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新年寮歌歌始めの会
（平成22年１月30日・氷雪の門)

歌会始めに花を添えた、繁富一雄大先輩の「白寿を祝う会」寮歌祭も佳境に入り、次々に登壇

遠来の寮友や現寮生らと肩組み合って高歌放吟

中瀬前会長の音頭で「都ぞ弥生」を斉唱

同窓会役員や来賓の北大関係者による鏡割りで開幕



恵迪寮観桜会（平成22年５月５日・円山公園)

「都ぞ弥生」（１番～５番）のイメージを描いた水彩画（高野豊君・画)

「都ぞ弥生」４番

「都ぞ弥生」１番 「都ぞ弥生」３番

「都ぞ弥生」５番

「都ぞ弥生」２番
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恵
迪
寮
の
男
た
ち

恵
迪
寮
同
窓
会
会
長

横

山

清

（
Ｓ
31
年
入
寮
）

新
緑
の
エ
ル
ム
の
森
で
は
北
大
祭
が
始
ま
り
、
９
月
に
は
鮭
が
母
な
る
川
を
遡
る
如
く
総
会
を
目
指
し
て
恵
迪
男
女
が
北
大
に
回
帰
し
ま
す
。

今
年
は
「
60
年
安
保
」
か
ら
50
年
と
報
道
さ
れ
ま
し
た
。
咄
嗟
に
思
い
出
し
た
の
は
20
年
前
出
版
の
「
北
大
恵
迪
寮
の
男
た
ち
」（
安
保
か
ら
30

年
）
向
井
承
子
氏
の
力
作
で
し
た
。
登
場
す
る
の
は
昭
和
32
年
入
寮
組
の
う
ち
生
協
理
事
長
だ
っ
た
河
村
征
治
氏
な
ど
13
名
の
生
き
様
を
追
っ
た

ノ
ン
フ
ェ
ク
シ
ョ
ン
で
す
。
著
者
は
、
あ
れ
か
ら
あ
な
た
は
、
ど
う
生
き
ま
し
た
か
？
と
問
い
か
け
て
い
ま
す
。

私
は
寮
生
活
を
共
に
し
た
当
事
者
と
し
て
定
年
を
目
前
に
し
た
恵
迪
同
窓
の
30
年
に
わ
た
る
苦
悩
と
奮
闘
ぶ
り
に
共
感
と
感
銘
を
受
け
た
も
の

で
す
。「
色
々
な
生
き
方
が
あ
る
の
だ
な
ぁ
」と
紅
顔
の
諸
氏
を
想
い
な
が
ら
更
に
20
年
た
ち
ま
し
た
。
こ
の
本
の
登
場
人
物
は
70
路
の
半
ば
を
辿

り
、
全
国
に
分
散
し
な
が
ら
も
同
窓
会
幹
部
あ
る
い
は
熱
烈
な
シ
ン
パ
と
し
て
縁
の
下
を
支
え
て
い
る
の
で
す
か
ら
面
白
く
も
、
又
頼
も
し
い
限

り
で
あ
り
ま
す
。

同
窓
会
は
結
成
か
ら
27
年
を
経
ま
し
た
。
恵
迪
の
名
を
残
し
自
治
の
確
立
と
寮
歌
を
継
承
し
良
き
伝
統
を
守
る
と
い
う
誓
い
は
、
決
し
て
満
足

で
き
る
結
果
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
伝
統
を
守
る
の
は
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
く
伝
統
を
守
っ
て
い
る
つ
も
り
で
も
単
な
る
模
倣
か
マ
ン
ネ
リ

ズ
ム
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
時
代
々
々
の
社
会
的
影
響
を
考
慮
し
、
守
り
育
て
る
不
断
の
努
力
が
必
要
に
し
て
不
可
欠
な
の
は
言
う
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

明
治
45
年
寮
歌
『
都
ぞ
弥
生
』
の
誕
生
百
年
が
あ
と
２
年
と
目
前
に
迫
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。

こ
の
百
年
は
恵
迪
に
係
る
人
の
歴
史
で
あ
り
、
北
海
道
大
学
の
精
神
的
在
り
方
を
受
け
継
ぎ
拡
充
発
展
せ
し
め
て
き
た
成
果
で
も
あ
り
ま
す
。

平
成
19
年
わ
が
寮
命
名
百
年
の
記
念
祭
は
中
瀬
篤
信
前
会
長
の
卓
越
し
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
全
国
の
同
窓
諸
兄
か
ら
の
浄
財
支
援
も
予
想

を
上
廻
る
額
と
な
り
路
傍
に
埋
も
れ
か
け
て
い
た
歌
碑
が
百
年
元
気
と
甦
り
数
々
の
行
事
を
成
功
さ
せ
同
窓
会
の
財
務
も
好
転
し
ま
し
た
。

し
か
し
高
齢
社
会
に
於
け
る
同
窓
会
活
動
は
予
断
を
許
さ
ぬ
状
況
に
あ
り
ま
す
。
問
題
点
の
中
で
も
一
際
気
掛
か
り
な
の
は
『
都
ぞ
弥
生
』
を

歌
え
な
い
北
大
生
が
急
増
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
入
学
式
で
初
め
て
耳
に
し
、
卒
業
式
で
は
背
景
音
楽
と
し
て
聴
き
学
園
を
去
る
と
い
う
信
じ
難

い
状
況
を
看
過
す
訳
に
は
い
き
ま
せ
ん
。
百
周
年
ま
で
に
積
極
的
な
支
援
を
行
う
こ
と
が
喫
緊
の
課
題
で
す
。

最
後
に
明
る
い
話
題
。
新
春
、
寮
歌
歌
始
め
の
会
で
繁
富
一
雄
名
誉
会
長
の
〞
白
寿
〝
の
祝
い
が
催
さ
れ
祝
の
品
白
桃
を
象
っ
た
99
個
の
お
饅

頭
の
前
で
御
夫
妻
が
ド
イ
ツ
語
で
『
野
ば
ら
』
を
合
唱
さ
れ
ま
し
た
。
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
人
を
愛
す
る
こ
と
、
情
熱
を
も
っ
て
燃
え
る
こ
と

を
恵
迪
寮
を
最
も
愛
す
る
先
輩
か
ら
教
わ
り
ま
し
た
。
勿
論
そ
の
後
の
寮
歌
斉
唱
は
超
大
盛
況
で
あ
り
ま
し
た
。

巻頭言

巻頭言



と
も
に
手
を
携
え
て
さ
ら
な
る
飛
躍
を

北
海
道
大
学
総
長

佐

伯

浩

（
Ｓ
35
年
入
学
・
工
学
博
士
）

恵
迪
寮
同
窓
会
の
皆
様
に
は
、
日
頃
か
ら
本
学
の
た
め
に
御
協
力

を
賜
り
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
春
が
き
た
と
は
い
え
ま
だ

ま
だ
寒
い
札
幌
で
す
が
日
々
、キ
ャ
ン
パ
ス
の
木
々
は
若
芽
を
出
し
、

中
央
ロ
ー
ン
の
芝
生
の
緑
も
増
し
て
お
り
ま
す
。

札
幌
農
学
校
が
１
８
７
６
年
に
創
設
さ
れ
て
１
３
５
年
の
間
、
い

く
つ
か
の
変
遷
を
経
て
、
現
在
の
国
立
大
学
法
人
北
海
道
大
学
と

な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
法
人
化
と
な
っ
て
か
ら
６
年
が

経
ち
、
第
一
期
中
期
目
標
期
間
が
終
了
し
、
そ
し
て
今
年
は
第
二
期

中
期
目
標
期
間
と
い
う
新
た
な
６
年
間
の
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し

た
。こ

の
間
、
教
職
員
一
同
、
無
駄
を
省
き
、
競
争
的
研
究
資
金
の
獲

得
や
民
間
等
と
の
共
同
研
究
実
施
に
努
力
さ
れ
た
結
果
、
か
な
り
の

剰
余
金
を
生
み
だ
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
か
な
り
の
部
分
が

全
天
候
型
運
動
施
設
の
新
設
に
当
て
ら
れ
、
第
一
・
第
二
の
ほ
か
小

体
育
館
の
大
幅
改
修
、
北
部
食
堂
の
増
築
そ
れ
に
保
健
セ
ン
タ
ー
の

移
転
、
水
産
科
学
研
究
院
の
北
晨
寮
の
大
改
修
が
終
了
し
ま
し
た
。

今
年
の
秋
ま
で
に
は
、
第
二
農
場
の
北
西
部
に
ア
メ
リ
カ
ン
フ
ッ
ト

ボ
ー
ル
部
と
ラ
ク
ロ
ス
部
の
練
習
グ
ラ
ウ
ン
ド
も
完
成
予
定
と
な
っ

て
お
り
、
学
生
支
援
設
備
等
の
充
実
を
は
か
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

ま
た
、
来
年
は
、
恵
迪
寮
昭
和
34
年
入
寮
の
阿
竹
宗
彦
氏
等
の
奔

走
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
７
大
学
総
合
体
育
大
会
が
第
50
回
を
迎

え
、
北
大
を
主
管
校
と
し
て
開
催
さ
れ
ま
す
。
第
１
回
の
主
管
校
か

ら
８
順
目
を
迎
え
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
本
学
も
、
体
育
会
と
連
携

し
て
記
憶
に
残
る
大
会
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

再
来
年
に
は
恵
迪
寮
寮
歌
「
都
ぞ
弥
生
」
が
生
誕
１
０
０
年
を
迎

え
る
節
目
の
時
期
と
な
り
、
寮
生
の
み
な
ら
ず
北
大
関
係
者
に
愛
さ

れ
歌
い
継
が
れ
て
き
た「
都
ぞ
弥
生
」。
こ
れ
は
な
に
よ
り
も
恵
迪
寮

同
窓
生
の
皆
様
の
北
大
に
対
す
る
強
い
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

北
海
道
大
学
は
、
さ
ら
に
飛

躍
す
る
た
め
に
努
力
し
て
い
き

ま
す
。
恵
迪
寮
同
窓
会
の
皆
様

に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
今
後
と

も
御
支
援
を
賜
れ
ば
幸
い
に
存

じ
ま
す
。
恵
迪
寮
同
窓
会
、
会

員
の
皆
様
そ
し
て
北
海
道
大
学

が
協
力
し
共
に
発
展
す
る
こ
と

を
祈
念
い
た
し
ま
し
て
ご
挨
拶

と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

ご挨拶



「
都
ぞ
弥
生
」
が
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
な
る
日

恵
迪
寮
同
窓
会
代
表
幹
事

白

浜

憲

一

（
Ｓ
40
年
入
寮
）

「
都
ぞ
弥
生
」が
百
年
の
長
き
に
亘
り
、
恵
迪
寮
生
に
限
ら
ず
多
く

の
人
々
に
愛
唱
さ
れ
て
き
た
の
は
、
そ
の
メ
ロ
デ
ィ
の
美
し
さ
と
と

も
に
そ
の
歌
詞
が
四
季
の
移
ろ
い
を
通
し
北
の
大
地
の
厳
し
く
も
美

し
い
自
然
の
尊
大
さ
と
「
貴
き
野
心
」
の
大
切
さ
を
高
ら
か
に
謳
い

上
げ
た
か
ら
で
、
音
楽
と
し
て
の
完
成
度
だ
け
で
な
く
そ
の
精
神
の

普
遍
性
は
時
代
の
変
化
に
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
な
く
未
来
永
劫
に
受
け

継
が
れ
る
も
の
で
あ
る
。

最
近
の
北
大
生
が
「
都
ぞ
弥
生
」
を
歌
え
な
く
な
っ
て
き
て
い
る

と
の
声
を
耳
に
す
る
。
私
が
北
大
に
入
学
し
た
昭
和
40
年
か
ら
数
え

て
も
45
年
の
歳
月
が
過
ぎ
て
い
る
。
日
本
社
会
の
変
化
と
と
も
に
北

大
を
取
り
巻
く
状
況
も
変
化
し
、
入
学
す
る
北
大
生
た
ち
の
志
望
動

機
や
意
識
に
も
大
き
な
変
化
が
あ
る
。
今
年
４
月
に
入
学
し
た
12
学

部
２
５
７
０
名
は
バ
ブ
ル
経
済
が
崩
壊
し
日
本
経
済
が
混
迷
の
淵
に

あ
っ
た
平
成
初
期
生
ま
れ
、
何
を
ど
の
よ
う
に
考
え
成
長
し
て
き
た

の
か
。
現
在
の
自
分
か
ら
実
体
験
の
45
年
前
を
語
る
こ
と
は
そ
れ
ほ

ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
が
、当
時
の
自
分
か
ら
未
体
験
の
45
年
遡
っ

た
時
代
（
１
９
２
０
年
は
国
際
連
盟
結
成
、
北
大
で
は
「

み
が

く
」
が
発
表
さ
れ
た
年
）
を
語
る
こ
と
は
難
し
い
。
私
た
ち
と
現
在

の
大
学
生
と
で
は
「
都
ぞ
弥
生
」
を
受
け
止
め
る
感
覚
に
大
き
な
齟

齬
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、「
都
ぞ
弥
生
」が
も
つ
そ
の

普
遍
性
ゆ
え
に
、
今
の
北
大
生
に
も
理
解
さ
れ
親
し
ま
れ
る
北
大
を

代
表
す
る
曲
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
は
な
い
。
是
非
と
も
、
北
大
生
に

こ
の
曲
の
素
晴
ら
し
さ
を
伝
え
て
行
き
た
い
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
北
大
の
外
国
人
留
学
生
の
数
や
国
・
地
域
は
こ
の
30
年
間

で
大
き
く
変
化
し
て
い
る
。
１
９
８
０
年
は
15
か
国
・
２
地
域
か
ら

52
名
で
あ
っ
た
が
、
２
０
１
０
年
に
は
84
か
国
・
１
地
域
か
ら
１
１

９
３
名
と
飛
躍
的
に
増
加
し
て
い
る
。
国
別
で
は
、
中
国
の
５
７
２

名
が
ト
ッ
プ
で
、
韓
国
１
４
６
名
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
53
名
と
続
く
、

学
部
別
で
は
、
工
学
部
３
０
６
名
、
農
学
部
１
４
８
名
、
文
学
部
１

２
６
名
、
経
済
学
部
84
名
の
順
で
あ
る
。
世
界
の
国
々
の
文
化
を
理

解
・
受
容
す
る
「
内
な
る
国
際
化
」
は
歴
史
の
必
然
で
あ
る
が
、「
都

ぞ
弥
生
」を
英
語
、
独
語
、
中
国
語
な
ど
に
多
言
語
化
す
る
こ
と
で
、

こ
の
歌
を
全
世
界
に
広
め
多
く
の
人
々
に
親
し
ん
で
頂
き
、「F

rontier
 

S
pirit

」
と
「L

ofty A
m
bition

」
の
精
神
を
共
有
し
、
人
類
の
平

和
と
幸
福
に
貢
献
す
る
こ
と
は
大
き
な
意
義
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

今
年
の
「
寮
歌
歌
始
め
の
会
」
で
丹
治
道
彦
氏
に
よ
る
「
都
ぞ
弥

生
」
ド
イ
ツ
語
版
が
そ
の
先
陣
を
切
っ
て
披
露
さ
れ
、
現
在
「
都
ぞ

弥
生
」
百
年
記
念
に
向
け
て
、
英
語
版
、
中
国
語
版
、
ロ
シ
ア
語
版

な
ど
の
訳
歌
に
取
り
組
ん
で
い
る
。「
都
ぞ
弥
生
」が
人
類
に
と
っ
て

の
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
歌
」
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
止
ま
な
い
。

挨 拶

ご挨拶



バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
会
員
構
成
を
め
ざ
し
て

恵
迪
寮
同
窓
会
北
海
道
支
部
長

氏

平

増

之

（
Ｓ
38
年
入
寮
）

平
成
22
年
度
北
海
道
支
部
の
活
動
は
１
月
30
日
、
札
幌
・
す
す
き

の
「
氷
雪
の
門
」
に
お
け
る
「
新
年
寮
歌
歌
始
め
の
会
」
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。
今
回
は
、
寮
歌
に
加
え
、
今
年
99
歳
を
迎
え
ら
れ
る

繁
富
一
雄
・
元
会
長
の
白
寿
祝
賀
会
や
、
ド
イ
ツ
語
版
「
都
ぞ
弥
生
」

の
お
披
露
目
も
企
画
実
施
致
し
ま
し
た
。
前
者
の
祝
賀
会
で
は
、
大

先
輩
の
「
張
り
と
気
力
」
の
ご
挨
拶
を
拝
聴
し
て
、
我
々
も
か
く
あ

ら
ね
ば
と
感
じ
た
次
第
で
す
。
後
者
に
関
し
て
は
、
大
学
院
工
学
研

究
科
の
例
で
み
る
と
、
外
国
人
留
学
生
割
合
は
約
10
％
で
、
年
々
、

国
際
化
が
進
み
つ
つ
あ
り
ま
す
。
恵
迪
寮
歌
、
中
で
も「
都
ぞ
弥
生
」、

留
学
生
に
も
歌
え
る
よ
う
に
な
っ
て
も
ら
い
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
今

回
の
ド
イ
ツ
語
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
「
都
ぞ
弥
生
」
は
、
間
違
い
な
く
そ

の
一
助
に
な
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

同
窓
会
北
海
道
支
部
で
は
、
平
成
10
年
以
降
、
現
寮
生
を
含
め
若

い
世
代
の
会
員
拡
充
が
重
点
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
関
し

て
は
現
寮
と
の
交
流
を
活
発
に
し
な
が
ら
同
窓
会
の
メ
ン
バ
ー
や
活

動
内
容
を
知
っ
て
も
ら
い
、
卒
業
時
に
積
極
的
に
入
会
し
て
も
ら
お

う
と
い
う
方
針
で
活
動
し
て
い
ま
す
。

今
年
度
の
交
流
と
し
て
は
、
５
月
５
日
、
円
山
公
園
へ
の
観
桜
会

参
加
が
あ
り
ま
し
た
。
晴
天
に
恵
ま
れ
、
10
数
名
の
Ｏ
Ｂ
が
参
加
、

応
援
団
ら
行
列
の
後
に
つ
い
て
、春
の
日
差
し
を
満
喫
致
し
ま
し
た
。

大
通
公
園
で
は
、
噴
水
へ
飛
び
込
み
、「
ス
ト
ー
ム
の
歌
」で
青
春
を

謳
歌
す
る
寮
生
た
ち
の
若
さ
に
う
ら
や
ま
し
さ
を
感
じ
な
が
ら
、
一

方
で
噴
水
に
登
り
足
を
滑
ら
せ
た
り
、
公
園
管
理
側
と
ト
ラ
ブ
ル
を

起
こ
し
た
り
し
な
い
か
と
心
配
す
る
な
ど
、
伝
統
行
事
に
Ｏ
Ｂ
も
一

定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

ま
た
、昨
年
10
月
23
日
に
は
、開
識
社「
講
演
会
」を
時
計
台
ホ
ー
ル

で
開
催
。
北
大
獣
医
学
研
究
科
の
喜
田
宏
教
授
に
「
鳥
、
ブ
タ
、
そ

し
て
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
」
の
演
題
で
講
演
し
て
頂
き

ま
し
た
。大
御
所
に
よ
る
誠
に
時
宜
を
得
た
有
益
な
講
演
会
で
し
た
。

こ
の
間
、
恵
迪
寮
で
は
、
今
田
達
哉
君
か
ら
松
尾
駿
介
君
、
そ
し

て
現
在
の
竹
林
司
君
へ
と
執
行
委
員
長
が
交
代
し
ま
し
た
。
各
委
員

長
と
も
任
期
中
に
少
な
く
と
も
１
回
は
支
部
幹
事
会
へ
出
席
。ま
た
、

主
要
行
事
の
「
寮
歌
歌
い
始
め
の
会
」、「
開
識
社
講
演
会
」
な
ど
に

も
、
十
数
名
の
寮
生
が
参
加
、
出
席
し
て
く
れ
ま
し
た
。
講
演
会
後

の
、
寮
生
も
加
わ
っ
た
懇
親
会
で
は
、「
Ｏ
Ｂ
と
寮
生
の
年
齢
ギ
ャ
ッ

プ
は
相
当
な
も
の
で
、
違
和
感
は
あ
り
ま
す
」と
か
、「
今
の
寮
で
は
、

あ
ま
り
物
不
足
を
感
じ
な
い
」
な
ど
、
忌
憚
の
な
い
意
見
も
出
さ
れ

参
考
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
交
流
を
重
ね
る
こ
と
で
、
若

年
層
の
会
員
増
を
図
り
、
バ
ラ
ン
ス
の
取
れ
た
会
員
構
成
を
め
ざ
し

た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ご挨拶



「
都
ぞ
弥
生
」
に
想
う

恵
迪
寮
同
窓
会
西
日
本
支
部
長

窪

田

開

拓

（
Ｓ
32
年
入
寮
）

入
寮
時
、
歓
迎
会
の
席
で
横
山
委
員
会
が
役
員
一
同
こ
の
歌
で
歓

迎
し
て
く
れ
た
こ
と
を
回
想
す
る
。

今
と
な
っ
て
は
遥
か
遠
い
思
い
出
で
あ
る
が
、
古
希
年
齢
に
至
っ

て
も
こ
れ
に
よ
り
繫
が
っ
て
い
る
不
思
議
が
あ
る
。西
に
来
て
以
来
、

召
さ
れ
た
先
輩
を
ど
れ
だ
け
送
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
都
度
家
族

の
意
向
を
無
視
？
し
つ
つ
時
に
は
涙
し
つ
つ
謳
っ
た
も
の
だ
。
わ
が

身
が
い
ず
れ
鬼
籍
に
入
る
こ
と
も
感
じ
ず
に
。
こ
の
寮
歌
が
風
化
し

な
い
の
は
生
へ
の
限
り
な
き
憧
憬
が
自
然
を
モ
チ
ー
フ
に
し
つ
つ

語
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
寮
を
離
れ
る
ほ
ど
情
景
を
想
い
描
き
な

が
ら
10
代
最
後
の
青
春
を
懐
か
し
み
な
が
ら
、
ま
だ
俺
は
ケ
ッ
パ
ル

ぞ
と
。

横
山
芳
介
さ
ん
は
明
治
45
年
３
月
26
日
朝
、
原
稿
を
完
成
し
満
足

の
よ
う
で
あ
っ
た
。
赤
木
顕
次
さ
ん
は
草
稿
を
読
み
つ
つ
節
回
し
は

出
来
て
い
た
よ
う
だ
。
昭
和
32
年
、
初
代
歌
碑
の
落
成
記
念
に
来
ら

れ
た
赤
木
先
輩
は
都
ぞ
弥
生
の
誕
生
秘
話
と
そ
の
謳
い
方
を
指
導
し

て
下
さ
っ
た
。
森
の
中
を
逍
遥
す
る
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
と
し
た
足
取

り
で
と
…
…
。
こ
の
時
期
に
居
合
わ
せ
た
入
寮
組
は
何
と
も
50
分
の

１
の
確
率
に
遭
遇
し
、
再
び
１
０
０
年
目
を
待
ち
望
む
と
は
奇
蹟
に

等
し
い
。
１
０
０
年
目
の
我
々
は
戦
争
を
経
験
し
な
か
っ
た
が
、
戦

後
の
波
に
揉
ま
れ
、
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
世
情
の
中
で
先
輩
方
が

遭
遇
し
な
か
っ
た
安
保
闘
争
、
奇
跡
と
も
い
わ
れ
る
復
興
の
中
に
生

き
て
い
る
が
、
過
酷
な
時
代
変
遷
は
人
情
を
追
い
や
り
、
な
に
か
し

ら
空
虚
さ
が
付
き
纏
う
よ
う
だ
。
そ
こ
に
は
旧
制
世
代
の
感
情
と
は

か
け
離
れ
た
無
念
さ
が
滲
み
出
て
、
活
力
が
低
下
し
つ
つ
あ
る
よ
う

に
思
う
。

し
か
し
同
窓
と
邂
逅
す
る
と
き
、
共
有
の
歌
を
持
ち
合
わ
せ
て
い

る
せ
い
か
、
肩
を
組
み
、
ひ
と
時
青
春
を
回
想
す
る
。
こ
の
時
だ
け

は
先
輩
と
後
輩
が
存
在
す
る
。
時
代
が
移
り
、
人
情
が
希
薄
に
な
ろ

う
と
も
こ
の
歌
に
よ
り
蘇
り
、
若
き
二
十
歳
を
呼
び
戻
そ
う
で
は
な

い
か
。
佐
藤
春
夫
が
青
春
を
詩
い
、
種
田
山
頭
火
が
「
分
け
入
っ
て

も
分
け
入
っ
て
も
青
い
山
」
と
吟
じ
た
よ
う
に
純
粋
に
し
て
無
頼
で

あ
り
た
い
。
神
坂
次
郎
が
知
覧
特
攻
を
記
し
た
「
今
日
わ
れ
生
き
て

あ
り
」
は
、
命
を
無
為
に
し
た
く
な
い
、
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い

と
い
う
無
言
の
叫
び
で
あ
る
。

恵
迪
の
心
は
時
代
を
見
据
え
な
が
ら
優
し
さ
と
逞
し
さ
を
保
ち
な

が
ら
、
ニ
ー
チ
ェ
の
「
あ
ま
り
に
も
人
間
的
な
」
精
神
を
持
ち
合
わ

せ
て
行
こ
う
で
は
な
い
か
。

希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
る
時
代
で
は
あ
る
が
、
恵
迪
は
不
滅
だ
と
ひ

そ
か
に
伝
え
、
実
践
し
て
い
く
こ
と
が
１
０
０
年
目
の
私
た
ち
に
与

え
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
。
恵
迪
寮
よ
、
お
前
が
伝
え
る
の
だ
。

ご挨拶
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寮
歌
生
誕
記
念
大
寮
歌
祭
と
共
に
同
窓
会
の
強
化
を

恵
迪
寮
同
窓
会
東
日
本
支
部
長

山

中

義

正

（
Ｓ
32
年
入
寮
）

昨
年
度
は
開
識
社
の
開
催
と
会
員
増
強
に
つ
い
て
の
第
一
歩
を
歩

み
だ
す
年
と
位
置
づ
け
、
具
体
的
な
行
動
を
開
始
し
ま
し
た
。
東
日

本
支
部
と
し
て
初
め
て
の
開
識
社
講
師
に
は
、
当
支
部
の
役
員
で
、

東
京
海
洋
大
学
の
教
授
の
加
藤
秀
弘
氏
（
Ｓ
46
年
入
寮
）
に
お
願
い

し
、
捕
鯨
の
国
際
的
な
歴
史
的
経
過
と
現
状
、
そ
し
て
将
来
展
望
に

つ
い
て
大
変
示
唆
に
富
む
講
話
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。「
鯨
カ
ツ
」は

か
つ
て
恵
迪
寮
生
に
と
っ
て
貴
重
な
動
物
性
た
ん
ぱ
く
源
で
あ
っ
た

だ
け
に
、
最
近
話
題
の
シ
ー
シ
ェ
パ
ー
ド
事
件
と
併
せ
参
加
者
の
感

心
も
高
く
、
当
初
予
定
を
大
幅
に
上
回
る
参
加
者
が
あ
り
、
急
遽
会

場
を
変
更
す
る
程
で
、大
勢
の
参
加
者
か
ら
大
変
好
評
を
得
ま
し
た
。

会
員
増
強
対
策
で
は
、
最
初
の
手
が
か
り
と
し
て
新
規
役
員
の
増

強
に
取
り
組
む
こ
と
に
し
ま
し
た
。
Ｏ
Ｇ
の
渕
上
玲
子
氏
（
Ｈ
８
入

寮
）
よ
り
応
援
団
Ｏ
Ｂ
の
長
谷
川
健
氏
（
Ｈ
７
入
寮
）
の
紹
介
を
得

て
、
新
た
に
朝
倉
仁
樹
氏（
Ｓ
52
入
寮
）、
橋
本
浩
典
氏（
Ｓ
54
入
寮
）、

坪
井
宏
太
氏
（
Ｈ
10
入
寮
）
の
３
名
が
新
幹
事
と
し
て
当
支
部
に
加

わ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

東
日
本
支
部
で
は
、
か
つ
て
寮
歌
の
誕
生
に
因
ん
で
２
０
０
０
年

に
「

み
が
く
」
生
誕
80
周
年
（
東
京
上
野
）、
２
０
０
２
年
に
は

「
都
ぞ
弥
生
」
生
誕
90
周
年
（
静
岡
・
長
源
寺
）、
２
０
０
３
年
に
「
春

雨
に
濡
る
る
」
生
誕
80
周
年
（
東
京
上
野
）
を
そ
れ
ぞ
れ
開
催
し
て

参
り
ま
し
た
。
今
年
は
「

み
が
く
」
生
誕
90
周
年
で
す
。
更
に

２
年
後
の
２
０
１
２
年
は
い
よ
い
よ
「
都
ぞ
弥
生
」
が
生
誕
百
年
を

迎
え
ま
す
。
こ
の
年
は
東
日
本
支
部
が
輪
番
で
担
当
の
年
に
当
り
ま

す
が
、
記
念
行
事
の
規
模
か
ら
、
３
年
前
の
「
恵
迪
寮
命
名
百
年
」

同
様
、
本
格
的
な
記
念
行
事
は
同
窓
会
本
部
の
札
幌
で
開
催
し
て
い

た
だ
き
、
当
支
部
は
札
幌
で
の
応
援
と
東
日
本
地
区
で
持
て
る
力
の

範
囲
内
で
記
念
の
大
寮
歌
祭
を
開
催
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

さ
て
、今
年
度
の
寮
歌
祭
は
群
馬
県
で
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

「

み
が
く
」生
誕
90
周
年
に
ふ
さ
わ
し
い
大
寮
歌
祭
に
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
今
年
も
群
馬
県
在
住
の
恵
迪
寮
Ｏ
Ｂ
に
同
窓
会
入

会
の
呼
び
か
け
を
図
り
ま
す
。
普
段
の
活
動
で
は
、
更
に
役
員
の
新

規
加
入
を
薦
め
な
が
ら
、
会
員
増
強
の
具
体
的
対
策
を
立
案
し
、
行

動
に
移
す
年
と
心
得
え
て
い
ま
す
。

最
近
の
寮
歌
祭
に
参
加
さ
れ
る
恵
迪
寮
同
窓
生
は
固
定
化
の
傾
向

に
あ
り
、同
時
に
高
齢
化
に
進
み
つ
つ
あ
る
こ
と
が
心
配
さ
れ
ま
す
。

最
近
の
閉
塞
感
に
包
ま
れ
た
世
の
中
で
、
活
力
を
回
復
す
る
契
機
と

な
る
の
は
「
恵
迪
寮
寮
歌
」
で
あ
り
、
回
復
し
た
活
力
を
維
持
す
る

の
も
「
恵
迪
寮
精
神
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
恵
迪
寮
同
窓
生
は

も
と
よ
り
、
北
大
Ｏ
Ｂ
、
現
寮
生
ら
に
恵
迪
寮
同
窓
会
の
存
在
と
そ

の
活
動
状
況
を
Ｐ
Ｒ
し
、
一
人
で
も
多
く
の
方
々
に
寮
歌
祭
へ
参
加

し
て
い
た
だ
き
、
同
窓
会
が
よ
り
強
固
な
も
の
と
な
る
こ
と
を
願
っ

て
い
ま
す
。

ご挨拶
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特

集
「
都
ぞ
弥
生
」
百
年
祭
に
向
か
っ
て

昭
和
11
年
寮
歌
『
嗚
呼
茫
々
の
』
の
作
歌
者
で
、
昭
和
12
年
の
第
三
十
回
記
念

寮
歌
『
春
未
だ
浅
き
』
の
作
曲
者
で
も
あ
る
宍
戸
昌
夫
さ
ん
か
ら
、『
都
ぞ
弥
生
』

や
恵
迪
寮
に
関
す
る
思
い
出
を
書
き
綴
っ
た
原
稿
や
檄
文
が
同
窓
会
事
務
局
に
届

き
ま
し
た
。
齢
93
歳
、
今
な
お
寮
歌
に
対
し
て
あ
ふ
れ
ん
ば
か
り
の
情
熱
を
持
ち

続
け
る
宍
戸
先
輩
の
手
紙
の
一
部
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
２
年
後
に
迫
っ
た
『
都

ぞ
弥
生
』
誕
生
１
０
０
年
祭
を
盛
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

宍
戸
昌
夫
君
か
ら
の
手
紙

宍

戸

昌

夫

（
Ｓ
10
年
入
寮
）

過
日
、
わ
が
家
の
書
斎
（
恵
迪
の
扁
額
を
掲
げ
て
「
恵
迪
庵
」
と

称
し
て
い
る
）
の
雑
書
類
を
整
理
し
て
い
た
処
「
都
ぞ
弥
生
」
作
歌

70
周
年
記
念
北
大
寮
歌
祭
の
折
と
、
同
じ
く
80
周
年
記
念
の
寮
歌
祭

の
折
に
、
私
が
選
り
す
ぐ
っ
て
そ
の
場
で
読
み
上
げ
た
檄
文
を
書
い

た
も
の
が
出
て
き
ま
し
た
の
で
、
懐
か
し
く
も
思
い
、
恵
迪
寮
同
窓

会
に
参
考
文
書
と
し
て
保
存
し
て
頂
き
た
く
て
こ
こ
に
お
送
り
す
る

次
第
で
す
。

当
時
、
北
大
東
京
同
窓
会
に
は
寮
歌
委
員
会
な
る
組
織
が
あ
り
、

毎
年
寮
歌
祭
を
開
催
し
て
お
り
ま
し
た
。
後
年
同
窓
会
役
員
が
若
い

人
達
に
移
る
と
、
同
窓
会
の
組
織
に
寮
歌
委
員
会
な
ど
は
不
要
で
、

愛
好
会
で
い
い
だ
ろ
う
と
言
う
こ
と
に
な
り
廃
止
さ
れ
ま
し
た
。

「
都
ぞ
弥
生
」90
周
年
記
念
は
、
静
岡
市
内
で
同
窓
会
主
催
の
形
で

行
わ
れ
ま
し
た
が
、
も
う
同
窓
会
に
寮
歌
委
員
会
は
な
く
、
檄
文
を

選
り
す
ぐ
る
人
も
な
く
終
わ
り
ま
し
た
。

同
封
し
た
一
枚
の
紙
に
書
か
れ
た
檄
文
は
10
年
の
間
隔
が
あ
り
ま

す
が
、
私
の
書
い
た
文
字
が
殆
ど
同
じ
様
な
筆
運
び
で
あ
る
の
を
見

Ⅰ わが心の「都ぞ弥生」
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て
、
わ
れ
な
が
ら
驚
く
位
で
す
。
90
年
の
際
に
は
当
日
巻
紙
に
書
い

て
読
み
上
げ
た
も
の
も
保
存
し
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
同
封
い
た
し

ま
す
。
勿
論
当
日
会
場
に
は
模
造
紙
全
紙
を
貼
り
継
い
で
こ
の
檄
文

を
大
書
き
し
て
壁
間
に
掲
出
し
た
も
の
で
、
そ
れ
を
書
い
た
の
も
私

で
し
た
。
今
懐
か
し
く
当
時
を
想
起
し
、
当
時
ご
健
在
で
あ
っ
た
先

輩
各
位
の
こ
と
な
ど
偲
ば
れ
ま
す
。

こ
れ
に
関
連
し
て
「
都
ぞ
弥
生
」
に
つ
い
て
私
が
書
い
た
拙
文
が

あ
り
ま
し
た
の
で
ご
参
考
に
送
り
ま
す
。

私
は
「
都
ぞ
弥
生
」
を
愛
好
す
る
こ
と
は
北
大
Ｏ
Ｂ
と
し
て
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
旧
制
中
学
時
代
か
ら
歌
詞
の
名
句
を
そ
ら
ん
じ
て

い
て
「
星
影
さ
や
か
に
光
れ
る
北
を
、
人
の
世
の
清
き
国
ぞ
と
あ
こ

が
れ
ぬ
」
に
は
少
年
の
夢
を
か
き
た
て
ら
れ
、
愛
知
県
の
田
舎
の
中

学
で
、
母
（
父
は
死
亡
）
が
ど
う
し
て
そ
ん
な
遠
く
へ
行
く
気
に
な

る
の
か
と
、
い
ぶ
か
る
の
を
押
し
切
っ
て
受
験
し
た
も
の
で
す
。

そ
れ
は
今
、
私
は
神
の
予
め
定
め
給
う
た
も
の
と
人
に
言
う
こ
と

に
し
て
お
り
ま
す
。
ま
こ
と
に
神
の
定
め
給
う
た
も
の
で
あ
っ
た
が

こ
そ
、
私
に
と
っ
て
最
上
の
道
で
あ
り
、
充
実
し
た
人
生
を
与
え
ら

れ
た
こ
と
を
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

「
都
ぞ
弥
生
」１
０
０
年
の
折
に
は
、
私
は
も
う
存
在
し
て
い
な
い

と
思
い
ま
す
が
、
ど
な
た
か
名
文
を
選
り
す
ぐ
っ
て
い
た
だ
く
こ
と

を
願
っ
て
い
ま
す
。

檄
文

一
九
九
二
年
十
一
月
十
四
日

「
都
ぞ
弥
生
」
八
十
年
記
念
北
大
寮
歌
祭

宍
戸

昌
夫
撰
之

烏
兎

々
、
恵
迪
寮
々
歌
「
都
ぞ
弥
生
」
就な
り
て
八
十
年
の
歳
月

を
閲けみ
し
た
り
。
吾
等
こ
れ
を
悦
び
と
し
矜
り
と
な
す
。
固もと
、
寮
歌
な

り
と
雖
も
た
だ
に
寮
生
の
愛
唱
す
る
に
停
ら
ず
闊
く
北
大
全
黌こう
の
歌

と
し
て
遍あまねく
膾かい
炙しゃ
し
、
加

之

しかのみならず
邦
家
全
土
に
喧
傳
さ
れ
、
数
多
の
人

士
の
愛
吟
す
る
處
と
な
る
。

宜むべ
な
る
哉
、
彼
の
第
一
高
等
學
校
「
嗚
呼
玉
杯
」
第
三
高
等
學
校

「
紅
萌
ゆ
る
」と
倶
に
三
大
寮
歌
と
呼
称
せ
ら
れ
た
り
き
。
之
即
ち
そ

の
歌
詞
歌
曲
孰いず
れ
も
類たぐいな
く
秀
れ
た
る
の
所
以
ゆ
え
ん
に
非
ず
し
て
何
ぞ

や
。往

時
作
詞
者
横
山
芳
介
君
弱
冠
二
十
一
歳
、
作
曲
者
赤
木
顕
次
君

二
十
三
歳
な
り
し
を
念おも
う
時
、
吾
等
そ
の
偉
才
に
感かん
愕がく
措お
く
能あた
わ
ざ

る
る
處
な
り
。

そ
の
歌
詞
は
雄ゆう
渾こん
に
し
て
雅が
馴じゅん、
そ
の
詩うた
う
情こころは
己おのれを
誇
る
に
非

ず
、
人
を
誹そし
る
に
非
ず
、
世
を
欺
く
に
非
ず
、
名みょう利り
を
希のぞ
む
に
非
ず
。

只ひた
管すら
北
海
の
大
自
然
を
活
寫
顯
現
し
て
余
す
處
な
し
。

歌
曲
ま
た
荘
重
に
し
て
典てん
雅が
佳
調
能よ
く
萬
人
の
吟ぎん
誦しょうに
協かな
う
。
同どう

ちゅう、
或
い
は
北
天
に
星
斗
を
仰
ぐ
極
北
の
寒
夜
に
、
南
十
字
星
燦きら
め

く
南なん
冥めい
の
孤
島
に
、
將はた
又また
胡こ
沙さ
吹
く
大
陸
僻へき
陬すう
の
荒
野
に
感
懐
の
發おこ

る
ま
ま
口
を
衝つ
い
て
出
で
た
る
は
「
都
ぞ
弥
生
」
に
他ほか
な
ら
ざ
り
き
。

今
や
舊
制
高
等
學
校
跡
を
絶
ち
、
数
多
の
卓すぐ
れ
た
る
寮
歌
あ
り
し

Ⅰ わが心の「都ぞ弥生」



と
雖いえども
、
歌
い
嗣つ
ぐ
學
徒
毫ごう
も
莫な
く
僅わず
か
に
残
れ
る
同

相
集
い
て

回
舊
の
友
情なさけを
分
つ
と
謂い
う
己の
矣み
。

特ひと
り
恵
迪
寮
今
猶なお
屹きっ
然
と
し
て
北
大
構
内
に
在
り
。
寮
生
先
進
に

慣なら
い
て
歴
年
寮
歌
を
撰つく
り
て
傳
統
を
護
り
来
れ
り
。
夥か
多た
の
寮
歌
在

り
て
秀
歌
と
謂
い
名
歌
と
とな
う
る
も
の
無
き
に
し
も
非
ざ
れ
ど
も

「
都
ぞ
弥
生
」
に
優
る
は
莫な
く
超
ゆ
る
は
亡
し
。
方まさ
に
「
都
ぞ
弥
生
」

こ
そ
不
世
出
の
名
歌
と
謂
う
べ
け
れ
。

焉ここ
に「
都
ぞ
弥
生
」八
十
年
を
迎
う
。
祝
う
べ
し
こ
の
秋とき
、
讃
う
べ

し
こ
の

、
い
ざ
や
こぞ
り
て
聲
高
ら
か
に
歌
わ
ん
哉「
都
ぞ
弥
生
」‼

北
大
に
こ
そ
生
ま
れ
た

不
朽
の
名
歌
「
都
ぞ
弥
生
」

１
９
９
６
年
10
月
発
行
の
東
京
エ
ル
ム
新
聞

コ
ラ
ム
「
ク
ラ
ー
ク
行
路
」
か
ら
転
載

最
近
北
大
の
学
生
は
、
北
大
を
代
表
す
る
歌
は
か
の
札
幌
農
学
校

の
校
歌
「
永
遠
の
幸
」
で
あ
る
と
い
う
。
確
か
に
北
大
の
前
身
は
札

幌
農
学
校
だ
か
ら
公
式
論
か
ら
い
え
ば
そ
れ
は
正
し
い
か
も
し
れ
な

い
が
、
歴
史
の
流
れ
を
見
れ
ば
明
治
四
十
五
年
、「
都
ぞ
弥
生
」が
恵

迪
寮
々
歌
と
し
て
作
ら
れ
て
よ
り
以
来
八
十
年
余
り
、
北
大
の
代
表

寮
歌
と
し
て
、
学
内
は
も
と
よ
り
全
国
に
名
歌
と
し
て
多
く
の
人
々

に
愛
唱
さ
れ
て
き
た
。

あ
れ
は
寮
歌
で
あ
っ
て
学
校
の
歌
で
は
な
い
と
反
論
し
た
学
生
に

札
幌
で
会
っ
て
、
時
代
の
差
か
、
と
し
ば
し
答
え
る
言
葉
を
失
っ
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
か
つ
て
一
高
の
「
嗚
呼
玉
杯
に
」、
三
高
の
「
紅
萌

ゆ
る
」
と
共
に
三
大
名
寮
歌
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
も
、

今
は
も
う
通
用
し
な
い
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。「
都
ぞ
弥
生
」に

憧
憬
れ
、
魅
せ
ら
れ
、
惹
か
れ
て
は
る
ば
る
笈
を
負
っ
て
津
軽
海
峡

を
渡
っ
た
北
大
生
は
数
知
れ
な
い
と
言
っ
て
も
昔
話
の
ロ
マ
ン
チ
シ

ズ
ム
と
一
笑
に
付
せ
ら
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、「
都
ぞ
弥
生
」は
今
も
変
わ
ら
ぬ
天
下
の
名
寮
歌
で
あ
る
。

そ
し
て
か
つ
て
旧
制
高
等
学
校
で
数
多
く
作
ら
れ
歌
わ
れ
て
き
た
寮

歌
が
、
学
制
改
革
で
旧
制
高
校
の
消
滅
と
共
に
現
役
学
生
に
歌
わ
れ

る
こ
と
な
く
、
わ
ず
か
に
そ
の
卒
業
生
に
歌
い
継
が
れ
て
い
る
の
み

に
な
っ
た
現
在
、
わ
が
北
大
で
は
今
も
学
生
に
歌
わ
れ
て
い
る
事
実

力強い筆致の檄文
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は
誇
る
べ
き
こ
と
で
あ
り
、
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。

私
は
敢
え
て
「
都
ぞ
弥
生
」
こ
そ
北
大
の
代
表
的
「
歌
」
で
あ
り
、

不
朽
の
名
歌
で
あ
る
と
言
う
。

恵
迪
寮
の
寮
歌
と
し
て
は
最
初
の
も
の
で
は
な
く
明
治
四
十
年
か

ら
毎
年
作
ら
れ
て
お
り
、
六
年
目
の
作
で
、
爾
来
平
成
の
今
日
ま
で

連
綿
と
し
て
年
一
作
の
寮
歌
が
作
り
続
け
ら
れ
て
い
て
、
す
べ
て
寮

生
か
ら
公
募
さ
れ
た
歌
詞
に
同
じ
く
寮
生
が
作
曲
す
る
と
い
う
原
則

が
守
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
現
在
、
全
国
の
何
処
に
も
例
の
な
い
こ

と
で
あ
る
。
し
か
し
、
八
十
余
年
を
経
て
「
都
ぞ
弥
生
」
に
匹
敵
す

る
名
歌
は
生
ま
れ
て
は
い
な
い
。
歌
詞
も
佳
く
、
歌
曲
も
ま
た
良
い

の
が
そ
の
い
わ
れ
で
あ
ろ
う
。歌
は
た
だ
紙
や
書
柵
に
書
か
れ
た
り
、

印
刷
さ
れ
て
い
る
の
み
で
は
何
ら
価
値
は
な
い
。

多
く
の
人
に
歌
わ
れ
て
こ
そ
初
め
て
そ
の
存
在
意
義
が
あ
る
と
い

う
べ
き
で
あ
る
。
筆
者
ら
の
学
生
の
頃
は「
都
ぞ
弥
生
」は
実
に
ゆ
っ

く
り
と
し
た
テ
ン
ポ
で
歌
わ
れ
て
い
た
。

「
雲
ゆ
く
雲
雀
は
地
に
堕
ち
、
延
齢
草
は
萎
む
で
あ
ろ
う
」と
某
教

授
に
揶
揄
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
他
の
旧
制
高
校
生
か
ら
は
、
イ

ン
タ
ー
ハ
イ
の
交
歓
会
な
ど
で
「
お
経
の
よ
う
な
」
と
顰
蹙
を
買
っ

た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
北
海
道
の
雄
大
な
自
然
の
景
観
の
中
で

朴
歯
を
鳴
ら
し
て
歩
く
う
ち
に
自
然
に
生
じ
た
テ
ン
ポ
で
あ
る
と
説

明
し
て
く
れ
た
先
輩
も
い
た
。
日
本
寮
歌
祭
が
開
催
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
、
正
し
い
歌
い
か
た
、
つ
ま
り
作
曲
者
の
原
曲
に
よ
っ
て
歌

お
う
と
い
う
意
見
が
故
樋
口
桜
五
先
輩
か
ら
出
さ
れ
て
、
作
詞
、
作

曲
者
と
同
時
代
に
寮
で
過
ご
し
た
樋
口
先
輩
の
歌
い
か
た
が
正
調
で

あ
る
と
主
張
さ
れ
て
、
そ
の
テ
ン
ポ
を
現
在
使
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
が
作
曲
者
の
原
曲
と
一
致
し
て
い
る
証
拠
は
な
い
。
極
端
な
言

い
方
を
す
れ
ば
そ
れ
は
瑣
末
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
要
は
原
曲
の
メ
ロ

デ
ィ
ー
を
正
し
く
表
現
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

最
近
発
刊
さ
れ
た
日
本
寮
歌
振
興
会
監
修
、
旧
制
高
等
学
校
資
料

保
存
会
編
纂
の
「
日
本
寮
歌
大
全
」
の
中
で
宇
都
宮
新
氏
は
「
都
ぞ

弥
生
」
を
評
し
て
「
北
海
道
の
大
自
然
を
思
う
存
分
に
歌
っ
た
五
連

の
ロ
マ
ン
チ
シ
ズ
ム
の
名
歌
で
あ
る
」と
言
い
、「
そ
の
八
七
調
を
基

調
と
す
る
歌
詞
は
目
新
し
く
、
二
拍
子
と
四
拍
子
を
組
み
合
わ
せ
た

曲
も
苦
心
の
名
曲
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。

弱
冠
二
十
才
ば
か
り
の
青
年
の
作
と
思
う
と
驚
歎
に
値
す
る
。

あ
る
人
が
そ
れ
は
後
に
続
く
者
に
大
き
な
教
育
的
効
果
を
与
え
て

い
る
と
共
に
そ
の
作
ら
れ
た
環
境
に
優
れ
た
教
育
的
背
景
が
あ
っ
た

証
左
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
宣
な
る
哉
と
思
う
。

「
都
ぞ
弥
生
」を
母
校
の
寮
歌
と
し
て
持
つ
こ
と
を
大
き
な
喜
び
と

し
、
ま
た
誇
り
に
思
い
、
永
遠
に
歌
い
継
が
れ
て
行
く
こ
と
を
希
求

す
る
も
の
で
あ
る
。

（
東
京
都
世
田
谷
区
）

宍戸さんが描いたイラスト（自画像)
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『
都
ぞ
弥
生
』
と
わ
が
家

東
北
工
業
大
学
准
教
授

丹

治

道

彦

（
Ｓ
57
年
・
東
北
大
文
学
部
入
学
）

父
は
寮
歌
が
大
好
き
で
し
た
。
寮
歌
祭
に
は
つ
い
ぞ
出
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
酒
を
飲
む
と
決
っ
て
寮
歌
を
歌
っ
て
い
ま
し
た
。
十
八
番

は
母
校
で
あ
る
山
形
の
『
嗚
呼
乾
坤
』
と
『
ひ
か
り
北
地
に
』
で
し

た
が
、
そ
の
次
に
好
き
だ
っ
た
の
が
『
都
ぞ
弥
生
』
で
す
。
中
で
も

「
寒
月
懸
れ
る
針
葉
樹
林
」
の
三
番
が
好
き
だ
と
言
っ
て
お
り
ま
し

た
。北

大
に
勤
め
て
い
た
父
が
絶
え
ず
わ
が
家
で
歌
っ
て
い
た
の
を
聞

き
覚
え
た
の
で
し
ょ
う
。
母
の
お
供
で
病
院
に
行
く
と
、
回
ら
ぬ
舌

な
が
ら
待
合
室
で
「
手
稲
の
嶺
黄
昏
こ
め
ぬ
〜
」
と
歌
っ
て
い
た
と

か
。
そ
こ
の
お
医
者
さ
ん
が
北
大
出
身
（
確
か
麻
生
の
今
井
先
生
と

い
う
方
で
し
た
）
で
、「
も
っ
と
歌
っ
て
よ
」
と
言
わ
れ
る
と
、
か
わ

い
い
道
彦
坊
や
は
い
い
気
に
な
っ
て
い
つ
ま
で
も
歌
っ
て
い
た
そ
う

で
す
。

今
に
し
て
思
え
ば
、
父
が
北
大
で
ド
イ
ツ
語
を
教
え
て
い
た
頃
か

ら
す
で
に
『
都
ぞ
弥
生
』
を
ド
イ
ツ
語
に
訳
す
べ
く
運
命
付
け
ら
れ

て
い
た
よ
う
な
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。

高
校
も
大
学
も
自
宅
通
学
だ
っ
た
私
が
、
ど
う
し
て
寮
歌
オ
ン
チ

に
な
っ
た
の
か
と
い
え
ば
、
元
寮
生
の
父
親
か
ら
寮
生
活
の
話
と
寮

歌
を
折
に
触
れ
て
聞
い
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
。
炊
事
委
員
だ
っ
た

時
の
話
、
近
所
の
畑
か
ら
サ
ク
ラ
ン
ボ
を
失
敬
し
た
話
、
山
岳
部
の

話
、
そ
れ
こ
そ
懐
か
し
げ
に
話
し
て
く
れ
ま
し
た
。「
窓
か
ら
や
ら
か

し
て
何
が
悪
い
」と
延
々
30
分
に
わ
た
っ
て
大
演
説
を
ぶ
っ
た
話（
こ

れ
は
直
接
は
聞
か
せ
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
）
な
ど
、
蛮
カ
ラ
な
寮

生
活
を
髣
髴
と
さ
せ
て
子
供
心
に
、「
い
い
な
ぁ
、
大
学
に
入
っ
た
ら

俺
も
や
り
た
い
な
ぁ
」
と
思
っ
た
も
の
で
す
。

そ
し
て
入
っ
た
高
校
で
小
出
精
先
生
に
出
会
い
ま
し
た
。
も
ち
ろ

ん
、
先
生
は
恵
迪
寮
の
大
先
輩
で
す
。
そ
れ
と
二
年
の
途
中
か
ら
応

援
団
幹
部
だ
っ
た
こ
と
も
、
小
さ
か
ら
ぬ
理
由
で
し
ょ
う
か
。
旧
制

高
校
と
新
制
大
学
の
華
は
、何
と
言
っ
て
も
寮
生
活
と
対
校
戦
で
す
。

私
の
出
た
高
校
に
も
あ
り
ま
し
た
（
相
手
校
は
小
出
先
生
の
母
校
）。

そ
し
て
応
援
歌
の
多
く
は
、
旧
制
高
校
の
歌
の
旋
律
を
引
継
い
で
い

Ⅱ 「都ぞ弥生」のドイツ語版
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恵
迪
寮
で
も
十
数
年
前
か
ら
国
際
化
の
波
が
押
し
寄
せ
、
外
国
人
留
学
生
が

青
春
を
謳
歌
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
国
際
化
を
背
景
に
、
寮
歌
第
一
の
「
都

ぞ
弥
生
」
を
世
界
各
国
の
言
語
で
歌
っ
て
み
よ
う
と
い
う
試
み
が
始
ま
り
ま
し

た
。
英
語
訳
に
つ
い
て
は
北
大
１
２
５
周
年
記
念
の
祭
、
大
学
の
依
頼
で
大
手

広
告
代
理
店
が
制
作
し
た
歌
詞
が
あ
り
ま
す
が
、「
都
ぞ
弥
生
」誕
生
百
年
を
機

に
、
北
大
や
恵
迪
寮
関
係
者
ら
自
ら
が
原
歌
の
持
つ
真
髄
に
よ
り
近
い
言
葉
で

普
遍
の
名
歌
を
作
ろ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

そ
の
一
弾
と
し
て
ド
イ
ツ
語
訳
が
東
北
工
業
大
准
教
授
の
丹
治
道
彦
君
の
手

に
よ
っ
て
完
成
し
ま
し
た
。
丹
治
君
は
、
恵
迪
寮
出
身
で
も
、
北
大
出
身
で
も

あ
り
ま
せ
ん
が
、
父
君
が
北
大
教
授
だ
っ
た
こ
と
か
ら
寮
歌
を
子
守
歌
代
わ
り

に
育
ち
、
今
で
は
、
全
国
で
開
催
さ
れ
る
寮
歌
祭
に
弊
衣
破
帽
の
ス
タ
イ
ル
で

参
加
す
る
筋
金
入
り
の
〞
寮
歌
狂
い
〝
で
も
あ
り
ま
す
。

こ
こ
に
歌
詞
、
楽
譜
を
掲
載
す
る
と
と
も
に
、
ド
イ
ツ
語
訳
「
都
ぞ
弥
生
」

が
い
か
に
し
て
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
っ
た
か
、
そ
し
て
寮
歌
を
通
じ
て
強
い
き
ず

な
で
結
ば
れ
て
き
た
丹
治
君
と
、
金
武
彦
君
、
関
口
光
雄
君
に
、
誕
生
ま
で
の

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。



ま
す
。
寮
生
で

も
な
か
っ
た
私

が
寮
歌
に
ま
っ

た
く
違
和
感
を

持
た
な
い
の

は
、
間
違
い
な

く
そ
の
せ
い
だ

と
思
い
ま
す
。

土
地
柄
、
覚

え
て
い
る
も
の

は
二
高
の
歌
が

一
番
多
い
で
す

が
、
北
大
の
寮

歌
は
そ
れ
に
次

ぎ
ま
す
（
も
っ

と
覚
え
な
く
て

は
い
け
ま
せ

ん
）。

寮
歌
を
歌
う
時
の
信
条
は
「
余
り
早
す
ぎ
ず
、
腹
の
底
か
ら
歌
う

べ
し
」。
寮
歌
以
外
に
好
き
な
も
の
は
山
歩
き
で
す
。
山
岳
演
習
は
、

取
り
も
直
さ
ず
寮
歌
演
習
の
機
会
で
し
た
。

遮
る
も
の
な
き
大
天
地
に
高
唱
す
る
寮
歌
、
露
天
風
呂
で
銀
河
を

眺
め
つ
つ
微
吟
す
る
寮
歌
は
ま
た
格
別
で
す
。

ド
イ
ツ
語
の
発
音
と
リ
ズ
ム
は
、
歌
を
歌
っ
て
覚
え
ま
し
た
。
民

謡
に
学
生
歌
、
軍
歌
、
そ
れ
こ
そ
性
懲
り
も
な
く
歌
い
ま
し
た
。
応

援
団
の
前
は
男
声
合
唱
団
に
い
ま
し
た
が
、
誰
も
信
じ
て
く
れ
ま
せ

ん
。『都

ぞ
弥
生
』
の
八
七
調
に
「
強
弱
、
強
弱
」
の
リ
ズ
ム
を
合
せ
る

こ
と
、
韻
律
を
整
え
る
た
め
の
意
味
を
持
た
ぬ
単
語
、
同
じ
単
語
の

繰
返
し
、
単
語
の
古
形
…
…
。
独
文
科
で
ド
イ
ツ
語
を
勉
強
し
た
か

ら
こ
そ
の
『
都
ぞ
弥
生
』
ド
イ
ツ
語
訳
と
、
些
か
自
負
し
て
お
り
ま

す
。そ

し
て
ま
た
こ
の
訳
は
、「
星
影
冴
か
に
光
れ
る
北
」へ
の
我
が
憧

れ
を
詠
ん
だ
も
の
に
他
な
り
ま
せ
ん
。

北
大
代
表
寮
歌
の
訳
者
と
し
て
名
前
が
残
る
と
は
、
こ
の
上
な
き

名
誉
。
そ
し
て
親
子
二
代
で
北
大
と
繫
が
り
を
持
て
た
こ
と
は
、
実

に
奇
し
き
め
ぐ
り
合
せ
で
す
。

こ
の
よ
う
な
機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
北
大
恵
迪
寮
先
輩
の
皆

さ
ん
に
、
心
か
ら
感
謝
し
ま
す
。
本
当
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
宜
し
く
御
願
い
致
し
ま
す
。

北
大
、
と
り
わ
け
恵
迪
寮
が
ま
す
ま
す
盛
ん
に
発
展
す
る
こ
と
を

願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

E
s
 
leb
e,
w
a
ch
se,

b
lu
h
e
 
d
a
s
 
S
tu
d
en
ten
tu
m
 
d
er

 
H
ok
k
k
aido-U

niversita
t,
b
eso
n
d
ers
 
d
es
 
W
o
h
n
h
eim
s

 
K
eiteik

iryo!

（
宮
城
県
塩
釜
市
）

Ⅱ 「都ぞ弥生」のドイツ語版
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【和訳】

あの北の地へ

都にも春が来た

咲き誇る花の下で酒を酌み交そう

思いは果てなく飛んでゆく

しかし残念ながら春は永遠ではない

憧れは静かに しかし熱く燃える

あの星が澄んだ光を放つ 北の大地を指して

あの緑の森の楽園を指して

青年が希望を育むあの土地を指して

【ドイツ語訳のカタカナ表記】
ナハ・デム・ノルデン
イン・デア・ハウプトシュタット・イスト・
デア・フリューリング・コメンウンター・
シェーネン・ブリューテン・トリンケン・ヴィ
ア・ヴァインディ・ゲダンケン・フリーゲン・
オーネ・エンデ
エーヴィヒ・イスト・デア・フリューリング・
ライダー・ニヒト
ディ・ゼーンズフト・グリュート・ヴォール・
シュティル・アーバー・ハイセ
ナハ・デム・ノルデン・ヴォー・ディ・シュ
テルン・シャイント・クラール
ナハ・デム・パラディース・イン・グリュー
ネン・ヴェルダーン
ナハ・デム・ラント・ヴォー・ディ・ユーゲ
ント・ディ・ホフヌング・ヘークト

Ⅱ 「都ぞ弥生」のドイツ語版

特集「都ぞ弥生」百年祭に向かって



ド
イ
ツ
語
版
「
都
ぞ
弥
生
」

デ
キ
ゴ
ト
ロ
ジ
ー

金

武

彦

（
Ｓ
37
年
入
寮
）

昨
年
11
月
初
め
、
白
浜
代
表
幹
事
か
ら
、「
３
年
後
の『
都
ぞ
弥
生
』

誕
生
百
年
を
見
据
え
、
様
々
な
言
語
で
訳
詩
す
る
こ
と
に
よ
り
、〞
恵

迪
精
神
〝を
世
界
に
発
信
し
た
く
検
討
し
て
い
る
。
先
ず
、
北
大
ホ
ー

ム
・
ペ
ー
ジ
の
動
画
で
唄
わ
れ
て
い
る
英
語
版
、
そ
し
て
丹
治
道
彦

氏
の
ド
イ
ツ
語
訳
を
楽
譜
化
せ
よ
」
と
指
示
を
受
け
た
。

横
山
芳
介
君
は
、
明
治
45
年
寮
歌
「
都
ぞ
弥
生
」
を
、
八
七
（
四
・

四
・
七
）
調
・
八
行
詩
・
五
連
で
作
歌
。
赤
木
顕
次
君
は
、
そ
の
詞

を
親
し
み
や
す
い
ピ
ョ
ン
コ
節
で
作
曲
し
た
。爾
来
こ
の
歌
に
憧
れ
、

北
を
目
指
し
た
若
者
は
、
数
知
れ
な
い
。
様
々
な
経
過
も
あ
り
12
月

の
三
火
倶
楽
部
で
途
中
経
過
を
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
外
国
語
バ
ー

ジ
ョ
ン
化
の
先
陣
は
、
ド
イ
ツ
語
版
と
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

第
二
外
国
語
は
ド
イ
ツ
語

北
大
に
合
格
で
き
れ
ば
、
恵
迪
寮
と
北
大
合
唱
団
に
入
り
た
い
と

願
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
旺
文
社
蛍
雪
時
代
の
付
録
「
青
春
歌
集
」
で

旧
制
高
校
寮
歌
、
大
学
校
歌
、
世
界
の
青
春
讃
歌
を
覚
え
、
堀
内
敬

三
の
「
音
楽
の
泉
」
で
音
を
楽
し
む
こ
と
の
素
晴
ら
し
さ
を
感
じ
て

い
た
か
ら
だ
。
男
声
合
唱
を
楽
し
む
た
め
に
は
、
ド
イ
ツ
語
の
素
養

が
必
要
だ
っ
た
。

昭
和
37
年
文
類
入
学
２
７
５
名
は
第
二
外
国
語
履
修
で
ク
ラ
ス
分

け
さ
れ
、
一
〜
三
組
／
ド
イ
ツ
語
、
四
組
／
フ
ラ
ン
ス
語
、
五
組
／

そ
の
他
外
国
語
と
な
っ
た
。
一
組
の
ド
イ
ツ
語
担
当
教
官
は
、
小
栗

浩
先
生
と
横
田
ち
ゑ
先
生
で
し
た
。
受
験
勉
強
か
ら
解
放
さ
れ
た

我
々
を
迎
え
た
の
は
、
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
カ
ー
先
生
ド
イ
ツ
語
訳
の

『
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
イ
ー
リ
ア
ス
』（
同
年
、
先
生
誕
生
80
歳
記
念
出
版

会
発
行
）
で
、
小
栗
先
生
の
唄
う
よ
う
な
朗
読
を
お
聴
き
し
血
沸
き

肉
踊
る
歴
史
ロ
マ
ン
を
想
像
し
た
。

初
め
て
の
「
第
九
」

「
お
お
友
よ
、
こ
の
よ
う
な
調
べ
で
は
な
い

も
っ
と
快
い
、

も
っ
と
歓
び
に
満
ち
た
音
楽
を
奏
で
よ
う
で
は
な
い
か
」。日
本
で
最

も
多
く
唄
わ
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
語
の
歌
は
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
交

響
曲
第
九
番
「
合
唱
付
き
」
で
は
な
か
ろ
う
か
。
初
め
て
の
挑
戦
は
、

昭
和
38
年
12
月
、
恵
迪
寮
２
年
目
の
時
。
昭
和
36
年
創
立
さ
れ
た
札

幌
交
響
楽
団
の
初
演
で
、
指
揮
は
荒
谷
正
雄
、（
Ｓ
）伊
藤
京
子
、（
Ａ
）

戸
田
敏
子
、（
Ｔ
）布
施
隆
治
、（
Ｂ
）中
山
悌
一
だ
っ
た
。
オ
ー
デ
ィ

シ
ョ
ン
参
加
と
な
っ
た
我
々
ノ
イ
ン
テ
・
コ
ー
ル
の
面
々
は
、
夏
は

蒸
風
呂
、秋
は
極
寒
の
中
島
児
童
会
館
で
札
幌
放
送
合
唱
団
指
揮
者
、

平
賀
瑛
彬
に
し
ご
か
れ
た
。
本
番
の
札
幌
市
民
会
館
で
は
第
一
楽
章

か
ら
ス
テ
ー
ジ
で
待
機
し
、
第
四
楽
章
「
歓
喜
の
頌
」
九
四
〇
小
節

を
唄
い
き
っ
た
。

寮
歌
に
よ
く
合
う
ピ
ョ
ン
コ
節

１
年
目
は
新
入
寮
生
５
人
で
音
楽
愛
好
会
を
つ
く
り
男
声
合
唱

を
、
２
年
目
は
医
学
部
付
属
看
護
学
校
の
メ
ッ
チ
ェ
ン
と
混
声
合
唱

を
楽
し
む
ユ
ー
ゲ
ン
ト
・
コ
ー
ル
に
入
り
、
北
寮
階
下
、
新
寮
階
上

Ⅱ 「都ぞ弥生」のドイツ語版



を
往
復
し
た
。
ユ
ー
ゲ
ン
ト
は
、
寮
歌
候
補
作
の
模
範
歌
唱
も
行
っ

た
。
録
音
テ
ー
プ
に
収
録
さ
れ
た
候
補
作
は
大
食
堂
で
披
露
さ
れ
、

そ
れ
を
聞
い
た
全
寮
生
の
投
票
で
決
し
た
。

恵
迪
寮
百
年
に
際
し
て
、
平
成
15
年
ま
で
の
暦
年
寮
歌
・
記
念
歌
・

逍
遥
歌
・
先
輩
寄
贈
歌
百
九
曲
を
、
詞
／
〔
音
数
律
〕、
曲
／
〔
長
調
・

短
調
〕〔
拍
子
〕
で
仕
分
け
し
て
み
た
。
八
七
調
は
「
都
ぞ
弥
生
」
と

大
正
13
年
寮
歌
「
茫
々
は
る
か
」
の
二
曲
の
み
で
、
前
者
は
八
七
・

五
七
五
、
後
者
は
八
七
七
で
結
ん
で
い
る
。

寮
歌
、
唱
歌
、
軍
歌
に
多
く
登
場
す
る
ピ
ョ
ン
コ
節
〔
付
点
８
分

音
符
＋
16
分
音
符
〕は
、
歌
詞
を
覚
え
や
す
く
す
る
リ
ズ
ム
。
明
治
・

大
正
期
の
恵
迪
寮
寮
歌
は
長
調
の
ピ
ョ
ン
コ
節
、
昭
和
20
年
ま
で
の

昭
和
期
は
短
調
の
ピ
ョ
ン
コ
節
が
全
盛
だ
っ
た
。
外
国
語
版
訳
詩
に

当
た
っ
て
、
こ
の
リ
ズ
ム
感
を
損
な
わ
な
い
よ
う
願
っ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
語
カ
タ
カ
ナ
発
音
版

楽
譜
は
、
①
昭
和
51
年
（
北
大
創
基
百
年
）
版
寮
歌
集
〔
歌
詞
校

訂
／
水
野
一
、
楽
譜
校
訂
／
川
越
守
〕、
②
北
大
合
唱
団
版（
編
曲
／

景
浦
暁
）、
③
北
大
合
唱
団
Ｏ
Ｂ
会
版（
恵
迪
寮
百
年
記
念
Ｃ
Ｄ
吹
き

込
み
用
）
の
う
ち
、
③
を
使
用
し
た
。
そ
の
差
は
、
５
行
〔
夢
こ
そ

一
時
〕
の
「
そ
」、
６
行
〔
燃
え
な
ん
我
胸
〕
の
「
ん
」、
７
行
〔
星

影
冴
や
か
に
〕
の
「
げ
」
を
①
は
２
拍
、
②
は
１
拍
で
唄
う
。
ま
た
、

①
は
２
／
４
拍
子
〔
強
・
弱
〕、
②
は
４
／
４
拍
子
〔
強
・
弱
・
中
強
・

弱
〕
が
基
調
。
③
は
、
①
の
楽
譜
で
４
／
４
拍
子
。

ま
た
、
原
曲
は
ニ
長
調
で
す
が
読
み
や
す
く
、
か
つ
唄
い
や
す
い

音
域
を
想
定
し
一
音
下
げ
ハ
長
調
（C

-dur

）
と
し
た
。
音
符
２
つ
に

対
し
、
母
音
が
１
つ
の
箇
所
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
場
合
は
タ
イ

ま
た
ス
ラ
ー
で
結

び
、
ピ
ョ
ン
コ
節

の
リ
ズ
ム
を
感
じ

て
頂
け
る
よ
う
に

し
た
。

楽
譜
製
版
に
併

せ
、「
ド
イ
ツ
語
カ

タ
カ
ナ
発
音
版
」

の
作
成
に
取
り
掛

か
っ
た
。
音
符
の

長
さ
や
ピ
ョ
ン
コ

節
の
リ
ズ
ム
を
感

じ
つ
つ
、
発
音
で

き
る
表
現
方
法
と

は
？

16
分
音
符

＝

１
／
４
、
８
分

音
符＝

２
／
４
、

付
点
８
分
音
符＝

３
／
４
、
４
分
音
符＝

４
／
４
拍
ゆ
え
、
エ
ク
セ
ル
で
長
さ
に
合
っ

た
枠
を
組
み
、
そ
の
中
に
訳
詩
ド
イ
ツ
語
、
カ
タ
カ
ナ
発
音
、
原
詩

を
三
段
重
ね
に
記
入
し
て
み
た
。

こ
の
間
、歌
唱
す
る
場
合
の
ド
イ
ツ
語
発
音
法
を
教
わ
っ
て
き
た
。

縦
の
口
構
え
で
発
音
す
る
〔
u
〕
の
〔
ヰ
〕、〔
a
〕
の
〔
エ
〕、
長
母

音
〔
ｅ
〕
の
〔
イ
ー
〕、
ま
た
巻
き
舌
の
〔
Ｒ
〕
等
、
私
流
の
理
解
で

ル
ビ
打
ち
さ
せ
て
頂
い
た
。
テ
ン
ポ
は
（
90
〜
１
０
０
）
と
指
定
さ

れ
て
い
る
が
、
ゆ
っ
た
り
と
60
位
で
〔M

aestoso

〕
に
唄
い
た
い
。 「都ぞ弥生」のドイツ語版を披露する丹治君と金君
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楽
譜
は
４
分
音
符
換
算
で
86
個
ゆ
え
、
約
90
秒
か
か
る
。

『
都
ぞ
弥
生
』
の
温
故
知
新

文
類
同
期
会
会
報
の
新
年
号
で
、
ド
イ
ツ
語
版
「
都
ぞ
弥
生
」
を

紹
介
し
た
と
こ
ろ
、
２
組
の
数
名
か
ら
丹
治
先
生
の
ご
尊
顔
を
思
い

出
し
た
と
メ
ー
ル
を
も
ら
っ
た
。
道
彦
先
生
の
父
君
、
故
・
寿
太
郎

先
生
の
薫
陶
を
受
け
た
紅
顔
の
学
生
は
、
２
年
後
「
都
ぞ
弥
生
」
誕

生
百
年
の
年
に
入
学
50
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

東
北
工
業
大
学
准
教
授
丹
治
道
彦
先
生
に
、
初
め
て
メ
ー
ル
を
差

し
上
げ
た
の
は
11
月
中
旬
。
英
語
版
が
「M

iyak
o zo Y

a
yoi

」
な

ら
ド
イ
ツ
語
版
は
「M

ijak
o so Jajoi

」
に
な
る
。
そ
れ
か
ら
の
１

か
月
間
、
第
二
寮
歌
か
ら
ド
イ
ツ
・
リ
ー
ト
に
至
る
ま
で
、
硬
軟
自

在
の
話
題
も
楽
し
む
こ
と
が
で
き
た
。年
末
に
頂
戴
し
た
最
終
原
稿
、

前
半
１
〜
４
行
／
東
京
で
の
宴
の
筵
を
謳
う
リ
ズ
ム
感
、
後
半
５

〜
８
行
／
北
へ
の
憧
憬
を
謳
う
美
し
い
ド
イ
ツ
語
に
感
激
し
て
し

ま
っ
た
。

寮
歌
歌
始
め
の
会
に
お
集
ま
り
の
諸
兄
に
は
、
ド
イ
ツ
語
版
「
都

ぞ
弥
生
」
初
演
の
歌
唱
指
導
を
支
援
し
て
頂
き
、
感
謝
し
て
い
る
。

楽
譜
を
ご
覧
に
な
っ
た
方
々
を
通
じ
、「
都
ぞ
弥
生
」の
温
故
知
新
が

あ
れ
ば
と
祈
念
し
た
い
。

（
札
幌
市
豊
平
区
）

気
に
な
る
奴

関

口

光

雄

（
Ｓ
39
年
入
寮
）

２
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
東
日
本
支
部
の
宴
会
部
長
と
し
て
篠
原
相
談

役
の
カ
バ
ン
持
ち
と
し
て
、
各
地
の
寮
歌
祭
に
参
加
す
る
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
鞄
の
中
身
は
寮
歌
集
、
羽
織
、
袴
、
高
下
駄
。
時
に
は

幟
、
手
旗
も
。

寮
歌
祭
に
参
加
の
旧
制
高
校
Ｏ
Ｂ
の
先
輩
方
は
、
我
が
北
大
の
ヒ

ゲ
の
両
先
輩
と
「
写
真
魔
」
で
必
ず
「
恵
迪
寮
大
寮
歌
祭
」
の
宣
伝
、

最
近
は
清
酒
「
都
ぞ
弥
生
」
を
持
ち
込
む
変
な
年
寄
り
の
若
造
が
気

に
な
っ
て
い
た
は
ず
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
寮
歌
祭

に
必
ず
出
没
し
、
紺
絣

の
着
物
に
羽
織
・
袴
・

学
帽
・
高
下
駄
姿
で
太

鼓
を
叩
い
て
い
る
妙
な

奴
が
気
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。

私
よ
り
若
造
に
見

え
、
昨
日
は
山
形
高
の

テ
ー
ブ
ル
に
陣
取
っ
て

い
る
か
と
思
え
ば
、
今

日
は
二
高
、
明
日
は
愛

好
会
の
テ
ー
ブ
ル
と
気

気になるやつとのツーショット（筆者右)
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の
向
く
ま
ま
に
渡
り
歩
い
て
い
る
よ
う
で
、
寮
歌
は
と
言
え
ば
、
何

処
の
学
校
の
歌
も
「
虎
の
巻
」
な
し
で
歌
っ
て
い
る
。

何
処
の
地
の
寮
歌
祭
か
は
忘
れ
た
が
、
余
り
気
に
な
る
の
で
「
学

校
ど
こ
？
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
。
真
面
目
く
さ
っ
て
「
東
北
大
学
で

す
」
と
の
返
事
。
と
こ
ろ
が
彼
が
、
ト
ン
デ
モ
ナ
イ
事
を
言
い
出
す

の
で
す
。
我
が
東
日
本
支
部
で
「
杜
の
都
で
北
大
寮
歌
を

」
と
銘

打
っ
て
仙
台
で
開
催
し
た
寮
歌
祭
に
長
谷
川
健
君
（
Ｈ
７
年
入
寮
）

と
参
加
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
し
た
と
。
失
念
か
？

加
齢
に
よ
る
不

認
知
か
？

仙
台
で
お
世
話
し
た
り
、
ご
迷
惑
を
掛
け
た
り
、
掛
け

ら
れ
た
り
し
た
方
々
（
故
土
屋
の
爺
様
・
小
出
・
中
井
・
棟
方
氏
の

諸
先
輩
・
二
高
尚
志
会
の
佐
々
木
女
史
等
々
）
は
記
憶
に
残
っ
て
い

た
の
で
す
が
？

当
然
の
こ
と
と
し
て
、
次
年
開
催
の
「
大
寮
歌
祭

Ｏ
Ｎ
霞
が
関
」
に
は
案
内
状
出
せ
な
い
状
態
で
し
た
。

ま
た
ま
た
各
地
の
寮
歌
祭
を
歌
い
歩
い
て
、
あ
る
会
場
で
「
東
北

大
（
二
高
）
だ
っ
た
よ
ね
？

山
形
高
は
何
で
？
」「
親
父
が
山
形
高

出
身
で
、
札
幌
で
教
師
を
や
っ
て
い
ま
し
た
」

「
オ
ッ
ト
ッ
オ

北
大
で
か
い
？
」「
北
大
で
ド
イ
ツ
語
の
教
師
を

や
っ
て
い
ま
し
た
」。「
北
の
方
の
大
学
村
に
住
ん
で
た
の
か
い
？

俺
の
ド
イ
ツ
語
の
教
官
は
小
林
先
生
で
教
養
の
担
任
だ
っ
た
よ
」

「
知
っ
て
ま
す
よ
」「
し
た
ば
、
札
幌
の
高
校
？
」「
仙
台
で
す
」「
小

出
先
生
に
習
い
ま
し
た
よ
」「
本
当

そ
れ
で
、
仙
台
の
寮
歌
祭
に

参
加
し
て
く
れ
た
ん
だ
」

そ
の
後
は
、
寮
歌
祭
で
会
う
度
に
北
大
予
科
の
テ
ー
ブ
ル
に
見
え

る
よ
う
に
な
り
、
い
つ
し
か
恵
迪
寮
同
窓
会
の
準
会
員
待
遇
へ
。
品

川
寮
歌
祭
（
海
洋
大
学
）
で
は
遠
路
、
台
風
の
中
、
仙
台
よ
り
駆
け

つ
け
、
加
藤
秀
弘
教
授
と
会
場
準
備
等
役
員
以
上
の
活
躍
。
千
葉
寮

歌
祭
で
も
、
唯
一
人
の
友
誼
校
参
加
者
と
し
て
、
小
出
先
輩
と
山
形

高
・
弘
前
高
・
二
高
の
寮
歌
・
校
歌
を
高
唱
。

さ
て
、
昨
年
の
夏
、
気
に
な
る
奴
よ
り
「
夏
だ

山
だ

温

泉
だ

」
と
か
、
就
活
学
生
が
怒
り
出
す
よ
う
な
メ
ー
ル
。
会
員
増

強
活
動
の
掛
け
声
だ
け
は
高
い
支
部
の
宴
会
部
長
と
し
て
、
ま
た
、

理
事
会
で
他
理
事
の
意
見
を
よ
く
聞
い
て
い
る
理
事
と
し
て
。

髙
井
副
会
長
の
ア
ド
バ
イ
ス
、
其
の
一
「
北
大
出
身
者
で
な
く
て

も
会
員
に
な
れ
る
よ
」、
其
の
二
「『
都
ぞ
弥
生
』
の
英
語
バ
ー
ジ
ョ

ン
が
有
り
、
学
校
行
事
に
使
っ
て
い
る
よ
」。
さ
っ
そ
く
、
気
に
な
る

奴
に
夏
休
み
の
宿
題
兼
入
会
課
題
を
お
願
い
し
た
次
第
。
嫌
な
顔
も

せ
ず
、
喜
ん
で
取
り
組
ん
で
頂
き
、
そ
の
後
は
年
末
ま
で
の
次
第
は

特
集
記
事
の
と
お
り
で
す
。

平
成
22
年
最
初
の
寮
歌
祭
は
、
東
日
本
支
部
主
催
の
「
新
春
寮
歌

歌
い
初
め
」。
気
に
な
る
奴
は
仙
台
よ
り
駆
け
付
け
、「
都
ぞ
弥
生
」

の
ド
イ
ツ
語
バ
ー
ジ
ョ
ン
独
唱
で
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
。

そ
の
後
輩
も
水
戸
よ
り
馳
せ
参
じ
て
く
れ
、
仕
事
始
め
の
東
京
八

重
洲
、
丸
の
内
界
隈
を
目
覚
め
さ
せ
、
札
幌
へ
乗
り
込
む
。

さ
て
、
今
年
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
は
「
２
０
１
２
年
『
都
ぞ
弥
生
』

誕
生
百
周
年
」
と
「
ド
イ
ツ
語
バ
ー
ジ
ョ
ン
」
で
し
ょ
う
か
？

来
年
は
気
に
な
る
奴
の
ツ
ア
ー
コ
ン
ダ
ク
タ
ー
で
、
ネ
ッ
カ
ー
河

に
向
か
っ
て
〞
都
ぞ
弥
生
Ｉ
Ｎ
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
〝
の
ツ
ア
ー
の
催

行
。
本
番
年
は
百
年
イ
ベ
ン
ト
の
日
に
中
国
を
含
め
た
各
国
、
各
地

の
同
窓
会
・
エ
ル
ム
会
の
会
員
と
一
斉
の
合
唱
で
し
ょ
う
か
ね
？

私
の
気
に
な
る
奴
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
〞
丹
治
道
彦
君
〝
で
す

が
、
今
後
ど
ん
な
気
に
な
る
奴
が
現
れ
る
か
楽
し
み
で
す
。

東
京
都
練
馬
区
）

Ⅱ 「都ぞ弥生」のドイツ語版

特集「都ぞ弥生」百年祭に向かって



北
大
会
館
の
新
渡
戸
稲
造
先
輩
揮
毫
の
額

小
久
保

隆

正

（
Ｓ
26
年
入
寮
）

緒
言

北
大
会
館
に
は
新
渡
戸
稲
造
先
輩
が
揮

毫
し
た
ク
ラ
ー
ク
博
士
の
言
葉
「B

oys,

B
e am

bitious

（
少
年
よ
、
大
志
を
抱

け

）」
の
扁
額
が
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
と
は
別
に
同
文
の
新
渡
戸
稲
造
先
輩

直
筆
の
扁
額
が
北
海
道
大
学
総
長
室
に
あ

り
ま
す
。

北
大
会
館
の
額
は
昨
年
末
（
平
成
20
年

12
月
）
北
大
会
館
で
毎
年
、
年
末
か
ら
年

初
に
開
催
す
る
す
ず
ら
ん
会
（
絵
画
同
好

会
）
の
絵
画
展
初
日
に
合
わ
せ
て
私
が

こ
っ
そ
り
と
搬
入
し
、
掲
示
し
た
も
の
で

す
。
こ
の
こ
と
を
事
前
予
告
し
て
い
な

か
っ
た
の
で
来
館
者
の
皆
様
は
驚
か
れ
た

と
思
い
ま
す
。
私
は
こ
の
額
を
取
得
し
た

時
か
ら
北
大
会
館
に
寄
贈
し
よ
う
と
心
に

決
め
て
い
ま
し
た
の
で
、絵
画
展
終
了
後
、

改
め
て
北
大
会
館
管
理
責
任
者
に
そ
の
旨

を
申
し
入
れ
ま
し
た
。
す
る
と
、
管
理
を

す
る
に
は
管
理
責
任
が
伴
う
の
で
、
こ
の

額
の
入
手
経
緯
と
保
管
条
件
を
広
く
後
輩

に
も
分
か
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
書
面
で

頂
き
た
い
と
、
要
請
さ
れ
ま
し
た
。
私
は

こ
れ
に
同
意
し
、
ま
ず
こ
の
額
と
父
と
の

関
わ
り
に
つ
い
て
、
次
い
で
に
私
と
の
出

会
い
と
入
手
の
経
緯
を
書
く
こ
と
に
し
ま

し
た
。
こ
れ
を
お
読
み
い
た
だ
き
、
そ
し

て
北
大
会
館
に
お
越
し
下
さ
っ
た
方
々
が

新
渡
戸
稲
造
先
輩
や
ク
ラ
ー
ク
先
生
の
お

気
持
ち
に
深
い
理
解
を
持
っ
て
下
さ
る
よ

う
に
な
れ
ば
幸
甚
で
す
。

父
と
の
関
わ
り

旧
五
千
円
札
で
も
お
馴
染
み
の
新
渡
戸

稲
造
先
輩
は
、
関
西
滞
在
中
の
あ
る
時
期

（
大
正
末
期
〜
昭
和
初
期
）に
世
話
に
な
っ

た
学
術
関
係
の
経
済
的
支
援
者
で
あ
る
会

社
経
営
者
に
お
礼
の
気
持
ち
で
ク
ラ
ー
ク

先
生
の
有
名
な
言
葉
「B

o
ys,B

e a
m
b
i-

tious

」
を
揮
毫
し
て
差
し
上
げ
た
と
聞
い

て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
上
の
詳
し
い
こ
と

は
不
明
で
す
。

私
の
父
（
小
久
保
常
二＝

通
称
小
久
保

勝
弘
）
は
15
歳
の
頃
、
生
ま
れ
故
郷
か
ら

実
兄
を
頼
り
上
阪
し
、
兄
が
明
治
29
年
に

大
阪
市
東
区
今
橋
に
創
立
し
た
「
株
式
会

社
萬
成
社
」に
入
社
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、

父
は
兄
の
跡
を
継
い
で
社
長
に
就
任
し
、

大
正
初
期
か
ら
昭
和
初
期
ま
で
に
萬
成
社

を
業
界
屈
指
の
大
企
業
に
育
て
上
げ
、
繁

栄
を
極
め
ま
し
た
。
昭
和
４
年
、
昨
今
同

様
の
世
界
的
大
恐
慌
が
起
こ
り
、
大
不
況

で
景
気
が
落
ち
込
み
、
萬
成
社
の
取
引
先

数
十
社
が
経
営
破
綻
し
ま
し
た
。
そ
の
中

に
、
上
述
の
新
渡
戸
稲
造
先
輩
揮
毫
の
額

を
所
有
す
る
経
営
者
が
含
ま
れ
て
お
り
、

父
は
そ
の
経
営
者
と
の
約
束
手
形
の
担
保

の
一
部
と
し
て
こ
の
額
を
取
得
し
ま
し

た
。
こ
れ
が
父
と
こ
の
額
と
の
関
わ
り
の

始
ま
り
だ
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
か
ら
父
は
こ
の
額
を
萬
成
社
の
社

長
室
に
掲
げ
、
大
切
に
保
持
し
て
お
り
ま

し
た
。
昭
和
10
年
〜
昭
和
12
年
前
半
頃
、

父
は
萬
成
社
、
萬
成
信
託
の
社
長
の
座
を

甥
に
譲
渡
し
、
自
ら
は
同
業
の
東
亜
土
地

殖
産
㈱
を
新
設
し
、
新
事
務
所
を
大
阪
市



北
区
に
構
え
ま
し
た
。
父
は
移
転
の
際
、

こ
の
大
き
な
額
を
掲
げ
る
場
所
に
困
っ
て

お
り
ま
し
た
。
当
時
、
大
阪
財
界
人
が
集

う
社
交
ク
ラ
ブ
「
社
団
法
人
清
交
社
」
の

会
員
だ
っ
た
の
で
、
萬
成
社
か
ら
ほ
ど
近

い
御
堂
筋
大
江
橋
北
詰
の
堂
ビ
ル
内
に

あ
っ
た
清
交
社
に
一
時
預
か
り
で
貸
し
出

し
、
事
務
局
長
室
に
掲
げ
ら
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
と
、
兄
達
か
ら
聞
い
て
い
ま
す
。

東
亜
殖
産
を
新
設
し
た
頃
の
父
は
、
三

和
銀
行
不
動
産
相
談
役
も
兼
務
し
、
取
引

業
務
に
忙
殺
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
よ

う
な
状
況
が
長
く
続
き
、
父
は
清
交
社
に

出
か
け
る
暇
も
な
く
、
額
を
預
け
た
ま
ま

日
中
戦
争
、
太
平
洋
戦
争
が
勃
発
。
国
家

総
動
員
法
の
発
令
で
清
交
社
に
行
く
機
会

が
な
く
、
英
文
字
使
用
禁
止
令
も
出
た
こ

と
か
ら
、
額
の
返
還
交
渉
は
遠
の
く
ば
か

り
で
し
た
。

戦
争
末
期
の
昭
和
20
年
の
３
月
と
６
月

に
、
大
阪
で
未
曾
有
の
大
空
襲
が
あ
り
、

焼
夷
弾
の
猛
爆
で
ほ
と
ん
ど
の
木
造
建
築

は
焼
失
し
、
清
交
社
が
入
っ
て
い
る
堂
ビ

ル
周
辺
も
被
災
し
、
額
の
存
在
、
行
方
は

知
る
よ
し
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
時
の
大
空
襲
で
父
の
会
社
は
、
会

社
定
款
や
登
記
実
印
す
ら
何
一
つ
持
ち
出

せ
な
い
ま
ま
、
社
屋
共
々
焼
失
し
、
戦
後

の
再
開
は
不
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
昭
和

23
年
頃
、
父
は
後
継
会
社
と
し
て
大
洋
社

を
淀
川
の
北
に
あ
る
十
三
の
本
宅
内
に
設

立
し
応
接
控
室
を
仮
事
務
所
と
し
て
不
動

産
事
業
を
再
開
。
昭
和
30
〜
35
年
頃
、
父

の
事
業
立
志
の
東
区
今
橋
近
く
の
中
央
区

瓦
町
４
丁
目
に
進
出
し
、
三
和
銀
行
と
の

信
用
取
引
も
復
活
し
ま
し
た
が
、
そ
の
頃

に
な
る
と
、
父
は
清
交
社
に
出
か
け
る
ゆ

と
り
や
気
力
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
と
の
出
会
い
と
入
手
経
緯

上
述
の
如
く
戦
前
、
清
交
社
に
預
け
て

た
あ
の
額
は
戦
中
、
戦
後
の
暫
く
の
間
は

そ
の
存
在
や
行
方
は
全
く
不
明
で
し
た
。

戦
後
の
昭
和
23
年
頃
、
清
交
社
は
営
業
を

再
開
、
昭
和
24
年
に
は
会
員
と
そ
の
家
族

に
限
り
、
貸
し
ホ
ー
ル
と
し
て
の
使
用
が

可
能
と
な
り
ま
し
た
。

私
が
北
大
理
類
に
入
学
し
恵
迪
寮
在
寮

中
、
夏
季
休
暇
で
大
阪
・
豊
中
の
自
宅
に

帰
省
し
た
折
、
父
の
買
い
物
の
お
供
を
し

た
帰
り
に
堂
ビ
ル
最
上
階
に
あ
る
清
交
社

に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
父
が
事

務
局
長
と
話
し
合
っ
て
い
る
間
に
局
長
デ

ス
ク
の
背
後
の
壁
面
に
「B

o
ys,

B
e

 
am
bitious

」
と
毛
筆
で
書
か
れ
た
あ
の

額
を
私
は
見
ま
し
た
。
多
分
、
そ
れ
が
私

と
こ
の
額
と
の
初
め
て
の
出
会
い
で
し

た
。
そ
の
時
、
そ
の
額
が
父
の
所
有
物
で

あ
り
清
交
社
に
戦
前
、
貸
与
し
た
も
の
だ

と
父
か
ら
聞
い
た
の
で
す
。
北
大
と
縁
が

出
来
た
息
子
の
私
に
こ
の
額
を
見
せ
よ
う

と
し
た
父
の
親
心
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

が
、
も
は
や
父
の
手
に
戻
る
事
は
な
い
と

私
は
思
い
ま
し
た
。
当
時
の
私
は
今
ほ
ど

こ
の
額
に
対
し
て
の
関
心
が
な
く
、
素
っ

気
な
か
っ
た
の
で
す
。

二
度
目
に
私
が
こ
の
額
に
再
会
し
た
の

は
、
私
よ
り
２
歳
年
下
の
弟
が
清
交
社
で

結
婚
式
を
挙
げ
た
昭
和
35
年
の
秋
で
し

た
。
こ
の
時
も
私
は
事
務
局
長
室
で
ち
ら

り
と
こ
の
額
を
見
ま
し
た
が
、
宴
会
の
途

中
で
し
た
の
で
、
ゆ
っ
く
り
と
鑑
賞
出
来

ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
時
、
高
齢
と
な
っ
た
父
は
75
歳
、

母
は
65
歳
で
し
た
。
両
親
は
私
も
含
め
８

人
の
子
供
た
ち
の
中
で
未
だ
独
身
で
い
る

私
と
兄
弟
が
早
く
家
庭
を
持
ち
独
立
す
る

事
を
待
ち
望
ん
で
お
り
ま
し
た
。
幸
い
に

も
翌
年
、
私
は
結
婚
し
、
残
り
の
兄
弟
も

特別寄稿Ⅰ



そ
の
後
５
年
以
内
に
結
婚
し
ま
し
た
。
し

か
し
挙
式
に
清
交
社
を
利
用
す
る
事
は
な

く
、
父
も
老
齢
に
な
り
清
交
社
を
訪
れ
る

事
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
り
ま
し
た
。
母
は

昭
和
40
年
に
六
甲
で
開
院
し
て
い
る
兄
の

医
院
で
70
歳
で
こ
の
世
を
去
り
、
父
も
そ

の
２
年
後
、
母
の
跡
を
追
う
よ
う
に
82
歳

で
そ
の
生
涯
を
終
え
ま
し
た
。

父
の
死
後
、
私
達
家
族
と
清
交
社
と
の

関
わ
り
は
途
絶
し
て
し
ま
い
、
清
交
社
に

保
存
さ
れ
て
い
た
新
渡
戸
稲
造
先
輩
揮
毫

の
こ
の
額
に
つ
い
て
の
情
報
も
ば
っ
た
り

な
く
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
28
年
が
過
ぎ
、
平
成
７
年
１

月
に
阪
神
淡
路
大
震
災
が
起
こ
り
、
私
達

家
族
の
親
戚
、
友
人
、
知
人
の
多
く
が
大

き
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
私
の
地
元
、

御
影
山
手
で
は
妻
の
母
も
震
災
の
犠
牲
と

な
り
ま
し
た
。
町
中
で
は
家
屋
倒
壊
や
家

財
、
家
具
、
調
度
品
等
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ

る
物
が
破
損
し
震
災
後
の
数
ヶ
月
間
は
こ

れ
ら
の
損
傷
品
が
荒
ゴ
ミ
と
し
て
捨
て
ら

れ
る
光
景
が
続
き
ま
し
た
。
荒
ゴ
ミ
の
中

に
は
貴
重
な
家
具
、
骨
董
品
、
絵
画
、
書

画
等
が
額
縁
ご
と
捨
て
ら
れ
て
い
る
の
を

見
て
、
ふ
と
、
私
は
父
が
清
交
社
に
預
け

た
あ
の
額
の
事
を
思
い
出
し
、
ど
う
な
っ

た
の
か
気
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
私
が

所
属
し
て
い
る
絵
画
同
好
会
チ
ャ
ー
チ
ル

会
大
阪
（
以
下
Ｃ
Ｃ
大
阪
）
の
会
友
に
清

交
社
会
員
が
２
、
３
人
お
ら
れ
る
の
を
思

い
出
し
、
こ
の
額
が
未
だ
清
交
社
に
あ
る

の
か
を
調
べ
て
も
ら
う
よ
う
頼
み
ま
し

た
。
す
る
と
、
私
自
身
が
直
接
清
交
社
の

事
務
局
長
と
会
っ
て
返
還
交
渉
を
し
て
み

て
は
如
何
で
し
ょ
う
と
の
こ
と
で
し
た
。

私
は
早
速
、
清
交
社
の
事
務
局
長
を
訪
ね

こ
の
額
の
事
を
尋
ね
た
ら
、
額
は
現
在
、

局
長
室
か
ら
取
り
外
さ
れ
、
倉
庫
内
に
収

納
し
て
あ
る
と
の
事
で
し
た
。
清
交
社
で

利
用
さ
れ
て
い
な
い
の
な
ら
預
け
主
の
父

に
代
わ
っ
て
私
に
返
還
し
て
ほ
し
い
と
要

求
し
た
と
こ
ろ
、
事
務
局
長
は
清
交
社
は

移
転
予
定
が
あ
り
、
新
社
屋
で
掲
示
す
る

か
も
し
れ
な
い
か
ら
と
、
残
念
な
が
ら
拒

否
さ
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
８
年
経
ち
、
平
成
15
年
。
Ｃ
Ｃ

大
阪
の
新
年
会
の
幹
事
会
で
翌
年
の
Ｃ
Ｃ

大
阪
創
立
50
周
年
の
記
念
行
事
と
し
て
50

周
年
記
念
誌
を
発
刊
す
る
事
が
決
ま
り
、

チ
ャ
ー
タ
ー
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
私
が
編
集

委
員
長
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
編
集
を
手
伝
っ
て
い
た
だ
け
る
方
を

会
員
の
中
で
探
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
運
良

く
か
つ
て
清
交
社
で
会
誌
や
名
簿
の
編
集

の
ベ
テ
ラ
ン
で
あ
っ
た
古
参
の
中
嶋
祥
子

部
長
が
お
ら
れ
ま
し
た
。
苦
労
を
惜
し
ま

ぬ
中
嶋
さ
ん
の
協
力
で
立
派
な
Ｃ
Ｃ
大
阪

創
立
50
周
年
の
記
念
行
事
大
阪
創
立
50
周

年
記
念
誌
を
完
成
す
る
事
が
出
来
た
の
で

す
。記

念
誌
を
編
集
し
て
い
る
間
、
中
嶋
さ

ん
と
の
会
話
の
中
で
、
私
の
父
が
清
交
社



の
名
誉
会
員
で
終
身
会
員
で
あ
っ
た
事
、

新
渡
戸
稲
造
先
輩
揮
毫
の
英
文
の
額
が
清

交
社
に
あ
る
事
も
中
嶋
さ
ん
は
ご
存
じ
で

し
た
。

清
交
社
が
旧
事
務
局
か
ら
程
近
い
Ａ
Ｎ

Ａ
ホ
テ
ル
内
に
事
務
所
を
移
転
し
た
後
の

平
成
20
年
12
月
、
中
嶋
さ
ん
か
ら
突
然
お

電
話
を
頂
き
ま
し
た
。
か
つ
て
新
渡
戸
稲

造
先
輩
が
揮
毫
し
た
額
の
返
還
要
求
を
拒

ん
だ
清
交
社
事
務
局
長
が
新
事
務
所
移
転

後
も
こ
の
額
を
掲
示
す
る
こ
と
な
く
地
下

倉
庫
で
眠
ら
せ
た
ま
ま
と
の
こ
と
。
そ
し

て
事
務
局
長
も
退
任
し
た
と
の
こ
と
。
後

任
の
事
務
局
長
は
、
私
の
父
が
清
交
社
に

預
け
た
経
緯
を
全
く
ご
存
じ
な
い
外
部
の

方
で
し
た
。
中
嶋
さ
ん
は
元
部
下
の
現
事

務
次
長
に
連
絡
し
て
お
く
か
ら
、
す
ぐ
に

新
事
務
局
長
に
会
っ
て
こ
の
額
の
返
還
を

求
め
て
は
如
何
で
す
か
と
お
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
。
早
速
、
喜
び
勇
ん
で
清
交
社
に
出

向
き
新
事
務
局
長
と
の
交
渉
の
末
、
こ
の

額
の
受
領
書
に
よ
う
や
く
サ
イ
ン
が
出
来

た
の
で
す
。

亡
き
父
に
と
っ
て
も
永
年
の
念
願
だ
っ

た
夢
が
や
っ
と
叶
い
、
新
渡
戸
稲
造
先
輩

揮
毫
の
「B

o
ys,B

e a
m
b
itious

」
の
額

が
随
分
と
長
い
月
日
を
経
て
私
の
手
に
返

還
さ
れ
ま
し
た
。

そ
し
て
こ
の
額
を
北
大
会
館
代
表
理
事

の
大
野
正
浩
氏
の
助
け
を
お
借
り
し
て
一

緒
に
北
大
会
館
ま
で
運
ぶ
こ
と
が
出
来
ま

し
た
。
こ
の
事
を
心
よ
り
嬉
し
く
思
い
、

今
は
感
慨
一
入
で
す
。

北
大
同
窓
生
の
皆
様
、
そ
の
他
多
く
の

皆
様
、
北
大
会
館
に
足
を
、
お
運
び
い
た

だ
き
、
師
の
思
い
、
揮
毫
し
た
先
輩
の
想

い
を
感
じ
て
頂
き
た
く
存
じ
ま
す
。
執
筆

を
終
え
る
に
当
た
り
、
私
の
父
の
遺
産
を

清
交
社
か
ら
私
の
手
に
取
り
戻
す
事
に
ご

協
力
下
さ
い
ま
し
た
皆
様
方
に
厚
く
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

（
神
戸
市
東
灘
区
）

※
関
西
エ
ル
ム
新
聞
（
北
海
道
大
学
関
西

同
窓
会
会
報
）
か
ら
抜
粋

【
編
集
委
員
会
か
ら
】

新
渡
戸
稲
造
揮
毫
の
扁
額
に
つ
い
て

は
、
何
点
か
の
複
製
（
写
し
）
が
存
在
す

る
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
。
関
係
者
の
話

や
文
献
か
ら
、
札
幌
農
学
校
一
期
生
・
渡

瀬
寅
次
郎
の
遺
志
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た

「
興
農
学
園
」（
静
岡
県
沼
津
市
）
の
開
校

を
記
念
し
て
昭
和
４
年
、
一
期
後
輩
の
新

渡
戸
が
贈
っ
た
も
の
が
真
筆
と
見
ら
れ
て

い
ま
す
。

こ
の
と
き
、
数
点
の
複
製
が
作
ら
れ
、

そ
の
一
枚
が
、
小
久
保
家
の
入
手
し
た
も

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
経
緯
や
状
況
か
ら
、
真
筆
と

は
言
え
ま
せ
ん
が
、
北
大
の
シ
ン
ボ
ル
で

も
あ
る
英
文
に
よ
る
「
ボ
ー
イ
ズ
・
ビ
ー
・

ア
ン
ビ
シ
ャ
ス
」
の
揮
毫
を
北
大
関
係
者

の
文
化
財
に
し
た
い
と
、
50
年
余
り
も
探

し
求
め
て
来
ら
れ
た
小
久
保
さ
ん
の
努
力

と
信
念
に
応
え
、
掲
載
す
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。
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黎
明
期
・
北
海
道
の
光
と
陰
・
北
大
と

集
治
監
を
結
ぶ
一
人
の
サ
ム
ラ
イ

楠

順

一

（
Ｓ
49
年
入
寮
）

小
生
は
旧
寮
時
代
の
１
９
７
４
年
か
ら

４
年
間
、
恵
迪
の
一
隅
に
起
居
し
、
個
性

豊
か
な
寮
友
と
交
わ
り
つ
つ
、
時
代
の
風

に
触
れ
て
お
り
ま
し
た
。
農
家
の
後
継
ぎ

を
嫌
っ
て
空
知
の
田
舎
町
か
ら
札
幌
に
出

て
き
た
私
に
と
っ
て
、「
恵
迪
体
験
」は
強

烈
で
し
た
。（
当
時
の
思
い
出
話
は
別
の
機

会
に
譲
り
ま
す
。）

い
ま
は
札
幌
市
内
か
ら
40
㌔
ほ
ど
北
東

に
あ
る
月
形
町
と
い
う
小
さ
な
町
で
農
業

を
営
ん
で
お
り
ま
す
が
、
こ
の
「
恵
迪
体

験
」
が
な
け
れ
ば
、
私
も
「
普
通
の
農
家

の
お
や
じ
」
と
し
て
平
穏
な
田
園
生
活
を

送
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

お
そ
ら
く
人
生
迂
回
し
た
分
だ
け
振
れ

幅
が
大
き
い
の
か
、「
ま
ち
づ
く
り
」を
唱

え
て
、
平
穏
な
田
舎
町
に
さ
ざ
波
を
起
こ

し
続
け
る
日
々
で
す
。

と
も
あ
れ
自
称
「
半
農
半
公
職
」
オ
ヤ

ジ
の
原
点
に
は
、
70
年
代
後
期
の
「
恵
迪

体
験
」
が
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
よ
う
で

す
。第

２
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
後
の
不
況
の

さ
な
か
卒
業
｜
就
職
。
某
農
業
団
体
に
て

12
年
間
奉
職
の
後
、
一
念
発
起
。
捨
て
た

は
ず
の
「
農
家
の
後
継
ぎ
」
に
妻
と
２
人

の
子
供
を
伴
い
舞
い
戻
っ
た
の
が
、
１
９

９
４
年
。

以
来
、
水
稲
10
㌶
に
加
え
野
菜
類
を
中

心
に
営
農
し
て
き
ま
し
た
が
、
２
０
０
０

年
に
は「
月
形
新
鮮
組
」な
る
産
直
グ
ル
ー

プ
を
立
ち
上
げ
、
現
在
札
幌
市
内
ス
ー

パ
ー
で
の
イ
ン
シ
ョ
ッ
プ
２
店
を
中
心

に
、
消
費
者
と
ダ
イ
レ
ク
ト
に
つ
な
が
る

農
業
を
目
指
し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。
実

は
こ
の
グ
ル
ー
プ
名
「
月
形
新
鮮
組
」
は

わ
が
町
に
縁
の
あ
っ
た
一
人
の
サ
ム
ラ
イ

に
因
ん
だ
の
で
す
が
、
彼
は
ま
た
、
母
校

北
大
と
わ
が
故
郷
月
形
を
結
ぶ
縁よすがを
も
っ

た
人
で
も
あ
り
ま
す
。

樺
戸
集
治
監

私
の
住
む
月
形
町
は
空
知
管
内
の
西
北

に
位
置
し
、
南
に
石
狩
川
を
抱
え
、
北
に

増
毛
山
地
を
擁
す
る
、
中
山
間
地
で
す
。

こ
の
石
狩
川
の
水
運
と
豊
か
な
森
林
、
そ

れ
ら
が
育
て
た
肥
沃
な
土
壌
に
着
目
し
、

自
給
を
前
提
と
す
る
監
獄
適
地
と
し
て
選

定
し
、
北
海
道
初
の
行
刑
施
設
の
開
設
か

ら
携
わ
っ
た
の
が
、
樺
戸
集
治
監
初
代
典

獄
月
形
潔
で
し
た
。

彼
は
福
岡
県
士
族
の
出
身
で
す
が
、
有

名
な
「
月
形
半
平
太
」
の
モ
デ
ル
と
い
わ

れ
る
筑
前
勤
王
党
首
領
の
月
形
洗
蔵
を
従

兄
に
も
ち
、
そ
の
つ
な
が
り
か
ら
大
久
保

利
通
ら
の
知
遇
を
得
て
、
維
新
後
官
途
に初代典獄 月形潔



就
い
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。明
治
前
期
、

近
代
国
家
へ
の
道
を
ひ
た
走
る
藩
閥
政
治

の
歪
み
は
、
全
国
に
士
族
の
反
乱
や
自
由

民
権
運
動
の
先
鋭
化
を
招
き
、
幾
多
の
重

罪
人
を
生
み
出
し
て
い
ま
し
た
。
膨
大
な

こ
の
負
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
、
北
辺
の
開
拓

に
投
じ
よ
う
と
い
う
、
大
久
保
利
通
か
ら

伊
藤
博
文
に
受
け
継
が
れ
た
構
想
の
現
実

化
を
託
さ
れ
た
の
が
月
形
潔
で
し
た
。

彼
は
明
治
14
年
９
月
、
監
獄
開
設
を
果

た
し
た
の
で
す
が
、
囚
徒
、
看
守
と
も
初

め
て
極
寒
の
地
で
の
過
酷
な
越
冬
を
体
験

し
、
こ
れ
か
ら
数
千
と
も
想
定
さ
れ
て
い

た
増
大
す
る
囚
徒
、
そ
の
中
の
不
平
士
族

や
民
権
者
た
ち
に
は
藩
閥
政
府
に
対
す
る

怨
念
が
充
満
し
て
お
り
、
こ
れ
を
い
か
に

統
御
す
る
か
、苦
慮
し
て
い
た
の
で
し
た
。

永
倉
新
八

そ
こ
に
招
か
れ
た
の
が
、
幕
末
の
京
の

都
、
尊
王
の
志
士
た
ち
と
刃
を
交
え
た
ご

存
知
新
撰
組
。「
維
新
負
け
組
」の
シ
ン
ボ

ル
と
も
い
う
べ
き
悲
劇
の
集
団
の
、
中
で

も
池
田
屋
事
件
で
勇
名
を
馳
せ
た
永
倉
新

八
で
し
た
。
彼
は
幾
多
の
戦
刃
を
く
ぐ
り

抜
け
、
維
新
後
松
前
藩
医
家
に
養
子
に
入

り
杉
村
義
衛
を
名
乗
っ
て
い
ま
し
た
が
、

明
治
15
年
か
ら
19
年
ま
で
樺
戸
集
治
監
剣

術
師
範
と
し
て
月
形
村
（
当
時
）
に
在
住

し
、
看
守
ば
か
り
か
囚
徒
に
も
「
精
神
修

養
」
と
し
て
剣
術
指
南
を
施
し
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

と
き
の
集
治
監
典
獄
月
形
潔
と
永
倉
を

つ
な
ぐ
人
物
は
誰
だ
っ
た
の
か
？

永
倉

新
八
の
ひ
孫
に
あ
た
る
杉
村
悦
郎
氏
の
著

作
に
そ
の
経
緯
が
触
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
山
岡
は
新
撰
組
の
母
体
と
な
っ
た
浪

士
組
が
上
洛
す
る
際
の
取
締
役
で
あ
っ

た
。
…
…
中
略
…
…
山
岡
が
こ
の
道
場
を

開
い
た
と
き
、
新
八
は
浅
草
に
在
住
し
て

い
た
。
西
南
戦
争
以
後
、
剣
術
の
人
気
は

高
ま
り
つ
つ
あ
り
、
新
八
は
山
岡
と
再
会

し
て
交
友
を
頻
繁
に
重
ね
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。

か
つ
て
樺
戸
集
治
監
の
演
武
場
の
正
面

に
は
「
修
武
館
」
と
い
う
扁
額
が
掲
げ
ら
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れ
て
い
た
。

添
書
に
は「
壬
子
初
冬
日
山
岡
鉄
太
郎
」

と
あ
り
、
山
岡
が
明
治
15
年
初
冬
に
書
い

た
も
の
で
あ
る
。
…
…
中
略
…
…
新
八
が

樺
戸
で
剣
術
師
範
に
就
く
こ
と
が
で
き
た

の
は
「
傭
人
設
置
程
度
」
と
は
言
え
、「
内

務
卿
の
準
許
可
を
経
て
施
工
す
べ
き
」
と

い
う
規
定
を
考
え
る
と
、
政
府
の
中
枢
で

あ
る
内
務
卿
も
納
得
の
で
き
る
、
し
か
る

べ
き
人
物
の
強
力
な
推
挙
が
な
け
れ
ば
、

旧
新
撰
組
幹
部
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
は
、

あ
り
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
新
八
を

推
挙
し
た
人
物
は
判
然
と
し
な
い
が
、
政

府
の
権
力
の
中
枢
を
支
え
る
集
治
監
に
奉

職
す
る
の
で
あ
り
、
人
物
評
価
と
剣
術
の

実
力
に
つ
い
て
保
証
で
き
る
人
物
が
そ
う

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
当
時
、
新
八
の
周

辺
に
い
た
人
物
を
見
回
す
と
、
そ
れ
は
山

岡
鉄
舟
だ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思

わ
れ
る
。（「
新
撰
組

永
倉
新
八
外
伝
」

杉
村
悦
郎
氏
よ
り
）

樺
戸
を
去
っ
た
永
倉
新
八
は
、
そ
の
後

小
樽
に
居
住
し
、
家
族
と
平
穏
な
日
々
を

送
る
傍
ら
、
晩
年
は
小
樽
新
聞
に
新
撰
組

の
後
日
譚
を
口
述
連
載
し
て
い
ま
す
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ（
大
正
２
年
）、
75
歳

の
新
八
は
、
請
わ
れ
る
が
ま
ま
東
北
帝
大

農
科
大
学
（
後
の
北
大
）
撃
剣
部
を
指
南

し
た
と
い
う
事
実
が
残
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
さ
し
も
の
か
つ
て
の
剣
豪
も

寄
る
歳
並
み
に
は
勝
て
ず
、
学
生
た
ち
を

前
に
大
上
段
に
振
り
か
ぶ
っ
た
ま
ま
倒
れ

て
し
ま
っ
た
と
い
い
ま
す
。
当
時
の
東
北

帝
大
演
武
場
（
現
在
の
時
計
台
）
で
の
出

来
事
で
し
た
。（
現
在
北
大
正
門
横
に
永
倉

新
八
「
来
訪
の
地
」
案
内
板
が
あ
る
）

「
御
一
新
」か
ら
半
世
紀
、
剣
の
道
に
生

き
老
境
に
至
っ
た
永
倉
が
、
新
天
地
北
海

道
の
希
望
を
体
現
す
る
帝
大
の
学
生
達
か

ら
剣
の
指
南
を
請
わ
れ
た
心
境
は
、
ど
ん

な
も
の
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
次
代
を

担
う
エ
リ
ー
ト
た
ち
に
、
自
分
の
剣
を
伝

え
る
こ
と
が
で
き
る
…
…
お
そ
ら
く
胸
躍

る
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
推
察
し

ま
す
。

そ
れ
か
ら
遡
る
こ
と
三
十
余
年
、
維
新

か
ら
十
数
年
後
と
は
い
え
、
か
つ
て
自
ら

刃
を
交
え
た
官
軍
｜
新
政
府
の
権
力
装
置

た
る
集
治
監
で
も
、
請
わ
れ
る
ま
ま
剣
を

教
え
た
彼
の
胸
中
を
思
う
と
き
、
磨
き
上

げ
て
き
た
自
分
の
剣
に
対
し
て
は
、
立
場

や
時
代
な
ど
世
俗
の
価
値
観
を
超
越
し
た

自
負
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。激

動
し
た
明
治
日
本
。
そ
の
歪
み
に
飲

み
込
ま
れ
図
ら
ず
も
北
海
道
開
拓
の
礎
石

と
な
っ
た
囚
徒
た
ち
、「B

e
 
A
m
b
i-

tious!

」を
胸
に
希
望
の
大
地
の
次
代
を
託

さ
れ
た
学
生
達
、
三
十
余
年
の
時
を
隔
て

な
が
ら
も
、
黎
明
期
の
北
海
道
を
象
徴
す

る
光
と
陰
を
、
奇
し
く
も
一
人
の
サ
ム
ラ

イ
の
透
徹
し
た
剣
が
写
し
た
と
も
い
え
る

で
し
ょ
う
。

（
な
お
、
本
町
の
樺
戸
博
物
館
に
は
、
集
治

監
に
ま
つ
わ
る
貴
重
な
歴
史
的
資
料
を
展

示
し
て
お
り
ま
す
。
関
心
の
あ
る
方
に
は

一
見
の
価
値
あ
り
）

最
後
に
、
臆
す
る
小
生
を
叱
咤
し
て
駄

文
を
本
誌
に
寄
せ
る
機
会
を
作
っ
て
い
た

だ
い
た
Ｔ
君
に
深
謝
し
ま
す
。

晩年の永倉新八



ち
な
み
に
彼
は
小
生
の
は
る
か
後
輩
で

す
が
、
現
役
寮
生
時
代
、
過
酷
な
重
労
働

と
し
て
恐
れ
ら
れ
て
い
た（
？
）「
楠
農
園

大
根
バ
イ
ト
」
の
手
配
師
を
永
く
務
め
て

く
れ
た
縁
で
今
も
お
付
き
合
い
さ
せ
て
い

た
だ
い
て
ま
す
。
併
せ
て
こ
の
場
を
借
り

て
、
１
９
９
５
年
以
来
、「
大
根
バ
イ
ト
」

に
来
て
く
れ
た
歴
代
の
寮
生
諸
氏
に
感
謝

を
捧
げ
て
本
稿
を
閉
じ
た
い
と
思
い
ま

す
。

（
北
海
道
月
形
町
） 楠農場で大根バイトを楽しむ寮生

恵迪寮同窓会ホームページに
アクセス・投稿を

一昨年２月開設の新「ホームページ」への訪問件数も今年５月末で１万件を超え

ました。

「事務局のお知らせ」や「談話室」の更新も適宜行われ、「話題あれこれ」などの

資料も追加され同窓会会員のみならず多くの方々が楽しめるものとなりました。

会員相互の情報交流・会員増強のツールとして有効に活用して参ります。会員諸

氏の積極的なアクセス・投稿をお願いいたします。

URL：http//www.keiteki-ob.jp

恵迪寮同窓会の住所とTEL＆FAX・メールアドレス

［本部・事務局］
住所：〒064-0061 札幌市中央区南13条西11丁目 ㈱アークス内
TEL&FAX：011-530-1186 E-mail：info＠keiteki-ob.jp.
［北海道支部］
住所：〒064-0061 札幌市中央区南13条西11丁目 ㈱アークス内
TEL&FAX：011-530-1186 E-mail：info＠keiteki-ob.jp.
［東日本支部］
住所：〒176-0021 東京都練馬区貫井４丁目47-47 関口光雄気付
TEL&FAX：03-3926-0080 E-mail：jubesannchinoko＠ybb.ne.jp
［西日本支部］
住所：〒530-0001 大阪市北区梅田１丁目2-2-200 大阪駅前ビル２Ｆ 北大会館内
TEL&FAX：06-6343-3736 E-mail：yasuhisa ito＠nifty.com

特別寄稿Ⅱ



寮
よ
寮
歌
よ
有
り
難
う作

歌

諏

訪

正

明

（
Ｓ
37
年
入
寮
）

寮
歌
に
明
け
暮
れ

恵
迪
寮
、
そ
こ
で
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
も
な
に
も
あ
っ
た
も
ん
じ
ゃ

な
い
。
誰
か
に
ゲ
ル
ト
が
届
け
ば
皆
が
喜
ぶ
原
始
共
産
社
会
だ
。
焼

酎
と
寮
歌
の
日
々
、一
人
だ
け
勉
学
に
勤
し
む
こ
と
は
至
難
の
業
だ
。

言
い
訳
に
も
な
ら
な
い
か
。
寮
で
は
半
年
ご
と
に
部
屋
替
え
を
行
っ

た
。
大
掃
除
に
も
な
り
、
合
理
的
、
衛
生
的
で
も
あ
っ
た
。
あ
る
時
、

同
志
が
十
人
集
ま
っ
た
。
学
問
所
と
寝
室
と
に
分
け
た
。
一
部
屋
に

机
と
椅
子
が
十
組
、
も
う
一
部
屋
に
ベ
ッ
ド
が
十
台
。
こ
れ
で
メ
リ

ハ
リ
の
つ
い
た
日
常
が
送
れ
る
。
し
か
し
、
ベ
ッ
ド
の
密
着
し
た
寝

室
は
十
畳
敷
き
の
広
間
と
化
し
て
、車
座
と
な
る
に
は
う
っ
て
つ
け
。

隣
室
の
学
問
所
は
「
お
っ
、
応
援
団
も
勉
強
す
る
ん
だ
な
」
と
の
勝

手
な
解
釈
に
任
せ
る
結
果
と
な
っ
た
。

観
桜
会
、
寮
祭
な
ど
寮
の
恒
例
行
事
、
商
大
戦
、
七
大
戦
な
ど
の

定
期
戦
、
寮
歌
指
導
な
ど
な
ど
、
応
援
団
も
結
構
活
躍
の
場
が
あ
る

ん
だ
。
そ
の
合
間
合
間
の
練
習
・
合
宿
、
そ
し
て
リ
ラ
が
花
咲
き
、

ア
カ
シ
ア
が
薫
る
、
手
稲
の
山
に
初
雪
と
、
飲
ん
で
歌
う
理
由
に
は

事
欠
か
な
い
。寮
祭
の
打
ち
上
げ
な
ど
、事
あ
る
ご
と
の
フ
ァ
イ
ア
ー

ス
ト
ー
ム
の
熱
気
は
焼
酎
の
火
照
り
と
相
ま
っ
て
寮
歌
高
唱
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
。「
裸
形
の
友
は
肩
組
み
て

去
り
行
く
青
春
を
惜
し
む
か
な
」

当
時
は
東
京
で
も
受
験
で
き
た
の
で
、
昭
和
37
年
４
月
、
入
学
に

合
わ
せ
て
初
め
て
札
幌
の
地
を
踏
ん
だ
。
恵
迪
寮
へ
行
っ
た
。「
都
ぞ

弥
生
」
以
外
に
も
胸
に
響
く
数
々
の
寮
歌
が
あ
る
と
知
っ
た
。
寮
生

と
な
り
、
応
援
団
に
入
っ
た
。
活
動
で
は
な
い
、
暮
ら
し
そ
の
も
の

の
、
応
援
団
の
日
々
が
始
ま
っ
た
。
も
う
少
し
授
業
に
出
て
お
け
ば

よ
か
っ
た
な
ど
と
反
省
す
れ
ば
き
り
が
な
い
が
、
悔
い
の
無
い
恵
迪

寮
で
の
２
年
間
で
あ
っ
た
。

「
津
軽
の
滄
海
の
渦
潮
わ
け
て

雄
大
き
想
い
を
北
斗
に
馳
す
る
」

「
黒
潮
鳴
れ
る
滄
海
越
え
て

際
限
な
き
春
を
北
州
に
訪
ふ
」
そ
う

だ
、
上
野
発
の
夜
行
列
車
、
青
森
駅
に
降
り
立
っ
て
、
青
函
連
絡
船

に
乗
っ
た
の
だ
。
清
き
国
ぞ
と
あ
こ
が
れ
た
、
あ
の
思
い
が
こ
こ
に

あ
る
。
海
峡
を
渡
る
度
、
波
に
向
か
っ
て
何
度
声
を
張
り
上
げ
歌
っ

た
か
、
そ
の
舞
台
の
デ
ッ
キ
も
今
は
無
い
。

「
郭
公
の
声
に
迷
夢
の
夜
は
明
け
て

紫
紺
の
雲
の
色
も
褪
め
ゆ

き
」
ど
こ
で
ど
う
飲
み
明
か
し
た
の
か
、
寮
へ
戻
る
頃
は
カ
ッ
コ
ウ

の
声
の
流
る
る
青
葉
若
葉
の
朝
ま
だ
き
。
今
キ
ャ
ン
パ
ス
で
は
あ
の

寮
歌
物
語

♪

寮
歌
「
凋
落
正
に
秋
深
し
」（
昭
和
38
年
寮
歌
）



鳴
き
声
も
聞

か
れ
な
く

な
っ
て
久
し

い
。
街
に
も

大
学
に
も
大

き
な
建
物
が

増
え
た
。

「
暫
し
や

す
ら
ふ
楡
の

陰

力
は
胸

に
溢
れ
つ
つ

翼
つ
く
ら
ふ

思
か
な
」
惰

眠
を
む
さ
ぼ

る
や
に
見
ゆ

る
か
、い
や
、

蒼
空
高
く
翔

ら
む
た
め
の

ウ
オ
ー
ミ
ン
グ
ア
ッ
プ
だ
。「
驚
き
瞠
る
幼
鵬
の

清
き
眸
君
見
ず

や
」澄
ん
だ
眼
差
し
も
昔
語
り
と
な
り
、
世
俗
の
塵
に
ま
み
れ
た
が
、

想
い
は
今
も
、「
雪
さ
ん
ら
ん
と
散
る
と
こ
ろ

わ
れ
ら
が
魂
の
故
郷

か
な
」

寮
歌
作
歌

寮
歌
三
昧
の
日
々
を
過
ご
す
二
年
目
の
秋
、
次
年
度
寮
歌
の
応
募

が
少
な
い
と
聞
い
た
。
時
は
秋
、
秋
だ
け
の
寮
歌
を
作
っ
て
み
る
か
。

語
彙
の
乏
し
い
頭
を
ひ
ね
り
、
拙
い
言
葉
を
綴
っ
て
出
来
た
歌
詞
を

応
募
し
た
。
ボ
ー
ト
部
員
で
団
員
で
も
あ
る
宮
田
睦
彦
君
が
、
珍
し

い
こ
と
に
茨
戸
で
は
な
く
寮
に
い
た
。
ど
こ
で
借
り
て
き
た
の
か
ウ

ク
レ
レ
を
ボ
ロ
ロ
ン
ボ
ロ
ン
と
か
き
鳴
ら
し
な
が
ら
曲
を
付
け
て
く

れ
た
。
結
局
こ
れ
が
選
ば
れ
、
翌
年
の
寮
歌
集
に
加
え
ら
れ
た
。

歌
詞
に
は
と
く
に
深
い
意
味
は
な
い
。
も
と
よ
り
哲
学
的
苦
悩
や

社
会
的
憤
慨
を
込
め
る
ほ
ど
の
才
も
な
け
れ
ば
素
地
も
な
い
。
キ
ャ

ン
パ
ス
の
深
ま
る
秋
を
言
葉
に
置
き
換
え
た
に
過
ぎ
な
い
。
飲
ん
だ

く
れ
が
、
移
ろ
う
季
節
の
中
で
、
た
ま
に
は
感
傷
に
浸
り
、「
香
ふ
二

十
を
愛
し
む
哉
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
。

楡
の
葉
も
枯
れ
葉
色
一
色
で
は
な
い
。
時
に
は
赤
か
ら
紫
の
グ
ラ

デ
ー
シ
ョ
ン
を
見
せ
て
紅
葉
し
、
ハ
ラ
ハ
ラ
、
ハ
ラ
と
降
り
し
き
る
。

雨
が
巷
に
心
に
降
る
よ
う
に
、
枝
を
離
れ
た
楡
の
葉
も
芝
生
に
心
に

降
り
積
も
る
。

今
で
は
す
っ
か
り
北
大
の
名
所
に
な
っ
た
北
13
条
の
銀
杏
並
木
。

昔
は
そ
れ
ほ
ど
幹
も
太
く
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
黄
葉
は
当
時
も
見

事
だ
っ
た
。「
爐
」
や
「
モ
ツ
ラ
」
へ
は
少
し
遠
回
り
に
な
っ
た
が
、

「
小
松
の
テ
ル
ち
ゃ
ん
」へ
は
最
短
の
道
、
帰
り
の
酔
眼
に
金
の
小
鳥

が
乱
舞
し
た
。
そ
う
言
え
ば
こ
ん
な
歌
が
あ
っ
た
、「
金
色
の
ち
い
さ

き
鳥
の
か
た
ち
し
て

銀
杏
散
る
な
り
夕
日
の
丘
に
」

恵
迪
寮
の
部
屋
は
定
員
５
人
で
あ
る
が
、
南
寮
の
奥
の
部
屋
は
若

干
広
く
出
来
て
お
り
、
定
員
７
人
で
あ
っ
た
。
Ｓ
上（
エ
ス
ジ
ョ
ウ
、

二
階
）、
Ｓ
下（
エ
ス
カ
、
一
階
）と
呼
ば
れ
た
。
記
憶
が
曖
昧
だ
が
、

こ
こ
は
、
南
、
北
、
西
の
三
面
に
窓
が
あ
り
、
木
立
に
囲
ま
れ
た
寮

を
実
感
で
き
た
。
梢
を
渡
る
風
の
奏
で
る
音
は
ま
さ
に
弦
な
し
琴
の

音
、
寂
寥
の
思
い
に
共
鳴
す
る
や
に
聞
こ
え
た
。

寮歌物語

昭和37年初冬、恵迪寮裏で応援団同期の面々。筆者前列右から２人目。



悩
み
多
き
は
青
春
時
代
、
悩
み
が
無
け
れ
ば
な
い
で
そ
れ
も
悩
み

だ
。
悩
み
憂
い
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
を
掃
き
出
す
酒
の
名
分
が
立

つ
。
ク
ラ
ー
ク
先
生
は
持
参
の
ワ
イ
ン
ボ
ト
ル
を
す
べ
て
打
ち
割
っ

て
学
生
達
と
禁
酒
の
誓
い
を
立
て
た
。
先
生
に
ど
う
申
し
開
き
を
す

る
の
か
、
言
い
訳
探
し
の
人
生
を
続
け
る
し
か
な
い
。

あ
ま
り
歌
い
込
む
間
も
な
く
卒
寮
し
た
こ
と
も
あ
り
、
そ
の
後
も

自
分
で
歌
う
の
は
そ
れ
迄
慣
れ
親
し
ん
だ
寮
歌
ば
か
り
で
あ
る
。
時

折
現
役
の
コ
ン
パ
で
後
輩
諸
君
が
歌
っ
て
く
れ
る
時
に
な
ん
と
か
合

わ
せ
て
歌
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
生
硬
な
歌
詞
で
、
ほ
か
に
選

ぶ
言
葉
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
に
と
の
思
い
が
未
だ
に
消
え
な
い
。

寮
よ
寮
歌
よ
有
り
難
う

時
代
は
異
な
っ
て
も
、同
じ
二
十
歳
前
後
の
若
者
が
作
っ
た
寮
歌
、

琴
線
に
触
れ
な
い
訳
が
な
い
。
北
の
自
然
に
託
し
た
苦
悩
、
感
傷
、

憧
憬
、
覇
気
が
楡
林
を
通
り
胸
に
響
く
。
青
春
の
過
ご
し
方
を
寮
歌

に
教
え
ら
れ
、
学
ん
だ
と
言
え
る
。
正
し
く
学
ん
だ
か
ど
う
か
は
定

か
で
は
な
い
が
、
共
に
歌
っ
た
寮
で
の
暮
ら
し
が
無
形
の
財
産
と

な
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
同
窓
の
固
い
絆
が
今
も
あ
る
。寮
よ
寮
歌
よ
、

あ
り
が
と
う
。

寮
歌
は
今
も
作
ら
れ
て
い
る
。
寮
歌
に
想
い
を
重
ね
、
熱
く
歌
う

青
春
が
あ
る
。
恵
迪
命
と
自
己
を
錬
磨
し
友
情
育
む
若
者
が
、
今
日

も
歌
う
あ
の
歌
こ
の
歌
、
楡
陵
に
流
れ
、
こ
だ
ま
す
る
。
昔
は
昔
の

恵
迪
が
昔
の
若
者
を
育
て
、
今
は
今
の
恵
迪
が
今
の
若
者
を
育
て
て

い
る
。
寮
よ
寮
歌
よ
、
あ
り
が
と
う
。

（
札
幌
市
南
区
）

筆者の退職記念の会で、「凋落正に秋深し」を歌う応援団OB（筆者右から３人目)
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自
分
た
ち
の
あ
り
方
を
自
分
た
ち
が
決
め
る

恵
迪
寮
自
治
会
第
２
９
４
期
執
行
委
員
長

竹

林

司

（
Ｈ
19
年
入
寮
）

私
は
平
成
19
年
に
恵
迪
寮
に
入
寮
し

た
。
恵
迪
寮
が
誕
生
し
て
か
ら
こ
れ
ま
で

の
１
０
０
年
余
り
の
間
、
多
く
の
先
人
が

恵
迪
寮
で
生
活
し
、
卒
業
し
て
い
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
こ
で
は
今
、
４
０
０
を
越
え

る
北
大
生
が
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
生
活
を
恵

迪
寮
で
過
ご
し
て
い
る
。こ
の
恵
迪
寮
は
、

そ
ん
な
先
人
た
ち
が
、
そ
し
て
今
の
寮
生

が
そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
生
活
を
、
寮
生
活
を

追
及
し
、築
き
あ
げ
て
い
っ
た
結
晶
だ
と
、

考
え
て
い
る
。

入
寮
し
た
と
き
か
ら
何
度
も
聞
い
た
言

葉
が
あ
る
。「
寮
は
変
わ
っ
た
」。
そ
れ
は

私
の
ほ
ん
の
数
年
前
に
入
寮
し
た
人
か

ら
、
も
う
何
十
年
も
前
に
入
寮
さ
れ
た
大

先
輩
の
方
ま
で
口
に
さ
れ
て
い
た
。
私
が

入
寮
す
る
以
前
の
寮
の
姿
な
ど
、
恵
迪
寮

史
な
ど
の
資
料
を
眺
め
た
り
、
時
折
先
輩

か
ら
昔
話
を
聞
か
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は

あ
る
が
、
一
度
も
見
た
こ
と
も
な
い
し
、

当
然
住
ん
だ
こ
と
も
な
い
。
だ
か
ら
何
が

変
わ
っ
て
何
が
残
っ
て
い
る
も
の
な
の
か

も
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
だ
が
、
部
屋
の

住
み
方
も
、
寮
祭
の
形
も
、
寮
歌
の
歌
い

方
も
、
時
代
と
と
も
に
少
し
ず
つ
変
わ
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
特
に
Ｏ
Ｂ
の
方

と
話
す
と
き
に
は
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
。

ま
だ
私
自
身
が
そ
の
実
感
を
し
た
事
は
無

い
も
の
の
、
確
か
に
「
寮
は
変
わ
っ
て
い

る
」
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
う
や
っ
て
変
わ
り
続
け
て

い
る
寮
の
中
で
、
変
わ
ら
ず
残
っ
て
い
る

も
の
が
あ
る
と
私
は
考
え
て
い
る
。
そ
れ

は
「
自
分
た
ち
の
あ
り
方
を
自
分
た
ち
が

決
め
る
」
こ
と
、
そ
れ
が
持
つ
貴
重
な
価

値
だ
。
そ
れ
は
た
と
え
「
伝
統
」
で
あ
っ

て
も
、一
度
自
分
た
ち
の
考
え
を
ぶ
つ
け
、

そ
の
上
で
自
分
た
ち
の
も
の
を
作
り
上

げ
、
新
た
な
「
伝
統
」
そ
し
て
「
文
化
」

を
創
り
上
げ
て
い
く
姿
勢
を
、
常
に
持
っ

て
寮
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
時
代
は
変
化

し
て
も
、
そ
の
価
値
だ
け
は
揺
る
が
な
い

も
の
だ
と
思
う
。

だ
か
ら
こ
そ
恵
迪
寮
は
１
０
０
年
も
の

時
代
を
経
て
な
お
、
学
生
の
自
治
に
よ
る

運
営
を
続
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

現
在
、
寮
で
は
自
治
会
の
あ
り
方
に
つ

い
て
夜
遅
く
ま
で
話
し
合
い
、
伝
統
に
と

ら
わ
れ
な
い
新
た
な
魅
力
的
な
活
動
を
生

み
出
そ
う
と
、
連
日
連
夜
、
会
議
を
行
っ

て
い
る
。世
間
一
般
の
学
生
か
ら
見
れ
ば
、

ま
る
で
無
駄
に
思
え
る
よ
う
な
活
動
も

多
々
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
っ

た
活
動
を
通
し
て
得
る
事
が
出
来
る
も

の
、
そ
し
て
そ
う
い
っ
た
姿
勢
で
物
事
に

取
り
組
む
事
自
体
の
持
つ
尊
さ
を
忘
れ
な

い
事
こ
そ
恵
迪
寮
が
持
つ
一
番
の
財
産
だ

現寮生から



と
私
は
思
う
。

寮
は
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
今
の
寮

生
が
、
自
分
た
ち
の
望
む
寮
を
作
っ
て
い

こ
う
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
考
え
、
そ
し
て
実

行
し
、積
み
重
ね
て
き
た
も
の
の
結
晶
だ
。

恐
ら
く
こ
れ
か
ら
も
今
私
が
住
ん
で
い
る

恵
迪
寮
か
ら
そ
の
姿
を
ど
ん
ど
ん
変
え
て

い
く
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
恵
迪
寮
の
も
つ
一

番
の
価
値
で
あ
る
「
自
分
た
ち
の
あ
り
方

を
自
分
た
ち
が
決
め
る
」
こ
と
が
生
む
も

の
な
の
だ
ろ
う
。
時
代
が
流
れ
た
と
し
て

も
、
そ
の
尊
さ
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
自

分
た
ち
の
大
学
生
活
を
、
恵
迪
寮
を
作
っ

て
い
き
た
い
。

21
年
度
寮
歌
「
六
華
雪
解
に
」

作
歌
者
は
ピ
ア
ニ
ス
ト

丸
田
潤
君

平
成
21
年
度
寮
歌
に
農
学
部
２
年
の
丸

田
潤
君
（
Ｈ
21
年
入
寮
）
作
詞
、
作
曲
の

「
六
華
雪
解
（
り
っ
か
ゆ
き
げ
）
に
」
が
選

ば
れ
ま
し
た
。

埼
玉
県
立
浦
和
高
校
出
身
の
丸
田
君

は
、昔
の
寮
生
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

北
海
道
の
大
自
然
に
あ
こ
が
れ
て
北
大
を

目
指
し
た
そ
う
で
す
。
そ
の
反
面
、
小
学

校
か
ら
始
め
た
ピ
ア
ノ
は
玄
人
は
だ
し

で
、
高
校
、
大
学
受
験
期
に
も
日
課
と
し

て
ピ
ア
ノ
を
弾
く
こ
と
を
欠
か
し
た
こ
と

が
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
入
寮
し
て
か

ら
も
中
央
ホ
ー
ル
の
片
隅
に
あ
る
古
び
た

ピ
ア
ノ
を
弾
い
て
は
寮
生
た
ち
を
び
っ
く

り
さ
せ
て
い
ま
す
。

今
回
の
作
曲
は
、教
養
課
程
の
数
学（
積

分
）
の
授
業
中
、
突
然
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
ひ

ら
め
き
、
約
30
分
で
書
き
上
げ
た
そ
う
で

す
。「遠

く
離
れ
た
故
郷
以
外
の
、も
う
一
つ

の
心
の
ふ
る
さ
と
、
よ
り
ど
こ
ろ
、
帰
る

場
所
。
そ
れ
が
寮
生
の
集
う
恵
迪
寮
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
で
作
曲
し
ま
し
た
」
と
話
し

て
い
ま
す
。

今
回
の
寮
歌
選
考
は
、
作
詞
、
作
曲
を

一
括
し
て
募
集
す
る
方
式
で
、
７
曲
の
応

募
が
あ
り
ま
し
た
。「
曲
に
は
自
信
が
あ
り

ま
し
た
が
、
歌
詞
が
今
一
不
安
で
し
た
」

と
謙
遜
す
る
が
、「
流
麗
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
と

清
ら
か
な
歌
詞
が
マ
ッ
チ
し
て
歌
い
や
す

い
」
と
い
う
の
が
も
っ
ぱ
ら
周
囲
の
評
で

す
。専

攻
は
森
林
科
学
で
、「
将
来
、
大
自
然

の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
思
い
切
り
『
六
華
雪
解

に
』
や
『
都
ぞ
弥
生
』
な
ど
好
き
な
寮
歌

を
歌
う
こ
と
が
出
来
た
ら
最
高
の
気
分
で

し
ょ
う
ね
」
と
目
を
輝
か
せ
て
い
ま
す
。

現寮生から
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恵
迪
寮
時
代
の
一
つ
の
思
い
出

北
澤

馨

（
Ｓ
17
年
入
寮
）

昨
年
秋
、
札
幌
時
計
台
ホ
ー
ル
で
開
か

れ
た
「
開
識
社
」
講
演
会
で
知
り
合
っ
た

会
誌
「
恵
迪
」
の
編
集
委
員
か
ら
、
寮
時

代
の
思
い
出
を
何
か
書
い
て
く
れ
と
頼
ま

れ
、
筆
を
執
っ
た
次
第
で
あ
る
。

先
ず
自
己
紹
介
を
す
る
と
、
土
佐
の
高

知
県
出
身
で
、
県
立
高
知
城
東
中
学
校
卒

業
し
て
東
京
府
立
一
中
補
習
科
で
受
験
研

修
後
、北
大
予
科
農
類
を
東
京
試
験
場（
旧

制
第
一
高
等
学
校
）
で
受
験
、
合
格
し
て

恵
迪
寮
生
と
な
っ
た
。
北
大
を
受
験
し
た

理
由
は
、
恵
迪
寮
歌
「
都
ぞ
弥
生
」
が
日

本
三
大
寮
歌
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
、
そ
し

て
欧
文
社
（
現
旺
文
社
）
の
上
級
学
校
紹

介
書
で
読
ん
だ
「
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
な
街
・

サ
ッ
ポ
ロ
」
に
惹
か
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

昭
和
22
年
９
月
、
農
学
部
畜
産
学
科
を

卒
業
し
て
何
回
か
転
任
、
転
居
し
、
岐
阜

大
学
を
定
年
退
官
後
に
札
幌
の
住
人
に

な
っ
た
。

さ
て
、
昭
和
17
年
３
月
末
、
初
め
て
の

札
幌
駅
に
着
い
て
驚
い
た
。「
新
丸

新

丸

」（
注
・
新
し
い
丸
帽
子
の
一
年
生
の

意
）
と
歓
迎
の
叫
び
声
。
運
動
部
員
の
入

部
勧
誘
の
声
。
そ
し
て
積
雪
。
私
は
籠
球

部
員
の
誘
い
で
入
部
す
る
こ
と
に
な
り
、

先
輩
部
員
ら
に
混
じ
っ
て
中
寮
十
八
号
室

の
住
人
に
な
っ
た
。
そ
の
懐
か
し
い
「
中

寮
」
の
木
造
建
物
は
、
現
在
も
厚
別
区
に

あ
る
「
北
海
道
開
拓
の
村
」
に
保
存
さ
れ

て
い
る
。

籠
球
部
員
と
な
り
毎
日
放
課
後
の
２
時

間
余
り
練
習
に
励
ん
だ
が
、
実
は
そ
れ
ま

で
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
に
触
っ
た
こ
と
が

な
か
っ
た
。
何
回
試
み
て
も
ボ
ー
ル
は
然

る
べ
き
処
に
入
っ
て
く
れ
な
い
。し
か
し
、

や
り
だ
し
た
か
ら
に
は
出
来
る
限
り
努
力

を
す
る
日
が
続
い
た
。

当
時
、
戦
時
下
で
食
糧
問
題
は
漸
次
厳

し
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。
や
が
て
恵
迪
寮

の
食
堂
厨
芥
を
利
用
し
て
養
豚
・
養
鶏
を

始
め
る
事
が
決
ま
り
、畜
産
園
芸
班
員（
通

称
畜
産
係
員
）
募
集
が
発
表
さ
れ
た
。
こ

れ
は
私
に
と
っ
て
籠
球
練
習
よ
り
も
や
り

甲
斐
が
あ
る
と
思
い
、
籠
球
部
の
了
解
を

得
て
応
募
し
て
、
増
田
裕
、
上
本
達
三
両

君
と
私
の
同
期
３
名
が
初
代
の
班
員
と
な

り
、
運
動
部
室
か
ら
離
れ
た
新
寮
六
十
号

室
を
与
え
ら
れ
た
。

当
班
は
生
活
部
（
当
時
、
故
・
大
須
賀

一
雄
部
長
）
の
下
部
組
織
で
、
昭
和
17
年

12
月
６
日
か
ら
仕
事
が
始
ま
っ
た
。
動
物

は
真
駒
内
種
畜
場
か
ら
購
入
し
た
生
後
二

自由投稿

自
・
由
・
投
・
稿



か
月
の
牝
子
豚
２
頭
と
成
鶏
10
羽
余
。
子

豚
名
は
全
寮
生
の
命
名
投
票
に
よ
り
、「
恵

子
」
と
「
迪
子
」
に
決
ま
っ
た
。
し
か
し

我
々
が
両
嬢
を
見
分
け
ら
れ
る
ま
で
に
は

暫
く
の
時
間
が
か
か
っ
た
。

こ
の
動
物
飼
養
・
管
理
に
関
し
て
は
第

二
農
場
勤
務
の
故
・
林
文
平
先
生
の
ご
助

言
が
あ
っ
た
。
文
平
先
生
は
恵
迪
寮
に
近

い
大
学
官
舎
に
住
ま
わ
れ
て
お
り
、
我
々

寮
生
は
よ
く
お
邪
魔
し
て
寮
の
門
限
時
間

ギ
リ
ギ
リ
ま
で
何
か
と
ご
指
導
下
さ
っ
た

の
で
あ
っ
た
。

恵
子
・
迪
子
共
に
成
長
し
て
い
た
が
、

昭
和
18
年
春
の
雪
解
け
の
時
期
に
一
大
事

件
が
発
生
し
た
。
或
る
日
の
午
後
、
当
番

だ
っ
た
私
が
２
頭
の
豚
を
豚
舎
か
ら
出
し

て
、
運
動
中
に
突
然
１
頭
が
見
え
な
く

な
っ
た
。
あ
ち
こ
ち
探
す
う
ち
に
建
物
の

縁
の
下
か
ら
「
ブ
ー
ブ
ー
」
と
鳴
き
声
が

聞
こ
え
た
。
こ
の
建
物
は
便
所
で
、
汲
み

取
り
口
の
蓋
板
が
外
れ
て
お
り
、
そ
こ
か

ら
豚
の
鼻
穴
が
見
え
た
。
深
い
深
い
便
壺

の
中
で
懸
命
に
泳
い
で
い
た
。
私
は
咄
嗟

に
衣
類
を
脱
ぎ
褌
姿
に
な
り
素
手
で
豚
を

抱
え
出
し
た
。
そ
れ
は
迪
子
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
約
１
週
間
経
過
し
て
彼
女
は
昇
天

し
た
。
剖
検
診
断
名
は
誤
嚥
性
肺
炎
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
我
が
身
の
後
始
末
に

苦
労
し
た
。
冷
た
い
独
特
の
臭
い
す
る
味

噌
が
身
体
に
付
着
し
た
状
態
。
先
ず
冷
た

い
水
で
洗
浄
し
た
。
丁
度
風
呂
が
沸
い
て

い
た
の
で
、
風
呂
場
に
行
っ
て
残
っ
た
臭

気
を
洗
い
落
と
す
事
が
出
来
た
。

そ
し
て
私
は
こ
の
年
の
９
月
末
ま
で
動

物
相
手
の
仕
事
を
続
け
た
後
、退
寮
し
た
。

こ
れ
ら
の
体
験
が
私
を
畜
産
学
科
へ
進

学
さ
せ
た
一
因
か
な
と
思
う
事
も
あ
る
。

私
達
の
畜
産
園
芸
班
は
福
地
俊
臣
氏

（
昭
和
19
年
入
寮
）に
よ
る
と
、
学
制
改
革

に
よ
る
予
科
消
滅
時
ま
で
存
在
し
た
由
。

彼
の
提
言
で
班
員
Ｏ
Ｂ
（
北
溟
会
員
）
達

は
平
成
16
年
６
月
16
日
東
京
で
会
合
し
て

当
時
を
懐
旧
し
た
。
ま
た
挿
絵
は
長
谷
川

良
行
氏
（
昭
和
18
年
入
寮
）
が
前
記
「
迪

子
事
件
」
を
描
い
た
も
の
で
、
彼
の
ご
厚

意
に
よ
り
こ
こ
に
添
付
し
た
。
両
氏
に
感

謝
し
て
い
る
。

（
岐
阜
大
学
名
誉
教
授

札
幌
市
中
央
区
）

健
康
長
寿
を
願
う

吉
村

誠
治

（
Ｓ
20
年
入
寮
）

去
る
平
成
16
年
10
月
発
行
の
予
科
記
念

碑
記
念
誌
に
〞
恵
迪
よ
〝
と
題
し
て
一
文

を
載
せ
た
。

早
、
５
年
の
月
日
が
流
れ
た
。
そ
の
記

念
誌
に
同
期
医
類
寮
生
23
名
（
第
40
回
記

念
祭
昭
和
22
年
）
の
恵
迪
寮
玄
関
前
で
写

し
た
集
合
写
真
が
あ
る
が
、
こ
の
５
年
で

６
名
の
友
が
故
人
と
な
っ
た
。（
医
学
部
28

期
は
70
名
が
他
界
し
生
存
率
47
％
ほ
ど
に

な
っ
て
い
る
）
６
名
の
友
は
、
今
寛
、
野

口
順
、
林
良
夫
、
井
上
勇
、
須
永
照
久
、

松
井
泰
夫
君
。
こ
の
中
の
須
永
君
と
は
、

南
寮
で
同
室
で
あ
っ
た
。
彼
は
家
庭
の
事

情
で
、
東
京
医
科
歯
科
大
に
進
み
、
東
京

の
青
山
で
歯
科
医
院
を
開
業
し
て
い
た

が
、
３
年
前
に
閉
院
し
た
と
聞
き
、
丁
度

横
浜
で
全
国
老
健
大
会
が
開
催
さ
れ
た
の

を
機
に
、
南
寮
16
号
で
同
室
だ
っ
た
、
工

学
部
に
進
ん
だ
佐
藤
広
次
君（
楢
崎
産
業
）

と
３
人
で
会
い
旧
交
を
温
め
、
寮
の
昔
話



な
ど
し
て
懐
か
し
く
語
り
合
っ
た
。

と
こ
ろ
が
昨
年
秋
、
須
永
君
の
訃
報
を

聞
い
た
。
卒
寿
を
過
ぎ
た
と
は
い
え
、
世

の
無
常
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
友

の
訃
報
を
受
け
る
度
に
、
庭
に
出
て
寮
歌

を
歌
い
友
を
偲
ぶ
こ
の
頃
で
あ
る
。

寿
命
を
短
く
す
る
原
因
の
第
一
は
37
％

を
占
め
る
喫
煙
で
あ
る
。
や
は
り
喫
煙
を

し
て
、
酒
を
愛
し
た
友
は
早
死
に
し
て
い

る
。加

齢
と
は
今
ま
で
生
き
て
き
た
、
生
活

習
慣
の
集
大
成
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る

事
か
ら
も
、
生
活
習
慣
を
正
し
、
元
気
に

活
動
的
に
健
康
長
寿
で
余
生
を
過
ご
し
た

い
と
願
っ
て
い
る
。

最
近
の
「
北
海
道
医
報
」
の
詠
草
５
首

を
載
せ
る
。

北
海
道
医
歌
人
会
詠
草

卒
后
五
十
五
年
（
平
成
19
年
11
月
号
）

北
国
に
ロ
マ
ン
の
あ
ら
ん
津
軽
の
海

渡
り
来
し
友

傘
寿
と
な
れ
り

学
成
り
て
五
十
五
年
か

旭
岳
に

都
ぞ

弥
生

肩
組
み
て
歌
ふ

恵
迪
百
年
（
平
成
20
年
１
月
号
）

若
き
日
の
魂
の
故
郷

恵
迪
寮
今
日
百
年

の
歴
史
を
祝
う

革あらたま
り
し「
都
ぞ
弥
生
」の
碑
の
前
に

若

き
と
肩
組
み
老
い
は
歌
へ
り

絢
爛
の
三
春
秋

み
つ
と
せ
の
夢

甦
へ
る
恵
迪
百
年

迎
へ
し
我
は

（
美
唄
市
）

納のう
所しょ
弁
次
郎
さ
ん
の

お
孫
さ
ん
に
会
え
た小

出

精
あきら

（
Ｓ
30
年
入
寮
）

す
ぐ
近
所
に
お
住
ま
い
だ
っ
た

今
年
の
２
月
に
仙
台
で
弁
次
郎
さ
ん
の

お
孫
さ
ん
に
当
た
る
今
年
76
歳
に
な
る
幸

一
さ
ん
と
い
う
方
に
お
会
い
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
き
っ
か
け
は
昨
年
末
か
ら
今
年

１
月
末
に
か
け
て
、
地
元
の

※
１地
域
紙
の
中

の
連
載
随
筆
「
仙
台
万
華
鏡
」
を
読
ん
だ

こ
と
に
あ
っ
た
。

納
所
弁
次
郎
さ
ん
は
、
言
わ
ず
と
知
れ

た
札
幌
農
学
校
々
歌「
永
遠
の
幸
」の
選
曲

者
で
あ
る
。地
域
紙
の
12
月
末
の
号
で
は
、大納所幸一さん
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き
な
見
出
し
で
「『
う
さ
ぎ
と
か
め
』
の
作

曲
家
」と
あ
り
、文
の
冒
頭
の
方
で
、「
納
所

さ
ん
が
晩
年
を
仙
台
で
過
ご
さ
れ
た
…
…

ご
存
じ
で
し
た
か
？
」
の
問
い
か
け
が
あ

り
、
文
末
に
は
「
子
孫
が
今
も
仙
台
に
い

ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
よ
り
詳
し
い
こ
と
が
分

か
れ
ば
い
い
の
だ
が
」と
結
ん
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
１
か
月
置
い
た
次
号
に
は
、「
ご

子
孫
が
分
か
り
ま
し
た
」
と
い
う
囲
み
記

事
が
載
り
、「
宮
城
野
区
鶴
ヶ
谷
に
お
住
ま

い
…
…
」
と
あ
っ
た
。
鶴
ヶ
谷
に
住
ん
で

い
る
私
に
は
一
入
目
に
つ
く
記
事
だ
っ
た
。

電
話
帳
で
調
べ
る
と
、
お
孫
さ
ん
の
幸

一
さ
ん
は
、
何
と
我
が
家
の
す
ぐ
近
く
に

住
ん
で
お
ら
れ
た
の
だ
。
早
速
、
電
話
で

ご
挨
拶
し
数
日
後
に
は
直
接
お
会
い
す
る

こ
と
が
で
き
た
。

昭
和
８
年
に
仙
台
へ

幸
一
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
祖
父
弁
次
郎
さ

ん
は
、
昭
和
８
年
に
息
子
の
幸
雄
さ
ん
の

転
勤
に
伴
い
、
仙
台
の
青
葉
城
址
の
麓
近

く
に
越
し
て
来
ら
れ
た
と
の
こ
と
。
や
が

て
生
ま
れ
た
幸
一
さ
ん
は「（
幼
少
時
の
記

憶
な
が
ら
も
）
祖
父
に
は
抱
っ
こ
さ
れ
た

こ
と
を
は
っ
き
り
覚
え
て
い
ま
す
。
北
大

の
歌
も
よ
く
聞
か
せ
て
く
れ
ま
し
た
。（
両

親
か
ら
は
）
と
て
も
穏
や
か
な
人
柄
で

怒
っ
た
顔
を
見
た
こ
と
が
な
い
、
と
聞
か

さ
れ
ま
し
た
」
と
懐
か
し
が
ら
れ
、
さ
ら

に
「
納
所
の
人
名
の
読
み
は
ノ
ウ
シ
ョ
で

す
が
、
先
祖
の
地
で
あ
る
京
都
伏
見
区
の

納
所
は
ナ
ッ
シ
ョ
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
」

な
ど
と
教
え
て
下
さ
っ
た
。

弁
次
郎
さ
ん
は
昭
和
11
年
に
仙
台
で
亡

く
な
ら
れ
、
東
京
・
青
山
霊
園
に
て
永
眠

さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
（
乃
木
希

典
大
将
の
お
墓
も
す
ぐ
近
く
に
あ
る
と
の

こ
と
）。

…
注

※
１

地
域
紙
の
名
は
「
Ｋ
Ａ
Ｈ
Ｏ
Ｋ
Ｕ

ひ
ま
わ
り
ク
ラ
ブ
」
で
、

※
２河
北
新
報
社
が

毎
月
最
終
日
曜
日
に
仙
台
圏
の
読
者
に

サ
ー
ビ
ス
で
配
っ
て
く
れ
る
多
色
刷
り
小

型
の
新
聞
で
あ
る
。

※
２

よ
そ
か
ら
仙
台
に
訪
れ
た
人
に

「
仙
台
の
新
聞
に
な
ぜ
カ・
ワ・
キ・
タ・
と
い
う

名
が
つ
く
の
？
」
な
ど
と
問
わ
れ
る
こ
と

が
あ
る
が
、
正
し
い
読
み
は
カ・
ホ・
ク・
新
報

で
、
東
北
の
代
表
紙
と
言
わ
れ
る
新
聞
で

あ
る
。
同
紙
は
半
月
ご
と
に
そ
の
名
の
由

来
と
社
是
を
題
号
の
下
に
明
記
し
て
い

る
。
そ
の
あ
ら
ま
し
を
記
す
と
、〞
明
治
維

新
以
来
東
北
地
方
は
「

※
３白

河
以
北
一
山
百

文
」
と
軽
視
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し

て
創
業
者
の

※
４一

力
健
次
郎
氏
は
「
東
北
振

興
」
と
「
不
き
独
立
」
を
社
是
と
し
て
（
白

河・
以
北・
の
２
文
字
を
用
い
た
）
河・
北・
新
報

を
明
治
30
年
１
月
に
創
刊
し
た
〝と
あ
る
。

※
３

白
河
は
そ
の
昔
白
河
の
関
が
あ
っ

た
東
北
の
入
り
口
と
も
言
え
る
城
下
町
で

あ
る
。

※
４

今
も
一
力
氏
の
子
孫
が
代
々
社
主

を
務
め
て
い
る
。

納
所
さ
ん
の
経
歴
と
業
績

「
仙
台
万
華
鏡
」の
文
を
読
ん
で
初
め
て

知
り
得
た
納
所
弁
次
郎
さ
ん
の
経
歴
な
ど

を
次
に
紹
介
し
た
い
と
思
う
。

①
学
習
院
女
子
部
で
教
え
る

慶
応
元
年
（
１
８
６
５
年
）
に
生
ま
れ
、

明
治
16
年
に
東
京
音
楽
学
校
の
前
身
で
あ

る
文
部
省
音
楽
取
調
掛
に
入
学
。
西
洋
音

楽
を
学
び
、
卒
業
後
、
華
族
女
学
校
（
学

習
院
女
子
部
の
前
身
）
の
教
授
を
25
年
務

め
、
当
時
の
教
材
が
文
語
体
唱
歌
ば
か
り



だ
っ
た
こ
と
に
反
発
し
て
、
友
人
と
一
緒

に
言
文
一
致
の
唱
歌
革
命
を
起
こ
し
た
。

明
治
34
年
の
「
幼
年
唱
歌
10
冊
」
を
手
始

め
に
「
小
学
唱
歌
12
冊
」
や
「
高
等
小
学

校
唱
歌
８
冊
」
を
次
々
に
発
行
し
、
そ
れ

ら
は
明
治
43
年
ま
で
多
く
の
学
校
で
教
科

書
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
。

②
数
少
な
い
テ
ノ
ー
ル
歌
手
の
一
人

素
晴
ら
し
い
テ
ノ
ー
ル
歌
手
で
、
大
正

14
年
に
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
放
送
開
始
と
共
に
子
ど

も
向
け
番
組
に
24
回
も
出
演
し
て
い
る
。

③「
モ
モ
タ
ロ
ウ
」
や
「
サ
ル
カ
ニ
」
も

作
曲

「
う
さ
ぎ
と
か
め
」
の
他
に
も
「
モ
モ
タ

ロ
ウ
」（
桃
か
ら
生
ま
れ
た
桃
太
郎
…
…
）

や「
サ
ル
カ
ニ
」（
は
や
く
芽
を
出
せ
柿
の

種
…
…
）
な
ど
も
作
曲
し
て
い
る
。

…
等
々
極
め
て
興
味
深
い
多
く
の
知
識

を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
っ
た
。

在
仙
の
２
人
の
文
化
人
に
感
謝

「
仙
台
万
華
鏡
」の
執
筆
者
で
あ
る
石
澤

友
隆
氏
と
、
石
澤
氏
に
納
所
さ
ん
に
関
す

る
多
く
の
情
報
を
提
供
、
教
示
さ
れ
た
富

田
博
氏
と
に
感
謝
し
つ
つ
お
二
人
に
つ
い

て
紹
介
し
た
い
と
思
う
。

石
澤
氏
は
昭
和
９
年
生
ま
れ
。
元
河
北

新
報
記
者
で
、
地
元
の
歴
史
を
は
じ
め

近
・
現
代
の
あ
れ
こ
れ
を
中
心
に
多
く
の

記
録
や
随
筆
な
ど
の
執
筆
活
動
を
旺
盛
に

続
け
て
い
る
文
筆
家
で
あ
る
。

ま
た
、
富
田
氏
は
今
年
91
歳
に
な
ら
れ

る
が
、
仙
台
に
お
け
る
音
楽
教
育
や
児
童

文
化
運
動
の
第
一
人
者
と
し
て
広
範
囲
な

活
動
を
お
元
気
に
続
け
て
い
る
方
で
あ
る
。

付
記

一
、
幸
一
さ
ん
に
お
会
い
し
た
と
き

「
他
に
は
ど
ん
な
曲
を
？
」と
伺
っ
た
と
こ

ろ
、
日
露
戦
争
の
際
の
「
凱
旋
」
と
い
う

歌
を
口
ず
さ
ん
で
下
さ
っ
た
。
そ
れ
は
私

も
昭
和
19
〜
20
年
頃
、
母
か
ら
聞
か
せ
て

も
ら
っ
た
曲
で

〽
あ
な
嬉
し
喜
ば
し
、
戦
い
勝
ち
ぬ
…
…

い
ざ
歌
え
い
ざ
祝
え
こ
の
勝
ち
い
く
さ

と
い
う
歌
で
あ
っ
た
。（
歌
詞
は
佐
々
木

信
綱
氏
の
作
）

そ
し
て
幸
一
さ
ん
は
「
つ
い
近
年
ま
で

は
、
紅
白
歌
合
戦
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
の
場
面

で
必
ず
こ
の
曲
が
流
れ
て
い
ま
し
た
」
と

懐
か
し
が
っ
て
お
ら
れ
た
。

二
、
私
の
手
元
に
あ
る
有
島
武
郎
さ
ん

に
関
す
る
本
を
調
べ
る
と
、
有
島
さ
ん
は

明
治
11
年
生
ま
れ
。
学
習
院
中
等
部
を
卒

業
し
て
札
幌
農
学
校
に
入
学
し
、
在
学
中

の
明
治
33
年
に
「
永
遠
の
幸
」
を
作
詞
さ

れ
て
い
る
。今
回
得
た
知
識
か
ら
推
し
て
、

有
島
さ
ん
は
「
学
習
院
」
の
つ
な
が
り
か

ら
き
っ
と
納
所
さ
ん
に
曲
を
依
頼
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
と
想
っ
て
い
る
。

三
、
弁
次
郎
さ
ん
の
息
子
さ
ん
に
も
お

孫
さ
ん
に
も
幸
の
字
が
つ
い
て
い
る
。
も

し
か
す
る
と
「
永
遠
の
幸・
」
に
由
来
す
る

の
だ
ろ
う
か
？

余
談
（
人
名
の
正
し
い
読
み
方
に
つ
い

て
）一

）
ナ
ド
コ
ロ
君
？

私
が
昭
和
30
年
に
入
寮
し
て
数
日
後
に

催
さ
れ
た
「
寮
歌
伝
授
の
会
」
を
は
じ
め
、

そ
の
後
の
数
々
の
行
事
の
際
に
「
札
幌
農

学
校
校
歌
」
を
斉
唱
す
る
と
き
に
、
発
声

者
（
音
頭
を
と
る
人
）
は
声
高
々
と
「
ナ

ド
コ
ロ
ベ
ン
ジ
ロ
ウ
君
作
曲
〜
」
と
唱
え

て
い
た
の
で
、
私
は
以
後
40
年
余
に
亘
っ

て
「
ナ
ド
コ
ロ
」
さ
ん
と
読
む
も
の
と
信

じ
て
き
た
の
だ
が
、
10
年
余
り
前
に
東
京

北
大
寮
歌
祭
に
出
席
し
て
出
会
っ
た
博
識

の
石
川
舜しゅん君（
当
時
東
京
同
窓
会
幹
事
長
）
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か
ら
「
ノ
ウ
シ
ョ
さ
ん
で
す
」
と
教
わ
っ

た
と
き
は
目
か
ら
鱗
の
思
い
で
あ
っ
た
。

も
し
か
し
た
ら
、
私
と
同
世
代
の
同
窓

生
の
中
に
は
、
今
も
ナ
ド
コ
ロ
君
と
信
じ

て
い
る
人
が
大
勢
い
る
か
も
知
れ
な
い
。

一
方
、
作
曲
に
つ
い
て
は
入
寮
の
と
き

配
布
さ
れ
た
寮
歌
集
に
「
納
所
君・
作
曲
」

と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
は
確
か
だ
が
、
在

寮
中
に
「
校
歌
の
原
曲
は
ア
メ
リ
カ
の
曲

で
あ
る
」
と
伝
え
聞
く
よ
う
に
な
り
、
そ

の
後
い
つ
の
頃
か
ら
か
寮
歌
集
の
改
訂
版

に
は
納
所
氏・
選
曲
と
明
記
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。

二
）
オ
キ
シ
オ
キ
ク
シ
君
？

派
生
す
る
が
、
か
の
「

磨
く
」
の

作
曲
者
・
置
塩
奇
さ
ん
を
昭
和
30
年
当
時

の
発
声
者
は
、
声
高
々
と
「
オ
キ
シ
オ
キ

ク
シ
君
」
と
呼
ん
で
お
り
、
私
も
以
後
30

年
近
く
そ
う
信
じ
て
い
た
。
正
し
い
読
み

が
オ
シ
オ
ク
ス
シ
さ
ん
で
あ
る
こ
と
は
、

氏
が
亡
く
な
ら
れ
た
こ
と
を
報
じ
る
全
国

紙
の
記
事
（
昭
和
59
年
３
月
）
を
読
ん
で

初
め
て
知
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

三
）
オ
カ
ダ
ヤ
ス
オ
さ
ん
が
正
し
い

名
歌
「
湖
に
星
の
散
る
な
り
」
の
作
曲

者
・
岡
田
和
雄
さ
ん
の
読
み
は
ヤ
ス
オ
さ

ん
が
正
し
い
と
の
こ
と
。
平
成
17
年
に
北

大
寮
歌
祭
（
東
日
本
支
部
大
会
）
が
仙
台

で
開
か
れ
た
と
き
、
こ
の
歌
の
発
声
者
を

務
め
る
こ
と
に
な
っ
た
私
に
、
こ
の
日
東

京
か
ら
出
席
さ
れ
た
富とみ
所どころ
強きょう
哉や
さ
ん

（
昭
和
14
年
入
学
）
が
、
事
前
に
「
ヤ
ス
オ

さ
ん
」
で
あ
る
と
教
え
て
下
さ
っ
た
。
富

所
さ
ん
は
寮
歌
祭
出
席
の
常
連
の
お
一
人

で
、
平
成
20
年
の
船
橋
大
会
の
と
き
に
も

「
湖
に
…
…
」を
斉
唱
の
後
、
出
席
の
皆
さ

ん
に
「
岡
田
君
は
同
級
生
で
し
た
。
名
は

ヤ
ス
オ
君
と
読
み
ま
す
」
と
ス
ピ
ー
チ
さ

れ
て
い
た
。

最
近
の
寮
歌
集
を
見
る
と
、
ル
ビ
が
付

さ
れ
て
い
る
人
が
散
見
さ
れ
て
結
構
な
こ

と
と
思
う
が
、
未
だ
判
読
不
詳
の
姓
や
名

も
あ
る
。（
平
成
元
年
の
作
歌
者
の
姓
や
同

10
年
の
作
歌
者
の
名
な
ど
）
今
後
は
読
み

に
く
い
姓
名
に
は
ル
ビ
を
付
す
の
が
一
番

良
い
と
思
っ
て
い
る
。

…
と
も
あ
れ
、
入
学
、
入
寮
後
55
年
に

し
て
、
札
幌
農
学
校
校
歌
の
選
曲
者
に
つ

い
て
多
く
の
知
識
を
得
る
こ
と
が
で
き
た

上
に
、
お
孫
さ
ん
と
親
し
く
接
す
る
こ
と

が
で
き
、
正
に
永
遠
の
幸
を
感
じ
て
い
る

昨
今
で
あ
る
。

（
仙
台
市
宮
城
野
区
）

「
都
ぞ
弥
生
」
を
水
彩
画
に

高
野

豊

（
Ｓ
32
年
入
寮
）

昭
和
57
年
12
月
25
日
発
行
の
北
大
恵
迪

寮
閉
寮
記
念
文
集「
恵
迪
寮
よ
永
遠
に
」に

「
私
と
都
ぞ
弥
生
」
と
題
し
た
一
文
を
寄

せ
、
１
０
９
〜
１
１
０
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ

れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
最
早
28
年
も
経
過

し
た
こ
と
だ
し
、前
文
の
対
象
読
者
が
31
、

32
年
入
寮
者
で
も
あ
り
、そ
の
後
の
Ｏ
Ｂ
、

Ｏ
Ｇ
の
目
に
は
触
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ

ま
す
の
で
、
一
部
重
複
は
あ
り
ま
す
が
、

改
め
て
一
文
を
記
す
こ
と
に
し
ま
す
。

「
都
ぞ
弥
生
」
は
物
心
つ
い
た
頃
か
ら

知
っ
て
い
た
歌
で
し
た
。
私
の
兄
は
子
年

生
ま
れ
で
私
は
一
回
り
下
の
昭
和
12
年
丑

年
生
ま
れ
で
す
か
ら
13
歳
も
年
長
な
の
で

す
。
で
す
か
ら
私
が
５
歳
の
時
に
は
既
に

熊
本
の
第
五
高
等
学
校
の
学
生
で
、
帰
省

の
折
々
に
風
呂
場
で
寮
歌
を
し
ば
し
ば

歌
っ
て
い
ま
し
た
。
一
高
、
三
高
、
五
高

共
々
「
都
ぞ
弥
生
」
も
聞
い
て
い
た
の
で

す
。



私
の
出
身
高
校
は
九
州
は
筑
豊
の
遠
賀

川
筋
に
あ
る
福
岡
県
立
嘉
穂
東
高
校
で

す
。
生
い
立
ち
は
女
学
校
で
、
第
二
次
大

戦
敗
戦
後
に
男
女
共
学
の
県
立
高
校
に
な

り
、
私
は
９
回
生
で
し
た
か
ら
、
男
子
の

伝
統
が
ま
だ
築
か
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。
最
上
級
の
３
年
生
の
男
子
だ
け
が
運

動
会
の
後
、
日
が
暮
れ
て
ゴ
ミ
焼
き
を
兼

ね
た
フ
ァ
イ
ア
ー
ス
ト
ー
ム
を
や
る
の
で

す
。
そ
の
前
準
備
で
ス
ト
ー
ム
で
唄
う
歌

の
練
習
を
す
る
わ
け
で
す
。
そ
こ
で
各
旧

制
高
校
の
寮
歌
の
幾
つ
か
を
選
ぶ
の
で
す

が
、
当
然
「
都
ぞ
弥
生
」
も
入
っ
て
い
ま

し
た
。
そ
こ
で
正
確
に
全
曲
の
詩
を
覚
え

た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
内
容
に
す
っ
か
り

魅
了
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

進
学
大
学
を
選
ぶ
に
際
し
て
私
は
迷
わ

ず
北
大
を
目
指
し
ま
し
た
。
作
歌
者
横
山

芳
介
君
が
讃
え
る
「
北
海
道
の
大
自
然
」

に
あ
こ
が
れ
て
の
こ
と
で
し
た
。
嘉
穂
東

高
校
は
私
の
時
代
は
厳
然
た
る
学
区
制
が

し
か
れ
て
お
り
、
元
々
の
男
子
校
で
あ
る

嘉
穂
高
校
は
区
外
で
越
境
し
な
い
限
り
進

学
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
お
陰
で
、
北

大
に
入
学
し
た
最
初
の
卒
業
生
の
栄
誉
を

勝
ち
得
た
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
高
校
の

先
輩
は
も
ち
ろ
ん
、
一
人
の
知
人
も
い
ま

せ
ん
で
し
た
が
、
栄
え
あ
る
恵
迪
寮
生
と

な
り
、
終
世
の
友
等
に
出
会
い
、
学
部
選

択
に
当
た
っ
て
は
自
然
を
相
手
に
す
る
濃

度
の
高
い
林
学
に
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
は

道
産
子
の
妻
に
め
ぐ
り
合
い
、
２
人
の
子

供
に
２
人
ず
つ
４
人
の
孫
ま
で
恵
ま
れ
て

い
ま
す
。「
都
ぞ
弥
生
」は
ま
さ
に
私
の
人

生
を
決
定
づ
け
た
の
で
す
。

北
海
道
の
自
然
は
私
の
期
待
を
裏
切
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
は
骨
を
埋
め
る
場

所
と
定
め
50
歳
を
機
に
再
来
し
、
年
金
生

活
者
と
な
り
古
希
を
過
ぎ
た
今
日
も
森
林

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
森
づ
く
り
に
励
ん

で
い
る
こ
と
で
証
明
し
て
い
る
つ
も
り
で

す
。
現
役
時
代
は
自
然
に
接
す
る
機
会
も

少
な
く
、
休
日
に
ち
ょ
こ
ち
ょ
こ
と
散
策

す
る
程
度
で
の
我
慢
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま

し
た
が
、
森
林
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
は
心
お

き
な
く
自
然
と
係
わ
り
を
続
け
る
こ
と
に

大
き
な
生
き
甲
斐
と
喜
び
を
感
じ
て
い
ま

す
。そ

れ
に
つ
け
て
も
横
山
芳
介
君
の
自
然

に
対
す
る
感
性
と
文
才
に
は
今
更
な
が
ら

感
服
す
る
ば
か
り
で
す
。
歌
詞
に
読
み
込

ま
れ
た
と
同
じ
状
況
に
遭
遇
す
る
こ
と
が

し
ば
し
ば
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
都
度
歌
を

く
ち
ず
さ
ん
で
し
ま
い
ま
す
。
趣
味
と
し

て
嗜
ん
で
い
る
水
彩
画
で
水
芭
蕉
や
延
齢

草
等
の
野
草
を
描
い
た
り
風
景
を
描
い
た

り
し
て
い
ま
す
。
１
０
０
年
記
念
に
際
し

て
「
都
ぞ
弥
生
」
の
５
番
ま
で
の
場
面
画

集
を
描
き
ま
し
た
。
歌
に
読
ま
れ
た
情
景

を
絵
に
し
て
み
た
の
で
す
。

（
グ
ラ
ビ
ア
参
照
）

１
番
は
〞
都
〝
を
何
で
表
わ
す
か
で
選

ん
だ
の
が
ニ
コ
ラ
イ
堂
で
す
。
関
東
大
地

震
で
改
修
さ
れ
る
前
の
最
初
の
姿
を
み
つ

け
ま
し
た
。
２
番
は
手
稲
山
は
問
題
あ
り

ま
せ
ん
が
、
豊
な
稔
り
と
羊
群
の
配
置
に

苦
心
し
ま
し
た
。
３
番
は
馬
橇
が
ミ
ソ
で

す
。
４
番
が
最
も
苦
労
し
ま
し
た
。
エ
ン

レ
イ
ソ
ウ
と
揚
げ
ヒ
バ
リ
を
画
面
上
に
ど

う
配
置
す
る
か
が
悩
み
で
し
た
。
５
番
は

東
の
山
々
の
表
現
を
夕
張
岳
の
シ
ル
エ
ッ

ト
で
表
わ
し
ま
し
た
。

〞
豊
に
稔
れ
る
石
狩
の
野
に
…
…
〝で
始

ま
る
２
番
の
歌
詞
は
〞
豊
〝
と
い
う
私
の

名
前
で
始
ま
り
、〞
稔
〝と
い
う
兄
の
名
前

が
続
く
と
い
う
、
く
だ
ら
な
い
理
由
で
も

た
い
へ
ん
気
に
入
っ
て
い
ま
す
。

（
札
幌
市
清
田
区
）

自由投稿



寮
歌
と
私

安
間

元

（
Ｓ
34
年
入
寮
）

札
幌
駅
の
ホ
ー
ム
で
親
し
い
仲
間
の
派

手
な
ス
ト
ー
ム
と
「
都
ぞ
弥
生
」
に
送
ら

れ
た
夜
行
列
車
の
中
の
私
の
胸
中
は
、
函

館
で
の
学
園
生
活
に
思
い
を
馳
せ
て
い

た
。

〽
斗
南
の
翼
拡
げ
て
は

天
地
広
し
と
誰

か
言
う

空
よ
り
高
き
ア
ン
デ
ス
の

裾

野
に
友
よ
羊
追
え
天
に
漲
る
ア
マ
ゾ
ン
の

岸
辺
の
森
に
斧
を
振
れ

ご
存
じ
「
都
ぞ
弥
生
」
の
前
年
、
明
治

44
年
「
藻
岩
の
緑
」
の
４
番
目
の
歌
詞
で

あ
る
。
３
番
目
ま
で
は
謳
わ
れ
る
こ
と
が

多
い
の
で
あ
ま
り
馴
染
み
が
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
私
の
こ
ろ
は
暇
だ
っ
た
の
か
一

つ
の
寮
歌
を
最
後
ま
で
た
っ
ぷ
り
謳
わ
さ

れ
た
の
で
よ
く
覚
え
て
い
る
。
ど
の
よ
う

な
背
景
で
作
詞
さ
れ
た
も
の
か
知
る
よ
し

も
な
い
が
、
ロ
マ
ン
に
満
ち
た
歌
の
こ
の

部
分
は
雄
飛
の
意
気
と
血
潮
を
振
る
い
立

た
せ
、
私
に
と
っ
て
半
生
の
方
向
を
決
め

た
魅
力
の
あ
る
歌
詞
だ
っ
た
。

私
は
貧
弱
な
体
を
鍛
え
よ
う
と
山
岳
部

に
属
し
て
北
の
山
に
熱
中
し
て
、
安
保
騒

動
で
休
講
が
多
い
こ
と
が
良
い
こ
と
に
体

力
増
進
に
専
念
し
て
い
た
。
Ｓ
上
部
屋
に

は
山
岳
愚
連
隊
の
看
板
が
掛
か
り
、
学
部

は
山
岳
部
と
自
認
し
て
い
た
。
当
時
南
極

観
測
隊
で
南
極
に
行
っ
た
先
輩
た
ち
が
戻

り
部
員
達
は
極
地
、
ヒ
マ
ラ
ヤ
や
南
米
へ

と
関
心
を
持
ち
、
部
室
で
外
国
の
山
行
報

告
文
献
な
ど
を
読
み
、
地
図
を
拡
げ
研
究

会
を
開
い
て
い
た
。
と
に
か
く
海
外
に
憧

れ
て
い
た
。
憧
れ
と
状
況
と
が
夢
を
実
現

す
る
と
思
え
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
に
は
在
札
一
年
半
と
い
う

水
産
類
で
は
山
仲
間
と
共
に
外
国
に
行
く

と
い
う
ほ
ど
冒
険
心
も
時
間
も
体
力
も
な

か
っ
た
。
タ
ダ
で
外
国
に
行
け
る
。
迷
わ

ず
遠
洋
漁
業
学
科
を
選
択
し
た
。

遠
洋
航
海
の
寄
港
地
で
「
都
ぞ
弥
生
」

新
し
い
お
し
ょ
ろ
丸
代
船
が
予
定
さ
れ

て
い
た
。
実
習
の
処
女
航
海
で
は
外
国
ど

こ
ろ
か
南
氷
洋
に
も
行
け
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
ん
な
打
算
と
単
細
胞
的
思
考
の
続

き
が
、
特
設
専
攻
科
修
了
後
航
海
士
の
資

格
を
取
り
船
乗
り
と
な
っ
た
。
３
年
後
母

校
の
練
習
船
に
航
海
士
と
し
て
乗
船
す
る

こ
と
に
な
っ
た
。
卒
業
以
来
37
年
余
船
に

乗
っ
て
海
の
生
活
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

寮
歌
に
戻
る
。
練
習
船
で
は
毎
年
３
か

月
間
の
北
洋
航
海
、
２
か
月
以
上
の
南
方

航
海
で
は
函
館
岸
壁
で
水
産
旗
、
団
旗
の

は
た
め
く
中
、
応
援
団
に
よ
る
太
鼓
に
合

わ
せ
た
盛
大
な
学
生
壮
行
会
の
儀
式
が
あ

り
、「
都
ぞ
弥
生
」、「
水
産
放
浪
歌
」に
送

迎
さ
れ
て
出
入
港
を
見
て
き
た
。
内
外
寄

港
地
で
の
同
窓
歓
迎
会
で
も
解
散
前
に
一

同
肩
を
組
ん
で
同
歌
で
締
め
た
。
船
内
の

学
生
室
で
も
応
援
団
の
学
生
も
乗
船
し
て

い
た
か
ら
、
漁
業
実
習
打
ち
上
げ
の
と
き

寮
歌
集
を
拡
げ
謳
う
こ
と
が
多
か
っ
た
の

で
歌
詞
を
忘
れ
な
い
。寄
港
地
シ
ア
ト
ル
、

バ
ン
ク
ー
バ
ー
や
ジ
ャ
カ
ル
タ
の
同
窓
会

で
謳
っ
た
「
都
ぞ
弥
生
」
も
懐
か
し
い
。

名
古
屋
港
に
寄
港
し
た
時
、
２
次
会
で

愛
知
県
水
産
同
窓
会
幹
事
だ
っ
た
深
谷
さ

ん
と
あ
り
た
け
の
寮
歌
を
謳
っ
た
の
も
忘

れ
ら
れ
な
い
。
中
で
も
１
９
８
８
年
、
高

知
港
寄
港
で
は
水
産
類
の
先
輩
に
明
徳
義

塾
高
校
の
同
窓
会
長
竹
原
正
男
氏
（
昭
28



水
産
卒
）
が
お
ら
れ
、
当
時
甲
子
園
の
高

校
野
球
で
馴
染
ん
だ
同
校
の
ブ
ラ
ス
バ
ン

ド
部
を
率
い
て
岸
壁
で
「
都
ぞ
弥
生
」
演

奏
で
歓
迎
し
て
く
れ
た
。
乗
組
員
、
学
生

と
も
直
立
不
動
の
姿
勢
で
聞
き
、
感
動
に

浸
っ
た
も
の
だ
っ
た
。（
こ
の
時
、
退
寮
以

来
は
じ
め
て
西
森
茂
夫
、
遼
子
氏
に
招
か

れ
当
家
で
土
佐
酒
の
盃
を
傾
け
た
）

学
生
当
時
、
寮
歌
を
含
む
３
歌
は
皆
で

謳
う
も
の
で
手
拍
子
や
肩
振
り
に
合
わ
せ

て
蛮
声
を
張
り
上
げ
れ
ば
よ
か
っ
た
。
自

分
の
歌
は
ど
こ
で
も
通
用
す
る
も
の
と

思
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
カ
ラ
オ
ケ
時
代

と
な
っ
た
こ
ろ
自
分
が
と
ん
で
も
な
く
音

程
狂
い
の
音
痴
で
あ
る
こ
と
が
解
り
、

す
っ
か
り
落
胆
し
て
宴
会
や
歌
う
飲
み
店

に
行
く
の
が
億
劫
に
な
っ
た
。
私
に
は
歌

は
手
拍
子
で
み
ん
な
で
歌
う
の
が
一
番
い

い
。
退
職
後
歌
う
機
会
が
少
な
く
な
り
蛮

声
を
張
り
上
げ
る
こ
と
は
な
く
声
帯
も
萎

縮
し
て
声
も
出
な
く
な
っ
て
き
た
。
で
も

青
春
を
鼓
舞
し
た
寮
歌
を
謳
う
寮
歌
祭
に

は
行
き
た
い
と
思
う
。
今
、
私
は
船
か
ら

降
り
て
函
館
郊
外
の
片
田
舎
で
、
趣
味
と

し
て
学
生
時
代
意
識
し
な
か
っ
た
感
性
で

北
の
自
然
の
写
真
を
撮
っ
て
楽
し
ん
で
い

る
が
、
寮
歌
の
歌
詞
に
描
写
さ
れ
る
多
情

多
感
な
瑞
々
し
い
感
性
は
、
こ
の
年
に

な
っ
て
は
及
ぶ
べ
く
も
な
い
。

故
郷
で
も
寮
歌
と
の
不
思
議
な
縁

か
つ
て
山
口
哲
夫
編
「
都
ぞ
弥
生
」
の

本
を
読
ん
だ
と
き
「
都
ぞ
弥
生
」
の
誕
生

過
程
で
赤
木
顕
次
氏
を
バ
イ
オ
リ
ン
で
作

曲
サ
ポ
ー
ト
し
て
完
成
に
こ
ぎ
つ
け
た
人

と
し
て
金
原
善
知
氏
の
名
を
見
つ
け
た
。

善
知
氏
は
明
治
の
北
海
道
開
拓
（
今
金
瀬

棚
）
に
も
天
竜
川
治
山
治
水
で
有
名
な
慈

善
事
業
家
金
原
明
善
の
孫
で
あ
る
。
実
家

は
静
岡
県
浜
松
市（
当
時
浜
名
郡
安
間
村
）

に
あ
り
、
私
の
実
家
は
２
０
０
㍍
ほ
ど
の

と
こ
ろ
に
あ
る
。
明
善
は
私
の
数
世
代
前

の
先
代
が
囲
碁
の
遊
び
仲
間
で
両
家
の
出

入
り
が
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
る
。
作
詞
の

横
山
芳
介
氏
も
静
岡
県
で
全
う
し
て
お

り
、
静
岡
で
の
芳
介
と
善
知
（
卒
業
後
林

野
関
係
の
役
人
を
経
て
村
長
を
し
た
）
の

会
合
、
そ
の
後
の
顕
次
と
善
知
の
交
友
を

聞
こ
う
と
、
帰
郷
時
、
近
隣
の
長
男
氏
宅

に
訪
ね
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
留
守
で
果
た

せ
な
い
で
い
る
。（
顕
次
、善
知
明
治
41
年
、

芳
介
43
年
入
寮
）
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
「
都

ぞ
弥
生
」
を
通
じ
て
郷
土
の
人
の
名
を
見

つ
け
不
思
議
な
縁
を
感
じ
た
も
の
で
あ

る
。

（
北
海
道
北
斗
市
）

「都ぞ弥生」の歓迎を受け高知港に寄港するおしょろ丸船上の筆者
（右から２人目）

自由投稿



恵
迪
寮
・
応
援
団
・
日
中

友
好
協
会
・
学
生
運
動

石
津

宏
介
（
旧
姓
松
尾
）

（
Ｓ
38
年
入
寮
）

待
ち
受
け
て
い
た
異
質
の
世
界

私
は
、
新
聞
部
に
属
し
ま
た
生
徒
会
長

も
し
た
高
校
時
代
よ
り
、
大
学
時
代
の
思

い
出
が
大
き
い
。博
多
を
発
っ
て
48
時
間
。

４
月
１
日
。
ま
だ
雪
の
残
る
恵
迪
寮
の
門

を
潜
っ
た
の
だ
が
、
瞬
間
、
こ
の
古
さ
、

汚
さ
に
驚
か
さ
れ
て
い
た
。
入
寮
面
接
は

教
員
が
す
る
も
の
だ
と
疑
い
も
し
て
い
な

か
っ
た
の
に
、実
際
は
学
生
自
身
だ
っ
た
。

信
じ
難
い
世
界
に
身
を
置
こ
う
と
し
て
い

る
の
だ
。

正
面
に
蓬
髪
の
男
が
い
た
。
私
は
一
浪

し
て
の
入
学
だ
か
ら
、
前
年
の
日
大
で
の

受
験
も
経
験
し
て
い
る
。
そ
の
際
に
見
て

い
た
「
変
わ
っ
た
」
男
に
面
接
官
は
似
て

い
た
。応
援
団
の
団
長
だ
と
後
で
知
っ
た
。

入
寮
が
許
可
さ
れ
、
希
望
の
部
屋
名
欄

に
、
私
は
「
中
国
研
究
会
」
と
記
し
た
。

北
海
道
へ
の
憧
れ
と
中
国
へ
の
憧
れ
は
同

じ
。
二
年
生
二
人
の
呼
び
か
け
に
新
入
生

三
人
が
応
え
て
の
５
人
部
屋
構
成
で
あ
っ

た
。
取
り
立
て
て
何
か
中
国
を
研
究
し
た

記
憶
は
な
い
。
し
か
し
紛
れ
も
な
く
私
は

中
国
と
関
わ
っ
て
生
き
て
い
く
の
だ
と
の

意
志
を
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
こ
と
に
は

な
っ
た
。

濃
い
人
間
関
係

サ
ー
ク
ル
を
ど
う
す
る
か
で
迷
っ
た
。

空
手
部
も
考
え
た
が
、
結
局
応
援
団
に
入

団
し
た
。
人
を
励
ま
し
自
ら
も
元
気
付
く

生
き
方
と
、「
選
抜
」さ
れ
た
孤
高
の
実
感

は
、
応
援
団
で
味
わ
っ
た
。
次
の
部
屋
替

え
か
ら
応
援
団
の
７
人
部
屋
に
移
り
住
ん

だ
が
、
中
国
へ
の
興
味
は
一
層
増
し
て
い

た
。
中
国
関
係
の
学
習
会
を
見
つ
け
た
ら

一
人
で
出
か
け
黙
っ
て
聞
い
て
い
た
。
勧

め
ら
れ
日
中
友
好
協
会
北
大
学
生
班
に
も

属
し
た
。
寮
に
あ
る
政
治
的
集
団
の
セ
ク

ト
は
、日
本
の
現
実
の
反
映
な
の
だ
ろ
う
。

学
生
運
動
に
も
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

こ
う
し
た
寮
生
活
は
常
に
刺
激
的
だ
っ

た
。
だ
か
ら
自
分
の
子
ど
も
等
が
大
学
受

験
先
を
決
め
る
時
も
、「
九
州
を
離
れ
る
こ

と
、
寮
に
入
る
こ
と
」
だ
け
を
私
は
要
求

し
て
き
た
。
未
知
な
る
自
然
、
人
と
人
と

の
濃
い
人
間
関
係
は
貴
重
だ
と
今
で
も
思

う
。私

の
中
国

今
昔

学
部
移
行
は
、
中
国
文
学
希
望
だ
っ
た

が
「
教
養
」
が
足
り
ず
、
中
国
哲
学
に
回

さ
れ
た
。
そ
の
後
、
文
化
大
革
命
を
支
持

で
き
な
い
者
の
就
職
は
拒
否
さ
れ
、
卒
業

後
の
日
中
貿
易
会
社
等
へ
の
道
は
断
た
れ日本の中高生を招待した江蘇牧院の寮生達と（筆者右端)



た
。福
岡
に
戻
っ
て
高
校
の
教
員
を
し
た
。

日
本
語
教
員
の
資
格
も
取
り
、
退
職
後
、

若
い
頃
の
夢
実
現
の
た
め
に
中
国
に
渡
っ

た
。
貿
易
は
出
来
な
い
か
ら
日
本
語
を
教

え
る
仕
事
に
従
事
し
て
い
る
。
私
が
退
職

後
に
中
国
で
接
し
た
四
つ
の
大
学
生
は
殆

ど
皆
、
日
本
の
高
校
生
の
感
じ
だ
。
原
則

寮
生
活
で
あ
る
。こ
こ
は
４
人
部
屋
だ
が
、

他
大
学
で
は
６
人
、８
人
部
屋
も
あ
っ
た
。

２
段
ベ
ッ
ド
が
大
半
を
占
め
た
𨻶
間
で
、

お
茶
と
お
菓
子
も
食
べ
た
が
、
学
生
は
酒

を
飲
ま
な
い
し
、政
治
的
発
言
も
し
な
い
。

今
、知
人
が
日
本
か
ら
訪
ね
て
来
れ
ば
、

教
室
で
学
生
た
ち
と
交
流
す
る
。
時
に
寮

に
泊
ま
っ
て
貰
う
。
昔
応
援
団
の
遠
征
で

泊
っ
た
九
大
・
田
島
寮
は
な
い
が
、
今
に

残
る
京
大
・
吉
田
寮
に
泊
っ
て
は
孫
世
代

の
感
の
学
生
と
の
語
ら
い
を
今
も
時
々
す

る
。「
寛
ぎ
の
場
」寮
は
、
い
つ
で
も
何
か

を
学
ば
せ
て
呉
れ
る
。

貧
し
さ
の
中
で
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
ド
リ
ー

ム
を
描
く
中
国
農
村
出
の
若
者
に
、
一
日

本
人
と
し
て
だ
が
日
本
を
代
表
し
た
積
り

で
、
恵
迪
を
語
り
学
生
運
動
を
語
り
、
今

を
語
る
私
の
中
国
生
活
は
、後
少
し
続
く
。

（
中
国
・
江
蘇
省
泰
州
市
）

木
村
豊
君
を
偲
ん
で鈴

木

孝
吉

（
Ｓ
40
年
入
寮
）

２
０
０
９
年
の
12
月
27
日
、
木
村
豊
君

（
享
年
62
歳
）が
亡
く
な
っ
た
と
の
連
絡
を

受
け
、
耳
を
疑
い
信
じ
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
新
潟
大
学
で
現
役
の
教
授

と
し
て
活
躍
中
で
あ
り
、
闘
病
中
と
の
知

ら
せ
も
有
り
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
本
当
に

驚
き
ま
し
た
。
62
歳
と
い
う
若
さ
で
こ
の

世
を
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
本
人
の
気

持
ち
を
思
う
と
何
と
も
心
が
痛
み
ま
す
。

１
年
前
に
肝
臓
癌
が
見
つ
か
り
入
退
院
を

繰
り
返
し
な
が
ら
、
懸
命
に
病
気
に
立
ち

向
か
っ
て
治
療
を
し
て
い
た
と
の
事
で
す

が
、
残
念
な
が
ら
回
復
に
は
至
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
木
村
君
と
は
恵
迪
寮
時
代
か
ら

40
年
以
上
の
付
き
合
い
と
な
り
ま
す
。
連

絡
は
取
り
合
っ
て
い
ま
し
た
が
、
な
か
な

か
会
う
機
会
が
有
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
お

互
い
に
仕
事
を
辞
め
た
ら
、
ゆ
っ
く
り
好

き
な
登
山
を
一
緒
に
楽
し
み
た
い
と
思
っ

て
い
ま
し
た
の
で
本
当
に
残
念
で
な
り
ま

せ
ん
。

木
村
君
と
の
出
会
い
は
恵
迪
寮
か
ら
始

ま
り
ま
す
。
私
は
入
学
時
か
ら
入
寮
出
来

ず
、
10
月
の
募
集
で
入
寮
す
る
事
が
で
き

ま
し
た
。
木
村
君
が
10
月
の
入
寮
か
否
か

は
記
憶
が
定
か
で
は
な
い
の
で
す
が
、
内

藤
君
が
同
時
期
に
入
寮
し
、
先
輩
の
福
井

さ
ん
、
湯
沢
さ
ん
、
木
村
君
、
内
藤
君
と

の
５
人
の
共
同
生
活
が
始
ま
り
で
し
た
。

木
村
君
は
細
面
で
、
黒
縁
の
メ
ガ
ネ
を
掛

け
た
秀
才
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
し
た
が
、

笑
っ
た
時
の
顔
が
何
と
も
人
懐
っ
こ
く
直

ぐ
に
打
解
け
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

恵
迪
寮
23
号
室
は
寮
誌
の
編
集
を
担
当

し
て
い
ま
し
た
が
、
私
が
入
寮
し
た
時
は

数
年
間
発
刊
が
途
絶
え
て
い
ま
し
た
。
二

年
目
の
時
は
内
藤
君
が
別
の
部
屋
に
移

り
、
私
が
部
屋
の
責
任
者
と
し
て
木
村
君

と
一
緒
に
何
年
ぶ
り
か
で
発
刊
に
漕
ぎ
着

け
ま
し
た
。
当
時
の
雑
誌「
恵
迪
」は
在
寮

生
を
対
照
と
し
た
も
の
で
、
Ｏ
Ｂ
を
主
体

と
し
た
今
の「
恵
迪
」と
は
全
く
性
質
を
異

に
す
る
も
の
で
し
た
。
内
容
も
学
生
運
動

の
色
彩
が
濃
く
、
寮
長
を
ど
こ
の
グ
ル
ー

プ
が
務
め
る
か
に
よ
っ
て
内
容
が
大
き
く

影
響
を
受
け
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。

自由投稿



当
時
の
寮
生
は
学
生
運
動
に
ノ
ン
ポ
リ

で
通
す
わ
け
に
い
か
ず
、
ど
こ
か
の
グ

ル
ー
プ
に
所
属
せ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
で

し
た
。
受
験
勉
強
し
か
し
て
い
な
か
っ
た

私
に
は
、
マ
ル
ク
ス
や
レ
ー
ニ
ン
の
思
想

が
分
か
る
わ
け
で
な
く
、
日
米
安
保
条
約

や
日
韓
条
約
批
准
も
何
た
る
か
を
正
確
に

理
解
す
る
前
に
、
た
だ
先
輩
に
言
わ
れ
る

ま
ま
に
デ
モ
に
参
加
し
て
い
ま
し
た
。
機

動
隊
に
デ
モ
の
両
サ
イ
ド
を
が
っ
ち
り
と

囲
ま
れ
、
硬
い
靴
で
蹴
飛
ば
さ
れ
、
こ
ん

棒
で
叩
か
れ
な
が
ら
の
デ
モ
は
恐
怖
そ
の

も
の
で
し
た
。
親
が
無
理
し
て
進
学
さ
せ

て
く
れ
た
状
況
で
、
警
察
に
捕
ま
り
就
職

も
ま
ま
な
ら
な
く
な
る
と
ど
う
し
よ
う
と

い
う
恐
れ
も
あ
り
ま
し
た
。
自
分
た
ち
が

や
ら
ず
し
て
誰
が
日
本
を
変
え
る
事
が
で

き
る
か
と
い
う
正
義
感
に
燃
え
、
親
に
は

申
し
訳
な
い
と
心
で
叫
び
つ
つ
、
我
々
も

自
分
の
将
来
を
省
み
ず
青
春
の
血
汐
を
た

ぎ
ら
せ
ま
し
た
。

北
大
は
教
養
制
度
を
採
用
し
て
い
て
、

教
養
の
成
績
順
に
学
部
へ
の
進
路
が
決

ま
っ
て
い
く
シ
ス
テ
ム
で
し
た
。
成
績
の

良
か
っ
た
木
村
君
は
希
望
通
り
に
物
理
学

科
へ
、
私
の
順
番
の
時
に
は
人
気
の
あ
る

学
科
は
定
員
に
達
し
、
ど
の
学
科
へ
進
む

か
思
案
し
て
い
ま
し
た
。
木
村
君
の
意
見

も
聞
き
地
球
物
理
に
進
み
ま
し
た
の
で
、

私
の
進
路
決
定
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え

て
く
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

物
理
学
科
と
地
球
物
理
は
共
通
科
目
も

多
く
あ
り
、
学
部
時
代
に
も
授
業
で
よ
く

顔
を
合
わ
せ
て
話
を
し
ま
し
た
。
優
秀
な

木
村
君
の
こ
と
な
の
で
、
物
理
の
修
士
課

程
に
進
む
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
ド
イ

ツ
文
学
に
転
向
し
京
大
へ
学
士
入
学
す
る

と
聞
い
た
時
は
本
当
に
驚
き
ま
し
た
。
何

故
全
く
分
野
の
違
う
ド
イ
ツ
文
学
へ
転
向

し
た
の
か
、
何
時
か
聞
い
て
み
よ
う
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
当
時
の
経
済
状
況
で

進
路
を
変
更
す
る
為
に
、
学
部
か
ら
や
り

直
す
の
は
か
な
り
勇
気
の
い
る
決
断
で
し

た
。
自
分
の
夢
を
追
求
す
る
芯
の
強
さ
に

は
感
心
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
彼
の
研
究
活

動
に
つ
い
て
は
全
く
話
し
た
事
は
有
り
ま

せ
ん
が
、
そ
の
一
つ
に
グ
リ
ム
童
話
が
有

り
ま
す
。
子
供
の
み
な
ら
ず
大
人
に
も
夢

と
人
生
の
教
訓
を
与
え
る
童
話
、
ド
イ
ツ

文
学
の
巨
匠
グ
リ
ム
兄
弟
の
世
界
に
転
向

を
決
意
さ
せ
た
何
か
が
有
っ
た
の
か
と
今

と
な
っ
て
は
勝
手
に
推
測
し
て
い
ま
す
。

私
の
知
る
木
村
君
は
読
書
家
で
あ
り
、

ま
た
音
楽
が
好
き
な
学
生
で
し
た
。
ク
ラ

シ
ッ
ク
の
知
識
も
無
い
、
譜
面
も
読
め
な

か
っ
た
私
に
は
木
村
君
の
音
楽
の
才
能
は

憧
憬
で
し
た
。
在
寮
時
代
に
モ
ー
ツ
ア
ル

ト
協
会
に
入
会
し
、
会
員
と
し
て
ケ
ッ
ヘ

ル
番
号
を
取
得
し
て
協
会
活
動
も
行
っ
て

い
た
と
記
憶
し
て
い
ま
す
。
コ
ン
サ
ー
ト

に
も
足
繁
く
通
っ
て
い
ま
し
た
。
個
人
で

持
て
る
楽
器
と
言
え
ば
ハ
ー
モ
ニ
カ
程
度

の
簡
単
な
楽
器
し
か
無
か
っ
た
時
代
に
、

木
村
君
が
縦
笛
で
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
曲
を

弾
い
て
い
た
の
に
は
、
た
だ
た
だ
畏
敬
を

こ
め
て
感
心
し
て
い
ま
し
た
。
新
潟
大
学

に
赴
任
し
て
か
ら
は
、フ
ル
ー
ト
を
吹
き
、

嗜
好
も
オ
ペ
ラ
へ
傾
倒
し
て
い
き
特
に

ヴ
ェ
ル
デ
ィ
の
オ
ペ
ラ
が
好
み
と
の
事
で

し
た
。
自
宅
の
本
棚
に
は
収
集
し
た
お
び

写真：左より木村君、久世さん、
内藤君、筆者



た
だ
し
い
数
の
レ
コ
ー
ド
と
Ｃ
Ｄ
、
録
画

さ
れ
た
オ
ペ
ラ
の
テ
ー
プ
が
ビ
ッ
シ
リ
と

並
び
圧
感
で
し
た
。

ハ
イ
キ
ン
グ
や
登
山
も
好
き
で
、
札
幌

近
郊
の
山
に
何
度
か
一
緒
に
行
き
ま
し

た
。
そ
の
後
も
山
好
き
は
変
わ
ら
ず
、
自

分
の
教
え
子
や
子
供
さ
ん
を
同
行
し
て
楽

し
ん
で
い
た
よ
う
で
す
。
私
が
日
本
百
名

山
に
挑
戦
し
て
い
る
こ
と
を
伝
え
ま
し
た

ら
、
数
年
前
に
彼
か
ら
平
ガ
岳
登
山
の
誘

い
を
受
け
ま
し
た
。
お
互
い
の
都
合
が
一

致
せ
ず
実
現
で
き
な
か
っ
た
の
は
、
今
に

し
て
思
え
ば
本
当
に
残
念
で
な
り
ま
せ

ん
。
平
ガ
岳
に
挑
戦
す
る
時
は
、
木
村
君

と
の
思
い
を
胸
に
登
り
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

掲
載
の
写
真
は
、
２
年
目
の
時
に
木
村

君
、
内
藤
君
と
３
人
で
背
広
を
購
入
し
、

退
寮
記
念
に
校
舎
の
中
で
記
念
写
真
を

撮
っ
た
も
の
で
す
。
仕
事
を
退
い
て
か
ら

の
人
生
後
半
、
登
山
や
昔
話
を
肴
に
一
緒

に
酒
を
酌
み
交
わ
す
こ
と
を
楽
し
み
に
し

て
い
ま
し
た
の
で
誠
に
残
念
で
す
。
ご
冥

福
を
心
か
ら
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

（
さ
い
た
ま
市
南
区
）

家
族
か
ら
の
贈
り
も
の

木
版
画
「
恵
迪
寮
青
春
」

藤
長

恭
常

（
Ｓ
45
年
入
寮
）

今
年
３
月
、定
年
を
迎
え
る
に
当
た
り
、

い
つ
も
は
小
言
し
か
言
わ
な
い
妻
や
、
父

親
の
助
言
に
耳
を
傾
け
た
こ
と
も
な
い
娘

た
ち
が
、
か
け
が
え
の
な
い「
絵
」を
贈
っ

て
く
れ
ま
し
た
。
私
自
身
口
べ
た
で
話
題

も
少
な
く
、
家
庭
で
は
饒
舌
す
ぎ
る
妻
と

そ
の
性
質
を
引
き
継
い
だ
に
ぎ
や
か
な
三

人
の
娘
に
囲
ま
れ
、
黙
々
と
働
い
て
き
ま

し
た
。

そ
ん
な
私
で
も
北
大
恵
迪
寮
時
代
の
思

い
出
や
仲
間
と
過
ご
し
た
日
々
の
こ
と
は

鮮
烈
で
す
。
家
族
も
一
緒
に
と
き
ど
き
当

時
の
仲
間
と
集
ま
っ
て
飲
ん
だ
り
、
思
い

出
を
語
っ
た
り
し
て
い
る
う
ち
に
、
家
族

み
な
恵
迪
寮
と
そ
の
仲
間
に
愛
着
を
持
っ

て
く
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

日
頃
か
ら
女
系
の
家
族
に
は
等
閑
視
さ

れ
て
い
る
と
の
思
い
が
強
か
っ
た
の
で
す

が
、
何
と
、「
定
年
の
記
念
に
感
謝
を
込
め

て
絵
を
贈
り
た
い
。
恵
迪
寮
か
、
北
大
構

内
の
絵
か
、
ど
ち
ら
が
良
い
」
と
、
妻
か

ら
聞
か
れ
ま
し
た
。

妻
の
友
人
の
御
夫
君
は
日
本
版
画
会
会

長
の
伊
藤
卓
美
画
伯
で
す
。
妻
は
上
京
し

た
折
り
、
伊
藤
先
生
の
東
大
駒
場
校
舎
の

版
画
を
見
せ
て
も
ら
い
木
版
画
の
持
つ
素

朴
さ
、
心
安
ら
ぐ
温
か
さ
、
胸
の
熱
く
な

る
よ
う
な
懐
か
し
さ
を
感
じ
た
そ
う
で

す
。当

然
、私
の
青
春
そ
の
も
の
で
あ
る「
恵

迪
寮
」
で
の
思
い
出
を
形
に
し
て
頂
き
た

い
と
、
お
願
い
し
ま
し
た
。

旧寮舎の前でスケッチする伊藤画伯

自由投稿



意
気
に
感
じ
て
く
だ
さ
っ
た
伊
藤
先
生

は
、
多
忙
な
合
間
を
縫
っ
て
昨
年
６
月
の

札
幌
が
一
番
美
し
く
輝
く
時
期
に
、
北
大

構
内
や
、
野
幌
の
「
北
海
道
開
拓
の
村
」

に
移
設
し
た
旧
恵
迪
寮
舎
を
ス
ケ
ッ
チ
し

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

一
人
一
人
の
恵
迪
寮
に
対
す
る
想
い
や

イ
メ
ー
ジ
は
そ
れ
ぞ
れ
違
う
で
し
ょ
う
。

そ
の
想
い
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
木
版
画
に
し

て
、
友
人
た
ち
と
青
春
の
日
々
の
思
い
出

を
分
か
ち
合
え
れ
ば
、
と
考
え
ま
し
た
。

同
じ
絵
を
仲
間
で
共
有
で
き
る
木
版
画

の
可
能
性
の
す
ば
ら
し
さ
に
も
気
付
き
ま

し
た
。
ま
た
同
じ
絵
を
見
て
も
そ
れ
ぞ
れ

の
中
に
湧
き
上
が
る
想
い
が
異
な
る
の
で

語
り
合
う
話
題
が
尽
き
ま
せ
ん
。

こ
れ
ま
で
の
人
生
は
長
い
よ
う
で
短

か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
青
春
を
恵
迪

寮
で
過
ご
し
た
こ
と
は
、
そ
の
後
の
社
会

人
人
生
を
生
き
抜
く
力
と
な
り
ま
し
た
。

農
学
部
林
学
科
を
卒
業
後
、
岡
山
県
庁

に
奉
職
。
林
業
技
術
者
と
し
て
日
本
の
山

林
問
題

環
境
問
題
、さ
ら
に
は
木
材
産
業

の
振
興
に
微
力
な
が
ら
貢
献
で
き
た
こ
と

は
幸
せ
で
し
た
。
定
年
後
も
こ
の
分
野
に

関
わ
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

定
年
後
は
、
札
幌
で
暮
ら
し
て
み
た
い

と
漠
然
と
考
え
て
お
り
ま
し
た
。
老
母
が

現
在
90
歳
で
元
気
で
い
ま
す
。
あ
り
が
た

い
こ
と
で
す
。
定
年
後
の
札
幌
暮
ら
し
は

か
な
い
ま
せ
ん
が
、
昨
年
か
ら
北
大
の
後

輩
に
誘
わ
れ
て
、
中
国
地
方
や
四
国
の
山

を
こ
つ
こ
つ
と
歩
い
て
い
ま
す
。
冬
は
い

つ
か
ま
た
再
開
し
た
い
山
ス
キ
ー
に
備
え

て
、
ゲ
レ
ン
デ
ス
キ
ー
で
カ
ン
を
取
り
戻

し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

恵
迪
寮
の
版
画
を
見
な
が
ら
、
第
三
の

人
生
に
思
い
を
は
せ
て
楽
し
ん
で
い
ま

す
。

（
岡
山
市
北
区
） 四国・平家平山頂で



小こ
春はる

小

沢

久

弥

（
Ｓ
17
年
入
寮
）

春

下した
萌もえ
の
芝
生
を
踏
め
ば
沈
み
け
り

霞
む
日
や
空
に
ジ
ェ
ッ
ト
機
ゆ
る
ゆ
る
と

甘あま
茶ちゃ
佛ぶつ
乾
く
ひ
ま
な
く
光
り
を
り

夏

着
陸
の
窓
一
面
に
麦
の
秋

納
屋
へ
ゆ
く
道
を
ふ
さ
ぎ
て
額
の
花

花はな
茣ご
蓙ざ
に
寝
る
酒
好
き
な
父
な
り
し

秋

井
戸
の
底
に
西
瓜
届
き
し
音
の
す
る

夜
業
の
間
に
ゴ
ル
フ
の
素
振
り
し
て
見
せ
る

鉄
塔
の
等
間
隔
に
豊とよ
の
秋

冬

江
ノ
電
の
海
辺
を
走
る
小
春
か
な

極ごく
月げつ
の
指
の
手
術
の
あ
と
痛
む

新
し
き
カ
レ
ン
ダ
ー
掛
け
事
務
始

川
崎
市
麻
生
区
）

俳 句

★
今
回
は
平
１
だ
が
、
通
常
は
正
体
で
文
章
の
み
字
下
１
倍
。

見
出
し
は
字
下
は
解
除
）

★

俳 句



『
都
ぞ
弥
生
』
聴
き
な
が
ら

天
寿
を
全
う

事
務
局
に
は
毎
日
全
国
各
地
の
同
窓
会

員
か
ら
電
話
や
手
紙
、
メ
ー
ル
が
届
き
ま

す
。今

年
３
月
、
あ
る
会
員
の
ご
家
族
か
ら

突
然
、
電
話
が
入
り
ま
し
た
。
話
の
内
容

は
「
先
日
父
が
98
歳
で
他
界
し
ま
し
た
。

眠
る
よ
う
な
と
て
も
安
ら
か
な
最
後
で
、

亡
く
な
る
直
前
ま
で
一
昨
年
送
っ
て
い
た

だ
い
た
『
都
ぞ
弥
生
』
の
オ
ル
ゴ
ー
ル
を

擦
り
切
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
聴
い
て
お
り
ま

し
た
。
き
っ
と
学
生
時
代
の
頃
を
懐
か
し

ん
で
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
節
は
お
手

数
を
お
掛
け
し
て
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
」
と
の
こ
と
で
す
。

そ
の
節
…
…
。
そ
う
言
え
ば
一
昨
年
７

月
頃
で
し
た
か
、
ご
家
族
の
方
か
ら
「
実

は
間
も
な
く
97
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
父

に
オ
ル
ゴ
ー
ル
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
い
の

で
す
が
、
ま
だ
あ
り
ま
す
か
？
」
と
い
う

電
話
が
あ
り
ま
し
た
。
す
ぐ
お
送
り
で
き

る
旨
を
伝
え
た
後
、
せ
っ
か
く
プ
レ
ゼ
ン

ト
さ
れ
る
ご
家
族
の
気
持
ち
を
最
大
に
生

か
し
て
上
げ
よ
う
と
、
年
齢
と
同
じ
№
97

の
オ
ル
ゴ
ー
ル
を
お
送
り
出
来
た
ら
と
考

え
ま
し
た
。

在
庫
を
調
べ
た
と
こ
ろ
№
97
は
す
で
に

販
売
済
み
で
し
た
。
し
か
し
、
購
入
さ
れ

た
方
が
日
頃
か
ら
恵
迪
の
寮
友
は
〞
一
番

大
切
〝
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
人
で
、
幸

い
№
97
は
購
入
し
た
時
の
ま
ま
の
状
態
で

し
た
。
こ
の
た
め
、
在
庫
の
も
の
と
交
換

し
て
い
た
だ
き
発
送
し
、
97
歳
の
誕
生
日

に
間
に
合
っ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
し
た
。

「
父
が
穏
や
か
な
日
々
を
過
ご
す
こ
と

が
出
来
た
思
い
出
の
品
と
し
て
素
晴
ら
し

い
〞
形
見
〝
に
な
り
ま
し
た
」
と
、
ご
家

族
の
方
は
締
め
く
く
っ
て
お
ら
れ
ま
し

た
。こ

ん
な
素
晴
ら
し
い
ご
家
族
の
気
持
ち

を
私
だ
け
の
胸
に
納
め
て
し
ま
う
の
は
と

て
も
も
っ
た
い
な
い
と
思
い
、
披
露
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
た
方
は
、
昭
和

４
年
入
寮
の
青
山
越
男
さ
ん
で
す
。
ご
冥

福
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

（
同
窓
会
事
務
局

佐
藤
静
子
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

ち
ょ
っ
と
い
い
話



は
じ
め
に

本
日
は
、
今
世
間
を
騒
が
せ
て
い
る
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
つ
い
て
、
つ
た
な

い
お
話
に
お
付
き
合
い
く
だ
さ
い
。

今
年
の
春
、
メ
キ
シ
コ
で
ブ
タ
か
ら
ヒ

ト
へ
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
（
Ｈ

１
Ｎ
１
）
感
染
が
報
じ
ら
れ
て
以
来
、
公

衆
衛
生
機
関
に
よ
る
空
港
の
検
疫
や
ワ
ク

チ
ン
緊
急
輸
入
な
ど
対
策
に
大
わ
ら
わ
で

す
。
専
門
家
の
中
に
も
、
従
来
の
間
違
っ

た
理
論
を
棚
に
上
げ
て
、
机
上
の
研
究
だ

け
で
「
ブ
タ
の
ウ
イ
ル
ス
は
面
白
い
」
と

盛
ん
に
論
文
を
書
き
ま
く
っ
て
後
追
い
の

仕
事
ば
か
り
が
目
立
ち
ま
す
。

私
た
ち
の
仕
事
は
そ
ん
な
も
の
で
は
い

け
ま
せ
ん
。
苦
労
し
て
も
、
先
回
り
し
て

予
防
し
て
い
く
こ
と
を
眼
目
に
し
て
い
ま

す
。
だ
か
ら
今
日
の
演
題
も
、「
今
、
ブ
タ

か
よ
、
今
度
は
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
か
、
ワ
ク

チ
ン
を
輸
入
す
る
ん
だ
っ
て
」
と
、
少
し

皮
肉
っ
ぽ
く
付
け
て
み
ま
し
た
。

最
初
に
ウ
イ
ル
ス
に
つ
い
て
話
し
ま

す
。
ヒ
ト
に
感
染
す
る
微
生
物
に
は
、
目

に
見
え
る
原
虫
、
顕
微
鏡
で
し
か
見
え
な

い
細
菌
、
そ
し
て
10
万
分
の
１
ミ
リ
と
い

う
小
さ
な
ウ
イ
ル
ス
が
あ
り
ま
す
。
こ
の

う
ち
、
動
物
で
感
染
す
る
の
が
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
で
す
。

ウ
イ
ル
ス
の
特
徴
は
、
地
球
上
最
小
の

微
生
物
で
、
生
き
た
細
胞
内
で
し
か
増
殖

し
ま
せ
ん
。
遺
伝
子
情
報
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
か
Ｒ

Ｎ
Ａ
の
ど
ち
ら
か
一
つ
の
核
酸
で
す
。
ヒ

ト
の
体
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
な
の
で
、
Ｒ
Ｎ
Ａ
に
転

写
さ
れ
て
タ
ン
パ
ク
質
を
作
り
、
細
胞
内

を
増
殖
製
造
工
場
に
し
て
た
く
さ
ん
の
ウ

イ
ル
ス
を
作
り
ま
す
。

ウ
イ
ル
ス
に
抑
制
効
果
を
持
つ
ワ
ク
チ

ン
の
始
ま
り
は
、
天
然
痘
を
根
絶
し
た

ジ
ェ
ン
ナ
ー
の
種
痘
で
す
。
こ
の
時
使
っ

た
種
痘
が
ワ
ク
セ
ニ
ア
と
い
う
ウ
イ
ル
ス

だ
っ
た
の
で
後
に
ワ
ク
チ
ン
と
い
う
名
前

が
付
き
ま
し
た
。
種
痘
は
最
初
で
最
後
の

す
ば
ら
し
い
ワ
ク
チ
ン
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。１

９
８
０
年
、
Ｗ
Ｈ
Ｏ
は
世
界
か
ら
天

然
痘
が
な
く
な
っ
た
と
根
絶
宣
言
を
出
し

ま
し
た
が
、
す
ぐ
に
エ
イ
ズ
が
広
が
り
、
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毎
年
の
よ
う
に
新
し
い
感
染
症
が
出
て
い

ま
す
。新
興
感
染
症
と
呼
ん
で
い
ま
す
が
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
自
然
界
の
野
生
動
物
に

受
け
継
が
れ
る
微
生
物
が
何
か
の
拍
子
に

ヒ
ト
に
入
り
、
重
症
の
病
気
を
引
き
起
こ

し
ま
す
。

ウ
イ
ル
ス
は
典
型
的
な
人
獣
共
通
感
染

症特
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
は
、

自
然
界
に
長
く
存
続
し
、
鳥
の
ウ
イ
ル
ス

が
元
に
な
っ
て
様
々
な
動
物
に
感
染
す
る

典
型
的
な
人
獣
共
通
感
染
症
な
の
で
す
。

あ
る
人
に
「
カ
モ
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

ウ
イ
ル
ス
を
持
っ
て
く
る
」
と
言
う
と
、

「
カ
モ
を
根
絶
や
し
に
し
た
ら
ウ
イ
ル
ス

も
消
滅
し
ま
す
か
」。こ
ん
な
発
想
を
持
つ

か
ら
地
球
環
境
が
お
か
し
く
な
る
の
で

す
。
カ
モ
は
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
も
何

の
症
状
も
出
し
ま
せ
ん
。
か
え
っ
て
元
気

に
な
る
ぐ
ら
い
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
宿
主

と
寄
生
体
の
関
係
を
地
球
上
の
先
輩
か
ら

学
べ
ば
良
い
の
で
す
。
根
絶
は
無
理
だ
か

ら
先
回
り
予
防
し
て
、
出
来
れ
ば
予
測
し

て
、
発
生
が
あ
っ
た
ら
最
小
限
の
犠
牲
に

止
め
る
。
そ
の
た
め
に
ワ
ク
チ
ン
や
抗
ウ

イ
ル
ス
薬
の
開
発
が
必
要
で
す
。
だ
か
ら

人
獣
共
通
感
染
病
を
克
服
す
る
に
は
、
先

回
り
の
予
防
対
策
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル

ス
が
こ
こ
12
年
も
ア
ジ
ア
や
エ
ジ
プ
ト
で

続
き
、
世
界
62
か
国
に
も
広
が
っ
て
い
ま

す
。
毎
年
の
よ
う
に
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
を
持
つ
イ
ン
ド
ガ
ン

や
オ
オ
ハ
ク
チ
ョ
ウ
が
北
の
営
巣
湖
沼
か

ら
飛
来
し
ま
す
。
そ
れ
が
ニ
ワ
ト
リ
に
入

り
、
感
染
を
繰
り
返
す
う
ち
に
よ
く
増
え

る
ウ
イ
ル
ス
が
選
ば
れ
て
、
た
ま
た
ま
ニ

ワ
ト
リ
を
倒
し
て
し
ま
い
ま
す
。
ウ
イ
ル

ス
は
生
き
た
細
胞
の
中
で
し
か
増
殖
出
来

な
い
の
で
宿
主
が
死
ぬ
と
消
え
ま
す
。
有

史
以
来
繰
り
返
し
て
き
た
こ
ん
な
単
純
な

病
気
が
、
な
ぜ
続
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う

か
。そ
し
て
抗
原
変
異
ま
で
起
こ
し
て
い

ま
す
。

北
の
営
巣
湖
沼
に
帰
っ
て
行
く
途
中
に

力
尽
き
て
死
ん
だ
渡
り
鳥
か
ら
高
病
原
性

の
Ｈ
５
Ｎ
１
ウ
イ
ル
ス
が
分
離
さ
れ
、
い

ず
れ
も
中
国
南
部
の
家
禽
か
ら
採
れ
た
同

じ
よ
う
な
ウ
イ
ル
ス
で
す
。
ニ
ワ
ト
リ
を

倒
す
よ
う
な
ウ
イ
ル
ス
が
ア
ヒ
ル
や
ガ

チ
ョ
ウ
な
ど
の
家
禽
に
感
染
し
、
ま
た
野

鳥
に
戻
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

次
は
家
禽
の
ワ
ク
チ
ン
と
ヒ
ト
の
ワ
ク

チ
ン
の
効
用
と
利
害
の
話
で
す
。

今
、
Ｈ
１
Ｎ
１
の
ワ
ク
チ
ン
を
打
と
う

か
、
ど
う
し
ょ
う
か
、
迷
っ
て
い
る
方
が

多
い
と
思
い
ま
す
。
ど
ち
ら
で
も
構
い
ま

せ
ん
。
要
す
る
に
新
型
も
旧
型
も
す
べ
て

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
で
す
。
新
型
ウ
イ
ル
ス

は
怖
い
と
い
わ
れ
る
が
、
ブ
タ
か
ら
来
て

す
ぐ
に
は
ヒ
ト
に
慣
れ
て
い
な
い
か
ら
ヒ

ト
で
は
増
え
に
く
い
の
で
す
。
イ
ン
フ
ル

ワクチンの始まり、ジェンナーの種痘



エ
ン
ザ
の
病
原
性
と
い
う
の
は
、
ど
れ
だ

け
早
く
、
ど
れ
だ
け
た
く
さ
ん
体
で
増
え

る
か
、
だ
け
の
問
題
で
す
。
病
原
性
が
強

い
と
か
弱
い
と
か
言
わ
れ
る
が
、
ウ
イ
ル

ス
は
、
た
だ
の
タ
ン
パ
ク
質
と
核
酸
の
固

ま
り
で
、
ど
ん
な
動
物
に
大
量
に
打
っ
て

も
何
に
も
起
こ
り
ま
せ
ん
。
病
気
は
ウ
イ

ル
ス
が
体
で
増
え
る
こ
と
に
対
す
る
応
答

や
反
応
な
の
で
す
。

ブ
タ
よ
り
遥
か
に
怖
い
季
節
型

毎
冬
、
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
が
流

行
し
て
い
ま
す
。
新
型
（
Ｈ
１
Ｎ
１
）
は
、

香
港
型
（
Ｈ
５
Ｎ
１
）
よ
り
も
毒
性
が
低

い
の
で
、
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
並
だ

か
ら
安
心
と
言
う
に
わ
か
専
門
家
が
い
ま

す
。
だ
が
、
季
節
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
、

人
間
の
体
で
増
殖
し
や
す
い
ウ
イ
ル
ス
が

ど
ん
ど
ん
選
ば
れ
て
く
る
か
ら
、
新
型
に

比
べ
て
は
る
か
に
恐
ろ
し
い
で
す
。
日
本

だ
け
で
も
毎
年
何
千
人
も
死
亡
し
て
い
ま

す
。と

こ
ろ
が
そ
の
対
策
は
ど
う
な
っ
て
い

ま
す
か
。
そ
っ
ち
の
け
で「
新
型
、
新
型
」

と
騒
ぐ
ば
か
り
で
、
40
年
間
、
ワ
ク
チ
ン

の
進
歩
も
あ
り
ま
せ
ん
。

も
う
一
つ
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と

い
う
呼
び
方
は
間
違
い
で
す
。
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
と
は
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
て
起
こ

る
病
気
で
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス

に
感
染
し
た
ら
す
べ
て
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

な
の
で
す
。
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
呼

称
は
、
あ
る
人
間
が
、「
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
」

を
「
新
型
」
と
誤
訳
し
た
た
め
に
、
業
界

用
語
や
行
政
用
語
と
し
て
定
着
、
マ
ス
コ

ミ
も
そ
れ
を
使
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で

す
。
ウ
イ
ル
ス
は
新
型
と
い
っ
て
も
新
亜

型
だ
か
ら
ま
だ
い
い
で
す
が
、
病
気
は
み

ん
な
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
だ
か
ら
新
型
も
旧

型
も
あ
り
ま
せ
ん
。

さ
ら
に
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
ウ
イ
ル
ス
に
ヒ
ト
が
感
染
し
た
ら
バ
タ

バ
タ
死
ぬ
と
思
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
が
、

そ
れ
も
間
違
い
で
す
。
ニ
ワ
ト
リ
に
対
す

る
診
断
基
準
が
あ
っ
て
ウ
イ
ル
ス
を
８
羽

の
静
脈
に
接
種
し
、
数
日
た
っ
て
６
羽
以

上
75
㌫
以
上
の
ニ
ワ
ト
リ
が
死
ぬ
と
、
高

病
原
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
診
断
し
ま

す
。
ニ
ワ
ト
リ
に
対
す
る
症
状
だ
け
で
、

ヒ
ト
に
も
の
す
ご
い
病
気
を
起
こ
す
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
。

ウ
イ
ル
ス
の
変
異
と
遺
伝
子
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

次
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
の
変

異
と
遺
伝
子
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
説

明
し
ま
す
。

一
部
略
）８
つ
の
分
節
の
ウ
イ
ル
ス
遺

伝
子
一
つ
一
つ
に
複
製
に
必
要
な
装
置
が

備
わ
っ
て
お
り
、
例
え
ば
二
つ
の
ウ
イ
ル

ス
が
一
つ
の
細
胞
に
感
染
し
た
場
合
、
中

の
16
本
の
遺
伝
子
が
勝
手
に
増
え
、
細
胞

か
ら
出
て
く
る
と
き
に
２
５
６
通
り
の
遺

伝
子
組
み
合
わ
せ
に
な
り
ま
す
。
そ
の
う

ち
ヒ
ト
で
流
行
し
て
病
気
を
起
こ
す
よ
う

に
な
っ
た
の
が
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ

イ
ル
ス
で
す
。

私
た
ち
が
長
い
間
か
け
て
証
明
し
た
ホ

ン
コ
ン
68
と
い
う
新
型
ウ
イ
ル
ス
の
遺
伝

子
分
節
は
、
シ
ベ
リ
ア
か
ら
南
中
国
に
飛

ん
で
き
た
カ
モ
が
持
っ
て
い
た
ウ
イ
ル
ス

で
す
。
そ
こ
の
小
さ
な
池
が
カ
モ
の
糞
か

ら
排
出
し
た
ウ
イ
ル
ス
に
汚
染
さ
れ
、
ア

ヒ
ル
や
ガ
チ
ョ
ウ
に
感
染
。
さ
ら
に
ブ
タ

が
池
の
水
を
飲
む
と
、
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
、
同
じ
屋
根
の
下

開識社講演



で
生
活
す
る
ヒ
ト
に
も
感
染
す
る
わ
け
で

す
。
そ
し
て
当
時
、
ヒ
ト
に
流
行
し
て
い

た
ア
ジ
ア
か
ぜ
に
同
時
感
染
し
ま
す
。
一

つ
の
細
胞
に
二
つ
の
ウ
イ
ル
ス
が
感
染
す

る
と
遺
伝
子
分
節
に
い
ろ
ん
な
組
み
合
わ

せ
が
出
来
、
そ
の
一
つ
が
先
ほ
ど
の
新
型

ウ
イ
ル
ス
で
し
た
。

今
か
ら
30
年
ほ
ど
前
、
シ
ベ
リ
ア
か
ら

北
海
道
に
飛
ん
で
く
る
カ
モ
を
調
べ
た
と

こ
ろ
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
ウ
イ
ル
ス
が
採

れ
、
そ
の
す
べ
て
が
亜
型
（
Ｈ
１
｜
15
、

Ｎ
１
｜
９
）
の
Ａ
ウ
イ
ル
ス
で
し
た
。
こ

の
ウ
イ
ル
ス
は
腸
管
で
増
殖
し
、
糞
便
と

共
に
排
せ
つ
す
る
水
系
糞
口
で
感
染
し
、

症
状
は
出
し
ま
せ
ん
。
そ
し
て
渡
り
で
ウ

イ
ル
ス
を
運
び
ま
す
。
だ
か
ら
、
カ
モ
は

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
遺
伝
子
の
供

給
源
で
あ
る
と
、
１
９
８
０
年
に
定
義
し

ま
し
た
。

さ
ら
に
中
国
の
ブ
タ
に
由
来
す
る
ウ
イ

ル
ス
（
Ｈ
３
Ｎ
２
）
を
調
べ
て
み
る
と
、

ホ
ン
コ
ン
68
（
Ｈ
３
Ｎ
２
）
の
Ｈ
Ａ
が
近

縁
で
、
カ
モ
の
ウ
イ
ル
ス
に
酷
似
し
て
い

ま
す
。
ま
た
、
ブ
タ
は
、
Ｈ
Ａ
亜
型
の
鳥

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
に
呼
吸
器
感

染
し
ま
す
。
だ
か
ら
、
ブ
タ
の
呼
吸
器
上

皮
細
胞
に
鳥
の
ウ
イ
ル
ス
と
哺
乳
類
の
ウ

イ
ル
ス
が
同
時
感
染
す
る
と
、
遺
伝
子
分

節
が
再
集
合
し
、
新
た
な
組
み
合
わ
せ
の

新
型
ウ
イ
ル
ス
が
生
ま
れ
わ
け
で
す
。

新
型
ウ
イ
ル
ス
が
出
来
る
ス
ト
ー
リ
ー

は
分
か
り
ま
し
た
が
、
カ
モ
と
家
畜
の
接

点
は
あ
り
ま
せ
ん
。
き
っ
と
中
間
宿
主
が

あ
る
に
違
い
な
い
と
調
べ
た
と
こ
ろ
、
同

じ
場
所
に
棲
む
水
生
家
禽
の
ア
ヒ
ル
や
ガ

チ
ョ
ウ
が
い
た
わ
け
で
す
。
渡
り
の
カ
モ

か
ら
池
の
ア
ヒ
ル
や
家
畜
の
ブ
タ
に
感
染

し
、
ヒ
ト
に
同
時
感
染
し
て
生
ま
れ
た
ホ

ン
コ
ン
68
（
Ｈ
３
Ｎ
２
）
の
出
現
メ
カ
ニ

ズ
ム
を
示
し
た
の
が
こ
の
絵
で
す
。
こ
れ

１
枚
作
る
の
に
15
年
近
く
か
か
り
ま
し

た
。ス

ペ
イ
ン
風
邪
も
ブ
タ
が
起
源

と
こ
ろ
で
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル

ス
は
、
過
去
、
20
世
紀
に
ど
ん
な
も
の
が

あ
っ
た
か
と
い
う
と
、
ス
ペ
イ
ン
か
ぜ
ウ

イ
ル
ス
、
ア
ジ
ア
か
ぜ
ウ
イ
ル
ス
、
ホ
ン

コ
ン
か
ぜ
ウ
イ
ル
ス
の
三
つ
だ
け
で
す
。

10
年
周
期
と
言
わ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
ス

ペ
イ
ン
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
か
ら
ア
ジ
ア
か

ぜ
の
ウ
イ
ル
ス
が
出
て
く
る
ま
で
約
40

年
、
ア
ジ
ア
か
ぜ
の
ウ
イ
ル
ス
は
10
年
も

持
ち
ま
せ
ん
。
ホ
ン
コ
ン
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
は
40
年
も
続
い
て
い
ま
す
。
そ
し
て
新

型
ウ
イ
ル
ス
は
す
べ
て
ブ
タ
が
介
在
し
て

い
ま
す
。

一
方
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

は
、
有
史
以
来
絶
え
ず
世
界
中
で
発
生
し

て
い
ま
す
。
い
つ
の
間
に
か
バ
タ
バ
タ
と

ニ
ワ
ト
リ
を
殺
す
恐
ろ
し
い
病
気
で
す

が
、
長
く
続
く
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ニ 新型インフルエンザウイルスの出現システム



ワ
ト
リ
が
死
ん
だ
ら
ウ
イ
ル
ス
も
消
滅
す

る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
る
の
で
す
。

ス
ペ
イ
ン
か
ぜ
の
ウ
イ
ル
ス
は
違
う
と

い
う
研
究
者
も
い
ま
し
た
が
、
こ
の
ウ
イ

ル
ス
も
１
９
１
８
年
に
イ
リ
ノ
イ
州
か
ら

広
が
っ
た
ブ
タ
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル

ス
に
起
源
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ス

ペ
イ
ン
か
ぜ
で
多
く
の
若
者
が
亡
く
な
っ

た
の
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
米
国
か
ら

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
線
に
送
ら
れ
た
新
兵
た
ち

が
船
底
で
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ
う
詰
め
と
な
り
、

極
め
て
感
染
し
や
す
い
状
況
だ
っ
た
か
ら

で
す
。

そ
れ
で
今
ま
で
の
新
型
ウ
イ
ル
ス
は
す

べ
て
ブ
タ
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
が
説
明

で
き
ま
す
。
だ
か
ら
Ｈ
５
Ｎ
１
ウ
イ
ル
ス

も
ブ
タ
に
入
っ
た
ら
感
染
す
る
能
力
を
獲

得
す
る
だ
ろ
う
と
、
ブ
タ
の
調
査
を
呼
び

か
け
て
い
た
矢
先
、
メ
キ
シ
コ
か
ら
発
生

し
た
わ
け
で
す
。

北
の
湖
沼
で
凍
結
保
存

で
は
、
カ
モ
は
ウ
イ
ル
ス
を
ど
こ
か
ら

持
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
？

英
国
の
研

究
者
が
南
中
国
を
旅
行
し
、
カ
モ
や
ア
ヒ

ル
、
ブ
タ
、
人
間
が
一
緒
に
生
活
し
て
い

る
の
を
見
て
、「
ウ
イ
ル
ス
伝
播
」に
理
想

的
な
環
境
だ
と
科
学
誌
に
書
い
て
い
ま

す
。
そ
れ
で
中
国
南
部
が
ウ
イ
ル
ス
の
根

源
は
中
国
南
部
説
が
有
力
で
し
た
が
、
南

か
ら
渡
っ
て
く
る
カ
モ
か
ら
ウ
イ
ル
ス
が

見
つ
か
り
ま
せ
ん
。
ど
う
も
北
に
ウ
イ
ル

ス
の
源
が
あ
る
に
違
い
な
い
と
考
え
、
10

年
間
ほ
ど
国
際
学
術
調
査
で
シ
ベ
リ
ア
や

ア
ラ
ス
カ
の
湖
沼
を
調
べ
ま
し
た
。
す
る

と
、
マ
ガ
モ
の
生
息
地
に
な
っ
て
い
る
北

極
圏
に
近
い
湖
で
８
月
頃
、
ウ
イ
ル
ス
が

面
白
い
ほ
ど
見
つ
か
る
ん
で
す
。
１
月
後

に
行
く
と
マ
ガ
モ
は
飛
び
去
っ
た
後
で
し

た
が
、
少
し
凍
っ
た
淡
水
か
ら
高
濃
度
の

活
性
ウ
イ
ル
ス
が
分
離
さ
れ
、
湖
沼
で
凍

結
保
存
と
い
う
自
然
の
物
理
学
的
メ
カ
ニ

ズ
ム
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
の
存

続
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
は
ど
こ
で
感
染
す
る
の
で

し
ょ
う
か
？

陸
鳥
と
水
鳥
が
一
緒
に
い
る
と
こ
ろ
、

生
き
た
鳥
を
売
っ
て
い
る
ラ
イ
ブ
バ
ー
ド

マ
ー
ケ
ッ
ト
で
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ア

メ
リ
カ
、
中
米
、
特
に
東
南
ア
ジ
ア
に
は

た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

台
湾
で
も
１
９
９
７
年
か
ら
、
農
林
大

臣
の
依
頼
で
こ
の
種
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
調

査
し
た
と
こ
ろ
、高
病
原
性
で
は
な
い
が
、

い
ろ
ん
な
ウ
イ
ル
ス
が
検
出
さ
れ
ま
し

た
。
そ
れ
で
す
ぐ
に
市
場
を
閉
鎖
し
て
も

ら
っ
た
ら
、
そ
れ
以
来
、
高
病
原
性
鳥
イ

ン
フ
ル
エ
ン
ザ
は
１
件
も
発
生
し
て
い
ま

せ
ん
。
や
れ
ば
で
き
ま
す
。
日
本
で
は
発

生
農
場
だ
け
で
止
め
て
い
ま
す
。

ワ
ク
チ
ン
の
濫
用
は
ウ
イ
ル
ス
を
拡
散

今
問
題
な
の
は
、
高
病
原
性
鳥
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
が
逆
コ
ー
ス
を
た

ど
っ
て
、
イ
ン
ド
ガ
ン
や
ハ
ク
チ
ョ
ウ
に

戻
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
す
。
２
０
０
９

年
に
至
る
ま
で
北
へ
帰
る
途
中
に
力
尽
き

た
鳥
を
モ
ン
ゴ
ル
の
観
測
地
で
調
査
し
て

き
ま
し
た
が
、
そ
の
す
べ
て
か
ら
高
病
原

性
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
が
検
出

さ
れ
て
い
ま
す
。
62
か
国
の
野
鳥
、
家
禽

に
広
が
り
、
そ
の
う
ち
15
か
国
で
人
へ
の

感
染
が
認
め
ら
れ
、
特
に
中
国
や
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
な
ど
４
か
国
で
全
体
の
感
染
者
の

85
㌫
を
占
め
て
い
ま
す
。
こ
の
４
か
国
で

は
、
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
濃
度
を
下
げ
る
た

社講開識 演

送★ す★りをつめていま



め
、
ニ
ワ
ト
リ
に
ワ
ク
チ
ン
を
ど
ん
ど
ん

打
っ
て
い
ま
す
。
確
か
に
ワ
ク
チ
ン
接
種

は
症
状
や
発
症
を
抑
え
る
免
疫
効
果
は
あ

り
ま
す
が
、
感
染
防
御
に
は
つ
な
が
り
ま

せ
ん
。
む
し
ろ
高
病
原
性
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
ウ
イ
ル
ス
は
わ
ず
か
で
も
排
せ
つ
さ
れ

る
と
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
広
が
り
ま
す
。
だ
か

ら
、
ワ
ク
チ
ン
の
濫
用
は
目
に
見
え
な
い

拡
散
を
導
い
て
い
ま
す
。

今
、
山
口
、
京
都
、
宮
崎
な
ど
で
野
鳥

が
、
秋
田
、
北
海
道
、
韓
国
な
ど
で
ハ
ク

チ
ョ
ウ
が
死
ん
で
い
ま
す
。
全
部
中
国
南

部
で
家
禽
か
ら
採
れ
た
高
病
原
性
鳥
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
で
、
中
国
発
韓
国

経
由
日
本
入
り
で
す
。
だ
か
ら
ワ
ク
チ
ン

を
打
っ
て
い
る
国
は
ウ
イ
ル
ス
も
供
給
し

て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
れ
で
、
ブ
タ
の
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ

イ
ル
ス
で
す
が
、
今
ま
で
の
話
で
分
か
っ

た
よ
う
に
新
型
ウ
イ
ル
ス
は
す
べ
て
ブ
タ

に
由
来
し
て
い
ま
す
。
鳥
と
ブ
タ
で
は
ひ

ん
ぱ
ん
に
遺
伝
子
再
集
が
起
き
て
い
ま

す
。
な
ぜ
こ
う
広
が
っ
た
の
は
な
ぜ
明
ら

か
に
す
る
に
は
、
今
の
ウ
イ
ル
ス
を
見
て

い
て
も
だ
め
で
す
。
ブ
タ
か
ら
出
て
す
ぐ

ヒ
ト
に
入
り
、
そ
の
ヒ
ト
達
の
中
で
何
か

が
起
こ
っ
た
の
で
す
。
今
の
ウ
イ
ル
ス
と

ブ
タ
の
ウ
イ
ル
ス
の
比
較
、
ヒ
ト
で
何
か

の
変
化
が
起
き
た
こ
と
を
比
較
す
る
の
は

い
い
で
す
が
、今
の
と
こ
ろ
は
、葉
っ
ぱ
の

葉
脈
を
見
て
、
森
だ
、
森
林
だ
と
言
お
う

と
す
る
仕
事
が
多
す
ぎ
て
い
け
ま
せ
ん
。

自
然
界
に
循
環
し
て
い
る
ヒ
ト
も
ブ
タ

も
鳥
も
、
遺
伝
子
ウ
イ
ル
ス
の
起
源
が
す

べ
て
カ
モ
に
あ
る
こ
と
は
お
分
か
り
に

な
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
カ
モ
が
持

つ
自
然
界
に
循
環
す
る
16
の
Ｈ
Ａ
、
９
の

Ｎ
Ａ
の
す
べ
て
の
組
み
合
わ
せ
が
あ
れ

ば
、
ど
ん
な
ウ
イ
ル
ス
が
出
て
き
て
も
怖

く
あ
り
ま
せ
ん
。
新
型
ウ
イ
ル
ス
は
全
部

カ
モ
の
ウ
イ
ル
ス
と
そ
っ
く
り
で
す
か

ら
。世

界
初
の
遺
伝
子
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

カ
モ
の
ウ
イ
ル
ス
を
保
存
し
て
置
け

ば
、
い
ざ
と
い
う
時
に
は
役
立
つ
は
ず
だ

と
考
え
、
北
大
人
獣
共
通
感
染
症
リ
サ
ー

チ
セ
ン
タ
ー
の
中
に
世
界
で
初
め
て
イ
ン

フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
と
遺
伝
子
ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
を
樹
立
し
ま
し
た
。
全
部
で
１
０

０
０
株
異
常
あ
り
ま
す
が
、
２
４
６
株
は

遺
伝
子
検
査
を
済
ま
せ
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

で
公
開
し
て
い
ま
す
。

最
後
に
、
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
と
い
か
に

向
き
合
う
か
で
す
。

私
た
ち
は
、
こ
う
し
た
研
究
を
や
っ
て

い
き
ま
す
が
、
今
一
番
必
要
な
の
は
季
節

性
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
の
対
策
で
す
。
そ
れ

を
そ
っ
ち
の
け
で
新
型
、
新
型
と
騒
い
で

い
る
の
は
実
に
愚
か
な
こ
と
で
す
。
皆
さ

ん
も
わ
れ
わ
れ
研
究
者
自
身
も
、
目
先
の

こ
と
に
踊
ら
さ
れ
ず
、
先
回
り
型
の
感
染

症
対
策
を
一
歩
、
一
歩
進
め
て
い
く
こ
と

が
最
善
の
道
と
考
え
て
い
ま
す
。
ご
静
聴

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

鳥インフルエンザウイルスのニワトリに対する病
原性獲得のしくみ

★ をつめています★送り



ず
い
ぶ
ん
社
会
科
学
的
な
タ
イ
ト
ル

で
、
そ
ち
ら
の
方
は
全
然
駄
目
な
の
で
す

が
、
若
干
ク
ジ
ラ
の
こ
と
を
や
っ
て
い
ま

す
の
で
、
こ
う
い
う
話
を
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

私
は
水
産
へ
進
み
ま
し
て
、
ト
ッ
カ
リ

（
ア
ザ
ラ
シ
）の
研
究
を
や
り
ま
し
た
。
こ

の
研
究
は
函
館
高
水
（
北
水
の
前
身
）
時

代
に
校
長
を
し
て
お
ら
れ
た
犬
飼
哲
夫
先

生
が
始
め
た
も
の
で
す
。
そ
れ
で
漁
船
の

最
後
の
墓
場
と
言
わ
れ
た
ト
ッ
カ
リ
船
の

飯
炊
き
に
入
り
ま
し
た
。
私
の
前
任
者
は

な
ん
と
唐
牛
健
太
郎
で
す
。
さ
ん
ざ
ん
追

い
回
さ
れ
逃
げ
て
来
た
と
い
う
、
凶
状
持

ち
み
た
い
な
の
が
随
分
い
ま
し
た
が
、
こ

こ
で
散
々
な
目
に
遭
っ
て
鍛
え
ら
れ
ま
し

た
の
で
、
そ
の
後
は
ど
ん
な
船
に
乗
っ
て

も
大
丈
夫
で
し
た
。

こ
ん
な
こ
と
で
樺
太
沖
の
ア
ザ
ラ
シ
を

修
士
で
や
り
、
そ
の
後
、
噴
火
湾
の
ト
ド

を
や
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
博
士
課
程
後
期

に〞
と
ど
の
つ
ま
り
〝、挫
折
し
て
し
ま
い
、

学
校
も
辞
め
よ
う
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ

に
、
旧
鯨
類
研
究
所
（
現
・
財
団
法
人
日

本
鯨
類
研
究
所
）
の
所
長
と
ひ
ょ
ん
な
こ

と
で
知
り
合
い
鯨
研
へ
入
れ
て
貰
い
ま
し

た
。
そ
れ
で
「
南
氷
洋
へ
暫
く
行
っ
て
お

い
で
」
と
言
わ
れ
て
南
氷
洋
へ
行
き
、
そ

の
後
13
年
間
に
８
回
南
氷
洋
に
行
き
ま
し

た
。
乗
っ
た
の
は
昔
の
船
で
捕
鯨
母
船
と

か
国
際
調
査
船
で
す
。

こ
ん
な
こ
と
を
や
っ
て
鯨
研
に
10
年
く

ら
い
お
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
水
産
庁
の

遠
洋
水
産
研
究
所
に
17
年
間
お
り
ま
し

て
、
こ
の
大
学
へ
来
た
わ
け
で
す
。
こ
こ

は
平
成
15
年
に
東
京
水
産
大
学
と
東
京
商

船
大
学
が
統
合
し
て
で
き
た
大
学
で
、
翌

16
年
に
国
立
大
学
法
人
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
と
き
に
何
か
目
玉
が
欲
し
い
と
い
う

こ
と
で
、水
産
庁
の
方
で「
あ
い
つ
が
余
っ

て
い
る
ら
し
い
」
と
い
う
の
で
、
公
募
を

掛
け
て
頂
き
ま
し
て
、
今
は
海
洋
科
学
部

海
洋
環
境
学
科
海
洋
生
物
学
講
座
を
担
当

し
て
い
ま
す
。

開識社講演

平
成
21
年
度
恵
迪
寮
同
窓
会
東
日
本
支
部
「
開
識
社
」
講
演
会

（
平
成
21
年
10
月
３
日
・
恵
比
寿
ガ
ー
デ
ン
プ
レ
イ
ス
タ
ワ
ー
）

「
混
迷
す
る
国
際
捕
鯨
情
勢
と
千
島
捕
鯨
の
興
亡
」

講
師
・
加

藤

秀

弘

君
（
Ｓ
46
入
寮
）

東
京
海
洋
大
学
海
洋
科
学
部
教
授

加藤教授の講演を興味深く聴く同窓会会員



ク
ジ
ラ
を
対
象
に
し
た
漁
業
は
、
欧
米

と
日
本
で
は
か
な
り
違
う
道
を
歩
ん
で
来

て
い
ま
す
。
ま
ず
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
先
史
捕

鯨
（
Ｂ
Ｃ
２
５
０
０
〜
２
２
０
０
年
頃
）

の
時
代
で
す
。
こ
れ
は
オ
ス
ロ
郊
外
の
洞

窟
壁
画
（
捕
鯨
図
）
で
す
。
手
銛
（
も
り
）

の
よ
う
な
物
を
投
げ
て
い
る
絵
で
す
が
、

こ
れ
が
な
ぜ
捕
鯨
か
と
言
い
ま
す
と
、
生

殖
器
を
出
し
て
い
ま
す
。
ク
ジ
ラ
は
追
い

上
げ
ら
れ
た
り
、
銛
と
か
に
会
い
ま
す
と

生
殖
器
を
出
し
て
死
ぬ
ん
で
す
ね
。

次
に
古
代
捕
鯨
（
11
〜
16
世
紀
）
に
入

り
ま
す
。
ま
ず
バ
ス
ク
人
捕
鯨
で
す
。
バ

ス
ク
人
は
フ
ラ
ン
ス
と
ス
ペ
イ
ン
の
間
に

住
む
民
族
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
最
も
剽

悍
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ビ
ス
ケ
ー
湾

沿
岸
に
や
っ
て
き
た
ク
ジ
ラ
を
捕
っ
て
、

こ
の
人
達
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
捕
鯨
を
開
い

た
の
で
す
。
バ
ス
ク
人
は
沿
岸
の
ク
ジ
ラ

が
い
な
く
な
る
と
、
北
極
海
の
ス
ピ
ッ
ツ

ベ
ル
ゲ
ン
の
方
ま
で
行
く
の
で
す
が
、
商

売
上
手
の
オ
ラ
ン
ダ
人
に
騙
さ
れ
て
、

す
っ
か
り
オ
ラ
ン
ダ
に
儲
け
ら
れ
て
し

ま
っ
た
よ
う
で
す
。

バ
ス
ク
人
捕
鯨
す
な
わ
ち
組
織
的
捕
鯨

の
起
源
は
Ａ
Ｄ
１
０
０
０
年
頃
と
考
え
ら

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
色
ん
な
所
に
捕

鯨
が
広
ま
り
ま
し
て
、
特
に
オ
ラ
ン
ダ
が

大
変
な
捕
鯨
王
国
に
な
り
、
や
が
て
捕
鯨

後
進
国
の
イ
ギ
リ
ス
に
伝
わ
っ
て
行
き
ま

す
。
こ
の
時
代
は
ま
だ
手
投
げ
銛
に
よ
る

捕
鯨
で
す
ね
。

次
は
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
捕
鯨
（
17
〜
18

世
紀
）
で
す
。
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
捕
鯨
は

オ
ラ
ン
ダ
人
が
始
め
た
捕
鯨
で
、
オ
ラ
ン

ダ
人
は
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
の
ク
ジ
ラ
を
捕

り
尽
く
し
て
漁
場
を
す
っ
か
り
潰
し
て
く

れ
た
の
で
す
が
、
今
で
は
す
っ
か
り
忘
れ

て
し
ま
い
、「
私
達
は
昔
か
ら
ク
ジ
ラ
を

守
っ
て
き
ま
し
た
」
な
ど
と
言
っ
て
い
ま

す
。「
ふ
ざ
け
る
な
」と
い
い
た
い
で
す
ね
。

こ
れ
と
似
た
捕
鯨
に
ア
メ
リ
カ
式
捕
鯨

（
１
６
１
４
〜
１
８
９
８
年
）
が
あ
り
ま

す
。
ア
メ
リ
カ
式
捕
鯨（
大
型
帆
船
使
用
、

手
投
げ
銛
及
び
捕
鯨
銃
使
用
）
は
き
っ
か

り
１
６
１
４
年
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ

の
捕
鯨
方
式
は
い
わ
ゆ
る
遠
洋
型
に
な
る

わ
け
で
す
。
こ
れ
は
３
本
マ
ス
ト
の
バ
ー

ク
型
帆
船
で
、
ア
メ
リ
カ
式
捕
鯨
の
主
流

に
な
り
ま
す
が
、
漁
場
へ
着
く
と
ボ
ー
ト

を
降
ろ
し
て
ク
ジ
ラ
を
捕
り
ま
す
。『
白

鯨
』（
メ
ル
ヴ
ィ
ル
著
、
１
８
５
１
年
）の

エ
イ
ハ
ブ
船
長
も
こ
う
い
う
船
に
乗
っ
て

行
っ
た
の
で
す
。

実
は
ア
メ
リ
カ
式
捕
鯨
の
興
隆
に
よ
っ

て
、
ア
メ
リ
カ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
対
抗
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
ア
メ
リ

カ
が
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
の
ロ
ウ
（
鯨
蝋
）

を
取
っ
て
く
れ
た
お
陰
で
、
当
時
暗
か
っ

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
明
る
く
な
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
は
ロ
ウ

で
す
が
、
セ
ミ
ク
ジ
ラ
は
ヒ
ゲ
を
使
っ
て

コ
ル
セ
ッ
ト
を
作
り
ま
し
た
。
日
本
人
だクジラのヒゲの仕組み、役割



と
肉
も
油
も
全
部
使
っ
て
し
ま
う
の
で
す

が
、
オ
ラ
ン
ダ
人
ら
は
ヒ
ゲ
だ
け
採
っ
て

捨
て
た
の
で
す
。
マ
リ
ー
ア
ン
ト
ワ
ネ
ッ

ト
や
「
ベ
ル
サ
イ
ユ
の
ば
ら
」
の
ス
カ
ー

ト
を
膨
ら
ま
せ
て
い
る
の
は
ク
ジ
ラ
の
ヒ

ゲ
で
す
。
そ
ん
な
こ
と
で
、
セ
ミ
ク
ジ
ラ

と
ホ
ッ
キ
ョ
ク
ク
ジ
ラ
は
絶
滅
寸
前
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
は
北

米
西
岸
で
が
ん
が
ん
捕
っ
て
い
た
の
で
す

が
、「
あ
れ
よ
あ
れ
よ
」と
い
う
間
に
い
な

く
な
っ
て
、
こ
こ
で
も
の
凄
い
漁
場
を
見

つ
け
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
ジ
ャ
パ
ン
・

グ
ラ
ン
ド
（
日
本
・
ハ
ワ
イ
間
の
海
域
）

と
言
わ
れ
る
捕
鯨
漁
場
で
す
。
こ
こ
に
は

ア
メ
リ
カ
式
捕
鯨
船
だ
け
で
な
く
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
も
集
中
し
ま
し
た
。

こ
の
ア
メ
リ
カ
式
捕
鯨
船
の
航
海
は
長

い
場
合
は
約
３
年
も
続
く
の
で
す
が
、
補

給
が
で
き
な
い
の
で
す
ね
。
そ
こ
で
ア
プ

ロ
ー
チ
し
て
行
っ
た
ら
、「
日
本
は
ど
う
も

鎖
国
ら
し
い
」と
い
う
こ
と
で
、「
で
も
脅

せ
ば
な
ん
と
か
な
る
だ
ろ
う
」
と
や
っ
て

来
た
の
が
ペ
リ
ー
で
す
。
ペ
リ
ー
が
黒
船

を
連
れ
て
来
て
、
日
本
を
こ
じ
開
け
、
捕

鯨
船
の
薪
水
補
給
の
寄
港
地
と
し
た
わ
け

で
す
。
ペ
リ
ー
の
来
航
は
ア
メ
リ
カ
帝
国

主
義
の
侵
略
み
た
い
な
も
の
で
す
。

日
本
の
原
始
捕
鯨
は
Ａ
Ｄ
４
０
０
年
頃

か
ら
と
言
わ
れ
て
お
り
、
根
室
市
弁
天
島

貝
塚
か
ら
オ
ス
ロ
郊
外
の
洞
窟
壁
画
と
同

様
の
線
刻
捕
鯨
図
が
出
土
し
て
い
ま
す
。

時
代
を
や
や
遡
り
ま
す
が
、
韓
国
の
蔚
山

郊
外
に
、
水
が
干
上
が
る
と
出
て
く
る
捕

鯨
図
（
盤
亀
台
岩
刻
画
）
が
あ
り
ま
し
た
。

私
は
こ
れ
が
騒
が
れ
る
前
に
行
っ
て
見
せ

て
も
ら
い
ま
し
た
が
素
晴
ら
し
い
絵
で

す
。
こ
こ
の
民
族
は
間
違
い
な
く
大
型
捕

鯨
を
や
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
韓
国
で
は

そ
の
後
捕
鯨
は
消
滅
し
ま
す
。
一
説
に
は

蔚
山
近
辺
で
捕
鯨
を
や
っ
て
い
た
民
族
が

渡
来
し
て
日
本
の
捕
鯨
を
始
め
た
と
考
え

る
人
も
い
ま
す
。

わ
が
国
の
捕
鯨
は
武
士
が
始
め
た
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
突
取
式
捕
鯨
と

言
い
ま
す
。
最
初
は
刀
で
や
っ
て
い
た
と

言
う
の
で
す
が
多
分
ウ
ソ
で
、
薙
刀
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
１
５
７
０
年
で
す

か
ら
関
ヶ
原
の
30
年
前
で
す
ね
。
知
多
半

島
の
師
崎
（
も
ろ
ざ
き
）
で
、
こ
れ
が
日

本
捕
鯨
の
発
祥
で
す
。

こ
の
後
、
網
取
式
と
い
う
世
界
に
類
を

見
な
い
、
日
本
の
み
で
行
わ
れ
た
捕
鯨
方

式
が
発
達
し
ま
す
。
１
６
７
５
年
に
紀
州

太
地
の
和
田
頼
治
と
い
う
捕
鯨
の
親
方

が
、
縁
側
で
酒
を
飲
ん
で
夢
見
心
地
で
い

た
ら
、
ク
モ
の
巣
に
セ
ミ
が
引
っ
掛
か
る

の
を
見
て
「
あ
っ
こ
れ
だ
」
と
網
取
式
を

始
め
た
と
い
う
話
が
残
っ
て
い
ま
す
。
こ

れ
が
西
日
本
に
伝
わ
っ
て
一
時
代
を
築
き

ま
す
。
ジ
ョ
ン
万
次
郎
も
網
取
式
捕
鯨
船

の
乗
組
員
で
し
た
。彼
は
１
８
４
１
年（
天

保
12
年
）
に
漂
流
し
て
ア
メ
リ
カ
式
捕
鯨

船
に
救
わ
れ
て
ア
メ
リ
カ
に
渡
り
、
１
８

５
１
年
（
嘉
永
４
年
）
に
帰
国
し
、
幕
府

の
命
令
で
ア
メ
リ
カ
式
捕
鯨
を
試
み
て
い

ま
す
。

そ
の
後
、
日
本
も
近
代
捕
鯨
す
な
わ
ち

ノ
ル
ウ
ェ
ー
式
捕
鯨
（
動
力
船
、
ロ
ー
プ

付
き
銛
の
捕
鯨
砲
を
使
用
）
を
始
め
る
の

で
す
が
、
こ
れ
に
挑
戦
し
て
成
功
さ
せ
た

の
は
岡
十
郎
と
い
う
人
で
す
。
こ
の
人
は

１
８
９
９
年
に
日
本
遠
洋
捕
鯨
と
い
う
会

社
を
作
る
の
で
す
が
、
こ
の
会
社
は
東
洋

捕
鯨
、日
本
捕
鯨
を
経
て
日
本
水
産（
ニ
ッ

ス
イ
）
に
な
り
ま
す
。
今
の
長
門
市
仙
崎

開識社講演



を
基
地
に
し
て
、
漁
場
は
蔚
山
沖
で
す
。

東
洋
捕
鯨
は
鯨
肉
を
太
平
洋
側
に
運
ぶ
の

が
大
変
な
の
で
、
銚
子
と
牡
鹿
半
島
の
鮎

川
に
進
出
し
ま
す
。

日
本
の
近
代
捕
鯨
史
上
で
大
き
い
の
は

日
露
戦
争
に
勝
っ
た
こ
と
で
す
。
ロ
シ
ア

は
ノ
ル
ウ
ェ
ー
式
捕
鯨
を
始
め
て
い
た
の

で
、
そ
の
捕
鯨
船
を
戦
勝
品
と
し
て
鹵

（
ろ
）獲
し
た
の
で
す
ね
。
こ
の
船
の
払
い

下
げ
を
受
け
た
会
社
が
、
自
分
達
で
捕
鯨

船
を
作
り
、
明
治
の
末
に
は
捕
鯨
会
社
が

12
社
で
き
ま
す
。
こ
れ
ら
は
や
が
て
東
洋

捕
鯨
と
、
林
兼
商
店
（
大
洋
漁
業
を
経
て

マ
ル
ハ
）
に
ま
と
ま
っ
て
行
き
ま
す
が
、

こ
ん
な
に
増
え
た
た
め
漁
場
が
な
く
な
っ

て
き
た
の
で
す
ね
。

そ
れ
新
漁
場
を
求
め
て
、
い
よ
い
よ
北

海
道
の
千
島
へ
来
る
わ
け
で
す
。
今
日
配

布
し
た
資
料
は
、
学
生
が
調
べ
て
く
れ
た

も
の
で
、
島
の
名
は
戦
前
の
日
本
に
お
け

る
呼
称
で
す
。

こ
こ
で
ど
う
千
島
捕
鯨
が
広
が
っ
た
か

を
、
北
大
中
央
図
書
館
・
北
方
資
料
室
に

行
き
ま
し
て
色
々
調
べ
ま
し
た
。

内
地
の
捕
鯨
会
社
が
最
初
（
１
９
１
０

年
）に
行
っ
た
の
は
日
高
の
様
似
で
す
が
、

あ
ま
り
状
況
が
よ
く
な
く
て
室
蘭
に
行
き

ま
す
。
従
っ
て
室
蘭
が
北
海
道
捕
鯨
の
最

初
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら

厚
岸
の
手
前
の
昆
布
盛
（
コ
ン
ブ
モ
リ
）

に
東
洋
捕
鯨
が
事
業
場
を
作
り
ま
す
。
こ

の
事
業
場
は
霧
多
布
へ
移
る
の
で
す
が
、

１
９
１
５
年
に
意
を
決
し
て
千
島
へ
進
出

し
ま
す
。
色
丹
島
の
斜
古
丹
（
シ
ャ
コ
タ

ン
）
と
、
択
捉
島
の
内
保
（
ナ
イ
ボ
）
で

す
ね
。私
も
こ
こ
へ
行
っ
て
来
ま
し
た
が
、

こ
こ
で
東
洋
捕
鯨
が
事
業
を
始
め
る
の
で

す
。こ

こ
が
色
丹
島
の
穴
澗
（
ア
ナ
マ
）
で
、

捕
鯨
基
地
が
あ
る
の
は
斜
古
丹
で
す
。
こ

の
ヒ
セ
ロ
フ
岬
を

し
た
斜
古
丹
湾
の
入

口
に
東
洋
捕
鯨
の
事
業
場
が
あ
り
ま
し

た
。
千
島
捕
鯨
の
主
力
は
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ

ラ
で
す
。
マ
ッ
コ
ウ
の
脳
油
は
す
ご
く
高

性
能
の
油
で
、
一
説
に
は
、
戦
後
、
ソ
連

が
ミ
サ
イ
ル
や
宇
宙
関
係
に
使
っ
た
と
言

い
ま
す
。

そ
の
後
、
暫
く
安
定
し
た
操
業
が
続
き

ま
す
。
実
は
農
林
水
産
省
の
政
策
で
択
捉

島
よ
り
北
に
は
捕
鯨
基
地
を
作
ら
せ
な

か
っ
た
の
で
す
ね
。
こ
の
時
代
が
ず
っ
と

続
き
ま
す
が
、
１
９
４
１
年
に
幌
筵
（
パ

ラ
ム
シ
ル
）
島
の
乙
前
（
オ
ト
マ
エ
）
に

事
業
場
を
作
り
ま
す
。
こ
れ
は
国
防
上
の

理
由
だ
と
思
い
ま
す
が
、
有
名
な
別
所
二

郎
蔵
さ
ん
と
か
守
備
隊
員
が
行
っ
て
、
千

島
列
島
最
北
端
の
島
を
占
守
（
シ
ュ
ム

シ
ュ
）
島
と
名
付
け
て
い
ま
す
。

北海道、北方四島での捕鯨の歴史



択
捉
島
北
端
の
ラ
ッ
キ
ベ
ツ
岬
に
は
、

日
本
で
一
番
高
い
直
瀑
と
し
て
有
名
な

ラ
ッ
キ
ベ
ツ
の
滝
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ

こ
を

し
た
所
に
蘂
取
（
シ
ベ
ト
ロ
）
と

い
う
村
が
あ
り
ま
す
。
こ
こ
に
は
鮎
川
捕

鯨
（
後
の
日
東
捕
鯨
）
の
基
地
が
あ
り
ま

し
た
。
す
ご
く
よ
い
と
こ
ろ
で
歌
に
も
唄

わ
れ
て
い
ま
す
。

最
後
の
捕
鯨
基
地
は
、
ほ
ぼ
列
島
中
央

の
新
知
（
シ
ム
シ
ル
）
島
に
戻
っ
て
来
ま

す
。
こ
こ
へ
１
９
４
４
年
に
東
洋
捕
鯨
が

基
地
を
作
る
の
で
す
が
、
幌
筵
島
が
危
な

く
な
っ
た
の
で
疎
開
し
て
来
た
の
か
も
知

れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
で
千
島
捕
鯨
の
展
開
は
終
り
に

な
っ
て
、
翌
年
終
戦
を
迎
え
ま
す
。
こ
の

千
島
捕
鯨
は
、
沿
岸
捕
鯨
に
強
か
っ
た
東

洋
捕
鯨
（
日
本
水
産
）
も
、
遠
洋
系
に
強

か
っ
た
林
兼
商
店
（
マ
ル
ハ
）
も
、
技
術

修
得
の
場
に
な
り
ま
し
た
。
千
島
捕
鯨
は

捕
鯨
業
の
発
達
の
上
で
役
立
っ
た
の
で
す

が
、
戦
後
は
殆
ど
省
み
ら
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。
私
も
ク
ジ
ラ
の
業
界
に
入
っ
て
長
い

の
で
す
が
、
千
島
捕
鯨
の
様
子
は
今
ま
で

知
り
ま
せ
ん
で
し
た
し
、
先
輩
に
聞
い
て

も
分
か
り
ま
せ
ん
。
も
う
少
し
調
べ
て
千

島
捕
鯨
の
書
物
を
書
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

千
島
捕
鯨
の
捕
獲
統
計
に
よ
る
と
、
圧

倒
的
に
マ
ッ
コ
ウ
ク
ジ
ラ
で
す
が
、
戦
前

は
年
間
６
０
０
頭
が
最
高
で
す
。
こ
の
く

ら
い
の
捕
獲
量
が
丁
度
よ
か
っ
た
の
で
す

が
、
そ
の
後
、
ソ
連
が
占
領
し
て
捕
鯨
を

始
め
ま
す
。
ソ
連
は
遠
洋
漁
業
に
出
る
前

で
、
当
時
（
１
９
４
８
〜
63
年
）
の
捕
獲

量
は
年
間
２
０
０
０
頭
を
超
え
ま
し
た
。

こ
の
過
剰
捕
獲
で
千
島
の
ク
ジ
ラ
は
激
減

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

さ
て
、
日
本
は
１
９
６
０
年
代
後
半
か

ら
70
年
代
前
半
に
世
界
一
の
捕
鯨
大
国
に

な
り
ま
す
が
、
捕
鯨
は
１
９
８
２
年
に
画

期
的
な
こ
と
が
起
こ
り
ま
す
。
商
業
捕
鯨

モ
ラ
ト
リ
ア
ム
の
採
択
で
す
。
日
本
は
異

議
申
立
し
ま
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
に
制
裁

（
水
産
物
輸
入
禁
止
）を
掛
け
ら
れ
て
１
９

８
７
年
に
捕
鯨
停
止
に
追
い
込
ま
れ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
は
１
９
９
３

年
に
捕
鯨
を
再
開
し
ま
す
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー

は
毅
然
と
し
た
態
度
で
、
ど
ん
な
こ
と
が

あ
っ
て
も
自
分
達
の
ジ
ャ
ッ
ジ
で
や
っ
て

い
く
と
い
う
こ
と
で
、
唯
一
、
商
業
捕
鯨

を
続
け
て
い
ま
す
。

捕
鯨
の
現
状
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と

言
い
ま
す
と
、
商
業
捕
鯨
は
モ
ラ
ト
リ
ア

ム
（
一
時
停
止
）
で
ノ
ル
ウ
ェ
ー
以
外
は

で
き
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
原
住
民
に
つ
い

て
は
「
原
住
民
生
存
捕
鯨
（aborigine

 
substantial w

haling

）」が
認
め
ら
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
国
際
捕
鯨
取
締
条
約
第
８

色丹島における捕鯨（シロナガス)

開識社講演



条
に
基
づ
く
調
査
捕
鯨
（
日
本
、
ア
イ
ス

ラ
ン
ド
）、こ
れ
に
は
色
々
な
制
限
が
あ
り

ま
す
が
、
国
際
条
約
で
認
め
ら
れ
て
い
ま

す
。国

際
捕
鯨
委
員
会
（
Ｉ
Ｗ
Ｃ
）
は
１
９

４
９
年
に
15
か
国
で
ス
タ
ー
ト
し
、
日
本

は
51
年
に
加
盟
し
ま
し
た
。Ｉ
Ｗ
Ｃ
は「
鯨

資
源
の
保
護
と
管
理
」、「
捕
鯨
業
の
健
全

育
成
」
を
謳
っ
て
お
り
、
捕
鯨
を
止
め
さ

せ
る
の
が
目
的
で
は
な
い
の
で
す
。
Ｉ
Ｗ

Ｃ
加
盟
は
現
在
84
か
国
で
、
漁
業
会
議
と

し
て
は
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
多
く
な
っ
て

い
ま
す
。
多
数
派
工
作
で
反
捕
鯨
国
を
加

盟
さ
せ
て
、「
捕
鯨
を
死
滅
さ
せ
た
ぞ
」と

喜
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
ア
ジ
ア
、
ア
フ

リ
カ
、
カ
リ
ブ
諸
国
が
入
っ
て
き
て
状
況

が
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
国
は

沿
岸
の
ク
ジ
ラ
食
害
（
ク
ジ
ラ
の
み
を
保

護
す
る
こ
と
に
よ
る
海
洋
生
態
系
破
壊
）

に
苦
し
み
、
ま
た
気
が
付
い
て
み
た
ら
ク

ジ
ラ
を
食
べ
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

て
、捕
鯨
賛
成
国
が
半
分
ま
で
盛
り
返
し
、

２
０
０
６
年
時
点
で
は
反
対
32
、
賛
成
34

と
ほ
ぼ
同
数
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
４

分
の
３
の
賛
成
が
な
い
と
捕
鯨
再
開
に
は

至
り
ま
せ
ん
。

Ｉ
Ｗ
Ｃ
は
今
、
反
捕
鯨
国
と
捕
鯨
賛
成

国
が
拮
抗
し
て
い
て
何
に
も
決
ま
り
ま
せ

ん
。そ
れ
で
Ｉ
Ｗ
Ｃ
の
ホ
ガ
ー
ス
議
長（
米

国
代
表
）
が
、
賛
成
国
と
反
対
国
の
言
い

分
を
全
部
出
さ
せ
て
一
気
に
解
決
す
る
、

い
わ
ゆ
る
「
パ
ッ
ケ
ー
ジ
調
停
」
を
提
案

し
ま
し
た
。
こ
れ
は
よ
い
所
ま
で
来
た
の

で
す
が
、
こ
の
ホ
ガ
ー
ス
議
長
は
ブ
ッ

シ
ュ
前
大
統
領
が
指
名
し
た
人
で
、
政
権

交
代
で
違
う
人
に
替
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し

た
。
ア
メ
リ
カ
の
民
主
党
は
か
な
りcon-

servational

（
自
然
保
護
的
）
な
の
で
、

こ
の
調
停
は
崩
壊
す
る
だ
ろ
う
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

こ
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
調
停
が
不
発
に
終
る

と
Ｉ
Ｗ
Ｃ
か
ら
脱
会
す
る
国
も
出
て
来
ま

す
。
日
本
も
見
切
り
時
な
の
で
す
が
、
今

度
の
民
主
党
政
権
は
「
適
切
な
管
理
を
条

件
に
商
業
捕
鯨
再
開
を
目
指
す
」
と
マ
ニ

フ
ェ
ス
ト
に
書
い
て
い
る
の
で
、
そ
れ
も

あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
自
民
党
に

は
か
な
り
大
き
な
捕
鯨
議
員
連
盟
が
あ

り
、
民
主
党
や
共
産
党
な
ど
と
と
も
に
超

党
派
で
捕
鯨
存
続
を
呼
び
か
け
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
ひ
ょ
っ
と
し
て
捕
鯨
は
動

き
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

本
日
は
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。

加
藤
君
が
作
歌
し
た
寮
歌
と
恵
迪
寮
時
代
の
蛮
カ
ラ
な

容
貌



遠
友
夜
学
校
と
と
も
に

新
渡
戸
稲
造
（
札
幌
農
学
校
二
期
生
）

一
）

札
幌
農
学
校
二
期
生
と
し
て
卒
業
し
た

新
渡
戸
稲
造
の
、
そ
の
足
跡
は
あ
ま
り
に

も
有
名
で
あ
る
。
我
国
初
め
て
の
農
学
博

士
号
を
佐
藤
昌
介
と
共
に
受
け
、
農
政
学

を
極
め
た
こ
と
。
後
藤
新
平
に
請
わ
れ
台

湾
殖
民
局
長
と
し
て
、
ま
た
満
州
に
お
い

て
実
地
に
拓
殖
を
指
導
し
た
こ
と
。
京

大
・
東
大
教
授
や
一
高
校
長
と
し
教
鞭
を

と
っ
た
こ
と
。
ス
ミ
ス
（
北
星
）
女
学
校
・

恵
泉
女
学
園
・
東
京
女
子
大
学
な
ど
女
子

教
育
に
当
た
り
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
こ

と
。
国
際
連
盟
事
務
次
長
や
太
平
洋
会
議

な
ど
国
際
政
治
家
と
し
て
努
力
さ
れ
た
こ

と
。
そ
し
て
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
貧
困

な
子
供
た
ち
を
遠
友
夜
学
校
に
組
織
し
た

こ
と
で
あ
る
。

さ
て
稲
造
は
１
８
６
２
年
（
文
久
２
）

南
部
藩
士
新
渡
戸
家
の
三
男
と
し
て
生
ま

れ
た
。
10
歳
で
上
京
し
太
田
家
の
養
子
と

な
り
東
京
英
語
学
校
に
学
び
札
幌
農
学
校

官
費
生
と
な
る
。
稲
造
に
と
っ
て
札
幌
の

地
は
「
イ
エ
ス
を
信
ず
る
者
の
契
約
」
と

共
に
生
涯
の
信
仰
を
み
ず
か
ら
の
も
の
と

す
る
所
と
な
る
。
農
学
校
卒
業
と
と
も
に

開
拓
使
御
用
掛
に
な
る
も
、
志
を
も
っ
て

東
京
帝
大
に
学
ぶ
た
め
に
上
京
す
る
。
外

山
正
一
文
学
部
長
の
面
接
に
当
た
り
稲
造

は
、「
天
が
許
せ
ば
、
太
平
洋
の
橋
に
な
り

た
い
」
と
述
べ
る
。
日
本
の
思
想
と
文
化

を
正
し
く
外
国
に
伝
え
、
西
洋
の
思
想
と

文
化
を
正
し
く
日
本
に
普
及
さ
せ
る
べ
く

稲
造
は
立
志
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て

全
力
を
あ
げ
た
献
身
の
な
か
で
１
９
３
３

年
（
昭
和
８
）
カ
ナ
ダ
に
お
け
る
第
五
回

太
平
洋
会
議
に
赴
き
客
死
す
る
。
享
年
72

歳
だ
っ
た
。二）

遠
友
夜
学
校
に
も
ど
ろ
う
。
稲
造
が
夜

学
校
を
設
け
よ
う
と
し
た
の
は
、
農
学
校

を
卒
業
し
た
頃
で
あ
っ
た
。
明
治
28
年
、

宮
部
金
吾
は
ジ
ョ
ン
・
ポ
プ
キ
ン
ズ
大
学

在
学
中
の
稲
造
か
ら
「
貧
し
い
子
供
ら
に

夜
学
校
を
建
て
た
い
。
こ
れ
ら
に
女
学
校

を
併
設
し
た
い
」
と
の
熱
烈
な
手
紙
を
受

け
取
っ
て
い
る
。
や
が
て
妻
メ
リ
ー
の
実

家
か
ら
、
育
て
た
孤
児
が
成
長
し
寄
付
し

て
く
れ
た
２
０
０
０
ド
ル
が
贈
ら
れ
て
き

た
。明

治
27
年
１
月
、
豊
平
川
畔
に
あ
っ
た

札
幌
独
立
教
会
の
施
設
を
買
い
取
り
『
遠

友
夜
学
校
』は
開
校
し
た
。『
有
朋
自
遠
方

来

不
亦
楽
乎
』
を
表
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。
学
ぶ
者
、
教
え
る
者
の
全
て
の
友
が

集
い
、
学
び
の
灯
を
立
て
た
い
と
い
う
事

で
あ
る
。
教
師
た
ち
は
、
農
学
校
生
の
無

償
の
活
動
が
支
え
た
。
校
長
の
新
渡
戸
が

逝
去
し
た
後
、
跡
を
継
い
だ
夫
人
も
昭
和

13
年
に
逝
去
。そ
し
て
半
沢
洵
が
続
い
た
。

し
か
し
昭
和
17
年
文
部
省
の
時
局
に
合

わ
な
い
学
校
ゆ
え
に
授
業
停
止
せ
よ
、
校

舎
は
逓
信
局
に
強
制
貸
与
せ
よ
と
の
命
令

に
よ
り
、
開
校
50
年
記
念
日
に
夜
学
校
は

廃
校
し
た
。三）

熱
心
な
教
師
で
残
務
整
理
に
あ
た
っ
た

高
倉
新
一
郎
は
著
作
『
遠
友
夜
学
校
』
に

人物点描

河
村

征
治

（
Ｓ
32
年
入
寮
）

★送りをつめています★



お
い
て
「
遠
友
夜
学
校
閉
校
は
挽
歌
で
は

な
く
、
後
に
憶
い
起
さ
れ
、
学
ぼ
う
と
す

る
も
の
が
生
ま
れ
る
こ
と
を
信
じ
て
い

る
」
と
結
ん
だ
。

太
平
洋
の
一
架
け
橋
た
ら
ん
と
欲
し
た

稲
造
は
、『
武
士
道
』を
著
わ
し
、
国
際
連

盟
で
活
躍
し
、
差
別
と
暴
力
と
貧
困
を
排

す
世
を
目
指
し
闘
っ
た
。
武
士
道
の
心
と

キ
リ
ス
ト
教
の
精
神
を
原
点
に
一
生
を
捧

げ
た
の
で
あ
っ
た
。
後
の
東
大
総
長
・
矢

内
原
忠
雄
は
『
余
の
尊
敬
す
る
人
物
』
の

中
で
、
内
村
鑑
三
と
新
渡
戸
稲
造
の
二
人

は
私
の
恩
師
で
、
内
村
先
生
か
ら
「
神
」

を
、
新
渡
戸
先
生
か
ら
「
人
」
を
学
ん
だ
。

そ
し
て
両
先
生
は
札
幌
農
学
校
の
親
友
で

あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は
「
私
も
札

幌
農
学
校
の
子
」
で
あ
る
と
喝
破
し
た
。

さ
て
我
等
は
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う

か
。協

同
組
合
の
先
駆
者
た
ち

千
石
興
太
郎
（
帝
大
農
学
部
生
物
学
科
一
期
生
）

一
）

西
欧
社
会
で
は
、
産
業
革
命
に
よ
っ
て

形
成
さ
れ
た
資
本
主
義
社
会
は
著
し
い
貧

富
の
格
差
を
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
れ

ら
の
是
正
の
た
め
に
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ー
エ

ン
、
サ
ン
シ
モ
ン
な
ど
が
協
同
組
合
思
想

を
持
っ
て
立
ち
上
が
り
18
世
紀
後
半
か
ら

19
世
紀
に
か
け
西
欧
社
会
に
協
同
組
合
は

広
汎
に
活
躍
す
る
こ
と
に
な
る
。
日
本
に

お
い
て
は
１
９
０
０
年
（
明
治
33
）、
農
・

漁
・
林
及
び
消
費
の
全
て
の
協
同
組
合
が

産
業
協
同
組
合
法
に
ま
と
ま
る
。
農
村
部

で
は
地
主
と
商
人
に
支
配
さ
れ
る
農
村
経

済
を
改
良
せ
ん
と
、
産
業
組
合
の
設
立
が

全
国
に
広
が
っ
て
行
っ
た
。

千
石
興
太
郎
は
明
治
７
年
東
京
府
日
比

谷
に
生
ま
れ
、
明
治
28
年
札
幌
農
学
校
で

生
物
を
学
び
、卒
業
す
る
や
教
師
と
な
り
、

次
い
で
農
商
務
省
に
入
り
国
立
農
事
試
験

場
に
勤
め
る
。
や
が
て
島
根
県
農
会
技
師

の
任
に
つ
き
産
業
組
合
に
接
し
て
ゆ
く
。

そ
し
て
大
日
本
産
業
組
合
中
央
会
島
根
県

理
事
を
兼
ね
、
こ
れ
に
生
涯
を
か
け
て
ゆ

く
事
に
な
る
。
大
い
に
実
績
を
上
げ
中
央

に
出
る
や
、
大
正
12
年
全
国
購
買
組
合
連

合
会
（
全
購
連
）
の
設
立
と
共
に
専
務
理

事
に
就
任
し
会
長
に
。
購
買
事
業
を
確
立

し
肥
料
の
安
定
供
給
を
実
現
し
、
生
糸
・

米
・
み
か
ん
の
共
販
連
を
組
織
し
会
長
と

な
り
、
こ
れ
ら
を
全
販
連
に
ま
と
め
会
長

と
な
る
。
そ
し
て
全
国
農
村
産
業
協
会
を

設
立
し
、
農
業
者
の
政
治
力
を
高
め
、
産

業
組
合
青
年
連
盟
を
組
織
、
組
合
運
動
に

新
風
を
送
る
の
で
あ
る
。
千
石
は
昭
和
14

年
、
全
て
の
協
同
組
合
の
総
本
山
で
あ
る

大
日
本
産
業
組
合
中
央
会
会
頭
と
し
て
頂

点
に
立
つ
。二）

千
石
は
、
地
主
と
商
人
の
支
配
す
る
農

村
経
済
を
協
同
組
合
の
名
に
お
い
て
、
購

買
や
販
売
そ
し
て
信
用
や
医
療
へ
と
協
同

の
輪
を
広
げ
、
限
界
は
あ
っ
た
が
政
治
を

も
動
か
す
べ
く
活
動
し
た
の
で
あ
る
。
昭

和
13
年
勅
撰
の
貴
族
院
議
員
、
終
戦
と
共

に
農
商
務
大
臣
、
農
林
大
臣
を
務
め
、
戦

後
第
一
回
の
衆
議
院
議
員
選
挙
に
当
た
り

日
本
協
同
党
を
結
成
し
、
黒
沢
酉
蔵
・
船

田
中
・
赤
城
宗
徳
ら
と
共
に
改
造
社
社
長

の
山
本
実
彦
を
委
員
長
に
し
て
「
協
同
組

合
主
義
」
を
掲
げ
闘
う
。

当
選
23
人
、
後
に
三
木
武
夫
が
参
加
す

る
。
戦
後
の
新
し
い
時
代
の
た
め
に
農
地

改
革
や
協
同
組
合
復
興
そ
し
て
農
村
向
上

へ
全
力
を
捧
げ
た
千
石
は
、
昭
和
25
年
、

産
業
協
同
組
合
法
が
分
野
別
の
農
協
法
・



漁
協
法
・
林
協
法
・
生
協
法
へ
と
専
門
化

さ
れ
新
た
に
施
行
さ
れ
る
の
を
み
て
昭
和

25
年
没
し
た
。

三
）

こ
の
千
石
を
助
け
て
き
た
の
は
明
治
45

年
に
農
業
経
済
学
科
を
卒
業
し
た
農
学
校

最
後
の
卒
業
生
の
入
江
一
郎
（
の
ち
に
宮

部
金
吾
の
養
子
と
な
る
）
で
あ
る
。
宮
部

は
卒
業
す
る
や
満
州
奉
天
の
榊
農
場
の
管

理
人
と
な
り
、
農
場
譲
渡
と
共
に
満
鉄
に

入
る
が
、
昭
和
六
年
に
産
業
組
合
中
央
会

に
転
じ
、
の
ち
に
常
務
理
事
と
な
り
千
石

を
補
佐
す
る
。
千
石
は
宮
部
金
吾
の
生
物

病
理
学
教
室
門
下
生
の
一
期
生
で
あ
っ

た
。
こ
ん
な
縁
で
二
人
は
肝
胆
許
し
合
う

仲
と
し
て
生
涯
さ
さ
え
あ
う
こ
と
に
な

る
。
さ
か
の
ぼ
る
「
産
業
組
合
法
施
行
二

十
五
周
年
事
業
」
に
お
い
て
宮
部
は
雑
誌

「
家
の
光
」
を
発
行
す
る
に
当
た
り
参
画

し
、
昭
和
22
年
よ
り「
家
の
光
協
会
会
長
」

に
就
任
す
る
。
軍
国
主
義
跋

の
中
で
新

し
い
農
村
文
化
へ
の
明
る
い
協
同
を
戦
時

体
制
の
中
で
主
張
し
続
け
る
の
で
あ
る
。

発
行
２
０
０
万
部
と
言
わ
れ
た
戦
前
・

戦
後
の
オ
ピ
ニ
オ
ン
リ
ー
ダ
ー
た
る
講
談

社
発
行
の
雑
誌
「
キ
ン
グ
」
が
発
刊
さ
れ

る
中
「
家
の
光
」
は
昭
和
36
年
新
年
号
で

１
８
０
万
部
を
突
破
し
た
。
宮
部
は
千
石

な
き
あ
と
産
業
組
合
か
ら
農
業
協
同
組
合

へ
の
移
行
を
見
守
り
つ
つ
平
成
２
年
逝
去

し
た
。「
一
人
は
万
人
の
た
め
に
、
万
人
は

一
人
の
た
め
に
」
が
二
人
の
共
通
す
る
ス

ロ
ー
ガ
ン
で
あ
っ
た
。
天
性
明
朗
快
活
の

千
石
と
冷
静
沈
着
の
宮
部
の
コ
ン
ビ
、
千

石
に
は『
産
業
組
合
の
陣
営
か
ら
』『
我
が

農
村
建
設
』
の
お
た
け
び
が
あ
る
。

未
完
と
な
っ
た
ノ
ー
ベル
賞

木
原

均
北
海
道
帝
大
農
学
部

生
物
学
科
二
十
期
生

一
）

木
原
均
は
、
１
８
９
３
年
（
明
治
26
）、

東
京
芝
の
白
金
小
学
校
の
高
等
科
を
出

て
、
麻
生
中
学
校
に
入
学
し
た
。
麻
生
中

学
は
市
立
の
新
興
校
で
、
修
業
の
見
込
み

な
し
と
い
わ
れ
た
生
徒
を
引
き
取
る
な

ど
、
放
校
さ
れ
た
り
、
見
込
み
の
な
い
生

徒
を
立
ち
直
ら
せ
る
信
念
を
持
っ
た
学
校

で
あ
っ
た
。
木
原
は
入
学
時
に
は
ク
ラ
ス

50
人
中
の
、
45
、
６
番
だ
っ
た
と
、
後
に

本
人
が
述
べ
て
い
る
。
在
学
中
に
、
植
物

学
を
教
え
て
い
た
札
幌
農
学
校
出
身
の
清

水
由
松
先
生
（
麻
生
中
学
二
代
目
校
長
）

の
影
響
を
受
け
、
こ
の
道
に
進
む
べ
く
、

東
北
帝
大
農
科
大
学
予
科
を
受
験
す
る
が

落
第
し
三
度
目
で
合
格
で
き
た
。
２
年
後

れ
の
鈍
才
は
、
北
大
恵
迪
寮
に
入
り
野
球

部
に
入
る
と
共
に
寮
生
活
を
満
喫
す
る
こ

と
に
な
る
。
ス
ポ
ー
ツ
は
万
能
で
庭
球
や

ス
キ
ー
に
も
堪
能
で
あ
っ
た
。
ま
た
寮
の

機
関
誌
『
辛
夷
』
を
発
刊
し
、
独
文
教
師

の
佐
久
間
政
一
や
有
島
武
郎
の
投
稿
を
よ

く
受
け
た
り
、
大
正
３
年
寮
歌
『
幾
世
幾

歳
』
を
作
詞
し
た
り
し
た
。

農
科
大
学
に
進
学
し
植
物
学
を
専
攻
す

る
こ
と
に
な
る
が
、
遠
友
夜
学
校
の
代
表

を
し
て
い
た
有
島
武
郎
を
手
伝
っ
た
事
も

あ
る
。校
歌
の「
オ
ー

否

否

否
…
…

そ
し
て
…
…
ア
ー

是
れ

是
れ

是

れ
」
と
締
め
く
く
る
歌
を
本
人
は
、
時
に

思
い
く
ち
ず
さ
む
と
の
事
だ
っ
た
。

二
）

木
原
は「
花
粉
に
及
ぼ
す
低
温
の
影
響
」

を
卒
業
論
文
と
し
て
植
物
生
理
学
の
郡
場

寛
教
授
の
指
導
を
受
け
る
が
、
郡
場
が
新

設
さ
れ
る
京
都
大
学
理
学
部
植
物
学
教
室

に
転
出
す
る
こ
と
に
な
り
、
後
任
と
な
る

人物点描



坂
村
徹
教
授
が
外
遊
す
る
に
伴
い
当
時
、

小
麦
染
色
体
研
究
の
最
先
端
に
い
た
先
生

の
試
料
を
引
き
継
ぐ
と
共
に
、
郡
場
先
生

の
助
手
と
し
て
京
都
大
学
に
１
９
２
０
年

（
大
正
９
）就
任
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
コ

ム
ギ
の
木
原
の
出
発
で
あ
る
。
木
原
は
そ

の
後
、
花
粉
か
ら
小
麦
に
移
り
、
研
究
に

没
頭
す
る
。
や
が
て
木
原
は
、
パ
ン
小
麦

粉
の
染
色
体
数
で
は
、
14
の
マ
カ
ロ
ニ
小

麦
の
仲
間
と
、
何
か
の
７
の
も
の
が
交
配

し
、
発
生
し
た
と
推
定
し
実
験
を
繰
り
返

し
、
や
が
て
染
色
体
７
の
タ
ル
ホ
小
麦
と

14
の
マ
カ
ロ
ニ
小
麦
が
交
雑
し
た
も
の
が

小
麦
の
祖
先
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。

木
原
は
そ
の
の
ち
、
国
立
遺
伝
学
研
究
所

長
、
農
林
省
ウ
イ
ル
ス
研
究
所
長
、
木
原

生
物
学
研
究
所
長
な
ど
を
勤
め
広
く
学
界

に
尽
く
す
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
な
木
原
の
功
績
に
対
し
、
昭

和
18
年
学
士
院
恩
賜
賞
を
受
け
、
23
年
文

化
勲
章
、
50
年
勲
一
等
旭
日
大
綬
章
を
受

け
、
数
回
に
わ
た
り
ノ
ー
ベ
ル
賞
候
補
と

な
っ
た
が
、
１
９
８
６
年（
昭
和
61
）、
92

歳
で
没
し
未
完
と
な
っ
た
。
北
里
柴
三
郎

（
細
菌
学
）、
木
原
均
、
木
村
資
生
（
遺
伝

学
）
の
三
人
は
、
ノ
ー
ベ
ル
賞
を
も
ら
う

べ
く
し
て
逸
し
た
と
言
わ
れ
る
。

三
）

木
原
の
活
躍
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

京
都
大
学
は
、「
探
検
大
学
」の
異
名
と
と

も
に
野
外
研
究
と
登
山
の
伝
統
を
持
つ
大

学
だ
が
、
１
９
５
５
年
（
昭
和
30
）
の
木

原
均
隊
長
率
い
る
「
カ
ラ
コ
ル
ム
・
ヒ
ン

ズ
ー
ク
シ
学
術
探
検
隊
」
は
、
１
９
５
０

年
代
の
西
堀
栄
三
郎
の
「
南
極
越
冬
隊
」

そ
し
て
１
９
５
８
年
の
桑
原
武
夫
率
い
る

「
カ
ラ
コ
ル
ム
遠
征
・
チ
ョ
ゴ
リ
ザ
初
登

頂
」
と
と
も
に
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で

あ
っ
た
。
ま
た
木
原
は
学
生
時
代
か
ら
の

ス
キ
ー
界
の
草
分
け
で
あ
り
、
ス
コ
ー
バ

レ
ー（
１
９
６
０
年
）、
イ
ン
ス
ブ
ル
ッ
ク

（
１
９
６
３
年
）
の
二
回
の
冬
季
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
は
日
本
選
手
団
長
と
し
て
引
率

し
、
札
幌
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク（
１
９
７
１
年
）

の
開
催
へ
惜
し
み
な
い
貢
献
を
し
た
。

晩
年
に
木
原
は
「
湯
川
博
士
は
中
学
四

年
で
飛
び
級
し
て
高
校
に
入
っ
た
秀
才

だ
っ
た
が
、
私
と
い
え
ば
…
」
と
苦
笑
し

た
そ
う
だ
が
、
鈍
才
キ
ハ
ラ
は
世
界
に
大

き
く
羽
ば
た
い
た
の
で
あ
る
。

目
ざ
す
は
打
倒
ラ
イ
カ

御
手
洗

毅
（
北
海
道
帝
大
医
学
部
三
期
生
）

一
）

御
手
洗
毅
は
、
１
９
０
１
年（
明
治
34
）

大
分
県
南
海
部
郡
溝
江
町
に
生
ま
れ
佐
伯

中
学
（
現
佐
伯
鶴
城
高
）
で
学
ん
だ
。
中

学
で
は
健
康
を
害
し
２
年
延
び
た
後
、
大

正
10
年
21
歳
で
北
大
予
科
に
入
学
し
た
。

入
学
と
共
に
恵
迪
寮
に
入
寮
し
、
二
年

生
で
寮
務
部
長
、
三
年
生
で
委
員
長
に

な
っ
て
い
る
。
当
時
の
寮
は
夜
通
し
開

け
っ
放
し
で
門
限
は
な
か
っ
た
と
の
こ
と

で
あ
る
。
健
康
を
回
復
し
た
御
手
洗
は
、

よ
く
狸
小
路
の
サ
ッ
ポ
ロ
ビ
ー
ル
直
営
に

足
を
運
ん
だ
と
か
、
北
大
予
科
に
合
格
し

な
が
ら
慈
恵
医
大
に
進
ん
だ
兄
や
、
中
学

の
先
輩
の
高
畑
倉
彦
（
後
の
北
大
獣
医
部

長
）
に
あ
こ
が
れ
た
生
活
を
存
分
に
謳
歌

し
た
。
医
学
部
を
修
了
し
御
手
洗
は
昭
和

３
年
、
東
京
の
日
本
赤
十
字
病
院
で
働
く

事
に
な
る
。
や
が
て
札
幌
の
牧
歌
的
な
生

活
か
ら
打
っ
て
変
っ
た
熱
心
な
仕
事
に
よ

り
国
際
聖
母
病
院
の
産
婦
人
科
部
長
に
就

任
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
時
の
検
査
医

療
器
具
の
中
で
顕
微
鏡
や
レ
ン
ト
ゲ
ン
な



ど
は
、
ラ
イ
カ
に
代
表
さ
れ
る
ド
イ
ツ
製

の
も
の
が
世
界
を
制
す
る
時
代
で
あ
っ

た
。

二
）

御
手
洗
は
医
療
に
専
念
す
る
な
か
で
精

密
機
械
工
業
の
重
要
性
を
痛
感
し
、
精
密

工
業
・
光
学
工
業
へ
の
着
手
に
つ
き
友
人

達
と
話
し
合
い
議
論
を
し
つ
つ
遂
に
自
力

で
日
本
に
お
い
て
会
社
を
設
立
し
よ
う
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
昭
和
10
年
、
御
手
洗

た
ち
は
東
京
六
本
木
に
「
精
密
光
学
研
究

所
」
の
看
板
を
出
し
35
ミ
リ
カ
メ
ラ
を
世

に
出
す
。
観
音
菩
薩
を
信
仰
す
る
一
念
を

持
っ
て
名
付
け
た
の
は
『
観
音
カ
メ
ラ
』

で
あ
る
。
キ
ヤ
ノ
ン
の
産
声
は
観
音
菩
薩

が
発
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
や
が
て
昭
和

12
年
に
研
究
所
は
株
式
会
社
と
な
り
社
長

は
友
人
、
御
手
洗
は
監
査
役
と
し
て
会
社

を
支
え
る
。

し
か
し
前
途
多
難
で
あ
り
、
日
華
事
変

に
入
り
カ
メ
ラ
は
無
用
の
長
物
と
い
う
軍

の
意
向
と
な
る
が
御
手
洗
は
軍
に
対
し
結

核
検
診
に
は
レ
ン
ト
ゲ
ン
が
必
須
と
必
死

の
売
り
込
み
を
も
っ
て
起
死
回
生
の
成
功

に
至
る
。
こ
れ
を
契
機
に
御
手
洗
は
国
際

聖
母
病
院
を
辞
し
、「
御
手
洗
産
婦
人
科
病

院
」
を
開
業
す
る
と
共
に
社
長
に
就
任
す

る
事
に
な
っ
た
。
御
手
洗
は
、
産
め
や
増

や
せ
の
時
代
に
あ
っ
て
早
朝
か
ら
医
院
で

働
き
、
午
前
11
時
か
ら
出
社
、
ま
た
医
院

に
も
ど
る
と
い
う
生
活
で
あ
っ
た
。

三
）

戦
後
に
な
り
、
メ
イ
ド
イ
ン
ジ
ャ
パ
ン

は
ド
イ
ツ
は
お
ろ
か
ア
メ
リ
カ
で
も
成
功

し
な
い
と
い
う
事
に
直
面
し
、
御
手
洗
は

医
業
を
捨
て
社
業
に
専
念
す
る
こ
と
に
な

る
。
社
名
を
キ
ヤ
ノ
ン
、
カ
メ
ラ
も
カ
ン

ノ
ン
（
観
音
）
か
ら
キ
ヤ
ノ
ン
（
標
準
）

に
衣
替
え
し
、
目
ざ
す
は「
打
倒
ラ
イ
カ
」

で
あ
る
。『
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
た
れ
』と
獅
子

吼
す
る
御
手
洗
は
同
志
的
社
員
と
共
に
、

20
年
に
し
て
キ
ヤ
ノ
ン
は
ラ
イ
カ
と
並
び

日
本
の
ニ
コ
ン
と
肩
を
並
べ
る
世
界
メ
ー

カ
ー
に
育
つ
事
に
な
っ
た
。
御
手
洗
は
経

営
に
お
い
て
『
健
康
第
一
主
義
、
実
力
主

義
、
新
家
族
主
義
』
の
三
つ
の
柱
を
掲
げ

た
。
健
康
重
視
は
日
本
で
初
め
て
週
休
２

日
制
を
採
用
、
学
歴
は
無
用
で
は
な
い
が

実
力
が
一
番
と
す
る
人
事
、
新
家
族
主
義

と
は
、
喜
び
悲
し
み
を
共
に
味
わ
い
学
び

成
長
し
て
ゆ
く
こ
と
、
教
育
を
重
視
し
生

活
水
準
を
高
め
て
ゆ
こ
う
と
い
う
事
で

あ
っ
た
。

ラ
イ
カ
打
倒
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
実
現
し

た
御
手
洗
は
53
歳
に
し
て
プ
ロ
に
つ
き
ゴ

ル
フ
を
始
め
、
玄
人
の
域
に
達
す
る
に
至

る
。「
一
位
の
思
想
」を
求
め
る
志
は
衰
え

ず
、
な
お
社
業
に
心
を
砕
き
１
９
８
４
年

（
昭
和
59
）、
84
歳
で
没
し
た
。
な
お
日
本

経
済
団
体
連
合
会
（
経
団
連
）
会
長
の
御

手
洗
冨
士
夫
氏
は
毅
の
甥
で
あ
る
。

人物点描



髙
井

宗
宏
（
Ｓ
31
年
入
寮
）

日
本
の
三
大
寮
歌
に
数
え
ら
れ
、
北
の

自
然
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
歌
い
上
げ
た
明

治
45
年
度
恵
迪
寮
歌
「
都
ぞ
弥
生
」
の
作

歌
者
横
山
芳
介
先
輩
の
作
歌
当
時
の
ノ
ー

ト
が
恵
迪
寮
同
窓
会
に
寄
託
さ
れ
て
い

る
。
Ｂ
５
版
の
学
生
ノ
ー
ト
に
は
、「
恵
迪

寮
第
六
回
の
寮
歌
を
（
明
治
45
年
）
３
月

26
日
朝
漸
く
作
り
了
っ
た
。
人
の
批
評
が

ど
う
で
も
自
分
は
か
な
り
な
努
力
を
以
て

此
歌
を
作
っ
た
の
で
あ
る
こ
と
を
以
て
慰

み
と
す
る
」
で
始
ま
る
歌
詞
が
書
か
れ
、

写
真
の
通
り
随
所
に
訂
正
と
書
き
込
み
が

あ
っ
て
校
正
の
苦
労
が
偲
ば
れ
る
。ま
た
、

一
番
「
花
の
香
漂
ひ
（
漂
う
）」、
四
番
「
新

緑
萌
す
（
萌
し
）」、
五
番
「
自
然
の
巧
み

な
つ
か
し
み
（
芸
術
懐
か
し
み
）」
と
原
文

に
書
か
れ
て
い
る
が
、
本
会
所
蔵
の
全
て

の
寮
歌
集
（
最
古
は
大
正
７
年
版
）
に
は

カ
ッ
コ
内
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
る
た
め
、

寮
歌
と
し
て
制
定
さ
れ
た
時
に
は
寮
歌
集

通
り
に
変
更
さ
れ
て
い
た
と
想
像
さ
れ

る
。
な
お
、
本
ノ
ー
ト
に
つ
い
て
は
、
東

京
エ
ル
ム
会
刊
「
都
ぞ
弥
生
」
に
、
樋
口

桜
五
著
「
横
山
芳
介
君
詠
草
」
と
題
し
て

数
年
間
の
和
歌
、
詩
、
随
想
の
ほ
ぼ
全
文

を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
横
山
先
輩

の
活
動
と
生
涯
は
、
平
成
15
年
に
北
大
図

書
刊
行
会
か
ら
刊
行
さ
れ
た
田
嶋
・
塩

谷
・
大
高
共
著
「
小
作
官
・
横
山
芳
介
の

足
跡
」
が
詳
し
い
。

１
９
５
８
（
昭
和
33
）
年
９
月
24
日
に

除
幕
式
が
挙
行
さ
れ
た
「
都
ぞ
弥
生
」
歌

碑
は
、
茨
城
県
白
御
影
の
巨
石
に
黒
御
影

の
歌
詞
面
を
埋
込
み
、
こ
の
ノ
ー
ト
の
文

字
を
拡
大
し
て
彫
り
込
ま
れ
た
。
そ
の
文

字
加
工
を
委
託
さ
れ
た
工
学
部
印
刷
室
で

の
作
業
過
程
は
、
前
記
の
「
都
ぞ
弥
生
」

誌
に
村
田
豊
雄
著
「
都
ぞ
弥
生
歌
碑
原
稿

あ
れ
こ
れ
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

次
い
で
平
成
19
年
９
月
22
日
の
恵
迪
百
年

記
念
事
業
で
行
っ
た
「
歌
碑
修
復
事
業
」

で
は
、
歌
詞
面
の
腐
食
が
進
ん
だ
た
め
、

ア
ル
ミ
合
金
板
に
エ
ッ
チ
ン
グ
の
浮
か
し

文
字
と
し
、譜
面
上
に
重
ね
張
り
さ
れ
た
。

ま
た
、
そ
の
同
一
歌
詞
面
の
凹
版
は
、
本

会
が
寄
贈
し
て
「
開
拓
の
村
恵
迪
寮
舎
」

に
展
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
横
山
家
菩
提
寺
の
静
岡
長
源
院

に
は
、
平
成
11
年
３
月
に
静
岡
県
北
海
道

大
学
同
窓
生
有
志
に
よ
り
、
左
写
真
の
歌

碑
が
建
立
さ
れ
て
い
る
。

恵
迪
寮
の
文
化
財
№
10

横
山
芳
介
ノ
ー
ト
と
「
都
ぞ
弥
生
」
歌
碑

★
グ
ラ
デ
の
中
の
タ
イ
ト
ル
が
短
い
時
は
字
取
り
11
字
★



ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
の
ユ
ヌ
ス
博
士
に

名
誉
学
位
授
与

バ
ン
グ
ラ
デ
ッ
シ
ュ
・
グ
ラ
ミ
ン
銀
行

総
裁
が
昨
年
９
月
・
日
、
北
海
道
大
学
を

表
敬
訪
問
さ
れ
、
佐
伯
総
長
か
ら
名
誉
学

位
（
博
士
号
）
が
贈
ら
れ
ま
し
た
。

ユ
ヌ
ス
博
士
は
、
貧
困
者
の
自
立
支
援

を
目
的
と
し
た
マ
イ
ク
ロ
ク
レ
ジ
ッ
ト
・

プ
ロ
グ
ラ
ム
（
少
額
無
担
保
融
資
事
業
）

を
創
案
。
自
ら
設
立
し
た
グ
ラ
ミ
ン
銀
行

の
最
高
経
営
者
と
し
て
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

国
内
外
で
展
開
し
、
貧
困
撲
滅
に
顕
著
な

貢
献
を
さ
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
業
績
で
「
ア
ジ
ア
の
ノ
ー
ベ

ル
賞
」
と
呼
ば
れ
る
マ
グ
サ
イ
サ
イ
賞
を

は
じ
め
世
界
食
糧
賞
な
ど
数
々
の
国
際
的

な
賞
が
贈
ら
れ
、
２
０
０
６
年
に
は
ノ
ー

ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
て
い
ま
す
。

学
位
授
与
式
の
後
、
記
念
講
演
会
が
開

か
れ
、
大
学
教
授
を
経
て
貧
困
者
支
援
の

実
践
に
至
っ
た
経
緯
や
最
近
の
活
動
に
つ

い
て
ス
ピ
ー
チ
。
こ
の
後
、
参
加
者
と
活

発
な
質
疑
応
答
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

名
誉
学
位
授
与
者
は
38
人
目
で
す
。

今
年
も
道
外
勢
優
位

平
成
22
年
度
入
学
者

平
成
22
年
度
の
北
海
道
大
学
入
学
者
は

２
５
７
０
名
で
し
た
。
男
女
の
内
訳
は
、

男
子
学
生
１
８
５
８
名
に
対
し
、
女
子
学

生
７
１
２
名
で
、
女
子
学
生
の
比
率
は
過

去
最
高
で
し
た
。

ま
た
、
出
身
地
で
は
道
内
の
１
２
４
２

名
に
対
し
、
道
外
が
１
３
２
８
名
で
、
道

外
出
身
者
が
今
年
も
や
や
優
位
に
立
っ
て

い
ま
す
。
学
部
別
に
見
る
と
、
文
科
系
４

学
部
は
道
内
比
率
が
50
〜
60
％
に
な
っ
て

い
ま
す
が
、
理
科
系
、
特
に
獣
医
学
部
で

は
道
外
比
率
が
93
％
、
農
学
部
81
％
と
道

外
勢
が
圧
倒
し
て
い
ま
す
。

都
府
県
別
に
見
る
と
、
東
京
都
の
１
０

６
名
が
最
高
で
、
愛
知
県
84
名
、
兵
庫
県

82
名
、
大
阪
府
78
名
、
静
岡
県
72
名
と
続

き
、
入
学
者
ゼ
ロ
の
県
は
山
口
と
宮
崎
の

２
県
だ
け
で
し
た
。

わ
が
恵
迪
寮
に
も
１
７
０
名
（
う
ち
女

子
30
名
）
が
入
寮
し
ま
し
た
。
60
％
強
が

道
外
勢
で
、
道
外
比
率
は
大
学
全
体
よ
り

や
や
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

エルムの森から

エ
ル
ム
の
森
か
ら

入学式で新入生へエールを送る応援団

北大で講演するユヌス総裁



2010年恵迪寮同窓会北海道大会 ご案内

豊かに稔れる石狩の野へ こぞって参集‼

３年に一度の全国寮歌祭が札幌へ巡ってきました。〝魂のふるさと"、そして思い出の街・札

幌に集い、旧交を温め、寮歌を歌い、新たなエネルギーを充電しようではありませんか。

北海道大会では秋の一日、皆様が楽しめる盛りだくさんの行事を企画しました。

①北大構内を貸切バス、徒歩等で一巡②現恵迪寮の見学③北海道開拓の村での総会、旧恵迪

寮舎までのパレードと献歌④新渡戸稲造の遠友夜学校記念室見学⑤「大寮歌祭」の宴と高歌放吟

当日は北海道支部役員一同力を合わせて会の進行に当りたいと思っています。全国の恵迪寮

同窓生の皆様、恵迪寮にご縁のある方々の多数のご出席をお待ちしています。

恵迪寮同窓会北海道支部長 氏平増之（昭和38年入寮)

【ご 案 内】

１．開催日；平成22年９月25日㈯ 10：00～20：00

２．行事内容とタイムスケジュール

①９：45 札幌駅北口バス乗り場に集合（乗り場所は次頁の図を参照）

②10：00 札幌駅北口バス乗り場から貸切バス、徒歩で北大構内を見学、

現恵迪寮訪問、その後、北海道開拓の村へ向かう

昼食>貸切バス内でお弁当と飲み物

③13：00 ・第12期総会（同窓会本部主管）「旧開拓使庁舎講堂」

・パレード

・旧寮舎前で献歌

15：00 貸切バスで移動

④15：30 遠友夜学校記念室見学（南４東４）

16：30 貸切バスで移動

⑤17：30 大寮歌祭開会

会場：札幌パークホテル・３Ｆパークホール（中央区南10西３）

別途アクセスする場合：市営地下鉄、中島公園下車徒歩２分

20：00 閉会予定



３．参加費

１）北大構内見学＋開拓の村訪問＋大寮歌祭 10,000円（同伴者5,000円)

２）北大構内見学＋開拓の村訪問 3,000円（同伴者無料)

３）大寮歌祭のみ 7,000円（同伴者5,000円)

○参加費は当日、総会会場及び大寮歌祭会場にて申し受けます。

４．宿泊

同窓会を通じて航空券、ホテルの予約を希望される方はアークストラベルに業務を依頼して

いますので次の連絡先へお早めに問い合わせ下さい。

〒060-0062 札幌市中央区南２条西２丁目ラルズプラザ８Ｆ

TEL011-223-5045 FAX011-232-5527

E-mail fukuhara＠poem.ocn.ne.jp：営業時間 10：00～18：00 日曜定休

(担当：平野）

５．寮歌祭関連の問い合わせ

北海道支部幹事長 八重樫幸一（携帯：090-1525-9960）

北海道大会ご案内

９月25日㈯の貸切バスによる移動経路>



【参 加 申 込】

次のいずれかの方法でお申込ください（８月22日㈰締切）

①E-mail；申込書内の必要事項を、次のメールアドレス宛に送信ください。

info＠keiteki-ob.jp 恵迪寮同窓会事務局のメールアドレスです>

②FAX； 申込書に必要事項を記載のうえ、次のFAX番号宛に送信ください。

Tel/FAX 011-530-1186 恵迪寮同窓会事務局（佐藤静子さん）

③郵 便； 同封の申し込みハガキに記載するか、下記の申込書に必要事項を記載のうえ封書に

同封するかして、次の住所宛に郵送してください。

〒064-8610 札幌市中央区南13条西11丁目２番32号

㈱アークス内 恵迪寮同窓会事務局

2010年恵迪寮同窓会 総会・北海道大会
（2010年９月25日)

参加申込書

・ご氏名： 入寮・入学年（T.S.H. 年)

・ご住所：〒

・電話/Fax：

・E-mailアドレス：

参加形式に○をつけ、（ ）内に人数を書いてください

・参加形式１

本人・同伴者

北大構内＋総会・開拓の村＋大寮歌祭

（ ）人

・参加形式２

本人・同伴者

北大構内＋総会・開拓の村のみ参加

（ ）人

・参加形式３

本人・同伴者

大寮歌祭のみ参加

（ ）人

お便り：

１）来る８月22日までにご連絡下さい。
２）参加費については当日受付にて申し受けます。



恵
迪
寮
同
窓
会
第
11
期
平
成
22
年
度
理
事
会
報
告

平
成
22
年
４
月
24
日
㈯
16・
00
〜
20・

30
、
札
幌
パ
ー
ク
ホ
テ
ル

に
お
い
て
恵
迪
寮
同
窓
会
第
11
期
平
成
22
年
度
理
事
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
会
議
に
は
、
遠
路
西
日
本
支
部
３
名
、
東
日
本
支
部
２
名

の
理
事
の
方
々
を
は
じ
め
22
名
の
ご
出
席
を
頂
き
ま
し
た
。

会
は
横
山
会
長
が
欠
席
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
会
長
代
行
の
髙
井
副

会
長
の
ご
挨
拶
を
頂
き
、
引
き
続
き
議
長
に
就
任
さ
れ
議
事
進
行
。

冒
頭
、期
と
年
次
表
記
が
気
に
な
る
と
の
各
理
事
の
ご
意
見
に
従
い
、

第
８
号
議
案
か
ら
審
議
に
入
り
ま
し
た
。
主
要
議
題
の「
都
ぞ
弥
生
」

生
誕
百
年
に
関
す
る
議
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
理
事
会
終
了
後
の
懇

親
会
、
二
次
会
に
お
き
ま
し
て
も
活
発
な
論
議
が
続
き
、
お
酒
の
勢

い
も
手
伝
っ
て
記
念
祭
に
向
か
っ
て
の
気
勢
を
盛
り
上
げ
、
事
業
の

具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
化
の
端
緒
が
開
か
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
北
海
道

支
部
主
管
の
平
成
22
年
「
大
寮
歌
祭
」
と
第
12
期
総
会
の
成
功
、
西

日
本
支
部
の
「
中
部
地
区
恵
迪
会
」
結
成
の
強
い
決
意
表
明
も
あ
り
、

各
議
案
に
お
き
ま
し
て
も
闊
達
な
議
論
が
展
開
さ
れ
ま
し
た
。

本
理
事
会
に
提
案
さ
れ
た
主
要
議
案
に
基
づ
き
そ
の
討
論
と
決
議

な
ど
を
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。
な
お
、
紙
面
の
都
合
上
、
主
要
議
案

に
限
っ
て
の
掲
載
に
な
る
こ
と
を
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

【
恵
迪
寮
同
窓
会
役
員
（
平
成
22
年
４
月
現
在
）】

○
名
誉
会
長

繁
富
一
雄
（
Ｓ
６
、
元
会
長
）、
中
瀬
篤
信
（
Ｓ
26
、

前
会
長
）

○
会

長

横
山
清
（
Ｓ
31
）

○
副

会

長

※
髙
井
宗
宏
（
Ｓ
31
、
会
長
代
行
）、
厚
谷
純
吉
（
Ｓ

30
、
北
海
道
支
部
相
談
役
）、
山
中
義
正（
Ｓ
32
、
東

日
本
支
部
長
）、
窪
田
開
拓（
Ｓ
32
、
西
日
本
支
部
長
）

○
会
計
監
査

※
大
西
敝
（
Ｓ
30
）、
※
小
笠
原
孝
之
（
Ｓ
31
）

○
本
部
理
事

【
北
海
道
支
部
】
山
崎
克
彦
（
Ｓ
32
）、
※
和
孝
雄
（
Ｓ

32
）、
※
魚
山
和
春（
Ｓ
39
）、
※
千
川
浩
治（
Ｓ
40
）、

山
田
浄
二（
Ｓ
41
）【
東
日
本
支
部
】※
関
口
光
雄（
Ｓ

39
）、
※
坂
倉
雅
夫
（
Ｓ
44
）、
佐
藤
文
雄
（
Ｓ
47
）、

荒
木
隆
夫
（
Ｓ
49
）、
竹
下
忠
彦
（
Ｓ
53
）【
西
日
本

支
部
】※
間
中
俊
夫（
Ｓ
33
）、
※
伊
藤
靖
久（
Ｓ
38
）、

入
江
和
彦
（
Ｓ
41
）、
※
岩
井
隆
郎
（
Ｓ
51
）、
植
松

高
志
（
Ｓ
44
）

○
代
表
幹
事

※
白
浜
憲
一
（
Ｓ
40
）

○
副
代
表
幹
事

※
新
井
三
郎
（
Ｓ
32
）、
※
氏
平
増
之
（
Ｓ
38
）、
※

皆
川
吉
郎
（
Ｓ
43
）

○
常
任
幹
事

※
高
橋
陽
一（
Ｓ
30
、
現
寮
担
当
）、
※
大
隈
昭
二（
Ｓ

40
、「
恵
迪
」
編
集
長
）

○
幹

事

※
八
重
樫
幸
一
（
Ｓ
41
）、
※
木
村
正
博
（
Ｓ
41
）、

※
谷
口
哲
也
（
Ｓ
48
）、
今
村
康
弘
（
Ｈ
５
）

○
事

務

局

※
佐
藤
静
子
（
ア
ー
ク
ス
）、
※
渕
上
玲
子
（
Ｈ
８
）

※
理
事
会
出
席
者

22
名

恵迪寮同窓会通信

恵
迪
寮
同
窓
会
通
信

事
務
所：
〒
０
６
４

８
６
１
０

札
幌
市
中
央
区
南
13
条
西
11
丁
目

㈱
ア
ー
ク
ス
気
付

電
話
兼
Ｆ
ａ
ｘ

０
１
１
）５
３
０

１
１
８
６

vol.
26



【
第
１
号
議
案
】
第
11
期
平
成
21
年
度
事
業
・
決
算
報
告

１．

第
11
期
平
成
21
年
度
事
業
報
告

①

会
議
の
開
催

ⅰ

第
11
期
平
成
21
年
度
理
事
会

平
成
21
年
４
月
25
日
㈯

札
幌
パ
ー
ク
ホ
テ
ル

ⅱ

本
部
役
員
会

８
／
29
、
３
／
27

②

「
○
○
都
・
府
・
県
恵
迪
会
」
又
は
「
○
○
ブ
ロ
ッ
ク
恵
迪
会
」

の
結
成

③

恵
迪
寮
同
窓
会
創
立
25
周
年
記
念
事
業＝

開
拓
の
村
恵
迪
寮

舎
展
示
改
装

・
寮
歌
再
生
装
置
の
寄
贈
・
献
歌
式
（
11
／
８
）

④

会
誌
「
恵
迪
」
第
９
号
発
行

・
６
月
下
旬
発
行
、
Ｂ
５
判
１
２
４
頁
、
発
行
部
数
２
２
０
０

部

⑤

同
窓
名
簿

ⅰ

各
支
部
へ
名
簿
を
発
送
し
、
受
理
の
確
認
（
理
事
会
決
定

事
項
、
７
／
22
完
了
）

ⅱ

筆
ま
め
の
名
簿
８
８
７
０
名
全
て
に
関
し
、
住
所
の
頭
に

都
道
府
県
名
の
記
載
を
入
れ
る
作
業
完
了

ⅲ

名
簿
関
係
の
現
状
〜
現
恵
迪
寮
Ｈ
10
年
以
降
の
卒
寮
生
に

つ
い
て

⑥

会
員
拡
大
及
び
組
織
強
化

⑦

記
念
グ
ッ
ズ
販
売

平
成
21
年
度
総
売
上

54
万
２
０
５
５

円
（
予
算
対
比
約
＋
15
万
円
、
決
算
書
）

２．

第
11
期
平
成
21
年
度
決
算
報
告
と
監
査
報
告

①

平
成
21
年
度
決
算
に
つ
い
て
↓
理
事
会
承
認

②

平
成
21
年
度
決
算
監
査
報
告
に
つ
い
て
↓
理
事
会
承
認

【
第
２
号
議
案
】
平
成
22
年
度
支
部
交
付
金
の
配
分

平成21年度会費の納入内訳

支 部 名 年 度 会 費 終 身 会 費 計

交 付 金

算 定 額

50％

平成21年度

支部交付金
人数 金額 人数 金額 人数 金額

北 海 道 68 204,000 68 204,000 102,000 102,000

東 日 本 87 294,000 87 294,000 147,000 147,000

西 日 本 34 101,000 34 101,000 51,000 100,000

そ の 他 1 3,000 1 3,000

計 190 602,000 190 602,000 300,000 349,000



収入の部> （単位 円)

科 目
21年度予算

A
決 算
B

増 減
Ｃ＝Ｂ－Ａ

備 考

１．会費収入

年 度 会 費 収 入 600,000 602,000 2,000 190名

運 営 支 援 資 金 600,000 463,000 －137,000 211名

終 身 会 費 収 入 0 0 0

カ ン パ 収 入 250,000 294,485 44,485 70名

小 計 1,450,000 1,359,485 －90,515

２．事業収入 0

恵迪グッズ販売収入 400,000 542,055 142,055

「恵 迪」販 売 収 入 0 17,500 17,500

広 告 収 入 600,000 283,000 －317,000

雑 収 入 836 2,400 1,564

小 計 1,000,836 844,955 －155,881

３．利息収入 25,000 7,546 －17,454

４．前期繰越金 926,864 926,864 0

５．基本金取崩収入 0 299,459 299,459

収入合計B 3,402,700 3,438,309 35,609

支出の部>

科 目
21年度予算

A
決 算
B

増 減
Ｃ＝Ｂ－Ａ

備 考

１．運営費

事 務 局 費 240,000 240,000 0

会 議 費 400,000 428,132 28,132

通 信 費 250,000 142,254 －107,746

印 刷 費 50,000 0 －50,000

組 織 強 化 費 300,000 108,960 －191,040

雑 費 100,000 219,464 119,464

小 計 1,340,000 1,138,810 －201,190

２．事業費

恵 迪 発 行 関 係 費 1,400,000 1,114,718 －285,282

同窓会名簿発行費 50,000 0 －50,000

同窓会通信関係費

現 寮 関 係 費 50,000 28,456 －21,544

総 会 ・ 寮 歌 祭 費

支 部 交 付 金 341,000 341,000 0

恵迪グッズ制作費 0 6,300 6,300

創立25周年記念事業費 200,000 809,025 609,025 開拓の村「寮舎」展示補修

小 計 2,041,000 2,299,499 258,499

３．予備費

支出合計D 3,381,000 3,438,309 57,309

平成21年度収支決算書
(平成21年４月１日～平成22年３月31日)

(予 算) (決 算) (増 減)
収 入 合 計 3,402,700 3,438,309 35,609
支 出 合 計 3,381,000 3,438,309 57,309
収 支 差 額 21,700 0 －21,700

恵迪寮同窓会通信



平成22年度収支予算書
(平成22年４月１日～平成23年３月31日)

収 入 合 計 4,689,000
支 出 合 計 4,689,000
次年度繰越額 0

収入の部> （単位 円)

科 目
21年度予算

A
22年度予算

B
対21年度対比
Ｃ＝Ｂ－Ａ

備 考

１．会費収入

年 度 会 費 収 入 600,000 600,000 0 200名×3,000円

運 営 支 援 資 金 600,000 500,000 －100,000 250名×2,000円

終 身 会 費 収 入 0 0 0

カ ン パ 収 入 250,000 250,000 0

小 計 1,450,000 1,350,000 －100,000

２．事業収入

恵迪グッズ販売収入 400,000 400,000 0 事業計画（売上1,000千円×40％）

「恵 迪」販 売 収 入 0 0 0

広 告 収 入 600,000 300,000 －300,000

雑 収 入 836 0 －836

小 計 1,000,836 700,000 －300,836

３．利息収入 25,000 8,000 －17,000

４．前期繰越金 926,864 0 －926,864

５．基本金取崩収入 0 2,631,000 2,631,000

収入合計B 3,402,700 4,689,000 1,286,300

支出の部>

科 目
21年度予算

A
22年度予算

B
対21年度対比
Ｃ＝Ｂ－Ａ

備 考

１．運営費

事 務 局 費 240,000 240,000 0

総 会 費 0 200,000 0 総会資料・会場費等

会 議 費 400,000 400,000 0 理事会・幹事会等経費

通 信 費 250,000 200,000 －50,000

印 刷 費 50,000 50,000 0

組 織 強 化 費 300,000 200,000 －100,000 県・ブロック恵迪会

雑 費 100,000 100,000 0

小 計 1,340,000 1,390,000 －150,000

２．事業費 0

恵 迪 発 行 関 係 費 1,400,000 1,200,000 －200,000

同窓会名簿発行費 50,000 50,000 0 発行等打合せ

現 寮 関 係 費 50,000 50,000 0

支 部 交 付 金 341,000 349,000 8,000

恵迪グッズ制作費 0 0 0

記 念 事 業 費 200,000 1,650,000 1,450,000 開拓の村展示1,500千円 CD配布150千円

小 計 2,041,000 3,299,000 －192,000

３．予備費 0 0 0

支出合計D 3,381,000 4,689,000 1,108,000



【
第
３
号
議
案
】
第
11
期
平
成
22
年
度
事
業
計
画
と
予
算
案

１．

第
11
期
平
成
22
年
度
事
業
計
画
（
平
成
22
年
４
月
１
日
〜
平
成

23
年
３
月
31
日
）

①

第
11
期
平
成
22
年
度
理
事
会
開
催

平
成
22
年
４
月
24
日

㈯
、
札
幌
パ
ー
ク
ホ
テ
ル

②

役
員
会
開
催（
随
時
）

③

各
担
当
部
会
開
催（
随
時
）

④

「
○
○
都
・
府
・
県
恵
迪
会
」
又
は
「
○
○
ブ
ロ
ッ
ク
恵
迪
会
」

の
結
成

ⅰ

恵
迪
寮
同
窓
会
創
立
30
周
年
（
２
０
１
３
年
）
ま
で
に
、

東
日
本
・
西
日
本
支
部
の
全
国
の
都
府
県
又
は
ブ
ロ
ッ
ク
に

「
恵
迪
会
」
を
立
ち
上
げ
る
。

ⅱ

中
部
地
区
（
愛
知
県
）
恵
迪
会
結
成

ⅲ

組
織
強
化
費
と
し
て
、
特
別
予
算
を
組
む
。

⑤

恵
迪
寮
同
窓
会
創
立
25
周
年
記
念
事
業

・
創
立
25
周
年
記
念
事
業

開
拓
の
村
「
寮
舎
」
展
示
改
装
（
第

４
号
議
案
）

⑥

会
誌
「
恵
迪
」
第
10
号
刊
行

６
月
発
行
予
定
、
１
０
０
頁
、

２
２
０
０
部

・
進
捗
状
況
…
印
刷
・
製
本
は
㈱
ア
イ
ワ
ー
ド
に
発
注
、

・
発
送
ま
で
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
…
原
稿
締
め
切
り
３
月
31
日
↓

最
終
校
了
５
月
25
日
↓
印
刷
６
月
初
旬
↓
発
行
６
月
中
旬
。

⑦

「
同
窓
名
簿
」
に
つ
い
て

・
名
簿
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
…
「
恵
迪
」
第
10
号
返
送
分
、
都
道
府

県
別
フ
ァ
イ
ル
作
成（
マ
ッ
プ
仕
様
）、
若
年
層
の
住
所
不
明

者
を
減
ら
す
。

・
現
恵
迪
寮
Ｈ
10
年
以
降
の
卒
寮
生
に
つ
い
て

⑧

同
窓
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
収
集

・
同
窓
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
更
新

⑨

記
念
グ
ッ
ズ
販
売

・
会
員
増
強
に
よ
る
年
会
費
・
組
織
運
営
費
の
増
大
を
基
本
と

し
つ
つ
、
恵
迪
百
年
記
念
グ
ッ
ズ
（
Ｃ
Ｄ
「
都
ぞ
弥
生
」・
ポ

ス
ト
カ
ー
ド
、
記
念
オ
ル
ゴ
ー
ル
）
の
販
売
を
組
織
的
に
展

開
し
、
同
窓
会
財
政
基
盤
の
強
化
・
健
全
化
を
図
る
。

・
販
売
ル
ー
ト

・
北
大
エ
ル
ム
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、・
北
海
道
、
東
日
本
、
西
日
本

支
部
・
恵
迪
寮
同
窓
会
本
部
〜
Ｔ
Ｅ
Ｌ
＆
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
Ｅ
｜
ｍ

ａ
ｉ
ｌ
、
北
海
道
開
拓
記
念
館
・
開
拓
の
村
、「
つ
る
」

・
平
成
22
年
度
総
売
上
目
標

40
万
円

⑩

恵
迪
寮
同
窓
会
文
化
財
展
示
寄
贈

髙
井
副
会
長
を
中
心
に
北
大
と
粘
り
強
く
交
渉
す
る
。

現
恵
迪
寮
生
支
援
・
交
流
の
活
性
化

・
北
海
道
支
部
と
の
連
携
に
よ
り
、「
観
桜
会
」、「
恵
迪
寮
祭
」

な
ど
に
お
い
て
支
援
・
交
流
を
図
る
。
ま
た
、
北
海
道
支
部

主
催
の
「
第
11
回
開
識
社
」
に
恵
迪
寮
生
の
参
加
を
促
進
す

る
。

２．

第
11
期
平
成
22
年
度
予
算
案

①

第
11
期
平
成
22
年
度
予
算
案
↓
理
事
会
承
認

②

会
費
の
徴
収
方
法
に
つ
い
て
、
金
融
機
関
の
「
口
座
振
替
」

導
入
を
検
討
す
る
↓
継
続
審
議

恵迪寮同窓会通信



【
第
４
号
議
案
】
創
立
25
周
年
記
念
事
業

開
拓
の
村
「
寮
舎
」
展

示
改
装

１．

開
拓
の
村
「
寮
舎
」
映
像
再
生
装
置

①

映
像
装
置
の
新
規
入
れ
替
え
（
理
事
会
決
定
事
項
）

ⅰ

再
生
装
置
は
デ
ジ
タ
ル
化
（
Ｍ
Ｐ
Ｇ
）
し
た
映
像
を
Ｃ
Ｆ

メ
モ
リ
ー
に
入
れ
た
Ｃ
Ｐ
Ｕ
動
画
再
生

ⅱ

映
像
選
択
は
パ
ネ
ル
上
に
映
像
タ
イ
ト
ル
と
再
生
ボ
タ
ン

に
よ
る
自
由
選
択
方
式

②

業
者
見
積
り
（
㈱
乃
村
工
藝
、
４
／
20
）
総
計

１
６
８
万

５
２
０
０
円

ⅰ

映
像
設
備
更
新

94
万
８
２
０
０
円
（
映
像
機
器
、
映
像

編
集
費
、
選
択
ス
イ
ッ
チ
、
壁
造
作
）

ⅱ

展
示
設
備
更
新

73
万
７
０
０
０
円（
寮
歌
パ
ネ
ル
加
工
、

寮
歌
詞
追
加
、
そ
の
他
写
真
直
し
）

↓
業
者
見
積
り
に
付
き
再
交
渉
す
る
。
展
示
設
備
更
新
に
つ
い

て
は
、
執
行
可
能
な
も
の
か
ら
順
次
発
注
し
て
い
く
。

２．

公
開
映
像
編
集

第
２
回
開
拓
の
村
恵
迪
寮
舎
展
示
実
行
委
員
会

（
４
／
10
）

①

編
集
方
針

ⅰ

恵
迪
寮
の
歴
史
↓
髙
井
君
制
作
を
ベ
ー
ス
と
す
る

ⅱ

恵
迪
寮
今
昔
物
語
↓
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
新
日
本
紀
行
」、「
新
日
本

紀
行
ふ
た
た
び
」
映
像
＋
現
行
版
＋

現
恵
迪
寮
映
像

↓
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
著
作
権

ⅲ

恵
迪
寮
同
窓
会
↓
現
行
版
＋
百
年
記
念
祭
＋
各
支
部
映
像

②

恵
迪
寮
同
窓
会
第
12
期
総
会
（
９
／
25
）
ま
で
に
公
開
す
る

【
第
５
号
議
案
】「
都
ぞ
弥
生
」
生
誕
百
年
記
念
事
業
と
行
事

１．

「
都
ぞ
弥
生
」
生
誕
百
年
記
念
祭
↓
「
都
ぞ
弥
生
」
百
年
記
念
祭

と
す
る

目
的

「
都
ぞ
弥
生
」誕
生
の
原
点
を
知
り
、
そ
の
後
百
年
に
わ

た
り
歌
い
継
が
れ
て
い
る
根
源
を
検
証
し
、
雄
大
な
自
然
へ
の

称
賛
と
畏
敬
を
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
す
る
、
北
海
道
大
学
と

恵
迪
寮
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
・
ス
ピ
リ
ッ
ツ
と
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム

の
今
日
的
意
義
を
北
海
道
、
日
本
は
も
ち
ろ
ん
世
界
に
向
か
っ

て
発
信
す
る
。

①

記
念
事
業
（
案
）

提
案

「
都
ぞ
弥
生
」
百
年
を
記
念
し
て
『
北
海
道
大
学
歌
「
都

ぞ
弥
生
」』
制
定
を
北
海
道
大
学
と
協
議
し
な
が
ら
実
現
す
る

提
案
目
的

全
て
の
北
大
生
が
「
都
ぞ
弥
生
」
を
大
学
歌
と
し

て
歌
い
、
そ
の
精
神
を
広
く
涵
養
す
る

提
案
根
拠

①

北
海
道
大
学
の
入
学
式
及
び
卒
業
式
な
ど
の
公
式
行
事
に

お
い
て
、
実
質
的
な
大
学
歌
と
な
っ
て
い
る
。

②

「
都
ぞ
弥
生
」の
自
然
賛
美
と
貴
き
野
心
の
精
神
は
北
海
道

大
学
の
理
念
と
合
致
し
て
い
る
。

↓「
都
ぞ
弥
生
」は
あ
く
ま
で
も
明
治
45
年
寮
歌
で
あ
り
、
大
学

歌
と
す
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
。
北
大
を
代
表
す
る
曲
と

し
て
広
く
流
布
す
る
。
一
つ
の
問
題
提
起
と
し
て
今
後
論
議

し
て
い
く
。



↓
現
北
大
生
が
「
都
ぞ
弥
生
」
を
歌
え
な
く
な
っ
て
き
て
い
る

現
状
を
打
破
す
る
べ
く
毎
年
の
入
学
者
全
員
に「
都
ぞ
弥
生
」

Ｃ
Ｄ
を
配
布
す
る
。
代
表
幹
事
を
中
心
に
北
大
と
具
体
的
な

交
渉
に
当
た
る
。

ｉ

﹇
都
ぞ
弥
生
﹈
百
年
記
念
Ｃ
Ｄ
制
作

「
都
ぞ
弥
生
」を
現
恵
迪
寮
生
、
現
北
大
生
へ
浸
透
さ
せ

る
こ
と
を
主
目
的
と
し
、
広
く
北
海
道
及
び
日
本
全
土
に

「
都
ぞ
弥
生
」の
素
晴
ら
し
さ
を
普
及
す
る
。
ま
た
、E
ng-

lish

、Chinese

、Korea

バ
ー
ジ
ョ
ン
な
ど
を
制
作
し「
都

ぞ
弥
生
」
の
国
際
化
を
促
進
す
る
。

Ｈ
21
・
11
・
１
現
在
１
１
９
３
名
の
外
国
人
留
学
生
が

北
大
の
学
部
・
大
学
院
な
ど
に
在
籍
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
外
国
人
留
学
生
が
英
語
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
「
都
ぞ
弥
生
」

を
歌
い
、
心
を
通
じ
合
わ
せ
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
素
晴
ら

し
い
。

ｃ
ｆ：

外
国
人
留
学
生

ⅰ

留
学
生
数
の
推
移

’80
年
52
名
↓
’90
年
23
名
↓
’00
年

６
０
５
名
↓
’10
年
１
１
９
３
名

ⅱ

’10
の
国
別
ラ
ン
ク

中
国
５
７
２
名
、
韓
国
１
４
６

名
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
53
名

ⅲ

’10
学
部
別
ラ
ン
ク

工
３
０
６
名
、
農
１
４
８
名
、

文
１
２
６
名

経
84
名

ド
イ
ツ
語
版
完
成

昨
12
月
末

東
北
工
業
大
学

丹
治
道
彦
准
教
授
の
訳

歌
完
成

「
新
年
寮
歌
歌
始
め
の
会
」
披
露

英
語
版

北
大
大
学
院
国
際
広
報
メ
デ
ィ
ア
・
観
光
学
院

野
坂

政
司
教
授
（
Ｓ
43
年
入
学
）
に
依
頼
済
み

ロ
シ
ア
語
版

北
大
文
学
部
ロ
シ
ア
文
学
科

工
藤
正
廣
元
教
授
（
Ｓ

38
年
入
寮
）
に
依
頼
済
み

中
国
語
版

須
賀
正
太
郎
君
（
Ｓ
28
年
入
寮
、
小
平
市
）
に
依
頼
済

み
。
又
、
北
大
文
学
部
中
国
文
学
科
須
藤
洋
一
教
授
（
Ｓ

41
年
入
寮
）
に
校
閲
依
頼
。

ス
ワ
ヒ
リ
語
版

大
阪
外
国
語
大
学
（
現
阪
大
）
ス
ワ
ヒ
リ
語
科

中
島

久
元
教
授
（
Ｓ
38
年
入
寮
）
に
依
頼
済
み

ハ
ン
グ
ル
語
版

西
雪
弘
光
君
（
Ｓ
40
入
寮
）
に
推
薦
依

頼
中

ⅱ

交
響
詩
「
都
ぞ
弥
生
」
制
作
〜
シ
ベ
リ
ウ
ス
の
フ
ィ
ン

ラ
ン
デ
ィ
ア
風

↓
作
曲
の
件
に
つ
い
て
、
新
井
副
代
表
幹
事
を
中
心
に
合

唱
団
Ｏ
Ｂ
ら
に
相
談
し
そ
の
検
討
に
当
た
る

ⅲ

記
念
映
画
ま
た
は
Ｄ
Ｖ
Ｄ
制
作

ⅳ

Ｎ
Ｈ
Ｋ
、
道
内
民
放
な
ど
の
特
集
番
組
制
作

↓
代
表
幹
事
を
中
心
に
具
体
的
に
交
渉
を
始
め
る

ⅴ

記
念
植
樹
（
桜
並
木
）

↓
木
村
幹
事
を
中
心
に
、
場
所
の
選
定
な
ど
具
体
的
な
検

討
を
始
め
る

ⅵ

開
拓
の
村
寮
舎
「
名
札
」
募
集

４
０
０
名
分
を
１
枚
３
０
０
０
円
で
募
集
し
、
入
寮

恵迪寮同窓会通信



年
次
ご
と
に
掲
示
す
る

↓
来
年
度
を
プ
レ
「
都
ぞ
弥
生
」
百
年
記
念
と
位
置
付
け

第
一
次
分
譲
を
開
始
す
る
。

ⅶ

記
念
文
集
制
作

ⅷ

恵
迪
百
年
記
念
事
業
案
と
し
て
提
案
さ
れ
た
事
業

（
05
／
08
／
11
）

恵
迪
寮
同
窓
会
館
（
サ
ロ
ン
形
式
）、
恵
迪
の
森
（
森
林

購
入
）、
友
魂
の
碑
（
望
津
軽
、
望
太
平
洋
）、
散
骨
の
会

（
散
骨
部
会
）、
記
念
ツ
ア
ー
（
京
城
帝
大
、
台
北
帝
大
）

②

記
念
行
事
（
案
）

ⅰ

「
都
ぞ
弥
生
」百
年
記
念
日
程

２
０
１
２
年
６
月
９
日
㈯

〜
10
日
㈰

↓
北
大
祭
の
日
程
に
あ
わ
せ
る

ⅱ

１
万
人
で
歌
う
「
都
ぞ
弥
生
」

ⅲ

全
国
３
支
部
と
各
地
域
支
部
で
記
念
寮
歌
祭

北
海
道
支
部
・
本
部
は
記
念
寮
歌
祭
…
…
２
０
１
２
年
６

月
９
、
10
日
（
土
、
日
）

東
日
本
支
部
は
支
部
持
ち
回
り
「
大
寮
歌
祭
」
…
…
２
０

１
２
年
９
月
（
案
）

西
日
本
支
部
は
記
念
寮
歌
祭
…
…
２
０
１
２
年
11
月（
案
）

各
地
区
恵
迪
会
（
随
時
）

ⅳ

恵
迪
百
年
記
念
行
事
案
と
し
て
提
案
さ
れ
た
行
事
（
05
／

08
／
11
）

全
国
寮
歌
祭
、
恵
迪
展
覧
会
、
記
念
演
奏
会
、
国
際
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
、

③

記
念
募
金
と
協
賛
金

・
記
念
事
業
と
記
念
行
事
の
規
模
に
応
じ
て
募
金
活
動
を
行

う
。

④

記
念
委
員
会
と
実
行
委
員
会
に
つ
い
て

ⅰ

記
念
委
員
会
（
８
名
）

北
海
道
大
学
、
連
合
同
窓
会
、
現
恵
迪
寮
と
恵
迪
寮
同
窓

会
で
構
成
す
る

佐
伯
浩
総
長
、
数
土
文
夫
連
合
同
窓
会
会
長
、
横
山
清
恵

迪
寮
同
窓
会
会
長
、
髙
井
宗
宏
恵
迪
寮
同
窓
会
副
会
長
、
厚

谷
純
吉
恵
迪
寮
同
窓
会
副
会
長
、
山
中
義
正
恵
迪
寮
同
窓
会

副
会
長
、
窪
田
開
拓
恵
迪
寮
同
窓
会
副
会
長
、
白
浜
憲
一
恵

迪
寮
同
窓
会
代
表
幹
事

ⅱ

実
行
委
員
会

実
行
委
員
長

白
浜
憲
一
代
表
幹
事

副
実
行
委
員
長

新
井
三
郎
副
代
表
幹
事
、
氏
平
増
之
副

代
表
幹
事
、
皆
川
吉
郎
副
代
表
幹
事

実
行
委
員

本
部
理
事
・
幹
事
、
北
海
道
支
部
幹
事

【
第
６
号
議
案
】

平
成
22
年
「
大
寮
歌
祭
」（
北
海
道
支
部
主
管
）

１．

開
催
日；

平
成
22
年
９
月
25
日
㈯

タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

９・

45

札
幌
駅
北
口
バ
ス
乗
り
場
に
集
合

10・

00

札
幌
駅
北
口
バ
ス
乗
り
場
か
ら
貸
切
バ
ス
で
、
現
恵
迪

寮
に
向
か
い
、
そ
の
後
北
大
構
内
を
見
学

13・
00

「
開
拓
使
庁
舎
講
堂
」（
北
海
道
開
拓
の
村
）
で
第
12
期

総
会
（
同
窓
会
本
部
主
催
）
を
開
催

17・

30

大
寮
歌
祭
開
会
（
札
幌
パ
ー
ク
ホ
テ
ル
）



２．

参
加
費

・
北
大
構
内
見
学
＋
開
拓
の
村
訪
問
＋
大
寮
歌
祭

１
万
円
（
同
伴
者
５
０
０
０
円
）

・
北
大
構
内
見
学
＋
開
拓
の
村
訪
問

３
０
０
０
円
（
同
伴
者
無
料
）

・
大
寮
歌
祭
の
み

７
０
０
０
円
（
同
伴
者
５
０
０
０
円
）

【
第
７
号
議
案
】恵
迪
寮
同
窓
会
３
支
部
の
活
動
報
告
と
活
動
計
画

↓
支
部
ニ
ュ
ー
ス

【
第
８
号
議
案
】
恵
迪
寮
同
窓
会
の
期
と
年
次
及
び
会
計
年
度

１．

恵
迪
寮
同
窓
会
の
期
と
年
次

恵
迪
寮
同
窓
会
の
期
と
年
次
に
つ
い
て
は
、
３
年
ご
と
の
総
会

に
合
わ
せ
決
算
な
ど
を
行
う
た
め
、
各
年
度
を
第
１
年
次
か
ら
第

３
年
次
と
し
て
き
た
が
、
例
え
ば
今
年
度
に
つ
い
て
は
第
12
期
第

１
年
次
と
す
る
こ
と
に
は
違
和
感
が
あ
る
。

今
後
は
会
計
年
度
を
１
年
ご
と
と
し
、
各
年
度
ご
と
に
理
事
会

が
決
算
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
年
度
の
理
事
会

は
、「
第
11
期
平
成
22
年
度
理
事
会
」
の
よ
う
に
す
る
。

↓
各
種
議
論
が
あ
り
ま
し
た
が
、
事
務
局
提
案
通
り
に
決
定
さ
れ

ま
し
た
。

２．

規
約
の
改
正

上
記
の
期
と
年
次
の
変
更
に
伴
い
、必
要
な
規
約
を
改
正
す
る
。

第
９
条

役
員
の
任
期
は
１
期
３
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
任
期

満
了
後
ま
た
は
役
員
辞
任
後
も
後
任
者
が
就
任
す
る
ま

で
は
、
そ
の
職
務
を
行
う
こ
と
と
す
る
。
な
お
、
役
員

の
再
任
は
防
げ
な
い
。

↓「
た
だ
し
〜
こ
と
と
す
る
。」
を
削
除

第
11
条

理
事
会
は
、毎
年
少
な
く
と
も
一
回
、会
長
に
よ
っ

て
召
集
さ
れ
、
事
業
計
画
や
収
支
予
算
案
な
ど
必
要
な

事
項
を
審
議
決
定
す
る
。会
議
の
議
長
は
会
長
が
行
う
。

↓「
事
業
〜
決
定
す
る
。」
を
「
各
年
度
の
事
業
計
画
や

収
支
予
算
案
な
ど
必
要
な
事
項
を
審
議
決
定
し
、
各

年
度
の
決
算
を
承
認
す
る
。」

﹇
付

則
﹈

４．

本
同
窓
会
の
事
務
所
は
、
札
幌
市
豊
平
区
平

岸
１
｜
１
㈱
ラ
ル
ズ

↓
４．

本
同
窓
会
の
事
務
所
は
、
札
幌
市
中
央
区
南
13

条
西
11
丁
目
２
｜
32
㈱
ア
ー
ク
ス

【
第
９
号
議
案
】
恵
迪
寮
同
窓
会
第
12
期
総
会

１．

日

程

平
成
22
年
９
月
25
日
㈯
13：

00
〜
13：

30

２．

会

場

北
海
道
開
拓
の
村
「
開
拓
使
庁
舎
講
堂
」

３．

主
要
議
題

ⅰ

「
都
ぞ
弥
生
」
百
年
記
念
事
業
と
記
念
行
事

ⅱ

役
員
改
選

会
長
、
代
表
幹
事
、
会
計
監
事
（
２
名
）

ⅲ

一
部
規
約
改
正

恵迪寮同窓会通信



東
日
本
支
部
ニ
ュ
ー
ス

①
平
成
21
年
度
活
動
報
告

ⅰ

平
成
21
年
度
は
３
年
に
１
度
の
持
ち
回
り
に
よ
る
当
支
部
主

管
の
年
と
し
て
、
平
成
21
年
10
月
３
日
㈯
、「
恵
迪
寮
大
寮
歌
祭

東
日
本
大
会
」
を
東
京
都
渋
谷
区
・
恵
比
寿
ガ
ー
デ
ン
プ
レ
イ

ス
に
て
開
催
、
併
せ
て
東
日
本
支
部
総
会
を
開
催
し
た
。
ま
た
、

当
日
は
大
寮
歌
祭
に
先
駆
け
「
開
識
社
」
講
演
会
も
開
催
し
た
。

北
海
道
支
部
と
西
日
本
支
部
両
支
部
に
お
い
て
は
開
識
社
の
開

催
は
恒
例
行
事
と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
東
日
本
支
部
と
し

て
は
支
部
発
足
以
来
初
め
て
の
開
催
で
あ
っ
た
。

講
師
は
鯨
の
研
究
の
世
界
的
権
威
で
あ
る
加
藤
秀
弘
東
京
海

洋
大
学
海
洋
科
学
部
教
授
、
演
題
は
「
混
迷
す
る
国
際
捕
鯨
情

勢
と
千
島
捕
鯨
の
興
亡
」
で
あ
っ
た
。
会
場
規
模
に
よ
る
収
容

制
限
の
中
60
名
の
参
加
を
得
た
。
会
場
を
移
し
て
の
「
恵
迪
寮

大
寮
歌
祭
東
日
本
大
会
」
は
、
數
土
文
夫
北
海
道
大
学
連
合
同

窓
会
会
長
・
北
海
道
大
学
東
京
同
窓
会
理
事
長
を
始
め
、
恵
迪

寮
同
窓
会
本
部
、
北
海
道
支
部
、
西
日
本
支
部
か
ら
遠
路
上
京

の
方
々
、
友
誼
校
Ｏ
Ｂ
の
十
余
名
、「
都
ぞ
弥
生
」
の
作
歌
者
・

横
山
芳
介
氏
親
族
ご
一
行
を
迎
え
、
総
勢
１
２
０
余
名
の
参
加

の
も
と
盛
会
裡
に
終
え
る
こ
と
が
出
来
た
。

ⅱ

年
が
明
け
た
平
成
22
年
１
月
９
日
㈯
、
支
部
役
員
他
計
８
名

に
よ
り
「
新
春
寮
歌
歌
い
初
め
」
を
開
催
し
新
年
の
活
動
の
第

１
歩
を
踏
み
出
し
た
。
ま
た
「
都
ぞ
弥
生
」
独
語
バ
ー
ジ
ョ
ン

（
訳
・
丹
治
道
彦
氏・

恵
迪
寮
同
窓
会
特
別
会
員
、
東
北
大
Ｏ
Ｂ
）

の
お
披
露
目
も
行
わ
れ
た
。

②

平
成
22
年
度
活
動
計
画

ⅰ

寮
歌
祭
の
開
催

今
年
度
の
寮
歌
祭
は
当
支
部
受
持
ち
地
域
内
の
東
京
以
外
の

地
と
し
て
群
馬
県
で
「
恵
迪
寮
大
寮
歌
祭
」
を
開
催
す
る
。
時

期
は
10
月
を
予
定
し
て
い
る
が
日
時
、
会
場
等
に
つ
い
て
は
地

元
幹
事
と
打
合
せ
中
で
あ
る
。
ま
た
、
当
日
は
大
寮
歌
祭
に
先

駆
け
「
開
識
社
」
講
演
会
の
開
催
も
予
定
し
て
い
る
。

ⅱ

役
員
会
の
開
催

１
〜
３
ヶ
月
に
１
回
の
頻
度
で
開
催
を
予
定
し
て
い
る
。（
平

成
22
年
４
、
５
、
８
、
９
、
10
、
12
月
、
平
成
23
年
２
月
の
各

月
を
予
定
）「
大
寮
歌
祭
」
他
行
事
の
準
備
、
検
討
を
行
う
。

ⅲ

平
成
23
年
度
の
当
支
部
受
持
ち
地
域
内
で
開
催
予
定
の
「
大

寮
歌
祭
」
の
検
討
を
行
う
。

ⅳ

平
成
24
年
度
「
都
ぞ
弥
生
」
百
周
年
記
念
大
寮
歌
祭
へ
の
取

組
み
の
概
要
検
討
を
行
う
。

ⅴ

恵
迪
寮
同
窓
会
会
員
の
増
強
対
策
の
検
討
と
実
行
。

③

財
政
状
況

現
在
の
と
こ
ろ
健
全
財
政
を
保
っ
て
い
る
。
当
支
部
の
財
政
規

模
の
範
囲
内
で
、
会
員
増
強
対
策
の
一
環
と
し
て
行
っ
て
い
る
地

方
出
張
寮
歌
祭
、
そ
の
他
の
活
動
を
企
画
し
て
い
き
た
い
。



恵迪寮同窓会通信

2010年大寮歌祭 高崎

平成22年度の東日本支部寮歌祭は、上毛エルム会の方々のご協力をいただ

き、商都高崎の『高崎ワシントンホテルプラザ』での開催を予定しております。

ふらんすへ行きたしと思へども

ふらんすはあまりに遠し

せめては新しき背広をきて

きままなる旅にいでてみん。

萩原朔太郎 旅上「純情小曲集」（大正14）所収より

中仙道の交通の要衝、映画「ここに泉あり」で知られる群馬交響楽団の本拠

地、「音楽のある街、高崎」の地で、我らが鎮魂の寮歌を心ゆくまで高吟しよう

ではありませんか。

恵迪寮同窓会東日本支部長 山中 義正（昭和32年入寮)

記

１．開催日：2010年10月23日㈯

２．時 間：

●開識社 13時00分～14時00分

●寮歌祭 14時30分～17時30分

３．場 所：『高崎ワシントンホテルプラザ』 11階

群馬県高崎市八島町70 TEL 027-324-5111（代表）

４．問合先：東京都練馬区貫井4-47-42

副支部長 関口 光雄（39年入寮）

E-mail：jubesannchinoko＠ybb.ne.jp
 

TEL/FAX 03-3926-0080

※詳細は、後日決定します



西
日
本
支
部
ニ
ュ
ー
ス

①

第
17
期
平
成
21
年
度
活
動
報
告

ⅰ

役
員
会

４
／
７
㈫
・
第
16
期
平
成
20
年
度
活
動
報
告

・
第
17
期
平
成
21
年
度
活
動
計
画
（
案
）

・
会
計
報
告

特
別
報
告
と
し
て
２
０
０
８
西
日
本

大
会
・
京
都

・
西
日
本
大
会
参
加
者
の
分
析

６
／
30
㈫

恵
迪
寮
同
窓
会
理
事
会
の
報
告

９
／
14
㈪

中
部
地
域
恵
迪
会
の
設
立
に
向
け
て
の
取
り
組
み

等

12
／
７
㈪
・
大
寮
歌
祭
（
東
日
本
支
部
主
管
）
参
加
報
告

・
中
部
地
域
恵
迪
会
案
件
の
報
告

・
支
部
活
性
化
に
向
け
て
の
意
見
交
換

３
／
15
㈪

支
部
年
度
総
括

・
第
17
期
平
成
21
年
度
活
動
報
告
（
案
）

・
第
18
期
平
成
22
年
度
活
動
計
画
（
案
）

・
会
計
報
告
（
見
込
み
）（
２
０
０
９
・
４
・
１
〜
２

０
１
０
・
３
・
31
）

ⅱ

行
事

４
／
25
㈯

恵
迪
寮
同
窓
会
理
事
会
出
席
（
伊
藤
、
間
中
、
植

松
）

10
／
３
㈯

恵
迪
寮
同
窓
会
大
寮
歌
祭
（
東
日
本
支
部
主
管
）

参
加

場
所：

恵
比
寿
ガ
ー
デ
ン
プ
レ
イ
ス

参

加
者
２
名

１
／
11
㈪

歌
い
始
め
の
会
・
賀
詞
交
換
会
（
北
大
関
西
エ
ル

ム
会
主
催
）
へ
の
協
力
及
び
出
席

ⅲ

組
織
活
動

地
域
恵
迪
会
設
立
へ
の
働
き
か
け

②

第
18
期
平
成
22
年
度
活
動
計
画

ⅰ

役
員
会

４
月

平
成
23
年
度
西
日
本
大
会
へ
向
け
て

平
成
22
年
５
月
〜
平
成
23
年
度
３
月
ま
で

１
回
／

２
ヶ
月
程
度

ⅱ

行
事

４
月

本
部
理
事
会
へ
出
席

１
月

歌
い
始
め
の
会
・
賀
詞
交
換
会
（
北
大
関
西
エ
ル
ム
会

主
催
）
へ
の
協
力
及
び
出
席

ⅲ

組
織
活
動

・
中
部
地
域
恵
迪
会
の
設
立
支
援
（
恵
迪
会
の
前
段
階
的
集
ま

り
で
も
支
援
し
て
い
く
）

・
会
員
増
強
活
動

ⅳ

課
題
と
問
題
点

若
手
が
参
加
で
き
る
支
部
づ
く
り



北
海
道
支
部
ニ
ュ
ー
ス

①

平
成
21
年
度
年
度
活
動
総
括

成
果

当
初
掲
げ
た
諸
行
事
は
、
ほ
ぼ
実
行
で
き
た
。

ⅰ

支
部
独
自
の
活
動

・
Ｈ
21
・
１
・
24
㈯
平
成
21
年
寮
歌
歌
始
め
の
会
約
90
名
参
加
・

５
月
24
日
㈰
開
拓
の
村
「
旧
恵
迪
寮
舎
」
観
花
会
20
名
参
加
・

７
月
５
日
㈰
第
27
回
親
睦
ゴ
ル
フ
会
15
名
参
加
・
８
月
１
日

㈰
第
３
回
恵
迪
夏
祭
り
16
名
参
加
・
10
月
23
日
㈮
第
10
回
開

識
社
講
演
会
約
70
名
参
加
・
三
火
会：

毎
月
第
３
火
曜
日
に

実
施

ⅱ

地
区
恵
迪
会
活
動

・
６
月
13
日
㈯
第
５
回
道
南
恵
迪
寮
歌
祭
12
名
参
加
・
６
月
20

日
㈯
第
５
回
と
か
ち
恵
迪
寮
歌
祭
５
名
参
加
・
７
月
４
日
㈯

第
６
回
旭
川
「
開
識
社
＆
寮
歌
祭
」・
７
月
11
日
㈯
第
４
回
日

高
苫
小
牧
恵
迪
寮
歌
祭
10
名
参
加

ⅲ

本
部
・
他
支
部
・
現
寮
関
係

・
５
月
６
日
㈬
観
桜
会
に
13
名
の
Ｏ
Ｂ
参
加
・
10
月
３
日
㈯
東

日
本
大
会
３
名
参
加
・
本
部
か
ら
１
名
参
加
・
10
月
23
日
㈮

の
開
識
社
講
演
会
に
10
数
名
の
現
寮
生
が
参
加
・
11
月
８
日

㈰
北
海
道
開
拓
の
村
「
旧
恵
迪
寮
舎
」
寮
歌
再
生
装
置
「
寄

贈
・
献
歌
式
」
に
参
加

ⅳ

広
報
活
動

・
支
部
ニ
ュ
ー
ス
夏
・
冬
号
発
行
・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
投
稿
の
活

用
・
開
識
社
・
歌
始
め
の
会
等
で
の
メ
ー
ル
一
斉
配
信

課
題

ⅰ

平
成
20
年
に
引
き
続
き
、
釧
路
根
室
・
オ
ホ
ー
ツ
ク
恵
迪
会

の
「
寮
歌
祭
」
が
実
施
で
き
な
か
っ
た
。

ⅱ

Ｓ
40
年
入
寮
以
降
の
若
手
は
、
仕
事
の
関
係
で
気
持
ち
は

あ
っ
て
も
同
窓
会
活
動
に
十
分
な
役
割
を
果
た
せ
な
か
っ
た
。

②

平
成
22
年
度
年
度
活
動
方
針

ⅰ

Ｓ
30
年
代
後
半
の
入
寮
者
を
発
掘
し
、
支
部
幹
事
等
に
積
極

的
に
登
用
し
て
い
く
。

ⅱ

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
活
用
し
て
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
の
収
集
を
行

い
、
そ
れ
を
活
用
し
て
広
報
活
動
の
強
化
を
図
る
。

ⅲ

財
政
基
盤
を
強
化
す
る
た
め
、本
部
と
話
し
合
い
な
が
ら「
集

め
る
会
費
の
仕
組
み
」
を
「
集
ま
る
会
費
の
仕
組
み
」
へ
切
り

替
え
る
べ
く
検
討
し
て
い
く
。

ⅳ

諸
行
事
が
よ
り
魅
力
的
な
も
の
と
な
ら
な
い
か
、
検
討
を
加

え
て
い
く
。

ⅴ

大
寮
歌
祭
（
当
支
部
主
管
）
を
成
功
さ
せ
る
。

③

別
紙
の
通
り
と
す
る
。

恵迪寮同窓会通信



恵迪寮同窓会北海道支部 平成22年事業計画 保存版>

月 日 行 事 総会・幹事会・その他

11日㈪第１回常任幹事会

１月 18日㈪第１回幹事会

30日㈯ 平成22年寮歌歌始めの会（氷雪の門） 30日㈯第９回支部総会

北大室蘭恵迪会新年会
２月

16日㈫ 恵迪三火倶楽部（つる）

３月 16日㈫ 恵迪三火倶楽部（つる）

20日㈫ 恵迪三火倶楽部（つる） 16日㈮第２回常任幹事会
４月

24日㈯ 恵迪寮同窓会本部定期理事会

５日㈬ 恵迪寮「観桜会」＆現寮交流会 14日㈮第２回幹事会

５月 18日㈫ 恵迪三火倶楽部（つる）

16日㈰ 開拓の村旧恵迪寮舎「花壇」観花会

15日㈫ 恵迪三火倶楽部（つる）

19日㈯ 第５回道南恵迪寮歌祭（ホテルテトラ）
６月

26日㈯ 第６回とかち恵迪寮歌祭（ふじもり食堂）

下旬 支部ニュース夏号発行 会誌「恵迪」第10号発行

３日㈯ 第７回道北恵迪寮歌祭

４日㈰ 第28回親睦ゴルフ大会

７月 10日㈯ 日高苫小牧恵迪寮歌祭

17日㈯ 第２回釧路根室恵迪寮歌祭

20日㈫ 恵迪三火倶楽部（つる）

７日㈯ 第４回恵迪夏祭り（サッポロビール・ライオン） 20日㈮第３回常任幹事会
８月

17日㈫ 恵迪三火倶楽部（つる）

21日㈫ 恵迪三火倶楽部（つる） 24日㈮第３回幹事会
９月

25日㈯ 北海道支部主管「大寮歌祭」（パークホテル） 25日㈯ 本部>第12期定期総会

９日㈯ 第３回オホーツク恵迪寮歌祭

10月 19日㈫ 恵迪三火倶楽部（つる）

23日㈯ 第11回開識社講演会（時計台ホール）

11月 16日㈫ 恵迪三火倶楽部（つる） 26日㈮第４回常任幹事会

21日㈫ 恵迪三火倶楽部（つる） 17日㈮第４回幹事会
12月

下旬 支部ニュース冬号発行

15日㈮第１回常任幹事会

１月 22日㈮第１回幹事会

29日㈯ 平成23年寮歌歌始めの会（氷雪の門） 29日㈯第10回支部総会



在
庫
が
残
り
少
な
く
な
り
ま
し
た
。
ま
だ
購
入
さ
れ
て
い
な
い
方

や
北
大
出
身
者
、
関
係
者
へ
の
贈
り
物
と
し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◇
北
大
恵
迪
寮
歌
Ｃ
Ｄ
「
都
ぞ
弥
生
」

明
治
45
年
か
ら
平
成
18
年
ま
で
に
作
歌
・
作
曲
さ
れ
た
１
０
０
曲

を
超
え
る
恵
迪
寮
歌
の
中
か
ら
、
特
に
人
気
が
あ
り
歌
い
継
が
れ
て

い
る
33
曲
を
厳
選
し
Ｃ
Ｄ
に
収
録
し
ま
し
た
。
北
大
合
唱
団
Ｏ
Ｂ
会

に
よ
る
斉
唱
録
音
で
す
。

頒
布
価
格
は
Ｃ
Ｄ
２
枚
組
で
２
０
０
０
円
で
す
。

◇
ポ
ス
ト
カ
ー
ド
「
都
ぞ
弥
生
」
〜
北
大
恵
迪
寮
歌
と

構
内
風
物
〜

伊
藤
太
郎
画
伯
の
透
明
水
彩
で
、
オ
オ
バ
ナ
エ
ン
レ
イ
ソ
ウ
や
中

央
ロ
ー
ン
な
ど
北
大
構
内
風
物
画
と
、「
都
ぞ
弥
生
」を
始
め
と
す
る

恵
迪
寮
歌
代
表
曲
８
曲
を
組
み
合
わ
せ
た
す
て
き
な
絵
は
が
き
で

す
。
頒
布
価
格
は
８
枚
組
で
５
２
５
円
で
す
。

◇
恵
迪
百
年
記
念
「
都
ぞ
弥
生
」
メ
ロ
デ
ィ
ー
入
り
オ

ル
ゴ
ー
ル

箱
の
表
に
恵
迪
百
年
記
念
の
文
字
と
寮
生
章
を
彫
り
込
ん
だ
、
１

０
０
台
限
定
製
品
で
す
。
箱
の
素
材
に
北
大
雨
竜
研
究
林
の
上
質
な

ミ
ズ
ナ
ラ
を
使
用
。
重
厚
さ
と
軽
快
さ
を
併
せ
持
つ
「
都
ぞ
弥
生
」

の
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
調
和
す
る
す
て
き
な
オ
ル
ゴ
ー
ル
で
す
。

頒
布
価
格
は
４
万
円
で
す
。

お
買
い
求
め
・
問
い
合
わ
せ
先

①

恵
迪
寮
同
窓
会

（
Tel
＆
Fax
０
１
１

５
３

０

１
１
８
６
）

②

エ
ル
ム
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト（
Tel
０
１
１

７
０

８

０
３
８
８
）

（
Fax
０
１
１

７
０
８

０
３
８
９
）

北
大
構
内
・
エ
ル
ム

シ
ョ
ッ
プ
、
北
大
生
協

会
館

記念グッズ

恵
迪
寮
命
名
百
年
記
念
グ
ッ
ズ

恵迪グッズ・寮歌CD

百年記念祭絵はがき

恵迪グッズ・オルゴール



平成22年度「年会費」と「運営支援金」納入のお願い

本会は、年会員の年会費3,000円と終身会員の運営支援金2,000円及びカンパ金により、全国３支

部持ち回りの「大寮歌祭」や会誌「恵迪」の発行、講演会「開識社」の開催、現寮生との交流事業、

地域ごとの親睦会・地区寮歌祭などの活動を展開しています。

平成21年度の会費等の納入状況は、総件数471件・135万9,485円（年会費は190件・60万2,000

円、運営支援金は、211件・46万3,000円、カンパは、70件29万4,485円）となっています。

「会員相互の親睦を図り、恵迪精神の伝承発展に努める」という会の目的を実現するために、平成22

年度「年会費」の納入と「運営支援金」をお願いします。

それぞれ同封の郵便払い込み取り扱い票によりご送金ください。

① 年会員の方は、平成22年度「年会費」として3,000円

② 平成16年までの終身会員の方は、平成22年度「運営支援金」として2,000円

③ 任意のカンパ

※ 同窓会という任意団体の性格上、会費未納という請求関係は発生しません。あくまでも年度ご

との処理となります。払い込みの失念などがないようにお願いします。

















会
誌
「
恵
迪
」
第
10
号

２
０
１
０
年
６
月

発

行

恵
迪
寮
同
窓
会

〒
064

8610

札
幌
市
中
央
区
南
13
条
西
11
丁
目

株
式
会
社
ア
ー
ク
ス
内

Ｔ
Ｅ
Ｌ
・
Ｆ
Ａ
Ｘ
011
｜
530
｜
1186

E
-m
a
il
 
in
fo
＠
k
eitek

i-o
b
.jp

同
窓
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp
: //w

w
w
.k
eitek

i-o
b
.jp
/

発
行
者

恵
迪
寮
同
窓
会
会
長横

山

清

印
刷
・
製
本

株
式
会
社
ア
イ
ワ
ー
ド

〒
060

0033

札
幌
市
中
央
区
北
３
条
東
５
丁
目
５

91

Ｔ
Ｅ
Ｌ
011
｜
241
｜
9341
㈹

Ｆ
Ａ
Ｘ
011
｜
207
｜
6178

編 集 後 記

「恵迪」創刊号が平成７年に発刊されて今回で10号目を迎えます。節目にふさわし

い企画はないものかと探していたところ、〝寮歌こそわが命"を自認する二人のつわも

のたちと知り合うことができました。一人は、今でも寮生たちに人気がある『嗚呼茫々

の』の序『楡陵謳春賦』を作った宍戸昌夫大先輩。もう一人は、北大出身者でもない

のに『都ぞ弥生』のドイツ語版を作った丹治道彦君です。

二人の共通点は、寮歌の作歌、作曲者だけでなく、寮歌祭があれば、どこへでも出

かけるというその行動力です。宍戸先輩に至っては、卒寿をゆうに超えた今も、寮歌

の神髄を体現し続けておられます。

その大先輩から〝遺言"とも言うべき、お手紙をいただきました。同封されていた

のは恵迪寮歌に関する資料、文献、そしてかつて『都ぞ弥生』生誕記念寮歌祭の度に

披露されたという直筆の檄文でした。すべて漢文調で書かれた檄文は、かなりの漢字

通でも読むのは困難です。

今でも多くの寮歌が文語体を基調に作られていることを考えると、正に〝寮歌の教

科書"だと言えます。そこで1992年に書かれた檄文をあえて掲載することにしました。

もちろん寮歌だけが、恵迪寮のすべてではありません。今回も、多くの同窓生から

寮時代の喜びや苦しみ、恵迪寮がわが人生にもたらした恩恵や意義について投稿があ

りました。〝恵迪の母"といわれている事務局の佐藤静子さんからも「ちょっといい話」

が届きました。

これからも会誌「恵迪」が、同窓生やゆかりのある人々の心のよりどころとしてあ

り続けて行くことを願っています。

会誌「恵迪」編集長・大隈 昭二（S40年入寮)

【編集委員】髙井 宗宏（S31年入寮）氏平 増之（S38年入寮）

白浜 憲一（S40年入寮）八重樫幸一（S41年入寮）

岩本 栄一（S44年入寮）都野建二郎（H5年入寮）
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