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去
年
の
暮
れ
に
『
日
本
の
童
謡
・
唱

歌
を
い
つ
く
し
む
』
と
い
う
本
を
出

し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
童
謡
や
唱
歌
に

出
て
く
る
懐
か
し
い
言
葉
、
ち
ょ
っ

と
難
し
い
言
い
回
し
な
ど
を
取
り
あ

げ
て
解
説
す
る
本
。
教
科
で
言
う
な

ら
国
語
で
、
音
楽
の
本
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
で
も
、
約
八
カ
月
、
い
つ
も
頭

の
中
に
童
謡
が
あ
っ
た
こ
と
で
、
私

の
音
楽
の
楽
し
み
方
に
思
っ
て
も
み

な
か
っ
た
変
化
が
起
き
ま
し
た
。「
音

の
な
い
歌
」
に
ハ
マ
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
す
。
マ
ニ
ア
ッ
ク
な
話
と
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
誰
で
も

簡
単
に
試
せ
る
と
い
う
意
味
で
は
普

遍
性
の
あ
る
楽
し
み
方
な
の
で
、
紹

介
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。 

こ
の
楽
し
み
に
道
具
や
準
備
は
要

り
ま
せ
ん
。
場
所
は
、
電
車
の
中
や
夜

の
寝
床
と
い
っ
た
ぼ
ん
や
り
で
き
る

所
が
最
適
。
そ
こ
で
「
故
郷
」「
七
つ

の
子
」「
赤
と
ん
ぼ
」
と
い
っ
た
、
歌

詞
を
そ
ら
ん
じ
て
い
る
歌
を
、
音
の

動
き
、
言
葉
の
響
き
の
お
も
し
ろ
さ

を
感
じ
つ
つ
、
声
を
出
さ
ず
、
心
の
中

で
歌
う
の
で
す
。
と
、
私
の
中
で
聞
き

手
の
私
が
頭
を
も
た
げ
、
そ
の
心
は 

   

す
ぐ
に
歌
の
美
し
さ
に
包
ま
れ
ま
す
。

実
際
に
歌
え
ば
必
ず
起
き
る
声
の
上

ず
り
や
音
程
の
ふ
ら
つ
き
が
な
い
空

想
の
歌
唱
は
と
て
も
端
正
で
、
歌
そ

の
も
の
の
美
を
伝
え
て
く
れ
る
か
ら

で
す
。
だ
か
ら
、
つ
い
声
を
出
し
て
唱

和
し
た
く
な
っ
て
も
、
そ
こ
は
我
慢
。

私
は
こ
れ
を
「
脳
内
音
楽
会
」
と
名
づ

け
、
こ
の
一
年
、
大
い
に
楽
し
み
ま
し

た
。 

 

で
も
、
こ
こ
で
疑
問
が
一
つ
。
こ

れ
は
音
楽
で
し
ょ
う
か
。
現
実
に
は 

音
は
ま
っ
た
く
鳴
っ
て
い
ま
せ
ん
。

当
然
、
耳
の
鼓
膜
が
音
を
と
ら
え
、

聴
覚
神
経
の
興
奮
が
脳
に
伝
わ
り
…

…
、
と
い
う
現
象
も
起
き
て
い
ま
せ

ん
。
け
れ
ど
、
心
を
満
た
す
の
は
音

楽
の
喜
び
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。

こ
の
事
実
は
、
音
楽
の
喜
び
が
単
純

な
生
理
的
反
応
で
は
な
く
、
よ
り
深

い
何
か
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
く
れ

ま
す
。
つ
ま
り
、
脳
内
音
楽
会
で
聞

く
歌
は
、
音
楽
の
美
と
と
も
に
そ
の

神
秘
も
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
。
だ
か

ら
ハ
マ
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
さ
ら

に
言
え
ば
、
歌
手
の
声
や
オ
ー
デ
ィ

オ
機
器
と
い
っ
た
媒
体
を
い
っ
さ
い 

   

通
さ
ず
に
歌
を
味
わ
う
の
で
、
山
田

耕
筰
、
野
口
雨
情
と
い
っ
た
偉
大
な

作
曲
家
、
詩
人
の
心
と
自
分
の
心
が

直
接
つ
な
が
っ
て
い
る
、
と
い
う
感

覚
を
持
て
ま
す
。
こ
れ
も
大
き
な
喜

び
で
す
。 

ど
ん
な
生
き
物
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の

喜
び
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
お
そ

ら
く
こ
ん
な
こ
と
を
楽
し
め
る
の
は

人
間
だ
け
で
し
ょ
う
。
将
来
、
私
は
病

気
や
老
い
の
せ
い
で
床
に
つ
き
、
声

が
出
ず
、
目
や
耳
も
不
自
由
に
な
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
が
、
そ
の
と
き
も
、

こ
の
脳
内
音
楽
会
は
開
け
ま
す
。
暗

く
静
か
な
世
界
で
「
故
郷
」
や
「
七
つ

の
子
」
を
歌
う
と
き
、
私
は
今
生
を
人

間
と
し
て
生
き
た
こ
と
を
心
か
ら
あ

り
が
た
く
思
う
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 
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一
九
六
一
年
、
所
沢
市
生
ま
れ
。 

舞
台
、
テ
レ
ビ
の
仕
事
を
経
て
二
〇
〇
〇

年
に
文
筆
家
に
転
じ
、
言
葉
と
会
話
に
関

す
る
エ
ッ
セ
イ
を
執
筆
。 

著
書
に
『
ク
イ
ズ
で
楽
し
む
日
本
語
の

ふ
し
ぎ
』
（
新
水
社
）
、
『
日
本
の
大
和

言
葉
を
美
し
く
話
す
』
（
東
邦
出
版
）
等 

 

高
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た
か
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こ
う
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う 
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う
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所
沢
の
昔
ば
な
し
を
ご
存
知
で
し

ょ
う
か
。
実
は
所
沢
に
は
数
多
く
の
昔

ば
な
し
が
存
在
し
ま
す
。
そ
の
中
の
い

く
つ
か
の
お
話
の
紹
介
と
、
ゆ
か
り
の

場
所
に
つ
い
て
ご
案
内
し
ま
す
。 

 

①
『
河
童
の
わ
び
証
文
』 

 

昔
、
柳
瀬
川
に
一
匹
の
河
童
が
住
ん

で
い
ま
し
た
。
夏
に
な
る
と
川
遊
び
に

来
る
人
間
の
肝
を
抜
き
取
っ
て
し
ま

う
た
め
、
誰
も
怖
が
っ
て
川
に
近
寄
ら

な
く
な
り
ま
し
た
。 

あ
る
日
、
ひ
と
り
の
馬
方
が
川
岸
の

草
む
ら
に
馬
を
つ

な
い
で
仕
事
を
し

て
い
る
と
、
突
然

馬
の
悲
鳴
が
聞
こ

え
て
き
ま
し
た
。

急
い
で
馬
方
が
駆

け
て
行
っ
て
み
る

と
、
馬
の
腹
に
河

童
が
食
い
つ
い
て

い
ま
し
た
。
馬
方
は
勇
気
を
出
し
て
河

童
に
飛
び
か
か
り
、
な
ん
と
か
河
童
を

捕
ま
え
る
と
…
…
。 

☆
ゆ
か
り
の
場
所 

「
持
明
院
」 

 

所
沢
市
北
秋
津
八
五 

 

②
『
と
ん
ぼ
の
や
ど
り
木
』 

 

か
つ
て
、
家
来
に
無
理
な
こ
と
ば

か
り
言
っ
て
困
ら
せ
る
殿
様
が
い
ま

し
た
。
あ
る
日
、
家
来
と
共
に
、
ト
ン

ボ
が
飛
び
交
う
日
月
神
社
の
近
く
ま

で
散
歩
に
き
て
い
た
殿
様
は
、「
ト
ン

ボ
を
わ
し
の

年
の
数
だ
け

と
っ
て
ま
い

れ
」
と
家
来

に
命
じ
ま
し

た
。
家
来
た

ち
は
困
り
な

が
ら
も
、
な
ん
と
か
ト
ン
ボ
を
捕
ま
え

ま
す
が
、
年
の
数
に
は
あ
と
一
匹
足
り

ま
せ
ん
。
怒
っ
た
殿
様
は
…
…
。 

☆
ゆ
か
り
の
場
所 

 

「
日
月
神
社
」 

 

所
沢
市
北
秋
津
三
六
七 

 

 

③
『
福
猫
塚
』 

 昔
、
喜
平
次
と
い
う
桶
職
人
が
住
ん

で
い
ま
し
た
。
あ
る
夜
の
こ
と
、
喜
平

次
は
飼
っ
て
い
る
猫
が
、
行
灯
の
影
で

踊
っ
て
い
る
姿
を
見
ま
し
た
。
喜
平
次

は
驚
き
ま
し
た
が
、
誰
に
も
言
わ
ず
、

可
愛
が
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

そ
の
頃
か
ら
桶
屋
の
商
売
が
う
ま
く

い
か
な
く
な
り
…
…
。 

☆
ゆ
か
り
の
場
所 

福
猫
を
ま
つ
る
お
堂
が
あ
っ
た
旧

鎌
倉
街
道 

 

④
『
あ
っ
ち
い
ち
い
の
新
光
寺
』 

 

河か
わ

原
宿

べ
じ
ゅ
く

（
現
在
の
宮
本
町
）
の
新
光

寺
に
優
し
く
て
お
人
好
し
の
和
尚
さ

ん
が
一
人
で
住
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
ん

な
和
尚
さ
ん
の

悩
み
は
、
お
寺

の
近
く
に
住
ん

で
い
る
一
匹
の

狸
。
最
初
は
和

尚
さ
ん
の
お
経

姿
を
真
似
て
い

る
だ
け
で
し
た

が
、
毎
晩
必
ず

や
っ
て
き
て
夜

中
ま
で
世
間
話

を
す
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
疲
れ
切
っ
た
和
尚
さ
ん

は
…
…
。 

☆
ゆ
か
り
の
場
所 

「
新
光
寺
」 

 

所
沢
市
宮
本
町
一
ー
七
ー
三 

 

⑤
『
車
返
し
の
弥
陀
』 

 

昔
、
奥
州
の
藤
原
秀
衡
は
、
運
慶
の

作
っ
た
弥
陀
三
尊
を
守
本
尊
と
し
て

拝
ん
で
い
ま
し
た
。 

こ
の
弥
陀
三
尊
に
ご
利
益
が
あ
る

と
い
う
こ
と
で
源
頼
朝
が
欲
し
が
り
、

渋
々
、
頼
朝
に
贈
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。
弥
陀
三
尊
を
車
に
載
せ
、
数
十
人

の
従
者
に
護
ら
せ
て
鎌
倉
へ
向
け
出

発
し
ま
し
た
が
、
途
中
で
急
に
車
が
動

か
な
く
な
っ
て
し
ま
い
…
…
。 

☆
ゆ
か
り
の
場
所 

「
来
迎
寺
」 

 

所
沢
市
山
口
一
三
九
二 

 

⑥
『
三
つ
井
戸
』 

 

真
夏
の
あ
る
日
、
優
し
い
娘
の
家
に

旅
僧
が
訪
れ
、
水
を
一

杯
恵
ん
で
く
れ
と
言
い

ま
し
た
。
家
か
ら
井
戸

ま
で
は
遠
く
離
れ
て
い

る
も
の
の
、
娘
は
嫌
な

顔
を
せ
ず
に
、
旅
僧
の

 所
沢
の
昔
ば
な
し
と 

ゆ
か
り
の
場
所 

み
だ 

か
っ
ぱ 

じ
つ
げ
つ 

あ
ん
ど
ん 

み
だ
さ
ん
ぞ
ん 



 －3－ 

た
め
に
水
を
汲
ん
で
き
ま
し
た
。
夏
に

な
る
と
水
が
涸
れ
、
水
汲
み
で
苦
労
し

て
い
る
娘
の
話
を
聞
き
、
旅
僧
は
あ
る

場
所
へ
娘
を
案
内
す
る
と
…
…
。 

☆
ゆ
か
り
の
場
所 

「
三
つ
井
戸
の
碑
」 

所
沢
市
西
所
沢
一
ー
二
六 

（
弘
法
橋
の
た
も
と
） 

 

 

⑦
『
ね
ず
み
薬
師
』 

 

昔
、
新
田
義
貞
と
い
う
武
将
が
い
ま

し
た
。
当
時
の
、
日
本
の
政
治
実
権
を

握
っ
て
い
た
足
利
氏
と
戦
を
繰
り
返

し
て
い
ま
し
た
が
、
い
つ
も
敗
れ
て
い

ま
し
た
。
と
う
と
う
、

立
ち
向
か
え
な
く
な

る
と
、
義
貞
は
人
目

の
つ
か
な
い
と
こ
ろ

に
隠
れ
て
、
足
利
勢

の
勢
力
が
弱
ま
る
時

を
待
ち
ま
す
。
し
か

し
、
足
利
勢
の
勢
力

は
ま
す
ま
す
強
く
な

り
、
だ
れ
も
歯
向
か

え
な
く
な
り
ま
し
た
。
戦
う
こ
と
を
諦

め
た
義
貞
は
坊
さ
ん
に
な
り
、
生
涯
を

閉
じ
ま
す
が
…
…
。 

☆
ゆ
か
り
の
場
所 

「
薬
王
寺
」 

 

所
沢
市
有
楽
町
八
ー
一
八 

⑧
『
滝 た

き

の
城

じ
ょ
う

の
竜
』 

 

八
王
子
城
の
出
城
で
あ
る
滝
の
城

（
柳
瀬
地
区
）
に
は
、
不
思
議
な
こ
と

が
頻
繁
に
起
き
て
い
ま
し
た
。
地
震
で

で
も
な
い
の
に
台
地
が
揺
れ
た
り
、
井

戸
が
急
に
干
上
が
っ
て
、
火
が
噴
き
出

し
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
あ
る

時
は
見
張
り
の
兵
が
皆
、
か
す
り
傷
一

つ
も
な
く
死
ん
で
い
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
山
伏
に
頼
ん
で
占
っ
て
も
ら

う
と
、
城
を

築
く
前
に
土

地
に
棲
ん
で

い
た
竜
の
祟

り
で
あ
る
こ

と
が
分
か
り

ま
し
た
。
そ

こ
で
殿
様
は
、
竜
を
退
治
す
る
こ
と
を

決
意
し
て
…
…
。 

☆
ゆ
か
り
の
場
所 

「
滝
の
城
跡
」 

所
沢
市
城
五
三
七 

 

⑨
『
桜

さ
く
ら

渕 ぶ
ち

地
蔵

じ

ぞ

う

尊 そ
ん

』 
 

二
〇
〇
年
ほ
ど
前
に
、
山
口
の
町

に
『
か
ね
善
』
と
い
う
染
物
屋
が
あ
り

ま
し
た
。
主
人
の
善
兵
衛
に
は
吉
之
助

と
い
う
美
青
年
な
息
子
が
お
り
、
山
口

の
新
堀
に
住
む
、
美
人
の
お
り
ん
と
結

婚
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
二
人
は

村
中
か
ら
羨
ま
し
が
ら
れ
ま
し
た
が
、

お
り
ん
は
そ
れ
ど
こ
ろ
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
善
兵
衛
か
ら
は
厳
し
く
働
か
せ

ら
れ
、
吉
之
助
は
遊
ん
で
ば
か
り
い
た

か
ら
で
す
。

毎
日
泣
き

な
が
ら
暮

ら
し
て
い

た
お
り
ん

は
、
や
が
て

男
の
子
を

生
み
ま
し

た
が
…
…
。 

☆
ゆ
か
り
の
場
所 

 

「
桜
渕
延
命
地
蔵
尊
」 

所
沢
市
山
口
二
七
四
四 

 

所
沢
の
昔
話
、
い
か
が
で
し
た
で
し

ょ
う
か
。
こ
れ
ら
の
お
話
は
次
に
紹
介

す
る
本
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

物
語
の
結
末
が
気
に
な
る
方
は
是

非
、
図
書
館
で
手
に
と
っ
て
み
て
く
だ

さ
い
。 

 
【
参
考
資
料
】 

・『
と
こ
ろ
ざ
わ
ふ
る
さ
と
散
歩
』 

、（
所
沢
市
民
俗
研
究
会
／
編
） 

・『
所
沢
の
伝
説
』 

 
 
 

（
所
沢
市
立
富
岡
公
民
館
） 

・『
所
沢
の
民
話
と
伝
説
』 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
文
化
会
館
） 

や
ま
ぶ
し 
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も
う
間
も
な
く
、
平
成
が
終
わ
り
を

告
げ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
所
沢
図
書

館
は
、
平
成
時
代
に
ど
の
よ
う
な
歴
史

を
刻
ん
で
き
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

分
館
は
… 

 

平
成
四
年
に
柳
瀬
分
館
が
開
館
し
、

そ
の
二
十
年
後
の
平
成
二
十
四
年
に
、

新
所
沢
公
民
館
に
併
設
し
た
、
新
所
沢

分
館
が
開
館
し
ま
し
た
。
ま
た
、
平
成

二
十
二
年
に
は
、
所
沢
分
館
が
建
物
の

老
朽
化
を
理
由
に
移
転
し
、
新
し
い
図

書
館
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。 

平
成
二
十
四
年
か
ら
は
分
館
七
館

に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
に
よ
る
運
営

が
始
ま
り
ま
し
た
。
民
間
活
力
を
利
用

し
た
新
た
な
サ
ー
ビ
ス
展
開
を
図
り
、

講
演
・
講
座
の
充
実
や
、
祝
休
日
開
館

が
全
館
で
可
能
に
な
り
ま
し
た
。 

 

司
書
の
学
級
訪
問
の
開
始 

 

平
成
四
年
に
小
学
校
三
年
生
を
対

象
に
司
書
の
学
級
訪

問
（
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク
）

が
始
ま
り
ま
し
た
。

主
に
授
業
の
一
コ
マ

を
使
っ
て
、
読
み
聞

か
せ
や
ク
イ
ズ
を
交

え
な
が
ら
本
の
紹
介

を
行
っ
て
い
ま
す
。 

 

多
く
の
子
ど
も
た
ち
に
読
書
の
楽

し
さ
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
、
と
い
う

願
い
を
込
め
て
始
ま
っ
た
こ
の
取
組

み
は
、
今
年
で
二
十
七
年
目
を
迎
え
ま

し
た
。 

 

所
沢
図
書
館
ま
つ
り
始
ま
る 

 
 

市
民
と
図
書
館
が
手
を
取
り
合
っ

て
作
り
あ
げ
る
一
年
に
一
度
の
所
沢

図
書
館
ま
つ
り
。
今
年
で
十
九
回
目
を

迎
え
ま
し
た
が
、
記
念
す
べ
き
第
一
回

目
は
、
所
沢
市
制
施
行
五
十
周
年
記
念

事
業
と
し
て
、
平
成
十
二
年
に
開
催
さ

れ
ま
し
た
。
お
は
な
し
会
や
映
画
会
、

人
形
劇
、
講
演
会
な
ど
、
多
岐
に
わ
た

る
イ
ベ
ン
ト
を
、
当
時
は
九
日
間
に
わ

た
っ
て
開
催
し
ま
し
た
。 

 

『
ト
ベ
ア
』誕
生
！ 

 

平
成
十
四
年
に
開
催
さ
れ
た
「
子
ど

も
読
書
の
日
」
関
連
の
行

事
の
な
か
で
、
図
書
館
マ

ス
コ
ッ
ト
の
名
前
を
公
募

す
る
、「
と
し
ょ
か
ん
の
マ

ス
コ
ッ
ト
『
く
ま
』
な
ま

え
ぼ
し
ゅ
う
」
が
市
内
全

館
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ

こ
で
集
ま
っ
た
数
あ
る
候
補
の
中
か

ら
、
当
時
、
小
学
三
年
生
の
女
の
子
が

考
え
た
『
ト
ベ
ア
』
に
決
定
し
た
の
で

す
。 

 

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
の 

図
書
等
取
次
サ
ー
ビ
ス
！ 

 

図
書
館
が
近
隣
に
な
い
方
や
、
開
館

時
間
中
に
来
館
で
き
な
い
方
の
利
便

性
を
考
慮
し
て
、
平
成
十
七
年
か
ら
、

市
内
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で

予
約
本
が
受
け
取
れ
る
サ
ー
ビ
ス
を

行
っ
て
い
ま
す
。
現
在
は
六
カ
所
で
展

開
し
て
お
り
、
取
次
ポ
イ
ン
ト
の
拡
大

に
努
め
て
い
ま
す
。 

 

平
成
の
時
代
に
お
い
て
、
所
沢
図
書

館
で
は
時
代
や
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に

合
わ
せ
た
、
様
々
な
取
り
組
み
を
行
っ

て
き
ま
し
た
。 

新
し
い
時
代
を
迎
え
て
も
、
地
域
に

根
ざ
し
た
サ
ー
ビ
ス
を
積
極
的
に
行

っ
て
い
き
、
充
実
さ
せ
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。 

 

さ
よ
う
な
ら
、
「平
成
」 

 

 

★
所
沢
図
書
館
の 

平
成
を
振
り
返
る 

 

 
 

 

         

 

平
成
二
年 

 

 

平
成
四
年 

     

平
成
七
年 

 
 
 
 

 

 

平
成
九
年 

 
 
 
 
 

 

平
成
十
一
年  

  
          

平
成
十
二
年 

 
 
  

 

平
成
十
四
年 

 
 
 
 

  

平
成
十
七
年 

 
 
 

 

 ,, 
 
 
 
 

〇
本
館
開
館
十
周
年 

 ,, 
 
 
 
 

〇
柳
瀬
分
館
開
館 

,, 
 
 
 
 

〇
学
校
と
の
連
携
事
業
開
始 

,, 
 
 
 
 

〇
司
書
に
よ
る
ブ
ッ
ク
ト
ー
ク 

,, 
 
 
 
 
 
 

開
始 

 ,, 
 
 
 
 

〇
入
間
市
・
狭
山
市
・
飯
能
市
と 

の
四
市
で
相
互
利
用
開
始 

 ,, 
 
 
 
 

〇
Ｃ
Ｄ
の
貸
出
を
開
始 

 ,, 
 
 
 
 

〇
貸
出
冊
数
が
一
人
四
冊
か
ら
五 

冊
に
な
る 

,, 
 
 
 
 

〇
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
蔵
書 

検
索
・
予
約
が
可
能
と
な
る 

,, 
 
 
 
 

〇
本
館
に
お
い
て
夏
季
期
間
の
火 

曜
日
は
午
後
八
時
ま
で
開
館
時 

間
が
延
長 

 ,, 
 
 
 
 
 

,, 
 
 
 
 

〇
第
一
回
図
書
館
ま
つ
り
開
催 

 ,, 
 
 
 
 

〇
図
書
館
の
マ
ス
コ
ッ
ト
「
ト
ベ 

ア
」
が
誕
生 

 

,, 
 
 
 
 

〇
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
図
書 

,, 
 
 
 
 
 
 

等
取
次
事
業
を
開
始 

   



－５－ 

 

 

                            

   

平
成
三
十
一
年
（
二
〇
一
九
年
）
五

月
一
日
に
、
新
た
な
元
号
へ
と
移
行
し

ま
す
。
一
体
、
ど
ん
な
元
号
に
な
る
の

で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
で
元
号
に
つ
い
て

紹
介
し
ま
す
。 

 

 

現
代
は
一
世
一
元
の
制 

 

現
代
は
、
天
皇

の
即
位
を
祝
し
て

一
つ
の
元
号
が
制

定
さ
れ
ま
す
。
こ

れ
を
一
世
一
元
の

制
と
言
い
ま
す
。

明
治
元
年
（
一
八

六
八
年
）
に
一
世
一
元
の
制
が
定
め
ら

れ
る
以
前
は
、
天
皇
一
代
の
間
に
、
何

度
も
改
元
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
例
え
ば
、
幕
末
の
孝
明
天
皇

の
時
代
で
は
、
嘉
永
か
ら
慶
応
（
一
八

四
八
年
～
一
八
六
八
年
）
ま
で
六
回
も

改
元
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
明
治
以
前

は
、
ど
の
よ
う
な
改
元
が
行
わ
れ
た
の

か
を
、
い
く
つ
か
ご
紹
介
し
ま
す
。 

・
祥

し
ょ
う

瑞 ず
い

改
元 

 

祥
瑞
改
元
は
主
に
奈
良
時
代
に
集

中
し
て
行
わ
れ
た
改
元
で
、
縁
起
が
良

い
こ
と
が
起
き
た
と
き
に
行
わ
れ
ま

し
た
。
例
え
ば
、
白
い
雉

が
朝
廷
に
献
上
さ
れ
た
こ

と
で
「
白
雉
」
と
い
う
元

号
に
変
わ
り
ま
し
た
。 

 ・災 さ
い

異 い

改
元 

 

災
異
改
元
は
主
に
平
安
時
代
に
主

流
だ
っ
た
改
元
で
す
。
疫
病
の
流
行
や

地
震
や
津
波
な
ど
の
天
変
地
異
、
戦
乱

が
打
ち
続
く
と
き
に
行
わ
れ
ま
し
た
。

凶
事
が
続
い
た
元
号
を
捨
て
、
平
和
を

迎
え
る
た
め
に
新
し
い
元
号
を
制
定

し
た
の
で
し
た
。 

―
―
―
こ
の
他
に
も
様
々
な
理
由
で

改
元
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

新
元
号
を
決
め
る
と
き
の
、 

文
字
の
条
件
と
は
？ 

 

さ
て
、
新
元
号
は
ど
の
よ
う
に
し
て

決
め
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？
具
体

的
な
ル
ー
ル
や
手
続
き
は
元
号
法
に

基
づ
い
て
政
令
で
定
め
ら
れ
ま
す
。
そ

の
中
で
も
考
案
者
が
留
意
す
る
項
目

は
、 ①

国
民
の
理
想
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
よ
う
な
、
良
い
意
味
を
持
つ
も

の
で
あ
る
こ
と
。 

②
漢
字
二
字
で
あ
る
こ
と
。 

③
書
き
や
す
い
こ
と
。 

④
読
み
や
す
い
こ
と
。 

⑤
こ
れ
ま
で
の
元
号
又
は
お
く
り 

名
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で 

は
な
い
こ
と
。 

⑥
俗
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
。 

と
、
さ
れ
て
い
ま
す
。
平
成
の
場
合

は
『
史
記
』
と
『
書
経
』
の
、
「
内
平

ら
か
に
外
成
る
」
、
「
地
平
ら
か
に
天

成
る
」
と
い
う
文
言
が
由
来
と
な
り
ま

し
た
。
こ
れ
に
は
「
内
外
、
天
地
と
も

平
和
が
達
成
さ
れ
る
」
と
い
う
意
味
が

込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。 

次
の
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
名
前
を

決
め
る
の
で
す
か
ら
、
考
案
者
に
は
非

凡
な
学
識
が
求
め
ら
れ
る
の
で
す
。 

 

終
わ
り
に
… 

 

平
成
が
終
わ
り
、
新
し
い
元
号
が
制

定
さ
れ
る
こ
の
機
会
に
、
元
号
に
つ
い

て
書
か
れ
た
本
を
手
に
取
っ
て
、
読
ん

で
み
て
く
だ
さ
い
ね
。 

 

【
参
考
資
料
】 

・『
元
号
と
天
皇
か
ら
日
本
史
を 

読
む
方
法
』
（
河
出
書
房
新
社
） 

・『
元
号
で
た
ど
る
日
本
史
』 

（P
H

P

研
究
所
） 

・『
元
号
』（
文
春
新
書
） 

 

 

 

 
 

 

                

   
平
成
十
八
年 

 
 
 
 

 

平
成
二
十
年  

   

平
成
二
十
一
年 

    

平
成
二
十
二
年, 

 
    

平
成
二
十
四
年 

    

平
成
二
十
五
年 

     

平
成
二
十
六
年, 

 
        

平
成
二
十
八
年 

  

  

〇
移
動
図
書
館
事
業
を
廃
止 

 

〇
耐
震
工
事
に
伴
う
、
本
館
の 

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン 

 
〇
「
所
沢
市
子
ど
も
の
読
書
活
動 

推
進
計
画
」
を
策
定, 

〇
貸
出
冊
数
が
十
冊
に
な
る 

 

〇
所
沢
分
館
を
所
沢
ハ
ー
テ
ィ
ア 

東
棟
一
・
二
階
に
移
転
開
館 

す
る 

 

〇
新
所
沢
分
館
開
館
。
分
館
七
館 

に
お
い
て
、
指
定
管
理
者
に
よ 

る
管
理
運
営
を
開
始
す
る 

 

〇
雑
誌
ス
ポ
ン
サ
ー
制
度
を
開
始 

 

〇
「
所
沢
図
書
館
ビ
ジ
ョ
ン
」
を 

策
定
す
る 

 

〇
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
事
例
の
一
部
を 

国
立
国
会
図
書
館
レ
フ
ァ
レ
ン 

ス
協
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
お
よ 

び
、
図
書
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で 

公
開
す
る 

〇
「
第
２
次
所
沢
市
子
ど
も
の
読 

書
活
動
推
進
計
画
」
を
策
定 

 

〇
子
ど
も
の
読
書
活
動
優
秀
実
践 

図
書
館
と
し
て
文
部
科
学
大
臣 

表
彰
を
拝
受 

 

  

※
所
沢
図
書
館
平
成
年
表 

 
 

  

★
元
号
が
変
わ
る
！ 

 

は
く
ち 

き
じ 
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◆
今
回
、「
所
沢
の
昔
ば
な
し
と
ゆ

か
り
の
場
所
」
の
取
材
で
、
市
内
各

地
を
ま
わ
り
ま
し
た
。
普
段
何
気

な
く
通
り
過
ぎ
て
い
た
場
所
も
、

そ
の
地
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
出
来

事
を
知
る
と
、
ち
ょ
っ
と
違
っ
た

場
所
に
感
じ
ま
す
。 

 
 

（
K
） 

 
 

 
 

 
 

 

前
号
に
続
き
、
こ
れ
ま
で
に
所 

沢
図
書
館
で
解
決
し
た
、
皆
さ
ん 

の
疑
問
（
事
例
）
の
一
部
を
ご
紹

介
し
ま
す
！ 

 
 Q

「
重
松
流

じ
ゅ
う
ま
り
ゅ
う

祭
り
ば
や
し
」 

に
つ
い
て
知
り
た
い
！ 

 

A 

重
松
流
祭
り
ば
や
し
は
、
江

戸
の
神
田
流
・
葛
西
流
祭
り
ば
や

し
と
共
に
有
名
な
流
派
で
す
。
所

沢
市
を
中
心
と
し
て
東
京
都
北
多

摩
郡
や
西
多
摩
郡
の
一
部
に
伝
承

さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
の
曲
は
所
沢
生
ま
れ
の
古
谷

重
松
（
一
八
三
〇
～
一
八
九
一
）

に
よ
っ
て
編
み
出
さ
れ
ま
し
た
。

重
松
は
府
中
市
の
大
國

お
お
く
に

魂た
ま

神
社
で

笛
を
修
行
し
、
そ
の
後
、
研
究
を

重
ね
て
一
派
を
成
し
ま
し
た
。
本

職
は
商
人
で
し
た
が
、
近
郷
近
在

に
出
か
け
て
行
き
、
祭
り
ば
や
し

を
指
導
し
ま
し
た
。 

 

重
松
流
ば
や
し
の
特
徴
は
、
決

ま
っ
た
譜
を
持
た
ず
に
す
べ
て
口

伝
で
あ
る
こ
と
で
す
。
そ
の
時
の

雰
囲
気
で
、
相
手
の
た
た
き
方
を

見
抜
い
て

自
分
で
工

夫
し
、
即

興
的
に
自

由
に
変
奏

し
ま
す
。

こ
の
自
由

に
変
奏
す

る
行
為
を

「
チ
ラ

シ
」
と
言

い
ま
す
。
ま
た
、
大
太
鼓
（
オ
オ

カ
ン
）
一
人
、
小
太
鼓
（
ツ
ケ
）

二
人
、
鉦
（
ヨ
ス
ケ
）
一
人
、
笛

（
ト
ン
ビ
）
一
人
の
五
人
一
組
を

基
本
構
成
と
し
て
い
ま
す
。 

 

祭
り
囃
子
の
系
譜
と
し
て
、
所

沢
市
内
の
重
松
流
は
、
主
に
山
車

祭
り
の
際
に
行
わ
れ
る
旧
町
地
域

と
、
鎮
守
の
祭
礼
に
行
わ
れ
る
旧

町
周
辺
の
農
村

地
域
の
二
つ
に

大
別
す
る
こ
と

が
出
来
ま
す
。

お
座
敷
で
行
わ

れ
る
よ
う
な
静

か
な
囃
子
で
は

な
く
、
山
車
の

上
で
雄
壮
に
演

じ
ら
れ
る
ケ
ン

カ
囃
子
で
あ
り
、
ツ
ッ
カ
ケ
囃
子

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

 

【
参
考
資
料
】 

・
『
重
松
流
祭
囃
子
沿
革
史
』 

(

所
沢 

重
松
流
祭
囃
子
保
会)

 

・
『
所
沢
市
史 

民
俗
』 

（
所
沢
市
史
編
さ
ん
委
員
会
） 

・
『
所
沢
市
史 

文
化
財
・
植
物
』 

 
 

(

所
沢
市
史
編
さ
ん
委
員
会)

 

 

    
 

 

  
     

     

  

               

２０１８年 １１月３０日発行 復刊いずみ２０号（通巻９８号） 

編
集
後
記 

図
書
館
活
用
法 

じ
ゅ
う
ま
つ 

ふ
る
や 

じ
ゅ
う
ま
り
ゅ
う 


