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平
成
30
年
３
月
25
日
午
前
11
時
か
ら
、
春

ら
し
い
好
日
の
な
か
全
国
青
年
部
吟
詠
大
会

が
、ク
レ
オ
大
阪
東（
大
阪
市
城
東
区
鴫
野
西
）

に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。
会
場
へ
の
ア
ク
セ

ス
は
京
橋
駅
が
最
寄
り
駅
と
な
っ
て
い
る
。

　

会
場
は
大
阪
市
の
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
併

設
施
設
で
、
少
し
早
め
の
到
着
。
ホ
ー
ル
入

り
口
前
で
入
場
整
理
券
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
・
座

席
指
定
券
・
食
券
と
交
換
。
９
時
30
分
に
ホ
ー

ル
入
場
。
３
８
２
席
の
会
場
は
入
場
後
ま
も

な
く
全
席
ほ
ぼ
埋
ま
っ
た
。
　

11
時
定
刻
通
り

開
演
。
オ
ー
プ
ニ

ン
グ
は
、
関
西
大

学
吟
詩
部
女
性
５

名
に
よ
る
力
強
い

「
青
年
部
の
歌
」
の

吟
詠
で
幕
開
け
し

た
。

　

大
会
は
そ
の
後
、

開
会
の
辞
・
関
吟

会
歌
合
吟
・
巻
頭

言
唱
和
・
大
会
会
長
挨
拶
と
続
く
。

　

地
藏
哲
皚
総
本
部
会
長
は
ご
挨
拶
で
、「
今

回
の
大
会
は
、
青
年
部
の
皆
様
が
独
自
で
計

画
段
階
か
ら
本
日
の
開
催
ま
で
準
備
し
て
き

た
」
と
、
そ
の
労
を
ね
ぎ
ら
わ
れ
ま
し
た
。

　

挨
拶
の
後
は
、
役
員
吟
詠
、
会
場
の
会
員

全
員
に
よ
る｢

富
士
山｣

の
大
合
吟
と
続
き
、

遠
路
中
国
か
ら
来
日
の
中
華
吟
誦
学
会
の
吟

詠
披
露
へ
。

　

中
国
琴
の
伴
奏
に
合
わ
せ
透
き
通
っ
た
声

で
「
詩
経　

木
瓜
」
を
吟
詠
。
詩
文
は

我
に
投
ず
る
に
木
瓜
を
以
て
す　

之
に
報
ゆ
る
に
瓊
玉
を
以
て
す　

報
ゆ
る
に
匪
ざ
る
也　

永
く
以
て
好
み
を
為
さ
ん
と
す
る
也

我
に
投
ず
る
に
木
桃
を
以
て
す

之
に
報
ゆ
る
に
瓊
瑤
を
以
て
す

報
ゆ
る
に
匪
ざ
る
也

永
く
以
て
好
み
を
為
さ
ん
と
す
る
也
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我
に
投
ず
る
に
木
李
を
以
て
す

之
に
報
ゆ
る
に
瓊
玖
を
以
て
す

報
ゆ
る
に
匪
ざ
る
也

永
く
以
て
好
み
を
為
さ
ん
と
す
る
也

　

ま
た
、
関
西
吟
詩
で
な
じ
み
の
、「
楓
橋
夜

泊｣

「
白
帝
城
」｢

静
夜
思｣
が
朗
詠
さ
れ
、
朗
詠

か
ら
、
遠
路
、
中
国
か
ら
や
っ
て
来
ら
れ
た

中
華
吟
誦
学
会
の
皆
さ
ん
の
「
こ
れ
を
機
会

に
長
い
お
付
き
合
い
を
し
た
い
と
思
う
の
で

す
」
と
、
言
葉
は
判
り
ま
せ
ん
が
そ
の
心
の

ほ
と
ば
し
り
が
会
場
一
杯
に
溢
れ
て
ま
し
た
。

　

論
語
「
先
進
篇
」
の
吟
誦
も
あ
り
ま
し
た
。

　

次
に
詩
吟
ユ
ニ
ッ
ト
「xiè

」
の
ラ
イ
ブ
公

演
。「
詩
吟
・
再
誕
」
と
題
し
、
新
し
い
詩
吟

の
表
現
ス
タ
イ
ル

を
表
現
。
詩
吟
は

静
止
し
吟
詠
す
る

と
い
う
ス
タ
イ
ル

が
我
々
関
西
吟
詩

の
感
覚
だ
が
、
動

き
を
取
り
入
れ
た

新
し
い
吟
詠
を
見

せ
た
。
ビ
ジ
ュ
ア

ル
で
力
強
く
て
美

し
い
言
葉
の
響
き

を
伝
え
て
い
た
。

　

今
回
の
吟
詠
公
演
に
は
珍
し
く
、
漢
語
・

漢
詩
の
講
演
も
組
み
込
ま
れ
て
い
た
。
講
師

は
大
府
立
大
学
教
授　

張
麟
声
先
生
で
、

「
我
々
の
知
っ
て
い
る
漢
詩
は
「
唐
」
の
時
代

か
ら
詩
が
止
ま
っ
て
い
る
？　

唐
代
か
ら
千

年
も
経
過
し
て
、
平
仄
も
発
音
に
も
変
化
が

あ
り
ま
す
」
と
講
義
。「
現
代
中
国
語
に
よ
る

『
漢
詩
』と『
唐
代
の
近
体
詩
の
漢
詩
』の
相
違
、

そ
の
日
本
的
な
受
け
止
め
方
は
唐
代
の
ま
ま

だ
が
、
押
韻
の
根
拠
で
あ
る
韻
部
が
『
世
代

交
代
』、
平
仄
の
根
拠
で
あ
る
声
調
も
『
世
代

交
代
』
し
て
い
る
。
こ
れ
に
直
面
し
て
い
る

今
ど
う
し
ま
し
ょ
う
か
」
と
、
問
題
提
起
。

　

最
後
の
公
演
は
、「
松
口
月
城
先
生
」
の
記

念
館
の
紹
介
と
併

せ
て
、
関
西
吟
詩

青
年
部
が
一
年
を

掛
け
て
構
想
を

練
っ
た
構
成
吟
で
、

「
月
城　

時
空
を
超

え
て
」
と
題
し
、

福
岡
県
が
生
ん
だ

漢
詩
の
大
詩
人
「
松

口
月
城
先
生
」
の

漢
詩
を
、
関
西
吟

詩
の
ゆ
る
キ
ャ
ラ

「
か
ん
ち
ゃ
ん
・
ぎ

ん
ち
ゃ
ん
」
に
平

安
の
時
代
・
戦
国

時
代
に
な
ど
タ
イ

ム
ス
リ
ッ
プ
さ
せ

な
が
ら
紹
介
し
て

い
く
と
い
う
ス
タ

イ
ル
で
あ
っ
た
。

ス
ラ
イ
ド
を
多
用

し
、
観
客
を
飽
き

さ
せ
な
い
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
構
成
な
ど
、ス
ト
ー

リ
ー
と
吟
詠
を
十
分
に
楽
し
め
た
。
ス
ラ
イ

ド
イ
ラ
ス
ト
で
月
城
先
生
の
登
場
と
宮
崎
東

明
先
生
を
登
場
さ
せ
会
話
を
交
わ
さ
せ
る
な

ど
端
整
な
構
成
が
心
を
和
ま
せ
た
。

　

青
年
部
の
皆
さ

ん
、
一
日
、
し
っ

か
り
楽
し
ま
せ
て

頂
き
ま
し
た
。
関

吟
の
新
ス
ロ
ー
ガ

ン
「
視
座
を
変
え

て
」
の
実
践
が
感

じ
ら
れ
た
講
演
で

あ
り
ま
し
た
。

広
報
局
広
報
部

も
く
り

け
い
き
ゅ
う


