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○
序太

平
洋
戦
争
の
戦
局
が
我
が

国
に
不
利
に
な
り
、
昭
和
十
九

年
七
月
サ
イ
パ
ン
島
が
玉
砕
陥

落
し
、
日
本
内
地
の
各
都
市
に

対
す
る
米
軍
に
よ
る
空
襲
が
激

し
く
な
っ
て
き
た
昭
和
十
九
年

九
月
四
日
、
虚
子
先
生
ご
一
家

が
小
諸
小
山
家
に
疎
開
さ
れ
て

こ
ら
れ
ま
し
た
。

母
屋
に
続
い
て
三
、
四
棟
あ

る
土
蔵
の
間
の
石
垣
の
坂
を
の

ぼ
り
、
小
路

一
つ
隔
て
た
一
段

高
い
所
に
板
塀
に
囲
ま
れ
て
い

る

「隠
居
家
」
と
云
っ
て
い
た

家
に
住
ま
わ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
門
を
入
っ
た
す
ぐ
右

手
の
庭
石
の
傍
ら
に
は
大
株
の

紫
苑
が
今
を
盛
り
と
咲
い
て
い

ま
し
た
。

先
生
が
来
ら
れ
て
間
も
な
く

何
ら
か
の
話
の
序
に
父
が

「私

の
家
は
富
安
風
生
さ
ん
と
非
常

に
近
い
姻
成
関
係
に
あ
る
。」

と
申
し
上
げ
た
所
大
変
驚
か
れ

た
そ
う
で
す
。

○
師
弟
の
絆

風
生
さ
ん

（富
安
謙
次
氏
）

は
豊
橋
市
郊
外
の
旧
家
の
お
生

ま
れ
で
、
明
治
二
十
四
年
村
の

小
学
校
に
入
学
し
ま
し
た
が
、

そ
の
校
長
先
生
が
二
十
歳
も
年

上
の
お
兄
さ
ん
の
鷹
次
氏
で
し

た
。
中
学

（現
時
習
館
高
校
）

を
首
席
で
卒
業
し
一
高
に
人
学

し
ま
し
た
が
、
同
期
に
は
安
部

能
成
、
市
川
三
喜
、
鶴
見
祐
輔

な
ど
が
お
り
、
三
十
九
年
東
大

に
入
学
、
四
十
三
年
に
高
文
を

パ
ス
し
、
元
の
逓
信
省
に
奉
職

し
ま
し
た
が
暫
く
し
て
結
核
に

罹
り
長
期
の
療
養
を
余
儀
な
く

さ
れ
休
職
、
大
正
五
年
頃
復
職

し
て
福
岡
の
勤
務
に
な
り
ま
し

た
。
大
正
八
年
福
岡
に
来
ら
れ

た
虚
子
先
生
と
は
じ
め
て
接
し

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
投
句
を
は

じ
め
、
次
第
に
頭
角
を
現
わ
し

終
生
変
わ
ら
な
い
師
弟
の
礼
を

尽
く
し
た
と
云
わ
れ
て
お
り
ま

す
。
先
生
も
富
安
風
生
と
高
野

素
十
の
二
人
は
花
鳥
諷
詠
の
志

を
継
い
だ
高
弟
と
し
て
遇
し
た

こ
と
は
ご
存
知
の
通
り
で
す
ｃ

捜
や
煩
撻
に
遠
く
子
を
膝
に

一
弁
の
は
ら
り
と
解
け
し
辛

夷
か
な

一
も
と
の
姥
子
の
宿
の
遅
桜

風
生

昭
和
三
十
四
年
四
月
八
日
、

八
十
五
歳
で
永
眠
さ
れ
た
虚
子

先
生
の
告
別
式
に
は
、
風
生
と

山
口
青
郁
が
葬
儀
副
委
員
長
を

勤
め
て
お
り
ま
す
。

○
姪
す
寿
さ
ん
の
輿
入
れ

私
の
祖
父
は
男
六
人
女
五
人

の
長
兄
で
あ
り
、
末
弟
は
父
と

殆
ど
同
じ
年
齢
で
し
た
。
そ
の

末
弟
即
ち
父
の
叔
父
は
、
上
田

中
学
校
卒
業
後
陸
軍
士
官
学
校

を
出
て
豊
橋
の
歩
兵
第
十
八
連

隊
の
連
隊
旗
手
を
し
て
お
り
、

連
隊
旗
を
捧
持
し
て
先
頭
に
た

つ
て
行
進
す
る
姿
は
い
や
で
も

衆
人
の
目
に
付
く
訳
で
す
。
そ

の
姿
を
謙
次
氏

（風
生
）
の
お

兄
さ
ん
鷹
次
氏
の
二
女
の
す
寿

さ
ん
が
見
染
め
た
と
い
う
の
が

事
の
発
端
で
す
。

叔
父
は
軍
務
の
合
間
に
、
す

寿
さ
ん
と
会
っ
て
い
た
よ
う
で

正
式
に
縁
談
が
ま
と
ま
り
小
諸

の
家
で
挙
式
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
（大
正
五
年
頃
と

推
定
さ
れ
ま
す
。）
ご
両
親
は

勿
論
親
族
の
方
々
数
名
と
共
に

叔
父
さ
ん
に
当
る
謙
次
氏
も
、

遠
く
離
れ
た
小
諸
ま
で
足
を
運

ば
れ
ま
し
た
。
私
の
母
の
言
葉

を
借
り
れ
ば

「す
寿
さ
ん
は
目

許
の
す
っ
き
り
し
た
大
変
な
美

人
で
あ
つ
た
」
そ
う
で
、
当
時

を
知
る
人
は

「
本
当
に
美
男
、

美
女
を
画
に
描
い
た
よ
う
な
夫

婦
で
あ
っ
た
」
と
云
っ
て
お
り

ま
し
た
。

結
婚
後
二
人
の
子
供
に
恵
ま

れ
誠
に
幸
せ
な
家
庭
を
営
ん
で

お
り
ま
し
た
が
、
大
正
九
年
八

月
長
男
が
三
歳
で
早
逝
し
そ
の

上
す
寿
さ
ん
が
突
然
喀
血
、
重

度
の
結
核
と
診
断
さ
れ
ま
し

た
。
当
時
は
結
核
に
は
特
効
薬

は
な
く
安
静
に
し
て
栄
養
の
あ

る
も
の
を
喰
べ
る
位
し
か
療
法

が
な
か
っ
た
た
め
、
美
人
薄
命

の
こ
と
わ
ざ
の
よ
う
に
大
正

十

一
年
五
月
、
二
十
五
才
の
若

さ
で
こ
の
世
を
去
り
ま
し
た
。

不
幸
は
更
に
重
な
り
長
女
に
感

染
大
正
十
三
年
六
月
相
次
い
で

幼
な
い
命
を
奪
わ
れ
て
し
ま
い

ま
し
た
。
不
幸
の
連
続
で
叔
父

は
軍
務
を
退
き
ま
し
た
が
翌

十
四
年
十

一
月
に
三
十
七
才
で

失
意
の
う
ち
に
亡
く
な
り
ま
し

た
。先

生
の
住
居
か
ら
五
百
米
位

い
浅
間
山
に
向
っ
て
登
っ
た
広

い
り
ん
ご
畠
の
中
の
四
軒
長
屋

に
、
先
生
の
お
子
様
が
入
れ
替

り
に
住
ま
わ
れ
、
不
自
由
な
疎

開
生
活
を
送
ら
れ
ま
し
た
が
、

そ
の
り
ん
ご
畠
の
南
の
隅
に
小

山
家
の
墓
所
が
あ
り
ま
す
。

枝
ぶ
り
の
良
い
二
本
の
大
き

な
松
の
本
に
囲
ま
れ
七
代
前
か

ら
の
歴
代
の
墓
が
並
ん
で
い
る

が
、
そ
の
左
手
前
に
親
子
五
人

の
戒
名
を
刻
ん
だ
墓
石
の
下
に

埋
葬
さ
れ
、
以
来
盆
、
彼
岸
な
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ど
に
手
厚
い
供
養
が
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
墓
石
の
裏
に
は

「大

正
十

一
年
五
月
二
十
六
日
　
す

寿
　
一
一十
五
才
　
豊
橋
市
富
安

鷹
次
二
女
」
と
刻
さ
れ
て
お
り

ま
す
．

〇
風
生
筆
の
屏
風

以
来
父
は
風
生
さ
ん
と
付
き

合
を
深
め
ま
し
た
。
小
諸
の
旧

家
や
大
店
で
は
、
お
盆
の
間
だ

け
畳

一
枚
程
の
大
き
さ
の
組
立

式
の
仏
壇

（上
段
に
歴
代
の
位

牌
を
並
べ
下
段
に
供
え
物
を
供

え
る
。）
を
作
っ
て
供
養
す
る

習
慣
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
段

後
方
に
立
て
廻
す
六
曲
半
双
の

屏
風
を
書
い
て
頂
い
て
お
り
ま

す
。
又
池
袋
の
立
教
大
学
の
近

く
に
昭
和
の
始
め
に
建
て
ら
れ

た
風
生
さ
ん
の
家
に
は
学
生
時

代
父
と
共
に
数
回
お
尋
ね
し
た

記
憶
が
あ
り
ま
す
。

父
が
富
安
家
と
の
関
係
を
先

生
に
お
話
し
て
か
ら
先
生
も
り

ん
ご
畠
の
中
の
四
軒
長
屋
に
お

子
様
方
が
居
ら
れ
た
こ
と
も
あ

り
、
又
例
の

「好
き
な
径
」
の

す
ぐ
脇
に
あ
る
小
山
家
の
墓
地

に
時
々
立
ち
寄
ら
れ
て
居
り
ま

す
。盆

供
養
彼
岸
詣
も
怠
ら
ず虚

子

昭
和
二
十
二
年
六
月
風
生
さ

ん
が
小
諸
の
虚
子
先
生
を
訪
れ

た
際
同
席
し
た
父
共
々
富
安
家

と
小
山
家
の
縁
の
深
い
こ
と
、

又
若
く
し
て
逝
く
な
っ
た
姪
の

こ
と
な
ど
話
題
に
な
り
、
お
二

人
共
小
諸
で
相
ま
み
え
る
奇
遇

に
驚
か
れ
た
と
聞
い
て
お
り
ま

す
。師

の
浅
間
梅
雨
晴
間
得
て
見

に
出
ず
る
　
　
　
　
　
風
生

い
や
ま
さ
き
く
梅
雨
ご
も
り

し
て
お
は
し
け
り
　
　
風
生

六
曲
半
双
の
屏
風
は
左
端
に

「為
小
山
氏
　
作
之
富
安
風
生
」

と
為
書
き
が
あ
り
右
か
ら
次
の

五
句
が
特
徴
あ
る
細
い
文
字
で

記
さ
れ
て
い
ま
す
。

小
諸
と
は
雨
の
涼
し
き
坂
の

丁日
に
ぎ
や
か
に
門
火
を
焚
け
る

淋
し
さ
よ

供
え
た
る
青
き
林
檎
の
澪

る
主
帯

姪
ど
も
が
は
せ
さ
き
だ
て
る

慕
参
か
な

家
の
う
ち
あ
は
れ
あ
ら
は
に

盆
燈
籠

書
か
れ
た
句
の
内
容
か
ら
し

て
、
ご
自
分
が
若
い
頃
美
し
い

姪
を
連
れ
、
豊
橋
か
ら
長
時
間

の
旅
を
し
て
小
諸
に
興
入
れ
さ

せ
た
悲
運
の
す
寿
さ
ん
の
供
養

と
、
そ
の
墓
を
建
て
永
年
守
っ

て
き
た
父
に
対
す
る
感
謝
の
気

持
ち
か
ら
書
か
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

※
参
考
文
献

富
安
風
生
の
世
界

清
崎
敏
郎
編

（梅
里
書
房
）

上きる日々は、生き7突 をふ して

奈キはんの人式にたれて65キ の昴目を近え、追惟やら及者のキ リがマスコミに

なり_Lげ られています。イノ、も多くをマ各ったことはありませんが、1`イロl C7キ 8月 第

15期 7泄入行子升練習上として上浦航空豫に入豫、■20キ 9月 除Fた。早産―キ

でしたが、兵メ|す れば′ι状をみたかもわれないし、嫌なたしい驚いムをマ各ること

もせず入を したかもタロれません。

作家・た宮彰一′

`人

の「承後のもユ茂」の一鳥に「/1弁制 とた し、ク7の 四十た

士・十坂吉右衛門を処材にした時イヽ 1卜 説があります。人灌家老の基今で、封ち入

りの生き雀人 として、人義士のこ核の之%イネリとして「上きよ、おまえはひとり

で生きるのだ」 との二命に従い、封ち入 り後「工に几から上への転口」の換1出 と

薔業の生き様を味すヤで、偶 栄々分′ヽ幡官の身′えで工月に演ぜられる萩苗「仕身刑

の一昴「人は生き、ゃがて几ぬ。生きる日々は7え ある上をこれ。几するは■き

7え をふくしてえね。それが竹の近、/1Lの たである」に,き得 し、新く「自ら生きる」

ことを求め生き7え ある人生の率を始めたとある。

イノ、もノ`十路の嗜路を迪るな日ですが、着角上かされている以上、「7夫 ある人生

を送り上き7丈 をふさなければ」と顧っています。子たして?

木 下 十 彦 (荒 町出身)
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大
正
十
五
年
七
月
二
十
八
日
、
星
野
温
泉
若

主
人
の
為
に
草
す

成

功

の

秘

訣

六
十
六
翁
　
内
村
鑑
三

自
己
に
頼
る
べ
し
、
他
人
に
頼
る
べ
か

ら
ず
。

本
を
同
う
す
べ
し
、
然
ら
ば
事
業
は
自

づ
か
ら
発
展
す
べ
し
。

急
ぐ
べ
か
ら
ず
、
自
働
車
の
如
き
も
成

る
べ
く
徐
行
す
べ
し
。

成
功
本
位
の
米
国
主
義
に
倣
ふ
べ
か
ら

ず
。
誠
実
本
位
の
日
本
主
義
に
則
る
べ

し
。

濫
費
は
罪
悪
な
り
と
知
る
べ
し
。

能
く
天
の
命
に
聴
い
て
行
ふ
べ
し
．
自

か
ら
己
が
運
命
を
作
ら
ん
と
欲
く
す
べ

か
ら
ず
。

雇
人
は
兄
弟
と
思
ふ
べ
し
。
客
人
は
家

族
と
し
て
扱
ふ
べ
し
ｃ

誠
実
に
山
り
て
得
た
る
信
用
は
最
大
の

財
産
な
り
と
知
る
べ
し
ｃ

清
潔
、
整
頓
、
堅
実
を
主
と
す
べ
し
。

人
も
し
全
世
界
を
得
る
と
も
其
霊
魂
を

失
は
ば
何
の
益
あ
ら
ん
や
。
人
生
の
日

的
は
金
銭
を
得
る
に
非
ず
。
品
性
を
完

成
す
る
に
あ
り
（）　
　
　
　
　
以
　
上

こ
の
文
章
は
８４
年
前
、
内
村
鑑
三
が
星
野

温
泉
の
若
主
人
星
野
嘉
助
氏

（当
時
２‐
才
）

に
書
き
渡
し
た
も
の
で
あ
る
。

日
本
は
今
、
他
人
や
借
金
に
頼
り
す
ぎ
た

結
果
、
政
治
や
経
済
、
人
の
心
も
ガ
タ
ガ
タ
。

ま
た
世
界
は
今
、
地
球
温
暖
化
や
資
源
の

枯
渇
の
大
問
題
が
進
行
中
。

日
本
は
、
内
村
鑑
三
の
思
想
を
も
っ
と
拡

げ
な
が
ら

「世
界
一
の
省
エ
ネ
国
」
と
し
て

生
き
る
道
を
探
せ
な
い
だ
ろ
う
か
ｃ

（二
〇
一
〇
年
八
月
）

コ
ミ
ー
株
式
会
社
社
長

東
京
小
諸
会
常
務
理
事

小
宮
山
　
栄

５

３

１

８

ー

ご
意
見
な
ど
は

Ｆ
Ａ
Ｘ
　
０
４
８

文
芸
社
　
一
四
七
〇
円

戦
後
間
も
な
い
小
諸
と
上
田
を
舞
台
に
、
五

人
の
子
供
を
抱
え
た
豪
放
扁
落
な
母
親
が
、
物

の
な
い
乏
し
い
時
代
を
涙
と
笑
い
で
、
力
強
く

生
き
抜
い
た
感
動
の
物
語
。
著
者
は
家
族
の
一

員
で
、
小
諸
の
野
岸
小
学
校
に
四
年
生
ま
で
在

学
し
た
。

食
べ
物
は
無
く
て
も
笑
い
の
絶
え
な
か
っ
た

家
族
の
実
体
験
物
語
で
も
あ
る
。
　

（Ｙ
・Ｋ
）

が
馬区
け

=抜

量星
著

バ
ス
で
東
京
か
ら
小
諸
ヘ

明
治
二
十
六
年
の
信
越
線
開
通
以
来
、
東
京

と
小
諸
の
間
の
交
通
は
、
長
い
間
鉄
道
車
輌
に

頼
っ
て
来
ま
し
た
。
近
時
、
高
速
道
路
の
普
及

に
よ
り
、
車
に
よ
る
交
通
が
盛
ん
と
な
り
、
東

京
小
諸
間
も
高
速
バ
ス
が
便
利
に
運
行
し
て
い

ま
す
。

ご
存
知
な
い
方
が
多
い
様
な
の
で
、
バ
ス
会

社
と
運
賃
や
所
要
時
間
を
簡
単
に
ご
紹
介
し
、

ご
参
考
に
供
し
ま
す
。　
　
　
　
　
　
（Ｓ
・Ｔ
）

「千
曲
バ
ス
」

所
要
時
間
　
約
三
時
間

（池
袋

・
小
諸
間
）

片
道
運
賃
　
３
０
０
０
円

乗
降
場
所
　
工上
川
駅
と
池
袋
駅

小
諸
駅
と
厚
生
病
院

「
Ｊ
Ｒ
高
速
バ

ス
」

所
要
時
間
　
約
三
時
間

（新
宿

・
小
諸
間
）

片
道
運
賃
　
２
５
０
０
円

乗
降
場
所
　
新
宿
駅
と
練
馬
区
役
所

小
諸
駅
と
厚
生
病
院

尚
、
発
車
時
間
な
ど
詳
細
は
、
次
の
案
内
所

で
お
確
か
め
く
だ
さ
い
。

千
曲
バ
ス
　
０
２
６
７
１
６
２
１
０
０
１
０

０

３

１

５

９

１

０

１

２

５

２

５

Ｊ
Ｒ
バ
ス
　
０
２
６
７
１
２
６
１
０
０
３
０

０

３

１

３

８

４

４

１

１

９

５

０

θ

〓

０

手

０

手

メ
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合
言
葉
は
『あ
な
た
の
そ
ば
』

小
諸
市
内
の
そ
ば
店
や
宿
泊
業
者
ら
で
つ
く
る

「信
州
こ
も
ろ
そ
ば
振
興
会
」

（２５
店

。

業
者
）
は
本
年
度
、

「あ
な
た
の
そ
ば
が
い
い
」
を
合
言
葉
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
に
取
り
組

む
。
そ
ば
殻
を
詰
め
た
２
人
用
の

「あ
な
た
の
そ
ば
枕
」
の
販
売
を
始
め
、

「小
諸
の
そ
ば

の
日
」
制
定
や
関
東
地
方
か
ら
の
誘
客
な
ど
を
計
画
。
秋
に
は
ソ
バ
畑
で
大
切
な
人
へ
の
メ

ッ
セ
ー
ジ
を
叫
ぶ
イ
ベ
ン
ト
も
開
く
。

そ
ば
振
興
会

本
年
度

多
彩
な
事
業

2人用枕販売、絶叫 イベ ン ト…

小 諸

同
会
は
昨
年
９
月
、
江
戸
時
代

の
盆
踊
り
歌
の
歌
詞
に
あ
る

「信

州
信
濃
の
新
そ
ば
よ
り
も
　
わ
た

し
ゃ
あ
な
た
の
そ
ば
が
よ
い
」
を

テ
ー
マ
に
、
愛
す
る
人
ら
へ
の
思

い
を
絶
叫
す
る
イ
ベ
ン
ト
を
市
内

の
ソ
バ
畑
で
初
開
催
。
約
１
０
０

人
が
訪
れ
る
な
ど
手
応
え
を
得
た

こ
と
か
ら
、
小
諸
を
そ
ば
に
絡
め

た

「縁
結
び
の
町
」
と
し
て
さ
ら

に
Ｐ
Ｒ
す
る
こ
と
に
し
た
。

事
業
の
第
１
弾
と
な
る
枕
は
長

さ
９０
我
ン
、
幅
２５
つ
。
同
市
本
町
の

そ
ば
店
の
お
か
み
佐
藤
サ
カ
エ
さ

ん
が
手
作
り
し
た
。
佐
藤
さ
ん
は

「そ
ば
枕
は
涼
し
く
て
健
康
的
。

年
配
の
人
も
若
者
も
そ
れ
ぞ
れ
の

思
い
で
肩
を
並
べ
て
眠
っ
て
も
ら

え
れ
ば
う
れ
し
い
」
と
話
す
。
手

始
め
に
５０
個
作
り
、
信
州
こ
も
ろ

そ
ば
振
興
会
加
盟
店
で
１
個
３
１

５
０
円
で
販
売
す
る
。

７
月
か
ら
毎
月
Ｈ
日
を

「小
諸

の
そ
ば
の
日
」
と
決
め
、
加
盟
店

が
一有
板
を
出
し
て
ア
ピ
ー
ル
。
来

店
者
に
は
今
年
も
９
月
４
日
に
予

定
す
る
絶
叫
イ
ベ
ン
ト

（入
場
料

千
円
）
の
チ
ケ
ッ
ト
に
使
え
る
「あ

な
た
の
そ
ば
が
い
い
」
と
書
か
れ

た
し
お
り
を
配
る
。

絶
叫
イ
ベ
ン
ト
で
は
、
そ
ば
の

振
る
舞
い
や
カ
ッ
プ
ル
の
写
真

コ

ン
テ
ス
ト
な
ど
も
あ
り
、
参
加
者

が
叫
ん
だ
言
葉
を
冊
子
に
ま
と
め

る
計
画
。
ｎ
月
１１
日
は

「あ
な
た

の
そ
ば
の
日
」
と
し
て

，新
そ
ば

発
表
会
」
を
行
う
。

こ
の
ほ
か
、

・‐、曇
雲
颯
〓
日
校
（小

諸
市
）
の
生
徒
か
ら
ア

，デ
ア
を

も
ら
っ
て

「縁
結
び
そ
ご
」
の
開

発
な
ど
を
進
め
、

１０
月
か
ら
会
員

店
で
の
提
供
を
目
指
す
。

関
東
地
方
で
は

「小
諸
そ
ば
」

を
掲
げ
る
チ

ェ
ー
ン
店
の
約
９０
店

舗
で
振
興
会
の
ポ
ス
タ
ー
を
張

っ

て
も
ら
い
誘
客
を
図
る
。
依
田
昌

平
会
長
（６３
）は

「観
光
客
の
皆
さ

ん
に
す
て
き
な
小
諸
の
思
い
出
を

つ
く
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
、
も
て

な
し
て
い
き
た
い
」
と
意
気
込
ん

で
い
る
。

PR用 の垂 れ幕 の前 で 2人用 そば枕 を抱 える

依 田会長 (右)と そば枕 を作 つた佐藤 さん

誘客に力
「
縁結びの町」もPR

信 濃 苺 ― 新 聞

2010年 (平成22年つ6月5日

替
え
歌
で
交
通
事
故
を
な
く
し
ま
し
ょ
う

交
通
安
全
の
歌

作
詞
　
白
鳥
ひ
さ
じ

一
っ
　
一
人
の
外
出
は
　
危
険
が
い
っ
ぱ
い

気
を
つ
け
て
　
右
見
て
み
て
み
て
　
左
み
て

そ
―
れ
　
そ
れ
そ
れ
　
安
全
に

一
一
っ
　
二
人
で
歩
く
時
　
話
夢
中
に

気
を
つ
け
て
　
右
見
て
み
て
み
て
　
左
み
て

そ
―
れ
　
そ
れ
そ
れ
　
安
全
に

一二
っ
　
二
人
歩
く
時
　
道
路
い
っ
ぱ
い

ひ
ろ
が
ら
ず
　
後
ろ
み
て
み
て
　
横
見
て

そ
―
れ
　
そ
れ
そ
れ
　
安
全
に

四
っ
　
夜
更
け
の
外
出
は
　
危
険
が
い
っ
ぱ

い気
を
つ
け
て
　
右
見
て
み
て
み
て
　
左
み
て

灯
り
足
も
と
　
安
全
に

五
っ
　
い
つ
も
の
自
転
車
は
　
危
険
が
い
っ

ぱ
い

気
を
つ
け
て
　
右
見
て
み
て
み
て
　
左
み
て

そ
―
れ
　
そ
れ
そ
れ
　
安
全
に

四
、

五
、

六
、
六
っ
　
無
理
し
た
横
断
は
　
危
険
が
い
っ
ぱ

気
を
つ
け
て
　
右
見
て
み
て
み
て
　
左
み
て

そ
―
れ
　
そ
れ
そ
れ
　
安
全
に

作
詞
し
た
白
鳥
ひ
さ
じ
さ
ん
は
、
東
京
小
諸
会

の
常
務
理
事
を
さ
れ
て
お
り
、
千
葉
県
松
戸
市
で

介
護
活
動
な
ど
広
く
活
躍
さ
れ
て
い
ま
す
。

昨
年
地
元
の
松
戸
警
察
か
ら
、
高
齢
者
の
交
通

事
故
が
多
発
す
る
の
で
、
事
故
防
止
に
役
立
つ
歌

を
作
っ
て
欲
し
い
と
依
頼
さ
れ
、
自
鳥
さ
ん
は
、

こ
れ
も
大
切
な
見
守
り
の
ひ
と
つ
と
思
い
、
作
詞

さ
れ
た
と
い
う
。

「松
の
木
小
唄
」
の
替
え
歌
で
歌
っ
て
み
た
ら

人
好
評
。
今
で
は
踊
り
も
振
り
つ
け
ら
れ
千
葉
県

は
お
ろ
か
県
外
に
も
広
ま
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
。

（Ｙ
・
Ｋ
）

島
崎
藤
村
の
縁
を
通
じ
て
協
働
連
携
事
業
を
進
め

て
お
り
、
当
音
楽
祭
は
そ
の
一
環
と
し
て
行
っ
た

も
の
で
す
。

明
治
学
院
か
ら
は
、
二
本
榎
マ
ン
ド
リ
ン
合
奏

団
や
明
治
学
院
バ
ッ
ハ
・
ア
カ
デ
ミ
ー
合
唱
団
が

出
演
。
小
諸
市
か
ら
は
、
小
諸
東
中
学
校
、
芦
原

中
学
校
、
小
諸
高
等
学
校
音
楽
部
が
出
演
し
ま
し

た
ｃ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
最
後
に
は
、
会
場
全
体
で

「信

濃
の
国
」
等
の
大
合
唱
を
行
い
ま
し
た
。
と

「広

報
こ
も
ろ
」
の
十
月
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

小
諸
市
と
明
治
学
院
と
は
こ
の
他
に
も
幾
つ
か

催
し
ご
と
が
あ
り
、
今
年
の
十

一
月
十
九
日
０
に

は
、
例
年
行
わ
れ
ま
す
ク
リ
ス
マ
ス
ツ
リ
ー
点
灯

式
が
、
港
区
白
金
台
の
明
治
学
院
で
午
後
４
時
３。

分
か
ら
開
催
さ

れ
ま
す
。

小
諸
か
ら
は

千
曲
小
学
校
の

六
年
生
が
上
京

し
て
合
唱
を
聞

か
せ
て
く
れ
る

そ
う
で
す
。

東
京
小
諸
会

の
皆
さ
ん
も
参

加
さ
れ
て
は
い

か
が
で
す
か
。
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