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天
皇
陛
下
犬
山
市
行
幸 

奉
迎
活
動
を
行
う 

 

９
時
に
岡
崎
の
家
を
出 

て
犬
山
の
入
鹿
池
へ
走
る
。 

 

途
中
春
日
井
の
消
防
署
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

前
を
通
る
と
な
ん
と
国
旗 

が
半
旗
に
。
Ｕ
タ
ー
ン
し 

て
消
防
署
に
戻
り
す
ぐ
に 

一
番
上
に
ま
で
上
げ
て
い 

た
だ
く
。
お
そ
ら
く
風
で 

緩
ん
だ
の
で
し
ょ
う
。 

現
地
着
は
１
２
時
少
し 

前
。
一
時
間
前
と
い
う
の 

に
す
で
に
周
辺
の
奉
迎
地 

６
か
所
に
は
多
く
の
人
が 

お
越
し
に
な
っ
て
い
た
。 

急
ぎ
奉
迎
の
３
名
で
手
分 

け
し
て
国
旗
を
配
布
。
道 

路
の
完
全
閉
鎖
ま
で
３
０ 

分
。
高
速
か
ら
こ
こ
ま
で 

の
沿
道
に
も
４
か
所
奉
迎 

線
が
設
置
し
て
あ
り
そ
こ 

に
も
持
参
す
る
。
皆
さ
ん 

国
旗
が
到
着
し
て
ほ
っ
と 

さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
大 

 
 

喜
び
で
受
け
取
っ
て
く
だ 

              

さ
っ
た
。
や
や
風
は
あ
っ
た
が
絶
好
の
奉
迎
日

和
で
あ
る
。 

近
隣
の
小
学
校
も
全
員
が
奉
迎
に
参
加
し

て
く
だ
さ
る
よ
う
だ
と
聞
き
、
職
員
室
に
国
旗

を
お
持
ち
す
る
。
し
か
し
教
員
の
先
生
は
喜
ん

で
く
だ
さ
り
、
あ
と
３
０
人
分
が
あ
れ
ば
と
お

っ
し
ゃ
る
の
で
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
の
山
田
女
史
に

届
け
て
い
た
だ
き
、
私
は
遠
方
の
奉
迎
線
の
端

ま
で
国
旗
を
届
け
る
。
し
か
し
、
不
足
分
を
届

け
て
い
た
だ
い
た
際
に
、
小
学
校
側
か
ら
、
国

旗
は
持
た
せ
な
い
と
い
わ
れ
た
そ
う
で
、
す
べ

て
引
き
上
げ
と
な
る
。
学
校
の
方
針
だ
か
ら
致

し
方
な
い
が
ま
こ
と
に
残
念
。 

奉
迎
の
皆
さ
ん
と
親
し
く
陛
下
の
こ
と
国

旗
掲
揚
運
動
の
こ
と
な
ど
お
話
し
し
た
。
自
衛

隊
協
力
会
の
方
が
賛
同
し
て
く
だ
さ
り
、
一
度

掲
揚
運
動
を
諮
っ
て
く
だ
さ
る
と
の
う
れ
し
い

返
事
も
い
た
だ
く
。
私
ど
も
は
オ
レ
ン
ジ
の
「
国

旗
掲
揚
推
進
愛
知
の
会
」
の
文
字
が
入
っ
た
ユ

ニ
フ
ォ
ー
ム
を
着
て
い
る
の
で
多
く
の
方
か
ら

質
問
を
受
け
も
し
て
、
掲
揚
運
動
に
も
弾
み
が

つ
き
そ
う
な
感
触
。 

両
陛
下
の
笑
顔
を
拝
し
感
無
量
。
皆
さ
ん
も

「
初
め
て
国
旗
を
持
ち
ま
し
た
。
」
と
い
う
方

も
多
く
、
感
激
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
体
験
が
日

本
を
思
う
機
会
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
ビ
デ
オ

を
撮
り
続
け
た
方
は
満
足
そ
う
に
お
子
さ
ん
と 

見
直
し
て
見
え
る
。 

完
全
に
お
帰
り
に
な
る
ま
で
そ
の
場
を
動

け
ず
に
い
た
の
で
、
他
の
奉
迎
場
所
の
様
子
は

わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
皆
さ
ん
本
当
に
よ
く
や

っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
、
深
く
感
謝
し
ま
す
。 

さ
て
先
ほ
ど
の
小
学
校
。
こ
の
ま
ま
で
は
受

け
取
ら
れ
た
先
生
に
迷
惑
が
か
か
る
と
、
再
度

訪
問
し
て
失
礼
を
詫
び
た
の
で
す
が
、
果
た
し

て
国
旗
な
し
で
お
迎
え
す
る
こ
と
の
意
味
は
何

な
の
か
。
校
長
は
「
華
美
な
奉
迎
は
慎
む
よ
う

に
と
の
宮
内
庁
か
ら
の
指
示
」
と
言
わ
れ
た
が
、

私
が
校
長
な
ら
ば
、
喜
ん
で
生
徒
に
配
り
奉
迎

の
仕
方
を
学
ば
せ
る
の
で
す
が
。
無
論
、
国
旗

の
意
味
や
陛
下
の
す
ば
ら
し
さ
も
子
供
に
教
え

る
最
大
の
チ
ャ
ン
ス
で
あ
り
ま
す
か
ら
。
周
り

の
大
人
の
奉
迎
者
は
み
な
国
旗
を
持
ち
奉
迎
を

さ
れ
る
の
に
。
学
校
現
場
が
な
ぜ
に
こ
う
な
の

か
は
理
解
不
能
。 

別
の
メ
ン
バ
ー
は
、
今
日
の
宿
泊
の
長
野
へ

走
っ
て
く
れ
奉
迎
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
長
野

も
村
で
国
旗
を
用
意
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
の
で
少
し
し
か
も
っ
て
い
か
な
か
っ
た

た
め
、
国
旗
が
不
足
し
て
困
っ
た
と
の
こ
と
。

明
日
の
朝
の
１
０
時
か
ら
奉
迎
が
長
野
で
あ
り

ま
す
の
で
こ
ち
ら
か
ら
持
っ
て
い
く
こ
と
に
し

た
。
岐
阜
も
県
が
し
っ
か
り
用
意
し
て
く
れ
長

野
も
自
治
体
で
用
意
し
て
く
れ
る
。
愛
知
だ
け

は
全
く
自
治
体
が
国
旗
を
用
意
さ
れ
な
い
。
こ

れ
も
情
け
な
い
こ
と
で
す
。 

帰
り
に
小
牧
市
の
秘
書
課
に
行
き
明
後
日

の
奉
迎
の
打
ち
合
わ
せ
を
す
る
、
こ
ち
ら
も
実

に
き
っ
ち
り
と
準
備
を
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
。

あ
と
二
日
を
し
っ
か
り
成
し
遂
げ
た
い
。 
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陛
下
奉
迎
長
野
満
蒙
平
和
祈
念
館  

 

午
前
５
時
岡
崎
を
出
て
長
野
県
の
阿
智
村
満

蒙
開
拓
平
和
記
念
館
の
奉
迎
場
所
に
つ
い
た
の

は
８
時
半
。
何
し
ろ
初
め
て
の
と
こ
ろ
で
お
泊

り
の
旅
館
や
市
役
所
。
満
蒙
開
拓
平
和
祈
念
館

そ
し
て
車
が
お
け
る
第
一
小
学
校
の
位
置
を
確

認
し
な
が
ら
一
回
り
す
る
。
９
時
こ
ろ
に
各
場

所
に
奉
迎
線
や
役
所
の
人
員
配
置
が
な
さ
れ
始

め
た
。
私
は
役
所
の
担
当
の
方
に
ご
挨
拶
し
、

村
と
し
て
住
民
へ
の
案
内
や
国
旗
を
用
意
し
て

の
奉
迎
を
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
を
申
し

上
げ
、
国
旗
の
不
足
分
を
提
供
す
る
こ
と
を
申

し
述
べ
て
早
速
配
布
に
入
る
。 

昨
日
の
旅
館
に
お
つ
き
の
際
の
奉
迎
に
も
村

が
小
旗
を
あ
る
程
度
用
意
し
て
く
だ
さ
る
と
の

事
前
の
お
話
を
得
て
い
た
の
で
、
そ
ち
ら
に
回

っ
て
く
れ
た
Ｍ
女
史
も
１
５
０
本
ほ
ど
予
備
と

し
て
持
っ
て
い
か
れ
た
だ
け
だ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
そ
れ
で
も
小
旗
が
と
て
も
足
り
ず
、
な
い
人

が
相
当
出
た
と
の
連
絡
を
受
け
て
い
た
の
で
、

今
日
は
十
分
用
意
し
て
い
っ
た
。
陛
下
を
慕
う

村
民
や
近
隣
の
皆
さ
ん
が
相
当
、
お
集
り
に
な

り
、
１
５
０
０
本
は
配
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ト

ー
タ
ル
で
は
村
民
の
人
口
６
７
０
０
名
の
う
ち

成
人
の
半
数
近
く
が
お
集
り
に
な
っ
た
の
で
は

と
思
わ
れ
る
。 
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多
す
ぎ
た
り
少
な
す
ぎ
た
り
、

苦
慮
し
て
き
た
先
人
た
ち 

 2
0

1
6

年1
0

月1
8

日 

や
ま
と
新
聞 

 

臣
籍
降
下 

 
 

我
が
国
の
皇
位
継
承
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
、

皇
位
継
承
者
（
皇
族
・
親
王
）
が
多
す
ぎ
た
り

少
な
す
ぎ
た
り
、
そ
の
調
整
に
苦
慮
し
て
き
た

歴
史
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
多
す
ぎ
た
時

代
を
見
て
み
よ
う
。
平
安
時
代
に
は
皇
族
が
増

加
し
す
ぎ
て
、
国
家
財
政
を
圧
迫
す
る
様
に
な

り
、
姓
を
賜
っ
て
（
賜
姓
）
臣
籍
に
降
下
す
る

よ
う
に
な
っ
た
。
敏
達
天
皇
の
五
世
ま
た
は
六

世
子
孫
の
葛
城
王
が
天
平
勝
宝
二
年
（
七
五
〇

年
）
に
、
橘
姓
を
賜
っ
て
臣
下
と
な
り
、
橘
諸

兄
を
名
乗
っ
た
の
を
そ
の
嚆
矢
と
す
る
。
桓
武

天
皇
の
孫
高
望
王
が
平
姓
を
賜
っ
て
平
高
望
と

な
っ
た
。
桓
武
平
氏
の
始
祖
で
あ
る
。
そ
の
後
、

清
和
天
皇
の
孫
経
基
王
が
源
姓
を
賜
っ
て
清
和

源
氏
の
始
祖
と
な
り
、
頼
朝
義
経
に
繋
が
る
の

は
有
名
で
あ
る
。 
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～
～
～
～
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続
・
多
す
ぎ
た
り
少
な
す
ぎ

た
り
、
苦
慮
し
て
き
た
先
人

た
ち 

 2
0

1
6

年1
1

月1
7

日 

や
ま
と
新
聞 

 

幕
末
に
は
宮
家
は
実
質
二
家
の
み 

  

前
号
で
は
四
親
王
家
（
世
襲
親
王
家
）
の
御

創
立
ま
で
述
べ
た
。
ま
ず
応
永
十
六
年
（
一
四

〇
九
年
足
利
三
代
将
軍
義
満
の
頃
）
伏
見
宮
家

御
創
立
あ
ら
せ
ら
る
（
以
下
御
創
立
と
略
す
）
。

次
い
で
天
正
十
九
年
（
一
五
九
一
年
豊
臣
秀
吉 

    

の
時
代
）
桂
宮
家
御
創
立
。
寛
永
二
年
（
一
六

二
五
年
徳
川
三
代
将
軍
家
光
の
時
代
）
に
、
三

つ
目
の
世
襲
親
王
家
で
あ
る
有
栖
川
宮
家
が
御

創
立
。
そ
し
て
宝
永
七
年
（
一
七
一
〇
年
）
新

井
白
石
の
建
言
に
よ
り
四
つ
目
の
世
襲
親
王
家

と
し
て
閑
院
宮
家
が
御
創
立
。
嘉
永
六
年
（
一

八
五
三
年
ペ
リ
ー
来
航
）
時
点
で
は
、
こ
の
四

つ
の
宮
家
以
外
の
皇
族
は
悉
く
門
跡
に
な
っ
て

（
出
家
し
て
）
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
慶

應
三
年
十
二
月
の
王
政
復
古
の
大
号
令
の
時
点

で
は
桂
宮
家
は
嗣
子
が
無
く
淑
子
内
親
王
が
当

主
と
な
っ
て
お
り
、
閑
院
宮
家
も
当
主
が
若
く

し
て
薨
去
し
て
お
り
空
位
と
な
っ
て
い
た
。
伏

見
宮
家
は
当
主
邦
家
親
王
が
六
十
五
歳
と
、
当

時
と
し
て
は
高
齢
で
あ
っ
た
。
唯
一
有
栖
川
宮

家
の
熾
仁
親
王
が
三
十
二
歳
の
働
き
盛
り
で
あ

っ
た
。
熾
仁
親
王
は
、
当
時
十
五
歳
で
践
祚
後

間
も
な
い
明
治
天
皇
を
補
佐
し
て
新
政
府
の
総

裁
に
な
り
、
つ
い
で
東
征
大
総
督
と
な
る
。
余

談
だ
が
明
治
天
皇
に
は
践
祚
さ
れ
た
慶
應
三
年

一
月
か
ら
王
政
復
古
ま
で
の
一
年
足
ら
ず
だ
が

摂
政
が
い
た
。
人
臣
最
後
の
摂
政
二
条
斉
敬
で

あ
る
。
そ
の
後
明
治
二
十
二
年
の
皇
室
典
範
で

摂
政
は
皇
族
に
限
る
と
定
め
ら
れ
、
大
正
十
年

に
は
時
の
東
宮
（
昭
和
天
皇
）
が
摂
政
に
な
っ

て
い
る
。 

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
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～
～
～
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陛
下
の
退
位
に
つ
い
て 

 

平
成2

8

年9

月1
9

日 

『
世
論
』 

 

明
治
二
十
二
年
二
月
、
帝
國
憲
法
発
布
と
同

時
に
皇
室
典
範
も
制
定
さ
れ
た
。
二
ヶ
月
後
に

出
版
さ
れ
た
「
皇
室
典
範
義
解
（
伊
藤
博
文
著
）
」

に
「
既
ニ
君
主
ノ
任
意
ニ
製
作
ス
ル
所
ニ
非
ズ
。

亦
、
臣
民
ノ
敢
エ
テ
干
渉
ス
ル
ト
コ
ロ
ニ
非
ザ

ル
ナ
リ
。」
と
あ
る
。
私
の
よ
う
な
庶
民
が
口
を

出
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
八
月
八
日
の
陛

下
の
お
言
葉
に
「
こ
こ
に
私
の
気
持
ち
を
お
話

し
い
た
し
ま
し
た
。
国
民
の
理
解
を
得
ら
れ
る 

こ
と
を
，
切
に
願
っ
て
い
ま
す
。」
と
あ
り
、
国 

民
と
し
て
敢
え
て
政
府
に
一
言
申
し
上
げ
る
。

本
稿
執
筆
時
点
で
は
、
政
府
は
皇
室
典
範
に
は

手
を
つ
け
ず
特
別
立
法
で
済
ま
す
こ
と
に
す
る

と
い
う
。
こ
の
立
法
だ
け
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

「
現
行
皇
室
典
範
第
四
条 

天
皇
が
崩
じ
た
と

き
は
、
皇
嗣
が
、
直
ち
に
即
位
す
る
」
と
あ
る
。

改
正
し
「
崩
じ
た
と
き
ま
た
は
退
位
し
た
と
き
」

と
改
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
自
明
で
あ

る
。
さ
ら
に
御
退
位
後
陛
下
の
御
身
分
は
ど
う

な
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
太
上
天
皇
（
以
下
上

皇
）
し
か
あ
り
得
な
い
。
ま
さ
か
元
天
皇
と
か

名
誉
天
皇
に
な
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
。
百

歩
い
や
万
歩
下
が
っ
て
「
元
天
皇
」
に
な
ら
れ

た
と
し
よ
う
、
そ
の
お
方
と
皇
后
陛
下
が
皇
族

で
あ
り
続
け
る
た
め
に
は
「
典
範
第
五
条 

皇

后
、
太
皇
太
后
、
皇
太
后
、
親
王
、
親
王
妃
、

内
親
王
、
王
、
王
妃
及
び
女
王
を
皇
族
と
す
る
」

を
改
正
し
、
上
皇
ま
た
は
元
天
皇
元
皇
后
を
挿

入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
改
正
し
な

け
れ
ば
皇
国
二
千
六
百
年
の
歴
史
で
初
め
て
、

天
皇
か
ら
皇
族
以
外
の
身
分
（
ま
さ
か
平
民
？
）

に
な
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に

敬
称
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
殿
下
で
も

閣
下
で
も
無
く
む
ろ
ん
「
さ
ま
」
で
も
な
く
、

陛
下
し
か
あ
り
得
な
い
。
「
典
範
第
二
十
三
条 

天
皇
、
皇
后
、
太
皇
太
后
及
び
皇
太
后
の
敬
称

は
、
陛
下
と
す
る
。」
を
改
正
し
上
皇
ま
た
は
元

天
皇
を
加
え
な
け
れ
ば
御
退
位
後
の
敬
称
が
曖

昧
に
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
、
政
府
に
要
求

し
た
い
。「
憲
法
第
二
条 

皇
位
は
、
世
襲
の
も

の
で
あ
つ
て
、
国
会
の
議
決
し
た
皇
室
典
範
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
継
承
す
る
。
」

と
あ
る
が
、
お
言
葉
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
典
範

以
外
に
よ
っ
て
皇
位
継
承
す
る
の
は
明
ら
か
に

憲
法
違
反
で
あ
り
、「
皇
室
典
範
及
び
法
律
の
定

め
る
所
に
よ
り
」
と
改
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な 

い
。
さ
ら
に
「
第
四
条 
天
皇
は
、
こ
の
憲
法 

の
定
め
る
国
事
に
関
す
る
行
為
の
み
を
行
ひ
、

国
政
に
関
す
る
権
能
を
有
し
な
い
。
」
と
あ
る
。

今
回
お
言
葉
に
よ
っ
て
立
法
す
る
こ
と
に
な
る
。

ま
し
て
や
お
言
葉
で
は
「
個
人
と
し
て
」
と
お

断
り
に
な
っ
て
い
る
以
上
、「
個
人
」
の
言
に
随

い
立
法
す
る
事
に
な
る
。
一
個
人
が
国
政
に
関

す
る
権
能
を
有
す
る
こ
と
に
な
り
、
憲
法
違
反

は
明
白
で
あ
る
。
従
っ
て
憲
法
第
四
条
も
改
正

し
な
け
れ
ば
、
お
言
葉
を
体
す
る
事
は
で
き
な

い
。
上
皇
に
し
ろ
元
天
皇
に
し
ろ
、
憲
法
に
は

規
定
は
な
い
。
既
に
左
翼
は
「
譲
位
は
憲
法
違

反
」
と
言
い
募
っ
て
お
り
、
譲
位
が
実
現
し
た

あ
か
つ
き
に
は
、
自
衛
隊
に
加
え
て
上
皇
を
憲

法
違
反
と
し
て
攻
撃
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
火

を
見
る
よ
り
瞭
ら
か
で
あ
る
。
現
に
反
天
連
は

そ
う
主
張
し
て
い
る
。
政
府
は
特
別
立
法
に
逃

げ
る
こ
と
無
く
、
断
固
と
し
て
憲
法
と
皇
室
典

範
を
改
正
し
、
陛
下
の
大
御
心
に
そ
い
奉
る
べ

き
で
あ
る
。
天
智
天
皇
の
勅
に
「
天
ニ
双
日
無

ク
國
ニ
二
王
無
シ
」
と
あ
る
が
、
わ
が
国
は
つ

い
に
天
皇
と
太
上
天
皇
の
二
王
を
戴
く
こ
と
に

な
る
。
政
府
は
そ
の
覚
悟
で
臨
む
べ
き
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

祝 

新
嘗
祭 

N
P

O

法
人
百
人
の
会 

相
談
役 

高
岡
昭
一 

  

新
嘗
祭
は
宮
中
祭
祀
の
ひ
と
つ
。
収
穫
祭
に

あ
た
る
も
の
で
、1

1

月

2
3

日
に
、
天
皇
が

五
穀
の
新
穀
を
天
神
地
祇
（
て
ん
じ
ん
ち
ぎ
）

に
進
め
、
ま
た
、
自
ら
も
こ
れ
を
食
し
て
、
そ

の
年
の
収
穫
に
感
謝
す
る
。
宮
中
三
殿
の
近
く

に
あ
る
神
嘉
殿
に
て
執
り
行
わ
れ
る
。 

  

農
業
国
家
で
あ
る
日
本
は
、
古
く
か
ら
神
々

に
五
穀
の
収
穫
を
祝
う
風
習
が
あ
っ
た
。
ま
た
、

そ
の
年
の
収
穫
物
は
国
家
と
し
て
も
そ
れ
か
ら

の
一
年
を
養
う
大
切
な
蓄
え
と
な
る
こ
と
か
ら
、

収
穫
物
に
感
謝
す
る
大
事
な
行
事
と
し
て
飛
鳥

時
代
の
皇
極
天
皇
の
時
代
に
始
ま
っ
た
新
嘗
祭

の
日
が
第
二
次
世
界
大
戦
後
のG

H
Q

の
占
領

政
策
に
よ
っ
て
天
皇
行
事
・
国
事
行
為
か
ら
切

り
離
さ
れ
る
形
で
改
め
ら
れ
た
も
の
が
「
勤
労

感
謝
の
日
」
で
あ
る
。 
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第
一
回
「
詔
勅
と
は
」 

 

2
0

1
6

-1
0

-
1

7
日  

や
ま
と
新
聞 

 

は
じ
め
に 

 

『
や
ま
と
新
聞
』
で
御
歴
代
天
皇
の
「
み
こ
と

の
り
」
謹
解
を
寄
稿
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に

心
か
ら
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。 

 

小
生
は
、
昨
年
の
十
二
月
八
日
、
大
東
亜
戦

争
開
戦
詔
書
渙
発
の
日
に
拙
著
『
御
歴
代
天
皇

の
詔
勅
謹
解
』
を
展
転
社
よ
り
上
梓
し
た
。
そ

し
て
『
や
ま
と
新
聞
』
に
有
難
い
書
評
を
掲
載

し
て
い
た
だ
い
た
。 

  

戦
前
は
、
溢
れ
る
よ
う
に
「
み
こ
と
の
り
」

に
関
す
る
本
が
出
版
さ
れ
、
研
究
す
る
学
者
も

た
く
さ
ん
い
た
。
し
か
し
戦
後
は
一
転
し
て
、

「
み
こ
と
の
り
」
に
関
す
る
本
の
出
版
状
況
は

皆
無
と
な
り
、
研
究
し
て
い
る
学
者
も
僅
か
な

状
況
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

小
生
の
よ
う
な
浅
学
菲
才
の
者
が
言
う
の
は
、

畏
れ
多
い
こ
と
な
の
だ
が
、
戦
後
体
制
を
脱
却

し
て
、
天
皇
国
日
本
の
正
し
い
姿
を
再
興
す
る

た
め
に
も
、
日
本
精
神
の
淵
源
で
あ
る
「
み
こ

と
の
り
」
か
ら
学
び
実
践
に
活
か
し
て
い
く
こ

と
が
、
今
こ
そ
求
め
ら
れ
て
い
る
と
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
意
味
か
ら
も
、
一
人

で
も
多
く
の
読
者
に
拙
著
と
合
わ
せ
て
、
こ
の

記
事
を
読
ん
で
い
た
だ
き
、
「
み
こ
と
の
り
」

に
つ
い
て
触
れ
て
い
た
だ
け
る
一
助
に
な
れ
ば

と
願
っ
て
い
る
。 

 

第
一
回
目
は
、
「
み
こ
と
の
り
」
研
究
の
第

一
人
者
で
あ
っ
た
森
清
人
の
著
書
『
大
日
本
詔

勅
通
解
』
及
び
『
大
日
本
詔
勅
謹
解
』
か
ら
「
み

こ
と
の
り
」
の
意
義
な
ど
に
つ
い
て
の
基
本
的

な
概
論
を
ご
紹
介
し
て
い
き
た
い
。 

 

詔
勅
と
は
、
森
清
人
は
『
大
日
本
詔
勅
通
解
』 

      

の
中
で
、
「
法
律
命
令
以
外
で
、
天
皇
の
國
民

に
對
す
る
意
思
表
示
を
さ
れ
し
公
文
書
を
詔
勅

と
い
ふ
。
詔
勅
は
法
律
で
は
な
い
が
國
務
そ
の

他
に
關
す
る
一
種
の
規
範
と
な
り
、
國
務
に
關

す
る
詔
勅
は
、
必
ず
大
臣
の
副
署
を
必
要
と
す

る
。
詔
勅
即
ち
ミ
コ
ト
ノ
リ
は
天
皇
の
『
御
言

を
宣
る
』
の
義
で
、
古
代
は
別
に
詔
勅
に
關
す

る
一
定
の
制
式
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
文

武
天
皇
が
大
寶
令
を
定
め
ら
れ
る
に
及
び
、
唐

の
制
に
倣
つ
て
、
初
め
て
詔
勅
の
制
式
を
定
め

ら
れ
た
。
」
と
詔
勅
の
起
源
、
意
味
に
つ
い
て

説
明
し
て
い
る
。 

『
大
日
本
詔
勅
謹
解
』
の
中
で
、
詔
勅
に
は
、

二
つ
の
形
式
（
詔
勅
・
宣
命
）
が
あ
る
と
し
て

「
一
つ
は
漢
文
體
を
以
て
せ
ら
れ
一
つ
は
宣
命

の
形
式
を
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
然
し
な
が
ら
宣

命
と
漢
文
體
と
は
、
そ
の
形
式
を
異
に
す
る
丈

で
内
容
の
上
に
は
、
何
ら
形
式
の
た
め
に
影
響

さ
れ
た
と
こ
ろ
は
な
い
。
即
ち
内
容
を
表
現
す

る
方
法
の
上
に
變
つ
た
と
こ
ろ
が
あ
ら
う
と
も
、

天
皇
の
御
思
召
を
傳
へ
る
上
に
は
、
そ
こ
に
些

の
異
つ
た
點
は
な
い
と
思
は
れ
る
。
」
と
論
じ

て
い
る
。 

 

本
居
宣
長
は
、
宣
命
に
つ
い
て
研
究
し
た
『
續

紀
歷
朝
詔
詞
解
』
を
著
し
た
こ
と
で
有
名
だ
。

そ
こ
で
本
居
宣
長
の
「
み
こ
と
の
り
」
に
関
す

る
考
え
の
一
端
を
み
て
み
よ
う
。 

『
大
日
本
詔
勅
謹
解
』
の
中
で
、
本
居
宣
長
の

考
え
に
つ
い
て
「
唯
、
本
居
宣
長
の
如
き
は
、

日
本
的
と
い
ふ
意
味
か
ら
宣
命
の
形
式
を
尊
重

し
、
漢
文
體
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
漢
臭
（
支

那
的
）
が
あ
る
の
を
遺
憾
と
す
る
旨
を
述
べ
て

い
る
。
」
と
論
じ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て

「
世
に
い
は
ゆ
る
宣
命
は
、
即
ち
古
へ
の
詔
勅

に
し
て
上
代
の
詔
勅
は
、
此
の
外
に
な
か
り
し

を
、
萬
の
事
、
漢
さ
ま
に
な
ら
ひ
給
ふ
御
世
々
々

と
な
つ
て
は
、
詔
勅
も
、
漢
文
の
を
用
ひ
ら
る

る
こ
と
多
く
な
つ
て
、
後
の
世
に
至
つ
て
は
、

つ
ひ
に
そ
の
漢
文
な
る
方
を
詔
書
、
勅
書
と
は

い
ひ
て
、
も
と
よ
り
の
皇
國
言
の
を
ば
、
分
け

て
宣
命
と
ぞ
い
ひ
な
ら
へ
る
。
」
と
『
續
紀
歷

朝
詔
詞
解
』
か
ら
主
張
の
一
端
を
引
用
し
て
、

宣
命
尊
重
論
を
主
張
し
た
。
と
説
明
し
て
い
る
。 

 

さ
て
戦
後
、
日
本
国
憲
法
で
は
、
詔
勅
を
ど

の
よ
う
に
定
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
？ 

憲

法
前
文
に
は 

「
人
類
普
遍
の
原
理
で
あ
り
、
こ
の
憲
法
は
、

か
か
る
原
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
ら

は
、
こ
れ
に
反
す
る
一
切
の
憲
法
、
法
令
及
び

詔
勅
を
排
除
す
る
。
」 

と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
憲
法
第
九
十
八
条

の
条
項
で
は
、
最
高
法
規
で
あ
る
「
憲
法
」
に

反
す
る
詔
勅
な
ど
は
効
力
を
有
し
な
い
と
明
記

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
現
憲
法
下
で
は
、
詔
勅

に
制
限
が
か
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。 敬

神
愛
民
の
大
御
心
が
現
れ
た
詔
勅
御
歴
代

天
皇
の
詔
勅
か
ら
「
神
を
敬
い
・
民
を
愛
す
る
」

大
御
心
を
拝
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
大
日
本

詔
勅
謹
解
』
の
な
か
で
も
「
歴
代
の
詔
勅
を
拜

誦
し
て
、
最
も
眼
に
つ
く
の
は
、
一
、
敬
神 

二 

愛
民
に
つ
い
て
の
大
御
言
葉
で
、
殊
に
愛
民
の

思
召
を
表
示
せ
ら
れ
、
そ
の
生
活
安
定
を
心
か

ら
祈
ら
れ
る
と
同
時
に
、
政
策
の
上
に
之
を
實

現
さ
れ
た
場
合
を
度
々
拜
す
る
。
」
と
論
じ
て

い
る
。
こ
こ
で
謹
ん
で
「
敬
神
・
愛
民
」
の
大

御
心
が
顕
現
さ
れ
た
詔
勅
の
一
例
を
分
類
し
て

抄
録
し
て
い
く
。 

 ・
疫
病
や
飢
饉
、
災
害
な
ど
に
よ
り
苦
し
む
民

を
救
う
よ
う
仰
せ
に
な
ら
れ
た
詔
勅 

〇
今
よ
り
以
後
、
三
載
に
至
る
ま
で
、
悉
く
課

役
を
除
め
て
百
姓
の
苦
を
息
へ
よ
。
仁
徳
天
皇 

〇
民
苦
を
救
は
せ
、
天
下
諸
國
は
今
年
の
擧
税

の
利
を
収
む
る
こ
と
勿
く
、
竝
に
庸
の
半
を
減

ず
べ
し
。 

文
武
天
皇 

〇
宜
し
く
京
畿
・
七
道
諸
國
の
飢
民
に
、
賑
給

を
量
り
加
へ
支
濟
を
獲
し
む
べ
し
。
仁
明
天
皇 

 

・
御
親
ら
率
先
し
て
模
範
を
お
示
し
に
な
ら
れ

た
詔
勅 

〇
故
れ
帝
王
躬
ら
耕
し
て
農
業
を
勧
め
后
妃
親

ら
蠶
ひ
て
桑
序
を
勉
め
た
ま
ふ
。 

継
体
天
皇 

 

・
民
の
生
業
を
向
上
さ
せ
る
た
め
諸
改
善
を
仰

せ
に
な
ら
れ
た
詔
勅 

〇
船
無
き
に
由
り
て
以
て
甚
に
歩
運
に
苦
む
。

其
れ
諸
國
に
令
ち
て
船
舶
を
造
ら
し
め
よ
。 

崇
神
天
皇 

〇
其
の
國
の
百
姓
、
農
業
に
怠
れ
り
。
其
れ
多

に
池
溝
を
開
り
て
、
以
て
民
の
業
を
寛
め
よ
。 

崇
神
天
皇 

〇
横
源
を
決
り
て
海
に
通
し
、
逆
流
を
塞
ぎ
て
、

以
て
田
宅
を
全
う
せ
し
め
よ
。 

仁
徳
天
皇 

 

・
善
き
ま
つ
り
ご
と
を
執
り
行
う
た
め
臣
下
の

意
見
を
聞
き
た
い
と
仰
せ
に
な
ら
れ
た
詔
勅 

〇
若
し
國
を
利
し
百
姓
を
寛
に
す
る
術
有
ら
ば
、

闕
に
詣
で
て
親
し
く
申
せ
。 

天
武
天
皇 

〇
國
家
の
事
、
萬
機
を
益
す
る
あ
ら
ば
、
必
ず

奏
聞
す
べ
し
。 

元
正
天
皇 

〇
凡
そ
號
令
の
時
に
便
な
ら
ざ
る
も
の
は
、
言

ひ
て
諱
む
こ
と
無
く
、
政
化
の
國
に
益
有
る
も

の
は
、
犯
し
て
隠
す
こ
と
莫
れ
。 

亀
山
天
皇 

「
み
こ
と
の
り
」
は
日
本
民
族
に
と
っ
て
政
治
、

経
済
、
教
育
、
道
徳
な
ど
全
て
の
分
野
を
包
括

し
て
い
る
日
本
精
神
の
根
源
と
な
る
べ
き
尊
き

指
針
な
の
で
あ
る
。 

 

数
多
く
の
尊
き
御
教
え
で
あ
る
御
歴
代
天
皇

の
「
み
こ
と
の
り
」
が
、
現
在
に
伝
え
の
こ
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
、
私
た
ち
日
本
人
に
と
っ
て

民
族
的
な
財
産
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
民

族
的
財
産
で
あ
る
「
み
こ
と
の
り
」
の
一
字
一

句
か
ら
日
本
精
神
と
は
何
か
を
学
び
修
養
す
る

こ
と
の
必
要
性
を
改
め
て
主
張
し
た
い
の
で
あ

る
。
次
回
か
ら
謹
ん
で
御
歴
代
天
皇
の
「
み
こ

と
の
り
」
謹
解
に
入
っ
て
い
く
。 
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陛
下
の
国
民
を
お
思
い
く
だ
さ
る
お
気
持
ち

に
は
無
条
件
で
お
答
え
申
し
上
げ
る
こ
と
が
国

民
の
務
め
。 

「
象
徴
」
と
し
て
の
お
仕
事
を
真
摯
に
な
さ
れ

る
姿
に
国
民
は
大
い
に
感
激
し
て
日
本
人
と
し

て
の
誇
り
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は

多
く
の
国
民
の
承
服
す
る
と
こ
ろ
。
祝
日
に
す

ら
国
旗
を
揚
げ
る
人
が
こ
れ
ほ
ど
い
な
い
時
代

に
な
っ
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
皇
室
へ
の
仰

慕
へ
の
思
い
を
抱
か
れ
る
人
が
圧
倒
的
な
の
は
、

ひ
と
え
に
陛
下
を
は
じ
め
皇
室
の
皆
さ
ん
の
ご

活
躍
の
た
ま
も
の
。
そ
の
陛
下
が
譲
位
を
な
さ

ね
ば
天
皇
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
は
難
し
い
と

お
っ
し
ゃ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
祭
祀
だ
け
を

お
勤
め
い
た
だ
き
、
譲
位
は
で
き
ぬ
」
と
仰
る

保
守
識
者
の
多
き
事
。
国
民
へ
の
ご
意
見
表
明

も
お
つ
つ
し
み
く
だ
さ
い
、
と
語
る
人
も
。 

 

な
ら
ば
問
う
。
国
民
と
皇
室
と
の
き
ず
な
が

こ
れ
ほ
ど
深
く
強
い
の
は
陛
下
ご
一
人
の
神
業

に
近
き
ご
努
力
の
結
果
で
あ
り
、
保
守
を
自
任

す
る
わ
れ
ら
が
ど
れ
ほ
ど
の
こ
と
が
で
き
て
き

た
の
か
。
例
え
ば
国
旗
掲
揚
の
推
進
な
ど
で
皇

室
と
国
民
を
つ
な
ぐ
行
為
を
な
し
て
は
い
る
が

遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
。
こ
の
現
実
を
果
た
し

て
僕
ら
は
ど
れ
だ
け
嘆
い
て
恥
じ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。 

陛
下
の
民
思
う
御
心
に
と
も
な
う
全
国
行
幸

が
あ
っ
て
初
め
て
国
民
は
天
皇
国
日
本
に
生
ま

れ
た
喜
び
を
思
う
の
で
あ
っ
て
、
保
守
が
陛
下

の
行
幸
を
減
ら
し
て
い
た
だ
く
と
い
う
な
ら
国

民
の
陛
下
へ
の
仰
慕
の
思
い
を
育
て
る
た
め
に

必
死
に
な
る
べ
き
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
違
い
ま

す
か
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
し
て
そ
の
実
現

が
で
き
る
自
信
が
な
け
れ
ば
陛
下
の
ご
努
力
の

成
果
と
し
て
の
敬
愛
さ
れ
る
天
皇
像
を
身
を
も

っ
て
示
さ
れ
る
陛
下
に
物
申
す
こ
と
な
ど
で
き

っ
こ
な
い
話
で
は
な
い
か
。
私
は
陛
下
に
感
謝

し
て
奉
迎
さ
せ
て
い
た
だ
く
の
み
で
あ
り
ま
す
。 

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～ 

横
浜
市 

中
村
寿
徳 

帝
の
会
見
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
、
流
石
で

す
。
要
は
「
女
帝
論
争
」
な
ど
、
譲
位
と
は
別

の
問
題
を
取
り
上
げ
て
、
こ
れ
を
利
用
し
よ
う

と
す
る
逆
臣
の
問
題
で
し
ょ
う
が
、
保
守
派
が

皇
室
典
範
に
固
執
す
る
の
は
本
筋
で
は
な
く
、

こ
の
点
、
そ
ち
ら
様
の
仰
る
通
り
に
思
い
ま
す
。 

本
筋
を
い
え
ば
、
帝
の
仰
る
事
は
そ
の
通
り
に

な
さ
り
、
こ
れ
を
機
に
良
か
ら
ぬ
事
を
考
え
る

逆
臣
を
排
し
な
さ
れ
、
と
保
守
派
は
言
う
べ
き

で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
皇
室
典
範
こ
そ
「
無
視
」

し
て
、
陛
下
と
御
二
方
の
親
王
様
で
お
話
し
合

い
に
な
っ
て
決
め
る
べ
き
と
思
わ
れ
ま
す
。 

私
もW

e
b

サ
イ
ト
を
「
千
早
城
」
と
改
め
、

さ
さ
や
か
な
抵
抗
を
し
よ
う
と
。 
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《
→
１
頁
末
尾
よ
り
》 

全
て
を
配
り
最
後
の
市
役
所
に
行
く
と
こ
こ

だ
け
で
も
６
～
７
０
０
名
の
地
元
の
方
が
お
見

え
で
あ
る
。 

 
 

す
で
に
集
合
時
間
の
１
０
時
２
０
分
を
過
ぎ

て
お
り
一
本
も
国
旗
が
配
ら
れ
て
い
な
い
の
で

一
気
に
手
渡
し
で
ほ
ぼ
半
数
を
配
り
終
え
た
と

き
、
県
警
の
え
ら
い
さ
ん
か
ら
こ
こ
は
神
社
庁

の
ほ
う
か
ら
の
配
布
の
予
定
と
の
お
話
を
伺
う
。

明
日
の
小
牧
用
の
国
旗
で
あ
っ
た
た
め
内
心
ほ

っ
と
し
て
回
収
に
動
こ
う
と
し
た
が
こ
れ
も
ス

ト
ッ
プ
。
結
果
、
配
布
を
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
は

そ
の
ま
ま
贈
呈
と
な
る
。
お
そ
ら
く
今
夕
の
奉

迎
や
明
日
の
ご
出
発
時
の
送
迎
に
お
使
い
に
な

る
で
し
ょ
う
。 

平
和
祈
念
館
内
に
お
集
り
の
人
お
よ
そ
３
０

０
名
だ
け
は
国
旗
を
使
わ
な
く
静
か
に
お
迎
え

す
る
と
の
こ
と
で
し
た
の
で
、
奉
迎
終
了
後
に

希
望
者
に
は
国
旗
を
お
渡
し
で
き
る
体
制
を
と

っ
た
と
こ
ろ
大
方
の
方
が
お
持
ち
に
な
っ
た
よ

う
で
あ
り
ま
す
。
同
じ
奉
迎
者
で
あ
っ
て
も
記 

念
の
国
旗
な
し
で
は
申
し
訳
な
い
と
の
私
ど
も

の
判
断
。 

  

１
時
こ
ろ
に
は
す
べ
て
午
前
の
部
の
は
終
了

と
な
り
、
午
後
は
３
時
こ
ろ
よ
り
。
私
は
そ
こ

ま
で
お
ら
れ
ず
に
、
記
念
館
の
見
学
を
し
て
か

ら
帰
宅
し
た
。 

  

記
念
館
の
こ
と
。
満
蒙
に
行
か
れ
た
皆
さ
ん

の
ご
苦
労
は
よ
く
わ
か
る
。
当
時
を
体
験
さ
れ

た
方
の
つ
ら
さ
や
国
策
の
是
非
に
つ
き
非
難
を

な
さ
れ
る
の
も
。
ま
た
様
々
な
感
動
ド
ラ
マ
も

聞
き
、
心
打
た
れ
も
し
た
。
し
か
し
、
違
和
感

が
。 満

州
に
平
和
条
約
を
破
っ
て
侵
攻
し
た
の
は

ソ
連
。
あ
の
虐
殺
や
シ
ベ
リ
ヤ
抑
留
の
大
罪
を

な
し
た
の
も
ソ
連
。
国
内
情
勢
は
食
う
に
食
わ

れ
な
い
飢
餓
で
あ
り
そ
の
対
策
と
し
て
の
満
州

開
発
が
国
策
と
な
る
。
無
論
本
来
は
漢
民
族
の

地
で
は
な
い
。
満
州
国
は
安
全
だ
か
ら
毎
年
１

０
０
万
も
の
漢
人
が
入
っ
て
き
た
こ
と
。
こ
れ

ら
も
ま
っ
と
う
に
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ

ら
を
、
「
満
蒙
開
拓
の
悲
惨
は
日
本
軍
の
自
作

自
演
」
と
政
府
や
軍
の
責
任
を
中
心
に
置
き
語

ら
れ
る
の
は
ど
う
も
。
ま
た
帰
還
政
策
が
遅
れ

た
の
も
日
本
が
占
領
統
治
下
に
あ
っ
た
こ
と
。

海
外
の
日
本
人
の
速
や
か
な
帰
還
を
連
合
国
は

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
と
い
う
条
約
に
お
い
て
み
と
め

て
お
り
、
そ
の
不
履
行
の
責
務
は
彼
の
国
に
あ

る
こ
と
な
ど
の
問
題
で
あ
る
。
陛
下
の
行
幸
の

際
に
担
当
者
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
た
の
か
、

も
し
私
に
説
明
し
た
ご
と
く
陛
下
に
語
ら
れ
て

い
た
と
し
た
ら
。
確
認
を
す
る
の
も
怖
く
な
っ

た
。 今

日
の
趣
旨
に
反
す
る
と
は
思
っ
た
が
、
私

は
個
人
的
な
感
想
と
し
て
案
内
の
女
性
に
は
以

上
を
ソ
フ
ト
に
指
摘
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。 

そ
れ
に
し
て
も
陛
下
が
こ
う
し
て
ご
苦
労
な

さ
っ
て
帰
国
さ
れ
た
体
験
者
に
お
会
い
に
な
り

会
館
に
お
越
し
く
だ
さ
る
の
は
実
に
尊
く
あ
り

が
た
き
こ
と
だ
と
感
激
し
た
一
日
で
あ
り
ま
し

た
。 

～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～
～ 

愛
知 

澤
田
史
朗 

阿
智
村
の
両
陛
下
奉
迎
か
ら
１
時
間
ま
え
に

戻
り
ま
し
た
。 

朝
早
く
か
ら
、
記
念
館
前
に
奉
迎
の
為
に
来

ら
れ
た
２
０
０
名
の
一
団
に
は
日
の
丸
の
小
旗

を
配
ら
な
い
よ
う
に
県
警
か
ら
指
導
さ
れ
ま
し

た
。
満
蒙
記
念
館
の
手
前
の
く
だ
り
坂
の
途
中

の
指
定
エ
リ
ア
に
集
ら
れ
た
善
男
善
女
数
百
名

に
は
杉
田
さ
ん
か
ら
頂
い
た
日
の
丸
の
小
旗
を

２
０
０
本
ほ
ど
配
り
ま
し
た
。
子
供
連
れ
の
若

い
お
母
さ
ん
や
満
蒙
開
拓
に
行
か
れ
た
家
族
を

ご
存
知
の
高
齢
の
方
た
ち
も
沢
山
お
ら
れ
ま
し

た
。
日
の
丸
作
り
や
国
旗
掲
揚
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
を
説
明
し
た
と
こ
ろ
大
変
感
謝
さ
れ
ま

し
た
。 

帰
り
は
紅
葉
を
見
な
が
ら
国
道
を
下
っ
て
足

助
の
町
並
み
と
香
嵐
渓
の
紅
葉
も
横
目
で
見
て

走
っ
て
き
ま
し
た
。 

活
動
資
金
ご
協
力
の
お
願
い 

 

ま
ず
は
平
素
よ
り
私
ど
も
の
活
動
に
力
強
い

ご
支
援
を
賜
り
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

こ
の
レ
ポ
ー
ト
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
日

本
の
将
来
、
子
供
達
に
輝
く
未
来
を
約
束
す
る

た
め
、
な
に
よ
り
も
皇
室
を
大
事
に
思
う
運
動

を
展
開
す
る
任
意
団
体
で
す
。
と
こ
ろ
が
問
題

は
活
動
資
金
。
特
別
な
ス
ポ
ン
サ
ー
な
ど
は
な

く
寄
付
で
賄
っ
て
い
ま
す
。
今
ま
で
以
上
に
が

ん
ば
り
ま
す
。
何
卒
資
金
の
ご
協
力
を
伏
し
て

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

○ 

寄
附
（
カ
ン
パ
金
）
の
主
な
使
途 

・
活
動
の
為
の
資
料
作
成
費
・
発
送
費 

・
交
通
費
・
通
信
費
・
備
品
購
入
費
等 

◇ 

同
封
の
郵
便
振
替
に
て
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

ま
た
は
郵
便
振
替 
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