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無
二
の
会
短
信

◆
一
一
〇
号
（
二
〇
二
三
年
夏
号
）
に
小
野
澤
さ
ん
布
宮
さ
ん
が
拙
歌
集
『
白
き
川
』
の
評
の
中
で
、
も
ろ
さ
わ
よ

う
こ
の
「
志
縁
」
と
い
う
造
語
に
ふ
れ
て
い
る
。
『
沖
縄
と
も
ろ
さ
わ
よ
う
こ
─
女
性
解
放
の
原
点
を
求
め
て
』

の
共
著
者
で
あ
る
河
原
千
春
さ
ん
と
源
啓
美
さ
ん
が
三
月
十
三
、
十
四
日
に
長
井
市
（
山
形
県
）
に
く
る
こ
と
に

な
っ
た
。
女
性
史
を
も
ろ
さ
わ
よ
う
こ
の
実
践
か
ら
研
究
し
て
い
る
河
原
さ
ん
が
、
修
士
論
文
を
書
く
た
め
の
取
材

ら
し
い
。
も
ろ
さ
わ
の
「
歴
史
を
拓
く
は
じ
め
の
家
」
で
知
り
合
い
、
三
十
年
余
の
友
人
で
あ
る
源
さ
ん
は
一
月
に

転
ん
で
肩
を
骨
折
し
た
と
い
う
の
に
ど
う
し
て
も
来
た
い
と
い
う
。
研
究
の
役
に
立
て
る
か
ど
う
か
心
も
と
な
い

が
、
も
ろ
さ
わ
の
『
信
濃
の
お
ん
な
』
を
読
ん
だ
日
か
ら
四
十
年
余
り
に
わ
た
る
己
を
振
り
返
っ
て
い
る
。
「
今
あ

る
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
い
、
あ
る
べ
き
姿
を
求
め
て
繋
が
っ
た
『
志
縁
』
の
人
々
」
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
。
こ
こ

ま
で
書
い
た
と
こ
ろ
で
、
源
さ
ん
か
ら
も
ろ
さ
わ
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
と
メ
ー
ル
が
入
っ
た
。
九
十
九
歳
と
い
う
。

虚
を
つ
か
れ
た
思
い
だ
が
、
源
さ
ん
河
原
さ
ん
の
共
著
出
版
か
ら
半
年
余
り
、
思
い
残
す
こ
と
な
き
旅
立
ち
だ
っ
た

と
思
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

梅
津
純
子

◆
ま
だ
先
の
こ
と
と
思
っ
て
い
た
確
定
申
告
の
期
間
に
な
っ
て
い
る
。
市
内
会
場
の
文
化
セ
ン
タ
ー
駐
車
場
の
係
員

に
聞
い
て
、
会
場
内
、
や
は
りe-T

ax

（
電
子
申
告
）
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
パ
ソ
コ
ン
を
持
ち
込
ん
で
い
る
。

じ
ぶ
ん
は
、
事
前
に
、
書
類
が
そ
ろ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
最
寄
り
の
税
務
署
内
、
税
務
相
談
の
か
た
ち
で
、
確
定
申

告
を
す
ま
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
例
年
、
そ
う
し
て
い
る
。
ま
た
、
サ
ポ
ー
ト
を
う
け
な
が
ら
だ
が
、e-T ax
で
も
あ

る
。
ス
マ
ホ
か
ら
のe-T ax

も
可
と
い
う
こ
と
で
、
（
す
す
め
ら
れ
て
も
い
る
と
こ
ろ
、
）
そ
う
い
う
姿
も
あ
る
。

じ
ぶ
ん
は
ス
マ
ホ
を
も
た
な
い
の
で
、
パ
ソ
コ
ン
か
ら
で
あ
る
。
書
類
上
な
が
ら
、
一
年
の
生
活
の
お
さ
ら
い
に

な
っ
た
。
少
額
だ
が
、
（
国
税
の
）
還
付
も
あ
る
。
た
だ
、
あ
と
何
年
、
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
？
と
も

お
も
う
。
七
十
五
歳
に
な
っ
て
、
運
転
免
許
証
を
更
新
す
る
に
も
、
高
齢
者
講
習
が
求
め
ら
れ
た
。　

小
野
澤
繁
雄

◆
「
と
に
か
く
居
て
く
れ
れ
ば
い
い
か
ら
。
」
…
…
そ
れ
じ
ゃ
漬
物
石
か
と
内
心
毒
づ
き
つ
つ
始
め
た
土
曜
日
の
図

書
館
ア
ル
バ
イ
ト
も
、
半
年
経
っ
て
だ
い
ぶ
勝
手
が
わ
か
っ
て
き
た
。
世
の
中
に
は
い
ろ
ん
な
出
版
物
が
あ
り
、
分

類
に
従
っ
て
き
れ
い
に
並
べ
て
い
る
の
だ
な
と
感
心
。
一
方
、
分
類
法
は
便
利
な
半
面
、
探
し
た
い
も
の
の
全
体
が

見
え
な
い
こ
と
に
も
気
づ
く
。
例
え
ば
、
近
年
話
題
の
発
達
障
害
に
つ
い
て
知
ろ
う
と
す
る
と
、
教
育
・
社
会
福

祉
・
医
療
・
随
筆
・
文
芸
・
芸
術
な
ど
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
本
が
書
架
に
散
在
し
て
い
る
。
そ
こ
で
司
書
の
出
番
、

な
の
だ
ろ
う
。
利
用
者
の
満
足
度
が
増
す
よ
う
、
素
人
の
自
分
こ
そ
プ
ロ
と
の
つ
な
ぎ
役
に
な
り
た
い
と
勤
務
し
て

い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
橋
千
佳
子
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◆
こ
こ
数
日
、
鉛
色
の
空
か
ら
白
い
も
の
が
ち
ら
つ
い
て
い
る
。
寒
の
戻
り
と
言
う
の
だ
ろ
う
か
。
咲
き
始
め
た
福

寿
草
は
花
弁
を
引
っ
込
め
て
し
ま
い
そ
う
だ
し
、
ク
リ
ス
マ
ス
ロ
ー
ズ
も
苦
し
そ
う
だ
。
あ
ん
な
に
ぽ
か
ぽ
か
と
し

た
陽
気
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
び
っ
く
り
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
で
も
、
三
寒
四
温
と
は
よ
く
言
っ
た
も
の
で
、
一

歩
一
歩
春
が
近
づ
い
て
い
る
の
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
雪
雲
が
去
っ
て
い
け
ば
、
も
う
春
で
あ
る
。

「
待
春
や
通
学
少
女
の
鈴
が
鳴
る
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
村
ふ
じ
を

◆
思
わ
ず
、
独
り
で
歓
喜
の
声
を
上
げ
た
。
大
谷
翔
平
さ
ん
の
結
婚
報
道
で
あ
る
。
き
っ
ぱ
り
と
発
表
し
た
爽
や
か

さ
に
も
心
打
た
れ
た
。
一
昔
前
、
い
や
、
つ
い
先
ご
ろ
ま
で
は
「
日
本
人
と
は
、
会
話
が
な
く
、
た
だ
、
ニ
タ
ニ
タ

し
て
い
る
だ
け
だ
」
と
言
わ
れ
て
い
た
。
政
治
よ
り
も
ス
ポ
ー
ツ
が
逞
し
く
国
際
人
と
し
て
活
躍
し
て
く
れ
た
。
大

谷
翔
平
さ
ん
の
よ
う
に
、
堂
々
と
技
量
・
人
格
と
も
に
尊
敬
さ
れ
る
日
本
人
が
出
て
き
ま
し
た
ね
。　
　

河
村
郁
子

◆
白
鷹
町
の
有
志
で
作
っ
た
映
画
「
出
稼
ぎ
の
時
代
か
ら
」
が
、
昨
年
十
一
月
「
地
方
の
時
代
」
映
像
祭
で
、
「
市

民
・
学
生
・
自
治
体
部
門
」
に
お
い
て
奨
励
賞
を
受
賞
し
た
。
こ
の
二
月
十
八
日
、
そ
の
記
念
の
集
会
を
開
い
た
。

出
稼
ぎ
の
現
場
で
あ
っ
た
川
崎
市
宮
前
区
の
方
々
と
す
で
に
交
流
が
始
ま
っ
て
お
り
、
宮
前
区
ま
ち
づ
く
り
協
議
会

と
の
共
催
で
あ
る
。
元
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
長
谷
川
勝
彦
さ
ん
に
よ
る
朗
読
（
三
浦
哲て

つ

郎お

著
『
沈
丁
花
』
）
、

宮
前
区
出
身
の
映
像
作
家 

小
倉
美
惠
子
さ
ん
の
ス
ラ
イ
ド
上
映
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
永
田
浩
三
さ
ん
の
講
演
と
、

盛
り
だ
く
さ
ん
の
内
容
だ
っ
た
。
会
場
の
白
鷹
町
文
化
交
流
施
設
「
あ
ゆ
ー
む
」
の
ホ
ー
ル
二
百
席
は
、
ほ
ぼ
満
席

と
な
り
、
熱
気
に
あ
ふ
れ
た
。
来
場
者
か
ら
は
、
興
味
深
く
て
余
韻
の
残
る
良
い
催
し
だ
っ
た
と
い
う
声
が
多
々
寄

せ
ら
れ
て
い
る
。
映
画
製
作
委
員
の
一
人
だ
っ
た
私
は
と
し
て
は
、
「
祝
賀
会
な
ん
て
し
な
く
て
も
」
と
思
っ
て
い

た
が
、
監
督
の
本
木
勝
利
さ
ん
は
先
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
だ
。
一
つ
は
町
ぐ
る
み
で
（
行
政
を
巻
き
込
ん
で
）

宮
前
区
と
の
交
流
を
活
発
に
す
る
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
現
在
進
め
て
い
る
本
づ
く
り
を
多
く
の
人
に
知
ら
せ
、
出

版
の
折
に
は
買
っ
て
も
ら
う
、
と
い
う
こ
と
だ
。
野
党
の
町
議
会
議
員
を
十
一
期
も
務
め
た
本
木
さ
ん
、
な
か
な
か

の
策
略
家
だ
な
。
そ
れ
に
彼
の
応
援
団
が
も
の
す
ご
く
多
い
の
だ
、
特
に
女
性
に
。
改
め
て
感
心
し
た
次
第
で
あ

る
。

「
地
方
の
時
代
」
映
像
祭
は
一
九
八
〇
年
に
始
め
ら
れ
た
。
九
六
年
に
は
、
山
形
放
送
が
制
作
し
た
「
届
け
！ 

ク

マ
タ
カ
の
叫
び
」
が
、
「
放
送
局
部
門
」
で
優
秀
賞
を
受
賞
し
て
い
る
。
当
時
、
朝
日
連
峰
の
山
中
で
は
大
規
模
林

道
工
事
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
反
対
す
る
白
鷹
町
の
「
葉
山
の
自
然
を
守
る
会
」
の
活
動
を
取
材
し
た
も
の

だ
。
二
〇
〇
一
年
に
は
、
白
鷹
町
教
育
委
員
会
が
製
作
し
た
深
山
和
紙
に
つ
い
て
の
記
録
映
画
が
、
「
市
民
・
学

生
・
自
治
体
部
門
」
で
奨
励
賞
を
受
賞
し
た
。
深
山
和
紙
は
山
形
県
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て

見
る
と
、
白
鷹
町
も
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
な
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

新
野
祐
子
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