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3
セ
ミ
ナ
ー
報
告

恒
例
の
全
国
セ
ミ
ナ
ー
が
九
月
二
十
五

日
、
二
十
六
日
の
二
日
に
ね
た
っ
て
千
葉

幕
張
の
海
外
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー
(
0
V

T
A
)

に
於
い
て
、
全
国
か
ら
お
よ
そ
二

百
名
の
参
加
者
の
も
と
に
開
催
さ
れ
た
。

テ
ー
マ
は
「
改
め
て
高
齢
者
問
題
を
考
え

る
」
。東

京
支
部
は
セ
ミ
ナ
ー
実
行
委
只
と
し

て
本
部
に
協
力
す
る
と
と
も
に
、
福
祉
安

貞
会
と
共
同
で
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
と

高
齢
社
会
I
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
関
す

る
会
貝
の
意
識
と
実
態
調
査
」
と
題
し
て

研
究
発
表
に
参
加
す
る
事
に
な
り
会
貝
の

方
々
に
協
力
頂
い
た
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の

デ
ー
タ
作
り
、
パ
ソ
コ
ン
入
力
を
行
っ
た
。

二
十
五
日
午
後
、
福
祉
委
貝
会
は
奥
原

さ
ん
、
当
支
部
は
駒
木
さ
ん
が
発
表
し
、

充
実
し
た
内
容
と
好
評
を
得
た
。
続
い
て

「
高
齢
者
と
介
護
」
の
テ
ー
マ
で
、
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
が
行
お
れ
た
。
講
師
は
、
樋
口

恵
子
、
高
橋
泰
・
大
海
知
子
の
諸
氏
。

懇
親
会
場
は
幕
張
メ
ッ
セ
に
移
り
、
神

奈
川
支
部
の
担
当
で
、
華
麗
な
日
本
舞
踊

等
を
楽
し
み
な
が
ら
一
夕
を
過
ご
し
た
。

二
十
六
日
の
分
科
会
は
、
1
「
く
ら
し
」

2
「
家
族
・
地
域
」
3
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」

4
「
教
育
」
に
分
か
れ
た
。
会
貝
各
自
に

と
っ
て
切
実
な
テ
ー
マ
で
あ
る
だ
け
に
、

熱
心
に
意
見
が
交
ね
さ
れ
、
全
休
討
議
を

経
て
無
事
閉
会
と
な
っ
た
。
東
京
支
部
の

ま
と
め
は
次
頁
を
御
覧
頂
き
た
い
。

(
磯
村
明
子
)

講
演
二
題

好
評
だ
っ
た
三
月
の
最
高
裁
見
学
(
設

計
者
に
よ
る
レ
ク
チ
ャ
ー
付
き
)

に
続
き

清
水
建
設
株
式
会
社
で
活
躍
中
の
二
人
の

建
築
家
の
お
話
を
伺
う
機
会
に
恵
ま
れ
た
。

(
6
/
1
6
)

①
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
の
建
築

設
計
本
部
建
策
設
計
部
長
岡
田
宏
氏

建
築
に
も
衣
服
と
同
様
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

が
あ
り
、
そ
の
基
本
は
衣
服
と
同
様
気
候

や
風
土
で
あ
り
、
そ
の
土
地
に
適
合
し
た

も
の
が
生
ま
れ
た
。
こ
れ
が
建
築
素
材
や

技
術
の
導
入
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
発
達

し
た
と
の
こ
と
。
更
に
は
情
報
の
発
達
も

建
物
を
変
え
た
が
、
よ
い
伝
統
は
そ
の
中

に
も
ず
っ
と
生
き
続
け
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
、
ス
ラ
イ
ド
を
使
っ
て
古
く
は
ロ
マ

ネ
ス
ク
様
式
か
ら
、
ロ
ー
マ
の
も
の
に
近

い
と
さ
れ
る
現
代
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
に
至

る
建
築
様
式
に
つ
い
て
解
説
し
て
頂
い
た
。

世
界
各
地
を
自
由
に
旅
で
き
る
今
日
、
こ

の
お
話
を
頭
に
入
れ
て
訪
問
先
の
建
物
や

都
市
を
見
る
時
、
今
ま
で
と
違
っ
た
も
の

も
見
え
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

②
高
齢
社
会
の
必
要
と
す
る
建
物

建
築
設
計
副
部
長

小
松
正
樹
氏

高
齢
社
会
の
問
題
は
セ
ミ
ナ
ー
の
テ
ー

マ
で
も
あ
り
、
身
近
か
な
問
題
で
も
あ
る
。

二
一
世
紀
前
半
に
は
四
人
に
一
人
は
六
五

歳
以
上
の
高
齢
者
に
な
る
。
こ
の
時
の
為

に
∧
高
齢
者
に
な
っ
て
も
住
め
る
住
宅
V

∧
介
護
し
易
い
住
宅
>
と
い
う
観
点
か
ら

構
造
や
建
築
材
料
へ
の
配
慮
が
必
要
に
な

る
。
家
の
内
外
の
段
差
を
な
く
し
、
床
に

滑
り
難
い
素
材
を
使
う
と
い
う
の
も
そ
の

一
つ
。
新
住
宅
推
進
委
員
会
制
作
の
ビ
デ

オ
を
視
な
が
ら
具
体
的
に
説
明
を
う
け
た
。

ひ
と
苫
前
ま
で
は
障
害
者
の
為
に
考
え
ら

れ
て
い
た
気
配
り
や
補
助
器
具
が
、
ご
く

一
般
の
住
宅
に
も
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

又
、
将
来
私
達
も
お
世
話
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
老
人
向
け
の
ケ
ア
ハ
ウ
ス
も
、
実

際
に
動
き
易
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
精

神
的
に
も
実
に
細
か
く
気
配
り
し
て
作
ら

れ
る
の
た
と
い
、
つ
こ
と
も
解
っ
た
。
行
き

届
い
た
施
設
の
映
像
を
見
な
か
ら
、
さ
ぞ

快
適
を
生
活
だ
ろ
う
と
思
う
反
面
、
や
は

り
我
が
家
で
一
生
元
気
で
生
活
し
た
い
も

の
だ
と
強
く
思
い
も
し
た
。
(
佐
藤
睦
子
)
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ー
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に

関
す
る
会
貝
の
意
識
と
実
態
調
査
-

『
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動

と
高
齢
社
会
』

東
京
支
部
で
は
社
会
福
祉
委
員
会
と
共

同
で
、
本
協
会
,
9
3
年
度
の
セ
ミ
ナ
ー
に
参

加
し
、
表
記
の
テ
ー
マ
に
そ
っ
て
ア
ン
ケ

ー
ト
を
作
成
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
関

す
る
会
員
の
意
識
と
実
態
調
査
を
行
っ
た
。

他
の
委
員
会
と
の
共
同
参
加
は
支
部
に
と

っ
て
初
め
て
で
、
い
ろ
い
ろ
と
勉
強
に
な

り
、
大
変
い
い
体
験
に
な
っ
た
。
支
部
の

中
に
セ
ミ
ナ
I
委
貝
会
を
設
置
し
、
二
二

名
の
委
貝
が
参
加
、
約
半
年
間
に
わ
た
り

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
、
集
計
、
分
析
、
聞
き

取
り
調
査
等
を
行
っ
た
。

目
的

会
貝
対
象
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
行
い
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
つ
い
て

の
会
貝
の
意
識
お
よ
び
実
態
を
調
査
し
、

本
協
会
の
今
後
の
活
動
方
針
の
基
礎
資
料

を
得
る
と
同
時
に
、
今
後
の
高
齢
者
福
祉

の
問
題
を
考
え
る
手
か
か
り
を
得
る
為
の

も
の
で
あ
る
。

調
査
手
続
き
.
9
3
年
5
月
-
6
月
、
会

見
の
約
1
/
3
に
当
た
る
八
〇
四
名
に
調

査
用
紙
郵
送
。
東
京
支
部
会
貝
二
〇
三
名

に
は
「
高
齢
者
に
対
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

に
つ
い
て
の
調
査
」

の
用
紙
を
一
枚
追
加

し
た
。
そ
の
後
問
題
を
よ
り
深
く
ほ
り
さ

け
る
た
め
に
、
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
。

対
象
は
六
名
(
会
貝
五
名
、
非
会
貝
一
名
)
。

今
回
は
紙
面
の
都
合
も
あ
り
、
東
京
支

部
会
貝
の
み
を
対
象
に
行
っ
た
「
高
齢
者

に
対
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
つ
い
て
の
調

査
」
の
篇
乗
に
つ
い
て
報
告
す
る
。
な
お

全
体
の
篇
栗
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
本
部

会
報
に
概
略
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、
セ
ミ

ナ
ー
の
報
告
書
に
も
詳
し
く
掲
載
さ
れ
る

予
定
で
あ
る
。
東
京
支
部
の
聞
き
取
り
調

査
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
後
日
会
貝
の
皆

さ
ま
に
資
料
を
お
届
け
す
る
予
定
な
の
で
、

参
考
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

は
自
分
自
身
を
高
齢
者
だ
と
思
う
人
は
無

く
、
六
〇
歳
代
で
も
9
割
以
上
の
人
が
高

齢
者
だ
と
は
思
っ
て
い
な
い
が
七
〇
歳
代

で
は
約
七
七
%
の
人
が
、
八
〇
歳
代
で
は

約
八
三
%
の
人
が
高
齢
者
と
思
う
よ
う
に

な
る
様
子
が
わ
か
る
。
た
だ
し
七
〇
歳
代

で
二
三
%
、
八
〇
歳
代
で
も
一
七
%
の
人

が
高
齢
者
と
思
っ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
こ

の
会
の
特
徴
で
あ
ろ
う
か
。

歳
代
を
高
齢
と
認
め
た
く
な
い
の
か
、
七

〇
歳
代
を
高
齢
者
と
す
る
人
は
か
え
っ
て

少
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
年
齢
に
関
係

な
い
と
す
る
人
は
四
〇
歳
代
、
つ
い
で
八

〇
歳
代
に
多
く
な
っ
て
い
る
の
も
、
注
目

さ
れ
る
と
こ
ろ
か
と
思
、
つ
。

「
高
齢
者
に
対
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

に
つ
い
て
の
調
査
」
結
果
と
考
察

調
査
数

東
京
支
部
会
貝

二
〇
三
名

回
収
率

五
八
・
六
%
一
一
九
名

回
答
者
の
年
代
別
構
成
比
は
五
〇
歳

代
、
六
〇
歳
代
が
多
く
そ
れ
ぞ
れ
全
体
の

約
1
/
3
を
占
め
て
い
る
。
つ
い
で
四
〇

歳
代
七
〇
歳
代
が
合
わ
せ
て
約
1
/
3

弱
。
八
〇
歳
代
は
数
%
と
な
っ
て
い
る
。

●
ま
ず
高
齢
者
と
い
っ
て
も
何
歳
以
上

を
高
齢
者
と
考
え
る
の
か
会
員
の
意
識
を

聞
い
て
み
た
。
自
分
自
身
を
高
齢
者
と
思

う
か
と
い
う
問
い
に
対
す
る
結
果
は
図
工

の
通
り
で
あ
る
。
四
〇
歳
代
、
五
〇
歳
代

自分を高齢者だと思いますか
(年代8i購戚比)

50後代 eO後代

のIれ・因いいえ

図I量 何歳以上を高齢者だと思いますか

回著書の年代

困80農園70後日80農園年〃Iニ機種番い"その他

m

議

調

肌

肌

的

仙

紬

が

肌

…
議

肌

桝

肌

的

仙

議

が
∴
肌
∴
調

●
次
に
何
歳
以
上
を
高
齢
者
と
思
う
か
、

年
代
別
に
ま
と
め
た
の
か
図
H
で
あ
る
。

四
〇
歳
代
、
五
〇
歳
代
で
は
六
〇
歳
代
を

高
齢
者
と
す
る
人
は
硬
く
わ
ず
か
で
、
七

〇
歳
代
を
高
齢
者
と
す
る
人
が
多
数
を
し

め
て
い
る
。
六
〇
歳
代
で
は
近
づ
く
七
〇

●
現
在
、
家
族
の
中
に
介
護
を
必
要
と

す
る
高
齢
者
が
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て

は
図
Ⅲ
の
と
お
り
で
あ
る
。
五
〇
歳
代
、

六
〇
歳
代
で
多
く
、
七
〇
歳
代
で
も
一
四

%
強
の
人
が
い
る
と
答
え
て
い
る
。
高
齢

者
が
高
齢
者
の
介
護
を
し
て
い
る
実
態
が

わ
か
る
。

●
被
介
護
者
の
回
答
者
と
の
関
係
を
み

る
と
、
姑
と
答
え
た
人
が
約
三
八
%
、
実
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50後代 60後代 70後代 80後代

図書り 回書し

同

調

糊

肌
的

議

仙

紬

が

順

調

母
と
答
え
た
人
が
約
三
八
%
と
ほ
ほ
同
数

で
断
然
多
く
、
介
護
者
は
被
介
護
者
の
何

に
当
た
る
か
そ
の
関
係
を
み
る
と
、
嫁
と

答
え
た
人
が
約
四
九
%
、
娘
と
答
え
た
人

が
約
四
三
%
と
群
を
ぬ
い
て
多
い
。
こ
れ

は
ま
さ
に
高
齢
者
問
題
が
女
性
の
問
題
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

介
護
の
た
め
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
援
助

を
う
け
て
い
る
人
は
、
約
一
七
%
で
あ
る
。

ま
だ
ま
だ
少
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の

援
助
の
内
容
は
デ
イ
ケ
ア
ー
や
シ
ョ
ー
ト

ス
テ
イ
、
家
事
援
助
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て

い
る
。
援
助
を
受
け
な
い
理
由
と
し
て
は
、

必
要
を
感
じ
な
い
、
本
人
が
嫌
う
、
自
分

で
出
来
る
、
気
を
使
う
な
ど
が
あ
げ
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
存
在

を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
も
わ
ず
か

に
あ
っ
た
。

●
過
去
に
高
齢
者
の
介
護
を
経
験
し
て

い
る
人
は
約
六
七
%
あ
る
。
や
は
り
五
〇

歳
代
、
六
〇
歳
代
が
多
く
そ
れ
ぞ
れ
約
七

八
%
、
七
〇
%
で
あ
る
。
八
〇
歳
代
は
過

去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
も
介
護
経
験
は
少
な

く
約
二
八
%
で
あ
る
。
四
〇
歳
代
で
は
五

四
%
、
こ
の
年
代
の
多
く
は
将
来
経
験
せ

ざ
る
を
え
な
い
年
代
と
思
お
れ
る
。
介
護

の
た
め
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
援
助
を
受
け

た
人
は
約
九
%
し
か
い
な
か
っ
た
。
そ
の

な
か
で
受
け
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
は
、

家
族
で
世
話
を
し
た
か
ら
と
い
う
人
が
最

も
多
く
二
八
%
で
、
存
在
を
知
ら
な
か
っ

た
と
い
う
人
も
一
五
%
い
た
。

●
将
来
自
分
自
身
が
介
護
が
必
要
な
状

態
に
な
っ
た
時
、
だ
れ
に

(
ど
こ
に
)

頼

み
た
い
か
、
と
き
い
た
措
栗
が
図
Ⅳ
で
あ

る
。
七
〇
歳
代
で
は
家
族
を
あ
げ
た
人
が

五
七
%
と
一
番
多
く
、
八
〇
歳
代
で
も
五

〇
%
と
多
く
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
四

〇
歳
代
、
五
〇
歳
代
、
六
〇
歳
代
で
は
専

門
施
設
を
あ
げ
た
ひ
と
が
三
〇
%
前
後
に

の
ぼ
り
、
行
政
に
た
い
し
て
期
待
し
て
い

る
人
も
か
な
り
多
い
。
今
後
家
族
の
み
に

介
護
を
期
待
で
き
る
状
態
で
は
な
い
と
、

将
来
の
高
齢
者
予
備
軍
は
考
え
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。

図Ⅳ 将来介護を頼みたい人は
(年代馴)

60後代 70後代 80後代

の筆録 図書購職種日章裏後 日ボランティア 回行事 "その備

伽

脚

部

調
二
間

的

畑

議
∴
榔

l
調
∴
調

結
び

当
協
会
は
高
年
齢
、
高
学
歴
、

有
職
者
及
び
有
職
経
験
者
が
多
い
団
体
と

思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
高
齢
化
、
高
学
歴
化

が
進
む
日
本
の
将
来
の
社
会
の
姿
を
す
で

に
映
し
出
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

国
連
で
は
、
六
五
歳
以
上
を
統
計
上
高

齢
者
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
高
齢
者
が
全

体
の
人
口
に
し
め
る
割
合
が
七
%
を
こ
え

る
と
、
高
齢
者
社
会
に
入
っ
た
と
し
て
い

る
。
日
本
で
は
二
十
一
世
紀
は
じ
め
に
は
、

そ
の
割
合
が
二
五
%
に
達
す
る
見
込
み
な

の
で
、
こ
れ
は
大
変
を
問
題
で
あ
る
と
い

え
よ
う
。
し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
高

齢
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
と
も

な
う
い
ろ
い
ろ
な
困
っ
た
現
象
が
わ
れ
ね

れ
を
苦
し
め
る
の
で
あ
る
。
当
会
貝
は
ア

ン
ケ
ー
ト
の
結
果
で
も
、
ま
た
聞
き
取
り

調
査
に
お
い
て
も
、
高
齢
に
も
か
か
ね
ら

ず
、
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
活
躍
さ
れ
て
い

る
方
が
多
か
っ
た
。
高
齢
者
自
身
が
自
立

し
て
生
活
す
る
こ
と
も
大
切
な
事
で
あ
ろ

う
。
ま
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
関
し
て
も
、

か
な
り
積
極
的
な
関
心
を
も
っ
て
い
る
。

今
後
、
当
協
会
の
役
割
と
し
て
は
、
こ
れ

か
ら
の
高
齢
者
社
会
が
必
要
と
し
て
い
る

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
へ
の
積
極
的
な
参
画

や
、
行
政
へ
の
提
言
は
勿
論
の
こ
と
、
各

会
員
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
対
す
る
要

望
へ
の
橋
渡
し
、
情
報
提
供
等
が
考
え
ら

れ
る
。
ま
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
精
神
の
育
成

に
つ
い
て
は
幼
少
時
か
ら
の
教
育
が
大
切

で
あ
る
。
我
々
自
身
、
そ
の
お
か
れ
た
立

場
で
、
今
一
歩
積
極
的
な
努
力
、
協
力
が

必
要
か
と
思
ね
れ
る
。

本
ア
ン
ケ
ー
ト
、
そ
の
他
調
査
に
ご
協

力
く
だ
さ
っ
た
皆
さ
ま
に
心
よ
り
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

★
セ
ミ
ナ
ー
委
員
会

安
貞
長

有
本
玲
子

委
貝

有
沢
公

磯
村
明
子

北
村
和
子

駒
木
三
枝
子

鈴
木
光
子

関
口
瑞
穂

比
留
間
淑
乃

藤
枝
史
子

溝
渕
ひ
ろ
子

挙
用
正
子

山
村
敬
子

吉
田
桂
子

(
文
責

駒
木

三
枝
子
)
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浴
風
会
見
学
諦

「
し
あ
れ
せ
な
老
後
」
と
い
う
言
葉
ほ
ど

私
達
の
興
味
を
ひ
く
も
の
は
な
い
。
秋
の

セ
ミ
ナ
ー
に
お
い
て
も
、
様
々
を
角
度
か

ら
そ
れ
を
追
求
し
、
研
究
し
て
き
た
。
昨

年
夏
、
約
五
十
名
の
会
貝
の
方
と
共
に
老

人
福
祉
施
設
の
先
駆
的
役
割
を
果
た
し
て

き
た
浴
風
会
を
見
学
す
る
機
会
を
得
た
。

浴
風
園
は
関
東
大
壷
災
で
身
寄
り
を
な

く
し
た
老
人
を
収
容
し
援
護
す
る
と
い
う

目
的
で
設
立
さ
れ
た
の
か
始
ま
り
で
あ
る

と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
昭
和
の
初
め
、

本
人
は
も
と
よ
り
周
囲
も
入
所
を
た
め
ら

う
風
潮
が
支
配
的
で
、
入
所
す
る
よ
う
説

得
す
る
の
か
困
難
だ
っ
た
と
聞
き
、
約
七

十
年
と
い
う
年
月
を
経
た
現
在
の
世
相
と

比
べ
て
、
日
本
人
の
意
識
の
変
化
に
は
全

く
驚
く
ば
か
り
で
あ
る
。

見
学
に
先
立
ち
園
長
先
生
よ
り
老
人
福

祉
の
問
題
点
を
お
聴
き
す
る
。
入
所
希
望

者
は
、
先
ず
地
域
の
福
祉
事
務
所
に
申
請

し
面
接
を
受
け
て
、
入
所
が
決
定
さ
れ
る

と
の
章
。
最
近
の
傾
向
と
し
て
、
経
済
的

理
由
よ
り
、
家
族
の
中
で
精
神
的
に
虐
待

を
受
け
る
な
ど
環
境
的
な
理
由
で
、
一
刻

の
猶
予
も
許
さ
れ
な
い
状
態
に
置
か
れ
た

老
人
が
増
え
て
い
る
と
の
こ
と
。
又
幸
い

「
賽
護
老
人
ホ
ー
ム
」
に
入
所
で
き
た
と

し
て
も
、
そ
の
後
い
わ
ゆ
る
「
寝
た
き
り
」

に
な
り
、
「
特
別
賽
護
老
人
ホ
ー
ム
」
に
移

転
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
、
園
内
に

欠
貝
が
な
く
、
外
の
施
設
へ
移
ら
ざ
る
を

得
な
い
方
も
あ
る
と
の
事
。
以
前
は
元
気

な
入
所
者
は
草
む
し
り
な
ど
の
軽
い
労
働

に
喜
ん
で
従
事
し
て
い
た
が
、
現
在
は
そ

う
い
う
機
会
が
な
く
な
り
、
か
え
っ
て
昔

を
懐
か
し
む
声
が
出
て
い
る
と
か
。
経
済

的
見
地
か
ら
み
て
も
、
大
き
な
矛
盾
点
が

見
つ
か
る
と
の
こ
と
。
せ
め
て
∧
甘
え
V

を
な
く
し
、
で
き
得
る
限
り
自
分
で
自
分

を
支
え
て
い
こ
う
と
い
う
気
概
を
持
ち
つ

づ
け
て
欲
し
い
、
と
の
舐
、
え
。

職
員
の
方
々
の
御
配
慮
に
よ
り
、
施
設

の
中
を
く
ま
な
く
見
学
さ
せ
て
頂
い
た
。

手
入
れ
の
行
き
届
い
た
園
内
。
清
潔
な
居

室
。
最
新
の
入
浴
整
備
な
ど
。
又
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
の
指
導
に
よ
る
書
道
、
俳
句
な
ど

二
十
に
も
の
ぼ
る
同
好
会
と
そ
の
見
事
な

作
品
に
も
接
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

行
政
の
手
厚
い
保
護
と
職
貝
の
方
の
暖

か
い
介
護
、
そ
れ
に
加
え
て
、
も
し
身
内

の
方
の
度
々
の
訪
問
が
受
け
ら
れ
る
な
ら

ば
、
理
想
的
な
老
後
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。

た
だ
入
所
を
希
望
す
る
老
人
す
べ
て
が
こ

の
様
な
施
設
に
入
所
で
き
る
時
が
到
来
し

て
こ
そ
、
日
本
も
本
当
の
福
祉
国
家
の
名

に
値
す
る
、
と
い
う
思
い
が
し
た
。

(
有
沢

公
)

<
東
京
漫
歩
く
ら
ぷ
>

小
江
戸
川
越

鎌
倉
時
代
は
源
頼
朝
の
御
家
人
河
越
太

郎
重
頬
の
本
質
地
、
又
、
江
戸
時
代
に
は

江
戸
後
背
地
の
穀
倉
地
帯
を
押
さ
え
る
要

衝
と
し
て
江
戸
と
の
舟
運
で
栄
、
え
、
大
老
、

老
中
等
幕
府
の
重
臣
や
連
枝
が
藩
主
で
あ

っ
た
川
越
。
十
一
月
十
八
日
、
参
加
三
十

名
で
蔵
造
り
の
残
る
町
並
を
、
野
口
敏
子

様
ご
紹
介
で
浦
和
家
裁
調
停
貝
と
し
共
に

ご
活
躍
の
清
水
様
に
ご
案
内
頂
い
た
。

「
ど
ろ
ば
う
橋
」
を
渡
り
喜
多
院
へ
、
慈

覚
大
師
の
再
興
で
関
東
天
台
宗
の
中
心
と

な
っ
た
古
い
歴
史
を
持
つ
喜
多
院
は
、
江

戸
初
期
家
康
の
帰
依
厚
い
天
海
僧
正
を
住

持
に
迎
、
え
、
川
越
大
火
で
類
焼
後
、
家
光

よ
り
江
戸
城
紅
葉
山
御
殿
の
寄
進
を
受
け
、

客
殿
、
家
光
誕
生
の
問
、
春
日
局
化
粧
の

問
等
初
期
江
戸
城
の
貴
重
を
遺
構
を
今
に

伝
え
る
。
手
入
れ
の
行
届
い
た
遠
州
流
庭

園
は
紅
葉
の
彩
り
も
美
し
く
、
五
百
羅
漢

は
表
情
が
変
化
に
富
み
見
飽
き
な
い
。
「
東

屋
」
で
名
物
の
鰻
を
賞
味
し
、
河
越
垂
頼

墓
所
の
賽
寿
院
に
向
う
。
菓
子
屋
横
丁
で

は
重
心
に
帰
り
名
物
芋
菓
子
を
求
め
、
荒

物
問
屋
と
し
て
の
蔵
、
ト
ロ
ッ
コ
レ
ー
ル

の
残
る
清
水
様
の
お
宅
で
お
茶
と
お
団
子

を
ご
馳
走
に
な
り
、
私
達
の
為
に
改
め
て

川
越
の
歴
史
を
見
直
し
ご
案
内
下
さ
っ
た

ご
厚
意
に
感
謝
し
散
会
。
(
斉
藤
智
恵
)

4
再
だ
巨
.
帥
,
\
何
㍍
中
仙
で
亭
や
り
ノ

弟
つ
毎
ム
ー
・
在
り
素
J
り
I
̃

(
症
当
弁
当
.
窄
舟
薙
)

諏
訪
の
旅

十
月
十
二
日
の
朝
、
財
務

(
委
)

主
催

の
ツ
ア
ー
の
二
台
の
パ
ス
は
新
宿
を
後
に
。

大
渋
滞
を
や
っ
と
抜
け
、
天
候
も
回
復
し

た
項
左
手
に
相
模
湖
が
。
笹
子
ト
ン
ネ
ル

を
抜
け
る
と
葡
萄
畑
や
桃
畑
、
遠
く
ア
ル

プ
ス
連
峰
が
か
す
み
、
八
ガ
岳
、
横
岳
が

く
っ
き
り
と
映
え
、
紅
葉
も
ち
ら
ほ
ら
。

や
が
て
諏
訪
湖
が
見
、
え
、
や
っ
と
ホ
テ
ル

紅
や
に
到
着
。
美
し
く
盛
ら
れ
た
信
州
の

会
席
料
理
に
皆
大
満
足
。
一
息
入
れ
て
湖

畔
に
浦
酒
な
停
ま
い
を
見
せ
る
北
沢
美
術

館
へ
。
こ
こ
は
十
九
世
紀
の
華
ア
ー
ル
・

ヌ
ー
ヴ
ォ
の
工
芸
品
と
現
代
日
本
画
を
収

集
展
示
、
ガ
レ
の
∧
ひ
と
よ
茸
の
ラ
ン
プ
V

=
三
屑
の
色
ガ
ラ
ス
の
グ
ラ
ヴ
ィ
ー
ル
等
、

ガ
レ
や
ド
ー
ム
の
神
秘
的
な
美
を
究
め
た

逸
品
が
四
百
点
以
上
も
。
二
階
で
は
魁
夷
、

松
室
、
郁
夫
、
牢
等
の
作
品
を
鑑
賞
。
次

は
∧
ガ
ラ
ス
の
里
V
。
ア
ー
ル
・
デ
コ
の

巨
匠
ラ
リ
ッ
ク
の
裁
細
で
幻
想
的
な
光
の

芸
術
に
陶
酔
。
既
に
四
時
過
ぎ
、
最
後
に

七
年
毎
の
御
柱
祭
で
高
名
な
諏
訪
大
社

へ
。
老
杉
に
囲
ま
れ
た
静
か
を
境
内
で
各
々

思
い
を
こ
め
て
参
拝
、
帰
途
に
着
い
た
。

(
太
刀
川
洋
子
)
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他
支
部
紹
介

「
地
方
支
部
よ
り
」

福
井
支
部
長

木
村
渥
美

一
九
七
九
年
、
会
貝
の
老
齢
化
、
新
入

者
な
し
の
状
況
に
区
切
り
を
つ
け
、
三
名

が
残
っ
た
。
以
来
、
交
代
者
が
な
い
ま
ま

私
が
支
部
長
と
し
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
一
時
は
二
一
名
ま
で
会
貝
が
ふ

え
、
本
部
主
催
の
セ
ミ
ナ
ー
で
も
二
年
連

続
し
て
報
告
を
行
っ
た
が
、
昨
年
度
末
三

名
退
会
、
現
在
一
八
名
で
あ
る
。
宮
山
、

福
井
両
県
に
散
在
す
る
為
活
動
が
で
き
ず
、

会
費
納
入
で
貢
献
と
い
う
、
会
費
会
貝
に

徹
し
た
運
営
で
来
た
。
会
員
構
成
は
一
貫

し
て
他
府
県
か
ら
の
移
住
者
、
そ
し
て
フ

ル
タ
イ
ム
有
職
者
が
殆
ど
、
地
元
出
身
者

は
大
学
別
の
同
窓
会
に
は
出
て
も
こ
ち
ら

へ
は
入
会
が
少
な
い
。

.
9
5
牛
の
国
際
会
議
ま
で
は
何
と
か
支
部

と
し
て
存
続
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
了
解
の

も
と
に
あ
る
が
、
ど
う
も
一
支
部
だ
け
の

問
題
で
は
な
く
、
I
A
U
W
、
あ
る
い
は

I
F
U
W
と
も
に
再
検
討
の
時
機
が
来
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
女
性
の
大
卒
者

が
極
め
て
少
数
の
時
代
に
掲
げ
た
目
的
や

活
動
方
法
は
、
多
数
、
多
様
な
大
卒
者
の

溢
れ
る
今
日
、
特
に
若
・
壮
年
層
へ
の
ア

ピ
ー
ル
に
向
け
脱
皮
す
る
必
要
を
感
じ
る
。

版
画
講
座

美
術
の
秋
に
ふ
さ
わ
し
く
、
ア
ダ
チ
版

画
研
究
所
社
長
中
山
吉
秋
氏
か
ら
二
回
に

わ
た
り
木
版
画
に
つ
い
て
お
話
を
聞
い
た
。

初
期
の
浮
世
絵
か
ら
現
代
に
至
る
沢
山

の
木
版
画
を
実
際
に
手
に
と
り
、
暖
か
い

和
紙
の
手
触
り
、
本
当
に
木
を
彫
っ
て
刷

ら
れ
た
も
の
か
と
鷲
く
線
の
美
し
さ
、
あ

ざ
や
か
な
絵
の
具
の
色
に
目
を
み
は
っ
た
。

日
本
で
は
、
外
国
で
評
価
さ
れ
た
も
の
、

作
家
の
一
品
物
を
よ
し
と
す
る
風
潮
が
未

だ
に
あ
る
が
、
同
じ
も
の
を
均
一
に
作
り

出
す
職
人
の
技
を
も
っ
と
評
価
し
て
欲
し

い
と
話
さ
れ
、
日
本
が
誇
る
木
版
技
術
の

保
存
に
努
力
さ
れ
て
い
る
熱
意
が
伝
わ
っ

て
く
る
諦
座
で
あ
っ
た
。

第
一
回

木
版
画
の
歴
史
に
つ
い
て

木
版
画
の
歴
史
は
浮
世
絵
の
歴
史
で
あ

る
が
、
浮
世
絵
は
本
来
、
版
元
が
絵
師
、

彫
師
、
摺
師
を
使
っ
て
情
報
を
売
る
手
段

で
、
美
術
品
で
は
な
か
っ
た
。
初
期
の
浮

世
絵
版
画
は
、
墨
一
色
で
吉
原
や
町
人
の

風
俗
を
描
い
て
い
た
が
、
歌
舞
伎
の
隆
盛

に
伴
い
役
者
絵
が
現
れ
た
。
鳥
居
清
信
が

歌
舞
伎
と
の
密
接
な
関
係
を
作
っ
て
か
ら
、

役
者
絵
、
看
板
絵
、
絵
番
付
な
ど
歌
舞
伎

に
関
す
る
一
切
を
取
り
仕
切
る
よ
う
に
な

り
、
鳥
居
派
と
し
て
今
日
ま
で
続
き
、
江

戸
の
荒
事
の
表
現
に
、
ひ
ょ
う
た
ん
足
に

み
み
ず
書
と
い
う
描
法
が
考
案
さ
れ
踏
襲

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
歌
舞
伎
の
華
や
か

さ
を
表
現
す
る
為
に
筆
で
彩
色
す
る
よ
う

に
な
っ
た
が
、
「
見
当
」
と
い
う
鈎
印
を
木

版
に
つ
け
る
工
夫
が
さ
れ
、
多
色
刷
が
可

能
に
な
っ
た
。

明
和
二
年
、
鈴
木
春
信
の
描
く
美
人
画

は
錦
の
よ
う
に
美
し
く
「
錦
絵
」
と
よ
ば

れ
庶
民
に
も
て
は
や
さ
れ
た
。
当
時
の
色

彩
に
乏
し
い
庶
民
生
活
の
中
で
、
色
あ
ざ

や
か
な
美
人
画
や
役
者
絵
が
、
い
か
に
も

て
は
や
さ
れ
た
か
想
像
で
き
る
。

天
明
の
頃
、
浮
世
絵
は
黄
金
期
を
迎
、
え
、

鳥
居
清
長
の
描
く
八
頭
身
美
人
の
情
緒
的

な
絵
は
衣
装
も
最
先
端
を
ゆ
く
拳
や
か
さ

で
も
て
は
や
さ
れ
た
。

清
長
の
影
響
を
受
け
た
喜
多
川
歌
麿
は

馬
屋
重
三
郎
と
い
う
版
元
で
育
て
ら
れ
、

顔
だ
け
大
き
く
描
い
た
い
わ
ゆ
る
雲
母
摺

大
首
絵
の
美
人
画
で
大
人
気
を
得
た
。
し

か
し
、
多
く
の
版
元
の
依
頼
に
応
じ
て
濫

作
に
陥
り
人
気
も
衰
え
て
い
っ
た
。

歌
麿
考
案
の
大
首
絵
を
役
者
絵
に
利
用

し
た
の
か
東
洲
斎
写
楽
で
あ
る
。
彼
は
寛

政
六
年
か
ら
翌
年
二
月
迄
の
僅
か
十
箇
月

問
に
約
百
四
十
枚
の
絵
を
描
い
た
が
、
最

初
の
二
八
枚
の
大
首
絵
の
後
は
画
法
も
変

わ
り
絵
も
小
さ
く
な
っ
た
。
海
外
で
評
価

の
高
い
写
楽
の
作
品
も
大
首
絵
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
浮
世
絵
は
役
者
絵
、
美
人

画
で
あ
く
ま
で
人
間
を
描
い
て
き
た
が
、

葛
飾
北
斎
が
描
い
た
富
嶽
三
六
京
が
大
好

評
で
、
風
景
画
が
庶
民
に
定
着
し
た
。
当

時
の
富
士
請
の
流
行
が
背
景
に
あ
っ
た
。

後
に
北
斎
の
絵
は
う
る
さ
く
難
解
な
も
の

と
な
り
飽
き
ら
れ
て
い
く
。
そ
こ
へ
穏
や

か
で
情
緒
的
な
絵
を
描
く
安
藤
広
重
が
登

場
し
た
。
物
見
遊
山
が
流
行
し
人
の
往
来

が
盛
ん
に
な
っ
た
時
代
に
マ
ッ
チ
し
た
絵

を
描
い
た
広
重
は
、
生
涯
、
人
気
絵
師
で

あ
っ
た
が
、
貧
し
い
職
人
で
、
現
存
の
遺

言
状
に
は
家
を
処
分
し
て
借
金
を
整
理
し

て
く
れ
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
。

明
治
に
な
り
、
写
真
や
他
の
印
刷
技
術

の
発
達
に
伴
い
、
浮
世
絵
版
画
は
本
来
の

働
き
を
失
っ
て
い
っ
た
。

第
二
回

現
代
版
画
技
術
に
つ
い
て

現
代
版
画
の
多
様
な
版
式
の
説
明
と
作

品
を
拝
見
し
た
後
、
摺
姉
さ
ん
が
広
重
の

東
都
名
所
日
本
橋
雪
中
の
図
を
刷
る
の
を

見
学
。
墨
一
色
の
幹
部
に
色
が
加
ね
る
に

従
っ
て
橋
の
上
を
急
ぎ
足
に
往
く
人
、
白

く
雪
を
冠
っ
た
富
士
山
、
そ
し
て
降
り
し

き
る
雪
が
あ
ざ
や
か
に
刷
り
上
が
り
、
感

嘆
の
声
が
あ
が
っ
た
。

(
吉
田
佳
子
)
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遠 藤 美穂子 上 智 荒 川 美 奈 関 学 

高 木 加奈子 上 智 細 田 明 子 新 潟 

行
事
報
告

7
月
l
日

2
2
日

9
月
2
5
日

へ
ー2

6
日

1
0
月
6
日

2
7
日

1
0
月
1
2
日

u
月
1
2
日

1
8
日

1
月
2
2
日

2
9
日

「
と
も
し
ぴ
」
1
4
号
発
行

老
人
医
療
施
設
浴
風
園

見
学

I
A
U
W
セ
ミ
ナ
ー

テ
ー
マ

「
改
め
て
高
齢

者
問
題
を
考
え
る
」

幕
張
メ
ッ
セ

浮
世
絵
講
座
「
木
版
画

の
世
界
」
一
回
目
〃
浮

世
絵
か
ら
現
代
に
至
る

ま
で
〃

二
回
目
〃
木
版
画
の
で

き
る
ま
で
〃

講
師

中
山
吉
秋
氏

諏
訪
の
旅
(
財
務
委
主

催
)第

四
回
漫
歩
く
ら
ぶ

小
江
戸

川
越
見
学

新
春
の
集
い

(
本
部
主

催
)国

内
奨
学
金
贈
呈
式

(
国
内
奨
学
萎
、
社
会
福

祉
妻
と
共
催
)

編
集
後
記

鬱

東
西
ド
イ
ツ
統
一
の
陰
の
「
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
ピ
ク
ニ
ッ
ク
計
画
」
。
中
東
湾
岸
戦
争
の

さ
な
か
当
事
者
の
必
死
の
歩
み
寄
り
。
ユ

ダ
ヤ
と
カ
ソ
リ
ッ
ク
教
会
も
二
千
年
の
長

さ
に
亘
る
対
立
か
ら
和
解
の
道
も
歩
き
始

め
た
と
言
う
。
激
動
す
る
世
界
の
流
れ
に

日
本
の
み
例
外
で
は
な
い
。
私
達
一
人
ひ

と
り
の
願
い
に
明
日
が
託
さ
れ
て
い
る
と

実
感
し
っ
つ
、
新
し
い
午
を
迎
え
た
。

(
A
)

四
号
か
ら
編
集
に
加
わ
り
、
い
ろ
ん
な

意
味
で
啓
発
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
し
、

様
々
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
新
年
度
か
ら

や
っ
と
お
役
御
免
で
、
一
読
者
と
し
て
と

も
し
び
を
眺
め
る
幸
に
浴
す
る
。

思
え
ば
タ
イ
ト
ル
の
字
体
変
更
に
始
っ

て
東
京
大
会
記
念
号
の
編
集
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
な
事
件
̃
が
あ
っ
た
。
特
に
こ
の
二

年
、
若
井
様
が
リ
タ
イ
ア
さ
れ
た
た
め
、

皆
で
責
任
分
担
し
て
編
集
に
当
っ
て
き
た

が
、
と
に
か
く
皆
様
に
感
謝
し
た
い
。

釆
号
か
ら
の
新
鮮
味
溢
れ
る
誌
面
に
御

期
待
下
さ
い
。

(
T
)

と
も
し
び
十
五
号

発
行
日
一
九
九
四
年
二
月
一
日

発
行
大
学
婦
人
協
会
東
京
支
部

̃
い

〒
脚
新
宿
区
新
宿
七
十
七
十
八
戸
山
マ
ン
シ
ョ
ン
二
四
一
号

冊
〇
三
-
三
二
〇
二
I
〇
五
七
二

印
刷
タ
ナ
カ
印
刷
㈱


