


　
ご　
挨　
拶

　
昭
和
四
十
八
年
（
一
九
七
三
）
の
初
夏
、
二
十
四
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
の
私
は
縁
あ
っ
て
中
尾
松
泉
堂
と
い
う
古
書
籍
商
の
店
で
働
く

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
今
は
五
階
建
て
の
ビ
ル
に
な
っ
て
い
ま
す
が
当
時
は
小
さ
な
木
造
の
建
物
で
、
松
泉
堂
の
初
代
中
尾
熊
太
郎
が
大

正
四
年
（
一
九
一
五
）
主
家
鹿
田
松
雲
堂
か
ら
別
家
を
許
さ
れ
た
お
店
で
し
た
。
当
時
の
住
所
は
大
阪
市
東
区
淡
路
町
四
丁
目
で
、
江
戸

時
代
後
期
に
は
こ
の
辺
に
藤
沢
東
畡
の
泊
園
書
院
が
あ
り
、
も
う
少
し
北
の
尼
崎
町
に
は
享
保
年
に
当
時
の
大
坂
船
場
の
鴻
池
等
の
豪
商

が
資
金
を
出
し
て
設
立
し
た
懐
徳
堂
が
あ
り
ま
し
た
。
懐
徳
堂
は
商
人
の
子
弟
教
育
の
為
に
創
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
受
講
中
で
も
用
事
が

あ
れ
ば
出
て
行
き
用
事
が
済
め
ば
帰
っ
て
き
て
も
よ
い
、
と
い
う
正
に
町
人
用
の
教
育
体
制
で
し
た
。
こ
こ
か
ら
山
片
蟠
桃
が
出
て
『
夢

の
代
』
と
い
う
十
二
巻
の
書
を
著
し
、
西
洋
の
地
動
説
を
肯
定
し
、
神
も
仏
も
存
在
し
な
い
と
い
う
唯
物
的
な
考
え
も
示
し
ま
し
た
。
こ

の
蟠
桃
と
い
う
名
は
商
人
の
番
頭
を
も
じ
っ
た
号
で
、
元
々
升
屋
の
凄
腕
の
番
頭
だ
っ
た
彼
は
仙
台
藩
の
財
政
を
た
て
直
し
た
功
績
で
升

屋
か
ら
山
片
と
言
う
姓
を
与
え
ら
れ
親
類
並
み
に
優
遇
さ
れ
ま
し
た
。
去
年
日
本
一
に
な
っ
た
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
の
岡
田
監
督
が
小
学
生

時
代
に
通
っ
て
い
た
と
い
う
愛
日
小
学
校
も
元
は
と
言
え
ば
あ
の
山
片
蟠
桃
の
屋
敷
跡
で
、
明
治
時
代
に
な
っ
て
公
立
の
小
学
校
を
創
る

と
い
う
の
で
山
片
家
の
八
代
目
当
主
重
明
が
土
地
・
家
屋
・
建
具
す
べ
て
を
大
阪
市
に
寄
贈
し
た
も
の
で
し
た
。
平
成
の
時
代
に
な
っ
て

こ
の
愛
日
小
学
校
と
集
英
小
学
校
が
開
平
小
学
校
と
し
て
統
合
さ
れ
た
時
に
大
阪
市
は
山
片
家
か
ら
タ
ダ
で
貰
っ
た
こ
の
地
を
民
間
企
業

に
売
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
統
合
と
い
う
名
の
も
と
に
売
却
し
ま
し
た
が
、実
は
市
の
赤
字
の
埋
め
合
わ
せ
で
あ
っ
て
、父
堅
一
郎
は
『
な

ん
ち
ゅ
う
こ
と
す
る
ね
ん
。
公
共
の
施
設
に
す
る
な
ら
と
も
か
く
山
片
家
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
土
地
を
売
り
飛
ば
し
て
し
ま
う
と
は
。』
と

憤
慨
し
て
お
り
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
の
船
場
の
商
人
の
富
は
日
本
国
中
の
七
割
を
持
つ
、
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
大
坂
は
栄
え
ま
し
た
が
ま
た
そ
の
中
か
ら
い
つ
し

か
町
人
文
化
と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）、『
好
色
一
代
男
』
と
い
う
浮
世
草
子
八
巻
が
大
坂
の
荒
砥
屋
か

ら
出
版
さ
れ
ま
し
た
が
こ
の
作
者
は
井
原
西
鶴
と
い
う
鬼
才
で
、
主
人
公
の
世
之
介
は
な
ん
と
七
歳
で
恋
を
知
り
、
九
歳
で
女
の
行
水
を

覗
き
見
し
、
十
歳
で
美
少
年
を
口
説
き
、
十
二
歳
で
風
呂
屋
の
湯
女
十
三
歳
で
茶
屋
女
十
五
歳
で
京
都
の
後
家
と
関
係
を
持
つ
と
い
う
具

合
で
そ
の
後
は
全
国
の
遊
女
等
々
好
色
の
限
り
を
尽
く
し
て
最
後
は
女
護
ケ
島
へ
船
出
す
る
、
と
い
う
当
時
と
し
て
は
途
轍
も
な
い
構
想

で
世
間
の
人
々
を
び
っ
く
り
仰
天
さ
せ
ま
し
た
。
挿
絵
も
西
鶴
自
身
が
描
い
た
よ
う
で
す
が
、
江
戸
版
の
方
は
師
宣
が
描
い
て
ま
た
人
気

を
博
し
ま
し
た
。
西
鶴
は
元
々
芭
蕉
と
同
じ
よ
う
に
俳
句
の
宗
匠
で
し
た
が
句
風
は
阿
蘭
陀
流
と
か
言
っ
て
独
特
の
も
の
だ
っ
た
よ
う
で

す
。
ま
た
矢
数
俳
諧
と
い
う
俳
諧
興
行
を
考
え
、
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
生
玉
神
社
で
一
昼
夜
に
一
千
六
百
句
を
詠
ん
で
周
り
を
驚
か

せ
ま
し
た
が
、
二
年
後
大
淀
道
風
が
三
千
句
を
詠
ん
だ
の
に
対
抗
し
て
翌
延
宝
八
年
生
玉
神
社
で
独
吟
四
千
句
を
詠
ん
で
抜
き
返
し
ま
し



た
。
ま
あ
こ
れ
に
も
飽
き
足
ら
ず
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
住
吉
の
神
前
で
一
昼
夜
二
万
三
千
五
百
句
の
独
吟
を
達
成
し
て
以
後
自
ら
を

「
二
万
翁
」
と
名
乗
り
ま
し
た
。
矢
数
俳
諧
で
は
詠
む
俳
句
の
書
き
手
が
四
〜
五
人
待
機
し
て
全
て
の
俳
句
を
書
き
留
め
る
の
で
す
が
、

一
昼
夜
二
万
三
千
五
百
句
と
な
る
と
一
句
詠
む
の
に
数
秒
し
か
か
け
ら
れ
な
い
の
で
書
き
残
さ
れ
た
の
は
そ
の
初
句
の
み
で
あ
と
は
た
だ

棒
線
の
み
を
引
き
続
け
た
だ
け
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

平
成
二
十
一
年
（
二
〇
〇
九
）
の
一
月
、
大
阪
美
術

倶
楽
部
の
初
市
で
そ
の
時
の
初
句
を
書
い
た
西
鶴
の
短

冊
が
張
り
込
ん
で
あ
る
屏
風
を
運
よ
く
手
に
入
れ
ま
し

た
。
大
阪
市
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
『
三
百
年
祭
記

念　
西
鶴
展
』
図
録
（
朝
日
新
聞
社　
平
成
五
年
）
に
載
る
発
句
を
書
い
た
写
真
と
比
べ
て
み
ま
し
た
が
、
筆
跡
も
料
紙
も
西
鶴
時
代
の

も
の
で
は
な
く
後
に
書
か
れ
た
写
し
で
し
た
か
ら
多
分
参
考
品
と
し
て
図
録
に
載
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
も
あ
れ
買
っ
て
き
た
屏

風
の
短
冊
を
父
に
見
せ
る
と
初
め
て
褒
め
て
く
れ
て
大
変
喜
ん
で
く
れ
ま
し
た
。
こ
の
西
鶴
自
筆
の
発
句
入
っ
た
屏
風
に
は
和
歌
や
俳
句

の
色
紙
短
冊
が
百
枚
ほ
ど
張
り
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
が
相
当
痛
ん
で
い
ま
し
た
の
で
、
後
に
そ
こ
か
ら
俳
句
の
短
冊
の
み
を
十
八
枚
抜
き

出
し
て
二
つ
折
れ
の
風
呂
先
屏
風
の
様
に
仕
立
て
ま
し
た
。
こ
の
年
の
七
月
十
日
に
父
は
鬼
籍
に
入
り
ま
し
た
が
お
葬
式
の
日
は
奇
し
く

も
十
三
日
で
私
の
誕
生
日
、
す
な
わ
ち
還
暦
を
迎
え
た
日
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
私
の
古
本
屋
人
生
も
い
つ
し
か
半
世
紀
余
を
過
ぎ
、
今
年
の
七
月
に
は
七
十
五
歳
に
な
り
後
期
高
齢
者
の
仲
間
入
り
を
し
ま
す
。
今
年

も
ま
た
家
の
前
の
百
年
に
も
な
ろ
う
か
と
い
う
桜
の
老
木
が
立
派
な
花
を
咲
か
せ
ま
し
た
。
中
学
生
に
な
る
二
番
目
の
孫
と
、
小
学
生
に

な
る
三
番
目
の
孫
の
新
入
学
を
お
爺
さ
ん
桜
が
祝
福
し
て
く
れ
ま
し
た
。
今
は
も
う
殆
ど
葉
桜
に
な
り
ま
し
た
が
私
も
こ
の
木
の
よ
う
に

し
っ
か
り
と
地
に
足
を
張
り
つ
け
て
残
り
の
古
本
屋
人
生
を
生
き
て
い
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　
今
年
も
大
阪
古
典
会
の
下
見
展
観
市
を
開
催
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
全
国
ご
同
業
の
皆
様
の
協
力
に
よ
り
年
々
目
録
総
数

が
増
え
、
参
加
業
者
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
。
五
月
晴
の
良
き
日
、
大
阪
古
典
会
の
下
見
展
観
市
に
ど
う
ぞ
沢
山
の
本
好
き
、
版
画
好
き

の
皆
様
が
集
っ
て
頂
け
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　

 

令
和
六
年
四
月
十
四
日

 

大
阪
古
典
会
会
長　
中　
尾　
隆　
夫



大
阪
古
典
会
創
立
百
二
十
二
周
年
記
念

　

古
典
籍
展
観
入
札
会

　
　
　

　
　
　
　　

五
月
二
十
四
日
（
金
）
午
後
三
時
よ
り
午
後
七
時
ま
で

　
　
　

展
　
　
観　

五
月
二
十
五
日
（
土
）
午
前
十
時
よ
り
午
後
六
時
ま
で

　
　
　

入
　
　
札　

五
月
二
十
六
日
（
日
）
午
前
十
時
廻
し
開
始
（
開
場 

午
前
九
時
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
全
古
書
連
加
盟
業
者
の
み
で
行
い
ま
す
）

　
　
　

会
　
　
場　

大
阪
古
書
会
館

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
阪
市
中
央
区
粉
川
町
四

－

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｔ
Ｅ
Ｌ
（
〇
六
）
六
七
六
七
―
八
三
八
〇

　
　
　

取
引
規
定　

一
点 

五
万
円
以
上

　
　
　
　
　
　

 

但
し　

額
・
幅
物
・
屏
風
は
一
〇
万
円
以
上

○
入
札
は
全
古
書
連
加
盟
業
者
が
行
い
ま
す
。
ご
希
望
の
品
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
ご
懇
意
の
書
店
へ
ご
注
文
下
さ
い
。

　
な
お
落
札
の
際
は
、
落
札
の
価
格
に
加
え
若
干
の
手
数
料
を
頂
戴
い
た
し
ま
す
。

○
会
場
内
へ
の
筆
記
用
具
以
外
の
お
手
荷
物
の
持
込
は
ご
遠
慮
下
さ
い
。



［会場の御案内］
中之島公園

至淀屋橋駅
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谷町四丁目駅 ⇔法円坂出入口
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国立病院文
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大
阪
古
書
会
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東梅田
天満橋

谷町四

谷町六

谷町九
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JR阪和線
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京　橋

森ノ宮

鶴　橋

京阪本線

地下鉄中央線

近鉄線

★

大阪古書会館
大阪市中央区粉川町 4-1　TEL：06-6767-8380

○交通のご案内
•地下鉄谷町線／中央線 谷町 4丁目駅⑧番出口
•地下鉄谷町線／長堀鶴見緑地線 谷町 6丁目駅⑤⑥②番出口
•地下鉄長堀鶴見緑地線 松屋町駅⑤番出口
•阪神高速道路 法円坂出入口
•タクシー 内久宝寺町三丁目交差点南入
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