
い
や
は
や
大
変
な
年
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
三
月
十
一
日
に
起
こ
っ
た
災
害
は
小
さ
な
島
国
・
日
本
の
歴
史
に
お
い
て
大
き
く

記
さ
れ
る
出
来
事
に
な
る
だ
ろ
う
。

世
の
中
に
は
突
然
起
こ
る
こ
と
は
な
い
、
と
言
わ
れ
る
。
突
然
起
こ
る
、
と
思
わ
れ
る
地
震
さ
え
も
実
は
そ
う
で
は
な
い
ら
し

い
。
そ
れ
は
専
門
家
の
解
説
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
日
々
の
地
球
の
動
き
が
ス
ト
レ
ス
の
よ
う
に
溜
ま
っ
て
い
き
、
あ
る
時
そ
れ

を
発
散
す
る
、
そ
れ
が
地
震
だ
と
い
う
。
原
発
の
事
故
も
突
然
の
よ
う
に
見
え
る
、
が
し
か
し
、
様
々
な
報
道
か
ら
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
こ
と
は
、
軽
卒
で
そ
の
場
し
の
ぎ
の
判
断
の
積
み
重
ね
が
今
回
の
事
故
に
繋
が
っ
て
い
る
。

今
回
の
出
来
事
の
背
景
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
と
い
う
国
が
歩
ん
で
き
た
日
々
の
積
み
重
ね
が
あ
る
。
長
い
年
月
の
間
に
、

こ
の
国
は
実
は
大
き
な
豆
腐
の
上
に
乗
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
、
と
い
う
認
識
が
希
薄
に
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
豆
腐
に
は

心
が
な
い
か
ら
ス
ト
レ
ス
を
発
散
す
る
時
、
そ
の
上
で
暮
ら
す
人
間
に
対
す
る
配
慮
は
な
い
。
反
面
、
人
間
に
は
心
が
あ
る
か
ら
、

そ
れ
を
賢
く
働
か
し
、
再
認
識
を
元
に
何
を
優
先
的
に
す
る
の
か
を
定
め
、
そ
れ
を
国
造
り
、
地
域
社
会
造
り
に
活
か
し
て
い
か
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
歴
史
的
転
換
期
と
な
る
年
に
、
第
六
回
世
界
俳
句
協
会
日
本
総
会
は
開
催
さ
れ
た
。
何
と
な
く
心
晴
れ
な
い
状
況

が
続
く
中
で
は
あ
っ
た
が
、
２
０
数
名
の
参
加
者
が
集
い
、
無
事
に
総
会
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

今
年
は
大
変
な
年
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
秋
に
は
、
当
協
会
と
し
て
は
二
年
ご
と
に
開
催
し
て
い
る
世
界
俳
句
協
会
大
会
（
以

下W
H

A
C

6
）
を
催
す
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
二
回
東
京
ポ
エ
ト
リ
ー
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
（
以
下T

PF

）
も
同
時

開
催
す
る
予
定
だ
。
気
持
ち
を
切
り
替
え
て
大
き
な
行
事
に
向
か
っ
て
い
く
姿
勢
が
必
要
だ
。

総
会
で
は
、
ま
ず
、T

PF

の
副
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
で
あ
る
八
木
忠
栄
氏
と
田
村
雅
之
氏
の
紹
介
が
あ
り
、
そ
の
後
、
参
加
者
の
自

己
紹
介
と
そ
れ
ぞ
れ
の
近
状
報
告
の
機
会
を
も
っ
た
。
紹
介
・
報
告
の
中
に
は
国
内
の
俳
句
の
現
状
に
踏
み
込
ん
だ
も
の
や
、
海

外
や
ネ
ッ
ト
社
会
で
の
動
き
な
ど
、
有
意
義
な
発
言
も
多
く
含
ま
れ
た
。W

H
A

発
行
の
『
世
界
俳
句
二
〇
一
一
　
第
七
号
』
に

つ
い
て
は
、
号
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
質
の
高
い
翻
訳
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
俳
句
の
持
つ
詩
的
な
要
素
を
的
確
に

伝
え
る
た
め
に
は
良
質
の
翻
訳
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
朝
一
夕
に
出
来
る
事
で
は
な
く
、
積
み
重
ね
の
成
果
と
し
て
現

れ
て
く
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

W
H

A

が
毎
月
開
催
し
て
い
る
俳
画
コ
ン
テ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、W

H
A

C
6

記
念
コ
ン
テ
ス
ト
を
企
画
す
る
よ
う
要
望
が
出
さ

れ
、
実
施
の
方
向
で
検
討
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
担
当
の
私
と
し
て
は
、
コ
ン
テ
ス
ト
ほ
発
表
は
あ
く
ま
で
ウ
エ
ブ
上
で
す
る
の

が
良
い
と
思
っ
て
い
る
。
送
ら
れ
て
く
る
デ
ー
タ
が
プ
リ
ン
ト
ア
ウ
ト
に
は
向
か
な
い
も
の
が
多
い
し
、
何
よ
り
も
大
会
時
に
適

当
な
展
示
場
所
が
な
い
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う
な
点
を
検
討
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

W
H

A

で
は
国
外
で
開
催
さ
れ
る
行
事
や
会
議
に
代
表
者
を
送
っ
て
い
る
。
今
回
は
「
世
界
俳
句
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
・
ペ
ー
チ

二
〇
一
〇
」
に
つ
い
て
木
村
聡
雄
氏
が
報
告
。「
ソ
ウ
ル
大
学
国
際
会
議
」
と
「
シ
ャ
ー
ル
国
際
詩
祭
」
に
つ
い
て
は
夏
石
番
矢

氏
が
そ
れ
ぞ
れ
報
告
を
行
っ
た
。
七
月
に
は
夏
石
氏
が
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
開
催
さ
れ
る
「
メ
デ
ジ
ン
国
際
詩
祭
」
に
参
加
し
、
九
月

開
催
のT

PF2

とW
H

A
C

6

の
ジ
ョ
イ
ン
ト
行
事
を
プ
ロ
モ
ー
ト
し
て
く
る
と
の
こ
と
。
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そ
の
他
、
国
内
で
俳
句
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
て
い
る
。「
俳
句
朗
読
と
弦
楽
の
夕
べ
」（
与
野
で
開
催
、
丹
下
）、「
独
演
！
俳

句
ラ
イ
ブ
一
七
」（
新
宿
で
開
催
、
夏
石
）、「
俳
句
朗
読
＆
ハ
ー
プ
・
尺
八
演
奏
」（
富
士
見
で
開
催
、
野
村
）
が
催
さ
れ
、
音
楽

と
言
葉
が
い
っ
し
ょ
に
な
る
こ
と
の
面
白
さ
を
伝
え
る
の
に
一
役
か
っ
た
。

議
事
の
最
後
に
はT

P
F

事
務
局
長
の
石
倉
氏
か
らT

P
F

の
意
義
な
ど
に
つ
い
て
説
明
が
あ
っ
た
。
世
界
諸
国
か
ら
日
本
に
詩

人
を
招
い
て
の
行
事
は
国
内
で
は
稀
で
、T

PF

は
国
際
的
な
交
流
を
深
め
る
上
で
貴
重
な
行
事
。
こ
の
点
に
つ
い
て
参
加
者
の
理

解
と
協
力
を
求
め
た
。
そ
の
あ
と
、
鎌
倉
氏
が
会
計
報
告
を
行
っ
た
。
現
在
会
員
は
一
五
七
名
。
収
支
と
し
て
は
繰
り
越
し
金
が

僅
か
に
増
え
た
と
の
こ
と
。

会
議
の
後
は
、
参
加
者
が
そ
れ
ぞ
れ
舞
台
に
立
ち
、
俳
句
、
川
柳
、
詩
の
朗
読
を
行
っ
た
。
東
日
本
大
震
災
が
合
っ
た
直
後
だ

け
に
、
そ
の
こ
と
を
詠
ん
だ
作
品
が
多
く
あ
っ
た
。
特
に
世
界
各
地
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
句
は
量
的
に
も
内
容
的
に
も
圧
巻
だ
っ
た
。

こ
れ
ら
は
夏
石
、
木
村
、
堀
田
各
氏
が
手
分
け
し
て
朗
読
さ
れ
た
。
東
日
本
か
ら
参
加
し
た
松
田
正
徳
氏
は
、
直
接
被
災
し
な
か

っ
た
も
の
の
、
被
災
地
に
度
々
出
か
け
て
救
援
に
あ
た
っ
て
い
る
。
氏
の
朗
読
は
、
日
英
句
を
紙
に
書
き
だ
し
て
紙
芝
居
風
に
み

せ
な
が
ら
の
朗
読
で
興
味
を
引
か
れ
た
。
後
日
談
だ
が
、
松
田
氏
が
朗
読
し
た
内
、
次
の
句
を
英
訳
し
直
し
、
俳
画
を
描
い
た
。

春
岬
い
つ
ま
で
待
っ
て
も
帰
ら
な
い

A
cape

in
spring—

w
aiting,w

aiting
but

no
sign

ofreturn

震
災
の
句
を
私
が
俳
画
に
し
た
も
の
が
他
に
も
あ
り
、
松
田
氏
の
分
も
合
わ
せ
て
８
点
が
米
国
の
イ
ー
ス
タ
ン
・
ケ
ン
タ
ッ
キ

ー
大
学
発
行
の
文
芸
誌
「
ジ
ェ
リ
ー
・
バ
ケ
ッ
ト
（Jelly

B
ucket

）」
の
秋
号
に
見
開
き
カ
ラ
ー
８
ペ
ー
ジ
で
掲
載
さ
れ
る
こ
と
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に
な
っ
た
。

俳
句
朗
読
で
そ
の
他
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
鎌
倉
佐
弓
氏
の
次
の
句

手
の
ひ
ら
の
こ
の
水
が
国
を
壊
す
と
は

T
his

w
ater

in
m

y
palm

w
hatis

the
w

ater

destroying
m

y
country

そ
し
て
、
中
塚
唯
人
氏
の
句

自
在
に
春
を
操
り
桜
咲
か
せ
た
の
は
だ
れ

な
ど
が
印
象
に
残
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
朗
読
は
ビ
デ
オ
録
画
さ
れ
、
ユ
ー
・
チ
ュ
ー
ブ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。W

H
A

の
ウ
エ

ブ
サ
イ
ト
のm

ovie

か
ら
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
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