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日
本
に
は
実
に
五
千
以
上
の
家
紋
が
あ
り
、そ
の
中

で
最
も
良
く
使
わ
れ
て
い
る
の
が「
藤
紋
」だ
そ
う
で
、

遡
れ
ば
、藤
原
鎌
足
を
祖
と
す
る
藤
原
氏
の
支
流
が

地
位
と
権
力
の
象
徴
と
し
て
使
用
し
た
よ
う
で
す
。

こ
の
家
紋
は
、「
公
家
藤
原
家
」か
ら「
武
家
藤
原
家
」

へ
と
広
が
り
ま
し
た
が
、当
初
は
、「
下
り
藤
」で
、の
ち

に
本
家
に
遠
慮
し
て「
上
が
り
藤
」も
造
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　

藤
原
一
族
は「
藤
の
花
」を
特
別
な
も
の
と
し
て
、

大
切
に
し
て
い
て
藤
の
花
を
楽
し
む
催
し
を
開
い
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
家
紋
は
戦
国
武
将
の
旗
印
と

し
て
大
切
に
さ
れ
、色
々
な
家
紋
が
創
ら
れ
ま
し
た
。

　

藤
原
家
嫡
流
の
流
れ
を
汲
む
細
川
幽
斎
、忠
興
父

子
や
石
田
三
成
、後
藤
又
兵
衛
、加
藤
嘉
明
等
が「
下

り
藤
」を
使
用
し
て
い
ま
す
。「
上
が
り
紋
」は
伊
藤

博
文
ら
が
使
っ
て
い
ま
す
。

　

黒
田
家
の
家
紋
は「
黒
田
藤
巴
」と
し
て
よ
く
知
ら

れ
て
い
ま
す
。こ
の
家
紋
は
、旧
主
の
小
寺
家
か
ら
賜
っ

た
と
い
う
説
と
、如
水
が
荒
木
村
重
の
有
岡
城
の
土

牢
に
幽
閉
さ
れ
た
時
、窓
か
ら
見
え
た
藤
の
花
に
心

を
慰
め
ら
れ
、励
ま
さ
れ
た
為
、生
き
る
力
を
与
え
て

く
れ
た
藤
の
花
を
徳
と
し
て
以
後
家
紋
と
し
て
用
い

た
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
写
真
は
、八
女
・
黒
木
町
の「
素
戔
嗚
神
社
」境

内
に
あ
る
大
藤
棚
で
す
。樹
齢
六
百
年
と
言
わ
れ
、国

指
定
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

桜
の
花
見
が
出
来
な
か
っ
た
方
は
、「
藤
の
お
花
見
」

を
楽
し
ま
れ
た
ら
如
何
で
し
ょ
う
。

「 

藤 

の 

花 

見 

と 

藤 

の 

家 

紋 

」

八女・黒木町 大藤棚

す
さ
の
お
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太
宰
府
天
満
宮
発
行
の「
菅
家
の
文

華
」に
は
、文
神
菅
原
道
真
公
が
遺
さ

れ
た
優
れ
た
詩
歌
が
数
多
く
収
録
さ

れ
て
い
ま
す
。私
達
吟
詠
を
愛
す
る
者

と
し
て
、卓
越
し
た
漢
詩
人
で
あ
っ
た

道
真
公
の
漢
詩
を
ど
れ
位
、目
に
触

れ
、鑑
賞
し
、実
際
に
声
に
出
し
て
吟
じ

た
で
し
ょ
う
か
。醍
醐
天
皇
は
道
真
公

を
評
し
て「
更
に
菅
家
の
白
様
に
勝
れ

る
有
り
」（
唐
の
白
楽
天
に
優
る
と
も

劣
ら
な
い
。」と
、絶
賛
さ
れ
ま
し
た
。

　

ひ
た
す
ら
謹
慎
の
日
々
を
送
り
つ
つ
、

心
中
の
思
い
は
、孤
雲
と
共
に
飛
び
去

り
、恨
み
も
憤
り
も
無
く
、満
月
の
よ

う
な
心
で
物
事
に
接
し
た
い
も
の
だ
と

心
中
を
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

大
宰
府
に
流
さ
れ
た
年
の
七
月
十

五
日
に
延
喜
と
改
元
さ
れ
ま
し
た
。そ

の
年
の
秋
の
夜
、啼
き
渡
る
雁
の
寂
し
い

声
を
お
聞
き
に
な
り
、「
春
に
な
れ
ば

北
へ
と
帰
れ
る
お
前
が
羨
ま
し
い
」と
雁

に
呼
び
か
け
ら
れ
、「
旅
雁
を
聞
く
」と

題
し
、次
の
詩
を
賦
さ
れ
た
の
で
し
た
。

　
「
後
撰
集
」に
は
、こ
の
詩
と
同
じ
よ

う
な
心
境
を
詠
ま
れ
次
の
和
歌
が
収

録
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
菅
家
の
文
華
」で
は
、昌
泰
三
年

ま
で
の
都
で
の
詩
歌
を「
菅
家
文
章
」、

配
流
先
の
大
宰
府
で
の
詩
歌
を「
菅
家

後
草
」の
中
か
ら
選
び
、紹
介
さ
れ
て
い

ま
す
。 菅

家
の
文
華
〈
漢
詩
編
〉（
中
）

菅原道真公像

伝菅公御眞筆 「自詠」

「 

家
を 

離
れ
て 

三
四
月

　
落
つ
る
涙
は 

百
千
行

　
万
事 

皆 

夢
の
如
し

　
時
時 

彼
の
蒼
を 

仰
ぐ 

」

い
えおと

き
と
き

か

そ
う

あ
お

み
な

ば
ん 

じ

ゆ
め

ご
と

な
み
だ

ひ
ゃ
く
せ
ん 

こ
う

は
な

さ
ん  

し   

げ
つ

「 
一
た
び
謫
落
し
て 

柴
荊
に 

就
き
て
従
り

　
万
死 
兢
兢
た
り 

跼
蹐
の
情

　
都
府
楼
は 
纔
に 

瓦
色
を 

看  

　
観
音
寺
は 

只 
鐘
声
を 

聴
く

た
く
ら
く

さ
い 

け
い

つ

よ

ば
ん  

し

き
ょ
う
き
ょ
う

き
ょ
く
せ
き

か
ん 

の
ん  

じ

た
だ

し
ょ
う
せ
い

き じ
ょ
う

と
　
ふ
　
ろ
う

わ
ず
か

が 

し
ょ
く

み

「 

我
は 

遷
客
た
り 

汝
は 

来
賓

　
共
に
是
れ 

蕭
蕭
た
る 

旅
漂
の
身

　
枕
を
欹
て
て 

帰
去
る
の
日
を 

思
量
す
れ
ば

　
我
は 

何
の
歳
と
か
知
ら
ん 

汝
は 

明
春 

」

わ
れ

と
も

こ

み

し
ょ
う
し
ょ
う

り
ょ
ひ
ょ
う

せ
ん
き
ゃ
く

な
ん
じ

ら
い
ひ
ん

ま
く
ら

そ
ば
だ

ひ

し
り
ょ
う

か
　
え

わ
れ

い
ず
れ

と
し

し

な
ん
じ

み
ょ
う
し
ゅ
ん

中
懐 

好
し 

孤
雲
を
遂
う
て 

去
り

外
物 

相
逢
う
て 

満
月 

迎
う

此
の
地 

身
に 

検
繫
無
し
と 

雖
も

何
為
れ
ぞ 

寸
歩
も 

門
を
出
で
て 

行
か
ん 

」

ち
ゅ
う
か
い

が
い
ぶ
つ

あ
い 

あ

ま
ん
げ
つ
む
こ

こ

ち

み

け
ん
け
い 

な

い
え
ど

な
ん
す

す
ん 

ぽ

も
ん

い

ゆ

よ

こ  

う
ん

お

さ

　

こ
の
項
で
は
、昌
泰
四
年
一
月
二
十

五
日
配
流
以
降
、大
宰
府
で
賦
さ
れ
た

漢
詩
を
通
し
て
、道
真
公
の
ま
こ
と
心
、

濡
れ
衣
の
口
惜
し
さ
、望
郷
の
念
、老
病

へ
の
不
安
ご
家
族
へ
の
思
い
等
に
触
れ
て

見
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

昌
泰
四
年
二
月
、苦
し
く
長
い
旅
路

を
終
え
ら
れ
た
道
真
公
は
、謫
所
に

充
て
ら
れ
た
鴻
臚
館
の
南
館
に
入
ら

れ
ま
し
た
。道
真
公
は
大
宰
権
帥
と
い

う
身
分
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、配
流
の

身
の
た
め
、手
入
れ
の
行
き
届
か
な
い

荒
れ
果
て
た
謫
居
を
与
え
ら
れ
た
の

で
し
た
。

　

余
り
に
も
狭
く
劣
悪
な
住
居
で
の

生
活
が
始
ま
り
ま
し
た
が
、一
月
経
ち
、

二
月
経
つ
う
ち
に
、張
り
つ
め
た
気
持
ち

も
や
や
落
ち
つ
か
れ
ま
し
た
。

　

そ
し
て
、「
自
詠
」と
題
し
、配
所
で

最
初
の
詩
を
賦
さ
れ
た
の
で
し
た
。

じ  

え
い

　

と
ど
め
な
く
溢
れ
落
ち
る
紅
涙
を
こ

ら
え
る
こ
と
も
無
く
、

「
あ
あ
、万
事
は
、皆
、夢
で
有
っ
て
欲
し

い
。」と
、蒼
天
を
仰
ぎ
つ
つ
、呟
か
れ
た

の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ひ
た
す
ら
恭
順
の
意
を
表
さ
れ
た
道

真
公
は
、「
門
を
出
で
ず
」と
題
す
る
次

の
律
詩
に「
至
誠
・
謹
直
・
忠
誠
・
寛
容
」

の
心
境
を
認
め
ら
れ
ま
し
た
。

　

特
に
、頷
聯
に
当
た
る
３
〜
４
行
目

の
対
句「
都
府
楼
は
纔
に
瓦
色
を
看
　

観
音
寺
は
只
鐘
声
を
聴
く
」は
、よ
く

知
ら
れ
て
い
て
、愛
吟
家
の
間
で
も
、広

く
愛
嘯
さ
れ
て
い
ま
す
。

が
ん
れ
ん

と
　
ふ
　
ろ
う

か
ん 

の
ん  

じ

た
だ
し
ょ
う
せ
い

き

わ
ず
か

が 

し
ょ
く

み
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延
喜
元
年
九
月
十
日
、道
真
公
は
昨

年
の
同
じ
日
、清
涼
殿
で
催
さ
れ
た
残

菊
の
宴
の
折
り
、勅
題「
秋
思
」に
和
し

奉
り
、賦
し
た「
秋
思
の
詩
」が
、醍
醐

天
皇
の
御
感
を
蒙
り
、御
衣
を
賜
り
ま

し
た
。

　

明
け
て
延
喜
二
年
、元
旦
か
ら
五
十

日
を
経
た
二
月
十
九
日
、道
真
公
は
春

の
訪
れ
の
遅
い
謫
居
の
南
館
で
、「
二
月

十
九
日
」と
題
す
る
詩
を
作
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

そ
の
年
の
春
の
訪
れ
が
遅
い
こ
と
と
、

自
分
の
身
の
上
に
も
訪
れ
な
い
春
を
重

ね
ら
れ
て
、「
い
つ
に
な
っ
た
ら
、春
光
が

我
が
身
に
射
し
て
く
る
の
で
あ
ろ
う

か
」と
の
思
い
を
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

醍醐天皇より御衣を賜る道真公

恩賜の御衣を捧持される道真公

　
参
考
文
献（
菅
家
文
草・菅
家
の
文
華
）

　
写
真（
太
宰
府
天
満
宮
資
料
館
提
供
）

　
博
多
人
形
作
者（
西
頭
哲
三
郎
師
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
次
号
に
続
く
〉

「 

去
年
の 

今
夜 

清
涼
に 

侍
す

　
秋
思
の 

詩
篇 

独
り 

断
腸

　
恩
賜
の 

御
衣 

今 

此
処
に 

在
り

　
捧
持
し
て 

毎
日 

余
香
を 

拝
す 

」

き
ょ 

ね
ん

し
ゅ
う
し

お
ん
　
し

ほ
う  

じ

ま
い 

に
ち

よ
　
こ
う

は
い

ぎ
ょ
い

い
ま

こ
　
こ

あ

し
　
へ
ん

ひ
と

だ
ん
ち
ょ
う

こ
ん
や

せ
い
り
ょ
う

じ

「 

丞
相 

年
を
度
る 

幾
た
び
か 

楽
し
め
る
思
い

　
今
宵 

物
に
触
れ
て 

自
然
に 

悲
し
む

　
声 

寒
ゆ
る 

絡
緯
は 

風
の
吹
く
処

　
葉
落
つ
る 

梧
桐
は 

雨
の
打
つ
時

　
君
は 

春
秋
に
富
み 

臣
は 

漸
く
老
ゆ

　
恩
は 

涯
岸
無
く 

報
ず
る
こ
と 

猶
遅
し

　
知
ら
ず 

こ
の
意 

何
こ
に
か 

安
慰
せ
ん

　
酒
を
飲
み 

琴
を
聴
き 

又 

詩
を 

詠
ず 

」

じ
ょ
う
し
ょ
う
と
し

わ
た

こ
よ
い

も
の

ふ

し  

ぜ
ん

か
な

こ
え

さ

ら
く 

い

か
ぜ

ふ

と
こ
ろ

は
　
お

ご
　
ど
う

あ
め

う

と
き

き
み

し
ゅ
ん
じ
ゅ
う

と

し
ん

よ
う
や

お

お
んしさ

け

の

こ
と

き

ま
た

し

え
い

こ
こ
ろ
い
ず

あ
ん 

い

が
い
が
ん 

な

ほ
う

な
お
お
そ

い
く

た
の

お
も

「 

黄
萎
の
顔
色 

白
霜
の
頭

　
況
ん
や
復 

千
余
里
外
に 

投
ぜ
ら
る
る
を
や

　
昔
は 

栄
華 

簪
組
に 

縛
せ
ら
れ

　
今
は 

貶
謫 

草
莱
の
囚
と
な
る

　
月
光
は 

鏡
に
似
る
も 

罪
を 

明
ら
む
る
無
く

　
風
気
は 

刀
の
如
く
な
る
も 

愁
い
を 

破
ら
ず

　
見
る
に
随
い 

聞
く
に
随
い 

皆 

惨
慄

　
此
の
秋 

独
り 

我
が
身
の
秋
と 

作
る

こ
う
す
い

が
ん
し
ょ
く
は
く
そ
う

こ
う
べ

こ み

き

み
な

さ
ん
り
つ

ふ
う 

き

げ
っ
こ
う

か
が
み

い
ま

い
わ

と
う

ま
た
せ
ん 

よ  

り  

が
い

へ
ん
た
く

そ
う
ら
い

し
ゅ
う

む
か
し

え
い 

が

し
ん 

そ

ば
く

に

つ
み

あ
き

な

と
う

ご
と

や
ぶ

う
れ

し
た
が

し
た
が

あ
き

ひ
と

わ

み

あ
き

な

「 

郭
西 

路
北 

賈
人
の
声

　
柳
無
く 

花
無
く 

鶯
を 

聴
か
ず

　
春
に
入
り
て
よ
り 

来 

五
十
日

　
未
だ 

一
事
の
春
情
を 

動
か
す
を 

知
ら
ず 

」

か
く
せ
い

ろ
　
ほ
く

こ
　
じ
ん

こ
え

い
ま

は
る

や
な
ぎ
な

は
な 

な

う
ぐ
い
す

き

い

こ
の
か
た
ご
じ
ゅ
う
に
ち

い
ち 

じ

し
ゅ
ん
じ
ょ
う

し

う
ご

「 

か
り
が
ね
の 

秋
鳴
く
こ
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
わ
り
ぞ

　
　
　
帰
る
春
さ
え 

何
か
悲
し
き 

」

あ
き 

な

か
え

は
る

な
に

か
な

　
「
重
陽
後
一
日
」と
題
し
た
こ
の
詩

は
、古
今
不
朽
の
名
詩
と
し
て
、吟
界
で

は「
九
月
十
日
」の
吟
題
で
、最
も
愛
唱

さ
れ
て
い
ま
す
。

ち
ょ
う
よ
う  

ご   

い
ち 

じ
つ

　

詩
中
の「
秋
思
の
詩
篇
」と
は
、前
述

の「
秋
思
の
詩
」の
こ
と
で
、正
確
に
は

『 

九
日
後
朝
、同
じ
く「
秋
思
」を
賦
し
、

制
に
応
え
奉
る 

』と
あ
り
ま
す
。

せ
い

こ
た

た
て
ま
つ

　

私
達
が
こ
の
詩
を
吟
じ
る
場
合
、音

読
み
と
訓
読
み
等
の
都
合
で
少
々
変
更

す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、こ
こ
で
は

太
宰
府
天
満
宮
発
行
の「
菅
家
の
文

華
」を
そ
の
ま
ま
採
用
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

　

道
真
公
は
、都
か
ら
西
下
さ
れ
る
に

際
し
て
、都
に
残
す
の
は
不
憫
に
思
し

召
さ
れ
、幼
い
隈
麿
、紅
姫
の
二
人
の
お

子
様
を
伴
わ
れ
ま
し
た
。

　

楽
し
か
っ
た
都
で
の
生
活
と
は
比
べ

も
の
に
な
ら
な
い
境
遇
を
憐
れ
み
、「
少

男
女
を
慰
む
る
の
時
」と
い
う
五
言
の

長
詩
を
は
じ
め
、こ
の
詩
を
皮
切
り

に
、辛
く
悲
し
い
生
活
を
紛
ら
わ
す
か

の
よ
う
に
、多
く
の
長
詩
を
賦
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

九
月
十
五
日
の
夜
、幼
い
お
子
様
が

寝
つ
か
れ
た
後
、道
真
公
は
、静
か
に
廂

の
間
に
出
ら
れ
て
満
月
の
光
の
中
に
佇

ま
れ
ま
し
た
。

　
「
昔
は
栄
華
の
身
で
あ
っ
た
が
、今
は

都
か
ら
遠
く
離
れ
た
配
所
で
、囚
わ
れ

の
身
と
な
っ
て
い
る
。無
実
の
罪
を
明
ら

か
に
す
る
術
も
無
く
、見
る
も
の
、聞
く

も
の
全
て
に
心
を
痛
め
、慄
い
て
い
る
」

と
、「
秋
夜
」（
九
月
十
五
夜
）と
題
す
る

次
の
律
詩
を
賦
さ
れ
た
の
で
し
た
。
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諌
山
　
岳
陽

亀
井
神
道
流  

宗
家

西
日
本
吟
詠
会  

会
長

　

会
員
の
皆
様
及
び
ご
家
族
の
皆
様

並
び
に
後
援
会
会
員
の
皆
様
に
お
か

れ
ま
し
て
は
、悪
い
風
邪
等
召
さ
れ

る
こ
と
も
無
く
、益
々
ご
壮
健
に
て

お
過
ご
し
の
事
と
拝
察
申
し
上
げ

ま
す
。

　

令
和
の
御
世
に
代
わ
っ
て
今
日
で

丸
一
年
が
経
過
し
ま
し
た
。「
あ
っ
」

と
い
う
間
の
一
年
で
し
た
。こ
の
よ
う

に
時
間
の
経
過
の
速
さ
を
痛
感
し
て

い
る
方
が
、小
生
の
他
に
も
お
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る

と
こ
ろ
で
す
。

　

そ
れ
に
も
増
し
て
、正
月
早
々
、中

国
武
漢
に
端
を
発
し
た
、急
速
な
勢

い
で
世
界
中
に
広
ま
っ
た
新
型
ウ
イ

ル
ス
蔓
延
に
伴
う「
新
型
肺
炎
」の
大

流
行
に
は
、只
々
驚
か
さ
れ
ま
し
た
。

　

よ
く「
有
史
以
来
、人
類
は
ウ
イ

ル
ス
と
の
戦
い
の
連
続
で
あ
っ
た
。」と

言
わ
れ
て
来
た
が
、今
回
の
猛
威
を

眼
の
あ
た
り
に
す
る
と
、そ
の
感
染

力
の
強
さ
と
ス
ピ
ー
ド
に
改
め
て
自

然
の
力
に
脅
威
を
感
じ
て
い
ま
す
。

　

日
頃
か
ら「
私
達
愛
吟
家
の
最
大

の
敵
は
、風
邪
で
す
。悪
い
風
邪
に
気

を
付
け
ま
し
ょ
う
。」と
申
し
上
げ
て

参
り
ま
し
た
が
、今
回
ほ
ど
そ
の
言

葉
を
実
感
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

　

私
達
が
待
ち
に
待
っ
た「
吟
春
」

が
、こ
の
目
に
見
え
な
い
小
さ
な「
新

型
ウ
イ
ル
ス
」に
翻
弄
さ
れ
、或
い
は

延
期
、或
い
は
中
止
に
追
い
込
ま
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

高
齢
者
が
多
い
吟
界
で
あ
っ
て
見

れ
ば
、基
礎
疾
患（
持
病
）所
持
者
も

比
較
的
多
く
、「
健
康
と
命
を
第
一
」

を
考
え
れ
ば
、致
し
方
な
か
っ
た
と

思
って
い
る
次
第
で
す
。

　

朝
か
ら
晩
ま
で「
コ
ロ
ナ
、コ
ロ
ナ
」

で
明
け
暮
れ
た
数
か
月
で
し
た
。

吟
声
人
語
で
も
一
言
触
れ
ま
し
た

が
、「
不
要
不
急
の
外
出
は
避
け
て
」

と
の
コ
メ
ン
ト
が
多
発
し
ま
し
た
。

「
不
要
不
急
」の
中
に「
ス
ポ
ー
ツ
や

文
化
活
動
」を
暗
示
す
る
言
い
方

に
、違
和
感
を
受
け
た
の
は
私
だ
け

だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。「
た
か
が
詩
吟
」

と
言
わ
れ
て
も
、私
達
に
と
っ
て
は

「
さ
れ
ど
詩
吟
」で
あ
り
、大
切
な
健

康
法
で
あ
り
、癒
し
と
生
き
甲
斐
を

与
え
て
く
れ
る
宝
物
で
あ
り
ま
す
。

　

ス
ポ
ー
ツ
や
文
化
活
動
は
、社
会

生
活
の
中
で
は
余
計
な
も
の
、贅
沢

な
も
の
、非
常
事
態
で
は
最
初
に
我

慢
す
べ
き
も
の
と
の
認
識
が
感
じ
取

ら
れ
た
次
第
で
す
。

　

練
習
も
休
み
で
声
を
出
す
こ
と

も
少
な
く
な
っ
た
た
め
に「
ス
ト
レ
ス

が
溜
ま
っ
て
い
ま
す
。」と
、多
く
の

メ
ッ
セ
ー
ジ
を
頂
戴
し
ま
し
た
。

　

改
め
て
、吟
詠
を
通
じ
て「
肺
活

量
を
増
や
し
、の
ど
を
鍛
え
る
」こ
と

で
、心
身
と
も
に
健
康
な
生
活
を
楽

し
め
る
こ
と
は
、誠
に
有
難
い
こ
と
と

初

夏

所

感

感
じ
て
い
ま
す
。

　

さ
て
、高
齢
者
や
持
病
持
ち
に

と
っ
て
、ウ
イ
ル
ス
が
齎
す
リ
ス
ク
が

高
い
こ
と
は
間
違
い
な
く
、最
大
の

注
意
を
怠
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。又
、

日
頃
か
ら「
免
疫
力
」・「
抵
抗
力
」を

養
っ
て
お
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
こ

と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

こ
こ
で
改
め
て
、私
た
ち
が
守
る
べ

き
生
活
習
慣
の「
健
康
十
訓
」を
思

い
起
こ
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
　
少
衣
多
浴
　
　
少
欲
多
施

　
　
少
煩
多
眠
　
　
少
言
多
行

　
　
少
車
多
歩
　
　
少
怒
多
笑

　
　
少
塩
多
酢
　
　
少
食
多
噛

　
　
少
糖
多
果
　
　
少
肉
多
菜

　

季
節
は
、初
夏
か
ら
梅
雨
、そ
し

て
本
格
的
な
夏
へ
と
移
っ
て
行
き
ま

す
。運
動
不
足
と
練
習
不
足
で
弱
っ

た
心
身
の
健
全
化
に
取
り
組
み
、来

る
べ
き
猛
暑
を
乗
り
切
り
、失
っ
た

「
吟
春
」に
代
え
て「
吟
秋
」に
向
け

て
前
進
し
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
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九
州
吟
剣
詩
舞
道
連
盟
（
諌

山
岳
陽
理
事
長
）
主
催
、
第
七

十
八
回
春
季
競
吟
大
会
が
二
月

二
十
四
日
（
月
）
プ
ラ
ム
・
カ
ル

コ
ア
太
宰
府
多
目
的
ホ
ー
ル
で
開

催
さ
れ
た
。

　

本
年
は
、
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流

行
の
影
響
で「
小
学
生
の
部
」「
中

高
生
の
部
」「
壮
年
の
部
」「
熟

年
の
部
」
は
競
吟
す
る
事
な
く
、

皆
入
賞
で
、
六
月
二
十
一
日
（
日
）

の
開
催
予
定
本
選
に
出
場
す
る
。

　
「
高
年
の
二
部
」「
高
年
の
一
部
」

「
和
歌
の
競
吟
」
も
欠
吟
者
が
、

十
九
名
も
出
た
。
こ
の
様
な
事
態

は
初
め
て
の
事
で
会
場
内
は
マ
ス

審査講評の
諌山大会会長

幾山河を舞う
谷川光喜衣先生

桃山流みやこ舞の
田原舞涛先生

範舞中の
内田玉虹先生

喜衣流
谷川国喜先生

会詩合吟中の
諏訪扇翠先生

特別奨励賞の皆さん

ク
使
用
で
咳
を
す
る
人
も
い
な
い

状
態
だ
っ
た
。

　

そ
れ
で
も
本
会
か
ら
多
数
の
指

導
者
や
会
員
が
出
吟
し
決
戦
大

会
の
権
利
を
獲
得
し
た
。

　

な
お
当
日
は
喜
衣
流
、
桃
山

流
の
先
生
方
に
よ
る
範
舞
も
披

露
さ
れ
た
。

　

当
日
の
入
賞
者
は
次
の
通
り
。

◇
幼
少
年
の
部

◎
入
賞
　
船
津
弥
生
（
太
宰
府

星
陽
会
）、
本
山
あ
い
（
太
宰

府
星
陽
会
）、
船
津
慎
之
助

（
太
宰
府
星
陽
会
）、
島
原
桜

都
（
岩
戸
佳
陽
会
）、
二
宮
一

斗
（
岩
戸
佳
陽
会
）、
島
原

大
宙
（
岩
戸
佳
陽
会
）

◇
中
高
生
の
部

◎
入
賞
　
後
藤
菜
乃
実
（
岩
戸

佳
陽
会
）、
諌
山
未
悠
（
太

宰
府
星
陽
会
）

◇
壮
年
の
部

◎
木
山
純
山
（
太
宰
府
孝
陽
会
）

◇
熟
年
の
部

◎
中
島
光
陽
総
師
範
、
松
下
瑛

陽
準
師
範
、
惠
内
隆
峰
（
雅

陽
会
）、
中
内
鶴
川
（
太
宰
府

恵
陽
会
）

◇
高
年
の
二
部

◎
入
賞
　
鳥
井
幸
陽
常
任
顧

問
、
北
川
英
陽
宗
師
範
、
後

藤
佳
陽
宗
師
範
、
加
藤
督
陽

宗
師
範
、
山
田
啓
陽
総
師
範
、

楢
崎
忠
陽
総
師
範
、
橋
口
康

陽
総
師
範
、
古
賀
富
陽
師
範
、

萩
原
唱
陽
準
師
範
、
池
田
慧

陽
準
師
範
、
前
田
学
陽
準
師

範
、
八
尋
征
陽
準
師
範
、
松

尾
夢
陽
準
師
範
、
平
田
舶
陽

本
部
師
範
代
、松
本
量
峰
（
早

良
元
陽
会
）、
土
屋
綾
峰
（
北

野
督
陽
会
）、
白
石
真
月
（
吟

友
光
陽
会
）

◯
奨
励
賞
　
岸
凛
陽
宗
師
範
、

有
岡
絋
陽
宗
師
範
、
吉
弘
響

陽
宗
師
範
、
飯
野
紀
陽
師
範
、

富
田
皓
陽
準
師
範
、
森
田
弘

陽
支
部
師
範
代
、
大
神
靖
陽

支
部
師
範
代
、
伴
昴
陽
指
導

師
範
代
、
柴
田
康
峰
（
岩
戸

扇
陽
会
）、
萱
嶋
功
山
（
太

宰
府
星
陽
会
）、
萱
嶋
桃
山

（
太
宰
府
星
陽
会
）

◇
高
年
の
一
部

◎
入
賞
　
安
恒
茜
陽
副
理
事

長
、
河
原
田
和
陽
宗
師
範
、

吉
弘
翔
陽
宗
師
範
、
西
村
元

陽
師
範
、
武
内
史
陽
支
部
師

範
代
、
平
田
彩
陽
本
部
師
範

代
、
山
口
皇
陽
支
部
師
範
代
、

郷
原
菊
峰
（
岩
戸
征
陽
会
）、

蒲
池
勝
山
（
太
宰
府
星
陽

会
）、
新
開
政
山
（
太
宰
府

啓
陽
会
）、
蒲
池
香
月
（
太

宰
府
星
陽
会
）、城 

桜
川
（
太

宰
府
星
陽
会
）

◯
奨
励
賞
　
本
田
雅
陽
総
師
範
、

柴
田
勘
陽
準
師
範
、
坂
本
恭

陽
指
導
師
範
代
、
杉
山
延
峰

（
吟
友
明
陽
会
）、
中
山
秀
峰

（
雅
陽
会
）

◇
和
歌
の
部

◎
入
賞
　
安
恒
茜
陽
副
理
事

長
、
北
川
英
陽
宗
師
範
、
河

原
田
和
陽
宗
師
範
、
後
藤
佳

陽
宗
師
範
、
吉
弘
翔
陽
宗
師

範
、
吉
弘
響
陽
宗
師
範
、
加

藤
督
陽
宗
師
範
、
山
田
啓
陽

総
師
範
、
中
島
光
陽
総
師
範
、

池
田
慧
陽
準
師
範
、
前
田
学

陽
準
師
範
、
八
尋
征
陽
準
師

範
、
松
下
瑛
陽
準
師
範
、
香

月
穂
峰
（
吟
友
光
陽
会
）、

惠
内
隆
峰
（
雅
陽
会
）、
土
屋

綾
峰
（
北
野
督
陽
会
）、
木

山
純
山
（
太
宰
府
孝
陽
会
）、

中
内
鶴
川
（
太
宰
府
恵
陽
会
）

◯
奨
励
賞
　
本
田
雅
陽
総
師
範
、

橋
口
康
陽
総
師
範
、
飯
野
紀

陽
師
範
、
柴
田
勘
陽
準
師
範
、

平
田
舶
陽
本
部
師
範
代
、
平

田
彩
陽
本
部
師
範
代
、
森
田

弘
陽
支
部
師
範
代
、
郷
原
菊

峰
（
岩
戸
征
陽
会
）、
小
野

律
川
（
太
宰
府
啓
陽
会
）、
城

桜
川
（
太
宰
府
星
陽
会
）

九
吟
連
春
季
大
会
開
催

福
岡
予
選
大
会
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第
四
回 

お
さ
ら
い
会

副
会
長
・
宗
伝
　
諌
山
星
陽
　

新
春
に
相
応
し
く
一
二
〇
名

が
参
加
。入
会
二
ヶ
月
足
ら
ず
の

方
か
ら
指
導
者
の
先
生
方
ま
で

が
朗
々
と
吟
じ
た
。

　

閉
会
の
言
葉
を
古
澤
先
生
に

頂
き
発
表
会
は
終
了
。そ
の
後

懇
親
会
に
入
り
、髙
木
先
生
の

乾
杯
の
音
頭
に
よ
り
始
ま
っ
た
。

新
春
に
相
応
し
い
お
弁
当
に
お

酒
、お
つ
ま
み
を
囲
ん
で
和
や
か

な
雰
囲
気
の
中
、和
気
藹
々
で

終
了
し
た
。会
員
の
皆
様
か
ら

大
変
お
勉
強
に
な
り
ま
し
た
と

聞
き
、来
年
も
開
催
し
た
い
と

思
い
ま
す
。久
保
山
先
生
に
は
、

心
遣
い
の
お
弁
当
を
準
備
し
て

頂
き
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

次
回
も
沢
山
の
方
々
の
ご
参

加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

令
和
二
年
一
月
四
日（
土
）に
新
天
町
の
平
和

楼
に
お
い
て
西
日
本
吟
詠
会
の
新
年
会
が
、催
さ

れ
た
。い
つ
も
の
様
に
懇

親
会
で
は
、先
生
方
が
、

カ
ラ
オ
ケ
や
、女
装
の
唄

や
、踊
り
で
盛
り
上
が

り
、楽
し
い
一
日
を
過
ご

し
ま
し
た
。

新
年
会
を

賑
や
か
に
開
催
!!

寛いだ表情の
諌山宗家、豊福、鳥井先生

楽しく合唱している
先生方

挨拶中の諌山宗家会長
挨拶を述べる
諌山副会長

模範吟詠中の
久保山孝陽副理事長

合吟の部　太宰府奏陽会、富永、
住田、安部、枦込の皆さん

中高生の部吟詠中の
諌山星川さん（太宰府星陽会）

初参加の池田夏音さん
（太宰府慧陽会）

　

第
四
回
新
春
お
さ
ら
い
会

（
太
宰
府
星
陽
会
・
岳
陽
会
主

催
）を
一
月
十
三
日（
成
人
の
日
）

に
プ
ラ
ム・カ
ル
コ
ア
太
宰
府
で
開

催
し
た
。

　

こ
の
大
会
の
主
旨
は
春
季
大

会
を
始
め
、色
々
の
コ
ン
ク
ー
ル
に

出
場
さ
れ
る
方
に
舞
台
を
提
供

し
一
回
で
も
多
く
経
験
を
積
ん

で
自
信
を
つ
け
て
頂
く
大
会
で

ご
ざ
い
ま
す
。
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有
明
　
月
淨
無
塵

　
別
平
成
似
惜
春

皇
位
継
承
登
極
喜

旭
旗
　
　
令
和
晨

石
川
忠
久
先
生

新
斯
文
会
理
事
長

全
日
本
漢
詩
連
盟
会
長

二
松
詩
文
会
代
表

　

今
上
天
皇
が
退
位
さ
れ
、
昨

年
五
月
一
日
に
新
天
皇
が
、
即

位
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
と
も

な
い
新
元
号
が
、
令
和
と
な
り

ま
し
た
。

　

我
が
国
の
「
万
葉
集
」
梅
花

三
十
二
首
の
序
文
を
出
典
と
し

て
い
ま
す
。

　

こ
の
度
、
慶
祝
の
思
い
を
、

漢
詩
に
こ
め
て
投
稿
し
た
と
こ

ろ
「
新
元
号
令
和
慶
祝
詩
集
」

百
首
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

　

大
変
光
栄
に
思
っ
て
ま
す
。

　

令
和
二
年
一
月
に
、
立
派
な

盾
を
毎
日
新
聞
高
知
支
局
よ
り

年
間
川
柳
部
門
の
、
天
、
地
、

人
賞
の
、
二
位
の
「
地
賞
」
を

頂
き
ま
し
た
。

　

川
柳
と
は
無
縁
の
私
に
、
御

縁
を
結
ん
で
頂
い
た
の
は
高
知

の
中
学
以
来
の
親
友
と
そ
の
御

主
人
で
す
。
日
々
の
出
来
事
や

心
の
動
き
を
、
五
七
五
の
十
七

音
に
書
き
留
め
て
、
と
の
事
。

　

初
め
は
照
れ
く
さ
い
や
ら
、

恥
ず
か
し
い
や
ら
、
冷
汗
も
の

で
し
た
が
、
自
分
の
句
が
活
字

と
な
っ
て
残
る
事
の
嬉
し
さ
や
、

仲
間
の
方
々
の
句
を
通
し
て
の

交
の
楽
し
さ
に
励
ま
さ
れ
て
、

は
や
六
年
に
な
り
ま
し
た
。

　

詩
吟
も
声
が
出
て
、
カ
ラ
オ

ケ
が
上
手
く
歌
え
る
様
に
な
れ

ば
と
の
動
機
は
、
大
変
不
純
で

し
た
が
、
年
を
経
つ
と
共
に
、

詩
文
を
理
解
し
て
表
現
し
、
朗

詠
す
る
事
の
深
み
に
感
動
を
覚

え
、
又
難
し
さ
に
苦
戦
も
し
て

い
る
此
頃
で
す
。

　

こ
れ
か
ら
も
詩
吟
と
川
柳
で

喉
を
鍛
え
、
脳
を
鍛
え
て
、
老

化
に
歯
止
め
を
か
け
て
、
日
々

精
進
し
て
参
り
た
い
と
、
思
っ
て

お
り
ま
す
。

藍綬褒章の賞状

川柳地賞の
林谷指導師範代

　

地
域
の
方
か
ら
五
〇
才
前
後

に
何
も
知
ら
ず
、
民
生
委
員
を

引
き
受
け
て
、
定
年
ま
で
さ
せ

て
頂
き
ま
し
た
。

　

今
振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、

色
々
な
方
々
と
の
出
会
い
が
有

り
助
け
ら
れ
、
教
え
て
頂
き
、

私
自
身
の
成
長
の
糧
と
成
り
ま

し
た
。
感
謝
あ
る
の
み
で
す
。

　

民
生
委
員
に
乾
杯
、
そ
し
て

万
歳
で
す
。
授
業
料
の
要
ら
な

い
福
祉
大
学
を
楽
し
く
経
験
さ

せ
て
頂
き
ま
し
た
。

何
事
も
「
継
続
は
力
な
り
」

私
の
大
好
き
な
言
葉
で
す
。

　

詩
吟
の
戸
川
教
室
は
楽
し
み

の
時
間
で
す
。
大
切
に
し
た
い

今
後
共
宜
し
く
お
願
い
致
し
ま

す
。

新
元
号
令
和
慶
祝
詩
集

百
首
に
選
ば
れ
て

宗
師
範
　
平
山
恵
陽

吟
友
政
陽
会
　
重
　
洋
山

藍
綬
褒
章
を
頂
い
て

年
間
川
柳
地
賞
を
受
領

指
導
師
範
代
　
林
谷
典
陽

監
修

有
明
の
　
月
浄
く
し
て
塵
無
し

平
成
に
惜
別
す
る
は
　

借
春
の
似
し

皇
位
継
承
　
登
極
の
喜
び

旭
旗
　
々
た
り
　
令
和
の
晨

あ
り
あ
け

こ
う
い
け
い
し
ょ
う

と
う
き
ょ
く

よ
ろ
こ

き
ょ
く
き
ょ
お
よ
う
よ
う

れ
い  

わ

あ
し
た

へい 

せ
い

ご
と

せ
き 

べ
つ

せ
き
し
ゅ
ん

こ
う
げ
つ
き
よ

ち
り 

な

貴方も会員になりませんか？
崇敬会会員を募集しています

　私達は、太宰府天満宮崇敬会に入会、西日本吟詠会支部会員として、年１回
の清掃奉仕活動のほか、天満宮様主催の旅行会や、崇敬会奉幣大祭に参加さ
せて頂いています。
　特に、大祭での講演会は、毎回著名な講師による素晴らしいお話を聞くこ
とが出来、大好評です。又、会員には為になる会報や有難いお札等も配布され
ます。正会員と家族会員があります。
　入会ご希望の方は、秘書部まで、お申し込み下さい。

亀井神道流西日本吟詠会では、その名に恥じ
ないホームページを公開しています。皆様の
ご意見に耳を傾けながら、更新して参ります。

亀井神道流西日本吟詠会

ホームページご紹介

ホームページアドレス
http://kamei.dee.cc/

慶
賀
新
元
號

　
　
　
新
元
号
を
慶
賀
す

●
有
明　

月
＝
明
け
方
ま
だ
、
太
陽

が
出
る
前
の
釣
針
の
よ
う
な
形
を
し

て
い
る
月
の
こ
と
。



第74号 令和２年５月１日発行 （ ８ ）

　

こ
の
漢
詩
は
宋
の
詩
人
蘇
軾

（
蘇
東
坡
）の
七
言
絶
句（
春
夜
）の

起
句
が
語
源
と
な
って
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

春
の
夜
は
ほ
ん
の
短
い一
刻
が
千

金
の
値
打
ち
を
も
つ
。

　

花
は
清
ら
か
に
香
り
、月
は
お

ぼ
ろ
に
輝
く
。

　

楼
閣
の
賑
や
か
な
歌
や
笛
も
今

は
か
細
く
聞
こ
え
る
ば
か
り
。

　

ブ
ラ
ン
コ
の
置
か
れ
た
中
庭
に
夜

は
し
ん
し
ん
と
更
け
て
行
く
。

　

詩
題
に
は「
春
夜
」と
あ
り
、起

句
に
は「
春
宵
」と
あ
り
ま
す
。

　

宵
は
夜
と
全
く
同
じ
意
味
で
使

わ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、こ

の
場
合
は
昏（
た
そ
が
れ
）と
夜
と

の
間
の
時
間
で
、そ
の一刻
が「
千
金

に
値
す
る
」ほ
ど
素
晴
ら
し
い
と
言

う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

春
の
夜
の
魅
力
は
や
は
り
月
と

花
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。夜
の
花
は

暗
闇
を
背
景
に
格
別
な
美
し
さ
を

見
せ
、昼
に
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た

微
か
な
芳
香
に
気
づ
か
さ
れ
ま

す
。

　
「
楼
台
」や「
院
落
」と
云
う
言

葉
か
ら
は
、民
家
と
云
う
よ
り
は
、

官
僚
な
ど
の
豪
壮
な
邸
宅
が
連
想

さ
れ
ま
す
。

　

当
時
の
邸
宅
の
若
い
女
性
た
ち

に
と
っ
て
、邸
内
の
ブ
ラ
ン
コ
遊
び
を

し
た
り
、明
る
い
う
ち
は
賑
や
か
に

歌
舞
音
曲
で
春
の
訪
れ
を
祝
い
、

青
春
を
謳
歌
し
た
も
の
で
す
。

　

し
か
し
今
で
は
、そ
の
中
庭
も

宵
を
迎
え
、邸
宅
の
高
楼
か
ら
聞

こ
え
る「
歌
管
」の
声
も「
細
細
」

と
伝
わ
る
だ
け
。

　

あ
れ
ほ
ど
賑
や
か
だ
っ
た「
鞦
韆
」

に
も
人
影
一つ
あ
り
ま
せ
ん
。「
院

落
」に
一
人
佇
み
、花
の
清
香
と
お

ぼ
ろ
月
の
優
し
い
光
と
に
包
ま
れ

な
が
ら
、春
の
夜
が
静
寂
の
う
ち
に

沈
々
と
更
け
て
行
く
の
で
す
。

　

蘇
軾
は
四
川
省
の
眉
山
に
生
ま

れ
、二
十
一
才
で
科
挙
の
試
験
に
合

格
し
、杭
州
に
副
知
事
と
し
た
時

に「
春
夜
」の
詩
は
ま
だ
若
い
こ
の

時
期
の
項
の
作
品
だ
ろ
う
と
考
え

ら
れ
ま
す
。

「
漢
詩
と
諺
」

新
シ
リ
ー
ズ

No.６

春
宵
一
刻
値
千
金

春
宵
一
刻
値
千
金

花
有
清
香
月
有
陰

歌
管
楼
台
声
細
細

鞦
韆
院
夜
沈
沈

岩
戸
扇
陽
会
　
鬼
塚
　
鶴
山

　

よ
わ
い
七
十
を
過
ぎ
て
か
ら
の

決
断
は
難
し
い
。
半
世
紀
余
り

住
み
な
れ
た
我
が
家
を
、
手
放

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
決
断
を
迫

ら
れ
て
い
る
。

　

子
供
達
が
、
同
居
の
話
し
を

持
って
き
つつ
あ
る
の
で
す
。

　

五
年
前
、先
に
旅
立
っ
た
夫
は
、

自
分
の
命
が
見
え
る
か
の
様
に
一

年
前
に
は
、終
活
を
決
め
て
い
た
。

退
職
後
は
、
早
朝
か
ら
畑
に
行

き
、
四
季
折
々
の
野
菜
を
毎
食

の
献
立
に
と
助
け
て
く
れ
た
。

　

終
活
を
決
め
て
か
ら
、
畑
作

り
、
趣
味
の
謡
曲
、
カ
ラ
オ
ケ
、

カ
メ
ラ
も
、
や
め
て
し
ま
っ
た
。

書
斎
の
机
に
置
か
れ
た
カ
メ
ラ

は
、
孫
に
使
わ
れ
る
出
番
を
待
っ

て
い
る
。

　

主
人
は
充
実
感
を
得
て
、
決

断
出
来
た
の
だ
ろ
う
か
？

　

私
は
今
、
自
分
か
ら
、
趣
味

の
詩
吟
の
道
を
選
び
、
楽
し
み
に

学
ん
で
ま
す
が
、
奥
深
く
、
ま

だ
ま
だ
で
す
が
、
奥
伝
の
域
に
ど

う
に
か
達
し
ま
し
た
。
が
努
力

す
る
の
み
で
す
。
景
観
の
良
き

今
の
我
が
家
で
生
活
と
趣
味
を

楽
し
み
た
い
で
す
。

　

母
は
、「
大
丈
夫
で
す
よ
! !
」と
。

「
先
立
っ
た
夫
を

　
　
　 

見
習
う
」

　

明
る
い
時
代
の
到
来

を
期
待
し
た
令
和
二

年
も
、思
い
も
し
な
い

『
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
』に
よ
る
肺
炎
の
大

流
行
と
い
う
未
曽
有

の
事
態
に
日
本
中
、否

世
界
中
が
飜
弄
さ
れ

た
。

▼
吟
界
に
於
い
て
も
例
外
で
は

あ
り
得
ず
、様
々
な
大
会
が
延

期
、中
止
が
発
表
さ
れ
、大
き

な
影
響
を
受
け
た
。

　

多
く
の
専
門
家
や
役
員
達

の『
百
家
争
鳴
』が
言
い
た
い
放

題
に
宣
う
中
で
、ち
ょ
っ
と
違

和
感
を
感
じ
た
の
は『
不
要
不

急
』と
い
う
言
葉
の
使
い
方
で

あ
っ
た
。『
不
要
不
急
』の
定
義

が
不
明
朗
に
も
拘
わ
ら
ず
、

「
ス
ポ
ー
ツ
」や「
文
化
活
動
」

を
挙
げ
て
い
る
発
言
が
多
か
っ

た
。

　

私
達
に
と
っ
て
、趣
味
の
吟

詠
は
、「
心
を
癒
す
手
段
で
あ

り
、生
き
甲
斐
で
あ
り
、正
に

人
生
最
高
の
楽
し
み
」で
あ
り

ま
す
。

▼『
不
要
不
急
』の
反
対
語
は
、

『
火
急
速
や
か
に
』と
い
う
と

こ
ろ
で
す
が
、そ
こ
ま
で
は
、言

わ
な
く
て
も
、文
化
活
動
の
吟

詠
も
、『
有
要
有
急
』位
に
は
、

位
置
付
け
て
欲
し
い
も
の
と

思
って
い
る
。              

〈
岳
〉

会員募集活動実施中!

　西日本吟詠会では、全会員を挙
げて新会員募集活動に取り組ん
でいます。皆様の周りには、生き甲
斐や癒やしを求め、新しい趣味や
出会いを求めている方々が、多数
おられます。
　先ずは声を掛けて下さい。そし
て、教室の見学や大会見物に誘っ
て下さい。「一見は百聞に如か
ず。」募集活動には、勧誘リーフ
レット・会報「吟友」・テキストを無
料配布して、「吟詠がいかに解り易
く趣味として最適か」を説いて下
さい。　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　 組織強化部
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準
師
範
　
松
下
　
瑛
陽

真
さ
ば
竜
田
と

　
焼
き
野
菜
の
レ
モ
ン
い
ち
じ
く

　
　
醤
油
あ
え

私
の
秘
伝
料
理

シ
リ
ー
ズ
○

・ 

真
さ
ば　

一
匹

・ 

レ
モ
ン　

一
個

・ 

長
ネ
ギ　

一
本（
白
い
部
分
）

・ 

ミ
ニ
ト
マ
ト　

五
個

・ 

し
め
じ　

半
分

真さば竜田と
焼き野菜のレモンいちじく醤油あえ

　

平
成
8
年
後
援
会
発
足
以
来

24
年
間
に
亘
り
、本
会
の
後
援
会

常
任
監
査
役
を
お
勤
め
頂
い
た
前

田
明
人
様
が
、去
る
2
月
25
日
胃

潰
瘍
が
原
因
に
よ
る
多
臓
器
不
全

の
た
め
、逝
去
さ
れ
ま
し
た
。享
年

84
歳
。

　

お
通
夜
は
、2
月
25
日
、葬
儀
は

翌
26
日
、ご
家
族・ご
親
戚
及
び
西

日
本
吟
詠
会
関
係
者
が
参
列
す

る
中
で
、し
め
や
か
に
執
り
行
わ
れ

ま
し
た
。法
名
は
、釈 

明 

清

　

こ
こ
に
、謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表

し
ま
す
と
共
に
、心
安
ら
か
な
ご

永
眠
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す
。

　

前
田
様
は
本
会
理
事
長
代
行

前
田
明
陽
先
生
の
ご
主
人
。昭
和

10
年
7
月
生
ま
れ
。昭
和
53
年
7

月
に
、有
限
会
社
ア
カ
リ
電
興
社

を
創
業
、仕
事
一
筋
の
傍
ら
、趣
味

の
ゴ
ル
フ
と
釣
り
及
び
メ
ダ
カ
と
ラ

ン
チ
ュウ
の
飼
育
も
楽
し
ま
れ
ま
し

た
。永
年
に
亘
り
、本
会
の
常
任
監

査
役
に
ご
就
任
頂
い
た
上
、慶
事
の

た
び
に
過
分
な
ご
芳
志
を
寄
贈
頂

き
ま
し
た
。改
め
て
、ご
生
前
の
ご

功
績
と
ご
厚
情
に
感
謝
申
し
上
げ

ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　

合
掌

前
田
明
人
様 

ご
逝
去

常
任
監
査
役

「
梅
花
の
宴
」

和
歌
C
D

好
評
発
売
中

　

令
和
ゆ
か
り
の「
梅
花
の
宴
」

が
大
宰
府
政
庁
裏
手
に
当
た

る
大
伴
旅
人
邸
跡
の
坂
本
八

幡
神
社
で
あ
る
こ
と
は
、よ
く

知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

坂
本
八
幡
神
社
を
は
じ
め
、

大
宰
府
展
示
館
、太
宰
府
天

満
宮
等
関
連
施
設
へ
の
観
光

客
が
多
数
訪
れ
て
い
ま
す
。

　

天
平
二
年
正
月
に
詠
ま
れ

た
三
十
二
首
が
万
葉
集
に
収

録
さ
れ
て
い
て
、そ
の
序
文
か

ら
新
元
号
が
命
名
さ
れ
た
訳

で
す
が
そ
の
歌
そ
の
も
の
は
、

余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で

す
。

　

こ
の
度
、主
な
歌
人
十
名
と

そ
の
歌
十
首
を
選
び
、C
D
へ

の
集
録
が
終
わ
り
、完
成
し

た
。

　

こ
の
C
D
は
、公
益
財
団
法

人
古
都
太
宰
府
保
存
協
会
の

協
力
と
承
認
を
得
て
、大
宰
府

展
示
館
で
販
売
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。

　

定
価
は
、一
，五
〇
〇
円
で
、

そ
の
収
益
は
、大
宰
府
展
示
館

の
運
営
、維
持
管
理
費
に
充
て

ら
れ
ま
す
。

　

特
に
、本
会
は
今
秋
創
立
九

十
周
年
の
節
目
の
時
を
迎
え

ま
す
。奇
し
く
も
新
時
代「
令

和
」と
重
な
る
年
で
、本
会
に

と
っ
て
も
意
義
深
い
企
画
で

す
。

　

今
回
の
C
D
製
作
に
つ
い
て

は
、本
会
後
援
会
の
伊
地
知
彰

山
先
生
の
全
面
的
な
ご
協
力

で
完
成
し
た
も
の
で
、こ
の
場

を
借
り
て
厚
く
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

　

本
会
会
員
の
購
入
希
望
者

は
各
指
導
者
を
通
し
て
、支
部

毎
に
ま
と
め
て
お
申
込
み
下
さ

い
。
　

但
し
、完
売
次
第
締
切
り
ま

す
の
で
、お
早
目
に
。

後
援
会
訃
報

　

真
さ
ば
に
切
り
込
み
を
入
れ

お
酒
少
々
を
ふ
る
。

　

長
ね
ぎ
に
切
り
込
み
を
入
れ

２
セ
ン
チ
の
大
き
さ
に
カ
ッ
ト
。

　

レ
モ
ン
は
４
つ
に
カ
ッ
ト
。

　

し
め
じ
は
半
分
に
カ
ッ
ト
。

　

ミ
ニ
ト
マ
ト
は
洗
っ
て
お
く
。

　

長
ね
ぎ
、レ
モ
ン
、し
め
じ
、ミ

ニ
ト
マ
ト
を
油
を
使
用
し
な
い

で
フ
ラ
イ
パ
ン
で
焼
く
。

　

真
さ
ば
に
片

栗
粉
を
丁
寧
に

ま
ぶ
し
、熱
し
た

フ
ラ
イ
パ
ン
に
オ

リ
ー
ブ
オ
イ
ル
を

し
き
、両
面
を
こ

ん
が
り
と
焼
く
。

焼
き
あ
が
っ
た
ら

別
の
ト
レ
ー
に
と

る
。

　

バ
タ
ー
20
グ
ラ
ム
、醤
油
大

さ
じ
２
、い
ち
じ
く
ジ
ャ
ム
大

さ
じ
３
、黒
ペ
ッ
パ
ー
と
塩
少
々

を
全
て
混
ぜ
合
わ
せ
、熱
し
た

フ
ラ
イ
パ
ン
へ
入
れ
る
。火
が

通
っ
た
ら
真
さ
ば
を
入
れ
両
面

に
か
ら
め
、材
料
を
全
て
入
れ

て
全
体
を
か
ら
め
る
。

　

器
に
盛
り
、ベ
ビ
ー
リ
ー
フ
を

飾
り
完
成
。

材　

料

作
り
方

17
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春
の
気
配
に
心
浮
き
た
つ
頃
、

突
如
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
菌
と

い
う
言
葉
を
耳
に
し
ま
し
た
。

　

博
多
港
に
は
中
国
か
ら
の
入

港
者
が
多
い
と
い
わ
れ
て
い
た
が
、

総
て
を
中
止
さ
れ
た
対
応
は
早

か
っ
た
。
然
し
東
京
都
の
対
応
は

遅
い
と
感
じ
た
…
。世
界
各
国
に

蔓
延
す
る
報
道
に
百
年
前
の
予
言

者
の
言
葉
を
思
い
出
し
た
。世
界

は
細
菌
に
よ
っ
て
滅
亡
す
る
と
…
。

然
し
ビ
ー
ル
ス
菌
は
違
っ
た
型
で

人
類
を
何
度
も
襲
っ
て
い
る
。そ

の
都
度
科
学
者
の
研
究
に
よ
り

人
類
は
救
わ
れ
て
き
た
。こ
の
度

も
研
究
が
必
死
に
行
わ
れ
て
い

る
。研
究
の
成
果
、国
民
の
自
覚

に
よ
り
、切
り
抜
け
る
こ
と
と
思

う
。こ
の
度
は
、私
共
吟
界
に
も

大
き
く
影
響
し
ま
し
た
。
今
は

耐
え
抜
く
時
で
す
。

　

わ
が
家
の
稽
古
も
中
止
、淋
し

い
と
い
う
声
を
聞
く
の
も
辛
い
、

「
わ
が
家
で
声
を
出
し
、口
を
し
っ

か
り
あ
け
て
く
だ
さ
い
。声
を
出

さ
な
い
と
声
は
出
な
く
な
り
ま

す
。」と
電
話
で
の
お
話
し
が
精
一

杯
。そ
の
中
の
お
一
人
は
電
話
指

導
、月
二
回
、三
十
分
〜
四
十
分
、

前
回
の
練
習
の
成
果
を
聞
き
、新

し
い
詩
の
発
声
と
二
人
共
気
を

抜
か
な
い
、嬉
し
い
ひ
と
時
で
す
。

　

年
老
い
た
私
を
慕
っ
て
呉
れ
る

会
員
さ
ん
、あ
あ
長
生
き
し
て
い

て
よ
か
っ
た
。
耳
も
は
っ
き
り
聞

き
と
れ
る
、目
も
細
字
迄
読
め

る
、口
も
達
者
と
自
画
自
賛
し
つ

つ
、両
親
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
す
と
手
を
併
せ
朝
の
挨
拶
、夕

に
は
報
告
。大
役
は
荷
負
え
な
い

私
、老
い
て
も
少
し
で
も
喜
ん
で

く
だ
さ
る
人
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
と

思
う
と
喜
び
に
生
甲
斐
を
感
じ

る
今
日
こ
の
頃
で
す
。

支
部
長
紹
介

■ 

岩
戸
佳
陽
会
支
部 

■

支
部
長
　
首
藤
　
伸
峰

　

私
達
は
、月
三
回
木
曜
日
に
那

珂
川
市
中
央
公
民
館
に
て
、後
藤

先
生
に
、ご
指
導
戴
い
て
い
ま
す
。

吟
暦
丈
は
長
い
の
で
す
が
、シ
ニ
ア

教
室
な
の
で
、ま
ず
は
健
康
管
理

が
第
一
で
、教
室
に
出
席
出
来
る

事
が
嬉
し
い
事
で
、適
切
な
ア
ド

バ
イ
ス
を
戴
い
て
も
、中
々
悪
い
癖

は
直
り
ま
せ
ん
。先
生
を
困
ら
せ

て
い
る
生
徒
で
す
。

　

し
か
し
毎
年
沢
山
の
漢
詩
を

教
わ
り
、和
歌
を
教
わ
っ
て
、吟
詠

の
奥
深
さ
に
す
っ
か
り
魅
了
さ
れ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

今
で
は
趣
味
は
？
と
問
わ
れ

た
ら「
詩
吟
で
す
」詩
吟
っ
て
良
い

で
す
よ
と
言
え
る
様
に
な
り
ま

し
た
。

　

時
に
は
会
員
同
士
、食
事
会

と
カ
ラ
オ
ケ
で
友
好
を
深
め
て
い

ま
す
。

　

那
珂
川
市
は
松
口
月
城
記
念

館
も
あ
り
、城
跡
や
、少
武
景
資

の
墓
処
等
、歴
史
的
な
場
所
も
多

く
残
さ
れ
て
い
て
、詩
吟
の
環
境

に
は
、と
て
も
恵
ま
れ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

　

私
も
教
養
あ
る
人（
今
日
、用
、

あ
る
人
）に
な
る
為
に
、皆
と
一
緒

に
勉
張
し
続
け
ま
す
。

特
別
寄
稿

師
範
　
菊
池
　
聖
穂

筑
前
流
吟
舞
道
　
筑
聖
会

光
風
麗
日 

雨 

晴
る
の 

晨

仰
ぎ
見
れ
ば 

枝
頭
に 

一
樹
の
春

木
筆 

空
に
書
し 

花 

蕩
漾
す

玉
蘭
は 

清
楚
に
し
て

銀
よ
り
も
白
し

こ
う
ふ
う 

れ
い 

じ
つ

あ
お

み

し 

と
う

い
ち 

じ
ゅ

は
る

も
く 

ひ
つ

そ
ら

し
ょ

は
な

ぎ
ょ
く
ら
ん

せ
い
　

そ

ぎ
ん

し
ろ

と
う 

よ
う

あ
め

は
れ

あ
し
た

﹇
詩
意
﹈

雨
上
が
り
の
春
の
の
ど
か
な
日
和

う
ら
ら
か
な
風
が
吹
い
て
い
る
朝
。

庭
先
で
見
上
げ
て
い
る
と
一
本
の

木
の
梢
に
、春
が
来
て
い
ま
す
。風

に
揺
れ
動
く
木
蓮
の
蕾
は
空
に
文

字
を
書
く
よ
う
に
又
花
は
揺
れ

漂
っ
て
い
ま
す
。

木
蓮
の
花
は
清
ら
か
で
さ
っ
ぱ
り

し
て
い
て
銀
よ
り
も
白
く
輝
い
て

い
る
。

辛
夷
の
花

し
ん
　
い

自
作

﹇
語
意
﹈

光　

風　

う
ら
ら
か
な
風

麗　

日　

う
ら
ら
か
な
日
。の
ど

か
な
日
和
。

晨　
　
　

明

枝　

頭　

枝
の
先

木　

筆　

木
蓮
の
蕾
が
筆
の
頭
に

似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
木
蓮
の

別
名

蕩　

漾　

揺
れ
た
だ
よ
っ
て
い
る

玉　

蘭　

も
く
れ
ん
の
別
名

清　

楚　

清
ら
か
で
さ
っ
ぱ
り
し

　
　
　
　
て
い
る
。

白
於
銀　

銀
よ
り
も
白
い
。

辛　

夷　

モ
ク
レ
ン
の
漢
名
は
辛

夷
で
あ
る
。日
本
で
は
コ
ブ
シ
に

辛
夷
と
い
う
字
を
あ
て
、現
今

の
漢
和
辞
典
も
多
く
辛
夷
を
コ

ブ
シ
と
説
明
し
て
い
る
が
…
。

思
い
の
ま
ま
に

短 

歌

今
の
世
に
生
か
さ
れ
生
き
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
が
命

　
吟
を
友
と
す
日
々
と
な
り
な
む

目
に
見
え
ぬ
菌
の
こ
わ
さ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
甘
く
み
て

　
み
だ
り
に
夜
遊
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
人
の
多
か
り

常
任
顧
問
・
宗
伝
　
　
　

鳥
井
　
幸
陽
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公民館文化祭に参加された岩戸扇陽会の皆さん

坂本八幡宮で献吟の君陽会の皆さん

公
民
館
文
化
祭
に

　
　
　
　
参
加
し
て

岩
戸
扇
陽
会
　
久
我
　
節
峰

　

小
松
先
生
の
木
曜
教
室
で
、恵

子
公
民
館
の
行
事
に
、毎
年
参
加

さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。今
年
で

再
開
五
回
目
と
な
る
、文
化
祭
は

「
広
げ
よ
う
文
化
の
輪
」の
テ
ー
マ

の
も
と
、十
二
月
一
日
に
開
催
さ

れ
、絵
手
紙
手
芸
、ひ
ょっ
と
こ
の
体

験
会
ス
タ
ン
プ
ラ
リ
ー
、絵
本
の
読

み
聞
か
せ
等
々
、老
若
男
女
楽
し

め
る
行
事
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
な
か
で
芸
能
発
表
で
三
十

分
時
間
を
戴
き
、八
名
の
参
加
で

剣
詩
舞
も
入
り
、オ
ー
プ
ニ
ン
グ

を
飾
り
ま
し
た
。

　

詩
吟
に
親
し
み
を
持
っ
て
も
ら

え
る
様
に
と
、小
松
先
生
が「
結
婚

祝
い
の
詩
」を
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

詩
吟
が
も
っ
と
暮
ら
し
の
中
に
浸

透
し
、興
味
を
持
た
れ
た
方
が
、入

会
さ
れ
る
事
を
願
い
な
が
ら
散
会

し
ま
し
た
。

　

公
民
館
役
員
の
皆
さ
ん
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
。大
会
の
合
間

ご
指
導
い
た
だ
き
ま
し
た
、小
松

先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。参
加
の
皆
さ
ん
お
疲
れ
さ
ま

で
し
た
。

　

小
郡
星
陽
会
会
員
の
副
田
啓

川
さ
ん
は
、公
益
社
団
法
人
、日
本

伝
統
俳
句
協
会
の「
や
ま
た
ら
会
」

に
所
属
し
、吟
詠
と
俳
句
を
楽
し

ん
で
い
ま
す
。

　

令
和
二
年
二
月
の
五
五
五
号
句

誌
に
そ
の
特
選
に
選
ば
れ
た
俳
句

二
首
が
掲
載
さ
れ
た
。

　

副
枝
さ
ん
は
、吟
を
学
ぶ
気
持

を
素
直
に
詠
ん
だ
こ
と
が
高
く
評

価
さ
れ
ま
し
た
。こ
こ
に
特
選
の
二

首
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　

尚
、こ
の
俳
句
は
西
日
本
新
聞

五
月
に
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　
　
　
　
　
　　
〈
諌
山
星
陽
〉

令
和
の
里

　
坂
本
天
満
宮
で
献
吟

君
陽
会
　
上
田
　
彰
山

　

令
和
元
年
十
一
月
三
十
日

　

令
和
の
里
に
あ
る
、坂
本
八
幡

宮
で
神
戻
し
の
神
事
が
行
な
わ
れ

ま
し
た
。

　
「
我
が
岡
に
、さ
雄
鹿
、来
鳴
く

初
萩
の
、花
妻
問
ひ
に
、来
鳴
く
、

さ
雄
鹿
」と
。

　

大
田
君
陽
先
生
を
中
心
に
、君

陽
会
の
メ
ン
バ
ー
で
献
吟
い
た
し
ま

し
た
。

　

新
年
ゆ
か
り
の
地
、坂
本
八
幡

宮
は
政
庁
跡
の
西
側
の
道
を
北
に

向
か
い
、四
王
寺
山
へ
の
登
山
口
の

入
口
近
く
に
あ
り
、四
季
折
々
の

自
然
の
中
に
ひ
っ
そ
り
と
た
た
ず

む
神
社
で
す
が
そ
の
近
く
に
太
宰

府
の
師（
そ
ち
）に
就
任
し
た
、大

友
旅
人
の
邸
宅
が
あ
っ
た
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

旅
人
は
邸
宅
に
、山
上
憶
良
な

ど
、三
十
二
人
の
役
員
を
招
き「
梅

花
」を
テ
ー
マ
に「
梅
花
の
宴
」を

開
催
し
ま
し
た
。

　

そ
の
時
に
詠
ま
れ
た
一
首
で
あ

り
ま
す
。

副
田 

啓
川
さ
ん
が

特
選
に
! !

● 

朗
々
と
詩
吟
吟
じ
て

　
　
　
　
　
　
　
春
の
山

● 

亡
き
夫
に

　
　
ご
め
ん
な
さ
い
と

　
　
　
　
　
　
伊
勢
参
り

小
郡
星
陽
会

会
員
投
稿

笙
陽
会
　
柴
田
　
栄
一

枝
豆
の
　
塩
加
減
な
ど

  

気
に
な
り
て
　
今
宵
一
缶
の

　
　
　
　
　
麦
酒
が
飲
め
ぬ

わ
が
里
の
　
灯
り
ち
ら
ほ
ら

  

温
か
く
　
友
・
酒
・
余
生
・

　
　
　
　
　
降
り
来
る
雪
も

長
雨
に
　
浮
き
世
逃
れ
て

  

縁
側
に
　
夏
の
犬
よ
り

　
　
　
　
　
　
口
開
け
眠
る
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「 

人
間 

五
十
年 

下
天
の
内
を 

く
ら
ぶ
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
夢
幻
の
如
く
な
り

　
ひ
と
た
び
生
を
享
け
て

　
　
　
滅
せ
ぬ
者
の
有
る
べ
き
や

　
　
　
　
　
　
　
滅
せ
ぬ
者
の
有
る
べ
き
や 

」

に
ん
げ
ん
ご
じ
ゅ
う
ね
ん

げ 

て
ん

う
ち

ゆ
め
ま
ぼ
ろ
し

し
ょ
う

う

め
っ

も
の

あ

め
っ

も
の

あ

ご
と

「 

恨
み
つ
る 

風
を
鎮
め
て 

は
せ
お
葉
の

　
　
　
　
　
　
露
を
心
の 

玉
磨
く
ら
む
」

う
ら

ふ
う

し
ず

ば

つ
ゆ

こ
こ
ろ

た
ま
み
が

ん

 

「
我
が
岡
に 

誰
か
植
え
け
む 

一
松

　
　
　
　
　
心
し
て
吹
け 

志
賀
の
浦
風
」

わ

お
か

た
れ

う

ん

ひ
と
つ
ま
つ

こ
こ
ろ

ふ

し
　
が

う
ら
か
ぜ

「 

今
川
の 

流
れ
の
末
も 

絶
え
果
て
て

　
　
　
　
千
本
の
桜 

散
り
過
ぎ
に
け
り 

」

い
ま
が
わ

な
が

す
え

た

は

ち
も
ご

さ
く
ら
ち

す

「 

時
は
今 

天
が
下
知
る 

皐
月
か
な

　
　
　
　
　
　
水
上
ま
さ
る 

庭
の
夏
山
」

と
き

い
ま
あ
め

し
た 

し

さ
つ
き

み
な
か
み

に
わ

な
つ
や
ま

　

今
年
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
は
明
智
光

秀
の
半
生
を
描
い
た「
麒
麟
が
く
る
」で

す
。「
麒
麟
」は
架
空
の
動
物
で
あ
る
が
、

「
麒
麟
児
」と
言
う
よ
う
に「
若
く
し
て

優
れ
た
才
能
を
持
つ
人
物
」の
例
え
と
し

て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。光
秀
が
、ひ
と
か
ど

の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
、か
の
斎
藤
道
三

を
し
て
、「
わ
し
は
一
生
の
う
ち
随
分
と

男
と
い
う
も
の
を
見
て
き
た
が
、大
器
量

の
者
は
、義
理
の
甥
の
光
秀
と
娘
婿
の
信

長
し
か
な
い
。」と
述
べ
て
い
ま
す
。

　

光
秀
の
経
歴
は
判
然
と
せ
ず
、美
濃
土

岐
氏
の
支
族
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す

が
、は
じ
め
足
利
義
昭
に
仕
え
、そ
の
後

織
田
信
長
の
下
で
大
名
に
引
き
立
て
ら

れ
、日
向
守
惟
任
と
称
し
ま
し
た
。

　

そ
の
光
秀
が
本
能
寺
に
主
君
信
長
を

襲
い
、こ
れ
を
殺
害
し
た
こ
と
は
、「
戦

国
最
大
の
謎
」と
言
わ
れ
、未
だ
に
解
明

さ
れ
て
い
な
い
謎
多
き
大
事
件
で
あ
り
ま

し
た
。

　

こ
こ
で
は
、謀
反
人
光
秀
と
天
下
人
信

長
の
確
執
は
と
も
か
く
、二
人
が
遺
し
た

詩
歌
を
中
心
に
、そ
の
死
生
観
を
辿
っ
て

み
ま
し
ょ
う
。

　

戦
国
時
代
、信
長
の
名
は
、永
禄
三
年

（
一
五
六
〇
年
）六
月
、尾
張
桶
狭
間
の
戦

い
で
、「
海
道
一
の
弓
取
り
」と
謳
わ
れ
た

今
川
義
元
を
討
ち
取
っ
た
こ
と
で
一
躍
知

れ
渡
り
ま
し
た
。

　

信
長
は
、日
本
三
大
奇
襲
と
呼
ば
れ
た

出
陣
に
当
た
り
、幸
若
舞
の「
敦
盛
」の
一

節
を
朗
々
と
謡
い
な
が
ら
、舞
っ
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。時
に
信
長
、弱
冠
二

十
七
歳
の
勇
将
で
あ
り
ま
し
た
。

光
秀
挽
歌

ば
ん
　
　
　
か

　
一
方
、光
秀
は
信
長
に
仕
え
る
前
は
、

後
の
十
五
代
将
軍
と
な
る
足
利
義
昭
に

仕
え
て
い
ま
し
た
。光
秀
は
軍
略
の
み
な

ら
ず
、連
歌
や
和
歌
に
も
優
れ
た
才
能
を

備
え
た
文
武
両
道
の
武
将
で
し
た
。そ
の

才
能
を
彷
彿
と
さ
せ
る
和
歌
を
格
調
高

く
詠
ん
で
い
ま
す
。

　

天
正
十
年
四
月
中
旬
、信
長
は
、駿
府

の
徳
川
家
康
を
訪
ね
、今
川
義
元
の
千
本

桜
の
名
の
み
が
残
っ
て
い
る
の
を
弔
っ
て
、

次
の
和
歌
を
詠
み
ま
し
た
。

織田信長肖像画

明智光秀画像

愛宕山の山頂に鎮座する愛宕神社（京都）の鳥居

　
一
躍
、戦
国
時
代
の
風
雲
児
と
な
っ
た

信
長
は
、戦
乱
を
終
わ
ら
せ
る
た
め「
天

下
布
武
」を
旗
印
に
躍
進
を
続
け
ま
す
。

平
和
な
世
を
作
る
決
意
を
次
の
和
歌
に

託
し
て
詠
ん
で
い
ま
す
。

て
ん

か　

ふ　

ぶ

　

こ
の
歌
を
詠
ん
だ
二
ヶ
月
後
の
六
月
二

日
、信
長
自
身
が
、光
秀
に
よ
っ
て
討
た
れ

て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

天
正
十
年
五
月
二
十
八
日
、中
国
で
毛

利
氏
と
戦
う
秀
吉
の
援
軍
を
命
じ
ら
れ

た
光
秀
は
、戦
勝
を
祈
願
す
る
た
め
、軍

神
を
祀
る
愛
宕
神
社
で
里
村
紹
巴
ら
を

招
き
、連
歌
の
会
を
催
し
ま
し
た
。

　

発
句
を
詠
ん
だ
の
が
光
秀
で
、か
の
有

名
な「
時
は
今
」で
始
ま
る
歌
で
す
。

　

脇
の
下
の
句
は
威
徳
院
行
祐
が
続
け

ま
し
た
。

さ
と
む
ら
し
ょ
う
は

い 

と
く 

い
ん
ぎ
ょ
う
ゆ
う

ほ
っ 

く
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「 

消
え
て
行
く 

露
の
命
の
短
夜
の

　
　
　
明
日
を
も
待
た
ず 

日
の
岡
の
山 

」

き

ゆ

つ
ゆ

い
の
ち

み
じ
か
よ

あ
　
す

ま

ひ

お
か

や
ま

「 

心
知
ら
ぬ 

人
は
何
と
も 

言
は
ば
言
へ

   

身
を
も
惜
し
ま
じ 

名
を
も
惜
し
ま
じ 
」

こ
こ
ろ
し

ひ
と

な
ん

い  
わ

い  

え

み

な

お

お

「 

順
逆
は 

二
門
に 

無
し

　
大
道
は 

心
源
に
徹
す

　
五
十
五
年
の
夢
　
　

　
醒
め
来
れ
ば
一
元
に
帰
す 

」

じ
ゅ
ん
ぎ
ゃ
く

に 

も
ん

な

だ
い
ど
う

し
ん 

げ
ん

て
っ

ゆ
め

ご
じ
ゅ
う
ご 

ね
ん

さ

き
た

き

い
ち
げ
ん

「 

太
湖
を 

横
截
す 

一
鞭
の
風

　
雲
涛 

滃
渤 

馬 

龍
の
如
し

　
万
兵 

瞠
若 

空
し
く 

後
え
に 

在
り

　
空
明 

唯 

望
む 

飛
電
の
蹝

　
君
見
ず
や 

本
能
寺
裏 

鼠 

馬
を 

齧
む

　
凶
兆 

早
に
見
る 

悪
夢
の
中

　
天
王
山
下 

天
運
を 

争
い

　
猴
面
の 

豎
子 

終
に 

功
を 

成
す 

」

た
い 

こ

お
う
せ
つ

い
ち
べ
ん

か
ぜ

う
ん
と
う

く
う
め
い

た
だ
の
ぞ

ひ
　
で
ん

あ
と

き
み 

み

ほ
ん
の
う 

じ
　
り

ね
ず
み
う
ま

か

き
ょ
う
ち
ょ
う
つ
と

み

あ
く 

む

う
ち

て
ん
の
う
さ
ん 

か

こ
う
め
ん

じ
ゅ 

し

つ
い

こ
う

な

て
ん
う
ん

あ
ら
そ

お
う
ぼ
つ
う
ま
り
ゅ
う

ご
と

つ
い

あ

ば
ん
ぺ
い

む
な

ど
う
じ
ゃ
く

「 

本
能
寺 

溝
は 
幾
尺
な
る
ぞ

　
吾 

大
事
を
就
す
は 
今
夕
に 

在
り

　
茭
粽 

手
に
在
り 

茭
を
併
せ
て 

食
う

　
四
簷
の 

梅
雨 

天 

墨
の
如
し

　
老
の
坂 

西
に
去
れ
ば 

備
中
の
道

　
鞭
を
揚
げ
て 

東
を
指
せ
ば 

天 

猶 

早
し

　
吾
が
敵
は 

正
に 

本
能
寺
に 

在
り

　
敵
は 

備
中
に
在
り 

汝 

能
く 

備
え
よ 

」

ほ
ん 

の
う 

じ

み
ぞ

い
く
せ
き

わ
れ

だ
い 

じ

な

こ
ん
せ
き

あ

こ
う
そ
う

お
いわ

て
き

て
き

ま
さ

あ

あ

よ

そ
な

な
ん
じ

ほ
ん 

の
う 

じ

む
ち

あ

ひ
が
し

さ

て
ん
な
お

は
や

さ
か

さ

に
し

び
っ
ち
ゅ
う

び
っ
ち
ゅ
う

み
ち

し 

え
ん

ば
い 

う

て
ん

す
み

ご
と

こ
う

あ
わ

く
ろ

て

あ

　

愈
々
、運
命
の
本
能
寺
の
変
の
幕
が

切
っ
て
落
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

光
秀
の
心
境
と
戦
い
の
模
様
を
七
言
律

詩
に
凝
縮
さ
せ
た
頼
山
陽
作
の
名
詩「
本

能
寺
」で
思
い
描
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

謎
多
き
光
秀
の
半
生
で
し
た
が
、彼
が

遺
し
た
詩
歌
に
覚
悟
と
死
生
観
を
垣
間

見
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
諌
山
岳
陽
識
〉

　

本
能
寺
に
信
長
を
襲
撃
、自
刃
せ
し
め

た
光
秀
で
あ
り
ま
し
た
が
、そ
の
心
中
は

如
何
ば
か
り
で
あ
っ
た
で
し
ょ
う
か
。下

克
上
の
時
代
と
は
い
え
、主
を
殺
戮
し
た

謀
反
人
と
し
て
、悪
逆
非
道
の
汚
名
を
着

て
し
ま
っ
た
光
秀
は
、次
の
和
歌
に
そ
の
心

情
を
託
し
て
詠
ん
だ
の
で
し
た
。

明智一族の墓所

本能寺楼門
　

こ
こ
で
、光
秀
の
重
臣
で
、信
長
に
も
仕

え
た
こ
と
が
あ
る
斉
藤
内
蔵
助
利
三
の

辞
世
の
和
歌
を
ご
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。利

三
は
叔
父
で
も
あ
る
光
秀
と
共
に
本
能

寺
の
変
で
、信
長
を
斃
し
ま
し
た
が
、山

崎
の
合
戦
に
敗
れ
、敗
走
中
に
捉
え
ら

れ
、京
の「
日
の
岡
」で
処
刑
さ
れ
ま
し

た
。文
武
両
道
を
極
め
た
勇
将
ら
し
い
覚

悟
の
和
歌
で
あ
り
ま
す
。 く

ら
の
す
け 

と
し 

み
つ

　

中
国
大
返
し
を
敢
行
し
た
秀
吉
と
の

山
崎
の
合
戦
に
敗
れ
去
っ
た
光
秀
は
、落

ち
武
者
狩
り
に
襲
わ
れ
、非
業
の
最
期
を

遂
げ
ま
し
た
。

　

光
秀
は
、そ
の
日
の
来
る
こ
と
を
覚
悟

し
て
い
た
か
の
よ
う
に
、五
言
絶
句
を
残

し
て
い
ま
し
た
。

　

人
の
道
に
は
順
縁
と
逆
縁
の
二
つ
が
あ

る
と
言
う
が
、実
は
一
つ
で
、究
極
の
処
は

人
間
の
心
の
源
に
達
す
る
大
道
で
あ
り
、

我
が
五
十
五
年
の
生
涯
の
夢
も
、醒
め
て

見
れ
ば
全
て
一
元
に
帰
す
も
の
だ
と
、光

秀
の
深
い
教
養
と
人
生
哲
学
を
彷
彿
と

さ
せ
る「
辞
世
」の
句
で
あ
り
ま
す
。

　

こ
こ
で
、も
う
一
人
光
秀
ゆ
か
り
の
人

物
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ご
紹
介
致
し
ま
し
ょ

う
。

　

明
智
家
き
っ
て
重
臣
で
、光
秀
の
娘
婿

と
言
わ
れ
る
明
智
左
馬
之
助
秀
満
は
、光

秀
か
ら
厚
く
信
頼
を
得
て
い
た
人
物
で

す
。本
能
寺
の
変
で
は
先
鋒
を
務
め
、戦

い
を
成
功
に
導
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、安
土
城
留
守
居
を
任
さ
れ
て

い
ま
し
た
が
、山
崎
の
戦
い
で
の
敗
戦
の

報
を
聞
き
坂
本
城
へ
向
か
い
ま
す
。行
く

手
を
秀
吉
軍
に
阻
ま
れ
た
左
馬
之
助

は
、馬
に
乗
っ
て
琵
琶
湖
を
渡
り
、対
岸
の

坂
本
城
へ
無
事
帰
還
し
た
と
伝
え
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

廣
瀬
淡
窓
の
門
下
生
の
平
野
五
岳
は
、

秀
満
の
勇
気
と
馬
術
を
讃
え「
明
智
左

馬
之
助
琵
琶
湖
を
渡
る
」と
題
す
る
七

言
律
詩
を
賦
し
て
い
ま
す
。

　

ひ
で 

み
つ
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5
月
24
日（
日
）

5
月
26
日（
火
）

6
月
28
日（
日
）

7
月
12
日（
日
）

7
月
19
日（
日
）

９
月
７
日（
月
）

９
月
22
日（
祝
）

９
月
27
日（
日
）

10
月
18
日（
日
）

10
月
25
日（
日
）

11
月
22
日（
日
）

11
月
29
日（
日
）

12
月
６
日（
日
）

優
秀
吟
士
育
成
研
修

本
部
研
修
会

優
秀
吟
士
育
成
研
修

優
秀
吟
士
育
成
研
修　
　

特
別
研
修
会

奥
伝
皆
伝
審
査

太
宰
府
市
吟
連
４０
周
年

政
武
館
３５
周
年
大
会

秋
季
大
会

福
岡
県
吟
連（
４０
回
）

啓
峰
流
５０
周
年

九
吟
連
５０
回
大
会

日
総
連（
福
岡
）

行
事
予
定
表

西山会長より
優勝カップを戴く
藤浪重憲さん

二丈カントリークラブでの
記念写真

＝
加
峯
　
桂
子

＝
平
井
　
幹
子

＝
原
野
　
保
之

＝
五
郎
丸
ケ
イ
子

西
日
本
吟
詠
会
へ

よ
う
こ
そ

よ
う
こ
そ

小
郡
星
陽
会

　
吟
友
政
陽
会

筑
紫
野
夢
陽
会

お
誕
生
月
お
め
で
と
う

鳥
井
幸
陽
常
任
顧
問

肥
塚
景
陽
宗
師
範

本
田
雅
陽
総
師
範

平
田
彩
陽
本
部
師
範
代

矢
野
菫
陽
支
部
師
範
代

濱
地
錦
陽
宗
師
範

斉
藤
汪
陽
宗
師
範

成
海
宝
陽
総
師
範

平
田
舶
陽
本
部
師
範
代

高
木
仁
陽
会
長
代
行

吉
弘
翔
陽
宗
師
範

三
宅
昭
陽
総
師
範

西
村
元
陽
師
範

武
内
史
陽
支
部
師
範
代

豊
福
恒
陽
常
任
顧
問

渡
邉
昇
陽
理
事
長

諌
山
星
陽
副
会
長

古
賀
西
陽
宗
師
範

佐
藤
貴
陽
宗
師
範

中
島
光
陽
総
師
範

楢
崎
忠
陽
総
師
範

荻
原
唱
陽
準
師
範

池
田
慧
陽
準
師
範

柴
田
勘
陽
準
師
範

大
神
靖
陽
支
部
師
範
代

5月生まれ7月生まれ8月生まれ 6月生まれ

（
順
不
同
・
敬
称
略
）

（
二
月
十
八
日
現
在
）

野
村
　
聡
陽

渡
邉
　
昇
陽

諌
山
　
星
陽

山
口
　
呂
陽

久
保
山
孝
陽

平
山
　
恵
陽

濱
地
　
錦
陽

大
田
　
君
陽

小
松
　
扇
陽

後
藤
　
佳
陽

渡
邉
　
鳳
陽

斉
藤
　
汪
陽

古
賀
　
西
陽

本
田
　
雅
陽

中
島
　
光
陽

立
石
　
琴
陽

前
田
　
学
陽

八
尋
　
征
陽

熊
谷
　
美
陽

竹
田
　
梅
陽

柴
田
　
楽
陽

事
業
部
一
同

浄
財
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

ニ
コ
ニ
コ
Ｂ
О
Ｘ

藤
浪
さ
ん
が
優
勝
! !

県
吟
連
ゴ
ル
フ
コ
ン
ペ

第
34
回

第
三
十
四
回
県
吟
連
ゴ
ル
フ
コ

ン
ペ
が
、令
和
元
年
十
二
月
九

日（
月
）二
丈
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ

ブ
で
行
な
わ
れ
、わ
が
会
の
藤

浪
重
憲
さ
ん（
渡
邉
昇
陽
会
）

が
優
勝
さ
れ
ま
し
た
。二
位
も

三
位
も
わ
が
会
の
皆
さ
ん
で
し

た
。雨
の
為
順
延
し
、こ
の
時
期

と
し
て
は
、い
い
天
気
で
、寒
さ

も
和
ら
い
で
良
い
一
日
で
し
た
。

次
回
か
ら

は
、西
日

本
吟
詠
会

が
幹
事
で

す
。

各
種
大
会
延
期
・

中
止
状
況

◆
九
吟
連
決
選
大
会

　
　

５
月
10
日（
日
） 

延
期

　
　

６
月
21
日（
日
） 

中
止

◆
太
宰
府
天
満
宮
杯

　

◎
福
岡
予
選

　
　

６
月
14
日（
日
） 

中
止

　

◎
本
選
大
会

　
　

８
月
23
日（
日
） 

中
止

◆
福
岡
県
吟
連
春
季
大
会

　
　

６
月
７
日（
日
） 

未
定

◆
日
総
連
九
州
大
会

　
　

６
月
14
日（
日
） 

中
止

◆
ポ
リ
ド
ー
ル
吟
詠
会

　

◎
九
州
山
口
予
選

　
　

７
月
５
日（
日
） 

中
止

◆
毎
日
吟
士
権

　

◎
北
九
州
予
選（
合
吟
大
会
）

　
　

３
月
７
日（
土
）・８
日（
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
延
期

　
　

３
月
28
日（
土
）・29
日（
日
） 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
再
延
期

　
　

５
月
２
日（
土
）・３
日（
日
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
止

　

◎
福
岡
予
選

　
　

４
月
12
日・19
日（
日
） 

中
止

　

◎
本
選
大
会

　
　

５
月
17
日（
日
） 

中
止

◆
藤
永
会
45
周
年

　
　

４
月
26
日（
日
） 

延
期

　
　

来
年
１
月
10
日（
日
） へ

◆
西
日
本
吟
詠
会
関
係

　
◎
春
季
大
会（
第
一
部
）

　
　

３
月
29
日（
日
） 

延
期

　
　

４
月
29
日（
祝
） 

再
延
期

　
　

５
月
31
日（
日
） 

中
止

　

◎
春
季
大
会（
第
二
部
）  

中
止

　

◎
和
歌
朗
詠
大
会

　
　

８
月
９
日（
日
） 

中
止
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新
婚
当
時
の
思
い
出

黒
田
長
成
書

「
　
　
　
」

「
　
　
　
」

黒
田
藩
13
代
藩
主

シ
リ
ー
ズ

宗
師
範　

小
松　

扇
陽

7

黒田長成公 長成公書「義惟信惟」扁額

　
私
達
夫
婦
の
馴
れ
初
め
は
、二
十
才
を
過
ぎ
て
、福

岡
市
内
に
在
住
す
る
姉
を
頼
り
来
福
し
、職
業
探
し

に
専
念
し
て
建
設
会
社
に
就
職
し
た
の
が
、き
っ
か
け

と
な
り
ま
し
た
。

　
当
時
は
、建
設
ラ
ッ
シ
ュ
で
受
け
請
負
が
何
ヶ
所
も

あ
り
土
木
課
に
在
職
中
、福
間
団
地・東
郷
団
地
の
開

発
事
業
で
、宅
地
造
成
工
事
の
入
札
で
、会
社
の
会
長

（
社
長
の
父
）が
下
請
さ
れ
る
事
と
な
り
、人
選
さ
れ
、

私
が
派
遣
さ
れ
る
事
態
と
な
り
ま
し
た
。

　
宗
像
方
面
へ
車
運
転
し
て
の
通
勤
で
す
の
で
、免
許

を
持
って
い
た
私
が
、利
便
さ
で
指
名
さ
れ
た
様
で
す
。

　
宅
地
造
成
工
事
で
す
の
で
、山
林
を
伐
採
し
て
か
ら

の
工
程
で
す
か
ら
、事
務
所
は
山
中
で
す
。

　
そ
れ
か
ら
、三
年
後
、現
場
が
完
成
に
到
っ
た
頃
、私

は
二
十
三
才
。思
い
も
よ
ら
ぬ
事
態
で
、会
長
か
ら
の
、

お
見
合
い
の
話
ど
こ
ろ
か「
し
な
さ
い
」と
命
令
。段

取
り
出
来
て
て
の
お
見
合
い
と
な
り
、相
手
は
県
警
交

通
機
動
警
ら
隊
の
白
バ
イ
隊
員
で
し
た
。

　
婚
約
し
て
、昇
任
試
験
合
格
し
警
察
学
校
に
入
校

し
、私
は
当
時
の
花
嫁
修
業
と
会
社
勤
務
し
な
が
ら

三
年
間
待
ち
、私
が
26
才
、主
人
は
29
才
で
刑
事
畑
と

な
り
、昭
和
43
年
3
月
30
日
、当
時
の
、都
久
志
会
館

で
結
婚
式
を
挙
げ
ま
し
た
。そ
の
都
久
志
会
館
も
今

年
で
閉
館
と
か
、一
抹
の
寂
し
さ
を
感
じ
ま
す
。

　
新
婚
旅
行
は
、能
登
半
島・輪
島・金
沢
と
三
泊
で

旅
行
し
ま
し
た
が
、兼
六
園
の
雪
景
色
は
脳
裏
に
残
っ

て
ま
す
が
、思
い
出
は
余
り
記
憶
に
残
って
い
ま
せ
ん
！

　
転
勤
四
回
、子
育
て
し
な
が
ら
、人
生
航
路
を
辿
っ

て
、結
婚
50
周
年
を
昨
年
迎
え
、金
婚
式
も
滞
り
な
く

終
え
ま
し
た
。

結婚式での記念写真

　
我
が
家
の
菩
提
寺
は
朝
倉
市

三
奈
木
に
あ
る
浄
土
真
宗
大
谷

派「
品
照
寺
」で
あ
る
。

　
そ
の
近
く
に
、黒
田
一
成
を
祖

と
す
る
三
奈
木
黒
田
家
の
屋
敷

跡
が
あ
る
。家
老
職
は
代
々
加
藤

家
が
継
い
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い

る
。

　
黒
田
一
成
は
、如
水
が
荒
木
村

重
に
よ
り
有
岡
城
内
に
幽
閉
さ

れ
た
と
き
世
話
を
し
、救
出
し
た

加
藤
重
徳
の
次
男
で
あ
る
。加
藤

司
書
公
の
ご
先
祖
筋
で
も
あ
る
。

　
さ
て
、我
が
家
の
秘
宝
は
、黒

田
五
十
二
万
石
最
後
の
藩
主
黒

田
長
知
の
家
督
を
継
承
し
た
長

成
の
揮
毫
に
よ
る
扁
額
で
右
か

ら「
惟
信
惟
義
」と
読
め
る
。

　
長
成
は
、十
三
代
目
の
当
主

で
、男
爵
、貴
族
院
副
議
長
や
修

猷
館
第
三
代
目
館
長
を
務
め
た
。

漢
詩
や
和
歌
に
も
造
詣
が
深
く
、

多
く
の
詩
歌
を
残
し
て
い
る
。彼

は
明
治
天
皇
・
大
正
天
皇
の
信
頼

が
厚
く
、菅
原
道
真
公
を
顕
彰
す

る「
菅
公
会
」の
会
長
を
務
め
、太

宰
府
天
満
宮
へ
の
献
梅
や
、「
菅

相
公
」を
著
わ
し
、「
菅
公
頌
徳

談
」な
ど
位
に
多
数
寄
稿
し
て
い

る
。大
隈
重
信
ら
と
も
親
交
が

あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

支
部
師
範
代　

諌
山　

崇
陽

29

な
が
　
し
げ



編 

集 

後 

記

発
行
者  

亀
井
神
道
流
西
日
本
吟
詠
会

印
刷
所  

井
上
紙
工
印
刷
㈱

事
務
局  

那
珂
川
市
道
善
三
六渡邊

昇
陽
方

　
今
年
の
冬
は
寒
気
が
無
い
ま
ま
春

を
迎
え
ま
し
た
が
、暖
か
さ
の
変
わ
り

に
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
騒
ぎ
で
、世

界
中
が
震
撼
と
し
て
、心
の
落
ち
付
き

が
有
り
ま
せ
ん
。

　
一
日
で
も
早
く
収
束
し
て
く
れ
る
事

を
祈
る
ば
か
り
で
す
。‥

鳥
井
　
幸
陽

‥
吉
弘
　
響
陽

‥
佐
藤
　
貴
陽

‥
立
石
　
琴
陽

‥
花
田
　
宏
陽

‥
山
口
　
皇
陽

●
広
報
部
員

担
当
役
員

広
報
部
長

部
長
代
行

副 

部 

長

部
　
　
員

　  

〝

　

令
和
二
年
三
月
一
日（
日
）太

宰
府
天
満
宮
曲
水
の
庭
に
て
、

令
和
最
初
の「
曲
水
の
宴
」が

斉
行
さ
れ
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
流
行

で
各
地
の
イ
ベ
ン
ト
の
中
止
と

な
る
中
で
、「
曲
水
の
宴
」は
、邪

気
を
は
ら
う「
禊
祓
の
神
事
」

と
言
う
意
味
も
あ
り
、平
安
時

代
の
貴
族
風
雅
な
催
し
が
再
現

さ
れ
た
。

　

宴
は
巫
女
さ
ん
四
名
に
よ
る

「
飛
梅
の
舞
」に
始
ま
り
、白
拍

子
に
よ
る
優
雅
な
舞
が
披
露
さ

れ
た
。引
き
続
き
十
二
単
や
衣

冠
束
帯
な
ど
を
身
に
ま
と
っ
た

参
宴
者
ら
が
、小
川
の
上
流
か

ら
流
れ
て
く
る
杯
が
自
分
の
前

に
来
る
ま
で
に
和
歌
を
詠
み
酒

を
い
た
だ
く
。

　

そ
の
和
歌
を
わ
が
会
の
朗
詠

者
に
よ
っ
て
、披
露
さ
れ
た
。

　

今
回
は
朗
詠
者
と
し
て
、諌

山
星
陽
副
会
長
、後
藤
佳
陽
宗

師
範
、近
藤
晴
陽
宗
師
範
、石

村
笙
陽
宗
師
範
が
参
宴
し
た
。
　

こ
の
度「
第
五
十
七
回
」の

「
曲
水
の
宴
」に
参
宴
者
と
し
て

和
歌
朗
詠
の
機
会
を
頂
き
、王

朝
の
雅
や
か
な
盛
儀
に
触
れ
優

雅
な
儀
式
の
奥
深
い
も
の
を
体

験
し
感
動
し
ま
し
た
。

　

和
歌
を
勉
強
し
て
よ
か
っ
た

と
思
い
ま
し
た
。

　

宗
家
先
生
、星
陽
先
生
、諸

先
生
方
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
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「
曲
水
の
宴
」に

　
　
　
　
参
宴
し
て

宗
師
範
　
後
藤
　
佳
陽

　

太
宰
府
天
満
宮
で
歴
史
と

伝
統
の
あ
る「
曲
水
の
宴
」が
執

り
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

朗
詠
者
と
し
て
初
め
て
参
宴

さ
せ
て
頂
き
喜
び
、そ
し
て
感

動
の
一
日
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

万
葉
の
昔
を
偲
ぶ
風
景
が
、

再
現
さ
れ
平
安
時
代
の
雅
の
宴

に
参
加
で
き
た
こ
と
は
生
涯
の

思
い
出
と
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

　

曲
水
の
庭
に
春
風
に
よ
り
梅

の
花
が
舞
う
中
で
詠
み
人
が
作

ら
れ
た
和
歌
を
緊
張
の
内
に
、

何
と
か
務
め
上
げ
ら
れ
た
こ
と

は
、何
よ
り
ホ
ッ
ト
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
様
な
舞
台
を
設
け
て
頂

い
た
こ
と
に
心
か
ら
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

宗
師
範
　
石
村
　
笙
陽

　

令
和
に
な
っ
て
初
め
て
の
、曲

水
の
宴
に
朗
詠
者
と
し
て
、指

名
を
戴
き
、研
修
会
や
何
か
と

こ
と
あ
る
事
に
、副
会
長・諌
山

星
陽
先
生
の
ご
指
導
を
受
け
、

曲
水
の
庭
に
立
っ
た
時
、い
に
し

え
の
風
景
が
目
に
入
り
身
の
引

き
締
ま
る
思
い
で
し
た
。

　

残
り
少
な
い
梅
の
花
ビ
ラ
が

風
に
舞
い
、手
に
持
っ
て
い
る
短

冊
に
ふ
れ
、奥
ゆ
か
し
さ
を
覚

え
ま
し
た
。

　

今
日
の
神
事
の
良
き
日
に
、

参
宴
で
き
た
の
も
、九
十
年
の

歴
史
を
持
つ
、亀
井
神
道
流
で

勉
強
出
来
る
か
ら
だ
と
、誇
り

に
思
っ
て
お
り
ま
す
。

宗
師
範
　
近
藤
　
晴
陽

「曲水の宴」で朗詠

太宰府天満宮　第五十七回『曲水の宴』参宴者

巫女さんによる「飛梅の舞」「曲水の宴」の風景

朗詠参宴の記念写真

白拍子の舞姿

石井笙陽宗師範 後藤佳陽宗師範近藤晴陽宗師範

諌山星陽副会長


