
委
任
含
め
て
36
名
が
出
席
、
来
賓

の
府
連
近
藤
好
幸
事
務
局
長
か
ら
挨

拶
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
日
頃
の
西

支
部
活
動
に
伴
う
府
連
活
動
へ
の
参

加
協
力
に
感
謝
の
評
価
を
、
西
区
９

条
を
守
る
会
か
ら
連
帯
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
い
た
だ
き
ま
し
た
。

西
支
部
活
動
の
１
年
は
53
画
面
の

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
で
コ
メ
ン
ト
を
入

れ
な
が
ら
進
め
、

そ
の
時
そ
の
時
を

思
い
浮
か
べ
な
が

ら
説
明
。
組
織
増

勢
で
は
16
名
の
前

進
が
あ
り
、
念
願

の
三
桁
も
視
野
に

入
っ
て
く
る
状
況

に
な
っ
て
い
ま
す
。

16
名
が
発
言
、
太

極
拳
活
動
や
山
・

歌
声
・
詩
吟
等
文

化
の
話
も
あ
り
、

処
理
水
放
出
で
は

怒
り
の
言
葉
が
あ

り
ま
し
た
。
50
年

会
員
の
方
は
１
年

に
一
度
の
総
会
出
席
を
楽
し
み
に
し

て
い
る
、
西
支
部
ニ
ュ
ー
ス
・
府
連

通
信
ま
た
全
国
紙
に
西
支
部
が
載
っ

て
い
る
と
き
は
嬉
し
い
と
激
励
の
言

葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
い
つ
ま
で

も
活
発
な
活
動
し
て
い
る
西
支
部
を

ほ
こ
り
に
思
っ
て
い
ま
す
、
い
つ
い

つ
ま
で
も
よ
ろ
し
く
と
ほ
ほ
え
ん
で

お
ら
れ
ま
し
た
。(

平
松

悦
雄)
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西
支
部
総
会

16
名
の
会
員
増
で
開
会

50
年
会
員
が
支
部
活
動
を
高
く
評
価

総
会
は
、
恒
例
に
も
な
っ
て
い
る

山
本
恒
人
さ
ん
（
大
阪
府
連
副
会
長
）

に
よ
る
最
近
中
国
事
情
を
、
日
本
と

中
国
が
再
び
戦
争
を
し
な
い
と
誓
っ

た
日
中
国
交
正
常
化
の
原
点
の
立
場

か
ら
短
時
間
の
中
で
解
説
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

特
に
日
中
関
係
が
必
ず

し
も
良
好
で
は
な
い
中
で
、

城
北
支
部
が
発
足
当
初
38

人
か
ら
始
ま
り
、
現
在

60
人
に
増
え
、
コ
ロ
ナ
禍

で
も
粘
り
強
く
文
化
行
事

や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
行

事
に
取
り
組
み
会
員
が
増

え
て
い
る
こ
と
が
、
大
阪
府
連
の
中

で
も
話
題
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な
ど

も
山
本
副
会
長
か
ら
話
さ
れ
ま
し
た
。

佐
藤
支
部
長
も
大
き
な
手
術
を
し

た
後
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
駆
け
つ
け

て
主
催
者
の
挨
拶
を
し
ま
し
た
。

会
員
拡
大
な
ど
さ
ら
な
る

飛
躍
を
め
ざ
す
と
し
て
、
出

席
会
員
に
も
協
会
を
大
き
く

す
る
運
動
を
呼
び
か
け
ま
し

た
。
そ
し
て
コ
ロ
ナ
禍
を
乗

り
越
え
て
、
文
化
行
事
も
増

や
し
会
員
同
士
の
交
流
も
深

め
あ
い
た
い
と
決
意
を
語
り

ま
し
た
。
（
粟
田

三
樹
夫
）

戦
争
で
多
く
の
犠
牲
者
が
出
て
、

戦
後
は
貧
し
く
て
食
べ
ら
れ
な
か
っ

た
り
、
労
働
争
議
も
経
験
。
モ
ノ
づ

く
り
、
会
社
も
経
営
し
、

倒
産
し
た
こ
と
も
あ
り
ま

し
た
。

高
齢
に
な
っ
て
、
関
西

勤
労
協
の
鰺
坂
さ
ん
か
ら

「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
」
を
学

び
、
論
理
的
な
思
考
・
考

え
方
は
視
野
を
広
げ
て
く

れ
、
も
の
ご
と
を
よ
く
理

解
で
き
る
こ
と
を
学
び
ま
し
た
。

大
国
に
な
っ
た
中
国
が
様
々
な
問

題
を
抱
え
て
お
り
、
中
国
の
こ
と
を

も
っ
と
知
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま

し
た
。
そ
ん
な
時
に
中
国
百
科
検
定

を
勧
め
ら
れ
、
学
習
を
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
中
河
内
支
部

の
学
習
会
に
も
参
加
し
、
初

級
、
３
級
、
２
級
に
合
格
し
、

今
年
は
１
級
に
挑
戦
し
ま
す
。

学
習
を
し
て
い
る
と
頭
が

活
性
化
し
、
体
調
も
良
く
、

健
康
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。
来

年
１
月
で
90
歳
に
な
り
ま
す
。

80
の
手
習
い
、
90
の
挑
戦
で

す
。
み
な
さ
ん
も
、
ぜ
ひ
挑
戦
し
て

く
だ
さ
い
。

（
中
河
内
支
部

今
井

輝
生

89
歳
）

城
北
支
部

第
４
回
総
会
を
開
催

会
員
拡
大
で
前
進

最
新
中
国
事
情
を
学
ぶ

１
９
３
１
年
に
満
州
事
変
を
起
こ

し
た
日
本
は
、
一
気
に
軍
国
主
義
を

進
め
ま
す
。
１
９
３
６
年
、
日
本
は

東
ア
ジ
ア
で
の
戦
争
に
備
え
、
再
び

総
督
に
武
官
を
任
命
し
ま
す
。

台
湾
の
人
々
に
対
す
る
皇
民
化

（
植
民
地
の
人
々
に
天
皇
へ
の
忠
誠

心
を
植
え
付
け
、
自
分
は
立
派
な
日

本
人
に
な
る
の
だ
と
思
わ

せ
る
）
の
本
格
化
に
よ
り
、

台
湾
人
は
母
国
語
使
用
が

禁
止
さ
れ
、
学
校
や
新
聞
、

芸
能
や
演
劇
に
ま
で
日
本

語
が
強
制
さ
れ
ま
す
。
日

本
式
姓
名
へ
の
改
姓
名
運

動
も
開
始
さ
れ
、
神
社
参

拝
、
天
皇
崇
拝
、
宮
城
遥

拝
が
強
制
さ
れ
ま
す
。

軍
事
面
で
は
最
初
は
志

願
兵
制
度
が
と
ら
れ
ま
し

た
が
、
戦
争
末
期
の
１
９

４
４
年
に
な
る
と
徴
兵
制
が
実
施
さ

れ
ま
す
。
特
に
山
岳
民
の
高
砂
族
は

ジ
ャ
ン
グ
ル
で
の
戦
い
に
有
利
だ
か

ら
と
、
高
砂
義
勇
隊
と
し
て
太
平
洋

戦
線
に
送
ら
れ
ま
し
た
。

日
本
は
、
台
湾
の
人
か
ら
母
国
語

と
名
前
を
奪
い
、
日
本
人
兵
と
し
て

南
方
の
最
前
線
な
ど
に
送
り
込
み
ま

し
た
。
お
よ
そ
21
万

人
の
台
湾
人
軍
人
・

軍
属
の
う
ち
、
３
万

人
が
命
を
落
と
し
て

い
ま
す
。
亡
く
な
っ

た
軍
人
の
多
く
は
靖

国
神
社
に
合
祀
さ
れ
、

遺
族
は
抗
議
し
て
い

ま
す
。
ま
た
日
本
人

に
は
支
給
さ
れ
た
軍

人
恩
給
も
、
日
本
人

で
は
な
い
と
い
う
理

由
で
支
給
さ
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。

戦
後
29
年
目
の
１
９
７
４
年
に
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
モ
ロ
タ
イ
島
で

旧
日
本
兵
が
発
見
さ
れ
ま
す
。
彼

は
「
陸
軍
一
等
兵
中
村
輝
夫
で
あ

り
ま
す
。
日
本
は
ま
だ
負
け
て
は
お

り
ま
せ
ん
」
と
答
え
ま
し
た
。
彼
は

台
湾
人
で
、
本
名
は
ス
ニ
ヨ
ン
と
言

い
ま
す
。
１
９
４
２
年
、23

歳
の
時

に
日
本
兵
と
し
て
モ
ロ
タ
イ
島
に
送

り
込
ま
れ
、
戦
闘
で
部
隊
と
は
ぐ
れ

て
以
来
、
ひ
と
り
ジ
ャ
ン
グ
ル
で
生

き
延
び
た
の
で
す
。
彼
は
未
払
い
給

与
と
帰
還
手
当
を
合
わ
せ
た
６
万
８

千
円
を
渡
さ
れ
た
だ
け
で
台
湾
に
帰

さ
れ
ま
し
た
。

台
湾
で
は
子
ど
も
た
ち
も
日
本
の

戦
争
に
駆
り
出
さ
れ
ま
し
た
。
２
万

人
と
も
言
わ
れ
る
台
湾
人
学
徒
兵
の

３
分
の
２
は
16
歳
未
満
だ
っ
た
と
い

い
ま
す
。
ま
た
年
間
８
千
人
以
上
の

子
ど
も
た
ち
が
日
本
に
送
ら
れ
、
各

地
の
軍
事
工
場
で
働
か
さ
れ
ま
し
た
。

台
湾
の
子
ど
も
た
ち
の
多
く
は
戦

闘
で
、
空
襲
で
、
犠
牲
に
な
っ
た
の

で
す
。

(

高
田

佳
誉
子)

ビ
ギ
ナ
ー
ズ
台
湾

第
３
回

日
本
統
治
期

軍
国
主
義
の
日
本
下
で
子
ど
も
が
犠
牲
に

中
河
内
支
部

中
国
百
科
検
定
に
挑
戦

中
国
の
こ
と
を
も
っ
と
知
り
た
い

12
月
17
日
（
日
）

堺
支
部
総
会

13
時
～

「
い
の
ち
見
つ
め
て
」

上
映
会

14
時
～

堺
市
総
合
福
祉
会
館

10
月
21
日
、
日
中
堺
支
部
堺
泉

州
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
【
和
泉
市
と

堺
市
に
ま
た
が
る
光
明
池
工
事
と

朝
鮮
人
労
働
者
】
現
地
学
習
会
に

参
加
し
ま
し
た
。

古
代
か
ら
朝
鮮
半
島
と
光
明
池

は
つ
な
が
り
が
あ
り
和
泉
市
か
ら

大
阪
狭
山
市
に
か
け
て
、
須
恵
器

の
一
大
生
産
地
帯
で
し
た
。
そ
の

証
拠
と
し
て
須
恵
器
の

窯
跡
が
光
明
池
築
造
工

事
の
時
や
戦
後
の
改
修

工
事
で
も
見
つ
か
っ
て

い
ま
す
。

実
は
、
光
明
池
は
古

代
か
ら
あ
っ
た
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
昭
和
初

期
、
旧
泉
北
郡
（
現
在

の
和
泉
、
堺
、
高
石
、

泉
大
津
、
忠
岡
の
16
力

町
村
）
の
農
業
用
水
を

供
給
す
る
た
め
の
ダ
ム
な
の
で
す
。

光
明
皇
后
と
は
何
ら
関
係
が
あ
り

ま
せ
ん
。

工
事
は
１
９
３
１
年
か
ら
５
年

か
け
て
完
成
。
そ
の
工
事
に
３
０

０
名
近
く
の
朝
鮮
人
労
働
者
が
従

事
し
ま
し
た
。
つ
る
は
し
と
ト
ロ
ッ

コ
に
よ
る
作
業
は
危
険
を
と
も
な

い
12
～
13
人
の
犠
牲
者
が
で
ま
し

た
。
そ
の
犠
牲
者
の

「
光
明
池
朝
鮮
人
労
働

者
慰
霊
碑
」
が
建
立
さ

れ
、
光
明
池
の
共
同
墓

地
通
路
に
お
墓
が
あ
り

ま
す
。

池
の
周
り
は
、
春
に

は
つ
つ
じ
が
咲
き
、
い

ま
は
紅
葉
が
は
じ
ま
っ

て
い
ま
す
。
知
ら
さ
れ

て
い
な
い
歴
史
を
学
び

ま
し
た
。(

上
村

康
夫)

堺
支
部

現
地
学
習
会
に
参
加

光
明
池
築
造
工
事
と
朝
鮮
人
労
働
者
の
歴
史



11
月
５
日
第
１
回
府
連
理
事
会
が

国
労
会
館
で
23
名
が
参
加
し
て
開
催

さ
れ
ま
し
た
。
理
事
会
で
は
こ
の
間

の
活
動
を
振
り
返
り
、
大
会
で
決
め

た
各
分
野
の
実
践
を
ひ
き
つ
づ
き
ど

の
よ
う
に
進
め
て
い
く
の
か
を
議
論
、

仲
間
を
増
や
し
や
中
国
百
科
検
定
試

験
、
不
再
戦
・
交
流
活
動
、
中
国
総

領
事
館
と
の
交
流
や
帰
国

者
と
の
交
流
な
ど
を
討
議

し
ま
し
た
。

中
国
へ
の
関
心
に
応
え
、

府
民
の
中
に
ひ
ろ
げ
る
た

め
の
活
動
は
、
中
国
語
教

室
や
太
極
拳
普
及
活
動
、

き
り
え
活
動
、
文
化
活
動

講
座
に
取
り
組
み
、
学
習

活
動
は
百
科
検
定
受
験
の

講
座
を
中
心
に
取
り
組
ん

で
き
ま
し
た
。

仲
間
ふ
や
し
、
支
部
活
動
は
、
各

支
部
が
活
動
の
５
原
則
に
基
づ
く
活

動
で
活
性
化
し
て
い
ま
す
。

各
理
事
か
ら
の
発
言

堺
支
部
藤
田
大
輔
さ
ん
は
「
戦
争

の
罪
を
問
う
、
わ
た
し
た
ち
の
活
動
」

を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
で
作
成
し

て
研
究
中
国
に
掲
載
さ
れ
ま
し
た
。

中
河
内
支
部
坂
手
日
登
美
さ
ん
は
、

百
科
検
定
は
友
好
の
歴
史
と
し
て
学

ん
で
い
な
か
っ
た
、
い
ま
大
阪
と
中

国
の
関
わ
り
を
調
べ
て
い
る
。

堺
支
部
石
井
勉
さ
ん
は
帰
国
者
支

援
の
２
世
署
名
は
１
次
分
５
千
名
、

２
次
分
５
千
名
を
達
成
し
ま
し
た
。

女
性
部
浅
田
美
奈
子
さ
ん
は
女
性

団
体
に
２
世
署
名
を
依
頼
３
５
０
名

が
集
ま
り
、
ま
だ
２
世
問
題
が
知
ら

れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
っ
た
。
女

性
部
学
習
会
は
学
ぶ
こ
と
の
大
切
さ

を
感
じ
て
い
る
。

堺
支
部
浅
田
勝
美
さ
ん
は
12
月
に

高
次
脳
機
能
障
害
と
現
代
社
会
の
映

画
上
映
と
ト
ー
ク
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
、

高
齢
者
を
ア
ク
テ
イ
ブ
シ
ニ
ア
と
と

ら
え
、
95
歳
ま
で
元
気
に
活
動
を
。

西
澤
信
善
さ
ん
は
カ
ジ
ノ
反
対
に

と
り
く
ん
で
い
る
、
中
国
人

が
外
国
で
ト
バ
ク
が
可
能
か

調
べ
て
い
る
、
採
算
が
合
わ

な
い
よ
う
に
夢
島
に
行
か
な

い
運
動
を
展
開
し
ま
し
ょ
う
。

「
新
し
い
戦
前
」
に
さ
せ

な
い
を
テ
ー
マ
に
山
本
恒
人

さ
ん
の
学
習
会
「
台
湾
有
事
」
っ

て
な
に
？
中
国
は
平
和
統
一

し
か
望
ん
で
い
な
い
、
台
湾

の
民
意
は
独
立
で
は
な
い
な

ど
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

西
支
部
恒
岡
正
勝
さ
ん
は
10
月
に

富
田
林
市
で
56
名
が
参
加
し
て
「
古

武
術
に
学
ぶ
・
太
極
拳
で
動
け
る
体

つ
く
り
」
講
習
会
を
開
き
岡
田
英
樹

富
田
林
支
部
長
か
ら
挨
拶
を
受
け
ま

し
た
。
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講
座
に
六
回
と
も
参
加
し
た
私

に
感
想
を
書
く
よ
う
に
求
め
ら
れ

た
。
そ
こ
で
、
強
く
印
象
に
残
っ

た
中
の
、
一
点
だ
け
に
絞
っ
て
、

そ
こ
の
部
分
の
講
義
を
復
復
習
す

る
こ
と
に
す
る
。

「
春
望
」
は
、
杜
甫
の
詩
の
中

で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
一
つ
で
あ

る
。
こ
の
詩
の
講
義
に
つ
い
て
、

な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
点
を
書
く
。

「
春
望
」
は
五
言
律
詩
だ
。
こ

の
颔
聯
「
感
時
花
溅
涙
、
恨
別
鳥

驚
心
」
の
解
釈
（
訓
読
）
に
つ
い

て
、
二
通
り
の
説
が
あ
る
こ
と
を

強
調
さ
れ
た
。
「
花
に
も
涙
を
溅

ぎ
、
鳥
に
も
心
を
驚
か
す
」
と
す

る
説
と
、
「
花
も
涙
を
溅
ぎ
、
鳥

も
心
を
驚
か
す
」
と
す
る
説
で
あ

る
。「

溅
」
「
驚
」
の
主
語
を
、

「
詩
人
と
す
る
か
、
「
花
」
「
鳥
」

に
す
る
か
で
あ
る
。
高
校
の
教
科

書
で
は
ほ
ぼ
「
詩
人
説
」
で
あ
る
。

私
も
そ
う
習
っ
た
。

し
か
し
、
「
花
」
「
鳥
」
説
が
、

中
国
の
南
宋
の
羅
大
経
か
ら
す
で

に
あ
り
、
講
師
下
定
氏
の
師
で
あ

る
吉
川
幸
次
郎
は
、
「
花
」
「
鳥
」

主
語
説
を
と
る
。
又
、
謡
曲
『
俊

寛
』
の
苦
痛
を
表
す
表
現
に
、

「
花
も
涙
を
溅
ぎ
、
鳥
も
心
を
動

か
せ
り
、
」
と
あ
る
と
い
う
。
こ

こ
は
、
『
古
今
和
歌
集
』
の
仮
名

序
、
真
名
序
の
「
い
き
と
し
い
け

る
も
の

い
づ
れ
か
う
た
を
よ
ま

ざ
り
け
る
」
か
ら
出
て
い
る
も
の

で
、
人
間
だ
け
で
は
な
く
、
生
き

物
す
べ
て
歌
を
詠
む
と
い
う
共
生

の
思
想
を
引
き
出
し
て
い
る
。

下
定
氏
は
「
春
望
」
の
颔
聯
の

読
み
は
、
第
一
義
的
に
は
、
「
花
」

「
鳥
」
が
主
語
説
で
あ
る
。
し
か

し
、
詩
人
と
花
鳥
と
は
完
全
に
一

体
化
し
て
い
る
と
い
う
。
結
論
と

し
て
は
、
颔
聯
は
、
「
擬
人
法
」

を
用
い
て
い
る
。
し
か
も
、
杜
甫

の
詩
に
お
い
て
、
花
鳥
を
擬
人
化

し
た
も
の
は
多
く
、
杜
甫
の
「
共

生
の
思
想
」
に
基
き
、
杜
甫
詩
の

中
心
に
位
置
す
る
表
現
で
あ
る
。

こ
の
「
擬
人
法
」
と
「
共
生
」
の

語
句
は
、
こ
の
講
座
で
取
り
上
げ

た
多
く
の
杜
甫
の
詩
を
読
み
解
き
、

そ
し
て
杜
甫
の
生
き
方
を
理
解
す

る
鍵
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
強

く
感
じ
た
。

（
菅
原

正
義
）

中
国
、
盛
唐
の
詩
人
。
字
・
あ
ざ

な
は
子
美
、
号
は
少
陵
。
官
名
に
よ

り
杜
工
部
・
杜
拾
遺
と
も
呼
ば
れ
る
。

若
い
頃
、
科
挙
に
落
第
し
各
地
を
放

浪
し
、
李
白
ら
と
親
交
を
結
ぶ
。

40
歳
を
過
ぎ
て
仕
官
し
た
が
、
左

遷
さ
れ
た
た
め
官
を
捨
て
、
以
後
家

族
を
連
れ
て
甘
粛
・
四
川
を
放
浪
し
、

湖
南
で
病
没
。

国
を
憂
い
、
民
の
苦
し
み
を
詠
じ

た
多
数
の
名
詩
を
残
し
、
後
世
、
詩

聖
と
称
さ
れ
、
李
白
と
と
も
に
中
国

の
代
表
的
詩
人
と
さ
れ
る
。

詩
文
集
「
杜
工
部
集
」

杜
甫
は
詩
聖
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。

杜
甫
の
詩
は
、
杜
甫
以
前
の
詩
の

総
括
で
あ
る
と
と
も
に
、
以
後
の
中

国
詩
の
出
発
点
で
も
あ
り
ま
す
。

同
時
に
そ
れ
は
、
杜
甫
以
前
・
杜

甫
以
後
の
全
て
の
中
国
詩
へ
、
さ
ら

に
広
く
深
く
読
者
を
誘
っ
て
く
れ
る

力
強
い
導
き
手
で
も
あ
り
ま
す
。

府
連
理
事
会

会
員
５
０
０
名
を
維
持

各
支
部
か
ら
多
彩
な
活
動
の
発
言

第
５
回
漢
詩
漢
文
を
楽
し
む
会
は

９
月
24
日
、
国
労
会
館
で
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

こ
う
い
う
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。

「
文
学
研
究
を
し
て
何
に
な
る
の
か
。

ロ
シ
ア
や
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
問
題
、
日

本
の
問
題
に
何
の
関
係
が
あ
る
の
か
」

と
。
そ
う
い
う
風
に
悩
む
人
も
い
る

の
だ
な
あ
、
と
思
い
ま
し
た
。

私
に
も
杜
甫
を
学
ん
で
い
る
自
分

と
ウ
ク
ラ
イ
ナ
や
日
本
の
こ
と
を
心

配
す
る
自
分
が
混
在
し

ま
す
。
戦
争
の
さ
な
か

に
い
る
人
も
文
化
を
求

め
る
心
は
消
せ
な
い
で

し
ょ
う
。
日
本
で
も
敗

戦
後
、
思
想
・
表
現
に

対
す
る
抑
圧
が
な
く
な
り
、
人
々
は

活
字
を
求
め
て
書
店
に
群
が
り
ま
し

た
。下

定
先
生
が
「
問
題
の
根
本
は
何

か
」
と
問
わ
れ
、
古
今
和
歌
集
の

「
生
き
と
し
生
け
る
も
の
」
に
行
き

着
く
。
そ
れ
を
守
る
た
め
に
文
学
か

ら
頑
張
る
し
か
な
い
、
と
言
わ
れ
た

こ
と
を
聞
け
た
の
が
一
番
印
象
的
で

し
た
。
そ
し
て
先
生
は
能
の
せ
り
ふ

を
引
用
し
て
「
共
生
の
思
想
」
を
分

か
り
や
す
く
説
明
し
て
下

さ
い
ま
し
た
。
悩
め
る
質

問
者
の
方
も
、
杜
甫
を
学

ぶ
こ
と
に
希
望
を
持
た
れ

た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
（
高
田

佳
誉
子
）

杜
甫
の
名
作
を
を
楽
し
む
会

漢
詩
連
続
講
座

文
学
研
究
を
し
て
何
に
な
る
の
か

11
月
19
日
（
日
）
１
時
半
～

府
連
２
０
５
号
室

今
回
は
、
ア
ニ
メ
大
国
・
中
国
で
、

意
外
に
も
歴
史
が
浅
い
「
漫
画
」
、

「
漢
字
」
の
成
り
立
ち
、
「
京
劇
」

の
起
源
、
そ
し
て
府
連
教
室
で
も
盛

ん
な
「
太
極
拳
」
な
ど
私
達
の
生
活

で
身
近
な
存
在
で
あ
る
中
国
文
化
に

つ
い
て
学
び
ま
す
。
ど
な
た
で
も
お

気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

女
性
部

学
習
会

「
ラ
ブ
リ
ー
中
国
・
文
化
、
風
俗
習
慣
」
編

中
国
盛
唐
期
の
詩
人

杜

甫
と
は

『
杜
甫

魅
力
再
発
見
』
を
受
講
し
て

五
言
律
詩
「
春
望
」
解
釈
二
通
り
の
説

３
月
～
７
月
で
「
中
国
の
食
の
あ

れ
こ
れ
」
を
学
び
ま
し
た
が
参
加
者

か
ら
「
中
国
料
理
を
食
べ
た
い
」
と

声
が
あ
が
り
、
中
国
東
北
料
理
を
味

わ
う
会
を
計
画
し
ま
す
。

（
申
し
込
み
制
・
先
着
15
名
）

11
月
26
日(

日)

１
時
か
ら

難
波
中
国
料
理
店
「
大
福
」

一
人
２
千
円(

飲
み
物
代
は
別
途)

連
絡
・
浅
田
（090

・9714

・4050

）

女
性
部

ラ
ブ
リ
ー
中
国
実
習
編

「
中
国
料
理
を
た
べ
よ
う
！
」


