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戦
後
70
年
に
考
え
た
こ
と

　

な
ぜ
戦
争
は
止
め
ら
れ
な
い
の
か

 
 

 

　
　
　
　
　
　

木
村　

快

　

◆
実
際
に
戦
時
中
の
紙
芝
居
を
観
て

　

昨
年
は
戦
後
70
年
で
、
「
昭
和
の
コ
ド
モ
が
伝

え
た
い
こ
と
」
と
い
う
集
ま
り
を
２
日
ず
つ
４

回
開
い
た
。
戦
時
中
の
紙
芝
居
を
当
時
の
ま
ま

に
上
演
し
て
み
た
。
ぼ
く
も
80
歳
に
な
る
の
で
、

自
分
の
体
験
を
少
し
話
し
た
。

　

＊

『』
内
は
上
演
紙
芝
居
作
品

第
１
回
、
『
ブ
キ
テ
マ
高
地
』、
大
東
亜
戦
争
開

戦
当
初
の
戦
果
に
熱
狂
す
る
新
聞
や
映
画
。

第
２
回
、
『奮
へ
日
本
少
国
民
』、
物
資
は
欠
乏
、

菓
子
も
児
童
図
書
も
皆
無
と
な
る
。
初
等
教

育
は
強
い
国
民
を
育
て
る
国
民
学
校
と
な
る
。

第
３
回
、
『
櫛
』
『
爪
文
字
』。
海
外
植
民
地

の
コ
ド
モ
た
ち
の
こ
と
を
話
す
。
終
戦
の
前
年
、

父
は
現
地
召
集
の
補
充
兵
と
し
て
召
集
さ
れ
、

植
民
地
に
母
子
６
人
を
残
し
、
硫
黄
島
で
戦
死
。

父
の
郷
里
広
島
は
原
爆
で
廃
墟
。
ど
こ
へ
行
く
。 

第
４
回
、
『
明
朗
一
票
』、
昭
和
17
年
の
総
選

挙
で

「
一
億
国
民
」
は
戦
争
を
進
め
る
独
裁

政
権
を
生
み
出
し
た
。
な
ぜ
な
の
か
考
え
る
。

◆
植
民
地
育
ち
が
感
じ
た
平
和

　

ぼ
く
は
戦
後
、
広
島
の
平
和
公

園
造
成
現
場
で
働
き
な
が
ら
成
人

し
た
。
原
爆
投
下
時
の
被
爆
死
者

20
万
人
の
う
ち
２
万
人
以
上
は
朝

鮮
人
だ
っ
た
。
美
し
い
公
園
を
つ
く
る
た
め
に
朝

鮮
人
慰
霊
碑
が
撤
去
さ
れ
た
。
ま
だ
韓
国
・
北

朝
鮮
の
区
別
の
な
い
時
代
だ
っ
た
が
、
朝
鮮
人
た

ち
は
憤
慨
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
原
爆
式
典
で

朝
鮮
人
を
弔
う
言
葉
を
聞
く
こ
と
は
な
い
。
平

和
は
日
本
人
だ
け
の
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

◆
日
本
人
は
な
ぜ
戦
争
を
許
す
の
か

　

日
本
人
は
顔
の
見
え
る
範
囲
だ
と
優
し
く
親

切
で
、
様
々
な
本
音
を
語
り
合
う
の
に
、
そ
の

範
囲
を
超
え
た
場
で
は
黙
り
込
ん
で
し
ま
う
。

本
当
は
み
ん
な
戦
争
の
進
行
に
は
不
安
を
持
っ
て

い
た
が
、
お
お
や
け
の
場
で
は
戦
争
支
持
者
と

し
て
振
る
舞
っ
た
。

　

選
挙
の
よ
う
に
無
記
名
で
意
思
を
表
明
で
き

る
場
で
も
同
様
だ
。
昭
和
３
年
か
ら
17
年
ま
で

の
間
に
６
回
の
衆
議
院
総
選
挙
が
あ
っ
た
が
、
な

ぜ
か
戦
争
へ
の
道
を
ひ
た
走
っ
た
。

　

そ
の
性
質
は
現
代
の
政
治
や
大
企
業
の
現
実
で

も
同
様
だ
。
上
層
部
で
決
め
た
こ
と
は
納
得
で

き
な
く
て
も
、
黙
っ
て
責
任
を
預
け
る
文
化
的

習
性
を
持
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　

◆
異
文
化
を
恐
れ
る
日
本
人

　

同
質
文
化
の
中
だ
け
で
歴
史
を
築
い
て
き

た
日
本
人
は
、
自
分
た
ち
と
は
違
っ
た
文
化

を
理
解
す
る
の
が
苦
手
だ
。
恐
れ
て
遠
ざ
け
、

閉
じ
こ
も
っ
た
自
分
た
ち
の
目
で
世
界
を
考

え
る
。
異
文
化
を
誤
解
し
、
差
別
し
て
も
気

が
つ
か
な
い
。
そ
の
伝
統
は
今
も
根
強
い
。

　

そ
ん
な
国
が
ア
ジ
ア
の
盟
主
と
し
て
大
東

亜
共
栄
圏
構
想
を
掲
げ
、
「
一
億
決
戦
」
へ

突
っ
走
っ
た
の
だ
か
ら
、
ア
ジ
ア
人
の
支
持
を

受
け
ら
れ
な
い
ま
ま
、
「一
億
玉
砕
」
「一
億

総
懺
悔
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

◆
身
近
な
協
同
文
化
を

　

文
化
の
問
題
は
個
人
的
な
努
力
だ
け
で
は

対
応
で
き
な
い
。
偉
い
人
が
テ
レ
ビ
で
語
る

話
も
大
事
だ
が
、
も
っ
と
身
近
な
顔
の
見
え

る
範
囲
で
、
間
違
っ
た
意
見
も
含
め
て
平
和

の
在
り
方
を
語
り
合
い
、
異
文
化
理
解
を
す

す
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
小
さ
く
と
も
自

立
し
た
協
同
の
文
化
が
生
ま
れ
る
は
ず
だ
。

　

そ
う
考
え
て
、
江
戸
時
代
の
話
だ
け
ど
、

一
昨
年
、
昨
年
に
引
き
続
き
、
今
年
も
協

同
を
テ
ー
マ
に
し
た

『
武
蔵
野
の
歌
が
聞
こ

え
る
』
を
上
演
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

紙芝居『奮へ日本少国民』昭和
16 年、国民学校がスタート。

1954 年に完成した原爆慰霊碑。
1955 年に世界平和大会開催。

紙芝居『爪文字』。洞窟の中で全滅
した部隊。兵士が爪で遺書を書く。

昭和 17 年総選挙のポスター。
与党・翼賛協議会が独裁政権樹立。

舞台『武蔵野の歌が聞こえる』
飢えた農民が、協同の力を知り、
大人も子供一緒に村づくり。
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『
武
蔵
野
の
歌
が
聞
こ
え
る
』
は
こ
れ
ま
で
17
公
演
が
行
わ
れ
、

観
劇
さ
れ
た
方
々
か
ら
６
２
２
通
に
及
ぶ
感
想
や
批
評
を
い
た
だ

い
て
い
る
。
多
く
は
自
分
た
ち
の
街
の
歴
史
を
初
め
て
知
っ
た
と

い
う
感
動
や
激
励
だ
が
、
史
実
の
誤
解
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
意
見
も
い
く
つ
か
あ
っ
た
。

　

川
崎
平
右
衛
門
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
２
０
１
０
年
２
月
に

「
自
分
た

ち
の
街
の
歴
史
を
、
広
く
市
民
に
知
っ
て
貰
お
う
」
と
い
う
意
図

で
始
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
提
起
さ
れ
た
疑
問
に
対
し
て
、
私
達
な

り
の
考
え
方
を
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　

こ
の
作
品
は
史
実
に
沿
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
従
来
の
通
説

と
は
違
っ
た
角
度
か
ら
史
実
を
検
討
し
て
い
る
。

◆
描
か
れ
る
時
代
を
新
田
開
発
の
時
期
に
限
定
せ
ず
、
大
災
害
・

大
飢
饉
の
連
続
し
た
宝
永
か
ら
享
保
に
か
け
て
の
時
代
に
設
定
。

徳
川
吉
宗
、
大
岡
忠
相
、
平
右
衛
門
、
三
者
と
も
大
災
害
の
現

実
と
対
処
し
な
が
ら
人
格
を
形
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

◆
従
っ
て

「
享
保
の
改
革
」
は
災
害
復
興
、
元
禄
バ
ブ
ル
か
ら
の

幕
府
の
自
立
を
目
指
す
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
る
。

◆

「
新
田
開
発
」
は
幕
府
に
と
っ
て
は
単
な
る
事
業
だ
が
、
過

酷
な
不
毛
大
地
の
開
拓
に
従
事
し
た
農
民
の
視
点
で
考
え
る
。

◆
平
右
衛
門
は
水
害
対
策
を
担
う
村
の
指
導
者
で
あ
り
、
常
に

協
同
を
組
織
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
点
を
重
視
す
る
。
最
先

端
の
数
学
的
知
識
と
水
利
技
術
を
駆
使
し
た
実
績
が
あ
る
。

◆
作
品
の
テ
ー
マ
は
、
幕
府
が
失
敗
し
た
新
田
開
発
を
、
な
ぜ

回
復
さ
せ
、
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
た
の
か
に
置
く
。

　

１
、
史
上
最
大
の
災
害
、
大
飢
饉
の
連
続
し
た
時
代

　

武
蔵
野
新
田
開
発
を
担
っ
た
川
崎
平
右
衛
門
の
育
っ
た
時
代

は
、
元
禄
大
地
震
、
宝
永
大
地
震
、
富
士
山
の
大
噴
火
、
浅
間

山
の
連
続
噴
火
に
よ
る
気
候
寒
冷
化
で
関
東
一
帯
の
農
業
が
大

き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
、
飢
饉
、
凶
作
が
相
次
い
だ
時
代
で
あ
る
。

　

平
右
衛
門
は
多
摩
郡
押
立
村
有
力
農
家
の
跡
継
ぎ
と
し
て
、

10
歳
の
と
き
に
元
禄
大
地
震
、
14
歳
の
時
に
宝
永
大
地
震
と
富

士
山
大
噴
火
、
浅
間
山
噴
火
を
体
験
し
て
い
る
。

　

元
禄
16
年
の
大
地
震

（M8.2

）
は
関
東
地
方
で
死
者
不
明
者

6,700

人
、
被
災
戸
数2,800

戸
の
大
被
害
を
出
し
て
い
る
。

　

そ
の
４
年
後
は
日
本
史
上
最
大
の
宝
永
大
地
震

（M8.6-9.0

）

が
発
生
。
太
平
洋
沿
岸
は
大
津
波
に
襲
わ
れ
、
富
士
山
の
大
噴

火
で
多
摩
郡
一
帯
は
数
十
セ
ン
チ
に
及
ぶ
火
山
灰
が
降
り
積
も
っ

た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
押
立
村
近
辺

（
現
・
府
中
市
）
で
も

発
掘
調
査
に
よ
る
と
10
セ
ン
チ
前
後
の
降
灰
が
推
定
さ
れ
、
火

山
灰
を
埋
め
立
て
た
土
坑
が
30
地
区
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
（『多

摩
の
あ
ゆ
み
』185

号
よ
り
）

　

江
戸
時
代
の
経
済
は
石
高
制
で
あ
る
が
、
そ
の
土
台
で
あ
る
水

稲
栽
培
は
５
ミ
リ
の
降
灰
で
も
生
産
に
大
き
な
障
害
が
あ
る
と

言
わ
れ
る
。
享
保
の
改
革
で
は
こ
う
し
た
災
害
か
ら
の
復
興
と
し

て
新
田
開
発
が
重
視
さ
れ
た
。
平
右
衛
門
が
米
作
以
外
の
代
替

作
物
と
し
て
桃
、
梨
、
栗
な
ど
の
果
実
の
研
究
に
打
ち
込
ん
だ
の

も
そ
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　

２
、
役
人
支
配
の
新
田
は
な
ぜ
破
綻
し
た
の
か

　

火
山
灰
の
蓄
積
し
た
武
蔵
野
台
は
農
耕
に
は
不
適
な
地
帯
で

あ
る
。
そ
の
不
毛
の
地
に
新
田
を
開
発
す
る
こ
と
は
、
農
民
に

大
変
過
酷
な

「
開
拓
生
活
」
を
強
い
た
。
そ
の
た
め
、
幕
府
の

役
人
に
よ
る
新
田
開
発
は
17
年
た
っ
て
も
進
捗
せ
ず
、
つ
い
に
元

文
３
年
か
ら
４
年
に
か
け
て
の
連
続
凶
作
で
は
農
民
の
離
散
が
相

次
ぎ
、
壊
滅
状
態
に
追
い
込
ま
れ
る
。

　

通
説
で
は
平
右
衛
門
が
こ
の
崩
壊
し
た
新
田
村
を
復
興
さ
せ
た

の
は
、
利
殖
的
商
才
を
発
揮
し
た
か
ら
だ
と
い
う
。
府
中
市
郷
土

の
森
博
物
館
編
の

『
代
官
川
崎
平
右
衛
門
』
で
も
新
田
開
発
の

成
功
を

「こ
の
よ
う
に
代
官
所
主
導
の
下
に
積
極
的
に
資
金
運
用

す
る
平
右
衛
門
の
方
法
に
は
、
象
洞

（
ぞ
う
ぼ
ら
）　

販
売
で
見

せ
た
商
人
的
利
殖
の
才
と
、
『
貯
め
る
』
こ
と
で
豊
か
に
な
ろ
う

と
す
る
農
民
的
発
想
と
が
、
村
役
人
と
し
て
培
っ
た
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
で
生
か
さ
れ
た
と
い
え
ま
し
ょ
う
」
と
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。

　

だ
が
私
た
ち
は
、
新
田
を
復
興
さ
せ
た
の
は
利
害
的
結
合
で
は

な
く
、
平
右
衛
門
が
農
民
本
来
の
協
同
力
を
引
き
出
し
た
点
に

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
幕
府
の
政
策
の
失
敗
は
、
農
民
が
農
民
と

し
て
の
力
を
発
揮
で
き
る
村
の
育
成
を
軽
視
し
た
か
ら
で
あ
る
。

　

農
民
は
数
で
計
れ
る
存
在
で
は
な
い
。
新
田
村
は
各
地
か
ら
集

ま
っ
た
経
験
の
浅
い
寄
せ
集
め
農
民
で
あ
る
。
村
と
し
て
の
結
束
が

な
い
ま
ま
に
凶
作
に
襲
わ
れ
る
と
、
離
散
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

新
田
開
発
の
総
責
任
者
大
岡
忠
相
は
役
人
に
よ
る
開
発
指
導
を

あ
き
ら
め
、
百
姓
身
分
の
平
右
衛
門
に
実
態
の
調
査
と
開
発
の
可

能
性
を
検
討
さ
せ
る
。
大
岡
は
平
右
衛
門
の
何
を
信
頼
し
た
の
だ

ろ
う
か
。
商
人
的
利
殖
の
才
能
な
の
か
、
そ
れ
と
も
水
害
対
策

を
担
う
村
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
調
査
能
力
と
、
村
民
に
協
同
を

実
現
さ
せ
る
力
を
持
っ
た
人
物
と
見
た
か
ら
な
の
か
。

　

調
査
の
結
果
、
平
右
衛
門
は
現
状
の
ま
ま
で
の
新
田
の
回
復
は

不
可
能
だ
と
判
断
し
、
ま
ず
農
民
自
身
が
自
立
出
来
る
よ
う
、

村
民
全
体
の
協
同
作
業
に
よ
る
村
づ
く
り
を
進
言
す
る
。

　

平
右
衛
門
は
大
人
も
子
供
も
老
人
も
一
丸
と
な
っ
た
村
づ
く
り

の
喜
び
を
実
感
さ
せ
な
が
ら
、
支
配
型
の
管
理
か
ら

「
養
い
料

金
」
制
度
と
呼
ば
れ
る
自
立
し
た
協
同
管
理
の
仕
組
み
へ
と
転
換

　
武
蔵
野
新
田
の
歴
史
に

　
　
　

協
同
の
心
を
読
む

　

木
村　

快　
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さ
せ
、
村
々
に
新
し
い
リ
ー
ダ
ー
の
育
成
を
図
っ
た
。
か
く
し
て
、

広
大
な
82
ヵ
村
の
新
田
復
興
と
開
発
は
軌
道
に
乗
り
は
じ
め
た
。

　

３
、
平
右
衛
門
の
象
洞
（
ぞ
う
ぼ
ら
）
販
売

　

前
記
し
た

「
平
右
衛
門
の
象
洞
販
売
で
見
せ
た
商
人
的
利
殖

の
才
」
と
は
、
江
戸
で
痘
瘡

（
と
う
そ
う
・
天
然
痘
）
が
大
流

行
し
た
と
き
、
幕
府
が
飼
育
し
て
い
た
象
を
も
て
あ
ま
し
て
い
る

こ
と
を
知
っ
た
平
右
衛
門
が
、
象
の
糞
を
予
防
薬
と
し
て
販
売
す

る
許
可
を
得
て
大
儲
け
し
た
と
の
話
が　

残
っ
て
い
る
ら
し
い
。

　

痘
瘡
は
治
癒
不
可
能
な
業
病
と
し
て
恐
れ
ら
れ
て
い
た
。
緒
方

洪
庵
が
予
防
薬
と
し
て
牛
痘
種
法
を
確
立
し
た
の
は
１
２
０
年
も

後
の
こ
と
で
あ
る
。
幕
閣
で
も
対
策
を
検
討
し
、
予
防
薬
と
し
て

牛
糞
を
漢
方
薬
に
す
る
白
牛
洞

（
は
く
ぎ
ゅ
う
ぼ
ら
）
の
検
討

も
し
て
お
り
、
象
洞
も
そ
れ
に
併
せ
て
試
行
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
幕
府
の
御
殿
医
に
よ
る
判
断
を
待
た
ね

ば
な
ら
ず
、
町
人
の
発
意
で
進
め
ら
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　

象
洞
の
製
造
は
平
右
衛
門
の
発
意
で
は
な
く
、
吉
宗
の
側
用
人

加
納
久
通
の
意
向
で
あ
り
、
幕
府
財
政
逼
迫
の
お
り
、
大
岡
忠

相
が
平
右
衛
門
に
製
造
販
売
を
依
頼
し
た
と
考
え
る
研
究
者
も

い
る
。
幕
府
の
依
頼
を
受
け
て
、
平
右
衛
門
ら
は
淀
橋
に
お
い
て

製
造
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
（
セ
ミ
ナ
ー

「
川
崎
平
右
衛
門
と

そ
の
時
代
」
・
野
田
政
和
氏
）

　

４
、
平
右
衛
門
を
ど
う
見
る
か

　

私
た
ち
は

「
平
右
衛
門
が
す
す
め
た

『
養
い
料
金
』
制
度
は

協
同
の
先
駆
で
あ
っ
た
」
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「『
養

い
料
金
』
制
度
は
代
官
所
で
行
わ
れ
た
指
導
で
あ
り
、
参
加
の

自
由
や
退
会
の
自
由
を
前
提
と
す
る
協
同
組
合
の
先
駆
で
あ
る

か
の
よ
う
な
表
現
は
観
客
に
誤
解
を
与
え
る
」
と
い
う
批
判
が

出
て
い
る
。
こ
れ
は　

「
代
官
所
の
指
導
だ
か
ら
百
姓
は
否
応
な

く
従
っ
た
の
で
あ
り
、
自
発
的
な
参
加
で
は
な
か
っ
た
」
と
す
る

意
見
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
新
田
開
発
の
成
功

を
平
右
衛
門
の
商
人
的
才
覚
で
語
る
の
か
、
そ
れ
と
も
百
姓
の

自
立
協
同
を
促
し
た
結
果
と
見
る
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　

私
達
は
大
岡
が

「新
田
開
発
の
儀
、
平
右
衛
門
の
心
一
盃
に
進

め
る
こ
と
を
許
す
」
と
承
認
し
た
の
は
、
人
間
の
営
み
を
全
面
的

に
と
ら
え
る
平
右
衛
門
の
生
き
方
を
信
頼
し
た
た
め
と
考
え
る
。

　

平
右
衛
門
の
最
大
の
功
績
は
、
百
姓
本
来
の
協
同
の
心
を
信
頼

し
、
そ
れ
を
自
立
し
た
村
の
形
に
結
実
さ
せ
、
文
化
と
し
て
定

着
さ
せ
た
こ
と
に
あ
る
。
私
達
は
そ
こ
に
、
江
戸
史
に
お
け
る
協

同
活
動
の
源
流
を
見
る
思
い
が
す
る
の
で
あ
る
。

　

５
、
知
ら
れ
ざ
る
平
右
衛
門
の
実
像

◆
協
同
を
説
く
平
右
衛
門

　

府
中
市
で
平
右
衛
門
の
事
績
調
査
に
努
力
さ
れ
た
渡
辺
紀
彦

氏

（
故
人
）
の
著
書

『
代
官
川
崎
平
右
衛
門
の
事
績
』
に
は
教

え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
氏
は
古
文
書
の
解
釈
だ
け
で
な
く
、

そ
の
背
後
の
事
情
を
調
べ
る
た
め
、
実
際
に
現
地
を
視
察
さ
れ
、

岐
阜
県
穂
積
町
史
に
残
る
記
録
を
含
め
、
聞
き
書
き
を
ま
と
め

て
お
ら
れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、代
官
と
し
て
美
濃
国
（岐
阜
県
）

に
赴
任
し
た
平
右
衛
門
は
、
木
曽
川
、
長
良
川
か
ら
の
逆
流
水

害
を
防
ぐ
水
門
の
建
造
に
取
り
か
か
る
。
だ
が
、
80
に
及
ぶ
輪

中

（
支
流
で
囲
ま
れ
た
小
集
落
）
は
水
門
を
ど
こ
に
設
置
す
る

か
で
利
害
が
対
立
し
、
ま
と
ま
ら
な
い
。
通
説
で
は
平
右
衛
門

は

「
一
日
で
説
得
し
た
」
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
は
５
年
間

に
わ
た
っ
て
農
民
の
意
見
を
聞
き
、
協
同
事
業
と
す
る
よ
う
説

得
を
つ
づ
け
て
い
る
。
全
体
で
ま
と
ま
っ
た
案
は
経
費
が
か
か
り

す
ぎ
、
幕
府
か
ら
の
資
金
は
出
な
か
っ
た
が
、
輪
中
一
同
は
平
右

衛
門
を
信
頼
し
、
結
束
し
て
自
費
で
の
建
設
に
踏
み
切
っ
て
い
る
。

◆
改
革
期
が
生
ん
だ
人
材

　

商
品
経
済
が
普
及
し
た
元
禄
期
は
社
会
の
腐
敗
が
進
み
、
人
間

本
位
の
新
し
い
思
想
が
求
め
ら
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
渡
辺
紀
彦

氏
は
伝
聞
と
し
て

「（
平
右
衛
門
）
定
孝
は
幼
い
時
か
ら
学
問
を

好
み
、
暫
時
江
戸
に
於
て
有
名
な
漢
学
者
、
河
村
瑞
賢
、
伊
藤

仁
斎
等
に
師
事
し
、
勉
学
し
た
」
と
書
い
て
い
る
。
直
接
師
事
し

た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
当
時
の
塾
で
形
式
化
し
た
儒
学
に
人

間
的
な
見
直
し
を
求
め
た
伊
藤
仁
斎
や
、
航
路
の
調
査
と
改
革
に

貢
献
し
た
瑞
賢
の
思
想
は
熱
心
に
講
義
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。
人
間
性
回
復
を
め
ざ
す
生
き
方
と
科
学
的
な
調
査
手
法
を

学
ん
だ
こ
と
は
、
少
年
に
強
い
影
響
を
与
え
た
は
ず
で
あ
る
。

　

平
右
衛
門
は
物
事
を
調
査
す
る
と
き
、
儒
学
の
五
常

「仁
・
義
・

礼
・
智
・
信
」
を
使
っ
て
５
段
階
に
分
類
す
る
習
慣
が
あ
っ
た
。

治
水
を
担
う
家
に
伝
わ
っ
た
手
法
で
あ
ろ
う
が
、
儒
学
的
モ
ラ
ル

と
高
度
の
治
水
技
術
や
数
学
的
知
識
を
身
に
つ
け
た
平
右
衛
門

は
、破
綻
し
か
か
っ
た
石
見(

島
根)

銀
山
で
も
採
掘
法
を
改
良
し
、

協
同
の
シ
ス
テ
ム
を
実
現
し
て
い
る
。
ま
さ
に
享
保
の
改
革
を
進
め

る
徳
川
吉
宗
や
大
岡
忠
相
が
探
し
求
め
た
人
材
で
あ
っ
た
。

　

６
、
市
民
感
覚
で
歴
史
を
見
直
せ

　

歴
史
か
ら
ど
の
よ
う
に
教
訓
を
学
ぶ
か
は
時
代
に
よ
っ
て
違
う
。

高
度
成
長
期
の
利
害
中
心
社
会
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
平
右
衛
門

は
目
か
ら
鼻
に
抜
け
る
利
殖
の
商
才
を
身
に
つ
け
た
人
物
と
見
え

た
で
あ
ろ
う
が
、
震
災
か
ら
の
復
興
も
ま
ま
な
ら
ず
、
展
望
の
見

え
な
い
時
代
を
迎
え
、
今
後
予
想
さ
れ
る
厳
し
い
試
練
に
ど
う
対

処
す
べ
き
か
思
い
悩
む
現
代
で
は
、
先
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
困

難
と
闘
っ
た
の
か
を
こ
そ
学
び
た
い
も
の
で
あ
る
。
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二
〇
一
五
年
十
一
月
十
七
日
、
伊
那
市
人
権

同
和
教
育
講
座
と
し
て

『
遠
い
空
の
下
の
故
郷
』

が
伊
那
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル
で
上
演
さ

れ
ま
し
た
。
木
下
美
智
子
さ
ん
の
語
り
に
、
私
が

ピ
ア
ノ
で
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

現
代
座
の
会
員
で
、
義
姉
の
蔦
谷
政
子
・
栄
一

夫
妻
か
ら
誘
わ
れ
て
、
「
は
い
」
と
返
事
を
し
た

も
の
の
、
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
も
知
ら
ず
、
不

安
は
あ
り
ま
し
た
。
折
よ
く
、
九
月
に
長
野
市

善
光
寺
で
上
演
さ
れ
る
と
聞
き
、
駆
け
つ
け
ま
し

た
。
木
下
さ
ん
の
語
り
と
松
本
真
理
子
さ
ん
の
ア

コ
ー
デ
ィ
オ
ン
に
、
終
始
涙
が
止
ま
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

　

実
際
に
熊
本
と
鹿
児
島
の
療
養
所
の
み
な
さ
ん

と
交
流
し
な
が
ら
生
ま
れ
た
台
本
、
ハ
ン
セ
ン
病

の
元
患
者
さ
ん
た
ち
と
の
何
回
も
の
交
流
で
本
人

に
な
り
き
っ
た
語
り
に
は
、
深
い
悲
し
み
と
怒
り

を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
し
て
、

そ
れ
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
た
り
増
幅
さ
せ
た
り
さ
せ

る
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
の
音
色
！　

ハ
ン
セ
ン
病
の
過

酷
な
生
涯
を
初
め
て
知
り
ま
し
た
。

　

さ
て
、
木
下
さ
ん
と
合
わ
せ
を
す
る
中
で
、
楽

　

２
０
１
５
年
11
月
17
日

（火
）

　
　
　

伊
那
市
人
権
同
和
教
育
講
演
会

　

９
月
の
長
野
市
善
光
寺
の
仏
教
婦
人

会
、
10
月
の
松
本
市
と
安
曇
野
市
に

続
い
て
、
11
月
は
伊
那
市
で
公
演
し
ま

し
た
。

　

伊
那
市
は
南
信
濃
と
呼
ば
れ
る
地
方

を
流
れ
る
天
竜
川
沿
い
の
街
で
、
隣
接

す
る
江
戸
時
代
の
高
遠
藩
の
城
下
町

高
遠
町
と
共
に
古
い
歴
史
を
持
つ
街
で

す
。

　

伊
那
市
で
は
年
に
３
回
人
権
同
和
教

育
講
演
会
を
開
い
て
い
ま
す
。
そ
の
第

１
回
と
し
て
企
画
し
て
く
だ
さ
い
ま
し

た
。
会
場
は
伊
那
市
生
涯
学
習
セ
ン

タ
ー
、
「
い
な
っ
せ
」
の
６
階
で
す
。
多

譜
は
あ
る
も
の
の
、
ベ
テ
ラ
ン
の
木
下
さ
ん
に
新

参
者
の
私
で
は
、
テ
ン
ポ
の
感
覚
が
合
わ
ず
に
、

切
る
べ
き
と
こ
ろ
が
合
わ
な
い
。
岡
田
京
子
さ
ん

の
楽
譜
に
は
管
楽
器
の
指
定
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

を
ヒ
ン
ト
に
、
松
本
さ
ん
の
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
を
思

い
出
し
、
台
本
を
読
み
な
が
ら
、
ピ
ア
ノ
の
音
色

を
作
る
練
習
を
し
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
‥
‥
。

　

や
は
り
本
番
を
重
ね
さ
せ
て
い
た
だ
く
し
か
な

い
と
、
九
月
末
に
は
、
お
忙
し
い
中
、
木
村
快
さ

ん
と
と
も
に
伊
那
の
わ
が
家
に
来
て
い
た
だ
き
、

蔦
谷
夫
妻
は
じ
め
友
人
た
ち
の
前
で
上
演
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

初
め
て
ハ
ン
セ
ン
病
の
こ
と
を
知
る
人
も
い
た
り
、

国
政
に
よ
り
患
者
さ
ん
た
ち
の
境
遇
が
一
層
悲

惨
に
な
っ
た
こ
と
を
訴
え
る
語
り
に
す
す
り
泣
き

が
聞
こ
え
ま
す
。

　

十
一
月
十
七
日
、
三
〇
〇
人
の
お
客
さ
ん
を

前
に
、
「
故
郷
が
あ
っ
て
も
故
郷
に
帰
れ
な
か
っ
た

方
々
の
お
話
で
す
」
と
始
ま
り
、
淡
々
と
語
ら

れ
る
ハ
ン
セ
ン
病
の
辛
さ
、
痛
み
に
、
や
は
り
会

場
中
か
ら
す
す
り
泣
き
が
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。

　

治
る
病
気
を
隔
離
し
て
故
郷
と
断
絶
さ
せ
た
国

政
。
一
度
は
そ
れ
を
過
ち
と
認
め
た
も
の
の
今
な

お
続
く
患
者
さ
ん
た
ち
の
苦
し
み
。
会
場
の
皆
さ

ん
に
も
伝
わ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
誰
よ
り

も
私
が
一
番
そ
れ
を
痛
感
し
、
自
分
の
生
き
方
、

暮
ら
し
方
を
、
立
ち
止
ま
っ
て
考
え
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
「
遠
い
空
の
下
の
故
郷
」
に
参
加
し
て

く
の
市
民
の
方
が
参
加
し
て
、
熱
心
に
聞

い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

こ
の
日
は
、
地
元
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
、
伊
藤

ゆ
か
り
さ
ん
に
演
奏
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

　

伊
藤
さ
ん
は
農
業
に
従
事
し
な
が
ら
、

こ
の
地
方
で
合
唱
運
動
を
進
め
て
お
ら
れ

る
方
で
す
。
こ
う
し
て
地
元
の
音
楽
家
に

協
力
し
て
い
た
だ
け
る
こ
と
は
、
た
だ
地

元
の
方
々
に
ハ
ン
セ
ン
病
の
歴
史
を
知
っ
て

貰
う
だ
け
で
は
な
く
、
大
事
な
創
造
活
動

を
一
緒
に
考
え
、
一
緒
に
努
力
す
る
仲
間

に
な
っ
て
い
た
だ
け
る
わ
け
で
す
か
ら
、
と

て
も
心
強
く
、
あ
り
が
た
い
こ
と
で
す
。

（木
下
美
智
子
）

  

伊
藤
ゆ
か
り 

２
月
28
日
（
日
曜
日
）

『
遠
い
空
の
下
の
故
郷
』

現
代
座
会
館
３
Ｆ
で
上
演
し
ま
す
。詳細は８ページ



を
挙
げ
る
。
戦
前
の
国
民
学
校
世
代
の
人
が
子
供
の
時
ど
う
世
の

中
を
見
て
い
た
か
を
語
る
快
さ
ん
の
独
演

「
昭
和
の
コ
ド
モ
が
伝

え
た
い
こ
と
」
に
は
池
田
さ
ん
は
毎
回
参
加
さ
れ
て
い
る
。

　

「
約
束
の
水
」
以
来
、
池
田
さ
ん
は
現
代
座
の
お
芝
居
は
ほ
と

ん
ど
欠
か
さ
ず
、
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
。
「『
武
蔵
野
の
歌
が
聞
こ

え
る
』
に
は
驚
き
ま
し
た
。
地
域
の
人
の
力
が
合
わ
さ
る
と
、
あ

れ
だ
け
の
お
芝
居
が
で
き
る
ん
で
す
ね
」
と
感
慨
深
げ
に
語
る
池

田
さ
ん
だ
が
、
お
芝
居
の
初
日
と
最
終
日
の
千
秋
楽
と
、
必
ず

二
度
観
る
そ
う
だ
。
「
初
日
と
最
終
日
で
は
役
者
さ
ん
の
演
技
が

違
っ
て
く
る
ん
で
す
。
最
終
日
に
向
か
っ
て
段
々
よ
く
な
る
の
で
は
」

と
上
演
す
る
側
に
と
っ
て
は
有
難
い
と
同
時
に
鋭
く
恐
い
ご
指
摘

で
も
あ
る
。
毎
回
現
代
座
へ
の
多
額
の
ご
寄
付
と
チ
ケ
ッ
ト
の
ご
購

入
、
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
　

多
彩
・
多
忙
な
日
々

　

池
田
さ
ん
は
こ
う
い
う
人
の
生
き
様
を
真
似
て
み
た
い
な
、
と

思
え
る
よ
う
な
方
の
お
一
人
だ
。
人
生
い
ろ
い
ろ
、
い
ろ
ん
な
方

が
お
ら
れ
る
が
、
池
田
さ
ん
は
博
覧
強
記
の
人
で
は
な
か
ろ
う
か
。

分
か
り
や
す
い
言
葉
で
は
、
物
知
り
。
一
つ
質
問
す
る
と
答
え
が

十
ぐ
ら
い
返
っ
て
く
る
。
そ
の
答
え
が
単
な
る
知
識
な
ら

「
そ
う

で
す
か
」
で
お
終
い
だ
が
、
池
田
さ
ん
の
答
え
は
い
ず
れ
も
経
験

の
裏
打
ち
が
あ
っ
て
ウ
ー
ム
と
唸
っ
て
し
ま
う
。
「
ご
出
身
は
ど
ち

ら
で
す
か
」
と
紋
切
り
型
の
質
問
を
し
た
ら
、
『
池
田
春
寿
の
自

己
紹
介

〈
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
現
役
終
了
ま
で
の
概
略
暦
〉』
と
題
し

た
Ａ
４
サ
イ
ズ
の
紙
１
枚
を
渡
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
、
生
ま
れ
か

ら
定
年
退
職
ま
で
と
退
職
後
の
主
要
な
足
跡
、
そ
れ
か
ら
最
近

の
話
題
ま
で
が
び
っ
し
り
、
か
つ
要
領
よ
く
ま
と
め
て
あ
る
か
ら
び

っ
く
り
。

　

お
生
ま
れ
は
群
馬
県

渋
川
市
、
旧
・
赤

城
村
と
い
う
と
国
定

忠
治
の
里
で
す
ね
。

日
立
製
作
所
系
の
会

社
を
皮
切
り
に
Ｂ
型

肝
炎
を
研
究
す
る

会
社
に
移
ら
れ
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
の
ロ
ン
ボ

ク
島
に
も
技
術
協
力

で
何
度
も
通
わ
れ
、

最
後
は
東
大
の
先
生
と
癌
マ
ー
カ
ー
を
研
究
開
発
す
る
ベ
ン
チ
ャ

ー
企
業
に
関
わ
る
な
ど
、
お
仕
事
は
挑
戦
の
数
々
だ
っ
た
よ
う
。

退
職
後
は
歌
手
の
鈴
木
重
子
さ
ん
の
歌
っ
た
「イ
マ
ジ
ン
」
（ジ
ョ
ン
・

レ
ノ
ン
作
曲
）
に
感
動
。
そ
の
後
援
会
か
ら
人
と
自
然
の
関
わ
り

を
考
え
る

「
Ｎ
Ｐ
Ｏ　

Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｎ
Ｔ　

Ａ　

Ｔ
Ｒ
Ｅ
Ｅ　

Ｐ
Ｌ
Ａ
Ｎ
Ｔ　

Ｌ

Ｏ
Ｖ
Ｅ
」
を
知
っ
て
会
員
と
な
り
、
今
、
小
平
支
局
長
と
し
て
ブ

ロ
グ
で
日
々
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
中
だ
。

　

正
月
の
松
の
内
に
は
毎
朝
真
っ
暗
な
５
時
半
過
ぎ
、
十
五
キ
ロ

以
内
の
距
離
を
ジ
ョ
ギ
ン
グ
し

「日
の
出
を
見
て
帰
っ
て
く
る
」
そ

う
だ
。
「
や
せ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
で
し
ょ
う
か
」
と
聞
く
と

「
太
る
の
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
溜
ま
っ
て
い
る
だ
け
。
ど
う
発
散
さ
せ

る
か
を
考
え
れ
ば
い
い
」
と
プ
ラ
ス
指
向
の
お
答
え
。
人
生
前
向

き
に
生
き
よ
う
と
感
じ
入
っ
た
次
第
で
す
。
（了
）

　
N
P
O
現
代
座
を
支
え
る
人
々

第
二
十
二
回　

池
田
春
寿
さ
ん

記　

武
本
英
之　

　
　
『
約
束
の
水
』
稽
古
に
参
加
し
て

　

東
京
・
小
金
井
市
に
隣
接
す
る
小
平
市
に
お
住
ま
い
の
池
田
春

寿
さ
ん
が
現
代
座
と
出
会
う
き
っ
か
け
の
お
芝
居
は
「約
束
の
水
」

だ
っ
た
。
定
年
退
職
後
、
参
加
さ
れ
た
Ｎ
Ｐ
Ｏ
小
平
市
民
活
動
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
知
人
か
ら
お
芝
居
の
事
を
知
ら
さ
れ
て
稽
古
を
見

に
行
っ
た
そ
う
だ
。
稽
古
で
は
ち
ょ
う
ど
作
者
の
木
村
快
さ
ん
が

演
出
を
し
て
い
て
、
横
で
見
て
い
る
と
、
快
さ
ん
が

「ど
う
だ
っ
た
」

と
何
度
も
要
所
ご
と
に
感
想
を
聞
い
て
く
る
か
ら
、
池
田
さ
ん
は

び
っ
く
り
し
た
と
い
う
。
折
角
だ
か
ら
と
池
田
さ
ん
は
思
っ
た
通

り
を
述
べ
た
よ
う
だ
が
、
そ
れ
が
後
々
お
芝
居
に
反
映
さ
れ
て
い

た
の
に
気
付
い
て
二
度
び
っ
く
り
し
た
ら
し
い
。

　

こ
の

「
約
束
の
水
」
は
池
田
さ
ん
に
と
っ
て
忘
れ
ら
れ
な
い
お
芝

居
と
な
っ
た
。
「
涙
あ
り
、
笑
い
あ
り
、
歌
あ
り
の
素
晴
し
い
お

芝
居
。
初
演
で
ブ
ラ
ジ
ル
か
ら
来
た
娘
役
を
や
っ
た
真
知
尚
子
さ

ん
が
歌
っ
て
い
た
♪
ホ
ロ
ホ
ロ
ホ
ロ
と
‥
‥
と
い
う
歌
は
今
で
も
折

に
触
れ
て
口
ず
さ
み
ま
す
」
と
い
う
。
「
半
分
は
お
芝
居
の
良
さ
、

後
の
半
分
は
木
村
快
さ
ん
の
人
間
性
や
歴
史
観
に
惹
か
れ
て
で
し

ょ
う
か
」
と
池
田
さ
ん
は
現
代
座
と
の
関
わ
り
に
快
さ
ん
の
存
在

※
こ
の
シ
リ
ー
ズ
を
担
当
し
て
い
る
筆
者
の

武
本
英
之
さ
ん
は
専
門
紙
「
東
京
交
通
新
聞
」

の
編
集
局
長
。
N
P
O
現
代
座
正
会
員
で
も

あ
り
ま
す
。

い
け
だ
・
は
る
じ

１
９
４
２
年
群
馬
県
渋
川
市
生
ま
れ
。

１
９
６
４
年
群
馬
大
学
工
学
部
電
気
科
卒
。

日
立
系
の
会
社
で
科
学
研
究
・
産
業
機
器
・
医

療
機
器
の
技
術
部
門
に
関
わ
る
。

小
平
市
民
活
動
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
会
員
・
元
理
事

マウイ・マラソン参加は６回目。ゴール直前。
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「
バ
ン
ビ
ー
ノ
」
の
子
ど
も
た
ち
（
２
Ｆ
サ
ロ
ン
）

　

毎
週
月
曜
日
の
夕
方
は

「
子
ど
も
ク
ラ
ブ
・
バ
ン
ビ
ー
ノ
」
の

日
で
す
。｢

バ
ン
ビ
ー
ノ
」
は
障
が
い
児
の
放
課
後
預
か
り
事
業

の
呼
び
名
で
す
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
ス
タ
ッ
フ
が
支
援
学
校
ま
で
車

で
迎
え
に
行
っ
て
、
お
母
さ
ん
が
お
迎
え
に
来
る
ま
で
、
絵
を
描

い
た
り
、
遊
ん
だ
り
、
ビ
デ
オ
を
見
た
り
し
て
過
ご
し
ま
す
。

　

小
金
井
で
は
放
課
後
に
障
が
い
児
を
預
か
る
事
業
所
が
少
な
い

の
で
、
何
と
か
し
よ
う
と
考
え
た
知
的
障
が
い
児
を
持
つ
親
の
会

「小
金
井
市
手
を
つ
な
ぐ
親
の
会
」
の
有
志
と

「さ
く
ら
会
」
（小

金
井
市
内
で
知
的

障
が
い
者
の
就
労

訓
練
な
ど
を
行
っ

て
い
る
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
）
と
が
協
力
し

て
や
っ
て
い
ま
す
。

　

親
の
会
の
馬
場

さ
ん
が
Ｎ
Ｐ
Ｏ
現

代
座
の
会
員
と
し

て
か
か
わ
っ
て
く
だ

さ
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
２
階
の
部
屋

を
使
っ
て
い
た
だ
く

よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
夏
休
み
な
ど

は
、
お
母
さ
ん
達

も
い
っ
し
ょ
に
お
昼
に
焼
き
そ
ば
を
作
っ
て
食
べ
た
り
し
て
、
お
し
ゃ

べ
り
の
場
に
も
な
り
ま
す
。

　

現
代
座
は
場
所
を
提
供
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
す
が
、
子
ど
も

た
ち
の
元
気
な
姿
に
接
す
る
た
び
に
、
少
し
で
も
役
に
立
て
て
い

る
な
ら
う
れ
し
い
と
感
謝
し
た
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

　

昨
年
の
12
月
21
日
は
ク
リ
ス
マ
ス
会
で
し
た
。
こ
の
日
は
東
京
学

芸
大
学
の
障
が
い
児
教
育
の
学
生
さ
ん
達
の
サ
ー
ク
ル

「
障
害
児

と
楽
し
く
遊
ぶ
会
・
お
こ
り
ん
ぼ
う
」
の
皆
さ
ん
が
サ
ン
タ
ク
ロ
ー

ス
と
ト
ナ
カ
イ
さ
ん
の
姿
で
来
て
く
れ
ま
し
た
。
サ
ン
タ
さ
ん
や

ト
ナ
カ
イ
さ
ん
か
ら
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
も
ら
っ
て
、
子
ど
も
た
ち
は

大
喜
び
。
子
ど
も
た
ち
だ
け
で
な
く
ス
タ
ッ
フ
や
現
代
座
の
私
（木

下
美
智
子
）
に
ま
で
お
母
さ
ん
達
が
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
用
意
し
て
く

だ
さ
い
ま
し
た
。
本
当
に
あ
り
が
た
く
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
れ

か
ら
み
ん
な
で
記
念
撮
影
を
し
て
、
い
っ
し
ょ
に
お
い
し
い
ケ
ー
キ

を
食
べ
ま
し
た
。
こ
の
日
は
本
当
に
楽
し
い
一
日
で
し
た
。

　

こ
の
活
動
は
２
０
１
２
年
の
４
月
か
ら
始
め
ま
し
た
か
ら
、
も
う

４
年
ほ
ど
に
な
り
ま
す
。
子
ど
も
は
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
り
ま

す
。
小
学
生
だ
っ
た
謙
人

（け
ん
と
）
君
は
４
月
か
ら
は
高
校
に

入
る
の
だ
そ
う
で
す
。
状
況
は
変
わ
っ
て
も
、
関
わ
り
続
け
て
い

け
る
と
い
い
な
、
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
　
　
　

緑
町
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
（
１
Ｆ
サ
ロ
ン
）

　

月
に
一
度
第
３
木
曜
日
の
午
後
は
、
現
代
座
の
１
階
か
ら
楽
し

そ
う
な
笑
い
声
が
聞
こ
え
て
き
ま
す
。
地
域
の
皆
さ
ん
が
集
ま
っ

て
お
し
ゃ
べ
り
す
る

「
緑
町
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
」
で
す
。
２
０
１
３

年
秋
か
ら
始
ま
っ
た
こ
の
サ
ロ
ン
は
福
祉
協
議
会
の
ふ
れ
あ
い
・
い

き
い
き
サ
ロ
ン
登
録
団
体
と
し
て
会
場
費
補
助
を
い
た
だ
い
て
始

め
ま
し
た
。
今
は
地
元
の
緑
町
第
二
町
会
の
後
援
も
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。

　

毎
月
15
人
く
ら
い
の
方
が
集
ま
り
ま
す
。
民
生
委
員
の
古
明
地

（こ

め
じ
）
さ
ん
が
声
を
か
け
て
く
だ
さ
っ
た
一
人
暮
ら
し
の
方
や
子
育
て

中
の
方
、
退
職
し
た
ば
か
り
の
方
。
は
じ
め
て
の
方
も
来
て
く
だ
さ
い

ま
す
が
、
ほ
と
ん
ど
毎
回
楽
し
み
に
し
て
集
ま
っ
て
く
だ
さ
る
お
馴
染

み
さ
ん
で
す
。

　

お
し
ゃ
べ
り
だ
け
で
な
く
、
み
ん
な
で
歌
っ
た
り
、
参
加
者
の
指
導
で

詩
吟
を
体
験
し
た
り
も
し
ま
す
。
そ
し
て
現
代
座
の
俳
優
、
長
谷
川

葉
月
さ
ん
が
文
学
作
品
を
朗
読
す
る
日
も
あ
り
ま
す
。

　

12
月
と
１
月
の
サ
ロ
ン
で
は｢

チ
ェ
ア
ー
・
ヨ
ガ
」
と
い
う
椅
子
に
座
っ

て
や
る
高
齢
者
向
け
の
ヨ
ガ
を
体
験
し
ま
し
た
。
指
導
は
現
代
座
の
俳

優
で
ヨ
ガ
・
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
の
東
志
野
香
さ
ん
で
す
。
東
さ
ん
は

｢

初
心
者
向
け
ヨ
ガ
教
室
」
を
現
代
座
で
や
っ
て
い
ま
す
が
、
最
近
高

齢
者
の
た
め
の
椅
子
に
座
っ
た
ま
ま
で
や
る
ヨ
ガ
に
も
取
り
組
み
始
め

ま
し
た
。
そ
こ
で｢

ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン｣

の
皆
さ
ん
に
体
験
し
て
も
ら
っ

た
の
で
す
。
大
事
な
こ

と
は
自
分
の
体
の
状
態

を
感
じ
る
こ
と
。
普

段
は
意
識
し
な
い
体
の

色
々
な
部
分
を
観
察

し
な
が
ら
、
ゆ
っ
く
り

呼
吸
し
て
静
か
に
体
を

動
か
し
ま
す
。

　

｢

肩
が
楽
に
な
っ
た
み

た
い
」
と
評
判
も
上
々

で
し
た
。

現
代
座
会
館
の
仲
間
た
ち

2016 年 2 月 1 日発行                          　(6)
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現
代
座
会
館　

11
月
～
１
月　

活
動
日
誌

　

11
月 

１
日   「
現
代
座
レ
ポ
ー
ト
64
号
」
発
送
作
業

　

       

９
日   

ワ
ー
カ
ー
ズ
コ
ー
プ
三
多
摩
役
員
来
訪 

　
　

 　

19
日   「
緑
町
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
」

　
　

 　

29
日   「
昭
和
の
コ
ド
モ
が
伝
え
た
い
こ
と
」
雑
談
会  　

　
　

 　

30
日   

宮
崎
県
高
千
穂
よ
り
甲
崎
公
雄
氏
来
訪 

　

12
月 

７
日   

ワ
ー
カ
ー
ズ
コ
ー
プ
相
良
氏
来
訪　

　

       

17
日   「
緑
町
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
」　　
　

　

    　

20
日   「
出
航
」
ビ
デ
オ
上
映
・
忘
年
会

　

       

28
日   

蔦
谷
栄
一
氏
夫
妻
来
訪

　

１
月 

14
日　

２
階
３
階
ト
イ
レ
の
ド
ア
取
替
工
事

　
　
　

 

17
日　

｢

タ
ー
ミ
ナ
ル
」
ビ
デ
オ
上
映
・
新
年
会

　
　
　

 

19
日   「
月
刊
Ｊ
Ａ
」
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
取
材
に
来
訪　

　

 　

   

21
日   「
緑
町
ふ
れ
あ
い
サ
ロ
ン
」  

　
　

 　

26
日   

ワ
ー
カ
ー
ズ
コ
ー
プ
三
多
摩
役
員
来
訪

【
現
代
座
ホ
ー
ル
】

 

11
月
17
～
23
日 

ニ
ト
ロ
キ
ュ
ー｢

ワ
ー
ニ
ャ
伯
父
さ
ん
」
公
演

 

12
月　
　

２
日 

希
望
舞
台｢

焼
け
跡
か
ら
」
稽
古

 

12
月
３
～
６
日 

劇
好
サ
ボ
テ
ン
ア
ミ
ー
ゴ｢

新
・
羅
生
門
」
公
演 

 

12
月
９
～
13
日 

ギ
ジ
レ
ン｢

真
鍮
の
月
」
公
演  　

 

1
月
22
～
24
日 

り
ん
ど
う
の
会｢

人
は
な
ん
で
生
き
る
か
」
公
演 

　
　

 

【
三
階
小
ホ
ー
ル
】

 

12
月　
　

13
日 

劇
団｢

希
望
舞
台｣

稽
古

　
　

 　
　

20
日 

津
田
「
リ
ト
ル
・
コ
ン
サ
ー
ト
」

 

11
月

　　
～
１
月 

「
り
ん
ど
う
の
会
」
稽
古

 

１
月
15
～
17
日 

演
劇
サ
ー
ク
ル｢

夢
さ
し
の
」
公
演

　
　

 

隔
水
曜
日 

朗
読
教
室

　
　

 

毎
火
曜
日 

東
志
野
香
の
ヨ
ガ
教
室　

【
定
期
使
用　

二
階
サ
ロ
ン
】

　
　

 

毎
日
曜
日 

早
稲
田
ラ
ジ
オ
ス
ク
ー
ル
（
学
生
支
援
）

       

毎
月
曜
日 

子
ど
も
ク
ラ
ブ
・
バ
ン
ビ
ー
ノ

       

毎
水
曜
日 

熟
年
パ
ソ
コ
ン
サ
ー
ク
ル

       

隔
木
曜
日 

ipad

熟
年
講
座

　

演
劇
サ
ー
ク
ル｢

夢
さ
し
の
」
公
演
（
小
ホ
ー
ル
）

　

                                      

１
月
16
日
・
17
日

            

　

現
代
座
ホ
ー
ル
で
は
、
い
く
つ
か
の
劇
団
や
演
劇
サ
ー
ク
ル
が

公
演
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
一
番
長
く
現
代
座
ホ
ー
ル
を
使
っ

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
が
、
地
元
の
演
劇
サ
ー
ク
ル

「夢
さ
し
の
」

で
す
。
今
回
は
ホ
ー
ル
で
は
な
く
３
階
の
小
ホ
ー
ル
を
使
っ
て
、

コ
ン
ト
と
朗
読
劇
の
公
演
を
し
ま
し
た
。

　

演
劇
サ
ー
ク
ル｢

夢
さ
し
の
」
は
１
９
７
７
年
に
小
金
井
市

の
公
民
館
青
年
演
劇
教
室
の
終
了
後
、
引
き
続
き
演
劇
を
や

り
た
い
と
い
う
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
立
ち
上
げ
た
サ
ー
ク
ル
で
、

創
立
し
て
39
年
に
な
り
ま
す
。

　

最
初
か
ら
か
か
わ
っ
て
、
長
ら
く
代
表
を
つ
と
め
引
っ
張
っ
て

き
た
山
田
耕
太
郎
さ
ん
が
、
昨
年
３
月
に
亡
く
な
り
ま
し
た
。

７
月
に
は
追
悼
公
演
と
し
て
彼
が
大
好
き
だ
っ
た

「
ら
抜
き
の

殺
意
」
を
現
代

座
ホ
ー
ル
で
公

演

し
ま
し
た
。

そ
し
て
今
回
は

二
つ
の
朗
読
劇

と
六
つ
の
コ
ン
ト

に
挑
み
ま
し
た
。

劇
団
員
の
二
世
、

４
才
の
男
の
子

も
出
演
し
ま
し

た
。
こ
れ
か
ら

も
頑
張
っ
て
い
っ

て
ほ
し
い
サ
ー
ク

ル
で
す
。

　
り
ん
ど
う
の
会　
　
　
　
　
（
地
下
ホ
ー
ル
）

　
　
　

構
成
劇
『
人
は
な
ん
で
生
き
る
か
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
月
23
・
24
日

　

り
ん
ど
う
の
会
は
朗
読
・
合
唱
・
演
奏
を
楽
し
む
グ
ル
ー
プ
で

す
。
前
回
は
３
Ｆ
小
ホ
ー
ル
で
の
朗
読

「
有
島
武
郎
作

『
一
房
の

葡
萄
』」
で
し
た
が
、

今
回
は
参
加
者
が
増

え
て
、
地
下
ホ
ー
ル
で

公
演
す
る
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

　

今
回
は
杉
山
龍
の

構
成
演
出
に
よ
る
ト

ル
ス
ト
イ
の
民
話

『
人

は
な
ん
で
生
き
る
か
』

で
す
。
杉
山
龍
は
元

現
代
座
劇
団
員
。
合

唱
指
導
の
津
田
直
美

さ
ん
、
キ
ー
ボ
ー
ド

の
津
田
哲
子
さ
ん
は

３
Ｆ
小
ホ
ー
ル
で
定
期

的
に
津
田

「リ
ト
ル
・

コ
ン
サ
ー
ト
」
を
開
催

し
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
11
月
～
１
月
の
地
下
ホ
ー
ル
で
は
劇
団
「
ニ
ト

ロ
キ
ュ
ー
」
の
『
ワ
ー
ニ
ャ
伯
父
さ
ん
』、地
元
演
劇
サ
ー
ク
ル
・

「
劇
好
サ
ボ
テ
ン
・
ア
ミ
ー
ゴ
」
に
よ
る
『
新
・
羅
生
門
』、
若

者
た
ち
の
劇
団
ギ
ジ
レ
ン
の
創
作
劇
『
真
鍮
の
月
』
な
ど
の
公

演
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

写
真
撮
影
・
横
田
敦
史　
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ＮＰＯ現代座のお知らせ

●年間４回発行の活動レポートをお送りします。
●会員による企画行事をお知らせします。
●お申し出があれば、上演舞台の録画ＤＶＤをお送りします。

★年会費（現代座レポート購読料を含む）
一般会員 3,000 円 
協賛会員 　　10,000 円（１口以上） 
郵便振替口座番号   00110-7-703151　ＮＰＯ現代座

ＮＰＯ現代座の会員になってください

NPO 現代座

誰でもできる朗読教室

朗読教室１期生の発表会を開きます
　　日時　2016 年 3 月 23 日（水）13:30 開演
　　入場無料　　　 （開場は開演の 30 分前）
　　会場　現代座３階小ホール

　第２期　受講者募集！
　基礎訓練から舞台での発表まで（12 回講座）
　開講期間　2016 年 4 月～ 9 月（６ヶ月間）
　日時　毎月第２・第４水曜日（原則）午後 1:30 ～ 4:00
　　　　（人数によって終了時間変更あり）
　全 12 回、最終月の９月は
　舞台稽古と発表会本番になります

　講師　長谷川葉月　　募集定員　10 名
　受講料　18000 円（全 12 回、発表会費用も含む）

◆近代から現代の文学作品などをテキ
ストにした初心者向けの講座です。朗
読に大切な発声の技法と、口をきれい
に動かすための基礎訓練を取り入れ、
朗読に適した声作りをしていきます。
まずはテキストを全員で読み分けして
作品を読む楽しみを味わいましょう。
　８月には各自が発表作品を練習し９月にその成果を舞
台で発表しましょう。
　お申し込みはＮＰＯ現代座まで
　第 1 期の教室の見学ができます。ご連絡ください。

うたと語り
「遠い空の下の故郷

～ハンセン病療養所に生きて～」

人権を考える住民の集い
　｢ 島内 ･ 島立ふれ愛コンサート ｣

小金井市立緑中学校　卒業記念講演

日時　：2 月 28 日（日）　14:00 ～

日時　：3月 5日（土）14:00 ～

日時　：3月 10日（木）10:30 ～

場所　：松本市音楽文化ホール

場所　：緑中学校体育館

場所　：現代座３Ｆ小ホール
参加費：2000 円 40 名の予約制です

椅子に座ったままやるヨガです。
シニア世代の方、膝などが痛くてもできます。
このヨガは、運動的な要素よりも、精神的な安定や癒しを
目的としています。
それによって免疫力低下を予防する効果も期待できます。

毎週火曜日　１４：００～１５：１５
参加費　1000 円（1 回）

東志野香　ヨガ教室
「チェア・ヨガ教室」始めます

TEL 042-381-5165
FAX 042-381-6987


