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12
月
に
な
り
ま
し
た
。
早
い
も
の
で
ま
た
一
年
が

終
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
日
頃
、
忙
し
い
日
常
を

過
ご
し
て
い
る
と
、
時
の
流
れ
に
つ
い
て
無
関
心
に

な
り
が
ち
で
す
が
、
こ
の
時
期
だ
け
は
過
ぎ
た
日
々

を
振
り
返
っ
た
り
、
未
来
を
予
想
し
た
り
す
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
歴
史
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
年

表
な
ら
ば
確
実
に
1
年
延
び
た
わ
け
で
す
し
、
木
の

年
輪
な
ら
ば
1
周
増
え
た
わ
け
で
す
が
、
日
常
生
活

の
年
表
は
縁
が
あ
り
ま
せ
ん
。

年
表
の
長
さ

　

教
科
書
な
ど
で
見
る
年
表
は
縄
文
時
代
か
ら
始
ま

る
も
の
が
多
く
、
縄
文
時
代
と
弥
生
時
代
の
表
示
の

長
さ
が
同
じ
で
あ
っ
た
り
、
記
載
項
目
が
多
い
た
め
、

縄
文
時
代
よ
り
古
墳
時
代
の
ほ
う
が
長
く
な
っ
て
い

た
り
、
さ
ら
に
飛あ

す
か鳥
時
代
が
長
か
っ
た
り
と
実
際
の

時
間
の
長
さ
と
異
な
る
ス
ケ
ー
ル
で
表
記
さ
れ
る
も

の
も
あ
り
、
分
か
り
に
く
い
印
象
を
受
け
ま
す
。

日
本
の
歴
史
を
1
年
に
置
き
換
え
る
と

　

そ
こ
で
、
資
料
館
な
ど
で
「
時
間
軸
」
の
説
明
を

さ
せ
て
い
た
だ
く
際
、
日
本
の
歴
史
の
長
さ
を
1
年

の
長
さ
に
置
き
換
え
て
お
話
し
ま
す
。
現
在
、
日
本

列
島
で
人
の
痕こ

ん
せ
き跡
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
は
約
4
万

年
前
の
遺
跡
（
長
野
県
内
の
遺
跡
が
３
〜
５
万
年
前

と
さ
れ
る
）
と
な
り
ま
す
が
、
仮
に
こ
の
4
万
年
前

を
1
月
1
日
と
し
ま
す
。
4
万
年
前
か
ら
お
よ
そ
1

万
2
千
年
前
を
旧
石
器
時
代
と
す
る
と
、
縄
文
時
代

が
始
ま
る
日
は
８
月
10
〜
15
日
頃
と
な
り
ま
す
。
旧

石
器
時
代
を
お
よ
そ
2
万
8
千
年
間
と
す
る
と
し
、
1

年
３
６
５
日
に
換
算
す
る
と
２
５
０
日
分
が
旧
石
器

時
代
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
縄
文
時
代
は
約
1
万
2

千
年
間
続
い
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
縄
文
時
代
が

終
わ
り
、
弥
生
時
代
が
始
ま
る
の
が
12
月
の
初
め
の

こ
ろ
と
考
え
ら
れ
、
元
日
か
ら
３
３
０
日
後
に
や
っ

と
米
を
作
り
出
す
わ
け
で
す
。

　

弥
生
時
代
が
終
わ
る
の
が
12
月
25
日
頃
、
古
墳
〜

飛
鳥
〜
奈
良
・
平
安
〜
鎌
倉
時
代
が
終
わ
る
西
暦
１

３
３
３
年
も
12
月
25
日
頃
に
換
算
さ
れ
ま
す
。
そ
の

後
の
室
町
・
戦
国
時
代
〜
約
３
０
０
年
間
の
江
戸
時

代
が
終
わ
り
、
明
治
時
代
と
し
て
近
代
が
始
ま
る
約

１
２
０
年
前
が
12
月
30
日
の
夜よ

ふ更
け
頃
と
な
り
ま
す
。

明
治
以
降
、
大
正
〜
昭
和
、
平
成
30
年
ま
で
が
お
よ

そ
1
日
（
24
時
間
程
度
）
の
換
算
と
な
り
ま
す
。
こ

の
よ
う
に
1
年
に
換
算
す
る
と
い
か
に
旧
石
器
時
代

〜
縄
文
時
代
ま
で
が
長
か
っ
た
の
か
が
わ
か
り
ま
す
。

土
器
な
ど
の
道
具

　

旧
石
器
時
代
の
終
わ
り
頃
（
約
１
，２
０
０
年
前
頃
）

の
遺
跡
は
市
内
で
も
複
数
か
所
で
確
認
さ
れ
て
い
ま

す
。
こ
の
旧
石
器
時
代
の
遺
跡
か
ら
は
土
器
は
出
土

し
ま
せ
ん
。
縄
文
時
代
に
な
っ
て
初
め
て
土
器
が
つ

く
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
旧
石
器
時
代
の
人
た
ち
は
、

土
器
を
使
っ
て
お
湯
を
沸
か
し
暖
か
い
飲
食
物
は
食

べ
ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
（
焼
い
た

石
を
木
製
の
器
な
ど
に
入
れ
て
湯
を
沸
か
し
た
可
能

性
は
考
え
ら
れ
ま
す
が
）。

　

日
本
で
土
器
を
使
い
調
理
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か

ら
約
１
２
，０
０
０
年
、
青せ

い
ど
う
き

銅
器
の
使
用
や
米
を
作
り

出
す
の
は
約
２
，５
０
０
年
前
の
弥
生
時
代
こ
ろ
か
ら
、

鉄
製
品
の
使
用
と
馬
を
飼
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
約

１
，５
０
０
年
前
の
古
墳
時
代
か
ら
、
本
格
的
な
殺さ

っ
し
ょ
う傷

機き
の
う能
の
あ
る
武
器
は
こ
の
頃
か
ら
発
達
し
ま
す
。

縄
文
人
と
弥
生
人

　

縄
文
時
代
は
小
さ
な
集
団
で
狩し

ゅ
り
ょ
う猟
採さ

い
し
ゅ
う集
生せ

い
か
つ活
の
た

め
、
収
穫
物
は
理
に
か
な
っ
た
分
配
方
法
が
採
用
さ

れ
ま
し
た
。
よ
っ
て
集
団
間
の
大
規
模
な
戦
争
（
富

の
争
奪
戦
）
は
無
か
っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、
縄
文

人
の
墓
の
土
を
分
析
し
た
と
こ
ろ
花
粉
が
多
く
検
出

さ
れ
て
お
り
、
死
者
に
花
を
手た

む向
け
た
可
能
性
も
指

摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
よ
っ
て
、
心
優
し
い
縄
文
人
の

イ
メ
ー
ジ
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
九
州
の
弥
生
人
の
墓
（

か
め

棺か
ん

）
な

ど
で
は
、
頭と

う
こ
つ骨
の
無
い
人じ

ん
こ
つ骨
や
矢
じ
り
の
刺
さ
っ
た

ま
ま
し
ば
ら
く
生
き
延
び
た
人
の
人
骨
な
ど
が
出
土

し
ま
す
。
一
つ
の
共
同
体
の
建
物
群
の
周
り
に
は
濠ほ

り

や
土ど

る
い塁
、
逆さ

か

も

ぎ

茂
木
な
ど
を
巡
ら
し
武ぶ

そ

う

か

装
化
し
て
い
ま

す
。
建
物
の
中
に
は
米
な
ど
の
収
穫
物
を
収
納
し
た

ク
ラ
が
複
数
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
弥
生
時
代
に
な
る

と
米
な
ど
の
生
産
物
（
富
）
は
そ
の
生
産
体
制
を
仕

切
る
権
力
者
の
下
に
集
ま
り
、
共
同
体
内
の
階か

い
そ
う
か

層
化

が
進
み
ま
す
。
そ
う
な
る
と
集
団
間
で
富
の
奪
い
合

い
が
発
生
し
ま
す
。

人
類
の
歴
史
と
争
い

　

古
代
ロ
ー
マ
、
ギ
リ
シ
ャ
、
エ
ジ
プ
ト
、
中
国
な

ど
に
代
表
さ
れ
る
文
明
で
も
す
べ
て
争
い
が
発
生
し

ま
す
。
本
来
、
文
明
・
文
化
の
進
化
は
、
人
間
が
生

き
て
い
く
た
め
の
基
礎
的
な
知
識
・
知
性
を
形
成
し

て
い
る
は
ず
な
の
で
す
が
、
現
代
に
お
い
て
も
残
念

な
が
ら
世
界
中
で
争
い
は
無
く
な
り
ま
せ
ん
。
長
い

歴
史
の
中
で
人
間
は
言
葉
と
文
字
を
使
い
意
思
を
伝

え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
叶
う
な

ら
ば
新
し
い
年
は
、
深
い
議
論
と
相
互
理
解
が
進
み
、

サ
イ
レ
ン
の
な
ら
な
い
安あ

ん
の
ん穏
な
日
々
が
過
ご
せ
る
こ

と
を
願
い
ま
す
。

年
を
重
ね
て
い
る
は
ず
が

下
野
市
教
育
委
員
会　

文
化
財
課

広報しもつけ　2017.12

Shimotsuke
7


