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常
磐
津
の
発
生
は
約
二
百

五
十
年
程
に
な
り
ま
す
が
そ

れ
ま
で
の
推
移
は
三
百
年
程

以
前
に
京
都
に
都
太
夫

一
中

と
い
う
浄
瑠
璃
語
り
が
お
り

ま
し
て

一
中
節
を
広
め
ま
し

た
。
こ
の
人
の
弟
子
の
宮
古

路
豊
後
橡
と
い
う
名
手
が

一

七
三
〇
年
に
江
戸
に
下
り
豊

後
節
を
語
り
大
変
人
気
を
博

し
ま
し
た
。
そ
の
人
の
髪
型

か
ら
長
羽
織
ま
で
流
行
す
る

あ
り
さ
ま
で
そ
ん
な
人
気
を

妬
ん
だ
者
達
の
策
謀
と
も
云

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
豊
後
節

の
影
響
で
心
中
が
増
え
た
と

か
腸
情
的
だ
と
か
非
難
が
多

く
奉
行
所
か
ら
禁
止
さ
れ
や

む
な
く
連
中
は
京
都
へ
戻
り

ま
し
た
。
そ
の
中
の
ひ
と
り

宮
古
路
文
字
太
夫
は
再
び
江

戸
へ
下
り
常
磐
津
文
字
太
夫

と
名
乗
り

一
つ
の
流
派
を
建

て
た
の
が
初
ま
り
で
す
。
こ

う
し
て
常
磐
津
節
は
江
戸
に

根
付
き
歌
舞
伎
で
荒
事
か
ら

道
中
に
至
る
ま
で
伴
奏
音
楽

と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
の

で
大
い
に
発
展
し
町
家
の
子

女
は
挙

っ
て
常
磐
津
を
習

っ

た
程
で
し
た
。
次
に
語
り
手

と
し
て
は
明
治
の
名
人
林
中

の
名
が
現
代
に
至
る
ま
で
喧

伝
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
人

は

一
時
六
代
日
常
磐
津
小
文

字
太
夫
と
し
て
家
元
を
継
い

で
い
ま
し
た
が
養
家
と
不
仲

に
な
り
父
の
故
郷
盛
岡
で
隠

遁
生
活
を
し
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
芸
の
修
業
は
怠
た
ら

ず
九
代
目
市
川
団
十
郎
に
迎

え
ら
れ
東
京
の
歌
舞
伎
に
返

り
咲
き
持
ち
前
の
美
声
と
語

り
の
リ
ズ
ム
の
微
妙
さ
に
見

物
客
は
魅
了
さ
れ
た
そ
う
で

す
。
こ
の
林
中
の
妻
女
が
私

の
祖
父
の
叔
母
な
の
で
私
共

と
は
縁
戚
に
あ
た
り
ま
す
。

そ
の
頃
日
本
で
も
よ
う
や
く

レ
コ
ー
ド
が
出
来
る
よ
う
に

な
リ
ア
メ
リ
カ
か
ら
技
師
を

招
き
ラ
ッ
パ
型

（ビ
ク
タ
ー

の
マ
ー
ク
の
大
が
聴
い
て
い

る
）
の
マ
イ
ク
兼
ス
ピ
ー
カ

ー
に
く

っ
つ
い
て
太
夫
は
語

り
、
祖
父
二
代
目
文
字
兵
衛

も
ま
た
林
中
に
ぴ

っ
た
り
つ

い
て
三
味
線
を
弾
き
録
音
し

た
そ
う
で
す
。
こ
の
レ
コ
ー

ド
は
雑
音
の
多
い
も
の
で
す

が
名
人
を
し
の
ぶ
貴
重
な
資

料
と
し
て
私
も
大
切
に
保
存

し
て
い
ま
す
。
常
磐
津
節
は

義
太
夫
、
清
元
と
同
様
浄
瑠

璃

（物
語
性
の
あ
る
も
の
）

で
す
。
流
儀
を
目
で
見
分
け

る
法
は
三
味
線
の
糸
巻
の
自

い
の
が
長
唄
。
黒
の
中
悼
が

清
元
と
常
磐
津
。
義
太
夫
は

大
樺
で
す
。
聞
き
分
け
方
は

伸
び
縮
み
が
多
く
フ
ェ
ル
マ

ー
タ
が
多
い
の
が
清
元
。
語

り
の
部
分
が
多
い
上
江
戸
で

育

っ
た
音
楽
な
の
で
歯
切
れ

の
良
い
の
が
常
磐
津
で
す
。

外
国
人
に
聞
き
分
け
方
を
問

わ
れ
た
あ
る
財
界
人
が

「長

唄
は
イ
ギ
リ
ス
、
清
元
は
フつ

し

文
化
財
認
定
式
後
、
赤
坂
御

所
に
上
り
ま
し
た
折
、
天
皇
、

皇
后
両
陛
下
、皇
太
子
殿
下
、

紀
宮
内
親
王
殿
下
に
三
味
線

の
構
造
、
材
質
に
つ
い
て
ご

説
明
申
し
上
げ
ま
し
た
が
皆

様
非
常
に
熱
心
に
お
聴
き
下

さ
り
嬉
し
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

私
は
昭
和
二
十
三
年
頃
よ
り

十
年
程
、
肺
結
核
、
腰
椎
カ

リ
エ
ス
、
肋
骨
カ
リ
エ
ス
等

患
い
続
け
ま
し
た
が
幸
に
も

完
治
し
三
十
才
を
越
し
て
か

ら
再
び
古
典
の
演
奏
活
動
を

始
め
、
そ
れ
と
共
に
創
作
も

手
が
け
三
百
余
り
の
作
品
を

発
表
し
ま
し
た
。常
磐
津
と
い

う
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
多
く
の

流
儀
の
方
達
に
手
伝

っ
て
い

た
だ
き
乍
ら
現
代
人
に
よ
く

解
る
「語
り
物
音
楽
」
を
作
曲
、

日
本
の
音
を
オ
ー
ケ
ス
ト
レ

ー
シ
ョ
ン
し
て
日
本
の
音
楽

を
高
め
て
行
く
の
が
私
の
使

命
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。西
鶴

三
百
年
祭
に
因
み
オ
ク
ソ
ン

コ
ン
サ
ー
ト
で
坪
内
逍
邊
先

生
作
詞
、
祖
父
二
代
目
文
字

兵
衛
作
曲
の
常
磐
津

「
お
夏

狂
乱
」
を
六
夜
演
奏
さ
れ
る

と
聞
き
ま
こ
と
に
喜
ば
し
い

こ
と

ヽ
思

っ
て
お
り
ま
す
。

四
代
目

常
磐
津
文
字
兵
衛

昭
和
二
年

一
月
十
五
日

三
代
目
文
字
兵
衛
次
男
と

し
て
出
生

昭
和
七
年
六
月
六
日

常
磐
津
の
稽
古
始
め
る

昭
和
十
六
年
　

・

英
八
郎
を
名
乗
る

昭
和
三
十
四
年
十

一
月

芸
術
祭
奨
励
賞
受
賞
、
後

数
度
受
賞

昭
和
三
十
五
年

四
代
目
文
字
兵
衛
襲
名

昭
和
五
十

一
年

モ
ー
ビ
ル
音
楽
賞
受
賞

平
成
元
年
五
月

紫
綬
褒
章
受
賞

平
成
四
年
五
月
十
五
日

重
要
無
形
文
化
財
保
持
者

に
認
定
さ
れ
る

（人
間
国
宝
に
認
定
）

謹

賀

新

年

お
正
月
は
、
１
月
５
日

か
ら
平
常
通
り

営
業
い
た
し
ま
す

店
主
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常ヽ
，労

昨
あ

れ
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Iり れ

ラ
ン
ス
、
常
磐
津
は
ド
イ
ツ
」

と
答
え
ら
れ
た
。
ま
さ
に
云

い
得
て
妙
で
す
。
強
い
て
云

え
ば
私
は
ド
イ
ツ
よ
リ
オ
ー

ス
ト
リ
ア
の
方
が
感
じ
か
な

と
も
思
い
ま
す
。

三
味
線
に
は
猫
の
皮
が
い

い
と
云
う
の
は
バ
イ
オ
リ
ン

の
板
の
構
造
と
同
じ
原
理
で
、

中
央
の
部
分
が
厚
く
周
囲
が

薄
く
な

っ
て
い
る
の
で
硬
い

部
分
で
絃
の
振
動
を
吸
収
し
、

軟
い
部
分
で
増
幅
し
共
鳴
さ

せ
る
、
そ
れ
で
艶
の
あ
る
い

い
音
が
出
ま
す
。
先
般
無
形

フ

．名ブヱ
・、

圏
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井
原
　
西
鶴

（
一六
四
二
～
一六
九
二
）

江
戸
前
期
の
俳
詰
師
、
浮

世
草
子
作
者
。
大
阪
に
生
ま

れ
た
町
人
で
、
本
名
は
平
山

藤
五
。
西
山
宗
因
に
師
事
し
、

談
林
俳
諧
の
代
表
作
家
と
な

り
矢
数
俳
詰
で
有
名
。
奔
放

な
俳
風
は
阿
蘭
陀
流
と
呼
ば

れ
た
。
宗
因
没
後
、
浮
世
草

子
を
述
作
。
「好
色

一
代
男
」

「
日
本
永
代
蔵
」
「世
間
胸
算

用
」
「武
家
義
理
物
語
」
等
、

多
く
の
名
作
を
残
し
元
禄
六

年
八
月
十
日
大
阪
錫
屋
町
で

没
し
た
。
そ
の
作
品
は
文
学

的
評
価
が
高
く
、　
一
九
六
〇

年

ユ
ネ
ス
コ
で
は
、
世
界
的

偉
人
の

一
人
と
し
て
西
鶴
を

選
ん
で
い
る
。

オクソンの音楽会のお知らせ

井原西鶴の代表作「好色五人女」の中から恋人

清十郎を慕って狂乱になった「お夏の物語」を

ご披露いたします。

明治・大正を通 じて、すこぶる独創味に富んだ

名作をお楽 しみ下さい。

曲目 お夏狂乱

作詞 坪内逍通

作曲 二世 常磐津文字兵衛

三味線 常磐津小欣司

・関西常磐津協会理事

。重要無形文化財常磐津節

(総合指定)

浄瑠璃_常磐津一佐太夫

・関西常磐津協会理事

常磐津小欣司による解説でお送 り致します。

期間 2月 22日 (月 )～ 2月 27日 (土 )

料金 ¥17,000(税 、サ、飲物は別)

お食事時間 PM6:00～

演 奏 日寺間 PM8:00～PM9:00

特別コースの為、ご予約をお早めに…。

お待ち致しております。

百 年 祭
ひたって

『世
間
胸
算
用
』
序
文

・
釈
文

松
の
風
静
に
初
曙
の
若
ゑ
び

す
／
ヽ
諸
商
人
買
て
の
幸
ひ

賣
て
の
仕
合
採
（
さ
て
）帳
閉

棚
お
ろ
し
納
め
銀
の
蔵
び
ら

き
春
の
は
じ
め
の
天
絆
大
黒

の
打
出
の
小
槌
何
成
（な
り
）

『伊
勢
海
老
は
春
の
権
』

「世
間
胸
算
用
」
（一六
九
二
年
）

元
禄
五
年
正
月
刊
行
よ
り

正
月
の
座
敷
に
は
蓬
末
を

飾
る
。
三
方
に
自
紙

・
裏
白

譲
葉

。
昆
布
な
ど
を
敷
き
、

米

・
掲
栗

・
枢

。
ほ
ん
だ
わ

ら

・
串
柿

・
橙

。
伊
勢
海
老

な
ど
を
積
み
、
年
賀
の
客
に

も
す
す
め
る
。
昔
は
年
に
よ

っ
て
入
荷
が
極
端
に
少
な
い

「年
切
」
と
い
う
事
態
が
起

こ
っ
た
。
橙
は
九
年
母
で
代

用
す
る
が
、
紅
色
に
照
り
映

え
、
め
で
た
い
正
月
気
分
を

み
な
ぎ
ら
せ
る
伊
勢
海
老
だ

け
は
、
ゆ
で
る
と
く
る
り
と

お
う
と

い
う
年
徳
神
は
来
て

く
だ
さ
ら
な
く
て
よ

い
虚
と

家
の
主
人
は
機
嫌
が
悪

い
。

内
儀
と
息
子
は
世
間
体
を
思

う
て
四
匁
八
分
で
求
め
よ
う

と
す
る
。
お
よ
そ
六
千
円
ｃ

が
、
主
人
は
け
ち
で
買
わ
さ

ず
張
り
ぼ
て
の
海
老
を

つ
く

る
。

「正
月
の
祝

い
が
す
ん

だ
ら
、
子
供
の
玩
具
に
も
な

る
ぞ
。
知
恵
は
こ
ん
な
ふ
う

に
使
う
も
の
。
安
く
あ
げ
て

後
の
役
に
立

つ
漣
と
、
主
人

の
お
説
教
。
そ
こ
へ
九
十
二

歳
に
な
る
主
人
の
母
親
が
や

っ
て
来
て

「
い
つ
も
新
年
に

な

っ
て
か
ら
節
分
の
あ
る
時
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元禄文学に '

師宣筆「見返り美人図」

東京国立博物館蔵

西鶴は文学史上での浮世草子作家を確立し、

その頃、美術史上では菱川師宣が浮世絵の

創始者となった。

知
恵
袋
よ
り
取
出
す
事
ぞ
元

日
よ
り
胸
算
用
油
断
な
く

一

日
千
金
の
大
晦
日
を
し
る
べ

代
え
て
は
、
格
好
が
つ
か
な

い
。
手
広
く
商
売
し
、
人
の

出
入
り
も
多
い
家
で
は
世
間

体
も
張
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
世

間
に
不
景
気
の
声
が
満
ち
て

い
る
の
に
、
伊
勢
海
老
な
し

の
蓬
末
は
思
い
も
よ
ら
ぬ
と

金
を
い
と
わ
ず
に
買
う
の
が

常
で
あ
る
。

―
あ
る
大
阪
の
商
家
で
―

「自
分

一
代
に
高
い
も
の
を

買

っ
た
こ
と
が
な
い
。
薪

・

綿

。
米
も
安
い
時
期
に
現
金

で
買
う
。
今
に
気
が
か
り
は

父
親
の
棺
桶
を
高
く
買

っ
た

こ
と
だ
け
だ
。
伊
勢
海
老
が

な
い
と
正
月
が
来
ぬ
わ
け
で

も
あ
る
ま
い
。
な
い
も
の
食

お
け
。
伊
勢
は
神
国
だ
か
ら

節
分
に
日
本
中
の
神
々
を
祭

っ
て
何
百
万
と
い
う
海
老
を

供
え
、
そ
の
お
下
り
を
京
や

大
阪
へ
、
よ
こ
す
の
だ
。
高

値
に
な
る
前
に
、　
一
つ
四
文

で
二
つ
買
う
て
お
い
た
口
と

い
う
。
七
十
六
円
。
み
な
感

心
し
た
が
、
二
つ
は
ぜ
い
た

く
と
疑
う
。
「
い
や
、
一
つ
は

一
匁
相
応
の
歳
暮
の
返
し
に

す
る
。
贈
答
に
は
、
も
ら

っ

た
物
を
値
踏
み
し
て
、
同
程

度
に
見
え
て
、
少
し
ず

つ
得

を
す
る
よ
う
に
し
て
返
し
を

す
る
も
の
だ
己
と
い
う
て
き

か
す
。　
一
匁
は
千
二
百
五
十

円
。

し

元
禄
五
申
歳
（
さ
る
の
と

し
）初
春
　
　
　
　
難
波

西
鶴
（松
寿
）

・●
●
●
■
■
．
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瘍
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肉

鯰

炒

薇

饉

愧

量

躊

蝙

鰊

回

瘍

鰤

盪

舅

鵞

憑

鰊

檜

又

‐

鸞

隋

晰

ョ

鰊

齢

昴

蜃

躊

蜃

鶉

蜻

蝠

場

渉

商
人
と

一
口
に
い
う
が
、

江
戸
の
元
禄
時
代
に
は
す
で

に
い
く
つ
か
の
業
種
に
分
類

さ
れ
て
い
る
。
問
屋
、
仲
買
、

小
売
の
三
分
類
の
中
で
、
間

屋
で
も
幕
藩
の
御
用
を
勤
め

る
の
が
御
用
商
人
と
呼
ば
れ
、

投
機
的
取
引
の
商
人
も
あ
り
、

物
流
に
従
事
す
る
商
人

（車

馬
）
も
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
い

ず
れ
の
商
人
も
成
功
を
お
さ

め
る
た
め
に
は
″才
覚
″が
な

く
て
は
い
け
な
い
と
さ
れ
た
。

才
覚
と
は
な
に
か
。
知
恵
で

あ
る
。
現
代
に
お
け
る
企
画

力
で
あ
る
。
他
人
の
考
え
な

い
商

い
の
工
夫
を
見
つ
け
た

者
が
勝
者
と
な
る
。
博
変
に

勝

っ
て
儲
け
た
り
、
詐
欺
と

か
入
聟
に
よ
る
栄
燿
は

一
切

認
め
ら
れ
な
い
の
が
原
則
で

あ
り
、
商
人
の
心
得
と
し
て

は
、
我
が
尊
敬
す
る
元
禄
期

の
流
行
作
家
、
井
原
西
鶴
先

生
の
作
品
「
日
本
永
代
蔵
」
の

一
節
を
借
り
れ
ば
、
―
商
売

に
油
断
な
く
、
弁
舌
手
だ
れ

知
恵
才
覚
、
算
用
た
け
て
、

わ
る
銀
を

つ
か
ま
ず
。
又
、

油
断
ハ
煙
ノ
如
シ
と
も
い
っ

て
い
る
。
ほ
ん
の
隙
間
か
ら

忍
び
込
ん
で
く
る
も
の
だ
と

い
う
。
そ
し
て
、　
一
旦
地
道

な
商
い
の
道
に
踏
み
込
ん
だ

な
ら
、
た
と
え
日
銭
が
薄
く

て
も
堅
実
な
道
を
歩
む
よ
う

に
心
が
け
よ
、
と
繰
り
返
し

て
商
人
た
ち
に
い
い
聞
か
せ

て
い
る
。
他
か
ら
の
旨

い
話

に
は
目
も
く
れ
る
な
と
忠
告

を
重
ね
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

米
、
大
豆
、
小
豆
等
の
相
場

商

い
、
見
込
み
商

い
に
は
絶

対
に
乗
る
な
と

い
う
。
た
し

か
に
、
こ
れ
ら
の
商

い
は
才

駄
な
物
や
事
柄
に
金
を
投
じ

な
い
こ
と
で
あ
り
、
始
末
と

は
、
は
じ
め
と
終
り

（開
始．

と
結
末
）
を
き

っ
ち
り
合
わ

す
こ
と
で
、
俗
に
い
う
帳
尻

を
合
わ
す
こ
と
な
の
だ
。

―
「
足た
野
に
繁
踏た
を
は
き

て
、
編
に
大
道
を
は
し
り
あ

り
き
し
事
な
し
。
走

っ
て
転

ん
で
怪
我
で
も
し
た
な
ら
大

変
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く

て
、
忙
し
く
走
り
歩
い
た
な

ら
、
雪
踏
の
底
が
減
る
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
ゆ

っ
く
り

と
足
許
を
見
て
歩
き
、
往
来

の
野
草
を
見
分
け
て
採

っ
て

帰
り
、
自
家
製
の
薬
に
す
る

ほ
ど
の
心
が
け
が
必
要
だ
と

い
う
。
そ
れ
で
も
転
ん
で
し

ま

っ
た
時
は
、
―
鷹
′い

た
所

で
隧
石
を
拾

っ
て
袂
に
入
れ

…
…
。
と
い
う
ほ
ど
の
細
か

な
気
持
を
決
し
て
忘
れ
て
は

い
け
な
い
と
い
う
。
商
人
は

楽
で
は
な
い
の
だ
。

作
家
　
藤
本
　
義

一

川
「
∃
ヨ
「
岬
η

い

き
い

き

花
を
支
え
る
枝
、

枝
を
支
え
る
幹
、
幹
を
支
え
る
根
、

根
は
み
え
ね
え
ん
だ
な
。

比
叡
山
　
中
山
玄
晋

上
町
台
地
の
名
水

一
円
、
五
円
の
協
力
で

カ
ン
ボ
ジ
ア
に
丼
戸
を

贈
れ
ま
し
た
。

一
金
　
壱
百
萬
円
也

カ
ン
ゲ
キ
し
て
ま
す
。

帥
花
熊
　
山
本
良

一

秋
の
夜
の
　
良
き
音
楽
と
　
旨
し
酒

島
田
佐
知
子

お
の
こ
わ
れ

意
気
の
子
　
名
の
子
　
つ
る
ぎ
の
子

詩
の
子
　
恋
の
子

あ
あ
も
だ
え
の
子

「鉄
幹
よ
り
」

笹
原
ブ
ロ
ッ
ク
エ
業
帥
　
笹
原
宣
彦

き

ら

き

ら

西
谷
和
浩

覚
の
振
る
い
ど
こ
ろ
か
も
し

れ
な

い
が
十
分
の
九
は
危
険

が
伴

い
、
永
続
的
な
店
の
繁

栄
は
望
み
難

い
と

い
う
。

商

人
精
神
に
は
二
種
が
あ

り
、
自
ら
に
課
す
受
身
三
要

素
と
外
に
向

っ
て
発
揮
す
る

能
動

（行
動

・
攻
撃
）
三
要

素
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
受

身
三
要
素
は
「
忍
耐
」
「勤
勉
」

「節
約
」
。
能
動
三
要
素
は
「算

用
」
「
才
覚
」
「始
末
」
。
こ
の
六

つ
の
要
素
が
自
ら
に
そ
な
わ

っ
た
場
合
に
、
よ
う
や
く
商

人
道
の
入
口
に
立

っ
た
と

い

わ
れ
た
。
ど
れ
ひ
と

つ
と
し

て
欠
け
て
は

い
け
な

い
の
だ
。

「
節
約
」
と

「始
末
」
は
似

て
い
る
よ
う
で
違
う
の
で
あ

る
。
節
約
は
セ
ー
ブ
で
あ
り
、

始
末
は
サ
ー
カ
ム
ス
タ
ン
ス

で
あ
る
。
現
代
の
経
営
者
は

こ
れ
を
混
同
し
て
用

い
て
い

る
が
、
江
戸
時
代
で
は
す
で

に
き

っ
ち
り
と
区
分
し
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
節
約
は
無

ハ
ン
ガ
リ
ー
の
タ
ベ
の
晩
さ
ん
会

と
て
も
楽
し
い
夜
を
過
ご
す
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
お
い
し
い
お
料
理
を

作

っ
て
く
れ
た
コ
ッ
ク
さ
ん
に
お
礼

を
申
し
上
げ
ま
す
。

ハ
ン
ガ
リ
ー
共
和
国
大
使
　
Ｄｒ
．ラ
ー
ツ

〇
●
①̈
パ
」
ｏ
デ
Φ
）
〇
●
一ｏ
∽

ゴ
、①
】●
∽
〕

く
いΦ
】①
”

∪
”
●
庁

一

大
阪
ユ
ネ
ス
コ
協
会
会
長
　
山
口

度
胸
　
ス
テ
ー
キ
は
オ
ク
ソ
ン

Ｎ
Ｈ
Ｋ
　
植
村
　
脩

オ
ク
ソ
ン
倶
楽
部

へ
の

お
た
よ
り

音
楽
鑑
賞
な
ど
と
は
縁
遠

い
私
で
あ
り
ま
す
が
、
西
垣

さ
ん
の
ギ
タ
ー
演
奏
に
は
、

魅
了
さ
れ
る
も
の
が
あ
り
感

動
い
た
し
ま
し
た
。
コ
ロ
ン

ブ
ス
の
話
題
を
ギ
タ
ー
演
奏

に
の
せ
て
の
発
想
に
も
驚
か

さ
れ
ま
し
た
し
、
ま
た
ギ
タ

ー
そ
の
も
の
が
二
〇
〇
年
も

経

っ
て
い
る
名
器
で
あ
る
と

い
う
こ
と
な
ど
も
、
軽
妙
な

語
り
国
の
中
で
知
ら
さ
れ
、

プ
ロ
の
厳
し
さ
や
、
ひ
た
む

き
さ
を
感
じ
ま
し
た
。

「恐
竜
は
人
類
の
郷
愁
で

あ
り
憧
憬
で
あ
る
。
」
と
い
う

発
想
の
も
と
に

一
〇
年
ち
か

く
恐
竜
モ
デ
ル
づ
く
り
を
し

て
参
り
ま
し
て
、
只
今
恐
竜

パ
ー
ク
づ
く
り
の
夢
に
参
画

・
し
、
そ
れ
に
熱
中
し
て
い
ま

す
。西

垣
さ
ん
の
ギ
タ
ー
演
奏

に
触
発
さ
れ
、
オ
ク
ソ
ン
さ

ん
の
料
理
づ
く
り
へ
の
冒
険

心
に
共
鳴
さ
せ
ら
れ
た
ま
ま

ペ
ン
を
走
ら
せ
ま
し
た
。
西

垣
さ
ん
の
ギ
タ
ー
演
奏
の
こ

と
を
意
識
の
中
に
囲

っ
て
お

き
ま
し
て
、
い
つ
か
運
逓
で

き
れ
ば
と
思

っ
て
い
ま
す
。

オ
ク
ソ
ン
の
オ
リ
ジ
ナ
ル

料
理

へ
の
挑
戦
に
ご
期
待
申

し
上
げ
乍
ら
、
先
日
の
お
礼

ま
で
。

海
洋
堂
　
宮
脇

編

集

後

記

オ
ク
ソ
ン
倶
楽
部
を
季
刊
誌

と
し
て
発
刊
し
て
五
年
目
に
入

り
ま
し
た
。
当
初
は
不
慣
れ
さ

か
ら
編
集
締
め
切
り
が
近
づ
く

と
心
を
痛
め
る
日
々
で
し
た
が
、

近
頃
は
季
刊
誌
作
り
に
喜
び
を

感
じ
る
ゆ
と
り
を
少
し
持
て
る

様
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

ひ
と
え

に
快
く
寄
稿
し

て
下

さ
る
オ
ク
ソ
ン
の
お
客
様
方
の

お
か
げ
で
あ
る
と
深
く
感
謝
致

し
て
お
り
ま
す
。
今
回
寄
稿
し

て
頂

い
た
藤
本
義

一
先
生
の
サ

イ

ン

「
人
生
は
愛
を
刻
む
旅
な

り
」
と
い
う
言
葉
を
目
標
に
、

今
年
も
愛
を
持

っ
て
仕
事
に
、

の
ぞ
み
た
い
と
思
い
ま
す
ｃ

店
主
　
山
口

一
一
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