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地
球
を
「
皮
膚
」
の
よ
う
に
全
体
を
被
っ

て
い
る
「
地
表
」
そ
の
多
く
に
水
が
溜
ま
り

海
と
な
っ
て
い
る
。
偶
々
溜
ま
っ
て
水
の
下

の
皮
膚
が
弾
け
乾
い
た
部
分
を
水
が
被
っ
た
。

大
き
な
宇
宙
か
ら
見
れ
ば
大
震
災
も
そ
う
見

え
る
だ
ろ
う
。

火
の
玉
の
よ
う
な
星
が
冷
え
て
水
や
空
気

が
で
き
て
、
動
植
物
が
で
き
「
人
類
」
は
そ

の
自
然
を
利
用
し
て
現
代
人
に
な
っ
た
。
即

ち
人
類
は
自
然
の
産
物
で
あ
ろ
う
。

然
ら
ば
自
然
の
「
枠
」
を
飛
び
出
す
こ
と
は

出
来
な
い
。
先
人
達
は
自
然
を
恐
れ
敬
い
そ

の
尊
さ
を
「
神
（
仏
）
」
と
し
て
崇
め
て
来

た
。
つ
い
こ
の
間
ま
で
。

そ
し
て
「
知
恵
」
が
蓄
積
さ
れ
た
人
類
は
自

然
を
軽
視
し
無
視
、
そ
れ
を
越
え
る
力
が
あ

る
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
。

太
陽
や
水
を
使
わ
ず
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
得
る

も
の
を
造
っ
た
。
そ
れ
も
最
初
に
使
っ
た
の

が
人
を
殺
す
「
原
子
爆
弾
」
で
広
島
長
崎
で

実
用
に
し
た
。

戦
は
終
わ
っ
た
が
更
に
強

力
な
爆
弾
開
発
が
進
ん
だ
。
そ
れ
は
「
駄
目

だ
」
と
反
対
の
声
が
広
が
る
中
で
、
浅
田
石

二
作
詞
・
木
下
航
二
作
曲
に
よ
る
「
原
爆
の

歌
」

♪
ふ
る
さ
と
の
街
や
か
れ

身
よ
り
の
骨
う
め
し
焼
土
（
や
け
つ
ち
）
に

今
は
白
い
花
咲
く

あ
あ
許
す
ま
じ
原
爆
を

三
度
（
み
た
び
）
許
す
ま
じ
原
爆
を

わ
れ
等
に
町
に
♪

ど
ん
な
理
由
が
あ
れ
、
日
本
人
の
手
で
戦
争

と
い
う
暴
力
行
為
を
し
た
。

そ
の
結
果
で
原
爆
被
害
者

に
な
っ
た
。
そ
の
反
省
か

ら
「
平
和
憲
法
」
が
生
ま

れ
、
戦
後
再
々
行
わ
れ
た

「
原
水
爆
実
験
反
対
運
動
」

が
盛
ん
に
な
っ
た
。

そ
の
後
、
経
済
拡
張
が

続
き
世
界
の
経
済
大
国
に

な
る
道
す
が
ら
電
気
需
要

も
増
大
し
「
原
子
力
発
電
所
」

が
各
地

の
海
岸
近
く
に
設
置
し
た
。
政
府
や
電
力
会

社
の
「
絶
対
安
全
」
と
い
う
言
葉
に
反
対
の

声
も
「
経
済
発
展
」
の
魅
力
に
押
さ
れ
少
数

派
に
な
っ
た
。

そ
し
て
原
発
が
集
中
的
に
出
来
た
「
福
島

県
」
に
東
北
関
東
大
震
災
・
津
波
が
襲
っ
た
。

地
震
だ
け
で
も
大
被
害
な
の
に
「
原
発
」
が

壊
れ
放
射
能
が
漏
れ
出
し
た
と
い
う
。

被
爆
範
囲
は
「
「
広
島
長
崎
」
を
越
え
る
ほ

ど
、
地
震
（
自
然
）
と
原
発
（
不
自
然
）
の

因
果
関
係
は
偶
然
の
必
然
性
だ
っ
た
と
見
る

べ
き
だ
ろ
う
。

史
上
初
と
い
う
今
回
の
地
震
・
津
波
の
被

災
者
の
姿
を
見
て
涙
が
止
ま
ら
な
い
。

何
と
し
て
も
被
災
支
援
を
頑
張
り
、
復
興
に

助
力
す
る
よ
う
応
援
を
し
よ
う
。

先
の
大
戦
で
焼
け
野
が
原
に
な
っ
た
東
京
始

め
多
く
の
都
市
が
立
派
に
な
っ
た
。
日
本
人

の
「
底
力
」
で
、
人
類
の
宝
も
の
で
あ
る
地

球
の
自
然
法
則
を
護
も
り
な
が
ら
「
美
し
い

人
情
溢
れ
る
日
本
」
の
復
活
に
頑
張
ろ
う
！
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▽
ヤ
ッ
ト
コ
さ
で
確
定
申
告
書
を

提
出
し
、
３
月
11
日
、
4
月
の

「
と
ん
か
ら
り
ん
」
の
制
作
で
パ

ソ
コ
ン
と
向
き
合
っ
た
い
た
。

▼
パ
ソ
コ
ン
の
文
字
が
微
妙
に
揺

れ
て
見
え
た
。
高
血
圧
な
の
で
そ

の
眩
暈
か
と
思
っ
た
ら
直
ぐ
揺
れ

は
止
ま
っ
た
。
地
震
か
も
。

▽
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
設
置
の
テ
レ
ビ

を
見
に
行
く
と
東
北
沖
で
地
震
と

の
テ
ロ
ッ
プ
が
流
れ
て
い
た
。
店

の
他
の
人
は
感
じ
て
な
か
っ
た
様
。

血
圧
の
所
為
で
な
く
安
心
だ
と
。

▼
や
や
間
が
空
い
て
「
東
北
の
災

害
、
地
震
～
大
津
波
～
福
島
原
発

事
故
と
続
々
悲
惨
な
状
況
が
報
じ

ら
れ
た
。
原
発
の
「
メ
ル
ト
ダ
ウ

ン｣

を
心
配
し
た
。

▽
「
メ
ル
ト
ダ
ウ
ン｣

と
は
「
炉

心
熔
融
」
チ
ェ
ル
の
ブ
イ
リ
（
ロ

シ
ア
）
ス
リ
ー
マ
イ
ル
島
（
米
）

で
起
こ
っ
て
い
る
。
し
か
も
福
島

に
は
原
子
炉
が
６
個
も
あ
る
。

▼
海
外
だ
け
で
な
く
「
中
越
沖
地

震
」
で
柏
崎
・
刈
羽
原
原
発
で
事

故
が
あ
っ
た
。
そ
の
時
、
国
は
ど

ん
な
地
震
で
も
大
丈
夫
と
言
っ
て

い
た
。
が
答
え
は
「
否
」
だ
っ
た
。

▽
日
本
の
、
世
界
の
た
め
最
悪
の

事
態
を
避
け
る
た
め
、
東
電
と
国

家
は
手
早
く
全
力
を
注
い
で
欲
し

い
。
経
過
報
告
は
良
い
。
ど
う
す

る
か
が
問
題
。
私
は
祈
る
だ
け
だ
。

▼
私
ど
も
は
♪
あ
あ
許
す
ま
じ
原

爆
♪
を
と
「
戦
時
用
」
の
み
に
気

を
つ
け
て
い
た
。
経
済
発
展
に
目

が
く
ら
み
同
じ
核
分
裂
を
使
う

「
原
発
」
を
許
し
た
。

▽
だ
が
「
枠
」
を
越
え
た
人
間
の

行
為
を
地
球
と
自
然
は
罰
し
た
。

ー
ー

ど
ん
つ
き
ー
ー

３
/
20

3
月
第
3
日
曜

今
回
の
朝
粥
を
食
べ
る
前
、

お
話
は
、
溝
川
長
雄

様

（
京
の
園
芸
福
祉
研
究
会

理
事
長
）

「
蓮
の
お
話
」

お
話
は
、
ハ
ス
の
お
い
た
ち

と
文
化
史
（
ハ
ス
ロ
マ
ン
）
。

イ
ン
ド
原
産
の
ハ
ス
が
如
何

に
し
て
世
界
に
広
ま
っ
た
か

に
始
ま
り
、
そ
の
種
類
や
栽

培
・
・
日
本
各
地
の
「
ハ
ス
」

の
名
所
紹
介
な
ど
多
岐
に
わ

た
っ
た
。
ち
な
み
に
京
都
近

辺
名
所
は
三
室
寺
・
万
福
寺
・

大
覚
寺
常
寂
光
寺
・
法
金
剛

院
・

宇
治
市
植
物
園
な
ど
。
お
ま

け
に
ハ
ス
の
実
で
作
ら
れ
た

数
珠
も
見
せ
て
下
さ
っ
た
。

第
75
回
朝
粥
食
べ
て
お
シ
ャ
ベ
リ
会
報
告

パソコンから色々な「蓮」

を画像でご紹介下さった。

東
北
関
東
大
震
災
に

参
加
者
会
費
募
金

今
回
の
朝
粥
会
開
催
日
の
９
日
前

に
発
生
し
た｢

東
北
関
東
大
震
災
の
犠

牲
者
」
悼
み
、
開
催
に
先
立
ち
参
加
者

全
員
で
３
０
秒
間
黙
祷
を
捧
げ
た
。

｢

朝
粥
会
」
終
了
後｢

編
集
者
」
が
当
日

の
会
費
全
額
（
７
２
０
０
円
）
に
７
８

０
０
円
加
え
朝
粥
会
参
加
者
一
同
の
名

に
て｢

救
援
募
金
」
に
す
る
こ
と
を

『
会
』
に
表
明
し
ご
同
意
を
得
ま
し
た
。

ま
た
。
♪
ト
ン
ト
ン
と
ん
か
ら
り
ん
♪
」

で
始
ま
る
岡
本
一
平
作
詞
の｢

隣
組
」

の
歌
を
合
唱
し

今
こ
そ
必
要
な

｢

助
け
合
い
の
精

神
」
を
確
認
し

あ
っ
た
。

岡
本
一
平
氏
は

太
陽
の
塔
作
者

岡
本
太
郎
の
父

君
で
あ
る
。

東北関東 日本人＆人類の全ての力で

大震災被災者を救おう！



第
三
の

奇
跡
を

起
そ
う
！

東
北
関
東
大
震
災
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

が
引
き
起
こ
し
た
振
動
と
大
津
波

が
起
っ
て
多
く
の
家
が
流
さ
れ
、

死
者
行
方
不
明
は
２
万
を
超
え
る

と
い
う
。
悲
惨
で
気
の
毒
な
姿
が

テ
レ
ビ
で
流
れ
る
。

「
一
つ
の
お
握
り
を
半
分
は
家
内

に
食
わ
せ
、
残
り
の
半
分
を
三
つ

に
分
け
て
子
ど
も
た
ち
と
食
べ
る
」

と
言
っ
て
い
る
被
災
者
の
話
を
聞

き
涙
が
堪
え
ら
れ
な
か
っ
た
。

そ
の
上
に
「
福
島
原
発
事
故
」
と

い
う
人
災
が
重
な
っ
た
。

そ
ん
な
時
、
日
経
新
聞
の｢

私

の
履
歴
書
」
の
今
月
の
著
者
は
建

築
家
の
安
藤
忠
雄
氏
、
三
十
一
日

は
そ
の
最
終
稿

だ
っ
た
。
「
人

間
性
育
む
教
育

に
未
来
」
実
直

な
国
民
性
．
想

像
力
回
復

日

本
と
い
う
文
が

掲
載
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
る

と
【
第
一
の
奇
跡
は
明
治
維
新
で

幕
藩
体
制
か
ら
近
代
国
家
を
つ
く
っ

た
事
。
第
二
は
敗
戦
後
の
焦
土
の

日
本
が
数
十
年
で
世
界
有
数
の
経

済
国
に
な
っ
た
こ
と
。

そ
し
て
第
三
は
大
震
災
を
乗
り
越

え
て
人
間
性
を
育
む
教
育
を
行
い
、

自
分
な
り
の
価
値
観
を
も
つ｢

自

立
し
た
個
人
」
を
つ
く
り
、
家

族
や
地
域
へ
の
愛
情
を
も
っ
た

日
本
人
の
国
民
性
回
復
し
な
け

れ
ば
と
あ
り
、
結
び
に
フ
ラ
ン
ス

の
詩
人
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
は

同
じ
く
詩
人
で
友
人
の
ポ
ー
ル
・

ヴ
ァ
レ
ー
リ
ー
に｢

私
は
こ
の
民

族
だ
け
は
滅
び
て
欲
し
く
な
い
民

族
が
有
る
。
そ
れ
は
日
本
民
族
だ
」

と
話
し
た
と
い
う
。
そ
の
日
本
は

存
亡
の
危
機
に
（
今
）
あ
る
。
今

こ
そ
第
３
の
奇
跡
を
起
す
べ
く
、

日
本
は
真
に
変
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。】

（
【
】
内
は
編
集
者
勝
手
に
引
用
要
約
）

地
震
と
大
津
波
そ
し
て
原
発
の
大

被
害
を
受
け
た
東
北
を
如
何
に
復

興
さ
せ
る
か
を
世
界
は
注
目
し
て

い
る
。
そ
れ
は
一
に
日
本
民
族
全

員
の
肩
に
か
っ
て
い
る
。
こ
の
危

機
と
世
界
が
注
目
し
て
い
る
。

東
北
の
人
た
ち
の
粘
り
強
さ
勤

勉
さ
を
見
習
っ
て
日
本
人
全
員

で
第
三
の
奇
跡
の
起
そ
う
。

東
山
区
は
東
山
と
鴨
川
東
岸
の
三

条
か
ら
十
条
南
ま
で
南
北
に
細
長

い
行
政
区
。
そ
こ
に
は
昭
和
時
代

終
わ
り
ご
ろ
ま
で
有
済
（
ユ
ウ
サ
イ
）・

粟
田
（
ア
ワ
タ
）
・
弥
栄
（
ヤ
サ
カ
）
・

新
道
・
六
原
。
・
清
水
・
貞
教
・

修
道
・
一
橋
（
イ
ッ
キ
ョ
ウ
）
・
今
熊

野
・
月
輪
〈
ツ
キ
ノ
ワ
〉
と
八
つ
の

小
学
校
と
二
つ
の
中
学
校
が
有
っ

た
。
そ
の
後
併
合
が
進
み
、
最
近

で
は
二
つ
の
小
中
一
貫
校
に
な
ろ

う
と
し
て
い
る
。
概
ね
三
条
以
南

か
ら
七
条
以
北
一
校
。
七
条
か
ら

稲
荷
近
く
ま
で
の
南
に
も
う
一
校
。

こ
の
四
月
、
孫
の
通
っ
て
い
る
東

山
小
学
校
（
元
修
道
・
貞
教
）
は
閉

校
他
の
北
部
の
六
つ
の
小
中
学
校

が
、
小
中
一
貫
の
開
睛
小
・
開

睛
中
・
に
合
〈
併
？
）
わ
せ
ら
れ

る
。
「
東
山
開
睛
館
（
カ
イ
セ
イ
カ

ン
）
と
呼
ぶ
ら
し
い
。
こ
の
名
称

は
下
の
字
に
特
に
注
意
が
い
る
。

開
晴
×
で
開
睛
○
で
す
。
辞
書

で
調
べ
て
睛
は
「
セ
イ
・
ヒ
ト

ミ
」
と
言
う
読
み
を
す
る
こ
と
を

知
っ
た
。
だ
か
ら
「
瞳
＝
睛
」

「
ヒ
ト
ミ
を
開
く
」
と
の
意
味
出

つ
け
ら
れ
た
校
名
な
の
だ
と
察
す

る
。
が
、
晴
と
睛
は
何
れ
も
「
セ

イ
」
と
読
め
る
の
で
紛
ら
わ
し
い
。

睛
が
「
ヒ
ト
ミ
」
と
書
体
を
見
て

直
ぐ
に
理
解
で
き
な
い
と
思
う
。

誰
が
何
時
何
処
で
決
め
な
さ
っ
た

の
か
判
ら
な
い
が
「
ワ
ー
ド｣

の

辞
書
に
は
「
セ
イ
」
で
検
索
し
て

も
出
て
来
ず
「
睛
」
は
「
作
字
」

し
た
。
聞
い
た
だ
け
で
字
が
浮
か

ん
で
こ
な
い
「
字
」
選
ば
れ
た
方

は
相
当
の
学
者
さ
ん
だ
ろ
う
。

私
だ
け
で
な
く
学
校
の
公
的
な
ホ
ー

ム
ぺ
ー
ジ
以
外
の
書
き
こ
み
は
殆

ん
ど
「
開
晴
」
と
書
い
て
あ
る
。

四
文
字
熟
語
は
流
石
に
「
睛
」

と
で
て
い
る
が
。

名
前
も
、
や
や
こ
し
い
が
通
学

路
も
大
変
だ
。
東
山
区
で
三
条
か

ら
七
条
ま
で
真
っ
直
ぐ
通
る
道
は
、

社
寺
が
多
く
あ
る
こ
と
か
ら
、
川

端
・
大
和
大
路
。
東
大
路
の
三
本

し
か
な
い
。

通
学
に
生
徒
た
ち
が
が
多
く
使
う

で
あ
ろ
う
「
東
大
路
」
は
京
都
で

も
名
高
い
交
通
渋
滞
の
名
所
。

排
気
ガ
ス
が
充
満
し
た
狭
い
歩
道

を｢

幼
児
」
た
ち
は
歩
く
こ
と
に

な
る
。
決
め
た
人
は
ラ
ン
ド
セ
ル

を
背
負
っ
て
歩
い
て
見
た
だ
ろ
か
？
。

と
や
か
く
言
っ
て
も
、
四
月
五

日
は
お
目
出
度
い
開
睛
小
中
学

校
（
開
睛
館
ス
ク
ー
ル
）
開
校
式

だ
。
孫
も
新
し
い
制
服
を
着
て
喜

ん
で
い
る
。
言
い
た
い
こ
と
は
書

い
た
の
で
立
派
な
校
舎
で
学
ぶ
子

供
達
の
出
発
を
祝
お
う
！
。

店は、人と人のふれ合いの場でありたい！ とんからりん VOL：139 2011(平成23年）4月1日（金）P2

ヨ
シ
ィ
ち
ゃ
ん
の

ひ
と
り
ご
と

宮
崎
駿
監
督
（
７
０
）
が
２
８
日
、
自

ら
企
画
し
た
ア
ニ
メ
映
画
「
コ
ク
リ
コ

坂
か
ら
」
の
主
題
歌
を
発
表
す
る
記
者

会
見
で
東
日
本
大
震
災
に
つ
い
て
思
い

を
述
べ
た

。

「
埋
葬
も
出
来
な
い
ま
ま
が
れ
き
に

埋
も
れ

て
い
る

人
々
を

抱
え
て

い
る
国

で
、
原
子
力
発
電
所
の
事
故
で
国
土

（
の
一
部
を
失
い
つ
つ
あ
る
国
で
、

自
分
た
ち
は
ア
ニ
メ
を
作
っ
て
い
る

と
い
う
自
覚
を
持
っ
て
い
る
」
と
話

し
、
「
今
の
時
代
に
応
え
る
た
め
、

精
い
っ
ぱ
い
映
画
を
作
っ
て
い
き
た

い
」
。

「
残
念
な
こ
と
に
、
私
た
ち
の
文
明

は
こ
の
試
練
に
耐
え
ら
れ
な
い
。
こ

れ
か
ら
ど
ん
な
文
明
を
作
っ
て
い
く

の
か
、
模
索
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
語
る
一
方
で
、
「
僕
た
ち

の
島
は
繰
り
返
し
地
震
と
台
風
と
津

波
に
襲
わ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
豊

か
な
自
然
に
恵
ま
れ
て
い
る
。

多
く
の
困
難
や
苦
し
み
が
あ
っ
て
も
、

よ
り
美
し
い
島
に
し
て
い
く
努
力
を

す
る
か
い
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

今
、
あ
ま
り
り
っ
ぱ
な
こ
と
を
言
い

た
く
は
な
い
が
、
僕
た
ち
は
絶
望
す

る
必
要
は
な
い
」
と
述
べ
た
。

東
京
な
ど
で
避
難
や
買
い
占
め
が

起
き
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
僕

は
こ
の
年
齢
で
す
か
ら
一
歩
も
退
く

つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

乳
児
に
つ
い
て
は
配
慮
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
が
、
僕
と
同
じ
く
ら
い

の
年
齢
の
人
が
水
を
買
う
た
め
に
並

ん
で
い
る
。
も
っ
て
の
ほ
か
だ
と
思

い
ま
す
」
と
厳
し
い
表
情
で
話
し
た
。

2
0
1
1

年
3
月
28
日
19
時
48
朝
日C

O
M

よ
り

宮
崎
駿
監
督

「
絶
望
す
る
必
要
な
い
」

大
震
災
へ
の
思
い
語
る

画
竜
点
睛

開
睛
小
中
学
校

開
校
を
祝
う



七
条
大
橋

か

ら

市

電

６
号
系
統
、

烏
丸
車
庫
行
き
に
乗
り
ま
し
た
。

サ
カ
タ
ニ
さ
ん
の
前
を
通
り
過
ぎ
、

最
初
に
着
く
停
留
所
が
「
博
物
館

三
十
三
間
堂
前
」
で
す
。
当
停
留

所
の
よ
う
に
、
二
つ
の
建
造
物
・

施
設
を
示
す
電
停
名
は
珍
し
い
こ

と
で
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
付
近
に

は
、
著
名
な
建
造
物
・
施
設
が
揃
っ

て
い
る
証
し
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

事
実
、
こ
こ
か
ら
東
へ
は
、
民

家
・
商
家
が
全
く
見
当
た
ら
な
い

区
間
と
な
り
、
市
電
に
乗
っ
て
い

て
も
、
ち
ょ
っ
と
身
構
え
た
も
の

で
し
た
。
ま
た
漢
字
で
九
文
字
も

あ
る
電
停
名
は
、
京
都
市
電
で
は

最
長
で
し
た
。

市
電
時
代
と
比
べ
る
と
、
南
側

の
三
十
三
間
堂
に
も
、
北
側
の
京

都
国
立
博
物
館
に
も
、
あ
ま
り
大

き
な
変
化
は
見
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

三
十
三
間
堂
の
築
地
塀
、
博
物
館

の
煉
瓦
塀
が
、
今
も
対
照
的
に
続

い
て
い
ま
す
。
逆
に
電
停
よ
り
西

の
民
家
・
商
家
は
、
建
て
替
わ
っ

た
り
、
業
種
が
変
わ
っ
た
り
し
て
、

変
化
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
西
北

角
に
あ
っ
た
大
和
病
院
の
六
階
建

て
の
建
物
も
な
く
な
り
、
か
え
っ

て
見
通
し
が
広
が
り
ま
し
た
。
そ

し
て
、
市
電
時
代
に
は
な
か
っ
た

歩
道
が
整
備
さ
れ
た
こ
と
が
、
大

き
く
変
わ
っ
た
点
で
し
ょ
う
か
。

市
電
は
、
こ
こ
か
ら
、
上
り
坂

に
か
か
り
ま
す
。
非
力
な
市
電
は
、

モ
ー
タ
ー
音
も
一
段
と
高
く
上
げ

て
走
り
、
東
山
の
緑
が
ぐ
ん
ぐ
ん

と
近
づ
い
て
き
ま
す
。

私
の
市
電
時
代
の
印
象
的
な
シ
ー

ン
は
、
真
夏
の
夕
刻
で
し
た
。
ち
ょ

う
ど
、
七
条
通
の
真
向
こ
う
に
陽

が
傾
き
か
け
る
頃
、
市
電
が
坂
道

を
駆
け
下
り
て
き
ま
す
。
両
側
の

街
並
み
は
す
で
に
陽
が
落
ち
て
暗

く
な
る
中
、
市
電
だ
け
が
前
部
を

燦
然
と
輝
か
せ
、
ま
る
で
千
両
役

者
が
花
道
を
行
く
よ
う
に
、
ス
ポ
ッ

ト
ラ
イ
ト
を
浴
び
な
が
ら
坂
道
を

降
り
て
き
た
の
で
し
た
。

さ
て
、
市
電
七
条
線
の
歴
史
を

紐
解
い
て
み
ま
し
ょ
う
。
七
条
線

は
、
ま
ず
大
正
二
年
に
東
山
七
条

～
七
条
烏
丸
が
開
業
、
以
後
西
へ

延
伸
さ
れ
、
昭
和
九
年
に
七
条
線

は
全
通
し
ま
す
。
当
停
留
所
は
当

初
「
三
十
三
間
堂
前
」
で
し
た
が
、

昭
和
四
十
二
年
十
二
月
に
「
博
物

館
三
十
三
間
堂
前
」
に
改
称
さ
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
昭
和
五
十
二
年

九
月
を
も
っ
て
、
七
条
河
原
町
～

西
大
路
七
条
が
廃
止
さ
れ
、
４
・

８
号
系
統
が
な
く
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
残
る
東
山
七
条
～
河

原
町
七
条
は
、
烏
丸
車
庫
か
ら
東

山
線
を
通
る
６
号
系
統
が
京
都
駅

前
へ
と
結
ん
で
い
ま
し
た
が
、
こ

れ
も
京
都
市
電
全
廃
時
の
昭
和
五

十
三
年
九
月
を
も
っ
て
廃
止
さ
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
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京
都
＆

東
山

ぶ
ら
り
ピ
カ
リ
28

七
条
こ
こ
ろ
坂
③

七
条

鴨
東
商
店
街

市
電
が

走
っ
た

街

京
都
を

巡
る
②

福
田
静
二

を
通
し
て
改
修
請
願
を
提
出
し
全

会
一
致
で
採
択
さ
れ
ま
し
た
。

そ
れ
と
並
行
し
て
「
通
」
の
現
状

の
姿
と
要
望
を
「
観
光
東
山
の
玄

関
・
七
条
の
今
・
・
明
日
通
」
と

題
し
た
20
分
の｢

ビ
デ
オ
」
制
作
。

完
成
後
ビ
デ
オ
テ
ー
プ
を
「
市
」

と
鴨
川
管
理
者
の
京
都
府
に
も
に

提
出
し
ま
し
た
。

そ
の
ビ
デ
オ
に
は
五
条
以
南
の
鴨

川
河
川
敷
が
、
そ
の
北
の
河
川
敷

と
違
い
全
く
整
備
さ
れ
ず
放
置
状

態
で
し
た
か
ら
「
河
川
敷
に
遊
歩

道
と
櫻
並
木
」
設
置
要
望
も
入
れ

て
た
の
で
す
。

ビ
デ
オ
制
作
の
当
初
か
ら
京
都
新

聞
と
Ｋ
Ｂ
Ｓ
放
送
の
取
材
を
受
け

て
お
り
、
出
来
上
が
っ
て
直
ぐ
に

Ｋ
Ｂ
Ｓ
Ｔ
Ｖ
に
放
映
さ
れ
記
事
に

も
な
り
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
東
大
路
か
ら
七
条
大

橋
ま
で
の
七
条
通
中
央
部
に
埋
設

さ
れ
た｢

市
電
道
床
」
を
取
り
除
く

大
工
事
が
行
わ
れ
、
両
側
の
民
家

と
の
傾
斜
も
な
く
な
り
歩
道
設
置

で
き
ま
し
た
。
平
成
元
年
６
月
の

こ
と
で
す
。
京
阪
地
下
化
後
、
線

路
敷
地
と｢

琵
琶
湖
疎
水
」
を
暗
渠

に
し
て
鴨
川
東
岸
道
路
が
造
ら
れ

河
川
敷
き
整
備
の
際
、
「
街
の
提

案
」
の
景
色
が
で
き
ま
し
た
。

ビ
デ
オ
制
作
協
力
さ
れ
た
「
マ
ル

ミ
堂
（
烏
丸
丸
太
町
）

か
ら
す
ｋ
￥

マ
」
さ
ん
が
応
募
さ
れ
て
こ
の
ビ

デ
オ
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
コ
ン
ク
ー
ル
特

別
賞
を

戴
き
ま

し
た
。

表
題
の
「
七
条
鴨
東
（
オ
ー
ト
ー
）

商
店
街
」
（
以
下
「
街
」
と
記
す
）

は1
9
7
7

年
（
昭5

2

）
8
月
に
、
翌
年

の
市
電
全
廃
の
変
化
に
対
応
す

る
た
め
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

「
街
」
は
福
田
静
二
様
が
お
書

き
の
通
り
市
電
の
一
停
留
所
の

間
の
南
北
両
側
の
商
店
が
参
加

し
ま
し
た
。
西
は
鴨
川
、
東
は

博
物
館
三
十
三
間
堂
で
商
店
人

家
は
そ
こ
ま
で
。
肉
屋
魚
屋
さ

ん
も
無
く
、
菓
子
屋
・
飲
食
店

な
ど
観
光
と
京
都
女
子
学
園
の

生
徒
さ
ん
相
手
の
お
店
が
多
く

街
路
灯
も
な
い
夜
は
人
通
は
ピ

タ
リ
と
絶
え
る
「
街
」
で
し
た
。

発
足
と
同
時
に
「
商
店
街
」

は
街
路
灯
設
置
し
夜
は
少
し
明

る
く
な
り
ま
し
た
が
歩
車
道
は

ブ
ロ
ッ
ク
仕
切
り
、
市
電
撤
去

後
に
線
路
の
み
除
去
し
、
そ
の

上
に
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
し
た

た
め
道
路
中
央
部
が
高
く
人
家

側
が
低
く
歩
き
難
い
い
斜
め
の

狭
い
歩
道
で
し
た
。

「
街
」
は
京
都
市
に
毎
年
の
よ

う
に
歩
道
改
修
を
求
め
ま
し
た

が
聞
き
入
れ
ら
ず
、1

9
8
5

年

〈
昭6
0

）
の
京
阪
電
車
地
下
工

事
の
機
会
を
逃
せ
ば
駄
目
だ
と

有
志
で
「
七
の
会
」
を
結
成
、

市
議
会
に
区
選
出
全
市
会
議
員

東を望むと、陽を受けた市電が東山七条からの

下り坂を駆けてくる姿が見えた。

博物館三十三間堂前に入る６号系統。

背後の街並みも変化している。

五条大橋から南の鴨川

河川敷東岸の櫻を見る



祖
父
喜
一
郎
は
敗
戦
間
も
な
い

１
９
４
５
年<
昭2

0
）
９
月
２
日

５
８
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
年

１
月
16
日
家
か
ら
近
い｢
馬
町
」

に
爆
弾
が
落
ち
、
急
に｢
疎
開
」

が
始
ま
っ
た
。
家
財
を
山
科
と
宇

治
の
炭
山
の
親
戚
に
分
散
て
預
け
、

私
一
人
炭
山
の
親
戚
に
疎
開
し
た
。

商
売
の
酒
は
配
給
も
止
ま
り
、

箸
・
歯
磨
粉
、
と
配
給
の
塩
と
極

僅
か
の
醤
油
味
噌
で
細
々
と
続
け

て
い
た
。
「
飲
み
屋
」
を
任
せ
て

い
た
超
近
眼
の
番
頭
さ
ん
も
兵
隊

に
と
ら
れ
大
衆
酒
場
用
の
酒
も
な

く
休
業
中
だ
っ
た
。
「
シ
ン
き
っ

と
ん
（
番
頭
さ
ん
）
ま
で
兵
隊
に

す
る
の
や
か
ら
日
本
は
負
け
る
か

も
」
と
祖
父
が
呟
い
て
い
た
。

祖
父
は
そ
の
後
（
５
月
頃
～
）
炭

鉱
に
勤
労
奉
仕
に
行
っ
て
た
が
７

月
ご
ろ
病
に
な
り
京
都
に
戻
っ
て

い
た
。
父
は
兵
役
で
家
は
祖
父
母

と
（
義
）
母
と
異
母
妹
が
い
た
。

父
は
（
昭
１
７
）
兵
役
に
つ
い

た
が
「
陸
軍
航
空
学
校
」
の
事
務

官
に
な
り
後
兵
役
を
解
か
れ
軍
事

物
資
調
達
業
務
を
し
て
家
に
殆
ん

ど
居
な
か
っ
た
。

私
が
お
盆
で
疎
開
地
か
ら
帰
っ

て
い
る
時
「
終
戦
勅
語
」
が
ラ
ジ

オ
で
流
れ
日
本
の
敗
戦
を
病
床
の

祖
父
に
伝
え
る
と
ポ
ロ
ポ
ロ
涙
を

流
し
た
。
祖
父
の
涙
は
そ
れ
が
最

初
で
最
後
に
な
っ
た
。
病
状
が
悪

く
疎
開
地
に
戻
ら
ず
９
月
２
日
早

朝
亡
く
な
り
、
死
に
水
を
と
っ
た
。

座
敷
で
顔
に
白
布
を
掛
け
て
寝
か

せ
あ
る
祖
父
に
、
昨
年
亡
く
な
っ

た
妹
が
（
当
時2

歳
）
が
「
お
爺

ち
ゃ
ん
暑
い
や
ろ
」
と
白
布
を
除

け
て
扇
子
で
顔
を
扇
い
だ
。

動
物
園
や
宇
治
川
に
魚
釣
り
、

ハ
イ
キ
ン
グ
・
商
売
で
伏
見
の
酒

蔵
や
本
町
の
「
森
口
酒
造
」
さ
ん

に
よ
く
連
れ
て
く
れ
た
。
炭
山
の

墓
地
に
毎
年
お
参
り
す
る
山
道
で

「
義
郎
は
酒
谷
家
の
１
４
代
目
や

か
ら
毎
年
お
墓
に
は
お
参
り
し
ぃ

や
」
と
も
言
っ
て
い
た
。
幼
児
の

私
に
酒
の
利
き
方
を
教
え
て
も
く

れ
た
。
敗
戦
間
な
し
だ
っ
た
が
葬

儀
が
終
り
、
父
は
半
分
勤
め
な
が

ら
、
祖
母
や
母
達
と
共
に
酒
屋
商

売
に
携
わ
る
よ
う
に
な
る
が
、
お

酒
は
無
い
の
で
、
用
に
な
っ
た
。

陸
軍
の
仕
事
の
ツ
テ
で
「
シ
ュ
ウ

マ
イ
」
や｢

イ
カ
の
塩
辛
」
を
仕

入
れ
て
売
っ
て
い
た
。
製
粉
業
も

し
た
。
「
物
さ
え
あ
れ
ば
何
で
も

売
れ
る
敗
戦
後
の
日
本
だ
っ
た
。

１
０
月
疎
開
か
ら
戻
る
と
店
の
仕

事
を
手
伝
っ
た
。

父
一
郎
の
時
代
が
動
き
出
し
た
。

初
代
天
皇
神
武
の
曽
祖
父
ニ

ニ
ギ
が
真
床
追
衾
（
ま
と
こ
お
う

ふ
す
ま
）

で
覆
わ
れ
て
天
孫
降
臨

し
た
場
所
は
、
筑
紫
の
日
向
の

高
千
穂
の
槵
触
（
ク
シ
フ
ル
）
の
峯

「
日
本
書
紀
神
代
下
第
九
段
一

書
第
一
」
と
あ
り
ま
す
。
そ
の

他
、
竺
築
の
日
向
の
高
千
穂
の

久
士
布
流
多
気
、
日
向
の
襲
の

高
千
穂
の
添
（
ソ
ホ
リ
）
の
山
の

峯
と
か
い
く
つ
か
の
異
な
っ
た

伝
承
あ
り
。
こ
こ
で
浮
か
び
上

が
っ
て
く
る
の
が
、
ク
シ
フ
ル

と
か
ソ
ホ
リ
な
ど
の
日
本
語
に

馴
染
ま
な
い
地
名
で
す
。

「
駕
洛
国
記
」
に
よ
る
駕
洛
＝

加
羅
の
始
祖
・
首
露
王
降
誕
の

伝
説
で
は
、
加
羅
地
方
は
九
人

の
首
長
が
支
配
し
て
い
た
が
、

亀
旨
（
ク
シ
）
・
・
加
羅
の
王
都

金
海
の
北
東
に
あ
る
亀
山
の
西

端
の
峰
・
・

の
異
常

な
声
気

が
人
々
を
呼
び
「
天
の
命
の
よ
っ

て
こ
の
土
地
の
国
王
に
な
る
た

め
に
自
分
は
下
り
て
き
た
。
自

分
を
迎
え
る
た
め
に
歌
い
踊
れ
」

と
い
っ
た
。
命
じ
ら
れ
た
よ
う

に
人
々
が
歌
い
踊
る
と
、
天
か

ら
紫
色
の
縄
が
垂
れ
下
が
っ
て

き
た
。
地
面
に
着
い
た
紅
幅
に

包
ま
れ
た
黄
金
の
卵
を
持
ち
帰

り
安
置
す
る
と
童
子
に
変
わ
り
、

成
長
し
て
国
王
と
な
る
。
そ
の

名
は
「
首
露
」
。

「
駕
洛
国
記
」
の
亀
旨
は
亀
山

の
西
端
の
峰
（
旨
は
山
を
意
味
す
る
）
、

「
記
紀
」
に
み
え
る
ク
シ
フ
ル

も
、
ク
は
亀
山
の
亀
、
シ
は

「
～
の
」
の
意
味
の
古
代
朝
鮮

の
助
詞
、
フ
ル
は
ム
レ
＝
山
峰

の
転
訛
と
み
れ
ば
亀
の
山
＝
亀

旨
・
亀
山
の
意
味
に
な
り
地
名

が
一
致
。

こ
の
よ
う
に
「
記
紀
」
の
始

祖
伝
説
と
「
駕
洛
国
記
」
の
始

祖
伝
説
が
重
要
な
点
で
一
致
し

て
い
る
。

①
国
土
を
支
配
せ
よ
と
の
天
の

神
の
命
に
よ
っ
て
天
か
ら
下

る
②
布
の
よ
う
な
も
の
に
包
ま
れ

て
降
下
す
る

③
同
一
地
名
と
認
め
ら
れ
る
所

に
降
下
。

こ
れ
が
加
羅
系
集
団
渡
来
の
根

拠
で
す
。

日
本
書
紀
が
、
ニ

ニ
ギ
が
下
っ
た
地
を
九
州
南
部

に
し
た
の
は
、
倭
王
朝
の
出
目

を
隠
す
た
め
で
す
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午

後
。
3
月

末
に
個
人
的
な
事
情
が
あ
り
で

例
月
よ
り
少
し
早
く
「
と
ん
か

ら
り
ん
」
の
制
作
に
取
り
掛
か
っ

て
い
た
。

●
そ
の
時
パ
ソ
コ
ン
の
画
面
が

少
し
揺
れ
た
。
日
ご
ろ
ら
血
圧

が
高
く
薬
を
飲
ん
で
い
る
の
で

体
の
異
常
か
と
も
思
っ
た
直
ぐ

揺
れ
は
収
ま
っ
た
。

○
テ
レ
ビ
を
見
る
と
東
北
沖
で

地
震
と
報
じ
て
い
た
。
大
津
波

の
こ
と
は
知
ら
ず
紙
面
を
つ
く

り
を
続
け
た
。
１
時
間
し
て
初

め
て
被
害
を
し
る
。

●
地
震
津
波
の
大
被
害
、
原
発

の
危
険
危
機
の
非
常
時
。
東
電

の
経
過
報
告
に
過
ぎ
な
い
記
者

会
見
に
危
機
感
が
無
い
と
怒
り

を
覚
え
る
。

○
菅
総
理
も｢

ハ
キ
ハ
キ
」
し

な
い
．
枝
野
氏
と
交
替
し
た
方

が
良
い
の
か
も
。
そ
う
も
行
か

な
い
の
が
政
治
の
仕
組
み
か
と

半
ば
諦
め
る
。

●
ブ
ー
ム
や
人
気
。
単
純
な
言

葉
に
乗
せ
ら
れ
て
多
数
を
与
え

た
が
何
時
も
結
果
責
任
は
国
民

だ
け
が
取
ら
さ
れ
る
。
次
回
は

シ
ッ
カ
リ
選
び
マ
ヒ
ョ
！
。

○
そ
ん
な
こ
ん
な
で
「
と
ん
か

ら
り
ん
」
の
記
事
変
更
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
。
追
い
つ
こ
う
と

し
た
が
１
日
程
度
遅
れ
そ
う
だ
。

お
許
し
く
だ
さ
い
。

●
２
８
日
に
宇
治
市
民
か
ら
京

都
市
民
に
戻
っ
た
。
行
政
サ
ー

ビ
ス
は
宇
治
が
格
段
良
い
が

「
根
が
京
都
人
」
戻
っ
て
米
寿

ま
で
頑
張
り
た
い
。

○
東
北
も
応
援
し
た
い
。

酒
屋
で
生
き
て

生
か
さ
れ
て

編
集
後
記

第
五
十
七
話

喜
一
郎
か
ら
一
郎
へ

日
本
古
代
史
の
謎

５

清
水
克
彦

瓊瓊杵尊「ににぎの
みこと」が主祭神の
霧島神社の拝殿

戦
時
中
疎
開
し
た
学
校

昭
20
年
４
月
～
１
０
月
ま
で
疎
開
し

た
学
校
。
教
室
は
二
つ
。
複
式
授
業
で

全
校
で
疎
開
児
10
人
含
み
５
０
人
ほ
ど
。

当
時
は
電
気
ガ
ス
も
水
道
も
無
い
地
域
、

宇
治
の
チ
ベ
ッ
ト
と
い
わ
れ
て
い
た
。

田
畑
も
少
な
く
林
業
茶
業
が
多
か
っ
た
。

新
聞
郵
便
も
三
日
に1

度
の
配
達
で
、

京
都
へ
帰
る
に
は
京
阪
六
地
蔵
寺
駅
ま

で
歩
く
し
か
な
か
っ

た
。
曽
祖
父
ま
で

我
家
は
そ
こ
に
住

ん
で
い
て
墓
地
は

今
も
其
処
に
あ
る
。

そ
の
村
で
の
生
活

は
私
を
丈
夫
な
子

に
し
て
く
れ
た
。

今
は
人
口
増
学
校
も
立
派
だ
。

宇治笠取第二国民学校


