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第
八
十
八
号

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

　

東
京
都
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
新
規
感
染
者
数
が
昨
年
大
み
そ
か

に
千
人
を
超
し
、
一
月
七
日
に
緊
急
事

態
宣
言
が
発
令
さ
れ
ま
し
た
。
当
初
は
、

一
月
八
日
か
ら
二
月
七
日
ま
で
の
一
か

月
間
で
し
た
が
、
な
か
な
か
収
ま
ら
ず

一
か
月
の
延
長
、
さ
ら
に
二
週
間
の
延

長
が
な
さ
れ
、
三
月
二
十
一
日
を
も
っ

て
緊
急
事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
は

完
全
に
収
束
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
変

異
種
の
感
染
者
も
増
え
て
い
る
こ
と
か

ら
、
マ
ス
ク
着
用
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ

ス
タ
ン
ス
、
手
洗
い
・
う
が
い
の
徹
底
、

手
指
の
消
毒
、
密
閉
空
間
・
密
集
場
所
・

密
接
場
面
の
い
わ
ゆ
る
三
密
を
避
け
る

生
活
は
続
け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。

　

先
日
、
墨
田
区
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
計
画
の
発
表

が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、

墨
田
区
で
は
、
四
月
十
九
日
以
降
に
高

齢
者
施
設
の
入
所
者
な
ど
を
先
行
し
て

接
種
を
始
め
る
方
針
で
、
そ
の
後
は
、

高
齢
者
の
接
種
が
五
月
十
日
か
ら
始
ま

り
、
基
礎
疾
患
が
あ
る
人
や
高
齢
者
施

設
の
職
員
へ
の
接
種
は
六
月
二
十
一
日

に
始
ま
り
ま
す
。
そ
の
後
、
六
十
歳
か

ら
六
十
四
歳
の
人
へ
の
接
種
が
六
月

二
十
八
日
に
始
ま
り
、
そ
の
ほ
か
の
一

般
の
人
た
ち
の
接
種
は
七
月
五
日
に
始

【

会

長

の

ご

挨

拶

】

押
上
一
丁
目
仲
町
会

町
会
長

多
賀
康
之

多賀会長題字

ま
る
予
定
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
最
初

の
四
か
月
は
集
団
接
種
を
中
心
に
実
施

し
、五
月
一
日
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
や
コ
ー

ル
セ
ン
タ
ー
で
接
種
の
申
し
込
み
の
予

約
を
受
け
付
け
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

（
接
種
会
場
は
下
図
に
示
し
ま
す
）

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
と
は
無
関
係

に
季
節
は
巡
っ
て
参
り
、
満
開
の
桜
の

下
で
の
宴
会
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

歩
い
て
花
を
愛
で
る
こ
と
は
で
き
ま
し

た
。
新
年
度
に
入
る
と
例
年
通
り
春
の

全
国
交
通
安
全
運
動
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

期
間
は
、
四
月
六
日
か
ら
十
五
日
ま
で

の
十
日
間
で
す
。

①
子
供
と
高
齢
者
を
始
め
と
す
る
歩
行

者
の
安
全
の
確
保
②
自
転
車
の
安
全
利

用
の
推
進
③
歩
行
者
等
の
保
護
を
始
め

と
す
る
安
全
運
転
意
識
の
向
上

④
二
輪
車
の
交
通
事
故
防
止
の
四
点
が

今
年
の
重
点
項
目
で
す
。
運
動
期
間
に

関
わ
ら
ず
、
ご
注
意
下
さ
い
。

　

注
意
す
る
こ
と
ば
か
り
で
恐
縮
で
す

が
、
特
殊
詐
欺
が
急
増
し
て
お
り
ま
す
。

区
役
所
、
保
健
所
、
警
察
官
、
電
気
・
ガ

ス
作
業
員
を
騙
り
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド

を
預
か
っ
た
り
、
還
付
金
が
あ
る
と
騙
し

て
Ａ
Ｔ
Ｍ
に
誘
導
す
る
な
ど
、
巧
妙
か
つ

悪
質
な
手
口
が
目
立
っ
て
き
て
お
り
ま

す
。
絶
対
に
騙
さ
れ
な
い
で
下
さ
い
。

　

ま
た
、
先
日
、
隣
の
町
会
の
焼
き
鳥
屋

さ
ん
で
ボ
ヤ
騒
ぎ
が
あ
り
ま
し
た
。
東
日

本
大
地
震
の
余
震
と
み
ら
れ
る
大
き
な
地

震
も
発
生
し
て
い
ま
す
。
身
の
回
り
の
安

全
確
保
に
十
分
気
を
つ
け
て
下
さ
い
。

　

東
京
都
の
助
成
金
を
使
用
し
て
、
除
菌

ア
ル
コ
ー
ル
ウ
ェ
ッ
ト
テ
ィ
ッ
シ
ュ
、
ハ

【

総

務

部

長

】

大
橋
　
祥
子
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春
と
い
っ
て
も
朝
夕
は 

ま
だ
冷
え
込

む
日
々
で
す
が
、
町
会
の
皆
様
に
は
元

気
で
お
過
ご
し
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
は
一
年

が
過
ぎ
衰
え
る
気
配
も
な
く
、
変
異
ウ

イ
ル
ス
の
感
染
者
数
も
増
加
し
て
き
ま

し
た
。
ワ
ク
チ
ン
が
早
々
に
接
種
で
き

れ
ば
安
心
で
き
そ
う
で
す
が
、
今
ま
で

通
り 

気
を
引
き
締
め
て
の
生
活
は
ま
だ

ま
だ
続
き
そ
う
で
す
。

　

町
会
行
事
は
な
に
も
出
来
ず
特
に
変

化
は
無
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。
回
覧
の

依
頼
、
掲
示
作
業
等 

町
会
を
回
っ
て
い

ま
す
が
、
一
ヶ
所
押
上
眼
科
前
に
可
燃
、 

不
燃 

、
資
源
関
係
無
く
毎
日
の
よ
う
に 

ゴ
ミ
が
投
棄
さ
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
か

心
当
た
り
の
あ
る
方
は
ル
ー
ル
を
守
っ

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
六
十
数
年
前
の
遊
び
仲
間
達
】

　

今
か
ら
六
十
数
年
前
、
押
一
仲
町
会
一
帯

は
、
請
地
と
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
因
み
に

我
が
家
の
住
所
は
請
地
十
二
番
地
で
し
た
。

家
の
周
り
の
道
路
は
殆
ん
ど
舗
装
し
て
な

く
土
の
狭
い
道
路
が
い
り
く
ん
で
い
ま
し

た
。
車
も
少
な
く
殆
ん
ど
通
行
が
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
た
ま
に
来
る
の
は
、
近
所
の
町

工
場
に
出
入
り
す
る
車
ぐ
ら
い
の
も
の
で

し
た
。
空
き
地
も
何
ヶ
所
か
あ
っ
て
子
供
達

は
、
移
動
し
な
が
ら
何
の
気
が
ね
も
な
く
遊

べ
た
の
で
す
。

　

当
時
は
子
供
が
多
か
っ
た
の
で
遊
び
仲

間
も
沢
山
い
ま
し
た
。牛
乳
屋
の
泰
ち
ゃ
ん
、

根
付
け
屋
の
公
ち
ゃ
ん
、
魚
屋
の
お
っ
ち
ゃ

ん
、
下
駄
屋
の
常
ち
ゃ
ん
、
駄
菓
子
屋
の
良

ち
ゃ
ん
、
馬
人
形
屋
の
ひ
ろ
み
ち
君
、
左
官

屋
の
良
君
、
甚
ち
ゃ
ん
、
コ
―
ち
ゃ
ん
、
お

茶
屋
の
清
ち
ゃ
ん
、
学
校
か
ら
帰
る
と
駄
菓

子
屋
の
よ
っ
ち
ゃ
ん
の
家
の
前
に
、
自
然
と

集
ま
っ
て
来
る
の
で
す
。
そ
こ
で
、
そ
の
日

の
遊
び
が
決
ま
る
の
で
す
。
当
時
の
遊
び
と

い
え
ば
、
ベ
ー
ゴ
マ
、
ビ
ー
玉
、
メ
ン
コ
等

で
し
た
が
。
中
で
も
ベ
ー
ゴ
マ
は
人
気
が
あ

り
ま
し
た
。
ベ
ー
ゴ
マ
が
得
意
な
下
駄
屋
の

常
ち
ゃ
ん
は
、
皆
か
ら
リ
ス
ペ
ク
ト
さ
れ
て

い
た
の
で
す
。
あ
る
日
の
午
後
、
学
校
か
ら

帰
る
と
駄
菓
子
を
買
い
に
集
ま
っ
て
き
ま

し
た
。
因
み
に
当
時
の
駄
菓
子
と
い
え
ば
、

ソ
ー
ス
せ
ん
べ
い
、
ソ
ー
ス
い
か
、
梅
ジ
ャ

ム
、
き
な
こ
団
子
等
で
し
た
。
子
供
の
お
小

遣
い
が
一
日
五
円
、
十
円
の
時
代
で
し
た
か

ら
、
や
が
て
皆
が
集
ま
っ
た
所
で
泰
ち
ゃ
ん

が
言
い
出
し
ま
し
た
。「
曳
舟
の
原
模
型
店

で
手
動
式
の
映
写
機
と
嵐
寛
寿
郎
の
「
大
江

の
鬼
」
の
一
片
の
写
っ
た
フ
イ
ル
ム
を
合
わ

せ
て
三
百
円
で
売
っ
て
い
る
け
ど
、
お
金
を

た
め
て
買
わ
な
い
か
？
」
と
言
い
出
し
ま
し

た
。

　

皆
は
駄
菓
子
を
食
べ
な
が
ら
、
お
金
を
貯

め
る
方
法
を
話
し
合
い
、
最
後
に
は
皆
賛
成

し
ま
し
た
。
こ
の
当
時
「
鉄
く
ず
屋
」
と
い

う
商
売
が
存
在
し
て
い
て
、
鉄
く
ず
を
集
め

て
持
っ
て
い
く
と
、
目
方
で
鉄
く
ず
を
買
っ

て
く
れ
る
の
で
す
。
子
供
で
も
持
っ
て
い
く

と
買
っ
て
く
れ
た
の
で
、
僕
達
は
学
校
の
行

き
帰
り
、
遊
ん
で
い
る
時
も
、
道
路
に
目
を

凝
ら
し
て
い
ま
し
た
。
鉄
く
ず
の
中
で
も
銅

は
倍
の
値
段
が
し
た
の
で
、
見
つ
け
た
時
は

大
は
し
ゃ
ぎ
で
し
た
。
あ
る
日
、
公
ち
ゃ
ん

が
「
押
上
の
原
っ
ぱ
に
は
、
鉄
く
ず
が
い
っ

ぱ
い
落
ち
て
い
る
ら
し
い
よ
」
と
、
ど
こ
か

ら
か
情
報
を
つ
か
ん
で
き
ま
し
た
。
僕
達
が

押
上
の
原
っ
ぱ
と
呼
ん
で
い
た
の
は
、
現
在

ス
カ
イ
ツ
リ
ー
の
在
る
場
所
に
、
住
友
セ
メ

ン
ト
、
い
わ
き
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
二
社
が

あ
っ
て
、
そ
こ
に
石
材
を
運
ぶ
東
武
鉄
道
の

貨
車
の
引
き
込
み
線
が
あ
り
、
そ
の
周
囲
を

雑
草
が
生
い
茂
っ
て
い
た
の
で
す
。

　

早
速
あ
る
日
曜
日
の
朝
、
泰
ち
ゃ
ん
、
公

ち
ゃ
ん
、
よ
っ
ち
ゃ
ん
、
常
ち
ゃ
ん
の
四
人

で
、
わ
く
わ
く
し
な
が
ら
出
か
け
て
行
き
ま

し
た
。
し
ば
ら
く
雑
草
の
中
を
か
き
分
け
な

が
ら
探
し
て
い
ま
し
た
が
、
思
っ
た
程
成
果

が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
う
ち
、
一
人

が
小
便
を
し
始
め
る
と
後
の
三
人
も
並
ん

で
連
れ
小
便
を
し
て
い
る
と
、
貨
車
の
方
か

ら
「
コ
ラ
ー
!!
」
と
。
四
人
は
慌
て
て
ズ
ボ

ン
を
履
く
間
も
な
く
、
情
け
な
い
格
好
で

あ
っ
け
な
く
御
用
と
な
り
ま
し
た
。「
こ
ん

な
に
朝
早
く
何
を
し
て
い
る
ん
だ
!!
こ
こ

は
立
入
禁
止
だ
ぞ
」。
四
人
「
す
み
ま
せ
ん
」

と
言
っ
た
後
に
、
目
的
と
事
情
を
一
生
懸
命

に
説
明
す
る
と
男
の
人
は
、
い
つ
の
ま
に
か

笑
顔
に
な
っ
て
「
え
ら
い
ね
、
そ
れ
で
は
お

じ
さ
ん
が
少
し
集
め
て
お
く
の
で
、
来
週
の

日
曜
日
に
こ
の
場
所
に
来
な
さ
い
」
と
言
っ

沖
山
　
泰
則

　

本
年
も
特
に
地
区
部
長
の
皆
様
に
は

回
覧
物
等
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

ン
ド
ジ
ェ
ル
を
各
家
庭
に
お
配
り
し
ま

す
の
で
、
ご
活
用
下
さ
い
。

最
後
に
、
町
内
の
皆
様
が
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
に
打
ち
勝
つ
よ
う
、
ま
す
ま

す
の
ご
健
勝
を
ご
祈
念
申
し
上
げ
、
ご

挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ワクチン接種会場
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【
押
上
界
隈
の
歴
史
あ
れ
こ
れ
】

横
井
　
正
男

二
七
、
墨
田
ゆ
か
り
の
偉
人 

榎
本
武
揚

　

首
都
高
速
道
「
堤
通
入
口
」
近
く
の
梅

若
公
園
（
堤
通
二
―
七
）
に
、
榎
本
武た
け
あ
き揚
の

海
軍
中
将
の
大
礼
服
を
身
に
ま
と
っ
た
銅
像

（
写
真
１
）が
あ
り
ま
す
。区
内
循
環
バ
ス「
す

み
ま
る
く
ん
」
の
「
榎
本
武
揚
像
入
口
」
バ

ス
停
近
く
で
す
。

　　

武
揚
は
明
治
時
代
に
大
変
活
躍
し
た
政
治

家
で
墨
田
ゆ
か
り
の
偉
人
で
す
。
し
か
し
、

武
揚
は
区
民
に
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
。
銅
像
の
説
明
板
に
は
次
の
様
に
記
さ
れ

て
い
ま
す
。

　
『
武
揚
は
、天
保
七
年（
一
八
三
六
）下
谷（
現

台
東
区
）
の
通
称
三
味
線
堀
に
生
ま
れ
ま
し

た
。
天
性
聡
明
で
学
問
を
好
み
、
昌
平
黌
で

儒
学
を
、
更
に
江
川
太
郎
左
衛
門
の
塾
で
オ

ラ
ン
ダ
語
・
英
語
を
学
び
ま
し
た
。
幕
府
の

海
軍
伝
習
所
が
開
設
さ
れ
る
と
入
所
し
、
オ

ラ
ン
ダ
人
教
官
よ
り
洋
式
海
軍
技
術
・
蒸
気

機
関
・
機
械
製
造
等
を
習
得
、
当
時
未
知
の

学
問
で
あ
っ
た
化
学
ま
で
学
び
ま
し
た
。

　

更
に
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
オ
ラ
ン

ダ
に
留
学
、
国
際
法
規
も
修
め
ま
し
た
。
帰

国
後
、
軍
艦
奉
行
や
海
軍
副
総
裁
へ
と
昇
進
、

幕
府
海
軍
の
柱
と
な
り
ま
す
。
幕
府
が
崩
壊

す
る
や
軍
艦
を
率
い
て
函
館
の
五
稜
郭
に
た

て
こ
も
り
薩
長
軍
と
戦
い
ま
す
が
敗
れ
て
捕

ら
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
明
治
新
政
府
内

に
彼
の
人
物
を
惜
し
む
声
が
強
く
、
明
治
五

年
許
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
難
問
と
さ
れ
た
樺

太
帰
属
問
題
解
決
の
た
め
、
海
軍
中
将
・
特

命
全
権
公
使
と
し
て
ペ
ト
ロ
グ
ラ
ー
ド
（
ロ
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俳
句
（
寄
稿
）

『
俳
句
』
を
四
句
ご
紹
介
し
ま
す
。

一
、 

春
時し
ぐ
れ雨

シ
ン
ガ
ー
ミ
シ
ン
の
あ
る
茶
房

 

立
ち
寄
っ
た
喫
茶
店
に
古
い
シ
ン
ガ
ー
ミ
シ
ン
が
あ
っ
た
。

一
、 

池
の
端は

に
白
山
吹
の
楚そ

そ楚
と
咲
く

 

向
島
百
花
園
の
池
之
端
に
か
わ
い
く
咲
い
て
い
ま
し
た
。

一
、 

浅
き
春
垣か
き

の
雀
の
宙
返
り

 

七・八
羽
で
小
さ
な
植
木
に
飛
ん
で
来
た
雀
の
一
羽
が
植
木
か
ら
落
ち
ま
し
た
。

 

も
ち
ろ
ん
無
事
で
し
た
。

一
、 

山
笑
ふ
関
東
平
野
の
ど
真
ん
中

 

晴
れ
た
日
は
マ
ン
シ
ョ
ン
の
六
階
か
ら
良
く
見
え
ま
す
。

 

二
十
才
頃
ニ
、
三
度
登
り
ま
し
た
が
、
も
う
ダ
メ
で
す
。
足
が
。

　

政
界
引
退
後
は
、
電
気
学
会
・
工
業
化
学
学
会

気
象
学
会
等
々
の
会
長
職
も
務
め
産
業
振
興
に
も

貢
献
し
ま
し
た
。
更
に
、
安
定
し
た
農
業
の
生
産

力
発
展
も
不
可
欠
と
の
考
え
か
ら
、
明
治
二
十
四

年（
一
八
九
一
）東
京
農
業
大
学
も
創
設
し
ま
し
た
。

　

新
生
日
本
の
国
造
り
に
こ
の
様
な
貢
献
を
し
た

榎
本
武
揚
は
、
も
っ
と
評
価
を
見
直
さ
れ
て
も
良

い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
「
武
揚
の
旧
居
跡
」（
向
島
五
―
一
二
）
は
、
言

問
小
学
校
の
西
側
の
道
を
、
少
し
北
上
し
た
沿
道

の
左
角
（
写
真
３
）
に
説
明
板
が
有
り
ま
す
。

て
く
れ
ま
し
た
。

　

次
の
週
四
人
は
、
半
信
半
疑
で
出
か
け

て
行
く
と
、
男
の
人
が
に
こ
に
こ
し
な
が

ら
笑
っ
て
立
っ
て
い
ま
し
た
。
鉄
く
ず
を

包
ん
だ
新
聞
紙
を
泰
ち
ゃ
ん
に
手
渡
す
と

「
こ
こ
は
立
入
禁
止
だ
か
ら
ね
」
と
念
を
押

す
よ
う
に
言
い
な
が
ら
、
立
ち
去
っ
て
行

き
ま
し
た
。

　

貯
金
の
方
も
近
所
の
町
工
場
の
鉄
く
ず

の
援
助
な
ど
あ
っ
て
思
っ
た
よ
り
早
く
達

成
し
ま
し
た
。
早
速
一
同
は
、
う
き
う
き

し
な
が
ら
飛
び
は
ね
た
り
小
走
り
に
走
り

な
が
ら
、
原
模
型
店
に
向
か
っ
た
の
で
す
。

　

さ
て
、
映
画
会
の
場
所
は
甚
ち
ゃ
ん
の

家
で
す
。
ス
ク
リ
ー
ン
は
布
団
の
敷
布
で

す
。
映
写
係
の
泰
ち
ゃ
ん
が
フ
イ
ル
ム
を

セ
ッ
ト
し
て
ゆ
っ
く
り
映
写
機
を
回
し
始

め
る
と
、
少
し
ボ
ケ
て
い
ま
し
た
が
手
加

減
が
合
っ
て
く
る
と
段
々
ハ
ッ
キ
リ
映
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

一
同
は
口
々
に
「
ス
ゲ
ー
」「
ア
ラ
カ
ン

だ
ー
」
興
奮
し
て
感
激
し
っ
ぱ
な
し
で
し

た
。
そ
の
晩
は
一
同
映
画
談
義
に
夢
中
で
、

甚
ち
ゃ
ん
の
家
を
立
ち
去
ろ
う
と
し
ま
せ

ん
で
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
あ
の
当
時
の

遊
び
仲
間
は
、
今
ど
こ
で
何
を
し
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
？
地
元
に
残
っ
て
い
る
の

は
、
泰
ち
ゃ
ん
、
甚
ち
ゃ
ん
、
お
茶
屋
の

清
ち
ゃ
ん
の
三
人
だ
け
な
の
で
す
。

シ
ア
）
に
派
遣
さ
れ
、
み
ご
と
交
渉
に
成
功

し
ま
す
。

　

そ
の
後
、
逓
信
・
文
部
・
外
務
・
農
商
務

の
各
大
臣
を
歴
任
、
枢
密
顧
問
官
と
な
り
、

功
に
よ
り
子
爵
を
授
け
ら
れ
ま
し
た
。

　

晩
年
は
向
島
に
住
み
、
墨
堤
を
馬
に
乗
っ

て
散
歩
す
る
等
悠
々
自
適
の
生
活
を
楽
し
み
、

同
四
十
一
年
に
七
十
三
歳
で
死
去
し
ま
し
た
。

　

隅
田
公
園
内
の
「
墨
堤
植
桜
之
碑
」
や
多

門
寺
の
「
毘
沙
門
天
」
の
標
石
等
、
武
揚
の

筆
跡
が
区
内
の
所
々
に
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
十
八
年　

墨
田
区
教
育
委
員
会
』

　

以
上
の
説
明
で
、
武
揚
の
凡
そ
の
経
歴
は

わ
か
っ
て
頂
け
た
こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
も

う
少
し
深
堀
し
て
み
ま
す
。

　

武
揚
の
父
榎
本
円
兵
衛
武
規
は
天
文
学
を

志
し
、
伊
能
忠
敬
の
弟
子
に
な
り
、
日
本
地

図
（
伊
能
図
）
作
成
に
参
加
し
ま
し
た
。
そ

の
後
、
一
一
代
将
軍
家
斉
の
徒か

ち
め
つ
け

歩
目
付
と
な

り
警
護
を
務
め
ま
し
た
。
武
揚
は
父
の
影
響

で
強
い
幕
臣
意
識
や
科
学
へ
の
関
心
を
も
つ

人
物
へ
と
成
長
し
ま
す
。

　

十
五
歳
で
幕
府
直
轄
の
昌
平
黌
（
＊
１
）
に
入

学
、
儒
学
を
学
び
ま
し
た
。
江
川
太
郎
左
衛

門
（
＊
２
）
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
語
、
中
浜
万
次
郎
（
＊

３
）
か
ら
英
語
を
学
び
ま
し
た
。
二
十
一
歳
で

長
崎
海
軍
伝
習
所
二
期
生
と
し
て
入
学
、
こ

の
時
の
伝
習
生
目
付
役
は
勝
海
舟
（
当
時

三
十
四
歳
）で
し
た
。
文
久
二
年（
一
八
六
二
）

に
幕
府
留
学
生
と
し
て
オ
ラ
ン
ダ
で
船
舶
の

知
識
・
国
際
法
・
軍
学
等
を
勉
強
し
ま
し
た
。

慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）、
幕
府
が
発
注
し
た

軍
艦
「
開
陽
」
に
乗
り
帰
国
、
翌
年
海
軍
副

総
裁
に
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時
、
勝
海

舟
は
陸
軍
総
裁
で
し
た
。

　

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）、
勝
海
舟
は
西
郷

隆
盛
と
の
会
談
で
江
戸
城
を
明
け
渡
し
、
江

戸
を
戦
火
か
ら
守
り
ま
し
た
。
一
方
、
武
揚

は
新
政
府
の
下
で
は
困
窮
す
る
で
あ
ろ
う
幕

臣
た
ち
を
率
い
て
、
新
選
組
の
副
長
土
方
歳

三
等
と
共
に
軍
艦
「
開
陽
」
は
じ
め
と
す
る
艦

隊
を
編
成
し
、
開
拓
の
夢
を
も
っ
て
北
海
道
に

渡
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
新
政
府
は
こ
れ
を
認

め
ず
戦
い
に
な
り
、
武
揚
ら
は
函
館
五
稜
郭
に

た
て
こ
も
り
ま
し
た
が
苦
戦
し
ま
す
。
新
政
府

軍
の
参
謀
黒
田
清
隆
か
ら
武
揚
に
降
伏
勧
告
が

あ
り
ま
し
た
が
応
じ
ず
、
大
切
な
書
と
し
て
い

つ
も
携
行
し
て
い
た『
万
国
海
律
全
書
』を「
こ

れ
は
、
日
本
に
と
っ
て
役
立
つ
貴
重
な
書
物
な

の
で
灰
に
は
で
き
な
い
。
政
府
軍
参
謀
に
寄
贈

し
た
い
」
と
い
う
書
状
を
添
え
て
使
者
に
渡
し

ま
し
た
。
黒
田
は
大
変
感
激
し
ま
し
た
。
明
治

二
年
（
一
八
六
九
）、
旧
幕
府
軍
は
敗
れ
降
伏

し
ま
し
た
。

　

武
揚
ら
は
東
京
で
投
獄
さ
れ
ま
す
。
彼
ら
の

厳
罰
を
主
張
す
る
新
政
府
に
対
し
、
武
揚
の
知

識
・
才
能
は
日
本
の
近
代
化
に
欠
か
せ
な
い
と
、

黒
田
清
隆
等
が
武
揚
の
助
命
嘆
願
に
奔
走
し
ま

し
た
。
そ
の
結
果
、
多
く
の
賛
同
者
を
得
て
、

明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
特
赦
に
よ
り
一
命
を

と
り
と
め
謹
慎
処
分
に
、
更
に
二
か
月
後
に
は

釈
放
さ
れ
ま
し
た
。

　

北
海
道
開
拓
長
官
に
な
っ
た
黒
田
清
隆
は
無

罪
に
な
っ
た
武
揚
に
北
海
道
開
拓
に
協
力
す
る

よ
う
を
懇
願
し
ま
し
た
。
幕
臣
で
あ
っ
た
武
揚

は
新
政
府
の
要
請
に
悩
み
ま
し
た
が
、
黒
田
の

熱
意
と
北
海
道
開
拓
は
夢
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

申
し
出
を
受
け
ま
し
た
。
武
揚
（
写
真
２
）
は

新
政
府
の
開
拓
使
と
し
て
大
い
に
活
躍
し
ま
し

た
。
実
績
を
買
わ
れ
た
武
揚
は
、
海
軍
中
将
・

特
命
全
権
公
使
と
な
り
ロ
シ
ア
と
樺
太
・
千
島

交
換
条
約 （
現
北
方
領
土
）
を
締
結
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
伊
藤
博
文
・
黒
田
清
隆
・
松
方
正
義

な
ど
歴
代
の
内
閣
で
入
閣
し
、
日
本
の
新
し
い

国
造
り
に
多
大
な
貢
献
を
し
ま
し
た
。写真⒉：榎本武揚

(東京農業大学HPより )

〈
注
〉

（
＊
１
） 

昌
平
黌
は
、
元
禄
三
（
一
六
九
〇
）
年
に
五
代
将
軍
徳
川
綱
吉

が
創
設
し
た
昌
平
坂
学
問
所
。
孔
子
廟
に
併
せ
て
林
羅
山
が
創
設
し
た
弘

文
館
を
移
し
、聖
堂
を
造
営
。
幕
府
直
轄
の
学
問
所
。
現
在
の
湯
島
聖
堂
。

（
＊
２
）
江
川
太
郎
左
衛
門
（
一
八
〇
一
ー
五
五
）
は
、
江
戸
幕
府
の
世

襲
代
官
。
高
島
秋
帆
に
学
び
西
洋
砲
術
を
教
授
。
品
川
台
場
を
設
計
、
反

射
炉
を
設
け
大
砲
を
鋳
造
し
た
。

（
＊
３
）
中
浜
万
次
郎
（
一
八
二
七
―
九
八
）
は
、
土
佐
（
高
知
県
）
の

漁
師
の
子
。
天
保
一
二
（
一
八
四
一
）
年
に
出
漁
中
漂
流
、
米
国
船
に
助

け
ら
れ
、米
国
で
教
育
を
受
け
嘉
永
四
（
一
八
五
五
）
年
帰
国
。
土
佐
藩・

幕
府
に
仕
え
英
語
・
翻
訳
・
測
量
・
航
海
を
教
え
た
。
ジ
ョ
ン
万
次
郎
。

写真 1

写真 3


