
昭
和
49
年

10
月
１
日
、

祖
父
が
酒
屋

を
営
業
し
て
い
た
現
在
地
で
、
酒
屋
と
立
飲

み
酒
場
を
復
活
。「
ワ
イ
ン
&
フ
ー
ズ
サ
カ

タ
ニ
」
（
写
真
③
）を
開
店
し
た
。
当
時
、
酒
類

の
安
売
り
は
、
税
務
署
や
組
合
の
方
針
で
殆

ど
無
か
っ
た
時
代
。
開
店
の
と
き
は
、
酒
類
・

食
品
等
を
五
日
間
「大
特
価
」で
売
出
し
、

大
盛
況
だ
っ
た
。
そ
の
売
り
出
し
最
中
、
左
京

区
吉
田
（天
理
教
教
会
）
に
住
ん
で
い
た
祖
母
が

来
た
。が
、
話
を
す
る
ヒ
マ
も
無
か
った
。

わ
が
店
は
、
祖
父
が
大
正
3
年
に
創
業
（写

真
①
）、
父
の
代
は
、
「酒
問
屋
」（
写
真
②
）
に
し

た
が
、
二
度
危
機
的
な
状
況
に
な
り
、
一
度

目
は
債
権
者
の
出
資
応
援
で
株
式
会
社
。
更

に
数
年
後
、
仕
入
先
の
影
響
で
、
再
度
の
危

機
が
有
り
、
父
の
持
株
を
舞
鶴
の
酒
問
屋
に

譲
渡
、
そ
の
酒
問
屋
の
系
列
子
会
社
に
な
っ

た
。
父
は
会
社

か
ら
退
き
、
私

が
役
員
に
な
り

事
業
に
参
加

し
た
。

親
会
社
の
社
長
は
、
当
時
、
酒
卸
業
界
で

剛
腕
で
知
ら
れ
た
お
方
。
私
共
の
会
社
を
傘

下
に
し
た
の
は
、
最
終
的
に
「父
名
義
の
店
の

不
動
産
を
狙
っ
て
い
る
」と
推
理
し
た
。
そ
れ

を
防
ぐ
べ
く
３
年
後
か
ら
、
店
の
狭
さ
を
理

由
に
、
幾
度
と
な
く
会
社
の
他
所
に
移
転
を

提
案
し
た
。
父
の
時
代
の
棚
上
げ
債
務
を
減

ら
し
な
が
ら
。
そ
し
て
最
後
は
、非
常
手
段
を

用
い
て
、「店
」を
「上
鳥
羽
」の
地
に
移
転
が

で
き
た
。
移
転
の
成
功
で
、
「店
」の
一
階
は

「空
家
」。
二
階
は
、私
の
家
族
が
住
む
様
に
な
っ

た
。
私
は
、
そ
の
後
も
移
転
し
た
「「酒
卸
会

社
」に
通
っ
て
い
た
。
役
員
報
酬
月
額
は
「社

内
最
高
」だ
が
、
会
社
が
赤
字
で
、
賞
与
が

無
く
、
課
税
ゼ
ロ
の
所
得
だ
っ
た
。
こ
の
状
態

で
は
、
子
供
が
育
て
ら
れ
な
い
と
、
独
立
を
計

画
し
て
い
た
。
幸
い
に
、
以
前
に
父
が
つ
く
り
、

売
却
し
た
「法
人
酒
小
売
店
」が
営
業
不
振

整
理
し
た
際
、
そ
の
債
務
を
引
受
け
買
収
、

現
在
地
に
移
し
社
名
を
「株
・サ
カ
タ
ニ
」（写
真

3
）
に
し
，
10
月
１
日
オ
ー
プ
ン
開
店
が
出
来

た
。（酒
問
屋
退
職
）
大
売
出
し
が
終
り
10
月

9
日
、
少
し
店
が
落
着
い
た
の
で
、
吉
田
に
住

む
祖
母
（き
ぬ
）を
尋
ね
た
。
二
時
間
余
り
話

を
し
、祖
母
は
大
繁
盛
を
喜
び
「こ

れ
か
ら
も
お
客
さ
ん
大
切
に
商

売
し
な
は
れ
や
」と
言
い
、
帰
ろ
う

と
す
る
私
に
、「ワ
テ
は
貧
乏
や
さ

か
い
、こ
ん
な
物
し
か
祝
い
物
が
出

来
ん
」と
、
箒
と
手
製
の
チ
リ
払
い

を
呉
れ
た
。
「こ
れ
は
、
店
の
掃
除

だ
け
で
な
く
。
お
前
の
、
心
の
掃
除

に
も
使
う
の
や
で
ぇ
」と
言
っ
て
。

又
、
始
ま
っ
た
と
思
い
な
が
ら
「は
い
は
い
」と

応
え
た
。
祖
母
（83
歳
）
が
翌
10
日
、
宇
治

市
の
教
会
に
行
く
と
知
っ
て

お
り
「気
を
付
け
て
お
行
き

や
」で
別
れ
た
。

翌
10
日
、
開
店
後
初
の

休
業
日
。
大
き
な
借
金
と
今
後
の
営
業
を
ど

の
よ
う
に
進
め
る
か
で
頭
が
一
杯
だ
った
。遅

い
昼
食
が
終
っ
た
時
、電
話
の
ベ
ル
。休
み
な
の

に
誰
や
？
出
る
と
、
父
が
「お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
、

宇
治
の
教
会
で
死
ん
だ
」と
言
う
。
祖
母
は
、

教
会
の
秋
の
大
祭
「お
勤
め
式
」終
了
後
、御

参
拝
の
信
徒
さ
ん
達
に
、
お
礼
の
挨
拶
前
に
、

頭
を
下
げ
「皆
さ
ん
今
日
は
お
お
き
に
」と
言
っ

た
ま
ま
、
頭
を
上
げ
ず
息
を
引
き
取
っ
た
。

私
は
幼
児
の
頃
に
、
産
み
の
母
と
引
き
離
さ

れ
、
ズ
ー
と
祖
母
に
育
て
ら
れ
て
き
た
。
祖

父
の
亡
き
あ
と
、
家
庭
的
に
も
複
雑
。商
売

で
も
幾
度
も
の
危
機
が
有
っ
た
我
が
家
を
護
っ

て
呉
た
れ
の
は
常
に
「お
ば
ぁ
ち
ゃ
ん
」。

祖
父
創
業
の
地
で
、
孫
の
私
が
、「酒
屋
」復

活
を
果
た
し
た
こ
と
で
、
ほ
っ
と
気
が
緩
ん
だ

の
か
も
し
れ
な
い
。
慌
て
ん
で
も
良
い
の
に
！

58
歳
で
亡
く
な
っ
た
「お
じ
ち
ゃ
ん
」に
急
い
で

知
ら
そ
う
と
思
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
・・。

偶
々
、
後
に
、
家
内
の
母
も
、
そ
の
10
日
に

亡
く
な
ら
れ
た
。
毎
年
10
月
10
日
は
、
清

水
山
と
宇
治
の
お
墓
に
お
参
り
す
る
。
墓
参

り
の
梯
子
を
す
る
「特
別
の
日
」に
な
っ
た
。
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▽
エ
ン
ブ
レ
ム
で

大
騒
ぎ
、
ふ
と

前
回1964

年
「東
京
五
輪
」
を
思
い

出
し
た
。
そ
の
年
2
月
に
結
婚
。
長

女
が
生
ま
れ
た
年
で
も
あ
っ
た
。

▼
外
か
ら
は
、
酒
問
屋
の
息
子
だ
っ

た
が
、
実
質
は
「子
会
社
」の
従
業
員

状
態
。
住
ま
い
は
、
店
の
2
階
の
半
分

弱
。
残
り
の
場
所
は
、
父
と
そ
の
「彼

女
※
」と
が
使
っ
て
い
た
。

▽
報
酬
は
超
低
額
。
小
遣
い
が
取
れ

無
い
。
毎
晩
、
宛
先
は
中
央
競
馬
会
・

競
馬
場
指
定
席
抽
選
用
の
「
ハ
ガ
キ
」

を
書
い
た
。
差
出
人
は
、
知
人
友
人

の
住
所
を
借
用
し
て
投
函
し
た
。

▼
当
た
る
確
率
は
低
い
が
、
当
た
る

と
「指
定
席
」が
買
え
る
「通
知
ハ
ガ

キ
」
が
来
る
。
そ
の
ハ
ガ
キ
を
ダ
フ
屋
に

売
る
か
、
指
定
席
が
欲
し
い
人
に
売

り
，
得
た
お
金
を
小
遣
い
に
し
た
。

▽
父
か
ら
小
遣
い
も
お
年
玉
も
貰
っ

た
記
憶
が
無
い
。
必
ず
仕
事
を
命
じ
、

そ
の
報
酬
だ
け
。
そ
れ
も
約
束
よ
り

減
ら
し
て
。
後
に
一
度
私
の
娘
（父
の

孫
）に
お
年
玉
を
呉
れ
て
驚
い
た
。

▼
晩
年
、
父
は
「彼
女
※
」と
三
度

目
の
結
婚
。
子
供
が
（異
母
妹
）
出
来
た
。

住
居
と
仕
事
場
は
、
山
科
い
づ
み
屋

の
名
で
酒
屋
を
営
業
。
そ
の
頃
か
ら
、

家
庭
も
商
売
も
大
事
に
し
て
、
よ
く

働
く
人
に
変
身
し
た
。

▽
が
、
血
圧
も
高
く
年
齢
よ
り
早
く

老
け
、
酒
屋
の
仕
事
が
重
く
な
り
、

店
運
営
は
弟
が
参
加
し
手
伝
っ
た
。

そ
し
て
父
は
63
歳
で
亡
く
な
っ
た
。

▼
父
は
、
亡
く
な
る
前
に
酒
問
屋
時

代
の
未
清
算
債
務
を
見
事
に
完
済

し
て
い
た
。
そ
の
お
陰
で
、
現
在
地
の

今
の
私
の
店
が
あ
る
。

▽
17
歳
差
で
、
兄
の
よ
う
な
父
だ
っ

た
。
私
は
父
の
歳
を
既
に
18
才
越
え

た
。
が
後
10
年
頑
張
ろ
う
ぞ
！
だ
。

ど
ん
つ
き

十
月
（
十
日
）
は

特
別
の

日①昭１４年の店・子供時代 ②昭３１酒問屋（株）酒谷本店

③・昭和５２年（株）サカタニと、うどん屋

本
日
の
講
師
は
フ
リ
ー
ア
ナ

ウ
ン
サ
ー
、
旅
と
食
の
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
、
鉄
道
コ
ラ

ム
ニ
ス
ト
、
フ
ォ
ー
ク
グ
ル
ー

プ
活
動
と
多
彩
な
顔
を
持
つ

皆
さ
ん
お
な
じ
み
の
羽
川
英

樹
さ
ん
。
「
放
送
業
界
の
現

状
と
裏
側
」
と
題
し
て
、
プ
ロ
の

語
り
、
持
ち
時
間
ぴ
っ
た
り
、
自

由
自
在
の
話
術
に
引
き
こ
ま
れ
ま

し
た
。

放
送
生
活
39
年
。
入
社
４
年
目

に
伝
説
の
深
夜
番
組
「
11
Ｐ
Ｍ
」

で
生
放
送
の
情
報
番
組
に
か
か
わ
っ

た
こ
と
で
鍛
え
ら
れ
、
男
性
に
情

報
提
供
を
と
、
批
判
も
受
け
た
が

露
天
風
呂
を
有
名
に
し
た
り
、
大

阪
初
の
全
国
放
送
で
ス
ポ
ン
サ
ー

に
気
兼
ね

す
る
こ
と

な
く
自
由

に
番
組
制

作
が
で
き
、

テ
レ
ビ
と

い
う
メ
デ
ィ

ア
が
輝
い

て
い
た
時

代
だ
っ
た

と
の
こ
と
で
す
。

一
方
、
現
代
の
テ
レ
ビ
番
組
制
作

事
情
は
ス
ポ
ン
サ
ー
の
資
金
力
が

衰
え
、
予
算
が
減
っ
た
こ
と
や
脚

本
家
の
力
不
足
も
あ
り
、
見
応
え

の
あ
る
番
組
、
ド
ラ
マ
が
減
っ
た

そ
う
で
す
。
ご
自
身
の
経
歴
で
反

響
の
あ
っ
た
の
が
「
淡
路
島
の
断

食
道
場
」
。
放
送
後
、
向
こ
う
１

年
分
の
予
約
で
埋
ま
っ
た
そ
う
で
、

「
健
康
」
「
痩
せ
る
」
と
い
っ
た

志
向
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
た
と

の
こ
と
。
時
代
は
流
れ
、
冠
ス
ポ

ン
サ
ー
番
組
が
次
々
と
消
え
て
い

き
、
倫
理
委
員
会
に
よ
る
制
約
、

そ
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
普
及
が

追
い
打
ち
を
か
け
、
テ
レ
ビ
と
い

う
メ
デ
ィ
ア
の
輝
き
が
さ
ら
に
失

せ
て
い
ま
す
。

か
ろ
う
じ
て
Ｂ
Ｓ
放
送
に
大
人
向

け
の
質
の
よ
い
番
組
が
あ
る
そ
う

で
す
。
当
日
の
会
場
が
お
気
に
召

し
、
ぜ
ひ
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
で
利

用
し
た
い
と
か
、
当
日
、
準
備
さ

れ
て
い
た
京
都
の
鉄
道
の
旅
の
本

も
即
完
売
と
多
彩
な
活
動
で
人
生

を
謳
歌
さ
れ
て
い
る
62
歳
の
羽
川

さ
ん
で
し
た
。
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私
は
、1946

年

（
昭
21
）
３
月
に
貞

教
小
学
校
（
当
時

は
国
民
学
校
）
卒
業
、
今
は
81
歳
。
偶
々
今

年
は
、
そ
の
同
窓
会
の
世
話
役
に
な
っ
た
。

私
達
は
，
戦
時
学
童
疎
開
、
戦
後
も
「教

育
制
度
変
革
」と
戦
争
に
振
り
回
さ
れ
た

世
代
。
ヤ
ッ
ト
少
し
世
間
が
落
着
い
て
、
高

校
卒
後
に
「同
窓
会
」が
出
来
た
。
そ
し
て
、

戦
時
中
で
出
来
な
か
っ
た
「修
学
旅
行
（伊

勢
神
宮
）
を
卒
業
時
の
先
生
も
ご
参
加
で
実

施
、
以
後
も
毎
年
「同
窓
会
」は
開
か
れ
て

い
る
。（今
年
も
集
ま
る
。
写
真
は
発
会
時
）

高
校
卒
業
時
（195

2

）3
年
3
組
の
ク
ラ

ス
会
（裸
木
会
＝
ラ
ボ

ク
カ
イ
）が
卒
業
後
63

年
経
つ
今
も
毎
年
続

い
て
い
る
。
会
名
は
、

卒
業
時
担
任
・柳
田

先
生
の
命
名
。（
三
井

寺
大
僧
都
に
な
ら
れ
た
）

学
校
時
代
は
、
通
常
、

男
子
は
「君
」女
子
は
「さ
ん
」を
附
け
て
い

た
。
が
、
学
校
以
外
で
は
、
特
に
親
し
い
友

に
は
、
男
女
区
別
な
く
「ち
ゃ
ん
」で
呼
び
、

呼
ば
れ
も
し
た
。
私
は
、
コ
ラ
ム
題
名
の
「ヨ

シ
ィ
ち
ゃ
ん
」（店
の
人
も
親
戚
も
）
だ
っ
た
。
が
、
今

や
「ち
ゃ
ん
」付
け
で
呼
ん
呉
れ
る
人
・呼
ぶ

人
も
、
極
め
て
少
な
く
な
っ
た
。
男
性
は
ゼ

ロ
だ
し
、
女
性
も
三
人
だ
け
。

「ち
ゃ
ん
」は
幼
児
や
子
供
に
対
し
て
呼

び
か
け
語
と
し
て
、
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。

お
父
ち
ゃ
ん
お
姉
ち
ゃ
ん
と
親
族
の
呼
称

と
共
に
幼
児
や
、
極
く
親
し
い
人
に
使
わ

れ
る
こ
と
が
多
い
。

最
近
は
、
自
分
よ
り
高
齢
・地
位
の
上
の

人
に
も
平
気
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「総
理

大
臣
」を
「阿
倍
ち
ゃ
ん
」と
呼
ぶ
人
も
あ

る
。
多
分
続
く
言
葉
か
ら
し
て
「敬
っ
て
い

ま
せ
ん
よ
！
」と
の
意
味
を
込
め
て
お
使
い

に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
が
、
由
、
そ
う
で

あ
っ
て
も
、
私
は
使
わ
な
い
。1947

年
ラ
ジ

オ
で
「向
こ
う
三
軒
両
隣
」が
流
れ
て
い
た
。

そ
の
頃
の
総
理
を
「吉
田
ち
ゃ
ん
」と
は
誰

も
言
わ
な
か
っ
た
。
今
で
も
総
理
の
「ち
ゃ
ん
」

付
け
は
、
慎
む
べ
き
と
思
う
。

私
が
「ち
ゃ
ん
」で
呼
ぶ
人
は
、
特
に
親
し

い
か
、
幼
児
の
頃
の
「遊
び
友
達
」が
多
い
。

で
も
、
殆
ど
遠
く
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
も
し
、

そ
の
「ち
ゃ
ん
」達
が
、
今
も
居
て
呉
れ
た
ら
、

今
よ
り
、
も
っ
と
面
白
い
仕
事
が
楽
し
く
出

来
た
だ
ろ
う
。
毎
年
、
墓
参
り
し
、
お
前
が

居
ら
ん
の
で
仕
事
が
進
ま
ん
、
だ
か
ら
、
も

う
チ
ョ
ッ
と
呼
ぶ
な
！
と
厳
命
。
ア
イ
ツ
ら

は
、
ヤ
ッ
パ
リ
親
友
。
チ
ャ
ン
と
聞
い
て
呉
れ

て
い
る
様
だ
。
持
つ
べ
き
は
友
だ
。
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ヨ
シ
ィ
ち
ゃ
ん
の

ひ
と
り
ご
と

ち
ゃ
ん
、
で

呼
べ
る

友

稲
荷
神

社
と
い
え

ば
キ
ツ
ネ
で

あ
る
。
こ
の

キ
ツ
ネ
は
稲
荷
の
神
さ
ん
の
お
使
い
で
あ
っ
て
、

稲
荷
の
神
さ
ん
本
体
で
は
な
い
。氏
神
さ
ん
の

狛
犬
の
よ
う
に
神
さ
ん
の
お
使
い
を
す
る
霊

獣
で
あ
る
。

稲
荷
の
地
元
で
は
こ
の
キ
ツ
ネ
を
「眷
属
（ケ
ン

ゾ
ク
）さ
ん
」と

呼
ん
で
い
る
。

親
し
み
と
尊

崇
の
念
を
持
っ

た
呼
び
方
で

あ
る
。
「眷
属
」と
は
、
「親
族
。
主
尊
に
つ
き

従
う
者
。配
下
の
者
」（新
潮
国
語
辞
典
）と

い
う
意
味
で
あ
る
。

神
の
お
使
い
で
あ
る
か
ら
神
さ
ん
が
目
に
見

え
な
い
の
と
同
様
に
、霊
験
あ
ら
た
か
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、稲
荷
の
キ
ツ
ネ
は
「白
狐
」

で
あ
る
。
稲
荷
の
神
さ
ん
は
、
下
、
中
、
上
の

社
に
祀
ら
れ
て
い
る
が
、
「白
狐
」も
そ
れ
ぞ
れ
、

「阿
古
町
（あ
こ
ま
ち
）＝
下
の
社
」「黒
鳥
（く

ろ
お
）＝
中
の
社
」「小
薄
（こ
す
す
ぎ
）＝
上

の
社
」と
風
雅
な
名
前
が
つ
け
ら
れ
、
神
さ
ん

の
一
族
と
し
て
「命
婦
」と
い
う
宮
中
女
官
職

名
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
位
が
高
い
の
で
あ
る
。

「白
狐
社
」が
あ
り
社
殿
の
横
に
穴
が
あ
る
。

色
々
な
説
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
稲
荷
の
神
さ

ん
は
農
業
の
神
さ
ん
で
、キ
ツ
ネ
は
穀
物
を
食

い
荒
ら
す
ネ
ズ
ミ
を
好
物
と
す
る
。
農
事
が

始
ま
る
春
に
山
か
ら
お
り
て
里
に
あ
ら
わ
れ
、

収
穫
が
終
わ
る
秋
に
山
に
帰
る
。
キ
ツ
ネ
の

色
や
尻
尾
の
形
が
稲
穂
に
似
て
い
る
。
と
か
で

あ
る
。

哲
学
者
の
梅
原
猛
さ
ん
は
「稲
荷
の
神
に
関

係
が
深
い
動
物
は
、も
と
は
キ
ツ
ネ
で
は
な
く

オ
オ
カ
ミ
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
」と
も
述
べ

て
い
る
。
オ
オ
カ
ミ
は
古
代
日
本
人
に
と
っ
て

獣
の
中
で
最
も
崇
敬
さ
れ
た
神
で
あ
り
、
ア

イ
ヌ
に
お
い
て
も
、
オ
オ
カ
ミ
は
獣
の
王
者
と

し
て
厚
く
敬
わ
れ
る
。そ
れ
で
「大
神
」「真
神
」

と
も
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
。

稲
荷
大
社
は
空
海
と
関
係
が
深
い
が
、
空
海

が
高
野
山
を
開
く
に
あ
た
っ
て
許
可
を
得
た

の
が
狩
場
明
神
と
い
う
狩
猟
神
で
、こ
の
神
の

眷
属
が
山
犬
で
あ
っ
た
と
い
う
。
山
犬
と
オ
オ

カ
ミ
は
ほ
ぼ
同
じ
も
の
で
、
伏
見
稲
荷
大
社
の

眷
属
も
か
つ
て
は
オ
オ
カ
ミ
で
あ
っ
た
の
で
は
、

そ
れ
が
い
つ
の
ま
に
か
里
に
住
む
キ
ツ
ネ
に
置

き
か
え
ら
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

ま
あ
、
神
さ
ん
に
ま
つ
わ
る
話
で
あ
る
か
ら
、

色
々
と
想
像
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
は
で
き
よ
う

が
、
日
本
古
来
の
「山
の
神
」「田
の
神
」に
関

係
す
る
興
味
深
い
話
で
は
あ
る
。

稲
荷
山

ぶ
ら
り

散
策
記
⑫

越
智
薫
史

今
日
も
朝
顔
は
咲
か
な
か
っ
た
。

風
船
か
ず
ら
は
無
数
の
白
い
花
を
つ

け
、
そ
の
丈
も
二
階
に
届
き
、
な
お

伸
び
ん
と
し
て
い
る
。
花
も
実
も
付

き
、
葉
っ
ぱ
は
大
き
く
と
も
、
胡
瓜

の
収
穫
は
た
っ
た
の
１
本
だ
っ
た
。

千
成
ひ
ょ
う
た
ん
の
花
は
と
も
か
く

実
は
未
だ
だ
。
狭
い
と
こ
ろ
に
種
を

ま
い
た
の
で
、
こ
う
な
の
か
、
栄
養

素
不
足
か
、
我
が
家
の
中
秋
の
寸
景
。

こ
の
数
か
月
、
落
ち
着
か
ぬ
日
々

を
過
ご
し
た
。
被
災
地
み
ち
の
く
へ
、

合
唱
が
メ
イ
ン
の
母
校
や
病
院
訪
問

の
６
月
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
在
住
の
家

族
５
人
の
ひ
と
月
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
、

俳
句
講
座
な
ど
に
汲
々
と
し
つ
つ
、

戦
後
７
０
年
と
い
う
夏
。
大
き
く
か

ぶ
さ
っ
て
き
た
の
が
戦
争
法
（
安
保

法
制
）
だ
っ
た
。
あ
り
得
な
い
会
期

延
長
の
長
さ
も
、
議
論
の
立
ち
往
生

も
。
ル
ー
ル
な
ど
無
視
の
暴
走
。
す
っ

た
も
ん
だ
の
挙
げ
句
の
こ
れ
が
採
決
？

と
い
う
子
ど
も
た
ち
に
見
せ
ら
れ
な

い
よ
う
な
見
せ
場
付
き
。
ペ
テ
ン
師

の
イ
ン
チ
キ
み
た
い
な
。

子
も
孫
も
せ
っ
か
く
生
ま
れ
て
き

た
の
に
、
ご
め
ん
ね
え
こ
ん
な
国

で
。
落
胆
、
忸
怩
た
る
思
い
の
、

二
三
日
と
い
う
の
が
「
月
見
る
月
」

中
秋
の
始
ま
り
だ
っ
た
。

彼
岸
花
が
め
っ
ぽ
う
き
れ
い
な
、

シ
ル
バ
ー
ウ
イ
ー
ク
。
鴨
川
右
岸
の

散
歩
の
途
中
、
夫
が
呟
い
た
。
「
僕

よ
り
先
に
逝
っ
て
く
れ
る
？
そ
し
た

ら
、
何
も
か
も
い
い
具
合
に
し
て
や

れ
そ
う
な
ん
だ
」
「
え
？
結
構
長
く

生
き
る
と
思
う
け
ど
、
大
丈
夫
？
」

「
う
ん
」
単
身
赴
任
も
１
０
年
を
越

え
た
。
江
戸
情
緒
の
残
る
あ
の
隅
田

川
あ
た
り
な
ら
住
ん
で
も
い
い
な
、

と
思
う
け
れ
ど
、
「
東
京
は
君
を
受

け
入
れ
る
か
な
あ
？
」
と
き
た
。
あ

ん
？
そ
ん
な
あ
、
と
思
い
つ
つ
、
京

都
と
い
う
土
地
を
思
い
直
し
て
み
る
。

学
生
時
代
か
ら
だ
か
ら
も
う
、
半
世

紀
近
い
の
だ
っ
た
。

茨
木
の
り
子
の
「
ギ
ラ
リ
と
光
る
ダ

イ
ヤ
の
よ
う
な
日
」
も

あ
っ
た
。
大
学
紛
争
中

の
時
計
台
下
、
合
唱
団

Ｂ
Ｏ
Ｘ
。
女
子
寮
の
有

刺
鉄
線
。

あ
の
頃
の
京
都
は
よ
か
っ

た
な
あ
、
と
い
う
原
点

が
あ
っ
た
。
「
憲
法
を
暮
ら
し
の
中

に
生
か
そ
う
」
「
日
本
の
夜
明
け
は

京
都
か
ら
」
の
鼓
動
が
脈
打
っ
て
い

た
こ
ろ
、
７
０
年
代
の
初
め
だ
。
大

学
入
学
の
夏
、
京
都
女
子
大
で
の
、

「
日
本
母
親
大
会
」
に
参
加
し
、

「
若
者
た
ち
」
の
映
画
に
興
奮
し
た

私
だ
っ
た
。

今
、
日
本
国
憲
法
を
読
み
な
お
し
て

も
色
あ
せ
な
い
。
格
調
高
く
、
あ
あ
、

そ
う
な
の
か
、
と
襟
を
正
す
思
い
が

す
る
。

今
回
も
、
若
い
大
学
生
、
の
み
な
ら

ず
、
高
校
生
、
い
や
中
学
生
ま
で
も

法
案
は
「
違
憲
」
で
あ
り
、
民
主
主

義
は
、
俺
た
ち
で
作
っ
て
い
く
も
の
、

自
分
た
ち
国
民
に
こ
そ
主
権
が
あ
る

と
叫
び
出
し
た
。
嬉
し
い
、
感
動
的

な
ス
ピ
ー
チ
が
い
く
つ
も
き
け
た
。

初
め
て
の
、
シ
ル
バ
ー
ウ
イ
ー
ク

は
爺
婆
が
子
孫
に
ご
馳
走
と
い
う
こ

と
に
な
っ
た
が
、
ゴ
ル
フ
三
昧
と
か

で
、
「
経
済
最
優
先
！
」
と
吠
え
る

だ
け
の
首
相
に
言
い
た
い
。
諦
め
て

な
い
よ
、
「
チ
ー
ム
憲
法
」
が
こ
れ

か
ら
も
あ
の
採
決
は
お
か
し
い
、

「
戦
争
法
案
白
紙
撤
回
」
を
と
叫
ぶ

よ
と
。
出
る
と
こ
ろ
に
出
て
、
決
着

を
つ
け
よ
う
。
な
ん
せ
、
ノ
ー
ベ
ル

平
和
賞
候
補
な
ん
だ
、
憲
法
九
条
は
。

京
大
・
吉
田
寮

憲
法
九
条
は

ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
候
補

石
動
敬
子



子
供
の
頃
、

祖
母
に
水
道
水

を
無
駄
に
使
う

と
「
勿
体
な
い
」

と
叱
ら
れ
た
。

先
月
号
に
東
西
の
本
願
寺
の
事
を
書
き
、

ふ
と
、
高
校
通
学
時
に
見
た
勢
い
良
く

水
を
吹
き
上
げ
て
い
る
「
東
本
願
寺
の

噴
水
」
思
い
出
し
、
あ
れ
だ
け
年
中
水

を
使
え
ば
「
水
道

代
は
大
変
だ
ろ
う
」

と
気
に
な
っ
て
調

べ
た
。
何
と
、
噴
水
の

水
道
料
は
不
要
だ
っ
た
。

東
本
願
寺
は
、
江
戸
時
代
4
度
（
天

明

8
年
（1

7
8
8

）
文
政

6
年
（1

8
2
3

）
安
政

5

年
（18

5
8

）

元
治
元
年
（1

86
4

）
火
災
に
遭
っ

て
い
る
。
今
の
お
寺
は
、
明
治
時
代
に

建
立
さ
れ
た
建
物
。
前
の
「
は
す
の
花
」

イ
メ
ー
ジ
の
噴
水
は
、
大
正
７
年
（
１

９
１
８
）

に
完
成
し
、
後
に
補
修
さ
れ
た

も
の
。
現
在
の
噴
水
は
補
修
後
の
２
代

目
で
す
。
設
計
は
、
武
田
五
一
（
円
山
公
園
・

市
役
所
を
設
計
）
、
デ
ザ
イ
ン
は
日
本
画
の
竹
内

栖
鳳
の
ゴ
ー
ル
デ
ン
コ
ン
ビ
で
す
！

さ
て
、
噴
水
の
水
で
す
が
、
東
本
願

寺
は
度
々
の
火
災
の
対
策
と
し
て
、
明

治
３
０
年
（1

88
7

）
「
本
願
寺
水
道
」

を
造
っ
た
。
そ
れ
は
、
琵
琶
湖
疏
水
の

東
山
蹴
上
船
溜
（
け
あ
げ
ふ
な
だ
ま
り
）

で
分
水
さ
れ
、
地
下
導
水
管
で
三
条
・

祇
園
・
四
条
・
五
条
大
橋
※
の
下
か
ら
、

渉
成
園
枳
殻
邸
（
き
こ
く
て
い

）
の
庭
を
う

る
お
し

東
本
願
寺
迄
来
る
。
火
事
の
際

は
、
蹴
上
船
溜
と
東
本
願
寺
の
高
度
差

（
48
ｍ
メ
ー
ト
ル
）
を
利
用
し
て

東

本
願
寺
の
御
影
堂
、
阿
弥
陀
堂
の
屋
根

の
上
ま
で
放
水
で
き
る
防
火
用
水
を
蓄

え
て
い
て
る
。
水
道
は
東
本
願
寺
の
堀

も
う
る
お
し
、
渉
成
園
（
し
ょ
う
せ
い
え

ん
）
に
も
流
れ
、
御
影
堂
の
前
噴
水
の

水
を
供
給
し
て
い
る
。
そ
ん
な
事
情
で
、

初
期
投
資
は
多
く
、
管
理
費
は
要
す
る

が
、
我
ら
貧
乏
人
が
水
道
料
の
心
配
を

す
る
事
は
無
用
だ
っ
た
。

烏
丸
通
は
、
京
都
駅
か
ら
、
北
に
向

か
う
京
都
市
電
が
通
っ
て
い
た
。
１
９

１
２
年
（
明

45
）

京
都
市
電
の
烏
丸
線

が
計
画
さ
れ
た
時
、
東
本
願
寺
は
京
都

市
に
、
東
本
願
寺
の
門
前
で
は
市
電
を

迂
回
さ
せ
る
よ
う
申
し
入
れ
、
京
都
市

は
受
け
入
れ
た
。
市
電
は
無
く
な
っ
た

が
、
道
路
は
今
も
そ
の
ま
ま
。

枳
殻
邸

河
原
町
七
条
上
る
西
側

土
塀
で
囲
ま
れ
て
（
渉

成
園
）
枳
殻
邸
が
あ
る
。

池
泉
回
遊
式
庭
園
を

も
つ
東
本
願
寺
の
飛
地

境
内
地
（
別
邸
）
。1641

年
（
寛
永
18
）
に
三
代
将

軍
・
徳
川
家
光
か
ら
当
地
（
約
一
万
坪
）

が
寄
進
さ
れ
、
石
川
丈
山
の
趣
向
を
入

れ
た
作
庭
（
安
政
5
）
で
、
園
内
の
諸

殿
は1858

年
（
元
冶
元
）
の
二
度
に
わ

た
っ
て
焼
失
。
現
在
の
建
物
は
明
治
初

期
か
ら
末
年
ご
ろ
に
至
る
間
に
順
次
再

建
さ
れ
た
も
の
だ
と
聞
く
。
庭
園
に
は

四
季
折
々
の
花
が
咲
き
ほ
こ
り
、
変
化

に
富
ん
だ
景
観
は
「
十
三
勝
」
や
「
十

景
」
と
称
さ
れ
、
高
い
評
価
が
な
さ
れ

て
い
る
。（
入
場
料500

円
）
◎
本
願
寺
水
道

は
、

五
条
大
橋
裏
に
「
配
水
管
」
が
見
え
る
。
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西
大
路
通
を

行
く
市
電
は
、

車
窓
正
面
に
左

大
文
字
山
を
望
ん
で
、
西
大
路
下
立
売

の
停
留
場
を
出
発
し
ま
し
た
。
西
大
路

通
に
は
商
店
や
ビ
ル
が
混
在
し
た
街
並

み
が
続
き
ま
す
が
、
道
路
幅
が
ほ
か
の

市
電
通
り
と
比
べ
て
広
く
、
ゆ
っ
た
り

し
た
雰
囲
気
の
な
か
で
市
電
は
走
り
ま

す
。
ま
も
な
く
到
着
す
る
、
つ
ぎ
の
停

留
場
が
「
大
将
軍
」
で
す
。

交
差
す
る
東
西
の
道
路
は
仁
和
寺
街

道
で
、
西
へ
行
く
と
京
都
府
立
体
育
館

（
現
・
島
津
ア
リ
ー
ナ
京
都
）
や
京
都

府
立
山
城
高
校
が
あ
り
ま
す
。
府
立
体

育
館
で
催
事
が
あ
る
と
、
市
電
を
降
り

た
多
く
の
人
た
ち
が
西
へ
向
か
っ
て
歩

い
て
行
っ
た
も
の
で
す
。
大
将
軍
は
、

字
画
だ
け
見
る
と
市
電
の
停
留
場
名
に

似
つ
か
わ
し
く
な
い
印
象
を
受
け
ま
す

が
、
そ
の
由
来
は
、
停
留
場
か
ら
北
へ

行
っ
た
一
条
通
を
東
へ
入
っ
た
大
将
軍

八
神
社
か
ら
来
て
い
ま
す
。

大
将
軍
八
神
社
は
、
桓
武
天
皇
が
平

安
遷
都
に
当
た
っ
て
、
大
和
か
ら
勧
請

し
、
王
城
鎮
護
の
願
い
を
込
め
て
都
城

の
四
方
に
祀
っ
た
社
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。
大
将
軍
と
は
、
陰
陽
道
で
は
皇

神
大
将
軍
と
呼
ば
れ
方
位
を
司
る
神
様

で
す
。
そ
の
位
置
は
、
創
建
当
時
か
ら

現
在
ま
で
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
ほ
か

の
神
社
は
、
創
建
当
時
と
別
の
場
所
に

移
さ
れ
た
例
が
多
く
あ
り
ま
す
が
、
大

将
軍
八
神
社
は
、
位
置
そ
の
も
の
が
大

切
で
あ
っ
た
た
め
、
場
所
を
移
さ
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
し
た
。

と
く
に
家
の
新
築
、
修
理
、
転
居
は
、

方
位
に
気
を
使
う
事
柄
で
、
京
都
の
家

で
は
、
大
将
軍
八
神
社
の
お
札
が
壁
に

貼
っ
て
あ
る
の
は
、
よ
く
見
受
け
ら
れ

る
光
景
で
す
。
私
も
、
自
宅
の
新
築
の

時
に
は
、
両
親
と
と
も
に
神
社
へ
お
参

り
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
由
来
の
大
将
軍
八
神
社
の

読
み
は
「
だ
い
し
ょ
う
ぐ
ん
」
で
す
が
、

付
近
の
行
政
地
名
、
停
留
場
名
は
「
た

い
し
よ
う
ぐ
ん
」
と
、
「
だ
」
と
「
た
」

の
違
い
が
あ
り
ま
す
。
言
い
易
い
よ
う

に
、
地
名
の
読
み
が
転
化
す
る
の
は
、

よ
く
あ
る
こ
と
で
す
が
、
「
た
」
に
な
っ

た
だ
け
で
読
み
易
く
な
っ
た
と
も
思
え

ず
、
そ
の
経
緯
は
不
明
で
す
。
実
は
私

も
出
版
し
た
京
都
市
電
の
本
で
、
う
っ

か
り
停
留
場
名
を
「
だ
い
し
ょ
う
ぐ
ん
」

と
読
み
を
振
っ
て
し
ま
い
、
人
に
指
摘

さ
れ
て
初
め
て
間
違
い
に
気
が
つ
い
た

次
第
で
す
。

大
将
軍
八
神
社
の
あ
る
一
条
通
は
、

商
店
が
建
ち
並
ぶ
、
賑
や
か
な
大
将
軍

商
店
街
と
な
っ
て
い
ま
す
。
い
ま
で
は
、

「
妖
怪
ス
ト
リ
ー
ト
」
と
銘
打
ち
、
さ

ま
ざ
ま
な
妖
怪
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
、

妖
怪
に
よ
る
ま
ち
お
こ
し
を
し
て
い
ま

す
。
一
条
通
は
平
安
京
の
北
端
に
位
置

し
、
南
は
平
安
京
の
内
、
北
は
平
安
京

の
外
で
、
一
条
通
は
日
常
と
未
知
の
境

界
線
で
あ
り
、
二
つ
の
世
界
の
住
人
、

人
間
と
人
間
以
外
の
モ
ノ
が
出
会
う
場

所
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

西
大
路
一
条
の
角
に
も
、
東
側
に
土

塀
に
囲
ま
れ
た
神
社
が
見
え
ま
す
。
八

重
散
り
椿
で
名
高
い
椿
寺
で
す
。
正
し

く
は
浄
土
宗
地
蔵
院
と
言
い
、
加
藤
清

正
が
朝
鮮
か
ら
持
ち
帰
っ
て
、
豊
臣
秀

吉
に
寄
進
し
た
と
言
う
伝
承
の
椿
が
あ

り
ま
す
。

西
大
路
通
と
交
差
す
る
仁
和
寺
街
道
、

一
条
通
に
は
、
御
室
方
面
に
向
か
う
京

都
市
バ
ス
、
Ｊ
Ｒ
路
線
バ
ス
が
、
市
電

時
代
か
ら
変
わ
ら
ず
今
も
走
っ
て
い
ま

す
。
今
で
こ
そ
付
近
の
要
衝
は
、
北
の

白
梅
町
付
近
に
移
っ
て
い
ま
す
が
、
昔

か
ら
歴
史
・
文
化
の
中
心
と
し
て
栄
え

て
き
た
大
将
軍
で
し
た
。

市
電
が
走

っ
た

京
都
を
巡
る

福

田
静
二56

京
都
＆

東
山

ぶ
ら
り
ピ
カ
リ

し
ち
じ
ょ
う

と
お
り

七
条

通
⑥
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の

市
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本
願
寺
の

噴
水
と
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個
人
経
営
を

整
理
し
法
人
の

乙
酒
卸
免
許
を

得
て
会
社
は
ス
タ
ー
ト
。
業
績
は
向
上

し
た
。
当
時
、
私
は
、
ド
ッ
プ
リ
と
政

治
運
動
に
関
わ
り
家
出
状
態
。
家
や
店

の
将
来
は
弟
（当
時
は
幼
児
）
に
任
せ
れ
ば
良

い
と
思
っ
て
い
た
。
が
再
建
支
援
に
、

私
の
参
加
が
有
り
、
仕
方
な
く
「
勤
務

時
間
以
外
の
政
治
活
動
は
眼
を
瞑
る
」

と
の
条
件
付
で
事
業
に
参
加
し
た
。

債
権
者
代
表
で
、
大
口
債
権
者
Ｅ
酒

造
の
若
い
当
社
担
当
の
Ｓ
氏
が
、
常
勤
専
務

に
就
任
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
彼
は
、
夜

に
な
る
と
販
売
担
当
社
員
達
を
引
き
連

れ
て
、
祇
園
町
等
で
豪
遊
を
す
る
。

Ｓ
氏
は
、
Ｅ
社
で
は
⒛
才
代
の
平
社
員
。

出
向
で
専
務
に
な
り
舞
い
上
が
っ
た
の
と
、

古
い
販
売
員
と
の
意
思
疎
通
の
た
め
か

と
も
思
っ
た
。
が
、
余
り
に
も
「
経
費

使
い
過
ぎ
」
を
何
度
か
注
意
し
た
が
聞

き
入
れ
無
い
。
ブ
ッ
切
れ
て
、
彼
を
専

務
と
し
派
遣
し
た
Ｅ
酒
造
に
赴
き
、
同

社
専
務
と
社
長
に
直
接
談
判
、
交
際
費

明
細
を
見
せ
て
対
処
を
求
め
た
。
同
社

は
、
彼
を
直
ぐ
引
き
取
っ
て
呉
れ
た
。

彼
は
ズ
ー
と
後
、（
Ｅ
酒
造
の
）

役
員
な
っ

た
。
そ
の
彼
の
没
後
、
「
あ
の
時
の
お

灸
の
お
陰
で
出
世
が
で
き
た
」
と
言
っ

て
た
と
聞
い
た
。
苦
言
が
役
に
立
っ
て
良
か
っ
た

会
社
は
順
調
、
債
務
も
徐
々
で
は
あ
る

が
減
っ
た
。
そ
こ
へ
「
融
手
事
件
」
が

起
こ
り
銀
行
融
資
が
ス
ト
ッ
プ
な
る
。

個
人
時
代
の
債
務
半
額
棚
上
げ
で
ス
タ
ー

ト
し
た
が
、
債
権
者
中
の
一
社
（酒
造
会

社
）
が
、
そ
れ
で
は
資
金
繰
り
に
困
る

と
の
事
、
債
権
者
団
了
解
を
得
て
「
融

通
手
形
」
で
対
応
し
た
。
三
年
程
経
過

時
「
融
手
」
の
事
が
、
取
引
銀
行
に

（当
社
手
形
が
高
利
貸
裏
印
取
立
て
）
バ
レ
た
。

世
は
、
超
金
融
引
締
時
代
、
途
端
に
当

社
の
融
資
が
ス
ト
ッ
プ
さ
れ
た
。
そ
の

酒
造
会
社
は
倒
産
。
当
社
が
振
出
し
た

（融
通
）
手
形
は
、
高
利
貸
に
渡
っ
て
い

る
。
回
収
し
な
い
と
当
方
も
連
鎖
倒
産

危
機
。
前
以
て
「
高
利
貸
」
を
充
分
に

調
査
、
名
古
屋
へ
交
渉
に
行
っ
た
。
そ

の
酒
造
会
社
不
動
産
は
銀
行
が
担
保
設

定
済
み
。
貸
金
業
は
「
裏
の
仕
事
」
と

判
っ
た
。
こ
れ
は
、
取
り
戻
せ
る
と
確

信
し
、
父
の
友
人
に
（証
人
で
）
同
行
を
お

願
い
し
訪
問
。
二
時
間
余
の
交
渉
結
果
、

当
社
の
振
出
し
た
（
融
通
）
手
形
は
全
て

取
り
戻
し
た
。
（
手
法
は
秘
中
の
秘
）
（
株
）

酒
谷
本
店
は
、
一
難
は
越
え
ら
れ
た
。

23
才
の
時
だ
つ
た
。

季
節
は
す
っ
か
り
秋
。
皆
さ
ん
は
季

節
の
移
り
変
わ
り
を
何
で
感
じ
る
で
し
ょ

う
か
。

ウ
ク
レ
レ
と
ギ
タ
ー
で
歌
の
な
い
ポ
ッ

プ
ス
を
生
み
出
し
て
い
る
フ
ラ
リ
ー
パ
ッ

ド
は
、
四
季
折
々
の
風
景
を
音
楽
で
描

く
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
春
の
芽
吹
き
、

夏
の
星
空
、
秋
の
芳
香
、
冬
の
空
気
。

京
都
と
い
う
、
都
会
で
あ
り
な
が
ら
自

然
に
恵
ま
れ
た
環
境
に
生
ま
れ
育
っ
た

こ
と
が
、
二
人
に
季
節
の
移
り
変
わ
り

を
自
然
に
見
出
す
感
性
を
養
わ
せ
た

の
で
し
ょ
う
。

秋
を
感
じ
る
光
景
の
一
つ
に
、
大
空

に
広
が
る
雲
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
夏
が

終
わ
り
秋
へ
と
季
節
が
移
り
行
く
様
は
、

空
の
高
さ
と
雲
の
形
状
が
教
え
て
く
れ

る
も
の
で
す
。
秋
の
雲
の
代
表
格
と
言

え
ば
巻
積
雲
。
「
う
ろ
こ
雲
」
や
「
い
わ

し
雲
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
空
一
面
に

広
が
る
小
さ
な
雲
片
の
集
合
体
で
す
。

空
の
青
さ
と
雲
の
白
さ
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
、

そ
し
て
ど
こ
ま
で
も
続
く
雲
の
群
れ
。

そ
の
光
景
に
ど
こ
か
郷
愁
感
を
抱
く
も

の
で
す
。
あ
の
雲
の
彼
方
に
、
遠
く
離

れ
た
故
郷
や
、
忘
れ
か
け
た
昔
の
想
い

出
を
見
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
す
る

の
で
す
。

フ
ラ
リ
ー
パ
ッ
ド
の
秋
の
曲
に
『
い
わ
し

雲
』
と
い
う
曲
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
曲
は

彼
ら
が
ア
マ
チ
ュ
ア
時
代
に
作
っ
た
も
の

で
、
「
ふ
る
さ
と
」
を
テ
ー
マ
に
書
い
た

と
の
こ
と
。
こ
の
曲
を
初
め
て
聴
い
た
時
、

私
は
室
生
犀
星
の
『
抒
情
小
曲
集
』
の

一
節
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
「
ふ
る
さ
と

は
遠
き
に
あ
り
て
思
ふ
も
の
、
そ
し
て

悲
し
く
う
た
ふ
も
の
」
フ
ラ
リ
ー
パ
ッ
ド

の
二
人
は
生
ま
れ
育
っ
た
京
都
を
離
れ

て
暮
ら
し
た
経
験
は
な
い
の
で
、
「
故
郷
」

と
い
う
観
念
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い

は
ず
な
の
に
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
も

望
郷
の
念
溢
れ
る
曲
が
書
け
る
の
か
、

不
思
議
に
思
っ
た
も
の
で
す
。

タ
イ
ト
ル
の
『
い
わ
し
雲
』
は
後
に
つ
け

ら
れ
た
も
の
で
す
が
、
望
郷
の
想
い
を

物
思
い
に
ふ
け
る
秋
の
空
に
託
す
と
い

う
セ
ン
ス
は
、
感
性
豊
か
な
フ
ラ
リ
ー
パ
ッ

ド
な
ら
で
は
。
そ
こ
に
は
、
聴
き
手
の
想

像
力
を
豊
か
に
す
る
音
楽
を
届
け
た

い
二
人
の
想
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

言
葉
の
な
い
音
楽
だ
か
ら
こ
そ
届
け

ら
れ
る
世
界
。
大
空
に
広
が
る
い
わ
し

雲
を
見
な
が
ら
、
感
じ
て
い
た
だ
け
た

な
ら
幸
い
で
す
。
る
仕
と
思
わ
ず
に
い

ら
れ
ま
せ
ん
。

未成年者の飲酒喫煙は法律で禁止です！とんからりんVOL 193：2015(平成27）10月号（木）P4

▽
も
う
81
才
に
な

り
、
幼
年
時
代
を

知
る
人
も
少
な
い
。
幼
小
年
時
代
の

私
の
評
価
「
大
人
し
く
て
気
の
弱
い

子
」
だ
っ
た
。

▼
病
弱
で
躰
も
小
さ
く
、
風
が
強
い

日
は
、
外
で
の
遊
ぶ
事
も
拒
ん
だ
。

小
学
時
代
、
体
操
授
業
は
免
除
、
教

室
で
本
を
読
ん
で
過
ご
し
た

▽
六
年
生
の
時
、
学
童
疎
開
が
始
ま
っ

た
。
私
は
「
集
団
疎
開
」
は
無
理
だ
ろ

う
と
、
曽
祖
父
迄
が
住
ん
で
い
た
「炭

山
（今
は
宇
治
市
）
に
「縁
故
」を
頼
り
疎

開
し
た
。

▼
そ
こ
は
当
時
、
電
気
ガ
ス
も
無
く
、

道
路
も
細
く
山
道
を
数
キ
ロ
歩
き
町

に
出
る
。
新
聞
は
三
日
分
が
纏
め
て

来
る
僻
村
だ
っ
た
。
（
今
は
、
東
山
か
ら
陶

磁
器
関
係
者
の
移
住
で
人
口
が
増
え
た

）

▽
疎
開
で
ご
厄
介
を
お
掛
け
し
て
い

る
か
ら
、
そ
こ
の
家
の
お
手
伝
い
す
る

よ
う
に
と
、
祖
母
に
滾
々
と
言
い
付

け
ら
れ
て
い
た
。

▼
朝
起
き
て
、
鶏
に
エ
サ
を
与
え
、
鶏

小
屋
掃
除
。
帰
校
後
な
、
山
小
屋

迄
「
薪
・
割
木
」
を
取
り
に
行
く
。

も
う
一
人
の
疎
開
児
と
一
緒
に
。
▽

野
菜
嫌
い
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
こ
は
魚

屋
も
肉
屋
も
な
い
。
嫌
い
だ
っ
た
ト
マ

ト
や
キ
ュ
ウ
リ
の
、
お
い
し
さ
が
判
り

食
べ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

▼
疎
開
の
6
ヶ
月
間
は
、
一
度
も
病

気
に
な
ら
ず
過
ご
し
、
以
後
も
見
違

え
る
ほ
ど
健
康
な
身
体
に
な
っ
た
。

も
し
戦
時
疎
開
が
無
か
っ
た
ら
、
今

ま
で
は
生
き
て
い
な
い
だ
ろ
う
。

▽
幼
く
し
て
、
他
人
の
中
で
生
活
し

た
経
験
は
、
我
が
ま
ま
だ
っ
た
私
の

生
き
方
に
随
分
役
立
っ
た
と
思
っ
て

い
る
。
諺
に
は
、
「
他
人
の
飯
を
食
え
」

と
あ
る
。

▼
過
保
護
時
代
の
今
の
日
本
。
次
世

代
の
日
本
は
大
丈
夫
だ
ろ
う
か
？
。

酒
屋
で

生
き

て

生
か
さ
れ
て

皆
さ
ん
僕
を

ご
存
知
か
な
？

黒
い
ボ
デ
ィ
ー

に
黒
い
羽
根
、

耳
は
、
尖
が
っ

て
る
奴
や
小
さ
い
奴
が
い
る
。
鼻
も
、

豚
鼻
の
奴
が
い
た
り
す
る
。
そ
の
中
で

も
僕
は
、
魔
女
に
可
愛
が
ら
れ
る
く
ら

い
カ
ッ
コ
い
い
コ
ウ
モ
リ
だ
。

毎
年
十
月
の
最
終
日
、
夜
の
谷
の
奴
等

を
引
き
連
れ
て
人
間
の
世
界
に
お
邪
魔

す
る
。
で
、
僕
達
は
何
を
す
る
か
っ
て
？

僕
達
は
僕
達
の
長
に
言
わ
れ

て
、
悪
い
事
を
し
て
い
る
人

間
を
引
き
込
む
よ
う
に
言
わ

れ
て
る
ん
だ
。
子
ど
も
の
行

事
だ
と
思
っ
て
い
る
人
間
は
、

日
本
と
い
う
国
に
お
い
て
多

い
。
で
も
な
ぁ
、
こ
う
い
う

行
事
を
や
っ
て
い
る
以
上
、
老
若
男
女

関
係
な
く
対
象
な
ん
だ
ぜ
。

し
か
し
人
間
の
は
み
出
し
者
っ
て
の
は

考
え
物
だ
。
僕
達
は
確
か
に
夜
の
世
界

の
モ
ノ
だ
け
ど
、
長
の
言
う
事
は
聞
く

し
、
こ
の
世
界
の
ル
ー
ル
も
守
る
。
で

も
人
間
の
悪
い
奴
っ
て
の
は
、
ル
ー
ル

も
守
れ
な
い
し
、
先
輩
の
言
う
事
も
聞

か
な
い
奴
ば
か
り
だ
。
長
は
新
入
り
の

指
導
を
し
ろ
と
言
う
け
れ
ど
、
手
に
負

え
な
い
者
ど
も
ば
か
り
で
こ
ち
ら
の
監

獄
も
イ
ッ
パ
イ
だ
。
こ
う
い
う
事
も
あ
っ

て
最
近
、
何
だ
か
ち
ょ
っ
と
こ
ち
ら
の

空
気
も
変
わ
っ
て
き
て
い
る
。
さ
て
今

年
、
長
は
僕
達
に
ど
う
い
う
命
令
を
出

す
の
だ
ろ
う
？

〈
有
名
人
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
オ
・
ラ
ン
タ
ン
〉

コ
ウ
モ
リ
に
着
い
て
毎
年
人
間
界
に

行
く
ん
だ
け
ど
、
な
ん
じ
ゃ
こ
り
ゃ
っ

て
感
じ
だ
ね
。
何
だ
か
秩
序
も
無
け
れ

ば
規
律
も
無
い
し
、
規
則
は
無
視
す
る

し
、
僕
達
に
だ
っ
て
分
か
る
倫
理
や
常

識
が
無
い
奴
が
多
い
。
何
で
僕
達
に
そ

ん
な
ち
ゃ
ん
と
し
た
事
が
分
か
る
か
っ

て
？
何
が
悪
く
て
何
が
良
い
の
か
知
っ

て
な
き
ゃ
、
然
る
べ
き
奴
を
連
れ
て
帰

れ
な
い
で
し
ょ
！
そ
ん
な
僕
達
夜
の
住

人
も
分
か
る
普
通
・
常
識
の
レ
ベ
ル
が

か
な
り
下
が
っ
て
き
て
い
る
人
間
っ
て
、

一
体
何
な
ん
だ
ろ
う
？
僕
は
今
年
も
人

間
界
に
行
く
よ
。
で
も
ね
ぇ
、
正
直
そ

ん
な
奴
等
連
れ
帰
り
た
く
な
い
ん
だ
よ
。

だ
っ
て
こ
ち
ら
の
世
界
に
来
て
も
邪
魔

な
だ
け
な
ん
だ
も
ん
。
い
っ
そ
の
こ
と
、

人
間
界
を
夜
の
世
界
よ
り
も
暗
い
闇
の

世
界
に
し
て
、
夜
の
世
界
の
モ
ノ
の
監

獄
に
す
れ
ば
い
い
と
思
う
ん
だ
。
良
い

案
で
し
ょ
！

編
集
後
記

第
百
七
話

仕
方
な
く
酒
屋
に
②

専
務
の
横
暴

い
わ
し
ぐ
も

纐
纈
史
子

F
um
ik
oK
ou
se
tu

僕
の
名
前
は
、

コ
ウ
モ
リ

月
三
天


