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今
年
度
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の

発
生
状
況
を
鑑
み
、
休
会
や
開
催
延
期

の
茶
会
が
相
次
ぎ
、
収
束
が
見
通
せ
な

い
現
状
に
お
い
て
、
開
催
を
期
待
し
な

が
ら
待
つ
日
々
が
続
き
ま
し
た
。
閉
塞

感
の
漂
う
日
常
に
あ
っ
て
も
、
多
く
の

方
が
、
新
し
い
生
活
様
式
に
よ
っ
て
、

季
節
の
移
ろ
い
の
中
で
美
味
し
く
お
茶

を
戴
か
れ
、
茶
の
湯
の
楽
し
み
を
通
し

て
潤
い
の
あ
る
豊
か
な
暮
ら
し
を
送
れ

る
よ
う
に
と
願
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

　
九
曜
会
に
お
い
て
も
、
医
学
監
修
に

基
づ
き
、
観
翠
庵
ご
指
導
の
下
、
感
染

拡
大
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
、
事
業
開

催
や
茶
会
の
あ
り
方
を
模
索
し
な
が

ら
、
感
染
防
止
対
策
を
施
し
て
臨
む
一

年
と
な
り
ま
し
た
。

令
和
二
年
七
月
五
日
（
日
）

ホ
テ
ル
武
志
山
荘

　
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
全
国
的
拡
大
の

第
二
波
が
迫
り
、
九
曜
会
総
会
及
び

記
念
講
演
会
が
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

　
役
員
、
各
社
中
代
表
者
が
参
加
し
て

理
事
会
が
開
催
さ
れ
、
令
和
二
年
度
九

曜
会
事
業
・
会
計
決
算
報
告
の
承
認
、

並
び
に
令
和
三
年
度
の
新
組
織
改
編
及

び
事
業
計
画
・
予
算
案
が
審
議
さ
れ
、

１
ペ
ー
ジ
よ
り
続
く

【
薄
茶
席
】

観
翠
庵
道
場

　富
士
の
間

担
当

　辰
村
社
中

来
客
数

　五
四
名

　
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
本
当
に
久
々

の
お
茶
会
と
な
り
ま
し
た
。
来
席
の
お

客
様
に
消
毒･

検
温･

マ
ス
ク
着
用
を
ご

協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
担
当
す
る
私

達
も
、
茶
碗
の
洗
い
方
一
つ
に
も
細
心

の
注
意
を
払
っ
て
感
染
対
策
を
行
い
ま

し
た
。
な
に
よ
り
心
を
込
め
て
、
熱
い

一
服
の
お
茶
を
差
し
上
げ
ま
し
た
。
あ

ら
か
じ
め
席
入
時
間
と
人
数
が
決
ま
っ

て
い
た
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
皆
様
、
本

当
に
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
を
過
ご
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
辰
村
社
中
　
大
國
優
子
）

令
和
三
年
四
月
二
十
九
日
（
木
・
祝
）

【
薄
茶
席
】

観
翠
庵
道
場

　富
士
の
間

　

担
当

　下
垣
・
山
田
・
加
儀
社
中

来
客
数

　九
九
名
　

　
雨
が
新
緑
の
葉
を
濡
ら
し
清
々
し
い

空
気
を
感
じ
る
中
、
感
染
対
策
を
講

じ
、
九
曜
会
員
・
賛
助
会
員
の
方
々
の

み
お
招
き
し
、
席
担
当
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
感
染
対
策
が
優
先
だ
っ
た
為
に
、
皆

様
に
は
お
道
具
を
ゆ
っ
く
り
ご
覧
い
た

だ
く
こ
と
も
ま
ま
な
ら
ず
、
申
し
訳
な

か
っ
た
で
す
。
お
陰
様
で
皆
様
の
御
協

力
に
よ
り
無
事
終
え
る
事
が
出
来
ま
し

た
。
早
く
以
前
の
よ
う
に
平
穏
な
日
常

を
取
り
戻
し
、
茶
会
を
開
催
し
た
い
と

改
め
て
強
く
感
じ
ま
し
た
。

（
加
儀
社
中
　
三
島
羊
子
）

【
呈
茶
席
】

観
翠
庵
道
場

　松
霞
亭

　

担
当

　下
垣
・
山
田
・
加
儀
社
中

来
客
数

　九
九
名
　

　
春
雨
降
る
中
、
お
床
に
は
、
乾
英
宗

単
筆
　
蜆
子
画
賛
「
如
何
是
禅
」
・
花

入
は
、
三
斎
公
作
の
竹
一
重
切
を
取
り

合
わ
せ
、
新
樹
の
呈
茶
席
の
担
当
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
担
当
者
一
同
心
を
一
つ
に
し
て
、
感

染
対
策
に
万
全
を
期
し
た
お
も
て
な
し

を
熟
慮
す
る
中
で
、
改
め
て
日
常
の
当

た
り
前
の
有
難
さ
に
気
付
か
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
令
和
二
年
九
月
二
十
七
日
（
日
）
、

出
雲
大
社
北
島
国
造
館
に
於
い
て
、
宗

浦
家
元
に
よ
る
献
茶
が
奉
納
さ
れ
ま
し

た
。
例
年
開
催
さ
れ
て
い
た
亀
山
茶
会

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止

の
た
め
、
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

　
献
茶
式
に
は
、
宗
育
宗
匠
、
小
林
会

長
を
は
じ
め
、
九
曜
会
を
代
表
し
て
役

員
十
五
名
が
参
列
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
感

染
症
の
早
期
収
束
と
五
穀
豊
穣
を
祈
願

し
ま
し
た
。

理
事
会
で
の
承
認
を
以
て
総
会
に
替

え
、
新
年
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

令
和
二
年
十
二
月
六
日
（
日
）

【
濃
茶
席
】

観
翠
庵
道
場

　松
霞
亭

　

担
当

　杉
山
社
中

来
客
数

　六
十
名
　

　
床
は
、
荒
井
一
掌
筆
「
梢
翁
無
味

茶
」
、
鋳
銅
鶴
首
花
入
に
初
嵐
と
冬
苺

を
入
れ
て
、
お
客
様
を
お
迎
え
致
し
ま

し
た
。

　
コ
ロ
ナ
禍
以
来
、
初
め
て
の
茶
席

で
と
て
も
緊
張
致
し
ま
し
た
が
、
参

加
の
皆
様
に
は
久
方
ぶ
り
の
茶
会
で

楽
し
く
過
ご
し
て
頂
け
た
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　
濃
茶
席
の
お
点
前
は
せ
ず
、
三
人
一

碗
で
の
呈
茶
を
行
い
ま
し
た
。
手
洗
、

マ
ス
ク
、
換
気
、
消
毒
等
に
十
分
対
策

を
し
、
無
事
に
茶
会
が
行
わ
れ
た
事
に

安
堵
し
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
（
杉
山
社
中
　
錦
織
君
子
）

６
ペ
ー
ジ
へ
続
く

　
ご
来
席
さ
れ

た
方
が
喜
ん
で

く
だ
さ
る
お
姿

に
ほ
っ
と
し
、

感
謝
の
一
日
を

終
え
る
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。

（
山
田
社
中
　
　 

佐
々
木
法
子
）

【
小
山
園
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
】

令
和
二
年
十
月
十
一
日
（
日
）

ハ
ー
ト
フ
ル
お
や
ま

　
今
年
度
の
呈
茶
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、

コ
ロ
ナ
禍
の
為
一
度
だ
け
の
開
催
と
な

り
ま
し
た
。
毎
年
開
催
さ
れ
る
出
雲
駅

伝
に
あ
わ
せ
て
、
利
用
者
の
方
と
沿
道

で
応
援
す
る
の
で
す
が
、
駅
伝
自
体
が

中
止
と
な
り
残
念
で
し
た
が
、
利
用
者

の
方
に
少
し
で
も
喜
ん
で
も
ら
お
う

と
、
呈
茶
以
外
に
風
船
バ
レ
ー
を
し
ま

し
た
。
思
い
の
ほ
か
熱
が
入
り
、
皆
様

に
喜
ん
で
頂
け
ま
し
た
。

　
早
く
コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
日
常
に
戻
る

こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

　
　
　
　
（
青
年
部
　
三
島
羊
子
）

　
お
知
ら
せ

　
九
曜
会
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
一
部

を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
い
た
し
ま
し
た
。

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
編
集
後
記

　
今
号
か
ら
、
宗
浦
家
元
に
ご
執
筆
を

お
願
い
し
、
新
連
載
を
開
始
い
た
し
ま

し
た
。
家
元
に
は
ご
快
諾
く
だ
さ
り
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
ま
た
、
新
た
に
賛
助
会
員
の
方
の

コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
事
業
報
告
に
は
、

青
年
部
の
活
動
も
加
わ
り
ま
し
た
。

　
今
後
も
、
皆
様
に
少
し
で
も
喜
ん
で

い
た
だ
け
る
紙
面
作
り
に
努
め
て
参
り

ま
す
。
皆
様
に
は
、
引
き
続
き
ご
協
力

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

（
広
報
部
）

発　　行
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出
雲
大
社
北
島
国
造
舘
に
於
い
て

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
収
束
を
祈
願

宗
浦
家
元 
献
茶
奉
納

○
新
樹
の
茶
会

　
　

 

○
青
年
部
さ
く
ら
会

　
武
田
睦
弘
先
生
　  

（
令
和
二
年
九
月
）

　
内
田
　
稔
先
生
　  

（
令
和
三
年
三
月
）

　
辰
村
　
栄
先
生
　  

（
令
和
三
年
五
月
）

　
曽
田
文
雄
先
生
　  

（
令
和
三
年
五
月
）

　
◇
長
年
に
亘
る
九
曜
会
事
業
へ
の

ご
尽
力
に
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。

ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す



　　　　

　
　
　
　
　

　  

追
　
懐

　
茶
道
口
の
襖
が
開
き
、
な
ん
と
も

神
々
し
く
一
礼
し
、
茶
室
に
一
歩
足
を

踏
み
入
れ
る
お
姿
を
今
も
鮮
明
に
覚
え

て
お
り
ま
す
。
そ
の
献
身
的
で
涼
や
か

な
お
点
前
、
釜
の
蓋
を
取
ら
れ
る
時
の

呼
吸
、
柄
杓
を
お
持
ち
の
指
先
の
緊
張

感
、
何
よ
り
そ
の
小
さ
な
お
姿
で
雄
大

で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
一
席…

…

。
今
こ

う
し
て
茶
室
に
座
り
ま
す
と
、
表
千
家

堀
内
家
兼
中
斎
宗
匠
の
元
で
、
何
を
学

び
何
を
得
て
、
そ
れ
を
己
と
し
て
照
ら

せ
て
い
る
か
と
思
う
と
、
お
恥
ず
か
し

い
限
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。  

　
私
の
好
き
な
宗
匠
の
お
姿
は
、
お
庭

で
花
を
切
る
時
で
あ
り
ま
す
。
裏
庭
に

あ
る
淡
い
ピ
ン
ク
の
木
槿
を
、
少
し
背

伸
び
を
さ
れ
一
輪
切
ら
れ
、
蟻
が
花
に

付
い
て
い
る
の
を
微
笑
み
、
茶
室
の
古

銅
の
花
入
れ
に
さ
っ
と
入
れ
る
と
、
先

程
ま
で
無
造
作
に
咲
い
て
い
た
木
槿
が

儚
い
主
人
公
と
な
り
ま
す
。
決
し
て
珍

し
が
ら
す
様
な
花
を
入
れ
ず
、
葉
を
数

え
る
な
ど
笑
止
千
万
。
「
花
は
野
に
あ

る
よ
う
に
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
野
に

あ
る
時
よ
り
自
然
で
あ
る
。
私
は
未
だ

に
花
を
入
れ
る
の
が
嫌
い
で
す
。
お
側

で
、
宗
匠
が
一
瞬
で
入
れ
た
花
を
観
て

お
り
ま
す
と
、
幾
度
自
分
で
入
れ
て
み

て
も
良
い
と
思
え
る
こ
と
が
な
い
の
で

す
。
私
も
茶
の
湯
を
教
え
る
立
場
に
な

り
、
口
で
は
、
上
手
い
下
手
で
は
な
い

で
す
よ
、
等
と
申
し
て
お
り
ま
す
が
、

や
は
り
自
分
に
も
そ
の
負
い
目
は
あ
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
自
然
体
で
入
れ
る

と
い
う
の
は
む
し
ろ
無
作
為
で
あ
り
、

下
手
な
方
が
上
手
い
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
華
道
を
習
う
と
茶
の
湯
の
花
は
入

れ
ら
れ
な
い
と
聞
い
た
事
が
あ
り
ま

す
。
な
る
ほ
ど
わ
か
る
気
が
い
た
し
ま

す
。
利
休
の
話
の
蹲
の
石
も
同
じ
感
性

で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
ま
た
の
機
会
に
い

た
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
無
駄
花
を
採
ら
な
い
よ
う

に
、
と
い
う
事
を
よ
く
仰
っ
て
お
ら
れ

ま
し
た
。
基
本
的
に
茶
席
の
花
は
使
う

そ
の
日
の
朝
、
庭
で
決
め
る
こ
と
と
な

る
で
し
ょ
う
。
あ
ま
り
あ
れ
も
こ
れ
も

と
色
々
な
花
を
採
る
の
で
は
な
く
、
決

め
た
そ
の
花
の
み
で
よ
い
の
で
す
。
ま

た
、
亭
主
に
花
を
贈
る
と
言
う
話
も
よ

く
あ
り
ま
す
が
、
亭
主
の
所
望
で
花
を

贈
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
や
は
り
そ
れ

以
外
は
ど
う
し
て
も
無
駄
花
を
作
る
事

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
茶
室
に
入
れ

る
花
と
い
う
も
の
は
、
亭
主
を
写
す
と

い
い
、
そ
の
花
を
見
れ
ば
ご
亭
主
の
心

意
気
、
誠
実
さ
等
、
口
に
す
る
必
要
の

な
い
思
い
が
伝
わ
っ
て
来
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。
ま
さ
し
く
「
拈
華
微
笑
」
で

あ
り
ま
す
。

　
お
釈
迦
様
は
一
枝
の
花
を
皆
に
か
ざ

し
、
そ
の
日
の
説
法
を
終
え
た
。
茶
事

に
於
い
て
も
、
濃
茶
を
出
す
メ
イ
ン
の

後
座
で
、
掛
物
で
は
な
く
花
を
飾
る
と

い
う
こ
と
は
、
ど
れ
程
の
名
墨
、
名

画
で
あ
ろ
う
と
も
そ
の
日
一
日
の
命

で
あ
る
一
輪
の
花
に
勝
る
も
の
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

  

何
と
い
う
花
が
花
入
に
入
っ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
よ
り
、
亭
主
の
入
れ
た

花
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

　
茶
の
湯
は
、
花
一
つ
と
っ
て
も
、
実

に
奥
の
深
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
今
号
か
ら
、
賛
助

会
員
の
皆
様
の
日
々

の
お
茶
と
の
か
か
わ

り
、
会
の
活
動
を
紹

介
す
る
コ
ー
ナ
ー
が

ス
タ
ー
ト
い
た
し
ま

す
。
第
一
回
は
翠
新

会
で
す
。

　
　
　
◇
　
　
　
◇
　
　
　
◇
　
　
　

　
元
出
雲
市
長
で
九
曜
会
顧
問
を
さ
れ

て
い
た
故
直
良
光
洋
さ
ん
が
、
三
斎
流

家
元
発
展
を
願
い
、
平
成
十
七
年
四

月
、
出
雲
市
役
所
Ｏ
Ｂ
有
志
十
五
名
と

共
に
翠
新
会
を
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

　
例
会
は
、
会
員
の
旧
交
を
温
め
、
一

服
の
お
茶
を
頂
く
事
に
よ
り
、
日
々
の

生
活
に
潤
い
を
得
る
た
め
、
家
元
を
囲

み
月
一
回
、
第
一
月
曜
日
に
行
う
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

　
秋
晴
れ
の
十
月
某
日
、
九
曜
会
の
顧

問
を
な
さ
っ
て
い
ま
す
杉
原
昭
子
先
生

の
お
宅
に
お
邪
魔
い
た
し
ま
し
た
。

　
玄
関
先
の
大
き
な
椿
の
実
を
見
な
が

ら
先
生
は
、
「
石
鼎
で
す
よ
。
」
と
笑

顔
で
迎
え
て
く
だ
さ
り
、
早
速
、
お
稽

古
場
で
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

◆
三
斎
流
と
の
出
会
い
を
お
尋
ね
し
ま
す
。

　
私
は
、
仕
事
を
し
て
い
た
時
、
観
音
寺

の
西
に
お
住
ま
い
の
万
代
順
子
先
生
に

習
字
を
習
っ
て
い
ま
し
た
。
先
生
が
山
田

操
先
生
に
お
茶
を
習
っ
て
お
ら
れ
、
紹

介
し
て
も
ら
っ
た
の
が
、
お
茶
を
始
め
た

き
っ
か
け
で
す
。
ま
だ
土
曜
日
が
半
ど
ん

で
、
帰
り
に
は
お
花
も
習
っ
て
自
転
車

に
乗
っ
て
帰
っ
た
も
の
で
す
。

◆
宗
瑞
宗
匠
や
九
曜
会
で
の
思
い
出
は
？

　
雲
南
市
の
田
部
邸
や
奥
出
雲
町
の
櫻

井
邸
に
、
拝
借
し
た
お
道
具
を
宗
瑞
宗

匠
が
お
返
し
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
時
に
、

当
時
、
宗
匠
の
お
側
で
九
曜
会
の
世
話

を
し
て
い
た
私
と
吉
田
貞
夫
さ
ん
を
連

れ
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
北
島

国
造
様
の
所
へ
も
お
供
し
ま
し
た
。
そ

の
後
、亀
山
茶
会
が
始
ま
り
ま
し
た
よ
。

島
根
新
聞
社
（
当
時
）
に
、
松
江
城
山

茶
会
の
最
初
の
打
ち
合
わ
せ
に
も
行
き

ま
し
た
。
事
業
部
が
な
い
頃
の
話
で
す
。

◆
心
に
残
る
お
茶
会
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　
熊
本
の
八
代
市
で
開
か
れ
た
お
茶
会

で
す
。
汽
車
に
乗
っ
て
北
九
州
ま
で
行

き
、
そ
こ
か
ら
バ
ス
で
八
代
ま
で
行
き

ま
し
た
。
八
代
で
は
、
松
井
家
ゆ
か
り

の
松
浜
軒
の
三
畳
の
間
で
お
茶
会
が
あ

り
、
宗
瑞
宗
匠
か
ら
一
番
初
め
に
お
点

前
を
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
、
震
え
な
が

ら
お
点
前
を
し
た
の
が
、
心
に
一
番
残
っ

て
い
ま
す
。
松
浜
軒
の
池
の
風
景
と
共

に
、
今
は
懐
か
し
く
思
い
出
し
ま
す
。

◆
座
右
の
銘
と
さ
れ
て
い
る
言
葉
は
？

　
宗
瑞
宗
匠
に
揮
毫

し
て
い
た
だ
い
た
『
露

堂
々
』で
す
。「
い
つ
も

心
を
露
わ
に
し
て
生

き
て
い
く
」
と
宗
瑞
宗

匠
が
お
示
し
く
だ
さ

っ
て
い
る
と
思
っ
て
、

毎
日
見
て
い
ま
す
。

◆
後
輩
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
私
は
、
一
月
に
満
九
十
四
才
に
な
り
ま

す
。
お
弟
子
の
皆
さ
ん
が
稽
古
に
来
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
今
日
ま
で

お
茶
を
続
け
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
と

感
謝
し
て
い
ま
す
。
昔
は
十
人
く
ら
い

お
り
ま
し
た
が
、
今
は
高
齢
に
な
っ
て
運

転
が
難
し
く
な
っ
た
り
、
家
族
の
介
護
で

稽
古
が
出
来
な
く
な
っ
た
り
し
て
、
辞
め

ら
れ
た
方
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
う
い
う
時
代
の
中
に
あ
っ
て
、
遠

い
雲
南
市
か
ら
稽
古
に
や
っ
て
来
る
Ｙ

君
の
事
を
書
い
て
み
ま
し
た
。

　
　
　
支
え
ら
れ
て
　
　
　
杉
原
昭
子

 

『
ヨ
ッ
シ
ャ
ー
』

　
ぼ
く
は
、茶
道
を
習
う
こ
と
に
な
っ

て
、
す
ご
く
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

　
ぼ
く
が
茶
道
を
教
え
て
も
ら
う
の

は
杉
原
先
生
で
す
。
年
齢
は
九
十
才

だ
け
ど
、
と
て
も
元
気
で
す
。
ぼ
く

は
、
昨
年
の
十
月
に
初
め
て
先
生
の

家
へ
行
き
ま
し
た
。
先
生
に
会
う
前

は
ど
ん
な
方
か
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
ま

し
た
。
先
生
は
、
ま
ず
初
め
に
盆
点

前
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き

見
た
先
生
の
手
の
動
き
や
足
の
運
び

方
が
と
て
も
し
な
や
か
で
水
が
流
れ

て
い
く
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
真
け

ん
な
表
情
で
お
点
前
を
し
て
お
ら
れ

ま
し
た
。
茶
せ
ん
が
茶
わ
ん
に
当
た

る
音
を
聞
い
た
と
き
、
（
や
さ
し
い

音
だ
な
あ
）
と
思
い
ま
し
た
。
ぼ
く

は
、
こ
の
時
初
め
て
お
点
前
を
目
の

前
で
見
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
松

江
城
の
大
茶
会
に
行
っ
て
い
ま
し
た

が
、
お
点
前
を
し
て
い
る
時
の
音
ま

で
は
聞
こ
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
つ

か
先
生
の
よ
う
な
水
が
流
れ
る
よ
う

な
お
点
前
が
し
て
み
た
い
と
思
い
ま

し
た
。
先
生
の
家
か
ら
帰
る
と
き
、

ぼ
く
は
、
お
茶
が
好
き
に
な
っ
た
の

だ
と
自
分
で
気
が
つ
き
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
は
ぼ
く
は
、
月
に
二
回

ず
つ
け
い
こ
を
続
け
て
い
ま
す
。
順

番
を
覚
え
る
の
が
む
ず
か
し
い
で
す

が
、
覚
え
ら
れ
た
と
き
は
、
と
て
も

う
れ
し
い
で
す
。 

（
後
略
）

　
こ
の
文
は
、
Ｙ
君
が
小
学
校
五
年
生

の
時
、
学
校
の
文
集
に
出
し
た
も
の
で

す
。
い
つ
も
自
分
で
作
っ
た
茶
盌
で

（
壊
れ
た
ら
い
け
な
い
の
で
）
お
点
前

を
し
て
い
ま
す
。
あ
る
日
、
「
先
生
、
ぼ

く
が
初
伝
や
中
伝
を
と
る
ま
で
、
長
生

き
し
て
下
さ
い
。
」
と
言
っ
た
時
は
、
嬉

し
か
っ
た
よ
う
な
、
何
と
も
い
え
な
い

複
雑
な
気
持
ち
で
し
た
。
今
は
中
学
二

年
生
に
な
り
、
部
活
や
試
験
も
あ
り
忙

し
い
の
に
、
お
母
さ
ん
の
車
に
乗
せ
て

も
ら
い
、
木
次
の
下
熊
谷
か
ら
来
て
い

ま
す
。
今
日
も
、
親
子
で
膝
を
揃
え
て

お
辞
儀
を
し
て
帰
っ
て
行
き
ま
し
た
。

　
一
度
、
社
中
の
皆
さ
ん
と
Ｙ
君
の
家

へ
行
き
、
せ
せ
ら
ぎ
の
音
を
聞
き
な
が

ら
、
Y
君
の
お
点
前
で
一
服
で
き
る
こ

と
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。

　
高
齢
化
の
進
む
現
代
に
、
私
達
は
今

こ
そ
若
い
人
や
子
ど
も
達
に
伝
統
あ
る

こ
の
三
斎
流
の
由
来
や
お
点
前
を
引
継

が
せ
、
九
曜
会
が
益
々
発
展
す
る
よ
う

心
が
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

◆
先
生
は
、
今
回
わ
ざ
わ
ざ
原
稿
を
用

意
し
て
、
訪
問
を
待
っ
て
い
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
背
筋
を
伸
ば
し
、
肌
艶
も

良
い
杉
原
先
生
。
生
活
習
慣
の
お
話
も

伺
っ
て
、
お
暇
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
（
広
報
部
　
大
野
智
子
）

　
宗
浦
家
元
か
ら
は
、
茶
の
湯
の
講

義
、
茶
席
の
室
礼
、
道
具
の
扱
い
方
等

を
学
ん
で
い
ま
す
。
特
に
記
憶
に
残
っ

て
い
る
の
が
、
幕
末
最
大
の
茶
人
で

あ
っ
た
井
伊
直
弼
の
「
茶
の
湯
一
会

集
」
を
数
年
か
け
講
義
を
受
け
た
こ
と

で
す
。

　
お
茶
の
作
法
や
茶
事
に
疎
い
会
員
に

は
難
解
で
、
家
元
に
は
ご
苦
労
難
儀
を

お
か
け
い
た
し
ま
し
た
。

　
又
、
宗
育
宗
匠
か
ら
は
、
濃
茶
、
薄

茶
の
頂
き
方
、
時
期
の
お
軸
や
お
道
具

の
取
り
合
わ
せ
、
そ
れ
を
教
材
に
作
者

や
道
具
の
謂
わ
れ
等
の
説
明
を
聞
い
て

い
ま
す
。

　
そ
の
後
、
宗
瑞
宗
匠
の
往
時
の
事
や

世
情
の
事
な
ど
楽
し
く
談
笑
し
、
交
友

を
深
め
て
い
ま
す
。

　
現
在
八
名
の
会
員
は
、
今
後
も
、
出

席
率
一
○
○
％
で
こ
の
ひ
と
と
き
を
楽

し
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
（
当
番
幹
事
　
下
垣
晴
司
）

三斎流九曜会だより（3） （2）三斎流九曜会だより

兼中斎宗匠杉原昭子先生

翠新会のみなさん

◆
松
江
城
大
茶
会
が
中
止
さ
れ
、
代
替

企
画
「
松
江
城
マ
イ
茶
会
」（
山
陰
中
央

新
報
社
主
催
）が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
一
環
と
し
て
、
十
一
月
、
各
流

派
と
松
江
銘
菓
会
と
の
コ
ラ
ボ
に
よ
る

オ
リ
ジ
ナ
ル
和
菓
子
が
製
作
販
売
さ
れ

ま
し
た
。

◆
天
高
く
冴
え
渡
っ
た
秋
空
に
、
古
来

よ
り
吉
兆
を
告
げ
る
と
さ
れ
る〝
紫
雲
〞

を
想
像
し
作
り
ま
し
た
。
早
く
心
安
ら

ぐ
世
の
中
に
な
る
事
を
祈
念
し
て
、
少

し
で
も
多
く
の
方
が
、
笑
顔
に
な
れ
る

ひ
と
時
の
お
供
に
な
れ
ば
と
願
っ
て
い

ま
す
。
（
山
陰
中
央
新
報
・
十
一
月
一

日
付
）
　
　
　

◆
典
子
先
生
が
ご
考
案
さ
れ
、
彩
雲
堂

が
製
作
し
た
三
斎
流
の
和
菓
子
は
、
皆

様
に
大
変
好
評
で
し
た
。

祝
・
米
寿
（
昭
和
九
年
生
ま
れ
）

　
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　
勝
部
美
代
子
さ
ん
　
　
山
崎
社
中

　
　
　
ご
多
幸
と
ご
健
康
を

　
　
　
　
　
　
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

先
達
探
訪

〜
三
斎
流
の
先
生
を
訪
ね
て
〜

ー第 6回ー

Hot ほっと第１回

ティー タイム
茶 時間

オ
リ
ジ
ナ
ル
和
菓
子

「
紫
雲
」誕
生

　
古
来
、人
類
は
風
水
害
・
地
震
・
津
波
・

疫
病
・
飢
饉
・
噴
火
等
の
自
然
災
害
や

戦
争
・
経
済
危
機
な
ど
幾
多
の
災
難
危

機
に
見
舞
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し

て
人
々
は
、
安
全
と
生
存
を
求
め
て
戦

い
数
多
く
の
危
機
を
乗
り
越
え
て
今
日

を
迎
え
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
危
機
に
見
舞
わ
れ
た
時

に
事
態
の
深
刻
さ
を
的
確
に
把
握
・
判

断
し
て
決
断
し
果
敢
に
行
動
す
る
統
率

者
の
優
れ
た
リ
ー
ダ
ー
力
に
よ
っ
て

人
々
は
救
わ
れ
危
機
を
乗
り
越
え
て
現

在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　
例
え
ば
、
江
戸
時
代
最
大
の
大
火
で

あ
る
明
暦
の
振
袖
火
事
の
時
に
は
江
戸

市
街
地
の
約
六
十
％
が
焼
失
し
死
者
が

十
万
人
以
上
に
達
し
た
が
、
こ
の
危
機

に
対
し
て
幕
府
の
陣
頭
指
揮
を
執
っ
た

の
が
将
軍
の
後
見
役
で
あ
っ
た
会
津
藩

主
保
科
正
之
で
あ
る
。正
之
が
大
火
後
、

対
策
に
ま
ず
第
一
に
取
り
組
ん
だ
の
が

被
災
者
の
救
済
で
い
ち
早
く
幕
府
の
貯

蔵
米
を
提
供
し
て
炊
き
出
し
を
行
い
、

焼
き
出
さ
れ
た
町
民
へ
救
済
金
を
支
給

し
て
物
価
の
安
定
を
図
っ
た
。
ま
た
、

強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て

江
戸
城
天
守
閣
建
立
に
反
対
し
て
城
よ

り
町
の
再
建
を
優
先
し
て
江
戸
の
復
興

に
努
め
、
今
日
の
東
京
の
街
の
基
礎
を

作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　
現
代
に
於
い
て
も
、
世
界
中
で
猛
威

を
ふ
る
う
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が

拡
大
し
多
く
の
人
々
が
命
を
落
と
す
危

機
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
感
染
症

の
増
大
は
命
を
奪
う
だ
け
で
な
く
経
済

を
困
乱
破
綻
さ
せ
人
々
の
心
を
荒
廃
さ

せ
て
い
る
。

　
執
筆
時
の
五
月
現
在
、
沈
静
化
傾
向

の
国
も
若
干
見
ら
れ
る
が
、
多
く
の
国

で
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
猛
威
の
危
機

は
衰
え
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
日
本

国
内
で
も
感
染
者
は
日
増
し
に
多
く
な

り
、
政
府
は
よ
う
や
く
緊
急
事
態
宣
言

を
発
令
し
て
沈
静
化
を
図
ろ
う
と
し
て

は
い
る
が
、
国
と
地
方
と
の
見
解
が
異

な
っ
て
、
そ
の
対
応
策
に
ば
ら
つ
き
が

目
立
ち
、
企
業
や
商
店
に
対
す
る
休
業

要
請
を
巡
る
線
引
き
に
不
公
平
感
が
漂

い
困
乱
し
て
い
る
有
様
で
、
行
政
方
針

に
一
貫
性
を
欠
く
現
状
が
続
き
憂
慮
さ

れ
て
い
る
。

　
五
月
十
二
日
、
世
界
保
健
機
構
（
Ｗ

Ｈ
Ｏ
）
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
対

応
を
検
証
し
て
そ
の
結
果
を
公
表
し
世

界
的
感
染
を
防
げ
な
か
っ
た
の
は
「
国

際
的
な
政
治
指
導
力
が
欠
如
し
て
い
た

た
め
だ
。」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、ま
っ

た
く
同
感
で
あ
る
。
こ
の
世
界
的
危
機

に
対
し
て
関
係
者
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
に
残

念
な
が
ら
欠
如
し
事
態
は
益
々
、
混
迷

を
深
め
て
い
る
現
状
で
あ
る
。

　
大
河
ド
ラ
マ
「
麒
麟
が
く
る
」
は
、

明
智
光
秀
を
中
心
に
群
雄
割
拠
の
戦
国

時
代
に
生
き
た
波
乱
に
満
ち
た
武
将
達

の
生
涯
を
描
い
た
物
語
で
久
方
振
り
に

筆
者
は
連
続
し
て
見
た
の
で
あ
っ
た
。

　
麒
麟
と
は
、
中
国
の
幸
運
を
も
た
ら

す
想
像
上
の
聖
獣
で
、
優
れ
た
才
能
の

あ
る
人
物
を
指
す
語
句
で
あ
る
。

　
室
町
幕
府
の
末
期
、
十
四
代
将
軍
足

利
義
輝
や
十
五
代
将
軍
足
利
義
昭
の
幕

府
再
興
運
動
、
朝
倉
・
三
好
の
戦
国
大

名
、
織
田
信
長
の
上
洛
・
明
智
光
秀
に

よ
る
本
能
寺
の
変
、豊
臣
秀
吉
の
抬
頭
・

山
崎
の
合
戦
等
、
光
秀
の
生
涯
を
中
心

に
波
乱
万
丈
の
戦
国
絵
巻
が
テ
レ
ビ
で

は
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
乱
世
を
駆

け
抜
け
て
最
後
に
幸
運
を
把
え
た
武

将
、
即
ち
麒
麟
は
だ
れ
か
、
物
語
の
中

で
は
明
確
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
暗
に

光
秀
が
麒
麟
を
求
め
て
生
き
て
い
た
か

の
様
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
視
聴
者
の

判
断
に
ま
か
せ
て
あ
る
。

　
本
能
寺
の
変
で
光
秀
が
細
川
藤
孝
・

忠
興
父
子
を
味
方
に
な
る
様
に
必
死
に

誘
う
が
、
藤
孝
は
「
歴
史
の
中
に
は
大

き
な
流
れ
が
あ
る
。
そ
の
流
れ
を
し
っ

か
り
と
つ
か
み
、
的
確
に
判
断
し
て
生

き
抜
く
事
が
大
切
で
あ
る
。」
と
誘
い

を
断
わ
る
。
こ
の
一
言
が
重
要
で
戦
国

乱
世
を
生
き
抜
く
事
が
で
き
た
細
川
父

子
の
信
念
と
行
動
原
理
そ
の
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
麒
麟
は
藤
孝
・
忠
興
の
許

へ
歩
み
寄
っ
た
と
筆
者
は
細
川
氏
の
歴

史
を
学
ん
で
確
信
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　
室
町
幕
府
二
代
の
将
軍
に
任
え
な
が

ら
信
長
に
従
い
、
光
秀
の
誘
い
に
応
ぜ

ず
秀
吉
の
許
で
生
き
残
り
関
ヶ
原
の
戦

で
苦
し
い
立
場
に
置
か
れ
な
が
ら
生
き

抜
き
家
康
に
任
え
て
細
川
氏
が
繁
栄
し

て
い
く
事
が
で
き
た
の
は
、
歴
史
の
中

の
大
き
な
流
れ
を
し
っ
か
り
と
見
据
え

的
確
に
判
断
、
決
断
し
て
生
き
抜
い
た

藤
孝
・
忠
興
の
優
れ
た
統
率
者
と
し
て

の
リ
ー
ダ
ー
力
の
素
晴
ら
し
さ
に
あ
る

と
思
う
の
で
あ
る
。

　
細
川
藤
孝
と
忠
興
の
研
究
に
つ
い
て

は
多
く
の
学
者
の
論
文
が
あ
る
が
、
特

に
島
根
県
出
身
の
国
学
院
大
学
教
授
で

茶
道
文
化
芸
術
賞
の
受
賞
者
で
あ
る
米

原
正
義
先
生
の
論
文
が
優
れ
て
お
り
筆

者
は
教
育
セ
ン
タ
ー
勤
務
時
に
米
原
先

生
を
講
師
と
し
て
お
招
き
し
、
お
世
話

に
な
っ
た
事
が
あ
り
、
ぜ
ひ
米
原
先
生

の
論
稿
を
こ
の
稿
で
は
紹
介
し
た
い
。

先
生
に
は
千
利
休
・
尼
子
一
族
・
大
内

義
隆
・
陰
徳
太
平
記
な
ど
戦
国
史
の
論

文
が
多
い
。

○
細
川
藤
孝
（
幽
斎
）

　
藤
孝
は
天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
出

生
、
細
川
家
を
相
続
し
て
室
町
幕
府
十

三
代
将
軍
足
利
義
輝
に
任
え
る
が
大
柄

な
偉
丈
夫
の
人
で
剣
術
は
塚
原
ト
伝
に

学
ん
で
免
許
皆
伝
で
弓
術
も
達
者
で
、

ま
た
秘
伝
で
あ
っ
た
古
今
和
歌
集
の
伝

授
も
受
け
た
歌
道
の
学
者
で
文
武
両
道

の
達
人
で
あ
っ
た
。
茶
の
湯
も
武
野
紹

鷗
に
学
ん
だ
茶
人
で
太
鼓
打
ち
の
名
手

で
あ
り
料
理
名
人
で
も
あ
っ
て
戦
国
時

代
一
の
イ
ン
テ
リ
大
名
で
あ
っ
た
。

　
細
川
氏
が
見
舞
わ
れ
た
第
一
の
危
機

は
、
天
正
十
年
六
月
二
日
の
本
能
寺
の

変
で
丹
後
宮
津
の
城
主
で
あ
っ
た
藤
孝

の
許
へ
早
く
も
翌
三
日
幸
朝
僧
正
か
ら

急
報
が
届
き
、
光
秀
か
秀
吉
か
の
二
者

選
択
の
苦
し
い
立
場
を
迎
え
る
事
と
な

る
。
藤
孝
は
直
ち
に
剃
髪
し
て
幽
斎
と

号
し
後
事
を
忠
興
に
委
ね
た
。
忠
興
は

光
秀
の
娘
で
あ
る
玉（
ガ
ラ
シ
ャ
夫
人
）

を
離
縁
し
て
山
中
に
幽
閉
し
、
光
秀
の

再
三
の
誘
い
に
全
く
動
か
な
か
っ
た
。

秀
吉
は
、
細
川
父
子
の
こ
の
身
の
処
し

方
を
珎
賛
し
て
丹
後
の
国
一
円
の
領
地

を
安
堵
し
た
の
で
あ
る
。

　
次
の
危
機
は
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇

〇
）
の
関
ヶ
原
の
合
戦
で
あ
る
。
忠
興

は
東
軍
に
組
し
て
家
康
と
共
に
会
津
討

伐
に
向
か
っ
て
い
た
が
、
西
軍
の
石
田

三
成
は
大
阪
の
細
川
邸
を
包
囲
し
、
ガ

ラ
シ
ャ
夫
人
に
人
質
と
な
る
よ
う
に
催

促
す
る
が
夫
人
は
拒
ん
で
殉
死
す
る
。

更
に
西
軍
は
一
万
五
千
人
の
大
軍
で
僅

か
二
千
人
で
守
る
藤
孝
の
居
城
の
田

辺
城
を
取
り
囲
ん
だ
。
西
軍
の
中
に
雲

南
市
出
身
の
三
刀
屋
孝
和
の
名
が
記

録
さ
れ
て
い
る
。
後
陽
成
天
皇
は
、
歌

道
の
奥
義
を
究
め
た
幽
斎
を
心
配
し

て
西
軍
に
攻
撃
の
中
止
を
要
請
、
幽
斎

は
こ
れ
に
応
え
て
田
辺
城
を
退
い
て

亀
山
城
へ
移
る
が
、
西
の
大
軍
が
長
期

足
止
め
さ
れ
た
事
実
は
東
軍
勝
利
の

一
因
と
な
っ
た
。

　
米
原
先
生
は
、
藤
孝
は
名
将
と
し
て

の
名
は
高
く
武
功
の
み
な
ら
ず
当
代
一

流
の
文
化
人
で
も
あ
っ
た
と
し
、「
勇

と
知
と
徳
を
持
っ
た
人
物
が
人
の
長
で

あ
り
藤
孝
こ
そ
が
真
の
人
の
長
で
あ

る
。」
と
稿
を
結
ん
で
お
ら
れ
る
。

○
細
川
忠
興
（
三
斎
）

　
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
藤
孝
の
嫡

男
と
し
て
京
都
の
細
川
邸
で
出
生
、
幼

名
を
熊
千
代
、
与
一
郎
と
名
乗
っ
た
。

　
幼
少
時
か
ら
武
勇
に
優
れ
、
信
長
は

そ
の
剛
勇
を
誉
め
、
与
一
郎
宛
に
軍
功

を
称
え
る
感
状
を
送
り
家
臣
と
し
て
任

え
る
栄
誉
を
与
え
て
息
子
信
忠
の
一
字

を
と
っ
て
忠
興
と
名
乗
ら
せ
た
の
で

あ
っ
た
。

　
忠
興
は
、
父
と
同
様
に
武
将
と
し
て

優
れ
、
秀
吉
・
家
康
に
任
え
て
歴
戦
に

参
加
し
多
く
の
武
功
を
挙
げ
、
特
に

関
ヶ
原
の
合
戦
で
は
勝
利
に
貢
献
し
て

大
き
な
危
機
を
乗
り
越
え
て
大
大
名
へ

の
道
を
歩
む
の
で
あ
る
。

　
家
康
よ
り
豊
前
一
国
と
豊
後
の
一
部

三
十
九
万
九
千
石
の
領
地
を
与
え
ら
れ

て
慶
長
五
年
、
新
領
国
へ
移
り
中
津
城

へ
入
城
し
丹
波
十
八
万
石
か
ら
一
躍
、

四
十
万
石
の
大
名
と
な
っ
た
。

　
忠
興
は
、
千
利
休
に
茶
の
湯
を
学
ん

で
三
斎
と
号
し
利
休
七
哲
の
一
人
と
し

て
、
特
に
利
休
の
教
え
を
忠
実
に
遵
守

し
戦
場
を
駆
け
め
ぐ
っ
た
武
将
と
し
て

の
強
き
茶
の
茶
人
と
し
て
活
躍
、家
康
・

秀
忠
・
家
光
の
三
代
に
わ
た
っ
て
将
軍

家
に
茶
の
湯
を
指
導
し
た
の
で
あ
る
。

　
細
川
氏
は
、
こ
の
様
に
幾
多
の
危
機

を
乗
り
越
え
て
乱
世
の
時
代
を
生
き
抜

き
、
遂
に
は
九
州
中
央
部
の
大
藩
と
し

て
定
着
し
繁
栄
し
て
い
く
。

　
徳
川
三
代
将
軍
家
光
に
よ
っ
て
強
力

な
大
名
統
制
政
策
が
強
行
さ
れ
全
国
的

統
治
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
九
州
の
大

藩
肥
後
の
加
藤
光
弘
や
家
光
の
弟
徳
川

忠
長
の
改
易
な
ど
が
強
行
さ
れ
、
細
川

氏
は
肥
後
熊
本
へ
国
替
え
と
な
る
。

　
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
忠
興
の
後

継
者
と
し
て
藩
主
と
な
っ
た
忠
利
が
熊

本
城
へ
入
り
、
忠
興
は
隠
居
領
と
し
て

八
代
城
に
入
っ
た
。 

忠
利
は
、
入
城
す

る
と
天
守
閣
へ
登
り
加
藤
清
正
の
墓
へ

向
か
っ
て
深
々
と
頭
を
垂
れ
た
と
言

う
。
清
正
の
遺
徳
を
大
切
に
す
る
そ
の

姿
勢
は
、
そ
の
後
の
藩
経
営
の
安
定
に

寄
与
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
忠
興
は
、
天
保
二
年
（
一
六
四
五
）

八
十
三
歳
で
没
し
、
そ
の
遺
霊
は
大
徳

寺
高
桐
院
に
葬
ら
れ
た
。

　
細
川
氏
は
、
九
州
の
大
藩
と
し
て
忠

利
の
後
、
光
尚
・
綱
利
・
宜
紀
・
宗
孝
・

重
賢
・
治
年
・
斉
茲
・
斉
樹
・
斉
護
・

韶
邦
と
続
い
て
、
や
が
て
明
治
維
新
を

迎
え
る
。

　
特
に
重
賢
は
、
江
戸
時
代
を
代
表
す

る
名
君
と
し
て
全
国
的
に
名
高
い
。
天

明
の
大
飢
饉
に
対
し
て
藩
の
米
倉
を
開

放
し
て
領
民
を
救
い
、
茶
道
具
を
売
っ

て
財
政
再
建
の
資
金
と
し
、
藩
内
か
ら

は
一
人
も
餓
死
者
を
出
さ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
博
物
学
者
で
教
育
熱
心
で
あ
り

総
合
大
学
の
時
習
館
を
開
校
し
て
広
く

領
民
の
教
育
普
及
に
努
め
た
。

　
明
治
に
入
っ
て
最
後
の
藩
主
で
藩
知

事
の
護
久
は
、
横
井
小
楠
な
ど
を
藩
政

に
起
用
し
て
進
歩
的
な
政
策
を
実
施
し

て
近
代
日
本
の
政
治
・
教
育
・
医
療
の

発
展
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で

あ
っ
た
。

　
更
に
、
護
成
・
護
立
・
護
貞
・
護
熙
・

護
光
と
続
き
、
中
世
か
ら
現
代
に
至
る

迄
、
波
乱
に
満
ち
た
歴
史
の
中
を
幾
多

の
危
機
に
見
舞
わ
れ
な
が
ら
抜
群
の

リ
ー
ダ
ー
力
を
発
揮
し
て
苦
難
を
乗
り

越
え
て
細
川
氏
は
繁
栄
し
、
現
在
に

至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。(

文
中
の
尊

称
は
略)

　
当
代
の
護
熙
公
の
県
知
事
・
内
閣
総

理
大
臣
と
し
て
の
御
功
績
は
当
然
と
し

て
、
抜
群
の
作
陶
活
動
や
寺
院
へ
の
襖

絵
の
染
筆
奉
納
な
ど
、
実
に
心
か
ら
敬

服
・
賞
讃
申
し
上
げ
る
次
第
で
文
武
両

道
の
流
れ
は
、
細
川
氏
の
家
系
に
脈
々

と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
幽
斎
の
教
訓
歌
の
中
に
、
次
の
様
な

和
歌
が
あ
る
。

　
武
士(

も
の
の
ふ)

の
知
ら
ぬ
は

恥
ぞ
・
馬
茶
の
湯

　
　
恥
よ
り
他
に
恥
は
な
き
も
の

　
歌
連
歌
舞
・
茶
の
湯
を
嫌
ふ
人

　
　
育
ち
の
程
を
知
ら
れ
こ
そ
す
れ

　
こ
の
和
歌
は
、
武
士
と
し
て
武
道
に

励
む
と
共
に
茶
の
湯
や
歌
道
の
修
業
も

大
切
で
あ
る
と
教
え
て
い
る
。

　
幽
斎
・
三
斎
共
に
、
文
武
両
道
の
達

人
で
多
く
の
戦
場
を
駆
け
抜
け
て
数
々

の
武
功
を
挙
げ
た
武
将
で
あ
る
が
、
ま

た
茶
の
湯
や
歌
道
等
の
文
化
面
を
通
し

て
多
く
の
人
々
と
接
触
し
、
交
流
を
深

め
て
そ
の
人
脈
か
ら
豊
か
な
正
し
い
情

報
を
得
て
、
広
い
視
野
か
ら
冷
静
に
正

確
な
判
断
を
し
素
早
い
決
断
・
実
行
を

し
て
危
機
を
乗
り
越
え
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
歴
史
上
の
危
機
を
乗
り
越
え

て
い
く
た
め
に
は
、
政
治
力
や
経
済
力

等
と
同
様
に
人
を
動
か
し
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
力
と
し
て
統
率
者
の

リ
ー
ダ
ー
力
に
文
化
力
が
大
き
な
戦

力
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
現
在
の
未
曽
有
の
危
機
に
見
舞
わ
れ

た
憂
う
べ
く
状
況
に
あ
っ
て
、
細
川
氏

の
歴
史
の
中
か
ら
何
か
学
ぶ
べ
き
教
訓

が
あ
る
様
に
筆
者
は
思
わ
れ
て
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　
喧
噪
な
社
会
の
中
に
あ
っ
て
こ
の
危

機
に
立
ち
向
わ
ん
と
す
る
時
、
今
こ
そ

茶
の
湯
を
学
ん
で
豊
か
な
文
化
力
を
身

に
つ
け
て
、
冷
静
に
正
し
く
判
断
し
的

確
に
決
断
・
実
行
し
て
日
々
の
生
活
を

送
っ
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
真
剣
に
茶
の
湯
を
学
び
ゆ
く
、
そ
の

努
力
の
前
途
に
は
必
ず
や
麒
麟
が
待
ち

受
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
と
念
じ
期
待

し
つ
つ
筆
を
置
く
。

　
　
　
◇ 

　
　
　
◇ 

　
　
　
◇

　
卒
寿
を
迎
え
て
九
十
年
に
及
ぶ
我

が
身
の
生
涯
を
振
り
返
っ
て
み
る

と
、
残
念
な
が
ら
筆
者
の
努
力
の
道

の
歩
み
は
終
始
拙
な
く
麒
麟
の
影
は

見
え
ず
、
た
だ
駄
馬
の
歩
み
で
あ
っ

た
か
と
反
省
す
る
事
し
き
り
の
今
日

こ
の
頃
で
あ
る
。

　
嗚
呼
・
実
に
無
念
至
極

三斎流九曜会だより（5） （4）三斎流九曜会だより

田辺城（京都府・舞鶴市）

一
、
猛
威
を
ふ
る
う

　
　
　
　コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

二
、
大
河
ド
ラ
マ

　
　
　
　「
麒
麟
が
く
る
」

三
、
乱
世
を
駆
け

　
　
　
　抜
け
た
細
川
氏

・

・
　

 

・

四
、
繁
栄
す
る
細
川
氏

五
、
統
率
者
の

　
　
　リ
ー
ダ
ー
力
に
文
化
力
を ・

・
・
・
・

・
・
・
・
・

未
曽
有
の
危
機
に
立
ち
向
か
う

　統
率
者
の
リ
ー
ダ
ー
力

　
　―

幽
斎
・
三
斎
に
学
ぶ―

和
田 

貞
夫



　　　　

　
　
　
　
　

　  

追
　
懐

　
茶
道
口
の
襖
が
開
き
、
な
ん
と
も

神
々
し
く
一
礼
し
、
茶
室
に
一
歩
足
を

踏
み
入
れ
る
お
姿
を
今
も
鮮
明
に
覚
え

て
お
り
ま
す
。
そ
の
献
身
的
で
涼
や
か

な
お
点
前
、
釜
の
蓋
を
取
ら
れ
る
時
の

呼
吸
、
柄
杓
を
お
持
ち
の
指
先
の
緊
張

感
、
何
よ
り
そ
の
小
さ
な
お
姿
で
雄
大

で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
一
席…

…

。
今
こ

う
し
て
茶
室
に
座
り
ま
す
と
、
表
千
家

堀
内
家
兼
中
斎
宗
匠
の
元
で
、
何
を
学

び
何
を
得
て
、
そ
れ
を
己
と
し
て
照
ら

せ
て
い
る
か
と
思
う
と
、
お
恥
ず
か
し

い
限
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。  

　
私
の
好
き
な
宗
匠
の
お
姿
は
、
お
庭

で
花
を
切
る
時
で
あ
り
ま
す
。
裏
庭
に

あ
る
淡
い
ピ
ン
ク
の
木
槿
を
、
少
し
背

伸
び
を
さ
れ
一
輪
切
ら
れ
、
蟻
が
花
に

付
い
て
い
る
の
を
微
笑
み
、
茶
室
の
古

銅
の
花
入
れ
に
さ
っ
と
入
れ
る
と
、
先

程
ま
で
無
造
作
に
咲
い
て
い
た
木
槿
が

儚
い
主
人
公
と
な
り
ま
す
。
決
し
て
珍

し
が
ら
す
様
な
花
を
入
れ
ず
、
葉
を
数

え
る
な
ど
笑
止
千
万
。
「
花
は
野
に
あ

る
よ
う
に
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
野
に

あ
る
時
よ
り
自
然
で
あ
る
。
私
は
未
だ

に
花
を
入
れ
る
の
が
嫌
い
で
す
。
お
側

で
、
宗
匠
が
一
瞬
で
入
れ
た
花
を
観
て

お
り
ま
す
と
、
幾
度
自
分
で
入
れ
て
み

て
も
良
い
と
思
え
る
こ
と
が
な
い
の
で

す
。
私
も
茶
の
湯
を
教
え
る
立
場
に
な

り
、
口
で
は
、
上
手
い
下
手
で
は
な
い

で
す
よ
、
等
と
申
し
て
お
り
ま
す
が
、

や
は
り
自
分
に
も
そ
の
負
い
目
は
あ
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
自
然
体
で
入
れ
る

と
い
う
の
は
む
し
ろ
無
作
為
で
あ
り
、

下
手
な
方
が
上
手
い
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
華
道
を
習
う
と
茶
の
湯
の
花
は
入

れ
ら
れ
な
い
と
聞
い
た
事
が
あ
り
ま

す
。
な
る
ほ
ど
わ
か
る
気
が
い
た
し
ま

す
。
利
休
の
話
の
蹲
の
石
も
同
じ
感
性

で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
ま
た
の
機
会
に
い

た
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
無
駄
花
を
採
ら
な
い
よ
う

に
、
と
い
う
事
を
よ
く
仰
っ
て
お
ら
れ

ま
し
た
。
基
本
的
に
茶
席
の
花
は
使
う

そ
の
日
の
朝
、
庭
で
決
め
る
こ
と
と
な

る
で
し
ょ
う
。
あ
ま
り
あ
れ
も
こ
れ
も

と
色
々
な
花
を
採
る
の
で
は
な
く
、
決

め
た
そ
の
花
の
み
で
よ
い
の
で
す
。
ま

た
、
亭
主
に
花
を
贈
る
と
言
う
話
も
よ

く
あ
り
ま
す
が
、
亭
主
の
所
望
で
花
を

贈
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
や
は
り
そ
れ

以
外
は
ど
う
し
て
も
無
駄
花
を
作
る
事

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
茶
室
に
入
れ

る
花
と
い
う
も
の
は
、
亭
主
を
写
す
と

い
い
、
そ
の
花
を
見
れ
ば
ご
亭
主
の
心

意
気
、
誠
実
さ
等
、
口
に
す
る
必
要
の

な
い
思
い
が
伝
わ
っ
て
来
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。
ま
さ
し
く
「
拈
華
微
笑
」
で

あ
り
ま
す
。

　
お
釈
迦
様
は
一
枝
の
花
を
皆
に
か
ざ

し
、
そ
の
日
の
説
法
を
終
え
た
。
茶
事

に
於
い
て
も
、
濃
茶
を
出
す
メ
イ
ン
の

後
座
で
、
掛
物
で
は
な
く
花
を
飾
る
と

い
う
こ
と
は
、
ど
れ
程
の
名
墨
、
名

画
で
あ
ろ
う
と
も
そ
の
日
一
日
の
命

で
あ
る
一
輪
の
花
に
勝
る
も
の
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

  

何
と
い
う
花
が
花
入
に
入
っ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
よ
り
、
亭
主
の
入
れ
た

花
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

　
茶
の
湯
は
、
花
一
つ
と
っ
て
も
、
実

に
奥
の
深
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
今
号
か
ら
、
賛
助

会
員
の
皆
様
の
日
々

の
お
茶
と
の
か
か
わ

り
、
会
の
活
動
を
紹

介
す
る
コ
ー
ナ
ー
が

ス
タ
ー
ト
い
た
し
ま

す
。
第
一
回
は
翠
新

会
で
す
。

　
　
　
◇
　
　
　
◇
　
　
　
◇
　
　
　

　
元
出
雲
市
長
で
九
曜
会
顧
問
を
さ
れ

て
い
た
故
直
良
光
洋
さ
ん
が
、
三
斎
流

家
元
発
展
を
願
い
、
平
成
十
七
年
四

月
、
出
雲
市
役
所
Ｏ
Ｂ
有
志
十
五
名
と

共
に
翠
新
会
を
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

　
例
会
は
、
会
員
の
旧
交
を
温
め
、
一

服
の
お
茶
を
頂
く
事
に
よ
り
、
日
々
の

生
活
に
潤
い
を
得
る
た
め
、
家
元
を
囲

み
月
一
回
、
第
一
月
曜
日
に
行
う
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

　
秋
晴
れ
の
十
月
某
日
、
九
曜
会
の
顧

問
を
な
さ
っ
て
い
ま
す
杉
原
昭
子
先
生

の
お
宅
に
お
邪
魔
い
た
し
ま
し
た
。

　
玄
関
先
の
大
き
な
椿
の
実
を
見
な
が

ら
先
生
は
、
「
石
鼎
で
す
よ
。
」
と
笑

顔
で
迎
え
て
く
だ
さ
り
、
早
速
、
お
稽

古
場
で
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

◆
三
斎
流
と
の
出
会
い
を
お
尋
ね
し
ま
す
。

　
私
は
、
仕
事
を
し
て
い
た
時
、
観
音
寺

の
西
に
お
住
ま
い
の
万
代
順
子
先
生
に

習
字
を
習
っ
て
い
ま
し
た
。
先
生
が
山
田

操
先
生
に
お
茶
を
習
っ
て
お
ら
れ
、
紹

介
し
て
も
ら
っ
た
の
が
、
お
茶
を
始
め
た

き
っ
か
け
で
す
。
ま
だ
土
曜
日
が
半
ど
ん

で
、
帰
り
に
は
お
花
も
習
っ
て
自
転
車

に
乗
っ
て
帰
っ
た
も
の
で
す
。

◆
宗
瑞
宗
匠
や
九
曜
会
で
の
思
い
出
は
？

　
雲
南
市
の
田
部
邸
や
奥
出
雲
町
の
櫻

井
邸
に
、
拝
借
し
た
お
道
具
を
宗
瑞
宗

匠
が
お
返
し
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
時
に
、

当
時
、
宗
匠
の
お
側
で
九
曜
会
の
世
話

を
し
て
い
た
私
と
吉
田
貞
夫
さ
ん
を
連

れ
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
北
島

国
造
様
の
所
へ
も
お
供
し
ま
し
た
。
そ

の
後
、亀
山
茶
会
が
始
ま
り
ま
し
た
よ
。

島
根
新
聞
社
（
当
時
）
に
、
松
江
城
山

茶
会
の
最
初
の
打
ち
合
わ
せ
に
も
行
き

ま
し
た
。
事
業
部
が
な
い
頃
の
話
で
す
。

◆
心
に
残
る
お
茶
会
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　
熊
本
の
八
代
市
で
開
か
れ
た
お
茶
会

で
す
。
汽
車
に
乗
っ
て
北
九
州
ま
で
行

き
、
そ
こ
か
ら
バ
ス
で
八
代
ま
で
行
き

ま
し
た
。
八
代
で
は
、
松
井
家
ゆ
か
り

の
松
浜
軒
の
三
畳
の
間
で
お
茶
会
が
あ

り
、
宗
瑞
宗
匠
か
ら
一
番
初
め
に
お
点

前
を
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
、
震
え
な
が

ら
お
点
前
を
し
た
の
が
、
心
に
一
番
残
っ

て
い
ま
す
。
松
浜
軒
の
池
の
風
景
と
共

に
、
今
は
懐
か
し
く
思
い
出
し
ま
す
。

◆
座
右
の
銘
と
さ
れ
て
い
る
言
葉
は
？

　
宗
瑞
宗
匠
に
揮
毫

し
て
い
た
だ
い
た
『
露

堂
々
』で
す
。「
い
つ
も

心
を
露
わ
に
し
て
生

き
て
い
く
」
と
宗
瑞
宗

匠
が
お
示
し
く
だ
さ

っ
て
い
る
と
思
っ
て
、

毎
日
見
て
い
ま
す
。

◆
後
輩
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
私
は
、
一
月
に
満
九
十
四
才
に
な
り
ま

す
。
お
弟
子
の
皆
さ
ん
が
稽
古
に
来
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
今
日
ま
で

お
茶
を
続
け
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
と

感
謝
し
て
い
ま
す
。
昔
は
十
人
く
ら
い

お
り
ま
し
た
が
、
今
は
高
齢
に
な
っ
て
運

転
が
難
し
く
な
っ
た
り
、
家
族
の
介
護
で

稽
古
が
出
来
な
く
な
っ
た
り
し
て
、
辞
め

ら
れ
た
方
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
う
い
う
時
代
の
中
に
あ
っ
て
、
遠

い
雲
南
市
か
ら
稽
古
に
や
っ
て
来
る
Ｙ

君
の
事
を
書
い
て
み
ま
し
た
。

　
　
　
支
え
ら
れ
て
　
　
　
杉
原
昭
子

 

『
ヨ
ッ
シ
ャ
ー
』

　
ぼ
く
は
、茶
道
を
習
う
こ
と
に
な
っ

て
、
す
ご
く
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

　
ぼ
く
が
茶
道
を
教
え
て
も
ら
う
の

は
杉
原
先
生
で
す
。
年
齢
は
九
十
才

だ
け
ど
、
と
て
も
元
気
で
す
。
ぼ
く

は
、
昨
年
の
十
月
に
初
め
て
先
生
の

家
へ
行
き
ま
し
た
。
先
生
に
会
う
前

は
ど
ん
な
方
か
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
ま

し
た
。
先
生
は
、
ま
ず
初
め
に
盆
点

前
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き

見
た
先
生
の
手
の
動
き
や
足
の
運
び

方
が
と
て
も
し
な
や
か
で
水
が
流
れ

て
い
く
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
真
け

ん
な
表
情
で
お
点
前
を
し
て
お
ら
れ

ま
し
た
。
茶
せ
ん
が
茶
わ
ん
に
当
た

る
音
を
聞
い
た
と
き
、
（
や
さ
し
い

音
だ
な
あ
）
と
思
い
ま
し
た
。
ぼ
く

は
、
こ
の
時
初
め
て
お
点
前
を
目
の

前
で
見
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
松

江
城
の
大
茶
会
に
行
っ
て
い
ま
し
た

が
、
お
点
前
を
し
て
い
る
時
の
音
ま

で
は
聞
こ
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
つ

か
先
生
の
よ
う
な
水
が
流
れ
る
よ
う

な
お
点
前
が
し
て
み
た
い
と
思
い
ま

し
た
。
先
生
の
家
か
ら
帰
る
と
き
、

ぼ
く
は
、
お
茶
が
好
き
に
な
っ
た
の

だ
と
自
分
で
気
が
つ
き
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
は
ぼ
く
は
、
月
に
二
回

ず
つ
け
い
こ
を
続
け
て
い
ま
す
。
順

番
を
覚
え
る
の
が
む
ず
か
し
い
で
す

が
、
覚
え
ら
れ
た
と
き
は
、
と
て
も

う
れ
し
い
で
す
。 

（
後
略
）

　
こ
の
文
は
、
Ｙ
君
が
小
学
校
五
年
生

の
時
、
学
校
の
文
集
に
出
し
た
も
の
で

す
。
い
つ
も
自
分
で
作
っ
た
茶
盌
で

（
壊
れ
た
ら
い
け
な
い
の
で
）
お
点
前

を
し
て
い
ま
す
。
あ
る
日
、
「
先
生
、
ぼ

く
が
初
伝
や
中
伝
を
と
る
ま
で
、
長
生

き
し
て
下
さ
い
。
」
と
言
っ
た
時
は
、
嬉

し
か
っ
た
よ
う
な
、
何
と
も
い
え
な
い

複
雑
な
気
持
ち
で
し
た
。
今
は
中
学
二

年
生
に
な
り
、
部
活
や
試
験
も
あ
り
忙

し
い
の
に
、
お
母
さ
ん
の
車
に
乗
せ
て

も
ら
い
、
木
次
の
下
熊
谷
か
ら
来
て
い

ま
す
。
今
日
も
、
親
子
で
膝
を
揃
え
て

お
辞
儀
を
し
て
帰
っ
て
行
き
ま
し
た
。

　
一
度
、
社
中
の
皆
さ
ん
と
Ｙ
君
の
家

へ
行
き
、
せ
せ
ら
ぎ
の
音
を
聞
き
な
が

ら
、
Y
君
の
お
点
前
で
一
服
で
き
る
こ

と
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。

　
高
齢
化
の
進
む
現
代
に
、
私
達
は
今

こ
そ
若
い
人
や
子
ど
も
達
に
伝
統
あ
る

こ
の
三
斎
流
の
由
来
や
お
点
前
を
引
継

が
せ
、
九
曜
会
が
益
々
発
展
す
る
よ
う

心
が
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

◆
先
生
は
、
今
回
わ
ざ
わ
ざ
原
稿
を
用

意
し
て
、
訪
問
を
待
っ
て
い
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
背
筋
を
伸
ば
し
、
肌
艶
も

良
い
杉
原
先
生
。
生
活
習
慣
の
お
話
も

伺
っ
て
、
お
暇
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
（
広
報
部
　
大
野
智
子
）

　
宗
浦
家
元
か
ら
は
、
茶
の
湯
の
講

義
、
茶
席
の
室
礼
、
道
具
の
扱
い
方
等

を
学
ん
で
い
ま
す
。
特
に
記
憶
に
残
っ

て
い
る
の
が
、
幕
末
最
大
の
茶
人
で

あ
っ
た
井
伊
直
弼
の
「
茶
の
湯
一
会

集
」
を
数
年
か
け
講
義
を
受
け
た
こ
と

で
す
。

　
お
茶
の
作
法
や
茶
事
に
疎
い
会
員
に

は
難
解
で
、
家
元
に
は
ご
苦
労
難
儀
を

お
か
け
い
た
し
ま
し
た
。

　
又
、
宗
育
宗
匠
か
ら
は
、
濃
茶
、
薄

茶
の
頂
き
方
、
時
期
の
お
軸
や
お
道
具

の
取
り
合
わ
せ
、
そ
れ
を
教
材
に
作
者

や
道
具
の
謂
わ
れ
等
の
説
明
を
聞
い
て

い
ま
す
。

　
そ
の
後
、
宗
瑞
宗
匠
の
往
時
の
事
や

世
情
の
事
な
ど
楽
し
く
談
笑
し
、
交
友

を
深
め
て
い
ま
す
。

　
現
在
八
名
の
会
員
は
、
今
後
も
、
出

席
率
一
○
○
％
で
こ
の
ひ
と
と
き
を
楽

し
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
（
当
番
幹
事
　
下
垣
晴
司
）

三斎流九曜会だより（3） （2）三斎流九曜会だより

兼中斎宗匠杉原昭子先生

翠新会のみなさん

◆
松
江
城
大
茶
会
が
中
止
さ
れ
、
代
替

企
画
「
松
江
城
マ
イ
茶
会
」（
山
陰
中
央

新
報
社
主
催
）が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
一
環
と
し
て
、
十
一
月
、
各
流

派
と
松
江
銘
菓
会
と
の
コ
ラ
ボ
に
よ
る

オ
リ
ジ
ナ
ル
和
菓
子
が
製
作
販
売
さ
れ

ま
し
た
。

◆
天
高
く
冴
え
渡
っ
た
秋
空
に
、
古
来

よ
り
吉
兆
を
告
げ
る
と
さ
れ
る〝
紫
雲
〞

を
想
像
し
作
り
ま
し
た
。
早
く
心
安
ら

ぐ
世
の
中
に
な
る
事
を
祈
念
し
て
、
少

し
で
も
多
く
の
方
が
、
笑
顔
に
な
れ
る

ひ
と
時
の
お
供
に
な
れ
ば
と
願
っ
て
い

ま
す
。
（
山
陰
中
央
新
報
・
十
一
月
一

日
付
）
　
　
　

◆
典
子
先
生
が
ご
考
案
さ
れ
、
彩
雲
堂

が
製
作
し
た
三
斎
流
の
和
菓
子
は
、
皆

様
に
大
変
好
評
で
し
た
。

祝
・
米
寿
（
昭
和
九
年
生
ま
れ
）

　
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　
勝
部
美
代
子
さ
ん
　
　
山
崎
社
中

　
　
　
ご
多
幸
と
ご
健
康
を

　
　
　
　
　
　
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

先
達
探
訪

〜
三
斎
流
の
先
生
を
訪
ね
て
〜

ー第 6回ー

Hot ほっと第１回

ティー タイム
茶 時間

オ
リ
ジ
ナ
ル
和
菓
子

「
紫
雲
」誕
生

　
古
来
、人
類
は
風
水
害
・
地
震
・
津
波
・

疫
病
・
飢
饉
・
噴
火
等
の
自
然
災
害
や

戦
争
・
経
済
危
機
な
ど
幾
多
の
災
難
危

機
に
見
舞
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し

て
人
々
は
、
安
全
と
生
存
を
求
め
て
戦

い
数
多
く
の
危
機
を
乗
り
越
え
て
今
日

を
迎
え
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
危
機
に
見
舞
わ
れ
た
時

に
事
態
の
深
刻
さ
を
的
確
に
把
握
・
判

断
し
て
決
断
し
果
敢
に
行
動
す
る
統
率

者
の
優
れ
た
リ
ー
ダ
ー
力
に
よ
っ
て

人
々
は
救
わ
れ
危
機
を
乗
り
越
え
て
現

在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　
例
え
ば
、
江
戸
時
代
最
大
の
大
火
で

あ
る
明
暦
の
振
袖
火
事
の
時
に
は
江
戸

市
街
地
の
約
六
十
％
が
焼
失
し
死
者
が

十
万
人
以
上
に
達
し
た
が
、
こ
の
危
機

に
対
し
て
幕
府
の
陣
頭
指
揮
を
執
っ
た

の
が
将
軍
の
後
見
役
で
あ
っ
た
会
津
藩

主
保
科
正
之
で
あ
る
。正
之
が
大
火
後
、

対
策
に
ま
ず
第
一
に
取
り
組
ん
だ
の
が

被
災
者
の
救
済
で
い
ち
早
く
幕
府
の
貯

蔵
米
を
提
供
し
て
炊
き
出
し
を
行
い
、

焼
き
出
さ
れ
た
町
民
へ
救
済
金
を
支
給

し
て
物
価
の
安
定
を
図
っ
た
。
ま
た
、

強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て

江
戸
城
天
守
閣
建
立
に
反
対
し
て
城
よ

り
町
の
再
建
を
優
先
し
て
江
戸
の
復
興

に
努
め
、
今
日
の
東
京
の
街
の
基
礎
を

作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　
現
代
に
於
い
て
も
、
世
界
中
で
猛
威

を
ふ
る
う
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が

拡
大
し
多
く
の
人
々
が
命
を
落
と
す
危

機
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
感
染
症

の
増
大
は
命
を
奪
う
だ
け
で
な
く
経
済

を
困
乱
破
綻
さ
せ
人
々
の
心
を
荒
廃
さ

せ
て
い
る
。

　
執
筆
時
の
五
月
現
在
、
沈
静
化
傾
向

の
国
も
若
干
見
ら
れ
る
が
、
多
く
の
国

で
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
猛
威
の
危
機

は
衰
え
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
日
本

国
内
で
も
感
染
者
は
日
増
し
に
多
く
な

り
、
政
府
は
よ
う
や
く
緊
急
事
態
宣
言

を
発
令
し
て
沈
静
化
を
図
ろ
う
と
し
て

は
い
る
が
、
国
と
地
方
と
の
見
解
が
異

な
っ
て
、
そ
の
対
応
策
に
ば
ら
つ
き
が

目
立
ち
、
企
業
や
商
店
に
対
す
る
休
業

要
請
を
巡
る
線
引
き
に
不
公
平
感
が
漂

い
困
乱
し
て
い
る
有
様
で
、
行
政
方
針

に
一
貫
性
を
欠
く
現
状
が
続
き
憂
慮
さ

れ
て
い
る
。

　
五
月
十
二
日
、
世
界
保
健
機
構
（
Ｗ

Ｈ
Ｏ
）
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
対

応
を
検
証
し
て
そ
の
結
果
を
公
表
し
世

界
的
感
染
を
防
げ
な
か
っ
た
の
は
「
国

際
的
な
政
治
指
導
力
が
欠
如
し
て
い
た

た
め
だ
。」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、ま
っ

た
く
同
感
で
あ
る
。
こ
の
世
界
的
危
機

に
対
し
て
関
係
者
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
に
残

念
な
が
ら
欠
如
し
事
態
は
益
々
、
混
迷

を
深
め
て
い
る
現
状
で
あ
る
。

　
大
河
ド
ラ
マ
「
麒
麟
が
く
る
」
は
、

明
智
光
秀
を
中
心
に
群
雄
割
拠
の
戦
国

時
代
に
生
き
た
波
乱
に
満
ち
た
武
将
達

の
生
涯
を
描
い
た
物
語
で
久
方
振
り
に

筆
者
は
連
続
し
て
見
た
の
で
あ
っ
た
。

　
麒
麟
と
は
、
中
国
の
幸
運
を
も
た
ら

す
想
像
上
の
聖
獣
で
、
優
れ
た
才
能
の

あ
る
人
物
を
指
す
語
句
で
あ
る
。

　
室
町
幕
府
の
末
期
、
十
四
代
将
軍
足

利
義
輝
や
十
五
代
将
軍
足
利
義
昭
の
幕

府
再
興
運
動
、
朝
倉
・
三
好
の
戦
国
大

名
、
織
田
信
長
の
上
洛
・
明
智
光
秀
に

よ
る
本
能
寺
の
変
、豊
臣
秀
吉
の
抬
頭
・

山
崎
の
合
戦
等
、
光
秀
の
生
涯
を
中
心

に
波
乱
万
丈
の
戦
国
絵
巻
が
テ
レ
ビ
で

は
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
乱
世
を
駆

け
抜
け
て
最
後
に
幸
運
を
把
え
た
武

将
、
即
ち
麒
麟
は
だ
れ
か
、
物
語
の
中

で
は
明
確
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
暗
に

光
秀
が
麒
麟
を
求
め
て
生
き
て
い
た
か

の
様
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
視
聴
者
の

判
断
に
ま
か
せ
て
あ
る
。

　
本
能
寺
の
変
で
光
秀
が
細
川
藤
孝
・

忠
興
父
子
を
味
方
に
な
る
様
に
必
死
に

誘
う
が
、
藤
孝
は
「
歴
史
の
中
に
は
大

き
な
流
れ
が
あ
る
。
そ
の
流
れ
を
し
っ

か
り
と
つ
か
み
、
的
確
に
判
断
し
て
生

き
抜
く
事
が
大
切
で
あ
る
。」
と
誘
い

を
断
わ
る
。
こ
の
一
言
が
重
要
で
戦
国

乱
世
を
生
き
抜
く
事
が
で
き
た
細
川
父

子
の
信
念
と
行
動
原
理
そ
の
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
麒
麟
は
藤
孝
・
忠
興
の
許

へ
歩
み
寄
っ
た
と
筆
者
は
細
川
氏
の
歴

史
を
学
ん
で
確
信
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　
室
町
幕
府
二
代
の
将
軍
に
任
え
な
が

ら
信
長
に
従
い
、
光
秀
の
誘
い
に
応
ぜ

ず
秀
吉
の
許
で
生
き
残
り
関
ヶ
原
の
戦

で
苦
し
い
立
場
に
置
か
れ
な
が
ら
生
き

抜
き
家
康
に
任
え
て
細
川
氏
が
繁
栄
し

て
い
く
事
が
で
き
た
の
は
、
歴
史
の
中

の
大
き
な
流
れ
を
し
っ
か
り
と
見
据
え

的
確
に
判
断
、
決
断
し
て
生
き
抜
い
た

藤
孝
・
忠
興
の
優
れ
た
統
率
者
と
し
て

の
リ
ー
ダ
ー
力
の
素
晴
ら
し
さ
に
あ
る

と
思
う
の
で
あ
る
。

　
細
川
藤
孝
と
忠
興
の
研
究
に
つ
い
て

は
多
く
の
学
者
の
論
文
が
あ
る
が
、
特

に
島
根
県
出
身
の
国
学
院
大
学
教
授
で

茶
道
文
化
芸
術
賞
の
受
賞
者
で
あ
る
米

原
正
義
先
生
の
論
文
が
優
れ
て
お
り
筆

者
は
教
育
セ
ン
タ
ー
勤
務
時
に
米
原
先

生
を
講
師
と
し
て
お
招
き
し
、
お
世
話

に
な
っ
た
事
が
あ
り
、
ぜ
ひ
米
原
先
生

の
論
稿
を
こ
の
稿
で
は
紹
介
し
た
い
。

先
生
に
は
千
利
休
・
尼
子
一
族
・
大
内

義
隆
・
陰
徳
太
平
記
な
ど
戦
国
史
の
論

文
が
多
い
。

○
細
川
藤
孝
（
幽
斎
）

　
藤
孝
は
天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
出

生
、
細
川
家
を
相
続
し
て
室
町
幕
府
十

三
代
将
軍
足
利
義
輝
に
任
え
る
が
大
柄

な
偉
丈
夫
の
人
で
剣
術
は
塚
原
ト
伝
に

学
ん
で
免
許
皆
伝
で
弓
術
も
達
者
で
、

ま
た
秘
伝
で
あ
っ
た
古
今
和
歌
集
の
伝

授
も
受
け
た
歌
道
の
学
者
で
文
武
両
道

の
達
人
で
あ
っ
た
。
茶
の
湯
も
武
野
紹

鷗
に
学
ん
だ
茶
人
で
太
鼓
打
ち
の
名
手

で
あ
り
料
理
名
人
で
も
あ
っ
て
戦
国
時

代
一
の
イ
ン
テ
リ
大
名
で
あ
っ
た
。

　
細
川
氏
が
見
舞
わ
れ
た
第
一
の
危
機

は
、
天
正
十
年
六
月
二
日
の
本
能
寺
の

変
で
丹
後
宮
津
の
城
主
で
あ
っ
た
藤
孝

の
許
へ
早
く
も
翌
三
日
幸
朝
僧
正
か
ら

急
報
が
届
き
、
光
秀
か
秀
吉
か
の
二
者

選
択
の
苦
し
い
立
場
を
迎
え
る
事
と
な

る
。
藤
孝
は
直
ち
に
剃
髪
し
て
幽
斎
と

号
し
後
事
を
忠
興
に
委
ね
た
。
忠
興
は

光
秀
の
娘
で
あ
る
玉（
ガ
ラ
シ
ャ
夫
人
）

を
離
縁
し
て
山
中
に
幽
閉
し
、
光
秀
の

再
三
の
誘
い
に
全
く
動
か
な
か
っ
た
。

秀
吉
は
、
細
川
父
子
の
こ
の
身
の
処
し

方
を
珎
賛
し
て
丹
後
の
国
一
円
の
領
地

を
安
堵
し
た
の
で
あ
る
。

　
次
の
危
機
は
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇

〇
）
の
関
ヶ
原
の
合
戦
で
あ
る
。
忠
興

は
東
軍
に
組
し
て
家
康
と
共
に
会
津
討

伐
に
向
か
っ
て
い
た
が
、
西
軍
の
石
田

三
成
は
大
阪
の
細
川
邸
を
包
囲
し
、
ガ

ラ
シ
ャ
夫
人
に
人
質
と
な
る
よ
う
に
催

促
す
る
が
夫
人
は
拒
ん
で
殉
死
す
る
。

更
に
西
軍
は
一
万
五
千
人
の
大
軍
で
僅

か
二
千
人
で
守
る
藤
孝
の
居
城
の
田

辺
城
を
取
り
囲
ん
だ
。
西
軍
の
中
に
雲

南
市
出
身
の
三
刀
屋
孝
和
の
名
が
記

録
さ
れ
て
い
る
。
後
陽
成
天
皇
は
、
歌

道
の
奥
義
を
究
め
た
幽
斎
を
心
配
し

て
西
軍
に
攻
撃
の
中
止
を
要
請
、
幽
斎

は
こ
れ
に
応
え
て
田
辺
城
を
退
い
て

亀
山
城
へ
移
る
が
、
西
の
大
軍
が
長
期

足
止
め
さ
れ
た
事
実
は
東
軍
勝
利
の

一
因
と
な
っ
た
。

　
米
原
先
生
は
、
藤
孝
は
名
将
と
し
て

の
名
は
高
く
武
功
の
み
な
ら
ず
当
代
一

流
の
文
化
人
で
も
あ
っ
た
と
し
、「
勇

と
知
と
徳
を
持
っ
た
人
物
が
人
の
長
で

あ
り
藤
孝
こ
そ
が
真
の
人
の
長
で
あ

る
。」
と
稿
を
結
ん
で
お
ら
れ
る
。

○
細
川
忠
興
（
三
斎
）

　
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
藤
孝
の
嫡

男
と
し
て
京
都
の
細
川
邸
で
出
生
、
幼

名
を
熊
千
代
、
与
一
郎
と
名
乗
っ
た
。

　
幼
少
時
か
ら
武
勇
に
優
れ
、
信
長
は

そ
の
剛
勇
を
誉
め
、
与
一
郎
宛
に
軍
功

を
称
え
る
感
状
を
送
り
家
臣
と
し
て
任

え
る
栄
誉
を
与
え
て
息
子
信
忠
の
一
字

を
と
っ
て
忠
興
と
名
乗
ら
せ
た
の
で

あ
っ
た
。

　
忠
興
は
、
父
と
同
様
に
武
将
と
し
て

優
れ
、
秀
吉
・
家
康
に
任
え
て
歴
戦
に

参
加
し
多
く
の
武
功
を
挙
げ
、
特
に

関
ヶ
原
の
合
戦
で
は
勝
利
に
貢
献
し
て

大
き
な
危
機
を
乗
り
越
え
て
大
大
名
へ

の
道
を
歩
む
の
で
あ
る
。

　
家
康
よ
り
豊
前
一
国
と
豊
後
の
一
部

三
十
九
万
九
千
石
の
領
地
を
与
え
ら
れ

て
慶
長
五
年
、
新
領
国
へ
移
り
中
津
城

へ
入
城
し
丹
波
十
八
万
石
か
ら
一
躍
、

四
十
万
石
の
大
名
と
な
っ
た
。

　
忠
興
は
、
千
利
休
に
茶
の
湯
を
学
ん

で
三
斎
と
号
し
利
休
七
哲
の
一
人
と
し

て
、
特
に
利
休
の
教
え
を
忠
実
に
遵
守

し
戦
場
を
駆
け
め
ぐ
っ
た
武
将
と
し
て

の
強
き
茶
の
茶
人
と
し
て
活
躍
、家
康
・

秀
忠
・
家
光
の
三
代
に
わ
た
っ
て
将
軍

家
に
茶
の
湯
を
指
導
し
た
の
で
あ
る
。

　
細
川
氏
は
、
こ
の
様
に
幾
多
の
危
機

を
乗
り
越
え
て
乱
世
の
時
代
を
生
き
抜

き
、
遂
に
は
九
州
中
央
部
の
大
藩
と
し

て
定
着
し
繁
栄
し
て
い
く
。

　
徳
川
三
代
将
軍
家
光
に
よ
っ
て
強
力

な
大
名
統
制
政
策
が
強
行
さ
れ
全
国
的

統
治
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
九
州
の
大

藩
肥
後
の
加
藤
光
弘
や
家
光
の
弟
徳
川

忠
長
の
改
易
な
ど
が
強
行
さ
れ
、
細
川

氏
は
肥
後
熊
本
へ
国
替
え
と
な
る
。

　
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
忠
興
の
後

継
者
と
し
て
藩
主
と
な
っ
た
忠
利
が
熊

本
城
へ
入
り
、
忠
興
は
隠
居
領
と
し
て

八
代
城
に
入
っ
た
。 

忠
利
は
、
入
城
す

る
と
天
守
閣
へ
登
り
加
藤
清
正
の
墓
へ

向
か
っ
て
深
々
と
頭
を
垂
れ
た
と
言

う
。
清
正
の
遺
徳
を
大
切
に
す
る
そ
の

姿
勢
は
、
そ
の
後
の
藩
経
営
の
安
定
に

寄
与
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
忠
興
は
、
天
保
二
年
（
一
六
四
五
）

八
十
三
歳
で
没
し
、
そ
の
遺
霊
は
大
徳

寺
高
桐
院
に
葬
ら
れ
た
。

　
細
川
氏
は
、
九
州
の
大
藩
と
し
て
忠

利
の
後
、
光
尚
・
綱
利
・
宜
紀
・
宗
孝
・

重
賢
・
治
年
・
斉
茲
・
斉
樹
・
斉
護
・

韶
邦
と
続
い
て
、
や
が
て
明
治
維
新
を

迎
え
る
。

　
特
に
重
賢
は
、
江
戸
時
代
を
代
表
す

る
名
君
と
し
て
全
国
的
に
名
高
い
。
天

明
の
大
飢
饉
に
対
し
て
藩
の
米
倉
を
開

放
し
て
領
民
を
救
い
、
茶
道
具
を
売
っ

て
財
政
再
建
の
資
金
と
し
、
藩
内
か
ら

は
一
人
も
餓
死
者
を
出
さ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
博
物
学
者
で
教
育
熱
心
で
あ
り

総
合
大
学
の
時
習
館
を
開
校
し
て
広
く

領
民
の
教
育
普
及
に
努
め
た
。

　
明
治
に
入
っ
て
最
後
の
藩
主
で
藩
知

事
の
護
久
は
、
横
井
小
楠
な
ど
を
藩
政

に
起
用
し
て
進
歩
的
な
政
策
を
実
施
し

て
近
代
日
本
の
政
治
・
教
育
・
医
療
の

発
展
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で

あ
っ
た
。

　
更
に
、
護
成
・
護
立
・
護
貞
・
護
熙
・

護
光
と
続
き
、
中
世
か
ら
現
代
に
至
る

迄
、
波
乱
に
満
ち
た
歴
史
の
中
を
幾
多

の
危
機
に
見
舞
わ
れ
な
が
ら
抜
群
の

リ
ー
ダ
ー
力
を
発
揮
し
て
苦
難
を
乗
り

越
え
て
細
川
氏
は
繁
栄
し
、
現
在
に

至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。(

文
中
の
尊

称
は
略)

　
当
代
の
護
熙
公
の
県
知
事
・
内
閣
総

理
大
臣
と
し
て
の
御
功
績
は
当
然
と
し

て
、
抜
群
の
作
陶
活
動
や
寺
院
へ
の
襖

絵
の
染
筆
奉
納
な
ど
、
実
に
心
か
ら
敬

服
・
賞
讃
申
し
上
げ
る
次
第
で
文
武
両

道
の
流
れ
は
、
細
川
氏
の
家
系
に
脈
々

と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
幽
斎
の
教
訓
歌
の
中
に
、
次
の
様
な

和
歌
が
あ
る
。

　
武
士(

も
の
の
ふ)

の
知
ら
ぬ
は

恥
ぞ
・
馬
茶
の
湯

　
　
恥
よ
り
他
に
恥
は
な
き
も
の

　
歌
連
歌
舞
・
茶
の
湯
を
嫌
ふ
人

　
　
育
ち
の
程
を
知
ら
れ
こ
そ
す
れ

　
こ
の
和
歌
は
、
武
士
と
し
て
武
道
に

励
む
と
共
に
茶
の
湯
や
歌
道
の
修
業
も

大
切
で
あ
る
と
教
え
て
い
る
。

　
幽
斎
・
三
斎
共
に
、
文
武
両
道
の
達

人
で
多
く
の
戦
場
を
駆
け
抜
け
て
数
々

の
武
功
を
挙
げ
た
武
将
で
あ
る
が
、
ま

た
茶
の
湯
や
歌
道
等
の
文
化
面
を
通
し

て
多
く
の
人
々
と
接
触
し
、
交
流
を
深

め
て
そ
の
人
脈
か
ら
豊
か
な
正
し
い
情

報
を
得
て
、
広
い
視
野
か
ら
冷
静
に
正

確
な
判
断
を
し
素
早
い
決
断
・
実
行
を

し
て
危
機
を
乗
り
越
え
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
歴
史
上
の
危
機
を
乗
り
越
え

て
い
く
た
め
に
は
、
政
治
力
や
経
済
力

等
と
同
様
に
人
を
動
か
し
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
力
と
し
て
統
率
者
の

リ
ー
ダ
ー
力
に
文
化
力
が
大
き
な
戦

力
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
現
在
の
未
曽
有
の
危
機
に
見
舞
わ
れ

た
憂
う
べ
く
状
況
に
あ
っ
て
、
細
川
氏

の
歴
史
の
中
か
ら
何
か
学
ぶ
べ
き
教
訓

が
あ
る
様
に
筆
者
は
思
わ
れ
て
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　
喧
噪
な
社
会
の
中
に
あ
っ
て
こ
の
危

機
に
立
ち
向
わ
ん
と
す
る
時
、
今
こ
そ

茶
の
湯
を
学
ん
で
豊
か
な
文
化
力
を
身

に
つ
け
て
、
冷
静
に
正
し
く
判
断
し
的

確
に
決
断
・
実
行
し
て
日
々
の
生
活
を

送
っ
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
真
剣
に
茶
の
湯
を
学
び
ゆ
く
、
そ
の

努
力
の
前
途
に
は
必
ず
や
麒
麟
が
待
ち

受
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
と
念
じ
期
待

し
つ
つ
筆
を
置
く
。

　
　
　
◇ 

　
　
　
◇ 

　
　
　
◇

　
卒
寿
を
迎
え
て
九
十
年
に
及
ぶ
我

が
身
の
生
涯
を
振
り
返
っ
て
み
る

と
、
残
念
な
が
ら
筆
者
の
努
力
の
道

の
歩
み
は
終
始
拙
な
く
麒
麟
の
影
は

見
え
ず
、
た
だ
駄
馬
の
歩
み
で
あ
っ

た
か
と
反
省
す
る
事
し
き
り
の
今
日

こ
の
頃
で
あ
る
。

　
嗚
呼
・
実
に
無
念
至
極
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一
、
猛
威
を
ふ
る
う

　
　
　
　コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

二
、
大
河
ド
ラ
マ

　
　
　
　「
麒
麟
が
く
る
」

三
、
乱
世
を
駆
け

　
　
　
　抜
け
た
細
川
氏

・

・
　

 

・

四
、
繁
栄
す
る
細
川
氏

五
、
統
率
者
の

　
　
　リ
ー
ダ
ー
力
に
文
化
力
を ・

・
・
・
・

・
・
・
・
・

未
曽
有
の
危
機
に
立
ち
向
か
う

　統
率
者
の
リ
ー
ダ
ー
力

　
　―

幽
斎
・
三
斎
に
学
ぶ―

和
田 

貞
夫



　　　　

　
　
　
　
　

　  

追
　
懐

　
茶
道
口
の
襖
が
開
き
、
な
ん
と
も

神
々
し
く
一
礼
し
、
茶
室
に
一
歩
足
を

踏
み
入
れ
る
お
姿
を
今
も
鮮
明
に
覚
え

て
お
り
ま
す
。
そ
の
献
身
的
で
涼
や
か

な
お
点
前
、
釜
の
蓋
を
取
ら
れ
る
時
の

呼
吸
、
柄
杓
を
お
持
ち
の
指
先
の
緊
張

感
、
何
よ
り
そ
の
小
さ
な
お
姿
で
雄
大

で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
一
席…

…

。
今
こ

う
し
て
茶
室
に
座
り
ま
す
と
、
表
千
家

堀
内
家
兼
中
斎
宗
匠
の
元
で
、
何
を
学

び
何
を
得
て
、
そ
れ
を
己
と
し
て
照
ら

せ
て
い
る
か
と
思
う
と
、
お
恥
ず
か
し

い
限
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。  

　
私
の
好
き
な
宗
匠
の
お
姿
は
、
お
庭

で
花
を
切
る
時
で
あ
り
ま
す
。
裏
庭
に

あ
る
淡
い
ピ
ン
ク
の
木
槿
を
、
少
し
背

伸
び
を
さ
れ
一
輪
切
ら
れ
、
蟻
が
花
に

付
い
て
い
る
の
を
微
笑
み
、
茶
室
の
古

銅
の
花
入
れ
に
さ
っ
と
入
れ
る
と
、
先

程
ま
で
無
造
作
に
咲
い
て
い
た
木
槿
が

儚
い
主
人
公
と
な
り
ま
す
。
決
し
て
珍

し
が
ら
す
様
な
花
を
入
れ
ず
、
葉
を
数

え
る
な
ど
笑
止
千
万
。
「
花
は
野
に
あ

る
よ
う
に
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
野
に

あ
る
時
よ
り
自
然
で
あ
る
。
私
は
未
だ

に
花
を
入
れ
る
の
が
嫌
い
で
す
。
お
側

で
、
宗
匠
が
一
瞬
で
入
れ
た
花
を
観
て

お
り
ま
す
と
、
幾
度
自
分
で
入
れ
て
み

て
も
良
い
と
思
え
る
こ
と
が
な
い
の
で

す
。
私
も
茶
の
湯
を
教
え
る
立
場
に
な

り
、
口
で
は
、
上
手
い
下
手
で
は
な
い

で
す
よ
、
等
と
申
し
て
お
り
ま
す
が
、

や
は
り
自
分
に
も
そ
の
負
い
目
は
あ
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
自
然
体
で
入
れ
る

と
い
う
の
は
む
し
ろ
無
作
為
で
あ
り
、

下
手
な
方
が
上
手
い
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
華
道
を
習
う
と
茶
の
湯
の
花
は
入

れ
ら
れ
な
い
と
聞
い
た
事
が
あ
り
ま

す
。
な
る
ほ
ど
わ
か
る
気
が
い
た
し
ま

す
。
利
休
の
話
の
蹲
の
石
も
同
じ
感
性

で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
ま
た
の
機
会
に
い

た
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
無
駄
花
を
採
ら
な
い
よ
う

に
、
と
い
う
事
を
よ
く
仰
っ
て
お
ら
れ

ま
し
た
。
基
本
的
に
茶
席
の
花
は
使
う

そ
の
日
の
朝
、
庭
で
決
め
る
こ
と
と
な

る
で
し
ょ
う
。
あ
ま
り
あ
れ
も
こ
れ
も

と
色
々
な
花
を
採
る
の
で
は
な
く
、
決

め
た
そ
の
花
の
み
で
よ
い
の
で
す
。
ま

た
、
亭
主
に
花
を
贈
る
と
言
う
話
も
よ

く
あ
り
ま
す
が
、
亭
主
の
所
望
で
花
を

贈
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
や
は
り
そ
れ

以
外
は
ど
う
し
て
も
無
駄
花
を
作
る
事

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
茶
室
に
入
れ

る
花
と
い
う
も
の
は
、
亭
主
を
写
す
と

い
い
、
そ
の
花
を
見
れ
ば
ご
亭
主
の
心

意
気
、
誠
実
さ
等
、
口
に
す
る
必
要
の

な
い
思
い
が
伝
わ
っ
て
来
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。
ま
さ
し
く
「
拈
華
微
笑
」
で

あ
り
ま
す
。

　
お
釈
迦
様
は
一
枝
の
花
を
皆
に
か
ざ

し
、
そ
の
日
の
説
法
を
終
え
た
。
茶
事

に
於
い
て
も
、
濃
茶
を
出
す
メ
イ
ン
の

後
座
で
、
掛
物
で
は
な
く
花
を
飾
る
と

い
う
こ
と
は
、
ど
れ
程
の
名
墨
、
名

画
で
あ
ろ
う
と
も
そ
の
日
一
日
の
命

で
あ
る
一
輪
の
花
に
勝
る
も
の
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

  

何
と
い
う
花
が
花
入
に
入
っ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
よ
り
、
亭
主
の
入
れ
た

花
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

　
茶
の
湯
は
、
花
一
つ
と
っ
て
も
、
実

に
奥
の
深
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
今
号
か
ら
、
賛
助

会
員
の
皆
様
の
日
々

の
お
茶
と
の
か
か
わ

り
、
会
の
活
動
を
紹

介
す
る
コ
ー
ナ
ー
が

ス
タ
ー
ト
い
た
し
ま

す
。
第
一
回
は
翠
新

会
で
す
。

　
　
　
◇
　
　
　
◇
　
　
　
◇
　
　
　

　
元
出
雲
市
長
で
九
曜
会
顧
問
を
さ
れ

て
い
た
故
直
良
光
洋
さ
ん
が
、
三
斎
流

家
元
発
展
を
願
い
、
平
成
十
七
年
四

月
、
出
雲
市
役
所
Ｏ
Ｂ
有
志
十
五
名
と

共
に
翠
新
会
を
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

　
例
会
は
、
会
員
の
旧
交
を
温
め
、
一

服
の
お
茶
を
頂
く
事
に
よ
り
、
日
々
の

生
活
に
潤
い
を
得
る
た
め
、
家
元
を
囲

み
月
一
回
、
第
一
月
曜
日
に
行
う
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

　
秋
晴
れ
の
十
月
某
日
、
九
曜
会
の
顧

問
を
な
さ
っ
て
い
ま
す
杉
原
昭
子
先
生

の
お
宅
に
お
邪
魔
い
た
し
ま
し
た
。

　
玄
関
先
の
大
き
な
椿
の
実
を
見
な
が

ら
先
生
は
、
「
石
鼎
で
す
よ
。
」
と
笑

顔
で
迎
え
て
く
だ
さ
り
、
早
速
、
お
稽

古
場
で
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

◆
三
斎
流
と
の
出
会
い
を
お
尋
ね
し
ま
す
。

　
私
は
、
仕
事
を
し
て
い
た
時
、
観
音
寺

の
西
に
お
住
ま
い
の
万
代
順
子
先
生
に

習
字
を
習
っ
て
い
ま
し
た
。
先
生
が
山
田

操
先
生
に
お
茶
を
習
っ
て
お
ら
れ
、
紹

介
し
て
も
ら
っ
た
の
が
、
お
茶
を
始
め
た

き
っ
か
け
で
す
。
ま
だ
土
曜
日
が
半
ど
ん

で
、
帰
り
に
は
お
花
も
習
っ
て
自
転
車

に
乗
っ
て
帰
っ
た
も
の
で
す
。

◆
宗
瑞
宗
匠
や
九
曜
会
で
の
思
い
出
は
？

　
雲
南
市
の
田
部
邸
や
奥
出
雲
町
の
櫻

井
邸
に
、
拝
借
し
た
お
道
具
を
宗
瑞
宗

匠
が
お
返
し
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
時
に
、

当
時
、
宗
匠
の
お
側
で
九
曜
会
の
世
話

を
し
て
い
た
私
と
吉
田
貞
夫
さ
ん
を
連

れ
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
北
島

国
造
様
の
所
へ
も
お
供
し
ま
し
た
。
そ

の
後
、亀
山
茶
会
が
始
ま
り
ま
し
た
よ
。

島
根
新
聞
社
（
当
時
）
に
、
松
江
城
山

茶
会
の
最
初
の
打
ち
合
わ
せ
に
も
行
き

ま
し
た
。
事
業
部
が
な
い
頃
の
話
で
す
。

◆
心
に
残
る
お
茶
会
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　
熊
本
の
八
代
市
で
開
か
れ
た
お
茶
会

で
す
。
汽
車
に
乗
っ
て
北
九
州
ま
で
行

き
、
そ
こ
か
ら
バ
ス
で
八
代
ま
で
行
き

ま
し
た
。
八
代
で
は
、
松
井
家
ゆ
か
り

の
松
浜
軒
の
三
畳
の
間
で
お
茶
会
が
あ

り
、
宗
瑞
宗
匠
か
ら
一
番
初
め
に
お
点

前
を
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
、
震
え
な
が

ら
お
点
前
を
し
た
の
が
、
心
に
一
番
残
っ

て
い
ま
す
。
松
浜
軒
の
池
の
風
景
と
共

に
、
今
は
懐
か
し
く
思
い
出
し
ま
す
。

◆
座
右
の
銘
と
さ
れ
て
い
る
言
葉
は
？

　
宗
瑞
宗
匠
に
揮
毫

し
て
い
た
だ
い
た
『
露

堂
々
』で
す
。「
い
つ
も

心
を
露
わ
に
し
て
生

き
て
い
く
」
と
宗
瑞
宗

匠
が
お
示
し
く
だ
さ

っ
て
い
る
と
思
っ
て
、

毎
日
見
て
い
ま
す
。

◆
後
輩
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
私
は
、
一
月
に
満
九
十
四
才
に
な
り
ま

す
。
お
弟
子
の
皆
さ
ん
が
稽
古
に
来
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
今
日
ま
で

お
茶
を
続
け
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
と

感
謝
し
て
い
ま
す
。
昔
は
十
人
く
ら
い

お
り
ま
し
た
が
、
今
は
高
齢
に
な
っ
て
運

転
が
難
し
く
な
っ
た
り
、
家
族
の
介
護
で

稽
古
が
出
来
な
く
な
っ
た
り
し
て
、
辞
め

ら
れ
た
方
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
う
い
う
時
代
の
中
に
あ
っ
て
、
遠

い
雲
南
市
か
ら
稽
古
に
や
っ
て
来
る
Ｙ

君
の
事
を
書
い
て
み
ま
し
た
。

　
　
　
支
え
ら
れ
て
　
　
　
杉
原
昭
子

 

『
ヨ
ッ
シ
ャ
ー
』

　
ぼ
く
は
、茶
道
を
習
う
こ
と
に
な
っ

て
、
す
ご
く
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

　
ぼ
く
が
茶
道
を
教
え
て
も
ら
う
の

は
杉
原
先
生
で
す
。
年
齢
は
九
十
才

だ
け
ど
、
と
て
も
元
気
で
す
。
ぼ
く

は
、
昨
年
の
十
月
に
初
め
て
先
生
の

家
へ
行
き
ま
し
た
。
先
生
に
会
う
前

は
ど
ん
な
方
か
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
ま

し
た
。
先
生
は
、
ま
ず
初
め
に
盆
点

前
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き

見
た
先
生
の
手
の
動
き
や
足
の
運
び

方
が
と
て
も
し
な
や
か
で
水
が
流
れ

て
い
く
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
真
け

ん
な
表
情
で
お
点
前
を
し
て
お
ら
れ

ま
し
た
。
茶
せ
ん
が
茶
わ
ん
に
当
た

る
音
を
聞
い
た
と
き
、
（
や
さ
し
い

音
だ
な
あ
）
と
思
い
ま
し
た
。
ぼ
く

は
、
こ
の
時
初
め
て
お
点
前
を
目
の

前
で
見
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
松

江
城
の
大
茶
会
に
行
っ
て
い
ま
し
た

が
、
お
点
前
を
し
て
い
る
時
の
音
ま

で
は
聞
こ
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
つ

か
先
生
の
よ
う
な
水
が
流
れ
る
よ
う

な
お
点
前
が
し
て
み
た
い
と
思
い
ま

し
た
。
先
生
の
家
か
ら
帰
る
と
き
、

ぼ
く
は
、
お
茶
が
好
き
に
な
っ
た
の

だ
と
自
分
で
気
が
つ
き
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
は
ぼ
く
は
、
月
に
二
回

ず
つ
け
い
こ
を
続
け
て
い
ま
す
。
順

番
を
覚
え
る
の
が
む
ず
か
し
い
で
す

が
、
覚
え
ら
れ
た
と
き
は
、
と
て
も

う
れ
し
い
で
す
。 

（
後
略
）

　
こ
の
文
は
、
Ｙ
君
が
小
学
校
五
年
生

の
時
、
学
校
の
文
集
に
出
し
た
も
の
で

す
。
い
つ
も
自
分
で
作
っ
た
茶
盌
で

（
壊
れ
た
ら
い
け
な
い
の
で
）
お
点
前

を
し
て
い
ま
す
。
あ
る
日
、
「
先
生
、
ぼ

く
が
初
伝
や
中
伝
を
と
る
ま
で
、
長
生

き
し
て
下
さ
い
。
」
と
言
っ
た
時
は
、
嬉

し
か
っ
た
よ
う
な
、
何
と
も
い
え
な
い

複
雑
な
気
持
ち
で
し
た
。
今
は
中
学
二

年
生
に
な
り
、
部
活
や
試
験
も
あ
り
忙

し
い
の
に
、
お
母
さ
ん
の
車
に
乗
せ
て

も
ら
い
、
木
次
の
下
熊
谷
か
ら
来
て
い

ま
す
。
今
日
も
、
親
子
で
膝
を
揃
え
て

お
辞
儀
を
し
て
帰
っ
て
行
き
ま
し
た
。

　
一
度
、
社
中
の
皆
さ
ん
と
Ｙ
君
の
家

へ
行
き
、
せ
せ
ら
ぎ
の
音
を
聞
き
な
が

ら
、
Y
君
の
お
点
前
で
一
服
で
き
る
こ

と
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。

　
高
齢
化
の
進
む
現
代
に
、
私
達
は
今

こ
そ
若
い
人
や
子
ど
も
達
に
伝
統
あ
る

こ
の
三
斎
流
の
由
来
や
お
点
前
を
引
継

が
せ
、
九
曜
会
が
益
々
発
展
す
る
よ
う

心
が
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

◆
先
生
は
、
今
回
わ
ざ
わ
ざ
原
稿
を
用

意
し
て
、
訪
問
を
待
っ
て
い
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
背
筋
を
伸
ば
し
、
肌
艶
も

良
い
杉
原
先
生
。
生
活
習
慣
の
お
話
も

伺
っ
て
、
お
暇
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
（
広
報
部
　
大
野
智
子
）

　
宗
浦
家
元
か
ら
は
、
茶
の
湯
の
講

義
、
茶
席
の
室
礼
、
道
具
の
扱
い
方
等

を
学
ん
で
い
ま
す
。
特
に
記
憶
に
残
っ

て
い
る
の
が
、
幕
末
最
大
の
茶
人
で

あ
っ
た
井
伊
直
弼
の
「
茶
の
湯
一
会

集
」
を
数
年
か
け
講
義
を
受
け
た
こ
と

で
す
。

　
お
茶
の
作
法
や
茶
事
に
疎
い
会
員
に

は
難
解
で
、
家
元
に
は
ご
苦
労
難
儀
を

お
か
け
い
た
し
ま
し
た
。

　
又
、
宗
育
宗
匠
か
ら
は
、
濃
茶
、
薄

茶
の
頂
き
方
、
時
期
の
お
軸
や
お
道
具

の
取
り
合
わ
せ
、
そ
れ
を
教
材
に
作
者

や
道
具
の
謂
わ
れ
等
の
説
明
を
聞
い
て

い
ま
す
。

　
そ
の
後
、
宗
瑞
宗
匠
の
往
時
の
事
や

世
情
の
事
な
ど
楽
し
く
談
笑
し
、
交
友

を
深
め
て
い
ま
す
。

　
現
在
八
名
の
会
員
は
、
今
後
も
、
出

席
率
一
○
○
％
で
こ
の
ひ
と
と
き
を
楽

し
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
（
当
番
幹
事
　
下
垣
晴
司
）

三斎流九曜会だより（3） （2）三斎流九曜会だより

兼中斎宗匠杉原昭子先生

翠新会のみなさん

◆
松
江
城
大
茶
会
が
中
止
さ
れ
、
代
替

企
画
「
松
江
城
マ
イ
茶
会
」（
山
陰
中
央

新
報
社
主
催
）が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
一
環
と
し
て
、
十
一
月
、
各
流

派
と
松
江
銘
菓
会
と
の
コ
ラ
ボ
に
よ
る

オ
リ
ジ
ナ
ル
和
菓
子
が
製
作
販
売
さ
れ

ま
し
た
。

◆
天
高
く
冴
え
渡
っ
た
秋
空
に
、
古
来

よ
り
吉
兆
を
告
げ
る
と
さ
れ
る〝
紫
雲
〞

を
想
像
し
作
り
ま
し
た
。
早
く
心
安
ら

ぐ
世
の
中
に
な
る
事
を
祈
念
し
て
、
少

し
で
も
多
く
の
方
が
、
笑
顔
に
な
れ
る

ひ
と
時
の
お
供
に
な
れ
ば
と
願
っ
て
い

ま
す
。
（
山
陰
中
央
新
報
・
十
一
月
一

日
付
）
　
　
　

◆
典
子
先
生
が
ご
考
案
さ
れ
、
彩
雲
堂

が
製
作
し
た
三
斎
流
の
和
菓
子
は
、
皆

様
に
大
変
好
評
で
し
た
。

祝
・
米
寿
（
昭
和
九
年
生
ま
れ
）

　
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　
勝
部
美
代
子
さ
ん
　
　
山
崎
社
中

　
　
　
ご
多
幸
と
ご
健
康
を

　
　
　
　
　
　
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

先
達
探
訪

〜
三
斎
流
の
先
生
を
訪
ね
て
〜

ー第 6回ー

Hot ほっと第１回

ティー タイム
茶 時間

オ
リ
ジ
ナ
ル
和
菓
子

「
紫
雲
」誕
生

　
古
来
、人
類
は
風
水
害
・
地
震
・
津
波
・

疫
病
・
飢
饉
・
噴
火
等
の
自
然
災
害
や

戦
争
・
経
済
危
機
な
ど
幾
多
の
災
難
危

機
に
見
舞
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し

て
人
々
は
、
安
全
と
生
存
を
求
め
て
戦

い
数
多
く
の
危
機
を
乗
り
越
え
て
今
日

を
迎
え
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
危
機
に
見
舞
わ
れ
た
時

に
事
態
の
深
刻
さ
を
的
確
に
把
握
・
判

断
し
て
決
断
し
果
敢
に
行
動
す
る
統
率

者
の
優
れ
た
リ
ー
ダ
ー
力
に
よ
っ
て

人
々
は
救
わ
れ
危
機
を
乗
り
越
え
て
現

在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　
例
え
ば
、
江
戸
時
代
最
大
の
大
火
で

あ
る
明
暦
の
振
袖
火
事
の
時
に
は
江
戸

市
街
地
の
約
六
十
％
が
焼
失
し
死
者
が

十
万
人
以
上
に
達
し
た
が
、
こ
の
危
機

に
対
し
て
幕
府
の
陣
頭
指
揮
を
執
っ
た

の
が
将
軍
の
後
見
役
で
あ
っ
た
会
津
藩

主
保
科
正
之
で
あ
る
。正
之
が
大
火
後
、

対
策
に
ま
ず
第
一
に
取
り
組
ん
だ
の
が

被
災
者
の
救
済
で
い
ち
早
く
幕
府
の
貯

蔵
米
を
提
供
し
て
炊
き
出
し
を
行
い
、

焼
き
出
さ
れ
た
町
民
へ
救
済
金
を
支
給

し
て
物
価
の
安
定
を
図
っ
た
。
ま
た
、

強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て

江
戸
城
天
守
閣
建
立
に
反
対
し
て
城
よ

り
町
の
再
建
を
優
先
し
て
江
戸
の
復
興

に
努
め
、
今
日
の
東
京
の
街
の
基
礎
を

作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　
現
代
に
於
い
て
も
、
世
界
中
で
猛
威

を
ふ
る
う
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が

拡
大
し
多
く
の
人
々
が
命
を
落
と
す
危

機
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
感
染
症

の
増
大
は
命
を
奪
う
だ
け
で
な
く
経
済

を
困
乱
破
綻
さ
せ
人
々
の
心
を
荒
廃
さ

せ
て
い
る
。

　
執
筆
時
の
五
月
現
在
、
沈
静
化
傾
向

の
国
も
若
干
見
ら
れ
る
が
、
多
く
の
国

で
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
猛
威
の
危
機

は
衰
え
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
日
本

国
内
で
も
感
染
者
は
日
増
し
に
多
く
な

り
、
政
府
は
よ
う
や
く
緊
急
事
態
宣
言

を
発
令
し
て
沈
静
化
を
図
ろ
う
と
し
て

は
い
る
が
、
国
と
地
方
と
の
見
解
が
異

な
っ
て
、
そ
の
対
応
策
に
ば
ら
つ
き
が

目
立
ち
、
企
業
や
商
店
に
対
す
る
休
業

要
請
を
巡
る
線
引
き
に
不
公
平
感
が
漂

い
困
乱
し
て
い
る
有
様
で
、
行
政
方
針

に
一
貫
性
を
欠
く
現
状
が
続
き
憂
慮
さ

れ
て
い
る
。

　
五
月
十
二
日
、
世
界
保
健
機
構
（
Ｗ

Ｈ
Ｏ
）
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
対

応
を
検
証
し
て
そ
の
結
果
を
公
表
し
世

界
的
感
染
を
防
げ
な
か
っ
た
の
は
「
国

際
的
な
政
治
指
導
力
が
欠
如
し
て
い
た

た
め
だ
。」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、ま
っ

た
く
同
感
で
あ
る
。
こ
の
世
界
的
危
機

に
対
し
て
関
係
者
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
に
残

念
な
が
ら
欠
如
し
事
態
は
益
々
、
混
迷

を
深
め
て
い
る
現
状
で
あ
る
。

　
大
河
ド
ラ
マ
「
麒
麟
が
く
る
」
は
、

明
智
光
秀
を
中
心
に
群
雄
割
拠
の
戦
国

時
代
に
生
き
た
波
乱
に
満
ち
た
武
将
達

の
生
涯
を
描
い
た
物
語
で
久
方
振
り
に

筆
者
は
連
続
し
て
見
た
の
で
あ
っ
た
。

　
麒
麟
と
は
、
中
国
の
幸
運
を
も
た
ら

す
想
像
上
の
聖
獣
で
、
優
れ
た
才
能
の

あ
る
人
物
を
指
す
語
句
で
あ
る
。

　
室
町
幕
府
の
末
期
、
十
四
代
将
軍
足

利
義
輝
や
十
五
代
将
軍
足
利
義
昭
の
幕

府
再
興
運
動
、
朝
倉
・
三
好
の
戦
国
大

名
、
織
田
信
長
の
上
洛
・
明
智
光
秀
に

よ
る
本
能
寺
の
変
、豊
臣
秀
吉
の
抬
頭
・

山
崎
の
合
戦
等
、
光
秀
の
生
涯
を
中
心

に
波
乱
万
丈
の
戦
国
絵
巻
が
テ
レ
ビ
で

は
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
乱
世
を
駆

け
抜
け
て
最
後
に
幸
運
を
把
え
た
武

将
、
即
ち
麒
麟
は
だ
れ
か
、
物
語
の
中

で
は
明
確
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
暗
に

光
秀
が
麒
麟
を
求
め
て
生
き
て
い
た
か

の
様
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
視
聴
者
の

判
断
に
ま
か
せ
て
あ
る
。

　
本
能
寺
の
変
で
光
秀
が
細
川
藤
孝
・

忠
興
父
子
を
味
方
に
な
る
様
に
必
死
に

誘
う
が
、
藤
孝
は
「
歴
史
の
中
に
は
大

き
な
流
れ
が
あ
る
。
そ
の
流
れ
を
し
っ

か
り
と
つ
か
み
、
的
確
に
判
断
し
て
生

き
抜
く
事
が
大
切
で
あ
る
。」
と
誘
い

を
断
わ
る
。
こ
の
一
言
が
重
要
で
戦
国

乱
世
を
生
き
抜
く
事
が
で
き
た
細
川
父

子
の
信
念
と
行
動
原
理
そ
の
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
麒
麟
は
藤
孝
・
忠
興
の
許

へ
歩
み
寄
っ
た
と
筆
者
は
細
川
氏
の
歴

史
を
学
ん
で
確
信
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　
室
町
幕
府
二
代
の
将
軍
に
任
え
な
が

ら
信
長
に
従
い
、
光
秀
の
誘
い
に
応
ぜ

ず
秀
吉
の
許
で
生
き
残
り
関
ヶ
原
の
戦

で
苦
し
い
立
場
に
置
か
れ
な
が
ら
生
き

抜
き
家
康
に
任
え
て
細
川
氏
が
繁
栄
し

て
い
く
事
が
で
き
た
の
は
、
歴
史
の
中

の
大
き
な
流
れ
を
し
っ
か
り
と
見
据
え

的
確
に
判
断
、
決
断
し
て
生
き
抜
い
た

藤
孝
・
忠
興
の
優
れ
た
統
率
者
と
し
て

の
リ
ー
ダ
ー
力
の
素
晴
ら
し
さ
に
あ
る

と
思
う
の
で
あ
る
。

　
細
川
藤
孝
と
忠
興
の
研
究
に
つ
い
て

は
多
く
の
学
者
の
論
文
が
あ
る
が
、
特

に
島
根
県
出
身
の
国
学
院
大
学
教
授
で

茶
道
文
化
芸
術
賞
の
受
賞
者
で
あ
る
米

原
正
義
先
生
の
論
文
が
優
れ
て
お
り
筆

者
は
教
育
セ
ン
タ
ー
勤
務
時
に
米
原
先

生
を
講
師
と
し
て
お
招
き
し
、
お
世
話

に
な
っ
た
事
が
あ
り
、
ぜ
ひ
米
原
先
生

の
論
稿
を
こ
の
稿
で
は
紹
介
し
た
い
。

先
生
に
は
千
利
休
・
尼
子
一
族
・
大
内

義
隆
・
陰
徳
太
平
記
な
ど
戦
国
史
の
論

文
が
多
い
。

○
細
川
藤
孝
（
幽
斎
）

　
藤
孝
は
天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
出

生
、
細
川
家
を
相
続
し
て
室
町
幕
府
十

三
代
将
軍
足
利
義
輝
に
任
え
る
が
大
柄

な
偉
丈
夫
の
人
で
剣
術
は
塚
原
ト
伝
に

学
ん
で
免
許
皆
伝
で
弓
術
も
達
者
で
、

ま
た
秘
伝
で
あ
っ
た
古
今
和
歌
集
の
伝

授
も
受
け
た
歌
道
の
学
者
で
文
武
両
道

の
達
人
で
あ
っ
た
。
茶
の
湯
も
武
野
紹

鷗
に
学
ん
だ
茶
人
で
太
鼓
打
ち
の
名
手

で
あ
り
料
理
名
人
で
も
あ
っ
て
戦
国
時

代
一
の
イ
ン
テ
リ
大
名
で
あ
っ
た
。

　
細
川
氏
が
見
舞
わ
れ
た
第
一
の
危
機

は
、
天
正
十
年
六
月
二
日
の
本
能
寺
の

変
で
丹
後
宮
津
の
城
主
で
あ
っ
た
藤
孝

の
許
へ
早
く
も
翌
三
日
幸
朝
僧
正
か
ら

急
報
が
届
き
、
光
秀
か
秀
吉
か
の
二
者

選
択
の
苦
し
い
立
場
を
迎
え
る
事
と
な

る
。
藤
孝
は
直
ち
に
剃
髪
し
て
幽
斎
と

号
し
後
事
を
忠
興
に
委
ね
た
。
忠
興
は

光
秀
の
娘
で
あ
る
玉（
ガ
ラ
シ
ャ
夫
人
）

を
離
縁
し
て
山
中
に
幽
閉
し
、
光
秀
の

再
三
の
誘
い
に
全
く
動
か
な
か
っ
た
。

秀
吉
は
、
細
川
父
子
の
こ
の
身
の
処
し

方
を
珎
賛
し
て
丹
後
の
国
一
円
の
領
地

を
安
堵
し
た
の
で
あ
る
。

　
次
の
危
機
は
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇

〇
）
の
関
ヶ
原
の
合
戦
で
あ
る
。
忠
興

は
東
軍
に
組
し
て
家
康
と
共
に
会
津
討

伐
に
向
か
っ
て
い
た
が
、
西
軍
の
石
田

三
成
は
大
阪
の
細
川
邸
を
包
囲
し
、
ガ

ラ
シ
ャ
夫
人
に
人
質
と
な
る
よ
う
に
催

促
す
る
が
夫
人
は
拒
ん
で
殉
死
す
る
。

更
に
西
軍
は
一
万
五
千
人
の
大
軍
で
僅

か
二
千
人
で
守
る
藤
孝
の
居
城
の
田

辺
城
を
取
り
囲
ん
だ
。
西
軍
の
中
に
雲

南
市
出
身
の
三
刀
屋
孝
和
の
名
が
記

録
さ
れ
て
い
る
。
後
陽
成
天
皇
は
、
歌

道
の
奥
義
を
究
め
た
幽
斎
を
心
配
し

て
西
軍
に
攻
撃
の
中
止
を
要
請
、
幽
斎

は
こ
れ
に
応
え
て
田
辺
城
を
退
い
て

亀
山
城
へ
移
る
が
、
西
の
大
軍
が
長
期

足
止
め
さ
れ
た
事
実
は
東
軍
勝
利
の

一
因
と
な
っ
た
。

　
米
原
先
生
は
、
藤
孝
は
名
将
と
し
て

の
名
は
高
く
武
功
の
み
な
ら
ず
当
代
一

流
の
文
化
人
で
も
あ
っ
た
と
し
、「
勇

と
知
と
徳
を
持
っ
た
人
物
が
人
の
長
で

あ
り
藤
孝
こ
そ
が
真
の
人
の
長
で
あ

る
。」
と
稿
を
結
ん
で
お
ら
れ
る
。

○
細
川
忠
興
（
三
斎
）

　
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
藤
孝
の
嫡

男
と
し
て
京
都
の
細
川
邸
で
出
生
、
幼

名
を
熊
千
代
、
与
一
郎
と
名
乗
っ
た
。

　
幼
少
時
か
ら
武
勇
に
優
れ
、
信
長
は

そ
の
剛
勇
を
誉
め
、
与
一
郎
宛
に
軍
功

を
称
え
る
感
状
を
送
り
家
臣
と
し
て
任

え
る
栄
誉
を
与
え
て
息
子
信
忠
の
一
字

を
と
っ
て
忠
興
と
名
乗
ら
せ
た
の
で

あ
っ
た
。

　
忠
興
は
、
父
と
同
様
に
武
将
と
し
て

優
れ
、
秀
吉
・
家
康
に
任
え
て
歴
戦
に

参
加
し
多
く
の
武
功
を
挙
げ
、
特
に

関
ヶ
原
の
合
戦
で
は
勝
利
に
貢
献
し
て

大
き
な
危
機
を
乗
り
越
え
て
大
大
名
へ

の
道
を
歩
む
の
で
あ
る
。

　
家
康
よ
り
豊
前
一
国
と
豊
後
の
一
部

三
十
九
万
九
千
石
の
領
地
を
与
え
ら
れ

て
慶
長
五
年
、
新
領
国
へ
移
り
中
津
城

へ
入
城
し
丹
波
十
八
万
石
か
ら
一
躍
、

四
十
万
石
の
大
名
と
な
っ
た
。

　
忠
興
は
、
千
利
休
に
茶
の
湯
を
学
ん

で
三
斎
と
号
し
利
休
七
哲
の
一
人
と
し

て
、
特
に
利
休
の
教
え
を
忠
実
に
遵
守

し
戦
場
を
駆
け
め
ぐ
っ
た
武
将
と
し
て

の
強
き
茶
の
茶
人
と
し
て
活
躍
、家
康
・

秀
忠
・
家
光
の
三
代
に
わ
た
っ
て
将
軍

家
に
茶
の
湯
を
指
導
し
た
の
で
あ
る
。

　
細
川
氏
は
、
こ
の
様
に
幾
多
の
危
機

を
乗
り
越
え
て
乱
世
の
時
代
を
生
き
抜

き
、
遂
に
は
九
州
中
央
部
の
大
藩
と
し

て
定
着
し
繁
栄
し
て
い
く
。

　
徳
川
三
代
将
軍
家
光
に
よ
っ
て
強
力

な
大
名
統
制
政
策
が
強
行
さ
れ
全
国
的

統
治
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
九
州
の
大

藩
肥
後
の
加
藤
光
弘
や
家
光
の
弟
徳
川

忠
長
の
改
易
な
ど
が
強
行
さ
れ
、
細
川

氏
は
肥
後
熊
本
へ
国
替
え
と
な
る
。

　
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
忠
興
の
後

継
者
と
し
て
藩
主
と
な
っ
た
忠
利
が
熊

本
城
へ
入
り
、
忠
興
は
隠
居
領
と
し
て

八
代
城
に
入
っ
た
。 

忠
利
は
、
入
城
す

る
と
天
守
閣
へ
登
り
加
藤
清
正
の
墓
へ

向
か
っ
て
深
々
と
頭
を
垂
れ
た
と
言

う
。
清
正
の
遺
徳
を
大
切
に
す
る
そ
の

姿
勢
は
、
そ
の
後
の
藩
経
営
の
安
定
に

寄
与
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
忠
興
は
、
天
保
二
年
（
一
六
四
五
）

八
十
三
歳
で
没
し
、
そ
の
遺
霊
は
大
徳

寺
高
桐
院
に
葬
ら
れ
た
。

　
細
川
氏
は
、
九
州
の
大
藩
と
し
て
忠

利
の
後
、
光
尚
・
綱
利
・
宜
紀
・
宗
孝
・

重
賢
・
治
年
・
斉
茲
・
斉
樹
・
斉
護
・

韶
邦
と
続
い
て
、
や
が
て
明
治
維
新
を

迎
え
る
。

　
特
に
重
賢
は
、
江
戸
時
代
を
代
表
す

る
名
君
と
し
て
全
国
的
に
名
高
い
。
天

明
の
大
飢
饉
に
対
し
て
藩
の
米
倉
を
開

放
し
て
領
民
を
救
い
、
茶
道
具
を
売
っ

て
財
政
再
建
の
資
金
と
し
、
藩
内
か
ら

は
一
人
も
餓
死
者
を
出
さ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
博
物
学
者
で
教
育
熱
心
で
あ
り

総
合
大
学
の
時
習
館
を
開
校
し
て
広
く

領
民
の
教
育
普
及
に
努
め
た
。

　
明
治
に
入
っ
て
最
後
の
藩
主
で
藩
知

事
の
護
久
は
、
横
井
小
楠
な
ど
を
藩
政

に
起
用
し
て
進
歩
的
な
政
策
を
実
施
し

て
近
代
日
本
の
政
治
・
教
育
・
医
療
の

発
展
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で

あ
っ
た
。

　
更
に
、
護
成
・
護
立
・
護
貞
・
護
熙
・

護
光
と
続
き
、
中
世
か
ら
現
代
に
至
る

迄
、
波
乱
に
満
ち
た
歴
史
の
中
を
幾
多

の
危
機
に
見
舞
わ
れ
な
が
ら
抜
群
の

リ
ー
ダ
ー
力
を
発
揮
し
て
苦
難
を
乗
り

越
え
て
細
川
氏
は
繁
栄
し
、
現
在
に

至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。(

文
中
の
尊

称
は
略)

　
当
代
の
護
熙
公
の
県
知
事
・
内
閣
総

理
大
臣
と
し
て
の
御
功
績
は
当
然
と
し

て
、
抜
群
の
作
陶
活
動
や
寺
院
へ
の
襖

絵
の
染
筆
奉
納
な
ど
、
実
に
心
か
ら
敬

服
・
賞
讃
申
し
上
げ
る
次
第
で
文
武
両

道
の
流
れ
は
、
細
川
氏
の
家
系
に
脈
々

と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
幽
斎
の
教
訓
歌
の
中
に
、
次
の
様
な

和
歌
が
あ
る
。

　
武
士(

も
の
の
ふ)

の
知
ら
ぬ
は

恥
ぞ
・
馬
茶
の
湯

　
　
恥
よ
り
他
に
恥
は
な
き
も
の

　
歌
連
歌
舞
・
茶
の
湯
を
嫌
ふ
人

　
　
育
ち
の
程
を
知
ら
れ
こ
そ
す
れ

　
こ
の
和
歌
は
、
武
士
と
し
て
武
道
に

励
む
と
共
に
茶
の
湯
や
歌
道
の
修
業
も

大
切
で
あ
る
と
教
え
て
い
る
。

　
幽
斎
・
三
斎
共
に
、
文
武
両
道
の
達

人
で
多
く
の
戦
場
を
駆
け
抜
け
て
数
々

の
武
功
を
挙
げ
た
武
将
で
あ
る
が
、
ま

た
茶
の
湯
や
歌
道
等
の
文
化
面
を
通
し

て
多
く
の
人
々
と
接
触
し
、
交
流
を
深

め
て
そ
の
人
脈
か
ら
豊
か
な
正
し
い
情

報
を
得
て
、
広
い
視
野
か
ら
冷
静
に
正

確
な
判
断
を
し
素
早
い
決
断
・
実
行
を

し
て
危
機
を
乗
り
越
え
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
歴
史
上
の
危
機
を
乗
り
越
え

て
い
く
た
め
に
は
、
政
治
力
や
経
済
力

等
と
同
様
に
人
を
動
か
し
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
力
と
し
て
統
率
者
の

リ
ー
ダ
ー
力
に
文
化
力
が
大
き
な
戦

力
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
現
在
の
未
曽
有
の
危
機
に
見
舞
わ
れ

た
憂
う
べ
く
状
況
に
あ
っ
て
、
細
川
氏

の
歴
史
の
中
か
ら
何
か
学
ぶ
べ
き
教
訓

が
あ
る
様
に
筆
者
は
思
わ
れ
て
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　
喧
噪
な
社
会
の
中
に
あ
っ
て
こ
の
危

機
に
立
ち
向
わ
ん
と
す
る
時
、
今
こ
そ

茶
の
湯
を
学
ん
で
豊
か
な
文
化
力
を
身

に
つ
け
て
、
冷
静
に
正
し
く
判
断
し
的

確
に
決
断
・
実
行
し
て
日
々
の
生
活
を

送
っ
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
真
剣
に
茶
の
湯
を
学
び
ゆ
く
、
そ
の

努
力
の
前
途
に
は
必
ず
や
麒
麟
が
待
ち

受
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
と
念
じ
期
待

し
つ
つ
筆
を
置
く
。

　
　
　
◇ 

　
　
　
◇ 

　
　
　
◇

　
卒
寿
を
迎
え
て
九
十
年
に
及
ぶ
我

が
身
の
生
涯
を
振
り
返
っ
て
み
る

と
、
残
念
な
が
ら
筆
者
の
努
力
の
道

の
歩
み
は
終
始
拙
な
く
麒
麟
の
影
は

見
え
ず
、
た
だ
駄
馬
の
歩
み
で
あ
っ

た
か
と
反
省
す
る
事
し
き
り
の
今
日

こ
の
頃
で
あ
る
。

　
嗚
呼
・
実
に
無
念
至
極
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一
、
猛
威
を
ふ
る
う

　
　
　
　コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

二
、
大
河
ド
ラ
マ

　
　
　
　「
麒
麟
が
く
る
」

三
、
乱
世
を
駆
け

　
　
　
　抜
け
た
細
川
氏

・

・
　

 

・

四
、
繁
栄
す
る
細
川
氏

五
、
統
率
者
の

　
　
　リ
ー
ダ
ー
力
に
文
化
力
を ・

・
・
・
・

・
・
・
・
・

未
曽
有
の
危
機
に
立
ち
向
か
う

　統
率
者
の
リ
ー
ダ
ー
力

　
　―

幽
斎
・
三
斎
に
学
ぶ―

和
田 

貞
夫



　　　　

　
　
　
　
　

　  

追
　
懐

　
茶
道
口
の
襖
が
開
き
、
な
ん
と
も

神
々
し
く
一
礼
し
、
茶
室
に
一
歩
足
を

踏
み
入
れ
る
お
姿
を
今
も
鮮
明
に
覚
え

て
お
り
ま
す
。
そ
の
献
身
的
で
涼
や
か

な
お
点
前
、
釜
の
蓋
を
取
ら
れ
る
時
の

呼
吸
、
柄
杓
を
お
持
ち
の
指
先
の
緊
張

感
、
何
よ
り
そ
の
小
さ
な
お
姿
で
雄
大

で
ゆ
っ
た
り
と
し
た
一
席…

…

。
今
こ

う
し
て
茶
室
に
座
り
ま
す
と
、
表
千
家

堀
内
家
兼
中
斎
宗
匠
の
元
で
、
何
を
学

び
何
を
得
て
、
そ
れ
を
己
と
し
て
照
ら

せ
て
い
る
か
と
思
う
と
、
お
恥
ず
か
し

い
限
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。  

　
私
の
好
き
な
宗
匠
の
お
姿
は
、
お
庭

で
花
を
切
る
時
で
あ
り
ま
す
。
裏
庭
に

あ
る
淡
い
ピ
ン
ク
の
木
槿
を
、
少
し
背

伸
び
を
さ
れ
一
輪
切
ら
れ
、
蟻
が
花
に

付
い
て
い
る
の
を
微
笑
み
、
茶
室
の
古

銅
の
花
入
れ
に
さ
っ
と
入
れ
る
と
、
先

程
ま
で
無
造
作
に
咲
い
て
い
た
木
槿
が

儚
い
主
人
公
と
な
り
ま
す
。
決
し
て
珍

し
が
ら
す
様
な
花
を
入
れ
ず
、
葉
を
数

え
る
な
ど
笑
止
千
万
。
「
花
は
野
に
あ

る
よ
う
に
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
野
に

あ
る
時
よ
り
自
然
で
あ
る
。
私
は
未
だ

に
花
を
入
れ
る
の
が
嫌
い
で
す
。
お
側

で
、
宗
匠
が
一
瞬
で
入
れ
た
花
を
観
て

お
り
ま
す
と
、
幾
度
自
分
で
入
れ
て
み

て
も
良
い
と
思
え
る
こ
と
が
な
い
の
で

す
。
私
も
茶
の
湯
を
教
え
る
立
場
に
な

り
、
口
で
は
、
上
手
い
下
手
で
は
な
い

で
す
よ
、
等
と
申
し
て
お
り
ま
す
が
、

や
は
り
自
分
に
も
そ
の
負
い
目
は
あ
る

も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
自
然
体
で
入
れ
る

と
い
う
の
は
む
し
ろ
無
作
為
で
あ
り
、

下
手
な
方
が
上
手
い
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
華
道
を
習
う
と
茶
の
湯
の
花
は
入

れ
ら
れ
な
い
と
聞
い
た
事
が
あ
り
ま

す
。
な
る
ほ
ど
わ
か
る
気
が
い
た
し
ま

す
。
利
休
の
話
の
蹲
の
石
も
同
じ
感
性

で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
ま
た
の
機
会
に
い

た
し
ま
し
ょ
う
。

　
ま
た
、
無
駄
花
を
採
ら
な
い
よ
う

に
、
と
い
う
事
を
よ
く
仰
っ
て
お
ら
れ

ま
し
た
。
基
本
的
に
茶
席
の
花
は
使
う

そ
の
日
の
朝
、
庭
で
決
め
る
こ
と
と
な

る
で
し
ょ
う
。
あ
ま
り
あ
れ
も
こ
れ
も

と
色
々
な
花
を
採
る
の
で
は
な
く
、
決

め
た
そ
の
花
の
み
で
よ
い
の
で
す
。
ま

た
、
亭
主
に
花
を
贈
る
と
言
う
話
も
よ

く
あ
り
ま
す
が
、
亭
主
の
所
望
で
花
を

贈
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
や
は
り
そ
れ

以
外
は
ど
う
し
て
も
無
駄
花
を
作
る
事

に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
茶
室
に
入
れ

る
花
と
い
う
も
の
は
、
亭
主
を
写
す
と

い
い
、
そ
の
花
を
見
れ
ば
ご
亭
主
の
心

意
気
、
誠
実
さ
等
、
口
に
す
る
必
要
の

な
い
思
い
が
伝
わ
っ
て
来
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。
ま
さ
し
く
「
拈
華
微
笑
」
で

あ
り
ま
す
。

　
お
釈
迦
様
は
一
枝
の
花
を
皆
に
か
ざ

し
、
そ
の
日
の
説
法
を
終
え
た
。
茶
事

に
於
い
て
も
、
濃
茶
を
出
す
メ
イ
ン
の

後
座
で
、
掛
物
で
は
な
く
花
を
飾
る
と

い
う
こ
と
は
、
ど
れ
程
の
名
墨
、
名

画
で
あ
ろ
う
と
も
そ
の
日
一
日
の
命

で
あ
る
一
輪
の
花
に
勝
る
も
の
は
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

  

何
と
い
う
花
が
花
入
に
入
っ
て
い
る

か
と
い
う
こ
と
よ
り
、
亭
主
の
入
れ
た

花
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
り
ま
す
。

　
茶
の
湯
は
、
花
一
つ
と
っ
て
も
、
実

に
奥
の
深
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
今
号
か
ら
、
賛
助

会
員
の
皆
様
の
日
々

の
お
茶
と
の
か
か
わ

り
、
会
の
活
動
を
紹

介
す
る
コ
ー
ナ
ー
が

ス
タ
ー
ト
い
た
し
ま

す
。
第
一
回
は
翠
新

会
で
す
。

　
　
　
◇
　
　
　
◇
　
　
　
◇
　
　
　

　
元
出
雲
市
長
で
九
曜
会
顧
問
を
さ
れ

て
い
た
故
直
良
光
洋
さ
ん
が
、
三
斎
流

家
元
発
展
を
願
い
、
平
成
十
七
年
四

月
、
出
雲
市
役
所
Ｏ
Ｂ
有
志
十
五
名
と

共
に
翠
新
会
を
結
成
さ
れ
ま
し
た
。

　
例
会
は
、
会
員
の
旧
交
を
温
め
、
一

服
の
お
茶
を
頂
く
事
に
よ
り
、
日
々
の

生
活
に
潤
い
を
得
る
た
め
、
家
元
を
囲

み
月
一
回
、
第
一
月
曜
日
に
行
う
こ

と
と
な
り
ま
し
た
。

　
秋
晴
れ
の
十
月
某
日
、
九
曜
会
の
顧

問
を
な
さ
っ
て
い
ま
す
杉
原
昭
子
先
生

の
お
宅
に
お
邪
魔
い
た
し
ま
し
た
。

　
玄
関
先
の
大
き
な
椿
の
実
を
見
な
が

ら
先
生
は
、
「
石
鼎
で
す
よ
。
」
と
笑

顔
で
迎
え
て
く
だ
さ
り
、
早
速
、
お
稽

古
場
で
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

◆
三
斎
流
と
の
出
会
い
を
お
尋
ね
し
ま
す
。

　
私
は
、
仕
事
を
し
て
い
た
時
、
観
音
寺

の
西
に
お
住
ま
い
の
万
代
順
子
先
生
に

習
字
を
習
っ
て
い
ま
し
た
。
先
生
が
山
田

操
先
生
に
お
茶
を
習
っ
て
お
ら
れ
、
紹

介
し
て
も
ら
っ
た
の
が
、
お
茶
を
始
め
た

き
っ
か
け
で
す
。
ま
だ
土
曜
日
が
半
ど
ん

で
、
帰
り
に
は
お
花
も
習
っ
て
自
転
車

に
乗
っ
て
帰
っ
た
も
の
で
す
。

◆
宗
瑞
宗
匠
や
九
曜
会
で
の
思
い
出
は
？

　
雲
南
市
の
田
部
邸
や
奥
出
雲
町
の
櫻

井
邸
に
、
拝
借
し
た
お
道
具
を
宗
瑞
宗

匠
が
お
返
し
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
時
に
、

当
時
、
宗
匠
の
お
側
で
九
曜
会
の
世
話

を
し
て
い
た
私
と
吉
田
貞
夫
さ
ん
を
連

れ
て
行
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
北
島

国
造
様
の
所
へ
も
お
供
し
ま
し
た
。
そ

の
後
、亀
山
茶
会
が
始
ま
り
ま
し
た
よ
。

島
根
新
聞
社
（
当
時
）
に
、
松
江
城
山

茶
会
の
最
初
の
打
ち
合
わ
せ
に
も
行
き

ま
し
た
。
事
業
部
が
な
い
頃
の
話
で
す
。

◆
心
に
残
る
お
茶
会
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

　
熊
本
の
八
代
市
で
開
か
れ
た
お
茶
会

で
す
。
汽
車
に
乗
っ
て
北
九
州
ま
で
行

き
、
そ
こ
か
ら
バ
ス
で
八
代
ま
で
行
き

ま
し
た
。
八
代
で
は
、
松
井
家
ゆ
か
り

の
松
浜
軒
の
三
畳
の
間
で
お
茶
会
が
あ

り
、
宗
瑞
宗
匠
か
ら
一
番
初
め
に
お
点

前
を
し
な
さ
い
と
言
わ
れ
、
震
え
な
が

ら
お
点
前
を
し
た
の
が
、
心
に
一
番
残
っ

て
い
ま
す
。
松
浜
軒
の
池
の
風
景
と
共

に
、
今
は
懐
か
し
く
思
い
出
し
ま
す
。

◆
座
右
の
銘
と
さ
れ
て
い
る
言
葉
は
？

　
宗
瑞
宗
匠
に
揮
毫

し
て
い
た
だ
い
た
『
露

堂
々
』で
す
。「
い
つ
も

心
を
露
わ
に
し
て
生

き
て
い
く
」
と
宗
瑞
宗

匠
が
お
示
し
く
だ
さ

っ
て
い
る
と
思
っ
て
、

毎
日
見
て
い
ま
す
。

◆
後
輩
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
私
は
、
一
月
に
満
九
十
四
才
に
な
り
ま

す
。
お
弟
子
の
皆
さ
ん
が
稽
古
に
来
て

く
だ
さ
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
今
日
ま
で

お
茶
を
続
け
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
と

感
謝
し
て
い
ま
す
。
昔
は
十
人
く
ら
い

お
り
ま
し
た
が
、
今
は
高
齢
に
な
っ
て
運

転
が
難
し
く
な
っ
た
り
、
家
族
の
介
護
で

稽
古
が
出
来
な
く
な
っ
た
り
し
て
、
辞
め

ら
れ
た
方
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
う
い
う
時
代
の
中
に
あ
っ
て
、
遠

い
雲
南
市
か
ら
稽
古
に
や
っ
て
来
る
Ｙ

君
の
事
を
書
い
て
み
ま
し
た
。

　
　
　
支
え
ら
れ
て
　
　
　
杉
原
昭
子

 

『
ヨ
ッ
シ
ャ
ー
』

　
ぼ
く
は
、茶
道
を
習
う
こ
と
に
な
っ

て
、
す
ご
く
う
れ
し
か
っ
た
で
す
。

　
ぼ
く
が
茶
道
を
教
え
て
も
ら
う
の

は
杉
原
先
生
で
す
。
年
齢
は
九
十
才

だ
け
ど
、
と
て
も
元
気
で
す
。
ぼ
く

は
、
昨
年
の
十
月
に
初
め
て
先
生
の

家
へ
行
き
ま
し
た
。
先
生
に
会
う
前

は
ど
ん
な
方
か
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
ま

し
た
。
先
生
は
、
ま
ず
初
め
に
盆
点

前
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き

見
た
先
生
の
手
の
動
き
や
足
の
運
び

方
が
と
て
も
し
な
や
か
で
水
が
流
れ

て
い
く
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
真
け

ん
な
表
情
で
お
点
前
を
し
て
お
ら
れ

ま
し
た
。
茶
せ
ん
が
茶
わ
ん
に
当
た

る
音
を
聞
い
た
と
き
、
（
や
さ
し
い

音
だ
な
あ
）
と
思
い
ま
し
た
。
ぼ
く

は
、
こ
の
時
初
め
て
お
点
前
を
目
の

前
で
見
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
松

江
城
の
大
茶
会
に
行
っ
て
い
ま
し
た

が
、
お
点
前
を
し
て
い
る
時
の
音
ま

で
は
聞
こ
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
つ

か
先
生
の
よ
う
な
水
が
流
れ
る
よ
う

な
お
点
前
が
し
て
み
た
い
と
思
い
ま

し
た
。
先
生
の
家
か
ら
帰
る
と
き
、

ぼ
く
は
、
お
茶
が
好
き
に
な
っ
た
の

だ
と
自
分
で
気
が
つ
き
ま
し
た
。

　
そ
れ
か
ら
は
ぼ
く
は
、
月
に
二
回

ず
つ
け
い
こ
を
続
け
て
い
ま
す
。
順

番
を
覚
え
る
の
が
む
ず
か
し
い
で
す

が
、
覚
え
ら
れ
た
と
き
は
、
と
て
も

う
れ
し
い
で
す
。 

（
後
略
）

　
こ
の
文
は
、
Ｙ
君
が
小
学
校
五
年
生

の
時
、
学
校
の
文
集
に
出
し
た
も
の
で

す
。
い
つ
も
自
分
で
作
っ
た
茶
盌
で

（
壊
れ
た
ら
い
け
な
い
の
で
）
お
点
前

を
し
て
い
ま
す
。
あ
る
日
、
「
先
生
、
ぼ

く
が
初
伝
や
中
伝
を
と
る
ま
で
、
長
生

き
し
て
下
さ
い
。
」
と
言
っ
た
時
は
、
嬉

し
か
っ
た
よ
う
な
、
何
と
も
い
え
な
い

複
雑
な
気
持
ち
で
し
た
。
今
は
中
学
二

年
生
に
な
り
、
部
活
や
試
験
も
あ
り
忙

し
い
の
に
、
お
母
さ
ん
の
車
に
乗
せ
て

も
ら
い
、
木
次
の
下
熊
谷
か
ら
来
て
い

ま
す
。
今
日
も
、
親
子
で
膝
を
揃
え
て

お
辞
儀
を
し
て
帰
っ
て
行
き
ま
し
た
。

　
一
度
、
社
中
の
皆
さ
ん
と
Ｙ
君
の
家

へ
行
き
、
せ
せ
ら
ぎ
の
音
を
聞
き
な
が

ら
、
Y
君
の
お
点
前
で
一
服
で
き
る
こ

と
を
楽
し
み
に
し
て
お
り
ま
す
。

　
高
齢
化
の
進
む
現
代
に
、
私
達
は
今

こ
そ
若
い
人
や
子
ど
も
達
に
伝
統
あ
る

こ
の
三
斎
流
の
由
来
や
お
点
前
を
引
継

が
せ
、
九
曜
会
が
益
々
発
展
す
る
よ
う

心
が
け
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

◆
先
生
は
、
今
回
わ
ざ
わ
ざ
原
稿
を
用

意
し
て
、
訪
問
を
待
っ
て
い
て
く
だ
さ

い
ま
し
た
。
背
筋
を
伸
ば
し
、
肌
艶
も

良
い
杉
原
先
生
。
生
活
習
慣
の
お
話
も

伺
っ
て
、
お
暇
い
た
し
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
（
広
報
部
　
大
野
智
子
）

　
宗
浦
家
元
か
ら
は
、
茶
の
湯
の
講

義
、
茶
席
の
室
礼
、
道
具
の
扱
い
方
等

を
学
ん
で
い
ま
す
。
特
に
記
憶
に
残
っ

て
い
る
の
が
、
幕
末
最
大
の
茶
人
で

あ
っ
た
井
伊
直
弼
の
「
茶
の
湯
一
会

集
」
を
数
年
か
け
講
義
を
受
け
た
こ
と

で
す
。

　
お
茶
の
作
法
や
茶
事
に
疎
い
会
員
に

は
難
解
で
、
家
元
に
は
ご
苦
労
難
儀
を

お
か
け
い
た
し
ま
し
た
。

　
又
、
宗
育
宗
匠
か
ら
は
、
濃
茶
、
薄

茶
の
頂
き
方
、
時
期
の
お
軸
や
お
道
具

の
取
り
合
わ
せ
、
そ
れ
を
教
材
に
作
者

や
道
具
の
謂
わ
れ
等
の
説
明
を
聞
い
て

い
ま
す
。

　
そ
の
後
、
宗
瑞
宗
匠
の
往
時
の
事
や

世
情
の
事
な
ど
楽
し
く
談
笑
し
、
交
友

を
深
め
て
い
ま
す
。

　
現
在
八
名
の
会
員
は
、
今
後
も
、
出

席
率
一
○
○
％
で
こ
の
ひ
と
と
き
を
楽

し
み
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

　
　
　
（
当
番
幹
事
　
下
垣
晴
司
）

三斎流九曜会だより（3） （2）三斎流九曜会だより

兼中斎宗匠杉原昭子先生

翠新会のみなさん

◆
松
江
城
大
茶
会
が
中
止
さ
れ
、
代
替

企
画
「
松
江
城
マ
イ
茶
会
」（
山
陰
中
央

新
報
社
主
催
）が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
そ
の
一
環
と
し
て
、
十
一
月
、
各
流

派
と
松
江
銘
菓
会
と
の
コ
ラ
ボ
に
よ
る

オ
リ
ジ
ナ
ル
和
菓
子
が
製
作
販
売
さ
れ

ま
し
た
。

◆
天
高
く
冴
え
渡
っ
た
秋
空
に
、
古
来

よ
り
吉
兆
を
告
げ
る
と
さ
れ
る〝
紫
雲
〞

を
想
像
し
作
り
ま
し
た
。
早
く
心
安
ら

ぐ
世
の
中
に
な
る
事
を
祈
念
し
て
、
少

し
で
も
多
く
の
方
が
、
笑
顔
に
な
れ
る

ひ
と
時
の
お
供
に
な
れ
ば
と
願
っ
て
い

ま
す
。
（
山
陰
中
央
新
報
・
十
一
月
一

日
付
）
　
　
　

◆
典
子
先
生
が
ご
考
案
さ
れ
、
彩
雲
堂

が
製
作
し
た
三
斎
流
の
和
菓
子
は
、
皆

様
に
大
変
好
評
で
し
た
。

祝
・
米
寿
（
昭
和
九
年
生
ま
れ
）

　
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

　
勝
部
美
代
子
さ
ん
　
　
山
崎
社
中

　
　
　
ご
多
幸
と
ご
健
康
を

　
　
　
　
　
　
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

先
達
探
訪

〜
三
斎
流
の
先
生
を
訪
ね
て
〜

ー第 6回ー

Hot ほっと第１回

ティー タイム
茶 時間

オ
リ
ジ
ナ
ル
和
菓
子

「
紫
雲
」誕
生

　
古
来
、人
類
は
風
水
害
・
地
震
・
津
波
・

疫
病
・
飢
饉
・
噴
火
等
の
自
然
災
害
や

戦
争
・
経
済
危
機
な
ど
幾
多
の
災
難
危

機
に
見
舞
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し

て
人
々
は
、
安
全
と
生
存
を
求
め
て
戦

い
数
多
く
の
危
機
を
乗
り
越
え
て
今
日

を
迎
え
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
危
機
に
見
舞
わ
れ
た
時

に
事
態
の
深
刻
さ
を
的
確
に
把
握
・
判

断
し
て
決
断
し
果
敢
に
行
動
す
る
統
率

者
の
優
れ
た
リ
ー
ダ
ー
力
に
よ
っ
て

人
々
は
救
わ
れ
危
機
を
乗
り
越
え
て
現

在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　
例
え
ば
、
江
戸
時
代
最
大
の
大
火
で

あ
る
明
暦
の
振
袖
火
事
の
時
に
は
江
戸

市
街
地
の
約
六
十
％
が
焼
失
し
死
者
が

十
万
人
以
上
に
達
し
た
が
、
こ
の
危
機

に
対
し
て
幕
府
の
陣
頭
指
揮
を
執
っ
た

の
が
将
軍
の
後
見
役
で
あ
っ
た
会
津
藩

主
保
科
正
之
で
あ
る
。正
之
が
大
火
後
、

対
策
に
ま
ず
第
一
に
取
り
組
ん
だ
の
が

被
災
者
の
救
済
で
い
ち
早
く
幕
府
の
貯

蔵
米
を
提
供
し
て
炊
き
出
し
を
行
い
、

焼
き
出
さ
れ
た
町
民
へ
救
済
金
を
支
給

し
て
物
価
の
安
定
を
図
っ
た
。
ま
た
、

強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て

江
戸
城
天
守
閣
建
立
に
反
対
し
て
城
よ

り
町
の
再
建
を
優
先
し
て
江
戸
の
復
興

に
努
め
、
今
日
の
東
京
の
街
の
基
礎
を

作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　
現
代
に
於
い
て
も
、
世
界
中
で
猛
威

を
ふ
る
う
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が

拡
大
し
多
く
の
人
々
が
命
を
落
と
す
危

機
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
感
染
症

の
増
大
は
命
を
奪
う
だ
け
で
な
く
経
済

を
困
乱
破
綻
さ
せ
人
々
の
心
を
荒
廃
さ

せ
て
い
る
。

　
執
筆
時
の
五
月
現
在
、
沈
静
化
傾
向

の
国
も
若
干
見
ら
れ
る
が
、
多
く
の
国

で
は
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
猛
威
の
危
機

は
衰
え
て
い
な
い
状
況
で
あ
る
。
日
本

国
内
で
も
感
染
者
は
日
増
し
に
多
く
な

り
、
政
府
は
よ
う
や
く
緊
急
事
態
宣
言

を
発
令
し
て
沈
静
化
を
図
ろ
う
と
し
て

は
い
る
が
、
国
と
地
方
と
の
見
解
が
異

な
っ
て
、
そ
の
対
応
策
に
ば
ら
つ
き
が

目
立
ち
、
企
業
や
商
店
に
対
す
る
休
業

要
請
を
巡
る
線
引
き
に
不
公
平
感
が
漂

い
困
乱
し
て
い
る
有
様
で
、
行
政
方
針

に
一
貫
性
を
欠
く
現
状
が
続
き
憂
慮
さ

れ
て
い
る
。

　
五
月
十
二
日
、
世
界
保
健
機
構
（
Ｗ

Ｈ
Ｏ
）
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
対

応
を
検
証
し
て
そ
の
結
果
を
公
表
し
世

界
的
感
染
を
防
げ
な
か
っ
た
の
は
「
国

際
的
な
政
治
指
導
力
が
欠
如
し
て
い
た

た
め
だ
。」
と
指
摘
し
て
い
る
が
、ま
っ

た
く
同
感
で
あ
る
。
こ
の
世
界
的
危
機

に
対
し
て
関
係
者
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー

シ
ッ
プ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
に
残

念
な
が
ら
欠
如
し
事
態
は
益
々
、
混
迷

を
深
め
て
い
る
現
状
で
あ
る
。

　
大
河
ド
ラ
マ
「
麒
麟
が
く
る
」
は
、

明
智
光
秀
を
中
心
に
群
雄
割
拠
の
戦
国

時
代
に
生
き
た
波
乱
に
満
ち
た
武
将
達

の
生
涯
を
描
い
た
物
語
で
久
方
振
り
に

筆
者
は
連
続
し
て
見
た
の
で
あ
っ
た
。

　
麒
麟
と
は
、
中
国
の
幸
運
を
も
た
ら

す
想
像
上
の
聖
獣
で
、
優
れ
た
才
能
の

あ
る
人
物
を
指
す
語
句
で
あ
る
。

　
室
町
幕
府
の
末
期
、
十
四
代
将
軍
足

利
義
輝
や
十
五
代
将
軍
足
利
義
昭
の
幕

府
再
興
運
動
、
朝
倉
・
三
好
の
戦
国
大

名
、
織
田
信
長
の
上
洛
・
明
智
光
秀
に

よ
る
本
能
寺
の
変
、豊
臣
秀
吉
の
抬
頭
・

山
崎
の
合
戦
等
、
光
秀
の
生
涯
を
中
心

に
波
乱
万
丈
の
戦
国
絵
巻
が
テ
レ
ビ
で

は
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
乱
世
を
駆

け
抜
け
て
最
後
に
幸
運
を
把
え
た
武

将
、
即
ち
麒
麟
は
だ
れ
か
、
物
語
の
中

で
は
明
確
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。
暗
に

光
秀
が
麒
麟
を
求
め
て
生
き
て
い
た
か

の
様
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
視
聴
者
の

判
断
に
ま
か
せ
て
あ
る
。

　
本
能
寺
の
変
で
光
秀
が
細
川
藤
孝
・

忠
興
父
子
を
味
方
に
な
る
様
に
必
死
に

誘
う
が
、
藤
孝
は
「
歴
史
の
中
に
は
大

き
な
流
れ
が
あ
る
。
そ
の
流
れ
を
し
っ

か
り
と
つ
か
み
、
的
確
に
判
断
し
て
生

き
抜
く
事
が
大
切
で
あ
る
。」
と
誘
い

を
断
わ
る
。
こ
の
一
言
が
重
要
で
戦
国

乱
世
を
生
き
抜
く
事
が
で
き
た
細
川
父

子
の
信
念
と
行
動
原
理
そ
の
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
麒
麟
は
藤
孝
・
忠
興
の
許

へ
歩
み
寄
っ
た
と
筆
者
は
細
川
氏
の
歴

史
を
学
ん
で
確
信
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　
室
町
幕
府
二
代
の
将
軍
に
任
え
な
が

ら
信
長
に
従
い
、
光
秀
の
誘
い
に
応
ぜ

ず
秀
吉
の
許
で
生
き
残
り
関
ヶ
原
の
戦

で
苦
し
い
立
場
に
置
か
れ
な
が
ら
生
き

抜
き
家
康
に
任
え
て
細
川
氏
が
繁
栄
し

て
い
く
事
が
で
き
た
の
は
、
歴
史
の
中

の
大
き
な
流
れ
を
し
っ
か
り
と
見
据
え

的
確
に
判
断
、
決
断
し
て
生
き
抜
い
た

藤
孝
・
忠
興
の
優
れ
た
統
率
者
と
し
て

の
リ
ー
ダ
ー
力
の
素
晴
ら
し
さ
に
あ
る

と
思
う
の
で
あ
る
。

　
細
川
藤
孝
と
忠
興
の
研
究
に
つ
い
て

は
多
く
の
学
者
の
論
文
が
あ
る
が
、
特

に
島
根
県
出
身
の
国
学
院
大
学
教
授
で

茶
道
文
化
芸
術
賞
の
受
賞
者
で
あ
る
米

原
正
義
先
生
の
論
文
が
優
れ
て
お
り
筆

者
は
教
育
セ
ン
タ
ー
勤
務
時
に
米
原
先

生
を
講
師
と
し
て
お
招
き
し
、
お
世
話

に
な
っ
た
事
が
あ
り
、
ぜ
ひ
米
原
先
生

の
論
稿
を
こ
の
稿
で
は
紹
介
し
た
い
。

先
生
に
は
千
利
休
・
尼
子
一
族
・
大
内

義
隆
・
陰
徳
太
平
記
な
ど
戦
国
史
の
論

文
が
多
い
。

○
細
川
藤
孝
（
幽
斎
）

　
藤
孝
は
天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
出

生
、
細
川
家
を
相
続
し
て
室
町
幕
府
十

三
代
将
軍
足
利
義
輝
に
任
え
る
が
大
柄

な
偉
丈
夫
の
人
で
剣
術
は
塚
原
ト
伝
に

学
ん
で
免
許
皆
伝
で
弓
術
も
達
者
で
、

ま
た
秘
伝
で
あ
っ
た
古
今
和
歌
集
の
伝

授
も
受
け
た
歌
道
の
学
者
で
文
武
両
道

の
達
人
で
あ
っ
た
。
茶
の
湯
も
武
野
紹

鷗
に
学
ん
だ
茶
人
で
太
鼓
打
ち
の
名
手

で
あ
り
料
理
名
人
で
も
あ
っ
て
戦
国
時

代
一
の
イ
ン
テ
リ
大
名
で
あ
っ
た
。

　
細
川
氏
が
見
舞
わ
れ
た
第
一
の
危
機

は
、
天
正
十
年
六
月
二
日
の
本
能
寺
の

変
で
丹
後
宮
津
の
城
主
で
あ
っ
た
藤
孝

の
許
へ
早
く
も
翌
三
日
幸
朝
僧
正
か
ら

急
報
が
届
き
、
光
秀
か
秀
吉
か
の
二
者

選
択
の
苦
し
い
立
場
を
迎
え
る
事
と
な

る
。
藤
孝
は
直
ち
に
剃
髪
し
て
幽
斎
と

号
し
後
事
を
忠
興
に
委
ね
た
。
忠
興
は

光
秀
の
娘
で
あ
る
玉（
ガ
ラ
シ
ャ
夫
人
）

を
離
縁
し
て
山
中
に
幽
閉
し
、
光
秀
の

再
三
の
誘
い
に
全
く
動
か
な
か
っ
た
。

秀
吉
は
、
細
川
父
子
の
こ
の
身
の
処
し

方
を
珎
賛
し
て
丹
後
の
国
一
円
の
領
地

を
安
堵
し
た
の
で
あ
る
。

　
次
の
危
機
は
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇

〇
）
の
関
ヶ
原
の
合
戦
で
あ
る
。
忠
興

は
東
軍
に
組
し
て
家
康
と
共
に
会
津
討

伐
に
向
か
っ
て
い
た
が
、
西
軍
の
石
田

三
成
は
大
阪
の
細
川
邸
を
包
囲
し
、
ガ

ラ
シ
ャ
夫
人
に
人
質
と
な
る
よ
う
に
催

促
す
る
が
夫
人
は
拒
ん
で
殉
死
す
る
。

更
に
西
軍
は
一
万
五
千
人
の
大
軍
で
僅

か
二
千
人
で
守
る
藤
孝
の
居
城
の
田

辺
城
を
取
り
囲
ん
だ
。
西
軍
の
中
に
雲

南
市
出
身
の
三
刀
屋
孝
和
の
名
が
記

録
さ
れ
て
い
る
。
後
陽
成
天
皇
は
、
歌

道
の
奥
義
を
究
め
た
幽
斎
を
心
配
し

て
西
軍
に
攻
撃
の
中
止
を
要
請
、
幽
斎

は
こ
れ
に
応
え
て
田
辺
城
を
退
い
て

亀
山
城
へ
移
る
が
、
西
の
大
軍
が
長
期

足
止
め
さ
れ
た
事
実
は
東
軍
勝
利
の

一
因
と
な
っ
た
。

　
米
原
先
生
は
、
藤
孝
は
名
将
と
し
て

の
名
は
高
く
武
功
の
み
な
ら
ず
当
代
一

流
の
文
化
人
で
も
あ
っ
た
と
し
、「
勇

と
知
と
徳
を
持
っ
た
人
物
が
人
の
長
で

あ
り
藤
孝
こ
そ
が
真
の
人
の
長
で
あ

る
。」
と
稿
を
結
ん
で
お
ら
れ
る
。

○
細
川
忠
興
（
三
斎
）

　
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
藤
孝
の
嫡

男
と
し
て
京
都
の
細
川
邸
で
出
生
、
幼

名
を
熊
千
代
、
与
一
郎
と
名
乗
っ
た
。

　
幼
少
時
か
ら
武
勇
に
優
れ
、
信
長
は

そ
の
剛
勇
を
誉
め
、
与
一
郎
宛
に
軍
功

を
称
え
る
感
状
を
送
り
家
臣
と
し
て
任

え
る
栄
誉
を
与
え
て
息
子
信
忠
の
一
字

を
と
っ
て
忠
興
と
名
乗
ら
せ
た
の
で

あ
っ
た
。

　
忠
興
は
、
父
と
同
様
に
武
将
と
し
て

優
れ
、
秀
吉
・
家
康
に
任
え
て
歴
戦
に

参
加
し
多
く
の
武
功
を
挙
げ
、
特
に

関
ヶ
原
の
合
戦
で
は
勝
利
に
貢
献
し
て

大
き
な
危
機
を
乗
り
越
え
て
大
大
名
へ

の
道
を
歩
む
の
で
あ
る
。

　
家
康
よ
り
豊
前
一
国
と
豊
後
の
一
部

三
十
九
万
九
千
石
の
領
地
を
与
え
ら
れ

て
慶
長
五
年
、
新
領
国
へ
移
り
中
津
城

へ
入
城
し
丹
波
十
八
万
石
か
ら
一
躍
、

四
十
万
石
の
大
名
と
な
っ
た
。

　
忠
興
は
、
千
利
休
に
茶
の
湯
を
学
ん

で
三
斎
と
号
し
利
休
七
哲
の
一
人
と
し

て
、
特
に
利
休
の
教
え
を
忠
実
に
遵
守

し
戦
場
を
駆
け
め
ぐ
っ
た
武
将
と
し
て

の
強
き
茶
の
茶
人
と
し
て
活
躍
、家
康
・

秀
忠
・
家
光
の
三
代
に
わ
た
っ
て
将
軍

家
に
茶
の
湯
を
指
導
し
た
の
で
あ
る
。

　
細
川
氏
は
、
こ
の
様
に
幾
多
の
危
機

を
乗
り
越
え
て
乱
世
の
時
代
を
生
き
抜

き
、
遂
に
は
九
州
中
央
部
の
大
藩
と
し

て
定
着
し
繁
栄
し
て
い
く
。

　
徳
川
三
代
将
軍
家
光
に
よ
っ
て
強
力

な
大
名
統
制
政
策
が
強
行
さ
れ
全
国
的

統
治
が
形
成
さ
れ
て
い
く
。
九
州
の
大

藩
肥
後
の
加
藤
光
弘
や
家
光
の
弟
徳
川

忠
長
の
改
易
な
ど
が
強
行
さ
れ
、
細
川

氏
は
肥
後
熊
本
へ
国
替
え
と
な
る
。

　
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
忠
興
の
後

継
者
と
し
て
藩
主
と
な
っ
た
忠
利
が
熊

本
城
へ
入
り
、
忠
興
は
隠
居
領
と
し
て

八
代
城
に
入
っ
た
。 

忠
利
は
、
入
城
す

る
と
天
守
閣
へ
登
り
加
藤
清
正
の
墓
へ

向
か
っ
て
深
々
と
頭
を
垂
れ
た
と
言

う
。
清
正
の
遺
徳
を
大
切
に
す
る
そ
の

姿
勢
は
、
そ
の
後
の
藩
経
営
の
安
定
に

寄
与
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
忠
興
は
、
天
保
二
年
（
一
六
四
五
）

八
十
三
歳
で
没
し
、
そ
の
遺
霊
は
大
徳

寺
高
桐
院
に
葬
ら
れ
た
。

　
細
川
氏
は
、
九
州
の
大
藩
と
し
て
忠

利
の
後
、
光
尚
・
綱
利
・
宜
紀
・
宗
孝
・

重
賢
・
治
年
・
斉
茲
・
斉
樹
・
斉
護
・

韶
邦
と
続
い
て
、
や
が
て
明
治
維
新
を

迎
え
る
。

　
特
に
重
賢
は
、
江
戸
時
代
を
代
表
す

る
名
君
と
し
て
全
国
的
に
名
高
い
。
天

明
の
大
飢
饉
に
対
し
て
藩
の
米
倉
を
開

放
し
て
領
民
を
救
い
、
茶
道
具
を
売
っ

て
財
政
再
建
の
資
金
と
し
、
藩
内
か
ら

は
一
人
も
餓
死
者
を
出
さ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
博
物
学
者
で
教
育
熱
心
で
あ
り

総
合
大
学
の
時
習
館
を
開
校
し
て
広
く

領
民
の
教
育
普
及
に
努
め
た
。

　
明
治
に
入
っ
て
最
後
の
藩
主
で
藩
知

事
の
護
久
は
、
横
井
小
楠
な
ど
を
藩
政

に
起
用
し
て
進
歩
的
な
政
策
を
実
施
し

て
近
代
日
本
の
政
治
・
教
育
・
医
療
の

発
展
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
で

あ
っ
た
。

　
更
に
、
護
成
・
護
立
・
護
貞
・
護
熙
・

護
光
と
続
き
、
中
世
か
ら
現
代
に
至
る

迄
、
波
乱
に
満
ち
た
歴
史
の
中
を
幾
多

の
危
機
に
見
舞
わ
れ
な
が
ら
抜
群
の

リ
ー
ダ
ー
力
を
発
揮
し
て
苦
難
を
乗
り

越
え
て
細
川
氏
は
繁
栄
し
、
現
在
に

至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。(

文
中
の
尊

称
は
略)

　
当
代
の
護
熙
公
の
県
知
事
・
内
閣
総

理
大
臣
と
し
て
の
御
功
績
は
当
然
と
し

て
、
抜
群
の
作
陶
活
動
や
寺
院
へ
の
襖

絵
の
染
筆
奉
納
な
ど
、
実
に
心
か
ら
敬

服
・
賞
讃
申
し
上
げ
る
次
第
で
文
武
両

道
の
流
れ
は
、
細
川
氏
の
家
系
に
脈
々

と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
幽
斎
の
教
訓
歌
の
中
に
、
次
の
様
な

和
歌
が
あ
る
。

　
武
士(

も
の
の
ふ)

の
知
ら
ぬ
は

恥
ぞ
・
馬
茶
の
湯

　
　
恥
よ
り
他
に
恥
は
な
き
も
の

　
歌
連
歌
舞
・
茶
の
湯
を
嫌
ふ
人

　
　
育
ち
の
程
を
知
ら
れ
こ
そ
す
れ

　
こ
の
和
歌
は
、
武
士
と
し
て
武
道
に

励
む
と
共
に
茶
の
湯
や
歌
道
の
修
業
も

大
切
で
あ
る
と
教
え
て
い
る
。

　
幽
斎
・
三
斎
共
に
、
文
武
両
道
の
達

人
で
多
く
の
戦
場
を
駆
け
抜
け
て
数
々

の
武
功
を
挙
げ
た
武
将
で
あ
る
が
、
ま

た
茶
の
湯
や
歌
道
等
の
文
化
面
を
通
し

て
多
く
の
人
々
と
接
触
し
、
交
流
を
深

め
て
そ
の
人
脈
か
ら
豊
か
な
正
し
い
情

報
を
得
て
、
広
い
視
野
か
ら
冷
静
に
正

確
な
判
断
を
し
素
早
い
決
断
・
実
行
を

し
て
危
機
を
乗
り
越
え
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
歴
史
上
の
危
機
を
乗
り
越
え

て
い
く
た
め
に
は
、
政
治
力
や
経
済
力

等
と
同
様
に
人
を
動
か
し
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
力
と
し
て
統
率
者
の

リ
ー
ダ
ー
力
に
文
化
力
が
大
き
な
戦

力
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

　
現
在
の
未
曽
有
の
危
機
に
見
舞
わ
れ

た
憂
う
べ
く
状
況
に
あ
っ
て
、
細
川
氏

の
歴
史
の
中
か
ら
何
か
学
ぶ
べ
き
教
訓

が
あ
る
様
に
筆
者
は
思
わ
れ
て
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。

　
喧
噪
な
社
会
の
中
に
あ
っ
て
こ
の
危

機
に
立
ち
向
わ
ん
と
す
る
時
、
今
こ
そ

茶
の
湯
を
学
ん
で
豊
か
な
文
化
力
を
身

に
つ
け
て
、
冷
静
に
正
し
く
判
断
し
的

確
に
決
断
・
実
行
し
て
日
々
の
生
活
を

送
っ
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
真
剣
に
茶
の
湯
を
学
び
ゆ
く
、
そ
の

努
力
の
前
途
に
は
必
ず
や
麒
麟
が
待
ち

受
け
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
と
念
じ
期
待

し
つ
つ
筆
を
置
く
。

　
　
　
◇ 

　
　
　
◇ 

　
　
　
◇

　
卒
寿
を
迎
え
て
九
十
年
に
及
ぶ
我

が
身
の
生
涯
を
振
り
返
っ
て
み
る

と
、
残
念
な
が
ら
筆
者
の
努
力
の
道

の
歩
み
は
終
始
拙
な
く
麒
麟
の
影
は

見
え
ず
、
た
だ
駄
馬
の
歩
み
で
あ
っ

た
か
と
反
省
す
る
事
し
き
り
の
今
日

こ
の
頃
で
あ
る
。

　
嗚
呼
・
実
に
無
念
至
極
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一
、
猛
威
を
ふ
る
う

　
　
　
　コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

二
、
大
河
ド
ラ
マ

　
　
　
　「
麒
麟
が
く
る
」

三
、
乱
世
を
駆
け

　
　
　
　抜
け
た
細
川
氏

・

・
　

 

・

四
、
繁
栄
す
る
細
川
氏

五
、
統
率
者
の

　
　
　リ
ー
ダ
ー
力
に
文
化
力
を ・

・
・
・
・

・
・
・
・
・

未
曽
有
の
危
機
に
立
ち
向
か
う

　統
率
者
の
リ
ー
ダ
ー
力

　
　―

幽
斎
・
三
斎
に
学
ぶ―

和
田 

貞
夫



○
理
事
会

　
　
　
　

 

九
曜
会
事
業
報
告

〈
令
和
二
年
七
月
〜
令
和
三
年
六
月
〉

○
三
斎
忌
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今
年
度
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
の

発
生
状
況
を
鑑
み
、
休
会
や
開
催
延
期

の
茶
会
が
相
次
ぎ
、
収
束
が
見
通
せ
な

い
現
状
に
お
い
て
、
開
催
を
期
待
し
な

が
ら
待
つ
日
々
が
続
き
ま
し
た
。
閉
塞

感
の
漂
う
日
常
に
あ
っ
て
も
、
多
く
の

方
が
、
新
し
い
生
活
様
式
に
よ
っ
て
、

季
節
の
移
ろ
い
の
中
で
美
味
し
く
お
茶

を
戴
か
れ
、
茶
の
湯
の
楽
し
み
を
通
し

て
潤
い
の
あ
る
豊
か
な
暮
ら
し
を
送
れ

る
よ
う
に
と
願
っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

　
九
曜
会
に
お
い
て
も
、
医
学
監
修
に

基
づ
き
、
観
翠
庵
ご
指
導
の
下
、
感
染

拡
大
状
況
の
変
化
に
応
じ
て
、
事
業
開

催
や
茶
会
の
あ
り
方
を
模
索
し
な
が

ら
、
感
染
防
止
対
策
を
施
し
て
臨
む
一

年
と
な
り
ま
し
た
。

令
和
二
年
七
月
五
日
（
日
）

ホ
テ
ル
武
志
山
荘

　
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
全
国
的
拡
大
の

第
二
波
が
迫
り
、
九
曜
会
総
会
及
び

記
念
講
演
会
が
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

　
役
員
、
各
社
中
代
表
者
が
参
加
し
て

理
事
会
が
開
催
さ
れ
、
令
和
二
年
度
九

曜
会
事
業
・
会
計
決
算
報
告
の
承
認
、

並
び
に
令
和
三
年
度
の
新
組
織
改
編
及

び
事
業
計
画
・
予
算
案
が
審
議
さ
れ
、

１
ペ
ー
ジ
よ
り
続
く

【
薄
茶
席
】

観
翠
庵
道
場

　富
士
の
間

担
当

　辰
村
社
中

来
客
数

　五
四
名

　
コ
ロ
ナ
禍
に
お
い
て
、
本
当
に
久
々

の
お
茶
会
と
な
り
ま
し
た
。
来
席
の
お

客
様
に
消
毒･

検
温･
マ
ス
ク
着
用
を
ご

協
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。
担
当
す
る
私

達
も
、
茶
碗
の
洗
い
方
一
つ
に
も
細
心

の
注
意
を
払
っ
て
感
染
対
策
を
行
い
ま

し
た
。
な
に
よ
り
心
を
込
め
て
、
熱
い

一
服
の
お
茶
を
差
し
上
げ
ま
し
た
。
あ

ら
か
じ
め
席
入
時
間
と
人
数
が
決
ま
っ

て
い
た
こ
と
も
相
ま
っ
て
、
皆
様
、
本

当
に
ゆ
っ
た
り
と
し
た
時
間
を
過
ご
し

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

（
辰
村
社
中
　
大
國
優
子
）

令
和
三
年
四
月
二
十
九
日
（
木
・
祝
）

【
薄
茶
席
】

観
翠
庵
道
場

　富
士
の
間

　

担
当

　下
垣
・
山
田
・
加
儀
社
中

来
客
数

　九
九
名
　

　
雨
が
新
緑
の
葉
を
濡
ら
し
清
々
し
い

空
気
を
感
じ
る
中
、
感
染
対
策
を
講

じ
、
九
曜
会
員
・
賛
助
会
員
の
方
々
の

み
お
招
き
し
、
席
担
当
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
感
染
対
策
が
優
先
だ
っ
た
為
に
、
皆

様
に
は
お
道
具
を
ゆ
っ
く
り
ご
覧
い
た

だ
く
こ
と
も
ま
ま
な
ら
ず
、
申
し
訳
な

か
っ
た
で
す
。
お
陰
様
で
皆
様
の
御
協

力
に
よ
り
無
事
終
え
る
事
が
出
来
ま
し

た
。
早
く
以
前
の
よ
う
に
平
穏
な
日
常

を
取
り
戻
し
、
茶
会
を
開
催
し
た
い
と

改
め
て
強
く
感
じ
ま
し
た
。

（
加
儀
社
中
　
三
島
羊
子
）

【
呈
茶
席
】

観
翠
庵
道
場

　松
霞
亭

　

担
当

　下
垣
・
山
田
・
加
儀
社
中

来
客
数

　九
九
名
　

　
春
雨
降
る
中
、
お
床
に
は
、
乾
英
宗

単
筆
　
蜆
子
画
賛
「
如
何
是
禅
」
・
花

入
は
、
三
斎
公
作
の
竹
一
重
切
を
取
り

合
わ
せ
、
新
樹
の
呈
茶
席
の
担
当
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
担
当
者
一
同
心
を
一
つ
に
し
て
、
感

染
対
策
に
万
全
を
期
し
た
お
も
て
な
し

を
熟
慮
す
る
中
で
、
改
め
て
日
常
の
当

た
り
前
の
有
難
さ
に
気
付
か
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　
令
和
二
年
九
月
二
十
七
日
（
日
）
、

出
雲
大
社
北
島
国
造
館
に
於
い
て
、
宗

浦
家
元
に
よ
る
献
茶
が
奉
納
さ
れ
ま
し

た
。
例
年
開
催
さ
れ
て
い
た
亀
山
茶
会

は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止

の
た
め
、
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

　
献
茶
式
に
は
、
宗
育
宗
匠
、
小
林
会

長
を
は
じ
め
、
九
曜
会
を
代
表
し
て
役

員
十
五
名
が
参
列
し
、
新
型
コ
ロ
ナ
感

染
症
の
早
期
収
束
と
五
穀
豊
穣
を
祈
願

し
ま
し
た
。

理
事
会
で
の
承
認
を
以
て
総
会
に
替

え
、
新
年
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

令
和
二
年
十
二
月
六
日
（
日
）

【
濃
茶
席
】

観
翠
庵
道
場

　松
霞
亭

　

担
当

　杉
山
社
中

来
客
数

　六
十
名
　

　
床
は
、
荒
井
一
掌
筆
「
梢
翁
無
味

茶
」
、
鋳
銅
鶴
首
花
入
に
初
嵐
と
冬
苺

を
入
れ
て
、
お
客
様
を
お
迎
え
致
し
ま

し
た
。

　
コ
ロ
ナ
禍
以
来
、
初
め
て
の
茶
席

で
と
て
も
緊
張
致
し
ま
し
た
が
、
参

加
の
皆
様
に
は
久
方
ぶ
り
の
茶
会
で

楽
し
く
過
ご
し
て
頂
け
た
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。

　
濃
茶
席
の
お
点
前
は
せ
ず
、
三
人
一

碗
で
の
呈
茶
を
行
い
ま
し
た
。
手
洗
、

マ
ス
ク
、
換
気
、
消
毒
等
に
十
分
対
策

を
し
、
無
事
に
茶
会
が
行
わ
れ
た
事
に

安
堵
し
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　
（
杉
山
社
中
　
錦
織
君
子
）

６
ペ
ー
ジ
へ
続
く

　
ご
来
席
さ
れ

た
方
が
喜
ん
で

く
だ
さ
る
お
姿

に
ほ
っ
と
し
、

感
謝
の
一
日
を

終
え
る
こ
と
が

出
来
ま
し
た
。

（
山
田
社
中
　
　 

佐
々
木
法
子
）

【
小
山
園
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
】

令
和
二
年
十
月
十
一
日
（
日
）

ハ
ー
ト
フ
ル
お
や
ま

　
今
年
度
の
呈
茶
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
は
、

コ
ロ
ナ
禍
の
為
一
度
だ
け
の
開
催
と
な

り
ま
し
た
。
毎
年
開
催
さ
れ
る
出
雲
駅

伝
に
あ
わ
せ
て
、
利
用
者
の
方
と
沿
道

で
応
援
す
る
の
で
す
が
、
駅
伝
自
体
が

中
止
と
な
り
残
念
で
し
た
が
、
利
用
者

の
方
に
少
し
で
も
喜
ん
で
も
ら
お
う

と
、
呈
茶
以
外
に
風
船
バ
レ
ー
を
し
ま

し
た
。
思
い
の
ほ
か
熱
が
入
り
、
皆
様

に
喜
ん
で
頂
け
ま
し
た
。

　
早
く
コ
ロ
ナ
禍
以
前
の
日
常
に
戻
る

こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
す
。

　
　
　
　
（
青
年
部
　
三
島
羊
子
）

　
お
知
ら
せ

　
九
曜
会
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
一
部

を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
い
た
し
ま
し
た
。

ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
編
集
後
記

　
今
号
か
ら
、
宗
浦
家
元
に
ご
執
筆
を

お
願
い
し
、
新
連
載
を
開
始
い
た
し
ま

し
た
。
家
元
に
は
ご
快
諾
く
だ
さ
り
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
ま
た
、
新
た
に
賛
助
会
員
の
方
の

コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
事
業
報
告
に
は
、

青
年
部
の
活
動
も
加
わ
り
ま
し
た
。

　
今
後
も
、
皆
様
に
少
し
で
も
喜
ん
で

い
た
だ
け
る
紙
面
作
り
に
努
め
て
参
り

ま
す
。
皆
様
に
は
、
引
き
続
き
ご
協
力

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お
願
い

申
し
上
げ
ま
す
。

（
広
報
部
）

発　　行

三斎流九曜会
会長　小林祥泰

事務局　出雲市今市町53

出
雲
大
社
北
島
国
造
舘
に
於
い
て

新
型
コ
ロ
ナ
感
染
症
収
束
を
祈
願

宗
浦
家
元 

献
茶
奉
納

○
新
樹
の
茶
会

　
　

 

○
青
年
部
さ
く
ら
会

　
武
田
睦
弘
先
生
　  

（
令
和
二
年
九
月
）

　
内
田
　
稔
先
生
　  

（
令
和
三
年
三
月
）

　
辰
村
　
栄
先
生
　  

（
令
和
三
年
五
月
）

　
曽
田
文
雄
先
生
　  

（
令
和
三
年
五
月
）

　
◇
長
年
に
亘
る
九
曜
会
事
業
へ
の

ご
尽
力
に
感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。

ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す


