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○

い
な
な
く
馬

の
た
て
が
み
に
吹
く
哄
も
、
ど

こ

と
な
く
秋

の
気
配
が
た
だ
よ

っ
て
き
た
。

〇
　
戦
時
中
は
軍
馬

に
戦
後

は
農
耕
用

ｌｉ
と
、
も

て
は
や
さ
れ
た
馬
も
農
業

の
機
械
化

に
押
さ
れ
、

‐、

ま
樹
内

に
は
八
頭
し
か
飼
わ
れ
て
い
な

い
。

○
活
躍
の
舞
台
を
失
な

い
心
な
し
か
さ
み
し

い
影

を
ひ
き
ず
り
な
が
ら
、
無
心
に
草
喰

（
は
）
む
馬
の

背

に
初
秋

の
日
差
し
が
や
わ
ら
か
い
。

○
　
朝
夕
は
ひ
ん
や
り
し
た
風
が
吹
き
、
虫

の
声

が
し
げ
く
な
る
に
つ
れ
て
秋
も
し
だ

い
に
深
ま

っ
て

ゆ
く
。

革
喰

（
は
）
む
馬
の
た
た
ず
ま
い
に
も
、
秋
の
気

配

か
濃
く
な
つ
て
き
た
。

―
岩
片
枚
牧
場
附
近

で
写
十

１
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第
四
分
団
（太
田
地
区
）
に

―
∞
９

１

―
か
ず
か
ず
の
思
い
出
の
こ
し
て

お
り
、
南
側
校
合
は
、
内

職
補

　

ん

″
と
、
解
体
さ
れ
て
ゅ
く
校

導
施
設

に
転
用
さ
れ
る
予
定

で
　

舎

に
ね
ぎ
ら
い
の
こ
と
ば
を
か

す
。
な
お
、
講
堂
も
近
く
解
体

　

け
る
人
も
あ
る
な
ど
、
脇
元
小

さ
れ
る
こ
と
に

な

っ
て

い
ま
　

学
校

の
旧
校
舎
は
、
数
多
い
思

す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
出
を
の
こ
し
て
姿
を
消
す

こ

″
九
十
五
年
間
ご
く
ろ
う
さ

　

と
に
な
り
ま
し
た
。

生

活

保

護

や
社

会

福

祉

関
係
の
援
助
を
う
け
る
に
は

間
　
生
活
保
護
な
ど
社
会
福

祉
関
係

の
援
助
を
う
け
る
に
は

ど
う
し
た
ら
よ
い
か
、
お
知
ら

せ
く
だ
さ
い
。
現
在
、
妻

は
病

気
で
子
ど
も
が
四
人

い
ま
す
。

（
十
三
地
区

・
Ｔ
生
）一̈卜‐一

消
防
団
第
四
分
団

（
太
田
）

に
可
搬
式
小
型
動
カ
ポ
ン
プ
が

配
置
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
い
ま
ま
で
使
わ
れ

て
い
た
ポ
ン
プ
が
老
朽
化
し
た

の
で
、
村
が
六
十
八
万
五
千
円

で
購
入
し
た
も
の
で
す
。

配
置
さ
れ
た
動
カ
ポ
ン
プ
は

五
五
馬
力
で
、
毎
分

一
、
五
〇

〇
り
の
放
水
が
で
き
る
ほ
か
、

マ
イ
ナ
ス
二
〇
度
の
低
温
で
も

始
動
す
る
高
性
能
を
も
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
九
九
キ
ロ
と
軽

い
た
め
持
ち
は
こ
び
が
便
利
で

好
評
で
す
。

滋
淋
難
霧

激

報

縫
撮

脇
元
小
学
校
旧
校
舎
の
解
体

作
業
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

同
校
は
明
治
九
年
の
創
立
で

す
が
、
木
造
の
た
め
老
朽
化
が

ひ
ど
く
、
鉄
筋
二
階
建
て
の
新

校
舎
が
完

成
し
た
の
に

伴
な

い
、
解
体
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

い
ま
、
北
側
校
舎
の
解
体
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
こ
れ
は

農
協
の
山
菜
処
理
加
工
施
設
と

し
て
使
わ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て

性能のよい可搬式小型ポンプ

解体作業か進められている脇小IF校舎

しらバ



一

‐ 摯

ら
正
午
ま
で
）
＝
太
田
生
活
改

善
セ
ン
タ
ー

▽
九
月
十
二
日

（
午
後

一
時

か
ら
四
時
ま
で
）
＝
役
場
会
議

室
▽
九
月
十
三
日

（
午
前
九
時

か
ら
十
時
三
十
分
ま
で
）
＝
十

三
公
民
館

▽
九
月
十
三
日

（
午
後

一
時

か
ら
三
時
ま
で
）
＝
脇
元
公
民

館

目
日

妊
婦
の
検
診
を
次
に
よ
り
行

な
い
ま
す
。
健
康
な
赤
ち
や
ん

を
産
む
た
め
に
も
、
ぜ
ひ
受
診

し
て
く
だ
さ
い
。

相
内
地
区
以
外
の
か
た
は
マ

イ
ク
ロ
パ
ス
で
送
迎
し
ま
す
。

▽
と
き
＝
九
月
十
三
日
、
午

後

一
時
か
ら

▽
と
こ
ろ
＝
相
内
診
療
所

▽
医
師
＝
五
所
川
原
市

・
森

田
産
婦
人
科
院
長

な
お
、
当
日
は
母
子
手
帳
を

忘
れ
な
い
よ
う
に
Ｉ
Ъ

一
　

一

第
十

一
回
青
少
年
の
し
あ
わ

せ
を
守
り
教
育
を
高
め
る
大
会

は
、
次
の
分
科
会
に
よ
り
開
催

し
ま
す
。
村
民
多
数
の
参
加
を

お
願
い
し
ま
す
。

▽
と
き
＝
九
月
十
四
日

（
木

）
午
前
十
時

▽
と
こ
ろ
＝
脇
元
小
学
校

▽
第

一
分
科
会
＝
青
年
の
意

欲
を
高
め
る
た
め
に
は
ど
う
し

た
ら
よ
い
か
。

▽
第
三
分
科
会
＝
子
ど
も
の

健
康
と
い
の
ち
を
高
め
る
た
め

に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。

▽
第
四
分
科
会
＝
Ｐ
Ｔ
Ａ
活

動
を
高
め
る
た
め
に
は
ど
う
し

た
ら
よ
い
か
。

燃
え
な
い
ご
み
の
収
集
は
毎

月
二
十
日
に
行
な
っ
て
い
ま
し

た
が
、
九
月
か
ら
毎
月
第
二
金

曜
日
に
収
集
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。

ご
み
は
燃
え
る
も
の
と
燃
え

な
い
も
の
に
区
分
し
収
集
日
の

嘲
に
出
し
で
下
さ
い
。
ご
み
の

収
彙
場
所
が
、
ご
み
捨
場
の
よ

う
に
よ
ご
れ
、
場
所
を
提
供
し

て
い
る
か
た
や
ふ
き
ん
の
か
た

が
た
に
大
変
め
い
わ
く
を
か
け

て
い
ま
す
。
お
互
い
き
め
ら
れ

た
こ
と
は
守
る
よ
う
に
し
ま
し

南
の
出
城
で
あ
る
青
山
城
の

淡
上
を
山
越
し
に
跳
め
た
物
見

つ
兵
は
福
島
城
に
急
報
し
た
。

南
部
労
は
十
一一藉
澤

に
童
陣

し
外
巡
り
の
安
東
軍
に
弓
矢
の

戦
い
を
い
ど
ん
だ
が
、
折
か
ら

吹
く
寒
風
に
、
南
部
勢
は
陣
を

唐
崎
に
退
い
て
兵
馬
を
休
養
せ

し
め
た
。

城
主
安
東
盛
季
は

一
子
康
季

を
唐
川
城
を
固
め
る
た
め
に
移

し
、
南
部
勢
は
い
ず
れ
の
城
を

攻
め
く
る
か
を
謀
議
し
た
。
も

し
先
に
唐
川
城
を
攻
め
来
る
な

ら
ば
藤
崎
よ
り
落
ち
の
び
た
安

東
教
季
の
飯
積
高
だ
て
城
に
庇

護
さ
れ
て
い
る
駐
留
軍
八
百
四

十
騎
が
南
部
勢
の
後
障
を
突
き

編
誘

罷

雲

絆

絆
“
攀

っ
た
が
南
部
勢
は
あ
ぐ
ま
で
も

福
島
城
の
包
目
を
策
し
唐
川
城

を
■
立
さ
せ
、
藤
崎
城
の
残
軍

を
飯
積
に
封
じ
、
飯
積
高
だ
て

城
主
朝
日
氏
と
は
不
可
侵
の
契

ヶ
を
結
び
、
ひ
た
す
ら
福
島
城

を
攻
め
蟻
も
も
ら
さ
ぬ
包
囲
陣

を
固
め
た
。

一
方
飯
積
に
駐
留
す
る
教
季

は
十
三
の
戦
情
に
気
を
も
み
山

中
を
東
に
越
え
て
外
ケ
浜
を
北

上
し
応
永
二
十

七
年
七

月

（

一
、
四
二

一
）
無
事
唐
川
城
に

入
城
合
流
し
た
が
、
鮎
内
川
に

第
二
陣
を
布
い
た
守
行
の

一
子

義
政
が

一
万
の
軍
勢
を
以
っ
て

囲
ん
で
い
た
の
で
、
教
季
の
軍

は
福
島
城
に
入
る
事
は
至
難
の

事
で
あ

っ
た
。

南
部
勢
は
い
よ
い
よ
攻
撃
の

策
が
出
来
て
応
永
二
十
九
年
の

春
冬
越
し
の
枯
草
に
、
風
の
強

い怖渤か“撤棧効は漱レれ

し
た
「
結
れ
た
野
葦
は
油
の
よ

う
に
燃
え
Ｉ
が

，
城
内
の
樹
木

に
引
火
し
て
城
さ
く
も
焼
け
落

ち
で
■
め
入
る
難
所
も
な
く
な

っ
た
。

・
　

．

南
部
守
行
は
鰊
崎
よ
り
攻
め

た
が
広
大
な
る
福
島
城
の
本
城

に
攻
め
入
る
ま
で
は
十
重
二
十

重
の
さ
く
あ
り
砦
あ
り
で
苦
戦

に
次
ぐ
苦
闘
で
あ

っ
た
。
城
兵

よ
く
奮
戦
し
続
け
た
が
、　
一
歩

一
歩
　
日

一
日
と
本
城
の
城
棟

が
見
え
る
所

ま
で
攻
め

入
っ

た
。福

島
城
で
応
戦
す
る
安
東
軍

の
将
士
は
青
山
宗
四
郎
貞
時
、

磯
野
権
十
郎
成
顕
、
和
田
次
郎

義
茂
、
佐
藤
源
左

工
門
忠
基
、

井
沼
猿
之
介
―
直
胤
、
大
高
右

工
門
綱
頼
、
堀
田
喜
左

工
門
孝

親
、
等
の
将
士
で
い
ず
れ
も
鎌

倉
武
者
の
後
胤
、
で
あ
る
。

戦
い
は
羽
黒
館
の
攻
防
激
し

く
三
ケ
月
間
対
戦
し
、
壇
林
寺

の
法
場
は
こ
の
戦
で
灰
と
な
り

多
く
の
寺
宝
を
失
な
い
、
又
禅

林
寺
も
南
部
勢
の
陣
屋
と
な
る

た
め
に
安
東
勢
の
攻
め
に
焼
矢

し
た
、
応
永
三
十
年
七
月
二
十

一
日
に
此
の
仏
閣
と
時
を
同
じ

く
し
て
羽
黒
館
は
南
部
勢
の
火

や
に
依

〓っ
て
落
館
し
た
。

一
方
十
三
浦
の
中
島
の
さ
く
も

南
部
守
行
は

一
挙
に
攻
め
落
し

巨
城
福
島
城
は
孤
立
す
る
に
至

っ
た
。
応
永
三
十
年
八
月
四
日

（
四
月
七
日

と
も
い
う

）

（

一
、
四
二
四
）
安
東
盛
季
は
重

臣
や

一
族
近
臣
を
集
め
謀
議
し

城
を
捨
て
る
こ
と
に
な
っ
た
。

盛
季
は
家
臣
と
共
に
秘
洞
を
抜

け
て
唐
川
城
に
落
ち
た
。
幾
百

年
を
経
た
歴
史
を
誇
る
十
三
の

福
島
城
も
自
ら
放
つ
火
炎
は
空

高
く
煙
を
立
て
て
炎
上
し
落
城

し
た
。（筆

者
は
村
史
編
集
員

・
郷

土
史
家
）

時力、▽嚇醐特壇卸）酢獅針民一　
意額導にけ科崚列晴げ〔”

館
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
た
ら
よ
い
か
。

応
永
の
乱

福

島

城
山

内 の

英 巻

太

郎
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保
険
料
の
免
除
は
損
で
す

早
め
に
追
納
し
ま
し
よ
う

薇
含絶の

中　。重^　　　̈̈一．拌、

国
民
年
金
で
は
、
生
活
が
苦

し
く
て
か
け
金
を
納
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
人
に
は
そ
の
間
の

か
け
金
を
免
除
す
る
仕
組
み
が

と
り
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
そ
の
免
除
を
う
け
た
分

は
あ
と
で
さ
か
の
ぼ

っ
て
納
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を

婦
人
は
社
会
生
活
の
充
実
を

え
、
就
労
す
る
婦
人
の
数
が

増
加
し
た
。
い
や
、
そ
れ
だ

け
で
は
な
い
。
婦
人
が
家
庭

生
活
を
い
と
な
む
こ
と
だ
け

を
考
え
て
み
て
も
、
過
去
の

経
験
や
知
識
の
蓄
積
だ
け
に

頼
っ
て
い
て
は
ふ
じ
ゆ
う
ぶ

ん
な
の
で
あ
っ
て
、
新
た

・
な

消
費
生
活
の
問
題
、
人
間
性

回
復
の
場
と
し
て
の
家
庭
生

活
の
あ
り
方
の
問
題
、
家
庭

教
育
の
問
題
等
に
関
す
る
理

解
と
関
心
を
も
た
な
い
か
ぎ

り
、
通
常
の
家
庭
生
活
を
送

る
こ
と
自
体
が
む
ず
か
し
く

な
っ
て
き

て
い
る

の
で
あ

こ
の
よ
う
な
婦
人
の
生
活

周
期
の
変
化
と
家
庭
生
活
の

変
化
に
よ
っ
て
婦
人
の
生
活

は
家
庭
生
活
か
ら
社
会
生
活

へ
と
拡
が
り
、
婦
人
は
、
家

庭
生
活
で
は
、
主

婦

と
し

て
、
母
親
と
し
て
の
役
割
り

を
も
ち
、
社
会
生
活
で
は
、

市
民
と
し
て
、
職
業
人
と
し

て
の
役
割
り
を
も

つ
よ
う
に

な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
情
勢
の
変

化
を
背
景
と
し
て
、
婦
人
自

身
の
な
か
に
、
そ
の
生
活
を

充
実
さ
せ
た
い
と
い
う
こ
と

か
ら
、
当
然
学
習
の
意
欲
が

起

っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。

激

に
拡
が

っ
て
い

っ
た
の
で

あ
る
。

ま
た
、
日
常

の
家
庭
生
活

も
大
き
く
変

っ
て
い
る
。
少

子
家
族
、
核
家
族
化
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
、
多
く

の
家
庭

が
小
人
数
の
家
庭

に
な

っ
て

い
る
。
衣

・
食

・
住

の
消
費

生
活

の
面

で
は
、
家
庭
電
気

器
具
、
既
製
衣
料
品
、
イ

ン

１

８

”
―

「
追
納
」
と
言
い
ま
す
。

こ
の
追
納
は
十
年
前
ま
で
さ

か
の
ぼ

っ
て
で
き
ま
す
が
、
十

年
を
過
ぎ
た
分
は
納
め
ら
れ
な

く
な
り
ま
す
。
免
除
を
う
け
た

ま
ま
に
し
て
お
き
ま
す
と
、
年

金
額
が
３
分
の
―
に
な
り
、
将

来
く
ら
し
に
困
る
事
に
も
な
り

ま
す
の
で
、
生
活
に
少
し
で
も

余
裕
が
で
き
ま
し
た
ら
期
限
ぎ

れ
に
な
ら
な
い
う
ち
に
追
納
し

高
い
年
金
が
う
け
ら
れ
る
よ
う

に
し

て
く
だ
さ
い
。　
追
納
す

る
と
き
は
、
納
付
書
が
あ
り
ま

す
か
ら
そ
れ
で
銀
行
か
郵
便
局

に
払
い
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

ス
タ
ン
ト
食
品

が
普

及
し

⑨

　
瀬
ぎ
腱
嘲
わ
酵
「
瑚
瀾
嚇
囃

伴
な
い
、
主
婦
の
余
暇
が
ふ

ご
■
生
お
め
で
と
う

工
藤
利
恵

（
太
田
）
春
男

〈雄藤々木麗一砲
（締

〈霧曝
諏
豫
（相

（淋附
“猥
狂
（報

〈誠
岬　舞子一
（幅

〈紳略真燎務
（軒

〈想
卿千硲刊
（性　　馴
）

〈館馴　務
秩
（際　　加
〕

お
く
や
み
申
し
上
げ
ま
す

小
倉
誠
太
郎

（
十
三
）
６３
才

三
和
千
代
吉

（
相
内
）
７６
才

斎
藤
正
太
郎

（
脇
元
）
３９
才

小
寺
サ
ナ

（
脇
元
）
９０
才

○
…
い
よ
い
よ
″
新
涼
の
秋

″
を
迎
え
ま
し
た
。
あ
の
暑
さ

の
ひ
ど
か
っ
た
八
月
と
く
ら
べ

れ
ば
、
朝
夕
は
な
ん
と
ま
た
し

の
ぎ
や
す
く
な
っ
た
こ
と
か
、

空
模
様
は
ま
だ
落
ち

つ
か
な
い

と
は
い
え
、
雲
の
ゅ
き
か
い
や

草
木
の
た
た
ず
ま
い
は
、
日
ま

し
に
秋
の
気

・配
が
濃
く
な
っ
て

き
て
、
仕
事
の
能
率
も
ぐ
ん
と

あ
が
っ
て
き
ま
し
た
。

○
…
素
足
に
さ
ら
っ
と
し
た

風
を
う
け
て
、
秋
の
夜
長
を
た

の
し
む
、
き
よ
う
こ
の
ご
ろ
で

す
。
夜
の
長
い
の
は
も
ち
ろ
ん

冬
至

（
十
二
月
二
十
二
日
）
で

す
が
、
夏
の
短
夜

（
み
じ
か
よ

）
の
あ
と
な
の
で
、
こ
の
ご
ろ

は
め
っ
き
り
長
く
な
っ
た
こ
と

に
気
が
つ
き
ま
す
。

○
・・走

い
ぶ
更

（
ふ
）
け
た

な
…
と
思

っ
て
時
計
を
み
る
と

ま
だ
よ
い
の
口
だ
っ
た
り
…
。

子
ど
も
さ
ん
の
い
る
家
庭
で
は

二
学
期
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
で

す
。
い
つ
ま
で
も
夏
休
み
の
思

い
出
ば
な
し
を
し
て
い
る
わ
け

に
は
い
き
ま
せ
ん
。
し
の
ぎ
よ

く
な
っ
た
こ
の
季
節
に
、
や
っ

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕

事
は
ど
ん

。
ど
ん
片
づ
け
て
お
き

た
い
も
の
で
す
。

‥
ρ

白
川
欽
靖

（
十
三
）

一
則

小
山
内
珍
治

（
十
三
）
孝
作

小宮
寺崎
美
佐潤
子一

相大

内阪 力三 里元 葉松 泊元 内森


