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一
心
寺
か
わ
ら
版 

第
四
十
四
号 

平
成
三
十
年
九
月
発
行 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
ブ
ロ
グ
・
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
は
「
持
名
山
一
心
寺
」
で
検
索 

大
相
撲
か
ら
「
女
人
禁
制
」
を
考
え
る 

 

京
都
府
舞
鶴
市
で
行
わ
れ
た
春
巡
業
の

土
俵
上
で
市
長
が
倒
れ
、
と
っ
さ
に
救
命
措

置
を
し
た
女
性
に
対
し
て
、
行
司
が
「
土
俵

か
ら
下
り
て
く
だ
さ
い
」
と
場
内
ア
ナ
ウ
ン

ス
を
繰
り
返
し
た
こ
と
に
多
く
の
批
判
が

集
ま
り
ま
し
た
。
協
会
が
こ
の
対
応
を
「
不

適
切
だ
っ
た
」
と
謝
罪
し
た
の
は
当
然
で
す

が
、
話
は
そ
れ
で
は
終
わ
ら
ず
に
、
土
俵
の

女
人
禁
制
を
今
後
も
守
る
べ
き
か
ど
う
か

に
ま
で
波
及
し
ま
し
た
。 

 

土
俵
の
女
人
禁
制
が
最
初
に
大
き
く
報

じ
ら
れ
た
の
は
一
九
七
八
年
の
わ
ん
ぱ
く

相
撲
。
東
京
都
荒
川
区
で
女
子
小
学
生
が
準

優
勝
し
た
の
で
す
が
、
規
約
に
よ
り
決
勝
大

会
に
進
む
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。「
女
性
不
浄
視
が
理
由
な
の
か
」
と

の
問
い
に
日
本
相
撲
協
会
側
は
「
土
俵
は
練
磨
の
場
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
選
ば

れ
た
者
し
か
上
が
る
こ
と
は
で
き
ず
、
女
性
蔑
視
は
無
関
係
で
あ
る
」
と
答
え

た
そ
う
で
す
。
一
九
九
〇
年
に
は
森
山
真
弓
官
房
長
官
が
、
二
〇
〇
〇
年
に
は

太
田
房
江
大
阪
府
知
事
が
表
彰
で
土
俵
に
上
が
ろ
う
と
し
ま
し
た
が
、
断
念

せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
で
し
た
。
二
〇
一
一
年
の
千
代
大
海
の
断
髪
式
で
も
、
母

親
が
土
俵
上
で
は
さ
み
を
入
れ
る
こ
と
は
叶
い
ま
せ
ん
で
し
た
。 

協
会
側
は
女
人
禁
制
の
議
論
に
際
し
て
「
相
撲
は
神
事
が
起
源
」
「
大
相
撲

の
伝
統
文
化
を
守
り
た
い
」「
大
相
撲
の
土
俵
は
男
が
上
が
る
神
聖
な
戦
い
の

場
、
鍛
錬
の
場
」
の
三
つ
を
理
由
に
挙
げ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
「
神
事
と

い
う
言
葉
は
神
道
を
思
い
起
こ
さ
せ
、「
女
性
を
不
浄
と
み
て
い
た
神
道
の
昔

の
考
え
方
が
根
拠
」
と
語
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
誤
解
。
大
相
撲
の
神
事
は
農
作

物
の
豊
作
を
願
い
感
謝
す
る
と
い
っ
た
素
朴
な
庶
民
信
仰
で
習
俗
に
近
い
。

こ
れ
ま
で
も
女
性
差
別
を
一
貫
し
て
否
定
し
て
き
た
」
と
説
明
。
ま
た
、
今
回

強
く
打
ち
出
し
た
の
が
「
土
俵
は
神
聖
な
戦
い
、
鍛
錬
の
場
」
と
の
考
え
。「
土

俵
は
男
が
必
死
で
戦
う
場
で
あ
る
と
い
う
約
束
事
は
力
士
た
ち
に
と
っ
て
は

当
た
り
前
の
こ
と
。
結
果
と
し
て
女
性
が
土
俵
に
上
が
る
こ
と
は
な
い
と
い

う
習
わ
し
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
と
思
う
」
と
説
明
さ
れ
ま
し
た
。 

 

そ
も
そ
も
相
撲
に
お
い
て
、
女
性
は
ど
う
い
う
存
在
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
文
献
上
、
初
め
て
相
撲
が
登
場
し
た
『
日
本
書
紀
』
に
は
、
女
性
が
相
撲

を
取
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
天
皇
が
女
官
に
ふ
ん
ど
し
姿
で
相

撲
を
取
ら
せ
た
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
た
め
か
、
公
式
に
は
相
撲
の
起
源
と

は
さ
れ
ま
せ
ん
。
六
四
二
年
に
朝
廷
が
開
催
し
た
健
児
（
こ
ん
で
い
・
兵
士
）

相
撲
が
起
源
と
さ
れ
ま
す
。
ま
た
十
六
世
紀
の
書
物
に
は
、
勧
進
相
撲
（
営
利

目
的
の
興
行
相
撲
）
に
比
丘
尼
（
び
く
に
・
尼
僧
）
が
出
場
し
て
い
た
こ
と
が

記
さ
れ
て
い
ま
す
。
明
治
初
期
ま
で
は
男
女
の
相
撲
が
見
せ
物
と
し
て
行
わ

れ
、
女
相
撲
は
戦
前
ま
で
全
国
巡
業
も
あ
っ
た
と
い
い
ま
す
。
東
北
や
九
州
で

は
今
な
お
祭
事
と
し
て
残
っ
て
い
る
場
所
も
あ
る
そ
う
で
す
。 

 
一
七
八
一
年
以
降
、
両
国
回
向
院
で
勧
進
相
撲
が
開
催
さ
れ
、
こ
れ
が
現
在

の
大
相
撲
に
つ
な
が
り
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
女
性
の
観
戦
は
千
秋
楽
の
み
、

明
治
に
入
り
一
八
七
二
年
か
ら
次
第
に
解
禁
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
〇
九
年
に

国
技
館
完
成
。
国
技
を
行
う
場
所
だ
か
ら
国
技
館
と
命
名
さ
れ
た
の
で
は
な

く
、
国
技
館
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
で
国
技
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。 
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こ
う
し
て
、
相
撲
の
起
源
は
宮
中
行
事
の
相
撲
節
会
と
さ
れ
、
大
相
撲
は
一

四
〇
〇
年
の
歴
史
を
持
つ
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
宮
中
行
事
を
起
源
と
す
る

由
緒
正
し
い
国
技
は
特
別
な
も
の
と
す
る
根
拠
と
し
て
、
神
道
と
の
つ
な
が

り
が
強
調
さ
れ
、
女
人
禁
制
は
そ
の
た
め
に
後
付
け
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。 

ち
な
み
に
、
一
八
九
六
年
に
ア
テ
ネ
で
開
か
れ
た
第
一
回
近
代
オ
リ
ン
ピ

ッ
ク
も
女
人
禁
制
で
行
わ
れ
て
お
り
、
国
技
館
の
土
俵
を
男
だ
け
の
も
の
と

し
た
の
も
、
当
時
と
し
て
は
無
理
も
な
い
こ
と
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

 

大
相
撲
界
で
土
俵
は
、
神
聖
な
ま
つ
り
ご
と
の
場
と
さ
れ
ま
す
。
本
場
所
初

日
の
前
日
や
部
屋
開
き
の
際
、
「
土
俵
祭
り
」
が
執
り
行
わ
れ
ま
す
。
祭
主
で

あ
る
立
行
司
が
、
相
撲
の
由
来
を
述
べ
る
口
上
で
次
の
よ
う
に
唱
え
ま
す
。 

「
清
く
潔
き
と
こ
ろ
に
、
清
浄
の
土
を
盛
り
、
俵
を
も
っ
て
形
と
な
す
は
、
五

穀
成
就
の
ま
つ
り
ご
と
な
り
」。
五
穀
豊
穣
の
ま
つ
り
ご
と
な
ら
ば
男
女
を
区

別
す
る
必
要
は
感
じ
ま
せ
ん
。
調
べ
て
み
る
と
、
神
事
が
起
源
で
も
な
く
、
女

人
禁
制
が
伝
統
と
も
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
土
俵
は
戦
い
の
場
と
い
う
こ
と
は
理

解
で
き
て
も
、
女
性
が
土
俵
に
上
が
れ
な
い
と
い
う
考
え
は
成
り
立
た
な
い

よ
う
に
思
い
ま
す
。 

 

さ
て
、
女
人
禁
制
は
大
相
撲
に
限
り
ま
せ
ん
。
特
に
宗
教
と
深
く
関
わ
っ
て

お
り
、
か
つ
て
日
本
の
多
く
の
山
は
女
人
禁
制
と
さ
れ
ま
し
た
。
山
の
神
は
女

神
で
あ
り
、
女
性
が
入
山
す
る
と
嫉
妬
し
て
山
が
荒
れ
る
と
い
っ
た
言
い
伝

え
が
各
地
に
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
古
代
の
日
本
で
は
巨
大
な
山
は
魑
魅
魍
魎

（
ち
み
も
う
り
ょ
う
）
が
住
む
危
険
な
場
所
と
信
じ
ら
れ
、
子
供
を
産
む
女
性

は
安
全
の
た
め
に
山
に
近
づ
い
て
は
な
ら
な
い
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

次
第
に
、
女
性
が
近
づ
か
な
い
山
奥
こ
そ
異
性
に
煩
わ
さ
れ
ず
厳
し
い
修
行

が
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
霊
山
と
呼
ば
れ
る
山
に
は
女
人
禁
制
が
定
着
し
た

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
近
代
以
降
、
解
除
さ
れ
て
い
っ
た
女
人
禁
制
。
真
言
宗

高
野
山
で
は
解
除
が
始
ま
っ
た
一

八
七
八
年
、
空
前
の
参
拝
者
数
を

記
録
。
一
九
〇
六
年
開
山
以
来
一

一
〇
〇
年
を
経
て
、
女
人
禁
制
が

全
廃
さ
れ
ま
し
た
。
世
の
風
潮
と

合
わ
な
く
な
っ
た
か
ら
と
さ
れ
ま

す
が
、
観
光
化
が
影
響
し
た
と
も

言
え
る
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
奈
良

県
の
大
峰
山
（
下
写
真
）
な
ど
、
今

な
お
女
人
禁
制
が
現
存
し
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
。 

 

お
釈
迦
さ
ま
も
当
初
、
女
性
が

出
家
す
る
こ
と
に
否
定
的
で
し

た
。
そ
の
主
な
理
由
は
、
元
々
の
男

性
出
家
者
が
修
行
に
専
念
で
き
な

く
な
る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
し
か
し
、
養
母
の
願
い
を
受
け
入
れ
て
、

女
性
の
出
家
を
お
認
め
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
た
め
女
性
特
有
の
様
々
な
律

（
規
則
）
を
設
け
て
い
き
ま
す
。
多
く
の
女
性
が
さ
と
ら
れ
た
こ
と
が
経
典
に

記
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
仏
教
は
女
性
に
も
平
等
に
開
か
れ
た
教
え
で
あ

る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
お
釈
迦
さ
ま
の
考
え
に
反
し
て
、
次
第
に
、

五
障
（
女
性
は
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
梵
天
王
、
帝
釈
天
王
、
魔
王
、
転
輪
王
、

仏
に
な
れ
な
い
障
り
が
あ
る
）
三
従
（
女
性
は
幼
い
時
は
親
に
、
結
婚
す
れ
ば

夫
に
、
老
い
て
は
子
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
と
い
う
考
え
が
仏
教
に
入

っ
て
き
た
の
も
事
実
で
す
。 

浄
土
真
宗
で
は
、
当
初
か
ら
女
性
が
僧
侶
と
な
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
住
職

に
な
る
こ
と
も
早
く
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
真
宗
興
正
派
の
第
九
代
は

女
性
、
了
明
尼
公
（
一
二
九
四
～
一
三
七
六
）
で
し
た
。 
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「「
女
人
禁
制
」
が
穢
れ
意
識
と
深
い
関
係
が
あ
り
、
宗
教
が
絡
む
事
に
よ

っ
て
な
く
な
り
に
く
い
の
だ
。
し
か
も
、
女
性
差
別
で
あ
る
の
に
女
性
が
内
面

化
し
て
い
る
た
め
、
変
え
る
こ
と
に
難
し
さ
が
あ
る
。
ま
た
、
許
さ
れ
て
い
る

背
景
に
は
、
女
性
差
別
や
宗
教
へ
の
無
関
心
の
問
題
が
あ
る
」
と
い
う
指
摘
は

的
を
射
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

男
女
に
は
明
ら
に
違
い
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
得
意
不
得
意
が
あ
り
ま

す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
差
別
に
つ
な
が
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
し
、
そ
れ
を
宗
教

が
助
長
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
男
女
と
い
う
性
別
に

と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
人
間
一
人
ひ
と
り
が
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
男
女
平
等
、
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
り
、
大
切
な
こ
と
で
す
。 

は
じ
め
ま
し
て
仏
教 

報
告 

初
回
、
第
二
回
「
お
釈
迦
さ
ま
っ
て
ど
ん

な
人
？
」
で
は
、
い
つ
ど
こ
で
生
ま
れ
た

の
？
何
人
だ
っ
た
の
？
と
い
う
こ
と
か
ら
、

誕
生
時
の
伝
説
「
天
上
天
下
唯
我
独
尊
」
に

つ
い
て
も
。
出
家
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た

の
は
老
病
死
へ
の
悩
み
。
こ
れ
は
時
代
や
国

が
変
わ
ろ
う
と
普
遍
的
な
も
の
、
私
た
ち
に

と
っ
て
も
切
実
な
苦
し
み
で
し
ょ
う
。
さ
と

り
の
道
を
志
し
、
安
ら
か
な
境
地
に
到
達
さ

れ
て
四
十
五
年
に
わ
た
っ
て
教
え
を
説
か

れ
た
お
釈
迦
さ
ま
、
そ
の
生
涯
に
つ
い
て
お

話
し
し
ま
し
た
。 

第
三
回
「
仏
像
を
観
て
み
よ
う
」
で
は
、

一
心
寺
の
仏
像
三
体
と
百
枚
の
国
宝
仏
像

の
写
真
を
見
な
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仏
さ
ま

の
姿
形
が
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
。

た
だ
見
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
こ
こ
ろ
に
触
れ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

そ
し
て
「
お
釈
迦
さ
ま
の
教
え
っ
て
？
」。
諸
行
無
常
（
し
ょ
ぎ
ょ
う
む
じ

ょ
う
）
、
諸
法
無
我
（
し
ょ
ほ
う
む
が
）
、
一
切
皆
苦
（
い
っ
さ
い
か
い
く
）
、

涅
槃
寂
静
（
ね
は
ん
じ
ゃ
く
じ
ょ
う
）
と
い
う
仏
教
の
根
本
を
中
心
に
お
話
。

仏
教
は
も
の
ご
と
を
正
し
く
見
る
こ
と
で
苦
し
み
を
乗
り
越
え
、
喜
び
を
見

い
出
す
教
え
。
だ
か
ら
こ
そ
、
永
く
今
に
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。 

次
回
は
十
月
七
日(

日)

十
四
時
～
「
お
釈
迦
さ
ま
か
ら
親
鸞
聖
人
へ
」
。 

春
季
永
代
経 

報
告 

汗
ば
む
陽
気
の
春
季
永
代
経
。
法
話
は
川
田
信
五
師(

大
信
寺)

。 

仏
教
は
智
慧
の
あ
る
生
活
に
よ
っ
て
空
し
く
過
ぎ
る
こ
と
の
無
い
人
生
を

教
え
る
。
兄
弟
宗
教
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
教
と
イ
ス
ラ
ム
教
は
争
い
が
絶
え
な

い
。
な
ぜ
な
ら
、
私
が
正
義
で
あ
る
と
し
て
他
を
邪
教
と
し
て
打
ち
倒
そ
う
と

す
る
。
仏
教
は
、
私
が
正
し
い
、
他
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
誰
も
が
持
っ
て

い
る
心
を
邪
見
と
し
て
退
け
る
。
相
手
の
立
場
に
立
つ
、
争
い
を
治
め
る
こ
と

が
で
き
る
。空
し
く
な
い
人
生
と
は
元
気
に
朗

ら
か
に
笑
っ
て
生
き
る
こ
と
。昔
の
人
は
厳
し

い
時
代
で
も
笑
っ
て
生
き
抜
い
た
。衣
食
住
に

困
ら
な
い
現
代
の
私
た
ち
が
、そ
れ
が
で
き
な

い
で
は
申
し
訳
な
い
。笑
っ
て
生
き
る
姿
を
見

せ
る
こ
と
が
子
や
孫
へ
の
一
番
大
切
な
贈
り

物
で
あ
る
、
と
お
話
さ
れ
ま
し
た
。 

よ
る
し
る
べ
二
〇
一
八
春 

報
告 

灯
り
に
導
か
れ
な
が
ら
映
像
作
品
な
ど
を

通
し
て
観
音
寺
の
歴
史
、
風
景
、
文
化
に
触
れ

る
夜
の
ま
ち
歩
き
「
よ
る
し
る
べ
」。
今
回
も

観
音
寺
の
街
を
美
し
く
彩
っ
て
く
れ
ま
し
た
。 
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声
明
雅
楽
コ
ン
サ
ー
ト
「
よ
る
し
ら
べ
」
の

メ
イ
ン
は
、
御
懺
法
講
（
お
せ
ん
ぼ
う
こ
う
・

天
皇
皇
后
及
び
皇
族
方
の
年
忌
法
要
）
で
も
用

い
ら
れ
る
礼
拝
部
分
「
十
二
礼
」。
三
鼓
（
鞨
鼓
・

太
鼓
・
鉦
鼓
）
に
合
わ
せ
た
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
声

明
が
、
和
蝋
燭
の
炎
に
照
ら
さ
れ
光
り
輝
く
本

堂
に
響
き
渡
り
ま
し
た
。 

 

「
よ
る
し
る
べ
二
〇
一
八
秋
」
は
十
一
月
二
～

四
日
に
開
催
決
定
。「
よ
る
し
ら
べ
」
は
三
日
十

九
時
よ
り
開
催
予
定
。
是
非
ご
来
場
く
だ
さ
い
。 

お
て
ら
く
ご･

お
寺+

仏
教 

報
告 

今
年
は
笑
福
亭
松
枝
師
匠
。
「
餅
屋

問
答
」
。
餅
屋
の
親
父
が
和
尚
に
扮
し

て
、
訪
ね
て
く
る
雲
水
と
問
答
。
餅
屋

の
奇
妙
な
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
が
、
高
僧
と

信
じ
切
っ
て
い
る
雲
水
に
は
禅
問
答

に
見
え
る
。
餅
屋
は
、
雲
水
の
ジ
ェ
ス

チ
ャ
ー
が
自
分
の
餅
を
け
な
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
行
き
違
い
が

面
白
さ
を
生
み
出
し
ま
す
。 

仏
教
は
も
の
の
見
方
を
教
え
て
く

れ
ま
す
。
傍
か
ら
見
れ
ば
ジ
ェ
ス
チ
ャ

ー
・
事
実
は
一
つ
。
し
か
し
、
見
方
に

よ
っ
て
意
味
は
変
わ
っ
て
き
ま
す
。 

人
生
に
は
終
わ
り
が
あ
る
、
そ
の
事
実
を
ど
う
受
け
取
る
か
。
一
日
一
日
死

に
向
か
っ
て
い
る
と
思
う
か
、
一
日
一
日
い
の
ち
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
思

う
か
。
死
ん
だ
ら
終
わ
り
か
、
い
の
ち
を
終
え
て
浄
土
に
往
生
し
て
仏
に
な
る

と
思
う
か
で
、
人
生
の
方
向
、
意
味
は
違
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

あ
る
お
医
者
さ
ん
が
不
治
の
病
の
方
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
そ
う
で
す
。 

「
あ
な
た
の
寿
命
を
長
く
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
の
間
に
良
く
生
き

ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
す
。
く
よ
く
よ
せ
ず
愉
快
に
行
き
ま
し
ょ
う
」
。 

真
宗
門
徒
は
、
い
の
ち
の
行
き
先
は
阿
弥
陀
さ
ま
に
ま
か
せ
る
。
そ
し
て
精

一
杯
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

明
石
家
さ
ん
ま
さ
ん
の
「
生
き
て
る
だ
け
で
丸
儲
け
」。
こ
れ
は
あ
る
意
味

さ
と
り
の
言
葉
で
し
ょ
う
。
丸
儲
け
だ
か
ら
何
を
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
く
、

丸
儲
け
だ
か
ら
感
謝
し
か
な
い
。
毎
日
、
阿
弥
陀
、
は
か
り
し
れ
な
い
い
の
ち

を
い
た
だ
い
て
生
き
て
い
る
、
浄
土
へ
生
ま
れ
仏
と
な
ら
せ
て
い
た
だ
く
。
お

か
げ
さ
ま
と
感
謝
し
て
日
々
を
過
ご
す
。
そ
れ
が
南
無
阿
弥
陀
仏
で
は
。 

  

最
後
は
も
う
一
席
「
相
撲
場
風
景
」。
師
匠
の
名
人
芸
を
楽
し
み
つ
つ
、
お

寺
、
仏
教
に
触
れ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。 

古
澤
巌
一
心
寺
奉
納
公
演 

報
告 

三
月
放
送
の
Ｔ
Ｂ
Ｓ
『
ぴ
っ
た
ん
こ
カ

ン
★
カ
ン
』
に
葉
加
瀬
太
郎
さ
ん
、
高
嶋

ち
さ
子
さ
ん
と
一
緒
に
出
演
さ
れ
、
神
の

ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
と
称
さ
れ
る
演
奏
は
も

ち
ろ
ん
、
そ
の
面
白
さ
に
も
一
躍
注
目
が

集
ま
っ
た
古
澤
巌
さ
ん
。
今
回
は
山
口
百

恵
さ
ん
の
「
い
い
日
旅
立
ち
」、
Ｔ
Ｏ
Ｋ

Ｙ
Ｏ
・
Ｆ
Ｍ
『
Ｊ
Ｅ
Ｔ 

Ｓ
Ｔ
Ｒ
Ｅ
Ｅ
Ｍ
』

の
テ
ー
マ
「
Ｍ
ｒ
．
Ｌ
ｏ
ｎ
ｅ
ｌ
ｙ
」、

無
伴
奏
「
パ
ガ
ニ
ー
ニ
ア
ー
ナ
」
な
ど
、

二
〇
〇
人
を
超
え
る
来
場
者
に
素
晴
ら

し
い
音
色
を
届
け
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 


