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「
ぼ
く
の
か
ぶ
と
は
な
ん
で
は
っ
ぱ
の
つ

の
？
」

　
「
と
く
川
い
え
や
す
の
か
ぶ
と
だ
か
ら
だ

よ
。
せ
っ
か
く
し
ず
お
か
だ
か
ら
そ
れ
に
し

た
の
」
ぼ
く
の
五
月
人
ぎ
ょ
う
は
、
い
え
や

す
さ
ん
の
か
ぶ
と
だ
っ
た
。
し
ず
お
か
だ
か

ら
っ
て
？

　

し
ら
べ
て
み
た
ら
、
い
え
や
す
さ
ん
は
竹

ち
よ
と
よ
ば
れ
て
い
た
子
ど
も
の
と
き
と
、

お
じ
い
ち
ゃ
ん
に
な
っ
て
か
ら
し
ず
お
か
に

す
ん
で
い
た
ら
し
い
。

　

が
っ
こ
う
の
ま
え
に
す
ん
ぷ
じ
ょ
う
が
あ

る
。
か
ん
ば
ん
に
い
え
や
す
さ
ん
の
こ
と
が

か
い
て
あ
る
。
む
か
し
す
ん
で
い
た
の
は
こ

こ
だ
っ
た
。

　

ほ
い
く
え
ん
の
お
わ
か
れ
え
ん
そ
く
で
、

く
の
う
山
の
「
い
ち
い
ち
ご
く
ろ
う
さ
ん
」

の
一
一
五
九
だ
ん
の
石
だ
ん
を
の
ぼ
っ
て
い

え
や
す
さ
ん
の
お
は
か
を
み
た
。
ぼ
く
の
か

ぶ
と
の
こ
と
を
ほ
う
こ
く
し
た
。

　

子
ど
も
の
と
き
に
す
ん
だ
し
ず
お
か
が
す

き
で
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
に
な
っ
て
も
ど
っ
て

き
た
の
か
な
。
ぼ
く
も
し
ず
お
か
が
す
き
。

い
っ
し
ょ
だ
ね
。

「
ぼ
く
も
い
っ
し
ょ
、
い
え
や
す
さ
ん
」

静
岡
大
学
教
育
学
部
附
属
静
岡
小
学
校
１
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

菱
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ブ
ラ
ジ
ル
に
い
た
こ
ろ
、「
や
ぁ
、
サ
ム

ラ
イ
」
と
ぼ
く
に
よ
び
か
け
る
人
が
い
た
。

小
さ
か
っ
た
ぼ
く
は
武
士
と
い
う
も
の
が
よ

く
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、ぼ
く
の
中
で
、か
っ

こ
い
い
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
の
一
つ
と
な
っ

た
。

　

東
京
に
戻
っ
て
一
年
た
ち
、
日
本
語
の
本

に
な
れ
た
四
年
生
か
ら
、
歴
史
の
本
を
読
む

こ
と
が
楽
し
み
に
な
っ
た
。
中
で
も
戦
国
時

代
が
興
味
深
く
、
い
ろ
い
ろ
な
武
将
の
本
を

読
み
、
信
長
、
秀
吉
、
家
康
の
個
性
を
よ
ん

だ
句
が
面
白
い
な
、
と
思
っ
た
。「
な
か
ぬ

な
ら
な
く
ま
で
待
と
う
ホ
ト
ト
ギ
ス
」。
家

康
は
待
つ
こ
と
の
で
き
る
忍
た
い
強
い
人

だ
っ
た
の
だ
な
、
と
思
っ
た
。

　

今
年
の
春
か
ら
住
む
こ
と
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
、と
下
見
に
初
め
て
浜
松
に
来
た
日
、

バ
ス
の
中
で
聞
く
、
て
い
留
所
の
名
前
が
し

ぶ
く
て
、新
せ
ん
だ
っ
た
。銭
取
、さ
い
が
崖
、

小
豆
餅
。
地
名
の
い
わ
れ
を
知
り
、
戦
国
武

将
達
の
中
か
ら
家
康
が
一
歩
抜
き
ん
出
て
身

近
に
感
じ
ら
れ
た
。
武
田
軍
が
、
そ
し
て
家

康
が
、
こ
の
街
道
を
通
っ
た
の
だ
。
す
ご
い

‼　

ぼ
く
も
今
、
こ
こ
を
通
っ
て
い
る
。
こ

の
時
に
、
浜
松
城
と
、
浜
松
元
城
町
東
照
宮

へ
行
っ
た
。
出
世
城
と
い
う
か
ら
、
こ
の
浜

松
か
ら
天
下
一
の
出
世
が
始
ま
っ
た
の
か
、

と
思
っ
た
。

　

浜
松
に
住
む
こ
と
が
決
ま
り
、
春
休
み
に

は
、
早
速
、
掛
川
城
、
駿
府
城
、
久
能
山
東

照
宮
に
行
き
、
ま
す
ま
す
家
康
が
身
近
に
感

じ
ら
れ
た
。
再
び
、
桜
の
こ
ろ
の
浜
松
城
に

も
行
っ
た
。

　

今
は
毎
日
、
三
方
原
古
戦
場
辺
り
を
歩
い

て
通
学
し
て
い
る
。
こ
の
辺
に
引
っ
こ
し
し

て
ま
っ
先
に
思
っ
た
の
は
、「
浜
松
の
景
色

は
明
る
い
‼
」。
ぼ
く
が
持
っ
た
第
一
印
象

だ
。
赤
い
土
の
色
、
日
の
光
が
き
ら
き
ら
し

た
空
気
の
と
う
明
さ
、
北
に
は
山
が
見
え
る

広
く
て
平
ら
な
土
地
。
武
田
軍
に
素
通
り
さ

れ
る
の
は
許
せ
な
い
、と
い
う
理
由
の
他
に
、

三
方
原
で
戦
っ
て
い
る
時
に
は
、
じ
ゅ
ん
す

い
に
、
こ
の
土
地
を
失
い
た
く
な
い
、
と
感

じ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

今
の
ぼ
く
に
は
、
浜
松
の
規
ぼ
は
ち
ょ
う

ど
心
地
良
く
感
じ
る
。
家
康
に
と
っ
て
も
、

当
時
の
浜
松
の
規
ぼ
が
良
か
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
人
質
の
経
験
が
家
康
の
力
と
な
っ
た

が
、
そ
の
こ
ろ
や
そ
の
後
に
都
で
く
ら
し
た

り
、
都
に
あ
こ
が
れ
て
過
ご
し
て
い
た
ら
、

統
一
後
も
質
実
な
ま
ま
２
６
５
年
続
く
太
平

の
世
の
基
そ
を
固
め
る
の
は
難
し
か
っ
た
と

思
う
。

　

人
質
だ
っ
た
経
験
は
も
ち
ろ
ん
、
華
や
か

な
美
と
は
違
っ
た
、
自
然
の
美
を
感
じ
る
こ

と
が
で
き
る
、
浜
松
と
そ
の
近
辺
で
く
ら
し

た
こ
と
が
、
家
康
の
質
実
さ
と
が
ま
ん
強
さ

の
一
因
だ
っ
た
と
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
け

ん
実
さ
、
忍
耐
力
が
、
最
後
に
天
下
統
一
を

果
た
し
た
り
っ
ぱ
な
家
康
を
つ
く
っ
た
と
思

う
。
浜
松
の
空
気
や
大
地
が
つ
く
る
こ
の
美

し
さ
に
感
動
し
た
ぼ
く
は
そ
う
思
う
。

　

ぼ
く
は
、
こ
れ
か
ら
の
人
生
に
家
康
の

り
っ
ぱ
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
数
々
か
ら
学
び
、

自
分
の
人
生
を
り
っ
ぱ
な
も
の
に
し
た
い
。

家
康
に
統
一
の
パ
ワ
ー
を
あ
た
え
た
大
地
に

今
、
ぼ
く
も
い
る
。

「
家
康
と
浜
松
と
ぼ
く
」

聖
隷
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
小
学
校
５
年　

原  

彪
太
朗

徳
川

み
ら
い

学
会
賞

　

初
め
て
食
べ
た
時
は
衝
撃
だ
っ
た
。

　

あ
る
日
の
給
食
の
時
間
、
お
な
か
を
空
か

せ
た
私
は
メ
ニ
ュ
ー
表
を
見
た
。そ
こ
に
は
、

ご
飯
や
牛
乳
、
い
つ
も
の
献
立
に
並
ん
で
、

異
彩
を
放
つ
「
黒
は
ん
ぺ
ん
の
フ
ラ
イ
」
の

文
字
が
。
出
身
が
静
岡
で
な
い
私
は
、（
黒
？

は
ん
ぺ
ん
は
白
だ
よ
ね…

）
と
脳
内
に
疑
問

が
あ
ふ
れ
か
え
っ
た
。「
い
た
だ
き
ま
す
」。

そ
の
声
と
と
も
に
私
は
一
口
頬
張
っ
た
。
驚

き
だ
っ
た
。
は
ん
ぺ
ん
な
の
に
見
た
目
は
半

円
で
、
色
は
灰
色
を
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

あ
の
ふ
ん
わ
り
と
し
た
食
感
で
な
く
弾
力
が

あ
り
少
し
重
い
ち
く
わ
の
よ
う
な
噛
み
応
え

も
あ
る
。

　
「
お
、
お
い
し
い…

」

　

初
め
て
食
べ
る
黒
は
ん
ぺ
ん
は
私
に
大
き

な
感
動
を
与
え
た
。

　

お
昼
の
校
内
放
送
が
始
ま
っ
た
。
毎
日
そ

の
日
の
給
食
の
豆
知
識
を
提
案
し
て
く
れ
る

の
だ
。
そ
の
日
の
内
容
は
や
は
り
黒
は
ん
ぺ

ん
。

　

―

今
日
の
黒
は
ん
ぺ
ん
は
四
百
年
以
上
も

前
に
徳
川
家
康
が
作
ら
せ
た
と
言
わ
れ
て
い

ま
す―

。

　

今
日
二
度
目
の
衝
撃
だ
っ
た
。
こ
の
食
べ

物
は
あ
の
家
康
が
作
ら
せ
た
の
だ
と
考
え
る

と
な
ん
だ
か
感
慨
深
い
も
の
で
あ
る
。

　

家
に
帰
っ
た
私
は
家
康
に
つ
い
て
調
べ
て

み
た
。

　

家
康
が
亡
く
な
っ
た
の
は
一
六
一
六
年
。

現
代
の
満
年
齢
で
い
う
と
七
十
三
歳
だ
っ
た

そ
う
だ
。
当
時
の
平
均
寿
命
は
三
十
〜
四
十

歳
だ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
て
、
そ
れ
と
比

較
す
る
と
、
家
康
が
非
常
に
長
生
き
だ
っ
た

と
感
じ
ら
れ
る
。

　

な
ぜ
家
康
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
長
生
き
で

き
た
の
だ
ろ
う
。

　

調
べ
て
い
く
う
ち
に
、こ
れ
は
家
康
の「
健

康
オ
タ
ク
」
か
ら
く
る
食
生
活
に
あ
る
と
分

か
っ
た
。
彼
は
、
戦
国
大
名
で
あ
り
な
が
ら

麦
飯
と
豆
味
噌
が
中
心
の
い
わ
ゆ
る
粗
食
と

言
わ
れ
る
食
事
を
進
ん
で
摂
っ
て
い
た
。

　

そ
の
裏
に
は
自
分
自
身
の
健
康
に
つ
い
て

考
え
る
一
面
も
あ
れ
ば
、「
主
が
進
ん
で
倹

約
す
れ
ば
、
い
く
ら
か
戦
費
に
回
せ
る
し
、

百
姓
を
労
（
ね
ぎ
ら
う
）
う
こ
と
も
可
能
だ

ろ
う
」
と
い
う
庶
民
を
思
う
心
も
持
っ
て
い

た
よ
う
だ
。
そ
れ
を
聞
き
、
家
康
が
天
下
統

一
す
る
実
力
の
持
ち
主
だ
と
い
う
こ
と
を
感

じ
た
。

　

あ
の
黒
は
ん
ぺ
ん
は
、
駿
府
城
に
居
た
家

康
が
余
り
の
イ
ワ
シ
を
保
存
す
る
た
め
作
ら

せ
た
の
が
由
来
ら
し
い
。
魚
の
骨
や
皮
も
丸

ご
と
す
り
身
に
す
る
黒
は
ん
ぺ
ん
は
、
タ
ン

パ
ク
質
の
他
、
鉄
分
や
カ
ル
シ
ウ
ム
、Ｅ
Ｐ

Ａ
、Ｄ
Ｈ
Ａ
な
ど
き
り
が
な
い
ほ
ど
た
く
さ

ん
の
栄
養
素
が
含
ま
れ
て
い
る
。
給
食
に
も

出
さ
れ
る
黒
は
ん
ぺ
ん
は
、
江
戸
時
代
か
ら

の
ス
ー
パ
ー
フ
ー
ド
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

私
は
、
こ
の
給
食
の
日
を
境
に
家
康
へ
の

見
方
が
変
わ
っ
た
。
今
ま
で
は
、
天
下
統
一

し
た
静
岡
の
将
軍
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
だ
け

だ
っ
た
が
、
現
代
に
も
通
じ
る
確
か
な
考
え

と
頭
の
良
さ
、
優
し
い
心
の
持
ち
主
だ
と
思

う
よ
う
に
な
っ
た
。

　

ま
ず
、
い
ろ
い
ろ
な
人
を
思
い
や
る
気
持

ち
だ
。
偉
い
立
場
で
も
豪
華
な
も
の
を
摂
る

の
で
は
な
く
、
自
身
の
健
康
や
家
来
、
百
姓

の
気
持
ち
な
ど
民
衆
す
べ
て
の
こ
と
を
考
え

て
い
る
。

　

そ
の
謙
虚
な
姿
勢
を
見
せ
ら
れ
る
人
は
今

の
時
代
、
な
か
な
か
い
な
い
だ
ろ
う
。
私
自

身
も
自
分
の
周
り
の
人
の
事
も
考
え
、
家
康

の
よ
う
に
多
く
の
人
に
慕
わ
れ
る
人
を
目
指

し
た
い
と
思
う
。

　

そ
し
て
、
食
品
ロ
ス
問
題
だ
。
日
本
人
は

「
一
日
当
た
り
一
人
お
茶
碗
一
杯
分
も
の
食

べ
ら
れ
る
食
べ
物
を
捨
て
て
い
る
」。
こ
れ

は
最
近
よ
く
聞
く
言
葉
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
現
在
の
日
本
は
食
べ
物
が
た
く
さ
ん
あ

る
。
が
、
こ
れ
は
無
限
に
は
な
い
。
余
っ
た

ら
捨
て
る
と
い
う
間
違
っ
た
考
え
を
捨
て
、

家
康
の
よ
う
に
無
駄
な
く
、
お
い
し
く
食
べ

る
工
夫
を
す
べ
き
だ
。
食
品
ロ
ス
解
決
の
た

め
に
も
私
た
ち
一
人
一
人
が
考
え
て
実
践
す

べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

家
康
は
江
戸
時
代
の
大
将
軍
だ
。
現
代
を

生
き
る
私
た
ち
も
彼
の
行
動
か
ら
た
く
さ
ん

学
ぶ
こ
と
で
、
未
来
の
た
め
に
も
よ
り
良
い

日
本
を
作
り
上
げ
て
い
け
る
の
だ
と
思
う
。

「
四
百
年
前
か
ら
学
ぶ
」

静
岡
市
立
高
松
中
学
校
３
年　

東
井
上  

遥
華

徳
川
賞

　

今
、
私
達
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影

響
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
自
粛
や
行
動
制
限

な
ど
、
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
や
行
き
た
い

場
所
が
あ
っ
て
も
ま
だ
ま
だ
我
慢
の
毎
日
が

続
い
て
い
る
。
修
学
旅
行
の
延
期
、
合
唱
祭

の
中
止
な
ど
、
私
達
の
学
校
生
活
に
も
大
き

な
影
響
が
出
て
い
る
。
し
か
し
、
昨
年
春
の

休
校
期
間
中
と
比
べ
れ
ば
、
登
校
で
き
る
だ

け
で
も
有
り
難
い
と
思
っ
て
い
る
。

　

一
人
で
家
に
い
る
孤
独
感
や
友
達
に
会
え

な
い
寂
し
さ
、
外
に
出
ら
れ
な
い
ス
ト
レ
ス

な
ど
で
と
て
も
辛
か
っ
た
休
校
期
間
中
に
、

駿
府
で
人
質
時
代
を
過
ご
し
て
い
た
家
康
公

の
こ
と
が
ふ
と
頭
に
浮
か
ん
だ
。
そ
し
て
、

「
家
康
公
な
ら
こ
の
試
練
を
ど
う
乗
り
切
る

だ
ろ
う
か
」
と
思
っ
た
。
家
康
公
は
、
幼
少

期
か
ら
人
質
と
し
て
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
い
た
。
当
時
は
、
北
条
氏
や
武
田
氏
の

人
質
か
ら
冷
た
い
仕
打
ち
を
受
け
て
い
た
そ

う
だ
。
人
格
が
つ
く
ら
れ
る
大
切
な
時
期
と

い
う
こ
と
も
あ
り
、
と
き
に
は
人
間
不
信
に

な
っ
た
り
、
思
う
よ
う
に
い
か
ず
ス
ト
レ
ス

を
抱
え
て
生
活
し
て
い
た
り
し
た
か
も
し
れ

な
い
。
そ
ん
な
中
、
常
に
周
囲
を
よ
く
観
察

し
、
五
感
を
働
か
せ
な
が
ら
生
活
し
て
い
た

に
違
い
な
い
。
家
康
公
は
、
人
質
時
代
の
苦

労
を
乗
り
越
え
、
体
だ
け
で
な
く
心
も
鍛
え

ら
れ
た
こ
と
で
、
そ
の
後
の
人
生
を
大
き
く

切
り
開
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
私
は
、今
こ
そ
家
康
公
の
「
忍
耐
力
」

を
見
習
う
べ
き
だ
と
思
っ
た
。
ど
ん
な
環
境

下
で
も
、
太
原
雪
斎
の
教
え
や
己
の
努
力
で

た
く
ま
し
く
成
長
し
て
い
っ
た
家
康
公
。
そ

ん
な
家
康
公
の
生
き
方
か
ら
、
私
達
は
強
い

心
の
鍛
え
方
に
つ
い
て
も
、
学
べ
そ
う
な
気

が
す
る
。緊
急
事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ
た
ら
、

「
忍
耐
」
の
原
点
と
な
っ
た
臨
済
寺
に
足
を

運
び
、
家
康
公
の
幼
少
期
に
思
い
を
馳
せ
た

い
と
思
う
。

　

も
う
一
つ
、
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
強
く

思
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、「
自
分
の

健
康
は
、
自
分
自
身
で
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
。
ど
ん
な
に
医
療
が

進
歩
し
て
も
、
医
療
崩
壊
は
起
こ
る
と
い
う

こ
と
や
、
病
院
で
診
て
も
ら
え
な
い
状
況
に

さ
え
な
る
と
い
う
こ
と
を
毎
日
の
ニ
ュ
ー
ス

で
知
り
、
と
て
も
不
安
に
な
っ
た
。
改
め
て

「
健
康
が
一
番
」
と
思
っ
た
こ
の
瞬
間
も
、

私
は
ま
た
家
康
公
の
こ
と
を
思
っ
た
。
人
一

倍
健
康
に
気
を
遣
っ
て
い
た
こ
と
で
有
名
な

家
康
公
。
粗
食
を
常
と
し
、
一
汁
一
菜
主
義

だ
っ
た
。
ま
た
、
食
事
内
容
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
駿
府
御
薬
園
と
い
う
薬
草
園
で
、
自

ら
の
体
調
に
合
わ
せ
た
薬
草
を
栽
培
し
、
そ

れ
ら
を
調
合
し
て
飲
ん
で
い
た
そ
う
だ
。
家

康
公
が
生
き
て
い
た
時
代
に
、
こ
ん
な
に
も

自
分
で
健
康
管
理
を
し
て
い
た
武
将
が
、
他

に
い
た
だ
ろ
う
か
。ま
た
、近
年
の
緑
茶
ブ
ー

ム
で
、
清
水
港
か
ら
の
緑
茶
輸
出
高
が
増
え

て
き
て
い
る
と
い
う
記
事
を
新
聞
で
読
ん
だ

が
、
家
康
公
は
そ
の
当
時
か
ら
お
茶
も
愛
飲

し
て
い
た
。
お
茶
の
効
能
が
分
か
る
は
る
か

昔
か
ら
、
家
康
公
は
緑
茶
が
健
康
に
い
い
こ

と
も
分
か
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。「
飲
ん

だ
ら
わ
か
る
」
と
家
康
公
の
声
が
聞
こ
え
て

き
そ
う
だ
。
私
は
、
静
岡
の
お
茶
が
大
好
き

で
、
毎
日
飲
ん
で
い
る
。
こ
れ
か
ら
家
康
公

を
見
習
い
、
自
分
の
健
康
は
自
分
で
守
れ
る

よ
う
、
運
動
や
食
事
、
睡
眠
に
気
を
配
っ
て

生
活
し
た
い
と
思
う
。

　

こ
の
夏
、
日
本
で
は
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
が
開
催
さ
れ
た
。
色
取
り
取
り
の
国
旗
を

手
に
、
世
界
中
の
ア
ス
リ
ー
ト
が
東
京
に
集

結
し
た
。
開
・
閉
会
式
で
、
多
く
の
花
火
が

次
々
に
打
ち
上
げ
ら
れ
た
瞬
間
に
も
、
こ
う

思
っ
た
。「
も
し
、家
康
公
が
生
き
て
い
た
ら
、

何
と
言
っ
た
だ
ろ
う
」
と
。
コ
ロ
ナ
禍
で
も

世
界
中
の
人
々
が
こ
の
地
に
集
ま
り
、
ス

ポ
ー
ツ
の
祭
典
が
無
事
開
催
で
き
た
こ
と
を

「
あ
っ
ぱ
れ
」
と
言
っ
て
喜
ん
で
く
れ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
家
康
公
も
、
朝
鮮
と

の
国
交
回
復
に
力
を
注
ぎ
、
清
見
寺
で
朝
鮮

通
信
使
一
行
を
歓
迎
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て

い
る
。
外
国
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
、
広

い
心
で
精
い
っ
ぱ
い
の
お
も
て
な
し
を
し
た

に
違
い
な
い
。

　

家
康
公
の
生
き
方
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、

今
を
生
き
る
ヒ
ン
ト
が
た
く
さ
ん
隠
さ
れ
て

い
る
。
私
は
、
家
康
公
の
お
か
げ
で
、
歴
史

を
学
ぶ
こ
と
が
大
好
き
に
な
っ
た
。
こ
れ
か

ら
も
、
家
康
公
が
愛
し
た
静
岡
で
生
活
で
き

る
こ
と
を
誇
り
に
、
学
ん
だ
歴
史
を
今
に
生

か
せ
る
人
間
に
な
り
た
い
と
思
う
。

「
今
、家
康
公
の
生
き
方
か
ら
学
ぶ
こ
と
」

静
岡
市
立
東
豊
田
中
学
校
３
年　

柿
崎  

寛
人
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東井上遥華（静岡高松中３年）
菱田 琳斗（静岡大付属静岡小１年）
柿崎 寛人（静岡東豊田中３年）
原 彪太朗（聖隷クリストファー小５年）
塩川 莉子（星陵中１年）
寺田 和音（浜松開成中２年）
齊藤のどか（静岡大谷小６年）
山内 愛結（浜松雄踏中１年）
佐野 巧真（静岡竜南小５年）
井上 颯人（浜松北浜南小６年）
河村 羽乃（西遠女子学園中３年）

　　三善 優花（沼津三小６年）
　　大津亜果莉（静岡蒲原中３年）
　　田中 花笑（浜松北浜南小６年）
　　杉田児次朗（静岡大付属浜松小３年）
　　森田 悠愛（浜松北浜南小６年）
　　尾﨑 遥斗（袋井南小５年）
　　鈴木 愛梨（富士中１年）
　　奥田 葵衣（沼津五中３年）
　　髙林 　蓮（浜松北浜南小６年）
　　森園 和壮（富士吉原小４年）
　　浜松北浜南小

受 

賞 

結 

果

　

幼
少
時
か
ら
静
岡
県
と
深
い
縁
で
結
ば
れ
て

い
た
徳
川
家
康
公
は
、そ
の
生
涯
を
と
お
し
て
、

現
代
の
小
中
学
生
に
何
を
語
り
掛
け
て
い
る

だ
ろ
う
か
。
ゆ
か
り
の
史
跡
を
訪
れ
た
り
、

関
連
す
る
本
を
読
ん
だ
り
し
て
、
自
分
な
り

の
家
康
公
像
を
書
い
て
ほ
し
い
。
こ
ん
な
呼
び

か
け
を
し
て
き
た
家
康
公
作
文
コ
ン
ク
ー
ル

は
、
７
回
目
と
な
り
、
本
年
は
３
２
７
点
の
作

品
が
寄
せ
ら
れ
た
。

　

こ
こ
に
掲
載
し
た
４
点
は
、
い
ず
れ
も
思
う

と
こ
ろ
を
自
ら
の
言
葉
で
語
っ
た
す
ぐ
れ
た
作

品
で
あ
る
。
全
体
と
し
て
現
地
に
赴
い
て
の
研

究
よ
り
も
、
読
書
な
ど
か
ら
学
ん
だ
内
容
を

自
分
の
生
き
方
に
重
ね
た
内
容
が
多
か
っ
た
の

は
、
コ
ロ
ナ
禍
の
せ
い
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
な

か
で
食
品
ロ
ス
や
健
康
と
い
う
時
代
の
キ
ー

ワ
ー
ド
に
触
れ
た
も
の
が
目
に
付
い
た
。
子
ど

も
た
ち
は
、
現
今
の
社
会
や
国
際
情
勢
に
も

大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。

　

次
回
以
降
も
、
あ
え
て
原
稿
用
紙
で
の
提

出
を
求
め
ま
す
。
手
書
き
の
一
文
字
一
文
字
に
、

家
康
公
へ
の
あ
つ
い
思
い
を
込
め
て
く
だ
さ
い
。

審
査
員
長  

中
村
羊
一
郎
氏

（
静
岡
産
業
大
学
総
合
研
究
所
客
員
研
究
員
）

時
代
に
敏
感
な

子
ど
も
た
ち

講 

評

家
康
さ
ん
か
ら
学
ん
だ 

優
秀
作
品
掲
載

第
７
回
德
川
記
念
財
団
コ
ン
ク
ー
ル
in
静
岡　

徳
川
家
康
公
顕
彰
作
文
コ
ン
ク
ー
ル


