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昨
年
十
一
月
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
で
Ｅ
Ｔ

Ｖ
特
集
『
戦
禍
の
中
の
Ｈ
Ａ
Ｉ
Ｋ
Ｕ
」
が
放
送

さ
れ
た
。
冒
頭
に
「
戦
争
の
渦
中
に
あ
る
ふ
た

つ
の
国
で
詠
ま
れ
た
俳
句
を
集
め
ま
し
た
」
と

の
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
流
れ
る
。
ロ
シ
ア
に
よ
る

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
か
ら
九
ヶ
月
が
経
ち
、
厳
し

い
冬
を
迎
え
る
重
大
局
面
に
あ
た
っ
て
、
戦
地

の
人
々
が
ど
ん
な
思
い
で
暮
ら
し
て
い
る
の
か

を
俳
句
を
通
し
て
知
れ
る
貴
重
な
番
組
だ
っ
た
。

こ
こ
に
い
く
つ
か
の
句
を
紹
介
し
て
、
改
め
て

民
主
主
義
を
守
る
戦
い
の
実
相
を
考
え
て
み
た

い
と
思
う
。

「
子
ら
遊
ぶ
紙
飛
行
機
で
防
空
壕

ブ
ラ
ジ
ス
ラ
ワ
」

　
ウ
グ
ラ
イ
ナ
第
二
の
都
市
ハ
ル
キ
ウ
在
住
の

若
い
女
性
の
句
で
あ
る
。
彼
女
は
十
四
歳
の
と

き
、
学
校
の
授
業
で
俳
句
に
出
会
い
、
今
で
は

ウ
ク
ラ
イ
ナ
語
、
ロ
シ
ア
語
、
英
語
で
作
句
を

し
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
句
は
侵
攻
後
、
三
ヶ

月
間
、
防
空
壕
に
避
難
し
て
い
た
と
き
に
詠
ま

れ
た
。「
俳
句
を
作
る
の
は
、
目
撃
し
た
瞬
間
を

記
録
す
る
た
め
で
す
。
感
情
が
溢
れ
出
る
と
き
、

人
は
ど
う
に
か
し
て
そ
れ
を
表
現
し
よ
う
と
す

る
も
の
で
す
。俳
句
に
感
情
を
注
ぎ
込
む
こ
と
で
、

自
分
の
た
め
に
も
他
の
人
た
ち
の
た
め
に
も
、
そ

れ
を
残
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
」
と
語

る
。
ロ
シ
ア
の
爆
撃
機
が
飛
び
交
い
、
空
を
見
る

こ
と
さ
え
で
き
な
か
っ
た
避
難
生
活
の
中
で
、
子

供
た
ち
は
紙
の
飛
行
機
で
遊
ん
で
い
る
の
だ
っ

た
。あ
ど
け
な
い
情
景
が
防
空
壕
で
展
開
さ
れ
る
、

切
な
さ
に
満
ち
た
一
句
で
あ
る
。

「
色
失
せ
た
凍
え
る
女　
地
平
線
が
震
え
るマ

イ
ヤ
」

「
耳
詰
ま
る
突
如
の
静
寂
雪
は
血
に

マ
イ
ヤ
」

　
キ
ー
ウ
在
住
の
女
性
の
句
。「
凍
え
る
女
」
は
、

砲
撃
の
音
が
響
く
中
、
蒼
白
い
顔
で
途
方
に
暮

れ
る
女
を
見
て
詠
ん
だ
。
そ
の
女
は
虐
殺
の
地

ブ
チ
ャ
か
ら
逃
れ
て
来
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

マ
イ
ヤ
さ
ん
は
「
私
は
こ
れ
が
戦
争
の
顔
な
の

だ
と
思
い
ま
し
た
」
と
語
る
。
戦
争
の
無
慈
悲

が
句
に
切
り
取
ら
れ
て
い
て
、
思
わ
ず
「
戦
争

が
廊
下
の
奥
に
立
つ
て
ゐ
た　
渡
辺
白
泉
」
を

思
っ
た
。
ま
た
「
耳
詰
ま
る
」
は
、
近
く
で
激

し
い
爆
発
が
起
こ
り
、
そ
の
後
、
ま
っ
た
く
の

静
寂
が
訪
れ
た
。
そ
の
と
き
雪
が
夕
焼
に
染
ま

り
、
血
の
よ
う
に
見
え
た
の
だ
と
い
う
。

　
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ロ
シ
ア
に
は
多
く
の
俳
句
愛

好
者
が
い
る
。
ソ
ビ
エ
ト
時
代
に
芭
蕉
の
『
お

く
の
ほ
そ
道
』
が
翻
訳
さ
れ
、
連
邦
崩
壊
後
に

両
国
で
俳
句
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
た
。
以
後
、
若

い
人
た
ち
も
含
め
て
か
な
り
の
数
の
俳
人
が
存

在
し
、
今
回
の
戦
争
に
つ
い
て
の
句
が
詠
ま
れ

て
い
る
と
い
う
。

「
特
別
軍
事
作
戦
サ
ラ
ダ
に
油
少
な
め
に

べ
ー
ラ
」

　
ロ
シ
ア
の
シ
ベ
リ
ア
在
住
の
女
性
が
、
侵
攻

の
翌
日
に
詠
ん
だ
句
。
ニ
ュ
ー
ス
を
見
て
、
ま

ず
戦
時
下
で
の
生
活
困
窮
に
対
す
る
不
安
が
よ

ぎ
っ
た
。
手
に
取
っ
た
サ
ラ
ダ
油
に
「
火
に
油

を
注
ぐ
」と
い
う
警
句
を
連
想
。
そ
の
上
で
、べ
ー

ラ
さ
ん
は
「
こ
の
戦
争
は
ロ
シ
ア
の
進
歩
に
何

の
役
に
も
立
ち
ま
せ
ん
」
と
冷
静
に
政
府
を
批

判
す
る
。

「『
生
き
て
ま
す
』
息
子
の
手
紙　
光
跳
ねナ

タ
リ
ア
」

　
ロ
シ
ア
在
住
の
女
性
の
句
。
欧
米
か
ら
は
ロ

シ
ア
軍
の
徴
兵
の
不
手
際
や
兵
の
装
備
の
不
足

が
盛
ん
に
報
道
さ
れ
て
い
る
が
、
真
偽
の
ほ
ど

は
分
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
息
子
を
戦
場
へ
と

送
り
出
し
た
母
親
の
不
安
な
気
持
ち
が
、
こ
の

句
か
ら
痛
い
ほ
ど
伝
わ
っ
て
く
る
。

「
７
月
の
暮
れ
去
年
の
切
株
で
薪
を
割
る

レ
フ
コ
」

　

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
リ
ビ
ウ
在
住
の
男
性
の
句
。

昨
年
二
月
に
始
ま
っ
た
侵
攻
が
長
期
化
し
そ
う

だ
と
い
う
予
測
が
、
夏
あ
た
り
か
ら
囁
か
れ
始

め
た
。
レ
フ
コ
さ
ん
は
七
月
に
早
く
も
冬
へ
の

準
備
を
開
始
し
た
。
夏
の
暑
さ
が
ゆ
る
む
夕
暮

れ
は
、
ほ
っ
と
一
息
つ
く
リ
ラ
ッ
ク
ス・タ
イ
ム
。

だ
が
そ
ん
な
時
に
冬
の
寒
さ
の
心
配
を
し
て
い

る
男
が
い
る
。
レ
フ
コ
さ
ん
は
か
な
り
の
年
配

と
見
受
け
ら
れ
る
が
、
絶
対
に
ロ
シ
ア
に
屈
し

な
い
と
い
う
強
い
決
意
が
こ
の
句
か
ら
読
み
取

れ
る
。

「
未
耕
作
沃
野
を
覆
う
黒
い
鳥　

�

ガ
リ
ー
ナ
」

　
キ
ー
ウ
在
住
の
女
性
の
句
。
普
段
の
年
な
ら

三
月
に
は
畑
を
耕
す
と
き
に
土
か
ら
這
い
出
す

ミ
ミ
ズ
を
狙
っ
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
コ
ウ
ノ
ト

リ
が
飛
来
す
る
。
真
っ
黒
な
土
と
コ
ウ
ノ
ト
リ

の
白
い
翼
の
美
し
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
見
る
の

が
、
ガ
リ
ー
ナ
さ
ん
の
春
の
楽
し
み
だ
っ
た
。

し
か
し
昨
年
は
そ
れ
が
叶
わ
な
か
っ
た
。
代
わ

り
に
カ
ラ
ス
が
、
放
棄
さ
れ
た
肥
沃
な
大
地
に

群
が
っ
て
い
た
と
い
う
。
季
節
の
風
物
詩
が
戦

争
に
よ
っ
て
遮
断
さ
れ
る
。
農
業
が
ス
ト
ッ
プ

す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
経
済
的
損
失
は
も
ち
ろ

ん
だ
が
、
風
土
に
寄
り
添
う
人
間
の
豊
か
さ
も

戦
争
は
奪
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

　

建
築
の
専
門
家
で
あ
る
ガ
リ
ー
ナ
さ
ん
は
、

昨
年
六
月
に
来
日
。
東
京
大
学
に
籍
を
置
い
て

研
究
に
励
ん
で
い
る
。
長
崎
や
広
島
を
周
っ
て

日
本
の
戦
後
復
興
を
調
査
す
る
予
定
で
、
そ
の

成
果
を
〝
祖
国
の
戦
後
〟
に
役
立
て
よ
う
と
考

え
て
い
る
。
ま
た
彼
女
の
俳
句
の
恩
師
で
あ
る

神
戸
の
俳
人・野
澤
あ
き
さ
ん
（
九
十
三
歳
）
は
、

「
星
月
夜
キ
エ
フ
を
向
き
て
祈
り
け
り　
あ
き
」

（
キ
エ
フ
は
キ
ー
ウ
の
旧
名
）
の
句
を
ガ
リ
ー
ナ

さ
ん
に
捧
げ
て
い
る
。

　
こ
の
番
組
で
ロ
シ
ア
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
両
国
民

の
俳
句
に
接
し
て
み
て
、
季
語
の
有
無
が
あ
ま

り
気
に
な
ら
な
い
こ
と
に
気
付
い
た
。
そ
れ
は

冒
頭
で
ブ
ラ
ジ
ス
ラ
ワ
さ
ん
が
言
っ
た
よ
う
に
、

心
か
ら
溢
れ
出
た
気
持
ち
を
そ
れ
ぞ
れ
の
俳
人

が
詠
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
思
う
。
俳
句
で
何
を

詠
む
か
、
何
を
伝
え
た
い
の
か
と
い
う
こ
と
は
、

季
語
よ
り
大
切
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い

は
、
よ
り
良
く
伝
え
る
た
め
に
こ
そ
季
語
を
遣

う
と
い
う
命
題
を
、
肝
に
命
じ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
ガ
リ
ー
ナ
さ
ん
は
今
日
も
日
本
で
俳
句

を
詠
み
続
け
て
い
る
。

　
今
年
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
！

「
う
つ
く
し
き
空
よ
り
飛
来
ロ
ケ
ッ
ト
我
ら
に

ブ
ラ
ジ
ス
ラ
ワ
」

　
昨
年
１
月
号
で
『
絶
滅
危
惧
動
作
図
鑑
』（
籔

本
晶
子
・
著
）
と
い
う
本
を
紹
介
し
た
。
時
代

と
と
も
に
使
う
道
具
や
生
活
様
式
が
変
わ
れ
ば
、

絶
滅
す
る
動
作
が
あ
る
。
た
と
え
ば
電
話
を
か

け
る
と
き
に
「
ダ
イ
ヤ
ル
を
回
す
」
動
作
は
、

ほ
ぼ
絶
滅
し
て
し
ま
っ
た
。
俳
句
で
は
「
牛
蒡

引
く
」
な
ど
生
活
の
動
作
を
描
く
こ
と
が
多
い

か
ら
、
動
作
絶
滅
の
影
響
は
大
だ
。
今
回
、
紹

介
す
る
『
う
ま
れ
る
こ
と
ば
、
し
ぬ
こ
と
ば
』

で
は
、
文
字
通
り
「
言
葉
」
の
生
き
死
に
に
つ

い
て
エ
ッ
セ
イ
の
名
手
・
酒
井
順
子
が
論
じ
る
。

そ
の
観
察
眼
は
鋭
利
多
角
で
、
多
く
の
発
見
が

提
示
さ
れ
る
。「
言
葉
」
は
「
動
作
」
よ
り
も
速

い
ス
ピ
ー
ド
で
盛
衰
を
繰
り
返
し
て
い
る
点
に

注
目
し
て
読
ん
だ
。

　

冒
頭
の
テ
ー
マ
は
「
Ｊ
の
盛
衰
」。
東
京
の

FM

局
「
Ｊ
‐
Ｗ
Ａ
Ｖ
Ｅ
」
は
１
９
８
８
年
に

ス
タ
ー
ト
し
た
。
当
時
の
選
曲
は
洋
楽
中
心
で
、

わ
ず
か
に
か
か
る
日
本
の
ポ
ッ
プ
ス
が
後
に「
Ｊ

‐
Ｐ
Ｏ
Ｐ
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
産
業

界
で
は
日
本
専
売
公
社
が
８
５
年
に
Ｊ
Ｔ
を
名

乗
り
、
８
７
年
に
日
本
国
有
鉄
道
が
Ｊ
Ｒ
と
な

る
。
ス
ポ
ー
ツ
界
で
は
９
３
年
、「
Ｊ
リ
ー
グ
」

が
発
足
。
子
供
た
ち
に
「
将
来
の
夢
は
？
」
と

聞
く
と
「
Ｊ
リ
ー
ガ
ー
」
と
答
え
る
ケ
ー
ス
が

普
通
に
な
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
変
化
は
昭
和
末
期
か
ら
平
成
に
か

け
て
起
こ
っ
た
。
酒
井
は
昭
和
の
日
本
の
バ
イ

タ
リ
テ
ィ
が
重
く
感
じ
ら
れ
、
軽
く
て
オ
シ
ャ

レ
な
国
で
あ
り
た
い
と
い
う
ム
ー
ド
が
「
Ｊ
」

に
現
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
論
す
る
。
そ
の

後
、
平
成
末
期
に
な
る
と
再
び
「
日
本
」
へ
の

回
帰
が
起
こ
っ
た
と
も
指
摘
。
昭
和
か
ら
平
成

を
は
さ
ん
だ
令
和
に
お
い
て
「
Ｊ
」
は
そ
の
役

割
を
終
え
、
世
界
の
自
国
第
一
主
義
を
反
映
し

て
か
「
日
本
」
の
良
さ
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
動
き

が
顕
著
に
な
っ
た
。
一
つ
の
文
字
や
言
葉
が
時

代
の
空
気
を
変
え
る
力
を
持
ち
、
一
方
で
寿
命

の
あ
る
こ
と
を
酒
井
は
読
み
取
る
の
だ
っ
た
。

「
サ
ル
ビ
ア
や
砂
に
し
た
た
る
午
後
の
影

津
川
絵
理
子
」

「
イ
エ
ス
ゐ
る
や
う
に
ラ
グ
ビ
ー
ボ
ー
ル
置
く

齋
藤
朝
比
古
」

「
ポ
ロ
シ
ャ
ツ
の
鰐
を
め
が
け
て
水
鉄
砲

太
田
う
さ
ぎ
」

　
こ
れ
ら
の
句
は
平
成
に
詠
ま
れ
た
。「
軽
や
か

さ
」
を
求
め
た
時
代
の
空
気
を
よ
く
反
映
し
て

い
る
。「
イ
エ
ス
ゐ
る
」
や
「
ポ
ロ
シ
ャ
ツ
の
鰐
」

な
ど
の
表
現
が
ポ
ッ
プ
な
輝
き
を
放
つ
。
こ
れ

ら
を
「
Ｊ
俳
句
」
と
呼
ん
で
み
た
く
な
っ
た
。

〈
コ
ロ
ナ
と
の
「
戦
い
」〉
と
い
う
章
で
、
酒
井

は
各
国
首
脳
が
コ
ロ
ナ
禍
を
「
戦
争
」
と
呼
ん

だ
こ
と
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
。
２
０
２
０
年

３
月
、
故
・
安
倍
首
相
（
当
時
）「
人
類
が
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
打
ち
勝
つ
証
と
し
て
、
東

京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
グ
を
完
全

な
形
で
実
現
す
る
」
と
語
っ
た
。
ト
ラ
ン
プ
大

統
領
（
当
時
）
も
「
こ
れ
は
戦
争
だ
！
」
と
叫
び
、

「
戦
時
下
の
大
統
領
」
を
自
称
。
故
・
エ
リ
ザ
ベ

ス
女
王
も
「
私
達
は
ウ
イ
ル
ス
と
の
戦
い
に
勝

つ
」と
言
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
発
言
は
、

ウ
イ
ル
ス
の
感
染
力
や
毒
性
の
強
弱
が
分
か
っ

て
く
る
に
つ
れ
て
「
ウ
ィ
ズ
コ
ロ
ナ
」
と
い
う

言
葉
が
流
通
し
始
め
る
と
、
い
き
な
り
古
め
か

し
く
感
じ
ら
れ
て
い
っ
た
。

　
酒
井
は
こ
こ
で
も
鋭
い
観
察
を
行
な
う
。
首

相
に
「
不
屈
の
覚
悟
で
戦
い
抜
こ
う
」
と
呼
び

か
け
ら
れ
て
も
、
日
本
国
民
は
い
ま
い
ち
ピ
ン

と
来
な
か
っ
た
が
、
志
村
け
ん
さ
ん
が
罹
患
死

す
る
と
、
弔
い
合
戦
的
感
覚
で
「
気
を
引
き
締

め
な
く
て
は
」
と
人
々
が
思
っ
た
と
述
べ
る
。

お
よ
そ
「
戦
い
」
と
い
う
言
葉
が
似
合
わ
な
い

首
相
の
ヒ
ロ
イ
ッ
ク
な
言
動
に
、「
コ
ロ
ナ
戦
争
」

が
あ
っ
さ
り
風
化
し
て
い
っ
た
遠
因
が
あ
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

「
ウ
イ
ル
ス
も�

上
司
の
指
示
も�

変
異
す
るＫ

・
Ｕ
」

「
８
時
だ
よ
‼
昔
は
集
合
今
閉
店

山
の
パ
ン
屋
」

　
こ
れ
ら
は
昨
年
の
「
第
一
生
命
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
川
柳
コ
ン
ク
ー
ル
」
の
入
選
句
。「
変
異
株
」

や
「
時
短
要
請
」
な
ど
の
時
事
的
な
事
象
に
は
、

俳
句
よ
り
も
川
柳
が
有
効
な
表
現
手
段
で
あ
る

よ
う
だ
。

　
〈「
だ
よ
」、「
の
よ
」、「
で
す
」〉
の
章
で
は
、

日
本
語
の
口
語
の
語
尾
の
男
女
差
に
つ
い
て
が

テ
ー
マ
と
な
る
。
以
前
は
女
性
が
「
だ
よ
」
を

遣
う
こ
と
は
滅
多
に
な
か
っ
た
が
、
若
い
世
代

で
は
一
般
的
に
な
っ
て
い
る
。「
の
よ
」
や
「
わ
」

な
ど
の
女
言
葉
は
あ
る
程
度
、
年
配
の
女
性
が

遣
う
こ
と
が
多
い
。
あ
る
い
は
マ
ツ
コ
・
デ
ラ
ッ

ク
ス
の
よ
う
な
ゲ
イ
の
人
が
よ
く
遣
う
の
だ
と

い
う
。
ま
た
尾
木
マ
マ
の
よ
う
に「
言
葉
の
女
装
」

を
す
る
男
性
も
い
た
り
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
日
本
語
の
男
女
差
は
、
近
い
将
来
に
極
め
て

小
さ
く
な
り
そ
う
だ
と
予
測
。

　
丁
寧
語
の
「
で
す
」
に
関
し
て
は
依
然
と
し

て
公
の
場
で
遣
わ
れ
て
い
て
、ち
ょ
っ
と
不
良
っ

ぽ
い
矢
沢
永
吉
で
も
フ
ァ
ン
に
向
か
っ
て
「
ヤ

ザ
ワ
だ
よ
」
と
は
言
わ
ず
、「
ヤ
ザ
ワ
で
す
」
と

な
る
。「
だ
よ
」
は
プ
ロ
レ
ス
ラ
ー
や
若
い
俳
優

な
ど
が
自
分
の
破
天
荒
さ
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
と

き
に
遣
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
当
の
酒
井
は
敬

語
文
化
で
育
っ
た
の
で
、
ど
う
し
て
も
「
酒
井

だ
よ
」
と
自
己
紹
介
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

悩
む
。
こ
の
真
っ
当
な
当
事
者
意
識
が
、
本
書

の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
。

「
こ
ん
に
ち
は
ス
ケ
ベ
な
花
咲
爺
だ
よ

北
大
路
翼
」

　
作
者
の
翼
は
間
違
い
な
く
「
だ
よ
」
が
似
合

う
俳
人
だ
。

　
最
後
に
酒
井
は
こ
う
ま
と
め
る
。「
今
、
我
々

が
使
用
し
て
い
る
の
は
、
生
死
を
繰
り
返
す
言

葉
の
残
骸
が
堆
積
し
て
で
き
た
分
厚
い
層
の
、

ほ
ん
の
表
面
部
分
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。（
中
略
）

そ
ん
な
今
だ
か
ら
こ
そ
、
あ
る
言
葉
が
ど
の
よ

う
に
生
ま
れ
、
あ
る
言
葉
が
ど
の
よ
う
に
死
ん

で
い
っ
た
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
他
者
を
理
解

す
る
こ
と
に
繋
が
る
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
」。

　
今
、
自
分
た
ち
は
ど
ん
な
言
葉
の
層
に
生
き

て
い
る
の
か
を
問
う
の
は
、
俳
句
を
作
る
上
で

大
切
な
こ
と
だ
。
次
の
句
は
紛
れ
も
な
く
令
和

の
句
で
あ
る
と
思
う
。

「
吹
き
抜
け
や
四
月
が
ピ
ザ
の
や
う
に
来
る

西
生
ゆ
か
り
」
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十
一
月
二
日
、
そ
れ
は
素
晴
ら
し
い
お
天
気
に
恵
ま
れ
、
亀
戸
天
神

～
普
門
院
（
伊
藤
左
千
夫
の
墓
）、
時
間
が
あ
れ
ば
、
亀
戸
水
神
宮
、

亀
戸
五
番
街
商
店
街
を
回
る
予
定
で
あ
っ
た
。

　
亀
戸
と
い
う
名
は
大
変
に
不
思
議
で
、
何
故
カ
メ
イ
ド
と
読
む
の
か

は
諸
説
が
あ
る
。
が
、
亀
戸
天
神
に
は
正
真
正
銘
の
「
亀
井
戸
」
の
井

戸
跡
が
あ
る
と
い
う
の
で
、
大
い
に
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
今
回
の
参
加
者
は
、
主
宰
を
含
め
て
七
名
、
桂
子
、
つ
ぐ
み
、
明
子
、

利
宏
、
枝
里
、
森
司
。

　
我
々
は
、
十
一
月
の
明
る
す
ぎ
る
空
の
下
、
亀
戸
駅
を
貫
く
明
治
通

り
を
ゆ
る
や
か
に
遡
上
し
た
。
こ
の
明
治
通
り
は
蔵
前
通
り
と
交
差
す

る
。
そ
こ
を
左
折
す
る
が
、
そ
の
角
一
等
地
に
見
る
か
ら
に
老
固
と
し

た
炒
豆
屋
が
あ
る
。
だ
が
、
時
間
が
早
く
ま
だ
開
い
て
い
な
い
。
帰
り

に
寄
る
こ
と
と
す
る
。

　
亀
戸
天
神
は
亀
戸
駅
か
ら
徒
歩
十
五
分
ほ
ど
。
現
代
的
な
街
並
み
の

中
に
、
ど
こ
と
な
く
門
前
町
ら
し
い
風
情
の
商
店
や
飲
食
店
も
あ
り
、

往
時
の
面
影
が
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。

　
天
神
様
の
参
道
は
、
意
外
と
シ
ン
プ
ル
で
少
し
拍
子
抜
け
す
る
ぐ
ら

い
の
簡
素
さ
だ
っ
た
。（
写
真1

）亀
戸
天
神
の
参
道
は
、か
つ
て
は
も
っ

と
南
の
少
な
く
と
も
旧
千
葉
街
道
ま
で
伸
び
て
い
た
は
ず
だ
が
、
戦
後

の
都
市
計
画
で
現
在
の
よ
う
に
区
画
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
今
は
五
十
メ
ー
ト
ル
ば
か
り
の
参
道
の
先
に
、
天
神
様
の
赤
い
鳥
居

が
青
空
に
映
え
て
い
た
。
我
々
は
そ
の
鳥
居
に
し
ば
ら
く
佇
み
、
や
お

ら
境
内
へ
足
を
踏
み
入
れ
た
。

　
鳥
居
を
く
ぐ
る
と
境
内
の
半
分
を
占
め
る
だ
ろ
う
池
が
あ
る
、
そ
の

池
に
太
鼓
橋
が
二
連
に
架
か
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
真
に
珍
し
い
。（
写

真2

）

　
こ
れ
を
越
え
る
と
い
き
な
り
の
本
宮
に
な
る
。

　
　
太
鼓
橋
二
つ
渡
れ
ば
冬
が
く
る
　
栗
人

　
池
の
ぐ
る
り
が
有
名
な
藤
棚
で
、
そ
の
他
、
や
は
り
梅
の
木
が
種
類

を
分
け
て
多
く
植
え
ら
れ
、
白
い
山
茶
花
の
垣
根
に
風
情
が
あ
っ
た
。

　
　
白
秋
忌
八
重
山
茶
花
の
白
さ
か
な
　
明
子

　
神
社
は
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た
佇
ま
い
で
、
そ
れ
で
い
て
ど
こ
と
な
く

ゴ
ー
ジ
ャ
ス
、
こ
れ
が
江
戸
の
粋
と
い
う
や
つ
だ
ろ
う
。

　
そ
し
て
、
折
か
ら
の
菊
祭
り
が
、
そ
の
右
手
に
開
か
れ
て
い
た
の
だ

が
、
今
年
は
開
花
が
遅
れ
て
い
て
、
二
分
三
分
の
段
階
。

　
一
同
や
や
残
念
な
思
い
で
あ
っ
た
が
、

　
　
日
陰
に
て
声
の
大
き
な
菊
師
か
な
　
枝
里

　
神
域
横
手
、見
事
な
銀
杏
黄
葉
の
下
に
「
亀
井
戸
の
跡
」
は
あ
っ
た
。

あ
っ
た
が
、
な
ん
と
な
く
眉
唾
の
感
が
強
い
。
亀
形
の
石
の
上
に
「
亀

井
戸
の
跡
」
と
彫
ら
れ
た
石
碑
が
新
し
く
、
井
戸
の
痕
跡
が
貧
弱
な
の

で
あ
る
。
ど
う
も
こ
れ
は
ハ
ッ
タ
リ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？（
写
真3

）

　
　
い
て
ふ
黄
葉
日
向
大
き
く
動
き
け
り
　
森
司

　
我
々
は
し
ば
ら
く
散
策
、
ひ
た
す
ら
俳
句
の
種
を
物
色
し
、
池
の
鯉

や
亀
に
も
注
目
が
集
ま
っ
た
。

　
　
石
の
上
の
動
か
ざ
る
亀
天
高
し
　
つ
ぐ
み

　
　
亀
戸
天
神
菊
の
下
葉
に
雨
の
粒
　
栗
人

　
思
わ
ず
時
間
を
過
ご
し
た
我
々
は
、「
伊
藤
左
千
夫
の
墓
所
」
へ
と

急
い
だ
。
左
千
夫
の
墓
は
、
亀
戸
天
神
の
東
、
通
り
を
二
つ
越
え
た
先

の
「
普
門
院
」（
福
聚
山
善
應
寺
）
と
い
う
真
言
宗
の
古
刹
に
あ
る
。

た
だ
寺
は
ご
多
分
に
洩
れ
ず
、荒
廃
が
激
し
い
。
主
宰
の
記
憶
で
は（
左

千
夫
の
墓
は
寺
の
左
の
墓
域
に
あ
っ
た
は
ず
だ
）
と
い
う
の
で
、
う
ろ

う
ろ
と
探
し
て
、
や
っ
と
訪
ね
あ
て
た
。（
写
真4

）

　
墓
石
は
、
少
し
傷
み
を
見
せ
て
い
た
が
、
立
派
な
も
の
で
、
赤
く
熟

れ
た
令
法
（
り
ょ
う
ぶ
）
の
木
の
下
に
置
か
れ
て
い
た
。

　
　
木
の
実
落
つ
音
か
左
千
夫
の
墓
ほ
と
り
　
利
宏

と
気
が
付
け
ば
、
お
昼
に
近
い
時
分
で
あ
る
。

　
早
々
に
切
り
上
げ
、
昼
食
を
取
り
、
句
会
場
へ
向
か
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
炒
豆
屋
も
見
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
炒
豆
屋
な
の
だ
が
、
昔
は
さ

ぞ
や
と
思
わ
せ
る
道
具
立
て
で
は
あ
っ
た
が
、
年
代
物
の
十
二
、三
ほ

ど
の
木
製
の
ケ
ー
ス
に
は
申
し
訳
程
度
の
豆
が
置
か
れ
、
さ
ら
に
店
番

の
老
女
が
、
怖
い
目
つ
き
で
辺
り
を
睥
睨
し
て
い
る
不
思
議
さ
。
ど
う

や
ら
商
い
を
す
る
気
で
は
な
い
よ
う
な
。
下
手
に
写
真
な
ど
撮
ろ
う
も

の
な
ら
噛
み
つ
か
れ
か
ね
な
い
。
危
う
き
に
近
寄
る
な
か
れ
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
し
っ
か
り
詠
ん
で

　
　
炒
豆
屋
に
昭
和
の
匂
ひ
冬
隣
　
桂
子

　
や
は
り
、
吟
行
は
楽
し
い
。
い
つ
も
そ
う
思
う
。

　
次
回
、
平
林
寺
で
の
紅
葉
狩
り
で
あ
る
。
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青
空
に
浮
か
ぶ
が
如
く
柿
た
わ
わ

薬
師
寺
へ
の
道
の
秋
草
雨
と
な
る

長
谷
寺
の
本
堂
越
し
の
薄
紅
葉

鳥
獣
戯
画
訪
ね
冷
え
冷
え
寺
の
床

路
地
裏
の
子
ら
の
か
け
つ
こ
小
鳥
来
る

山
盛
り
の
栗
の
ワ
イ
ン
煮
ほ
つ
ぽ
ぽ
ぽ

文
化
の
日
裁
縫
箱
の
針
の
山

北
極
を
開
く
地
図
帳
小
六
月

算
額
の
問
題
を
解
く
枇
杷
の
花

冬
う
ら
ら
草
間
彌
生
の
水
玉
も

暖
炉
燃
ゆ
梨
北
の
里
の
し
づ
け
さ
よ

珈
琲
は
い
つ
も
ブ
ラ
ッ
ク
秋
深
し

ど
ん
ぐ
り
を
並
べ
て
を
り
ぬ
二
歳
の
手

電
飾
の
ご
と
た
わ
わ
な
る
柿
の
山

新
米
の
ひ
と
粒
づ
つ
を
噛
み
締
め
て

里
芋
の
皮
剥
き
は
夫
日
の
暮
る
る

稲
光
夜
の
底
へ
と
続
く
や
う

肉
ま
ん
を
ひ
と
つ
注
文
冬
ざ
る
る

山
茶
花
の
三
輪
咲
く
や
露
天
風
呂

草
野
球
の
応
援
席
に
赤
と
ん
ぼ

長
沢
ひ
ろ
り

野
村
昌
代

西
山
二
三
子

佐
藤
慧
美
子

流

山

習
志
野

豊

橋

さ
い
た
ま

　

横
須
賀
・
三
笠
公
園
か
ら
船
に
乗
っ
て
十
分
で

行
け
る
無
人
島
が
あ
る
。
東
京
湾
最
大
の
自
然

島
・
猿
島
。
残
念
な
が
ら
サ
ル
は
住
ん
で
い
な
い
。

　

明
治
十
四
（
１
８
８
１
）
年
か
ら
明
治
十
八
年

に
か
け
て
こ
の
島
に
東
京
湾
防
衛
の
た
め
レ
ン
ガ

の
要
塞
が
建
設
さ
れ
た
。
日
本
で
は
珍
し
い
フ
ラ

ン
ス
積
み
の
要
塞
跡
は
、
現
在
で
も
良
好
な
状
態

で
残
り
、
見
学
ル
ー
ト
が
整
備
さ
れ
て
い
る
。
砲

台
や
弾
薬
庫
、
兵
舎
な
ど
が
迷
路
の
よ
う
に
つ
な

が
り
、
ま
る
で
「
ラ
ピ
ュ
タ
の
城
」
に
迷
い
込
ん

だ
よ
う
な
気
分
に
な
る
。

　

海
水
浴
場
の
砂
浜
か
ら
対
岸
を
一
望
す
る
と
、

普
段
暮
ら
す
町
を
俯
瞰
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で

き
、
新
鮮
だ
。

　

横
須
賀
に
は
猿
島
の
ほ
か
に
も
、
海
が
見
渡
せ

る
丘
に
東
京
湾
要
塞
跡
が
数
多
く
残
る
。

　

観
音
崎
公
園
は
、
東
京
湾
へ
の
入
り
口
を
守
る

要
衝
と
し
て
明
治
に
入
っ
て
砲
台
が
設
置
さ
れ
、

猿
島
同
様
、
終
戦
ま
で
一
般
人
の
立
ち
入
り
は
禁

止
さ
れ
て
い
た
。
明
治
十
七
年
に
竣
工
し
た
北
門

第
一
砲
台
、
三
軒
家
砲
台
な
ど
が
、
原
形
に
近
い

ま
ま
残
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
観
音
埼
灯
台
は
フ
ラ
ン
ス
人
技
師
ヴ
ェ

ル
ニ
ー
の
設
計
に
よ
る
日
本
最
初
の
洋
式
灯
台
。

明
治
元
年
に
起
工
し
、
翌
年
点
灯
し
た
。
現
在
は

三
代
目
の
灯
台
が
建
つ
。
灯
台
に
上
が
っ
て
見
学

す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

構
内
左
手
に
句
碑
が
並
ん
で
い
る
。
そ
の
一
つ

は
高
浜
虚
子
の
も
の
だ
。

　
　

霧
い
か
に
深
く
と
も
嵐
強
く
と
も

高
浜
虚
子

　

昭
和
二
十
三
年
秋
、
虚
子
は
観
音
崎
を
訪
れ
、

岬
に
立
つ
灯
台
の
雄
姿
と
、
こ
こ
に
勤
め
る
職
員

の
姿
を
句
に
詠
ん
だ
。
こ
の
年
は
、
海
上
保
安
庁

が
創
設
さ
れ
、
灯
台
８
０
周
年
記
念
式
典
が
行
わ

れ
た
年
で
も
あ
っ
た
。
海
か
ら
吹
く
風
を
受
け
な

が
ら
、
句
碑
の
前
で
味
わ
い
た
い
句
で
あ
る
。

　

東
京
湾
の
水
深
は
浅
い
。
も
と
は
陸
地
で
あ
っ

た
た
め
、
海
底
に
は
大
き
く
蛇
行
し
た
溝
が
あ

る
。か
つ
て
陸
地
で
あ
っ
た
こ
ろ
流
れ
て
い
た「
古

東
京
川
」
の
名
残
だ
。
こ
の
海
溝
を
利
用
し
て
浦

賀
水
道
航
路
は
と
ら
れ
て
い
る
。
東
京
湾
の
川
跡

に
沿
っ
て
船
が
通
っ
て
い
る
と
思
う
と
、
ロ
マ
ン

を
感
じ
る
。

　

今
回
、
い
く
つ
も
の
要
塞
跡
を
取
材
し
た
が
、

海
が
臨
め
る
見
晴
ら
し
の
良
い
場
所
に
は
た
い
て

い
砲
台
が
設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
東

京
湾
に
入
る
航
路
を
守
る
た
め
絶
好
の
立
地
条
件

と
い
う
わ
け
な
の
だ
が
、
現
在
は
公
園
と
な
っ
て

い
る
場
所
で
、
か
つ
て
の
軍
事
利
用
の
歴
史
を
考

え
さ
せ
ら
れ
る
。

　

取
材
時
、
に
わ
か
雨
に
降
ら
れ
て
要
塞
跡
の
弾

薬
庫
で
雨
宿
り
を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
葉
を
打
つ
雨
音
を
聞
き
な
が
ら
、
弾
薬
庫
の

暗
闇
に
目
が
慣
れ
て
い
く
の
を
待
つ
の
は
な
か
な

か
得
難
い
時
間
だ
っ
た
。

　
「
古
東
京
川
」
を
行
き
交
う
商
船
を
眺
め
つ
つ
、

平
和
の
意
味
を
噛
み
し
め
た
い
。

横須賀・猿島



俳誌のサロン


