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現
代
は
情
報
化
社
会
と
言
わ
れ
る
。
全
て
の
人
間
の

情
報
を
吸
い
上
げ
て
構
成
さ
れ
た
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
が
世

界
を
制
す
る
ほ
ど
の
力
を
持
つ
。
し
か
し
、
情
報
の
程

度
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
國
家
の
命
運
を
左
右
す
る
の

は
、
今
も
昔
も
変
わ
り
は
無
い
。
我
が
国
に
お
い
て
は
、

漢
文
を
理
解
す
る
力
に
応
じ
て
程
度
の
高
い
情
報
が
得

ら
れ
る
時
代
が
あ
っ
た
の
だ
。
前
近
代
、
東
ア
ジ
ア
に

お
け
る
共
通
言
語
は
漢
文
（
古
漢
語
）
で
あ
り
、
域
内

だ
け
で
な
く
西
欧
諸
国
と
の
外
交
文
書
す
ら
漢
文
が
用

い
ら
れ
た
。
当
然
、
漢
籍
が
読
め
て
そ
の
上
に
漢
詩
文

の
作
成
に
秀
で
て
お
れ
ば
そ
の
人
物
の
権
威
は
増
す
。

齋
藤
拙
堂
は
抜
群
の
漢
文
力
を
駆
使
し
て
、
文
政
一
三

年
（
一
八
三
〇
年
）、『
拙
堂
文
話
』
お
よ
び
ロ
ン
グ
セ

ラ
ー
と
な
る
『
月
瀬
記
勝
』
を
発
表
し
一
躍
時
代
の
寵

児
と
な
っ
た
。
当
時
の
エ
リ
ー
ト
の
一
員
に
な
っ
た
と

言
っ
て
よ
い
。
三
十
四
歳
だ
っ
た
。
二
十
四
歳
で
津
藩

黌
教
官
に
採
用
さ
れ
て
津
に
移
っ
た
拙
堂
は
、
そ
れ
以

後
、
侍
読
と
し
て
藩
主
の
参
勤
交
代
に
従
っ
て
江
戸
に

赴
き
天
下
の
名
士
と
交
流
し
た
。
な
か
で
も
渡
邊
崋
山

主
宰
の
尚
歯
会
に
お
い
て
、
多
く
の
知
遇
を
得
て
、
高

度
で
稀
少
な
西
洋
列
強
の
情
報
を
入
手
し
て
い
る
。
だ

が
当
時
、
德
川
の
御
政
道
を
惑
わ
す
よ
う
な
情
報
は
嚴

に
慎
む
べ
き
も
の
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
激
震
が
走
る
。

そ
れ
が
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
年
）
に
勃
発
し
た
阿

片
戦
争
だ
。
こ
れ
に
触
発
さ
れ
て
拙
堂
は
、
天
保
一
四

年
（
一
八
四
三
年
）『
海
坊
策
』
を
脱
稿
し
、
西
洋
列
強

が
い
か
に
イ
ン
ド
や
ア
ジ
ア
各
国
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
を

制
覇
し
植
民
地
支
配
し
た
か
、
そ
の
巧
妙
で
あ
く
ど
い

や
り
方
を
解
析
し
、
我
が
国
の
国
防
の
あ
り
方
を
地
政

学
を
踏
ま
え
な
が
ら
政
策
提
言
し
た
。
拙
堂
は
、
受
信

力
と
と
も
に
発
信
力
も
極
め
て
高
か
っ
た
の
で
、
全
国

の
識
者
か
ら
面
会
を
求
め
ら
れ
た
。
藩
黌
督
学
と
し
て

文
武
両
道
を
推
進
し
天
下
の
文
藩
た
ら
し
め
た
だ
け
で

な
く
、
藩
主
を
補
佐
し
て
藩
政
全
般
を
リ
ー
ド
す
る
能

吏
と
し
て
の
評
価
も
高
か
っ
た
か
ら
だ
。

さ
て
司
馬
遼
太
郎
の
『
峠
』
が
映
画
化
さ
れ
た
と
い

う
。
そ
こ
に
拙
堂
が
登
場
し
な
い
こ
と
は
驚
く
に
は
当

た
ら
な
い
。
映
画
は
制
作
者
の
恣
意
に
よ
り
、
映
像
を

も
っ
て
観
衆
を
洗
脳
し
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
す
る
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
百
田
尚
樹
氏
『
日
本
国
紀
』
に
し
て

も
歴
史
が
一
面
的
に
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
漢
文

を
十
分
理
解
で
き
な
い
著
者
に
と
っ
て
は
、
漢
詩
文
で

活
躍
し
た
人
々
は
い
な
い
も
同
然
な
の
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
歴
史
の
真
実
が
歪
曲
さ
れ
、
健
気
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コ
ロ
ナ
禍
お
見
舞
い
申
し
上
げ
ま
す
。

拙
堂
顕
彰
会
が
設
立
さ
れ
五
ヵ
年
を
迎
え
た
、
二
〇

一
六
年
九
月
十
九
日
の
事
で
あ
っ
た
、
こ
の
年
の
八
月

十
四
日
津
市
鳥
居
町
比
佐
豆
知
神
社
境
内
に
「
拙
堂
先

生
山
荘
遺
址
碑
」
が
建
立
さ
れ
た
、
茶
磨
山
荘
に
隣
接

す
る
地
と
し
て
選
ば
れ
た
か
ら
で
あ
る
、
翌
年
三
月
二

十
六
日
拙
堂
生
誕
二
百
二
十
年
を
記
念
し
て
吟
道
大
会

が
盛
大
に
開
催
さ
れ
、
今
年
第
五
回
目
の
記
念
大
会
を

迎
え
る
に
至
っ
て
い
る
、
こ
の
五
年
を
顧
み
る
と
津
市

偕
楽
公
園
内
に
あ
る
拙
堂
碑
に
説
明
板
を
設
置
、
鳥
居

町
公
園
に
茶
磨
山
荘
跡
碑
が
建
立
さ
れ
た
、
津
市
庁
舎

及
び
中
央
公
民
館
に
は
拙
堂
書
及
び
説
明
書
が
展
示
さ

れ
、
市
庁
舎
応
接
室
に
は
書
と
胸
像
が
置
か
れ
訪
ね
る

人
を
迎
え
て
く
れ
て
い
る
、
津
市
内
の
公
民
館
に
は
「
津

の
教
育
の
原
点
、
有
造
館
と
齋
藤
拙
堂
」（
津
市
教
育
委

員
会
発
行
）
が
置
か
れ
て
人
々
の
手
に
渡
っ
て
い
る
、
又

拙
堂
に
関
わ
る
「
俳
句
・
短
歌
」
の
募
集
及
び
、
未
来

の
星
で
あ
る
子
供
達
へ
の
「
書
」
の
募
集
・
小
学
校
へ

の
出
前
授
業
等
に
よ
る
啓
発
も
行
わ
れ
て
い
る
、
こ
れ

ら
の
啓
蒙
活
動
が
出
来
た
こ
と
は
大
変
素
晴
ら
し
い
こ

と
で
あ
り
ま
す
。

私
は
以
前
吟
友
と
共
に
芭
蕉
が
歩
い
た
「
奥
の
細
道
」

（
二
百
五
十
日
、
二
千
四
百
㎞
）
を
訪
ね
た
こ
と
が
あ
っ

た
、
歌
枕
の
地
に
建
つ
句
碑
は
言
う
に
及
ば
ず
、
各
地

（
七
ヶ
所
）
に
お
け
る
記
念
館
に
て
立
派
に
顕
彰
さ
れ
て

い
る
芭
蕉
に
ふ
れ
、
同
じ
伊
勢
人
と
し
て
誇
り
高
く
感

じ
た
も
の
で
し
た
、
即
ち
先
人
を
顕
彰
す
る
に
は
次
の

二
点
が
必
要
で
あ
る
事
を
学
ん
だ
、
一
つ
は
顕
彰
す
る

「
拠
点
」
で
あ
る
、
自
前
の
も
の
が
望
ま
し
い
が
共
用
の

も
の
で
も
よ
い
、
次
に
そ
の
人
の
資
料
で
あ
る
、
こ
れ

は
人
々
に
よ
く
理
解
さ
れ
る
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
こ
の
二
点
が
顕
彰
会
の
今
後
の
課
題
で
は
な
か

ろ
う
か
、
会
員
の
皆
様
の
ご
指
導
、
ご
協
力
を
引
き
続

き
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

さ
て
旅
人
拙
堂
の
詩
を
紹
介
し
ま
し
ょ
う
、
一
八
二

六
年
京
都
大
阪
に
遊
ん
だ
紀
行
文
詩
（
京
華
遊
録
）
の

中
か
ら
「
平
等
院
を
過
ぐ
」
で
す
、
宇
治
の
平
等
院
に

遊
び
、
一
一
八
〇
年
平
氏
追
討
の
兵
を
挙
げ
た
七
十
七

才
の
源
頼
政
（
従
三
位
）
を
称
え
、
偲
ん
で
詠
っ
た
も

の
で
す
。

に
德
川
に
仕
え
、
城
下
町
と
し
て
栄
え
て
き
た
津
藩
の

歴
史
も
ね
じ
曲
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

明
治
政
府
は
長
州
フ
ァ
イ
ブ
に
代
表
さ
れ
る
ご
く
少

数
者
が
権
力
を
独
占
し
、
旧
幕
府
諸
藩
の
能
吏
を
そ
の

ま
ま
出
仕
さ
せ
る
こ
と
で
、
日
本
の
近
代
化
を
自
分
た

ち
だ
け
で
成
功
さ
せ
た
よ
う
に
見
せ
か
け
た
。
富
国
強

兵
の
名
の
下
に
廃
藩
置
県
、
廃
刀
令
な
ど
を
強
行
し
た
。

実
際
に
は
、
薩
長
土
肥
な
ど
の
下
級
武
士
が
い
き
な
り

国
の
ト
ッ
プ
に
な
る
こ
と
で
、
汚
職
や
癒
着
が
は
び
こ
っ

て
い
た
。
だ
か
ら
西
鄕
隆
盛
は
理
想
と
ほ
ど
遠
い
姿
に

失
望
し
て
下
野
し
、
多
く
の
失
業
し
た
武
士
の
絶
大
な

る
支
持
を
得
て
西
南
戦
争
と
な
っ
た
の
だ
。

明
治
と
は
、
国
の
中
枢
が
、
旧
幕
時
代
に
お
け
る
拙

堂
な
ど
の
近
代
化
の
努
力
を
葬
り
去
り
、
他
方
で
、
人
々

の
心
は
江
戸
時
代
を
懐
か
し
む
と
い
う
心
情
的
に
は
混

沌
と
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
拙
堂
の
名
文
だ
け

は
中
学
校
の
漢
文
教
科
書
に
必
ず
載
せ
て
い
た
。
だ
が
、

昭
和
の
敗
戦
で
日
本
を
占
領
し
た
米
軍
の
政
策
は
戦
前

の
我
が
国
の
文
化
を
全
面
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
あ
お
り
を
受
け
て
拙
堂
の
名
は
教
育
現
場
か
ら
も

消
し
去
ら
れ
、
今
や
そ
の
名
を
知
る
人
は
郷
土
津
に
お

い
て
す
ら
稀
で
あ
る
と
い
う
有
様
に
な
っ
た
。

真
実
は
、
漢
文
を
理
解
す
れ
ば
そ
こ
に
あ
る
。
し
か

し
、
悲
観
す
る
こ
と
は
な
い
。
Ａ
Ｉ
に
よ
っ
て
漢
籍
が

読
め
る
時
代
も
そ
う
遠
く
は
な
い
と
思
え
る
か
ら
だ
。

我
々
に
で
き
る
こ
と
は
拙
堂
の
灯
を
掲
げ
続
け
る
こ
と

で
あ
る
。
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最
近
司
馬
遼
太
郎
著
の｢

峠｣

で
齋
藤
拙
堂
の
こ
と

を
知
っ
た
と
友
人
か
ら
聞
い
た
。
三
〇
年
位
前
に
読
ん

だ
こ
の
本
を
読
み
返
し
た
と
こ
ろ
、
継
之
助
が
師
と
仰

い
だ
拙
堂
の
茶
磨
山
荘
を
訪
問
し
た
時
の
こ
と
が
書
か

れ
て
い
た
。
継
之
助
は
一
八
二
七
年
に
越
後
長
岡
藩
の

家
臣
と
し
て
生
ま
れ
、
郡
奉
行
、
町
奉
行
と
し
て
藩
政

の
大
改
革
を
行
い
、
最
後
に
上
席
家
老
に
上
り
詰
め
た
。

し
か
し
戊
辰
戦
争
勃
発
に
際
し
て
は
、
朝
廷
、
旧
幕
府

の
何
れ
に
与
す
る
こ
と
な
く
、「
武
装
中
立
」
の
立
場
で

内
戦
を
阻
止
し
よ
う
と
努
力
す
る
も
失
敗
、
北
越
戦
争

で
長
岡
藩
は
官
軍
に
敗
れ
た
。

一
八
五
二
年
長
期
出
張
で
江
戸
に
滞
在
し
て
い
た
拙

堂
を
訪
ね
、
江
戸
遊
学
の
継
之
助
が
「
江
戸
き
っ
て
の

大
儒
」
と
言
わ
れ
た
拙
堂
の
門
人
と
な
っ
た
。

一
八
五
九
年
継
之
助
は
陽
明
学
の
師
で
あ
り
、
瀕
死

の
備
前
松
山
藩
の
財
政
を
立
て
直
し
た
山
田
方
谷
に
教

え
を
乞
う
た
め
再
度
遊
学
の
途
中
、
師
の
拙
堂
に
会
う

た
め
津
を
訪
れ
た
。
拙
堂
は
こ
の
時
六
十
三
歳
、
既
に

家
督
を
長
男
に
譲
っ
て
隠
居
の
身
で
あ
っ
た
。「
峠
」
に

よ
る
と
、
拙
堂
は
海
内
屈
指
の
学
者
、
学
問
を
持
っ
て

累
進
し
、
家
老
に
準
じ
る
待
遇
を
受
け
て
い
た
。

四
〇
年
間
藩
の
学
務
と
政
務
に
就
き
、
そ
の
業
績
は

天
下
に
名
高
い
。
特
に
経
済
に
長
じ
、
藩
財
政
を
一
新

し
た
。
ま
た
藤
堂
藩
校
（
有
造
館
）
は
拙
堂
生
涯
の
中

で
最
大
の
作
品
で
あ
る
。「
名
君
に
出
逢
っ
た
こ
と
、
そ

の
理
解
の
下
に
力
の
限
り
腕
を
ふ
る
い
、
思
う
が
ま
ま

に
仕
事
が
で
き
た
こ
と
、
功
成
な
り
名
遂
げ
て
衆
に
惜

し
ま
れ
て
退
隠
す
る
こ
と
」
に
よ
り
「
た
ぐ
い
ま
れ
な

幸
福
を
得
た
」
と
継
之
助
に
語
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か

し
、
継
之
助
は
拙
堂
を
天
下
国
家
が
安
定
し
て
い
る
時

こ
そ
大
い
に
能
力
を
発
揮
で
き
る
が
、
乱
世
の
雄
に
は

な
ら
な
い
と
し
て
拙
堂
の
下
を
去
っ
た
。
　

当
時
の
日
本
は
、
一
八
五
三
年
ペ
リ
ー
来
航
、
一
八

五
九
年
安
政
の
大
獄
、
一
八
六
〇
年
桜
田
門
外
の
変
、

一
八
六
七
年
大
政
奉
還
、
一
八
六
八
年
戊
辰
戦
争
と
ま

さ
に
激
動
の
時
代
で
あ
っ
た
が
、
拙
堂
が
活
躍
す
る
に

は
時
代
の
流
れ
が
遅
す
ぎ
た
。

師
弟
関
係
に
あ
っ
た
拙
堂
と
継
之
助
で
あ
る
が
拙
堂

は
惜
し
ま
れ
て
天
寿
を
全
う
し
、
継
之
助
は
戦
死
と
、
全

く
異
な
る
人
生
を
歩
ん
だ
。

今
尚
、
長
岡
で
は
継
之
助
が
強
引
な
や
り
方
で
戊
辰

戦
争
に
巻
き
込
み
、
長
岡
を
焦
土
に
し
た
と
い
う
憎
悪

の
念
が
一
部
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
。

山
田
方
谷
は
陽
明
学
を
自
分
の
正
義
感
に
囚
わ
れ
て

　
　
　
過
二

　
平
　
等
　
院
一

　
文
　
武
　
全
　
才
　
一
　
世
　
雄

　
白
　
頭
　
挙
　
事
　
戦
　
功
　
空

　
九
　
源
　
不
　
起
　
源
　
三
　
位

　
枯
　
樹
　
花
　
開
　
春
　
寺
　
風

	

（
吟
詠
訳
詩
）

	

（
原
　
文
）

拙
堂
と
河
井
継
之
助

拙
堂
と
河
井
継
之
助

理
事
長
　

理
事
長
　
飯
田
　
俊
司

飯
田
　
俊
司
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間
違
っ
た
行
動
を
起
こ
し
て
し
ま
う
と
い
う
危
険
性
を

承
知
し
て
お
り
、
弟
子
に
は
ま
ず
朱
子
学
を
学
ば
せ
て

か
ら
陽
明
学
を
教
え
た
。
継
之
助
が
拙
堂
か
ら
も
っ
と

深
く
朱
子
学
を
学
ん
で
い
た
ら
な
あ
と
も
思
う
。

七
が
一
日
か
ら
、「
峠
」
を
映
画
化
し
た
「
峠
最
後
の

サ
ム
ラ
イ
」
が
公
開
さ
れ
る
。
拙
堂
と
は
全
く
違
っ
た

生
き
方
を
し
た
継
之
助
に
興
味
が
あ
れ
ば
観
て
下
さ
い
。

前
号
で
齋
藤
拙
堂
は
督
学
と
し
て
有
造
館
を
天
下
の

文
潘
と
言
わ
れ
る
ま
で
充
実
発
展
さ
せ
た
中
興
の
祖
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
更
に
私
が
敬
服
し
て
い
る
の
は

漢
学
者
の
常
套
を
脱
し
て
西
洋
文
明
の
学
問
ま
で
精
力

を
注
い
だ
事
で
あ
る
。
有
造
館
に
洋
学
館
・
種
痘
館
を

創
設
し
、
蘭
学
者
を
招
聘
し
、
遊
学
生
を
江
戸
や
長
崎

に
派
遣
し
て
医
学
・
科
学
を
習
学
さ
せ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
拙
堂
の
学
校
経
営
に
お
け
る
開
明
的
な

思
想
は
拙
堂
が
洋
学
を
も
勉
強
し
、
外
敵
に
対
す
る
地

政
学
的
国
防
を
提
唱
し
た
論
文
を
読
め
ば
よ
く
理
解
で

き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
昭
和
五
年
発
行
の
拙
堂
会
報

に
梅
原
三
千
先
生
が
拙
堂
の
対
外
策
、
防
海
意
見
は
、

「
海か
い
ぼ
う防

五ご
さ
く策

」「
制せ
い
り
ょ虜

事じ

ぎ宜
」「
輶ゆ
う
け
ん軒

書し
ょ
も
く目

」「
地ち
が
く学

擧き
ょ

要よ
う)

」

な
ど
に
書
か
れ
て
い
る
と
取
り
上
げ
て
お
ら
れ
る
の
で

簡
潔
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

「
海
防
五
策
」
―	

拙
堂
が
天
保
十
四
年
（
一
八
四
三

年
）
に
書
い
た
も
の
で
清
国
が
イ
ギ
リ
ス
に
阿
片
戦
争

で
侵
略
さ
れ
た
の
を
他
山
の
石
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

○	
第
一
策
か
ら
第
三
策
は
、
国
防
を
考
え
る
に
現
状
の

敵
は
ロ
シ
ヤ
と
イ
ギ
リ
ス
で
あ
る
。
西
洋
に
倣
っ
て

彼
ら
に
対
抗
で
き
る
兵
器
の
充
実
だ
け
で
な
く
形
勢

を
有
利
に
導
く
戦
略
思
考
と
常
に
軍
事
訓
練
が
重
要

で
あ
る
。
特
に
文
化
年
間
以
来
の
外
的
襲
来
に
日
本

人
は
恐
怖
心
が
先
に
た
っ
て
事
態
を
正
確
に
判
断
し

て
い
な
い
。

　	

各
藩
は
民
治
に
努
め
て
国
勢
を
高
め
る
こ
と
に
努
め

よ
。
も
し
民
心
が
離
反
し
て
お
れ
ば
数
百
人
の
外
敵

で
も
防
ぐ
こ
と
が
出
来
な
い
。

○	

第
四
策
で
は
蝦え

ぞ

ち

夷
地
と
琉
球
の
防
衛
に
つ
い
て
論
じ

て
い
る
。
西
南
諸
島
は
日
本
の
島
民
に
よ
っ
て
守
れ

る
が
、
蝦
夷
地
は
土
地
が
広
大
で
人
口
が
希
薄
で
あ

る
か
ら
心
配
で
あ
る
。
ロ
シ
ヤ
に
侵
略
さ
れ
る
前
に

屯
田
兵
を
置
く
の
が
良
策
で
あ
る
。

○	

第
五
策	

―	

思
想
的
侵
略
に
対
す
る
防
衛
を
論
じ
て

い
る
。
外
敵
の
武
力
侵
略
は
一
過
性
で
あ
り
禍
は
む

し
ろ
小
さ
い
。
そ
れ
に
対
し
文
化
的
侵
略
は
ゆ
っ
く

り
と
来
る
が
禍
は
大
き
い
。
古
今
東
西
を
問
わ
ず
軍

備
だ
け
に
力
を
入
れ
、
文
化
が
空
白
で
人
心
の
主
が

不
在
で
あ
れ
ば
国
は
滅
亡
の
危
機
に
陥
入
る
で
あ
ろ

う
。

以
上
が
海
防
五
策
に
つ
い
て
の
要
点
で
あ
る
。

○	

「
制せ
い
り
ょ虜

事じ

ぎ宜
」
―	

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
ぺ
リ
ー

が
軍
艦
四
隻
を
率
い
て
浦
賀
に
来
航
、
開
国
を
迫
っ

た
に
対
す
る
拙
堂
の
対
処
策
で
あ
る
。
攘
夷
に
よ
る

戦
争
は
避
け
、
ペ
リ
ー
の
四
か
条
の
要
求
の
う
ち
和

親
の
条
件
は
受
け
入
れ
、
交
易
等
そ
の
他
は
五
年
間

に
限
っ
て
認
め
る
。
五
年
の
間
に
国
防
を
充
実
し
て

外
敵
に
備
え
る
と
い
う
条
件
付
き
開
国
論
を
開
陳
し

て
い
る
。

○	

「
輶ゆ
う
け
ん軒
書し
ょ
も
く目
」
―	

当
時
の
蘭
学
者
に
よ
っ
て
著
述
さ

れ
た
外
国
地
理
書
・
見
聞
録
・
交
易
文
書
等
で
、
五

十
三
部
百
九
十
七
巻
と
附
図
九
種
の
大
冊
を
拙
堂
は

読
破
し
、
夫
々
を
列
記
し
解
説
し
た
西
洋
の
国
情
手

引
書
で
あ
る
。
西
洋
諸
国
・
魯ろ

し

や

西
亜
・
蝦え

ぞ夷
の
論
文

が
多
い
が
蒙
古
・
朝
鮮
・
台
湾
・
暹し
ゃ
む羅

ま
で
及
ん
で

い
る
。
拙
堂
の
情
報
は
ロ
シ
ヤ
に
つ
い
て
は
、
間
宮

林
蔵
・
大
黒
屋
光
大
夫
か
ら
直
接
聞
き
、
ア
メ
リ
カ

は
ジ
ョ
ン
万
次
郎
（
中
浜
万
次
郎
）
の
話
を
土
佐
の

 

洋
学
を
探
究
し
地
政
学
的
国
防
を
提
唱

　
督
学  

齋
藤
拙
堂

顧  

問
　
中
川
　
禎
二
　

藩
校
有
造
館
建
学
の
流
れ
― 

そ
の
五
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役
人
か
ら
報
告
を
受
け
て
い
る
。
収
集
の
ア
ン
テ
ナ

は
高
く
、
そ
れ
を
実
学
に
生
か
す
能
力
は
驚
く
べ
き

も
の
で
あ
る
。

○	

「
地ち
が
く学
擧き
ょ
よ
う要
」	

―	

上
下
二
巻
で
、
上
巻
は
各
国
の
地

理
を
記
述
し
、
下
巻
は
歴
史
と
多
様
な
文
化
等
を
百

科
事
典
的
に
書
い
た
興
味
深
い
地
政
学
的
書
物
で
あ

る
。

輶
軒
書
目
・
地
学
擧
要
・
に
つ
い
て
蘭
学
史
家
・
高

槻
未
知
生
は
梅
原
三
千
に
宛
て
た
論
考
で
「
拙
堂
の
海

外
知
識
の
研
究
と
そ
の
宣
伝
は
時
代
の
尖
端
を
行
く
も

の
で
あ
る
。
拙
堂
は
漢
学
の
人
・
文
芸
の
人
と
し
て
高

く
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
新
文
明
の
移
植
者
と
し
て
光

輝
あ
る
業
績
を
立
て
た
立
派
な
偉
人
で
あ
る
」
と
称
賛

し
て
い
る
。
前
号
巻
頭
文
で
齋
藤
正
和
顧
問
も
、「
地
政

学
的
な
考
察
の
上
で
国
防
の
戦
略
を
練
り
国
家
を
防
衛

す
る
に
は
武
力
に
よ
ら
な
い
思
想
文
化
・
精
神
・
道
徳
・

宗
教
・
学
問
・
教
養
が
重
要
で
あ
る
」
と
言
う
拙
堂
の

海
防
五
策
を
大
き
く
取
り
上
げ
て
お
り
ま
す
。

西
洋
文
明
の
学
問
ま
で
探
究
し
地
政
学
的
国
防
ま
で

提
唱
し
た
齋
藤
拙
堂
は
、
そ
の
高
邁
な
識
見
が
認
め
ら

れ
幕
府
学
問
所
昌
平
黌
の
教
授
に
推
挙
さ
れ
ま
し
た
。

主
君
へ
の
恩
義
を
優
先
し
て
固
辞
し
就
任
し
ま
せ
ん
で

し
た
が
、
こ
の
事
実
で
わ
か
る
よ
う
に
日
本
を
代
表
す

る
郷
土
の
誇
り
と
す
る
偉
大
な
学
者
で
あ
り
ま
す
。

	

続
き
は
又
次
号
で

  

冨
永
　
加
代
　

冨
永
　
加
代
　

俳 

句
こ
の
度
は
、
津
市
長
賞
と
い
う
大
賞
を
賜
り
、

又
、
朗
々
た
る
吟
詠
に
は
か
っ
て
な
い
感
慨
無
量

を
覚
え
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

私
が
一
番
可
愛
い
が
っ
て
い
た
、
姪
の
死
か
ら
一

年
、
そ
の
姪
の
残
し
た
娘
が
大
学
卒
業
、
そ
の
準

備
と
い
う
の
で
、
私
も
同
行
し
ま
し
た
。
数
あ
る

衣
装
の
中
に
、
深
緑
と
黄
緑
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン

し
か
も
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
刺
繍
は
菫
「
わ
あ
っ
素
敵
、

こ
れ
な
ら
お
母
さ
ん
も
き
っ
と
気
に
入
っ
て
く
れ

る
筈
」
そ
う
決
め
た
直
後
の
事
で
し
た
。
コ
ロ
ナ

に
よ
り
卒
業
式
の
中
止
を
知
ら
さ
れ
た
の
で
す
。

こ
の
俳
句
に
は
、
私
の
中
に
複
雑
な
思
い
が
詰

ま
っ
て
い
る
だ
け
に
、
受
賞
の
喜
び
は
ひ
と
し
お

で
す
。
た
ぶ
ん
、
若
く
し
て
旅
立
つ
た
姪
が
、
導

い
て
く
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
気
が
し
て
…
。

  

山
口
久
美
子
　

山
口
久
美
子
　

短 

歌
こ
の
度
、
第
五
回
齋
藤
拙
堂
顕
彰
短
歌
の
募
集

に
応
募
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
思
い
が
け
ず
市

長
賞
と
い
う
栄
を
賜
り
、
大
変
光
栄
に
思
っ
て
お

り
ま
す
。

応
募
い
た
し
ま
し
た
短
歌
は
、
津
藩
の
教
育
に

大
き
な
功
績
を
残
し
た
齋
藤
拙
堂
が
、
晩
年
を
過

ご
し
た
茶
磨
山
荘
か
ら
眼
下
に
望
む
安
濃
川
を

日
々
眺
め
た
で
あ
ろ
う
、
と
思
い
を
馳
せ
詠
ん
だ

も
の
で
す
。

本
年
三
月
二
十
一
日
に
は
、
第
五
回
齋
藤
拙
堂

顕
彰
吟
詠
大
会
で
市
長
賞
の
表
彰
を
受
け
、
ま
た
、

短
歌
の
吟
詠
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
吟
詠
で

は
静
か
な
会
場
に
朗
々
と
ひ
び
く
一
字
一
句
が
心

に
沁
み
、
大
き
な
感
動
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ

し
て
同
時
に
齋
藤
拙
堂
の
息
づ
か
い
を
身
近
に
感

じ
る
ひ
と
と
き
と
な
り
ま
し
た
。
齋
藤
拙
堂
顕
彰

会
の
皆
さ
ま
に
は
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

齋
藤
拙
堂
顕
彰
俳
句
・
短
歌

齋
藤
拙
堂
顕
彰
俳
句
・
短
歌

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　

  

津
市
長
賞
を
受
賞
し
て

津
市
長
賞
を
受
賞
し
て
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前
年
度
の
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
発
生
・
大
感
染
」

と
い
う
異
常
事
態
が
尾
を
引
き
、
今
回
の
「
小
中
学
生

書
道
展
」
を
ど
う
す
べ
き
か
？
と
担
当
者
及
び
役
員
で

再
三
検
討
し
た
結
果
。
と
も
か
く
展
覧
会
だ
け
は
開
催

し
、
表
彰
式
は
再
度
検
討
し
よ
う
と
言
う
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
そ
し
て
、
展
覧
会
開
催
間
際
に
な
っ
て
、
や

は
り
表
彰
式
は
感
染
防
止
を
第
一
と
考
え
や
む
を
得
ず

中
止
と
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
出
品
し
て
頂
い
た

生
徒
さ
ん
は
も
と
よ
り
、
指
導
に
当
た
ら
れ
た
先
生
方
、

保
護
者
の
方
々
に
は
大
変
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
し
た

事
に
心
よ
り
お
詫

び
申
し
上
げ
ま
す
。

し
か
し
、
展
覧

会
の
方
は
こ
の
よ

う
な
異
常
事
態
の

中
で
も
、
幸
い
な

こ
と
に
昨
年
の
第

三
回
展
よ
り
一
八

〇
余
点
も
多
い
五

八
四
点
も
の
出
品

を
得
、
会
期
中
の

鑑
賞
者
も
三
百
人

を
超
え
る
盛
大
な
展
覧
会
が
開
催
出
来
た
こ
と
は
拙
堂

会
と
し
て
望
外
の
喜
び
で
し
た
。
入
賞
さ
れ
た
ほ
と
ん

ど
の
方
に
は
会
場
で
賞
状
・
副
賞
を
渡
し
、
ご
都
合
の

つ
か
な
か
っ
た
方
に
は
郵
送
等
で
お
届
け
し
ま
し
た
。

入
賞
者
の
方
は
後
記
の
と
お
り
で
す
。

尚
、
来
年
の
第
五
回
展
は
令
和
四
年
三
月
四
日
（
金
）

か
ら
六
日
（
日
）
の
日
程
で
開
催
す
る
予
定
で
す
の
で

多
く
の
方
の
応
募
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
回
の
展
覧
会
に
お
い
て

拙
堂
会
会
員
は
も
と
よ
り
、
役
員
・
展
覧
会
担
当
者
・

の
皆
様
に
は
時
世
柄
大
変
出
に
く
い
時
期
に
、
展
示
準

備
、
会
場
当
番
、
搬
出
後
片
付
け
等
に
格
別
に
ご
協
力

を
い
た
だ
き
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

入  

賞  

者
（
敬
称
略
）

小
学
生
の
部

津
市
長
賞

大
西
　
可
純
　
　
津
市
立
新
町
小
学
校
六
年

津
市
議
会
議
長
賞

宮
武
　
百
花
　
　
津
市
立
西
が
丘
小
学
校
五
年

津
市
教
育
委
員
会
教
育
長
賞

大
矢
　
達
城
　
　
津
市
立
南
が
丘
小
学
校
二
年

中
日
新
聞
社
賞

渡
邉
　
真
央
　
　
鈴
鹿
市
立
庄
野
小
学
校
三
年

丸
山
　
江
子
　
　
津
市
立
南
が
丘
小
学
校
四
年

鈴
木
　
莉
乃
　
　
津
市
立
新
町
小
学
校
五
年

平
手
　
綾
華
　
　
津
市
立
立
成
小
学
校
五
年

河
口
　
綾
香
　
　
津
市
立
片
田
小
学
校
六
年

齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
会
長
賞

赤
尾
　
優
衣
　
　
津
市
立
豊
ヶ
丘
小
学
校
一
年

辻
村
　
宗
真
　
　
玉
城
町
立
玉
城
小
学
校
一
年

藤
田
真
由
美
　
　
津
市
立
新
町
小
学
校
二
年

松
岡
　
愛
莉
　
　
津
市
立
立
成
小
学
校
二
年

玉
置
さ
く
ら
　
　
鈴
鹿
市
飯
野
小
学
校
三
年

西
岡
　
美
月
　
　
松
阪
市
立
徳
和
小
学
校
四
年

桑
名
　
佑
京
　
　
三
重
大
学
教
育
学
部
附
属
小
学
校
四
年

大
野
　
彩
礼
　
　
松
阪
市
立
揥
水
小
学
校
五
年

前
川
　
愛
結
　
　
津
市
立
豊
が
丘
小
学
校
四
年

紀
平
　
晴
大
　
　
津
市
立
立
成
小
学
校
六
年

遠
山
　
大
智
　
　
津
市
南
が
丘
小
学
校
六
年

特
　
選

内
田
　
汐
音
　
　
松
阪
市
立
揥
水
小
学
校
一
年

石
垣
　
紗
彩
　
　
鈴
鹿
市
立
玉
垣
小
学
校
一
年

岡
田
　
紗
奈
　
　
鈴
鹿
市
立
玉
垣
小
学
校
一
年

倉
島
　
寿
芽
　
　
津
市
立
西
が
丘
小
学
校
二
年

宮
田
　
羽
留
　
　
津
市
立
片
田
小
学
校
二
年

石
原
　
　
七
　
　
津
市
立
新
町
小
学
校
二
年
　

第
四
回
齋
藤
拙
堂
顕
彰

第
四
回
齋
藤
拙
堂
顕
彰

　
　
　

　
　
　

    

小
中
学
生
書
道
展

小
中
学
生
書
道
展

理  

事
　
稲
垣
　
武
嗣
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駒
田
　
好
奏
　
　
津
市
立
豊
が
丘
小
学
校
二
年

日
名
子
陽
葵
　
　
津
市
立
千
里
ヶ
丘
小
学
校
二
年

鎌
田
　
千
晴
　
　
鈴
鹿
市
立
清
和
小
学
校
三
年

石
谷
　
歩
美
　
　
津
市
立
千
里
ヶ
丘
小
学
校
二
年

松
本
　
芽
依
　
　
松
阪
市
立
揥
水
小
学
校
三
年

松
村
　
百
葉
　
　
松
阪
市
立
山
室
山
小
学
校
三
年

大
川
　
奈
々
　
　
松
阪
市
立
第
五
小
学
校
三
年

芦
川
　
凜
音
　
　
鈴
鹿
市
立
玉
垣
小
学
校
三
年

馬
場
あ
ゆ
な
　
　
鈴
鹿
市
立
玉
垣
小
学
校
四
年

村
田
　
樹
仁
　
　
松
阪
市
立
第
五
小
学
校
四
年

坂
本
　
朱
嶺
　
　
津
市
立
安
東
小
学
校
四
年

日
名
子
陽
愛
　
　
津
市
立
千
里
ヶ
丘
小
学
校
四
年

横
山
　
陽
菜
　
　
津
市
立
立
成
小
学
校
五
年

豊
田
　
彩
葉
　
　
松
阪
市
立
徳
和
小
学
校
五
年

藤
本
　
真
那
　
　
津
市
立
養
正
小
学
校
五
年

松
本
　
実
華
　
　
津
市
立
櫛
形
小
学
校
五
年

長
谷
川
結
都
　
　
松
阪
市
立
天
白
小
学
校
六
年

一
色
　
咲
良
　
　
津
市
立
豊
津
小
学
校
六
年

真
川
　
　
翠
　
　
津
市
立
村
主
小
学
校
六
年

増
田
　
朱
莉
　
　
津
市
立
豊
が
丘
小
学
校
六
年

中
学
生
の
部

津
市
長
賞

倉
島
　
沙
空
　
　
津
市
立
橋
北
中
学
校
二
年

津
市
議
会
議
長
賞

大
浦
地
美
月
　
　
私
立
三
重
中
学
校
二
年

津
市
教
育
委
員
会
教
育
長
賞

小
寺
　
冬
馬
　
　
明
和
町
立
明
和
中
学
校
三
年

中
日
新
聞
社
賞

中
川
　
友
梨
　
　
津
市
立
朝
陽
中
学
校
二
年

齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
会
長
賞

松
本
　
朱
理
　
　
津
市
立
西
郊
中
学
校
一
年

森
田
　
瑚
都
　
　
松
阪
市
立
鎌
田
中
学
校
一
年

小
野
　
花
華
　
　
津
市
立
西
郊
中
学
校
二
年

地
主
　
怜
央
　
　
松
阪
市
立
久
保
中
学
校
二
年

松
島
　
理
子
　
　
津
市
立
西
橋
内
中
学
校
二
年

日
置
　
怜
奈
　
　
津
市
立
久
居
中
学
校
二
年

西
村
　
花
梨
　
　
松
阪
市
立
東
部
中
学
校
三
年

特
　
選

金
田
真
梛
人
　
　
私
立
高
田
学
苑
中
学
校
一
年

木
谷
　
綾
葉
　
　
松
阪
市
立
東
部
中
学
校
一
年
　

中
北
　
和
花
　
　
津
市
立
南
が
丘
中
学
校
二
年

岩
崎
　
　
優
　
　
私
立
高
田
学
苑
中
学
校
二
年

鈴
木
　
結
蘭
　
　
松
阪
市
立
東
部
中
学
校
三
年

齋
藤
拙
堂
顕
彰
の

俳
句
、
短
歌
の
応
募

者
は
俳
句
二
十
八
名

百
二
十
句
、
短
歌
十

六
名
五
十
一
首
で

あ
っ
た
。
十
二
月
二

十
四
日
選
考
会
の
結

果
、
次
の
作
品
俳
句

十
四
名
、
短
歌
十
一

名
が
選
ば
れ
ま
し
た
。

表
彰
式
は
三
月
二
二

日
、
詩
吟
朗
詠
会
と
と
も
に
津
市
中
央
公
民
館
の
会
場

で
行
わ
れ
ま
し
た
。

俳
句
の
部 

山
﨑
　
満
世
選

津
市
長
賞

卒
業
式
な
く
袴
の
裾
に
咲
く
刺
繍

	

津
市
　
冨
永
　
加
代

　
選
評
　	

卒
業
式
の
た
め
に
用
意
し
た
袴
の
刺
繍
だ
け
に

美
し
く
大
輪
の
花
が
咲
く
。
コ
ロ
ナ
禍
の
世
相

を
捉
え
て
胸
を
打
つ
。
こ
の
句
は
切
り
取
り
方

が
大
胆
で
新
鮮
。

第
五
回

第
五
回  

齋
藤
拙
堂
顕
彰
俳
句
・
短
歌

齋
藤
拙
堂
顕
彰
俳
句
・
短
歌
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津
市
議
会
議
長
賞

拙
堂
の
詩
歌
流
れ
て
夜
冷
ゆ
る

	

津
市
　
勝
真
　
千
代

　
選
評
　	
清
澄
な
詩
吟
の
声
と
夜
が
相
ま
っ
て
拙
堂
へ
の

思
い
が
深
ま
る
。
夜
冷
ゆ
る
の
季
語
は
し
み
じ

み
と
あ
た
り
に
も
沁
み
て
ゆ
く
。

津
市
教
育
委
員
会
教
育
長
賞

街
道
の
行
く
手
に
秋
の
峰
走
る

	
津
市
　
内
田
　
成
子

　
選
評
　	

津
市
の
歴
史
は
深
く
あ
ま
た
の
街
道
が
残
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
街
道
は
澄
み
渡
っ
た
連
峰
の

勇
姿
へ
と
連
な
っ
て
い
る
。
大
景
を
捉
え
た
句
。

齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
会
長
賞

明
日
へ
夢
入
徳
門
の
冬
木
の
芽

	

津
市
　
青
木
千
恵
子

　
選
評
　	

世
が
ど
ん
な
に
す
さ
ん
で
も
、
人
の
世
の
徳
、
学

問
は
そ
の
救
い
に
な
る
は
ず
。
冬
木
の
芽
を
み

て
い
る
と
疫
病
の
世
で
あ
っ
た
が
、
希
望
に
満

ち
て
い
る
よ
う
だ
。

佳
　
作拙

堂
の
門
人
の
ご
と
新し

ん
ち
じ
り

松
子

	

津
市
　
小
寺
　
　
博

銀
杏
散
る
折
目
正
し
き
主
従
の
墓

	

津
市
　
木
下
　
郁
子

拙
堂
の
墓
所
よ
り
樹
間
街
小
春

	

津
市
　
福
島
　
鎮
子

寒
松
院
戦
禍
ま
ざ
ま
ざ
八
月
尽

	

津
市
　
井
村
久
仁
子

岩
田
川
古
式
泳
法
見
て
御
慶

	

津
市
　
西
沢
　
博
子

紅
梅
の
香
を
の
せ
雨
の
一
雫

	

津
市
　
西
川
　
幾
子

銀
杏
散
る
大
地
に
黄
金
還
し
つ
つ

	

松
阪
市
　
瀬
川
　
友
子

城
垣
に
育
つ
も
の
の
芽
子
ら
の
声

	

津
市
　
湯
浅
　
重
好

灯
下
親
し
む
掛
け
軸
の
滲
み
濃
し

	

津
市
　
種
田
　
啓
子

比
佐
豆
知
の
丘
に
拙
堂
春
の
海

	

津
市
　
宇
野
　
克
弘

短
歌
の
部 

三
芳
　
公
子
選

津
市
長
賞

拙
堂
が
庭
ゆ
望
み
し
安
濃
川

　
　
　
　

光
を
集
め
大
海
へ
出
づ

	
津
市
　
山
口
久
美
子

　
選
評
　	

津
の
地
を
愛
し
た
拙
堂
は
安
濃
川
を
朝
夕
な
が

め
た
で
あ
ろ
う
。
流
れ
は
大
海
へ
と
そ
そ
ぐ
。
あ

た
か
も
拙
堂
の
業
績
が
大
き
く
広
が
っ
て
い
っ

た
よ
う
に
。

津
市
議
会
議
長
賞

命
綱
つ
け
て
城
垣
守
る
人
腰
の

　
　
　
　

竹
篭
烏
瓜
三
ツ

	

津
市
　
井
村
久
仁
子

　
選
評
　	

城
垣
に
這
う
カ
ラ
ス
ウ
リ
の
朱
の
実
を
篭
に
入

れ
た
作
業
す
る
人
も
、
そ
の
情
景
を
詠
ん
だ
作

者
の
目
も
優
し
い
。

津
市
教
育
委
員
会
教
育
長
賞

拙
堂
の
著
書
を
好
ん
だ
亡
き
父
の

　
　
　
　

蔵
書
に
挟
み
し
落
葉
の
栞

	

大
津
市
　
森
永
　
昌
雄

　
選
評
　	

拙
堂
の
著
書
を
好
み
学
を
よ
く
し
た
父
上
へ
の

敬
慕
の
思
い
、
蔵
書
に
み
つ
け
た
落
葉
の
栞
に

父
の
人
柄
を
し
の
ぶ
。

齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
会
長
賞

伊
勢
の
地
に
心
を
す
え
て
拙
堂
の

　
　
　
　

内
外
見
す
え
る
ま
な
こ
の
ひ
か
り

	

伊
賀
市
　
世
古
　
　
浩

　
選
評
　	

常
に
伊
勢
の
地
に
あ
っ
て
藩
の
文
教
に
尽
く
し
広

く
内
外
に
眼
を
向
け
た
拙
堂
の
炯
眼
を
た
た
え
た
。

佳
　
作境

内
の
桜
に
墓
を
守
ら
れ
て

　
　
　
　

藤
堂
家
累
代
静
け
さ
の
中

	

　
津
市
　
駒
田
　
典
子
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信
長
の
母
な
る
御
前
名
刹
に

　
　
　
　

眠
ら
れ
お
る
も
安
濃
津
の
歴
史

	

津
市
　
岡
　
　
公
一

春
日
さ
す
寺
の
縁
さ
き
雛
あ
そ
ぶ

　
　
　
　

子
ら
に
声
か
け
お
参
り
済
ま
す

	

津
市
　
奥
山
　
　
功

霜
月
の
晴
れ
た
る
伊
勢
路
を
踏
み
し
め
て

　
　
　
　

神
宮
め
ざ
し
走
る
若
人

	
津
市
　
山
下
　
幸
子

風
さ
そ
ふ
城
垣
に
立
ち
な
が
む
れ
ば

　
　
　
　

桜
し
べ
降
る
入
徳
門
に

	

津
市
　
種
田
　
啓
子

月
か
げ
の
い
ま
だ
浅
き
夜
石
碑
に
は

　
　
　
　

拙
堂
し
の
び
一
匹
の
虫

	

津
市
　
桶
田
　
由
美

学
窓
を
巣
立
ち
て
群
る
る
若
人
の

　
　
　
　

胸
は
り
て
行
く
若
葉
の
城
跡

	

津
市
　
西
沢
　
博
子

第
五
回
齋
藤
拙
堂
顕
彰
吟
道
大
会
開
催

第
五
回
齋
藤
拙
堂
顕
彰
吟
道
大
会
開
催

令
和
三
年
三
月
二
十
一
日
（
日
）
津
セ
ン
タ
ー
パ
レ

ス
二
階
の
中
央
公
民
館
に
於
い
て
、
第
五
回
齋
藤
拙
堂

顕
彰
吟
道
大
会
が
、
主
催
・
津
市
吟
剣
詩
舞
道
連
盟
、

共
催
・
津
市
、
後
援
・
齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
に
よ
っ
て
開

催
さ
れ
ま
し
た
。

昨
年
度
は
コ
ロ
ナ
感
染
症
予
防
の
為
、
急
遽
中
止
と

な
り
ま
し
た
、
今
回
も
無
観
客
の
大
会
と
は
な
り
ま
し

た
が
、
前
葉
泰
幸
津
市
長
他
来
賓
の
方
々
に
ご
出
席
賜

り
、
ご
挨
拶
の
後
、
俳
句
・
短
歌
の
表
彰
が
行
わ
れ
、
選

者
講
評
の
の
ち
受
賞
八
作
品
が
朗
詠
さ
れ
ま
し
た
。

受
賞
者
の
方
か
ら
は
、
作
品
が
朗
詠
で
披
露
さ
れ
た

こ
と
に
大
変
感
激
を
受
け
て
戴
き
ま
し
た
。

大
会
は
加
藤
龍
宗
先
生
企
画
構
成
に
よ
る
「
四
季
の

喜
び
（
拙
堂
の
花
の
詩
を
詠
う
）」
と
い
う
構
成
吟
に
始

ま
り
、
会
員
の
吟
詠
・
舞
が
演
じ
ら
れ
盛
会
裏
に
閉
会

致
し
ま
し
た
。

令
和
三
年
度
拙
堂
会
総
会
報
告

令
和
三
年
度
拙
堂
会
総
会
報
告

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
防
止
対
策
と
し
て
、
皆

様
の
健
康
安
全
を
図
る
こ
と
を
最
優
先
に
考
え
令
和
三

年
度
の
総
会
の
議
題
は
、
書
面
に
よ
る
審
議
と
し
ま
し
た
。

議
題
の
賛
否
は
五
月
十
二
日
に
集
計
の
と
こ
ろ
、
各

議
題
は
賛
成
多
数
で
承
認
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
以
下
、

こ
れ
を
要
約
し
て
報
告
し
ま
す
。

令
和
二
年
度
事
業
報
告

令
和
二
年
度
事
業
報
告

1
．
拙
堂
會
報
発
行

　
　
七
月
一
日
　
　
第
八
号
発
行

　
　
十
二
月
一
日
　
第
九
号
発
行

2
．
齋
藤
拙
堂
顕
彰
出
張
講
座
の
実
施

　	

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
対
策
の
た
め
実

施
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

3
．
拙
堂
塾
の
開
催	

（
講
師
　
齋
藤
正
和
）

　
　
場
　
所
　
橋
北
公
民
館

　
第
十
回
　
　
閲
庫
余
禄
そ
の
二	

九
月
二
十
三
日

　
第
十
一
回
　
拙
堂
の
師
友
と
門
人	

十
月
二
十
五
日

　
第
十
二
回
　
拙
堂
を
知
る
こ
と	

十
一
月
二
十
九
日

4
．
齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
「
第
五
回
俳
句
・
短
歌
」
の
募
集

�

（
十
月
一
日
～
十
二
月
十
日
）

　
本
紙
　
7
～
10
頁
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

5
．�

齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
「
第
四
回
小
中
学
生
書
道
展
」

作
品
募
集	

（
十
二
月
二
日
～
一
月
十
九
日
）

　
本
紙
　
6
～
7
頁
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　	

作
品
展
示
会
三
月
十
二
日
～
十
四
日
、
表
彰
式
は
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
策
の
た
め
中
止
と
な
り
ま
し
た
。

6
．�

齋
藤
拙
堂
顕
彰
第
五
回
吟
道
大
会
と
俳
句
・
短
歌

の
表
彰
式
は
三
月
二
十
一
日
開
催
い
た
し
ま
し
た
。

俳
句
・
短
歌
の
入
賞
作
品
が
吟
詠
さ
れ
ま
し
た
。

7
．�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
「
齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
」
を
更
新
し
ま
し
た
。

8
．�

齋
藤
拙
堂
著
作
の
漢
文
・
漢
詩
・
古
文
の
翻
訳
事

業
は
、
事
業
担
当
者
を
選
任
い
た
し
ま
し
た
が
新
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型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
対
策
か
ら
活
動
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。

9
．�
会
員
増
強
に
つ
い
て
は
、
事
業
の
拡
大
・
新
規
事

業
の
取
組
等
必
要
な
資
金
調
達
を
目
的
に
会
員
の

増
強
に
取
り
組
み
ま
し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
防
止
対
策
か
ら
積
極
的
な
活
動
は
で
き

ま
せ
ん
で
し
た
。

令
和
二
年
度
決
算
報
告
及
び
監
査
報
告

令
和
二
年
度
決
算
報
告
及
び
監
査
報
告

　
決
算
報
告
　
収
入
合
計
　
八
〇
四
、
二
七
七
円

　
　
　
　
　
　
支
出
合
計
　
八
〇
四
、
二
七
七
円

　
　
　
事
業
費
四
一
二
、
六
五
四
円

　
　
　
運
営
費
一
〇
七
、
〇
七
〇
円

　
　
　
繰
越
金
二
八
四
、
五
五
三
円

監
査
報
告
　
会
計
は
適
正
に
処
理
さ
れ
て
い
る
。

	

監
事
　
國
分
昭
男
・
米
田
堯
光

令
和
三
年
度
事
業
計
画

令
和
三
年
度
事
業
計
画

1
．
拙
堂
會
報
発
行

　
　
六
月
一
日
　
第
十
号
、
十
二
月
一
日
　
第
十
一
号

2
．
齋
藤
拙
堂
顕
彰
出
張
講
座
の
実
施

3
．
拙
堂
塾
の
開
催

4
．�

齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
「
第
六
回
俳
句
・
短
歌
」
の
募

集
期
間

　
令
和
三
年
十
月
一
日
（
金
）

	

～
十
二
月
十
日
（
金
）
頃

5
．�

齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
「
第
五
回
小
中
学
生
書
道
展
」

作
品
募
集

　
令
和
三
年
十
二
月
一
日
（
水
）

	

～
令
和
四
年
一
月
十
五
日
（
土
）
頃

　
書
道
展

　
令
和
四
年
三
月
四
日
（
金
）

	

～
三
月
六
日
（
日
）
リ
ー
ジ
ョ
ン
プ
ラ
ザ

6
．�

齋
藤
拙
堂
顕
彰
第
六
回
吟
道
大
会
と
俳
句
・
短
歌

表
彰
式

　
令
和
四
年
三
月
下
旬
頃

　
場
所
　
中
央
公
民
館
ホ
ー
ル

7
．�

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
「
齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
」
の
更
新

令
和
三
年
度
予
算

令
和
三
年
度
予
算

収
入
合
計
　
一
、
一
四
〇
、
五
五
五
円

支
出
合
計
　
一
、
一
四
〇
、
五
五
五
円

　
　
事
業
費
六
二
五
、
〇
〇
〇
円

　
　
　
運
営
費
一
九
〇
、
〇
〇
〇
円

　
　
　
繰
越
金
三
二
五
、
五
五
五
円

会
員
の
増
強
に
関
す
る
件

会
員
の
増
強
に
関
す
る
件

事
業
の
拡
大
・
新
規
事
業
の
取
組
な
ど
に
必
要
な
安

定
し
た
資
金
の
調
達
を
目
的
に
、
会
員
の
増
強
に
取
り

組
み
ま
す
。
目
標
　
団
体
総
数
三
〇
先
三
十
六
口
、
個

人
総
数
二
〇
〇
人
二
三
三
口
）

新
規
事
業
　
郷
土
資
料
館
の
設
立
に
つ
い
て
調

新
規
事
業
　
郷
土
資
料
館
の
設
立
に
つ
い
て
調

査
研
究
活
動
を
す
る

査
研
究
活
動
を
す
る

ワ
ー
キ
ン
グ
チ
ー
ム
を
結
成
す
る

理
事
・
監
事
役
員
の
改
選

理
事
・
監
事
役
員
の
改
選

任
期
二
年
満
了
に
よ
る
理
事
・
監
事
を
改
選
し
ま
し

た
。
全
員
再
任
と
な
り
ま
し
た
。

会
　
長
　
　
加
藤
　
龍
宗

理
事
長
　
　
飯
田
　
俊
司

常
務
理
事
　
　
安
村
久
仁
男
（
会
計
）

理
　
事
　
　
伊
藤
　
誠
司
（
広
報
）

　
　
　
　
　
稲
垣
　
武
嗣
（
書
道
展
）

　
　
　
　
　
小
川
　
直
紀
（
書
道
展
）

　
　
　
　
　
小
林
　
貴
虎
（
三
重
県
広
報
）

　
　
　
　
　
種
田
　
真
山
（
総
務
・
企
画
）

　
　
　
　
　
林
　
　
朝
子
（
書
道
展
）

　
　
　
　
　
藤
貴
　
靜
扇
（
広
報
）

　
　
　
　
　
水
谷
　
忠
文
（
総
務
）

　
　
　
　
　
山
﨑
　
満
世
（
俳
句
）

　
　
　
　
　
澤
口
　
真
理
（
漢
文
翻
訳
）

　
　
　
　
　
村
主
　
英
明
（
津
市
広
報
）

　
　
　
　
　
高
岡
　
弘
典
（
漢
文
翻
訳
）

　
　
　
　
　
田
矢
　
修
介
（
津
市
広
報
）

監
　
事
　
　
國
分
　
昭
男

　
　
　
　
　
　
米
田
　
豊
山

選
　
者
　
　
三
芳
　
公
子
（
短
歌
）

顧
　
問
　
　
前
葉
　
泰
幸

　
　
　
　
　
　
伊
藤
　
歳
恭

　
　
　
　
　
齋
藤
　
正
和

　
　
　
　
　
　
中
川
　
禎
二

齋
藤
拙
堂
顕
彰
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
利
用
下
さ
い
。

下
記
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
ら
ア
ク
セ
ス
で

き
ま
す
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
Ｕ
Ｒ
Ｌ

http:/
/

setsudo.jp/


