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全
く
ア
ッ
と
い
う
間
に
十
年
経
ち

ま
し
た
。
五
十
周
年
の
行
事
を
す
ま

せ
た
の
が
、
つ
い
こ
の
間
の
よ
う
な

気
が
い
た
し
ま
す
。

昭
和
二
十
三
年

（
一
九
四
八
）
七

月
十

一
日
に
、
わ
が
横
浜
能
楽
連
盟

は
創
設
さ
れ
ま
し
た
。
当
時
の
詳
し

い
こ
と
は
、
五
十
周
年
の
時
発
刊
さ

れ
た

「
お
能
と
横
浜
」

（か
な
し
ん

出
版
』
に
記
述
さ
れ
て
お
り
ま
す
の

で
、
こ
の
際
は
余
計
な
回
顧
は
い
た

し
ま
せ
ん
が
、
と
も
か
く
考
え
て
見

れ
ば
、
そ
の
歴
史
の
重
味
は
大
変
に

大
き
な
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
の
間
、
連
盟
は

「横
浜
能
」
と

い
う
行
事
を

一
回
も
体
む
こ
と
な
く

今
年
で
五
十
六
回
目
の
公
演
を
開
催

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
栄
誉
あ

会

長

新

堀

豊

彦

る

「横
浜
文
化
賞
」
と

「神
奈
川
文

化
賞
」
を
そ
れ
ぞ
れ
受
賞
い
た
し
ま

し
た
。

又
、
今
日
日
本
の
能
楽
界
で
、
も

っ
と
も
注
目
を
浴
び
る
横
浜
能
楽
堂

建
設
に
も
大
き
な
力
を
発
揮
し
て
来

た
こ
と
も
間
違
い
の
な
い
実
績
で
あ

る
と
考
え
ま
す
。

し
た
が

つ
て
、
そ
れ
ら
の
積
み
重

ね
の
道
程
を
ふ
り
返
り
つ
つ
、
次
の

時
代

へ
向

っ
て
の
新
し
い
目
標
づ
く

り
と
取
り
組
む
べ
き
必
要
性
も
強
く

感
ず
る
所
で
あ
り
ま
す
。

ま
さ
に
世
阿
輛
以
来
の
伝
統
を
持

つ
能
を
、
今
後
、
ど
の
よ
う
に
継
承

し
、
発
展
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
か
、

と
い
う
重
く
か
つ
困
難
な
命
題
と
も

正
面
か
ら
向
き
あ

っ
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
宿
命
を
、
我
々
は
背
負

っ
て
い
る
と
い
う
認
識
を
持
つ
べ
き

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

趣
味
と
し
て
好
き
で
や
っ
て
い
る

謡
曲
で
あ
り
、
仕
舞
で
あ
り
お
囃
子

で
あ
り
能
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
や

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
我
々

は
、
大
き
な
誇
り
と
充
実
感
を
も

つ

て
、
よ
り
普
及
活
動
を
拡
大
し
て
ゆ

く
義
務
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

既
に
前
号
で
お
知
ら
せ
し
た
通
り
、

我
々
の
横
浜
能
楽
大
会

（九
月
十
五

日
）
は
、
高
校
生
以
下
の
子
供
た
ち

に
よ
る
能

「九
頭
竜
」
を
中
心
に
番

組
を
編
成
い
た
し
ま
す
。

そ
し
て
さ
ら
に
第
五
十
六
回
横
浜

能
は
、
掃
部
山
公
園
に
お
い
て
、
二

夜
連
続
の
薪
能
を
能
楽
堂
と
共
催
で

実
行
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
詳

細
は
つ
め
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、
第

一

日
は
八
月
三
十
日
（土
）
、
井
伊
直
弼

の
作
で
あ
る

「筑
摩
江
」
を
井
伊
家

ゆ
か
り
の
喜
多
流
で
上
演
い
た
し
ま

す
。
同
時
に
、
同
じ
ゆ
か
り
の
茂
山

家
に
よ
る
狂
言
も
登
場
し
ま
す
。

第
二
日
目
　
八
月
三
十

一
日
（日
）

は
、
茂
山
家
に
よ
る
狂
言
三
番
を
や

っ
て
頂
く
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

掃
部
頭
の
銅
像
の
前
で
、
開
港
百
五

十
周
年
を
目
前
に
し
て
、
こ
の
演
能

は
、
ま
さ
に
六
十
周
年
に
ふ
さ
わ
し

い
番
組
と
言
え
る
と
思
う
の
で
あ
り

ま
す
。

会
員
の
皆
様
は
も
と
よ
り
、
横
浜

市
民
の
多
く
の
方
々
に
こ
れ
を
鑑
賞

し
て
町
に
れ
ば
幸
い
で
あ
る
と
存
じ

ま
す
。

大
き
な
期
待
に
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ

つ
つ
、
六
十
周
年

の
年
を
盛
り
上
げ

て
ゆ
き
た

い
と
思

い
ま
す
。

連

盟

報

告

企
画
事
業
担
当

鈴
木
　
力
雄

平
成
十
九
年
四
月
の
定
期
総
会
に

お
い
て
承
認
さ
れ
た
活
動
計
画
に
則

り
、
第
五
十
五
回
横
浜
能
は
、
金
剛

流
　
金
剛
永
謹
師
に
よ
る

『鞍
馬
天

狗
』
、
和
泉
流
　
野
村
又
三
郎
師
に

よ
る
狂
言

『寝
音
曲
』
を
上
演
し
た
。

な
お

「鞍
馬
天
狗
」
で
は
能
楽
堂

に
よ
り
、　
一
般
公
募
で
選
考
さ
れ
た

五
名

の
子
供
た
ち
が

「
花
見

の
子

方
」
と
し
て
出
演
し
た
。

「第
二
十
三
回
五
流
能
楽
大
会
」

は
十
九
年
九
月
に
、
「第
十

一
回
五

流
交
流
の
つ
ど
い
」
は
二
十
年
二
月

に
実
施
し
た
。

な
お
、
更
衣

・
控
室
は
、
前
回
ま

で
は
流
派
毎
に
分
け
て
い
た
が
、
男

性
は

一
階
楽
屋
、
女
性
は
三
階
研
修

室
の
そ
れ
ぞ
れ
ワ
ン
フ
ロ
ア
ー
と
し

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
流
派
間
の
交
流

・
親
睦
が
図
ら
れ
、
好
評
で
あ

っ
た
。

平
成
二
十
年
の

「第
二
十
四
回
横

浜
五
流
能
楽
大
会
」
は
、
連
盟
創
設

六
十
周
年
記
念
の
会
で
あ
り
、
九
月

十
五
日
に

「
Ｎ
Ｐ
Ｏ
子
供
と
生
活
文

化
協
会
（Ｃ
Ｌ
Ｃ
Ａ
と

に
よ
る
、
子

供
創
作
能

『九
頭
龍
』
を
上
演
し
ま
す
。

こ
の
子
供
能
は
、
大
鼓
方
、
大
倉

正
之
助
師
を
は
じ
め
と
す
る
、
シ
テ
、

ワ
キ
、
地
、
囃
子
、
ア
イ
の
す
べ
て

が
そ
れ
ぞ
れ
プ
ロ
の
能
楽
師
の
指
導

を
受
け
て
い
る
、
高
校
生
以
下
の
子

供
だ
け
の
能
で
す
が
、
子
供
と
は
思

え
な
い
素
晴
ら
し
い
演
技
を
観
る
こ

と
が
出
来
ま
す
。

す
で
に
国
内
各
地
の
ほ
か
、
今
年

三
月
に
は
中
国
蘇
州
市
で
も
演
能
し
た
。

連
盟
会
員
の
高
齢
化
の
な
か
大
き

な
刺
激
と
な
り
、
勇
気
付
け
と
も
な

る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

第
十
一
回

五
流
交
流
の
つ
ど
い
を
終
え
て

金
剛
流

粂

　

一量

平
成
二
十
年
二
月
九
日
（土
）
、
平

年
に
比
べ
て
寒
さ
が
厳
し
く
、
こ
の

日
も
朝
か
ら
ど
ん
よ
り
し
た
、
今
に

も
雪
が
降
り
だ
し
そ
う
な
天
候
の
中
、

第
十

一
回
五
流
交
流
の
つ
ど
い
が
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

今
回
は
、
素
謡
十
四
番
、
連
吟
九

番
、
独
吟

一
番
、
仕
舞
十
番
が
発
表

さ
れ
、
参
加
者
も
延
べ
、
三
百
名
を

数
え
ま
し
た
。

九
時
四
十
五
分
、
素
謡
「西
王
母
」

か
ら
始
ま
り
、
連
吟

「芦
刈
」
附
祝

言

「狸
々
」
ま
で
、
終
演
時
間
十
七

時
三
十
分
に
無
事
終
え
る
こ
と
が
出

来
ま
し
た
。
こ
れ
も
皆
様
の
ご
協
力

の
お
陰
と
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

五
流
交
流
の
つ
ど
い
は
、
舞
台
に
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出
る
機
会
の
少
な
い
比
較
的
初
心
の

人
達
に
舞
台
を
多
く
踏
ん
で
い
た
だ

く
と
い
う
趣
旨
で
行
わ
れ
て
お
り
、

立
派
な
つ
ど
い
と
な
り
ま
し
た
。
こ

、れ
も
日
頃
の
成
果
が
発
揮
さ
れ
た
た

め
と
思
わ
れ
ま
す
。

ま
た
、
発
表
曲
の
中
で
珍
し
い
曲

も
あ
り
、
金
春
流
か
ら
は

「初
雪
」

が
連
吟
で
発
表
さ
れ
、
こ
の
季
節
に

ふ
さ
わ
し
い
曲
で
し
た
。
ま
た
、
観

世
流
か
ら
は
創
作
謡
と
し
て

「
都

筑
」
が
発
表
さ
れ
、
興
味
の
深
い
曲

で
し
た
。

今
ま
で
楽
屋
控
え
室
は
、
流
派
毎

に
区
切
り
、
第
二
舞
台
ま
で
控
え
室

と
し
て
利
用
し
て
い
ま
し
た
が
、
提

示
板
の
煩
雑
さ
や
案
内
の
不
徹
底
な

ど
事
務
的
な
問
題
が
多
々
あ
り
ま
し
た
。

今
回
は
、
第
二
舞
台
は
控
室
と
し

て
使
用
せ
ず
、
ま
た
、
楽
屋

・
研
修

室
も
各
流
派
毎
に
分
け
る
の
で
は
な

く
、
女
性
は
三
階
の
研
修
室
を
、
男

性
は

一
階
の
楽
屋
を
使
用
し
、
第
二

舞
台
を
申
し
合
せ
だ
け
の
場
と
し
て

利
用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
担
当
者

へ
の
連
絡
な
ど
が
今
ま
で
よ
り
も
ス

ム
ー
ス
に
な

っ
た
と
と
も
に
、
他
の

各
流
派
の
方
と
の
親
睦
も
図
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

何
か
と
不
行
き
届
き
な
点
が
多
々

あ

っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
無
事

つ
ど

い
を
終
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

こ
れ
も
皆
様
の
ご
協
力
の
お
陰
と

感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
有
難
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

「鉢
木
」
ゆ
か
り
の
地
を
尋
ね
て

観

世

流

星
名
　
道
弘

数
年
前
の
晩
秋
、
高
崎
市
上
佐
野

町
の
常
世
神
社
を
訪
れ
た
。
上
信
電

鉄
南
高
崎
駅
か
ら
上
越
新
幹
線
高
架

の
東
側
を
南

へ
、　
一
・
五
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
歩
き
、
東

へ
の
小
道
を
左
折
し

た
北
側
に
あ
る
。
路
傍
の
鳥
居
を
過

ぎ
家
に
囲
ま
れ
た
狭
い
参
道
を
行
く

と
、
両
側
に
石
灯
籠
が
石
台
の
上
に

あ
る
。
数
段
の
石
段
の
上
に
小
さ
い

祠
が
南
向
き
に
、
ひ
つ
そ
り
と
建

つ
。

祠
は
板
葺
だ

っ
た
が
昭
和
四
十

一
年

の
台
風
で
吹
き
抜
か
れ
、
今
は
瓦
葺

と
な

っ
た
。
間
日
、　
一
間
程
の
切
妻

造
、
観
音
開
き
の
格
子
戸
の
質
素
な

有
様
で
あ
る
。
そ
の
左
前
、
東
向
き

に

「佐
野
源
左
衛
門
旧
居
跡
」
と
刻

ん
だ
高
い
石
碑
が
あ
る
。

常
世
の
父
は
下
野
國
佐
野
庄
を
領

し
て
い
た
が
伯
父

一
族
に
謀
殺
、
領

地
を
横
領
さ
れ
、
常
世
は
上
野
国

ヘ

追
放
さ
れ
た
。
こ
こ
は
旧
居
と
謂
わ

れ
る
。
埋
木
の
荒
屋
を
偲
ん
で

「鉢

木
」
の
ク
セ
の

一
部
を
奉
納
し
た
。

日
本
画
家
の
小
林
古
径
が
昭
和
三

十
年

「鉢
木
」
と
題
し
描
い
た
絵
が

あ
る
。
侍
烏
帽
子

・
浅
黄
色
の
狩
衣

の
常
世
が
縁
先
で
梅
の
木
を
小
刀
で

正
に
伐
ろ
う
と
す
る
姿
、
厩
の
痩
馬
。

板
敷
き
の
、
い
ろ
り
の
先
に
端
座
し

凝
視
す
る
時
頼
、
右
手
の
横
に
栗
飯

の
椀

・
左
奥
に
甲
冑
の
唐
櫃
と
太
刀
、

錆
び
た
長
刀
を
描
い
て
い
る
。

・ｔ

こ
の
絵
は
講
談
社
野
間
記
念
館
が

所
蔵
し
て
い
る
。
石
段
右
下
の
、
こ

れ
を
模
し
た
絵
は
常
世
が
、
い
ろ
り

の
前
で
鈍
を
振
る
姿
の
み
と
な

っ
て

い
る
。
こ
れ
と
向
き
あ

っ
て
謡
曲
史

跡
保
存
会
の

『謡
曲

「鉢
木
」
と
常

世
碑
社
』
と
書
い
た
立
札
が
あ
る
。

由
緒
の
後
に

「墓
は
別
に
栃
木
県
佐

野
市
葛
生
町
の
願
成
寺
境
内
に
あ

る
」
と
誌
し
て
い
る
。

常
世
は
藤
原
秀
郷
の
末
孫
と
い
わ

れ
る
。
藩
翰
譜
に

「秀
郷
よ
り
五
代

相
継
い
で
鎮
守
府
将
軍
た
り

・
七
代

足
利
大
夫
成
行
…
玄
孫
、
佐
野
太
郎

基
綱

「佐
野
氏
の
祖
と
す
」
と
あ
る
。

こ
の
佐
野
氏
は
下
野
国
安
蘇
郡
佐
野

庄
の
豪
族
で
、
諸
国
の
佐
野
氏
は
多

く
こ
の
系
統
と
い
う
。

尊
卑
分
脈
に

「基
綱
の
孫
―
実
綱

と
曽
孫
―
盛
綱
が
共
に
左
衛
門
尉
」

と
あ
る
。
常
世
も
左
衛
門
尉
と
名
乗

っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
子
孫
と
思
わ

れ
る
。
尉
＝
判
官

・
じ
ょ
う
し
は
大

宝
令
に

「
四
等
官
の
内
、
兵
衛
門
府

の
第
三
位
で
、
佐
ス
ケ
の
下
、
志
サ

カ
ン
の
上
、
国
司
で
は
守

・
介
の
次
、

塚
」
と
あ
る
。
秀
郷
は
藤
原
北
家

・

房
前
の
子
、
魚
名
の
玄
孫
で
下
野
国

塚
の
時
、
平
将
門
を
討

っ
た
功
で
下

野
守
、
武
蔵
守
を
歴
任
し
た
。
弓
術

に
秀
で
近
江
国
、
三
上
山
の
ム
カ
デ

を
退
治
し
褒
賞
に
、
三
井
寺
の
鐘
を

頂
戴
し
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。

高
崎
市
赤
坂
町
の

「菓
子
司

・
老

舗

『鉢
の
木
』
七
冨
久
」
に
、
ゆ
か

り
の
名
菓
が
二
つ
あ
る
。
求
肥
と
卵

の
半
生
菓
子
の

「鉢
の
木
」
と
、
梅

し
そ

。
青
柚
子

・
小
倉
の
餡
を
包
ん

だ
押
菓
子
の

「
三
箇
の
荘
」
。
そ
れ

ぞ
れ
の
栞
に

『鉢
の
本
の
　
む
か
し

語
り
を
思
い
つ
つ
　
こ
の
味
ひ
そ
深

く
す
ぐ
れ
る
　
従
三
位
忠
亮
』
と

『梅
桜
松
に
つ
も
り
し
鉢
の
本
の

む
か
し
ゆ
か
し
く
思
ふ
こ
の
品
　
従

三
位
忠
久
』
と
あ
る
。
帰
路
の
土
産

に
し
た
。

能

「
田
村
」
を
演
じ
て

棚
郡
鋪
安
田
　
有
子

「あ
―
、
こ
の
半
年
楽
し
か

っ
た
」

終

っ
た
後
の
気
持
ち
で
し
た
。

五
月
の
初
め
に
「
お
能
を
し
た
ら
」

と
の
お
話
を
受
け
別
世
界
の
こ
と
だ

と
思

っ
て
い
ま
し
た
が
、
十

一
月
四

日
は
私
の
誕
生
日
で
も
あ
り
、
せ
っ

か
く
の
機
会
な
の
で
挑
戦
し
て
見
た

ら
と
主
人
に
も
勧
め
ら
れ
、
お
受
け

す
る
事
に
し
ま
し
た
。

幾
つ
か
の
候
補
の
中
か
ら
、
変
身

で
き
る

「
田
村
」
に
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。
い
よ
い
よ
お
稽
古
が
始
ま
り
、

ま
ず
流
れ
を
靖
記
先
生
が
舞
わ
れ
、

後
は
と
に
か
く
覚
え
な
さ
い
と
…
。

等
を
持

っ
た
り
、
床
几
に
腰
掛
け
た

り
等
の
変
化
も
あ
り
、
爽
快
な
良
い

曲
だ
と
楽
し
み
に
な
り
ま
し
た
。
お

稽
古
が
は
じ
ま
る
と
、
覚
え
た
は
ず

の
謡
は
出
て
こ
な
い
、
順
番
は
忘
れ

る
、
筋
肉
痛
に
は
な
る
し
、
お
ま
け

に
八
月
の
中
野
舞
台
で
の
お
稽
古
で

は
、
サ
シ
を
し
た
時
に
見
え
た
手
の

甲
か
ら
ま
で
も
汗
が
吹
き
出
て
、
あ

の
時
ば
か
り
は
、
靖
記
先
生
が
鬼
に

見
え
ま
し
た
。
で
も
先
生
も
汗
だ
く

で
い
ら
し
た
の
で
、
負
け
る
も
の
か

と
頑
張
り
ま
し
た
が
、
脱
水
症
寸
前

で
目
の
前
が
暗
く
な
り
座
り
込
ん
で

し
ま
い
ま
し
た
。

や

っ
と
流
れ
を
覚
え
ら
れ
た
頃
、

「今
は
何
を
指
し
て
い
る
の
？
」
「何

処
を
見
て
い
る
の
？
」
と
指
摘
さ
れ
、

決
め
ら
れ
た
型
の
中
で
表
現
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
難
し
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

本
番
当
日
。
装
束
を
着
け
て
頂
き

な
が
ら
、
本
当
に
夢
み
た
い
と
何
度

思

っ
た
事
で
し
ょ
う
…
。

六
郎
先
生
か
ら
は
優
し
く

「楽
し

み
な
さ

い
」
と
靖
記
先
生
か
ら
は

「今
日
は
主
役
だ
か
ら
何
を
し
て
も

良
い
よ
」
と
初
め
て
優
し
い
言
葉
を

頂
き
今
ま
で
の
緊
張
が
吹

つ
切
れ
、

一
気
に
楽
な
気
持
ち
に
な
り
ま
し
た
。
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お
稽
古
を
通
じ
て
申
し
合
わ
せ
の

日
ま
で
間
違
い
だ
ら
け
で
し
た
が
、

本
番
で
初
め
て
私
と
し
て
は
納
得
が

い
き
、
し
か
も
楽
し
く
舞
う
こ
と
が

出
来
た
の
は
と
て
も
幸
運
で
し
た
こ

堀
内
先
生
に
は
、
い
つ
も
温
か
い

励
ま
し
の
言
葉
を
始
め
、
何
か
ら
何

ま
で
支
え
に
な

っ
て
頂
き
、
無
事
に

終
え
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

神
奈
川
七
宝
会
、
三
〇
〇
回

記
念
大
会
を
終
え
て

宝

生

流

高
橋
　
利
雄

そ
れ
は

一
月
十
二
日
（土
）
午
後

一

時
よ
り
の
謡
の
会
で
し
た
。
所
は
綱

島
の
横
浜
市
学
校
教
職
員
互
助
会
、

保
養
所
の

「浜
京
」
で
の
開
催
、
十

九
名
程
出
席
さ
れ
ま
し
た
。
普
段
の

月
例
会
で
は
、
五
番
本
の
中
か
ら
三

番
位
で
附
視
言
で
終
る
の
で
す
が
、

今
回
は
、
三
〇
〇
回
記
念
で
、
而
も

新
た
に
、
昨
年
後
半
に
宝
生
流
教
授

嘱
託
の
免
状
受
領
の
お
二
人
の
先
生

（塚
本
博
理
さ
ん
と
市
川
俊
男
さ
ん
）

の
お
祝
で
あ
り
、
又
新
年
の
初
会
と

い
う
こ
と
か
ら
、
番
組
は
鶴
亀
に
始

ま
り
狙
々
で
終
る
六
番
の
祝
い
謡
で

納
め
ま
し
た
。

新
し
い
先
生
方
に
は
各
々
シ
テ
番

を
勤
め
て
頂
く
等
、
常
乍
ら
研
鑽
の

場
と
し
て
の
よ
り
よ
い

一
刻
と
な
り

ま
し
た
。

席
を
替
え

て
会
席
膳

で
の
懇
親
会

に
、
こ
れ
又

一
入
明
る
く
和

や
か
な

ヽ

中
に
舌
鼓
を
う
ち
、
記
念
の
印
の
素

一詰
扇
を
手
に
さ
さ
や
か
な
が
ら
三
〇

〇
回
記
念
の
行
事
も
終
え
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。

先
に
は
平
成
十

一
年
九
月
に
二
〇

〇
回
記
念
の
会
を
相
模
原
の
健
康
保

険
の
宿
で
催
し
ま
し
た
折
に
は
、
当

連
盟
の
新
堀
会
長
か
ら
、
「
よ
く
こ

こ
迄
続
き
ま
し
た
ね
」
と
賞
め
ら
れ

ま
し
た
。
他
の
多
く
の
同
好
の
会
で

は
、
も

っ
と
永
く
続
け
ら
れ
て
お
る

会
も
多
く
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、

当
会
は
昭
和
五
十
八
年
四
月
に
県
民

セ
ン
タ
ー
に
て
架
水
会

（高
橋
進
先

生
の
同
門
会
）
の
矢
野
鶴
次
郎
さ
ん

夫
妻
の
主
宰
に
な
る
七
人
の
士
に
よ

っ
て
、
第

一
回
の
謡
会
を
始
め
ら
れ

て
よ
り
二
十
五
年
。
流
友
相
互
の
親

睦
と
、
流
儀
の
発
展
向
上
を
目
ざ
し
、

会
員
が
日
頃
習
得
せ
る
技
価
、
研
修
、

発
表
の
場
を
持

っ
て
き
ま
し
た
。
従

っ
て
友
誼
を
重
ん
じ
楽
し
い
謡
会
と

し
て
続
け
て
き
ま
し
た
。

そ
の
後
、
主
宰
者
が
三
代
目
の
小

生
に
な

っ
て
か
ら
も
、
若
い
方
々
も

よ
き
研
鑽
発
表
の
場
と
し
て
、
架
雪

会
や
他
の
先
生
の
会
の
方
々
も
入
会

な
さ
れ
て
、
現
在
で
は
二
十
三
名
の

会
員
で
、
足
腰
の
弱
い
方
々
も
共
に

楽
し
く
続
け
て
お
り
ま
す
。

因
に
、
当
初
よ
り
、
新
堀
豊
彦
さ

ん
、
渡
井
蘭
子
さ
ん
に
は
、
当
会
の

名
誉
会
員
に
な

っ
て
い
た
だ
き
、
お

世
話
に
な

っ
て
お
り
ま
す
こ
と
を
感

謝
申
し
上
げ
ま
す
。

岡
幸
男
様
の
ご
逝
去
を
悼
み
て

観

世

流

小
田
切
　
威

岡
　
幸
男
様
は
、
昨
年
十

一
月
下

旬
よ
り
川
崎
の
井
田
病
院
で
入
院
加

療
致
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
残
念
な

が
ら
平
成
二
十
年

一
月
十
四
日
に
お

亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
ｃ

同
氏
は
、
生
前
に
皆
様
の
ご
支
援

を
受
け
な
が
ら
謡
曲
の
高
揚
に
努
め

ら
れ
、
横
浜
で
は
比
較
的
古
く
、
大

き
な
団
体
で
あ
り
ま
す
海
謡
会
の
第

三
代
目
の
会
長
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
ｃ

（海
謡
会
は
、
昭
和
三
十
年
四
月
に

第

一
回
例
会
を
官
越
賢
治
氏
の
中
区

竹
の
丸
の
自
宅
舞
台
で
開
催
し
て
以

来
、
春

・
秋
二
回
例
会
を
行

っ
て
、

本
年
四
月
五
日
に
は
第

一
〇
六
回
の

例
会
を
久
良
岐
能
舞
台
に
て
開
催
す

る
予
定
で
す
）

横
浜
能
楽
連
盟
の

一
員
と
し
て
、

横
浜
能
楽
堂
建
設
の
資
金
集
め
な
ど

に
奔
走
し
て
お
ら
れ
、
現
在
ま
で
同

連
盟
の
顧
問
な
ど
の
役
職
を
勤
め
て

お
ら
れ
ま
し
た
。

ま
た
同
氏
は
、
多
方
面
の
社
会
活

動
に
幅
広
く
活
躍
さ
れ
、
相
模
鉄
道

元
副
社
長

・
衣
笠
病
院

（横
須
賀
）

元
理
事
長

，
国
際
開
発
救
援
財
団
理

事

・
バ
ン
グ
ラ
デ
ッ
シ
ュ
に
小
学
校

を
つ
く
る
会
の
会
長

（現
在
ま
で
に

三
十
六
校
を
建
設
し
引
き
渡
し
ま
し

た
）
な
ど
を
歴
任
さ
れ
ま
し
た
。

長
年
、
八
世
観
世
鉄
之
丞
静
雪
師

に
師
事
さ
れ
、
父
上
様
の
影
響
で
中

ｔ

学
生
時
代
か
ら
観
世
流
謡
曲
に
親
し

み
、
仕
舞
に
、
素
謡
に
、
卓
越
し
た

指
導
力
を
発
揮
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

職
場
に
お
い
て
も
相
模
鉄
道
謡
曲

部
を
昭
和
二
十
八
年
に
創
設
さ
れ
て
、

多
く
の
社
員
に
謡
由
の
素
晴
ら
し
い

表
現
を
指
導
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

関
東
私
鉄
謡
曲
連
合
会
の
創
設
に

も
努
力
さ
れ
、
毎
年

一
回
開
催
す
る

例
会
に
は
、
同
氏
の
ご
指
導
の
下
で

相
模
鉄
道
謡
曲
部
も
参
加
し
て
参
り

ま
し
た
。
会
社
の
仕
事
を
理
由
に
稽

古
を
休
む
事
の
多
か

っ
た
部
員
も
、

今
に
な

っ
て
不
真
面
目
で
あ

っ
た
事

を
申
し
訳
な
く
思

っ
て
、
反
省
す
る

と
と
も
に
、
何
事
も
諦
め
ず

一
生
懸

命
に
頑
張
る
事
を
教
え
て
頂
い
た
と

思
い
、
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

同
氏
の
密
葬
は
、
去
る
十
七
日
に

ご
家
族
の
み
に
て
終
了
致
し
て
お
り

ま
す
。
多
く
の
ご
友
人
に
助
け
ら
れ

て
、
八
十
三
歳
の
人
生
を
全
う
さ
れ

ま
し
た
事
の
ご
報
告
と
お
礼
を
申
し

上
ぐ
べ
く
、
奥
様
の
岡
　
佐
喜
様
を

は
じ
め
ご
家
族
の
皆
様
が
主
催
し
て
、

日
本
基
督
教
団
清
水
ヶ
丘
教
会
に
て

二
月
十

一
日

（月
曜
日
）
「建
国
記

念
の
日
」
午
後

一
時
よ
り
葬
儀

（お

別
れ
の
会
）
を
催
さ
れ
多
く
の
方
々

の
ご
参
列
を
頂
き
ま
し
た
。

厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

皆
様
に
謹
ん
で
ご
報
告
申
し
上
げ

ま
し
て
、
同
氏
の
ご
冥
福
を
祈
り
、

追
悼
の
辞
と
致
し
ま
す
。

習

い
は
じ
め

の
こ
ろ

一詈
多
流

小
林
　
康
夫

「年
を
と

っ
て
来
た
ら
高
尚
な
趣

味
を
持

つ
よ
う

に
。
今
、
謡

の
会
を

や

っ
て
い
る
か
ら
仲
間
に
入
ら
な

い

か
」
と
強
く
お
誘

い
を
受
け
た
の
は

当
浜
友
会

の
有
カ
メ
ン
バ
ー
で
あ
る

松
田
憲
二
先
輩
か
ら
で
あ
る
。
多
少

そ
の
気
に
な

っ
た
が
、
果
し
て
続
け

ら
れ
る
か
の
懸
念
が
あ

っ
た
。

当
時
ア
メ
リ
カ
と

の
合
作
事
業

の

経
営
を
委
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
の
パ
ー

ト
ナ
ー
か
ら
毎
月

の
よ
う

に
呼
出
さ

れ
る
と

い
っ
た
生
活
が
続

い
て
い
た

か
ら
で
あ
る
。
お
稽
古
に
は
毎
回
出

ら
れ
な

い
か
も
と
心
配
し
な
が
ら
の

ス
タ
ー
ト
に
な

っ
た
が
、
果
し
て
欠

席
が
続
く
こ
と
に
な
る
。
そ
ん
な
中

で
比
較
的
ま
と
ま

っ
た
練
習
の
時
間

と
場
所
を
確
保
出
来
る
と
こ
ろ
を
見

つ
け
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
れ
は
往

復

の
飛
行
機
の
中
で
あ
る
。
片
道
十

時
間
余
、
お
稽
古
で
録
音
し
た
テ
ー

プ
を
繰
返
し
聞
く
こ
と
が
出
来
た
、

ジ

ェ
ッ
ト
機
の
エ
ン
ジ
ン
の
音
で
、

多
少
日
か
ら
声
が
洩
れ
て
も
消
し
て

く
れ
た
。

あ
る
時
、
隣
の
席
に
い
た
ア
メ
リ

カ
の
ビ
ジ
ネ

ス
マ
ン
が
何
を
聞

い
て

い
る
の
か
と
尋
ね
て
来
た
。　
一
瞬
答

え
に
窮
し
た
が

「
こ
れ
は
能
と
言

っ

て
シ
ャ
パ
ニ
ー
ズ

・
ク
ラ
シ
カ
ル
ア

ン
ド
ト
ラ
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ル
オ
ペ
ラ
の

よ
う
な
も
の
」
と
何
と
か
説
明
。
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彼
は
ど
う
や
ら
音
楽
に
造
詣
が
深

い
よ
う
で
テ
ー
プ
を
聞
き
た
い
と
言

う
。
し
ば
ら
く
聞
い
て
ま
す
ま
す
興

味
津
々
の
様
子

「伴
奏
は
」
「指
揮

者
は
」
「楽
譜
は
」
「何
人
で
」
等
々

質
問
が
相
次
い
だ
。
テ
ー
プ
で
聞
い

た
の
は
、
素
一語
と
称
し
て
コ
ー
ラ
ス

オ
ン
リ
ー
で
あ
る
こ
と
、
音
楽
は
日

本
式
フ
ル
ー
ト
と
ド
ラ
ム
が
主
体
に

な
る
こ
と
な
ど
、
ビ
ギ
ナ
ー
の
限
ら

れ
た
知
識
の
な
か
で
の
応
答
が
続
い
た
。

能
は
、
外
国
人
に
は
難
解
な
存
在

で
あ
ろ
う
と
勝
手
に
決
め
て
い
た
が
、

彼
の
よ
う
に
興
味
を
一不
す
人
が
お
ら

れ
る
こ
と
は
、
嬉
し
い
驚
き
だ

っ
た
。

習
い
は
じ
め
て
、
二

・
三
年
も
経

つ
と
社
内
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な

り
結
婚
式
に
出
席
す
る
機
会
も
多
く

な
る
。
お
祝
の
挨
拶
に
謡
を
入
れ
て

は
？
と
考
え
た
。
翌
昌
砂
」
が
ポ
ピ

ュ
ラ
ー
だ
が
、
小
謡
集
の

「春
栄
」

を
選
ん
だ
。
と
言
う
の
は
こ
の
曲
は

両
家
の
姓
を
入
れ
て
謡
え
る
の
で
、

よ
り
親
し
み
を
感
じ
て
も
ら
え
る
と

考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

新
郎
の
両
親
か
ら

「立
派
な
謡
を

あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
」
と
お

世
辞
半
分
の
挨
拶
を
頂
き
、
汗
顔
の

思
い
で
あ

っ
た
。

習
い
は
じ
め
の
頃
は
、
何
か
と
冷

汗
も
の
が
多

い
。
勿
論
今
も
…
で
あ

る
。
折
角
、
先
輩
に
お
誘
い
い
た
だ

い
た
謡
の
道
、
も

っ
と
自
信
を
も

っ

て
謡
え
る
よ
う
精
進
に
励
み
た
い
と

思

つヽ
こ
の
頃
で
あ
る
。

鼓金

剛

流

相
良
　
邦
子

昨
年
は
横
須
賀
市
の
市
制
百
年
で

の
記
念
行
事
の
催
し
の
中
で
、
横
須

賀
能
楽
連
盟
で
は
、
ち
ょ
う
ど
当
番

の
年
で
も
あ
り
、
金
剛
流
で
舞
囃
子

「狸
々
」
を
い
た
し
ま
し
た
。

私
は
小
鼓

（観
世
流
）
で
参
加
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
縁
あ

っ
て

そ
の
後
三
度

「狙
々
」
を
打

つ
機
会

が
あ
り
、
そ
の
都
度

「足
も
と
は
よ

ろ
よ
ろ
」
な
ら
ぬ

「手
元
も
よ
ろ
よ

ろ
」
な
部
分
も
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、

お
舞
台
に
立
つ
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
が

と
て
も
良
い
訓
練
に
な
り
ま
し
た
。

囃
子

（は
や
す
）
と
は
良
く
言

っ
た

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
小
鼓
は
お
相

手
方

（太
鼓

・
笛
）
の
流
派
に
よ
り
、

こ
ち
ら
の
手
も
多
少
変
え
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
謡
の
場
合
も
あ
り
ま

す
が
。
い
ろ
い
ろ
な
面
で
貴
重
な
経

験
を
い
た
し
ま
し
た
。
ヨ

年
に
四

回
も

『狙
々
』
を
打
て
ば
も
う
目
を

つ
ぶ
っ
て
も
、
又
ど
な
た
が
お
相
手

で
も
打
て
る
で
し
ょ
う
。
」
と
言
わ

れ
ま
し
た
が
こ
れ
が
な
か
な
か
。
で

も
今
後
の
糧
に
な
る
と
思
い
ま
し
た
。

小
鼓
の
事
を
少
々
書
か
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。
す
で
に
御
存
知
の
方
も

い
ら
つ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
が
、
世
阿

弥
の
こ
ろ
、
す
で
に
笛
、
鼓
、
太
鼓
、

大
鼓
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、

小
鼓

・
大
鼓
の
区
別
が
あ

っ
た
確
証

は
な
く
、
現
存
の
囃
子
の
型
が
確
認

ｔ

で
き
る
資
料
は
江
戸
時
代
初
頭
の
も

の
ま
で
し
か
、
さ
か
の
ぼ
れ
な
い
そ

う
で
す
。
馬
皮

（余
り
老
い
た
馬
の

皮
は
不
可
）
を
鉄
輪
に
張

っ
た
表
革
、

裏
革
、
二
枚
。
胴
は
桜
材
で
漆
に
蒔

絵
を
ほ
ど
こ
し
て
あ
り
、
又
は
黒
の

み

（カ
ラ
ス
と
も
言
い
ま
す
）
の
胴

も
あ
り
ま
す
。
右
手
で
表
革
を
打
ち
、

左
手
で
調
べ

（素
材
は
麻
）
を
締
め

た
り
、
ゆ
る
め
た
り
し
、
革
面
の
張

力
を
加
減
し
、
手
指
の
あ
た
る
位
置

を
草
面
の
中
央
や
、
周
辺
部
位
に
し

た
り
、
打
つ
強
さ
や
、
打

つ
指
の
本

数
な
ど
を
変
え
、
調
子
紙
と
よ
ぶ
和

紙
を
裏
革
の
表
面
に
つ
ば
で
つ
け
、

振
動
を
整
え
、
演
奏
中
に
調
子
紙
を

ぬ
ら
し
た
り
、
革
面
に
息
を
か
け
た

り
し
て
、
湿
度
を
保
ち
音
色
を
整
え
ま

す
。
小
鼓
は
、
囃
子
の
中
で
は
女
房
役

（私
の
師
曰
く
）
と
言
わ
れ
、
大
鼓

・

大
鼓

・
お
笛
を
聞
き
打
っ
て
い
き
ま
す
。

尚
、
小
鼓
の
流
派
は
、
大
倉

・
観

世

・
幸

・
幸
清
流
の
四
派
あ
り
ま
す
。

に
写

裡

横
浜
能
楽
堂
で
は
、
次
の
と
お
り

公
演
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

「特
別
公
演
」

七
月
五
日
（土
）午
後
二
時
開
演

狂
言

「呂
蓮
」
（和
泉
流
）
野
村
万
之
介

能

「鷺
」
（宝
生
流
）

近
藤
乾
之
助

Ｓ
席
七
千
円
、
Ａ
席
六
千
円
、

Ｂ
席
五
千
円

チ
ケ
ッ
ト
発
売
―
電
話
は
五
月
三

日
（土
）
正
午
か
ら
、
窓
口
で
は
五
月

四
日
（日
）
正
午
か
ら
。

特
別
普
及
公
演

「夏
休
み
夢
舞
台
」

八
月
二
日
（土
）午
後
二
時
開
演

狂
言

「附
子
」
（大
蔵
流
）
山
本
東
次
郎

能

「土
蜘
蛛
」
（金
剛
流
）
金
剛
永
謹

こ
ど
も

（高
校
生
以
下
）
対
象

Ｓ
席
四
千
円
、
Ａ
席
三
千
五
百
円
、

Ｂ
席
三
千
円
。

チ
ケ
ッ
ト
発
売
―
電
話
は
六
月
十

四
日
（土
）
正
午
か
ら
、
窓
口
で
は
六

月
十
五
日
（日
）
正
午
か
ら
。

一
般
Ｓ
席
八
千
円
、
Ａ
席
七
千
円
、

Ｂ
席
六
千
円
。
※
残
券
が
あ
る
場
〈口の
み
。

チ
ケ
ッ
ト
発
売
―
電
話
は
七
月
十

九
日
（土
）
正
午
か
ら
、
窓
口
で
は
七

月
二
十
日
（日
）
正
午
か
ら
。

源
氏
物
語
千
年
紀
　
企
画
公
演

「源
氏
物
語
―
そ
れ
ぞ
れ
の
恋
心
」

第

一
回

「夕
顔
―
停
い
恋
の
花
」

八
月
九
日
（土
）
午
後
二
時
開
演

案
内
人
　
馬
場
あ
き
子

朗
読

『夕
顔
の
巻
か
ら
』
加
賀
美
幸
子

ｔ

能

「半
蔀
　
ユエ一化供
こ

（金
春
流
）
本
田
光
洋

全
五
回
セ
ッ
ト
券
　
Ｓ
席
三
万
円
、

Ａ
席
二
万
五
千
円
、
Ｂ
席
二
万
円
。

チ
ケ
ッ
ト
発
売
―
電
話
は
五
月
二

十
四
日
（土
）
正
午
か
ら
、
窓
口
で
は

五
月
二
十
五
日
（日
）
正
午
か
ら
。

単
独
券
　
Ｓ
席
六
千
円
、
Ａ
席
五

千
円
、
Ｂ
席
四
千
円
。

チ
ケ
ッ
ト
発
売
―
電
話
は
六
月

一

日
（日
）
正
午
か
ら
、
窓
口
で
は
六
月

二
日
（月
）
正
午
か
ら
。

第
五
十
六
回

横
浜
能
　
△〓場

掃
部
山
公
園

第

一
日
―
薪
能
―

八
月
二
十
日
（土
）午
後
六
時
半
開
演

狂
言

「寝
音
曲
」
（大
蔵
流
）
茂
山
千
作

能

「筑
摩
江
」
曾
口多
流
）
出
雲
康
雅

第
二
日
―
薪
狂
言
―

八
月
二
十

一
日
（日
）午
後
六
時
半
開
演

狂
言

「鳴
子
遣
子
」
（大
蔵
流
）
茂
山
千
作

狂
言

「鬼
ヶ
宿
」
（大
蔵
流
）
茂
山
千
之
丞

狂
言

「千
鳥
」
（大
蔵
流
）
茂
山
七
五
三

Ｓ
席
六
千
円
、
Ａ
席
四
千
円
。

チ
ケ
ッ
ト
発
売
―
電
話
は
六
月
二

十
八
日
（土
）
正
午
か
ら
、
窓
口
で
は

六
月
二
十
九
日
（日
）
正
午
か
ら
．

お
問
い
合
わ
せ

・
お
申
し
込
み
は
、

四
〇
四
五
含
工
全
こ
三
〇
五
五
ま
で
。

《
編

集

後

記

》

▽
去

る

一
月

、
横

浜
能

楽

連

盟

　

顧

間

　

岡
　

幸

男

さ

ん

が
逝
去

さ
れ

ま

し
た

。

お

そ
ば

に
居

ら

れ

た

小

田
切

さ

ん

に
追
悼

の
記

を

い
た
だ

き

ま

し

た

。

▽
今

号

は
、

投

稿

が
多

く

、　

一
部

は
次

号

に
送

ら

せ

て

い
た

だ

い
た

。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

Ｍ
　

Ｓ

横

浜

能

楽

連

盟

　

連

絡

先

◎

文

書

郵

送

又

は

Ｆ

Ａ

Ｘ

の
場

合

．Ｔ
２３３
‐
鵬

横
浜
市
港
南
区
丸
山
台
二
丁
目

二
九
―

一
七
　
新
堀
方

Ｆ

Ａ

Ｘ

　

Ｏ
四
五
―
八
四
四
―
二
九
〇
三

◎

電

話

の
場

合

　

横

浜

能

楽

堂

Ｔ

Ｅ

Ｌ

　

〇
四
五
―

一
一六
三
―
三
〇
五
〇


