
ρ

が
　
．

μ
．
、
　
　
．
’
b
亀
　
隔
痢
鴇
∴

、
塾
　
．

輪

，

昭和35年2月10日発行旧記東

も．、

@　　　、㍉

D　　　　》　　　　　L

@　　　●
｠
’
2
↓
’
，

第99号
　昭和35年2月10日

@　発行　所　　　　　　　　F

@宮崎県東臼杵郡　　　　　　　一〆

結ｽ村役場
@　日向市富高

ｳ安藤印刷所
@　電話64番
P＿

成
人
の
日
を
迎
え
ら
れ
た
方
々
に

今
日
よ
り
諸
君
が
名
実
共
に
国

家
社
会
の
一
成
人
と
な
り
、
国

民
と
し
て
権
利
と
義
務
を
共
有

す
る
一
個
人
と
な
っ
た
こ
と
は

誠
に
慶
祝
に
堪
え
な
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。
言
う
迄
も
な
く
青
年

諸
君
の
本
質
は
そ
の
は
ち
き
れ

る
若
さ
と
燃
ゆ
る
が
如
き
情
熱

に
あ
る
。
若
さ
と
は
新
鮮
に
し

て
率
直
で
あ
り
、
情
熱
と
は
同

化
力
で
あ
り
実
践
力
で
あ
ろ

う
。
顧
う
に
諸
君
の
過
去
は
不

幸
に
し
て
戦
争
に
苦
悶
し
た
幼

年
期
で
あ
り
、
敗
惨
に
う
ち
の

め
さ
れ
た
少
年
期
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
今
日
諸
君
を
成
人
と
し

て
喜
び
迎
え
る
国
家
社
会
は
健

全
な
る
民
主
国
家
建
設
の
途
上

に
あ
っ
て
決
し
て
諸
君
を
迎
え

る
楽
園
で
は
な
い
。
そ
の
転
変

村
長
　
黒

す
る
ス
ピ
ー
ド
は
実
に
目
禦
ぐ

る
し
い
実
態
で
あ
る
。
こ
の
実

態
に
直
面
し
て
諸
君
の
純
情
な

る
感
覚
は
何
を
把
握
し
何
を
追

求
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
国
家
社
会
の
発
展
に
対
す

る
強
烈
な
思
慕
こ
そ
は
諸
君
の

生
命
で
あ
る
。
然
し
て
今
日
ほ

ど
こ
の
純
情
な
思
慕
に
燃
ゆ
る

青
年
こ
そ
我
が
国
家
社
会
が
求

め
て
止
ま
な
い
秋
は
な
い
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
時
代
感
覚
の
鋭

敏
さ
と
情
熱
的
な
行
動
力
に
富

む
諸
君
の
奮
起
と
協
力
を
緊
要

と
す
る
現
状
に
直
面
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
諸
君
は
成
人
と

な
っ
た
本
日
よ
り
独
立
し
た
自

由
人
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
己

の
醜
悪
と
妥
協
す
る
こ
と
な
く

社
会
悪
に
感
染
せ
ず
只
管
自
己

…
県
．
外
…
先
…
進
…
地
…

視
．
察
記

東
郷
村
議
会
山
林
部
委
員
会

委
員
長
　
黒
　
田

　
　
私
ど
も
山
林
部
委
員
五
名
●
記

　
　
　
一
名
一
行
六
名
は
、
奈
良
県
東

　
　
吉
野
郡
（
旧
小
川
村
）
の
吉
野

　
　
林
業
を
視
察
し
た
の
で
あ
る
が

　
　
そ
の
概
況
を
報
告
致
し
ま
す
。

）
吉
野
林
業
地
帯
で
も
、
特
に
小

号
　
川
、
四
郷
、
高
見
は
そ
の
中
心

99

@
で
あ
り
集
約
的
に
林
業
が
営
ま

　
　
れ
全
国
に
そ
の
名
声
を
う
た
わ

「
第

（
　
れ
て
い
る
、
中
で
も
小
川
林
業

　
　
は
集
約
で
小
川
銘
木
特
に
小
川

　
　
．
鍍
絞
の
名
産
地
で
量
、
質
共
に

　
　
名
声
を
博
し
て
い
る
よ
う
で
あ

　
　
　
る
。

　
　
昭
和
二
十
六
年
十
一
月
十
八
日

　
　
天
皇
陛
下
関
西
行
幸
の
醐
小
川

　
　
林
業
を
御
視
察
、
天
覧
を
賜
つ

）　　
た
由
緒
の
地
で
も
あ
る
、
地
勢

1
　
は
吉
野
山
岳
地
帯
の
東
北
端
に

（
　
位
置
し
南
北
に
長
く
村
域
は
峻

　
　
嶺
重
畳
平
坦
地
勘
な
く
村
の
中

木

松

美

の
完
成
と
社
会
の
建
設
に
簡
明

率
直
に
し
て
強
固
な
る
意
慾
を

捧
げ
ら
れ
た
い
。
特
に
新
生
活

運
動
に
つ
い
て
は
諸
君
こ
そ
遵

法
実
践
の
行
動
者
と
し
て
垂
範

さ
れ
る
こ
と
を
希
望
す
る
。
又

成
人
諸
君
の
重
大
な
る
体
験
の

第
一
歩
は
政
治
へ
の
参
与
で
あ

る
。
選
挙
に
よ
り
己
の
代
表
者

を
定
め
首
長
と
議
会
行
動
を
代

表
さ
せ
之
を
支
持
鞭
健
監
視

し
、
密
着
一
体
の
実
践
体
と
な

っ
て
自
主
的
に
権
利
と
義
務
を

履
行
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
今
や

新
日
本
の
建
設
は
諸
君
の
双
肩

に
あ
る
。

こ
の
秋
諸
君
の
如
き
有
為
の
成

人
を
迎
え
る
意
義
は
庭
に
大
き

い
。
敢
え
て
諸
君
の
自
戒
自
励

を
希
い
将
来
へ
の
発
展
と
幸
福

を
祈
る
次
第
で
あ
る
。

は
既
に
相
当
の
木
材
が
伐
出
さ

れ
、
大
阪
築
城
に
当
っ
て
は
吉

野
の
天
然
材
を
用
い
た
よ
う
で

あ
る
。

木
材
需
要
の
増
加
に
従
い
森
林

資
源
を
減
じ
た
の
で
其
処
に
造

林
の
必
要
が
生
じ
た
が
、
吉
野

郡
は
、
吉
野
川
沿
岸
地
帯
で
は

多
少
の
耕
地
が
あ
る
が
山
地
で

は
耕
地
に
乏
し
い
か
ら
住
民
の

主
た
る
生
業
は
、
木
材
の
伐
出

流
送
、
販
売
に
よ
る
外
は
な
か

っ
た
。
然
し
利
益
を
得
る
こ
と

が
少
な
く
資
本
を
蓄
積
す
る
余

地
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

一
方
村
に
課
せ
ら
れ
る
貢
租
は

高
く
村
は
租
税
の
負
担
に
窮
し

郷
内
の
有
力
者
に
林
地
を
売
却

し
或
は
造
林
の
能
力
の
あ
る
者

に
之
を
貸
付
け
る
制
度
（
借
地

制
度
）
を
設
け
造
林
を
促
進
さ

せ
た
然
し
山
村
民
に
は
こ
の
造

林
地
を
維
持
す
る
資
本
に
欠
け

て
い
た
、
そ
の
た
め
元
録
年
間

を
前
後
す
る
頃
下
市
及
び
大
和

平
野
方
面
の
商
業
資
本
の
貸
付

を
通
じ
て
借
地
林
が
発
生
し
て

い
っ
た
。

爾
後
そ
の
面
積
は
増
加
し
明
治

の
初
期
に
は
既
に
現
在
の
よ
う

な
吉
野
林
業
が
出
来
上
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。
古
老
の
話
で
は

小
川
村
で
は
、
今
よ
り
二
百
五

十
年
前
頃
よ
り
人
工
植
栽
が
行

わ
れ
、
既
に
一
町
歩
当
り
六
千

本
乃
至
七
千
本
植
え
ら
れ
て
い

た
よ
う
で
間
伐
も
翻
る
程
度
行

わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
吉
野
林
業
も
戦
時
中
の
過

伐
乱
伐
に
よ
り
山
林
は
荒
僥
し

其
の
前
途
は
暗
担
た
る
も
の
で

あ
っ
た
が
関
係
者
一
同
の
植
林

に
対
す
る
熱
意
と
努
力
に
よ
り

昭
和
二
十
三
年
よ
り
植
林
が
再

開
さ
れ
昭
和
二
十
八
年
を
頂
点

し
て
昭
和
三
十
一
年
度
に
は
旧

伐
採
跡
地
造
林
は
概
ね
完
了
し

戦
前
以
上
の
植
林
事
業
を
推
進

す
る
と
共
に
植
林
熱
は
旺
盛
で

あ
る
。

尚
過
去
八
力
年
間
の
造
林
実
績

は
九
百
四
十
一
町
歩
に
達
し
て

い
る
。
苗
木
は
専
ら
実
生
苗
で

あ
り
、
昭
和
三
十
年
頃
よ
り
挿

木
苗
の
生
産
に
努
め
て
い
る
が

ま
だ
実
用
の
域
に
出
て
い
な
い

よ
う
で
あ
る
。

種
子
の
採
種
に
つ
い
て
は
杉
母

樹
は
樹
令
七
十
年
乃
至
八
十
年

以
上
、
檜
母
樹
は
五
十
年
前
後

の
健
全
な
る
も
の
が
良
い
と
さ

れ
て
い
る
、
若
木
の
母
樹
は
発

芽
並
に
幼
時
の
生
育
共
に
良
好

で
あ
る
が
、
山
地
移
植
後
早
く

結
実
し
又
老
樹
の
種
子
は
発
芽

率
並
に
苗
床
に
お
い
て
枯
損
率

が
高
い
そ
う
で
あ
る
。

宮
崎
県
に
於
て
吉
野
杉
が
早
く

結
実
し
た
も
の
を
見
る
の
は
こ

の
種
子
の
選
定
が
悪
く
不
良
品

が
移
入
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
、
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
移
出
の
場
合
良
心

的
な
も
の
を
出
し
て
導
く
よ
う

当
局
に
要
望
し
た
次
第
で
あ

る
ゆ播

種
は
通
例
三
月
中
旬
よ
り
四

月
上
旬
の
間
に
行
い
播
種
の
翌

春
満
一
力
年
で
三
、
四
寸
大
に

達
す
る
か
ら
第
一
回
の
立
替
を

行
い
翌
春
第
二
回
の
血
紅
を
行

う
杉
檜
苗
木
共
満
三
年
を
以
て

山
行
苗
と
し
て
い
た
が
最
近
約

六
割
は
二
年
生
（
咽
尺
二
寸
）

を
以
て
山
行
苗
と
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。

植
付
は
立
地
条
件
の
良
好
な
る

林
地
は
一
町
歩
当
り
一
万
本
乃

至
一
万
二
千
本
密
植
す
る
、
之

は
小
川
林
業
の
特
色
で
あ
る
小

経
木
の
利
用
並
に
通
直
材
を
得

る
た
め
で
あ
る
、
撫
育
は
植
付

当
年
二
回
乃
至
三
回
の
下
刈
二

年
目
よ
り
五
、
六
年
間
二
回
乃

至
三
回
の
下
刈
り
を
な
し
八
年

乃
至
十
年
間
の
頃
紐
打
ち
と
称

し
て
手
の
届
く
範
囲
内
の
下
枝

を
打
落
す
と
共
に
特
に
樹
幹
に

巻
付
い
た
る
つ
る
類
を
入
念
に

刈
り
払
い
気
品
木
、
不
整
木
を

除
材
し
林
相
を
整
美
し
十
五
年

生
頃
よ
り
五
、
六
年
お
き
に
枝

打
並
に
間
伐
を
繰
返
し
て
行
う

之
は
要
す
る
に
至
れ
り
尽
せ
り

の
撫
育
を
な
し
て
無
節
通
直
真

円
の
良
材
を
一
本
で
も
多
く
生

産
し
て
山
林
単
価
は
勿
論
単
二

と
し
て
価
値
高
い
材
を
生
産
す

る
た
め
で
あ
る
。

特
に
間
伐
は
林
相
を
斉
一
に
保

持
す
る
と
共
に
早
く
よ
り
森
林

の
収
益
を
上
げ
る
の
が
主
日
的

で
あ
る
が
為
、
被
圧
木
並
に
強

勢
木
は
勿
論
優
先
的
伐
採
が
行

わ
れ
て
い
る
が
特
に
小
川
林
業
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ﾟ
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…
　
春
寵
し

に
於
て
は
、
．
間
伐
木
を
も
て
つ

各
種
銘
木
加
工
が
行
わ
れ
て
い

る
の
で
、
山
林
の
仕
立
は
特
に

入
念
で
あ
る
。
十
二
年
乃
至
十

五
年
生
で
初
回
間
伐
を
行
い
、

本
数
に
お
い
て
約
一
割
以
後
四

年
乃
至
五
年
毎
に
同
程
度
の
間

伐
を
行
っ
て
い
る
、
間
伐
材
は

三
智
鰻
簗
螺
禁

れ
て
出
材
さ
れ
て
い
る
（
伐
期

は
樽
丸
に
利
用
さ
れ
て
い
た
。

戦
前
は
七
十
年
乃
至
八
十
年
が

皆
伐
の
適
期
で
あ
っ
た
が
最
近

は
六
十
年
前
後
で
皆
伐
さ
れ
て

い
る
、
小
川
銘
木
と
し
て
有
名

な
人
工
鮫
絞
は
、
二
十
五
年
乃

至
三
十
五
年
長
一
丈
乃
至
二
間

牧
　
水

飼
つ
み
に
妹
の
さ
そ
ふ
に
誘
は
れ
て

　
　
せ
ん
か
た
も
な
き
野
に
出
で
に
け
り

辿

央
を
流
れ
る
吉
野
川
支
流
に
沿

っ
て
人
家
が
点
在
し
て
い
る
、

地
質
は
礫
石
又
は
砂
質
壊
土
で

肥
沃
な
る
表
土
を
形
成
し
気
温

降
雨
量
共
に
良
好
で
あ
り
最
も

杉
檜
の
成
育
に
適
し
た
条
件
下

に
あ
る
。

総
面
積
三
千
五
百
四
町
八
反
歩

で
内
森
林
面
積
三
千
二
百
七
十

五
町
歩
総
面
積
の
九
三
、
五
％

を
し
め
て
お
り
、
大
部
分
は
林

業
に
従
事
し
て
い
る
。

世
帯
数
八
百
戸
、
人
口
四
千
人

が
旧
小
川
村
で
あ
っ
た
が
、
昨

年
三
村
合
併
し
て
東
吉
野
村
を

形
成
し
現
在
世
帯
数
一
千
六
百

六
十
戸
、
人
口
八
千
人
余
と
な

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

吉
野
林
業
の
造
林
沿
革
に
つ
い

て
は
、
天
正
十
四
年
に
豊
臣
秀

吉
が
当
地
方
を
領
有
し
た
頃
に

汝
は
七
つ
め
わ
れ
は
の
び
る
を
摘
ま
ま
し
と
…

　
　
　
　
む
き
む
き
に
し
て
あ
さ
る
枯
原

春
浅
き
だ
ん
だ
ら
小
田
の
畔
の
木
の

　
　
　
　
ゆ
ら
ぎ
光
り
て
芹
つ
む
わ
れ
は

芹
生
ふ
る
畔
の
枯
草
に
か
い
か
が
み

　
　
　
　
春
立
つ
と
い
ふ
を
悲
し
む
こ
こ
ろ

一
閏
一
”
一
一
一
＝
冒
＝
一
“
一
＝
＝
一
＝
一
圏
一
一
一
一
■
＝
一
一
一
一
一
一
一
騨
一
－
一
＝
一
一
＝
一
＝
一
一
一
噂
一
一
一
一
一
一
一
一
＝
需
一
一
一
＝
一
一
一
謄
一
＝
一
＝
一
一
幽
一
一
3
一
一
一
一
一
一
＝
一
＝
一
一
一
一
■
＝
一
一
一
＝
一
一
一
一
一
＝
一
噂
号

★
涛
★
挙
涛
★
★
挙
★
　
　
　
　
　
　
　
　
4
早
涛
涛
☆

榊
ア
メ
リ
カ
よ
り
の
便
り
☆

裾
涛
★
★
★
　
　
　
　
　
　
　
　
着
☆
4
寿
衣
国
隣
☆
捺

昨
年
労
務
青
年
と
し
て
渡
米
し
た
三
浦
照
男
君

か
ら
杉
田
三
郎
氏
へ
の
手
紙
の
［
節
で
す

哺
九
六
〇
年
お
目
出
度
う
ご
ざ

い
ま
す
。

御
一
同
様
良
き
お
正
月
を
迎
え

ら
れ
た
こ
と
と
お
よ
ろ
こ
び
申

し
ま
す
。
私
も
元
気
一
ば
い
で

カ
リ
ホ
ル
ニ
や
州
で
お
正
月
を

迎
え
ま
し
た
。

先
日
は
お
便
り
い
た
だ
き
デ
ラ

ノ
回
送
で
し
た
の
で
お
く
れ
て

落
手
し
今
日
ま
で
失
礼
し
て
申

訳
あ
り
ま
せ
ん
。

一
月
十
日
ボ
レ
ゴ
か
ら
サ
ー
マ

ル
と
い
う
と
こ
ろ
に
移
動
い
た

し
ま
し
た
。
デ
ラ
ノ
か
ら
ボ
レ

ゴ
に
移
動
し
て
一
ヵ
月
、
ブ
ド

ー
の
勢
定
を
や
り
ま
し
た
。

デ
ラ
ノ
は
東
に
シ
ラ
ネ
バ
サ
と

い
う
山
が
見
え
る
だ
け
で
別
に

山
一
つ
見
ぬ
広
い
所
で
し
た

が
、
ボ
レ
ゴ
は
山
に
囲
ま
れ
た

平
地
で
沙
漠
の
中
に
あ
り
同
じ

会
社
の
ブ
ド
ー
園
で
し
た
。
仕

事
は
ブ
ド
ー
取
り
よ
り
い
く
ら

か
疲
れ
る
様
で
す
が
身
体
に
無

理
の
あ
る
よ
う
な
事
は
な
く
、

食
事
は
メ
キ
シ
カ
ン
料
理
で
油

物
が
多
い
で
す
が
僕
は
油
物
が

す
き
な
の
で
大
変
お
い
し
く
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。

気
候
も
今
は
一
番
よ
い
季
節
で

す
け
れ
ど
夜
は
大
変
冷
え
、
太

陽
が
上
れ
ば
急
に
暑
く
な
り
ま

す
の
で
昼
夜
の
変
化
の
大
き
い

こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。

ク
リ
ス
マ
ス
に
四
日
、
正
月
三

日
と
休
み
が
つ
づ
き
ま
し
て
こ

れ
は
大
変
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で

し
た
。

元
日
は
本
間
さ
ん
か
ら
ロ
ス
ア

ン
ゼ
ル
ス
に
集
ま
ろ
う
と
の
便

り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
僕
達
五

名
で
出
か
け
ま
し
た
。
皆
色
黒

黒
と
し
て
元
気
で
し
た
。

デ
ラ
ノ
に
い
る
時
、
中
谷
君
が

来
て
く
れ
て
三
年
間
の
元
気
な

姿
に
接
し
て
う
れ
し
く
て
た
ま

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
彼
が
渡
米

し
て
後
の
三
年
の
故
郷
の
話
を

僕
が
し
ま
す
と
彼
は
大
変
な
つ

か
し
が
り
ま
し
た
。
彼
は
ア
メ

リ
カ
か
ら
帰
り
た
く
な
い
と
も

話
し
て
い
ま
し
た
が
帰
国
の
日

が
近
づ
き
ま
し
た
の
で
元
気
な

姿
で
帰
国
す
る
こ
と
で
し
ょ
う

水
野
君
に
は
ま
だ
会
い
ま
せ
ん

が
硬
り
は
い
た
だ
い
て
い
ま
す

相
変
ち
ず
元
気
な
よ
う
で
す
。

こ
の
前
宮
崎
県
庁
か
ら
日
向
日

日
新
聞
が
送
っ
て
悩
ま
し
た
。

ひ
ら
い
て
み
る
と
東
郷
村
文
化

祭
の
際
、
村
長
さ
ん
の
表
彰
す

る
写
真
や
排
球
の
盛
ん
な
写
真

が
の
っ
て
い
て
な
つ
か
し
く
て

た
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

今
度
移
動
し
た
と
こ
ろ
は
白
人

個
人
農
家
経
営
で
や
は
り
ブ
ド

ー
園
五
〇
〇
エ
イ
カ
と
の
事
で

す
。
キ
ャ
ン
プ
は
小
さ
い
け
れ

ど
設
備
も
良
く
黒
木
、
田
中
さ

ん
と
先
輩
二
十
五
名
と
フ
イ
リ

ツ
ピ
ン
人
職
名
い
ま
す
。
長

友
、
杉
田
さ
ん
は
ボ
レ
ゴ
に
残

っ
て
い
ま
す
が
近
い
う
ち
に
移

動
す
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま

す
。
原
さ
ん
も
本
間
さ
ん
も
サ

ン
ト
ン
湖
の
近
く
の
個
人
農
家

に
入
る
と
の
こ
と
で
す
。
サ
ン

ト
ル
湖
は
僕
達
の
キ
ヤ
ン
ブ
か

ら
東
の
方
に
見
え
ま
す
の
で
歩

い
て
行
け
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て

い
ま
す
。

ボ
ス
が
ボ
レ
ゴ
の
僕
達
の
仕
事

振
り
を
見
に
来
て
こ
れ
な
ら
メ

キ
シ
カ
ン
よ
り
も
日
本
ボ
イ
が

仕
事
が
早
く
て
き
れ
い
だ
と
感

心
し
て
い
ま
し
た
。
僕
達
は
皆

で
話
し
合
っ
て
白
本
人
と
し
て

の
人
気
を
落
さ
ぬ
よ
う
に
し
ょ

う
と
頑
張
っ
て
い
ま
す
。
給
金

も
良
く
一
時
間
一
ド
ル
、
九
時

間
作
業
で
す
。

赦
里
も
西
林
山
に
つ
ら
ら
が
下

り
寒
い
事
と
思
い
ま
す
が
御
身

体
に
気
を
つ
け
て
下
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
さ
よ
う
な
ら

消
防
愚
亭
報
告

哺
月
十
二
日
恒
例
の
消
防
始
式

が
鶴
野
内
川
原
で
行
わ
れ
お
。

小
春
日
和
を
思
わ
せ
る
よ
う
な

暖
い
日
に
恵
ま
れ
て
団
員
の
意

気
は
昇
天
の
慨
を
示
し
一
糸
乱

れ
ぬ
、
教
練
、
操
作
は
見
学
す

る
数
千
の
村
民
の
胸
一
ぱ
い
に

感
激
と
信
頼
の
念
を
湧
き
た
た

せ
た
当
日
の
成
績
は
次
の
通
り

　　　誘噛諜蓉
三ニー落二内山三州ー
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口
径
二
寸
五
分
乃
至
五
寸
無
節

間
直
の
杉
材
を
適
材
と
し
て
い

る
。こ

れ
は
寒
期
表
皮
を
削
り
径
一

糎
前
後
、
長
さ
十
糎
乃
至
三
十

糎
の
「
つ
つ
じ
」
を
日
野
間
隔

樹
幹
に
万
遍
に
当
っ
て
十
六
番

線
で
堅
く
し
ば
り
一
年
又
は
二

年
経
過
後
の
九
月
～
十
月
頃
伐

零

　
採
し
加
工
し
て
い
る
も
の
で
あ

…　る
。

…　
之
は
高
級
建
築
用
材
と
し
て
の

…　
床
柱
、
床
が
ま
ち
、
手
す
り
等

…　
に
重
宝
さ
れ
て
い
る
、
販
路
は

…　
東
京
関
西
で
あ
る
が
、
他
産
地

　
の
材
よ
り
普
通
一
割
乃
至
二
割

　
方
高
く
取
引
き
さ
れ
て
い
る
の

…　
も
真
価
が
あ
る
訳
で
あ
る
。

…　
要
す
る
に
小
川
林
業
の
特
徴
は

…　
主
伐
時
迄
六
回
乃
至
七
回
の
間

…　
伐
収
入
を
得
る
の
で
撫
育
費
の

…　
償
還
は
元
よ
り
山
林
の
経
費
が

…　
容
易
で
あ
る
と
い
う
事
で
あ
る

…酬
地
区
内
に
銘
木
を
専
業
一
部
副

　
業
と
す
る
も
の
大
小
併
せ
て
二

　
十
数
人
、
年
年
製
品
の
増
加
を

　
み
て
い
る
が
、
原
木
の
入
手
に

　
困
難
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
ち
な
み
に
三
十
年
生
の
林
相
で

　
一
町
歩
一
千
万
円
の
収
入
を
挙

　
げ
る
と
い
わ
れ
、
未
遂
林
地
反

　
当
二
万
円
も
し
て
い
る
そ
う
で

’
あ
る
、
土
地
の
狭
小
に
よ
り
山

林
経
営
者
は
肥
培
等
に
よ
る
林

地
の
改
良
を
考
え
て
い
る
と
の

こ
と
で
あ
る
。

以
上
が
吉
野
林
業
の
要
約
で
あ

る
が
、
本
村
の
森
林
行
政
に
之

を
取
入
れ
る
と
い
う
事
は
尚
一

考
を
要
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
が
良
材
を
生
産
す
る

に
は
吉
野
林
業
の
よ
う
な
撫
育

が
必
要
で
あ
り
、
日
田
、
飯
肥

杉
に
し
て
も
利
用
価
値
は
高
い

の
で
枝
打
等
を
万
遍
に
行
え
ば

無
一
通
直
の
吉
野
杉
に
劣
ら
な

い
も
の
が
生
産
さ
れ
る
筈
で
あ

る
。尚

山
を
荒
廃
さ
せ
な
い
た
め
に

は
密
植
を
な
し
吉
野
の
よ
う
に

補
植
間
伐
を
行
え
ば
美
林
と
し

て
継
続
さ
れ
る
こ
と
は
必
定
だ

と
思
わ
れ
る
、
良
く
研
究
し
本

村
の
山
林
行
政
に
当
り
た
い
と
．

老
え
て
い
る
次
第
で
あ
る
。

　

…

…
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㎜
北
海
道
の
素
描

－
燃

県
議
　
小
　
野

昨
年
の
夏
日
本
を
襲
う
た
伊
勢
京
、

湾
台
風
が
あ
の
有
名
な
北
大
の

ポ
プ
ラ
の
並
木
を
四
、
五
本
吹

き
折
っ
た
と
云
う
週
刊
雑
誌
の

記
事
亦
南
国
宮
崎
に
も
寒
風
吹

き
す
さ
ぶ
今
日
こ
の
頃
、
ラ
ジ

オ
は
「
札
幌
で
の
気
温
は
氷
点

下
0
度
だ
」
と
云
う
。
ポ
プ
ラ

の
並
木
と
云
い
、
札
幌
の
気
温

と
云
い
、
全
然
知
ら
ぬ
処
で
あ

れ
ば
何
の
感
傷
も
な
い
で
あ
ろ

う
が
一
度
北
海
道
の
地
を
踏
み

ま
の
あ
た
り
そ
れ
等
の
事
物
に

接
し
て
い
る
と
こ
れ
等
の
こ
と

が
「
ジ
ン
」
と
響
い
て
痛
ま
し

き
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。

北
海
道
と
云
え
ば
誰
も
荒
涼
た

る
未
開
地
を
想
像
す
る
で
あ
ろ

う
が
一
歩
足
を
踏
入
れ
た
と
た

ん
そ
う
云
っ
た
考
え
は
一
辺
に

吹
き
飛
ん
で
実
は
伸
び
く
と

し
た
明
る
さ
に
満
ち
溢
れ
て
い

る
姿
に
驚
く
で
あ
ろ
う
。
勿
論

処
々
に
原
始
的
な
風
景
、
荒
涼

た
る
景
色
に
接
す
る
が
北
海
道

の
観
光
と
し
て
の
魅
力
は
寧
ろ

斯
様
な
処
に
あ
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
。

全
島
至
る
処
に
国
有
林
が
あ
り

そ
の
大
部
分
が
原
生
林
で
あ
る

樹
令
二
三
百
年
を
数
ゆ
る
北
国

特
有
の
樹
々
が
置
数
里
に
余
る

湖
の
ほ
と
り
亭
々
と
し
て
そ
び

え
静
か
な
影
を
写
し
て
い
る
の

も
北
海
道
な
ら
で
は
み
ら
れ
な

い
風
景
で
あ
る
。

亦
、
網
走
附
近
か
ら
眺
め
た
オ

ー
ツ
ク
海
の
荒
涼
た
る
風
景
は

激
げ
し
く
詩
心
を
点
す
る
も
の

が
あ
る
。
原
生
花
園
が
大
き
く

ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
の
は

こ
の
荒
涼
た
る
申
に
数
十
種
の

可
憐
な
野
生
の
草
花
が
一
斉
に

開
花
す
る
処
に
そ
の
魅
力
が
あ

る
の
で
あ
る
。

私
は
昨
年
の
八
月
末
北
海
道
を

旅
す
る
機
会
を
得
た
。
今
そ
の

概
要
を
記
し
て
参
考
に
資
し
た

い
。

↑
Ψ
北
海
道
の
大
き
さ

東
京
か
ら
急
行
列
車
拾
五
時
間

で
青
森
に
着
き
そ
こ
か
ら
青
薗

連
絡
船
で
約
六
時
間
北
海
道
の

南
端
画
館
に
着
く
。
本
島
と
小

島
五
十
六
を
合
せ
て
七
八
、

六
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
寛

北
六
野
と
新
潟
県
を
合
せ
た
よ

り
少
さ
く
、
九
州
、
四
国
と
東

弘

　
　
大
阪
、
群
馬
、
埼
玉
、
千

葉
の
五
都
府
県
と
同
じ
で
あ

る
。
戦
前
は
全
国
面
積
の
一
三

％
で
今
は
一
＝
、
一
％
、
西
欧

の
デ
ン
マ
ー
ク
や
ス
イ
ス
は
北

海
道
の
半
分
よ
り
多
少
広
い

位
、
南
端
の
尊
影
市
か
ら
西
端

の
根
室
町
ま
で
の
鉄
道
は
八
一

六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
東
京
か
ら

広
島
県
糸
崎
ま
で
の
距
離
と
同

じ
で
あ
る
。
市
町
村
の
面
積
も

広
く
根
室
支
庁
管
内
に
あ
る
別

海
村
は
大
阪
府
や
香
川
県
と
同

じ
で
日
本
一
の
大
き
い
村
で
あ

る
。ω

北
海
道
の
産
業

北
海
道
の
近
海
は
か
つ
て
世
界

の
三
大
漁
場
の
一
と
し
て
讃
え

ら
れ
戦
後
漁
場
を
縮
少
さ
れ
た

と
は
云
え
全
国
の
三
三
％
の
水

産
物
を
水
揚
し
て
い
る
。
有
名

な
鮭
や
鱒
は
秋
季
産
卵
の
た
め

海
か
ら
河
へ
さ
か
の
ぼ
る
時
捕

獲
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
一
時
濫

獲
の
為
非
常
に
少
く
な
っ
た
の

で
最
近
人
口
西
域
に
よ
っ
て
再

び
増
加
の
傾
向
に
あ
る
。

農
耕
地
は
一
五
〇
万
ヘ
ク
タ
ー

ル
と
い
わ
れ
る
広
大
な
地
域
で

岩
手
県
の
総
面
積
よ
り
広
い
全

道
面
積
の
約
弐
割
で
あ
る
。
石

狩
平
野
は
米
、
麦
、
豆
を
産
し

十
勝
平
野
は
豆
、
馬
鈴
薯
、
甜

菜
、
上
川
平
野
は
米
の
産
地
で

あ
る
。
耕
作
面
積
が
広
い
の
に

な
る
と
拾
五
町
位
で
耕
作
に
便

利
の
た
め
部
落
も
農
家
も
散
在

し
て
い
る
。
隣
家
と
の
距
離
が

二
粁
も
三
山
あ
る
所
も
珍
ら
し

く
な
い
そ
う
で
あ
る
。

経
営
は
大
農
式
で
畜
力
の
外
機

械
を
つ
か
っ
て
広
大
な
土
地
を

耕
す
の
で
異
国
情
緒
が
豊
か
に

感
ぜ
ら
れ
る
。
一
般
に
原
野
が

広
い
上
に
気
候
風
土
が
放
牧
に

適
し
ま
た
冬
に
も
牧
草
が
多
い

こ
と
な
ど
の
好
条
件
に
恵
ま
れ

て
い
る
の
で
牧
畜
業
が
盛
ん
で

従
っ
て
酪
農
製
品
も
多
い
。
鉄

道
の
沿
線
に
乳
牛
や
緬
羊
が
放

牧
さ
れ
て
い
る
の
も
北
海
道
ら

し
い
。

森
林
の
面
積
は
総
面
積
の
六
割

に
当
る
五
二
〇
万
ヘ
ク
タ
ー
ル

避
難
灘

ッ
、
ト
ド
マ
ツ
は
建
築
用
パ
ル

プ
材
に
ナ
ラ
は
鉄
道
枕
木
、
セ

ン
、
檜
な
ど
器
具
用
材
と
し
て

年
間
三
、
五
〇
〇
万
石
が
伐
採

さ
れ
て
い
る
。
製
紙
工
場
パ
ル

プ
工
場
が
所
々
に
存
在
し
て
い

る
が
苫
小
牧
製
紙
工
場
は
そ
の

代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

鉱
工
場
は
全
国
埋
蔵
量
の
四
九

％
八
○
億
ト
ン
と
云
わ
れ
る
石

炭
が
第
一
位
を
占
め
て
い
て

金
、
鉄
、
マ
ン
ガ
ン
等
の
産
出

一
も
あ
り
地
下
資
源
の
開
発
は
将

来
を
期
待
さ
れ
て
い
る
。

工
業
は
農
林
畜
産
物
を
原
料
と

し
た
ビ
ー
ル
、
ア
ル
コ
ー
ル
、

澱
粉
、
亜
麻
紡
績
、
洋
紙
練

乳
、
バ
タ
ー
、
甜
菜
糖
等
の
製

造
が
各
地
に
起
っ
て
い
る
。
こ

の
外
硫
安
、
石
灰
窒
素
、
歯
石

等
の
化
学
肥
料
工
業
が
発
達
し

水
産
物
の
加
工
製
造
も
各
地
で

盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。

以
上
は
開
発
を
計
劃
さ
れ
て
百

年
に
も
満
た
ぬ
若
々
し
い
北
海

道
の
産
業
概
観
で
あ
る
が
莫
大

な
資
源
は
日
本
の
宝
庫
と
し
て

日
本
発
展
の
原
動
力
と
し
て
期

待
さ
れ
る
処
で
あ
る
。

㈲
「
ア
イ
ヌ
人
」
に
つ
い
て

私
達
が
ア
イ
ヌ
人
の
集
団
生
活

を
見
学
し
た
の
は
登
別
附
近
の

白
老
と
云
う
処
で
駅
に
降
り
る

と
丁
度
「
マ
ー
チ
ヨ
」
の
様
な

乗
物
が
あ
っ
て
そ
れ
で
二
粁
位

行
っ
た
部
落
で
あ
る
。
既
に
観

光
に
便
利
な
様
に
ア
イ
ヌ
住
家

を
模
造
し
た
記
念
館
が
出
来
て

お
り
食
器
類
や
剣
土
俗
器
な
ど

の
宝
物
が
陳
列
し
て
あ
っ
て
古

装
束
を
し
た
酋
長
が
色
々
と
生

活
の
模
様
を
説
明
し
て
く
れ
る

今
は
ア
イ
ヌ
人
も
和
人
と
同
化

し
て
純
粋
の
ア
イ
ヌ
人
は
少
な

く
、
そ
の
数
は
一
万
二
千
余
人

と
い
わ
れ
て
い
る
。
生
活
様

式
、
言
語
、
衣
食
住
ま
で
な
に

一
つ
異
る
処
が
な
い
。
か
つ
て

全
道
を
支
配
し
夏
は
川
に
冬
は

山
に
生
活
を
求
め
て
そ
の
力
を

誇
っ
た
こ
れ
等
の
人
々
が
今
日

僅
か
の
農
耕
や
観
光
資
源
の
一

翼
を
担
い
乍
ら
生
活
し
て
い
る

様
は
滅
び
ゆ
く
民
族
の
あ
わ
れ

さ
を
と
ど
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
（
以
下
次
号
）

〆

親
学
級
生
の
声

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
M
子

◇
き
ょ
う
は
た
い
へ
ん
寒
か
っ

た
の
で
行
け
る
か
な
：
と
思
っ

た
け
ど
何
く
そ
、
子
供
た
ち
は

早
く
か
ら
登
校
し
て
い
る
と
思

え
ば
、
何
だ
か
私
も
子
供
の
よ

う
な
気
に
な
っ
て
先
生
方
と
の

話
し
合
い
を
楽
し
み
に
出
て
来

ま
し
た
。
子
供
の
べ
ん
き
ょ
う

は
四
年
、
六
年
と
見
て
母
親
の

み
な
さ
ん
と
色
々
な
こ
と
を
話

し
合
っ
て
、
や
つ
ば
り
来
て
よ

か
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
子

◇
わ
た
し
た
ち
の
部
落
で
親
子

会
が
あ
り
ま
し
た
。
先
生
も
二

人
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
そ

の
時
、
正
月
の
小
づ
か
い
に
つ

い
て
色
々
話
し
合
い
ま
し
た
。

子
供
の
方
で
は
一
月
一
日
も
使

い
た
い
と
の
こ
と
、
型
染
た
ち

は
昔
か
ら
の
習
慣
で
元
旦
に
は

使
わ
な
い
と
い
う
意
見
が
出
ま

し
た
。
先
生
も
や
は
り
、
昔
の

習
慣
を
言
わ
れ
ま
し
た
。
そ
し

た
ら
子
供
の
方
か
ら
「
昔
と
今

は
ち
が
う
」
と
言
っ
て
親
も
顔

負
け
し
ま
し
た
。
い
っ
た
い
、

こ
の
問
題
は
ど
う
し
た
ら
よ
い

の
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
N
子

◇
こ
と
ば
の
こ
と
が
出
ま
し
た

が
、
私
も
い
つ
も
子
供
に
注
意

し
て
居
り
ま
す
が
、
な
か
な
か

な
お
り
ま
せ
ん
。
先
生
も
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
す
通
り
、
先
ず

家
庭
の
者
か
ら
注
意
す
る
よ
う

「
子
供
会
」
に
呼
び
か
け
た
い

と
存
じ
ま
す
。
又
、
新
正
月
が

徹
底
す
る
よ
う
、
こ
れ
も
婦
人

に
進
め
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
K
子

◇
十
一
月
の
参
観
日
に
は
母
親

学
級
を
欠
席
し
ま
し
た
の
で
残

念
で
し
た
。
個
人
の
問
題
に
な

り
ま
す
が
出
来
ま
し
た
ら
部
落

の
祭
り
の
時
な
ど
に
は
、
考
え

て
い
た
だ
き
た
い
も
の
で
す
。

又
、
家
庭
科
教
室
の
た
た
み
の

表
が
え
は
出
来
な
い
の
で
し
ょ

う
か
。
当
局
の
予
算
の
関
係
か

ら
か
と
思
い
ま
す
が
、
修
理
し

て
い
た
だ
き
た
い
と
お
ね
が
い

し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
N
子

◇
橋
山
先
生
の
衛
生
の
お
話
の

中
に
歯
廟
の
話
が
あ
り
ま
し
た

学
校
で
も
週
に
一
回
か
二
回
、

歯
鷹
の
練
習
を
さ
し
て
い
た
だ

い
た
ら
、
い
か
が
で
し
よ
う
か

家
で
や
か
ま
し
く
言
っ
て
も
磨

か
な
い
の
で
学
校
で
練
習
さ
し

て
い
た
だ
い
た
ら
、
そ
の
内
、

自
馨
み
が
く
よ
う
に
な
る
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

．
　
　
　
　
　
　
　
　
Y
子

◇
私
の
家
の
子
は
「
は
い
」
と

返
事
が
で
き
ま
せ
ん
。
　
「
よ
く

返
事
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た

ら
」
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
子

◇
二
学
期
の
は
じ
め
だ
っ
ナ

思
い
ま
す
が
、
う
ち
の
子
が
ど

う
し
て
も
学
校
に
行
か
な
い
と

三
日
位
ぐ
ず
つ
き
ま
し
た
。
ど

う
し
た
も
の
か
と
、
お
こ
っ
た

り
、
す
か
し
た
り
、
お
し
ま
い

に
は
水
を
ぶ
っ
か
け
た
り
し
て

や
っ
と
出
て
行
き
ま
し
た
。
そ

れ
か
ら
忘
れ
て
何
日
か
し
た

頃
、
先
生
の
お
顔
を
写
生
し
ま

し
た
。
参
観
の
時
、
そ
の
絵
が

は
り
出
し
て
あ
り
ま
し
た
の
で

家
へ
帰
っ
て
「
あ
ん
た
は
う
ま

い
け
ど
、
先
生
は
あ
ん
な
顔
は

し
て
居
ら
れ
な
い
よ
。
」
と
言

い
ま
し
た
。
そ
の
時
、
や
っ
と

前
の
こ
ろ
の
こ
と
を
申
し
ま
し

た
。
　
「
母
ち
ゃ
ん
が
学
校
で
何

か
と
い
ら
ん
事
を
言
う
か
ら
、

先
生
が
ぼ
く
の
顔
ば
か
り
見
て

い
る
。
図
画
に
か
い
た
よ
う
に

ぼ
く
を
に
ら
ん
で
い
る
よ
う

だ
」
「
も
う
こ
れ
か
ら
、
あ
ん
な

こ
と
言
わ
な
い
よ
。
」
と
あ
や

ま
り
ま
し
た
が
、
「
自
分
が
勉

強
が
よ
く
で
き
な
い
の
で
、
先

生
か
ら
に
ら
ま
れ
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
の
だ
」
と
主
人
と
話

し
て
わ
ら
い
ま
し
た
。
こ
れ
は

過
ぎ
た
こ
と
で
、
子
供
と
の
約

束
を
破
る
こ
と
に
な
り
ま
す
け

ど
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
T
子

◇
つ
る
べ
お
と
し
に
気
も
　
．

ろ
、
橋
山
先
生
の
お
話
も
あ
す

こ
そ
こ

落
書
き
に
な
り
ま
し
た
が
、
考

え
て
見
ま
す
と
「
き
ょ
う
は
や

つ
ば
り
来
て
よ
か
っ
た
」
と
思

う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◇
正
月
を
む
か
え
て
　
　
M
子

　
寿
ぎ
年
を
む
か
え
ん
と
し
て

　
く
も
り
な
し
う
ま
洒
の
香
よ

　
よ
ろ
こ
び
の
わ
く

　
く
み
上
る
若
水
の
ひ
か
り
み

　
ち
み
ち
て
ほ
ん
の
り
に
お
う

　
年
頭
の
花

　
逝
く
年
を
ひ
っ
し
に
追
い
し

　
歳
も
終
え
猪
（
し
し
）
追
い

　
つ
め
て
子
（
ね
ず
み
）
と
び

　
立
つ

春
二
題

　
初
鮎
の
浮
ぶ
恋
瀬
の
美
々
川

　
に
鮎
の
香
ゆ
か
し
春
雨
の
霧

　
春
雨
の
後
な
つ
か
し
く
見
る

　
霧
は
鮎
の
瀬
川
を
深
く
し
み

　
行
く

◇
私
の
希
望
　
　
　
　
　
K
子

私
の
長
男
が
三
年
生
に
な
っ
て

（1）親子会長山口智看（坪中三年）

　　の新年の挨拶と三十五年の私
　　達の覚悟を述べるところ

（2）祝賀茶話会

聡欝霧星羅篠笛；脅

（3）玄関前で記念撮影

東石原親子会新年会風景

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
一
心
に
し
て
・

た
一
つ
だ
い
じ
な
事
を
お
ぼ
え
｝
行
き
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

ま
し
た
。
あ
と
一
学
期
の
間
、
「
◇
愚
知
　
　
　
　
（
1
さ
ん
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
一

早
く
も
一
年
近
く
な
り
ま
し
た

今
ま
で
よ
く
、
宿
題
を
忘
れ
て

い
た
子
が
お
か
げ
さ
ま
で
自
分

か
ら
進
ん
で
や
れ
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
皆
、
先
生
の
熱
意

の
お
か
げ
と
感
謝
し
て
い
ま
す

き
よ
う
の
話
し
合
い
で
お
聞
き

し
た
よ
う
に
「
丈
夫
な
か
ら
だ

に
健
全
な
魂
が
宿
る
」
と
、

子
供
に
負
け
な
い
よ
う
に
、

つ
か
り
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。私

は
い
つ
も
百
姓
仕
事
が
い
そ

が
し
く
、
色
々
と
手
溶
が
あ
り

子
供
達
が
可
愛
想
だ
と
思
う
こ

と
が
度
々
で
す
。
わ
た
し
が
し

っ
か
り
が
ん
ば
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
仕
事
の
方
に
一
生

懸
命
で
す
。

子
供
達
も
よ
く
わ
か
っ
て
く
れ

て
、
夜
は
交
代
で
肩
た
た
き
な

ど
し
て
く
れ
ま
す
。
手
も
節
が

か
た
く
な
り
字
を
か
く
こ
と
は

な
か
な
か
思
う
よ
う
に
い
き
ま

せ
ん
が
、
か
わ
い
い
子
達
を
中

　
　
　
　
　
ま
じ
め
に
生
き
て

朝
目
を
さ
ま
す
時
か
ら
夜
ね
る

ま
で
「
母
ち
ゃ
ん
こ
う
し
て
」

「
母
ち
ゃ
ん
あ
あ
し
て
」
と
母

ち
ゃ
ん
の
連
続
で
「
あ
あ
う
る

さ
い
」
と
最
後
は
お
こ
っ
て
し

ま
う
。
長
い
休
み
竜
ん
か
な
け

　
　
　
　
　
　
き
勝
手
な
こ

れ
ば
よ
い
の
1
8

と
を
考
え
る
西
風
で
す
。
で
も

先
生
方
の
こ
と
を
考
え
ま
す
と

毎
日
一
人
の
先
生
方
が
一
ク
ラ

ス
四
十
人
以
上
の
子
供
を
相
手

に
教
育
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
は

た
い
へ
ん
だ
。
た
っ
た
二
、
三

人
の
子
に
悲
鳴
を
上
げ
て
い
て

は
・
・
と
お
も
い
直
し
ま
す
。

朝
早
く
時
間
割
、
ラ
ン
ド
セ
ル

と
そ
ろ
え
て
や
り
急
い
で
ア
イ

ロ
ン
か
け
た
服
を
着
せ
て
出
し

ほ
っ
と
一
息
つ
く
間
も
な
く
洗

濯
、
そ
う
じ
、
昼
食
、
後
片
付

け
と
ご
た
ご
た
し
て
い
る
と
、

も
う
一
年
生
は
帰
っ
て
来
る
時

間
に
な
っ
て
し
ま
う
。
け
さ
、

ア
イ
ロ
ン
か
け
た
服
は
夕
方
、

も
う
ど
ろ
ん
こ
に
し
て
帰
っ
て

く
る
。
「
あ
ん
た
た
ち
、
手
を

よ
く
洗
わ
ん
か
ら
服
が
よ
ご
れ

る
の
じ
や
」
と
小
言
を
言
っ
て

振
り
返
っ
て
見
る
と
、
も
う
、

そ
こ
ら
に
は
居
な
い
。
全
く
腹

が
立
つ
。

仕
事
を
し
な
が
ら
子
供
の
話
を

聞
い
て
い
る
と
「
う
ち
の
母
ち

ゃ
ん
、
勉
強
を
き
い
て
も
、
う

そ
ば
つ
か
り
で
、
お
れ
よ
り
字

を
知
ら
ん
」
と
言
い
、
ま
ち
が

っ
た
字
を
直
し
て
や
ろ
う
と
し

て
も
私
の
い
う
こ
と
に
耳
を
か

さ
な
い
。
何
と
か
し
て
あ
の
傲

慢
な
鼻
を
折
っ
て
や
ろ
う
と
思

っ
て
居
た
矢
先
、
先
頃
主
人
が

野
球
道
具
を
買
っ
て
与
え
た
が

相
手
が
な
く
一
人
で
上
に
上
げ

て
受
け
取
っ
て
居
た
。
十
分
間

ば
か
り
相
手
に
な
っ
て
や
り
、

あ
の
固
い
石
の
よ
う
な
ゴ
ム
マ

ー
リ
を
受
け
た
ら
手
が
ひ
り
ひ
り

痛
い
が
、
何
く
そ
と
一
度
も
落

さ
な
い
で
つ
か
ま
え
た
ら
子
供

は
目
を
見
張
り
「
母
ち
ゃ
ん
キ

ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
し
た
事
が
あ

る
？
選
手
じ
ゃ
っ
た
9
」
と
聞

く
。
　
「
母
ち
ゃ
ん
達
の
学
校
の

頃
は
ホ
ー
ミ
ン
と
い
っ
て
ち
よ

つ
と
野
球
に
似
た
事
を
し
て
い

た
」
と
色
々
説
明
し
た
ら
「
う

ち
の
母
ち
ゃ
ん
、
キ
ャ
ッ
チ
ボ

ー
ル
が
う
ま
い
よ
」
と
人
に
吹

聴
し
て
得
意
に
な
り
前
の
よ
う

に
文
句
を
言
わ
な
く
な
り
ま
し

た
。

二
階
の
共
同
出

荷
に
つ
い
て

唯
今
農
協
で
は
毎
月
一
回
共
同

出
荷
の
取
扱
を
致
し
て
お
り
ま

す
が
代
金
を
精
算
し
て
み
ま
す

と
非
常
に
手
取
金
が
高
い
の
で

評
判
も
良
く
逐
次
出
荷
希
望
者

も
増
加
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の

共
同
出
荷
と
は
ど
う
言
う
事
か

と
申
し
ま
す
と
県
の
経
済
農
協

連
の
世
話
で
最
寄
り
の
各
市
町

村
農
協
毎
に
一
つ
の
グ
ル
ー
プ

を
作
り
富
高
駅
か
ら
六
〇
頭
乃

至
七
〇
頭
位
を
一
貨
車
と
し
て

貨
車
耀
し
て
最
も
値
段
の
高
い

関
東
地
方
（
主
と
し
て
東
京
、

芝
浦
）
に
積
み
出
す
方
法
で
あ

り
ま
す
。
現
在
の
所
、
東
郷
村

農
協
は
西
郷
村
、
南
郷
村
、
富

高
、
門
川
等
の
夫
々
の
農
協
と

共
同
で
出
荷
し
て
お
り
ま
す
。

毎
月
中
旬
頃
に
共
同
出
荷
す
る

事
に
な
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
の

で
出
荷
希
望
者
の
方
は
毎
月
早

目
に
農
協
迄
申
込
み
し
て
戴
き

ま
す
よ
う
お
知
ら
せ
致
し
ま
す

肉
豚
の
相
場
見
透
し
に
つ
い
て

は
云
々
む
ず
か
し
い
事
で
す
が

過
去
三
身
年
間
の
統
計
上
か
ら

申
し
上
げ
ま
す
と
十
二
月
一
目

の
相
場
は
非
常
に
良
い
様
で
あ

り
ま
す
が
二
月
か
ら
六
月
頃
迄

は
逐
次
下
向
き
の
状
況
に
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
七
月
か
ら
玉
上

日
日
を
た
ど
り
九
月
頃
が
年
間

の
最
高
に
な
る
様
で
す
。
そ
し

て
十
月
十
一
月
少
し
下
向
き
と

な
り
十
二
月
一
月
と
再
び
上
向

に
な
っ
て
行
く
よ
う
で
す
。
従

っ
て
養
豚
を
さ
れ
る
方
は
養
豚

期
間
を
計
算
に
入
れ
極
力
相
場

の
高
い
十
二
月
か
ら
二
月
頃
迄

と
八
月
か
ら
九
月
頃
迄
の
期
間

に
共
同
出
荷
出
来
る
様
に
す
る

事
が
最
も
好
ま
し
い
事
で
す
。

慰
ッ
相
場
の
一
番
安
い

四
月
か
ら
六
月
頃
迄
の
期
間
は

極
力
販
売
を
さ
け
た
方
が
良
い

訳
で
す
。
尚
つ
い
で
に
貸
付
豚

に
つ
い
て
申
し
上
げ
て
お
き
ま

し
よ
う
。

准
今
農
協
で
は
積
極
的
な
養
豚

の
た
め
の
貸
付
は
致
、
」
お
り

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
へ

ま
せ
ん
が
組
合
員
の
方
か
ら
ど

う
し
て
も
貸
付
を
希
望
さ
れ
る

向
き
は
慎
重
に
調
査
検
討
を
し

た
結
果
で
貸
付
適
格
者
の
み
貸

付
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
が
新

し
い
事
業
年
度
に
な
り
ま
し
た

な
ら
ば
県
の
防
災
営
農
事
業
推

進
計
画
と
も
併
行
し
役
場
当
局

の
協
力
も
得
ま
し
て
養
豚
を
始

め
基
礎
牛
、
並
に
肥
育
牛
の
導

入
等
、
こ
れ
ら
畜
産
事
業
に
計

画
を
樹
立
し
推
進
す
る
様
、
目

下
検
討
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

◇
梅
が
ほ
こ
ろ
び
初
め
る
頃
と

な
る
と
「
梅
一
輪
一
輪
ほ
ど
の

暖
か
さ
」
　
（
子
規
）
の
句
が
思

い
出
さ
れ
る
。

毎
朝
、
真
白
に
霜
が
お
り
、
峯

々
の
雪
も
未
だ
と
け
ず
氷
も
か

た
け
れ
ど
、
如
月
を
迎
え
る
と

山
の
色
に
野
の
肌
に
、
田
圃
道

に
水
の
面
に
ほ
の
か
に
春
の

季
が
流
れ
る
。
メ
ダ
カ
は
氷
の

下
で
ウ
グ
イ
ス
は
や
ぶ
か
げ
に

春
を
待
ち
顔
で
あ
る
。
や
が
て

す
べ
て
の
生
物
も
冬
眠
か
ら
さ

め
る
だ
ろ
う
。

◇
最
近
村
肝
部
落
、
部
落
対
植

林
組
合
、
個
人
対
植
林
組
合
な

ど
分
遣
林
設
定
が
盛
ん
に
行
わ

れ
て
い
る
が
結
構
な
こ
と
で
あ

る
。
本
村
で
私
有
林
の
所
有
者

は
世
帯
数
日
、
〇
四
八
の
う
ち

一
、
三
〇
五
で
あ
る
。
そ
の
う

ち
五
部
未
満
が
八
七
一
戸
で

一
、
ご
五
三
町
歩
経
営
し
て
い

る
。
こ
れ
は
人
員
で
六
七
％
を

占
め
そ
の
面
積
は
僅
か
に
九
％

に
過
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
残
り
三

三
％
の
人
が
九
一
％
の
山
林
を

有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ

う
し
た
現
状
が
本
村
に
美
林
少

く
ま
た
植
林
遅
々
た
る
一
つ
の

原
因
か
も
知
れ
な
い
。
自
己
経

営
面
積
に
も
限
度
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
手
に
お
え
な
い

も
の
が
あ
る
な
ら
ば
こ
れ
を
分

収
林
と
し
て
開
放
す
る
こ
と
が

本
村
百
年
の
大
計
を
樹
て
る
道

で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
ん
な
方

向
に
つ
い
て
も
っ
と
真
剣
に
取

組
み
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
霜
よ
け
の
俵
や
ぶ
れ
て
雪
つ

　
も
る
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