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☆
自
己
紹
介 

須
藤 

元
（
す
と
う
げ
ん
） 

１
９
４
８
年
生
ま
れ
。
百
歳
ま

で
あ
と
三
一
年
で
す
。
地
元
の

群
馬
県
群
馬
郡
箕
郷
町
（
現
在

は
高
崎
市
に
編
入
）
生
ま
れ
で

す
。
卒
業
後
は
都
内
の
出
版
社

勤
務
。
九
年
前
定
年
を
迎
え
て

年
金
暮
ら
し
で
す
。
現
在
は
い

く
つ
か
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活

動
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。 

 

私
は
三
十
年
前
に
川
越
市

に
転
居
し
て
き
ま
し
た
。
当
時

は
単
な
る
地
方
都
市
と
い
う

感
覚
で
し
た
。
有
名
な
蔵
造
り

通
り
は
現
在
と
あ
ま
り
変
わ

ら
な
い
姿
で
あ
り
ま
し
た
。
観

光
客
は
多
く
は
な
い
。
平
日
は

閑
散
と
し
て
お
り
ま
し
た
。
こ

こ
十
年
で
変
わ
っ
た
の
は
蔵

造
り
通
り
か
ら
電
信
柱
が
な

く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ

に
新
し
い
店
が
増
え
た
こ
と

で
す
。 

 

こ
こ
の
と
こ
ろ
、
観
光
地
と

し
て
の
川
越
の
人
気
は
毎
年

上
が
っ
て
お
り
ま
す
。
昨
年

（
２
０
１
６
年
）
実
績
で
も
訪

れ
た
観
光
客
は
７
０
０
万
人
。

関
東
の
観
光
地
で
は
箱
根
や

鎌
倉
、
日
光
に
は
か
な
わ
な
い

と
は
思
い
ま
す
が
、
都
内
山
手

線
か
ら
電
車
で
三
十
分
と
い

う
ア
プ
ロ
ー
チ
の
良
さ
が
抜

群
。
埼
玉
で
は
秩
父
の
４
０
０

万
を
抜
い
て
堂
々
の
第
一
位
。

最
近
は
中
国
人
観
光
客
の
数

も
増
え
て
お
り
ま
す
。 

  

地
元
情
報
的
に
い
う
と
、

観
光
客
が
あ
ふ
れ
て
も
儲

か
っ
て
い
る
の
は
最
近
開

店
し
た
東
京
資
本
系
の
と

こ
ろ
だ
け
だ
そ
う
で
す
。 

 

店
は
増
え
て
も
、
地
元
に
入

る
の
は
建
物
賃
料
だ
け
。
売
り

上
げ
は
関
係
な
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
そ
う
は
い
っ
て
も
市

内
が
い
つ
も
観
光
客
で
賑
わ

っ
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り

は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
の
故
郷
、

高
崎
市
の
中
央
商
店
街
の
休

日
の
あ
ま
り
に
閑
散
と
し
た

風
景
と
は
違
い
ま
す
。 

  

私
は
川
越
に
転
居
し
て
か

ら
し
ば
ら
く
は
自
転
車
で
蔵

造
り
通
り
の
周
辺
な
ど
を
見

て
ま
わ
り
ま
し
た
。
加
え
て
、

十
五
年
前
か
ら
市
内
各
地
に

あ
る
公
民
館
で
の
ボ
ラ
ン
テ

ィ
ア
活
動
を
行
っ
て
お
り
、
周

辺
地
域
の
地
理
に
も
詳
し
く

な
り
ま
し
た
。 

根
っ
か
ら
の
川
越
市
民
で

あ
っ
て
も
用
事
が
な
け
れ
ば

自
分
の
地
域
以
外
に
は
め
っ

た
に
行
か
な
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
私
は
全
域
を

回
っ
て
お
り
ま
す
。 

  

十
年
以
上
前
か
ら
定
期
的

に
都
内
で
開
か
れ
て
い
る
大

学
同
期
会
で
、
２
年
前
に
手
作

り
の
「
川
越
ガ
イ
ド
」
を
用
意

し
て
参
加
の
方
々
に
川
越
を

紹
介
し
ま
し
た
。
そ
の
続
編
、

バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
と
し
て

の
「
川
越
学
」
を
作
り
た
い
と

思
い
ま
す
。 

 

私
が
川
越
学
（
観
光
）
の

基
本
と
し
て
、
ま
ず
あ
げ

た
い
の
は
歴
史
で
す
。
そ

れ
も
ポ
イ
ン
ト
は
ふ
た
つ

だ
け
で
す
。 

 

第
一
の
ポ
イ
ン
ト
は
「
河
越

夜
戦
」
で
も
う
ひ
と
つ
は
「
元

祖
小
江
戸
」
で
す
。
昔
は
「
川

越
」
で
は
な
く
「
河
越
」
と
い

う
の
は
そ
の
地
を
治
め
た
の

が
地
方
豪
族
河
越
氏
だ
っ
た

か
ら
で
す
。 

河
越
氏
が
栄
え
た
の
は
鎌

倉
時
代
初
期
の
短
い
期
間
で

し
た
。
地
名
と
し
て
河
越
は
残

り
ま
し
た
。
そ
れ
が
い
つ
の
間

に
か
、
川
越
と
な
っ
た
の
で
す
。

詳
し
く
は
知
り
ま
せ
ん
が
お

そ
ら
く
江
戸
時
代
く
ら
い
か

ら
で
し
ょ
う
。
江
戸
時
代
の
人

た
ち
は
お
お
ら
か
で
地
名
、
人

名
な
ど
は
正
確
な
漢
字
に
こ

だ
わ
ら
な
い
当
て
字
が
当
た

り
前
だ
っ
た
よ
う
で
す
。 

そ
れ
に
浮
世
絵
の
よ
う
に
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木
版
に
よ
る
印
刷
技
術
は
あ

っ
て
も
、
多
く
の
本
は
平
安
時

代
の
源
氏
物
語
と
同
じ
「
写
本
」

と
い
う
方
法
で
世
の
中
に
伝

わ
り
ま
し
た
。
い
ま
で
い
う
コ

ピ
ペ
。
コ
ピ
ー
と
い
っ
て
も
手

書
き
で
あ
り
ま
す
。
ボ
タ
ン
ひ

と
つ
で
は
で
き
ま
せ
ん 

  

戦
国
時
代
の
三
大
奇
襲

戦
と
い
う
の
を
ご
存
じ
で

し
ょ
う
か
。「
桶
狭
間
合
戦
」

「
厳
島
の
戦
い
」「
河
越
夜

戦
」
で
す
。 

誰
で
も
知
っ
て
い
る
の
は

織
田
信
長
の
「
桶
狭
間
合
戦
」

で
す
。
戦
国
時
代
に
興
味
の
あ

る
方
は
次
の
「
厳
島
の
戦
い
」

も
お
わ
か
り
に
な
る
で
し
ょ

う
。
毛
利
元
就
が
中
国
地
方
を

支
配
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ

た
戦
い
で
す
。
で
も
、「
河
越
夜

戦
」
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
高

校
時
代
、
日
本
史
、
世
界
史
の

試
験
だ
け
は
学
内
テ
ス
ト
で

１
番
だ
っ
た
私
で
も
知
り
ま

せ
ん
で
し
た
。 

  

最
近
ブ
ッ
ク
オ
フ
で
２
０

０
円
で
買
っ
た
角
川
日
本
史

辞
典
に
は
「
河
越
の
戦
」
と
し

て
出
て
お
り
ま
す
。
ブ
ッ
ク
オ

フ
で
は
三
省
堂
の
「
新
明
解
国

語
辞
典
」
も
１
０
０
円
で
買
い

ま
し
た
。
ど
ち
ら
も
書
き
込
み

な
し
で
と
て
も
き
れ
い
で
し

た
。
辞
書
好
き
の
私
と
し
て
は

い
い
け
ど
、
最
近
の
高
校
生
は

も
う
・
・
本
題
に
戻
り
ま
す
。

 

 

だ
い
た
い
、
三
大
な
ん
と
か

と
い
う
の
は
三
番
目
を
自
称

す
る
と
こ
ろ
が
自
ら
の
存
在

感
を
主
張
す
る
た
め
に
使
う

パ
タ
ー
ン
で
す
。
け
し
て
、
一

番
、
二
番
は
い
わ
な
い
。
関
東

の
三
大
七
夕
祭
と
か
、
関
東
の

三
大
厄
除
け
大
師
な
ど
で
お

わ
か
り
と
思
い
ま
す
。 

昔
、
軍
国
主
義
華
や
か
な
り

し
こ
ろ
、
軍
部
の
間
で
は
世
界

の
３
大
無
用
の
長
物
な
る
も

の
が
あ
る
と
い
う
軍
人
が
い

た
そ
う
で
す
。
ピ
ラ

ミ
ッ
ド
に
万
里
の

長
城
、
そ
れ
に
戦
艦

大
和
で
す
。 

  

私
は
「
河
越
夜
戦
」

に
ケ
チ
を
つ
け
て

い
る
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
と
い
う

よ
り
、
私
の
ご
先
祖

様
は
こ
の
戦
い
で
負
け
た
側

に
い
た
可
能
性
は
強
い
の
で

す
。
武
将
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

お
そ
ら
く
、「
足
軽
」
と
し
て
駆

り
出
さ
れ
た
も
の
と
思
い
ま

す
。
私
の
生
ま
れ
は
高
崎
市
箕

郷
町
で
す
。
高
崎
駅
か
ら
大
学

に
行
く
と
き
に
乗
る
バ
ス
は

「
沖
経
由
箕
郷
行
き
」
で
す
。

そ
の
箕
郷
町
で
す
。 

 

箕
郷
町
に
あ
る
の
が
箕
輪

城
で
す
。
戦
国
時
代
に
あ
っ
た

城
で
す
。
箕
輪
城
最
後
の
城
主

は
徳
川
四
天
王
の
１
人
井
伊

直
政
で
し
た
。
直
政
は
最
初
は

箕
輪
城
に
お
り
ま
し
た
が
、
す

ぐ
に
高
崎
に
城
を
移
し
ま
し

た
。
箕
輪
城
は
山
城
で
す
。
守

り
に
は
適
し
て
お
り
ま
す
。 

 

し
か
し
、
戦
国
時
代
は
終
わ

り
の
段
階
に
入
り
、
行
政
の
中

心
と
し
て
の
城
と
し
て
、
山
城

は
適
し
て
お
り
ま
せ
ん
。
平
地

の
城
の
方
が
都
合
が
よ
い
。
そ

こ
で
す
で
に
砦
が
築
か
れ
て

い
た
高
崎
に
居
城
を
移
し
た

の
で
す
。 

井
伊
直
政
が
箕
輪
城
に
い

た
証
と
し
て
、
私
が
見
た
の
は

お
墓
で
す
。
箕
郷
町
の
親
戚
の

墓
に
行
っ
た
時
、
周
辺
の
古
い

墓
を
見
ま
し
た
。
墓
石
の
裏
に

「
三
河
国
・
・
・
」
と
い
う
刻

印
が
あ
っ
た
の
で
す
。
井
伊
家

の
城
移
転
で
箕
輪
城
は
廃
城

と
な
り
ま
し
た
。 

箕
輪
城
は
井
伊
直
政
が
入

る
五
十
年
前
に
一
揆
衆
長

野
氏
に
よ
っ
て
築
か
れ
ま

し
た
。 

一
揆
衆
と
い
う
と
百
姓
一

揆
を
連
想
し
て
し
ま
い
ま
す

が
、
本
来
の
意
味
は
「
武
装
勢

力
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
長
野

氏
は
上
州
一
揆
衆
と
し
て
現

在
の
高
崎
市
の
あ
た
り
を
支

配
し
、
関
東
管
領
上
杉
氏
の
家

臣
で
あ
り
ま
し
た
。 

 

関
東
管
領
（
か
ん
と
う
か
ん

れ
い
）
と
い
う
の
は
京
都
に
あ

っ
た
室
町
幕
府
の
関
東
支
配

の
た
め
執
行
機
関
で
代
々
上

杉
家
が
受
け
継
い
で
お
り
ま

し
た
。
関
東
管
領
上
杉
氏
の
も

と
、
関
東
の
武
家
は
形
式
上
で

は
あ
っ
て
も
室
町
幕
府
に
従

っ
て
お
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が

小
田
原
北
条
氏
は
い
わ
ゆ
る

戦
国
大
名
で
あ
り
、
関
東
管
領

の
権
威
権
限
を
無
視
、
伊
豆
か
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ら
発
祥
し
、
相
模
（
神
奈
川
県
）、

そ
し
て
武
蔵
（
埼
玉
と
東
京
）

と
勢
力
を
広
げ
て
、
武
蔵
中
心

の
川
越
城
も
占
領
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。 

  

そ
こ
で
危
機
感
を
持
っ
た

関
東
管
領
上
杉
氏
が
関
東
の

武
家
に
号
令
を
発
し
、
八
万
の

兵
を
集
め
て
北
条
氏
が
支
配

し
た
川
越
城
を
包
囲
。
こ
の
八

万
と
い
う
数
字
は
六
十
年
後

の
大
阪
の
陣
で
は
、
徳
川
方
が

全
国
か
ら
動
員
し
て
十
万
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
明
ら

か
に
オ
ー
バ
ー
。
当
時
の
関
東

地
方
の
人
口
が
ど
れ
だ
け
だ

っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
兵

力
は
多
く
見
積
も
っ
て
も
三
、

四
万
く
ら
い
か
。 

 

大
軍
を
も
っ
て
関
東
管
領

側
は
北
条
方
を
武
蔵
か
ら
北

条
氏
を
追
い
出
そ
う
と
し
た

の
は
事
実
で
し
た
。 

時
に
天
文
十
五
（
１
５
４
６
）

年
。
戦
国
時
代
を
制
し
た
３
大

英
傑
、
信
長
、
秀
吉
、
家
康
が

ま
だ
子
供
の
こ
ろ
で
す
。
家
康

が
生
ま
れ
た
の
は
天
文
十
一

年
で
す
。 

 

小
田
原
の
北
条
氏
康
が
川

越
城
の
救
援
に
駆
け
つ
け
ま

し
た
。
包
囲
し
て
い
た
関
東
管

領
上
杉
側
の
大
軍
は
八
万
と

は
い
え
寄
せ
集
め
で
あ
り
、
八

千
人
の
北
条
側
に
奇
襲
で
あ

っ
さ
り
崩
壊
。
こ
の
時
、
お
そ

ら
く
、
私
の
ご
先
祖
様
は
箕
輪

城
の
百
姓
兵
と
し
て
、
負
け
た

側
に
い
た
。
当
時
の
記
録
な
ど

な
い
の
で
こ
れ
は
あ
く
ま
で

も
推
定
で
す
。 

 

「
河
越
夜
戦
」
の
勝
利
に

よ
っ
て
川
越
と
い
う
関
東

平
野
中
心
部
の
要
地
を
制

し
た
北
条
氏
の
関
東
支
配

が
確
定
し
ま
し
た
。 

負
け
た
側
の
上
杉
氏
は
群

馬
県
藤
岡
市
に
あ
っ
た
平
井

城
に
籠
も
り
ま
し
た
。
そ
の
平

井
城
も
北
条
氏
の
圧
力
が
強

く
な
る
と
、
越
後
（
新
潟
県
）

に
逃
れ
、
戦
国
大
名
長
尾
景
虎

の
庇
護
を
受
け
、
つ
い
に
は
景

虎
を
養
子
と
し
て
迎
え
入
れ

ま
し
た
。 

こ
れ
が
か
の
戦
国
最
強
軍

団
を
率
い
た
上
杉
謙
信
で
す
。

関
東
管
領
職
を
受
け
継
い
だ

謙
信
は
し
ば
し
ば
関
東
に
出

撃
し
て
北
条
氏
、
そ
し
て
甲
斐

の
武
田
信
玄
と
戦
い
ま
し
た
。

謙
信
が
関
東
出
兵
の
前
線
基

地
と
し
た
の
は
厩
橋
（
前
橋
）

で
し
た
。 

 

川
越
は
武
蔵
（
埼
玉
と
東
京
）

の
ほ
ぼ
中
心
部
で
あ
り
、
江
戸

時
代
も
小
田
原
、
水
戸
と
並
ぶ

徳
川
家
の
本
拠
地
で
あ
る
関

東
の
重
要
拠
点
の
ひ
と
つ
と

し
て
有
力
譜
代
大
名
が
城
主

と
な
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
最

も
有
名
な
の
が
五
代
将
軍
徳

川
綱
吉
の
後
ろ
盾
と
な
っ
た

柳
沢
吉
保
で
し
た
。 

 

こ
の
「
河
越
夜
戦
」
の
碑
は

川
越
市
役
所
の
北
方
、
川
越
市

地
方
裁
判
所
の
近
く
志
多
町

の
東
明
寺
に
あ
り
ま
す
。
そ
こ

は
観
光
地
と
は
い
え
ま
せ
ん

が
、
川
越
の
歴
史
の
中
で
は
重

要
な
出
来
事
で
あ
り
ま
す
。 

川
越
に
お
越
し
の
際
、
時
間

に
余
裕
が
あ
れ
ば
是
非
ご
覧

い
た
だ
き
、
五
百
年
前
の
戦
国

の
歴
史
に
想
い
を
は
せ
て
く

だ
さ
い
。
蔵
造
り
通
り
か
ら
歩

い
て
十
分
程
度
で
す
。
観
光
地

図
に
も
載
っ
て
お
り
ま
す
。 

川
越
市
役
所
の
前
に
は
江

戸
城
を
最
初
に
作
っ
た
こ
と

で
知
ら
れ
る
太
田
道
灌
の
像

が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
も
観
光
ポ

イ
ン
ト
で
す
。
太
田
さ
ん
を
見

た
ら
市
役
所
の
前
、
交
差
点
に

あ
る
蕎
麦
屋
「
百
丈
」
が
私
の

お
勧
め
。
蕎
麦
の
量
は
少
な
め
、

昼
食
と
い
う
よ
り
間
食
と
い

う
感
じ
。 

注
意
点
と
し
て
は
午
後
２

時
過
ぎ
に
な
る
と
「
売
り
切
れ
」

の
可
能
性
あ
り
。
な
お
こ
の
店

と
私
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。
私

の
名
前
を
だ
し
て
も
「
あ
あ
そ

う
で
す
か
」
と
い
う
だ
け
で
し

ょ
う
。（
続
く
） 


