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寒
の
戻
り
な
ど
で
、
昨
年
よ
り
大
幅
に
遅

れ
た
桜
の
開
花
、
コ
ロ
ナ
禍
な
ど
で
遠
ざ
け

て
き
た
「
お
花
見
」
で
す
が
、
久
方
ぶ
り
に

桜
の
名
所
「
八
幡
山
公
園
（
宇
都
宮
）
」
に

行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。 

小
学
生
の
こ
ろ
の
住
ま
い
が
、
県
庁
舎
の

東
側
付
近
に
あ
り
ま
し
た
の
で
、
八
幡
山
周

辺
は
私
に
と
っ
て
日
々
の
遊
び
場
で
も
あ

り
ま
し
た
。
懐
か
し
く
な
り
、
花
見
会
場
ま

で
は
蒲
生
神
社
表
参
道
か
ら
西
の
石
段
を

の
ぼ
り
、
小
学
校
の
通
学
路
で
も
あ
っ
た
雷

神
社
（
御
蔵
山
古
墳
）
方
面
に
寄
り
道
を
し

な
が
ら
、
八
幡
山
公
園
の
花
見
会
場
へ
と
向

か
い
ま
し
た
。
４
月
最
初
の
日
曜
日
で
、
５

～
６
分
咲
き
く
ら
い
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、

約
800
本
あ
る
と
い
う
園
内
の
サ
ク
ラ
の
花

が
青
空
に
映
え
、
見
ご
た
え
は
十
分
満
足
で

き
る
も
の
で
し
た
。 

そ
の
帰
途
、
蒲
生
神
社
に
参
拝
を
し
て
ま

い
り
ま
し
た
。
子
供
の
頃
は
、
こ
の
神
社
の

前
で
、
そ
れ
こ
そ
毎
日
の
よ
う
に
遊
ん
で
い

た
私
で
す
が
、
そ
れ
以
来
の
訪
問
で
、
当
時

の
光
景
が
甦
り
大
変
感
慨
深
い
も
の
を
感

じ
ま
し
た
。
「
蒲
生
君
平
」
を
祀
る
「
蒲
生

神
社
」
は
大
正
15
年
に
創
建
さ
れ
ま
し
た
が
、

な
ぜ
か
、
境
内
に
宇
都
宮
出
身
の
初
代
横

綱
・
明
石
志
賀
之
助
の
石
碑
が
あ
る
の
で
す
。

こ
の
石
碑
は
、
過
去
の
力
士
の
顕
彰
や
建
碑

活
動
に
奔
走
し
て
い
た
陣
幕
久
五
郎
（
第
12

代
横
綱
）
に
よ
り
明
治
33
年
に
宇
都
宮
城
御

本
丸
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
す
。
戦
災
で
埋

も
れ
て
い
た
石
碑
を
昭
和
26
年
に
宇
都
宮

相
撲
協
会
の
手
で
蒲
生
神
社
に
移
さ
れ
ま

し
た
。
当
神
社
へ
の
移
設
理
由
は
明
白
で
は

な
い
の
で
す
が
、
参
道
入
口
の
大
鳥
居
が
創

建
時
に
第
27
代
横
綱
栃
木
山
（
藤
岡
町
出

身
）
に
よ
り
奉
納
さ
れ
た
経
緯
か
ら
、
移
設

場
所
と
し
て
当
神
社
が
適
切
と
の
関
係
者

の
判
断
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。 

と
こ
ろ
で
、
当
神
社
の
祭
神
「
蒲
生
君
平

（
以
下
、
君
平
と
い
う
）
」
と
は
ど
の
よ
う

な
人
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
君
平
は
、
明

和
５
年
（1

7
6
8

）
現
在
の
小
幡
１
丁
目
の
油

商
兼
農
業
を
営
ん
で
い
た
福
田
家
の
四
男

と
し
て
生
ま
れ
、
実
名
は
秀
実
（
ひ
で
ざ
ね
）
。

13
歳
の
こ
ろ
祖
母
よ
り
先
祖
は
豊
臣
政
権

下
の
大
名
で
、
名
将
の
蒲
生
氏
郷
の
後
裔
で

あ
る
こ
と
を
聞
か
さ
れ
、
学
問
で
身
を
立
て

よ
う
と
決
意
し
ま
す
。
15
歳
の
頃
、
宇
都
宮

藩
の
藩
儒
（
藩
の
儒
学
者
）
で
も
あ
っ
た
鹿

沼
の
鈴
木
石
橋
（
せ
っ
き
ょ
う
）
の
私
塾
に

入
り
、
そ
の
２
年
後
に
は
石
橋
の
紹
介
で
、

優
れ
た
為
政
者
と
し
て
知
ら
れ
た
黒
羽
藩

家
老
鈴
木
為
蝶
軒
に
師
事
し
ま
し
た
。
そ
の

翌
年
以
降
、
水
戸
藩
の
学
者
た
ち
や
藤
田
幽

谷
な
ど
と
交
流
を
深
め
，
進
む
べ
き
道
を
固

め
て
い
き
ま
し
た
。
こ
の
頃
、
福
田
姓
を
改

め
、
「
蒲
生
」
姓
を
名
乗
り
、
名
も
君
平
と

し
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

君
平
は
、
仙
台
藩
の
林
子
平
や
上
野
国
の

高
山
彦
九
郎
と
と
も
に
「
寛
政
の
三
奇
人
」

の
一
人
と
し
て
、
そ
の
知
識
や
行
動
が
称
賛

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
生
涯
で
最
大
の
功

績
は
、
徳
川
光
圀
が
手
掛
け
た
大
日
本
史
の

未
完
部
分
を
補
完
す
る
意
向
で
取
り
ま
と

め
た
「
山
陵
志
の
編
纂
」
と
も
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
荒
れ
果
て
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
山

稜
（
天
皇
の
墓
所
）
を
修
復
し
て
、
祀
る
こ

と
が
国
の
基
本
と
の
考
え
か
ら
、
君
平
は
寛

政
８
年
（1

7
9
6

）
と
同
11
年
の
二
度
に
わ
た

り
、
近
畿
や
四
国
な
ど
の
山
稜
の
調
査
を
行

い
ま
し
た
。
こ
の
調
査
結
果
を
も
と
に
山
陵

志
を
書
き
上
げ
文
化
８
年
（1

8
0
8

）
に
発
刊

し
ま
し
た
。
こ
の
中
で
「
前
方
後
円
墳
」
の

名
称
が
初
め
て
使
わ
れ
、
君
平
が
名
付
け
親

と
な
り
ま
す
が
、
山
陵
志
は
こ
れ
に
留
ま
ら

ず
後
の
世
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と

に
な
る
の
で
す
。 

君
平
は
、
文
化
９
年
（1

8
1
2

）
に
46
歳
で

亡
く
な
り
ま
す
。
そ
の
50
年
後
（
文
久
２

年
・1

8
6
2

）
老
中
安
藤
信
正
の
暗
殺
を
企
て

た
「
坂
下
門
外
の
変
」
が
起
き
ま
す
。
宇
都

宮
藩
か
ら
も
多
く
の
共
犯
者
が
い
た
こ
と

か
ら
藩
は
窮
地
に
立
た
さ
れ
ま
す
。
そ
こ
で

藩
は
、
重
臣
・
縣
六
石
（
あ
が
た
り
く
せ
き
）

よ
り
提
言
の
あ
っ
た
「
山
陵
志
に
基
づ
く
山

稜
補
修
」
を
幕
府
に
願
い
出
ま
す
。
藩
は
以

後
３
年
間
、
130
を
超
え
る
山
稜
を
修
復
し
た

の
で
す
。
そ
の
後
、
幕
府
が
下
し
た
藩
主
の

隠
居
や
領
地
替
え
な
ど
は
山
稜
修
補
の
功

績
が
認
め
ら
れ
、
撤
回
さ
れ
た
の
で
す
。
さ

ら
に
、
君
平
が
残
し
た
著
述
は
幕
末
の
志
士

た
ち
に
広
く
伝
播
し
、
明
治
維
新
に
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
明
治
２

年
12
月
、
明
治
天
皇
は
君
平
の
著
述
な
ど
が

明
治
維
新
に
大
き
な
功
績
が
あ
っ
た
と
し

て
、
こ
の
遺
功
を
世
に
広
く
知
ら
せ
る
よ
う

に
勅
命
を
下
し
た
の
で
す
。 
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【
節
分
】 

２
月
３
日 

 

福
が
舞
い
込
ん
で
く
る

よ
う
に
、
力
い
っ
ぱ
い
豆
を

投
げ
ま
し
た
。 

【
バ
レ
ン
タ
イ
ン
】 

２
月
14
日 

今
年
は
、
気
分
も
踊
る
カ
ラ
フ
ル
カ
ッ
プ

ケ
ー
キ
で
し
た
。 

 

〈
行
事
食
や
お
や
つ
〉 

い
ろ
ど
り
や
季
節
に
合
わ
せ
た
食
材
を
使
っ
た
献
立
な
ど
、
食
べ
る
前
か
ら
楽

し
め
る
よ
う
、
工
夫
さ
れ
て
い
て
、
皆
さ
ん
と
て
も
美
味
し
そ
う
に
召
し
上
が
ら

れ
て
い
ま
し
た
。 

 

 〈
午
後
の
過
ご
し
方
〉 

 

午
後
は
リ
ハ
ビ
リ
を
し
た
り
、
好
き
な
事
を
し
て
過
ご
さ
れ
て
い
ま
す
。
完
成

は
不
定
期
で
す
が
、
作
品
を
作
っ
た
り
も
し
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 

 

手
の
空
い
て
い
そ
う
な
利
用
者
さ
ん
に
お
声
を
お
掛
け
し
て
、
気
が
向
い
た
ら

楽
し
く
お
し
ゃ
べ
り
し
な
が
ら
、
一
緒
に
作
品
を
作
っ
て
い
ま
す
。 

目
標
は
、
作
業
し
過
ぎ
て
疲
れ
な
い
よ
う
に
、
適
当
に
、
で
す
。 

 〈
春
の
お
迎
え
で
〉 

 

利
用
者
さ
ん
を
車
で
送
迎
し
て
い
る
と
、
窓
か
ら
道
沿
い

に
咲
く
花
々
が
見
え
ま
す
。「
桜
の
花
が
き
れ
い
だ
ね
」「
明

日
は
雨
だ
け
ど
花
が
散
ら
な
い
と
い
い
ね
」「
ほ
ん
と
だ
ね
。

せ
っ
か
く
咲
い
て
い
る
ん
だ
か
ら
ね
。
」
そ
ん
な
会
話
に
耳

を
傾
け
な
が
ら
、
い
つ
の
間
に
か
施
設
に
つ
き
ま
し
た
。 

 

【
ひ
な
祭
り
】 

３
月
３
日 

今
年
は
七
段
飾
り
の
お
雛
様
が
お
目
見
え

し
ま
し
た
。
昼
食
は
、
お
雛
様
の
よ
う
に
鮮

や
か
な
着
物
を
纏
っ
た
茶
巾
寿
司
で
し
た
。 

【
花
見
】 

３
月
27
日
・
４
月
３
日 

 

春
の
陽
気
に
誘
わ
れ
て
、
総
合
運
動
公
園
へ

足
を
伸
ば
し
ま
し
た
。
車
窓
か
ら
桜
を
眺
め
た

り
、
近
く
で
春
の
訪
れ
を
感
じ
た
り
。 

穏
や
か
な
時
を
過
ご
し
ま
し
た
。 

 【
花
ま
つ
り
】 

４
月
８
日 

春
の
到
来
を
祝
う
、
豪
華
な

お
弁
当
と
な
り
ま
し
た
。 

【
ホ
ワ
イ
ト
デ
ー
】 

 

３
月
14
日 

た
っ
ぷ
り
乗
っ
た
ホ
イ
ッ

プ
で
心
満
た
さ
れ
る
、
フ
ル
ー

ツ
サ
ン
ド
で
し
た
。 

【
春
の
コ
ー
ヒ
ー
喫
茶
】 

４
月
17
日 

真
っ
赤
な
苺
が
乗
っ
た
、
贅
沢
な
パ
フ
ェ

で
ほ
っ
と
一
息
。
爽
や
か
な
酸
味
と
甘
い
ホ

イ
ッ
プ
が
口
い
っ
ぱ
い
に
広
が
り
ま
す
。 

 

〈
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
〉 

身
体
を
動
か
し
て
軽
い
運
動
で
す
。
体
操
の
後
に
、
輪
投
げ
を
し
ま
し
た
。
狙

っ
た
所
に
投
げ
る
の
は
、
な
か
な
か
難
し
い
で
す
ね
。
５
回
投
げ
て
合
計
で
何
点

入
っ
た
か
計
算
を
し
て
み
ん
な
で
盛
り
上
が
っ
て
い
ま
す
。 
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〈
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
お
茶
会
〉
２
月
14
日
（
水
） 

 

今
年
も
恒
例
の
メ
ニ
ュ
ー
、「
チ
ョ
コ
フ
ォ
ン
デ
ュ
」
イ
チ
ゴ
、
バ
ナ

ナ
、
キ
ウ
イ
フ
ル
ー
ツ
、
マ
シ
ュ
マ
ロ
、
鈴
カ
ス
テ
ラ
、
ポ
テ
ト
チ
ッ

プ
ス
な
ど
に
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
ソ
ー
ス
を
つ
け
な
が
ら
召
し
上
が
っ
て
頂

き
ま
し
た
。 

「
節
分
昼
食
会
・
お
茶
会
」
２
月
３
日
（
土
） 

 

昼
食
メ
ニ
ュ
ー
は
「
た
ま
ご
巻
き
、
い
な
り
寿
司
、
か
み
な
り
豆
腐
、

大
根
の
酢
の
物
、
節
分
汁
」。
お
茶
会
メ
ニ
ュ
ー
は
、「
鬼
さ
ん
シ
ュ
ー
ク

リ
ー
ム
、
き
な
こ
煎
餅
、
黒
豆
茶
」 

恒
例
で
あ
り
ま
す
、
お
茶
会
前
に
“
年
女
”
の
方
に
豆
ま
き
を
し
て
頂

き
、
そ
の
後
全
員
で
鬼
退
治
。
楽
し
い
ひ
と
時
を
過
ご
し
ま
し
た
。 

〈
ひ
な
祭
り
昼
食
会
・
お
茶
会
〉
３
月
２
日
（
土
） 

昼
食
メ
ニ
ュ
ー
は
「
ち
ら
し
寿
司
、
か
き
揚
げ
の
天
ぷ
ら
、
菜
の
花

の
辛
し
和
え
、
す
ま
し
汁
」
お
茶
会
メ
ニ
ュ
ー
は
「
い
ち
ご
プ
リ
ン
、

抹
茶
ケ
ー
キ
、
ひ
な
あ
ら
れ
」
お
雛
様
の
前
で
記
念
写
真
を
撮
り
ま
し

た
。
３
月
３
日(

日)

の
午
後
の
お
や
つ
に
桜
餅
を
召
し
上
が
っ
て
頂
き

ま
し
た
。 

〈
中
庭
散
策
〉 

春
に
な
る
と
中
庭
に
た
く
さ
ん
の
お
花
が
咲
き
ま
す
。
お
天
気

の
良
い
日
は
中
庭
の
散
策
を
楽
し
ま
れ
ま
す
。 

 

【
ケ
ア
ハ
ウ
ス
の
年
中
行
事
】 

節
分―

。
仲
良
く
豆
ま
き
を 

 

ひ
な
ま
つ
り―

。
お
い
し
く
御
膳
を
。 

 

卯
月―

。
あ
る
穏
や
か
な
日
、
鮮
や
か
な

色
が
映
え
る
。 

 
 

そ
れ
は
、
紫
が
か
っ
た
紅
色
。 

 

北
の
地
よ
り
分
枝
さ
れ
、
見
事
に
育
っ
た

枝
垂
れ
桜
だ
。 

 
 

ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
、
八
重
桜
と
楽
し
む
笑

顔
を
。 

皐
月―

。
い
ざ
、
新
緑
が
萌
え
る―

。 

 
 

そ
し
て
、
笑
顔
を
。 

〈
ホ
ワ
イ
ト
デ
ー
〉
３
月
14
日
（
木
） 

今
年
の
メ
ニ
ュ
ー
は
「
ハ
ー
ト
の
ロ
ー
ル
ケ
ー
キ
、
バ
ニ
ラ

ア
イ
ス
の
い
ち
ソ
ー
ス
か
け
」
ハ
ー
ト
形
の
ロ
ー
ル
ケ
ー
キ
が

と
て
も
可
愛
く
て
、
大
変
喜
ば
れ
て
お
り
ま
し
た
。 

  

〈
春
御
膳
夕
食
会
〉
４
月
17
日
（
水
） 

春
御
膳
夕
食
会
を
開
催
い
た
し
ま
し
た
。
春
御
膳
の
メ
ニ
ュ

ー
は
「
ご
は
ん
、
お
刺
身
の
盛
り
合
わ
せ
、
じ
ゃ
が
い
も
の
甘

辛
煮
、
ア
ス
パ
ラ
サ
ラ
ダ
、
な
め
こ
の
味
噌
汁
」
お
刺
身
の
盛

り
合
わ
せ
に
“
う
わ
ー
”
“
す
ご
ー
い
”
“
美
味
し
い
”
と
、

皆
さ
ん
よ
り
歓
声
が
上
が
り
、
あ
っ
と
い
う
間
に
完
食
さ
れ
ま

し
た
。 
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フ
ァ
ミ
ー
ル
滝
の
原
管
理
者
就
任
の
ご
挨
拶 

 

皆
さ
ん 

初
め
ま
し
て
。
４
月
１
日
よ
り
フ
ァ
ミ
ー
ル
滝
の
原 

の
管
理
者
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
羽
金
和
彦
と
申
し
ま
す
。 

就
任
の
ご
挨
拶
と
自
己
紹
介
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

私
は
昭
和
29
年
、
栃
木
県
栃
木
市
旭
町
の
生
ま
れ
で
70
才
に
な 

り
ま
す
。
栃
高
か
ら
慶
応
大
に
進
ん
で
医
師
と
な
り
ま
し
た
。
元 

々
は
外
科
医
で
し
た
が
、
栃
木
医
療
セ
ン
タ
ー
を
65
才
定
年
で
退 

職
後
、
宇
都
宮
市
保
健
所
に
入
り
、
今
年
の
３
月
ま
で
所
長
を
し 

て
お
り
ま
し
た
。
運
悪
く
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
蔓
延
時
期
に

当
た
っ
て
し
ま
い
、
忙
し
い
思
い
を
い
た
し
ま
し
た
が
、
大
過
な
く
所
長
の
任
を
終
え
る
こ
と
が
で

き
ま
し
て
、
３
月
に
退
官
い
た
し
ま
し
た
。
幸
い
、
縁
あ
っ
て
当
所
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
、
前
任
の

谷
田
部
先
生
が
特
養
に
異
動
さ
れ
た
後
釜
に
座
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
介
護
施
設
勤
務
は
初
め
て

と
な
り
ま
す
の
で
、
何
卒
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。 

私
が
医
師
に
成
り
た
て
の
頃
は
、
医
師
と
患
者
さ
ん
の
関
係
は
占
い
師
と
お
客
の
関
係
で
し
た
。

患
者
さ
ん
は
「
黙
っ
て
座
っ
て
（
医
師
の
）
言
う
こ
と
を
聞
く
」
そ
し
て
「
お
金
を
払
う
」
。
当
時

の
先
輩
か
ら
は
「
医
師
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
指
揮
者
の
よ
う
に
周
囲
の
ス
タ
ッ
フ
を
指
導
監
督
す
る

の
が
仕
事
で
あ
る
」
と
教
え
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
時
は
流
れ
、
天
動
説
が
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の

地
動
説
に
変
わ
る
よ
う
に
、
医
療
の
世
界
が
ひ
っ
く
り
返
る
さ
ま
を
見
て
き
ま
し
た
。 

一
つ
は
、
医
師
を
頂
点
と
す
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
医
療
か
ら
、
患
者
さ
ん
を
中
心
に
し
た
（
あ
る

い
は
患
者
さ
ん
も
含
ん
だ
）
す
べ
て
の
ス
タ
ッ
フ
が
ラ
グ
ビ
ー
の
ス
ク
ラ
ム
の
よ
う
に
協
働
す
る
「
チ

ー
ム
医
療
」
へ
の
変
化
で
す
。
医
療
に
は
医
師
、
看
護
師
以
外
に
も
多
く
の
ス
タ
ッ
フ
の
協
力
が
必

要
で
す
が
、
職
種
間
や
地
位
に
よ
る
権
威
勾
配
が
あ
る
と
、
自
由
な
意
思
伝
達
が
妨
げ
ら
れ
て
医
療

事
故
な
ど
の
原
因
と
な
り
、
良
好
な
医
療
の
遂
行
に
支
障
を
来
す
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。 

も
う
一
つ
は
意
思
決
定
に
お
け
る
「
自
律
尊
重
」
の
動
き
で
す
。
ど
の
よ
う
な
医
療
を
受
け
る
か

（
実
施
す
る
か
）
を
、
十
分
な
情
報
提
供
の
下
で
、
患
者
さ
ん
本
人
が
判
断
・
同
意
し
て
決
定
す
る

「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
・
コ
ン
セ
ン
ト
」
が
医
療
現
場
に
浸
透
し
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い

ま
す
。 

介
護
の
世
界
で
も
「
チ
ー
ム
介
護
」
「
自
律
尊
重
」
は
当
然
の
流
れ
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
「
自

律
」
の
考
え
方
が
少
し
難
し
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
介
護
を
受
け
る
方
は
援
助
が
必
要
な
方
で

す
。
「
十
分
な
情
報
提
供
の
下
で
の
自
由
意
志
に
よ
る
判
断
」
が
困
難
な
方
も
多
く
、
代
理
承
諾
や

推
認
に
よ
る
判
断
が
必
要
な
場
面
が
あ
る
よ
う
に
想
像
し
ま
す
。
「
ご
本
人
な
ら
ば
、
こ
の
状
況
で
、

ど
の
様
な
希
望
を
お
っ
し
ゃ
る
か
」
と
い
う
問
を
発
し
な
が
ら
、
判
断
を
続
け
て
行
く
つ
も
り
で
す

が
、
そ
の
た
め
に
は
、
ご
家
族
や
介
護
に
当
た
ら
れ
た
方
か
ら
の
印
象
や
記
憶
に
頼
ら
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

編
集
雑
記 

新
緑
の
季
節
、
新
型
コ
ロ
ナ
や
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
流
行
も
ほ

ぼ
収
ま
り
、
大
型
連
休
に
は
ど
こ
か
出
か
け
た
い
。
で
も
、
ど
こ

も
か
し
こ
も
人
・
人
・
人
、
今
年
も
我
慢
す
る
か
。
な
ん
て
方
も

少
な
く
は
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
ネ
ッ
ト
を
見
て
も
大
型
連
休
の
過

ご
し
方
で
、
ダ
ン
ト
ツ
な
の
は
自
宅
で
ゆ
っ
く
り
過
ご
す
。
次
い

で
買
い
物
・
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
、
実
家
に
帰
省
な
ど
が
横
並
び
、
旅

行
な
ど
は
10
％
強
の
割
合
で
す
。
家
で
過
ご
す
場
合
で
も
、
普

段
で
は
中
々
出
来
な
い
こ
と
か
ら
、
あ
ま
り
欲
張
ら
ず
に
一
つ
二

つ
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
実
行
し
て
い
く
と
充
実
し
た
連
休
に
な
る

か
も
知
れ
ま
せ
ん
よ
。 

今
や
、
サ
プ
リ
メ
ン
ト
は
多
く
の
人
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
「
健
康
増
進
の
た
め
が
、
健
康
に
危
害
が
及
ぶ
」
で
は
、
た

ま
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
小
林
製
薬
の
紅
麹
（
べ
に
こ
う

じ
）
を
含
ん
だ
機
能
性
表
示
食
品
（
サ
プ
リ
）
服
用
に
よ
る
健
康

被
害
を
巡
っ
て
、
消
費
者
庁
は
機
能
性
表
示
食
品
を
取
り
扱
う
約

1
7
0
0

事
業
者
（
約6

8
0
0

製
品
）
の
調
査
を
実
施
。
４
月
に
公
表

さ
れ
た
結
果
で
す
が
、
11
事
業
者
の
18
製
品
で
計
117
件
の
健
康

被
害
報
告
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
中
に
は
、
入
院
な
ど
重
篤

な
内
容
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
消
費
者
庁
に
は
こ
う
し

た
報
告
は
全
く
な
か
っ
た
そ
う
で
、
こ
の
調
査
が
無
け
れ
ば
何
も

分
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
安
全
安
心
の
た
め

に
は
制
度
の
見
直
し
も
必
要
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

本
年
２
月
厚
生
労
働
省
が
「
健
康
づ
く
り
の
た
め
の
新
た
な
睡

眠
ガ
イ
ド
」
を
公
表
し
ま
し
た
が
、
こ
の
ガ
イ
ド
で
は
「
成
人
で

は
６
時
間
以
上
」
、
「
高
齢
者
は
床
上
の
時
間
が
８
時
間
以
上
に

な
ら
な
い
こ
と
」
な
ど
と
世
代
別
に
細
か
く
示
し
て
い
ま
す
。
こ

れ
は
、
成
人
の
場
合
、
睡
眠
が
極
端
に
短
い
と
肥
満
や
糖
尿
、
う

つ
病
な
ど
の
発
症
リ
ス
ク
が
高
ま
り
、
高
齢
者
の
場
合
の
寝
過
ぎ

は
ア
ル
ツ
ハ
イ
マ
ー
病
の
発
症
リ
ス
ク
が
増
加
す
る
と
い
う
最

新
の
研
究
成
果
な
ど
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
そ
う
で
す
。 

 
 

睡
眠
は
そ
の
時
間
も
重
要
で
す
が
、
そ
の
質
も
大
事
で
す
。
質

を
上
げ
る
た
め
に
は
、
就
寝
前
の
考
え
事
や
寝
る
直
前
の
入
浴
だ

け
は
控
え
た
ほ
う
が
い
い
よ
う
で
す
。 

季
節
の
変
わ
り
目
、
ご
自
愛
く
だ
さ
い
。 

次
回
は
８
月
１
日
発
行
予
定
で
す
。 

 

新
人
職
員
紹
介 

フ
ァ
ミ
ー
ル
滝
の
原 

 

介護職  理学療法士  

にほん語でかいごを学ぶ

研修会 修了式が栃木県

庁・昭和館で行われまし

た。参加前に民族衣装で

写真を撮りました。 

 

管理者(医師) 

羽
は

金
がね

和 彦
かずひこ

 


