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此
会
の
此
役
は
久
し
く
、
先
輩
山
崎
楽
堂
さ
ん
が
続
け
ら
れ
て
ゐ
ま
し
た
が
、

今
度
は
私
が
代
つ
て
申
す
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
謂
は
ゞ
翁
の
替
り
に
、
風

流
が
出
て
来
た
様
な
も
の
で
す
。
と
は
申
せ
、
私
に
は
お
能
の
解
説
な
ど
ゝ

謂
つ
た
処
で
、
全
く
の
門
外
漢
で
ご
ざ
い
ま
す
。
約
束
の
多
い
舞
台
に
つ
い

て
、
完
全
な
解
説
な
ど
は
出
来
さ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
唯
、
何
処
か
一
点
づ
ゝ

で
も
、
皆
さ
ん
の
御
参
考
に
な
る
処
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
で
結
構
だ
と
思
う
て

出
た
次
第
で
す
。

偖
、
先
程
皆
様
も
御
覧
に
な
り
ま
し
た
「
小
袖
曾
我
」
梅
若
さ
ん
の
御
兄
弟

で
、
ち
よ
う
ど
程
よ
い 

年  

輩 

ト
シ
バ
イ

で
、
景
英
さ
ん
は
如
何
に
も
思
慮
深
い
十
郎

そ
の
も
の
で
あ
り
、
安
弘
さ
ん
は
、
又
元
気
な
而
も
い
ぢ
ら
し
い
処
の
あ
る
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能
の
五
郎
ら
し
く
て
、
感
じ
深
く
拝
見
し
ま
し
た
。
能
に
於
け
る
曾
我
物
は

後
の
語
の
世
話
物
と
で
も
申
し
ま
せ
う
か
、
さ
う
し
た
意
味
の
も
の
ゝ
様
で

す
。
な
る
程
か
う
し
て
観
て
ま
す
と
、
歌
舞
妓
な
ど
ゝ
違
つ
て
却
つ
て
、
今

様
と
申
し
ま
す
か
、
近
代
的
な
感
じ
が
致
す
の
も
、
不
思
議
な
も
の
で
御
座

い
ま
す
。

私
の
話
は
、
当
節
の
お
能
の
上
を
語
る
の
で
は
な
く
、
ず
つ
と
古
く
、
譬
へ

ば
梅
若
に
関
し
た
こ
と
で
申
し
ま
し
て
も
、
丹
波
や
、
或
は
伏
見
等
で
行
は

れ
て
ゐ
た
時
代
に
戻
つ
て
お
話
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。
そ
し
て
其
を
話
の
本

筋
、
お
能
の
舞
台
に
か
け
て
話
を
進
め
て
行
く
や
う
な
事
に
し
た
い
と
思
ひ

ま
す
。
御
覧
の
通
り
、
最
初
か
ら
こ
ん
な
に
立
派
な
お
能
の
舞
台
が
出
来
て

ゐ
た
と
は
、
誰
し
も
お
思
ひ
に
は
な
り
ま
す
ま
い
が
、
　
　
尤
、
こ
の
会
館
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の
舞
台
は
、
仮
設
の
物
で
、
話
の
対
象
と
す
る
に
は
完
全
な
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が
　
　
譬
へ
ば
此
「
橋
掛
」
と
言
ふ
長
い
廊
下
の
様
な
処
も
、
長
さ

は
実
は
色
々
だ
つ
た
の
で
、
五
間
、
七
間
乃
至
十
一
間
と
言
つ
た
長
い
の
も

あ
り
ま
し
た
。
又
、
大
概
は
こ
の
様
に
本
舞
台
の
横
に
つ
い
て
ゐ
ま
す
が
、

こ
れ
が
後
に
つ
い
て
ゐ
る
の
も
あ
り
ま
し
た
。
現
に
京
都
の
片
山
家
の
舞
台

に
そ
れ
を
見
る
事
が
出
来
ま
し
た
。
勿
論
、
「
鏡
板
の
松
」
な
ど
も
あ
り
や

う
は
な
か
つ
た
の
で
す
。
大
体
、
お
能
と
言
ふ
も
の
は
、
ど
こ
か
ら
で
も
見

ら
れ
る
様
に
、
見
物
は
舞
台
の
ぐ
る
り
の
何
処
に
で
も
控
へ
て
ゐ
ら
れ
る
や

う
に
出
来
て
ゐ
ま
す
。
是
は
、
お
能
と
言
ふ
も
の
が
、
多
く
の
見
物
人
を
本

位
と
し
て
ゐ
な
か
つ
た
事
を
示
す
も
の
な
の
で
す
。
只
一
人
の
貴
人
、
或
は

一
家
の
主
人
と
言
つ
た
そ
の
時
の
主
座
の
人
に
の
み
観
せ
れ
ば
よ
か
つ
た
の
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で
す
。
さ
う
し
た
相
伴
に
見
る
も
の
は
、
自
由
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
勝

手
に
芸
を
や
つ
て
ゐ
る
か
ら
見
た
い
者
は
勝
手
に
ど
こ
か
ら
で
も
御
覧
、
と

言
つ
た
自
由
な
観
客
席
を
こ
さ
へ
て
居
た
の
で
す
。
そ
の
一
つ
の
例
に
、
江

戸
柳
営
の
町
入
能
と
言
ふ
の
が
あ
り
ま
す
。
あ
れ
が
さ
う
で
、
将
軍
の
上
覧

の
際
、
特
に
町
人
共
に
も
お
能
拝
見
差
許
す
と
言
つ
た
意
味
な
の
で
す
。

偖
、
前
に
も
申
し
ま
し
た
能
舞
台
は
、
そ
の
他
の
点
に
於
て
も
、
元
来
か
う

し
た
完
全
な
形
式
を
備
へ
て
ゐ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
で
は
、

古
く
は
ど
う
で
あ
つ
た
か
、
お
話
し
て
見
ま
せ
う
。
始
め
は
多
く
、
庭○

で
や

つ
た
も
の
だ
と
思
は
れ
ま
す
。
所
謂
、
「
庭
の
能
」
で
、
莚
な
ど
の
上
で
し

た
も
の
ゝ
や
う
で
す
。
だ
か
ら
勢
ひ
、
勿
論
平
舞
台
で
す
。
神
社
仏
閣
そ
の

他
の
ぱ
と
ろ
ん
の
庭
で
行
つ
た
も
の
で
せ
う
。
そ
れ
が
や
が
て
舞
台
め
い
た
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小
高
い
物
、
所
謂
露
台
を
造
つ
て
、
そ
の
上
で
演
じ
る
事
に
な
つ
た
も
の
ゝ

や
う
で
す
。
そ
れ
と
て
も
き
ま
つ
た
方
式
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
随
分
自
由

だ
つ
た
も
の
と
考
へ
て
よ
い
と
思
ひ
ま
す
。
舞
楽
の
舞
台
の
や
う
な
も
の
に

な
つ
た
事
も
あ
る
で
せ
う
。
其
に
は
舞
楽
の
影
響
も
あ
つ
た
か
も
知
れ
ま
せ

ん
。
そ
の
外
に
、
「
相
撲
節
会
」
と
言
ふ
儀
式
が
あ
り
ま
し
た
が
、
こ
の
場

合
の
影
響
も
舞
台
に
現
れ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
ま
す
。
又
、
移

動
舞
台
の
名
残
は
「
曲
舞
」
に
残
つ
て
ゐ
ま
し
た
。
舞
車
の
曲
な
ど
を
見
て

も
、
さ
う
思
は
れ
ま
す
。

芝
能
又
は
芝
居
能
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
築
土
塀
の
事
を
芝
居
と
称
す
る

こ
と
か
ら
見
て
も
、
芝
の
上
に
居
て
す
る
と
い
ふ
事
で
は
な
い
の
が
訣
り
ま

す
。
謂
は
ゞ
土
壇
の
上
で
す
る
の
で
す
。
奈
良
の
若
宮
祭
り
の
能
が
、
今
日
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ま
で
、
そ
の
俤
を
伝
へ
て
ゐ
る
や
う
で
す
。

本
道
の
事
は
す
ぐ
訣
り
ま
せ
ん
が
、
田
楽
と
言
ふ
も
の
は
、
家
の
中
で
し
た

と
言
ふ
記
録
は
見
当
り
ま
せ
ん
。
大
て
い
の
田
楽
は
庭
の
中
門
、
　
　
今
も

田
舎
で
は
塀
中
門
な
ど
言
ふ
も
の
を
持
つ
た
建
築
が
多
い
の
で
す
が
　
　
即
、

所
謂
、
寝
殿
造
り
の
中
門
の
処
で
演
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
こ
の
演
技

で
重
要
な
も
の
に
、
「
中
門
口
」
と
呼
ぶ
も
の
が
あ
り
ま
す
。
只
一
つ
、
中

門
か
ら
中
に
入
つ
た
記
録
が
、
「
経
覚
私
要
鈔
」
と
言
ふ
書
に
出
て
ゐ
ま
す

の
を
、
小
林
静
雄
氏
が
見
つ
け
て
居
ら
れ
ま
す
。
応
仁
元
年
五
月
五
日
の
条

に
、
「
午
刻
猿
楽
参
。
楽
屋
公
文
所
也
。
屏○

中○

門○

ヨ
リ
林○

入
了
。
…
…
」
と

あ
り
ま
す
。
こ
の
「
林
」
と
言
ふ
の
は
、
即
「
松
」
の
事
で
せ
う
。
「
松
囃

子
」
　
　
又
松
拍
子
・
松
拍
な
ど
　
　
と
言
ふ
事
は
室
町
時
代
以
下
、
江
戸
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の
末
ま
で
行
は
れ
て
ゐ
ま
す
。
そ
の
松
拍
子
な
ど
の
中
心
に
な
る
も
の
が
、

は
や
し
即
「
林
」
だ
つ
た
の
で
す
。
当
時
、
別
に
と
り
た
て
ゝ
言
ふ
程
の
事

で
な
く
、
言
は
ゞ
家
常
茶
飯
事
で
す
か
ら
、
誰
も
そ
の
形
容
や
用
途
は
書
き

留
め
て
置
か
な
か
つ
た
の
で
す
。
松
拍
と
い
ふ
名
称
は
行
は
れ
て
も
、
形
式

は
次
第
に
変
つ
て
ゐ
た
の
で
す
。
記
録
的
な
文
献
が
な
か
つ
た
ま
ゝ
で
来
た

も
の
と
思
は
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
始
終
お
祭
り
や
な
ん
か
祝
言
事
で
も
あ
り

ま
す
と
、
「
は
や
す
」
は
元
、
木
を
伐
る
こ
と
で
す
。
「
は
や
し
」
は
伐
つ

た
大
き
な
木
の
枝
を
幹
ご
と
伐
つ
て
、
こ
れ
に
当
る
事
を
後
世
に
も
松
切
マ
ツ
キ
り

又
は 

松  

下 

マ
ツ
オ
ロ

し
と
言
つ
て
ゐ
ま
す
が
、
そ
れ
を
、
祝
福
す
べ
き
家
へ
担
ぎ
込

ん
で
、
祝
言
を
陳
べ
、
又
所
作
を
行
つ
た
の
で
す
。
中
心
に
之
を
置
く
か
ら

「
松
林
」
（
松
囃
子
）
と
言
つ
た
も
の
で
す
。
「
囃
」
の
聯
想
が
深
く
な
つ
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て
、
は﹅
や﹅
さ﹅
れ
た
木
を
忘
れ
た
の
で
す
。
風
流
と
言
ふ
も
の
に
も
、
之
に
似

た
も
の
が
多
か
つ
た
。
場
合
に
よ
れ
ば
「
林
」
を
風
流
と
も
言
ふ
が
、
団
体

の
中
心
に
な
る
も
の
と
、
個
人
々
々
の
頭
上
な
り
、
著
物
な
り
に
つ
い
て
ゐ

る
も
の
が
、
風
流
と
言
は
れ
る
様
に
な
つ
た
。
つ
ま
り
風
流
を
つ
け
る
と
、

仮
装
し
た
形
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
俤
を
今
も
、
千
歳
三
番
叟
に
附
随
し

て
残
つ
て
ゐ
る
「
風
流
」
の
類
に
も
、
見
る
事
が
出
来
ま
せ
う
。
そ
し
て
、

こ
の
松
を
担
ぎ
込
ん
で
そ
れ
を
立
て
、
そ
の
囲
り
で
祝
言
を
述
べ
、
或
は
謡

ひ
舞
ひ
し
た
も
の
な
の
で
す
。

こ
の
仮
装
支
度
の
風
流
を
つ
け
た
も
の
が
、
風
流
芸
と
し
て
分
化
し
、
更
に

其
が
風
流
で
あ
つ
た
こ
と
す
ら
忘
れ
て
了
つ
て
、
一
番
の
能
と
し
て
独
立
し

た
ら
し
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
狂
言
に
も
そ
の
風
流
か
ら
出
た
事
を
露
骨
に
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示
し
て
ゐ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。

能
で
申
せ
ば
、
譬
へ
ば
今
日
最
後
に
あ
る
「
猩
々
」
な
ど
に
、
や
は
り
あ
る

本
芸
の
間
に
、
飛
び
入
り
の
や
う
に
、
し
て
・
わ
き
な
ど
の
詞
・
所
作
な
ど

に
き
つ
か
け
を
つ
く
つ
て
出
て
来
る
風
流
の
一
つ
が
、
人
間
以
外
の
異
類
の

物
が
所
作
す
る
と
い
ふ
考
へ
の
芸
能
が
、
あ
れ
だ
け
に
発
達
し
て
来
た
の
だ

と
い
ふ
事
が
想
像
せ
ら
れ
ま
す
。

古
来
、
こ
の
「
鏡
板
の
松
」
に
つ
い
て
は
諸
説
色
々
で
し
た
が
、
私
は
ま
づ

こ
の
「
松
」
の
名
残
だ
と
解
し
て
居
り
ま
す
。
つ
ま
り
神
降
し
の
為
に
設
け

る
訣
だ
つ
た
の
で
す
。
自
然
木
の
あ
る
そ
の
囲
り
で
、
一
種
の
神
懸
り
を
起

し
て
、
神
事
を
行
ふ
。
其
が
段
々
儀
式
化
し
て
来
る
。
影
向
の
松
の
信
仰
が

其
で
あ
り
ま
す
。
春
日
の
社
の
一
の
松
で
行
は
れ
る
松
の
下
の
式
も
其
な
の
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で
す
。
か
う
し
た
事
か
ら
、
「
鏡
板
の
松
」
を
暗
示
さ
れ
た
と
言
ふ
解
釈
が

先
輩
高
野
斑
山
翁
に
よ
つ
て
な
さ
れ
て
参
り
ま
し
た
。
私
も
以
前
、
同
様
に

「
標ヘウ
の
山ヤマ
」
、
山
・
鉾
の
前
型
の
研
究
か
ら
、
其
に
似
た
こ
と
を
申
し
て
居

た
こ
と
で
し
た
。
だ
が
唯
今
は
、
私
は
前
述
の
様
に
、
「
林
」
を
持
ち
こ
ん

で
、
祝
言
を
述
べ
た
松
拍
子
の
松
の
あ
る
処
で
な
け
れ
ば
、
神
事
芸
能
は
行

は
れ
な
い
、
其
で
後
漸
く
「
松
」
を
描
く
鏡
板
が
出
来
て
、
一
方
だ
け
見
物

を
遮
断
す
る
こ
と
に
な
つ
た
の
だ
と
考
へ
て
居
り
ま
す
。
さ
う
し
た
事
か
ら

又
、
橋
掛
り
の
一
の
松
・
二
の
松
・
三
の
松
等
に
関
し
て
も
、
同
様
な
事
が

言
は
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
へ
ら
れ
ま
す
が
、
そ
こ
ま
で
立
ち
入
る
事
は

些
か
危
険
で
す
。

松
の
木
を
は
や
し
た
「
林
」
又
は
「
松
拍
」
と
謂
は
れ
る
も
の
は
、
諸
芸
能
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に
広
く
通
用
し
て
ゐ
た
の
で
、
唯
記
録
類
に
見
え
る
「
松
拍
」
と
い
ふ
の
は
、

一
唱
門
師
の
徒
の
為
事
の
様
に
見
え
る
だ
け
で
あ
り
ま
す
。

神
懸
り
の
状
態
に
な
る
と
申
し
ま
し
た
が
、
今
日
こ
れ
か
ら
梅
若
さ
ん
の
舞

は
れ
る
筈
の
井
筒
に
し
て
も
、
又
杜
若
、
一
寸
異
り
ま
す
が
、
松
風
、
其
に

二
人
静
の
様
な
も
の
に
、
さ
う
し
た
物
を
見
出
す
事
が
出
来
ま
す
。
お
能
の

本
質
的
な
演
出
に
、
か
う
し
た
も
の
を
見
る
事
が
出
来
る
の
は
、
慥
か
に
前

述
の
私
の
考
へ
の
一
証
左
に
な
る
と
思
ひ
ま
す
。
一
人
の
役
が
二
人
分
の
芸

を
演
ず
る
こ
と
に
な
つ
て
居
た
り
、
又
二
人
が
同
時
に
一
つ
事
を
演
じ
た
り

す
る
の
は
、
つ
ま
り
神
懸
り
の
形
が
、
芸
能
式
に
発
達
変
化
し
て
来
た
わ
け

な
の
で
す
。

従
つ
て
能
舞
台
の
構
造
に
関
す
る
従
来
の
諸
説
中
、
神
楽
殿
の
影
響
を
深
く
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見
過
ぎ
る
説
は
、
私
は
あ
ま
り
賛
成
致
し
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
却
つ
て
能
舞
台

の
発
達
し
た
後
の
形
の
模
倣
が
見
ら
れ
る
位
で
す
か
ら
、
ま
あ
大
し
た
参
考

に
は
な
り
ま
せ
ん
。
又
雅
楽
舞
台
の
影
響
に
つ
い
て
も
、
何
等
根
拠
の
な
い

事
で
す
。
今
も
数
種
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
が
、
「
鎌
倉
御
所
」
の
絵
図
と

言
ふ
も
の
に
、
能
舞
台
に
似
た
も
の
が
見
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
「
鎌
倉
御
所
」

と
言
ふ
の
は
勿
論
嘘
で
す
。
で
す
が
と
も
か
く
室
町
時
代
の
柳
営
又
は
大
名

屋
敷
の
僣
上
し
た
建
物
の
ぷ
ら
ん
に
違
ひ
は
あ
り
ま
せ
ん
。
此
図
面
に
は
、

大
抵
所
謂
寝
殿
造
り
の
「
泉
殿
」
が
能
舞
台
の
役
目
を
し
て
居
ま
し
て
、
客

殿
　
　
寝
殿
の
変
化
　
　
か
ら
見
る
こ
と
が
出
来
る
様
に
な
つ
て
居
る
の
で

す
。
つ
ま
り
泉
殿
が
ま
づ
、
庭
の
芸
が
舞
台
の
芸
に
な
つ
た
最
初
の
建
て
物

と
見
て
よ
い
の
だ
と
考
へ
る
の
で
す
。
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更
に
芸
を
す
る
も
の
は
神
聖
な
も
の
と
言
ふ
一
種
の
信
仰
、
こ
れ
は
、
そ
の

演
者
が
神
に
な
つ
て
、
神
技
を
す
る
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
、
そ
の
演
技
に

対
し
て
も
、
一
種
の
尊
敬
を
認
め
、
遥
か
遠
方
か
ら
そ
れ
を
拝
す
る
と
言
つ

た
風
で
す
。
今
で
も
、
能
舞
台
の
周
囲
に
「
白
洲
シ
ラ
ス
」
と
称
し
、
見
所
と
の
間

に
一
定
の
間
隔
を
保
つ
て
ゐ
ま
す
。
庭
の
芸
・
道
の
芸
の
場
合
に
は
桟
敷
で

あ
つ
た
訣
で
す
。
だ
か
ら
、
客
殿
と
桟
敷
と
の
考
へ
が
一
つ
に
な
つ
て
、
後

世
の
見
所
と
い
ふ
も
の
は
発
達
し
て
来
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
ま
す
。
甚
だ
荒

つ
ぽ
い
話
し
方
に
筋
を
沢
山
盛
り
込
み
ま
し
て
、
お
訣
り
に
な
り
か
ね
た
御

見
物
が
あ
つ
た
ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　21

」
中
央
公
論
社

　
　
　1996
（
平
成8

）
年11

月10

日
初
版
発
行

底
本
の
親
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　
第
十
七
巻
」
中
央
公
論
社

　
　
　1967

（
昭
和42
）
年3

月25

日

初
出
：
「
梅
若
　
第
七
巻
第
二
号
」

　
　
　1939

（
昭
和14

）
年2
月
発
行

※
底
本
の
題
名
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
「
昭
和
十
四
年
二
月
「
梅
若
」
第
七

巻
第
二
号
」
は
フ
ァ
イ
ル
末
の
「
初
出
」
欄
に
移
し
ま
し
た
。

入
力
：
門
田
裕
志
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校
正
：
し
だ
ひ
ろ
し

2011
年2

月10

日
作
成

2016

年4
月14

日
修
正

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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