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あ
る
日
の
懇
親
会
の
席
上
で
、

矢
板
に
は
伝
統
文
化
・
伝
統
工

芸
に
秀
で
て
お
り
、
全
国
的
に

活
躍
し
て
い
る
エ
キ
ス
パ
ー
ト

と
し
て
、
宮
大
工
の
小
川
三
夫

氏
や
書
家
の
柿
沼
翠
流
先
生
、

そ
し
て
日
本
刀
の
製
作
者
の
加

藤
慎
平
刀
匠
の
話
題
に
な
り
ま

し
た
。
い
ま
や
テ
レ
ビ
な
ど
で

は
、
若
い
女
性
に
人
気
が
あ
る

な
ど
日
本
刀
が
注
目
さ
れ
て
い

ま
す
が
、
全
国
的
に
著
名
な
加

藤
慎
平
刀
匠
の
技
や
技
術
を
発

揮
す
る
機
会
が
少
な
い
こ
と
を

聞
き
及
び
ま
し
た
。

そ
ん
な
時
、
日
光
東
照
宮
の

四
百
年
式
年
大
祭
の
記
念
事
業

と
し
て
、
新
宝
物
館
が
建
設
さ

れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
こ

の
記
念
事
業
の
一
環
と
し
て
奉

納
刀
の
献
上
を
企
画
し
、
加
藤

慎
平
刀
匠
に
制
作
を
依
頼
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
氏
の
本
領
を

発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
一
般

市
民
の
認
識
に
も
つ
な
が
り
、

活
躍
も
増
え
る
の
で
は
な
い
か

と
、
奉
納
刀
実
行
委
員
会
を
立

ち
上
げ
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し

た
。遠

藤
市
長
を
は
じ
め
、
市
職

員
の
皆
様
に
も
「
市
内
に
立
派

な
伝
統
文
化
の
継
承
者
が
居
る

こ
と
を
広
報
の
特
集
や
伝
統
文

化
の
講
演
会
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
内
外
に
矢
板
の
文
化
の
レ

ベ
ル
の
高
さ
を
ア
ピ
ー
ル
し
よ

う
」
と
、
大
変
ご
協
力
い
た
だ

き
ま
し
た
。

お
か
げ
さ
ま
で
、
最
終
的
に

百
名
の
実
行
委
員
と
千
二
百
六

十
八
名
の
協
賛
者
に
よ
り
、
三

百
二
十
二
万
八
千
三
十
八
円
の

協
賛
金
が
得
ら
れ
、
経
費
を
差

し
引
き
三
百
万
円
の
支
援
金
を

加
藤
慎
平
刀
匠
に
渡
す
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
関
係
者
の
皆
様

に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

完
成
し
た
奉
納
刀
は
、
奉
納

刀
協
賛
金
芳
名
簿
と
と
も
に
、

十
月
十
三
日
午
前
十
時
、
日
光

東
照
宮
祈
祷
殿
に
て
奉
納
式
の

座
上
、
稲
葉
宮
司
様
に
手
渡
さ

れ
、
日
光
東
照
宮
新
宝
物
館
に

展
示
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
奉
納
に
先
立
ち
、
九

月
七
～
九
日
の
三
日
間
、
市
役

所
一
階
市
民
室
特
別
コ
ー
ナ
ー

に
お
い
て
、
奉
納
刀
の
一
般
公

開
を
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、

約
七
百
名
の
参
観
者
を
数
え
、

奉
納
刀
の
関
心
の
高
さ
を
痛
感

す
る
と
と
も
に
、
三
日
間
、
参

観
者
に
説
明
を
し
て
立
ち
会
っ

て
く
だ
さ
っ
た
加
藤
慎
平
刀
匠

と
関
係
者
の
皆
様
に
、
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

●
ま
ず
は
完
歩
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

私
は
十
月
二
十
四
日
か
ら
の
連

続
し
た
七
日
間
で
江
戸
か
ら
東

照
宮
ま
で
歩
き
ま
し
た
の
で
、

日
に
ち
ご
と
に
「
完
歩
証
」
を

貰
い
ま
し
た
。
出
立
の
と
き
は
、

八
十
四
名
で
し
た
が
、
最
終
日

の
東
照
宮
で
は
七
十
五
名
で
し

た
。
東
照
宮
五
重
塔
に
到
着
し

た
と
き
は
、
「
や
っ
た
ー
！
」

と
い
う
気
持
ち
で
、
本
当
に
う

れ
し
く
、
感
激
し
ま
し
た
。

な
お
、
徳
川
時
代
の
社
参
は

四
日
で
東
照
宮
に
到
着
す
る
行

程
で
し
た
。

●
参
加
し
よ
う
と
思
っ
た
き
っ

か
け
は

以
前
か
ら
、
日
光
街
道
や
東

海
道
な
ど
の
旧
街
道
を
歩
く

（
走
る
）
こ
と
を
考
え
て
い
た

と
こ
ろ
で
す
。
今
回
下
野
新
聞

で
「
日
光
社
参
ウ
オ
ー
ク
」
を

知
り
、
参
加
者
募
集
開
始
の
八

月
二
十
八
日
に
早
速
申
込
を
し

ま
し
た
。

●
一
番
き
つ
か
っ
た
の
は

宇
都
宮
か
ら
日
光
（
東
照
宮

の
標
高
六
百
二
十
ｍ
）
へ
は
緩

や
か
な
登
り
と
な
り
ま
す
が
、

き
つ
い
と
は
感
じ
ま
せ
ん
で
し

た
。
マ
ラ
ソ
ン
大
会
に
も
参
加

し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
比
べ

る
と
ず
っ
と
楽
で
し
た
。

た
だ
、
五
日
目
の
小
山
か
ら

宇
都
宮
に
向
か
う
と
き
の
国
道

4
号
線
を
歩
い
た
時
は
、
直
線

が
長
く
向
い
風
の
中
、
ひ
た
す

ら
歩
い
た
の
に
は
閉
口
し
ま
し

た
。

●
沿
道
の
声
援
は

本
隊
コ
ー
ス
は
赤
色
と
青
色

の
二
隊
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ

が
先
頭
と
後
尾
に
の
ぼ
り
を
立

て
、
東
京
日
本
橋
を
出
発
、
川

口
宿
、
岩
槻
宿
、
栗
橋
宿
、
小

山
宿
、
宇
都
宮
宿
、
今
市
宿
、

東
照
宮
と
日
光
社
参
の
各
宿
場

を
た
ど
り
な
が
ら
歩
き
ま
し
た
。

栃
木
県
野
木
町
に
入
る
と
町

長
さ
ん
を
は
じ
め
町
職
員
の
方
々

の
お
迎
え
が
あ
り
、
そ
の
後
、

各
休
憩
所
で
は
、
お
茶
や
果
物
、

食
事
な
ど
の
接
待
を
受
け
、
元

気
を
も
ら
い
ま
し
た
。

沿
道
の
声
援
は
毎
日
「
社
参

ウ
オ
ー
ク
」
の
ニ
ュ
ー
ス
が
Ｎ

Ｈ
Ｋ
や
と
ち
ぎ
テ
レ
ビ
に
よ
り

放
送
さ
れ
て
い
た
せ
い
か
、
栃

木
県
内
に
入
っ
て
か
ら
沿
道
の

声
援
を
受
け
る
こ
と
が
多
く
な

り
ま
し
た
。

（
Ｔ
・
Ｓ
）

日
光
社
参
ウ
オ
ー
ク
に
参
加
し
て

田
上

孝
さ
ん
（
六
十
五
歳
）

徳
川
家
康
の
四
百
回
忌
に

合
わ
せ
、
徳
川
歴
代
将
軍
が

日
光
東
照
宮
ま
で
の
約
百
五

十
㎞
の
ル
ー
ト
を
た
ど
る

「
日
光
社
参
ウ
オ
ー
ク
」
。

そ
の
本
隊
コ
ー
ス
に
参
加

し
た
田
上
孝
さ
ん
に
お
話
を

伺
い
ま
し
た
。

伝
統
文
化
の
集
い
か
ら

日
本
刀
の
奉
納
へ
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