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平
成
22
年
９
月
26
日
、
都
筑

Ｊ
Ａ
に
て
蹲
踞
講
習
を
行
い
ま

し
た
。

　

既
に
講
習
し
た
向
鉢
、
中
鉢

の
続
き
と
し
て
今
回
は
、
手
水

鉢
を
挟
ん
で
２
石
の
前
石
を
据

え
る
両
使
い
の
蹲
踞
を
組
み
ま

し
た
。

　

両
使
い
の
蹲
踞
を
組
む
理
由

は
、
ま
ず
第
一
に
敷
地
内
に
複

数
の
茶
室
が
あ
り
、
尚
且
敷
地

の
広
さ
の
制
約
で
、
茶
室
ご
と

に
蹲
踞
を
組
む
こ
と
が
難
し
い

場
合
。

　

茶
室
の
数
に
こ
だ
わ
ら
ず
、

初
め
か
ら
延
段
や
飛
石
を
含
め

た
両
使
い
の
景
色
を
意
図
し
た

と
き
。
或
い
は
、
予
算
的
制
約

が
あ
る
場
合
。

　

更
に
は
、
価
値
の
あ
る
手
水

鉢
を
、
よ
り
引
き
立
た
せ
る
狙

い
が
あ
る
等
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

一
斑
の
蹲
踞
は
、
手
水
鉢
に

前
回
の
中
鉢
で
用
い
た
、
江
戸

時
代
の
上
野
寛
永
寺
に
据
え
ら

れ
て
い
た
小
松
の
伽
藍
石
を
据

え
、
海
回
り
は
あ
え
て
役
石
は

据
え
ず
、
守
山
石
で
丸
く
護
岸

を
取
り
ま
し
た
。

　

前
石
は
、
丹
波
と
甲
州
鞍
馬

を
据
え
、
海
に
は
筑
波
ゴ
ロ
太

を
敷
き
ま
し
た
。
蹲
踞
ま
で
の

道
す
が
ら
は
、
白
川
の
葛
石
と

川
石
を
組
ん
だ
行
の
延
段
や
、

鴨
の
真
黒
や
引
臼
等
の
飛
石
を

伝
い
と
し
、踏
分
け
の
前
に
は
、

琵
琶
湖
の
小
松
石
を
彫
り
込
ん

だ
道
し
る
べ
を
立
て
ま
し
た
。

こ
の
道
し
る
べ
は
、
蹲
踞
ま
で

の
奥
行
き
を
出
す
た
め
の
近
景

的
意
味
も
持
っ
て
い
ま
す
。
守

山
石
は
、
琵
琶
湖
西
岸
の
比
良

山
を
望
む
志
賀
町
で
採
石
さ
れ

て
い
ま
し
た

が
、
現
在
で

は
入
手
の
難

し
い
貴
重
な

石
で
す
。
地

元
滋
賀
県
内

は
勿
論
、
京

都
の
主
な
有

名
寺
院
や
町

屋
の
庭
で
、

堆
積
の
層
が

美
し
く
浮
き

出
た
守
山
石

を
良
く
見
か

け
ま
す
。

　

今
か
ら
１
億
２
千
万
年
前
、

現
在
の
中
国
大
陸
の
縁
が
京
都

や
琵
琶
湖
周
辺
ま
で
伸
び
て
い

ま
し
た
。
日
本
海
は
そ
の
と
き

ま
だ
存
在
し
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

そ
の
縁
に
あ
た
る
海
岸
の
浅

瀬
に
、
陸
か
ら
流
さ
れ
て
き
た

泥
や
粘
土
、
そ
し
て
砂
等
が
堆

積
し
圧
力
を
受
け
て
堆
積
岩
と

な
っ
た
の
が
守
山
石
で
す
。

　

８
千
万
年
前
、
現
在
の
比
良

山
や
そ
の
南
の
比
叡
山
あ
た

り
に
、
地
球
内
部
か
ら
マ
グ
マ

が
上
昇
し
地
殻
に
貫
入
し
ま
し

た
。
そ
の
マ
グ
マ
の
熱
を
受
け

た
堆
積
岩
の
一
部
が
鴨
の
真
黒

石
で
す
。
真
黒
石
は
熱
変
成
を

受
け
た
接
触
変
成
岩
で
、
岩
石

名
を
ホ
ル
ン
フ
ェ
ル
ス
と
い
い

ま
す
。

　

受
け
た
熱
の
温
度
が
５
０
０

度
か
ら
６
０
０
度
ぐ
ら
い
だ

と
、
真
黒
石
の
中
に
ボ
ヤ
け
た

青
白
い
斑
点
が
見
ら
れ
ま
す
。

こ
の
斑
点
を
菫
青
石
（
き
ん
せ

い
せ
き
）
と
呼
び
ま
す
。
菫
は

「
ね
ば
土
」
と
か
「
粘
土
」
と

い
う
意
味
で
す
。
京
都
の
庭
師

さ
ん
は
、
こ
の
菫
青
石
が
見
ら

れ
る
石
を
米
真
黒
と
呼
ん
で
い

ま
し
た
。
菫
を
米
に
見
立
て
た

の
で
し
ょ
う
。

　

京
都
大
徳
寺
北
隣
の
今
宮
神

社
で
、
丁
寧
に
磨
か
れ
た
米
真

黒
を
拝
見
す
る
こ
と
が
出
来
ま

す
。

　

そ
の
上
昇
し
て
き
た
マ
グ

マ
が
早
く
冷
え
固
ま
っ
た
の

が
、
石
英
閃
緑
岩
の
京
都
鞍
馬

石
で
、
ゆ
っ
く
り
冷
え
固
ま
っ

た
の
が
、
花
崗
岩
の
白
川
御
影

や
小
松
御
影
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。

　　

二
班
の
蹲
踞
は
、
灯
篭
の
基

礎
に
水
穴
を
穿
っ
た
見
立
て
物

を
手
水
鉢
と
し
、
海
回
り
は
小

振
り
の
木
曽
石
で
縁
取
り
ま
し

た
。

　

手
水
鉢
に
は
、
力
強
い
複
弁

の
反
花
が
彫
り
こ
ま
れ
存
在
感

が
あ
り
ま
す
。

　

引
臼
を
散
ら
し
た
木
曽
敷
石

か
ら
蹲
踞
へ
は
、
本
鞍
馬
の
飛

石
を
打
ち
ま
し
た
。

　

鉢
明
か
り
は
、
六
角
の
生
込

み
灯
篭
を
据
え
ま
し
た
が
、
程

良
い
高
さ
に
納
ま
り
ま
し
た
。

　

灯
篭
は
、
笠
や
中
台
の
縁
が

薄
く
仕
上
げ
ら
れ
、
特
に
笠

の
照
り
の
上
品
さ
は
、
火
袋
に

彫
ら
れ
た
仏
と
相
俟
っ
て
、
石

幢
の
雰
囲
気
を
強
く
漂
わ
せ
て

い
ま
す
。
因
み
に
石
幢
は
中
国

の
唐
よ
り
伝
え
ら
れ
た
も
の
で

す
が
、
平
安
時
代
後
期
よ
り

起
こ
っ
た
地
蔵
信
仰
と
結
び
つ

き
、
室
町
時
代
に
至
る
ま
で
、

日
本
各
地
で
造
ら
れ
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。

　

年
号
が
明
ら
か
な
石
幢
で
最

も
古
い
も
の
は
、
室
町
初
期
の

応
永
８
年
（
１
４
０
１
年
）
丹

後
の
長
徳
寺
の
八
角
石
幢
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

　

八
角
石
幢
は
、
現
在
京
都
山

科
の
追
分
か
ら
、
逢
坂
の
関

跡
に
向
か
っ
て
右
側
の
月
心
寺

と
い
う
尼
寺
に
納
ま
っ
て
い
ま

す
。
寺
は
車
の
往
来
が
激
し
い

国
道
１
号
線
に
面
し
て
い
ま
す

が
、
尼
寺
ら
し
い
や
さ
し
い
構

え
に
な
っ
て
い
ま
す
。
石
幢
は

見
た
感
じ
石
灯
篭
に
似
て
い
ま

す
が
、
竿
に
は
中
節
が
な
く
、

笠
に
は
蕨
手
（
わ
ら
び
て
）
が

あ
り
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
灯
篭
の
火
袋
に
あ
た

る
部
分
を
、石
幢
で
は
龕
部（
が

ん
ぶ
）
と
呼
び
ま
す
が
、
火
口

が
な
く
六
面
に
地
蔵
が
彫
り
こ

ま
れ
て
い
ま
す
。
龕
部
の
二
面

に
、
火
口
が
開
け
ら
れ
灯
篭
に

見
立
て
ら
れ
た
の
は
、
桃
山
時

代
以
降
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

五
輪
塔
や
宝
塔
等
石
造
品
の

残
欠
に
、
水
穴
を
穿
ち
手
水

鉢
に
見
立
て
ら
れ
た
の
が
、
桃

山
時
代
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
石
幢
の
転
用
も
時
代
が
重

な
る
よ
う
で
す
。

　

11
月
28
日
都
筑
Ｊ
Ａ
で
、
蹲

踞
講
習
最
終
と
し
て
降
り
蹲
踞

の
実
技
を
行
い
ま
し
た
。

　

今
回
は
、

世
田
谷
の
豊

前
屋
庭
石
店

さ
ん
が
お
手

伝
い
に
来
て

く
れ
ま
し

た
。

　

い
つ
も
の

よ
う
に
、
講

習
に
入
る
前

に
課
題
の
内

容
を
説
明

し
、
ま
た
内

容
と
は
別
に

い
つ
も
の
こ

と
で
す
が
、

こ
の
講
習
は

二
度
と
経
験
す
る
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
と
の
、
一
期
一
会
の
気

持
ち
を
持
っ
て
受
け
る
よ
う
話

を
し
ま
し
た
。

　

そ
の
都
度
、
一
期
一
会
の
自

覚
を
持
て
な
い
人
は
、
庭
守
で

学
ぶ
資
質
に
欠
け
て
い
る
と
私

は
思
っ
て
い
ま
す
。

　

通
常
の
蹲
踞
は
、
時
々
施
工

し
た
り
見
か
け
も
し
ま
す
が
、

降
り
蹲
踞
は
、
造
っ
た
り
拝
見

す
る
こ
と
が
少
な
い
形
式
で

す
。
京
都
大
徳
寺
高
桐
院
の
降

り
蹲
踞
は
、
私
達
が
拝
見
で
き

る
最
も
有
名
な
も
の
で
す
。
秀

吉
の
家
臣
で
あ
る
加
藤
清
正

が
、
朝
鮮
に
出
兵
し
た
折
に
持

ち
帰
っ
た
平
城
門
の
礎
石
を
、

袈
裟
形
に
加
工
し
手
水
鉢
に
見

立
て
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。ま
た
千
利
休
と
縁
の
深
い
、

大
阪
堺
の
南
宗
寺
実
相
庵
の
降

り
蹲
踞
も
、
袈
裟
形
の
手
水
鉢

で
す
。

　

京
の
町
屋
に
は
、
現
在
で
も

降
り
蹲
踞
が
そ
こ
そ
こ
の
数

組
ま
れ
て
い
る
ら
し
い
の
で
す

が
、
個
人
の
お
宅
で
は
拝
見
す

る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
で
す
。

中
京
区
蛸
薬
師
の
「
河
道
屋
」

と
い
う
そ
ば
屋
、
あ
る
い
は
上

京
区
千
本
の
す
っ
ぽ
ん
「
大

市
」、ま
た
下
京
区
島
原
の
「
角

屋
」
等
の
降
り
蹲
踞
は
、
運
が

良
け
れ
ば
拝
見
出
来
ま
す
。

　

そ
も
そ
も
降
り
蹲
踞
の
意
匠

の
意
図
は
、
手
水
鉢
を
囲
み
石

積
み
や
石
段
、
ま
た
懸
崖
的
な

植
栽
等
の
模
様
が
と
れ
る
為
、

景
色
が
豊
か
に
な
り
ま
す
。
更

に
高
低
差
を
つ
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
京
の
町
屋
の
よ
う
な

敷
地
の
狭
い
庭
に
変
化
が
生
じ

ま
す
。

　

人
に
よ
っ
て
は
、
つ
く
ば
っ

た
と
き
に
気
持
ち
が
落
ち
着
く

と
い
い
ま
す
。

　

当
然
庭
の
排
水
効
果
も
あ
り

ま
す
。

　

一
斑
の
降
り
蹲
踞
は
、
多
分

江
戸
か
明
治
時
代
の
も
の
で
あ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
、
灯
篭
の
地

輪
を
台
石
と
し
て
、
そ
の
上
に

水
穴
を
彫
り
こ
ん
だ
糊
臼
（
の

り
う
す
）
を
手
水
鉢
と
し
て
乗

せ
ま
し
た
。

　

台
石
と
し
て
用
い
た
地
輪

は
、
以
前
京
都
の
下
京
で
町
屋

の
庭
を
造
作
し
た
と
き
に
、
既

に
３
石
あ
っ
た
中
の
ひ
と
つ

で
、
施
主
の
話
で
す
と
前
の
庭

工
事
の
際
、
地
中
よ
り
掘
り
出

さ
れ
た
も
の
と
の
こ
と
。
か
な

り
地
割
れ
た
年
代
物
に
見
え
ま

す
が
、
石
質
が
白
川
の
ボ
ソ
な

の
で
、
時
代
を
正
確
に
読
む
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

  
作
庭
塾
庭
守　
活
動
報
告

荒
川　

昭
男　

石段の先にある糊臼の手水

カメラ目線も含めた一班のメンバー

控えめな灯篭が手水を見守る

道しるべによって蹲踞に奥行きがでる

再
び
世
に
出
た
白
川

の
ボ
ソ

降
り
蹲
踞

石
灯
篭
の「
見
立
て
物
」

日
本
は
中
国
大
陸
の

縁
だ
っ
た

両
使
い
の
蹲
踞
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思
え
ば
、
こ
の
仕
事
を
始
め

て
30
年
近
く
が
過
ぎ
、
は
た
し

て
自
分
は
何
を
し
て
き
て
、
何

が
出
来
る
の
か
を
あ
ら
た
め
て

自
問
自
答
し
た
と
き
、
知
ら
な

い
こ
と
、
覚
え
た
い
こ
と
の
多

さ
に
気
づ
き
、
こ
の
勉
強
会
に

参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

庭
守
の
指
導
者
の
方
々
は
、

単
に
技
術
を
教
え
る
の
で
は
な

く
、
今
入
手
で
き
る
最
高
、
最

良
の
石
材
・
燈
籠
と
い
っ
た

材
料
を
使
用
し
本
物
は
何
か
問

い
か
け
、
歴
史
的
な
背
景
を
伝

え
、
な
ぜ
そ
う
す
る
の
か
を
自

分
で
考
え
、
判
断
さ
せ
る
よ
う

に
し
、
仕
事
に
対
す
る
心
構
え

か
ら
指
導
を
し
て
い
た
だ
い
て

い
ま
す
。
仕
事
に
対
す
る
真
摯

な
態
度
は
、
私
の
仕
事
に
対
す

る
取
り
組
み
に
も
影
響
を
あ
た

え
て
い
ま
す
。

　

庭
守
へ
の
参
加
は
、
私
に
貴

重
な
時
間
を
与
え
て
く
れ
ま

し
た
。
五
十
路
を
迎
え
た
私
に

と
っ
て
、
自
分
の
子
供
た
ち
に

近
い
人
た
ち
と
同
じ
こ
と
を
す

る
の
は
、
身
体
的
に
少
々
辛
い

も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
職
人
と

し
て
の
自
分
を
よ
り
高
め
て
い

く
た
め
に
、
こ
れ
以
上
の
勉

強
会
は
探
せ
な
い
の
で
は
と
感

じ
、
な
ぜ
最
初
の
募
集
か
ら
参

加
し
な
か
っ
た
の
か
が
悔
や
ま

れ
ま
す
。

　

会
場
の
都
合
や
教
材
の
準
備

等
、
問
題
が
山
積
み
の
中
で
、

ご
苦
労
も
多
々
あ
ろ
う
と
察
し

て
お
り
ま
す
が
、
指
導
さ
れ
る

皆
様
の
心
意
気
に
答
え
ら
れ
る

よ
う
、
よ
り
い
っ
そ
う
の
心
構

え
を
持
っ
て
参
加
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
の
で
、
今
後
と
も
よ

ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
け
た
の

は
、
光
栄
で
且
つ
幸
運
だ
っ
た

と
思
い
ま
す
。
こ
の
先
こ
の
ま

ま
で
す
と
日
本
の
造
園
、
伝
統

技
法
・
職
人
が
失
わ
れ
て
い
く

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
こ
の
様

な
会
に
若
い
方
が
参
加
し
て
学

ぶ
事
が
日
本
の
歴
史
、
文
化
を

次
ぎ
の
世
代
へ
伝
え
る
こ
と
に

な
る
と
思
い
ま
す
。

　

私
は
、初
心
に
戻
っ
て
技
術
、

セ
ン
ス
を
マ
ス
タ
ー
し
て
現
場

で
力
を
発
揮
し
た
い
と
思
っ
て

い
ま
す
。

　

確
か
に
今
の
日
本
の
経
済
事

情
で
は
、
こ
の
様
な
技
術
を
発

揮
す
る
場
が
激
減
し
て
い
ま
す

が
、
覚
え
た
技
術
は
荷
物
に
な

ら
な
い
し
、
い
つ
か
お
客
様
か

ら
の
依
頼
が
あ
っ
た
時
は
、
自

信
を
も
っ
て
作
品
を
作
れ
る
と

思
い
ま
す
。

　

こ
の
十
数
年
自
分
は
、
ね
こ

引
き
、
穴
掘
り
、
コ
ン
ク
リ
ー

ト
練
り
は
会
社
の
若
い
衆
が

や
っ
て
い
ま
し
た
が
、
庭
守
で

は
自
分
が
汗
を
か
い
て
泥
だ
ら

け
に
な
っ
て
作
業
を
し
て
い
ま

す
。
覚
え
よ
う
と
す
る
気
持
ち

と
、
誰
に
も
負
け
た
く
な
い
気

持
ち
が
そ
う
さ
せ
て
い
る
の
だ

と
思
い
ま
す
。

　
「
終
わ
り
の
な
い
一
生
勉
強

の
仕
事
で
す
。」

　

庭
守
へ
の
参
加
申
込
か
ら
2

年
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

初
め
て
の
顔
合
わ
せ
の
と
き
に

気
づ
い
た
の
は
、
若
い
方
が
大

半
で
、
自
分
は
ど
ち
ら
か
と
い

え
ば
指
導
さ
れ
る
方
々
に
年
齢

だ
け
は
近
い
こ
と
で
し
た
。　

圃
場
で
灯
篭
、
蹲
踞
、
役
石
の

据
付
練
習
で
し
た
。
朝
か
ら
晩

ま
で
荒
川
さ
ん
の
指
導
の
下
、

鏡
石
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
り
、

斜
め
に
し
た
り
、
役
石
を
何

度
も
ず
ら
し
た
り
す
る
中
で
真

剣
な
部
分
が
あ
っ
た
り
笑
い
が

あ
っ
た
り
と
楽
し
い
講
習
会
で

し
た
。

　

年
が
明
け
て
新
年
度
の
参
加

者
を
募
集
し
た
と
こ
ろ
四
十
名

以
上
の
方
々
が
入
会
さ
れ
て
大

所
帯
に
な
り
二
班
編
成
で
講
習

会
、
作
業
を
行
う
よ
う
に
な
り

諸
先
輩
方
は
、
指
導
を
す
る
の

が
大
変
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

参
加
者
の
中
に
は
、
石
を
触
っ

た
事
が
な
い
人
ま
で
い
る
わ
け

で
す
か
ら
、
セ
ッ
ト
ウ
を
使
わ

せ
れ
ば
手
に
血
豆
を
作
っ
て
い

る
人
が
い
た
り
、
竹
割
り
で
竹

を
割
ら
せ
れ
ば
指
か
ら
血
を
流

し
て
お
り
ま
し
た
。

　

そ
ん
な
状
況
の
中
で
指
導
を

さ
れ
て
い
る
の
が
、荒
川
、川
田
、

渡
部
さ
ん
の
三
人
の
方
で
か
な

り
の
強
者
で
、
良
く
勉
強
も
さ

れ
て
い
る
し
、
長
い
経
験
の
中

で
持
っ
て
い
る
技
術
・
発
想
は

も
の
す
ご
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
自
身
が
農
業
大
学
校
卒
業

後
保
土
ヶ
谷
の
造
園
会
社
（
白

保
園
）
に
住
込
み
で
修
業
を
し

て
い
た
頃
親
方
の
技
術
。
造
園

技
法
は
、
す
ご
い
と
思
っ
て
い

ま
し
た
。

　

当
時
二
十
代
前
半
で
造
園
・

技
術
・
勉
強
よ
り
も
遊
び
に
夢

中
だ
っ
た
の
を
思
い
出
し
ま

す
。

　

そ
れ
か
ら
二
十
年
以
上
経
っ

た
今
、
見
た
事
も
無
い
よ
う
な

年
代
物
の
石
材
を
見
て
、
触
っ

て
組
み
立
て
る
事
が
出
来
る
会

　

講
師
の
方
の
総
評
を
聞
き　

メ
モ
を
取
っ
た
り
写
真
を
撮
っ

た
り　

こ
の
時
ば
か
り
は　

皆
笑
顔　

い
い
顔
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
も
束
の
間　

片
付
け

で
す
、
や
っ
と
の
思
い
で
据
え

た
石
も　

悩
ん
で
積
ん
だ
石
も

綺
麗
に
土
を
落
と
し
て　

使
っ

た
道
具
は
た
わ
し
で
洗
い　

平

ら
に
整
地
し
て　

全
て
を
元
に

戻
し
て
終
わ
り
ま
す
。
講
師
の

方
々
に
お
礼
を
言
い　

共
に
汗

を
か
い
た
仲
間
に
お
礼
を
言
っ

て
帰
り
ま
す
。

　

振
り
返
る
と　

今
こ
こ
に

在
っ
た　

延
段
、
蹲
踞
、
燈
篭
、

築
山
、
下
草
の
景
色
は　

幻
の

如
し
…
で
す
。

　

こ
こ
に
は
「
何
か
…
」
が
あ

る
。
そ
れ
は
「
本
気
」
と
「
一

期
一
会
」
の
心
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　　

三
年
前
の
春
携
帯
電
話
が

鳴
っ
た
。
そ
れ
は
荒
川
さ
ん
か

ら
だ
っ
た
。「
福
田
君
一
緒
に

庭
の
勉
強
会
を
作
っ
て
も
う
一

度
学
ん
で
み
な
い
か
」
と
い
う

内
容
で
し
た
。

　

そ
の
と
き
私
は
「
や
り
た
い

で
す
」
と
答
え
ま
し
た
。
今
ま

で
こ
の
様
な
勉
強
会
の
誘
い
が

無
か
っ
た
の
で
参
加
す
る
こ
と

を
即
決
し
ま
し
た
。
最
初
の
顔

合
わ
せ
の
時
は
、
私
を
含
め
10

人
程
の
方
々
で
そ
の
中
で
顔
見

知
り
の
人
は
二
〜
三
人
で
、
あ

と
の
方
は
初
対
面
で
し
た
。
ど

の
よ
う
な
職
人
の
集
ま
り
な
の

か
不
安
と
期
待
の
両
方
が
錯
綜

し
ま
し
た
。

　

最
初
の
年
は
、
私
の
会
社
の

う
空
間
だ
け
で
は
な
い
緊
張
感

が　

回
数
を
重
ね
る
た
び
に
上

が
っ
て
い
く
の
が
分
か
り
ま
す
。

　

そ
れ
で
も
会
長　

荒
川
さ
ん

に
「
厭
な
ら
来
る
な
、
休
む
な

ら
や
め
ろ
。」
と
発
破
を
か
け

ら
れ
る
。

　

そ
れ
も
解
り
ま
す　

現
場
作

業
は
集
中
と
緊
張
が
欠
け
る
と

大
ケ
ガ
も
あ
る　

勘
も
コ
ツ
も

つ
か
め
な
い
。
講
師
の
渡
部
さ

ん
も
、
川
田
さ
ん
も
公
私
に
亘

る
都
合
を
つ
け
、
こ
こ
に
来
て

く
れ
て
い
ま
す
。

　
「
真
剣
味
の
な
い
者
は
学
ぶ
べ

か
ら
ず
」　
「
頭
を
垂
れ
教
え
を

乞
う
」
素
直
な
心
を
忘
れ
る
な
。

「
技
を
磨
く
前
に
礼
儀
を
学

べ
。」
こ
れ
ら
を
胸
の
内
に
刻

み　

庭
守
の
講
習
は
始
ま
り
ま

す
。

　

延
段
、
蹲
踞
（
向
う
鉢
）、

飛
び
石
、
燈
篭
、
植
栽
、
一
日

か
け
一
つ
の
景
を
造
り　

地
鏝

で
光
ら
せ
水
打
ち
を
し
て
仕
上

げ
ま
す
。

　

の
っ
け
か
ら
情
け
な
い
話
で

す
が　

庭
守
り
の
翌
朝
は
体
が

き
つ
い　

節
々
が
痛
い
。
飯
ど

き
に　

箸
が
思
う
よ
う
に
運
べ

な
い
時
も
あ
り
ま
す
。
こ
ん
な

あ
り
さ
ま
は
私
だ
け
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
…
。

　

庭
守
は　

第
四
日
曜
日　

朝

八
時
に
集
合
し
ま
す
。
私
は
年

長
で
す　

同
世
代
が
四
、五
名

い
ま
す
が　

あ
と
は
み
な
若
い

人
達
で
す
。
各
自
多
く
の
事
情

も
あ
る
で
し
ょ
う
が
月
末
の
日

曜
日
に
横
浜
農
協
同
組
合
植
木

セ
リ
市
場
に
集
ま
り
ま
す
。

　

講
師
の
方
々
も
何
日
も
前
か

ら
用
意
し
た
こ
と
だ
ろ
う　

手

水
鉢　

投
石　

石
材　

吊
り
具

備
品
等
々
を
ク
レ
ー
ン
車
や　

ト
ラ
ッ
ク
満
載
に
荷
造
り
し
て

到
着
し
ま
す
。

　

こ
こ
は
「
何
か
…
」
が
あ
る
。

た
だ　

教
え
る
、
教
わ
る
と
い

う
な
灯
篭
も
あ
る
と
い
う
意
味

で
用
い
ま
し
た
。

　

降
り
蹲
踞
と
い
う
、
滅
多
に

経
験
で
き
な
い
仕
事
に
皆
さ
ん

戸
惑
い
な
が
ら
も
、
真
剣
に
石

と
向
か
い
合
っ
て
い
ま
し
た
。

主
を
失
っ
た
蓮
華
座
：

　

二
班
の
降
り
蹲
踞
は
、
堂
々

と
し
た
鳥
海
山
の
手
水
鉢
を
用

い
て
、
豪
快
な
鉢
回
り
を
組
み

ま
し
た
。
手
水
鉢
の
水
穴
は
、

班
長
の
川
田
さ
ん
が
ご
自
分
で

水
穴
を
彫
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

　

海
は
広
く
と
り
、
そ
の
広
さ

に
合
わ
せ
た
大
振
り
の
木
曽
石

で
石
段
を
決
め

ま
し
た
。

　

海
回
り
の
石

積
は
鳥
海
山
の

石
で
積
み
上
げ

ま
し
た
が
、
や

や
大
き
め
の
石

と
小
づ
め
の
石

と
の
バ
ラ
ン
ス

が
、
上
手
に
と

れ
た
と
思
い
ま

す
。
筑
波
を
用

い
て
石
積
を
し

た
一
斑
同
様
、

鳥
海
山
の
石
積

に
皆
さ
ん
真
剣

な
面
持
ち
で
、

悪
戦
苦
闘
し
て

い
ま
し
た
。

　

鉢
明
か
り
は

置
灯
篭
と
し
ま

し
た
。

　

天
下
茶
屋
形

を
細
身
に
し
て
、

前
面
の
格
子
を

十
文
字
と
し
た

創
作
灯
篭
で
す
。

　

置
き
灯
篭
の

　

糊
臼
の
背
後
に
は
、
独
特
の

形
を
し
た
木
曽
石
の
鏡
石
を
据

え
、
海
の
深
さ
は
55
㎝
と
し
回

り
は
筑
波
の
石
で
積
み
上
げ
ま

し
た
。
左
右
の
役
石
や
石
段
脇

の
土
止
め
等
は
、
大
振
り
の
筑

波
石
で
ま
と
め
ま
し
た
。
手
水

鉢
ま
で
は
、
筑
波
、
丹
波
、
木

曽
の
厚
み
の
あ
る
石
を
用
い

て
、
曲
の
あ
る
変
化
を
つ
け
た

石
段
と
し
ま
し
た
。

　

今
回
の
鉢
明
か
り
は
吊
灯
篭

に
し
ま
し
た
。
30
年
程
前
、
京

都
北
野
天
神
の
骨
董
市
で
買
い

求
め
た
も
の
で
す
が
、
古
い
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ

庭
守
に
参
加
し
て

台
石
は
、
先
代
が
入
手
し
た

と
い
わ
れ
て
い
る
蓮
華
座
で
す

が
、
無
縫
塔
或
い
は
仏
舎
利
、

ま
た
は
石
仏
地
蔵
等
の
何
が
鎮

座
し
て
い
た
か
定
か
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

主
が
何
だ
っ
た
か
は
、
蓮
華

座
に
彫
ら
れ
た
受
け
花
の
み
が

知
る
の
で
し
ょ
う
。

　

今
回
の
降
り
蹲
踞
は
、
深
く

て
広
い
床
掘
り
が
必
要
な
た

め
、
会
員
の
内
野
君
の
小
型
ユ

ン
ボ
が
活
躍
し
て
く
れ
ま
し

た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し

た
。
ま
た
石
井
農
園
さ
ん
が
、

い
つ
も
の
よ
う
に
ソ
ヨ
ゴ
や
モ

ミ
ジ
、
そ
の
他
潅
木
、
下
草
、

苔
等
を
用
意
し
て
く
れ
ま
し

た
。
合
わ
せ
て
お
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

　

次
回
の
庭
守
活
動
報
告
は
、

平
成
23
年
１
月
の
座
学
の
内
容

や
、
２
月
の
川
合
玉
堂
邸
の
池

回
り
の
護
岸
石
積
に
関
し
て
お

伝
え
し
ま
す
。

主
を
失
っ
た
蓮
華
座

㈲
福
田
園

福
田　

範
弘

石
井
農
園

石
井　

新
次

木曽の大板が手水へと誘う思い通りにならない石に苦戦する二班のメンバー

一
造
園
土
木
㈱松

倉　

仁




