
－１－ 

 

         

    

            

 

  

 

  

 
 

 

『
古
事
記
』の
名
を
知
っ
て
は
い
て
も
、

内
容
は
知
ら
な
い
と
い
う
人
が
ほ
と
ん

ど
で
し
ょ
う
。
で
も
「
イ
ナ
バ
ノ
シ
ロ

ウ
サ
ギ
」
や
「
ヤ
マ
タ
ノ
オ
ロ
チ
」
と

い
え
ば
、
ど
こ
か
で
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
と
思
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
お
話
は
、
も
と

も
と
『
古
事
記
』
の
神
話
の
一
部
な
の

で
す
。 

 
私
た
ち
は
図
書
館
で
働
い
て
い
た
こ

ろ
か
ら
、「
子
ど
も
に
『
古
事
記
』
の
お

話
を
読
ん
で
や
り
た
い
け
れ
ど
、
高
学

年
向
き
の
本
は
む
ず
か
し
い
し
、
絵
本

の
中
に
も
適
当
な
も
の
が
見
つ
か
ら
な

い
。
低
・
中
学
年
く
ら
い
で
読
め
る
（
読

ん
で
や
れ
る
）『
古
事
記
』
が
ほ
し
い
」

と
い
う
声
を
耳
に
し
て
い
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
子
ど
も
の
本
研
究
所
で
、
低
・

中
学
年
向
け
に
『
古
事
記
』
の
再
話
を

し
て
み
よ
う
と
思
っ
た
の
で
す
。 

『
古
事
記
』
は
、
奈
良
時
代
に
天
武

天
皇
が
、
神
様
た
ち
か
ら
始
ま
る
天
皇

家
の
歴
史
を
、
後
の
世
に
正
し
く
伝
え

る

た
め

に
ま
と

め
さ
せ

た
書

物

で
、
七
一
二
年
に
完
成
し
ま
し
た
。 

原
典
は
三
巻
。上
巻
は
神
代
の
物
語
、 

   

 

中
、
下
巻
は
神
武
天
皇
か
ら
推
古
天
皇

ま
で
の
、
人
の
世
の
物
語
で
す
。
研
究

所
で
は
上
巻
の
神
話
の
部
分
（「
イ
ザ
ナ

キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
」
か
ら
「
ウ
ミ
サ
チ
と

ヤ
マ
サ
チ
」
ま
で
）
を
、
や
さ
し
い
お

話
の
形
に
書
き
改
め
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。 

 

私
た
ち
は
、
ま
ず
原
典
を
声
に
出
し

て
読
む
こ
と
か
ら
始
め
、
さ
ま
ざ
ま
な

現
代
語
訳
を
読
み
比
べ
な
が
ら
、
仕
事

を
す
す
め
て
い
き
ま
し
た
。 

 

初
め
の
う
ち
、現
代
人
の
私
た
ち
は
、

古
代
の
人
の
も
の
の
考
え
方
に
納
得
の

い
か
な
い
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
で
も

自
分
た
ち
が
再
話
し
た
文
章
を
声
に
出

し
て
読
み
、
ま
た
原
典
に
戻
る
…
そ
れ

を
繰
り
返
す
う
ち
に
、
少
し
ず
つ
『
古

事
記
』の
も
つ
不
思
議
な
魅
力
が
わ
か
っ

て
き
ま
し
た
。
私
た
ち
は
そ
の
神
話
的

世
界
を
こ
わ
さ
ず
に
〝
お
は
な
し
〟
と

し
て
楽
し
め
る
本
に
し
た
い
と
考
え
ま

し
た
。 

そ
の
た
め
、
最
初
の
高
天
の
原
の
場

面
で
は
登
場
す
る
神
様
の
数
を
減
ら
し

て
、
そ
の
先
の
物
語
に
興
味
を
つ
な
げ

る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
ま
た
神
話
の
も

つ
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
感
じ
さ
せ
る
簡
潔
な

表
現
、
声
に
出
し
て
読
み
や
す
い
文
体

を
工
夫
し
ま
し
た
。 

 
 

こ
の
時
期
、
国
文
学
者
・
岡
野
弘
彦

先
生
の
「
古
事
記
全
講
会
」
を
受
講
す

る
機
会
を
得
て
、
直
接
お
教
え
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
た
の
は
大
き
な
幸
せ
で

し
た
。 

そ
し
て
二
〇
一
二
年
、
徳
間
書
店
か

ら
『
は
じ
め
て
の
古
事
記 

日
本
の
神

話
』（
竹
中
淑
子 

根
岸
貴
子
文 

ス
ズ

キ
コ
ー
ジ
絵
）が
刊
行
さ
れ
た
の
で
す
。

『
古
事
記
』
の
誕
生
か
ら
一
三
〇
〇
年

目
の
、
記
念
す
べ
き
年
で
し
た
。 

児
童
書
と
は
い
え
大
人
か
ら
も
、「
こ

の
本
な
ら
最
後
ま
で
読
み
通
せ
た
」「
こ

れ
を
き
っ
か
け
に
日
本
の
神
話
に
興
味

を
も
っ
た
」
と
い
う
感
想
が
寄
せ
ら
れ

た
の
は
、
う
れ
し
い
驚
き
で
し
た
。 

日
本
神
話
の
世
界
へ
の
入
り
口
と
し

て
、『
は
じ
め
て
の
古
事
記
』
を
お
読
み

に
な
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。 
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一
九
九
四
年
所
沢
市
に
、
竹
中
淑
子

氏
と
、
子
ど
も
の
本
研
究
所
を
設
立
。 

著
書
に
『
ち
い
さ
い
じ
て
ん
し
ゃ
り

ん
ち
ゃ
ん
の
お
は
な
し
』
福
音
館
書
店

「
こ
ど
も
の
と
も
年
中
向
け
」
な
ど 
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所
沢
図
書
館
本
館
で
行
わ
れ
た
、
第

21
回
所
沢
図
書
館
ま
つ
り
は
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
防
止
の
た
め
、
例

年
よ
り
規
模
を
縮
小
し
て
の
開
催
と
な

り
ま
し
た
。 

当
日
は
、
所
沢
に
ゆ
か
り
の
深
い
二

名
の
作
家
に
寄
稿
い
た
だ
い
た
エ
ッ
セ

イ
を
展
示
し
ま
し
た
が
、
今
回
は
特
別

に
い
ず
み
紙
面
で
も
ご
紹
介
し
ま
す
の

で
、
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 
 

私
の
「
所
沢
愛
」 

 

高
橋 

こ
う
じ 

 

ど
ん
な
土
地
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
魅
力

が
あ
る
。
そ
れ
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
る

が
、
所
沢
を
出
よ
う
と
思
っ
た
こ
と
は

一
度
も
な
い
。
な
ぜ
、
こ
れ
ほ
ど
所
沢

が
好
き
な
の
か
。 

理
由
の
一
つ
は
名
前
で
あ
る
。
「
と

こ
ろ
ざ
わ
」
と
い
う
言
葉
は
本
当
に
美

し
い
。「
と
こ
ろ
」
ま
で
母
音
Ｏ
の
音
が

三
つ
並
び
、
そ
こ
か
ら
口
を
大
き
く
開

く
母
音
Ａ
の
「
ざ
わ
」
へ
飛
翔
す
る
。

こ
れ
を
発
音
す
る
と
、
地
面
を
し
っ
か

り
踏
ん
で
空
を
見
上
げ
る
気
分
に
な
る
。 

幼
い
頃
か
ら
こ
の
響
き
が
好
き
で
、

「
と
こ
ろ
ざ
わ
」
と
言
う
た
び
、
聞
く

た
び
に
喜
び
を
感
じ
て
き
た
。
高
校
時

代
、
文
集
の
「
好
き
な
言
葉
」
の
欄
に

「
こ
こ
ろ
ざ
し
」
と
書
い
た
が
、
こ
れ

は
「
と
こ
ろ
ざ
わ
」
と
発
音
が
似
て
い

る
か
ら
好
き
に
な
っ
た
言
葉
で
あ
る
。 

二
十
歳
を
過
ぎ
た
頃
に
は
、
節
を
つ

け
て
歌
っ
て
い
た
。
こ
ん
な
旋
律
で
あ

る
。 や

が
て
、
週
末
に
ジ
ョ

ギ
ン
グ
を
す
る
よ
う
に

な
る
と
、
市
内
を
走
り

回
っ
て
、
航
空
公
園
で
、

狭
山
丘
陵
で
、
景
色
に
感

動
す
る
た
び
に
こ
の
歌

を
口
ず
さ
ん
だ
。
私
の

「
所
沢
愛
」
が
他
の
人
よ

り
強
く
な
っ
た
の
は
、
た

ぶ
ん
こ
の
習
慣
の
お
か

げ
だ
。 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
旋
律

は
私
の
創
作
だ
と
思
っ

て
い
た
の
だ
が
、
最
近
に

な
っ
て
違
う
こ
と
が
わ

か
っ
た
。
所
沢
市
立
北
小
学
校
の
校
歌

の
最
終
節
が
こ
の
旋
律
だ
っ
た
の
だ
。

歌
詞
は
「
と
こ
ろ
ざ
わ
、
と
こ
ろ
ざ
わ
」

で
は
な
く
「
と
こ
ろ
ざ
わ
、
き
た
し
ょ

う
が
っ
こ
う
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
驚

い
た
。
私
は
小
手
指
小
学
校
出
身
で
、

こ
の
歌
は
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
た

だ
、
四
歳
上
の
姉
が
一
時
期
、
北
小
学

校
に
通
っ
て
い
た
の
で
、
お
そ
ら
く
彼

女
が
家
で
口
ず
さ
ん
だ
一
節
が
、
三
歳

ぐ
ら
い
の
私
の
心
に
染
み
込
ん
だ
の
だ

ろ
う
。
自
作
で
な
か
っ
た
の
は
残
念
だ

が
、
調
べ
て
み
る
と
、
こ
の
校
歌
は
作

詞
が
佐
藤
春
夫
、
作
曲
は
「
椰
子
の
実
」

の
大
中
寅
二
だ
か
ら
、
三
歳
の
私
は
名

曲
を
聞
き
分
け
る
耳
を
持
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。 

も
ち
ろ
ん
、「
と
こ
ろ
ざ
わ
」
と
い
う

音
の
美
し
さ
だ
け
で
は
「
所
沢
愛
」
は

育
た
な
い
。
所
沢
に
は
、
天
、
地
、
水
、

人
が
そ
ろ
っ
て
い
る
。
航
空
公
園
へ
行

け
ば
心
は
空
へ
舞
い
、
荒
幡
富
士
で
は

大
地
を
感
じ
、
狭
山
湖
で
は
深
い
緑
を

映
す
水
と
向
き
合
え
る
。
そ
し
て
、
人
。

少
し
動
け
ば
花
の
都
民
な
の
に
埼
玉
側

に
住
む
人
々
は
、
つ
つ
ま
し
く
て
穏
や

か
だ
。
店
の
人
、
街
の
人
に
親
切
に
し

て
も
ら
っ
た
と
き
も
、
私
は
「
と
こ
ろ

ざ
わ
、
と
こ
ろ
ざ
わ
」
と
歌
う
。
こ
の

場
合
は
回
り
に
人
が
い
る
の
で
、
心
の

中
で
、
だ
が
。 

よ
く
聞
く
の
は
、
他
の
土
地
か
ら
来

た
人
が
多
い
の
で
、
住
民
の
連
帯
感
が

薄
い
、
と
い
う
話
だ
が
、
こ
れ
は
、
み

ん
な
の
感
性
が
一
つ
の
も
の
を
共
有
で

き
れ
ば
解
決
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

共
有
す
る
も
の
と
し
て
一
番
い
い
の
は

「
と
こ
ろ
ざ
わ
」
の
響
き
を
生
か
し
た

短
い
歌
、
サ
ウ
ン
ド
・
ロ
ゴ
の
よ
う
な

も
の
だ
と
思
う
。
前
述
の
歌
が
そ
れ
に

な
っ
て
ほ
し
か
っ
た
が
、
替
え
歌
で
は

体
裁
が
悪
い
し
、
や
や
長
い
気
も
す
る
。

才
能
あ
る
若
い
人
が
新
た
な
旋
律
を
作

り
、
住
民
の
多
く
、
い
や
、
住
民
以
外

の
人
も
、
所
沢
が
話
題
に
な
る
た
び
に

そ
れ
を
口
ず
さ
む
よ
う
に
な
っ
た
ら
、

私
た
ち
は
柔
ら
か
く
も
強
靭
な
絆
で
結

ば
れ
、
全
国
の
人
が
そ
れ
を
う
ら
や
む

の
で
は
な
い
か
。 

           

第
21
回
所
沢
図
書
館
ま
つ
り 

 
パ
ネ
ル
と
図
書
展
示 

「
所
沢
の
歴
史
」
よ
り 

 

令
和
二
年
十
一
月
十
四
日
（
土
） 

所
沢
図
書
館
本
館 
集
会
室 

 
 

 

 

高
橋 

こ
う
じ 

氏 

紹
介 

 

所
沢
市
生
ま
れ
、
所
沢
市
在
住
。 

テ
レ
ビ
、
舞
台
の
仕
事
を
経
て
文
筆 

家
に
転
じ
、
言
葉
や
会
話
に
関
す
る
研 

究
に
力
を
注
い
で
い
る
。 

著
書
に
『
日
本
の
大
和
言
葉
を
美
し 

 

く
話
す
―
こ
こ
ろ
が
通
じ
る
和
の
表
現
』、 

『
日
本
の
言
葉
の
由
来
を
愛
お
し
む
― 

語
源
が
伝
え
る
日
本
人
の
心
』
な
ど
。 



 

－３－ 

 
私
と
所
沢 

須
永 

紀
子 

 

26

年
前
、
初
め
て
新
所
沢
に
降
り

た
っ
た
と
き
、
懐
か
し
い
場
所
に
も

ど
っ
て
き
た
よ
う
な
気
持
に
な
り
ま
し

た
。
転
居
先
を
探
し
て
い
く
つ
か
の
街

を
訪
れ
た
の
で
す
が
、
新
所
沢
に
は
わ

た
し
が
生
ま
れ
育
っ
た
街
の
む
か
し
の

雰
囲
気
が
あ
っ
た
の
で
す
。 

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
か
れ
た

１
９
６
４
年
、
都
心
に
は
首
都
高
速
が

作
ら
れ
て
、
住
ん
で
い
た
渋
谷
の
は
ず

れ
も
変
貌
し
た
け
れ
ど
、
そ
の
少
し
前

に
は
原
っ
ぱ
や
崖
が
あ
り
、
子
ど
も
た

ち
は
暗
く
な
る
ま
で
外
を
駆
け
ま
わ
っ

て
い
ま
し
た
。
日
本
全
体
が
質
素
な
生

活
を
し
て
い
た
時
代
、
高
度
成
長
期
の

真
っ
た
だ
中
に
カ
ラ
ー
テ
レ
ビ
や
洗
濯

機
な
ど
が
登
場
し
、
大
人
も
子
ど
も
も

希
望
に
あ
ふ
れ
て
、
世
の
中
は
活
気
に

満
ち
て
い
ま
し
た
。
さ
さ
や
か
な
夕
食

を
囲
み
、
夜
に
は
家
族
で
テ
レ

ビ
を
見
る
。
そ
の
時
代
の
空
気

を
思
い
だ
し
て
、
所
沢
に
住
む

こ
と
を
決
め
ま
し
た
。 

駅
か
ら
ま
っ
す
ぐ
伸
び
る
け

や
き
並
木
は
新
緑
も
落
葉
の
こ

ろ
も
見
飽
き
る
こ
と
が
あ
り
ま

せ
ん
。
豊
か
な
緑
の
地
が
わ
た

し
の
原
風
景
に
な
り
、
そ
の
な

か
で
詩
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
駅

前
広
場
の
女
神
像
、
台
風
の
あ

と
舗
道
に
散
ら
ば
っ
た
小
枝
、

そ
の
上
を
歩
く
と
き
の
ピ
シ

ピ
シ
と
い
う
音
、
旧
公
民
館
。

こ
の
街
を
背
景
に
し
て
、

１
９
９
８
年
か
ら
今
ま
で
４
冊

の
詩
集
を
作
り
ま
し
た
。
来
年

の
春
に
は
新
し
い
詩
集
が
で
き

ま
す
。
わ
た
し
に
と
っ
て
所
沢
は
開
運

の
地
の
よ
う
で
す
。 

ま
た
、
航
空
記
念
公
園
は
自
分
の
庭

の
よ
う
に
親
し
い
場
所
で
、
お
花
見
は

も
ち
ろ
ん
、
最
近
は
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
す

る
た
め
に
出
か
け
ま
す
。
緑
と
水
を
眺

め
て
い
る
と
身
の
う
ち
に
元
気
が
満
ち

て
き
ま
す
。
家
か
ら
歩
い
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
距
離
な
の
で
、
よ
い
散
歩

コ
ー
ス
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。 

西
所
沢
に
転
居
し
て
か
ら
は
毎
日
の

よ
う
に
東
川
沿
い
の
道
を
歩
い
て
い
ま

す
。
小
さ
な
流
れ
で
す
が
、
季
節
の
移

ろ
い
に
よ
っ
て
表
情
が
変
わ
り
ま
す
。

春
に
は
桜
と
ミ
モ
ザ
、
夏
に
は
タ
チ
ア

オ
イ
が
川
を
縁
ど
り
、
カ
モ
や
シ
ラ
サ

ギ
、
ア
オ
サ
ギ
を
見
か
け
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。
全
長
５
・
４
㎞
の
東
川
に
沿

う
７
０
７
本
の
桜
は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
を
記
念
し
て
植
樹
さ
れ
た
と
知
り
、

う
れ
し
く
な
り
ま
し
た
。
わ
た
し
の
第

一
詩
集
の
タ
イ
ト
ル
は
『
シ
ョ
ラ
ン

ダ
ー
は
金
髪
だ
っ
た
』。
シ
ョ
ラ
ン
ダ
ー

は
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
５
つ
の
金
メ

ダ
ル
を
獲
得
し
た
ア
メ
リ
カ
の
水
泳
選

手
の
名
前
な
の
で
す
。 

市
制
施
行
70
周
年
の
今
年
、
所
沢
市

民
文
化
セ
ン
タ
ー
・
ミ
ュ
ー
ズ
が
リ

ニ
ュ
ー
ア
ル
・
オ
ー
プ
ン
さ
れ
た
こ
と

を
一
市
民
と
し
て
た
い
へ
ん
喜
ば
し
く

思
い
ま
す
。
地
元
で
国
内
外
の
芸
術
文

化
に
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
場

所
、
再
開
を
心
待
ち
に
し
て
い
ま
し
た
。

こ
の
機
会
に
こ
れ
か
ら
所
沢
が
ア
ー
ト

の
街
に
な
っ
て
い
く
こ
と
を
願
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
た
め
に
美
術
館
を
建
て
る

と
い
う
の
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
小
さ
な

建
物
で
も
よ
い
か
ら
現
代
美
術
の
作
品

を
展
示
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
公

園
の
な
か
に
美
術
館
が
で
き
た
ら
、
誰

で
も
気
軽
に
立
ち
よ
る
こ
と
が
で
き
る

で
し
ょ
う
。
未
来
の
巨
匠
が
生
ま
れ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
い
つ
の
日

か
文
学
館
が
建
つ
こ
と
を
祈
っ
て
い
ま

す
。 

               

須
永 

紀
子 

氏 

紹
介 

 

東
京
都
生
ま
れ
。
所
沢
市
在
住
。 

１
９
８
２
年
に
個
人
誌
『
雨
期
』 

 

を
創
刊
、
現
在
75
号
ま
で
発
行
。 

詩
集
に
『
森
の
明
る
み
』、『
空
の
庭
、 

時
の
径
』、『
中
空
前
夜
』、『
至
上
の
愛
』

が
あ
る
。「
文
芸
所
沢
」
選
考
委
員
。 

図書館まつり パネルと図書展示「所沢の歴史」 当日の様子 

す
な
が 

 
 

の
り
こ 



 

 

－４－ 

さ
て
前
号
で
は
、
江
戸
時
代
の
所
沢

村
の
時
代
か
ら
は
じ
ま
り
、
昭
和
２５
年

（
１
９
５
０
）
１１
月
３
日
に
「
所
沢
市
」

が
誕
生
、
昭
和
３０
年
（
１
９
５
５
）
４

月
に
現
在
の
市
域
と
な
る
ま
で
の
歴
史

を
紹
介
し
ま
し
た
。 

今
号
で
は
、
そ
の
後
の
所
沢
市
に
ま

つ
わ
る
歴
史
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
い
く
つ
か

紹
介
し
て
い
き
ま
す
。 

 

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
建
設 

昭
和
３４
年
（
１
９
５
９
）
、
所
沢
市

に
大
き
な
転
換
を
も
た
ら
し
た
の
が
、

北
所
沢
駅
（
現
在
は
新
所
沢
駅
）
近
く

に
完
成
し
た
新
所
沢
団
地
（
北
所
沢

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
）
で
し
た
。 

農
地
と
雑
木
林
を
開
発
し
て
作
ら
れ

た
こ
の
団
地
（
公
募
で
緑
町
と
命
名
）

は
、
戸
数
約
２
５
０
０
戸
、
住
民
の
９

割
が
東
京
か
ら
の
転
居
者
で
、
上
下
水

道
と
都
市
ガ
ス
を
完
備
、
さ
ら
に
ダ
イ

ニ
ン
グ
キ
ッ
チ
ン
と
ス
テ
ン
レ
ス
の
流

し
台
を
備
え
る
な
ど
、
所
沢
に
新
し
い

風
を
吹
き
込
み
、
市
民
の
羨
望
の
的
と

な
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
緑
町
に
続
い
て
、
榎
町
、
向
陽

町
、
松
葉
町
な
ど
、
新
所
沢
地
区
に
は

新
た
な
住
宅
街
が
次
々
に
誕
生
し
ま
す
。 

 

さ
ら
に
昭
和
３０
年
代
後
半
、
所
沢
市

初
の
区
画
整
理
事
業
（
所
沢
第
一
区
画

整
理
事
業
）
に
よ
っ
て
北
有
楽
町
・
喜

多
町
の
住
宅
街
が
、
民
間
の
大
規
模
開

発
に
よ
り
こ
ぶ
し
団
地
が
完
成
し
、
所

沢
は
東
京
近
郊
の
住
宅
都
市
と
し
て
発

展
し
て
い
き
ま
す
。 

 
 

 

南
永
井
の 

 
 
 

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
場 

そ
ん
な
開
発
・
発
展
の
最
中
で
あ
っ

た
昭
和
３７
年
（
１
９
６
２
）
１１
月
、
所

沢
市
の
柳
瀬
地
区
南
永
井
が
、
東
京
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
の
ク
レ
ー
射
撃
競
技
会
場

に
正
式
決
定
し
ま
す
。 

 

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
近
づ
く
に
つ
れ
、

市
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
準
備
活
動
が
行
わ

れ
ま
す
。
例
え
ば
、
寄
生
虫
、
蠅
・
蚊

の
駆
除
や
消
毒
・
清
掃
、
公
衆
道
徳
を

高
め
る
標
語
の
募
集
、
役
所
・
学
校
・

駅
な
ど
に
花
壇
を
造
る
街
の
美
化
活
動

な
ど
で
す
。 

射
撃
競
技
の
本
番
は
、
昭
和
３９
年

（
１
９
６
４
）
１０
月
１５
日
か
ら
３
日
間
、

２８
か
国
の
選
手
が
参
加
し
て
行
わ
れ

ま
す
。
飛
行
す
る
素
焼
き
の
皿
を
散
弾

銃
で
射
ち
落
と
す
ク
レ
ー
射
撃
は
高
い

集
中
力
が
必
要
で
、
競
技
中
は
観
客
に

も
静
か
な
雰
囲
気
が
求
め
ら
れ
ま
し
た
。 

南
永
井
で
の
競
技
は
イ
タ
リ
ア
の

E
・
マ
ツ
タ
レ
リ
ー
選
手
が
金
メ
ダ
ル

を
獲
得
し
て
無
事
終
了
し
、
競
技
場
や

観
客
の
マ
ナ
ー
は
選
手
た
ち
に
大
変
好

評
だ
っ
た
そ
う
で
す
。 

  

米
軍
基
地
返
還
運
動 

 

昭
和
４２
年
（
１
９
６
７
）
、
所
沢
市

の
人
口
は
１０
万
人
を
超
え
、
そ
れ
以
降

も
急
激
な
増
加
が
続
き
ま
す
。 

 

そ
ん
な
所
沢
市
に
と
っ
て
都
市
計
画

の
障
害
と
な
っ
た
の
が
、
拡
大
し
た
市

街
地
の
中
心
に
位
置
し
て
お
り
、
必
要

な
公
共
施
設
や
開
発
が
進
む
郊
外
と
市

街
地
を
結
ぶ
幹
線
道
路
の
建
設
を
妨
げ

て
い
た
米
軍
基
地
の
存
在
で
し
た
。 

 

当
時
の
所
沢
の
米
軍
基
地
は
、
現
在

の
３
倍
以
上
の
面
積
が
あ
り
ま
し
た
が
、

す
で
に
昭
和
３０
年
代
末
か
ら
基
地
機

能
が
縮
小
さ
れ
て
広
大
な
空
閑
地
が
目

立
っ
て
お
り
、
基
地
返
還
と
地
元
民
の

た
め
の
利
用
を
訴
え
る
声
が
高
ま
る
一

因
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

 

し
か
し
、
返
還
ま
で
の
道
の
り
は
一

筋
縄
で
は
い
か
ず
、
昭
和
４１
年
（
１
９

６
６
）
の
基
地
閑
散
地
の
一
部
借
用
を

求
め
る
１
万
名
署
名
運
動
、
昭
和
４２
年

の
基
地
全
面
返
還
運
動
市
民
大
行
進
、

昭
和
４３
年
の
所
沢
市
基
地
対
策
協
議

会
の
正
式
発
足
と
度
重
な
る
陳
情
・
交

渉
の
結
果
、
昭
和
４６
年
（
１
９
７
１
）

に
第
一
次
返
還
が
実
現
、
さ
ら
に
そ
の

後
の
第
二
次
、
三
次
返
還
に
よ
り
、
約

７
割
が
返
還
さ
れ
ま
す
。 

 
 

 

所
沢
の
イ
メ
ー
ジ
の
広
が
り 

昭
和
５０
年
代
頃
か
ら
、
所
沢
は
「
基

地
の
町
」
か
ら
、
住
宅
・
商
業
の
ま
ち

へ
と
様
相
を
変
え
て
い
き
ま
す
。 

 

昭
和
４６
年
の
米
軍
基
地
一
部
返
還

を
受
け
て
、
基
地
跡
地
に
は
団
地
や
公

共
施
設
が
続
々
と
つ
く
ら
れ
、
市
内
各

地
で
も
土
地
区
画
整
理
事
業
や
宅
地
開

発
が
続
き
ま
す
。 

ま
た
、
昭
和
５０
～
６０
年
代
に
か
け
て
、

長
く
都
市
施
設
が
未
整
備
で
あ
っ
た
所

沢
駅
周
辺
に
、
ダ
イ
エ
ー
所
沢
店
や
再

開
発
ビ
ル
「
ワ
ル
ツ
」
が
、
ま
た
新
所

沢
駅
前
の
パ
ル
コ
な
ど
大
型
の
商
業
施

設
が
完
成
し
ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
に
開
発
と
発
展
が
続
い
て

い
た
こ
の
頃
、
所
沢
の
名
前
が
徐
々
に

全
国
に
広
ま
っ
て
い
き
ま
す
。 

そ
の
理
由
の
ひ
と
つ
が
、
昭
和
５４
年

（
１
９
７
９
）
に
完
成
し
た
西
武
球
場

（
当
時
）
を
拠
点
と
す
る
、
プ
ロ
野
球
・

西
武
ラ
イ
オ
ン
ズ
の
始
動
で
し
た
。
初

所 

沢 

歴 

史 

物 

語 

 



 

－５－ 

年
度
は
最
下
位
に
終
わ
っ
た
ラ
イ
オ
ン

ズ
で
す
が
、
昭
和
５７
年
に
は
球
団
誕
生

４
年
目
に
し
て
、
初
の
リ
ー
グ
優
勝
と

プ
ロ
野
球
日
本
一
に
輝
き
ま
す
。 

 

折
し
も
昭
和
５１
年
（
１
９
７
６
）
、

所
沢
商
業
高
校
野
球
部
が
甲
子
園
に
初

出
場
を
果
た
し
、
そ
の
後
も
５３
年
、
５８

年
と
夏
の
大
会
に
出
場
す
る
な
ど
、
昭

和
５０
年
代
の
所
沢
は
野
球
の
話
題
に

事
欠
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

ま
た
昭
和
５７
年
に
大
字
松
郷
に
陸

運
事
務
所
所
沢
支
所
が
開
設
さ
れ
て

「
所
沢
ナ
ン
バ
ー
」
の
車
が
誕
生
。
そ

の
後
の
昭
和
６２
年
（
１
９
８
７
）
に
は

早
稲
田
大
学
、
平
成
元
年
（
１
９
８
９
）

に
は
日
本
大
学
が
相
次
い
で
所
沢
キ
ャ

ン
パ
ス
を
開
校
し
、
都
内
有
力
大
学
の

所
沢
進
出
が
続
き
ま
す
。 

こ
の
時
期
、
こ
れ
ら
の
出
来
事
を
背

景
に
「
埼
玉
県
西
部
の
中
核
的
都
市
」

と
し
て
の
所
沢
イ
メ
ー
ジ
が
作
ら
れ
、

全
国
に
広
が
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。 

  

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
な
ど
に
よ
る 

 
 
 
 
 
 
 

環
境
問
題
の
発
生 

昭
和
が
終
わ
り
元
号
も
平
成
に
改

ま
っ
た
平
成
２
年
（
１
９
９
０
）、
所
沢

市
は
市
制
施
行
４０
周
年
を
迎
え
、
県
内

で
４
番
目
に
人
口
３０
万
人
を
突
破
し

ま
す
。 

し
か
し
そ
れ
か
ら
数
年
た
っ
た
頃
、

今
度
は
所
沢
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー

ジ
が
全
国
に
広
が
る
出
来
事
が
起
こ
り

ま
す
。 

平
成
８
年
（
１
９
９
６
）、
三
富
周
辺

地
区
の
行
政
区
境
に
産
業
廃
棄
物
焼
却

炉
が
集
中
、
ば
い
煙
や
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

類
に
よ
る
環
境
問
題
の
発
生
が
新
聞
や

テ
レ
ビ
な
ど
で
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す
。 

こ
れ
を
契
機
と
し
て
ダ
イ
オ
キ
シ
ン

の
有
害
性
が
大
き
く
報
道
さ
れ
る
と
と

も
に
、
所
沢
に
は
「
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
の

ま
ち
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
広
ま
っ
て

し
ま
い
ま
す
。 

所
沢
市
で
は
、
こ
の
問
題
の
解
決
の

た
め
、
平
成
９
年
（
１
９
９
７
）
に
市

民
と
行
政
が
協
働
で
市
民
会
議
を
発
足

さ
せ
、
同
年
、
環
境
基
本
条
例
と
全
国

初
の
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
条
例
を
制
定
し
ま

す
。 そ

の
後
も
ゴ
ミ
の
分
別
収
集
方
法
の

改
善
や
平
成
１２
年
（
２
０
０
０
）
の
国

際
環
境
規
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
１
４
０
０
１
認
証

取
得
、
さ
ら
に
平
成
１５
年
（
２
０
０
３
）

の
有
害
物
質
発
生
を
極
力
抑
え
る
最
新

設
備
を
備
え
た
東
部
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
、
環
境
教
育
を
目
的
と
す
る
リ
サ
イ

ク
ル
ふ
れ
あ
い
館
の
オ
ー
プ
ン
な
ど
、

未
来
の
市
民
に
良
い
環
境
を
引
き
継
ぐ

た
め
、
環
境
改
善
が
取
り
組
ま
れ
て
い

き
ま
す
。 

  

平
成
か
ら
令
和
時
代
の
幕
開
け
へ 

平
成
３０
年
（
２
０
１
８
）
７
月
、
所

沢
の
人
口
は
過
去
最
多
の
３４
万
４
千

４
７
０
人
に
達
し
ま
す
。
し
か
し
平
成

元
年
と
比
べ
て
、
６５
歳
以
上
の
割
合
が

６
％
か
ら
２６
％
へ
上
昇
し
た
一
方
で

出
生
率
は
１０．６
％
か
ら
６．８
％
に
下
が
り
、

平
成
を
通
じ
て
少
子
高
齢
社
会
と
な
っ

て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。 

平
成
３１
年
（
２
０
１
９
）
５
月
１
日
、

浩
宮
徳
仁
親
王
が
新
た
な
天
皇
と
な
っ

て
平
成
時
代
は
終
わ
り
を
告
げ
、
時
代

は
令
和
に
突
入
し
ま
す
。 

 

そ
の
幕
開
け
と
と
も
に
、
令
和
２
年

（
２
０
２
０
）
１１
月
、
東
所
沢
に
「
と

こ
ろ
ざ
わ
サ
ク
ラ
タ
ウ
ン
」
が
グ
ラ
ン

ド
オ
ー
プ
ン
し
ま
す
。 

 

こ
れ
は
株
式
会
社

K
A

D
O

K
A

W
A

が
、
平
成
２６
年
（
２
０
１
４
）
に
取
得

し
た
所
沢
浄
化
セ
ン
タ
ー
跡
地
に
建
て

た
文
化
・
商
業
複
合
施
設
で
、
所
沢
市

と

K
A

D
O

K
A

W
A

が
共
同
で
進
め
る

地
域
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
Ｃ
Ｏ
Ｏ

Ｌ 

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ 

Ｆ
Ｏ
Ｒ
Ｅ
Ｓ
Ｔ
構

想
」
の
拠
点
施
設
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。 

ま
た
同
敷
地
内
に
は
、
世
界
的
建
築

家
の
隈
研
吾
氏
が
デ
ザ
イ
ン
監
修
を

行
っ
た
、
２
万
枚
の
花
崗
岩
を
用
い
た

隆
起
す
る
石
の
塊
を
思
わ
せ
る
姿
の
角

川
武
蔵
野
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
や
、
同
じ
く

隈
研
吾
氏
が
監
修
し
、
元
号
「
令
和
」

を
考
案
し
た
と
さ
れ
る
国
文
学
者
、
中

西
進
氏
に
よ
り
命
名
さ
れ
た
神
社
「
武

蔵
野
坐
令
和
神
社
（
む
さ
し
の
に
ま
す 

う
る
わ
し
き 

や
ま
と
の
み
や
し
ろ
）
」

な
ど
、
メ
デ
ィ
ア
に
も
注
目
さ
れ
る

様
々
な
施
設
が
あ
り
ま
す
。 

ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
令
和
時
代
、

所
沢
は
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
歴
史
を
歩
ん

で
い
く
の
で
し
ょ
う
か
。 

お
わ
り
に 

今
号
で
は
所
沢
市
の
現
在
ま
で
の
歴

史
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。 

 

よ
り
詳
し
く
知
り
た
い
方
は
、
ぜ
ひ

所
沢
図
書
館
の
関
連
資
料
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。 

ま
た
所
沢
図
書
館
も
所
沢
市
と
共
に

歴
史
を
積
み
重
ね
て
き
て
い
ま
す
。 

そ
ん
な
所
沢
図
書
館
の
歴
史
を
ま
と

め
た
「
所
沢
図
書
館
の
あ
ゆ
み
」
は
、

図
書
館
広
報
誌
「
い
ず
み
」
バ
ッ
ク
ナ

ン
バ
ー
（
復
刊
１
～
２
、
８
号
（
通
巻
７９

～
８０
、
８６
号
））
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。 

 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ご
覧
い
た
だ

け
ま
す
の
で
、
前
号
、
今
号
と
併
せ
て

ぜ
ひ
お
読
み
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。 

 

【
参
考
文
献
】 
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所
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市
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市
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年
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2010 

『
新
所
沢
団
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り
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／
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2004
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『
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て
』
所
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地
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協
議
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『
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イ
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キ
シ
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・
ゼ
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ま
ち
』
を
め

ざ
し
て
』
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
汚
染
か
ら
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守
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2020
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こ
れ
ま
で
に
所
沢
図
書
館
で
解
決
し

た
、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
（
皆
さ
ん
の
疑
問
に

対
し
て
必
要
な
資
料
を
探
す
サ
ー
ビ
ス
）

の
一
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
今
回
は
特
別

に
、
回
答
し
た
資
料
を
元
に
、
読
み
物
と

し
て
お
楽
し
み
い
た
だ
け
る
よ
う
に
し

ま
し
た
。 

 Q 

坂
田

さ

か

た

金
時

き
ん
と
き

（
金
太
郎
）
に
つ
い
て

知
り
た
い
。 

 

A 

坂
田
金
時
は
、
平
安
時
代
中
期
の

武
人
で
、
「
ま
さ
か
り
か
つ
い
で 

き
ん

た
ろ
う
」
の
童
話
で
有
名
な
、
金
太
郎
の

こ
と
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

伝
承
で
は
、
金
太
郎
は
相
模
の
国
・
足

柄
山
の
山
奥
で
母
の
山
姥

や
ま
ん
ば

と
と
も
に
暮

ら
し
て
い
ま
し
た
。
山
姥
と
聞
く
と
長
い

白
髪
の
老
婆
を
つ
い
想
像
し
ま
す
が
、
実

は
善
悪
両
方
の
伝
承
が
残
っ
て
い
ま
す
。

人
び
と
に
不
利
益
を
与
え
る
恐
ろ
し
い

老
婆
と
伝
わ
る
こ
と
も
多
い
の
で
す
が
、

そ
の
一
方
で
、
人
間
に
幸
を
も
た
ら
す
存

在
と
み
な
さ
れ
、
山
の
神
に
属
し
、
里
山

を
祝
福
す
る
た
め
に
訪
れ
る
山
人
と
も

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
金
太
郎
の
母
は
善

の
山
姥
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
ん
な
金
太
郎
で
す
が
、
幼
い
頃
か
ら

体
が
大
き
く
、
力
持
ち
で
あ
っ
た
た
め
、 

   
 

 

山
の
動
物
達
と
遊
ん
で
暮
ら
し
て
い
る

う
ち
に
、
熊
に
対
し
て
も
、
相
撲
で
勝
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

そ
し
て
あ
る
日
、
足
柄
山
を
こ
え
て
い

く

武

士

の

一

団

の

大

将

で

あ

る

源

頼

光

み
な
も
と
の
よ
り
み
つ

に
見
い
だ
さ
れ
、
坂
田
金
時

の
名
を
与
え
ら
れ
、
家
臣
と
し
て
と
も
に

上
京
し
ま
し
た
。
金
時
は
渡
辺

わ
た
な
べ
の

綱つ
な

、
碓
井

う

す

い

貞
光

さ
だ
み
つ

、
卜
部

う
ら
べ
の

季す
え

武た
け

と
と
も
に
、
頼
光
の
四

天
王
と
呼
ば
れ
る
立
派
な
武
士
に
な
り

ま
し
た
。
頼
光
と
四
天
王
は
大
江
山
の

酒
呑

し
ゅ
て
ん

童
子

ど

う

じ

や
蜘
蛛
塚
の
土つ

ち

蜘
蛛

ぐ

も

を
退
治

し
て
豪
快
な
武
勇
談
を
残
し
て
い
ま
す
。 

 

そ
ん
な
伝
承
が
残
さ
れ
て
い
る
坂
田

金
時
は
、
実
際
に
は
平
安
時
代
中
期
に
源

頼
光
に
仕
え
た
武
士
で
あ
る
こ
と
し
か

わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
生
没
年
や
生
涯
に

つ
い
て
も
正
確
な
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

な
い
の
で
す
。
名
前
も
坂
田
と
い
う
姓
は

江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
見
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
そ
れ
以
前
は
金
時
で
は
な
く
、

公
時
と
記
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

さ
ら
に
、
坂
田
金
時
は
創
作
さ
れ
た
人

物
で
、
そ
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
人
物
は
平

安
時
代
に
活
躍
し
た
下
毛

し
も
つ
け

野の
の

公き
ん

時と
き

で
あ

る
、
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

以
上
、
坂
田
金
時
（
金
太
郎
）
の
お
話 

 

 

で
し
た
。
金
太
郎
伝
説
に
つ
い
て
は
、
地

域
に
よ
っ
て
様
々
な
伝
説
が
あ
り
、
今
回

紹
介
し
た
も
の
と
は
違
う
も
の
も
多
く

存
在
し
て
い
ま
す
。
坂
田
金
時
（
金
太
郎
）

は
謎
が
多
く
、
判
明
し
て
い
な
い
こ
と
が

多
い
こ
と
も
魅
力
の
一
つ
で
す
ね
。 

 

【
こ
の
質
問
は
国
立
国
会
図
書
館
レ

フ
ァ
レ
ン
ス
協
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
登

録
さ
れ
て
い
ま
す
。】 

管
理
番
号
：
所
沢
吾
妻-2020-08 

https://crd.ndl.go.jp/reference

/detail?page=ref_view&id=100029

0298 所
沢
図
書
館
で
は
電
話
や
Ｗ
ｅ
ｂ
で

も
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
を
受
け
付
け
て
お
り

ま
す
。
（
利
用
券
と
パ
ス
ワ
ー
ド
発
行
が

必
要
で
す
） 

ぜ
ひ
、
活
用
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。 
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史
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