
☆
は
じ
め
に

駅
に
大
き
な
ポ
ス
タ
ー
が
あ
り
ま
し
た
。
お
寺
の
伽
藍

で
能
が
舞
わ
れ
て
い
る
写
真
で
す
。
そ
こ
に
は
次
の
よ
う

な
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
が
記
さ
れ
て
お
り
ま
し
た
。

ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
世
阿
弥
（
ぜ
あ
み
）

十
二
歳

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
義
満
（
よ
し
み
つ
）

十
八
歳

能
は
六
百
年
前
か
ら
ラ
イ
ブ
で
す

世
阿
弥
は
最
高
の
俳
優
で
あ
り
音
楽
家
で
あ
り
、
劇
作

家
で
あ
り
、
作
曲
家
で
あ
り
、
理
論
家
で
あ
り
、
一
座
の

統
率
者
あ
り
、
ま
さ
に
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
、
マ
ル
チ
人
間

で
し
た
。
美
少
年
盛
り
の
世
阿
弥
が
、
父
観
阿
弥
（
か
ん

あ
み
）
と
共
に
初
め
て
京
都
に
進
出
し
た
、
そ
の
舞
台
を

当
時
の
青
年
将
軍
・
足
利
義
満
が
見
た
の
で
す
。
す
ば
ら

し
い
出
会
い
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
六
百
有
余
年
、
時
代
を

超
え
、
国
境
を
越
え
て
能
は
人
の
心
を
打
ち
続
け
て
い

る
、
な
ん
と
長
い
命
で
し
ょ
う
。
世
界
に
こ
ん
な
例
は
あ

り
ま
せ
ん
。

イ
ギ
リ
ス
で
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
生
ま
れ
た
の
は
世
阿

弥
の
ち
ょ
う
ど
二
百
年
も
後
の
こ
と
で
し
た
。
こ
の
ポ
ス

タ
ー
は
こ
う
締
め
く
く
ら
れ
ま
す
。

そ
う
だ
京
都

行
こ
う

Ｊ
Ｒ
東
海

（
一
九
九
七
年
）

能
に
は
現
代
を
魅
了
す
る
す
ば
ら
し
さ
が
あ
り
ま
す
。

も
っ
と
も
古
く
て
、
実
は
も
っ
と
も
新
し
い
芸
術
で
す
。

能
を
観
る
。
狂
言
を
楽
し
む
。
若
い
感
性
は
、
そ
こ
に
驚

く
ほ
ど
の
命
の
輝
き
を
見
出
す
こ
と
で
し
ょ
う
。

能
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
文
化
と
は
、
逆
の
方
向
に
発
達

を
遂
げ
ま
し
た
。
「
無
」
の
部
分
に
多
く
の
表
現
を
賭
け

た
音
楽
の
発
想
。
西
欧
の
音
楽
家
を
驚
か
せ
た
そ
の
前
衛

生
。
情
感
を
凝
縮
し
た
能
面
と
、
能
面
に
導
か
れ
た
演
技

の
、
抽
象
的
な
美
と
力
の
世
界
。
贅
を
極
め
た
装
束
。
奥

深
い
「
こ
こ
ろ
」
の
演
技
。
人
間
存
在
の
根
源
を
象
徴
す

る
宝
石
の
よ
う
な
演
劇
、
そ
れ
が
能
で
す
。

☆
歴
史

能
の
歩
ん
だ
道

日
本
は
「
古
事
記
」
「
日
本
書
紀
」
の
神
々
と
英
雄
の

叙
事
詩
を
出
発
点
に
、
「
万
葉
集
」
で
叙
情
詩
を
、
そ
し

て
世
界
に
先
駆
け
て
小
説
「
源
氏
物
語
」
を
完
成
さ
せ
ま

す
。
し
か
し
演
劇
が
確
立
す
る
に
は
、
中
世
ま
で
時
間
を

経
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

観
阿
弥
・
世
阿
弥
と
い
う
天
才
父
子
に
よ
っ
て
生
ま
れ

た
「
能
」
と
い
う
演
劇
は
、
現
代
ま
で
七
世
紀
近
く
演
じ

継
が
れ
て
い
る
の
で
す
。

室
町
の
将
軍
た
ち
の
す
ぐ
れ
た
美
意
識
も
そ
れ
を
支

え
ま
し
た
。
そ
し
て
信
長
も
秀
吉
も
家
康
も
能
の
大
フ
ァ

ン
で
し
た
。

江
戸
の
幕
府
に
よ
っ
て
能
は
国
家
指
定
芸
能
と
な
り
、

演
技
の
密
度
を
ま
す
ま
す
高
め
ま
し
た
。

明
治
維
新
に
よ
っ
て
幕
府
に
守
ら
れ
る
安
定
し
た
身

分
を
失
い
ま
す
が
、
能
は
歌
舞
伎
の
よ
う
な
商
業
資
本
の

後
ろ
盾
も
な
く
、
自
力
で
復
興
し
ま
す
。
そ
し
て
世
界
中

の
価
値
観
が
変
貌
し
た
第
二
次
大
戦
後
か
ら
現
代
ま
で
、

そ
れ
こ
そ
能
の
歴
史
の
中
で
も
ま
れ
に
み
る
活
況
を
呈

し
て
い
る
の
で
す
。

海
外
で
の
公
演
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
ギ
リ
シ

ャ
の
壮
大
な
石
の
野
外
劇
場
や
、
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術

館
の
エ
ジ
プ
ト
神
殿
前
の
演
能
ほ
か
、
世
界
は
能
を
芸
術

の
未
来
を
見
せ
る
演
劇
と
し
て
、
高
く
評
価
し
て
い
る
の

で
す
。

二十六世観世宗家

観世清和

☆
☆
能
の
舞
台･

･
･

小
さ
な
宇
宙

能
舞
台
は
ひ
と
つ
の
哲
学
を
持
っ
て
い
ま
す
。

「
無
」
の
空
間
に
さ
ま
ざ
ま
な
ド
ラ
マ
が
生
ま
れ
、
そ

れ
が
ま
た
「
無
」
に
戻
っ
て
鎮
ま
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
「
禅
」
の
精
神
と
共
通
す
る
も
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。

能
楽
堂
と
い
う
能
と
狂
言
の
専
門
劇
場
が
生
ま
れ
る

の
は
明
治
か
ら
の
こ
と
で
す
。
そ
れ
ま
で
の
能
舞
台
は
野

外
ま
た
は
屋
外
に
独
立
し
て
建
て
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
現

在
最
古
の
能
舞
台
は
、
国
宝
に
な
っ
て
い
る
京
都
・
西
本

願
寺
の
も
の
で
す
が
、
信
長
時
代
の
建
造
物
で
す
。

皆
さ
ん
が
能
楽
堂
に
入
ら
れ
る
と
、
屋
根
の
下
に
ま
た

屋
根
の
あ
る
能
舞
台
が
あ
る
こ
と
に
驚
か
れ
る
か
も
知

れ
ま
せ
ん
が
、
屋
外
の
デ
ザ
イ
ン
を
留
め
て
い
る
の
で

す
。
大
き
な
老
松
の
絵
も
能
が
野
外
で
上
演
さ
れ
て
い
た

名
残
で
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。



<
舞
台
図
解
説>

①
【
鏡
板
（
か
が
み
い
た
）
】
老
松
が
描
か
れ
て
い
る
。

②
【
屋
根
】
屋
外
に
能
楽
堂
が
あ
っ
た
昔
の
名
残
を
留
め

た
も
の
。

③
【
切
戸
口
（
き
り
ど
ぐ
ち
）
】
引
戸
の
つ
い
た
低
い
出

入
口
。
地
謡
や
後
見
が
出
入
り
す
る
と
こ
ろ
。

④
笛
柱
の
下
に
鐘
を
つ
る
す
綱
を
通
す
環
が
あ
る
。
ま
た

天
井
に
は
鐘
を
吊
り
下
げ
る
滑
車
が
つ
け
ら
れ
、
〈
道

成
寺
〉
の
鐘
に
の
み
使
わ
れ
る
。

⑤
約
６
メ
ー
ト
ル
四
方
の
舞
台
に
は
檜
が
縦
に
張
ら
れ

て
い
る
。

⑥
【
地
謡
座
（
じ
う
た
い
ざ
）】
地
謡
方
が
座
る
位
置
。

⑦
【
ワ
キ
柱
】
ワ
キ
方
が
常
に
こ
の
柱
の
側
に
座
る
の
で

こ
の
名
が
あ
る
。

⑧
【
白
州
】
能
舞
台
が
屋
外
に
あ
っ
た
時
の
名
残
。
玉
石

が
敷
か
れ
て
い
る
。

⑨
【
後
座
（
あ
と
ざ
）
】
檜
が
横
に
張
ら
れ
て
い
る
。

向
っ
て
右
か
ら
笛
、
小
鼓
、
大
鼓
、
太
鼓
が
座
り
、

左
後
方
に
後
見
方
が
座
る
。

⑩
【
階
（
き
ざ
は
し
）
】
舞
台
の
開
始
を
寺
社
奉
行
が
命

じ
る
時
な
ど
に
使
用
し
た
頃
の
名
残
。

⑪
【
常
座
（
じ
ょ
う
ざ
）
】
舞
台
に
入
っ
て
き
た
シ
テ
（
主

役
）
な
ど
が
ま
ず
足
を
と
め
、
所
作
の
基
点
と
な
る
。

⑫
【
目
付
柱
（
め
つ
け
は
し
ら
）
】
能
面
を
つ
け
極
度
に

視
野
が
狭
め
ら
れ
た
演
者
の
目
標
と
な
る
柱
。

⑬
【
松
】
舞
台
の
方
か
ら
「
一
の
松
」
、「
二
の
松
」、「
三

の
松
」
の
順
に
高
さ
を
低
く
し
て
遠
近
感
を
出
し
て

い
る
。

⑭
【
揚
幕
（
あ
げ
ま
く
）】
演
者
の
出
入
り
に
際
し
、
二

人
の
後
見
が
竹
竿
を
上
げ
下
げ
す
る
。

⑮
【
橋
掛
リ
】
演
者
が
出
入
り
す
る
通
路
で
あ
る
と
同
時

に
舞
台
の
延
長
と
し
て
使
わ
れ
る
重
要
な
演
技
の

空
間
で
も
あ
る
。

⑯
【
狂
言
座
】
間
（
ア
イ
）
狂
言
が
控
え
て
い
る
所
。

⑰
【
シ
テ
柱
】
シ
テ
が
立
つ
常
座
の
近
く
に
あ
る
た
め
、

こ
の
名
称
が
あ
る
。

☆
能
を
演
ず
る
人
び
と

能
は
「
分
業
制
度
」
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
す
べ
て
「
専
業
」
で
あ
り
ま
す
。

シ
テ
方
と
呼
ば
れ
る
人
び
と
は
、
ま
ず
能
の
中
心
で

す
。
能
面
を
つ
け
る
（
か
け
る
）
特
権
を
持
ち
、
神
に
も

鬼
に
も
、
女
性
に
も
老
人
に
も
亡
霊
に
も
、
あ
ら
ゆ
る
役

を
演
じ
ま
す
。
合
唱
団
で
あ
る
地
謡
も
シ
テ
方
か
ら
出
ま

す
。
作
り
物
と
呼
ば
れ
る
舞
台
装
置
の
製
作
も
そ
の
仕
事

で
す
。
鏡
板
を
背
に
正
座
し
て
い
る
後
見
は
、
シ
テ
方
に

事
故
の
生
じ
た
時
に
は
そ
の
能
を
舞
い
継
ぐ
責
任
を
持

ち
、
舞
台
監
督
で
も
あ
り
ま
す
。

ワ
キ
方
と
呼
ば
れ
る
職
能
は
、
室
町
時
代
の
末
頃
に
独

立
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
現
実
の
男
性
の
役
だ
け
に
扮

す
る
専
門
職
。
シ
テ
が
言
わ
ば
夢
幻
の
、
詩
の
中
の
人
物

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ワ
キ
は
現
実
を
代
表
す
る
わ
け
で
、

観
客
の
代
表
者
と
し
て
古
典
の
夢
を
見
る
存
在
で
も
あ

り
ま
す
。

能
は
歴
史
上
の
人
物
や
「
源
氏
物
語
」、
「
平
家
物
語
」

な
ど
古
典
の
人
物
が
、
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
様
式
の
詩
劇
を
展

開
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
狂
言
は
そ
の
他
大
勢
の
中
の
ひ

と
り
を
生
き
た
人
物
が
、
人
生
喜
劇
の
一
コ
マ
を
、
セ
リ

フ
を
主
と
し
て
演
じ
ま
す
。
能
は
、
笑
い
の
世
界
を
す
べ

て
狂
言
に
ま
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
ジ
カ
ル
な
演
劇

世
界
を
構
築
で
き
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

狂
言
方
は
、
「
狂
言
」
と
い
う
演
劇
、
た
と
え
ば
「
棒

縛
（
ぼ
う
し
ば
り
）
」、「
釣
狐
（
つ
り
ぎ
つ
ね
）
」
な
ど
の

独
立
し
た
笑
い
の
世
界
を
演
ず
る
と
と
も
に
、
能
の
中
の

一
役
と
し
て
も
参
加
し
ま
す
（
間
狂
言
・
・
・
ア
イ
狂
言
）
。

こ
れ
は
ナ
レ
ー
タ
ー
と
し
て
の
役
も
多
い
の
で
す
が
、
あ

る
い
は
能
の
ド
ラ
マ
の
重
要
な
進
行
を
分
担
す
る
場
合

も
あ
る
の
で
す
。

器
楽
演
奏
者
は
、
囃
子
方
（
は
や
し
か
た
）
と
呼
ば
れ

ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
に
専
業
で
、
笛
方
は
笛
の
修
行
に
一
生

を
賭
け
る
の
で
す
。

囃
子
方
は
決
し
て
伴
奏
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ

れ
が
主
役
で
あ
る
シ
テ
と
対
等
に
渡
り
合
う
、
大
事
な
役

で
す
。

☆
能
の
音
楽･

･･

極
限
の
エ
イ
ト
ビ
ー
ト

能
は
音
楽
性
の
最
も
重
い
演
劇
で
あ
り
ま
す
。

謡
（
う
た
い
）
と
い
う
腹
の
底
か
ら
出
す
、
息
の
強
さ
に

す
べ
て
を
賭
け
た
声
楽
と
、
笛
、
小
鼓
（
こ
つ
づ
み
）
、

大
鼓
（
お
お
つ
づ
み
）
、
太
鼓
（
た
い
こ
）
と
い
う
オ
ー

ケ
ス
ト
ラ
と
・
・
・
。

能
の
音
楽
は
八
つ
の
リ
ズ
ム
に
支
配
さ
れ
て
い
ま
す
。

ジ
ャ
ズ
や
ロ
ッ
ク
な
ど
と
の
対
比
も
面
白
い
で
し
ょ
う
。

第
一
、
四
分
の
三
が
打
楽
器
な
の
で
す
か
ら
・
・
・
。

唯
一
の
管
楽
器
で
あ
る
笛
も
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
で
は
な
く
、

実
は
リ
ズ
ム
を
吹
い
て
い
る
の
で
す
。

能
の
音
楽
が
極
め
た
の
は
、
リ
ズ
ム
の
複
雑
さ
と
、
気

迫
の
強
さ
の
表
現
で
し
た
。
昭
和
三
十
年
代
、
パ
リ
で
初

め
て
能
が
演
じ
ら
れ
た
時
、
一
番
衝
撃
を
受
け
た
の
は
あ

ち
ら
の
前
衛
音
楽
家
た
ち
だ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
「
ヤ
ラ

レ
タ
」
と
叫
ん
だ
と
い
う
の
は
有
名
な
話
で
す
。
指
揮
者

に
統
率
さ
れ
ず
に
、
自
分
た
ち
の
リ
ズ
ム
感
の
ぶ
つ
か
り

あ
い
、
五
線
譜
に
束
縛
さ
れ
な
い
、
い
わ
ば
「
偶
然
の
中

に
必
然
を
探
る
」
新
し
い
音
楽
を
目
指
そ
う
と
し
て
い
た

ら
、
能
は
七
世
紀
近
く
前
か
ら
、
す
で
に
そ
れ
を
実
践
し

て
い
た
の
で
す
か
ら
。



横
た
え
て
気
迫
そ
の
も
の
を
吹
く
笛
と
、
下
か
ら
打
ち

上
げ
る
凛
然
（
り
ん
ぜ
ん
）
と
し
た
小
鼓
と
、
水
平
に
打

つ
大
鼓
の
衝
撃
音
（
な
ん
と
、
皮
を
炭
火
で
何
時
間
も
乾

燥
さ
せ
る
の
で
す
）
と
、
上
か
ら
打
ち
下
ろ
す
太
鼓
の
強

さ
と
華
や
か
さ
と
・
・
・
。

ま
た
打
楽
器
の
演
奏
者
が
掛
け
声
を
か
け
る
の
は
、
コ

ン
ピ
ュ
ー
タ
的
信
号
を
お
互
い
に
発
し
合
っ
て
い
る
の

で
す
。

太
鼓
と
笛
が
発
す
る
、
人
間
の
耳
に
聞
こ
え
る
音
の
五

倍
も
の
ハ
イ
パ
ー
音
響
が
、
人
間
の
脳
に
素
晴
ら
し
い
ア

ル
フ
ァ
ー
波
を
生
じ
る
こ
と
を
、
現
代
科
学
が
証
明
し
ま

し
た
。
世
界
に
類
例
を
求
め
れ
ば
、
バ
リ
島
の
ガ
ム
ラ
ン
。

青
銅
の
楽
器
が
同
じ
く
百
キ
ロ
ヘ
ル
ツ
の
音
を
出
し
て

い
る
の
で
す
。

☆
能
の
演
技･

･･

そ
の
幾
何
学
的
美
学

日
本
舞
踊
の
繊
細
か
つ
複
雑
な
指
先
の
表
現
に
比
べ

る
ま
で
も
な
く
、
能
は
ほ
と
ん
ど
手
を
使
わ
な
い
演
劇
で

す
。
そ
れ
は
常
に
直
線
か
大
き
な
円
運
動
に
と
ど
ま
る
の

で
す
。
涙
を
押
さ
え
る
と
か
、
相
手
を
刀
で
切
る
と
か
、

お
酌
を
す
る
と
か
の
具
象
的
表
現
も
な
い
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
多
く
は
抽
象
的
な
幾
何
学
的
演
技
で
す
。

も
っ
と
も
豊
富
な
感
情
表
現
の
顔
を
能
面
で
覆
い
、
次

に
伝
達
能
力
を
持
つ
指
と
手
の
動
き
を
極
限
ま
で
減
ら

す
。
そ
れ
に
対
し
、
足
の
演
技
は
な
に
よ
り
も
重
要
で
す
。

舞
台
を
す
べ
る
白
い
足
袋
の
美
し
さ
。
「
運
び
」
と
呼
び

ま
す
が
、
す
り
足
に
よ
る
体
全
体
が
描
く
舞
台
の
軌
跡

で
、
能
は
大
き
な
テ
ー
マ
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
で

す
。バ

レ
エ
な
ど
、
い
か
に
大
地
か
ら
離
れ
て
跳
ぼ
う
と
す

る
舞
踊
に
対
し
、
能
は
い
か
に
地
に
密
着
し
得
る
か
を
証

明
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。

能
の
音
楽
が
、
大
事
な
部
分
に
な
る
ほ
ど
音
の
し
な
い

部
分
に
重
い
表
現
を
託
す
よ
う
に
、
能
の
演
技
も
大
事
な

動
き
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
不
動
の
存
在
感
に
賭
け
る
。

そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
最
高
回
転
の
独
楽
（
コ
マ
）
が
静
止
し

て
見
え
る
よ
う
に
、
最
大
の
体
力
と
気
力
が
集
中
さ
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
時
の
能
役
者
の
心
臓

は
、
ど
ん
な
マ
ラ
ソ
ン
選
手
も
及
ば
ぬ
激
し
い
心
拍
数
を

刻
ん
で
い
る
の
で
す
。

☆
能
面･

･
･

能
の
命
そ
の
も
の

能
が
創
作
さ
れ
た
時
代
に
、
す
ぐ
れ
た
能
面
作
家
が
大

勢
生
ま
れ
た
の
は
な
ん
と
い
う
幸
せ
か
・
・
・
。

観
阿
弥
・
世
阿
弥
の
汗
の
染
み
た
能
面
が
、
そ
れ
も
大

部
分
が
観
世
家
に
、
た
だ
保
存
、
伝
承
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
は
な
く
、
今
も
舞
台
で
生
き
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
素
晴
ら
し
い
こ
と
で
す
。

能
面
は
い
わ
ゆ
る
「
仮
面
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
能
面

こ
そ
が
真
実
の
顔
で
あ
り
、
素
顔
の
役
は
世
阿
弥
の
時
代

か
ら
直
面
（
ひ
た
め
ん
）
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
自

分
の
顔
を
能
面
と
し
て
使
え
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
能
面
の
よ
う
な
」
と
い
う
無
表
情
の
代
名
詞
に
使
わ

れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
無
表
情
な
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
あ
ら
ゆ
る
表
情
を
内
蔵
し
、
演
技
者
の
技
に
よ
っ
て

そ
れ
こ
そ
無
限
の
表
情
を
舞
台
に
生
み
出
す
の
で
す
。
能

の
演
技
者
は
、
能
面
の
中
に
自
分
の
す
べ
て
を
封
じ
込
め

る
の
で
す
。
装
束
を
着
け
終
え
た
シ
テ
は
、
鏡
の
間
（
橋

掛
リ
奥
、
揚
幕
の
内
側
）
で
能
面
を
お
し
頂
い
て
か
け
、

気
力
を
凝
ら
し
て
出
を
待
つ
の
で
す
。

「
オ
メ
ン
」
と
も
「
オ
メ
ン
ヲ
カ
ブ
ル
」
と
も
言
い
ま

せ
ん
。
能
面
ま
た
は
「
オ
モ
テ
」
。
つ
ま
り
能
面
こ
そ
が

す
べ
て
の
オ
モ
テ
な
の
で
す
。
「
オ
モ
テ
を
か
け
る
」
と

言
い
ま
す
。



☆
最
後
に
・
・
・

二
〇
〇
一
年
ユ
ネ
ス
コ
は
世
界
の
無
形
文
化
遺
産
、
つ

ま
り
人
間
に
よ
っ
て
伝
承
さ
れ
る
芸
能
の
類
を
、
世
界
中

か
ら
ま
ず
十
九
種
類
選
定
し
ま
し
た
。

日
本
を
代
表
し
た
の
は
能
楽
（
能
と
狂
言
）
で
し
た
。

能
や
狂
言
は
文
化
財
だ
か
ら
尊
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

時
代
を
越
え
、
国
境
を
越
え
て
人
々
に
感
動
を
与
え
続
け

て
き
た
こ
と
が
素
晴
ら
し
い
の
で
す
。

観
世
宗
家
（
家
元
）
・
観
世
清
和
氏
は
観
阿
弥
か
ら
数

え
て
二
十
六
代
目
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
二
十
七
代
目
を

継
ぐ
三
郎
太
君
は
現
在
小
学
校
６
年
生
で
す
。
能
が
大
好

き
だ
そ
う
で
す
。

（
平
成
二
十
三
年
初
会
「
翁
」
千
歳
）

世
阿
弥
が
言
っ
て
い
ま
す
。

「
家
、
家
に
あ
ら
ず
、
継
ぐ
を
以
て
家
と
す
。
人
、
人
に

あ
ら
ず
、
知
る
を
以
て
人
と
す
」

こ
れ
は
「
家
は
た
だ
続
く
か
ら
家
な
の
で
は
な
い
。
継

ぐ
べ
き
も
の
が
あ
る
か
ら
家
な
の
だ
。
人
も
そ
こ
に
生
ま

れ
た
だ
け
で
は
そ
こ
の
人
と
は
言
え
な
い
。
そ
の
家
が
守

る
べ
き
も
の
を
知
る
人
だ
け
が
、
そ
の
家
の
人
と
言
え
る

の
だ
。
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

三
郎
太
君
は
仕
舞
や
能
の
子
方
（
こ
か
た
）
を
数
多
く

演
じ
て
い
ま
す
。

歌
舞
伎
で
は
子
役
と
言
い
ま
す
が
、
能
の
世
界
で
は
子
方

で
す
。
こ
の
三
郎
太
君
へ
、
家
及
び
芸
の
継
承
が
い
ま
行

わ
れ
て
い
る
の
で
す
。

☆
財
団
法
人

観
世
文
庫

賛
助
会
員
募
集

財
団
法
人
観
世
文
庫
で
は
、
観
阿
弥
・
世
阿
弥
父
子
の

時
代
か
ら
現
在
の
観
世
宗
家
に
伝
わ
る
様
々
な
能
楽
関

連
の
資
料
、
そ
れ
は
世
阿
弥
の
遺
し
た
文
献
や
能
面
、
ま

た
世
阿
弥
以
降
の
代
々
の
観
世
大
夫
の
遺
し
た
も
の
で

す
が
、
こ
れ
ら
文
化
的
価
値
の
あ
る
も
の
を
後
世
に
伝
え

る
べ
く
維
持
管
理
を
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
こ
れ
ら
の

様
々
な
文
献
の
調
査
も
研
究
者
、
専
門
家
の
手
に
よ
り
現

在
も
行
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

更
に
は
能
楽
の
魅
力
を
楽
し
ん
で
い
た
だ
く
た
め
に
「
能

楽
観
世
座
」
公
演
を
、
若
手
能
楽
師
の
育
成
、
後
継
者
の

養
成
を
目
的
と
し
た
「
観
世
座
Ｍ
Ｉ
Ｒ
Ａ
Ｉ
」
な
ど
様
々

な
公
演
活
動
も
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

そ
の
他
、
各
地
で
子
供
た
ち
を
対
象
に
能
楽
体
験
ス
ク
ー

ル
も
開
催
し
、
能
楽
普
及
に
務
め
て
お
り
ま
す
が
、
こ
れ

ら
の
活
動
は
す
べ
て
観
世
文
庫
に
ご
協
力
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
賛
助
会
員
の
皆
様
の
お
力
添
え
の
賜
物
と
深

く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

今
後
も
様
々
な
活
動
を
実
施
す
る
た
め
に
は
、
更
に
多
く

の
皆
様
の
ご
協
力
が
必
要
で
す
。

財
団
法
人
観
世
文
庫
の
活
動
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
出
来

る
だ
け
多
く
の
方
々
に
、
更
な
る
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ

う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

【
賛
助
会
員
募
集
要
項
】

●
入
会
方
法

財
団
法
人
観
世
文
庫
事
務
局
に
ご
連
絡
頂
け
ま
し
た

ら
、
入
会
の
ご
案
内
、
郵
便
振
替
用
紙
を
お
送
り
申
し

上
げ
ま
す
。

ご
入
金
確
認
後
、
会
員
証
を
お
送
り
申
し
上
げ
ま
す
。

●
会
員
特
典

会
員
証
の
発
行
（
毎
年
度
発
行
）

各
種
公
演
・
講
座
・
講
演
会
等
の
ご
優
待
。

（
優
先
予
約
と
入
場
料
割
引
）

●
会

費

一
口
―
一
万
円
（
法
人
・
団
体
・
個
人
）

＊
一
口
以
上
で
お
申
込
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

＊
年
度
途
中
ご
入
金
の
場
合
も
、
そ
の
年
度
終
了
ま
で
の

会
費
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

（
事
業
年
度
は
毎
年
四
月
一
日
～
翌
年
三
月
末
日
）

以
上
、
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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