
京
都
は
一
定

の
地
区
ご
と
に

「
氏
神
様
」が
有

り
そ
の
神
社
の

お
祭
り
が
有
る
。
稲
荷
・松
尾
な
ど
の
大

き
な
地
域
を
抱
え
る
神
社
は
お
出
で
祭
り
、

お
帰
り
祭
り
と
「前
後
」に
区
分
け
さ
れ
る
。

稲
荷
祭
り
は
「前
は
卯
の
日
・後
は
午
の
日

ら
し
い
。
称
し
て
「う
か
う
か
と
出
て
う
ま

う
ま
と
帰
る
」と
子
供
の
頃
聞
い
た
。
私
の

通
っ
た
小
学
校
そ
の
学

校
の
氏
神
は
、
京
都
女

子
学
園
の
近
く
の
、
新

日
吉
神
社
。
祭
り
（祭
は
５

月
⒖
日
）
は
休
校
日
。
翌

日
は
「葵
祭
り
」京
都
市

の
全
学
校
は
休
校
で
二

日
続
き
で
、
友
達
等
は

お
正
月
の
様
に
喜
ん
で
い

た
。
が
、
私
は
大
変
な
日
。

祖
母
が
拵
え
た
「
鯖
寿

司
と
赤
飯
」
を
市
内
の

親
戚
に
、
自
転
車
で
届

け
る
役
目
が
有
っ
て
残
念
な
が
ら
、
夕
方

ま
で
遊
べ
無
か
っ
た
。

葵
祭
は
、
賀
茂
御
祖
神
社
と
賀
茂
別
雷

神
社
の
例
祭
で
、
古
く
は
賀
茂
祭
。
平
安

中
期
の
貴
族
の
間
で
は
、
「祭
り
」と
言
え

ば
葵
祭
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
賀
茂
祭
が
葵

祭
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
江
戸

時
代
の
元
禄
7
（1694

）に
祭
が
再
興
さ

れ
た
の
ち
、
当
日
の
内
裏
宸
殿
の
御
簾
を

は
じ
め
、
※
牛
車
（御
所
車
）、
勅
使
、
供
奉
者

の
衣
冠
、
牛
馬
に
い
た
る
ま
で
、
す
べ
て
葵

の
葉
で
飾
る
の
で
だ
と
か
。
今
は
祇
園
祭
、

時
代
祭
と
加
え
て
京
の
三
大
祭
り
と
な
っ

て
い
る
。
京
の
町
中
は
５
月

は
彼
方
此
方
で
祭
り
が
あ

る
。時

代
祭
は
明
治
28
（1

8
9
5

）
）
平
安
遷
都1

1
0
0

年
を
記
念
し
て
、
平
安
神

宮
が
創
建
さ
れ
、
神
宮
の

管
理
と
保
存
の
た
め
の
市
民
組
織
と
し
て

平
安
講
社
が
作
ら
れ
、
そ
の
記
念
事
業

と
し
て
、
京
に
広
が
る
時
代
を
目
で
見
え

る
絵
巻
風
の
祭
り
が
始
め
ら
れ
た
。
時
代

祭
10
月
22
日
？

今
は
週
休
二
日
、
祝
日
も
多
い
が
、
戦

後
ま
で
我
が
店
は
、
月
に
二
度
の
休
業
だ
っ

た
。
店
の
人
た
ち
も
早
朝
~
夜
八
時
頃
ま

で
働
い
て
い
た
。
戦
争
の
勃
発
で
労
働
運

動
が
禁
止
さ
れ
、
反
対
者
は
牢
獄
に
入
れ

ら
れ
て
い
た
。

敗
戦
を
機
に
労
組
勢
力
が
拡
大
、
色
々

な
分
野
で
労
働
組
合
が
出
来
て
、
労
働
争

議
が
多
発
し
た
。
昭
和
21
（1946

）
5
月

19
日
、
皇
居
前
広
場
で
25
万
人
に
よ
る

今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
「米
寄
こ
せ
！
」が

ス
ロ
ー
ガ
ン
の
「食
料
メ
ー
デ
ー
」が
あ
っ
た
。

そ
し
て
翌
22
年
（1947

）2
月
1
日
の
実

施
の
計
画
ゼ
ネ
ラ
ル
・ス
ト
ラ
イ
キ
は
、
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
（
占
領
軍
総
司
令
官
）
命
令
で
禁

止
さ
れ
、
そ
れ
を
、
ラ

ジ
オ
で
告
げ
る
伊
井

弥
四
郎
↓
（国
鉄
労
組
？
）

の
「
一
歩
後
退
二
歩

前
進
」の
涙
声
は
、
当

時
中
学
一
年
の
私
の

耳
に
今
も
残
っ
て
い
る
。

だ
か
ら
５
月
・祭
り
と

聞
く
と
「メ
ー
デ
ー
」と
に
反
応
す
る
。

今
の
豊
か
さ
は
、
７
０
年
の
平
和
の
賜
物
。

戦
後
の
飢
餓
は
戦
争
の
結
果
責
任
だ
ろ

う
。
戦
争
を
身
を
も
っ
て
知
っ
て
い
る
世

代
は
、
又
か
！
と
顔
を
顰
め
ら
れ
て
も
、

当
時
の
事
を
伝
え
よ
う
。
そ
れ
が
子
孫
へ

の
「最
大
の
相
続
財
産
」だ
と
思
う
。
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本
日
の
講
師
は
絹
の
道
一

筋
50
年
、
そ
の
ま
ま
時
代
劇

に
出
ら
れ
そ
う
な
和
服
と
髪
型
が

素
敵
な
「
経
糸
（
た
て
い
と
）
の

会
」
を
運
営
さ
れ
て
い
る
杉
村
紳

爾
さ
ん
。

な
ぜ
「
経
糸
」
な

の
か
。
西
陣
織
の
美
し
い
模
様
は

何
千
本
も
の
「
経
糸
」
に
「
緯
糸

（
よ
こ
い
と
）
」
が
編
み
あ
っ
て

初
め
て
浮
き
上
が
っ
て
く
る
も
の
。

最
初
は
経
糸
だ
け
。
緯
糸
が
い
ろ

い
ろ
な
模
様
に
し
て
い
く
の
を
、

経
糸
が
縁
の
下
の
力
持
ち
で
支
え

て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。
互
い
に

支
え
合
っ
て
、
経
糸
と
緯
糸
の
ど

ち
ら
が
離
れ
て
も
織
物
は
完
成
し

な
い
こ
と
に
思
い
を
は
せ
て
名
付

け
ら
れ
た
経
糸
の
会
。
「
障
が
い

者
」
と
い
う
言
葉
は
ひ
ど
い
言
葉
、

ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
パ
ー
ス
ン
で

あ
っ
て
、
邪
魔
者
で
は
な
い
、

「
優
者
」
で
あ
る
。
憂
い
、
悲
し

み
の
わ
か
る
人
で

あ
り
、
人
一
倍
苦

労
を
し
て
い
る
と

力
説
。
い
ろ
ん
な

人
が
い
る
、
ど
う

や
っ
て
生
き
て
い

く
の
か
ち
ょ
っ
と

だ
け
フ
ォ
ロ
ー
す

る
。
そ
れ
が
で
き
れ
ば
助
け
合
え
、

優
し
さ
が
生
ま
れ
る
。
日
本
は
裕

福
に
な
っ
て
失
っ
た
も
の
も
大
き

い
と
。
「
ハ
ン
デ
ィ
の
あ
る
人
も

な
い
人
も
み
ん
な
お
ん
な
じ
」
と
、

ハ
ン
デ
ィ
の
な
い
人
た
ち
と
共
に

生
き
る
喜
び
を
分
か
ち
合
う
こ
と

を
目
指
し
、
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ふ
れ

あ
い
コ
ン
サ
ー
ト
」
を
立
ち
上
げ
。

こ
こ
に
集
う
人
た
ち
は
信
条
、
人

種
、
地
位
身
分
、
障
が
い
の
あ
る

な
し
な
ど
に
は
一
切
関
係
な
い
輝

く
絹
糸
の
よ
う
な
一
本
の
糸
に
な
っ

た
と
お
っ
し
ゃ
る
杉
村
さ
ん
は
今

年
７
０
歳
に
は
ぜ
ん
ぜ
ん
見
え
な

い
パ
ワ
ー
あ
ふ
れ
る
信
念
の
方
で

し
た
。

今
年
第
15
回

ヒ
ュ
ー
マ
ン
ふ
れ
あ
い

コ
ン
サ
ー
ト

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・
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▽
こ
の
「と
ん

か
ら
り
ん
」

（今
号188

）
は
「サ
カ
タ
ニ
友
の
会
」会

員
様
（年
会
費
要
）
に
作
成
し
配
布
さ

せ
て
戴
い
て
お
り
ま
す
。

▼
毎
年
３
月
末
に
次
の
年
度
分
会

費
を
戴
き
更
新
で
す
が
、
お
忙
し
い

の
か
４
月
は
激
減
し
ま
す
。
今
年
は

例
年
よ
り
は
チ
ョ
ッ
と
マ
シ
で
す
が
・・。

▽
よ
く
「商
売
人
の
会
な
ら
、
普
通

は
タ
ダ
（無
料
）や
で
」と
言
わ
れ
ま
す
。

当
初
は
「会
費
無
料
」で
ス
タ
ー
ト
し

ま
し
た
。
失
敗
で
し
た
。

▼
重
複
や
ご
転
居
が
判
ら
な
い
。
年

に
一
、
二
度
し
か
が
来
店
さ
れ
ず
、

お
顔
も
覚
え
ら
ず
。
郵
便
が
、
山
の

様
に
戻
っ
て
く
る
。
コ
ラ
・カ
ナ
ン
！
。

▽
そ
れ
で
「、
年1,200

円
年
会
費
」

を
戴
く
形
に
。
で
も
、
京
都
に
は
、

「お
返
し
」の
習
慣
が
有
り
、
そ
れ
に

従
っ
て
い
る
ツ
モ
リ
。
心
も
ち
、
お
返
し

は
多
い
。
（年
）

▼
我
社
の
一
番
主
要
な
業
務
は
「フ
ァ

ミ
マ
」・上
に
三
ツ
の
ス
ペ
ー
ス
が
あ
る
。

そ
こ
を
イ
ベ
ン
ト
や
展
覧
会
、
教
室

「朝
粥
会
（会
員
割
引
有
り
）
を
し
て
る
。

▽
日
本
に
何
万
も
の
「コ
ン
ビ
ニ
」が

あ
る
が
、
こ
ん
な
ア
ホ
ウ
な
こ
と
を

し
て
い
る
「店
」は
多
分
な
い
と
思
う
。

で
も
、
で
も
、
儲
け
は
大
き
い
。

▼
人
と
の
繋
が
り
、
喜
ん
で
い
ら
れ

る
お
顔
等
な
ど
は
最
大
の
儲
け
、
「コ

ン
ビ
ニ
」の
合
併
話
が
あ
る
が
、
我
社

は
、
今
の
場
所
だ
け
！
。
『と
ん
か
ら

り
ん
』欄
上
の
文
字
は
変
え
な
い
。

▽
等
と
粋
が
っ
て
い
る
が
、
会
員
証

更
新
の
時
期
で
、
「友
の
会
会
員
さ

ん
が
激
減
（毎
年
に
事
だ
が
）
。
未
更
新

の
お
方
は
お
早
く
。
更
新
済
み
の
お

は
「お
友
達
、
知
り
合
い
」を
友
の
会

に
入
会
を
お
誘
い
し
と
く
り
ゃ
っ
し
ゃ
。

ど
ん
つ
き

京
の

五
月
は

祭
り
月

1.8ｌ･２０４４円
720・ｍＬ1049円

300ｍＬ・409円
佐々木酒造の現社長は、
俳優の佐々木蔵之介さんの弟さんです。

第3日曜日開催日4月19日（定例:朝9時～）

第 123回：朝粥食べておシャベリ会
ご講演・杉村紳璽様：報告者高木英智様

鴨川を美しくする会を応援するに
京
都
洛
中
で
蔵
は
二
つ,

そ
の
一
つ

が
上
京
区
佐
酒
々
木
酒
造
さ
ん
。

朝
粥
食
べ
て

お
シ
ャ
ベ
リ
会

恒

例

・

食

前

の

お

話

お
話
・

杉
村
神
璽
様

お
題
・

経
糸
の
会

イ
マ
ヒ
エ
ジ
ン
ジ
ャ

新
日
吉
神
社
の

楼
門

葵
祭
り
牛
車
※

蛤
御
門
の
変

祖
父
の
叔
母
92
才
が
、

10
才
の
私
に
言
っ
た
話
・

「ワ
テ
の
18
の
頃
、
京
が
3

日
３
晩
燃
え
て
な
ぁ
、
伏

見
の
空
ま
で
赤
く
な
っ
て

怖
か
っ
た
」と
話
を
し
た
。

そ
の
時
は
、
何
の
気
に
も

せ
ず
フ
ー
ン
と
聞
き
流
し

た
。
そ
の
３
年
後
95
才
で

亡
く
な
っ
た
。

近
頃
に

な
っ
て
、
チ
ョ
イ
と
気
に
な

り
、
そ
ん
な
大
火
事
は
何

時
の
事
だ
っ
た
の
か
と
調

べ
た
。
な
ん
と
「蛤
御
門
の

変
」の
際
の
火
事
だ
と
知
っ

た
。

元
治
元
年
（1864

）7

月19

桂
小
五
郎
や
坂
本
龍
馬

の
活
躍
時
代
デ
ッ
セ
。

も
う
歴
史
！
。

私
も
孫
達
に
、
70
年
前

の
戦
争
の
話
を
す
る
と
フ
ー

ン
と
聞
い
て
る
。

で
も
何
時
か
は
、
戦
争
の

無
い
平
和
な
日
本
は
、
あ

れ
か
ら
だ
っ
た
と
。
思
い

出
し
て
呉
れ
る
だ
ろ
う
。



先
月
は
、

「ア
サ
ヒ
・サ

ン
ト
リ
ー
」
さ
ん
を
書
い
た
が
、
今
回
は

「
酒
谷
本
店
」（個
人
経
営
酒
問
屋
）が
破
産

寸
前
状
況
（昭
29
）
の
こ
ろ
の
話
。

当
時
、
私
は
、
店
は
継
が
な
い
と
決
め
、

家
を
飛
出
し
、
大
学
も
除
籍
さ
れ
、
前
年

8
月
15
日
（
夜
～
早
朝
）の
南
山
城
大
水

害
被
害
地
、
井
手
町
の
木
津
川
堤
防
の
小

屋
に
住
み
着
き
、
昼
は
民
家
の
復
旧
、
夜

は
、
こ
そ
っ
と
政
治
的
な
活
動
し
て
い
た
。

そ
こ
へ、
わ
が
店
の
店
員

U
君
が
、
父
が
一

度
相
談
が
有
る
か
ら
帰
っ
て
こ
い
と
の
言
っ

て
い
る
と
伝
え
て
き
た
。
取
り
あ
え
ず
帰
り
、

聞
く
と
「店
が
大
変
だ
」と
言
う
。
帳
簿
を

み
る
と
「借
入
金
」が
多
く
、
資
金
繰
り
が

厳
し
い
。
が
、
不
動
産
ま
で
入
る
る
と
「資

産
」の
方
が
多
い
の
で
、
「酒
問
屋
」を
整
理

を
し
て
も
う
一
度
「酒
小
売
り
」に
し
た
ら

と
言
っ
た
。
が
、
父
は
、
「酒
問
屋
業
を
続

け
た
い
と
い
う
の
で
、
一
旦
、
休
業
し
て
内

整
理
を
し
「借
入
金
」の
処
理
を
含
め
仕

入
先
と
相
談
す
れ
ば
と
言
っ
た
。

（
当
時
は
酒
卸
免
許
は
貴
重
だ
っ
た
）

父
は
債
務
額
の
一
番
多
い
「朝
日
麦
酒

株
・（京
都
支
店
長
渋
谷
謹
二
氏
）
に
相
談
し

店
は
休
業
し
、
（昭
29
・3/15

）「債
権
者
会

議
」が
開
か
れ
た
。
在
庫
商
品
は
一
旦
、
仕

入
先
に
返
品
。
店
員
は
、
全
員
解
雇
し
、

倉
庫
は
空
っ
ぽ
、
訪
ね
て
来
る
人
も
な
い
。

親
戚
も
「あ
ん
た
と
こ
が
潰
れ
て
恥
か
し
ぃ
」

と
近
寄
ら
な
い
日
々
が
続
い
た
。

そ
ん
な
ガ
ラ
ー
ン
と
し
た
店
に
、
お
二
人

の
酒
小
売
屋
さ
ん
が
ご
来
店
下
さ
っ
た
。

伏
見
区
の
，
「Ｏ
さ
ん
」。
「沢
山
は
出
来
な

い
が
、
無
利
子
・無
期
限
で
お
金
を
お
貸
し

よ
う
」と
。
も
う
一
人
は
祖
父
も
親
し
く

し
て
い
た
南
区
の
Ｔ
さ
ん
、（
80
歳
を
越
え

る
お
婆
さ
ん
）
「酒
谷
さ
ん
、
ワ
テ
（私
）は
、

年
寄
や
さ
か
い
こ
れ
だ
け
し
か
な
い
。
返
さ

ん
で
も
、
エエさ
か
い
、
お
使
い
し
な
は
れ
」と
、

ご
持
参
の
信
玄
袋
か
ら
千
円
札
束
を
５

個
お
出
し
に
な
っ
た
。
（万
札
も
無
く
大
学
の

月
謝
が
１
６
０
０
円
時
代
）

父
は
ご
厚
意
だ
け
頂
戴
し
、
援
助
は
お

断
り
し
た
。
そ
の
ご
両
家
は
、
今
は
酒
屋
を

廃
業
さ
れ
て
い
る
が
、
私
も
そ
の
場
に
居
て
、

涙
が
出
る
ほ
ど
有
り
難
い
と
思
っ
た
の
で
、

今
も
偶
に
お
二
人
様
の
方
の

お
家
の
前

を
通
る
時
、
そ
の
場
面
を
思
い
出
し
、
い
つ

も
頭
を
下
げ
る
。

そ
の
一
方
で
、
力
を
入
れ
て
販
売
し
て
い

た
蔵
元
が
、
私
共
が
納
入
し
て
い
た
お
店

を
即
、
「別
の
酒
卸
店
」に
振
り
代
え
た
。

そ
の
蔵
元
は
少
額
の
仕
入
代
金
は
あ
っ
た

が
、
迷
惑
が
掛
か
ら
な
い
よ
う
に
事
前
に

全
部
支
払
を
済
ま
し
て
あ
っ
た
の
に
・・・だ
。
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ヨ
シ
ィ
ち
ゃ
ん
の

ひ
と
り
ご
と

商
い
と

人
情
②

外
国
人

観
光
客

の
人
気
ス

ポ
ッ
ト
日

本
一
に

伏
見
稲
荷
大
社
が
選
ば
れ
て
観
光
客
が

急
増
し
て
い
る
。
赤
い
鳥
居
を
く
ぐ
り
お

山
を
歩
く
外
人
観
光
客
で
ご
っ
た
が
え
し

て
い
る
。
人
気
の
秘
密
は
、
「美
し
く
神
秘

的
な
場
所
」と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
わ

れ
て
い
る
。
当
の
伏
見
稲
荷
大
社
も
こ
の

人
気
を
歓
迎
し
喜
ん
で
い
る
。

し
か
し
私
は
喜
ん
で
ば
か
り
い
ら
れ
な
い

よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

も
と
も
と
お
山
と
一
体
の
伏
見
稲
荷
大

社
は
「
稲
荷

信

仰
」
に
支
え
ら
れ

て
き
た
長
い
歴
史
が
あ
る
。

お
山
め
ぐ
り
を
し
な
が
ら
、
人
間
も
自
然

の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
「い
の
ち
の

循
環
」を
体
感
す
る
。
そ
し
て
山
の
持
つ
力

を
感
じ
畏
敬
の
念
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い

と
い
う
「山
岳
信
仰
」に
も
通
じ
る
考
え
方

で
あ
る
。
長
い
歴
史
の
中
で
こ
の
信
仰
に
よ
っ

て
全
国
に
散
ら
ば
る
信
者
を
獲
得
し
て

き
た
の
で
あ
る
。
「稲
荷
信
仰
」は
「山
岳

信
仰
」の
一
種
で
あ
る
と
思
う
。

お
山
に
散
ら
ば
る
十
数
軒
の
茶
店
は
ほ

と
ん
ど
が
そ
の
昔
は
旅
館
業
も
営
ん
で
い

た
。
全
国
か
ら
講
を
組
ん
で
訪
れ
る
信
者

を
受
け
入
れ
て
い
た
の
だ
。

私
が
良
く
甘
酒
を
飲
み
に
行
く
末
富
亭

も
３
０
年
ほ
ど
前
ま
で
は
旅
館
業
を
や
っ

て
い
た
と
い
う
。
表
の
間
に
は
、
其
の
頃
毎

年
来
て
い
た
と
い
う
横
浜
の
生
麦
地
域
の

講
札
（写
真
）が
今
も
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

狭
い
二
階
に
２
０
人
ほ
ど
が
雑
魚
寝
で
泊

ま
っ
て
い
た
そ
う
だ
。

観
光
客
は
急
増
し
て
い
る
が
信
者
は
増
え

て
い
な
い
の
だ
。
「山
岳
信
仰
」と
特
別
視

す
る
の
は
早
計
だ
と
思
う
。

日
本
の
国
土
の
４
分
の
３
は
山
で
あ
る
。

山
を
心
の
中
の
原
風
景
と
し
て
持
ち
続
け

る
人
も
多
く
い
る
。
日
々
の
暮
ら
し
の
中

に
山
は
溶
け
込
ん
で
い
る
。
山
は
日
本
の

思
想
や
哲
学
、
祭
り
や
芸
能
な
ど
多
彩

な
展
開
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た

と
い
わ
れ
て
い
る
。

結
局
、
「観
光
」か
「信
仰
」か
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
今
後
「稲
荷
信
仰
」の
御
客
が

ど
ん
ど
ん
増
え
る
と
い
う
事
は
考
え
ら
れ

な
い
。

し
か
し
、
職
場
の
人
間
関
係
で
悩
む
若
い

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
お
山
に
登
り
、
「す
が
す

が
し
い
気
持
ち
に
な
り
、
明
日
か
ら
元
気

に
仕
事
に
行
け
ま
す
」と
茶
店
で
話
し
て
い

た
と
い
う
。
デ
ン
マ
ー
ク
人
が
毎
年
お
山
め

ぐ
り
に
来
る
と
い
う
。
お
山
を
め
ぐ
り
「い

の
ち
の
循
環
」を
体
感
し
、
生
き
る
力
を

養
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
あ
の
千
本
鳥

居
以
上
に
人
気
が
あ
り
、
観
光
客
が
あ
た

り
に
殺
到
し
て
い
る
が
、
あ
の
ス
ポ
ッ
ト
だ

け
を
売
り
に
し
た
の
で
は
長
続
き
し
な
い

だ
ろ
う
。
四
つ
辻
ま
で
行
っ
て
引
き
返
す
の

で
は
な
く
、
一
ノ
峰
ま
で
上
っ
て
お
山
を
一

周
し
て
こ
そ
、
お
稲
荷
さ
ん
の
魅
力
が
満

喫
で
き
る
こ
と
を
も
っ
と
宣
伝
す
る
必
要

が
あ
る
。

稲
荷
山

ぶ
ら
り

散
策
記
⑦

越
智
薫
史

桜
も
御
衣
黄
な

ど
ご
く
一
部
を
残
し

て
散
り
敷
き
、
土
に

か
え
り
、
葉
桜
の
陰

の
桜
の
実
が
ち
ら
ほ

ら
。
過
ぎ
て
ゆ
く
も

の
を
惜
し
む
気
持
ち

は
当
然
な
が
ら
、
百

花
繚
乱
の
春
は
、
日
々
美
し
い
命
の
躍

動
が
目
の
前
に
展
開
す
る
。

こ
の
ス
ピ
ー
ド
と
い
う
か
、
変
化
に

つ
い
て
い
け
ず
、
う
つ
む
い
て
し
ま
う

と
、
五
月
病
が
待
っ
て
い
る
。
予
兆
が

あ
る
と
す
れ
ば
、
「
そ
ん
な
才
能
は
な

い
」
と
い
う
や
つ
だ
ろ
う
か
。
才
能
を

時
間
や
経
済
力
と
置
き
換
え
て
も
い
い
。

言
い
分
け
を
し
始
め
る
と
ど
ん
ど
ん
は

ま
っ
て
し
ま
う
か
ら
厄
介
だ
。
余
り
考

え
な
い
ほ
う
が
い
い
、
と
は
私
の
や
り

方
で
、
ど
う
な
り
た
い
か
、
の
イ
メ
ー

ジ
だ
け
で
、
走
り
出
し
て
み
る
。
動
き

出
し
て
初
め
て
見
え
て
く
る
も
の
が
あ

り
そ
う
だ
か
ら
。

百
聞
は
一
見
に
如
か
ず
、
現
場
に
立
っ

て
こ
そ
感
性
は
刷
新
さ
れ
る
。
そ
の
感

性
が
良
い
出
会
い
に
つ
な
が
る
、
直
感

を
鍛
え
て
く
れ
る
か
ら
、
例
え
ば
、
選

挙
で
誰
を
選
ぶ
か
、
迷
う
こ
と
も
な
い
。

ぼ
お
ー
っ
と
す
る
の
も
い
い
、
と
聞
く
。

精
神
的
濾
過
（
ろ
か
）
作
用
と
で
も
い

う
か
。
目
の
前
の
課
題
か
ら
す
こ
し
離

れ
て
ほ
ぐ
れ
る
と
取
捨
選
択
が
上
手
く

出
来
た
り
す
る
。
急
用
が
重
な
っ
て
や
っ

て
く
る
こ
と
も
多
い
日
常
だ
が
、
優
先

順
位
が
上
手
く
つ
け
ら
れ
た
り
す
る
。

と
、
春
愁
も
五
月
病
に
も
無
縁
の
つ

も
り
だ
っ
た
の
に
。
一
つ
こ
け
る
と
み

な
こ
け
る
の
か
。
家
の
鍵
を
な
く
し
た
。

途
端
に
、
総
崩
れ
。
何
回
と
な
く
痛
い

思
い
も
し
て
き
た
の
に
、
整
理
整
頓
の

テ
ク
ニ
ッ
ク
次
第
な
の
か
し
ら
。

で
も
、
も
の
と
い
う
な
く
し
も
の
は

ま
だ
代
替
品
が
あ
っ
た
り
す
る
。
早
速
、

ス
ペ
ア
キ
ー
を
用
意
し
て
何
と
か
再
建

に
と
り
か
か
る
。
記
憶
が
薄
れ
て
い
け

ば
痛
み
も
き
え
て
い
く
。
そ
れ
を
待
ち

な
が
ら
、
明
る
い
方
へ
ハ
ン
ド
ル
を
切

ろ
う
と
思
う
。
自
分
の
こ
と
だ
け
で
も

精
一
杯
の
現
実
だ
け
ど
、
何
と
か
、
つ

な
が
り
、
つ
な
げ
て
こ
そ
何
か
が
始
ま

り
そ
う
な
予
感
が
あ
る
し
想
定
外
の
嬉

し
い
何
か
が
来
た
り
す
る
。

だ
か
ら
、
歌
お
う
と
思
う
。
失
っ
た

も
の
の
た
め
に
。
失
わ
れ
た
も
の
の
た

め
に
。
例
え
ば
、
「
子
ど
も
を
守
る
歌
」

を
。
憲
法
集
会
の
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
の
ス

テ
ー
ジ
で
、
大
勢
の
一
人
と
し
て
。

「
ぞ
う
れ
っ
し
ゃ
」
以
来
の
大
人
数
で
。

う
た
う
声
も
、
既
に
失
わ
れ
つ
つ
あ
る

も
の
の
ひ
と
つ
だ
。
発
音
だ
っ
て
、
ス

マ
ホ
の
音
声
検
索
を
戸
惑
わ
せ
て
い
る
。

自
分
の
こ
と
だ
け
で
も
こ
ん
な
に
取

り
乱
し
が
ち
な
の
に
、
世
の
た
め
、
人

の
た
め
な
ど
と
て
も
と
て
も
だ
け
れ
ど
、

「
方
違
（
か
た
た
が
）
え
」
と
い
う
マ

イ
ブ
ー
ム
で
し
の
ご
う
と
思
う
。
第
二

句
集
「
逢
隈
（
あ
ふ
く
ま
）
」
の
出
版

も
、
阿
武
隈
川
流
域
を
思
い
、
原
発
で

人
が
住
め
な
く
な
っ
た
大
熊
（
お
お
く

ま
）
町
や
、
阿
武
隈
高
原
を
思
い
や
る

の
も
、
京
都
や
神
戸
、
果
て
は
次
女
の

家
族
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
思
う
の
も
根

は
一
つ
、
過
ぎ
つ
つ
あ
る
、
失
う
も
の

が
目
に
見
え
て
い
る
い
ま
の
私
そ
の
も

の
だ
。

才
能
も
、
時
間
も
経
済
力
も
な
い
け

れ
ど
自
由
な
時
間
が
少
し
は
あ
る
。
そ

れ
で
、
こ
の
６
月
に
は
、
ま
た
故
郷
宮

城
、
福
島
へ
学
校
、
施
設
訪
問
に
出
か

け
、
歌
っ
た
り
視
察
や
観
光
、
大
人
た

ち
の
修
学
旅
行
に
出
か
け
る
こ
と
に
し

て
い
る
。

花
は

葉
に

石
動
敬
子



七
条
大
橋
を
西
に
渡

る
と
南
側
に
「
松
明
神

社
が
あ
る
。
こ
こ
は
、

伏
見
稲
荷
大
社
の
境
外
末
社
で
田
中
社

と
も
い
う
。
現
在
は
、
天
智
天
皇
（木
像
）

大
友
皇
子
（木
像
）
を
安
置
。

村
上
天
皇

天
暦
２
年
（
９
４
８
）
創
始
、
同
１
０
年
（
９

５
６
）
勅
し
て
「
燎
祭
」
（れ
い
さ
い
）
が
行

わ
れ
、
そ
の
と
き
「
炬
火
殿
」
（た
い
ま
つ

で
ん
）
の
号
を
賜
わ
っ
た
こ
と
に
由
来
す

る
。
元
は
他
所
に
有
っ
た
が
、
宝
永
８

年
（７
１
１
）
現
在
の
地
に
遷
っ
た
と
伝
え

ら
れ
て
い
る
。

伏
見
稲
荷
大
社
春
の
稲
荷
祭
の
際
に
は
、

例
年
こ
の
松
明
殿
稲
荷
の
氏
子
が
、
七

条
河
原
に
お
い
て
松
明
を
照
ら
し
て
、

伏
見
稲
荷
大
社
の
神
輿
を
迎
え
て
い
た

と
こ
ろ
か
ら
「
松
明
殿
（俗
名
・タ
イ
マ
テ
ン
）」

の
名
で
広
く
親
し
ま
れ
て
い
る
。

そ
こ
か
ら
西
へ
「
高
瀬
川
」
を
小
橋

で
渡
り
、
七
条
通
り
は
河
原
町
通
と
交

わ
る
。
マ
ダ
、
市
電
が
走
っ
て
い
た
こ

ろ
停
留
場
が
有
っ
た
が
名
前
は
、
河
原

町
七
条
で
な
く
「
内
浜
」
で
あ
っ
た
と

記
憶
す
る
。
そ
の
内
浜
の
由
来
は
、
豊

臣
時
代
に
遡
る
。
慶
長
15
（16

1
0

）、
方

広
寺
大
仏
殿
の
再
建
時
、
角
倉
了
以
・

素
庵
父
子
は
、
鴨
川
を
利
用
し
て
資
材

運
搬
。
後
、
慶
長
19
（1614

）
に
、
京
都
・

伏
見
間
の
恒
久
的
な
運
河
「
高
瀬
川
」

を
開
削
し
た
。
そ
の
川
の
情
景
は
、
森

鴎
外
が
『
高
瀬
舟
』
で
表
し
て
い
る
様

に
、
水
深
は
（今
も
）
数
10c

m

程
度
と
浅

く
、
物
流
に
は
底
が
平
ら
で
喫
水
の
低

い
高
瀬
舟
と
呼
ば
れ
る
小
舟
が
用
い
ら

れ
た
。

二
条
か
ら
七
条
に
か
け
て
は
、

荷
物
の
上
げ
下
ろ
し
や
船
の
方
向
転
換

を
す
る
た
め
の
「
船
入
」
が
高
瀬
川
か

ら
西
側
に
直
角
に
突
き
出
す
よ
う
に
作

ら
れ
て
い
た
。
現
在
は
、
木
屋
町
二
条

下
の
、
一
之
船
入
（史
城
情
跡
指
定
）
を
除

き
、
全
て
埋
め
立
て
ら
れ
、
高
瀬
川
の

七
条
に
有
っ
た
「
内
浜
」
（う
ち
は
ま
）
の

名
の
船
溜
ま
り
も
無
く
な
っ
た
。
（場
所

は
現
在
の
七
条
河
原
町
を
中
心
と
し
た
七
条
通
の

北
東
側
）

そ
の
船
溜
ま
り
設
置
は
、
慶

安
元
年
（1648
）
か
ら
、
枳
殻
邸
（
渉
成
園
）

の
建
設
な
ど
に
合
わ
せ
て
、
御
土
居
の

付
け
替
え
、
高
瀬
川
の
流
路
の
変
更
と

と
も
に
行
わ
れ
た
。
内
浜
の
名
は
御
土

居
の
内
側
に
位
置
し
た
こ
と
に
由
来
す

る
様
だ
。

川
沿
い
に
は
、
曳
子
（
舟
曳

き
人
夫
）
が
高
瀬
舟
を
人
力
で
曳
い
て

歩
く
た
め
の
曳
舟
道
が
設
け
ら
れ
た
。

正
面
通
り
近
く
に
は
「
米
の
取
引
場

が
有
り
そ
の
辺
り
を
「
米
浜
（よ
ね
は
ま
）」

と
呼
ん
で
い
た
と
言
う
。
今
は
地
名
で

そ
の
名
を
使
う
人
は
殆
ど
な
い
。

僅
か
に
七
条
河
原
町
交
差
点
の
東
北
角

に
あ
る
京
都
南
病

院
グ
ル
ー
プ
の

←
内
浜
診
療
所

と
下
京
区
三
ノ
宮

町
通
正
面
下
る
上

三
之
宮
町
の
「
京

←
都
七
条
米
浜

郵
便
局
」
に
は
残
っ

て
い
る
。
他
は
、

知
ら
な
い
。

地域とお客様のお役に立つ店をめざして！とんからりん VOL188・2015(平成27）5月号（水）P3

丸
太
町
智

恵
光
院
を
出

た
丸
太
町
線

の
市
電
は
、
西
へ
向
か
い
ま
す
。

ビ
ル
と
ビ
ル
間
に
、
低
い
商
家
・
民
家

が
続
き
ま
す
。
先
号
で
も
紹
介
し
ま
し

た
が
、
丸
太
町
通
の
南
側
は
、
昭
和
二

年
ま
で
京
都
刑
務
所
の
あ
っ
た
と
こ
ろ

で
、
移
転
後
に
民
有
地
と
な
り
、
整
然

と
区
画
さ
れ
た
宅
地
と
な
り
ま
し
た
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
京
都
放
送
局
は
、
そ
の
一
画
に

あ
り
、
先
ご
ろ
烏
丸
御
池
に
移
転
す
る

ま
で
、
ひ
と
き
わ
高
い
ア
ン
テ
ナ
塔
が

付
近
の
目
印
に
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。

金
融
機
関
な
ど
の
建
物
が
車
窓
に
見
え

て
く
る
と
、
ま
も
な
く
「
千
本
丸
太
町
」

に
到
着
し
ま
す
。

交
差
点
東
南
角
に
大
和
銀
行
支
店
が

あ
り
ま
し
た
が
、
あ
と
の
三
ヵ
所
の
角

地
は
二
階
建
て
の
商
家
・
民
家
が
あ
る

だ
け
で
、
あ
ま
り
印
象
に
残
ら
な
い
交

差
点
で
し
た
。
こ
こ
で
は
昭
和
四

十
七
年
ま
で
千
本
線
と
交
差
し
て
い
ま

し
た
。
市
電
の
系
統
は
、
い
ず
れ
も
直

進
す
る
系
統
ば
か
り
で
、
こ
の
交
差
点

で
曲
が
る
系
統
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、

当
時
、
丸
太
町
線
東
寄
り
か
ら
千
本
線

南
寄
り
へ
接
続
す
る
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り

ま
し
た
。
営
業
用
に
は
使
用
さ
れ
て
い

ま
せ
ん
で
し
た
が
、
丸
太
町
線
・
錦
林

車
庫
方
面
か
ら
千
本
線
・
壬
生
車
庫
方

面
へ
、
ま
た
は
そ
の
逆
の
回
送
・
入
庫

用
と
し
て
、
日
常
的
に
使
用
さ
れ
て
い

ま
し
た
。

丸
太
町
通
か
ら
千
本
通
を
少
し
北
へ

行
く
と
、
西
側
に
小
さ
な
児
童
公
園
が

見
え
て
き
ま
す
。
不
似
合
い
な
ほ
ど
の

大
き
な
石
碑
が
あ
り
「
大
極
殿
遺
跡
」

の
文
字
が
見
え
ま
す
。
こ
の
付
近
は
、

平
安
京
の
中
心
軸
、
朱
雀
大
路
の
突
き

当
た
り
に
位
置
し
、
平
安
京
に
お
け
る

宮
城
で
あ
る
大
内
裏
が
あ
っ
た
と
こ
ろ

で
、
そ
の
中
に
あ
っ
た
大
極
殿
が
こ
の

付
近
に
建
っ
て
い
ま
し
た
。
大
極
殿
は
、

天
皇
の
即
位
な
ど
朝
廷
の
儀
式
が
行
わ

れ
た
朝
堂
院
の
正
殿
で
、
壮
麗
を
極
め

た
建
物
と
言
わ
れ
ま
す
。
石
碑
は
、
明

治
二
十
八
年
に
平
安
遷
都
千
百
年
を
記

念
し
て
建
て
ら
れ
ま
し
た
。

大
内
裏
に
は
朝
堂
院
、
豊
楽
院
、
そ

れ
に
天
皇
の
居
住
す
る
内
裏
が
あ
り
、

周
囲
に
宮
殿
・
官
庁
が
並
ん
で
い
ま
し

た
。
大
内
裏
の
範
囲
は
、
現
在
で
言
え

ば
、
北
は
一
条
通
、
南
は
二
条
通
、
東

は
大
宮
通
、
西
は
御
前
通
、
東
西
一
・

一
キ
ロ
、
南
北
一
・
五
キ
ロ
も
あ
っ
た

と
言
わ
れ
、
現
在
の
京
都
御
苑
よ
り
一

回
り
大
き
な
規
模
で
し
た
。
政
変
や
失

火
で
た
び
た
び
焼
失
し
、
平
安
末
期
頃

か
ら
再
建
さ
れ
ず
、
安
貞
元
年
（
千
二

百
二
十
七
年
）
に
は
大
内
裏
の
ほ
と
ん

ど
を
焼
失
す
る
火
災
が
発
生
し
、
こ
れ

以
後
は
再
建
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
跡

地
は
荒
れ
地
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

今
も
こ
の
付
近
で
は
、
規
模
の
大
き
な

建
設
工
事
が
あ
る
と
、
埋
蔵
文
化
財
の

発
掘
調
査
が
行
わ
れ
、
少
し
ず
つ
大
内

裏
の
様
子
が
解
明
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

明
治
二
十
八
年
に
建
立
さ
れ
た
平
安

神
宮
は
、
内
部
に
大
極
殿
、
応
天
門
な

ど
大
内
裏
朝
堂
院
の
施
設
が
縮
小
の
う

え
復
元
さ
れ
た
も
の
で
す
。
千
本
丸
太

町
交
差
点
東
北
角
に
あ
る
平
安
宮
パ
ネ

ル
を
見
る
と
、
平
安
京
や
大
内
裏
の
様

子
を
し
の
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
、
市
電
時
代
は
、
そ
れ
ほ
ど
特

徴
の
見
当
た
ら
な
い
千
本
丸
太
町
も
、

平
安
京
の
時
代
は
、
政
治
の
中
心
と
し

て
位
置
し
て
い
た
の
で
す
。

市
電
が
走
っ
た

京
都
を
巡
る

50

京
都
＆

東
山

ぶ
ら
り
ピ
カ
リ

し
ち
じ
ょ
う
ょ
う
と
お
り

七

条

通
③

60

千本丸太町交差点を西へ、円町へ向かう市電

千 本 丸 太 町 に 着 い た 市 電

松
明
神
社.
内
浜

た
い
ま
つ
じ
ん
じ
ゃ
・
う
ち
は
ま

写真、「毎日新聞記事」でこの欄
福田静二様のご本紹介の記事です。



弟
が
生
れ
、
そ
の

後
、
私
に
は
別
に
産

み
の
「母
」い
る
と
知
っ

て
少
し
ギ
ス
ギ
ス
し
た
感
じ
か
ら
逃
れ
よ
う

と
祖
母
の
住
む
「吉
田
」の
家
に
移
っ
た
。

晩
年
は
真
面
目
に
、
山
科
で
弟
と
商
売
に

励
ん
だ
父
（63
才
亡
）
、
中
年
時
代
は
女
性
問

題
で
家
の
中
は
波
乱
続
き
、
私
は
そ
の
中

で
七
条
の
店
か
ら
高
校
～
大
学
に
通
っ
た
。

そ
の
頃
、
幼
な
友
達
か
ら
、
映
画

「
雲
流
れ
る
果
て
に
（特
攻
隊
で
死
ん
だ
青
年

を
主
題
）監
督
：家
城
巳
代
治

・
鶴
田
浩
二

」
の
ス

タ
ッ
フ
達
と
の
懇
談
会

（会
場
は
今
熊
野
権
現
社
務
所
）
に

誘
わ
れ
参
加
し
た
。

帰
り
道
ご
一
緒
だ
っ
た

小
学
校
先
輩
の

M
・

A

さ
ん
に
、
毎
日
曜

日
に
新
聞
を
読
ん
で
感
想
を
話
し
合
う

会
が
「
民
家
の
応
接
間
」
で
あ
る
と
誘

わ
れ
参
加
し
た
。
終
わ
る
前
ロ
シ
ア
民

謡
な
ど
を
歌
い
楽
し
い
会
。
人
数
が
増

え
東
山
診
療
所
の
一
階
に
場
所
が
移
り
、

社
会
科
学
を
系
統
的
に
勉
強
す
る
「
日

曜
会
」
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
、
夜
だ
け
の
こ
と
。
昼
は
学

校
か
ら
帰
る
と
、
酒
問
屋
の
手
伝
い
、

オ
ー
ト
三
輪
で
灘
の
酒
蔵
へ
行
き
酒
を

仕
入
れ
持
ち
帰
る
仕
事
や
酒
小
売
店
へ

配
達
集
金
も
し
て
い
た
。
父
は
月
４
千

円
呉
れ
た
が
３
千
円
は
食
費
だ
と
言
っ

て
差
し
引
か
れ
た
。
自
分
は
当
時
木
屋

町
仏
光
寺
に
有
っ
た
「
お
そ
め
」
（
超

高
級
バ
ー
）
へ
行
っ
て
い
た
の
に
。

大
学
生
だ
小
使
い
値
上
げ
て
と
言
っ

た
ら
「
バ
イ
ト
先
に
、
何
ん
と
京
都
市

外
郭
団
体
「
公
開
経
営
指
導
協
会
」
。

勤
務
時
間
は
、
市
職
員
と
同
じ
。
試
験

時
だ
け
休
め
る
と
い
う
。
こ
れ
は
大
学

を
辞
め
よ
と
言
う
こ
と
か
と
思
っ
た
が
、

従
っ
た
。
仕
事
は
、
市
の
指
定
の
公
認

会
計
士
さ
ん
と
同
行
し
て
、
経
営
や
融

資
相
談
・
指
導
す
る
役
目
。
半
年
で
あ

る
事
情
で
辞
し
た
。
が
、
後
に
貴
重
な

宝
に
な
っ
た
と
思
え
る
。

フ
ラ
リ
ー
パ
ッ
ド
の

二
人
は
、
ウ
ク
レ
レ
と

ア
コ
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク
ギ

タ
ー
で
、
「
歌
の
な
い
」

音
楽
を
創
作
し
、
自
ら

演
奏
し
て
い
ま
す
。
歌

の
な
い
、
つ
ま
り
歌
詞

が
な
い
音
楽
と
い
う
こ

と
で
す
。
歌
詞
が
な
い

分
、
聴
き
手
の
自
由
な

発
想
で
様
々
な
情
景
を

思
い
描
い
て
い
た
だ
き
、

各
々
の
想
い
で
楽
し
ん

で
い
た
だ
く
、
そ
ん
な

音
楽
を
届
け
よ
う
と
し

て
活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
近
年
の
音
楽
市
場
は
、J

-P
OP

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
ポ
ッ

プ
で
キ
ャ
ッ
チ
ー
で
、
一
緒
に
歌
え

る
「
歌
」
の
あ
る
楽
曲
が
流
行
る
傾

向
に
あ
り
ま
す
。
フ
ラ
リ
ー
パ
ッ
ド

が
作
る
よ
う
な
歌
の
な
い
音
楽
は
、B

GM

と
し
て
聞
き
流
さ
れ
る
ば
か
り
で
、

決
し
て
一
線
を
越
え
る
こ
と
は
あ
り

ま
せ
ん
。
高
速
情
報
社
会
の
現
代
に

お
い
て
は
、
言
葉
が
な
い
音
楽
で
は
、

人
の
心
に
留
ま
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝

え
る
こ
と
が
難
し
い
か
ら
な
の
で
し
ょ

う
。音

楽
を
生
業
に
し
て
い
る
フ
ラ
リ
ー

パ
ッ
ド
に
と
っ
て
、
こ
の
市
場
傾
向

は
大
き
な
壁
で
す
。
ど
ん
な
に
良
い

曲
を
作
っ
て
も
、
た
く
さ
ん
の
人
の

心
に
届
か
な
け
れ
ば
、
成
功
を
得
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
う
か
と
言
っ

て
彼
ら
は
、
売
れ
る
た
め
だ
け
に
歌

曲
を
作
っ
た
り
、
演
奏
し
た
り
す
る

気
も
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
た
ち
の
作

り
た
い
音
楽
と
世
間
の
ニ
ー
ズ
と
の

狭
間
に
追
い
込
ま
れ
、
彼
ら
が
心
折

れ
そ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
何
度
あ
っ

た
こ
と
か
。

そ
ん
な
フ
ラ
リ
ー
パ
ッ
ド
の
元
に
、

こ
の
春
、
思
い
も
か
け
な
い
話
が
舞

い
込
ん
で
来
ま
し
た
。
こ
の4

月
か
ら

ス
タ
ー
ト
し
たBS

TBS

の
番
組
の
テ
ー

マ
曲
と
し
て
、
フ
ラ
リ
ー
パ
ッ
ド
の

曲
が
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

す
。
突
然
の
話
に
一
番
驚
い
た
の
は

本
人
達
で
し
た
が
、
湘
南
を
紹
介
す

る
こ
の
番
組
の
た
め
に
、
海
の
香
り

が
た
っ
ぷ
り
す
る
曲
を
書
き
下
ろ
し

ま
し
た
。
湘
南
の
ビ
ー
チ
の
映
像
と

と
も
に
流
れ
る
フ
ラ
リ
ー
パ
ッ
ド
の

音
楽
。
放
送
を
見
て
、
歌
詞
が
な
い

か
ら
こ
そ
選
ば
れ
た
の
だ
、
と
私
達

は
実
感
し
た
の
で
し
た
。

世
の
風
潮
に
流
さ
れ
ず
、
「
歌
の

な
い
」
音
楽
を
作
り
続
け
る
フ
ラ
リ
ー

パ
ッ
ド
に
、
今
、
新
し
い
風
が
吹
き

始
め
ま
し
た
。
こ
の
風
を
追
い
風
に
、

彼
ら
は
こ
れ
か
ら
も
自
分
た
ち
の
信

じ
る
道
を
ま
っ
す
ぐ
に
歩
み
続
け
る

こ
と
で
し
ょ
う
。
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▽
あ
ん
ま
り
弱
音

を
言
わ
な
い
よ
う

に
し
て
い
る
が
、
数

分
前
に
使
っ
た
鋏
を
探
す
。
病
院
の

検
診
を
忘
れ
ス
ッ
ポ
か
ま
す
こ
の
頃
。

▼
チ
ョ
ッ
と
（大
分
〉ボ
ケ
て
き
た
か

な
ぁ
。
と
思
う
。
そ
の
癖
に
、
昔
の
事

は
よ
く
覚
え
、
特
に
食
べ
物
飲
物
の

味
は
忘
れ
な
い
。
そ
れ
で
毎
朝
、
ヘア
ー

ブ
ラ
シ
で
頭
を
叩
く
。

▽
効
き
目
の
有
る
な
し
で
な
く
、
乾

布
摩
擦
も
体
操
も
毎
朝
。
３
階
ま
で

の
建
物
は
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
使
わ
な
い
。

お
陰
で
過
、
風
邪
を
引
か
な
い
。

▼
も
う
⒖
年
以
上
続
け
て
い
る
「と

ん
か
ら
り
ん
」も
す
が
、
勢
い
で
書
き

だ
す
が
、
あ
れ
、
前
に
書
い
た
の
か
な
ぁ

と
調
べ
る
と
二
度
書
き
が
再
々
。

▽
優
し
い
読
者
ば
か
り
で
、
ご
指
摘

は
な
さ
ら
な
い
。
否
、
お
読
み
に
な
っ

て
い
な
い
の
だ
ろ
う
。
と
思
っ
た
り
し

て
い
る
今
日
で
あ
る
。

▼
最
近
は
、
分
野
と
持
ち
味
の
方
々

の
ご
投
稿
が
増
え
た
。
そ
の
上
校
正

も
し
て
く
だ
さ
る
方
が
有
り
有
り
難

い
こ
と
。
お
力
を
お
借
り
し
て
、
何
と

か
ボ
ケ
防
止
し
て
続
け
よ
う
。

▽
だ
が
、
残
念
な
が
ら
来
月
か
ら

「読
者
が
激
減
」
す
る
。
「友
の
会
会

員
の
更
新
」を
さ
れ
な
い
お
方
が
有
っ

て
」
。
無
理
は
申
し
ま
せ
ん
が
、
更
新

と
友
達
を
誘
っ
て
再
入
会
し
て
や
！
。

酒

屋
で

生
き

て

生
か
さ
れ
て

鳥
が
み
た
豆
の
木
元

月

三

天

皆
さ
ん
は
、
ジ
ャ
ッ

ク
と
豆
の
木
と
い

う
お
話
を
ご
存
知

だ
ろ
う
か
？
ジ
ャ
ッ

ク
が
天
ま
で
伸
び

た
豆
の
木
を
登
っ
て
、
雲
の
上

の
恐
ろ
し
い
人
食
い
巨
人
の
住
処
に

忍
び
込
む
。
ま
ず
は
金
の
卵
を
産
む

鶏
、
続
い
て
、
金
と
銀
が
入
っ
た
袋

と
ハ
ー
プ
を
奪
っ
た
。
ハ
ー
プ
を
奪

う
時
、
ハ
ー
プ
が
喋
っ
て
し
ま
い
寝

て
い
た
巨
人
が
目
を
覚
ま
し
て
追
っ

か
け
て
豆
の
木
を
降
り
て
く
る
の
だ

が
、
ジ
ャ
ッ
ク
が
豆
の
木
を
切
り
倒

し
た
た
め
巨
人
は
転
落
死
し
て
し
ま

う
お
話
だ
。

さ
て
、
こ
の
一
部
始
終
を
見
て
は

い
ら
れ
ず
し
か
し
目
を
隠
せ
な
か
っ

た
傍
観
者
の
鳥
は
、
ど
ん
な
心
境
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
？
想
像
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
は
、
何
だ
か
わ
か
ら
な
い
豆

の
木
が
ぐ
ん
ぐ
ん
空
路
を
無
視
し
て

伸
び
て
く
る
。
そ
れ
は
非
常
に
太
く

空
の
幅
を
取
っ
た
た
め
大
周
り
し
な

く
て
は
い
け
な
く
な
っ
た
。
た
ま
に

向
こ
う
側
か
ら
来
る
鳥
と
正
面
衝
突

し
そ
う
に
な
る
か
ら
交
通
被
害
は
絶

大
な
も
の
で
、
鳥
達
の
間
で
も
ブ
ー

イ
ン
グ
の
嵐
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

次
に
、
地
上
か
ら
小
さ
な
男
の
子

が
登
っ
て
来
る
で
は
な
い
か
。
雲
を

貫
く
そ
の
幹
を
人
間
の
体
で
登
っ
て

く
る
も
の
だ
か
ら
、
息
も
絶
え
絶
え

だ
。
心
配
し
て
い
る
最
中
、
男
の
子

は
呟
い
た
。
「
ま
さ
か
、
こ
ん
な
に

大
き
な
豆
の
木
に
な
る
と
は
」
。
こ

の
呟
き
は
瞬
く
間
に
広
ま
り
、
鳥
達

は
平
然
と
飛
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え

て
「
犯
人
は
こ
い
つ
か
！
」
と
囁
く

声
が
宙
を
さ
ざ
め
い
て
い
た
こ
と
だ

ろ
う
。
た
だ
こ
こ
で
、
男
の
子
に
危

害
を
加
え
な
い
器
の
大
き
さ
を
評
価

し
た
い
。

最
後
に
、
空
の
上
に
住
ん
で
い
る

は
ず
の
巨
人
が
、
見
る
か
ら
に
重
量

オ
ー
バ
ー
な
巨
漢
を
豆
の
木
に
絡
ま

し
て
い
る
姿
に
は
、
飛
ぶ
の
を
止
め

て
目
を
覆
い
た
く
な
っ
た
こ
と
だ
ろ

う
。
ジ
ャ
ッ
ク
が
豆
の
木
を
倒
す
ま

で
も
な
く
、
勝
手
に
折
れ
て
転
落
死

し
た
に
違
い
な
い
。
周
囲
を
飛
ん
で

い
た
鳥
達
は
、
巨
人
の
背
中
側
は
決

し
て
飛
ば
な
い
と
い
う
賢
明
な
判
断

を
し
、
一
羽
も
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と

は
無
か
っ
た
そ
う
だ
。

こ
う
し
て
、
鳥
に
と
っ
て
目
出
度

し
目
出
度
し
な
物
語
と
な
っ
た
の
だ

が
、
鳥
か
ら
す
る
と
、
誰
が
悪
い
と

か
何
が
悪
い
と
か
言
う
前
に
、
と
て

も
滑
稽
で
馬
鹿
馬
鹿
し
く
、
惨
め
で

小
さ
な
人
間
の
姿
で
あ
っ
た
こ
と
に

違
い
な
い
。

(

お
わ
り)

編
集
後
記

第
百
一
話

酒
屋
で
な
く
③

別
の
道
探
し

BELIEVIN
纐纈史子

ジャックの花

FumikoKousetu

※
・公
開
経
営
指
導
協
会
・18
歳
63
年
前
、
バ
イ

ト
？
し
て
た
か
ら
、
今
は
？
と
ネ
ッ
ト
調
べ
た
。

全
国
各
都
道
府
県
・
都
市
に
、
当
時
と
同
じ
よ

う
な
仕
事
を
さ
れ
て
ま
し
た
。
京
都
市
の
場

合
は
産
業
局
傘
下
、
多
も
役
所
絡
み
。
通
常

な
ら
相
当
著
名
な
公
認
会
計
士
が
指
導
な
さ
っ

て
お
り
民
間
が
払
う
「
会
費
で
は
と
て
も
ソ
ロ

バ
ン
が
合
わ
な
い
仕
事
」。
お
上
手
に
お
使
い
に

な
れ
ば
、
よ
い
の
か
な
ぁ
。
で
す
。
色
々
な
タ

イ
プ
の
経
営
者
・
堅
実
な
方
が
多
く
半
年
の
実

地
経
験
だ
が
、
「給
金
付
」で
学
べ
た
。


