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「
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
で
す
ね
。
ど
ん
な
楽
し
い
計
画
が
あ
り
ま
す
か
」
こ
ん

な
挨
拶
を
す
る
の
が
毎
年
の
こ
と
で
す
が
、
今
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
た

め
に
、
気
持
ち
も
動
き
も
縛
ら
れ
て
し
ま
い
、
何
と
も
辛
い
日
々
を
過
ご
す
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
周
り
を
見
回
せ
ば
、
す
ぐ
横
に
ウ
ィ
ル
ス
が
い
る

よ
う
な
状
況
で
は
な
い
も
の
の
、
都
会
の
感
染
を
見
て
い
る
と
、
私
た
ち
の
周
り

に
も
危
険
は
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
マ
ス
コ
ミ
な
ど
か
ら

情
報
を
得
な
が
ら
、
感
染
予
防
に
努
め
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

さ
て
、
あ
ま
り
に
も
急
な
病
気
の
広
が
り
と
、
社
会
の
流
れ
の
中
で
四
月
は
観
音
講
も
梅
花
講
も
休
み
に
し
て

し
ま
っ
た
の
で
す
が
、
「
お
寺
と
し
て
、
何
を
し
て
い
か
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
」
を
考
え
た
と
き
、
コ
ロ
ナ
の
こ

と
は
考
え
つ
つ
も
、
お
寺
の
行
事
は
き
ち
ん
と
や
っ
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
気
が
付
き
ま
し
た
。
行
事
に
よ

っ
て
、
お
参
り
い
た
だ
け
な
い
場
合
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
お
勤
め
の
方
は
粛
々
と
す
す
め
て
い
こ
う
と
思

い
ま
す
。

五
月
に
は
お
釈
迦
様
の
誕
生
日
に
あ
た
る
「
花
祭
り
」
も
あ
り
ま
す
。
写
経
会
・
花
祭
り
・
観
音

講
・
梅
花
講
、
そ
れ
ぞ
れ
行
っ
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

★
三
密
を
避
け
る
と
い
う
こ
と
で
、
席
を
離
す
こ
と
や
行
事
が
終
わ
っ
た
後
の
円
座
で
の
茶
話
会
は
中
止
さ
せ
て
も

ら
い
ま
す
。

檀
家
さ
ん
に
向
け
て
の
寺
報
に
は
、
こ
の
よ
う
に
書
い
て
、
お
寺
と
し
て
の
考
え
方
を
伝
え
ま
し
た
。

『
過
去
帳
』

お
寺
に
は
、
「
過
去
帳
」
と
呼
ば
れ
る
檀
家
さ
ん
の
死
亡
記
録
を
残
し
た
綴
り
が

あ
り
ま
す
。(

こ
れ
は
、
ど
の
寺
で
も
作
ら
れ
て
い
ま
す)

願
王
寺
で
も
、
そ
の
過
去
帳
の
中
に
昔
の
人
々
の
記
録
が
残
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

「
そ
の
過
去
帳
の
整
理
を
し
よ
う
」
と
取
り
掛
か
り
始
め
ま
し
た
。
檀
家
さ
ん
の
数

が
三
十
余
り
、
古
い
お
宅
の
場
合
に
は
、
三
十
名
く
ら
い
の
先
祖
様
の
名
前
が
見
え

ま
す
。
パ
ソ
コ
ン
へ
の
打
ち
込
み
だ
け
で
も
大
変
な
仕
事
で
あ
る
こ
と
が
、
や
っ
て

い
く
う
ち
に
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
特
に
、
昔
は
医
療
も
進
ん
で
い
な
い
し
、
栄
養

状
態
が
悪
い
時
期
も
あ
っ
た
た
め
、
子
ど
も
が
な
く
な
る
こ
と
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま

し
た
。
生
ま
れ
て
す
ぐ
に
亡
く
な
っ
て
い
る
「
嬰
児
」
二
、
三
歳
ま
で
に
な
く
な
っ

え
い
じ

て
い
る
「
孩
子(

女)

」
も
う
少
し
大
き
く
な
っ
た
場
合
に
は
「
童
子(

女)

」
が
く
っ
つ
い
て
い
る
戒
名
が
た
く

が

い
じ

ど
う
じ

さ
ん
見
え
ま
す
。
子
仏
の
場
合
に
は
、
お
位
牌
も
作
ら
れ
な
い
ま
ま
の
場
合
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
記
録
は
あ
っ

て
も
お
位
牌
は
な
い
子
も
た
く
さ
ん
お
ら
れ
ま
す
。

「
過
去
帳
の
整
理
」
と
い
う
の
は
、
お
寺
に
残
っ
て
い
る
記
録
と
檀
家
さ
ん
の
仏
壇
の
中
に
あ
る
お
位
牌
を
照

合
す
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
過
去
帳
の
中
で
ど
の
家
の
仏
さ
ん
か
分
か
ら
な
い
方
も
、
仏
壇
の
中
の
位
牌
を

確
認
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
振
り
分
け
を
し
て
い
き
ま
す
。

子
仏
を
確
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
を
前
に
書
き
ま
し
た
が
、
次
に
難
し
い
の
は
、
江
戸
時
代
の
名
前(

俗

名)

に
は
、
名
字
が
な
い
こ
と
で
す
。
〝
市
右
衛
門
”
〟
八
三
郎
”
等
の
記
述
だ
け
あ
っ
て
、
ど
の
家
の
方
か

分
か
ら
な
い
名
前
が
た
く
さ
ん
見
え
て
き
ま
す
。
逆
に
、
代
々
同
じ
名
前
で
続
い
て
い
て
、
〝
甚
左
衛
門
”
と

書
か
れ
て
い
る
の
は
、
今
の
〇
〇
さ
ん
の
家
と
確
認
で
き
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。

だ
い
た
い
確
認
で
き
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
今
の
家
と
つ
な
が
ら
な
い
名
前
が
、
二
十
く
ら
い
は
あ

り
ま
す
。
今
後
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
よ
う
な
形
で
檀
家
さ
ん
に
資
料
を
渡
し
て
、
確
認
の
手
伝
い
を
お
願
い
し
よ

う
と
思
っ
て
い
ま
す
。

パ
ソ
コ
ン
の
使
用
が
普
通
の
時
代
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
墨
で
書
か
れ
た
過
去
帳
も
大
事
に
残
し
な
が
ら
、

パ
ソ
コ
ン
で
も
資
料
を
残
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。


