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新
し
い
年
度
の
始
ま
る
季
節
に
な
り
ま

し
た
。
新
年
度
の
行
事
が
数
あ
る
中
で
、

入
学
式
ほ
ど
、
厳
粛
な
中
に
も
胸
お
ど
る

儀
式
は
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

入
学
す
る
と
日
々
通
う
校
舎
が
変
わ

り
、
教
室
で
顔
を
合
わ
せ
る
同
級
生
の
顔

ぶ
れ
も
一
変
し
ま
す
。
授
業
が
さ
ら
に
難

度
を
増
す
と
考
え
る
だ
け
で
、
ご
指
導
く

だ
さ
る
先
生
方
の
顔
つ
き
も
ど
こ
か
い
か

め
し
く
見
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
何
よ
り
も
、

す
べ
て
を
「
一
年
生
」
と
し
て
迎
え
る

初
々
し
さ
は
、
他
の
ど
ん
な
人
生
の
節
目

に
も
増
し
て
新
鮮
で
す
。
私
な
ど
は
学
校

と
い
う
も
の
を
卒
業
し
て
ず
い
ぶ
ん
経
っ

て
か
ら
も
、
夢
に
入
学
の
日
の
様
子
が
浮

か
ん
で
き
た
こ
と
が
何
度
か
あ
っ
た
も
の

で
し
た
。

　

日
本
で
は
桜
の
咲
く
頃
に
行
わ
れ
る
こ

と
が
、
入
学
式
を
よ
り
清
新
な
も
の
に
し

て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ

の
４
月
入
学
は
世
界
の
中
で
は
少
数
派

で
、
も
っ
と
も
多
い
の
が
、
ア
メ
リ
カ
、
カ

ナ
ダ
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ロ
シ
ア
、

ト
ル
コ
、
モ
ン
ゴ
ル
、
中
国
な
ど
で
採
用

さ
れ
て
い
る
9
月
入
学
だ
そ
う
で
す
。

　

江
戸
時
代
に
は
武
士
の
藩
校
も
庶
民
の

寺
子
屋
も
、
め
い
め
い
が
好
き
な
と
き
に

入
学
で
き
た
よ
う
で
す
。
明
治
に
な
り
学

校
制
度
が
始
ま
る
と
、
当
初
は
西
洋
に
な

ら
い
9
月
入
学
が
主
流
で
し
た
が
、
そ
の

後
政
府
が
予
算
制
度
を
創
設
す
る
際
、
4

月
か
ら
始
ま
る
会
計
年
度
を
定
め
る
と
、

学
校
も
こ
れ
に
合
わ
せ
て
徐
々
に
4
月
始

ま
り
に
移
行
し
て
い
き
ま
し
た
。
当
時
の

歳
入
が
前
年
の
コ
メ
の
収
穫
高
に
左
右
さ

れ
た
た
め
、
そ
の
確
定
を
待
っ
て
予
算
編

成
を
行
う
と
な
る
と
、
１
月
か
ら
の
開
始

に
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
理

由
の
よ
う
で
す
。
ほ
ぼ
す
べ
て
の
学
校
が

4
月
入
学
と
な
っ
た
の
は
大
正
時
代
の
こ

と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
国
際
標
準
」
と
は
離
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
日
本
の
春
入
学
で
す
が
、
今
で
は
す
っ

か
り
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い
て
、
変
更
は

な
か
な
か
難
し
い
よ
う
で
す
。
数
年
前
に
、

東
京
大
学
が
秋
入
学
に
切
り
替
え
る
方
針

を
打
ち
出
し
た
も
の
の
、
様
々
な
困
難
に

直
面
し
、
事
実
上
の
断
念
に
落
ち
着
い
た

と
い
う
一
幕
も
あ
り
ま
し
た
。

　

と
も
あ
れ
、
入
学
さ
れ
た
方
を
は
じ
め

新
学
期
を
迎
え
ら
れ
た
す
べ
て
の
皆
さ
ん

に
と
っ
て
、
幸
先
の
良
い
春
と
な
る
こ
と

を
お
祈
り
し
ま
す
。

　

中
世（
平
安
時
代
末
か
ら
安あ
づ
ち土

桃も
も
や
ま山

時
代
ま
で
）
の
石
見
で
最
も
有
力
な

領
主
は
現
在
の
益
田
を
中
心
と
す
る

地
域
を
治
め
た
益
田
氏
で
し
た
が
、

そ
の
最
大
の
ラ
イ
バ
ル
と
も
い
う
べ

き
存
在
が
、
現
在
の
津
和
野
町
・
吉

賀
町
の
あ
た
り
を
治
め
た
吉よ
し
み見

氏
で

し
た
。

　

益
田
氏
と
吉
見
氏
は
、
ラ
イ
バ
ル

と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
仇き
ゅ
う
て
き敵

と
表
現

し
た
方
が
よ
い
く
ら
い
険
悪
な
関
係

で
、
何
度
も
戦
っ
て
い
ま
し
た
。

　

益
田
氏
と
吉
見
氏
の
険
悪
な
関
係

は
、
様
々
な
人
々
を
巻
き
込
み
ま
し

た
。
中
央
政
権
で
あ
る
室む
ろ
ま
ち町

幕ば
く
ふ府

、

地
方
権
力
で
あ
る
大だ
い
み
ょ
う名

の
大お
お
う
ち内

氏
や

毛も
う
り利

氏
な
ど
も
、
両
氏
の
険
悪
な
関

係
に
頭
を
悩
ま
せ
ま
し
た
し
、
大
内

氏
か
ら
毛
利
氏
へ
と
中
国
地
方
の
覇

権
が
移
る
大
き
な
歴
史
的
画
期
に
も

両
氏
の
対
立
が
影
響
を
与
え
ま
し

た
。
ま
た
、
両
氏
の
勢
力
が
せ
め
ぎ

合
う
地
域
で
は
、
い
つ
戦
闘
が
始
ま

る
か
わ
か
ら
ず
、
地
域
の
人
々
は
必

死
に
智
恵
を
し
ぼ
っ
て
、
生
き
残
り

を
か
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

一
方
で
、
益
田
氏
・
吉
見
氏
は
と

も
に
高
い
文
化
性
や
交
易
へ
の
関
心

を
示
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
石
見
の
み

な
ら
ず
、
日
本
の
中
世
を
代
表
す
る

よ
う
な
水
準
に
あ
り
、
そ
の
こ
と
を

示
す
文
化
財
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　

益
田
氏
と
吉
見
氏
の
対
立
の
歴
史
、

特
に
何
を
め
ぐ
っ
て
争
っ
て
い
た
の

か
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
両
氏
の
基

本
的
な
性
格
が
よ
り
は
っ
き
り
と
し

て
き
ま
す
し
、
ま
た
、
石
見
と
い
う
地

域
の
歴
史
的
・
地
域
的
特
質
が
見
え

て
き
ま
す
。

　

今
年
の
秋
に
は
、
両
氏
の
歴
史
と

文
化
を
紹
介
す
る
特
別
展
「
益
田
氏

VS
吉
見
氏
―
石
見
の
戦
国
時
代
―
」

が
県
立
石
見
美
術
館
で
開
催
さ
れ
る

予
定
で
す
。
本
連
載
は
そ
の
予
告
編

と
し
て
、
益
田
氏
と
吉
見
氏
の
対
立

の
歴
史
を
紹
介
し
ま
す
。
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