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二
月
末
に
な
っ
て
五
月
の
会
場
予
約
を
し
よ
う
と
し

て
「
ル
ノ
ア
ー
ル
会
議
室
」
に
ア
ク
セ
ス
し
て
驚
い

た
。
五
月
の
予
約
欄
が
全
て
「
休
館
日
」
と
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。 

実
は
手
持
ち
資
金
残
高
か
ら
判
断
す
る
と
、
五

月
の
「
史
遊
サ
ロ
ン
」
が
最
終
回
と
な
り
そ
う
な

の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
だ
け
に
、
ど
こ
か
会
場
を
探

さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
云
う
の
は
何
と
も
気
が
重
い
。 

と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
ル
ノ
ア
ー
ル
側
に
問
い
合
わ
せ

た
と
こ
ろ
、
値
上
げ
後
の
予
約
欄
が
別
に
あ
る
こ
と
が

判
か
り
無
事
に
予
約
で
き
た
。
一
件
落
着
で
あ
る
。 
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こ
ん
な
小
さ
な
ト
ラ
ブ
ル
が
あ
っ
た
の
で
、
つ
い
で

に
史
遊
サ
ロ
ン
の
今
年
五
月
時
点
で
の
経
費
実
績(

予

定)

を
別
表
に
報
告
し
て
お
き
た
い
。 

ま
ず
平
成
二
十
七
年
初
に
旧
幹
事
か
ら
引
継
い
だ
現

金
が
六
十
九
万
円
で
あ
る
。
そ
の
内
か
ら
「
史
遊
会
通

信
・
第
11
集
」
の
印
刷
・
製
本
・
配
布
の
費
用
五
万

円
を
除
く
と
実
質
的
に
は
六
十
四
万
円
を
引
継
い
だ
。 

随
分
残
っ
て
い
た
も
の
だ
と
思
う
。
そ
れ
は
、
事
務

を
専
担
し
て
下
さ
っ
て
い
た
下
山
田
允
子
さ
ん
が
病
の

た
め
平
成
二
十
五
年
六
月
か
ら
業
務
を
は
ず
れ
、
そ
の

業
務
を
私
と
幹
事
で
引
き
受
け
た
こ
と
に
よ
り
月
々
の

出
金
が
二
万
円
弱
ほ
ど
減
少
し
た
こ
と
が
主
因
で
あ

る
。
推
算
し
て
見
る
と
二
年
間
半
で
五
十
万
円
ほ
ど

に
な
る
。 

 

新
し
く
史
遊
サ
ロ
ン
体
制
に
な
っ
て
か
ら
の
経
費
を

実
績(

予
想)

で
見
る
と
、
基
礎
的
な
活
動
費
と
し
て

は
、
通
信
の
印
刷
費
が
三
万
円
、
発
送
費
が
十
万
円
、

会
場
費
が
十
八
万
円
で
、
合
計
三
十
一
万
円
、
隔
月
当

た
り
に
す
る
と
一
万
五
千
円
ほ
ど
で
、
た
い
し
て
大
き

な
金
額
で
は
な
い
。 

最
も
多
く
支
出
し
た
の
は
八
件
に
上
る
出
版
奨
励
金

の
三
十
一
万
円
で
あ
る
。 

も
と
も
と
史
遊
会
は
、
別
に
本
業
を
持
ち
歴
史
に
関

す
る
著
書
を
持
つ
仲
間
の
会
で
あ
っ
た
。
史
遊
会
の
後

始
末(

？)

を
引
き
受
け
た
時
、
ま
ず
考
え
た
こ
と
は
そ

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ち
ょ
っ
と
手
を
加
え
れ
ば
本
に
な

る
原
稿
を
お
持
ち
の
方
が
会
員
の
中
に
か
な
り
居
る
。

折
角
な
の
で
そ
れ
を
ち
ょ
っ
と
後
押
し
し
て
見
た
い
。 

 

五
月
の
史
遊
サ
ロ
ン
が
最
終
回
と
な
り
ま
す 

五
月
の
史
遊
サ
ロ
ン
を
予
定
通
り
第
三
土

曜
日
の
五
月
十
八
日
に
行
い
ま
す
。
会
場
は

定
例
の
銀
座
ル
ノ
ア
ー
ル
八
重
洲
北
口
会
議

室
で
三
時
開
始
で
す
。
当
初
か
ら
の
心
積
も

り
と
し
て
三
年
か
ら
四
年
間
つ
づ
け
た
い
と

思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
丁
度
五
月
で
手
持
ち

資
金
残
高
も
底
を
つ
く
予
定
で
す
。
「
史
遊

サ
ロ
ン
通
信
」
も
五
月
で
最
終
回
と
な
り
ま

す
の
で
、
ふ
る
っ
て
ご
投
稿
下
さ
い
。 

な
お
、
五
月
号
は
長
期
連
休
の
た
め
郵
送

に
遅
れ
が
出
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

今
月
の
史
遊
サ
ロ
ン
は
予
定
通
り
第
三
土

曜
日
の
三
月
十
六
日
、
定
例
の
銀
座
ル
ノ
ア

ー
ル
八
重
洲
北
口
会
議
室
で
行
い
ま
す
が
、

会
場
の
都
合
で
開
始
が
三
時
半
と
な
っ
て
い

ま
す
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 
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そ
れ
が
八
件
の
出
版
に
つ

な
が
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の

期
間
に
も
、
プ
ロ
級
の
会
員

三
名
の
方
が
別
に
す
ば
ら
し

い
本
を
造
っ
て
い
る
。
合
計

す
れ
ば
十
名
以
上
の
方
が
本

を
出
し
た
こ
と
に
な
る
。
た

い
し
た
も
の
で
あ
る
。 

出
版
奨
励
金
の
額
に
つ
い

て
は
、
会
員
歴
の
長
さ
、
頁

数
、
部
数
な
ど
を
考
慮
し
て

多
少
の
差
を
つ
け
た
が
平
均

す
る
と
四
万
円
弱
で
あ
る
。 

そ
の
他
に
史
遊
会
通
信
と

史
遊
サ
ロ
ン
通
信
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
掲
載
料
が
四
年
間
で

一
万
円
。
し
た
が
っ
て
今
年

の
五
月
で
残
高
が
一
万
円
に

な
る
。 

以
上
で
会
計
報
告
に
代
え

る
が
、
五
月
末
の
残
高
一
万

円
の
使
用
法
と
し
て
は
「
史

遊
サ
ロ
ン
通
信
第
12
集
」
を

作
成
し
国
会
図
書
館
に
送
る

こ
と
を
考
え
て
い
る
。 

さ
あ
、
こ
れ
で
お
預
か
り
し
た
六
十
四
万
円
を
無
事

に
遣
い
き
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。 

こ
の
間
「
世
話
人
」
と
称
し
て
「
ひ
と
り
幹
事
専

決
」
で
、
勝
手
に
運
営
し
て
き
た
。
こ
れ
を
二
～
三
人

の
幹
事
で
分
担
し
て
い
た
ら
、
か
え
っ
て
手
数
が
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。 

「
ひ
と
り
幹
事
専
決
」
が
い
つ
も
良
い
わ
け
で
は
な

い
が
私
に
は
史
遊
会
で
実
質
的
に
「
ひ
と
り
幹
事
」
を

五
年
間
ほ
ど
努
め
た
経
験
が
あ
っ
た
。 

そ
の
辺
の
こ
と
を
含
め
て
、
四
十
年
近
く
の
「
史
遊

会
」
の
歴
史
を
紹
介
し
て
置
き
た
い
。 
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四
十
年
間
も
続
い
た
「
史
遊
会
」
と
云
え
ば
、
比
肩

し
得
る
同
種
の
団
体
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
し
か
し
当
然

の
こ
と
で
あ
ろ
が
、
そ
の
陰
で
は
何
回
か
「
解
散
」
の

危
機
が
あ
っ
た
。
そ
の
歴
史
を
知
っ
て
い
て
、
私
は

「
史
遊
サ
ロ
ン
」
の
世
話
人
を
引
受
け
た
の
で
あ
る
。 

設
立
は
昭
和
五
十
七
年
二
月
、
当
初
の
メ
ン
バ
ー
は

七
名
の
侍
で
あ
っ
た
。
今
で
も
毎
回
史
遊
サ
ロ
ン
に
欠

か
さ
ず
参
加
し
て
下
さ
る
千
坂
誠
一
さ
ん
は
そ
の
中
で

今
も
ご
活
躍
の
唯
一
人
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。 

発
足
間
も
な
く
の
昭
和
五
十
八
年
か
ら
は
『
史
遊
』

と
い
う
会
誌
を
季
刊
と
し
て
発
行
。
八
年
後
の
平
成
二

年
に
は
『
だ
か
ら
歴
史
は
面
白
い
』
を
出
版
し
て
い

る
。
そ
の
際
の
執
筆
者
は
二
十
一
名
、
会
の
興
隆
期
で

あ
っ
た
。 

 史遊サロンの支出実績 (2016.1初～2019.5末) サロン参加者数・頁数

 支出項目 金額(円) 　実績単価 サロン ｻﾛﾝ通信

 2016年2月24日　旧幹事より引継いだ金額 689,000 参加者数 頁数

 史遊会通信合本　第11集制作費(送料含)　旧史遊会分 52,490 2016 3 19  12  

 旧史遊会からの実質引継ぎ金額 636,410 5 12  14  

 史遊サロン発行(250号～270号) 　合計 123,159 6160円/号 7 13  10  

 　　　　　　　　　　　内訳　　　　　　　　封筒代　　　  　( 9,542) 9 12  6  

 　　　　　　　　　　　内訳　　　　　　　  切手代　　　　　(74,682) 11 14  12  

  　　　　　　　　　　 内訳　　　　　　　　事務用品       (13,964) 2017 1 14  14  

 　　　　　　　　　　　内訳　　　　　　　  ｺﾋﾟｰ印刷費    (24,971) 3 12  12  

 史遊ｻﾛﾝ会場費(20回分) 182,400 9,120円/回 5 9  8  

 出版奨励補助金(8件) 310,794 38,850円/件 7 10  12  

 　　　　鯨游海『漢詩の流れ・潮騒録』　A6版　214頁 9 14  4  

 　　　　千坂精一『関東管領始末記』　A6版　202頁 11 14  10  

 　　　　太田静一『誠忠の茶園』　A6版　222頁 2018 1 14  12  

 　　　　平山善之『歴史の散歩道』　A6版　206頁 3 12  6  

 　　　　諸橋奏『クレオールのたわごと』　A6版　172頁 5 15  12  

 　　　　佐藤健一『和算における日用数学』　A4版　282頁 7 11  12  

 　　　　村上邦治『千家尊福伝』　A6版　220頁 9 11  12  

 　　　　新井宏『狩谷棭齊讃歌』　A4版　50頁 11 13  10  

 史遊会HP掲載費(平成28年～31年) 9,600 2,400円/年 2019 1 12  10  

 2019年5月末基準の支出金額合計 625,953 3 6  

 2019年5月末の残高 10,557 12.8  10.2  平均

年　月



史遊ｻﾛﾝ通信 (史遊会通信継承) No.269(3)                                                                            

私
が
入
会
し
た
の
は
そ
の
後
間
も
な
く
の
平
成
四
年

十
月
で
あ
る
。『
史
遊
』
四
十
二
号
に
早
速
原
稿
を
載

せ
て
い
る
が
、
そ
の
頃
か
ら
会
は
息
切
れ
し
た
ら
し
く

『
史
遊
』
は
平
成
五
年
七
月
、
四
十
三
号
で
終
刊
と
な

り
休
会
と
な
っ
た
。
こ
れ
が
第
一
回
目
の
危
機
。 

詳
し
い
事
情
は
知
ら
な
い
が
、
多
士
済
々
、
会
員
間

の
意
見
の
相
違
に
よ
っ
て
幹
事
さ
ん
た
ち
が
会
の
運
営

に
苦
慮
し
た
ら
し
い
。 

再
出
発
す
る
の
が
平
成
六
年
一
月
で
あ
る
が
、
四
名

ほ
ど
の
会
員
が
退
会
し
て
い
る
。
巧
み
に
メ
ン
バ
ー
の

整
理
を
し
た
ら
し
い
。
そ
の
時
か
ら
今
に
続
く
『
史
遊

会
通
信
』
が
始
ま
っ
た
。 

そ
れ
か
ら
二
年
後
の
平
成
八
年
一
月
、
突
然
で
あ
っ

た
が
、
従
来
の
幹
事
は
全
て
引
退
す
る
か
ら
と
、
三
戸

岡
さ
ん
、
相
原
さ
ん
と
私
が
突
如
と
し
て
運
営
幹
事
に

指
名
さ
れ
た
。
思
う
に
初
期
か
ら
の
幹
部
会
員
は
十
数

年
の
間
に
、
大
部
分
が
運
営
幹
事
を
務
め
て
い
て
、
幹

事
の
交
替
が
出
来
な
く
な
り
、
そ
の
上
実
質
的
な
活
動

が
低
調
に
な
り
、
組
織
が
動
脈
硬
化
し
て
い
る
と
の
認

識
で
幹
事
が
疲
労
困
憊
し
て
い
た
ら
し
い
。
そ
の
突
破

口
を
「
若
手
会
員
」
に
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が

第
二
回
目
の
危
機
で
あ
っ
た
。 

「
若
手
」
と
し
て
指
名
さ
れ
た
メ
ン
バ
ー
か
ら
見

て
、
実
務
的
に
下
働
き
の
出
来
そ
う
な
の
は
私
だ
け
で

あ
る
。
と
は
云
っ
て
も
五
十
代
後
半
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

と
し
て
は
最
も
忙
し
い
時
期
で
あ
っ
た
。
あ
ま
り
先
輩

達
や
周
囲
を
気
に
せ
ず
、
と
に
か
く
省
力
型
で
運
営
し

よ
う
。
そ
れ
は
全
て
「
ひ
と
り
幹
事
」
と
し
て
「
独

裁
」
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
た
。 

下
り
坂
の
会
の
運
営
で
あ
っ
た
。
と
に
か
く
、
省
力

型
で
運
営
し
て
、
も
し
例
会
の
出
席
者
が
五
人
以
下
に

な
っ
た
ら
伝
統
あ
る
史
遊
会
で
あ
っ
て
も
、
躊
躇
な
く

終
了
さ
せ
よ
う
。 

し
か
し
不
思
議
な
も
の
で
あ
る
。
あ
る
時
期
か
ら
出

席
者
が
増
え
始
め
た
の
で
あ
る
。 

そ
れ
は
会
員
資
格
を
緩
め
て
、「
歴
史
に
関
す
る
著

書
」
を
持
た
な
く
と
も
、
同
等
な
キ
ャ
リ
ア
ー
さ
え
あ

れ
ば
入
会
で
き
る
よ
う
に
勝
手
に
運
営
を
変
え
た
こ
と

に
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
れ
で
入
会
希
望
の
意
思
さ
え
あ

れ
ば
入
っ
て
頂
け
る
。
鯨
游
海
さ
ん
等
の
人
脈
が
大
挙

し
て
参
加
し
て
下
さ
っ
た
。 

そ
う
な
る
と
、「
ひ
と
り
幹
事
」
の
運
営
は
逆
に
批

判
の
対
象
と
な
る
。
折
か
ら
平
成
十
三
年
、
私
は
会
社

を
卒
業
し
て
、
韓
国
の
国
立
慶
尚
大
学
に
行
く
こ
と
に

な
っ
た
。
も
し
後
任
が
見
つ
か
ら
な
け
れ
ば
、
韓
国
に

行
っ
て
も
「
ひ
と
り
幹
事
」
を
続
け
る
つ
も
り
で
あ
っ

た
が
、
有
り
難
い
こ
と
に
鯨
游
海
さ
ん
が
後
を
引
き
受

け
て
下
さ
っ
た
。
そ
し
て
第
二
の
盛
況
期
を
迎
え
る
。 

し
か
し
、
そ
の
時
か
ら
始
ま
っ
た
幹
事
の
任
期
制
・

輪
番
制
は
小
さ
な
組
織
に
あ
っ
て
は
幹
事
交
替
期
に
行

き
詰
ま
る
。
二
、
三
名
の
幹
事
で
任
期
を
二
年
と
し
て

も
、
四
年
間
で
五
名
、
八
年
間
で
十
名
の
幹
事
を
必
要

と
す
る
。 

そ
ん
な
環
境
の
中
で
、
平
成
二
十
五
年
、
下
山
田
さ

ん
が
病
の
た
め
事
務
担
当
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
や
む

を
得
な
い
の
で
史
遊
会
を
解
散
し
よ
う
と
す
る
意
見
が

大
半
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
三
回
目
の
危
機
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
、
事
務
だ
け
の
問
題
で
あ
れ
ば
下
山
田
さ
ん

の
替
り
に
ア
ル
バ
イ
ト
か
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
見
つ
け
れ

ば
良
い
で
は
な
い
か
。
そ
れ
な
ら
二
・
三
年
間
、
私
が

下
山
田
さ
ん
の
事
務
を
引
受
け
よ
う
。 

と
こ
ろ
が
遂
に
そ
の
二
年
半
後
に
は
、
次
の
幹
事
の

引
き
受
け
手
が
居
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
が
第

四
回
目
の
危
機
で
あ
る
。 

最
初
は
事
務
だ
け
引
受
け
て
い
た
が
、「
ひ
と
り
幹

事
専
決
方
式
」
な
ら
そ
れ
ほ
ど
手
数
は
変
わ
る
ま
い
。

後
始
末
が
で
き
る
の
は
私
し
か
居
な
い
。
そ
し
て
「
史

遊
サ
ロ
ン
」
体
制
を
始
め
た
。 

そ
の
時
に
心
に
決
め
た
の
は
、「
会
費
な
し
・
執
筆

義
務
な
し
、
出
席
義
務
な
し
・
講
演
義
務
な
し｣

の
原

則
で
あ
っ
た
。 

何
の
規
律
も
な
く
本
当
に
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
か

不
安
も
あ
っ
た
が
、
有
り
難
い
こ
と
に
「
通
信
」
へ
の

投
稿
も
多
く
、
頁
数
も
平
均
十
頁
、
例
会
出
席
者
も
平

均
十
三
名
と
従
前
と
変
わ
ら
な
い
。
し
ま
り
の
な
い
会

合
に
な
る
か
と
心
配
し
た
が
、
座
談
形
式
の
方
が
か
え
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っ
て
参
加
者
が
自
由
に
発
言
し
や
す
く
、
時
間
が
来
て

も
中
々
「
終
わ
り
」
に
出
来
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。 

更
に
付
け
加
え
れ
ば
、
旧
「
友
の
会
会
員
」
の
方
々

に
「
史
遊
サ
ロ
ン
通
信
」
を
お
送
り
し
続
け
た
が
、
唯

の
お
一
人
か
ら
も
「
困
る
」
と
の
反
応
は
無
か
っ
た
。 

も
ち
ろ
ん
「
通
信
」
は
執
筆
者
な
し
に
は
成
り
立
た

な
い
が
、
そ
れ
に
も
増
し
て
「
読
者
」
な
く
し
て
は
成

り
立
た
な
い
。
質
の
高
い
「
友
の
会
会
員
」
を
引
継
い

だ
こ
と
が
大
き
な
幸
せ
で
あ
っ
た
。 

し
た
が
っ
て
、
あ
る
い
は
「
会
費
を
有
料
」
と
し
て

も
更
に
続
け
た
い
と
の
ご
意
見
も
あ
る
か
も
知
れ
な

い
。 │

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
 

今
後
の
方
針
に
つ
い
て
、
触
れ
て
お
き
た
い
。 

僅
か
な
が
ら
も
資
金
を
残
し
て
終
り
に
す
る
の
は
、

「
史
遊
サ
ロ
ン
通
信
」
の
発
行
や
そ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
へ
の
掲
載
だ
け
な
ら
ほ
と
ん
ど
費
用
が
発
生
し
な

い
の
で
、
消
息
や
原
稿
な
ど
を
お
送
り
下
さ
れ
ば
「
史

遊
サ
ロ
ン
通
信
」
の
発
行
を
続
け
よ
う
と
思
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
会
合
後
の

「
天
狗
酒
場
」
も
時
折
開
け
る
か
も
知
れ
な
い
。 

組
織
に
と
っ
て
継
続
す
る
こ
と
は
大
き
な
要
件
で
あ

る
が
、
余
韻
を
持
っ
て
自
然
に
消
滅
す
る
の
も
美
学
で

あ
る
。 

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
 

「
史
遊
サ
ロ
ン
通
信
」
の
五
月
号
が
最
終
号
と
な

る
。
折
角
の
機
会
な
の
で
、
過
去
を
懐
か
し
む
寄
稿
も

大
歓
迎
で
あ
る
。
そ
れ
と
と
も
に
「
歴
史
に
遊
ぶ
」
寄

稿
が
沢
山
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。 

  

 

「
合
意
な
し
」
の
米
朝
首
脳
会
談 

 

二
月
二
十
八
日
ハ
ノ
イ
で
開
か
れ
た
第
二
回
の
米
朝

首
脳
会
談
は
「
合
意
な
し
」
で
終
っ
た
。 

米
国(

ト
ラ
ン
プ)

も
北
朝
鮮(

金
正
恩)

も
内
心
で
は

何
と
か
前
に
進
み
た
か
っ
た
。 

し
か
し
「
完
全
検
証
可
能
、
不
可
逆
的
な
非
核
化
」

を
要
求
す
る
米
国
に
対
し
、
最
終
目
標
と
し
て
は
合
意

で
き
て
も
、「
見
返
り
を
得
な
が
ら
段
階
的
に
進
め
る
し

か
方
法
の
な
い
」
金
正
恩
が
妥
協
す
る
は
ず
が
な
い
。

唯
一
の
方
法
は
両
首
脳
が
、
相
互
の
「
虚
偽
の
合
意
」

を
黙
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。 

「
文
禄
・
慶
長
の
役
」
の
後
、
幕
府
も
李
朝
も
内
心

で
は
両
国
間
の
和
平
回
復
を
強
く
望
ん
で
い
た
が
「
建

前
」
が
大
き
く
立
ち
は
だ
か
り
膠
着
状
態
と
な
っ
て
い

た
。
そ
の
中
で
両
国
間
外
交
で
生
業
を
立
て
て
い
た
対

馬
藩
が
窮
余
の
策
と
し
て
「
国
書
偽
造
」
を
謀
っ
た
。

お
そ
ら
く
幕
府
も
李
朝
も
薄
々
は
「
偽
造
」
を
知
っ
て

い
た
に
違
い
な
い
が
、
己
酉
約
条
を
締
結
す
る
。 

今
回
は
韓
国
の
文
在
寅
が
「
偽
造
」
を
主
導
し
た
。

ト
ラ
ン
プ
も
金
正
恩
も
仲
人
口
の
「
偽
造
」
を
承
知
し

て
い
な
が
ら
、
だ
ま
さ
れ
た
振
り
を
し
て
「
虚
偽
の
合

意
」
を
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
。 

し
か
し
ト
ラ
ン
プ
は
開
か
れ
た
国
・
米
国
の
大
統
領

で
あ
る
。
い
く
ら
権
限
を
持
っ
て
い
て
も
限
界
が
あ

る
。
ま
し
て
米
国
の
専
門
家
達
は
「
騙
さ
れ
る
な
」
と

大
合
唱
し
て
い
る
。
一
方
の
金
正
恩
も
強
硬
な
軍
部
を

か
な
り
粛
清
し
た
と
は
言
え
、
こ
れ
以
上
譲
る
こ
と
は

身
の
危
険
も
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

。 さ
て
、
今
回
の
会
談
の
成
績
表
が
出
揃
っ
た
。
大
ま

か
に
云
え
ば
、
ト
ラ
ン
プ
も
金
正
恩
も
傷
つ
い
た
が
、

「
悪
い
取
引
」
を
せ
ず
「
ノ
ー
取
引
」
に
終
え
た
こ
と

で
、
次
へ
の
余
地
を
残
し
た
。
そ
の
中
で
韓
国
の
文
在

寅
だ
け
が
「
敗
者
」
と
な
っ
た
。 

そ
も
そ
も
仲
裁
者
は
清
水
次
郎
長
の
よ
う
に
「
そ
の

喧
嘩
、
オ
レ
が
預
か
る
」
と
言
え
る
ほ
ど
両
側
に
睨
み

が
効
き
、
時
に
は
自
ら
の
負
担
で
纏
め
上
げ
る
力
が
必

要
だ
。
う
ま
く
行
っ
て
も
う
ま
く
行
か
な
く
と
も
、
弱

い
仲
裁
者
は
必
ず
両
側
か
ら
む
し
ら
れ
る
の
が
宿
命
で

あ
る
。 

韓
国
の
内
政
・
外
交
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
「
総
敗
北
」

を
味
わ
っ
て
い
る
文
在
寅
は
、
米
朝
会
談
に
オ
ー
ル
イ

ン
し
て
何
と
か
支
持
率
を
確
保
し
た
か
っ
た
だ
け
に
ダ

メ
ー
ジ
が
大
き
い
。。 

歴
史
に
学
ば
ず
、
朱
子
学
的
な
原
理
主
義(

理
想
主

義)

に
し
が
み
つ
く
文
在
寅
も
、
こ
の
辺
で
変
わ
ら
ざ

る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。 

(

新 

井 

宏) 
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出
雲
大
社
再
考
（
二
三
） 

 
 

神
仏
習
合
期
の
混
乱
（
２
） 

 
 
 

僧
侶
に
ひ
れ
伏
し
た
神
官 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

村
上
邦
治 

 

大
社
の
別
当
寺
は
天
台
宗
鰐
淵
寺
に
決
ま
っ
た
。

別
当
寺
が
大
社
に
派
遣
し
た
僧
侶
が
、
神
社
の
運
営

管
理
・
祭
礼
行
事
に
目
を
光
ら
せ
た
。
そ
れ
ば
か
り

で
な
く
権
力
を
利
用
し
て
、
大
社
の
年
間
祭
祀
行
事

に
介
入
し
、
仏
教
行
事
を
組
み
込
ま
せ
た
。 

中
世
大
社
年
中
行
事
一
覧
を
み
る
と
、
鰐
淵
寺
僧

護
摩
供
が
一
月
一
日
か
ら
七
日
ま
で
行
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
法
会
は
五
月
、
九
月
に
も
同
様
に
行
わ
れ
た
。 

こ
の
護
摩
供
は
密
教
の
代
表
的
行
事
で
、
天
台
宗

で
は
採
燈
護
摩
と
呼
ば
れ
、
野
外
に
護
摩
壇
を
設
け

護
摩
木
を
燃
や
し
護
摩
行
を
行
う
も
の
で
、
こ
の
行

は
七
日
間
続
け
ら
れ
た
。 

一
月
二
〇
日
に
は
大
般
若
教
転
読
が
実
施
さ
れ
た
。

大
乗
仏
教
の
中
心
経
典
で
あ
る
玄
奘
訳
の
「
大
般
若
波

羅
蜜
多
経
」
は
六
百
巻
あ
り
、
こ
れ
を
短
時
間
に
唱
え

る
た
め
経
題
の
み
を
速
読
す
る
法
要
で
あ
る
。 

 

こ
こ
で
異
様
な
光
景
が
現
出
し
た
。
鰐
淵
寺
僧
侶

が
神
官
た
ち
を
後
ろ
に
従
え
、
神
殿
に
向
か
っ
て
大

声
で
読
経
を
唱
え
た
。
そ
の
間
神
官
は
た
だ
う
つ
む

い
て
い
る
外
な
か
っ
た
。 

さ
ら
に
念
が
入
っ
た
こ
と
に
隣
接
す
る
国
造
家
に

赴
き
、
一
九
日
に
は
千
家
宅
、
翌
日
に
は
北
嶋
宅
に

て
各
々
密
教
の
修
法
で
あ
る
行
法
を
行
っ
た
。 

 

ま
た
唐
か
ら
持
ち
込
ま
れ
た
陰
陽
五
行
説
を
由
来

と
す
る
仏
教
色
の
濃
い
五
節
句
が
取
り
込
ま
れ
る
。

一
月
七
日
人
立
・
三
月
三
日
三
月
会
（
上
巳
）・
五

月
五
日
五
霊
会
（
御
霊
会
と
も
端
午
）・
七
月
七
日

七
夕
・
九
月
九
日
九
月
会
（
重
陽
）
で
あ
る
。 

 

も
っ
と
も
重
要
な
祭
礼
と
さ
れ
た
三
月
会
に
つ
い

て
は
、
寺
・
社
双
方
の
内
部
文
書
か
ら
そ
の
重
要
性

と
細
部
の
状
況
が
窺
え
る
。 

三
月
会
を
取
り
仕
切
る
五
頭
役
の
う
ち
、
鰐
淵
寺

僧
侶
が
二
頭
役
を
務
め
、
大
社
神
官
・
国
内
御
家
人

を
差
配
し
た
。
大
社
両
国
造
家
は
各
々
担
当
を
細
か

く
決
め
分
担
し
て
奉
仕
し
た
。
上
巳
は
農
作
業
の
開

始
を
意
味
し
た
農
事
暦
で
も
あ
っ
た
。
一
宮
最
大
の

祭
礼
で
あ
っ
た
が
、
大
般
若
教
転
読
や
大
乗
五
部
の
論

談
が
行
わ
れ
、
こ
こ
で
も
鰐
淵
寺
僧
侶
が
中
心
の
役
割

を
果
た
し
、
神
官
は
そ
の
補
助
役
に
甘
ん
じ
た
。 

神
仏
分
離
し
た
後
十
八
世
紀
に
も
経
緯
は
不
明
な

が
ら
、
千
家
家
東
上
官
の
三
男
が
鰐
淵
寺
和
多
坊
の

住
職
法
師
に
な
っ
て
お
り
、
習
合
時
代
の
影
響
を
長

く
残
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。 

こ
れ
ら
仏
教
的
行
事
は
当
時
の
行
事
六
十
三
あ
る

う
ち
十
を
数
え
、
二
割
近
く
を
占
め
た
。
無
論
神
仏

分
離
し
た
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
の
造
営
か
ら
は
、

す
べ
て
年
間
行
事
か
ら
は
排
除
さ
れ
た
。 

わ
が
国
最
初
の
神
仏
分
離
を
果
た
し
た
出
雲
大
社

と
鰐
淵
寺
は
、
明
治
維
新
時
の
廃
仏
稀
釈
運
動
の
荒

波
に
は
も
は
や
襲
わ
れ
な
か
っ
た
。 

 

平
成
二
十
四
年
九
月
出
雲
大
社
を
参
拝
後
、
鰐
淵

寺
に
行
く
た
め
、
一
畑
電
鉄
に
乗
り
雲
州
平
田
駅
に

降
り
た
。
大
社
を
出
る
と
き
は
晴
れ
て
い
た
が
、
土

砂
降
り
の
雨
に
覆
わ
れ
た
。
日
本
海
特
有
の
天
候
変
化

に
驚
い
た
が
、
路
線
バ
ス
は
時
刻
表
通
り
に
来
た
。
大

雨
の
中
一
時
間
一
本
の
バ
ス
に
乗
り
鰐
淵
寺
へ
向
か

っ
た
。
寺
の
駐
車
場
前
で
降
り
る
と
あ
れ
ほ
ど
の
豪

雨
が
ぴ
た
り
と
止
み
、
緑
が
色
鮮
や
か
さ
を
増
し
て

迎
え
て
く
れ
た
。 

小
川
と
参
道
が
並
行
し
、
坂
を
上
る
と
山
門
が
あ

り
、
橋
を
渡
り
入
山
し
た
。
も
み
じ
の
大
木
に
囲
ま

れ
た
百
八
つ
の
石
段
を
上
る
と
天
台
宗
特
有
の
根
本

堂
が
あ
り
、
本
尊
の
薬
師
如
来
と
先
手
観
音
が
祀
ら

れ
て
い
た
。 

 
 

拝
観
後
、
入
口
で
受
付
を
し
て
い
た
中
年
僧
侶
に 

「
鰐
淵
寺
は
嘗
て
出
雲
大
社
の
別
当
寺
だ
っ
た
の
で

す
ね
。
な
ぜ
辞
め
た
の
で
す
か
」
と
尋
ね
た
。 

「
向
こ
う
か
ら
申
し
出
た
の
で
、
辞
め
た
だ
け
よ
」

と
、
不
満
顔
で
そ
っ
け
な
く
答
え
た
。 

当
時
の
「
無
念
な
心
境
」
を
表
し
て
い
る
な
、
と

思
い
な
が
ら
帰
山
し
た
。 

参
考
文
献 

『
出
雲
鰐
淵
寺
文
書
』 

同
研
究
会 

 

法
蔵
館 

『
出
雲
国
造
家
文
書
』 

村
田
正
志
校
注 
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河
井
継
之
助
と
小
林
虎
三
郎 

 
 

 

新 

井 
 

宏 

 

終
戦
の
年
の
昭
和
二
十
年
春
、
小
学
生
二
年
生
に

な
る
時
、
新
潟
県
長
岡
市
の
南
方
に
あ
る
古
志
郡
に

疎
開
し
た
。
母
方
の
里
に
一
年
間
、
父
方
の
里
に
三
年

間
、
合
計
四
年
間
を
過
し
た
思
い
出
の
地
で
あ
る
。 

『
ま
ん
じ
』
に
疎
開
の
頃
の
こ
と
を
何
か
書
こ
う

と
思
い
立
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
久
し
く
訪
れ
て
い

な
い
郷
里
に
行
っ
て
み
た
い
。 

し
か
し
、
わ
ず
か
一
、
二
日
の
日
程
が
取
れ
な
い
。

軽
い
病
状
で
は
あ
る
が
、
若
干
介
護
を
必
要
と
す
る

妻
を
半
日
以
上
置
い
て
出
掛
け
る
気
に
な
れ
な
い
の

で
あ
る
。 

そ
こ
で
、
二
つ
の
方
法
を
考
え
た
。
ひ
と
つ
は
郷

里
の
郷
土
史
の
本
を
徹
底
し
て
集
め
て
み
る
こ
と
、

も
う
ひ
と
つ
は
グ
ー
グ
ル
の
ス
ト
リ
ー
ト
・
ビ
ュ
ウ

で
思
い
出
の
地
を
紀
行
し
て
み
る
こ
と
で
あ
る
。 

ま
ず
、
旧
古
志
郡
の
内
、
長
岡
市
に
編
入
さ
れ
た

地
域
の
郷
土
史
、
六
百
頁
ほ
ど
の
『
岡
南
』
を
入
手

し
た
。
そ
こ
に
は
四
つ
の
小
学
校
の
歴
史
が
詳
し
く

書
か
れ
て
い
る
が
、
母
方
の
里
の
高
島
小
学
校
も
父

方
の
里
の
十
日
町
小
学
校
も
そ
の
中
に
あ
る
。
絶
好

な
資
料
で
あ
る
。 

ス
ト
リ
ー
ト
・
ビ
ュ
ウ
の
利
用
方
法
に
つ
い
て

は
、
か
な
り
手
慣
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
海
外
旅
行
な

ど
で
訪
れ
た
観
光
地
な
ど
を
再
訪
す
る
の
に
も
っ
て

こ
い
だ
か
ら
で
あ
る
。
徒
歩
の
感
覚
、
自
転
車
の
感

覚
、
車
の
感
覚
で
路
を
進
み
な
が
ら
、
立
ち
止
ま
っ

て
は
四
方
を
見
渡
す
。
時
に
は
観
光
名
所
の
内
部
ま

で
サ
ー
ビ
ス
し
て
く
れ
る
。 

疎
開
し
た
地
域
は
、
元
々
は
小
千
谷
市
と
長
岡
市

の
中
間
地
、
戊
辰
戦
争(

北
越
戦
争)

の
主
舞
台
で
あ

る
。
小
学
校
四
年
生
の
時
に
は
、
最
初
の
激
戦
地
、

榎
木
峠
ま
で
遠
足
に
行
っ
た
こ
と
も
あ
る
。 

戦
争
の
経
過
に
つ
い
て
は
司
馬
遼
太
郎
の
『
峠
』
に

詳
し
い
。
大
政
奉
還
後
も
徳
川
家
を
支
持
す
る
長
岡
藩

主
・
牧
野
忠
訓
は
百
二
十
石
の
河
井
継
之
助
を
藩
政
の

中
心(

家
老
上
席
・
軍
事
総
裁)

に
据
え
て
、
江
戸
屋
敷

を
処
分
し
た
資
金
で
最
新
兵
器
の
ガ
ト
リ
ン
グ
砲(

機

関
銃)

や
エ
ン
フ
ィ
ー
ル
ド
銃
、
ス
ナ
イ
ド
ル
銃
を
購

入
、
強
力
な
装
備
の
も
と
で
、
武
力
中
立
を
唱
え
る
。 

し
か
し
長
岡
藩
で
は
、
世
襲
家
老
や
上
級
家
臣
の

多
く
は
恭
順
・
非
戦
を
主
張
し
て
い
た
。
こ
れ
を
藩

主
の
意
向
と
は
云
え
、
武
力
で
制
圧
し
た
の
で
あ
る

か
ら
、
中
立
を
唱
え
て
も
新
政
府
へ
の
武
力
抵
抗
を

前
提
と
し
て
い
た
と
見
ら
れ
て
も
当
然
で
あ
る
。 

小
千
谷
の
慈
眼
寺
で
、
河
井
継
之
助
は
新
政
府
軍

監
・
土
佐
藩
の
岩
村
精
一
郎
と
の
会
談
に
臨
む
。
二

十
二
歳
の
岩
村
で
は
「
会
津
藩
を
説
得
す
る
」
と
説

く
河
井
継
之
助
を
受
け
止
め
る
権
限
も
器
量
も
な
く

追
い
返
し
て
し
ま
っ
た
。
上
位
の
軍
監
、
長
州
の
山

県(

有
朋)

や
薩
摩
の
黒
田(

清
隆)

に
会
え
な
か
っ
た

の
が
不
幸
で
あ
っ
た
。 

司
馬
遼
太
郎
の
『
峠
』
に
は
記
載
が
な
い
が
、
そ

の
翌
日
、
尾
州
藩
の
軍
監
が
河
井
継
之
助
に
接
触
し

よ
う
と
す
る
動
き
も
あ
っ
た
と
地
史
は
伝
え
る
。
し

か
し
河
井
は
「
薩
長
の
徒
は
暴
慢
を
き
わ
め
、
わ
が

微
衷
は
さ
ら
に
顧
み
ら
れ
ず
、
事
こ
こ
に
い
た
れ
ば

…
…
」
と
突
き
進
ん
で
し
ま
っ
た
。 

『
峠
』
や
判
官
贔
屓
も
あ
っ
て
か
、
河
井
継
之
助

の
人
気
は
極
め
て
た
か
い
。
当
時
の
最
高
級
の
人
材

で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

地
元
で
の
評
価
は
極
め
て
厳
し
か
っ
た
。
意
味
の
な

い
戦
争
を
引
き
起
こ
し
、
地
域
を
焦
土
に
し
た
非
情

の
人
物
と
し
て
怨
嗟
の
的
と
な
っ
た
と
も
伝
え
ら
れ

て
い
る
。
継
之
助
の
妻
す
が
は
石
も
て
追
わ
れ
北
海

道
に
住
み
故
郷
の
長
岡
に
は
一
生
戻
れ
な
か
っ
た
。 

事
実
、
私
の
疎
開
先
の
十
日
町
村
で
も
、
半
数
の

民
家
や
三
つ
の
寺
院
が
焼
か
れ
て
い
る
。 

北
越
戦
争
敗
戦
後
、
意
外
な
こ
と
に
長
岡
藩
は
完

全
な
取
り
つ
ぶ
し
を
免
れ
、
二
万
四
千
石
を
受
け

る
。
そ
の
時
、
長
岡
藩
大
参
事
と
し
て
藩
政
を
担
っ

た
の
が
、
昌
平
黌
で
河
井
継
之
助
と
共
に
学
ん
だ
恭

順
派
の
小
林
虎
三
郎
で
あ
る
。 

山
本
有
三
の
戯
曲
「
米
百
俵
」
で
世
に
知
ら
れ
る

よ
う
に
、
厳
し
い
窮
乏
の
中
に
あ
っ
た
長
岡
藩
に
、

救
援
の
た
め
の
米
百
俵
が
届
け
ら
れ
た
が
、
虎
三
郎
は

困
窮
す
る
家
臣
の
救
済
に
は
遣
わ
ず
、
国
漢
学
校
の
設

立
資
金
に
使
っ
た
。
河
井
継
之
助
と
小
林
虎
三
郎
、
い
つ
の

世
も
正
義
と
正
義
の
対
立
が
悲
劇
を
生
む
と
云
っ
て
は
怒
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
か
。 


