
　

鎌
倉
市
歯
科
医
師
会
（
会

　

鎌
倉
市
歯
科
医
師
会
（
会

員
１
２
３
人
）
の
新
年
祝
賀

員
１
２
３
人
）
の
新
年
祝
賀

会
を
兼
ね
た

会
を
兼
ね
た
8080
周
年
記
念
式

周
年
記
念
式

典
が
１
月
７
日
市
内
の
ホ
テ

典
が
１
月
７
日
市
内
の
ホ
テ

ル
で
行
わ
れ
た
。
式
典
を
終

ル
で
行
わ
れ
た
。
式
典
を
終

え
て
ホ
ッ
と
し
た
の
も
つ
か

え
て
ホ
ッ
と
し
た
の
も
つ
か

の
間
、
休
日
急
患
歯
科
診
療

の
間
、
休
日
急
患
歯
科
診
療

所
の
移
転
問
題
や
障
害
者
歯

所
の
移
転
問
題
や
障
害
者
歯

科
診
療
へ
の
対
応
な
ど
課
題

科
診
療
へ
の
対
応
な
ど
課
題

が
目
白
押
し
だ
。

が
目
白
押
し
だ
。

　

両
親
と
も
小
学
校
教
員
の

　

両
親
と
も
小
学
校
教
員
の

一
人
息
子
と
し
て
東
京
・
大

一
人
息
子
と
し
て
東
京
・
大

田
区
で
育
っ
た
。
都
立
九
段

田
区
で
育
っ
た
。
都
立
九
段

高
校
か
ら
東
京
医
科
歯
科
大

高
校
か
ら
東
京
医
科
歯
科
大

学
歯
学
部
に
進
む
。
「
親
族

学
歯
学
部
に
進
む
。
「
親
族

に
歯
科
医
師
が
お
り
、
子
ど

に
歯
科
医
師
が
お
り
、
子
ど

も
の
こ
ろ
か
ら
歯
の
模
型
や

も
の
こ
ろ
か
ら
歯
の
模
型
や

道
具
を
見
る
の
が
好
き
だ
っ

道
具
を
見
る
の
が
好
き
だ
っ

た
。
歯
科
医
は
ス
テ
ー
タ
ス

た
。
歯
科
医
は
ス
テ
ー
タ
ス

が
高
く
、
社
会
に
貢
献
で
き

が
高
く
、
社
会
に
貢
献
で
き

る
職
業
だ
と
も
思
っ
た
」
。

る
職
業
だ
と
も
思
っ
た
」
。

　

同
大
学
の
第
一
口
腔
外
科

　

同
大
学
の
第
一
口
腔
外
科

学
講
座
を
経
て
１
９
７
８
年

学
講
座
を
経
て
１
９
７
８
年

４
月
、
医
療
法
人
・
仁
愛
会

４
月
、
医
療
法
人
・
仁
愛
会

歯
科
（
横
浜
）
に
就
職
。
大

歯
科
（
横
浜
）
に
就
職
。
大

学
の
教
授
の
推
薦
で
１
９
７

学
の
教
授
の
推
薦
で
１
９
７

９
年
８
月
、
大
樹
会
佐
藤
病

９
年
８
月
、
大
樹
会
佐
藤
病

院
（
現
・
鎌
倉
ふ
れ
あ
い
ホ

院
（
現
・
鎌
倉
ふ
れ
あ
い
ホ

ス
ピ
タ
ル
）
に
転
職
。
「
名

ス
ピ
タ
ル
）
に
転
職
。
「
名

字
か
ら
源
氏
に
つ
な
が
る
家

字
か
ら
源
氏
に
つ
な
が
る
家

系
と
聞
い
て
お
り
、
鎌
倉
に

系
と
聞
い
て
お
り
、
鎌
倉
に

は
親
近
感
が
あ
っ
た
」
。

は
親
近
感
が
あ
っ
た
」
。
1515

年
後
の
１
９
９
４
年
９
月
に

年
後
の
１
９
９
４
年
９
月
に

Ｊ
Ｒ
鎌
倉
駅
東
口
の
現
在
地

Ｊ
Ｒ
鎌
倉
駅
東
口
の
現
在
地

に
鶴
岡
明
歯
科
医
院
を
開

に
鶴
岡
明
歯
科
医
院
を
開

設
。
翌
年
、
歯
科
医
師
会
に

設
。
翌
年
、
歯
科
医
師
会
に

入
っ
た
。

入
っ
た
。

　

以
来
、
地
域
医
療
担
当
理

　

以
来
、
地
域
医
療
担
当
理

事
、
専
務
理
事
な
ど
を
経
て

事
、
専
務
理
事
な
ど
を
経
て

２
０
１
５
年
６
月
、
副
会
長

２
０
１
５
年
６
月
、
副
会
長

か
ら
会
長
に
就
任
。
同
会
の

か
ら
会
長
に
就
任
。
同
会
の

起
源
は
１
９
３
５
年
７
月
に

起
源
は
１
９
３
５
年
７
月
に

設
立
さ
れ
た
鎌
倉
郡
歯
科
医

設
立
さ
れ
た
鎌
倉
郡
歯
科
医

師
会
。
そ
れ
か
ら

師
会
。
そ
れ
か
ら
8181
年
余
。

年
余
。

諸
準
備
の
関
係
で
遅
れ
て
い

諸
準
備
の
関
係
で
遅
れ
て
い

た
8080
周
年
記
念
式
典
を
先
月

周
年
記
念
式
典
を
先
月

開
く
こ
と
が
で
き
た
。

開
く
こ
と
が
で
き
た
。

　

鎌
倉
市
の
委
託
事
業
の
休

　

鎌
倉
市
の
委
託
事
業
の
休

日
急
患
歯
科
診
療
は
レ
イ
・

日
急
患
歯
科
診
療
は
レ
イ
・

ウ
ェ
ル
鎌
倉
で
行
っ
て
い
た

ウ
ェ
ル
鎌
倉
で
行
っ
て
い
た

が
耐
震
不
足
で
同
館
が
閉
館

が
耐
震
不
足
で
同
館
が
閉
館

と
な
っ
た
た
め
、
３
年
前
か

と
な
っ
た
た
め
、
３
年
前
か

ら
歯
科
医
師
会
の
事
務
局
内

ら
歯
科
医
師
会
の
事
務
局
内

に
移
っ
て
い
る
。
手
狭
で
不

に
移
っ
て
い
る
。
手
狭
で
不

便
を
か
こ
っ
て
お
り
、
そ

便
を
か
こ
っ
て
お
り
、
そ

の
移
転
先
を
探
す
の
が
課

の
移
転
先
を
探
す
の
が
課

題
で
、

題
で
、 

障
害
者
歯
科
診
療
体

障
害
者
歯
科
診
療
体

制
の
整
備
も
求
め
ら
れ
て
い

制
の
整
備
も
求
め
ら
れ
て
い

た
。会
長
就
任
以
来
、こ
れ
ら

た
。会
長
就
任
以
来
、こ
れ
ら

の
対
応
に
追
わ
れ
て
き
た
。

の
対
応
に
追
わ
れ
て
き
た
。

　

そ
の
結
果
、
こ
の
ほ
ど
市

　

そ
の
結
果
、
こ
の
ほ
ど
市

内
の
市
施
設
に
ス
ペ
ー
ス
を

内
の
市
施
設
に
ス
ペ
ー
ス
を

確
保
す
る
こ
と
が
ほ
ぼ
内
定

確
保
す
る
こ
と
が
ほ
ぼ
内
定

し
た
。
市
議
会
で
予
算
案
の

し
た
。
市
議
会
で
予
算
案
の

承
認
が
得
ら
れ
れ
ば
歯
科
の

承
認
が
得
ら
れ
れ
ば
歯
科
の

休
日
急
患
診
療
、
障
害
者
歯

休
日
急
患
診
療
、
障
害
者
歯

科
診
療
、
在
宅
訪
問
歯
科
診

科
診
療
、
在
宅
訪
問
歯
科
診

療
、
歯
科
相
談
な
ど
歯
科
の

療
、
歯
科
相
談
な
ど
歯
科
の

総
合
窓
口
と
な
る
口
腔
保
健

総
合
窓
口
と
な
る
口
腔
保
健

セ
ン
タ
ー
設
置
を
目
指
す
。

セ
ン
タ
ー
設
置
を
目
指
す
。

「
時
間
を
か
け
て
行
政
と
話

「
時
間
を
か
け
て
行
政
と
話

し
合
い
を
重
ね
て
き
た
成
果

し
合
い
を
重
ね
て
き
た
成
果

が
よ
う
や
く
実
り
そ
う
だ
」。

が
よ
う
や
く
実
り
そ
う
だ
」。

　

団
塊
の
世
代
が

　

団
塊
の
世
代
が
7575
歳
以
上

歳
以
上

に
な
る
２
０
２
５
年
問
題
へ

に
な
る
２
０
２
５
年
問
題
へ

の
対
応
も
急
が
れ
る
。
行
政

の
対
応
も
急
が
れ
る
。
行
政

と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
た
総
合
的

と
タ
イ
ア
ッ
プ
し
た
総
合
的

な
保
健
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー

な
保
健
医
療
福
祉
セ
ン
タ
ー

の
実
現
を
図
る
が
医
師
会
、

の
実
現
を
図
る
が
医
師
会
、

薬
剤
師
会
、
介
護
事
業
者
と

薬
剤
師
会
、
介
護
事
業
者
と

の
連
携
が
不
可
欠
。
口
腔
機

の
連
携
が
不
可
欠
。
口
腔
機

能
の
低
下
・
オ
ー
ラ
ル
フ
レ

能
の
低
下
・
オ
ー
ラ
ル
フ
レ

イ
ル
の
予
防
対
策
に
も
力
を

イ
ル
の
予
防
対
策
に
も
力
を

入
れ
る
方
針
。
ま
す
ま
す
忙

入
れ
る
方
針
。
ま
す
ま
す
忙

し
く
な
り
そ
う
だ
が
、
そ
の

し
く
な
り
そ
う
だ
が
、
そ
の

手
腕
に
寄
せ
る
会
員
、
市
民

手
腕
に
寄
せ
る
会
員
、
市
民

の
期
待
は
大
き
い
。

の
期
待
は
大
き
い
。
6767
歳
。
歳
。

 

文
・
写
真　

浅
田
勁

文
・
写
真　

浅
田
勁

　

今
年
も
冬
が
や
っ
て
き
ま

　

今
年
も
冬
が
や
っ
て
き
ま

し
た
。
風
邪
を
ひ
き
や
す
い

し
た
。
風
邪
を
ひ
き
や
す
い

季
節
の
到
来
で
す
。「
風
邪
は

季
節
の
到
来
で
す
。「
風
邪
は

万
病
の
元
」と
言
い
ま
す
が
、

万
病
の
元
」と
言
い
ま
す
が
、

医
学
の
進
歩
し
た
現
代
で
も

医
学
の
進
歩
し
た
現
代
で
も

基
礎
疾
患（
持
病
）の
あ
る
方

基
礎
疾
患（
持
病
）の
あ
る
方

で
は
要
注
意
で
す
。ま
た
、一

で
は
要
注
意
で
す
。ま
た
、一

見
風
邪
と
思
え
る
病
態
が
実

見
風
邪
と
思
え
る
病
態
が
実

は
重
大
な
病
気
の
サ
イ
ン
だ

は
重
大
な
病
気
の
サ
イ
ン
だ

と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

漢
方
で
は
、
風
邪
を
引
い

　

漢
方
で
は
、
風
邪
を
引
い

た
人
の
体
質
を
陰
陽
虚
実
に

た
人
の
体
質
を
陰
陽
虚
実
に

分
け
、
さ
ら
に

分
け
、
さ
ら
に
六ろ

く
い
ん
よ
う

ろ
く
い
ん
よ
う

陰
陽
陰
陽
と

い
う
病
期
に
分
け
ま
す
。

い
う
病
期
に
分
け
ま
す
。

六ろ
く
い
ん
よ
う

ろ
く
い
ん
よ
う

陰
陽
陰
陽
と
は
病
気
の
進
行
具

と
は
病
気
の
進
行
具

合
を
合
を
太た

い
よ
う
び
ょ
う

た
い
よ
う
び
ょ
う

陽
病
陽
病
、
小し

ょ
う
よ
う
び
ょ
う

し
ょ
う
よ
う
び
ょ
う

陽
病
陽
病
、

陽よ
う
め
い
び
ょ
う

よ
う
め
い
び
ょ
う

明
病
明
病
、太た

い
い
ん
び
ょ
う

た
い
い
ん
び
ょ
う

陰
病
陰
病
、
小

し
ょ
う
い
ん
び
ょ
う

し
ょ
う
い
ん
び
ょ
う

陰
病
陰
病
、

厥け
つ
ち
ん
び
ょ
う

け
つ
ち
ん
び
ょ
う

陰
病
陰
病
と
い
う
６
つ
の
病
期

と
い
う
６
つ
の
病
期

に
分
け
て
考
え
る
方
法
で

に
分
け
て
考
え
る
方
法
で

す
。
す
。

　

ま
ず
、
風
邪
の
ひ
き
始
め

　

ま
ず
、
風
邪
の
ひ
き
始
め

に
は
脈
が
浮
い
て
悪
寒
、
頭

に
は
脈
が
浮
い
て
悪
寒
、
頭

か
ら
背
部
に
か
け
て
強
ば
る

か
ら
背
部
に
か
け
て
強
ば
る

様
な「
ぞ
く
ぞ
く
感
」が
あ
る

様
な「
ぞ
く
ぞ
く
感
」が
あ
る

事
が
多
い
の
で
す
が
こ
の
状

事
が
多
い
の
で
す
が
こ
の
状

態
を
太
陽
病
と
言
い
ま
す
。

態
を
太
陽
病
と
言
い
ま
す
。

　

使
う
処
方
は

　

使
う
処
方
は
桂け

い
し
と
う

け
い
し
と
う

枝
湯
枝
湯
を
主
を
主

と
し
た
処
方
で
す
。
桂
枝
湯

と
し
た
処
方
で
す
。
桂
枝
湯

の
成
分
は

の
成
分
は
桂け

い
し

け
い
し枝

（
シ
ナ
モ

（
シ
ナ
モ

ン
）
ン
）
芍し

ゃ
く
や
く

し
ゃ
く
や
く薬

、
生
姜
、

、
生
姜
、
大た

い
そ
う

た
い
そ
う棗

（
ナ
ツ
メ
）
、

（
ナ
ツ
メ
）
、
甘か

ん
ぞ
う

か
ん
ぞ
う草

の
５
つ

の
５
つ

で
、
桂
枝
湯
は
衆
方
の
祖
と

で
、
桂
枝
湯
は
衆
方
の
祖
と

言
わ
れ
る
程
、
漢
方
で
は
基

言
わ
れ
る
程
、
漢
方
で
は
基

本
の
処
方
な
の
で
す
。
風
邪

本
の
処
方
な
の
で
す
。
風
邪

の
ひ
き
始
め
に
は

の
ひ
き
始
め
に
は
微 

び
 
じ
 
か
ん

 
び
 
じ
 
か
ん

自
汗
自
汗
と

言
い
表
す
「
ほ
ん
の
り
自
ず

言
い
表
す
「
ほ
ん
の
り
自
ず

か
ら
僅
か
に
汗
ば
む
よ
う
な

か
ら
僅
か
に
汗
ば
む
よ
う
な

微
熱
の
あ
る
体
の
温
ま
っ
た

微
熱
の
あ
る
体
の
温
ま
っ
た

状
態
」
が
一
番
免
疫
力
が
高

状
態
」
が
一
番
免
疫
力
が
高

ま
り
、
風
邪
の
原
因
と
な
る

ま
り
、
風
邪
の
原
因
と
な
る

多
く
の
ウ
イ
ル
ス
な
ど
の
侵

多
く
の
ウ
イ
ル
ス
な
ど
の
侵

入
や
増
殖
を
抑
え
る
事
を
昔

入
や
増
殖
を
抑
え
る
事
を
昔

の
人
は
経
験
上
知
っ
て
い
た

の
人
は
経
験
上
知
っ
て
い
た

の
で
し
ょ
う
。

の
で
し
ょ
う
。

　

桂
枝
湯
は
微
自
汗
の
状
態

　

桂
枝
湯
は
微
自
汗
の
状
態

を
作
り
出
す
処
方
内
容
と
な

を
作
り
出
す
処
方
内
容
と
な

っ
て
い
ま
す
が
、
発
汗
作
用

っ
て
い
ま
す
が
、
発
汗
作
用

が
弱
い
た
め
、
桂
枝
湯
に
葛

が
弱
い
た
め
、
桂
枝
湯
に
葛

の
根
と
強
力
な
発
汗
剤
で
あ

の
根
と
強
力
な
発
汗
剤
で
あ

る
麻ま

黄お
う
お
う

を
加
え
た
処
方
が
有

を
加
え
た
処
方
が
有

名
な
「
葛
根
湯
」
で
す
。

名
な
「
葛
根
湯
」
で
す
。

　

田
中
医
院　

院
長

　

田
中
医
院　

院
長

鎌
倉
市
常
盤
６
４
８
―
４
、

鎌
倉
市
常
盤
６
４
８
―
４
、

☎
０
４
６
７
・

☎
０
４
６
７
・
3232
・
１
３
１
５

・
１
３
１
５

　

こ
れ
ま
で
の
や
り
方
で
は
、

　

こ
れ
ま
で
の
や
り
方
で
は
、

リ
ー
チ
で
き
な
か
っ
た
子
ど
も

リ
ー
チ
で
き
な
か
っ
た
子
ど
も

た
ち
に
も
「
て
ら
こ
や
」
を
届

た
ち
に
も
「
て
ら
こ
や
」
を
届

け
た
い
。
そ
の
想
い
を
実
現
さ

け
た
い
。
そ
の
想
い
を
実
現
さ

せ
る
た
め
に
、
先
述
の
国
家
プ

せ
る
た
め
に
、
先
述
の
国
家
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
エ
ン
ト
リ
ー
を

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
エ
ン
ト
リ
ー
を

し
、
助
成
団
体
採
択
さ
れ
た
。

し
、
助
成
団
体
採
択
さ
れ
た
。

　

私
た
ち
は
、
大
船
駅
か
ら
徒

　

私
た
ち
は
、
大
船
駅
か
ら
徒

歩
１
分
の
商
業
ビ
ル
の
１
室
で

歩
１
分
の
商
業
ビ
ル
の
１
室
で

平
日
の
放
課
後
に
「
て
ら
ハ
ウ

平
日
の
放
課
後
に
「
て
ら
ハ
ウ

ス
」
と
い
う
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス

ス
」
と
い
う
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス

（
子
ど
も
の
居
場
所
）
を
開
い

（
子
ど
も
の
居
場
所
）
を
開
い

て
い
る
。
そ
こ
に
困
難
を
抱
え

て
い
る
。
そ
こ
に
困
難
を
抱
え

る
子
ど
も
た
ち
が
来
所
で
き
る

る
子
ど
も
た
ち
が
来
所
で
き
る

よ
う
に
、
行
政
と
の
連
携
も
本

よ
う
に
、
行
政
と
の
連
携
も
本

格
化
さ
せ
た
。
子
ど
も
た
ち
に

格
化
さ
せ
た
。
子
ど
も
た
ち
に

「
て
ら
こ
や
」
が
届
く
こ
と
を

「
て
ら
こ
や
」
が
届
く
こ
と
を

願
っ
て
や
ま
な
い
。

願
っ
て
や
ま
な
い
。

　

鎌
倉
て
ら
こ
や
事
務
局

鎌
倉
て
ら
こ
や
事
務
局

☎
０
４
６
７
・

☎
０
４
６
７
・
8484
・
９
７
４
６

・
９
７
４
６

（
平
日

（
平
日
1313
〜
1717
時
）
時
）

h
ttp
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k
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a
k
u
r
a
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h
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terak
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昨
年

　

昨
年
1111
月
８
日
、
「
子
供
の

月
８
日
、
「
子
供
の

未
来
応
援
国
民
運
動
一
周
年
の

未
来
応
援
国
民
運
動
一
周
年
の

集
い
」
に
参
加
す
る
た
め
、
総

集
い
」
に
参
加
す
る
た
め
、
総

理
官
邸
に
行
っ
て
来
た
。
「
子

理
官
邸
に
行
っ
て
来
た
。
「
子

供
の
未
来
応
援
国
民
運
動
」
と

供
の
未
来
応
援
国
民
運
動
」
と

は
、
「
子
ど
も
の
貧
困
問
題
」

は
、
「
子
ど
も
の
貧
困
問
題
」

を
解
決
す
る
た
め
に
立
ち
上
げ

を
解
決
す
る
た
め
に
立
ち
上
げ

ら
れ
た
官
公
民
連
携
の
プ
ロ
ジ

ら
れ
た
官
公
民
連
携
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
だ
。

ェ
ク
ト
だ
。

　

式
典
に
は
、
総
理
大
臣
を
は

　

式
典
に
は
、
総
理
大
臣
を
は

じ
め
、
内
閣
府
特
命
担
当
大

じ
め
、
内
閣
府
特
命
担
当
大

臣
、
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労

臣
、
文
部
科
学
大
臣
、
厚
生
労

働
大
臣
の
関
係
閣
僚
か
ら
、
プ

働
大
臣
の
関
係
閣
僚
か
ら
、
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
協
力
し
て
い
る

ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
協
力
し
て
い
る

企
業
の
代
表
、
地
域
で
子
ど
も

企
業
の
代
表
、
地
域
で
子
ど
も

の
貧
困
対
策
を
実
施
し
て
い
る

の
貧
困
対
策
を
実
施
し
て
い
る

Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
代
表
が
全
国
か
ら
集

Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
代
表
が
全
国
か
ら
集

ま
っ
た
。
ま
さ
し
く
、
国
家
プ

ま
っ
た
。
ま
さ
し
く
、
国
家
プ

れ
、
子
ど
も
の
６
人
に
１

れ
、
子
ど
も
の
６
人
に
１

人
が
相
対
的
貧
困
状
態
に
あ

人
が
相
対
的
貧
困
状
態
に
あ

る
、
と
い
う
認
識
が
社
会
に

る
、
と
い
う
認
識
が
社
会
に

広
ま
っ
た
。

広
ま
っ
た
。

　

一
方
で
、
鎌
倉
市
で
困
窮

　

一
方
で
、
鎌
倉
市
で
困
窮

状
態
に
あ
る
子
ど
も
の
存
在

状
態
に
あ
る
子
ど
も
の
存
在

を
身
の
回
り
で
ど
れ
だ
け
実

を
身
の
回
り
で
ど
れ
だ
け
実

感
す
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う

感
す
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う

か
？
十
数
年
に
わ
た
り
地
域

か
？
十
数
年
に
わ
た
り
地
域

教
育
事
業
を
行
っ
て
来
た
私

教
育
事
業
を
行
っ
て
来
た
私

た
ち
と
て
、
実
感
知
を
持
つ

た
ち
と
て
、
実
感
知
を
持
つ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
言
え
よ
う
。

ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
言
え
よ
う
。

　

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
国
民
運

　

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
国
民
運

動
が
必
要
な
の
か
。
も
ち
ろ
ん

動
が
必
要
な
の
か
。
も
ち
ろ
ん

背
景
に
は
「
子
ど
も
の
貧
困
問

背
景
に
は
「
子
ど
も
の
貧
困
問

題
」
が
あ
る
。
相
対
的
貧
困
率

題
」
が
あ
る
。
相
対
的
貧
困
率

1616
・
３
％
と
い
う
統
計
が
マ

・
３
％
と
い
う
統
計
が
マ

ス
コ
ミ
等
で
広
く
取
り
上
げ
ら

ス
コ
ミ
等
で
広
く
取
り
上
げ
ら

こ
と
は
難
し
か
っ
た
。

こ
と
は
難
し
か
っ
た
。

　

鎌
倉
市
内
に
お
け
る
相
対
的

　

鎌
倉
市
内
に
お
け
る
相
対
的

貧
困
率
は
全
国
平
均
よ
り
や
や

貧
困
率
は
全
国
平
均
よ
り
や
や

低
い
も
の
の
、
一
定
数
以
上
の

低
い
も
の
の
、
一
定
数
以
上
の

対
象
者
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ

対
象
者
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ

れ
か
ら
、
そ
の
割
合
が
伸
び
て

れ
か
ら
、
そ
の
割
合
が
伸
び
て

い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い

い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
、
地
域
社
会
の
中

る
。
こ
れ
は
、
地
域
社
会
の
中

に
「
子
ど
も
た
ち
の
居
場
所
を

に
「
子
ど
も
た
ち
の
居
場
所
を

つ
く
る
」
こ
と
を
使
命
と
し
て

つ
く
る
」
こ
と
を
使
命
と
し
て

い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
見

い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
は
、
見

過
ご
せ
な
い
事
実
だ
っ
た
。

過
ご
せ
な
い
事
実
だ
っ
た
。

　

鎌
倉
町
は
１
８
９
４
年

　

鎌
倉
町
は
１
８
９
４
年

（
明
治

（
明
治
2727
）
７
月
に
誕
生
、

）
７
月
に
誕
生
、

１
９
３
９
年
（
昭
和

１
９
３
９
年
（
昭
和
1414
）
1111

月
に
鎌
倉
市
と
な
っ
た
。
町

月
に
鎌
倉
市
と
な
っ
た
。
町

制
時
代
の
町
章
（
町
の
シ
ン

制
時
代
の
町
章
（
町
の
シ
ン

ボ
ル
マ
ー
ク
）
は
星
月
で
あ

ボ
ル
マ
ー
ク
）
は
星
月
で
あ

っ
た
。
星
月
（
星
月
夜
）
は

っ
た
。
星
月
（
星
月
夜
）
は

鎌
倉
を
み
ち
び
く
歌
枕
で
も

鎌
倉
を
み
ち
び
く
歌
枕
で
も

あ
り
、
坂
ノ
下
の
星
月
ノ
井

あ
り
、
坂
ノ
下
の
星
月
ノ
井

（
星
ノ
井
・
星
月
夜
の
井

（
星
ノ
井
・
星
月
夜
の
井

戸
）
は
鎌
倉
の
名
所
で
あ

戸
）
は
鎌
倉
の
名
所
で
あ

る
。
る
。

　

町
制
時
代
の
マ
ン
ホ
ー
ル

　

町
制
時
代
の
マ
ン
ホ
ー
ル

の
蓋
に
も
星
月
の
デ
ザ
イ
ン

の
蓋
に
も
星
月
の
デ
ザ
イ
ン

が
使
わ
れ
て
い
た
。
近

が
使
わ
れ
て
い
た
。
近

年
ま
で
第
二
小
学
校
裏

年
ま
で
第
二
小
学
校
裏

の
道
や
長
谷
の
大
仏
裏

の
道
や
長
谷
の
大
仏
裏

通
り
な
ど
に
星
月
デ
ザ

通
り
な
ど
に
星
月
デ
ザ

イ
ン
の
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋

イ
ン
の
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋

が
使
わ
れ
て
い
た
が
、

が
使
わ
れ
て
い
た
が
、

な
ぜ
か
次
々
と
消
え
て

な
ぜ
か
次
々
と
消
え
て

行
き
、
現
在
確
認
さ
れ

行
き
、
現
在
確
認
さ
れ

て
い
る
の
は
極
楽
寺
稲

て
い
る
の
は
極
楽
寺
稲

村
ケ
崎
小
学
校
か
ら
月

村
ケ
崎
小
学
校
か
ら
月

影
地
蔵
へ
行
く
道
路
に
一
カ

影
地
蔵
へ
行
く
道
路
に
一
カ

所
だ
け
で
あ
る
。

所
だ
け
で
あ
る
。

　

「
マ
ン
ホ
ー
ル
の
蓋
」
と

　

「
マ
ン
ホ
ー
ル
の
蓋
」
と

い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
ネ
ッ
ト

い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
ネ
ッ
ト

検
索
を
し
て
驚
い
た
。
「
日

検
索
を
し
て
驚
い
た
。
「
日

本
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
学
会
」
が

本
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
学
会
」
が

存
在
し
、
日
本
全
国
の
マ
ン

存
在
し
、
日
本
全
国
の
マ
ン

ホ
ー
ル
蓋
の
一
覧
が
登
録
さ

ホ
ー
ル
蓋
の
一
覧
が
登
録
さ

れ
、
鎌
倉
市
だ
け
で
も

れ
、
鎌
倉
市
だ
け
で
も
6060
種

月
の
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
を
め
ぐ

月
の
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
を
め
ぐ

る
書
き
込
み
も
あ
っ
て
実
際

る
書
き
込
み
も
あ
っ
て
実
際

に
見
学
に
訪
れ
て
い
る
。
足

に
見
学
に
訪
れ
て
い
る
。
足

元
の
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
を
見
て

元
の
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
を
見
て

歩
く
観
光
客
も
い
る
と
い
う

歩
く
観
光
客
も
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
因
み
に
「
日

こ
と
で
あ
る
。
因
み
に
「
日

本
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
学
会
」
ホ

本
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋
学
会
」
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
訪
問
者
は

ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
訪
問
者
は

２
０
８
，
４
０
０
人
目
で
あ

２
０
８
，
４
０
０
人
目
で
あ

っ
た
。

っ
た
。

　

古
い
マ
ン
ホ
ー
ル
の
蓋
は

　

古
い
マ
ン
ホ
ー
ル
の
蓋
は

観
光
資
源
と
も
な
る
の
で
そ

観
光
資
源
と
も
な
る
の
で
そ

の
ま
ま
残
し
て
欲
し
い
と
考

の
ま
ま
残
し
て
欲
し
い
と
考

え
る
が
ど
う
だ
ろ
う
か
。

え
る
が
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　

星
月
マ
ー
ク
の
マ
ン
ホ
ー

　

星
月
マ
ー
ク
の
マ
ン
ホ
ー

ル
蓋
は
ほ
ぼ
絶
滅
寸
前
「
鎌

ル
蓋
は
ほ
ぼ
絶
滅
寸
前
「
鎌

倉
の
失
わ
れ
た
風
景
」
に
な

倉
の
失
わ
れ
た
風
景
」
に
な

り
つ
つ
あ
る
が
、
星
月
マ
ー

り
つ
つ
あ
る
が
、
星
月
マ
ー

ク
は
全
く
失
わ
れ
た
の
で
は

ク
は
全
く
失
わ
れ
た
の
で
は

な
い
。
鎌
倉
国
宝
館
は
町
制

な
い
。
鎌
倉
国
宝
館
は
町
制

時
代
の
星
月
の
紋
章
を
そ
の

時
代
の
星
月
の
紋
章
を
そ
の

ま
ま
使
用
し
て
お
り
、
入
り

ま
ま
使
用
し
て
お
り
、
入
り

口
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
星

口
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
は
星

月
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
る
。

月
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
る
。

日
本
初
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス

日
本
初
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス

作
家
小
川
三
知
の
作
品
で
あ

作
家
小
川
三
知
の
作
品
で
あ

る
。
る
。

　

巨
福
呂
坂
ト
ン
ネ
ル
の
街

　

巨
福
呂
坂
ト
ン
ネ
ル
の
街

灯
の
デ
ザ
イ
ン
は
近
年
の
も

灯
の
デ
ザ
イ
ン
は
近
年
の
も

の
で
、
星
月
を
採
用
し
て
い

の
で
、
星
月
を
採
用
し
て
い

る
。
星
月
は
市
内
第
一
小
学

る
。
星
月
は
市
内
第
一
小
学

校
の
旧
校
章
や
校
歌
（
鎌
倉

校
の
旧
校
章
や
校
歌
（
鎌
倉

高
校
な
ど
も
）
の
歌
詞
な
ど

高
校
な
ど
も
）
の
歌
詞
な
ど

に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
鎌

に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。
鎌

倉
市
の
市
章
は
１
９
５
２
年

倉
市
の
市
章
は
１
９
５
２
年

（
昭
和

（
昭
和
2727
）
に
星
月
か
ら

）
に
星
月
か
ら
笹さ

さ
さ
さ

竜り
ん
ど
う

り
ん
ど
う胆
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
。

へ
と
変
わ
っ
て
い
る
。

以
上
の
蓋
が
紹
介
さ
れ
て
い

以
上
の
蓋
が
紹
介
さ
れ
て
い

た
。
各
地
に
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋

た
。
各
地
に
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋

の
フ
ァ
ン
が
い
て
、
情
報
は

の
フ
ァ
ン
が
い
て
、
情
報
は

日
々
更
新
さ
れ
て
い
た
。
星

日
々
更
新
さ
れ
て
い
た
。
星

　

某
広
告
代
理
店
の
「
鬼
十

　

某
広
告
代
理
店
の
「
鬼
十

則
」
を
読
む
と
、
サ
ラ
リ
ー
マ

則
」
を
読
む
と
、
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
の
心
得
る
べ
き
大
切
な
こ
と

ン
の
心
得
る
べ
き
大
切
な
こ
と

が
網
羅
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が

が
網
羅
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が

満
足
さ
れ
れ
ば
、
社
員
が
一
人

満
足
さ
れ
れ
ば
、
社
員
が
一
人

前
の
組
織
人
と
し
て
成
功
し
、

前
の
組
織
人
と
し
て
成
功
し
、

会
社
の
成
長
も
望
め
る
と
思
わ

会
社
の
成
長
も
望
め
る
と
思
わ

れ
ま
す
。
し
か
し
、
配
下
に
責

れ
ま
す
。
し
か
し
、
配
下
に
責

任
を
押
し
付
け
る
こ
と
が
主
体

任
を
押
し
付
け
る
こ
と
が
主
体

の
内
容
が
多
く
、
こ
れ
を
読
ん

の
内
容
が
多
く
、
こ
れ
を
読
ん

で
そ
の
通
り
に
し
よ
う
と
思
う

で
そ
の
通
り
に
し
よ
う
と
思
う

人
は
少
な
い
で
し
ょ
う
。

人
は
少
な
い
で
し
ょ
う
。

　

青
山
学
院
大
学
が
箱
根
駅
伝

　

青
山
学
院
大
学
が
箱
根
駅
伝

で
３
連
覇
と
い
う
偉
業
を
成
し

で
３
連
覇
と
い
う
偉
業
を
成
し

遂
げ
ま
し
た
。
原
監
督
が
部
員

遂
げ
ま
し
た
。
原
監
督
が
部
員

を
３
連
覇
に
導
い
た
背
景
に
は

を
３
連
覇
に
導
い
た
背
景
に
は

①
妻
の
全
面
的
な
協
力
を
得
て

①
妻
の
全
面
的
な
協
力
を
得
て

は
、
鬼
十
則
の
引
き
締
め
的
な

は
、
鬼
十
則
の
引
き
締
め
的
な

マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
よ
り
、
何
よ

マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
よ
り
、
何
よ

り
も
部
下
に
愛
情
を
持
ち
、
仕

り
も
部
下
に
愛
情
を
持
ち
、
仕

事
よ
り
個
人
の
生
活
・
幸
せ

事
よ
り
個
人
の
生
活
・
幸
せ

を
願
う
気
持
ち
が
大
切
で
す
。

を
願
う
気
持
ち
が
大
切
で
す
。

配
下
が
「
社
業
を
発
展
す
る
に

配
下
が
「
社
業
を
発
展
す
る
に

は
」
「
信
頼
す
る
大
好
き
な
上

は
」
「
信
頼
す
る
大
好
き
な
上

司
を
喜
ば
す
に
は
」
と
の
思
い

司
を
喜
ば
す
に
は
」
と
の
思
い

で
仕
事
に
精
出
せ
ば
、
自
ず
か

で
仕
事
に
精
出
せ
ば
、
自
ず
か

ら
十
人
力
が
発
揮
で
き
、
独
創

ら
十
人
力
が
発
揮
で
き
、
独
創

的
で
他
社
を
凌
駕
す
る
商
品
の

的
で
他
社
を
凌
駕
す
る
商
品
の

開
発
な
ど
出
来
栄
え
の
良
い
ア

開
発
な
ど
出
来
栄
え
の
良
い
ア

ウ
ト
プ
ッ
ト
が
で
き
る
の
で
は

ウ
ト
プ
ッ
ト
が
で
き
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
部
下
が
上

な
い
で
し
ょ
う
か
。
部
下
が
上

司
に
報
・
連
・
相
を
実
行
す
る

司
に
報
・
連
・
相
を
実
行
す
る

た
め
の
第
一
は
、
上
司
を
好
き

た
め
の
第
一
は
、
上
司
を
好
き

・
尊
敬
す
る
こ
と
で
す
、
嫌
い

・
尊
敬
す
る
こ
と
で
す
、
嫌
い

と
思
わ
れ
た
上
司
に
は
真
実
は

と
思
わ
れ
た
上
司
に
は
真
実
は

伝
わ
り
ま
せ
ん
。
嫌
わ
れ
て
は

伝
わ
り
ま
せ
ん
。
嫌
わ
れ
て
は

上
司
失
格
と
思
わ
な
け
れ
ば
い

上
司
失
格
と
思
わ
な
け
れ
ば
い

け
ま
せ
ん
。

け
ま
せ
ん
。

　

希
望
を
持
っ
て
入
社
し
て
き

　

希
望
を
持
っ
て
入
社
し
て
き

た
社
員
は
、
①
「
社
会
貢
献
」

た
社
員
は
、
①
「
社
会
貢
献
」

　

②
「
お
客
様
第
一
」
③
「
こ

　

②
「
お
客
様
第
一
」
③
「
こ

れ
ら
の
理
念
の
実
現
に
向
け
て

れ
ら
の
理
念
の
実
現
に
向
け
て

頑
張
っ
て
い
る
組
織
に
入
ろ

頑
張
っ
て
い
る
組
織
に
入
ろ

う
」
と
思
っ
て
い
ま
す
。
人
を

う
」
と
思
っ
て
い
ま
す
。
人
を

死
に
追
い
や
る
よ
う
な
組
織
は

死
に
追
い
や
る
よ
う
な
組
織
は

何
か
が
間
違
っ
て
い
ま
す
。

何
か
が
間
違
っ
て
い
ま
す
。

　

当
会
の
講
話
で
は
、
会
社
存

　

当
会
の
講
話
で
は
、
会
社
存

亡
の
危
機
を
乗
り
越
え
、
配
偶

亡
の
危
機
を
乗
り
越
え
、
配
偶

者
と
の
関
係
を
修
復
す
る
と
い

者
と
の
関
係
を
修
復
す
る
と
い

う
嬉
し
い
実
話
が
数
多
く
あ
り

う
嬉
し
い
実
話
が
数
多
く
あ
り

ま
す
。
ご
一
緒
に
、
相
手
の
喜

ま
す
。
ご
一
緒
に
、
相
手
の
喜

び
を
我
が
喜
び
と
す
る
術
を
学

び
を
我
が
喜
び
と
す
る
術
を
学

び
た
い
と
思
い
ま
す
。

び
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

毎
週
火
曜
日
午
前
６
時
半
か

　

毎
週
火
曜
日
午
前
６
時
半
か

ら
由
比
ガ
浜
公
会
堂
で
、
多
彩

ら
由
比
ガ
浜
公
会
堂
で
、
多
彩

な
ゲ
ス
ト
に
よ
る
講
話
（
経
営

な
ゲ
ス
ト
に
よ
る
講
話
（
経
営

者
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ミ
ナ
ー
）
が

者
モ
ー
ニ
ン
グ
セ
ミ
ナ
ー
）
が

あ
り
ま
す
。
仕
事
・
家
庭
等
の

あ
り
ま
す
。
仕
事
・
家
庭
等
の

悩
み
の
解
決
や
、
あ
な
た
の
心

悩
み
の
解
決
や
、
あ
な
た
の
心

の
琴
線
に
触
れ
る
こ
と
を
願
っ

の
琴
線
に
触
れ
る
こ
と
を
願
っ

て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
気
軽
に

て
い
ま
す
。
ど
う
ぞ
お
気
軽
に

ご
参
加
下
さ
い
。
（
無
料
）

ご
参
加
下
さ
い
。
（
無
料
）

　

鎌
倉
市
倫
理
法
人
会
事
務
局

鎌
倉
市
倫
理
法
人
会
事
務
局

☎
０
４
５
・
３
１
５
・
２
４
３
３

☎
０
４
５
・
３
１
５
・
２
４
３
３

℻  ℻  
０
４
５
・
３
１
５
・
２
４
３
４

０
４
５
・
３
１
５
・
２
４
３
４

選
手
と
合
宿
状
態
で
寝
食
を
共

選
手
と
合
宿
状
態
で
寝
食
を
共

に
し
た
②
体
育
会
系
に
あ
り
が

に
し
た
②
体
育
会
系
に
あ
り
が

ち
な
先
輩
・
後
輩
関
係
で
の
強

ち
な
先
輩
・
後
輩
関
係
で
の
強

権
を
禁
止
③
監
督
を
含
む
仲
間

権
を
禁
止
③
監
督
を
含
む
仲
間

同
士
の
雑
談
の
推
奨
④
失
敗
の

同
士
の
雑
談
の
推
奨
④
失
敗
の

叱
責
よ
り
今
後
の
対
応
を
考
え

叱
責
よ
り
今
後
の
対
応
を
考
え

る
（
本
人
の
自
発
性
重
視
）
⑤

る
（
本
人
の
自
発
性
重
視
）
⑤

時
間
厳
守
…
が
あ
っ
た
と
言
わ

時
間
厳
守
…
が
あ
っ
た
と
言
わ

れ
ま
す
。

れ
ま
す
。

　

競
争
社
会
を
生
き
抜
く
に

　

競
争
社
会
を
生
き
抜
く
に

毎
春
恒
例
の
鎌
倉
ま
つ
り
で
「
流
鏑
馬
」
の
神
事
を
行
う
公
益
社

毎
春
恒
例
の
鎌
倉
ま
つ
り
で
「
流
鏑
馬
」
の
神
事
を
行
う
公
益
社

団
法
人
大
日
本
弓
馬
会
の
坂
本
和
弘
会
長
に
う
か
が
っ
た
。

団
法
人
大
日
本
弓
馬
会
の
坂
本
和
弘
会
長
に
う
か
が
っ
た
。

　

―
毎
年
開
催
さ
れ
鎌
倉
市

―
毎
年
開
催
さ
れ
鎌
倉
市

民
に
は
お
馴
染
み
の
行
事
で

民
に
は
お
馴
染
み
の
行
事
で

す
が
、
流
鏑
馬
と
は
ど
の
よ

す
が
、
流
鏑
馬
と
は
ど
の
よ

う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

　

馬
上
か
ら
矢
を
射
る
こ
と

　

馬
上
か
ら
矢
を
射
る
こ
と

を
「
騎
射
」
と
い
い
ま
す

を
「
騎
射
」
と
い
い
ま
す

が
、
流
鏑
馬
は
疾
走
す
る
馬

が
、
流
鏑
馬
は
疾
走
す
る
馬

上
か
ら
左
横
に
置
か
れ
た
３

上
か
ら
左
横
に
置
か
れ
た
３

つ
の
的
を
射
る
「
騎
射
」
を

つ
の
的
を
射
る
「
騎
射
」
を

行
う
「
神
事
」
で
す
。
単
に

行
う
「
神
事
」
で
す
。
単
に

武
芸
を
競
う
だ
け
で
な
く
、

武
芸
を
競
う
だ
け
で
な
く
、

天
下
泰
平
、
五
穀
豊
穣
な
ど

天
下
泰
平
、
五
穀
豊
穣
な
ど

を
祈
念
し
て
行
わ
れ
ま
す
。

を
祈
念
し
て
行
わ
れ
ま
す
。

　

―
流
鏑
馬
と
い
う
名
称
の

―
流
鏑
馬
と
い
う
名
称
の

由
来
は
。

由
来
は
。

　

「

　

「
矢や

ば

せ

め

や

ば

せ

め

馳
馬
馳
馬
」
が
転
じ
た
も

」
が
転
じ
た
も

の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
馬

の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
「
馬

に
乗
っ
て

に
乗
っ
て
鏑か

ぶ
ら
や

か
ぶ
ら
や矢
を
射
流
す
」

を
射
流
す
」

こ
と
か
ら「
流
鏑
馬
」の
表
記

こ
と
か
ら「
流
鏑
馬
」の
表
記

が
充
て
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

が
充
て
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

　

―
流
鏑
馬
の
起
こ
り
は
。

―
流
鏑
馬
の
起
こ
り
は
。

　

６
世
紀
に
欽
明
天
皇
が
現

　

６
世
紀
に
欽
明
天
皇
が
現

在
の
大
分
県
の
宇
佐
神
宮
に

在
の
大
分
県
の
宇
佐
神
宮
に

お
い
て「
矢
馳
馬
」と
し
て
３

お
い
て「
矢
馳
馬
」と
し
て
３

つ
の
的
を
射
ら
せ
た
こ
と
に

つ
の
的
を
射
ら
せ
た
こ
と
に

始
ま
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

始
ま
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

―
流
鏑
馬
は
ど
ん
な
歴
史

―
流
鏑
馬
は
ど
ん
な
歴
史

を
辿
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

を
辿
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

平
安
時
代
、
宇
多
天
皇
は

　

平
安
時
代
、
宇
多
天
皇
は

源
能よ

し
よ
し

有あ
り
あ
り

に
命
じ
て
「
弓
馬
の

に
命
じ
て
「
弓
馬
の

明
治
神
宮
で
毎
年
流
鏑
馬
神

明
治
神
宮
で
毎
年
流
鏑
馬
神

事
を
奉
納
す
る
な
ど
流
鏑
馬

事
を
奉
納
す
る
な
ど
流
鏑
馬

の
保
存
普
及
に
尽
く
し
ま
し

の
保
存
普
及
に
尽
く
し
ま
し

た
。
そ
の
後
「
大
日
本
弓
馬

た
。
そ
の
後
「
大
日
本
弓
馬

会
」
を
設
立
し
、
１
９
３
９

会
」
を
設
立
し
、
１
９
３
９

年
（
昭
和

年
（
昭
和
1414
）
４
月
１
日
に

）
４
月
１
日
に

は
「
社
団
法
人
大
日
本
弓
馬

は
「
社
団
法
人
大
日
本
弓
馬

会
」
と
し
て
認
可
さ
れ
て
い

会
」
と
し
て
認
可
さ
れ
て
い

ま
す
。

ま
す
。

　

こ
の
会
は
、
日
本
に
古
来

　

こ
の
会
は
、
日
本
に
古
来

か
ら
伝
わ
る
馬
術
の
保
存
継

か
ら
伝
わ
る
馬
術
の
保
存
継

承
と
日
本
の
文
化
の
中
に
生

承
と
日
本
の
文
化
の
中
に
生

き
続
け
て
き
た
精
神
を
未
来

き
続
け
て
き
た
精
神
を
未
来

に
向
け
守
り
伝
え
る
こ
と
を

に
向
け
守
り
伝
え
る
こ
と
を

目
的
と
し
た
も
の
で
し
た
。

目
的
と
し
た
も
の
で
し
た
。

　

戦
中
は
一
時
期
流
鏑
馬
が

　

戦
中
は
一
時
期
流
鏑
馬
が

行
わ
れ
な
い
時
期
も
あ
り
ま

行
わ
れ
な
い
時
期
も
あ
り
ま

し
た
が
、
戦
後
ま
も
な
く
復

し
た
が
、
戦
後
ま
も
な
く
復

興
さ
れ
、
明
治
神
宮
、
上
賀

興
さ
れ
、
明
治
神
宮
、
上
賀

茂
神
社
、
寒
川
神
社
、
三
嶋

茂
神
社
、
寒
川
神
社
、
三
嶋

大
社
な
ど
で
流
鏑
馬
や
笠
懸

大
社
な
ど
で
流
鏑
馬
や
笠
懸

を
奉
納
し
て
い
ま
す
。
鎌
倉

を
奉
納
し
て
い
ま
す
。
鎌
倉

ま
つ
り
流
鏑
馬
神
事
は
１
９

ま
つ
り
流
鏑
馬
神
事
は
１
９

７
０
年
（
昭
和

７
０
年
（
昭
和
4545
）
か
ら
続

）
か
ら
続

く
春
の
恒
例
行
事
で
す
。

く
春
の
恒
例
行
事
で
す
。

　

２
０
１
２
年
（
平
成

　

２
０
１
２
年
（
平
成
2424
）

３
月
３
月
2121
日
に
は
内
閣
総
理
大

日
に
は
内
閣
総
理
大

臣
か
ら
公
益
社
団
法
人
の
認

臣
か
ら
公
益
社
団
法
人
の
認

定
を
受
け
、
現
在
に
至
っ
て

定
を
受
け
、
現
在
に
至
っ
て

い
ま
す
。

い
ま
す
。

で
す
か
。

で
す
か
。

　

源
頼
朝
は
流
鏑
馬
の
故
実

　

源
頼
朝
は
流
鏑
馬
の
故
実

に
通
暁
し
て
い
た
西
行
法
師

に
通
暁
し
て
い
た
西
行
法
師

に
教
え
を
乞
い
、
１
１
８
７

に
教
え
を
乞
い
、
１
１
８
７

年
（
文
治
３
）
に
天
下
平
定

年
（
文
治
３
）
に
天
下
平
定

を
祈
念
し
て
鶴
岡
八
幡
宮
で

を
祈
念
し
て
鶴
岡
八
幡
宮
で

流
鏑
馬
を
奉
納
し
ま
し
た
。

流
鏑
馬
を
奉
納
し
ま
し
た
。

こ
れ
が
鎌
倉
に
お
け
る
流
鏑

こ
れ
が
鎌
倉
に
お
け
る
流
鏑

馬
神
事
の
始
ま
り
と
い
わ
れ

馬
神
事
の
始
ま
り
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
。

て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
、
江
戸
時
代
初
期

　

そ
の
後
、
江
戸
時
代
初
期

に
「
流
鏑
馬
射
法
」
を
伝
え

に
「
流
鏑
馬
射
法
」
を
伝
え

た
武
田
信
直
が
弓
馬
故
実
礼

た
武
田
信
直
が
弓
馬
故
実
礼

法
を
細
川
幽
斎
に
伝
え
、
細

法
を
細
川
幽
斎
に
伝
え
、
細

川
家
が
肥
後
（
現
在
の
熊
本

川
家
が
肥
後
（
現
在
の
熊
本

県
）
に
移
っ
て
か
ら
は
、
家

県
）
に
移
っ
て
か
ら
は
、
家

臣
の
竹
原
氏
が
継
承
し
ま
し

臣
の
竹
原
氏
が
継
承
し
ま
し

た
。
竹
原
氏
に
託
さ
れ
た
武

た
。
竹
原
氏
に
託
さ
れ
た
武

田
流
の
流
鏑
馬
は
、
明
治
時

田
流
の
流
鏑
馬
は
、
明
治
時

代
に
細
川
護
久
候
か
ら
命
じ

代
に
細
川
護
久
候
か
ら
命
じ

ら
れ
た
井
上
平
太
翁
が
継

ら
れ
た
井
上
平
太
翁
が
継

ぎ
、そ
の
後
、細
川
護
立
侯
の

ぎ
、そ
の
後
、細
川
護
立
侯
の

許
し
を
得
て
弟
子
の
金
子
有

許
し
を
得
て
弟
子
の
金
子
有

鄰
師
に
伝
授
さ
れ
ま
し
た
。

鄰
師
に
伝
授
さ
れ
ま
し
た
。

　

―
大
日
本
弓
馬
会
の
歴
史

―
大
日
本
弓
馬
会
の
歴
史

は
。
は
。

　

武
田
流
の
流
鏑
馬
を
継
承

　

武
田
流
の
流
鏑
馬
を
継
承

し
た
金
子
有
鄰
師
は
鎌
倉
市

し
た
金
子
有
鄰
師
は
鎌
倉
市

扇
ガ
谷
に
居
を
構
え
、
１
９

扇
ガ
谷
に
居
を
構
え
、
１
９

３
２
年
（
昭
和
７
）
か
ら
は

３
２
年
（
昭
和
７
）
か
ら
は

礼
法
」
を
制
定

礼
法
」
を
制
定

さ
せ
ま
し
た
。

さ
せ
ま
し
た
。

そ
れ
が
代
々
引

そ
れ
が
代
々
引

き
継
が
れ
、
新

き
継
が
れ
、
新

羅
三
郎
義
光
の

羅
三
郎
義
光
の

子
孫
で
あ
る
武

子
孫
で
あ
る
武

田
、
小
笠
原
両

田
、
小
笠
原
両

家
に
伝
え
ら
れ

家
に
伝
え
ら
れ

ま
し
た
。

ま
し
た
。

　

―
鎌
倉
で
は

―
鎌
倉
で
は

い
つ
ご
ろ
か
ら

い
つ
ご
ろ
か
ら

始
め
ら
れ
た
の

始
め
ら
れ
た
の

　

―
流
鏑
馬
の
進
行
は
。

―
流
鏑
馬
の
進
行
は
。

　

「
寄
せ
の
太
鼓
」
を
合
図

　

「
寄
せ
の
太
鼓
」
を
合
図

に
一
同
が
隊
列
を
組
ん
で
出

に
一
同
が
隊
列
を
組
ん
で
出

陣
し
ま
す
。

陣
し
ま
す
。

　

奉
行
と
射
手
が
昇
殿
し
、

　

奉
行
と
射
手
が
昇
殿
し
、

奉
行
は
鏑
矢
を
神
前
に
奉
献

奉
行
は
鏑
矢
を
神
前
に
奉
献

し
、
天
下
泰
平
、
五
穀
豊

し
、
天
下
泰
平
、
五
穀
豊

穣
、
行
事
の
安
全
を
祈
願
す

穣
、
行
事
の
安
全
を
祈
願
す

る
願
文
を
読
み
上
げ
ま
す
。

る
願
文
を
読
み
上
げ
ま
す
。

　

一
同
退
出
し
た
後
、
「
天

　

一
同
退
出
し
た
後
、
「
天

長
地
久
の
式
」
が
行
わ
れ
ま

長
地
久
の
式
」
が
行
わ
れ
ま

す
。
奉
行
の
命
を
受
け
た
射

す
。
奉
行
の
命
を
受
け
た
射

手
は
馬
を
中
央
に
進
め
「
五

手
は
馬
を
中
央
に
進
め
「
五

行
の
乗
法
」
を
行
い
ま
す
。

行
の
乗
法
」
を
行
い
ま
す
。

左
に
３
回
、
右
に
２
回
馬
を

左
に
３
回
、
右
に
２
回
馬
を

乗
り
回
し
、
中
央
の
位
置
で

乗
り
回
し
、
中
央
の
位
置
で

止
め
て
神
前
に
目
礼
し
、
鏑

止
め
て
神
前
に
目
礼
し
、
鏑

矢
を
矢
を
番つ

が
つ
が

え
て
天
と
地
に
向
け

え
て
天
と
地
に
向
け

て
弓
を
満
月
に
引
き
絞
り
、

て
弓
を
満
月
に
引
き
絞
り
、

天
下
泰
平
、
五
穀
豊
穣
を
祈

天
下
泰
平
、
五
穀
豊
穣
を
祈

願
し
ま
す
。

願
し
ま
す
。

　

一
同
は
行
軍
を
し
て
馬
場

　

一
同
は
行
軍
を
し
て
馬
場

に
至
り
、
奉
行
は
記
録
所
に

に
至
り
、
奉
行
は
記
録
所
に

登
り
、
諸
役
は
配
置
に
就
き

登
り
、
諸
役
は
配
置
に
就
き

ま
す
。
「
破
の
太
鼓
」
の
合

ま
す
。
「
破
の
太
鼓
」
の
合

図
で
、
射
手
は
矢
を
射
ら
ず

図
で
、
射
手
は
矢
を
射
ら
ず

に
全
力
で
馬
を
走
ら
せ
る

に
全
力
で
馬
を
走
ら
せ
る

「
素す

ば
せ

す
ば
せ馳
」
を
行
い
ま
す
。
そ

」
を
行
い
ま
す
。
そ

の
後
、
射
手
は
全
力
疾
走
の

の
後
、
射
手
は
全
力
疾
走
の

馬
上
か
ら
、
馬
場
に
設
け
ら

馬
上
か
ら
、
馬
場
に
設
け
ら

れ
た
３
つ
の
的
を
順
番
に
打

れ
た
３
つ
の
的
を
順
番
に
打

ち
抜
く
奉
射
を
行
い
ま
す
。

ち
抜
く
奉
射
を
行
い
ま
す
。

的
の
大
き
さ
は
一
尺
８
寸

的
の
大
き
さ
は
一
尺
８
寸

（
約
（
約
5555
㌢
）
四
方
で
す
。

㌢
）
四
方
で
す
。

　

奉
射
の
成
績
上
位
者
が
競

　

奉
射
の
成
績
上
位
者
が
競

射
を
行
い
ま
す
。
的
は
小
さ

射
を
行
い
ま
す
。
的
は
小
さ

な
素
焼
き
の
皿
を
合
わ
せ
、

な
素
焼
き
の
皿
を
合
わ
せ
、

中
に
５
色
の
切
り
紙
を
入
れ

中
に
５
色
の
切
り
紙
を
入
れ

た
土
器
的
（
小
的
）
に
替
わ

た
土
器
的
（
小
的
）
に
替
わ

り
ま
す
。
土
器
的
に
命
中
し

り
ま
す
。
土
器
的
に
命
中
し

て
５
色
の
紙
が
風
に
舞
い
散

て
５
色
の
紙
が
風
に
舞
い
散

る
様
は
み
ご
と
で
す
。

る
様
は
み
ご
と
で
す
。

　

奉
行
が
競
射
の
終
了
を
告

　

奉
行
が
競
射
の
終
了
を
告

げ
る
「
止
の
大
鼓
」
を
打

げ
る
「
止
の
大
鼓
」
を
打

ち
、
「
凱
陣
の
式
」
へ
と
移

ち
、
「
凱
陣
の
式
」
へ
と
移

り
ま
す
。

り
ま
す
。

　

最
多
的
中
者
は
的
を
持
ち

　

最
多
的
中
者
は
的
を
持
ち

中
央
で
跪
座
し
ま
す
。
奉
行

中
央
で
跪
座
し
ま
す
。
奉
行

ま
た
は
検
分
役
は
扇
を
開
き

ま
た
は
検
分
役
は
扇
を
開
き

骨
の
間
よ
り
的
を
見
ま
す
。

骨
の
間
よ
り
的
を
見
ま
す
。

扇
を
戻
し
、
太
刀
の
鯉
口
を

扇
を
戻
し
、
太
刀
の
鯉
口
を

切
っ
て
再
び
鞘
に
納
め
た
と

切
っ
て
再
び
鞘
に
納
め
た
と

き
、
太
鼓
が
３
打
さ
れ
、
奉

き
、
太
鼓
が
３
打
さ
れ
、
奉

行
ま
た
は
検
分
役
の「
エ
イ
、

行
ま
た
は
検
分
役
の「
エ
イ
、

エ
イ
、エ
イ
」の
声
に
続
き
射

エ
イ
、エ
イ
」の
声
に
続
き
射

手
諸
役
一
同
が「
オ
ー
」と
唱

手
諸
役
一
同
が「
オ
ー
」と
唱

和
す
る

和
す
る
勝か

ち
ど
き

か
ち
ど
き鬨

を
上
げ
ま
す
。

を
上
げ
ま
す
。

　

最
後
に
奉
行
以
下
射
手
、

　

最
後
に
奉
行
以
下
射
手
、

諸
役
等
が
御
神
酒
を
拝
戴
す

諸
役
等
が
御
神
酒
を
拝
戴
す

る「る「
直な

お
ら
い

な
お
ら
い会
」の
儀
で
全
て
の
神

」の
儀
で
全
て
の
神

事
が
終
了
し
ま
す
。

事
が
終
了
し
ま
す
。

馬
上
で
も
上
半
身
が
安
定
し

馬
上
で
も
上
半
身
が
安
定
し

て
美
し
い
姿
勢
を
保
ち
、
的

て
美
し
い
姿
勢
を
保
ち
、
的

を
ね
ら
う
こ
と
が
で
き
ま

を
ね
ら
う
こ
と
が
で
き
ま

す
。
当
た
り
は
ず
れ
だ
け
で

す
。
当
た
り
は
ず
れ
だ
け
で

は
な
く
、
馬
上
で
の
美
し
い

は
な
く
、
馬
上
で
の
美
し
い

姿
勢
に
も
注
目
し
て
い
た
だ

姿
勢
に
も
注
目
し
て
い
た
だ

き
た
い
で
す
。

き
た
い
で
す
。

　

―「
立
ち
透
か
し
」
と
は
。

―「
立
ち
透
か
し
」
と
は
。

　

脚
で
馬
体
を
挟
ま
ず
、
腰

　

脚
で
馬
体
を
挟
ま
ず
、
腰

は
鞍
に
触
れ
ず
に
紙
一
重
で

は
鞍
に
触
れ
ず
に
紙
一
重
で

浮
か
せ
る
技
術
で
す
。
和
鞍

浮
か
せ
る
技
術
で
す
。
和
鞍

と
和
鐙
が
あ
っ
て
初
め
て
成

と
和
鐙
が
あ
っ
て
初
め
て
成

　

―
馬
が
走
る
距
離
は
。

―
馬
が
走
る
距
離
は
。

　

馬
場
の
長
さ
は
約
１
２
０

　

馬
場
の
長
さ
は
約
１
２
０

間
（
２
１
８
㍍
）
と
い
わ
れ

間
（
２
１
８
㍍
）
と
い
わ
れ

ま
す
。
こ
の
コ
ー
ス
上
に
３

ま
す
。
こ
の
コ
ー
ス
上
に
３

つ
の
的
が
設
け
ら
れ
、
的
と

つ
の
的
が
設
け
ら
れ
、
的
と

的
の
間
隔
は
約

的
の
間
隔
は
約
6565
㍍
あ
り
ま

㍍
あ
り
ま

す
。
す
。

　

―
大
日
本
弓
馬
会
の
催
し

―
大
日
本
弓
馬
会
の
催
し

名
に
、
「
流
鏑
馬
」
と
「
笠

名
に
、
「
流
鏑
馬
」
と
「
笠

懸
」
が
あ
り
ま
す
が
。

懸
」
が
あ
り
ま
す
が
。

　

弓
馬
の
礼
法
に
は
、
古
来

　

弓
馬
の
礼
法
に
は
、
古
来

か
ら
地
面
に
立
っ
た
状
態
で

か
ら
地
面
に
立
っ
た
状
態
で

矢
を
射
る
歩
射
と
馬
に
ま
た

矢
を
射
る
歩
射
と
馬
に
ま
た

が
り
馬
上
か
ら
矢
を
射
る
騎

が
り
馬
上
か
ら
矢
を
射
る
騎

射
の
作
法
が
あ
り
ま
し
た
。

射
の
作
法
が
あ
り
ま
し
た
。

　

騎
射
に
は
「
騎
射
の
三

　

騎
射
に
は
「
騎
射
の
三

物
」
と
呼
ば
れ
る
流
鏑
馬
、

物
」
と
呼
ば
れ
る
流
鏑
馬
、

笠
懸
、
犬
追
物
の
３
種
が
あ

笠
懸
、
犬
追
物
の
３
種
が
あ

り
ま
す
。
笠
懸
と
犬
追
物
は

り
ま
す
。
笠
懸
と
犬
追
物
は

弓
馬
の
練
習
競
技
な
ど
に
用

弓
馬
の
練
習
競
技
な
ど
に
用

い
ら
れ
、
流
鏑
馬
は
神
事
で

い
ら
れ
、
流
鏑
馬
は
神
事
で

あ
る
た
め
別
格
の
も
の
と
し

あ
る
た
め
別
格
の
も
の
と
し

て
伝
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

て
伝
承
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

流
鏑
馬
が
左
側
真
横
の
的

　

流
鏑
馬
が
左
側
真
横
の
的

を
射
る
の
に
対
し
て
、
笠
懸

を
射
る
の
に
対
し
て
、
笠
懸

は
右
下
や
左
下
に
も
的
が
設

は
右
下
や
左
下
に
も
的
が
設

置
さ
れ
る
な
ど
、
よ
り
実
戦

置
さ
れ
る
な
ど
、
よ
り
実
戦

的
な
技
術
が
必
要
と
さ
れ
ま

的
な
技
術
が
必
要
と
さ
れ
ま

す
。
特
に
右
下
の
的
を
狙
う

す
。
特
に
右
下
の
的
を
狙
う

「
馬め

て

す

が

い

め

て

す

が

い

手
筋
違

手
筋
違
」
は
、
左
手
に

」
は
、
左
手
に

弓
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
体
を

弓
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
体
を

大
き
く
右
に
捻
っ
て
馬
の
首

大
き
く
右
に
捻
っ
て
馬
の
首

を
越
え
て
弓
を
構
え
る
大
変

を
越
え
て
弓
を
構
え
る
大
変

難
し
い
技
で
す
。
ま
た
、
流

難
し
い
技
で
す
。
ま
た
、
流

鏑
馬
が
往
路
で
の
み
矢
を
射

鏑
馬
が
往
路
で
の
み
矢
を
射

る
の
に
対
し
て
、
笠
懸
で
は

る
の
に
対
し
て
、
笠
懸
で
は

復
路
に
も
的
を
設
け
て
行
わ

復
路
に
も
的
を
設
け
て
行
わ

れ
ま
す
。

れ
ま
す
。

　

犬
追
物
は
、
現
在
は
行
わ

　

犬
追
物
は
、
現
在
は
行
わ

れ
て
い
ま
せ
ん
。

れ
て
い
ま
せ
ん
。

せ
る
技
で
、
習
得
に
は
厳
し

せ
る
技
で
、
習
得
に
は
厳
し

い
修
練
が
必
要
で
す
。

い
修
練
が
必
要
で
す
。

　

―
射
手
の
服
装
は
。

―
射
手
の
服
装
は
。

　

鎧
よ
ろ
い

よ
ろ
い

直ひ
た
た
れ

ひ
た
た
れ垂

に
射い

篭ご

て

ご

て手
を
身
に

を
身
に

つ
け
、
腰
に
鏑
矢
３
本
と
前

つ
け
、
腰
に
鏑
矢
３
本
と
前

差
し
を
さ
し
、
尻
鞘
を
か
け

差
し
を
さ
し
、
尻
鞘
を
か
け

た
太
刀
を
帯
び
、

た
太
刀
を
帯
び
、
行む

か
ば
き

む
か
ば
き縢
に
射い

沓ぐ
つ
ぐ
つ

を
履
い
て

を
履
い
て
綾あ

や
あ
や

桧い

笠が
さ
が
さ

を
つ
け

を
つ
け

ま
す
。

ま
す
。

　

―
流
鏑
馬
の
見
ど
こ
ろ

―
流
鏑
馬
の
見
ど
こ
ろ

は
。
は
。

　

全
速
力
で
走
る
馬
の
上
か

　

全
速
力
で
走
る
馬
の
上
か

ら
矢
を
射
っ
て
命
中
さ
せ
る

ら
矢
を
射
っ
て
命
中
さ
せ
る

こ
と
だ
け
で
な
く
、
次
の
的

こ
と
だ
け
で
な
く
、
次
の
的

ま
で
の
数
秒
間
に
矢
を

ま
で
の
数
秒
間
に
矢
を
番つ

が
つ
が

え

る
こ
と
も
至
難
の
業
で
す
。

る
こ
と
も
至
難
の
業
で
す
。

ま
た
、
射
手
は
「
立
ち
透
か

ま
た
、
射
手
は
「
立
ち
透
か

し
」
と
呼
ば
れ
る
日
本
に
だ

し
」
と
呼
ば
れ
る
日
本
に
だ

け
伝
わ
る
乗
り
方
に
よ
っ
て

け
伝
わ
る
乗
り
方
に
よ
っ
て

　

―
射
手
は
ど
の
よ
う
に
選

―
射
手
は
ど
の
よ
う
に
選

ば
れ
る
の
で
す
か
。

ば
れ
る
の
で
す
か
。

　

射
手
を
志
す
者
は
ま
ず
入

　

射
手
を
志
す
者
は
ま
ず
入

門
を
許
さ
れ
る
こ
と
か
ら
始

門
を
許
さ
れ
る
こ
と
か
ら
始

ま
り
、
入
門
後
は
見
習
い
と

ま
り
、
入
門
後
は
見
習
い
と

し
て
長
い
下
積
み
を
し
な
が

し
て
長
い
下
積
み
を
し
な
が

ら
修
業
に
励
み
ま
す
。
そ
し

ら
修
業
に
励
み
ま
す
。
そ
し

て
、
長
年
の
稽
古
に
耐
え
て

て
、
長
年
の
稽
古
に
耐
え
て

人
格
及
び
実
力
を
認
め
ら
れ

人
格
及
び
実
力
を
認
め
ら
れ

た
者
の
み
が
射
手
と
し
て
初

た
者
の
み
が
射
手
と
し
て
初

陣
を
飾
る
こ
と
が
で
き
ま

陣
を
飾
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
射
手
を
は
じ
め
門
人
た

す
。
射
手
を
は
じ
め
門
人
た

ち
は
プ
ロ
で
は
な
く
、
他
に

ち
は
プ
ロ
で
は
な
く
、
他
に

仕
事
を
持
っ
た
社
会
人
や
学

仕
事
を
持
っ
た
社
会
人
や
学

生
な
ど
で
す
。
皆
が
様
々
な

生
な
ど
で
す
。
皆
が
様
々
な

背
景
を
持
ち
な
が
ら
、
伝
統

背
景
を
持
ち
な
が
ら
、
伝
統

の
技
を
後
世
に
伝
え
る
た

の
技
を
後
世
に
伝
え
る
た

め
、
稽
古
に
励
み
奉
仕
し
て

め
、
稽
古
に
励
み
奉
仕
し
て

ま
す
。

ま
す
。

　

―
普
段
ど
こ
で
練
習
し

―
普
段
ど
こ
で
練
習
し

て
い
ま
す
か
。

て
い
ま
す
か
。

　

三
浦
市
に
あ
る
乗
馬
ク

　

三
浦
市
に
あ
る
乗
馬
ク

ラ
ブ
を
借
り
て
毎
週
日
曜

ラ
ブ
を
借
り
て
毎
週
日
曜

日
に
練
習
を
行
っ
て
い
ま

日
に
練
習
を
行
っ
て
い
ま

す
。
す
。

　

―
射
手
に
な
る
に
は
ど

―
射
手
に
な
る
に
は
ど

う
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う

う
す
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う

か
。
資
格
、
資
質
が
必
要

か
。
資
格
、
資
質
が
必
要

で
す
か
。

で
す
か
。

　

射
手
に
な
る
た
め
の
資
格

　

射
手
に
な
る
た
め
の
資
格

は
特
に
あ
り
ま
せ
ん
。
確
か

は
特
に
あ
り
ま
せ
ん
。
確
か

に
運
動
神
経
な
ど
の
資
質
は

に
運
動
神
経
な
ど
の
資
質
は

多
少
影
響
が
あ
り
ま
す
が
、

多
少
影
響
が
あ
り
ま
す
が
、

「
試
行
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に

「
試
行
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に

採
択
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て

採
択
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て

実
施
し
た
も
の
で
す
。
日
本

実
施
し
た
も
の
で
す
。
日
本

の
伝
統
文
化
の
象
徴
と
も
い

の
伝
統
文
化
の
象
徴
と
も
い

え
る
流
鏑
馬
を
広
く
海
外
の

え
る
流
鏑
馬
を
広
く
海
外
の

人
た
ち
に
も
発
信
し
て
い
き

人
た
ち
に
も
発
信
し
て
い
き

た
い
と
思
い
ま
す
。

た
い
と
思
い
ま
す
。

　

―
今
年
の
予
定
は
。

―
今
年
の
予
定
は
。

　

今
の
と
こ
ろ
行
事
は
年

　

今
の
と
こ
ろ
行
事
は
年
1010

回
の
予
定
で
、

回
の
予
定
で
、

　

１
月
３
日
（
火
）
川
崎
競

　

１
月
３
日
（
火
）
川
崎
競

馬
場
で
催
さ
れ
た
「
川
崎
競

馬
場
で
催
さ
れ
た
「
川
崎
競

馬
場
流
鏑
馬
騎
射
式
」
を
は

馬
場
流
鏑
馬
騎
射
式
」
を
は

じ
め
、

じ
め
、

　

２
月

　

２
月
1111
日
（
土
）
小
田
原

日
（
土
）
小
田
原

梅
ま
つ
り
流
鏑
馬
神
事
（
小

梅
ま
つ
り
流
鏑
馬
神
事
（
小

田
原
市
曽
我
）

田
原
市
曽
我
）

　

４
月

　

４
月
1616
日
（
日
）
鎌
倉
ま

日
（
日
）
鎌
倉
ま

つ
り
流
鏑
馬
神
事
（
鶴
岡
八

つ
り
流
鏑
馬
神
事
（
鶴
岡
八

幡
宮
）

幡
宮
）

　

４
月

　

４
月
2929
日
（
土
）
富
士
御

日
（
土
）
富
士
御

室
浅
間
神
社
流
鏑
馬
神
事

室
浅
間
神
社
流
鏑
馬
神
事

必
ず
し
も
必
須
の
も
の
で
は

必
ず
し
も
必
須
の
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
流
鏑
馬
を
日

あ
り
ま
せ
ん
。
流
鏑
馬
を
日

本
の
伝
統
文
化
と
し
て
理
解

本
の
伝
統
文
化
と
し
て
理
解

し
、
強
い
意
思
と
情
熱
を
持

し
、
強
い
意
思
と
情
熱
を
持

っ
て
規
範
に
従
っ
て
奉
仕

っ
て
規
範
に
従
っ
て
奉
仕

し
、
厳
し
い
練
習
に
耐
え
う

し
、
厳
し
い
練
習
に
耐
え
う

る
高
い
志
を
持
っ
た
人
な
ら

る
高
い
志
を
持
っ
た
人
な
ら

誰
で
も
な
れ
ま
す
。

誰
で
も
な
れ
ま
す
。

　

―
新
年
か
ら
新
た
な
取
り

―
新
年
か
ら
新
た
な
取
り

組
み
を
始
め
ら
れ
た
よ
う
で

組
み
を
始
め
ら
れ
た
よ
う
で

す
が
。

す
が
。

　

東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ

　

東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競

ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競

技
大
会
を
日
本
の
文
化
を
通

技
大
会
を
日
本
の
文
化
を
通

じ
て
盛
り
上
げ
る
こ
と
を
目

じ
て
盛
り
上
げ
る
こ
と
を
目

的
と
し
て
、
流
鏑
馬
を
英
語

的
と
し
て
、
流
鏑
馬
を
英
語

で
発
信
す
る
事
業
を
行
い
ま

で
発
信
す
る
事
業
を
行
い
ま

し
た
。
こ
れ
は
、
昨
年
当
会

し
た
。
こ
れ
は
、
昨
年
当
会

の
事
業
が
、
内
閣
官
房
東
京

の
事
業
が
、
内
閣
官
房
東
京

オ
リ
パ
ラ
大
会
推
進
本
部
が

オ
リ
パ
ラ
大
会
推
進
本
部
が

実
施
す
る
「
オ
リ
パ
ラ
基
本

実
施
す
る
「
オ
リ
パ
ラ
基
本

方
針
推
進
調
査
」
に
係
る

方
針
推
進
調
査
」
に
係
る

（
山
梨
県
富
士
河
口
湖
町
）

（
山
梨
県
富
士
河
口
湖
町
）

　

５
月

　

５
月
2828
日
（
日
）
三
浦
道

日
（
日
）
三
浦
道

寸
祭
り
笠
懸
（
三
浦
市
三
崎

寸
祭
り
笠
懸
（
三
浦
市
三
崎

町
小
網
代
）

町
小
網
代
）

　

８
月

　

８
月
1717
日
（
木
）
三
嶋
大

日
（
木
）
三
嶋
大

社
流
鏑
馬
神
事
（
三
島
市
）

社
流
鏑
馬
神
事
（
三
島
市
）

　

９
月

　

９
月
1919
日
（
火
）
寒
川
神

日
（
火
）
寒
川
神

社
流
鏑
馬
神
事
（
寒
川
町
）

社
流
鏑
馬
神
事
（
寒
川
町
）

　

1010
月
1515
日
（
日
）
上
賀
茂

日
（
日
）
上
賀
茂

神
社
笠
懸
神
事
（
京
都
市
）

神
社
笠
懸
神
事
（
京
都
市
）

　

1111
月
３
日
（
金
）
明
治
神

月
３
日
（
金
）
明
治
神

宮
流
鏑
馬
神
事
（
東
京
都
）

宮
流
鏑
馬
神
事
（
東
京
都
）

　

1111
月
1919
日
（
日
）
逗
子
海

日
（
日
）
逗
子
海

岸
流
鏑
馬
騎
射
式
（
逗
子

岸
流
鏑
馬
騎
射
式
（
逗
子

市
）
を
開
催
し
ま
す
。

市
）
を
開
催
し
ま
す
。

　

皆
様
の
お
越
し
を
お
待
ち

　

皆
様
の
お
越
し
を
お
待
ち

し
て
い
ま
す
。

し
て
い
ま
す
。

　

―
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご

―
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。

ざ
い
ま
し
た
。

　

大
日
本
弓
馬
会

大
日
本
弓
馬
会

☎
０
４
６
７
・

☎
０
４
６
７
・
2424
・
３
６
０
０

・
３
６
０
０

　

梅
の
季
節
の
鎌
倉
で
寺
社

　

梅
の
季
節
の
鎌
倉
で
寺
社

の
参
拝
を
す
る
「

の
参
拝
を
す
る
「
梅 

か
ま
か
ま

く
ら
く
ら 

寺
社
特
別
参
拝

寺
社
特
別
参
拝
」
が
」
が

２
月
６
日
か
ら
３
月

２
月
６
日
か
ら
３
月
1919
日
ま
日
ま

で
市
内

で
市
内
2121
カ
所
で
行
わ
れ

カ
所
で
行
わ
れ

る
。
鎌
倉
十
三
仏
詣
実
行
委

る
。
鎌
倉
十
三
仏
詣
実
行
委

員
会
の
主
催
。

員
会
の
主
催
。

　
「
特
別
参
拝（
拝
観
）」は
、

　
「
特
別
参
拝（
拝
観
）」は
、

２
月
６
日
寿
福
寺
、
☆
９
日

２
月
６
日
寿
福
寺
、
☆
９
日

禅
居
院
、
☆

禅
居
院
、
☆
1212
日
覚
園
寺
、

日
覚
園
寺
、

1313
日
浄
妙
寺
、
☆

日
浄
妙
寺
、
☆
2323
日
浄
智

日
浄
智

寺
（
坐
禅
会
も
）
、
☆

寺
（
坐
禅
会
も
）
、
☆
2424
日

安
養
院
、

安
養
院
、
2525
日
明
王
院
、
☆

日
明
王
院
、
☆

３
月
２
日
鎌
倉
宮
、
７
日
本

３
月
２
日
鎌
倉
宮
、
７
日
本

覚
寺
、
９
日
来
迎
寺
、

覚
寺
、
９
日
来
迎
寺
、
1515
日

極
楽
寺
、
☆

極
楽
寺
、
☆
1616
日
報
国
寺

日
報
国
寺

（
坐
禅
会
も
）、

（
坐
禅
会
も
）、1919
日
海
蔵
寺
。

日
海
蔵
寺
。

　

「
僧
侶
と
巡
る
特
別
参

　

「
僧
侶
と
巡
る
特
別
参

拝
」
は
、
☆
２
月
８
日
円
覚

拝
」
は
、
☆
２
月
８
日
円
覚

寺
、
☆

寺
、
☆
1818
日
光
明
寺
、
☆

日
光
明
寺
、
☆
2727

日
妙
本
寺
、
☆

日
妙
本
寺
、
☆
2828
日
東
慶

日
東
慶

寺
、☆
３
月

寺
、☆
３
月
1212
日
建
長
寺
、

日
建
長
寺
、1717

日
浄
光
明
寺
。

日
浄
光
明
寺
。

　

☆
３
月
１
日
長
谷
寺
で
髙

　

☆
３
月
１
日
長
谷
寺
で
髙

田
華
聖
尼
僧
の
特
別
法
話
☆

田
華
聖
尼
僧
の
特
別
法
話
☆

５
日
高
徳
院
で
特
別
講
話
。

５
日
高
徳
院
で
特
別
講
話
。

　

お
布
施
１
カ
寺
千
円
、
各

　

お
布
施
１
カ
寺
千
円
、
各

回
先
着

回
先
着
3030
人
。
人
。

　

☆
２
月
６
日

　

☆
２
月
６
日
1818
時
、
覚
園

時
、
覚
園

寺
で
特
別
参
拝
の
僧
侶
ら
と

寺
で
特
別
参
拝
の
僧
侶
ら
と

語
ら
う
前
夜
祭
。
３
千
円
。

語
ら
う
前
夜
祭
。
３
千
円
。

　

☆
印
は
要
応
募
。
応
募
は

　

☆
印
は
要
応
募
。
応
募
は

寺
社
ご
と
に
往
復
は
が
き
で

寺
社
ご
と
に
往
復
は
が
き
で

事
務
局
に
申
し
込
む
。
そ
れ

事
務
局
に
申
し
込
む
。
そ
れ

以
外
は
当
日
受
付
。

以
外
は
当
日
受
付
。

　

僧
侶
が
先
達
し
、
十
三
仏

　

僧
侶
が
先
達
し
、
十
三
仏

の
東
・
西
の
巡
礼
を
２
日
間

の
東
・
西
の
巡
礼
を
２
日
間

に
分
け
て
行
う
「

に
分
け
て
行
う
「
僧
侶
と
巡

僧
侶
と
巡

る
鎌
倉
十
三
仏

る
鎌
倉
十
三
仏
」
は
２
月

」
は
２
月
1616

・
1717
日
、
３
月

日
、
３
月
1313
・
1414
日
の
日
の

２
回
。
参
加
費
一
日
１
１
０

２
回
。
参
加
費
一
日
１
１
０

０
０
円
。
要
応
募
。

０
０
円
。
要
応
募
。

　

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
。
問
い
合
わ
せ
鎌
倉
十
三

で
。
問
い
合
わ
せ
鎌
倉
十
三

仏
詣
実
行
委
員
会
事
務
局
☎

仏
詣
実
行
委
員
会
事
務
局
☎

０
４
６
７
・

０
４
６
７
・
4040
・
３
０
４
４

・
３
０
４
４

「
て
ら
ハ
ウ
ス
」
チ
ラ
シ

「
て
ら
ハ
ウ
ス
」
チ
ラ
シ

星月デザインのマンホールの蓋星月デザインのマンホールの蓋
（極楽寺稲村ケ崎小学校付近）（極楽寺稲村ケ崎小学校付近）

鎌倉まつり流鏑馬神事鎌倉まつり流鏑馬神事（2016年）（2016年）

東大寺サミット2016inかまくら流鏑馬神事東大寺サミット2016inかまくら流鏑馬神事

逗子海岸流鏑馬騎射式逗子海岸流鏑馬騎射式（2016年）（2016年）

新年の会長挨拶新年の会長挨拶

市民の総合的な歯科

診療対策に取り組む

さん鶴
つ る お かつ る お か

岡 明
あき らあ き ら

星
月
マ
ー
ク
の
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋

星
月
マ
ー
ク
の
マ
ン
ホ
ー
ル
蓋 3232

島
本　

千
也

島
本　

千
也

3232

風
邪
と
漢
方

風
邪
と
漢
方（
そ
の
１
）

（
そ
の
１
）

日
本
内
科
学
会
総
合
内
科
専
門
医

日
本
内
科
学
会
総
合
内
科
専
門
医

日
本
東
洋
医
学
会
漢
方
専
門
医

日
本
東
洋
医
学
会
漢
方
専
門
医
小
野
村　

雅
久

小
野
村　

雅
久

9393

未
来
の
た
め
に
今
、も
う
一
歩
踏
み
込
む

未
来
の
た
め
に
今
、も
う
一
歩
踏
み
込
む

上
江
洲　

慎

☆
鎌
倉
市
倫
理
法
人
会

☆
鎌
倉
市
倫
理
法
人
会 

通
信
通
信

歴
史
と
伝
統
の
あ
る
鎌
倉
を
梁
山
泊
に
！

4242

「
鬼
十
則
」
は
何
が
問
題
だ
っ
た
の
か
？

日
本
伝
統
の
弓
馬
の
術
を

日
本
伝
統
の
弓
馬
の
術
を

保
存
普
及
、国
際
親
善
に
寄
与

保
存
普
及
、国
際
親
善
に
寄
与

公
益
社
団
法
人

公
益
社
団
法
人 

大
日
本
弓
馬
会

大
日
本
弓
馬
会

〝
武
家
の
古
都
〞鎌
倉
に
伝
わ
る
古
武
術

〝
武
家
の
古
都
〞鎌
倉
に
伝
わ
る
古
武
術

勇
壮
か
つ
崇
高
な
る
古
式
弓
馬
の
術

勇
壮
か
つ
崇
高
な
る
古
式
弓
馬
の
術

流
鏑
馬
の
今
、
こ
れ
か
ら

流
鏑
馬
の
今
、
こ
れ
か
ら

梅
の
鎌
倉
で
寺
社
特
別
参
拝

梅
の
鎌
倉
で
寺
社
特
別
参
拝

僧
侶
と
巡
る
十
三
仏
も

僧
侶
と
巡
る
十
三
仏
も

朝日新聞の購読料は朝日新聞の購読料は
口座振替で口座振替で
・手数料は一切不要・手数料は一切不要
・手続き簡単・手続き簡単

ＡＳＡＡＳＡ

詳しくは最寄りの詳しくは最寄りの
ＡＳＡへお問合せをＡＳＡへお問合せを
・専業従業員・専業従業員
・婦人パート・婦人パート
・学生アルバイト・学生アルバイト

従業員募集従業員募集

　

地
球
が
温
暖
化
し
て
い
る
と

　

地
球
が
温
暖
化
し
て
い
る
と

言
わ
れ
て
久
し
い
で
す
が
、
今

言
わ
れ
て
久
し
い
で
す
が
、
今

年
は
本
当
に
寒
い
日
が
続
い
て

年
は
本
当
に
寒
い
日
が
続
い
て

い
ま
す
。
フ
ア
ン
ヒ
ー
タ
ー
や

い
ま
す
。
フ
ア
ン
ヒ
ー
タ
ー
や

エ
ア
コ
ン
で
効
率
よ
く
空
気
を

エ
ア
コ
ン
で
効
率
よ
く
空
気
を

暖
め
る
部
分
暖
房
に
慣
れ
て
し

暖
め
る
部
分
暖
房
に
慣
れ
て
し

ま
っ
て
い
て
、
手
先
や
足
が
冷

ま
っ
て
い
て
、
手
先
や
足
が
冷

え
て
し
ま
い
体
の
不
調
な
人
が

え
て
し
ま
い
体
の
不
調
な
人
が

増
え
て
い
ま
す
。
昔
な
が
ら
の

増
え
て
い
ま
す
。
昔
な
が
ら
の

炬
燵
や
火
鉢
を
使
う
家
庭
が
減

炬
燵
や
火
鉢
を
使
う
家
庭
が
減

っ
て
い
ま
す
が
、
本
当
は
体
に

っ
て
い
ま
す
が
、
本
当
は
体
に

一
番
良
い
よ
う
で
す
。

一
番
良
い
よ
う
で
す
。

　

し
か
し
今
の
生
活
に
は
な
か

　

し
か
し
今
の
生
活
に
は
な
か

な
か
馴
染
め
ず
現
実
的
で
は
な

な
か
馴
染
め
ず
現
実
的
で
は
な

い
よ
う
で
す
。
床
暖
房
の
考
え

い
よ
う
で
す
。
床
暖
房
の
考
え

方
が
普
及
し
始
め
て
家
族
が
長

方
が
普
及
し
始
め
て
家
族
が
長

く
過
ご
す
居
間
に
取
り
入
れ
ら

く
過
ご
す
居
間
に
取
り
入
れ
ら

れ
広
ま
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が

れ
広
ま
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が

こ
れ
も
部
分
暖
房
の
始
ま
り

こ
れ
も
部
分
暖
房
の
始
ま
り

で
、
廊
下
・
洗
面
・
風
呂
・
ト

で
、
廊
下
・
洗
面
・
風
呂
・
ト

イ
レ
等
は
置
き
去
り
に
さ
れ
て

イ
レ
等
は
置
き
去
り
に
さ
れ
て

い
ま
す
。
本
来
一
番
温
め
た
い

い
ま
す
。
本
来
一
番
温
め
た
い

と
こ
ろ
な
の
に
、
何
も
な
さ
れ

と
こ
ろ
な
の
に
、
何
も
な
さ
れ

て
居
ま
せ
ん
。
床
暖
房
は
部
分

て
居
ま
せ
ん
。
床
暖
房
は
部
分

暖
房
で
は
無
く
、
全
体
暖
房
に

暖
房
で
は
無
く
、
全
体
暖
房
に

し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
、
家

し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
、
家

の
中
に
南
国
と
北
極
が
出
来
て

の
中
に
南
国
と
北
極
が
出
来
て

し
ま
う
か
ら
で
す
。

し
ま
う
か
ら
で
す
。

　

冬
の
居
間
の
温
度
は

　

冬
の
居
間
の
温
度
は
2525
度

位
、
風
呂
場
の
温
度
は
７
〜
８

位
、
風
呂
場
の
温
度
は
７
〜
８

度
、
温
度
差
で
言
う
と

度
、
温
度
差
で
言
う
と
1818
度
く
度
く

ら
い
違
い
ま
す
。
日
本
よ
り
寒

ら
い
違
い
ま
す
。
日
本
よ
り
寒

い
韓
国
は
オ
ン
ド
ル
で
、
北
の

い
韓
国
は
オ
ン
ド
ル
で
、
北
の

大
地
の
北
海
道
は
家
全
体
を
暖

大
地
の
北
海
道
は
家
全
体
を
暖

房
し
て
い
ま
す
。
蓄
熱
式
床
暖

房
し
て
い
ま
す
。
蓄
熱
式
床
暖

房
は
房
は
2424
時
間
全
室
暖
房
で
、
太

時
間
全
室
暖
房
で
、
太

陽
熱
を
利
用
し
ま
す
。
灯
油
や

陽
熱
を
利
用
し
ま
す
。
灯
油
や

ガ
ス
の
併
用
で
天
候
に
関
係
な

ガ
ス
の
併
用
で
天
候
に
関
係
な

く
快
適
に
暮
ら
せ
ま
す
。
ラ
ン

く
快
適
に
暮
ら
せ
ま
す
。
ラ
ン

ニ
ン
グ
コ
ス
ト
は
殆
ど
掛
り
ま

ニ
ン
グ
コ
ス
ト
は
殆
ど
掛
り
ま

せ
ん
。
今
年
は
家
の
中
に
居
て

せ
ん
。
今
年
は
家
の
中
に
居
て

手
先
や
足
の
寒
さ
か
ら
解
放
さ

手
先
や
足
の
寒
さ
か
ら
解
放
さ

れ
る
家
で
暮
ら
し
ま
せ
ん
か
。

れ
る
家
で
暮
ら
し
ま
せ
ん
か
。

工
事
は
今
で
す
。

工
事
は
今
で
す
。
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