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子

ど

も

達

に
夢

を

常
務
理
事
　
　
酷
倶
　
川
　
孝

　
二

昨
年

（十

一
月
十
九
日
米
明
）
の

「
し
し
座
流
星
群
」
天
文

シ
ョ
ー
を
、

我
が
家
で
は
ベ
ラ
ン
ダ
に
短
催
を
出
し
て
楽
し
み

ま
し
た
。

天
文
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
ま
せ
ん
が
、

東
の

夜
空
に
普
段
は
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
程
降
り
注
ぐ
流
れ
星
の

数
に
感
動
し
、

沢
山
の
願
い
を
託
し
ま
し
た
。

一
年
後
の
現
在
、

東
京
都
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー
に
勤
め
て

三
ケ
月
が
経
ち
ま
す
。

セ
ン
タ
ー
は
埋
蔵
文
化
財
の
調
査

・
研

究
の
他
、

文
化
財

へ
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
い
ろ
い
ろ
な
広

報
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

講
演
会
、

現
地
説
明
会
、

発
掘
現
場

の
視
察
、

土
器
作
り
教
気
を
通
じ
て
、

職
員
の
日
頃
か
ら
の
工

夫
や
努
力
に
心
強
い
思
い
が
し
ま
す
。

大
地
に
眠

っ
て
い
る
文

化
財
に
思
い
を
馳
せ
る
時
に
は
空
想
の
世
界
が
次
々
と
膨
ら
み
、

今
度
は
大
空
な
ら
ぬ
地
中
に
感
動
し
て
い
ま
す
。

特
に
、

セ
ン
タ
ー
敷
地
内
の
遺
跡
庭
園

「縄
文
の
村
」
と
展

示
ホ
ー
ル
に
多
く
の
子
ど
も
達
が
見
学
に
来
て
欲
し
い
と
い
う

思
い
が
強
く
出
て
き
ま
し
た
。

遺
跡
保
存
と
活
用
を
兼
ね
て
三

棟
の
住
居
が
復
原
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
周
辺
に
は
縄
文
時
代

に
生
え
て
い
た
と
思
わ
れ
る
胡
桃
、

栗
、

栃
等
の
実
の
な
る
樹

木
や
草
が
茂

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
住
居
で
縄
文
人
は
四
季
を
ど

の
よ
う
に
過
ご
し
、

何
を
、

ど
の
よ
う
に
し
て
食
べ
た
の
か
、

子
ど
も
達
は
感
動
や
疑
間
を
き

っ
と
持

つ
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ

れ
に
は
隣
接
の
展
示
ホ
ー
ル
が
答
え
を
出
し
ま
す
。

歴
史
に
触
れ
る
格
好
の
体
験
施
設
も
知
名
度
が
低
く
教
育
利

用
は
多
摩
地
域
に
負

っ
て
い
る
の
が
実
情
で
す
。
し
か
し
区
部

か
ら
の
ア
ク
セ
ス
も
良
く
引
率
者
の
負
担
も
少
な
い
の
で
都
内

全
域
の
学
校
、

子
供
会
の
リ
ー
ダ
ー
ヘ
Ｐ
Ｒ
し
て
い
き
た
い
と

考
え
て
い
ま
す
。
‥
何
よ
り
も
本
物
に
よ
る
感
動
を
次
世
代
に

伝
え
た
い
と

い
う
思
い
を
こ
め
て
…
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板
橋
区
は
、

東
京
都
２３
区
の
中
で
は
北

端
部
に
位
置
す
る
地
域
に
あ
り
ま
す
。

今

回
調
査
し
た
西
台
後
藤
田
遺
跡
は
西
台

一

丁
目
４０８
番
地
に
あ
り
、

区
の
登
録
番
号
は

胤
５８
と
な

っ
て
い
ま
す
。

調
査
は
都
営
西

台
住
宅
の
立
て
替
え
工
事
に
伴
う
も
の
で
、

約
千
五
百
２ｍ

を
調
査
し
ま
し
た
が
、

当
セ

ン
タ
ー
が
調
査
し
た
の
は
遺
跡
の

一
部
で

あ
る
た
め
、

報
告
書
は

『西
台
後
藤
田
遺

跡
第
３
地
点
』
と
し
て
報
告
し
ま
す
。

こ
の
あ
た
り
は
台
地
の
周
縁
に
あ
た
る

た
め
板
橋
区
の
中
で
も
遺
跡
の
密
集
す
る

地
域
と
な

っ
て
い
ま
す
。

発
掘
調
査
は
５

月
か
ら
開
始
さ
れ
８
月
末
に
は
終
了
し
ま

し
た
が
、

引
き
続
き
発
掘
資
料
の
整
理
作

業
を
行
い
、

現
地
事
務
所
は
１１
月
半
ば
で

閉
鎖
し
ま
し
た
。

発
掘
調
査
で
は
、

縄
文
時
代
の
竪
穴
住

居
２
軒
、

弥
生
時
代
の
竪
穴
住
居
７
軒
を

確
認
し
た
他
、

深
い
耕
作
で
壊
さ
れ
て
柱

の
穴
だ
け
が
残
る
時
代
が
不
明
な
竪
穴
住

居
が
数
軒
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、

地
面
の
赤
く
焼
け
た
跡
が
３
箇
所
発
見
さ

れ
て
い
ま
す
。

調
査
で
は
こ
れ
ら
の
遺
構
と
と
も
に
、

縄
文
時
代
や
弥
生
時
代
の
上
器
や
石
器
も

発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

縄
文
時
代
の
も
の

と
し
て
は
土
器
片
が
約
四
千
点
あ
り
、

そ

の
多
く
が
諸
磯
式
と
呼
ば
れ
る
前
期
後
半

の
上
器
で
、

神
奈
川
県
三
浦
市
の
諸
磯
遺

跡
か
ら
出
上
し
た
土
器
に
ち
な
ん
で
命
名

さ
れ
て
い
ま
す
。

弥
生
時
代
の
も
の
と
し
て
は
、

後
期
の

久
ケ
原
式
と
呼
ば
れ
る
時
期
の
住
居
な
ど

か
ら
出
上
し
て
い
る
土
器
で
す
。
こ
の
久

ケ
原
式
上
器
は
東
京
都
大
田
区
久
ケ
原
遺

跡
か
ら
出
上
し
た
土
器
に
ち
な
ん
で
命
名

さ
れ
た
も
の
で
す
が
、

残
念
な
こ
と
に
、

こ
の
遺
跡
で
は
住
居
跡
に
伴

っ
て
出
土
し

た
資
料
が
少
な
く
、

住
居
の
時
期
を
特
定

す
る
上
で
は
少
々
不
安
材
料
と
な

っ
て
い

ま
す
。

住
居
跡
は
今
回
の
調
査
区
の
全
体
に
広

が
る
よ
う
な
状
態
で
発
見
さ
れ
て
い
ま
す

の
で
、

当
時
の
集
落
は
さ
ら
に
そ
の
外
側

に
も
広
が
り
を
も

つ
大
規
模
な
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

そ
の
た
め
今
回
の
調
査
で
は
そ
の

一
部

が
姿
を
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

（小
松
員
名
副
主
任
調
査
研
究
員
）

1号 住居跡1号住居跡 作 業風景

5・ 6号 住居跡6号 住居跡 縄 文時代前期の上器
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外
神
田
四
丁
目
遺
跡

（そ
の
３
）

前
号
で
、

江
戸
時
代
の
埋
め
立
て
整
地

層
中
よ
り
縄
文
貝
塚
出
現
と
報
じ
ま
し
た
。

江
戸
時
代
の
縄
文
貝
塚
？
多
く
の
皆
様
も

不
思
議
に
思
わ
れ
た
で
し
ょ
う
。

発
掘
し

て
い
る
調
査
員
も
な
ぜ
秋
葉
原
の
低
地
に

貝
塚
が
あ
る
の
か
？
？
？
で
し
た
。

貝
塚

は
ハ
マ
グ
リ
を
主
体
と
し
ア
サ
リ

・
ア
カ

ニ
シ

・
カ
キ
な
ど
が
含
ま

れ
、

厚
さ
は
ｌ

ｍ
以
上
も

あ
り
ま
し
た
。

貝
層
に
含

ま
れ
て
い
る
縄
文
土
器
は

後
期
の
堀
之
内
式
と
加
曽

利
Ｂ
式
上
器
を
主
体
と
し
、

曽
谷
式
、

安
行
１
～
２
式

ま
で
あ
り
、

量
は
少
な
い

な
が
ら
縄
文
早
期
～
晩
期

中
葉
の
安
行
３
Ｃ
式
ま
で

続
い
て
い
ま
す
。

石
器
で

は
磨
製
石
斧

・
打
製
石
斧

・
石
棒

（
石

剣
▼

石
皿

・
磨
石
、

土
製
品
で
は
土
偶

・

土
版

・
耳
栓

・
手
燭
形
土
製
品

・
土
製
円

盤
、

骨
角
製
品
で
は
加
工
の
認
め
ら
れ
る

装
飾
品
？
、

内
面
に
赤
色
顔
料
が
付
着
し

た
ハ
マ
グ
リ
な
ど
も
出
上
し
ま
し
た
。

獣

骨
や
魚
骨
も
多
数
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
、

出
土
品
を
よ
く
調
べ
て
み
ま

し
た
ら
、

縄
文
土
器
の
他
に
江
戸
時
代
の

焼
物
や
下
駄

・
箸
も
混
じ
っ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。

現
在
こ
の
貝
層
は
、

台
地
の
上
に
あ
っ
た
縄
文
時
代
の
大
規
模

貝
塚
が
江
戸
時
代
に
埋
立
用
の
上
取
り
に

と
も
な
い
破
壊
さ
れ
、

低
地
の
秋
葉
原
ま

で
運
ば
れ
、

埋
め
立
て
に
使
用
さ
れ
た
と

考
え
て
い
ま
す
。

今
後
は
、

貝
塚
の
貝
の

種
類
や
土
器
の
時
期
幅
な
ど
を
総
合
的
に

検
討
し
、

何
処
に
あ
っ
た
貝
塚
が
壊
さ
れ

た
の
か
、

検
討
し
て
い
く
予
定
で
す
。

現
在
、

都
心
の
貝
塚
は
７０
箇
所
前
後
あ

り
ま
す
が
、

貝
塚
の
調
査
は
大
変
珍
し
く

な
っ
て
い
ま
す
。

今
回
は
江
戸
遺
跡
を
掘

り
な
が
ら
、

タ
ナ
ボ
タ
で
縄
文
貝
塚
が
調

査
で
き
た
大
変
貴
重
な
例
と
な
り
ま
し
た
。

（及
川
良
彦
主
任
調
査
研
究
員
）

a
aど↑土版↓
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鯖呉 餞
ミ入れ貝 (ハマグリ)

貝層出土遺物

籾
圧
痕
土
器
の
痕
跡
考
古
学

（上
）

展
示
ホ
ー
ル
に
あ
る
弥
生
時
代
の
上
器

の
胴
部
に
小
さ
な
窪
み
が
空
い
て
い
て
、

そ
れ
は
稲
籾
の
跡
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。

籾
は
土
器
を
作
る
時
に
ま
ぎ
れ

込
み
、

土
器
を
焼
い
た
と
き
に
燃
え
て
な

く
な
り
、

そ
の
跡
だ
け
が
残

っ
た
の
で
す
。

こ
の
籾
は
、

ど
れ
く
ら
い
の
大
き
さ
で
、

ど
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う

か
？
そ
の
情
報
を
得
る
た
め
、

こ
こ
で
は

レ
プ
リ
カ
法
と
呼
ば
れ
て
い
る
方
法
で
観

察
し
て
み
ま
し
た
。
こ
の
方
法
は
、

印
象

材
を
使

っ
て
様
々
な
形
で
残
さ
れ
た
痕
跡

か
ら
元
の
形
に
復
元
し
て
、

観
察
や
分
析

を
行
う
研
究
方
法
で
す
。

籾
の
大
き
さ
は
、

通
常
１

側
未
満
で
す
。

し
た
が

つ
て
、

レ
プ
リ
カ
を
拡
大
し
て
観

察
し
な
い
と
詳
細
な
情
報
は
得
ら
れ
ま
せ

ん
。

そ
の
た
め
に
、

電
子
顕
微
鏡
と
い
う

極
め
て
精
度
の
高

い
顕
微
鏡
を
使
用
し
て

い
ま
す
。

図
１
は
、

土
器
片
に
残
さ
れ
て
い

る
籾
の
痕
跡
の
写
真
、

図
２
は
実
体
顕
微

鏡
写
真
、

図
３
は
籾
の
レ
プ
リ
カ
を
電
子

顕
微
鏡
で
撮
影
し
た
写
真
で
す
。
レ
プ
リ

カ
は
実
物
と
同
じ
形
を
し
て
い
ま
す
か
ら
、

図
３
は
実
際
に
上
器
に
入
り
込
ん
だ
籾
を

そ
の
ま
ま
見
て
い
る
の
と
全
く
変
わ
り
が

あ
り
ま
せ
ん
。

電
子
顕
微
鏡
を
使

っ
た
観

察
で
は
、

位
置
や
傾
き
を
動
か
し
、

倍
率
を

変
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
様
々
な
情
報
を
引

き
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
丑
野
　
毅

東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
）

今
回
と
次
回
は
、

丑
野
氏
の
協
力
に
よ

り
陥
６９２
遺
跡
か
ら
出
上
し
た
籾
殻
痕
を
も

つ
土
器
に
つ
い
て
、

レ
プ
リ
カ
法
で
得
ら

れ
る
情
報
を
紹
介
し
ま
す
。

図 1 籾 殻痕をもつ土器

図 2 実 体顕微鏡写真

図 3 電 子顕微鏡によるレプリカの写真
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第

一
回
は
、
７
月
１３
日

（土
）

有
限
会
社
考
古
石
材
研
究
所
柴
田
徹
氏

に
よ
る

「石
材
か
ら
み
た
旧
石
器
時
代
と

縄
文
時
代
」
の
講
演
と
、

「白
馬
連
峰
の

自
然
」
の
映
画
を
上
映
し
ま
し
た
。

参
加

者
は
、

１２５
名
で
し
た
。

第
二
回
は
、
９
月
１１
日

（水
）

当
セ
ン
タ
ー
松
井
和
浩
氏
に
よ
る

「縄

文
時
代
中
期
の
集
落
―
陀
９３９
遺
跡
か
ら
み

て
―
」
の
講
演
と
、

「森
と
縄
文
人
」
を
上

映
し
ま
し
た
。

参
加
者
は
、

１４２
名
で
し
た
。

ま
し
た
。

参
加
者
は
、

第
三
回
は
、

１０

月
１２
日

（土
）

青
梅
市
郷
土
博
物

館
久
保
田
正
寿
氏

に
よ
る

「実
験
考

古
学
の
楽
し
み
―

覆
い
焼
な
ど
の
復

元
か
ら
み
て
―
」

の
講
演
と
、

「
土

と
炎
」
を
上
映
し

９．
名
で
し
た
。

今
回
も
親
子
ふ
れ
あ
い
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

を
兼
ね
て
お
り
、

多
数
の
応
募
の
中
か
ら

抽
選
で
選
ば
れ
た
親
子
１５
組
、　

一
般
１９
名

の
参
加
者
で
行
わ
れ
ま
し
た
。

難
し
い
作
業
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

全
員

見
事
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

９
月
８
日

（土
）
予
定
の
野
焼
き
が
雨

天
の
た
め
延
期
に
な
る
な
ど
、

天
候
に
翻

弄
さ
れ
ま
し
た
が
、

無
事
終
了
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

全
国
安
全
週
間
、

第
１９
回
東
京
都
埋
蔵

文
化
財
セ
ン
タ
ー
安
全
の
日
に
、

安
全
標

語
の
入
選
作
発
表
と
講
演
を
行
い
ま
し
た
。

標
語
第

一
席
に
は
樋
回
照
子
氏
の
次
の

作
品
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

し
て
ま
す
か

小
さ
な
確
認
　
大
き
な
安
心

講
演
は
、

東
京
消
防
庁
多
摩
消
防
署
多

摩
セ
ン
タ
ー
出
張
所
長
高
橋
昇
氏
、　

一
部

救
急
隊
長
柳
澤
英
夫
氏
に
よ
る

「誰
で
も

で
き
る
救
急
処
理

・
救
命
法
」
で
し
た
。

午
前
中
の
雨
の
影
響
に
よ
り
今
回
の
火

お
こ
し
は
流
れ
の
広
場
で
行
い
ま
し
た
。

秋
な
ら
で
は
の
ク
ル
ミ
、

シ
イ
な
ど
木

の
実
の
採
集
や
味
は
い
か
が
で
し
た
か
？

・９
組
、

４８
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

地
元
瑞
穂
町
の
方
々
を
対
象
に
し
た
現

地
説
明
会
で
は
、

旧
石
器

・
縄
文

・
古
墳
時

代
の
遺
構
や
遺
物
の
見
学
を
し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

２００
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

東
京
文
化
財
ウ
ィ
ー
ク
の
企
画
事
業
と

し
て
、

平
安
時
代
の
住
居
跡
や
掘
立
柱
建

物
跡
な
ど
を
見
学
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

３２０
名
の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。

（巻
頭

写
真
参
照
）

東
京
消
防
庁
多
摩
消
防
署
の
協
力
に
よ

り
消
防
訓
練
を
行
い
ま
し
た
。

今
回
は
救
助
袋
に
よ
る
脱
出
訓
練
も
実

施
し
、

貴
重
な
体
験
と
な
り
ま
し
た
。

次
の
分
室
が
開
設
さ
れ
、

現
在
、

合
計

２０
分
室
で
発
掘
調
査

・
整
理
作
業
を
行

っ

て
お
り
ま
す
。

信

濃

町

分

室

比
田
井
民
子
係
長

鶴
間
正
昭

清
水
ケ
丘
分
室
　
可
児
通
宏
係
長

岩
橋
陽

一

たまのよこやま 56

便!信ンン

縄
文
土
器
作
り
教
室

８
月
９
日

（木
▼

１０

日

（金
）
土
器
製
作

９
月
１４
日

（土
）
野
焼
き

親
子
ふ
れ
あ
い
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

火
お
こ
し
体
験

・
泥
め
ん
こ

作
り

。

「縄
文
の
村
」
探
索

１０
月
２６
日

（土
）
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