
四
月
十
七
日
に
太
宰
治
記
念
館

と
し
て
オ
ー
プ
ン
し
た
「
斜
陽
館
」
 

の
有
料
入
館
者
がハ
月
ハ
日
、
五

万
人
を
突
破
し
、
館
内
で
記
念
セ

レ
モ
ニ
ー
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
 

記
念
す
べ
き
五
万
人
目
の
入
館

者
と
な
っ
た
の
は
山
形
県
天
童
市

の
鉛
心
舞
承
さ
ん
o
夫
の
稔
さ
ん

と
前
日
か
ら
青
森
入
り
し
、
津
軽

地
方
の
旅
を
し
て
い
て
最
終
目
的

地
が
「
斜
陽
館
」
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
 

鳴
海
町
長
と
成
田
教
育
長
か
ら

記
念
品
を
贈
呈
さ
れ
た
金
木
さ
ん

は

「私
た
ち
と
同
じ
名
前
の
金
木

町
に
親
し
み
を
感
じ
、
ぜ
ひ
訪
れ

た
い
と
思
っ
て
い
た
町
。
実
は
こ

こ
に
来
る
途
中
、道
に
迷
っ
て
し

ま
っ
て
…
 
そ
れ
が
よ
か
っ
た

の
か
。
あ
ら
た
め
て
金
木
町
に
縁

を
感
じ
ま
す
。
思
い
出
に
残
る
旅

に
な
り
ま
し
た
」
と
感
激
し
て
い

ま
し
た
。
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月
を
か
け

て
行
っ
た

の
中
で
生
ま
れ
た
と
 

コ
 

の
葉
コ

沈

む
”
 

時
の
世
相
を
痛
烈

す
。
 

う
な
背
景
か
ら
誕
生

継
承
さ
れ
て
き
た
の
 

嘉瀬奴I り 

嘉
瀬
と
金
木
の
間
の
川
コ
 

石
コ
流
れ
て
木
の
葉
コ
沈
む
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‘
 
ー

マ
◆
』

‘
 

鷲
審
彫
し
出
 

「の
吻
り
回

「J
 

な
み
な
昂
 

慨
あ
 

稲
魯
ピ
五w
曹

w
 

い
く
じ

rぞ
 

パ
」ヲ
南
ブ
さ
 

穐

喰
中

畷
く
 

丸
質
丸

令
 

ち
が
い
）
懸
の
あ

曾

と
い

う
 

ふ
ね

喰
で

で
い

の
こ

局
け
 

誉
鱒
除
直
 

金
木
郷
土
史

（
昭和
五
十
一
年

十
二
月
発
行
）
に
よ
る
】
嘉
瀬
奴

踊
り
”
の
由
来
は
、「
今を
去
る
こ

と
二
百
八
十
五
年
前
、
津
軽
四
代

藩
主
信
政
公
は
領
内
の
開
墾
に
力

を
注
ぎ
、
藩
士
を
投
入
し
て
新
田

を
開
発
し
、
米
の
増
収
を
図
る
こ

と
に
し
た
。
藩
士
た
ち
は
藩
主
の

仰
せ
と
は
い
え
、
武
士
と
し
て
は

ず
か
し
め
に
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
、
 

新
田
開
発
の
希
望
者
は
少
な
か
っ

た
。
し
か
し
、
鳴
海
伝
右
衛
門
は

妻
子
と
奴
徳
助
を
つ
れ
て
嘉
瀬
に

住
み
、
近
隣
の
百
姓
た
ち
と
共
に

藩
主
の
命
令
に
従
い
、
開
墾
に
熱

意
を
も
ち
、
昼
夜
の
別
な
く
総
力

を
あ
げ
、
数
年
後
に
は
三
百
町
歩

の
良
田
を
造
成
す
る
こ
と
に
成
功

し
た
。
し
か
し
、
あ
る
年
期
限
に

遅
れ
て
金
木
御
蔵
に
年
貢
米
を
納

め
に
い
っ
た
際
、
か
つ
て
同
僚
で

あ
っ
た
者
が
金
木
御
蔵
の
役
人
と

し
て
出
世
し
て
お
り
、
伝
右
衛
門

を
見
る
目
が
以
外
に
も
冷
た
く
、
 

腰
抜
け
武
士
の
典
型
よ
と
冷
笑
し

た
。
 

伝
右
衛
門
は
次
第
に
懐
疑
的
に

な
り
、
日
が
た
つ
に
つ
れ
て
沈
み

が
ち
に
な
っ
た
。
主
人
思
い
の
奴

徳
助
は
こ
の
さ
ま
を
み
て
、
恵
ま

れ
な
い
主
人
を
な
ぐ
さ
め
よ
う
と
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し
て
思
い
つ
い
た
の
が
、
次
の
歌

詩
で
あ
っ
た
。
 

嘉
瀬
と
金
木
の
間
の
川
コ
 

石
コ
流
れ
て
 
木
の
葉
コ
沈
む

そ
し
て
自
分
で
ふ
し
を
つ
け
、
 

振
り
つ
け
も
し
、
秋
の
取
り
入
れ

の
振
舞
酒
や
、
月
見
の
夜
な
ど
自

ら
踊
り
、
主
人
の
不
遇
を
な
ぐ
さ

め
た
の
が
、
嘉
瀬
の
奴
踊
り
と
な

っ
て
残
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
い
う
。
 

『石
コ
流
れ
て
木
の
葉
コ
沈
む
」
 

と
は
、
誠
実
な
者
は
恵
ま
れ
ず
、
 

‘
 
上
役
に
要
領
よ
く
と
り
入
る
軽
薄

な
者
が
『
ノ
サ
バ
ル
』
こ
と
を
暗

に
言
っ
た
も
の
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
、
 

い
わ
ゆ
る
 
マ」
の
世
は
さ
か
さま

だ
』
と
い
う
こ
と
を
風
刺
し
た
、
 

農
民
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
を
秘
め
た

唄
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
 

を
巡
視
し
た
際
、
こ
の
踊
り
を
見

て
賞
し
奴
踊
り
と
命
名
し
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。
 

こ
の
奴
徳
助
の
心
遣
い
に
、
伝

右
衛
門
は
心
か
ら
喜
ん
で
、
自
分

で
も
こ
れ
を
唄
っ
て
踊
っ
た
と
い

う
。
前
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
唄

と
踊
り
が
藩
主
の
知
る
と
こ
ろ
と

な
り
、
や
が
て
二
人
を
弘
前
の
お

城
に
呼
び
、
御
前
で
唄
い
踊
ら
せ

た
と
こ
ろ
、
こ
と
の
ほ
か
よ
ろ
こ
 
 ば

れ
て
称
賛
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
か
ら
は
、
村
人
も

踊
り
を
習
い
、
お
祭
り
や
お
盆
に

は
村
を
あ
げ
て
踊
り
、
今
日
に
及

ん
で
い
る
」
と
あ
り
ま
す
。
 

藩
主
へ
の
 

直
訴
 

こ
こ
で
、
こ
の
一
奴
踊
り
”
誕

生
の
中
で
悲
劇
の
人
物
と
な
っ
た

で
あ
ろ
う
鳴
海
伝
右
衛
門
の
子
孫

に
あ
た
る
鳴
海
輝
男
さ
ん

（
下古

町
）
に
、
奴
踊
り
に
つ
い
て
伺
っ

て
み
ま
し
た
。
鳴
海
家
に
代
々
伝

わ
る
由
来
に
よ
る
と
次
の
と
お
り

と
な
っ
て
い
ま
す
。
 

「お
よ
そ
三
百
年
位
前
、
津
軽
四

代
藩
主
信
政
が
鳴
海
伝
右
衛
門
と

工
藤
五
郎
兵
衛
の
一
一
人を
、
こ
の

地
の
新
田
開
拓
の
工
事
奉
行
と
し

て
着
任
さ
せ
た
。
 

上
手
に
は
工
藤
五
郎
兵
衛
。
土

地
も
よ
く
、
腹
い
っ
ぱ
い
餅
を
食

わ
せ
る
な
ど
と
言
っ
て
、
昼
夜
休

ま
せ
ず
働
か
せ
た
の
で
仕
事
も
は

か
ど
っ
た
。
 

下
手
の
伝
右
衛
門
の
土
地
は
と

っ
て
も
悪
く
開
拓
が
は
か
ど
ら
な

い
。
実
直
な
性
格
だ
っ
た
彼
は
、
 
 開

拓
に
は
全
力
を
尽
く
し
た
が
使

役
す
る
農
夫
た
ち
の
苦
労
を
思
っ

て
決
し
て
無
理
を
さ
せ
な
か
っ
た
。
 

こ
の
た
め
、
工
事
が
長
引
き
五
郎

兵
衛
の
開
拓
が
終
わ
っ
た
こ
ろ
、
 

伝
右
衛
門
は
ま
だ
三
分
の
二
ほ
ど

だ
っ
た
。
 

五
郎
兵
衛
は
、
農
夫
を
酷
使
し

て
急
が
せ
、
約
束
の
餅
を

ー
つ
も

食
べ
さ
せ
ず
城
へ
返
っ
て
い
っ
た
。
 

開
拓
の
月
日
が
遅
れ
、
ま
た
上
役

の
不
興
を
買
い
伝
右
衛
門
に
は
、
 

城
へ
返
っ
て
来
い
の
命
令
は
こ
な

か
っ
た
。
主
人
思
い
だ
っ
た
鳴
海

家
の
徳
助
は
、
こ
の
さ
ま
を
見
て

大
い
に
無
念
が
り
今
の
世
の
中
逆

さ
ま
だ
、
良
い
人
が
沈
ん
で
悪
い

人
が
上
役
で
威
張
り
散
ら
し
て
い

る
。
こ
れ
を
見
兼
ね
た
徳
助
は
嘆

き
悲
し
み
、
伝
右
衛
門
を
な
ぐ
さ

め
る
た
め
に
唄
い
踊
っ
た
と
い
う
」
 

嘉
瀬
と
金
木
の
間
の
川
コ
 

石
コ
流
れ
て
 
木
の
葉
コ
沈
む
 

（
悪い
入
が
出
世
で
上
役
に
 

良
い
人
が
下
役
で
芽
が
で
な
い
）
 

鳴
海
さ
ん
は
「
「上
手
」
と
は
、
 

つ
ま
り
ほ
ど
よ
い
土
地
を
開
拓
す

る
の
と
、
「下
手
』
ー
た
だ

の
荒

地
を
開
拓
す
る
の
で
は
差
が
で
る

の
は
当
た
り
前
。
藩
と
し
て
は
、
 

開
拓
が
早
く
終
わ
れ
ば
年
貢
米
が
 

‘
 
と
譲
清
摂
惑
”
履
納
 

r
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上
が
る
。

一
方
で
、
開
拓
が
遅
れ

る
こ
と
を
よ
く
思
う
は
ず
が
な
い
。
 

あ
る
時
、
藩
主
が
視
察
に
来
る
と

い
う
情
報
を
得
た
徳
助
ら
百
姓
た

ち
が
、
直
訴
御
法
度
の
世
相
、
藩

主
の
前
で
実
情
を
訴
え
る
た
め
に
、
 

嘉
瀬
八
幡
宮
で
唄
い
踊
っ
た
も
の
」
 

と
、
言
い
伝
え
を
語
っ
て
く
れ
ま

し
た
。
 

し
か
し
、
 
「嘉
瀬
ふ
る
さ
と
を

探
る
会
」
会
長
で
あ
る
木
村
治
利

さ
ん

（
新堤
町
）
は
、
ち
ょ
っ
と

違
っ
た
見
方
を
し
て
い
ま
す
。
 

「当
時
、
新
田
開
発
に
従
事
し

た
百
姓
が
、
多
数
犠
牲
に
な
っ
た

こ
と
を
忘
れ
て
は
い
け
な
い
。
藩

は
見
回
り
の
武
士
に
『
仕
事
を
怠

け
る
者
が
あ
っ
た
ら
、
 一
日
三
人

ま
で
切
り
捨
て
御
免
の
許
可
を
与

え
る
」
な
ど
と
し
、
津
軽
平
野
の

開
拓
は
、
凶
作
と
重
労
働
に
苦
し

む
百
姓
た
ち
の
血
と
汗
と
涙
の
結

晶
で
あ
る
。
貧
困
の
ど
ん
底
に
あ

っ
た
百
姓
た
ち
は
牛
馬
の
ご
と
く

働
か
さ
れ
、
生
産
し
た
米
は
年
貢

と
し
て
収
納
さ
せ
ら
れ
た
。
 

こ
の
よ
う
な
藩
政
を
恨
み
『
我

々
百
姓
も
人
間
な
ん
だ
、
人
間
ら

し
い
生
活
を

ー
』
と
い
う
農
民
の

怒
り
の
心
が
、
 
「石
コ
流
れ
て
木

の
葉
コ
沈
む
」
 
の
歌詞
を
生
ん
だ

の
で
は
な
い
か
。
嘉
瀬
の
奴
踊
り

は
、
忠
僕
徳
助
が
主
人
鳴
海
伝
右

衛
門
を
な
ぐ
さ
め
る
た
め
に
踊
っ

た
と
い
う
美
談
に
よ
っ
て
生
ま
れ

た
芸
能
だ
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
 

当
時
の
百
姓
の
悲
惨
な
生
活
を
考

え
る
と
、
こ
の
踊
り
は
ひ
と
り
嘉

瀬
の
農
民
だ
け
に
生
ま
れ
た
芸
能

な
の
で
は
な
く
、
津
軽
農
民
全
体

の
嘆
き
の
祈
り
が
込
め
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
推

測
し
て
い
ま
す
。
 

こ
の
よ
う
に
、
嘉
瀬
奴
踊
り
誕

生
に
ま
つ
わ
る
話
は
い
く
つ
か
あ

り
ま
す
が
ー
こ
れ
だ
”
と
い
う
史

実
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
津
軽

地
方
の
小
さ
な
村
で
生
ま
れ
た
こ

の
踊
り
（
唄
）
が
、
全
国
的
に
有

名
に
な
っ
た
の
は
何
故
な
の
で
し

ょ
う
か
。
 

「忘
れ
て
は
い
け
な
い
人
物
が
 
 い

る
。
そ
れ
は
不
世
出
と
た
た
え

ら
れ
た
民
謡
の
神
様
“
嘉
瀬
の
桃

】
 

こ
と
『
黒
川
桃
太
郎
」
だ
。
彼
が

全
国
を
行
脚
し
な
が
ら
、
三
味
線

を
弾
き
、
唄
い
、
踊
り
、
世
に
知

ら
し
め
た
か
ら
だ
」
（
木
村
さ
ん
）
 

昭
和
二
十
六
年
こ
ろ
、
伝
統
を

守
ろ
う
と
同
地
区
で
は
「
奴
踊
り

保
存
会
」
を
設
立
し
、
同
三
十
七

年
に
は
全
国
民
謡
芸
能
大

会
で
優
勝
を
す
る
な
ど
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
同
四

十
四
年
に
は
関
係
者
の
尽

力
に
よ
り
、
青
森
県
無
形

文
化
財
の
指
定
を
受
け
て

い
ま
す
。
 

嘉
瀬
と
金
木
の
間
の
川
コ
 

石
コ
流
れ
て
 
木
の
葉
コ
沈
む

川
を
、
石
が
流
れ
て
木
の
葉
が

沈
む
こ
と
な
ど
非
現
実
的
。
し
か

し
、
時
の
世
相
を
痛
切
に
感
じ
さ

せ
る
こ
の
歌
詩
は
、
現
代
に
も
一

石
を
投
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
 

嘉
瀬
小
学
校
で
は
伝
統
芸
能
の

継
承
の
た
め
に
、
と
毎
年
「
奴
踊

り
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
大
会
」
を
催
し

た
り
、
運
動
会
や
夏
祭
り
、
節
目

節
目
に
は
見
事
な
踊
り
が
披
露
さ

れ
て
い
ま
す
。
 

歌
声
も
高
ら
か
に

…
 
。
 

代
々
受
け
継
が
れ
た
「奴
踊
り
」
 

は
、
い
ま
な
お
健
在
し
て
い
ま
す
。
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農
民
の
血
と
汗
と
 

涙
の
結
晶
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文化使節団来町 

太
宰
の
ふ
る
さ
と
友
好
都
市
、
 

山
梨
県
河
口
湖
町
か
ら
、
第

一
回

交
流
事
業
と
し
て
八
月
三
、
四
日

の
二
日
間
、
渡
過
澄
雄
河
口
湖
町

教
育
長
を
団
長
と
す
る
文
化
使
節

団
が
当
町
を
訪
れ
ま
し
た
。
 

河
口
湖
町
で
は
七
月
に
、
太
宰

作
品
に
関
す
る
感
想
文
な
ど
を
募

集
し
、
優
秀
作
品
者
を
金
木
町
へ
 
 派

遣
す
る
企
画
を
行
い
ま
し
た
。
 

そ
の
結
果
、
渡
逢
教
育
長
は
じ
め
、
 

河
口
湖
南
中
の
渡
辺
明
日
香
さ
ん
 

（
三年
）
、
同
じ
く
梶
原
梢
さ
ん
 

（
三年
）
、
河
口
小
の
外
川
淳
一
一

君
（
六
年
）
と
父

・
久
さ
ん
、
船

津
小
の
河
田
望
さ
ん

（
五
年
）
と

父
・
茂
さ
ん
、
教
育
委
員
会
の
中

村
孝
一
さ
ん
の
八
名
が
青
森
県
を
 
 訪

れ
ま
し
た
。
 

八
月
二
日
、
空
路
青
森
入
り
し
、
 

当
日
は
弘
前
ね
ぷ
た
な
ど
を
見
学

し
て
そ
の
ま
ま
宿
泊
。
翌
日
、
電

車
を
乗
り
継
ぎ
、
津
軽
鉄
道
で
当

町
に
到
着
し
ま
し
た
。

一
行
は
、
 

成
田
教
育
長
の
歓
迎
を
受
け
、
役

場
を
表
敬
訪
問
。
渡
辺
明
日
香
さ

ん
が
 
「太
宰
の
ふ
る
さ
と
を
訪
れ
、
 

文
化
や
文
学
を
た
く
さ
ん
私
た
ち

の
心
に
刻
み
た
い
で
す
」
と
団
員

を
代
表
し
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
読
み

上
げ
ま
し
た
。
 

そ
の
後
、
小
説
「
津
軽
」
 
の
ク

ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
舞
台
、
小
泊
村

を
訪
れ
記
念
館
を
見
学
。
金
木
町

に
戻
り
、
津
軽
凧
作
り
に
挑
戦
し

ま
し
た
。
成
田
教
育
長
ら
の
指
導

を
受
け
、
初
体
験
の
凧
作
り
に
興

味
を
示
し
、
四
苦
八
苦
し
な
が
ら

も
世
界
に
ー
つ
し
か
な
い
自
分
で

デ
ザ
イ
ン
し
た
凧
を
完
成
さ
せ
ま

し
た
。
 

最
終
日
の
四
日
、
日
本
一
の
ヒ

バ
の
巨
木
「
十
二
本
ヤ
ス
」
を
見

学
し
た
後
、
芦
野
公
園
を
は
じ
め

と
す
る
 
「
太
宰ゆ
か
り
の
地
」
を

散
策
。
桜
桃
忌
の
行
わ
れ
る
太
宰

文
学
碑
ゃ
、
公
園
内
の
吊
り
橋
、
 

浮
き
橋
を
散
歩
し
ま
し
た
。
そ
の

後
、
太
宰
の
母
校
に
あ
る
碑
、
百
 
 八

十
七
作
品
名
が
刻
ま
れ
て
い
る

思
い
出
広
場
、
太
宰
が
よ
く
行
っ

て
見
た
雲
祥
寺
の
地
獄
絵
図
な
ど

を
見
学
。
そ
し
て
、
生
家
「
斜
陽

館
」
 
へ
足を
運
び
ま
し
た
。
 

成
田
教
育
長
に
案
内
さ
れ
、
館

内
を
ゆ
っ
く
り
、
じ
つ
く
り
、
何

か
を
学
び
と
ろ
う
と
説
明
を
聞
き

な
が
ら
見
学
し
て
い
ま
し
た
。
 

太
宰
は
、
津
島
家
か
ら
勘
当
さ

れ
て
い
る
身
で
あ
っ
た
昭
和
十
三

年
、
師
で
あ
る
井
伏
鱒
二
の
呼
び

掛
け
で
河
口
湖
町
に
あ
る
御
坂
峠

の
 
「天
下
茶
屋
」
 
に滞
在
し
、
作

家
活
動
を
再
開
。
こ
の
後
に
甲
府

の
石
原
美
知
子
と
知
り
合
い
結
婚
。
 

天
下
茶
屋
で
の
生
活
が
、
精
神
的

に
も
肉
体
的
に
も
再
ス
タ
ー
ト
を

切
る
場
所
と
な
り
、
太
宰
に
と
つ

て
河
口
湖
町
は
忘
れ

ら
れ
な
い

一
思
い
出
の
地
”
と
な
っ
た
こ
と

と
思
い
ま
す
。
 

勇
壮
に
そ
び
え
た
つ
富
士
山
と

片
隅
に
ポ
ツ
ン
と
咲
く
一
輪
の
花
、
 

月
見
草
。
 
“富
士
に
は
月
見
草
が

よ
く
似
合
ふ
（う
）
（
、
河
口
湖
町

の
人
は
太
宰
を
知
ら
な
く
て
も
、
 

こ
の
言
葉
は
だ
れ
も
が
知
っ
て
い

る
よ
う
で
す
。
 

太
宰
か
ら
、
“贈
り
物
（
を
も
ら

っ
た
両
町
の
友
好
関
係
の
き
ず
な
 

(
 

(
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ぐ太宰のふるさと友好都市り 

河口湖町から 
が
今
、
動
き
だ
し
ま
し
た
。
 

河
口
湖
町
に
持
ち
帰
っ
た
こ
と
と
 

金
木
町
を
訪
れ
た
み
な
さ
ん
は
、
思
い
ま
す
。
 

き
っ
と
大
き
な
】
心
の
土
産
”
を
 

▲女の子らしく口元はよりていねいに 
	

▲慣れた 7手つきで筆を走らせる 

▲親子で仲良〈河田さん 
	

▲あれ！手についちゃった 



河口湖南中 3 年

梶原 梢 

‘
太
宰
と
タ
ケ
の
 

再
会
場
所
・
小
泊
村
に
て
 

●

完
成
し
た
凧
を
手
に
し
て
 

・IHliii 11111田 広報かなぎ ⑧ 

、 

私
は
、
河
口
湖
町
の
文
化
使
節

派
遣
団
の
一
員
と
し
て
選
ば
れ
、
 

と
て
も
こ
う
え
い
で
す
。
そ
れ
は
、
 

初
め
て
訪
れ
た
青
森
県
へ
行
っ
て
、
 

太
宰
治
の
古
里
の
こ
と
や
、
ね
ぷ

た
祭
り
の
こ
と
な
ど
を
学
ん
で
、
 

ほ
ん
と
う
に
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
 

日
本
の
き
ん
だ
い
文
学
史
に
の
こ

る
太
宰
治
の
生
ま
れ
育
っ
た
家
、
 

現
在
の
斜
陽
館
で
の
小
さ
い
こ
ろ
 

「私
が
こ
の
旅
行
で
 

思
っ
た
こ
と
」
 

ー
、
、

『
、
ー
 

一
 

と
て
も
楽
し
か
っ
た
し
、
と
て
 

ト
太
宰
作
品
の
多
さ
に
ち
ょ
っ
と
  

ト
神
木
「
＋
ニ
本
ヤ
ス
」
 
も
勉
強
に

な
り
ま
し
た
。

本
当
に

び
っ
く
り

・
思
い
出
広
場
 
そ
の
容
姿

に
ビ
ッ
ク
リ
  

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

何
 

「
青森
県
へ
行
っ
て
」
 

年
 
望
 

由
キ
 
コ
ー
 

耀
 

可
 

か
ら
の
生
活
を
、
教
育
長
の
成
田

さ
ん
が
家
の
中
を
ま
わ
っ
て
、
わ

か
り
ゃ
す
く
説
明
し
て
い
た
だ
き

た
く
さ
ん
の
太
宰
の
こ
と
を
知
り

ま
し
た
。
と
く
に
、
小
説
「
津
軽
」
 

の
像
記
念
館
で
の
ビ
デ
オ
シ
ア
タ
 

ー
を
見
て
、
太
宰
治
が
三
十
九
才

で
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を

知
り
ま
し
た
。
私
は
、
（
太
宰治
は

こ
ん
な
に
は
や
く
死
ん
で
し
ま
っ

た
ん
だ
）
と
思
い
ま
し
た
。
で
も
、
 

な
く
な
る
ま
で
の
三
十
九
才
ま
で

の
間
に
、
数
お
お
く
の
心
に
の
こ

る
作
品
を
書
い
て
い
る
の
で
す
。
 

金
木
小
学
校
の
近
く
の
休
む
所
に
、
 

太
宰
治
の
作
品
の
数
々
の
だ
い
め

い
が
は
ら
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
私

は
、
太
宰
の
作
品
の
中
で
友
情
を
 

が
よ
か
っ
た
か
と
い
う
と
全
部
な

の
で
す
が
、
初
日
に
函
館
に
行
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
ド
ラ
え
も
ん
の

電
車
に
乗
っ
て
青
函
ト
ン
ネ
ル
を

通
っ
た
の
は
と
て
も
楽
し
か
っ
た

し
ド
キ
ド
キ
し
ま
し
た
。
 

弘
前
の
ね
ぷ
た
祭
り
は
最
高
で
、
 

と
て
も
感
動
し
ま
し
た
。
す
ご
く

大
き
い
し
、
あ
の
絵
が
な
ん
と
い

っ
て
も
い
い
で
す
。
太
鼓
は
力
強

く
て
と
て
も
か
っ
こ
よ
か
っ
た
で

す
。
（
私
は青
森
の
人
が
う
ら
や
ま
 
 え

が
い
た
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
 
がは

っ
て
あ
る
所
で
写
真
を
と
り
ま
し

た
。
太
宰
治
っ
て
す
ご
い
小
説
を

た
く
さ
ん
書
い
た
こ
と
を
知
り
ま

し
た
。
 

ま
た
、
教
育
長
さ
ん
や
凧
作
り

の
会
長
さ
ん
副
会
長
さ
ん
に
教
え

て
も
ら
っ
た
凧
作
り
、
と
て
も
た

の
し
い
時
間
で
し
た
。
み
な
さ
ん

に
は
、
と
て
も
し
ん
切
に
し
て
い

た
だ
き
、
こ
の
三
日
間
き
ち
ょ
う

な
体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
た

い
へ
ん
う
れ
し
く
思
い
ま
し
た
。
 

ほ
ん
と
う
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。
ま
た
、
こ
う
い
う
き
か

い
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
参
加
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
 

し
か
っ
た
で
す
。
私
も
太
鼓
を
叩

き
た
い
っ
て
思
い
ま
し
た
）
 

そ
し
て
、
太
宰
治
に
つ
い
て
も

た
く
さ
ん
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
で
も
、
太
宰
の
家
に
は
本
当

に
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。
超
高
級
の

大
金
持
ち
で
し
た
。
そ
れ
に
し
て

も
太
宰
が
自
殺
し
た
っ
て
こ
と
が

許
せ
な
い
で
す
。
麻
薬
は
使
う
は
、
 

妻
と
子
を
残
し
て
他
の
女
と
自
殺

す
る
は
、
こ
の
辺
は
嫌
い
で
す
。
 

や
っ
ぱ
り
死
ぬ
こ
と
こ
そ
自
分
が
 

(
 

(
 



● 成
田
教
育
長
に
説
明
を
受
け
な
が
ら
少
年
時
代
の
太
宰
に
つ
い
て
学
ぶ
 
弱
い
証
拠
だ
し
、
私
は
こ
の
と
き
 

河口湖南中 3 年

渡辺明日香 

の
太
宰
の
気
持
ち
は
ま
っ
た
く
わ

か
ら
な
い
け
れ
ど
太
宰
は
弱
虫
で

す
。
現
実
と
戦
わ
ず
に
逃
げ
た
あ

げ
く
に
、
 一
人
で
死
ぬ
の
で
は
な

く
心
中
し
た
わ
け
だ
し
、
ど
ん
な

に
辛
く
て
も
死
に
よ
っ
て
そ
の
苦

し
み
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
す
る
よ
 

「青
森
県
訪
間
に

つ
い
て
」
 

ぼ
く
は
、
初
め
て
行
っ
た
青
森

が
と
て
も
気
に
入
り
ま
し
た
。
特
 

「
文
化
使節
派
遣
団
の
一
員

に
な
っ
て
感
じ
た
こ
と
」
 

,
 

ト
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
 

と
成
田
教
育
長
に
最
後
の
あ
い
さ
つ
 

私
は
今
回
、
派
遣
団
に
選
ば
れ

た
こ
と
を
大
変
嬉
し
く
思
い
ま
し
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ト
斜
陽
館
前
に
て
 

河口小 6 年

外川 淳ニ 

(
 

う
な
考
え
は
い
や
で
す
。
私
は
彼

が
人
間
的
に
は

（
少
し）
嫌
い
だ

け
ど
、
彼
の
作
品
は
と
て
も
好
き

な
の
で
も
つ
と
た
く
さ
ん
読
み
た

い
と
思
い
ま
す
。
特
に
 
「津
軽
」
 

ー
私
は
太
宰
に

一
言
い
い
た
い
ー
 

「今
度
生
ま
れ
変
わ
っ
た
ら
自
殺

な
ん
か
し
ち
ゃ
ダ
メ
だ
よ
。
あ
な
 

に
、
ね
ぷ
た
祭
り
は
い
ま
ま
で
見

た
お
祭
り
の
な
か
で
い
ち
ば
ん
迫

力
が
あ
っ
て
か
っ
こ
い
い
な
あ
と

思
い
ま
し
た
。
 

あ
と
、
印
象
に
残
っ
て
い
る
の

は
凧
作
り
で
す
。
凧
を
作
っ
た
の

も
初
め
て
で
、
ぼ
く
が
と
ま
ど
っ

て
い
る
と
教
育
長
さ
ん
や
凧
作
り

の
会
長
の
お
じ
さ
ん
た
ち
が
や
さ

し
く
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
 

た
。
な
ぜ
な
ら
、
金
木
町
を
訪
れ

て
文
化
や
文
学
を
学
び
、
そ
れ
ら

に
対
し
て
、
よ
り
い
っ
そ
う
興
味

を
持
っ
て
帰
っ
て
こ
ら
れ
た
か
ら

で
す
。
 

特
に
、
「津
軽
の
像
記
念
館
」
や
 

「斜
陽
館
」
 
で
太
宰
治
につ
い
て
、
 

と
て
も
勉
強
に
な
り
ま
し
た
。
私

は
太
宰
に
つ
い
て
は
、
教
科
書
で

習
う
よ
う
な
ご
く
一
般
的
な
事
し

か
知
ら
な
か
っ
た
の
で
、
彼
の
遺
 
 た

が
死
ん
で
悲
し
む
人
も
た
く
さ

ん
い
る
し
、逃
げ
ず
に
生
き
ろ
ー
」
 

っ
て
ね
。
 

私
は
、
こ
の
旅
行
を
通
し
て
生

き
方
も
教
わ
っ
た
気
が
し
ま
す
。
 

本
当
に
本
当
に
楽
し
か
っ
た
で
す
。
 

こ
れ
が
私
の
思
っ
た
こ
と
の
す
べ

て
で
す
。
 

金
木
町
は
、
ぽ
く
の
住
ん
で
い

る
所
よ
り
も
つ
と
田
舎
だ
け
ど
、
 

町
の
人
が
み
ん
な
や
さ
し
く
て
自

然
が
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
所
で

住
み
た
い
な
あ
と
思
い
ま
し
た
。
 

そ
し
て
今
回
、
旅
行
に
一
緒
に

行
っ
た
人
た
ち
と
も
仲
良
く
な
れ

て
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
。
 

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
 

品
や
写
真
、
年
譜
、
パ
ネ
ル
、
ま

た
彼
の
作
品
に
関
す
る
資
料
を
見

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
に
つ
い
て

の
理
解
が
深
ま
り
ま
し
た
。
さ
ら

に
、
彼
に
対
し
て
親
近
感
も
持
て

ま
し
た
。
私
は
、
地
元
に
あ
る
碑

や
天
下
茶
屋
に
は
行
っ
た
こ
と
が

な
い
の
で
、
い
つ
か
そ
ち
ら
に
も

行
こ
う
と
思
い
ま
す
。
 

ま
た
、
津
軽
凧
作
り
も
大
変
楽

し
か
っ
た
で
す
。
 


