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集
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月
女
　
稔

第
八
十
号

平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　

桜
花
が
満
開
に
咲
き
誇
り
、
穏
や
か
な

気
候
に
恵
ま
れ
て
、
墨
堤
や
上
野
公
園
で

は
、
多
く
の
人
達
が
観
桜
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
し
ょ
う
。

　

小
職
も
平
成
二
十
五
年
度
か
ら
平
成

三
十
年
務
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。
当
町
会

で
は
平
均
的
な
就
任
期
間
で
あ
り
、
小
職

も
肉
体
的
な
限
界
を
感
じ
ま
し
て
、
こ
の

度
、
若
き
後
輩
に
バ
ト
ン
を
渡
す
事
に
な

り
ま
し
た
。

　

就
任
期
間
中
は
、
町
会
役
員
を
始
め
多

く
の
方
々
か
ら
ご
協
力
や
ご
理
解
を
賜
り

感
謝
に
堪
え
ま
せ
ん
。
本
当
に
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
昨
年
中
は
、

飛
木
稲
荷
神
社
の
「
大
祭
行
事
」
で
大
変

な
ご
苦
労
や
ご
奉
仕
、
年
末
の
「
歳
末
特

別
警
戒
」
で
は
、
寒
中
の
中
、
町
会
巡
視

を
賜
り
、
ま
た
、
役
員
の
方
々
に
は
種
々

町
会
行
事
に
携
わ
っ
て
い
た
だ
き
本
当
に

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
、
東
京
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
お
よ
び

東
武
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
タ
ウ
ン
ソ
ラ
マ
チ
の

開
業
五
周
年
を
迎
え
て
、
予
想
以
上
に
多

数
の
来
場
者
が
あ
り
、
大
盛
況
で
大
変
お

め
で
た
い
こ
と
で
す
。
地
元
町
会
と
い
た

し
ま
し
て
も
ご
同
慶
に
堪
え
ま
せ
ん
。

　

今
年
は
、本
所
北
部
連
合
町
会
で
の「
合

同
防
火
防
災
訓
練
」
が
、
開
催
予
定
で
す

が
、
開
催
予
定
地
が
庭
園
作
業
の
整
備
工

事
中
の
た
め
、
本
年
の
開
催
は
中
止
で
、

来
年
に
延
期
と
な
り
ま
し
た
。

　

災
害
時
の
避
難
場
所
で
あ
る
「
墨
田
中

【

会

長

の

ご

挨

拶

】

押
上
一
丁
目
仲
町
会

町
会
長

大
橋
由
明

大橋町会長題字

齋
藤
　
祐
子

【

婦

人

会

】

民
生
委
員
　
多
賀
　
康
之

　

皆
様
こ
ん
に
ち
は
、
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸

ま
で
と
言
い
ま
す
が
、
本
当
に
日
に
日
に

暖
か
く
な
り
ま
し
た
。
草
木
も
青
々
し
春

ら
し
く
、
心
も
う
き
う
き
し
て
き
ま
す
。

　

春
の
彼
岸
の
ぼ
た
餅
は
牡
丹
の
花
の
イ

メ
ー
ジ
で
、
秋
の
お
は
ぎ
は
萩
の
花
の
イ

メ
ー
ジ
で
、
同
じ
物
で
も
言
い
方
が
違
う

と
聞
い
た
事
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
町
で

は
卒
園
、
卒
業
と
次
年
度
に
向
か
い
名
残

惜
し
そ
う
な
姿
や
希
望
に
満
ち
た
姿
の
方

が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

婦
人
会
も
次
年
度
に
向
か
へ
い
皆
様
の

協
力
無
し
で
は
、
難
し
く
、
こ
れ
か
ら
も

宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。
平
成
三
十
年

婦
人
会
皆
様
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

【
茶
話
会
・
豚
汁
会
】

　

十
二
月
十
二
日
の
豚
汁
会
に
は
十
四
名

の
方
が
お
集
ま
り
に
な
り
ま
し
た
。
当
初

は
、
豚
汁
と
お
に
ぎ
り
で
昼
食
と
い
う
予

定
で
し
た
が
、
た
ま
た
ま
墨
田
区
の
緊
急

時
の
備
蓄
米
が
来
年
八
月
に
消
費
期
限
を

迎
え
る
こ
と
に
な
り
、
入
れ
替
え
の
た

め
そ
の
提
供
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
そ
れ

を
炊
く
と
こ
ろ
か
ら
実
際
に
目
の
前
で
行

い
、
お
い
し
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
、
備
蓄
米
に
つ
い
て
、
簡
単
に

説
明
い
た
し
ま
す
。
災
害
発
生
時
は
、
電

気
、
ガ
ス
、
水
道
が
止
ま
り
ま
す
ね
。
そ

れ
で
も
、
ホ
ッ
カ
ホ
カ
の
ご
飯
が
炊
け
る

と
い
う
代
物
で
す
。
段
ボ
ー
ル
ひ
と
箱
に

水
以
外
の
す
べ
て
が
セ
ッ
ト
さ
れ
て
い
ま

す
。
お
水
は
、
こ
れ
も
備
蓄
の
消
費
期
限

が
５
年
間
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
使
用
し
ま

す
。
実
際
に
災
害
時
に
経
験
し
た
く
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、「
備
え
あ
れ
ば
憂
い
な
し
」

一
度
体
験
す
る
だ
け
で
も
本
番
に
遭
遇
し

た
時
に
慌
て
な
く
て
済
み
ま
す
。
ま
ず
段

ボ
ー
ル
に
断
熱
の
袋
を
セ
ッ
ト
し
、
底
の

部
分
に
発
熱
材
を
敷
き
詰
め
ま
す
。
断
熱

材
の
上
に
今
度
は
水
を
入
れ
る
袋
を
セ
ッ

ト
し
、
二
リ
ッ
ト
ル
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を

四
本
合
計
八
リ
ッ
ト
ル
の
水
を
入
れ
、
口

を
針
金
で
結
わ
き
ま
す
。
計
量
袋
の
目
盛

り
ま
で
水
を
入
れ
、
断
熱
袋
と
水
が
入
っ

た
袋
の
間
に
ま
き
ま
す
、
た
ち
ま
ち
、
湯

気
が
出
て
き
ま
す
。
素
早
く
、
断
熱
袋
の

口
を
針
金
で
止
め
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
の
フ
タ

も
閉
じ
ま
す
。
す
る
と
二
十
分
ほ
ど
で
お

湯
が
湧
き
ま
す
。
湧
い
た
お
湯
の
中
に
備

蓄
の
ア
ル
フ
ァ
米
を
入
れ
て
、
ま
た
口
を

閉
じ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
二
十
分
待
て
ば
、

ご
飯
の
完
成
で
す
。
炊
き
込
み
ご
飯
み
た

い
に
具
や
味
が
つ
い
て
い
る
の
で
、
そ
の

ま
ま
い
た
だ
け
ま
す
。
お
た
ま
、
取
り
分

け
の
パ
ッ
ク
、
お
箸
も
セ
ッ
ト
に
含
ま
れ

て
い
ま
す
。

　

さ
て
、
話
は
本
題
に
戻
り
ま
す
が
、
ご

飯
が
炊
け
る
ま
で
の
間
に
豚
汁
を
い
た
だ

き
な
が
ら
、
談
笑
い
た
し
ま
し
た
。
食
後

の
ひ
と
時
は
、
作
業
療
法
士
の
先
生
に
教

え
て
い
た
だ
き
、
風
船
バ
レ
ー
ボ
ー
ル
を

や
り
ま
し
た
。
パ
ス
を
送
る
人
の
名
前
を

言
い
な
が
ら
そ
の
人
に
パ
ス
を
出
し
ま
す

が
、
な
か
な
か
呼
ん
だ
人
の
と
こ
ろ
に
飛

ん
で
行
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
。
慣
れ
て
き
た

小
杉
　
誠
一

【

防

火

防

災

部

】

　

三
月
一
日
か
ら
七
日
迄
全
国
春
の
火
災

ら
、
今
度
は
し
り
と
り
を
し
な
が
ら
と
い

う
高
度
な
ル
ー
ル
に
も
挑
戦
し
ま
し
た
。

し
り
と
り
を
考
え
て
い
る
間
は
、
自
分
の

手
の
上
で
風
船
を
つ
い
て
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　

体
も
頭
も
使
っ
た
と
こ
ろ
で
、
お
歌
の

時
間
で
す
。
今
回
は
歌
集
も
用
意
し
ま
し

た
の
で
、
皆
さ
ん
大
き
な
声
で
五
曲
ほ
ど

歌
い
ま
し
た
。
一
月
・
二
月
は
寒
い
の
で

三
月
に
百
円
の
会
費
で
で
き
る
範
囲
で
や

る
こ
と
を
約
束
し
て
、
豚
汁
会
は
終
了
い

た
し
ま
し
た
。

　

前
日
の
夜
に
準
備
会
を
行
っ
た
の
で
す

が
、
当
日
参
加
で
き
な
い
方
の
お
手
伝
い

も
あ
り
、
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
今
回
は
、

平
日
に
行
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
集
ま
れ

る
人
が
限
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
休
日

の
開
催
も
検
討
し
て
お
り
、
高
齢
者
と
お

子
様
の
交
流
も
で
き
る
会
に
な
る
と
良
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。
そ
の
時
に
は
、
多

数
の
ご
参
加
を
期
待
し
て
お
り
ま
す

子供会のメンバー

町会会館にて豚汁会

　

三
月
二
十
六
日
（
土
）
に
は
、
押
一
子

【

子

供

会

】

加
納
　
己
代
子

予
防
週
間

で
し
た
。

防
火
防
災

部
で
は
毎

回
町
内
会

を
巡
回
・

広
報
活
動

を 

行
い
ま

し
た
が
、

墨
田
区
内

で
年
明
け

か
ら
火
事
が
多
数
発
生
し
て
い
た
為
た

め
、
消
防
団
の
警
戒
活
動
が
例
年
以
上
に

多
く
今
年
は
見
送
り
ま
し
た
。

　

今
だ
に
区
内
で
は
火
災
が
発
生
し
て
い

ま
す
。
三
月
い
っ
ぱ
い
消
防
団
も
警
戒
に

あ
た
っ
て
い
ま
す
。
暖
房
器
具
を
使
う
日

が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ま
ど
う
ぞ
火

の
取
り
扱
い
に
は
ご
注
意
下
さ
い
。

学
校
」
に
お
い
て
、
避
難
時
の
受
け
入
れ

等
の
講
習
会
が
開
催
さ
れ
て
関
係
す
る
町

会
役
員
が
受
講
い
た
し
ま
し
た
。
今
後
は

避
難
に
関
す
る
話
し
合
い
で
検
討
し
て
行

き
ま
す
。

　

飛
木
稲
荷
神
社
で
は
「
例
祭
」
の
年
に

あ
た
り
、
そ
の
期
間
が
九
月
十
三
（
金
）

〜
十
五
（
日
）
で
「
町
会
神
輿
町
内
渡
御
」

等
の
行
事
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
の
で
、

そ
の
節
に
は
、
皆
様
の
ご
協
力
の
ほ
ど
宜

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
会
員
の
皆
様

の
一
層
の
ご
協
力
と
ご
理
解
の
ほ
ど
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

春
風
が
心
地
よ
い
季
節
と
な
り
ま
し

た
。
業
平
小
学
校
で
は
三
月
二
十
五
日

（
月
）
に
卒
業
式
が
行
わ
れ
、
押
仲
し
ら

と
り
子
供
会
か
ら
は
一
名
の
卒
業
生
が
卒

業
の
日
を
む
か
え
ま
し
た
。
新
入
生
の
頃
、

新
し
い
ラ
ン
ド
セ
ル
を
重
そ
う
に
背
負

い
、
登
校
班
の
歩
く
ペ
ー
ス
に
つ
い
て
い

く
の
が
や
っ
と
だ
っ
た
姿
を
思
い
出
し
、

子
供
の
成
長
の
早
さ
を
感
じ
ま
す
。



遠
方
の
山
は
筑
波
山
で
す
。

　

次
の
「
図
１
」
は
安
政
三
（
一
八
五
六
）

年
の
尾
張
屋
版
「
隅
田
川
向
島
絵
図
」
の
抜

粋
で
す
。「
絵
１
」
は
絵
図
の
中
の　

印
の

位
置
（
横
十
間
川
の
右
岸
）
か
ら
画
い
て
い

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
の
後
、
大
横
川
・
北
十
間
川
は
隅
田

川
の
増
水
時
に
は
頻ひ
ん
ぱ
ん繁
に
洪
水
が
発
生
し

ま
し
た
。
こ
れ
を
防
ぐ
た
め
に
源
森
川
東

端
に
堰
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。　

絵
図
で

も
源
森
川
と
北
十
間
川
は
曳
舟
川
が
流
入

す
る
付
近
が
埋
め
立
て
ら
れ
て
分
断
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
後
、
現
在
の
京
成
橋
辺

り
ま
で
順
次
埋
め
戻
さ
れ
ま
し
た
。

　

絵
図
に
は
北
十
間
川
に
中
居
堀
・
古
川

（
旧
本
所
区
と
向
島
区
の
境
界
の
埋
立
て
た

小
路
）
が
流
入
し
て
い
る
様
子
も
描
か
れ

て
い
ま
す
。
次
の
「
図
２
」
は
明
治
二
八

年
の
地
図
で
す
。
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】

【
押
上
界
隈
の
歴
史
あ
れ
こ
れ
】

横
井
　
正
男

一
九
、
北
十
間
川　

　

今
年
は
町
会
長
の
交
代
が
あ
る
そ
う
だ
が
、
五

月
に
は
天
皇
譲
位
が
行
な
わ
れ
る
。
平
成
の
時
代

に
も
大
き
な
事
件
や
出
来
事
が
あ
り
、
そ
の
時
の

皇
室
は
い
つ
も
国
民
に
寄
り
添
う
立
場
で
あ
っ
た

の
で
、
国
民
は
親
し
み
と
尊
敬
の
念
を
持
っ
て
い

た
と
思
う
。
た
と
え
難
し
い
立
場
で
も
、
最
良
の

選
択
を
し
て
人
々
の
心
に
深
く
刻
ま
れ
る
行
動
を

続
け
て
き
た
結
果
で
あ
る
。
さ
て
新
元
号
の
時
代

の
世
の
中
に
は
何
が
起
こ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

私
た
ち
の
町
押
上
一
丁
目
の
南
を
隅
田
川

か
ら
旧
中
川
ま
で
東
西
約
三
㎞
に
わ
た
り
流

れ
て
い
る
「
北
十
間
川
」
の
歴
史
を
紐
解
い

て
み
ま
し
ょ
う
。

　

こ
の
川
は
、
今
か
ら
三
六
〇
年
前
の
明
暦

三
（
一
六
五
七
）
年
に
発
生
し
た
江
戸
時
代

最
大
の
大
火
「
明
暦
振
袖
火
事
」
後
に
本
所

地
区
開
拓
の
一
環
と
し
て
開
削
さ
れ
た
人
工

の
川
で
す
。
堅
川
・
大
横
川
・
横
十
間
川
・

南
割
り
下
水
・
北
割
り
下
水
、
そ
し
て
前
号

で
紹
介
し
た
曳
舟
川
（
本
所
上
水
）
と
共
に

造
ら
れ
ま
し
た
。
初
め
は
大
火
後
の
寛
文
三

（
一
六
六
三
）
年
に
、
大
横
川
北
端
を
起
点

と
し
て
隅
田
川
ま
で
の
間
を
木
材
輸
送
の
目

的
で
開
削
さ
れ
ま
し
た
。
当
初
は
「
源
森
川
」

と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
が
、
川
口
に
架
か
っ

て
い
た
水
戸
邸
へ
の
橋
が
源げ
ん
べ
い
ば
し

平
橋
と
呼
ば
れ

て
い
た
こ
と
か
ら
、「
源
兵
衛
堀
」
と
も
言

わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

引
き
続
き
大
横
川
か
ら
横
十
間
川
北
端
を

結
び
旧
中
川
ま
で
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
こ

の
川
の
名
前
は
川
幅
が
十
間
（
約
一
八
ｍ
）

あ
り
、本
所
の
北
端
を
流
れ
る
こ
と
か
ら
「
北

十
間
川
」
と
呼
び
、
農
業
用
水
と
し
て
開
削

さ
れ
ま
し
た
。（
区
史
前
史
）

　

こ
の
頃
の
押
上
・
柳
島
界
隈
は
田
園
地
帯

次
号
に
続
く

に
な
る
の
は
こ
の
後
の
こ
と
で
す
。
東
武
鉄

道
は
開
通
し
て
い
ま
す
が
、
京
成
は
こ
の
翌

年
の
大
正
元
年
に
開
通
し
ま
す
。
東
武
橋
・

京
成
橋
も
ま
だ
無
く
、
京
成
橋
の
西
隣
付
近

に
「
押
上
橋
」
の
み
が
架
か
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
橋
の
道
は
東
武
伊
勢
崎
線
第
一
踏
切

（
現
在
は
廃
止
さ
れ
て
い
る
）
を
経
て
曳
舟
川

に
架
か
る
七
本
松
橋
に
繋
が
っ
て
い
ま
す
。

　

隅
田
川
と
中
川
が
繋
が
っ
た
こ
と
で
、
途

中
に
あ
る
東
武
業
平
橋
駅
で
は
鉄
道
貨
物
の

輸
送
が
水
運
と
連
携
し
て
行
え
る
た
め
に
、

貨
物
船
引
き
込
み
用
の
ド
ッ
ク
が
開
削
さ
れ

て
い
ま
す
。「
東
武
橋
」
は
こ
の
頃
、
ド
ッ
ク

を
横
切
る
道
路
の
橋
名
で
し
た
。
北
十
間
川

は
墨
東
地
区
の
物
流
拠
点
の
一
つ
と
し
て
大

い
に
活
躍
し
ま
し
た
。
戦
後
、
役
目
を
終
え

た
ド
ッ
ク
は
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

　

一
九
五
三
（
昭
和
二
八
）
年
に
は
埋
め
た

て
ら
れ
た
ド
ッ
ク
跡
に
日
立
コ
ン
ク
リ
ー
ト

押
上
工
場
が
建
設
さ
れ
（
写
真
）、ビ
ル
建
設
・

道
路
拡
充
な
ど
首
都
圏
の
戦
後
復
興
に
大
い

に
貢
献
し
ま
し
た
。
こ
の
工
場
は
二
〇
〇
八

俳
句
（
寄
稿
）

　

東
武
鉄
道
の
曳
舟
〜
業
平
橋
間
の
開
通

は
明
治
四
一
年
、
京
成
電
鉄
押
上
線
は
大
正

元
年
開
通
の
た
め
共
に
軌
道
は
描
か
れ
て

い
ま
せ
ん
。
現
在
の
東
武
橋
〜
京
成
橋
間
は

川
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
判
り
ま
す
。
地
図

に
あ
る
様
に
住
所
番
地
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
京
成
橋
の
上
に
あ
た
る
住
所
で
父
親
が

生
ま
れ
た
と
い
う
人
も
地
元
に
居
り
ま
し
た
。

　

次
の「
図
３
」は
明
治
四
四
年
の
地
図
で
す
。

東
武
橋
〜
京
成
橋
間
は
こ
の
年
に
再
度
開
削

を
終
え
源
森
川
と
北
十
間
川
は
再
び
接
続
さ

れ
ま
し
た
。
地
図
上
に
は
、
ま
だ
「
源
森
川
」

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
北
十
間
川
」
の
名
前

北十間川沿いの日立コンクリート工場
（昭和 29年 松本弘氏撮影）

で
し
た
。
江
戸
時
代
末
期
の
浮
世
絵
画
家
安

藤
広
重
画
「
名
所
江
戸
百
景
」
の
中
に
北
十

間
川
と
横
十
間
川
の
交
流
点
と
柳
島
妙
見

堂
・
柳
島
橋
を
描
い
た
版
画
「
柳
し
ま
」（
絵

１
）
に
の
ど
か
な
田
園
風
景
の
様
子
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。

　

絵
の
中
央
左
か
ら
右
下
方
へ
の
流
れ
が
北

十
間
川
、
右
下
の
橋
が
柳
島
橋
で
、
そ
こ
か

ら
左
下
方
へ
の
流
れ
が
横
十
間
川
で
す
。
橋

➡

供
会
さ
ん
主
催
の
「
歓
送
迎
会
」
に
参
加
し

ま
し
た
。
今
年
は
東
武
ホ
テ
ル
の
ラ
ン
チ

ビ
ュ
ッ
フ
ェ
で
し
た
。
毎
年
恒
例
の
卒
業
、

進
級
、
新
入
学
、
各
々
が
来
年
度
の
目
標
を

述
べ
る
の
で
す
が
、「
算
数
を
頑
張
る
」
な

ど
が
多
い
中
、
印
象
的
だ
っ
た
の
が
、「
お

世
話
に
な
り
ま
し
た
」
と
卒
業
生
が
感
謝
の

言
葉
を
述
べ
て
い
た
こ
と
に
感
心
し
ま
し

た
。
我
が
子
供
会
は
新
年
度
よ
り
大
井
さ
ん

の
次
女
様
が
ご
入
学
さ
れ
ま
す
。
計
五
名
、

四
世
帯
と
昨
年
度
と
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
。

今
後
も
登
下
校
の
見
守
り
な
ど
し
て
頂
け
ま

し
た
ら
幸
い
で
す
。

の
袂
の
建
物
は
当
時
有
名
だ
っ
た
橋
本
家
と

い
う
料
理
屋
で
、
そ
の
左
側
の
杜
が
柳
島
妙

見
堂
・
法
性
寺
で
す
。

ま
た
、
こ
の
絵
の
奥
一
帯
（
北
十
間
川
の
向

う
側
）
が
現
在
の
我
が
町
・
押
上
一・三
丁
目

に
な
り
ま
す
。
当
時
は
南
葛
飾
郡
請
地
村
で

す
。
ま
た
、
絵
の
中
央
辺
り
に
十
間
橋
が
後

年
に
な
っ
て
架
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
平
成
二
〇
）
年
に
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
建
設
計
画

に
伴
い
閉
鎖
さ
れ
ま
し
た
。

前
回
に
続
き
『
俳
句
』
を
五
句
ご
紹
介
し
ま
す
。

※　

対
岸
の　

菜
の
花
揺
ら
す　

風
待
て
り

千
葉
県
野
田
市
の
運
河
で
の
吟
行
句
で
す
。

※　

肌
抜
け
る　

四
月
の
風
や　

は
ぐ
れ
雲

荒
川
の
河
川
敷
を
散
歩
中
に

※　

す
り
足
の　

音
よ
り
始
ま
る　

利
休
の
忌

お
茶
席
の
緊
張
す
る
一
瞬
で
す
。

※　

渡
し
行
く　

艪
の
音
か
す
か　

長
閑
な
り

江
戸
川
の
矢
切
の
渡
し
場
の
風
景

※　

春
昼
や　

猫
の
欠
伸
に　

つ
ら
れ
け
り

向
島
百
花
園
に
迷
い
込
ん
だ
猫


