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パ
ー
テ
ィ
ー
会
場
に
定
刻
前
に
現
れ

る
の
が
日
本
人
で
、
丁
度
に
く
る
の
が

英
国
人
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
は
小
一
時
間

遅
れ
る
。
イ
タ
リ
ア
人
は
二
時
間
遅
れ

て
も
平
気
、
ス
ペ
イ
ン
人
は
そ
の
時
間

に
な
っ
て
も
ま
だ
ベ
ッ
ト
の
中
だ
と
い

う
。（
織
田
一
郎
「
時
」
の
国
際
バ
ト
ル
）

な
る
ほ
ど
時
間
感
覚
の
お
国
ぶ
り
を
言

い
当
て
て
い
る
。
日
本
人
は
せ
っ
か
ち

と
言
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

ラ
テ
ン
系
の
人
達
か
ら
「
そ
ん
な
に

せ
か
せ
か
し
て
何
が
楽
し
い
」
と
言
わ

れ
そ
う
で
す
ね
。 

と
こ
ろ
で
我
が
真
成
寺
も
現
在
、
朝

の
お
勤
め
は
夏
の
時
間
帯
で
、
朝
四
時

半
に
私
が
山
門
を
開
け
に
行
き
一
日
が

は
じ
ま
り
ま
す
。（
冬
は
五
時
半
開
門
で

す
）
し
ば
ら
く
し
て
総
代
の
米
屋
柾
男

さ
ん
（
八
十
五
歳
）
が
ま
ず
第
一
番
目

に
や
っ
て
来
ら
れ
、
本
堂
の
前
で
一
人

で
ラ
ジ
オ
体
操
が
始
ま
り
ま
す
。
も
う

か
れ
こ
れ
三
十
五
年
間
寒
い
冬
で
も
ほ 

 
      

  

と
ん
ど
休
む
事
無
く
毎
朝
元
気
に
ご
参
詣

に
な
り
ま
す
。
お
蔭
さ
ま
で
風
邪
一
つ
引

か
な
く
な
っ
た
と
の
こ
と
、
以
前
日
蓮
宗

よ
り
総
長
表
彰
を
受
け
ら
れ
ま
し
た
。 

体
操
が
終
わ
っ
て
本
堂
に
入
っ
て
来
ら
れ
、

あ
ち
こ
ち
に
あ
る
電
燈
に
ス
イ
ッ
チ
を
入

れ
、
日
蓮
大
聖
人
様
、
そ
の
他
各
所
に
安

置
さ
れ
て
い
る
諸
天
善
神
様
に
お
燈
明
を

捧
げ
ら
れ
、
そ
し
て
位
牌
段
に
奉
ら
れ
て

い
る
ご
自
分
の
家
の
ご
先
祖
様
に
朝
の
御

挨
拶
を
さ
れ
ま
す
。
五
時
五
分
前
に
大
太

鼓
の
前
に
座
し
、
携
帯
ラ
ジ
オ
が
ス
イ
ッ

チ
オ
ン
、
ま
も
な
く
五
時
の
時
報
で
す
。

五
・
四
・
三
・
二
・
一
「
ツ
ー
ン
」
と
同

時
に
お
題
目
の
太
鼓
が
堂
内
に
響
き
渡
り

ま
す
。
又
、
毎
朝
数
名
の
参
詣
者
の
方
々

も
団
扇
〔
う
ち
わ
〕
太
鼓
を
片
手
に
お
題

目
の
大
音
声
と
な
り
ま
す
。
ま
も
な
く
、

私
と
副
住
職
が
入
堂
し
て
朝
の
お
勤
め
が

始
ま
り
ま
す
。 

こ
の
様
に
数
秒
の
狂
い
も
な
く
、
時
間

励
行
の
お
勤
め
が
行
わ
れ
る
の
は
全
国
ど

こ
を
探
し
て
も
我
が
真
成
寺
だ
け
〔
日
本

一
〕
と
自
負
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

し
か
も
、
町
内
の
人
達
は
こ
の
真
成
寺
の

太
鼓
の
音
が
目
覚
ま
し
時
計
代
わ
り
に
な

っ
て
い
る
の
も
う
な
ず
け
ま
す
。 

         

毎
朝
の
お
勤
め
に
は
、
真
成
寺
檀
信
徒

各
家
、
先
祖
代
々
の
ご
供
養
と
本
日
ご
命

日
の
法
名
を
拝
読
し
、
更
に
各
家
、
家
内

安
全
、
身
体
健
全
の
ご
祈
願
を
致
し
て
お

り
ま
す
。 

特
に
毎
月
一
日
と
も
な
れ
ば
、
多
勢
の

方
々
が
欠
か
す
こ
と
な
く
ご
参
詣
さ
れ
ま

す
の
で
、
荘
厳
そ
の
も
の
で
あ
り
ま
す
。 

遠
く
は
、
黒
部
市
、
立
野
地
区
や
若
栗
地

区
か
ら
も
ご
熱
心
な
方
々
が
参
詣
さ
れ
ま

す
。 こ

の
朝
の
お
勤
め
に
参
詣
す
る
よ
う
に

習
慣
づ
け
ら
れ
た
の
は
、
先
代
の
師
匠
で

あ
り
、
師
父
の
日
龍
猊
下
で
し
た
。
す
で

に
半
世
紀
が
経
過
し
ま
し
た
。 

こ
の
様
に
お
寺
の
良
い
伝
統
を
守
り
、

継
承
し
て
い
く
こ
と
は
な
か
な
か
大
変
な

事
で
は
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
も
我
々
お
寺

に
住
す
る
者
の
責
任
で
あ
り
、
つ
と
め
で

も
あ
り
、
何
よ
り
も
自
ら
の
罪
障
消
滅
と

思
い
、
日
々
修
行
さ
せ
て
頂
い
て
居
り
ま

す
。 お

寺
で
は
よ
く
「
法
燈
継
承
」
と
い
う

言
葉
を
使
い
ま
す
。 

こ
れ
は
、
一
本
の
ロ
ー
ソ
ク
の
燈
が
消
え

る
事
無
く
、
次
の
代
と
受
け
継
が
れ
て
い

く
と
い
う
意
味
で
す
。 

 

五
〇
〇
年
の
古
い
歴
史
を
持
つ
真
成
寺
の 

第
三
十
五
代
目
住
職
に
就
任
し
て
早
や
二 

十
二
年
目
を
迎
え
て
い
ま
す
が
、
最
近
特 

に
思
う
こ
と
は
、
歴
代
の
先
師
（
住
職
） 

諸
上
人
が
連
綿
と
し
て
築
き
上
げ
て
来
ら 

れ
た
良
き
伝
統
を
汚
す
事
無
く
檀
信
徒
の 

皆
様
の
ご
協
力
を
得
て
寺
門
興
隆
に
今
ま

7

で
以
上
、
努
力
精
進
し
て
い
か
ね
ば
と
痛 

感
致
し
て
い
る
昨
今
で
す
。 

今
月
は
、
皆
様
方
の
菩
提
寺
で
あ
る
真 

成
寺
を
遠
方
で
来
た
く
て
も
来
れ
な
い
方 

々
、
ま
た
一
度
も
参
詣
す
る
機
会
に
恵
ま 

れ
な
い
方
々
、
等
々
に
少
し
で
も
そ
の
様 

子
を
知
っ
て
い
た
だ
く
為
に
取
り
上
げ
さ 

せ
て
い
た
だ
い
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。 
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