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光
と
影

そ
の
光
と
影埼玉

で
の
活
躍
と
負
の
側
面

埼
玉
で
の
活
躍
と
負
の
側
面

編
集
委
員
　
山
口
　
勇

論 
考　

今
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
「
青
天
を
衝
け
」

は
、
深
谷
市
出
身
の
渋
沢
栄
一
が
モ
デ
ル
で
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
の
影
響
で
、
２
月
14
日
か
ら
の
放
映

に
な
り
ま
し
た
が
、
す
で
に
次
の
紙
幣
の
肖
像
も

決
ま
っ
て
お
り
、
地
元
深
谷
は
盛
り
上
が
っ
て
い

ま
す
。

　

２
０
０
５
年
、
県
が
指
定
し
た
埼
玉
の
三
偉
人

（
渋
沢
栄
一
、
荻
野
吟
子
、
塙
保
己
一
）
の
一
人

と
し
て
県
の
道
徳
の
教
科
書
に
も
度
々
登
場
す
る

人
物
で
も
あ
り
、
地
元
深
谷
を
は
じ
め
県
北
地
域

で
は
授
業
化
の
強
制
も
行
わ
れ
て
き
て
い
る
と
聞

き
ま
す
。

　

渋
沢
栄
一
は
、
１
８
４
０
（
天
保
11
）
年
２
月

13
日
に
、
武
蔵
国
榛
沢
郡
血
洗
島
（
現
深
谷
市
）

の
農
家
に
、
父
、
市
郎
右
衛
門
、
母
、
ゑ
い
の
長

男
と
し
て
生
ま
れ
ま
し
た
。
栄
一
の
家
は
麦
作
の

他
に
養
蚕
、
そ
し
て
藍
玉
の
栽
培
と
売
買
を
営
む

富
農
の
家
で
し
た
。
そ
の
後
の
歩
み
は
、
大
河
ド

ラ
マ
で
描
か
れ
ま
す
し
、
本
屋
に
並
ん
だ
様
々
な

栄
一
に
関
す
る
本
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
栄
一
と
埼
玉
県
に
関
す
る
こ
と
と
、
ド

ラ
マ
で
は
描
か
れ
な
い
負
の
側
面
を
書
い
て
み
ま

す
。

会
社
の
設
立
と
福
祉
活
動

　　

渋
沢
は
明
治
期
、第
一
国
立
銀
行
の
創
立
の
他
、

海
運
、
製
紙
、
紡
績
、
建
設
、
ガ
ス
、
電
力
、
ホ

テ
ル
、
ビ
ー
ル
な
ど
幅
広
い
分
野
の
企
業
の
設
立

に
か
か
わ
り
ま
す
。
そ
の
数
は
５
０
０
社
に
も
及

び
、
現
在
で
も
有
力
企
業
に
名
を
連
ね
て
い
る
会

社
も
多
い
で
す
。
ま
た
、
多
く
の
会
社
を
設
立
す

る
一
方
、
福
祉
活
動
に
も
力
を
注
ぎ
ま
し
た
。
欧

州
で
慈
善
事
業
や
福
祉
活
動
の
運
営
方
法
や
協
力

の
し
か
た
に
つ
い
て
学
ん
だ
こ
と
も
あ
り
、
東
京

養
育
院
の
設
置
、
日
本
結
核
予
防
会
の
設
立
な
ど

を
す
す
め
、国
際
交
流
に
も
力
を
尽
く
し
ま
し
た
。

栄
一
は
地
元
埼
玉
県
で
も
多
く
の
事
業
や
福
祉
活

動
を
手
が
け
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
地
域
振
興
や
地

域
福
祉
に
大
い
に
貢
献
し
ま
し
た
。
そ
の
い
く
つ

か
を
紹
介
し
ま
す
。

富
岡
製
糸
場
の
建
設

　　

世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
富
岡
製
糸
場
の
計

画
、
建
設
、
運
営
に
は
深
谷
市
出
身
者
が
深
く
か

か
わ
っ
て
い
ま
す
。
渋
沢
栄
一
は
明
治
政
府
の
大

蔵
省
官
僚
時
代
に
、
製
糸
を
日
本
の
輸
出
品
に
育

成
す
る
た
め
に
模
範
的
な
官
営
製
糸
工
場
の
建
設

を
計
画
し
ま
し
た
。

　

こ
れ
を
具
体
的
な
形
に
し
た
の
が
尾
高
惇
忠
で

す
。
惇
忠
は
栄
一
の
従
兄
弟
で
あ
り
学
問
の
師
で

も
あ
り
ま
し
た
。
栄
一
か
ら
の
依
頼
も
あ
り
、
工

場
の
選
定
、
建
設
に
か
か
わ
り
ま
し
た
。
富
岡
製
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糸
場
は
日
本
最
初
の
本
格
的
な
近
代
工
場
で
し
た

が
、
惇
忠
の
働
き
で
１
８
７
１
（
明
治
４
）
年
３

月
に
工
事
を
着
工
し
、
わ
ず
か
１
年
あ
ま
り
で
完

成
さ
せ
た
の
で
す
。
１
８
７
２
（
明
治
５
）
年
10

月
か
ら
操
業
を
開
始
し
、
惇
忠
は
工
場
長
と
し
て

１
８
７
６
（
明
治
９
）
年
ま
で
勤
め
て
い
ま
し
た
。

　

富
岡
製
糸
場
の
特
徴
は
赤
い
煉
瓦
の
工
場
で
す

が
、
こ
の
赤
煉
瓦
の
製
造
を
請
け
負
っ
た
が
、
明

戸
村
（
現
深
谷
市
）
の
瓦
職
人
、
韮
塚
直
次
郎
で

す
。
韮
塚
は
瓦
職
人
を
引
き
連
れ
、
群
馬
県
甘
楽

町
で
良
質
の
粘
土
の
採
れ
る
こ
と
を
知
り
、
苦
心

の
末
に
成
功
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

工
場
で
働
く
工
女
を
監
督
す
る
工
女
取
締
役
を

つ
と
め
た
の
が
下
手
計
村
（
現
深
谷
市
）
出
身
の

松
村
和
志
（
わ
し
）
で
し
た
。
惇
忠
の
働
き
か
け

で
こ
の
仕
事
に
か
か
わ
り
ま
し
た
が
、
和
志
は
こ

の
時
62
歳
で
し
た
。
ま
た
惇
忠
の
娘
、勇
（
ゆ
う
）

は
工
女
１
号
で
あ
り
、
そ
の
他
深
谷
か
ら
20
人
ほ

ど
の
工
女
が
富
岡
製
糸
場
で
働
い
て
い
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
富
岡
製
糸
場
が
つ
く
ら
れ
る
過
程

で
、
深
谷
の
人
た
ち
が
深
く
か
か
わ
っ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
時
期
、
現
埼
玉
県
の
西

部
と
群
馬
県
は
「
熊
谷
県
」
で
あ
り
、
栄
一
は
熊

谷
県
を
一
大
生
糸
の
産
地
に
し
た
い
と
考
え
た
と

思
わ
れ
ま
す
。

日
本
煉
瓦
製
造

　　

栄
一
は
１
８
８
７
（
明
治
20
）
年
、
深
谷
に
日

本
煉
瓦
製
造
株
式
会
社
を
設
立
し
ま
す
。
本
社
は

日
本
橋
に
あ
り
ま
し
た
が
、
工
場
は
深
谷
市
上
敷

免
に
あ
り
ま
し
た
。
原
土
が
得
ら
れ
、
利
根
川
の

水
運
が
利
用
で
き
る
か
ら
で
す
。
翌
年
操
業
が
開

始
さ
れ
、
２
０
０
６
（
平
成
18
）
年
ま
で
存
続
し

ま
し
た
。
こ
こ
で
製
造
さ
れ
た
良
質
な
煉
瓦
は
、

東
京
駅
な
ど
明
治
の
代
表
的
な
建
築
物
に
多
く
利

用
さ
れ
、
明
治
の
近
代
化
に
大
き
く
貢
献
し
ま
し

た
。
現
在
こ
の
敷
地
周
辺
に
は
ホ
フ
マ
ン
輪
窯
を

含
め
、
４
つ
の
国
指
定
重
要
文
化
財
が
あ
り
ま
す
。

特
に
ホ
フ
マ
ン
輪
窯
六
号
窯
は
、
１
９
０
７
（
明

治
40
）
年
６
月
の
完
成
で
、
ド
イ
ツ
人
フ
リ
ー
ド

リ
ヒ
・
ホ
フ
マ
ン
が
１
８
５
８
（
安
政
５
）
年
に

特
許
を
得
た
連
続
焼
成
が
可
能
な
構
造
の
窯
で
す
。

埼
玉
育
児
院
へ
の
協
力
と

青
い
目
の
人
形

　

嵐
山
町
に
あ
る
安
養
寺
と
い
う
寺
の
当
時
の
住

職
で
あ
る
小
島
乗
真
は
、
１
９
０
８
（
明
治
41
）

年
よ
り
、
当
時
多
く
見
ら
れ
た
孤
児
を
寺
に
集
め

養
育
し
ま
し
た
。
そ
し
て
１
９
１
１
（
大
正
元
）

年
に
「
積
徳
育
児
院
」
と
い
う
名
の
埼
玉
県
最
初

の
孤
児
院
を
設
立
し
た
の
で
す
。
し
か
し
小
さ
い

寺
の
た
め
そ
の
運
営
は
困
難
を
き
わ
め
ま
し
た
。

そ
れ
を
知
っ
た
渋
沢
栄
一
は
感
激
し
、
援
助
を
申

し
出
た
の
で
す
。そ
の
た
め
運
営
も
軌
道
に
の
り
、

社
会
福
祉
施
設
「
埼
玉
育
児
院
」
と
し
て
現
在
も

川
越
の
地
で
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
、
ア
メ
リ
カ
の

移
民
法
成
立
に
よ
り
、
日
米
関
係
が
ギ
ク
シ
ャ
ク

し
た
時
、
宣
教
師
ギ
ュ
ー
リ
ッ
ク
と
協
力
し
て

「
青
い
目
の
人
形
交
流
事
業
」
も
成
し
遂
げ
ま
し

た
。
１
９
２
７
（
昭
和
２
）
年
に
ア
メ
リ
カ
か
ら

１
万
２
７
３
９
体
の
人
形
が
海
を
渡
り
、
日
本
各

地
の
学
校
や
幼
稚
園
に
贈
ら
れ
ま
し
た
。
埼
玉
県

渋沢栄一の生家
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に
は
１
７
８
体
が
届
き
、
各
地
で
熱
烈
な
歓
迎
会

が
開
か
れ
ま
し
た
。
し
か
し
戦
争
中
は
敵
の
人
形

と
い
う
こ
と
で
多
く
が
処
分
さ
れ
ま
し
た
。
現
存

す
る
県
内
の
人
形
は
わ
ず
か
12
体
で
す
。

韓
国
か
ら
見
た
渋
沢
栄
一

　

渋
沢
栄
一
の
生
い
立
ち
や
功
績
を
検
証
す
る

と
、
ど
う
し
て
も
偉
人
伝
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
し
か
し
本
当
に
良
い
面
ば
か
り
な
の
で
し
ょ

う
か
。
渋
沢
は
ハ
ン
セ
ン
病
が
広
が
り
を
見
せ
た

時
、
い
ち
早
く
政
府
に
隔
離
政
策
を
す
る
よ
う
進

言
し
た
人
で
し
た
。

　

栄
一
が
唱
え
た
「
論
語
と
算
盤
」
は
道
徳
と
経

済
の
一
致
を
説
く
も
の
で
す
。
そ
の
中
で
「
し
か

し
戦
争
を
喜
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
人
類
の
最
も
恥

ず
べ
き
こ
と
で
あ
る
」、「
武
装
平
和
と
い
う
の
は

真
の
平
和
で
は
な
い
、
武
装
即
戦
で
あ
る
」、「
軍

艦
を
つ
く
る
よ
り
、
台
場
を
築
く
よ
り
、
飛
行
機

よ
り
も
、
潜
水
艦
よ
り
も
国
際
連
盟
が
必
要
で
あ

る
」
な
ど
、
平
和
主
義
者
と
し
て
の
発
言
も
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
、
日
清
・
日
露
戦
争
時
、
渋
沢

は
清
国
か
ら
の
賠
償
金
の
使
い
方
や
、
金
本
位
制

度
導
入
な
ど
で
政
府
に
要
望
書
を
出
し
て
い
る
も

の
の
、
戦
争
そ
の
も
の
に
反
対
し
た
わ
け
で
は
な

く
、
戦
争
に
よ
り
大
儲
け
し
た
実
業
人
の
一
人
で

し
た
。
渋
沢
が
一
万
円
札
の
肖
像
に
な
る
と
決

ま
っ
た
時
、
韓
国
か
ら
強
い
批
判
が
出
ま
し
た
。

　

１
８
７
５（
明
治
８
）年
の
江
華
島
事
件
を
き
っ

か
け
に
、
翌
年
日
朝
修
好
条
約
が
締
結
さ
れ
ま
し

た
が
、
当
時
の
朝
鮮
に
は
金
融
機
関
は
な
く
、
商

取
引
が
不
便
で
し
た
。
そ
こ
で
渋
沢
は
１
８
７
８

（
明
治
11
）
年
第
一
国
立
銀
行
釜
山
支
店
を
開
業
、

自
ら
の
肖
像
の
入
っ
た
銀
行
券
（
紙
幣
）
を
発
行

し
た
の
で
す
。
そ
れ
も
１
ウ
オ
ン
、
５
ウ
オ
ン
、

10
ウ
オ
ン
の
３
種
類
す
べ
て
で
あ
り
、
こ
の
こ
と

は
朝
鮮
人
の
プ
ラ
イ
ド
を
ひ
ど
く
傷
つ
け
ま
し

た
。「
初
の
肖
像
画
は
日
本
人
」
と
い
う
屈
辱
的

な
歴
史
と
い
え
る
わ
け
で
、「
不
法
と
強
権
と
武

力
に
よ
り
、民
間
銀
行
が
国
の
通
貨
を
発
行
し
た
」

と
し
、
利
権
収
奪
の
た
め
朝
鮮
半
島
で
紙
幣
を
発

行
し
た
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
渋
沢
は
、
経
済
発
展
に
は
鉄
道
が
欠
か
せ

な
い
と
し
て
、
京
仁
鉄
道
を
は
じ
め
、
朝
鮮
半
島

の
鉄
道
網
を
整
備
し
て
い
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の

こ
と
は
、
日
本
か
ら
見
れ
ば
朝
鮮
半
島
の
イ
ン
フ

ラ
を
整
備
し
、
朝
鮮
の
近
代
化
に
貢
献
し
た
と
考

え
ま
す
が
、
韓
国
か
ら
見
た
ら
「
朝
鮮
半
島
内
の

資
源
や
物
資
を
日
本
に
送
る
た
め
に
つ
く
ら
れ

た
」
と
理
解
さ
れ
、
渋
沢
は
「
朝
鮮
半
島
に
対
す

る
経
済
収
奪
を
象
徴
す
る
人
物
」
と
と
ら
え
ら
れ

て
い
る
の
で
す
。
ま
た
初
代
韓
国
統
監
だ
っ
た
伊

藤
博
文
と
親
し
か
っ
た
こ
と
も
批
判
さ
れ
る
一
因

に
な
っ
て
い
ま
す
。
京
都
大
学
の
橘
木
俊
詔
氏
は

「
渋
沢
は
朝
鮮
半

島
で
の
事
業
を

通
し
て
、
結
果
的

に
軍
部
と
政
治
家

が
推
し
進
め
る
帝

国
主
義
、
植
民
地

主
義
に
与
し
、
抵

抗
す
る
こ
と
も
な

か
っ
た
。
富
国
強

兵
を
達
成
し
て
ア
ジ
ア
を
侵
攻
す
る
以
外
、
日
本

が
列
強
の
植
民
地
と
な
る
の
を
避
け
る
道
は
な

い
。
渋
沢
を
含
む
政
財
界
の
大
半
が
そ
ん
な
考
え

に
と
ら
わ
れ
て
い
た
時
代
だ
っ
た
。」
と
語
っ
て

い
ま
す
。（
朝
日
新
聞
２
０
２
１
年
４
月
22
日
）

　

ソ
ウ
ル
の
観
光
地
明
洞
に
、
石
造
り
の
重
厚
な

建
物
が
あ
り
ま
す
。
か
つ
て
の
朝
鮮
銀
行
本
店

だ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
現
在
は
貨
幣
博
物
館
に

な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
渋
沢
の
肖
像
画
の
入
っ

た
紙
幣
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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