
第137号 つ た 新 聞 令

い，
日
盛
り
の
販
迎
を
ゆ
る

や
か
に
登
る
と
生
胸
山
が
ど

っ
し
り
と
腰
を
据
え
て、
緑

の
山
肌
が
や
や
熱
を
帯
ぴ
て

諏
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る。
雑
木
林
の
斜
面
に
は、

数
日
前
か
ら
気
に
な
っ
て
い

た
鬼
百
合
の
花
が
咲
い
て
い

た。
木
々
が
覆
い
か
ぶ
さ
っ

て
い
る
道
は
風
の
通
り
道
と

な
っ
て
い
る
の
か、
涼
し
い

風
が
し
ば
し
困
苦
し
さ
を
癒

し
て
く
れ
る。
宅
地
開
発
さ

迎
力
な
雑
木
林
か
すア
が
り

消
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
で、

土
地
全
体
が
や
せ
細っ
て
し

まっ
た
の
か。
し
か
も、
開

発
さ
れ
た
住
宅
地
も
高
齢
化

が
進
む
と
と
も
に
空
家
が
め

だ
つ
よ
う
に
な
っ
て
き
た。

喜っ
て
い
く
も
の

鸞
る

し、
変
わ
ら
ぬ
も
の
も
あ
る。

唇
るこ
点
6

り
弱
わ
ら

ぬ
こ
と
の
ほ
う
が
難
し
い
気

が
す
る。

'

「
上
手
に
思
い
出
す
事
は

日
本
に
は
文
化
財
と
い

う
も
の
が
あ
る。
文
化
財

と
は、
長
い
歴
史
の
中
で

生
ま
れ、
は
ぐ
くヽ
ま
れ、

今
日
ま
で
守
り
伝
え
ら
れ

て
き
た
図
重
な
国
民
的
財

阻
で
あ
る
と
文
化
財
保
設

法
で
位
四
付
け
ら
れ
て
い

る。
私
は
文
化
財
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
の一

＜

〗
xぃ
口
讐

つ
い
て、
そ

[

i

`

の
保
存
と
活

心
砂

用、
継
承
の
在
り
方
を
保

存
科
学
と
い
う
研
究
分
野

の

視点
か
ら
考
え
る
こ
と

を
仕
事
と
し
て
い
る。

民
俗
文
化
財
と
は、
衣

食
住•
生
業・
信
仰・
年

中
行
事
な
ど
に
関
す
る
風

俗
習
恨・
民
俗
芸
能、
お

よ
ぴ
こ
れ
ら
に
用
い
ら
れ

る
衣
服・
器
只・
家
屋
な

ど
の
国
民
生
活
の
推
移
の

理
解
の
た
め
に
欠
く
こ
と

が
で
き
な
い
も
の
で
あ

り、
い
う
な
ら
ば
私
た
ち

の
日
常
の
邪
ら
し
そ
の
も

の
を
伝
え
る
も
の
で
あ

る。
し
か
し、
こ
の
民
俗

文
化
財
は、
そ
れ
ら
を
生

み
出
し
た
地
域
の
人
た
ち
＇
 

に、
大
事
な
文
化
財
で
あ

る
と
い
う
意
識
を
な
か
な

か
持っ
て
も
ら
え
な
い。

一
方、
大
き
な
災
宮
が
発

生
す
る
と、
日
常
の
か
け

が
え
の
な
い
暮
ら
し
の
記

低
と
し
て、
そ
の
保
存
や

継
承
に
つ
い
て
の
議
論
が

高
ま
る
と
い
う
不
思
議
な

側
面
を
持っ
て
い
る。
つ

日

高

の
で
は
あ
る
ま
い，
そ
れ
は

何
時
如
何
な
る
時
代
で
も、

人
間
の
置
か
れ
る一
稲
の
動

物
的
状
臨
で
あ
る。
現
代
人

に
は、
鎌
倉
時
代
の
な
ま
女

房
ほ
ど
に
も、
無
常
と
い
う

事
が
わ
か
っ
て
い
な
い。
常

な
る
も
の
を
見
失っ
た
か
ら

で
あ
る。」

今
に
な
っ
て、
小
林
秀
雄

の
珠
玉
と
も
い
え
る
「
無
常

と
い
う
事」
の
末
尾
の
文
意

が
少
し
は
わ
か
っ
て
き
た
気

喜、
日
常
の
な
か
で
は

文
化
財
と
し
て
意
識
化
さ

れ
な
い
も
の
と
い
え、
そ

の
保
存
や
継
承
を
考
え
る

と
き
に
は
と
て
も
困
っ
た

課
題
と
し
て
直
面
す
る
の

で
あ
る。

で
は、
こ
う
し
た
課
閣

に
ど
う
取
り
組
む
の
か。

⑬ ま
ず
は、
そ
の
民
俗
文
化

財
を
は
ぐ
く
ん
で
き
た
地

域
の
人
ぴ
と、
そ
の
価
値

を
明
ら
か
に
す
る
研
究

者、
そ
し
て
継
承
の
躙
境

を
整
え
る
行
政、
さ
ら
に

は
そ
う
し
た
も
の
を
見
て

文
化
の
奥
深
さ
を
感
じ
る

来
訪
者
と
い
っ
た
異
な
る

立
場
の
人
ぴ
と
の
対
話
が

て
解
力
れ
て
い
る，
仙
訛
の

特
四
は
新
し
み
に
あ
り、
そ

の
新
し
み
を
求
め
て
変
化
を

重ね
て
い
く
「
流
行」
性
こ

そ
「
不
易」
の
本
質、
と
某

辞
書
に
は
あ
る
が、
「
不
易」

の
本
凹
は
つ
ね
に
変
わ
ら
な

い
も
の、
永
遠
の
存
在
と
も

呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る。
俳

諧
と
和
歌
と
の
歴
史
的
な
時

間
の
ち
が
い
か
ら
く
る
も
の

で、
変
化
に
変
化
を
遂
げ
な

け
れ
ば、
発
句
を
独
立
さ
せ

必
須
だ
と
考
え
て
い
る。

そ
し
て、
こ
う
し
た
対
話

で
は、
誰
も
排
除
し
な
い

雰
囲
気
も
大
事
だ。

文
化
財
は
自
分
を
知

り、
他
人
を
知
る
こ
と
の

で
き
る
対
話
の
ツ
ー
ル
と

な
る。
そ
し
て、
す
べ
て

の
人
ぴ
と
が
前
向
き
に
理

解
し
あ
え
る

翌
詰
し
な
が
ら
文
化
を
受
げ
細
ぐ

ヵ
を
持っ
て

い
る。
こ
う

し
た
文
化
財

真

吾

（
保
存
科
学
者）

を
語
り
合
う

場
が
実
現
で
き
れ
ば、
一

方
的
な
価
値
観
の
押
し
付

け
合
い
で
戦
争
を
引
き
起

こ
す
と
い
っ
た
愚
行
を
防

ぐ
こ
と
も
で
き
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か。
そ
ん
な

こ
と
を
考
え
な
が
ら
文
化

財
の
保
存
と
活
用、
継
承

の
在
り
方
を
研
究
す
る

日
々
で
あ
る。

統
に
すべ
て
を
お
任
せ
で
き
れ
て
き
た
不
退
む
行
法
で
度

裔
ご
が
あ
る
か
ら
か
も
知＿
る。

緊詠
む
と
は
ま
さ
し

れ
な
い。
柄
進
な
ど
と
い
う
＜
不
退
の
行
だ
ろ
う。

降弘氏辻大

先
日、
小
池
光
と
斎
藤
茂

吉
の
『
連
山』
の
歌
に
つ
い

て
話
し
あ
う
機
会
が
あ
っ

た。
そ
の
中
で
次
の
歌
が
例

に
あ
が
っ
た。

鼠
に

雀
昴
あ
り
た
だ

一
人
5
印
芯
宗
が
其
処
に

立
ち
ゐ
る

南
満
州
鉄
道
を
破
壊
工
作

か
ら
守
る
た
め
の
関
東
軍
の

「
分
逍
所」
を
車
窓
か
ら
見

た
と
き
の
悼
景
だ
ろ
う。

小
池
は
「
た
だ一
人」
の

「
た
だ」
が
い
い
と
言
う。

「一
人」
や
「
い
ち
に
ん」

で
は
足
り
な
い。
「
た
だ」

が
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
広
大

な
満
洲
の
平
野
に
ポ
ッ
リ
と

立
つ
兵
士
の
た
だ一
人
で
あ

る
存
在
感
が
際
立
っ
て
く

る、
と
彼
は
言
う。
な
る
ほ

ど
と
思
う。

そ
れ
に
付
け
加
え
て、
私

は
第
三
句
の「
た
だ一
人
仰」

の
「
の」
に
注
目
し
た。
字

{．

目

石
井

松
夫

整
班

(

作
者
は
新
潟
瞑
生
ま
り、
爽
や
か
な
印
象
の
歌
の
よ

｝
れ、
奈
良
瞑
在
住
の
七
十
に
な
っ
て
い
る。
「
N」

て
驚

代
半
ば
の
人。
白
髪
で
は
と
は
さ
る
ス
ポ
ー
ツ
シ
ュ

た。

ー
ズ
メ
ー
カ
ー
の
シ
ン
ボ

触

喜
三／
n
`
苫＇
□
（

[
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い
は

（

＂
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凰
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五
音
の
「
た
だ一
人」
で
よ

茂
吉
は
そ
の
弊
を
避
け
る
ら
こ
の
部
分
は、
字
余
り
を
上[

い。
に
も
か
か
わ
ら
ず、
茂
た
め
に
敢
え
て
「
の」
を
入
避
け、
形
容
詞
を
用
い
て「
し
今
L

吉
は
そ
こ
に
「
の」
を
入
れ
れ
た
の
だ。
た
と
え
字
余
り
づ
け
き
光」
と
で
も
す
る
所
い-

て
敢
え
て
字
余
り
に
し
て
い
に
な
っ
て
も
「
の」
を
入
れ
だ。
が、
茂
吉
は
敢
え
て「
の」

消}

る。
―
つ
を
比
べ
て
み
る。

「
た
だ一
人
の」
と
す
る。
そ
を
入
れ
て
上
の
部
分
を
「
し
に
E

涵
叡
こ
知
響
那
あ
り
如
如
の
結
果、
こ
の
第
三
句
は
確
づ
か
さ」
と
名
詞
化
す
る。

こ`
i

一
人
日
密
兵
が
其
処
に
立

実
に
第
四
句
の「
日
本
人」
に
そ
れ
に
よ
っ
て「
し
づ
か
さ」
づ畜

ち
ゐ
る

改
作

繋
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
明
示
と
い
う
も
の
が、
読
者
の
胸
か
L

涵
響
に
雀

警
り
た
だ
さ
れ
る。
「
た
だ一
人
の
日
に
明
確
に
立
ち
上
が
っ
て
く

霊�

一
人
の
日
本
兵
が
其
処
に

本
人
が
其
処
に
立
ち
ゐ
る」

る。
小
池
は
そ
う
言
っ
た。

な，’

立
ち
ゐ
る

原
作
が―
つ
の
意
味
的
な
ユ
ニ
ッ

た
し
か
に
そ
う
だ。

が
i

こ
の
歌
は
二
句
切
れ
の
歌
卜
と
な
り
「
沿
線
に
分
追
所
・
雪
の
降
る
ま
へ
の
し
づ
け

繋]

で
あ
る。
「
沿
線
に
分
追
所
あ
り」
と
鋭
く
対
峙
す
る。

酎
光
あ
り
て
郷
零
ぎ
を
黒
っ

あ
り」
で
鋭
く
切
れ
る。
そ
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
歌
の
二

猫
あ
ゆ
む

改
作
聴巫

れ
は
明
白
だ。
が、
改
作
の

句
切
れ
が
シ
ャ
ー
プ
に
読
者

改
作
の
「
し
づ
け
き」
は
のナ

よ
う
に、
そ
の
後
の
第
三
句
の
胸
に
届
け
ら
れ
る
の
だ。

形容
詞
と
し
て
単
に
下
の
名
プ"

に
助
詞
を
入
れ
な
い
ま
ま

格
助
詞
「
の」
は、
名
詞
詞
「
光」
を
形
宕
し
て
い
る
者(

「
た
だ一
人」
と
し
て
し
ま
と
名
詞
を
ガ
チ
ガ
チ
に
接
続
に
過
ぎ
な
い。
が、
原
作
の

「
W

う
と、
こ
の
歌
は
第
三
句
で

す
る。
茂
吉
は
そ
ん
な「
の」

よ
う
に
「
し
づ
か
さ
の
光」

的
L

も
う一
度
切
れ
て
し
ま
う
こ
の
粘
着
力
を
利
用
し
て
三
句
と
し
た
場
合、
名
詞
「
し
づ

的

と
に
な
る。
句
切
れ
が
第
二

目
以
降
の
フ
レ
ー
ズ
を一
ま
か
さ」
が
読
者
の
脳
裏
に
浮
そ(

句
と
第
三
句、
二
つ
あ
る
こ

と
ま
り
と
し
て
提
示
し
よ
う
か
ん
で
く
る。
そ
し
て、
そ
名〖

と
こ
な
っ
て
し
ま
う。
そ
の

と
し
た
の
で
あ
る。

の
後
で「
し
づ
か
さ」
が「
光」
れ―

結
果、
こ
の
歌
の
二
句
切
れ

さ
ら
に
小
池
は
次
の
歌
に
結
ぴ
つ
け
ら
れ
る
の
だ。

ジ{

の
鋭
さ
が、
二
回
目
の
句
切
「
の」
に
も
注
目
し
た。

こ
の
よ
う
に
「
の」
で
繋
あ
2

れ
に
よ
っ
て
中
和
さ
れ
て
し
・
雪
の
降
る
ま
へ
の
し
づ
か
げ
ら
れ
る
と、
読
者
の
胸
に
「(

ま
う。
二
句
切
れ
の
鮮
や
か

さ

窟
あ
り
て
塾
聡
を
は
ま
ず
悶
て
「
雪
の
降
る
力し

さ
が
鈍
化
し
て
し
ま
う
の
で

黒
猫
あ
ゆ
む

原
作
ま
へ
の
し
づ
か
さ」
と
い
う
歌
4

あ
る。

し
づ
か
さ
の
光。
曽
通
な
ひ
と
つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
立
ち

第
41
回


