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(

第
三
一
四
回) 

 

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
八
日
（
日
） 

会
場
・
旭
区
民
文
化
セ
ン
タ
ー
（
サ
ン
ハ
ー
ト
）
会
議
室 

 

【
秀
句
鑑
賞
】 

鉛
筆
を
削
る
に
ほ
ひ
や
暮
の
春 

 
 
 
 

秀
一 

 

日
常
の
身
の
回
り
の
品
を
手
で
扱
っ
た
り
、
手
慣
れ
た
所
作
を
す
る
と
き
に
季
節
の
移
ろ
い
を
感
じ
取
る
、
と
い
う
句
立
て
は
、

古
来
か
ら
よ
く
使
わ
れ
る
作
句
法
の
一
つ
で
あ
る
。 

今
で
こ
そ
筆
記
具
の
首
座
は
ボ
ー
ル
ペ
ン
に
奪
わ
れ
た
感
が
あ
る
が
、
鉛
筆
愛
好
家
は
少
な
か
ら
ず
い
る
。
日
常
の
と
あ
る
時
間

の
隙
間
に
、
溜
め
て
い
た
何
本
か
の
鉛
筆
を
削
る
と
き
、
鉛
筆
の
軸
材
の
独
特
な
香
り
が
身
を
包
む
。
そ
の
と
き
、
過
ぎ
行
く
季

節
の
間
に
出
会
っ
た
人
々
の
顔
が
瞼
に
浮
か
び
、
様
々
な
出
来
事
の
断
片
が
脳
裏
を
走
る
。 

こ
の
「
鉛
筆
を
削
る
匂
い
」
と
組
み
合
わ
せ
る
季
節
は
、
春
の
終
わ
り
に
限
定
さ
れ
ず
、
秋
あ
る
い
は
冬
の
終
わ
り
と
す
る
こ

と
も
で
き
る
が
、
掲
句
で
は
、
作
者
は
暮
の
春
と
断
定
し
た
。
作
者
が
脳
裏
に
浮
か
べ
た
人
々
や
出
来
事
は
、
作
者
に
と
っ
て
肯

定
的
な
好
ま
し
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
俳
句
に
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
間
に
作
者
が
垣
間
見
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る 

 

【
秀
句
鑑
賞
】 

花
冷
え
や
書
展
の
仮
名
の
読
め
ぬ
ま
ま 

 

友
子 

 

漢
字
文
化
圏
の
な
か
で
日
本
独
自
の
仮
名
文
字
は
、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
漢
字
を
崩
し
て
字
体
が
考
案
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
崩
し

方
に
は
基
本
的
な
ル
ー
ル
が
あ
り
、
書
展
の
出
品
者
が
こ
の
基
本
ル
ー
ル
か
ら
大
き
く
逸
脱
し
た
者
、
あ
る
い
は
所
謂
前
衛
派
の

書
家
で
な
い
限
り
、
書
展
に
自
ら
の
意
思
で
立
ち
寄
ろ
う
と
す
る
ほ
ど
の
観
覧
者
で
あ
れ
ば
、
そ
の
仮
名
文
字
は
読
み
取
れ
る
は

ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
掲
句
は
生
ま
れ
な
い
。 

作
者
は
仮
名
書
の
判
読
能
力
に
関
し
て
は
評
者
と
同
程
度
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
評
者
は
何
度
か
書
道
展
に

招
か
れ
、
見
事
な
仮
名
文
字
に
出
会
っ
て
も
、
す
ぐ
に
隣
に
貼
ら
れ
て
い
る
活
字
体
に
毎
度
目
を
や
っ
て
仕
舞
う
始
末
で
あ
る
。 

聞
け
ば
作
者
の
ご
夫
君
が
句
会
場
ち
か
く
の
ホ
ー
ル
の
書
展
に
出
品
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。
句
会
終
了
後
に
そ
の
書
展
を
の

ぞ
い
て
み
た
が
、
案
の
定
、
評
者
に
は
判
読
不
能
な
作
品
が
多
か
っ
た
。
掲
句
は
、
仮
名
が
読
め
な
い
の
に
観
覧
し
て
い
る
こ
の

我
よ
、
と
少
し
自
嘲
気
味
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。 

「
読
め
ぬ
ま
ま
」
と
「
花
冷
え
」
が
両
方
と
も
ネ
ガ
テ
イ
ブ
で
あ
る
の
で
、
「
花
冷
え
」
に
代
え
て
「
木
の
芽
晴
れ
」
の
よ
う
に

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
季
語
に
す
る
と
よ
い
。 

 

【
秀
句
鑑
賞
】 

リ
ラ
冷
え
の
バ
ル
サ
ミ
コ
酢
の
甘
さ
か
な 

明
美 

 

料
理
や
グ
ル
メ
の
門
外
漢
で
あ
る
評
者
に
は
初
め
て
耳
に
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
が
、
辞
書
に
よ
れ
ば
バ
ル
サ
ミ
コ
酢
と
は
、
イ

タ
リ
ア
の
熟
成
期
間
が
長
い
高
級
醸
造
酢
で
あ
っ
て
、
黒
み
を
帯
び
甘
み
が
あ
る
と
言
う
。
こ
の
句
の
上
手
い
と
こ
ろ
は
、「
花

冷
え
」 

、「
さ
く
ら
冷
え
」、「
木
の
芽
冷
え
」、「
若
葉
冷
え
」
と
い
う
季
語
の
代
わ
り
に
「
リ
ラ
冷
え
」
を
使
用
し
た
こ
と
に
あ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
句
全
体
が
洒
落
た
印
象
の
も
の
と
な
り
、「
バ
ル
サ
ミ
コ
酢
」
が
新
鮮
な
意
味
あ
る
言
葉
と
し
て
響
い
て

来
る
。
リ
ラ
冷
と
甘
さ
と
の
斡
旋
も
良
い
。 

掲
句
の
意
味
は
、
リ
ラ
冷
え
の
空
気
の
中
に
た
ま
た
ま
使
っ
た
バ
ル
サ
ミ
コ
酢
が
甘
か
っ
た
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
俳



句
は
意
味
も
大
事
で
あ
る
が
、
俳
句
に
は
ま
た
音
の
調
べ
を
楽
し
む
側
面
が
あ
る
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。「
バ
ル
サ
ミ
コ

酢
」
が
俳
句
に
使
え
る
と
見
て
と
っ
た
作
者
の
眼
力
は
鋭
い
。
伝
統
的
な
句
作
り
が
多
い
中
で
、
作
者
の
意
欲
的
な
句
作
り
に
は

敬
服
す
る
。 

 【
秀
句
鑑
賞
】 

年
を
経
て
一
人
暮
ら
し
も
春
景
色 

 
 
 

直
子 

 

人
生
の
あ
る
時
点
か
ら
一
人
暮
ら
し
に
な
っ
た
。
一
人
暮
ら
し
を
始
め
た
経
緯
と
当
時
の
思
い
は
、
記
憶
の
中
に
今
も
生
き
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
現
時
点
で
は
一
人
暮
ら
し
も
佳
き
も
の
か
な
と
、
達
観
す
る
作
者
が
そ
こ
に
い
る
。 

掲
句
の
素
晴
ら
し
い
と
こ
ろ
は
、
自
分
自
身
の
一
人
暮
ら
し
を
こ
れ
も
春
景
色
の
一
部
で
あ
る
、
と
自
己
の
現
状
を
肯
定
的
に

客
観
視
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

究
極
の
俳
句
は
己
れ
を
詠
む
も
の
だ
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
句
が
正
に
そ
れ
で
あ
る
。
人
の
心
に
深
く
沈
潜
す
る
優
れ
た
境
涯

句
は
、
皮
相
的
な
型
通
り
の
写
生
句
を
い
つ
も
凌
駕
す
る
。 

 

【
互
選
句
鑑
賞
】 

さ
ら
は
れ
し
浜
に
泳
ぐ
や
鯉
幟 

 
 

 
 

ツ
ル
子 

 

東
日
本
大
震
災
の
津
波
被
害
を
受
け
た
海
岸
地
帯
の
人
々
を
想
い
や
っ
た
句
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、「
泳
ぐ
」
と
「
鯉
幟
」

の
間
に
切
れ
字
の
「
や
」
を
置
い
た
の
で
は
、「
泳
ぐ
」
が
作
者
の
使
用
意
図
と
は
別
に
、
季
語
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
し
ま
う
。

津
波
の
襲
来
し
た
浜
辺
付
近
を
誰
か
人
が
泳
い
で
お
り
、
そ
の
上
を
鯉
幟
が
風
に
吹
か
れ
て
い
る
、
と
い
う
句
に
な
っ
て
し
ま
う
。 

 

人
や
建
物
が
海
に
攫
わ
れ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
浜
の
空
を
「
鯉
幟
が
泳
い
で
い
る
」
こ
と
を
詠
み
た
い
の
で
あ
れ
ば
、「
泳
ぐ

や
」
を
消
し
て
、
別
の
言
葉
に
置
き
換
え
た
方
が
良
い
。
例
え
ば
、「
高
ら
か
と
」
に
す
る
と
、
希
望
の
象
徴
と
し
て
の
「
鯉
幟
」

の
存
在
が
よ
り
鮮
明
に
な
る
。 

 

【
自
句
自
解
】 

逝
く
春
や
都
電
は
音
を
轢
き
な
が
ら 

 
 

守 

 

一
陣
の
風
が
落
ち
葉
な
ど
を
巻
き
上
げ
、
そ
れ
ら
が
都
電
の
路
面
に
散
乱
す
る
。
そ
こ
に
一
台
の
都
電
が
進
入
し
て
来
た
。 

都
電
の
前
輪
が
レ
ー
ル
上
の
散
乱
物
を
轢
き
、
後
続
の
車
輪
が
そ
の
散
乱
物
を
更
に
轢
い
て
行
っ
た
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
前
輪
が

立
て
た
音
を
後
続
の
車
輪
が
轢
い
て
行
く
か
の
よ
う
に
聞
こ
え
た
。 

「
音
を
轢
き
な
が
ら
」
の
フ
レ
ー
ズ
は
そ
の
と
き
の
音
響
的
イ
メ
ー
ジ
を
直
感
的
に
言
葉
に
置
換
え
た
も
の
で
あ
る
。
大
方
の

読
み
手
に
と
っ
て
は
、
こ
の
「
音
を
轢
く
」 

と
い
う
表
現
は
容
易
に
は
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
自
分
自
身
の
得
た

初
発
の
言
葉
を
大
事
に
す
る
こ
と
に
し
た
。 

 

【
互
選
句
鑑
賞
】 

下
萌
え
や
箱
根
連
山
晴
れ
わ
た
る 

 
 
 

幸 

 

下
萌
え
と
い
う
近
景
に
箱
根
連
山
と
い
う
遠
景
を
配
置
し
た
伝
統
的
な
作
り
方
に
よ
る
、
平
明
な
句
で
あ
る
。
下
五
の
「
晴
れ

わ
た
る
」
に
よ
っ
て
、
春
の
息
吹
に
満
ち
溢
れ
た
空
気
の
中
を
山
歩
き
に
向
か
っ
て
い
る
、
と
い
う
作
者
の
生
き
て
い
る
充
実
感

や
爽
快
感
が
過
不
足
な
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
山
歩
き
を
日
常
的
に
楽
し
ん
で
い
る
作
者
な
ら
で
は
の
句
で
あ
る
。 



  

「
互
選
句
鑑
賞
」 

野
天
風
呂
か
わ
ら
の
上
の
春
の
雲 

 
 
 

真
三 

 

作
者
の
お
人
柄
が
現
わ
れ
た
ゆ
っ
た
り
と
し
た
叙
景
句
で
あ
る
。
技
巧
を
こ
ら
さ
ず
に
目
に
触
れ
た
光
景
を
、
そ
の
と
き
受
け

た
感
動
に
し
た
が
っ
て
あ
り
の
ま
ま
に
詠
ん
で
い
る
。「
か
わ
ら
」
が
露
天
風
呂
の
敷
地
を
取
り
囲
む
瓦
垣
や
瓦
塀
の
天
辺
の
瓦

を
指
す
も
の
な
の
か
、
露
天
風
呂
か
ら
見
え
る
町
並
み
の
瓦
葺
き
屋
根
を
指
す
も
の
な
の
か
、
判
然
と
し
な
い
が
、
評
者
と
し
て

は
後
者
を
と
り
た
い
。
と
す
れ
ば
、
露
天
風
呂
と
い
う
近
景
と
、
瓦
葺
き
の
町
並
み
と
そ
の
上
に
あ
る
雲
と
い
う
遠
景
を
詠
み
込

ん
だ
句
と
な
る
。 

「
か
わ
ら
」
の
代
わ
り
に
「
甍
」
と
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
甍
に
は
屋
根
の
棟
瓦
の
意
味
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
す
る
と
、

作
者
が
疲
れ
を
解
し
て
い
る
露
天
風
呂
か
ら
、
瓦
葺
き
の
し
っ
と
り
し
た
町
並
み
が
見
渡
せ
、
そ
の
町
並
み
の
上
に
春
の
雲
が
ゆ

っ
た
り
漂
っ
て
い
る
情
景
が
良
く
分
か
る
。
露
天
風
呂
の
句
は
俗
に
流
れ
や
す
く
、
作
る
の
が
難
し
い
が
、
掲
句
は
正
統
的
な
作

り
方
に
徹
す
る
こ
と
に
よ
り
成
功
し
て
い
る
。 

 

【
互
選
句
鑑
賞
】 

ふ
ら
こ
こ
や
餓
鬼
大
将
の
今
は
な
き 

 
 

ツ
ル
子 

 

ブ
ラ
ン
コ
の
あ
る
公
園
に
餓
鬼
大
将
が
い
な
い
、
子
ど
も
皆
が
ふ
ら
こ
こ
を
順
番
に
平
等
に
使
っ
て
い
る
、
と
い
う
句
で
あ
る
。

た
だ
し
、「
今
は
な
き
」
と
す
る
と
、
昔
は
い
た
が
「
今
は
い
な
い
」
と
い
う
断
定
の
句
に
な
っ
て
し
ま
う
。
評
者
の
見
聞
で
は
、

餓
鬼
大
将
的
存
在
が
消
え
て
し
ま
っ
た
と
言
う
の
は
、
少
し
言
い
過
ぎ
か
も
知
れ
な
い
。
読
み
手
に
は
、
今
の
時
代
に
は
本
当
に

餓
鬼
大
将
は
存
在
し
て
い
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
、
ま
た
、
餓
鬼
大
将
消
失
の
理
由
は
何
な
の
か
ま
で
考
え
さ
せ
ら
れ
て

し
ま
う
。
い
わ
ゆ
る
理
屈
っ
ぽ
い
句
と
受
け
止
め
ら
れ
易
い
。 

「
今
は
な
き
」
を
「
声
の
な
し
」
に
変
え
れ
ば
、
餓
鬼
大
将
は
今
の
時
代
も
い
る
が
、
今
現
在
、
ふ
ら
こ
こ
の
付
近
に
は
餓
鬼
大

将
の
姿
は
見
え
な
い
と
い
う
句
に
な
ろ
う
か
。 
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