
否
す
る
気
持
ち
は
な
い
。

次
期
米
大
統
領
ト
ラ
ン
プ
氏
の
よ
う
に
異

民
族
や
移
民
を
拒
否
す
る
よ
う
な
態
度
は

と
り
た
く
な
い
し
、
異
民
族
に
対
す
る
国
民

感
情
に
迎
合
し
よ
う
と
も
思
わ
な
い
。

し
か
ら
ば
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
の
異

様
な
風
景
は
、
伏
見
稲
荷
大
社
と
商
店
街

あ
た
り
だ
け
で
あ
る
。
一
歩
商
店
街
を
離
れ

る
と
静
か
な
稲
荷
の
住
宅
街
と
な
る
。
稲
荷

地
域
も
高
齢
化
が
進
み
、
稲
荷
小
学
校
の

来
年
度
の
新
１
年
生
も
20
人
と
い
う
。

商
店
街
を
中
心
に
稲
荷
学
区
全
体
で
観

光
と
地
域
が
ど
の
よ
う
に
気
持
よ
く
過
ご
し

て
い
く
の
か
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

５
年
・10
年
先
の
稲
荷
の
あ
り
方
に
知
恵
を

絞
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

大
正
５
年
創
立
の
稲
荷
小
学
校
は
今
年
で

１
０
０
周
年
だ
。
稲
荷
小
学
校
は
ま
わ
り
の

深
草
や
砂
川
と
比
べ
て
も
規
模
も
小
さ
く
、

多
い
い
時
で
も
１
学
年
１
２
０
人
程
度
で
あ
っ

た
。
そ
れ
だ
け
に
地
域
住
民
は
こ
じ
ん
ま
り

と
ま
と
ま
って
お
り
仲
が
良
い
。
地
域
の
真
ん

中
に
伏
見
稲
荷
大
社
が
あ
り
、
こ
の
神
社

を
中
心
に
子
供
た
ち
も
育
った
。
昔
は2

月
の

初
午
の
日
は
学
校
も
休
み
で
、
み
ん
な
で
祝
っ

た
も
の
だ
。

地
域
住
民
と
一
体
の
観
光
地
稲
荷
を
考
え

直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

稲
荷
山

ぶ
ら
り
散
策
記㉖

⑰㉖

越
智
薫
史

珍
し
く
あ

れ

こ
れ
手

直

し
し
、

〆
切
を
待

つ
う
ち
に
、

ふ
と

し
た

こ
と
で
原
稿
の
保
存
を
忘
れ
、
そ
の

為
原
稿
を
消
失
し
た
。
ま
っ
た
く
呆

然
自
失
。
気
を
取
り
直
し
て
も
う

一

度
や
り
直
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
題

が

「東
京
は
歩
く
に
限
る
」
だ
っ
た
。

大
そ
れ
た
こ
と
を
ゆ
う
て
し
も
た
。

で
も
、
や
っ
ぱ
り
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

「人
生
は
歩
く
に
限
る
」
と
ま
で
広

げ
て
は
、
何
を
か
言
わ
ん
な
の
だ
が
。

同
窓
会
プ
ラ
ス
の
旅
に
帰
省
し
た

の
は
つ
い
先
日
。
歩
く
に
限
る
を
実

践
し
た
の
は
わ
ず
か
、
仙
台
市
内
の

一
部
だ
っ
た
。
未
来
都
市
め
く
佇
ま

い
に
は
し
か
し
、
歩
く
の
は
現
実
離

れ
し
て
し
ま
い
そ
う
だ
。
東
京
ま
で

引
き
返
し
、
さ
て
、
半
日
の
余
白
を

と
思
っ
た
が
、
月
曜
日
は
休
館
と
知

り
、
お
ま
け
に
雨
も
降
っ
て
来
そ
う

だ
と
い
う
こ
と
で
予
定
を
変
更
。
上

野
の
森
か
ら
、
谷
中
ま
で
を
再
び
歩

く
こ
と
に
し
た
。
程
な
く
賑
や
か
な

太
鼓
の
音
が
し
た
。
世
界
遺
産
登
録

が
叶
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
西
洋
美

術
館
を
祝
う
地
元
上
野
の
催
し
だ
っ

た
。
幼
稚
園
の
鼓
笛
隊
、
小
学
生
の

合
唱
、
地
元
東
京
芸
大
卒
業
生
姉
妹

の
歌
、1

0
0

人
の
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
な

ど
だ

っ
た
。
最
後

は

「あ
あ
上
野
駅
」

の
全
員
合
唱
だ

っ

た
。
い
い
街
だ
な

あ
と
胸
が
熱
く
な
っ

た
。

雨
が
降
り
だ
し
て
、

正
岡
子
規
の
庵
（
写

真
）

も
あ
き
ら
め
た

が
、
記
念
球
場
の

名
残
の
銀
杏
並
木
の
夕
暮
れ
は
動
物

園
が
休
み
だ
っ
た
た
め
も
あ
り
、
静

寂
そ
の
も
の
だ
っ
た
。

知
ら
な
い
町
や
隣
町
の
散
策
に
谷

中
銀
座
な
ど
も
通
り
た
か
っ
た
が
、

暮
れ
早
き
谷
中
界
隈
は
雨
で
一
層
暗

さ
を
増
し
て
い
た
の
で
、
断
念
し
た
。

そ
の
夜
、
宿
の
ご
主
人
夫
妻
と
芭
蕉

の
江
戸
界
隈
の
俳
句
や
、
互
い
の
わ

ん
ぱ
く
時
代
の
話
、
故
郷
の
山
河
な

ど
も
。

「好
き
な
お
酒
は
な
ぜ
か
関

西
の
」
と
言
わ
れ
る
の
に
頷
き
な
が

ら
、
熱
燗
、
燗
冷
ま
し
、
冷
酒
の
ど

れ
が
い
い
か
と
い
う
話
へ
。

「秋
鹿
」

の
軽
い
奥
行
に

「ワ
イ
ン
の
よ
う
な
」

と
い
っ
て
し
ま
っ
た
。

「ワ
イ
ン
の

恨
み
」
と
い
う
最
近
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

が
蘇
り
、
思
い
出
し
笑
い
を
し
て
し

ま
っ
た
が
、
そ
う
そ
う
、
仙
台
の
同

期
会
で
も
ビ
ー
ル
な
ど
と
い
わ
ず
ワ

イ
ン
の
赤
白
を
楽
し
ん
だ
。

さ
て
、
そ
の
夜
は
熟
睡
と
い
い

た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
雨
の
音
に
混
じ

り
、
心
残
り
の
一
葉
記
念
館
や
子
規

庵
訪
問
を
し
て
帰
ろ
う
か
の
思
い
が

去
来
。
明
け
方
、
突
然
ゆ
ら
ゆ
ら
と

来
た
。
地
震
だ
っ
た
。
結
構
長
く
揺

れ
た
。
帰
ろ
う
、
出
来
る
だ
け
早
く
、

と
な
り
、
ま
た
降
り
だ
し
た
雨
の
中

急
い
で
帰
路
に
就
い
た
。
ひ
か
り
号

の
車
中
で
知
っ
た
の
は
ま
た
ま
た
故

郷
が
震
源
地
と
の
報
。

あ
あ
あ
、

一
難
去
ら
ぬ
ま
ま
、
ま

た

一
難
か
。
高
村
光
太
郎
の

「樹
下

の
二
人
」
の
詩
の
よ
う
な
、

「あ
れ

が
安
達
太
良
山

あ
の
光
る
の
が
阿

武
隈
川
」
の
冬
麗
に
訪
れ
た
故
郷
だ
っ

た
が
、
旅
の
終
わ
り
の
地
震
が
津
波

を
引
き
連
れ
て
い
た
こ
と
で
、
忘
れ

じ
の
か
の
震
災
は
ま
だ
何
も
終
わ
っ

て
な
い
と
の
思
い
を
濃
く
し
た
。

こ
の
「ヨ
シ
ィ
ち
ゃ
ん
の
ひ
と
り
ご
と
」
欄

は
、
今
号
で
終
わ
ら
せ
て
戴
き
ま
す
。

正
月
号
か
ら
「な
ん
だ
坂
こ
ん
な
坂
」

と
題
し
た
。
波
乱
に
満
ち
た
酒
屋
三
代

目
の
「私
」
と
、
「店
」
の
総
括
的
コ
ラ
ム
で

東
京
は

歩
く
限
る

石
動
敬
子



京
都
市

内
の
東
西

の

「
条

」

が
付
く
通
り
で
今
後
大
き
な
変
化
し
発

展
す
る
の
は
七
条
通
り
だ
ろ
う
。
通
り

の
呼
び
名
も

「し
ち
じ
ょ
う
』
の
他

「ナ
ナ
ジ
ョ
ウ
」
「ヒ
チ
ジ
ョ
ウ
」
（こ
れ

が

一番
多
い
）

「ヒ
ッ
チ
ョ
ウ
」
等
々
。

京
都
の
古
い
習
慣
で
親
戚
な
ど
を

「住

所
で
代
用
し
て
い
た
。
植
物
園
。
千
本
。

吉
田
、
三
条
、
等
持
院
等
々
。
電
話
で

も
お
互
い
が
そ
れ
で
通
じ
た
。

こ
の
七
条
通
り
が
拡
幅
さ
れ
た
の
は

明
治
44
年

（

1911

）。
伏
見
町
（当
時
は

京
都
市
で
な
い
）

に
陸
軍
第
16
師
団
師
団

の
設
置
に
伴
い
、
師
団
が
京
都
市
内
に

入
る

「師
団
街
道
」
が
創
ら
れ
。
陸
軍

伏
見
師
団
軍
が
、
鴨
川
を
最
初
に
渡
る

橋
と
し
て
頑
丈
な

「七
条
大
橋
」
が
出

来
た
。
当
時

「軍
用
戦
車
」
の
重
量
に

も
耐
え
る
橋
が
要
し
た
の
だ
ろ
う
。
私

の
小
学
校
時
代
、
鴨
川
沿
い
の
師
団
街

道
を
軍
歌
を
歌
い
行
進
す
る

「陸
軍
兵

の
行
進
を
何
度
も
見
た
。
汗
臭
い
匂
い

と
共
に
今
も
覚
え
て
い
る
。
市
電
も
そ

の
頃
に
設
置
さ
れ
た
。

当
時
、
市
電
は
二
本
の
架
線
で
電
気

を
引
き
動
い
て
い
た
。
東
山
線
か
ら
西

へ
の
七
条
通
り
は
、
「下
り
阪
」
わ
が

店
が
谷
底
で
、
ま
た
上
が
る
。
そ
の
所

為
で
、
店
の
前
で
、
架
線
切
断
が
再
々

あ
っ
た
。
そ
の
修
理
用
で
、
「内
浜
」

（河
原
町
七
条
）
に

「架
線
修
理
車
用

車
庫
」
が
設
置
さ
れ
て
い
た
。
今
も
、

旧
市
電
の
関
連
施
設
と
し
て
現
存
す
る

最
後
の
も
の
。
京
都
の
近
代
化
を
物
語

る
歴
史
的
建
造
物
と
し
て
残
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
、
そ
の
ま
ま
の

「形
態
」

を
残
す
条
件
付
き
で

「カ
フ
ェ
」
に
な
っ

て
い
る
。
（以
前
写
真
入
り
で
書
い
た
こ
と
だ
が
）

最
近
京
都
市
が
重
要
建
築
物
と
指
定
し

た
ら
し
い
。

元
々
こ
の
付
近
の
鴨
東
（オ
ウ
ト
ウ
・鴨
川

東
）
は
。
豊
臣
秀
吉
公
が
、
京
都

『
大

仏
殿
」
を
建
立
さ
れ
た
こ
ろ
か
ら
町
並

み
が
出
来
た
。
わ
が
社
の
東150

米
で
、

南
側
が
少
し
広
く
な
っ
た
い
る
。
そ
の

辺
の
町
名
は

「西
之
門
町
」
と
言
う
。

大
仏
殿
の
西
門
が

有
っ
た
地
点
。
そ

の
門
は
明
治
時
代

に
売
却
さ
れ
て
、

現
在
は
、
東
寺
南

門
（写
真
）
と
な
っ
て

デ
ン
と
残
り
、
石

垣
と
町
名
。
棟
梁
町
。
鋳
鐘
屋
町
と
し

て
の
残
っ
て
い
る
。

石
垣
の
北
の
方
に
。

一
際
大
き
く
、
白

い
筋
が
入
っ
た
い
し
が
あ
る
。

そ
の
石
は

「前
田
公
涙
石
」
と
称
さ
れ

て
い
る
。
秀
吉
命
令
で
大
石
を
献
上
し

た
が
、
高
額
の
費
用
で

「前
田
公
が
泣

い
た
涙
の
筋
」
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
、
子
供
時
代
に
聞
い
た
。

こ
の
付
近
の
案
内
人
が
、
旅
行
者
に
し
て
た
話
だ
。

ま
た
。
知
積
院
門

前
か
ら
西
を
東
大

路
と
七
条
通
り
三

叉
路
の
も
素
晴
ら

し
い
。
恐
ら
く
日

本

一
の
美
景
ま
ら

れ
る
三
叉
路
だ
ろ

う
。
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北
大
路

線
を
走
る

市
電
は
、

河
原
町
線
を
分
岐
す
る
洛
北
高
校
前
の
交

差
点
を
出
発
し
、
北
大
路
通
を
さ
ら
に
東

に
向
け
て
進
ん
で
行
き
ま
す
。
車
窓
の
両

側
に
は
、
商
店
や
小
規
模
な
ビ
ル
が
建
ち

並
ん
だ
街
並
み
が
続
き
ま
す
が
、
大
き
な

マ
ン
シ
ョ
ン
が
出
現
し
始
め
た
の
も
、
市

電
末
期
の
時
代
で
し
た
。
で
も
一歩
な
か

に
入
る
と
、
閑
静
な
住
宅
街
が
続
い
て
い

る
の
は
、
下
鴨
ら
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
左

手
に
見
え
る
比
叡
山
も
、
ど
ん
ど
ん
近
づ

い
て
き
ま
し
た
。
洛
北
高
校
前
か
ら
三
百

メ
ー
ト
ル
も
走
る
と
、
も
う
次
の
停
留
場

「下
鴨
東
本
町
」
に
到
着
し
ま
す
。

付
近
に
大
き
な
施
設
や
学
校
が
あ
る
わ
け

で
は
な
く
、
停
留
場
付
近
に
住
む
人
た
ち

の
通
勤
・通
学
の
足
と
し
て
利
用
さ
れ
て

い
ま
す
。
平
日
朝
の
時
間
帯
に
実
施
さ
れ

る
市
電
の
急
行
運
転
も
通
過
扱
い
で
、
乗

降
客
の
少
な
い
目
立
た
な
い
停
留
場
で
し

た
。
昭
和
九
年
、
北
大
路
線
の
開
通
と
同

時
に
停
留
場
は
設
置
さ
れ
ま
し
た
が
、
当

時
は
下
鴨
膳
部
町

（か
し
わ
べ
ち
ょ
う
）

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
昭
和
二
十
九
年

に
、
停
留
場
付
近
の
町
名
を
採
っ
て
、
下

鴨
東
本
町
に
改
称
さ
れ
て
い
ま
す
。
下
鴨

に
は
、
四
六
の
町
名
が
あ
り
ま
す
が
、
市

電
停
留
場
名
に
採
用
さ
れ
た
の
は
、
こ
の

下
鴨
東
本
町
と
、
東
隣
の
下
鴨
高
木
町
だ

け
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
存
在
感
の
あ
る
町

名
と
言
え
ま
す
が
、
実
際
は
北
大
路
通
の

両
側
に
沿
っ
た
、
一筋
分
の
ご
く
小
さ
な

町
で
す
。

こ
こ
か
ら
北
へ
少
し
行
く
と
、
京
都
市
立

葵
小
学
校
が
あ
り
ま
す
。
昭
和
五
年
に
第

二
下
鴨
尋
常
小
学
校
と
し
て
開
校
、
昭
和

十
六
年
に
葵
国
民
学
校
と
な
り
、
昭
和
二

十
二
年
に
現
在
の
葵
小
学
校
と
な
り
ま
し

た
。
下
鴨
の
ほ
ぼ
北
半
分
が
校
区
と
な
っ

て
い
ま
す
。

葵
小
学
校
の
東
側
に
は
細
い
水
路
が
通
っ

て
い
ま
す
。
地
図
を
た
ど
る
と
、
松
ヶ
崎

付
近
か
ら
流
れ
出
て
、
途
中
に
琵
琶
湖
疏

水
の
分
線
と
平
面
交
差
し
て
、
葵
小
学
校

の
東
側
を
通
り
、
東
本
町
停
留
場
付
近
の

下
を
く
ぐ
り
、
住
宅
地
の
中
を
流
れ
、
や

が
て
下
鴨
神
社
の
な
か

へ
と
至
り
ま
す
。

こ
の
小
さ
な
水
路
は
、
下
鴨
神
社
の
糺
の

森
を
流
れ
る
、
有
名
な
奈
良
の
小
川
の
源

流
だ
っ
た
の
で
す
。

「府
立
大
学
前
」
の
項
で
も
記
し
ま
し
た

が
、
北
大
路
通
に
平
行
す
る
南
側
の
通
り

は
商
店
が
並
び
、
下
鴨
の
お
買
い
物
ど
こ

ろ
と
し
て
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
。
下
鴨
公

設
市
場
の
ほ
か
に
も
、
葵
市
場
が
あ
っ
て
、

こ
の
付
近
で
も
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
下
鴨
高
木
町
に
、
京
都

で
初
め
て
の
生
協
、
洛
北
生
活
協
同
組
合

が
開
店
し
、
下
鴨
公
設
市
場
、
葵
市
場
と

も
に
閉
鎖
さ
れ
て
し
ま
い
、
下
鴨
の
買
い

物
地
図
が
塗
り
替
え
ら
れ
ま
し
た
。

昭
和
五
十
三
年
の
市
電
廃
止
後
は
、
そ
の

ま
ま
下
鴨
東
本
町
の
バ
ス
停
留
場
に
引
き

継
が
れ
て
い
ま
す
。
最
後
に
お
恥
ず
か
し

い
話
を
ひ
と
つ
、
私
は
京
都
市
電
に
ま
つ

わ
る
本
を
出
版
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
本

の
な
か
で
停
留
場
の
読
み
を

「ひ
が
し
も

と
ち
ょ
う
」
と
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
正

し
く
は

「ひ
が
し
ほ
ん
ま
ち
」
で
す
。
思

い
込
み
、
と
い
う
も
の
は
恐
ろ
し
い
も
の

で
、
こ
う
と
決
め
つ
け
た
ら
、
確
認
も
し

な
い
ま
ま
に
誤
っ
た
読
み
を
記
載
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
冷
や
汗
も
の
と
し
て
、
い

ま
も
こ
の
停
留
場
の
名
前
か
ら
頭
か
ら
離

れ
ま
せ
ん
。

市
電
が
走

っ
た

京
都
を
巡
る

福
田
静

二
70

京
都
＆

東
山

ぶ
ら
り
ピ
カ
リ

し
ち
じ
ょ
う

と
お
り

七
条
通
⑰

地
味
だ
が
京
都
一の
通
り

71

洛
北
高
校
前
に
到
着
す
る
市
電

比
叡
山
が
間
近
に
見
え
る



我
が
祖
父

喜

一
郎
は
、

昭
和
20

年

９
月
58
才
で

亡
く
な
っ
た
。
当
時
、
私
は
国
民
学
校

六
年
生
の
戦
時
中
は
縁
故
疎
開
（曾
祖
父

迄
住
ん
で
居
た
、
現
宇
治
市
炭
山
）し
て
い
た
が
、

15
日
の
敗
戦
で
、
京
都
に
戻
っ
て
い
て
、

祖
母
や
妹
や
親
戚
と
共
に
死
に
目
に
立

ち
会
っ
た
。
元
気
な
人
だ
っ
た
の
に
、

死
は
こ
ん
な
呆
気
な
い
の
か
と
驚
い
た
。

祖
父
は
、
幼
い
私
を
連
れ
、
伏
見
の

酒
蔵
に
仕
入
れ
る
酒
選
び
に
連
れ
て
く

れ
た
。
見
本
に
出
さ
れ
た
何
点
か
の
酒

（試
飲
用
利
き
猪
口
に
入
った
）を
祖
父
の
試
飲
後

に
、
「
義
郎
も
効
き
酒
」
を
と
「
利
き

猪
口
」
の
酒
に
指
を
つ
込
ま
せ
て
、
味

の
感
想
を
聞
く
、
「
こ
っ
ち
が
美
味
し

い
と
か
、
甘
い
」
と
応
え
る
と
「
お
前

は
エ
ラ
イ
」
と
褒
め
て
呉
れ
た
。

当
時
は
酒
蔵
で
原
酒
を
「
桶
買
い
」
し

店
の
蔵
で
保
存
、
店
で
調
合
し
て
、
上

等
の
酒
は
「
神
馬
」
並
酒
は
「
喜
賞
（

ｷ

ｼ
ｮｳ

）」
の
ラ
ベ
ル
を
貼
り
売
っ
て
い
た

（日
中
戦
争
時
（昭
⒕
）米
の
統
制
で
終
わ
る
）

ま
た
、
祖
父
は
『
売
る
と
言
う
字
は

な
ぁ
買
う
の
時
の
上
に
、
十
一を
載
せ

て
出
来
た
字
。
欲
張
っ
て
二
十
も
載
せ

た
ら
、
お
客
さ
ん
が
逃
げ
は
る
で
』
と

言
い
、
（そ
の
頃
は
、
何
の
こ
か
判
ら
な
か
った
が
）
私

に
、
商
売
で
の
暴
利
を
戒
め
た
の
だ
ろ

う
。日

中
戦
争
が
始
ま
り
食
糧
事
情
も
厳

し
く
、
酒
造
原
料
米
も
制
限
さ
れ
、
生

産
さ
れ
る
酒
の
量
も
年
々
減
り
、
政
府

は
、
昭
15
年
に
ア
ル
コ
ー
ル
濃
度
に
よ

る
酒
の
規
格
を
制
定
し
、
級
別
制
度
、

さ
ら
に
戦
争
の
激
化
に
伴
い
、
酒
も
配

給
制
（昭
18
）
と
し
て
生
産
か
ら
消
費
ま

で
統
制
の
為
、
酒
販
売
免
許
制
度
を
設

け
た
。
（緩
和
さ
れ
た
が
免
許
は
今
も
要
）

戦
時
～
戦
後
に
か
け
て
、

酒
業
界
は
「
大
蔵
省
」
の

厳
し
い
管
理
下
に
置
か

れ
、
当
時
「
価
格
競
争

は
抑
え
ら
れ
た
。
写
真
の
看
板
は
、
戦

後
も
長
く
使
わ
れ
、
酒
の
価
格
競
争
は

封
じ
ら
れ
て
、
酒
小
売
店
の
黄
金
時
代
、

昭
和
40
年
頃
ま
で
、
先
に
書
い
た
十

一ど
こ
ろ
か
買
う
の
上
に
、
三
十
は
載
っ

て
い
た
。
そ
ん
な
酒
屋
さ
ん
が
今
は
激

減
。
祖
父
の
言
葉
を
信
じ
て
来
た
私
の

今
が
あ
る
。
オ
ジ
イ
チ
ャ
ン
オ
オ
キ
ニ

紅
葉
も
す
っ
か
り
終
わ
り

を
迎
え
、
街
に
は
ク
リ
ス
マ
ス
・

イ
ル
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
輝
く
時

期
に
な
り
ま
し
た
。

仕
事
柄
、
前
を
み
て
走
り
続

け
て
ば
か
り
の
私
で
す
が
、
こ

の
時
期
だ
け
は
、
少
し
だ
け

立
ち
止
ま
り
、
一
年
を
振
り

返
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

た
く
さ
ん
の
出
逢
い
、
た
く

さ
ん
の
機
会
…
。
今
年
も
ま

た
、
沢
山
の
ご
縁
を
い
た
だ

き
、
感
謝
の
気
持
ち
で
い
っ
ぱ

い
に
な
り
ま
す
。

こ
の
「と
ん
か
ら
り
ん
」
に

寄
稿
さ
せ
て
い
た
だ
く
よ
う

に
な
っ
て
、
二
度
目
の
冬
を

迎
え
ま
す
。
東
山
出
身
の
ウ

ク
レ
レ
と
ギ
タ
ー
の
デ
ュ
オ
、

フ
ラ
リ
ー
パ
ッ
ド
の
マネ
ー
ジ
ャ

と
し
て
、
二
人
の
地
元
地

域
の
方
々
と
、
こ
う
し
て
紙

面
を
通
じ
て
出
逢
う
こ
と
が

で
き
る
の
は
、
本
当
に
あ
り

が
た
い
こ
と
。
こ
の
よ
う
な
素

晴
ら
し
い
機
会
を
与
え
て
く

だ
さ
っ
た
サ
カ
タ
ニ
さ
ん
に
は
、

本
当
に
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

フ
ラ
リ
ー
パ
ッ
ド
の
二
人
も
、

こ
の
一
年
、
本
当
に
た
く
さ

ん
の
ご
縁
を
い
た
だ
き
ま
し

た
。
結
成
か
ら11

年
を
迎
え
、

新
し
い
ペ
ー
ジ
を
開
い
た
途

端
に
様
々
な
経
験
を
い
た
だ

き
、
二
人
も
ま
た
少
し
大
人

に
な
れ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

山
あ
り
谷
あ
り
の
一
年
で
し

た
が
、
デ
コ
ボ
コ
道
に
つ
ま
ず

く
こ
と
な
く
走
っ
て
来
る
こ

と
が
で
き
た
の
も
、
皆
様
、
特

に
地
元
地
域
の
皆
様
の
、
暖

か
い
ご
支
援
が
あ
っ
て
こ
そ

と
、
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上

げ
ま
す
。

音
楽
と
は
人
と
人
を
つ
な

ぐ
、
目
に
は
み
え
な
い
架
け

橋
。
迎
え
る
年
に
フ
ラ
リ
ー

パ
ッ
ド
は
、
今
ま
で
に
い
た
だ

い
た
た
く
さ
ん
の
ご
縁
を
深

め
、
散
ら
ば
っ
て
い
る
点
と
点

を
つ
な
い
で
線
へ、
線
と
線
を

つ
な
い
で
立
体
へと
、
音
楽
を

通
じ
て
自
分
た
ち
を
支
え
て

く
だ
さ
る
人
と
人
を
つ
な
ぎ
、

自
分
た
ち
を
取
り
巻
く
環

境
を
大
き
く

一
つ
に
し
て
い

け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
特

に
、
地
元
地
域
と
の
つ
な
が

り
を
よ
り
深
め
、
自
分
た
ち

の
活
動
テ
ー
マ
で
あ
る
「京

都
か
ら
の
音
楽
発
信
」を
胸

高
々
に
、
よ
り
広
く
世
界
に

伝
え
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
フ
ラ
リ
ー
パ
ッ
ド
は
こ
れ
か

ら
も
、
地
平
線
の
か
な
た
ま

で
続
く
ま
っ
す
ぐ
な

一
本
道
を
走
り

続
け
て
い
き
ま
す
。

今
後
と
も
ご
支
援

く
だ
さ
い
ま
す
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。
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▽
早
や
師
走
！
・

子
供
の
頃
、
中
々

来
な
か
っ
た
「お
正
月
」が
、
ア
ッ
と
言

う
間
に
来
る
こ
の
頃
で
す
。
P1
の
12

月
8
日
「宣
戦
布
告
」も
子
や
孫
に

と
っ
て
は
歴
史
で
し
ょ
う
。

▼
そ
の
宣
戦
布
告
を
共
に
聞
き
、
そ

の
後
も
ズ
ー
と
親
し
く
し
て
い
た
同
い

年
の
「戦
友
」と
「親
友
」の
二
人
が
、

相
次
い
で
亡
く
と
な
り
ま
し
た
。

悲
し
く
て
淋
し
く
辛
い
で
す
。

▽
「戦
友
」は
ヤ
ッ
チ
ャ
ン

（康
男
）
で
、

当
社
の
初
代
社
長
。
後
山
科
で
酒

屋
。
「親
友
」は
エ
イ
さ
ん

（
榮
次
）

貞
教
尋
常
小
学
校

一
年
か
ら
の
友
。

60
年
以
上
度
喧
嘩
せ
ず
、
後
も
週

一
で
会
っ
て
い
た
。

▼
我
が
世
代
は
、
戦
中
戦
後
の
慌
た

だ
し
い
時
を
経
験
、
助
け
合
わ
な
い
と

生
き
て
行
け
な
い
時
代
を
過
ご
た
。

団
結
力
が
強
い
の
か
、
こ
の
歳
に
な
っ

て
も
小
学
校
・高
校
の
同
窓
会
が
年

に
一
度
は
必
ず
開
催
さ
れ
る
。

▽
敗
戦
後
の
混
乱
、
平
和
が
続
き
、

経
済
も
豊
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
反
し

て
、
人
の
心
が
貧
し
く
な
っ
た
様
だ
。

前
の
東
京
五
輪
と
比
し
て
、
次
の
五

輪
の
取
り
組
み
方
は
貧
し
く
て
お
金

の
ト
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
よ
う
だ
。

▼
店
を
ビ
ル
化
し
、
酒
屋
」を
「
コ
ン
ビ

ニ
」に
し
て
30
年
。
24
時
間
年
中
無

休
の
仕
事
を
し
て
来
た
。
開
店
時
私

は
53
才
。
ビ
ル
建
築
借
入
金
完
済
し

60
歳
で
辞
め
よ
う
と
思
て
い
た
。

▽
「酒
屋
」で
の
お
客
さ
ん
に
「配
達
」

を
と
「友
の
会
」を
つ
く
り
、
そ
の
後

『新
聞
風
』
の
読
み
物
「ま
い
ど
う
」を

配
布
し
た
。
池
袋
事
件
で
「と
ん
か
ら

り
ん
」と
名
を
代
え
今
や
207
号
。
▼

新
聞
の
作
成
も
専
門
家
に
頼
ん
だ
が
、

パ
ソ
コ
ン
勉
強
し
、
自
分
で
作
成
し
出

し
た
。
ご
投
稿
も
戴
き
読
者
の
方
々

か
ら
「続
け
て
や
！
。
」と
偶
に
は
言

わ
れ
る
。

▽
そ
れ
ホ
ン
マ
？
。
と
思
い
な
が
ら
、

シ
ン
ド
オ
ス
ケ
ド
続
け
ま
す
。

今
号
は
チ
ョ
ッ
と
遅
れ
て
す
み
ま
せ
ん
。

酒

屋
で

生
き

て

生
か
さ
れ
て

サ
ン
タ
に

寝
顔
を
！

年
末

・
ク
リ
ス
マ
ス
・
お
正
月
と
、

三
拍
子
そ
ろ
っ
た
慌
た
だ
し
い
月
に

な
り
ま
し
た
ね
。
こ
の
記
事
を
書
い

て
い
る
十

一
月
現
在
は
、
関
西
は
ま

だ
十
八
度
、
二
十
度
を
記
録
し
て
い

ま
す
。
打

っ
て
変
わ
っ
て
、
関
東
で

は
、
雪
が
降

っ
た
所
が
あ
る
と
か
。

な
ん
だ
か
、
ア
ベ
コ
ベ
の
ゴ
チ
ャ
ゴ

チ
ャ
で
す
ね
。
し
か
し
十
二
月
に
入
っ

た
ら
、
寒
く
な
る
の
か
な
？

話
変
わ
り
ま
し
て
、

一
年
は
早
か
っ

た
。
様
々
な
行
事
、
様
々
な
活
動
や

手
作
り
市
。
他
に
も
新
し
い
こ
と
を

始
め
た
り
と
、
い
つ
も
以
上
に
早
か
っ

た
で
す
。
や
は
り
あ
れ
で
す
ね
、
家

で
じ
っ
と
し
て
い
る
と
時
間
は
長
く

感
じ
ま
す
が
、
や
る
事
が
あ
っ
て
、

そ
れ
に
向
け
て
動
か
な
け
れ
ば
と
思

う
と
、
時
間
が
足
り
な
く
な
っ
て
き

ま
す
。
そ
れ
は
、
ど
ん
な
世
代
で
も

一
緒
で
す
。
習
い
事
を

一
つ
初
め
て

ご
ら
ん
な
さ
い
。
教
室
と
い
う
空
間

に
い
る
だ
け
で
も
、
時
が

「あ
っ
」

と
い
う
間
に
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
す
か

ら
。
何
か
活
動
に
参
加
し
て
ご
ら
ん

な
さ
い
。
時
間
が
足
り
な
く
て
走
り

回
り
ま
す
か
ら
。

こ
の
よ
う
に
、
人
間
の
中
の
時
間
っ

て
、
自
ら
の
心
の
方
向
で
変
わ
っ
て

く
る
の
で
す
ね
。所

で
、
サ
ン
タ
の
時

間
は
ど
う
な
の
で
し
ょ

う
？
毎
年
、

一
年
の
終

わ
り
頃
に
大
仕
事
が
あ

り
ま
す
。
無
垢
な
心
に

プ
レ
ゼ
ン
ト
を
届
け
る
た
め
、
世
界

各
国
を
、
飛
び
回
る
の
で
す
。

日
本
の
サ
ン
タ
は
、
あ
の
モ
コ
モ

コ
の
赤
い
服
と
帽
子
で
お
髭
を
た
く

わ
え
た
小
太
り
の
お
爺
さ
ん
で
す
が
、

ま
さ
か
そ
れ
が
世
界
共
通
と
い
う
わ

け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
イ
メ
ー
ジ

を
壊
さ
な
い
た
め
に
着
替
え
な
く
て

は
な
り
ま
せ
ん
。
プ
レ
ゼ
ン
ト
だ
っ

て
、
袋
を
間
違
え
て
は
大
変
で
す
し
、

乗
り
物
も
ト
ナ
カ
イ
で
は
な
く
、
ス

ノ
ー
ボ
ー
ド
や
サ
ー
フ
ィ
ン
、
自
転

車
、
屋
根
に
よ
じ
登
っ
て
煙
突
ま
で

到
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
も
あ

り
ま
す
。
い
や
ぁ
、
と
て
も

一
夜
じ
ゃ

無
理
！
だ
け
ど
や
ら
な
き
ゃ
い
け
な

い
。
サ
ン
タ
は
二
十
四
時
間
と
い
う

長
い
一
夜
を
猛
ダ
ッ
シ
ュ
で
過
ご
す

の
で
す
。

そ
ん
な
サ
ン
タ
に
素
敵
な
寝
顔
を
見

せ
て
あ
げ
る
た
め
に
、
集

・
酉

・
楽

サ
カ
タ
ニ
へ
、
心
と
体
を
癒
し
に
来

ら
れ
て
は
い
か
が
で
す
か
？
ク
リ
ス

マ
ス
の
作
品
た
ち
が
待
っ
て
い
ま
す
。

編
集
後
記

第
百
十
三
話

創
業
者

・祖
父

喜
一郎
の
言
葉

月
三
天

地
平
線
の

か
な
た

纐
纈
史
子


