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平
安
新
聞

龍
谷
大
学
付
属
平
安
中
学
校

新
聞
同
好
会
発
行

【
行
事
報
知
】

二
〇
一
五
年
下
半
期

行
事
ハ
イ
ラ
イ
ト

【
特
集
】

レ
ポ
ー
ト

時
季
を
か
け
る
菓
子

と

き

体
育
祭

去
る
神
無
月
二
九
日
、
晴
天
の

下
、
龍
谷
大
学
付
属
平
安
中
学
校

体
育
祭
は
盛
大
に
挙
行
さ
れ
ま
し

た
。
今
年
度
か
ら
は
三
年
生
の
ク

ラ
ス
数
に
合
わ
せ
、
団
の
数
も
三

団
と
な
り
、
曽
束
真
太
郎
君
率
い

る
白
団
、
時
任
夢
大
君
率
い
る
青

団
、
平
田
怜
央
君
が
率
い
る
赤
団

に

よ

る

三

つ

巴

の

戦

い

が

繰

り

ど
も
え

広
げ
ら
れ
ま
し
た
。
午
前
の
部
は
、

赤
団
と
白
団
の
接
戦
が
繰
り
広
げ

青
団
が
そ
れ
を
追
い
か
け
る
展
開

と
な
り
ま
し
た
。
午
後
の
部
は
、

三
団
の
中
で
も
最
た
る
団
結
力
を

発
揮
し
て
、
他
を
圧
倒
す
る
応
援

ダ
ン
ス
を
魅
せ
た
青
団
が
リ
ー
ド

す
る
形
で
始
ま
り
ま
し
た
が
、
そ

の
後
、
赤
白
両
団
が
追
い
越
す
展

開
と
な
り
、
接
戦
の
結
果
、
総
合

優
勝
白
団
、
二
位
赤
団
、
三
位
青

団

と

い

う

結

果

に

終

わ

り

ま

し

た

。

ま
た
、
平
安
最
速
レ
ー
ス
、

ク
ラ
ブ
対
抗
リ
レ
ー
な
ど
で
は
個

人
表
彰

も
行
わ

れ
、
大

い
に
盛

り
上
が

り
ま
し

た
。

（
船
橋
）

遠
足

十
月
三
十

日
（
金
）
一

年
生
と
三
年

生
に
よ
る
合

同
遠
足
が
行

わ

れ

ま

し

た
。
こ
の
遠

足
は
体
育
祭

に
よ
っ
て
深

ま
っ
た
一
年

生

と

三

年

生

の

親

睦

を

更

に

深

め

る

た

め

に

毎

年

行

わ

れ

て

い

る

も

の

で

す

。

今

年

は

滋

賀

県

大

津

市

に

あ
る

B
SC

ウ

ォ

ー

タ

ー

ス

ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
に
て
カ
ヤ
ッ
ク

体
験
と
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
行
い
ま

し
た
。
カ
ヤ
ッ
ク
を
体
験
し
て
い

た
生
徒
は
そ
れ
ぞ
れ
息
を
合
わ
せ

よ
う
と
一
生
懸
命
オ
ー
ル
を
回
し

て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
バ
ー
ベ
キ

ュ
ー
は
、
一
年
生
と
三
年
生
の
合

同
班
で
行
わ
れ
、
支
給
さ
れ
た
肉

や
野
菜
を
、
楽
し
そ
う
に
焼
い
て
、

食
べ
て
い
ま
し
た
。

（
木
村
・
船
橋
）

人
権
学
習

十

一

月

二

十

四

日

（

火

）
、

二

回

目

の

人

権

学

習

が

行

わ

れ

ま

し

た

。

今

回

は

、

「

チ

ー

ム

い

ち

ば

ん

星

」

に

よ

る
、
朗
読
劇
『
い
の
ち
の
い
ろ
え

ん
ぴ
つ
』
の
上
演
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
は
二
〇
〇
三
年
、
脳
腫

瘍
に
よ
っ
て
、
僅
か
十
一
歳
で
亡

く
な
っ
た
、
豊
島
加
純
さ
ん
の
絵

と
詩
を
、
朗
読
用
に
構
成
し
た
劇

で
す
。
生
徒
達
は
「
命
」
や
「
今
」

と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
を
前
に
真

剣
な
ま
な
ざ
し
で
、
劇
を
鑑
賞
し

て
い
ま
し
た
。

(

船

橋

維)

Ｓ
Ｕ
Ｔ
４

十
二
月
二
日
（
水
）
、
年
内
最
後

の
Ｓ
Ｕ
Ｔ
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
前

回
の
Ｓ
Ｕ
Ｔ
か
ら
は
四
か
月
、
到

達
度
確
認
テ
ス
ト
か
ら
は
三
か
月

の
期
間
が
空
い
た
こ
と
も
あ
り
各

教
科
共
に
、
比
較
的
広
め
の
範
囲

が
設
定
さ
れ
、
多
く
の
生
徒
が
対

策
に
悪
戦
苦
闘
し
た
よ
う
で
す
。

日
頃
の
勉
学
の
怠
り
が
、
結
果
に

出
て
き
た
生
徒
や
、
不
断
の
努
力

が
実
っ
た
生
徒
、
様
々
で
し
ょ
う

が
、
結
果
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ

ん
。
今
回
、
思
い
通
り
の
結
果
が

出
な
か
っ
た
皆
さ
ん
は
、
次
の
テ

ス
ト
に
そ
の
反
省
を
生
か
し
ま
し

ょ
う
。

成
道
会

十
二
月
八
日(

火)

、
高
校
三
年

生
を
除
く
、
全
校
生
徒
が
参
列
し
、

成
道
会
が
執
り
行
わ
れ
ま
し
た
。

十
二
月
八
日
は
、
仏
教
の
祖
で
あ

る
、
ゴ
ー
タ
マ
・
シ
ッ
ダ
ッ
タ
王

子
が
、
菩
提
樹
の
下
で
、
悟
り
を

開
か
れ
「
仏
陀
」
と
な
ら
れ
た
日

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
日
は
、
御
法
話
の
講
師
と

し
て
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
布
教

使
、
宮
部
誓
雅

先
生
が
御
来
校
さ

れ
、
地
獄
の
亡
者
を
例
え
に
し
な

が
ら
、
さ
も
す
れ
ば
自
分
の
こ
と

し
か
考
え
ら
れ
な
く
な
る
、
私
た

ち
の
心
の
愚
か
し
さ
に
つ
い
て
お

話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

(

船
橋

維)

租
税
教
室

十
二
月
十
四
日
（
月
）
、
中
学
三

年
生
を
対
象
に
し
た
、
租
税
に
つ

い
て
学
ぶ
講
習
会
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
京
都
の
税
理
士
会
に
所
属
す

る
、
税
理
士
の
方
か
ら
、
租
税
に

つ
い
て
、
そ
の
集
め
方
や
、
用
途
、

民
主
主
義
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い

て
学
び
ま
し
た
。
軽
減
税
率
や
、

法
人
税
の
増
税
な
ど
、
最
近
よ
く
、

税
に
関
係
す
る
ニ
ュ
ー
ス
を
耳
に

し
ま
す
。
三
年
生
の
皆
さ
ん
は
、

税
に
つ
い
て
、
見
識
を
深
め
る
よ

い
機
会
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

(

船
橋
維)

レ
ポ
ー
ト

龍
谷
大
学
文
学
部
実
習
生
展
示

～

時
季
を
か
け
る
菓
子
～

十

二

月

三
日(

木)

、

部

員

四

名

で

龍

谷

大

学

文

学

部

実

習

生

展

示

を

訪

れ

ま

し

た

。

今

回

の

展

示
は
、

～

時

季

を

と

き

か
け
る
菓
子
～
と
題
し
て
、
お
菓

子

の

歴

史

に

関

す

る

資

料

の

展

示
、
体
験
学
習
が
実
施
さ
れ
て
い

ま
し
た
。
身
近
に
あ
っ
て
も
、
意

外
と
知
ら
な
い
、
お
菓
子
の
歴
史

を
学
ぶ
こ
と
が
き
た
他
、
宗
教
と

お
菓
子
の
つ
な
が
り
な
ど
も
大
変

わ
か
り
や
す
く
展
示
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
展
示
を
三
度
も
見
に
訪
れ

た
と
い
う
、
本
校
中
学
生
は
、
「
お

菓
子
を
食
べ
る
と
き
に
、
そ
の
歴

史
も
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」

と
話
し
て
い
ま
し
た
。

(

船
橋

維)
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記
者
目
線
＝

連
載

ド
イ
ツ
と
第
二
次
大
戦

一
．
一
九
一
九
年
年
の
失
策

一
九
一
九
年
、
六
月
。
パ
リ
郊
外
の
ベ

ル
サ
イ
ユ
宮
殿
に
お
い
て
、
第
一
次
世
界

大
戦
の
ド
イ
ツ
の
戦
争
責
任
を
問
う
、
ベ

ル
サ
イ
ユ
条
約
が
締
結
さ
れ
た
。
こ
れ
に

伴
い
、
ド
イ
ツ
は
広
大
な
領
土
の
削
減
、

国
家
予
算
の
数
十
倍
に
も
上
る
賠
償
金
、

軍
備
の
制
限
が
課
せ
ら
れ
、
戦
争
で
国
力

が
衰
退
し
た
ド
イ
ツ
に
多
大
な
影
響
を
与

え
た
。
中
で
も
、
膨
大
な
賠
償
金
は
、
当

時
の
ド
イ
ツ
経
済
に
計
り
知
れ
な
い
影
響

を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
賠
償
金
の
支
払

い
に
困
窮
し
た
政
府
は
、
通
貨
を
大
量
に

流
通
さ
せ
た
。
結
果
、
極
度
の
イ
ン
フ
レ

に
襲
わ
れ
た
ド
イ
ツ
国
内
で
通
貨
は
紙
く

ず
へ
と
変
わ
り
、
物
価
は
高
騰
。
経
済
状

態
が
停
滞
す
る
中
、
莫
大
な
失
業
者
が
生

ま
れ
ド
イ
ツ
経
済
は
完
全
に
麻
痺
し
た
。

政
府
は
政
府
と
し
て
機
能
し
て
い
な
か
っ

た
当
時
、
ド
イ
ツ
の
民
衆
は
た
だ
路
頭
に

迷
い
、
か
ろ
う
じ
て
国
外
に
逃
れ
た
人
々

も
、
戦
火
で
荒
廃
し
た
欧
州
の
現
実
を
知

る
こ
と
と
な
っ
た
。

第
一
次
大
戦
中
ド
イ
ツ
軍
兵
士
と
し
て

戦
っ
た
ア
ド
ル
フ
・
ヒ
ト
ラ
ー
を
党
首
と

す
る
国
家
社
会
主
義
ド
イ
ツ
労
働
者
党(

以

下
ナ
チ
ス)

が
、
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
反
対
を

掲
げ
、
結
成
さ
れ
た
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
。

ヒ
ト
ラ
ー
率
い
る
ナ
チ
ス
は
、
当
時
ま
だ

普
及
し
て
い
な
か
っ
た
、
選
挙
ポ
ス
タ
ー

や
、
ラ
ジ
オ
と
い
う
最
新
メ
デ
ィ
ア
を
使

っ
た
宣
伝
活
動
、
飛
行
機
を
駆
使
し
た
選

挙
運
動
な
ど
に
よ
り
、
勢
力
を
拡
大
。
一

九
三
二
年
に
は
、
野
党
第
一
党
の
座
を
、

翌
年
に
は
政
権
を
獲
得
す
る
。

政
権
獲
得
の
絶
対
条
件
と
し
て
、
ナ
チ

ス
は
独
裁
の
必
要
性
を
訴
え
た
。
多
政
党

制
が
、
政
策
推
進
の
障
害
に
な
る
こ
と
で
、

荒
廃
し
た
ド
イ
ツ
の
再
建
が
で
き
な
く
な

る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
思
想
は

荒
廃
し
た
ド
イ
ツ
を
目
の
当
た
り
に
し
た

ド
イ
ツ
国
民
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
。

つ
ま
り
、
ド
イ
ツ
国
民
全
体
の
世
論
と
し

て
、
独
裁
を
求
め
る
風
潮
に
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
こ
に
世
界
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
牽

引
す
る
ド
イ
ツ
第
三
帝
国
が
誕
生
し
た
の

で
あ
る
。

こ
の
ド
イ
ツ
第
三
帝
国
の
誕
生
は
ベ
ル

サ
イ
ユ
条
約
に
よ
る
ド
イ
ツ
へ
の
過
剰
制

裁
が
一
因
と
な
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
ナ
チ
ス
で
の
独
裁
政
権
下
、
党

の
支
持
率
は
実
に
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
上

っ
て
い
る
。
最
も
こ
れ
は
、
ナ
チ
ス
が
政

権
を
と
っ
て
、
比
較
的
早
期
に
行
わ
れ
た

世
論
調
査
の
結
果
だ
が
、
国
民
の
熱
狂
的

な
ナ
チ
ス
支
持
が
う
か
が
え
る
結
果
で
あ

る
。
こ
の
数
字
に
表
れ
る
も
の
は
何
か
。

こ
れ
は
、
ナ
チ
ス
が
行
っ
た
、
経
済
政
策

の
成
功
を
意
味
し
て
い
る
。
ヒ
ト
ラ
ー
は
、

政
権
を
獲
得
す
る
と
ま
ず
、
経
済
状
況
の

改
善
に
力
を
注
い
だ
。
そ
の
代
表
的
な
例

が
、
ア
ウ
ト
バ
ー
ン
建
設
で
あ
る
。
ヒ
ト

ラ
ー
は
こ
の
事
業
に
着
手
す
る
に
当
た
り
、

重
機
を
ほ
と
ん
ど
使
用
し
な
い
よ
う
命
じ
、

労
働
者
の
必
要
性
を
高
め
る
こ
と
で
雇
用

の
促
進
を
図
っ
た
。
他
に
、
国
民
の
生
活

意
識
の
向
上
を
促
す
た
め
、
そ
れ
ま
で
大

衆
の
手
の
届
か
ぬ
存
在
で
あ
っ
た
自
動
車

を
破
格
の
価
格
で
量
産
可
能
に
す
る
「
ド

イ
ツ
国
民
車
構
想
」
を
掲
げ(

後
の
フ
ォ
ル

ク
ス
ワ
ー
ゲ
ン
社)

推
進
し
た
。
結
果
的
に
、

失
業
率
は
劇
的
な
低
下
を
見
せ
、
ド
イ
ツ

国
民
の
生
活
は
改
善
。
経
済
的
に
最
低
限

の
生
活
を
、
敗
戦
後
強
い
ら
れ
た
ド
イ
ツ

国
民
は
、
ナ
チ
ス
を
ド
イ
ツ
経
済
の
救
世

主
と
し
て
受
け
入
れ
、
そ
の
よ
う
な
状
態

に
ド
イ
ツ
を
追
い
詰
め
た
、
ベ
ル
サ
イ
ユ

条
約
を
、
果
て
は
そ
れ
を
ド
イ
ツ
に
課
し

た
欧
米
諸
国
を
憎
ん
だ
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
こ
こ
に
、
ナ
チ
ス
が
正
当
性
を
持
っ

た
政
党
と
し
て
、
国
民
に
受
け
入
れ
ら
れ

る
構
図
が
完
成
し
た
こ
と
に
な
る
。

ど
う
に
せ
よ
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
は
明
ら

か
に
失
策
だ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
過
剰
な
締

め
付
け
の
反
動
が
、
形
と
な
っ
た
も
の
が

所
謂
ド
イ
ツ
第
三
帝
国
な
の
だ
。
ド
イ
ツ

と
い
う
国
家
に
対
し
課
し
た
ベ
ル
サ
イ
ユ

条
約
と
い
う
制
裁
が
、
結
果
と
し
て
ド
イ

ツ
国
民
を
苦
し
め
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
状

況
が
、
ナ
チ
ス
に
よ
る
経
済
政
策
の
有
能

性
と
い
う
一
面
の
過
大
評
価
に
つ
な
が
り
、

ナ
チ
ス
の
恐
ろ
し
い
フ
ァ
シ
ズ
ム
思
想
に

対
し
、
国
民
の
目
が
向
か
な
か
っ
た
こ
と

が
、
そ
の
後
の
ナ
チ
ス
政
治
を
許
す
一
因

に
な
っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
そ

の
後
、
様
々
な
過
程
を
経
る
も
の
の
、
ナ

チ
ス
に
よ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
侵
攻
が
発
端
と

な
り
、
第
二
次
世
界
大
戦
が
火
蓋
を
切
っ

た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
結
果
と
し
て
国
民

に
ナ
チ
ス
を
選
ば
せ
た(

ナ
チ
ス
の
危
険
性

に
気
づ
き
な
が
ら
融
和
政
策
を
進
め
た
欧

米
の
責
任
は
後
述
す
る)

ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約

の
責
任
は
大
き
く
、
第
二
次
世
界
大
戦
へ

続
く
要
因
に
な
っ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。

一
九
一
九
年
、
ド
イ
ツ
か
ら
国
力
を
は

ぎ
取
り
、
次
な
る
大
国
の
誕
生
を
抑
制
し

よ
う
と
し
た
、
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
は
、
結

果
的
に
、
次
な
る
戦
争
を
生
む
皮
肉
な
結

果
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
自
ら
の
利

権
を
考
慮
し
す
ぎ
た
、
欧
州
各
国
と
、
欧

州
各
国
へ
の
戦
費
貸
し
付
け
金
の
回
収
を

重
ん
じ
た
、
米
国
の
資
本
家
達
に
よ
る
失

策
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。(

米
国
ウ

ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
と
し
て
は
、
多
額
の
賠

償
金
に
否
定
的
だ
っ
た
。
し
か
し
米
国
の

資
本
家
の
多
く
が
、
欧
州
各
国
へ
の
戦
時

金
の
貸
し
付
け
を
行
っ
て
い
た
。
有
名
な

モ
ル
ガ
ン
商
会
の
モ
ル
ガ
ン
も
、
米
資
本

家
と
し
て
ベ
ル
サ
イ
ユ
会
議
に
参
席
し
て

い
る
が
こ
の
と
き
モ
ル
ガ
ン
は
、
大
統
領

の
意
向
と
は
反
対
に
、
多
額
の
賠
償
金
に

賛
成
し
て
い
る)

。

(

船
橋

維)

医
療
体
制
私
見

さ
あ
、
大
変
な
世
の
中
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。
高
齢
者
と
定
義
さ
れ
た
日
本
国
民

は
総
人
口
に
占
め
る
割
合
と
し
て
過
去
最

多
の
二
五
％
を
上
回
り
ま
し
た
。
こ
の
統

計
は
前
年
と
の
比
較
で
一
％
の
増
加
を
記

録
し
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
し
ば
ら
く
右
上

り
の
記
録
が
続
き
、
二
〇
四
二
年
に
は
三

八

七

八

万

人

と

ピ

ー

ク

を

迎

え

、

そ

の

後

は

徐

々

に
減

少

し

て

い

く

と

推

定

さ

れ
て
い
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
社
会
的
環
境
に
な
れ
ば
、
当

然
の
こ
と
な
が
ら
、
時
代
の
変
化
に
合
わ

せ
て
介
護
福
祉
施
設
と
い
っ
た
社
会
福
祉

機
能
の
充
実
を
図
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い

け
ま
せ
ん
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
“
社
会

福
祉
機
能
”
に
お
い
て
、
日
本
と
い
う
国

は
他
国
と
比
較
す
る
と
大
き
く
劣
っ
て
い

る
と
感
じ
る
よ
う
な
事
件
が
昨
今
の
ニ
ュ

ー
ス
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
の
記
事
を
読
ん
で
い
る
方
々
も
、
介
護

福
祉
施
設
で
行
わ
れ
た
職
員
に
よ
る
暴
行

行
為
に
つ
い
て
は
記
憶
に
新
し
い
こ
と
で

し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
老
人
を
自
ら
の
憂
さ

晴
ら
し
の
道
具
と
し
て
み
て
い
る
か
ら
、

要
す
る
に
、
老
人
を
人
間
と
し
て
対
応
し

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
象
徴
だ
ろ
う
と

考
察
す
る
こ
こ
が
で
き
ま
す
が
も
っ
と
根

強
い
問
題
で
あ
る
可
能
性
も
十
分
に
考
え

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

現
在
の
医
療
制
度
に
お
い
て
介
護
福
祉

施
設
で
働
く
ス
タ
ッ
フ
の
基
本
給
（
毎
月

の
給
料
の
平
均
金
額
）
は
一
二
万
円
前
後

（
ニ
チ
イ
学
館
に
よ
る
デ
ー
タ
）
で
す
が
、

介
護
と
い
っ
た
重
労
働
に
対
す
る
こ
の
給

料
は
釣
り
合
い
が
取
れ
て
い
る
も
の
で
は

決
し
て
な
く
、
そ
ん
な
中
で
ス
タ
ッ
フ
各

々
が
社
会
生
活
を
営
ん
で
い
く
と
な
る
と

当
然
不
満
が
募
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
事
実
、

一
人
暮
ら
し
の
人
が
こ
の
給
料
で
生
活
を

送
っ
て
い
く
こ
と
は
無
理
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
が
由
来
と
な
っ
た
も
の
だ
と
仮
定
し

た
場
合
、
こ
の
暴
行
事
件
は
国
の
政
策
に

何
ら
か
の
問
題
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
物

語
っ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。

あ
く
ま
で
も
こ
の
暴
行
事
件
と
国
家
政

策
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
は
私
の
考
察
で

し
か
あ
り
ま
せ
ん
が
、
我
が
国
に
お
い
て
、

こ
の
よ
う
な
医
療
体
制
が
敷
か
れ
て
い
る

と
言
う
こ
と
は
、
ま
が
い
も
な
い
事
実
で

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
国
民
の
生
命
を
保
証

す
る
こ
と
よ
り
も
、
国
家
利
益
を
優
先
し

て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
ま
す
。
い
や
、

正
し
く
は
国
家
利
益
と
い
う
よ
り
も
税
金

や
歳
費
を
含
め
た
財
政
の
政
策
問
題
と
言

っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
記
事
を
書
い
て
い
る
私
や
、
あ
な

た
が
年
齢
を
重
ね
医
療
介
護
を
受
け
る
未

来
が
来
る
こ
と
は
確
定
し
て
い
ま
す
。
そ

の
こ
と
を
踏
ま
え
考
え
れ
ば
、
こ
れ
か
ら

私
た
ち
が
こ
の
国
に
対
し
て
何
を
訴
え
る

べ
き
な
の
か
、
自
ず
と
見
え
て
く
る
は
ず

で
す
。

(

金
岩

未
邑)

教
育
都
市

京
都
の
原
点

日
本
で
初
め
て
、
近
代
的
教
育
制
度
が
、

確
立
し
た
の
は
、
恐
ら
く
一
八
七
二
年
の

学
制
の
施
行
だ
ろ
う
。
そ
れ
以
前
は
、
一

般
庶
民
を
対
象
と
す
る
、
教
育
機
構
は
、

主
に
、
寺
子
屋
な
ど
の
私
塾
に
限
ら
れ
、

行
政
主
体
の
藩
校
な
ど
の
教
育
機
構
は
一

般
階
層
に
と
っ
て
、
無
縁
の
存
在
だ
っ
た
。

つ
ま
り
、
一
般
階
層
に
対
し
、
「
教
育
を

行
政
が
施
す
」
と
い
う
形
態
が
、
日
本
国

に
お
い
て
誕
生
し
た
の
は
、
こ
の
と
き
な

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
京
都
は
こ
の
例
外
で
あ
っ
た

と
言
え
る
。
と
言
う
の
も
、
京
都
で
は
、

す
で
に
こ
の
三
年
前
の
一
八
六
九
年
、
既

に
「
番
組
小
学
校
」
と
い
う
名
で
、
六
四

の
小
学
校
が
開
校
し
て
い
た
。
こ
の
「
番

組
」
と
い
う
の
は
、
江
戸
時
代
の
「
町
組
」

を
基
に
つ
く
ら
れ
た
、
自
治
組
織
で
あ
り
、

こ
の
番
組
に
一
つ
学
校
を
配
置
し
た
こ
と

が
、
番
組
小
学
校
と
い
う
名
の
由
来
と
な

っ
て
い
る
。
最
も
こ
れ
は
、
全
て
行
政
が

運
営
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
設
立
時

に
は
各
番
組
の
家
庭
が
「
か
ま
ど
金
」
と

呼
ば
れ
る
資
金
を
拠
出
し
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
番
組
小
学
校
は
、
区
役
所
や
、

保
健
所
な
ど
の
役
目
も
果
た
し
て
お
り
、

い
わ
ば
半
官
半
民
の
状
態
で
運
営
さ
れ
た

の
だ
。

元
来
京
都
に
は
、
上
京
、
下
京
あ
わ
せ

て
、
七
八
を
数
え
る
寺
子
屋
が
あ
り
、
従

っ
て
、
一
般
階
層
に
お
け
る
教
育
水
準
が

低
い
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ

は
京
都
の
人
々
に
教
育
と
い
う
も
の
の
、

重
要
性
が
広
く
浸
透
す
る
要
因
に
も
な
っ

て
い
た
。

ま
た
、
当
時
は
、
明
治
維
新
の
混
乱
に

加
え
、
都
が
東
京
に
移
さ
れ
、
京
都
の
町

が
荒
廃
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
危
機

感
が
、
広
く
京
都
の
人
々
の
心
に
浸
透
し

て
い
た
。
そ
ん
な
中
、
教
育
の
充
実
と
い

う
観
点
が
、
京
都
の
復
興
と
い
う
、
民
衆

の
願
い
と
結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。

学
制
に
よ
っ
て
小
学
校
が
設
立
さ
れ
た

後
も
、
全
国
的
に
は
、
子
供
の
就
学
率
は

大
変
伸
び
悩
ん
だ
。
明
治
政
府
が
、
教
育

の
重
要
性
を
、
広
く
国
民
に
浸
透
さ
せ
る

前
に
、
教
育
シ
ス
テ
ム
の
み
を
完
成
さ
せ

て
し
ま
っ
た
弊
害
で
あ
る
。
し
か
し
京
都

で
は
、
そ
れ
以
前
に
、
一
般
階
層
が
、
そ

れ
ら
を
理
解
し
、
教
育
シ
ス
テ
ム
を
自
ら

の
手
で
完
成
さ
せ
た
。
こ
れ
は
京
都
に
お

け
る
、
彼
ら
の
教
育
意
識
の
高
さ
を
物
語

っ
て
お
り
、
今
に
つ
な
が
る
教
育
都
市
と

し
て
の
、
礎
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
。

(

船
橋

維)
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