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あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
人
生
で
の
勇
気
、
節
制
、
知
慧
、
正
義
な
ど
の
諸

徳
と
な
り
、
毒
杯
を
も
仰
ぐ
「
行
動
哲
学
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
、こ
こ
に
哲
学
と
道
徳
と
宗
教

と
の
相
関
が
あ
る
。
極
限
に
ま
で
徹
底
す
る
内
省
に
よ
っ
て
自
覚
す
る
、
客
観
と
主
観
と
の
相

互
互
入
で
あ
り
、
「
天
人
合
一
」
の
学
で
あ
る
。
フ
イ
ロ
ソ
フ
ィ
ヤ
の
名
に
於
け
る
哲
学
の
本
質

は
、
東
洋
の
仏
教
、
儒
教
、
神
道
と
相
通
じ
、
「
愛
知
」
の
語
は
、
王
陽
明
の
言
う
「
良
知
」
を
思

わ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。 

第
二
に
、
ア
ポ
ロ
ン
の
神
殿
に
掲
げ
ら
れ
た
「
汝
自
ら
を
知
れ
」
を
モ
ッ
ト
ー
に
し
た
彼
の
学

は
、
絶
対
反
省
の
哲
学
で
あ
る
。
哲
学
と
は
反
省
の
学
で
あ
り
、
反
省
が
哲
学
で
あ
る
。
そ
の
反

省
は
大
学
の
書
に
言
う
「
自
ら
欺
く
毋
れ
」
の
純
粋
経
験
、「
好
色
を
好
む
が
如
く
、
悪
臭
を
悪

む
が
如
き
、
自
慊
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
日
本
神
道
が
最
も
重
ん
ず
る
「
み
そ
ぎ
」

を
も
っ
て
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
こ
に
漸
次
清
ま
る
に
つ
け
て
、
幾
多
の
禍
津
神
（
汚
穢
）
が

生
れ
、
幾
多
の
直
日
神
（
清
明
）
が
生
れ
る
。
愛
知
即
哲
学
は
、
み
そ
ぎ
に
よ
っ
て
漸
次
清
ま
り

の
度
が
高
く
な
っ
て
い
く
よ
う
に
、
第
一
次
の
反
省
と
し
て
の
認
識
、一
般
に
客
観
に
関
す
る
も

の
（
他
の
学
と
同
じ
く
）
か
ら
、
第
二
次
の
反
省
、
客
観
で
な
く
自
覚
に
立
つ
に
い
た
ら
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
（
物
に
格
る
か
ら
物
を
格
す
）
更
に
第
三
次
の
反
省
に
よ
っ
て
、
主
観
客
観
合
一

（
物
に
格
る
と
物
を
格
す
の
合
一
）
の
世
界
に
い
た
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
得
た
る
も
の
を
捨
て
、
得

た
る
も
の
を
捨
て
、
否
定
に
次
ぐ
に
否
定
を
も
っ
て
し
、
裏
切
る
に
裏
切
り
を
も
っ
て
し
て
、
遂

に
捨
て
得
な
い
も
の
、
否
定
し
得
な
い
も
の
、
裏
切
り
得
な
い
も
の
、
そ
の
大
肯
定
の
世
界
、
絶

対
唯
一
、
無
限
絶
対
、
「
道
の
道
と
す
べ
き
は
常
の
道
に
あ
ら
ず
、
名
の
名
と
す
べ
き
は
常
の
名

に
あ
ら
ず
」
の
常
道
、
常
名
の
世
界
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
否
定
に
次
ぐ
否
定
、
矛
盾
に
次
ぐ
矛

盾
を
求
め
て
、
遂
に
絶
対
結
合
の
一
大
円
環
、天
地
同
根
万
物
一
体
の
仁
、天
之
御
中
主
神
に 

 

神
道
（
十
一
）
（
大
和
世
界
の
建󠄁
設
）        

竹
葉 

秀
雄 

古
事
記  

宇
宙
の
創
始 

 
 

 
 
 
 
―

実
在―

（
一
） 

「
汝
自
ら
を
知
れ
」
ソ
ク
ラ
テ
ス 

  

以
上
、ソ
ク
ラ
テ
ス
の
大
要
を
記
し
た
の
で
あ
る
が
、こ
の
中
に
西
洋
哲
学
の
淵
源
を
見
る
の
で

あ
る
。
複
重
も
す
る
が
要
約
し
て
見
る
と
、 

第
一
に
、「
愛
知
者
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。哲
学
の
原
語
は
フ
イ
ロ
ソ
フ
オ
スP

h
ilo

s
o
p

h
o
s

で

（
愛
し
て
）
と
（
知
）
と
の
結
合
だ
と
言
う
。「
愛
知
者
」
は
「
知
を
愛
す
る
者
」
で
も
あ
る
が
、
そ
の

知
は
単
な
る
知
識
や
科
学
知
で
な
く
、
徳
な
る
知
で
あ
る
。
儒
教
の
「
仁
知
」
「
良
知
」
「
明
徳
を

明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
仏
教
の
「
仏
知
」
「
菩
薩
知
」
「
般
若
の
知
慧
」
「
大
円
鏡
智
」
な

ど
と
言
わ
れ
る
も
の
、
「
愛
知
」
愛
の
知
な
の
で
あ
る
。
日
本
の
「
天
之
瓊
矛
」
、
玉
と
矛
、
愛
情
と

判
断
の
知
の
一
致
な
の
で
あ
る
。
人
を
愛
し
世
を
思
う
の
知
、
そ
の
愛
知
の
追
求
が
真
の
哲
学
で

あ
り
、
そ
の
心
あ
っ
て
の
認
識
の
拡
大
深
遠
の
学
な
の
で
あ
る
。
そ
の
心
あ
っ
て
自
ら
生
じ
る
個
と

全
体
、
特
殊
と
普
遍
、
物
と
心
、
主
観
と
客
観
、
観
念
と
実
在
、
概
念
と
実
体
と
、
対
立
す
る
も
の

を
結
合
せ
ん
と
す
る
思
惟
、
推
論
の
学
で
あ
る
。 

五
官
を
通
じ
て
意
識
す
る
も
の
、
内
な
る
盲
目
の
川
か
ら
湧
き
出
づ
る
限
り
無
き
欲
望
、
静

夜
の
星
暁
天
の
雲
か
ら
受
け
る
直
観
霊
観
啓
示
、心
奥
邃
く
内
省
に
聴
く
さ
ざ
め
き
、
こ
れ
ら
の

も
の
を
統
一
せ
ん
と
す
る
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
言
う
「
気
づ
か
い
の
哲
学
」
で
あ
り
、
「
霊
魂
の
学
」
で

あ
り
、「
生
の
哲
学
」
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。ソ
フ
ィ
ス
ト
の
様
な
詭
弁
の
学
や
記
章
訓
詁
の
学
で 
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い
た
り
、
無
明
を
極
め
極
め
て
大
光
明
、
天
照
大
御
神
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
（
天
之
御
中
主
神

と
天
照
大
御
神
は
寂
照
神
変
し
給
う
。
後
に
詳
論
）
「
自
ら
を
知
れ
」
と
は
反
省
で
あ
り
、
否
定

で
あ
り
、矛
盾
を
極
限
に
ま
で
求
む
「
難
問
」
（a-

P
o
ria

）
の
「
通
路
の
無
い
」
（a-

P
o
ro

s

）
と

こ
ろ
に
通
路
を
付
け
る
難
嶮
の
道
中
で
あ
る
。こ
れ
が
西
洋
哲
学
の
道
で
あ
る
。 

  

第
四
章 
士
道
論 

 
 

   
  

菅
原 

兵
治 

～
第
二
節 
士 
ー 

命
、志
、道
～ 

 

士
必
ず
し
も
武
士
の
み
の
言
に
非
ず 

 

「
士
」―

斯
く
い
え
ば
普
通
一
般
の
人
は
直
ち
に
「
さ
む
ら
い
」
即
ち
「
武
士
」
の
事
と
思
う
で

あ
ろ
う
。
然
し
こ
は
言
語
の
偶
像
に
惑
わ
さ
れ
て
い
る
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
少
し
く

考
え
を
深
む
れ
ば
士
と
称
す
る
も
の
は
必
ず
し
も
武
士
の
み
に
限
る
べ
き
で
な
い
こ
と
に
直
ち

に
気
付
く
で
あ
ろ
う
。
試
み
に
現
代
私
共
の
日
常
「
士
」
と
称
し
て
い
る
も
の
を
挙
げ
て
見
る
も
、

曰
く
「
文
士
」
曰
く
「
学
士
」
曰
く
「
博
士
」
曰
く
「
禅
士
」
曰
く
「
居
士
」
曰
く
「
弁
士
」
曰
く

「
代
議
士
」
曰
く
「
弁
護
士
」…

…

。
文
に
属
す
る
方
面
に
も
随
分
「
士
」
と
称
す
る
も
の
が
あ

る
で
は
な
い
か
。
故
に
用
例
よ
り
い
う
も
「
士
」
は
決
し
て
「
武
士
」
の
み
の
言
で
は
な
い
こ
と
が

明
か
で
あ
ろ
う
。
況
ん
や
東
洋
古
典
を
味
読
し
て
「
士
」
と
は
何
ぞ
や
と
い
う
問
題
に
触
れ
る

時
な
ど
、特
に
そ
の
然
る
を
覚
え
る
で
あ
ろ
う
。
吾
が
邦
に
於
て
「
士
」
即
「
武
士
」
と
解
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
主
と
し
て
鎌
倉
時
代
以
後
の
武
家
政
治
時
代
に
な
っ
て
か
ら
の
事
で
あ
る
。

私
共
は
「
武
士
」
以
前
に
遡
っ
て
「
士
」
の
本
質
を
思
弁
す
る
の
要
が
あ
る
で
は
な
い
か
。 

 

士
と
は
所
謂
義
理
を
行
う
も
の
、
道
徳
的
行
為
の
主
体
た
る
も
の
を
指
す
の
で
あ
る
。
換
言

す
れ
ば
物
の
奴
隷
た
ら
ず
、
情
欲
の
馬
猿
た
ら
ざ
る
、
真
に
自
律
自
由
な
る
人
格
者
の
言
に
外

な
ら
な
い
。
外
物
（
食
色
、
名
利
、
位
録
等
王
陽
明
の
所
謂
軀
骸
上
の
欲
念
）
に
よ
っ
て
、
池
表
の

萍
の
如
く
、
東
よ
り
風
吹
け
ば
西
に
流
れ
、
西
よ
り
風
吹
け
ば
東
に
流
る
る
よ
う
な
自
律
な
き

も
の
に
な
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
人
格
の
自
由
無
礙
の
活
動
に
つ
い
て
は
少
し
く
深
く
内
省

し
て
見
た
い
と
思
う
。 

    

日
本
の
生
活 

 
 

 

三
浦  

夏
南 

  

 
 

日
本
人
と
し
て
の
生
活
を
再
生
し
て
い
く
上
で
正
し
て
行
き
た
い
こ
と
は
多
々
あ
る
が
、
単

純
に
昔
に
戻
れ
ば
良
い
と
い
う
も
の
で
も
な
い
の
で
、勉
強
し
取
捨
選
択
す
る
必
要
が
あ
る
。例

え
ば
、
服
装
を
例
に
挙
げ
て
み
る
と
、我
々
の
知
っ
て
い
る
着
物
が
着
物
の
最
終
形
態
で
あ
り
決

定
版
で
あ
る
か
と
言
え
ば
、
そ
う
と
も
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
古
代
に
は
作
務
衣
の
よ
う
な

服
を
着
て
い
た
と
い
う
が
、
そ
の
後
は
シ
ナ
の
影
響
を
受
け
て
、
袖
の
大
き
な
服
に
な
っ
た
り
、
世

の
中
が
荒
れ
て
争
い
が
多
く
な
る
と
、
ま
た
動
き
や
す
い
袖
の
小
さ
な
着
物
や
、
ズ
ボ
ン
に
近
い

袴
が
現
れ
た
り
、
そ
の
時
代
状
況
、
地
域
、
階
級
等
に
よ
っ
て
、
日
本
の
着
物
に
も
幾
多
の
変
遷

が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
単
純
に
明
治
以
降
、
あ
る
い
は
江
戸
時
代
以
降
に
着
ら
れ
て

い
た
着
物
が
我
々
に
合
う
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
着
物
の
歴
史
を
細
か
く
知
っ
た
う
え
で
、

選
択
し
、
折
衷
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
他
に
も
、
髪
型
に
も
色
々
の
変
遷
が
あ
っ
た

よ
う
で
、
単
に
丁
髷
に
帰
れ
ば
良
い
と
い
う
単
純
な
も
の
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
古
代
に
は
み

ず
ら
と
い
う
耳
の
横
で
二
つ
に
く
く
っ
た
よ
う
な
髪
型
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
し
、
長
く
伸

ば
し
て
上
で
く
く
り
、冠
を
つ
け
る
時
代
も
あ
れ
ば
、武
家
の
時
代
に
な
る
と
戦
い
の
為
に
頭
の

上
を
剃
っ
て
、
後
ろ
だ
け
残
す
ス
タ
イ
ル
が
生
ま
れ
た
り
、
そ
こ
か
ら
江
戸
時
代
に
な
っ
て
丁
髷

の
よ
う
な
形
も
現
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
戦
い
に
備
え
て
前
髪
か
ら
頭
頂
部
を
剃
っ
て
も
、
後
ろ

の
髪
だ
け
は
長
く
残
し
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
現
代
の
よ
う
に
利
便
性
だ
け
を
考
え
て
髪
全
体

を
短
く
し
て
し
ま
う
と
い
う
の
は
良
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
髪
型
に
慣
れ
す
ぎ
て
し

ま
い
感
じ
な
く
な
っ
た
が
、
ア
メ
リ
カ
の
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ア
メ
リ
カ
ン
が
白
人
た
ち
に
髪
を
切
ら
れ

る
と
、
運
動
能
力
が
落
ち
た
り
、
第
六
感
が
失
わ
れ
た
り
し
た
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ

る
。
こ
れ
は
髪
が
単
に
頭
を
守
る
た
め
に
生
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
霊
的
な
も
の
と
深
い
つ
な

が
り
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
う
考
え
る
と
武
士
達
が
生
み
出
し
た
頭
頂
ま
で
を
剃
り
、

後
ろ
髪
を
残
す
と
い
う
ス
タ
イ
ル
は
精
神
性
と
利
便
性
が
折
衷
さ
れ
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
髪
型

と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

我
々
は
郷
土
に
根
を
張
る
剛
毅
木
訥
な
一
族
を
目
標
と
し
て
い
る
の
で
、
貴
族
の
よ
う
な
服

装
や
髪
型
は
あ
ま
り
適
さ
な
い
。
ま
た
官
僚
化
し
て
し
ま
っ
た
江
戸
時
代
の
武
士
も
必
ず
し
も

模
範
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
江
戸
以
前
の
、
戦
国
、
室
町
、
鎌
倉
の
服
装
や
武
士
だ
け
で
な

く
農
民
の
服
装
な
ど
、
色
々
と
調
べ
た
上
で
、
精
神
性
が
あ
り
な
が
ら
、
文
弱
に
流
れ
な
い
、
剛
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毅
な
ス
タ
イ
ル
を
探
し
て
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
も
実
際
の
生
活
の
中
で
試

し
て
見
な
け
れ
ば
、
分
か
り
難
い
こ
と
も
多
い
と
思
う
の
で
、
実
際
に
着
て
み
た
り
、
伸
ば
し
て

剃
っ
て
み
た
り
と
試
行
錯
誤
す
る
中
で
、
古
の
人
が
何
故
そ
の
姿
に
落
ち
着
い
た
の
か
、
そ
の
心

が
掴
め
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。 

                         

と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                        

三
浦 

杏
奈 

  

 
 

桜
も
満
開
を
迎
え
、
草
木
も
青
々
と
茂
っ
て
き
ま
し
た
。
一
日
中
快
適
な
気
温
で
過
ご
す
こ

と
の
で
き
る
こ
の
季
節
は
、春
風
が
気
持
ち
よ
く
、外
で
の
農
作
業
も
捗
り
ま
す
。 

今
月
よ
り
、
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
立
茎
を
開
始
し
ま
し
た
。
先
月
ま
で
は
、
出
荷
で
き
る
長
さ
が
く

れ
ば
、
出
芽
し
た
も
の
は
全
て
収
穫
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
月
か
ら
は
親
茎
を
一
株
あ
た
り
三

～
四
本
決
め
て
そ
れ
ら
は
収
穫
せ
ず
に
伸
ば
し
ま
す
。
毎
日
少
し
ず
つ
成
長
し
、
現
在
高
さ
三

メ
ー
ト
ル
く
ら
い
ま
で
伸
び
て
い
ま
す
。
夏
に
は
繁
っ
た
親
茎

の
葉
が
光
合
成
し
、
養
分
を
貯
え
、
根
を
張
り
ま
す
。
こ
の

地
点
で
、
い
か
に
良
い
親
茎
を
適
切
な
間
隔
で
立
ち
上
げ
る

か
が
今
年
の
夏
芽
だ
け
で
な
く
、
来
年
の
春
、
夏
の
収
量
に

も
関
わ
っ
て
き
ま
す
。
今
年
は
追
肥
も
小
ま
め
に
行
い
、
土

改
剤
や
微
量
要
素
な
ど
の
肥
料
に
も
こ
だ
わ
っ
た
の
で
、
今

年
の
夏
芽
の
収
穫
が
楽
し
み
で
す
。 

葉
ネ
ギ
に
関
し
て
は
、
今
年
の
春
か
ら
自
分
達
で
苗
を

た
て
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
以
前
貰
っ
て
帰
っ

て
い
た
ハ
ウ
ス
資
材
を
使
っ
て
、
自
分
達
の
敷
地
内
に
五
メ

ー
ト
ル×

十
五
メ
ー
ト
ル
の
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
を
建󠄁
設
し
て
い

ま
す
。
五
十
セ
ン
チ
も
の
深
い
穴
を
掘
っ
た
り
、
鉄
パ
イ
プ
を

切
っ
た
り
、
水
平
を
と
っ
た
り
と
、
普
段
し
て
い
な
い
作
業
が

多
い
で
す
が
、
父
に
段
取
り
を
教
え
て
頂
き
、
道
具
類
を
お

借
り
し
て
毎
日
少
し
ず
つ
進
め
て
い
ま
す
。
気
温
が
高
く
な

っ
て
、
圃
場
で
育
て
て
い
る
ネ
ギ
も
一
気
に
背
が
高
く
な
り
、

収
穫
さ
れ
る
の
を
首
を
伸
ば
し
て
待
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

ハ
ウ
ス
建󠄁
設
も
ネ
ギ
の
収
穫
も
急
務
な
の
で
猫
の
手
も
借

り
た
い
状
況
で
す
が
、
ケ
ガ
を
し
た
り
体
調
を
崩
し
た
り
し

な
い
よ
う
に
一
つ
一
つ
の
仕
事
を
丁
寧
に
進
め
て
行
き
た
い

と
思
い
ま
す
。 

主
人
が
仕
事
を
辞
め
て
家
に
い
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
四
カ
月
が
経
ち
ま
し
た
。
家
に
居
る

大
人
が
一
人
で
も
増
え
れ
ば
、家
族
間
の
会
話
も
増
え
、
家
事
・
育
児
も
し
や
す
く
な
り
、
子
ど

も
の
心
も
安
定
す
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
毎
日
、
昼
も
夜
も
食
卓
を
家
族
七
人
で
囲
み
、
毎
晩
、

神
前
に
七
人
揃
っ
て
座
り
参
拝
が
出
来
る
幸
せ
を
日
々
噛
み
し
め
て
過
ご
し
て
い
ま
す
。
家
族
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ひ
い
て
は
一
族
勤
皇
の
精
神
で
家
業
に
励
み
、
学
問
に
励
み
、
武
道
に
励
み
、
礼
楽
を
興
し
、
衣

食
住
を
神
様
に
お
仕
え
す
る
気
持
ち
で
毎
日
営
む
こ
と
が
で
き
た
ら
、
そ
れ
が
最
も
幸
せ
で
あ

る
と
思
い
ま
す
。
過
去
を
振
り
返
る
と
、
時
間
と
共
に
家
族
の
人
数
も
増
え
、
困
難
を
乗
り
越

え
て
い
く
中
で
確
実
に
家
族
と
し
て
一
歩
一
歩
成
長
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
勤
皇
一
族

の
一
助
と
な
れ
る
よ
う
、私
も
自
分
の
立
場
で
で
き
る
こ
と
を
常
に
考
え
、
貢
献
し
て
い
き
た
い

と
い
う
思
い
を
胸
に
、
今
日
も
家
族
み
ん
な
で
畑
に
出
ま
す
。 

                          

★
今
後
の
予
定 

 
 

先
月
に
引
き
続
き
個
別
で
の
勉
強
会
の
対
応
を
さ
せ
て
頂
い
て
い
ま
す
。ご
希
望
の
方 

は
事
務
局
ま
で
お
電
話
く
だ
さ
い
。 

 ★
一
燈
照
偶 

万
燈
照
国 

 
 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
両
先
生
の
精
神
を
継
承
し
、
発
展
さ

せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
会
で
す
。一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周
囲
の
人
々
の

心
に
「
ひ
」
を
燈
し
、
や
が
て
そ
れ
が
国
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ
と
を
願
い
、
活
動
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜
り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

★
年
会
費 

一
般
会
員 

    
   

三
千
円 

賛
助
会
員 

    
   

一
万
円 

特
別
賛
助
会
員 

   

三
万
円 

支
援
会
員 

 
 
 

一
万
円 

 

★
振
込
先 

 

「
ひ
の
心
を
継
ぐ
会
」 

 

愛
媛
銀
行
・
本
町
支
店
・
普
通
預
金 

 

口
座
番
号 

６
１
４
２
７
３
５ 

  

※
年
会
費
未
納
の
方
は
お
手
数
で
す
が
、
お
振
込
を
お
願
い
致
し
ま
す
。 

 

※
入
会
希
望
・
退
会
希
望
の
際
は
、
事
務
局
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。 


