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会
員
の
皆
様
並
び
に
本
会
に
ご
支
援
を

頂
い
て
お
り
ま
す
関
係
者
の
皆
様
に
は
、

い
つ
も
当
会
発
展
の
為
に
ご
尽
力
い
た
だ

き
、
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
東
進

会
会
長
就
任
以
来
10
年
目
と
な
り
、
改
め

て
各
位
の
温
か
い
ご
協
力
に
感
謝
申
し
上

げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

 

令
和
６
年
は
、
元
日
早
々
に
石
川
県
能

登
地
方
を
最
大
震
度
７
の
大
地
震
と
そ
れ

に
伴
う
津
波
と
火
災
が
襲
い
ま
し
た
。
そ

し
て
そ
の
翌
日
に
は
羽
田
国
際
空
港
Ｃ
滑

走
路
に
て
日
本
航
空
の
旅
客
機
と
、
ま
さ

に
能
登
地
方
へ
支
援
物
資
を
運
ぼ
う
と
し

て
い
た
海
上
保
安
庁
の
航
空
機
と
が
衝
突

す
る
と
い
う
痛
ま
し
い
事
故
が
発
生
し
ま

し
た
。
災
害
大
国
と
は
申
せ
ど
も
、
か
く

も
立
て
続
け
に
発
生
す
る
大
き
な
災
害
に

は
暗
澹
た
る
思
い
を
禁
じ
得
ま
せ
ん
が
、

常
に
逞
し
く
復
興
に
立
ち
向
か
う
人
々
に

む
し
ろ
力
を
得
る
思
い
も
致
し
ま
す
。
ご

遺
族
や
被
災
さ
れ
た
方
々
に
は
お
悔
や
み

と
お
見
舞
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

世
界
も
コ
ロ
ナ
禍
が
落
ち
着
き
を
取
り

も
ど
す
暇
も
無
く
、
一
昨
年
２
月
に
勃
発

し
た
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
戦

争
が
早
く
も
３
年
目
と
な
り
ま
し
た
。
更

に
昨
年
末
10
月
に
勃
発
し
た
イ
ス
ラ
エ
ル

と
パ
レ
ス
チ
ナ
の
悲
惨
な
戦
争
が
長
期
化

し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
加
え
て
今
年
は
、

世
界
各
国
で
重
要
な
選
挙
が
予
定
さ
れ
て

い
て
、
不
安
定
な
国
際
関
係
の
到
来
が
予

想
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

東
進
会
は
進
修
同
窓
会
東
京
支
部
と
い

う
こ
と
で
、「
地
理
的
に
ま
た
は
精
神
的
に
」

東
京
に
ゆ
か
り
の
あ
る
土
浦
一
高
Ｏ
Ｂ
／

Ｏ
Ｇ
の
皆
さ
ん
が
会
員
対
象
で
、
現
役
世

代
と
ベ
テ
ラ
ン
世
代
が
比
較
的
集
ま
り
や

す
い
地
域
・
環
境
に
あ
る
と
感
じ
ま
す
が
、

そ
れ
で
も
、
近
年
ベ
テ
ラ
ン
と
若
手
の
比

が
増
大
し
て
い
る
印
象
が
否
定
で
き
ま
せ

ん
。
日
本
の
産
業
界
等
の
協
会
組
織
で
は
、

現
役
世
代
の
会
員
が
中
心
で
あ
り
、
運
営

事
務
局
が
専
任
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
形

の
ス
タ
ッ
フ
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る

の
が
一
般
で
す
。
し
か
し
、
東
進
会
の
よ

う
な
同
窓
会
と
い
う
組
織
で
は
、
構
造
上

そ
う
す
る
こ
と
は
困
難
で
す
。
ど
う
し
て

も
、
主
な
業
務
の
傍
ら
に
お
い
て
手
弁
当

で
活
動
す
る
役
員
、
委
員
、
会
員
に
よ
る

運
営
と
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
し
か
し
、

そ
れ
で
も
学
び
舎
を
共
有
し
た
仲
間
が
集

う
こ
と
は
意
義
が
あ
り
、
楽
し
い
こ
と
で

あ
り
、
会
員
自
身
の
本
来
業
務
に
貢
献
す

る
こ
と
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
手
弁
当

と
い
う
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
背
負
い
な

が
ら
も
、
い
つ
も
東
進
会
運
営
に
汗
を
流

し
て
下
さ
る
関
係
者
の
皆
様
に
は
感
謝
の

気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
す
。 

 

東
進
会
の
重
要
な
事
務
局
的
役
割
を
企

画
委
員
会
が
担
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で

昭
和
46
年
卒
の
小
野
幹
夫
副
会
長
を
中
心

に
、
今
後
は
昭
和
50
年
卒
花
上
克
宏
筆
頭

副
幹
事
長
が
中
心
と
な
っ
て
運
営
し
て
頂

き
ま
す
。 

 

東
進
会
の
代
表
的
な
活
動
の
一
つ
で
あ

る
謳
粋
会
は
毎
月
第
２
木
曜
日
に
欠
か
す

こ
と
な
く
開
催
さ
れ
、
本
年
３
月
14
日
で

第
２
８
１
回
目
と
な
り
ま
し
た
。
昭
和
40

年
卒
の
廣
瀬
巳
良
謳
粋
会
会
長
を
中
心
に
、

世
代
を
超
え
た
充
実
し
た
交
流
の
場
が
毎

月
継
続
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
謳
粋
会

の
幹
事
会
と
前
述
の
企
画
委
員
会
は
、
謳

粋
会
の
翌
週
、
毎
月
第
３
木
曜
日
に
開
催

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
熱
心
な
幹
事
役

員
や
会
員
の
皆
様
の
お
か
げ
で
、
し
っ
か

り
と
継
続
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

 

ま
た
毎
年
３
、
９
、
12
月
の
年
３
回
開

催
さ
れ
ま
す
ア
カ
ン
サ
ス
ク
ラ
ブ
も
、
昭

和
50
卒
花
上
克
宏
実
行
委
員
長
の
下
、
コ

ロ
ナ
禍
の
中
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
活

用
し
、
リ
モ
ー
ト
形
式
に
て
継
続
し
て
参

り
ま
し
た
。
今
年
の
３
月
７
日
に
開
催
さ

れ
ま
し
た
第
29
回
目
ア
カ
ン
サ
ス
ク
ラ
ブ

は
、
石
岡
市
の
常
陸
國
總
社
宮
の
神
主
の

平
成
９
年
卒
石
﨑
貴
比
古
さ
ん
か
ら
、
日

本
の
神
道
や
「
石
岡
の
ま
つ
り
」
な
ど
に

つ
い
て
大
変
興
味
深
い
か
つ
貴
重
な
お
話

を
伺
い
ま
し
た
。 

 

ま
た
、
土
浦
一
高
Ｏ
Ｂ
ゴ
ル
フ
会
と
は

別
に
、
東
進
会
ゴ
ル
フ
部
と
し
て
の
ゴ
ル

フ
会
も
、
昭
和
46
年
卒
小
野
幹
夫
幹
事
（
副

会
長
）
の
下
で
、
毎
年
秋
に
行
わ
れ
て
来 

ま
し
た
。 

 

そ
し
て
東
進
会
の
最
も
中
心
的
な
イ
ベ

ン
ト
が
総
会
に
な
り
ま
す
が
、
今
年
は
６

月
９
日
（
日
）
に
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

今
回
は
役
員
改
選
、
規
約
改
定
な
ど
節
目

の
年
に
な
り
ま
す
。
世
代
交
代
も
強
く
推

進
す
べ
き
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
Ｏ

Ｂ
に
よ
る
興
味
深
い
講
演
な
ど
も
用
意
さ

れ
て
お
り
ま
す
。
詳
細
は
こ
の
東
進
67
号

に
記
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
是
非
、

多
く
の
皆
様
の
ご
参
加
を
心
よ
り
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。 

 

『
令
和
６
年
度
ご
挨
拶
』 

東
進
会
会
長 

飯
塚 

哲
哉 

（
昭
和
41
年
卒
） 

第２８１回 謳粋会（令和６年３月１４日実施） 
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言
語
に
対
す
る
常
識
的
な
見
方
と
し
て
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
道
具
で
あ
る
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
私
た
ち
は
、

た
と
え
目
の
前
の
人
に
例
え
ば
日
本
語
と

い
う
言
語
で
「
き
ょ
う
も
い
い
服
着
て
る

ね
！
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
時
で
も
、
同

時
に
心
の
中
で
日
本
語
で
「
ダ
サ
い
服
だ

な
ぁ
」
な
ど
と
思
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

独
り
言
を
言
う
時
や
、
こ
れ
か
ら
の
予
定

を
考
え
る
時
も
、
言
語
を
使
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
寝
て
い
る
時
も
、
夢
の
中
の
相
手
に

対
し
て
言
語
を
使
っ
て
話
す
だ
け
で
な
く
、

夢
の
中
の
自
分
自
身
の
心
の
中
で
、「
雷
が

落
ち
そ
う
」
な
ど
と
言
語
を
使
っ
て
考
え

て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
現
実
世

界
の
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は

い
っ
さ
い
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、

言
語
と
い
う
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
と
は
無
関
係
に
存
在
し
ま
す
。 

生
成
文
法
に
よ
れ
ば
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
と
は
無
関
係
に
存
在
す
る
私
た
ち

の
言
語
は
、
そ
れ
が
何
語
で
あ
っ
て
も
、

言
語
表
現
を
作
る
た
め
の
、
共
通
の
操
作

を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
要
素
と
要

素
を
組
み
合
わ
せ
て
よ
り
大
き
な
要
素

（
ま
と
ま
り
）
を
作
っ
て
い
く
と
い
う
、

併
合
（M

e
rg

e

）
と
い
う
操
作
で
す
。
こ
の

併
合
は
、
繰
り
返
し
使
う
こ
と
で
、
無
限

の
長
さ
の
言
語
表
現
を
無
限
の
数
だ
け
生

み
出
す
（
生
成
す
る
）
こ
と
を
可
能
に
し

ま
す
。
算
術
の
足
し
算
な
ど
が
何
回
で
も

繰
り
返
し
で
き
る
の
と
同
じ
で
す
。
た
だ

し
足
し
算
と
は
違
っ
て
、
併
合
で
き
る
の

は
１
回
に
つ
き
２
つ
の
要
素
だ
け
で
、
３

つ
（
以
上
）
の
要
素
を
一
度
に
併
合
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
、
自
然

（N
a

tu
re

）
は
必
要
最
低
限
の
こ
と
し
か

し
な
い
と
い
う
、
最
少
努
力
の
原
理
（
自

然
法
則
）
に
よ
る
も
の
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
生
成
文
法
は
、
言
語
を
自

然
科
学
の
対
象
と
し
て
説
明
す
る
も
の
で

す
。
そ
も
そ
も
併
合
と
い
う
操
作
を
す
る

た
め
に
は
、
併
合
の
対
象
と
な
る
要
素
は

最
低
２
つ
必
要
で
す
が
、
３
つ
（
以
上
）

は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
、
一
度
に
２

つ
だ
け
の
要
素
の
併
合
を
繰
り
返
す
こ
と

に
よ
っ
て
、
例
え
ば
、「
水
戸
」
と
「
納
豆
」

と
「
協
会
」
と
い
う
３
つ
の
要
素
が
与
え

ら
れ
た
時
、
ま
ず
１
回
目
の
併
合
操
作
と

し
て
「
水
戸
」
と
「
納
豆
」
と
い
う
２
つ

の
要
素
を
併
合
し
「
水
戸
納
豆
」
と
い
う

１
つ
の
要
素
（
ま
と
ま
り
）
を
作
り
、
次

に
２
回
目
の
併
合
操
作
と
し
て
「
水
戸
納

豆
」
と
「
協
会
」
と
い
う
２
つ
の
要
素
を

併
合
し
て
「
「
水
戸
納
豆
」
協
会
」
と
い
う
、

〈
水
戸
納
豆
の
協
会
〉
と
い
う
意
味
の
表

現
が
で
き
ま
す
。
あ
る
い
は
、
１
回
目
の

併
合
操
作
と
し
て
「
納
豆
」
と
「
協
会
」

と
い
う
２
つ
の
要
素
を
併
合
し
「
納
豆
協

会
」
と
い
う
１
つ
の
要
素
（
ま
と
ま
り
）

を
作
り
、
次
に
２
回
目
の
併
合
操
作
と
し

て
「
水
戸
」
と
「
納
豆
協
会
」
と
い
う
２

つ
の
要
素
を
併
合
し
て
「
水
戸
「
納
豆
協

会
」
」
と
い
う
、
〈
水
戸
の
納
豆
協
会
〉
と

い
う
意
味
の
表
現
が
で
き
ま
す
。
結
果
、

「
水
戸
納
豆
協
会
」
と
い
う
、
一
見
３
つ

の
単
語
が
並
ん
だ
表
現
は
、〈
水
戸
納
豆
の

協
会
〉
と
い
う
意
味
と
、〈
水
戸
の
納
豆
協

会
〉
と
い
う
意
味
と
で
、
曖
昧
な
表
現
と

な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、「
水
戸
」
と
「
納
豆
」

と
「
協
会
」
の
３
つ
の
要
素
を
（
自
然
法

則
に
反
し
）
一
度
に
併
合
し
て
し
ま
っ
て

は
で
き
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
要
素
を
一
度

に
２
つ
ず
つ
と
い
う
、
自
然
法
則
に
か
な

っ
た
併
合
に
よ
っ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
に
は
支
障
を
き
た
す
曖
昧
な
表
現
が

生
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、

そ
も
そ
も
自
然
言
語
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
た
め
に
で
き
た
の
で
は
な
い
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
驚
く
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。 「

に
せ
」
と
「
た
ぬ
き
」
と
「
し
る
」

と
い
う
３
つ
の
要
素
が
あ
っ
た
場
合
は
、

「
た
ぬ
き
」
が
ま
ず
「
に
せ
」
と
併
合
す

る
と
「
に
せ
だ
ぬ
き
」
と
い
う
、
連
濁
を

起
こ
し
た
１
つ
の
表
現
が
で
き
、
そ
れ
に

「
し
る
」
が
さ
ら
に
併
合
す
る
と
、
「
「
に

せ
だ
ぬ
き
」
じ
る
」
と
い
う
、
さ
ら
に
連

濁
を
起
こ
し
た
、〈
に
せ
だ
ぬ
き
の
汁
〉
と

い
う
意
味
の
表
現
が
で
き
ま
す
。
一
方
、

「
た
ぬ
き
」
が
ま
ず
「
し
る
」
と
併
合
す

る
と
、「
た
ぬ
き
じ
る
」
と
い
う
、
連
濁
を

起
こ
し
た
つ
１
の
表
現
が
で
き
、
そ
れ
に

「
に
せ
」
が
併
合
す
る
と
、「
に
せ
「
た
ぬ

き
じ
る
」
」
と
い
う
、
今
度
は
新
た
な
連
濁

を
起
こ
さ
な
い
、〈
に
せ
の
た
ぬ
き
汁
〉
と

い
う
意
味
の
表
現
が
で
き
ま
す
。「
た
」
が

「
だ
」
と
連
濁
し
な
い
の
は
、
「
た
ぬ
き
」 

が
「
に
せ
」
と
併
合
し
て
い
な
い
か
ら
で

す
。「
尾
白
鷲
」
が
オ
ジ
ロ
ワ
シ
と
、
シ
が

ジ
に
連
濁
し
て
い
る
の
に
対
し
、「
紋
白
蝶
」

は
モ
ン
シ
ロ
チ
ョ
ウ
と
、
シ
が
ジ
に
連
濁

し
な
い
の
も
、
何
が
何
と
併
合
し
て
い
る

か
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

２
つ
ず
つ
の
併
合
に
よ
る
曖
昧
性
は
言

語
に
関
わ
ら
ず
遍
在
し
ま
す
。「
大
き
な
車

の
ド
ア
」、
英
語
で
はb

la
ck

 ta
x
i d

riv
e
r

、

少
し
難
し
い
で
す
が
「
警
官
は
急
い
で
逃

げ
る
泥
棒
を
追
い
か
け
た
」
等
々
、
み
な

さ
ん
も
作
っ
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

 

【
佐
野 

真
樹 

立
命
館
大
学 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
域
教
授
】 
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法
で
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佐
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真
樹
（
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50
年
卒
） 
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私
は
父
が
宮
司
を
務
め
る
常
陸
國
總
社

宮
と
い
う
神
社
に
お
い
て
神
職
と
し
て
奉

仕
し
て
い
ま
す
。
神
職
と
は
神
社
本
庁
包

括
下
の
神
社
で
働
く
神
主
の
正
式
な
呼
称

で
あ
り
、
全
国
で
約
２
万
人
が
奉
職
し
て

お
り
ま
す
。
茨
城
県
で
は
約
６
０
０
人
の

神
職
が
お
り
ま
す
。 

神
職
の
う
ち
会
社
で
言
え
ば
社
長
に
当

た
る
の
が
宮
司
で
あ
り
、
私
は
副
社
長
や

専
務
に
当
た
る
禰
宜
と
い
う
役
職
に
就
い

て
い
ま
す
。
そ
の
他
、
複
数
の
権
禰
宜
と

ア
ル
バ
イ
ト
の
巫
女
が
在
職
し
て
い
ま
す
。

神
社
本
庁
の
神
職
は
５
段
階
の
免
許
で
あ

る
「
階
位
」
と
、
年
功
序
列
に
よ
る
等
級

で
あ
る
「
身
分
」
に
よ
り
ま
す
。
袴
や
装

束
の
色
は
身
分
に
基
づ
い
て
変
わ
り
ま
す
。 

 

神
社
は
一
言
で
言
え
ば
「
神
様
の
お
屋

敷
」
な
の
で
、
神
職
は
あ
く
ま
で
脇
役
。

目
に
見
え
ぬ
神
様
と
、
氏
子
や
崇
敬
者
と

の
間
を
繋
ぐ
こ
と
を
生
業
と
す
る
た
め
、

そ
の
役
割
は
「
仲
執
り
持
ち
」
な
ど
と
も

呼
ば
れ
ま
す
。 

 

一
般
的
な
神
社
は
規
模
の
大
小
を
問
わ

ず
宗
教
法
人
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
そ
の
実
践
す
る
「
宗
教
」
は
神
社
神

道
と
呼
ば
れ
ま
す
。
天
理
教
や
生
長
の
家

と
い
っ
た
神
道
系
新
宗
教
と
大
別
さ
れ
、

神
社
本
庁
に
包
括
さ
れ
る
約
８
万
の
神
社

は
そ
の
施
設
に
な
り
ま
す
。
私
が
奉
職
す

る
常
陸
國
總
社
宮
は
そ
の
う
ち
茨
城
県
に

存
在
す
る
約
２
４
６
０
の
神
社
の
中
の
一

つ
で
す
。 

 
常
陸
國
總
社
宮
が
鎮
座
し
、
私
が
暮
ら

す
石
岡
市
は
か
つ
て
は
常
陸
国
の
国
府
が

お
か
れ
ま
し
た
。
国
府
の
長
官
に
は
様
々

な
役
割
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
最
た
る

も
の
が
、
自
分
が
統
治
す
る
国
の
様
々
な

神
々
を
大
切
に
祀
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

一
ノ
宮
鹿
島
神
宮
を
は
じ
め
国
内
の
有
力

な
神
社
に
対
す
る
巡
拝
は
、
次
第
に
国
府

に
お
け
る
遥
拝
の
祭
祀
へ
と
変
遷
し
ま
す
。

常
陸
国
の
国
府
に
お
い
て
国
内
の
あ
ら
ゆ

る
神
々
に
祈
る
こ
と
の
出
来
る
祭
場
と
し

て
創
立
さ
れ
た
の
が
、
常
陸
國
總
社
宮
で

す
。
こ
う
し
た
形
式
の
神
社
は
総
社
と
呼

ば
れ
、
全
国
に
55
社
ほ
ど
存
在
が
確
認
さ

れ
て
い
ま
す
。 

 

神
社
に
お
け
る
神
職
の
最
も
重
要
な
仕

事
と
し
て
「
祭
り
の
奉
仕
」
が
あ
り
ま
す
。

祭
り
と
は
必
ず
し
も
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の

よ
う
に
賑
や
か
な
も
の
ば
か
り
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
「
祭
」
と
い
う
漢
字

は
「
人
が
神
さ
ま
（
の
よ
う
な
目
上
の
も

の
）
に
食
物
を
献
じ
る
」
と
い
う
語
義
が

あ
り
ま
す
。
目
に
見
え
な
い
神
様
に
対
し

て
感
謝
を
捧
げ
る
儀
式
が
「
祭
り
」
の
本

質
と
言
え
ま
す
。 

そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
で
は
一
年
に
必
ず
一

度
、
最
も
大
切
な
祭
り
を
行
い
ま
す
。
こ

れ
を
「
例
祭
」
と
呼
び
、
神
社
本
庁
の
規

定
上
「
大
祭
」
と
言
う
格
式
で
行
う
た
め

「
例
大
祭
」
と
通
称
さ
れ
ま
す
。
大
祭
の

中
に
は
例
祭
の
ほ
か
に
そ
の
年
の
五
穀
豊

穣
を
祈
る
祈
年
祭
や
、
豊
作
を
感
謝
す
る

新
嘗
祭
な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

 

常
陸
國
總
社
宮
の
例
大
祭
は
通
称
「
石

岡
の
お
ま
つ
り
」
と
呼
ば
れ
る
盛
大
な
祭

礼
で
す
。
毎
年
９
月
15
日
の
10
時
か
ら
祭

典
（
式
典
）
を
行
い
、
そ
れ
に
伴
い
、
敬

老
の
日
を
最
終
日
と
す
る
三
連
休
に
賑
や

か
な
行
事
が
行
わ
れ
ま
す
。
土
曜
日
は
「
神

幸
祭
（
じ
ん
こ
う
さ
い
）
」
と
呼
ば
れ
本
殿

か
ら
祭
神
が
大
神
輿
に
乗
っ
て
街
中
へ
お

出
ま
し
に
な
り
ま
す
。
氏
子
36
町
内
の
代

表
者
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
町
内
の
幌
獅
子
は

大
神
輿
に
付
き
従
っ
て
行
列
を
組
み
ま
す
。

こ
れ
を
「
供
奉
行
列
」
と
呼
び
ま
す
。
大

神
輿
は
氏
子
の
う
ち
古
く
か
ら
あ
る
15
の

町
内
へ
一
年
交
代
で
渡
御
し
ま
す
。
当
番

に
な
る
町
内
は
「
年
番
町
」
と
呼
ば
れ
、

神
様
を
お
迎
え
す
る
仮
の
社
「
仮
殿
（
か

り
で
ん
）」
を
町
内
に
設
け
て
祭
神
を
歓
待

す
る
役
目
を
負
い
ま
す
。 

 

日
曜
日
は
「
奉
祝
祭
」
と
呼
ば
れ
、
江

戸
時
代
か
ら
続
く
神
賑
行
事
で
あ
る
奉
納

相
撲
や
、
染
谷
地
区
に
伝
わ
る
神
楽
の
奉

納
、
獅
子
や
山
車
の
大
行
列
な
ど
が
行
わ

れ
ま
す
。 

 

最
終
日
と
な
る
月
曜
日
は
「
還
幸
祭
」

と
呼
ば
れ
、
神
様
が
仮
殿
か
ら
本
殿
へ
と

戻
り
ま
す
。
大
神
輿
が
神
社
に
戻
る
と
交

通
規
制
が
解
か
れ
る
夜
中
ま
で
、
各
町
の

出
し
物
は
市
中
で
名
残
り
を
惜
し
み
ま
す
。 

 

当
神
社
の
例
大
祭
で
見
ら
れ
る
の
は
３

つ
の
出
し
物
で
す
。
そ
の
う
ち
「
幌
獅
子
」

は
石
岡
独
自
の
出
し
物
で
、
縦
横
約
60

cm
、

重
さ
約
20
～
30

kg
の
木
彫
り
の
獅
子
頭

に
幌
を
被
せ
た
屋
台
が
胴
部
と
し
て
附
属

し
、
内
部
に
囃
子
方
が
乗
り
込
ん
で
行
道

し
ま
す
。
嘉
永
７
年
（
１
８
５
４
）
の
記

録
に
見
ら
れ
る
土
橋
町
の
獅
子
舞
が
原
点

と
考
え
ら
れ
、
現
在
32
町
33
台
の
幌
獅
子

が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

２
つ
目
は
二
層
や
三
層
か
ら
な
る
江
戸

型
の
山
車
で
す
。
き
つ
ね
、
ひ
ょ
っ
と
こ
、

お
か
め
の
踊
り
や
笛
や
鉦
を
正
面
の
舞
台

で
行
い
、
太
鼓
は
側
面
で
行
い
ま
す
。
現

在
12
町
12
台
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

全
町
唯
一
の
出
し
物
が
冨
田
町
の
「
さ

さ
ら
」
で
、
一
人
立
ち
の
３
人
一
組
か
ら

な
る
三
匹
獅
子
舞
の
一
種
で
あ
り
、
大
神

輿
の
露
祓
を
務
め
て
い
ま
す
。 

 

こ
れ
ら
３
種
の
出
し
物
は
「
常
陸
國
總

社
宮
祭
礼
の
獅
子
・
山
車
・
さ
さ
ら
行
事
」

と
し
て
令
和
３
年
10
月
２
日
に
石
岡
市
指

定
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
、
最
終

的
に
は
国
指
定
を
目
指
し
て
関
係
者
が
保

護
・
継
承
活
動
に
尽
力
し
て
い
ま
す
。「
石

岡
の
お
ま
つ
り
」
の
通
称
通
り
、
旧
石
岡

地
区
の
住
民
が
総
出
で
祝
う
ほ
か
、
全
国

か
ら
観
光
客
が
訪
れ
、
令
和
５
年
は
３
日

間
で
52
万
３
千
人
を
数
え
ま
し
た
。 

 

戦
前
の
神
社
は
国
の
機
関
で
あ
っ
た
た

め
神
職
も
役
人
と
し
て
俸
給
を
得
て
い
ま

第
29
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ブ
講
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『
祭
り
が
仕
事
？
神
主
さ
ん
の
日
常
と 

「
石
岡
の
お
ま
つ
り
」』 

石
﨑  

貴
比
古
（
平
成
９
年
卒
） 
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し
た
が
、
今
日
の
神
社
は
宗
教
法
人
と
し

て
独
立
採
算
制
で
運
営
さ
れ
て
い
ま
す
。

一
般
の
企
業
と
は
異
な
る
と
は
い
え
、
多

く
の
皆
さ
ん
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
く

た
め
に
全
国
の
神
社
で
は
様
々
な
努
力
を

し
て
い
ま
す
。
私
も
常
陸
國
總
社
宮
で
仕

事
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
以
来
、
様
々
な

取
り
組
み
を
し
て
参
り
ま
し
た
。
例
え
ば

10
年
前
に
45
歳
以
下
の
若
い
氏
子
さ
ん
で

作
る
「
氏
子
青
年
ひ
た
み
ち
会
」
を
設
立

し
、
神
社
の
様
々
な
行
事
に
協
力
し
て
い

た
だ
く
体
制
を
確
立
し
ま
し
た
。
ま
た
、

石
岡
市
と
ゆ
か
り
の
あ
る
漫
画
家
の
手
塚

治
虫
さ
ん
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
実

現
し
、
お
守
り
や
絵
馬
な
ど
に
手
塚
作
品

の
イ
ラ
ス
ト
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
そ
れ

ま
で
神
社
に
関
心
が
少
な
か
っ
た
方
々
に

も
ご
参
拝
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。 

 

私
は
神
社
で
の
活
動
と
は
別
に
研
究
活

動
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
母
校
で
あ
る
東

京
外
語
大
で
博
士
号
を
得
て
以
来
、
同
大

の
特
別
研
究
員
と
し
て
、
日
本
と
イ
ン
ド

の
関
係
の
歴
史
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
て

い
ま
す
。
最
近
で
は
昨
年
国
際
学
会
で
発

表
し
た
内
容
が
、
イ
ン
ド
で
出
版
さ
れ
た

論
文
集
に
収
録
さ
れ
、
駐
日
イ
ン
ド
大
使

か
ら
献
本
を
受
け
ま
し
た
。
ま
た
仏
教
者

と
の
交
流
も
積
極
的
に
行
っ
て
お
り
、
先

日
は
浄
土
宗
広
島
青
年
教
師
会
に
お
い
て

講
演
を
行
い
ま
し
た
。 

 

同
窓
生
に
お
か
れ
ま
し
て
は
石
岡
に
お

い
で
の
際
に
は
、
常
陸
國
總
社
宮
に
お
参

り
い
た
だ
き
、
是
非
、
お
声
を
か
け
て
い

た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 

     
 

 

 

私
は
約
14
年
「
極
楽
湯
」と
い
う
ス
ー
パ
ー

銭
湯
運
営
会
社
で
Ｃ
Ｆ
Ｏ
と
い
う
財
務
の
仕

事
を
し
て
い
ま
し
た
。
金
融
機
関
や
ア
ナ
リ
ス

ト
、
株
主
と
の
窓
口
で
、
色
々
な
人
に
ビ
ジ
ネ

ス
モ
デ
ル
を
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

今
回
は
そ
の
中
で
も
「
温
浴
施
設
の
ビ
ジ

ネ
ス
モ
デ
ル
」
に
つ
い
て
、
皆
さ
ん
も
ご
興
味
が

あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
ご
説
明
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
も
し
ご
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ
け
た

ら
、
株
式
を
買
う
も
良
し
（
優
待
あ
り
東
証

２
３
４
０
、
約
４
万
円
（
２
０
２
４
年
３
月
時

点
）
）
、
お
店
に
足
を
運
ん
で
い
た
だ
く
も
良

し
で
、
身
近
に
ス
ー
パ
ー
銭
湯
を
感
じ
て
い
た

だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
の
際
は
、

競
合
と
い
わ
れ
る
他
の
お
店
に
行
っ
て
い
た
だ

い
て
も
構
い
ま
せ
ん
。
や
は
り
近
く
が
一
番
な

ん
で
す
。
是
非
ス
ー
パ
ー
銭
湯
と
い
う
の
を
肌

で
感
じ
て
も
ら
い
、
お
風
呂
に
浸
か
っ
て
、
こ
の

後
の
話
を
思
い
出
し
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で

ご
ざ
い
ま
す
。
現
代
は
一
家
に
お
風
呂
が

99
％
あ
る
中
で
、
外
の
お
風
呂
に
行
っ
て
も

ら
え
る
こ
と
は
、
や
は
り
特
別
な
空
間
の
演

出
を
期
待
さ
れ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
は
本
当
に
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。
日
本
に

生
ま
れ
た
醍
醐
味
と
し
て
、
少
し
で
も
広
い

風
呂
、
高
い
天
井
、
裸
で
外
を
歩
く
露
天
風

呂
を
堪
能
し
て
も
ら
い
、
日
々
の
ス
ト
レ
ス
解

消
、
さ
ら
に
自
分
を
解
放
（
介
抱
）
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
、
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。 

改
め
ま
し
て
、
平
成
６
年
卒
の
鈴
木
正
守

と
申
し
ま
す
。
出
身
は
取
手
の
藤
代
、
藤
代

南
中
で
ご
ざ
い
ま
す
。
部
活
は
中
学
か
ら
ソ

フ
ト
テ
ニ
ス
部
で
し
て
、
放
課
後
は
ナ
イ
タ
ー

を
点
け
る
ま
で
運
動
し
、
そ
の
後
夜
食
を
食

ら
い
、
夏
に
は
プ
ー
ル
に
飛
び
込
ん
で
、
水
球

を
楽
し
ん
だ
記
憶
が
懐
か
し
い
で
す
。
ク
ラ
ス

は
Ｅ
組
で
理
数
科
で
し
た
。
担
任
は
白
田
先

生
（
数
学
）
で
、
３
年
間
同
じ
ク
ラ
ス
で
よ
い
仲

間
に
出
会
え
ま
し
た
。 

高
校
時
代
は
ま
だ
カ
ラ
オ
ケ
が
１
曲
い
く

ら
の
課
金
の
時
で
し
て
、
米
米
Ｃ
Ｌ
Ｕ
Ｂ
（
茨

城
）
、
Ｔ
Ｍ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
、
岡
本
真
夜
、
Ｚ
Ａ

Ｒ
Ｄ
な
ど
Ｃ
Ｄ
や
Ｍ
Ｄ
で
聞
い
て
い
た
世
代
で

ご
ざ
い
ま
す
。
長
渕
剛
の「
乾
杯
」
も
こ
の
頃
、

聞
い
て
い
ま
し
た
。
Ｋ
Ａ
Ｎ
の「
愛
は
勝
つ
」
や

サ
ザ
ン
オ
ー
ル
ス
タ
ー
ズ
の「
Ｙ
ａ 

Ｙ
ａ(

あ
の
時

代
を
忘
れ
な
い)

」
は
ク
ラ
ス
皆
で
歌
い
ま
し
た
。

１
９
９
１
年
～
１
９
９
４
年
の
歌
は
こ
の
年
に

な
っ
て
も
カ
ラ
オ
ケ
で
歌
っ
て
お
り
ま
す
。 

私
は
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
、
お
風
呂
業
界

に
入
り
、
一
旦
そ
こ
を
辞
め
た
の
で
す
が
、
そ

し
て
請
わ
れ
て
ま
た
古
巣
の
お
風
呂
業
界
に

戻
っ
て
く
る
と
い
う
経
歴
が
あ
り
ま
す
。
小
さ

な
会
社
を
色
々
と
渡
り
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
よ

う
な
大
き
な
会
社
も
経
て
い
ま
す
が
、
ど
う

ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

お
風
呂
業
界
は
、
簡
単
に
説
明
し
ま
す
と

大
き
く
３
つ
に
分
け
ら
れ
ま
す
。
（
１
）
銭
湯

（
２
）
ス
ー
パ
ー
銭
湯
（
３
）
大
型
温
浴
施
設
で

す
。
複
合
的
な
の
が
通
常
な
の
で
定
義
で
き

な
い
（
未
分
化
）
の
で
す
が
、
私
な
り
の
区
分

を
い
う
と
、
何
で
も
あ
る
滞
在
時
間
が
５
時

間
程
度
と
い
う
の
が
（
３
）
大
型
温
浴
施
設
で

す
。 そ

こ
か
ら
ス
リ
ム
化
（
好
い
と
こ
取
り
）
し
た

の
が
（
２
）
ス
ー
パ
ー
銭
湯
で
し
て
、
主
に
こ
ち

ら
も
３
つ
、
①
お
風
呂
と
②
食
事
、
そ
し
て
③

マ
ッ
サ
ー
ジ
が
通
常
セ
ッ
ト
で
し
て
、
だ
い
た
い

お
風
呂
で
１
時
間
、
そ
の
他
付
帯
で
１
時
間

で
２
時
間
程
度
の
滞
在
時
間
を
イ
メ
ー
ジ
し

た
お
店
で
す
。 

最
後
（
１
）
銭
湯
は
お
風
呂
の
み
、
も
し
か

し
た
ら
小
さ
な
サ
ウ
ナ
も
つ
い
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
、
そ
し
て
だ
い
た
い
５
０
０
円
で
入
れ
る

と
い
う
お
店
で
す
。
極
楽
湯
は
（
１
）
か
ら
（
３
）

ま
で
全
部
あ
り
ま
す
。
メ
イ
ン
は「
極
楽
湯
」

の
ブ
ラ
ン
ド
で
す
が
、
こ
の
他
に
も
鶴
見
川
崎

（
神
奈
川
）
に
あ
る「
Ｒ
Ａ
Ｋ
Ｕ
Ｓ
Ｐ
Ａ
（
楽
ス
パ
）
」

の
ブ
ラ
ン
ド
で
（
３
）
の
大
型
温
浴
施
設
も
運

営
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
こ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
展
開
し
て
、
フ
ラ
ン

チ
ャ
イ
ズ
も
し
て
い
ま
す
（
高
尾
山
（
東
京
）
、

仙
台
、
大
阪
）
。
加
盟
企
業
は
鉄
道
会
社
や

上
場
会
社
と
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
投
資
額

が
大
き
い
か
ら
で
、
個
人
の
資
産
で
は
到
底
で

き
な
い
金
額
が
必
要
だ
か
ら
で
す
（
１０
億
円

以
上
） 

話
は
戻
り
ま
し
て
、
業
界
と
し
て
は
そ
れ

ぞ
れ
滞
在
時
間
が
違
う
た
め
”
お
客
様
単
価
”

も
そ
れ
に
応
じ
て
変
わ
っ
て
き
ま
す
。
例
え
ば

（
１
）
銭
湯
だ
と
５
０
０
円
程
度
の
入
館
料

に
付
帯
が
あ
ま
り
望
め
ま
せ
ん
の
で
、
１
０
０

特
別
寄
稿 

『
温
浴
施
設
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
』 

鈴
木 

正
守
（
平
成
６
年
卒
） 
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０
円
以
内
。
（
２
）
ス
ー
パ
ー
銭
湯
だ
と
御
食

事
か
マ
ッ
サ
ー
ジ
の
ど
ち
ら
か
は
利
用
す
る
方

が
多
い
為
、
１
０
０
０
～
１
４
０
０
円
。
（
３
）
大

型
温
浴
施
設
だ
と
、
食
事
を
２
回
と
付
帯
も

利
用
す
る
の
で
、
２
６
０
０
～
３
０
０
０
円
程

度
と
な
り
ま
す
。 

（
２
）
ス
ー
パ
ー
銭
湯
と
（
３
）
大
型
温
浴
施

設
の
入
館
者
数
は
実
は
、
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。

（
お
客
様
単
価
は
違
い
ま
す
）
。
そ
し
て
、
損

益
分
岐
点
で
す
が
、
固
定
費
が
か
な
り
高
い

で
す
。
そ
れ
は
、
お
客
様
が
来
て
も
来
な
く
て

も
お
湯
は
沸
か
さ
な
い
と
い
け
な
い
為
、
水
道

光
熱
費
が
地
代
並
に
売
上
高
構
成
比
を
占

め
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
の
損
益
分
岐
点
は
、

だ
い
た
い
コ
ロ
ナ
前
の
売
上
で
93
％
程
度
で
、

コ
ロ
ナ
後
は
90
％
ぐ
ら
い
ま
で
下
が
り
ま
し
た

が
、
ま
た
最
近
は
上
が
っ
て
き
て
お
り
、
現
在

は
93
％
程
度
に
ま
た
戻
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。 

新
聞
で
見
ま
し
た
が
、
リ
ン
ガ
ー
ハ
ッ
ト
（
長

崎
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
）
社
も
93
％
と
以
前
み
つ
け

ま
し
た
。
飲
食
な
の
に
な
ぜ
そ
ん
な
に
高
い
の

か
な
ぁ
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
多
分
シ
ョ
ッ
ピ
ン

グ
モ
ー
ル
み
た
い
な
所
に
出
店
す
る
と
、
地
代

（
賃
料
）
が
相
当
高
い
の
で
は
、
と
い
う
の
が
私

の
見
合
い
で
、
温
浴
施
設
の
よ
う
な
投
資
額

が
大
き
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
よ
う
に
思
い

ま
す
。 

話
は
戻
り
ま
し
て
、
固
定
費
の
主
な
内
訳

は
、
人
件
費
・
減
価
償
却
費
・
水
道
光
熱
費
・

地
代
で
し
て
、
ま
ず
こ
れ
ら
を
回
収
し
て
初

め
て
利
益
が
み
え
て
き
ま
す
。
イ
メ
ー
ジ
で

説
明
す
る
と
、
（
２
）
（
３
）
の
お
店
は
ホ
テ
ル
や

旅
館
の
よ
う
な
施
設
を
作
る
の
に
投
資
額
が

高
く
、
飲
食
店
の
よ
う
に
予
約
が
な
く
お
客

様
を
受
け
入
れ
る
施
設
な
の
で
、
お
客
様
単

価
は
そ
こ
ま
で
高
く
は
な
い
と
い
う
ポ
ジ
シ
ョ

ン
で
あ
り
ま
す
。 

こ
れ
を
経
営
す
る
の
は
簡
単
で
は
な
く
、
コ

ロ
ナ
前
は
常
に
値
下
げ
圧
力
と
、
光
熱
費
の

高
騰
で
利
益
が
で
て
も
少
し
な
の
で
苦
労
し

ま
し
た
。
そ
ん
な
お
客
様
単
価
な
の
で
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
に
よ
り
経
営
が
先
行
き
い
か

な
か
っ
た
時
は
本
当
に
ま
い
り
ま
し
た
。 

た
だ
、
こ
こ
で
デ
フ
レ
が
終
了
し
、
値
上
げ

を
お
客
様
が
許
容
し
て
い
た
だ
け
る
環
境
が
、

２
０
２
１
年
夏
頃
の
外
資
ホ
テ
ル
の
値
上
げ
を

キ
ッ
カ
ケ
に
み
ん
な
に
広
が
り
、
現
在
に
至
り

ま
す
。 

コ
ロ
ナ
前
は
10
円
値
上
げ
す
る
だ
け
で
、

他
社
が
そ
れ
を
期
に
値
下
げ
し
、
来
店
す
る

お
客
様
数
が
10
％
減
る
と
い
う
状
況
で
し
た

が
、
タ
イ
ミ
ン
グ
を
み
な
が
ら
50
円
ず
つ
あ

げ
さ
せ
て
も
ら
い
、
コ
ロ
ナ
禍
後
期
２
年
で
、

全
体
で
は
１
８
０
円
ぐ
ら
い
温
浴
単
価
は
上

が
り
ま
し
た
。
（
お
客
様
単
価
は
つ
ら
れ
て
も

っ
と
上
が
っ
て
お
り
ま
す
） 

こ
う
い
う
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
は
、
結
果
と
し

て
損
益
分
岐
点
を
超
え
た
部
分
の
利
益
は

丸
々
全
て
利
益
と
思
っ
て
い
た
だ
い
て
結
構
で

す
。
結
果
と
し
て
大
き
な
試
練
を
乗
り
越
え

た
こ
と
で
筋
肉
質
の
会
社
に
生
ま
れ
変
わ
り

ま
し
た
。 

こ
の
よ
う
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を「
装
置
産

業
」
と
言
わ
れ
ま
す
。
メ
ー
カ
ー
や
情
報
コ
ン

テ
ン
ツ
ビ
ジ
ネ
ス
に
通
じ
る
所
が
あ
り
、
他
方
、

ホ
テ
ル
や
旅
館
と
違
い
事
前
に
予
約
し
て
来

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
お
天
気
に
も
左
右
さ

れ
る
特
徴
も
あ
り
ま
す
。 

そ
し
て
、「
平
日
と
土
日
祝
日
の
変
動
」
と

「
季
節
的
変
動
」と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。 

だ
い
た
い
平
日
の
来
店
客
数
は
、
土
日
祝
日

の
６
割
ぐ
ら
い
で
す
。
（
（
２
）
ス
ー
パ
ー
銭
湯
の

場
合
） 

「
平
日
と
土
日
祝
日
の
変
動
」 

土
日
祝
日
に
来
ら
れ
る
人
の
多
く
は
い
つ
も

温
浴
施
設
が
混
ん
で
い
る
か
ら
凄
い
儲
か
っ
て

い
る
と
思
い
ガ
チ
で
す
が
、
我
々
運
営
側
は

如
何
に
平
日
を
埋
め
る
か
が
、
運
営
し
て
い

く
上
で
非
常
に
大
事
と
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、

平
日
戦
略
と
土
日
戦
略
で
異
な
る
の
で
す
が
、

平
日
の
お
客
様
は
か
な
り
の
リ
ピ
ー
タ
ー
な

の
で
、
少
し
ず
つ
積
上
げ
、
土
日
祝
日
の
お
客

様
は
家
族
連
れ
が
多
い
の
で
、
イ
ベ
ン
ト
（
お

絵
か
き
大
会
や
ゲ
ー
ム
大
会
）
や
キ
ャ
ラ
ク
タ

ー
コ
ラ
ボ
（
ポ
ケ
モ
ン
、
鬼
滅
の
刃
、
呪
術
廻

戦
、
ワ
ン
ピ
ー
ス
、
ハ
イ
キ
ュ
ー
な
ど
）
で
楽
し

さ
を
メ
イ
ン
に
演
出
し
て
い
ま
す
。
極
楽
湯
は

ど
ち
ら
か
と
い
う
と
癒
や
し
や
健
康
と
い
う

よ
り
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ
ン
ト
寄
り
の
戦
略

が
特
長
で
す
。
（
極
楽
は
極
め
て
楽
し
い
と
い

う
ニ
ュ
ア
ン
ス
） 

「
季
節
的
変
動
」 

こ
れ
は
上
述
の
平
日
と
土
日
祝
日
の
延
長
で

す
が
、
４
月
～
６
月
は
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク

し
か
長
期
休
み
が
無
い
為
、
利
益
は
そ
ん
な

に
出
ま
せ
ん
。
第
二
四
半
期
で
あ
る
７
月
～

９
月
は
夏
休
み
が
入
っ
て
い
る
た
め
、
土
日
並

の
売
上
が
連
続
し
て
出
ま
す
の
で
利
益
が
た

ま
り
ま
す
。
特
に
８
月
の
お
盆
は
繁
忙
期
で

し
て
、
社
員
総
出
と
な
り
ま
す
。
10
月
～
12

月
は
季
節
も
寒
く
な
っ
て
く
る
た
め
日
々
の

お
客
様
が
各
店
50
人
ほ
ど
増
え
る
た
め
４
月

～
６
月
よ
り
稼
ぎ
ま
す
が
、
こ
ち
ら
も
大
型

連
休
が
少
な
い
た
め
そ
れ
ほ
ど
は
稼
が
ず
、

寧
ろ
１
月
の
繁
忙
期
に
備
え
店
休
な
ど
入
れ

て
お
店
の
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
を
い
た
し
ま
す
。
１
月

～
３
月
は「
初
風
呂
」
と
言
わ
れ
、
お
盆
以
上

に
稼
ぎ
ま
す
。
だ
い
た
い
成
人
式
ま
で
が
繁

忙
期
と
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
Ｂ
ｔｏ
Ｃ
（
会

社
か
ら
個
人
へ
）
の
ビ
ジ
ネ
ス
で
す
が
、
冬
に

向
け
て
売
上
が
あ
が
っ
て
い
く
珍
し
い
傾
向
で

あ
り
ま
す
。 

最
後
に
、
温
浴
施
設
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を

ご
紹
介
さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
会
社
と
い

う
の
は
社
会
的
に
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
存

在
し
発
展
で
き
ま
す
の
で
、
目
の
前
の
お
店

や
ビ
ジ
ネ
ス
は
全
て
必
要
だ
と
言
え
ま
す
し
、

社
会
貢
献
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
た
だ
、
店

舗
運
営
の
そ
の
土
台
は
人
口
が
大
き
く
影
響

す
る
の
で
、
地
域
の
人
口
の
増
減
は
実
は
と
て

も
大
き
な
問
題
で
す
。
人
口
減
少
は
仕
方
が

な
い
の
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
店
舗
運
営
は
お

客
様
単
価
を
上
げ
、
お
客
様
数
が
減
っ
て
も

そ
の
事
業
を
継
続
、
雇
用
を
維
持
し
て
い
く

こ
と
が
今
後
大
事
な
視
点
と
な
り
ま
す
。 

皆
様
が
い
つ
も
利
用
し
て
い
る
目
の
前
に
あ

る
お
店
が
急
に
な
く
な
っ
た
ら
困
る
と
思
い

ま
す
。
そ
う
な
る
前
に「
敢
え
て
」
利
用
す
る

こ
と
で
、
自
分
の
お
住
ま
い
近
く
の
お
店
を
応

援
し
て
い
た
だ
け
る
と
地
域
も
活
性
化
し
ま

す
し
、
人
の
流
入
、
ま
た
は
流
出
を
防
ぐ
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
ネ
ッ
ト
で
の
購
入
も
い
い
の

で
す
け
れ
ど
も
、
お
風
呂
を
含
む
生
活
に
必

要
な
お
店
を
積
極
的
に
ご
利
用
し
て
い
た
だ

け
る
と
あ
り
が
た
い
な
と
思
っ
て
、
今
回
は
ご

紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。 
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１
つ
の
体
験
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
30
代
前
半
、
半
導
体
向
け
〝
光
学
検

査
装
置
〟
の
開
発
に
携
わ
っ
て
い
ま
し
た
。

半
導
体
の
製
造
で
は
微
細
な
ゴ
ミ
や
欠
陥

の
混
入
が
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
ら
の
欠

陥
を
検
出
す
る
の
が
〝
光
学
検
査
装
置
〟

で
す
。
私
が
所
属
し
て
い
た
研
究
開
発
部

門
に
、
京
都
に
あ
る
Ｈ
製
作
所
か
ら
入
社

数
年
目
２
人
の
実
習
生
が
や
っ
て
き
ま
し

た
。
「
お
も
し
ろ
お
か
し
く
」
を
社
是
と

す
る
会
社
だ
け
あ
っ
て
、
活
発
に
意
見
を

言
う
方
た
ち
で
し
た
。
あ
る
時
、
「
こ
う

い
う
実
験
を
し
続
け
る
よ
り
光
学
系
の
シ

ミ
ュ
レ
ー
タ
を
作
っ
た
方
が
、
効
率
が
上

が
る
の
で
は
な
い
か
。
」
と
意
見
し
て
き

ま
し
た
。
当
初
、
「
特
殊
な
構
造
の
光
学

系
な
の
で
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
の
開
発
な
ど

無
理
な
こ
と
だ
。
」
と
取
り
合
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
熱
心
な
彼
ら
の
話
を
〝
聴
く
〟

う
ち
に
、
い
く
つ
か
の
制
約
条
件
を
設
け

る
こ
と
で
、
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
が
作
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
の
考
え
に
至
り
ま
し
た
。

結
果
、
照
明
の
角
度
、
コ
ヒ
ー
レ
ン
シ
ー
、

捕
捉
す
る
光
束
の
位
置
、
結
像
系
そ
の
他

の
い
く
つ
か
の
パ
ラ
メ
ー
タ
を
変
え
る
こ

と
が
で
き
る
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
を
構
築
す
る

こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。
こ
の
シ
ミ
ュ
レ

ー
タ
は
、
そ
の
後
の
光
学
検
査
装
置
の
開

発
で
大
き
く
役
立
つ
も
の
で
し
た
。
ま
た
、

こ
の
シ
ミ
ュ
レ
ー
タ
を
使
っ
た
数
値
実
験

を
繰
り
返
す
中
で
、
面
白
い
現
象
に
気
づ

き
、
検
査
装
置
だ
け
で
な
く
半
導
体
露
光

装
置
を
延
命
す
る
技
術
の
一
つ
を
見
つ
け

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
こ
の
技
術
は
、

後
に
、
半
導
体
事
業
部
門
が
と
あ
る
半
導

体
メ
ー
カ
ー
群
か
ら
一
定
規
模
の
ラ
イ
セ

ン
ス
料
を
取
得
す
る
こ
と
に
繋
が
り
ま
し

た
。
あ
の
時
、
彼
ら
と
の
会
話
を
持
た
な

か
っ
た
ら
起
こ
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。 

 

な
ぜ
〝
聴
け
〟
た
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

た
だ
こ
の
体
験
は
、
当
時
、
「
こ
の
分
野
、

チ
ー
ム
の
中
で
自
分
が
一
番
わ
か
っ
て
い

る
」
と
思
っ
て
い
た
私
に
と
っ
て
大
き
な

変
化
点
と
な
り
ま
し
た
。
理
解
で
き
な
い

考
え
方
、
自
分
と
異
な
る
発
想
は
、
と
か

く
〝
外
野
の
意
見
〟
、
〝
素
人
の
思
い
付

き
〟
と
し
が
ち
で
す
。
こ
れ
ら
異
質
な
も

の
の
中
に
こ
そ
、
技
術
が
進
化
す
る
糸
口
、

ヒ
ン
ト
、
き
っ
か
け
が
あ
り
得
る
、
と
言

う
１
つ
の
事
例
だ
と
思
い
ま
す
。
侃
々

諤
々
の
議
論
を
す
る
、
と
よ
く
言
い
ま
す
。

ど
ち
ら
か
の
意
見
を
通
す
、
と
言
う
ニ
ュ

ア
ン
ス
に
捉
え
ら
れ
が
ち
だ
と
思
い
ま
す
。

「
〝
議
論
〟
に
は
、
ど
ち
ら
か
の
意
見
を

取
り
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
別

の
視
点
か
ら
見
た
ら
ど
う
見
え
る
か
を
、

〝
聴
い
て
〟
理
解
す
る
こ
と
に
こ
そ
、
よ

り
大
切
な
価
値
が
あ
る
。
そ
こ
に
進
化
の

糸
口
が
あ
り
得
る
か
ら
。
」
と
の
認
識
に

立
て
た
の
で
す
。 

 

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
の
観
点
か
ら
も
、
異

な
る
考
え
方
や
発
想
に
触
れ
た
と
き
、
そ

れ
が
理
解
し
え
な
い
と
思
え
る
も
の
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
を
〝
聴
こ
う
〟
と
す
る
姿

勢
、
柔
軟
性
が
新
た
な
価
値
を
生
む
き
っ

か
け
、
進
化
の
糸
口
に
な
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。 

 

似
た
よ
う
な
話
に
「
○
△
□
の
話
」
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
ど
こ
か
で
聞
か
れ

た
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
る

人
が
「
私
が
見
た
の
は
丸
い
形
を
し
て
い

た
。
」
と
。
別
の
人
は
「
い
や
、
違
う
よ
。

三
角
形
だ
っ
た
。
」 

ま
た
別
の
人
は
「
間

違
い
な
く
四
角
形
だ
っ
た
。
」
と
。
果
た

し
て
、
誰
の
話
が
本
当
な
の
か
、
と
い
う

話
で
す
。 

 

技
術
系
の
採
用
面
談
の
際
、
こ
の
〝
問

題
〟
を
質
問
し
て
い
た
時
期
が
有
り
ま
す
。

「
上
か
ら
見
て
○
で
、
前
か
ら
見
る
と
△
、

横
か
ら
見
る
と
□
。
そ
う
い
う
物
体
を
描

け
ま
す
か
。
」
と
。
そ
う
な
の
で
す
。
先

の
３
人
の
お
話
は
、
見
て
い
る
場
所
、
視

点
の
位
置
が
違
っ
て
い
る
の
で
す
。
視
点

の
位
置
、
つ
ま
り
見
る
方
向
が
違
っ
た
ら
、

同
じ
も
の
も
同
じ
に
は
見
え
ま
せ
ん
。
面

接
で
は
２
割
程
度
の
方
に
し
か
答
え
て
も

ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
与
え
た
時
間
が
長

い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
突
拍
子
の
な

い
問
い
か
け
に
面
食
ら
っ
た
と
い
う
こ
と

も
あ
る
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
、
あ
る
時
、

あ
る
傾
向
に
気
づ
き
ま
し
た
。
機
械
系
学

生
の
正
答
率
が
高
い
の
で
す
。
機
械
系
の

学
生
は
、
図
学
、
機
械
図
面
を
演
習
し
ま

す
。
〝
三
面
図
〟
と
言
わ
れ
る
図
面
で
す
。

「
上
か
ら
○
、
正
面
か
ら
△
、
横
か
ら
□
」

を
そ
の
ま
ま
〝
三
面
図
〟
に
書
き
落
と
す

と
、
立
体
形
状
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る

の
で
す
。 

こ
の
話
に
は
、
大
切
な
２
つ
の
観
点
が

潜
ん
で
い
る
と
思
う
の
で
す
。
「
〝
意
見

の
違
い
〟
は
、
視
点
の
違
い
、
重
要
視
し

て
い
る
観
点
の
違
い
の
ケ
ー
ス
が
あ
る
。
」

と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
、
「
こ
の
意
見
の

違
い
を
〝
つ
な
ぐ
〟
の
に
役
立
つ
〝
ツ
ー

ル
〟
が
あ
り
得
る
。
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
視
点
の
異
な
る
相
手
の
意
見
を
〝
聴
い

て
〟
理
解
す
る
た
め
に
は
、
例
え
ば
、 

〝
三
面
図
〟
の
よ
う
な
〝
つ
な
ぐ
ツ
ー
ル

〟
が
役
立
つ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
う
い

う
〝
ツ
ー
ル
〟
を
ど
れ
だ
け
持
っ
て
い
る

か
が
、
柔
軟
性
を
強
め
、
ダ
イ
バ
ー
シ
テ

ィ
を
進
め
る
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
」 

○
と
見
え
る
の
も
、
△
と
見
え
る
の
も
、

事
実
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
間
違
っ
て
い
な
い
。

た
だ
〝
断
片
〟
な
の
で
す
。
そ
れ
ら
を
〝

つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
〟
、
始
め
て
、
真
実
に

近
づ
く
。
断
片
的
な
事
実
を
主
張
し
あ
う

議
論
で
な
く
、
例
え
ば
、
「
そ
れ
が
矢
じ

り
状
の
立
体
で
あ
る
こ
と
」
を
共
有
す
る

議
論
、
そ
れ
が
〝
聴
く
〟
時
の
一
つ
の
考

え
方
な
の
か
な
、
と
思
う
次
第
で
す
。
一

度
は
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
が
事
実
で
あ
る
こ

と
を
前
提
に
し
て
み
る
、
そ
の
結
果
と
し

て
ぶ
つ
か
っ
て
い
た
意
見
の
解
決
策
が
見

え
て
く
る
、
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
よ
う

に
感
じ
ま
す
。
（
と
こ
ろ
で
、
「
○
△
□

立
体
」
と
グ
グ
る
と
、Ch

atG
PT

に
聞
く
ま 

で
も
な
く
、
こ
の
立
体
の
形
状
を
見
る
こ 

第
17
回
リ
レ
ー
放
談 

『
〝
聴
く
〟
～
進
化
の
糸
口
～
』 

野
口 

稔
（
昭
和
52
年
卒
） 
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と
が
で
き
ま
す
。
） 

次
回
は
昭
和
52
年
卒
の
矢
崎
弥
さ
ん
に

バ
ト
ン
タ
ッ
チ
し
ま
す
。 

【
略
歴
】
１
９
８
２
年
東
京
大
学
工
学
部

卒
、
㈱
日
立
製
作
所
生
産
技
術
研
究
所(

戸

塚)

に
入
社
。
半
導
体
製
造
検
査
装
置
の
開

発
に
従
事
。
93
年
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
研
究

員
。
04
年
か
ら
㈱
日
立
ハ
イ
テ
ク
。 

      
 

 

 

 

 

・日 時：  令和６年６月９日（日）  

    12:00 受付開始 

    13:00 総会 

      ・開会の挨拶 

・来賓挨拶 

・東進会会長挨拶及び議案審議  

・事業報告決算 事業計画予算 

・役員改選及び会則変更 

・閉会の挨拶 

    13:30 講演 

      『京都文化の過去・現在・未来～ 

歴史・文化財、そして観光～』 

      石川 登志夫（昭和５０年卒 京都産業大学文化学部教授） 

    14:40 懇親会 

    16:30 閉会 

・場 所： 学士会館 ２１０号室 

    千代田区神田錦町３－２８ ０３（３２９２）５９３６ 

・参加費： 10,000 円（当日の受付混雑を避けるため、極力振り込みにご協力ください ） 

・年会費：  3,000 円（総会に参加されない方）いずれも同封の振込用紙をご利用願います 

・司 会： 伊丹 牧子（平成７年卒） 

・当番幹事： 花上 克宏（昭和５０年卒）  海野 章（昭和５２年卒） 

櫻井 成一朗（昭和５５年卒）永沼   成子（昭和５５年卒） 

浅野   寛（昭和５６年卒） 鈴木 正守（平成６年卒） 
 

令和６年度 総会・懇親会のお知らせ 

【
編
集
後
記
】 

 

初
田
正
雄
先
輩
（
昭
和
41
年
卒
）
の

ご
指
導
の
下
、
会
報
「
東
進
」
第
49
号

第
50
号
の
編
集
を
、
第
51
号
か
ら
は 

自
ら
編
集
を
手
掛
け
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。 

こ
の
度
、
鈴
木
正
守
さ
ん
（
平
成
６

年
卒
）
が
、
第
68
号
以
降
を
担
当
し
て

い
た
だ
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
の

で
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
ご
報
告
申

し
上
げ
ま
す
。 

鈴
木
さ
ん
は
今
号
に
も
ご
寄
稿
い
た

だ
い
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
と
は
違

っ
た
、
新
し
い
感
覚
で
会
報
「
東
進
」

を
編
集
し
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
期
待

し
て
お
り
ま
す
。 

こ
れ
ま
で
わ
た
く
し
の
拙
い
編
集
の

会
報
「
東
進
」
を
お
読
み
い
た
だ
き
、

誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

東
進
会
の
益
々
の
発
展
と
、
総
会
が

成
功
裏
に
終
わ
り
ま
す
こ
と
を
願
っ
て

編
集
の
任
を
下
ろ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。 

 

星
川
美
代
子
（
昭
和
50
年
卒
） 

 


