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ロ
ー
タ
リ
ー
親
睦
活
動
月
間 

令
和
３
年
６
月
３
日
（
木
） 

Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ａ
Ｋ 

Ｏ
Ｕ
Ｔ 

Ｄ
Ａ
Ｙ 

（
オ
ン
ラ
イ
ン
例
会 

 
 

 
 

・Z
o

o
m

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
）

 

     

会
員
53
名 

出
席
計
算
数 53

名
中
53
名
出
席 

出
席
率
１
０
０
％ 

前
々
回
出
席
率
１
０
０
％ 

  

例
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
リ
モ
ー
ト
） 

★
米
山
奨
学
生
挨
拶 

★
Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ａ
Ｋ 
Ｏ
Ｕ
Ｔ 

Ｄ
Ａ
Ｙ 

★
卓 

話
（
岡
田 
尚
彦
さ
ん
） 

  

ロ
ー
タ
リ
ー
ソ
ン
グ 

 

「
我
等
の
生
業
」（
歌
唱
な
し
） 

  

ゲ
ス
ト
（
リ
モ
ー
ト
） 

米
山
奨
学
生 
 

 
 

 

馬ま 
 

健
淋

け
ん
り
ん 

  

会
長
挨
拶 

 
 

 
 

大
原 

敏
正 

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
、
如
何
お
過
ご

し
で
し
ょ
う
か
？ 

本
日
の
卓
話
は
岡
田
尚
彦
副
会
長
に

お
願
い
し
ま
し
た
。
大
須
ロ
ー
タ
リ
ー

の
ゴ
ル
フ
部
会
の
会
長
で
ゴ
ル
フ
好
き

は
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
他
に
多

彩
な
趣
味
を
持
っ
て
い
ら
れ
ま
す
の
で
、

本
日
の
卓
話
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

宜
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

今
週
は
歯
の
衛
生
週
間
で
す
。
毎
年

本
当
に
さ
さ
や
か
で
は
あ
り
ま
す
が
、

会
員
の
み
な
さ
ん
に
歯
ブ
ラ
シ
を
配
ら 

せ
て
頂
い

て
い
ま
し

た
が
、
リ

ア
ル
例
会

が
開
け
ら

れ
な
い
状

態
で
す
の

で
、
今
日

は
趣
向
を

変
え
て
歯

の
ク
イ
ズ

を
出
し
ま

す
。
正
解

の
方
に
は

歯
ブ
ラ
シ

３
本
と
ミ

ラ
ー
、
デ

ン
タ
ル
フ

ロ
ス
、
歯

科
医
院
限

定
の
昔
な 

つ
か
し
い「
マ
ル
カ
ワ
フ
ー
セ
ン
ガ
ム
」

の
セ
ッ
ト
を
、
最
終
例
会
時
に
進
呈
し

ま
す
。 

 

〇
第
一
問 

「
人
間
の
歯
は
生
涯
で
１
度
だ
け
、
乳

歯
か
ら
永
久
歯
へ
と
生
え
変
わ
り
ま
す

が
、
最
も
多
く
生
え
変
わ
る
と
言
わ
れ

て
い
る
動
物
は
サ
メ
で
す
。
さ
て
何
本

生
え
変
わ
る
で
し
ょ
う
か
？
」 

①
数
十
本 

②
数
百
本 

③
数
千
本 

正
解
は
③
数
千
本
で
す
。
サ
メ
の
歯

は
生
え
て
い
る
歯
の
後
ろ
に
、
次
に
生

え
る
歯
が
準
備
さ
れ
て
い
て
、
一
本
で

も
脱
落
す
る
と
外
一
列
全
て
が
抜
け
落

ち
て
い
く
そ
う
で
す
。
無
駄
が
多
い
で

す
ね
。 

〇
第
二
問 

「
動
物
の
中
で
、
最
も
歯
の
数
が
多
い

動
物
は
次
の
内
ど
れ
で
し
ょ
う
か
？
生

え
変
わ
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
よ
。」 

①
イ
ナ
ゴ 

②
ワ
ニ 

③
カ
タ
ツ
ム
リ 

正
解
は
③
カ
タ
ツ
ム
リ
で
す
。
カ
タ

ツ
ム
リ
は
ベ
ッ
タ
リ
く
っ
つ
く
部
分
に

「
歯
舌
」
と
い
う
細
か
な
歯
が
あ
り
、

や
す
り
の
要
領
で
、
葉
っ
ぱ
を
削
り
取

り
食
べ
ま
す
。
こ
れ
は
硬
い
コ
ン
ク
リ

ー
ト
も
削
れ
る
ほ
ど
丈
夫
で
、
そ
の
本

数
は
１
万
本
以
上
有
り
ま
す
。 

〇
第
三
問 

「
ゾ
ウ
の
牙
は
、
ど
の
歯
が
延
び
た
も

の
で
し
ょ
う
か
？
」 

①
下
顎
犬
歯 

②
上
顎
前
歯 

③
上
顎

犬
歯 正

解
は
②
上
顎
前
歯
で
す
。
長
い
も

の
で
は
３
ｍ
以
上
で
１
０
０
㎏
を
越
し

ま
す
。
因
み
に
ゾ
ウ
の
奥
歯
は
歯
が
す 

 

り
減
る
と
、

奥
か
ら
新
し

い
歯
が
前
に

移
動
し
て
来

て
押
し
出
さ

れ
て
抜
け
落

ち
る
そ
う
で

す
。
ま
さ
に

歯
医
者
い
ら

ず
で
す
。 

〇
第
四
問 

「
キ
リ
ン
は
映
像
で
よ
く
高
い
木
の
葉

っ
ぱ
や
小
枝
を
上
手
に
く
わ
え
て
食
べ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
歯
の
特
徴
は
次
の

ど
れ
で
し
ょ
う
か
？
」 

①
前
歯
が
な
い 

②
前
歯
の
本
数
が
非

常
に
多
い 

③
顎
が
シ
ュ
レ
ッ
ダ
ー
の

様
に
動
き
、
前
歯
で
切
り
裂
く 

正
解
は
①
前
歯
が
な
い
で
す
。
正
確

に
は
上
の
前
歯
が
無
く
、
舌
が
上
手
に

葉
や
小
枝
に
絡
み
、上
顎
の
前
歯
部
分
の

硬
い
歯
茎
に
押
し
つ
け
て
引
き
ち
ぎ
り
、

奥
歯
で
す
り
合
わ
せ
て
食
べ
て
い
ま
す
。

葉
っ
ぱ
で
は
栄
養
価
が
低
い
た
め
起
き

て
い
る
間
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
食
べ
続
け

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
正
味
の
睡
眠
時
間

は
一
日
30
分
程
度
だ
そ
う
で
す
。 

如
何
で
し
た
で
し
ょ
う
か
？ 

全
問

正
解
の
方
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た

か
？
豪
華
プ
レ
ゼ
ン
ト
は
最
終
例
会
の

時
に
お
渡
し
し
ま
す
の
で
楽
し
み
に
お

待
ち
く
だ
さ
い
。 

「
今
日
も
１
日
笑
顔
で
過
ご
し
ま
し

ょ
う
」
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

  

卓 
 

話 

「
日
本
の
仏
像
彫
刻
に
つ
い
て
」 

副
会
長 

岡
田 

尚
彦 

こ
ん
に
ち
は
。
ロ
ー
タ
リ
ー
に
入
会

し
て
37
年
。
今
ま
で
に
２
、３
回
卓
話

を
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
が
、
今
ま
で
の

卓
話
で
は
話
を
し
な
か
っ
た
私
の
趣
味

の
中
か
ら
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

1540 
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私
は
結
構
趣
味
が
多
い
の
で
す
が
、

間
口
は
広
い
が
奥
行
き
が
な
い
と
い
う

代
物
ば
か
り
で
す
。
ゴ
ル
フ
し
か
り
、

陸
上
競
技
し
か
り
、切
手
収
集
し
か
り
、

映
画
鑑
賞
し
か
り
で
す
。
皆
中
途
半
端

な
も
の
ば
か
り
で
す
。
人
間
も
中
途
半

端
な
の
で
知
識
に
乏
し
い
た
め
、
本
日

は
仏
像
彫
刻
の
さ
わ
り
だ
け
を
お
話
し

ま
す
。 

中
学
・
高
校
時
代
、
陸
上
競
技
を
や
っ

て
い
た
の
で
、
大
学
で
も
運
動
部
に
入

り
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
工
学
部
に
入

っ
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
運
動
を
あ

き
ら
め
、古
都
、京
都
ら
し
い
ク
ラ
ブ
に

入
ろ
う
と
思
い
、
女
性
が
比
較
的
多
い

古
美
術
研
究
会
に
入
会
し
ま
し
た
。
そ

の
中
の
彫
刻
分
科
会
を
選
ん
だ
の
で
す

が
、
残
念
な
が
ら
彫
刻
は
女
性
が
少
な

い
分
科
会
で
し
た
。
僕
は
中
学
・
高
校 

と
男
子
ば
か
り
、
大
学
も
工
学
部
で
女

性
が
少
な
し
、
彫
刻
分
科
会
も
女
性
少

な
し
と
、
女
性
に
縁
が
と
て
も
薄
い
人

生
で
す
。
冗
談
は
さ
て
お
き…

 

彫
刻
分
科
会
は
、
日
本
彫
刻
の
主
に

飛
鳥
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
ま
で
の
様
式

論
を
研
究
す
る
会
で
す
。
仏
像
を
仏
と

し
て
礼
拝
の
対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、

美
術
品
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
観
点
か
ら
今
回
の
お
話
し
を
す
す

め
て
い
き
ま
す
。 

日
本
彫
刻
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
お

い
て
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
今
回
は
そ
れ

ぞ
れ
の
様
式
の
違
い
を
お
話
し
す
る
の

で
は
な
く
、
仏
像
制
作
に
使
用
さ
れ
た

材
料
の
違
い
に
つ
い
て
話
を
進
め
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

飛
鳥
時
代 

ま
ず
仏
教
伝
来
の
５
５
２
年
～
大
化

の
改
新
６
４
５
年
ま
で
を
飛
鳥
時
代
と

い
っ
て
い
ま
す
が
、
現
存
す
る
仏
像
の

約
３
／
４
が
金
銅
仏
（
銅
に
金
メ
ッ
キ
を

施
し
た
も
の
）
で
す
。
残
り
の
１
／
４
が

木
彫
で
一
木
造
（
い
ち
ぼ
く
づ
く
り
）

で
す
。
一
木
造
と
は
一
つ
の
像
を
一
本

の
木
か
ら
彫
り
出
し
た
も
の
で
す
が
、

頭
部
か
ら
胴
体
ま
で
が
一
本
で
、
腕
や 

膝
な
ど
突
出
部
が
矧は

ぎ

合
わ
せ
て
あ
っ
て 

も
一
木
造
と
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
時
代
の
木
彫
の
特
筆
す
べ
き
事

は
、一
体
を
除
き
、す
べ
て
の
像
が
ク
ス

ノ
キ
と
い
う
樹
種
で
つ
く
ら
れ
て
い
る

点
で
す
。
そ
の
一
体
は
、
京
都
太
秦
の

広
隆
寺
に
あ
る
、
宝
冠
弥
勒
菩
薩
半
跏

思
惟
像
（
冠
を
か
ぶ
っ
た
よ
う
な
頭
を

し
て
い
る
の
で
）
で
あ
り
ま
す
。
日
本 

        

の
国
宝
第
一
号
に
指
定
さ
れ
て
い
る
仏

像
で
す
。 

広
隆
寺
に
は
も
う
一
体
、
弥
勒
菩
薩

が
あ
り
ま
す
が
、
通
称
「
泣
き
弥
勒
」

と
呼
ば
れ
頭
が
髷
を
し
た
よ
う
な
形
を

し
て
い
て
、
宝
冠
に
対
し
て
宝
髻
弥
勒 

菩
薩
と
区 

別
し
て
い 

ま
す
。
こ 

の
宝
髻
弥 

勒
菩
薩
は 

ク
ス
ノ
キ 

で
す
。 

宝
冠
弥 

勒
は
、
昭 

和
35
年
に 

当
時
の
京 

大
生
が
こ
の
像
の
あ
ま
り
の
美
し
さ
に

心
を
奪
わ
れ
口
づ
け
を
し
よ
う
と
し
て

薬
指
を
折
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
ア
ク

シ
デ
ン
ト
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

こ
の
像
だ
け
は
、
彫
刻
に
は
適
さ
な

い
、
日
本
人
な
ら
絶
対
に
使
わ
な
い
ア

カ
マ
ツ
材
で
作
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も

木
裏（
き
う
ら
）
か
ら
彫
っ
て
あ
り
ま
す
。

こ
の
事
か
ら
、こ
の
像
は
朝
鮮
で
作
ら 

れ
我
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
か
、
用
材
の

ま
ま
我
国
へ
送
ら
れ
、
朝
鮮
か
ら
渡
来

し
た
仏
師
が
日
本
で
完
成
さ
せ
た
の
か
、

ど
ち
ら
か
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
ち

な
み
に
、
ソ
ウ
ル
の
国
立
中
央
博
物
館

に
瓜
二
つ
の
金
銅
仏
（
金
銅
弥
勒
菩
薩

半
跏
思
惟
像
）
が
あ
り
ま
す
。 

他
の
時
代
で
は
利
用
さ
れ
て
い
な
い

ク
ス
ノ
キ
が
、
何
故
こ
の
時
代
だ
け
使

わ
れ
た
の
か
と
い
う
理
由
で
す
が
、
我

国
に
最
初
に
も
た
ら
さ
れ
た
仏
像
は
白

檀
と
い
う
木
で
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

白
檀
は
、
香
木
と
言
わ
れ
る
強
い
香
り

の
あ
る
木
で
す
。
我
国
に
は
無
い
木
な

の
で
、
代
替
材
と
し
て
香
木
の
ク
ス
ノ

キ
が
利
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
言

わ
れ
て
お
り
ま
す
。 

更
に
ク
ス
ノ
キ
の
材
質
は
、
比
較
的

硬
く
も
な
く
刃
切
れ
が
よ
く
、
逆
目
も

た
ち
に
く
い
、
耐
久
性
も
あ
る
と
い
う

特
徴
が
あ
り
、
当
時
の
刃
物
で
加
工
す

る
に
易
し
い
材
料
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

ま
す
。 

白
鳳
時
代 

さ
て
、
次
の
白
鳳
時
代
は
大
化
の
改

新
の
６
４
５
年
～
７
１
０
年
の
平
城
遷

都
ま
で
を
い
い
ま
す
が
、
一
言
で
言
え

ば
あ
ど
け
な
い
顔
を
し
た
童
児
形
の
仏

像
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
し
か
も
こ
の

時
代
よ
り
藤
原
時
代
ま
で
、
製
作
者
の

名
前
が
伝
え
ら
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

木
彫
が
無
く
な
り
、
金
銅
仏
が
多
く
な

り
ま
し
た
。
後
期
に
は
金
銅
仏
の
他
に
、

塑
像
（
粘
土
の
像
に
彩
色
し
た
も
の
）

や
乾
漆
像
が
あ
ら
わ
れ
ま
す
。
乾
漆
と 

は
、
粘
土

で
像
の
大

体
の
形
を

つ
く
り
麻

布
を
漆
で

塗
り
固
め
、

こ
れ
を
数

回
繰
り
返

し
て
十
分

乾
漆
し
た

後
、
像
を 

 

薬
師
三
尊
像 

（
奈
良
薬
師
寺 

金
堂
・
金
銅
仏
）

 

割
っ
て
内
部
の
土
を
除
き
、
木
枠
を
入

れ
て
像
が
変
形
し
な
い
よ
う
に
し
、
最

後
に
表
面
に
彩
色
を
施
し
て
仕
上
げ
を

す
る
技
法
で
す
。 

天
平
時
代 

             

阿
修
羅
立
像
（
奈
良
興
福
寺
・
乾
漆
像
）

 
 

天
平
時
代
は
平
城
遷
都
７
１
０
年
～

平
安
遷
都
７
９
４
年
ま
で
の
約
80
年

間
を
い
い
ま
す
。
こ
の
時
代
は
各
地
に

離
れ
て
い
た
寺
院
が
奈
良
に
移
転
し
、

聖
武
天
皇
に
よ
っ
て
諸
国
に
国
分
寺
、

国
分
尼
寺
が
建
立
さ
れ
、
15
ｍ
に
及
ぶ

金
銅
盧
遮
那
仏
を
本
尊
と
す
る
東
大
寺

が
造
ら
れ
ま
し
た
。
次
の
孝
謙
天
皇
も

西
大
寺
を
建
立
し
、
奈
良
仏
教
界
が
大

い
に
栄
え
た
時
代
で
し
た
。
東
大
寺
造

営
の
時
に
は
造
東
大
寺
司
と
い
う
役
所

が
設
立
さ
れ
、
彫
刻
は
造
仏
所
と
い
う

と
こ
ろ
で
多
く
の
工
人
達
に
よ
り
分
業

的
に
製
作
さ
れ
大
量
生
産
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
銅
、
金
、
銀
な
ど
の
金
属
の
像
、 
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乾
漆
・
塑
像
・
磚せ

ん

（
煉
瓦
の
こ
と
で
土 

を
焼
い
て
方
形
・
長
方
形
の
平
板
と
し

て
像
を
浮
彫
に
し
た
も
の
）、後
半
に
は 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

木
彫
も
加
わ
っ
て
多
く
の
種
類
の
仏
像

が
作
ら
れ
ま
し
た
。 

貞
観
時
代 

貞
観
時
代
は
平
安
初
期
・
弘
仁
時
代

と
も
言
わ
れ
、
平
安
遷
都
７
９
４
年
か

ら
８
９
４
年
の
遣
唐
使
停
止
ま
で
の
約

１
０
０
年
を
指
し
ま
す
。
腐
敗
し
た
奈

良
仏
教
界
の
勢
力
か
ら
脱
皮
す
べ
く
桓

武
天
皇
は
長
岡
遷
都
を
経
て
山
城
の
地

に
平
安
京
を
建
設
し
ま
し
た
。
奈
良
の

寺
院
を
す
べ
て
取
り
壊
し
て
、
渡
唐
し

て
新
仏
教
を
持
っ
て
帰
国
し
た
最
澄
や

空
海
の
天
台
・
真
言
の
二
宗
を
重
用
し

ま
し
た
。
特
に
空
海
の
真
言
宗
は
荘
重

な
祈
祷
を
重
ん
じ
る
た
め
、
当
時
の
貴

族
の
心
に
投
じ
勢
力
を
伸
ば
し
ま
し
た
。

ま
た
天
台
宗
も
最
澄
の
弟
子
、円
仁
、円

珍
を
経
て
、
勢
力
を
伸
ば
し
ま
し
た
。 

            

十
一
面
観
音
菩
薩
立
像 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
奈
良
法
華
寺
・
カ
ヤ
材
一
木
造
）

 

盛
ん
な
秘
法
・
修
法
・
祈
り
に
よ
っ

て
現
世
利
益
を
得
ら
れ
る
と
信
じ
ら
れ
、

密
教
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
た
情

勢
の
な
か
で
彫
刻
様
式
も
変
わ
り
、
時

間
や
お
金
の
か
か
る
金
銅
仏
や
乾
漆
像

な
ど
が
少
な
く
な
り
、
刃
物
の
発
達
も

あ
り
、
空
海
ら
の
密
教
の
仏
像
様
式
な

ど
が
加
わ
っ
て
多
彩
な
仏
像
が
木
材
の

一
木
造
で
作
ら
れ
ま
す
。
さ
ら
に
彫
刻

に
最
も
適
し
て
い
る
と
知
っ
て
い
た
の

で
し
ょ
う
、
白
木
の
木
肌
の
美
し
さ
を

表
現
し
た
ヒ
ノ
キ
と
い
う
材
料
を
用
い

た
も
の
が
多
く
な
り
ま
す
。 

当
時
中
央
と
言
わ
れ
て
い
る
京
都
・

奈
良
地
方
で
は
、
木
彫
は
良
材
の
ヒ
ノ

キ
が
使
用
さ
れ
る
例
が
多
い
で
す
が
、

中
国
か
ら
渡
来
し
た
仏
像
の
影
響
も
あ

り
、
サ
ク
ラ
や
セ
ン
ダ
ン
な
ど
の
木
が

用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。 

関
東
地
方
を
み
て
み
る
と
、
カ
ヤ
・

ヒ
ノ
キ
の
他
に
カ
ツ
ラ
・
ケ
ヤ
キ
・
ク

ワ
・
サ
ク
ラ
な
ど
の
木
が
使
わ
れ
、
ヒ

ノ
キ
の
使
用
割
合
が
少
な
く
な
っ
て
い

ま
す
。
更
に
東
北
地
方
に
な
る
と
、
ヒ

ノ
キ
は
使
わ
れ
な
く
な
り
、
カ
ツ
ラ
・

ケ
ヤ
キ
・
ハ
ル
ニ
レ
・
サ
ク
ラ
・
ハ
リ

ギ
リ
な
ど
の
広
葉
樹
が
主
体
に
な
っ
て

い
ま
す
。 

 

藤
原
時
代
は
平
安
中
期
・
後
期
を
い

い
ま
す
。
遣
唐
使
停
止
の
８
９
４
年
～

平
家
滅
亡
の
１
１
８
５
年
の
約
２
９
０

年
で
す
。
藤
原
氏
が
全
勢
を
し
め
し
た

時
代
で
あ
り
、
和
様
化
と
い
う
文
化
が

好
ま
れ
ま
し
た
。
顔
つ
き
や
体
躯
は
丸

み
が
加
わ
り
、
衣
文
の
数
が
減
り
、
彫

り
が
浅
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。
11
世
紀

初
頭
に
仏
師
定
朝
が
出
現
し
て
、
和
様

仏
像
の
完
成
を
み
ま
し
た
。
ま
た
こ
の

頃
は
、
末
法
思
想
が
盛
ん
に
な
り
、
当

時
の
貴
族
は
沢
山
の
仏
を
作
る
こ
と
が

作
善
と
さ
れ
、
多
く
の
仏
像
が
作
ら
れ

ま
し
た
。
そ
れ
を
満
た
す
為
に
、
多
く

の
木
を
寄
せ
集
め
て
造
る
寄
木
造
と
い

う
造
仏
法
が
行
わ
れ
、
頭
・
胴
体
・
両
腕
・

膝
を
別
木
で
造
る
も
の
や
、
更
に
各
部 

を
細
か
く 

矧は
ぎ

合
わ
せ 

る
も
の
も

あ
り
ま
し

た
。
同
時

に
多
数
の

仏
師
が
分

業
的
に
仕

事
を
す
る

こ
と
が
可

能
で
あ
り
、

需
要
に
応

え
る
こ
と

が
で
き
ま

し
た
。 

阿
弥
陀
如
来
坐
像 

（
京
都
平
等
院
鳳
凰
堂
・
ヒ
ノ
キ
寄
木
造
）

 

 

鎌
倉
時
代 

最
期
に
平
家
滅
亡
１
１
８
５
年
～
南

北
朝
の
合
一
１
３
９
２
年
を
鎌
倉
時
代

と
い
い
ま
す
。
貴
族
か
ら
武
士
に
実
権

が
代
わ
り
力
強
い
作
品
が
生
ま
れ
て
き

ま
し
た
。
そ
の
原
動
力
は
運
慶
で
あ
り
、

快
慶
や
定
慶
な
ど
と
一
緒
に
、
奈
良
・ 

仁
王
立
像 

運
慶
・
快
慶
作 

（
奈
良 東

大
寺
南
大
門
・ 

ヒ
ノ
キ
木
彫
寄
木
造
）

 

 

興
福
寺
や
東
大

寺
な
ど
の
復
興

事
業
と
い
う
好

機
に
も
恵
ま
れ
、

鎌
倉
彫
刻
の
繁

栄
を
担
っ
て
い

き
ま
し
た
。
し

か
し
後
半
に
な

る
と
法
然
や
親

鸞
、
日
蓮
な
ど

の
新
興
仏
教
が 

流
行
、
為
政
者
の
為
の
宗
教
か
ら
一
般

民
衆
の
為
の
宗
教
が
台
頭
、
そ
れ
ら
の

仏
教
は
仏
像
よ
り
も
仏
画
を
重
用
す
る

よ
う
に
な
り
、
彫
刻
の
需
要
が
少
な
く

な
り
、
造
仏
界
の
沈
滞
を
ま
ね
い
て
い

き
ま
し
た
。 

こ
の
時
代
の
彫
刻
の
特
徴
は
武
士
の

社
会
を
反
映
し
て
質
実
剛
健
で
玉
眼
を

い
れ
た
り
し
て
写
実
的
な
仏
像
が
多
く 

 

       

 

大
日
如
来
坐
像
・
運
慶
作 

 
 

（
奈
良 

円
成
寺
・
木
彫
）

 

                   

み
ら
れ
ま
す
。 

さ
ら
に
神
奈
川
鶴
岡
八
幡
宮
の
弁
才

天
坐
像
の
よ
う
に
写
実
主
義
の
ゆ
き
す

ぎ
で
裸
の
像
に
本
物
の
着
物
を
着
せ
た

像
な
ど
が
作
ら
れ
日
本
彫
刻
の
衰
退
を

ま
ね
く
結
果
と
な
る
の
で
す
。 

 

室
町
時
代
以
降
も
多
く
の
彫
刻
が
作

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
時
代
独
自
の

様
式
に
と
ぼ
し
く
、
日
本
の
彫
刻
史
は

鎌
倉
以
降
語
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な

り
ま
し
た
。 

以
上
、
浅
学
で
菲
才
な
私
の
お
話
し

を
お
聞
き
く
だ
さ
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。 
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米
山
奨
学
生
挨
拶 

米
山
奨
学
生 

 
 

馬 ま 
 

健
淋

け
ん
り
ん 

名
古
屋
大
須
ロ
ー
タ
リ
ー
ク
ラ
ブ
の

皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。
今
月
中
に
２
，３

社
の
面
接
が
あ
り
ま
す
の
で
、
内
定
を

取
る
た
め
に
頑
張
り
た
い
と
思
い
ま
す
。 

さ
て
、
先
日
中
国
は
夫
婦
の
子
供
を

３
人
ま
で
認
め
る
方
針
を
示
し
ま
し
た
。

中
国
で
は
少
子
高
齢
化
が
進
む
中
、
５ 

年
前
に
い
わ
ゆ
る
「
一
人
っ
子
政
策
」

を
廃
止
し
て
、
夫
婦
が
２
人
の
子
供
を

も
う
け
る
こ
と
を
認
め
ま
し
た
が
、
今

回
制
限
を
さ
ら
に
緩
和
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
中
国
で
は
、
教
育
を
は
じ

め
と
す
る
子
供
の
養
育
費
が
高
騰
。
価

値
観
の
変
化
も
あ
り
、「
子
供
は
１
人
で

十
分
」
と
考
え
る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
結
婚
に
先
立
ち
男
性
が

住
宅
を
所
有
し
て
い
る
こ
と
を
前
提
と

す
る
風
潮
も
少
子
化
に
影
響
し
て
い
る

も
よ
う
で
す
。
都
市
部
で
は
経
済
が
発

展
す
る
に
つ
れ
て
不
動
産
価
格
が
急
激

に
上
が
っ
た
た
め
、
結
婚
が
困
難
に
な

っ
て
い
る
面
が
あ
り
ま
す
。 

こ
の
話
題
に
沿
い
、
面
白
い
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。「
子
供
２
人
産
む
ま
で
は

避
妊
用
品
禁
止
」な
ど
、
卒
業
論
文
の
タ 

 

イ
ト
ル
が
「
二

人
っ
子
政
策
の

メ
リ
ッ
ト
」の
人

が
ど
う
す
れ
ば

い
い
か
な
ど
、

今W
e
ib

o

で

は
46
万
の
ヒ
ッ 

ト
が
あ
り
ま
す
。 

自
分
か
ら
言
う
の
は
滑
稽
か
も
し
れ

な
い
で
す
け
れ
ど
も
、
私
は
１
９
９
７

年
生
ま
れ
の
い
わ
ゆ
る
一
人
っ
子
政
策

世
代
で
し
て
、
そ
の
前
両
親
の
時
代
の

平
均
家
庭
ご
と
に
４
人
で
し
た
。
こ
う

考
え
る
と
、
私
が
40
，
50
歳
の
時
、
上

に
４
人
の
両
親
を
含
む
親
戚
の
介
護
を

し
な
が
ら
、
下
の
３
人
の
子
供
と
９
人

の
孫
の
面
倒
を
見
る
必
要
が
あ
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
従
っ
て
日
本
で

の
就
職
活
動
を
一
生
懸
命
頑
張
り
た
い

と
思
い
ま
す
。 

以
上
、
６
月
の
報
告
に
な
り
ま
す
。 

（
奨
学
金
は
送
金
し
ま
し
た
。）  

 

地
区
研
修
・
協
議
会
報
告 

（
５
月
13
日
オ
ン
ラ
イ
ン
例
会
） 

次
年
度
青
少
年
奉
仕
委
員
長 

 
 

渡
辺 

観
永 

オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
開
催
と
な
り
ま
し

た
次
年
度
地
区
研
修
・
協
議
会
へ
参
加

い
た
し
ま
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ア
ク
ト
・

ロ
ー
タ
ー
ア
ク
ト
等
の
お
話
し
も
ご
ざ

い
ま
し
た
が
、
当
ク
ラ
ブ
と
特
に
関
わ

り
の
深
い
青
少
年
交
換
に
つ
き
ま
し
て

ご
報
告
い
た
し
ま
す
。 

今
年
度
・
次
年
度
の
青
少
年
交
換
事

業
は
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
で
残
念
な
が
ら

派
遣
中
止
と
な
り
ま
し
た
が
、
次
々
年

度
派
遣
（
２
０
２
２
年
８
月
派
遣
）
に
向
け

て
準
備
に
取
り
組
む
と
の
こ
と
で
、
遠

山
武
志
次
期
地
区
青
少
年
交
換
委
員
長

か
ら
力
強
い
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
２

０
２
２
年
８
月
派
遣
の
青
少
年
交
換
に

ご
興
味
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
青
少
年 

         

奉
仕
委
員
会
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。 

ロ
ー
タ
リ
ー
青
少
年
交
換
学
生
の
目
的 

ロ
ー
タ
リ
ー
は
、
ロ
ー
タ
リ
ー
国
際

青
少
年
交
換
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
き
、

海
外
の
ロ
ー
タ
リ
ー
と
留
学
生
の
交
換

を
行
っ
て
い
ま
す
。
交
換
学
生
は
、一
定

期
間
外
国
の
ロ
ー
タ
リ
ア
ン
の
家
庭
お

よ
び
ロ
ー
タ
リ
ー
が
推
薦
す
る
家
庭
に

ホ
ー
ム
ス
テ
イ
し
、
そ
の
家
庭
の
一
員

と
し
て
過
ご
し
な
が
ら
現
地
の
学
校
に

通
学
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
国
の
言
語

を
習
得
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
生

活
を
通
じ
て
、風
俗
・
習
慣
・
文
化
を
見

聞
し
な
が
ら
国
際
理
解
と
親
善
を
推
進

し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
善
意
と
国
際
理

解
の
ロ
ー
タ
リ
ー
使
節
で
あ
り
ま
す
。 

当
ク
ラ
ブ
が
所
属
す
る
Ｒ
Ｉ
第
２
７

６
０
地
区
で
は
、
昨
年
ま
で
毎
年
10
名

前
後
の
青
少
年
を
海
外
へ
派
遣
し
、
ま

た
ほ
ぼ
同
数
の
受
入
を
実
施
し
て
い
ま

す
。
05-

06
年
度
ス
テ
ン
ハ
マ
ー
国
際

ロ
ー
タ
リ
ー
会
長
は
、「
す
べ
て
の
国
の

高
校
生
が
こ
の
青
少
年
交
換
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
参
加
す
れ
ば
、世
界
の
す
べ
て
の
戦

争
は
な
く
な
る
」
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

 

21-

22 

年
度
（
２
０
２
２
年
８
月
派
遣
） 

地
区
青
少
年
交
換
プ
ロ
グ
ラ
ム 

青
少
年
交
換
学
生
募
集
案
内
に
つ
い
て 

・
２
０
２
２
年
８
月
～
２
０
２
３
年
８
月 

１
ヵ
年
交
換 

約
12
名 

(1)
交
換
（
派
遣
）
先 

ア
メ
リ
カ
・
カ
ナ
ダ
３
～
４
名 

欧
州
４
～
５
名 

ブ
ラ
ジ
ル
１
名 

(2)
対
象 

出
発
時
16
歳
～
18
歳 

（
18
歳
半
未
満
）
の
高
校
生
男
・
女 

・
派
遣
先
国
に
よ
っ
て
は
僅
か
な
が
ら

２
０
２
３
年
３
月
に
出
発
す
る
場
合

も
あ
り
ま
す
（
春
派
遣
）。 

・
派
遣
学
生
総
数
は
派
遣
先
国
合
計
で 

  

12
名
以
内
と
し
ま
す
。 

・
推
薦
ク
ラ
ブ
は
、
来
日
学
生
を
同
数

受
け
入
れ
る
こ
と
が
必
須
条
件
と
な

り
ま
す
。 

・
交
換（
派
遣
）
先
の
受
入
人
数
が
限
ら

れ
て
お
り
、
派
遣（
交
換
）
希
望
国
の

通
り
に
な
ら
な
い
（
希
望
国
以
外
に

派
遣
さ
れ
る
）
場
合
も
あ
り
ま
す
の

で
志
願
者
は
そ
の
点
を
よ
く
理
解
し

て
く
だ
さ
い
。 

・
２
０
２
１
年
７
月
31
日
（
土
）
に
選

考
テ
ス
ト
と
面
接
に
よ
っ
て
候
補
者

の
決
定
を
行
い
ま
す
。な
お
、面
接
は

保
護
者
同
伴
で
行
い
ま
す
。
面
接
は

英
語
で
自
己
紹
介
・
抱
負
等
を
述
べ

て
も
ら
い
ま
す
（
約
３
分
程
度
の
ス

ピ
ー
チ
を
用
意
し
て
く
だ
さ
い
） 

・
応
募
者
の
資
格 

◎
日
本
国
籍
を
有
す
る
志
操
正
し
く
健

康
闊
達
な
高
校
生
で
出
発
時
の
年
齢

が
16
歳
～
18
歳（
18
歳
半
未
満
）
の

も
の
。 

◎
学
年
成
績
が
上
位
１
／
２
以
上
で
、 

語
学
の
習
得
に
積
極
的
な
も
の
。 

◎
第
２
７
６
０
地
区
（
愛
知
県
）
の
学
校

に
在
学
す
る
も
の
。 

◎
学
校
長
の
推
薦
お
よ
び
留
学
ま
た
は
休

学
許
可
を
得
ら
れ
る
も
の
。 

◎
親
の
許
可
を
得
ら
れ
る
も
の
。 

◎
推
薦
ク
ラ
ブ
の
会
長
の
承
諾
を
得
ら
れ

る
も
の
。 

◎
中
学
３
年
生
で
も
受
験
資
格
は
あ
り
ま

す
が
、
派
遣
国
が
限
定
さ
れ
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。 

 

６
月
24
日
（
木
）
例
会
の
案
内 

最
終
親
睦
例
会
（
昼
間
） 

オ
ン
ラ
イ
ン
例
会
（
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ト
形
式
） 

於 

名
古
屋
東
急
ホ
テ
ル
３
Ｆ｢

錦
の
間｣ 

例
会
セ
レ
モ
ニ
ー 

12
時
40
分
～
13
時
00
分  

Ｓ
Ｐ
Ｅ
Ａ
Ｋ 

Ｏ
Ｕ
Ｔ 

13
時
00
分
～
13
時
30
分  

＊
例
会
場
へ
参
加
す
る
場
合
は
、
お 

食
事
（
お
弁
当
）
を
12
時
00
分 

 
 

か
ら
12
時
40
分
（
40
分
間
）
に 

お
召
し
上
が
り
く
だ
さ
い
。 

https://00m
.in/i4wtB 

７
月
１
日
（
木
）
例
会
の
案
内 

次
年
度
会
長
・
幹
事
所
見 

次
年
度
会
長 

春
日
井
和
良
さ
ん  

次
年
度
幹
事 

近
藤 

明
美
さ
ん  

 
 

 
 

 
 

公
共
イ
メ
ー
ジ
向
上
委
員
会 

小
澤 

幸
男
・
横
川 

誠
人

住
田 

正
夫
・
山
口 

正
孝 

＊
本
文
は
、
原
則
、
頂
い
た

原
稿
を
転
載
し
て
い
ま
す
。 


