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こ
ん
に
ち
は
、
髙
橋
で
す
。

だ
ん
だ
ん
と
秋
の
色
が
深
ま
る

今
日
こ
の
頃
で
す
ね
。
秋
を
感

じ
る
一
方
で
、
夏
の
記
憶
を
家

計
簿
に
刻
む
僕
。
あ
ー
、
遊
び

す
ぎ
た
、
…
今
秋
は
節
約
の
秋

に
な
り
そ
う
で
す
。

　

こ
の
ピ
ン
チ
を
乗
り
切
る
た

め
に
は
、
３
食
自
炊
・
徒
歩
生

活
・
３
割
引
き
の
商
品
を
買
い

漁
る
…
こ
れ
し
か
な
い
！
野
草

採
集
・
狩
猟
の
知
識
が
あ
れ
ば
、

も
う
少
し
食
費
を
抑
え
ら
れ
る

の
に
…
。
支
出
の
抑
制
は
家
計

管
理
の
中
で
は
非
常
に
大
事
な

こ
と
。
ま
た
私
自
身
、
協
力
隊

任
期
終
了
後
の
サ
バ
イ
バ
ル
生

活
を
考
え
る
と
、
自
分
は
い
く

ら
の
収
入
が
あ
れ
ば
暮
ら
し
て

い
け
る
の
か
と
い
う
点
も
実
証

し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
う
い
っ
た
苦
境
財
政
の
中

で
、
大
注
目
な
事
と
い
え
ば
、

２
０
２
４
年
１
月
か
ら
制
度
改

正
と
な
る
ニ
ー
サ
制
度
。
現
行

制
度
よ
り
も
年
間
投
資
可
能
額
・

保
有
限
度
額
が
増
額
、
加
え
て

非
課
税
保
有
期
間
が
無
期
限
化

し
ま
す
。…
こ
れ
は
嬉
し
い
。『
投

資
』
と
い
う
言
葉
を
聞
く
と
、

３・
４
桁
万
円
単
位
の
金
額
を
投

じ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
人
も

い
ま
す
が
、
投
資
信
託
と
い
う

商
品
で
あ
れ
ば
、
一
百
円
か
ら

一
万
円
程
度
で
始
め
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

仮
に
投
資
商
品
を
購
入
し
た

際
は
、
損
益
の
度
合
い
に
限
ら

ず
『
購
入
・
保
有
し
て
み
て
、

ど
ん
な
心
境
だ
っ
た
か
』
と
、

自
分
会
議
す
る
こ
と
を
お
勧
め

し
ま
す
。『
も
う
少
し
勉
強
し
て

み
よ
う
か
な
』
と
肯
定
的
に
捉

え
る
人
も
い
れ
ば
、『
価
格
変
動

が
気
に
な
っ
て
、
仕
事
が
手
に

付
か
な
く
な
っ
た
！
』
と
、
生

活
に
支
障
を
き
た
す
人
も
い
ま

す
。
後
者
の
場
合
は
、
投
資
は

止
め
て
、
元
金
保
証
の
定
期
預

金
な
ど
で
家
計
活
動
を
練
っ
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

　

自
身
の
運
用
方
法
、
そ
し
て

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
や
支
出
を
先

読
み
し
、
今
は
貯
金
10
割
と

か
、
貯
金
７
割
・
投
資
３
割
か

な
…
と
家
計
活
動
の
リ
バ
ラ
ン

ス
、
ラ
イ
フ
プ
ラ
ン
を
練
り
直

す
こ
と
が
大
事
で
す
。
物
価
上

昇
で
厳
し
い
こ
の
時
代
、
１

円
で
も
無
駄
に
は
出
来
ま
せ
ん

し
、
１
円
を
笑
う
も
の
は
１
円

に
泣
き
ま
す
。

　

近
年
は
投
資
セ
ミ
ナ
ー
を
装

っ
た
マ
ル
チ
商
法
や
詐
欺
が
蔓

延
っ
て
い
ま
す
の
で
、
多
額
の

入
会
金
を
支
払
う
投
資
団
体
に

は
近
づ
か
な
い
よ
う
、
お
気
を

付
け
く
だ
さ
い
。

　

ま
だ
少
し
早
い
話
で
す
が
、

年
明
け
の
２
０
２
４
年
、
新
二

―
サ
開
設
を
予
定
に
入
れ
て
み

て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
最

小
リ
ス
ク
で
ス
タ
ー
ト
し
て
み

ま
し
ょ
う
、
私
も
年
明
け
ま
で

は
財
布
の
口
は
固
く
縛
っ
て
お

き
ま
す
。（
髙
橋
）

↑今年の夏のビックイベント
といえば、津軽河岸あと広場

『石の蔵』で箏のミニコンサー
トを行ったこと！

潮
来
を
愛
し
た
竹た

け
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潮
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栖
鳳
は
水
郷
の
風
景
を
愛
し
た
こ
と
で

も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
二
年
か
ら
四

年
に
か
け
て
何
度
か
潮
来
を
訪
問
し
て
い

ま
す
。『
画
趣
豊
か
な
地
方
を
見
歩
く
こ
と

は
最
上
の
幸
福
で
あ
る
』
の
言
葉
は
、
ま

さ
に
水
郷
潮
来
を
旅
し
た
と
き
の
感
想
を

述
べ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
栖
鳳
は
こ
う
も

言
っ
て
い
ま
す
。『
近
年
私
の
風
景
画
の
材

料
に
感
興
を
覚
え
た
地
方
は
水
郷
潮
来
出

島
で
あ
る
。
画
家
と
し
て
の
私
が
、
あ
の

水
郷
を
舟
に
乗
り
、
微
に
入
り
細
に
入
っ

て
見
歩
い
て
い
る
と
、
至
る
と
こ
ろ
画
趣

に
富
ん
で
い
て
飽
き
る
こ
と
を
知
ら
な

い
』
と
。

　
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
京
都
に
生
ま

れ
、
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
没
す
る

ま
で
、
近
代
日
本
画
の
先
駆
者
・
京
都
画

壇
を
代
表
す
る
大
家
で
、
横
山
大
観
と
画

壇
の
双
璧
を
な
し
「
西
の
栖
鳳
、
東
の
大

観
」
と
称
さ
れ
ま
し
た
。

　
常
に
画
家
と
し
て
の
感
性
を
働
か
せ
て

い
る
栖
鳳
に
と
っ
て
、
利
根
川
の
下
流
域

に
位
置
し
、
か
つ
て
水
運
の
中
継
港
と
し

て
栄
え
た
潮
来
は
、
三
方
を
湖
や
川
に
囲

ま
れ
、
町
中
を
水
路
が
行
き
交
う
風
情
豊

か
な
「
水
郷
」
で
あ
り
、
絵
心
を
か
き
た

て
る
出
会
い
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
栖
鳳
は
、
動
物
を
描
け
ば
そ
の
匂
い
ま

で
描
く
と
い
わ
れ
た
達
人
で
し
た
。
更
に

晩
年
に
は
、
筆
の
画
数
を
減
ら
し
た
「
省

筆
」
と
呼
ば
れ
る
画
境
を
拓
き
ま
し
た
。

少
な
い
本
数
の
線
で
、
対
象
の
特
徴
を
的

確
に
把
握
し
描
き
出
し
た
の
で
し
た
。

　
上
図
の
「
潮
来
小
暑
」
は
昭
和
四
年
の

作
品
で
小
暑
の
頃
の
長
閑
な
風
景
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。

　
他
に
潮
来
を
題
材
と
し
た
作
品
と
し
て

「
潮
来
初
夏
」「
潮
来
風
光
」「
水
郷
」
な

ど
が
あ
り
ま
す
。

　
常
陸
利
根
川
湖
畔
に
は
「
竹
内
栖
鳳
先

生
来
游
碑
」
が
水
郷
を
臨
む
か
の
よ
う
に

建
っ
て
い
ま
す
。

 　
（
参
考
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