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■
会
合
報
告
　M

eeting R
eport

第
十
八
回
吟
遊
同
人
総
会
報
告

Yoshihiko FU
R

U
TA

古
田　

嘉
彦

　

二
〇
一
五
年
七
月
二
六
日
、
板
橋
区
立
グ
リ
ー
ン
ホ
ー
ル
で
第

十
八
回
吟
遊
同
人
総
会
が
開
か
れ
た
。

　

最
初
に
「
吟
遊
・
夏
石
番
矢
賞
二
〇
一
五
」
受
賞
式
が
行
わ
れ
、

受
賞
さ
れ
た
石
倉
秀
樹
さ
ん
に
、
賞
状
、
色
紙
、
賞
金
、
夏
石
代

表
の
句(

｢

未
来
よ
り
滝
を
吹
き
割
る
風
来
た
る｣

)

が
揮
毫
さ
れ

た
う
ち
わ
が
贈
ら
れ
た
。
吟
遊
俳
句
賞
は
、
今
年
は
該
当
者
無
し

で
あ
っ
た
。

　

総
会
は
夏
石
代
表
の
挨
拶
で
始
ま
っ
た
。
そ
の
中
で
「
雲
を
見

る
の
が
数
少
な
い
楽
し
み
の
一
つ
だ
が
、
雲
が
今
ま
で
と
違
う
パ

タ
ー
ン
で
出
て
い
る
。
東
京
で
は
ほ
と
ん
ど
夕
立
も
無
い
。
数
年

前
か
ら
世
の
中
色
々
な
変
化
が
起
き
て
い
る
。
そ
の
中
で
ど
う
い

う
俳
句
を
詠
む
の
か
が
試
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
チ
ャ
ン
ス
で
も

あ
る
。『
吟
遊
』
は
自
分
の
言
葉
を
消
さ
な
い
こ
と
が
大
事
だ
」
と

述
べ
ら
れ
た
。

　

次
い
で
自
己
紹
介
。
石
倉
さ
ん
は
、
俳
句
作
品
が
七
月
に

四
四
四
四
四
句
に
な
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
山
本
一
太
郎
さ

ん
は
四
十
二
歳
、
古
田
嘉
彦
は
六
十
四
歳
と
年
齢
が
紹
介
さ
れ
た

が
、
星
の
王
子
さ
ま
に
み
ん
な
数
字
が
好
き
だ
ね
と
言
わ
れ
そ
う

だ
。

　

鎌
倉
佐
弓
さ
ん
か
ら
は
、
自
分
が
平
家
の
落
人
の
子
孫
ら
し
い

の
が
分
か
っ
た
と
い
う
話
が
あ
っ
た
。
夏
冬
、
田
舎
に
帰
っ
て
い

た
が
、
そ
こ
は
山
奥
で
、
互
い
に
気
を
使
い
あ
い
、
ひ
と
つ
の
も

の
を
大
事
に
し
、
下
に
は
滅
多
に
下
り
て
い
か
な
い
暮
ら
し
を
し

て
い
る
人
達
が
い
る
。
そ
の
人
た
ち
の
特
徴
が
自
分
に
受
け
継
が

れ
て
い
る
の
に
気
づ
き
、
平
家
の
落
人
を
自
分
の
ル
ー
ツ
と
し
て

納
得
し
た
。
さ
ら
に
編
集
報
告
で
は
、
評
論
が
少
な
い
と
い
う
こ

と
で
、
執
筆
の
呼
び
か
け
が
あ
っ
た
。
ま
た
翻
訳
者
、
校
正
担
当

を
増
や
し
た
い
こ
と
等
が
報
告
さ
れ
た
。

　　

合
評
の
一
番
手
は
、
石
倉
秀
樹
さ
ん
の
吟
遊
・
夏
石
番
矢
賞
受

賞
作
品
で
あ
っ
た
。

　

受
賞
作
は
吟
遊
第
六
三
号
か
ら
六
六
号
ま
で
の
作
品
か
ら
選
ば

れ
て
い
る
が
、
各
作
品
を
読
み
な
が
ら
、
受
賞
理
由
に
あ
る
「
多

様
な
形
式
に
よ
る
俳
句
表
現
の
高
度
な
実
験
」
の
跡
を
た
ど
っ
た
。

中
国
語
で
の
俳
句
的
な
表
現
と
は
何
か
を
追
求
さ
れ
て
い
る
石
倉

さ
ん
だ
が
、
六
三
号
の
漢
俳
（
漢
字
で
五
字
、
七
字
、
五
字
）
を

訳
す
と
、
こ
れ
は
俳
句
で
は
な
い
と
分
か
る
。
少
な
い
音
節
で
多

く
を
表
現
で
き
る
の
が
中
国
語
の
特
徴
で
、
漢
字
で
五
字
あ
れ
ば
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文
章
に
な
っ
て
し
ま
う
。
二
字
で
も
文
章
に
な
り
う
る
。
長
い
詩

は
論
理
が
必
要
だ
が
、
俳
句
は
飛
躍
が
特
徴
で
、
そ
こ
に
違
い
が

あ
る
。

　

六
三
号
の
漢
俳
か
ら
一
句
。

出
門
對
碧
山
／
詩
翁
額
蹙
呵
禿
筆
／
心
痛
扮
謫
仙

門
ヲ
出
テ
碧
山
ニ
対
ス
／
詩
翁
ハ
額
ヲ
顰
メ
テ
禿
筆
ヲ
呵
シ

／
心
ヲ
痛
メ
テ
謫
仙
ニ
扮
ス

　

六
四
号
、
六
五
号
の
、
二
字
、
二
字
、
三
字
の
作
品
は
、
頭
の

字
を
そ
ろ
え
て
い
る
。
六
四
号
は
「
夢
」、
六
五
号
は
「
醉
」
で
あ

る
。
各
句
の
上
、
中
、
下
は
脚
韻
を
踏
ん
で
い
て
、
平
仄
平
に
な
っ

て
い
る
。
中
の
二
字
、下
の
三
字
の
二
句
を
も
っ
て
「
章
」
に
な
り
、

内
容
的
に
は
上
の
二
字
と
中
、
下
の
五
字
の
二
つ
に
切
れ
る
。
遊

び
と
様
式
美
は
紙
一
重
だ
。
六
四
号
か
ら
一
句
。

夢
日
／
天
馳
／
一
韻
士　

夢
に
日
あ
り
天
を
馳
せ
ゆ
く
一
韻
士

　

六
六
号
は
五
字
、
五
字
、
五
字
、
二
字
の
十
七
字
に
な
っ
て
い

る
が
、
前
半
の
五
字
、
五
字
が
詞
書
で
、
そ
の
後
の
五
字
、
二
字

が
俳
句
に
な
る
訳
が
つ
い
て
い
る
。

酒
毒
襲
醉
生
，
啼
血
噴
箋
紙
。
好
看
百
花
燃
，
夢
死
。

詞
書
：
酒
毒
襲
ひ
た
る
酔
生 

啼
き
な
が
ら
血
を
箋
紙
に
噴
く

俳
句
：
眺
め
好
し
百
花
燃
え
を
り
夢
に
死
ぬ

　

漢
字
で
十
七
字
あ
れ
ば
、
詞
書
、
俳
句
両
方
が
で
き
る
と
い
う

の
を
実
際
に
作
っ
て
み
せ
た
わ
け
で
、
色
々
対
句
も
組
み
込
ま
れ

て
お
り
、
た
だ
も
う
あ
き
れ
る
ば
か
り
の
高
尚
な
遊
び
に
よ
っ
て

漢
俳
へ
の
批
判
を
し
て
い
る
。

　

山
本
一
太
朗
の
作
品
に
つ
い
て
（
報
告
：
大
里
満
紀
）

タ
ン
ポ
ポ
は
場
所
を
選
ば
ず
ア
ウ
シ
ュ
ビ
ッ
ツ

　

ユ
ダ
ヤ
人
の
大
量
虐
殺
の
場
に
立
っ
て
の
作
者
の
心
を
、
タ
ン

ポ
ポ
が
救
っ
て
い
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
。　

（
夏
石
）山
本
さ
ん
の
人
間
が
よ
く
出
て
い
る
。
活
字
だ
け
で
な
く
、

声
で
読
み
上
げ
ら
れ
る
と
作
品
が
よ
く
分
か
る
。
芭
蕉
は
「
奥
の

細
道
」
で
歌
枕
を
た
ず
ね
、
歌
枕
を
詠
ん
だ
和
歌
を
超
え
た
と
こ

ろ
を
句
に
し
た
が
、
違
う
環
境
に
出
会
っ
て
短
い
俳
句
で
ど
う
対

処
で
き
る
か
で
俳
句
作
者
は
試
さ
れ
る
。「
ポ
ー
ラ
ン
ド
」
は
、
意

味
が
明
確
に
書
か
れ
て
い
て
、
意
味
を
超
え
た
世
界
が
あ
る
。

（
石
倉
）
大
里
さ
ん
の
報
告
で
、
彼
の
作
品
の
核
が
よ
く
分
か
る
よ

う
に
な
っ
た
。

　

古
田
嘉
彦
の
作
品
に
つ
い
て
（
報
告
：
山
本
一
太
朗
）

　

作
品
に
お
い
て
、
あ
り
き
た
り
な
角
度
で
な
く
、
想
像
を
超
え

た
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
事
象
等
を
、
そ
の
ま
ま

受
け
止
め
る
し
か
な
い
。

（
石
倉
）
伝
達
の
手
段
で
な
く
、
言
葉
そ
の
も
の
が
作
り
出
す
世
界

を
構
築
し
て
い
る
。
詩
を
作
る
言
葉
の
回
路
が
あ
る
が
、
ひ
と
つ

だ
け
で
配
線
し
て
い
な
い
。

（
夏
石
）
皆
同
じ
や
り
方
で
作
ら
れ
て
い
る
。
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
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な
書
き
方
で
、
言
葉
の
距
離
を
は
か
り
な
が
ら
、
微
妙
に
つ
な
が

る
言
葉
が
選
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
計
算
が
で
き
て
い
る
。
あ
り
え

な
い
こ
と
が
、言
葉
で
は
あ
り
う
る
。挑
発
で
は
な
く
、何
か
が
漂
っ

て
き
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
、
ダ
ダ
イ
ズ
ム

の
流
れ
が
こ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
英
訳
す
る
時
困
る
。
翻
訳
者
も

自
分
が
分
か
ら
な
い
句
は
翻
訳
を
引
き
受
け
な
い
。

　

大
里
満
紀
の
作
品
に
つ
い
て
（
報
告
：
鎌
倉
佐
弓
）

　

作
品
世
界
に
思
い
や
り
が
あ
り
、
こ
ま
や
か
で
豊
か
な
心
が
感

じ
ら
れ
る
。

水
打
っ
て
路
肩
の
花
に
寄
り
添
へ
り

芋
掘
れ
ば
く
わ
ん
く
わ
ん
の
子
芋
達

浮
き
腰
の
菩
薩
死
出
の
山
越
え
る

（
夏
石
）「
路
肩
」
の
句
は
さ
り
げ
な
い
俳
諧
味
が
あ
り
、「
路
肩
」

が
言
葉
と
し
て
い
き
て
い
る
。「
く
わ
ん
く
わ
ん
の
」
は
方
言
で
あ

ろ
う
が
、
和
歌
で
使
わ
な
い
俗
語
、
漢
語
、
方
言
を
積
極
的
に
使

う
の
が
「
俳
語
」
だ
っ
た
。

（
大
里
）「
浮
腰
」
の
句
だ
が
、腰
の
定
ま
ら
な
い
菩
薩
が
も
し
あ
っ

た
ら
、
動
い
て
い
っ
て
死
出
の
山
を
越
え
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
作
っ
た
。

（
石
倉
）（
和
歌
と
同
じ
よ
う
に
）
宗
教
詠
と
い
う
の
も
あ
る
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。

　

鎌
倉
佐
弓
の
作
品
に
つ
い
て
（
報
告
：
石
倉
秀
樹
）

　

鎌
倉
ワ
ー
ル
ド
で
は
物
に
み
な
生
命
が
あ
り
、
意
思
が
あ
り
、

語
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
口
語
俳
句
に
な
る
。
語
る
こ
と
の
で
き

る
も
の
と
人
と
の
共
存
は
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
口

語
で
書
こ
う
と
い
う
原
動
力
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
し

か
し
文
語
混
淆
も
あ
り
、文
語
が
混
ざ
る
と
、意
思
が
引
き
締
ま
り
、

粛
然
た
る
響
き
が
そ
な
わ
り
、
哲
学
め
く
。

　

口
語
で
も
男
の
口
語
と
女
性
の
口
語
が
あ
る
が
、
女
性
の
口
語

が
生
き
て
い
る
。

（
夏
石
）
男
の
口
語
は
柄
が
悪
く
な
る
。
俳
句
は
様
々
な
言
語
が
混

じ
り
あ
っ
て
も
い
い
の
で
、
口
語
、
文
語
が
混
ざ
り
合
う
が
、
ま

ざ
る
理
由
は
句
ご
と
に
違
う
。

（
古
田
）
口
語
だ
と
リ
ズ
ム
が
悪
く
な
り
が
ち
な
の
で
、
鎌
倉
さ
ん

は
よ
く
や
っ
て
お
ら
れ
る
と
思
う
。

　

夏
石
番
矢
の
作
品
に
つ
い
て
（
報
告
：
古
田
嘉
彦
）

各
作
品
の
世
界
、
語
り
方
の
、
幅
の
広
さ
、
柔
軟
さ
、
多
様
さ
が

特
徴
で
、
自
在
な
イ
メ
ー
ジ
構
築
に
よ
る
刺
激
で
詩
を
作
り
だ
し

て
い
る
。
そ
し
て
生(

な
ま)

の
現
実
や
、
詩
的
と
い
う
よ
り
は
知

的
な
関
心
に
よ
っ
て
ひ
っ
か
か
る
も
の
を
作
品
に
持
ち
込
む
こ
と

も
許
容
し
て
い
る
。

鯨
引
き
寄
せ
る
あ
の
人
形
の
黒
目

人
形
の
小
さ
な
黒
目
が
鯨
を
引
き
寄
せ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
激

し
く
求
心
力
の
あ
る
発
想
だ
。
小
さ
な
眼
に
巨
大
な
も
の
が
集
中
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し
、
鋭
く
な
っ
て
突
き
刺
さ
っ
て
い
く
よ
う
だ
。

眠
り
を
乱
す
遠
い
眠
り
姫
の
決
断

　

最
初
の
「
眠
り
」
は
私
の
眠
り
で
、
私
の
眠
り
を
遠
い
眠
り
姫

の
決
断
が
乱
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
単
に
「
決
断
」

と
言
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
決
断
か
分
か
ら
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、

作
品
世
界
が
広
が
り
を
も
つ
。

　

眠
り
姫
と
い
う
の
だ
か
ら
、
眠
っ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
眠

り
な
が
ら
決
断
す
る
と
い
う
あ
り
え
な
い
こ
と
も
、
作
品
の
謎
を

深
め
て
い
る
。

闇
の
深
さ
知
ら
ず
叫
ん
で
い
た
誰
に

　

句
の
最
後
で
追
い
か
け
る
よ
う
に
「
誰
に
」
と
聞
く
の
が
、
切

迫
し
た
感
じ
を
作
り
出
し
て
い
る
。

　

こ
の
後
、
出
席
さ
れ
て
い
な
い
、
吉
田
艸
民
さ
ん
、
た
か
は
し

し
ず
み
さ
ん
、
大
橋
愛
由
等
さ
ん
の
作
品
に
つ
い
て
も
合
評
し
た
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
紙
幅
が
足
り
な
い
が
、
吉
田
さ
ん

の
作
品
は
、
俳
句
表
現
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
問
う
作
品
で
、

今
後
も
吉
田
さ
ん
に
は
色
々
や
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
期
待
が
語
ら

れ
た
。

　

つ
い
で
、
海
外
の
作
品
の
合
評
に
移
り
、
そ
の
合
評
を
も
っ
て

総
会
を
終
え
た
。
こ
こ
に
は
書
き
き
れ
な
い
が
、
刺
激
的
な
コ
メ

ン
ト
の
飛
び
交
っ
た
会
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
山
岸
竜
治
さ
ん
を
加
え
て
、
懇
親
会
が
持
た
れ
た
。

後列左から石倉、山本。前列左から古田、鎌倉、夏石、大里


