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児
童
か
ら
高
齢
者
ま
で
集
合

　
　
鎌
倉
ク
リ
ー
ン
大
作
戦18７

　
武
蔵
は
法
典
ケ
原
で
養

子
・
伊
織
と
の
開
墾
以
来
、

剣
の
道
を
政
治
の
世
界
に
応

用
し
て
、
世
を
治
め
る
こ
と

が
で
き
な
い
か
と
い
う
考
え

を
温
め
て
い
た
。

　
干
拓
事
業
を
終
え
た
武
蔵

は
再
び
江
戸
に
戻
り
、
小
次

郎
に
斬
ら
れ
た
軍
学
者
・
北

条
安あ

わ
の
か
み

房
守
の
息
子
を
助
け
た

縁
で
沢
庵
和
尚
た
ち
の
会
合

に
招
か
れ
る
。

　
武
蔵
は
座
敷
の
手
前
で
殺

気
を
感
じ
て
立
ち
止
ま
る
。

襖
の
陰
に
隠
れ
て
い
た
の
は

武
蔵
の
実
力
を
試
そ
う
と
潜

ん
で
い
た
柳
生
宗む

ね
の
り矩

で
あ
っ

推
挙
す
る
こ
と
に
し
た
。

　
し
か
し
将
軍
家
へ
の
仕
官

は
お
杉
婆
の
幕
閣
な
ど
へ
の

度
を
越
し
た
中
傷
・
讒
言
で

取
り
や
め
に
な
っ
た
。
武
蔵

は
む
し
ろ
そ
れ
を
喜
び
、
剣

の
道
を
究
め
よ
う
と
江
戸
城

の
襖

ふ
す
まに

武
蔵
野
の
絵
を
描
き

残
し
、
世
話
に
な
っ
た
北
条

安
房
守
へ
の
書
面
を
し
た
た

め
る
。

　
安
房
守
は
、
さ
て
は
仕
官

で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
嘆
く

手
紙
か
と
披ひ
ら
い
て
み
る
と
歌

が
書
い
て
あ
っ
た
。

　
な
か
な
か
に
人
里
近
く
な

り
に
け
り
　
あ
ま
り
に
山
の

奥
を
た
ず
ね
て

吉
川
英
治
は
『
随
筆
宮
本
武

蔵
』
で
こ
の
歌
を
十
兵
衛
自

作
の
歌
と
し
た
う
え
で
、

　
私
は
、
十
兵
衛
の
そ
の
歌

と
、
武
蔵
が
自
分
の
肖
像
画

の
う
え
に
自
題
し
た
「
理
も

わ
け
も
尽
し
て
後
は
月
明
を

知
ら
ぬ
む
か
し
の
無
一
物
な

り
」
が
、
最
も
意
味
が
深
い

し
、
歌
と
し
て
も
優
れ
て
い

る
よ
う
で
好
き
で
あ
る
。

十
兵
衛
に
つ
い
て
、

　
気
性
も
す
ぐ
れ
剣
も
鋭

か
っ
た
ら
し
い
が
、
月
の
抄

の
序
文
で
も
わ
か
る
よ
う
に

文
章
を
書
く
と
典
雅
だ
し
、

そ
の
筆
蹟
な
ど
も
優
雅
で
見

事
で
あ
る
。

ま
た
武
蔵
に
つ
い
て
も
、

　
宮
本
武
蔵
は
、
私
の
好

き
な
古
人
の
ひ
と
り
で
あ

る
。
剣
と
い
う
秋
し
ゅ
う
そ
う
霜
の
（
鋭

く
冷
た
い
）
気
が
、
そ
の
人

の
全
部
か
の
よ
う
に
刺
々
し

く
思
わ
れ
て
来
た
が
、
彼
の

仮
名
文
字
を
よ
う
く
見
つ
め

て
い
る
と
わ
か
る
。
あ
ん
な

優
雅
な
匂
い
や
さ
し
さ
細
や

か
さ
、
虚
淡
な
美
を
剣
を
持

つ
指
の
先
か
ら
書
き
な
す
人

が
、
過
去
に
も
幾
人
と
あ
っ

た
ろ
う
か
。

　
吉
川
英
治
が
十
兵
衛
の
歌

と
し
て
い
る「
な
か
な
か
に
」

の
歌
は
、
す
で
に
１
６
０
５

年
（
慶
長
10
）、
若
き
武
蔵

が
最
初
の
兵
法
書『
兵
道
鏡
』

に
空
海
の
歌
と
し
て
引
用
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
歌
は
作
者
不
明
で
あ

る
が
、
室
町
時
代
の
法
華
宗

を
再
興
し
た
日
隆
上
人
の
教

義
書
の
な
か
に
「
古
歌
」
と

し
て
引
用
さ
れ
、
江
戸
時
代

で
は
武
術
の
極
意
歌
と
し
て

各
書
で
使
わ
れ
て
い
る
歌
で

あ
る
。
興
味
深
い
の
で
引
用

し
て
お
こ
う
。
武
蔵
は
剣
の

道
に
特
別
な
極
意
は
な
い
と

し
て
、

　
大
師
、
高
野
山
奥
の
院
を

建
て
ん
と
、
山
深
く
分
け
入

り
て
思
え
ば
、い
ま
だ
浅
し
。

奥
の
院
と
な
れ
ば
、
な
お
深

く
尋
ね
ゆ
き
、
行
き
て
見
れ

ば
、ま
た
家
村
近
く
見
ゆ
る
。

さ
て
云
え
り
、

と
し
て
「
な
か
な
か
に
」
の

歌
を
引
用
し
て
い
る
。
剣
の

奥
義
と
入
口
は
同
じ
で
あ
る

と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
私
は
吉
川
英
治
の
武
蔵
像

は
十
兵
衛
像
に
よ
っ
て
造
形

さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

　
徳
川
家
康
に
よ
っ
て
徳
川

家
の
御
家
流
と
さ
れ
た
柳
生

新
陰
流
は
徳
川
幕
府
安
泰
の

た
め
に
、
剣
を
「
人
を
切
る

道
具
」
で
あ
る
こ
と
を
捨

て
、
活
人
剣
を
求
め
た
。
十

兵
衛
は
13
歳
か
ら
家
光
の
稽

古
相
手
を
勤
め
た
、
20
歳
で

　
鎌
倉
駅
西
口
や
市
役
所
周

辺
の
一
斉
清
掃
が
好
天
の
３

月
22
日
に
行
わ
れ
、
市
民
ら

約
80
人
が
参
加
し
た
＝
写

真
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
、
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
活
動
や
市
民
活
動
を

中
断
し
て
い
る
中
高
年
や
高

齢
者
が
多
い
の
で
、
そ
の
人

た
ち
に
活
動
の
機
会
を
つ
く

ろ
う
と
、
鎌
倉
市
観
光
協
会

が
、
市
社
会
福
祉
協
議
会
・

市
市
民
活
動
セ
ン
タ
ー
と
協

力
し
、活
動
を
呼
び
か
け
た
。

　
好
天
の
下
、
午
前
10
時
に

鎌
倉
駅
西
口
時
計
台
広
場
に

集
合
し
た
参
加
者
た
ち
は
説

明
の
あ
と
、
軍
手
や
ト
ン
グ

で
ゴ
ミ
を
拾
い
、
落
葉
を
ビ

ニ
ー
ル
袋
に
つ
め
こ
ん
だ
。

　
鎌
倉
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
の
児
童

や
、
サ
ッ
カ
ー
チ
ー
ム
の
若

者
、
市
民
活
動
団
体
、
JR
東

日
本
や
江
ノ
電
の
職
員
、
周

き
っ
か
け
に
家
に
籠
り
が
ち

の
人
も
自
信
を
取
り
戻
し

て
、
活
動
を
再
開
し
て
も
ら

え
れ
ば
う
れ
し
い
。
今
後
も

定
期
的
に
活
動
を
行
っ
て
い

き
た
い
」
と
話
し
て
い
る
。

赤
羽
根
龍
夫

吉
川
英
治『
宮
本
武
蔵
』（
十
三
）

吉
川
英
治『
宮
本
武
蔵
』（
十
三
）

た
。
武
蔵
の

剣
の
実
力
を

改
め
て
思
い

知
ら
さ
れ
た

安
房
守
や
宗

矩
は
、
武
蔵

を
将
軍
家
の

兵
法
師
範
に

柳生十兵衛像＝『柳
生新陰流』赤羽根龍
夫著（剣道日本）

　
私
の
人
生
で
た
ぶ
ん
最
後
の

出
版
物
と
思
わ
れ
る
著
書
が
昨

年
の
８
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
お

お
む
ね
原
稿
を
提
出
し
た
が
、

編
集
部
が
徹
底
的
に
手
を
入

れ
、
写
真
や
図
を
含
め
て
全
体

構
成
を
行
い
、
一
般
読
者
に
読

み
や
す
い
図
書
と
な
っ
た
。

　
と
り
わ
け
、
鎌
倉
在
住
の
画

家
・
矢
野
元
晴
氏
（
鎌
倉
で
画

塾
を
開
く
）
が
、
水
彩
印
象
画

法
と
い
う
一
般
的
に
は
水
彩
画

と
言
わ
れ
る
独
特
の
図
法
で
表

紙
や
文
中
の
挿
絵
を
描
い
て
下

さ
っ
た
。
表
紙
の
絵
は
、
本
書

の
テ
ー
マ
で
あ
る
守
護
領
国
体

制(

鎌
倉
府
体
制)

下
の
在
地

領
主
が
戦
国
領
主
へ
、
そ
し
て

勘
気
を
受
け
て
柳
生
の
里
に

籠
り
、
12
年
間
剣
の
修
行
と

理
論
研
究
に
励
ん
だ
。

　
一
方
、武
蔵
は
24
歳
の『
兵

道
鏡
』
の
最
後
に
「
円
明
流

天
下
一
」
と
署
名
し
、
晩
年

に
書
い
た『
五
輪
書
』で「
敵

に
勝
つ
」
剣
の
理
を
求
め
、

墓
碑
銘
に
も「
兵
法
天
下
一
」

と
刻
ん
で
あ
る
よ
う
に
、
生

涯
、
敵
に
勝
つ
剣
の
技
と
理

を
求
め
た
。
そ
こ
に
武
蔵
の

偉
大
さ
が
あ
る
。

（
神
奈
川
歯
科
大
名
誉
教
授
）

　
ヨ
ッ
ト
で
最
も
過
酷
と
さ

れ
る
単
独
無
寄
港
無
補
給
世

界
一
周
レ
ー
ス「
ヴ
ァ
ン
デ
・

グ
ロ
ー
ブ
」
へ
２
度
目
の
挑

戦
を
行
い
、
完
走
を
果
た
し

た
鎌
倉
市
在
住
の
白
石
康
次

郎
さ
ん
が
、
３
月
22
日
、
松

尾
崇
鎌
倉
市
長
を
表
敬
訪
問

し
た
。

　
昨
年
11
月
８
日
に
ス
タ
ー

ト
し
、
94
日
21
時
間
32
分
56

秒
の
タ
イ
ム
で
２
月
11
日
に

ゴ
ー
ル
。
レ
ー
ス
７
日
目
に

メ
イ
ン
セ
ー
ル
を
破
損
し
自

分
で
修
理
し
た
。
全
33
艇
中

16
位
、
ア
ジ
ア
人
で
は
初
の

快
挙
を
成
し
遂
げ
た
。

　
白
石
さ
ん
は
、
小
さ
い
こ

ろ
、
鎌
倉
の
海
を
見
て
い
て

世
界
一
周
し
た
い
と
思
っ
た

と
い
う
。
レ
ー
ス
中
は
ほ
と

ん
ど
寝
な
か
っ
た
こ
と
な
ど

を
話
し
、「
今
回

こ
れ
だ
け
の
チ
ー

ム
を
持
て
た
の
は

ラ
ッ
キ
ー
だ
っ

た
」
と
チ
ー
ム
を

称
え
た
。

　
白
石
さ
ん
は
横

浜
国
大
附
属
鎌
倉

小
・
中
学
校
の
卒

業
生
で
、
レ
ー
ス

『
中
世
鎌
倉
盛
衰
草
紙

―
東
国
首
都
鎌
倉
の
成
立
と
展
開
』

峰
岸
純
夫

前
に
同
校
児
童
た
ち
か
ら
応

援
ビ
デ
オ
や
応
援
旗
が
贈
ら

れ
た
。「
応
援
ビ
デ
オ
を
何

十
回
み
た
か
わ
か
ら
な
い
」

と
白
石
さ
ん
は
、
同
席
し
て

い
た
、
当
時
６
年
生
で
制
作

に
あ
た
っ
た
佐
藤
碧
さ
ん
に

話
し
た
。
次
な
る
取
り
組
み

は
、「
船
を
も
っ
て
き
て
、

海
を
広
め
た
い
」
と
、
鎌
倉

の
市
民
に
も
ヨ
ッ
ト
公
開
の

意
向
を
市
長
に
語
っ
た
。

辺
企
業
の
社
員
な

ど
幅
広
い
年
齢
層

が
参
加
し
た
。
障

が
い
の
あ
る
方
の

掃
除
モ
デ
ル
と
し

て
「
お
掃
除
車
イ

ス
」も
出
動
し
た
。

　
市
観
光
協
会
の

大
津
定
博
専
務
理

事
は
「
予
想
以
上

に
参
加
者
が
集

ま
っ
た
。
こ
れ
を

ヨ
ッ
ト
で
海
の
魅
力
発
信

  

世
界
一
周
レ
ー
ス
完
走
の
白
石
さ
ん

戦
国
大
名
へ
と
移
行
す
る
時
代

の
中
に
あ
っ
て
唯
一
旧
体
制
の

考
え
方
を
継
承
し
た
上
杉
謙
信

が
関
東
管
領
と
し
て
鎌
倉
の
鶴

岡
八
幡
宮
寺
に
詣
で
た
様
子
を

イ
メ
ー
ジ
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
著
書
に
お
い
て
私
が
主

張
し
た
い
こ
と
は
、
中
世
の
鎌

倉
は
長
大
な
日
本
列
島
の
東
国

の
首
都
で
あ
り
、
西
国
の
首

都
京
都
に
並
ぶ
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
歴
史
は
教
科
書
な
ど

で
も
っ
と
き
ち
ん
と
位
置
づ
け

ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い

る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
地
に
お
け
る

内
乱
は
歴
史
上
重
要
な
位
置
に

あ
り
、
と
り
わ
け
15
世
紀
後
半

の
享
徳
の
乱
は
、
京
都
の
応
仁

の
乱
を
も
誘
発
し
た
大
事
件
で

あ
る
。
な
お
、
こ
の｢

享
徳
の

乱｣

の
命
名
者
は
私
で
、
現
在

で
は
教
科
書
な
ど
に
記
載
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
間
に

鎌
倉
で
活
躍
す
る
の
は
執
権
北

条
氏
だ
け
で
は
な
く
、
有
力
御

家
人
で
、
上
野
・
武
蔵
両
国
に

勢
力
を
有
す
る
守
護
大
名
の
安

達
氏
で
あ
っ
た
の
で
そ
の
歴
史

を
強
調
し
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
幕
府
や
南
北
朝
以

後
の
鎌
倉
府
の
も
と
で
、
武
士

た
ち
の
信
仰
す
る
仏
教
寺
院
が

多
く
建
設
さ
れ
て
鎌
倉
は
宗
教

都
市
に
な
っ
て
今
日
に
及
ん
で

い
る
。
こ
の
宗
教
都
市
に
つ
い

て
鶴
岡
八
幡
宮
寺
を
中
心
に
記

述
し
た
。
そ
し
て
中
世
で
は
寺

院
と
神
社
は
一
体
化
し
て
明
治

以
降
の
よ
う
に
神
仏
分
離
で
は

な
い
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

　
以
上
、
中
世
東
国
史
研
究
者

で
あ
る
自
分
と
し
て
も
満
足
す

べ
き
著
作
と
思
う
の
で
、
多
く

の
読
者
に
批
判
的
に
も
見
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

　
本
は
２
０
０
０
円
（
税
別
）、

歴
史
探
訪
社
刊
☎
０
４
６
７
・

５
５
・
８
２
７
０

※
表
紙
の
絵
は
、
鎌
倉
朝
日
１

月
号
の
１
面
を
飾
り
ま
し
た
。

■
日
向
建
設
　
鎌
倉
市
大
船
１
―
15
―
３

　
家
を
つ
く
る
時
、
窓
や
建
具

は
本
体
の
柱
や
体
力
の
あ
る
壁

に
し
っ
か
り
固
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
綺
麗
に
仕
上
げ
る
為
に
木

材
な
ど
を
加
工
し
て
窓
枠
や
建

具
枠
を
作
り
納
め
て
い
ま
す
。

　
費
用
を
抑
え
る
た
め
に
材
料

を
薄
く
し
た
り
、
枠
を
付
け
ず

に
ボ
ー
ド
で
代
用
し
て
い
た

り
、
ま
た
樹
脂
に
木
の
粉
を
混

ぜ
て
紙
に
杢
目
を
印
刷
し
て
貼

り
付
け
て
木
の
様
に
見
せ
て
い

る
物
も
あ
り
ま
す
。

　
扉
も
集
成
材
に
印
刷
し
た
紙

を
張
り
付
け
て
本
物
の
木
の
板

の
様
に
見
せ
て
い
る
物
も
あ
り

ま
す
。
性
能
的
に
問
題
は
あ
り

ま
せ
ん
が
ニ
セ
物
感
は
ぬ
ぐ
え

ず
、趣
に
欠
け
て
し
ま
い
ま
す
。

家
を
構
成
し
て
い
る
材
料
は
経

年
す
る
こ
と
で
趣
が
増
し
て
い

き
ま
す
、
あ
る
部
分
だ
け
真
新

し
く
ピ
カ
ピ
カ
し
て
い
た
ら
違

和
感
が
あ
り
ま
す
。
銀
行
か
ら

多
額
の
お
金
を
借
り
て
や
っ
と

手
に
入
れ
た
マ
イ
ホ
ー
ム
の
現

実
が
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。

　
日
本
の
住
宅
の
平
均
建
て
替

え
年
数
が
30
年
程
で
す
が
、
奈

良
の
法
隆
寺
は
建
立
さ
れ
て

１
４
０
０
年
、
鎌
倉
の
神
社
・

仏
閣
は
何
百
年
も
経
過
し
て
い

る
も
の
が
殆
ど
で
す
。
住
宅
を

大
量
販
売
し
て
い
る
会
社
の
基

準
を
夢
の
マ
イ
ホ
ー
ム
を
求
め

て
た
ど
り
着
い
た
方
に
当
て
は

め
る
の
は
問
題
で
す
。
合
板
・

ベ
ニ
ア
・
集
成
材
・
合
成
樹
脂
・

ビ
ニ
ー
ル
ク
ロ
ス
で
固
め
た
家

は
そ
ろ
そ
ろ
卒
業
で
す
。
人
が

安
心
し
て
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
家

を
目
指
し
、
本
物
の
材
料
を
使

い
手
仕
事
で
仕
上
げ
て
い
く
家

を
手
に
入
れ
て
下
さ
い
。
貴
方

の
そ
ば
に
も
希
望
を
叶
え
て
く

れ
る
会
社
が
あ
る
は
ず
で
す
。

☎
０
４
６
７･
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値
段
は
正
直
〈
木
枠
編
〉
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桜
開
花
の
便
り
が
聞
か
れ

る
３
月
下
旬
、
原
田
寛
作
品

集
『
古
都
櫻
』
出
版
記
念
写

真
展
が
鎌
倉
市
生
涯
学
習
セ

ン
タ
ー
で
開
か
れ
た
。

　
鎌
倉
在
住
の
写
真
家
・
原

田
寛
さ
ん
（
72
）
は
、京
都
・

奈
良
・
鎌
倉
の
日
本
三
大
古

都
に
魅
せ
ら
れ
40
年
以
上
に

わ
た
っ
て
「
古
都
グ
ラ
フ
ァ

ー
」
と
し
て
活
動
を
続
け
て

き
た
。
２
０
１
９
年
に
『
古

都
櫻
』
を
上
梓
し
、
19
年
に

東
京
（
原
宿
）
と
京
都
で
出

版
記
念
写
真
展
を
、
昨
年
奈

良
で
巡
回
展
を
開
き
、
そ
の

最
終
章
と
し
て
開
催
さ
れ
た

鎌
倉
展
で
、
奈
良
展
で
の
展

示
作
品
に
鎌
倉
の
作
品
を
追

加
展
示
し
た
。

　
原
田
さ
ん
は
、「
花
々
の

中
で
も
、
古
か
ら
日
本
人
は

と
り
わ
け
桜
に
思
い
を
寄
せ

て
き
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
古
都

の
微
妙
な
違
い
を
桜
の
花
を

切
り
口
と
し
て
感
じ
て
い
た

だ
け
れ
ば
」
と
述

べ
て
い
る
。

『
古
都
櫻
』
２
４

０
０
円
（
税
別
）

日
本
写
真
企
画
刊

☎
03
・
３
５
５
１

・
２
６
４
３

「
光
明
寺
ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
」
＝
写
真
集
か
ら

　
原
田
寛
作
品
集

　　
『
古
都
櫻
』

３
月
に
写
真
展
も


