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昭
和
三
十
三
年
度
”

東
郷
村
総
合
丈
化
祭
開
催
要
綱

一
、
趣
旨

　
東
郷
村
文
化
の
向
上
ど
産
業

　
の
発
展
の
た
め
、
毎
年
開
催

　
を
続
け
て
来
た
文
化
祭
も
各

　
種
団
体
並
に
一
般
村
民
の
協

　
力
に
よ
り
、
そ
の
内
容
も
充

　
碧
し
益
々
成
果
を
挙
げ
て
い

　
る
。
本
年
度
は
更
に
、
広
く

　
一
般
の
参
加
を
求
め
、
よ
い

　
文
化
行
事
を
実
施
し
て
、
村

　
民
に
発
表
と
鑑
賞
の
機
会
を

　
与
え
る
と
と
も
に
相
互
の
融

　
和
親
睦
を
は
か
り
、
一
段
と

　
郷
土
の
進
展
に
努
め
’
る
た

．
め
、
総
合
文
化
祭
を
開
催
す

　
る
。

二
、
主
催

　
東
郷
村
　
東
郷
村
教
育
委
員

　
会

三
、
期
間

　
昭
和
三
十
三
年
十
二
月
五
、

　
六
、
七
日
（
三
日
間
）

四
、
会
場

　
東
郷
村
立
東
郷
小
学
校

五
、
事
業

　
1
学
芸
品
展
（
含
工
作
、
手

　
　
芸
品
）
．

　
2
美
術
参
考
品
展
（
含
写

　
　
真
、
絵
画
）

　
3
村
勢
郷
土
展

　
4
農
協
展
（
農
機
具
）

　
5
農
林
産
品
展

　
6
畜
産
展
．

　
7
衛
生
展
（
家
族
計
画
相
談

　
所
、
育
児
相
談
所
を
併
設
）

　
8
生
花
展

　
9
生
活
改
善
展
（
含
発
明
品
）

　
－
o
青
年
室

　
1
1
婦
人
室

　
珍
競
技
大
会

　
1
3
演
芸
会

六
、
行
事

　
十
二
月
五
日
午
前
申
出
品
物

　
受
付
　
午
後
陳
列
審
査

　
十
二
月
六
日
開
展
午
前
九
時
．

　
小
学
児
童
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
．

　
午
前
九
時
半
よ
り

麗
筆
篭

　
十
二
月
七
日

　
駅
　
伝
午
前
九
時
出
発

劇
獲
午
前
＋
時
よ
り

　
畜
産
展
　
午
前
九
時
よ
り

　
午
後
一
時
よ
り
表
彰
町
並
に

　
演
芸
会

　
年
忌
一
時
展
示
物
師
展

七
、
表
彰

ω
分
館
は
個
人
表
彰
並
に
団
体

　
表
彰
　
　
　
’

㈲
本
館
の
表
彰
は
次
の
と
お
り

　
1
教
育
功
労
者
表
彰

　
2
公
民
館
表
彰
並
に
優
良
施

　
　
設
、
団
体
表
彰

　
3
一
般
手
芸
品
並
に
加
工

　
　
品
、
写
真
、
絵
画
等
、
参

　
　
加
賞

、
4
農
林
産
品
、
そ
の
他
展
示

　
　
品
に
参
加
賞

　
5
競
技
大
会
、
各
種
目
毎
に

　
　
一
等
星
二
等
、
三
等
並
に

　
　
参
加
賞

　
6
畜
産
展
，
各
種
目
毎
に
優

　
　
等
、
一
等
、
二
等
、
三
等

　
　
並
に
参
加
賞

　
7
審
査
竸
技
、
　
一
等
、
ご

　
　
等
、
三
等
、

　
8
演
芸
会
参
加
賞

　
9
学
童
作
品

　
　
村
教
育
会
に
一
任

八
、
農
林
産
品
展
の
出
品
種
目

　
並
に
数
量

　
主
作
物
　
俵
米
本
館
（
玄
米

一
升
）
分
館
（
玄
米
一
三
）

甘
藷
（
一
寸
）

疏
菜
　
大
根
、
白
菜
（
各
三

一
）
里
芋
（
一
株
）
午
勇
、

人
参
（
各
五
本
）
葱
（
一
把

廻
り
一
尺
）
馬
鈴
薯
（
一
貫
）

ほ
う
れ
ん
草
（
一
把
）

雑
穀
　
豆
類
（
一
升
）
と
う

き
び
（
三
穂
）
．
粟
、
そ
ば

（
各
一
升
）
落
花
生
（
一
升
）

果
実
類
　
み
か
ん
、
柿
（
各

六
個
）
粟
（
五
合
）
栄
職
園

山
産
物
類
　
椎
茸
（
百
匁
）

木
炭
（
一
俵
）

農
産
加
工
　
茶
（
五
〇
匁
）

味
噌
，
（
百
匁
）
醤
油
（
二
合
）

藁
工
品
　
莚
（
一
枚
）
そ
ら

く
ち
（
』
荷
）
な
わ
（
愚
な

い
一
ば
ん
、
機
械
一
丸
）
か

　
ま
す
、
炭
俵
（
各
一
枚
）
く

　
ら
し
た
、
か
さ
．
（
各
一
個
）
．

　
草
履
（
一
足
）
そ
の
他
の
製

　
作
品
（
竹
工
品
、
木
工
品
）

九
、
出
産
物
に
つ
い
て
の
注
意

　
事
項

　
1
品
名
、
部
落
名
、
出
品
者

　
　
氏
名
の
札
を
つ
け
る
こ
と

　
2
売
品
、
非
売
品
、
参
考
品

　
　
の
別
を
明
記
の
こ
と

　
3
出
品
物
の
包
装
を
厳
に
し

　
　
て
お
く
こ
と

　
4
出
品
物
は
各
公
民
館
で
ま

　
　
と
め
て
搬
入
め
こ
と

　
5
各
学
校
の
出
品
物
は
五
日

　
　
の
九
時
ま
で
に
搬
入
の
こ

　
　
と
審
査
開
始
は
午
前
十
時

　
　
よ
り

◇
分
館
文
化
祭

　
1
各
分
館
は
適
当
な
期
目
に

　
　
開
催
す
る

　
2
事
業
等
に
つ
い
て
は
本
館

　
　
文
化
祭
に
準
じ
て
行
う

国
民
健
康
保
険
法
施
行
二
十
周

年
並
置
郷
村
国
民
健
康
保
険
実

施
五
周
年
記
念
式
典
に
つ
い
て

昭
和
十
三
年
七
月
国
民
健
康
保

険
法
が
施
行
さ
れ
て
本
年
は
満

二
十
年
、
本
村
が
こ
の
事
業
を

実
施
し
て
よ
り
五
年
、
今
や
こ

の
制
度
は
全
国
民
を
対
象
と
し

た
保
険
之
し
て
飛
躍
し
、
保
健

村
ま
つ
り
に
つ
い
て

東
郷
村
　
公
　
民
　
館

東
郷
村
婦
人
連
絡
協
議
会

東
郷
村
青
年
団
協
議
会

東
郷
新
生
活
協
議
会

一
、
お
祭
り
に
は
お
客
の
招
待
は
や
め
ま
・

　
し
よ
う

一
沸
内
祭
は
簡
素
に
し
て
お
宮
の
賑
い
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謝

盛
ん
に
し
ま
し
よ
う
。
　
　
　
　
　
漏

τ
．
余
興
は
農
村
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と

し
て
経
費
の
節
約
に
つ
と
め
ま
し
よ

　
．
つ
。

ど
医
療
の
先
端
に
活
躍
し
て
い

る
の
で
す
。

本
村
が
こ
の
制
度
を
実
施
し
た

当
時
は
漸
く
人
心
も
落
付
き
、

医
療
機
関
整
備
の
声
も
高
ま
り

村
民
大
多
数
の
要
望
の
．
も
と

に
、
事
業
の
実
施
と
と
も
に
直

営
の
診
療
所
の
開
設
も
し
た
の

で
あ
り
ま
す
が
、
此
の
新
．
し
い

制
度
に
な
じ
め
な
か
っ
た
一
部

の
村
民
も
此
処
に
五
年
、
今
や

全
村
民
の
協
力
を
得
て
円
滑
な

る
運
営
が
な
さ
れ
る
段
階
に
立

至
っ
た
ζ
と
は
感
謝
に
堪
え
な

い
次
第
で
す
つ

中
央
蚊
県
で
は
本
制
度
二
十
周

年
を
記
念
し
て
記
念
行
事
が
催

さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
本

村
は
去
る
十
月
三
十
目
特
に
五

周
目
を
記
念
し
て
式
典
を
挙
げ

そ
の
席
上
一
力
年
健
康
家
庭
並

に
発
足
当
初
よ
ヶ
功
労
の
あ
っ

繕
偏
継
購

　
、

申
上
げ
ま
す
と
共
に
、
村
民
各

位
の
本
事
業
に
対
し
て
御
協
卑

下
さ
い
ま
し
た
こ
と
に
対
し
深

甚
の
謝
意
を
表
し
ま
す
と
と
も

に
今
後
も
特
段
の
御
協
力
を
御

願
い
す
る
次
第
で
す
。

　
宮
崎
県
知
事
表
彰

　
功
労
者

　
　
　
　
　
　
橋
口
三
次
郎

　
ご
一
ケ
年
健
康
家
庭

　
　
　
　
　
　
黒
木
　
和
市

　
　
　
　
　
　
　
外
一
四
名

（村長挨拶）記念式風景

一
匹
　
葉
　
の
　
歌

宮
崎
県
国
保
団
体
連
合
会
理

事
長
表
彰

東
郷
村
長
　
　
黒
木
松
美

東
郷
村
助
役
　
中
野
　
義
男

東
郷
村
長
表
彰

．
功
労
者
　
　
小
野
　
　
弘

　
　
　
　
　
　
新
名
　
賢
臣

　
　
　
　
　
　
田
中
　
長
利

　
　
　
　
　
　
稲
田
　
富
吉

　
　
　
　
　
　
塩
月
ミ
ド
リ

一
力
年
健
康
家
庭

　
　
　
黒
木
弘
外
四
十
四
名

　　

@　

@　

@　

@
　
　
一

語
富
＝
邑
≡
箋
≡
≡
一
塁
一
望
富
一
一
…
芸
昌
出
営
「
≡
≡
≡
簑
≡
鶉
鴇
噂
一
＝

派
出
所
だ
よ
り

隅
≡
≡
冒
≡
一
団
≡
一
一
≡
＝
≡
一
一
≡
＝
≡
一
一
三
＝
≡
＝
一
三
≡
一
一

山
陰
部
長
派
出
所

◎
．
交
通
規
則
の
改
正

十
月
一
日
か
ら
交
通
規
則
が
改

り
ま
し
た
。
こ
こ
に
私
達
の
身

近
に
関
係
あ
る
主
な
も
の
を
掲

げ
ま
し
た
。

人
も
車
も
お
互
い
に
注
意
し
て

交
通
事
故
を
防
ぎ
ま
し
よ
う
。

1
　
車
の
速
度
の
規
定
が
ひ
る

　
よ
る
の
区
別
が
な
く
な
り
ま

　
し
た
次
の
よ
う
に
（
ス
ピ
…

　
ド
、
ア
ッ
プ
）
さ
れ
ま
し

　
た
。
　
　
亀

　
ω
タ
ク
シ
ー
、
ハ
イ
ヤ
、
自

　
　
動
二
輪
車
　
六
〇
粁

　
㈲
パ
ス
、
ト
ラ
ッ
ク
、
丸
ハ

　
シ
ド
ル
の
三
輪
車
五
〇
粁

　
㈲
オ
ー
ト
三
輪
車
、
・
軽
自
動

　
　
車
（
ス
ク
タ
ー
な
ど
）
特

　
　
殊
自
動
車
、
第
二
種
原
動

　
　
機
付
自
転
車
　
四
〇
粁

　
ω
第
一
種
原
動
機
付
自
転

　
　
車
　
二
五
粁

2
　
警
笛
は
な
ら
な
い
こ
と
に

　
な
り
ま
し
た
の
で
、
車
も
人

　
も
充
分
注
意
し
な
け
れ
ば
な

　
り
ま
せ
ん
、
し
か
し
非
常
に

　
あ
ぶ
な
い
所
で
は
警
笛
を
な

　
ら
す
よ
う
指
定
さ
れ
ま
す
。

3
子
供
さ
ん
（
十
三
才
未

　
満
）
が
付
添
い
な
し
で
違
い

　
て
い
る
と
き
は
、
運
転
者
の

方
は
そ
の
通
行
を
妨
げ
な
い

　
よ
う
に
一
時
停
車
す
る
か
徐

　
介
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

　
ん
。

4
．
車
を
運
転
す
る
人
は
、
泥

水
を
は
ね
た
り
し
て
人
に
迷

惑
を
か
け
な
い
よ
う
に
、
泥

　
よ
け
器
を
つ
け
る
か
、
徐
行

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
車
を
追
越
す
と
き
は
重
三

　
器
を
鳴
さ
な
い
の
で
反
対
側

　
の
交
通
と
車
の
前
方
に
充
分

　
注
意
し
て
安
全
を
た
し
か
め

　
て
安
全
な
方
法
で
追
越
す
ご

牧

水

漢
川
の
真
白
川
原
に
わ
れ
等
み
て
ヴ
ち
た
た
へ
た
り
山
の
紅
葉
を

神
無
月
ま
だ
散
り
そ
め
ぬ
も
み
ち
葉
の
あ
ま
ね
き
山
の
か
な
し
か
り

け
り

も
み
ち
葉
の
い
ま
照
り
に
ほ
ふ
秋
山
の
澄
み
ぬ
る
姿
さ
び
し
と
そ
見

し見
お
ろ
せ
ば
迫
り
て
深
き
山
峡
の
か
げ
り
つ
め
た
き
森
の
も
み
じ
葉

　
と
と
し
又
二
重
追
越
レ
は
禁

　
止
さ
れ
ま
す
。

　
猟
銃
空
気
銃
の
事
故

　
防
止

十
一
月
一
日
か
ら
狩
猟
が
解
禁

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
期
に
県

下
で
は
毎
年
猟
高
等
で
誤
っ
て

人
を
殺
傷
し
た
事
故
が
十
数
件

も
起
っ
て
い
ま
す
の
で
猟
に
出

て
帰
っ
た
時
の
銃
と
弾
の
処
理

と
狩
猟
免
状
を
受
け
ず
に
猟
銃

や
空
気
銃
を
使
用
さ
せ
な
い
こ

と
。
子
供
が
持
出
す
よ
う
な
所

に
お
か
ぬ
こ
と
等
に
充
分
注
意

し
て
事
故
を
起
さ
ぬ
よ
う
に
し

ま
し
よ
う
。

　
　
交
通
富
故
の
防
止

今
回
の
秋
季
交
通
安
全
運
動
期

間
中
に
は
交
通
事
故
は
一
件
も

発
生
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
こ
れ

は
皆
様
方
が
真
剣
に
交
通
規
則

を
よ
く
守
っ
て
協
力
し
て
下
さ

っ
た
賜
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か

ら
年
末
に
か
け
諸
塚
、
神
門
方

面
の
工
事
の
た
め
自
動
車
の
通

行
が
非
常
に
増
え
て
来
ま
す
の

で
よ
り
以
上
注
意
を
払
っ
て
事

故
め
防
止
に
努
め
ま
し
よ
う
。

　
　
盗
犯
の
防
止

盗
難
の
予
防
に
つ
い
て
は
充
分

注
意
を
払
っ
て
お
ら
れ
る
と
こ

ろ
で
す
が
、
現
在
諸
塚
の
電
源

．
．
開
発
工
事
の
た
め
相
当
数
の
人

夫
が
は
入
っ
て
お
り
こ
れ
か
ら

も
増
え
る
一
方
で
こ
れ
等
の
人

夫
の
中
に
は
無
一
文
で
走
歩
で

往
来
す
る
者
も
多
く
夜
中
に
派

出
所
を
訪
れ
て
旅
費
も
な
く
食

事
も
し
て
い
な
い
と
云
う
て
来

「
た
者
も
あ
る
の
で
県
道
沿
線
の

住
家
の
方
は
夜
間
の
戸
締
り
を

厳
重
に
し
て
あ
や
し
い
者
が
訪

れ
た
時
は
最
寄
」
の
所
か
ら
電

話
等
早
い
方
法
鷹
妄
喧
し
て
下

さ
い
・
　
　
“

麦
作
に
つ
い
て

　
「
麦
は
コ
ヤ
シ
で
と
れ
」
と

か
「
手
ド
れ
で
と
れ
」
と
よ
く

い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
ム
ヤ
ミ

に
肥
科
や
労
力
を
使
っ
た
の
で

は
、
安
い
麦
が
か
え
っ
て
生
産

費
の
高
い
麦
と
な
っ
て
割
の
随

い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す

か
ら
、
流
す
汗
も
、
や
る
肥
料

も
少
し
で
も
ム
ダ
の
な
い
よ
う

に
な
る
べ
く
効
果
の
あ
が
る
よ

う
工
夫
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。　

麦
作
り
の
コ
ツ
は
い
ろ
い
ろ

あ
げ
ら
れ
ま
す
が
そ
の
中
で

「
種
子
」
と
「
土
」
の
問
題
が
大

事
な
要
素
で
あ
り
ま
す
。

一
、
品
租
の
組
合
せ

　
良
い
タ
ネ
と
は
先
ず
第
一
に

素
性
が
ハ
ツ
キ
リ
し
て
い
る
こ

と
で
す
。
即
ち
品
種
名
が
よ
く

分
っ
て
い
て
、
ど
う
い
う
性
質

の
麦
で
あ
る
か
が
正
確
で
あ
る

こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
採

種
圃
産
の
タ
ネ
が
最
も
望
ま
し

い
わ
け
で
す
が
、
そ
う
で
な
い

場
合
で
も
本
当
に
そ
の
品
種
が

土
地
に
合
う
か
ど
う
か
、
早
生

か
晩
生
か
、
や
せ
地
向
か
コ
エ

地
向
か
、
水
田
向
か
畑
地
向
か

な
ど
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

　
多
く
の
農
民
の
方
は
昔
か
ら

毎
年
作
り
つ
ゴ
け
て
い
る
麦
を

何
も
考
え
な
い
で
作
っ
て
い
る

人
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
よ
・

う
か
。
今
年
か
ら
ば
ぜ
ひ
各
自

の
土
地
条
件
や
前
作
、
後
作
の

関
係
と
か
種
類
の
問
題
な
ど
十

分
検
討
し
た
上
で
作
る
こ
と
に

し
ま
し
よ
う
。

二
、
タ
ネ
選
び

　
種
は
品
種
が
は
っ
き
り
し
て

マ
ジ
リ
の
な
い
タ
ネ
で
あ
っ
て

も
や
セ
麦
で
力
の
弱
い
タ
ネ
で

は
大
事
な
出
発
点
で
失
敗
で
す

か
ら
、
ト
ウ
ミ
や
フ
ル
イ
あ
る

い
は
、
水
や
塩
水
を
使
っ
て
、

少
し
で
も
よ
い
タ
ネ
を
選
ぶ
こ

と
に
し
ま
し
よ
う
。

三
、
租
子
の
消
毒

　
ど
ん
な
に
粒
の
良
い
太
い
重

い
タ
ネ
で
も
、
み
か
け
だ
け
そ

の
タ
ネ
が
病
気
を
も
つ
て
い
た

と
し
た
ら
吻
の
役
に
は
た
ち
ま

せ
ん
。
麦
の
タ
ネ
の
中
に
は
目

に
み
え
な
い
で
病
弊
ン
を
沢
山

も
っ
た
も
の
が
少
く
あ
り
ま
せ

ん
。　

麦
の
病
気
に
は
い
ろ
い
ろ
あ

り
ま
す
が
、
ク
ロ
穂
病
や
ハ
ン

ヨ
ウ
病
等
は
タ
ネ
で
伝
染
す
る

病
気
で
す
か
ら
、
必
ず
種
子
消

毒
が
必
要
で
す
。

　
タ
ネ
で
伝
染
す
る
病
気
の
中

に
は
薬
に
つ
け
る
だ
け
で
防
げ

る
も
の
と
、
薬
だ
け
で
は
効
果

が
な
ぐ
、
湯
に
つ
け
な
け
れ
ば

効
果
の
な
い
も
の
と
あ
り
ま
す

か
ち
薬
や
風
呂
湯
浸
し
な
ど
で

消
毒
を
完
全
に
や
り
ま
し
よ

．
つ
〇

四
、
整
地
（
水
、
空
気
、
湿
度

　
の
調
整
）

　
麦
は
生
育
期
間
が
長
く
、
秋

口
か
ら
冬
を
へ
て
初
夏
に
及

び
、
そ
の
間
、
乾
き
が
ち
な
時

期
や
湿
り
す
ぎ
の
時
期
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
な
条
件
の
時
期
を
経

過
す
る
の
で
す
か
ら
最
悪
な
条

件
の
と
き
に
も
意
外
な
支
障
を

受
け
な
い
よ
う
に
、
土
地
の
条

件
を
考
え
合
せ
て
水
田
の
場
合

は
畦
の
高
さ
や
巾
あ
る
い
は
田

畑
と
も
ま
き
「
溝
の
深
さ
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
工
夫
を
こ
ら
．
　
．
と

が
必
要
と
な
り
ま
す
刃
そ
う
い

う
注
意
が
根
の
周
り
の
乾
湿
や

通
気
を
支
配
し
て
温
度
に
も
つ

な
が
り
、
肥
料
の
き
き
方
や
雑
’

草
の
は
び
こ
り
方
に
も
つ
な
が

る
わ
け
で
す
か
ら
、
整
地
の
間

題
も
た
だ
間
に
合
せ
る
と
い
う

こ
と
で
な
く
、
ど
う
ず
れ
ば
本

当
に
麦
が
喜
び
、
麦
が
苦
労
せ

ず
に
一
生
を
お
く
る
か
を
基
本

に
．
し
て
考
え
る
こ
と
に
い
た
し

ま
し
よ
う
。
．

◇
山
茶
花
が
深
緑
の
葉
の
中
に

　
真
白
の
花
を
つ
け
そ
め
、
庭

　
端
の
菊
が
鶴
郁
と
咲
き
乱
．

　
れ
、
柿
が
あ
ざ
や
か
な
色
を
．

　
夕
日
に
照
し
、
ヒ
タ
キ
が
時

　
折
り
庭
木
に
来
て
コ
ツ
コ
ツ

　
と
謡
い
て
晩
秋
の
訪
ず
れ
を

　
つ
げ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
．

◇
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
田
圃
の

　
掛
干
の
稲
も
す
っ
か
り
と
り

　
入
わ
ら
れ
て
、
甘
藷
の
収
穫

　
に
麦
作
り
に
と
忙
し
い
毎
日

　
が
つ
窟
く
。
つ
る
べ
落
し
の

　
秋
の
日
の
夕
や
み
迫
る
こ

　
ろ
、
う
す
ら
寒
い
風
に
ふ
か

　
れ
な
が
ら
三
三
五
五
と
家
路

唱
を
い
そ
ぐ
農
民
の
姿
に
は
ど

　
こ
と
な
く
貴
い
も
の
が
感
ぜ
・

　
ら
れ
る
。
　
　
，
　
　
　
．
、

　
ミ
レ
ー
の
晩
鐘
に
通
ず
る
よ

　
う
な
も
の
が
あ
る
よ
う
な
気

　
が
し
て
な
ら
な
い
。

◇
十
一
月
は
農
村
で
は
村
祭
の

　
月
で
あ
る
。
ま
だ
ほ
の
暗
い

　
鎮
守
の
森
か
ら
流
れ
来
る
太

　
鼓
の
音
に
心
を
清
め
な
が
ら
・

　
産
土
の
神
に
感
謝
と
祈
り
を
．

　
捧
げ
家
内
揃
っ
て
魚
鮨
に
舌

　
鼓
を
う
ち
夜
は
村
芝
居
な
ど

　
に
興
じ
つ
つ
団
彙
の
一
日
を

　
送
る
。
こ
れ
が
村
祭
の
姿
で

　
．
あ
る
。

◇
本
月
末
か
ら
各
公
民
館
の
文

化
祭
が
開
か
れ
る
。

　
本
村
の
文
化
祭
も
十
一
年
の

歴
史
を
経
た
。
早
い
も
の

　
だ
。
・
今
年
も
皆
ん
な
の
協
力

　
で
見
事
な
文
化
祭
が
行
わ
れ

　
る
よ
う
希
望
し
て
や
ま
な
・

　
い
。

　
神
を
祝
う
小
豆
の
飯
や

　
　
　
　
　
　
今
年
弓

馬」　匪、

島

　
．
か

、
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善
導
す
べ
き
子
供
の
教
育

毎
日
の
新
聞
を
見
る
と
教
育
問

題
が
載
っ
て
い
な
い
日
は
な

い
。
こ
の
記
事
を
読
む
度
に

「
教
育
よ
ど
こ
へ
行
く
」
と
い

う
感
を
起
す
。
実
際
の
現
場
で

は
真
面
目
に
教
育
を
守
り
、
子

供
を
善
導
し
、
人
間
教
育
の
完

成
に
努
力
を
は
ら
わ
れ
て
い
る

よ
う
で
心
強
い
。
然
し
又
、
反

面
を
の
ぞ
い
て
見
る
と
、
子
供

の
教
育
を
放
棄
し
て
鉢
巻
を
し

め
デ
モ
行
進
で
ワ
ソ
シ
ョ
イ
、

ワ
ソ
シ
ョ
イ
、
何
だ
か
心
細
い

よ
う
に
も
あ
る
。
私
は
教
育
と

い
う
も
の
に
は
二
方
面
が
あ
る

と
思
う
。
一
つ
は
教
え
る
教
育

で
あ
り
、
一
つ
は
教
え
ざ
る
の

教
育
で
あ
る
。

教
え
る
教
育
と
い
う
の
は
、
学

校
教
育
の
よ
う
に
国
語
な
り
、

算
数
な
り
、
社
会
科
な
り
、
理

科
な
り
、
そ
の
他
の
教
科
を
通

し
て
教
え
、
然
も
之
は
計
画
的

で
具
案
的
に
教
育
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
こ
の
方
面
の
教
育
は
、

梢
と
も
す
る
と
知
育
が
大
多
数

を
し
め
て
い
て
、
徳
育
や
意
志

の
教
育
は
何
パ
ー
セ
ン
ト
位
し

か
位
置
を
し
め
て
い
な
い
よ
う

な
感
が
す
る
場
合
も
あ
る
。
然

し
計
画
的
に
教
育
さ
れ
る
の
だ

か
ら
誤
り
は
な
い
と
思
う
。

と
こ
ろ
が
教
え
ざ
る
教
育
と
い

う
の
は
、
「
門
前
の
小
僧
習
わ

ぬ
経
を
読
む
」
式
で
自
然
に
教

、

■

ン
坪
谷

陶

育
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
具
案
的
で
も
な
け
れ
ば
、
計

画
的
で
も
な
い
が
、
人
間
形
成

上
に
は
大
き
な
影
響
を
あ
た
え

る
も
の
で
あ
る
。

例
え
ば
食
事
の
時
に
、
幼
児
に

正
し
く
座
し
て
食
る
よ
・
つ
に
教

育
し
よ
う
と
思
っ
て
も
、
親
が

そ
の
側
で
安
座
し
て
食
事
を
す

る
と
な
れ
ば
、
子
供
は
直
ち
に

親
を
見
習
う
の
で
あ
る
。
其
の

他
こ
ん
な
例
は
数
多
い
。
先
般

婦
人
雑
誌
に
「
子
供
の
性
教
育

に
失
敗
し
た
記
事
が
あ
っ
た
の

で
、
之
を
読
ん
で
見
た
。

そ
れ
は
中
学
三
年
の
子
供
が
、

或
晩
親
族
の
女
の
子
に
暴
行
を

加
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

女
の
子
の
悲
鳴
に
親
が
起
き
て

行
っ
て
見
る
と
、
男
の
子
が
暴

行
を
加
え
よ
う
と
し
て
い
た
。

之
を
見
た
父
親
は
ひ
ど
く
叱
り

蹴
飛
ば
し
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の

子
供
は
平
気
で
「
自
分
も
し
て

る
く
せ
に
何
が
悪
い
か
」
と
い

っ
て
後
悔
の
色
も
少
し
も
見
え

な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
子
供

は
段
々
と
悪
の
方
に
染
込
み
、

此
度
は
幼
女
を
犯
そ
う
と
し
た

り
し
て
警
察
の
お
世
話
に
な
る

よ
う
な
不
良
児
と
な
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
原
因
は
ど
こ
に
あ

っ
た
か
と
い
う
と
、
之
は
親
の

夫
婦
生
活
を
襖
の
隙
間
か
ら
の

ぞ
い
て
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

野
面
轡
寒
熱
．

　
　
　
隔
　
　
藻
　
　
　
≧
’
ワ
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諸

‘
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山

’

勲
、

子
供
子
供
と
考
え
て
い
る
と
子

供
は
い
つ
ま
で
も
子
供
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

近
年
の
統
計
に
よ
る
と
、
苺
年

毎
年
子
艮
の
子
供
が
多
く
な
り

つ
つ
あ
る
と
い
う
。
然
も
二
〇

前
後
の
者
か
ら
段
々
若
い
方
に

な
っ
て
、
今
は
中
学
生
の
不
艮

化
が
増
加
し
つ
つ
あ
る
と
の
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
は
大
人
の
影

響
ば
か
り
で
な
く
、
イ
カ
ガ
ワ

シ
イ
映
画
や
読
物
、
其
の
他
宜

伝
ポ
ス
タ
ー
等
が
子
供
に
及
ぼ

す
影
響
の
多
い
と
い
う
こ
と
を

物
語
る
も
の
で
は
な
い
か
と
私

は
思
う
の
で
あ
る
。

子
供
の
不
艮
町
防
止
を
真
剣
に

老
え
る
な
ら
ば
お
互
い
が
出
来

る
だ
け
子
供
に
範
を
示
す
と
共

に
環
境
を
純
化
し
て
や
る
こ
と

だ
と
思
う
。
大
人
が
法
を
無
視

す
る
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た

り
、
又
不
良
な
こ
と
を
や
っ
て

見
せ
た
ら
子
供
は
決
し
て
よ
く

な
る
も
の
で
は
な
い
。
子
供
が

悪
く
な
っ
た
と
い
う
前
に
、
大

人
の
行
い
も
反
省
す
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
特

に
子
供
を
教
育
さ
れ
る
立
場
に

あ
る
方
は
自
分
の
行
い
を
常
に

反
省
し
、
た
だ
子
供
の
不
良
化

は
政
治
の
貧
困
で
あ
る
と
他
に

の
み
責
任
を
負
わ
さ
ず
、
自
分

も
共
に
責
任
を
考
え
る
こ
と
が

大
切
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
教

育
を
守
り
子
供
を
立
派
に
育
て

る
こ
と
は
、
な
ま
や
さ
し
い
こ

と
で
は
出
来
る
も
の
で
は
な
い

と
思
う
の
で
あ
る
。

終
戦
後
教
育
を
仕
事
と
さ
れ
る

人
は
労
働
者
で
あ
る
と
い
わ
れ

る
が
、
働
く
人
達
だ
か
ら
労
働

者
に
は
違
い
な
い
、
然
し
単
な

る
労
働
者
で
は
な
い
。
人
間
と

い
う
生
き
物
、
然
も
人
格
を
そ

な
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
人
間
の

教
育
を
担
当
さ
れ
る
者
で
あ

る
。
他
の
労
働
者
の
よ
う
に
生

命
の
な
い
物
を
作
る
者
と
同
一

に
考
え
て
は
な
ら
な
い
と
私
は

思
う
の
で
あ
る
。
生
命
の
な
い

物
に
対
し
て
は
如
何
な
る
こ
と

を
行
っ
て
も
そ
の
物
に
対
し
て

は
何
等
の
影
響
も
あ
る
も
の
で

は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
，

然
る
に
賢
能
に
於
て
は
被
教
育

者
（
教
育
を
受
け
る
者
）
そ
れ

自
体
に
感
受
す
る
能
力
を
有
し

常
に
感
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
の

あ
る
0

和
書
山
県
に
於
て
は
、
子
供
の

遊
び
隠
「
ジ
ク
サ
ク
遊
び
」
と

か
、
　
「
座
込
み
遊
び
」
と
か
い

う
の
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
報

道
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

又
或
所
で
は
子
供
が
親
に
或
品

物
を
要
求
し
た
と
こ
ろ
親
に
は

買
う
能
力
が
な
か
っ
た
。
子
供

讐

は
ハ
ン
ス
ト
を
や
る
と
い
っ
て

駄
々
を
こ
ね
た
と
か
。
こ
ん
な

こ
と
を
考
え
る
と
教
え
ざ
る
教

一育

ｪ
如
何
に
大
切
か
を
痛
感
す

る
も
の
で
あ
る
。

吾
等
は
お
互
い
に
良
識
を
そ
な

え
善
良
な
る
子
供
を
育
て
て
行

き
た
い
も
の
と
念
ず
る
も
の
で

あ
る
。
　
　
三
三
、
一
〇
、
二

視
察
の
旅
を
終
え
て

村
内
各
部
落
の
公
民

館
長
君
名
は
那
須
先

生
と
共
に
十
月
一
日

午
後
六
時
三
十
分
の

下
り
列
車
で
、
先
進

地
視
察
の
た
め
佐
賀

地
方
に
向
つ
た
。
二

日
午
前
六
時
四
十
三

分
佐
賀
駅
に
着
き
、

朝
食
の
後
詰
路
線
に

乗
り
か
え
た
。
窓
外

の
た
ん
ぼ
は
見
渡
す

限
り
一
面
黄
金
の
波

で
敷
倉
佐
賀
の
豊
作

ぶ
り
を
も
の
が
た
っ

て
い
た
。
九
時
過
ぎ

三
　
尾
　
文
　
　
子

厳
木
駅
に
着
き
直
ち
に
厳
木
町

公
民
館
を
訪
れ
た
。
あ
い
に
く

教
育
長
不
在
の
た
め
公
民
館
長

に
面
会
し
て
二
階
の
日
本
間
に

案
内
さ
れ
た
。

い
ろ
い
ろ
説
明
を
聞
く
予
定
で

あ
っ
た
が
時
間
の
都
合
で
先
ず

公
民
館
を
視
察
す
る
こ
と
に
な

り
館
長
の
案
内
で
約
三
十
分
の

後
、
浦
川
内
公
民
館
に
着
い

た
。道

々
の
た
ん
ぼ
の
稲
は
ま
こ
と

に
見
事
な
も
の
で
、
稔
る
ほ
ど

頭
を
下
げ
る
稲
穂
か
な
。
の
雷

葉
ど
お
り
あ
る
か
な
き
か
の
風

に
ゆ
れ
て
い
た
。

館
長
の
話
し
で
は
平
均
反
攻
高

言
で
七
高
位
だ
と
の
こ
と
、
木

偏
は
相
当
の
牧
獲
を
見
込
ま
れ

て
い
た
。
た
ん
ぽ
の
畦
に
は
全

部
秋
大
豆
が
つ
く
ら
れ
て
い
て

こ
の
牧
獲
も
相
当
な
も
の
だ
と

思
う
。
銭
こ
れ
が
防
風
垣
の
役

目
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か

と
も
思
わ
れ
た
。
浦
川
内
公
民

館
で
は
館
長
以
下
役
職
員
の
出

迎
え
を
う
け
町
重
な
も
て
な
し

に
感
げ
き
し
た
。
公
民
館
と
し

て
発
足
し
た
の
は
昭
和
二
十
八

年
の
冬
で
当
時
集
会
場
と
し
て

は
以
前
か
ら
あ
っ
た
青
年
ク
ラ

ブ
を
使
用
し
て
い
た
が
全
員
集

ま
れ
ば
、
は
い
り
き
れ
な
い
と

い
う
状
態
で
あ
っ
た
の
で
二
十

九
・
年
公
民
館
建
設
の
声
が
あ
が

　
　
じ
建
て
る
な
ら
よ
り
よ
き

説明にききいる公民館長たち

も
の
を
と
種
々
協
議
の
結
果
、

先
進
地
の
視
察
を
し
て
更
に
研

究
協
議
の
末
、
三
十
年
一
月
敷

地
決
定
と
共
に
起
工
し
歴
年
五

月
建
坪
六
十
五
坪
、
総
工
費
約

二
百
六
十
万
円
で
竣
工
を
見
た

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
講
堂
は

六
間
に
八
間
、
窓
は
総
ガ
ラ
ス

で
大
変
明
る
く
本
館
に
優
る
立

派
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ほ
か
に

六
畳
と
八
畳
の
日
本
間
と
炊
事

室
が
あ
っ
た
が
他
の
建
物
に
く

ら
べ
て
炊
事
室
は
少
し
せ
ま
い

よ
う
に
思
わ
れ
た
。
部
落
の
戸

数
は
六
十
五
戸
、
非
農
家
は
二

戸
で
人
口
は
四
否
六
十
名
と
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
，

地
形
は
山
と
田
で
水
田
三
十
町

歩
、
か
ん
き
つ
園
三
十
町
歩
あ

り
、
乎
靭
水
田
か
ん
き
つ
園
と

も
五
反
歩
だ
と
の
こ
と
。
主
産

物
は
米
と
み
か
ん
で
、
み
か
ん

の
年
収
は
各
戸
平
均
三
十
五
万

円
位
で
こ
れ
に
要
す
る
経
費
は

約
四
割
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。み

か
ん
の
栽
培
が
計
画
さ
れ
た

の
は
日
露
戦
争
の
頃
で
エ
ハ
十
年

位
に
な
る
樹
も
あ
る
と
い
う
。

み
か
ん
園
は
傾
斜
が
は
げ
し
く

病
虫
害
の
防
除
に
は
相
当
困
難

が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
な
ん
と
か
し
て
共
同
防

除
を
し
た
ら
と
い
う
気
う
ん
が

若
い
人
達
か
ら
も
ち
あ
が
り
三

十
名
位
の
人
が
静
岡
県
に
視
察
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に
行
っ
た
と
の
こ
と
。
帰
っ
て

報
告
会
を
開
き
数
回
に
わ
た
っ

て
協
議
の
結
果
、
昨
年
十
月
現

在
の
共
同
防
除
の
施
設
が
で
き

た
の
だ
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
施
設
は
貯
水
槽
が
一
つ
、

薬
液
槽
が
三
つ
、
有
光
動
力
噴

霧
機
が
二
台
、
ヤ
ン
マ
ー
ヂ
ー

ゼ
ル
が
二
台
、
こ
れ
は
十
馬
力

と
十
六
馬
力
で
ほ
か
に
薬
剤
倉

庫
、
撹
搾
装
置
等
実
に
す
ば
ら

し
い
も
の
で
あ
る
。

総
工
費
六
百
二
十
万
円
、
労
力

延
千
三
百
名
、
薬
剤
撒
布
に
要

す
る
パ
イ
プ
線
は
延
長
実
に
二

万
三
千
米
に
も
達
し
て
い
る
と

の
こ
と
。

貯
水
槽
に
は
常
時
百
石
か
ら
百

五
十
石
の
水
が
貯
蔵
さ
れ
、
一

時
間
に
百
石
の
薬
液
が
撒
布
さ

れ
る
と
い
う
。
こ
の
施
設
を
思

い
た
つ
た
動
機
の
一
つ
は
厳
木

町
が
新
農
村
建
設
の
指
定
に
な

っ
た
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。経

費
と
し
て
は
共
有
林
を
売
却

し
た
金
が
三
百
万
円
残
り
は
ニ

カ
年
払
と
し
て
借
入
れ
本
年
で

殆
ど
払
込
み
が
済
む
と
い
う
こ

と
で
あ
っ
た
。

各
人
の
負
担
率
は
反
別
割
、
生

産
割
、
樹
令
割
、
平
等
割
と
な

っ
て
い
る
と
の
こ
と
。
出
荷
に

つ
い
て
は
大
正
九
年
か
ら
共
同

出
荷
が
な
さ
れ
、
現
在
果
実
協

同
組
合
の
倉
庫
が
三
つ
あ
る
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

公
民
館
の
運
営
は
総
務
部
、
産

業
部
、
厚
生
部
で
毎
月
十
六
日

に
定
例
会
を
開
き
各
戸
か
ら
必

ず
一
名
は
出
席
し
て
そ
の
月
の

十
七
日
か
ら
翌
月
十
五
日
ま
で

の
行
事
を
全
員
で
協
議
し
、
き

ま
っ
た
事
は
直
ち
に
実
行
に
移

さ
れ
て
い
る
と
の
事
で
あ
っ

た
。毎

年
一
月
十
日
に
発
会
を
開
き

役
員
選
挙
と
年
間
行
事
を
協
議

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、
そ

め
際
慢
せ
ん
で
皆
が
一
年
間
す

わ
る
位
置
が
き
ま
る
と
い
う
。

こ
れ
に
よ
っ
て
前
の
方
が
あ
く

と
い
う
事
も
な
く
遅
刻
す
る
者

も
直
ぐ
わ
か
る
の
で
時
間
に
お

く
れ
て
来
る
人
は
な
い
と
い
う

こ
と
だ
っ
た
。

青
年
は
二
十
七
名
で
男
子
が
十

七
名
、
女
子
十
名
で
全
員
が
高

校
を
卒
業
し
て
農
業
に
従
事
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
毎
年
七
夕
の
日
に
は
子
供

の
作
晶
展
を
な
し
婦
人
は
料
理

を
つ
く
っ
て
展
示
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
夕
方
に
な
る
と

主
人
が
腰
に
一
瓶
を
さ
げ
て
き

て
一
家
だ
ん
ら
ん
の
懇
親
会
が

｛
’

開
か
れ
る
そ
う
で
あ
る
。
又
婦

人
会
を
三
つ
に
ヤ
σ
三
十
五
才
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以
下
が
若
凄
塗
．
ム
十
五
才
以

上
を
も
み
ち
会
、
そ
の
中
間
を

白
菊
会
と
呼
び
運
営
さ
れ
て
い

る
と
い
う
。

公
民
館
が
健
康
保
持
の
た
め
四

十
才
以
上
の
人
の
血
圧
検
査
を

し
て
大
変
よ
い
結
果
を
得
た
こ

と
が
も
と
と
な
っ
て
今
で
は
町

費
で
も
つ
て
町
内
全
部
四
十
才

以
上
の
血
圧
検
査
が
な
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

説
明
の
後
実
地
を
見
学
を
し
て

今
更
な
が
ら
施
設
の
立
派
な
こ

と
、
み
か
ん
園
の
手
入
れ
が
よ

く
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
見
事

な
結
実
ぶ
り
に
目
を
み
は
っ
た

の
で
あ
る
。

か
ん
き
つ
園
の
病
害
虫
防
除
は

い
う
ま
で
も
な
く
水
稲
の
防
除

等
も
全
く
よ
く
な
さ
れ
、
空
盲

な
ど
は
輝
々
見
ら
れ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
公
民
館
前
で
記
念

撮
影
を
な
し
本
館
に
帰
り
各
分

館
の
ア
ル
バ
ム
等
を
見
せ
て
い

た
だ
き
説
明
を
う
け
た
。

厳
木
町
は
人
口
約
二
万
、
戸
数

四
千
戸
で
炭
坑
地
帯
六
割
、
農

村
地
帯
四
割
で
町
内
に
十
三
の

分
館
が
あ
ρ
て
い
ず
れ
も
活
澄

に
運
営
き
れ
て
い
る
と
の
こ
と

で
あ
る
。
地
域
の
関
係
で
青
年

学
級
講
座
等
も
中
央
よ
り
部
落

公
民
館
に
重
点
が
お
か
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
っ
た
。
浦
川
内
公

民
館
か
ら
届
け
ら
れ
た
早
生
み

か
ん
を
い
た
だ
き
な
が
ら
厳
木

町
を
あ
と
に
久
留
米
に
向
い
一

泊
し
た
。

翌
三
日
は
国
立
九
州
農
巣
試
験

場
の
園
芸
部
を
見
学
し
た
。

こ
こ
は
も
と
工
兵
隊
の
練
兵
場

跡
で
か
つ
て
の
肉
弾
三
勇
士
の

記
念
碑
の
あ
と
が
僅
か
に
そ
の

名
残
り
を
と
ど
め
て
い
た
。
案

内
さ
れ
た
の
は
梨
園
、
ぶ
ど
う

園
、
桃
園
、
み
か
ん
園
で
地
ご

し
ら
え
、
せ
ん
て
い
、
そ
の
他

に
つ
い
て
く
わ
し
く
説
明
を
う

け
た
。
主
と
し
て
み
か
ん
に
重

点
を
お
い
て
説
明
を
聞
い
た
が

こ
こ
の
木
は
若
木
が
多
く
古
い

の
が
六
年
生
で
あ
と
は
三
、
四

年
生
だ
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

み
か
ん
の
台
木
に
つ
い
て
は
い

ろ
い
ろ
試
験
が
な
さ
れ
て
い
る

よ
う
で
結
果
と
し
て
は
「
か
ら

た
ち
」
が
よ
い
よ
う
で
あ
る
と

の
こ
と
だ
っ
た
。

今
年
は
十
月
末
に
園
芸
学
会
が

あ
る
の
で
木
が
小
さ
く
な
ら
な

い
た
め
に
、
み
か
ん
は
結
実
さ

せ
て
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ

た
。

予
定
の
聴
筍
も
過
ぎ
た
の
で
試
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験
場
を
辞
し
博
多
に
行
き
二
時
間
の
予
定
で
筥
崎
神
宮
と
西
公
園
を
見
学
し
て
門
司
港
に
向
つ

こ
と
は
場
同
の
力
が
如
何
に
大
賢
灘
離
9
餐
鵬

つ
て
食
過
を
さ
せ
な
い
様
に
レ
て
下
さ
い
。
古
人
も
朝
は
五
時
に
起
き
夜
は

’

た
。
海
底
ト
ン
ネ
ル
を
往
復
し
門
司
発
午
後
九
時
二
十
三
分
の
汽
車
に
乗
り
翌
四
日
午
前
七
時
三
十
分
帰
陰
無
事
視
察
の
旅
を
終
え
た
。
こ
の
視
察
に
よ
っ
て
学
び
得
た

た
こ
と
は
必
ず
実
行
に
下
．
9
こ
と
、
そ
の
他
多
々
の
収
獲
を
得
た
・
の
で
あ
る
。
時
間
的
に
は
大
分
無
理
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
る
が
大
変
有
意
義
な
視
察
の
旅
で
あ
っ
た
。

冠
山
先
生
の
文
化
眼
　
　
　
●

特
に
御
薦
め
す
る
事
が
あ
り
ま
す
毎
朝
不
霊
身
体
全
部
を
湿
布
麻
擦
す
る
事
で
あ
り
ま
す

朝
か
ら
晩
ま
で
見
学
し
て
一
人

い
で
し
ょ
う
か
。

同
志
よ

で
た
の
し
み
、
一
人
で
憤
慨
せ

俺
た
ち
は
も
う
一
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ

健
康
保
持
に
つ
と
め
よ
う

る
そ
れ
は
平
和
で
豊
か
な
心
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ぜ
か
な
ら

御
互
健
康
が
第
一
で
あ
り
ま
ず

で
あ
り
ま
す
。
其
故
に
心
な
き

乳
飲
み
児
の
頃
か
ら
母
が
父
が

が
昨
年
は
感
冒
が
大
流
行
で
学

少
年
は
思
わ
ず
過
食
し
ま
す
。

教
え
込
ん
だ
心
だ
か
ら
だ

校
も
休
業
す
る
な
ど
非
常
に
悩

是
が
胃
腸
を
痛
め
る
原
因
で
消

学
ん
で
学
ん
で
学
び
通
し
た

ま
さ
れ
ま
し
た
。

化
器
が
痛
め
ば
其
者
の
体
力
に

秋
の
稔
り
の
よ
う
に
輝
く
豊
》

是
に
附
て
少
し
卑
見
を
述
べ
て

応
ず
る
丈
の
血
液
が
出
来
ず
血

な
心
で

見
ま
し
よ
う
。

液
が
不
足
す
れ
ば
全
体
凹
凹
の

希
望
を
生
の
道
標
を
見
失
っ
て

気
候
の
変
り
目
、
即
ち
温
暖
よ

一
部
に
悪
寒
を
覚
え
ま
す
。

い
る
友
を
す
く
お
う

り
寒
冷
に
向
う
時
又
寒
冷
よ
り
温
暖
に
向
う
時
に
食
欲
が
元
進
ず
る
事
は
皆
様
御
承
知
の
通
り

是
が
感
冒
に
罹
る
原
因
で
あ
る
と
思
い
ま
す
故
に
父
兄
の
御
方
は
少
年
に
特
に
気
を
　
　
に
な
　
　
　
　
　
　
　
、
身

丈
夫
な
体
と
豊
か
な
心
で
し
っ
か
り
と
抱
き
そ
れ
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
進
も
う

’
●

で

A泌
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