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2
0
1
9
年
4
月
、
い
よ
い
よ

平
成
か
ら
令
和
に
つ
な
が
る
記
念

す
べ
き
平
成
最
後
の
月
に
、
城
山

公
民
館
成
人
学
校
開
講
式
が
行
わ

れ
ま
し
た
。

　

本
年
度
は
、
28
講
座
約
4
5
0

人
の
受
講
生
を
迎
え
て
の
開
講
と

な
り
ま
し
た
。

　

以
前
、
成
人
学
校
に
は
三
つ
の

喜
び
が
あ
る
と
お
聞
き
し
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
学
べ
る

喜
び
、
学
べ
る
時
間
の
あ
る
喜
び
、

多
く
の
方
と
知
り
合
え
る
喜
び
の

三
つ
で
す
。
ま
た
、
学
ぶ
こ
と
に

よ
り
、
自
己
表
現
が
豊
か
に
な
る

こ
と
も
期
待
で
き
る
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

　

同
好
の
仲
間
と
心
を
通
わ
せ
な

が
ら
、
生
き
生
き
と
し
た
日
々
を

感
じ
て
い
た
だ
け
た
ら
素
敵
な
こ

と
で
す
ね
。

　

城
山
公
民
館
成
人
学
校
で
は
、

ま
だ
、
定
員
に
余
裕
の
あ
る
講
座

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
、
ご
一

緒
に
学
ぶ
喜
び
を
味
わ
っ
て
い
た

だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
遠
慮
な

く
、
お
問
い
合
わ
せ
や
ご
見
学
を

お
願
い
し
ま
す
。

「
水
彩
画
に

�

出
会
っ
て
」

�

志
摩
　
晴
樹

　

退
職
を
機
に
、
水
彩
画
初
級
講

座
を
受
講
し
は
じ
め
て
か
ら
早
5

年
。
お
蔭
様
に
て
4
年
連
続
で
皆

勤
賞
を
頂
い
て
お
り
ま
す
が
、
一

向
に
上
達
す
る
気
配
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
か
し
な
が
ら
、
受
講
し
て

い
て
実
に
楽
し
い
。
お
も
し
ろ
い
。

小
山
先
生
、
西
山
先
生
よ
り
懇
切

丁
寧
な
ご
指
導
を
頂
き
、
気
さ
く

で
明
る
い
お
仲
間
の
皆
さ
ん
と
ご

一
緒
し
て
い
る
と
、
何
だ
か
気
持

が
若
返
り
、
童
心
を
取
り
戻
し
た

よ
う
な
気
持
に
な
る
の
で
す
。

　

一
体
、
絵
と
い
う
も
の
は
、
ま

ず
気
持
ち
を
無
心
に
さ
せ
て
く
れ

ま
す
。
ま
た
、
一
回
、
一
回
に
発

見
が
あ
り
、
冒
険
も
あ
り
、
自
分

を
成
長
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
も

感
じ
ま
す
。
そ
れ
が
、
老
い
て
干

か
ら
び
た
心
の
精
神
衛
生
に
と
て

も
良
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。

生
活
の
幅
を
ぐ
っ
と
広
く
し
て
く

れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。

　

残
さ
れ
た
寿
命
は
そ
れ
ほ
ど
あ

る
わ
け
で
は
な
い
と
は
思
い
ま
す

が
、
出
来
る
だ
け
長
く
絵
を
楽
し

み
た
い
と
、
下
手
な
が
ら
、
今
思
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

お
世
話
に
な
っ
て
い
る
城
山
公

民
館
の
皆
様
に
も
心
よ
り
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

「
四
季
を
楽
し
む
盆
栽

�

～
来
た
れ
盆
栽
仲
間
」

�

齋
藤
　
富
美
子

　

樹
木
に
関
心
を
も
ち
、
木
の
こ

と
を
も
っ
と
よ
く
知
り
た
い
と

思
っ
た
時
、
城
山
公
民
館
で
、
盆

栽
の
講
座
が
あ
る
と
知
り
、
盆
栽

を
一
つ
も
持
た
ず
に
、
い
き
な
り

飛
び
込
み
ま
し
た
。

　

始
め
た
頃
は
、「
盆
栽
っ
て
何
？
」

「
ど
う
し
て
、
あ
ん
な
小
さ
な
鉢

の
中
で
、
木
が
生
き
て
い
ら
れ
る

の
？
」
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、

受
講
を
続
け
て
い
る
う
ち
に
、
独

特
の
技
法
や
奥
の
深
さ
が
、
少
し

ず
つ
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

一
鉢
ご
と
の
木
を
じ
っ
く
り
見

る
中
で
、
季
節
ご
と
の
緑
の
違
い

に
気
づ
い
た
り
、
一
粒
の
種
が
、

木
に
な
っ
て
い
く
姿
を
見
る
の
は
、

と
て
も
う
れ
し
い
も
の
で
す
。
増

え
た
苗
木
を
交
換
で
き
る
の
も
、

仲
間
あ
っ
て
の
こ
と
で
す
。

　

こ
の
楽
し
み
を
、
も
っ
と
多
く

の
人
た
ち
と
共
有
で
き
る
よ
う
、

受
講
生
仲
間
が
増
え
る
こ
と
を

願
っ
て
い
ま
す
。

城
山
公
民
館
成
人
学
校 

開
講 

�

～
令
和
に
花
開
く
あ
ら
た
な
学
び
～

開講式　講師の先生方

受講生の皆さん
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城
山
公
民
館
で

の
三
年
間
は
、
生

涯
に
亘
っ
て
多
く
の
皆
様
が
集
う
公

民
館
を
求
め
歩
む
日
々
で
し
た
。
そ

ん
な
中
、
何
よ
り
も
皆
様
の
笑
顔
が

私
の
心
の
拠
り
所
で
し
た
。
城
山
公

民
館
に
は
、
皆
様
の
輝
く
笑
顔
が
一

番
似
合
い
ま
す
。

　

笑
顔
は
、
新
た
な
出
会
い
を
意
味

あ
る
出
会
い
に
導
き
、
磁
石
の
よ
う

に
多
く
の
人
々
が
引
き
寄
せ
ら
れ
て

い
く
や
さ
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
あ
り

ま
す
。

　

歴
史
あ
る
城
山
の
地
で
時
を
刻
ん

　

常
に
公
民
館
の

あ
る
べ
き
姿
を
大

事
に
し
つ
つ
も
、
時
代
の
要
請
を
受

け
て
、
新
た
な
取
り
組
み
を
積
極
的

に
推
進
し
て
こ
ら
れ
た
小
林
前
館
長

の
業
績
を
引
き
継
ぎ
、
4
月
か
ら
お

世
話
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
に
培
わ
れ
た
城
山
公
民

館
の
伝
統
を
大
切
に
し
つ
つ
、
今
後
の

地
域
に
お
け
る
社
会
教
育
の
在
り
方

を
考
え
な
が
ら
、
多
世
代
の
交
流
や
学

び
の
地
域
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割

を
さ
ら
に
向
上
さ
せ
て
ま
い
り
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

で
き
た
城
山
公
民
館
だ
か
ら
こ
そ
出

会
え
た
「
出
会
い
」、
こ
の
一
瞬
の

出
会
い
が
あ
っ
た
か
ら
学
び
得
た

「
深
い
学
び
」、
広
い
地
球
上
で
「
城

山
公
民
館
」
と
い
う
一
点
で
出
会
え

た
全
て
の
皆
様
に
心
よ
り
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。
そ
し
て
、
笑
顔
で
応
援

し
お
支
え
い
た
だ
き
ま
し
た
こ
と
に

心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

心
を
つ
な
ぐ
友
情
人
形
ハ
ン
ナ
さ

ん
と
共
に
、
こ
れ
か
ら
も
城
山
公
民

館
か
ら
地
域
に
笑
顔
の
輪
が
広
が
り

ま
す
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
お
り
ま

す
。

　

城
山
公
民
館
成
人
学
校
の
一
年
間
の
学

習
成
果
を
発
表
す
る
作
品
展
（
発
表
会
）

を
2
月
に
行
い
ま
し
た
。

　

一
年
間
、
熱
心
に
取
り
組
ん
で
制
作
し

た
作
品
、練
習
を
重
ね
た
ス
テ
ー
ジ
発
表
、

お
好
み
対
局
や
心
を
込
め
た
お
点
前
な
ど

の
お
も
て
な
し
等
、
幅
広
い
学
び
や
活
動

の
成
果
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
来
館
さ
れ

た
皆
様
に
大
い
に
お
楽
し
み
い
た
だ
い
た

そ
の
様
子
を
紹
介
し
ま
す
。

　

令
和
2
年
の
2
月
に
は
、
本
年
度
の
作

品
展
（
発
表
会
）
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

ご
来
館
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

新諏訪北向き観音

平
成
30
年
度 

成
人
学
校
作
品
展

�

～
平
成
を
し
め
く
く
る
作
品
展
～

 『
出
会
い
に
生
か
さ
れ
て
』

	

前
館
長　

小
林　

洋
子　

 『
学
び
、
集
い
、
結
ぶ
、
地
域
の
セ
ン
タ
ー
に
』

	

館
長　

小
池　

英
樹　

あ

ち

こ

ち
ス

ナ

ッ

プ
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足
も
と
か
ら
知
る
わ
が
町
の
成
り
立
ち

足
も
と
か
ら
知
る
わ
が
町
の
成
り
立
ち

連
載
①

　箱
清
水
式
土
器
の
発
見
・
命
名
も
の
が
た
り

�
戸
隠
地
質
化
石
博
物
館

�
田
辺
　
智
隆

　

平
和
な
江
戸
時
代
、
人
々
の
好

奇
心
が
大
き
く
膨
ら
み
、
不
思
議

な
も
の
を
集
め
、
考
え
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
土
の
中
か
ら
見
つ

か
る
石
器
や
土
器
、「
矢
の
根
石
」

と
呼
ば
れ
た
石せ

き

鏃ぞ
く

、
古
墳
か
ら
見

つ
か
る
勾
玉
や
銅
鏡
な
ど
の
考
古

遺
物
も
収
集
さ
れ
た
記
録
が
残
っ

て
い
ま
す
。

　

明
治
に
な
る
と
西
洋
か
ら
近
代

科
学
が
輸
入
さ
れ
ま
す
。
ア
メ
リ

カ
人
の
動
物
学
者
Ｅ
．
Ｓ
．
モ
ー

ス
は
、
明
治
10
年
（
1
8
7
7
）

に
東
京
都
品
川
の
大
森
貝
塚
を
発

見
し
、
発
掘
を
行
い
ま
し
た
。
こ

れ
が
日
本
の
考
古
学
の
始
ま
り
で
、

日
本
人
の
ル
ー
ツ
を
調
べ
る
こ
と

が
研
究
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

大
森
貝
塚
は
縄
文
時
代
後
期
か
ら

晩
期
の
遺
跡
で
貝
殻
に
ま
じ
っ
て

土
器
等
が
発
見
さ
れ
ま
し
た
。
土

器
に
は
縄
目
の
文
様
が
つ
い
て
お

り
、
後
に
「
縄
文
土
器
」
と
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

明
治
17
年
（
1
8
8
4
）、
東

京
大
学
近
く
の
本
郷
弥
生
町
向
ヶ

岡
貝
塚
か
ら
縄
文
土
器
と
は
違
っ

た
土
器
が
発
見
さ
れ
ま
す
。
薄
手

正
五
郎
博
士
に
知
ら
せ
ま
し
た
。

こ
の
時
代
に
稲
作
が
始
ま
っ
た
こ

と
に
注
目
し
、
坪
井
は
急
ぎ
長
野

を
訪
れ
、
現
場
や
そ
の
土
器
を
見

て
講
演
会
を
開
き
ま
し
た
。
箱
清

水
遺
跡
は
全
国
的
に
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
り
、
翌
年
に
は
坪
井
の
下

で
弥
生
時
代
の
研
究
を
進
め
て
い

た
蒔
田
、
さ
ら
に
玉
置
繁
雄
や
鳥

居
龍
三
ら
が
現
地
を
調
査
し
ま
し

た
。
蒔
田
は
「
長
野
市
に
於
け
る

弥
生
式
土
器
の
発
見
」
と
し
て
論

文
に
ま
と
め
、
赤
く
塗
ら
れ
た
土

器
や
櫛
で
描
い
た
波
型
の
紋
を
持

つ
土
器
の
発
見
を
学
会
に
報
告
し

た
の
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
時
発
見
さ
れ

た
土
器
の
多
く
は
、
昭
和
14
年

（
1
9
3
9
）
の
女
学
校
の
火
災
で

失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
東
京

帝
大
で
保
管
さ
れ
た
資
料
や
、
明

治
37
年
（
1
9
0
4
）
保
科
五
無

斎
が
作
成
し
た
「
長
野
県
地
学
標

本
」
中
の
「
長
野
高
等
女
学
校
産

の
土
器
片
」
と
し
て
わ
ず
か
に
残

さ
れ
て
い
ま
す
。（
続
く
）

　

立
町
独
自
の
公
民
館
活
動
と
し

て
は
、
月
二
回
の
謡
曲
教
室
と
月

一
回
の
資
源
回
収
を
行
っ
て
い
る

の
が
現
状
で
す
。
そ
の
他
に
は
第

一
地
区
住
民
自
治
協
議
会
主
催
の

三
世
代
ふ
れ
あ
い
ハ
イ
キ
ン
グ
へ

の
参
加
、
ド
ッ
ジ
ボ
ー
ル
・
キ
ッ

ク
ベ
ー
ス
ボ
ー
ル
大
会
へ
の
混
成

チ
ー
ム
で
の
参
加
、
お
誘
い
を
頂

く
近
隣
公
民
館
の
イ
ベ
ン
ト
情
報

の
提
供
に
留
ま
っ
て
お
り
ま
す
。

　

近
年
、
様
々
な
環
境
の
変
化
に

よ
り
住
民
の
減
少
そ
し
て
、
高
齢

化
、
そ
れ
に
伴
う
子
ど
も
の
減
少

が
立
町
の
現
状
で
す
。
こ
の
環
境

の
中
、
昨
年
育
成
会
長
及
び
保
護

者
の
皆
様
の
ご
尽
力
と
区
長
・
祭

典
委
員
長
を
始
め
と
す
る
町
内
役

員
の
皆
様
の
ご
協
力
に
よ
り
、
秋

祭
り
に
【
子
ど
も
神
輿
】
が
約
40

年
ぶ
り
に
復
活
い
た
し
ま
し
た
。

　

近
隣
か
ら
多
く
の
子
ど
も
た
ち

が
集
ま
り
神
輿
を
担
ぎ
、
幼
な
子

は
神
輿
を
囲
む
よ
う
に
付
い
て
回

る
。
保
護
者
が
見
守
る
。
そ
れ
に

伴
う
新
た
な
る
出
会
い
。
久
々
に

活
気
の
あ
る
、
そ
し
て
元
気
を
頂

く
時
間
で
し
た
。

　

こ
の
様
子
を
観
た
と
き
、
立
町

独
自
の
公
民
館
活
動
に
固
執
す
る

こ
と
な
く
多
く
の
人
た
ち
に
参
加

し
て
頂
き
、
よ
り
多
く
の
人
た
ち

に
喜
ん
で
頂
く
こ
と
が
大
事
な
こ

と
か
と
思
い
ま
し
た
。
子
ど
も
か

ら
子
ど
も
へ
、
子
ど
も
か
ら
保
護

者
へ
、
保
護
者
か
ら
保
護
者
へ
、

保
護
者
か
ら
子
ど
も
へ
情
報
が
伝

わ
る
。
そ
し
て
集
い
、
学
び
、
そ

の
場
で
出
会
う
よ
り
多
く
の
人
た

ち
と
新
た
な
情
報
で
結
ば
れ
る
。

　

今
、
抱
え
て
い
る
課
題
を
受
け

止
め
尚
且
つ
近
隣
の
公
民
館
と
の

連
携
も
視
野
に
入
れ
焦
ら
ず
に
考

え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

�

（
立
町
公
民
館
長　

今
井
一
幸
）

の
土
器
で
、
縄
文
土
器
よ
り
新
し

い
時
代
の
遺
物
と
考
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
明
治
30
年

（
1
8
9
7
）、
東
京
帝
国
大
学
人

類
学
教
室
の
蒔ま

い

田た

鎗そ
う

次じ

郎ろ
う

が
、
こ

の
新
し
い
土
器
を
「
弥
生
式
土
器
」

と
呼
ぶ
こ
と
を
提
案
し
、
弥
生
時

代
の
本
格
的
な
研
究
が
始
ま
っ
た

の
で
す
。

　

明
治
33
年
（
1
9
0
0
）、
箱
清

水
の
高
台
で
長
野
高
等
女
学
校
（
現	

長
野
西
高
校
）
の
建
設
工
事
が
始

ま
り
ま
し
た
。
そ
の
現
場
か
ら
、

ベ
ン
ガ
ラ
（
酸
化
し
た
鉄
）
で
赤

く
塗
ら
れ
た
土
器
、
櫛
で
描
い
た

波
型
の
文
様
の
あ
る
土
器
が
数
百

個
、
ほ
か
に
も
炭
化
し
た
米
や
麦

な
ど
が
発
見
さ
れ
た
の
で
す
。
当

時
の
校
長
渡
辺
敏は

や
し

は
出
土
品
を
採

集
・
保
管
し
、
東
京
帝
大
の
坪
井

立
町
公
民
館
だ
よ
り

公
民
館
の

　
　
　
現
状
と
課
題

立町公民館

長野県地学標本の中の土器片 箱清水遺跡で発見された土器・石器

長野高等女学校　造成工事風景
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令
和
1
号
目
の
「
館
報
城
山
」

い
か
が
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

　

昭
和
に
生
ま
れ
、
平
成
は
ギ
リ

ギ
リ
十
代
か
ら
四
十
代
を
過
ご
し

た
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
振
り
返

る
と
長
か
っ
た
よ
う
な
、
あ
っ
と

い
う
間
だ
っ
た
よ
う
な
…
。

　

こ
う
い
う
時
こ
そ
何
か
に
チ
ャ

レ
ン
ジ
す
る
好
機
か
と
思
い
ま
す
。

　

妻
は
こ
ち
ら
の
公
民
館
で
「
英

会
話
」
を
習
い
始
め
、
娘
は
高
校

で
「
弓
道
」
を
ス
タ
ー
ト
。
私
も

何
か
に
取
り
組
も
う
か
と
思
案
中

で
す
。
ま
ず
は
、
今
夏
に
向
け
て

「
筋
ト
レ
」
で
も
…
…
？
（
角
田
）

天下普請	 稲葉　　稔
雨上がり月霞む夜
	 西條　奈加
はつ恋	 村山　由佳
針と糸	 小川　　糸
夜汐	 東山　彰良
みけねえちゃんに
いうてみな	 村上しいこ
月	 辺見　　庸
フランス座	 ビートたけし
芙蓉の干城	 松井今朝子

そして旅にいる
	 加藤　千恵
殺人鬼がもう一人
	 若竹　七海
怪物の木こり	 倉井　眉介
昭和のお店屋さん
	 藤川　智子
いちばんどりいちぬけた
	 日隈みさき
テレビ探偵	 小路　幸也
漂砂の塔	 大沢　在昌
影ぞ恋しき	 葉室　　麟

残心	 鏑木　　蓮
昨日がなければ明日もない
	 宮部みゆき
マーダーズ	 長浦　　京
きょうも明日も炒めもの
	 きじま　りゅうた
麒麟児	 冲方　　丁
1Ｒ1分34秒	 町屋　良平
あちらにいる鬼
	 井上　荒野
夢も見ずに眠った。
	 絲山　秋子

新刊図書のご案内城山公民館図書室

　

今
年
は
、
3
月
15
日
頃
か
ら
城
山

公
民
館
周
辺
に
桜
の
花
見
小
屋
が
で

き
始
め
ま
し
た
。
今
年
の
桜
も
見
事

に
咲
き
誇
り
ま
し
た
。

　

今
回
は
、
昭
和
の
時
代
に
入
っ

て
か
ら
の
城
山
の
お
花
見
に
つ
い
て

『
信
濃
毎
日
新
聞
』
の
記
事
で
振
り

返
っ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

①	

昭
和
初
期
の
お
花
見

　

昭
和
4
年
4
月
16
日
付
「
北
信
の

お
花
見
は
天
長
節
の
こ
ろ
…
休
み
が

二
日
続
い
て
勤
め
人
は
万
々
歳
」
と

い
う
見
出
し
で
「
長
野
の
城
山
を
初

め
大
雲
寺
治
田
公
園
と
北
信
地
方

の
櫻
は
こ
の
二
十
八
、九
（
天
長
節
）

と
休
み
の
二
日
續つ

づ

く
頃
が
眞ま

っ

盛さ
か

り
だ

ら
う
」
と
天
皇
誕
生
日
で
あ
る
天
長

節
と
連
休
に
な
り
、
花
見
客
で
に
ぎ

わ
う
で
あ
ろ
う
様
子
が
目
に
浮
か
び

ま
す
。
ま
た
、「
男
女
が
代
わ
る
假か

装そ
う

御ご

法は
っ

度と　

長
野
署
の
達
し
」
と
小

見
出
し
が
付
き
「
長
野
警
察
署
で
は

お
花
見
の
警
戒
と
し
て
ま
づ　

一
、

男
が
女
に
、
女
が
男
に
な
る
假
装
は

禁
ず　

と
だ
け
の
御
法
度
は
出
し
た

が
其そ

の

他た

の
假
装
な
ら
許
し
出
来
る
だ

け
、
官か

ん

服ぷ
く

の
警
官
な
ん
か
は
花
の
下

に
お
く
ら
ず
花
見
客
の
氣き

分ぶ
ん

を
害
さ

な
い
程
度
に
、
新
町
六
人
、
大
門
六

人
の
交
番
巡
査
を
督と

く

励れ
い

し
て
ス
リ
や

掛
合
漫
才
、
流
行
歌
の
レ
コ
ー
ド
コ

ン
サ
ー
ト
等
が
行
わ
れ
て
い
た
記
事

が
あ
り
ま
し
た
。

②	

戦
後
の
お
花
見

　

昭
和
21
年
4
月
廿
二
日
付
「
花
よ

り
増
産
」
の
見
出
し
で
「『
国
敗
れ

て
山
河
あ
り
』
と
い
ふ
詩
の
意
味
は

と
も
角か

く

季
節
と
も
な
れ
ば
新
し
い
民

主
の
国
ニ
ッ
ポ
ン
に
サ
ク
ラ
の
花
は

満
開
…
（
略
）
花
よ
り
ダ
ン
ゴ
の
た

と
へ
そ
の
ま
ま
『
花
よ
り
増
産
』
と

食
料
難
の
世
相
を
反
映
し
て
、
田
畑

に
励
む
人
の
方
が
多
い
」
と
報
じ
、

城
山
の
桜
の
周
り
で
田
畑
を
耕
し

て
い
る
人
々
が
写
真
に
写
っ
て
い
ま

す
。

　

昭
和
24
年
4
月
25
日
付
「
花
に

誘
わ
れ
人
の
波
」
の
見
出
し
で
「
城

山
公
園
の
人
出
は
ザ
ッ
ト
七
、八
萬
、

（
略
）
お
客
は
い
ず
れ
も
近
郷
近
在

か
ら
集
ま
っ
た
子
供
づ
れ
、
サ
ク
ラ

を
サ
カ
ナ
に
一
升
び
ん
を
列
べ
立
て

早
く
も
花
見
と
シ
ャ
れ
た
組
も
二
、

三
現
れ
て
、
噴
水
の
ま
わ
り
や
放
送

局
や
、
懸け

ん

社し
ゃ

内
の
草
地
も
折せ

っ

角か
く

の

若
草
も
見
え
ず
、
人
の
頭
で
満
杯

と
な
っ
た
。
お
か
げ
で
平
博
（
平
和

博
覧
会
）
も
大
に
ぎ
わ
い
」
と
報
じ

て
い
ま
す
。
戦
後
4
年
、
城
山
の
桜

は
多
く
の
人
々
を
和
ま
せ
た
こ
と
で

し
ょ
う
。

　

そ
し
て
、城
山
の
桜
の
お
花
見
が
、

平
和
な
時
代
の
象
徴
と
し
て
永
遠
に

続
く
事
を
願
っ
て
い
ま
す
。

泥ど
ろ

棒ぼ
う

を
警
戒
し
泥
酔
者
や
密み

っ

會か
い

な
ん

か
を
取
締
ま
る
方
針
を
立
て
た
」
と

あ
り
、
男
女
以
外
の
仮
装
で
あ
れ
ば

許
可
と
は
、
ど
の
様
な
仮
装
で
あ
っ

た
の
か
想
像
が
広
が
り
ま
す
。
警
察

署
も
花
見
客
の
気
分
を
害
さ
な
い
配

慮
を
す
る
程
、
花
見
が
市
民
に
と
っ

て
は
大
き
な
楽
し
み
で
あ
っ
た
事
が

推
察
で
き
ま
す
。

　

昭
和
10
年
4
月
24
日
付
「
無ぶ

粹す
い

千せ
ん

萬ば
ん

な
お
布ふ

令れ　

花
見
茶
屋
に
『
美

人
』
は
イ
カ
ン　

花
の
長
野
に
意
外

な
嵐
」
と
い
う
見
出
し
で
、「（
略
）

今
迄
花
見
茶
屋
へ
の
雇
女
使
用
を
黙

認
し
て
来
た
長
野
署
が
風
紀
上
の
見

地
か
ら
か
突と

つ

如じ
ょ

今
年
は
使
用
罷ま

か

り
な

ら
ぬ
と
廿

に
じ
ゅ
う

三さ
ん

日
業
者
へ
厳
達
し
た
。

面
食
ら
っ
た
の
は
掛
茶
屋
連
中
で
是こ

れ

で
は
折せ

っ

角か
く

の
お
花
見
茶
屋
も
氣
の
抜

け
た
ビ
ー
ル
同
處
全
く
商
売
あ
が
っ

た
り
の
状
態
な
の
で
協
議
の
結
果
直

ち
に
長
野
洋
食
組
合
長
太
田
牧
聲

氏
外ほ

か

代
表
者
二
名
が
長
野
署
を
訪
問

『
東
京
な
ど
服
装
迄
介
し
て
お
花
見

景
氣
を
添
え
て
ゐ
る
の
に
掛
茶
屋
の

サ
ー
ビ
ス
女
が
い
け
な
い
と
は
チ
ト

無
粹
で
御ご

座ざ

ら
ぬ
か
』
と
言
わ
ぬ
ば

か
り
に
陳
情
し
た　

結
局
同
署
で
も

更
に
考
慮
の
上
何
分
の
處
置
を
講
ず

る
事
に
な
る
ら
し
い
」
な
ん
と
も
、

風
紀
を
重
ん
じ
な
が
ら
も
市
民
の
楽

し
み
と
の
狭
間
で
警
察
署
が
揺
れ
て

い
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。
ま
た
、
昭

和
12
年
4
月
20
日
付
で
は
、
縣け

ん

商
品

陳
列
館
で
お
花
見
の
期
間
、
奇
術
、

　「
老
い
を
知
る
」

�

北
條
　
千
秋

　

考
え
た
く
な
い
の
で
す
が
、
次
の
冬

に
は
高
齢
者
の
仲
間
入
り
で
す
。
自
分

で
は
変
わ
ら
な
い
つ
も
り
で
も
、
ど
う

し
て
も
納
得
せ
ざ
る
を
得
な
い
衰
え
は

あ
り
ま
す
。

　

そ
ん
な
私
が
、
昨
年
か
ら
ご
縁
を
い

た
だ
き
、
医
療
と
介
護
、
高
齢
者
を
中

心
と
し
た
訪
問
診
療
な
ど
を
行
っ
て
い

る
病
院
で
人
事
や
労
務
管
理
の
仕
事
を

し
て
い
ま
す
。
異
業
種
か
ら
の
転
職
な

の
で
、
病
院
特
有
の
制
度
が
分
か
ら
な

い
、
言
葉
も
、
そ
ん
な
環
境
で
一
年

ち
ょ
っ
と
経
ち
ま
し
た
。
異
な
る
視
点

を
持
ち
続
け
る
こ
と
も
自
分
の
価
値
な

の
で
は
、
と
居
直
り
つ
つ
。

　

高
齢
化
、
少
子
化
が
進
み
、
医
療
介

護
は
、
病
院
や
施
設
か
ら
在
宅
で
行
う

も
の
と
シ
フ
ト
し
つ
つ
あ
り
、
自
ら
の

健
康
維
持
に
努
め
る
と
と
も
に
地
域
の

助
け
合
う
仕
組
み
も
重
要
で
す
。「
自

助
・
互
助
」
で
す
が
、
そ
の
役
割
を
一

層
高
め
よ
う
と
い
う
の
が
「
地
域
包
括

ケ
ア
シ
ス
テ
ム
」
の
考
え
方
で
す
。

　

自
ら
の
老
い
を
感
じ
た
り
、
身
内
の

介
護
が
現
実
と
な
っ
て
い
く
中
で
思
う

の
は
、諸
々
の
制
度
を
知
り
活
用
し
て
、

自
ら
の
行
く
先
を
、
覚
悟
を
も
っ
て
受

け
入
れ
て
い
く
こ
と
が
大
切
か
と
。
現

実
に
抗
い
な
が
ら
も
、
地
域
の
中
で
穏

や
か
に
過
ご
し
た
い
で
す
ね
。

折
々
日
記

�

城
山
公
民
館
　
歴
史
シ
リ
ー
ズ

　
城
山
の
桜
と
お
花
見

�

そ
の
3


