
11
月
23
日
、
大
分
市
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル

で
役
員
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。
役
員
会
で

は
、
来
年
が
当
協
会
の
創
立
30
周
年
に

当
た
る
こ
と
か
ら
、
定
期
総
会
と
記
念

行
事
を
併
せ
て
、
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
ホ
テ

ル
で
開
催
す
る
こ
と
を
決
定
し
ま
し
た
。

日
時
は
、
3
月
1
日
（
日
）
の
10
時
半

か
ら
総
会
、
昼
食
の
あ
と
13
時
半
か
ら

大
分
県
現
代
俳
句
大
会
、
15
時
半
か
ら

祝
賀
会
の
予
定
で
す
。
大
会
で
の
講
演
と

特
別
選
者
に
、
本
部
協
会
会
長
の
中
村
和

弘
氏
を
招
聘
し
ま
す
。

【
関
連
記
事
3
面
】

役
員
会
は
、
こ
の
ほ
か
幹

事
会
か
ら
報
告
の
あ
っ
た
、

①
新
会
員
獲
得
の
必
要
性
と
、

具
体
的
な
取
り
組
み

②
22
回
協
会
賞
の
途
中
経
過

③
年
間
一
句
賞
の
途
中
経
過

④
三
重
町
吟
行
大
会
の
取
り

組
み
と
成
果
に
つ
い
て

⑤
大
分
県
俳
句
連
盟
と
の
協

力
関
係
に
つ
い
て

⑥
家
族
会
員
、
学
生
会
員
の

会
費
の
減
額
措
置

等
に
つ
い
て
活
発
に
協
議

し
、
全
項
目
を
幹
事
会
報
告

通
り
に
承
認
し
ま
し
た
。

こ
の
あ
と
昼
食
を
後
回
し

に
し
て
、
役
員
全
員
で
懇
親

句
会
を
行
い
、
午
後
二
時
過

ぎ
に
散
会
し
ま
し
た
。

【
関
連
記
事
3
面
】

1

【ポインセチア】
ショウジョウボク、クリスマスフラ

ワーとも呼ばれるメキシコ原産の常緑低木。低温になると落葉。
クリスマス時期に合わせ、温室内で日照処理をする。

ポインセチア愛の一語の虚実かな 角川源義

第118号
令和元年12月27日

現
代
俳
句
協
会

会
報

大

分

県

現代俳句歳時記

幹

事

会

報

告

を

承

認

終
了
後
に
懇
親
句
会

令
和
元
年
度
役
員
会
（
大
分
市
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル
）

大分県現代俳句協会創立30周年記念行事

3/1(日)大分センチュリーホテル



10
月
6
日
（
日
）
、
平
成
27
年
以
来
中

断
し
て
い
た
当
協
会
の
吟
行
大
会
が
4
年

ぶ
り
に
、
豊
後
大
野
市
三
重
町
で
開
催
さ

れ
、
述
べ
56
人
が
参
加
し
ま
し
た
。
過
去

18
回
開
催
さ
れ
た
吟
行
大
会
で
は
一
番
の

賑
わ
い
と
な
り
ま
し
た
。
三
重
町
で
の
開

催
は
実
に
14
年
ぶ
り
で
す
。
本
部
か
ら
は

有
村
王
志
会
長
、
瀬
川
剛
一
副
会
長
、
田

中
充
幹
事
が
参
加
し
ま
し
た
。

●
地
元
の
句
会
を
母
体
に
し
て

今
回
の
吟
行
大
会
で
は
、
た
く
さ
ん
の

新
し
い
試
み
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
ま
ず
本

部
主
体
の
運
営
を
極
力
や
め
、
企
画
や
準

備
、
参
加
者
の
募
集
な
ど
を
現
地

に
お
任
せ
し
ま
し
た
。
大
会
会
長

は
三
重
町
「
狩
野
句
会
」
の
上
田

た
か
し
代
表
。
当
協
会
の
副
会
長

で
す
。
「
狩
野
句
会
」
の
メ
ン
バ
ー

全
員
が
実
行
委
員
に
な
り
、
「
蕗
」

三
重
句
会
を
は
じ
め
各
俳
句
会
や

俳
句
愛
好
者
に
参
加
を
呼
び
か
け

ま
し
た
。
そ
の
結
果
参
加
者
の
ほ

と
ん
ど
を
地
元
の
人
が
占
め
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。

●
吟
行
場
所
・
ポ
ス
タ
ー

吟
行
場
所
も
、
従
来
の
内
山
観

音
な
ど
の
名
所
だ
け
で
は
な
く
、

駅
前
通
り
か
ら
会
場
の
市
役
所
に

続
く
道
の
り
の
、
人
々
の
生
活
も

テ
ー
マ
に
加
え
ま
し
た
。

ま
た
、
本
格
的
な
ポ
ス
タ
ー
が
安
価
で

作
成
で
き
る
こ
と
を
知
り
、
30
枚
を
発
注

し
、
駅
、
道
の
駅
、
銀
行
、
公
民
館
、
市

役
所
な
ど
に
掲
示
し
ま
し
た
。
ポ
ス
タ
ー

は
「
俳
句
は
古
い
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を

払
拭
す
る
た
め
、
若
い
フ
ァ
ミ
リ
ー
の
イ

メ
ー
ジ
写
真
を
前
面
に
出
し
ま
し
た
。

案
内
ビ
ラ
も
カ
ラ
ー
に
し
て
、
一
般
の

方
に
対
し
て
は
「
こ
れ
ま
で
俳
句
を
作
っ

た
こ
と
の
な
い
人
も
歓
迎
」
と
の
立
場
を

明
確
に
し
ま
し
た
。

●
地
元
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
に
要
請

豊
後
大
野
市
長
、
同
教
育
委
員
会
、
大

分
合
同
新
聞
社
の
協
賛
も
早
く
か
ら
お
願

い
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
賞
状
も
い
た
だ
く

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

加
え
て
豊
後
大
野
市
を
ネ
ッ
ト
し
て
い

る
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
に
も
大
会
の
告
知
と
、

大
会
当
日
の
模
様
の
取
材
を

お
願
い
し
ま
し
た
。
告
知
、

当
日
の
映
像
と
も
、
そ
れ
ぞ

れ
一
週
間
放
映
さ
れ
、
大
き

な
反
響
を
呼
び
ま
し
た
。

●
地
元
の
か
ら
の
参
加
者

が
多
数

当
日
の
会
場
で
は
、
ど
こ

の
句
会
等
に
も
属
し
て
な
く
、

ビ
ラ
や
ポ
ス
タ
ー
だ
け
を
見

て
参
加
し
た
と
い
う
人
が
分
か
っ
た
だ
け

で
も
四
人
い
て
、
大
き
く
打
っ
て
出
る
宣

伝
の
大
切
さ
を
再
確
認
で
き
ま
し
た
。
投

句
は
で
き
な
い
け
れ
ど
選
句
だ
け
す
る
人
、

投
句
・
選
句
と
も
に
で
き
な
い
け
れ
ど
、

話
だ
け
を
聞
き
に
来
た
人
な
ど
、
参
加
者

に
初
心
者
の
多
か
っ
た
こ
と
が
、
何
よ
り

の
特
徴
と
な
り
ま
し
た
。

●
互
選
の
ほ
か
特
別
選
者
制
も

初
心
者
の
多
い
大
会
で
互
選
を
す
れ
ば
、

ど
う
し
て
も
「
初
心
者
が
分
か
り
や
す
い

句
」
に
点
数
が
集
ま
り
ま
す
。
俳
句
に
限

ら
ず
芸
術
の
価
値
は
多
数
決
で
は
決
ま
り

ま
せ
ん
。
こ
の
問
題
が
全
国
の
互
選
中
心

の
大
会
の
永
遠
の
課
題
で
す
。
今
回
の
吟

行
大
会
で
は
、
参
加
者
の
中
か
ら
特
別
選

者
を
決
め
、
一
般
の
方
（
5
句
選
で
各
１

点
）
、
特
別
選
者
（
特
選
３
句
で
各
３
点
、

2

第
19
回
大
分
県
現
代
俳
句
協
会
吟
行
大
会
に
つ
い
て



入
選
２
句
で
各
２
点
）
と
配
点
に
差
を
つ

け
る
こ
と
で
こ
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と

し
ま
し
た
。

特
別
選
者
は
、
出
席
者
の
中
か
ら
以
下

の
方
に
お
願
い
し
ま
し
た
。

上
田
た
か
し
（
吟
行
大
会
会
長

・
当
協
会
副
会
長
）

有
村

王
志
（
当
協
会
会
長
）

瀬
川

剛
一
（
当
協
会
副
会
長
）

田
中

充
（
当
協
会
幹
事
）

南
雲

玉
江
（
大
分
県
連
句
協
会
会
長
）

川
野

智
子
（
地
元
句
会
を
指
導
）

久
保
田
千
代
子
（
「
蕗
」
三
重
句
会
代

表
代
理
）

ま
た
吟
行
大
会
の
講
演
は
、
「
添
削
さ

れ
た
俳
句
は
先
生
の
作
品
か
生
徒
の
作
品

か…
…

著
作
権
と
俳
句
作
品
」
と
題
し
て
、

当
協
会
の
足
立
攝
幹
事
長
が
行
い
ま
し
た
。

三
重
町
吟
行
大
会
の
入
選
作
は
以
下
の

通
り
で
す
。
（
※
は
当
協
会
員
）

【
大
会
大
賞
】

さ
よ
な
ら
の
つ
も
り
で
手
折
る
曼
珠
沙
華

※
足
立

攝

【
大
分
県
現
代
俳
句
協
会
賞
】

こ
の
あ
た
り
昔
呉
服
屋
草
の
絮

※
吉
田

素
子

【
大
分
県
現
代
俳
句
協
会
会
長
賞
】

ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
秋
が
乗
り
込
む
無
人
駅

川
野

智
子

【
豊
後
大
野
市
長
賞
】

改
札
の
色
な
き
風
や
母
の
町※

足
立

町
子

【
豊
後
大
野
教
育
長
賞
】

土
の
息
ひ
と
の
息
し
て
零
れ
萩

※
稲
田
久
美
子

【
大
分
合
同
新
聞
社
賞
】

コ
ス
モ
ス
の
花
を
か
き
分
け
葉
書
く
る

浅
川

忠
彦

【
優
秀
賞
】

水
澄
む
や
川
は
昔
の
ま
ま
に
過
疎

※
坂
本

一
光

路
地
裏
に
書
家
の
看
板
暮
れ
の
秋

※
鎌
倉
真
由
美

一
つ
路
地
ゆ
け
ば
又
路
地
秋
す
だ
れ

三
浦

浩
代

秋
桜
の
倒
さ
れ
て
な
ほ
陽
に
む
か
ふ

神
志
那
礼
子

■

役
員
会
懇
親
句
会
の
作
品

■

11
月
23
日
、
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル
で
開
催
さ

れ
た
役
員
会
懇
親
句
会
の
作
品
（
一
人
三

句
提
出
）
の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。

有
村

王
志

わ
ら
び
一
束
ほ
ど
の
帰
心
で
立
っ
て
い
る

あ
べ
ま
さ
る

ど
う
で
も
い
い
歳
な
く
は
な
し
衣
被

上
田
た
か
し

死
神
を
待
た
せ
障
子
を
貼
っ
て
い
る

瀬
川

剛
一

十
一
月
何
や
ら
増
え
て
何
や
ら
減
る

足
立

攝

堕
天
使
の
小
さ
き
叫
び
胡
桃
割
る

白
水

風
子

冬
日
浴
び
身
の
半
分
を
立
て
直
す

田
中

充

冥
土
ま
で
携
う
書
あ
り
赤
の
ま
ま

田
代

直
之

芋
の
子
の
ポ
キ
ポ
キ
鳴
り
て
親
離
れ

日
時
：
3
月
1
日
（
日
）
10
時
半
開
会

会
場
：
大
分
市
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
ホ
テ
ル

◇
会
員
で
な
く
て
も
参
加
で
き
ま
す
。
総

会
、
大
会
は
会
費
無
料
で
す
が
、
事
前

に
事
務
局
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い

・
10
時
半
か
ら
第
30
回
定
例
総
会

・
12
時
半
昼
食
（
ホ
テ
ル
の
弁
当
）

・
13
時
半
か
ら
県
協
会
30
周
年
記
念
大
分

県
現
代
俳
句
大
会
（
特
別
選
者
＆
講
演
・

本
部
中
村
和
弘
会
長
）

・
15
時
半
か
ら
祝
賀
会
（
会
費
4
千
円
。

不
足
分
は
県
協
会
が
負
担
し
ま
す
）

【
事
前
投
句
】

・
三
句
一
組
で
投
句
料
千
円
、
複
数
組
可

・
締
切
は
1
月
末
日
（
消
印
有
効
）

・
選
者
は
中
村
会
長
と
、
県
協
会
員
。
希

望
で
会
員
以
外
の
投
句
者
も
加
わ
れ
ま

す
。
応
募
用
紙
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

3

大
分
県
現
代
俳
句
協
会
は
平
成
3
年
7
月
28
日
、
会

員
24
名
で
発
足
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
「
各
県
単
位
に
協

会
を
設
立
す
る
」

と
い
う
本
部
の

方
針
に
沿
っ
た

も
の
で
し
た
。
初
代
会
長
は
飯
田
孤
石
氏
（
故
人
）
。

以
来
、
大
分
県
現
代
俳
句
賞
や
吟
行
俳
句
大
会
、
大
分

県
現
代
俳
句
大
会
な
ど
大
分
県
独
自
の
活
動
を
行
い
、

地
域
の
俳
句
文
化
の
向
上
に
貢
献
し
て
き
ま
し
た
。

こ
の
30

周
年
を
記

念
し
て
、

令
和
2
年
の
定
期
総
会
及
び
大
分
県
現
代
俳
句
大
会
は

祝
賀
会
を
含
ん
だ
、
特
別
の
取
り
組
み
に
な
り
ま
す
。

大
分
県
現
代
俳
句
協
会
は
来
年
30
周
年

県
協
会
発
足
三
十
周
年
記
念
行
事



み
な
さ
ん
、
こ
ん
に
ち
は
。
大
分
県
現

代
俳
句
協
会
の
吟
行
大
会
に
ご
参
加
く
だ

さ
い
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

今
日
は
「
添
削
さ
れ
た
俳
句
は
先
生
の
作

品
か
生
徒
の
作
品
か
」
と
い
う
問
題
を
考

え
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

指
導
者
の
中
に
は
、
私
は
金
輪
際
添
削

な
ど
は
し
な
い
と
宣
言
し
て
い
る
先
生
も

い
ま
す
し
、
分
か
り
や
す
く
添
削
例
を
示

し
て
く
れ
る
先
生
も
い
ま
す
。

生
徒
の
方
も
添
削
を
喜
ぶ
人
も
い
ま
す

し
、
自
分
の
作
品
に
手
が
は
い
る
の
を
嫌

が
る
人
も
い
ま
す
。

こ
れ
は
個
性
の
問
題
で
す
の
で
、
ど
ち

ら
が
良
い
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
そ
の
人
が

成
長
で
き
る
方
法
が
一
番
良
い
わ
け
で
、

ど
ち
ら
が
良
い
と
は
決
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

今
日
問
題
に
す
る
の
は
、
そ
う
し
た
こ

と
で
は
な
く
て
、
俳
句
の
添
削
を
法
律
で

は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
、
法
律
の
観
点

か
ら
添
削
を
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と

で
す
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
ま
ず
思
い
つ
く

の
は
平
成
15
年
頃
、
日
本
に
湧
き
起
こ
っ

た
、
俳
人
櫂
未
知
子
氏
と
東
京
の
奥
坂
ま

や
氏
の
間
で
起
こ
っ
た
盗
作
騒
動
で
す
。

盗
作
問
題
と
い
う
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ

著
作
権
問
題
と
言
う
意
味
で
す
が
、
両
者

の
争
い
は
新
聞
や
雑
誌
を
巻
き
込
ん
だ
一

大
論
争
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
で
は
こ
の
騒
動
の
実
際
の
俳
句
を

見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

こ
れ
が

問
題
の
発

端
と
な
っ

た
櫂
未
知

子
さ
ん
の

作
品
と
、

奥
坂
ま
や

さ
ん
の
作

品
で
す
。

若
い
人

は
水
中
花

を
知
ら
な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
写
真
を

探
し
て
み
ま
し
た
。

こ
の
よ

う
に
、
ビ

ン
や
金
魚

鉢
の
中
に

和
紙
な
ど

で
作
っ
た

造
花
を
い

れ
る
と
、

水
の
中
で

開
い
て
ゆ

ら
ゆ
ら
揺
れ
ま
す
。
そ
の
様
が
す
ず
し
げ

な
の
で
、
俳
句
で
は
夏
の
季
語
に
な
っ
て

い
ま
す
。

二
人
の

俳
句
は
テ
ー

マ
は
ま
る

で
違
う
の

で
す
が
、

言
葉
づ
か

い
が
そ
っ

く
り
で
す

ね
。
兜
虫

も
写
真
で

示
す
と
こ
う
な
り
ま
す
。
死
ん
で
い
て
も
、

ま
る
で
生
き
て
い
る
よ
う
で
す
。

奥
坂
ま
や
さ
ん
の
方
が
後
で
発
表
し
た

の
で
す
が
、
偶
然
で
は
な
く
櫂
さ
ん
の
句

を
意
識
し
て
い
た
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
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奥
坂
さ
ん
が
述
べ
た
も
の
で
す
か
ら
、
盗

作
だ
、
い
や
盗
作
と
は
言
え
な
い
と
マ
ス

コ
ミ
を
あ
げ
て
大
論
争
に
な
り
ま
し
た
。

俳
句
の
評
価
は
、
お
お
む
ね
奥
坂
さ
ん

の
兜
虫
の
句
が
高
か
っ
た
よ
う
で
す
。
櫂

さ
ん
の
水
中
花
の
句
は
単
な
る
見
立
て
に

過
ぎ
な
い
が
、
奥
坂
さ
ん
の
句
は
死
ん
だ

兜
虫
の
真
実
に
迫
っ
て
い
る
と
い
う
の
で

す
。
水
中
花
の
句
は
、
見
る
に
堪
え
な
い

駄
作
だ
と
い
う
人
ま
で
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
は
ど
う
思
い
ま
す
か
。

ぼ
く
自
身
の
個
人
的
な
見
解
は
、
完
全

に
逆
で
、
櫂
さ
ん
の
水
中
花
の
俳
句
の
方

が
数
倍
優
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
水
中

花
は
先
ほ
ど
の
写
真
で
見
た
よ
う
に
、
現

代
の
虚
飾
の
象
徴
で
す
。
け
ば
け
ば
し
く
、

華
や
か
で
、
何
か
哀
し
い
。
貧
乏
く
さ
い
。

こ
れ
は
私
た
ち
の
人
生
そ
の
も
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
「
い
き
い
き
と

死
ん
で
い
る
」
と
表
現
し
た
の
は
素
晴
ら

し
い
表
現
だ
と
思
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
櫂
未
知
子
さ
ん
が
、
そ
ん
な

制
作
意
図
で
作
っ
た
わ
け
で
は
な
い
と
い

う
反
論
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
櫂
さ
ん
の
作

風
や
言
動
、
同
時
代
の
作
品
と
比
べ
て
み

る
と
、
単
な
る
見
立
て
に
過
ぎ
な
い
と
い

う
の
が
本
当
の
と
こ
ろ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
大
事
な
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

作
品
は
一
句
独
立
と
い
う
原
則
で
す
。
発

表
さ
れ
る
と
作
者
の
手
を
離
れ
る
わ
け
で

す
か
ら
、
作
者
が
ど
ん
な
つ
も
り
で
作
っ

た
か
な
ど
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
う
い

う
作
家
が
ど
う
い
う
影
響
を
受
け
て
俳
句

を
作
っ
た
か
を
研
究
す
る
の
は
、
俳
句
文

学
史
で
あ
っ
て
俳
句
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

俳
句
と
俳
句
史
を
混
同
し
な
い
で
も
ら
い

た
い
、
と
ぼ
く
は
思
い
ま
す
。

こ
の
盗
作
騒
動
の
結
論
は
、
あ
と
で
作

品
を
発
表
し
た
奥
坂
ま
や
さ
ん
が
全
面
的

に
降
伏
し
て
、
兜
虫
の
作
品
を
取
り
下
げ

る
こ
と
で
決
着
を
み
ま
し
た
。
裁
判
の
場

に
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
は
、
つ
い
に
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。

こ
の
事
件
で
も
外
野
が
大
騒
ぎ
し
て
、

盗
作
す
る
な
ん
て
許
せ
な
い
、
盗
人
猛
々

し
い
と
露
骨
な
個
人
攻
撃
、
人
格
攻
撃
が

あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
盗
作
問
題
で
俳

句
を
辞
め
た
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

み
な
さ
ん
に
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
が
、

こ
れ
ま
で
の
自
分
の
俳
句
は
百
パ
ー
セ
ン

ト
自
分
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
と
自
信
を
持
っ

て
言
え
る
人
は
い
る
で
し
ょ
う
か
。

ぼ
く
自
身
は
俳
句
を
始
め
て
7
、
8
年

は
絶
対
の
自
信
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を

過
ぎ
る
と
、
作
品
の
ス
ト
ッ
ク
が
増
え
た

せ
い
か
、
自
分
が
老
化
し
た
せ
い
か
は
分

か
り
ま
せ
ん
が
、
曖
昧
に
な
っ
て
き
て
い

ま
す
。
自
分
の
作
品
か
、
他
人
の
作
品
を

自
分
が
添
削
し
た
も
の
な
の
か
、
あ
る
い

は
何
か
で
読
ん
だ
人
の
作
品
が
心
に
残
っ

て
い
て
、
そ
れ
が
浮
か
ん
で
き
た
も
の
な

の
か
分
か
ら
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

ぼ
く
は
も
し
自
分
で
俳
句
を
作
れ
な
く

な
っ
た
ら
、
俳
句
が
浮
か
ん
で
こ
な
く
な
っ

た
ら
、
人
の
作
品
を
自
分
の
作
品
と
偽
っ

て
発
表
し
よ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
そ
の

時
に
は
き
っ
ぱ
り
と
俳
句
を
辞
め
ま
す
。

こ
こ
に
集
ま
っ
た
す
べ
て
の
人
が
同
じ
気

持
ち
だ
と
思
い
ま
す
。

自
分
の
俳
句
が
、
自
分
自
身
の
オ
リ
ジ

ナ
ル
か
、
人
の
作
品
を
自
分
の
作
品
と
思

い
込
ん
で
い
る
だ
け
な
の
か
と
い
う
判
定

は
自
分
で
は
で
き
ま
せ
ん
。
調
べ
る
と
し

て
も
限
度
が
あ
り
ま
す
。
自
分
で
も
分
か

ら
な
い
問
題
を
、
他
人
が
盗
作
だ
と
騒
ぐ

の
は
滑
稽
な
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
盗
作
と

い
う
悪
意
が
働
い
た
か
ど
う
か
は
、
他
人

に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
本
人
で
も
良
く
分

か
ら
な
い
の
で
す
か
ら
永
久
に
分
か
る
は

ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。

今
紹
介
し
た
奥
坂
ま
や
さ
ん
の
よ
う
に
、

類
似
す
る
先
行
作
品
が
あ
っ
た
場
合
、
後

か
ら
の
人
が
引
っ
込
め
る
、
実
は
こ
れ
は

製
品
の
特
許
な
ど
で
は
当
た
り
前
の
原
則

で
す
。
せ
っ
か
く
良
い
発
明
を
し
て
も
、

す
で
に
同
じ
ア
イ
デ
ィ
ア
の
製
品
の
登
録

が
あ
れ
ば
、
特
許
は
お
り
ま
せ
ん
。
そ
の

場
合
、
前
に
発
明
し
た
商
品
を
盗
も
う
と

し
て
い
る
、
ひ
ど
い
ヤ
ツ
だ
な
ど
と
人
格

攻
撃
は
さ
れ
ま
せ
ん
。
苦
労
し
て
開
発
し

た
の
に
残
念
だ
っ
た
ね
と
な
ぐ
さ
め
て
も

ら
え
る
で
し
ょ
う
。

俳
句
も
こ
れ
で
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
先
行
作
品
優
先
。
こ
の
原
則
だ
け

を
徹
底
し
て
、
人
格
攻
撃
は
し
な
い
。
こ

う
す
る
と
俳
句
界
も
ず
い
ぶ
ん
暮
ら
し
や

す
く
な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で

は
著
作
権

と
は
何
で

し
ょ
う
か
。

著
作
財

産
権
と
は
、

い
わ
ゆ
る

世
間
で
言

う
と
こ
ろ

の
著
作
権

が
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。
著
作
物
に
は
財

産
的
な
価
値
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
を
法
律

で
保
護
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

続
い
て
著
作
者
人
格
権
。
こ
れ
は
著
作

者
の
人
格
を
守
る
権
利
で
す
。
た
と
え
ば

作
品
を
勝
手
に
変
え
た
り
す
る
と
、
こ
の

著
作
者
人
格
権
に
抵
触
し
ま
す
。
自
分
の

作
品
に
勝
手
に
手
を
加
え
て
、
違
う
結
論

に
し
た
り
、
卑
猥
な
内
容
に
変
更
さ
れ
た

り
し
た
ら
た
ま
り
ま
せ
ん
。
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お
笑
い
芸
人
の
パ
ー
マ
大
佐
の
替
え
歌
、

森
の
く
ま
さ
ん
が
訴
え
ら
れ
た
り
、
歌
手

森
進
一
の
お
ふ
く
ろ
さ
ん
が
、
作
詞
家
の

川
内
康
範
さ
ん
か
ら
訴
え
ら
れ
た
事
件
を

覚
え
て
い
る
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
著
作
者
人
格
権
に
つ
い
て
争
っ
た

事
件
で
す
。
裁
判
に
進
む
こ
と
な
く
、
い

ず
れ
も
和
解
が
成
立
し
て
い
ま
す
。

著
作
隣
接
権
は
、
著
作
者
自
身
で
は
な

い
け
れ
ど
、
映
画
に
脚
色
し
た
り
、
舞
台

化
し
た
り
す
る
場
合
も
、
そ
の
権
利
を
保

護
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。

さ
て
こ

こ
で
、
著

作
物
と
い

う
言
葉
が

で
て
き
た

の
で
、
お

さ
ら
い
を

し
て
お
き

ま
す
。
多

く
の
人
が

誤
解
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
の
で
、
よ
く

聞
い
て
く
だ
さ
い
。
著
作
物
と
は
こ
の
ス

ラ
イ
ド
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
文
章
の
中
で
「
思
想
又
は
感
情
を

…
…

」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
に
注
目
し
て
く

だ
さ
い
。

こ
れ
は

す
な
わ
ち

表
現
は
保

護
さ
れ
る

が
ア
イ
デ
ィ

ア
や
事
実

は
保
護
さ

れ
な
い
と

い
う
こ
と

で
す
。

著
作
権
法
で
は
思
想
や
感
情
を
、
創
作

的
に
表
現
さ
れ
た
も
の
だ
け
が
保
護
の
対

象
で
す
。
事
実
は
事
実
で
あ
っ
て
、
思
想

や
感
情
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て

事
実
を
い
き
い
き
と
正
確
に
描
写
し
て
も
、

創
作
的
に
表
現
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、

著
作
物
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
、

実
験
結
果
を
ま
と
め
た
科
学
論
文
な
ど
も

著
作
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
科
学
論
文
で

思
想
や
感
情
が
創
作
的
に
表
現
さ
れ
て
い

た
ら
、
そ
ち
ら
の
方
が
大
問
題
で
す
よ
ね
。

あ
の
Ｓ
Ｔ
Ａ
Ｐ
事
件
の
と
き
、
小
保
方

さ
ん
が
ア
メ
リ
カ
の
論
文
の
序
論
を
引
き

写
し
た
と
い
っ
て
、
著
作
権
侵
害
だ
と
マ

ス
コ
ミ
を
あ
げ
て
大
騒
ぎ
し
ま
し
た
。
そ

も
そ
も
科
学
論
文
は
著
作
物
で
な
い
の
で

著
作
権
が
な
い
上
に
、
序
論
は
全
体
の
構

成
を
述
べ
る
だ
け
の
手
続
き
上
の
章
で
あ

る
の
で
、
二
重
の
意
味
で
著
作
権
違
反
に

該
当
し
ま
せ
ん
。
確
か
に
引
用
元
を
あ
き

ら
か
に
す
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
道
徳
的
な
話
で
、
法
律
的
に
は
問

題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
も
法
律
と
は

関
係
の
な
い
人
格
攻
撃
が
、
来
る
日
も
来

る
日
も
、
本
人
が
引
退
を
表
明
し
、
共
同

研
究
者
の
笹
井
芳
樹
博
士
が
自
殺
に
追
い

込
ま
れ
る
ま
で
続
き
ま
し
た
。
日
本
人
の

気
質
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
こ
う
い
っ
た

無
知
か
ら
来
る
思
い
込
み
、
勝
手
な
正
義

感
は
、
改
め
て
い
き
た
い
も
の
で
す
。

な
ぜ
こ

う
し
た
著

作
権
法
が

定
め
ら
れ

て
い
る
の

で
し
ょ
う

か
。
そ
れ

は
著
作
権

法
第
一
条

に
は
っ
き

り
と
書
か

れ
て
い
ま
す
。
「
文
化
の
発
展
に
寄
与
す

る
」
た
め
、
こ
れ
が
目
的
で
す
。

こ
こ
は
著
作
権
の
本
質
の
と
こ
ろ
で
大

変
に
重
要
な
こ
と
で
す
。
知
的
所
有
権
を

認
め
る
の
は
、
そ
れ
が
文
化
の
発
展
に
寄

与
す
る
か
ら
、
そ
れ
に
尽
き
ま
す
。
本
来

は
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
教
え
の
よ
う
に
、
創
作

物
は
人
類
の
共
通
財
産
に
な
る
べ
き
も
の

で
す
。
そ
れ
で
社
会
が
進
歩
し
て
き
ま
し

た
。
こ
の
原
理
原
則
を
曲
げ
て
、
あ
え
て

例
外
的
に
法
律
で
保
護
す
る
の
が
著
作
権

法
で
す
。
せ
っ
か
く
よ
い
作
品
を
作
っ
て

も
、
す
ぐ
に
マ
ネ
を
さ
れ
一
銭
に
も
な
ら

な
け
れ
ば
、
創
作
意
欲
が
減
退
し
ま
す
。

著
作
権
は
そ
れ
を
防
ぐ
た
め
の
例
外
的
な

措
置
な
の
で
す
。
著
作
権
の
範
囲
を
少
な

く
限
定
し
て
い
る
の
は
そ
の
た
め
で
す
。

仮
に
、
た
だ
の
事
実
を
綴
っ
た
も
の
に

ま
で
著
作
権
を
与
え
る
と
、
こ
れ
か
ら
東

日
本
大
震
災
実
話
を
も
と
に
し
た
ド
ラ
マ

や
小
説
を
作
ろ
う
と
す
る
と
、

初
に
作

品
を
作
っ
た
人
に
お
金
を
払
わ
な
け
れ
ば

で
き
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
事
実
を
モ

チ
ー
フ
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま

す
。
事
実
は
思
想
や
感
情
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
著
作
権
の
対
象
外
で
あ
る
、
法
律

は
明
確
に
定
め
て
い
る
の
で
す
。

こ
こ
で
「
引
用
」
に
つ
い
て
み
て
い
き

ま
し
ょ
う
。
引
用
は
著
作
権
法
に
照
ら
し

て
、
ど
う
考
え
れ
ば
良
い
か
と
い
う
問
題

で
す
。
引
用
の
5
原
則
と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
。
こ
こ
に
示
し
た
5
原
則
で
す
。

こ
れ
が
守
ら
れ
な
い
と
、
た
と
え
ば
又

吉
直
樹
さ
ん
の
芥
川
賞
小
説
「
火
花
」
を

全
文
載
せ
て
、

後
の
方
に
ち
ょ
こ
ち
ょ

こ
っ
と
「
こ
れ
は
人
間
の
描
写
が
不
十
分
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で
あ
る
」

と
か
「
短

い
割
に
密

度
の
濃
い

小
説
で
あ
っ

た
」
と
か

と
、
自
分

の
感
想
を

少
し
入
れ

れ
ば
、
著

作
権
法
に
違
反
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
い
、
こ
れ
も
文
化
の
発
展
に
逆
行
し
ま

す
。
要
す
る
に
海
賊
版
が
合
法
的
に
出
せ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

よ
っ
て
、
こ
の
5
原
則
を
満
た
さ
な
け

れ
ば
違
法
と
な
り
ま
す
。

さ
て
、

い
よ
い
よ

本
丸
に
切

り
込
み
ま

す
。
俳
句

で
著
作
権

を
争
っ
た

裁
判
は
後

に
も
先
に

も
こ
の
2

件
の
事
例
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち

平
成
8
年
の
東
京
地
裁
に
お
け
る
「
著
作

権
侵
害
差
し
止
め
等
請
求
事
件
」
、
及
び

こ
れ
を
不
服
と
し
た
、
平
成
9
年
の
東
京

高
等
裁
判
所
へ
の
控
訴
審
で
す
。
こ
の
一

連
の
裁
判
が
日
本
に
お
け
る
俳
句
の
著
作

権
裁
判
の
す
べ
て
で
す
。

具
体
的

に
み
て
い

き
ま
し
ょ

う
。
か
つ

て
Ｎ
Ｈ
Ｋ

俳
壇
と
い

う
雑
誌
が

あ
り
ま
し

た
。
平
成

十
七
年
か

ら
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
俳
句
と
い
う
名
前
に
改
称
し

て
い
ま
す
が
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
が
出
し
て
い

る
俳
句
総
合
誌
で
す
。

こ
の
雑
誌
に
、
あ
る
読
者
が
「
波
の
爪

砂
を
つ
ま
ん
で
桜
貝
」
と
い
う
俳
句
を
書

い
て
投
稿
し
た
の
で
す
ね
。
こ
こ
で
は
例

と
し
て
1
句
だ
け
書
き
ま
し
た
が
、
こ
の

人
は
全
部
で
3
句
応
募
し
て
い
ま
す
。

す
る
と
Ｎ
Ｈ
Ｋ
俳
壇
の
選
者
が
こ
の
俳

句
に
対
し
、
「
砂
浜
に
波
が
爪
た
て
桜
貝
」

の
よ
う
に
添
削
し
た
上
で
、
入
賞
句
と
し

て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
俳
壇
に
掲
載
し
た
の
で
す
。

み
な
さ
ん
は
こ
の
添
削
を
ど
う
思
い
ま

す
か
。
内
容
は
変
わ
っ
て
い
な
い
し
、
ど

ち
ら
も
た
い
し
て
良
い
句
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
添
削
句
の
方
が
ず
い
ぶ
ん
分
か
り

や
す
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
。

「
指
」
な
ら
「
つ
ま
む
」
で
良
い
の
で
す

が
、
「
爪
」
な
ら
「
爪
を
た
て
る
」
で
し
ょ

う
。
詩
情
で
は
な
く
言
葉
遣
い
に
無
理
が

あ
り
ま
す
。
添
削
で
は
そ
の
部
分
が
き
ち

ん
と
直
さ
れ
て
い
ま
す
。

普
通
な
ら
、
自
分
の
拙
い
句
が
入
選
で

き
た
と
、
選
者
の
添
削
に
感
謝
す
る
と
こ

ろ
で
す
が
、
こ
の
人
は
違
い
ま
し
た
。
自

分
の
著
作
者
人
格
権
に
傷
が
つ
い
た
と
、

選
者
と
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
に
対
し
て
、
損
害
賠

償
を
求
め
る
裁
判
を
起
こ
し
た
の
で
す
。

裁
判
所
の

判
断
は
こ

う
で
し
た
。

「
俳
句
の

世
界
に
お

い
て
、
選

者
が
芸
術

的
な
観
点

や
指
導
上

の
見
地
か

ら
添
削
を
行
う
こ
と
は
、
松
尾
芭
蕉
、
正

岡
子
規
以
来
行
わ
れ
て
い
る
文
化
で
あ
る
」

一
審
、
二
審
と
も
被
告
人
の
勝
訴
、
原
告

つ
ま
り
訴
え
た
人
の
敗
訴
で
し
た
。

裁
判
官
も
一
生
懸
命
俳
句
に
つ
い
て
調

べ
た
の
で
し
ょ
う
ね
。
ぼ
く
は
こ
の
事
件

を
思
い
出
す
た
び
、
裁
判
官
が
真
面
目
な

顔
で
俳
句
に
向
き
合
っ
て
い
る
姿
を
想
像

し
て
微
笑
ま
し
く
な
り
ま
す
。

こ
れ
が
俳
句
に
お
け
る
著
作
権
裁
判
の

た
だ
一
つ
の
裁
判
所
の
判
断
で
す
。
こ
れ

以
外
の
裁
判
は
起
き
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、

日
本
の
確
定
裁
判
だ
と
言
え
ま
す
。

こ
の
結
論
は
何
を
意
味
し
て
い
る
で
し
ょ

う
か
。
み
な
さ
ん
も
考
え
て
み
て
く
だ
さ

い
。
ほ
ん
の
少
し
、
理
論
を
展
開
さ
せ
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り

こ
う
い
う

こ
と
で
す
。

「
選
者
の

添
削
は
、

著
作
権
法

に
違
反
し

な
い
」
と

い
う
判
決

で
す
か
ら

「
俳
句
の
添
削
が
行
わ
れ
て
も
、
著
作
権

は
動
か
な
い
」
と
裁
判
所
は
判
断
し
た
わ

け
で
す
。
こ
こ
ま
で
は
分
か
り
ま
す
か
？

あ
と
半
回
転
で
す
。

終
的
に
裁
判
所

は
「
添
削
が
行
わ
れ
て
も
、
そ
の
俳
句
は

本
人
の
も
の
で
あ
る
」
と
断
定
し
て
い
る

7



こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
の
ス

ラ
イ
ド
が

今
日
の
お

話
の
結
論

で
す
。
裁

判
所
の
確

定
的
な
判

断
で
す
。

一
審
、

二
審
で
判

断
は
微
塵
も
揺
れ
て
い
ま
せ
ん
。

初
に
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
添
削
を

す
る
か
し
な
い
か
、
添
削
を
受
け
る
か
受

け
な
い
か
は
先
生
や
生
徒
の
全
く
の
自
由

で
す
が
、
添
削
を
し
た
か
ら
、
受
け
た
か

ら
と
い
っ
て
、
著
作
権
が
動
く
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
添
削
前
の
句
も
、
添
削
後
の

句
も
、
ど
ち
ら
も
生
徒
の
も
の
で
す
か
ら
、

ど
ち
ら
を
自
分
の
句
と
す
る
か
は
自
分
で

判
断
し
て
決
め
れ
ば
よ
い
だ
け
で
す
。

今
日
の
お
話
で
、
添
削
問
題
に
決
着
が

つ
け
ば
、
す
な
わ
ち
添
削
さ
れ
た
句
を
発

表
す
る
の
が
後
ろ
め
た
い
よ
う
に
思
っ
て

い
る
人
が
い
れ
ば
、
そ
の
後
ろ
め
た
い
思

い
は
意
味
の
な
い
こ
と
だ
と
分
か
っ
て
い

た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

ま
た
、
添
削
句
を
自
分
の
句
と
し
て
発

表
す
る
こ
と
は
許
せ
な
い
と
、
正
義
感
に

燃
え
て
い
る
人
が
い
れ
ば
、
そ
の
正
義
感

は
か
な
り
独
り
よ
が
り
な
も
の
だ
と
気
づ

い
て
い
た
だ
け
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

そ
う
思
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、
ぼ
く
と

し
て
も
大
変
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

今
日
の
お
話
は
以
上
で
す
。
ご
清
聴
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

大
会
に
参
加
し
て

田
口

辰
郎

わ
ず
か
十
七
音
で
、
自
然
と
社
会
、
そ

し
て
人
間
の
感
動
と
美
し
さ
を
し
っ
か
り

と
伝
え
ら
れ
る
俳
句
と
い
う
文
化
は
、
ま

さ
に
奇
跡
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
れ

は
我
々
日
本
人
の
繊
細
な
文
字
と
言
葉
だ

か
ら
成
せ
る
技
で
、
俳
句
を
創
る
者
と
し

て
大
い
に
誇
り
に
し
て
も
良
い
と
思
う
。

さ
て
今
年
六
月
、
大
成
功
裏
に
終
え
た

九
州
俳
句
大
会
in
大
分
に
引
き
続
き
、
今

年
は
二
年
に
一
度
開
催
さ
れ
る
九
州
ブ
ロ
ッ

ク
の
現
代
俳
句
大
会
が
開
か
れ
た
。
当
番

県
は
鹿
児
島
で
あ
る
。

十
一
月
三
十
日
、
九
州
各
地
か
ら
続
々

と
会
員
が
集
ま
っ
た
。
年
々
高
齢
の
会
員

の
顔
が
欠
け
て
行
く
の
が
残
念
で
あ
る
が
、

和
気
あ
い
あ
い
の
中
で
大
会
が
進
行
。
中

村
和
弘
本
部
会
長
の
講
演
「
新
興
俳
句
と

九
州
の
俳
句
作
家
た
ち
」
が
あ
り
、
九
州

を
代
表
す
る
作
家
た
ち
が
次
々
と
紹
介
さ

れ
た
。
特
に
「
天
籟
通
信
」
創
始
者
、
穴

井
太
さ
ん
と
の
若
か
り
し
頃
の
交
友
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
が
紹
介
さ
れ
、
印
象
深
か
っ
た
。

天
籟
通
信
を
引
き
継
い
だ
福
本
弘
明
氏
が

感
激
し
て
い
た
し
、
そ
の
感
激
が
会
場
全

体
に
伝
わ
っ
た
。

今
大
会
の
メ
イ
ン
イ
ベ
ン
ト
は
、
蛇
笏

賞
選
考
委
員
を
歴
任
し
た
、
俳
人
で
あ
り

作
家
で
も
あ
る
齋
藤
愼
爾
氏
と
、
鹿
児
島

県
現
代
俳
句
協
会
会
長
の
高
岡
修
氏
と
の

対
談
、
「
俳
句
の
現
在
、
俳
句
の
未
来
」

で
あ
る
。
齋
藤
愼
爾
氏
の
講
演
で
な
く
、

高
岡
氏
と
の
対
談
と
い
う
の
が
面
白
い
。

高
岡
氏
が
な
み
な
み
な
ら
ぬ
自
信
を
持
っ

て
い
る
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
た
。

私
が
興
味
を
持
っ
て
聞
い
た
の
は
、
二

人
の
全
く
対
照
的
な
話
し
ぶ
り
や
性
格
で

あ
る
。
高
岡
氏
の
奔
流
の
よ
う
に
未
来
へ

の
俳
句
を
激
し
く
語
る
の
に
対
し
て
、
一

方
の
齋
藤
氏
は
ま
る
で
賢
木
の
よ
う
に
微

動
だ
に
せ
ず
、
安
保
闘
争
か
ら
現
在
の
俳

壇
で
の
立
ち
位
地
ま
で
静
か
に
語
る
。
そ

れ
ぞ
れ
に
深
い
薀
蓄
が
あ
り
、
大
変
面
白
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回
九
州
地
区
現
代
俳
句
大
会
in
鹿
児
島

現
代
俳
句
協
会
九
州
ブ
ロ
ッ
ク
の
「
九
州
地
区
現
代
俳
句
大
会
」
は
二
年
に

一
度
各
県
持
ち
回
り
で
開
か
れ
て
い
ま
す
。
今
年
は
鹿
児
島
県
が
担
当
で
、

大
分
県
協
会
か
ら
は
、
有
村
王
志
会
長
、
谷
川
彰
啓
顧
問
、
足
立
攝
幹
事
長
、

田
口
辰
郎
氏
、
飯
田
幸
子
氏
、
足
立
町
子
氏
の
6
人
が
参
加
し
ま
し
た
。

田
口
辰
郎
氏
か
ら
編
集
部
に
寄
せ
ら
れ
た
「
大
会
記
」
を
紹
介
し
ま
す
。



く
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
。

話
が
か
み
合
わ
ぬ
と
違
和
感
を
持
っ
た

人
も
い
た
だ
ろ
う
が
、
テ
レ
ビ
の
な
あ
な

あ
で
終
わ
る
対
談
よ
り
は
、
は
る
か
対
談

ら
し
く
面
白
か
っ
た
。
論
じ
て
い
る
方
向

は
違
う
が
、
結
局
ふ
た
り
と
も
俳
句
の
未

来
に
対
す
る
認
識
は
、
か
な
り
近
い
も
の

で
あ
る
と
感
じ
た
。

今
大
会
は
こ
れ
ま
で
、
総
会
（
懇
親
会

含
む
）
と
、
大
会
と
を
両
日
に
分
け
て
開

催
し
て
い
た
も
の
を
、
一
日
で
終
わ
ら
せ

た
と
こ
ろ
が
新
し
い
工
夫
で
あ
る
。
確
か

に
近
隣
の
人
た
ち
は
時
間
が
か
か
ら
ず
に

便
利
だ
ろ
う
。
し
か
し
大
分
か
ら
参
加
す

る
身
で
は
、
ど
の
み
ち
宿
泊
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
受
付
が
早
ま
っ
た

分
、
早
朝
の
出
発
は
き
つ
い
。
し
か
し
、

二
日
目
が
ま
る
ま
る
空
い
た
の
で
、
思
い

切
り
鹿
児
島
探
索
に
出
か
け
る
こ
と
が
で

き
た
の
は
、
思
わ
ぬ
収
穫
で
あ
っ
た
。
足

立
攝
氏
、
足
立
町
子
氏
、
飯
田
幸
子
氏
、

そ
し
て
私
と
、
四
人
で
足
立
氏
の
車
に
同

乗
し
て
や
っ
て
き
た
の
で
、
鹿
児
島
出
身

の
私
が
案
内
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
途
中

で
宮
崎
の
一
行
に
も
出
会
っ
た
。

照
国
神
社
を
皮
切
り
に
城
山
展
望
台
へ

と
向
か
っ
た
。
途
中
の
裏
道
か
ら
の
登
山

道
は
百
年
を
越
す
の
で
は
と
思
わ
れ
る
大

木
が
枝
い
っ
ぱ
い
に
歯
朶
を
巻
き
付
け
て

林
立
、
そ
の
様
は
行
く
者
を
太
古
の
世
界

に
引
き
ず
り
込
む
。
森
を
抜
け
る
と
展
望

台
か
ら
、
い
き
な
り
壮
大
な
桜
島
が
顔
前

に
表
れ
た
。
鹿
児
島
の
街
を
一
望
し
て
、

そ
の
向
こ
う
の
錦
江
湾
に
浮
か
ぶ
桜
島
。

と
、
次
の
瞬
間
我
々
を
歓
迎
す
る
か
の
よ

う
に
高
々
と
噴
煙
が
桜
島
か
ら
上
が
り
、

「
お
お
」
と
い
う
歓
声
が
観
光
客
か
ら
漏

れ
た
。

幕
末
の
志
士
福
岡
藩
の
平
野
国
臣
が
幕

府
に
追
わ
れ
、
薩
摩
藩
に
匿
わ
れ
た
時
に

詠
ん
だ
「
我
が
胸
の
燃
ゆ
る
想
い
に
く
ら

ぶ
れ
ば
煙
は
う
す
し
桜
島
山
」
の
一
首
が

非
常
に
実
感
で
き
る
城
山
展
望
台
か
ら
の

景
色
で
あ
っ
た
。

俳
句
の
話
は
い
く
ら
語
っ
て
も
尽
き
る

こ
と
が
な
い
。
車
中
を
含
め
、
た
っ
ぷ
り

俳
句
漬
け
の
二
日
間
で
あ
っ
た
。

●
鹿
児
島
大
会
で
県
協
会
関
係
の
入
選
句

は
以
下
の
通
り
で
す
。

【
鹿
児
島
県
現
代
俳
句
協
会
賞
】

太
陽
に
手
を
突
っ
込
ん
で
ト
マ
ト
捥
ぐ

田
口

辰
郎

【
鹿
児
島
県
俳
人
協
会
賞
】

田
植
機
に
水
の
言
葉
が
あ
ふ
れ
出
す

谷
川

彰
啓

【
鹿
児
島
県
詩
人
協
会
賞
】

い
つ
か
逝
く
天
に
手
を
挙
げ
盆
踊
り

河
野

輝
暉

【
秀
逸
賞
】

雪
し
ま
く
出
口
ば
か
り
の
村
と
な
り

谷
川

彰
啓

と
き
ど
き
は
海
を
見
て
い
る
青
蜥
蜴

成
清

正
之

黄
落
に
な
る
寸
前
が
ジ
ャ
ズ
っ
ぽ
い

成
清

正
之

枝
豆
の
は
し
ゃ
ぎ
す
ぎ
な
い
と
こ
が
好
き

足
立

町
子

耳
を
澄
ま
せ
ば
も
う
団
栗
に
な
っ
て
い
る

足
立

攝

【
15
点
】

不
器
用
に
生
き
て
器
用
に
菊
造
り

梶
原

千
代

【
13
点
】

あ
や
と
り
の
十
指
に
秋
の
灯
を
集
め

梶
原

千
代

【
12
点
】

囀
り
は
村
の
余
白
を
埋
め
て
ゆ
く

谷
川

彰
啓

【
11
点
】

隠
し
事
す
れ
ば
南
瓜
が
ま
た
太
る

足
立

町
子

沈
み
ゆ
く
村
の
隙
間
に
あ
る
野
菊

上
田
た
か
し

【
10
点
】

か
な
か
な
や
ど
こ
ま
で
鳴
い
て
水
に
な
る

河
野

泉

【
8
点
】

生
者
み
な
風
の
出
口
を
向
い
て
秋

田
口

辰
郎

9

第

２

回

雑

詠

句

会

結

果

発

表

句
会
報
８
号
で
詳
報
の
通
り
、
令
和
元
年
度
の
第
２
回
雑
詠
句
会
に
は
41
名

の
参
加
が
あ
り
ま
し
た
。
互
選
の
高
得
点
句
は
以
下
の
通
り
で
す
。

桜島がまさに噴火を始めた瞬間



ゆ
く
秋
に
三
歩
遅
れ
る
万
歩
計

甲
斐
加
代
子

鉄
人
も
達
人
も
い
て
敬
老
日田

代

直
之

逝
く
人
の
空
を
ひ
ろ
げ
る
百
日
紅

え
ん
ど
久
子

【
7
点
】

落
葉
焚
く
弱
音
を
吐
か
ぬ
母
で
し
た

足
立

町
子

牡
蠣
す
ゝ
る
ミ
サ
イ
ル
の
飛
ぶ
日
本
海

谷
川

彰
啓

ほ
た
る
草
を
ん
な
は
い
つ
も
横
座
り

小
野

智
輔

【
6
点
】

穂
す
す
き
の
獅
子
と
な
る
日
の
父
の
葬

田
口

辰
郎

八
月
を
昭
和
一
桁
ら
し
く
し
て

あ
べ
ま
さ
る

コ
ス
モ
ス
に
も
う
雑
念
が
ま
ぎ
れ
込
む

足
立

攝

流
星
や
生
き
て
百
年
足
る
を
知
る

田
代

直
之

赤
蜻
蛉
な
べ
て
悲
し
き
子
守
唄

小
野

智
輔

カ
ー
テ
ン
を
金
木
犀
の
香
が
ゆ
ら
す

赤
嶺

信
子

枝
豆
が
つ
る
ん
と
一
つ
旅
に
出
る

佐
藤

珠
幸

大
丈
夫
と
こ
た
へ
し
も
の
の
秋
ひ
と
り

白
水

風
子

【
5
点
】

人
生
を
考
え
過
ぎ
て
枯
蟷
螂河

野

輝
暉

老
い
て
な
お
生
き
る
証
の
種
を
ま
く

御
手
洗
豊
海

風
そ
よ
ぐ
朽
ち
し
空
家
の
蔦
紅
葉

西
峯

峰
子

ま
ん
じ
ゅ
し
ゃ
げ
千
里
を
駆
け
て
来
た
よ
う
な

河
野

泉

電
源
を
Ｏ
Ｆ
Ｆ
に
切
り
替
え
尾
瀬
の
秋

え
ん
ど
久
子

宵
闇
や
妻
の
口
よ
り
変
化
球瀬

川

剛
一

【
4
点
】

デ
デ
虫
は
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
へ
ゆ
く
と
こ
ろ

田
口

辰
郎

鯖
雲
や
父
終
焉
の
地
を
歩
く下

司

正
昭

文
学
に
生
き
し
眼
鏡
や
菜
の
花
忌

宮
川
三
保
子

過
疎
の
町
案
山
子
の
数
が
お
も
て
な
し

大
神

愛
子

戦
死
公
報
載
り
た
る
謄
本
紙
魚
の
痕

有
村

王
志

日
溜
ま
り
の
夢
を
見
て
い
る
秋
の
蠅

足
立

町
子

九
重
遙
か
は
る
か
を
歩
く
夏
帽
子

成
清

正
之

老
年
は
月
夜
の
酒
を
こ
ぼ
し
あ
う

成
清

正
之

残
照
が
縛
る
棚
田
の
稲
を
刈
る

上
田
た
か
し

に
こ
ご
り
や
母
の
香
り
を
閉
じ
込
め
し

福
井
ト
ミ
子

月
の
座
に
爪
の
綺
麗
な
人
の
来
て

小
野

智
輔

【
3
点
】

あ
れ
こ
れ
の
ず
る
し
て
生
き
て
芋
を
食
う

あ
べ
ま
さ
る

日
傘
さ
す
世
間
の
男
今
を
知
る

あ
べ
ま
さ
る

信
号
の
少
し
手
前
に
秋
の
憂
さ

足
立

攝

夕
暮
れ
の
秋
寂
し
く
て
子
等
を
待
つ

大
神

愛
子

名
月
や
黙
り
し
石
の
さ
わ
ぎ
だ
す

河
野

輝
暉

奔
流
を
よ
け
て
人
生
花
筏

御
手
洗
豊
海

颱
風
と
妻
の
小
言
の
迫
り
来
る

鍬
田

建
二

夭
逝
の
姉
の
面
差
し
秋
果
盛
る

田
中

充

土
の
息
ひ
と
の
息
し
て
零
れ
萩

稲
田
久
美
子

潮
風
の
色
高
ま
り
し
干
大
根菅

勲

無
花
果
を
も
い
で
手
足
が
よ
く
動
く

宮
﨑

山
景

沖
の
タ
ン
カ
ー
停
ま
っ
た
ま
ま
の
秋
思
か
な

飯
田

幸
子

し
ず
か
な
る
海
に
吸
わ
れ
し
鰯
雲

飯
田

幸
子

虫
食
い
の
父
の
脚
絆
や
明
易
し

菅

攝
子

秋
灯
し
ピ
ア
ノ
ソ
ナ
タ
の
中
に
い
る

赤
嶺

信
子

青
春
の
鼓
動
は
速
し
夏
来
た
る

菅

登
喜
子

内
定
を
告
げ
る
孫
の
瞳
秋
う
ら
ら

森
山

秀
子

良
夜
か
な
知
ら
な
い
人
の
忌
を
修
す

白
水

風
子

下
司

正
昭

氏
（
杵
築
市
）

句
集
「
白
樺
林
」
を
出
版

飢
え
し
日
を
生
き
て
戦
後
の
走
り
藷

兵
卒
は
死
な
ず
山
田
の
稲
を
刈
る

職
工
の
将
棋
早
指
し
夜
業
の
灯

は
た
た
神
ど
こ
に
落
ち
て
も
日
本
海

秋
祭
り
気
弱
き
者
に
鬼
の
面

（
編
集
部
抄
出
）
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私
が
俳
句
作
り
を
始
め
た
の
は
、
昭
和

四
十
一
年
二
十
四
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ま
で
の
私
は
国
語
の
教
科
書
で
習
っ

た
松
尾
芭
蕉
の
「
古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水

の
音
」
や
正
岡
子
規
の｢

柿
食
へ
ば
鐘
が

鳴
る
な
り
法
隆
寺
」
と
か
小
林
一
茶
の

「
雀
の
子
そ
こ
の
け
そ
こ
の
け
お
馬
が
通

る
」
位
し
か
知
ら
な
か
っ
た
し
、
俳
句
に

は
全
く
と
い
っ
て
い
い
程
、
関
心
が
な
か
っ

た
。し

か
し
、
昭
和
四
十
一
年
二
月
に
体
調

を
崩
し
、
別
府
の
病
院
に
入
院
し
た
と
き
、

同
じ
病
院
に
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
同
人
で
福
岡

県
直
方
市
の
野
見
山
朱
鳥
が
主
宰
す
る
俳

句
結
社
「
菜
殻
火
」
（
な
が
ら
び
）
の
同

人
Ｎ
さ
ん
と
知
り
合
い
、
Ｎ
さ
ん
の
す
す

め
で
俳
句
を
作
り
始
め
た
。
そ
ん
な
私
が

生
れ
て
始
め
て
作
っ
た
句
が

入
院
の
日
取
り
決
ま
り
て
ね
こ
柳

で
あ
り
、
そ
の
後

夏
山
や
病
の
経
過
医
師
に
問
ふ

一
湾
の
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
や
雪
の
晴

天
窓
に
守
宮
の
腹
の
白
さ
か
な

等
の
句
を
作
っ
て
は
、
Ｎ
さ
ん
の

添
削
を
受
け
た
。
し
か
し
、
そ
の
後

私
の
病
気
が
回
復
し
た
た
め
、
Ｎ
さ

ん
と
の
交
流
は
数
ヶ
月
で
終
っ
た
。

退
院
後
し
ば
ら
く
は
、
俳
句
作
り

に
励
み
大
分
合
同
新
聞
文
芸
欄
に
投

稿
し
た
り
し
て
い
た
が
、
指
導
を
受

け
る
人
も
な
く
、
い
つ
し
か
句
作
に
い
き

づ
ま
り
、
三
年
ほ
ど
で
退
め
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
後
結
婚
し
子
供
も
二
人
生
ま
れ
た

こ
ろ
、
子
ど
も
の
成
長
を
記
録
す
る
た
め

に
カ
メ
ラ
を
購
入
し
、
ア
ル
バ
ム
写
真
を

楽
し
ん
だ
。
あ
る
時
、
市
内
の
カ
メ
ラ
店

が
主
催
す
る
モ
デ
ル
撮
影
会
に
誘
わ
れ
、

そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
風
景
写
真
に

も
興
味
を
持
っ
た
。

休
日
を
利
用
し
て
は
、
国
東
半
島
を
中

心
に
、
田
舎
の
自
然
を
と
る
こ
と
に
夢
中

に
な
り
、
県
美
展
に
出
品
す
る
回
数
も
増

え
、

終
的
に
は
、
会
員
と
な
っ
た
。
春

の
県
美
展
大
賞
を
受
賞
し
た
事
も
あ
っ
た

が
、
銀
鉛
フ
ィ
ル
ム
か
ら
デ
ジ
タ
ル
カ
メ

ラ
の
時
代
に
な
り
、
定
年
を
機
に
き
っ
ぱ

り
と
写
真
を
や
め
た
。
今
思
え
ば
、
こ
の

時
の
美
し
い
景
色
が
、
今
の
私
の
俳
句
の

原
風
景
に
な
っ
て
い
る
。
平
和
な
自
然
は
、

そ
れ
を
奪
お
う
と
す
る
も
の
と
の
た
た
か

い
の
中
で
、
輝
き
続
け
る
か
ら
だ
。

仕
事
を
辞
め
手
持
ち
無
沙
汰
に
な
っ
て

い
た
六
十
二
歳
の
頃
、
職
場
の
元
上
司
Ｔ

さ
ん
の
奥
さ
ん
が
、
公
民
館
の
俳
句
教
室

に
通
っ
て
い
る
の
を
知
り
、
話
を
し
て
い

る
う
ち
に
ま
た
ぞ
ろ
俳
句
へ
の
意
欲
が
沸

き
あ
が
っ
て
き
た
。
奥
さ
ん
の
紹
介
で
俳

句
教
室
に
入
会
し
た
。
月
二
回
講
座
が
あ

り
、
年
に
一
回
は
バ
ス
で
の
吟
行
で
あ
る
。

こ
の
時
の
講
師
の
句
風
は
自
然
諷
詠
で
、

写
生
句
ば
か
り
が
高
得
点
に
な
り
、
人
間

を
詠
ん
だ
句
は
、
な
か
な
か
理
解
し
て
も

ら
え
な
い
。
私
は
い
つ
し
か
物
足
り
な
さ

を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
こ
の
俳
句
教

室
か
ら
も
足
が
遠
の
い
た
。

次
に
私
が
入
会
し
た
の
は
別
府
公
民
館

俳
句
教
室
の
河
野
輝
暉
教
室
で
あ
る
。

河
野
俳
句
教
室
は
、
今
ま
で
の
自
然
諷

詠
の
作
品
と
は
打
っ
て
変
わ
り
、
現
代
俳

句
で
あ
り
、
河
野
先
生
の
深
い
人
間
性
に

立
脚
し
て
い
た
。
自
分
の
目
指
し
て
い
る

俳
句
の
方
向
は
こ
ち
ら
で
は
な
い
か
と
、

漠
然
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

今
ま
で
の
俳
句
と
は
全
く
句
風
を
異
に

す
る
斬
新
な
俳
句
ば
か
り
で
、
驚
き
の
連

続
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
河
野
輝
暉
先
生
の

指
導
す
る
国
東
俳
句
教
室
に
転
じ
、
数
年

間
、
河
野
先
生
の
指
導
を
受
け
た
。
河
野

先
生
の
勧
め
で
大
分
県
現
代
俳
句
協
会
に

も
入
会
し
た
。

考
え
て
み
る
と
、
私
の
句
歴
二
十
年
間

の
う
ち

初
の
十
年
間
は
、
ホ
ト
ト
ギ
ス

系
の
自
然
諷
詠
、
後
半
の
十
年
間
は
社
会

を
テ
ー
マ
に
し
た
現
代
俳
句
を
学
ん
だ
こ

と
に
な
る
。

初
か
ら
現
代
俳
句
に
巡
り

会
え
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
今
だ
に
私
自
身
が
ホ
ト
ト

ギ
ス
俳
句
の
癖
が
抜
け
き
れ
ず
に
い
る
か

ら
だ
。
現
在
の
結
社
や
俳
句
総
合
誌
の
大

部
分
を
占
め
て
い
る
の
は
、
十
年
一
日
の

11

「
私
と
俳
句
」

下
司

正
昭

リ
レ
ー
エ
ッ
セ
イ

連
載
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如
く
の
花
鳥
諷
詠
の
写
生
句
で
あ
り
、

「
自
分
の
周
囲
一
メ
ー
ト
ル
の
盆
栽
俳
句
」

ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
は
、
社
会

の
動
き
に
い
た
ず
ら
に
目
を
そ
ら
し
自
分

の
殻
に
閉
じ
込
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
私
に
は
そ
う
思
え
て
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。

戦
後
七
十
四
年
を
経
て
、
今
や
先
の
ア

ジ
ア
太
平
洋
戦
争
を
知
っ
て
い
る
人
が
国

民
の
二
割
し
か
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

政
治
家
も
戦
争
を
知
ら
な
い
世
代
が
ほ
と

ん
ど
を
占
め
、
「
戦
争
で
領
土
を
取
り
返

す
」
等
の
バ
カ
な
発
言
を
口
に
す
る
官
僚

上
が
り
の
政
治
家
ま
で
出
て
く
る
始
末
で

あ
る
。
こ
ん
な
人
た
ち
に
と
っ
て
先
の
大

戦
は
、
遠
い
昔
の
歴
史
的
出
来
事
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
わ
ず
か
七
十
四

年
前
の
こ
と
で
あ
る
。
決
し
て
風
化
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
。

父
が
負
傷
者
、
傷
痍
軍
人
と
し
て
帰
還

し
、
貧
乏
の
辛
酸
を
な
め
た
私
に
と
っ
て
、

戦
争
は
憎
む
べ
き
敵
で
あ
る
。
ど
ん
な
理

由
を
つ
け
て
も
、
二
度
と
戦
争
を
し
て
は

な
ら
な
い
。
こ
れ
が
今
私
が
俳
句
を
作
る

上
で
の
、
一
番
の
立
脚
点
で
あ
る
。

戦
争
中
の
こ
と
を
わ
ず
か
で
も
知
る
世

代
の
一
人
と
し
て
、
今
後
も
私
は
反
戦･

平
和
の
俳
句
を
詠
み
続
け
た
い
と
思
っ
て

い
る
。
こ
の
度
の
私
の
「
白
樺
林
」
出
版

は
、
そ
の
一
里
塚
で
あ
る
。

《
発
展
基
金
寄
付
》

・
白
水

風
子
氏

三
口

（
一
口

千
円
）

《
俳
号
改
名
》

久
枝

和
桜
夫
（
ひ
さ
え
だ

わ
さ
お
）
氏

改
め

久
枝

花
城

（
か
じ
ょ
う
）
氏

《
新
会
員
紹
介
》

畑
正
彦
（
日
田
）

紫
陽
花
の
瑠
璃
こ
ぼ
れ
だ
す
磴
登
る

足
立

鶴
男
（
大
分
）

味
噌
汁
を
ま
た
食
べ
残
す
秋
の
暮
れ

大
川

千
明
（
大
分
）

金
柑
の
実
は
細
り
て
夕
が
ら
す

坂
本

一
光
（
大
分
）

水
澄
む
や
川
は
昔
の
ま
ま
に
過
疎

佐
藤

珠
幸
（
豊
後
大
野
）

旅
に
疲
れ
北
の
雑
煮
で
あ
た
た
ま
る

佐
藤

哲
夫
（
豊
後
大
野
）

雑
煮
餅
箸
の
長
さ
と
決
め
て
い
る

吉
田

素
子
（
豊
後
大
野
）

玉
手
箱
開
け
て
幾
年
初
鏡

◇
会
報
を
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
今

回
が
6
回
目
の
発
行
で
あ
る
。
だ
ん
だ
ん

要
領
を
覚
え
て
き
た
が
、
句
会
報
と
重
な

る
と
目
が
回
る
ほ
ど
の
忙
し
さ
だ
。

◇
事
務
局
に
い
る
と
会
員
の
動
静
が
よ
く

わ
か
る
。
亡
く
な
っ
た
と
か
、
活
動
停
止

し
た
と
い
う
話
が
と
て
も
多
い
。
会
員
を

増
や
す
以
外
に
な
い
と
思
い
知
る
。

令
和
元
年
十
二
月
二
七
日
発
行

会
報
第
百
十
八
号

発
行
人
・
有
村

王
志

発
行
所
・
大
分
県
現
代
俳
句
協
会

編
集
人
・
足
立

攝
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特
定
の
会
場
を
持
た
な
い
。
毎
月

欠
か
さ
ず
開
催
す
る
が
、
い
つ
に
な

る
か
は
そ
の
都
度

メ
ン
バ
ー
が
話
し

合
っ
て
決
め
る
、

そ
ん
な
吟
行
会
で

あ
る
。

ほ
ぼ
県
下
を
回
っ

た
今
は
、
大
分
市

別
府
市
く
ら
い
の

近
場
で
吟
行
す
る

こ
と
が
多
く
な
っ

た
。
勉
強
会
は
公

民
館
を
借
り
た
り
、
喫
茶
店
の
隅
で

行
っ
た
り
と
多
彩
だ
。
10
時
頃
か
ら

16
時
ま
で
、
み
っ
ち
り
と
俳
句
漬
け

で
あ
る
。
俳
句
も
、
鑑
賞
も
、
お
か

し
け
れ
ば
容
赦
な
く
指
摘
さ
れ
る
。

こ
の
写
真
は
中
津
の
み

な
さ
ん
と
合
同
で
吟
行
し

た
と
き
の
も
の
で
あ
る
。

ど
こ
へ
で
も
出
か
け
て

行
く
し
、
誰
が
加
わ
っ
て

も
よ
い
。
た
だ
し
、
俳
句

の
質
は
落
と
さ
な
い
と
い

う
の
が
こ
の
会
の
身
上
で

あ
る
。
試
し
に
一
度
参
加

し
て
み
た
い
と
い
う
方
は

遠
慮
な
く
編
集
部
ま
で
。

句
会
探
訪
６

大
分
市

吟
行
会


