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新
し
い
元
号
「
令
和
」
を
迎
え
た
今

年
、
昭
和
56
年
創
刊
の
所
沢
図
書
館
だ

よ
り
「
い
ず
み
」
が
復
刊
し
て
ち
ょ
う

ど
100
号
を
迎
え
る
の
も
、
新
時
代
の
幕

開
け
を
感
じ
る
。 

図
書
館
本
館
の
あ
る
所
沢
航
空
記

念
公
園
に
は
大
空
が
広
が
っ
て
い
る
。 

山
々
に
囲
ま
れ
た
田
舎
町
に
生
ま

れ
育
っ
た
私
は
、
幼
い
こ
ろ
、
ど
こ
ま

で
も
続
く
大
空
を
飛
ぶ
飛
行
機
を
見
上

げ
な
が
ら
「
あ
の
飛
行
機
は
ど
こ
へ
行

く
の
だ
ろ
う
、
あ
の
空
の
向
こ
う
に
は

何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
」
と
空
想
に
ひ
た
っ

た
も
の
だ
。
で
も
、
大
人
に
な
っ
て
そ

ん
な
事
は
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
。 

所
沢
に
引
越
し
て
き
た
ば
か
り
の

あ
る
日
、
都
内
に
出
か
け
、
地
下
鉄
か

ら
上
が
っ
て
、
陽
光
の
ま
ぶ
し
さ
に
一

瞬
目
が
く
ら
み
そ
う
に
な
り
な
が
ら
見

上
げ
た
空
に
、
高
層
ビ
ル
の
狭
い
間
に

空
が
広
が
っ
て
い
る
の
に
心
が
動
い

た
。
そ
の
時
、
忘
れ
て
い
た
幼
い
こ
ろ

に
抱
い
て
い
た
空
へ
の
想
い
が
蘇
っ
て

き
た
。
そ
し
て
色
々
の
悩
み
を
抱
え
た

現
代
の
子
ど
も
た
ち
に
、
自
分
が
そ
の

こ
ろ
野
山
や
川
で
時
間
を
忘
れ
自
由
に

過
ご
し
た
体
験
や
想
っ
た
事
を
何
か
の 

形
で
伝
え
た
い
と
い
う
思
い
に
か
ら
れ
た
。 

   

そ
ん
な
小
さ
な
想
い
か
ら
児
童
文
学

の
世
界
に
足
を
踏
み
入
れ
た
の
だ
が
、

創
作
し
な
が
ら
、
ま
た
日
々
の
生
活
の

中
で
行
き
詰
ま
っ
た
り
思
い
悩
む
時
、

知
ら
ず
知
ら
ず
、
私
は
自
問
自
答
し
な

が
ら
空
を
見
上
げ
て
い
る
。 

 

想 

い 
 

 

悲
し
い
と
き 

見
上
げ
る
空
に 

 

ふ
う
わ
り 

浮
か
ん
で
い
る 

 

自
分
の
悲
し
さ
の
よ
う
な 

想
い
が 

  

寂
し
い
と
き 

見
上
げ
る
空
に 

 

ぽ
っ
か
り 

浮
か
ん
で
い
る 

 

自
分
の
寂
し
さ
の
よ
う
な 

想
い
が 

  

嬉
し
い
と
き 

見
上
げ
る
空
に 

 

ほ
っ
こ
り 

浮
か
ん
で
い
る 

 

自
分
の
嬉
し
さ
の
よ
う
な 

想
い
が 

  

国
境
を
越
え 

ど
こ
ま
で
も
続
く
空 

 

だ
れ
で
も 

い
つ
で
も 

 
見
上
げ
る 

大
空
に 

 
た
く
さ
ん
の
想
い
が 

か
け
て
い
く 

 
ふ
う
わ
り 

 
 
 

ぽ
っ
か
り 

 
 

ほ
っ
こ
り
と
…
… 

    
 

所
沢
市
民
に
な
っ
て
40
年
に
な
る
。

考
え
て
み
る
と
、
人
生
の
半
分
以
上
を

こ
の
所
沢
に
住
み
、
子
ど
も
た
ち
も
所

沢
を
ふ
る
さ
と
に
し
て
成
長
し
、
巣
立
っ

て
い
っ
た
。
教
育
的
、
文
化
的
で
環
境

に
恵
ま
れ
た
こ
の
所
沢
が
、
私
は
大
好

き
だ
。 

 

近
年
、
私
は
モ
ン
ゴ
ル
、
ス
リ
ラ
ン

カ
、
ネ
パ
ー
ル
の
人
た
ち
と
交
流
を
深

め
、
親
し
く
し
て
い
る
。
誰
も
の
頭
上

に
、
国
境
を
越
え
て
広
が
る
、
心
の
原

風
景
と
も
言
え
る
あ
の
大
空
が
、
い
つ

ま
で
も
美
し
い
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い

と
願
い
な
が
ら
、
果
て
し
な
く
続
く
所

沢
の
大
空
を
、
今
日
も
見
上
げ
て
深
呼

吸
し
て
い
る
。 

所沢図書館だより 
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四
三
年
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兵
庫
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養
父
市
生
ま
れ
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少
年
詩
、
童
話
、
絵
本
を
執
筆
。
日
本
児
童
文
学

者
協
会
会
員
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東
北
ア
ジ
ア
の
会
会
員
。 
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木
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ク
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【
は
じ
め
に
】 

 

今
日
は
、『
赤
い
鳥
』
を
出
し
た
鈴
木
三

重
吉
と
い
う
人
、
そ
し
て
そ
の
後
ろ
盾
で

一
生
懸
命
盛
り
上
げ
て
い
た
北
原
白
秋
と

い
う
人
、
そ
の
他
の
人
脈
に
つ
い
て
触
れ

た
後
、『
赤
い
鳥
』
が
文
学
史
的
に
ど
う
い

う
流
れ
で
生
ま
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
お

話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

【
三
重
吉
と
白
秋
】 

三
重
吉
は
明
治
十
五
年
生
ま
れ
の
五

人
兄
弟
。
白
秋
は
明
治
十
八
年
生
ま
れ
の

六
人
兄
弟
。似
た
よ
う
な
と
き
に
生
ま
れ
、

兄
弟
関
係
も
同
じ
よ
う
な
感
じ
で
す
。 

三
重
吉
は
帝
国
大
学
（
現
・
東
京
大
学
）

英
文
科
に
入
学
し
、
小
説
家
。
白
秋
は
早

稲
田
大
学
英
文
予
科
へ
入
学
し
、
詩
人
・

歌
人
・
童
謡
作
家
に
な
り
ま
し
た
。 

【
三
重
吉
と
白
秋
の
出
会
い
】 

 

三
木
露
風
が
三
重
吉
に
白
秋
を
紹
介
し
、

渡
辺
兼
次
郎
（
随
筆
家
・
邦
楽
研
究
家
、

鰻
屋
「
宮
川
」
の
店
主
）
の
仲
介
に
よ
り

鰻
屋
「
宮
川
」
で
会
っ
た
こ
と
か
ら
、
二 

人
は
意
気
投
合
し
て
一
緒
に
活
動
し
よ
う 

     

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

【
絶
縁
の
真
相
】 

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、
二
人
は
絶
縁
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
理
由
を
白
秋

が
『
白
秋
年
纂
一
号
』（
昭
和
八
年
六
月
）

に
書
い
て
い
ま
す
。
昭
和
七
年
頃
、
三
重

吉
が
白
秋
の
両
親
の
前
で
酒
を
飲
ん
で
暴

れ
た
り
、
小
野
浩
、
与
田
準
一
ら
の
編
集

助
手
を
勝
手
に
や
め
さ
せ
た
り
し
ま
し
た
。

特
に
昭
和
八
年
四
月
、
白
秋
が
三
重
吉
か

ら
童
詩
・
童
謡
の
選
だ
け
を
頼
ま
れ
て
、

自
由
詩
は
三
重
吉
が
自
分
で
や
る
と
言
わ

れ
、
こ
れ
を
白
秋
が
断
っ
た
た
め
、
暴
言

の
応
酬
と
な
り
絶
縁
と
な
っ
た
と
い
い
ま

す
。 

 

三
重
吉
の
方
は
、「
童
詩
・
童
謡
だ
け 

や
っ
て
よ
と
言
っ
た
の
が
も
と
で
、
白
秋

が
全
部
や
め
る
と
言
う
か
ら
、
や
め
て
も

ら
っ
た
」
と
さ
っ
ぱ
り
し
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
白
秋
は
「
三
重
吉
追
悼
号
」

（『
赤
い
鳥
』
第
十
二
巻
第
三
号
）
で
「
尊

敬
す
べ
く
し
て
尊
敬
し
あ
い
、
争
う
べ
く

も
な
く
争
っ
た
」
と
書
い
て
い
ま
す
。 

【
夏
目
漱
石
と
三
重
吉
】 

 

漱
石
は
、
明
治
三
十
八
年
一
月
に
「
吾

輩
は
猫
で
あ
る
」
を
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
に

発
表
し
ま
し
た
。
ま
た
、
三
十
九
年
九
月

に
「
草
枕
」
を
発
表
し
ま
し
た
。
そ
の
前

年
、
学
生
だ
っ
た
三
重
吉
は
ノ
イ
ロ
ー
ゼ

に
な
り
、
広
島
の
能
美
島
と
い
う
と
こ
ろ

に
戻
っ
て
い
た
時
に
書
い
た
「
千
鳥
」
を 

漱
石
に
送
り
ま
し
た
。
花
魁
憂
い
式
（
内 

面
に
憂
い
を
持
っ
た
女
性
が
母
や
男
性
を

思
慕
す
る
）
の
小
説
で
す
。
そ
れ
を
漱
石

が
気
に
入
っ
て
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』に
発
表

し
た
こ
と
で
、
三
重
吉
は
一
躍
有
名
に
な

り
ま
し
た
。 

【
文
学
史
的
な
流
れ
】 

明
治
維
新
の
頃
は
、
日
本
に
色
々
な
外

国
の
文
明
が
入
っ
て
き
ま
し
た
。
思
想
と

し
て
文
明
開
化
し
た
の
は
明
治
十
八
年
、

坪
内
逍
遥
が
書
い
た
「
小
説
神
髄
」
と
い

う
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で
主
張
さ
れ
た

の
は
、
世
の
中
の
状
態
を
あ
り
の
ま
ま
に

書
く
と
い
う
、い
わ
ゆ
る
自
然
主
義
で
す
。

別
名
を
写
実
主
義
と
も
言
い
ま
す
。
あ
り

の
ま
ま
と
い
っ
て
も
、
心
の
内
を
出
す
場

合
と
見
え
た
も
の
を
あ
り
の
ま
ま
に
書
く

場
合
が
あ
り
ま
す
。 

 

明
治
二
十
年
代
が
外
面
的
な
自
然
主
義
、

明
治
三
十
年
代
に
な
る
と
内
面
的
な
自
然

主
義
、い
わ
ゆ
る
浪
漫
主
義
に
な
り
ま
す
。

十
年
単
位
で
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
が
、
明

治
四
十
年
代
に
な
る
と
ま
た
外
面
の
自
然

主
義
に
な
り
ま
す
。 

 

ま
ず
、
明
治
二
十
年
代
に
正
岡
子
規
な

ど
が
短
歌
や
俳
句
の
革
新
運
動
を
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
心
象
主
義
の
内
面
的
な
動

き
が
一
つ
あ
り
、
こ
れ
が
漱
石
の
方
に
つ

な
が
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
こ
の
時
代
の
も

の
と
し
て
は
雑
誌
も
た
く
さ
ん
出
て
き
ま

す
が
、
こ
こ
で
生
ま
れ
て
く
る
の
が
『
ホ

ト
ト
ギ
ス
』
と
い
う
俳
句
雑
誌
、
こ
う
い

う
と
こ
ろ
で
漱
石
は
写
生
文
の
実
践
を 

行
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。 

 
 
 

 

明
治
二
十
年
代
の
真
ん
中
あ
た
り
に
日

清
戦
争
が
あ
り
、
外
面
の
あ
り
の
ま
ま
を

書
く
、
醜
さ
や
成
金
を
テ
ー
マ
に
し
た
小

説
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
で
は

い
か
ん
と
い
う
こ
と
で
、
浪
漫
主
義
が
出

て
き
ま
す
。
代
表
と
し
て
『
明
星
』
な
ど

の
雑
誌
が
出
て
き
ま
し
た
。 

 

そ
の
後
、
内
面
の
自
然
主
義
の
も
の
が

だ
ん
だ
ん
売
れ
な
く
な
っ
て
き
て
出
て
き

た
の
が
、
再
び
外
面
の
自
然
主
義
で
す
。

児
童
文
学
講
演
会 

 
雑
誌
『
赤
い
鳥
』
に
寄
せ
て
～
鈴
木
三
重
吉
と
北
原
白
秋
～ 

 

 
 講

師 
宮
澤
賢
治
氏 

平
成
三
十
一
年
三
月
十
日
（
日
） 

会
場 

所
沢
図
書
館
本
館 
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お
い
ら
ん 



 

三
重
吉
の
仲
間
の
森
田
草
平
が
、
心
中
事

件
を
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
に
し
て
小
説「
煤
煙
」

を
発
表
し
ま
し
た
。
醜
い
も
の
、
エ
ロ
い

も
の
を
さ
ら
し
て
い
く
の
が
、
外
面
の
自

然
主
義
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。 

 

大
正
時
代
に
な
り
、
こ
れ
は
子
ど
も
の

教
育
に
よ
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の

辺
か
ら
文
学
の
質
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

そ
こ
で
立
ち
上
が
っ
た
の
が
、
童
謡
運
動

で
し
た
。 

 

話
は
前
後
し
ま
す
が
、明
治
四
十
二
年
、

こ
の
辺
で
初
め
て
子
ど
も
に
目
が
向
く
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。
小
川
未
明
と
い
う
人

が
日
本
で
初
め
て
の
童
話
「
赤
い
船
」
を

書
き
ま
し
た
。
こ
れ
が
非
常
に
童
心
を
く

す
ぐ
る
も
の
で
し
た
。
三
重
吉
も
「
赤
い

そ
り
」
や
「
赤
い
女
」
と
い
っ
た
赤
い
も

の
を
使
っ
た
作
品
を
書
い
て
い
ま
す
。 

 

大
正
に
入
っ
て
か
ら
状
況
が
大
き
く
変

わ
っ
て
き
ま
す
。
大
正
は
イ
ン
テ
リ
の
時

代
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
明
治
は
お
伽
噺

の
時
代
で
す
ね
。
日
本
で
初
め
て
の
お
伽

噺
「
こ
が
ね
丸
」
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

時
代
の
流
れ
と
し
て
、
お
伽
噺
か
ら
童
話

に
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
と
い
う
こ
と
で
、

そ
の
時
期
に
中
心
と
な
っ
た
の
が
漱
石
山

脈
、
漱
石
の
門
下
生
が
こ
の
文
化
を
興
し

て
い
き
ま
す
。
そ
の
中
の
一
人
、
三
重
吉

が
白
秋
と
手
を
組
ん
で
『
赤
い
鳥
』
を
興

し
て
い
く
と
い
う
流
れ
に
な
り
ま
す
。 

【『
赤
い
鳥
』
の
創
刊
】 

『
赤
い
鳥
』
は
大
正
七
年
七
月
に
、
童

心
・
童
語
に
帰
ろ
う
と
い
う
動
き
の
中
、

生
ま
れ
ま
し
た
。 

 

概
況
は
童
詩
、
創
作
童
謡
、
児
童
自
由

詩
で
す
。
児
童
自
由
詩
と
は
、
素
朴
に
あ

り
の
ま
ま
の
子
ど
も
の
気
持
ち
を
う
た
っ

た
詩
の
こ
と
で
す
。
白
秋
が
作
り
、
こ
れ

が『
赤
い
鳥
』の
売
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

創
刊
号
に
は
三
重
吉
の
唯
一
の
創
作
童

話
「
ぽ
っ
ぽ
の
お
手
帳
」
が
掲
載
さ
れ
て

い
ま
す
。
鳩
と
赤
ち
ゃ
ん
と
の
関
係
を
描

い
た
作
品
で
す
。 
 

 

表
紙
は
清
水
良
雄
が
描
き
ま
し
た
。
三

重
吉
が
馬
好
き
だ
っ
た
の
で
馬
の
絵
が
よ

く
使
わ
れ
、
昭
和
十
一
年
の
最
終
号
に
も

馬
が
入
っ
て
い
ま
す
。 

【『
赤
い
鳥
』
と
童
心
主
義
】 

『
赤
い
鳥
』
は
童
話
と
童
謡
を
創
作
す

る
最
初
の
文
学
運
動
で
し
た
。
そ
こ
で
言

わ
れ
て
い
る
の
が
童
心
主
義
で
す
。
児
童

中
心
主
義
、
児
童
心
理
主
義
と
も
い
わ
れ

て
い
ま
す
。
内
容
的
に
い
う
と
①
子
ど
も

は
天
使
だ
。
②
子
ど
も
に
階
級
は
な
い
。

③
作
文
教
育
、
い
わ
ゆ
る
つ
づ
り
方
教
育
。

こ
れ
に
非
常
に
熱
心
だ
っ
た
の
が
三
重
吉

で
す
。
作
文
教
育
は
実
生
活
を
書
か
な
く

て
は
い
け
ま
せ
ん
。
冷
た
い
水
で
ひ
び
割

れ
た
手
が
き
れ
い
だ
な
と
い
う
の
が
一
番

良
い
と
い
う
考
え
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ

の
後
、
昭
和
の
『
赤
い
鳥
』
が
廃
れ
て
い

く
原
因
に
な
っ
た
の
が
、
こ
の
教
育
が
全

国
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
で
す
。 

【
な
ぜ
三
重
吉
は
『
赤
い
鳥
』
に
走
っ
た

か
】 ①

小
説
行
き
詰
ま
り
説
②
長
女
す
ず
説

（
大
正
五
年
生
ま
れ
・
河
北
楽
子
の
子
）

③
ラ
ン
グ
説
（
伝
承
童
話
、
フ
ェ
ア
リ
ー

テ
ー
ル
に
ひ
か
れ
た
）
が
あ
り
ま
す
が
、

①
の
説
が
強
い
の
が
僕
の
印
象
で
す
。
三

重
吉
の
花
魁
憂
い
式
の
小
説
に
対
し
て
、

当
時
流
行
し
た
自
然
主
義
、
森
田
草
平
の

「
煤
煙
」、三
田
文
学
の
谷
崎
潤
一
郎
や
永

井
荷
風
の
刹
那
の
美
や
官
能
の
美
小
説
に
、

三
重
吉
が
臆
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
で
す

ね
。 

【『
赤
い
鳥
』
の
成
果
】 

童
謡
・
自
由
詩
の
面
で
は
野
村
七
蔵
、

多
胡
羊
歯
、
佐
藤
義
美
、
有
賀
連
、
与
田

準
一
、
藤
井
樹
郎
、
岡
田
泰
三
、
松
本
篤

造
、
福
井
研
介
、
寺
田
栄
一
な
ど
。
童
話

で
は
坪
田
譲
治
、
新
美
南
吉
な
ど
の
多
く

の
新
人
の
発
掘
が
で
き
ま
し
た
。
今
も
そ

の
影
響
が
た
く
さ
ん
出
て
い
て
良
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。 

【
何
が
新
し
く
な
っ
た
の
か
】 

明
治
の
「
お
伽
噺
」
が
「
童
話
」
と
な

り
ま
し
た
。
わ
ら
べ
歌
や
小
学
唱
歌
が
な

く
な
り
、
童
謡
に
か
わ
り
ま
し
た
。
白
秋

か
ら
言
わ
せ
る
と
、
わ
ら
べ
歌
は
卑
俗
な

も
の
が
多
い
ら
し
い
で
す
。
江
戸
文
学
か

ら
来
た
古
い
教
訓
か
ら
の
脱
却
、
そ
し
て

子
ど
も
の
純
正
の
保
全
で
す
。 

 

し
か
し
真
の
意
味
で
、
子
ど
も
に
無
邪

気
で
純
朴
な
文
章
を
書
か
せ
る
た
め
の
、

文
学
運
動
と
い
う
意
味
で
は
、『
赤
い
鳥
』

の
存
在
は
非
常
に
意
味
が
あ
っ
た
と
思
い

ま
す
。 

宮
澤

み
や
ざ
わ 

賢
治

け

ん

じ 

氏 

 

山
梨
県
生
ま
れ
。
東
京
大
学
国
文

学
科
卒
。
同
大
学
院
博
士
課
程
を
単

位
取
得
満
期
退
学
。
現
在
は
白
百
合

女
子
大
学
名
誉
教
授
を
勤
め
る
。
専

門
は
近
代
日
本
児
童
文
学
、
近
代
日

本
文
学
な
ど
。
著
作
に
『
白
秋
研
究

資
料
集
成
全
十
巻
』
（
宮
澤
健
太
郎

名
義
・
ク
レ
ス
出
版
）
な
ど
が
あ
る
。 

－３－ 



 

 

所
沢
図
書
館
だ
よ
り 

「
い
ず
み
」
の
あ
ゆ
み 

 
 

   

所
沢
図
書
館
だ
よ
り
「
い
ず
み
」
が

本
号
を
も
っ
て
通
巻
100
号
を
迎
え
ま

し
た
。 

そ
れ
を
記
念
し
、
こ
れ
ま
で
の
「
い

ず
み
」
の
道
の
り
を
振
り
返
っ
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。 

 〇
通
巻
第
1
号(

昭
和
56
・
4)

～ 

 

第
１
号
は
、
昭
和
55
年
、
航
空
公
園 

内
に
新
し
い
図
書
館(

本
館)

が
完
成
し 

た
、
翌
年
の
昭
和
56
年
４
月
に
発
行
さ 

れ
ま
し
た
。
当
時
は
、
ま
だ
手
書
き
で 

し
た
。
表
紙
は
「
開
館
１
年
を
迎
え
て 

開
館
し
て
か
ら
の
利
用
冊
数
50
万
冊
」 

と
い
う
見
出
し
で
始
ま
っ
て
い
ま
す
。 

イ
ラ
ス
ト
も
手
書
き
で
、
な
ん
と
も
懐 

か
し
い
紙
面
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

        

 

    

第
２
号
に
は
「
視
察
者
は
全
国
的
」

と
い
う
見
出
し
の
記
事
が
あ
り
ま
し
た
。 

当
時
は
、
全
国
的
に
図
書
館
建
設
（
新 

築
・
改
築
）
の
動
き
が
活
発
に
な
っ
て 

い
ま
し
た
。
昭
和
55
年
に
新
し
く
な
っ 

た
所
沢
図
書
館
に
も
、
全
国
各
地
か
ら 

毎
月
視
察
が
あ
り
ま
し
た
。 

視
察
で
は
、
建
設
や
運
営
の
ほ
か
に
、 

当
時
最
先
端
で
あ
っ
た
、
図
書
館
に
お 

け
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の 

導
入
に
注
目
が
集
ま
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

〇
通
巻
第
８
号(

昭
和
57
・
6)

～ 

 

第
８
号
か
ら
、
文
章
は
手
書
き
か
ら

活
字
と
な
り
ま
し
た
。 

 

第
11
号
の
表
紙
に
「
図
書
館
の
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま

す
。
記
事
の
中
に
「
貸
出
や
返
却
の
と

き
は
、
数
字
の
上
に
印
刷
さ
れ
た
縞
模

様
を
ラ
イ
ト
ペ
ン
で
な
ぞ
り
ま
す
。
こ

の
模
様
の
こ
と
を
『
バ
ー
コ
ー
ド
』
と

い
い
ま
す
。」
と
い
う
文
章
が
あ
り
ま
す
。

今
で
は
お
な
じ
み
の
「
バ
ー
コ
ー
ド
」

で
す
が
、
当
時
は
、
耳
慣
れ
な
い
言
葉

だ
っ
た
の
で
す
ね
。 

第
12
号
か
ら
は
、
表
紙
に
写
真
が
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
頃

か
ら
、
手
書
き
の
イ
ラ
ス
ト
と
共
に
写

真
も
多
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。 

 
 
 

第
15
号
の
特
集
は
、
「
く
ら
し
に
役

立
っ
て
ま
す
か 

移
動
図
書
館
」
で
し

た
。「
く
ら
し
の
な
か
に
図
書
館
を
」
を

合
言
葉
に
、
移
動
図
書
館
・
い
ず
み
号

は
当
時
、
市
内
35
ヶ
所
の
駐
車
場
を
巡

回
し
て
い
ま
し
た
。 

                   

 

家
の
近
く
ま
で
、「
子
鹿
の
バ
ン
ビ
」

の
曲
と
と
も
に
や
っ
て
き
た
い
ず
み
号

を
、
心
待
ち
に
し
て
い
た
方
も
多
か
っ

た
と
思
い
ま
す
。 

 

〇
通
巻
第
２２
号(

昭
和
60
年
度)

～ 

 

第
22
号
か
ら
第
25
号
ま
で
、
所
沢
在

住
の
脚
本
家
・
作
家
で
あ
る
高
橋
玄
洋

氏
に
よ
る
文
章
が
、
表
紙
に
掲
載
さ
れ

ま
し
た
。
題
字
も
高
橋
氏
の
も
の
で
す
。

趣
あ
る
字
と
と
も
に
、
素
晴
ら
し
い
文

章
に
、
高
い
関
心
を
も
っ
て
お
読
み
い

た
だ
い
た
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。 

        

続
い
て
第
26
号
か
ら
第
29
号
の
表

紙
で
は
、
児
童
文
学
作
家
、「
は
だ
か
っ

子
」
の
作
者
で
も
あ
る
近
藤
健
氏
が
、

所
沢
の
名
所
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
第

30
号
か
ら
は
、
内
野
富
男
氏
、
桜
井
幸

男
氏
、
荒
川
洋
治
氏
、
長
谷
川
摂
子
氏
、

菅
原
峻
氏
と
、
所
沢
に
ゆ
か
り
の
あ
る

著
名
な
方
々
の
文
章
が
、
綴
ら
れ
て
い

き
ま
す
。 

いずみ号巡回マップ 

－４－ 



 

 

〇
通
巻
第
４９
号(

平
成
5
・
3)

～ 

 
第
49
号
か
ら
、
図
書
館
を
も
っ
と
親

し
み
を
も
っ
て
ご
利
用
い
た
だ
き
た
い

と
い
う
思
い
か
ら
、
図
書
館
の
事
業
に

つ
い
て
の
ご
案
内
に
力
を
入
れ
て
い
き

ま
す
。
49
号
の
表
紙
で
は
「
司
書
の
学

級
訪
問
始
ま
る
!
」
と
い
う
見
出
し
で
、

市
内
の
小
学
校
３
年
生
に
行
う
「
ブ
ッ

ク
ト
ー
ク
」
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。 

節
目
の
第
50
号
か
ら
は
、
「
作
家
か

ら
のmessage(

メ
ッ
セ
ー
ジ)

」
と
い
う

コ
ー
ナ
ー
が
始
ま
り
ま
す
。 

        

初
回
は
、
吉
目
木
晴
彦
氏
に
、
芥
川

賞
受
賞
作
『
寂
寥
郊
野
』
に
つ
い
て
書

い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

そ
の
後
も
大
舘
欣
一
氏
に
『
御
犬
養

育
村
始
末
』、
大
山
真
人
氏
に
『
老
い
て

こ
そ
二
人
で
生
き
た
い
』、
山
本
萠
氏
に

『
墨
の
伝
言-

萠
庵
日
記-

』、
青
木
雅
子

氏
に
『
み
ど
り
の
し
ず
く
を
求
め
て-

製

茶
機
械
の
父
、
高
林
謙
三
伝-

』
、
永
窪

綾
子
氏
に
詩
集
『
も
う
い
い
か
い
の
空
』

と
、
５
人
の
方
々
に
作
品
に
か
け
る
思

い
を
綴
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。 

 

〇
通
巻
第
５６
号(

平
成
7
・
7)

～ 

 

第
56
号
か
ら
は
、
斎
藤
修
治
氏
に
よ

る
「
斎
藤
修
治
の
万
葉
歌
碑
め
ぐ
り
」

が
第
61
号
ま
で
掲
載
さ
れ
ま
す
。 

第
62
号
か
ら
は
、
長
谷
川
摂
子
氏
に

よ
る
「
長
谷
川
摂
子
の
子
ど
も
の
本
」

を
は
じ
め
、
後
藤
暢
氏
の
「
図
書
館
の

お
は
な
し
―
現
状
と
目
指
す
も
の
―
」
、

片
岡
直
子
氏
の
「
回
想
本
箱
」、
片
桐
園

氏
の
「
中
国
へ
、
子
ど
も
の
本
の
旅
」

青
木
雅
子
氏
の
「
占
領
下
時
代
の
子
ど

も
の
本
の
展
示
を
み
て
」、
宮
本
八
惠
子

氏
の
「
民
具
か
ら
学
ぶ
所
沢
の
暮
ら
し

ぶ
り
」、
大
久
保
寛
氏
の
「
な
ん
の
因
果

か
、
翻
訳
家
業
」
な
ど
の
エ
ッ
セ
イ
が

掲
載
さ
れ
、
紙
面
を
奥
深
い
も
の
に
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

 

〇
通
巻
第
７９
号(

復
刊
第
１
号
/
平
成

２４
・
7)

～
第
１００
号 

 

そ
の
後
、
し
ば
ら
く
休
刊
の
期
間
を

経
て
、
平
成
24
年
に
復
刊
第
１
号
と
な

る
、
通
巻
第
79
号
を
発
行
し
ま
し
た
。 

高
橋
玄
洋
氏
に
再
び
表
紙
を
飾
っ
て

い
た
だ
き
、
こ
の
号
以
降
、
題
字
「
い 

ず
み
」
も
高
橋
氏
に
よ
る
も
の
と
な
り 

ま
し
た
。 

        

こ
の
第
79
号
の
特
集
記
事
は
、
「
所

沢
図
書
館
の
あ
ゆ
み
」
で
し
た
。
所
沢

図
書
館
の
歴
史
は
、
明
治
ま
で
さ
か
の

ぼ
り
ま
す
。
明
治
43
年
８
月
４
日
、
所

沢
町
立
図
書
館
が
所
沢
尋
常
高
等
小
学

校(

現
・
所
沢
小
学
校)

に
仮
設
さ
れ
、

初
代
館
長
は
校
長(

兼
務)

で
し
た
。

「
図
書
館
の
あ
ゆ
み
」
は
、「
復
刊
い
ず

み
」
第
２
号
と
第
８
号
に
も
掲
載
さ
れ
、

平
成
26
年
ま
で
の
歴
史
を
綴
っ
て
い

ま
す
。 

     

 
   

第
86
号
で
は
、
「
所
沢
市
立
図
書
館

は
、
開
館
50
周
年
を
迎
え
ま
し
た
！
」

と
い
う
見
出
し
が
表
紙
を
飾
っ
て
い
ま

す
。
６
頁
に
は
、「
未
来
の
所
沢
図
書
館

は
？
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
。
来

館
し
た
小
中
学
生
に
、
未
来
の
所
沢
図

書
館
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
ア
ン

ケ
ー
ト
を
取
っ
た
も
の
で
す
。
記
事
で

は
、
そ
の
中
か
ら
10
枚
紹
介
し
て
い
ま

す
。
そ
の
一
つ
に
「
１
枚
の
利
用
券
で

日
本
全
国
の
本
を
借
り
る
こ
と
が
で
き

る
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な

未
来
が
早
く
来
る
と
い
い
で
す
ね
。 

 

そ
の
後
も
図
書
館
に
親
し
み
を
も
っ

て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
図
書
館
行
事
や

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
サ
ー
ビ
ス
の
紹
介
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
記
事
を
載
せ
て
、
現
在
に

至
っ
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
紙
面
の
都
合
で
、
今
回
は
ご

紹
介
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
作
家
や

文
筆
家
の
方
々
だ
け
で
は
な
く
、
「
利

用
者
登
場
」
と
い
う
コ
ー
ナ
ー
な
ど
で
、

多
く
の
利
用
者
の
皆
様
に
も
図
書
館
へ

の
思
い
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

そ
の
ほ
か
に
も
、
多
く
の
皆
様
の
お

力
添
え
を
い
た
だ
き
、
よ
う
や
く
第
100

号
を
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

今
後
も
、
市
民
の
皆
様
に
愛
さ
れ
る

所
沢
図
書
館
と
な
る
よ
う
、
図
書
館
だ

よ
り
「
い
ず
み
」
は
、
皆
様
へ
の
情
報

発
信
紙
と
し
て
、
掲
載
内
容
の
充
実
に

努
め
て
ま
い
り
ま
す
。 

昭和 45年（撮影）当時の 

市立図書館 
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所
沢
図
書
館
長 

 

古
田
晃
一 

 

今
年
の
４
月
よ
り
新
し
く
所
沢
図
書

館
長
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
古
田
と
申

し
ま
す
。 

子
ど
も
の
頃
は
、
推
理
小
説
が
好
き

で
ア
ガ
サ
・
ク
リ
ス
テ
ィ
の
作
品
を
よ

く
読
ん
で
い
ま
し
た
。
作
品
に
登
場
す

る
名
探
偵
ポ
ワ
ロ
が
灰
色
の
脳
細
胞
を

使
っ
て
難
事
件
を
解
決
し
て
い
く
様
は

痛
快
で
し
た
。
現
在
は
本
を
読
む
機
会

は
減
り
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
は
自
分

の
人
生
を
よ
り
豊
か
に
し
て
い
く
た
め

に
も
、
本
を
読
む
機
会
を
増
や
し
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

皆
様
に
と
り
ま
し
て
も
、
図
書
館
は

本
と
出
会
い
、
読
書
に
親
し
み
な
が
ら

自
己
の
能
力
を
磨
き
、
人
生
に
必
要
な

知
識
・
技
術
を
生
涯
に
わ
た
っ
て
学
ぶ

こ
と
の
で
き
る
場
所
で
す
。
ど
う
か
図

書
館
を
積
極
的
に
ご
利
用
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

所
沢
図
書
館
は
、
市
民
の
皆
様
の
暮

ら
し
に
根
ざ
し
、
多
く
の
人
に
親
し
ま

れ
る
図
書
館
づ
く
り
を
進
め
て
ま
い
り

ま
す
の
で
、
こ
れ
か
ら
も
ど
う
か
よ
ろ

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

  

所
沢
図
書
館
本
館
で
は
、
７
月
20
日

(

土)

・
21
日(

日)

の
２
日
間
に
わ
た
り
、

「
親
子
で
楽
し
む
製
本
講
習
会
」
を
開

催
し
ま
し
た
。「
東
村
山
製
本
研
究
会
」

の
鎌
田
敏
雄
氏
を
講
師
に
お
迎
え
し
、

小
学
生
か
ら
大
人
ま
で
、
和
と
じ
本
の

製
本
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
ま
し
た
。 

講
習
会
で
は
、
ま
ず
参
加
者
の
皆
さ

ん
が
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
好
き
な
色
の

表
紙
を
選
び
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
製
本
に
関
す
る
歴
史
や
基

礎
知
識
を
学
び
な
が
ら
、
講
師
の
お
手

本
を
参
考
に
、
作
業
を
始
め
ま
し
た
。 

 

 

         

本
を
綴
じ
る
た
め
の
穴
を
開
け
る
際

に
は
、
目
打
ち
（
穴
を
開
け
る
道
具
）

を
使
用
し
ま
し
た
。
初
め
て
目
打
ち
を

手
に
し
た
子
ど
も
た
ち
が
、
一
生
懸
命

作
業
す
る
姿
が
印
象
的
で
し
た
。 

目
打
ち
で
開
け
た
穴
に
糸
を
通
す
際

に
は
、
決
め
ら
れ
た
順
番
に
た
る
み
な

く
通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
子
ど
も
た

ち
だ
け
で
な
く
、
大
人
の
方
も
苦
労
し

て
い
ま
し
た
。 

 

完
成
し
た
和
と
じ
本
は
、
ど
れ
も
み

ん
な
素
敵
で
し
た
。
自
分
だ
け
の
、
世

界
に
一
つ
だ
け
の
和
と
じ
本
を
手
に
し
、

皆
さ
ん
と
て
も
嬉
し
そ
う
で
し
た
。 

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、
夏
休
み

の
良
い
思
い
出
と
な
っ
た
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

  

編
集
後
記 

今
回
は
、
記
念
号
な
の
で
、
特
集
記

事
の
一
つ
を
「『
い
ず
み
』
の
あ
ゆ
み
」

に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
1

号
か
ら
99
号
ま
で
目
を
通
す
と
、
所
沢

図
書
館
の
歴
史
を
垣
間
見
た
だ
け
で
な

く
、「
い
ず
み
」
が
時
代
の
流
れ
の
記
録

で
も
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
次
回

の
号
も
心
し
て
、
頑
張
り
ま
す
!(

Ｔ
） 

［行
事
報
告
］ 

親
子
で
楽
し
む
製
本
講
習
会 
新

館

長

あ

い
さ

つ 

－６－ 
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