
                            

       

は
じ
め
に 

例
会
当
日
は
、
菜
種
梅
雨
が
明

け
き
ら
な
い
、
肌
寒
い
雨
模
様
と

な
り
ま
し
た
。幸
い
午
前
中
に「
講

演
会
」、
午
後
か
ら
「
大
山
崎
町
」

の
探
索
と
し
て
お
り
ま
し
た
の
で

午
後
か
ら
の
天
候
の
回
復
を
願
い

な
が
ら
例
会
を
ス
タ
ー
ト
い
た
し

ま
し
た
。
参
加
者
は
雨
に
も
関
わ

ら
ず
２
７
名
の
盛
会
と
な
り
ま
し

た
。 今

回
の
ハ
イ
キ
ン
グ
は
歴
史
グ

ル
ー
プ
早
雲
ス
タ
ッ
フ
の
企
画
で

す
。 本

日
散
策
す
る
大
山
崎
町
は
、

歴
史
と
文
化
を
誇
る
ま
ち
で
す
。

こ
の
地
に
人
が
住
み
だ
し
た
の
は

お
よ
そ
２
万
年
前
の
旧
石
器
時
代
。

そ
の
後
平
安
時
代
に
は
山
城
の
国

の
国
府
が
置
か
れ
、
都
へ
の
交
通

の
要
衝
と
し
て
物
資
や
人
々
の 

      

 

行
き
来
が
多
く
な
り
、
た
く
さ

ん
の
公
的
施
設
や
貴
族
の
屋
敷

が
立
ち
並
び
、
平
安
京
の
西
の

玄
関
口
と
し
て
賑
わ
い
ま
し
た
。 

 

「
天
下
分
け
目
の
天
王
山
」

で
有
名
な
「
天
正
・
山
﨑
合
戦
」

は
、
秀
吉
と
光
秀
が
戦
い
秀
吉

の
勝
利
と
な
り
ま
し
た
。 

 

秀
吉
は
当
地
に
城
を
築
き
、

千
利
休
が
茶
室
「
待
庵
」
を
造

り
ま
し
た
。 

 
江
戸
時
代
に
は
八
幡
宮
の
神

領
と
し
て
幕
府
か
ら
自
治
権
を

認
め
ら
れ
、
町
場
と
し
て
賑
わ

い
を
見
ま
し
た
。 

 

歴
史
資
料
館
館
長
さ
ん
の
お

話
と
近
辺
散
策
の
一
日
で
す
。 

    

  
 

    

こ
こ
で
は
、
講
演
を
拝
聴
し

て
、
い
た
だ
い
た
資
料
を
た
ど

り
な
が
ら
、
記
憶
に
残
る
こ
と

を
書
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 
 

明
智
光
秀
の
実
像
は
不
明
。

明
智
光
秀
が
発
給
し
た
文
章
は

１
７
０
点
強
残
存
し
、
織
田
権

力
を
支
え
て
い
た
様
相
を
示
す
。 

 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
「
麒

麟
が
く
る
」
で
は
史
料
が
使
わ

れ
ず
に
描
か
れ
た
よ
う
で
す
。 

 

織
田
権
力
が
入
洛
し
た
際
は
、

織
田
氏
の
奉
行
人
的
な
役
割
を

果
た
す
。
目
線
を
相
手
の
立
場

に
合
わ
せ
る
柔
軟
な
姿
勢
を
持

つ
。
織
田
権
力
最
末
期
は
、
織

田
権
力
の
外
交
、
近
畿
地
方
の

支
配
、
丹
波
経
営
な
ど
の
実
務

を
担
当
す
る
。 

本
日
の
講
演
で
は
戦
国
時
代

の
自
治
都
市
が
大
山
崎
を
守
る 

      

た
め
明
智
光
秀
と
書
状
を
や
り 

取
り
し
た
生
々
し
い
状
況
を
知

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

① 

明
智
光
秀
の
立
ち
位
置

『
離
宮
八
幡
宮
文
章
』（
永
禄
十

三
年
（
１
５
７
０
）
を
見
る
。

明
智
光
秀
・
村
井
貞
勝
連
署
状

で
六
月
廿
一
日
付
、山
崎
惣
宛
。

解
説
の
み
を
上
げ
ま
す
。（
以
下

同
じ
） 

大
山
崎
が
軍
勢
の
移
動
で
濫

妨
・
狼
藉
が
あ
る
と
し
て
、
明

智
光
秀
・
村
井
貞
勝
に
苦
情
を

述
べ
る
。
そ
の
際
、
道
路
幅
を

広
げ
る
こ
と
、「
町
道
一
円
」
の

通
行
禁
止
を
求
め
た
。し
か
し
、

光
秀
・
貞
勝
は
、
こ
れ
を
上
申

し
た
が
、後
者
は
認
め
ら
れ
ず
、

す
で
に
、
す
で
に
寄
宿
免
除
の

足
利
義
昭
の
下
知
、
信
長
の
朱

印
状
で
対
処
済
と
す
る
。 
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第
一
七
五
回 

歴
史
ハ
イ
キ
ン
グ 

報
告 

 

大
山
崎
町
の
プ
チ
探
索
と 

講
演
会
『
明
智
光
秀
と
大
山
崎
』 

２
０
２
３
年
３
月
２
６
日
（
日
） 

講
演
会 

『
明
智
光
秀
と
大
山
崎
』 

講
師 

福
島 

克
彦
氏 

（
大
山
崎
町
歴
史
資
料
館
館
長
） 

 

を
拝
聴
し
て 



   

 

（
写
真
）
講
演
会 

 

② 

山
崎
合
戦
直
前
の
禁
制 

 

明
智
光
秀
禁
制
『
離
宮
八
幡

宮
文
章
』（
天
正
１
０
年
６
月
３

日 

本
能
寺
の
変
の
翌
日
） 

 

禁
制
と
し
て
、
軍
勢
・
甲
乙

人
濫
妨
狼
藉
事
。
陣
取
り
・
放

火
之
事
。
矢
銭
・
兵
糧
米
を
相

懸
け
る
事
。も
し
違
犯
し
た
ら
、

速
や
か
に
厳
科
に
処
す
べ
し
。 

 

大
山
崎
の
住
人
が
、
変
の
翌

日
に
明
智
光
秀
に
会
っ
て
禁
制

を
も
ら
っ
て
く
る
行
動
力
に
驚

嘆
し
た
。
居
場
所
を
探
す
だ
け

で
な
く
、
複
数
の
取
次
を
通
過

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
命

の
危
険
や
取
次
へ
の
金
銭
の
支
払

い
な
ど
負
担
は
大
き
か
っ
た
。 

 

禁
制
を
も
ら
っ
て
解
決
と
は
い

か
ず
、
濫
妨
・
狼
藉
か
ら
守
る
の

は
自
分
た
ち
と
な
る
。
地
元
に
帰

っ
て
、
兵
士
た
ち
の
対
応
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
に
禁

制
が
役
に
た
つ
と
の
こ
と
。 

 
本
能
寺
の
変
直
後
の
天
下
の
形

成
は
明
智
光
秀
に
固
ま
っ
て
い
た

わ
け
で
は
な
く
、
明
智
光
秀
と
戦

う
勢
力
に
も
禁
制
を
も
ら
っ
て
い

た
。
す
さ
ま
じ
い
行
動
力
を
感
じ

た
。 

 

③ 

織
田
信
孝
禁
制 

『
離
宮
八
幡
宮
文
章
』（
天
正
１
０

年
６
月
７
日
） 

 

内
容
は
省
略
。 

 

大
山
崎
の
お
け
る
禁
制
は
た
く

さ
ん
あ
る
。 

 

大
山
崎
は
山
城
・
摂
津
国
境
に

跨
っ
た
都
市
。
西
国
街
道
の
一
本

街
村
状
の
集
落
景
観
。
大
山
崎
神

人
（
油
販
売
）。
南
北
朝
・
応
仁
文

明
の
乱
。
戦
国
期
は
何
度
も
戦
場

と
な
る
。武
将
か
ら
禁
制
を
獲
得
。

６
７
点
、
戦
国
期
で
最
多
。
敵

対
す
る
双
方
の
軍
か
ら
獲
得
す

る
ケ
ー
ス
も
み
ら
れ
る
。 

 

歴
史
の
真
偽
は
一
次
史
料
を

ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
か

が
大
切
で
あ
る
。
歴
史
は
動
い

て
い
る
。 

 

講
演
で
は
光
秀
の
最
後
で
は
、

一
次
史
料
で
死
亡
し
た
と
の
記

述
が
多
々
あ
る
の
で
生
存
説
を

否
定
。 

 

本
能
寺
の
変
、
当
時
の
政
治

的
局
面
の
解
説
な
ど
、
分
か
り

や
す
い
ご
講
演
で
し
た
。 

  

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

    

昼
食
休
憩
後
、
歴
史
資
料
館

館
長
の
福
島
勝
彦
氏
の
ご
案
内

で
常
設
展
示
室
を
見
学
し
ま
し

た
。 

 

「
大
山
崎
町
の
歴
史
と
文
化
」

を
テ
ー
マ
に
古
代
コ
ー
ナ
ー
・

中
世
コ
ー
ナ
ー
・
待
庵
と
利

休
・
近
世
コ
ー
ナ
ー
な
ど
７
つ

の
コ
ー
ナ
ー
分
か
れ
て
い
ま
す
。

展
示
品
も
興
味
深
い
も
の
が
多

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

 

中
世
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
後
鳥

羽
天
皇
像
と
藤
原
定
家
画
像
が

あ
り
ま
し
た
が
、
後
鳥
羽
院
に

い
じ
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
定

家
が
書
き
留
め
て
い
た
エ
ピ
ソ

ー
ド
は
面
白
く
感
じ
ま
し
た
。 

 

待
庵
の
前
で
は
、
茶
室
の
躙

り
口
が
大
き
く
感
じ
る
と
参
加

者
か
ら
質
問
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

茶
室
の
草
創
期
で
あ
り
試
行

錯
誤
し
て
い
て
、
後
の
時
代
よ

り
大
き
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
お
答
え
が
あ
っ
た
か
と
思
い

ま
す
。 

 
 

   

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
さ
ん

の
案
内
で
大
山
崎
町
の
散
策
を

し
ま
し
た
。 

 

１
階
ロ
ビ
ー
で
集
合
写
真
を

撮
影
後
、
４
班
に
分
か
れ
て
出

発
し
ま
し
た
。 

 

雨
天
の
為
、
一
部
変
更
し
て

散
策
し
ま
し
た
。
コ
ー
ス
は
、

大
山
崎
町
歴
史
資
料
館
～

観
音
寺
参
道
～
東
の
黒
門
跡

～
久
我
畷
～
史
跡
瓦
窯
跡
公

園
～
ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
大
山
崎

山
荘
～
妙
喜
庵
～
離
宮
八
幡

宮
で
す
。 

 

（
写
真
）
西
国
街
道 

 

資
料
館
前
の
道
路
は
西
国

街
道
で
、
位
置
は
昔
か
ら
変

わ
っ
て
い
な
い
と
の
こ
と
。

京
都
方
面
へ
西
国
街
道
を
進

み
ま
す
。
し
ば
ら
く
進
む
と

街
道
と
分
岐
し
た
と
こ
ろ
に

た
つ
鳥
居
が
あ
り
ま
す
。
観

音
寺
（
山
崎
聖
天
）
の
参
道

立
つ
鳥
居
で
、
扁
額
は
「
観

音
寺
」
で
し
た
。
鳥
居
に
寺

院
名
の
扁
額
と
は
珍
し
い
と

大
山
崎
町
歴
史
資
料
館 

 

常
設
展
示
室
見
学 

 

大
山
崎
町
散
策 

 



思
い
ま
し
た
が
、
神
仏
習
合

の
名
残
と
の
こ
と
で
す
。 

 

 

（
写
真
）
観
音
寺
参
道 

 

 

（
写
真
）
東
の
黒
門
跡 

 

西
国
街
道
を
さ
ら
に
進
む

と
東
の
黒
門
跡
に
着
き
ま
す
。

こ
こ
が
大
山
崎
の
京
都
側
の

境
界
で
す
。
道
路
は
直
線
で
す

が
、
か
つ
て
は
折
れ
曲
が
っ
て

い
た
そ
う
で
、
魔
物
の
侵
入
を

防
ぐ
意
味
合
い
が
あ
っ
た
そ
う

で
す
。 

 
（
写
真
）
久
我
畷 

 

東
の
黒
門
跡
か
ら
少
し
で
久
我

畷
の
分
岐
が
あ
り
ま
す
。
西
国

街
道
か
ら
の
折
れ
曲
が
っ
た
道

路
が
あ
り
ま
す
が
、
魔
物
の
侵

入
を
阻
も
う
と
し
た
形
状
が
今

も
残
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
久

我
畷
は
大
山
崎
町
か
ら
京
都
市

伏
見
区
久
我
に
至
る
街
道
。
山

崎
の
合
戦
の
と
き
、
豊
臣
勢
が

明
智
勢
の
後
方
を
断
っ
て
明
智

光
秀
を
敗
走
さ
せ
た
と
こ
ろ
。 

 

西
国
街
道
を
少
し
戻
っ
て

Ｊ
Ｒ
と
阪
急
電
鉄
の
線
路
を

く
ぐ
っ
て
山
手
に
入
り
、
史

跡
瓦
窯
跡
公
園
に
向
か
い
ま

す
。 

 

（
写
真
）
瓦
窯
跡 

  

史
跡
瓦
窯
跡
公
園
は
、
平

安
宮
の
所
用
の
瓦
を
焼
成
し

た
平
安
時
代
前
期
の
瓦
窯
跡

で
す
。
６
基
の
窯
が
確
認
さ

れ
、
当
時
は
平
安
京
周
辺
各

地
に
多
数
の
瓦
窯
で
大
量
の

瓦
を
生
産
し
、
平
安
京
・
京

の
造
営
を
支
え
た
。
大
山
崎

瓦
窯
跡
は
こ
の
様
な
平
安
京

造
営
の
た
め
の
官
営
の
瓦
窯

の
一
つ
で
す
。
出
土
し
た
軒

瓦
は
、
平
安
京
朝
堂
院
を
は

じ
め
嵯
峨
院
、
河
陽
離
宮
に

使
用
さ
れ
ま
し
た
。 

 

公
園
か
ら
見
下
ろ
す
斜
面
に

６
基
の
窯
跡
が
見
え
、
正
面
に

岩
清
水
の
丘
、
背
面
の
山
手
に

は
満
開
の
桜
が
咲
い
て
い
ま
し

た
。 

 

次
に
住
宅
地
の
急
坂
を
登
り

ア
サ
ヒ
ビ
ー
ル
大
山
崎
山
荘
美

術
館
に
行
き
ま
し
た
。 

 

（
写
真
）
大
山
崎
山
荘
） 

  

大
山
崎
山
荘
美
術
館
は
実
業

家
・
故
加
賀
正
太
郎
氏
が
大
正

か
ら
昭
和
に
か
け
建
設
し
た

「
大
山
崎
山
荘
」
を
創
建
当
時

の
姿
に
修
復
し
、
安
藤
忠
雄
氏

設
計
の
新
棟「
地
中
の
宝
石
箱
」

な
ど
を
加
え
、
１
９
９
６
年
４

月
に
開
館
し
ま
し
た
。
我
々
は

広
大
な
庭
園
と
天
王
山
山
麓
の

淀
川
の
眺
め
を
楽
し
み
ま
し
た
。

庭
園
の
途
中
で
宝
積
寺
の
三
重

の
塔
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。 

 

大
山
崎
山
荘
か
ら
山
を
下
り

Ｊ
Ｒ
山
崎
駅
前
の
国
宝
の
茶
室
、

待
庵
の
あ
る
妙
喜
庵
の
前
を
通

り
、
離
宮
八
幡
宮
に
到
着
し
ま

し
た
。 

 

離
宮
八
幡
宮
は
製
油
発
祥
の

神
社
。
中
世
に
油
座
の
本
所
が

あ
っ
た
。
諸
説
あ
る
が
、
嵯
峨

天
皇
の
離
宮
「
河
陽
離
宮
」
跡

で
あ
っ
た
の
で
社
名
を
離
宮
八

幡
宮
と
し
て
成
立
し
た
。 

 

本
日
の
例
会
は
、
こ
こ
で
解

散
し
ま
し
た
。 

 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
の
皆

さ
ん
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
参
加
の
皆
さ
ん
あ
り
が
と

う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

大
山
崎
町
歴
史
資
料
館
館
長

様
講
演
並
び
に
資
料
館
案
内
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

  



  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ｋ 

・ 

Ｍ 

 

満
開
の
桜
に
雨
は
か
わ
い
そ

う
で
し
た
が
、
大
山
崎
町
歴
史

資
料
館
で
の
講
演
・
見
学
と
ガ

イ
ド
さ
ん
に
よ
る
大
山
崎
町
巡

り
は
、
雨
に
も
負
け
ず
元
気
に

歩
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

館
長
さ
ん
・
ガ
イ
ド
さ
ん
の

お
話
で
大
山
崎
が
古
代
よ
り
、

こ
ん
な
に
歴
史
に
彩
ら
れ
、
交

通
の
要
衝
と
し
て
発
展
し
、
さ

ら
に
は
明
智
光
秀
・
秀
吉
の
山

崎
合
戦
に
よ
り
有
名
に
な
っ
た

こ
と
、
と
て
も
よ
く
分
か
り
ま

し
た
。
都
合
に
よ
り
今
回
は
説

明
だ
け
で
終
わ
っ
た
「
宝
寺
・

宝
積
寺
」
の
閻
魔
大
王
に
ぜ
ひ

会
い
に
行
き
た
い
と
思
い
ま
し

た
。 詳

し
い
資
料
を
い
た
だ
き
お

世
話
く
だ
さ
い
ま
し
た
皆
様
、

本
当
に
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た 

    

◇
◇
◇
◇ Ｙ 

・ 

Ｍ 

 

い
つ
も
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
で
史

跡
散
策
を
企
画
し
て
く
だ
さ
り
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
回
も

ま
た
新
し
い
発
見
が
あ
り
ま
し
た
。

大
山
崎
の
人
々
の
目
線
か
ら
の
歴

史
で
す
ね
。
村
の
立
場
か
ら
す
る

と
村
を
守
る
こ
と
が
第
一
。
そ
の

た
め
に
は
ど
ち
ら
が
勝
っ
て
も
生

き
残
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
両
方

か
ら
禁
制
を
も
ら
う
。
ま
た
、
多

く
の
古
文
書
か
ら
豊
臣
秀
吉
や
明

智
光
秀
の
性
格
や
人
柄
も
わ
か
る

の
で
す
ね
。
何
も
か
も
古
文
書
が

残
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら

残
っ
て
い
な
い
こ
と
以
外
は
お
も

し
ろ
い
よ
う
に
創
作
す
る
の
で
す

ね
。
そ
れ
が
大
河
ド
ラ
マ
な
ん
で

す
ね
。 

 

次
回
も
ま
た
現
在
に
つ
な
が
る

考
え
さ
せ
ら
れ
る
史
跡
散
策
に
な

り
そ
う
で
い
ま
か
ら
ウ
キ
ウ
キ
し

て
い
ま
す
。 

    

◇
◇
◇
◇ Ｈ 

・ 

Ｍ 

 

例
年
よ
り
早
い
桜
の
開
花
で
、

春
爛
漫
の
雰
囲
気
で
し
た
が
、

あ
い
に
く
終
日
雨
模
様
で
、
気

分
は
イ
マ
イ
チ
。 

 

午
前
中
、
大
山
崎
の
自
治
都

市
機
能
や
明
智
光
秀
の
禁
制
に

つ
い
て
の
講
義
が
大
半
で
、

前
々
か
ら
知
り
た
か
っ
た
秀
吉

と
光
秀
と
の
山
崎
の
戦
い
の
実

戦
の
内
容
の
詳
し
い
解
説
が
無

か
っ
た
の
が
、
と
て
も
残
念
で

し
た
。
そ
れ
で
も
、
午
後
か
ら

の
ガ
イ
ド
さ
ん
に
よ
る
ア
サ
ヒ

ビ
ー
ル
大
山
崎
山
荘
美
術
館
な

ど
の
案
内
や
、
い
ろ
い
ろ
な
質

問
に
も
分
か
り
や
す
く
説
明
し

て
く
だ
さ
り
、
大
変
勉
強
に
な

り
、
楽
し
む
こ
と
が
出
来
ま
し

た
。 

 

      
【
お
知
ら
せ
】 
 

２
０
２
３
年
度
の
計
画
が
で

き
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
し

ま
す
。 

 

諸
般
の
事
情
で
変
更
す
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
が
、
ご
了
承
願

い
ま
す
。 

（
日
曜
日
に
開
催
し
ま
す
） 

 

２
０
２
３
年 

☆
一
七
六
回 

５
月
２
８
日 

 
 

 
 

 

平 

城 

宮 

跡 

☆
一
七
七
回 

９
月
２
４
日 

宇 

治 

市 

散 

策 

☆
一
七
八
回 

１
１
月
２
６
日 

 
 

 
 

 

安 

土 

城 

祉 
 

 

２
０
２
４
年 

☆
一
七
九
回 

１
月
２
８
日 

 
 

 
 

 

今 

井 

町 

☆
一
八
〇
回 

３
月
２
４
日 

 
 

京
都
西
山
の
ふ
も
と
大
原 

野
神
社
を
巡
る 

☆
一
八
一
回 

５
月
２
６
日 

 

高
槻
市
城
下
町
・
戦
国
時
代 

 

【
編
集
後
記
】 

 
 御 

礼 

第
１
７
５
回
例
会
は
あ
い
に

く
の
天
気
と
な
り
ま
し
た
。 

 

朝
か
ら
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
調

整
で
バ
タ
バ
タ
し
て
お
り
ま
し

た
が
、
日
程
の
変
更
に
柔
軟
に

対
応
し
て
い
た
だ
い
た
大
山
崎

町
歴
史
資
料
館
館
長
並
び
に
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
さ
ん
の
お

陰
で
無
事
例
会
を
終
了
す
る
こ

と
が
で
き
ま
し
た
こ
と
を
感
謝

す
る
と
と
も
に
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。 

 

例
会
を
終
え
て 

 

講
演
会
・
資
料
館
の
見
学
・

散
策
と
盛
り
沢
山
の
例
会
に
な

り
ま
し
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内

容
に
引
き
込
ま
れ
時
間
の
た
つ

の
が
早
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

参
加
者
の
皆
さ
ん
か
ら
も
質
問

が
出
て
良
か
っ
た
で
す
。 

 

参
加
者
の
皆
さ
ん
の
ご
協
力

に
よ
り
無
事
故
で
お
わ
り
ま
し

た
。
感
謝
い
た
し
ま
す
。 

一
口
感
想 

 


