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一
部
の
会
員
の
方
々
に
は
、
企
画
展
関
連
講
座
や
文
学
講
座
の

講
師
、
友
の
会
バ
ス
ツ
ア
ー
の
特
別
解
説
員
を
務
め
て
い
た
だ
き
、

「
高
志
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
へ
の
ご
応
募
な
ど
、
個
人
の
研
究
成
果

を
当
館
の
活
動
に
還
元
し
て
い
た
だ
い
て
い
る
。 

こ
れ
か
ら
も
「
富
山
文
学
の
会
」
の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を
い
た

だ
き
、
地
域
に
根
ざ
す
文
学
館
と
し
て
、
共
に
ふ
る
さ
と
文
学
の

発
掘
・
普
及
に
尽
力
し
て
参
り
た
い
。 
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富
山
高
専
と
富
山
文
学
の
会 

近
藤

周
吾 

 

「
高
専
」
の
略
称
で
親
し
ま
れ
て
き
た
高
等
専
門
学
校
の
歴
史

も
、
す
で
に
半
世
紀
を
越
え
た
が
、
数
が
少
な
く
、
大
方
に
は
依

然
、
秘
密
の
ヴ
ェ
ー
ル
に
包
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

か
く
い
う
私
自
身
も
赴
任
す
る
以
前
は
高
専
の
こ
と
を
詳
ら
か

に
し
得
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
高
専
の
こ
と
が
よ
く
わ
か
ら
な
い

と
い
う
人
が
い
て
も
不
思
議
に
思
わ
な
い
。
む
し
ろ
当
事
者
と
し

て
高
専
の
こ
と
を
外
部
に
説
明
す
る
責
任
が
あ
る
と
痛
感
す
る
。 

と
い
う
わ
け
で
、
以
下
、
高
専
、
と
り
わ
け
富
山
高
専
と
富
山

文
学
の
会
の
関
係
に
つ
い
て
、
公
私
綯
い
交
ぜ
に
な
る
こ
と
を
厭

わ
ず
、
何
か
し
ら
草
し
て
お
こ
う
。 

高
専
は
五
年
一
貫
教
育
を
特
色
と
す
る
、
知
る
人
ぞ
知
る
学
校

で
、
社
会
的
評
価
は
高
い
。
海
外
で
もSocial D

octor

と
し
て
の

役
割
に
注
目
を
集
め
る
。
五
年
一
貫
教
育
と
言
っ
た
が
、
全
国
に

五
つ
し
か
な
い
商
船
学
科
の
場
合
は
、
五
年
半
で
卒
業
す
る
。
九

月
卒
業
、
十
月
就
職
と
い
う
国
際
的
な
ス
タ
イ
ル
は
先
端
を
行
く
。

さ
ら
に
専
攻
科
へ
進
む
と
、
学
士
の
学
位
が
取
得
で
き
る
。
専
攻

科
生
は
七
年
（
七
年
半
）
に
わ
た
り
、
高
専
生
活
を
過
ご
す
か
ら
、

高
校
と
大
学
（
学
部
）
が
一
体
と
な
っ
た
学
校
だ
。
か
つ
て
の
旧

制
高
校
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
と
わ
か
り
や
す
い
。 

た
だ
し
、
高
専
は
高
等
教
育
機
関
で
あ
り
、
一
五
歳
か
ら
カ
レ

ッ
ジ
ラ
イ
フ
が
始
ま
る
。
教
育
委
員
会
の
管
轄
で
も
、
学
習
指
導

要
領
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
、
高
校
と
い
う
よ
り
、
短
大
や

大
学
に
近
い
。
商
船
学
科
は
文
部
科
学
省
だ
け
で
な
く
、
国
土
交

通
省
の
管
轄
で
も
あ
る
。
教
員
も
教
員
免
許
の
な
い
者
が
多
数
派

だ
が
、
そ
の
代
わ
り
、
大
学
の
よ
う
に
博
士
が
揃
う
。 

全
国
の
高
専
の
中
で
も
、
富
山
高
専
は
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
つ
。

旧
富
山
工
業
高
専
（
現
在
の
本
郷
キ
ャ
ン
パ
ス
）
と
旧
富
山
商
船

高
専
（
現
在
の
射
水
キ
ャ
ン
パ
ス
）
が
高
度
化
再
編
し
成
立
し
た

高
専
だ
か
ら
で
あ
る
。
統
合
高
専
は
ス
ー
パ
ー
高
専
と
呼
ば
れ
、

規
模
が
大
き
い
。
富
山
高
専
の
他
、
仙
台
高
専
、
香
川
高
専
、
熊

本
高
専
が
ス
ー
パ
ー
高
専
だ
が
、
富
山
高
専
が
ユ
ニ
ー
ク
な
の
は
、

そ
の
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
に
あ
る
。
高
専
と
い
え
ば
、
工
業
高
専
で

男
子
が
多
い
と
い
う
の
が
定
説
で
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
富
山
高
専
の
場
合
、
機
械
シ
ス
テ
ム
工
学
科
、
電
気

制
御
工
学
科
、
物
質
化
学
工
学
科
、
電
子
情
報
工
学
科
と
い
う
工

学
系
は
も
ち
ろ
ん
、
国
際
ビ
ジ
ネ
ス
学
科
、
商
船
学
科
と
い
う
学
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黒
﨑
真
美
著 

童
子
と
笛
の
音
と
富
山
と 

―
―
室
生
犀
星
論
―
― 

定
価
二
、
〇
〇
〇
円
＋
税 

二
〇
一
八
年
八
月
二
四
日 

初
版
発
行 

龍
書
房 東

京
都
千
代
田
区
飯
田
橋
二
‐
一
六
‐
三 

〇
三
‐
三
二
八
八
‐
四
五
七
〇 

 

・
・
・
愛
息
豹
太
郎
の
死
と
〈
笛
の
音
〉
が
結
び

つ
い
た
と
き
、
犀
星
の
悲
嘆
と
慈
愛
の
根
源
が

見
え
た
よ
う
な
気
が
し
た
。「
童
子
と
笛
の
音
」

は
、
犀
星
の
慈
愛
の
分
析
と
な
っ
た
。 

（「
あ
と
が
き
」
よ
り
） 
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科
も
擁
し
、
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
む
。
日
本
一
、
女
子
学
生
が
多
く
、

規
模
、
多
様
性
の
点
で
は
他
校
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
当
て
は
ま

ら
な
い
、
異
色
な
高
専
な
の
で
あ
る
。 

就
職
・
進
学
率
が
ほ
ぼ
一
〇
〇
％
の
学
生
は
も
ち
ろ
ん
、
教
員

の
能
力
も
総
じ
て
高
く
、
研
究
者
の
実
力
を
測
る
指
標
で
あ
る
科

研
費
の
取
得
状
況
を
見
て
も
、
全
国
で
一
、
二
位
を
争
う
。
し
か

も
、
富
山
県
は
高
等
教
育
機
関
が
極
端
に
少
な
い
県
で
あ
る
。
富

山
高
専
が
地
域
で
果
た
す
役
割
は
大
き
い
。
国
語
科
の
教
員
と
て

例
外
で
は
な
く
、
地
域
の
要
請
と
無
縁
で
は
い
ら
れ
な
い
。 

富
山
高
専
の
国
語
科
に
は
、
教
授
二
名
、
准
教
授
二
名
、
非
常

勤
講
師
若
干
名
が
い
る
。
近
代
文
学
専
攻
の
教
員
は
、
高
熊
哲
也
、

近
藤
周
吾
、
黒
崎
真
美
の
三
名
。
そ
し
て
こ
の
三
名
が
偶
然
と
は

い
え
、
そ
の
ま
ま
富
山
文
学
の
会
の
代
表
・
副
代
表
・
事
務
局
長

で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
―
―
半
ば
偶
然
の
産
物
に
過
ぎ

ず
、
一
部
で
不
満
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
―
―
高
専
が
富
山
文

学
の
会
の
屋
台
骨
を
支
え
て
き
た
事
実
が
明
る
み
に
な
る
。
い
や
、

も
ち
ろ
ん
、
富
山
大
学
の
金
子
幸
代
先
生
を
筆
頭
に
、
西
田
谷
洋

先
生
、
水
野
真
理
子
先
生
、
小
谷
瑛
輔
先
生
（
現
在
は
明
治
大
学
）、

金
沢
大
学
の
丸
山
珪
一
先
生
、
聖
徳
大
学
の
八
木
光
昭
先
生
（
現

在
は
定
年
）
ら
、
錚
々
た
る
大
学
の
名
誉
教
授
、
教
授
、
准
教
授

の
足
下
に
は
遠
く
及
ば
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
こ
の
会
が
会

場
も
含
め
、
富
山
大
学
を
中
心
に
回
っ
て
き
た
と
い
う
事
実
を
ね

じ
曲
げ
る
意
図
は
な
く
、
謝
意
を
表
し
た
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は

そ
れ
と
し
て
、
高
専
が
ま
が
い
な
り
に
も
一
貫
し
て
こ
の
会
の
設

立
・
運
営
・
研
究
を
縁
の
下
の
力
持
ち
と
し
て
努
め
、
果
た
し
て

き
た
と
い
う
事
実
は
、
こ
と
が
文
学
だ
け
に
、
全
国
的
に
も
稀
有

な
例
と
言
え
る
。
少
し
だ
け
強
調
し
て
お
く
次
第
で
あ
る
。 

旧
富
山
商
船
高
専
に
私
が
赴
任
す
る
と
、
富
山
文
学
の
会
が
設
立

さ
れ
た
。
だ
か
ら
、
富
山
文
学
の
会
の
十
周
年
は
、
私
の
富
山
・
高

専
・
結
婚
の
十
周
年
と
も
軌
を
一
に
す
る
。
一
般
に
「
創
業
守
成
」

は
「
創
業
」
よ
り
「
守
成
」
が
難
し
い
。
結
婚
と
同
じ
と
考
え
れ
ば
、

合
点
も
い
く
。
よ
っ
て
「
成
人
式
」
や
「
銀
婚
式
」
な
ど
は
夢
の
ま

た
夢
だ
が
、
健
康
に
気
を
つ
け
、
ま
た
一
歩
ず
つ
、
皆
様
と
協
力
し

な
が
ら
歩
ん
で
い
け
た
ら
と
希
う
。
私
は
富
山
の
前
は
北
海
道
、
そ

の
前
は
熊
本
に
い
た
。
北
海
道
や
熊
本
に
は
『
位
置
』『
方
位
』
と
い

う
批
評
誌
が
あ
り
、
か
つ
て
私
は
こ
の
両
誌
に
心
か
ら
焦
が
れ
、
羨

望
し
た
も
の
だ
っ
た
。
今
は
ま
だ
小
ぶ
り
、
朴
訥
で
、
ぶ
っ
き
ら
ぼ

う
、
愛
想
は
な
く
、
目
立
と
う
と
も
し
な
い
、
い
か
に
も
富
山
ら
し

い
『
群
峰
』
だ
が
、
い
ず
れ
は
そ
の
名
に
し
負
う
連
峰
に
育
ち
、
新

し
い
世
代
に
届
く
ま
で
成
長
し
て
ほ
し
い
と
庶
幾
し
て
や
ま
な
い
。 
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尾
島
菊
子
『
教
育
勅
語
御
伽
噺 

少
女
の
一
念
』
の
こ
と 

西
田
谷

洋 
 

富
山
文
学
の
会
に
は
短
い
間
参
加
し
て
い
た
も
の
の
、
金
沢
か

ら
通
勤
す
る
こ
と
を
選
ぶ
と
平
日
夕
方
と
い
う
例
会
の
開
催
時
間

帯
は
体
が
持
た
な
い
の
で
出
席
で
き
ず
、
出
欠
を
問
わ
れ
る
の
が

と
て
も
心
苦
し
く
退
会
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
十
年

は
愛
知
教
育
大
学
で
は
愛
知
や
石
川
の
文
学
に
つ
い
て
多
少
ま
と

め
、
富
山
大
学
で
は
富
山
ゆ
か
り
の
文
学
に
触
れ
る
こ
と
で
地
域

に
何
ら
か
の
還
元
を
し
た
い
と
い
う
思
い
は
ず
っ
と
持
っ
て
い
る
。

金
子
幸
代
さ
ん
が
編
ま
れ
た
三
巻
本
『
小
寺
菊
子
作
品
集
』
を
通

し
て
小
寺
菊
子
の
作
品
を
読
み
解
き
、
徳
田
秋
聲
と
つ
な
げ
て
い

こ
う
と
い
う
私
の
心
秘
か
な
目
論
見
も
そ
う
し
た
中
か
ら
生
ま
れ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
富
山
文
学
の
会
に
は
と
て
も
感
謝
し

て
い
る
。 

今
回
、
本
稿
で
触
れ
た
い
の
は
八
木
光
昭
さ
ん
が
集
め
ら
れ
た

の
で
あ
ろ
う
富
山
県
立
図
書
館
洗
足
文
庫
所
蔵
の
一
冊
、
尾
島
菊

子
『
教
育
勅
語
お
伽
噺

少
女
の
一
念
』（
金
港
堂
書
籍
一
九
〇
八
・

一
二
）
で
あ
る
。『
少
女
の
一
念
』
は
、
男
児
を
求
め
る
父
親
が
長

期
に
家
を
空
け
る
な
か
、
気
に
病
ん
だ
病
身
の
母
が
ま
す
ま
す
体

調
を
崩
し
た
た
め
、「
村
で
評
判
の
孝
行
娘
」
玉
子
が
母
親
の
体
を

丈
夫
に
し
て
赤
ん
坊
を
埋
め
る
よ
う
に
村
の
天
満
宮
に
願
掛
け
を

し
た
結
果
、
母
の
体
調
が
回
復
す
る
と
共
に
男
児
を
出
産
し
、
父

も
帰
宅
し
ど
こ
に
も
行
か
な
い
と
告
げ
る
物
語
で
あ
る
。 

玉
子
の
家
は
「
代
々
の
富
豪
家
」
で
あ
り
、「
お
金
で
自
由
に
な

る
も
の
な
ら
、
何
一
つ
思
ふ
や
う
に
な
ら
ぬ
こ
と
は
な
か
ら
う
と

云
ふ
程
、
結
構
な
身
分
」
で
あ
り
、
語
り
手
も
「
実
に
羨
ま
し
い

く
ら
ゐ
で
あ
り
ま
す
」
と
語
る
が
、「
何
う
し
て
も
お
金
で
は
得
ら

れ
な
い
と
云
ふ
、
悲
し
い
事
」
が
あ
っ
た
と
し
て
男
児
の
い
な
い

こ
と
に
よ
る
父
母
の
不
和
を
あ
げ
る
。 

玉
子
の
願
掛
け
は
そ
の
解
消
を
目
的
と
し
て
い
る
が
、
願
掛
け

の
途
中
で
の
母
の
回
復
や
願
掛
け
が
終
わ
っ
た
の
後
の
母
の
出
産

を
考
え
る
と
、
母
の
体
調
不
良
は
ど
う
や
ら
妊
娠
し
て
い
た
た
め

で
あ
り
、「
お
父
様
は
嫌
が
つ
て
始
終
東
京
へ
ば
か
り
出
て
ゐ
て
、

一
向
お
家
に
お
帰
り
に
な
ら
な
」
い
こ
と
も
母
や
玉
子
が
不
安
に

思
っ
て
い
た
だ
け
で
出
産
日
に
は
帰
宅
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る

と
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
語
り
手
が
う
ら
や

ま
し
が
る
玉
子
の
主
観
に
引
き
ず
ら
れ
た
表
現
が
示
さ
れ
て
い
る
。

と
す
る
と
、
玉
子
の
親
孝
行
の
「
一
念
」
を
語
る
物
語
は
、
親
を
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