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第
三
十
九
回
総
会
を
迎
え
て

支
部
長
　
小
島
泰
義

寡

平
成
二
十
五
年
六
月
に
就
任
し
早
く
も

三
年
目
を
迎
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
｡

こ
れ
も
会
員
､
役
員
み
な
さ
ま
の
ご
協

力
の
賜
物
と
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
｡

そ
の
上
､
私
､
平
成
二
十
七
年
度
に
は

体
調
を
崩
し
皆
様
方
に
大
変
ご
迷
惑
を
か

け
ま
し
て
申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
｡

皆
様
の
温
か
い
ご
理
解
と
､
ご
協
力
に
よ

り
事
業
も
順
調
に
進
行
す
る
こ
と
が
出
来

ま
し
た
こ
と
に
対
し
衷
心
よ
り
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
｡

お
陰
様
を
も
ち
ま
し
て
体
力
も
順
調
に

回
復
に
向
か
っ
て
お
り
ま
す
｡
こ
の
よ
う

な
中
､
幹
事
長
を
は
じ
め
皆
様
方
の
ご
協

力
を
得
な
が
ら
精
一
杯
努
力
す
る

つ
も
り
で
お
り
ま
す
の
で
､
ご
支

援
賜
り
ま
す
よ
う
､
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
｡

支
部
の
活
動
に
つ
き
ま
し
て
は

｢
く
に
た
ち
さ
く
ら
ま
つ
り
｣

｢
ボ
ー
リ
ン
グ
大
会
｣
　
｢
バ
ー
ベ

キ
ユ
ウ
｣
　
｢
く
に
た
ち
市
民
ま
つ

り
｣
　
｢
ま
と
火
｣
　
｢
く
に
た
ち
ウ
オ

ー
キ
ン
グ
｣
な
ど
地
域
に
密
着
し

た
活
動
を
行
い
､
地
域
発
展
の
一

助
に
な
る
よ
う
積
極
的
に
運
営
い

た
し
て
お
り
ま
す
｡

ま
た
､
会
員
相
互
が
親
睦
を
深

め
､
楽
し
い
ひ
と
時
を
持
つ
機
会

も
必
要
で
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
｡

さ
ら
に
､
母
校
中
央
大
学
の

発
展
の
た
め
に
､
ホ
ー
ム
カ
ミ

ン
グ
デ
ー
へ
の
参
加
､
大
学
主

催
の
学
術
講
演
会
な
ど
に
積

極
的
な
支
援
を
行
っ
て
お
り

ま
す
が
､
さ
ら
な
る
母
校
発
展

の
た
め
に
は
､
学
員
が
一
つ
に

な
っ
て
大
学
関
係
者
と
の
交

流
等
の
推
進
を
図
っ
て
い
く

こ
と
も
大
切
で
あ
る
と
考
え
ま

す
｡

ま
た
､
箱
根
駅
伝
予
選
会
で
の

応
援
も
四
年
続
け
て
経
験
し
ま
し

た
が
前
回
の
本
番
の
成
績
は
十
五

位
∪
総
合
優
勝
十
四
回
と
九
十
回

の
出
場
を
誇
る
名
門
校
が
さ
び
し

い
限
り
で
ご
ざ
い
ま
す
｡
監
督
も

交
代
し
､
シ
ー
ド
を
め
ざ
し
て
今

度
こ
そ
頑
張
っ
て
い
た
だ
く
た
め
､

さ
ら
な
る
応
援
が
必
要
で
す
｡
皆

さ
ん
と
一
緒
に
盛
り
上
げ
て
い
き

た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
｡

今
後
､
母
校
中
央
大
学
が
存
す

る
地
域
支
部
の
連
合
体
と
し
て
の

三
多
摩
地
区
連
結
協
議
会
の
果
た

す
役
割
も
重
要
で
あ
り
､
近
隣
支

部
の
皆
様
と
も
連
携
を
さ
ら
に
深

め
､
積
極
的
に
交
流
を
図
っ
て
い

く
所
存
で
す
｡

国
立
白
門
会
が
例
年
開
催
す
る

行
事
等
に
多
く
の
学
員
に
参
加
い

た
だ
く
こ
と
が
会
の
発
展
に
つ
な

が
る
こ
と
と
考
え
て
お
り
ま
す
の

で
積
極
的
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま

す
よ
う
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
｡

最
後
に
会
員
各
位
の
ご
支
援
ご

協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う
重
ね
て
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
｡

平
成
二
十
七
年
度

第
三
十
八
回
定
時
総
会

平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
一
日

(
冒
)
午
後
三
時
よ
り
'
せ
き
や
ビ

ル
｢
エ
ソ
ラ
ホ
ー
ル
｣
に
て
総
会

が
開
催
さ
れ
た
｡
来
賓
と
し
て
学

員
会
か
ら
大
木
田
副
会
長
､
近
隣

支
部
か
ら
斉
藤
小
金
井
支
部
長
､

山
崎
立
川
副
支
部
長
､
栗
山
日
野

支
部
長
､
出
口
小
平
支
部
長
､
森

本
府
中
支
部
長
､
小
山
国
分
寺
支

部
長
､
山
本
国
分
寺
支
部
幹
事
長
､

他
大
学
か
ら
早
稲
田
大
学
国
立
稲

門
会
の
石
井
昌
浩
会
長
､
明
治
大

学
国
立
地
域
支
部
の
土
屋
栄
一
支

部
長
の
ご
臨
席
を
賜
り
､
重
野
顧

問
の
司
会
の
も
と
石
井
副
支
部
長

の
挨
拶
後
に
阿
部
理
事
が
議
長
に

選
出
さ
れ
た
｡
活
動
報
告
､
決
算

報
告
へ
活
動
計
画
案
へ
予
算
案
､

役
員
改
選
案
が
審
議
さ
れ
満
場
一

致
で
承
認
さ
れ
ま
し
た
｡

懇
親
会
は
平
本
副
幹
事
長
の
進

行
の
も
と
歓
談
の
輪
が
広
が
り
､

国
立
音
楽
大
学
出
身
の
女
性
奏
者

｢
ト
リ
オ
d
①
ム
ジ
ー
チ
エ
｣
に
よ
る

チ
ェ
ロ
2
+
ピ
ア
ノ
の
奏
で
る
美

し
い
名
曲
の
調
べ
に
大
い
に
盛
り

上
が
り
ま
し
た
｡
最
後
は
校
歌
と

応
援
歌
を
力
強
く
歌
い
上
げ
閉
会

と
な
り
ま
し
た
｡

石
田
進
　
記
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『
海
の
日
』
は
恒
例
の
納
涼
会

七
月
二
〇
日
　
(
海
の
日
)
､
昭
和
記
念
公

園
の
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
ガ
ー
デ
ン
で
納
涼
会

を
開
催
し
ま
し
た
｡
申
し
込
み
電
話
の
際

｢
毎
年
ご
利
用
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
｣

と
国
立
白
門
会
は
す
っ
か
り
馴
染
み
の
客

と
な
っ
て
い
ま
し
た
｡

買
い
出
し
組
は
西
立
川
駅
前
の
ス
ー
パ

ー
で
飲
み
物
を
調
達
､
会
場
係
は
駅
の
改
札

で
参
加
者
を
出
迎
え
て
会
場
に
向
か
っ
た
｡

当
会
場
は
道
具
一
式
､
さ
ら
に
食
材
も
用
意

し
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
で
若
者
グ
ル
ー

プ
に
大
人
気
｡
す
で
に
主
だ
っ
た
場
所
は
彼

ら
が
占
拠
｡
但
し
､
我
が
グ
ル
ー
プ
は
予
約

済
で
安
心
｡
当
日
は
炎
天
下
に
も
か
か
わ
ら

ず
､
新
会
員
や
会
員
の
友
人
も
遠
く
か
ら
参

加
し
て
い
た
だ
き
､
二
〇
名
が
集
ま
り
ま
し

た
｡
会
長
の
乾
杯
も
そ
こ
そ
こ
に
､
先
ず
は

冷
た
い
ビ
ー
ル
で
喉
を
う
る
お
し
ま
し
た
｡

肉
や
野
菜
を
焼
き
､
差
し
入
れ
ら
れ
た
ビ
ー

ル
･
ワ
イ
ン
･
酒
が
次
々
に
飲
み
干
さ
れ
ま

し
た
｡周

り
の
グ
ル
ー
プ
は
若
者
ば
か
り
で
､
中

高
年
の
国
立
白
門
会
が
ひ
と
き
わ
目
立
ち

ま
し
た
｡
飲
む
こ
と
に
か
け
て
は
若
い
連
中

に
引
け
を
取
ら
な
い
自
信
の
持
ち
主
ば
か

り
の
我
々
で
す
が
､
食
べ
る
量
は
寄
る
年
に

は
勝
て
ず
､
肉
や
野
菜
が
余
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
｡
隣
の
若
者
グ
ル
ー
プ
に
差
し
入
れ
た

と
こ
ろ
大
喜
び
｡
我
々
の
テ
ン
ト
に
は
｢
中

央
大
学
白
門
会
｣
の
プ
レ
ー
ト
が
結
ば
れ
て

い
た
こ
と
も
あ
り
､
｢
僕
も
中
大
卒
で
す
｣

と
名
乗
る
若
者
も
お
り
､
先
輩
､
先
輩
と
持

ち
上
げ
ら
れ
て
､
い
い
気
分
に
な
り
､
立
川

の
居
酒
屋
で
反
省
会
と
い
い
な
が
ら
散
会

と

な

り

ま

し

た

｡

　

　

　

石

井

孝

　

記

｢
秋
の
市
民
ま
つ
り
｣

平
成
二
十
七
年
｢
く
に
た
ち
市
民
ま
つ
り

は
十
一
月
三
日
(
祝
)
秋
晴
れ
の
も
と
大
学

通
り
で
開
催
さ
れ
､
国
立
白
門
会
も
例
年
通

り
出
店
し
ま
し
た
｡

白
門
会
の
ブ
ー
ス
に
は
会
員
を
は
じ
め

夫
人
､
支
援
者
ら
約
三
十
名
が
参
集
し
設
営

か
ら
物
品
の
販
売
に
い
た
る
ま
で
大
変
な

ご
協
力
を
頂
き
ま
し
た
｡
国
立
白
門
会
の
出

店
は
今
年
で
連
続
三
十
四
年
に
な
り
､
市
民

の
皆
様
に
親
し
ま
れ
て
き
ま
し
た
｡
今
年
も

磯
辺
焼
き
を
メ
イ
ン
に
会
員
か
ら
提
供
さ

れ
た
品
々
を
販
売
い
た
し
ま
し
た
｡

磯
辺
焼
き
は
餅
焼
何
十
年
の
ベ
テ
ラ
ン

先
輩
が
担
当
し
､
炭
火
で
顔
を
真
っ
赤
に
し

な
が
ら
餅
を
焼
き
上
げ
､
香
ば
し
い
醤
油
を

つ
け
て
か
ら
高
級
海
苔
を
巻
い
て
､
手
際
よ

く
透
明
パ
ッ
ク
に
三
個
詰
め
て
輪
ゴ
ム
を

か
け
て
完
成
｡
｢
い
ら
っ
し
ゃ
い
｣
　
の
掛
け

声
で
約
三
百
五
十
パ
ッ
ク
を
あ
っ
と
い
う

間
に
売
り
切
り
ま
し
た
｡

次
に
こ
れ
ま
た
名
物
の
重
野
さ
ん
の
丹

精
こ
め
た
色
鮮
や
か
な
　
｢
八
ヶ
岳
唐
辛
子
｣

も
即
､
売
切
れ
と
な
り
ま
し
た
｡

そ
し
て
毎
年
堀
田
さ
ん
が
提
供
す
る
色

と
り
ど
り
の
造
花
や
衣
類
｡
ま
た
会
員
か
ら

提
供
さ
れ
た
品
物
も
多
数
あ
り
販
売
に
弾

み
を
つ
け
ま
し
た
｡
売
上
も
ト
ー
タ
ル
で
約

十
三
万
円
と
な
り
､
大
盛
況
で
し
た
｡

｢
僕
も
卒
業
生
で
す
｣
と
我
々
の
ブ
ー
ス
に

立
ち
寄
ら
れ
､
そ
れ
を
機
に
入
会
し
た
同
窓

も
お
ら
れ
ま
す
｡
次
回
も
是
非
多
数
の
皆
さ

ん
の
参
加
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
｡

上
田
邦
雄
　
記
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｢
変
わ
ら
ぬ
街
｣

平
成
一
八
年
法
学
部
卒

佐
々
木
理
央

一
､
桜
の
あ
る
風
景

私
に
と
っ
て
､
国
立
へ
の
思
い
は
人
一
倍

強
い
｡
生
ま
れ
た
時
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で

長
年
国
立
の
駅
を
中
心
に
生
活
し
て
き
た
｡

細
か
い
こ
と
を
い
え
ば
私
の
自
宅
住
所
は

国
分
寺
市
で
あ
る
が
､
土
地
柄
､
私
と
同
じ

よ
う
に
国
分
寺
市
民
も
国
立
駅
を
利
用
し
､

国
立
と
い
う
街
に
愛
着
が
あ
る
人
も
多
い

だ
ろ
う
｡

そ
し
て
､
国
立
と
い
え
ば
桜
で
あ
る
｡

昭
和
初
期
に
開
発
さ
れ
た
国
立
大
学
通
り

は
､
当
時
殺
風
景
だ
っ
た
こ
と
か
ら
'
昭
和

八
年
､
現
明
仁
天
皇
の
誕
生
を
記
念
し
て
桜

を
植
樹
し
た
ら
し
い
｡
こ
の
植
樹
が
｢
関
屋
｣

の
初
代
関
喜
太
郎
氏
の
賜
物
で
あ
る
こ
と

は
ご
存
じ
の
通
り
で
あ
る
｡

ま
た
､
昭
和
四
二
年
に
は
､
富
士
見
台
団

地
の
完
成
に
合
わ
せ
て
建
設
さ
れ
た
新
し

い
道
路
の
両
側
に
も
桜
が
植
樹
さ
れ
る
こ

と
と
な
り
､
昭
和
五
七
年
､
公
募
に
よ
っ
て

そ
の
道
は
さ
く
ら
通
り
と
命
名
さ
れ
た
｡

私
は
､
さ
く
ら
通
り
と
命
名
さ
れ
た
昭
和

五
七
年
に
生
ま
れ
､
桜
と
と
も
に
成
長
し
て

き
た
｡
一
人
前
の
社
会
人
と
な
る
べ
く
一
時

期
は
国
立
を
離
れ
て
い
た
が
､
昨
年
立
川
へ

事
務
所
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
と
な
り
､
地
元

に
戻
っ
て
き
た
｡
以
前
の
よ
う
に
国
立
駅
を

利
用
し
'
今
年
で
三
三
歳
｡
ま
た
こ
う
し
て

桜
の
木
を
見
上
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
｡

さ
く
ら
通
り
も
､
命
名
さ
れ
て
三
三
年
｡

桜
の
木
も
近
年
樹
勢
が
弱
ま
り
､
倒
木
や
鞍

触
事
故
の
危
険
性
が
あ
る
こ
と
か
ら
植
え

替
え
が
開
始
さ
れ
て
い
る
｡

古
い
木
々
に
は
｢
お
疲
れ
さ
ま
｡
い
ま
ま

で
あ
り
が
と
う
｡
｣
､
新
し
い
木
々
に
は
｢
初

め
ま
し
て
｡
こ
れ
か
ら
は
君
た
ち
の
時
代

だ
｡
｣
　
と
伝
え
た
い
｡
そ
こ
に
は
､
こ
れ
か

ら
も
変
わ
ら
な
い
桜
の
風
景
が
あ
る
｡

二
､
三
角
屋
根
の
あ
る
風
景

国
立
の
も
う
一
つ
の
シ
ン
ボ
ル
と
い
え

ば
､
旧
国
立
駅
舎
で
あ
る
｡

旧
駅
舎
は
､
昭
和
元
年
に
開
設
さ
れ
た
赤

い
三
角
屋
根
と
白
い
壁
を
も
ち
い
た
洋
館

風
の
外
観
で
､
言
わ
ず
と
知
れ
た
国
立
の
象

徴
だ
っ
た
｡
平
成
一
八
年
に
は
､
国
立
市
の

有
形
文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
た
が
へ
同
年
中

央
線
の
高
架
化
に
伴
い
､
惜
し
ま
れ
つ
つ
解

体
さ
れ
た
｡
市
は
､
将
来
の
復
元
の
た
め
に

部
材
を
保
存
し
､
元
の
場
所
へ
の
再
築
を
目

指
し
て
い
る
｡

国
立
の
駅
と
い
え
ば
､
私
の
記
憶
の
中
に

は
あ
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
駅
舎
が
思
い

出
さ
れ
る
｡
そ
し
て
､
春
に
な
る
と
旧
駅
舎

内
で
は
､
毎
年
つ
ば
め
が
巣
を
作
っ
て
い
た
｡

駅
員
の
気
の
利
い
た
計
ら
い
で
あ
ろ
う

か
､
当
時
つ
ば
め
が
巣
を
作
り
や
す
い
よ
う

壁
に
木
が
打
ち
つ
け
ら
れ
て
お
り
､
毎
年
､

子
つ
ば
め
が
誕
生
し
､
そ
の
成
長
を
大
切
に

見
守
っ
て
き
た
｡
つ
ば
め
も
多
く
の
住
民
に

大
事
に
さ
れ
､
さ
ぞ
居
心
地
が
良
か
っ
た
で

あ
ろ
う
｡

旧
駅
舎
の
再
築
は
､
早
け
れ
ば
二
〇
一
八

年
に
は
着
工
が
始
ま
り
､
二
〇
二
〇
年
の
完

成
を
目
指
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
｡

町
の
シ
ン
ボ
ル
の
復
活
は
､
市
民
の
み
な

ら
ず
､
つ
ば
め
も
待
ち
望
ん
で
い
る
だ
ろ
う
｡

一
一
一
､
国
立
の
魅
力

国
立
の
魅
力
､
そ
れ
は
変
わ
ら
な
い
街
と

い
う
こ
と
だ
｡

確
か
に
､
植
え
替
え
中
の
桜
並
木
や
新
た
な

駅
舎
の
み
な
ら
ず
､
新
し
い
店
も
増
え
､
国

立
が
変
わ
ら
な
い
と
い
え
ば
嘘
に
な
る
｡

し
か
し
そ
-
い
っ
た
表
面
的
な
変
化
が

国
立
の
魅
力
で
は
な
い
｡

桜
並
木
を
守
る
こ
と
､
旧
駅
舎
へ
の
想
い

地
元
民
が
愛
し
た
様
々
な
風
景
や
街
並
み

は
､
今
も
地
元
民
の
こ
だ
わ
り
と
し
て
脈
々

と
受
け
継
が
れ
て
い
る
｡
街
に
は
優
し
い
音

楽
が
流
れ
､
歩
く
人
々
は
マ
ナ
ー
を
守
り
譲

り
合
い
､
手
入
れ
の
行
き
届
い
た
草
花
が
足

元
を
照
ら
し
て
い
る
｡
昔
の
姿
に
こ
だ
わ
り

凝
り
固
ま
る
の
で
は
な
く
､
変
わ
り
ゆ
く
時

に
寄
り
添
い
な
が
ら
も
へ
変
わ
ら
ず
に
あ
り

続
け
る
国
立
ら
し
さ
が
国
立
の
魅
力
だ
｡
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落
語
観
劇
と
新
宿
探
訪

阿
部
正
行

十
二
月
四
日
　
(
金
)
　
落
語
観
劇
会
を
開

催
し
'
九
名
　
(
重
野
ご
夫
妻
･
堀
田
ご
夫

妻
･
前
場
ご
夫
妻
･
石
井
氏
･
太
田
氏
･

阿
部
)
　
が
参
加
し
ま
し
た
｡
落
語
の
定
席

は
､
東
京
都
内
に
新
宿
末
広
享
､
上
野
鈴

本
､
浅
草
演
芸
ホ
ー
ル
､
池
袋
演
芸
場
が

あ
り
ま
す
｡
今
回
､
木
造
建
築
で
昔
の
寄

席
の
雰
囲
気
が
残
っ
て
い
る
新
宿
末
広
亭

を
観
劇
し
ま
し
た
｡
内
部
は
真
ん
中
が
椅

子
席
､
両
サ
イ
ド
が
畳
席
､
二
階
が
あ
る

造
り
で
す
｡

落
語
家
団
体
は
､
落
語
協
会
　
(
柳
家
市

馬
会
長
)
･
落
語
芸
術
協
会
　
(
桂
歌
丸
会

良
)
･
落
語
立
川
流
･
円
楽
一
門
会
に
分

か
れ
て
い
ま
す
｡
新
宿
末
広
亭
は
落
語
協

会
､
落
語
芸
術
協
会
の
二
派
が
持
ち
回
り

で
行
っ
て
い
ま
す
｡
毎
月
十
日
ご
と
に
上

席
､
中
庸
､
下
席
と
区
分
し
て
い
ま
す
｡

当
日
は
落
語
協
会
の
担
当
で
し
た
｡
昼
の

部
は
十
二
時
に
開
演
で
す
が
､
そ
の
前
の

十
一
時
四
十
五
分
に
前
座
が
行
い
､
終
了

は
十
六
時
三
十
分
ご
ろ
で
す
｡
夜
の
部
は

十
七
時
開
演
で
す
｡

前
座
は
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
名
前
が
掲
載
さ

れ
ま
せ
ん
｡
前
座
の
仕
事
は
楽
屋
で
の
お

茶
出
し
､
着
物
の
整
理
へ
　
高
座
　
(
舞
台
)

で
の
座
布
団
返
し
､
演
者
札
の
取
り
換
え
､

荷
物
運
び
な
ど
で
す
｡
よ
く
演
目
は
､
｢
つ

る
｣
　
(
鶴
の
名
前
の
由
来
を
ご
隠
居
さ
ん

に
聞
き
､
な
か
な
か
覚
え
ら
れ
な
い
八
五

郎
の
話
)
　
が
多
い
で
す
｡
し
か
し
真
打
の

｢
つ
る
｣
　
の
話
を
聞
く
と
技
量
の
差
が
出

て
き
ま
す
｡

演
目
も
滑
稽
噺
･
人
情
噺
･
怪
談
噺
･

芝
居
噺
が
あ
り
ま
す
｡
当
日
は
林
家
三
平

が
い
ろ
い
ろ
な
落
語
家
の
小
話
を
披
露
し

ま
し
た
が
､
テ
レ
ビ
タ
レ
ン
ト
と
し
て
見

て
い
る
の
と
違
っ
て
面
白
い
し
､
ツ
ボ
を

心
得
て
い
て
感
心
し
ま
し
た
｡
三
平
は
中

央
大
学
経
済
学
部
卒
業
生
で
す
｡

中
央
大
学
卒
業
の
国
立
白
門
会
で
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
三
遊
亭
竜
楽
さ
ん
は
､

定
席
に
出
ら
れ
な
い
の
で
ホ
ー
ル
落
語
や

独
演
会
を
行
っ
て
い
ま
す
｡
寄
席
の
給
金

は
非
常
に
安
い
で
す
｡
さ
て
本
来
落
語
の

話
は
長
い
の
で
す
が
､
寄
席
で
は
ひ
と
り

十
五
分
の
持
ち
時
間
で
す
の
で
､
落
語
は

さ
わ
り
の
部
分
だ
け
や
小
話
に
な
り
ま
す
｡

同
じ
話
で
も
話
す
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

の
流
派
　
(
三
遊
亭
･
入
船
亭
･
桂
･
古
今

亭
･
柳
家
･
金
原
亭
･
林
家
等
)
　
や
師
匠

に
よ
っ
て
同
じ
題
で
も
話
す
言
葉
が
変
わ

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
｡
昼
の
部
の
主
任
(
ト

リ
)
は
､
入
船
亭
扇
遊
さ
ん
の
｢
厩
火
事
｣
､

三
十
分
以
上
の
持
ち
時
間
が
あ
り
ま
す
｡

最
初
か
ら
最
後
ま
で
話
す
大
ネ
タ
　
(
芝

浜
･
ら
く
だ
等
)
　
や
､
毎
日
違
う
演
目
を

し
ま
す
の
で
､
数
多
く
の
ネ
タ
と
技
巧
を

持
ち
､
客
を
呼
べ
る
者
し
か
な
れ
ま
せ
ん
｡

入
場
料
は
三
千
円
､
六
十
歳
以
上
は
二

千
七
百
円
で
す
｡
昼
の
部
へ
　
夜
の
部
の
入

れ
替
え
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
落
語
以
外
に
俗

曲
･
紙
き
り
･
漫
才
･
声
色
･
奇
術
･
曲

芸
･
大
神
楽
･
漫
談
･
物
ま
ね
が
あ
り
十

八
名
前
後
が
出
演
し
ま
す
｡
一
日
遊
ぶ
に

は
安
い
金
額
だ
と
思
い
ま
す
｡

昼
の
部
を
終
了
後
､
懇
親
会
を
新
宿
二

丁
目
の
　
｢
う
お
や
一
丁
｣
　
に
移
り
､
寿
司

を
食
し
た
後
､
花
園
神
社
を
見
学
､
一
九

七
〇
年
代
は
唐
十
郎
率
い
る
紅
テ
ン
ト
を

境
内
に
張
っ
て
､
ア
ン
グ
ラ
演
劇
を
行
っ

た
場
所
で
す
｡

次
に
隣
に
あ
る
ゴ
ー
ル
デ
ン
街
を
探
索

し
ま
し
た
｡
昔
は
野
坂
昭
如
､
大
島
渚
､

赤
塚
不
二
夫
､
殿
山
泰
治
等
個
性
の
強
い

人
た
ち
が
出
入
り
し
て
お
り
､
作
家
･
演

劇
人
･
映
画
人
･
ラ
イ
タ
ー
･
お
か
ま
等

が
路
上
で
け
ん
か
が
よ
く
見
ら
れ
ま
し
た
｡

現
在
で
は
外
国
人
観
光
客
の
人
気
に
な
り
､

観
光
ス
ポ
ッ
ト
化
し
て
い
ま
す
｡
彼
ら
は

値
段
が
書
い
て
い
な
い
こ
と
や
お
通
し
の

シ
ス
テ
ム
が
理
解
で
き
な
い
こ
と
で
ト
ラ

ブ
ル
が
発
生
し
て
い
ま
す
｡
店
の
雰
囲
気

も
若
い
女
性
も
来
る
よ
う
に
な
り
変
わ
り

ま
し
た
｡
私
た
ち
の
探
訪
し
た
の
が
午
後

七
時
三
〇
分
過
ぎ
で
し
た
の
で
店
が
開
い

て
い
ま
せ
ん
｡
大
体
二
十
一
時
過
ぎ
な
い

と
営
業
し
て
い
ま
せ
ん
｡

歩
き
な
が
ら
歌
舞
伎
町
に
｡
新
宿
コ
マ

劇
場
跡
は
､
九
階
か
ら
上
が
ホ
テ
ル
に
な

っ
て
い
る
新
宿
東
宝
ビ
ル
に
変
貌
し
ま
し

た
｡
八
階
の
屋
上
に
は
ゴ
リ
ラ
の
頭
の
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
が
あ
っ
て
話
題
に
な
っ
て
い

ま
す
｡
歌
舞
伎
町
は
今
も
変
わ
ら
ず
､
い

ろ
い
ろ
怪
し
い
店
が
集
ま
っ
て
い
る
と
こ

ろ
で
呼
び
込
み
が
多
く
て
人
通
り
が
多
い

で
す
｡
私
の
学
生
時
代
は
､
歌
舞
伎
町
か

ら
御
茶
ノ
水
の
東
京
医
科
歯
科
大
学
前
ま

で
都
電
が
通
っ
て
い
た
の
で
､
朝
ま
で
飲

ん
だ
時
は
乗
っ
て
い
ま
し
た
｡

つ
づ
い
て
新
宿
西
口
の
　
｢
お
も
い
で
横

丁
｣
｡
昔
は
通
称
し
ょ
う
べ
ん
横
丁
と
言

っ
て
い
ま
し
た
｡
ト
イ
レ
が
な
く
真
ん
中

の
共
同
便
所
が
あ
る
だ
け
な
の
で
､
そ
う

呼
ん
で
い
ま
し
た
｡
当
時
は
､
ど
ん
ぶ
り

飯
の
大
と
普
通
へ
　
鯖
､
肉
じ
ゃ
が
､
フ
ラ

イ
を
選
ぶ
一
膳
飯
屋
､
定
食
屋
が
数
多
く

あ
り
､
常
連
は
学
生
や
ひ
と
り
も
の
の
労

働
者
が
多
か
っ
た
と
思
い
ま
す
｡
今
は
従

業
員
も
中
国
人
に
な
り
､
添
乗
員
が
外
国

人
を
連
れ
て
く
る
状
況
に
な
り
ま
し
た
｡

ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
た
感
じ
は
､
戦
後
の
や

み
市
の
残
照
で
し
ょ
う
か
｡
最
後
に
西
口

駅
前
で
解
散
し
ま
し
た
｡

落
語
は
心
の
な
ご
み
と
日
常
生
活
か
ら

の
解
放
､
不
夜
城
の
新
宿
か
ら
は
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
受
け
た
一
日
で
し
た
｡
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!国立白門会｢のぼり｣の作成と 

!ホームページの開設 i 

1.国立白門会ホームページを開設しました｡

http ://www. gakuinkai.com/kunitachi/

2.国立白門会メールアドレス

kunit achi@gakuinkai. com

3.国立白門会Facebook

う
お
や
一
丁

第
六
十
回
ク
リ
ー
ン
多
摩
川
の
集
い

実
行
委
員
長
丸
本
　
大

寒
の
も
ど
り
か
と
思
え
る
寒
さ
の
中
､

三
月
十
三
日
　
国
立
市
河
川
敷
グ
ラ
ン
ド

に
て
早
朝
よ
り
五
〇
〇
名
の
参
加
者
が
集

結
し
て
第
六
十
回
ク
リ
ー
ン
多
摩
川
の
集

い
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
｡

一
九
八
六
年
　
(
昭
和
六
一
年
)
　
ク
リ
ー

ン
多
摩
川
国
立
実
行
委
員
会
が
結
成
さ
れ

て
､
今
年
で
三
十
周
年
を
迎
え
､
常
時
登

録
団
体
も
二
十
七
同
体
を
数
え
､
一
般
市

民
の
参
加
も
加
え
､
他
市
か
ら
も
参
加
す

る
迄
に
成
長
し
て
き
ま
し
た
｡

結
成
前
は
､
各
団
体
が
個
別
に
､
多
摩

川
河
川
敷
の
清
掃
を
し
て
い
ま
し
た
｡
そ

の
頃
､
立
川
の
河
川
敷
で
立
川
ク
リ
ー
ン

多
摩
川
実
行
委
員
会
が
設
立
さ
れ
て
お
り

国
立
市
内
の
一
部
の
団
体
は
､
そ
ち
ら
の

催
し
に
参
加
し
て
い
ま
し
た
｡
国
立
市
に

も
あ
る
多
摩
川
を
合
同
で
清
掃
し
よ
う
と

呼
び
か
け
て
市
内
の
青
少
年
育
成
団
体
や

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
､
ガ
ー
ル
ス
カ
ウ
ト
等
､

地
元
の
自
治
会
を
含
め
協
同
し
て
清
掃
す

る
こ
と
に
し
た
の
が
始
ま
り
で
し
た
｡

ス
タ
ー
ト
時
は
十
団
体
ぐ
ら
い
で
し
た

が
､
次
々
に
参
加
団
体
が
増
え
､
清
掃
だ

け
で
は
な
く
､
自
然
観
察
も
加
え
､
野
鳥
､

野
草
の
定
期
観
察
､
更
に
は
水
質
検
査
も

子
供
達
と
行
い
へ
　
多
摩
川
の
自
然
に
関
心

を
持
っ
て
も
ら
う
企
画
を
実
施
｡
又
せ
っ

か
く
多
摩
川
の
清
掃
に
参
加
し
た
の
で
､

昼
時
に
う
ど
ん
の
給
食
を
提
供
す
る
こ
と

に
な
り
､
今
や
子
供
達
の
楽
し
み
の
一
つ

と
な
り
ま
し
た
｡

こ
の
行
事
は
'
市
の
行
事
の
一
つ
に
な

り
､
行
政
の
協
力
は
も
と
よ
り
参
加
す
る

大
人
の
団
体
の
支
援
に
よ
り
維
持
さ
れ
て

い
ま
す
｡
一
〇
〇
名
以
上
の
子
供
を
有
す

る
青
少
年
団
体
は
､
一
回
開
催
の
参
加
費

は
千
円
程
度
で
､
大
人
の
団
体
は
三
千
円

～
五
千
円
の
協
賛
金
で
成
立
っ
て
い
ま
す
｡

開
催
十
年
毎
に
活
動
報
告
文
集
の
小
冊

子
を
発
刊
し
て
い
ま
す
が
､
こ
の
費
用
の

一
部
は
､
国
立
市
文
化
ス
ポ
ー
ツ
振
興
財

団
か
ら
の
助
成
金
を
頂
戴
し
て
賄
っ
て
い

ま
す
｡こ

の
三
十
周
年
記
念
事
業
と
し
て
､
昨

年
に
は
､
多
摩
川
河
川
敷
グ
ラ
ン
ド
に
て

｢
国
立
ま
と
火
｣
　
を
国
立
ま
と
火
実
行
委

員
会
と
共
催
し
て
実
施
す
る
こ
と
が
出
来

司

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

ま
し
た
｡
今
後
と
も
こ
の
催
し
が
継
続
し

て
開
催
さ
れ
､
青
少
年
の
皆
さ
ん
の
思
い

出
と
し
て
､
心
に
残
っ
て
く
れ
る
こ
と
を

願
っ
て
い
ま
す
｡

喜
国
立
白
開
会

)

-
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中
央
大
学
学
術
講
演
会

台
湾
｢
日
本
語
族
｣
が
､
日
本
の

若
者
に
も
た
ら
す
も
の

中
央
大
学
経
済
学
部
教
授

中
川
洋
一
郎

例
年
好
評
の
中
央
大
学
主
催
学
術
講
演

会
が
､
十
月
十
八
日
　
(
日
)
　
午
後
三
時
か

ら
､
せ
き
や
ビ
ル
七
階
エ
ソ
ラ
ホ
ー
ル
に

お
い
て
市
民
参
加
で
お
こ
な
わ
れ
た
｡

演
題
は
､
『
台
湾
｢
日
本
語
族
｣
が
､
日

本
の
若
者
に
も
た
ら
す
も
の
』
で
あ
る
｡

日
本
語
族
と
は
､
聞
き
慣
れ
な
い
言
葉
で

あ
る
が
､
戦
前
日
本
が
台
湾
を
統
治
し
て

い
た
時
代
に
､
台
湾
で
生
ま
れ
日
本
の
教

育
を
受
け
た
台
湾
の
人
々
の
こ
と
で
あ
る
｡

流
暢
に
日
本
語
を
話
す
現
在
八
十
歳
以
上

の
方
々
で
､
現
役
で
ご
活
躍
し
て
い
る
方

も
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
｡
こ
の
目
､
講
演

会
場
で
全
員
に
｢
台
湾
の
歴
史
｣
許
文
龍

著
の
贈
呈
を
受
け
ま
し
た
｡

き

ょ

ふ

ん

り

ゆ

う

【
許
　
文
龍
氏
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
･

奇
美
実
業
董
事
長
(
A
B
S
樹
脂
で
世
界

一
の
企
業
)
　
八
五
歳
一
九
九
六
年
よ
り

李
登
輝
総
統
の
国
策
顧
問
､
政
府
行
政
改

革
役
､
平
成
二
五
年
秋
､
日
本
で
外
国
人

叙
勲
受
賞
　
(
旭
日
中
授
章
)
　
】

講

　

演

　

内

　

容

一
　
｢
台
湾
の
小
史
｣
　
に
つ
い
て

原
始
か
ら
近
代
ま
で
､
清
時
代
､
目
本

時
代
､
中
国
国
民
党
時
代
の
四
つ
に
分
け
へ

そ
れ
そ
れ
ぞ
れ
時
代
の
歴
史
的
事
実
を
解

説
さ
れ
た
｡
江
戸
時
代
､
台
湾
は
高
砂
国

と
呼
ば
れ
国
主
な
き
地
で
あ
っ
た
｡

一
六
〇
九
年
オ
ラ
ン
ダ
は
､
台
湾
南
部

を
占
領
し
て
か
ら
､
三
十
数
年
オ
ラ
ン
ダ

て
い
せ
い
こ
う

時
代
が
続
い
た
｡
鄭
成
功
(
一
六
〇
四
～

六
二
)
　
は
､
二
五
〇
〇
〇
人
の
兵
で
､
台

湾
の
オ
ラ
ン
ダ
人
を
駆
逐
し
た
｡
こ
の
後

二
二
年
間
の
鄭
氏
の
時
代
が
続
く
が
へ
　
新

国
家
建
設
で
は
な
く
へ
　
大
軍
を
養
う
た
め

の
軍
事
拠
点
に
す
ぎ
な
か
っ
た
｡
中
国
大

陸
で
は
､
明
が
滅
び
清
の
時
代
に
な
っ
て

も
､
台
湾
は
､
｢
海
禁
の
島
｣
　
で
あ
り
､
渡

る
こ
と
を
禁
じ
た
｢
海
外
｣
と
見
て
い
た
｡

一
八
九
五
年
､
日
清
戦
争
が
起
こ
り
､

下
関
条
約
で
台
湾
は
､
日
本
領
に
な
り
､

五
十
年
の
統
治
が
続
い
た
｡

許
文
龍
氏
は
､
こ
の
日
本
時
代
が
　
｢
台

湾
史
に
お
い
て
､
最
良
の
時
代
だ
っ
た
｣

と
述
べ
て
い
る
｡

日
本
人
が
撤
収
し
た
後
､
大
陸
か
ら
来

た
国
民
政
府
に
な
り
､
住
民
へ
の
弾
圧
と

殺
薮
を
繰
り
返
す
､
悲
惨
な
時
代
に
な
-
､

｢
二
･
二
･
八
事
件
｣
　
が
起
こ
っ
た
｡
こ

の
間
､
戒
厳
令
は
世
界
最
長
の
三
八
年
間

(
一
九
四
九
年
～
一
九
八
九
年
)
続
い
た
｡

中
川
教
授
ご
自
身
そ
の
こ
と
に
無
知
で
あ

っ
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
｡

中
川
教
授
は
こ
の
こ
と
が
き
っ
か
け
と

な
っ
て
毎
年
学
生
を
連
れ
て
台
湾
で
ゼ
ミ

合
宿
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
過
去
十
回

で
総
勢
一
三
〇
人
の
中
大
生
と
訪
台
さ
れ

て
い
る
と
い
う
｡

二
　
台
湾
を
通
し
て
世
界
,
日
本
,

自
分
自
身
を
理
解
す
る

こ
こ
で
は
､
列
強
諸
国
に
翻
弄
さ
れ
た

台
湾
､
シ
ナ
大
陸
に
お
け
る
　
｢
中
国
｣
　
と

の
地
理
的
･
歴
史
的
特
異
性
｡
そ
し
て
､

日
本
統
治
の
評
価
　
｢
日
本
と
は
何
か
｣
　
と

い
う
問
い
か
け
に
解
説
さ
れ
た
｡

台
湾
農
民
は
'
オ
ラ
ン
ダ
時
代
か
ら
搾

取
さ
れ
る
農
民
の
ま
ま
で
あ
っ
た
｡
日
本

の
統
治
時
代
　
｢
日
本
と
は
何
か
｣
　
を
考
え

る
｡
そ
こ
か
ら
､
日
本
の
本
質
が
見
え
て

く
る
｡
ま
た
､
台
湾
人
と
中
国
人
の
本
質

的
違
い
は
､
｢
公
｣
と
い
う
観
念
の
有
無
で

あ
る
と
も
述
べ
て
み
た
い
｡

次
に
､
会
場
で
頂
い
た
許
文
龍
著
　
｢
台

湾
の
歴
史
｣
(
二
〇
二
一
年
四
月
修
改
訂
版
)

の
一
部
を
要
約
し
て
述
べ
る
｡

一
統
治
前
は
､
社
会
不
安
､
飢
餓
な
ど

で
､
土
匪
　
(
強
盗
)
　
が
多
く
自
衛
し
た

が
､
統
治
後
は
､
社
会
が
安
定
し
､
そ

の
必
要
が
な
く
な
っ
た
｡

二
　
欧
州
型
統
治
は
､
搾
取
す
る
型
(
ス
ペ

イ
ン
)
な
ど
だ
が
､
日
本
は
､
技
資
型
で

膨
大
な
人
力
､
資
材
を
イ
ン
フ
ラ
の
整

備
等
に
つ
ぎ
込
ん
だ
｡
更
に
一
流
の
人

材
(
後
藤
新
平
他
)
を
台
湾
に
大
勢
つ
ぎ

込
ん
で
､
台
湾
経
済
発
展
に
大
き
く
寄

与
し
た
｡

三
　
総
督
は
､
文
人
総
督
が
多
く
､
綿
密

な
地
積
･
人
口
調
査
､
更
に
経
済
法
､

行
政
法
等
の
整
備
を
お
こ
な
っ
た
｡

四
　
台
湾
銀
行
を
設
立
｡
調
査
を
元
に
主

幹
産
業
､
精
糖
を
は
じ
め
港
湾
､
発
電

等
の
基
礎
イ
ン
フ
ラ
の
整
備
｡
更
に
農

業
､
水
産
､
林
業
､
鉄
道
の
整
備
･

充
実
を
は
か
っ
た
｡

五
　
保
健
衛
生
及
び
病
院
の
充
実
｡
当
時

台
湾
に
は
､
マ
ラ
リ
ア
､
赤
痢
等
伝
染

病
が
常
に
流
行
し
､
平
均
年
齢
は
三
十

歳
余
り
だ
っ
た
｡
東
京
に
も
な
い
上
下

水
道
を
完
備
さ
せ
へ
　
予
防
接
種
実
施
な

ど
､
そ
の
後
死
亡
率
は
､
日
本
内
地
と

変
わ
ら
な
く
な
っ
た
｡

六
　
教
育
行
政
は
､
日
本
内
地
と
同
じ
教

育
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
一
九
四
三
年
に

は
､
児
童
の
就
学
率
が
'
七
一
%
に
ま

で
達
し
た
｡
(
欧
州
型
統
治
で
は
､
教
育

を
施
す
こ
と
は
な
い
)

許
文
龍
氏
は
､
更
に
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
｡

○
当
時
の
教
育
が
､
資
産
と
な
っ
て
そ
の

後
の
台
湾
の
経
済
発
展
の
重
要
な
基
礎

の
一
つ
に
な
っ
た
｡

○
日
本
人
､
八
田
与
一
に
よ
っ
て
造
ら
れ

た
ア
ジ
ア
最
大
の
烏
山
頭
ダ
ム
建
設
､

曽
文
渓
ダ
ム
設
計
に
よ
っ
て
､
嘉
南
平

野
が
大
穀
物
宝
庫
に
な
り
､
今
日
も
台
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嘉南平原を穀倉地帯に変えた鳥山
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教育の普及､産業の振興に尽力した日本統治時代について､熱く語られた｢張幹男　氏｣ (中央)｡
氏は日本人と共に教育を受けられた｡ ｢皆さんはもっと自信を持ちなさい｣と叱唾激励された｡

湾
の
大
き
な
財
産
に
な
っ
て
い
る
｡

○
日
本
人
に
も
'
問
題
が
あ
っ
た
｡
異
民

族
台
湾
入
の
反
乱
を
恐
れ
て
皇
民
化
運

動
を
進
め
た
｡
日
本
式
の
改
姓
名
､
日

本
語
常
用
､
日
本
版
着
用
､
神
社
参
拝

な
ど
奨
励
し
た
が
強
制
は
し
な
か
っ
た
｡

○
日
本
人
の
､
南
京
大
虐
殺
が
話
題
に
な

る
が
､
台
湾
で
無
差
別
殺
人
は
し
な
か

っ
た
｡
日
本
が
引
き
あ
げ
た
後
､
大
陸

か
ら
来
た
国
民
政
府
に
よ
っ
て
非
人
間

的
な
惨
殺
が
お
こ
な
わ
れ
た
｡
教
科
書

や
教
室
で
は
ふ
れ
て
い
な
い
｢
二
･
二
･

八
事
件
｣
　
で
多
数
　
(
一
万
八
千
～
二
万

八
千
人
)
　
の
無
実
の
人
が
国
民
党
に
殺

さ
れ
た
｡
戒
厳
令
で
表
に
出
な
か
っ
た
｡

り

と

う

ゝ

Y

J

し
か
し
'
李
登
輝
総
統
に
な
っ
て
か
ら

自
由
に
話
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
｡

(
事
件
で
､
多
く
の
学
識
経
験
者
が
殺

さ
れ
た
｡
そ
の
中
に
中
大
を
卒
業
し
た

台
湾
人
も
い
た
)

○
歴
史
を
読
む
と
き
､
客
観
的
立
場
で
批

判
す
べ
き
で
あ
り
､
教
科
書
通
り
　
｢
日

本
人
は
､
台
湾
入
を
搾
取
し
た
｣
　
と
単

方
向
的
な
思
考
法
で
あ
っ
て
は
い
け
な

い
｡

三
　
ゼ
ミ
学
生
が
感
じ
た
台
湾

･
三
つ
の
国
を
生
き
た
人
々
の
話
を
聴
い

て

･

･

日
本
語
族
は
オ
ラ
ン
ダ
､
日
本
､
中
華

民
国
を
生
き
て
き
た
こ
と
｡
女
性
の
一
人

が
　
｢
な
ぜ
､
台
湾
を
お
捨
て
に
な
っ
た
の

で
す
か
｣
と
問
い
か
け
ら
れ
た
こ
と
｡
｢
目

本
と
日
本
人
と
が
享
受
す
る
例
外
的
な
環

境
へ
の
覚
醒
｣
　
な
ど
の
お
話
が
あ
っ
た
｡

中
川
先
生
は
､
日
本
語
族
の
方
が
　
｢
私

は
日
本
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
誇
り
に
思
い

ま
す
｣
と
述
べ
て
い
る
こ
と
｡
そ
し
て
｢
日

本
の
若
者
と
話
す
こ
と
を
好
み
｣
　
日
本
の

若
者
に
向
か
っ
て
　
｢
日
本
は
素
晴
ら
し
い

国
だ
｡
あ
な
た
方
は
､
日
本
に
生
ま
れ
た

幸
せ
を
感
じ
な
さ
い
｣
　
と
叱
咤
激
励
を
す

る
｡

八
十
歳
代
の
台
湾
人
と
二
十
歳
前
後
の

日
本
人
と
は
背
景
が
違
い
す
ぎ
る
が
､
話

を
聞
い
て
　
｢
こ
れ
ま
で
自
分
が
教
わ
っ
て

き
た
こ
と
は
､
事
実
で
な
い
か
も
知
れ
な

い
｣
　
と
思
い
当
た
る
｡
　
日
本
､
世
界
に

つ
い
て
　
｢
本
当
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
｣
　
と

問
い
は
じ
め
｡
好
奇
心
の
プ
ラ
グ
に
点
火

す
る
き
っ
か
け
が
生
ま
れ
る
｣
　
と
述
べ
ら

れ
て
い
ま
す
｡

最
後
に
､
日
本
語
族
の
方
に
よ
る
和
歌

の
紹
介
が
あ
り
ま
し
た
｡

●
万
葉
の
　
流
れ
こ
の
地
に
　
留
め
む
と

生
命
の
か
ぎ
り
　
短
歌
詠
み
ゆ
か
む

●
指
を
折
り
　
短
歌
詠
み
居
れ
ば
　
大
和

こ
と
ば
が
　
次
々
と
わ
く

●
植
民
の
　
日
の
面
影
は
　
正
座
す
る

我
れ
の
姿
勢
に
　
今
も
残
れ
り

こ
の
度
の
講
演
は
､
台
湾
を
深
く
理
解

し
､
日
本
と
の
関
わ
-
を
再
認
識
す
る
貴

重
な
機
会
と
な
り
ま
し
た
｡

な
お
､
講
演
の
中
で
司
馬
遼
太
郎
著
｢
街

道
を
行
く
四
十
台
湾
紀
行
｣
　
の
内
容
に

触
れ
る
お
話
が
あ
り
ま
し
た
｡

【
註
】
講
演
後
の
十
一
月
五
日
～
九
日
､

国
立
白
門
会
十
二
名
が
訪
台
し
､
中
川
先

生
か
ら
紹
介
さ
れ
た
新
亜
旅
行
社
社
長
の

｢
張
幹
男
氏
｣
､
台
湾
白
門
会
役
員
の

｢
方
伯
仁
氏
｣
　
と
お
会
い
し
て
､
お
話
を

聞
き
､
交
流
を
深
め
て
ま
い
り
ま
し
た
｡

詳
細
は
｢
国
立
白
門
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
｣

を
御
覧
下
さ
い

【
重
野
和
夫
　
記
】
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日立国

こ
わ
-
い
話市

川
良
夫

昭
和
十
六
年
小
学
二
年
生
の
時
､
私
は

家
族
と
共
に
父
の
外
務
省
領
事
館
警
察
署

の
任
地
､
中
国
山
東
省
の
青
島
　
(
チ
ン
タ

オ
)
　
に
い
た
｡

ご
存
知
の
人
も
多
い
と
思
う
が
､
青
島

は
十
九
世
紀
に
ド
イ
ツ
が
租
借
し
､
第
一

次
世
界
大
戦
を
き
っ
か
け
に
日
本
が
青
島

を
攻
略
し
て
占
領
し
た
土
地
で
､
そ
の
際
'

海
軍
航
空
隊
が
初
め
て
赤
ト
ン
ボ
で
渡
洋

爆
撃
を
敢
行
し
､
後
部
座
席
の
搭
乗
員
が

目
視
で
ド
イ
ツ
軍
要
塞
に
爆
弾
を
投
じ
た

こ
と
で
も
知
ら
れ
て
い
る
｡
地
下
要
塞
に

は
ド
イ
ツ
傷
病
兵
の
阿
鼻
叫
喚
の
様
を
窺

わ
せ
る
血
塗
ら
れ
た
壁
の
跡
が
ま
だ
残
っ

て
い
た
｡

街
路
は
ド
イ
ツ
風
の
赤
い
屋
根
の
洋
館

が
立
ち
並
び
､
ド
イ
ツ
人
の
ほ
か
白
系
ロ

シ
ア
人
な
ど
の
店
が
軒
を
連
ね
て
い
た
｡

街
路
樹
は
明
る
い
淡
緑
色
の
ア
カ
シ
ア
並

木
に
覆
わ
れ
､
至
る
と
こ
ろ
に
広
々
と
し

た
公
園
が
広
が
り
､
街
の
中
心
の
高
台
に

は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
範
え
､
雨
上
が
り

に
は
尖
塔
が
霧
に
煙
っ
て
い
た
｡
当
時
へ

東
洋
一
と
言
わ
れ
た
広
大
な
美
し
い
砂
浜

の
海
水
浴
場
も
あ
り
､
夏
に
は
学
校
で
引

率
さ
れ
て
海
水
浴
に
出
か
け
た
｡

春
節
に
は
中
国
人
の
カ
ラ
フ
ル
な
高
足

踊
り
が
海
岸
の
大
平
路
を
練
り
歩
き
､
海

軍
記
念
日
と
大
詔
奉
戴
日
に
は
海
軍
の
軍

楽
隊
が
行
進
し
､
ま
た
沖
合
に
は
戦
艦
長

門
も
停
泊
し
て
､
海
軍
の
ラ
ン
チ
が
桟
橋

か
ら
一
般
見
学
者
を
送
り
迎
え
し
て
い
た
｡

｢
こ
ん
に
ち
は
赤
ち
ゃ
ん
｣
　
｢
黒
い
花
び

ら
｣
｢
上
を
向
い
て
歩
こ
う
｣
　
の
作
曲
者
中

村
八
大
が
青
島
で
生
ま
れ
た
こ
と
で
知
ら

れ
て
い
る
が
､
そ
の
名
曲
を
生
ん
だ
背

景
･
素
地
は
､
こ
の
街
の
風
土
･
環
覚
と

無
縁
で
は
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
｡

青
島
に
は
日
本
人
の
外
交
官
･
警
察
署

員
､
三
井
物
産
な
ど
の
大
手
商
社
マ
ン
･

中
小
商
業
者
､
中
学
･
高
等
女
学
校
の
関

係
者
･
生
徒
な
ど
も
多
く
､
そ
の
誰
も
が

青
島
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
｡
｢
♪
長
い
桟
橋
､

回
瀾
閣
　
(
か
い
ら
ん
か
く
)
　
に
､
ほ
ん
に

絵
の
よ
う
な
加
藤
島
♪
-
･
｣
　
で
始
ま
る

｢
青
島
小
唄
｣
　
の
民
謡
も
あ
り
､
私
は
い

つ
ど
こ
で
覚
え
た
の
か
､
今
で
も
一
番
の

歌
詞
を
口
ず
さ
む
こ
と
が
で
き
る
｡

し
か
し
､
中
国
人
に
よ
る
日
本
人
児
童

誘
拐
の
危
険
も
あ
っ
た
｡
第
一
中
学
校
長

の
息
子
が
拐
わ
れ
､
行
方
不
明
に
な
っ
た

こ
と
が
公
知
の
事
実
と
し
て
知
ら
れ
て
い

た
｡
私
も
そ
ん
な
怖
い
目
に
あ
っ
た
こ
と

が
あ
る
｡

あ
る
日
の
放
課
後
､
学
校
に
忘
れ
物
を

し
て
教
室
ま
で
戻
っ
て
探
し
た
が
見
当
た

ら
ず
､
途
方
に
暮
れ
て
､
大
平
路
か
ら
海

辺
に
出
て
､
沖
合
を
見
つ
め
て
い
た
｡
暫

く
す
る
と
､
一
般
の
ジ
ャ
ン
ク
が
帆
を
下

ろ
し
て
浜
辺
に
近
づ
い
て
き
た
｡
ふ
と
多

少
の
不
安
も
あ
っ
た
が
､
中
国
人
の
巡
警

が
乗
り
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
だ
し
危
険
は

な
い
だ
ろ
う
と
思
い
､
(
し
か
し
浜
辺
ま
で

来
て
何
を
す
る
の
だ
ろ
う
､
と
)
　
訝
り
な

が
ら
､
突
っ
た
ま
ま
眺
め
て
い
た
｡

ジ
ャ
ン
ク
が
波
打
ち
際
ま
で
来
た
時
､

い
き
な
り
紬
先
に
い
た
船
頭
が
艦
綱
を
握

っ
て
飛
び
降
り
､
波
を
蹴
散
ら
し
な
が
ら

私
を
目
が
け
て
突
進
し
て
き
た
｡

｢
人
拐
い
だ
ツ
ー
｣
と
っ
さ
に
そ
う
判
断

し
て
､
大
平
路
目
ざ
し
て
突
っ
走
っ
た
｡

私
と
の
距
離
は
五
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
て
い

な
か
っ
た
と
思
う
｡
大
柄
の
男
だ
っ
た
が
､

砂
浜
に
足
を
取
ら
れ
て
速
く
走
れ
ず
､
一

方
､
私
は
子
供
で
身
も
軽
く
､
そ
れ
が
幸

い
し
て
追
い
つ
か
れ
ず
､
土
手
の
階
段
を

上
り
き
っ
て
､
大
平
路
に
出
た
｡
(
人
通
り

も
あ
り
へ
　
も
う
安
心
だ
)
｡
振
り
返
る
と
､

そ
の
中
国
人
は
､
諦
め
て
交
差
し
て
い
る

反
対
側
の
石
段
を
降
り
て
行
く
と
こ
ろ
だ

っ
た
｡
そ
の
時
の
私
の
心
境
は
ど
う
だ
っ

た
か
､
恐
怖
心
で
震
え
た
と
か
､
夜
中
に

悪
夢
に
癒
さ
れ
た
と
か
の
記
憶
は
全
く
な

い
が
､
た
だ
拐
わ
れ
て
い
た
ら
自
分
の
運

命
は
ど
う
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
と
い
う

怖
い
思
い
は
､
そ
の
後
も
残
っ
て
い
た
｡

い
ま
こ
の
一
文
を
認
め
な
が
ら
改
め
て
､

何
か
に
怯
え
て
目
覚
め
る
こ
と
が
あ
っ
た

遠
い
記
憶
を
思
い
起
こ
し
て
い
る
｡

-
中
学
校
長
の
息
子
の
行
方
は

分
か
ら
ず
終
い
の
ま
ま
だ
っ
た

の
だ
と
思
う
｡
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歴
史
発
見
の
旅
　
(
出
雲
)

古
事
記
に
学
ぶ
出
雲
神
話

重
野
和
夫

歴
史
発
見
の
旅
､
｢
古
事
記
に
学
ぶ
｣
は

天
孫
降
臨
の
日
向
　
(
宮
崎
)
　
か
ら
､
太
安

万
侶
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
奈
良
飛
鳥
へ
と

お
お
く
に
ぬ
し
の
み
こ
と

続
け
た
が
､
大
国
主
命
が
活
躍
す
る
出

雲
を
加
え
な
け
れ
ば
旅
は
終
わ
ら
な
い
｡

出
雲
神
話
の
旅
は
､
米
子
空
港
か
ら
古

事
記
･
出
雲
風
土
記
に
関
わ
る
古
社
､
伝
承

地
､
遺
跡
､
古
墳
等
を
訪
ね
た
｡

一

　

出

雲

神

話

の

あ

ら

ま

し

古
事
記
に
よ
る
出
畦
諦
謡
彊
芙
原
で

乱
暴
狼
藷
を
働
い
た
須
佐
之
男
命
は
､
罰

と
し
て
神
の
資
格
を
剥
奪
さ
れ
､
葦
原
の

中
つ
国
(
地
上
)
に
追
放
さ
れ
､
出
雲
の
国
の

肥
の
川
(
斐
伊
川
)
の
上
流
に
降
り
立
っ
た
｡

こ
こ
か
ら
物
語
が
展
開
さ
れ
る
｡
ま
ず

や

ま

た

の

お

ろ

ち

　

　

　

　

　

　

　

く

し

類
推
吃
甥
命
に
よ
る
八
岐
大
蛇
退
治
と
櫛

名
田
比
売
の
結
婚
一
つ
頚
絶
之
男
命
か
追
い

世
の
孫
に
あ
た
る
大
穴
牟
運
に
よ
る
因
幡

の
白
兎
物
語
｡
様
々
{
詮
灘
粧
乗
り
越
え

て
､
大
穴
牟
運
か
ら
大
国
主
神
に
成
長
す

る
物
語
が
読
経
汗
か
持
崩
て
大
国
主
神
に
な

り
出
雲
(
葦
原
中
国
)
を
支
配
す
る
｡

そ
の
後
へ
天
照
大
和
紛
纂
狸
す
る
天
上

界
か
ら
や
っ
て
来
た
建
御
雷
神
は
､
大
国

こ

と

し

ろ

ぬ

し

の

が

み

た

け

主
神
お
よ
び
子
供
の
､
事
代
主
神
と
建

み

な

が

た

の

か

み

御
名
方
神
三
神
に
国
土
の
譲
渡
を
迫
っ
た
｡

ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
も
の
の
結
果
と
し
て
､

あ

ま

つ

か

み

み

こ

み
話
裟
準
拝
唱
は
､
天
神
の
御
子
の

命
の
随
に
献
ら
む
｣
　
と
い
っ
て
無
条

件
で
国
譲
り
を
承
諾
し
､
大
国
主
神
は
引

退
し
て
し
ま
う
｡
こ
こ
で
出
雲
の
神
々
の

活
躍
は
終
了
す
る
｡

の

に

に

さ
に
∽
後
は
∵
夫
照
大
曲
の
螺
の
能
漣
謳

芸
命
が
｢
天
津
日
子
蕃
運
適
樋
慧
命

天
意
志
位
を
離
れ
､
天
八
重
多
那
雲
を
押

し
分
け
て
､
い
つ
の
ち
わ
き
ち
わ
き
て
､

あ
め
の
う
き
は
し

天
つ
薄
絹
砦
う
き
じ
ま
り
､
そ
り
た
た
し

て
竺
紫
日
向
の
高
千
穂
の
く
じ
ふ
る
た
け

あ

め

お

ま

た

か

ち

ほ

の

み

れ

に
天
降
り
坐
し
き
｡
｣
と
地
上
(
高
千
穂
峰
)

に
降
り
立
っ
た
の
で
あ
る
｡

や

ま

た

の

お

ろ

ち

二

　

八

　

岐

　

大

　

蛇

　

伝

　

説

　

地

須
佐
之
男
命
が
､
出
雲
の
国
の
肥
の
川

(
斐
伊
川
)
の
上
流
に
降
り
立
っ
た
そ
の
場

所
は
､
現
在
の
雲
南
市
と
さ
れ
る
｡
ま
ず

市
役
所
を
訪
ね
､
受
付
の
女
性
に
｢
八
岐
大

蛇
を
訪
ね
て
来
ま
し
た
｣
と
云
っ
た
ら
､
一

瞬
び
っ
く
り
し
た
様
子
｡
理
由
を
丁
寧
に

話
し
､
産
業
振
興
部
観
光
課
の
女
性
係
長

か
ら
古
事
記
伝
説
に
関
わ
る
資
料
と
､
丁

寧
な
説
明
､
案
内
を
し
て
い
た
だ
い
た
後
､

次
の
伝
承
地
を
訪
ね
る
こ
と
に
な
っ
た
｡

八
岐
大
蛇
公
園
　
胆
の
川
(
斐
伊
川
)

の
上
流
か
ら
流
れ
て
き
た
箸
を
'
須
佐
之

男
命
が
見
つ
け
て
､
拾
っ
た
と
い
う
場
所

に
､
須
佐
之
男
命
と
八
岐
大
蛇
の
対
決
す

る
石
像
が
あ
り
､
公
園
に
な
っ
て
い
た
｡

川
幅
､
水
量
共
､
国
立
を
流
れ
る
多
摩
川

よ
り
遥
か
に
大
き
く
､
箸
が
流
れ
て
さ
て

も
見
つ
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
｡

現
状
か
ら
当
時
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
｡

天
が
淵
　
上
流
に
､
八
岐
大
蛇
が
住
ん

で
い
た
場
所
､
酔
い
つ
ぶ
れ
逃
げ
込
ん
だ

場
所
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
｡

川
幅
が
狭
く
折
り
曲
が
っ
た
淵
が
深
く
落

ち
込
ん
で
､
強
い
流
れ
が
止
ま
り
､
淀
み

に
な
っ
て
い
る
｡
川
底
は
赤
く
､
い
か
に

も
大
蛇
が
住
ん
で
い
る
よ
う
な
不
気
味
さ

を
感
じ
た
｡
こ
の
地
域
に
は
'
大
蛇
に
ま

つ
わ
る
神
楽
舞
も
あ
る
と
い
う
｡
お
神
楽

を
拝
見
し
た
い
も
の
で
あ
る
｡

菅
谷
た
た
ら
　
た
た
ら
と
は
､
鎌
倉
時

代
か
ら
続
く
日
本
独
特
の
鉄
(
和
鉄
)
づ
く

り
｡
菅
谷
た
た
ら
は
､
唯
一
当
時
の
面
影

を
見
る
こ
と
が
出
来
る
｡
こ
の
辺
り
は
砂

鉄
が
多
く
取
れ
て
､
江
戸
時
代
に
は
国
の

七
～
八
割
を
生
産
し
て
い
た
｡
川
底
が
赤

い
の
は
､
酸
化
鉄
の
た
め
だ
と
い
う
｡
八

岐
大
蛇
の
赤
い
血
､
八
岐
大
蛇
の
尾
か
ら

剣
(
草
薙
の
剣
)
が
出
て
き
た
な
ど
､
古
事

記
と
関
わ
り
が
あ
り
そ
う
だ
｡
(
菅
谷
た
た

ら
は
重
要
有
形
民
族
文
化
財
)

い

や

よ

も

っ

ひ

ら

さ

か

一
二
　
揖
夜
神
社
と
黄
泉
比
良
坂

雨
の
中
の
揖
液
榊
社
は
､
荘
厳
さ
と
気

品
に
充
ち
て
､
女
千
木
が
周
囲
に
調
和
し

て
神
秘
的
で
美
し
か
っ
た
｡

い
捌
油
聾
に
よ
る
と
､
主
祭
神
は
､

濡
那
美
命
｡
古
事
記
､
上
巻
に
僅

夜
坂
の
記
述
､
日
本
書
紀
　
(
六
五
九
年
)

や
出
雲
国
風
土
記
に
｢
伊
布
夜
社
｣
｢
揖
夜

神
社
｣
　
の
記
述
が
あ
る
｡
平
安
朝
以
前
に

広
<
知
ら
れ
た
古
社
｡

黄
泉
比
良
坂
に
つ
い
て
も
､
記
紀
神
話
に

よ

　

み

　

　

　

く

に

登
場
す
る
黄
泉
の
国
　
(
根
の
国
)
　
と
の
培

で
社
の
近
く
に
あ
る
と
記
さ
れ
て
い
る
｡

古
事
記
で
は
､
伊
邪
那
岐
命
は
､
亡
く
な

っ
た
妻
の
伊
邪
那
美
命
を
忘
れ
る
こ
と
が

出
来
ず
､
黄
泉
の
国
ま
で
あ
と
を
追
っ
て

い
っ
た
と
あ
る
｡

J
J
 
P
 
Q
 
a
 
I
.
O
 
m
 
i

黄
泉
比
良
坂
つ
ま
り
､
伊
賦
夜
坂
は
､

揖
夜
神
社
か
ら
小
さ
な
山
を
越
え
た
裏
側

に
あ
っ
た
｡
こ
こ
黄
泉
の
国
入
口
で
の
､
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国を自"集はう社いのて級近と遣るあ､あ造す風た述""社出七の定出 

:∴∴∴∴∴∴∴∴∴∴ 
∴∴∴∴:∴∴∴∴ るさ読つに佐さ十な､ 
若れむたつの月ぜ出る出代れは神社記づ確な切け別よくは大す､宝 
くるこ○い浜)だ雲施土のる当社で載いか社りてなうる"社で郡に ○ 
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ll

美
し
い
女
性
の
神
々
と
の
ロ
マ
ン
､
神
事

を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
あ
ら
た
め
て
大

国
主
神
を
配
る
出
雲
大
社
を
知
る
こ
と
に

な
る
で
し
ょ
う
｡
【
註
･
古
事
記
に
出
て
く

る
稲
佐
の
浜
は
､
大
国
主
神
が
天
照
大
神

に
国
譲
り
を
承
諾
し
た
場
所
と
さ
れ
る
｡
】

五
　
神
在
淵
捕
詰
る
わ
け

か
み
汁
朗
は
神
無
月
で
あ
る
が
､
出
雲
で
は

神
在
月
と
い
う
｡
全
国
の
神
様
が
,
出
雲

の
稲
佐
の
浜
に
集
ま
る
｡
そ
の
た
め
出
雲

大
社
内
に
は
'
神
々
が
泊
ま
ら
れ
る
立
派

な
ホ
テ
ル
も
存
在
す
る
｡
そ
れ
は
､
古
事

記
､
日
本
書
紀
に
登
場
す
る
多
く
の
神
々

が
､
千
三
百
年
以
上
の
歴
史
を
経
た
現
在

に
ま
で
､
脈
々
と
受
け
継
が
れ
､
出
雲
に

神
社
が
こ
れ
ほ
ど
あ
っ
て
は
､
神
在
月
は

当
然
の
こ
と
だ
と
納
得
し
て
し
ま
う
の
は
､

私
だ
け
で
あ
る
ま
い
｡

訪
ね
た
時
期
は
'
平
成
二
十
六
年
十
月

初
め
で
あ
っ
た
｡
ち
ょ
う
ど
出
雲
大
社
神

職
､
干
家
国
麿
さ
ん
と
皇
室
の
高
円
宮
典

子
さ
ん
の
結
婚
式
を
二
日
後
に
控
え
て
､

出
雲
の
国
は
喜
び
に
溢
れ
て
い
た
｡
き
っ

と
古
式
に
乗
っ
た
結
婚
式
が
行
わ
れ
る
で

あ
ろ
う
と
密
か
に
期
待
し
て
い
た
｡
　
古

事
記
に
あ
る
結
婚
の
儀
式
で
は
､
男
神
の

伊
邪
郷
岐
命
､
女
神
の
伊
那
郷
姜
輸
,
T
i
a
i
r
然

ら
ば
吾
と
汝
ら
と
､
是
の
天
の
御
柱
を
行

め
ぐ

き
廻
り
逢
い
て
･
･
･
汝
は
右
よ
り
廻
り

逢
い
我
は
左
よ
り
廻
り
蓬
は
む
と
の
り
た

ち

i

(

)

荏

ま
ひ
て
契
り
完
へ
て
‥
･
｣
(
そ
れ
で
は
､

あ
な
た
と
私
は
聖
な
る
柱
を
廻
り
ま
し
ょ

-
｡
あ
な
た
は
右
か
ら
廻
り
､
私
は
左
か

ら
廻
り
､
出
会
っ
た
と
こ
ろ
で
結
婚
し
ま

し
ょ
う
)
と
あ
る
｡
儀
式
前
後
の
二
神
に
よ

る
人
間
的
な
会
話
は
､
古
事
記
で
味
わ
え

ま
す
｡帰

京
後
､
十
月
六
日
付
新
聞
報
道
に
よ

る
図
式
を
見
て
､
出
雲
大
社
に
お
け
る
お

二
人
の
結
婚
式
が
､
古
事
記
に
示
さ
れ
た

よ
-
に
行
わ
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と

が
出
来
た
の
で
あ
る
｡

出
雲
で
は
､
今
も
神
々
が
生
活
の
中
に
､

確
実
に
息
づ
い
て
い
て
い
る
こ
と
を
､
実

感
す
る
出
来
事
で
あ
っ
た
｡

六
　
古
事
記
と
出
雲
風
土
記

古
事
記
は
､
天
武
天
皇
が
中
央
集
権
国

家
の
君
主
確
立
を
目
指
す
中
で
､
編
纂
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
､
｢
天
皇
家
の
た
め
の
歴

史
書
｣
で
あ
る
｡
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
｡

そ
の
後
へ
　
日
本
書
紀
の
完
成
に
よ
っ
て
､

天
皇
の
支
配
や
国
の
成
り
立
ち
が
確
立
す

る
｡
和
銅
六
年
　
(
七
二
一
年
)
　
に
は
､
官

令
に
よ
り
全
国
に
風
土
記
　
(
当
時
風
土
記

と
い
う
名
称
は
な
い
)
　
撰
進
の
命
令
が
出

さ
れ
た
｡

現
存
す
る
風
土
記
は
､
出
雲
(
島
根
県
)
､

常
陸
　
(
茨
城
県
)
､
豊
後
　
(
大
分
県
)
､
肥

前
(
佐
賀
･
長
崎
県
)
､
播
磨
　
(
兵
庫
県
)

の
五
ヶ
国
で
あ
る
｡
し
か
し
､
千
三
百
年

経
過
し
た
現
在
､
い
ず
れ
も
完
全
な
原
本

は
見
当
た
ら
な
い
｡

そ
の
中
で
､
出
雲
国
風
土
記
は
､
江
戸
時

代
か
ら
今
日
ま
で
､
検
証
､
実
地
踏
査
な

ど
､
様
々
な
過
程
を
経
て
､
ほ
ぼ
完
本
に

近
い
唯
一
つ
の
も
の
と
さ
れ
る
｡
出
雲
で

い

す

も

こ

く

÷

フ

い

ず

も

の

お

み

は
出
雲
国
造
出
雲
臣
ら
に
よ
っ
て
､
官
令

か
ら
二
十
年
後
の
天
平
五
年
(
七
三
三
年
)

に
　
｢
風
土
記
｣
　
が
完
成
し
て
い
る
｡

出
雲
風
土
記
の
内
容
は
､
所
産
す
る
金
､

韻
持
､
山
川
原
野
の
名
と
土
地
名
と
由
来
､

駅
家
(
釈
)
､
古
老
の
伝
え
る
旧
聞
異
事
等
､

お

-

史
籍
の
総
括
記
述
で
あ
る
｡
出
雲
国
意
宇

郡
は
じ
め
九
郡
の
様
子
を
詳
し
く
記
し
て

い
る
｡古

事
記
と
出
雲
風
土
記
は
､
イ
ナ
バ
の

や

そ

シ
ロ
ウ
サ
ギ
､
十
八
叶
荊
㌍
よ
る
受
難
､
根

の
国
の
試
練
へ
小
彦
名
命
と
の
協
力
に
よ

る
国
造
り
な
ど
､
具
体
的
な
類
似
点
は
多

く
あ
る
｡
一
方
､
風
土
寵
紅
葉
ず
結
狩
記

に
書
か
れ
て
い
な
い
､
八
束
臣
津
野
命

の
国
引
き
で
'
出
雪
国
を
大
き
く
し
た
神

話
や
､
出
雲
国
名
の
由
来
等
が
あ
る
｡

し
か
し
､
｢
八
岐
大
蛇
｣
や
｢
大
国
主
神
の

国
譲
り
｣
に
直
接
関
連
す
る
記
述
は
な
<
､

国
譲
り
を
せ
ま
っ
た
､
｢
稲
佐
の
浜
｣
も
登

場
し
て
い
な
い
｡
風
土
記
で
は
､
大
国
主

お

お

む

な

ら

神
を
大
穴
特
命
と
よ
ん
で
い
る
｡

識
者
は
､
風
土
記
に
見
る
､
大
穴
特
命

の
神
話
は
､
｢
明
ら
か
に
古
事
記
の
大
国
主

神
命
の
神
話
を
意
識
し
て
､
書
か
れ
た
と

云
わ
ざ
る
を
得
な
い
｣
と
言
い
､
さ
ら
に
､

古
事
記
の
神
話
と
風
土
記
の
神
話
が
異
な

る
の
は
､
古
事
記
は
､
｢
王
権
の
神
話
｣
｢
君

主
国
家
の
た
め
の
神
話
｣
　
で
あ
り
､
風
土

記
は
　
｢
地
方
､
地
域
の
神
話
｣
　
で
あ
る
と

解
釈
し
た
方
が
良
い
と
い
っ
て
い
る
｡

出
雲
各
地
の
古
社
を
め
ぐ
り
事
実
を
確

認
し
､
現
在
に
至
る
歴
史
を
､
体
験
が
で

き
た
こ
と
は
素
晴
ら
し
か
っ
た
｡

島
根
県
立
古
代
出
雲
歴
史
博
物
館
の
売
店

で
求
め
た
｢
解
説
･
出
雪
国
風
土
記
｣
に
は
､

古
代
天
平
年
間
　
(
七
三
三
年
頃
)
　
の
出
雲

が
よ
り
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
た
｡
精
読
し

古
事
記
と
対
比
し
て
､
二
つ
の
神
話
が
そ

れ
ぞ
れ
を
補
完
し
合
う
も
の
と
思
え
る
よ

う
に
な
っ
た
｡

最
後
に
､
古
事
記
と
関
わ
り
あ
る
､
次

の
場
所
も
訪
ね
､
強
<
興
味
を
引
き
つ
け

る
も
の
が
あ
っ
た
｡
紙
面
の
関
係
上
詳
細

は
割
愛
し
ま
す
｡

に
し
だ
に
ふ
ん
ぽ
ぐ
ん

し
掠
立
話
脈
軸
恒
薄
物
梯
子
牌
浴
墳
墓
群

諒
､
荒
神
谷
遺
跡
､
加
轄
靖
倉
遺
跡
､

八
雲
立
つ
風
土
記
の
丘
､
神
魂
榊
社
が
夫

社
造
珂
碕
国
宝
)
､
熊
野
大
社
､
八
重
垣
神

社
､
須
我
神
社
､
美
保
神
社

｢
古
事
記
に
学
ぶ
｣
　
歴
史
発
見
の
旅
は
､

出
雲
の
神
話
を
も
っ
て
､
ひ
と
ま
ず
終
了

と
し
た
い
｡

参
考
資
料
　
古
事
記
･
角
川
書
店
編
　
角

川
文
庫
　
新
版
古
事
記
･
中
村
啓
信
注
釈

角
川
文
庫

解
説
　
｢
出
雲
国
風
土
記
｣
･

島
根
県
古
代
文
化
セ
ン
タ
ー
編
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平成27年度国立白門会決算書 
自平成27年4月1日至平成28年3月31日単位:円 

収入の部 劍辷�,ﾉYB�剪�

科目 佇亥｢�予算 �盈｢�決算 冰ﾈ蠅�

年会費 �#��ﾃ����195,000 �8ﾟﾉN��86,461 塔�ﾃ����

総会会一一一費 涛"ﾃ����120,000 180,000 80,000 ��ﾘ檠N��154,031 ��3�ﾃ����

行事活動特別収入 ����ﾃsモ�倬hｼhｨ�:餒��68,000 塔�ﾃ����CS�ﾃ����

寄付.祝金 塔づ������Yg(ﾗ8駟N��316,479 

学術講演一一一一套 ���2ﾃ�迭�100,000 �,ｩ�ﾙN��28,916 �3�ﾃ����

支部活動強化費 雑収入 ��3bﾃ����#"�100,000 ��9N��42,160 �3�ﾃ����#�����

事務用品費 ���ccR�

前年度繰越金 �3SrﾃツR�357,865 乂x��ﾗX�檍､ｨﾜ9N��艙N��138,077 10,000 51,119 �##�ﾃ����#�ﾃ����s"ﾃツR�

予備費 

次年度繰越金 �3S"ﾃツ"� 

合計 ��ﾃ#Sづss��1,132,865 俘xﾇb�1,258,770 ��ﾃ�3"ﾃツR�

平成28年5月11日 

会計前嶋清印 
会計監事二宮覿ー印 

上田邦雄印 

平成28年度国立白門会予算案 
自平成28年4月1日至平成29年3月31日単位:円 

収入の部 劍辷�,ﾉYB�

科目 陶4Ywb�金額 �盈｢�摘要 仞�ｧ｢�

年会費 �3���苓�緜R�195,000 �5�ﾉN��白門会三キース他 涛�ﾃ�����S�ﾃ����

総会会費 鼎���苓��3bﾒﾒ�120,000 ��ﾘ檠N��

行事涛_敦賀別反六 寄付.祝金 �*ｸ,H.xﾝZH�9j�R�125,000 80,000 倡浦H耳耳自:�耳耳耳��耳式l��近隣支部総会祝金 塔��000 

親ー一睡行事費 通信費 僞ｹ|�檠9��檍什��xﾙ�ﾂ�350 30 ���������

学術講演会 �(h匯�Xｧr�100,000 

支吉昭喜一覇ー弦化費 �(h匯�Xｧxｧx醜橙�100,000 352,862 ���ｸ耳ｶ9N��役員会他 蔦Rﾓb�oob 

事務用品費 ��20 �����

高一牢一度一旗一越金 劍ｧx��ﾗX�檍､ｨﾜ9N�� ��S�ﾃ����

雑費 ��26,000 

辛_備費 積立金 亢ﾉD�hｼi�ﾂ�26 100 塔c"�����

合計 ��1,072,862 俘xﾇb� ��ﾃ�s"�862 

平成27年度活動報告27.4.1-28.3.31 劔[ﾙ�ﾃ#吋�7葵�:霽h柯靴#ゅB��ﾓ#偵2�3��

*4/5(冒)｢さくらフェスティバル｣雨で中止 剪｣B�2�?｢�(+8*ﾘ.x7H4h5�6X4(6�8ｺ2�

*6/21(日)第38回定時総会｢エソラホール｣ 剪｣b�2粟���9��%Idｸ･運�*ｲ�

*7/19(日)国立まと火に参加 剪｣b��"盈｢��c3弌�.磯��ﾘ檄(4x5ﾈ8�7ｨ�ｸ8ｺ2�

*7/20(月.祝)納涼会｢昭和記念公園｣バーベキュー 剪｣r��ｈﾈ粨�僞ｹ|�檄(諸��ｴﾉD�h��86��ｸ7�4ﾈ8X�ｲ�

*9/12(土)ボーリング会｢立liiスターレーン｣ 剪｣r�#B�?｢俛�zx-ﾈ,h懌�

*10/12(月.祝)｢くにたちウオーキング｣ 剪｣汀宙ｾ��7ｸ�ｸ8ｨ984��)zr���5�5��ｸ8ﾈ�ｸ9:2�

*10/17(土)箱根駅伝予選会応援 剪｣�����以粨��(*ﾘ,�+ﾘ+�4X4��ｸ4ﾈ984�2�

米lo/18(冒)中大学術講演会｢エソラホール｣ 剪｣����R�7貯J�ﾚｨ遥6�uﾉ���(諸��ｴﾉD�h��2�

*10/25(冒)ホームカミングデーに参加 剪｣����b�?｢�(i�Xｧx��ﾗX�檄(4x5ﾈ8�7ｨ�ｸ8ｺ2�

*11/3(火.祝)｢くにたち市民まつり｣に参加 剪｣���#2映��7ｨ�ｸ8�4ｨ7�984�6h42�

*11/5(木)台湾旅行 剪｣���2盈り��(*ﾘ,�+ﾘ+�9j�-ﾈ,(.�2�

*11/15(冒)秋のクリーン多摩川 剪｣���(h��Yg){xﾗ8橙�

*12/4(金)落語観劇会と新宿探訪 剪｣���#�映�做�,ﾈ4�8ｨ�ｸ99�ﾙh����ﾂ�

*1/17(日)新年会｢エソラホール｣ 剪｣�"��b粟���9nﾉ~冏ｹx靜ｨｬ��橙�

*3/13(日)春のクリーン多摩川 ○白門会ニュース49号発行 剪｣���R�?｢��iD陞��｣2��"�?｢偸H,ﾈ4�8ｨ�ｸ99�ﾙh��ﾂ��ｹI)nX檍6ｨ8X�ｸ5ゴ�ﾘiJﾘﾗ2�

○俳句同好会｢中桜俳句会｣毎月一回開催 劍�ｹF�Y:�H檄)(hﾟyF�X檄9h以闔ｨ��､ｨﾜ2�
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