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で
み
れ
ば
変
わ
り
ま
す
。
と
い
う
の
も
、

日
本
は
ア
ジ
ア
圏
の
中
で
も
特
殊
で
す
か

ら
。
島
国
で
あ
り
、
発
展
し
た
国
で
も
あ

り
、
国
民
の
生
活
の
バ
ラ
ン
ス
も
均
等
に
取

れ
て
い
る
恵
ま
れ
た
国
で
す
か
ら
。  

 

外
国
の
良
い
も
の
は
積
極
的
に
受
け
入

れ
、
良
質
の
物
で
溢
れ
返
り
、
国
民
の
性

質
は
協
調
性
に
も
富
ん
で
お
り
、
問
題
を

嫌
い
ま
す
。 

 

一
方
の
中
国
は
、
異
常
な
偏
り
が
あ
り

ま
す
。
歴
史
的
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
も
全

く
違
い
ま
す
。
そ
し
て
５６
も
の
民
族
か
ら

成
り
立
ち
ま
す
。
何
度
も
国
に
裏
切
ら

れ
た
過
去
か
ら
「他
人
の
こ
と
を
簡
単
に

は
信
用
で
き
な
い
」と
い
う
姿
勢
は
、
現
代

の
上
海
に
暮
ら
す
人
か
ら
も
感
じ
取
れ

 
 

日
中
友
好
協
会
岡
山
支
部
ホ
ー
ム
ペ
ー
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一
月
二
四
日
《岡
山
・平
和
の
つ
ど
い
》が

開
か
れ
た
岡
山
市
民
会
館
。
開
会
時
間
が

過
ぎ
て
も
な
お
、
入
場
の
つ
づ
く
盛
況
さ

を
見
ま
し
た
。
当
日
券
に
よ
る
直
接
参
加

も
二
百
人
を
数
え
ま
し
た
。 

 

北
は
新
庄
村
や
津
山
市
、
高
梁
市
や
新

見
市
か
ら
。
南
は
玉
野
市
か
ら
の
参
加
も

数
多
く
、
岡
山
市
内
の
人
だ
け
で
は
な
い

人
た
ち
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
日

倉
敷
か
ら
バ
ス
二
台
を
仕
立
て
て
参
加
し

た
「九
条
の
会
」な
ど
、
創
意
と
工
夫
が
あ

り
ま
し
た
。
何
と
し
て
も
会
を
成
功
さ
せ

た
い
決
意
や
意
気
込
み
を
、
強
く
感
じ
ま

し
た
。 

 

現
在
、
岡
山
県
内
に
は
「九
条
の
会
」が
、

地
域
に
職
場
に
続
々
と
作
ら
れ
て
い
ま

す
。 思

想
信
条
を
こ
え
『憲
法
九
条
を
変
え

さ
せ
な
い
』、
『「戦
争
を
す
る
国
」に
は
絶

対
に
さ
せ
な
い
』の
た
だ
一
点
で
参
集
し
て

い
ま
す
。
こ
の
岡
山
県
九
条
の
会
への
参
加

数
は
一
七
六
。
中
四
国
九
州
で
は
福
岡
県

一
八
六
に
次
ぐ
数
だ
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
。 

 

岡
山
県
九
条
の
会
に
は
「宗
教
者
九
条
の

会
」「弁
護
士
九
条
の
会
」「マ
ス
コ
ミ
九
条
の

会
」「
科
学
者
九
条
の
会
」
な
ど
、
実
に
多

彩
な
人
々
が
会
を
作
っ
て
い
ま
す
。
日
中
・

岡
山
九
条
の
会
も
、
も
ち
ろ
ん

参
加
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
一
七
六
の
会
か
ら
、
四
九

の
会
が
参
加
し
て
実
行
委
員
会

を
作
り
、
三
〇
を
越
え
る
種
々

の
団
体
の
協
力
を
得
て
、
実
行

委
員
会
を
た
び
た
び
開
き
、
こ

の
日
の
成
功
を
か
ち
得
ま
し

た
。 

つ
ど
い
は
、
山
口
和
秀
実
行
委

員
長
（岡
山
大
学
教
授
）の
挨
拶

で
始
ま
り
ま
し
た
。 

つ
づ
い
て
日
本
の
フ
ォ
ー
ク
・

ソ
ン
グ
運
動
の
中
で
大

き
な
力
を
発
揮
す
る

『
笠
木
透
と
雑
花
塾
』

が
、
歌
と
ス
ピ
ー
チ
で

憲
法
九
条
の
大
切
さ
を

訴
え
ま
し
た
。 

笠
木
さ
ん
は
「
戦
争
の

被
害
者
だ
か
ら
九
条
を

守
ろ
う
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
、
ア
ジ
ア
の
多

く
の
人
々
の
命
を
奪
っ

た
加
害
者
だ
か
ら
、
守

ら
ね
ば
な
ら
な
い
の

だ
」
と
鋭
く
指
摘
し
ま

し
た
。 

全
国
九
条
の
会
、
九

人
の
呼
び
か
け
人
の
お

一
人
で
あ
る
『
澤
地
久

枝
さ
ん
』の
講
演
で
は
、

熱
弁
と
歯
に
衣
着
せ
な

参
加
者
の
感
想
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り 

笠
木 

透
と
雑
花
塾
― 

「今
ま
で
あ
ま

り
き
ち
ん
と
聴
い
た
こ
と
は
な
く
、
ど
っ
ち

か
と
い
う
と
オ
ジ
サ
ン
バ
ン
ド
な
ん
て
・・・ 

と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、
今
日
聴
い
て
涙
が

出
る
く
ら
い
よ
か
っ
た
で
す
。
特
に
「ホ
ウ

セ
ン
カ
」、
私
は
ま
だ
勉
強
不
足
で
、
イ
ア
ン

フ
の
こ
と
を
少
し
し
か
知
り
ま
せ
ん
。 

で
も
早
く
勉
強
し
て
語
り
つ
ぎ
、
知
ら
せ

て
い
か
な
い
と
い
け
な
い
と
改
め
て
思
い
ま

し
た
」 

―
澤
地
久
枝
― 

「小
泉
政
権
を
支
え
て

い
た
の
は
女
た
ち
で
、
自
分
が
女
な
が
ら

と
て
も
情
け
な
く
、
思
っ
て
い
ま
し
た
。 

私
も
３
人
の
子
を
育
て
て
い
る
母
親
で

あ
り
、
子
供
に
対
し
て
は
男
親
以
上
に
責

任
を
感
じ
ま
す
。
Ｐ
Ｔ
Ａ
役
員
と
し
て
長

く
学
校
と
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
が
政
治
的

発
言
で
き
ま
せ
ん
。 

澤
地
さ
ん
の
お
話
に
、
少
し
背
中
を
お

さ
れ
た
気
が
し
ま
す
。
平
和
の
た
め
に
一

人
一
人
が
で
き
る
こ
と
は
必
ず
あ
り
ま

す
。
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
と
思
い

ま
す
」 

―
全
体
― 

「
休
憩
時
間
が
少
な
か
っ
た

な
あ
っ
て
思
い
ま
し
た
。
私
は
中
学
３
年
生

な
の
で
す
が
、
同
世
代
の
人
が
ほ
と
ん
ど

い
な
か
っ
た
か
ら
学
校
と
か
に
宣
伝
し
て

若
い
人
も
く
る
か
な
あ
、
き
て
ほ
し
い
な

あ
っ
て
お
も
い
ま
し
た
」 

孤児裁判・東京地裁不当判決に 

抗議の宣伝活動を 
 お粗末きわまる東京判決へ、抗議と市民

の深いご理解を得たいと、ビラまき宣伝を下

記のようにします。 

ご参加、ご協力をお願いします。 

と き＊２月５日（月）１１時３０分～１３時 

ところ＊表町天満屋本店アリスの広場前 

熱
演
に
共
感
の
拍
手 

《岡
山
・平
和
の
つ
ど
い
》 

い
鋭
い
批
判
が
何
度
も
拍
手
を
呼
び
ま
し

た
。
「九
条
を
守
り
生
か
す
に
は
、
国
民
一

人
ひ
と
り
の
大
き
な
努
力
が
い
る
」「九
条

は
わ
れ
わ
れ
の
命
の
拠
り
所
な
の
だ
」「一

歩
も
後
へ引
か
な
い
覚
悟
と
努
力
を
し
よ

う
」と
～
。
中
身
の
濃
い
話
で
し
た
。
講
演

終
演
の
拍
手
は
長
く
つ
づ
き
、
会
の
成
功

を
証
拠
だ
て
て
い
ま
し
た
。 

大
き
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
笠
木
さ
ん
、
澤
地

さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
こ
の
つ
ど
い
は
、
次

の
活
動
への
大
き
な
歩
み
を
作
り
出
す
こ

と
で
し
ょ
う
。  
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上
海
か
ら
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便
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日
本
と
中
国
の
ち
が
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上
海
か
ら
見
て 

木
村
友
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残
留
孤
児
と
そ
の
父
親
を
主
人
公
に

し
た
大
作
「大
地
の
子
」を
基
に
、
私
の
よ

う
に
残
留
孤
児
に
対
す
る
理
解
を
も
っ
た

若
者
も
い
る
か
と
は
思
い
ま
す
が
、
古
い

悪
い
意
味
で
の
日
本
人
的
な
考
え
か
ら
す

れ
ば
、
触
れ
た
く
な
い
の
か
そ
の
点
に
関

し
対
処
が
遅
れ
る
の
は
残
念
な
が
ら
無
理

も
な
い
状
況
か
と
も
思
え
ま
す
。 

活
動
を
続
け
て
、
彼
ら
の
受
け
て
き
た

苦
労
と
環
境
に
つ
い
て
も
訴
え
、
力
を
入

れ
る
ほ
か
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

こ
の
国
に
住
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
実
感
が

あ
り
ま
す
が
、
一
部
の
人
を
除
い
て
は
理

解
す
る
の
は
難
し
い
は
ず
で
す
。 

 

残
留
孤
児
問
題
の
み
な
ら
ず
、
中
国
人

犯
罪
な
ど
に
対
す
る
見
方
も
こ
こ
に
住
ん

る
く
ら
い
で
す
。
今
で
こ
そ
、
経
済
は
華

や
か
で
は
あ
り
ま
す
が
、
心
は
貧
し
い
も

の
で
す
。
こ
の
う
え
な
く
自
己
中
心
的
で

す
。 

こ
こ
ま
で
、
世
界
の
他
の
国
民
と
比
較
し

て
大
き
な
違
い
を
感
じ
る
の
は
、
と
て
も

不
思
議
な
こ
と
で
す
。 

 

私
た
ち
が
中
国
人
に
対
し
て
、
「理
解
し

た
い
」
と
い
う
寛
容
な
気
持
ち
を
持
つ
こ

と
が
重
要
だ
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。 

国
際
感
覚
を
身
に
着
け
る
に
は
程
遠
い

と
思
い
ま
す
が
、
僅
か
な
が
ら
で
も
今
、

変
わ
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。 

 

時
々
中
国
人
か
ら
聞
く
言
葉
で
す
が

「
日
本
国
民
は
素
晴
ら
し
い
！
い
い
国
民

だ
」と
。
「た
だ
し
政
府
は
悪
い
が
」 

  

こ
の
あ
た
り
に
関
し
て
も
、
日
本
人
以

上
に
政
治
に
関
し
て
関
心
を
持
っ
て
い
る

こ
と
は
伺
え
ま
す
。 

そ
し
て
、
人
そ
れ
ぞ
れ
見
方
は
全
く
違
い

ま
す
。 

魯迅記念館・内山完造像 

木村友美さん撮影 

上海･魯迅公園 
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２
０
０
３
年
１１
月
に
は
、
桜
植
樹
で
は
な

く
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
独
自
の
９
人
の
チ
ー

ム
で
建
徳
訪
問
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
目
的

は
、
そ
れ
ま
で
に
植
え
た
桜
の
そ
の
後
の

育
ち
具
合
を
見
届
け
る
こ
と
と
、
翌
年
に

建
徳
市
か
ら
島
根
県
に
第
二
回
目
の
訪

問
を
実
現
す
る
た
め
の
打
ち
合
わ
せ
を

兼
ね
た
訪
建
で
あ
っ
た
。
ま
た
毎
年
の
団

体
募
集
に
は
無
理
が
あ
る
と
い
う
こ
と

も
あ
っ
て
、
一
年
の
間
を
空
け
る
こ
と
に

な
っ
た
。 

こ
の
と
き
に
も
例
年
の
よ
う
に
歓
迎
パ
ー

テ
ィ
ー
が
あ
り
、
翌
日
に
は
今
ま
で
に
植

え
た
桜
の
育
ち
具
合
を
見
に
出
か
け
た

り
、
さ
ら
に
増
植
す
る
た
め
の
現
地
や

新
市
街
地
の
視
察
を
行
っ
た
（こ
の
と
き

に
筆
者
は
「孟
浩
然
」が
新
安
江
で
一
夜

を
過
ご
し
た
と
き
の
「書
」を
頂
い
た
）。

な
お
桜
植
樹
の
適
地
調
査
や
植
樹
・栽
培

に
は
、
専
門
的
に
詳
し
い
島
根
県
土
木
部

の
林
秀
樹
君
が
単
独
で
行
っ
て
、
活
躍
し
て

い
た
だ
い
た
。 

  

そ
の
帰
路
に
は
紹
興
市
に
立
ち
寄
っ
た
。

杭
州
、
紹
興
、
寧
波
は
「杭
州
湾
」に
面
し

て
い
て
、
い
ず
れ
も
日
本
と
は
な
じ
み
の

多
い
街
々
で
あ
る
。
杭
州
に
つ
い
て
は
第
一

回
目
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
訪
問
の
時
に
簡
単

に
触
れ
た
が
、
こ
の
街
は
今
更
い
う
ま
で

も
な
く
南
宋
の
首
都
と
し
て
「東
方
見
聞

録
」で
マ
ル
コ
ポ
ー
ロ
も
絶
賛
し
た
街
で
あ

る
。
当
時
は
「臨
安
府
」と
呼
ん
だ
そ
う
だ

が
、
そ
れ
は
宋
朝
の
そ
も
そ
も
の
都
が
長

安
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
元
に
追
わ
れ
て

南
宋
と
な
っ
た
と
き
に
、
「臨
時
の
都
」と

い
う
意
味
か
ら
つ
け
た
地
名
で
あ
る
と
い

中
国
建
徳
市
に
桜
千
本
を
植
え
る 

 
 

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動 

⑨ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

杉
元 

邦
太
郎 

 
Ⅶ

．
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
単
独
の
二
回
目
の
訪
建 

（２
０
０
３
＝
平
成
１５
年
１１
月
２２
日
～
） 

 

次
回
の
新
聞
発
送
作
業
は 

２
月
１３
日(

火)

午
後
１
時
半
～ 

民
主
会
館
２
階
で
行
い
ま
す
。 

前
回
お
手
伝
い
く
だ
さ
っ
た
方
で
す
。 

大森 

小林 

竹内和 

竹内袈 

坪井 

中元 

服部 

う
。
詩
人
蘇
東
披
で
も
有
名
な

西
湖
に
面
し
、
秦
の
時
代
に
創

ら
れ
た
「大
運
河(

江
南
の
米
や

特
産
品
を
都
に
運
ぶ
た
め
に
掘

ら
れ
た)

」の
出
発
点
で
、
そ
の
港

は
今
も
河
川
交
通
の
港
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
。
な
お
杭
州
市

は
、
松
江
市
と
友
好
都
市
を
結

ん
で
い
て
（西
湖
と
宍
道
湖
と
の

景
観
の
類
似
に
ち
な
ん
で
）、
松

江
市
は
杭
州
事
務
所
も
開
い
て

い
る
。 

 

紹
興
は
も
ち
ろ
ん
「
紹
興
酒
」

で
有
名
で
あ
る
が
、
実
は
遠
く

春
秋
時
代
に
「会
稽
」と
い
う
都

が
あ
っ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。 

 
 

六
年
前
の
一
一
月
に
始

ま
っ
た
中
国
料
理
教
室
は
、

以
来
六
年
を
数
え
て
こ
の
ほ

ど
第
三
〇
回
を
迎
え
ま
し

た
。 

豪
華
な
料
理
で
は
な
く
、
そ

れ
ぞ
れ
の
中
国
家
庭
に
あ
る

お
い
し
い
料
理
を
～
と
の
ね

ら
い
で
し
た
。
で
き
れ
ば
中
国

全
土
を
駆
け
巡
っ
て
学
び
た

い
と
い
う
意
図
も
あ
り
ま

す
。 

 
中
国
の
食
は
、
北
の
粉
食
文

化
、
南
の
米
食
文
化
に
大
別

で
き
ま
す
が
、
今
ま
で
は
北

の
国
々
の
食
を
・・例
え
ば
餃

子
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
・・学

ぶ
こ
と
が
多
く
あ
り
ま
し

た
。
南
の
地
方
の
料
理
を
学

ぶ
こ
と
は
少
な
か
っ
た
の
で

す
。 

 

こ
の
度
は
、
江
西
省
は
南
昌

市
出
身
の
銭
太
秀
さ
ん
に
出

会
い
、
日
本
の
食
文
化
に
よ

く
似
た
料
理
を
習
い
ま
し

た
。 

中
国
南
部
の
人
々
が
誰
で
も

こ
の
日
に
食
べ
る
と
い
わ
れ
る

「小
正
月
」（日
本
で
は
、
『一

日
正
月
（岡
山
弁
で
は
ひ
て
い

正
月
と
も
い
う
）』『女
正
月
』と
も
呼
び
、

日
ご
ろ
家
庭
内
の
き
つ
い
労
働
を
す
る
主

婦
な
ど
、
女
の
人
を
ね
ぎ
ら
う
意
味
が
あ

る
）の
料
理
を
習
い
ま
し
た
。 

 

銭
さ
ん
は
、
去
年
の
一
二
月
、
日
本
語
の

検
定
に
挑
戦
し
、
こ
れ
か
ら
日
本
の
看
護

師
の
試
験
に
も
挑
戦
す
る
大
の
日
本
フ
ァ

ン
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。 

 

さ
て
、
習
っ
た
料
理
は
四
品
。
緑
豆
の
入

会
稽
は
越(

日
本
で
は
呉
越
同
舟
・臥
薪
嘗

胆
な
ど
の
諺
で
知
ら
れ
て
い
る)

の
国
の
都

で
あ
り
、
や
が
て
楚
に
滅
ぼ
さ
れ
た
。
文

豪
「魯
迅
」の
誕
生
の
地
で
あ
り
、
書
聖
「王

義
之
」の
活
躍
し
た
街
と
し
て
名
が
知
ら
れ

て
い
る
。
今
で
は
酒
の
縁
で
西
宮
市
と
友
好

提
携
を
結
ん
で
い
る
。 

 

紹
興
は
江
南
の
水
郷
地
帯
に
位
置
し
て
い

る
関
係
も
あ
り
、
街
の
中
に
は
運
河
が
整

備
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
利
用
し
た
水
運

も
発
達
し
て
い
る
。
利
用
す
る
船
は
手
と

足
を
使
っ
て
漕
い
で
い
く
「三
班
（サ
ン
パ
ン
）

の
一
種
で
あ
る
。 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

つ
づ
く 

社
日
本
語
教
室
一
周
年
記
念
行
事
の
様

子
、
倉
敷
地
区
に
も
日
本
語
教
室
が
開

講
し
た
こ
と
な
ど
日
本
語
教
室
が
全
県

に
拡
が
っ
て
い
る
状
況
を
話
さ
れ
ま
し

た
。
さ
ら
に
岡
山
県
（
保
健
福
祉
課
援

護
班
と
人
権
・同
和
教
育
課
）と
の
話
し

合
い
を
人
権
連
の
吉
岡
事
務
局
長
ら
と

持
ち
、
日
本
語
教
室
への
支
援
を
要
請
し

た
こ
と
を
報
告
さ
れ
ま
し
た
。 

 

続
い
て
「支
え
る
会
」の
岩
間
会
長
が
あ

い
さ
つ
し
、
小
林
事
務
局
長
が
経
過
報

告
を
し
ま
し
た
。 

 

交
流
で
は
、
出
席
一
覧
表
（四
月
～
十

二
月
）を
も
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
担
当
し

て
い
る
受
講
者
の
現
状
に
つ
い
て
報
告

し
、
今
後
の
授
業
の
す
す
め
方
に
つ
い
て

話
し
合
い
ま
し
た
。 

 

話
し
合
い
の
中
で
今
後
こ
の
教
室
に

は
、
中
国
帰
国
者
以
外
の
中
国
人
や
他

の
国
々
の
人
も
受
け
入
れ
て
も
い
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
ま
し

た
。
こ
れ
に
対
し
て
高
杉
団
長
か
ら
こ
の

教
室
は
、
「残
留
孤
児
」訴
訟
の
原
告
団

と
支
え
る
会
が
中
心
に
な
っ
て
始
め
た

も
の
で
あ
る
か
ら
、
中
国
帰
国
者
と
そ

の
家
族
以
外
の
参
加
に
は
賛
成
で
き
な

い
と
の
考
え
が
示
さ
れ
ま
し
た
。
話
し
合

い
の
結
果
、
裁
判
が
終
わ
る
ま
で
は
、
現

状
の
ま
ま
で
続
け
、
そ
の
後
は
、
参
加
対

象
も
含
め
て
運
営
全
体
を
検
討
し
て
い

く
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。 

 

最
後
に
、
三
学
期
（一
・二
・三
月
）の
日

程
と
三
月
十
四
日
に
次
回
の
講
師
団
会

議
を
開
く
こ
と
を
決
め
て
終
わ
り
ま
し

た
。  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

小
林 

第
六
回
日
本
語
教
室
講
師
団
会
議 

第３０回 中国料理教室 『南昌の料理』 

っ
た
粥
「緑
豆
粥
」、
セ
ロ
リ
と
鶏
の
砂
ず
り

を
使
い
、
い
た
め
て
煮
込
む
「芹
菜
鶏
精
」、

大
根
と
豚
肉
を
ゆ
っ
く
り
と
煮
込
ん
で
八

角
な
ど
中
国
の
風
味
が
味
わ
え
る
「
萝
卜

（大
根
）焼
肉
」、
白
玉
粉
と
あ
ず
き
餡
を

使
い
丸
め
て
ゆ
で
た
材
料
に
甘
酒
を
か
け

て
、
お
正
月
ら
し
い
風
味
を
出
し
た
「
湯

圓
」で
し
た
。 

 

中
国
料
理
の
強
火
で
短
時
間
で
調
理
す

丁
寧
な
作
り
方
に
驚
き
の
声 

参
加
者
二
二
人 

 

る
今
ま
で
の
調
理
法
と
違
っ
て
、
一
品
一

品
を
ゆ
っ
く
り
と
丁
寧
に
、
む
し
ろ
弱
火

で
調
理
す
る
方
法
に
は
驚
き
の
声
が
上
が

っ
て
い
ま
し
た
。 

 

丁
寧
さ
は
、
例
え
ば
セ
ロ
リ
は
茎
の
部
分

だ
け
で
な
く
、
葉
っ
ぱ
も
残
さ
ず
調
理
す

る
や
り
方
に
も
現
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

今
ま
で
開
い
て
き
た
料
理
教
室
。
全
て

事
前
に
試
作
し
材
料
の
選
別
と
吟
味
が
行

わ
れ
、
こ
れ
ら
を
元
に
献
立
表
が
当
日
配
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料
理
を
家
庭
で
も
作
れ
る
よ
う
に
～
」と

の
配
慮
を
こ
め
た
活
動
で
す
。
作
ら
れ
た

献
立
表
は
実
に
三
〇
枚
に
及
び
ま
す
が
、

こ
の
「献
立
表
を
ホ
ー
ム
・ペ
ー
ジ
な
ど
で

公
表
し
て
～
」と
い
う
声
も
寄
せ
ら
れ
て

い
ま
す
。 

 

日
本
フ
ァ
ン
の
銭
さ
ん
は
、
日
本
の
料
理

も
習
い
た
い
と
の
声
も
上
げ
、
彼
女
を
招

い
て
、
バ
ラ
寿
司
や
巻
き
寿
司
を
教
え
て

あ
げ
る
こ
と
も
決
ま
り
ま
し
た
。
日
中
の

友
好
交
流
、
こ
ん
な
形
で
も
進
み
ま
す
。 

 

中
国
語
を
学
ん
で
い
る
人
た
ち
は
、
中

国
語
の
発
音
を
知
ろ
う
と
ピ
ン
イ
ン
を
記

録
す
る
な
ど
、
「
折
り
あ
ら
ば
知
ろ
う
」

と
す
る
人
が
何
人
も
い
ま
し
た
。
交
流
の

こ
ん
な
風
景
・・想
像
が
で
き
ま
す
か
？ 

 

ら
れ
る
取
り
組
み
で
し

た
。
こ
れ
ら
は
久
保
さ

ん
を
は
じ
め
と
す
る
委

員
の
人
々
の
努
力
の
結

晶
で
す
。
「
当
日
習
っ
た

銭 太秀さん 

 
 

 

（一
月
二
一
日 

大
元
公
民
館
に

て 

二
〇
〇
七
年
一
月
十
日
、
第
六
回
日
本

語
教
室
講
師
団
会
議
が
岡
山
市
長
岡
県
営

住
宅
中
央
集
会
場
で
開
か
れ
ま
し
た
。 

会
に
は
、
高
島
教
室
・長
岡
教
室
の
講
師

九
名
と
原
告
団
の
高
杉
団
長
が
参
加
し
ま

し
た
。 

 

澤
山
代
表
（
中
国
帰
国
者
の
日
本
語
教

室
・岡
山
の
会
）は
、
あ
い
さ
つ
の
中
で
岡
山

の
日
本
語
教
室
が
二
周
年
を
迎
え
た
、
総


