
日
会
部

興̈
渕靴

第
雌需
焙

平
発
編

‥
‥
は
じ
め
に
…
…
　
　
（池
＝
　
暉
記
）

数
年
前
か
ら

「東
京
人
一
と
い
う
雑
誌
が
出
版
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
編
集
を
し
て
お
ら
れ
た

柏
谷
囚

居
（俳
号
）
氏
が
小
生
も
同
人
で
あ
る
今
年
の
新
年
句

会
で
　
「年
明
く
る
戦
争
　
不
況
　
餃
月
あ
り
や
」
と

ス
う
句
を
作
ら
れ
ま
し
た
．
ま
さ
に
昨
今
の
世
情
を

危
惧
し
て
同
感
で
す
．

さ
て

訂
を
我
々
の
住
む
東
京
に
尺
せ
ば

今
年
は

徳
川
家
康
が
江
戸
幕
府
を
開
い
て
四
百
年
に
な
り
ま

す
。
そ
れ
以
前
の
関
東
は
戦
同
時
代
と
称
さ
れ
る
足

利
幕
府
の
世
で
　
関
東
で
は
足
利
将
軍
の
　
族
で
あ

る
古
河

堀
越
　
両
公
方
と

首
鎮
の
山
内
二
月
谷
の

四
勢
力
が
入
り
乱
れ
て
戦
を
操
り
返
し
て
い
た
。

大
田
道
灌
は
そ
の
管
領
、
一日
谷
Ｌ
杉
氏
の
家
宰
の

出
身
で
　
当
時
乱
立
し
て
い
た
武
蔵
の
国
人
を
押
さ

え
て
Ｌ
杉
氏
の
勢
力
伸
張
に
壺
く
し
た
武
将
で
し
た
．

今
か
ら
五
百
五
■
年
程
前
の
　
長
緑
九
年

　^
四
五

七
）
に
江
戸
城
を
築
き

既
に
在
っ
た
河
越
城
を
修
築

し
　
元
家
の
為
に
下
総
の
自
丼
城
　
藤
沢
の
大
庭
城

他
、
関
東
各
地
を
転
戦
し
そ
の
名
を
高
め
て
ゆ
き
ま

す
。

方
文
化
面
で
は

「山
吹
」
の
和
歌
で
知
ら
れ
る

様
に
、
文
明
六
年

（　
四
七
四
）
江
戸
城
で
歌
合
わ
せ

の
会
を
催
し
た
記
録
が
あ
り
ま
す
．
そ
の
十

一年
偽

の
文
明
十
八
年

（　
四
八
六
）

無
実
の
議
言
に
よ
り

■
■
の
上
杉
定
正
に
よ
り
押
模
の
国
で
晴
殺
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
後
、
大
田
氏
は
道
灌
の
実
子
資
康
が
江
戸

城
に
　
養
子
資
家
が
岩
槻
城
に
入
っ
た
が
小
日
原
の

北
条
氏
に
よ
り

江
戸
城

松
山
城
∴
石
槻
城
と
次
々

と
居
城
を
失
う
．
後
に
、
家
康
の
江
戸
開
府
に
よ
り

徳
川
の
家
に
と
し
て
家
督
が
成
さ
れ
る
．

道
絆
に
つ
な
が
る
地
名
は
ご
存
知
の
日
８
里
か
ら

飛
鳥
山
に
続
く
道
灌
山
を
は
じ
め
　
皇
居
内
の
道
灌

堀
　
藤
沢
市
に
あ
る
人
庭
城
址
　
岩
槻
市
の
岩
槻
城

址

西
荻
に
あ
る
道
洋
堀

道
湮
橋

杉
並
区
の
Ｌ
井

草
に
あ
る
道
灌
公
園
等
々
が
現
存
し
て
い
る
．
ち
な

み
に
我
々
の
地
域
内
に
あ
る
日
医
人
の
敷
地
の
大
半

は
昭
和
の
中
頃
ま
で

「太
Ｈ
ヶ
原
」
「大
山
ヶ
池
」
と

呼
ば
れ
　
太
Ｈ
氏
の
子
係
の
所
在
地
で
あ
っ
た
。

つ
い
数
年
前
に
は
大
田
氏
の
当
代
の
ご
厚
意
で

居
宅
の
上
地
の
一
部
を
「千
駄
木
ふ
れ
あ
い
の
社
」
と

し
て
文
京
区
の
「市
民
緑
地
」
と
し
て
提
供
さ
れ
て
い

′，
．

私
説
　
資
長
太
田
道
灌
の
生
涯
　
（そ
の

一
）

日
本
随
筆
家
協
会
々
員
　
上
野
　
市

永
亨
十
年
晩
春
の
京
は
栄
車
の
夢
を
背
負
っ
て
争

乱
の
中
に
明
け
暮
れ
て
行
っ
た
。

大
Ｈ
道
灌
は
幼
名
を
鶴
千
代
、
改
名
し
て
持
資

元

服
し
て
資
長
、
剃
髪
し
た
僧
名
が
道
灌
だ
っ
た
．

鶴
千
代
は
円
束
相
州
の
生
水
　
父
　
太
Ｈ
道
灌
は

一国
谷
上
杉
家
の
執
ま
だ
っ
た
。

鶴
千
代
は
嘉
吉
三
年

（
一
四
四
三
）
鎌
倉
の
建
長

十
で
学
僧

数
百
名
と
三
年
間
に
Ｉ
り
論
語

（漢
学
）

四
書
、
五
経
を
学
び
　
頭
の
冴
え
た
子
供
で
先
生
の

住
職
　
大
栄
禅
師
も
そ
の
抜
群
の
才
能
に
舌
を
捲
く

は
ど
だ
っ
た
。
し
か
も
運
動
神
経
に
恵
ま
れ
　
武
共
、

来
馬
に
長
じ

近
郷
近
在
に
神
童
と
謳
わ
れ
て
い
た
。

後
に
足
利
学
校
に
学
び

兵
法

築
城
工
法

数
理
な

ど
も
身
に
付
け
た
．

道
灌
は
そ
の
よ
い
立
ち
通
り
　
京
と
は
直
接
の
関

係
は
な
か
っ
た
。
文
字
通
り
　
生
粋
の
東
男
で
文
武

両
道
に
長
じ
た
武
将
だ
っ
た
か
ら
だ
。

源
二
位
頼
政
の
末
裔
で
道
灌
は
六
代
日
、
そ
の
後
、

凡
そ
六
百
年
の
歴
史
の
空
間
を
経
て
昭
和
に
入
っ
た
。

時
の
当
十
人
口
資
博
は
二
十
一
代
目
で
ｒ
爵
の
貴
族

だ
っ
た
。
東
北
帝
国
大
学
法
学
部
を
卒
業
し
　
理
研

重
工
業
ｍ

（後
に
理
研
工
業
）
に
入
社
、
戦
時
中
に
■

歴
が
あ
り
、
終
戦
時
は
本
社
生
産
本
部
第
　
部
の
柏

崎
工
場
担
当
の
部
長
だ
っ
た
．
偶
然
に
も
私
も
同
じ

会
社
で
同
じ
部
の
平
■
工
場
担
当
の
橋
本
部
長
付
き

太田道遭 (1432ヽ 86年 )

■町後期の武将
長禄7年 (1457年 )江 戸域
をつくる
「t重八重花は咲けども |
IXの みの つだになきぞ
悲しき |の歌は良くllら れ
ている
道灌 はその意 味が解 ら
ず 猛勉強したとぃぅ



の
課
長
だ
っ
た
。
年
令
も
私
が

一
年
お
く
れ
の
人
正

三
年
生
れ
で
殆
ど
同
年
令
だ
っ
た
．

当
時
　
私
も
太
川
邸
と
は
百
米
と
離
れ
て
な
い
駒

込
千
駄
木
町
　
■
に
居
住
　
従
っ
て
私
の
家
の
前
が

通
勤
路
で
私
も
時
間
の
都
合
で
　
緒
に
通
勤
し
た
こ

と
も
屡
々
だ
っ
た
。
大
変
温
厚
な
紳
卜
で
サ
ス
が
に

貴
族
出
身
の
プ
リ
ン
ス
だ
っ
た
。

終
戦
後

大
田
さ
ん
は
遠
く
Ｈ
端

林
町

千
駄
木

町
な
ど
に
広
大
な
地
所
を
米
軍
司
令
の
十
地
改
革
に

従
っ
て
分
売
　
譲
渡
な
ど
で
数
名
の
賊
人
を
連
れ

ポ
ー
ル

メ
ジ
ャ
ー
を
持
っ
て
測
量
に
懸
命
だ
っ
た
。

私
に
も
ご
希
望
が
あ
れ
ば
分
売
し
ま
す
よ
と
お
声
を

か
け
て
頂
い
た
。
私
は
そ
の
頃
　
既
に
日
本
医
大
近

く
に
地
所
を
購
入
し
て
い
た
の
で
お
言
葉
だ
け
は
有

り
が
た
く
頂
戴
し
て
お
い
た
。
私
と
大
田
さ
ん
と
は

こ
の
よ
う
な
思
い
出
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

翻
っ
て
京
の
都
で
は
室
町
ネ
府
が
足
利
善
政
を
将

軍
職
に
就
け
て
い
た
。
　

し
か
し
　
妻
の
Ｈ
野
富
子

は
猛
妻
と
呼
ば
れ
た
通
り
　
権
力
の
女
性
で
人
義
政

が
後
継
相
続
に
弟
を
指
名
　
富
子
は
腹
を
立
て
実
子

を
主
張
ご
」
れ
に
各
武
将
達
も
真
ッ
一
つ
に
分
か
れ

管
領

（番
頭
格
）
の
山
名
宗
全
と
細
川
勝
元
が
相
対

峙
し
　
戦
端
を
切
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
応
仁
の

乱
で
あ
る
．
こ
の
頃
、
都
は
社
会
秩
序

人
倫
道
徳
は

繁
乱
じ
　
一
般
下
肩
階
級
は
極
貧
に
喘
ぎ
、
盗
賊

殺

人
は
頻
発
　
横
行
　
階
級
者
で
も
実
力
の
■
わ
な
い

者
は
下
級
層
に
バ
カ
に
さ
れ
、
所
調
下
剋
上
の
風
汐

が
減
り
、
各
地
で

，
乱
が
始
ま
っ
た
．

僧
兵
の
反
乱
　
百
姓
　
揆
な
ど
相
次
ぎ
　
都
は
争

乱
の
＝
鍋
と
化
し
た
の
で
あ
る
．

関
東
も
京
の
紛
争
と
連
動
し
た
の
か
、
争
乱
が

始
っ
た
。
こ
の
寸
隙
を
縫
っ
て
京
都
の
足
利
ネ
府
の

足
利
氏
は

関
東
鎌
倉
に
下
向
　
関
東
管
領
を
設
置

関
東
将
軍
と
し
て
自
ら
の
四
男
　
基
を

，
乱
に
対
す
る
九
締
と
し
た
の
で
あ
る
．

な
お
　
尊
氏
は
関
東
管
領
を
設
置
す
る
時

同
時
に
全
国
制
覇
の
野
望
を
立
て
て

北
方
に
奥
羽
管
領
、
西
国
に
九
州
探
題
を

立
ち
Ｌ
げ
た
の
で
あ
る
．

関
東
管
領
を
設
置
す
る
と

関
東
は
関
東
公
方
と
し
て
三
大
勢
力
の
実
力
者
が
幡

属
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

方
は
山
内
上
杉

（上
杉
顕
定
）

他
方
は

（■
杉
定
正
）
の
二
大
公
方
が

対
峙
し
た
．

こ
の
外
に
格
ド
の
足
利
　
成
氏

（尊
氏
の
息
子
）

が
勝
■
に
公
方
を
借
称
　
占
河
に
立
て
籠
っ
た
．

無
論
　
こ
れ
は
足
利
尊
氏
の
お
墨
付
が
な
い
の
で

エ
キ
ス
ト
ラ
の
番
外
だ
。

関
東
管
領
の
領
上
経
論
　
政
治
手
法
は
流
石
に
尊
氏

の
師
導
を
み
て
育
っ
て
き
た
だ
け
に
治
安
は
確
立
し

民
心
は
安
定
　
好
評
を
博
し
た
。
こ
の
実
績
が
京
都

を
凌
ぎ
関
東
管
領
は
権
勢
を
揮
っ
た
。
こ
の
勢
い
を

み
た
両
上
杉
は
驚
い
た
。
関
東
管
領
と
両
■
杉
の
関

係
は
悪
化
し
、
関
東
大
争
乱
の
幕
開
け
と
な
っ
た
の

で
あ
る
。
同
時
に
―――
内
Ｌ
杉
の
家
老
長
尾
景
信
の
子

景
呑
は
執
事
に
父
が
弟
の
忠
景
を
昇
格
さ
せ
た
る
に

腹
を
立
て
関
東
争
乱
に

一
層
の
拍
車
を
か
け
る
こ
と

に
な
っ
た
。

怒
り
心
頭
に
発
し
た
景
杏
は
占
河
公
方
と
手
を
組
び

地
方
の
曇
族
を

，
中
に
し
、
虎
視
坦
々
と
狙
っ
て
い

た
。東

男
の
道
濯
は
将
来
を
見
据
え
、
江
戸
は
関
八
州

の
中
心
に
な
る
と
位
置
づ
け
、
逸
早
く
　
江
戸
城
を

築
城

（道
灌
は
当
時
か
ら
名
だ
た
る
築
城
家
で
も

あ
っ
た
）
隠
然
た
る
勢
力
を
持
っ
て
い
た
。

道
灌
は
関
東
午
乱
の
芽
を
摘
み
　
民
心
の
安
定
と
平

和
を
願
い

景
春
の
調
整
役
を
伝
え
た
。
し
か
し

景

杏
は
道
灌
の
成
功
に
依
る
威
力
を
４
制
す
る
意
味
で

断
乎
と
し
て
拒
絶
し
た
。

道
灌
は
幼
時
　
神
童
と
謳
わ
れ
た
だ
け
に
先
見
性
に

富
み

才
気
換
発

気
力
Ｌ
溢

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
志

を
秘
め
　
縦
横
無
尽
に
活
躍
す
る
武
将
だ
っ
た
。

彼
の
快
刀
乱
麻
の
兵
法
は
早
く
か
ら
敵
も
身
方

も
秘
か
に
恐
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

道
灌
が
紛

，
地
の
偵
察
　
和
平
の
ヽ
ハ
ウ
な
ど
で

鎮
静
化
を
模
索
し
　
江
戸
城
に
帰
っ
て
き
て
み
る
と

突
如
と
し
て
ハ
プ
ニ
ン
グ
が
起
っ
て
い
た
の
で
あ
る
．

か
ね
て
　
前
記
の
通
り
、
執
事
を
外
さ
れ
た
面
上

杉
不
快
感
を
抱
い
て
い
た
長
尾
影
景
春
が
課
反
　
´

気
に
道
灌
潰
し
に
取
り
掛
り
、
江
戸
城
包
岡
を

，
ち

上
げ
た
の
で
あ
る
．
各
地
の
曇̈
族
も
こ
れ
に
同
調

此

処
　
彼
処
で
武
装
　
蜂
起
し
た
。



先
頭
を
き
っ
た
の
は
武
州
豊
島
郡
　
足
立
郡
　
新
座

郡
な
ど
を
彼
有
し
た
豊
島
氏
だ
っ
た
。

そ
の
ア
ト
、
宮
城

滝
野
川
、
枚
橋

志
村

赤
塚
の

諸
十
が
相
次
い
だ
。

長
尾
景
本
は
相
模
の
小
磯
城
　
満
日
本
城
に
立
て
篭

も
り
、
満
を
持
し
た
。

流
石
の
道
灌
も
単
独
で
は
戦
え
な
い
と
断
じ
　
両
上

杉
軍
に
援
助
出
兵
を

，
請
し
た
．

知
略
の
謀
将
道
灌
は
巧
妙
な
采
配
を
■
い
　
両
上
杉

軍
団
と
連
繋
、
素
晴
し
い
ブ
レ
ー
で
機
能
を
発
揮

次
々
と
敵
陣
を
撃
砕
　
占
拠
し
て
行
っ
た
．

道
灌
軍
同
は
勇
猛
、
栞
敢
で
機
敏
な
武
卜
を
集
め
て

特
訓
を
受
け
た
道
灌
自
慢
の
通
称
　
足
軽
隊
が
切
り

込
み
　
敵
陣
を
撹
乱
　
何
処
の
戦
い
も
先
頭
を
き
っ

て
い
た
。
満
呂
城
軍

小
磯
軍
は
敵
前
逃
亡
し
た
り

自
旗
を
揚
げ
て
降
服
し
　
豊
島
Ｔ
は
司
令
官
　
泰
経

が
戦
死
、
兵
員
達
も
多
数
戦
死
し
て
敗
た
し
た
。
か

く
し
て
敵
の
江
戸
城
攻
略
作
戦
は
失
敗
、
道
灌
は
領

十
を
拡
大
　
関
東
中
央
部
の
軍
師
と
し
て
君
臨
す
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
．

し
か
し
、
武
蔵
、
■
州
の
戦
線
は
依
然
と
し
て
風
雲

を
告
げ
　
長
尾
景
杏
は
足
利
氏
、
古
河
公
方
な
ど
に

援
軍
を
要
請
　
そ
の
軍
勢
は
万
余
の
人
軍
を
算
え
る

に
至
っ
た
の
で
あ
る
．

長
尾
、
足
利
の
連
合
軍
く
゛
両
Ｌ
杉
と
道
灌
軍
は
江
戸

城
で
対
峙
　
交
戦
準
備
で
表
面
の
駈
け
引
き
と
水
面

下
の
交
錆
と
模
索
が
オ
ー
バ
ー
ラ
ッ
プ
し
不
気
味
な

風
雲
が
漂
っ
て
き
た
。

そ
の
中
　
季
節
の
推
移
と
共
に
寒
風
吹
き
荒
び
　
豪

雪
と
な
っ
た
。
両
軍
は
根
比
べ
の
状
況
と
な
っ
た
。
そ

の
中
　
長
尾
軍
は
状
況
不
利
と
判
断
　
撤
退
し
、
足

利
■
は
和
睦
を
中
し
込
ん
で
き
た
。
し
か
し
、
両
上

杉
軍
と
道
灌
軍
は
足
利
軍
の
中
し
入
れ
は
諒
承
し
た

が
長
尾
Ｔ
は
容
赦
せ
ず

追
走

総
攻
撃
を
か
け
た
。

司
令
塔
の
道
粋
は
秘
蔵
の
足
軽
隊
を
縦
横
に
駆
使

次
々
と
落
城
、
陥
落
し
た
。

し
か
し
　
こ
の
状
況
を
秘
そ
か
に
眺
め
て
い
た
０
島

市
は
道
灌
Ｔ
の
手
薄
に
な
っ
た
間
隙
を
衝
き
　
手
塚

城
に
立
て
篭
り
　
日
前
の
Ｌ
杉
軍
を
撃
破
し
て
江
戸

城
の
占
拠
を
日
ざ
す
作
戦
を

，
ち
上
げ
た
の
で
あ
る
．

こ
れ
に
勢
い
を
得
た
長
尾
景
春
軍
団
も
盗
動
し
始
め

た
。
道
灌
は

「長
尾
の
野
郎
　
こ
の
旋
じ
風
奴
許
し

て
距
か
ぬ
ぞ
」
と
高
ら
か
に
嘲
笑
し
た
。

し
か
し
、
景
春
は
再
び
足
利
年
に
救
援
を
求
め
た
．

千
葉
の
蒙
族
達
も
　
斉
に
蜂
起
　
知
略
縦
横
の
謀
将

道
酒
の
強
大
な
宇
団
を
こ
の
際
、
叩
き
潰
せ
と
ば
か

り
　
経
春
を
中
心
に
人
軍
団
を
組
織
、
江
戸
城
攻
略

に
た
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
　
そ
の
中
　
関
八
州

の
豪
族
達
は
バ
ラ
ケ
て
自
ら
の
領
■
拡
大
確
保
に
目

が
眩
み
、
敵
味
方
の
別
な
く
戦
火
を
交
え
　
関
東

一

円
は
燎
原
の
炎
の
Ｉ
＝
と
化
し
た
。

各
地
の
火
災
は
昼
夜
の
別
な
く
　
宙
天
に
燃
え
卜
が

り
　
戦
死
者
は
累
々
と
重
な
り
合
い
　
無
秩
序
の
凄

惨
な
戦
場
は
手
の
施
し
よ
う
が
な
か
っ
た

こ
れ
を
案
じ
た
古
河
足
利
軍
は
京
都
の
兄
　
尊
氏
将

軍
に
戦
火
の
鎖
定
と
調
停
を
申
し
込
ん
だ
。

将
事
は
関
東
に
軸
足
を
置
い
た
鎌
合
の
関
東
管
領
の

成
光
を
示
す
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
と
み
て
即
座
に
∝
の

サ
イ
ン
を
出
し
　
京
都
の
権
威
を
背
景
に
関
東
も
千

中
に
納
め
る
策
略
を

，
て
た
。

し
か
し
、
関
東
は
そ
の
頃

も
早
、
道
灌
軍
団
が
洗
練

さ
れ
た
足
軽
隊
を
含
め
　
強
大
な
兵
力
を
掌
韓
　
攻

撃
を
仕
掛
け
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
．

こ
ん
な
状
況
を
み
て
両
Ｌ
杉
軍
も
長
尾
軍
も
道
灌
軍

を
共
通
の
大
敵
と
し
て
将
来
を
怖
れ
　
お
の
の
い
て

い
た
。
し
か
し
、
関
東
の
一
般
民
衆
は
争
乱
の
錬
圧

平
和
を
維
持
し
て
く
れ
る
の
は
道
灌
を
措
い
て
外
に

は
な
い
と
尊
崇
し
て
い
た
。
道
雄
は
関
東
民
衆
の
ス

タ
ー
で
あ
り
、
憧
れ
の
シ
ン
ボ
ル
で
も
あ
っ
た
華
麗

な
る
武
将
だ
っ
た
。

手
の
施
し
よ
う
の
な
い
関
束
の
人
争
乱
も
最
後
は
道

灌
の
好
妙
な
作
戦
と
知
略
で
ケ
ジ
メ
を
つ
け
　
関
東

に
平
和
の
旗
が
翻
っ
た
の
で
あ
る
。
（
つ
ゞ
く
）
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会
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会
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事
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文
京
ス
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当
町
会
の
方
で
平
成
十
四
年
七
月
～
十
五
年

一
月
に

ご
逝
去
さ
れ
た
方
は
左
記
の
通
り
で
す
。
謹
ん
で
ご

冬

‐，―
肌
差
す
風
の
浜
に
立
つ

冬
の
居
問
長
押
に
残
る
鯨
尺

散
松
の
尖
塔
光
る
冬
茜

山
脈
の
上
に

，
満
ち
狐
嗚
く

夜
半
に
配
め
ｔ
布
二
枚
を
掛
け
た
し
ぬ

白
十
の
ビ
ル
を
染
め
け
り
冬
茜

都
鳥
か
く
も
集
へ
ば
人
恋
し

狐
コ
ン
コ
ン
疑
う
晨
し
て
ま
た
た
る

女
医
時
に
迷
い
あ
り
け
り
銀
狐

暖
ア
に
酔
い
回
り
け
り
山
千
継

狐
火
の
仙
に
ま
た
ぎ
の
好
々
爺

肛
葉
散
る
庭
に
史
跡
の
老
舗
宿

ふ
う
は
り
と
木
枯
ら
し
行
の
角
山
が
る
　
　
野
出
　
国
蠣

冬
茜
鐘
撞
〓
は
飾
の
色

狐
火
や
棚
―■
の
脇
の
墓
ど
こ
ろ

冬
茜
人
女
の
羽
衣
あ
た
た
め
て

暖
″
に
だ
ら
け
る
猫
と
■
か
な

冬
古
屋
根
＾
に
後
嗣
無
し
と
言
う

冥
福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
．

小
林
佐
　
郎
　
様
（九
一
才
）

豊
回
　
童
彦
　
様
（七
四
才
）

中
川
　
允
子
　
様
（七
九
才
）

青
樹
　
義
昭
　
様
（ｔ
一
才
）

高
木
　
　
清
　
様
（八
　
才
）

六
十
二
号
を
出
し
て
か
ら
あ
っ
と
云
う
間
に
新
年

を
迎
え
て
了
い
ま
し
た
。
世
の
中
に
は
色
々
な
変
転

が
あ
り
ま
し
た
が
町
内
に
は
大
き
な
出
来
事
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
世
界
に
は
不
穏
な
気
配
が

漂
っ
て
い
ま
す
。
羽
村
野
石
の
旬
に
「大
い
な
る
日
の

昇
り
来
し
今
年
か
な
」が
あ
り
ま
す
。
平
成
十
五
年
と

い
う
年
は
希
望
と
意
欲
を
持
っ
て
力
強
い
歩
を
進
め

た
い
も
の
で
す
。
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池
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