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一�

、「
Ｊ
Ｓ
Ｒ
Ｉ
時
事
エ
ッ
セ
イ
鈴
懸

の
木
の
下
」
の
創
設

　

二
〇
二
一
年
は
コ
ロ
ナ
感
染
拡
大
が
続
き
、
二
度
目
の

緊
急
事
態
宣
言
が
発
出
さ
れ
る
事
態
で
の
年
明
け
と
な
っ

た
。
昨
年
初
に
Ｃ
Ｏ
Ｖ
Ｉ
Ｄ

－

19
の
国
内
感
染
者
が
確
認

さ
れ
て
以
来
、
我
々
の
生
活
環
境
は
一
変
し
、
こ
れ
ま
で

当
た
り
前
と
考
え
て
き
た
こ
と
の
多
く
が
そ
う
で
な
く

な
っ
た
。
特
に
、
昨
年
四

－

五
月
の
一
回
目
の
緊
急
事
態

宣
言
前
後
の
時
期
は
当
研
究
所
も
事
実
上
事
務
室
が
閉
鎖

状
態
と
な
り
、
研
究
員
は
原
則
在
宅
研
究
、
多
く
の
研
究

会
は
中
止
と
い
う
状
況
に
陥
っ
た
。
先
行
き
の
見
通
し
が

立
た
ず
、
お
互
い
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
途
絶
え
孤

立
感
が
高
ま
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
中
、
部
内
で
本
誌
の
企
画
に
つ
い
て
話
し

合
っ
た
際
に
、
①
コ
ロ
ナ
下
で
ほ
と
ん
ど
全
て
の
研
究

者
、
証
券
関
係
者
が
非
日
常
の
体
験
を
し
、
専
門
分
野
だ

け
で
な
く
他
の
領
域
に
つ
い
て
も
様
々
な
こ
と
を
感
じ
、

気
づ
き
、
考
え
て
い
る
に
違
い
な
い
こ
と
、
②
し
か
し
な

が
ら
、
こ
う
し
た
意
見
、
思
い
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
じ
て
盛
ん

に
発
信
し
て
い
る
人
以
外
の
多
く
の
人
々
に
つ
い
て
は
、

「
鈴
懸
の
木
の
下
」
と
コ
ロ
ナ

増　

井　

喜
一
郎

〔
Ｊ
Ｓ
Ｒ
Ｉ
時
事
エ
ッ
セ
イ 

鈴
懸
の
木
の
下
〕
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発
信
が
行
わ
れ
ず
そ
の
ま
ま
埋
も
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ

と
、
③
議
論
の
場
と
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
を
利
用
す
る
方
法

も
あ
る
が
、
本
誌
の
よ
う
な
刊
行
物
に
お
い
て
も
専
門
分

野
や
そ
れ
以
外
の
分
野
に
つ
い
て
気
軽
に
見
解
を
述
べ
合

う
場
を
設
定
し
、
沈
滞
し
が
ち
な
研
究
者
、
証
券
関
係
者

の
意
見
交
換
を
少
し
で
も
促
し
た
い
と
考
え
た
こ
と
か

ら
、
新
た
に
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
が
も
た
ら
す
影

響
、
問
題
点
を
始
め
そ
の
時
々
の
経
済
、
社
会
の
課
題
に

つ
い
て
専
門
を
問
わ
ず
に
研
究
者
の
見
方
、
考
え
方
を
タ

イ
ム
リ
ー
に
わ
か
り
や
す
い
形
で
提
供
す
る
「
時
事
エ
ッ

セ
イ
」
の
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

　

こ
の
コ
ー
ナ
ー
の
名
称
は
当
研
究
所
の
若
園
智
明
主
席

研
究
員
の
提
案
で
「
鈴
懸
の
木
の
下
」
と
し
た
。
当
号
の

表
紙
裏
に
説
明
が
し
て
あ
る
が
、
プ
ラ
ト
ン
が
開
校
し
た

ア
カ
デ
メ
イ
ア
に
多
く
繁
っ
て
い
た
プ
ラ
タ
ナ
ス
（
鈴

懸
）
の
木
の
下
で
哲
学
者
や
学
生
が
議
論
し
た
と
い
う
故

事
な
ど
に
因
ん
で
名
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ギ
リ
シ

ア
の
哲
学
者
達
の
よ
う
に
幅
広
い
分
野
で
の
自
由
闊
達
な

議
論
の
場
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

二
、
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
記
憶

　
「
鈴
懸
の
木
の
下
」
の
コ
ー
ナ
ー
を
作
っ
た
も
う
一
つ

の
理
由
は
、
今
回
の
コ
ロ
ナ
下
で
の
特
別
な
体
験
を
忘
れ

な
い
た
め
に
何
か
を
残
し
た
い
と
思
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

識
者
に
よ
る
と
大
規
模
な
感
染
症
が
発
生
す
る
こ
と
は

そ
れ
ほ
ど
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず

実
際
に
や
っ
て
く
る
と
何
故
か
人
々
は
過
去
の
流
行
を
忘

れ
て
驚
く
。
戦
争
や
感
染
症
の
流
行
は
世
界
を
リ
セ
ッ
ト

す
る
が
戦
争
は
我
々
の
集
合
的
な
記
憶
に
く
っ
き
り
と
跡

を
残
す
の
に
対
し
て
ど
う
い
う
訳
か
感
染
症
は
記
憶
に
残

ら
な
い
と
い
う
。

　

ス
ペ
イ
ン
風
邪
は
二
つ
の
世
界
大
戦
を
上
回
る
最
も
悲

惨
な
出
来
事
だ
っ
た
が
、
最
近
に
な
る
ま
で
は
世
界
中
で
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ほ
と
ん
ど
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
。
百
年
前
の
ス
ペ
イ
ン
風

邪
で
は
両
大
戦
の
死
者
数
を
合
わ
せ
た
の
と
同
じ
く
ら
い

か
そ
れ
以
上
の
犠
牲
者
が
出
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
現
在

の
図
書
館
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
ス
ペ
イ
ン
風
邪
に
関
す

る
本
は
第
一
次
大
戦
の
本
の
二
〇
〇
分
の
一
し
か
な
い
と

い
う
。
ま
た
、
日
本
の
ス
ペ
イ
ン
風
邪
に
関
す
る
日
本
人

研
究
者
の
論
文
も
今
世
紀
に
入
る
ま
で
一
本
し
か
な
か
っ

た
と
い
う
。

　

歴
史
書
、
物
語
な
ど
に
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
記
憶
が
残
り

難
い
の
は
死
者
数
な
ど
の
影
響
の
測
り
難
さ
に
加
え
、
成

り
行
き
の
中
で
の
起
承
転
結
が
は
っ
き
り
せ
ず
物
語
に
し

に
く
い
こ
と
、
一
部
を
除
い
て
英
雄
的
な
シ
ー
ン
や
イ
ン

プ
レ
ッ
シ
ブ
な
場
面
を
描
き
難
い
こ
と
な
ど
が
理
由
と
し

て
考
え
ら
れ
る
。
今
回
の
コ
ロ
ナ
禍
で
も
一
部
に
体
験
記

な
ど
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
人
々
は
初
め
て
の

緊
急
事
態
宣
言
下
で
の
心
境
を
す
で
に
忘
れ
か
け
て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
て
い
る
。

　

先
に
述
べ
た
経
緯
に
よ
り
こ
の
時
事
エ
ッ
セ
イ
は
生
ま

れ
た
。
コ
ロ
ナ
下
で
の
体
験
が
こ
の
コ
ー
ナ
ー
の
創
設
に

つ
な
が
っ
た
の
で
あ
り
そ
の
こ
と
を
今
後
と
も
忘
れ
ず
に

い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

三
、
コ
ロ
ナ
問
題
に
つ
い
て

　

こ
の
コ
ー
ナ
ー
の
趣
旨
に
沿
っ
て
こ
こ
で
最
近
の
コ
ロ

ナ
対
策
に
関
す
る
議
論
に
つ
い
て
、
個
人
的
感
想
を
二

－

三
述
べ
て
み
た
い
。
い
ず
れ
も
す
で
に
様
々
な
形
で
指
摘

の
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
が
。

　

第
一
に
、
コ
ロ
ナ
感
染
の
社
会
経
済
に
対
す
る
影
響
に

つ
い
て
で
あ
る
。
歴
史
的
に
も
ペ
ス
ト
、
天
然
痘
、
コ
レ

ラ
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
流
行
は
社
会
構
造
、
経
済
構

造
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

今
回
の
コ
ロ
ナ
感
染
は
始
ま
っ
て
か
ら
一
年
ほ
ど
で
あ
り

何
世
紀
も
わ
た
っ
て
感
染
爆
発
を
繰
り
返
し
て
き
た
感
染
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症
と
は
時
間
的
な
ス
ケ
ー
ル
が
異
な
る
。
従
っ
て
、
今
回

一
時
的
に
変
容
し
た
人
々
の
生
活
ス
タ
イ
ル
や
行
動
、
政

府
の
施
策
の
多
く
は
コ
ロ
ナ
の
収
束
と
と
も
に
元
に
戻
る

と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
国
境
封
鎖
、
ソ
ー
シ
ャ

ル
・
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
、
フ
ェ
イ
ス
シ
ー
ル
ド
な
ど
。
一
方

で
コ
ロ
ナ
以
前
か
ら
生
じ
て
い
た
社
会
経
済
的
変
化
が
こ

の
間
さ
ら
に
促
進
さ
れ
、
コ
ロ
ナ
後
に
は
相
当
構
造
が
変

わ
っ
て
く
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
た
と
え

ば
Ｄ
Ｘ
化
、
働
き
方
の
変
化
な
ど
。
ま
た
、
都
市
分
散

化
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
、
民
主
主
義
国
家
と
権
威
主
義
国
家

の
競
争
対
立
、
国
際
的
協
力
体
制
な
ど
は
プ
ラ
ス
と
マ
イ

ナ
ス
の
双
方
の
ベ
ク
ト
ル
が
働
き
、
コ
ロ
ナ
問
題
と
い
う

よ
り
さ
ら
に
長
期
的
な
課
題
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら

に
、
緊
急
事
態
で
急
い
で
作
ら
れ
た
も
の
、
た
と
え
ば
各

種
の
感
染
症
予
防
制
度
、
ワ
ク
チ
ン
な
ど
は
以
後
も
比
較

的
長
く
残
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

第
二
は
政
府
の
コ
ロ
ナ
対
策
に
つ
い
て
で
あ
る
。
検
査

医
療
体
制
、
経
済
的
困
窮
者
や
打
撃
を
受
け
た
業
界
へ
の

救
済
対
策
等
前
例
の
な
い
ほ
ど
の
大
規
模
で
幅
広
い
対
策

が
と
ら
れ
て
い
る
が
、
政
府
に
対
し
て
様
々
な
方
面
か
ら

の
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
の

批
判
は
勿
論
重
要
な
こ
と
だ
が
、
一
方
で
今
回
の
コ
ロ
ナ

対
策
は
感
染
症
の
拡
大
抑
止
、
死
者
重
症
患
者
の
抑
制
、

医
療
体
制
の
防
衛
、
経
済
的
弱
者
の
救
済
、
景
気
下
支
え

な
ど
数
多
く
の
政
策
目
標
が
あ
り
そ
れ
に
対
す
る
政
策
手

段
に
は
じ
め
か
ら
限
界
が
あ
る
こ
と
、
コ
ロ
ナ
の
実
態
や

予
防
対
策
に
関
す
る
確
固
た
る
科
学
的
エ
ビ
テ
ン
ス
の
な

い
中
で
感
染
症
や
経
済
な
ど
の
専
門
家
が
確
信
を
持
っ
た

処
方
箋
を
提
示
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
な
ど
か
ら
政
策

は
ど
う
し
て
も
試
行
錯
誤
の
繰
り
返
し
に
な
ら
ざ
る
を
得

な
い
こ
と
を
我
々
は
改
め
て
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
コ

ロ
ナ
下
の
政
策
は
各
種
の
政
策
要
求
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち

時
宜
に
応
じ
て
優
先
順
位
を
つ
け
て
行
う
と
い
う
も
の
に

な
り
一
つ
の
要
求
、
一
つ
の
考
え
方
に
過
大
な
資
源
を
投
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入
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
政
府
も
柔
軟
に
批
判
を
受
け
入

れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
一
部
の
マ
ス
コ
ミ
の
よ
う
に
都
合

の
良
い
所
だ
け
諸
外
国
の
例
を
引
い
て
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
に

政
府
批
判
を
行
う
の
で
は
な
く
そ
の
時
点
で
実
行
可
能
な

提
言
を
冷
静
に
行
う
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

第
三
は
コ
ロ
ナ
収
束
に
応
じ
て
現
在
の
よ
う
な
異
例
な

経
済
政
策
か
ら
ど
の
よ
う
に
正
常
化
す
る
の
か
と
い
う
問

題
で
あ
る
。
異
常
時
に
慣
れ
た
国
民
、
企
業
の
意
識
行
動

が
急
に
元
に
戻
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
は
収
束
時
に

日
本
経
済
が
直
面
す
る
状
況
は
こ
れ
ま
で
に
な
く
厳
し
い

も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
乗
り
越
え
る

に
は
今
か
ら
相
当
の
覚
悟
や
準
備
を
怠
り
な
く
し
て
お
く

必
要
が
あ
ろ
う
。
最
後
に
決
め
る
の
は
人
々
の
自
律
心
、

向
上
心
、
公
共
心
な
ど
だ
ろ
う
。
精
神
論
で
終
わ
る
の
は

い
さ
さ
か
安
易
だ
が
、
一
方
で
研
究
者
専
門
家
の
役
割
は

客
観
的
な
分
析
、
理
論
に
基
づ
い
て
的
確
な
処
方
箋
を
少

し
だ
け
勇
気
を
奮
っ
て
今
の
う
ち
か
ら
提
示
し
て
お
く
こ

と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、
寄
稿
の
お
願
い

　
「
Ｊ
Ｓ
Ｒ
Ｉ
時
事
エ
ッ
セ
イ
鈴
懸
の
木
の
下
」
は
、
す

で
に
昨
年
七
月
（
第
六
〇
巻
第
七
号
）
の
野
村
容
康
獨
協

大
学
教
授
か
ら
連
載
が
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
六
本

の
エ
ッ
セ
イ
は
い
ず
れ
も
創
設
当
初
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し

い
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
り
寄
稿
さ
れ
た
方
々
に
は
心
か

ら
感
謝
し
た
い
。

　

年
の
始
め
に
筆
者
が
改
め
て
時
事
エ
ッ
セ
イ
の
創
設
の

経
緯
や
思
い
つ
き
の
時
事
テ
ー
マ
に
つ
い
て
述
べ
た
の

は
、
今
後
こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
特
に
若
い
研
究
者
、
証
券
関

係
者
に
専
門
外
の
分
野
を
含
め
て
幅
広
い
テ
ー
マ
に
関
心

を
持
っ
て
も
ら
い
、
自
由
で
気
楽
な
議
論
を
し
て
頂
き
た

い
と
考
え
た
か
ら
だ
。
毎
号
掲
載
し
て
い
る
何
本
か
の

「
学
術
エ
ッ
セ
イ
」
と
は
一
味
違
う
エ
ッ
セ
イ
と
し
て
今
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後
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
皆
様
の
少
し
大
胆
で

積
極
的
な
御
寄
稿
を
是
非
お
願
い
し
た
い
。

�
（
ま
す
い
　
き
い
ち
ろ
う
・
　
⽇
本
証
券
経
済
研
究
所
理
事
長
）


