
平
成
二
十
八
年
度
松
江
い
な
さ
会
総
会
記
念
講
演 

 

受
け
継
ぐ
日
本
人
の
こ
こ
ろ
と
か
た
ち 

 

つ
な
ぎ

．
．
．
～
人
・
物
・
時
間
・
文
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出
雲
大
社
権
宮
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千
家
和
比

せ

ん

げ

よ

し

ひ

古こ(

高
校
二
十
一
期) 

 Ⅰ
 

は
じ
め
に 

 

神
社
は
祈
り
の
機
能
場
所
で
あ
る
こ
と
は
申
す
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
加
え
て
境
内
の
佇
ま
い
の
風

景
空
間
に
何
か
を
感
じ
て
も
ら
う
こ
と
も
大
切
な
こ

と
。
何
か
を
感
受
す
る
場
所
空
間
で
も
あ
り
ま
す
。 

 

四
十
数
年
前
、
彫
刻
家
の
五
十
嵐

い

が

ら

し

芳よ
し

三ぞ
う

氏
が
参
拝

さ
れ
ま
し
た
。
境
内
瑞
垣

み
ず
が
き

外
の
北
東
隅
に
立
ち
御
本

殿
を
仰
ぎ
琴
線
を
打
た
れ
た
氏
は
、
以
来
、
つ
な
ぎ

．
．
．
、

生
命
、
誕
生
、
結
び
な
ど
に
テ
ー
マ
を
定
め
て
制
作

に
打
ち
込
み
今
日
に
至
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
し
た
。 

 

そ
の
最
初
の
作
品
は
「
二
人
」
。
こ
の
「
二
」
か
ら
、

日
本
人
の
特
徴
が
み
え
て
き
ま
す
。
古
来
、
「
ひ
ぃ
・

ふ
ぅ
・
み
ぃ
・
よ
ぉ
・
・
・
・
」
と
の
数
え
方
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
「× か

け
る

２
」
で
母
音
変
化
さ
せ
数
詞

を
構
成
す
る
も
の
で
、
「×

２
」
、
つ
ま
り
偶
数
・
複

数
を
重
視
す
る
日
本
独
特
の
数
え
方
。
そ
の
完
成
形

の
２×

五
の
十
よ
り
も
未
完
の
八
を
良
し
と
し
、
そ

こ
か
ら
十
に
向
か
っ
て
無
限
の
〝
間ま 

〟
を
み
る
も

の
で
、
日
本
人
の
心
の
営
み
模
様
の
反
映
が
窺
わ
れ

ま
す
。 

 

複
数
存
在
間
の
相
対
性
を
認
め
、
そ
の
相
対
存
在

間
の
間ま

を
重
視
し
、
そ
の
間ま

を
つ
な
い
で

．
．
．
．
い
く
こ
と
、

結
ん
で
い
く
こ
と
を
大
切
に
す
る
心
意
で
す
。
日
本

人
の
心
の
奥
底
に
は
、
こ
う
し
た
、
バ
ロ
ッ
ク
音
楽

で
言
う
〝
通
奏

つ
う
そ
う

低
音

て
い
お
ん

〟
が
流
れ
て
い
ま
す
。 

Ⅱ
 

出
雲
大
社
の
、
つ
な
ぎ

．
．
．
の
場
所
背
景 

 

奈
良
時
代
の
島
根
半
島
部
と
内
陸
部
側
と
の
間
の

様
相
は
、
現
在
と
大
き
く
異
な
っ
て
、
出
雲
大
社
の

南
に
は
『
出
雲
国
風
土
記
』
で
「
神
門

か
ん
ど
の

水み
ず

海う
み

」
と
記

載
す
る
ラ
グ
ー
ン(

潟せ
き

湖こ)

が
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。

古
代
に
あ
っ
て
潟
湖
は
天
然
の
良
港
、
日
本
海
沿
岸

航
路
の
結
節
点
で
、
舟
で
人
も
文
物
も
技
術
も
情
報

も
出
入
す
る
重
要
な
つ
な
ぎ

．
．
．
拠
点
を
形
成
し
て
い
ま

し
た
。 

 

弓
浜
半
島
の
根
元
に
あ
っ
た
淀
江
潟
付
近
か
ら
出

土
の
約
二
千
年
前
の
土
器
の
頸
部
に
は
、
秋
の
収
穫

祭
の
風
景
を
思
わ
せ
る
鳥
装
の
祭
人
や
高
層
建
物
な

ど
の
線
刻
画
が
描
か
れ
て
い
ま
し
た
。
神
門
水
海
周

辺
も
相
似
の
風
景
が
展
開
し
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

鎌
倉
時
代
の
絵
図
を
見
ま
す
と
、
真
名
井
の

命
い
の
ち
の

主

社

ぬ
し
の
や
し
ろ

の
背
後
に
大
岩
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
中
世

に
は
命
石
社
と
も
。
一
六
六
七
年
の
寛
文
の
遷
宮
造

営
の
時
に
、
こ
の
辺
り
一
帯
か
ら
境
内
石
垣
用
の
石

を
切
り
出
し
ま
す
。
そ
の
際
に
こ
の
大
岩
も
切
り
出

さ
れ
、
下
か
ら
北
陸
産
の
翡
翠
の
勾
玉
や
北
九
州
産

の
青
銅
製
の
戈ほ

こ

が
出
土
。
約
二
千
年
前
頃
の
イ
ワ
ク

ラ
祭
祀
跡
で
潟
湖
を
め
ぐ
る
交
流
や
宗
教
的
文
化
相

の
一
端
を
物
語
り
、
境
内
地
を
含
め
た
一
帯
が
二
千

年
前
か
ら
聖
域
的
扱
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
ま

す
。 

 

現
在
、
御
本
殿
後
方
の
八
雲
山
の
左
右
の
谷
が
流

れ
出
る
吉
野
川
と
素
鵞

そ

が

川
は
、
護
岸
構
築
に
よ
り
谷

か
ら
出
て
真
っ
直
ぐ
南
流
し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は

先
の
寛
文
造
営
時
の
造
成
以
来
の
こ
と
。
古
代
に
は

谷
か
ら
谷
筋
の
ま
ま
境
内
中
央
に
向
っ
て
流
れ
、
丁

度
Ｙ
の
字
状
に
合
流
、
一
筋
に
南
流
し
て
い
た
こ
と

が
分
か
り
ま
し
た
。
合
流
地
を
「
川
合
」
と
言
い
ま

す
。
川
は
神
様
な
ど
異
常
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
存
在
の
通

り
道
で
あ
り
、
川
合
は
今
様
の
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
、

神
と
人
の
つ
な
．
．
ぎ．
空
間
で
し
た
。
古
代
人
は
そ
う
し

た
地
を
わ
ざ
わ
ざ
選
ん
で
神
祭
り
の
場
と
し
て
き
た

の
で
す
。 

で
は
、
境
内
地
で
い
つ
か
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

起
っ
た
の
か
。
川
合
地
付
近
で
の
四
世
紀
後
半
頃
の

祭
祀
関
係
遺
物
の
出
土
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
れ
以

来
で
す
。
た
だ
、
こ
の
時
か
ら
常
設
の
神
殿
が
あ
っ



た
か
ど
う
か
、
考
古
学
的
に
は
検
証
で
き
て
い
ま
せ

ん
。
ち
な
み
に
、
伊
勢
神
宮
の
境
内
地
か
ら
同
種
の

祭
祀
関
係
遺
物
は
五
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
よ
う
で

す
。 

 

神
殿
造
営
の
歴
史
的
な
記
録
記
事
が
文
献
で
確
認

で
き
る
の
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
斉
明
天
皇
の
六
五
九

年
。
こ
こ
に
出
て
く
る
「
神
の
宮
」
を
熊
野
大
社
と

す
る
理
解
も
あ
り
ま
す
が
、
私
は
出
雲
大
社
と
理
解

す
る
方
が
自
然
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、

熊
野
大
社
の
祭
神
は
天
的
世
界
を
故
郷
と
す
る
天
つ

あ

ま

つ

神か
み

、
出
雲
大
社
の
祭
神
は
地
的
世
界
を
故
郷
と
す
る

国く
に

つつ

神か
み

と
い
う
別
グ
ル
ー
プ
で
、
古
代
の
神
々
構
造

の
思
潮
を
考
え
る
と
熊
野
大
社
で
は
『
日
本
書
紀
』

上
の
特
記
の
意
味
価
値
を
ま
っ
た
く
な
さ
な
い
か
ら

で
す
。 

天
つ
神
の
宮
の
代
表
が
伊
勢
神
宮
で
あ
る
な
ら
、

こ
こ
は
国
つ
神
の
代
表
で
あ
る
出
雲
大
社
を
並
べ
る

こ
と
で
神
々
の
コ
ス
モ
ス
形
成
が
な
さ
れ
る
と
い
う

の
が
、
当
時
の
考
え
方
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
境

内
か
ら
は
そ
の
時
代
の
供
膳
土
器
も
出
土
し
て
い
ま

す
。 

 

以
来
、
長
い
歴
史
時
間
に
数
限
り
な
い
人
々
の
次

代
に
つ
な
ぐ

．
．
．
信
仰
的
営
み
に
よ
っ
て
造
営
が
尽
く
さ

れ
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

Ⅲ
 

「
遷
宮
」
と
つ
な
ぎ

．
．
． 

 

御
本
殿
大
屋
根
の
葺
き
替
え
の
た
め
檜
皮

ひ

わ

だ

を
解
体

し
て
分
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
階
段
上
の
屋
根

の
奥
部
で
は
、
前
回
の
昭
和
遷
宮
以
前
の
明
治
十
四

年
の
遷
宮
時
の
職
人
さ
ん
の
仕
事
が
残
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
昭
和
の
職
人
さ
ん
は
、
実
質
、
江
戸
時
代
に

生
き
た
職
人
さ
ん
の
仕
事
振
り
の
素
晴
ら
し
さ
に
触

れ
、
自
分
た
ち
を
継
ぐ
後
輩
の
た
め
に
、
あ
え
て
先

人
の
技
を
残
し
て
い
た
の
で
す
。
こ
れ
も
つ
な
ぎ

．
．
．
で

す
。 

 

材
料
の
檜
皮
に
し
て
も
簡
単
に
手
に
は
で
き
ま
せ

ん
。
原
皮
師
と
い
う
職
人
さ
ん
が
、
綱
一
本
、
小
さ

な
棒
二
本
だ
け
の
道
具
で
檜
の
高
木
に
ス
ル
ス
ル
と

登
っ
て
う
ま
く
皮
を
剥
ぎ
ま
す
。
綺
麗
に
整
え
て
修

理
現
場
に
運
ば
れ
ま
す
が
、
そ
の
檜
皮
を
打
ち
止
め

る
の
は
竹
釘
で
、
こ
れ
も
ま
た
様
々
な
工
程
を
経
ま

す
。 

 

他
方
、
夥
し
い
量
の
檜
皮
を
要
し
ま
す
の
で
、
次

の
遷
宮
の
一
助
に
と
奉
納
下
さ
っ
た
山
に
氏
子
の
皆

さ
ん
と
一
緒
に
一
万
本
の
檜
を
植
林
し
ま
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
次
の
遷
宮
に
は
間
に
合
わ
な
い
こ
と
が
分

か
り
ま
し
た
。
百
年
前
後
の
成
長
木
の
皮
を
一
端
剥

い
だ
後
の
再
生
皮
か
ら
利
用
で
き
る
と
の
こ
と
で
し

た
。
次
の
次
の
遷
宮
に
や
っ
と
間
に
合
う
。
し
か
も

逐
次
の
間
引
き
も
あ
り
残
る
は
二
割
弱
、
そ
う
し
た

長
期
間
の
山
管
理
の
お
世
話
も
必
要
で
す
。
こ
う
し

て
縦
横
の
時
間
軸
の
様
々
な
人
々
の
心
と
技
の
つ
な
．
．

ぎ．
で
、
今
と
未
来
が
つ
な
が
っ
て

．
．
．
．
．
い
く
の
で
す
。 

Ⅳ
 

病
院
再
開
発
の
つ
な
ぎ

．
．
． 

 

檜
皮
古
材
は
廃
棄
せ
ず
に
様
々
に
活
用
し
て
い
ま

す
が
、
そ
の
一
つ
に
炭
チ
ッ
プ
が
あ
り
、
そ
れ
を
知

っ
た
当
時
島
根
大
学
附
属
病
院
長
の
小
林
先
生
か
ら

建
設
中
の
ケ
ア
病
棟
に
御
本
殿
・
天

前

社

あ
ま
さ
き
の
や
し
ろ

の
檜
皮

炭
を
と
の
申
し
出
が
あ
り
ま
し
た
。
大
国
主
神
様
に

は
医
療
医
薬
に
関
わ
る
御
神
格
が
、
天
前
社
に
も
大

火
傷
を
負
わ
れ
た
大
国
主
神
を
治
療
看
護
さ
れ
た
𧏛き

さ

貝
比
売

が

い

ひ

め

・
蛤
貝
比
売

う

む

が

い

ひ

め

の
神
様
が
お
祭
り
さ
れ
て
い
ま

す
。
先
生
は
授
業
で
「
看
護
師
の
元
祖
」
と
お
話
さ

れ
て
い
る
由
。
そ
う
し
た
由
来
の
社
殿
の
檜
皮
炭
を

新
築
ケ
ア
病
棟
に
活
用
し
、
空
調
性
能
も
高
く
評
価

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
入
院
患
者
さ
ん
に
対
し
て
由
来

の
も
た
ら
す
精
神
的
ケ
ア
を
含
め
て
図
ろ
う
と
さ
れ

ま
し
た
。 

 

お
蔭
で
社
会
的
貢
献
の
つ
な
ぎ

．
．
．
も
生
ま
れ
ま
し
た
。 

Ⅴ
 

神
殿
構
造
が
語
る
つ
な
ぎ

．
．
． 

 

平
安
時
代
の
テ
キ
ス
ト
『
口
遊

く
ち
ず
さ
み

』(

源
為
憲
・
九

七
〇
年)

に
「
雲
太
・
和
二
・
京
三
」
と
記
さ
れ
た
よ

う
に
、
古
代
の
御
本
殿
の
高
層
性
が
発
掘
さ
れ
た
御

柱
に
よ
り
証
明
さ
れ
た
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
す
。 

 

天
つ
神
の
要
請
に
よ
り
「
国
譲
り
」
、
地
上
の
行
政

権
を
委
譲
さ
れ
た
大
国
主
神
で
す
が
、
大
国
主
神
は

神
事

か
み
ご
と

を
委
ね
ら
れ
た
わ
け
で
、
逆
に
言
え
ば
「
神
譲

り
」
を
受
け
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
御
本
殿
内

の
御
内
殿
の
西
向
き
も
、
こ
こ
に
関
わ
る
だ
ろ
う
と
。

つ
ま
り
、
夜(

神)

時
間
世
界
の
方
向
性
で
す
。 



 
そ
こ
で
「
神
譲
り
」
さ
れ
た
大
国
主
神
の
神
殿
が

天
つ
神
側
に
よ
っ
て
建
築
さ
れ
る
訳
で
す
が
、
そ
の

神
話
語
り
を
現
実
に
具
象
化
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ

ま
す
。
そ
の
語
り
の
中
で
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の

は
神
殿
に
敷
設
の
「
橋
」
で
す
。
高
橋
・
浮
橋
と
、

そ
し
て
特
に
「
天
安
河
」
に
架
橋
の
「
打
橋
」
に
注

目
し
ま
す
。 

ハ
シ
を
語
幹
と
す
る
語
の
多
く
は
つ
な
ぐ

．
．
．
・
結
ぶ

を
原
義
と
し
ま
す
。
天
安
河
と
は
、
天
的
世
界
と
地

的
世
界
の
境
の
河
で
、
こ
こ
に
架
橋
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
両
世
界
が
決
し
て
断
絶
し
た
世
界
で
は
な
く

常
に
つ
な
が
っ
て

．
．
．
．
．
い
る
世
界
だ
と
い
う
認
識
で
す
。 

 

こ
れ
は
、
日
本
の
神
々
世
界
の
構
造
が
ピ
ラ
ミ
ッ

ド
型
の
階
級
階
層
的
構
造
で
は
な
く
、
天
つ
神
世
界

と
国
つ
神
世
界
そ
れ
ぞ
れ
が
神
々
社
会
を
同
心
円
状

に
グ
ル
ー
プ
形
成
し
、
両
者
が
反
価
値
対
象
と
し
て

対
立
す
る
の
で
は
な
く
常
に
往
来
す
る
共
存
補
完
関

係
に
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
天
安
河
架
橋

と
あ
え
て
書
い
た
意
図
意
味
で
す
。
そ
し
て
そ
の
打

橋
こ
そ
が
、
八
雲
の
描
か
れ
た
天
井
を
唯
一
貫
く
心

御
柱
に
象
徴
的
に
表
さ
れ
て
い
る
、
と
理
解
し
ま
す
。 

Ⅵ
 

相
対
性
の
通
奏
低
音
が
生
み
、
つ
な
ぐ

．
．
．
心
意 

 

御
本
殿
天
井
の
八
雲
絵
で
す
が
、
無
限
に
湧
き
立

つ
雲
を
表
意
す
る
「
八
雲
」
が
そ
う
あ
る
た
め
に
は

八
つ
の
雲
が
必
要
で
す
が
一
雲
不
足
。
ま
た
一
雲
だ

け
方
向
が
異
な
り
、
一
雲
だ
け
規
模
が
大
き
い
な
ど
、

何
か
し
ら
完
成
・
完
全
・
統
一
・
絶
対
な
ど
の
雁
字

搦
め
の
枠
組
み
を
忌
避
し
、
イ
ナ
シ
、
ス
カ
シ
た
よ

う
に
間ま

を
現
出
し
て
い
る
の
が
興
味
深
い
と
こ
ろ
で

す
。 

 

そ
う
し
た
在
り
様
は
、
一
面
、
幼
児
画
と
も
共
通

し
ま
す
。
幼
児
画
か
何
だ
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の

発
想
が
誤
り
で
す
。
私
は
遠
近
法
画
よ
り
、
幼
児
の

描
く
多
視
点
画
を
心
地
よ
く
素
晴
ら
し
く
感
じ
ま
す
。

一
視
点
の
遠
近
法
画
こ
そ
進
歩
し
た
も
の
と
思
わ
れ

が
ち
で
す
が
、
西
欧
世
界
で
ピ
カ
ソ
登
場
が
衝
撃
を

与
え
た
の
は
、
逆
に
感
性
の
膠
着
化
、
退
化
の
証
明

で
す
。 

 

多
視
点
画
の
多
角
的
感
性
は
、
対
象
に
対
し
て
間ま

を
つ
く
り
、
思
考
の
幅
を
広
げ
ま
す
。
八
雲
画
、
多

視
点
画
か
ら
は
、
複
相
・
多
相
の
間
合
い
の
つ
な
ぎ

．
．
．

の
対
応
こ
そ
、
大
事
な
処
方
箋
だ
と
教
え
ら
れ
ま
す
。 

 
日
本
人
が
本
来
的
に
有
す
る
思
考
方
は
、
西
欧
的

な
「
一
元
的
な
進
歩
発
展
史
観
、
進
化
論
」
の
思
考

方
で
は
な
く
、
「
多
元
的
な
生
成
連
鎖
史
観
、
深
化

論
」
と
理
解
し
ま
す
。
そ
れ
は
有
限
の
連
鎖
を
つ
な
．
．

ぎ．
に
つ
な
い
で

．
．
．
．
深
め
な
が
ら
永
遠
性
を
求
め
る
と
い

う
思
想
で
、
遷
宮
と
い
う
文
化
も
こ
う
し
た
〝
通
奏

低
音
〟
の
心
意
文
化
相
の
中
で
生
成
連
鎖
し
て
い
ま

す
。 

 

最
後
に
、
岡
本
太
郎
氏
は
御
本
殿
を
背
後
か
ら
仰

ぎ
見
て
何
か
を
感
じ
ら
れ
、
著
名
な
大
阪
万
博
の
シ

ン
ボ
ル
「
太
陽
の
塔
」
を
制
作
さ
れ
ま
し
た
。 

私
た
ち
も
何
か
を
感
じ
、
未
来
に
向
け
こ
う
し
た
思

い
を
つ
な
い
で

．
．
．
．
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

（
文
責 

出
川
弓
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高
校
二
十
期>
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