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今
回
は
、
全
国
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
主
催
の
第
49
回
「
全
国
老

人 

ク
ラ
ブ 

山
形
大
会
資
料
」
の
紹
介
記
事
を
掲
載
し
ま
す
。	

ス
テ
ッ
プ 

‼
ス
テ
ッ
プ
‼
ス
テ
ッ
プ 

‼

　
　
　
　
　
　
～
あ
な
た
も
私
も
令
和
を
健
康
で
楽
し
く
～

一
、 

活
動
を
は
じ
め
た
き
っ
か
け
～
レ
ク
ダ
ン
ス
部
の
歩
み

藤
崎
町
は
リ
ン
ゴ
品
種
「
ふ
じ
」
発
祥
の
地
で
、
今
年
で
誕
生

80
年
で
す
。
部
員
の
16
名
は
リ
ン
ゴ
栽
培
農
家
で
す
。
レ
ク
ダ

ン
ス
は
振
り
付
け
が
簡
単
で
軽
い
体
操
の
つ
も
り
で
楽
し
く
覚

え
ら
れ
ま
す
。
昔
懐
か
し
い
「
高
校
三
年
生
」「
銀
座
カ
ン
カ
ン

娘
」
や
、
ま
た
、
現
在
流
行
し
て
い
る
「
U
S
A
」「
五
輪
音
頭 

2
0
2
0
」「
ね
ぶ
た
」
等
を
夜
間
2
時
間
の
レ
ッ
ス
ン
で
、
農

作
業
の
疲
れ
・
ス
ト
レ
ス
を
解
消
し
て
笑
顔
で
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

講
師
は
元
小
学
校
長
の
蝦
名
昭
逸
先
生
（
81
歳
）
で
、
オ
ー
ケ

ス
ト
ラ
や
合
唱
団
の
指
導
者
で
も
あ
り
、
と
て
も
パ
ワ
フ
ル
な
方

で
、
私
た
ち
の
お
手
本
で
す
。

出
会
い
は
、
平
成
18
年
、
作
家
「
太
宰
治
」
生
誕
の
地
で
あ
る

金
木
町
（
現
五
所
川
原
市
）
芦
野
公
園
の
桜
ま
つ
り
に
出
掛
け
た

と
き
で
、
湖
上
ス
テ
ー
ジ
で
50
人
位
の
高
齢
女
性
た
ち
が
、
と
て

も
楽
し
く
踊
っ
て
い
ま
し
た
。
振
り
付
け
ス
テ
ッ
プ
が
私
た
ち
に

も
続
け
ら
れ
そ
う
で
し
た
。
翌
年
に
メ
ン
バ
ー
10
人
が
集
ま
り
、

湖
上
ス
テ
ー
ジ
を
観
て
、
蝦
名
先
生
に
講
師
依
頼
を
交
渉
し
、
そ

の
場
で
レ
ク
ダ
ン
ス
部
を
立
ち
上
げ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
毎
年

5
月
４
日
に
は
芦
野
公
園
湖
上
ス
テ
ー
ジ
で
私
た
ち
も
出
演
し 

10
年
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら
当
時
の
メ
ン
バ
ー
は

高
齢
化
し
、
現
在
は
二
人
だ
け
と
な
り
、
後
輩
を
指
導
・
応
援
し

て
い
ま
す
。

二
、 

町
の
地
域
活
性
化
で
活
動
の
P
R

　

町
内
会
の
祭
り
、
福
祉
施
設
慰
問
等
で
と
て
も
出
番
が
多
く
、

農
繁
期
の
慰
問
の
時
は
、
畑
か
ら
慰
問
先
で
踊
り
、
す
ぐ
後
に
化

粧
も
落
と
さ
ず
畑
の
農
作
業
に
行
く
メ
ン
バ
ー
も
お
り
、
と
て
も

頼
も
し
い
限
り
で
す
。

衣
装
は
タ
ン
ス
の
底
に
眠
っ
て
い
る

古
い
昔
の
着
物
を
メ
ン
バ
ー
が
持
ち

寄
っ
て
リ
メ
ー
ク
し
て
お
り
ま
す
。

平
成
28
年
よ
り
町
の
事
業
で
あ
る

「
ふ
じ
さ
き
地
域
活
性
化
助
成
事
業
」

（
5
年
継
続
条
件
）
に
取
り
組
み
ま
し

た
。
レ
ク
ダ
ン
ス
講
習
会
、
舞
台
発
表
、
ま
た
、
活
動
内
容
を

町
内
外
に
ポ
ス
タ
ー
・
チ
ラ
シ
等
を
作
成
し
、
ア
ピ
ー
ル
し
て

い
ま
す
。

「
ふ
じ
さ
き
地
域
活
性
化
助
成
事
業
」
の
発
表
会
で
は
、
平
成

28
年
に
「
グ
ッ
ド
デ
ィ
ス
プ
レ
ー
賞
」、
平
成
29
年
に
「
町
づ
く

り
賞
」
令
和
元
年
に
は
「
ユ
ニ
ー
ク
賞
」
を
受
賞
し
ま
し
た
。

三
、 

主
な
出
演
依
頼

イ
藤
崎
町
関
係

　

・
福
祉
課
の
介
護
予
防
教
室
・
町
チ
ャ
レ
ン
ジ
デ
ー

ロ
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
関
係

　

・
中
南
郡
老
連
芸
能
発
表
会
・
青
森
県
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会

芸
能
発
表
会
・
健
老
の
集
い
・
東
日
本
震
災
被
害
地　

岩
手
県

田
野
畑
村　

仮
設
住
宅
慰
問
（
歌
と
レ
ク
ダ
ン
ス
の
発
表
）

四
、 
活
動
が
も
た
ら
し
た
成
果
～
私
達
が
大
切
に
し
て
き
た
こ
と

　

人
生
百
年
の
時
代
に
な
り
ま
し
た
。
私
達
メ
ン
バ
ー
は
「
健

康
維
持
」
と
「
活
力
あ
る
生
き
が
い
」・「
仲
間
の
絆
」
を
大
切

に
し
て
、
共
に
声
掛
け
合
い
楽
し
い
人
生
を
送
り
た
い
と
思
っ

て
活
動
し
て
い
ま
す
。

「
冬
枯
れ
や　

百
歳
ま
で
と　

想
う
た
に
」
…
（
作
者
不
詳
）

を
合
い
言
葉
に
頑
張
っ
て
い
き
ま
す
。

　

私
達
レ
ク
ダ
ン
ス
部
は
今
年
２
月
ま
で
活
動
を
し
て
い
ま
し

た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
に
よ
り
、
全
て
の
活

動
を
休
止
し
て
お
り
ま
す
。
部
員
一
同
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
は

負
け
ま
い
と
、
お
互
い
に
声
か
け
合
い
、
必
ず
ま
た
舞
台
上
で

元
気
に
踊
ろ
う
と
励
ま
し
合
っ
て
お
り
ま
す
。

今
月
（
十
一
月
号
）
の
【
白
寿
】
を
班
長
さ
ん
が
持
っ
て
来
て

く
れ
た
の
で
、
日
付
と
第
何
号
か
に
眼
が
移
っ
た
。
日
付
は
と
も

か
く【
白
寿
】は
発
行
さ
れ
て
か
ら
も
う
一
八
二
号
に
な
っ
て
い
た
。

よ
く
も
老
連
の
機
関
誌
と
し
て
約
一
八
二
号
ま
で
続
け
て
こ
ら

れ
て
き
た
も
の
だ
と
率
直
に
感
じ
た
。

毎
回
思
う
こ
と
だ
が
老
連
の
新
聞
で
あ
り
な
が
ら
一
般
会
員

（
私
を
も
含
め
て
）
の
投
稿
、
意
見
な
ど
が
あ
ま
り
見
当
た
ら
な

い
よ
う
に
感
じ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
毎
号
「
歯
無
し
の
話
」
と

し
て
佐
藤
透
先
生
の
医
学
か
ら
自
然
・
日
常
生
活
に
至
る
ま
で
参

考
に
な
る
こ
と
が
、
い
っ
ぱ
い
書
き
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
感

謝
し
た
い
。

佐
藤
透
先
生
の
「
歯
無
し
の
話
」
も
一
〇
四
回
も
続
け
ら
れ
て

い
る
。

【
白
寿
】
の
一
八
二
号
は
１
年
に
12
回
が
続
い
た
と
し
て
も 

10

年
で
一
二
〇
回
、
単
純
計
算
で
も
一
八
〇
号
で
15
年
に
も
な
る
。

広
報
委
員
会
の
編
集
諸
氏
に
も
頭
が
下
が
る
こ
と
し
き
り
で
あ
る
。

　

近
年
、
全
国
的
に
ど
こ
の
単
位
ク
ラ
ブ
で
も
会
員
増
強
を
図
っ

12
月
18
日
㈮
に
計
画
し
て
お
り
ま
し
た
今
年
度
の
中
南
郡
老
連

主
催
の
芸
能
発
表
会
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
防
止

の
た
め
、
中
止
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

皆
様
方
に
は
、
年
末
の
恒
例
行
事
で
楽
し
み
に
し
て
い
た
と
思

い
ま
す
が
、
大
変
残
念
で
す
が
今
年
度
は
中
止
と
い
た
し
ま
す
。

今
後
は
感
染
拡
大
状
況
を
確
認
し
な
が
ら
検
討
し
実
施
し
て
い

き
ま
す
。

第
三
次
感
染
が
全
国
的
に
拡
大
し
て
お
り
ま
す
。
県
内
で
は
、

弘
前
市
・
五
所
川
原
市
・
青
森
市
・
八
戸
市
で
、
つ
い
最
近
ま
で

感
染
者
集
団
（
ク
ラ
ス
タ
ー
）
が
起
き
ま
し
た
。

冬
期
間
は
空
気
が
乾
燥
し
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
同
時
感
染
も

考
え
ら
れ
ま
す
。

非
常
に
感
染
力
が
強
く
、
我
々
高
齢
者
が
重
症
化
し
易
い
事
も

第
三
次
感
染
の
特
徴
だ
と
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。

年
末
・
年
始
は
近
親
者
が
集
ま
る
機
会
が
多
く
、
遠
方
か
ら
の

方
々
の
移
動
も
多
く
な
り
ま
す
。
出
来
る
だ
け
不
要
不
急
の
外
出

を
避
け
、
三
密
（
密
閉
・
密
集
・
密
接
＝
近
距
離
で
の
会
話
）
を

出
来
る
だ
け
避
け
る
よ
う
心
が
け
て
下
さ
い
。

て
は
い
る
が
、
会
員
の
数
が
減
っ
て
い
く
ば
か
り
で
歯
止
め
が
効

か
な
い
な
い
状
態
と
な
っ
て
お
り
淋
し
い
こ
と
で
あ
る
。

会
員
同
士
の
親
睦
、
日
常
生
活
へ
の
参
考
意
見
な
ど
、
そ
れ
を

気
張
る
こ
と
な
く
会
員
み
ん
な
で
考
え
、
立
ち
上
げ
て
い
く
こ
と

が
老
人
ク
ラ
ブ
会
員
の
楽
し
み
方
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い

る
。最

近
の
【
白
寿
】
に
は
〝
先
輩
に
学
ぶ
〟
の
文
集
が
何
回
か
載

せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
そ
れ
で
良
い
記
事
で
、
参
考
に
な
る
文

な
の
で
物も

の
い言
い
を
付
け
る
訳
で
は
な
い
の
だ
が
…
…
。

現
在
の
会
員
皆
様
に
是
非
お
願
い
し
た
い
。
近
所
の
面
白
い

ニ
ュ
ー
ス
・
出
来
事
な
ど
、
普
段
着
で
聞
い
た
話
な
ど
を
載
せ
ら

れ
た
ら
、も
っ
と
良
い
【
白
寿
】
に
な
る
か
と
思
っ
た
り
し
て
い
る
。

外
野
席
に
い
る
私
の
犬
の
遠
吠
え
と
し
て
感
じ
た
こ
と
を
書
き

綴
っ
て
み
た
。

12　月　行　事　予　定　表
日 曜 行　　事 時刻
1 火 囲碁・将棋部 12:30
2 水 役員会 10:00
3 木 囲碁・将棋部 12:30
4 金
5 土
6 日
７ 月 芸能部 12:00

8 火
日本舞踊部 12:00
囲碁・将棋部 12:30

9 水 茶道部 13:00
10 木
11 金
12 土 ふじ健大OB会  9:00
13 日

14 月
生け花部 10:30
芸能部 12:00

15 火
16 水 茶道部 13:00
17 木
18 金 囲碁・将棋部 12:30
19 土
20 日

21 月
芸能部 12:00
広報委員会 13:30

22 火
日本舞踊部 12:00
囲碁・将棋部 12:30

23 水
24 木 囲碁・将棋部 12:30
25 金
26 土
27 日

28 月
生け花部 10:30
芸能部 12:00

29 火
年末休業
　　【白寿】配布日 10時以降

30 水 　
31 木 　

　

中
南
郡
老
連
芸
能
発
表
会

　
　
　
　
　
中
止
の
お
知
ら
せ

藤
崎
町
老
連
　
専
門
部
の
紹
介
　
㈢

　
　
【
レ
ク
ダ
ン
ス
部
】

織組
１ 

代
表
者

 

古
舘　

容
子

２ 

連
絡
先

大
字
榊
字
亀
田
二
―
一
四
五　

℡
六
五
―
三
八
八
五

３ 

会
員
数

21
名

４
活
動
日

夏
季 

㈪ 

19
時
～
21
時　
　
　
　

 

常
盤
生
涯
学
習
文
化
会
館

　

 

（
月
２
回
）

冬
季 

㈮ 

13
時
30
分
～
15
時
30
分 

常
盤
生
涯
学
習
文
化
会
館

等動活 　

練　

習

　

見　

学

活
動
日
の
時
間
帯
に
気
軽
に
お
い
で
下
さ
い

選
曲
は
部
で
準
備
し
て
ま
す
。

　

入　

部

代
表
者
ま
た
は
常
盤
生
涯
学
習
文
化
会
館
へ
電
話
で
連
絡
。

最
近
【
白
寿
】
を
読
ん
で
感
じ
た
こ
と

「俵積み唄」（県老連芸能発表会）
リンクスティーション青森　令和元年９月２８日

「嫁っこさ来い」 スポーツプラザ藤崎 令和元年 12月 12日
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者
で
あ
る
。
長
崎
に
て
オ
ラ
ン
ダ
の
医
師
に
医
学
を
学
び
人
々
に

医
療
を
施
し
た
。
実
に
多
く
の
門
人
た
ち
を
指
導
し
、
近
代
医
学

や
洋
学
の
賢
人
た
ち
を
輩
出
さ
せ
た
。
そ
の
中
に
は
福
沢
諭
吉
、

大
鳥
圭
介
、
大
村
益
次
郎
等
々
、
明
治
維
新
に
活
躍
し
た
人
材
が

い
た
。

さ
て
、
J
I
N
は
、
と
い
う
と
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
で
あ
る
。
か

い
つ
ま
ん
で
言
う
と
漫
画
家
〝
村
上
も
と
か
〟
に
よ
る
漫
画
を
原

作
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
代
の
外
科
医
師
が
幕
末
へ
タ
イ
ム
ス

リ
ッ
プ
し
た
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。

洪
庵
は
当
時
は
天
然
痘
の
治
療
に
貢
献
、
コ
レ
ラ
に
対
し
て
も

最
善
を
尽
く
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
未
来
の
世
界
か
ら
来
て
現

代
医
学
の
知
識
と
技
能
を
備
え
て
い
る
J
I
N
（
南
方 

仁
）
と

巡
り
会
い
、
江
戸
の
医
療
者
と
し
て
、
想
像
を
超
え
た
知
識
・
能

力
に
感
銘
を
受
け
、
互
い
に
手
を
取
り
合
っ
て
江
戸
庶
民
の
健
康

に
奔
走
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ド
ラ
マ
の
タ
イ
ム
リ
ー
な
所
は
、

今
、
現
代
の
我
々
が
直
面
し
て
い
る
様
々
な
困
難
を
抱
え
た
コ
ロ

ナ
感
染
症
と
似
た
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
（
場
面
）
と
重
な
り
合
う

か
ら
と
、【
白
寿
】
の
原
稿
に
取
り
上
げ
て
頂
い
た
次
第
で
あ
る
。

現
代
医
学
下
に
お
け
る
我
々
に
し
て
も
、
ま
だ
ま
だ
、
こ
の
感
染

症
を
押
さ
え
込
め
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
ま
し
て
や
、
江
戸
時

代
に
お
い
て
は
尚
更
で
あ
る
。

一
方
で
の
現
代
医
学
の
知
識
を
持
っ
て
い
る
J
I
N
に
し
て

も
、
薬
・
材
料
・
器
具
・
人
材
等
々
が
不
足
し
て
い
る
時
代
に
お

い
て
は
、
今
日
の
よ
う
な
条
件
下
と
違
っ
て
実
力
が
発
揮
出
来
た

わ
け
で
も
無
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
が
洪
庵
と
J
I
N
が
お
互
い

に
助
け
合
っ
て
人
民
の
病
に
立
ち
向
か
っ
て
い
こ
う
と
協
力
し
合

う
、
誠
に
楽
し
く
現
代
医
療
も
か
く
あ
る
べ
き
か
と
思
わ
せ
る
の

で
あ
る
。

多
分
、
現
代
の
科
学
力
を
も
っ
て
す
れ
ば
年
末
か
来
年
あ
た
り

に
は
、
コ
ロ
ナ
に
打
ち
勝
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
な
っ
た
ら
嬉
し
い
の
で
あ
る
。

初
学
者
の
た
め
の
俳
句
雑
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

木
挽
町　
　
　

福
士
　
清 

石
垣
の
反
り
し
城
址
や
秋
の
風　
　
　
　
　
　

佐
藤　

実
穂

作
者
は
花
巻
市
の
住
民
。
素
材
は
盛
岡
市
の
岩
手
公
園
（
不
来

方
城
）
の
寸
描
で
あ
ろ
う
。
筆
者
も
在
盛
の
こ
ろ
、
公
園
内
に
あ

る
、
畳
で
計
算
す
れ
ば
約
八
・
九
枚
も
あ
る
石
垣
を
仰
ぎ
、
そ
の

歴
史
、
人
力
の
偉
大
さ
、
住
民
達
の
労
苦
を
し
の
び
登
ろ
う
と
し

た
が
30
㎝
に
も
達
し
得
な
か
っ
た
。「
石
」「
秋
風
」
と
い
え
ば
、

「
石
山
の
石
よ
り
白
し
秋
の
風
…
…
松
尾
芭
蕉
」
の
句
が
あ
る
。

　

芭
蕉
の
句
に
は
鋭
い
感
覚
的
秋
の
情
趣
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
が
、

実
穂
氏
の
句
、
写
実
的
で
力
強
く
描
か
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
今

一
歩
迫
力
が
欲
し
い
。
あ
る
い
は
、
作
者
が
素
材
に
対
し
ま
だ
観

察
が
浅
い
…
？
。

そ
れ
で
筆
者
は
、「
石
垣
の
反
り
立
つ
城
址
や
秋
の
空
」
と
筆

を
加
え
た
。「
秋
の
風
」
を
「
秋
の
空
」
と
改
め
た
の
は
、
芭
蕉

の
句
と
の
類
想
を
避
け
、
大
き
く
高
々
と
し
た
石
垣
と
、
す
が
す

が
し
い
秋
空
を
描
く
こ
と
に
よ
り
、
石
川
啄
木
の
「
不こ

ず
か
た

来
方
の
お

城
の
跡
の
草
に
臥
て
空
に
吸
は
れ
し
十
五
の
こ
こ
ろ
」
と
似
た
調

子
を
情
趣
を
こ
め
た
ら
…
…
と
。

青
立
ち
の
稲
へ
華
燭
の
灯
を
も
ら
す　
　
　
　
　

川
村
吉
見

作
者
は
岩
手
県
雫
石
町
の
住
民
。
こ
の
作
品
で
目
立
つ
の
は
、

文
法
上
の
「
の
」「
へ
」「
を
」
と
い
う
助
詞
多
用
に
あ
る
。
俳
人

は
「
一
句
一
動
詞
」
と
言
っ
て
散
文
芸
術
（
散
文
詩
、小
説
、エ
ッ

セ
イ
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
）
の
世
界
と
は
違
っ
た
特
別
の
叙
法
が

あ
る
。

そ
の
一
つ
は
、
饒

じ
ょ
う
も
し
な
い
。
二
つ
に
は
、
作
者
の
意
思
を
強

く
詠
わ
な
い
。
こ
の
二
つ
を
つ
と
め
て
抑
え
、
具
体
的
な
こ
と
を

客
観
的
に
写
生
し
、空
間
的 

音
楽
的
な
中
に
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

「
青
立
ち
」
の
句
、
東
北
地
方
の
農
村
を
平
明
に
十
七
音
字
の

詩
形
に
詠
ん
で
る
が
、
散
文
的
興
味
に
流
れ
て
い
る
。
特
に
下
五

の
「
灯
を
も
ら
す
」
は
情
感
が
う
す
く
リ
ズ
ム
も
薄
い
。
結
婚
披

露
宴
の
と
も
し
び
の
明
か
り
な
ら
生
き
生
き
し
た
リ
ズ
ム
が
欲
し

い
。
そ
れ
で
原
句
を
生
か
し
、

「
青
立
ち
の
稲
に
華
燭
の
灯
の
伸
び
来く

」　

と
筆
を
加
え
た
。

 

花
八
ツ
手
屋
根
石
光
る
蚤
の
路
地　
　
　
　
　
　

似
内　

清
子

作
者
は
岩
手
県
石い

し
ど
り
や

鳥
谷
町
の
住
民
。
時
折
短
歌
を
も
「
緑
」
誌
に

発
表
し
て
い
る
が
、
ま
だ
表
出
の
弱
さ
が
あ
る
。
こ
の
作
者
に
つ

い
て
は
日
ご
ろ
か
ら
注
目
し
て
い
る
が
、

川
柳
青
き
風
湧
き
光
り
湧
く　
　
　
　
　
　
　

似
内　

清
子

夜
ざ
く
ら
や
女
に
も
ど
る
薄
化
粧

芥
焼
く
日
暮
れ
の
匂
ふ
秋
深
み

な
ど
を
見
て
も
、
常
に
素
材
は
日
常
茶
飯
事
の
周
辺
に
あ
り
、
写

真
旅
行
も
あ
り
感
覚
的
で
あ
る
。

掲
出
作
品
の
「
花
八
ツ
手
」
は
太
平
洋
と
日
本
海
側
の
立
地
条

件
と
で
異
な
る
が
、
南
の
暖
か
い
土
地
に
自
生
し
、
冬
の
寒
気
の

中
で
も
繁
茂
し
な
が
ら
、
初
冬
の
こ
ろ
か
ら
や
や
黄
色
が
か
っ
た

球
状
の
小
花
を
つ
け
る
植
物
で
、「
日
の
ぬ
く
み
消
し
ゆ
く
風
や

花
八
ツ
手
…
…
徳
川
夏
川
女
」
か
ら
も
そ
の
性
格
が
知
れ
る
。

さ
て
作
品
中
七
の
「
屋
根
石
光
る
」
の
こ
ろ
と
い
え
ば
、
明
け

方
と
も
夕
方
と
も
と
れ
る
が
、
矢
張
り
海
の
水
平
線
上
か
ら
朝
日

が
の
ぼ
り
輝
く
こ
ろ
の
情
景
と
、
読
者
が
理
解
し
た
ら
、
作
者
も

ほ
ほ
笑
み
を
漏
ら
す
こ
と
と
思
う
。

沿
岸
漁
業
地
帯
は
夕
方
の
出
漁
が
多
く
、
午
前
中
に
港
に
帰
船

す
る
。
港
は
こ
の
こ
ろ
が
一
番
活
気
が
あ
り
、
最
も
多
忙
な
時
で

あ
る
。
朝
晴
れ
で
あ
る
が
ま
だ
う
そ
寒
い
漁
師
町
の
路
地
に
、
玄

関
に
植
え
付
け
て
あ
る
八
ツ
手
が
凛り

ん
こ乎
と
咲
い
て
い
る
と
い
う
句

意
で
あ
ろ
う
。

原
句
の
下
五
が
「
浜
の
家
」
と
表
出
し
て
い
た
が
、
や
や
具
体

性
に
欠
け
、生
活
も
情
景
に
も
浅
さ
を
感
じ
た
の
で
「
蚤
の
路
地
」

と
筆
を
加
え
改
め
た
。

註
…
…
「
緑
」
誌
は
岩
手
県
石
鳥
谷
町
藤
原
悠
々
楼
氏
主
宰
の

月
間
俳
句
雑
誌
で
、
筆
者
が
こ
の
誌
の
選
句
を
担
当
し
て
い
た
も

の
で
あ
る
。
稿
は
こ
の
誌
か
ら
抜
粋
し
多
少
筆
を
加
え
分
か
り
や

す
く
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

今
回
か
ら
幕
末
の
天
保
13
年（
一
八
四
二
）に
出
版
さ
れ
た【
百

姓
往
来
】
を
題
材
に
し
、
当
時
の
農
民
の
生
活
や
教
育
の
様
子
な

ど
を
知
り
た
い
と
思
い
取
り
上
げ
た
。
併
せ
て
古
文
書
解
読
に
挑

戦
す
る
こ
と
に
し
た
。

古
文
書
解
読
は
初
め
て
な
の
で
困
難
を
伴
う
と
思
う
が
、
各
種

の
解
説
書
や
辞
典
類
を
参
考
に
進
め
る
こ
と
と
す
る
。
何
と
か
頭

の
体
操
の
つ
も
り
で
続
け
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
解
読
の
間

違
い
等
も
発
生
す
る
と
思
う
が
、
そ
の
時
は
遠
慮
無
く
指
摘
し
て

頂
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

【
百
姓
往
来
】
な
ど
の
往
来
物
は
多
数
出
版
さ
れ
、
手
習
所
や

寺
子
屋
の
教
科
書
と
し
て
使
わ
れ
、
全
国
に
流
布
し
た
と
思
わ
れ

る
。
写
本
も
多
く
作
ら
れ
て
お
り
、
内
容
も
よ
り
平
易
に
な
っ
た

も
の
や
内
容
が
多
く
な
っ
た
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
国
立
国
会

図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
公
開
資
料
か
ら
使
用
し
た
。

　

漢
字
文　

　
　

百
姓
往
来

凢
百
姓
取
扱
文
字
農

業
耕
作
之
道
具
鋤
鍬

鎌
犂
馬
把
钁
竹
把
鉄

把
篦

擔
桶
天
秤
棒
簣

　
読
み
下
し
文

　
　
百
姓
往
来

凡お
よ

そ
百
姓
取
扱
う
文も
ん
じ字 

農

業
耕
作
の
道
具 

鋤す
き 

鍬く
わ

鎌か
ま 

犂
か
ら
す
き 

馬ま
ぐ
わ把 

钁
と
う
く
わ 

竹た
け
く
ま
で把 

鉄か
な

把く
ま
で 

篦へ
ら　

 

擔た

ご桶 

天て
ん
び
ん
ぼ
う

秤
棒 

簣
あ
じ
か

こ
え

「
緒
方
洪
庵
」 

―
J
I
N
―
コ
ロ
ナ
　
　
　
　
　
　
佐
藤　

透

緒
方
洪
庵
は
言
わ
ず
と
知
れ
た
江
戸
時
代
の
医
師
で
あ
り
蘭
学

◇
鋤す

き

…
刃
の
部
分
と
柄
が
直
線
上
に
繋
が
っ
て
お
り
、
溝
を
掘
る

　
　
　

の
に
使
わ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

◇ 

鍬く
わ  

…    

刃
の
部
分
柄
の
部
分
が
鋭
角
に
繋

　
　
　

    

が
り
、
現
在
使
わ
れ
て
い
る
物
と

同
じ
で
、
用
途
に
よ
っ
て
角
度
が
異
な
る
。

◇
犂
か
ら
す
き…   

牛
馬
に
引
か
せ
田
畑
を
耕
す
道
具

　
　
　
　

 

で
、
地
方
に
よ
っ
て
形
が
異
な
る
。

◇
馬ま
ぐ
わ把

…
牛
馬
に
引
か
せ
土
を
砕
い
た
り

　
　
　
　

ら
し
た
り
す
る
道
具
で
、
津
軽
地

方
で
は
〝
ま
ん
が
〟
と
言
っ
た
。

◇
钁と
う
く
わ… 

刃
が
全
て
鉄
で
厚
く
重
く
出
来

　
　
　
　

て
い
る
鍬
で
、
開
拓
や
荒
れ
地
を

耕
や
す
の
に
使
わ
れ
た
。

◇
竹た

け
く
ま
で把 

共
通
語
で
は
〝
竹
熊
手
〟
で
あ
る 

　
　
　
　

が
、
津
軽
で
は
〝
が
ら
ば
き
〟
と

言
い
、
現
在
で
も
購
入
で
き
る
。

◇
鉄か
な
く
ま
で把   

先
端
部
が
鉄
で
出
来
て
お
り
、
砕

　
　
　
　

土
や
土
を
な
ら
す
の
に
使
っ
た
。

◇
　
擔た

ご桶
　
下
肥
を
運
搬
す
る
た
め
の
桶

　
　
　
　
　

で 

天
秤
棒
を
使
い
運
び
な
が

ら
施
肥
し
た
。
は
屎く

そ

と
同
義
語
で
あ
る
。

◇
簣あ
じ
か 

収
穫
物
を
い
れ
る
竹

　
　
　

製
の
籠
で
編
み
目
が

細
か
く
、
小
粒
の
穀
物
で
も

漏
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

今
回
か
ら
紹
介
す
る
【
百
姓
往
来
】
は
、
ふ
り
が
な
付
き
で
あ

り
解
読
し
易
い
も
の
で
あ
る
が
、
変
体
仮
名
で
記
述
さ
れ
て
お
り
、

現
在
学
校
で
使
用
さ
れ
て
い
る
現
代
仮
名
遣
い
と
は
違
う
の
で
、

読
み
下
し
文
は
〝
現
代
仮
名
遣
い
〟
で
表
記
す
る
こ
と
に
し
た
。

こ
え

こ
え

◇
◇
　
川
　
柳
　
◇
◇

小
笠
原
み
な
み

ア
ア
甘
し
ひ
と
り
ラ
ン
チ
の
海
苔
茶
漬
け佐

々
木
ト
ミ
ヱ

食
べ
歩
き
我
慢
し
の
い
だ
特
味
だ

木
村　
　

羊
川

張
り
か
え
た
障
子
仕
上
げ
に
霧
を
吹
く

野
呂　
　

文
坊

地
球
儀
も
病
ん
で
マ
ス
ク
を
付
け
て
い
る福

井　
　

伝
馬

夫
婦
と
も
元
気
な
旅
は
続
か
な
い

清
水　

稼
志
男

コ
ロ
ナ
よ
り
お
し
ゃ
れ
マ
ス
ク
の
目
立
ち
が
り

先
輩
に
学
ぶ
　
　
　
　
　
　
　
　

旧
藤
崎
町
老
連
文
集
「
白
寿
」
か
ら

　
　
　
　
　
第
一
号 

昭
和  

57  

年
度
　
㈥

 

◇
　
歯
　
な
　
し
　
の
　
話 

　

　
◇

105

　
古
文
書
に
学
ぶ
　
⑴

　
　
　
　
【
百
姓
往
来
】
江
戸
書
林
版　

①


