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「
藤
樹
か
る
た
」の
紹
介
④

（
企
画
広
報
委
員
会
）

れ
て
戦
場
に
派
遣
さ
れ
た
ら
大
方
は
一
年

以
内
に
死
ぬ
の
で
す
。
藤
樹
さ
ん
は
「
死

ぬ
哲
学
」
と
は
無
縁
で
し
た
。
民
主
主
義

と
は
制
度
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
民

一
人
一
人
が
自
分
の
人
生
の
主
人
公
だ
と

い
う
意
味
で
す
。
選
挙
の
と
き
は
棄
権
を

し
な
い
。
候
補
者
の
な
か
に
共
感
す
る
人

が
い
な
い
時
に
は
自
分
の
名
前
を
書
い
た

ら
い
い
の
で
す
。
勿
論
無
効
票
に
な
り
ま

す
が
、
で
も
、
民
主
主
義
を
支
持
す
る
意

思
表
示
に
は
な
り
ま
す
。
候
補
者
を
育
て

る
の
は
選
挙
民
で
す
。
一
人
一
人
が
「
良

く
生
き
る
」
こ
と
を
大
事
に
す
る
こ
と
が

肝
腎
な
の
で
す
。
中
江
藤
樹
さ
ん
は
民
主

主
義
の
時
代
の
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

「
良
く
生
き
る
」
こ
と
を
主
眼
に
し
て
門

人
知
友
と
切
磋
琢
磨
し
た
人
で
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
次
号
に
つ
づ
く
）

を
述
べ
ま
し
た
。
知
識
も
生
活
力
も
な
い

女
性
が
ノ
ラ
の
ま
ね
を
し
て
社
会
に
飛
び

出
し
た
ら
、
行
く
末
は
野
垂
れ
死
に
か
娼

婦
に
な
る
し
か
な
い
と
。
そ
う
い
う
状
況

の
な
か
で
の
清
水
安
三
さ
ん
の
活
躍
は
瞠

目
に
値
し
ま
す
。

　

同
じ
頃
、
京
都
の
綾
部
に
郡
是
（
現
：

グ
ン
ゼ
株
式
会
社
）
と
い
う
会
社
が
あ
り

ま
し
た
。創
設
者
は
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
す
。

女
工
と
い
え
ど
も
同
じ
人
間
で
あ
る
と
理

解
し
て
、
女
工
さ
ん
全
員
に
「
よ
り
良
く

生
き
る
」
た
め
の
高
等
教
育
を
施
し
た
の

で
す
。
良
識
を
わ
き
ま
え
た
人
は
い
つ
の

時
代
で
も
お
ら
れ
る
の
で
す
。

　

藤
樹
さ
ん
の
時
代
に
は
日
本
は
平
和
に

な
り
、
中
国
の
外
交
関
係
も
安
定
し
て
、

中
国
か
ら
学
術
情
報
が
一
気
に
沢
山
入
っ

て
き
ま
し
た
。
中
国
の
輸
出
港
は
餘よ
よ
う姚
で

す
。
王
陽
明
と
縁
の
深
い
港
で
す
。
四
百

年
の
落
差
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
日
本
側

は
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
。
明
治
時
代
の
初

め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
学
の
情
報
が
一
気
に
日

本
に
入
っ
て
き
ま
し
た
と
き
、
日
本
の
知

識
人
が
ビ
ッ
ク
リ
し
た
の
と
同
じ
で
す
。

大
方
の
知
識
人
は
「
鸚
鵡
」
の
役
割
を
果

た
し
ま
し
た
が
、
自
立
し
た
思
索
者
も
誕

生
し
ま
す
。
そ
の
典
型
が
西
田
幾
多
郎
で

す
。　

　

明
治
憲
法
の
時
代
は
、
男
の
人
に
と
っ

て
は
、「
い
か
に
生
き
る
か
」
で
は
な
く

し
て
、「
い
か
に
死
ぬ
か
」
が
テ
ー
マ
で

し
た
。
人
生
二
十
年
で
す
。
兵
隊
に
と
ら

（
か
る
た
と
解
説
）

先
に
立
つ　

農
夫
衣
服
を

改
め
る

さ

天
と
地
と　

先
祖
に
感
謝

十
二
歳

て
新
し
い　

年
を
迎
え
て

詩う
た

を
詠
む

あ

　

藤
樹
先
生
の
死
後
の
話
。
あ
る
時
、
ひ

と
り
の
武
士
が
西
近
江
路
を
通
り
、
先
生

の
お
墓
に
お
参
り
し
よ
う
と
し
て
、
道
ば

た
で
働
い
て
い
た
農
夫
に
道
を
尋
ね
る

と
、
そ
の
農
夫
は
ま
ず
家
に
帰
っ
て
、
衣

服
を
着
替
え
て
か
ら
、
玉
林
寺
門
前
の
お

墓
へ
う
や
う
や
し
く
武
士
を
案
内
し
た
。

そ
の
農
夫
の
心
構
え
に
驚
く
と
と
も
に
、

先
生
の
遺
徳
の
偉
大
さ
に
改
め
て
敬
服
し

た
。

　

藤
樹
先
生
は
十
二
歳
の
頃
に
は
、
食
事

の
時
に
は
い
つ
も
天
と
地
の
恵
み
、
そ
し

て
ご
先
祖
、
両
親
の
労
苦
に
対
し
て
感
謝

し
つ
つ
、
ご
飯
の
い
た
だ
け
る
喜
び
を
感

じ
て
お
ら
れ
た
。

　

藤
樹
先
生
は
歌
や
詩
を
た
く
さ
ん
作
っ

て
お
ら
れ
る
が
、
二
十
六
歳
の
正
月
「
小

川
村
に
一
人
で
暮
ら
し
て
い
る
母
が
心
配

で
あ
る
。
一
日
も
早
く
故
郷
へ
帰
り
、
人

の
子
と
し
て
最
も
大
切
な
親
へ
の
孝
養
を

尽
く
し
た
い
」
と
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
気
持

ち
を
詩
に
書
い
て
お
ら
れ
る
。

　
講
演
内
容
は
、
渕
田
豊
朗
副
会
長
に

よ
っ
て
文
章
化
さ
れ
た
も
の
で
す
。

　
後
編
は
、
次
号
に
掲
載
し
ま
す
の
で
、

お
楽
し
み
に
し
て
く
だ
さ
い
。


