
大
会
初
日
は
16
時
か
ら
生
徒
交

流
会
で
1
班
6
人
の
交
流
新
聞
制

作
班
に
分
か
れ
て
自
己
紹
介
と
自

校
新
聞
の
交
換
を
し
た
。
次
に
岐

阜
県
の
文
化
や
観
光
名
所
、
特
産

品
の
ク
イ
ズ
が
出
題
さ
れ
班
員
と

親
睦
を
深
め
た
。
16
時
50
分
か
ら

18
時
ま
で
班
別
編
集
会
議
を
行
な

い
、
新
聞
制
作
の
役
割
を
分
担
。

2
日
目
は
9
時
か
ら
開
会
式
と

第
28
回
全
国
高
校
新
聞
年
間
紙
面

審
査
賞
の
表
彰
式
が
行
な
わ
れ
、

旭
工
は
初
め
て
最
高
賞
の
最
優
秀

賞
を
受
賞
。
最
優
秀
賞
は
全
国
か

ら
5
校
が
選
ば
れ
た
。
次
に
滋
賀

県
立
虎
姫
高
校
の
鈴
木
真
由
美
先

生
か
ら
「
交
流
新
聞
作
成
と
取
材

活
動
の
ポ
イ
ン
ト
」
の
講
話
を
聞

き
、
10
時
50
分
か
ら
班
別
編
集
会

議
で
自
分
の
役
割
や
取
材
場
所
な

ど
の
最
終
確
認
。
12
～
16
時
ま
で

12
コ
ー
ス
に
分
か
れ
て
取
材
を
行

な
い
、
会
場
に
戻
っ
て
か
ら
18
時

ま
で
交
流
新
聞
制
作
を
し
た
。

3
日
目
は
午
前
中
に
交
流
新
聞

を
制
作
し
、
午
後
か
ら
は
生
徒
活

動
発
表
が
行
な
わ
れ
、
長
崎
日
本

大
学
高
校
・
中
学
校
と
崇
徳
高
校

（
広
島
県
）
の
2
校
が
活
動
内
容

や
工
夫
し
て
い
る
点
を
発
表
し
た
。

そ
の
後
は
石
川
県
立
金
沢
泉
丘
高

校
の
谷
口
豊
先
生
か
ら
交
流
新
聞

の
講
評
を
受
け
た
。
閉
会
式
後
に

研
修
取
材
で
馬
籠
宿
を
取
材
し
た
。

Ｃ
コ
ー
ス
で
は
4
つ
の
班
が
テ
ー

マ
「
岩
村
を
堪
能
す
る
」
の
も
と
、

明
知
鉄
道
の
極
楽
駅
と
岩
村
城
下

町
を
取
材
し
た
。

明
知
鉄
道
に
恵
那
駅
か
ら
乗
車

し
、
極
楽
駅
で
明
知
鉄
道
株
式
会

社
営
業
課
長
補
佐
の
伊
藤
温
子
さ

ん
か
ら
明
知
鉄
道
の
歴
史
や
特
色

の
食
堂
車
に
つ
い
て
話
を
聞
い
た
。

明
知
線
は
岐
阜
県
恵
那
市
の
恵
那

駅
か
ら
明
智
駅
ま
で
11
駅
を
結
ぶ

全
長
25
・
1
㎞
の
ロ
ー
カ
ル
線
。

１
９
３
４
年
に
全
線
が
開
通
し
た

国
鉄
明
知
線
を
１
９
８
５
年
に
第

3
セ
ク
タ
ー
の
明
知
鉄
道
が
引
き

継
い
だ
。
沿
線
に
は
岩
村
城
下
町

や
日
本
大
正
村
な
ど
の
観
光
ス
ポ
ッ

ト
が
あ
る
。
食
堂
車
は
き
の
こ
列

車
や
じ
ね
ん
じ
ょ
列
車
な
ど
が
あ

り
、
季
節
の
食
を
楽
し
め
る
。

伊
藤
さ
ん
は
「
極
楽
駅
は
２
０

０
８
年
に
開
業
し
た
。
極
楽
駅
ま

で
の
硬
券
切
符
に
は
『
極
楽
行
き
』

と
印
字
さ
れ
、
そ
れ
が
お
も
し
ろ

い
と
話
題
に
な
り
、
観
光
客
が
増

え
始
め
た
。
食
堂
車
で
は
1
日
に

80
食
を
提
供
す
る
の
で
地
元
の
飲

食
店
に
料
理
を
提
供
し
て
も
ら
う

の
が
大
変
」
と
語
っ
た
。

明
知
鉄
道
で
は
鉄
カ
ー
ド
を
発

行
し
て
い
る
。
80
社
以
上
の
鉄
道

会
社
が
参
加
し
、
カ
ー
ド
1
枚
ご

と
に
地
方
ロ
ー
カ
ル
線
の
車
体
や

風
景
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
、
鉄
道

グ
ッ
ズ
を
買
う
と
お
ま
け
と
し
て

も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
。

岩
村
城
下
町
で
は
、
岩
村
歴
史

資
料
館
や
当
時
の
建
物
が
現
存
し

て
い
る
木
村
邸
な
ど
を
訪
れ
た
。

岩
村
歴
史
資
料
館
に
は
岩
村
城
の

様
々
な
資
料
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。

岩
村
城
は
遠
山
景
朝
が
鎌
倉
時
代

に
築
い
た
山
城
で
、
日
本
で
一
番

標
高
が
高
い
場
所
に
立
つ
。
戦
国

時
代
に
は
遠
山
景
朝
の
子
孫
が
城

主
だ
っ
た
が
、
織
田
信
長
と
武
田

勝
頼
の
争
奪
戦
に
巻
き
込
ま
れ
最

終
的
に
松
平
家
が
城
主
と
な
っ
た
。

城
下
町
の
建
物
は
４
５
０
年
前

か
ら
現
代
ま
で
保
存
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
に
は
各
地
か
ら
優
秀
な

商
人
を
集
め
て
大
き
く
栄
え
、

「
商
人
・
職
人
の
町
」
と
呼
ば
れ

た
。
岩
村
藩
の
財
政
を
支
え
た
木

村
邸
や
２
６
０
年
前
に
染
物
屋
を

営
ん
で
い
た
土
佐
屋
な
ど
が
残
さ

れ
て
お
り
、
無
料
で
見
学
で
き
る
。

特
産
品
と
し
て
カ
ス
テ
ラ
や
五

平
餅
も
有
名
だ
。
松
浦
軒
本
店
は

寛
政
8
年
か
ら
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
か

ら
伝
わ
っ
た
卵
や
砂
糖
、
小
麦
粉
、

は
ち
み
つ
だ
け
を
使
う
製
法
で
カ

ス
テ
ラ
を
作
っ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
す
っ
き
り
し
た
味
わ
い
だ
。

岩
村
城
下
町
で
20
年
以
上
ガ
イ

ド
を
務
め
て
い
る
若
森
慶
隆
さ
ん

は
「
町
並
み
は
鎌
倉
時
代
か
ら
現

代
ま
で
形
を
変
え
ず
に
残
さ
れ
、

重
要
伝
統
的
建
造
物
保
存
地
域
と

し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中

で
は
珍
し
く
今
で
も
多
く
の
人
が

住
ん
で
い
る
。
岩
村
城
下
町
は
連

続
テ
レ
ビ
小
説
『
半
分
、
青
い
。
』

の
舞
台
に
も
な
っ
た
の
で
、
多
く

の
人
に
足
を
運
ん
で
ほ
し
い
」
と

話
し
た
。

（
電
3
菅
原
）

私
は
夏
休
み
に
新
聞
の
全
国
大

会
に
3
年
生
の
先
輩
と
2
人
で
参

加
し
た
。
一
番
楽
し
か
っ
た
の
は

取
材
だ
。
班
別
編
集
会
議
で
レ
イ

ア
ウ
ト
や
記
事
の
内
容
を
決
め
て

か
ら
質
問
を
考
え
た
。
他
県
の
人

が
考
え
た
質
問
に
は
私
で
は
考
え

つ
か
な
い
視
点
が
あ
っ
た
▼
「
す

ま
い
る
ふ
ぁ
ー
む
阿
部
農
園
」
の

歴
史
、
ト
マ
ト
や
イ
チ
ゴ
な
ど
の

栽
培
方
法
や
工
夫
に
つ
い
て
の
質

問
が
大
事
だ
と
分
か
り
、
私
の
視

野
が
広
が
っ
た
。
ト
マ
ト
収
穫
体

験
で
は
ハ
サ
ミ
で
ヘ
タ
の
す
ぐ
上

を
す
れ
す
れ
に
切
る
よ
う
に
言
わ

れ
た
。
ト
マ
ト
を
押
さ
え
た
反
動

で
ハ
サ
ミ
が
思
う
よ
う
に
使
え
ず
、

か
な
り
時
間
が
か
か
っ
た
。
切
っ

た
ヘ
タ
で
取
材
ノ
ー
ト
が
汚
れ
た

と
き
は
悲
し
か
っ
た
。
採
っ
た
ト

マ
ト
を
食
べ
る
と
と
て
も
甘
味
が

強
く
、
私
が
食
べ
た
今
ま
で
の
中

で
は
一
番
お
い
し
い
ト
マ
ト
だ
っ

た
▼
私
は
阿
部
農
園
の
方
に
聞
い

た
栽
培
方
法
や
工
夫
点
に
つ
い
て

記
事
を
書
い
た
。
栽
培
す
る
と
き

に
光
合
成
細
菌
や
土
壌
の
中
に
あ

る
ミ
ネ
ラ
ル
な
ど
の
自
然
の
力
を

利
用
す
る
と
安
全
で
お
い
し
い
も

の
が
で
き
る
と
分
か
っ
た
▼
3
日

目
の
午
前
中
に
見
出
し
を
考
え
、

写
真
を
選
ん
で
新
聞
を
完
成
さ
せ

た
。
提
出
の
締
め
切
り
時
間
ギ
リ

ギ
リ
ま
で
皆
で
協
力
し
た
の
で
安

心
感
や
達
成
感
が
大
き
か
っ
た
。

午
後
か
ら
講
評
を
受
け
た
。
私
の

班
は
取
材
内
容
を
深
く
考
え
て
農

園
に
つ
い
て
詳
細
に
書
け
て
い
る

と
ほ
め
ら
れ
て
と
て
も
う
れ
し
か
っ

た
▼
今
回
の
全
国
大
会
で
取
材
の

質
問
の
深
さ
や
広
い
視
野
を
持
つ

大
切
さ
を
実
感
し
た
。
学
ん
だ
こ

と
を
生
か
し
、
こ
れ
か
ら
も
新
聞

制
作
を
頑
張
る
。

（
化
2
村
岡
）
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佐々木 晃成
（電 気 科 3 年）

Ｈ
コ
ー
ス
で
は
「
恵
那
の
地
場

産
業
」
が
テ
ー
マ
で
、
す
ま
い
る

ふ
ぁ
ー
む
阿
部
農
園
と
協
和
ダ
ン

ボ
ー
ル
株
式
会
社
に
取
材
し
た
。

阿
部
農
園
は
創
業
22
年
、
6
～

11
月
に
ト
マ
ト
を
60
～
70
ｔ
、
11

～
5
月
に
イ
チ
ゴ
を
5
ｔ
出
荷
し
、

農
園
で
直
売
所
や
イ
チ
ゴ
狩
り
も

行
な
っ
て
い
る
。
農
閑
期
に
は
労

働
力
が
余
ら
な
い
よ
う
に
学
校
給

食
用
の
ネ
ギ
を
栽
培
し
て
い
る
。

農
園
代
表
の
阿
部
真
奈
美
さ
ん

は
ア
パ
レ
ル
シ
ョ
ッ
プ
で
働
い
て

い
た
が
、
子
育
て
の
合
間
に
ト
マ

ト
農
園
の
手
伝
い
を
し
た
の
が
き
っ

か
け
で
農
業
を
始
め
た
。

阿
部
農
園
で
は
ト
マ
ト
を
1
株

ず
つ
ポ
ッ
ト
に
入
れ
、
土
壌
か
ら

隔
離
し
て
養
液
栽
培
を
す
る
3
Ｓ

栽
培
を
導
入
。
水
や
肥
料
の
量
を

調
節
し
や
す
く
、
作
物
が
病
気
に

な
っ
て
も
被
害
が
小
規
模
で
す
む
。

栽
培
の
工
夫
点
は
農
薬
の
量
を
で

き
る
限
り
減
ら
し
て
光
合
成
細
菌

や
ミ
ネ
ラ
ル
な
ど
の
自
然
の
力
を

利
用
し
て
栽
培
す
る
こ
と
。

阿
部
さ
ん
は
「
イ
チ
ゴ
狩
り
で

客
が
お
い
し
く
食
べ
て
い
る
の
を

見
る
の
が
楽
し
い
。
暑
い
中
で
の

作
業
が

多
い
の

で
大
変

だ
が
、

ト
マ
ト

は
よ
り

多
く
、

イ
チ
ゴ

は
よ
り

お
い
し
く
な
る
よ
う
栽
培
し
た
い
。

客
を
笑
顔
に
す
る
に
は
自
分
た
ち

が
笑
顔
で
取
り
組
め
る
の
が
大
事

だ
と
思
う
」
と
語
っ
た
。

協
和
ダ
ン
ボ
ー
ル
株
式
会
社
は

ダ
ン
ボ
ー
ル
製
品
の
ベ
ッ
ド
や
シ
ー

ト
、
玩
具
な
ど
の
販
売
を
し
、
16

社
の
子
会
社
に
梱
包
や
配
送
な
ど

の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
い
る
。
ダ
ン

ボ
ー
ル
製
品
を
作
る
工
程
で
出
て

く
る
切
れ
端
や
家
庭
か
ら
出
る
古

紙
を
再
利
用
し
資
源
の
無
駄
を
省

い
て
い
る
。
ダ
ン
ボ
ー
ル
に
印
刷

す
る
イ
ン
ク
は
地
球
環
境
に
良
い

ボ
タ
ニ
カ
ル
イ
ン
ク
を
使
用
。
工

場
で
は
ベ
ル
ト
コ
ン
ベ
ア
で
原
紙

を
運
ん
で
ダ
ン
ボ
ー
ル
を
作
り
、

折
り
目
や
切
れ
込
み
を
入
れ
て
い

る
。
働
き
や
す
い
環
境
に
す
る
た

め
に
、
出
産
後
仕
事
に
復
帰
し
や

す
い
よ
う
に
短
時
間
勤
務
を
導
入
。

従
業
員
の
松
浦
玲
子
さ
ん
は

「
客
や
地
域
、
社
会
全
体
に
ダ
ン

ボ
ー
ル
に
対
し
て
感
動
し
て
も
ら

う
こ
と
を
モ
ッ
ト
ー
に
し
て
い
る
。

ダ
ン
ボ
ー
ル
業
界
は
担
い
手
が
少

な
く
な
っ
て
い
る
。
子
ど
も
の
と

き
か
ら
ダ
ン
ボ
ー
ル
に
触
れ
て
も

ら
い
、
従
業
員
を
増
や
し
た
い
」

と
語
っ
た
。

（
化
2
村
岡
）

他
都
府
県
の
部
員
と
交
流

紙
面
審
査
賞
で
初
の
最
優
秀

最
優
秀
賞
の
賞
状
を
受
け
取
る
村
岡
君

新聞全国養
液
栽
培
導
入
の
阿
部
農
園

ベ
ッ
ド
も
製
作

協
和
ダ
ン
ボ
ー
ル

新
聞
局
は
8
月
1
～
3
日
に
岐
阜
県
中
津
川
市
の
東
美
濃
ふ
れ

あ
い
セ
ン
タ
ー
で
行
な
わ
れ
た
第
48
回
全
国
高
等
学
校
総
合
文
化

祭
岐
阜
大
会
新
聞
部
門
に
参
加
し
た
。
全
国
か
ら
１
３
４
校
の
生

徒
約
３
０
０
人
が
集
ま
っ
た
。
大
会
テ
ー
マ
は
「
集
え
青
き
春

漕
ぎ
出
せ
知
の
筏

水
面
煌
め
く

清
流
の
国
へ
」
。
菅
原
照
太

君
（
電
3
）
と
村
岡
良
祐
君
（
化
2
）
が
取
材
し
た
内
容
を
紹
介

食
を
楽
し
め
る
明
知
鉄
道

岩
村
城
下

朝
ド
ラ
の
舞
台
に

対応する松浦軒の販売員

採
取
法
を
説
明
す
る
従
業
員



馬
籠
宿
は
作
家
の
島
崎
藤
村
の

出
身
地
で
江
戸
の
日
本
橋
か
ら
京

都
ま
で
を
つ
な
ぐ
中
山
道
の
43
番

目
の
宿
場
町
。
石
畳
が
敷
か
れ
た

坂
道
の
両
脇
に
は
土
産
物
屋
や
食

事
処
が
立
ち
並
び
、
名
物
の
五
平

餅
や
信
州
そ
ば
を
堪
能
で
き
る
。

坂
を
上
り
切
る
と
馬
籠
陣
場
上
展

望
台
に
着
き
、
木
曽
の
山
林
や
雄

大
な
山
々
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

馬
籠
宿
に
は
要
所
要
所
に
馬
籠

宿
案
内
人
の
会
の
方
々
が
い
て
、

藤
村
記
念
館
の
前
で
は
吉
田
真
さ

ん
と
富
田
努
さ
ん
が
馬
籠
宿
の
歴

史
に
つ
い
て
写
真
を
使
っ
て
解
説

を
し
て
く
れ
た
。

馬
籠
脇
本
陣
史
料
館
で
は
案
内

人
の
会
の
楯
啓
彰
（
た
て
ひ
ろ
あ

き
）
さ
ん
か
ら
説
明
を
聞
い
た
。

馬
籠
宿
に
は
本
陣
と
脇
本
陣
が
あ
っ

た
が
、
現
在
は
大
火
に
よ
り
焼
失

し
て
し
ま
っ
た
。
本
陣
、
脇
本
陣

は
江
戸
時
代
に
大
名
や
公
家
、
幕

府
の
役
人
な
ど
高
貴
な
身
分
の
人

が
宿
泊
や
休
憩
を
行
な
う
た
め
に

使
用
さ
れ
た
。

史
料
館
に
は
明
治
28
年
の
大
火

で
焼
失
し
た
脇
本
陣
の
上
段
の
間

を
復
元
し
て
あ
り
、
当
時
使
用
さ

れ
て
い
た
家
財
や
家
具
な
ど
を
展

示
し
て
い
る
。
他
に
当
時
の
生
活

様
式
や
木
曽
五
木
と
言
わ
れ
る
尾

張
藩
に
よ
っ
て
伐
採
が
禁
止
さ
れ

た
木
曽
谷
の
木
に
つ
い
て
も
紹
介

さ
れ
て
い
る
。
木
曽
五
木
は
伐
採

過
多
で
山
が
荒
廃
し
た
た
め
、
木

曽
の
山
林
を
管
理
し
て
い
た
尾
張

藩
が
保
護
を
し
た
。
そ
の
森
林
保

護
政
策
は
「
木
を
一
本
切
る
と
、

首
が
一
つ
飛
ぶ
」
と
言
わ
れ
る
ほ

ど
の
厳
し
い
政
策
だ
っ
た
。
そ
の

結
果
、
美
し
い
木
曽
の
山
林
を
取

り
戻
す
こ
と
が
で
き
、
今
で
も
そ

の
姿
を
保
っ
て
い
る
。

馬
籠
宿
の
町
並
み
は
明
治
と
大

正
時
代
に
発
生
し
た
火
災
に
よ
り
、

石
畳
と
脇
本
陣
の
土
台
を
除
い
て

当
時
の
家
屋
は
焼
失
し
て
い
る
。

江
戸
時
代
後
期
か
ら
大
正
時
代
に

か
け
て
4
度
の
大
火
に
見
舞
わ
れ

て
い
て
、
安
政
5
年
と
万
延
元
年
、

明
治
28
年
と
大
正
4
年
に
起
き
て

い
る
。
脇
本
陣
が
焼
失
し
た
の
は

明
治
28
年
の
大
火
で
、
78
軒
が
被

害
に
あ
っ
た
。

馬
籠
宿
が
あ
る
中
山
道
は
、
江

戸
時
代
に
宮
家
の
娘
が
将
軍
家
に

嫁
ぐ
際
に
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
た

た
め
「
姫
街
道
」
と
も
呼
ば
れ
て

い
た
。
中
山
道
は
東
海
道
と
比
べ

あ
ま
り
整
備
さ
れ
て
お
ら
ず
、
東

海
道
の
方
が
安
全
だ
。
そ
れ
で
も

中
山
道
を
使
う
の
は
東
海
道
は
縁

起
が
悪
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。

諸
説
あ
る
が
、
東
海
道
の
静
岡
県

に
は
薩
埵
（
さ
っ
た
）
峠
が
あ
る
。

「
去
っ
た
」
や
「
切
る
」
は
嫁
ぐ

際
に
は
不
吉
な
言
葉
で
あ
り
、
薩

埵
峠
は
「
去
っ
た
」
を
連
想
し
て

し
ま
う
た
め
中
山
道
を
利
用
し
た

と
い
わ
れ
て
い
る
。
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藤
村

記
念
館

は
島
崎

藤
村
の

生
家
跡

に
建
て

ら
れ
、

木
曽
谷

の
最
南

端
に
あ

り
文
化

庁
の
日
本
遺
産
に
認
定
さ
れ
て
い
る
。

明
治
28
年
の
大
火
で
本
陣
、
庄
屋
、

問
屋
を
兼
ね
た
建
物
は
焼
失
し
た
が
、

火
災
を
免
れ
た
藤
村
の
祖
父
母
の
隠

居
所
や
「
初
恋
」
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ

た
リ
ン
ゴ
の
木
が
現
存
し
て
い
る
。

藤
村
記
念
館
の
事
務
局
長
齋
藤
稔

さ
ん
が
案

内
を
し
て

く
れ
た
。

藤
村
記
念

館
は
藤
村

の
長
男
で

あ
る
楠
雄

か
ら
資
料

の
寄
贈
を

受
け
て
１

９
５
２
年
に
開
館
し
た
。
「
夜
明
け

前
」
や
「
嵐
」
な
ど
の
原
稿
や
遺
愛

品
、
書
斎
、
周
辺
資
料
な
ど
の
約
７

５
０
０
点
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
常

設
展
示
室
で
は
「
若
菜
集
」
か
ら
小

説
「
東
方
の
門
」
の
未
完
成
原
稿
を

展
示
し
、
一
巡
す
る
と
藤
村
の
生
涯

を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

島
崎
藤
村
は
１
８
７
２
年
に
馬
籠

で
生
ま
れ
た
作
家
だ
。
１
８
８
１
年

に
9
歳
で
学
問
の
た
め
に
上
京
。
近

代
の
情
熱
を
書
い
た
叙
情
詩
集
で

「
初
恋
」
が
収
め
ら
れ
た
「
若
菜
集
」

は
東
北
学
院
の
教
師
と
し
て
赴
任
し

た
仙
台
で
書
い
た
。
１
９
０
６
年
に

最
初
の
長
編
で
あ
る
「
破
戒
」
を
自

費
出
版
。
１
９
２
９
年
か
ら
7
年
間

を
か
け
て
父
が
モ
デ
ル
の
「
夜
明
け

前
」
を
完
成
さ
せ
た
。
時
代
が
移
り

変
わ
る
勢
い
を
感
じ
さ
せ
る
中
山
道

の
重
要
地
点
や
木
曽
馬
籠
宿
の
本
陣
、

庄
屋
、
問
屋
を
営
ん
だ
主
人
公
を
通

し
て
、
激
し
く
揺
れ
動
い
た
明
治
維

新
前
後
の
時
代
の
変
化
の
苦
悩
を
交

え
て
書
い
た
作
品
だ
。

馬
籠
陣
場
上
展
望
台
に
は
「
夜
明

け
前
」
の
原
稿
の
1
枚
目
「
木
曾
路

は
す
べ
て
山
の
中
で
あ
る
（
以
下
略
）
」

を
写
し
た
石
碑
が
建
っ
て
お
り
、
中

津
川
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
勝
岡

律
さ
ん
が
馬
籠
脇
本
陣
史
料
館
の
写

真
と
と
も
に
説
明
を
し
て
く
れ
た
。

馬
籠
宿
で
五
平
餅
（
も
ち
）
を
販
売

し
て
い
る
近
江
屋
の
古
畑
明
さ
ん
に
取

材
し
た
。
近
江
屋
は
昭
和
46
年
に
開
業

し
今
年
で
53
年
目
。
古
畑
さ
ん
の
義
母

が
店
主
を
務
め
、
奥
さ
ん
と
ア
ル
バ
イ

ト
の
4
人
で
店
を
切
り
盛
り
し
て
い
る
。

五
平
餅
（
１
１
０
円
）
の
他
に
信
州

そ
ば
（
６
５
０
～
７
０
０
円
）
と
か
き

氷
（
４
０
０
～
５
０
０
円
）
な
ど
を
販

売
し
て
い
る
。
五
平
餅
は
古
畑
さ
ん
の

家
の
棚
田
で
収
穫
し
た
う

る
ち
米
を
炊
い
て
、
杵

（
き
ね
）
で
こ
ね
て
米
粒

の
形
を
残
す
「
半
殺
し
」

に
し
、
砂
糖
と
醤
油
で
味

を
付
け
、
ク
ル
ミ
と
ゴ
マ

を
使
っ
て
香
ば
し
さ
を
出

す
よ
う
に
し
て
い
る
。
五
平
餅
は
小
判

状
の
平
べ
っ
た
い
形
が
多
い
が
、
近
江

屋
は
団
子
状
で
一
串
3
個
と
な
っ
て
い

る
。
自
家
製
米
を
使
い
、
串
も
義
父
の

手
作
り
の
た
め
、
他
店
で
は
１
５
０
円

だ
が
近
江
屋
で
は
１
１
０
円
と
安
価
だ
。

食
べ
て
み
る
と
「
弾
力
が
あ
り
米
の
粒

が
感
じ
ら
れ
、
ゴ
マ
の
風
味
が
き
い
て

お
い
し
か
っ
た
」
と
村
岡
良
祐
君
（
化

2
）
は
語
っ
た
。
古
畑
さ
ん
は
「
五
平

餅
は
食
べ
や
す
い
大
き
さ
に
す
る
よ
う

に
心
掛
け
て
い
る
。
商
品
は
一
つ
一
つ

丁
寧
に
作
り
、
一
番
お
い
し
い
状
態
で

客
に
出
す
よ
う
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
」

と
笑
顔
で
話
し
た
。

信
州
そ
ば
は
長
野
県
飯
田
市
の
製
麺

所
の
も
の
を
使
用
し
、
つ
ゆ
は
近
江
屋

オ
リ
ジ
ナ
ル
で
だ
し
が
き
い
た
少
し
濃

い
め
の
も
の
だ
。
信
州
そ
ば
を
使
う
の

は
、
馬
籠
宿
は
２
０
０
５
年
ま
で
長
野

県
だ
っ
た
か
ら
だ
。
古
畑
さ
ん
は
「
人

手
が
少
な
く
て
大
変
」
と
話
し
な
が
ら

も
「
客
に
ま
た
来
て
も
ら
う
た
め
に
よ

り
良
い
接
客
で
心
地
良
く
過
ご
し
て
も

ら
え
る
よ
う
に
し
て
い
る
」
と
語
っ
た
。

五
平
餅
の
作
り
方
を
説
明
す
る
古
畑
明
さ
ん

手作りの五平餅
心地良く過ごせる接客を

島
崎
藤
村
の
出
身
地

馬
籠
宿

脇
本
陣
の
「
上
段
の
間
」
を
復
元

急
こ
う
配
の
中
山
道
の
両
側
に
復
元
さ
れ
た
宿
場
町
の
馬
籠
宿

第
48
回
全
国
高
等
学
校
総
合
文
化
祭
新
聞
部
門
の
閉
会
式
後
に
、
研

修
取
材
で
中
津
川
市
の
馬
籠
宿
（
ま
ご
め
じ
ゅ
く
）
に
行
っ
た
。
藤
村

記
念
館
や
馬
籠
脇
本
陣
史
料
館
で
島
崎
藤
村
の
生
涯
や
馬
籠
宿
の
歴
史

を
学
び
、
五
平
餅
や
信
州
そ
ば
な
ど
を
提
供
し
て
い
る
近
江
屋
で
馬
籠

の
名
物
を
堪
能
し
た
。
馬
籠
宿
で
取
材
し
た
こ
と
を
紹
介
す
る
。

研修取材

大
火
に
つ
い
て
説
明
す
る
楯
さ
ん

伐採が禁止された木曽五木

団
子
状
の
五
平
餅
を
食
べ
る
村
岡
君

近
江
屋

リンゴの木の説明をする齋藤さん

「夜明け前」の原稿(右)と初版本(上)

「夜明け前」の説明をする勝岡さん

「
夜
明
け
前
」
は
父
が
モ
デ
ル

時
代
変
化
の
苦
悩
を
描
写

日本遺産 藤村記念館

原稿や遺愛品を所蔵

「初恋」のリンゴの木も


