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（
挨
拶
要
旨
）

創
刊
五
周
年
を
迎
え
て

阿
木
津

英

八
雁
は
、
石
田
比
呂
志
逝
去
に
よ
る
結
社
「
牙
」
解
散
の
の
ち
、
元

「
牙
」
会
員
有
志
四
十
数
名
と
短
歌
研
究
誌
「
あ
ま
だ
む
」
会
員
四
十

数
名
と
が
合
流
、
そ
れ
を
母
体
と
し
て
出
発
し
た
短
歌
会
で
す
。
思
え

ば
、
創
刊
準
備
を
始
め
た
二
〇
一
一
年
秋
は
、
あ
の
三
・
一
一
か
ら
半

年
後
の
こ
と
、
そ
う
し
て
今
年
四
月
は
熊
本
大
地
震
。
そ
の
間
の
政
治

社
会
状
況
の
変
化
に
は
絶
句
す
る
と
い
う
か
、
二
十
世
紀
後
半
を
生
き

て
き
た
者
に
は
常
識
外
の
思
い
を
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
毎
日
で
す
。

一
昨
年
で
し
た
か

「
梅
雨
空
に
『
九
条
守
れ
』
の
女
性
デ
モ
」
と

、

い
う
俳
句
が
、
さ
い
た
ま
市
三
橋
公
民
館
だ
よ
り
に
掲
載
を
拒
否
さ
れ

た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
を
読
ん
だ
と
き
に
は
驚
い
て
目
を
疑
い
ま
し
た
。

七
十
四
歳
の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
公
民
館
で
趣
味
で
や
っ
て
い
る
俳
句
で

す
。
二
十
人
ば
か
り
の
互
選
で
最
高
点
を
と
っ
た
こ
の
俳
句
は
、
い
つ

も
な
ら
毎
月
発
行
の
「
公
民
館
だ
よ
り
」
俳
句
コ
ー
ナ
ー
に
掲
載
さ
れ

る
は
ず
で
し
た
が
、
公
民
館
側
が
「
公
民
館
の
意
見
と
誤
解
さ
れ
る
恐

れ
が
あ
る
」
と
掲
載
拒
否
を
俳
句
教
室
に
通
告
、
そ
の
号
は
俳
句
コ
ー

ナ
ー
を
削
除
し
て
発
行
し
た
と
い
う
の
で
す
。

何
よ
り
素
人
の
た
の
し
み
で
や
っ
て
い
る
俳
句
で
す
。
皆
の
共
感
を

得
た
俳
句
の
掲
載
を
、
こ
の
七
十
四
歳
の
方
は
誇
ら
し
く
も
心
待
ち
に

し
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
世
の
片
隅
の
さ
さ
や
か
な
た
の
し

、

。

み
を
潰
す
ほ
ど
の
問
題
が

い
っ
た
い
こ
の
俳
句
の
ど
こ
に
あ
る
の
か

の
ち
に
市
の
教
育
長
は
「
世
論
を
二
分
し
て
い
る
内
容
の
作
品
は
載
せ

な
い
」
と
明
言
し
た
そ
う
で
す
が
、
何
を
証
拠
に
世
論
を
二
分
な
ど
と

い
う
の
か
。
そ
も
そ
も
こ
の
俳
句
は
「
九
条
を
守
れ
」
と
主
義
主
張
し

て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

「
九
条
を
守
れ
」
は
プ
ラ
カ
ー
ド
で

。

あ
っ
て
、
そ
う
い
う
プ
ラ
カ
ー
ド
を
掲
げ
る
女
性
た
ち
の
デ
モ
が
あ
っ

た
、
と
客
観
的
に
叙
述
し
て
い
る
の
み
。
そ
こ
に
含
む
も
の
が
共
感
な

の
か
反
感
な
の
か
、
そ
れ
は
読
者
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
。
何
を
根
拠
に

共
感
と
読
ん
だ
の
か
、
と
わ
た
し
な
ら
屁
理
屈
の
一
つ
で
も
捏
ね
て
ね

じ
込
ん
で
や
る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
の
俳
句
は
素
人
ら
し
い
も
の
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
秀
句
で

す
。
一
読
、
わ
た
し
は
と
て
も
良
い
句
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
デ
モ
の
主

体
が
「
女
性
」
で
あ
る
の
が
い
い
し

「
梅
雨
空
」
と
「
女
性
デ
モ
」

、

が
じ
つ
に
よ
く
照
り
あ
っ
て
い
ま
す
。
プ
ラ
カ
ー
ド
の
「
九
条
守
れ
」

、

、

と
い
う
主
張
に
賛
成
し
て
作
っ
た
と
い
う
よ
り
も

も
っ
と
全
体
的
な

か
つ
て
は
外
に
出
た
が
ら
な
か
っ
た
女
性
た
ち
が
平
和
を
願
う
熱
意
を

町
に
出
て
積
極
的
に
示
そ
う
と
し
て
い
る
、
そ
こ
に
胸
の
底
か
ら
の
人

間
的
な
共
感
を
覚
え
て
い
る
、
そ
ん
な
俳
句
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
教
室

の
会
員
た
ち
の
賛
同
を
得
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
俳
句
の
掲
載
拒
否
と
は
、
人
間
的
な
共
感
を
公
共
の
場

か
ら
締
め
出
す
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
公
権
力
を
使
っ
て
の
、
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人
間
的
共
感
の
力
の
否
定
。
こ
れ
は
由
々
し
き
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。
人
間
的
共
感
の
力
こ
そ
は
文
芸
・
芸
術
の
根
源
で
あ
り
、
本
質
を

な
す
も
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
事
件
は
、
政
治
や
法
の
問
題
と
い
う
ば
か

、

。

り
で
は
な
く

芸
術
の
根
幹
に
か
か
わ
る
問
題
に
触
れ
て
い
る
の
で
す

本
当
な
ら
俳
句
団
体
が
こ
ぞ
っ
て
反
論
し
、
声
明
を
出
し
て
よ
い
と
こ

ろ
で
す
が
、
寡
聞
に
し
て
そ
ん
な
話
は
聞
い
て
い
ま
せ
ん
。
俳
句
ど
こ

ろ
か
、
短
歌
も
詩
も
、
文
芸
全
般
に
関
わ
る
人
々
が
声
を
あ
げ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
問
題
で
し
た
。

こ
ん
な
大
事
が
、
さ
さ
い
な
事
象
と
し
て
次
々
に
や
り
過
ご
さ
れ
て

い
っ
て
い
る
の
が
昨
今
で
す
。
こ
の
ま
ま
進
ん
で
い
く
果
て
に
は
萎
縮

と
自
己
規
制
、
一
方
で
新
時
流
に
乗
っ
て
の
太
鼓
持
ち
と
、
相
場
は
決

ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
ん
な
た
い
へ
ん
な
時
代
に
生
き
て
歌
を
つ
く
る
こ

と
の
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
こ
れ
か
ら
わ
た
し
た
ち
は
、
ど
ん
な

歌
を
作
っ
て
い
け
ば
い
い
の
か
。
誰
も
が
考
え
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い

こ
と
を
、
わ
た
し
も
昨
日
つ
ら
つ
ら
思
い
巡
ら
し
て
い
る
う
ち
に
、
ふ

と
「
不
易
流
行
」
と
い
う
語
が
浮
か
ん
で
き
ま
し
た
。

ひ
さ
し
ぶ
り
に
書
棚
か
ら
埃
を
払
っ
て
岩
波
文
庫
『
去
来
抄
・
三
冊

子
・
旅
寝
論
』
を
開
い
た
の
で
す
が

「
不
易
流
行
」
と
い
う
言
葉
は

、

「
三
冊
子
」
の
「
あ
か
さ
う
し
」
冒
頭
に
出
て
き
ま
す
。

師
の
風
雅
に
万
代
不
易
有
。
一
時
の
変
化
あ
り
。
こ
の
二
ッ
に
究

り
、
其
本
一
也
。
そ
の
一
と
い
ふ
は
風
雅
の
誠
也
。

師
の
風
雅
に
万
代
変
わ
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。
ま
た
一
時
の
変
化
が
あ

る
。
師
の
風
雅
は
こ
の
二
つ
に
極
ま
っ
て
、
本
は
一
つ
で
あ
る
。
そ
の

一
つ
と
い
う
の
は
風
雅
の
誠
で
あ
る

有
名
な
冒
頭
の
一
節
で
、
こ

―

の
あ
と
も
し
ば
し
ば
「
風
雅

「
誠
」
と
出
て
く
る
け
れ
ど
も
、
い
っ

」

た
い
こ
の
「
風
雅
の
誠
」
と
は
何
か
。
日
本
国
語
大
辞
典
を
引
い
て
み

ま
す
と
「
芭
蕉
が
俳
諧
の
美
的
理
念
と
考
え
た
、
不
易
と
流
行
と
の
二

面
を
統
一
す
る
絶
対
的
な
精
粋
を
言
う
」
と
、
簡
に
し
て
要
を
得
た
説

明
が
し
て
あ
り
ま
す
。
で
も
、
わ
か
っ
た
よ
う
で
わ
か
ら
な
い
。
少
な

く
と
も
実
作
者
で
あ
る
わ
た
し
た
ち
に
は
、
頭
の
上
を
す
ー
っ
と
通
り

。

、

「

」

抜
け
て
ゆ
く
身
に
染
ま
な
い
言
葉
で
す

そ
こ
で

こ
の

風
雅
の
誠

と
い
う
言
葉
を
も
っ
て
芭
蕉
が
何
を
言
お
う
と
し
た
の
か

「
あ
か
さ

、

う
し
」
の
文
面
か
ら
そ
の
指
す
と
こ
ろ
を
読
み
取
っ
て
、
自
分
な
り
の

翻
訳
を
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。

ま
ず
「
風
雅
」
と
は
、
辞
書
的
な
意
味
で
は
「
詩
歌
文
章
の
道
。
文

芸
。
芸
術
一
般
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
も
と
も
と
は

詩
経
か
ら
出
た
言
葉
で
す
。
詩
経
は
紀
元
前
四
世
紀
中
頃
に
中
国
大
陸

に
成
立
し
た
、
日
本
で
言
え
ば
記
紀
歌
謡
の
よ
う
な
も
の
に
あ
た
り
ま

す
。
詩
経
は
国
風
・
雅
・
頌
か
ら
成
っ
て
い
ま
す
。
国
風
と
は
訓
ず
れ

ば
国
ぶ
り
、
各
国
の
民
間
で
う
た
わ
れ
た
主
に
男
女
の
思
い
を
う
た
う

歌
で
す
。
雅
に
は
小
雅
と
大
雅
と
が
あ
っ
て
、
政
治
的
な
意
味
を
も
つ

宗
教
的
な
仮
面
舞
踏
劇
詩
を
い
う
の
だ
そ
う
で
す
。
よ
う
す
る
に
、
詩

経
の
粋
た
る
風
と
雅
と
は
歌
の
ふ
る
さ
と
、
記
紀
歌
謡
成
立
よ
り
古
い

い
わ
ば
東
洋
に
お
け
る
歌
の
ふ
る
さ
と
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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風
と
は
た
だ
よ
う
て
物
を
揺
る
が
す
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
そ
う
で

す
が
、
た
ん
に
た
だ
よ
う
歌
声
の
呪
力
で
相
手
の
心
を
動
か
す
ば
か
り

で
な
く
、
風
雅
と
い
う
語
が
の
ち
に
は
芸
術
一
般
を
さ
す
よ
う
に
、
そ

こ
か
ら
人
類
の
歴
史
は
こ
の
上
な
く
う
つ
く
し
い
も
の
、
よ
り
良
い
も

の
、
あ
る
べ
き
も
の
を
見
出
し
て
ゆ
き
ま
し
た
。

そ
こ
で
わ
た
し
は

「
風
雅
」
と
い
う
語
に
「
人
類
に
と
っ
て
良
き

、

も
の
」
と
い
う
翻
訳
語
を
与
え
て
み
ま
し
た

「
誠
」
と
は
、
辞
書
的

。

な
意
味
で
は
「
真
事
、
真
実
、
実
際
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、

「
そ
の
生
ま
れ
出
る
と
こ
ろ
」
と
訳
し
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
「
風
雅

の
誠
」
と
は

「
人
類
に
と
っ
て
良
き
も
の
、
そ
の
生
ま
れ
出
る
と
こ

、

ろ
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

常
に
風
雅
の
誠
を
せ
め
さ
と
り
て
、
今
な
す
処
俳
諧
に
帰
る
べ
し

と
云
る
也
。

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
読
み
解
く
な
ら
ば
「
人
類
に
と
っ
て
良
き
も

の
、
そ
の
生
ま
れ
出
た
と
こ
ろ
を
つ
ね
に
振
り
返
り
、
ど
の
よ
う
に
し

て
こ
の
良
き
も
の
は
生
ま
れ
出
た
の
か
と
問
い
に
問
う
て
自
ら
悟
り
、

ひ
る
が
え
っ
て
今
あ
な
た
が
な
し
て
い
る
俳
諧
に
そ
れ
を
実
現
す
る
よ

う
に
し
な
さ
い
と
い
わ
れ
た
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
。

師
の
風
雅
に
万
代
不
易
と
一
時
流
行
と
が
あ
る
が

根
本
は
一
つ

風

、

「

雅
の
誠
」
で
あ
る
と
い
う
冒
頭
の
語
は
し
た
が
っ
て
、
芭
蕉
は
お
の
が

「

」

芸
術
観
の
根
底
に

人
類
は
必
ず
良
き
も
の
を
生
み
出
す
存
在
で
あ
る

と
い
う
信
頼
を
据
え
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
も
ね
、
ち
ょ
っ

と
振
り
返
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
お
の
れ
を
含
め
て
人
類
な
ん
て
ろ
く

な
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
相
変
わ
ら
ず
戦
争
は
す
る
し
、
愚
劣
で

悪
辣
で
、
憎
悪
と
保
身
と
欲
望
に
渦
巻
い
て
い
ま
す
。
芭
蕉
の
生
き
た

時
代
だ
っ
て
同
じ
で
し
ょ
う
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
芭
蕉
は
「
人
類
は
必

ず
良
き
も
の
を
生
み
出
す
存
在
で
あ
る

、
そ
の
こ
と
は
不
易
だ
、
と

」

言
い
切
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
た
い
へ
ん
な
こ
と
で
す
。

し
か
し

「
そ
の
生
ま
れ
出
る
と
こ
ろ
」
は
、
時
代
の
変
化
に
よ
っ

、

て
も
、
年
齢
の
変
化
に
よ
っ
て
も
、
一
年
の
春
秋
に
よ
っ
て
も
、
時
の

変
化
に
し
た
が
っ
て
つ
ね
に
変
化
す
る

「
四
時
の
押
移
如
く
物
あ
ら

。

た
ま
る
。
皆
か
く
の
ご
と
し

。
お
し
移
る
に
し
た
が
っ
て
誠
を
「
せ

」

、

」。

む
る
も
の
は
そ
の
地
に
足
を
す
へ
が
た
く

一
歩
自
然
に
進
む
理
也

こ
れ
は
、
時
代
の
変
化
に
は
追
い
つ
い
て
い
か
な
き
ゃ
と
か
、
新
し
い

時
代
に
は
新
し
い
歌
を
と
か
、
そ
ん
な
話
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
。

冒
頭
に
話
を
戻
せ
ば
、
昨
今
は
い
よ
い
よ
愚
劣
な
人
間
悪
の
栄
え
る

時
代
と
も
い
え
そ
う
で
、
悪
い
方
に
ば
か
り
変
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
も

思
え
ま
す
。
し
か
し
、
大
き
く
見
渡
せ
ば
人
類
の
歴
史
の
な
か
に
は
良

き
も
の
の
生
ま
れ
出
づ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
、
き
ち
ん
と
証
さ
れ
て
い

る
。
そ
う
い
う
「
風
雅
の
誠
」
を
尋
ね
た
あ
と
が
残
っ
て
い
る
。
わ
た

し
た
ち
も
芭
蕉
に
な
ら
っ
て
そ
こ
に
信
を
置
き
た
い
も
の
で
す
。

、

「

」

八
雁
は
ほ
ん
と
う
に
さ
さ
や
か
な
場
で
す
が

つ
ね
に

風
雅
の
誠

を
せ
め
て
一
歩
お
の
ず
と
足
を
す
す
め
、
己
を
新
し
く
し
よ
う
と
す
る

者
の
、
た
ま
し
い
の
自
由
を
護
る
場
で
あ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
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