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令
和
元
年
を
迎
え
た
昨
年
は

「災

害

の
な

い
平
和
な
時
代
に
な

っ
て
ほ

し

い
」
と

い
う
声
が
多
く
開
か
れ
ま

し
た
。
そ
の
願

い
も
む
な
し
く
、
秋

に
は
猛
烈
な
台
風
が
２
度
に
わ
た
り

関
東
を
直
撃
し
て
甚
大
な
被
害
を
も

た
ら
し
ま
し
た
ｃ
被
災
さ
れ
た
方

々

に
お
見
舞

い
を
申
し
上
げ
、
平
穏
な

時
代
と
な
る
よ
う
改
め
て
願
う
ば
か

り
で
す
。

横
浜
能
楽
連
盟
も
台
風
１９
号
に
ま

さ
に

″直
撃
″
さ
れ
、

１０
月
１２
日
に

予
定
し
て
い
た

「
第
３５
同
横
浜
五
流

能
楽
大
会
」
を
中
止
せ
ざ
る
を
得
な

い
と

い
う
事
態
と
な
り
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
横
浜
能
楽
堂

の
ご
協
力
に

会
長

馬
場
　
洋

一

よ
り
１１
月
１６
日
に
開
催
す
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
稼
働
率
が
高
い
横
浜

能
楽
堂
で
の
代
替
開
催
は
こ
の
上
な

い
幸
福
で
あ
り
、
大
会
に
向
け
て
精

進
さ
れ
て
き
た
会
員
の
皆
様

へ
の
天

か
ら
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
と
も
言
え
る
饒

倖
で
し
た
。　
一
方
、
自
然
が
相
手
と

は
言
え
、
日
程
変
更
で
出
演
困
難
と

な
り
、
涙
を
飲
ん
だ
方
が
お
ら
れ
た

こ
と
は
残
念
至
極
で
す
。

さ
て
本
題
で
す
。
横
浜
能
楽
連
盟

に
は
五
つ
の
宝
物
が
あ
り
ま
す
。
昭

和
２３
（１
９
４
８
）年
、
戦
災
復
興
途

上
の
横
浜
に
お
い
て
、能
楽
の
復
興
・

継
承

。
発
展
に
尽
く
そ
う
と
立
ち
上

が
っ
た
方
々
が

「横
浜
能
楽
謡
曲
連

盟
」
を
結
成
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
「横

浜
能
楽
連
盟
」
と
名
称
を
変
え
、
今

に
至

っ
て
い
ま
す
。
五
流
が
加
盟
す

る
連
盟
自
体
が
も
ち
ろ
ん
宝
物
と
言

え
ま
す
が
、
我
々
は
他
に
も
宝
物
を

受
け
継
い
で
い
る
の
で
す
。

一
つ
日
は

「
横
浜
能
」
。
昭
和
２８

（１
９
５
３
）
年
１１
月
、
「横
浜
で
毎

年
、
五
流
宗
家
の
演
能
を
」
と
の
思

い
で
創
設
し
た
横
浜
能
は
、
五
流
の

宗
家

・
横
浜
市

・
そ
し
て
連
盟
の
協

力

の
も
と

一
年
も
欠
か
さ
ず
継
続

し
、
今
年
６８
回
目
を
迎
え
ま
す
。
現

在
は
横
浜
能
楽
堂
が
主
管
し
、
連
盟

と
の
共
催
事
業
に
な

っ
て
い
ま
す
。

二
つ
目
は

「
横
浜
能
楽
堂
」
。
市

民
か
ら
の
署
名

・
寄
付
集
め
に
奔

走
し
て
横
浜
市
に
建
設
を
働
き
か

け
た
結
果
、
念
願
叶

っ
て
平
成
８

（１
９
９
６
）
年
に
開
館
し
ま
し
た
。

三

つ
目
は

「
横
浜
五
流
能
楽
大

入
至
．
昭
和
６２

（
１
９
８
７
）
年
に

復
活
開
催
し
て
以
来
、
現
在
ま
で
連

綿
と
続
き
、
今
年
３６
回
目
を
迎
え
ま

す
。
「能
楽
堂
建
設
が
実
現
し
た
ら
、

素
人
に
も
本
舞
台
で
発
表
す
る
機
会

を
与
え
た
い
」
と
の
思
い
で
復
活
さ

せ
た
そ
う
で
、
算
１２
回
大
会
に
は
開

館
し
た
ば
か
り
の
夢
の
本
舞
台
に
立

つ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

四

つ
目
は

「
五
流
交
流
の
つ
ど

い
」
。
平
成
１０

（１
９
９
８
）
年
に
、

横
浜
能
楽
堂
の
活
用
と
、　
一
層
の
能

楽
愛
好
者
拡
大
を
日
指
し
て
創
設
さ

れ
ま
し
た
。

五

つ
目
は

「
能
楽
振
興
基
金
」
。

横
浜
能
を
主
催
し
た
当
時
の
収
益
や

寄
付
金
な
ど
を
基
金
と
し
て
、
素
人

能
な
ど

へ
の
補
助
金
を
支
出
し
て
い

ま
す
。
準
備
に
長

い
期
間
を
要
し
、

職
分
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば
上
演
で

き
な

い
素
人
能
な
ど

へ
の
挑
戦
を
、
　

れ
ば
、
応
援
す
る
用
意
が
連
盟
に
は

後
押
し
し
よ
う
と

い
う
趣
旨
で
す
。
　

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
横
浜
能
楽

今
ま
で
に
鵜
池
昭
吾
さ
ん

（観
世
）

連
盟
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
立
ち
上
げ
費

の

「鉢
木
」
（平
成
１７
年
）
、
子
供
能

　

用
も
、
能
楽
振
興
の

一
環
と
し
て
こ

「
九
頭
竜
」
（平
成
２０
年

・
連
盟
創

　

の
基
金
か
ら
支
出
し
ま
し
た
。
こ
れ

立
６０
周
年
記
念
事
業
）
、
パ
ト
リ
シ
　

か
ら
も
こ
の
基
金
を
能
楽
の
普
及

・

ア

・
マ
ス
イ
さ
ん
と
堀
内
万
紗
子
さ
　

振
興
に
役
立
て
て
ま
い
り
ま
す
。

ん

（観
世
流
梅
若
会
）
の

「吉
野
天
　
　

」ヽ
れ
ら
五
つ
の
宝
物
を
持
つ
我
々

人
」
（平
成
２‐
年
）
な
ど
の
上
演
に
　

は
、
誠
に
恵
ま
れ
て
い
る
と
改
め
て

対
し
て
補
助
を
し
た
記
録
が
あ
り
ま

　

思
う
と
と
も
に
、
次
代

へ
の
継
承
を

す
。
や
り
た
い
と
い
う
方
が
お
ら
れ
　

胸
に
刻
む
次
第
で
す
。

令
和
元
年
１１
月
１６
日

（土
）
、
横

浜
能
楽
堂
に
お
い
て

「第
３５
回
五
流

能
楽
大
会
」
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

番
組
総
数
は
、
素
謡
１２

・
連
吟
Ｈ

・

仕
舞
１５

・
独
吟
５

・
舞
囃
子
１
の
４４

番
で
、
出
演
者
数
は
延
べ
３
０
５
名

で
し
た
。

五
流
競
演
曲
は

「松
風
キ
リ
」
で
、

連
吟
４
番

（喜
多

・
金
剛

・
金
春

・

梅
若
会
Ｙ
仕
舞
２
番

（宝
生
・観
世
）

の
各
流
派
が
熱
演
し
ま
し
た
。
残
念

な
が
ら
、
下
懸
宝
生
流
は
休
演
と
な

り
ま
し
た
。

今
回
の
大
会
は
、
台
風
１９
号

の
影

響
に
よ
り
、
期
日
を
１
か
月
ほ
ど
延

期
し
て
開
催

い
た
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
初
め
て
の
こ
と
で
、
不
測
の
事
態

と
は
言
え
、
観
客
の
皆
様
や
出
演
さ

れ
た
各
流
派
の
方

々
に
は
お
詫
び
中

し
上
げ
ま
す
。
順
延
を
決
め
る
に
際

し
て
も
、
役
員
の
方

々
の
ご
苦
労
が

あ

っ
た
と
お
察
し
い
た
し
ま
す
。
ま

た
、
延
期
に
よ
り
番
組
中
の
演
目
が

４
曲
ほ
ど
変
更
に
な
り
、
出
演
者

の

◎
第

３６
回
五
流
能
楽

大
会

令
和
２
年
１０
月
１７
日

（土
）
午
前
９
時
４５
分
開
始

会
場
　
横
浜
能
楽
堂
本
舞
台
／
入
場
無
料

五
流
の
各
団
体
に
よ
り
、
素
謡
・仕
舞
な
ど
が
演
じ
ら
れ
ま
す
。

各
流
派
が
同

一
曲
を
演
じ
る
五
流
競
演
も
あ
り
ま
す
。
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出
入
り
も
変
わ
り
ま
し
た
の
で
、
各

社
中
の
役
の
方
な
ど
は
忙
し
か
っ
た

と
思
い
ま
す
。

今
回
、
各
社
中
の
持
ち
時
間
は
だ

い
た
い
守

っ
て
い
た
だ
け
た
よ
う
で

す
。
１
件
か
な
リ
オ
ー
バ
ー
し
た
社

中
が
あ
り
ま
し
た
が
、
休
演
し
た
社

中
が
１
件
あ

っ
た
た
め
、
最
終
的
に

は
午
後
５
時
１８
分
に
終
了
い
た
し
ま

し
た
。

今
回
の
大
会
で
は
、
自
謡
会

（観

世
流
）
が
出
演
し
て
く
だ
さ

っ
た
舞

囃
子

「吉
野
天
人
」
の
演
技
に
、
会

場
が
と
て
も
盛
り
上
が

っ
た
よ
う
に

感
じ
ま
し
た
。

な
お
、
番
組
の
作
成
に
お
い
て
は

校
正

・
配
布
等
、
倉
藤
理
事
に
す

つ

か
り
お
手
伝
い
い
た
だ
き
、
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
楽
屋

等
で
も
理
事
の
方
々
に
い
ろ
い
ろ
お

手
伝
い
い
た
だ
き
ま
し
た
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
各
流
派

の
理
事
及
び
会
員
の
皆
様
の
ご
協
力

に
よ
っ
て
、
無
事
終
了
い
た
し
ま
し

た
こ
と
、
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

舞

囃

子

コ
ロ
野

天
人

」
で

ワ

ン
チ

ー

ム

観
世
流

尾
崎
　
純
子

能

「吉
野
天
人
」
は
、
五
流
の
中

で
観
世
流
と
観
世
流
梅
若
会
に
だ
け

あ
る
曲
目
だ
そ
う
で
、
春
の
吉
野
の

満
開
の
桜
を
愛
で
る
華
や
か
で
美
し

い
曲
で
す
。

昨
春
、
私
は
能
楽
連
盟
の
新
理
事

を
承
り
、
微
力
な
が
ら
五
流
の
会
を

盛
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
秋
の

「
五
流
能
楽
大

会
」
の
参
加
番
組
と
し
て
提
案
し
た

の
が
、
舞
囃
子

「
吉
野
天
人
」
。
そ

れ
も
、
天
人
が
５
人
、
本
舞
台
と
橋

掛
り
で
舞
う
特
殊
演
出

（小
書
）
の

も
の
で
す
。

私
の
所
属
す
る
白
謡
会
の
主
宰
者

に
ご
相
談
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
快
く

ご
同
意
い
た
だ
き
、
全
体
の
演
出
や

指
導
を
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
の
は

大
変
有
り
難
い
こ
と
で
し
た
。

私
は
、
世
話
人
と
し
て
こ
の
番
組

の
手
配
を
す
る
責
を
任
さ
れ
ま
し
た

が
、
ま
ず
、
ア
マ
チ
ュ
ア
ば
か
り
で

笛

・
大
鼓

・
小
鼓

・
太
鼓
の
囃
子
方

４
人
、
舞
手
の
５
人
、
そ
し
て
地
謡

と
、
総
勢
１４
人
に
お
願
い
す
る
だ
け

で
も
結
構
大
変
で
し
た
。

華
や
か
な
舞
台
効
果
を
考
え
、
舞

手
の
袴
を
赤
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
こ
れ
を
５
枚
揃
え
る
の
に

も
東
奔
西
走

（―
↓
し
ま
し
た
。

い
ざ
取
り
掛
か
っ
て
み
る
と
、
私

を
含
め
５
人
で
す
る
相

舞
は
、
型
を
合
わ
せ
る

以
前
に
、
事
情

の
違
う

個

々
の
気
持
ち
を
揃
え

る
の
が
、
と
て
も
難
し

い
こ
と
で
し
た
。
そ
れ

で
も

お

互

い
に
折

り

合

っ
て
、
時
間
を
見

つ

け
て
は
練
習
を
重
ね
ま

し
た
。
そ
の
間
に
お
囃

子
や
地
謡

の
方
達
も
各

自
熱
心
に
研
鑽
を
積
ん

で
く
だ
さ

い
ま
し
た
。

そ
し
て
、
本
番
２
週

間
前

の
９
月

２６

日

に

は
、
横
浜
能
楽
堂
の
本

舞

台

を

借

り

て
全

員

揃

っ
て
の
申
合
せ
を
行

い
、
こ
れ
な
ら
本
番
ま

で
に
何
と
か
な
り
そ
う
だ
と
い
う
手

応
え
も
得
ら
れ
ま
し
た
。

こ
う
し
た
緊
張
感
の
中
、
皆
の
モ

チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
高
ま

っ
て
き
た
と

い
う
矢
先
に
…
。

１０
月
１２
日
、
台
風

‐９
号
が
関
東
を
直
撃
。
五
流
能
楽
大

会
中
止
の
連
絡
を
受
け
た
時
、
私
は

一
瞬
体
が
崩
れ
落
ち
る
よ
う
な
思
い

が
し
た
程
で
す
。

幸

い
Ｈ
月
１６
日
に
延
期
と
な
り
ま

し
た
が
、
実
は
こ
こ
で
苦
難
の
第
二

波
が
襲

っ
た
の
で
す
。
日
時
変
更
に

よ

っ
て
、
地
頭
と
小
鼓
が
出
演
不
可

能
と
な
り
、
そ
の
代
役
を
探
す
の
が

至
難
の
業
だ

っ
た
か
ら
で
す
。
引
き

受
け
て
く
だ
さ
る
方
が
見
つ
か
っ
た

時
、
地
獄
で
仏
と
は
こ
の
こ
と
か
と

感
極
ま
り
ま
し
た
。

当
日
は
快
晴
。
出
演
者

一
人

一
人

が
自
分
の
持
ち
場
を
全
う
し
よ
う
と

精

一
杯
の
力
を
発
揮
し
た
結
果
、
ア

マ
チ
ュ
ア
な
り
に
、
と
て
も
充
足
感

の
得
ら
れ
た
舞
台
と
な
り
ま
し
た
。

能
楽
の
お
稽
古
自
体
は
個
人
的
で

も
、
舞
台
は
ま
さ
に
、
「
ワ
ン
チ
ー

ム
」
。
そ
の
醍
醐
味
を
舞
囃
子

「
吉

野
天
人
」
で
味
わ
う
こ
と
が
で
き
、

皆

一
同
に
楽
し
か

っ
た
と
思

い
ま

す
。
そ
し
て
私
は
、苦
難
が
大
き
か
っ

た
分
、
さ
ら
に
喜
び
の
多

い
経
験
と

な
り
ま
し
た
。



2020年 3月 31日 第59号玄幽(3)

謡
曲
と
の
出
会

い

宝
生
流

河
西
　
祐
子

私
の
出
身
地
は
、
熊
本
県
熊
本
市

の
南
、
農
村
地
帯
に
囲
ま
れ
た
街
道

沿

い
の
町
で
す
。
子
供
の
頃
、
町
に

「
浦
島
座
」
と

い
う
芝
居
小
屋
が
あ

り
ま
し
た
。
年
に
数
回
旅
回
り

の

一

座
が
来
る
と
、
近
郷
近
在
か
ら
大
勢

の
人
が
集
ま
り
、
客
席
は
大
入
り
満

員
の
大
盛
況
。
私
も
祖
母
に
手
を
引

か
れ
て
見
に
行
き
ま
し
た
。
戦
後
す

ぐ
の
何
も
な

い
時
代
で
す
か
ら
、
華

や
か
な
舞
台
、
き
ら
び
や
か
な
衣
装
、

義
太
夫

の
声
、
鳴
物

の
音
な
ど
、
私

に
と

っ
て
は
す
べ
て
が
夢

の
世
界
で

し
た
。
大
き
く
な

っ
た
ら

「
お
芝
居

屋
さ
ん
」
に
な
ろ
う
と
思

っ
た
も

の

で
す
。
今
か
ら
７０
年
以
上
も
前
、
私

が
４
・５
歳

の
頃
の
記
憶
で
す
。

時
が
過
ぎ
、
私
は
東
京

の
学
校
に

入
学
し
ま
し
た
ｃ
最
初
の
ク
ラ
ブ
紹

介

で
真

っ
先

に

「
歌
舞
伎
研
究
会
」

と

い
う
名
が
目
に
留
ま
り
、
さ

っ
そ

く
入
部
し
よ
う
と
部
室

の
前
ま
で
行

き
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
隣
の

部
室
か
ら
出
て
き
た
人
に
つ
か
ま

っ

て
し
ま

っ
た
の
で
す
ｃ
彼
女
は

「自

分
の
所
属
部
が
あ
と
１
名
入
ら
な
け

れ
ば
存
続
で
き
な

い
危
機

に
あ
る
。

部
活

に
は
来
な
く

て
も

い
い
か
ら
、

人
助
け
と
思

っ
て
名
前
だ
け
貸
し
て

欲
し
い
」
と
懇
願
し
ま
す
。
そ
の
情

熱

に
負
け
、
「
人
助
け
」
な
ら
ば
と

名
前
を
書

い
た
ク
ラ
ブ
が

「
宝
生
流

能
楽
研
究
会
」
で
し
た
。
そ
れ
ま
で

能
な
ど
見
た
こ
と
も
聴

い
た
こ
と
も

な
か

っ
た
私
で
す
が
、
帰
省
し
て
周

り
を
見
る
と
、
こ
の
小
さ
な
町
に
も

一語
曲

の
愛
好
者
が
当
時
は
多
く
、
近

所
の
魚
屋
さ
ん
な
ど
は
商
売
そ

っ
ち

の
け
の
謡
曲
三
昧
で
、

い
つ
も
奥
さ

ん
に
叱
ら
れ
て
い
ま
し
た
ｃ

総
じ
て
熊
本
市
は
喜
多
流
の
方
が

多
く
、
私
の
お
花

の
先
生
は
塩
津
哲

生
先
生

の
お
父
様

の
お
弟
子
さ
ん
で

し
た
し
、
友
枝
喜
久
男
先
生
も
熊
本

の
ご
出
身
で
、
光
栄
に
も
高
校
の
大

先
輩
で
あ
る
こ
と
を
最
近
知
り
ま
し

た
。
亡
母
は
人
代
市

の
出
身
で
、
こ

ち
ら
は
金
春
流
で
す
（．
城
主
の
松
井

の
お
殿
様
も
、
ご
自
身

で
能
を
舞
わ

れ
て
い
ま
し
た
ｃ
母
か
ら

「
近
所
に

「
金
太
郎
さ
ん
」
と

い
う
上
手
な
方

が

い
て
、
乞
わ
れ
て
上
京
さ
れ
た
」

と
聞

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
母
の

年
齢
か
ら
推
察
す
る
と
、
桜
問
弓
川

先
生

の
こ
と
か
と
思
わ
れ
ま
す
（́
い

ず
れ
も
、
大
正

・
昭
和
の
名
人
た
ち

で
す
。

そ
ん
な
土
地
に
生
ま
れ
、
流
儀
は

違

い
ま
す
が
こ
う
し
て
謡
曲
の
愛
好

者
に
な
り
ま
し
た
の
も
、
何
か
の
ご

縁
か
と
思

い
ま
す
。
「
人
助
け
」

の

た
め
と
始
め
た
謡
曲
で
す
が
、
謡
友

の
皆
様

に
も
支
え

ら
れ
、
今

で
は

す

っ
か
り
老
後
の
楽
し
み
に
な

っ
て

お
り
ま
す
。
ま
さ
に

「
情
け
は
人
の

た
め
な
ら
ず
」
。
感
謝
感
謝
。

謡
「羅
生
門
」
を
稽
古
し
て

喜
多
流

保
木
　
由豆
忠

「
九
条
の
羅
生
門
に
こ
そ
鬼
神
の

住
ん
で
、
暮
る
れ
ば
人
を
通
さ
ぬ
由

…
」
そ
れ
で
は
、
鬼
神
を
退
治
し
に

行
こ
う
。

稽
古
を
終
え
て
、
さ
て

「
鬼
神
」

「
羅
生
門
」
と
は
、
何
な
の
だ
ろ
う

と
思

っ
た
。

初
め
に

「鬼
神
」
で
あ
る
。
芥
川

龍
之
介

の

『羅
生
門
一
（ち
く
ま
文

庫
）
付
録
の

一今
昔
物
語
』
巻
２９
第

‐８

「
羅
生
門
の
上
層
に
登
り
て
死
人

を
見
る
盗
人
の
語
」
に
は
「
皿
人
、
「怪

し
」
と
思
い
て
連
子
よ
り
の
ぞ
き
け

れ
ば
、
若
き
女
の
、
死
に
て
臥
し
た

る
あ
り
。
そ
の
枕
上
に
て
死
人
の
髪

を
か
な
ぐ
り
抜
き
取
る
な
り
。
盗
人

こ
れ
を
見
る
に
、

′ヽし、
を
得
ね
ば
、
で
」

れ
は
も
し
鬼
に
や
あ
ら
む
」
と
思
い

て
お
そ
ろ
し
け
れ
ど
も

「も
し
死
人

に
て
も
ぞ
あ
る
、
お
ど
し
て
試
み
む
」

と
思

い
て
…
こ

と
あ
る
（）
解
説
に

よ
る
と
、
当
時
、
羅
生
門
に
は
鬼
神

が
住
む
と
考
え
ら
れ
て
い
た
、
と
も

あ
る
。
今
昔
物
語
は
平
安
末
期
に
作

ら
れ
て
い
る
の
で
、能
の

「羅
生
門
」

の
作
者

（観
世
小
次
郎
信
光
）
は
、

今
昔
物
語
を
参
考
に
し
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

次
に
、
「
羅
生
門
」
で
あ
る
。
龍

之
介
の

『羅
生
門
』
で
は
、
『下
人

は
、
六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心

と
に
動
か
さ
れ
て
、
暫
時
は
呼
吸
を

す
る
の
さ
え
忘
れ
て
い
た
。
旧
記

の

記
者

の
語
を
借
り
れ
ば
、
「
頭
身

の

毛
も
太
る
」
よ
う
に
感
じ
た
の
で
あ

る
…
Ｌ

と
あ
る
。
羅
生
門
は
都

の

南
門
で
、
平
安
末
期
に
は
荒
廃
し
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
し
映
画
「
羅
生
門
」

の
、
大
雨
の
シ
ー
ン
を
思

い
出
さ
せ

′の
。と

こ
ろ
で
、
「鬼
」
「
屍
」
は
、
か

つ
て
は
私
達

の
身
近
に
あ

っ
た
。
子

供

の
こ
ろ
は

「鬼
ご

っ
こ
」
を
し
た

し
、
「
鬼
は
外
福
は
内
」
と
豆
ま
き

を
し
た
。
獅
子
舞
な
ど
も
あ

っ
た
。

ま
た
、
死
も
身
近
に
あ
り
、
葬
儀
も

地
域
や
寺
で
た
く
さ
ん
の
人
が
か
か

わ

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
急
速
に
都
会

化

や
核
家
族
化
が
進
む
と
、
「
鬼
」

や

「
死
」
が
身

の
周
り
か
ら
遠
く
な

り
、
能
な
ど
の
伝
統
芸
能
の
中
で
し

か
身
近
に
感
じ
な
く
な

っ
た
。
私
も

現
在
は
そ
の
感
覚

に
相
当

「
マ
ヒ
」

し
て
い
る
と
感
じ
る
。

そ
れ
で
は
、
鬼
は
い
っ
た

い
ど
こ

に
い
る
の
か
の
あ
ら
た
め
て
考
え
て

み
る
と
、
自
分
・目
身

の
心
の
中
に
い

る
の
だ
ｃ
さ
て
、
困

つ
た
も

の
で
あ

る
。
そ
の
鬼
は
、
自
分
で
は
見
え
な

い
。
だ
か
ら
、
他
人
か
ら

「
お
に
」

と
は
言
わ
れ
な
く
て
も
、
た
ぶ
ん
た

く
さ
ん
の
人
が
、
私
の
鬼
を
見
て
い

る
と

い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
か
ら
も
、
謡
を
稽
古
す
る
こ

と
に
よ

っ
て
、
少
し
で
も
自
分
の
中

の
鬼
を
小
さ
く
し

て

い
き
た

い
と

思

っ
て
い
る
。

素
人

の
つ
ぶ
や
き

２
の
こ

金
剛
流

大
嶋

　

一
晃

Ａ

一
日
本
の
古
典
芸
能

「
能
」
は
、

西
洋
音
楽
の
オ
ペ
ラ
に
例
え
ら
れ
る

と
言
わ
れ
ま
す
。

Ｂ
一主
役

（シ
・こ

、
脇
役

（
ワ
キ
）
、

バ
ッ
ク
グ
ラ
ン
ド

コ
ー
ラ
ス

（
地

一し

、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

（囃
子
方
）

が
あ
り
、
物
語
を
演
じ
る
処
は
、
形

式
的
に
は
似
て
い
る
様
で
す
ね
。

Ｃ

一
オ
ペ
ラ
か
ら
バ
レ
リ
ー
ナ
の
舞

や
歌
劇
を
外
し
た
、
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ

だ
け
の
演
奏
鑑
賞
も
あ
り
ま
す
。

一
方
、
能
で
主
要
な
部
分
と
言
わ
れ

る

「舞
囃
子
」
の
演
奏
は
、
囃
子
方

の
数
種
の
笛
筋
と
そ
の
変
形
の
繰
り

返
し
が
比
較
的
単
純
で
、
能
は
音
楽

鑑
賞
と
言
う
よ
り
、
役
者
や
地
謡
が

美
し
い
日
本
語
で
情
景
や
物
語
の
筋

を
説
明
す
る

「
語
り
」
に
意
味
が
あ

り
、
一語
の
古
典
語
の
理
解
が
重
要
な

要
素
に
な

っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

Ｂ

Ｌ
語
り
」
の
芸
能
で
最
た
る
も

の
は
何
と
言

っ
て
も
落
語
で
、
落
語

家

の
表
情
が
見
え
な

い
ラ
ジ
オ
で

「
語
り
」
を
聞
く
だ
け
で
、
聴
衆
は

人
物
像
や
情
景
を
目
の
当
た
り
に
思

い
浮
か
べ
て
楽
し
ん
で
い
ま
す
。

Ａ

一
能
の
場
合
、
一語
い
語
り
に
よ
る

説
明
に
加
え
て
、
シ
テ
の
約
爛
蒙
華

な
衣
装
や
質
素

・
簡
略
化
し
た
作
り

物
、
ど
の
曲
日
で
も
存
在
す
る
松
の

鏡
板
と
橋
掛
か
り
の
能
舞
台
に
、
笛

の
響
き
や
小
鼓

・
大
鼓

・
太
鼓
の
変
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幻
す
る
リ
ズ

ム
か
ら
醸
し
出
さ
れ
る

独
特

の
雰
囲
気
が
、
視
党

・
聴
覚
を

刺
激
し
て
、
観
客
を
独
特

の
雰
囲
気

に
誘

い
込
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

ま
す
．

Ｂ

¨
さ
ら
に
シ
テ
の
所
作
が
重
要
で

す
．
歌
舞
伎
や
文
楽

・
新
劇

・
宝
塚

歌
劇
ほ
ど
大
げ
さ
で
な
く
、
僅
か
な

面

の
上
向
き
下
向
き
や
立
ち
座
り

・

手

の
動
き
で
、
喜
怒
哀
楽
が
伝
わ

っ

て
く
る
演
技
が
何
と
も
言
え
ず
奥
行

き

の
深
み
を
感
じ
ま
す
ｃ

Ｃ

一
さ
ら
に
謡

の
拍
子
や
調
子
と
言

葉
に
よ
る
情
景
説
明
が
無
く
て
は
な

ら
ぬ
も
の
で
す
。
観
客
は
こ
の

「語

り
」
に
よ

っ
て
、
無
機
質
な
舞
台
の

表
に
独
自
の
情
景
を
映
し
出
し
て
、

観
劇
に
溶
け
込
む
と
思
わ
れ
ま
す
．

観
客
が
そ
の
脳
裏
に
思
い
浮
か
べ
る

情
景
は
、
そ
れ
ぞ
れ
各
個
人
の
経
験

や
知
識
に
基
づ
い
た
感
性
に
基
づ
く

想
像
の
世
界
で
し
ょ
う
。

例
え
ば
、
「
隅
田
川
」
で
座
し
て
シ

オ
る

「
シ
テ
」
を
観
て
、
愛
す
る
我

が
子
の
死
を
悟

っ
た
母
親
の
悲
し
み

に
感
じ
て
秘
か
に
一洪
ぐ
む
方
も
い
れ

ば
、
何
回
も
こ
の
能
を
観
ら
れ
、
狂

い
の
段
後
は
長
く
座
し
た
ま
ま
の
シ

テ
に
、
退
屈
だ
と
評
す

る
方
も

い

ら

つ
し

ゃ
る
な
ど
、
人
々
の
想
像
は

様

々
で
し
ま

つ
．

Ａ

¨
広
辞
苑

に
よ

る
と
、
「
幽
玄
」

と
は
、
「
奥
深
く
微
妙

で
容
易
に
計

り
知
る
こ
と

の
で
き
な

い
事
」
と
あ

り
、
正
に
想
像
の
世
界
で
す
。
演
能

で
は
、
観
客
を
幽
玄

の
世
界

・
想
像

の
世
界
に
誘

い
込
ん
で
、
人
々
が
独

自
の
映
像
を
脳
裏

の
ス
ク
リ
ー
ン
に

映
し
て
、
様

々
な
感
傷
に
浸
る
こ
と

を
許
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

Ｃ

一
従

っ
て
謡
い
手
は
、
余
分
な
感

情
移
入
は
せ
ず
、
謡
本
通
り
謡
う
こ

と
が
肝
心
と
思
わ
れ
ま
す
。

Ｂ

一
最
近
、
あ
る
流
友
が
、
朗
読
の

聞
き
易
い
発
声
方
法
に
よ
り

「謡
本

を
原
文
の
ま
ま
朗
読
す
る
事
に
ト
ラ

イ
し
て
い
る
」
と
の
報
告
が
あ
り
、

う
ま
く
い
く
と
ラ
ジ
オ
で

「一語
」
の

朗
読
が
流
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
、

興
味
深
く
見
守

っ
て
い
ま
す
。

◆
編
集
後
記
◆

今
号
よ
り
、
毎
号
各
流
派
に
お
願

い
し
て
い
た
原
稿
を
年
１
回
ず

つ
に

さ
せ

て

い
た
だ
く

こ
と

に
し
ま

し

た
。
そ
の
分
、
レ
イ
ア
ウ
ト
を
ゆ

っ

た
り
さ
せ
、
ま
た
写
真
等
を
多
用
し

て
、
読
み
や
す
く
楽
し
い
誌
面
に
し

て
い
き
た

い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

元
号
が

「
令
和
」
と
新
し
く
な
り
、

今
年
は
東
京
で
オ
リ
ン
ピ

ツ
ク
も
開

催
さ
れ
ま
す

）^
こ
こ
横
浜
に
も
様
々

な
変
化
が
起

こ
る
こ
と

で
し
ょ
う
ｃ

横
浜
能
楽
連
盟
で
も
、
様

々
な
試
み

を
実
施
し
て
い
く
こ
と
で
、
若

い
人

た
ち
が
も

っ
と
気
軽
に
能
に
親
し
ん

で
も
ら
え
た
ら
、
ま
た
外
国
の
方

々

に
も
能
を
楽
し
ん
で
も
ら
え
た
ら
、

と
夢
を
膨
ら
ま
せ
て
い
ま
す
（）

（
Ｆ
・
Ｙ
）

令
和
２
年
４
月
～
９
月
ま
で
の
横
浜
能
楽
堂
の
公
演

予
定
は
次
の
通
り
で
す
．
ぜ
ひ
お
運
び
く
だ
さ
い
。

第
６８
回
横
浜
能

６
月
６
目

（土
）
午
後
２
時
開
演

狂
言

「見
物
左
衛
門
　
深
一早
へこ

（和
泉
流
）
野
村
　
一呂

能

「
巴
」
盆
口多
流
）
中
村
邦
生

Ｓ
席
四
千
円
／
Ａ
席
三
千
五
百
円
／
Ｂ
席
三
千
円

▽
チ
ケ
ッ
ト
発
売
…
３
月
１４
日

（上
）
よ
り

「横
浜
狂
言
堂
」
１
５
０
回
記
念

特
別
普
及
公
演

「家
×
家

交
流
狂
言
」

【第

一
日
】
６
月
２７
日

（上
）
午
後
２
時
開
演

狂
言

「朝
比
奈
」
野
村
万
蔵

狂
言

「月
見
座
頭
」
山
本
東
次
郎

【第
二
日
】
７
月
５
日

（日
）
午
後
２
時
開
演

狂
言

「
人
尾
」
茂
山
千
五
郎

狂
言

「武
悪
」
野
村
万
作

全
席
指
定
二
千
二
百
円

▽
チ
ケ
ッ
ト
発
売
…
４
月
１８
日

（上
）
よ
り

※
普
及
公
演

「横
浜
狂
言
堂
」
は
、
毎
月
第
２
日
曜
日

開
催
ｃ
狂
言
２
曲
を
解
説
付
き
で
お
送
り
し
て
い
ま
す

全
席
指
定
二
千
三
百
円

◇
令
和
２
年
度
後
半
は
、
企
画
公
演

「馬
場
あ
き
子
と

行
く

歌
枕
の
旅
」
（全
５
回
）
を
開
催
い
た
し
ま
す
ｃ

ど
う
ぞ
お
楽
し
み
に
。

※
な
お
、
チ
ケ
ッ
ト
発
売
の
初
日
は
Ｗ
Ｅ
Ｂ
予
約
先
行

で
１０
時
～
１１
時
３０
分
、
電
話
予
約
は
正
午
よ
り
。

窓
国
販
売
は
翌
日
か
ら
と
な
り
ま
す
。

横
浜
能
楽
堂
公
０
４
５

（２
６
３
）
３
０
５
５

横
浜
能
楽
連
盟
連
絡
先

◎
事
務
局
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連盟の紹介・行事案内・公演予定 。幽玄バックナンバーなど、様々

な情報がご覧いただけます。ぜひ一度開いてみて ください。

なお、連盟加盟団体の方は「お問合せ」フォームからご連絡いただければ、

大会情報などを掲載いたします。

「第
３４
回
神
奈
川
県
宝
生
流
謡
曲
大
会
」
４
月
１９
日

（日
）
横
浜
能
楽
堂
本
舞
台
／

「第
１２
回
よ
こ
は
ま
能
の
会
」
（観
世
梅
若
会
）
７
月
１７
日

（日
）
横
浜

能
楽
堂
本
舞
台
／

「横
浜
宝
生
流
連
合
会
第
３３
回
謡
曲
大
会
」
８
月
２２
日

（土
）
横
浜
能
楽
堂
本
舞
台
／

「横
浜
金
剛
流
第
２２
回
謡
曲
と
仕
舞
の
つ
ど
い
」

８
月
２３
日

（
日
）
横
浜
能
楽
堂
第
二
舞
台


