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は
じ
め
に 

  

私
た
ち
荒
木
長
寿
ク
ラ
ブ
の
会
合
で
は
、
雑
談
に
入
る
と
何
時
し
か
、
若
か
り

し
頃
の
思
い
で
話
に
な
っ
て
花
が
咲
き
ま
す
。
そ
れ
は
長
寿
ク
ラ
ブ
の
人
た
ち
の

最
も
楽
し
い
ひ
と
時
で
あ
り
年
を
忘
れ
て
生
き
生
き
と
し
た
和
や
か
な
雰
囲
気

を
作
り
出
し
て
く
れ
ま
す
。 

こ
の
語
り
合
い
は
、
荒
木
の
歴
史
の
記
録
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
語
り
合
っ
て

い
る
内
容
は
、
単
な
る
思
い
出
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
か
ら
の
人
た
ち
に
は
貴
重
な

歴
史
資
料
と
な
り
、
内
容
を
理
解
し
て
も
ら
え
る
な
ら
ば
、
こ
れ
か
ら
の
荒
木
、

福
井
、
日
本
、
世
界
の
構
築
に
大
い
に
役
立
つ
こ
と
と
思
っ
て
、
此
処
に
記
録
と

し
て
残
そ
う
と
考
え
ま
し
た
。 

 

荒
木
町
の
過
去
を
眺
め
て
み
る
と
き
、
語
り
継
が
れ
ね
ば
、
と
思
う
こ
と
が
た

く
さ
ん
あ
り
ま
す
。 

そ
の
い
く
つ
か
を
此
処
に
並
べ
て
み
ま
す
と
、「
盤
持
石
（
力
石
）」「
お
寄
り
」

「
天
満
神
社
」「
荒
木
遺
跡
」「
結
い
」「
荒
木
集
落
の
分
村
問
題
」｢

荒
木
集
落
セ

ン
タ
ー｣

等
々
語
り
継
ぐ
、
あ
る
い
は
記
録
に
留
め
て
お
き
た
い
こ
と
が
多
い
こ

と
に
驚
か
さ
れ
る
。
此
処
で
は
そ
の
う
ち
の
一
つ
「
銭
太
鼓
」
に
つ
い
て
今
ま
で

の
経
験
者
の
話
や
写
真
等
の
資
料
収
集
を
始
め
、
福
井
市
教
育
委
員
会
の
平
成
二

十
三
度
「
福
井
学
」
推
進
協
力
団
体
の
指
定
を
受
け
研
究
を
進
め
、
こ
れ
を
冊
子

に
ま
と
め
ま
し
た
。 
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第 

一 

章 
 

荒
木
の
紹
介 

 
 

 

 

伝
承
芸
能
を
語
る

と
き
、
そ
の
地
区
の

環
境
と
歴
史
を
知
る

こ
と
が
、
話
を
理
解

す
る
上
で
大
い
に
役

立
ち
ま
す
。 

 
 

福
井
市
荒
木
町

は
慶
長
十
一
年
（
一

千
六
百
七
年
）
頃
の

越
前
国
絵
図
に
見
る

こ
と
が
出
来
ま
す
。
明
治
時
代
に
は
越
前
国
荒
木
村
か
ら
福
井
県
足
羽
郡
酒
生
村

荒
木
、
そ
の
後
一
時
吉
田
郡
岡
保
村
荒
木
、
ま
た
足
羽
郡
酒
生
村
荒
木
、
足
羽
郡

足
羽
村
荒
木
、
足
羽
郡
足
羽
町
荒
木
、
そ
し
て
現
在
の
福
井
市
荒
木
町
と
な
っ
て

現
在
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
弥
生
時
代
の
遺
跡
も
発
掘
さ
れ
て
そ
の
土
器
は

県
立
博
物
館
、
福
井
市
歴
史
博
物
館
、
福
井
市
埋
蔵
文
化
セ
ン
タ
ー
に
保
管
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
ま
た
福
井
市
曾
万
布
遺
跡
か
ら
は
木
簡
が
で
て
お
り
そ
こ
に
「
あ

ら
き
の
・
・
・
」
と
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。 

 

福
井
市
荒
木
町
は
、
昔
足
羽
郡
の
北
の
端
で
吉
田
郡
岡
保
村
と
接
し
て
お
り
、

南
に
足
羽
川
、
東
に
吉
野
岳
を
望
む
純
農
村
で
貧
富
の
差
は
小
さ
く
、
戸
数
は
昔

か
ら
六
十
戸
で
増
減
は
ほ
と
ん
ど

あ
り
ま
せ
ん
。 

 

昔
か
ら
荒
木
に
嫁
に
来
て
勤
ま

ら
な
い
嫁
は
ど
こ
に
行
っ
て
も
勤

ま
ら
な
い
と
云
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

近
く
に
は
仕
事
が
大
変
な
村
が
あ

り
「
あ
る
村
へ
嫁
に
行
こ
う
か
、

鉈
（
な
た
）
で
頭
を
剃
ろ
う
か
」

と
云
わ
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。 

荒
木
町
に
は
、
昔
か
ら
の
盆
踊

り
が
今
日
ま
で
続
い
て
お
り
足
羽

郡
誌
に
も
載
っ
て
い
る
ほ
ど
有
名
、

近
在
近
郷
の
若
い
善
男
善
女
の
娯

楽
の
集
い
の
場
で
も
あ
り
ま
し
た
。 
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第 

二 

章 
 

銭
太
鼓 

  

日
本
民
族
楽
器
の
一
種
で
、
形
状
は
竹
筒
の
中
に
穴
の
開
い
た
一
文
銭
を
入
れ
、

ひ
も
で
く
く
り
竹
と
銭
の
擦
れ
合
う
音
で
太
鼓
に
替
わ
る
音
を
出
し
ま
す
。
こ
の

楽
器
は
出
雲
地
方
の
民
族
的
名
物
と
し
て
唄
や
踊
り
の
伴
奏
に
用
い
ら
れ
た
も

の
で
そ
の
歴
史
は
か
な
り
古
い
時
代
か
ら
の
も
の
と
聴
い
て
い
ま
す
。 

 

出
雲
地
方
の
安
来
節
の
伴
奏
と
し
て
古
く
か
ら
銭
太
鼓
が
用
い
ら
れ
明
治
に

は
い
っ
て
か
ら
も
時
折
見
ら
れ
明
治
の
末
期
、
安
来
節
の
正
調
伴
奏
が
三
味
線
と

鼓
に
限
定
さ
れ
た
た
め
以
来
正
式
な
安
来
節
の
場
所
で
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た

の
で
す
。 

銭
太
鼓
が
目
出
度
い
座
敷
な
ど
で
安
来
節
の
余
技
と
し
て
、
盛
ん
に

な
っ
た
の
は
戦
後
の
開
放
ム
ー
ド
に
よ
り
市
民
の
要
望
が
増
し
て
き
た
か
ら
で

す
。
こ
の
地
方
独
特
の
野
趣
に
満
ち
た
手
振

り
調
子
は
、
ど
じ
ょ
う
す
く
い
や
唐
傘
踊
り

と
と
も
に
人
気
の
的
と
な
り
安
来
節
と
は
切

っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
が
で
き
て
き
ま
し
た
。 

 

現
在
で
は
、
銭
太
鼓
は
各
地
に
広
ま
り
つ
つ

あ
る
よ
う
で
す
。 
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第 

三 

章 
 

荒
木
の
銭
太
鼓
の
始
ま
り 

 

 

昭
和
三
年
、
昭
和
天
皇
即
位
の
御
大
典
の
と
き
酒
生
村
（
現
福
井
市
）
で
山
車

（
や
ま
）
を
出
し
た
り
踊
り
や
田
舎
芝
居
を
催
し
て
各
集
落
を
廻
っ
て
い
ま
し
た
。 

当
時
、
荒
木
（
現
福
井
市
荒
木
町
）
に
宮
崎
さ
ん
と
い
う
旅
芸
人
が
居
り
、
は

じ
め
五
十
嵐 

保(

現 

五
十
嵐 

貢)

さ
ん
の
家
で
世
話
に
な
り
そ
の
後
道
端
氏

の
小
屋
（
現
お
寺
の
小
屋
）
に
一
人
で
住
ん
で
居
ま
し
た
。
彼
は
若
い
頃
、
踊
り

や
田
舎
芝
居
の
旅
芸
人
と
し
て
各
地
を
廻
っ
て
い
ま
し
た
が
、
幸
い
御
大
典
の
頃

に
は
荒
木
に
戻
っ
て
居
り
ま
し
た
の
で
、
荒
木
の
婦
人
会
や
青
年
団
を
中
心
に
田

舎
芸
の
指
導
を
し
ま
し
た
。
な
お
宮
崎
さ
ん
は
銭
太
鼓
の
ほ
か
、
唄
や
、
ど
じ
ょ

う
す
く
い
、
唐
傘
お
ど
り
も
指
導
し
た
と
の
こ
と
で
す
。 

初
期
の
人
た
ち
は
、
締
め
太
鼓
（
太
鼓
の
一
種
で
胴
の
両
端
の
革
を
紐
な
ど
で

締
め
て
調
子
を
整
え
る
太
鼓
の
総
称
）
は
佐
藤 

敏
氏
、
強
力
善
太
郎
氏
、
唐
傘

踊
り
は
松
島 

渡
氏
、
唄
は
磯
野
ひ
さ
さ
ん
、
そ
の
ほ
か
平
田
小
弥
太
氏
、
五
十

嵐 

保
氏
な
ど
の
名
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
人
た
ち
が
受
継
い
で
後
継
者
を

育
て
て
い
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
次
の
世
代
、
そ
の
次
の
世
代
へ
と
受
継
が
れ
現
在

に
至
っ
て
お
り
ま
す
。 

最
初
の
唄
は
安
来
節
の
歌
詞
の
「
出
雲
」
を
「
荒
木
」
に
替
え
て 

 
 

私
の
生
ま
れ
は 

荒
木
の
生
ま
れ 

 
 

ど
う
ぞ
御
ひ
い
き
に 

 

願
い
ま
す 

 
 

荒
木
の
名
物 

 

荷
物
に
ぁ
な
ら
ぬ 

聴
い
て
お
帰
り 

 

荒
木
節 

ア
ラ 

エ
ッ
サ
ッ
サ
ー 

注 

こ
の
記
録
は
平
成
二
十
年
八
月 

磯
野
寿
美
子
さ
ん
の
話
よ
り
記
載 

 

な
お
祝
儀
や
祝
い
の
席
で
、
俄
（
に

わ
か
）（
俄
狂
言
の
略
。
素
人
が
座
敷
、

街
頭
で
行
な
っ
た
即
興
の
滑
稽
寸

劇
）
で
は
、
め
で
た
い
家
の
屋
号
や

そ
の
家
の
姓
を
、
安
來
節
の
「
出
雲
」

を
入
れ
替
え
て
祝
い
の
席
に
、
俄
自

慢
の
客
人
が
次
々
と
笑
い
と
華
を
添

え
ま
し
た
。
現
在
流
に
云
え
ば
、
宴

会
の
席
に
「
カ
ラ
オ
ケ
」
と
で
も
い

っ
た
ほ
う
が
わ
か
り
や
す
い
と
思
い

ま
す
。 
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第 

四 

章 
 

荒
木
銭
太
鼓
の
始
ま
り
の
頃 

 
 

 
昭
和
年
代
の
初
め
の
頃
、
日
本
は
満
州
に
勢
力
を
伸
ば
し
て
国
民
の
意
気
が
あ

が
っ
て
い
た
こ
ろ
で
あ
り
ま
し
た
が
、
社
会
的
に
は
失
業
者
が
多
く
な
っ
た
り
、

米
価
が
暴
落
し
た
り
社
会
的
に
は
余
り
安
定
し
た
時
代
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
農
業
社
会
も
不
況
の
中
、
自
分

た
ち
で
こ
の
不
況
を
乗
り
越
え
る

青
年
団
や
婦
人
会
の
人
た
ち
は
唄

や
芝
居
に
娯
楽
を
求
め
た
の
で
す
。 

 

大
人
の
男
性
は
軍
隊
に
召
集
さ

れ
、
農
作
物
の
増
産
に
勤
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
時
代
で
あ
り
ま
し
た
。

し
た
が
っ
て
婦
人
た
ち
も
、
農
業
の

担
い
手
と
し
て
重
労
働
に
従
事
し

な
け
れ
ば
、
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。 

 

し
か
し
酒
生
地
区
に
は
、
春
の
農

作
業
、
田
植
え
が
一
段
落
し
た
頃
、

半
夏
生
（
七
十
二
候
の
夏
至
か
ら
十

一
日
目
に
当
た
る
日
。
太
陽
暦
で
は
七
月
二
日
頃
。
梅
雨
が
明
け
田
植
え
の
終
期

と
さ
れ
る
）
の
日
に
老
人
の
敬
老
と
農
業
者
の
慰
労
を
か
ね
て
、
小
学
生
や
各
地

区
の
婦
人
会
、
青
年
会
が
歌
、
唄
、
踊
り
、
田
舎
芝
居
等
を
小
学
校
の
ス
テ
ー
ジ

で
開
催
さ
れ
ま
し
た
。 

 

し
か
し
時
代
が
進
む
に
つ

れ
て
日
本
は
「
欲
し
が
り
ま

せ
ん
勝
ま
で
は
」「
撃
ち
て
し

止
ま
ん
」
、
「
食
糧
増
産
」
を

合
言
葉
に
、
海
外
進
出
、
支

那
事
変
、
満
州
事
変
そ
し
て

昭
和
十
六
年
十
二
月
八
日
日

本
が
ア
メ
リ
カ 

ハ
ワ
イ
の

真
珠
湾
を
攻
撃
し
大
東
亜
戦

争
（
世
界
第
二
次
戦
争
）
へ

と
流
れ
て
い
き
ま
し
た
。 

 

注

 
 

破

線

(  
 

 
 

 
)

世
界
第
二
次

戦
争
に
よ
く
使
わ
れ
た
標
語

で
あ
る
が
現
在
で
は
「
死
語
」

に
近
い
。 

 

は
じ
め
は
勢
い
が
よ
か
っ
た
の
で
す
が
昭
和
十
九
年
頃
に
は
米
軍
の
空
襲
に

備
え
る
た
め
、
家
、
蔵
等
の
白
壁
は
黒
に
塗
り
替
え
、
夜
は
、
光
が
漏
れ
る
と
米

軍
の
飛
行
機
に
よ
る
空
襲
の
的
に
な
る
と
い
わ
れ
、
灯
火
管
制
で
裸
電
球
の
周
り

を
黒
い
布
で
覆
い
光
が
家
の
外
に
漏
れ
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

し
た
が
っ
て
夜
、
電
灯
の
下
で
練
習
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
ま
た

戦
時
中
、
娯
楽
や
芝
居
等
は
国
賊
（
国
の
方
針
に
従
わ
な
い
者
）
の
す
る
こ
と
と
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し
て
禁
止
さ
れ
ま
し
た
。 

 
そ
の
後
、
戦
局
は
次
第
に
悪
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
き
、
日
本
で
は
食
料
や

衣
類
、
そ
れ
に
空
襲
で
家
を
焼
か
れ
、
バ
ラ
ッ
ク
（
粗
造
の
仮
小
屋
）
住
ま
い
な

ど
物
質
的
に
も
精
神
的
に
も
娯
楽
を
求
め
る
雰
囲
気
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

昭
和
二
十
年
七
月
十
九
日
に
福
井
空
襲
、
八
月
に
は
敗
戦
を
迎
え
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
で
し
た
。 

  

第 

五 

章 
 
 

戦
後
の
銭
太
鼓 

 

 

昭
和
二
十
年
七
月
、
米
軍
に
よ
る
福
井
空
襲
で
市
内
は
焼
け
野
原
と
化
し
ま
し

た
。
そ
し
て
八
月
十
五
日
天
皇
陛
下
の
玉
音
放
送
に
よ
っ
て
、
敗
戦
の
宣
言
を
受

け
た
。
こ
れ
を
敗
戦
と
は
言
わ
ず
終
戦
と
い
う
言
葉
で
国
民
の
気
持
ち
を
紛
ら
わ

せ
ま
し
た
。 

 

こ
の
精
神
的
、
経
済
的
に
殺
伐
と
し
た
社
会
か
ら
立
ち
上
が
る
べ
き
強
い
意
欲

と
強
い
町
内
の
仲
間
、
共
同
意
識
が
、
銭
太
鼓
の
復
活
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た

の
で
す
。 

社
会
情
勢
が
不
安
定
な
と
き
に
、
銭
太
鼓
が
荒
木
に
育
っ
た
こ
と
の
意
義
に
は
、

目
を
み
は
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
当
時
の
農
作
業
の
状
態
を
無
視
し
て
は
理
解
で

き
な
い
。
終
戦
を
迎
え
た
と
は
い
え
、
戦
地
か
ら
の
引
揚
げ
は
、
思
う
よ
う
に
進

ま
ず
、
ま
だ
農
作
業
の
殆
ど
は
女
性
と
家
畜
の
み
で
あ
り
、
す
べ
て
手
作
業
と
つ

ら
い
重
労
働
で
あ
り
ま
し
た
。
田
植
え
は
、
「
結
い
」
と
い
う
し
き
た
り
で
お
互

い
に
協
力
し
合
い
共
同
作
業
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
ま
し
た
。
朝
の
五
時
頃
か
ら
午

後
の
六
時
ご
ろ
ま
で
日
の
出
前
か
ら
日
が
暮
れ
る
ま
で
の
重
労
働
で
し
た
。
そ
れ

で
も
娯
楽
を
求
め
、
夕
食
の
後
片
付
け
、
子
ど
も
を
寝
か
せ
た
あ
と
、
疲
れ
た
体

に
鞭
う
っ
て
銭
太
鼓
の
練
習
場
で
あ
る
お
寺
（
称
仏
寺
）
へ
、
遅
い
と
き
に
は
十

二
時
頃
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
し
か
し
農
村
の
朝
は
早
か
っ
た
の

で
当
時
の
婦
人
の
み
ん
な
も
大
変
で
あ
っ
た
と
同
時
に
、
見
逃
せ
な
い
の
が
、
夫
、

姑
を
は
じ
め
、
家
族
全
体
の
陰
の
協
力
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
。
今
に
し
て
思
え
ば

物
が
無
く
貧
し
い
生
活
で
あ
っ
た
当
時
だ
が
心
は
豊
か
な
時
で
も
あ
り
ま
し
た
。

終
戦
後
や
っ
と
精
神
的
に
も
、
物
質
的
に
も
ゆ
と
り
の
光
が
射
し
か
け
て
明
る
い

希
望
が
わ
い
て
き
た
と
き
、
昭
和
二
十
三
年
六
月
二
十
八
日
午
後
五
時
頃
、
（
当

時
は
サ
マ
ー
タ
イ
ム
と
い
っ
て
、
一
時
間
時
刻
を
早
め
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
現

在
の
時
刻
で
は
午
後
四
時
頃
）
）
福
井
大
震
災
が
起
こ
り
ま
し
た
。
こ
の
日
は
当

日
朝
か
ら
大
変
蒸
し
暑
く
ど
ん
よ
り
と
曇
っ
て
い
ま
し
た
。 

酒
生
小
学
校
で
は
生
徒
た
ち
が
学
習
発
表
会
（
敬
老
会
も
兼
ね
て
い
ま
し
た
）

の
練
習
の
最
中
で
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
年
は
、
地
震
で
体
育
館
は
使
用
不
能
と
な

り
、
残
念
な
が
ら
中
止
と
り
銭
太
鼓
の
出
演
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

こ
の
よ
う
に
空
襲
、
敗
戦
、
地
震
と
大
変
苦
し
い
時
代
、
す
さ
ん
だ
時
代
に
銭

太
鼓
が
大
き
な
心
の
支
え
を
果
た
し
て
く
れ
た
の
で
す
。 

 
 

注 
 

平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
一
日 

午
後 

福
井
新
聞
社
記
者 

と
自
治
会
長
（
宮
本 

亘
）
を
は
じ
め
吉
村
美
津
子
、
乗
竹
信
子
、
宮
浦 

み
さ
を
、
平
田
喜
美
恵
、
清
水
那
珂
子
、
林 

主
計
達
の
話
し
合
い
の
内
容 

を
元
に
し
ま
し
た
。 
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第 

六 

章 
 

う
ら
が
ま
ち
づ
く
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

奈
良 

明
日
香
村
と
の
交
流 

 

こ
の
精
神
的
、
経
済
的
に
も
殺
伐
た
る
社
会
か
ら
立
ち
上
が
る
べ
き
強
い
意
欲

と
強
い
町
内
の
仲
間
、
共
同
意
識
が
、
銭
太
鼓
の
復
活
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た

の
で
す
。 

戦
後
の
荒
廃
し
た
社
会
か
ら
よ
う
や
く
復
興
の
き
っ
か
け
を
掴
ん
だ
の
が
、
昭
和

二
十
七
年
、
「
福
井
復
興
博
覧
会
」
で
し
た
。
こ
の
頃
か
ら
酒
生
地
区
の
敬
老
会

が
復
活
し
銭
太
鼓
の
人
気
が
徐
々
に
元
気
を
取
り
戻
し
た
と
同
時
に
寸
劇
等
も

行
な
わ
れ
、
時
に
は
福
井
市
の
木
田
小
学
校
ま
で
出
か
け
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。 

そ
の
後
荒
木
の
婦
人
会
は
世
代
交
代
を
し
な
が
ら
、
継
続
し
一
年
ま
た
は
数
年
お

き
の
上
演
が
続
き
今
日
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。 

福
井
市
が
「
う
ら
が
ま
ち
づ
く
り
」
を
提
唱
し
て
各
地
区
の
特
色
を
生
か
し
た

活
動
や
催
し
に
よ
っ
て
活
性
化
を
図
り
ま
し
た
。
酒
生
地
区
の
「
遺
跡
」
の
再
認

識
と
各
集
落
で
そ
の
地
区
の
言
い
伝
え
や
伝
説
を
寸
劇
し
、
そ
れ
を
上
演
し
、
酒

生
寸
劇
集
を
出
版
し
ま
し
た
。
「
う
ら
が
ま
ち
づ
く
り
」
第
一
期
の
終
わ
り
に
、

福
井
と
県
外
の
地
区
と
の
全
国
交
流
を
図
る
こ
と
に
な
り
当
地
区
で
は
、
北
陸
で

最
大
と
い
わ
れ
て
い
る
古
墳
群
の
遺
跡
を
再
認
識
す
る
た
め
奈
良
県
明
日
香
村

と
の
交
流
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
で
酒
生
地
区
で
は
荒
木
町
の
「
銭
太
鼓
」
を

披
露
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
、
銭
太
鼓
の
衣
装
は
印
半
纏
（
し
る

し
ば
ん
て
ん
）（
背
中
に
屋
号
を
染
め
抜
い
た
ハ
ッ
ピ
・
法
被
）
手
拭
（
豆
絞
り
）、

前
掛
け
等
出
演
者
が
各
自
で
家
に
あ

る
も
の
を
利
用
し
て
来
ま
し
た
が
、
印

半
纏
は
日
常
使
わ
れ
る
こ
と
が
無
く

な
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
そ
の
法
被
も

だ
ん
だ
ん
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

ま
た
荒
木
の
銭
太
鼓
も
使
い
古

し
て
相
当
傷
ん
で
き
た
の
で
こ
れ
を

機
会
に
、
荒
木
町
の
自
治
会
で
新
し
く

購
入
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
し
て
平

成
一
五
年
（
二
〇
〇
四
年
）
十
月
九
、

十
日
、
酒
生
地
区
文
化
祭
の
と
き
、
明

日
香
村
か
ら
劇
団
「
時
空
」
と
「
二
弦

琴
」「
八
雲
琴
」」
の
一
行
を
迎
え
て
、
上
演
、
演
奏
を
鑑
賞
し
た
。
こ
の
と
き
酒

生
地
区
伝
統
の
「
荒
木
の
銭
太
鼓
」
を
上
演
し
好
評
を
得
た
。 

 

翌
年
、
奈
良
明
日
香
村
へ
酒
生
地
区
「
う
ら
が
ま
ち
づ
く
り
」
の
一
行
が
訪

れ
た
と
き
、
明
日
香
村
の
二
弦
琴
保
存
会
の
皆
様
か
ら
、「
銭
太
鼓
の
響
き
が
今

も
な
お
耳
に
残
っ
て
い
る
」。
明
日
香
村
の
「
二
弦
琴
」
演
奏
者
か
ら
今
後
と
も

続
け
て
い
く
よ
う
励
ま
さ
れ
ま
し
た
。
明
日
香
村
の
伝
統
芸
能
は
、
日
本
中
に

知
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
有
名
で
す
。
し
か
し
伝
承
芸
能
を
維
持
継
続
し
て
い
く

に
は
若
者
の
支
え
が
必
要
で
な
か
な
か
容
易
で
は
な
い
と
の
こ
と
で
す
。 

人
は
創
造
、
新
し
い
こ
と
を
す
る
こ
と
に
情
熱
を
燃
や
し
ま
す
が
、
今
あ
る

も
の
を
生
か
す
こ
と
も
大
変
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。
一
つ
の
こ
と
を
創
造
す
る
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の
に
は
、
大
変
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
と

協
力
が
な
け
れ
ば
出
来
る
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

さ
ら
に
そ
れ
を
継
承
し
て
行

く
事
は
創
造
と
同
じ
か
そ
れ
以

上
の
協
力
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必

要
で
す
。 

         

第 

七 

章 
 

福
井
市
よ
り
表
彰 

 

 

平
成
二
十
年
二
月
九
日 

主
催 

住
み
よ
い
福
井
・
高
志
を
創
る
協
会
共
催 

（
社
）
あ
す
の
福
井
県
を
創
る
協
会
の
「
平
成
十
九
年
度
福
井
・
高
志
地
区
ふ

る
さ
と
づ
く
り
大
会
」
が
福
井
パ
レ
ス
ホ
テ
ル
で
開
催
さ
れ
市
町
県
民
運
動
優

良
実
践
者
と
し
団
体
表
彰
を
受
け
ま
し
た
。 

次
に
そ
の
団
体
名
と
活
動
内
容
を
原
文
の
ま
ま
記
載
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

団
体
名 

 
 

荒
木
婦
人
会 

（
女
性
三
十
三
名
） 

 
 

 
 

活
動
内
容 

 

毎
週
土
曜
日
の
夜
、
荒
木
町
集
落
セ
ン
タ
ー
に
て
、
昔
か
ら
荒
木
町
に
伝
わ

る
伝
統
芸
能
で
あ
る
「
銭
太
鼓
」
の
練
習
を
行
い
、
地
区
の
祭
り
や
文
化
祭
の

席
上
に
て
披
露
し
て
い
る
。
特
に
姑
か
ら
嫁
へ
の
継
承
が
な
さ
れ
、
世
代
間
の

交
流
を
図
る
と
と
も
に
、
伝
統
芸
能
の
存
続
に
熱
心
に
取
り
組
ん
で
い
る
姿
は
、

地
区
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
模
範
と
な
る
。 
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第 

八 

章 
 

荒
木
銭
太
鼓
の
経
歴 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

昭
和
三
年
十
一
月
十
日 
 
 

 
 

御
大
典
記
念 

 
 
 

 

酒
生
小
学
校 

 

戦
後
記
録
に
残
っ
て
い
る
記
録
よ
り 

 

付
不
詳 

 
 

 
 

木
田
小
学
校 

昭
和
四
十
九
年
二
月
十
六
日 

 
 

福
井
県
民
会
館
大
ホ
ー
ル 

勤
労
青
少
年
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル 

 

昭
和
四
十
九
年
十
一
月 

 
 

 
 

足
羽
町
連
合
青
年
団
主
催
の
文
化
祭 

 
 

 
 
 

 

文
殊
小
学
校 

 

 

昭
和
五
十
四
年
十
一
月 

 

第
二
回 

高
志
農
協
婦
人
部
大
会 

 

昭
和
六
十
年
十
月
一
日 

 

荒
木
町
民
体
育
大
会 

ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン 

 

平
成
元
年
・
四
年 

 
 
 

敬
老
会 

平
成
五
年
・
平
成
七
年
・
平
成
九
年
・
平
成
十
一
年 

平
成
十
五
年
十
月
十
日 

「
す
み
た
く
な
る
ま
ち
づ
く
り
」
全
国
大
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

奈
良
県 

明
日
香
村
と
の
交
流
大
会 

 

酒
生
小
学
校 

 

平
成
十
六
年
十
二
月
四
日 

市
民
憲
章
四
十
周
年
記
念
大
会 

 

平
成
十
九
年 

 
 
 
 
 

生
き
生
き
文
化
祭
（
酒
生
地
区
）
酒
生
小
学
校 

 

平
成
二
十
年
二
月
九
日 

 

平
成
十
九
年
度 

 

「
ふ
る
さ
と
つ
く
り
大
会
」
に
お
い
て
受
賞 

 

平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
六
日
付
け
福
井
新
聞
に
紹
介 

 

そ
の
他 

日
付
不
詳
で
あ
る
が
酒
生
地
区
敬
老
会

で
は
数
年
お
き
に
繰
り
返
し
披
露 

 
 
 
 
 
 

 

  

 
 

第 

九 

章 
 

今
後
の
課
題 

  

荒
木
に
は
伝
統
行
事
と
し
て
主
な
も
の
に
「
銭
太
鼓
」
の
ほ
か
、
「
お
寄
り
」

が
あ
り
ま
す
。
「
お
寄
り
」
は
い
つ
の
頃
か
ら
か
定
か
で
な
い
が
足
羽
郡
誌
に
も

古
い
記
録
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
近
郊
の
集
落
で
は
戦
後
一
時
復
活
し
た

が
今
は
、
ほ
と
ん
ど
無
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
幸
い
荒
木
で
は
毎
年
「
八
月
二
十

日
と
決
め
て
お
り
今
日
も
な
お
継
続
さ
れ
て
い
ま
す
。
お
寄
り
は
昔
お
寺
の
お
盆
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行
事
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
近
年
で
は
お
寺
の
行
事
と
し

て
よ
り
も
盆
踊
り
、
民
踊
大
会
等
村
の
伝
統
行
事
と
し
て
受
継
が
れ
て
い
ま
す
。

近
年
で
は
、
午
後
か
ら
夜
の
お
寄
り
ま
で
の
間
に
子
ど
も
会
の
催
し
と
余
興
的
な

も
の
を
披
露
し
て
い
る
。
太
鼓
、
神
楽
、
手
品
そ
の
他
を
し
て
い
る
が
、
そ
の
中

で
、
近
郷
の
人
や
荒
木
の
皆
さ
ん
の
要
望
が
あ
る
と
銭
太
鼓
を
披
露
し
て
き
ま
し

た
。 

 

し
か
し
こ
れ
ら
の
行
事
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
に
は
、
多
く
の
問
題
が
山
積
し

て
い
ま
す
。 

 

行
事
を
維
持
し
て
い
く
に
は
、
町
民
の
意
識
と
継
続
し
て
い
く
意
欲
、
リ
ー
ダ

ー
、
人
、
そ
し
て
維
持
費
等
々
が
考
え
ら
れ
る
。
一
番
の
問
題
点
は
継
続
意
識
と

協
力
体
制
で
す
。
青
年
団
、
婦
人
会
活
動
が
近
頃
は
、
だ
ん
だ
ん
活
気
が
乏
し
く

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
生
活
の
す
べ
て
が
経
済
が
ら
み
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
よ

う
な
無
形
文
化
の
意
義
が
理
解
さ
れ
に
く
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
ま
た
そ
う
で

な
く
て
も
社
会
情
勢
、
家
庭
状
況
か
ら
や
む
を
え
ず
協
力
で
き
な
い
人
も
多
く
な

っ
て
い
ま
す
。 

 

難
し
く
考
え
る
こ
と
な
く
、
伝
統
を
守
っ
て
い
く
こ
と
は
、
社
会
へ
の
潤
滑
油

と
し
て
大
切
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

今
後
と
も
苦
難
を
乗
り
越
え
て
、
伝
統
行
事
の
継
続
に
協
力
し
、
力
を
貸
し
て

頂
き
、
心
豊
な
町
内
、
住
み
よ
い
町
内
が
い
つ
ま
で
継
承
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
て

い
る
。
年
寄
り
の
た
わ
ご
と
と
一
蹴
し
な
い
で
欲
し
い
。 

  

  

第 

十 

章 
 
 

銭
太
鼓
出
演
者
の
思
い
出 

  
 

荒
木
町 

銭 

太 

鼓 

四 

代 

荒
木
町 

 
 

清
水
那
珂
子 

 
 

 

  

お
彼
岸
の
日
の
夕
暮
れ
と
き
、
近
所
の
ふ
る
さ
と
を
愛
す
る
方
よ
り
、
銭
太
鼓

の
こ
と
を
思
い
出
し
て
書
い
て
欲
し
い
と
依
頼
さ
れ
、
文
章
な
ど
書
い
た
こ
と
の

な
い
身
で
困
り
果
て
て
い
る
と
、
「
ア
ラ
、
エ
ッ
サ
ッ
サ
ー
」
と
、
太
く
逞
し
い

母
（
前
坊
守
）
の
声
が
ど
こ
か
遠
く
か
ら
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。
「
昔
か
ら
半
夏

至
生
の
時
に
は
、
磯
野
ア
ラ
ヤ
の
オ
バ
サ
ン
が
唄
っ
て
、
坂
口
の
オ
バ
サ
ン
が
縛

り
太
鼓
で
、
酒
生
の
半
夏
至
生
は
荒
木
の
銭
太
鼓
が
大
ト
リ
を
勤
め
て
終
わ
っ
た

も
ん
や
。
忘
れ
ら
れ
な
い
う
ち
に
、
こ
ま
ど
り
会
（
姑
さ
ん
が
居
り
、
自
分
も
家

に
居
る
嫁
さ
ん
の
会
）
の
み
ん
な
で
引
き
継
い
で
や
」
と
、
言
わ
れ
、
歌
い
手
の

母
、
踊
り
手
は
母
屋
の
磯
野
さ
ん
、
銭
太
鼓
は
松
島
さ
ん
等
二
代
目
の
お
ば
ち
ゃ

ん
を
講
師
に
、
私
た
ち
は
夕
食
を
片
づ
け
、
子
供
を
寝
か
せ
て
、
夜
の
八
時
頃
よ

り
寺
の
本
堂
で
練
習
を
始
め
ま
し
た
。 

 

初
め
て
銭
太
鼓
を
持
っ
た
時
は
、
好
奇
心
か
ら
く
る
嬉
し
さ
と
、
一
抹
の
不
安

な
気
持
ち
が
入
り
混
じ
っ
て
、
そ
れ
で
も
み
な
、
本
番
ま
で
は
懸
命
に
練
習
を
重

ね
ま
し
た
。 

 
予
行
練
習
の
日
、
太
鼓
の
人
は
、
法
被
姿
に
豆
し
ぼ
り
の
手
ぬ
ぐ
い
で
、
き
り

り
と
鉢
巻
を
締
め
、
し
ぼ
り
の
帯
の
タ
ス
キ
が
け
。
踊
り
手
は
絣
の
着
物
に
赤
い

タ
ス
キ
と
ブ
ル
ー
の
前
掛
け
。
そ
れ
ぞ
れ
み
な
、
て
ん
で
ん
に
家 
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の
物
を
持
ち
寄
り
用
意
し
た
も
の
で
す
。 

 
い
よ
い
よ
当
日
、
母
の
口
上
で
幕
開
け
。
お
姑
さ
ん
よ
り
伝
授
の
坂
口
さ
ん
の

締
太
鼓
が
、
ド
ド
、
ド
ン
と
打
ち
鳴
ら
さ
れ
、
安
來
節
の
歌
が
入
る
と
、
い
よ
い

よ
銭
太
鼓
が
シ
ャ
ン
シ
ャ
ン
と
リ
ズ
ム
よ
く
響
き
渡
り
、
会
場
は
最
高
潮
。
途
中
、

太
鼓
は
仝
リ
ズ
ム
で
後
方
へ
下
が
り
、
踊
り
手
が
前
進
し
て
、
カ
ゴ
を
手
に
軽
快

に
動
く
。
次
に
又
銭
太
鼓
の
五
人
が
前
に
い
ざ
り
で
て
銭
太
鼓
を
〆
の
型
に
し
、

余
韻
を
残
し
て
最
後
を
締
め
ま
す
．
最
中
に
銭
太
鼓
が
す
る
り
と
落
ち
て
、
あ
わ

て
て
拾
っ
て
続
け
た
こ
と
も
、
今
と
な
っ
て
は
な
つ
か
し
く
楽
し
い
経
験
で
し
た
。 

 

後
日
、
農
協
の
方
か
ら
「
家
に
光
」
大
会
へ
の
場
を
依
頼
さ
れ
、
こ
の
と
き
は

み
な
一
人
前
の
芸
人
気
分
で
、
大
ホ
ー
ル
の
舞
台
で
し
た
が
、
皆
一
段
と
上
手
に

揃
っ
て
終
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

荒
木
町
銭
太
鼓
三
代
目
を
つ
と
め
た
私
達
の
メ
ン
バ
ー
は
、
今
で
は
も
う
孫
の

数
を
教
え
あ
う
お
ば
あ
さ
ん
と
な
り
、
今
は
も
う
四
代
目
の
人
達
が
Ｔ
シ
ャ
ツ
姿

で
荒
木
の
銭
太
鼓
を
引
き
継
い
で
守
っ
て
い
ま
す
。 

  

銭 

太 

鼓 

と 

私 
 
 
 
 

荒
木
町 

 
 

宮
浦
幸
子 

 

山
や
川
に
囲
ま
れ
、
自
然
豊
か
な
酒
生
地
区
の
荒
木
町
に
嫁
い
で
三
十
五
年
。

こ
の
自
治
会
に
は
、
銭
太
鼓
と
い
う
伝
統
芸
能
が
あ
る
。 

 

昭
和
三
年
の
御
大
典
（
天
皇
即
位
）
の
時
に
旅
芸
人
か
ら
教
わ
っ
た
と
い
う
か

ら
、
も
う
八
十
年
以
上
に
亘
っ
て
受
け
継
が
れ
て
き
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
度

は
途
絶
え
た
銭
太
鼓
を
婦
人
会
が
中
心
に
な
り
継
承
し
て
き
た
と
い
う
。
私
も
、

婦
人
会
に
入
会
し
て
か
ら
約
二
十
年
間
、
銭
太
鼓
に
携
わ
っ
て
き
た
。
安
来
節
の

踊
り
に
始
ま
り
、
竹
筒
を
操
る
銭
太
鼓
に
移
り
そ
の
後
、
囃
子
太
鼓
と
い
ろ
い
ろ

経
験
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
地
区
の
敬
老
会
に
出
演
す
る
為
集
落
セ
ン
タ
ー
に
集
ま

り
、
わ
き
あ
い
あ
い
と
練
習
に
励
む
姿
は
、
地
域
の
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
や
絆
を
深
め
る
源
で
あ
っ
た
と
思
う
。 

地
区
内
の
年
長
者
か
ら
若
い
世
代
へ
、
古
き
文
化
が
し
っ
か
り
と
守
ら
れ
て
い

く
伝
承
の
す
ば
ら
し
さ
を
こ
れ
か
ら
も
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

銭
太
鼓
へ
の
思
い 

 

荒
木
町 

 
 

宮
浦
知
恵
子 

  

ま
だ
若
か
り
し
頃
「
銭
太
鼓
」
に
参
加
し
て
と
頼
ま
れ
、
荒
木
町
の
伝
統
と

も
知
ら
ず
、
誘
わ
れ
る
ま
ま
の
参
加
で
し
た
。
最
初
は
絣
（
か
す
り
）
の
着
物
に

手
拭
の
姉
さ
ん
被
り
姿
で
踊
り
ま
し
た
。
踊
り
の
苦
手
な
私
に
は
、
踊
り
の
後
ろ

で
カ
シ
ャ
〳
〵
と
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
打
っ
て
い
る
銭
太
鼓
に
憧
れ
て
い
ま
し
た
。 

何
年
か
後
に
、
そ
の
私
に
も
銭
太
鼓
の
順
番
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。
初
め
て
触

れ
る
銭
太
鼓
の
感
触･

･
･

思
っ
て
い
た
よ
う
に
打
つ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

七
月
に
行
な
わ
れ
る
地
区
の
敬
老
会
に
参
加
す
る
目
的
で
、
四
月
ご
ろ
か
ら
練

習
を
始
め
ま
し
た
。
夜
、
家
事
が
終
わ
る
と
早
速
集
落
セ
ン
タ
ー
に
行
き
練
習
の
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繰
り
返
し
で
し
た
。 

で
も
「
音
が
合
わ
な
い
」「
か
ら
だ
が
後
ろ
に
反
っ
て
い
な
い
」「
廻
し
方
が
足

り
な
い
」
等
々
先
輩
か
ら
の
厳
し
い
指
導
も
あ
り
、
家
に
い
て
家
事
が
お
わ
る
と

子
供
と
一
緒
に
練
習
を
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。 

そ
し
て
、
酒
生
小
学
校
の
ス
テ
ー
ジ
で
の
初
舞
台
・
・
・
・
ド
キ
ド
キ
・
ド
キ

ド
キ･

･
･
･

緊
張
し
て
手
が
う
ま
く
動
か
な
か
っ
た
の
を
今
も
覚
え
て
い
ま
す
。
で

も
、
あ
の
感
動
は
何
時
ま
で
も
忘
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
し
ょ
う
・ 

最
初
は
、
家
に
あ
っ
た
ゴ
ワ
ゴ
ワ
で
ダ
ブ
ダ
ブ
の
ハ
ッ
ピ
（
法
被
）
を
、
袖
が

会
わ
な
い
の
で
、
袖
口
を
折
り
ま
げ
て
の
衣
装
で
と
て
も
動
き
に
く
か
っ
た
の
を

覚
え
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
衣
装
は
Ｔ
シ
ャ
ツ
姿
と
な
り
動
き
や
す
く
現
代
風
に

少
し
ず
つ
変
化
し
て
き
ま
し
た
。 

町
内
の
運
動
会
。
お
よ
り
（
現
在
で
は
盆
踊
り
）
・
県
民
会
館
で
福
井
祭
の
中

央
公
園
で
・
酒
生
遺
跡
祭
と
参
加
す
る
回
数
も
増
え
て
、
お
ま
け
に
少
し
ず
つ
度

胸
が
つ
き
、
い
い
気
分
に
・
・
・
・
特
に
奈
良
県
明
日
香
村
と
の
交
流
会
参
加
の

と
き
の
感
動
は
強
く
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。 

で
も
私
に
は
何
度
や
っ
て
も
毎
回
失
敗
は
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
と
き
、
コ
ロ
コ

ロ
と
銭
太
鼓
が
手
か
ら
離
れ
て
し
ま
い
、
と
て
も
恥
ず
か
し
い
思
い
で
し
た
が

「
あ
い
き
ょ
う
、
あ
い
き
ょ
う
」
と
拍
手
さ
れ
会
場
の
皆
さ
ん
に
励
ま
さ
れ
た
こ

と
も
思
い
出
し
ま
す
。 

そ
ん
な
私
た
ち
も
だ
ん
だ
ん
歳
を
重
ね
る
に
つ
れ
て
、
足
が
痛
い
、
ひ
ざ
や
腰

が
痛
い
手
が
上
げ
ら
れ
ん
・
・
・
・
と
参
加
意
欲
も
減
っ
て
き
ま
し
た
。
少
し
ず

つ
新
し
い
方
が
参
加
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
先
輩
と
し
て
の
思
い
は
、
昔
の
先
輩
と

同
じ
思
い
が
あ
る
の
に
気
づ
き
ま
し
た
。
荒
木
町
の
伝
統
あ
る
「
銭
太
鼓
」
は
、

婦
人
会
が
敬
老
会
の
出
し
物
に
参
加
す
る
だ
け
が
目
的
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。 

お
年
よ
り
も
子
供
も
男
も
女
も
・
・
・
・
町
民
全
体
で
受
継
ぎ
、
「
銭
太
鼓
」

大
好
き
の
人
た
ち
で
保
存
さ
れ
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

何
時
の
日
か
、
子
供
も
大
人
も
お
年
よ
り
も
、
一
緒
に
打
つ
「
銭
太
鼓
」
を
楽

し
み
に
、
夢
見
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

表
彰
式
に
参
加
し
て 

 
 
 
 

荒
木
町 

吉
村
栄
美
子 

 

こ
の
度
、
荒
木
町
婦
人
会 

の
「
銭
太
鼓
活
動
」
に
対
し
ま
し
て
「
福
井
市
ふ

る
さ
と
づ
く
り
大
会
」
に
於
い
て
市
民
運
動
優
良
団
体
と
し
て
、
福
井
市
長
よ
り

直
々
に
表
彰
を
受
け
荒
木
町
婦
人
会
の
代
表
と
し
て
大
変
に
喜
ば
し
く
、
ま
た
何

十
年
の
歴
史
あ
る
活
動
を
誇
ら
し
く
感
じ
ま
し
た
。 

 

私
も
こ
の
荒
木
町
に
嫁
ぎ
、
姑
か
ら
嫁
へ
と
築
い
て
こ
ら
れ
た
歴
史
あ
る
「
銭

太
鼓
」
に
、
微
力
な
が
ら
参
加
さ
せ
て
も
ら
い
、
地
区
の
祭
り
や
酒
生
地
区
の
文

化
祭
な
ど
で
披
露
で
き
た
こ
と
を
嬉
し
く
光
栄
に
思
い
ま
す
。 

 

荒
木
の
住
民
と
し
て
、
こ
の
伝
統
あ
る
「
銭
太
鼓
」
活
動
を
何
時
ま
で
も
世
代

交
代
の
交
流
を
深
め
な
が
ら
、
引
き
継
い
で
大
事
に
伝
統
芸
能
と
し
て
保
存
を
願

う
も
の
で
す
。 

 
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
こ
の
貴
重
な
表
彰
式
に
代
表
と
し
て
参
加
す
る
機
会
を

与
え
て
頂
い
た
事
を
感
謝
し
ま
す
。 

 
 

注 

受
賞 

 

平
成
二
十
年
二
月
九
日 

･･･

第
七
節 

参
照 
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銭
太
鼓
（
あ
ゆ
み
の
会
）
の
思
い
出 

荒
木
町 

 

松
川
圭
子 

 

荒
木
町
の
銭
太
鼓
を
「
あ
ゆ
み
の
会
」
メ
ン
バ
ー
が
、
先
輩
か
ら
教
え
て
も
ら
っ

て
始
め
た
の
は
、
酒
生
地
区
敬
老
会
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
出
演
し
た
の
が

始
ま
り
で
す
。 

も
う
三
十
五
年
ほ
ど
前
に
な
り
ま
す
が
、
当
時
「
あ
ゆ
み
の
会
」
メ
ン
バ
ー
は

保
育
園
児
を
持
つ
母
親
で
あ
り
何
事
に
も
活
発
で
若
い
力
が
あ
ふ
れ
て
い
た
も

の
で
す
。
し
か
し
、
一
度
も
先
輩
の
演
技
を
見
た
こ
と
が
無
い
と
い
う
者
も
多
く
、

銭
太
鼓
・
踊
り
・
唄
・
締
め
太
鼓
そ
れ
ぞ
れ
の
動
作
が
先
輩
達
の
よ
う
に
近
づ
く

ま
で
は
大
変
で
し
た
。 

そ
の
後
、
皆
の
努
力
で
何
年
か
の
回
数
を
重
ね
る
う
ち
に
「
荒
木
の
銭
太
鼓
を

見
な
い
と
帰
ら
れ
ん
で
の
」
と
い
う
暖
か
い
言
葉
を
か
け
て
も
ら
っ
た
と
き
の
う

れ
し
さ
、
演
技
の
最
中
に
も
ら
っ
た
大
き
な
拍
手
と
大
き
な
か
け
声
の
感
激
。
今

で
も
わ
た
し
の
耳
に
残
っ
て
お
り
ま
す
。 

が
ん
ば
り
や
の
集
ま
り
で
あ
っ
た
メ
ン
バ
ー
達
も
年
齢
と
と
も
に
身
体
の
あ

ち
こ
ち
が
思
う
よ
う
に
動
か
な
く
な
り
順
々
に
若
い
人
た
ち
の
バ
ト
ン
タ
ッ
チ

と
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

私
た
ち
「
あ
ゆ
み
の
会
」
の
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
、
敬
老
会
や
遺
跡
祭
り
、
お

よ
り
、
荒
木
町
運
動
会
そ
の
他
の
場
で
発
表
し
て
き
た
銭
太
鼓
は
、
我
が
子
の
成

長
と
と
も
に
頑
張
っ
て
き
た
今
で
は
大
切
な
思
い
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

私
と
銭
太
鼓 

荒
木
町 

 

西
村 

滋
子 

 

私
は
結
婚
し
て
か
ら
主
人
の
転
勤
に
つ
い
て
行
き
神
奈
川
県
、
大
分
県
、
石
川

県
に
住
み
ま
し
た
が
、
平
成
２
年
に
家
庭
の
事
情
で
福
井
の
主
人
の
実
家
で
暮
ら

す
こ
と
に
な
り
荒
木
に
帰
っ
て
来
ま
し
た
。 

嫁
に
来
て
か
ら
も
実
家
に
は
住
ん
だ
こ
と
は
な
く
、
何
と
な
く
不
安
で
右
も
左

も
良
く
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
感
じ
の
時
に
「
銭
太
鼓
」
に
誘
っ
て
頂
き
ま
し
た
。

「
銭
太
鼓
」
っ
て
何
か
な
と
思
い
ま
し
が
、
同
世
代
の
町
内
の
お
嫁
さ
ん
達
と
顔
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見
知
り
に
な
れ
る
と
思
い
、
あ
ま
り
深
く
考
え
な
い
で
参
加
し
ま
し
た
。
始
め
は

皆
さ
ん
の
練
習
し
て
い
る
の
を
見
て
い
た
の
で
す
が
、
「
踊
り
」
か
「
太
鼓
」
の

ど
っ
ち
を
や
り
ま
す
か
と
言
わ
れ
て
何
も
考
え
ず
に
「
銭
太
鼓
」
に
し
ま
し
た
。

後
で
聞
い
た
の
で
す
が
、
私
が
習
い
始
め
た
少
し
前
の
頃
は
最
初
踊
り
を
覚
え
て

か
ら
銭
太
鼓
に
進
む
と
い
う
順
番
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
私
が
銭
太
鼓
や
っ
て
み
て

い
つ
も
思
う
こ
と
は
一
回
一
回
が
ち
ょ
っ
と
や
そ
っ
と
で
は
う
ま
く
い
か
な
い

な
と
思
う
事
で
し
た
。
で
も
私
は
あ
の
い
つ
ま
で
も
耳
に
残
る
ト
ン
コ
ト
ン
、
ト

ン
コ
ト
ン
、
ト
ン
コ
ト
ン
と
言
う
哀
愁
を
呼
ぶ
お
囃
子
の
音
が
な
ぜ
か
私
を
呼
ん

で
い
る
よ
う
で
遠
い
懐
か
し
い
音
、
そ
し
て
子
供
の
頃
の
故
郷
の
呼
び
声
に
聞
こ

え
て
私
に
大
丈
夫
だ
よ
頑
張
れ
よ
と
言
っ
て
く
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な

ら
な
い
の
で
す
。 

 

第 

十 

一 

章 
 

銭
太
鼓
に
関
す
る
資
料
と
写
真 

 

夏
祭
り
（
酒
生
敬
老
会
）
の
と
き
、
銭
太
鼓
の
前
口
上
で
す
。 

 

「
こ
れ
よ
り
演
じ
ま
す
銭
太
鼓
は
昔
荒
木
の
在
所
に
泊
ま
っ
た
旅
芸
人
さ
ん
よ

り
教
わ
り
御
祝
儀
や
お
祭
り
の
時
に
や
ら
れ
た
芸
だ
そ
う
で
す
。
終
戦
後
酒
生
地

区
の
敬
老
会
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
に
何
か
と
云
う
こ
と
に
な
り
婦
人
会
の
人
が

教
わ
り
ま
し
た
。 

 

代
々
の
婦
人
会
の
人
に
受
継
が
れ
て
今
日
で
も
荒
木
の
銭
太
鼓
と
云
わ
れ
て

い
ま
す
。
銭
を
入
れ
た
竹
筒
で
床
を
叩
い
た
り
廻
わ
し
た
り
し
て
民
謡
の
安
木
節

の
調
子
を
取
る
の
で
す
。
皆
一
生
懸
命
練
習
し
て
お
り
ま
す
が
と
き
に
は
竹
筒
が

手
か
ら
放
れ
て
行
く
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
こ
れ
も
御
愛
嬌
の
一
つ
と
し
て
ご
覧

下
さ
れ
ば
幸
い
で
す
。 

 

で
は
こ
れ
よ
り
始
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 
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こ
の
原
稿
は 

荒
木
町
称
仏
寺 

前
坊
守 

清
水
英
子

さ
ん
「
写
真
前
列
左
か
ら
二
番
目
」
が
酒
生
公
民
館
主
事
に

渡
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

  

組
合
便
り
の
言
葉
と
写
真 

 
) 

 

磯
野
し
な
さ
ん
は
、
若
い
頃
宝
塚
少
女
歌
劇
に
お
ら
れ
た

そ
う
で
す
。 
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あ
と
が
き 

  

こ
れ
は
平
成
二
十
一
年
か
ら
平
成
二
十
四
年
の
三
月
ま
で
の
記
録
で
す
。
た
っ

た
八
十
年
の
経
過
で
こ
れ
ら
の
記
録
を
と
る
こ
と
難
し
い
こ
と
を
改
め
て
実
感

し
ま
し
た
。
つ
た
な
い
文
章
と
記
録
で
す
が
、
こ
の
研
究
を
通
し
て
婦
人
部
の
皆

さ
ん
が
あ
ら
た
め
て
伝
統
芸
能
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
け
た
こ
と
を
大
変
感

謝
し
て
お
り
ま
す
。 

 

今
後
な
ん
と
か
し
て
若
い
人
た
ち
に
伝
え
た
い
と
言
っ
て
下
さ
っ
た
人
も
お

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
を
機
会
に
で
き
る
だ
け
力
を
注
い
で
い
か
な
け
れ
ば
と
思
っ
て

お
り
ま
す
。 

 

お
わ
り
に
の
ぞ
み
、
こ
の
研
究
に
初
め
か
ら
ず
っ
と
記
録
面
で
協
力
い
た
だ
い

た
西
村
英
治
様
、
ま
た
は
げ
ま
し
編
集
の
件
で
自
宅
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
、
多

大
の
迷
惑
を
快
く
許
し
て
い
た
だ
い
た
西
村
滋
子
様
、
聞
き
取
り
や
会
合
と
研
究

の
会
計
を
担
当
し
て
い
た
だ
い
た
宮
浦
幸
子
様
、
酒
生
公
民
館
館
長
並
び
に
主
事
、

さ
ら
に
荒
木
町
民
に
感
謝
し
、
お
礼
を
申
し
あ
げ
ま
す
。 

  
 

平
成
二
十
四
年
春 

  
 

 
 
 
 
 
 

福
井
市
荒
木
町 

 
 

 
 
 
 
 
 

荒
木
銭
太
鼓
研
究
会 

 

代
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主
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