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昨
年
四
月
二
八
日
の
オ
ー
プ
ン
以
来
、
た
く
さ

ん
の
お
客
様
に
足
を
お
運
び
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
昨
年
十
月
二
五
日
に
は
、

第
三
回
『
地
域
づ
く
り
の
や
ま
が
た
景
観
賞
』
最

高
賞
の
知
事
賞
に
山
形
市
の
新
名
所
「
山
形
ま
る

ご
と
館
紅
の
蔵
」
「
水
の
町
屋
七
日
町
御
殿
堰
」
が

選
ば
れ
ま
し
た
。
多
く
の
方
に
感
謝
の
一
年
と
な

り
ま
し
た
。
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

一
周
年
を
迎
え
る
四
月
に
は
、
皆
さ
ま
に
楽
し

ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
な
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し

て
お
り
ま
す
。

御
殿
堰
で
は
、
街
中
に
い
な

が
ら
に
し
て
四
季
の
移
ろ
い

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

季
節
ご
と
に
違
っ
た
表
情
を

魅
せ
て
く
れ
る
御
殿
堰
に
、

皆
さ
ま
に
繰
り
返
し
お
越
し

い
た
だ
け
ま
す
よ
う

一
同
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

茶茶茶茶
いいいい
んんんん
ねねねね
がががが
っっっっ
すすすす

季
節
毎
の
「
ほ
う
？
」
「
い
ん
ね
が
っ
す
」
な

お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

様
々
な
ウ
ン
チ
ク
・
四
方
山
話
を
ネ
タ
に
、

日
本
文
化
・
山
形
文
化
の
素
敵
な
所
を
皆
さ

ん
で
共
有
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

（
こ
ち
ら
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
御
殿
堰
に
て
皆
様
を

お
待
ち
し
て
い
る
各
店
舗
御
主
人
に
ご
協
力
い
た
だ

き
作
成
し
て
い
き
ま
す
）
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御
殿
堰

大
黒
天
便
り

山
形
市
中
心
市
街
地
を
流
れ

る
御
殿
堰
。
そ
の
豊
か
な
水
の

流
れ
を
見
守
っ
て
い
る
の
が
私

「
御
殿
堰
大
黒
天
」
で
す
。

「
大
黒
天
便
り
」
で
は
、
わ
た
し
大
黒
天
が
御
殿

堰
の
歴
史
・
季
節
の
話
題
・
生
活
の
知
恵
な
ど

『
な
る
ほ
ど
！
』
と
思
っ
て
い
た
だ
け
る
内
容
を

お
伝
え
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
第
八
号
で
す
。

今
回
の
『
東
日
本
大
震
災
』
に
よ
り
被
害
を
受

け
ら
れ
た
皆
さ
ま
に
、
謹
ん
で
お
見
舞
い
申
し

上
げ
ま
す
。
皆
さ
ま
の
ご
無
事
と
地
震
の
沈
静

化
、
並
び
に
一
日
も
早
い
復
旧
を
心
よ
り
お
祈

り
申
し
上
げ
ま
す
。

山山山山
形形形形
ああああ
れれれれ
ここここ
れれれれ
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次
号
の
発
行
は
五
月
七
日
で
す
。

来
月
も
皆
様
と
紙
面
で
お
会
い
で
き
る
の
を

楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
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新
茶
と
は
、
そ
の
年
の
最
初
に
生
育
し
た

新
芽
を
摘
み
採
っ
て
つ
く
っ
た
お
茶
の
こ

と
。
鹿
児
島
な
ど
の
温
暖
な
地
域
か
ら
摘
み

採
り
が
始
ま
り
、
桜
前
線
と
同
様
に
徐
々
に

北
上
し
て
い
き
ま
す
。

「
新
茶
」
は
一
年
で
最
初
に
摘
ま
れ
る
「
初

物
」
の
意
味
を
込
め
て
、
ま
た
「
旬
」
の
も
の

と
し
て
呼
ば
れ
る
際
な
ど
に
使
わ
れ
ま
す
。

茶
樹
は
、
冬
の
間
に
養
分
を
蓄
え
、
春
の

芽
生
え
と
と
も
に
そ
の
栄
養
分
を
た
く
さ

ん
含
ん
だ
み
ず
み
ず
し
い
若
葉
を
成
長
さ

せ
ま
す
。
そ
れ
が
新
茶
と
な
る
の
で
す
。
立

春
（
2
月
4
日
）
か
ら
数
え
て
八
八
日
目
の

日
を
「
八
十
八
夜
」
と
い
い
、
昔
か
ら
、
こ
の

日
に
摘
み
採
ら
れ
た
お
茶
を
飲
む
と
、
一
年

間
無
病
息
災
で
元
気
に
過
ご
せ
る
と
言
い

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

是
非
、
新
茶
の
特
徴
『
若
葉
の
爽
や
か
で

清
々
し
い
香
り
』
を
楽
し
ん
で
下
さ
い
。
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౽
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薬
師
祭
ま
つ
り
の
名
物
と
な
っ
て
い
る
植
木
市
。

そ
の
由
来
に
つ
い
て
確
か
な
こ
と
は
不
明
で
す
が
、

山
形
城
主
の
最
上
義
光
時
代
に
大
火
が
あ
り
、
町
内

の
緑
樹
が
減
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
緑
化
奨
励
と

し
て
付
近
の
農
民
達
に
呼
び
か
け
開
か
せ
た
の
が

始
ま
り
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

山
形
市
の
植
木
市
は
、
熊
本
市
・
大
阪
市
の
植
木

市
と
並
び
日
本
三
大
植
木
市
の
一
つ
と
呼
ば
れ
て

い
ま
す
。
出
品
さ
れ
る
植
木
の
数
や
種
類
も
豊
富
で
、

山
形
市
内
の
山
寺
、
楯
山
、
鈴
川
地
区
を
始
め
、
新
潟

県
や
埼
玉
県
な
ど
県
内
外
よ
り
松
、
伽
羅
を
始
め
数

万
点
に
の
ぼ
る
さ
ま
ざ
ま
な
苗
木
類
が
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。
期
間
は
薬
師
ま
つ
り
の
行
わ
れ
る
五
月

八
日
～
一
〇
日
の
三
日
間
で
、
薬
師
堂
を
中
心
に
薬

師
町
通
り
、
そ
し
て
山
形
五
中
東
通
り
な
ど
を
延
べ

約
三
キ
ロ
の
道
路
に
植
木
屋
が
ず
ら
り
と
軒
を
並

べ
、
鮮
や
か
な
新
緑
の
植
木
や
民
芸
品
が
お
客
を
出

迎
え
で
い
ま
す
。

薬
師
祭
の
開
か
れ
る
時
期
は
、
樹
木
に
移
植
に
良

い
時
期
で
あ
り
、
近
代
に
入
っ
て
山
形
市
の
発
展
と

同
時
に
交
通
の
便
も
良
く
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
植
木

市
は
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

祭
に
は
、
毎
年
約
五
百
店
も
の
出
店
が
あ
り
、
三

日
間
で
約
四
〇
万
人
の
人
手
が
あ
り
ま
す
。
歴
史
や

規
模
の
上
で
も
東
北
最
大
で
す
。
植
木
市
に
は
植
木

屋
の
ほ
か
に
も
様
々
な
出
店
が
軒
を
並
べ
、
県
内
外

か
ら
来
る
見
物
客
も
所
狭
し
と
道
路
を
埋
め
尽
く

し
祭
り
を
一
層
盛
り
た
て
て
い
ま
す
。

薬
師
祭
は
山
形
市
の
薬
師
町
に
あ
る
国
分
寺
薬

師
堂
の
祭
礼
で
す
。
現
在
は
新
緑
の
頃
の
五
月
八
日

～
一
〇
日
の
三
日
間
行
わ
れ
、
有
名
な
植
木
市
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
護
摩
祈
祷
や
大
般
若
転
読
会
、
花
祭

な
ど
が
あ
わ
せ
て
行
わ
れ
ま
す
。

一
七
六
七
年
の
『
山
形
風
流
松
の
木
枕
』
等
の
書

物
に
植
木
市
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
少

な
く
と
も
江
戸
時
代
に
は
植
木
市
が
開
か
れ
て
い

ま
す
。

昔
か
ら
山
形
に
は
寺
院
が
多
く
、
「
坪
作
り
」
と
い

う
庭
園
を
造
る
趣
味
も
発
達
し
て
し
た
の
で
、
そ
の

需
要
を
充
た
す
た
め
に
古
く
か
ら
植
木
市
が
栄
え

て
き
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
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句句句句
』』』』

端
午
の
節
句
は
、
奈
良
時
代
か
ら
続
く
古
い
行

事
で
す
。
端
午
と
い
う
の
は
、
も
と
は
月
の
始
め

の
午
（
う
し
）
の
日
と
い
う
意
味
で
、
五
月
に
限
っ

た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
午

(

ご)

と
五(

ご)

の
音
が
同
じ
な
の
で
、
毎
月
五
日
を

指
す
よ
う
に
な
り
、
や
が
て
五
月
五
日
の
こ
と
に

な
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ
ま
す
。

そ
の
頃
の
日
本
で
は
季
節
の
変
わ
り
目
で
あ
る

端
午
の
日
に
、
病
気
や
災
厄
を
さ
け
る
た
め
の
行

事
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
古
く
中
国
で
は
、
こ

の
日
に
薬
草
摘
み
を
し
た
り
、
蘭
を
入
れ
た
湯
を

浴
び
た
り
、
菖
蒲
を
浸
し
た
酒
を
飲
ん
だ
り
と
い

う
風
習
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
日
本
の
宮
廷
で
も

様
々
な
行
事
が
催
さ
れ
ま
し
た
。
厄
よ
け
の
菖
蒲

を
か
ざ
り
、
皇
族
や
臣
下
の
人
た
ち
に
は
蓬
な
ど

の
薬
草
を
配
り
、
ま
た
病
気
や
災
い
を
も
た
ら
す

と
さ
れ
る
悪
鬼
を
退
治
す
る
意
味
で
、
馬
か
ら
弓

を
射
る
儀
式
も
行
わ
れ
た
よ
う
で
す
。

宮
廷
で
古
来
行
わ
れ
て
い
た
端
午
の
行
事
も
、

時
が
鎌
倉
時
代
の
武
家
政
治
ヘ
と
移
り
変
わ
っ
て

ゆ
く
に
つ
れ
、
徐
々
に
廃
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か

し
、
武
士
の
間
で
は
尚
武(

し
ょ
う
ぶ
＝
武
を
た
っ

と
ぶ)

の
気
風
が
強
く
、
「
菖
蒲
」
と
「
尚
武
」
を
か
け

て
、
端
午
の
節
句
を
尚
武
の
節
日
と
し
て
盛
ん
に

祝
う
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
、
五
月
五
日
は
徳
川
幕
府

の
重
要
な
式
日
に
定
め
ら
れ
、
大
名
や
旗
本
が
式

服
で
江
戸
城
に
参
り
、
将
軍
に
お
祝
い
を
奉
じ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
、
将
軍
に
男
の
子
が

生
ま
れ
る
と
、
表
御
殿
の
玄
関
前
に
馬
印(

う
ま
し

る
し)

や
幟(

の
ぼ
り)

を
立
て
て
祝
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
時
代
の
変
遷
の
な
か
で
、
薬
草
を

摘
ん
で
邪
気
を
祓
う
と
い
う
端
午
の
行
事
が
、
男

の
子
の
誕
生
の
祝
い
へ
結
び
つ
い
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
、
武
士
だ
け
で
な
く
、
広
く
一
般
の
人
々

に
ま
で
広
ま
っ
て
い
き
ま
す
。
始
め
は
、
玄
関
前

に
幟
や
吹
き
流
し
を
立
て
て
い
た
も
の
が
、
厚
紙

で
作
っ
た
兜
や
人
形
、
紙
や
布
に
書
い
た
武
者
絵

な
ど
も
飾
る
よ
う
に
な
り
、
江
戸
時
代
の
中
期
に

は
、
武
家
の
幟
に
対
抗
し
て
、
町
人
の
間
で
は
鯉

の
ぼ
り
が
飾
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

現
在
で
も
、
端
午
の
節
句
の
お
飾
り
は
地
方
に

よ
っ
て
様
々
で
す
。
鎧
や
兜
、
武
者
人
形
、
馬
や

虎
・
若
武
者
の
人
形
、
鯉
の
ぼ
り
や
旗
の
デ
ザ
イ

ン
も
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
が
あ
り
ま
す
。

新新新新
店店店店
舗舗舗舗
オオオオ
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四
月
七
日
（
木
）
、
米
沢
織
・

米
沢
市
の
物
産
を
展
示
販
売
す
る

ア
ン
テ
ナ
シ
ョ
ッ
プ
『
布
四
季
庵
』

が
オ
ー
プ
ン
致
し
ま
し
た
。

米
沢
織
の
反
物
・
和
服
・
洋
服

服
地
の
他
、
米
沢
牛
・
米
沢
鯉
等
を

始
め
と
す
る
米
沢
の
物
産
を
取
扱
致
し
ま
す
。

米
沢
織
を
常
設
で
展
示
・
販
売
す
る
店
舗
と

し
て
第
一
号
店
と
な
り
ま
す
。

店
名
の
『
布
四
季
庵
』
は
、
上
杉
謙
信
の
号
で

あ
る
不
識
庵
か
ら
取
り
ま
し
た
。

皆
さ
ま
、
新
し
い
発
見
を
し
に
是
非
店
舗
へ

足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。


