
●
先
頃
会
員
の
岡
村
大
さ

ん
か
ら
東
京
の
品
川
区
に

土
佐
藩
が
構
築
し
た
濱
川

砲
台
の
痕
跡
が
今
も
残
っ

て
お
り
、
そ
の
砲
台
構
築

に
樋
口
真
吉
が
関
与
し
た

可
能
性
を
示
唆
し
て
頂
い

た
。
濱
川
砲
台
に
つ
い
て

は
初
耳
で
あ
っ
た
の
で
頂

い
た
情
報
を
調
べ
て
み
る

と
土
佐
史
談
の
会
報
誌
に

詳
細
が
掲
載
さ
れ
て
い
た
。

ペ
リ
ー
来
航
の
嘉
永
六
年

に
幕
府
は
江
戸
湾
岸
沿
い

に
藩
邸
を
持
つ
藩
は
砲
台

を
構
築
す
べ
し
と
命
じ
た
。

土
佐
藩
は
こ
れ
に
反
対
が

出
来
な
か
っ
た
。
品
川
下

屋
敷
を
持
つ
土
佐
藩
は
や

む
を
得
ず
砲
筒
砲
弾
な
ど

を
土
佐
か
ら
運
び
準
備
に

入
っ
た
。
翌
年
ペ
リ
ー
が

一
月
十
五
日
に
再
度
江
戸

湾
に
現
れ
て
、
土
佐
藩
は

慌
て
て
江
戸
在
住
の
砲
術

家
の
藩
士
、
徳
弘
孝
蔵
に

命
じ
て
一
月
二
十
一
日
か

ら
三
日
間
で
台
場
を
造
成

し
た
。
九
十
九
里
の
長
い

海
岸
を
持
つ
土
佐
藩
は
、

海
防
力
を
江
戸
湾
に
割
く

余
力
は
な
い
も
の
の
幕
府

に
は
抵
抗
で
き
ず
、
八
門

の
大
砲
を
備
え
た
濱
川
砲

台
を
構
築
し
た
。
そ
の
時

幕
府
が
造
っ
た
の
が
今
も

残
る
お
台
場
で
あ
る
。
当

時
幕
府
は
和
戦
両
様
に
準

備
を
し
て
い
た
の
だ
が
、

幸
い
日
米
和
親
条
約
が
締

結
で
き
た
の
で
濱
川
砲
台

等
は
撤
去
し
た
と
い
う
。

●
こ
の
濱
川
砲
台
の
構
築

に
樋
口
真
吉
が
関
与
し
た

か
も
と
い
う
視
点
で
検
討

し
た
が
、
嘉
永
七
年
の
こ

の
年
に
土
佐
藩
は
真
吉
に

命
じ
て
幡
多
沿
岸
十
七
カ

所
の
砲
台
構
築
に
か
か
っ

て
い
て
江
戸
の
砲
台
構
築

に
は
手
が
回
ら
な
か
っ
た

と
考
え
た
方
が
自
然
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
濱

川
砲
台
の
出
来
栄
え
が
他

藩
の
砲
台
に
比
し
て
評
価

が
高
か
っ
た
と
記
録
に
あ

り
、
大
砲
の
鋳
造
に
あ
る

い
は
関
わ
っ
た
可
能
性
も

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
こ
の
大
筒
等
は
前
年

に
船
で
江
戸
に
運
び
込
ん

で
お
り
、
そ
れ
ら
の
鋳
造

時
期
は
定
か
で
は
な
い
。

当
時
土
佐
藩
に
は
反
射
炉

が
無
く
大
筒
を
鋳
造
し
た

と
す
る
な
ら
青
銅
製
の
は

ず
で
あ
る
。
偶
然
右
の
写

真
を
ネ
ッ
ト
で
発
見
し
た

が
、
青
銅
製
の
ホ
イ
ッ
ス

ル
砲
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。

樋
口
真
吉
が
自
ら
描
い
た

幡
多
砲
台
図
編
に
モ
ル
チ
ー

ル
砲
を
描
い
て
い
る
の
で
、

恐
ら
く
幡
多
沿
岸
の
砲
台

に
は
モ
ル
チ
ー
ル
砲
で
あ
っ

た
と
断
言
し
て
良
い
。

●
中
村
市
史
に
は
詳
し
く

幡
多
沿
岸
の
海
防
策
に
つ

い
て
記
述
さ
れ
て
い
た
。

土
佐
藩
の
海
防
の
基
本
的

な
考
え
は
、
「
江
戸
幕
府

伝
統
の
鎖
国
政
策
を
守
る

た
め
に
、
日
本
領
土
に
接

岸
す
る
外
国
船
舶
は
拒
絶

す
る
か
撃
退
す
る
か
、
い

ず
れ
に
し
て
も
海
岸
防
御

は
等
閑
視
す
る
こ
と
は
出

来
な
い
」
と
い
う
こ
と
に

尽
き
る
よ
う
で
あ
る
。

撃
退
す
る
か
、
外
国
船
を

接
岸
さ
せ
な
い
程
度
の
備

え
を
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
い
る
の
な
ら
少
な
く

も
砲
台
を
造
り
、
発
砲
す

る
能
力
が
求
め
ら
れ
て
い

る
ば
か
り
か
、
撃
退
す
る

だ
け
の
備
え
が
必
要
に
な

る
。
江
戸
時
代
後
期
に
な

る
と
何
度
か
異
国
船
の
漂

着
も
あ
り
、
十
九
世
紀
に

な
っ
て
異
国
船
の
漂
着
が

多
く
な
っ
て
き
た
。
土
佐

藩
は
弘
化
五
年
（1848

）

三
月
に
次
頁
に
紹
介
す
る

幡
多
沿
岸
４
地
区
（
上
川

口
、
下
田
、
清
水
、
三
崎
）

に
配
置
す
る
要
員
を
決
め

て
い
る
。
こ
れ
が
「
海
防

令
書
」
で
あ
る
。
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土佐藩はペリー来航以前から何故海防に熱心であったのか？

江
戸
に
も
砲
台
を
造
っ
て
い
た
土
佐
藩

中
村
市
史
に
見
る

土
佐
藩
の
海
防
策



▼
守
備
範
囲

上
川
口
・
・
鈴
～
田
ノ
浦

下
田
・
・
下
田
～
窪
津

清
水
・
・

三
崎
・
・
養
老
～
古
満
目

と
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
守
備

範
囲
が
か
な
り
広
い
。

▼
足
軽
・
・
各
二
十
名

▼
筒
役
（
砲
手
）
上
川
口

が
一
名
以
外
は
各
二
名

▼
郷
士
と
地
毛
浪
人
各
二

十
名
～
七
十
六
名

と
あ
る
。
こ
の
数
字
に
は

随
分
と
矛
盾
が
あ
る
。
筒

役
の
人
数
が
少
な
す
ぎ
る
。

足
軽
や
郷
士
、
地
毛
浪
人

の
数
も
果
た
し
て
此
れ
だ

け
確
保
で
き
た
の
か
疑
問

で
あ
る
。
恐
ら
く
は
地
図

を
描
い
て
作
っ
た
机
上
の

計
画
で
は
な
い
か
。
何
故

な
ら
六
年
後
に
樋
口
真
吉

が
幡
多
沿
岸
十
七
箇
所
に

台
場
を
造
っ
た
時
の
台
場

と
大
砲
の
数
と
こ
の
人
数

が
全
く
合
っ
て
い
な
い
。

上
川
口
台
場
は
二
カ
所
で

あ
り
、
筒
手
が
一
名
で
良

い
は
ず
は
な
い
の
だ
か
ら

こ
の
時
期
に
は
具
体
的
な

台
場
の
イ
メ
ー
ジ
が
出
来

て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
判

る
。
下
田
の
体
制
よ
り
も

上
川
口
の
人
数
が
異
常
に

多
い
の
は
何
故
な
の
か
？

実
は
こ
の
時
期
幡
多
奉
行

所
で
は
兵
員
が
足
り
な
い

の
で
民
兵
を
募
集
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
動
き

と
並
行
し
て
幡
多
奉
行
所

は
樋
口
真
吉
に
よ
り
藩
校

建
設
の
建
白
書
を
弘
化
元

年
（1

8
4
4

）
に
藩
庁
に

提
出
し
、
藩
校
建
設
の
準

備
に
入
っ
て
い
た
。
海
防

令
書
の
で
た
翌
年
に
も
真

吉
は
二
回
目
の
藩
校
建
設

の
建
白
を
提
出
し
て
い
た
。

海
防
の
懸
案
で
あ
る
兵
員

の
養
成
を
急
務
と
感
じ
た

か
ら
で
あ
る
。
明
治
維
新

に
な
っ
た
時
点
で
幡
多
奉

行
所
の
書
類
一
式
は
一
部

宿
毛
に
移
さ
れ
た
と
の
伝

承
が
あ
る
も
の
の
実
際
に

は
全
部
破
棄
さ
れ
て
お
り
、

幡
多
奉
行
所
の
事
績
を
解

明
す
る
こ
と
が
出
来
な
い

の
が
実
情
で
あ
る
。
わ
ず

か
に
樋
口
真
吉
の
書
き
残

し
た
記
録
が
そ
の
部
分
を

補
っ
て
く
れ
て
い
る
が
、

彼
の
書
き
残
し
た
記
録
を

単
な
る
私
的
な
日
記
だ
と

捉
え
て
い
る
の
で
文
武
館

が
実
は
海
防
の
た
め
の
兵

員
の
教
育
機
関
で
あ
っ
た

と
の
視
点
が
軽
視
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
「
四
万
十

市
史
」
に
は
貴
重
な
史
実

が
書
き
残
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
は
郷
士
や
地
毛
浪
人

と
有
力
商
家
の
海
防
に
対

す
る
意
識
の
高
さ
が
他
に

例
を
見
な
い
民
度
の
高
さ

を
示
す
二
つ
の
事
例
と
し

て
記
録
し
て
い
た
。
こ
れ

ら
を
勘
案
す
る
と
間
違
い

な
く
文
武
館
は
海
防
兵
員

養
成
が
目
的
で
建
設
さ
れ

た
と
断
言
し
て
い
い
。

●
幡
多
奉
行
所
は
大
筒
の

実
射
訓
練
を
行
う
こ
と
を

奨
励
し
て
い
た
。
そ
の
た

め
奉
行
所
で
銃
砲
を
貸
与

し
て
い
た
。
そ
の
一
例
が

右
の
資
料
で
あ
る
。
こ
れ

に
よ
る
と
ま
だ
比
較
的
平

穏
な
文
政
十
三
年
（1

8
2

7

）
に
入
野
浜
や
上
川
口
、

中
村
で
大
筒
の
稽
古
打
ち

が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
記
事
に
よ

れ
ば
真
吉
が
関
与
し
た
幡

多
沿
岸
十
七
カ
所
の
台
場

の
出
来
る
以
前
の
話
で
あ

る
。
海
防
令
書
の
出
た
年

の
二
十
年
も
前
か
ら
大
筒

の
実
射
訓
練
が
行
わ
れ
た

と
は
驚
き
で
あ
る
。
そ
の

訓
練
場
所
が
入
野
浜
、
渡

川
（
八
幡
宮
前
）
入
田
、

具
同
の
名
前
が
出
て
く
る
。

こ
ん
な
記
述
も
あ
る
。

「
な
お
渡
川
で
の
大
筒
稽

古
打
ち
は
木
戸
明
等
も
行
っ

て
い
る
。
木
戸
庄
之
助
か

ら
の
聞
書
に
よ
れ
ば
、

【
大
神
宮
の
所
で
大
砲
を

鋳
た
。
大
砲
三
十
八
門
、

モ
ル
チ
ー
ル
砲
が
八
門
か

十
二
門
で
、
自
費
負
担
と

聞
く
。
不
破
の
矢
野
川
秀

造
や
上
岡
弥
右
衛
門
が
職

人
と
し
て
働
い
た
。
不
破

の
河
原
に
大
砲
を
据
え
付

け
、
香
山
寺
に
大
き
な
む

し
ろ
を
垂
ら
し
て
目
標
と

し
て
こ
れ
を
打
つ
に
玉

（
砲
弾
）
が
シ
ュ
ル
シ
ュ

ル
シ
ュ
ル
と
音
を
立
て
て
、

し
か
も
玉
の
飛
ぶ
様
が
見

え
た
。
大
砲
は
い
ろ
い
ろ

あ
る
が
長
さ
約
三
尺
、
口

径
約
八
寸
、
モ
チ
ー
ル
砲

は
約
二
尺
、
口
径
約
二
寸

で
あ
る
。
】
」
な
お
製
砲

に
つ
い
て
の
中
心
人
物
に

は
山
崎
慎
六
郎
が
い
る
。

（
右
資
料
）
ま
た
右
記
の

記
事
に
続
い
て
宮
崎
文
書

の
紹
介
と
し
て
「
安
政
元

年
（1

8
5
4

）
七
月
二
日

の
記
に
【
幡
多
郡
入
田
村

芝
原
に
て
銃
砲
操
練
始
ま

る
】
と
あ
っ
て
、
具
同
だ

け
で
な
く
入
田
も
（
銃
砲

操
練
に
）
利
用
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
判
る
」
と
あ
る
。

幡
多
奉
行
と
が
銃
砲
と
弾

丸
の
貸
与
ば
か
り
で
な
く

砲
術
指
導
者
を
優
遇
し
、

操
練
の
奨
励
を
行
っ
て
い

た
と
い
う
が
、
こ
れ
ら
の

銃
砲
操
練
の
参
加
者
は
郷

士
で
あ
り
、
地
毛
浪
人
た

ち
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か

し
之
ば
か
り
で
は
な
い
。

中
村
に
は
大
砲
、
銅
製
品

と
献
金
の
一
大
運
動
が
起

き
て
い
た
と
い
う
。
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の
実
施

大
砲
等
の
献
納



●
驚
く
べ
き
こ
と
は
中
村

の
有
力
な
商
人
吸
田
屋

（
木
戸
家
）
が
ペ
リ
ー
来

航
に
先
立
つ
こ
と
三
年
前

の
嘉
永
四
年
に
大
砲
製
造

料
と
し
て
二
百
三
十
九
両

を
献
金
し
た
。
（
左
資
料
）

恐
ら
く
は
こ
れ
に
刺
激
さ

れ
て
か
有
志
連
中
が
グ
ル
ー

プ
を
作
っ
て
大
砲
献
納
が

行
わ
れ
て
い
た
。

▼
津
野
川
間
崎
衛
門
助

大
砲
一
挺
（
嘉
永
三
年
）

▼
小
野
宗
四
郎

大
砲
一
艇
（
嘉
永
四
年
）

▼
古
津
賀
浪
人
土
岐
栄
太

郎
・
大
砲
一
艇
（
嘉
永
五

年
）

▼
郷
士
尾
崎
成
勝

大
砲
一
艇
（
嘉
永
六
年
）

こ
ん
な
具
合
に
大
砲
を
競
っ

て
献
納
す
る
運
動
が
あ
っ

た
と
は
驚
き
で
あ
る
。

●
不
破
八
幡
宮
の
前
に
大

砲
を
据
え
て
香
山
寺
の
山

腹
に
設
置
し
た
的
に
向
け

て
試
し
打
ち
を
し
て
い
た

こ
と
に
も
驚
い
た
。
木
戸

家
の
献
納
は
と
も
か
く
と

し
て
、
大
砲
を
献
納
し
た

例
が
こ
れ
だ
け
あ
っ
た
こ

と
も
驚
き
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
れ
ば
か
り
か
大
砲
を

製
造
す
る
資
金
と
銅
製
品

の
供
出
運
動
も
行
わ
れ
て

い
た
の
だ
。
そ
の
実
態
も

「
中
村
市
史
」
に
克
明
に

記
載
さ
れ
て
い
た
。
そ
の

興
味
あ
る
献
金
の
リ
ス
ト

が
一
部
で
あ
る
が
下
記
に

ご
紹
介
し
た
。
商
家
と
比

べ
る
と
裕
福
で
は
な
い
浪

人
た
ち
も
献
金
の
み
な
ら

ず
銅
製
品
の
供
出
に
も
協

力
し
て
い
る
様
に
は
圧
倒

さ
れ
て
し
ま
う
。
何
が
彼

ら
を
し
て
そ
う
さ
せ
た
の

だ
ろ
う
か
？
ア
ヘ
ン
戦
争

で
あ
の
大
国
の
清
国
が
英

国
に
敗
れ
た
事
件
が
起
き

た
の
が1843

年
、
ペ
リ
ー

来
航
の
拾
年
前
で
あ
る
。

そ
し
て
ペ
リ
ー
が
や
っ
て

き
て
開
国
を
迫
り
国
是
で

あ
っ
た
鎖
国
政
策
を
廃
止

せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た

日
本
の
国
難
を
、
中
村
の

知
識
人
た
ち
は
感
じ
取
っ

て
居
た
の
だ
ろ
う
か
？
こ

う
し
た
世
界
情
報
が
少
し

づ
つ
流
布
さ
れ
て
き
た
こ

と
は
想
定
で
き
る
。
そ
れ

に
し
て
も
中
村
の
商
家
と

武
士
階
級
の
人
た
ち
の
民

度
は
何
と
素
晴
ら
し
い
で

は
な
い
か
。
充
分
な
情
報

が
伝
わ
っ
て
こ
な
い
中
、

決
し
て
裕
福
で
は
な
い
生

活
の
中
で
出
来
る
範
囲
で

懸
命
に
献
納
に
協
力
し
た

想
い
が
こ
の
リ
ス
ト
を
観

て
い
る
と
、
ひ
し
ひ
し
と

伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
し
て

も
う
一
つ
こ
の
献
納
運
動

の
特
徴
は
「
存
寄
書
」
を

提
出
で
き
る
よ
う
に
し
て

い
た
こ
と
で
あ
る
。
寄
進

し
な
が
ら
自
分
の
意
見
を
、

想
い
を
書
面
で
提
出
出
来

る
よ
う
に
し
た
の
で
あ
る
。

海
防
に
就
い
て
の
民
意
を

集
約
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
現
代
に
置
き

換
え
る
な
ら
ば
も
し
防
衛

費
増
額
を
増
税
す
る
な
ら
、

防
衛
に
対
す
る
提
言
な
り

意
見
を
国
に
提
出
で
き
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
痛
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切
な
想
い
が
書
か
れ
て
い

る
一
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

●
桑
原
猪
三
郎
は
金
三
両

と
銅
三
貫
五
百
を
献
金
し

て
左
記
の
一
文
を
提
出
し

て
い
る
。
概
略
を
記
す
と

「
私
の
先
祖
は
三
万
石
中

村
藩
に
奉
公
し
て
い
た
が

廃
絶
の
た
め
浪
人
に
な
り

ま
し
た
。
幸
い
旧
家
の
支

配
を
任
さ
れ
る
仕
事
に
就

け
た
が
元
の
俸
禄
と
は
比

較
に
な
ら
な
い
状
態
で
代
々

貧
窮
し
て
き
ま
し
た
。
し

か
る
に
国
家
の
た
め
な
ら

身
を
挺
す
る
覚
悟
は
出
来

て
い
ま
す
。
現
に
今
の
ご

時
世
は
実
に
二
千
五
百
年

来
の
一
大
事
に
付
き
、
父

子
共
々
覚
悟
の
上
武
士
の

一
分
の
た
め
命
を
投
げ
出

す
覚
悟
が
出
来
て
い
ま
す
。
」

と
武
士
道
そ
の
も
の
の
想

い
を
述
べ
て
い
ま
す
ね
。

何
と
も
け
な
げ
な
覚
悟
で

す
。
果
た
し
て
現
代
の
我
々

日
本
人
に
こ
の
覚
悟
が
あ

る
だ
ろ
う
か
？
も
う
既
に

日
本
に
武
士
は
い
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

●
ペ
リ
ー
が
二
度
目
に
来

航
し
た
嘉
永
七
年
（
安
政

元
年
）
、
土
佐
藩
は
樋
口

真
吉
に
命
じ
て
幡
多
沿
岸

十
七
カ
所
に
台
場
を
造
っ

た
。
各
台
場
に
大
砲
も
複

数
台
設
置
し
た
は
ず
だ
か

ら
よ
く
も
ま
あ
そ
ん
な
に

大
量
の
大
砲
を
準
備
で
き

た
も
の
だ
と
半
ば
疑
念
を

感
じ
て
い
た
。
中
に
は
見

せ
か
け
の
台
場
も
あ
っ
た

の
で
は
・
・
と
。
し
か
し

四
万
十
市
史
の
解
説
を
調

査
す
る
と
中
村
の
地
元
商

人
の
み
な
ら
ず
郷
士
、
浪

人
た
ち
か
ら
大
砲
五
門
が

献
納
さ
れ
、
木
戸
明
が
三

十
八
門
の
大
砲
を
自
費
で

鋳
造
し
た
と
の
記
述
を
見

る
と
、
そ
れ
ら
全
て
が
幡

多
沿
岸
の
台
場
に
活
用
さ

れ
た
と
見
て
良
い
。
銃
砲

操
練
に
従
事
し
て
き
た
史

実
を
吟
味
す
る
と
異
国
船

来
訪
へ
の
恐
怖
と
い
う
か

海
防
へ
の
意
識
の
高
さ
が

数
台
の
大
砲
を
献
納
し
大

砲
の
製
造
の
た
め
に
資
金

と
銅
製
品
の
供
出
に
協
力

し
た
ば
か
り
か
、
存
寄
書

を
書
い
て
海
防
へ
の
意
見

を
具
申
し
た
と
い
う
か
ら

幡
多
郡
奉
行
の
政
治
も
お

見
事
だ
と
い
う
し
か
な
い
。

民
間
か
ら
寄
進
さ
れ
た
大

砲
で
試
し
打
ち
を
行
う
訓

練
が
少
な
く
も
二
十
年
以

上
に
渡
っ
て
行
わ
れ
て
い

た
記
録
も
記
載
さ
れ
て
い

た
。
そ
れ
ら
の
総
ま
と
め

が
樋
口
真
吉
に
よ
る
幡
多

沿
岸
十
七
カ
所
の
砲
台
構

築
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。

●
上
川
口
砲
台
の
調
査
を

し
た
時
、
安
光
哲
也
氏
の

報
告
書
に
よ
れ
ば
二
カ
所

の
砲
台
の
う
ち
一
つ
は

「
青
銅
製
の
大
砲
は
大
正

時
代
ま
で
蜷
川
河
口
の
川

底
に
放
置
さ
れ
て
い
た
。

子
供
た
ち
が
見
て
い
た
。

後
に
廃
品
回
収
に
出
さ
れ

た
か
行
方
不
明
」
、
も
う

一
つ
は
「
蜷
川
河
口
辺
り

に
埋
も
れ
て
い
た
が
見
つ

か
り
生
徒
た
ち
が
大
勢
で

掘
り
出
し
て
県
道
際
ま
で

引
き
上
げ
て
放
置
。
太
平

洋
戦
争
中
古
金
と
し
て
売

却
し
た
。
」
と
書
か
れ
て

い
た
。
残
っ
て
お
れ
ば
貴

重
な
歴
史
遺
産
で
あ
っ
た

ろ
う
が
仕
方
が
無
い
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
、

●
十
月
の
龍
馬
ワ
ー
ル
ド

の
準
備
で
当
顕
彰
会
と
し

て
協
力
を
す
る
中
で
、
大

会
が
終
わ
っ
た
最
終
日
に

幾
つ
か
の
観
光
コ
ー
ス
を

準
備
し
て
い
る
の
で
す
が
、

そ
の
一
つ
に
「
樋
口
真
吉

コ
ー
ス
」
を
創
っ
て
案
内

を
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
予
行
演
習
を

二
度
ほ
ど
行
っ
て
説
明
の

内
容
等
に
つ
い
て
目
下
吟

味
し
て
い
る
最
中
で
す
。

果
た
し
て
参
加
者
が
何
名

集
ま
っ
て
く
れ
る
の
か
不

明
な
中
で
、
少
な
く
も
有

料
で
参
加
し
て
も
ら
う
以

上
そ
れ
に
見
合
う
内
容
な

の
か
？
、
果
た
し
て
説
明

が
ご
理
解
い
た
だ
け
る
の

か
？
頭
の
痛
い
所
で
す
。

日
ご
ろ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

気
楽
に
や
っ
て
い
る
事
と

は
違
う
緊
張
感
が
あ
っ
て
、

悩
む
こ
と
し
き
り
の
昨
今

で
す
。
ご
期
待
く
だ
さ
い
。
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