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自
分
自
身
が
年
齢
を
重
ね
た
せ
い

も
あ
り
、
最
近

「伝
承
」
に
つ
い
て

よ
く
考
え
る
。
様
々
な
場
面
で
、　
つ

い

「い
か
に
伝
え
る
か
」
「い
か
に

残
せ
る
か
」
と
い
う
視
点
で
見
て
い

る
こ
と
に
気
づ
く
。

横
浜
で
生
ま
れ
育
っ
た
井
上
淑
彦

と
い
う
ジ
ャ
ズ
サ
ッ
ク
ス
プ
レ
ー
ヤ

ー
が
昨
年
３
月
に
６４
歳
で
急
逝
し

た
。
聴
衆
の
心
に
深
く
語
り
か
け
る

演
奏
で
、
「日
本
屈
指
の
ジ
ャ
ズ
サ

ツ
ク
ス
奏
者
」
と
言
わ
れ
た
男
だ
っ

た
。
亡
く
な
る
一
年
ほ
ど
前
、
縁
あ

っ
て
彼
の
ラ
イ
ブ
を
聴
い
た
。
自
作

の
曲
し
か
演
奏
し
な
い
彼
が
、
そ
の

日
の
ア
ン
コ
ー
ル
で
は
荒
井
由
実
作

曲
の

コ
竿
業
写
真
」
を
ソ
ロ
で
吹
き
、

ス
テ
ー
ジ
か
ら
訥
々
と
語
っ
た
。

「高
校
時
代
に
学
園
紛
争
が
あ
り
、

僕
た
ち
に
は
卒
業
式
が
な
か
っ
た
」
。

彼
の
感
性
と
卓
越
し
た
演
奏
技
術

に
、
甘
く
切
な
い
思
い
出
が
加
味
さ

れ
た
素
晴
ら
し
い
ス
テ
ー
ジ
だ
っ

た
。
後
日
、
彼
の
Ｃ
Ｄ
を
聴
き
な
が

ら
考
え
た
。
Ｃ
Ｄ
に
よ
っ
て
演
奏
は

後
世
に
伝
え
ら
れ
る
け
れ
ど
、
「井

上
淑
彦
」
を
蘇
ら
せ
る
こ
と
は
叶
わ

な
い
。
そ
れ
で
も
、
彼
に
影
響
を
受

け
た
奏
者
が
新
た
な
音
楽
観
を
も
っ

て
こ
れ
か
ら
世
に
出
て
く
る
だ
ろ

う
。
そ
こ
に

「伝
承
」
の
意
味
が
あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

同
じ
頃
、
能
に
関
す
る
論
文
で
、

大
阪
大
学
大
学
院
で
博
士
号
を
と
っ

た
ペ
ト
コ
・
ス
ラ
ボ
フ
さ
ん

（ブ
ル

ガ
リ
ア
出
身
）
が
、
能
の
邦
楽
器
を

疑
似
体
験
で
き
る
無
料
ア
プ
リ

「ｏ
すａ
”∽〓
静
●∽２
（お
囃
子
先
生
ご

を
開
発
し
た
と
朝
日
新
聞

（２
０
１

６
年
１
月
１４
日
）
で
読
ん
だ
。
「も

っ
と
気
軽
に
能
に
接
す
る
こ
と
が
出

来
れ
ば
」
と
の
声
に
思
い
立
っ
た
そ

う
だ
。
私
も
ス
マ
ホ
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
し
て
み
た
が
、
画
面
の
小
鼓
を
指

先
で
叩
く
と
小
気
味
よ
い
音
が
鳴
る

な
ど
、
確
か
に
興
味
を
惹
く
。
曰
く

「能
に
は
日
本
人
の
心
や
美
意
識
の

コ
ア
の
部
分
が
詰
ま
っ
て
い
る
。
こ

ん
な
に
豊
か
な
文
化
を
知
ら
な
い
の

は
も
っ
た
い
な
い
で
す
よ
」。
彼
の
、

日
本
の
伝
統
芸
能
の
素
晴
ら
し
さ
を

「日
本
人
に
伝
え
た
い
」
と
い
う
思

い
に
は
頭
が
下
が
る
。

技
術
の
発
達
に
よ
っ
て
音
声
や
映

像
に
よ
る
記
録
が
可
能
に
な
り
、
近

年
は
デ
ジ
タ
ル
化
さ
れ

一
層
鮮
明
に

記
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
伝

の
時
代
よ
り
も

「伝
承
」
の
手
段
は

格
段
に
多
い
。
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
等
Ｉ
Ｔ
技
術
の
進
歩
に
よ
り
、

「発
信
」
が
容
易
に
な
っ
て
き
た
。

し
か
し
、
い
か
に
科
学
技
術
が
進

歩
し
て
も
、
そ
れ
が
機
能
す
る
に
は

必
ず

「人
間
」
が
介
在
し
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
数
百
年
に
わ
た
り

「伝
承
」
さ
れ
て
き
た
能
も
し
か
り

で
あ
る
。
今
、
我
々
が
能
楽
を
楽
し

め
る
の
も
、
人
間
の
英
知
と
先
人
に

対
す
る
尊
敬
の
念
に
よ
り
続
け
ら
れ

て
き
た
先
人
た
ち
の

「伝
え
る
」
と

い
う
営
み
の
賜
物
で
あ
ろ
う
。

能
楽
は
発
祥
以
来
、
数
多
の
能
楽

師
に
よ
っ
て
数
百
年
の
間
継
承
さ

れ
、
こ
れ
か
ら
も
連
綿
と
続
く
だ
ろ

う
。
そ
の
努
力
は
大
変
な
も
の
だ
と

想
像
に
難
く
な
い
。
時
の
支
援
者
の

存
在
も
大
き
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

長
い
歴
史
に
思
い
を
馳
せ
、
能
楽
を

大
切
に
し
、
様
々
な
方
法
で
次
世
代

に
伝
え
て
い
く
支
援
者
に
我
々
も
な

ら
ね
ば
と
改
め
て
思
う
。

一ち
， 磁雛癬継螺

が
好

平
成
２７
年
１０
月
３
日

（土
）
、
横

浜
能
楽
堂
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
標

記
大
会
の
概
要
は
次
の
通
り
で
す
。

一
、　
出
演
社
中
数
…
３３

（当
日
１
社
中
欠
席
）

二
、　
出
席
者
数
…
延
べ
２
６
３
名

三
、　
番
数
…
素
謡
１５
。
連
吟
５
・

仕
舞
１９
・
独
吟
１
・
独
鼓
１

四
、　
五
流
競
演
…

「狸
々
」

仕
舞
４
番

（観
世

・
宝
生

。
梅

若

・
金
春
各
流
派
Ｙ
連
吟
１
番

（喜
多
流
Ｙ
連
吟
太
鼓
入
り
１

番

（金
剛
流
）
と
多
彩
な
内
容

で
し
た
。

か
つ
て
こ
の

「五
流
能
楽
大
会
」

の
運
営
で
は
、
演
目
時
間
の
精
査

・

駐
車
場
の
利
用
の
し
か
た

。
湯
茶
接

待
の
合
理
化
等
々
に
つ
い
て
、
連
盟

内
で
周
知
徹
底
で
き
な
か
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
担
当
流
派
の
作
業
が
順
調

に
い
か
ず
、
理
事
会
の
報
告
で
様
々

な
問
題
点
が
提
起
さ
れ
ま
し
た
。
そ

の
た
め
理
事
会
で
討
議
を
重
ね
、
こ

の
数
年
は
各
流
派
の
ご
努
力
も
あ
っ

て
ほ
と
ん
ど
問
題
な
く
運
営
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
今
年
度

も
、
お
か
げ
様
で
概
ね
順
調
に
進
行

で
き
た
と
思
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
ス
ム
ー
ズ
に
運
営
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
事
務
局

特
に
総
務

・
会
計
担
当
の
倉
藤

・
安

田
両
理
事
の
ご
尽
力
に
よ
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
と
感
謝
い
た
し
て
お
り
ま

す
。
殊
に
能
楽
堂
や
印
刷
所
と
の
調

整
や
他
流
派
と
の
連
絡
折
衝
等
々
、

担
当
流
派
だ
け
で
は
大
変
な
時
間
と

手
数
が
か
か
り
ま
す
。

連
盟
の
掲
げ
る

「能
楽
を
嗜
む
人

を

一
人
で
も
増
や
し
て
い
き
た
い
」

と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
各
流
派
が

一
つ
の
舞
台
で
日
頃
の
研
鑽
の
結
果

を
披
露
す
る

「五
流
能
楽
大
会
」
は

す
ば
ら
し
い
事
業
で
あ
り
、
今
後
も

充
実
し
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
供
し
て

い
き
た
い
も
の
で
す
。

能
楽
と
い
う
羅
針
盤

観
世
流
　
齋
藤
　
好
貴

い
さ
さ
か
突
飛
な
テ
ー
マ
で
す

が
、
能
楽
と
の
巡
り
合
い
を
考
え
た

時
、
自
然
に
思
い
浮
か
ん
だ
の
が
こ

の
文
言
で
し
た
。
今
日
ま
で
仕
事
や

家
庭
以
外
で
こ
れ
ほ
ど
長
期

（と
は

言
え
２０
年
た
ら
ず
で
す
が
）
に
継
続

し
て
い
る
こ
と
は
他
に
見
当
た
ら

ず
、
古
典
や
音
楽
を
専
門
に
学
ん
だ

経
験
も
な
く
運
動
か
つ
音
程
不
案
内

（所
謂
音
痴
）
を
自
認
す
る
私
が
挫

折
す
る
こ
と
な
く
、
謡

・
仕
舞
の
稽

古
を
通
し
て
能
楽
と
い
う
も
の
に
親

し
み
と
感
動
を
持
ち
続
け
ら
れ
る
こ

と
に
素
直
に
嬉
し
さ
を
感
じ
て
い
ま

す
。幼

児
の
頃
に
祖
父
が
お
仲
間
と
謡

曲
の
稽
古
を
し
て
い
る
の
を
耳
に
し

た
の
が
、
能
楽
と
の
初
め
て
の
出
合

い
で
し
た
。
そ
の
後
数
十
年
間
は
全

く
と
言
っ
て
い
い
程
接
点
は
な
く
、

偶
然
横
浜
能
楽
堂
主
催
の
講
座
を
広
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報
で
目
に
し
て
な
ん
と
な
く
応
募
し

参
加
し
た
こ
と
が
、
次
の
大
き
な
接

点
と
な
り
ま
し
た
。　
一
般
常
識
レ
ベ

ル
の
知
識
の
み
で
飛
び
込
ん
で
し
ま

い
、
音
程
不
案
内
も
禍
い
し
て
ま
さ

し
く
七
転
八
倒
の
態
で
謡
の
稽
古
を

始
め
ま
し
た
。
数
年
後
に
は
仕
舞
の

稽
古
に
も
飛
び
込
み
、
両
手
足
の
制

御
も
ま
ま
な
ら
な
い
自
分
に
愕
然
と

し
ま
し
た
。
当
然
上
達
の
歩
み
は
遅

く
、
確
実
に
習
得
さ
れ
て
い
る
方
々

を
羨
ま
し
く
思
い
ま
す
が
、
不
思
議

と

一
度
も
や
め
た
い
と
い
う
思
い
は

浮
か
ん
で
き
ま
せ
ん
。
き
っ
と
定
例

会
等
の
緊
張
感
や
達
成
解
放
感
、
そ

し
て
社
中
の
方
々
を
通
じ
て
多
く
の

事
を
学
べ
る
こ
と
が
、
自
分
に
と
っ

て
何
と
も
心
地
よ
い
充
実
感
を
与
え

て
く
れ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。

自
分
に
と
っ
て
全
く
私
的
な
楽
し

み
で
あ
る
能
楽
で
す
が
、
偶
然
仕
事

上
の
ご
縁
か
ら
他
流
の
方
と
も
交
流

す
る
機
会
を
得
て
、
公
演
を
拝
見
し

た
り
お
話
を
聞
く
中
で
、
改
め
て
能

楽
が
持
つ
多
様
性
や
奥
深
さ
を
実
感

し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
地
域
活
動
を

通
じ
て
多
く
の
人
が
能
楽
に
対
し
て

潜
在
的
な
親
し
み
や
期
待
を
持
っ
て

い
る
こ
と
も
わ
か
る
よ
う
に
な
り
ま

し
た
。
更
に
は
、
単
に
謡
や
仕
舞
の

上
達
で
自
身
の
充
実
感
を
満
た
す
の

み
で
な
く
、
能
楽
を
通
し
た
様
々
な

交
流
に
よ
り
日
本
だ
け
で
な
く
外
国

固
有
の
舞
楽
に
も
関
心
を
抱
く
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

今
私
に
は
、
過
去
現
在
未
来
と
い

う
時
間
枠
の
中
に
、
常
に
感
動
や
喜

び
を
求
め
た
い
と
い
う
思
い
が
あ
り

ま
す
。
能
楽
と
の
出
合
い
は
、
私
に

と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
羅
針
盤
と

な
っ
て
お
り
、
い
つ
も
幸
福
感
へ
の

正
し
い
方
位
を
指
し
示
し
て
い
る
と

確
信
し
て
い
ま
す
。

謡
曲
と
街
道
歩
き

喜
多
流

飯
田
　
和
枝

我
が
家
は
旧
東
海
道
の
武
蔵
の
国

と
相
模
の
国
の
境
で
、
境
木
地
蔵
の

お
宮
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
と
思

い
立
ち
、
東
海
道
を
踏
破
す
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
友
人
と
二
人
、
日
本

橋
か
ら
出
立
し
、
月
１
回
の
ペ
ー
ス

で
２
年
半
か
け
て
三
条
大
橋
に
着
き

ま
し
た
。
そ
れ
以
後
、
歩
く
こ
と
に

は
ま
っ
て
、
五
街
道
と
北
國
街
道
を

歩
い
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
道
程
で
何
が

一
番
印
象
に
残

っ
た
か
と
い
う
と
、
謡
に
出
て
く
る

場
所
の
多
さ
で
す
。
浅
学
の
私
で
も

驚
く
ば
か
り
で
、
習
っ
た
曲
の
ゆ
か

り
の
場
所
に
出
会
っ
た
嬉
し
さ
に
、

得
々
と
友
人
に
そ
の
曲
の
解
説
を
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。

五
街
道
は
ご
承
知
の
と
お
り
、
東

海
道
、
中
山
道
、
日
光
街
道
、
甲
州

街
道
、
奥
州
街
道
で
す
が
、
奥
州
街

道
大
田
原
の
先
の
芦
野
と
い
う
地
の

田
回
の
真
ん
中
に

「遊
行
柳
」
の
柳

を
見
た
時
は
、
な
ん
の
変
哲
も
な
い

こ
ん
な
所
を
ど
う
し
て
知
っ
て
い
た

の
だ
ろ
う
と
驚
く
ば
か
り
で
し
た
。

や
は
り
謡
に
多
く
出
て
く
る
の
は

東
海
道
と
中
山
道
だ
と
思
い
ま
す
。

中
山
道
熊
谷
宿
に

「敦
盛
」
の
〃
こ

れ
は
熊
谷
の
次
郎
直
実
出
家
し
蓮
正

法
師
に
て
〃
の
熊
谷
寺
が
あ
り
ま
し

た
。
深
谷
に
は
岡
部
の
六
弥
太
の
墓

も
あ
り
、
坂
東
武
者
と
は
ま
さ
に
こ

の
あ
た
り
だ
っ
た
の
だ
と
知
り
ま
し

た
。
佐
久
に
あ
る
望
月
宿
に
は
、
か

つ
て
牧
が
あ
っ
て
朝
廷
に
名
馬
を
納

め
た
そ
う
で
、
「蝉
丸
」
の
〃
逢
坂

の
関
の
清
水
に
影
見
え
て
今
や
牽
く

ら
ん
望
月
の
駒
〃
。
そ
の
蝉
丸
に
は

東
海
道
の
大
津
か
ら
京
都
に
入
る
逢

坂
に
立
派
な
蝉
丸
神
社
が
あ
り
、
静

寂
な
境
内
で
黙
々
と
落
ち
葉
を
拾
う

人
が
い
て
、
藁
屋
か
ら
琵
琶
の
音
が

聞
こ
え
て
く
る
よ
う
な
感
が
あ
り
ま

し
た
。「羽

衣
」
の
中
の
〃
浮
島
が
…
〃

と
い
う
、
何
故
？
と
思
う
文
言
も
東

海
道
沼
津
あ
た
り
は
大
昔
浮
島
だ
っ

た
と
聞
け
ば
納
得
。
「班
女
」
の
野

上
と
か

「朝
長
」
の
青
墓
と
か
、
今

は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
地
名
も
旧
道

で
は
し
っ
か
り
残
っ
て
い
ま
す
。

謡
を
お
楽
し
み
の
皆
様
、
折
が
あ

れ
ば
旧
街
道
を
歩
い
て
み
て
は
如
何

で
し
ょ
う
。
き
っ
と
、
何
も
残
っ
て

い
な
い
と
思
わ
れ
る
所
で
も
新
し
い

発
見
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

『昭
君
』
に
想
い
を
寄
せ
て

観
世
法洲梅
若
〈本
菊
田
　
博

平
成
２０
年
春
、
熊
本
城
の
本
丸
御

殿
が
復
元
さ
れ
た
。
こ
の
御
殿
の
中

で
一
番
格
式
の
高
い
藩
主
の
対
面
所

と
し
て

「昭
君
の
間
」
が
あ
る
。
こ

れ
は
加
藤
清
正
が
旧
主
秀
吉
の
子
息

秀
頼
を
迎
え
入
れ
る
た
め
の

「将
軍

の
間
」
の
読
み
替
え
と
言
わ
れ
て
い

る
が
、
そ
の
壁
や
襖
に
は
中
国
の
前

漢
の
時
代
に
匈
奴
に
嫁
が
さ
れ
た
悲

劇
の
美
女
、
王
昭
君
の
物
語
が
描
か

れ
て
い
る
。
そ
の
一
面
に
馬
上
の
王

昭
君
の
図
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
胡
国

へ
向
か
う
姿
を
描
い
た
も
の
と
思
わ

れ
、
中
国
の
詩
人
李
自
の
「王
昭
君
」

と
い
う
詩
を
思
い
出
さ
せ
る
。

昭
君
排
玉
鞍

上
馬
哺
紅
頬

今
日
漢
宮
人

明
朝
胡
地
妾

能
の
世
界
で
は
、
こ
の
物
語
は

「昭
君
」
の
題
で
五
番
目
物
と
し
て

作
ら
れ
て
い
る
が
、
昭
君
の
老
父
母

と
胡
地
の
王
呼
韓
邪
単
干

（こ
か
ん

や
ぜ
ん
う
）
を
主
題
と
し
て
い
て
王

昭
君
は
伏
線
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
王
昭
君
の
姿
を
垣
間
見
て

み
た
い
。名
は
王
惜
（お
う
し
ょ
う
）、

字
は
昭
君

（
Ｂ
Ｃ
３２
頃
在
世
）
、
斉

国
の
人
王
穣

（お
う
じ
ょ
う
）
の
娘
。

‐７
才
の
時
に
父
に
よ
っ
て
漢
の
元
帝

に
献
ぜ
ら
れ
た
。
元
帝
に
は
大
勢
の

宮
女
が
い
た
の
で
、
画
工
達
に
肖
像

画
を
描
か
せ
、
そ
の
画
を
基
に
召
し

て
寵
愛
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
た

め
宮
女
達
は
画
工
に
賄
賂
を
贈
っ
て

美
し
く
描
い
て
も
ら
お
う
と
し
た

が
、
王
昭
君
だ
け
は
賄
賂
を
贈
る
の

を
承
知
し
な
か
っ
た
の
で
醜
く
描
か

れ
、
つ
い
に
帝
に
御
目
見
え
の
機
会

が
な
か
っ
た
。
た
ま
た
ま
匈
奴
の
単

干
が
入
朝
し
妻
を
要
求
し
た
の
で
、

元
帝
は
肖
像
画
を
調
べ
て
醜
く
描
か

れ
て
い
る
王
昭
君
を
遣
わ
す
こ
と
に

し
た
。
や
が
で
出
発
の
時
に
初
め
て

会
っ
て
み
る
と
、
後
宮
第

一
の
美
貌

で
あ
り
立
居
振
舞
も
立
派
で
あ
っ

た
。
帝
は
い
た
く
後
悔
し
た
が
、
既

に
決
め
た
こ
と
で
あ
り
外
国
に
対
す

る
信
義
を
重
ん
じ
て
諦
め
た
。
そ
こ

で
そ
の
間
の
事
情
を
詳
細
に
調
べ
、

賄
賂
を
貰
っ
た
画
工
は
み
な
棄
市

（死
体
を
市
中
に
棄
て
さ
ら
す
）
の

刑
に
処
し
た
。

ま
た
、
呼
韓
邪
単
千
が
死
ん
で
そ

の
子
の
世
達

（せ
い
た
つ
）
が
単
千

に
立
っ
た
時
、
王
昭
君
は
世
達
に
向

っ
て

「私
を
漢
の
扱
い
に
す
る
か
匈

奴
の
習
わ
し
に
す
る
か
」
と
聞
く
と

「匈
奴
の
礼
に
従
う
」
と
答
え
た
の

で
、
悲
観
し
毒
を
飲
ん
で
死
ん
だ
。

匈
奴
の
礼
と
は
親
子
二
代
に
わ
た
っ

て
妻
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

六弥ヽ一摯命彗

〓

「第

３５
回
面
友
会
能
面
展
」
３
月
２４
～
２９
日

ｏ
馬
車
道
ア
ー
ト
ギ

ャ
ラ
リ
１
／

「第
１
２
２
回
海
謡
会
例
会
」
４
月
３
日

（日
）
久
良
岐
能
舞
台
／

「横
浜
宝
生
流
　
一
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連
合
会
第

２９
回
謡
曲
大
会
」
８
月
２７
日

（土
）
横
浜
能
楽
堂
／

「横
浜
金
剛
会
第

‐８
回
一諾
曲
と
仕
舞
の
つ
ど
い
」
８
月
２８
日

（日
）
横
浜
能
楽
堂
第
２
舞
台

長
寿
の
秘
訣

宝
生
流

岩
崎
　
み
き
子

宝
生
流
の
最
長
老
で
い
ら
し
た
高

橋
米
子
さ
ん
が
、
昨
年
Ｈ
月
に
亡
く

な
ら
れ
ま
し
た
。
一早
年
１
０
２
歳
。

最
後
ま
で
頭
脳
は
し
っ
か
り
し
て
お

ら
れ
、
ま
た
骨
折
の
手
術
の
回
復
力

も
抜
群
で
、
担
当
医
が
学
会
で
発
表

し
た
程
だ
そ
う
で
す
。
縁
戚
で
あ
る

私
が
米
子
さ
ん
の
主
宰
す
る
相
雲
会

に
入
会
し
た
時
、
既
に
８０
歳
を
超
え

て
お
ら
れ
ま
し
た
が
、
実
に
お
元
気

で
足
も
お
丈
夫
で
、
そ
の
速
さ
に
は

誰
も
追
い
つ
け
ま
せ
ん
で
し
た
。

私
は
常
々
皆
様
か
ら
、
ど
う
し
て

米
子
さ
ん
は
あ
ん
な
に
ご
健
康
な
の

か
と
質
問
さ
れ
、
当
時
は
わ
か
ら
ず

に
い
ま
し
た
が
、
そ
の
回
答
の
一
端

と
し
て
、
先
年
町
内
会
の
会
報
に
米

子
さ
ん
が
書
か
れ
た
文
の
一
部
を
こ

こ
に
ご
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

『大
正
２
年
７
月
１９
日
東
京
で
生
ま

れ
育
っ
た
私
は
今
年
で
１
０
１
歳
に

な
り
ま
す
。
昭
和
２‐
年
、
慣
れ
な
い

疎
開
地
で
姑
と
３
人
の
子
供
を
残

し
、
夫
は
３９
歳
で
亡
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
た
だ
が
む

し
や
ら
に
働
い
て
生
活
を
送
っ
て
参

り
ま
し
た
。
人

一
倍
体
を
酷
使
し
た

私
が
、
な
ぜ
１
０
０
歳
を
超
え
て
元

気
で
い
ら
れ
る
の
か
不
思
議
に
思
い

ま
す
が
、
元
来
の
楽
天
的
な
性
格
に

加
え
、
趣
味
を
持
っ
て
い
た
か
ら
と

い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

１８
歳

の
時
に
出
会
っ
た
謡
曲
が
、
私
を
支

え
て
く
れ
ま
し
た
。
よ
き
師
や
お
友

達
、
お
弟
子
さ
ん
達
と
の
交
流
と
、

全
国
の
謡
曲
会
へ
の
参
加
等
、
子
供

が
育
っ
た
後
は

一
人
身
を
幸
い
と
ば

か
り
、
外
国
ま
で
も
遠
征
し
ま
し
た
。

こ
の
こ
と
が
長
寿
の
原
因
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
』

ま
た

「楽
で
楽
し
い
高
齢
者
ラ
イ

フ
の
ス
ス
メ
～
ご
長
寿
に
聞
く
長
寿

の
秘
訣
」
と
い
う
高
齢
福
祉
介
護
課

の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
は
、
次
の
よ
う

に
答
え
て
お
ら
れ
ま
す
。

『秘
訣
は
、
子
供
の
頃
か
ら
続
け
て

い
る
趣
味
の
謡
曲
で
す
。
腹
式
呼
吸

で
発
声
す
る
の
で
、
心
肺
機
能
が
丈

夫
で
い
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
と
、
マ
イ

ペ
ー
ス
で
く
よ
く
よ
し
な
い
楽
観
的

な
性
格
で
す
か
ね
』

宝
生
流
嘱
託
会
や
連
合
会
の
理
事

な
ど
も
務
め
ら
れ
、
流
友
の
皆
様
に

慕
わ
れ
て
い
た
米
子
さ
ん
、
今
は
お

空
の
上
か
ら
、
皆
様
の
ご
健
康
と
横

浜
能
楽
連
盟
の
発
展
を
見
守
っ
て
い

て
下
さ
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。

能
面
を
打
っ
て

金
春
流
　
小
林
　
庄

一

能
へ
の
興
味
の
発
端
は
、
２
０
０

７
年
に
能
画
の
展
示
会
を
た
ま
た
ま

見
つ
け
、
瀧
川
先
生
の
横
浜
教
室
に

通
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
し
た
。

瀧
川
先
生
は
能
舞
台
の
松
の
絵
を
描

か
れ
る
大
家
で
す
。

教
室
で
い
ろ
い
ろ
な
題
材
を
描
く

う
ち
、
能
を
見
な
く
て
は
と
思
い
、

あ
ち
こ
ち
の
能
楽
堂
で
能
を
鑑
賞
す

る
う
ち
に
、
今
度
は
能
面
を
打
っ
て

み
た
く
な
り
、
能
面
教
室
に
も
参
加

す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

始
め
は

「小
面
」
で
し
た
。
彫
る
、

色
を
付
け
る
な
ど
手
数
が
い
っ
ぱ
い

で
、
中
で
も
仕
上
が
り
を
左
右
す
る

毛
描
き
が
難
し
い
の
で
す
が
、
こ
こ

で
能
画
の
経
験
が
役
立
ち
ま
し
た
。

丁
寧
に
指
導
し
て
い
た
だ
き
、
時
間

は
か
か
り
ま
し
た
が
何
と
か
完
成
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
「小
面
」

の
次
は

「童
子
」
に
取
り
組
み
、
そ

の
後

「翁
」
。
翁
は
凹
凸
が
多
く
複

雑
な
構
造
で
、
髭
は
馬
の
た
て
が
み

の
毛
を
植
え
込
み
、
眉
は
ウ
サ
ギ
の

毛
で
す
。
回
の
部
分
は
切
り
離
し
て

麻
の
紐
で
結
び
ま
す
。
丁
寧
な
指
導

で
い
い
顔
立
ち
に
な
り
、
気
に
入
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
後
は

「般
若
」
に

挑
戦
し
ま
し
た
。
般
若
の
角
は
真
ん

中
の
裏
か
ら
切
り
出
し
て
成
形
し
頭

に
差
し
込
む
こ
と
が
わ
か
り
ま
し

た
。
金
箔
を
貼
っ
た
鋼
板
を
目
に
入

れ
、
角
や
歯
は
金
泥
で
す
。
次
は
狂

言
面
の

「乙

（お
と
と

を
昨
年
末

に
完
成
さ
せ
、
今
年
は

「若
女
」
に

取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

ま
た
、
あ
ざ
み
野
フ
ォ
ー
ラ
ム
で

の

「能
面
の
岩
崎
さ
ん
の
お
話
を
聞

き
能
面
を
見
る
」
含
一宮
倫
行
氏
主

催
）
に
も
参
加
し
、
展
示
会
で
岩
崎

さ
ん
の
能
面
も
拝
見
し
ま
し
た
。

謡
と
の
出
会
い
は
、
あ
ざ
み
野
の

地
区
セ
ン
タ
ー
で
二
宮
さ
ん
の

「高

砂
や
を
謡
っ
て
み
よ
う
」
と
い
う
イ

ベ
ン
ト
に
参
加
し
た
時
か
ら
で
す
。

そ
の
後
仕
舞
と
し
て
「人
間
五
十
年
」

を
４
回
で
体
験
す
る
と
い
う
イ
ベ
ン

ト
に
も
参
加
し
、
謡
の
教
室
も
あ
る

こ
と
を
知
っ
て

「人
間
五
十
年
」
を

も
う
少
し
完
成
さ
せ
た
い
と
お
願
い

し
ま
し
た
。
し
か
し
、
動
く
こ
と
の

苦
手
な
自
分
に
は
無
理
な
こ
と
が
よ

く
わ
か
り
、
謡
を
選
択
し
て
現
在
に

至
っ
て
い
ま
す
。
謡
は
長
く
や
れ
そ

う
な
の
で
、
健
康
に
気
を
つ
け
て
続

け
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

能
楽
に
触
れ
て

金
剛
流

宮
崎
　
信
弥

私
が
謡
由
に
初
め
て
触
れ
た
の
は

６
年
前
、
会
社

（仰
Ｉ
Ｈ
Ｉ
）
の
先

輩
に
誘
わ
れ
て
見
学
し
た
横
浜
能
楽

堂
で
の
つ
ど
い
で
し
た
。
言
葉
は
聞

き
取
れ
な
い
し
物
語
も
わ
か
ら
な

い
、
で
も
檜
の
香
り
が
心
地
よ
く
、

和
服
を
着
て
舞
台
に
上
が
っ
て
い
る

様
子
が
非
日
常
的
で
面
白
い
、
と
興

味
を
持
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま

す
。
そ
れ
か
ら
、
週
に
１
回
定
時
後

の
謡
曲
部
の
お
稽
古
に
通
う
よ
う
に

な
り
、
「橋
弁
慶
」
の
シ
テ
と
し
て

横
浜
能
楽
堂
の
舞
台
に
も
上
が
ら
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

能
楽

・
謡
曲
を
知
る
前
は
、
【伝

統
芸
能
】
全
般
に
対
し
、
「た
ま
た

ま
残
っ
た
古
め
か
し
い
も
の
を
あ
り

が
た
が
っ
て
残
そ
う
と
し
て
い
る
」

と
思
い
違
い
を
し
て
い
ま
し
た
。
能

楽
や
そ
の
周
辺
の
歴
史
を
知
り
、
い

ろ
い
ろ
な
物
語
に
触
れ
て
い
く
と
、

星
の
数
ほ
ど
生
ま
れ
た
芸
能
の
中

で
、
時
代
の
流
れ
に
関
わ
ら
ず
人
の

心
を
つ
か
み
続
け
て
き
た
も
の
だ
け

が
現
在
ま
で
存
続
し
て
い
る
こ
と
を

理
解
し
ま
し
た
。
今
で
は
、
「残
っ

た
か
ら
価
値
が
あ
る
」
の
で
は
な
く

「価
値
が
あ
る
か
ら
こ
そ
残
っ
た
」

と
い
う
深
い
尊
敬
の
気
持
ち
を
持
つ

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
極
限
ま
で
無

駄
を
そ
ぎ
落
と
し
た
詞
章
や
所
作
で

最
大
限
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
能

楽
の
表
現
は
、
慣
れ
る
の
に
時
間
は

か
か
り
ま
し
た
が
、
奥
が
深
く
面
白

い
で
す
。

現
代
の
生
活
で
そ
ん
な
例
と
し
て

気
付
い
た
の
が

「薄
皮
慢
頭
」
で
す
。

「餡
が
た
っ
ぶ
り
入
っ
て
い
る
」
と

い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

「薄
皮
」
の
２

文
字
で
送
る
売
り
手
と
、
読
み
解
け

る
買
い
手
に
感
心
し
ま
し
た
。
現
代

の
日
本
人
に
も
、
簡
素
で
奥
深
い
表

現
の
素
養
が
備
わ
っ
て
い
る
の
だ
と

感
じ
ま
す
。

私
の
職
場
で
は
毎
年
夏
に
フ
ラ
ン

ス
や
ア
メ
リ
カ
か
ら
学
生
の
イ
ン
タ

ー
ン
を
受
け
入
れ
て
い
ま
す
。
日
本

文
化
に
興
味
を
持
っ
て
来
日
し
た
彼

ら
に
、
能
楽
に
も
ぜ
ひ
触
れ
て
ほ
し

い
と
考
え
、
Ｉ
Ｈ
Ｉ
横
浜
謡
曲
部
で

は
５
年
前
か
ら
さ
さ
や
か
な
体
験
イ
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ベ
ン
ト
を
行
っ
て
い
ま
す
。
能
楽
の

歴
史
や
特
徴
の
説
明
、
部
員
に
よ
る

謡
と
仕
舞
の
実
演
、
学
生
の
小
謡
体

験
、
そ
し
て
和
服
の
着
付
け
と
い
う

内
容
で
、
日
本
の
伝
統
文
化
を
体
験

す
る
貴
重
な
機
会
と
な
り
、
毎
年
と

て
も
好
評
で
す
。

当
部
は
、
昨
年
５０
周
年
を
迎
え
ま

し
た
。
お
稽
古
で
謡
の
上
達
に
努
め

る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
多
く
の
方
に

謡
曲
や
日
本
文
化
の
魅
力
を
伝
え
、

部
活
動
が
活
発
に
末
永
く
続
い
て
い

く
よ
う
、
微
力
な
が
ら
取
り
組
ん
で

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「ワ
キ
」
の
こ
と

下
懸
宝
生
流

椎
名
　
忠

『
ワ
キ
と
い
う
の
は
文
字
ど
お
り
脇

役
と
考
え
て
い
た
だ
い
て
か
ま
わ
な

い
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
近
代
演
刻

に
お
け
る
脇
役
ほ
ど
に
は
主
役
に
深

く
関
わ
っ
て
は
い
き
ま
せ
ん
。
シ
テ

は
神
で
あ
り
雅
な
女
性
の
霊
で
あ
り

草
木
の
精
で
あ
り
と
い
う
ふ
う
で
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
超
人
的
な
存
在
で

あ
り
ま
す
。
対
す
る
ワ
キ
は
あ
く
ま

で
現
身
の
人
間
で
す
か
ら
、
主
役
と

同
質
の
存
在
で
あ
る
近
代
演
劇
の
脇

役
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
ま

す
。
能
に
お
け
る
主
役
、
シ
テ
の
存

在
は
絶
対
的
に
大
き
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
詩
人
の
高
橋
睦
郎
さ
ん
が

「
ワ
キ
は
能
と
い
う
魂
呼
び
を
行
う

祭
祀
団
の
長
だ
」
と
い
う
よ
う
な
意

味
の
事
を
言
わ
れ
た
の
で
す
が
、
な

る
ほ
ど
な
あ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り

ワ
キ
は
シ
テ
の
体
現
す
る
奇
蹟
を
観

客
に
伝
え
る
媒
介
者
と
い
う
こ
と
で

す
。さ

て
本
日
の
能

「竹
生
島
」
は
春

の
曲
で
す
。
ワ
キ
は
春
の
浮
き
立
つ

よ
う
な
空
気
を
能
楽
堂
の
中
に
満
た

さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
シ
テ
の

意
図
す
る
美
の
フ
ォ
ル
ム
を
十
分
に

表
現
し
て
も
ら
う
た
め
の
背
景
を
整

え
る
こ
と
が
ワ
キ
の
役
目
と

一
生
懸

命
に
努
め
ま
す
。』

以
上
は
、
昭
和
４８
年
の
秋
に
京
都

大
江
能
楽
堂
で
催
さ
れ
た
学
生
能
の

チ
ラ
シ
に
書
い
た
拙
文
で
す
。
身
の

丈
を
わ
き
ま
え
ぬ
、
思
い
ば
か
り
が

先
走
る
若
さ
が
微
笑
ま
し
く
も
あ
り

ま
す
。

当
時
所
属
し
て
い
た
早
大
下
懸
宝

生
会
で
は
、
宝
生
弥

一
先
生
か
ら
、

大
き
な
声
で
言
葉
を
ハ
ッ
キ
リ
と
、

と
い
う
ワ
キ
謡
の
基
本
を
、
繰
り
返

し
厳
格
に
指
導
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
学
生
能
出
演
時
に
は
ご
子
息
の

宝
生
閑
先
生
に
教
え
を
受
け
る
吉
例

で
、
初
め
て
聴
く
、
張
扇
が
打
ち
込

む
拍
子
に
の
せ
た
謡
に
、
華
や
か
な

能
舞
台
が
目
前
に
広
が
る
思
い
が
し

ま
し
た
。
宝
生
新

・
弥

一
と
い
う
歴

代
名
人
の
膝
に
小
児
の
時
か
ら
抱
か

れ
て
習
っ
た
相
伝
の
間
拍
子
。
宝
生

閑
師
３９
歳
の
華
一麗
な
謡
を
独
り
占
め

に
し
た

一
夏
の
稽
古
は
生
涯
の
事
件

で
あ
り
ま
し
た
。

爾
来
４０
余
年
を
経
た
現
在
も
、
素

人
弟
子
の
会
の
一
員
と
し
て
閑
先
生

の
教
え
を
受
け
て
い
ま
す
。
変
わ
ら

ぬ
峻
厳
な
姿
勢
に
学
び
、
「常
に
そ

の
一
瞬
を
新
た
に
生
き
切
る
名
手
の

芸

（能
楽
タ
イ
ム
ス
よ
り
と

を
味

わ
う
至
福
の
時
間
は
今
も
続
い
て
い

ま
す
。

（こ
の
原
稿
執
筆
後
、
編
集
作
業
中

の
今
年
２
月
１
日
、
宝
生
閑
先
生
は

食
道
が
ん
の
た
め
８‐
歳
に
て
逝
去
さ

れ
ま
し
た
。
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈

り
い
た
し
ま
す
。
編
集
部
）

横
浜
能
楽
連
盟
連
絡
先

◎
事
務
局
　
倉
藤

Ｔ
Ｅ
Ｌ
Ｏ
四
五
―
八
二
五
―
二
三
六
一

◎
横
浜
能
楽
堂

Ｔ
Ｅ
Ｌ
Ｏ
四
五
―
二
六
三
―
三
〇
五
〇

横
浜
能
楽
堂
は
６
月
に
開
館
２０
周
年
を
迎
え
ま
す
。

「開
館
２０
周
年
記
念
企
画
公
演
」
を
始
め
と
す
る
公
演
予

定
は
、
次
の
通
り
で
す
。

第
６４
回
横
浜
能

６
月
４
日

（土
）
午
後
２
時
開
演

狂
言

「空
腕
」
（和
泉
流
）
石
田
幸
雄

能

「八
島
　
奈
須
与
市
語
」
（宝
生
流
）
大
坪
喜
美
雄

Ｓ
席
四
千
円
／
Ａ
席
三
千
五
百
円
／
Ｂ
席
三
千
円

チ
ケ
ツ
ト
発
売
中

横
浜
能
楽
堂
開
館
２。
周
年
記
念
企
画
公
演

「伝
説
の
能
面
・
狂
言
面
」

第
１
回
　
６
月
Ｈ
日

（土
）
午
後
２
時
開
演

尿
翌

（観
世
流
）
梅
若
玄
祥
、
山
本
東
次
郎

［新
作
］
「横
浜
風
流
」
（大
蔵
流
）
山
本
則
重

第
２
回
　
７
月
１７
日

（日
）
午
後
２
時
開
演

［復
曲
］
狂
言

「浦
島
」
（和
泉
流
）
野
村
又
三
郎

能

「杜
若
」
（金
剛
流
）
金
剛
龍
謹

第
３
回
　
８
月
２‐
日

（日
）
午
後
２
時
開
演

狂
言

「蝉
」
（和
泉
流
）
野
村
万
蔵

能

「熊
野
」
（宝
生
流
）
宝
生
和
英

第
４
回
　
９
月
２４
日

（土
）
午
後
２
時
開
演

狂
言

「八
尾
」
（大
蔵
流
）
山
本
泰
太
郎

能

「藤
戸
」
（観
世
流
）
観
世
鋏
之
丞

◆
セ
ッ
ト
券
ｉ
Ｓ
席
二
万
八
千
円
／
Ａ
席
二
万
四
千
円
／

Ｂ
席
二
万
円
◆
単
独
券
…

（第
１
回
）
Ｓ
席
九
千
円
／

Ａ
席
八
千
円
／
Ｂ
席
七
千
円
　
（第
２
～
４
回
・
各
回
）

Ｓ
席
七
千
円
／
Ａ
席
六
千
円
／
Ｂ
席
五
千
円

チ
ケ
ツ
ト
発
売
中

普
及
公
演

「夏
体
み
親
子
能
楽
ワ
ン
ダ
ー
ラ
ン
ド
」

７
月
２３
日

（土
）
午
後
２
時
開
演

狂
言

「柿
山
伏
」
（大
蔵
流
）
山
本
則
重

能

「紅
葉
狩
」
（観
世
流
）
武
田
宗
典

お
と
な
‥
Ｓ
席
四
千
円
／
Ａ
席
三
千
五
百
円
／
Ｂ
席

三
千
円
　
ブ」
ど
も
…
千
五
百
円

※
保
護
者
は
こ
ど
も
と
同
数
ま
で
千
円
引
き

（ご
希
望
の

方
は
電
話
か
窓
口
に
て
お
申
込
み
下
さ
い
）
こ
ど
も
チ
ケ

ッ
ト
を
お
求
め
に
な
ら
な
い
場
合
は
適
用
さ
れ
ま
せ
ん
。

こ
ど
も
は
‐８
歳
以
下
が
対
象
で
す
。

「体
験
し
よ
う
―
」
午
前
１０
時
半
か
ら
…
チ
ケ
ッ
ト

（こ

ど
も
）
ご
購
入
の
方
対
象

・
定
員
８０
名

・
先
着
順

※
親
子
で
ご
来
場
下
さ
い
。
（申
込
み
は
電
話
か
窓
口
で
）

能

・
狂
言
の
動
き
や
能
の
楽
器
が
体
験
で
き
ま
す
。

チ
ケ
ッ
ト
発
売
日
　
５
月
１４
日

（土
）
正
午
か
ら

（初
日
は
電
話

。
Ｗ
ｅ
ｂ
の
み
）

講
座

「ス
リ
ー
ス
テ
ツ
プ
で
学
ぶ
能
」

９
月
１７
日

（土
）
午
前
１０
時
３０
分
開
演

ス
テ
ッ
プ
ー

「源
氏
物
語

『浮
舟
巻
』
を
学
ぶ
」

三
田
村
雅
子

（上
智
大
学
特
任
教
授
）

ス
テ
ッ
プ
２

「能

『浮
舟
』
の
詞
章
を
読
む
」

馬
場
あ
き
子

（歌
人
）

ス
テ
ッ
プ
３

一‐能

『浮
舟
』
を
知
る
―
演
者
の
視
点
か
ら
」

梅
若
玄
祥

（シ
テ
方
観
世
流
）

能

「浮
舟
」
（観
世
流
）
梅
若
玄
祥

Ｓ
席
五
千
円
／
Ａ
席
四
千
五
百
円
／
Ｂ
席
四
千
円

チ
ケ
ッ
ト
発
売
日
　
６
月
１３
日

（土
）
正
午
か
ら

（初
日
は
電
話

。
Ｗ
ｅ
ｂ
の
み
）


