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本
会
元
理
事
長
の
藤
縄
謙
三
先
生
は
、
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
四
日
、
呼
吸

不
全
の
た
め
京
都
市
西
京
区
の
病
院
で
逝
去
さ
れ
た
。
享
年
七
〇
歳
。
こ
こ

に
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
捧
げ
る
。

　
先
生
は
、
一
九
二
九
年
一
二
月
一
五
日
、
新
潟
県
に
お
生
ま
れ
に
な
り
、

旧
制
新
潟
高
校
か
ら
、
新
制
大
学
第
一
期
生
と
し
て
京
都
大
学
文
学
部
に
入

学
さ
れ
た
。
一
九
五
三
年
に
史
学
科
西
洋
史
学
専
攻
を
卒
業
、
ひ
き
つ
づ
き

大
学
院
に
進
ま
れ
、
一
九
五
五
年
九
月
、
博
士
課
程
を
中
退
し
て
大
阪
府
立

大
学
教
育
学
部
助
手
と
な
ら
れ
た
。
そ
の
の
ち
同
大
学
教
養
部
講
師
、
助
教

授
を
へ
て
、
一
九
七
〇
年
四
月
、
京
都
大
学
文
学
部
助
教
授
に
就
任
、
一
九

七
九
年
一
二
月
、
教
授
に
昇
任
し
て
西
洋
史
学
第
】
講
座
を
担
当
さ
れ
た
。

一
九
九
三
年
、
停
年
退
官
し
て
名
誉
教
授
の
称
号
を
受
け
ら
れ
、
た
だ
ち
に

京
都
女
子
大
学
文
学
部
に
迎
え
ら
れ
て
、
教
学
に
力
を
つ
く
さ
れ
た
。

　
ご
専
門
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
史
で
、
と
り
わ
け
文
化
史
の
領
域
で
は
、
余
人

の
追
随
を
ゆ
る
さ
ぬ
独
自
の
境
地
を
ひ
ら
か
れ
た
。
古
典
に
沈
潜
し
て
え
ら

れ
た
深
い
造
詣
と
、
独
創
的
な
解
釈
が
あ
い
ま
っ
て
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
思
想

と
文
化
に
新
た
な
光
を
あ
て
る
著
作
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
生
み
だ
さ
れ
た
。

　
最
初
の
著
作
『
ホ
メ
ロ
ス
の
世
界
』
は
、
三
六
歳
の
と
き
の
お
仕
事
だ
が
、

叙
事
詩
の
世
界
に
登
場
す
る
英
雄
や
人
間
の
心
の
内
面
を
現
代
に
よ
み
が
え

ら
せ
た
清
新
な
ホ
メ
ロ
ス
論
と
し
て
、
多
く
の
人
に
衝
撃
を
あ
た
え
た
。
つ

づ
く
『
ギ
リ
シ
ア
神
話
の
世
界
観
』
は
、
博
捜
さ
れ
た
古
典
の
引
用
を
叙
述

の
あ
い
だ
に
織
り
込
ん
で
い
く
ユ
ニ
1
ク
な
ス
タ
イ
ル
を
打
ち
た
て
つ
つ
、

ギ
リ
シ
ア
神
話
の
独
自
性
と
普
遍
性
を
自
在
に
論
じ
て
高
い
評
価
を
受
け
、

『
ギ
リ
シ
ア
文
化
と
日
本
文
化
　
　
神
話
・
歴
史
・
風
土
　
　
』
は
、
同
じ

よ
う
な
ス
タ
イ
ル
に
よ
り
な
が
ら
両
文
化
の
特
質
を
論
じ
、
新
し
い
比
較
文

化
論
あ
る
い
は
す
ぐ
れ
た
日
本
文
化
論
と
し
て
、
驚
嘆
の
念
を
も
っ
て
迎
え

ら
れ
た
。
さ
ら
に
『
歴
史
学
の
起
源
　
　
ギ
リ
シ
ア
人
と
歴
史
　
　
』
は
、

ひ
ろ
く
ギ
リ
シ
ア
人
の
歴
史
意
識
・
歴
史
観
に
目
配
り
し
な
が
ら
、
そ
の
偉

大
な
遺
産
に
つ
い
て
語
り
、
『
ギ
リ
シ
ア
文
化
の
創
造
者
た
ち
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史
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的
考
察
i
』
は
、
古
代
ギ
り
シ
ア
史
に
お
け
る
「
社
会
史
」
の
豊
か
な
可

能
性
を
示
証
し
て
、
い
ず
れ
も
最
高
の
達
成
と
の
賛
辞
を
あ
つ
め
た
。
そ
し

て
、
畢
生
の
大
著
『
歴
史
の
父
ヘ
ロ
ド
ト
ス
睡
は
、
奔
放
で
錯
綜
し
た
『
歴

史
』
の
内
容
を
、
系
統
だ
て
て
整
理
し
な
お
す
と
と
も
に
、
理
解
に
資
す
る

多
面
的
な
情
報
を
吟
味
・
提
供
し
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
豊
穰
な
世
界
に
親
し
む

た
め
の
絶
好
の
書
と
し
て
、
江
湖
に
歓
迎
さ
れ
た
。

　
こ
れ
ら
の
著
作
は
、
ど
れ
も
一
読
し
て
先
生
の
も
の
と
わ
か
る
個
性
的
な
、

し
か
し
、
き
わ
め
て
平
明
な
文
章
で
つ
づ
ら
れ
た
。
先
生
の
著
作
の
よ
う
に
、

高
度
の
専
門
性
を
そ
な
え
な
が
ら
、
　
般
の
読
者
に
も
歓
迎
さ
れ
、
ひ
ろ
く

読
ま
れ
た
例
は
稀
で
あ
ろ
う
。

　
先
生
の
お
仕
事
の
魅
力
は
、
み
ず
み
ず
し
い
文
学
的
感
性
と
、
博
識
に
裏

づ
け
ら
れ
た
鋭
い
洞
察
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
細
か
な
問
題
に
つ
い
て
丹

念
に
検
討
を
重
ね
て
い
く
と
い
う
よ
り
も
、
直
観
的
に
、
じ
か
に
本
質
を
つ

か
み
と
っ
て
み
せ
る
あ
ざ
や
か
さ
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
文
化
史
の

本
領
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
い
い
か
た
か
ら
、
先
生
が
実
証
を
簡

略
に
さ
れ
た
よ
う
に
受
け
と
る
む
き
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。

先
生
は
、
テ
ク
ス
ト
の
読
み
に
は
き
わ
め
て
き
び
し
か
っ
た
し
、
安
易
な
結

論
を
み
ち
び
く
も
の
に
は
、
は
っ
き
り
と
拒
絶
の
姿
勢
を
し
め
さ
れ
た
。
堅

実
一
筋
の
実
証
に
満
足
せ
ず
、
直
観
に
よ
っ
て
そ
れ
を
超
え
よ
う
と
さ
れ
た
、

と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
も
、
論
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
、
い
つ
で

も
こ
と
の
本
質
に
か
か
わ
り
、
薪
鮮
な
指
摘
に
満
ち
、
圧
倒
的
な
博
識
に
立

脚
し
て
説
得
力
が
あ
っ
た
か
ら
、
読
む
も
の
は
み
な
引
き
こ
ま
れ
た
。

　
「
古
典
的
詩
文
を
通
じ
て
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
や
人
間
と
対
話
す
る

こ
と
は
、
…
…
私
に
と
っ
て
無
上
の
喜
び
で
あ
っ
た
。
」
と
は
先
生
自
身
の

こ
と
ば
だ
が
、
じ
っ
さ
い
、
先
生
は
古
典
を
読
む
こ
と
を
愛
さ
れ
た
。

　
あ
る
小
さ
な
会
合
で
の
雑
談
の
お
り
、
先
生
は
、
む
ず
か
し
い
問
題
が
あ

っ
て
会
議
が
長
び
き
、
遅
く
に
疲
れ
き
っ
て
帰
宅
し
た
よ
う
な
と
き
に
は
、

深
夜
に
ギ
リ
シ
ア
古
典
の
テ
ク
ス
ト
を
読
む
の
だ
、
と
話
さ
れ
た
こ
と
が
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
と
き
で
も
勉
強
を
？
　
と
驚
き
の
声
が
あ
が
る
と
、
神
経

が
さ
さ
く
れ
だ
っ
て
眠
れ
そ
う
も
な
い
と
き
、
古
典
を
読
む
と
気
持
ち
が
落

ち
着
く
し
、
お
酒
が
の
め
な
い
自
分
に
は
そ
う
す
る
し
か
な
い
の
だ
と
、
い

つ
も
の
は
に
か
ん
だ
よ
う
な
表
情
で
答
え
ら
れ
た
。

　
最
後
の
大
き
な
お
仕
事
は
、
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
『
歴
史
』
の
翻
訳
で
あ

っ
た
。
先
生
は
こ
れ
に
心
を
こ
め
ら
れ
た
。
「
ト
ゥ
キ
ュ
デ
ィ
デ
ス
を
訳
す

と
い
う
と
、
す
ぐ
、
文
章
が
む
ず
か
し
い
と
い
う
話
に
な
り
が
ち
で
、
そ
れ

は
た
し
か
に
そ
う
な
ん
だ
け
ど
、
し
か
し
、
あ
れ
は
と
に
か
く
読
ん
で
お
も

し
ろ
い
本
で
す
よ
。
こ
ん
ど
訳
し
て
み
て
、
あ
ら
た
め
て
そ
う
思
っ
た
。
」

と
い
わ
れ
た
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
半
分
を
訳
了
さ
れ
た
ま
ま
で
逝
か

れ
た
こ
と
は
、
了
し
ん
で
も
あ
ま
り
あ
る
こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
　
声
　
千
　
之
）
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