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総
会
報
告 

６
月
１
７
日
（土
）：魚
庄
別
館 

 

第
８
回
目
と
な
る
総
会
に
は
、
４
２
名
の

会
員
の
皆
様
が
出
席
さ
れ
、
平
成
２
８
年
度

の
決
算
・
事
業
報
告
お
よ
び
平
成
２
９
年
度

の
事
業
計
画
・
予
算
案
他
が
了
承
さ
れ
ま
し

た
。 

 

ま
た
、
川
島
良
博
さ
ん
（白
岡
市
）
の
幹
事

就
任
が
了
承
さ
れ
ま
し
た
。 

 

総
会
に
続
い
て
、
太
田
道
灌
第
１
８
代
子

孫
の
太
田
資
暁
氏
を
講
師
に
お
迎
え
し
て
、

「
戦
国
時
代
に
武
蔵
国
で
活
躍
し
た
『
文
武

両
道
の
名
将
、
太
田
道
灌
公
の
素
顔
』
」
と

題
し
た
記
念
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

✿
８
月
～
１
２
月
の
行
事 

①
８
月
５
日
（
土
）
『映
画
鑑
賞
・
暑
気
払
い
』
１
３:
３
０
蓮
田
市
図
書
館 

 

映
画
：
『
杉
原
千
畝
』 

第
二
次
世
界
大
戦
中
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
。
本
省
の
命
令 

 

に
背
い
て
ビ
ザ
を
発
行
し
、
６
千
人
の
ユ
ダ
ヤ
人
を
救
っ
た
早
稲
田
マ
ン
の
波 

乱
万
丈
の
半
生
を
描
く
。
担
当
：
足
利
（０
９
０-

８
５
１
０-
２
７
９
８
） 

②
１
０
月
７
日
（
土
）  

秋
の
歴
史
散
策 

③
１
０
月
１
５
日
（
日
） 

稲
門
祭 

【
お
願
い
】 

稲
門
祭
グ
ッ
ズ
を
販
売
し
て
お
り
ま
す
。
売
り
上
げ
の
一
部
は
、
奨
学
金 

と
し
て
学
生
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
ご
協
力
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

④
１
２
月
１
６
日
（
土
） 

大
忘
年
会 

★
～
６
月
の
活
動 

①
大
忘
年
会
米
屋
（白
岡
市
）：
１
２
月
１
７
日
（
土
）３
０
名 

 

②
春
の
歴
史
散
策
（行
田
市
）：

４
月
１
５
日
（
土
） 

忍
城
、
さ

き
た
ま
古
墳
群
、
利
根
大
堰

な
ど
。
石
田
三
成
が
水
攻
め
の

た
め
に
陣
取
っ
た
丸
墓
山
古
墳

（
日
本
最
大
）
の
頂
上
か
ら
は
、

く
っ
き
り
と
忍
城
が
見
え
た
。 

ま
た
、
利
根
大
堰
の
下
部
に

設
け
ら
れ
て
い
る
ガ
ラ
ス
窓
か

ら
、
魚
が
上
流
に
遡
上
す
る
姿

が
目
の
前
に
見
え
た
。 

今
回
は
、
初
の
貸
切
バ
ス
に

よ
る
散
策
と
な
っ
た
。
３
１
名 

 

③
代
議
員
会
・
支
部
講
習
会
（大
隈
講
堂
）：
３
月
４
日
（
土
） 

  

出
席
幹
事
：
竹
内
幸
男
、
伊
東 

孝 

足
利
和
雄 

④
商
議
員
会
（
大
隈
講
堂
）
：７
月
１
日
（土
） 

  

出
席
幹
事
：
足
利
和
雄 

✿
お
知
ら
せ 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
が
間
も
な
く
立
ち
上
が
り
ま
す
。
ア
ク
セ
ス
で
き
る
よ
う 

に
な
り
ま
し
た
ら
、
改
め
て
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。 
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ひ
ろ
ば 

 

皆
様
の
投
稿
コ
ー
ナ
ー
で
す
。 

 

春
の
行
田
歴
史
散
策
に
参
加
し
て
―
感
想 

① 

今
回
僕
は
歴
史
散
策
に
参
加
し
ま
し
た
。
稲
門
会
の
行

事
に
参
加
す
る
の
は
２
回
目
で
、
今
回
も
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
ま

し
た
。
そ
ん
な
中
参
加
し
て
思
っ
た
こ
と
が
２
つ
あ
り
ま
す
。 

１
つ
目
は
成
田
顕
泰
が
築
い
た
忍
城
で
す
。
こ
の
忍
城
は

上
杉
謙
信
も
落
と
せ
な
い
難
攻
不
落
の
城
と
呼
ば
れ
て
い
ま

す
。
驚
く
の
は
頑
丈
さ
だ
け
で
は
な
く
御
三
回
櫓
か
ら
の
な

が
め
は
素
晴
ら
し
い
も
の
で
し
た
。

そ
の
後
近
く
の
公
園
で
ゼ
リ
ー
フ

ラ
イ
を
食
べ
ま
し
た
。
格
安
で
美

味
し
か
っ
た
で
す
。 

２
つ
目
は
利
根
大
堰
で
す
。
こ

の
場
所
は
以
前
小
学
生
の
社
会

科
見
学
で
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
駐
車
場
を
降
り
て
す

ぐ
に
あ
る
階
段
を
下
る
と
そ
こ
に
は
水
槽
ら
し
き
も
の
が
あ

り
ま
し
た
。
で
も
魚
影
は
見
あ
た
り
ま
せ
ん
。
も
う
一
度
見

る
と
端
か
ら
端
ま
で
魚
が
泳
い
で
行
き
ま
し
た
。
そ
こ
は
魚

が
遡
上
し
て
い
る
時
の
様
子
で
し
た
。
魚
が
じ
っ
く
り
観
察
で

き
て
よ
か
っ
た
で
す
。
今
回
こ
の
散
策
は
行
田
市
の
歴
史
を

知
る
の
に
と
て
も
い
い
機
会
に
な

り
ま
し
た
。
稲
門
会
の
皆
様
と
一

緒
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ

と
に
非
常
に
感
謝
し
て
い
ま
す
。

と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

（
白
岡
市
立
篠
津
中
二
年
） 

折
原 

雄
斗 

春
の
行
田
歴
史
散
策
に
参
加
し
て
―
感
想 

② 

素
晴
ら
し
い
企
画
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

さ
き
た
ま
古
墳
群
で
の
途
中
離
脱
は
残
念
で
し
た
が
、
吹
上

駅
に
行
く
バ
ス
に
乗
る
ま
で
の
間
に
、
運
良
く
満
開
の
桜
を

見
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

忍
城
は
い
つ
で
も
行
け
る
と
思
い
、
今
ま
で
一
度
も
訪
れ

て
い
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
お
陰
様
な
こ
と
に
今
回
、
蓮
田
白

岡
稲
門
会
の
バ
ス
ツ
ア
ー
で
、
初
め
て
訪
問
す
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。 

 

忍
城
攻
防
戦
を
描
い
た
傑
作
「
の
ぼ
う
の
城
」は
、
原
作
者

の
和
田
竜
さ
ん
が
早
稲
田
大
学
政
経
学
部
の
出
身
と
い
う

こ
と
も
あ
り
大
フ
ァ
ン
で
、
原
作
を
何
度
も
読
ん
で
い
ま
し
た

し
、
映
画(

最
近
も
Ｂ
Ｓ
で
再
放
送
さ
れ
録
画
済)

も
映
画
館

で
見
ま
し
た
。 
 

因
み
に
、
昨
年
の
大
河
ド
ラ
マ
「
真
田
丸
」
で
も
、
草
刈
正

雄
さ
ん
演
じ
る
真
田
昌
幸
が
、
山
本
耕
史
さ
ん
演
じ
る
石

田
三
成
と
一
緒
に
、
忍
城
の
攻
撃
に
参
加
す
る
情
景
が
描

か
れ
ま
し
た
。 

(

注)

①
真
田
幸
村(

信
繁)

が
、
忍 

 
城
攻
め
に
参
加
し
た
と
い
う
説 

が
あ
り
ま
す
が
、
ド
ラ
マ
で
は
描 

か
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 
 

 

②
行
田
市
の
隣
の
鴻
巣
市 

は
、
昨
年
、
真
田
信
之
の
妻
の 

小
松
姫
の
お
墓
が
あ
る
と
い
う 

こ
と
で
、
真
田
丸
の
の
ぼ
り
を
立

て
ま
し
た
。 

 

 

と
こ
ろ
で
、
斉
藤
副
会
長
の
ご
先
祖
が
、
忍
城
攻
め
同
様
、

豊
臣(

家
康)

軍
に
よ
る
岩
槻
城(

北
条
方)

攻
め
の
際
、
援

軍
？
と
し
て
、
蓮
田
の
城(→

お
城
で
は
な
く
土
地
の
名
前
の

じ
ょ
う)

か
ら
岩
槻
に
駆
け
付
け
た
記
録
が
あ
る
と
、
か
つ
て
、

同
副
会
長
の
お
祖
父
様
に
、
手
紙
で
教
え
て
い
た
だ
い
た
よ

う
に
記
憶
し
て
い
ま
す
。 

 (

追
記) 

 

行
程
表
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
水
城
公
園
近
く
の
満
開
の

桜
と
Ｓ
Ｌ
に
偶
然
出
会
え
た
の
は
、
鉄
道
オ
タ
ク
の
私
に
は

と
て
も
ラ
ッ
キ
ー
で
し
た
。 

 

ま
た
今
回
は
、
止
む
を
得
な
い
事
情
で
途
中
離
脱
し
ま
し

た
が
、
次
回
は
是
非
と
も
最
後
ま
で
参
加
で
き
れ
ば
と
思
い

ま
す
。 

 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

山
田
眞
一 

（
編
集
子
注
） 

右
の
文
は
、
山
田
さ
ん
か
ら
メ
ー
ル
で
頂
い
た
も
の
で
す
。 

 

蓮
田
白
岡
稲
門
会
の
会
誌
発
行
への
一
考
察 

 

蓮
田
白
岡
稲
門
会
の
「
会
誌
の
創
刊
号
」が
発
行
さ
れ
た
。 

 

頂
戴
し
た
冊
子
は
単
に
「
蓮
田
白
岡
稲
門
会
創
刊
号
」
と

な
っ
て
い
る
が
、
稲
門
会
創
刊
号
と
い
う
の
は
、
お
か
し
な
表

現
で
、
創
刊
号
と
い
う
か
ら
に
は
、
発
行
さ
れ
る
冊
子
が
、

我
々
蓮
田
白
岡
稲
門
会
の
会
員
が
、
自
分
た
ち
の
色
々
な

考
え
方
や
、
他
の
事
例
を
発
表
す
る
「
会
誌
」
と
い
う
名
称

で
な
け
れ
ば
お
か
し
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
、
私
は
思
う
。 
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こ
ん
な
こ
と
を
申
し
上
げ
る
と
、
先
日
頂
戴
し
た
創
刊
号

な
る
も
の
を
、
大
変
な
ご
苦
労
を
さ
れ
て
編
集
し
て
下
さ
っ

た
足
利
氏
や
石
井
氏
に
対
し
、
大
変
失
礼
な
言
い
草
に
な
っ

て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
は
私
が
申
し

上
げ
て
い
る
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
頂
い
て
、
ご
容
赦
を
お

願
い
し
た
い
。 

  

さ
て
前
置
き
は
こ
の
位
に
し
て
、
本
題
に
入
り
た
い
と
思

う
。 

 

本
会
は
、
会
長
に
頭
脳
明
晰
に
し

て
し
か
も
人
格
円
満
な
土
橋
さ
ん

を
仰
ぎ
、
氏
の
ご
指
導
の
も
と
、
会

員
総
会
や
大
忘
年
会
を
は
じ
め
と

し
て
、
季
節
ご
と
の
歴
史
散
策
、
映

画
鑑
賞
会
、
懇
親
会
、
野
球
の
早
慶

戦
の
応
援
、
埼
玉
県
内
各
支
部
大

会
へ
の
参
加
等
々
、
実
に
多
種
多
様
の
行
事
を
行
い
、
こ
の
会

を
軸
と
し
て
、
会
員
相
互
の
親
睦
を
図
っ
て
下
さ
っ
て
い
る
。 

 

人
は
歳
を
重
ね
る
ほ
ど
、
と
も
す
れ
ば
孤
独
に
陥
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
の
点
、
こ
の
会
の
持
つ
意
義
は
大
き
い
。 

 

そ
の
陰
に
は
役
員
の
方
々
の
並
々
な
ら
ぬ
ご
努
力
が
あ
る

こ
と
を
我
々
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

 

本
会
誌
の
編
集
後
記
に
、
こ
の
会
誌
の
今
後
の
進
み
ゆ
く

方
向
の
指
針
に
つ
い
て
、
会
員
が
自
由
に
語
り
合
え
る
『
広
場
』

に
し
た
い
と
『念
願
し
て
発
行
す
る
も
の
で
す
』
と
明
快
に
記

さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
れ
を
読
む
と
こ
の
冊
子
が
、
今
後
益
々
発
展
し
て
い
く 

も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
私
は
嬉
し
く
思

う
の
で
あ
る
。 

 

唯
、
こ
れ
か
ら
こ
の
冊
子
の
発
行
の
回
数
を
、
ど
ん
な
頻
度

に
す
る
の
か
？
原
稿
の
集
め
方
は
ど
う
す
る
の
か
？
編
集
に

携
わ
る
人
は
今
の
ま
ま
の
人
数
で
い
い
の
か
？
等
々
、
こ
ん
ご

決
め
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
課
題
は
多
い
と
思
う
。 

 

と
も
か
く
立
派
な
冊
子
を
作
っ
て
下
さ
っ
た
ご
苦
労
に
対

し
、
深
く
敬
意
を
表
す
る
次
第
で
あ
る
。  

初
川 

吉
洋 

 

サ
ッ
カ
ー
の
〝
超
〟
を
見
て 

 
 

 
 

 
 

 

 

昨
年
鹿
島
ア
ン
ト
ラ
ー
ズ
が
日
本
サ
ッ
カ
ー
の
名
を
大
い
に

高
め
た
が
、 

日
本
で
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
が
開
催
さ
れ
た
と
き

に
世
界
の
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
技
術
と
ス
ピ
ー
ド
を
見
る
機
会
が

増
え
て
、
そ
の
時
、
世
界
と
い
う
場
で
〝
超
〟
と
い
う
名
の
つ

く
ほ
ど
の
一
流
選
手
は
一
体
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
と
考
え

た
こ
と
が
あ
っ
た
。 

 

こ
れ
は
何
も
サ
ッ
カ

ー
に
限
っ
た
こ
と
で
は

な
い
が
、
そ
れ
は
ど
う

も
、
そ
の
人
の
持
つ
素

質
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
大

き
さ
が
大
い
に
関
り
を
持
っ
て
く
る
が
、
そ
れ
と
、
そ
の
人
が

選
ん
だ
道
が
ま
さ
に
ピ
ッ
タ
リ
合
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
と
思
う
。 

 

サ
ッ
カ
ー
は
ボ
ー
ル
ひ
と
つ
あ
れ
ば
何
と
か
な
る
と
い
う
こ

と
も
あ
っ
て
、
２
０
０
以
上
の
国
で
や
っ
て
い
る
よ
う
だ
し
、
小

さ
い
と
き
か
ら
ボ
ー
ル
を
蹴
っ
て
い
た
人
は
、
世
界
に
お
そ
ら

く
何
千
万
・
何
億
と
い
う
単
位
で
い
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
し

か
し
な
が
ら
〝
超
〟
と
つ
く
人
は
ほ
ん
の
一
握
り
で
あ
る
。 

 

そ
れ
で
は
そ
れ
以
外
の
人
は
ダ
メ
な
の
か
と
い
う
と
、
決
し

て
そ
う
で
は
な
く
、
サ
ッ
カ
ー
で
は
超
一
流
に
は
な
れ
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
他
の
自
分
に
合
っ
た
分
野
で
は
、

と
い
う
と
こ
ろ
が
あ
る
わ
け
で
、
選
ぶ
道
を
間
違
え
た
と
い

う
こ
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。 

 

今
、
そ
の
道
で
〝
超
〟
で
あ
る
イ
チ
ロ
ー
が
、
仮
に
サ
ッ
カ

ー
の
道
を
選
ん
で
い
た
ら
、
日
本
・
メ
ジ
ャ
ー
リ
ー
グ
を
通
じ

て
あ
げ
た
あ
れ
ほ
ど
の
成
績
に
匹
敵
す
る
活
躍
が
で
き
る
だ

ろ
う
か
。
ま
た
タ
イ
ガ
ー
・
ウ
ッ
ズ
が
野
球
の
道
に
進
ん
で
い

た
ら
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
選
手
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

素
質
・
能
力
と
選
ん
だ
道
と
の
組
み
合
わ
せ
は
、
い
ろ
い
ろ
考

え
さ
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。 

 
 

大
き
な
才
能
を
持
ち
な
が
ら
自
分
の
道
に
気
が
つ
か
な

か
っ
た
り
、
も
ろ
も
ろ
の
理
由
で
条
件
が
整
わ
な
か
っ
た
と
い

う
ケ
ー
ス
で
は
、
〝
超
〟
と
な
る
べ
き
人
も
〝
超
〟
と
な
れ

ず
に
二
流
、
三
流
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な

い
。 

 

こ
れ
は
、
そ
の
本
人
だ
け
で
な
く
、
ま
わ
り
に
い
る
我
々
に 

と
っ
て
も
、
極
上
の
楽
し
み
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
極
め
て
残 

念
な
こ
と
で
も
あ
る
。 

根
本 

盛
夫 

 

◆
連
載
寄
稿 

 

『蓮
田
・白
岡
、
あ
の
と
き
・こ
こ
で
…
』  

 

第
一
回 

『武
州
鉄
道
に
つ
い
て
』 

リオネル・メッシ 
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武
州
鉄
道
は
、
一
九
二
四
年
（
大
正
一
三
年
）か
ら
一
九

三
八
年
（
昭
和
一
三
年
）
に
か
け
て
、
蓮
田
か
ら
岩
槻
を
経

て
川
口
の
神
根
ま
で
運
行
さ
れ
て
い
た
。 

 

一
九
一
〇
年
（
明
治
四
三
年
）
、

蓮
田
の
政
治
家
、
飯
野
喜
四
郎
翁

お
よ
び
岩
槻
と
蓮
田
の
有
志
ら
に
、

鉄
道
院
か
ら
鉄
道
敷
設
免
許
が
下

り
、
『
中
央
軽
便
鉄
道
』
が
設
立
さ

れ
、
翌
一
九
一
一
年
（
明
治
四
四

年
）
に
『
中
央
鉄
道
』
と
社
名
変
更

し
た
。 

 

当
初
の
計
画
は
、
東
京
市
街
と

日
光
を
結
ぶ
、
と
し
て
お
り
、
北
千
住
・
川
口
・
岩
槻
・
幸
手
・

栗
橋
・
古
河
を
経
て
日
光
に
至
る
と
い
う
壮
大
な
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
と
き
は
未
だ
東
武
鉄
道
の
日
光
線
は
未
開
通
で

あ
っ
た
。 

 

一
九
一
二
年
（
大
正
元
年
）、
第
一
期
線
と
し
て
岩
槻
・川

口
間
が
認
可
さ
れ
着
工
し
た
。
一
九
一
四
年
（
大
正
三
年
）
、

第
二
期
線
と
し
て
岩
槻
・蓮
田
・
忍
町
（現
行
田
市
）
間
の
認

可
を
受
け
た
。 

 

一
九
一
九
年
（
大
正
八
年
）
、
『
武
州
鉄
道
』
に
社
名
変
更
、

一
九
二
四
年
（
大
正
一
三
年
）に
蓮
田
・
岩
槻
間
が
開
通
し

た
。 

 

神
根
か
ら
東
京
方
面
へ
の
接
続
路
線
が
な
い
ま
ま
、
駅
予

定
地
を
菖
蒲
に
確
保
し
て
蓮
田
か
ら
の
延
長
工
事
を
行
っ
て

い
た
が
、
こ
の
線
は
、
実
現
し
な
か
っ
た
。
こ
の
間
、
王
子
電
気

鉄
道
の
傘
下
に
入
っ
た
が
、
こ
れ
は
、
武
州
鉄
道
が
赤
羽
ま
で

南
進
す
る
こ
と
を
見
越
し
て
、
こ
れ
と
の
直
通
化
を
構
想
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
（現
在
、
地
下
鉄
南
北
線
、
埼
玉
高

速
鉄
道
は
『
浦
和
美
園
』ま
で
運
行
さ
れ
て
い
る
） 

 

し
か
し
、
そ
の
構
想
も
日
の
目
を
見
ず
、
ま
た
、
蓮
田
・行

田
間
の
工
事
も
指
定
期
限
に
間
に
合
わ
ず
、
遂
に
鉄
道
免

許
の
取
り
消
し
と
な
り
、
全
線
廃
止
と
な
っ
た
。 

  

一
九
四
三
年
（
昭
和
一
八
年
）
前
後
ま
で
運
行
で
き
て
い
れ

ば
、
戦
時
物
資
の
輸
送
力
増
強
と
い
う
時
代
の
要
請
に
押
さ

れ
て
、
計
画
線
全
線
が
開
通
し
、
な
お
且
つ
北
部
へ
も
延
伸

さ
れ
て
い
た
は
ず
だ
と
思
う
と
、
何
と
も
残
念
な
こ
と
で
あ

る
。  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

～
次
号
に
続
く
～ 

 

土
橋 

藤
男 

 

◆
連
載
講
座 

吟
詠
と
漢
詩 

 
 

第
二
回 

七
言
絶
句
に
つ
い
て 

 

第
一
回
盆
栽
展
で
次
の
よ
う
な
詩
を
読
ん
だ
。 

 
 

 
 

四
面
好
風 

 

春
来
村
落
好
風
吹 

樹
色
花
香
無
不
奇 

 

園
主
説
論
盆
景
趣 

騒
人
舐
筆
独
敲
詩 

  

読
み
下
し
を
し
ま
す
。 

 
 

 
 

四
面
し
め
ん

好

風

こ
う
ふ
う 

 

當

山

と
う
や
ま

奇き

雲うん 

 
 

春
来
た
り
て
村
落 

好

風

こ
う
ふ
う

吹
き 

 
 

樹じゅ

色
し
ょ
く

花か
香こう 

奇
な
ら
ざ
る
な
し 

 
 

園
主
は
説
論

せ
つ
ろ
ん

す 

盆
景
の

趣
お
も
む
き 

 
 

騒

人

そ
う
じ
ん

は
筆
を
舐ね
ぶ

り
て 

独
り
詩
を
敲た
た

く 

 

現
代
語
訳
を
し
ま
す
。 

 

盆
栽
村
に
早
春
が
来
て
、
好 

風
が
吹
い
て
い
る
。
樹
の
色
や 

花
の
香
り
も
す
べ
て
大
変
め 

ず
ら
し
く
感
じ
ら
れ
る
。 

村
の
盆
栽
園
主
達
は
、
盆
栽 

の
由
来
と
美
の
極
致
を
詳
し 

く
論
じ
説
明
す
る
。
詩
人
は 

そ
の
趣
を
生
か
す
べ
く
筆
を
と 

り
、
詩
の
推
敲
を
は
じ
め
る
の 

で
あ
る
。 

 

吹
・
奇
・
詩
の
三
文
字
で
「
押
韻
」
を
し
て
い
ま
す
。 

 

「
平
仄
」
し
て
い
ま
す
が
、
複
雑
に
な
る
の
で
こ
こ
で
は
省
略 

し
て
お
き
ま
す
。 

  

日
野
竜
夫
先
生
は
、
漢
詩
は
種
々
の
点
で
保
守
的
な
文
学 

で
あ
り
、
明
治
中
期
以
降
、
文
学
史
の
表
面
か
ら
姿
を
消
し 

て
し
ま
っ
た
、
と
書
い
て
い
ま
す
。 

 

新
井
紀
子
先
生
は
、
人
工
知
能
（
Ａ
・
Ｉ
）
が
人
間
を
凌
駕 

す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
、
と
書
い
て
い
ま
す
。 

  

二
人
の
意
見
の
正
否
は
は
神
様
し
か
判
り
ま
せ
ん
。
惟
先 

尚
恬
素
で
あ
り
ま
す
。 

 

こ
こ
に
、
和
歌
の
得
意
業わ
ざ

の
「
七
云
」
が
、
字
過
不
足
の
如 

き
の
詩
を
次
に
連
載
し
よ
う
思
い
ま
す
。  

 
 

 

～
次
号
に
つ
づ
く
～ 

 

當
山 

武 
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昭
和
５
８
年
９
月
１
日
の
「お
じ
い
ち
ゃ
ん
」の
日
記 

「そ
の
地
震
の
日
は
木
曜
日 

曇
り
雷
雨
」 

 

朝
か
ら
晴
天
。
午
後
９
時
ご
ろ
よ
り
雲
は
黒
く
南
の
空
に

広
が
り
、
雷
鳴
と
と
も
に
大
雨
降
る
。
６
０
年
前
の
今
日
と

似
て
い
る
空
模
様
で
、
つ
い
地
震
の
話
が
出
て
し
ま
っ
た
が
、

き
ょ
う
は
無
事
９
月
１
日
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 

私
は
、
大
正
１
２
年
９
月
１
日
午
前
１
１
時
５
８
分
の
大
地

震
を
自
宅
で
体
験
し
た
。 

 

そ
の
日
は
、
朝
か
ら
の
雨
が
上
が
っ
て
太
陽
が
き
ら
き
ら
と

輝
き
蒸
し
暑
い
。
皆
で
、
今
日
は
変
な
日
だ
、
何
か
あ
り
は
し

な
い
か
と
言
っ
て
い
る
う
ち
に
、
大
地
震
と
な
っ
た
。 

 

丁
度
お
昼
ご
飯
を
食
べ
よ
う
と
し
た
時
だ
っ
た
。
汁
鍋
が
か

ま
ど
に
ぶ
ら
下
が
っ
た
ま
ま
（土
）
壁
に
触
れ
て
土
が
入
り
込

ん
で
食
べ
ら
れ
な
か
っ
た
。 

 

余
震
が
次
々
と
き
た
。
家
が
今
に
も
倒
れ
る
か
と
、
一
生

懸
命
ツ
ッ
カ
イ
棒
を
し
た
。 

 

近
所
の
人
が
、
前
の
里
（
注
：椿
山
２
～
３
丁
目
辺
り
）
が
大

変
だ
と
い
う
の
で
行
っ
て
み
た
。 

 

大
六
天
神
社
（
注
：マ
ル
エ
ツ
前
の
神
社
）か
ら
鉄
橋
ま
で
の

堤
防
は
平
地
と
同
じ
高
さ
ま
で

陥
没
し
て
い
る
。
田
ん
ぼ
の
水
路

は
田
よ
り
高
く
隆
起
し
て
い
る
。

畑
は
い
た
る
と
こ
ろ
地
割
れ
し

て
砂
や
木
の
枝
が
噴
き
出
て
い

る
。
西
の
磯
川
（
注
：
西
城
付
近
）

も
幅
が
狭
ま
っ
て
隆
起
し
た
り

し
て
大
変
な
状
態
に
な
っ
て
い

た
。 

 

午
後
３
時
頃
、
南
の
空
に
真
っ
白
な
雲
が
湧
き
あ
が
っ
た
。

何
だ
か
異
様
な
雲
だ
っ
た
。
夕
方
に
は
そ
れ
が
真
っ
赤
に
な

り
、
東
京
が
大
火
事
に
な
っ
た
こ
と
が
知
れ
た
。
家
の
門
の
前

で
、
夜
に
な
っ
て
も
新
聞
の
大
活
字
が
読
め
る
程
の
明
る
さ

で
、
大
変
だ
と
思
っ
た
。 

 

そ
の
夜
は
家
の
座
敷
で
寝
た
が
、
ま
た
大
地
震
が
来
る
と

言
わ
れ
、
次
の
日
は
庭
に
蓆
を
敷
い
て
蚊
帳
を
吊
っ
て
寝
た
。 

 

そ
の
翌
日
の
午
後
に
な
る
と
、
朝
鮮
人
が
井
戸
に
毒
を
入

れ
て
い
る
と
か
、
暴
動
を
起
こ
し
て
い
る
と
か
の
話
で
、
元
荒

川
の
橋
ご
と
に
見
張
り
を
出
し
て
、
朝
鮮
人
を
こ
ち
ら
に
入

れ
な
い
よ
う
警
戒
す
る
よ
う
に
し
て
、
刀
や
警
棒
を
も
っ
て

立
ち
番
に
出
た
。 

 

あ
く
る
日
に
は
デ
マ
だ
と
分
か
り
平
成
に
戻
っ
た
が
、
他
所

で
は
多
く
の
朝
鮮
人
が
殺
さ
れ
た
と
聞
い
た
。
こ
う
い
う
時

は
、
デ
マ
は
怖
い
と
思
っ
た
。 

 

わ
た
し
は
６
日
、
東
京
の
親
戚
の
久
三
郎
さ
ん
が
千
住
に

戻
る
と
聞
い
て
、
リ
ヤ
カ
ー
に
米
、
味
噌
、
野
菜
を
積
み
自

転
車
で
引
い
て
、
越
谷
と
草

加
を
通
り
千
住
に
向
か
っ

た
。 

 

街
に
入
る
と
、
人
々
は
た

だ
黙
々
と
し
て
不
安
げ
に

作
業
し
て
話
も
し
な
い
緊

張
し
た
様
子
だ
っ
た
。
久
三

郎
さ
ん
の
他
、
浅
草
の
入

谷
の
六
郎
さ
ん
に
も
米
や

野
菜
を
分
け
た
。 

 

東
京
の
親
戚
で
は
、
残
り
５
人
が
全
部
死
ん
だ
ら
し
く
、
と

う
と
う
所
在
が
分
か
ら
な
か
っ
た
。 

 

７
日
、
焼
け
跡
を
見
に
出
か
け
た
。
用
の
な
い
も
の
は
現
場

に
入
れ
な
か
っ
た
の
で
、
『
尋
ね
人
』
の
立
札
を
担
い
で
、
千
住

か
ら
深
川
、
銀
座
、
日
比
谷
公
園
や
上
野
な
ど
を
廻
っ
た
。

い
た
る
と
こ
ろ
死
屍
累
々
と
し
て
い
て
目
も
当
て
ら
れ
な
か
っ

た
。 

 

戒
厳
令
が
敷
か
れ
て
軍
隊
が
警
備
に
つ
き
、
多
く
の
人
々

が
た
だ
黙
っ
て
歩
い
て
い
る
様
子
が
な
ん
と
も
不
気
味
だ
っ

た
。 

 

兵
隊
が
死
人
の
浮
い
て
い
る
隅
田
川
で
、
死
体
を
か
き
分 

け
バ
ケ
ツ
に
水
を
汲
ん
で
い
た
が
、
必
要
に
な
れ
ば
死
人
の
浮

い
て
い
る
川
の
水
で
も
飲
む
よ
う
に
な
る
の
だ
と
思
っ
た
。
便

所
の
中
で
人
が
死
ん
で
い
て
、
驚
い
て
飛
び
出
し
た
こ
と
は
、

６
０
年
経
っ
て
も
は
っ
き
り
目
に
浮
か
び
ま
す
。 

 

地
震
に
よ
る
死
者
も
何
千
と
あ
っ
た
が
、
地
震
に
伴
う
火

災
に
よ
る
死
者
は
１
４
万
人
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
水
道
が

止
ま
っ
て
消
火
活
動
が
出
来
ず
、
焼
け
る
に
任
せ
て
自
然
に

消
え
る
の
を
待
つ
状
態
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

今
地
震
が
起
き
た
ら
ど
う
な
る
か
。
防
災
訓
練
が
多
少
な

り
と
も
役
に
立
て
ば
幸
い
で
す
。 

 

「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
が
帰
っ
て
き
て
汚
れ
た
着
物
を
洗
っ
た
ん
だ

け
ど
、
何
度
洗
っ
て
も
死
臭
が
抜
け
ず
、
仕
方
が
な
い
の
で
そ

の
着
物
は
焼
い
ち
ゃ
っ
た
よ
」 

 

こ
れ
は
、
小
生
が
幼
い
頃
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
聞
い
た
話
。 

齋
藤 

隆
宗 

 
上野駅前広場に避難した人々 



6 
 

◆
蔵
出
し
の
逸
品 

今
回
、
土
橋
会
長
か
ら
お
借
り
し
た
の
は
、
終
戦
が
間
近 

に
な
っ
た
昭
和
２
０
年
、
米
軍
の
沖
縄
に
上
陸
し
た
こ
ろ
か
ら

飛
行
機
な
ど
に
よ
っ
て
日
本
の
主
要
都
市
に
撒
か
れ
た
、
投

降
を
呼
び
か
け
る
ビ
ラ
（
伝
単
）
の
ひ
と
つ
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

◆
コ
ラ
ム 

い
や
～
、
映
画
っ
て
本
当
に
い
い
も
の
で
す
ね
～ 

 

「
人
生
で
大
切
な
こ
と
は
す
べ
て
映
画
か
ら
学
ん
だ
」 

童
門
冬
二
が
い
み
じ
く
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
映
画
は
、
た

と
え
駄
作
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
な
り
に
未
知
の
世
界
を
見
せ

て
く
れ
る
。
い
わ
ん
や
名
匠
の
手
に
な
る
珠
玉
の
作
品
に
出

合
っ
た
時
な
ど
は
、
思
わ
ず
涙
ぐ
ん
で
し
ま
う
ほ
ど
だ
。 

 

そ
ん
な
名
作
一
つ
が
、
黒
澤
明
が
終
戦
を
挟
ん
で
製
作
し
、

昭
和
二
〇
年
九
月
に
ク
ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
し
た
『
虎
の
尾
を
踏
む

男
た
ち
』
と
い
う
映
画
だ
。
歌
舞
伎
の
“
勧
進
帳
”
を
映
画
化

し
た
五
九
分
の
作
品
だ
が
、
検
閲
に
通
ら
ず
、
公
開
さ
れ
た

の
は
昭
和
二
七
年
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。 

 
主
な
出
演
者
は
、
大
河
内
伝
次
郎
（
弁
慶
）
、
仁
科
周
芳

（
岩
井
半
四
郎
・
義
経
）
、
藤
田
進
（
関
守
・富
樫
）
な
ど
。 

 

頼
朝
に
追
わ
れ
る
義
経
一
行
が
藤
原
秀
衡
を
頼
っ
て 

平
泉
を
目
指
す
途
中
の
、
安
宅
の
関
で
の
息
詰
ま
る
攻 

防
を
描
い
て
い
る
。 

関
守
の
富
樫
か
ら
『
勧
進 

の
た
め
の
旅
な
ら
ば
勧
進 

帳
を
読
ん
で
み
よ
』
と
迫 

ら
れ
た
弁
慶
が
、
何
も
書 

い
て
な
い
巻
紙
を
開
い
て 

朗
々
と
読
み
上
げ
る
有
名 

な
場
面
が
上
の
写
真
で
あ 

る
。 全

編
を
通
し
て
笛
や
鼓 

の
音
が
流
れ
て
厳
か
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
そ
の

な
か
で
、
緊
張
感
だ
け
の
単
調
な
作
品
に
堕
し
て
し
ま
う
の

を
押
し
と
ど
め
て
、
名
作
に
仕
上
げ
る
大
き
な
要
素
の
一
つ

に
な
っ
て
い
る
の
が
、
榎
本
健
一
扮
す
る
「
強
力
」
（
ご
う
り
き
）

の
天
下
一
品
の
三
枚
目
ぶ
り
で
あ
る
。 

 

映
画
の
良
し
悪
し
は
最
初
の
一
〇
分
で
わ
か
る
、
と
言
わ

れ
る
が
、
こ
の
映
画
は
、
最
初
の
一
分
で
充
分
、
そ
の
質
の
良

さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
し
て
最
後
の
一
〇
分
ま
で
期
待
を

裏
切
ら
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
ラ
ス
ト
の
一
分
の
場
面
に
深
い

余
韻
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。 

い
や
～
、
映
画
っ
て
本
当
に
い
い
も
の
で
す
ね
～
。 

三
流
亭
気
楽 

  

編
集
後
記 

 

今
回
は
、
折
原
さ
ん
の
ご
子
息
、
雄
斗
君
が
行
田
歴
史
散

策
に
参
加
し
て
感
想
文
を
書
い
て
く
れ
ま
し
た
。
年
配
の
男

性
が
ほ
と
ん
ど
の
当
会
に
と
っ
て
本
当
に
う
れ
し
い
こ
と
で
す
。

有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

本
会
報
の
名
称
募
集
❢ 

初
川
さ
ん
か
ら
、
本
会
報
の
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
ご
指
摘

を
受
け
ま
し
た
。
実
は
当
初
別
な
名
称
に
す
る
予
定
で
し
た

が
、
議
論
の
末
、
会
の
名
前
そ
の
ま
ま
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
今
回
は
『
会
報
』
を
入
れ
ま
し
た
が
、
こ
の
際
、
長
く
親

し
ん
で
い
た
だ
け
る
タ
イ
ト
ル
を
募
集
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。 

足
利
（
０
９
０
‐
８
５
１
０
‐
２
７
９
８
）
ま
で
❢ 

原
稿
も
宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
❢ 

 
 

 
 

 
 

 


