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ご
挨
拶

師
匠

藤

井

徳

三

神
戸
大
き重
謳
楽
部
創
部
七
〇
周
年
周
年
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

先
輩
方
か
ら
受
け
継
が
れ
た
よ
き
伝
統
を
守
り
乍
ら
、
皆
様
で
謡
や
仕

舞
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

時
に
は
、
な
か
な
か
思
う
よ
う
に
上
達
し
な
い
も
の
だ
と
感
じ
て
気
落

ち
す
る
事
も
あ
る
や
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
で
投
げ
出
さ
ず
に
稽
古
を

重
ね
て
お
れ
ば
、
い
つ
し
か
上
達
も
し
、
楽
し
く
謡
い
舞
う
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

学
生
諸
君
が
末
永
く
能
楽
に
親
し
ん
で
く
れ
る
こ
と
を
願
，つ
と
共
に
、

今
後
と
も
貴
部
の
益
々
の
ご
発
展
を
お
祈
り
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
皆
様
も
ご
存
じ
の
通
り
、
能
楽
は
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
無
形
文
化

遺
産
に
必不
え
あ
る
日
本
第

一
号
と
し
て
登
録
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、

能
楽
が
日
本
を
代
表
す
る
伝
統
芸
能
と
し
て
世
界
に
認
め
ら
れ
た
と
い
う

事
で
あ
り
、
大
変
喜
ば
し
く
誇
ら
し
い
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

で
す
が
、　
一
日
に

「遺
産
」
と
言
い
ま
す
と
、
何
や
ら

「栄
華
の
夢
は

醒
め
今
や
滅
び
ゆ
く
も
の
」
と
い
う
印
象
が
い
た
し
ま
す
。
が
、
決
し
て

そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
す
。

能
楽
が
今
後
一
層
の
隆
盛
を
極
め
、
生
き
た
芸
能
と
し
て
後
世
に
継
承

さ
れ
ま
す
よ
，ス

私
ど
も
能
楽
に
携
わ
る
者
と
し
ま
し
て
は
、
た
ゆ
ま
ぬ

努
力
を
続
け
て
い
か
ね
ば
と
感
じ
て
お
り
ま
す
。
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神
戸
大
学
の
歴
史
と
能
楽
部

顧
問
教
官

井

川

一　
宏

神
戸
大
学
は
、
今
年

（二
〇
〇
二
年
）
創
立

一
〇
〇
周
年
を
迎
え
ま
し

た
。
大
学
全
体
の
記
念
式
典
は
、
五
月
一
一
日

（土
）
ポ
ー
ト
ピ
ア
ホ
テ

ル

（ホ
ー
ル
）
で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
学
部
に
よ
つ
て
は
、
大
学
の
始
ま

り
を
も
つ
と
遡
っ
て
考
え
よ
う
と
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
現
在
の
社

会
学
系
の
学
部

・
研
究
科
の
も
と
と
な
る
神
戸
高
商
の
始
ま
り
を
統

一
の

開
学
と
し
て
い
ま
す
。　
一
一
月
に
は
、
社
会
学
系
を
中
心
に
し
た
一
〇
〇

周
年
記
念
の
式
典
が
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

神
一星
昌
商
は
神
戸
商
業
大
学
に
昇
格
し
、
そ
の
第

一
回

（昭
和
七
年
）

卒
業
の
藤
井
茂
先
生

（故
神
戸
大
学
名
誉
教
授
、
初
代
能
楽
部
顧
問
教

官
）
時
代
、
そ
の
昭
和
七
年
に
故
宇
治
正
夫
先
生
を
師
匠
に
お
迎
え
し
て

発
足
し
た
の
が
、
現
在
の
神
戸
大
き重
嘔
楽
部
の
始
ま
り
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
そ
れ
ま
で
に
謡
曲
部
は
存
在
し
て
い
ま
し
た
が
、
宇
治
先
生
の

社
中
の
命
名
を
い
た
だ
い
た
神
戸
大
学
風
韻
会
が
そ
の
後
五
二
年
間
継
続

し
ま
し
た
の
で
、
風
韻
会
Ｏ
Ｂ
が
多
数
と
な
り
自
然
に
昭
和
七
年
が
始
ま

り
と
定
着
し
ま
し
た
。
昭
和
四
十
七
年
、
荒
川
祐
吉
先
生

（神
戸
大
学
名

誉
教
授
）
が
顧
問
教
官
を
引
き
継
が
れ
、　
一
五
年
後
の
昭
和
六
二
年
に
私

が
顧
問
教
官
を
引
き
受
け
て
か
ら
も
、
能
楽
部
の
た
め
に
大
き
な
支
援
を

い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

そ
の
間
、
昭
和
五
九
年
に
神
戸
大
学
能
楽
部
と
し
て
故
藤
井
久
雄
先
生

に
師
匠
と
し
て
指
導
を
お
願
い
し
引
き
継
い
で
い
た
だ
き
ま
し
た
。
平
成

四
年
に
創
部
六
〇
周
年
記
念
自
演
会
を
湊
川
神
社
神
能
殿
で
行
い
、
能

「土
蜘
蛛
」
を
演
じ
る
大
き
な
イ
ベ
ン
ト
と
な
っ
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ

ま
す
。　
一
九
九
二
年
神
戸
の
地
震
の
後
、
神
戸
大
学
か
ら
の
感
謝
状
と
銀

杯
を
藤
井
久
雄
先
生
に
受
け
取
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
そ
の
時
、
能

楽
部
の
指
導
を
藤
井
徳
三
先
生
に
お
願
い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
早

く
も
今
年
は
、
創
部
七
〇
周
年
を
迎
え
ま
す
。

六
月
二
二
日
、
凌
霜
謡
会
が
あ
り
ま
し
た
。
風
韻
会
Ｏ
Ｂ
が
多
く
参
加

さ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
以
外
に
も
神
戸
大
学
の
凌
霜
Ｏ
Ｂ
に
は
謡
曲
を
た
し

な
ま
れ
る
方
が
多
く
い
ら
つ
し
や
り
、
年
々
参
加
者
増
え
て
お
り
ま
す
。

能
楽
部
Ｏ
Ｂ
の
段
野
治
雄

・
戸
次
威
左
武
先
輩
が
世
話
役
を
引
き
受
け
て

お
ら
れ
ま
す
が
、
私
も
で
き
る
だ
け
参
加
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の
懇
親
の

席
で
、
能
楽
部
七
十
周
年
の
話
題
を
出
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、

「能
楽
部
に

直
接
関
係
な
く
て
も
、
学
生
の
能
楽
部
活
動
を
支
援
し
て
あ
げ
よ
，２

と

声
を
あ
げ
て
く
だ
さ
り
、
そ
の
場
で
支
援
の
寄
付
が
六
万
六
千
円
寄
せ
ら

れ
ま
し
た
。
誠
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
、
感
謝
に
耐
え
ま
せ
ん
。

神
戸
大
学

一
〇
〇
年
の
七
〇
年
を
能
楽
部
と
し
て
存
在
し
多
く
の
関
係

者
を
持
ち
、
大
学
の
文
化
活
動
を
さ
さ
え
て
き
た
わ
け
で
す
の
で
、
こ
の

伝
統
の
重
み
を
感
じ
ま
す
。
現
在
は
学
生
部
員
数
が
あ
ま
り
多
く
あ
り
ま

せ
ん
が
、
能
楽
部
Ｏ
Ｂ
会

（会
長
米
花
稔
神
戸
大
学
名
誉
教
授
）
、
凌
霜

謡
会
の
協
力
を
お
願
い
し
、
神
戸
大
学
能
楽
部
の
活
動
を
活
発
に
し
伝
統

を
維
持
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
師
匠
の
藤
井
徳
三
先
生
に
は
、
ご

迷
惑
を
お
か
け
し
一
方
的
に
お
願
い
す
る
こ
と
ば
か
り
で
す
が
、
今
後
と
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も
ご
指
導
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

七
十
周
年
に
想
う

神
戸
大
学
名
誉
教
授
　
米

花
　
　
稔

平
成
十
四
年
度
が
神
大
能
楽
部
七
〇
周
年
と
い
え
ば
発
足
は
昭
和
七
年

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
丁
度
そ
の
翌
昭
和
八
年
、
小
生
は
本
学
に
入
学
し

た
。
姫
路
の
商
家
の
父
は
謡
由
に
熱
心
で
西
官
の
村
上
義

一
師
に
つ
き
翌

年
姫
路
の
会
堂
で

「安
宅
」
の
披
き
を
し
て
お
り
、
そ
の
刺
激
で
小
生
も

入
学
早
々
人
部
し
宇
治
正
夫
先
生
に
手
ほ
ど
き
か
ら
習
い
始
め
た
。
従
っ

て
そ
れ
か
ら
六
九
年
に
な
る
。
先
生
の
お
宅
に
伺
っ
て
指
導
を
受
け
た
。

商
売
も
謡
山
も
脂
の
の
り
き
っ
た
父
が
、
翌
昭
和

一
〇
年
、
四
五
歳
で
急

逝
し
た
。
翌
春
、
父
の
追
善
謡
会
に

「天
鼓
」
を
謡
わ
せ
て
い
た
だ
い
た

の
は
、
せ
め
て
不
幸
中
の
幸
い
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
ン２

大
学
卒
業
後
数
年
商
社
勤
務
の
あ
と
神
大
に
研
究
所
設
立
と
共
に
研
究

生
活
に
入
っ
た
も
の
の
、
謡
曲
は
続
け
た
と
は
い
え
途
切
れ
が
ち
、
学
生

の
一帯
（（

宇
治
先
生
の
社
中
の
会
な
ど
に
時
に
参
加
す
る
前
後
の
稽
古
に

止
ま
る
中
、
四
年
先
輩
の
大
学
の
故
藤
井
茂
先
生
の
心
く
ば
り
の
お
蔭
で
、

と
に
か
く
謡
曲
の
縁
を
持
ち
続
け
た
。
私
の
大
学
勤
務
定
年
の
昭
和
五
二

年
春
、
宇
治
先
生
の
風
韻
会
六
〇
周
年
記
念
の
大
会
で
先
生
か
ら

「安

宅
」
を
奨
め
ら
れ
、
本
気
で
お
宅
へ
毎
週
の
稽
古
通
い
と
な
っ
た
。
そ
の

折
の
厳
し
い
御
指
導
、
ひ
と
り
よ
が
り
の
戒
め
に
接
し
、
こ
れ
こ
そ
研
究

者
の
姿
勢
そ
の
も
の
と
悟
ら
さ
れ
た
。
加
え
て
績
く
宇
治
先
生
の
風
韻
会

六
五
周
年
で
、
湊
川
能
楽
殿
で
は
、
家
元
観
世
元
正
師
を
地
頭
に
迎
え
て

の

「正
尊
」
の
シ
テ
を
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
た
折
、
プ
ロ
と
ア
マ
の
違
い

を
知
ら
さ
れ
、
謡
い
つ
つ
身
震
い
す
る
想
い
で
あ
つ
た
。

大
恩
あ
る
宇
治
先
生
は
昭
和
六
一
年
二
月
御
逝
去
に
な
っ
た
。
そ
の
晩

年
、
神
大
能
楽
部
の
指
導
に
先
生
御
推
薦
で
藤
井
久
雄
先
生
、
そ
の
後
御

令
息
の
藤
井
徳
三
先
生
の
御
指
導
で
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
神
大
能
楽
部

七
〇
周
年
に
あ
た
り
諸
先
生
、
先
輩
、
現
部
員
の
努
力
に
敬
意
を
表
し
、

心
か
ら
お
礼
と
お
祝
い
を
申
し
述
べ
た
い
と
想
い
ま
す
。
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先
生
方
と
の
想
い
出

神
戸
大
学
名
誉
教
授

荒

川

祐

吉

私
は
最
近
ま
で
、
財
団
法
人
神
戸
大
学
六
甲
台
後
援
会
の
評
議
員
を
し

て
い
ま
し
た
。
年
に
何
回
か
理
事

・
評
議
員
会
が
あ
り
、
そ
れ
に
出
席
す

る
と
必
ず
人
■は
亡
き
藤
露
生成
先
生
、
そ
し
て
米
花
打椰
先
生
と
顔
を
合
わ
せ

て
お
り
ま
し
た
。
ま
た
そ
の
他
の
催
し
、
例
え
ば
名
誉
教
授
の
△
ヽ

長
寿

祝
賀
会
で
も
何
時
も
お
目
に
か
か
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
以
前
の
長
寿

祝
賀
会
で
は
、
私
が
喜
寿
の
祝
賀
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
長
寿
祝
賀

会
は
六
甲
台
の
教
職
員
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
僚
友
会
と
い
う
親
陸
団
体
の

催
し
で
す
が
、
そ
の
時
も
両
先
生
に
お
目
に
か
か
れ
る
と
思
っ
て
行
き
ま

し
た
ら
果
た
し
て
お
二
人
の
お
元
気
な
お
姿
を
拝
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
喜
寿
の
該
当
者
は
一
〇
人
程
あ
り
ま
し
た
が
、
出
席
し
た
の
は
私
一

人
で
し
た
。

と
こ
ろ
で
私
は
昭
和
二
二
年
か
ら
、
日
本
学
術
振
興
会
産
業
構
造
中
小

企
業
委
員
会
の
研
究
嘱
託
及
び
委
員
と
し
て
現
在
ま
で
実
に
半
世
紀
に
わ

た
っ
て
参
加
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
委
員
会
に
加
わ
る
よ
う
ご
指
導
下
さ

っ
た
の
は
藤
一矛
茂
先
生
で
し
た
し
Ｆ
先
生
の
ご
存
命
中
は
委
員
会
開
催
の

度
に
ご

一
緒
さ
せ
い
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し
た
。
ま
た
、
米
花
先
生
と
は
、

ま
だ
若
い
頃
か
ら
、
近
畿
圏
、
阪
神
間
、
そ
し
て
神
戸
市
等
に
お
け
る
経

済
開
発
問
題
を
検
討
す
る
各
種
の
委
員
会
等
で
し
ば
し
ば
ご

一
緒
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
両
先
生
と
の
ご
縁
は
私
の
研
究
者
と
し
て
の
生
涯
の
殆
ど

を
カ
バ
ー
し
て
い
る
わ
け
で
本
当
に
特
別
の
御
縁
が
あ
る
こ
と
を
感
謝
の

心
と
共
に
折
に
ふ
れ
銘
記
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
私
が
謡
の
お

稽
古
を
は
じ
め
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
の
も
藤
井
先
生
の
強
力
な
ご
勧
誘
に

よ
る
も
の
で
し
た
し
、
そ
し
て
米
花
先
生
と
は
今
も
常
に
元
気
に
ご

一
緒

さ
せ
て
い
た
だ
け
る
の
も
謡
の
取
り
持
つ
い
う
に
い
わ
れ
な
い
深
い
つ
な

が
り
の
お
蔭
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

は
っ
き
り
言
っ
て
謡
の
御
縁
が
、
藤
井
茂
先
生
、
米
花
先
生
、
そ
し
て

私
の
深
い
つ
な
が
り
を
つ
く
り
出
し
て
く
れ
た
も
の
と
感
謝
し
て
い
る
次

第
で
す
。
今
は
お
稽
古
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
ま
す
が
、
風
韻
会
Ｏ
Ｂ
△ヽ
だ

け
は
殆
ど
皆
勤
、
若
い
皆
様
方
と
の
交
流
も
楽
し
み
で
す
。
謡
曲
の
つ
な

が
り
は
生
涯
の
宝
と
痛
感
し
て
お
り
ま
す
。
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思
い
つ
く
ま
ま
に

新
四
回
生
　
里
井
　
三
千
雄

今
年
は
神
戸
大
学
風
韻
会
創
部
七
〇
周
年
に
該
る
由
、
ご
通
知
を
戴
き
、

歳
月
の
早
い
経
過
に
驚
く
と
共
に
心
よ
り
祝
意
を
表
し
ま
す
。

井
川
先
生
よ
り
時
折
お
聴
き
し
て
い
ま
す
が
、
以
前
に
比
べ
現
役
の
部

員
の
メ
ン
バ
ー
が
減
少
し
て
い
る
由
、
少
し
淋
し
く
思
い
ま
す
が
、
現
在

は
私
ど
も
の
学
生
時
代
と
異
な
り
、
ク
ラ
ブ
活
動
も
多
様
化
し
て
お
り
、

い
ろ
ん
な
芸
術
、
音
楽
が
あ
る
の
で
や
む
を
得
な
い
点
も
あ
る
と
思
い
ま

ｔ
し
か
し
、
現
在
私
の
関
係
し
て
い
る
大
槻
能
楽
堂
で
は
、
最
近
若
い
人

や
外
国
人
の
能
楽
フ
ア
ン
が
増
え
て
い
ま
す
。
や
は
り
日
本
の
古
典
芸
能

や
伝
統
芸
術
を
見
直
し
て
、
そ
の
良
さ
を
再
確
認
し
た
い
と
思
う
層
が
多

い
証
拠
だ
と
思
い
ま
す
。

又
、
私
共
Ｏ
Ｂ
で
結
成
し
て
い
る
凌
霜
謡
会
も
幹
事
の
段
野
、
戸
次
両

君
の
ご
努
力
も
あ
り
、
年
々
会
員
が
増
え
盛
会
に
な
っ
て
い
ま
す
。
学
生

時
代
に
謡
曲
を
始
め
た
が
、
社
会
に
出
て
か
ら
は
忙
し
く
な
か
な
か
出
来

な
か
っ
た
も
の
の
、
会
社
を
定
年
に
な
り
自
由
時
間
が
出
来
る
よ
う
に
な

つ
た
の
で
復
活
し
た
い
と
い
う
方
が
入
会
し
て
お
ら
れ
ま
す
。

た
と
え
中
断
し
て
い
て
も
、　
一
旦
覚
え
た
謡
は
俗
に
言
う

「昔
と
っ
た

杵
柄
」
で
、
少
し
練
習
す
れ
ば
ま
た
出
来
る
よ
う
に
な
る
も
の
で
す
。

「継
続
は
力
な
り
」
と
言
い
ま
す
が
、
ど
う
か
現
役
の
部
員
の
方
も
、
社

会
に
出
ら
れ
て
か
ら
も
謡
曲
を
続
け
ら
れ
る
様
お
す
す
め
し
ま
す
。

定
年
に
な
っ
て
か
ら
何
も
趣
味
の
な
い
方
は
気
の
毒
で
す
。
謡
曲
は
奥

が
深
く
、
内
容
も
豊
か
で
終
生
楽
し
め
ま
す
。

最
近
、
私
は
謡
以
外
に
能
芸
論
の
本
を
読
ん
だ
り
謡
蹟
紀
行
に
出
掛
け

た
り
し
て
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

世
阿
弥
の

「風
姿
花
伝
」
や

「申
楽
談
義
」
な
ど
は
、
単
に
能
楽
論
の

域
に
止
ま
ら
ず
、
人
生
の
一警
学
書
と
も
言
え
る
深
遠
な
内
容
を
含
ん
で
い

る
様
に
思
い
ま
す
。
又
、
、
関
西
は
特
に
能
の
ふ
る
さ
と
と
も
言
え
る
位

に
、
特
に
京
都
や
奈
良
は
能
の
史
蹟
が
多
く
、
訪
ね
ら
れ
る
と
、
そ
の
能

の
由
来
や
歴
史
が
偲
ば
れ
、
能
楽
鑑
賞
や
謡
山
の
御
稽
古
に
も
役
立
つ
事

と
思
い
ま
す
。

最
近
、
左
記
の
本
が
出
版
さ
れ
ま
し
た
が
、
現
役
学
生
の
皆
さ
ん
が
将

来
社
会
に
出
ら
れ
る
に
あ
た
り
、
参
考
に
な
る
と
思
い
ま
す
の
で
お
す
す

め
し
ま
す
。

土
屋
恵
一
郎
著

『処
世
術
は
世
阿
弥
に
学
ベ
ー
』

含
石
波
ア
ク
テ
イ

ブ
新
書

〓
二
）
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風
韻
と
は
何
ぞ
や

新
四
回
生
　
牧
　
　
千

雄

「風
韻
會
」
は
、
故
宇
治
正
夫
師
範
社
中
の
名
で
あ
り
、
神
戸
大
学
に

も
脈
々
と
伝

へ
ら
れ
て
き
た
、
由
緒
あ
る
名
で
あ
る
こ
と
は
ご
承
知
の
通

り
で
す
が
永
年
親
し
ん
だ

「風
韻
」
と
云
，２
子
に
込
め
ら
れ
た
想
ひ
に
就

て
は
、
深
く
考

へ
た
こ
と
は
、
つ
い
ぞ
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

「韻
」
と

云
ふ
の
は

「音
の
響
き
」

翌
日色
」

「趣
の
あ
る
こ
と
」

「風
流
な
さ

ま
」
な
ど
と
広
辞
苑
に
も
出
て
い
る
の
で
、
能
や
狂
言
を
嗜
む
立
場
か
ら

は
納
得
の
ゆ
く
と
こ
ろ
で
す
が
、
問
題
は

「風
」
で
あ
り
ま
す
。
カ
ゼ
と

読
む
か
フ
ウ
と
読
む
か
に
も
よ
り
ま
す
が
、

「空
気
の
流
れ

。
な
ら
は

し
。
物
事
の
や
り
方

。
な
り
ふ
り

ｏ
自
然
の
あ
り
さ
ま

・
感
化

。
噂

・
風

邪
」
等
々
、
ま
こ
と
に
多
彩
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
を
り
、
我
國
の
文
化

の
中
で
、
如
何
に

「風
」
が
人
々
の
心
を
提
へ
て
来
た
か
が
、
よ
く
判
り

ま
す
。

流
祖
世
阿
弥
の
聖
典
と
も
云
ふ
べ
き
風
姿
花
伝
に
も
、
そ
の
題
名
に

「風
」
を
標
榜
し
て
を
り
、
能
と
風
と
は
不
分
離
と
考

へ
て
い
た
と
思
は

れ
ま
す
。
結
局
、
世
阿
弥
の

「芸
」
は

「人
に
見
せ
て
面
白
き
」
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ど
う
云
ふ
姿

（形
）
を
演
じ
れ
ば
、
ど
う
云
ふ

「風
」
に
見
え
る
の
か
、
そ
れ
を
演
じ
な
が
ら
、
離
見
の
見
で
自
ら
を
分

析
し
つ
つ
舞
ふ
と
云
ふ
こ
と
を
、
繰
り
返
し
て
花
伝
書
で
も
説
い
て
を
り

ま
す
。
大
事
な
こ
と
は
、
こ
れ
が
芸
能
の
神
髄
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
が

生
き
て
ゆ
く
方
法
で
も
あ
る
と
云
ふ
こ
と
で
す
。
人
は

一
人
で
は
生
き
ら

れ
ず
、
必
党
、
他
が
自
ら
を
だ
う
見
る
か
、
ま
た
自
ら
を
他
に
だ
う
見
せ

る
か
、
と
云
ふ
こ
と
が
大
切
で
、
そ
れ
を
考
え
且
つ
実
践
し
て

「自
他
不

分
離
」

「自
他
同

一
化
」
が
果
せ
れ
ば
、
人
が
幸
に
な
る
と
云
ふ
こ
と
で

あ
り
ま
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
、
西
田
幾
太
郎
の
哲
学
の
中
心
命
題
で
も
あ

り
ま
す
。

さ
，２
有
え
れ
ば
、

「風
韻
」
は
な
か
な
か
〈通
蓄
の
あ
る
名
で
、
宇
治
師

範
の
師
筋
の
大
槻
門
が

「清
韻
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
発
し
て
、
恰
も
観
阿

弥
と
世
阿
弥
の
関
係
の
如
く
、
宇
治
門
で
更
に
芸
風
の
精
神
的
高
み
に
昇

る
こ
と
を
期
し
て
の
命
名
で
は
な
か
つ
た
で
せ
う
か
。

和
歌
の
世
界
で
も

「風
」
は
無
数
に
詠
ま
れ
て
、
謡
の
中
に
も
採
り
入

れ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
元
来
、
日
に
見
え
ぬ
風
に
寄
せ
て
、
自
ら
の
心
を

如
何
に
表
現
し
や
ぅ
と
し
た
か
が
、
よ
く
判
り
ま
す
。
新
古
今
の
大
切
な

手
法
と
し
て
の

「花
鳥
風
月
」
の
中
で
も
、
最
も

「精
神
的
高
み
を
表
現

す
る
も
の
」
と
し
て

「風
」
が
意
識
さ
れ
て
い
た
の
も
、
む
べ
な
る
か
な

と
思
ひ
ま
す
。

「風
韻
」
の
想
ひ
を
、
世
代
か
ら
世
代
へ
申
し
継
ぎ
、
伝

へ
て
ゆ
く
こ

と
は
、
か
う
考

へ
て
見
れ
ば
意
味
が
あ
る
こ
と
で
す
。
盲
目
的
な
伝
統
墨

守
で
は
な
く
、
日
本
人
の
心
や
生
き
方
と
し
て

「風
」
を
大
切
に
す
る
こ

と
が
望
ま
れ
ま
す
。
因
み
に
フ
ラ
ン
ス
人
や
ド
イ
ツ
人
も
同
じ
や
，つ
な
考

へ
と
行
動
を
持
つ
て
い
る
こ
と
も
、
お
忘
れ
な
く
。
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笛
の
楽
し
み

新

一
〇
回
生

左

鴻

雅

義

学
生
時
代
に
友
人
に
誘
わ
れ
て
謡
曲
部
に
入
り
、
謡
と
仕
舞
に
夢
中
に

な
り
、
そ
れ
だ
け
で
は
飽
き
足
ら
ず
、
囃
子
に
も
手
を
出
し
た
の
が
運
の

つ
き
。
笛
の
玄
人
に
取
り
た
て
て
も
ら
つ
て
、
会
社
生
活
の
か
た
わ
ら
に

日
曜
日
に
舞
台
に
出
演
し
て
い
た
が
、　
つ
い
に
四
〇
歳
に
達
し
た
と
き
二

足
草
軽
の
，２
っ
会
社
員
を
徹
履
の
ご
と
く
捨
て
て
能
楽
笛
方
専
業
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
小
学
生
時
代
か
ら
体
育
と
音
楽
は
大
の
苦
手
だ
っ
た
の
に
、

音
楽
実
技
で
メ
シ
を
食
う
こ
と
に
な
ろ
う
と
は
。

能
舞
台
で
笛
を
吹
く
よ
う
に
な
つ
て
三
〇
年
余
り
に
な
っ
た
。
若
い
頃

は
た
だ
ガ
ム
シ
ャ
ラ
に
吹
い
て
い
て
、
そ
れ
は
そ
れ
で
楽
し
い
の
だ
が
、

笛
を
吹
く
別
の
楽
し
さ
が
こ
の
ご
ろ
に
な
っ
て
よ
う
や
く
少
し
わ
か
る
よ

う
に
な
っ
て
来
た
。
笛
の
舞
の
稽
古
は
一
番
簡
単
で
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
な

「中

之
舞
」
か
ら
始
ま
り
、

「男
舞
」
・
。
「紬
基
び
　
・
。
「盤
渉
楽
」

「乱
」
等
と
段
々
難
し
い
曲
を
習
得
し
て
い
く
。
若
い
頃
に
難
し
い
曲
を

十
分
練
習
す
る
の
は
当
然
だ
が
、
三
〇
年
も
経
つ
と
、
毎
日
自
宅
で
練
習

す
る
曲
は

「中
之
舞
」
で
あ
る
”
曲
が
複
雑
で
指
使
い
の
難
し
い

「盤
渉

楽
」
な
ど
は
メ
ロ
デ
ィ
が
変
化
に
富
ん
で
い
る
の
で
間
違
わ
ず
に
吹
け
れ

ば
い
ち
お
う
面
白
く
聞
け
る
。
と
こ
ろ
が
何
の
変
哲
も
な
い

「中
之
舞
」

は
た
だ
譜
を
間
違
わ
ず
に
吹
い
た
だ
け
で
は
面
白
味
が
な
い
。
か
と
言
っ

て
奇
を
衡
つ
て
は
能
の
本
道
か
ら
は
ず
れ
る
。
基
本
に
忠
実
に
、
淡
々
と

吹
い
て
、
し
か
も
面
白
み
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
コ
ツ
を
師
匠
や

先
輩
は
決
し
て
教
え
て
く
れ
な
い
。
こ
れ
は
ラ
イ
バ
ル
に
コ
ツ
を
教
え
な

い
と
い
う
ケ
チ
く
さ
い
芸
人
根
性
で
は
な
く
、
た
と
え
名
人
と
言
わ
れ
る

人
で
も
、
秘
訣
を
目
覚
し
て
い
な
い
、
従
っ
て
日
に
出
し
て
説
明
で
き
な

い
、
と
い
う
の
が
本
当
の
と
こ
ろ
だ
ろ
，２

そ
こ
で
自
分
独
自
の
工
夫
が

必
要
と
な
る
。
指
の
使
い
方
な
ど
は
低
級
な
こ
と
で
、
小
手
先
の
技
術
の

問
題
で
は
な
い
。
笛
は
息
を
使
っ
て
音
を
出
す
の
で
息
づ
か
い
に
ポ
イ
ン

ト
が
あ
る
の
は
当
た
り
前
で
あ
る
が
、
音
が
出
て
い
な
い
瞬
間
、
即
ち
息

継
ぎ
の
間

（ま
）
も
重
要
で
あ
る
。
根
本
的
に
呼
吸
法
な
の
だ
ろ
う
が
、

腹
式
呼
吸
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
そ
れ
を
ど
う
行
う
か
が
問
題
で
あ
る
。

も
つ
と
追
求
す
れ
ば
精
神
性
と
な
る
が
、
具
体
的
な
解
決
策
と
は
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
色
々
と
工
夫
を
し
て
、
舞
台
に
臨
む
。
結
果
は
大
抵
不
満
足

で
あ
る
が
、
た
ま
に
は
一
応
自
分
な
り
に
満
足
に
吹
け
た
と
思
う

と
き
が
あ
り
、
嬉
し
い
も
の
で
あ
る
。
あ
と
何
年
舞
台
に
出
ら
れ
る
か
わ

か
ら
な
い
が
、
健
康
に
留
意
し
て
、
人
々
の
寿
福
増
長
に
少
し
は
役
立
て

る
こ
と
を
生
き
甲
斐
と
し
て
い
き
た
い
。
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_工 ^

ハ
〇
年
の
生
と
“
風
韻
の
心

新

一
一
回
生
　
前
田
　
紀

一
郎

い
き
な
り
大
上
段
の
標
題
を
掲
げ
て
、
恐
燿
の
限
り
で
す
が
、
昨
年
六

〇
歳
に
達
し
い
よ
い
よ
今
夏
リ
タ
イ
ヤ
す
る
境
遇
に
て
、
来
し
方
を
何
か

と
振
り
返
っ
た
り
、
風
韻
会
Ｏ
Ｂ
会
主
催
の
定
例
謡
会
に
参
加
す
る
よ
う

に
な
っ
た
昨
今
で
す
。

大
学
卒
業
後
、
勤
め
人
生
活
を
ヘ
ラ
ヘ
ラ
と
四
〇
年
過
ご
し
、
人
並
み

に
家
庭
を
営
み
子
を
成
し
、　
ハ
ツ
ピ
ー
リ
タ
イ
ア
メ
ン
ト
生
活
を
日
前
に

出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
今
思
う
に
、
重
要
な
出
会
い
の
一
つ
が

「風
韻

会

。
そ
の
師
故
宇
治
先
生
」
と
の
出
会
い
で
す
。

当
時
若
い
学
生
は
技
術
の
向
上
に
余
念
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
先

生
は
折
々
に
“
謡
の
心
”
を
伝
え
よ
う
と
さ
れ
て
お
ら
れ
た
、
何
か
の
一崚

「謡
う
時
の
座
姿
は
、
滝
水
の
真
下
に
座
っ
て
水
が
頭
で
は
ね
飛
ぶ
こ
と

な
く
、
水
全
体
が
体
を
濡
ら
し
て
下
に
流
れ
落
ち
る
よ
う
に
。
」
　
“
無

理
な
く
自
然
に
”
“
自
然
に
融
け
こ
み
”
謡
の
“
気
持
”
を
そ
ん
な
表
現

で
私
達
に
伝
え
よ
う
と
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
“
物
ご
と
の
心

髄
”
と
か
“
格

・
理

・
筋
”
と
か
を
含
ん
で
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
翻

弄
さ
れ
る
流
木
の
よ
，フ
な
人
生
を
送
っ
て
き
た
今
、
自
然
の
摂
理
が
大
切

と
え
ら
そ
う
に
思
う
次
第
で
す
。

“
風
韻
”
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
文
章
を
司
馬
遼
太
郎
著

「以
下
、
無

用
の
こ
と
な
が
ら
」
で
発
見
し
た
時
に
は
本
当
に
ビ
ツ
ク
リ
し
ま
し
た
。

辞
書
で
引
い
て
み
る
と
“
風
雅
の
極
み
”
と
あ
り
、
司
馬
氏
の
文
章
を
吟

味
し
な
が
ら
、
前
述
の
よ
，，
な
宇
治
先
生
の
教
え
を
想
い
浮
か
べ
ま
し
た
。

Ｏ
Ｂ
謡
会
は
、
キ
ラ
星
の
如
く
輝
く
先
輩
た
ち
の
生
き
様
を
知
る
機
会
で

し
た
。
こ
れ
か
ら
の
余
録
の
人
生
の
大
き
な
励
み
で
あ
り
ま
す
。

「風
韻

会
」
に
出
会
っ
た
賜
で
、
と
て
も
感
謝
し
て
い
ま
す
。

追
記
　
昨
年
蒜
山
高
原
に
小
さ
な
ロ
グ
ハ
ウ
ス
を
建
て
ま
し
た
。
名
を

借
り
て

「風
韻
杢
ど

と
名
付
け
ま
し
た
。
学
生
諸
君
の
合
宿
に
で
も
利
用

し
て
く
れ
る
と
嬉
し
い
で
す
。
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口

想

新

一
二
回
生
　
佐
々
木
　
肇
宏

私
が
は
じ
め
て
お
能
を
見
た
の
は
、
高
校
に
入
学
し
て
ま
も
な
い
昭
和

三
二
年
の
こ
と
だ
っ
た
。

お
能
の
演
目
は
、
シ
テ
福
田
源
平
、
ワ
キ
市
場
豊
久
両
師
に
よ
る

「羽

衣
」
で
あ
つ
た
。
講
堂
兼
体
育
館
で
、
全
校
生
が
二
回
に
分
か
れ
て
鑑
賞

し
た
が
、

「能
楽
を
き
よ
う
は
じ
め
て
み
た
と
い
う
生
徒
が
ほ
と
ん
ど
で
、

囃
子
言
葉
な
ど
が
お
か
し
く
て
ク
ス
リ
と
や
つ
た
生
徒
も
あ
つ
た

企一口
校

人
○
周
年
記
念
誌
）
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
私
も
ク
ス
リ
と
や
っ
た

ひ
と
り
で
あ
っ
た
が
、
ま
た
い
つ
か
、
お
能
を
見
て
み
た
い
と
の
余
韻
は

心
の
中
に
残
っ
て
い
た
。

姫
路
分
校
時
代
の

「紅
葉
会
」
に
、
入
学
早
々
、
知
り
合
っ
て
間
も
な

い
〇
君
の
誘
い
で
入
部
し
て
し
ま
っ
た
の
も
、

「羽
衣
」
を
見
た
時
の
漠

然
と
し
た
お
能
に
対
す
る
興
味
が
あ
っ
た
か
ら
だ
つ
た
。
そ
し
て
、
幸
い

な
こ
と
に
、
都
留
好
子
師
範
が
指
導
さ
れ
て
い
た

「紅
薬
会
」
に
は
、
私

の
よ
う
な
初
心
者
に
謡
曲
を
続
け
さ
せ
て
く
れ
る
大
ら
か
な
雰
囲
気
が
あ

り
、
仲
間
が
い
た
。

謡
由
に
多
少
と
も
馴
じ
め
て
き
た
頃
、
シ
ニ
ア
に
移
つ
て
、

「風
韻

会
」
で
、
宇
治
正
夫
師
範
の
指
導
を
う
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。
芸
道

一
筋
、

厳
し
い
芸
術
観
で
指
導
に
あ
た
ら
れ
て
い
た
師
範
も
、　
コ
ン
パ
で
は
、
四

十
五
歳
を
自
称
さ
れ
、
ワ
ハ
ハ
…
と
若
々
し
い
笑
い
声
で
、
参
加
者
を
ケ

ム
に
巻
か
れ
て
い
た
。

宇
治
師
範
め

「風
韻
会
」
で
の
ご
指
導
は
、
五
〇
年
に
亘
り
、
昭
和
五

七
年
に
は
、
神
戸
の
上
田
観
正
会
能
楽
堂
で
、
記
念
す
べ
き
五
〇
周
年
記

念
謡
会
が
開
催
さ
れ
た
。
当
日
は
、
記
今
寒
本
に
ふ
さ
わ
し
い
熱
気
に
あ
ふ

れ
た
舞
台
を
鑑
賞
し
た
思
い
出
が
あ
る
。

昭
和
五
九
年
か
ら
は
、
藤
井
久
雄

・
徳
三
師
範
に

「風
韻
会
」
の
伝
統

を
引
き
継
い
で
い
た
だ
き
、

「能
楽
部
」
と
し
て
、
今
日
、
七
〇
周
年
を

迎
え
る
に
至
っ
た
こ
と
は
、
本
当
に
め
で
た
い
こ
と
で
あ
る
。

私
自
身
、
七
〇
年
の
長
い
歴
史
の
中
で
、
わ
ず
か
な

一
時
期
を
過
ご
す

機
会
を
得
、
今
に
至
る
ま
で
伝
統
芸
術
に
親
し
む
生
活
を
送
る
幸
せ
を
感

じ
て
い
る
。

七
〇
周
年
を
ス
テ
ッ
プ
に
、
能
楽
部
の
さ
ら
な
る
発
展
を
心
か
ら
願
う

次
第
で
あ
る
。
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「

``

さ
ま
ざ
ま
な
事

お
も
い
だ
す
”

新

一
九
回
生
　
高

島

千

明

芭
蕉
に
“
さ
ま
ざ
ま
の
事
お
も
い
だ
す
桜
か
な
”
の
句
が
あ
る
。
お
盆

の
墓
参
り
と
い
う
の
も
、
い
ろ
い
ろ
な
事
が
お
も
い
だ
さ
れ
る
。
殊
に
今

年
は
私
に
と
っ
て
、
“
さ
ま
ざ
ま
の
事
お
も
い
だ
す
墓
参
り
”
と
な
っ
た
。

教
職
に
就
い
て
初
め
て
赴
任
し
た
の
が
夢
ユ壁
島
校
で
あ
つ
た
。
当
時
、

福
崎
高
校
の
分
校
で
、　
一
学
年
ニ
ク
ラ
ス
。
入
学
し
て
き
た
生
徒
が
卒
業

す
る
ま
で
の
三
年
間
に
一
度
は
授
業
で
顔
を
合
わ
せ
る
事
が
で
き
た
。
職

員
室
も
こ
ぢ
ん
ま
り
と
し
て
い
て
、
暖
か
い
雰
囲
気
が
あ
り
、
当
時
の
女

子
職
員
が
、
今
も
お
盆
の
前
後
に
顔
を
合
わ
せ
る
。

そ
の
折
に
、
私
は
飾
磨
郡
夢
前
町
神
種

（こ
の
く
さ
）
善
随
寺
に
あ
る

宇
治
正
夫
先
生
の
お
墓
に
お
参
り
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
先
生
自
筆
の
墓
標

を
見
る
と
、

「風
韻
会
」
の
な
つ
か
し
い
文
字
、
笑
顔
、
声
が
想
い
出
さ

れ
、
先
生
が
出
迎
え
て
下
さ
つ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
お
墓
に
手
を

合
わ
せ
、
後
を
振
り
向
く
と
竹
林
。
見
上
げ
る
と
、
今
年
は
台
風
の
影
響

で
曇
り
空
に
濃
い
ブ
ル
ー
が
の
ぞ
い
て
い
る
。
こ
の
空
が
ま
っ
青
の
年
も

あ
っ
た
。
夢
前
富
士
と
も
呼
ば
れ
る
な
だ
ら
か
な
稜
線
を
描
く
明
神
山
の

山
懐
に
抱
か
れ
た
静
か
な
た
た
ず
ま
い
の
中
で
し
ば
ら
く
ボ
ー
つ
と
し
て

い
た
い
気
分
に
な
る
。

今
年
、
人
月
十
八
日
の
こ
の
日
、
夕
刻
家
路
に
つ
く
時
、
東
の
空
に
虹

が
か
か
つ
た
。

翌
朝
、
宝
塚
の
宇
治
先
生
の
お
宅
へ
稽
古
に
伺
っ
て
い
た
頃
、
途
中
、

仁
川
に
あ
る
先
輩
の
お
墓
に
時
々
、
お
参
り
し
て
い
た
事
を
思
い
出
し
た
。

七
〇
年
安
保
・
学
園
紛
争
と
真
摯
に
向
き
合
っ
て
い
た
彼
女
は
、
大
学
の

授
業
が
再
開
し
て
い
く
中
で
自
ら
の
命
を
絶
っ
た
。

九

。
一
一
以
降
の
米
国
の
動
き
、
国
内
の
諸
々
の
政
策
の
ゆ
く
え
が
気

に
か
か
る
。
沖
縄
で
は
普
天
間
代
替
基
地
が
浮
上
型
か
ら
、
藻
場
・
サ
ン

ゴ
を
埋
め
立
て
る
、
期
限
な
し
の
型
に
変
更
さ
れ
る
と
か
。
三
〇
年
余
ユ興

彼
女
の
。
私
の
前
に
あ
つ
た
課
題
が
今
も
目
の
前
に
あ
る
事
を
思
ン２

宇
治
先
生
が
“
上
手
に
謡
お
う
と
思
わ
な
く
て
い
い
ん
で
す
よ
”
と
言

わ
れ
た
事
が
あ
っ
た
。
最
近
に
な
っ
て

（今
頃
に
な
っ
て
と
い
う
べ
き

か
）
そ
の
意
味
に
気
付
く
事
が
あ
っ
た
。

若
い
頃
、
謡
の
練
習
を
一
緒
に
し
て
い
た
、
今
は
七
十
代
後
半
の
方
が
、

最
近
、
フ
ラ
ダ
ン
ス
の
練
習
を
始
め
ら
れ
、
そ
の
発
表
会
を
見
せ
て
い
た

だ
い
た
時
の
事
。
彼
女
は
間
」曝
え
な
い
よ
う
必
死
だ
っ
た
そ
う
だ
が
、
私

の
日
に
は
品
の
よ
い
体
の
動
き
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
若
く
て
し
な
や
か

な
動
き
の
人
も
あ
つ
た
が
、
素
人
の
ち
ょ
っ
と
し
た
手
足
の
動
き
に
も
、

そ
の
人
の
品
性
が
表
れ
て
い
る
事
に
、
内
心
ギ
ク
ッ
と
し
た
の
で
あ
る
。

私
は
今
も
、
声
量
が
な
く
、
お
腹
か
ら
声
を
出
す
呼
吸
法
が
掴
め
な
く

苦
労
し
て
い
る
。

謡
に
出
会
っ
た
二
十
年
余
年
一興

そ
し
て
今
も
私
の
前
に
あ
る
課
題

（謡
に
限
ら
ず
）
に
私
な
り
に
取
り
組
む
事
、
そ
れ
が
、　
ヘ
タ
で
い
い
、
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私
の
謡
・
仕
舞
に
な
る
の
だ
と
こ
の
頃
思

，■

五
〇
周
年
の
頃
、
六
〇
周
年
の
頃

新
三
四
回
生
　
梅

園

健

治

今
年
で
神
戸
大
学
能
楽
部

（風
一諫
（５

が
創
部
七
〇
周
年
と
の
こ
と
。

大
変
め
で
た
い
こ
と
だ
。
僕
が
風
韻
会
に
入
部
し
た
の
は
丁
度
二
〇
年
一覗

長
い
歴
史
の
中
で
、
僕
が
関
わ
っ
た
の
は
ほ
ん
の
一
部
で
し
か
な
い
の
だ

が
、
幸
い
タ
イ
ミ
ン
グ
が
よ
か
つ
た
の
か
、
五
〇
周
年
、
六
〇
周
年
と
記

念
大
会
に
二
回
も
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
を
見
な
が
ら
、
当
時

を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
と
思
，２

コ
【嘲
］測
「劃
「釧
錮̈
一割
【会

（昭
和
五
七
在
二
二

月
二
十

一
日
　
上
田
能
楽
堂
）

五
〇
周
年
を
迎
え
た
の
は
昭
和
五
七
年
。
僕
が
大
学
に
入
学
し
た
年
で
、

新
入
部
員
勧
誘
の
時
も
先
輩
が

「今
年
は
創
部
五
〇
周
年
で
、
秋
に
は
大

会
が
あ
る
ん
だ
よ
」
と
言
っ
て
い
た
の
が
思
い
出
さ
れ
る
。
当
時
、
自
演

会
は
通
惑員

校
内
の
仮
設
舞
台
で
行
わ
れ
て
い
た
が
、
記
金
竿
〈会
と
言
う

こ
と
で
初
め
て
能
楽
堂
で
行
わ
れ
た
。

風
韻
会
は
創
部
以
来
、
宇
治
正
夫
先
生
が
ず
っ
と
指
導
さ
れ
て
き
た
。

記
念
大
会
は

「観
世
」
誌
に
も
紹
介
さ
れ
た
が
、
記
事
に
は

「
（他
に
も

長
く
続
く
能
楽
部
は
あ
る
が
）
、
同
じ
師
匠
が
五
〇
年
に
渡
っ
て
指
導
を

続
け
て
い
る
例
は
初
め
て
」
と
書
か
れ
て
い
た
。
宇
治
先
生
の
指
導
方
針

は
素
謡
、
仕
舞
を
徹
底
し
て
稽
古
す
る
こ
と
で
あ
り
、
大
会
に
は
そ
の
集

大
成
と
し
て
、
実
に
九
番
の
素
謡
、
二
十
五
番
の
仕
舞
が
出
さ
れ
た
。
ま

た
当
時
は
卒
業
後
も
先
生
の
元
で
稽
古
を
続
け
ら
れ
る
方
も
多
く
、
当
日

の
番
組
に
は
十
七
人
の
Ｏ
Ｂ
の
方
が
名
前
を
連
ね
て
い
た
。
そ
う
い
え
ば
、

当
日
、
宇
治
先
生
を
慕
っ
て
顔
を
出
さ
れ
た
Ｏ
Ｂ
の
方
も
多
く
、
会
の
後

の
打
ち
上
げ
も
、
Ｏ
Ｂ
、
現
役
合
わ
せ
て
五
、
六
〇
人
ぐ
ら
い
参
加
で
、

大
変
盛
り
上
が
っ
て
い
た
な
あ
。
懐
か
し
い
。

洲
冒
劉
制
創
日
会

（平
成
四
年
十
二
月
二
十

一
日
　
湊
川
神
社
神
能
殿
）

五
〇
周
年
の
　
年
後
、
藤
井
久
雄
先
生
が
宇
治
先
生
か
ら
師
匠
を
引
き

継
が
れ
た
。
六
〇
周
年
記
念
大
会
は
、
そ
の
藤
井
先
生
の
ご
尽
力
で
創
部

以
来
初
の
学
生
能
が
実
現
し
た
。
先
生
は
か
な
り
前
か
ら
、
事
あ
る
毎
に

「記
念
大
会
に
は
学
生
さ
ん
の
能
を
出
そ
う
と
思
て
ま
す
」
と
お
つ
し
や
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「

つ
て
い
た
。
か
つ
て
一ネ
大
も
指
導
さ
れ
て
い
た
先
生
に
と
っ
て
、
学
生
能

は
そ
ん
な
に
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
神
戸
大
の
学
生
に
も
是
非
さ
せ
て

や
り
た
い
と
ず
つ
と
思
わ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。
曲
日
は

「土
蜘
蛛
」
。
僕

は
ど
う
し
て
も
こ
の
歴
史
的
瞬
間
に
関
わ
り
た
く
て
、
先
生
に
お
願
い
し
、

地
謡
に
入
れ
て
も
ら
つ
た
。
申
合
わ
せ
の
当
日
、
シ
テ
が
蜘
蛛
の
糸
を
放

っ
た
瞬
間
、
そ
れ
を
見
た
地
頭
の
先
生
が

「ほ
ほ
う
！
」
と
う
れ
し
そ
う

に
ンフ
な
ず
か
れ
、
そ
し
て

「や
っ
ぱ
り
土
蜘
蛛
は
得
な
能
や
ね
え
！

（素

人
が
や
っ
て
も
サ
マ
に
な
る
の
ユ５

」
と
ニ
コ
ニ
コ
し
な
が
ら
話
し
掛
け

て
く
だ
さ
っ
た
の
が
懐
か
し
い
。

大
会
は
そ
の
学
生
能
を
中
心
に
盛
り
上
が
り
、
夜
の
七
時
ま
で
続
い
た
。

他
に
も
囃
子
ま
で
オ
ー
ル
神
戸
大
キ
ヤ
ス
ト
で
実
現
し
た
舞
囃
子
。
五
〇

周
年
に
続
い
て
仕
舞
を
出
さ
れ
た
戸
次
先
輩
、
伏
見
先
輩
。
二
番
続
い
た
、

先
生
、
Ｏ
Ｂ
に
よ
る
素
謡
υ
多
彩
な
番
組
だ
つ
た
。
現
役
部
員
の
参
加
も

実
に
二
十
二
人
。
神
戸
大
普重
謳
楽
部
の
最
後

（と
な
ら
な
い
こ
と
を
願
い

た
い
が
）
の
全
盛
期
の
感
。
番
組
を
見
る
と
当
時
の
興
奮
が
甦
つ
て
来
る
。

さ
て
、
七
〇
周
年
記
念
大
会
は
ど
ん
な
会
に
な
る
の
だ
ろ

，２

規
模
は

別
に
し
て
も
、
是
非
こ
れ
ら
両
大
会
の
よ
う
に

「記
憶
」
に
残
る
会
に
し

た
い
も
の
だ
。
現
役
の
皆
さ
ん
の
奮
起
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

「学
生
で
あ
る
」
と
い
う
事

新
五
三
回
生
　
上

野

佳

子

一
年
生
の
あ
る
日
、
藤
井
先
生
に
稽
古
を
つ
け
て
頂
い
た
日
で
し
た
。

お
稽
Ｔ吉
事
に
は
と
ん
と
無
知
で
、
能
楽
に
つ
い
て
も
雀
の
涙
ほ
ど
の

知
識
し
か
な
い
私
は
、
そ
の
日

「習
物
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
の
を
初
め

て
知
り
ま
し
た
。
本
来
、
そ
う
し
た
演
目
は
免
状
を
頂
い
て
い
な
い
私
た

ち
に
は
許
さ
れ
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
藤
井
先
生
は
笑
っ
て

（苦
笑
い
し

て
？
）
許
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

私
た
ち
学
生
は
、

「学
生
で
あ
る
」
と
い
う
理
由
だ
け
で
、　
一
般
の

方
よ
り
優
遇
さ
れ
て
い
ま
す
。
先
生
に
教
え
て
頂
く
の
に
か
か
る
費
用
は

大
学
が
補
助
し
て
く
れ
ま
す
し
、
自
由
に
練
習
で
き
る
部
室
が
用
意
さ
れ

て
い
ま
す
。
部
室
に
は
高
価
な
形
付
や
能
関
連
の
書
籍
、
先
輩
方
が
残
し

て
下
さ
つ
た
大
量
の
謡
本
が
あ
る
た
め
、
自
分
で
一
冊

一
冊
買
い
集
め
る

必
要
も
あ
り
ま
せ
ん

（自
分
の
謡
本
が
増
え
て
い
く
の
も
、
ラ
ジ
オ
体
操

の
ス
タ
ン
プ
的
爽
快
感
が
あ
る
気
が
し
ま
す
が
）
。
学
生
料
金
で
能
舞
台

を
鑑
賞
出
来
る
の
も
大
き
な
特
権
で
す
。
藤
井
先
生
が
大
目
に
見
て
下
さ

っ
た
の
も
、
私
た
ち
が

「学
生
だ
か
ら
」
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。

「今
、
能
は
若
い
人
た
ち
か
ら
縁
遠
く
な
っ
て
い
る
。
私
た
ち
学
生
は
、

普
段
そ
う
し
て
能
を
学
ば
せ
て
頂
い
て
い
る
代
わ
り
に
、
も
つ
と
深
く
能
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の
世
界
に
入
り
、
も
つ
と
同
世
代
に
能
を
広
め
て
い
か
な
く
ち
や
い
け
な

い
。
そ
れ
が
使
命
だ
。
」

細
か
い
文
言
は
う
ろ
覚
え
で
す
が
、
後
日
先
輩
が
話
し
て
下
さ
つ
た
こ

の
言
葉
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
に
恵
ま
れ
た
場
で
学
ボ
以
上
、

そ
の
分
の
責
任
も
負
っ
て
い
る
の
だ
と
悟
り
ま
し
た
。

と
り
あ
え
ず
、
部
員
獲
得
に
が
ん
ば
る
ぞ
ぅ
、
が
当
面
の
目
標
で
す
。

二
人
の
会
話

（七
〇
周
年
の
あ
る
日
）

新
五
四
回
生
　
戸

中
　
　
希

三

澤

範

子

あ
る
昼
下
が
り
の
食
堂
に
て
、
お
茶
を
飲
む
二
人
。

三
澤

「今
日
は
部
活
が
あ
る
の
う
、
駒
之
段
覚
え
て
な
く
て
さ
あ
大

変

」

戸
中

「早
よ
覚
え
な
あ
か
ん
な
ぁ
。
連
吟
だ
け
と
違
っ
て
他
に
も
お

ぼ
え
る
べ
き
事
は
い
っ
ぱ
い
あ
る
で
。
」

三
澤
、
ま
っ
た
り
と
茶
を
す
す
る
。

三
澤
二
上
回
生
は
も
つ
と
い
っ
ぱ
い
あ
る
み
た
い
だ
な
あ

（一塾
喫
）
」

戸
中

「部
員
少
な
い
か
ら
大
変
な
の
か
も
よ
。　
一
回
生
私
ら
二
人
だ

け
や
し
。
」

三
澤

「二
人
と
も
農
学
部
だ
か
ら
他
学
部
の
一
回
生
も
欲
し
い
所
だ

ね
。
い
つ
も
言
わ
れ
る
け
ど
能
楽
部
は
知
名
度
が
低
い
わ
、

絶
対
―
　
神
大
に
能
楽
部
が
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
の

よ
。

」

三
澤
、
膝
を
打
つ
。
戸
中
も
思
わ
ず
打
つ
。

戸
中

「い
や
、
で
も
実
は
私
も
知
ら
ん
か
っ
た
よ
。
先
輩
に
勧
誘
さ

れ
て
な
か
っ
た
ら
今
頃
は
弓
道
と
か
や
っ
て
た
か
も
ね
。

今
の
若
い
人
達
で
“
能
楽
”
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と

は
あ
つ
て
も
そ
れ
が
ど
ん
な
も
の
か
ま
で
知
っ
て
い
る
人

は
少
な
い
と
思
ン２

」

三
澤

「私
も
知
ら
な
か
っ
た
も
の
、
能
と
歌
舞
伎
が
ど

，２
遅
う
か
も

分
か
ら
な
か
っ
た
し
。
“
平
成
の
三
之
助
”
み
た
い
な
の
が

い
れ
ば
若
い
女
性
に
も
受
け
る
ん
じ
や
な
い
の
。
う
ち
の
部

に
も
そ
う
い
う
キ
ャ
ラ
が
い
れ
ば
安
泰
か
し
ん
。
」

戸
中

「そ
ん
な
無
責
任
な
こ
と
言
っ
て
。
三
澤
が
や
っ
て
よ
。
」

一二
澤
け
「ヽ
え
‥
‥
‥
‐
・９
・」
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お
茶
が
す
っ
か
り
冷
め
た
頃
、
今
日
の
練
習
も
頑
張
ろ
う
と
思
い
席
を
立

つ
二
人
で
あ
っ
た
。

七
〇
周
年
に
立
ち
会
っ
て

新
五
二
回
生
　
幹
事
長
　
渡

橋

章

子

思
い
返
せ
ば
お
よ
そ
三
年
一Щ

受
験
勉
強
を
終
え
た
ば
か
り
の
二
月
、

解
放
感
に
浮
き
立
つ
心
も
手
伝
つ
て
、

「そ
う
だ
、
能
を
観
に
行
っ
て
み

よ
う
！
」
と
軽
い
の
り
で
能
楽
堂
に
足
を
向
け
た
私
が
い
ま
し
た
。
当
時

は
能
楽
へ
の
漠
然
と
し
た
好
奇
心
が
あ
っ
た
だ
け
で
、
ま
さ
か
後
に
自
分

が
能
楽
部
に
入
部
す
る
事
に
な
ろ
う
と
は
、
想
像
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

で
す
か
ら
、
今
こ
う
し
て
自
分
が
能
楽
部
に
所
属
し
、
か
つ
頼
り
無
い
な

が
ら
も
幹
事
長
と
い
う
任
に
あ
る
と
い
う
事
が
、
今
更
な
が
ら
不
思
議
に

思
え
ま
す
。
特
に
こ
の
一
年
間
、
私
が
幹
事
長
と
し
て
の
務
め
や
日
々
の

稽
古
か
ら
逃
亡
す
る
事
も
な
く
や
っ
て
こ
ら
れ
た
の
は
、
諸
先
生

。
先
輩

方
が
温
か
く
見
守
つ
て
下
さ
っ
た
お
蔭
で
あ
り
、
ま
た
現
役
部
員
が
力
を

つ
く
し
て
く
れ
た
お
蔭
で
あ
り
、
本
当
に
感
謝
の
念
に
た
え
ま
せ
ん
。

神
戸
大
学
能
楽
部
は
今
年
で
創
部
七
〇
周
年
を
迎
え
る
事
と
な
り
ま
し

た
。
そ
の
歳
月
を
噛
み
締
め
る
べ
く
、

「七
〇
年
」
と
い
う
年
月
に
つ
い

て
考
え
て
み
た
り
し
た
訳
で
す
が
、
ど
う
も
リ
ア
ル
に
感
じ
ら
れ
な
い
の

が
現
実
で
、
そ
れ
に
も
ど
か
し
さ
を
覚
え
て
も
い
ま
し
た
。
こ
の
ま
ま
で

は
い
か
ん
…
と
思
い
つ
つ
、
諸
先
生

。
先
輩
方
が
お
寄
せ
下
さ
つ
た

「風

韻
」
の
原
稿
を
読
ん
だ
り
、
ま
た
編
集
の
参
考
に
と
過
去
の

「風
韻
」
を

読
み
返
し
た
り
な
ど
す
る
内
、
何
と
な
く
わ
か
っ
て
き
た
事
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
こ
の

「七
〇
年
」
が
単
な
る
歳
月
の
集
積
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
。

「能
楽
」
を
媒
体
と
し
て
様
々
な
人
と
人
が
出
会
い
、
交
流
し
、

日
常
の
稽
古
や
発
表
会
を
通
し
て
共
有
さ
れ
る

「記
憶
」
。
そ
の
積
み
重

ね
の
結
果
、

「七
〇
年
」
と
い
う
歳
月
を
生
み
出
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
。

そ
の
こ
と
に
気
が
付
い
た
時
、

「七
〇
年
」
と
い
う
歳
月
を
今
ま
で
に
な

く
親
近
感
を
も
つ
て
見
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

今
後
と
も
神
戸
大
き重
謳
楽
部
の
歴
史
が

「七
〇
年
」
を
越
え
、

「人
○

年
」

「九
〇
年
」
…
と
続
き
ま
す
よ
，ス

確
実
に
能
楽
部
の
伝
統
を
伝
え

て
い
く
と
共
に
、
私
個
人
も

一
能
楽
部
員
と
し
て
で
き
る
限
り
成
長
で
き

た
ら
と
切
に
願
い
ま
す
。
稽
古
不
足
で

「退
化
」
し
て
し
ま
っ
た
り
、
思

う
よ
う
に
上
達
し
な
い
と
悩
ん
だ
り
…
。
な
か
な
か
悩
み
は
尽
き
ま
せ
ん

が
、
日
々
の
稽
古
に
打
ち
込
む
こ
と
で
、
少
し
で
も
能
楽
の
深
遠
な
世
界

が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
、
と
自
ら
を
励
ま
し
て
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
お
忙
し
い
合
間
を
ぬ
っ
て
私
達
に
稽
古
を
つ

け
て
下
さ
る
藤
井
先
生
、
様
々
な
助
一一一電

協
力
を
い
た
だ
き
ま
し
た
井
川

先
生
を
は
じ
め
と
す
る
諸
先
生
方
、
先
輩
方
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す

と
共
に
、
こ
れ
か
ら
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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神
戸
大
学
能
楽
部
　
　
七
〇
年
の
あ
ゆ
み

「風
韻
」
第
二
六
号
及
び
、
段
野
治
雄
先
輩

（新

〓
二
回
生
）
か
ら
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
資
料
を
元
に
、
能
楽
部
の
歴
史
を
綴
っ
て
み
ま
し
た
。

一
九

一
五

大
正
四

観
世
流

「青
瓢
会
」
発
足

（詳
細
不
明
）

一
九

一
四

第

一
次
世
界
大
戦
勃
発

一
九
二
五

治
安
維
持
法
成
立

一
九
二
六

一
九
三
二

一
九
四
七

一
九
四
九

一
九
五
四

一
九
五
七

一
九
六

一

大
正

一
五

昭
和
元

昭
和
七

昭
和
三
二

昭
和
二
四

昭
和
二
九

四
一
二

。
二
五

五

。

一
五

一
九
二
三

昭
和
人

昭
和
三
二

昭
和
三
六

三

二

天

「鞍
長

ご

、
蓑

〓
（ケ
釜

畳

師
）

藤
井
　
茂
先
生

（風
韻
会
初
代
会
長
）
神
戸
高
商
に
ご
入
学

宇
治
正
夫
師
に
よ
る
最
初
の
お
稽
古

（於
　
学
生
集
〈至
り

神
戸
商
大
謡
曲
大
会

（於
　
神
戸
商
大
講
志５

宇
治
先
生
御
指
導
下
の
最
初
の
大
〈
「

素
謡
二
番
　
仕
舞
九
番

独
吟
五
番
　
番
囃
子
一
番

舞
囃
子
一
番

連
吟
一
番

「鞍
馬
△ご

か
ら

「風
韻
会
」
に
改
称

戦
後
、
大
学
の
部
活
動
中
最
も
早
く
復
活

神
戸
大
学
発
足

学
生
連
盟
謡
曲
コ
ン
ク
ー
ル
開
始

三
大
泌糞
恭
焚
言
（現
　
旧
二
商
大
交
歓
発
表
会
）
開
始

会
誌

「風
韻
」
創
刊

（現
在
、
二
七
号
ま
で
発
刊
）

一
九
二
二

上
海
事
変

五
。
一
五
事
件

一
九
二
三

国
際
連
盟
脱
退

一
九
四
五

終
戦

一
九
五
六

国
際
連
合
加
盟
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西

　

暦

年

　

号

月

　

　

日

主

な

出

来

事

世
　
界
　
史

（こ
の
間
、
記
録
無
し
）



一
九
六
二

一
九
六
四

一
九
六
五

一　
＋ん
エハ
一ハ

一
九
七
〇

昭
和
三
七

昭
和
三
九

昭
和
四
〇

昭
和
四

一

昭
和
四
五

五
三

六

。
一
四

９

・

，

・

六

上

〓

四

。
一
五

一
一
・
二
九

一
一
・
二
六

,

串
カ
ツ
屋

「狸
々
」
開
店

（於
　
開
学
記
倉
♂

赤
字
財
政
脱
却
の
希
望
の
星
　
五
〇
円
／
皿

後
、

「狸
々
」
は
お
で
ん
屋
　
↓
　
焼
鳥
屋
　
と
い
う
歴
史
を
た
ど
る

風
韻
会
三
〇
周
年
記
念
大
会

（於
　
神
戸
大
学
講
堂
）

四
大
蕩柔
爺
臥藪天
言
（現
　
三
大
学
合
同
舞
ム３

開
始

四
大
学
と
は
神
大
、
甲
南
、
商
大
、
女
子
薬
科
大
で
、
例
年
の
女
子
薬

科
大
と
の
交
歓
会
が
発
展
し
た
も
の
。
現
在
は
神
大
、
甲
南
、
関
学

姫
路
分
校
の
鶴
甲
移
転
に
伴
い
、
風
韻
会
姫
路
支
部
が
鶴
甲
風
韻
会
と
改
称

教
養
部
に
ジ
ュ
ニ
ア
部
室
獲
得

都
留
好
子
先
生
謝
恩
謡
大
会

（於
　
姫
路
本
城
能
楽
堂
）

姫
路
支
部
風
韻
会
の
都
留
好
子
師
へ
の
謝
恩
一詳
（蔦

素
謡
、
一笛
黎

連
吟
。
参
加
数
七
二
名

現
部
室
へ
移
転

（
「や
や
狭
い
が
こ
ぎ
れ
い
」
と
の
記
述
あ
り
）

神
戸
大
学
風
韻
会
発
表
会
開
始

（於
　
六
甲
台
講
堂
）

顧
問

柚
木
学
長
急
逝
に
よ
り
二
〇
日
の
予
定
を
延
期
。
舞
囃
子
四
番

番
囃
子
一
番
、
素
謡
二
番
、
仕
舞
三
二
番
、
連
吟
九
番

ジ
ュ
ニ
ア
合
宿
開
始

（於

摩
耶
山
王
蔵
院
）

現
在
は
人
員
不
足
の
為
こ
の
行
事
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

大
学
紛
争
の
あ
お
り
で
活
動
混
乱
。
春
合
宿
中
止

串
カ
ツ
屋

「狸
々
」
全
共
闘
に
屋
台
を
壊
さ
れ
る

（於
　
学
祭
園
遊
△
０

応
急
処
置
の
後
、
営
業
続
行
。

学
連
秋
季
大
会
謡
曲
コ
ン
ク
ー
ル
廃
止
。
合
同
能
開
始

「紅
葉
狩
」

藤
井
教
授
定
年
御
退
官
祝
賀
記
念
素
謡
会

（於
　
六
甲
松
泉
館
）

素
謡
一
七
番
、
仕
舞
六
番
、
舞
囃
子
、
独
吟
、
連
吟
各
二
番

新
会
長
に
荒
川
祐
吉
先
生
就
任
さ
れ
る

一
九
六
四

東
京
オ
リ
ン
ピ
ツ
ク

開
催

一
九
六
六

中
国
文
化
大
革
命

一
九
六
九

月
面
着
陸

18



一
九
七
七

一
九
七
九

一
九
人
六

一
九
人
七

一
九
九
二

昭
√相
五

二

昭
和
五
四

昭
和
六

一

昭
和
六
二

平
成
四

〓

上

〓

一
九
人
三

昭
和
五
七

一
九
人
四

昭
和
五
九

一
九
九
五

平
、成
七

一
九
九
七

一
九
九
人

三
〇
〇
〇

二
〇
〇
二

平
成
九

平
成

一
〇

平
成

三

平
成

一
四

六

。
三
〇

Ｉ

一
。
一
五

九 ?三

・
一
七

二

上

三

七

・
二
〇

四   |五 四 四

ハ 七 一 三

神
大
風
韻
会
四
五
周
年

第

一
回
風
韻
会
Ｏ
Ｂ
会
開
催

（於

蘇
州
園
）

参
加
二
四
名

五
〇
周
年
記
念
秋
季
大
会

（於
　
上
田
能
楽
堂
）

素
話
九
査

連
吟
二
番

什
舞
二
五
番

缶
縫
芋
六
番

三
二
回
套
偲
漆
謡
会

宇
治
正
夫
師
御
指
導
下
の
最
後
の
大
会

藤
井
久
雄
先
生
に
ご
挨
拶

藤
井
久
雄
先
生
に
よ
る
最
初
の
お
稽
古

藤
井
観
謳
会
春
之
会
に
初
出
演

（連
吟

「楠
露
」
）

「風
韻
△ご

か
ら

「神
戸
大
学
能
楽
部
」
へ
名
称
変
更
。

宇
治
正
夫
先
生
逝
去
さ
れ
る

新
顧
問
教
官
に
丼
川
一
宏
先
生
就
任
さ
れ
る

神
戸
大
学
能
楽
部
六
〇
周
年
記
金
や自
演
会

（於
　
湊
川
神
社
神
能
殿
）

史
上
初
の
学
生
能

「土
蜘
蛛
」
を
演
能

藤
井
徳
三
先
生
が
新
師
範
に
就
任
さ
れ
る
。

以
来
、
現
在
に
至
る
ま
で
丁
寧
に
ご
指
導
下
さ
っ
て
い
る
。

藤
井
久
雄
先
生
逝
去
さ
れ
る
。

関
西
学
生
能
楽
連
盟
を
脱
退
。

藤
井
　
茂
先
生
逝
去
さ
れ
る
。

神
戸
大
巫重
謳
楽
部
七
〇
周
年
記
念
自
演
会

（於
　
藤
井
観
謳
会
舞
ムじ

一
九
七
三

オ
イ
ル

・
シ
ョ
ッ
ク

一
九
人
○

イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争

勃
発

一
九
人
三

藤
井
久
雄
先
生
自
叙
伝

「鶏
肋
抄
」
刊
行
さ
る

一
九
九
五

阪
神
大
震
災
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編

集

後

記

○
　

「風
韻
」
第
二
人
号
を
お
届
け
い
た
し
ま
す
。

お
忙
し
い
中
に
も
原
稿
を
お
寄
せ
下
さ
つ
た
先
輩
方
に
は
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

早
く
か
ら
原
稿
を
い
た
だ
き
ま
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
発
行
が
遅
く
な
り
ま
し
て
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

○
　
能
楽
部
に
限
ら
ず
ど
こ
の
ク
ラ
ブ
も
部
員
減
少
に
悩
む
昨
今
で
は
あ
り
ま
す
が
、
少
人
数
で
あ
る
か
ら
こ
そ

可
能
な
こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

一
〇
年
、
二
〇
年
後
に
私
た
ち
の
伝
統
を
伝
え
る
べ
く
、
精

一
杯
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

未
熟
な
私
ど
も
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。編

集
著
　
渡
橋

藤
原

章
子

雅
樹

【
【
凛
■
●

，４

■
惨
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