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十二十

こ
の
度
、
山
口
会
長
の
後
を
継
い
で
会

冒
繕
雑
誌
な
り
ま
し
た
前
車

敦
　
　
5
5
年
の
伝
統
あ
る
本
会
の
会
長
は
初

の
醒
弼
繕
舞
諒
諜

ふ
　
た
昨
年
ま
で
お
世
話
に
な
っ
た
第
7
代
の

富
　
山
口
三
男
氏
は
岐
阜
県
議
会
議
員
を
務
め

ら
れ
た
有
力
者
で
あ
り
ま
す
。

ひ
る
が
え
っ
て
私
は
県
内
小
中
学
校
に

勤
め
た
一
教
師
で
あ
り
、
先
輩
方
の
よ
う

な
幅
広
い
視
野
や
識
見
を
持
ち
合
わ
せ
て

お
ら
ず
誠
に
微
力
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、

お
受
け
し
た
以
上
、
先
輩
方
の
業
績
を
汚

園
閥
の
護
躍

、
わ
れ
わ
れ
は
膝
史
と
伝
経
を
尊
重
し
、
日
本
に
ふ
さ
わ

し
い
中
許
な
軟
」
笛
を
脆
進
す
る

、
わ
れ
わ
れ
は
教
護
と
品
位
の
向
上
に
つ
と
め
、
典
型
愛

の
碗
神
と
と
も
に
、
明
る
く
細
枠
な
数
行
を
棚
植
す
る
。

、
わ
れ
わ
れ
は
個
人
の
ー
剛
主
幣
駿
を
醇
配
し
つ
つ
、
政
治

母
申
立
を
蝋
守
し
、
、
＋
仏
性
を
凝
博
す
る
。

本
会
の

目
的
は
、

綱
領
に
あ

る
通
り
、

日
本
に
相

巻
頭
言会

長
就
任
の
御
挨
拶

岐
阜
県
教
育
悲
話
会
会
長
　
橋
本
秀
雄

さ
な
い
よ
う
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

会
員
の
皆
様
に
は
、

何
卒
こ
れ
ま
で
以
上
の

御
指
導
と
御
鞭
擬
を
賜

り
ま
す
よ
う
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

さ
て
、
令
和
2
年
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味

で
激
動
の
幕
開
け
と
な
り
ま
し
た
。
武
漢

発
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
世
界

的
な
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
は
、
今
な
お
我
が
国

を
始
め
多
く
の
国
で
収
束
し
て
お
り
ま
せ

ん
。
こ
の
感
染
症
に
よ
っ
て
多
数
の
死
者

を
出
し
、
世
界
に
経
済
的
な
大
混
乱
を
引

き
起
こ
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
国
と
国

の
か
か
わ
り
方
に
も
影
響
し
、
自
国
第
一

主
義
の
流
れ
を
決
定
的
に
し
ま
し
た
。
今

こ
そ
我
が
国
は
自
国
の
危
機
管
理
の
在
り

方
を
反
省
す
る
と
と
も
に
、
国
際
貢
献
を

進
め
る
秋
か
と
思
い
ま
す
。

ま
た
今
年
は
本
会
に
と
っ
て
も
変
化
の

年
と
な
り
、
会
長
の
交
代
の
み
な
ら
ず
、

5
0
年
近
く
事
務
所
を
提
供
し
、
会
計
を
お

世
話
い
た
だ
け
た
後
藤
膵
卵
場
よ
り
撤
退

し
ま
し
た
。
事
務
所
は
当
面
会
長
の
住
所

と
し
、
会
計
は
事
務
局
に
移
し
ま
す
。

後
藤
購
卵
場
の
皆
様
に
は
大
変
お
世
話

に
な
り
、
と
り
わ
け
初
代
会
長
後
藤
静
一

翁
を
始
め
歴
代
の
社
長
様
に
は
多
大
な
物

心
両
面
の
御
支
援
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
日
ま
で
事
業
が
継
続
出
来
た
の
も
そ
の

お
陰
と
心
よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
。

本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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正
な
教
育
の
推
進
を
す
る
こ
と
に
あ
り
ま

す
。
そ
の
た
め
に
教
育
に
か
か
わ
る
教
師
、

親
、
社
会
人
と
し
て
主
体
的
に
自
身
の
教

養
と
品
位
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
大
切
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。

で
は
日
本
に
相
応
し
い
中
正
な
教
育
と

は
何
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
教
育
と
は

「
人
間
に
他
か
ら
意
図
を
も
っ
て
働
き
か

け
、
望
ま
し
い
姿
に
変
化
さ
せ
、
価
値
を

実
現
す
る
活
動
」
（
『
広
辞
苑
』
）
と
さ
れ
ま

す
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
「
望
ま

し
い
姿
」
や
「
実
現
す
べ
き
価
値
」
は
何

か
で
す
。
本
会
は
日
本
の
文
化
・
伝
統
に

基
づ
く
も
の
が
相
応
し
い
と
考
え
ま
し
た
。

戦
後
、
日
教
組
が
「
反
抗
す
る
人
間
」

を
望
ま
し
い
姿
、
実
現
す
べ
き
価
値
は
「
革

命
」
と
す
る
教
育
を
か
か
げ
、
学
校
を
政

治
運
動
の
場
と
し
た
こ
と
を
本
会
は
批
判

し
、
あ
る
べ
き
方
向
を
示
し
た
の
で
す
。

な
ぜ
教
育
に
は
日
本
に
相
応
し
い
中
正

な
内
容
が
必
要
で
し
ょ
う
か
。
日
本
は
建

国
以
来
、
少
な
く
と
も
二
千
年
の
間
、
こ

の
特
有
の
風
土
の
中
で
人
々
が
活
動
し
、

文
明
を
築
い
て
き
ま
し
た
。
日
本
に
生
ま

れ
た
者
に
は
そ
れ
を
受
け
継
ぎ
、
発
展
さ

せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
こ

に
日
本
に
特
有
の
教
育
が
生
ま
れ
る
所
以

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ほ
ど
の
国
に
つ
い
て

も
言
え
る
普
遍
的
な
事
柄
で
あ
り
ま
す
。

か
つ
て
西
欧
を
手
本
と
し
た
明
治
大
正

の
教
育
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
た
河
村
幹
雄
博

士
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

国
民
文
化
を
綜
摘
（
そ
う
せ
つ
＝
総
べ

整
え
る
こ
と
）
す
る
塵
の
伝
統
的
国
民

精
神
之
れ
実
に
教
育
の
本
体
で
あ
り
ま

す
。
歴
史
的
展
開
に
依
て
生
れ
来
っ
た

一
国
民
に
特
有
な
国
民
文
化
が
無
い
な

ら
ば
教
育
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ぬ
。
否
、

仮
令
（
た
と
ひ
＝
も
し
も
）
教
育
を
行

は
う
と
し
た
庭
で
教
育
の
遮
摸
（
ひ
ょ

う
き
ょ
＝
拠
り
所
）
す
る
所
、
教
育
の

力
の
湧
き
出
づ
る
源
が
あ
り
ま
せ
ぬ
。

博
士
の
指
摘
す
る
伝
統
的
な
国
民
文
化
・

国
民
精
神
こ
そ
が
、
日
本
に
相
応
し
い
中

正
な
教
育
の
中
身
だ
と
思
い
ま
す
。

今
日
、
我
が
国
の
教
育
は
児
童
生
徒
に

学
力
を
つ
け
た
点
で
評
価
が
高
い
と
は
い

え
、
青
少
年
の
自
己
肯
定
感
が
低
く
、
社

会
の
た
め
に
働
こ
う
と
い
う
意
欲
が
他
国

に
比
べ
て
催
い
の
で
す
。
そ
の
主
な
原
因

は
河
村
博
士
が
指
摘
し
て
い
る
「
教
育
の

力
の
湧
き
出
づ
る
源
」
で
あ
る
国
民
文
化
、

国
民
精
神
が
十
分
に
教
え
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

本
会
は
教
育
に
関
す
る
研
修
、
実
践
、

提
言
を
し
て
い
き
ま
す
。
皆
様
の
御
参
加

と
御
意
見
を
い
た
だ
け
ま
す
よ
う
、
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。
（
職
・
5
・
3
1
記
）



令和2年6月5日

稲川誠一氏

創
立
弱
周
年
特
集
そ
の
1

（
岐
阜
県
教
育
研
究
会
結
成
よ
り
0
0
周
年
）

岐
阜
県
教
育
懇
話
会
の
誕
生編

集
部

前
号
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
昭
和
3
5
年
、

本
会
の
前
身
で
あ
る
岐
阜
県
教
育
研
究
会

が
設
立
さ
れ
る
と
、
岐
教
組
か
ら
の
脱
退

者
が
相
次
ぎ
、
本
県
は
い
ち
早
く
日
教
組

の
支
配
か
ら
脱
却
で
き
た
。
そ
の
意
味
で

本
会
の
誕
生
は
歴
史
的
な
役
割
を
果
た
し

た
と
言
っ
て
よ
い
。

で
は
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
大
き
な
働

き
が
で
き
た
の
か
。
そ
れ
は
多
く
の
人
々

の
力
を
結
集
で
き
た
か
ら
だ
が
、
こ
こ
で

は
起
点
と
な
っ
た
稲
川
誠
一
先
生
と
、
重

要
な
役
割
を
担
っ
た
臼
井
伴
次
・
後
藤
静

一
の
両
氏
に
絞
っ
て
紹
介
し
た
い
。

歴
史
が
動
い
た
の
は
昭
和
3
5
年
1
月

8
日
、
稲
川
先
生
が
県
内
に
発
し
た
岐
阜

県
教
育
研
究
会
結
成
宣
言
の
時
で
あ
る
。

そ
の
目
的
は
、
設
立
趣
意
書
に
、
「
現
状

の
日
教
組
の
革
命
指
向
の
教
育
で
は
日
本

の
教
育
は
危
機
に
瀕
し
、
国
家
の
維
持
発

展
は
損
な
わ
れ
る
。
そ
れ
を
救
う
に
は
教

師
が
自
主
的
な
立
場
で
岐
阜
や
日
本
に
ふ

さ
わ
し
い
教
育
の
在
り
方
を
求
め
、
実
践

し
て
い
く
必
要
が
あ
り
、
そ
の
研
鐙
の
場

を
作
っ
て
い
き
た
い
。
」
と
し
て
い
る
。

趣
意
書
は
前
年
末
に
一
万
七
千
部
ほ
ど

印
刷
さ
れ
、
冬
休
み
に
十
名
近
い
協
力
者

が
宛
名
を
書
き
、

県
下
の
教
師
、
教

育
委
員
、
有
識
者

に
郵
送
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

発
信
人
は
世
話

人
代
表
稲
川
誠
一
と
だ
け
記
さ
れ
、
他
は

一
同
と
な
っ
て
い
る
。
す
べ
て
の
責
任
を

一
人
で
担
わ
れ
、
人
生
を
か
け
た
行
動
に

出
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
敢
え
て
こ
の

よ
う
な
大
胆
な
行
動
を
と
ら
れ
た
の
か
。

そ
の
時
の
気
持
ち
を
書
か
れ
た
も
の
は
な

い
が
、
昭
和
3
5
年
3
月
3
日
発
行
の
機
関

紙
「
岐
阜
県
の
教
育
」
創
刊
号
に
結
成
の

動
機
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

「
研
究
会
の
胎
動
は
、
具
体
的
に
は
昭
和

三
十
三
年
の
六
月
、
日
教
組
が
勤
評
絶
対

反
対
闘
争
の
非
常
事
態
宣
言
を
発
し
た
と

き
に
は
じ
ま
る
。
」
そ
れ
に
よ
っ
て
「
教
育

界
の
み
な
ら
ず
日
本
国
家
そ
の
も
の
が
、

泥
沼
の
ル
ツ
ボ
と
化
し
、
岐
阜
県
も
そ
の

余
波
に
さ
ら
さ
れ
る
」
と
予
想
し
、
そ
れ

を
防
ぐ
た
め
に
は
、
ま
ず
「
地
味
な
研
究

を
重
ね
、
同
憂
の
人
々
と
意
見
交
換
を
し

て
い
く
こ
と
」
　
で
あ
る
と
。

そ
し
て
、
行
動
を
起
こ
す
直
接
の
引
き

金
と
な
っ
た
の
は
、
昭
和
3
4
年
、
国
が
第

2
回
勤
評
を
実
行
し
、
県
も
専
従
制
限
条

例
を
可
決
し
て
日
教
組
の
反
対
闘
争
に
対

す
る
姿
勢
を
鮮
明
に
し
た
こ
と
だ
と
い
う
。

か
く
て
昭
和
3
5
年
5
月
2
2
日
、
岐
阜

県
教
育
研
究
会
は
岐
阜
市
護
国
神
社
に
お

い
て
第
1
回
の
総
会
を
開
催
し
、
稲
川
先

生
を
代
表
に
1
0
数
名
の
役
員
を
決
め
て

発
足
し
た
。
7
月
の
夏
休
み
か
ら
活
動
が

本
格
化
し
、
休
日
も
使
っ
て
県
内
外
の
有

識
者
と
懇
談
を
進
め
て
い
っ
た
。
研
究
会

の
主
な
事
業
で
あ
る
例
会
や
講
演
会
は
月

1
回
を
目
標
に
、
不
破
・
大
垣
・
岐
阜
と

場
所
を
変
え
な
が
ら
実
施
さ
れ
て
い
っ
た
。

た
だ
先
生
は
趣
意
書
発
送
後
、
直
ち
に

賛
同
者
を
求
め
て
面
会
を
始
め
て
お
り
、

は
る
ば
る
訪
問
し
た
の
が
美
山
の
臼
井
伴

次
氏
で
あ
っ
た
。
臼
井
氏
は
美
山
郵
便
局

長
を
勤
め
る
地
域
の
名
士
で
、
当
時
の
事

を
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。

「
私
は
日
教
組
に
よ
る
偏
向
教
育
に
疑

問
を
持
ち
、
戦
後
体
制
を
何
と
か
変
え
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
切
実
に
思
っ
て
お

り
ま
し
た
。
先
生
に
私
の
考
え
を
述
べ
、

先
生
の
お
考
え
を
聞
く
こ
と
二
時
間
余
、

歴
史
の
専
門
家
で
あ
る
先
生
が
、
一
野
人

で
あ
る
私
の
主
張
を
全
面
的
に
支
持
下
さ

り
、
ま
っ
た
く
同
じ
考
え
で
あ
る
こ
と
を

知
り
ま
し
た
。
私
は
何
十
年
の
同
志
に
再

会
し
た
感
激
を
も
っ
て
お
話
を
う
か
が
っ

た
も
の
で
し
た
。
」
（
昭
和
飢
年
「
稲
川
誠
一

先
生
を
偲
ぶ
会
」
　
で
の
挨
拶
）

意
気
投
合
し

た
臼
井
氏
は
、

岐
阜
県
教
育
研

究
会
に
幹
事
と

し
て
参
画
す
る

だ
け
で
な
く
、

美
山
村
で
の
支
部
創
設
と
運
営
の
中
心
的

な
働
き
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

昭
和
3
5
年
7
月
1
6
日
、
ま
ず
谷
合
で
講

演
会
と
座
談
会
を
開
催
し
て
い
る
。

稲
川
先
生
が
研
究
会
の
発
足
以
来
、
2

～
3
ケ
月
に
1
回
発
行
し
た
「
通
信
」
　
6

号
に
、
次
の
報
告
が
あ
る
。

「
臼
井
伴
次
氏
な
ど
の
お
世
話
で
、
七
月

十
六
日
午
後
七
時
か
ら
（
講
演
会
を
）
行

い
ま
し
た
。
二
里
、
三
里
の
山
道
を
達
し

と
せ
ず
、
参
会
者
約
四
十
名
、
「
日
本
の
教

育
」
と
題
す
る
滝
澤
（
中
学
校
教
鬱
・
稲

川
両
名
の
話
を
糸
口
に
し
て
臼
井
氏
司
会

の
も
と
、
深
更
十
二
時
す
ぎ
ま
で
、
日
本

の
教
育
の
現
状
を
何
と
か
せ
ね
ば
と
、
時

の
過
ぎ
る
の
を
忘
れ
て
語
り
合
い
ま
し

た。」
山
間
部
で
し
か
も
夜
間
に
こ
れ
だ
け
多

く
の
参
加
者
を
得
る
こ
と
は
容
易
で
は
な

い
。
臼
井
氏
が
地
元
で
い
か
に
信
頼
さ
れ

て
い
た
か
が
分
か
る
。
し
か
も
1
2
時
過
ぎ

ま
で
教
育
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
の
は
、

講
師
・
聴
衆
の
熱
意
の
賜
物
で
あ
る
。

そ
の
後
、
臼
井
氏
の
尽
力
に
よ
り
、
会

員
2
5
0
名
も
の
岐
阜
県
教
育
研
究
会
美

山
支
部
が
誕
生
し
、
同
年
1
2
月
1
日
、
発

会
式
を
行
っ
て
い
る
。
記
念
講
演
に
大
阪

社
会
事
業
短
期
大
学
田
中
卓
教
授
が
「
岐

路
に
立
つ
日
本
の
教
育
」
と
題
し
て
話
を

さ
れ
、
一
同
非
常
な
感
銘
を
受
け
、
深
夜

ま
で
今
後
の
方
策
等
を
話
合
っ
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
翌
3
6
年
1
月
か
ら
3
月
に
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後藤静一氏

か
け
て
、
m
余
の
部
落
を
会
場
に
田
中
博

士
の
講
演
テ
ー
プ
を
聴
い
て
懇
談
を
す
る

巡
回
研
究
会
が
始
ま
っ
た
。

こ
う
し
て
美
山
支
部
の
活
動
が
徐
々
に

軌
道
に
乗
る
間
に
、
同
月
に
は
不
破
郡
の

会
員
が
中
核
と
な
っ
て
不
破
郡
教
育
研
究

会
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
稲
川

先
生
は
一
日
の
授
業
を
終
え
る
と
美
山
支

部
の
役
員
会
や
巡
回
研
究
会
へ
、
ま
た
不

破
郡
の
準
備
会
へ
と
東
奔
西
走
し
た
。

そ
の
日
々
は
、
先
生
が
目
指
し
た
教
師

と
県
民
に
よ
る
教
育
改
革
運
動
が
具
体
化

し
、
充
実
し
て
い
く
毎
日
で
あ
り
、
勇
気

づ
け
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
後
目
、
先

生
は
そ
れ
は
臼
井
氏
の
熱
誠
の
お
陰
だ
っ

た
と
家
族
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

後
藤
静
一
氏
は
昭
和
1
7
年
に
後
藤
購

卵
場
を
創
業
し
、
日
本
の
養
鶏
業
の
黎
明

期
を
牽
引
し
た
立
志
伝
中
の
人
で
あ
る
。

氏
は
昭
和
3
5
年
、
稲
川
先
生
の
岐
阜
県

教
育
研
究
会
の
旗
揚
げ
を
知
る
や
真
っ
先

に
入
会
し
、
ロ
ー
タ
リ
ー
の
会
合
な
ど
で

知
人
に
紹
介
を
し
て
い
る
。
後
に
本
会
の

四
代
会
長
と
な
る
長
谷
虎
治
氏
の
証
言
に

よ
る
と
、
「
稲
川
先
生
は
、
年
は
三
十
代
の

青
年
教
師
だ
が
、
教
育
に
対
す
る
正
し
い

信
念
が
強
く
、

日
教
組
に
対
し

て
一
人
で
戦
っ

て
い
る
。
こ
う

い
う
教
師
を
応

援
し
な
く
て
は
日
本
の
教
育
は
良
く
な
ら

な
い
。
」
と
話
さ
れ
た
と
い
ー
㌔

後
藤
氏
自
身
も
当
時
の
社
会
の
状
況
に

危
機
感
を
抱
い
て
お
り
、
昭
和
3
5
年
（
2

月
頃
）
発
行
の
社
内
報
「
バ
ン
ト
ウ
の
コ

ト
バ
」
に
次
の
よ
う
に
寄
稿
し
て
い
る
。

「
今
日
わ
が
国
は
未
曾
有
の
政
治
的
破
局

に
直
面
し
、
多
く
を
語
ら
ず
と
も
今
や
日

本
は
、
共
産
か
自
由
か
、
日
の
丸
か
、
赤

旗
か
の
岐
路
に
立
つ
に
い
た
り
ま
し
た
。

限
り
な
く
祖
国
を
愛
し
、
真
の
平
和
と
自

由
を
求
め
る
私
共
は
、
こ
の
さ
い
混
乱
の

責
任
を
徒
に
責
め
た
り
、
裁
い
た
り
す
る

こ
と
を
止
め
て
、
こ
の
混
乱
の
生
じ
た
原

因
と
こ
の
目
的
が
何
処
に
あ
る
の
か
を
静

か
に
み
つ
め
て
、
国
民
一
人
一
人
が
ハ
ッ

キ
リ
判
断
を
下
し
、
そ
の
態
度
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
、
こ
の
非
常
時
局
を
解
決

す
る
、
一
番
の
早
道
だ
と
確
信
致
し
ま

す。」
こ
の
考
え
は
稲
川
先
生
の
岐
阜
県
教
育

研
究
会
設
立
趣
意
書
と
軌
を
一
に
し
て
お

り
、
後
藤
氏
は
そ
れ
を
実
践
し
て
い
る
先

生
に
深
く
共
鳴
し
、
長
谷
氏
な
ど
に
紹
介

を
せ
ず
に
お
れ
な
か
っ
た
の
で
お
ろ
う
。

後
藤
氏
の
声
か
け
は
岐
阜
市
の
実
業
界

や
校
友
会
な
ど
一
般
の
人
々
を
動
か
し
、

加
入
者
が
増
え
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
支
部

の
形
で
新
た
な
組
織
を
作
る
こ
と
と
な
っ

た
。
そ
れ
が
昭
和
3
7
年
Ⅱ
月
に
発
足
し

た
岐
阜
市
教
育
懇
話
会
（
翌
年
Ⅱ
月
の
名

簿
で
は
会
員
8
0
0
名
余
）
　
で
あ
る
。
後

藤
氏
は
役
員
か
ら
全
員
一
致
で
推
さ
れ
、

会
長
に
就
任
し
て
い
る
。

岐
阜
市
教
育
懇
話
会
の
最
初
の
仕
事
は
、

昭
和
3
8
年
夏
に
岐
阜
市
で
開
催
す
る
こ

と
に
な
っ
た
日
本
教
育
協
議
会
主
催
第
4

回
教
育
研
究
全
国
大
会
の
主
管
で
あ
っ
た
。

発
足
間
も
な
い
会
に
重
要
な
大
会
が
回

っ
て
き
た
の
は
、
昭
和
3
5
年
の
第
1
回
大

会
に
岐
阜
県
教
育
研
究
会
か
ら
乱
名
と

い
う
多
数
が
参
加
者
し
て
全
国
的
に
注
目

さ
れ
、
ま
た
、
翌
年
の
第
2
回
に
は
2
5
名

の
参
加
が
ぬ
る
な
ど
、
岐
阜
の
熱
意
と
組

織
力
を
高
く
買
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

後
藤
会
長
は
、
二
千
人
を
超
え
る
大
会

の
準
備
と
運
営
は
非
常
な
困
難
を
伴
つ
が
、

組
織
を
発
展
さ
せ
る
契
機
と
も
な
る
と
前

向
き
に
と
ら
え
、
引
き
受
け
て
い
る
。

稲
川
先
生
は
会
長
の
奮
闘
ぶ
り
を
、
「
大

会
に
は
す
べ
て
を
提
供
し
て
下
さ
っ
た
ば

か
り
で
あ
り
ま
せ
ん
。
寸
暇
で
も
、
舞
台

裏
の
混
雑
を
清
掃
、
整
頓
し
て
下
さ
る
有

様
で
し
た
」
　
（
「
岐
阜
の
教
育
懇
話
」
創
刊

号
）
と
機
関
紙
に
記
し
て
い
る
。

大
会
は
岐
阜
市
教
育
懇
話
会
が
中
心
に

な
っ
た
が
、
岐
阜
県
教
育
研
究
会
も
組
織

と
し
て
賛
成
し
、
準
備
・
運
営
に
当
た
っ

て
い
る
。
そ
の
連
携
に
よ
る
苦
心
と
成
功

の
体
験
は
、
後
の
大
同
団
結
の
流
れ
を
作

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
岐
阜
県
教
育
研
究
会
の
旗
揚

げ
に
始
ま
る
正
常
化
団
体
の
結
成
と
発
展

は
県
内
外
の
教
育
界
に
影
響
し
、
前
年
の

加
茂
、
可
児
、
本
巣
の
三
郡
の
岐
教
組
か

ら
の
集
団
脱
退
に
続
き
武
儀
郡
も
続
い
た
。

岐
教
組
は
大
会
が
教
師
会
に
よ
る
分
裂
工

作
と
見
て
、
機
関
紙
に
中
傷
記
事
を
掲
載

す
る
と
と
も
に
、
県
教
委
に
対
し
て
脱
退

は
県
教
委
の
圧
力
だ
と
し
て
公
開
質
問
状

を
提
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
岐
教
組
の

そ
う
し
た
組
織
防
衛
の
努
力
も
虚
し
く
、

昭
和
3
9
年
半
ば
ま
で
に
組
合
員
の
8
割

以
上
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
衝
撃
は

日
本
全
国
に
及
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
後
、
先
生
は
岐
阜
県
教
育
研
究
会

を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
た
め
、
岐
阜
県
教

師
会
と
名
を
改
め
よ
う
と
動
か
れ
た
。

昭
和
3
9
年
3
月
、
講
演
会
の
案
内
状
に
、

「
こ
の
一
年
間
に
、
既
に
約
七
千
名
以
上

の
先
生
方
が
日
教
組
を
脱
退
さ
れ
、
教
育

正
常
化
の
一
段
階
を
画
し
得
ま
し
た
こ
と

は
、
ご
同
慶
の
至
り
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ

れ
に
伴
い
、
本
会
も
一
段
と
発
展
い
た
す

た
め
「
岐
阜
県
教
師
会
」
を
結
成
い
た
し

た
く
存
じ
ま
す
。
」
と
提
案
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
同
年
5
月
に
岐
阜
県
教
師
会

準
備
会
を
立
ち
上
げ
、
岐
阜
市
教
育
懇
話

会
と
合
同
役
員
会
を
数
回
開
い
て
、
新
た

に
「
教
育
研
修
古
典
講
座
」
　
の
開
設
を
決

め
て
い
る
。
そ
れ
は
1
0
月
に
第
1
回
文
化

講
座
と
し
て
実
現
す
る
が
、
教
師
会
の
結

成
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
翌
4
0
年
4
月
、

詳
し
い
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
正
常
化

団
体
が
合
併
し
て
「
岐
阜
県
教
育
懇
話
会
」

の
誕
生
と
な
っ
た
。
（
蛾
－
5
・
2
7
記
H
）
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こ
の
問
題
が
大
き
な
話
題
と
な
っ
た
の

は
、
4
月
2
9
日
に
開
か
れ
た
全
国
知
事
会

議
が
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対

策
に
係
る
緊
急
提
言
」
を
ま
と
め
、
そ
の

中
で
学
校
の
9
月
入
学
に
つ
い
て
「
国
民

的
な
骨
太
の
議
論
を
行
う
こ
と
」
を
政
府

に
要
請
し
て
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
前
後
に
宮
城
県
の
村
井
嘉
浩
知
事

や
東
京
都
の
小
池
百
合
子
知
事
、
大
阪
府

の
吉
村
洋
文
知
事
な
ど
が
、
コ
ロ
ナ
で
休

校
が
3
ケ
月
も
続
い
て
い
る
今
こ
そ
9
月

入
学
の
導
入
を
検
討
す
べ
き
だ
と
発
言
し

て
お
り
、
そ
う
し
た
要
請
に
押
さ
れ
る
形

で
首
相
が
官
邸
内
や
文
科
省
に
検
討
を
指

示
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
6
月
1
日
、
安
倍
首
相
は
「
選

択
肢
の
一
つ
だ
が
、
拙
速
に
行
う
こ
と
は

な
い
」
と
表
明
し
て
、
事
実
上
こ
の
間
題

は
先
送
り
に
な
っ
た
。
け
れ
ど
国
民
の
5

割
を
超
え
る
人
が
賛
同
し
、
産
業
界
も
9

月
入
学
を
支
持
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
コ

ロ
ナ
後
に
議
論
さ
れ
る
可
能
性
は
高
い
。

そ
も
そ
も
フ
ラ
ン
ス
に
倣
っ
た
明
治
の

学
制
で
は
9
月
入
学
で
始
ま
っ
て
い
る
。

や
が
て
国
の
会
計
年
度
と
合
わ
せ
る
よ
う

に
4
月
入
学
に
移
り
、
以
来
、
1
0
0
年

以
上
が
過
ぎ
、
生
活
の
中
に
定
着
し
て
い

る
。
そ
れ
が
戦
後
の
復
興
が
成
る
と
外
国

と
の
交
流
が
活
発
に
な
り
、
欧
米
の
入
学

時
期
と
の
ズ
レ
が
表
面
化
し
て
き
た
。

昭
和
約
年
、
中
曽
根
内
閣
が
「
戦
後
教

育
の
総
決
算
」
を
掲
げ
て
2
1
世
紀
を
目
指

し
た
教
育
の
在
り
方
を
臨
時
教
育
審
議
会

に
諮
問
し
た
。
そ
の
中
で
「
秋
入
学
」
が

一
つ
の
テ
ー
マ
と
な
り
、
第
四
次
の
提
言

で
、
①
学
校
運
営
上
の
合
理
性
②
国
際
的

に
開
か
れ
た
シ
ス
テ
ム
③
生
涯
学
習
体
系

へ
の
移
行
の
点
で
立
忠
義
が
あ
り
、
将
来
、

秋
入
学
制
に
移
行
す
べ
き
と
結
論
し
た
。

そ
の
後
、
平
成
9
年
に
中
央
教
育
審
議

会
が
「
2
1
世
紀
を
展
望
し
た
我
が
国
の
教

育
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
と
い
う
答
申
の

中
で
、
「
4
月
入
学
を
基
本
と
す
る
一
方

で
、
秋
入
学
を
拡
大
し
て
い
く
こ
と
が
必

要
」
と
述
べ
、
大
学
の
国
際
化
を
進
め
る

上
で
9
月
入
学
の
実
施
を
求
め
て
い
る
。

平
成
Ⅱ
年
、
大
学
審
議
会
も
そ
の
必
要

性
を
認
め
、
文
科
省
は
学
校
教
育
法
施
行

規
則
の
改
正
で
大
学
の
入
学
・
卒
業
の
時

期
を
弾
力
的
に
行
え
る
よ
う
に
し
た
。

そ
の
結
果
、
4
月
入
学
以
外
の
入
学
者

を
受
け
入
れ
る
大
学
が
増
加
し
、
平
成
1
6

年
の
段
階
で
、
1
5
5
大
学
・
学
部
が
取

り
入
れ
て
い
る
。

ま
た
平
成
2
2
年
、
東
京
大
学
が
「
春
入

学
を
廃
止
し
秋
入
学
に
全
面
移
行
」
を
発

表
し
て
波
紋
を
呼
ん
だ
が
、
一
部
秋
入
学

を
実
施
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

そ
し
て
今
回
、
全
国
の
学
校
で
コ
ロ
ナ

休
校
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
6
月
か
ら
そ
の

多
く
が
再
開
し
た
と
は
言
う
も
の
の
、
そ

の
間
の
学
習
は
保
障
で
き
ず
、
い
っ
そ
9

月
か
ら
ス
タ
ー
ト
を
切
れ
ば
問
題
が
リ
セ

ッ
ト
出
来
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

改
め
て
9
月
入
学
の
主
な
メ
リ
ッ
ト
、

デ
メ
リ
ッ
ト
を
次
に
あ
げ
る
。

（
メ
リ
ッ
ト
）

①
欧
米
各
国
と
卒
業
入
学
の
時
期
が
そ
ろ

う
た
め
、
教
育
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展

②
真
冬
の
受
験
で
起
き
や
す
い
、
感
染

症
・
雪
に
よ
る
交
通
障
害
を
避
け
ら
れ
る

③
今
回
の
休
校
に
よ
る
学
校
生
活
の
遅
れ

や
空
白
を
取
り
戻
せ
る

会
ア
メ
リ
ッ
ト
）

①
教
育
現
場
へ
の
負
担
（
授
業
計
画
の
大

幅
変
更
な
ど
）
が
大
き
く
、
混
乱
す
る

②
一
部
児
童
に
し
わ
寄
せ
（
一
学
年
だ
け

が
1
・
4
倍
に
増
え
、
教
師
数
、
教
室
数

増
加
、
保
護
者
の
経
済
的
負
担
も
増
す
）

③
各
種
試
験
の
時
期
を
変
更
が
必
要
（
医

師
の
国
家
試
験
、
教
員
採
用
試
験
な
ど
）

④
法
律
改
正
が
0
0
本
以
上
必
要

9
月
入
学
は
こ
れ
ら
の
デ
メ
リ
ッ
ト
が

壁
と
な
っ
て
実
施
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

が
、
今
後
は
議
論
が
本
格
化
し
よ
シ
㌔

し
か
し
、
そ
れ
が
教
育
制
度
だ
け
の
議

論
で
は
明
治
以
来
の
教
育
の
本
質
的
な
反

省
に
な
ら
な
い
。
制
度
が
ど
ち
ら
に
な
っ

て
も
、
中
身
や
方
法
が
正
し
け
れ
ば
、
優

れ
た
教
育
は
で
き
る
。
真
に
日
本
の
教
育

の
有
り
様
こ
そ
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。
H

総
曲
想
田
巻
は
連
日
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
へ
の
対
応
批
判
で
大
騒
動
だ
。
問
題

点
を
過
大
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
他
に
目

的
が
あ
る
の
で
は
と
思
っ
て
し
ま
う
▲
岐

阜
で
は
そ
れ
に
振
り
回
さ
れ
る
こ
と
な
く

沈
着
な
る
判
断
と
行
動
、
そ
の
上
に
困
っ

た
人
を
援
助
す
る
日
本
人
の
玲
侍
が
発
揮

さ
れ
つ
つ
あ
る
▲
欧
米
諸
国
で
の
対
応
は

法
律
な
る
も
の
を
背
景
に
、
個
人
の
自
由

と
権
利
を
制
限
し
て
克
服
し
ょ
う
と
し
て

い
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
は
法
律
で
強
制
す

る
こ
と
な
く
、
あ
く
ま
で
要
請
に
よ
っ
た
。

こ
れ
を
日
本
モ
デ
ル
と
い
う
よ
う
だ
。
も

っ
と
も
憲
法
第
二
十
二
条
に
あ
る
「
公
共

の
福
祉
に
反
し
な
い
限
り
…
」
を
援
用
し

て
制
約
す
べ
き
と
の
主
張
も
あ
っ
た
が
▲

圧
倒
的
に
少
な
い
死
者
数
は
政
府
・
医
療

関
係
者
の
絶
大
な
貢
献
が
あ
っ
た
か
ら
だ

が
、
政
治
は
結
果
責
任
と
い
う
わ
り
に
内

閣
の
支
持
率
は
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
の
は

な
ぜ
か
▲
今
回
緊
急
事
態
に
遭
遇
し
て
準

備
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
見
え
て
き
た
。

政
党
は
明
治
以
来
政
権
に
こ
だ
わ
る
抗
争

に
明
け
暮
れ
て
き
た
。
国
民
の
代
表
た
る

議
員
は
、
国
家
の
危
機
に
対
し
て
も
一
致

協
力
す
る
姿
勢
に
欠
け
る
こ
と
お
び
た
だ

し
い
▲
国
家
の
持
つ
国
権
と
国
民
の
持
つ

民
権
の
バ
ラ
ン
ス
を
考
え
た
と
き
悪
疫
な

ら
ば
い
ざ
知
ら
ず
、
他
国
の
領
土
や
富
を

奪
お
う
と
す
る
国
へ
の
ワ
ク
チ
ン
は
何
か

を
考
え
て
み
て
は
い
か
が
か
。
さ
す
れ
ば

日
本
の
未
来
も
明
る
く
な
ろ
う
。
Y


