
相
も
変
わ
ら
ず
の
不
況
の

ニ
ュ
ー
ス
に
心
が
沈
み
ま
す

が
、
米
国
の
金
融
危
機
に
よ

る
輸
出
産
業
を
主
と
す
る
大

企
業
の
急
激
な
落
ち
込
み
と

違
っ
て
、
我
々
の
酒
類
業
界

は
、
や
り
か
た
に
よ
っ
て
は

十
分
に
防
げ
る
も
の
で
、
想

定
外
の
も
の
で
は
な
い
と
思

い
ま
す
。
政
治
の
不
安
定
も

当
分
続
く
様
で
す
が
、
世
界

全
体
か
ら
み
れ
ば
い
く
ら
か

安
定
し
て
い
る
様
に
思
い
ま

す
。
た
だ
、
今
迄
の
様
な
安

楽
な
経
済
状
況
は
望
ま
れ
ま

せ
ん
し
、
生
活
防
衛
の
た
め
、

消
費
は
押
さ
え
ら
れ
る
で
し
ょ

う
。
こ
れ
を
機
会
に｢

清
貧

の
思
想
」
を
再
び
取
り
戻
し
、

地
に
足
を
つ
け
て
高
い
志
を

持
つ
哲
学
を
一
人
一
人
持
た

ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。｢

時
代
」

の
変
化
と
共
に
、
当
然
、
消

費
動
向
も
変
わ
り
、
堅
実
な

世
相
が
醸
成
さ
れ
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
（
以
下
一
部
略
）

歴
史
を
振
り
返
り
ま
す
と
、

昔
か
ら
度
々
の
災
害
や
戦
争

を
経
験
し
、
そ
の
中
か
ら
日

本
民
族
は
誠
実
に
、
ひ
た
す

ら
努
力
を
重
ね
て
参
り
ま
し

た
。
明
治
以
来
、
西
欧
列
強

の
亜
細
亜
進
出
に
対
し
て
富

国
強
兵
の
世
論
か
ら
、
日
清
・

日
露
の
戦
争
を
経
て
大
国
化

し
て
い
き
ま
す
。

そ
の
行
き
着
い
た
先
の
第
二

次
世
界
対
戦
で
大
敗
北
に
至

り
、
振
り
出
し
に
戻
り
、
昭

和

20
年
か
ら
の
再
出
発
と

な
り
ま
し
た
。

ア
メ
リ
カ
か
ら
当
時
の
最

先
端
の
文
明
が
一
気
に
流
れ

込
み
、
そ
の
ま
ば
ゆ
い
ま
で

の
明
る
さ
に
一
気
に
呑
み
込

ま
れ
、
す
べ
て
が
ア
メ
リ
カ

ナ
イ
ズ
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
に

次
ぐ
経
済
大
国
に
ま
で
登
り

つ
め
ま
し
た
。
そ
の
反
面
、

当
然
の
帰
結
と
し
て
、
日
本

古
来
の
宗
教
観
も
、
日
本
社

会
に
残
さ
れ
た
古
来
か
ら
の

良
風
美
俗
も
失
わ
れ
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
現
在
の
風
潮
を

見
る
と
一
握
り
の
勝
者
と
多

く
の
敗
者
と
い
う
社
会
構
造

ま
で
造
り
出
し
て
い
る
と
思

い
ま
す
。

考
え
て
見
ま
す
と
、
兵
役

も
無
く
、
極
度
の
貧
困
も
少

な
く
、
豊
か
な
水
に
恵
ま
れ
、

春
・
夏
・
秋
・
冬
の
風
光
明

媚
な
こ
の
国
の
良
さ
・
豊
か

な
文
化
を
、
深
い
感
謝
と
共

に
高
く
向
上
さ
せ
て
ゆ
く
事

が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
こ

の
不
況
を
与
え
ら
れ
た
奇
貨

（
※
）
と
し
て
受
け
止
め
、

逆
転
の
チ
ャ
ン
ス
と
し
た
い

も
の
で
す
。

｢

和
の
魂
」
を
も
っ
て｢

商
才
」

発
揮
す
る
力
一
杯
の
努
力
を

致
し
ま
し
ょ
う
。
ま
さ
に

「
和
魂
商
才
」
の
時
代
と
も

言
え
ま
し
ょ
う
。
（
以
下
一
部
略
）

Ｗ
Ｂ
Ｃ
で
日
本
の
侍
ジ
ャ

パ
ン
」
が
多
く
の
困
難
の
中
、

一
致
団
結
し
て
世
界
一
を
勝

ち
取
り
ま
し
た
。
苦
し
い
中
、

強
い
精
神
力
と
「
ね
ば
り
」

で
世
界
に
大
き
い
感
動
を
与

え
、
ま
さ
に
、｢

為
せ
ば
成

る
」
を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

す
べ
て
の
日
本
人
が
久
し
振

り
に
味
わ
っ
た
素
晴
ら
し
い

感
動
で
し
た
。
明
日
へ
の
希

望
と
歓
び
を
持
っ
て
前
進
し

ま
し
ょ
う
。
（
以
下
省
略
）

（
※
）
奇
貨
＝
利
用
す
れ
ば
大
き
な
利

を
得
る
チ
ャ
ン
ス

税
務
署
と
モ
メ
タ
看
板

看
板
は
日
本
地
図
に
日
本
名
門

酒
会
１
２
銘
柄
の
酒
、
下
部
分

は
低
価
格
酒
「
京
晴
」
を
掲
示
。

隣
は
当
社
運
営
の
「
東
山
め
ん

坊
」
（
讃
岐
う
ど
ん
）
１
９
８

６
年
ビ
ル
に
建
替
。
制
作
費

38

万
円
の
広
告
費
を
認
め
な
い
税

務
署
と
大
い
に
モ
メ
て
、
最
終

的
に
当
社
の
処
理
は
是
認
さ
れ

た
「
曰
く
付
き
看
板
」
で
す
。

イ
ワ
ク

地域のお客様のお役に立つ店をめざして！ とんからりん VOL116 2009(平成21年）5月1日（金）P1

サ
カ
タ
ニ
友
の
会
ニ
ュ
ー
ス

発行者
株式会社サカタニ
集酉楽・サカタニ
ファミリーマート
サカタニ京阪七条店
〒605-0993 京・
東山区七条こころ坂下
℡・075-561-7974
URLwww.sosake.jp/

Eﾒｰﾙ・info@sosake.jp
とんからりんは
毎月発行の
会員新聞です
編集・酒谷義郎
yosirou@sosake.jp

▽
４
月
17
日
・
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
Ｔ

Ｖ
「
男
の
介
護
」
で
、
男
が

女
の
介
護
す
る
闘
い
に
近
い

現
場
を
見
た
。
我
が
身
に
置

き
か
え
る
と
寒
気
が
し
た
。

▼
商
売
や
仕
事
は｢

馬
鹿
か
」

と
言
わ
れ
る
ほ
ど
す
る
が
、

掃
除
・
洗
濯
は
お
ろ
か
炊
飯

器
の
使
い
方
も
知
ら
な
い
。

こ
れ
は
イ
カ
ン
と
も
し
難
い

男
だ
と
私
「
も
」
反
省
さ
せ

ら
れ
た
。

▽
昔
、
仕
事
は
、
男
と
女
で

分
け
ら
れ
、
私
の
少
し
下
の

世
代
ま
で
そ
の
中
で
育
っ
て

い
る
。
男
の
方
は
憲
法
上

｢

男
女
同
権
」
は
認
め
て
も
、

身
体
で
理
解
出
来
て
い
な
い
。

▼
女
は
憲
法
上
も
身
体
で
も

｢

男
女
同
権
」
を
理
解
し
、

昔
は
成
れ
な
か
っ
た
職
業
分

野
に
進
出
、
主
婦
業
を
立
派

に
こ
な
し
仕
事
を
兼
ね
る
人

も
少
な
く
は
無
い
。

▽｢

主
フ
＝
夫
」
も
今
は
少

な
い
が
、
年
金
生
活
に
入
る

と｢

粗
大
ゴ
ミ
」
扱
い
に
な

る
人
も
、
又
、
多
い
ら
し
い
。

我
輩
は
な
ら
な
い
が
！
？
。

▼
そ
れ
は｢

外
」
へ
で
な
い

か
ら
。
集
酉
楽｢

朝
粥
会
・

ピ
ア
ノ
サ
ロ
ン
・
童
謡
コ
ー

ラ
ス
」
も
男
は
少
な
い
！
。

粗
大
ゴ
ミ
に
な
り
た
く
な
い

男
は
来
た
れ
。
男
を
そ
う
し

た
く
無
い
女
は
男
連
れ
で
来

る
べ
し
。
女
男
同
権
だ
よ
。

ー
ー

ど
ん
つ
き
ー
ー

和
魂
商
才

当
社
参
加
「
日
本
名
門
酒
会
」

会
報
誌
４
月
号
に
飯
田
博
最

高
顧
問
が
お
書
き
の
巻
頭
文

の
転
載
で
す
。
（
文
一
部
略
有
）

今

回

は

朝
粥
を
食

べ

る

前

（

９

時

～
９

時

40

分

）

『
人
間
っ

て
な
ん
や

ろ
か
？
』

と
題
し
た
お
話
を
元
朝
日
放

送
テ
レ
ビ
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
、

現
在
、
社
会
福
祉
法
人
青
葉

学
園
理
事
長
の
村
田
弘
道
先

生
か
ら
お
聞
き
し
た
。

人
間
は
「
生
ま
れ
て
必
ず

死
ぬ
」
も
の
「
老
い
」
は

そ
の
道
中
と
い
う
極
め
て

深
刻
な
話
を
面
白
可
笑
し

く
話
さ
れ
、
会
場
は
笑
い
声

が
一
杯
、
全
員
笑
顔
で
話
に

引
き
込
ま
れ
た
。

「
老
い
は
当
然
の
こ
と
、
そ

れ
を
認
め
て
気
張
ら
ず
に
生

き
る
。
そ
し
て
必
ず
全
員
が

行
く
天
国
（
あ
の
世
）
で
朝

粥
会
を
し
ょ
う
」
と
仰
っ
た
。

そ
の
時
は
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
さ

れ
た
「
夫
婦
ぜ
ん
ざ
い
」
蝶
々

雄
二
の
お
二
人
が｢

ゲ
ス
ト
」
。

あ
の
世
の
朝
粥
会
は
キ
ッ
ト

楽
し
い
会
に
な
る
だ
ろ
う
。

第
52
回
・
４
／
１
９
日
開
催

朝
粥
食
べ
て

お
シ
ャ
ベ
リ
会.

報
告

①
日
本
名
門
酒
会
は
本
物
志
向
の
日

本
酒
を
販
売
す
る
こ
と
に
よ
り
、

民
族
の
酒
で
あ
る
日
本
酒
を
守
り
、

そ
の
質
的
向
上
発
展
に
寄
与
し
ま

す
。

②

日
本
名
門
酒
会
は
個
性
の
あ
る
優

秀
な
日
本
酒
と
併
せ
て
本
物
志
向

の
優
秀
な
商
品
の
品
揃
え
を
通
じ

て
愛
さ
れ
る
個
性
的
な
店
づ
く
り

と
情
報
提
供
に
努
力
し
ま
す
。

③
日
本
名
門
酒
会
は
品
質
に
応

じ
た
妥
当
な
価
格
で
顧
客
の

信
頼
関
係
を
築
き
上
げ
ま
す
。

④
日
本
名
門
酒
会
は
販
売
活
動

を
通
じ
て
、
新
し
い
顧
客
層

の
開
拓
・
創
造
を
心
が
け
、

食
文
化
の
向
上
と
豊
か
な
生

活
の
提
案
に
寄
与
す
る
よ
う

努
力
し
ま
す
。

⑤
日
本
名
門
酒
会
は
同
志
的
結
合
を

も
っ
て
互
い
に
協
力
し
、
社
会
に

貢
献
で
き
る
大
き
な
理
念
の
実
現

に
邁
進
し
ま
す
。

☆
右
の
五
条
は
、
日
本
酒
が
「
三
増

酒
」
も
多
く
、
酒
質
よ
り｢

級
別
」
優

先
で
流
通
し
て
い
た
時
代
に
創
ら
れ
、

当
社
も
草
創
期
か
ら
参
加
し
た

「
日
本
名
門
酒
会
」
の
約
束
事

で
す

写真は１９７８（昭53）の当社



「
お
客
様
は
神
様
で
ご
ざ
い
ま
す
」

2
0
0
1

年
（
平
２
）
4
月

14
日
に

亡
く
な
ら
れ
た
大
歌
手
三
波
春
夫

さ
ん
（
以
下
敬
称
略
）

が
舞
台
か
ら

観
客
に
語
り
か
け
て
い
た
言
葉
で

す
。
派
手
な
和
服
と
明
る
い
笑
顔
、

声
は
良
い
し
歌
も
美
味
い
。
紅
白

31
回
出
場
の
三
波
春
夫
の
言
葉
は
、

あ
っ
と
言
う
間
に
全
国
に
拡
が
り

ま
し
た
。
ご
自
身
は
「
お
客
様
に

自
分
が
引
き
出
さ
れ
舞
台
に
生
か

さ
れ
る
。
お
客
様
の
力
に
自
然
に

神
の
姿
を
見
る
の
で
す
。
お
客
様

は
神
様
の
つ
も
り
で
や
ら
な
け
れ

ば
芸
で
は
な
い
」
と
い
う
思
い
の

発
言
で
お
客
様
に
媚
び
た
訳
で
は

な
い
と
語
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。

広
が
り
が
大
き
い
ほ
ど
、
時
が

過
ぎ
る
と
ご
本
人
の
気
持
ち
と
違

う
使
わ
れ
方
に
な
る
こ
と
が
多
い
。

最
近
は
「
お
客
様
」
を
「
消
費

者
」
と
置
き
か
え
て
使
い
、
言
葉

だ
け
で
な
く
お
客
様
も
心
中
で

「
消
費
者
は
王
様
（
神
様
）
」
と
思

い
込
む
人
が
増
え
た
よ
う
に
思
え

ま
す
。
ア
チ
コ
チ
で
そ
の
証
明

は
出
来
ま
す
。
野
球
場
で
の｢

フ
ァ

ウ
ル
」
。
駅
の｢

黄
色
い
線
」
の

注
意
ア
ナ
ウ
ン
ス
。
老
眼
で
は

見
え
な
い
小
さ
い
字
の
「
薬
の
注

意
書
き
」
な
ど
何
れ
も｢

神
様
の

機
嫌
」
を
損
わ
な
い
た
め
に
、
言

い
、
書
い
て
い
る
と
し
か
思
え
な

い
の
で
す
。

私
も
「
お
客
様
は
神
様
に
近

い
方
々
」
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

コ
ン
ビ
ニ
仕
事
の
経
験
で｢

友
の

会
会
員
様
」
を
除
け
ば
、
そ
う
で

は
無
い
方
も
あ
る
と
知
り
ま
し
た
。

大
銀
行
で
も
お
客
様
用
フ
ロ
ア
ー

近
く
に｢

ト
イ
レ
」
は
無
く
開
放

も
し
て
ま
せ
ん
。
デ
パ
ー
ト
で
も

｢

ト
イ
レ｣
探
し
に
困
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
が
、
コ
ン
ビ
に
は
直
ぐ
わ

か
る
位
置
に
あ
り
開
放
し
て
い
ま

す
。
そ
こ
の
棚
に
予
備
と
し
て
置

い
て
あ
る
「
紙
ロ
ー
ル
」
や
時
に

は｢

防
臭
剤
」
も
消
え
る
の
で
す
。

神
様
が
「
神
ロ
ー
ル
」
を
お
持
ち

帰
り
で
は
シ
ャ
レ
に
も
な
り
ま
せ

ん
。
店
頭
（
当
社
境
内
？
）
に

｢

ゴ
ミ
入
れ
」
を
設
置
し
有
料
で

処
理
業
者
に
処
分
を
お
願
い
し
て

い
ま
す
。
他
所
の
神
様
が
自
分
の

お
下
が
り
（
家
庭
ご
み
）
を
突
っ

込
ん
で
お
帰
り
。
店
内
の
雑
誌
の

一
部
を
コ
ピ
ー
し
、
雑
誌
は
棚
に

戻
し
て
コ
ピ
ー
代
で
済
ま
す
。
も
っ

と
も
酷
い
神
様
は
、
お
賽
銭
（
代

金
）
無
し
お
供
え
（
商
品
）
を
お

持
ち
帰
り
に
な
り
ま
す
。
所
謂

｢

万
引
き
」
で
す
。
そ
ん
な
お
客

様
は
神
様
で
は
絶
対
に
あ
り
ま
せ

ん
。
キ
ッ
ト
本
物
の
神
様
が
「
罰
」

を
与
え
て
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

ロ
ー
マ
の
月
も
、
東
京
～
北
京
ま

で
月
を
（
テ
レ
ビ
で
）
見
て
き
ま

し
た
。
月
は
昔
も
今
も
同
様
に
地

球
を
照
ら
し
て
い
ま
す
。
下
界
で

は
悪
い
神
様
が
増
え
た
こ
と
を
天

国
の
三
波
春
夫
は
ど
う
思
っ
て
い

る
か
と
命
日
の
日
、

こ
れ
を
書
き
ま
し
た
。

♪
チ
ャ
ン
チ
キ
ト
教

え
て
～
～
♪
。

４
月
26
日
（
日
）
下
京
区
の
ホ
ー

ル
で
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人｢

音
の
風
」

の
【
卯
月
サ
ロ
ン
コ
ン
サ
ー
ト
】

が
開
催
さ
れ
た
。
時
は
４
月

26

日
、
京
の
桜
は
散
り
終
わ
っ
た
当

日
の
出
演
者
は
、
満
開
を
や
や
過

ぎ
た
17
名
、
う
ら
若
き
乙
女
？
？

の
中
に
白
髪
頭
の
ヨ
シ
ィ
ち
ゃ
ん

も
参
加
し
た
。

会
場
に
着
く
の
が
少
し
遅
れ
て

既
に
前
練
習
時
間
が
過
ぎ
て
い
た
。

ま
ぁ
エ
エ
か
！
。
朝
、
店
の
ホ
ー

ル
の
ピ
ア
ノ
で
充
分
練
習
し
目
を

瞑
っ
て
も
出
来
る
と
自
信
満
々
で

い
た
。
４
番
目
に
、
私
が
Ｇ
．
べ

ア
ー
ル
の｢

河
は
呼
ん
で
い
る
」

を
弾
く
と
紹
介
さ
れ
た
。

毎
月
の｢

朝
粥
会
」
で

40
名
程

の
女
性
の
前
で
お
話
も
す
る
が
、

そ
こ
は
「
お
粥
」
と
「
お
シ
ャ
ベ

リ
」
が
主
役
の
「
会
」
で
私
が
見

詰
め
ら
れ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
。

ご
紹
介
で
「
白
一
点
」
言
わ
れ
た

の
で
余
計
に
５
０
人
近
く
の
女
性

の
目
線
が
演
奏
前
の
私
に
集
中
し

た
よ
う
だ
。

日
ご
ろ
家
内
の
目
線
も
恐
れ
て

い
る
の
に
想
定
外
の｢

目
力
」
に

圧
倒
さ
れ
て
、
記
憶
し
た
楽
譜
が

消
え
た
が｢

グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ
」

の
前
に
一
人
で
座
っ
た
。
（
昨
年

は
連
弾
で
先
生
の
横
だ
っ
た
）

が
、
譜
面
の
位
置
も
椅
子
の
高
さ

も
、
店
の
ホ
ー
ル
と
違
う
。
エ
イ

ど
う
な
と
な
れ
と
、
鍵
盤
に
手
を

落
と
し
た
が
、
動
き
は
バ
ラ
バ
ラ

行
き
つ
戻
り
つ
し
、
自
分
で
も
情

け
な
い
、｢

河
や
川
ど
こ
ろ
か
小

川
で
も
呼
ば
な
い
」
演
奏
で
終
わ
っ

た
。
心
臓
の
強
さ
だ
け
で
は
ピ
ア

ノ
は
弾
け
な
い
も
の
と
悟
り
な
が

ら
聴
衆
の
方
々
に
「
ご
め
ん
な
さ

い
」
の
気
持
ち
を
こ
め
て
の｢

礼
」

し
た
。
で
も
拍
手
を
頂
戴
し
た
。

私
に
は

三
人
の
孫

娘
が
い
る
。

一
人
は
埼
玉
育
ち
だ
が
三
人
と
も

私
を
「
ジ
ー
ジ
ー
」
妻
を
「
バ
ー

バ
ー
」
と
呼
ぶ
。
声
を
か
け
ら
れ

る
と
ス
コ
ブ
ル
嬉
し
く
目
を
細
め

る
。
だ
が
、
少
し
違
和
感
が
あ
る
。

幼
い
時
も
亡
く
な
っ
た
今
も
、
私

の
祖
父
母
二
人
は
「
お
爺
ち
ゃ
ん
・

お
婆
ち
ゃ
ん
」
だ
か
ら
。
ま
ぁ

「
ー
」
な
し
で
「
ジ
ジ
・
バ
バ
」

と
略
さ
れ
る
よ
り
数
段
良
い
の
で

文
句
を
付
け
る
こ
と
は
無
い
が
。

幼
い
私
が
、
左
手
で
箸
を
使
う
と

お
婆
ち
ゃ
ん
は
、
火
鉢
の
金
箸
で

そ
の
手
の
甲
を
叩
い
た
。
痛
く
な

い
程
度
に
。
酒
屋
の
道
具
で
あ
る

｢

利
き
猪
口｣

で
遊
ん
で
割
っ
た
。

お
爺
ち
ゃ
ん
に｢

馬
鹿
も
ん
！｣

と

怒
鳴
ら
れ
た
。
後
か
ら
優
し
く

「
大
事
な
物
や
か
ら
遊
び
道
具
に

し
た
ら
あ
か
ん
で
」
と
諭
さ
れ
た
。

家
や
店
で
は
父
母
よ
り
偉
く｢

別
格

官
幣
大
社
（
古
い
表
現
や
）｣

の
人

だ
か
ら
当
然
の
こ
と
で
言
い
つ
け

は
良
く
守
っ
た
。

何
時
、
何
処
か
ら
か
祖
父
母
を

｢

ジ
ー
ジ
ー
・
バ
ー
バ
ー｣

が
流
行
、

全
国
版
に
な
っ
て
い
る
。｢

パ
パ
・

マ
マ｣

の
延
長
上
で
そ
れ
は
拡
が
っ

た
の
だ
ろ
う
。
尊
敬
や
畏
怖
の
気

持
ち
よ
り
、
親
し
い
存
在
に
な
っ

た
と
同
時
に
、
家
族
の
中
で
の
地

位
関
係
ま
で
変
化
し
た
。
物
わ
か

り
の
良
い
、
今
風
の
祖
父
母
の
呼

び
方
と
思
え
ば
、
目
く
じ
ら
た
て

る
必
要
は
無
い
の
だ
ろ
う
。

だ
け
ど
孫
だ
け
で
な
く
お
国
か

ら｢

別
格｣

に
さ
れ
て
も
大
人
し
い

お
年
寄
り
が
多
い
。
私
達
を
怒
鳴

り
付
け
た
町
内
の
怖
い
元
気
な

「
お
っ
さ
ん
」
や
、
う
る
さ
い
と

思
う
ほ
ど
お
世
話
好
き
の
、｢

お
ば

ち
ゃ
ん｣

が
消
え
て
久
し
い
。

お
陰
で
行
儀
の
悪
い
奴
、
嫁
を
世

話
す
る
人
が
減
っ
て
独
身
の
若
者

が
目
に
付
く
時
代
だ
。
少
子
化
対

策
に｢
か
ま
い
の
、
お
ば
は
ん｣

町

の
安
全
に
は
怖
く
元
気
な
「
お
っ

さ
ん
」
が
増
え
な
あ
き
ま
へ
ん
。
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ジ
ー
ジ
ー
・

バ
ー
バ
ー

ヨ
シ
ィ
ち
ゃ
ん
の

ひ
と
り
ご
と

お
客
様
は

神
様
だ
ろ
う
か
？

ヨ
シ
ィ
ち
ゃ
ん
は

秘
阿
似
素

三波春夫氏之像

新潟・長岡市

ピ
ア
ニ
ス
ト



三
月
号
（
１
１
５
号
）

を
書
く
ま
で
法
住

寺
に
あ
る
の
は

｢

そ
ば
食
い
地
蔵
」

と
長
い
間
思
い
込

ん
で
い
た
。
幼
年

か
ら
後
期
高
齢
者

の
称
号
を
戴
く
ま

で
だ
か
ら
、
恐
ろ

し
い
程
思
い
込
み

が
強
い
性
格
だ
と

始
め
て
自
覚
し
た
。

今
更
、
改
革
は
難
し
い
の
で｢

多
々
」

誤
り
を
書
く
だ
ろ
う
が
、
お
平
ら
に

許
し
を
い
た
だ
き
た
い
。

法
住
寺
は
天
台
宗
。
こ
こ
に
真
宗
開

祖
の
親
鸞
聖
人
自
作
の
像
と
い
う

「
そ
ば
食
い
木
像
」
が
あ
る
不
思
議
。

そ
れ
は
、
親
鸞
が
28
歳
で
、
比
叡

山
で
「
範
宴
」
と
い
う
名
で
修
行
し

て
い
た
頃
の
話
。
範
宴
は
、
仲
間
に

し
ら
れ
な
い
よ
う
に
留
守
番
役
の
自

分
の
姿
を
彫
っ
て
、
毎
夜
山
を
下
っ

て
烏
丸
六
角
に
あ
る
「
六
角
堂
」
へ

お
参
り
し
、
明
け
方
に
戻
る
、
百
度

ま
い
り
を
し
て
い
た
。

毎
夜
寺
を
抜
け
出
す
範
宴
に
気
付
い

た
師
の
慈
鎮
和
尚
は
、
あ
る
夜
門
下

の
弟
子
を
呼
び
集
め
、
一
人
一
人
の

名
前
を
呼
び
上
げ
、
そ
ば
を
振
る
舞
っ

た
。
範
宴
も
「
は
い
」
返
事
し
、
そ

ば
を
食
べ
た
と
い
う
。

寺
内
に
い
な
か
っ
た
範
宴
（
親
鸞
）

が
山
に
戻
り
、
話
を
聞
い
て
首
を
か

し
げ
て
い
る
と
、
一
人
が
範
宴
が
作
っ

た
坐
像
の
口
に
そ
ば
が
つ
い
て
い
る

の
を
発
見
。
範
宴
が
彫
っ
た
木
像
が
、

身
代
わ
り
を
務
め
て
く
れ
、
木
像
は

「
親
鸞
の
そ
ば
食
い
木
像
」
と
し
て
語

り
継
が
れ
て
い
る
い
う
。

又
、
こ
の
寺
に
、「
忠
臣
蔵
」
で
御
馴

染
み
の
大
石
内
蔵
助
が
山
科
に
閑
居

し
て
い
た
頃
、
こ
の
法
住
寺
の
身
代

わ
り
不
動
尊
に
詣
で
て
大
願
成
就
を

祈
誓
さ
れ
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
縁
か
ら
四
十
七
士
木
像
が
安
置
さ

れ
て
い
て
、
毎
年
12
月
14
日
に
は
、

義
士
会
法
要
も
あ
る
忠
臣
蔵
縁
の
寺

と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

法
住
寺
の
催
事
は

○
１
月

※
三
十
三
間
堂
通

し
矢
と
同
じ
日
に

★

無
病
息
災
大

根
焚
護
摩
供
奉
修

○
２
月
３
日
節
分

会
鬼
法
楽
豆
ま
き
星
供
開
運
厄
除
採

灯
大
護
摩
供
奉
修

○
５
月
３
日
後
白
河
法
皇
忌

５
月
１
日
～
７
日
法
皇
像
特
別
開
扉

○
10
月
11
日

今
様
歌
合
せ

○
11
月
15
日

身
代
不
動
尊
大
祭
採

灯
大
護
摩
供
奉
修
・
邦
楽
奉
納

稚
児
行
列

○
12
月
14
日

義
士
会
法
要

舞
妓
に
よ
る
お
献
茶
、
お
茶
席
、

討
ち
入
り
そ
ば
接
待

★
催
事
は
年
に
よ
り
変
更
が
あ
る
か

も
判
り
ま
せ
ん
。
お
調
べ
の
程
を
。

【
京
大
仏
」
七
不
思
議
の
部
・
完
】

書
類
の
整
理
を
し
て
い
る
時
、

１
９
０
４
年
（
明
治
37
年
）
１
２
月

現
在
の
京
都
市
酒
造
組
合
員
名
簿
の

コ
ピ
ー
が
出
て
き
た
。

そ
れ
に
は
昭
和
6
年
に
伏
見
市
が
京

都
市
と
合
併
す
る
以
前
の
こ
と
で
、

伏
見
の
蔵
は
記
し
て
な
い
。

洛
中
の
酒
造
家
の
名
簿
に
は
組
合

員
83
名
の
名
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。

旧
市
内
東
西
南
北
に
4
分
割
し
て
、

東
か
ら
18
・
31
・
19
・
15
の
酒
蔵
の

名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
た
。

東
部
18
蔵
の
内
、
６
蔵
が
、
私
の

店
が
有
る
旧
貞
教
学
区
だ
。

そ
の
内
の
３
蔵
で
造
ら
れ
た
銘
柄
は

進
歩
長
・
月
代
（
つ
き
し
ろ
）
開
化

一
だ
っ
た
と
覚
え
て
い
る
。
月
代
と

開
化
一
の
二
銘
柄
は
、
戦
後
も
店
で

仕
入
れ
販
売
し
て
い
た
酒
で
あ
る
。

昭
和
１
３
年
に
酒
の
国
家
に
よ
る

統
制
が
厳
し
く
な
り
、
統
合
や
廃
業

で
減
少
し
た
。
そ
の
頃
、
当
店
の
西

「
タ
ツ
ノ
建
材
」
の
場
所
に
「
北
川
籐

兵
衛
」
の
名
の
酒
造
家
が
あ
っ
た
。

当
店
の
井
戸
は1

9
6
1

年
（
昭
36
）

東
側
の
銀
行
が
ビ
ル
化
さ
れ
涸
れ
た

が
、
タ
ツ
ノ
氏
に
お
聞
き
す
る
と

「
井
戸
水
」
は
飲
め
な
い
が
マ
ダ
使
っ

て
い
る
と
の
こ
と
、
酒
蔵
だ
っ
た
の

で
深
い
井
戸
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

今
は
貞
教
小
学
校
も
廃
校
に
な
り
、

酒
蔵
は
一
つ
も
無
く
な
っ
て
い
る
。

が
、
名
残
と
し
て
鞘
町
五
条
下
に1

86
2

年
（
文
久
2
年
）
麹
屋
宇
兵
衛

氏
「
開
化
一
」
を
醸
造
さ
れ
、
そ
の

後
、
五
代
目
の
中
村
宇
吉
氏
が
、
株

式
会
社
中
村
菌
化
学
研
究
所
を
設
立
。

同
氏
が
長
期
熟
成
の
日
本
酒
の
製
造

経
験
を
基
に
「
中
村
菌
発
酵
濾
液
」

を
ご
発
明
。
ユ
ナ
ル
ゲ
ン
・
等
を
医

薬
品
と
し
て
製
品
化
に
成
功
さ
れ
、

現
在
、
㈱
中
村
堂
の
名
称
で
ご
盛
業

で
あ
る
。
以
っ
て
、
貞
教
に
は
、
今

も
酒
が
生
き
て
い
る
と
歓
び
た
い
。

㈱
中
村
堂
様
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
参
考
使
用
。

次
号
は
こ
の
続
き
を
書
く
予
定
で
す
。

①
「
多
士
の
縁
」
と
い
う
言
葉
が

あ
る
。
人
は
死
ん
だ
ら
終
わ
り
、

と
い
う
考
え
か
ら
は
理
解
で
き
な

い
言
葉
だ
。
前
世
、
今
世
、
来
世

と
続
く
命
を
想
定
し
て
始
め
て
理

解
出
来
る
。

そ
の
今
世
を
終
わ
る
に
あ
た
り
、

相
続
と
い
う
や
っ
か
い
な
問
題
が

あ
る
。
縁
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
配

偶
者
や
子
供
、
親
族
の
生
活
と
、

去
り
行
く
者
の
意
思
の
調
和
が
求

め
ら
れ
る
。

②

現
行
民
法
は
人
の
意
思
に
よ

る
権
利
義
務
の
変
動
を
基
本
と
し

て
い
る
。
相
続
に
於
い
て
も
人
の

最
後
の
意
思
を
出
来
る
だ
け
尊
重

し
て
、
遺
言
と
い
う
制
度
を
設
け

て
い
る
。
①
遺
贈
②
相
続
分
の
指

定
③
遺
産
分
割
の
禁
止
・
指
定
④

遺
言
執
行
者
の
指
定
⑤
未
成
年
者

後
見
人
の
指
定
等
は
遺
言
で
し
か

出
来
な
い
。

遺
言
で
も
出
来
る
こ
と
と
し
て

①
相
続
人
の
廃
除
②
認
知
③
祭
祀

継
承
者
の
指
定
等
が
あ
る
。
家
族

関
係
や
財
産
関
係
に
か
か
わ
る
重

要
な
事
項
ば
か
り
で
あ
る
。

③

で
は
去
り
行
く
者
が
全
て
の

財
産
を
誰
ら
か
に
寄
付
を
す
る
と

遺
言
を
し
た
ら
ど
う
な
る
の
か
。

縁
に
よ
っ
て
結
ば
れ
た
一
定
範
囲

の
相
続
人
に
つ
い
て
は
、
遺
産
の

分
割
に
期
待
を
抱
く
こ
と
も
当
然

で
あ
る
し
、
生
活
保
障
も
考
え
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
民
法

は
、
兄
弟
姉
妹
を
除
く
相
続
人
に

は
、
遺
産
の
一
定
割
合
を
確
保
で

き
る
確
保
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ

う
に
し
て
い
る
。
こ
の
確
保
で
き

る
で
き
る
割
合
を
遺
留
分
と
言
う
。

④

遺
留
分
は
、
直
径
尊
属
の
み

が
相
続
人
で
あ
る
時
は
、
遺
産
の

３
分
の
１
、
配
偶
者
、
子
、
孫
が

い
る
場
合
は
２
分
の
１
と
決
め
ら

れ
て
い
る
。
相
続
人
が
複
数
い
る

場
合
は
、
こ
れ
を
（
遺
留
分
）

を
法

定
相
続
分
に
従
っ
て
分
け
る
こ
と

に
な
る
。
遺
言
で
自
由
に
な
る
の

は
２
分
の
１
と
記
憶
す
れ
ば
良
い
。

⑤

も
っ
と
も
、
慰
留
分
を
侵
害

す
る
遺
言
も
無
効
で
は
な
く
、
遺

留
分
を
侵
害
さ
れ
た
者
が
遺
留
分

を
取
り
戻
す
よ
う
求
め
る
こ
と
が

出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

こ
れ
を
減
殺
請
求
と
い
う
。

相
続
す
る
側
の
意
思
に
か
か
ら
し

め
て
い
る
の
で
あ
る
。

京
の
大
仏
七
不
思
議
・

続
編

そ
ば
食
い
木
像
③
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京
都
＆

東
山

ぶ
ら
り
ピ
カ
リ
16

相
続
よ
も
や
ま
話

（
二
）
古
田
玄
州

左・後白河法皇と・ 右、そば食い木像

旧
貞
教
学
区
に
酒
蔵
が

六
つ
も
有
っ
た



1
9
4
8

年
（
昭2

3
）2

月
、
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
の
意
に
沿
っ
た
財
閥
解

体
措
置
の
一
環
と
し
て
の
過
度
経

済
力
集
中
排
除
法
が
出
来
ま
し
た
。

戦
争
中
、
国
策
で
色
々
な
産
業
が

一
つ
に
さ
れ
て
い
た
も
の
を
分
割

す
る
法
律
で
す
。1906

年
（
明39

）

大
阪
麦
酒
、
札
幌
麦
酒
、
日
本
麦

酒
の
三
社
合
同
で
出
来
た
「
大
日

本
麦
酒
株
式
会
社
」
は
、
そ
の
法

律
で
名
古
屋
よ
り
東
を
販
路
と
し

た
日
本
麦
酒
㈱
（
サ
ッ
ポ
ロ
）
と

西
を
販
路
に
し
た
朝
日
麦
酒
（
ア

サ
ヒ
）
に
二
分
割
さ
れ
ま
し
た
。

麒
麟
麦
酒
は
当
時
は
規
模
的
に
小

さ
く
分
割
を
免
れ
、
麦
酒
は
そ
の

後
３
社
時
代
が
続
き
ま
し
た
。

私
の
店
が｢

乙
卸
」
に
な
っ
た

1950

年
（
昭25

）
頃
の
関
西
の
ビ
ー

ル
市
場
は
圧
倒
的
に
「
朝
日
」
が

強
く
「
麒
麟
」
は
２
割
強
程
度
、

「
日
本
」
は1

9
5
2

（
昭2

7

）
年
迄

京
都
滋
賀
で
は
零
で
し
た
。

関
西
で
強
か
っ
た
朝
日
は
、
関
西

の
酒
卸
を｢

特
約
代
理
店
（
専
売
）

制
度
」
と
い
う
名
で
麒
麟
・
日
本

の
商
品
は
扱
え
な
い
仕
組
み
に
な
っ

て
ま
し
た
。
簡
単
に
言
え
ば｢

酒

卸
店
」
は｢

麦
酒｣

会
社
に
反
抗
が

出
来
な
い
時
代
だ
っ
た
の
で
す
。

1
9
6
1

年
（
昭3

6

）

協
和
発
酵
㈱

が
ビ
ー
ル
類
似
発
泡
酒
「
ラ
ビ
ー
」

発
売
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

（
ラ
ビ
ー
は
合
成
ビ
ー
ル
と
言
わ
れ
て
い
た

）

㈱
酒
谷
本
店
の
４
位
の
株
主
で
取

締
役
に
も
名
を
連
ね
て
い
る
会
社

で
す
か
ら｢

販
売
」
し
な
い
と
は

言
え
な
い
立
場
で
す
。

朝
日
の
圧
力
（
？
）
で
他
の
卸
は

「
ラ
ビ
ー
」
を
扱
わ
ず
結
局
京
都

府
で
は
協
和
発
酵
と
取
引
の
有
る

当
社
と
福
井
善
四
郎
本
店
の
２
社

が
高
い
酒
税
率
を
避
け
た
発
泡
酒

が
売
れ
る
と
期
待
も
有
り
扱
い
ま

し
た
。

経
済
成
長
と
共
に
消
費

が
拡
大
し
だ
し
た
時
期
で
が
、
協

和
発
酵
㈱
も
ビ
ー
ル
瓶
の
転
用
を

認
め
ら
れ
ず
、
卸
ル
ー
ト
も
増
え

ず
苦
戦
３
年
余
で
撤
退
し
ま
し
た
。

同
じ
苦
労
を1

9
6
2

年
（
昭3
7

）
発

売
し
た｢

宝
ビ
ー
ル
」
も
味
わ
い

ま
す
。
宝
は5

0
0
m
l
ビ
ー
ル
瓶

（
中
瓶
）
を
世
に
残
し
撤
退
。

1
9
6
3

年
（
昭

38

）

壽

屋

（
サ
ン
ト
リ
ー
）

は
ビ
ー
ル
発

売
し
ま
す
が

前
者
の
経
験

を
踏
ま
え
、

朝
日
麦
酒
の
特
約
店
網
を
使
っ
て

販
売
を
し
ま
し
た
。

当
時
朝
日
麦
酒
㈱
社
長
だ
っ
た
山

本
為
三
郎
氏
と
鳥
井
信
治
郎
（
サ

ン
ト
リ
ー
創
業
者
）
の
友
情
で
成

立
し
た
（
？
）
そ
う
で
す
。

1
9
5
8

年
（
昭3

3

）
に
私
は
、
そ

れ
ま
で
参
加
し
て
い
た
組
織
か
ら

離
れ
、
酒
卸
業
に
専
念
す
る
よ
う

に
な
り
、
朝
日
麦
酒
と
協
和
発
酵

の
調
整
で
苦
し
み
ま
し
た
。

こ
の
経
過
が
あ
っ
て1

9
6
1

年
（
昭

3
6

）
㈱
福
井
善
四
郎
本
店
と
業
務

提
携
に
な
り
ま
す
。
以
下
次
号

下

は

酒

屋

袋

、

酒

の1
.
8

Ｌ
瓶

が

２

本

入

り
ま
す
。
私
は
今
も
重
用
し
外
出

す
る
時
こ
れ
を
持
ち
歩
き
ま
す
。

１
９
５
１
年
（
昭
26
）
酒
卸
屋
を

始
め
、
お
得
意
先
の
酒
小
売
店
に

進
呈
し
た
物
。
終
戦
直
後
、
父
が

陸
軍
飛
行
隊
に
納
め
た
帆
布
を
手

に
入
れ
そ
れ
で
一
澤
帆
布
さ
ん
に

製
作
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。
上
の

記
事
に
有
る
協
和
醗
酵
の
焼
酎
の

名
が
見
え
ま
す
が
、
多
分
制
作
費

協
力
を
お
願
い
し
た
の
で
し
ょ
う
。

58
年
前
の
も
の
が
今
も
使
え
、
私

に
は
ル
イ
・
ヴ
ィ
ト
ン
以
上
の
宝

物
。
さ
す
が
一
澤
帆
布
製
で
す
。

（
注
）
袋
に
一
澤
名
は
無
し
。

サ
ン
ト
リ
ー
創
業
者

鳥
井
信
治
郎
氏
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○
毎
年
の
こ
と

で
は
あ
る
が
、

前
年
度
の
友
の
会
会
員
様
が
再
入

会
さ
れ
な
い
お
方
が
あ
り
「
5
月

号
」
の
「
と
ん
か
ら
り
ん
」
の
発

行
部
数
が
激
減
し
ま
す
。
世
間
は

ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
で
も
編
集

者
は
グ
レ
ー
な
気
分
に
な
り
ま
す
。
。

●
小
さ
い
酒
屋
の｢

友
の
会
」
で
大

き
な
特
典
も
な
い
か
ら
「
シ
ャ
ー

ナ
イ
」
か
な
ぁ
。
諦
め
も
し
ま
す

が
、
再
入
会
の
方
が
圧
倒
的
に
多

く
、
新
会
員
さ
ん
も
増
え
た
こ
と

で
元
気
を
戴
き
、
今
、
１
１
６
号

を
つ
く
っ
て
い
る
。

○
先
月
の
「
朝
粥
会
」
で
村
田
弘

道
先
生
か
ら
、
私
も
会
員
様
も
何

時
か
は
行
け
る｢

天
国
朝
粥
会
」
の

ご
提
案
が
有
っ
た
。
４
月
号
に
、

そ
こ
へ
行
く
前
の
前
に
し
て
お
く

｢

遺
言
・
相
続
」
話
を
古
田
玄
修
様

寄
稿
で
連
載
を
始
め
た
。

●
エ
エ
段
取
り
に
な
り
ま
し
た
が
、

村
田
先
生
も
古
田
玄
修
さ
ん
も｢

集

酉
楽
」
を
通
じ
て
最
近
お
出
会
い

し
、
そ
し
て
「
と
ん
か
ら
り
ん
｝

を
通
し
て｢

友
の
会
会
員
」
と
つ
な

が
っ
た
。
縁
の
下
（
も
と
）
の
糸

を
何
か
の
力
が
結
び
，
つ
な
が
り

が
広
が
っ
た
。

○
そ
う
考
え
て
見
る
と｢

サ
カ
タ
ニ

友
の
会
」
や
「
と
ん
か
ら
り
ん
」

も
満
更
捨
て
た
も
ん
や
な
い
と
自

己
満
足
は
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
だ

け
で
は｢

店
」
は
維
持
で
き
な
い
厳

し
い
現
実
が
あ
る
。

●
会
員
様
方
の
ご
贔
屓
、
ご
支
援

を
得
ら
れ
る
よ
う
努
め
た
い
。

酒
屋
で
生
き
て

生
か
さ
れ
て

編
集
後
記

春
の

お
彼
岸
さ
ん
ぽ

金
澤

ひ
ろ
あ
き

春
の
お
彼
岸
の
日
。
年
度
が
終

わ
っ
て
ほ
っ
と
し
ま
し
た
。

桂
の
南
の
久
世
に
有
る
蔵
王
堂
光

福
寺
と
い
う
所
ま
で
散
歩
で
す
。

新
し
く
出
来
た
Ｊ
Ｒ
桂
川
駅
を
ち
ょ
っ

と
東
へ
い
た
っ
所
で
、
新
駅
が
で

き
随
分
行
き
や
す
く
な
り
ま
し
た
。

平
安
時
代
、
村
上
天
皇
が
平
安

京
の
裏
鬼
門
の
お
さ
え
と
し
て
、

浄
蔵
と
い
う
験
力
の
強
い
坊
さ
ん

に
命
じ
て
作
ら
せ
た
と
い
う
の
で

す
か
ら
、
千
年
の
歴
史
を
持
っ
て

い
ま
す
。
こ
の
浄
蔵
さ
ん
は
、
八

坂
の
塔
の
所
に
住
ん
で
い
て
、
死

ん
だ
父
、
三
善
清
行
を
生
き
返
ら

せ
た
り
、
嵐
で
傾
い
た
八
坂
の
塔

を
念
力
で
ど
っ
こ
い
し
ょ
と
元
に

戻
し
た
り
、
寺
に
入
っ
て
き
た
盗

賊
を
金
縛
り
に
か
け
た
り
…
と
、

す
ご
さ
を
伝
え
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
の

多
い
人
で
す
。

こ
の
お
寺
は
、
八
月
三
十
一
日
に

久
世
六
斎
念
仏
踊
り
を
行
う
こ
と

で
も
有
名
で
す
。

久
世
あ
た
り

は
、
田
ん
ぼ
が

広
が
り
、
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
に
マ

ン
シ
ョ
ン
が
建

ち
、
久
世
橋
と

い
う
交
通
の
要

所
が
あ
る
の
で
、

車
の
多
い
道
が

走
っ
て
い
る
よ

う
な
所
で
す
が
、

こ
の
蔵
王
堂
の
所
だ
け
は
、
ま
と

ま
っ
た
森
に
な
っ
て
い
ま
す
。
う

れ
し
い
こ
と
で
す
。

お
寺
で
す
が
、
入
り
口
は
木
造

の
鳥
居
で
、｢

神
も
仏
も
い
っ
し
ょ

に
」
と
い
う
感
じ
で
す
。
本
尊
の

蔵
王
権
現
は
、
役
行
者
が
大
峯
山

中
で
感
得
し
た
神
様
で
す
が
、
桜

の
神
霊
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
蔵
王
堂
光
福
寺
に
も
桜
の
木

が
あ
り
ま
す
が
、
花
の
季
節
は
さ

ぞ
美
し
い
で
し
ょ
う
。

お
彼
岸
の
こ
ろ
は
、
花
が
ほ
ん

の
少
し
…
。
そ
の
か
わ
り
、
椿
が

さ
び
し
く
道
し
る
べ
の
よ
う
に
さ

い
て
い
ま
す
。
豆
の
花
が
、
ひ
と

足
早
く
春
を
告
げ
て
い
ま
す
。

千
年
の
寺
は
椿
の

み
ち
し
る
べ

ひ
ろ
あ
き

第
三
十
七
話

麦
酒
と
醗
酵
の

狭
間

は

ざ

ま

私
の
、
ル
イ
・
ヴ
ィ
ト
ン




