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柴田伸一  

「僕
、
今
日
学
校
で
『
佐
倉
こ
ど

も
か
る
た
』
で
遊
ん
だ
ん
だ
。
十
一

枚
も
と
れ
た
ん
だ
よ
」 

「
か
る
た
で
覚
え
て
い
る
読
み

札
が
あ
る
か
い
？
」 

「
風
車
が
目
印
…
…
え
ー
と
」 

「
風
車
が
目
印 

ふ
る
さ
と
広

場 

ぼ
く
ら
が
咲
か
せ
る
チ
ュ
ー

リ
ッ
プ
、
だ
ろ
う
？
」 

「
え
っ
！
？ 

ど
う
し
て
お
父

さ
ん
が
知
っ
て
い
る
の
？
」 

「
お
父
さ
ん
も
子
ど
も
の
頃
、
そ

の
か
る
た
で
遊
ん
で
佐
倉
の
歴
史

や
色
々
な
こ
と
を
覚
え
た
ん
だ
。
だ

か
ら
今
で
も
す
ぐ
に
思
い
出
す
こ

と
が
出
来
る
ん
だ
よ
」 

こ
れ
は
あ
る
家
庭
の
親
子
の
会

話
を
想
像
し
た
も
の
で
す
が
、
こ
の

様
な
思
い
が
二
年
前
に
か
る
た
を

作
り
始
め
た
時
、
私
達
の
理
想
と
す

る
出
発
点
で
し
た
（『
佐
倉
こ
ど
も

か
る
た
』
あ
と
が
き
）。 

市
民
カ
レ
ッ
ジ
十
六
期
生
の
グ

ル
ー
プ
「
子
都

し

っ

手
留
会

て

る

か

い

」
は
、
こ
の 

度
、
二
年
に
及
ん
だ
『
佐
倉
こ
ど
も

か
る
た
』
の
編
集
全
て
を
終
了
し
三

年
目
に
そ
の
完
成
を
迎
え
た
。 

私
達
夫
婦
が
第
二
の
故
郷
と
し

て
、
毎
年
二
ヵ
月
近
く
を
過
ご
し
て

い
る
群
馬
県
で
私
は
、
故
郷
か
る
た

の
先
駆
け
と
も
い
え
る
有
名
な
『
上

毛
か
る
た
』
を
知
っ
た
。 

佐
倉
市
に
故
郷
か
る
た
の
無
い

事
を
惜
し
み
、
私
は
自
分
な
り
に
佐

倉
の
か
る
た
文
を
作
っ
て
い
た
。 

だ
か
ら
、
カ
レ
ッ
ジ
二
年
生
の
課

題
「
ま
ち
づ
く
り
」
は
絶
対
こ
れ
で

い
き
た
い
と
思
っ
た
も
の
だ
。 

ク
ラ
ス
全
体
で
か
る
た
作
り
を

し
た
い
と
担
任
の
先
生
に
申
し
入

れ
た
が
か
な
わ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で

か
る
た
に
賛
同
の
メ
ン
バ
ー
が
集

ま
り
、
こ
れ
に
当
た
る
事
と
な
っ

た
。
リ
ー
ダ
ー
は
、
半
世
紀
以
上
を

過
ぎ
た
今
で
も
『
上
毛
か
る
た
』
を

ス
ラ
ス
ラ
そ
ら
ん
じ
ら
れ
る
人
だ
。 

皆
で
討
議
の
結
果
、
小
学
生
対
象

の
か
る
た
と
し
、
そ
の
他
に
か
る
た 

    

そ
れ
ぞ
れ
の
解
説
文
と
、
こ
れ
に
関

連
し
た
内
容
で
問
い
掛
け
形
式
の

「
知
っ
て
い
る
か
い
？
」
と
い
う
小

文
の
セ
ッ
ト
で
小
冊
子
を
作
る
事

と
な
っ
た
。                   

か
る
た
に
採
用
す
る
項
目
選
び
か

ら
、
読
み
札
文
、
解
説
文
、「
知
っ

て
い
る
か
い
？
」
文
、
そ
れ
等
の
創

作
と
編
集
ま
で
全
員
で
行
い
推
敲

に
推
敲
を
重
ね
て
き
た
。
絵
札
は
分

担
し
て
は
が
き
大
の
紙
に
描
き
、
パ

ソ
コ
ン
で
処
理
し
た
。
絵
札
の
中
に

見
事
な
切
り
絵
の
も
の
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
病
気
で
亡
く
な
ら
れ
た
方

が
残
さ
れ
た
も
の
だ
。
見
る
度
に
故

人
の
魂
が
感
じ
ら
れ
る
。
合
掌
。 

現
在
こ
の
か
る
た
製
品
化
の
為

の
資
金
問
題
を
中
央
公
民
館
で
お

骨
折
り
頂
い
て
い
る
が
、
私
達
メ
ン

バ
ー
の
出
資
も
免
れ
な
い
。
出
資
問

題
が
予
想
さ
れ
た
時
、
私
は
こ
の
か

る
た
を
題
材
に
原
稿
を
書
き
、
Ｍ
新

聞
社
主
催
の
「
わ
が
ま
ち
Ｐ
Ｒ
コ
ン

ク
ー
ル
」
に
応
募
し
て
、
幸
い
に
も

最
優
秀
賞
を
頂
い
た
。
賞
金
は
、
製

品
化
資
金
の
足
し
に
と
寄
付
出
来

て
、
そ
の
甲
斐
が
あ
っ
た
。 

(

編
集
委
員) 

   

『
佐
倉
こ
ど
も
か
る
た
』
完
成
へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

坪
井 

栄
子 
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ス
ト
リ
ー
ト
オ
ル
ガ
ン
（
以
下

は
Ｓ
Ｏ
）
は
自
動
演
奏
楽
器
の
一

種
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
国
々
で

は
教
会
や
ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
等
に
置

か
れ
た
自
動
パ
イ
プ
オ
ル
ガ
ン
の

仲
間
で
す
。
移
動
を
可
能
と
し
、

街
頭
で
演
奏
し
た
た
め
Ｓ
Ｏ
と
呼

ば
れ
る
様
に
な
り
ま
し
た
。 

Ｓ
Ｏ
は
一
八
八
〇
年
頃
フ
ラ
ン

ス
で
開
発
、
そ
の
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

各
地
で
使
わ
れ
ま
し
た
。
一
九
二

〇
年
頃
迄
が
全
盛
で
し
た
。
今
で

は
オ
ラ
ン
ダ
で
も
Ｓ
Ｏ
は
約
二
百

台
程
度
し
か
な
く
、
楽
器
の
製
作

者
も
数
人
し
か
居
な
く
な
り
ま
し

た
。 佐

倉
藩
は
幕
末
の
こ
ろ
、
老
中

首
座
と
な
り
日
本
の
開
国
を
進
め

た
藩
主
堀
田
正
睦
の
奨
励
に
よ
り
、

オ
ラ
ン
ダ
学
問
を
中
心
と
し
た
西

欧
医
学
の
振
興
地
で
し
た
。 

文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
幕
府

は
初
め
て
オ
ラ
ン
ダ
へ
留
学
生
を

派
遣
し
ま
す
が
、
佐
倉
藩
関
係
者

が
三
名
加
わ
っ
て
お
り
ま
し
た
。 

市
は
、
昭
和
六
十
二
年
（
一
九

八
七
）
春
、
佐
倉
日
蘭
協
会
を
設

立
し
、
オ
ラ
ン
ダ
を
よ
り
理
解
す

る
事
業
を
行
な
っ
て
い
ま
す
。
同

年
秋
、
佐
倉
市
民
音
楽
ホ
ー
ル
で

は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
大
の
オ
ラ
ン

ダ
国
立
自
動
楽
器
博
物
館
所
蔵
の

各
種
自
動
楽
器
展
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。
こ
の
展
示
は
大
好
評
で
、

「
一
台
で
も
良
い
か
ら
佐
倉
へ
」

と
い
う
多
く
の
人
々
の
要
望
に
応

え
、
Ｓ
Ｏ
を
購
入
す
る
こ
と
に
し

ま
し
た
。 

市
は
オ
ラ
ン
ダ
大
使
館
の
協
力

に
よ
り
、
昭
和
六
十
三
年
特
別
注

文
の
中
型
「
さ
く
ら
」
を
購
入
し
、

平
成
元
年
に
は
市
制
三
十
五
周
年

と
日
蘭
修
好
三
百
八
十
周
年
を
記

念
し
て
、
千
葉
銀
行
か
ら
小
型

「
ヴ
ェ
ー
ニ
ン
ゲ
ン
」
が
寄
贈
さ

れ
ま
し
た
。
更
に
同
年
約
百
年
前

に
製
作
さ
れ
た
貴
重
な
「
サ
ー
タ

ー
」
を
購
入
し
、
三
台
の
Ｓ
Ｏ
が

佐
倉
市
に
揃
い
普
段
は
市
民
音
楽

ホ
ー
ル
に
展
示
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

（
並
木
町 

松
井
弥
彦
） 

 

  
 

中
央
公
民
館
へ
向
う
通
り
の
店

先
に
「
塩
」
と
い
う
白
い
ホ
ウ
ロ

ウ
の
小
看
板
を
み
つ
け
ま
し
た
。

そ
し
て
故
郷
で
の
子
供
の
頃
、
塩

を
買
い
に
や
ら
さ
れ
た
店
先
に
も

難
し
い
字
の
「
鹽
」
と
い
う
小
看

板
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
町
通
り
に

「
塩
屋
小
路
」
が
あ
っ
た
こ
と
な

ど
を
思
い
出
し
ま
し
た
。 

 

戦
後
の
食
糧
難
の
中
で
白
い
塩

は
貴
重
品
で
、
岩
塩
が
配
給
さ
れ

て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。 

又
子
供
の
頃
、
山
や
川
へ
遊
び

に
行
く
時
は
塩
を
少
し
紙
に
包
ん

で
持
っ
て
行
き
、
お
や
つ
に
山
菜

の
い
た
ど
り
や
野
菜
を
と
っ
て
塩

を
つ
け
て
食
べ
て
い
ま
し
た
。 

 

塩
は
今
ス
ー
パ
ー
な
ど
で
自
由

に
買
え
ま
す
が
、
つ
い
十
三
年
前

ま
で
は
専
売
品
だ
っ
た
の
で
し
た
。 

 
昭
和
四
十
七
年
（
一
九
七
二
）

か
ら
仕
事
で
浜
金
谷
へ
通
っ
て
い

ま
し
た
。
そ
こ
の
金
谷
神
社
に

「
鉄
尊
さ
ま
」
が
祀
ら
れ
て
い
て
、

そ
れ
が
調
査
研
究
で
正
倉
院
文
書

天
平
九
年
（
七
三
七
）
に
記
録
さ

れ
て
い
る
、
日
本
最
古
の
「
煎
塩

鉄
釜
」
と
分
か
っ
た
の
で
し
た
。 

 

山
口
県
に
あ
っ
た
も
の
が
朝
命

に
よ
り
、
特
殊
漂
海
漁
民
小
集
団

が
長
年
月
を
か
け
て
運
ん
で
来
た

と
い
う
も
の
で
、
こ
こ
で
作
ら
れ

た
結
晶
塩
は
天
皇
の
関
東
遠
征
軍

兵
士
の
士
気
高
揚
の
た
め
に
供
さ

れ
、
食
さ
れ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。 

 

こ
の
鉄
釜
は
一
二
〇
〇
年
頃
か

ら
の
近
海
大
地
震
で
岬
が
全
壊
し

た
た
め
行
先
不
明
と
な
り
、
文
明

元
年(

一
四
六
九)

に
浜
辺
へ
打
上

げ
ら
れ
神
社
に
祀
ら
れ
ま
し
た
。 

そ
れ
が
江
戸
時
代
の
学
者
に
よ
り

伝
承
が
無
視
さ
れ
て
違
う
も
の
に

な
り
、
二
〇
〇
年
程
た
っ
て
煎
塩

釜
に
蘇
っ
た
の
で
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
関
東
初
の
製
塩
が

浜
金
谷
の
地
で
行
わ
れ
て
い
た
の

で
し
た
（
千
葉
県
指
定
文
化
財
）。 

 

歴
史
上
で
も
謙
信
が
宿
敵
信
玄

に
塩
を
送
っ
た
な
ど
、
時
々
に
塩

の
姿
が
み
う
け
ら
れ
ま
す
。 

 
 
 
 

（
井
野 

横
山
勇
典
） 

 

佐
倉
市
の 

 
ス
ト
リ
ー
ト
オ
ル
ガ
ン 

塩
に
想
う 
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我
家
の
狭
い
庭
に
は
、
天
気
の

よ
い
日
は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
ほ

ど
黒
猫
、
白
黒
の
ま
だ
ら
模
様
の

猫
殿
の
訪
問
者
が
あ
る
。 

ベ
ラ
ン
ダ
で
の
日
向
ぼ
っ
こ
、

昼
寝
、
時
に
は
、
三
つ
巴
に
な
り

ニ
ャ
オ
ー
、
ギ
ャ
オ
ー
、
ウ
ギ
ャ

オ
ー
と
威
勢
の
い
い
唸
り
声
を
発

し
な
が
ら
の
応
戦
。 

来
客
が
あ
る
の
は
い
い
の
だ
が
、

悩
み
は
一
つ
、
殿
た
ち
の
糞
の
始

末
だ
。
違
和
感
を
持
ち
、
サ
ン
ダ

ル
の
裏
を
見
る
と
、
べ
っ
と
り
と

ご
馳
走
が
つ
い
て
い
る
こ
と
が
度

度
あ
り
、
猫
よ
け
の
薬
を
ま
い
た

り
し
た
が
、
そ
の
効
果
は
、
今
の

と
こ
ろ
皆
無
。 

つ
い
こ
の
間
は
、
か
わ
い
い
首

輪
の
つ
い
た
黒
猫
ち
ゃ
ん
の
排
便

現
場
に
遭
遇
。 

「
そ
こ
で
し
て
は
、
駄
目
で
し

ょ
う
。
駄
目
だ
よ
」
と
、 

繰
り
返
し
猫
を
凝
視
し
な
が
ら
諭

す
と
、
彼
も
ま
た
私
を
凝
視
し
な

が
ら
、
か
わ
い
い
足
で
土
か
け
を

繰
り
返
し
、
異
物
が
見
え
な
く
な

る
ま
で
の
完
璧
な
跡
始
末
を
し
、

ゆ
っ
た
り
と
し
た
足
ど
り
で
家
路

に
つ
い
て
い
く
で
は
な
い
か
。 

 

何
と
仕
付
け
の
行
き
届
い
た
猫

殿
か
と
怒
り
を
通
り
越
し
、
感
服

し
き
り
。 

 

事
の
成
り
ゆ
き
を
主
人
に
話
す

と
、
何
と
甘
く
見
ら
れ
た
こ
と
か

き
っ
と
今
後
も
勝
手
知
っ
た
る
家
、

安
心
し
て
自
分
の
生
活
習
慣
を
維

持
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
と
の

こ
と
。 

 
願
わ
く
は
、
自
宅
で
排
便
し
、

日
向
ぼ
っ
こ
や
散
歩
程
度
に
止
め

て
ほ
し
い
と
切
望
す
る
次
第
で
あ

る
。 
 

数
年
前
、
我
家
の
玄
関
前
で
犬

の
散
歩
中
の
粗
相
現
場
を
目
撃
、

こ
の
時
は
、
見
知
ら
ぬ
ご
婦
人
の 

「
あ
と
か
ら
片
づ
け
に
来
ま
す
」

の
言
葉
が
あ
っ
た
も
の
の
未
だ
に

現
れ
ず
、
驚
異
を
感
じ
て
い
る
。 

 

黒
猫
ち
ゃ
ん
を
手
本
に
と
願
う
。 

 
 
 
 

（
宮
前 

鈴
木
伶
子
） 

   

     

日
記
帳
に
収
ま
り
き
ら
な
い
感

想
や
自
分
の
考
え
を
、
宛
名
の
な

い
手
紙
風
に
取
り
留
め
も
な
く
綴

っ
て
ゆ
き
ま
し
た
。 

 

二
〇
一
〇
年
五
月
十
八
日 

 
 

今
日
は
晴
れ
て
ド
ラ
イ
で
気
持

ち
の
良
い
日
で
す
ね
。
昨
日
は
久

し
ぶ
り
に
俳
句
が
出
来
ま
し
た
。

午
後
の
三
時
あ
た
り
か
ら
、
裏
庭

の
雑
草
取
り
を
始
め
ま
し
た
。
草

取
り
に
集
中
し
た
の
か
、
草
取
り

鎌
の
サ
ッ
ク
、
サ
ッ
ク
と
い
う
音

し
か
聞
こ
え
ず
、
時
間
が
い
つ
の

間
に
か
過
ぎ
て
ゆ
き
ま
し
た
。 

 

草
む
し
り 

 
 
 

時
は
静
か
に
流
れ
け
り 

 

二
〇
一
〇
年
五
月
十
九
日 

 

昨
夜
来
の
風
が
朝
に
な
っ
て
も

治
ま
ら
ず
強
く
吹
い
て
い
ま
す
ね
。

お
元
気
で
し
ょ
う
か
。 

 

昨
日
は
大
人
の
塗
り
絵
教
室
に

行
き
ま
し
た
。
課
題
で
あ
る
ス
ー

ラ
の
『
日
曜
日
の
ポ
ー
ル
・
ア

ン
・
ベ
サ
ン
』
の
点
描
画
の
模
写

を
提
出
す
る
日
で
す
。
や
っ
つ
け

仕
事
で
仕
上
げ
て
き
ま
し
た
。
教

室
で
他
の
方
の
作
品
と
並
べ
鑑
賞

し
ま
し
た
。
女
性
の
方
の
作
品
は

丁
寧
で
出
来
る
だ
け
課
題
に
近
付

け
る
努
力
の
跡
が
窺
え
る
一
方
、

私
の
も
の
は
力
強
い
タ
ッ
チ
で
、

対
照
的
で
面
白
い
と
い
う
先
生
の

コ
メ
ン
ト
で
し
た
。
私
の
も
の
は

た
だ
荒
っ
ぽ
い
だ
け
で
、
先
生
も

コ
メ
ン
ト
に
苦
労
さ
れ
た
の
で
し

ょ
う
。
も
う
一
年
半
近
く
習
っ
て

い
ま
す
が
満
足
で
き
る
も
の
が
出

来
ま
せ
ん
。 

 

今
日
は
こ
れ
か
ら
駒
場
東
大
前

に
あ
る
「
日
本
民
藝
館
」
の
朝
鮮

陶
磁
展
を
見
に
行
き
ま
す
。
大
変

楽
し
み
に
し
て
い
た
も
の
で
す
。

朝
鮮
の
陶
磁
に
魅
入
ら
れ
た
の
は
、

も
う
十
年
以
上
も
前
に
な
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
大
阪
市
立
東
洋

陶
磁
美
術
館
に
展
示
さ
れ
て
い
た

李
朝
の
白
磁
の
壺
に
出
会
っ
て
か

ら
で
す
。
今
回
の
感
想
は
後
日
、

お
伝
え
い
た
し
ま
す
。 

 
 
 

（
稲
荷
台 

柴
田
伸
一
） 

猫
殿
に
完
敗 

感
じ
る
ま
ま
に

思
い
つ
く
ま
ま
に 



－４－ 

 

毎
日
、
猛
烈
な
暑
さ
が
続
い
て
い

ま
す
。
温
暖
化
の
影
響
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
が
、
本
当
に
地
球
は
ど
う
な

っ
ち
ゃ
う
の
？ 

 

『
な
か
ま
』
編
集
委
員
と
し
て
、

皆
さ
ま
か
ら
の
投
稿
文
を
読
ま
せ
て

い
た
だ
く
よ
う
に
な
っ
て
二
年
余
に

な
り
ま
す
。
毎
号
、
必
ず
と
言
っ
て

良
い
ほ
ど
佐
倉
の
歴
史
に
触
れ
る
こ

と
が
で
き
て
、
勉
強
に
な
り
ま
す
。 

 

個
人
的
な
感
想
で
恐
縮
で
す
が
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さ
く
ら
道 

 
 

今
年
は
土
井
利
勝
が
佐
倉
に
入
府

し
て
か
ら
四
百
年
に
な
り
ま
す
。
佐

倉
城
は
入
府
八
年
後
に
完
成
し
た
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。 
 

城
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
弧
を
描
く

石
垣
と
白
亜
の
天
守
で
す
が
、
佐
倉

城
に
は
石
垣
が
あ
り
ま
せ
ん
。
城
と

い
う
文
字
が
土
偏
に
成
る
と
書
く
よ

う
に
、
土
を
盛
り
上
げ
、
掘
り
下
げ

て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
れ
で
も
、
主
要
な
建
物
の
礎
石

と
し
て
、
石
が
使
わ
れ
ま
し
た
。
今

で
も
こ
の
石
が
百
個
ほ
ど
城
址
公
園

内
に
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。一
個

が
直
径
八
十
㎝
、
高
さ
四
十
㎝
で
、
重

さ
は
四
百
五
十
㎏
程
あ
り
ま
す
。こ
の

石
は
銚
子
石
と
言
わ
れ
る
物
で
、銚
子

近
辺
か
ら
常
陸
川
（
現
在
の
利
根
川
）

を
経
て
、印
旛
沼
に
石
釣
舟
で
運
ば
れ

ま
し
た
。
そ
の
後
、
人
力
に
よ
り
水
面

か
ら
二
十
五
ｍ
の
高
さ
の
城
に
運
ん
だ

の
で
す
。 

石
を
見
な
が
ら
往
時
の
印
旛
沼
の

水
運
と
人
々
の
汗
に
想
い
を
は
せ
ま
し

た
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
横
山
詔
正
） 

古
い
時
代
の
佐
倉
の
歴
史
だ
け
で
な

く
、
戦
中
・
戦
後
の
出
来
事
や
投
稿
者

の
体
験
談
に
は
、佐
倉
の
歴
史
と
言
う

よ
り
、そ
の
人
の
歴
史
を
感
じ
て
感
動

し
ま
す
。
ま
た
、
投
稿
さ
れ
た
方
々
の

博
識
と
、文
才
に
感
心
す
る
ば
か
り
で

す
。こ
れ
か
ら
も
感
動
的
な
話
を
心
待

ち
に
し
て
い
ま
す
。 

 

こ
の
号
が
発
行
さ
れ
る
頃
、暑
さ
も

や
わ
ら
い
で
い
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま

す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
猪
瀬
信
彦
） 

9月の黒板 
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