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そ
れ
は
二
〇
〇
七
年
四
月
の
こ
と
だ
っ
た
。
和
歌
山
市
の
国
道
26

号
線
紀
の
川
大
橋
の
拡
張
工
事
で
意
外
な
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
た
。

近
く
の
住
宅
の
床
下
か
ら
水
が
噴
出
し
た
の
だ
。
床
下
に
は
今
は
も

う
使
わ
な
く
な
っ
て
い
た
井
戸
、
す
な
わ
ち
古
井
戸
が
あ
っ
た
。
工

事
の
影
響
で
、
そ
の
古
井
戸
が
命
を
吹
き
返
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
ニ
ュ
ー
ス
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
で
報
じ
ら
れ
た
が
、
そ
の
と
き
、

は
た
と
膝
を
打
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

　
　

古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
音

　

こ
の
芭
蕉
の
句
は
、
彼
が
自
身
の
俳
境
（
蕉
風
）
を
開
い
た
句
と

し
て
有
名
だ
。
と
い
う
よ
り
、
俳
句
の
世
界
的
サ
ン
プ
ル
が
こ
の
句

だ
と
言
う
べ
き
か
。
と
も
あ
れ
、
俳
句
と
し
て
も
っ
と
も
知
ら
れ
た

句
が
こ
の
古
池
の
句
で
あ
る
。

　

こ
の
句
に
つ
い
て
は
、
近
年
、
長
谷
川
櫂
が
『
古
池
に
蛙
は
飛
び

こ
ん
だ
か
』（
花
神
社
）
を
出
し
そ
の
古
池
の
句
の
新
釈
が
話
題
に

な
っ
た
。
長
谷
川
は
、
古
池
の
句
が
「
古
池
に
蛙
が
飛
び
こ
ん
で
水

の
音
が
し
た
」と
読
ま
れ
て
き
た
こ
と
に
異
議
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
読
み
方
で
は
、
切
れ
字
の
「
や
」
を
活
か
し
て
い
な
い
。
そ
れ

に
こ
の
句
は「
蛙
飛
び
こ
む
水
の
音
」が
先
に
で
き
た
の
で
あ
り
、「
古

池
や
」
は
後
か
ら
つ
け
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
下
句
と
上
句
は
別
次
元

（
あ
る
い
は
別
世
界
）
に
あ
る
。

　

右
の
よ
う
に
考
え
た
長
谷
川
は
、「
蛙
飛
び
こ
む
水
の
音
」
は
現

実
の
音
だ
が
、「
古
池
」は
現
実
で
は
な
く
、芭
蕉
の「
心
の
中
の
古
池
」

だ
と
言
う
。長
谷
川
は
こ
の
句
を
詠
ん
だ
時
の
芭
蕉
の
心
の
動
き
を
、

　
　

蛙
が
水
に
飛
び
こ
む
音
が
聞
こ
え
る

　
　

古
池
が
あ
る

と
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
心
の
動
き
は
お
か
し
い
の
で
は
な
い
か
。

　

芭
蕉
の
句
は
、
ま
ず
「
古
池
や
」
と
読
む
か
ら
、
そ
の
途
端
に
読

者
の
頭
に
は
古
池
が
浮
か
ぶ
。
そ
し
て
そ
の
古
池
に
、「
蛙
飛
び
こ

俳
句
五
百
年
⑥



む
水
の
音
」
と
い
う
次
の
光
景
が
現
れ
る
。
こ
の
句
、
句
の
意
味
と

し
て
は
、「
古
池
に
蛙
が
飛
び
こ
ん
で
水
の
音
が
し
た
」
と
い
う
通

説
通
り
で
い
い
の
だ
。長
谷
川
の
よ
う
な
読
み
方
を
し
た
と
こ
ろ
で
、

こ
の
意
味
が
大
き
く
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
長
谷
川
が
先
に
下
句

を
読
む
の
は
、
や
や
強
引
で
あ
ろ
う
。
読
み
の
自
然
な
流
れ
を
壊
し

て
い
る
。
そ
れ
に
、
古
池
が
心
の
池
だ
、
と
い
う
の
も
観
念
的
。
心

の
池
な
ん
て
い
う
観
念
よ
り
も
、
現
実
の
具
体
的
風
景
に
詩
を
見
出

し
た
の
が
芭
蕉
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
奥
の
細
道
」
に
出
て
く

る
句
な
ど
は
、
ま
さ
に
現
実
の
具
体
的
風
景
だ
。

　

さ
て
、
冒
頭
の
古
井
戸
の
話
で
あ
る
。
大
輪
靖
宏
編
『
江
戸
文
学

の
冒
険
』（
翰
林
書
房
）
に
「
江
戸
時
代
の
文
芸
の
新
し
さ
」
と
い

う
論
文
が
あ
り
、
古
池
の
句
の
新
釈
を
示
し
て
い
る
。
大
輪
は
、
古

池
を
単
純
に
古
い
池
と
受
け
取
っ
て
は
い
け
な
い
と
言
い
、
古
井
戸

を
例
に
挙
げ
る
。「
い
ま
で
は
誰
か
ら
も
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
井

戸
」
が
古
井
戸
で
あ
り
、
実
は
古
池
も
同
様
だ
。
古
池
は
「
あ
ら
ゆ

る
生
物
た
ち
か
ら
見
捨
て
ら
れ
た
死
の
世
界
」
で
あ
り
、「
音
も
動

き
も
な
い
」。
そ
の
古
池
に
、「
蛙
飛
び
こ
む
水
の
音
」
が
す
る
。「
忘

れ
ら
れ
た
世
界
が
急
に
生
き
た
も
の
に
な
る
」。

　

佗
び
、
寂
び
と
い
う
の
は
完
全
な
る
死
の
世
界
で
は
な
い
。

生
き
て
い
る
現
実
世
界
の
中
に
生
じ
る
雰
囲
気
を
指
す
の
だ
。

芭
蕉
の
「
古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
音
」
と
い
う
句
は
、
古
池

と
い
う
死
の
世
界
に
な
り
か
ね
な
い
も
の
へ
蛙
を
飛
び
こ
ま
せ

る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
へ
生
命
を
吹
き
込
み
、
顧
み
ら
れ
な
い

は
ず
の
も
の
を
生
き
た
世
界
に
し
た
の
で
あ
る
。
生
き
た
世
界

だ
か
ら
こ
そ
侘
び
、
寂
び
が
生
じ
た
の
だ
。

　

以
上
の
よ
う
な
大
輪
の
意
見
が
頭
に
あ
り
、
そ
れ
で
紀
の
川
の
古

井
戸
事
件
に
膝
を
打
っ
た
。『
江
戸
文
学
の
冒
険
』
の
奥
付
に
あ
る

発
行
日
は
二
〇
〇
七
年
三
月
三
〇
日
。
紀
の
川
の
古
井
戸
事
件
が
話

題
に
な
っ
た
ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
私
は
こ
の
本
を
読
ん
だ
の
だ
っ

た
。

　
「
古
池
に
蛙
が
飛
び
こ
ん
で
水
の
音
が
し
た
」
と
い
う
通
説
の
読

み
は
、
こ
の
句
を
閑
寂
な
風
景
と
し
て
読
む
も
の
だ
。
蛙
の
飛
び
こ

む
音
が
し
て
、
そ
の
後
に
さ
ら
に
深
い
静
寂
が
広
が
っ
た
、
と
。
大

輪
の
読
み
は
そ
の
よ
う
な
静
寂
を
読
む
の
で
は
な
い
。
命
の
蘇
り
、

す
な
わ
ち
、
春
の
到
来
し
た
活
発
な
生
命
感
を
読
む
。

　

古
池
の
句
に
春
の
訪
れ
を
読
ん
だ
人
は
、
実
は
は
や
く
に
い
た
。

高
浜
虚
子
で
あ
る
。
彼
は
一
九
五
五
年
六
月
、
こ
の
句
は
「
啓
蟄
の

頃
に
な
つ
て
、
今
ま
で
地
中
に
あ
つ
た
虫
が
一
時
に
活
動
を
は
じ
め

る
」
光
景
の
一
つ
だ
と
述
べ
た
。「
沈
潜
し
て
ゐ
た
古
池
の
水
も
温

み
そ
め
、
そ
こ
に
蛙
が
飛
び
込
む
。
そ
の
こ
と
は
四
時
循
環
の
一
つ

の
現
は
れ
で
あ
る
。
天
地
躍
動
の
様
で
あ
る
」。
こ
の
虚
子
の
言
葉

は
『
虚
子
俳
話
』（
一
九
六
三
年
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
虚
子

の
読
み
の
延
長
上
に
大
輪
の
新
釈
が
現
れ
た
、
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ

う
。



会
員
作
品

時
雨
来
て
湖
心
の
魚
の
目
の
つ
ぶ
ら

綿
虫
の
三
粒
に
会
っ
て
戻
っ
た
よ

冬
の
日
の
男
と
ア
メ
リ
カ
バ
イ
ソ
ン
と

こ
ろ
が
し
て
仏
頭
を
彫
る
冬
の
虹

雪
が
来
る
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
に
君
は
な
れ

お
と
な
り
は
ハ
イ
ネ
氏
一
家
柿
落
葉

化
石
掘
る
十
一
月
の
終
わ
り
の
日
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前
籠
に
紫
苑
息
子
の
名
は
翔
太

小
芋
こ
ろ
ん
水
質
汚
濁
防
止
法

真
夜
中
に
起
き
て
も
の
食
う
子
規
忌
か
な

十
三
夜
わ
れ
わ
れ
と
い
う
一
人
称

星
月
夜
い
い
え
落
ち
着
い
た
り
し
ま
せ
ん

全
力
を
ア
イ
ロ
ン
に
乗
せ
神
の
旅

ケ
ー
タ
イ
の
圏
外
に
座
す
一
葉
忌

中
原　

幸
子



フ
ラ
イ
パ
ン
洗
っ
た
ば
か
り
夕
月
夜

立
冬
の
湖
上
に
光
る
櫂
の
先

冬

青

空

細

い

腕

に

も

力

瘤

青
石
の
階
段
濡
ら
し
時
雨
い
く

リ
ビ
ン
グ
の
真
ん
中
通
る
海
鼠
か
な

結
び
目
を
ほ
ぐ
し
て
い
た
よ
冬
夕
焼

綿
虫
や
こ
の
頃
い
か
ゞ
お
過
ご
し
で

昼
過
ぎ
の
鉄
条
網
に
ば
っ
た
居
る

撫
子
と
道
に
ま
よ
い
て
遇
い
に
け
り

く
ん
く
ん
と
膝
を
嗅
が
れ
ぬ
い
わ
し
雲

耳
厚
く
美
味
そ
う
な
毒
き
の
こ
な
り

赤
ま
ん
ま
里
に
廃
れ
ぬ
小
道
あ
り

灯
台
の
と
も
し
び
得
た
る
根
釣
り
か
な

お
に
ぎ
り
の
中
の
塩
昆
布
秋
深
む

陽
山　

道
子

宮
嵜　
　

亀

野
菜
サ
ラ
ダ
兎
の
よ
う
に
食
い
良
夜

留
守
番
の
黒
猫
に
月
が
ま
ん
ま
る

台
風
の
目
の
中
青
い
ス
ベ
リ
台

十
月
を
東
京
バ
ナ
ナ
ぼ
ん
や
り
と

そ
の
ひ
と
の
土
の
匂
い
の
爽
や
か
な

日
本
の
秋
の
真
昼
の
穴
ぼ
っ
こ

ひ
や
ひ
や
と
バ
ッ
タ
の
貌
の
拡
大
図

食
べ
る
と
き
齢
見
ら
れ
し
き
り
ぎ
り
す

く
つ
く
つ
と
国
栖
人
笑
ふ
熟
柿
掌
に

西
条
の
蔕
に
酎
や
る
父
あ
れ
ば

病
室
の
煤
払
ひ
な
り
立
つ
て
待
つ

こ
の
川
に
妊
む
も
の
あ
り
初
し
ぐ
れ

竹
馬
の
丈
に
小
旅
の
思
ひ
あ
り

寒
鯉
の
頭
を
蹼
の
過
ぎ
ゆ
け
り

火
箱　

游
歩

岡
本　

高
明


