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平
成
二
年
度
土
曜
一
限
、
Ａ
号
館
（
現
・
吉
田
南
総
合
館
）
一
階
大

教
室
。
主
な
き
教
壇
は
ぽ
つ
ね
ん
と
無
聊
を
託
っ
て
い
る
。
そ
の
講
義

は
毎
回
、
何
時
始
ま
る
の
か
が
さ
っ
ぱ
り
解
ら
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ

も
そ
も
そ
の
日
の
授
業
が
あ
る
の
か
ど
う
か
さ
え
も
。

俄
然
、
ぬ
っ
と
壇
上
に
先
生
の
巨
躯
が
現
れ
る
。「
遅
れ
て
す
み
ま

せ
ん
。
重
要
な
案
件
で
電
話
が
長
引
き
ま
し
て
」。
遅
刻
の
弁
解
で
は

な
い
。
出
し
抜
け
に
先
生
は
哲
学
を
さ
れ
て
い
る
。
現
代
世
界
の
問
題

点
か
ら
説
き
起
こ
し
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
答
え
る
術
を
知
ら
ぬ
哲
学
の

「
救
い
難
い
」
現
況
に
説
き
及
ぶ
。
今
日
の
京
大
の
哲
学
の
「
目
を
覆

わ
ん
ば
か
り
の
」
惨
状
を
先
生
は
噛
ん
で
吐
き
出
す
よ
う
に
痛
罵
さ
れ

る
。
こ
の
窮
状
の
打
開
こ
そ
が
我
々
の
歴
史
的
使
命
に
他
な
ら
な
い
。

そ
う
揚
言
さ
れ
る
口
吻
は
や
お
ら
熱
を
帯
び
る
。「
そ
こ
で
来
年
度
か

ら
新
し
い
大
学
院
が
出
来
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。
愈
々
計
画
も

大
詰
め
で
、
電
話
が
引
き
も
切
ら
ず
に
鳴
っ
て
困
っ
て
い
ま
す
」。

私
は
中
国
文
学
に
興
味
が
あ
り
、
吉
川
幸
次
郎
先
生
の
遺
風
を
慕
っ

て
文
学
部
に
入
っ
た
一
回
生
で
あ
っ
た
。
竹
市
先
生
の
哲
学
概
論
を

取
っ
た
の
は
、
も
の
の
は
ず
み
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
私
に
哲
学
の

何
た
る
か
が
解
る
筈
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
講
義
の
間
、

講
壇
の
上
」
と
い
う
特
定
の
時
空
に
限
局
さ
れ
る
制
度
的
な
も
の
で
は

な
く
、
不
断
に
随
所
で
活
潑
潑
地
に
哲フ

ィ
ロ
ゾ
フ
ィ
ー
レ
ン

学
を
す
る
こ
と
で
あ
る
ら
し
い

と
い
う
こ
と
位
は
、
自
ず
と
感
得
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

先
生
が
教
場
に
持
っ
て
こ
ら
れ
た
の
は
一
冊
の
本
だ
け
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
所
定
の
教
科
書
で
あ
り
、
御
自
身
も
編
集
に
当
た
ら
れ
た
『
哲

学
と
は
な
に
か
』
と
い
う
書
物
で
あ
っ
た
。
先
生
は
専
ら
序
論
を
講
解

さ
れ
た
。
ま
ず
そ
の
一
部
分
を
先
生
は
朗
読
さ
れ
る
。
他
人
の
初
見
の

文
章
を
噛
み
締
め
る
か
の
如
く
御
読
み
に
な
る
。
こ
の
序
論
は
御
自
分

が
執
筆
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
筈
な
の
に
。
次
い
で
先
生
は
黙
り
込
ま
れ

る
。
私
が
想
い
出
す
の
は
、
黒
板
に
向
か
っ
て
左
手
に
あ
る
窓
を
見
上

げ
な
が
ら
沈
思
し
て
お
ら
れ
る
先
生
の
御
姿
で
あ
る
。
窓
か
ら
射
し
込

ん
で
く
る
の
は
、
記
憶
の
中
で
は
決
ま
っ
て
春
の
朝
の
光
。
ひ
さ
か
た
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の
ひ
か
り
の
ど
け
き
皐
月
晴
れ
、
先
生
は
虚
空
を
仰
い
で
お
ら
れ
る
。

眼
鏡
の
玉
を
炯
々
と
光
ら
せ
な
が
ら
。

そ
の
憑
か
れ
た
御
様
子
は
人
間
離
れ
し
て
い
た
。
蛙
の
よ
う
で
あ
っ

た
。「
蛙
」
と
い
う
の
は
当
時
耽
読
し
て
い
た
小
説
の
一
節
か
ら
の
連

想
で
あ
る
。「
お
お
、
蛙
―
―
あ
の
四
つ
の
足
で
這
い
ま
わ
り
、
凝
っ

と
身
構
え
る
と
、
眼
を
ぐ
っ
と
中
空
へ
見
上
げ
る
蛙
で
す
よ
」。
壇
上

で
長
考
す
る
先
生
の
孤
影
か
ら
片
時
も
目
が
離
せ
な
く
な
っ
て
い
た
。

大
教
室
は
森
閑
と
し
て
い
る
。
私
も
息
を
詰
め
、
臨
戦
体
勢
を
取
り
続

け
て
い
る
。
今
こ
こ
で
将
に
生
ま
れ
出
で
ん
と
し
て
い
る
思
想
の
誕
生

に
立
ち
会
う
為
に
。
後
に
も
先
に
も
一
回
き
り
の
思
想
を
そ
の
生
成
の

只
中
で
、
そ
れ
が
刻
々
と
生
じ
来
た
る
が
儘
に
書
き
留
め
る
為
に
。

否
、
そ
れ
は
思
想
と
い
っ
た
も
の

0

0

で
は
な
い
。
私
が
目
の
当
た
り
に

し
た
の
は
、
考
え
る
人
で
あ
り
、
そ
の
人
に
お
い
て
、
否
、
そ
の
人
と

し
て
具
現
化
さ
れ
て
い
る
自ゼ

ル
プ
ス
ト
・
デ
ン
ケ
ン

ら
考
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
は
専
ら
文

学
に
関
心
が
あ
り
、
将
来
は
文
士
に
な
る
つ
も
り
で
い
た
。
だ
が
今
目

前
に
お
い
て
実
地
で
試
み
ら
れ
て
い
る
営
為
、
こ
れ
が
哲
学
だ
と
し
た

ら
…
。「
文
学
と
哲
学
は
ど
う
違
う
の
か
」
と
い
う
愚
か
な
問
い
に
私

は
囚
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
翌
年
度
、
二
十
歳
の
私
は
、
前
述
の
心

酔
の
書
で
あ
る
『
死
霊
』
の
著
者
、
埴
谷
雄
高
先
生
を
吉
祥
寺
ま
で
御

訪
ね
し
、
清
水
の
舞
台
か
ら
飛
び
降
り
る
気
で
存
念
の
疑
問
を
ぶ
つ
け

た
。
埴
谷
先
生
の
御
答
え
は
こ
う
で
あ
っ
た
。「
三
十
五
才
ま
で
は
哲

学
を
し
な
さ
い
」。
そ
の
次
の
年
度
限
り
で
私
は
文
学
部
を
退
学
し
た
。

新
年
度
か
ら
竹
市
先
生
の
所
謂
「
新
し
い
大
学
院
」
に
進
み
、
先
生
の

許
で
哲
学
を
研
究
す
る
為
に
。

話
柄
を
先
生
の
学
問
に
転
じ
た
い
。
卑
見
に
よ
れ
ば
、
竹
市
哲
学
に

は
相
互
に
連
関
し
あ
う
根
本
問
題
が
二
つ
あ
っ
た
。
我
々
の
経
験
的
現

実
の
全
体
像
の
解
明
と
、
寸
断
さ
れ
て
断
片
化
し
た
経
験
の
再
統
合
が

そ
れ
で
あ
る
。
先
生
が
「
根
源
的
日
常
性
」
や
「
個
体
」
や
「
魂
」
を

議
論
の
俎
上
に
上
せ
ら
れ
た
の
は
蓋
し
、
前
者
の
問
題
と
の
関
連
に
お

い
て
で
あ
っ
た
。ま
た
後
者
を
中
核
と
す
る
問
題
系
で
は
、「
近
代
文
明
」

や
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
や
「
技
術
」
が
幾
度
と
な
く
討
究
さ
れ
た
。
近
代

文
明
の
高
度
な
発
展
の
礎
で
あ
る
と
共
に
そ
れ
を
破
滅
に
追
い
遣
る
元

凶
た
る
「
欲
望
」
の
二
面
性
を
冷
徹
に
記
述
さ
れ
た
先
生
。
足
下
の
歴

史
的
境
位
を
正
視
し
、
近
代
文
明
に
お
け
る
欲
望
の
自
己
目
的
的
な
暴

走
を
無
責
任
に
肯
定
す
る
こ
と
に
も
、
頭
ご
な
し
に
否
定
す
る
こ
と
に

も
、
将
又
高
尚
な
宗
教
的
境
地
か
ら
肯
定
即
否
定
す
る
こ
と
に
も
肯
ん

じ
な
か
っ
た
先
生
。
我
々
の
経
験
的
現
実
の
総
体
の
中
に
然
る
べ
く
位

置
付
け
直
す
こ
と
で
、
欲
望
を
相
対
化
し
、
そ
れ
を
忍
耐
強
く
「
立
ち

枯
れ
」
さ
せ
る
道
を
説
か
れ
た
先
生
。
こ
の
よ
う
に
竹
市
哲
学
は
、
経

験
の
現
象
学
的
分
析
に
根
差
し
た
「
下ボ

ト
ム
・
ア
ッ
プ

か
ら
」
の
哲
学
で
あ
り
、
自
ら

の
世
界
経
験
の
地
平
の
歴
史
的
有
限
性
に
対
し
て
能
う
限
り
自
覚
的
で

あ
ろ
う
と
す
る
解
釈
学
的
哲
学
で
あ
っ
た
。

「
徹
底
的
に
や
ら
な
あ
か
ん
の
や
」
と
先
生
は
よ
く
言
わ
れ
た
。
こ

れ
は
一
点
一
画
を
も
揺
る
が
せ
に
せ
ぬ
地
道
な
研
究
態
度
の
礼
讃
で
は

な
い
。
そ
の
真
意
は
枝
葉
末
節
に
拘
う
こ
と
な
く
、
肝
心
要
な
点
を
ど

こ
ま
で
も
追
究
す
る
「
単
純
化
」
の
唱
道
に
あ
っ
た
。
自
説
の
弁
明
に

終
始
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
学
術
書
や
論
文
の
執
筆
は
先
生
に
と
っ
て
、「
無

知
の
知
」
に
悖
る
迂
路
で
し
か
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
事
実
、
先
生

は
書
か
れ
ず
、
話
さ
れ
た
。
い
か
な
る
事
柄
で
あ
れ
、
当
該
の
事
柄
は

そ
れ
自
体
と
し
て
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
一
事
を
巡
っ
て
問
答
し
続
け
、
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著
作
を
何
一
つ
遺
さ
な
か
っ
た
ア
テ
ー
ナ
イ
の
先
哲
の
如
く
。

先
生
は
怖
い
。
単
純
化
に
賭
け
た
仰
せ
は
迫
力
に
満
ち
、
寸
鉄
人
を

刺
す
吟エ

レ
ン
コ
ス味と
情
け
容
赦
の
な
い
叱
責
は
何
人
を
も
追
い
詰
め
た
。
し
か

る
に
ア
ド
ル
ノ
は
言
う
。「
哲
学
は
最
も
厳
粛
な
も
の
で
あ
る
。
と
は

い
え
そ
れ
が
再
度
又
も
や
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
厳
粛
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、

そ
う
で
は
な
い
（Philosophie ist das A

llerernsteste, aber so ernst 
auch w

ieder nicht.
）」。
哲
学
の
「
無
知
の
知
」
も
ま
た
当
の
知
そ
の

も
の
に
対
し
て
は
無
反
省
な
儘
に
留
ま
っ
て
お
り
、
従
っ
て
そ
れ
自
体
、

高
階
の
「
無
知
の
無
知
」
に
他
な
ら
ぬ
こ
と
を
こ
の
言
は
道
破
し
て
い

る
。
ト
ラ
キ
ア
の
少
女
に
嗤
わ
れ
る
べ
き
哲
学
の
特
権
意
識
。
依
怙
地

に
毒
杯
を
仰
い
で
み
せ
た
、
か
の
先
哲
と
同
様
に
、
至
純
な
る
哲
学
の

精
神
に
殉
じ
ら
れ
た
先
生
の
よ
う
な
方
で
さ
え
も
、
否
、
ま
さ
に
か
く

殉
じ
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
哲
学
者
の
右
の
倨
傲
と
独
善
を
遂
に

は
免
れ
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

「
君
、
何
言
っ
と
る
ん
や
！
」。
妄
言
は
言
下
に
一
喝
さ
れ
る
の
が
落

ち
で
あ
る
。
遮
莫
、
哲
学
の
栄
光
と
悲
喜
劇
を
一
身
に
体
現
さ
れ
た
先

生
は
、
不
世
出
の
哲
学
者
で
あ
っ
た
。




