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今
日
は
お
忙
し
い
中
、
貴
重
な
お
時
間
を
頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

映
画

「天
外
者
」
は
、

２０２０
年
１２
月
１１
日
公
開
し
大
ヒ
ツ
ト
を
収
め
ま
し
た
。
現

在
公
開
か
ら
２
年
が
経
ち
ま
し
た
が
、
今
も
三
浦
春
馬
さ
ん
フ
ア
ン
を
中
心
に

人
気
が
続
き
、
定
期
的
に
全
国
特
別
上
映
が
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
映
画

を
き
っ
か
け
に
五
代
友
厚
を
勉
強
し
た
い
と
い
う
方
々
も
多
く
、
〕
８ヽ
ヨ
五
代
塾

へ
も
沢
山
の
方
が
入
会
し
て
頂
き
、　
一
緒
に
勉
強
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。

私
た
ち
り
８ヽ
ヨ
五
代
塾
は
、
五
代
友
厚
の
事
績
顕
彰
と
同
時
に
多
く
の
方
に
五

代
の
志
を
知
っ
て
も
ら
い
、
人
生
の
羅
針
盤
と
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
活
動
を
進

め
て
い
ま
す
。
映
画

「天
外
者
」
は
、
そ
の
推
進
活
動
の
上
で
も
強
力
な
バ
ツ
ク

ア
ツ
プ
を
頂
け
た
映
画
と
な
り
大
変
感
謝
し
て
い
ま
す
。

今
日
は
映
画
製
作
に
あ
た
り
、
「五
代
友
厚
」
と
い
う
人
物
を
ど
う
描
こ
う
と

し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
表
現
し
て
い
た
だ
＜
キ
ヤ
ス
テ
ィ
ン
グ
の
お
話
な
ど
を
お

聞
か
せ
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
（聞
き
手

】
川
口
由
美
子
）

‐
五
代
友
厚
を
題
材
に
す
る
映
画
制

作
依
頼
に
対
し
、
ど
の
よ
う
に
受
け
止

め
ら
れ
、
ま
た
、
映
画
と
し
て
描
き
や
す

い
人
物
で
し
た
か

‐

（田
中
監
督
）

映
画
を
つ
く
る
時
に
マ

ス
コ
ミ
の
方
に
も
沢
山
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
受
け
て
、
そ
の
時
に
も
伝
え
た
事
な
ん

で
す
け
ど
、基
本
的
に
は
５
カ
月
位
か
な
、

作
る
か
作
ら
な
い
か
っ
て
い
う
の
は
悩

み
ま
し
た
。

そ
れ
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
、
朝
の
連

続
ド
ラ
マ
で
、
デ
ィ
ー
ン
君
が
や
っ
た
朝

ド
ラ
の
中
で
出
て
い
た
五
代
友
厚
さ
ん
し
か
僕
は
知

ら
な
か
っ
た
し
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
五
代
友
厚
と

い
う
人
が
歴
史
上
ど
う
い
う
人
だ
っ
た
の
か
を
、
そ

の
５
ヵ
月
の
間
に
勉
強
を
し
ま
し
た
。

そ
れ
と
も
う

一
つ
は
、
本
当
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
本
が

作
れ
る
の
か
、
そ
し
て
本
当
に
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
最
後
ま
で
映
画
を
完
成
さ
せ
、
出
来
上
が
る
ま
で

き
っ
ち
り
と
形
に
な
っ
て
い
く
の
か
っ
て
い
う
こ
と

を
考
え
、
た
ぶ
ん
６
ヶ
月
に
入
る
位
に
、
じ
や
あ
や

ら
せ
て
頂
き
ま
す
。
て
、
い
う
風
に
お
答
え
し
た
の
が

正
直
な
経
緯
で
す
。

‐
以
前
に
発
足
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
は
、
脚
本

を

一
般
応
募
し
た
経
緯
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
脚
本

の
内
容
な
ど
は
ご
存
知
で
し
た
で
し
ょ
う
か

‐

（田
中
監
督
）
　

一
切
知
ら
な
く
て
、
最
初
は
大
き
な

予
算
の
話
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
た
だ
僕
は
そ
の
大

き
な
予
算
の
話
よ
り
も
、
あ
の
五
代
友
厚
と
い
う
人

は
本
当
に
僕
ら
が
ド
ラ
マ
と
し
て
描
＜
だ
け
の
人
物

な
の
か
、
そ
れ
と
お
客
様
が
入
る
だ
け
の
強
い
強
い

ス
ト
ー
リ
ー
を
も
っ
た
物
語
に
な
っ
て
い
く
の
か
、

っ
て
い
う
こ
と
が
、
僕
の
中
で
は
最
大
の
テ
ー
マ
で

し
た
ね
。

お
受
け
す
る
か
ど
う
か
っ
て
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、

６
か
月
後
に
条
件
と
し
て
脚
本
家
の
小
松
江
里
子
さ

ん
と

一
緒
に
や
ら
せ
て
頂
こ
う
と
思
う
ん
で
す
け
れ

ど
も
、
そ
れ
で
も
よ
ろ
し
い
で
し
ょ
う
か
、
と
お
話
を

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
よ
ろ
し
い
で
す
、
と
い
う
こ
と

だ
っ
た
の
で
、
そ
こ
か
ら
脚
本
作
り
を
ス
タ
ー
ト
さ

せ
て
頂
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

‐
五
代
友
厚
を
色
々
調
べ
ら
れ
た
時
に
、
五
代
友

厚
と
い
う
人
の
生
き
方
な
ど
、
ど
う
い
う
人
物
と
し

て
捉
え
ら
れ
ま
し
た
で
し
ょ
う
か

―

（田
中
監
督
）

や
っ
ぱ
り
素
晴
ら
し
い
人
で
、
ど
ち

ら
か
と
い
う
と
歴
史
の
中
に
ま
だ
埋
も
れ
て
い
て
、

本
当
の
意
味
で
日
本
を
救
っ
た
人
物
で
は
な
い
か
な

っ
て
い
う
こ
と
を
感
じ
た
こ
と
と
、
歴
史
の
表
舞
台

に
こ
の
五
代
友
厚
と
い
う
人
物
を
登
場
さ
せ
た
い
と

い
う
思
い
、
あ
と
も
う

一
つ
は
、
そ
の
頃
に
思
っ
て
い

た
の
は
、
や
っ
ぱ
り
西
郷
ど
ん

（せ
ご
ど
ん
）
と
い
う

か
、
鹿
児
島
で
は
西
郷
隆
盛
と
い
う
の
が

一
人
の
英

雄
と
し
て
、
今
も
根
強
く
い
ら
っ
し
や
い
ま
す
が
、
も

う

一
人
の
対
極
と
し
て
日
本
を
動
か
す
、
そ
し
て
日

本
を
根
幹
か
ら
変
え
よ
う
と
し
た
人
っ
て
い
う
意
味

で
は
、
五
代
友
厚
っ
て
い
う
人
は
非
常
に
影
響
力
を

持
っ
た
若
き
ヒ
ー
□
―
と
い
う
か
、
僕
に
し
て
み
る

と
そ
う
い
う
人
物

だ

っ
た
ん
じ
ゃ
な

い
か
な
っ
て
い
う

風
に
思
い
ま
す
。

‐
お
受
け
し
よ

う
と
さ
れ
た
時
に

五
代
友
厚
を
こ
う

い
う
人
物
像
で
描

き
た
い
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
、
あ
る

程
度
出
来
上
が

っ

て
い
た
と
い
う
こ

と
で
す
ね

‐

（田
中
監
督
）

映
画
製
作
を
受
け
る
っ
て
い
う
こ

と
は
、
僕
の
中
で
こ
う
い
う
風
に
し
て
い
き
た
い
と

思
い
が
あ
っ
た
の
で
、
と
に
か
く
色
々
な
伝
記
本
や

小
説
な
ど
読
ん
で
い
る
と
、
幕
末
・維
新
の
五
代
友
厚

が
生
き
た
時
代
は
、
日
本
が
若
い
志
士
た
ち
に
よ
っ

て
動
か
さ
れ
た
、
そ
し
て
若
い
人
た
ち
に
よ
っ
て
国

が
大
き
く
舵
を
切
っ
た
時
代
と
い
う
風
に
思
え
た
ん
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で
す
ね
。

だ
か
ら
、
坂
本
龍
馬
で
あ
っ
た
り
、
伊
藤
博
文
で
あ
っ

た
り
、
岩
崎
弥
太
郎
で
あ
っ
た
り
、
グ
ラ
バ
ー
で
あ
っ

た
り
と
か
、
そ
う
い
う
歴
史
上
の
若
き
人
た
ち
が
、
個

人
個
人
と
し
て
は
五
代
友
厚
と
会
っ
て
い
た
と
い
う

史
実
を
知
っ
て
、
こ
の
若
い
人
た
ち
が
何
か
歴
史
上

で
会
っ
て
、
国
を
動
か
す
ま
で
の
物
語
に
な
ら
な
い

か
な
っ
、
て
い
う
の
が
漠
然
と
し
た
僕
の
中
で
の
ア

イ
デ
ア
が
あ
り
ま
し
た
。

‐
五
代
友
厚
は
魅
力
的
な
人
物
で
あ
る
と
感
じ
ら

れ
た
の
で
す
ね
。
そ
の
上
で
、
映
画
で
は
何
を
伝
え
よ

う
と
考
え
ら
れ
た
の
か
、
も
う
少
し
具
体
的
に
聞
か

せ
て
頂
け
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か

―

一
（田
中
監
督
）

今
の
時
代
っ
て
い
う
の
は
、
主
演
の

春
馬
君
に
も
よ
く
言
っ
た
こ
と
で
す
け
ど
も
、
「今
だ

け
、
金
だ
け
、
自
分
だ
け
」
、
要
す
る
に
目
先
の
こ
と

だ
け
。
そ
し
て
お
金
の
こ
と
だ
け
考
え
て
、
利
他
の
心

で
な
く
、
自
分
だ
け
自
分
中
心
に
物
事
を
考
え
る
、
そ

う
い
う
時
代
の
指
導
者
は
多
い
。

た
だ
、
こ
こ
に
登
場
す
る
五
代
友
厚
や
様
々
な
若
き

志
士
た
ち
は
、
自
分
の
こ
と
よ
り
も
他
人
の
こ
と
、
つ

ま
り
、
今
の
こ
と
よ
り
も
未
来
の
こ
と
、
も
っ
と
先
の

日
本
の
こ
と
を
、
お
金
よ
り
も
も
っ
と
大
切
な
価
値

観
を
も
っ
て
世
の
中
を
動
か
そ
う
と
い
う
風
に
感
じ

た
ん
で
す
。

そ
う
い
う
若
者
た
ち
が
い
た
時
代
な
ん
じ
や
な
い
か
。

そ
う
い
う
意
味
で
言
う
と
、
今
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ

こ
の
五
代
友
厚
の
物
語
と
い
う
の
は
全
く
そ
の
正
反

対
の
生
き
様
を
も
っ
た
若
者
た
ち
が
登
場
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
観
て
い
る
人
た
ち
は
き
っ
と
心
を
動
か

し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
っ
て
い
う
の
が
僕
た
ち
の
テ
ー

マ
で
し
た
。

だ
か
ら
そ
れ
を
春
馬
君
に
伝
え
、
役
者
た
ち
に
も
伝

え
て
共
感
し
て
頂
い
て
、
そ
の
中
で
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

一を
固
め
て
い
っ
た
と
い
う
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
。

‐
田
中
監
督
は
脚
本
家
小
松
江
里
子
さ
ん
と
の
お

仕
事
が
多
い
で
す
が
、
ス
ト
ー
リ
ー
作
り
や
セ
リ
フ

の
内
容
に
つ
い
て
、
ど
の
程
度
キ
ャ
ツ
チ
ボ
ー
ル
さ

れ
、
完
成
さ
せ
て
い
＜
ん
で
す
か

―

（田
中
監
督
）

い
つ
も
そ
う
で
す
け
ど
、
本
を
つ
く

る
の
に
は
１
年
半
か
ら
２
年
か
か
り
ま
す
。
再
考
、

再
考
、
再
考
し
て
、
書
き
直
し
、
書
き
直
し
、
書
き
直

し
て
、
そ
し
て
今
の
時
代
と
ど
う
い
う
風
に
リ
ン
ク

し
て
、
今
の
時
代
に
ど
う
物
を
申
し
な
が
ら
物
語
を

進
め
て
い
く
か
っ
て
い
う
こ
と
は
、
小
松
さ
ん
と
何

度
も
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
し
な
が
ら
、
作
っ
て
い
っ

た
と
こ
ろ
は
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
様
々
な
人
た
ち
に
も
ア
イ
デ
ア
を
頂
い
た
し
、

そ
の
中
で
は
三
浦
春
馬
君
演
じ
る
五
代
友
厚
っ
て
い

う
人
が
、
ど
う
や
っ
た
ら
今
の
こ
の
世
の
中
に
登
場

さ
せ
ら
れ
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
き
ま
し
た
ね
。

―
映
画
の
タ
イ
ト
ル
「天
外
者
」
（て
ん
が
ら
も
ん
）

と
い
う
言
葉
で
す
が
、
「て
ん
が
ら
も
ん
」
と
い
う
言

葉
は
鹿
児
島
に
は
あ
っ
た
と
思
う
ん
で
す
け
ど
、
ど

の
辺
で
イ
メ
ー
ジ
が
決
ま
っ
た
ん
で
す
か

―

（田
中
監
督
）

本
を
書
い
て
る
途
中
で
「天
外
者
」

で
行
こ
う
、
行
き
た
い
と
。

た
だ
こ
の
タ
イ
ト
ル
を
ご
提
案
さ
せ
て
い
た
だ
い
た

と
き
は
賛
否
の
ご
意
見
を
頂
き
ま
し
た
。
た
だ
僕
と

小
松
さ
ん
、
そ
れ
か
ら
出
演
者
三
浦
春
馬
も
始
め
、
み

ん
な
は

「天
外
者
」
い
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
、
っ
て
い

う
思
い
が
強
く
、
だ
か
ら
、
本
当
に
こ
の
タ
イ
ト
ル
が

外
さ
れ
た
ら
僕
は
ほ
ん
と
こ
の
作
品
を
降
り
る
つ
も

り
で
し
た
。
も
う
自
分
の
作
品
じ
ゃ
な
い
な
と
い
う
、

だ
か
ら
、
そ
れ
ぐ
ら
い
思
い
は
あ
っ
た
し
、
音
も
よ
か

っ
た
し
、
こ
の

「天
外
者
」
っ
て
い
う
、
言
葉
の
意
味

も
と
て
も
い
い
意
味
で
、
春
馬
君
が
僕
た
ち
に
教
え

て
＜
れ
た
こ
と
で
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
五
代

友
厚
が

「天
外
者
」
だ
け
じ
や
な
く
っ
て
、
世
の
中
に

い
る
み
ん
な
が
命
を
授
か
っ
た
時
点
で
「天
外
者
」
っ

て
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
、
っ
て
い
う
彼
の
そ
の
言
葉

も
含
め
て
大
切
に
と
い
う
か
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
を
ち

ゃ
ん
と
つ
け
て
世
の
中
に
出
し
た
い
、
っ
て
思
い
は

自
分
の
中
で
は
あ
り
ま
し
た
。

‐

そ
れ
で

は
、
五
代
友

厚
を
演
じ
る

三
浦
春
馬
さ

ん
に
つ
い
て

お
伺

い
し
た

い
と
思
い
ま

す
。
最
初
に

三
浦
春
馬
さ

ん
と
の
出
会

い
、
主
役
に

選
ば
れ
た
背

景
な
ど
お
聞

か
せ
く
だ
さ

ン
ク
イ
ン
す
る
ん
で
す
が
、
実
は
そ
の
ク
ラ
ン
ク
イ

ン
を
す
る
と
言
っ
て
い
た
そ
の
年
に
は
ク
ラ
ン
ク
イ

ン
で
き
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。

や
っ
ぱ
り
そ
の
映
画
の
資
金
調
達
が
明
確
に
な
っ
て

い
な
か
っ
た
こ
と
や
、
撮
影
所
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
調

整
な
ど
、
そ
う
い
う
色
ん
な
こ
と
が
相
ま
っ
て
、
結
局

１
年
伸
ば
す
こ
と
に
し
た
ん
で
す
ね
。

そ
の
時
に
本
来
な
ら
ば
彼
ぐ
ら
い
の
役
者
で
あ
る
と

断
ら
れ
る
ん
で
す
よ
。
も
う
次
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が

あ
る
ん
で
、
と
。
た
だ
彼
は
も
う
１
年
待
ち
ま
す
と

言
っ
て
く
れ
た
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
待
っ
て
い
た
お

お
よ
そ
２
年
間
の
間
に
自
分
で
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
殺

陣
師
さ
ん
に
殺
陣
を
習
い
、
そ
し
て
古
き
良
き
日
本

の
そ
う
い
う
伝
統
と
か
文
化
で
す
ね
、
そ
れ
と
か
、
例

え
ば
侍
の
所
作
、
走
り
方
だ
と
か
、
そ
う
い
う
こ
と
も

含
め
本
当
に
勉
強
し
、
僕
が
驚
い
た
の
は
新
渡
戸
稲

造
の
『武
士
道
』
の
本
を
彼
が
読
ん
で
、
そ
の
時
に
儒

学
の
中
に
あ
る
侍
た
ち
が
学
ん
だ
言
葉
を
自
分
も
勉

強
し
て
、
心
の
中
か
ら
そ
の
日
本
の
文
化
っ
て
い
う

も
の
を
ど
っ
ぶ
り
浸
か
っ
て
今
は
や
っ
て
る
ん
で
す

っ
て
い
う
話
を
聞
い
た
時
に
、
彼
は
本
当
に
す
ご
い

な
、
も
ら
つ
た
作
品
っ
て
い
う
か
、
受
け
取
っ
た

「五

代
友
厚
」
と
い
う
役
を
映
画
の
中
で
生
き
る
た
め
に
、

本
当
に
頭
か
ら
体
の
隅
々
ま
で
に
そ
う
い
う
も
の
を

身
に
つ
け
て
染
み
込
ま
せ
て
る
っ
て
い
う
か
、
そ
れ

に
感
動
し
た
と
い
う
か
、
僕
は
感
心
し
ま
し
た
ね
。

三
浦
春
馬
っ
て
い
う
役
者
は
真
面
目
だ
け
じ
ゃ
な
く

て
情
熱
も
あ
る
し
、
や
っ
ぱ
り
そ
う
い
う
と
こ
ろ
が

す
ご
く
伝
わ
っ
て
き
ま
し
た
ね
。

演
出
家
っ
て
、
僕
は
そ
う
な
ん
で
す
け
ど
も
、
ど
ん
な

に
売
れ
て
る
人
、
ど
ん
な
ア
イ
ド
ル
が
来
よ
う
が
そ

の
役
そ
の
も
の
を
勉
強
も
せ
ず
に
、
小
手
先
で
や
る

人
に
愛
情
は
向
け
ら
れ
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
ど
ん
な

人
で
も
そ
う
だ
と
思
う
け
ど
、
も
ら
っ
た
役
っ
て
い

う
か
、
そ
の
役
を
努
力
し
て
努
力
し
て
勉
強
し
て
本

当
に
そ
の
役
に
な
り
き
っ
て
、
現
場
に
入
っ
て
く
る
。

こ
ん
な
に
も
映
画
の
中
の
こ
の
役
を
愛
し
て
く
れ
て

い
た
の
か
っ
て
い
う
こ
と
を
知
っ
た
瞬
間
に
役
を
通

（
田
中
監
督
）
　

五
代
友
厚
は
歴
史
上
非
常
に
も
て

た
男
性
だ
と
聞
い
て
い
て
、
男
前
で
美
し
く
て
そ
れ

で
い
て
心
の
綺
麗
な
、
そ
う
い
う
人
を
キ
ャ
ス
テ
ィ

ン
グ
し
た
い
な
、
と
い
う
の
は
思
っ
て
い
て
、
そ
の
時
、

何
年
か
前
に
三
浦
春
馬
君
が
大
河
ド
ラ
マ

「お
ん
な

城
主

直
虎
」
に
出
て
い
る
と
き
、
三
浦
春
馬
っ
て
役

者
は
、
こ
ん
な
に
爽
や
か
に
、
そ
れ
で
い
て
か
っ
こ
よ

く
て
、
こ
ん
松
芝
居
を
す
る
人
な
ん
だ
。
い
つ
か
こ
の

人
と

一
緒
に
仕
事
を
し
て
み
た
い
な
あ
っ
て
思
っ
て

い
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
で
こ
の

「天
外
者
」
、

こ
の
作
品
に
三
浦
春
馬
さ
ん
を
何
と
か
オ
フ
ア
ー
し

た
い
っ
て
思
い
を
固
め
た
と
い
う
、
僕
の
中
に
は
思

い
が
あ
り
ま
し
た
。

‐
映
画
撮
影
を
通
じ
、
三
浦
春
馬
さ
ん
の
魅
力
を

幾
つ
か
紹
介
し
て
頂
け
ま
す
か

―

（田
中
監
督
）

キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
の
最
初
に
主
役

を
三
浦
春
馬
に
決
め
オ
フ
ア
ー
し
ま
し
た
。
そ
し
て

彼
は
オ
ツ
ケ
ー
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
ク
ラ

2
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し
て
と
言
う
か
、
や
っ
ば
り
そ
の
人
そ
の
役
者
を
好

き
に
な
り
ま
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
彼
の
こ

と
を
好
き
に
な
っ
た
し
、
信
頼
で
き
る
こ
と
も
で
き

た
し
、
そ
う
い
う
こ
と
が
三
浦
春
馬
っ
て
い
う
役
者

の
凄
さ
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
彼
は
も
う
現

場
に
来
る
前
に
準
備
は
万
全
だ
っ
た
し
、
心
の
準
備

も
含
め
て
、
だ
か
ら
こ
そ
現
場
で
は
の
び
の
び
と
芝

居
を
や
っ
て
い
た
し
、
現
場
で
は
自
信
を
持
っ
て
い

た
っ
て
い
う
か
、
僕
は
そ
う
感
じ
ま
し
た
け
ど
ね
。

（次
号
に
続
＜
）

〕「８
ヨ
五
代
塾
顧
間

八
木
孝
昌

馨
褥
絋
咤
餘
褻
鶉
睫

椰鼈
鶉
勒
暉』

半
田
銀
山
の
銀
精
製
過
程
で
生
じ
る
「洗
鉱
水
」
が

田
地
の
「稲
苗
に
害
あ
る
」
と
い
う
懸
念
が
地
元
農
民

か
ら
寄
せ
ら
れ
て
、
半
田
銀
山
は
「坑
水
壱
瓶
」
と
「坑

水
よ
り
出
る
沈
殿
物
壱
塊
」
を
工
部
省
鉱
山
寮
に
送

っ
て
分
析
を
依
頼
し
ま
す
。　
一
八
七
六
年
六
月
二
十

一
日
付
の
鉱
山
師
長
ゼ
ー
・ジ
ー

。
ヱ
ツ
チ

・
ゴ
ツ
ト

フ
レ
ー
名
の

「分
析
書
」

（
『
五
代
友
厚
伝
記
資
料
』

第
三
巻
、
史
料
八
三
、
原
文
漢
字
カ
タ
カ
ナ
）
が
、
鉱

山
寮
か
ら
五
代
友
厚
宛
に
六
月
二
十
三
日
付
で

「相

達
」
さ
れ
ま
す
。

「分
析
書
」
に
は
、

「此
坑
水
は
其

浮
動
含
有
物
を
沈
定
し
て
全
く
清
浄
な
ら
し
む
る
上

は
、
植
物
に
何
等
の
妨
害
を
も
及
す
こ
と
な
し
」
と
あ

り
ま
し
た
。
ゴ
ツ
ト
フ
レ
ー
は
ド
イ
ツ
生
ま
れ
、
帰
化

英
国
人
の
地
質
学
者
で
、
お
雇
い
外
国
人
で
し
た
。

こ
の
分
析
書
を
も
と
に
し
て
、
同
年
七
月
八
日
付

で
半
田
銀
山
鉱
長
吉
田
市
十
郎
と
北
半
田
村

・
南
半

田
村

・
谷
地
村

。
塚
野
目
村

・
伊
達
崎
村
の
各
惣
代
等

と
の
間
で

「締
約
書
」

（
『
五
代
友
厚
伝
記
資
料
』
第

三
巻
、
史
料
八
四
）
が
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。
ま
ず
前
文

（原
文
漢
字
カ
タ
カ
ナ
）
を
見
ま
す
。

鶴蝙
鶉
趙
鰺』
鱚傲
餃
趙
鶉
鯰

洗
鉱
水
は
泥
砂
混
合
稲
苗
に
害
あ
る
と
の
申
伝
ヘ

あ
る
を
以
、
田
水
必
用
之
節
四
月
よ
り
九
月
迄
昨

年
限
り
相
談
中
洗
鉱
休
業
致
せ
し
に
、
協
議
不
相

成
遷
延
本
年
に
至
り
し
に
付
、
日
本
坑
法
に
鉱
山

営
業
者
は
他
に
損
害
及
す
こ
と
あ
れ
ば
賠
償
の
責

に
任
ず
可
き
の
明
文
あ
る
を
以
て
、
其
有
害
無
害

を
明
瞭
に
せ
ん
た
め
洗
鉱
濁
水
及
土
泥
を
鉱
山
寮

に
差
出
詳
細
な
る
分
析
を
願
請
し
、
後
文
に
浄
写

挿
入
せ
る
分
析
書
被
下
渡
、
濃
厚
浮
遊
の
粘
土
沈

殿
せ
し
上
は
稲
苗
に
無
害
な
る
こ
と
明
瞭
に
帰
す

る
を
以
て
、
這
回
四
ケ
所
の
溜
井
を
築
造
し
、
昨
八

年
築
造
せ
る
三
ケ
所
を
合
せ
て
七
ケ
所
の
溜
井
を

以
て
濁
水
を
沈
殿
せ
し
め
、
其
稲
苗
に
患
害
を
及

ぼ
さ
し
め
ず
、
間
断
な
く
洗
鉱
す
る
に
付
、
左
の

条
々
を
締
約
せ
り
。

こ
の
あ
と
に
十
力
条
の
約
定
が
置
か
れ
て
い
ま
す

が
、
主
な
も
の
は
以
下
の
よ
う
で
す
。

第

一
条
で
は
、
北
半
田
村
の
「渓
間
湧
出
ノ
全
水
」

を
農
業
用
二
、
工
業
用
八
に
分
割
す
る
こ
と
が
約
さ

れ
ま
す
。

第
六
条
で
は
、
昨
八
年
に
築
造
し
た
三
ケ
所
の
溜

井
に
加
え
て
、
鉱
山
機
械
所
下
の
渓
間
に

「四
ケ
所
の

溜
井
を
新
築
し
、
鉱
山
に
於
て
浚
治

（浚
渫
）
の
責
に

任
ず
」
こ
と
が
規
定
さ
れ
ま
す
。

第
八
条
で
は
、
浚
渫
し
た

「泥
砂
は
降
雨
の
節
と
雖

ど
も
用
水
堀
へ
流
れ
入
ら
ざ
る
様
」
管
理
す
る
こ
と

が
規
定
さ
れ
ま
す
。

そ
し
て
第
九
条
で
は
、
「洪
水
に
て
溜
井
の
土
手
崩

漬
し
こ
れ
が
為
に
村
方
の
損
害
と
な
り
た
る
と
き
は

御
本
県
の
御
見
分
」
を
申
請
し
た
上
で
鉱
山
が
賠
償

す
る
こ
と
が
約
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
締
約
書
は
、
工
場
排
水
中
の

「泥
砂
」
沈
殿
後

の
上
澄
み
水
は

「植
物
に
何
等
の
妨
害
を
も
及
す
こ

と
な
し
」
と
い
う
、
国
の
機
関
、
鉱
山
寮
に
よ
る
試
験

結
果
が
軸
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
時
代
の
試
験
結

果
が
二
十

一
世
紀
の
現
在
で
も
科
学
的
に
有
効
な
の

か
ど
う
か
は
判
然
と
し
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
そ

の
時
代
の
科
学
的
な
知
見
に
基
づ
い
て
公
害
対
策
を

講
じ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
「締
約
書
」

は
文
書
と
し
て
残
る
本
邦
初
の
公
害
防
止
契
約
書
だ

っ
た
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。

前
号
で

「弘
成
館
規
則
自
序
」
を
見
た
と
き
に
、
そ

こ
に
述
べ
ら
れ
る

「社
員
へ
の
利
益
配
分
」
の
先
進
性

に
言
及

し
ま
し

た
が
、

公
害
問

題
に
対

す
る
対

処
に
お

い
て
も

弘
成
館

は
ま
こ

と
に
先

進
的
か

つ
画
期

的
な
事

例
を
日

本
産
業
史
に
残
し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
松
り
ま

せ
ん
。

攀
躙
魏
綺
瘍
餃
饉
心
鰺
二
鑽
綽

休
止
鉱
山
を
入
手
し
た
場
合
、
採
鉱
に
は
初
期
投

資
が
必
要
で
す
。
半
田
銀
山
の
場
合
、
機
械
工
場
建
設

費
・
設
置
機
械
代
金
ｏ鉄
道
敷
設
費
等
の
外
に
田
地
汚

染
防
止
の
た
め

「溜
井
」
築
造
工
事
が
必
要
で
し
た
。

半
田
銀
山
の
経
営
資
料
が

「自
明
治
七
年
至
同
二
十

年
損
益
計
算
表
」
（
『
五
代
友
厚
伝
記
資
料
』
第
三
巻
、

史
料
六
九
）
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
、
通

常
経
費
以
外
に
「
二
十
五
万
七
千
円
」
の
初
期
投
資
を

要
し
た
と
注
が
付
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
初
期
投
資

を
除
外
し
て
も
、
当
初
の
六
年
間
は
経
費
倒
れ
の
赤

字
で
、
毎
年
平
均
五
千
円
ほ
ど
の
損
失
が
記
録
さ
れ

て
い
ま
す
。
黒
字
に
転
換
す
る
の
は
明
治
十
三
年

（
一

八
八
〇
）
か
ら
で
、
明
治
十
五
年
か
ら
十
七
年
ま
で
の

三
年
間
に
産
出
量
も
収
益
も
ピ
ー
ク
を
迎
え
ま
す
。

精
製
銀
総
量
の
平
均
は
約

一
、
四
〇
〇
貫

（五
、
二
五

〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
、
収
益
の
平
均
額
は
約

一
二
六
、
八

〇
〇
円
で
し
た
。
仮
に
現
在
価
格
換
算
を
五
千
倍
と

す
る
と
、
年
間
六
億
円
ほ
ど
の
利
益
が
出
て
い
た
こ

と
に
な
り
、
優
良
な
鉱
山
だ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
三
年
間
の
使
用
人
夫
総
数

（同
史
料
六
九
）
は

五
三
五
、
三
四
六
人
、
年
間
平
均
は

一
七
八
、
四
四
八

人
で
す
。
こ
れ
は
延
べ
人
数
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
か
ら
、
年
間
操
業
国
三
三
〇
日
と
し
て

一
日
当
り

の
従
事
者
を
計
算
す
る
と
五
四
〇
人
に
な
り
ま
す
。

ま
た
当
該
三
年
間
の
給
与
総
額
は

一
四
八
、
八
七
五

円
、
年
平
均
は
四
九
、
六
二
五
円
で
す
。
年
間
給
与
総

額
を
職
工
数
で
割
る
と
、　
一
人
当
た
り
平
均
年
収
に

な
り
ま
す
が
、
そ
の
金
額
は
九
二
円
で
す
。
こ
れ
を
月

額
賃
金
に
直
す
と
、
七
円
六
六
銭
で
す
。

明
治
初
期
の
職
工
の
給
与
が
ど
れ
ほ
ど
で
あ
っ
た

か
を
示
す
史
料
の
ひ
と
つ
に

『
造
幣
局
百
年
史
　
資

料
編
』
が
あ
り
ま
す
。
五
代
は
造
幣
局
の
事
業
に
関
わ

っ
て
い
ま
し
た
の
で
、
私
見
で
す
が
、
弘
成
館
の
鉱
山

事
業
を
組
み
立
て
る
に
当
た
っ
て
、
造
幣
局
の
規
程

を
参
照
し
た
可
能
性
が
大
き
い
と
見
ら
れ
ま
す
。
そ

の
『造
幣
局
百
年
史
　
資
料
編
』
の
中
に
、
職
工
の
給

与
が
出
て
い
ま
す
。
初
任
給
が
五
円
、
経
験
を
積
む
と

三
年
後
に

一
〇
円
、
特
段
の
技
能
の
な
い
限
り
は
、
そ

こ
で
頭
打
ち
と
な
り
ま
す
。

他
方
、
半
田
銀
山
に
は

「人
夫
賃
高
低

一
覧
表
」
と

い
う
資
料
が
残
さ
れ
て
い
て
、

「坑
夫
」
の
場
合
、
日

当
が

「最
上
等
　
三
九
銭
」
「最
下
等
　
三
四
銭
」
「平

均
　
三
八
銭
」
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
均
の
日
当

を
月
に
二
五
日
働
く
と
し
て
月
額
計
算
す
る
と
、
九

円
五
〇
銭
に
な
り
ま
す
。
こ
の
金
額
は
造
幣
局
の
職

工
賃
金
と
ほ
ぼ
同
じ
水
準
で
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
半
田
銀
山
は
造
幣
局
職
工
並

み
の
賃
金
を
も
っ
て
、
多
数
の
雇
用
を
岩
代
国
に
創

出
し
て
い
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（次
号
に
続
く
）

旧半田銀山三階平坑口跡
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マ
８
ヨ
五
代
塾
会
員

（森
山
茂
曾
孫
）

森
山
　
治
　
（横
浜
在
）

明
治
１１
年

１１
月
２０
日
付
け
の
郵
便
報
知
新
聞
に

掲
載
さ
れ
た
短
信
に
、
五
代
友
厚
が
上
海
に
藍
の
売

捌
所
（朝
陽
館
の
現
地
販
売
会
社
で
し
よ
う
か
）
を
設

立
し
、
営
業
強
化
の
た
め
に
森
山
茂
と
云
う
者
を
派

遣
し
た
と
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
五
代
が
輸
出
事
業

に
直
接
目
を
向
け

て
い
た
こ
と
を
示

す
興
味
深
い
記
録

で
し
た
。
こ
の
短

信
は
当
塾
の
川
口

建
理
事
長
が
国
立

国
会
図
書
館
デ
ジ

タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
を
丹
念
に
調
べ

て
見
つ
け
て
下
さ

っ
た
も
の
で
す
。

五
代
友
厚
の
藍
売
捌
所
拡
張

［
１ｌ

ｏ
２０
、
郵
便
報
知
］

五
代
友
厚
氏
は
先
頃
支

那
上
海
へ
藍
売
捌
所
を
開
設
さ
れ
し
よ
り
、
月
々

の
売
高
二
万
円
余
の
巨
額
に
至
る
も
、
尚
此
位
の

事
に
て
は
物
足
ず
と
、　
一
層
盛
大
に
す
る
目
的
に

て
、
此
程
其
社
員
森
山
茂
な
る
者
を
派
し
、
更
に

売
捌
方
の
仕
法
を
設
け
ら
る
る
と
の
事
。

こ
の
記
事
に
出
て
く
る
森
山
茂
は
五
代
友
厚
の

妻
・豊
子
の
実
兄
で
す
が
、
友
厚
の
親
友
で
あ
っ
た
と

森
山
家
で
は
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
略
歴
に
つ

い
て
は
既
に
五
代
塾
新
聞
に
掲
載
頂
き
ま
し
た
が
改

め
て
人
名
辞
典
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
を
参
考

に
し
て
簡
単
に
紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

茂
は
大
和
の
出
身
で
、
儒
学
家
・萱
野
恒
次
（扇
鳳
）

の
長
男
と
し
て
天
保
１２
年
（

‐８４‐
）
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

幕
末
期
に
は
尊
王
攘
夷
の
志
を
持
ち
文
久
元
年
（

‐８６‐
）

菅
沼

一
平
と
変
名
し
て
京
坂
に
て
国
事
に
奔
走
す
る

中
で
、
儒
学
者
（国
学
者
）
の
森
山
履
道
軒
（藤
次
郎
）

に
師
事
し
森
山
家
を
継
ぐ
た
め
に
養
子
と
な
り
ま
し

た
。
文
久
３
年
の
天
誅
組

（天
忠
組
）
に
加
わ
っ
て

い
た
と
の
記
録
も
あ
り
ま
す
が
、
奈
良
新
聞
社
の
竹

村
順
弘
記
者
に
天
誅
組
の
研
究
団
体
で
調
べ
て
頂
い

た
と
こ
ろ
で
は
菅
沼

一
平
の
名
前
は
見
つ
か
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
多
く
の
人
が
複
数
の
変
名
を
使
っ
て
い

た
そ
う
で
す
。
森
山
姓
を
名
乗
っ
た
の
も
変
名
を
兼

ね
て
い
た
と
当
家
で
は
伝
え
て
い
ま
す
。

当
塾
曾
野
豪
夫
顧
間
の
推
理
で
は
、
萱
野
茂
の
変

名
菅
沼

一
平
に
は
次
の
よ
う
な
法
則
が
あ
て
は
め
ら

れ
る
そ
う
で
す
。
萱
野
は
菅
沼

（す
が
ぬ
ま
姓
は
萱
沼

と
も
書
く
）
、
野
↓
沼
、
茂
↓

一
平
。
こ
の
こ
と
で
、

萱
野
茂
と
変
名
菅
沼

一
平
は
同

一
人
物
と
殆
ど
確
信

で
き
る
、
と
。
ど
な
た
か
菅
沼

一
平
の
名
前
に
心
当
た

り
や
、
文
久
元
年
の
国
事
の
意
味
に
つ
い
て
ご
存
じ

の
方
は
お
知
ら
せ
願
い
ま
す
。

茂
は
明
治
２
年
よ
り
新
政
府
の
兵
庫
県
裁
判
所

（県
庁
）
で
伊
藤
博
文
の
も
と
で
働
き
、
大
阪
の
五
代

友
厚
と
親
交
を
結
ぶ
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
翌
年
に

友
厚
は
茂
の
妹
豊
子
と
結
婚
し
ま
す
。
茂
は
現
在
の

外
務
省
に
移
り
困
難
な
朝
鮮
外
交
問
題
に
携
わ
り
、

後
の
日
韓
併
合
に
繋
が
る
日
朝
修
好
条
規
（江
華
島

条
約
）
の
締
結
が
整
っ
た
の
を
機
に
、
明
治
１０
年
退
官

し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

１２
年
元
老
院
議
宮
、

２３
年
富

山
県
令
、

２７
年
か
ら
大
正
８
年
に
亡
く
な
る
ま
で
勅

選
貴
族
院
議
員
を
２５
年
間
勤
め
ま
し
た
。

こ
の
略

歴

か
ら
も
お
分
か

り
の
通
り
明
治

１１

年
前

後

の

活
動
が
空
白
に

な

っ
て

い

ま

す
。

茂
は
も
っ
ぱ
ら
外
交

。
政
治
の
仕
事
に
携
わ
っ
て
い

た
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
こ
の
短
信
を
見
て
、
無
冠

の

一
年
余
り
の
時
期
に
友
厚
と
共
に
実
業
の
世
界
で

活
動
し
て
い
た
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

明
治
１０
年
前
後
、
茂
の
子
供
、
愛
子
ｘ
と
松
之
助
ｘ
ｘ

は
五
代
家
に
預
け
ら
れ
豊
子
に
養
育
さ
れ
て
い
た
と

聞
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の
背
景
の

一
つ
と
し
て

茂
が
上
海
へ
頻
繁
に
赴
く
多
忙
な
時
を
過
ご
し
て
い

た
の
で
は
な
い
か
と
納
得
し
ま
し
た
。

Å
愛
子

】
日
本
歯
科
医
学
会
の
祖

・
高
山
紀
齋
の

妻
）

ｘ
Å
松
之
助

¨
明
治
後
期
か
ら
昭
和
初
期
に

か
け
て
の
建
築
家
、
台
湾

ｏ
日
本
に
作
品
が
現
存
）

ま
た
茂
が
富
山
県
令

（勅
撰
知
事
）
を
務
め
て
い
る

時
、
地
場
産
業
の

一
つ
で
あ
る

『井
波
紬
』
の
生
産
を

農
家
の
副
業
と
し
て
奨
励
し
県
民
の
収
入
増
を
図
っ

た
そ
う
で
す
。
『井
波
紬
』
は
現
在
で
は
廃
れ
て
し
ま

っ
た
よ
う
で
す
が
、
大
正
期
に
最
盛
期
を
迎
え
た
と

『染
織
事
典
』
に
著
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
当
時
の
産

業
発
展
に
寄
与
し
た
こ
と
が
伺
わ
れ
ま
す
。
こ
の
様

な
施
策
を
打
ち
だ
せ
た
の
も
五
代
と
共
に
活
動
し
た

間
に
培
わ
れ
た
知
見
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
か
と
推

察
し
ま
す
。

私
は
茂
の
曾
孫
に
当
た
り
、
去
年
の
１０
月
大
阪
で

開
か
れ
た
五
代
友
厚
墓
参
会
に
長
女
と

一
緒
に
参
加

さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
当
日
は
永
ら
く
交
流
の
途
絶

え
て
い
た
萱
野
家
に
繋
が
る
堂
本
家
の
方
々
、
五
代

家
所
縁
の
永
見
家
に
繋
が
る
方
々
に
お
目
に
か
か
る

機
会
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
親
族
を
再
び
結
び
つ
け

て
頂
け
た
貴
重
で
心
に
残
る
ひ
と
時
と
な
り
ま
し
た
。

墓
参
会
に
参
加
さ
れ
た
皆
様
に
は
五
代
公
の
螢
域
の

近
く
に
あ
る
萱
野
、
森
山
両
家
の
墓
に
も
お
参
り
し

て
頂
き
ま
し
た
。
森
山
家
の
墓
に
は
上
述
し
ま
し
た

履
道
軒
（藤
次
郎
）夫
妻
が
眠
っ
て
い
ま
す
が
、
没
後

‐６
年
の
時
を
経
て
こ
の
よ
う
な
大
勢
の
方
々
に
お
参

り
頂
き
、
と
て
も
驚
い
て
い
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。
こ

の
場
を
お
借
り
し
て
御
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。

（森
山
茂
夫
妻
の
墓
は
東
京
青
山
に
あ
り
ま
す
）

①

「親
の
お
金
は
誰
の
も
の

法
定
相
続
人
印
」

志
摩
市
を
舞
台
に

「人
の
幸
せ

の
在
り
方
」
を
考
え
る
、
社
会
派

ハ
ー
ト
フ
ル
コ
メ
デ
ィ
ー
の
映

画
。
今
年
の
夏
以
降
に
公
開
を

予
定
。

②

「北
の
流
氷
」
（仮
題
）

‐９５
年
代
に
森
林
伐
採
で
砂

漠
化
し
た
荒
れ
地
に

（浦
河

町
、
様
似
町
、
え
り
も
町
、

広
尾
町
）
地
元
漁
師
ら
が
木

を
植
え
続
け
、
豊
か
な
森
と

海
を
よ
み
が
え
ら
せ
た
史

実
。
日
本
人
の
魂
や
あ
る
ベ

き
姿
を
未
来

へ
伝
承
す
る

こ
と
を
テ
ー
マ
に
し
た
映

画
。
年
内
に
企
画
準
備

・
ク

ラ
ン
ク
イ
ン
を
目
標
。

■
ふ
る
さ
と
納
税
は

「寄
付
金

の
使
い
道
」
を
選
ぶ
こ
と
が
で

き
ま
す
。
サ
イ
ト
内
に
は

「映

画
制
作
事
業
」
が
設
定
さ
れ
、

こ
れ
を
選
べ
ば
、
田
中
監
督
の

映
画
製
作
を
直
接
応
援
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
申
込
方
法
↓
各
市
町
の
ＨＰ
、
又
は

ふ
る
さ
と
納
税
の
各
サ
イ
ト
が
準
備
さ
れ
て
い
ま
す

右
の
各
ＱＲ
は
そ
の

一
例
と
し
て
楽
天
ＱＲ
を
掲
載
し

ま
し
た
。

森山 茂 明治 20年 頃?

今年もコロナの話題が中心となりそうで

うんざりする。第 8波突入で感染者、死者

数が過去最高とマスコミは煽る。予防注射

打ち、基本的な感染対策はしつかりしているのにと

思うのだが? また専門家の説明する理屈も辻棲が

合わなくなつている気がする。一方、観光を含む人流

は経済との兼ね合いという理由で、最近では容認発

言一色だ。何が何だかさつばりわからない。政府、医

療専門家、マスコミはそれぞれの自利のためにのみ動

いているような気がする。情報は正しく・バランスよく

発信してほしいものだ。どうする三ッポン !

今年もよろしくお願いします。(川 口建記)

広鶴町乳りも1時
―

様似町漉測町

輻


