
ふ
だ
ん
の
年
も
、
し
た
ま
ち
支
局
に
と
っ
て

三
月
は
忙
し
い
月
で
す
。
三
月
十
日
、
現
在
の

墨
田
区
な
ど
を
襲
っ
た
東
京
大
空
襲
に
関
す
る

取
材
に
取
り
組
む
か
ら
で
す
。

今
年
は
、
そ
れ
に
も
増
し
て
忙
し
い
日
々
を

過
ご
し
て
い
ま
す
。
言
う
ま
で
も
な
く
翌
日
の

三
月
十
一
日
は
東
日
本
大
震
災
か
ら
一
年
。
日

本
の
歴
史
の
中
で
、
決
し
て
忘
れ
る
こ
と
の
で

き
な
い
、
忘
れ
て
は
い
け
な
い
日
が
、
二
日
続

い
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
、
何
か
特
別
な
意
味
を

感
じ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
こ
の
二
日
間
に
向
け

て
、
私
た
ち
も
取
材
を
重
ね
て
い
ま
す
。

東
京
大
空
襲
の
連
載
記
事
「
記
憶
」
は
、
す

で
に
社
会
面
へ
掲
載
し
ま
し
た
が
、
こ
の
原
稿

を
書
い
て
い
る
三
月
六
日
（
火
）
も
、
大
空
襲

関
係
の
取
材
が
続
い
て
い
ま
す
。
少
し
先
で
す

が
、
四
月
十
八
日
、
荒
川
区
の
「
尾
久
初
空
襲
」

に
向
け
て
も
、
取
材
を
進
め
る
つ
も
り
で
す
。

大
震
災
一
年
で
は
、
Ｔ
Ｏ
Ｋ
Ｙ
Ｏ
発
「
そ
の
時

何
が
起
き
る
の
か
―
首
都
直
下
地
震
」
な
ど
の

記
事
を
、
し
た
ま
ち
支
局
の
記
者
が
取
材
・
執

筆
し
て
い
ま
す
。

世
界
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
か
の
よ
う
な
あ

の
日
か
ら
の
一
年
間
が
、
私
に
は
、
と
て
も
長

く
感
じ
ら
れ
ま
し
た
が
、
み
な
さ
ま
は
い
か
が

で
し
ょ
う
か
。
震
災
の
被
害
は
荒
川
区
で
も
あ

り
ま
し
た
し
、
都
内
で
は
荒
川
区
と
足
立
区
だ
け

で
行
わ
れ
た
計
画
停
電
と
い
う
事
態
も
あ
り
ま
し

た
。
局
所
的
に
高
い
放
射
線
量
が
、
荒
川
区
で
も

検
出
さ
れ
、
行
政
の
測
定
や
除
染
の
あ
り
方
が
問

題
に
な
り
ま
し
た
。

荒
川
区
だ
け
で
も
、
こ
れ
だ
け
の
問
題
が
起
き

た
の
で
す
か
ら
、
あ
の
大
震
災
、
そ
し
て
福
島
第

一
原
発
事
故
が
日
本
に
、
世
界
に
及
ぼ
し
た
影
響

は
は
か
り
知
れ
ま
せ
ん
。

私
た
ち
も
こ
の
一
年
間
、
悩
み
、
戸
惑
い
な
が

ら
紙
面
を
作
っ
て
き
ま
し
た
。
東
北
の
壊
滅
的
な

被
害
を
報
道
す
る
一
方
で
、
地
元
東
京
の
被
害
を

ど
う
伝
え
る
か
。
放
射
線
量
を
ど
う
評
価
す
れ
ば

よ
い
の
か
。
今
も
悩
み
な
が
ら
、
少
し
で
も
多
く

の
情
報
を
提
供
で
き
る
よ
う
取
材
を
続
け
て
い
ま

す
。二

年
目
も
、
ま
ず
足
元
、
荒
川
区
を
は
じ
め
東

京
下
町
の
問
題
に
目
を
向
け
な
が
ら
、
大
震
災
、

原
発
事
故
の
取
材
を
続
け
ま
す
。

も
う
一
つ
、
三
月
に
は
楽
し
い
話
題
も
あ
り
ま

す
。三

月
十
八
日
、
台
東
区
・
浅
草
で
「
三
社
祭
七

百
年
祭
・
舟
渡
御
」
が
あ
り
ま
す
。
三
社
祭
は
五

月
で
す
が
、
江
戸
時
代
に
は
三
月
十
八
日
に
、
神

輿
を
舟
に
乗
せ
て
、
隅
田
川
を
こ
ぎ
上
が
る
祭
り

で
し
た
。
こ
れ
再
現
す
る
の
が
、
「
舟
渡
御
」
で

す
。
一
九
五
七
（
昭
和
三
十
三
）
年
以
来
、
五
十

四
年
ぶ
り
の
再
現
で
す
。

こ
の
三
社
祭
は
、
浅
草
寺
の
と
な
り
に
あ
る
浅

草
神
社
の
例
大
祭
で
す
が
、
浅
草
神
社
の
神
様
が

ど
ん
な
人
か
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
？

二
人
の
漁
師
の
兄
弟
と
、
一
人
の
文
化
人
で
す
。

漁
師
の
兄
弟
が
隅
田
川
で
漁
を
し
て
い
た
ら
、
人

形
み
た
い
な
も
の
が
網
に
か
か
っ
た
。
何
だ
ろ
う

と
思
い
文
化
人
に
聞
い
て
み
た
ら
、
お
お
、
こ
れ

は
尊
い
観
音
像
だ
、
と
言
っ
た
。
文
化
人
は
自
宅

を
寺
に
し
て
観
音
像
を
納
め
、
の
ち
に
三
人
を
神

様
と
し
て
ま
つ
る
神
社
が
で
き
た
、
と
い
わ
れ
ま

す
。古

事
記
や
日
本
書
紀
に
登
場
す
る
神
々
で
は
な

い
人
を
神
様
と
す
る
、
庶
民
信
仰
で
あ
る
こ
と
が
、

浅
草
の
特
徴
で
す
。

浅
草
の
北
、
南
千
住
の
回
向
院
に
は
、
井
伊
直

弼
を
暗
殺
し
た
浪
士
た
ち
、
大
泥
棒
・
鼠
小
僧
次

郎
吉
、
侠
客
・
腕
の
喜
三
郎
と
い
っ
た
、
歴
史
の

教
科
書
に
そ
の
名
は
登
場
し
な
い
け
れ
ど
も
、
今

も
語
り
継
が
れ
て
い
る
歴
史
上
の
人
物
の
墓
が
多

く
、
街
歩
き
の
人
気
ス
ポ
ッ
ト
と
な
っ
て
い
る
よ

う
で
す
。
私
も
、
南
千
住
を
訪
れ
る
と
、
鼠
小
僧

さ
ん
の
墓
に
は
何
と
な
く
足
が
向
き
ま
す
。
弱
き

を
助
け
る
義
賊
だ
っ
た
と
い
う
伝
説
が
真
実
か
は

分
か
り
ま
せ
ん
が
、
二
百
年
近
く
人
々
の
記
憶
に

残
り
続
け
て
い
る
こ
の
人
は
、
き
っ
と
単
な
る
窃

盗
犯
で
は
な
い
、
こ
の
時
代
な
り
の
正
義
を
体
現

し
た
人
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
な
、
と
、
墓
前
で

考
え
ま
す
。

歴
史
の
片
隅
に
い
な
が
ら
、
私
た
ち
の
心
に
残
っ

て
い
る
人
々
の
墓
を
訪
ね
て
手
を
合
わ
せ
る
の
も
、

庶
民
信
仰
の
一
つ
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

（
東
京
新
聞
し
た
ま
ち
支
局
長

榎
本
哲
也
）
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