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に
あ
る
か
が
語
ら
れ
た
。

最
終
日
、
登
壇
の
小
柳
理
事
長
は
昨

年
秋
に
本
会
編
で
刊
行
さ
れ
た
『
歴
代

天
皇
の
御
製
集
―
九
十
五
方
の
御
歌
を

読
む
―
』（
致
知
出
版
社
刊
）
に
触
れ
つ

つ
、
こ
と
に
幕
末
期
の
孝
明
天
皇
の
御

製
に
大
御
心
を
仰
が
れ
た
。
連
綿
と
続

い
て
き
て
ゐ
る
皇
統
が
い
か
に
尊
い
も

の
で
あ
る
か
が
示
さ
れ
た
。

壇
上
か
ら
の
数
々
の
お
話
は
ど
れ
も

一
言
で
語
り
尽
せ
る
も
の
で
は
な
い
が
、

そ
の
内
容
は
参
加
者
に
と
っ
て
は
大
き

な
示
唆
と
な
っ
た
と
思
は
れ
る
。
班
別

研
修
で
は
様
々
な
感
想
が
述
べ
ら
れ
た

こ
と
と
思
ふ
。「
朝
の
集
ひ
」
で
の
短

歌
の
鑑
賞
は
、
他
で
は
体
験
し
得
な
い

も
の
だ
っ
た
で
あ
ら
う
。

樹
々
に
囲
ま
れ
虫
の
声
が
静
か
に
聞

え
て
く
る
日
常
と
は
違
っ
た
環
境
で
の

合
宿
は
、
日
頃
の
自
分
を
見
つ
め
直
す

貴
重
な
機
会
と
な
っ
た
筈
で
あ
る
。
こ

の
合
宿
で
得
ら
れ
た
も
の
は
、
単
な
る

知
識
で
は
な
く
、
互
ひ
に
意
見
を
交
す

中
か
ら
生
ま
れ
出
て
き
た
日
本
人
と
し

て
の
「
ま
こ
と
」
を
実
感
し
た
こ
と
で

は
な
い
だ
ら
う
か
。
一
言
で
も
心
に
残

る
言
葉
が
あ
っ
た
り
、
う
っ
す
ら
と
で

も
日
本
の
美
し
い
姿
が
心
に
映
じ
て
く

る
な
ら
、
本
当
に
有
難
く
嬉
し
く
思
ふ
。

難
題
を
抱
へ
た
日
本
で
は
あ
る
が
、

参
加
者
の
皆
様
と
共
に
思
ひ
を
ひ
と
つ

に
し
て
前
進
し
た
い
と
意
を
新
た
に
し

て
ゐ
る
。	

（
副
理
事
長
、
若
築
建
設
（
株
））

は
自
ら
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
大
き
な

課
題
に
出
会
っ
た
。
引
き
続
き
合
宿

導
入
講
義
で
私
は
小
林
秀
雄
の
エ
ッ
セ

イ
「
美
を
求
め
る
心
」
を
紹
介
し
つ
つ
、

学
問
に
取
り
組
む
根
本
的
な
姿
勢
に
つ

い
て
拙
見
を
延
べ
た
。
次
の
國
武
忠
彦

先
生
は
、「
話
し
言
葉
は
あ
っ
て
も
文

字
が
な
い
時
代
に
漢
字
が
伝
来
し
て
、

そ
こ
か
ら
仮
名
表
記
が
生
ま
れ
る
ま
で

の
漢
文
と
の
苦
闘
」
と
、
古
代
人
の
言

語
観
、
言
霊
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
。

二
日
目
最
初
の
青
山
直
幸
氏
に
よ
る

短
歌
導
入
講
義
で
は
、「
日
本
人
は
短

歌
を
通
し
て
心
を
磨
き
、
情
意
を
は
ぐ

く
ん
で
き
た
」
と
し
て
、
古
代
か
ら
歌

ひ
継
が
れ
て
き
た
短
歌
の
歩
み
が
紹

介
さ
れ
た
。
続
く
濱
口
和
久
先
生
の
講

義
で
は
、
危
機
に
処
し
た
先
人
の
智
恵

が
語
ら
れ
、
我
が
国
お
よ
び
国
民
自
身

に
共
通
す
る
危
機
意
識
の
欠
如
と
い
ふ

防
災
上
の
今
日
的
課
題
が
指
摘
さ
れ

た
。
そ
し
て
招
聘
講
師
の
松
浦
光
修
先

生
は
「
幕
末
の
志
士
に
学
ぶ
―
そ
の
死

生
観
を
中
心
に
―
」
と
題
さ
れ
て
、
個
々

人
を
超
え
た
永
遠
な
る
命
を
確
信
し
て

ゐ
た
志
士
の
生
き
方
を
そ
の
遺
さ
れ
た

「
言
葉
」
に
辿
ら
れ
た
。「
天
」
と
は
何

か
、「
死
」
と
は
何
か
を
深
く
考
へ
さ

せ
ら
れ
る
御
講
義
で
あ
っ
た
。
次
の
山

内
健
生
氏
に
よ
る
講
義
で
は
「
日
本
の

国
柄
」
の
独
自
性
が
具
体
的
に
示
さ
れ
、

そ
れ
を
断
た
う
と
す
る
内
外
の
動
き
が

あ
っ
て
我
が
国
が
い
か
に
危
ふ
い
現
状

利
に
な
り
、
情
報
技
術
は
格
段
に
発
達

し
て
手
軽
に
多
く
の
情
報
が
得
ら
れ
る

や
う
に
な
る
中
で
、
文
字
離
れ
が
進
ん

で
書
籍
も
読
ま
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
の

う
へ
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
名
の
下
で
、
小

学
校
教
育
に
英
語
が
導
入
さ
れ
て
肝
腎

の
国
語
力
の
方
は
大
丈
夫
な
の
か
と
懸

念
さ
へ
覚
え
る
状
況
で
あ
る
。

か
う
し
た
中
で
開
催
し
た
今
回
の
合

宿
教
室
で
は
、
御
多
分
に
漏
れ
ず
、
参

加
の
呼
び
か
け
で
は
苦
労
し
た
。
だ
が
、

合
宿
教
室
を
終
へ
た
今
、
そ
の
意
義
が

改
め
て
重
く
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

開
会
式
で
は
冒
頭
で
、
す
べ
て
の
祖

先
の
御
霊
に
対
し
て
一
分
間
の
黙
禱
が

捧
げ
ら
れ
た
。
小
柳
志
乃
夫
理
事
長
の

開
会
の
挨
拶
で
は
、「
先
人
と
深
く
付

き
合
ふ
こ
と
、
自
分
と
の
関
は
り
の

中
で
歴
史
を
見
て
行
く
こ
と
が
疎
か
に

な
っ
て
き
て
ゐ
る
」
と
今
日
の
問
題
点

が
指
摘
さ
れ
た
。
開
始
早
々
、
参
加
者

今
年
の
「
第
六
十
九
回
全
国
学
生
青

年
合
宿
教
室
《
主
会
場
》」
は
、
東
京

都
八
王
子
市
の
大
学
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス

に
お
い
て
二
泊
三
日
の
日
程
で
開
催
さ

れ
た
。
案
内
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、
例

年
と
同
じ
く
「
祖
国
・
学
問
・
人
生
を

語
ろ
う
！
」
の
言
葉
を
掲
げ
た
。

調
べ
て
み
た
ら
、
こ
の
言
葉
は
戦
後

二
十
年
を
経
た
昭
和
四
十
年
頃
か
ら
の

「
合
宿
教
室
」
で
よ
く
出
て
き
て
ゐ
る
。

昭
和
四
十
年
と
言
へ
ば
、
前
回
の
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
翌
年
で
高
度
経
済
成

長
の
最さ

中な
か

で
あ
っ
た
。
自
国
の
歴
史
を

顧
み
る
こ
と
よ
り
も
、
新
し
い
時
代
の

到
来
を
歓
迎
す
る
か
の
や
う
に
世
の
中

が
躍
ら
さ
れ
て
ゐ
て
、「
祖
国
・
学
問
・

人
生
」
と
い
ふ
や
う
な
テ
ー
マ
に
つ
い

て
真
摯
に
向
き
合
ふ
こ
と
が
少
な
く

な
っ
て
ゐ
た
の
だ
ら
う
。　

翻
っ
て
六
十
年
近
い
年
月
が
経
っ
た

現
在
は
ど
う
か
。
生
活
様
式
も
一
層
便

日
本
人
と
し
て
の
「
ま
こ
と
」
を
実
感
し
た
合
宿

  —

第
六
十
九
回
全
国
学
生
青
年
合
宿
教
室
《
主
会
場
》開
か
る—
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