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六
月
定
例
村
議
会
報
書
癖
O
離

同
盟
’
龍
調
一
－
闘
●
兆
”
恥
弧
雛
ー
ー
　
　
　
　
－
一
刀
聾
謡
驚
・
”
耽
”
…
雛
”
．
弧
覧

行
政
能
率
を
よ
り
機
動
的
に
す

る
た
め
。
原
動
機
付
自
転
車
三

台
の
購
入
費
一
五
九
千
円
、
村

道
（
向
つ
原
落
懸
線
、
鶴
之
内

本
下
線
）
改
良
工
事
費
一
〇
〇

万
円
、
応
急
災
害
復
旧
工
事
費

三
〇
万
円
、
坪
谷
小
学
校
完
全

給
食
の
実
施
及
び
全
校
ミ
ル
ク

給
食
の
実
施
に
伴
な
う
諸
経
費

一
九
五
万
三
千
円
余
、
失
業
対

・
八
千
円
、
目
的
集
団
脅
成
補
助

　
（
十
ケ
所
分
）
一
五
万
円
、
寺

一

一
迫
農
協
澱
粉
工
場
施
設
補
助
一

一
〇
万
円
等
が
重
な
も
の
で
あ
る

今
回
の
追
加
総
額
は
五
一
八
万

一
八
千
四
百
円
で
、
才
欝
欝
出
と

も
予
算
の
総
額
は
、
九
六
四
二

「
万
一
千
円
と
な
っ
た
。

一〇

c
案
第
四
十
二
号
昭
和
三

十
八
年
度
東
郷
村
国
民
健
康
保

険
診
療
施
設
勘
定
特
別
会
計
才

入
才
出
予
算
の
追
加
更
正

　
診
療
収
入
等
の
前
年
度
末
野

金
一
、
一
二
千
円
を
当
初
予
算
に

於
て
滞
納
繰
越
と
し
て
計
上
し

一
て
い
た
が
、

一
で
一
ぐ
〔
i
－
i
i
‘
一
《
夏

〇
六
月
二
十
六
日
は
午
前
十
時
一
十
二
を
百
分
の
十
ご
。
、
四
に
引
・
の
制
定
。

に
開
会
さ
れ
、
村
長
か
ら
提
出

さ
れ
た
議
案
五
件
の
審
議
を
行

な
い
、
何
れ
も
原
案
の
通
り
可

決
確
定
致
し
ま
し
た
。

○
議
案
第
三
十
八
号
　
東
郷
村

税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
の
制
定

　
こ
の
改
正
条
例
は
、
地
方
税

法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

公
布
に
伴
な
う
村
税
条
例
の
改

正
で
あ
る
が
、
改
正
の
重
な
点

は
共
同
所
有
の
建
物
（
例
え
ば

数
組
の
同
居
）
を
所
有
の
区
分

に
応
じ
て
登
記
が
で
き
る
こ
と

と
な
っ
た
の
で
、
固
定
資
産
税

も
地
方
税
法
の
一
部
改
正
に
よ

っ
て
改
正
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

○
議
案
第
三
十
九
号
　
東
郷
村

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の

制
定
。

　
こ
の
改
正
条
例
は
行
政
不
服

審
査
法
の
施
行
に
伴
な
う
関
係

法
律
の
整
理
に
関
す
る
法
律
が

施
行
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
現
行

条
例
の
字
句
を
整
理
し
た
も
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
東
郷
村
教

育
委
員
会
事
務
局
職
員
等
定
数

二
一
く
ー
ー

〆
設い

細
口

9

き
上
げ
、
電
気
ガ
ス
税
は
現
行
　
　
こ
の
改
正
条
例
は
、
昭
和
三

の
百
分
の
九
を
百
分
の
八
に
引
十
八
年
度
か
ら
坪
谷
小
学
校
に

き
下
げ
た
が
、
こ
れ
等
は
何
れ
’
於
て
完
全
給
食
を
実
施
す
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

も
そ
の
区
分
に
強
し
て
課
税
で
｝
○
議
案
第
四
十
号

き
る
こ
と
と
し
た
。
次
に
、
た
一

ば
こ
消
費
税
は
現
行
の
百
分
の
一
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

め
給
食
婦
を
配
置
す
る
必
要
が

あ
り
、
学
校
の
雇
よ
う
人
現
行

九
人
を
十
人
と
改
正
し
た
。

○
議
案
第
四
十
一
号
昭
和
三

十
八
年
度
東
郷
村
才
入
払
出
予

算
の
追
加
更
正

　
今
回
の
追
加
予
算
は
、
何
れ

も
当
初
予
算
編
成
当
時
に
計
画

し
て
い
た
事
項
で
あ
る
が
台
船

地
方
選
挙
の
年
で
も
あ
り
一
応

当
初
予
算
に
は
計
上
し
な
か
っ

た
が
今
回
財
源
の
見
透
し
も
つ

い
た
の
で
そ
れ
ぞ
れ
追
加
計
上

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
追
加
予
算
の
愚
な
も
の
は
、
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脚

林間利用多頭飼育
羽坂の寺原新蔵さんは杉の植林地を利用して和牛9頭を放牧している。寺

原さんは「初めは牛が雨にぬれることを心配し夜露にうたれることに心を

いためたが。それは全くのき憂で、牛たちは自然に帰ったことをこの上も

なくよろこんで木蔭に雨露を凌ぎ、思う存分に脚を伸ばして、さも楽しげ

に日々を送っている。成育も上々で、私は今まで牛に対する見方を根本的

に改めました」と話している。

夏
草
の

し
げ
み
が
中
に

伸
び
出
で
て

ゆ
た
か
に

な
び
く

山
ゆ
り
の
花

屋
　
水

　
　
　
　
　
　
　
ぐ
一

技
術
の
勉
強
を
す
る
こ
と
は
、

何
よ
り
も
必
要
事
で
す
。
そ
し

て
、
農
民
に
と
っ
て
、
技
術
の

勉
強
が
今
ぐ
ら
い
必
要
と
さ
れ

る
時
期
は
、
い
ま
だ
か
っ
て
な

か
っ
た
と
い
っ
て
も
決
し
て
過

言
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

、
コ
つ
仕
事
の
専
門
家
と
し

て
恥
ず
か
し
く
な
い
」
と
い
う

た
い
へ
ん
高
度
の
技
術
で
す
。

雑
貨
屋
式
な
農
業
経
営
を
営
ん

で
い
る
、
い
ま
の
農
民
が
考
え

ら
れ
て
い
る
技
術
と
は
、
性
格

的
に
だ
い
ぶ
ん
ち
が
っ
た
技
術

で
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
技
術
は
単
に
先
輩
の
話

を
聞
く
と
か
、
先
進
地
を
見
学

す
る
と
か
い
っ
た
程
度
の
勉
強

の
仕
方
で
身
に
つ
く
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

　
ま
ず
何
よ
り
も
必
要
な
こ
と

は
、
本
を
読
ん
で
勉
強
す
る
こ

と
。
し
か
も
本
を
読
ん
で
得
た

知
識
を
一
度
実
際
に
や
っ
て
確

め
て
見
る
と
い
う
勉
強
の
仕
方

を
す
る
こ
と
。
そ
の
上
で
仲
間

と
か
た
ら
い
、
そ
の
結
果
を
み
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［
数
集
の
う
ち
に
何
と
し
て
も
農

ん
な
で
検
討
し
、
討
論
し
て
、

襲
曜
働
嚢
麗
塁
繕
籍
椛
麗
越
鴇

大
切
で
す
。
　
　
　
　
　
　
　
は
深
く
教
え
ら
れ
る
言
葉
だ
と

　
そ
う
い
う
勉
強
を
す
る
に
し
信
じ
て
い
ま
す
。

て
も
特
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
　
「
石
橋
を
た
た
い
て
渡
る
」
と

ら
な
い
こ
と
は
、
　
　
　
　
　
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
農

「
専
門
家
に
な
る
た
め
に
は
、
　
業
構
造
改
善
に
は
、
こ
の
言
葉

い
ち
ば
ん
基
礎
的
な
勉
強
か
ら
の
意
味
す
る
慎
重
さ
が
要
求
さ

は
じ
め
る
こ
と
」
で
す
。
　
「
基
れ
ま
す
が
、
叩
い
て
も
渡
ら
ぬ

礎
的
知
識
を
欠
い
だ
技
術
な
ど
者
、
叩
か
な
い
で
渡
る
者
の
な

そ
れ
こ
そ
空
中
楼
閣
に
も
等
し
　
い
よ
う
に
と
つ
と
め
な
け
れ
ば

く
、
技
術
と
呼
ぶ
価
値
も
な
い
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い

も
の
だ
と
ご
承
知
下
さ
い
。
」
　
ま
す
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

策
事
業
に
要
す
る
資
材
代
七
九
一
後
ゴ
、
時
五
十
二
分
閉
会
し
た
。

　
　
　
　
　
過
年
度
収
入
と
し
に
当
り
、
益
々
自
分
に
課
せ
ら

て
計
上
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
一
れ
た
本
分
を
守
り
村
政
発
展
の

り
組
替
え
た
。
　
　
　
　
　
　
た
め
努
力
致
し
ま
す
。
何
卒
よ

以
上
の
轟
案
を
可
決
し
午
う
し
く
御
願
い
し
ま
す
．

就
任
挨
拶

助

「
足
ら
ざ
る
を
憂
へ
ず
等
し
か

ら
ざ
る
を
憂
う
」
と
い
う
先
賢

の
訓
を
経
と
し
一
万
村
民
皆
様

方
の
御
叱
声
を
緯
と
し
て
村
政

の
進
展
を
念
願
し
過
去
四
ケ
年

間
助
役
の
席
を
け
が
し
て
参
り

ま
し
た
が
、
今
回
再
度
助
役
の

重
任
に
就
き
村
長
の
補
助
者
と

し
て
変
転
伸
張
す
る
村
政
の
一

端
を
担
任
す
る
こ
と
に
な
り
ま

役
　
渡

　
し
た
。

辺
　
義
　
春

　
今
後
更
に
三
三
に
む
ち
う
ち

皆
様
方
の
御
高
配
御
援
助
を
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

て
「
住
み
よ
い
村
づ
く
り
」
に
一

一
層
の
努
力
を
し
た
い
と
の
誓

い
を
新
た
に
し
て
お
り
ま
す
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
従
来
に
倍
す
る
御
指
導
と
御

鞭
撞
を
お
願
い
し
て
再
就
任
の
［

御
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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し
た
が

っ
て
、
こ

う
見
て
く

る
と
何
か

新
し
い
仕

事
を
は
じ

め
よ
・
つ
と

す
る
と
、

す
ぐ
に
失

敗
し
た
時

の
こ
と
が

心
配
に
な

る
と
い
う

の
も
、
ま

た
事
実
、

失
敗
す
る

人
が
多
い

御
あ
い

の
で
き
な
い
高
い
高
い
技
術
を

身
に
つ
け
る
こ
と
が
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
必
要
事
で
す
。

　
そ
し
て
、
そ
う
い
う
高
い
高

い
技
術
が
身
に
つ
い
て
、
は
じ

め
て
「
借
金
を
し
て
仕
事
を
は

じ
め
よ
う
か
」
と
気
持
に
も
、

ど
う
や
ら
な
れ
る
と
い
う
も
の

で
す
。
い
い
か
え
れ
ば
、
借
金

を
し
て
も
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
だ
と

い
う
自
信
が
そ
こ
か
ら
生
れ
ば

じ
め
る
の
だ
と
も
い
え
ま
す
。

　
と
こ
ろ
が
、
先
祖
代
々
、
昔

な
が
ら
の
農
業
の
営
み
方
を
つ

づ
け
、
先
祖
の
や
っ
て
い
た
通

り
の
こ
と
を
年
々
く
り
返
し
て

い
る
だ
け
と
い
っ
て
い
い
よ
う

な
農
業
を
つ
づ
け
て
来
た
、
ま

た
い
ま
も
つ
づ
け
て
い
る
日
本

の
農
民
に
は
、
技
術
を
勉
強
す

る
必
要
な
ど
不
用
で
し
た
。
ま

っ
た
く
不
用
で
は
な
い
に
し
て

も
、
し
ご
く
少
な
い
と
い
っ
て

　
春
以
来
、
長
雨
つ
づ
い
て
早
一
代
謝
を
行
う
の
が
至
当
な
り
と

血
行
申
豪
雨
と
全
く
自
然
の
悪
｝
考
え
つ
つ
も
此
の
度
、
村
長
さ
軽
視
」
と
も
い
え
る
と
思
い
ま
「
な
る
た
め
の
勉
強
な
ど
、

麟
簾
欝
難
黎
月
＋
育
の
村
議
会
に
お
い
て
し
い
仕
事
を
は
じ
め
る
ば
あ

障
が
伴
い
そ
の
被
害
も
相
当
額
㎜
議
会
の
御
同
意
を
受
け
再
度
収

に
な
っ
た
事
を
思
い
衷
心
よ
り
入
役
の
席
を
汚
す
こ
と
に
な
り
・
て
営
む
時
に
は
、
高
い
技
術
を

御
見
舞
を
申
し
上
げ
ま
す
。
　
一
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
私
も
去
る
昭
和
三
十
年
の
七
一
人
で
あ
り
層
一
層
の
御
鞭
健
を
り
の
前
提
条
件
で
あ
る
の
に
、

月
本
村
の
収
入
役
に
就
任
以
来
…
御
願
い
致
し
ま
す
。
愈
々
、
日
農
民
は
そ
う
い
つ
理
解
の
仕
方

本
年
の
七
月
二
十
九
日
付
で
二
一
向
、
延
岡
地
区
新
産
都
市
の
指
を
し
な
い
傾
向
が
強
い
よ
う
で

二
目
の
任
期
を
終
了
す
る
こ
と
　
定
な
り
之
と
へ
い
行
し
て
東
概
す
。

が
出
来
ま
し
た
。
　
　
　
　
　
一
村
も
農
業
構
造
改
善
計
画
地
域
　
前
に
私
は
「
こ
れ
か
ら
の
農

　
其
の
間
、
皆
様
に
は
絶
大
な
一
と
し
て
の
指
定
を
受
け
将
来
璽
民
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
れ
と
い
っ
た
一
つ
の

る
御
支
援
と
御
協
力
を
賜
わ
り
一
経
済
的
発
展
え
の
基
礎
づ
く
り
専
門
の
仕
弔
を
き
め
て
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
過
な
く
今
日
を
迎
え
る
こ
と
［
が
な
ら
ん
と
す
る
時
、
内
部
的
一
専
門
家
に
な
る
必
要
が
あ
る
」

’

人
権
擁
護
委
員

　
　
　
　
　
　
　
制
度
に
つ

い
て

宮
崎
地
方
法
務
局
人
権
擁
護
課

擁
護
委
員
が
お
か
れ
て
い
ま
す

が
、
ご
承
知
で
し
ょ
う
か
。

　
憲
法
の
基
調
で
あ
る
人
権
尊

重
の
精
神
を
国
民
の
日
常
生
活

　
み
な
さ
ん
の
町
や
村
に
は
法
一
常
生
活
に
お
け
る
人
権
侵
犯
事

皇
臣
か
ら
壽
さ
れ
た
人
権
　
件
蓋
じ
て
、
実
践
9
つ
え
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

体
験
を
通
じ
て
感
じ
さ
せ
、
実
㎜
な
仕
事
を
し
て
い
る
か
と
申
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

践
さ
せ
る
役
目
を
も
つ
て
生
れ
一
ま
ず
と
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ

た
の
が
、
人
権
擁
護
委
員
で
あ
…
う
に
人
権
思
想
の
普
及
高
揚
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
と
い
う
こ
と
も
要
す
る
に
新
し
｝

験
っ
一
餌
東
灘
馨
獅
灘
辮
　
　
㎝
難
織
麟
｛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
。
そ
れ
は
結
局
は
「
技
術
の
一
農
業
の
営
み
方
で
は
専
門
家
に
　
…
・
＝
＝
・
・
…
＝
・
＝
…
3
雷
・
・
＝
＝
…
＝
・
昌
・
…
＝
＝
・
＝
・
零

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
し
た
　
　
　
　
　
　
懸

　
　
　
ん
の
御
承
認
と
共
に
過
く
る
七
す
。
い
い
か
え
る
と
、
何
か
新
「
く
て
も
よ
う
な
し
得
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ま
た
そ
の
必
要
も
な
い
わ
け
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
、
し
か
も
そ
れ
を
企
業
と
し
一
す
。
そ
こ
か
ら
、
日
本
の
農
民
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
は
、
と
か
く
技
術
の
必
要
な
一
、
’

が
出
来
ま
し
た
。
個
人
と
し
ま

し
て
も
責
任
の
重
大
性
に
か
ん

が
み
常
に
自
覚
と
反
省
を
致
し

て
お
り
ま
す
が
、
真
に
皆
様
の

御
意
志
に
添
い
得
な
か
っ
た
こ

と
を
深
く
御
わ
び
申
し
上
げ
ま

す
。
実
は
此
の
あ
た
り
で
新
陳

　
　
　
　
御
承
知
の
通
り
の
凡
・
身
に
つ
け
て
お
く
こ
と
が
何
よ
　
ど
考
え
よ
う
と
も
し
な
い
「
技

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
術
軽
視
」
の
傾
向
が
強
ま
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
る
の
で
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
い
う
技
術
軽
視
の
気
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
を
捨
て
さ
ら
な
い
か
ぎ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
企
業
家
的
農
民
に
な
れ
る
は
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
あ
り
ま
せ
ん
。
別
の
い
い
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
で
い
え
ば
、
専
門
家
と
し
て
恥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ず
か
し
く
な
い
だ
け
の
高
い
高

に
は
国
が
明
治
以
来
の
市
町
村
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
書
き
ま
　
い
技
術
を
身
に
つ
け
る
こ
と
。

の
財
務
譜
表
制
度
を
改
善
し
て
一
し
た
。
事
実
、
企
業
家
に
な
る
　
そ
れ
こ
そ
が
企
業
家
的
農
民
に

現
代
に
即
し
た
機
構
と
し
経
理
に
は
専
門
家
に
な
る
こ
と
が
必
一
な
る
た
め
の
第
一
歩
だ
と
い
え

全
般
に
つ
い
て
も
効
律
的
体
貧
富
で
す
。
だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
ま
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

改
善
を
行
う
様
、
計
画
案
が
検
の
農
民
に
は
専
門
家
と
し
て
恥
　
専
門
家
に
な
る
た
め
に
は

討
申
で
あ
り
ま
す
。
　
　
　
　
ず
か
し
く
な
い
、
そ
の
道
の
専
｝
　
確
か
め
な
が
ら
勉
強
を

　
此
の
内
外
共
に
重
要
な
時
局
門
家
以
外
に
は
、
ま
ね
る
こ
と
一
　
こ
れ
か
ら
の
農
民
に
と
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

ら
基
本
的
人
権
の
思
想
を
国
民

一
般
に
体
得
さ
せ
る
こ
と
を
任

務
と
し
て
い
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
具
体
的
に
は
ど
ん

り
ま
す
。
人
権
擁
護
委
員
法
二
｝
つ
と
め
る
た
め
に
人
権
、
法
律

条
に
は
「
委
員
は
、
国
民
の
基
一
問
題
の
相
談
、
人
権
侵
犯
事
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
的
人
権
が
侵
犯
さ
れ
る
こ
と
　
の
調
査
、
貧
し
い
た
め
に
正
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
な
い
よ
う
に
監
視
し
、
も
し
一
い
権
利
の
主
張
が
で
き
な
い
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
れ
が
侵
犯
さ
れ
た
場
合
は
、
　
へ
の
訴
訟
援
助
な
ど
の
職
務
を

そ
の
救
済
の
た
め
速
か
に
適
切
‘
行
な
う
も
の
で
、
た
だ
い
ま
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

繍
鰹
欝

論
－
藷

翌
鞭
凱
ズ

嶽
鷲
瞬
ご

験
誓
、

胴
親
詣

　　　　　羽　坂　橋　竣　工

工費840万円で架替中の永久橋羽坂橋が竣工して7月

下
に
一
三
八
名
の
人
権
擁
護
委

員
が
い
ま
す
。
　
　
　
。

　
世
の
申
に
は
ほ
ん
の
わ
ず
か

の
助
力
さ
え
あ
れ
ば
、
人
世
の

…
幸
、
不
幸
の
岐
路
に
た
っ
て
い

る
人
を
迷
わ
せ
ず
に
幸
福
に
み

　
ち
び
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。
人

罹
擁
護
委
員
は
、
ま
さ
に
貧
し

　
　
い
人
々
の
よ
き
相
談
相
手
と
し

　
　
て
、
世
の
中
の
片
す
み
で
く
る

　
　
し
ん
で
い
る
人
々
の
苦
悩
を
国

　
　
民
共
通
の
悩
み
と
し
て
解
決
に

規
あ
た
っ
て
く
れ
ま
究

れ
一
　
あ
な
た
の
村
の
人
権
擁
護
委

わ
員
は
、
つ
ぎ
の
と
お
り
で
す
。

獅
困
っ
た
と
藁
い
つ
で
も
相

式
談
し
ま
し
よ
う
。

め
初
　
　
　
　
橋
口
和
吉

曜
　
　
中
野
義
男

そ
　
　
　
　
陶
　
山
　
　
　
勲

に田

［

夕

ノ

，

2
’

’’卿
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「
奎
篇

　
元
禄
の
頃
、
郡
代
梶
田
十
郎

左
衛
門
は
少
し
も
民
情
を
か
え

り
み
ず
村
人
を
朝
早
く
か
ら
夜

お
そ
く
ま
で
か
り
た
て
て
酷
使

し
、
年
買
の
取
立
て
も
、
き
び

し
く
す
る
一
方
で
あ
っ
た
。

　
二
年
つ
づ
い
て
の
風
水
害
で

田
畑
は
流
さ
れ
、
収
穫
は
皆
無

で
村
人
達
は
そ
の
日
の
食
に
事

欠
ぐ
有
様
と
な
り
、
度
々
窮
状

を
訴
え
て
年
貢
の
猶
予
を
願
い

出
た
が
、
梶
田
は
一
向
に
顧
み

ず
重
税
を
課
し
た
。

　
「
も
は
や
こ
れ
ま
で
」
と
生

き
る
希
望
を
失
っ
た
農
民
は
相

語
ら
つ
て
薩
摩
藩
島
津
氏
の
領

内
へ
逃
亡
す
る
こ
と
に
意
を
決

し
た
。

　
「
ワ
ラ
ヒ
、
ク
ス
根
ハ
申
ス

ニ
及
バ
ス
、
山
野
ノ
木
ノ
実
、

カ
ヤ
ノ
根
マ
テ
取
り
ソ
ク
シ
テ

ハ
、
モ
ハ
や
身
命
ヲ
保
ッ
コ
ト

ハ
テ
キ
ス
、
何
処
ヘ
ナ
リ
ト
、

散
り
散
り
ニ
立
出
テ
申
ス
ヨ
リ

外
、
御
座
ナ
ク
候
。
ア
ワ
レ
ト

思
シ
召
シ
下
サ
レ
タ
ク
候
」

　
そ
の
時
の
訴
状
の
一
部
で
あ

る
が
、
悲
惨
な
生
写
の
様
子
が

眼
に
う
か
ぶ
よ
う
で
あ
る
。

　
元
禄
三
年
九
月
、
坪
谷
四
四

竈
、
川
南
（
羽
坂
、
田
野
）
七

一
竈
、
鶴
野
内
三
三
羅
、
迫
野

内
二
二
竈
、
伊
原
（
八
重
原
）

一
六
釦
、
小
野
田
三
六
竈
、
福

瀬
四
四
協
、
寺
迫
二
六
竈
、
八

ッ
山
（
越
表
）
七
舗
、
総
務
二

九
九
竈
、
一
四
ご
二
人
の
村
人

達
は
夜
陰
に
乗
じ
て
部
落
を
出

で
僅
か
ば
か
り
家
財
を
持
ち
、

老
人
は
牛
馬
の
背
を
借
り
幼
児

を
背
負
い
七
曲
の
難
所
を
越
え

鵜
戸
木
を
経
て
、
い
っ
た
ん
寺

迫
に
集
結
し
て
、
そ
こ
か
ら
高

鍋
に
出
て
日
向
路
を
南
に
下
り

遠
く
薩
摩
藩
領
ま
で
逃
げ
の
び

る
計
画
で
あ
っ
た
。

π

寺
迫
で
勢
ぞ
ろ
い
し
た
一
行
一
ル
L

は
勇
躍
し
て
出
発
し
た
の
で
あ

る
が
高
鍋
領
に
は
い
る
と
す
ぐ

高
鍋
藩
の
役
人
の
と
が
め
る
と

こ
ろ
と
な
っ
た
。
高
鍋
藩
で
は

直
ち
に
こ
の
こ
と
を
延
岡
藩
に

連
絡
す
る
と
共
に
、
一
行
の
慰

留
に
つ
と
め
た
た
め
、
彼
等
は

心
な
ら
ず
も
、
こ
こ
高
鍋
領
又

井
野
で
足
止
を
く
う
結
果
と
な

っ
た
。

　
こ
の
報
に
接
し
た
延
岡
藩
で

は
直
ち
に
家
老
達
を
派
し
て
農

民
に
帰
村
す
る
よ
う
す
す
め
た

が
、
農
民
達
の
結
束
が
か
た
く

帰
村
す
る
者
は
一
名
も
な
か
っ

た
。
高
鍋
藩
で
は
小
屋
が
け
を

し
て
そ
こ
に
収
容
し
、
大
人
に

は
五
合
、
子
供
に
は
二
合
五
二

の
飯
米
を
あ
た
え
て
暮
さ
せ
た

　
こ
う
し
て
解
決
を
み
な
い
ま

　
こ
う
し
て
、
一
年
有
余
に
わ

た
っ
て
、
元
禄
泰
平
の
夢
を
ゆ

り
う
ご
か
し
た
さ
し
も
の
大
事

件
も
遂
に
そ
の
幕
を
閉
じ
た
の

で
あ
る
。

　
か
く
し
て
「
要
求
は
す
べ
て

い
れ
よ
う
」
　
「
一
人
と
い
え
ど

も
罰
は
与
え
な
い
」
な
ど
と
、

高
鍋
藩
を
証
人
と
し
て
藩
と
の

間
に
取
交
わ
し
た
数
々
の
約
束

も
す
べ
て
反
古
に
ふ
さ
れ
、
多

く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
の
で
あ

る
。　

成
願
の
境
内
に
こ
れ
ら
尊
い

犠
牲
者
の
慰
霊
の
供
養
塔
が
建

て
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
義
農

の
供
養
塔
」
は
儀
牲
者
た
ち
の

受
刑
の
日
か
ら
お
よ
そ
百
二
十

年
た
っ
た
文
化
八
年
、
時
の
大

庄
屋
寺
原
和
右
衛
門
と
寺
の
八

ま
元
禄
三
年
も
暮
れ
、
翌
四
年
．
世
の
住
職
石
門
曼
と
が
、
こ
の

二
月
に
江
戸
表
よ
り
農
民
代
表
一
人
々
の
霊
を
慰
め
る
た
め
に
建

二
十
名
を
召
つ
れ
る
よ
う
の
命
「
立
し
た
供
養
塔
で
あ
る
。

が
来
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
延
岡
一

藩
の
家
老
を
は
じ
め
郡
代
梶
田

十
郎
左
衛
門
、
代
官
大
崎
久
左

衛
門
、
足
軽
た
ち
、
高
鍋
藩
か

ら
も
医
師
が
同
行
し
た
。
　
　
一

　
全
等
十
一
月
、
江
戸
表
の
評
一

議
所
に
曾
て
農
民
代
表
二
十
名

毎
年
お
盆
の
十
七
日
に
こ
の

者
が
何
家
の
祖
先
で
あ
る
か
は
一

知
る
よ
し
も
な
い
が
、

　
　
　
　
　
上

慰
霊
祭
が
成
願
寺
で
行
な
わ
れ

る
。
即
ち
「
朝
参
供
養
」
で
あ

る
。　

朝
参
の
意
は
こ
の
処
刑
を
受

け
た
人
々
の
遺
族
が
家
族
に
も

そ
の
類
の
及
ぶ
こ
と
を
恐
れ
て

朝
早
く
人
目
を
し
の
ん
で
菩
提

寺
で
あ
る
成
願
寺
に
参
詣
し
て

そ
の
瞑
福
を
祈
っ
た
こ
と
よ
り
「

発
し
た
語
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
十
一
名
の
尊
い
犠
牲

瓢
蟻
識
響
騰
欝
欝
灘

礁
輪
鶴
た
だ
こ
岳
嚢
・
聞
・
あ
・
い
は
研
究
発

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
零
す
る
も
の
と
す
る
。

さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
、
補
導

・
諜
醒
胤
講
評
膿
私
選
籍
鶯

供
養
塔
に
は
次
の
法
名
が
証
跡
を
実
施
し
、
課
題
解
決
に
挺

清
士
禅
定
門
、
宗
山
禅
定
門
、

道
順
禅
定
門
、
貞
内
禅
定
門
、

本
室
禅
定
門
、
宗
円
禅
定
門
、

良
品
禅
定
門
、
久
安
禅
定
門

イ
舗
曇
謎
解
露
膳
遽
般
に
一
旦
・
て
補
導

士
、
林
月
露
田
信
士
、
産
室
元
＝
へ
経
費

夏
信
士
、
穫
室
了
安
信
士
、
常
一
　
作
業
（
村
有
林
下
刈
作
業
）

室
利
円
信
士
、
常
本
禅
定
門
、
に
従
事
し
た
日
は
・
百
に
つ

「
働
き
つ
つ
学
ぶ
」
盤
馨

と
郡
代
以
下
獲
人
と
の
墾
で
は
た
や
す
爆

が
あ
っ
た
が
、
判
決
は
百
姓
の

下
落
糎
副
市
兵
衛
更
墜
実
行
・
て
い
・
の
が
本

ハ
ハ
リ
ソ
ケ
・
ソ
ノ
男
子
ハ
死
一
村
が
昨
年
か
ら
開
設
し
て
い
る

罪
、
妻
並
ヒ
ニ
女
子
ハ
引
カ
レ

者
二
黒
ス
、
願
書
ヲ
認
メ
タ
半

蔵
、
佐
次
兵
衛
、
段
助
、
重
右

衛
門
ハ
斬
罪
、
又
次
郎
、
関
之

惑
、
庄
之
丞
“
、
与
一
兵
衛
太
郎

ヲ
八
丈
島
二
流
シ
」

　
郡
代
梶
田
十
郎
左
衛
門
、
代

騰
灘
一
月
謙
魏
鋤
藁
一
ω
共
同
生
活

葛
溜
警
難

繋
鱗
囎
難
敏
郭

｝
る
。

｛
七
・
実
施
期
間

　
昭
和
三
十
八
年
八
月
十
日
～

三
十
日
　
九
月
五
日
～
九
月
十

一
五
日
の
三
十
日
間
と
す
る
。

八
、
そ
の
他

　
青
年
建
設
班
実
施

一

　
　
計
画

　
關
、
学
習

　
合
宿
期
間
の
学
習
は
下
記
係

が
担
当
す
る
外
必
要
に
応
じ
、

朝の国旗掲揚式

産
業
課
職
員
、
教
育
委
員
会

職
員
、
農
業
改
良
普
及
所
職

員
、
林
業
改
良
指
導
員

二
、
実
習

　
実
習
は
下
記
の
六
項
目
に
つ

い
て
行
な
う
。

ω
農
機
具
分
解
組
立

　
　
　
　
　
　
実
習

軽
自
動
車
運
転

ニ
ワ
ト
リ
解
体

林
業
機
械

測
　
　
量

キ
ャ
ン
プ
訓
練

三
、
作
業
’

　
　
「
働
き
つ
つ
学
ぶ
」
、
言
葉
推
進
に
挺
身
せ
し
め
る
た
め
、

　
　
　
　
　
　
．
〉
、
実
践
は
な
一
農
村
青
年
建
設
班
の
編
成
を
行
一

か
な
か
む
つ
カ
し
い
こ
と
で
あ
な
い
実
施
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
り
ま
す
。
そ
の
困
難
な
こ
と
を
二
、
編
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
原
則
と
し
て
、
本
村
内
に
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住
し
、
現
在
将
来
と
も
に
農
林

轟
悪
書
騒
購
欝
勲
劉
顯
舞
員
を
講
師
と
三
座
一
時
三
卜
分

て
男
子
青
年
二
一
名
、
女
子
腹
合
、
研
修
、
年
五
回
以
上
を
も

年
六
名
が
そ
の
訓
練
を
う
け
て
　
つ
て
勤
労
と
学
習
と
生
活
が
有

一
い
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
一
機
的
に
運
営
さ
れ
る
よ
う
編
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一　

u
農
村
青
年
建
設
班
」
に
つ
一
す
る
。

一
い
て
は
未
だ
充
分
な
認
識
を
得
三
、
合
宿
期
聞
の
運
営

実実実実実
習習習習習

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

出
来
上
っ
た
ら
皆
で
見
学
に
ゅ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戦

「く
こ
と
を
約
束
し
た
こ
と
も
、

時
。
そ
れ
ぞ
れ
に
旅
人
さ
ん
に

敬
意
を
表
し
て
家
路
へ
つ
い
た

　

　
旅
人
さ
ん
が
延
岡
で
初
め
て
設
一

一
計
さ
れ
た
千
代
田
生
命
の
家
が

　
　
｝
別
れ
こ
と
ば
に
印
象
的
に
残
つ

　
　
て
い
た
。

　
　
O
夏
の
例
会
の
記

　
　
　
六
月
二
十
七
日
、
都
甲
邸
に

　
　
て
開
く
。
集
っ
た
も
の
は
い
つ

　
　
も
の
メ
ン
バ
ー
、
話
題
は
各
自

　
　
持
参
。
話
し
は
「
下
三
ケ
」
よ

　
　
り
は
じ
ま
っ
た
。
　
「
下
三
ケ
は

　
　
焼
酎
の
方
が
い
い
と
じ
ゃ
ね
一

　
　
か
」
越
智
さ
ん
開
口
一
番
の
言

　
　
葉
。
そ
も
そ
も
下
三
ケ
と
は
海

　
　
野
迫
夫
君
の
代
名
詞
で
あ
る
。

　
　
会
員
中
海
野
が
二
人
い
て
通
夫

　
　
通
夫
の
同
名
が
二
人
い
る
の
で

焦
篠
講
響

頭
離
籍
糠

　
　
村
民
も
少
し
は
考
え
な
く
ち
ゃ
一

　
　
今
ま
で
県
会
議
員
を
出
し
て
い

　
　
て
落
選
さ
し
た
こ
と
は
な
か
つ

角

盆
行
事
に
つ
い
て

一
、
盆
行
事
は
近
親
者
の
み
と
し
て
そ
の

他
は
実
質
的
な
供
物
に
い
た
し
ま
し
よ

　
，
つ一

、
中
元
の
贈
答
品
は
自
粛
し
ま
し
よ
う

一
、
慰
霊
祭
は
公
民
館
等
で
盛
大
に
行
い

冗
費
を
は
ぶ
き
遺
族
に
迷
惑
を
か
け
ぬ

よ
う
に
い
た
し
ま
し
よ
う

一帖一ρ一一冒一㌔

　
村
有
林
下
刈
作
業
を
行
な
う

　
場
所
　
　
冠
岳

　
日
当
　
六
〇
〇
円
（
女
子
四

　
　
　
　
〇
〇
円
）

四
、
生
活

　
　
　
　
ゆ

六
時
　
起
床
、
洗
面
、
掃
除
、

　
体
操

六
時
三
十
分
　
朝
食

七
時
　
作
業
出
発

八
時
　
作
業
開
始

十
二
時
　
昼
食

十
七
時
作
業
終
り

一
十
八
時
　
入
浴
、
夕
食

…
＋
九
時
学
習

二
十
一
時
学
習
終
り

　
　
　
　
　
　
　
　
就
寝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
宿
期
間
は
全
員
合
宿
（
中

国
替
【
二
命
ゼ
ラ

　
　
　
　
　
　
画
を
記
し
て
、
村
民
各
位
の
こ
［
央
公
民
館
）
に
よ
る
集
団
生
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
れ
に
対
す
る
理
解
と
協
力
を
お
｝
を
行
な
う
も
の
と
し
、
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
願
い
い
た
し
ま
す
。
　
　
　
　
㎜
通
じ
て
健
全
な
生
活
態
度
及
び

　　
@　

蜿
J
騨
建
設
班
謡
講
灘
璽

　
　
　
　
防
一
、
目
的
　
　
　
討
議
及
び
実
習
を
行
な
い
将
来

　
　
　
　
内
本
村
の
重
点
施
策
で
あ
る
農
　
の
自
立
営
農
者
と
し
て
、
ま
た

　
　
　
　
境
　
　
業
構
造
改
善
事
業
を
推
進
す
る
農
業
構
造
改
善
事
業
を
推
進
す

　　

@　

Q
舗
雛
輪
講
靖
麓
麗
鹸
繭
撮

　
　
　
　
　
　
・
を
養
成
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
一
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
｝
若
い
力
を
本
村
の
農
業
近
代
化
　
四
、
へ
碧
色
’
勢
動

『
ふ
る
さ
と
を
偲
ぶ
会
』
だ
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
都
　
　
甲
　
鶴
　
　
男

顯
人
さ
ん
を
丁
零
響
膿
㈱

　
旅
人
さ
ん
を
五
ケ
瀬
旅
館
に
｛
然
美
的
な
風
格
は
、
父
牧
水
に

一
迎
え
て
の
、
ふ
る
さ
と
を
偲
ふ
一
よ
く
似
て
い
る
の
で
は
な
い
か

「会

�
J
い
た
の
が
五
月
三
日
だ
…
と
思
わ
れ
た
。
文
学
を
語
り
、

湊
饒
曙
難
航
短
麩
軽
羅
ザ
舗
鵯
絵
扇

無
額
簾
総
漢
讃
懸
罐
パ
熔
耐
線
麓

｛
な
っ
て
の
サ
ー
ヒ
ス
ぶ
り
。
谷
あ
と
嬉
し
く
な
り
、
今
夜
の
会

［
夫
人
と
手
を
握
り
踊
ら
ん
ば
か
合
が
・
よ
な
く
有
り
が
た
く
感

｝
り
の
大
は
し
ゃ
ぎ
『
人
間
が
裸
一
ぜ
ら
れ
た
。
時
の
経
つ
の
も
忘

に
な
り
、
何
物
に
も
と
ら
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
な
い
で
、
生
き
生
き
と
自
分
を
一
送
っ
て
い
た
だ
い
た
の
が
十
一

道
路
か
ら
見
た
建
築
の
デ
ザ
イ

ン
、
色
彩
、
と
て
も
す
ば
ら
し

い
。
内
に
は
入
っ
て
見
て
も
色

彩
と
構
造
が
そ
れ
は
そ
れ
は
珍

ら
し
い
。
一
寸
延
岡
、
宮
崎
に

て
は
見
ら
れ
な
い
風
格
と
味
の

あ
る
感
じ
で
す
。

　
東
京
の
匂
い
が
す
る
、
そ
し

一
て
延
岡
に
も
ふ
さ
わ
し
い
感
じ

が
し
て
。
千
代
田
生
命
の
全
国

に
亘
る
支
店
は
殆
ん
ど
手
に
か

け
て
い
る
ら
し
い
。

　
牧
水
の
城
山
の
鐘
の
歌
と
旅

人
さ
ん
の
設
計
に
よ
る
こ
の
家

と
が
何
か
結
ば
れ
て
延
岡
に
又

新
し
い
息
吹
き
を
感
じ
さ
せ
ら

れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

宮
崎
県
民
歌
募
集
要
領

剛
、
〈
募
集
の
趣
旨
〉

明
治
十
六
年
に
宮
崎
県
が
再

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
年
が
置
主
旨
○
周
年
に
当
り
ま

餓
蝶
千
丁
隙
需
襲
穆
嬬
嚢
醜

は
一
段
と
足
り
な
か
っ
た
の
で
一
さ
れ
る
県
民
歌
を
公
募
し
ま
す

は
な
い
か
と
、
皆
で
残
念
が
つ

た
の
憂
小
野
君
の
力
も
些
讐
れ
て
賀
昭
和
一
二
＋
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

た
。
　
「
皆
で
育
て
る
」
と
い
う

こ
と
は
大
切
な
こ
と
だ
。
　
　
　

　
秋
の
例
会
は
高
森
病
院
だ
が
一

邸
宅
は
や
め
に
し
て
面
谷
の
ヤ
ー

ナ
に
ゆ
く
こ
と
に
決
定
し
た
。

延
岡
を
離
れ
て
の
ド
ラ
イ
ブ
と
一

し
ゃ
れ
、
耳
玉
の
清
流
を
守
谷
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

に
訪
ね
ハ
ヤ
ナ
の
鮎
を
思
う
存

分
た
べ
る
こ
と
に
し
た
。
　
　
…

　
い

雛
誌
磐
郷
鵠
羅
…

の
に
丁
度
い
い
気
持
、
三
三
五
㎝

五
と
別
れ
て
家
路
へ
つ
く
。

放
人
さ
ん
ニ
ュ
ー
ス

　
若
山
旅
人
さ
ん
が
日
本
で
も

有
名
な
建
築
設
計
家
で
あ
る
こ

と
は
衆
知
の
限
り
だ
が
、
延
岡

に
旅
人
さ
ん
の
設
計
に
か
か
る

す
ば
ら
し
い
家
が
建
ち
ま
し
た

千
代
田
生
命
会
社
延
岡
支
店
で

延
岡
市
三
ソ
瀬
町
で
す
。
高
森

通
夫
さ
ん
の
病
院
の
近
く
で
す

去
る
七
月
二
日
夕
方
、
ふ
る
さ
．

と
を
語
る
会
員
多
数
で
見
学
し

ま
し
た
。
旅
人
さ
ん
が
五
月
来

延
の
際
「
轡
兀
成
し
九
ら
見
識

二
、
〈
主
催
〉

　
宮
崎
県

　
　
〈
協
賛
〉

　
　
各
報
道
機
関

　
　
　
　

三
、
〈
応
募
資
格
〉

　
一
般

四
、
〈
締
切
期
日
〉

　
昭
和
三
十
八
年
十
一
月
十
日

　
（
当
日
消
印
あ
る
も
の
は
有

　
効
）

つ
か
十
一
時
前
と
な
っ
た
…
五
・
〈
送
付
先
〉

　
宮
崎
市
別
府
町
一
〇

　
宮
崎
県
総
務
部
総
務
課
（
T

　
E
L
四
九
四
一
）

六
、
〈
発
表
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
昭
和
三
十
九
年
ご
月
上
旬
、

　
各
報
道
機
関
を
通
じ
て
発
表
”

　
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

七
、
〈
審
査
〉

　
審
査
委
員
会
を
構
成
し
て
審
幽

八
落
懸
〉
　
繭

　
一
等
一
点
五
万
円
　

蒲

　
佳
作
一
点
五
千
円
　

扁

　
な
お
入
賞
者
に
は
知
事
の
感
一
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

謝
状
を
贈
り
ま
す
。

九
、
〈
そ
の
他
〉
　
　
　
　
　
扁

ω
作
曲
お
よ
び
歌
手
は
中
央
の
愈

　
専
門
家
に
依
頼
、
昭
和
三
十
爾

　
行
な
い
ま
す

ω
応
募
原
稿
に
は
住
所
、
氏
名

　
（
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
用
い
る
場

　
合
は
本
名
を
か
っ
こ
で
書
き

　
入
れ
る
こ
と
）
、
職
業
、
年

　
令
、
男
女
別
を
明
記
し
て
く

　
だ
さ
い
。

㈹
歌
詞
の
型
は
自
由
で
す
が
、

　
長
さ
は
三
節
ま
で
を
限
度
と

　
し
ま
す
。

ω
入
賞
歌
の
発
表
に
つ
い
て
は

　
若
干
歌
詞
の
修
正
を
さ
し
て

　
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り
ま
す

　
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

㈲
応
募
原
稿
は
お
か
え
し
し
ま

　
せ
ん
。

㈹
入
賞
歌
の
著
作
権
は
主
催
者

　
に
帰
属
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

　
す
。

．
己
9
吻
騨
●
●
■
O
●
●
，
●
■
薗
●
●
●
●
騨
●
●
●
O
●
●

れ
て
、
玄
関
ま
で
同
一
の
ま
鎖
い
し
と
言
わ
れ
駕
だ
ρ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
約
束
を
果
た
し
た
わ
具

◇
日
中
の
暑
さ
は
格
別
だ
が
、

し
か
し
一
度
林
間
に
脚
を
ふ
み

入
れ
る
と
、
す
で
に
つ
く
っ
く

法
師
が
秋
の
訪
れ
を
つ
げ
て
い

る
。
た
し
か
に
秋
の
気
は
ほ
の

か
に
流
れ
て
い
る
よ
う
だ
。

◇
夏
休
み
に
な
っ
て
、
ど
こ
の

子
供
会
で
も
朝
ラ
ジ
オ
体
操
を

は
じ
め
て
い
る
。
初
の
程
は
よ

く
出
会
す
る
が
、
日
が
立
つ
に

つ
れ
て
一
人
減
り
、
二
人
減
っ

て
、
終
り
の
頃
に
は
僅
か
の
人

数
に
な
っ
て
し
ま
う
の
が
毎
年

の
姿
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
悲
し

い
姿
だ
と
思
わ
れ
て
な
ら
ぬ
。

◇
ほ
ん
と
う
に
世
の
親
た
ち
が

愛
児
の
将
来
を
思
う
な
ら
ば
、

朝
の
ラ
ジ
オ
体
操
に
出
席
さ
せ

る
こ
と
に
も
大
き
な
教
育
的
な

意
味
を
見
出
す
べ
き
で
は
な
か

ろ
う
か
。

◇
今
ほ
ど
「
人
づ
く
り
」
が
強

く
叫
ば
れ
る
時
代
は
な
い
。
そ

の
「
人
づ
く
り
」
の
基
盤
は
家

庭
教
育
に
あ
る
こ
と
を
世
の
親

達
は
認
識
し
て
い
た
だ
き
た
い

◇
愛
に
溺
れ
ぬ
よ
う
、
鉄
は
熱

い
う
ち
に
鍛
わ
ね
ば
役
に
立
た

ぬ
。　
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を
ふ
く
峠
の
風
や
蝉
時
雨
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水
祭
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歌
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牧
水
祭
の
行
事
と
し
て
左
記
に
よ
り
短
歌

を
募
集
い
た
し
ま
す
。
ふ
る
っ
て
御
投
詠

下
さ
い

　
　
　
　
記

　
一
、
一
人
三
首
以
内

　
一
、
送
先
　
東
郷
村
役
場
内
牧
水
顧
彰
会
宛

　
一
、
締
切
　
九
月
十
日
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投
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明
、
の
こ
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