
こ
の
欄
は
、

先
日
、NH

K

・TV

で
報
じ
ら
れ
、
又
、
他
報
道
の

記
事
を
参
考
に
記
し
た
。

原
爆
で
、
人
も
建
物
も
、
完
膚
な
き
ま
で

破
壊
さ
れ
た
広
島
市
の
橋
の
一
つ。
広
島

市
南
区

「猿
猴

（え
ん
こ
う
）
橋
」

は
、
華
麗
な
装
飾
が
、
前
戦
時
中
の
金

属
強
制
供
出
で
撤
去
さ
れ
る
ま
で
「西

日
本

一
美
し
い
橋
」と
称
さ
れ
い
た
。

そ
し
て
、
現
存
す
る
最
古
の
被
爆
橋
と
し

て
知
ら
れ
る
こ
の
橋
が
、
往
年
の
姿
に
復

元
さ
れ
、
３
月
28
日
に
式
典
が
開
か
れ

た
。
松
井
一
実
・広
島
市
長
や
地
元
住

民
ら
が
、
当
時
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
羽
織

は
か
ま
や
、鮮
や
か
な
着
物
姿
で
渡
り
初

め
を
し
て
祝
わ
れ
た
と
知
る
。。

こ
の
猿
猴
橋
よ
り
10
数
年
前
に
、
現
存
の

七
条
大
橋
は
架
橋
さ
れ
て
い
る
。
（１
９
１
３

年
（大
２
）
。左
の
写
真
は
大
正
末
年
、
鴨
川

西
岸
か
ら
撮
影
さ
れ
た
橋
。写

真
に
有
る

「照
明
灯
や
欄

干
は
」は
、
「猿

猴

（え
ん
こ
う
）

橋
」
と
同
様
戦

争
時
、
金
属
供

出
で
取
り
上
げ

ら
れ
た
が
、照
明

灯
は
戻
ら
ず
、

欄
干
の
デ
ザ
イ

ン
や
材
質
は
変

更
さ
れ
て
い
る
。

橋
の
、
上
下
流
の
側
面
は
、
黒
い
汚
れ
が
目

立
ち
、
折
角
の
ア
ー
チ
橋
の
美
し
さ
が
、
認
め

認
め
に
く
い
。
又
、こ
の
橋
は
、
権
威
あ
る
「土

木
学
会
」が
、2008

年
（
平
20
）
に
、
『黎

明
期
の
Ｒ
Ｃ
ア
ー
チ
の
中
で
群

を
抜
い
て
巨
大
で
あ
り
、鴨
川

筋
に
お
い
て
明
治
期
の
意
匠
を

残
す
唯

一
の
橋
と
し
て
重
要

な
施
設
で
あ
る
』と
し
て
、
銘

盤
に
も
表
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
橋
は
、
京
都
駅
か
ら
近
く
、観
光
で
東
山

方
向
へ、
多
く
の
方
々
が
お
渡
り
に
な
る
。
鴨

川
に
は
多
く
の
橋
が
あ
り
、
戦
後
に
修
理
や

改
良
さ
れ
た
橋
も
多
い
の
に
、
可
哀
想
に
こ
の

橋
だ
け
は
、戦
争
は
終
わ
って
い
な
い
。。

原
爆
で
、
コ
テ
ン
パ
ン
に
破
壊
さ
れ
た
「広
島

の
猿
猴
橋
が
、
立
派
に
「橋
」を
復
元
し
た
の
に
、

空
襲
の
被
害
は
、
極
僅
か
だ
った
「京
都
」が
、

戦
後
70
年
を
経
た
今
も
、
「橋
の
照
明
塔
」す

ら
復
元
が
出
来
な
い
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

京
都
は
、上
（北
）の
方
向
に
、御
所
や
「府
庁
」

が
有
る
。そ
れ
故
か
、改
良
工
事
等
は
、常
に
？

北
か
ら
南
へ施
工
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
、市

の
南
部
住
民
は
僻
む
。

そ
の
証
拠
は
『七
条
大
橋
欄
干
』は
戦
後
30

年
「木
製
」で
針
金
補
修
だ
った
。
余
り
に
も

可
哀
想
と
、
当
時
Ｋ
Ｂ
Ｓ
放
送
ラ
ジ
オ
番
組
の

「池
田
幾
三
の
ザ
・ツ
ゥ
デ
ィ
」に
も
訴
え
た
結

果
、
コン
ク
リ
ト
製
に
な
る
。
欄
干
は
、
更
に
数

年
後
ヤ
ッ
ト
現
在
の
「「通
し
矢
」に
デ
ザ
イ
ン

に
な
った
の
だ
。
電
柱
の
様
な
街
路
灯
は
あ

る
が
「照
明
塔
」
は
今
も
な
い
。

北
か
ら
順
に
橋
を
見
比
べ
ば
、

ア
ア
、
イ
ヤ
ニ
ナ
ッ
チ
ャ
ウ
！
だ
。

第3日曜日開催4月1７日(月）定例:朝9時～

第135回朝粥食べておシャベリ会
講演:集酉楽サカタニ：

集酉楽 部門責任者：酒谷宗男

▽
今
月
、
こ
の

「と
ん
か
ら
り

ん
」で
200
号
に
な
り
ま
し
た
。
1995
年

（平
7
）５
月
が
第
１
号
。
１
歳
だ
っ
た

孫
が
高
校
生
に
な
り
ま
し
た
。
よ
う

続
け
た
と
自
分
で
ビ
ッ
ク
リ
で
す
。

▼
２
０
０
２
年
ま
で
は
、
専
門
家
に
依

頼
し
て
作
成
し
て
い
ま
し
た
が
、
68
才

時
に
Ｐ
Ｃ
の
勉
強
を
し
て
、
悪
戦
苦

闘
し
て
自
家
製
に
し
ま
し
た
。

Ｐ
Ｃ
も
機
能
も
悪
い
の
に
高
額
な
時

代
で
大
変
で
し
た
。

▽
フ
ァ
ミ
マ
を
経
営
、
余
力
で
『老
人

に
よ
る
老
人
の
為
の
居
酒
屋
「”あ
＝

ア
チ
ョ
ボ
」を
開
店
。
大
学
の
先
輩

「信
ち
ゃ
ん
」に
店
長
を
頼
み
、
話
題

の
店
に
な
り
ま
し
た
。
（参
考
別
紙
）

▼
「ア
チ
ョ
ボ
」の
名
称
は
「信
ち
ゃ
ん
」

と
共
通
の
友
人
「Ｈ
君
」に
依
頼
。
Ｈ

君
は
「電
通
」デ
レ
ク
タ
䦍
。
キ
ン
チ
ョ

ウ
や
関
西
保
安
協
会
の
Ｃ
Ｍ
も
彼
の

案
。
ヨ
ッ
シ
ャ
と
無
料
で
引
き
受
け
て

呉
れ
ま
し
た
。
友
情
は
嬉
し
い
。

「お
け
い
は
ん
」
も
彼
が
絡
ん
で
る
と
か

▽
２
０
０
４
年
３
月
、
「信
ち
ゃ
ん
が

彼
が
急
死
」と
隣
地
に
「サ
ー
ク
ル
サ

ン
ク
ス
」出
店
も
有
っ
て
対
策
で
忙
し

く
暫
時
休
刊
し
ま
し
た
。
2
Ｆ
に
あ
っ

た
「萬
三
」の
経
営
権
を
譲
り
、
其
処

に
移
転
。
2
Ｆ
は
「集
酉
楽
」に
代
え

ま
し
た
。

▼
「朝
粥
食
べ
て
お
シ
ャ
ベ
リ
会
」も
そ

の
頃
が
ス
タ
ー
ト
で
す
。
「と
ん
か
ら

り
ん
」も
幾
度
か
休
刊
し
ま
し
た
が

今
号
で
２
０
０
号
。
途
中
何
度
も
「も

う
！
」止
め
や
と
思
っ
た
。
が
、
そ
ん

な
時
「読
ん
で
る
ェ」の
お
声
が
か
か
る
。

▼
根
が
「オ
ッ
チ
ョ
コ
チ
ョ
イ
」で
お
だ
て

に
弱
い
。
そ
の
繰
り
返
し
で
今
に
至
っ

た
。
友
情
で
ご
投
稿
く
だ
さ
る
方
も

増
え
た
。
や
め
ら
れ
へ
ん
や
か
！
。

。
冷
え
た
と
る
反
し
で
⒦
左
エ
市
で

ど
ん
つ
き

西
日
本

一

美
し
い

橋
復
元

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
℡・075-561-7974
URLwww.sosake.jp/
Eﾒｰﾙinfo@sosake.
月刊 発行会員新聞
編集酒谷義郎

Eﾒｰﾙ
yosirou@sosake.jp

サ
カ
タ
ニ
友
の
会
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ュ
ー
ス

今回は第11回：

七条大橋清掃活動 60分程度

2016年 5月7日（木）午前9時：スタート
★集合場所：京阪七条駅西南出入口 ※少雨決行

☆汚れても良い服装で 雑巾・タワシ持参
作業終了後：サカタニ2Ｆ:懇談会60分程

汚れている今の橋 架橋時の橋

本
日
の
講
師

は
、
え

っ
、

初
め
て
で
す

か
！
？

の

酒
谷
宗
男
さ

ん
で
す
。
熊

本
の
震
災

へ

の
黙
祷
か
ら

始
ま
り
ま
し

た
。
第
１
回

は
２
０
０
５
年
２
月
。
今
で
は

翌
月
の
予
約
を
し
な
い
と
参
加

で
き
な
い
会
も
ス
タ
ー
ト
の
頃

は
参
加
人
数
も
不
安
定
で
運
営

に
苦
労
さ
れ
た
と
は
驚
き
。
１

階
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

で
シ
ス
テ
ム
で
動
く
商
売
。
２

階
は
ア
ナ
ロ
グ
的
に
運
営
を
す

る
ん
だ
と
の
サ
カ
タ
ニ
さ
ん
の

思
い
が
反
映
し
た
素
敵
な
ス
ペ
ー

ス
と
な

っ
て
い
る
の
は
ご
存
知

の
と
お
り
で
、

「
こ
う
い
う
ス

ペ
ー
ス
を
や

っ
て
い
る
と
人
が

出
入
り
す
る
」
と
各
分
野
、
多

彩
に
交
流
を
広
げ
ら
れ
、
講
師

に
巻
き
込
ま
れ
た
の
が
成
功
の

秘
訣
と
の
こ
と
。

「仕
事
は
楽

し
く
、
遊
び
は
真
剣
に
」
の
言

葉
に
多
く
の
方
が
う
な
ず
い
て

お
ら
れ
ま
し
た
。
酒
屋
さ
ん
と

し
て
、
椅
子
に
座
る
余
裕
も
な

く
、
５
分
だ
け
寝
さ
せ
て
く
れ

と
仮
眠
の
間
に
夢
を
ふ
た
つ
見

る
と
い
う

エ
ピ
ソ
ー
ド
に
い
か

に

一
生
懸
命
働
い
て
こ
ら
れ
た

か
伝
わ

っ
て
き
ま
し
た
。
継
続

は
力
な
り
。
５
回
、
１
０
回
、

２
０
回
、
１
０
０
回
で
そ
れ
ぞ

れ
わ
か
る
こ
と
が
あ
る
。
続
け

な
が
ら
工
夫
し
て
き
た
。

「お

客
さ
ん
が
ど
う
や

っ
た
ら
喜
ん

で
く
れ
る
か
」
を
常
に
考
え
て

行
動
の
６
６
歳
。
過
去
１
３
５

回
の
歴
史
を
４
０
分
で
語
る
の

は
到
底
無
理
で
、
伝
え
た
い
こ

と
の
５
％
も
言
え
て
な
い
と
。

私
も
書
き
た
い
こ
と
の
５
％
も

書
け
な
い
状
態
で
す
。

「力
を

借
り
て
み
ん
な
で
や

っ
て
い
く

の
が
大
切
」
こ
の
言
葉
か
ら
サ

カ
タ
ニ
さ
ん
に
多
く
の
ス
テ
キ

な
人
が
集
ま
る
理
由
が
あ
る
ん

だ
と
改
め
て
理
解
で
き
ま
し
た
。

朝
粥
食
べ
て
オ
シ
ャ
ベ
リ
会
、

こ
れ
か
ら
も
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く

当
日
、
熊
本
地
震
発
生
、
開
会
前
、

全
員
で
犠
牲
者
の
方
々
に
黙
祷
を
捧
げ
た
。

地域にお役に立つ店を目指して！ とんからりん VOL：200号 2016(平成28年）5月１日号（金）P １

★広島の猿猴（えんこう）橋は、復元出来たのに、京都の七条大橋は、何故？出来ないの！

※
猿
猴
橋
は
、
Ｊ
Ｒ
広
島
駅
南
側
の
猿
猴

川
に
安
土
桃
山
時
代
に
架
け
ら
れ
た
。

１
９
２
６

（大
正
１
５
）
年
に
コ
ン
ク
リ
ー

ト
製
に
架
け
替
え
た
際
、
親
柱
に
は
翼
を

広
げ
て
地
球
儀
を
つ
か
ん
だ
タ
カ
を
据
え

付
け
、
欄
干
に
は
猿
の
透
か
し
彫
り
の
細

工
を
あ
し
ら
っ
た
が
と
も
る
モ
ダ
ン
な
橋

と
し
て
有
名
。
夜
に
は
明
か
つ
い
た
。

写真：猿猴橋橋の渡り初め

暑
く
な
り
、

雑
草
が
急
増
！

人
手
が

多
く
要
る
！
ご
参
加
を⒲



幼
児
の
頃
、
育

て
て
呉
れ
た
お

ば
ぁ
ち
ゃ
ん
に
、

「お
前
は
、
シ
ツ
コ
イ
子
や
」と
、
よ
く
言
わ
れ

て
い
た
。
自
分
が
欲
し
い
も
の
が
有
る
と
、
そ

れ
を
手
に
入
れ
る
ま
で
毎
日
毎
日

「あ
れ
を
、

こ
う
て
（買
っ
て
）
！
」と
。
お
ね
だ
り
（要
求
）

貫
徹
！
す
る
ま
で
「権
太
」を
張
った
か
ら
。

「三
つ
子
の
魂
百
迄
」と
言
う
か
ら
、
八
十

歳
を
幾
つ
か
越
え
た
が
、
今
も
、
そ
の
性
格

は
治
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
だ
け
な
く
、
歳
の
所

為
か
「少
し
頑
固
？
」に
な
り
、
周
囲
を
困

ら
せ
て
い
る
、
ら
し
い
。

こ
の
「と
ん
か
ら
り
ん
」は1992

年
（平
７
）

が
1
号
で
今
号
で
二
百
号
（24
歳
。
孫
19
才

よ
り
年
長
）
。
当
初
は
、
編
集
と
印
刷
は
専

門
家
に
お
願
い
を
し
て
い
た
。
が
、
費
用
節

約
の
た
め
に
、
何
と
か
自
分
で
作
成
し
よ
う

と
、
シ
ャ
ー
プ
Ｍ
Ｚ
80
Ｂ
の
Ｐ
Ｃ
を
購
入
、
ベ
ー

シ
ッ
ク
を
勉
強
を
し
た
り
、
苦
し
ん
だ
が
、
何

と
か
、
全
て
自
社
で
作
成
す
る
こ
と
に
し
た
。

当
初
は
苦
労
し
た
が
、
近
年
は
、
パ
ソ
コ
ン
の

「ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト
」、
プ
リ
ン
タ
ー
」等
々
が
、

飛
躍
的
に
進
歩
し
、
そ
の
お
陰
で
、
今
の
「と

ん
か
ら
り
ん
」の
紙
面
に
な
って
い
る
。
配
布

分
は
「モ
ノ
ク
ロ
」だ
が
、
入
力
は
「カ
ラ
ー
」。

当
初
「カ
ラ
ー
」配
布
し
た
が
、
イ
ン
ク
代
が

高
い
の
で
ビ
ッ
ク
リ
仰
天
諦
め
た
。
で
す
か
ら

当
社
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（検
索
＝
サ
カ
タ
ニ
と

ん
か
ら
り
ん
）
で
は
「カ
ラ
ー
」で
ご
覧
い
た
だ

け
る
。

最
近
は
、
連
載
で
ご
投
稿
を
戴
く
お
方
が

増
え
、
（何
冊
も
著
書
御
出
版
の
お
方
も
）
紙

面
は
、
以
前
よ
り
豊
か
に
な
った
と
思
って
い

る
。
我
が
祖
母
（写
真
）
は
「吐
い
た
唾
は
、

吞
み
込
め
ん
！
」な
の
表
現
で
、
軽
々
な
発

言
を
戒
め
た
。
口
か

ら
出
し
た
一
言
で
、

首
が
飛
ん
だ
「政
治

家
」も
少
な
く
は
な

い
。

こ
れ
は
言
葉
だ
け
で
な
く
、
書
く
「文
」も
同

様
だ
ろ
う
。
と
は
、
思
い
な
が
ら
、
慌
て
者
の

上
、
思
い
込
み
が
強
い
性
格
は
治
ら
ず
、
後

で
悔
や
む
こ
と
再
々
。
特
に
、
近
頃
は
、

前
に
書
い
た
こ
と
を
、
ど
忘
れ
、
二
度
書
き

が
増
え
た
。
お
優
し
読
者
か
ら
は
何
も
ご
指

摘
下
さ
ら
な
い
が
、
（ヨ
ン
ダ
ラ
ヘン
か
ら
？
）自

分
で
顔
を
赤
く
し
て
い
る
。
で
も
、エエね
ん
！
。

書
か
な
け
れ
ば
の
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
で
、
色
々
な

事
に
興
味
を
持
って
見
る
癖
が
付
い
て
、
少

な
く
と
も
『ボ
ケ
防
止
』の
役
に
は
立
っ
て
い

る
と
思
って
い
る
。

そ
し
て
、
お
読
み
く
だ
さ
る
「友
の
会
会
員

さ
ん
」が
い
ら
っし
ゃ
る
限
り
、
三
百
号
を
目

指
そ
う
と
思
って
い
る
。
後100

号
は
8
年

間
を
要
す
る
。
只
今
82
歳
の
「編
集
者
＝

私
」は
、
90
才
に
な
る
。
「90
は
無
理
か
」
と

思
わ
な
い
で
も
な
い
が
・・・。
躰
を
日
々
体

操
鍛
え
努
力
。
頑
張
ろ
う
ぞ
！
。
。

店は、人と人のふれ合いの場でありたい！ とんからりんVOL：200号 2016(平成28年）5月１日号（日）P2

ヨ
シ
ィ
ち
ゃ
ん
の

ひ
と
り
ご
と

珍
し
い
こ

と
だ
が
、

半
日
、
特

に
用
が
な

い
の
で
居
間
の
片
づ
け
に
励
ん
だ
。
窓

と
い
う
窓
を
す
べ
て
開
け
放
ち
、
不
要

な
も
の
を
、
こ
と
ご
と
く
、
と
思
っ
た

が
、
割
り
ば
し
一
つ
が
、
な
か
な
か
ほ

か
せ
な
い
。

気
が
つ
け
ば
、
３
０
年
近
く
、
此
の

家
に
い
て
、
三
人
の
子
も
三
匹
の
猫
も

も
う
同
居
人
で
な
く
、
四
十
年
余
り
、

の
連
れ
合
い
は
、
相
変
ら
ず
単
身
赴
任
。

ゆ
え
に
、
全
て
の
、
責
任
は
私
に
あ
る

の
だ
が
、
人
さ
ま
に
来
て
頂
く
と
な
る

と
慌
て
て
し
ま
う
。
お
通
し
す
る
部
屋

だ
け
は
、
何
と
か
見
苦
し
く
な
い
程
度

に
と

「片
付
け
」
、
そ
れ
以
外
は
、
緊

急
避
難
的

「物
置
き
」
行
き
で
い
い
か

あ
、
と
な
る
。

小
さ
な
達
成
感
は
そ
の
つ
ど
あ
る
が
、

事
が
済
め
ば
、
元
の
木
阿
弥
。
と
は
言

え
、
モ
デ
ル
ル
ー
ム
の
よ
う
な
の
は
、

落
ち
着
か
な
い
。
そ
れ
で
も
、
ご
み
屋

敷
レ
ベ
ル
で
は
困
る
か
ら
、
も
の
の
位

置
が
凡
そ
把
握
で
き
る
よ
う
な
、
緩
や

か
に
散
ら
か
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
好

き
。
断
り
切
れ
ぬ
も
の
が
何
時
し
か
増

え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

国
政
も
そ
う
な
ん
じ
ゃ
な
い
？
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
の

「お
も
て
な
し
」
も
、

一

時
し
の
ぎ
、
表
向
き
の
限
定
版
で
乗
り

切
り
、
そ
の
分
の
大
い
な
る
し
わ
寄
せ

は
、
見
え
に
く
い
部
分
、
い
わ
ば
、
地

方
に
し
っ
か
り
押
し
付
け
ら
れ
る
。
家

の
中
の
部
屋
に
も
大
い
な
る
格
差
が
あ

る
の
だ
か
ら
、
ま
し
て
国
の
レ
ベ
ル
は
。

そ
ん
な
事
を
考
え
た
、
の
ど
か
な

一

日
が
終
わ
ろ
う
と
し
て
、
見
上
げ
た
月

の
秋
め
く
美
し
さ
を
め
で
た
の
も
束
の

間
、
次
の
瞬
間
、
白
い
雲
が
に
わ
か
に

空
を
覆
い
始
め
、
月
は
ど
こ
か
に
、
い

や
ど
こ
に
も
見
え
な
く
な
っ
た
。
熊
本

の
地
震
が
始
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。

春
休
み
を
過
ご
し
た
天
草
の
爺
婆
さ

ま
と
別
れ
た
孫
の
新
学
期
が
ス
タ
ー
ト

し
た
ば
か
り
だ
っ
た
。
現
地
の
沢
山
の

新
学
期
が
台
無
し
に
な
っ
た
。
い
つ
か

ま
た
、
と
望
ん
で
い
た
私
の
阿
蘇
山
麓

の
旅
も
叶
わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

そ
ん
な
週
末
の
、
同
窓
会
合
唱
団
で

は

「蔵
王
」
そ
し
て

「筑
後
川
」
を
歌
っ

た
。
♪
筑
後
平
野
の
百
万
の
生
活
の
幸
を
祈

り
な
が
ら
川
は
下
る
有
明
の
海

へ

筑
後
川

筑
後
川
そ
の
終
曲

（フ
ィ
ナ
ー

レ
）
あ
あ

数
年
前
に
歌
い
終
え
た
曲
だ
っ
た
が
、

二
か
月
前
、
ま
さ
か
、
今
回
の
こ
の
大

災
害
を
予
想
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た

ろ
う
に
、
鹿
児
島
出
身
の
指
揮
者
は
な

ぜ
か
こ
れ
も
再
度
歌
お
う
、
と
い
わ
れ

た
の
だ
っ
た
。
川
の
名
を
み
ち
の
く
の

阿
武
隈
川
に
置
き
換
え
、
残
雪
の
わ
が

「蔵
王
」
を
思
っ
て
見
て
も
切
な
い
。

涙
が
と
め
ど
な
く
な

が
れ
た
。
有
明
の
海
こ

そ
は
、
娘
の
嫁
ぎ
先
と

い
う
ご
縁
で
、
私
も
孫

と
共
に
過
ご
し
た
花
火
、

釣
り
、
潮
干
狩
り
、
遠

泳
な
ど
新
た
な
思
い
出

の
地
に
な
っ
た
と
こ
ろ

だ
っ
た
。

早
速
、
千
数
百
人
の
同
窓
生
に
通
信

で
、
何
ら
か
の
支
援
の
呼
び
か
け

（行
っ

て
と
も
に
歌
う
？
）
が
提
案
さ
れ
た
。

私
た
ち
ひ
と
り
ひ
と
り
の

「川
の
流
れ

の
よ
う
な
」
人
生
も
終
曲
に
さ
し
か
か
っ

て
い
る
な
か
、
何
が
で
き
る
の
か
、
心

も
と
な
い
の
だ
が
。

今
年
も
山
ユ
リ
の
咲
く
頃
、
福
島
、

宮
城
に
、
心
あ
る
ひ
と
た
ち
と
訪
ね
る

予
定
だ
が
来
年
は
、
か
つ
て
、
十
年
前

に
訪
ね
た
、
白
秋
の
柳
川
再
訪
か
。
そ

こ
で
こ
そ
歌
い
た
い
曲
が
あ
る
か
ら
だ

が
、
果
た
し
て
そ
れ
ま
で
に
？
い
や
、

今
度
は
ど
ん
な
、
天
変
地
異
が
？
と
恐

ろ
し
く
、
心
の
震
え
が
止
ま
ら
な
い
。

（写
真
は
蔵
王
連
峰
の
遠
景
）

珍
し
い
こ
と

石
動
敬
子

続
け
る
事
の

大
切
さ

江
戸
時
代
に
は
甘
酒
が
夏
バ
テ
防
止
に

最
も
重
宝
さ
れ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
当

時
は
天
秤
棒
を
か
つ
い
で
甘
酒
を
売
り
歩

く
甘
酒
屋
が
夏
の
風
物
詩
、
季
語
に
も

な
っ
て
い
ま
す
。
夏
場
は
ど
う
し
て
も
体

調
を
崩
し
や
す
い
、
食
欲
が
低
下
し
、
疲

れ
や
す
く
な
り
ま
す
。
一
段
と
食
欲
が

低
下
し
、
疲
れ
や
す
く
な
る
と
い
う
悪
循

環
に
落
ち
込
み
ま
す
。
こ
の
悪
循
環
の
な

れ
の
果
て
が
夏
バ
テ
で
す
。

甘
酒
は
日
本
文
化
の
一
つ
で
あ
り
、
栄
養

価
に
優
れ
た
飲
み
物
で
す
。
甘
酒
は
ビ
タ

ミ
ン
の
塊
、
Ｂ
１
、
Ｂ
２
、
Ｂ
６
、
バ
ン
ト
テ
ン

酸
、
ビ
オ
チ
ン
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
て
大
変

滋
養
が
高
く
、
日
本
が
誇
る
発
酵
食
品

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

京
都
伏
見
稲
荷
山
に
は
こ
の
甘
酒
だ
け

で
一
年
中
店
を
開
い
て
い
る
稀
有
な
店
が

あ
り
ま
す
。
勿
論
、
自
家
製
で
す
。
稲
荷

山
に
は
十
数
軒
の
茶
店
が
あ
り
、
ど
の
店

の
メ
ニ
ュ
ー
に
も
、
必
ず
甘
酒
は
あ
り
ま
す

が
、
食
品
メ
ー
カ
ー
か
ら
仕
入
れ
て
売
っ

て
い
る
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
伏
見
稲
荷

大
社
本
殿
横
を
左
に
折
れ
お
産
婆
池
の

前
の
参
道
、
通
称
、
裏
参
道
と
呼
ば
れ
ま

す
が
、
こ
の
参
道
沿
い
を
右
に
少
し
上
が
っ

た
と
こ
ろ
、
戸
川
大
神
前
の
末
富
亭
と
い

う
店
が
そ
れ
で
す
。
小
森
さ
ん
の
奥
さ
ん

が
頑
張
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
毎
日
、
九
合

の
米
と
１
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
麹
を
仕
込
ん
で
お

ら
れ
る
そ
う
で
す
。
メ
ニ
ュ
ー
に
は
甘
酒
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
先
日
も
「越
智
さ
ん
、

今
日
は
甘
い
の
が
出
来
ま
し
た
よ
」と
言
っ

て
、
氷
を
入
れ
た
冷
た
い
甘
酒
を
出
し
て

い
た
だ
き
ま
し
た
。
緑
茶
と
生
姜
が
付
い

て
出
て
き
ま
す
。

末
富
亭
は
今
で
こ
そ
甘
酒
を
飲
ま
せ
る

茶
店
で
す
が
、
２
０
年

程
前
ま
で
は
旅
館
業

を
営
ん
で
い
ま
し
た
。

昔
は
全
国
か
ら
講
を

組
ん
で
稲
荷
参
拝
の

客
が
来
て
い
た
の
で
す
。

当
時
を
し
の
ば
せ
る
講

札
が
今
も
表
の
間
に
掲
げ
て
あ
り
ま
す
。

２
０
人
く
ら
い
の
講
の
人
た
ち
が
雑
魚
寝

状
態
で
宿
泊
し
て
い
た
そ
う
で
す
。
小
森

さ
ん
の
お
母
さ
ん
の
代
ま
で
の
事
で
す
が
、

「当
時
は
質
素
な
も
の
で
し
た
が
、
講
の
み

な
さ
ん
は
楽
し
く
元
気
に
や
っ
て
お
ら
れ

ま
し
た
よ
」と
奥
さ
ん
は
語
っ
て
お
ら
れ
ま

す
。

稲
荷
山

ぶ
ら
り
散
策
記

⑲

越
智
薫
史

1995年（平7）5/1
紙名「まいどう：創刊号」
平9年3月「とんからりん」
に改名：今200号で20歳にな
りました。ご愛読感謝します！

※
メ
ー
ル
。
ハ
ガ
キ
等
で

「と
ん
か
ら
り

ん
」
の
ご
感
想
や
ご
意
見
を
お
寄
せ
下

さ
い
。
締
切
5
月
20
日
・
お
礼
券
進
呈



4
月
29

日

（
昭

和
の
日
）
、

日
本
最

大
級
の

「京
都
鉄
道
博
物
館
」
が
、
既
設
の
水

族
館
の
西
側
に
オ
ー
プ
ン
し
た
。
（展
示

車
両
は
蒸
気
機
関
車
か
ら
新
幹
線
ま
で
53
両
、

敷
地
面
積
は
約
3
万
平
方
メ
ー
ト
ル
を
誇
る
。

J
R

西
日
本
は
初
年
度
、12

0

万
～1

3
0

万
人

の
来
館
者
を
見
込
む
）

既
存
の

「梅
小

路
蒸
気
機
関
車
館
」
を
更
に
改
良
。
有
っ

た
扇
形
庫
と
転
車
台

（写
真
）
や
、
蒸

気
機
関
車
か
ら
新
幹
線
ま
で
鉄
道
の
歴

史
を
学
べ
、
時
速

３
０
０
キ
ロ
で
国

内
初
の
営
業
運
転

を
し
た
新
幹
線

「
５
０
０
系
」
や

西
日
本
で
長
く
親

し
ま
れ
た
寝
台
特

急

「月
光
」
な
ど

が
触
れ
ら
れ
る
状

態
で
展
示
さ
れ
る
そ
う
だ
。
ま
た
蒸
気

機
関
車
の
乗
車
や
保
線
用
自
転
車
の
乗

車
な
ど
、
「体
験
す
る
」
事
も
出
来
る

そ
う
だ
。

私
は
高
校
時
代

「写
真
部
」
に
属
し

た
。
そ
の
頃
、
後
に
、
鉄
道
写
真
家
と

し
て
著
名
な
二
歳
年
上
の
高
橋

弘
さ

ん

（と
お
知
り
合
い
に
な
る
。
氏
の
父

上
様
は
梅
小
路
機
関
区
の
公
式
写
真
の

撮
影
担
当
も
務
め
ら
れ
る
な
ど
さ
れ
た

お
方
だ
。
彼
の
お
供
で
、
近
畿
の
各
地

に

「鉄
道
写
真
撮
影
」
に
行
っ
た
。
超

早
朝
で
行
く
時
に
彼
は
車
中
で
眠
ら
な

い
。
「何
故
寝
な
い
の
？
」
と
尋
ね
る

と

「家
が
1
軒
買
え
る
程
高
い
程
カ
メ

ラ
が
大
事
」
と
言
っ
た
。
彼
の
カ
メ
ラ

は
、
お
父
上
か
ら
与
え
ら
れ
た

「ラ
イ

カ
Ｃ
」
シ
ャ
ッ
タ
ー
ス
ピ
ー
ド
は
千
分

の

一
秒
。
か
め

レ
上
の
写
真
は
、

同

氏

の
撮

影

の

「
つ
ば
め
燕
号
」
私

の
写
真
機
は
ウ

エ
ル
タ
ー
ペ
レ

ル
」
シ
ャ
ッ
タ
ー

ス
ピ
ー
ド
が
遅

く
、
停
車
中
し

か
ブ
レ
て
駄
目
だ
っ
た
。
（才
能
も
な
く

写
真
は
や
め
た
）
特
に
印
象
に
残
っ
て
い

る
の
は

「加
古
川
か
ら
別
府

（ベ
フ
）

港
ま
で
走
る

「鉄
道
」
の
撮
影
時
、
出

発
前
に

「今
日
は
京
都
弁
禁
止
、
先
に

そ
れ
を
使
っ
た
方
が

「昼
飯
代
」
を
持

つ
約
束
を
し
た
。
加
古
川
で
、
道
に
迷

い
人
の
尋
ね
た
。
方
向
を
教
え
ら
れ
た

の
で
、
「オ
オ
キ
ニ
！
」
と
お
礼
を
言
っ

た
。
途
端
高
橋
さ
ん
が

「酒
谷
君
昼
飯

お
お
き
に
」
と
言
っ
た
。
が
、
先
に
言
っ

た
者
は
私
な
の
で
残
念
な
が
ら
昼
飯
代

は
私
が
負
担
し
た
。

残
年
な
が
ら2011

・
8
・
16
に
お
亡

く
な
り
に
な
っ
た
。
高
校
生
時
代
か
ら

長
く
お
付
合
い
戴
い
た
が
、
同
氏
が
怒
っ

た
お
顔
も
お
声
も
見
聞
き
し
た
こ
と
が

な
い
。
今
の
京
都
鉄
道
博
物
館
を
一
番

喜
ん
で
戴
け
る
人
だ
っ
た
だ
け
に
辛
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 VOL200 2016(平成28）5月1日（金）P3

千
本
北

大
路
か
ら

北
大
路
通

を
東
へ
、
市
電
の
旅
は
続
き
ま
す
。
船
岡

公
園
前
の
停
留
場
を
過
ぎ
る
と
、
急
な
坂

が
続
い
た
北
大
路
通
も
平
坦
に
な
り
ま
す
。

し
ば
ら
く
行
く
と
、
北
大
路
通
の
北
側
に

は
土
塀
が
続
き
ま
す
。
臨
済
宗
大
徳
寺
派

の
大
本
山
、
大
徳
寺
で
す
。

京
都
五
山
の
ひ
と
つ
、
禅
宗
の
寺
院
で

す
。
大
徳
寺
は
鎌
倉
時
代
末
期
に
開
創
さ

れ
、
応
仁
の
乱
で
建
物
は
焼
失
し
ま
す
が
、

一休
和
尚
が
再
建
し
、
豊
臣
秀
吉
や
諸
大

名
も
建
物
や
寺
領
を
寄
付
し
、
塔
頭
を
創

建
し
て
、
江
戸
時
代
初
期
に
現
在
の
建
物

は
整
え
ら
れ
ま
し
た
。
北
大
路
通
か
ら
見

る
と
、
寺
域
へ
入
る
に
は
小
さ
な
南
門
し

か
な
く
、
そ
れ
ほ
ど
広
さ
を
実
感
し
ま
せ

ん
が
、
南
北
に
長
い
境
内
に
は
、
山
門
、

仏
殿
、
法
堂
、
経
蔵
、
方
丈
な
ど
主
要
な

建
物
が
残
り
、
禅
宗
の
典
型
的
な
伽
藍
配

置
を
示
し
て
い
ま
す
。
山
門
の
二
階
は
、

千
利
休
に
よ
っ
て
増
築
さ
れ
、
利
休
の
像

を
置
い
た
こ
と
が
秀
吉
の
怒
り
を
買
い
、

利
休
自
決
の
原
因
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

ま
た
大
徳
寺
に
は
、
二
十
二
も
の
塔
頭

が
あ
り
ま
す
。
公
開
さ
れ
て
い
る
塔
頭
は
、

瑞
宝
院
、
大
仙
院
な
ど
で
、
庭
園
や
美
術

品
な
ど
多
く
の
文
化
財
に
触
れ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
非
公
開
の
塔
頭
も
あ
り
ま
す

が
、

「京
の
冬
の
旅
」
な
ど
の
開
催
時
に

拝
観
が
で
き
る
塔
頭
も
あ
り
ま
す
。
地
図

を
見
て
面
白
い
の
は
、
塔
頭
の
ひ
と
つ
、

菰
蓬
庵
は
間
に
紫
野
高
校
が
あ
っ
て
、
ほ

か
の
塔
頭
と
は
飛
び
地
に
な
っ
て
い
る
こ

と
で
す
。
古
い
地
図
を
見
る
と
寺
域
は
も
っ

と
広
く
、
明
治
以
後
の
市
街
地
化
で
、
一

部
を
公
共
用
地
と
し
て
提
供
し
た
よ
う
で

す
。利

休
ゆ
か
り
の
寺
だ
け
あ
っ
て
、
茶
の

湯
文
化
と
も
縁
が
深
く
、
多
く
の
名
僧
を

輩
出
し
、
日
本
の
文
化
に
多
大
な
影
響
を

与
え
続
け
て
き
た
寺
院
と
言
え
ま
す
。

大
徳
寺
の
土
塀
が
切
れ
る
と
こ
ろ
で
南

北

に

交
差
す
る
の
は
旧
大
宮
通
で
、

大
徳
寺
道
と
も
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
老
舗

の
菓
舗
、
大
徳
寺
納
豆
の
店
、
京
料
理
店

な
ど
、
味
わ
い
の
あ
る
街
並
み
が
続
き
ま

す
。
そ
の
一筋
東
に
並
行
す
る
の
が
新
大

宮
通
で
、
昭
和
初
期
の
土
地
区
画
整
理
で

出
来
ま
し
た
。
こ
の
交
差
地
点
に
あ
る
の

が

「大
徳
寺
前
」
の
停
留
場
で
す
。

寺
院
名
の
停
留
場
名
は
、
ほ
か
に
も

「金
閣
寺
前
」

「銀
閣
寺
道
」

「泉
涌
寺

道
」

「東
福
寺
」
な
ど
が
あ
り
、
さ
す
が

京
都
と
感
じ
さ
せ
る
停
留
場
で
す
。
新
大

宮
通
は
、
北
大
路
通
か
ら
北
山
通
に
か
け

て
、
お
買
い
物
街
と
し
て
賑
わ
い
を
見
せ

て
い
ま
し
た
。
停
留
場
前
に
は
、
こ
の
付

近
で
は
珍
し
い
パ
チ
ン
コ
店
も
あ
り
、
か

つ
て
は
付
近
に
芝
居
小
屋
ま
で
あ
っ
た
と

言
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
賑
わ
い
の
様
子
は
、

ち
ょ
う
ど
西
陣
の
よ
う
な
雰
囲
気
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
芝
居
小
屋
は
久
栄

座
と
言
い
、
の
ち
に
映
画
館
、
ス
ト
リ
ツ

プ
劇
場
に
姿
を
変
え
て
、
市
電
時
代
の
直

前
に
閉
館
し
ま
し
た
。

い
ま
も
一帯
は
新
大
宮
商
店
街
と
な
り
、

両
側
に
歩
道
を
持
つ
、
京
都
で
は
い
ち
ば

ん
長
い
商
店
街
が
形
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

市
電
が
走

っ
た

京
都
を
巡
る

福

田
静

二 62

京
都
＆

東
山

ぶ
ら
り
ピ
カ
リ

し
ち
じ
ょ
う

と
お
り

七
条
通
⑬

祝
・
誕
生

（
4.29

）

京
都
・
鉄
道
博
物
館

68

停
留
場
付
近
は
商
店
街
が

あ
っ
て
賑
わ
っ
て
い

大
徳
寺
の
前
を
行
く
市
電

上
は
、
大
正
天
皇
ご
大
典

時
出
来
た

「京
都
駅
の
シ
ャ

ン
デ
リ
ァ
」
新
設

「京
都

鉄
道
博
物
館
に
展
示
有
り
。
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月
9
日
新
装

開
店
後
初
の
休
業

日
、
そ
の
前
日
、

祖
母
の
住
む

「吉
田
の
家
」
に
立
ち
寄
り

『祝

い
で
箒
と
塵
取
り
を
貰
っ
た
。
そ
の
翌
日
祖
母

の
死
の
報
で
シ
マ
ッ
タ
思
っ
た

（前
号
の
続
）

父
の
代
，
商
売
上
の
失
敗
で
、
二
回

の
会
社
整
理
を
し
た
。
私
も
参
加
し
て

何
と
か
、
現
在
地
と
数
軒
の
借
家
を
守

り
切
っ
た
。
そ
し
て
私
は
、
父
が
創
り
、

東
京
の
会
社
に
売
っ
た
会
社

（現
在
地

向
か
い
の

「大
黒
湯
」
入
口
に
有
っ
た
酒
屋
）

を
買
い
戻
し
、
酒
屋
を
現
在
地
に
戻
し
、

10
月
⒈
日
～
5
日
ま
で
「大
特
売
」を
し

た
。
祖
母
が
来
た
が
喋
る
間
も
無
か
っ
た

の
で
、
や
っ
と
落
ち
着
い
た
祖
母
の
住
む

吉
田
（天
理
教
裡
楽
分
教
会
）へ行
っ
た
。

祖
母
は
そ
の
教
会
の
会
長
で
、
翌
日

宇
治
市
の
部
下
教
会
の
「
大
祭
」
に
お

参
り
す
る
こ
と
を
知
っ
て
居
り
「
気
を

付
け
て
行
き
な
」
と
声
を
残
し
て
七
条

の
店
に
戻
っ
た
。
開
店
の
売
出
も
終
り

一
段
落
し
た
10
日
。
ご
ろ
ん
と
し
て

居
る
時
「
お
ば
ぁ
ち
ゃ
ん
が
死
ん
だ
！
」

と
電
話
が
入
っ
た
。
昨
日
の
今
日
で
、

エ
ッ
！
と
驚
い
た
。

状
況
を
聞
く
と
、
宇
治
の
教
会
で
の

大
祭
が
終
り
、
上
級
会
長
の
祖
母
が
ご

参
拝
方
々
に
「
お
礼
」
の
言
葉
を
告
げ

る
席
に
座
り
、
「
ご
参
拝
の
皆
さ
ま
本

日
は
ご
苦
労
さ
ん
で
し
た
」
と
頭
を
下

げ
、
そ
の
頭
を
上
げ
る
こ
と
亡
く
な
っ

た
」
と
知
る
。
祖
父
の
後
引
き
継
い
だ

父
が
二
度
商
売
に
失
敗
し
、
他
人
の
手

に
渡
り
そ
う
に
な
っ
た
元
々
の
場
所
で
、

元
々
の
「
酒
屋
」
を
復
活
さ
せ
た
の
で

ホ
ッ
と
気
が
緩
ん
だ
の
で
は
・
・
。
と

シ
マ
ッ
タ
！
と
思
っ
た
。
赤
子
の
時
か

ら
母
は
居
ず
（父
と
結
婚
せ
ず
別
れ
）
お
ば
ぁ

ち
ゃ
ん
の
「
出
な
い
乳
房
」
を
吸
っ
て

育
っ
た
私
。
祖
母
＝
母
で
あ
っ
た
。

長
じ
て
弟
妹
達
の
母
と
、
私
の
間
が

「
ギ
ク
シ
ャ
ク
」
し
た
時
も
、
「
辛
抱

を
お
し
や
、
辛
抱
の
木
に
は
必
ず
綺
麗

な
花
が
咲
く
」
と
い
つ
も
慰
め
、
励
ま

し
て
く
れ
た
。
そ
の
孫
が
、
祖
父
と
自

分
で
つ
く
り
あ
げ
た
店
を
他
人
に
渡
す

こ
と
「
店
」
を
立
ち
上
げ
た
の
で
、
ス
ー

と

一
瞬
気
が
緩
ん
だ
の
か
も
知
れ
な
い
。

ど
ん
な
時
で
も
、
驚
か
ず
騒
が
無
い

祖
母
だ
っ
た
。
今
年
そ
の
祖
母
と
同
じ

歳
に
な
っ
た
。
マ
ダ
、
老
眼
鏡
無
し
で

パ
ソ
コ
ン
が
打
て
る
。
ご
迷
惑
で
も

「
と
ん
か
ら
り
ん
」
は
マ
ダ
続
く
。

木
々
の
緑
も
伸

び
、
木
漏
れ
日

が
ま
ぶ
し
い
季
節

に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
時
期
は
気

候
も
よ
ろ
し
く
、

陽
だ
ま
り
に
つ
つ

ま
れ
る
と
心
ま
で
あ
た
た
か
く
な
る
も
の
で

す
。

ウ
ク
レ
レ
と
ギ
タ
ー
で
ア

コ
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
音
楽
を

発
信
し
て
い
る
フ
ラ
リ
ー

パ
ッ
ド
が
、
２
０
１
１
年
に

Ｋ
Ｂ
Ｓ
京
都
ラ
ジ
オ
か
ら

依
頼
を
受
け
、
交
通
情
報
と
天
気
予
報
の

コ
ー
ナ
の
音
楽
を
制
作
し
ま
し
た
。
開
局60

周
年
に
合
わ
せ
、
コ
ー
ナ
ー
テ
ー
マ
曲
を
変

更
す
る
こ
と
と
な
り
、
京
都
出
身
で
あ
る

フ
ラ
リ
ー
パ
ッ
ド
に
白
羽
の
矢
が
あ
た
っ
た

の
で
す
。
歌
の
な
い
イ
ン
ス
ト
ゥ
ル
メ
ン
タ
ル

音
楽
が
、
言
葉
を
の
せ
る
情
報
コ
ー
ナ
の
Ｂ

Ｇ
Ｍ
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
も
、
フ

ラ
リ
ー
パ
ッ
ド
が
選
ば
れ
た
理
由
の
一
つ
で

し
た
。
依
頼
を
受
け
て
か
ら
音
楽
を
制
作
す
る

こ
と
を
「書
き
下
ろ
し
」と
呼
び
ま
す
。
そ
の

た
め
だ
け
に
新
し
い
曲
を
書
き
、
レ
コ
ー

デ
ィ
ン
グ
を
し
て
一
つ
の
音
源
を
作
り
ま

す
。
一
つ
の
音
楽
を
決
め
る
の
に
、
十
曲
以

上
の
曲
を
作
り
ま
し
た
。
ラ
ジ
オ
局
の
ご
希

望
や
ご
意
向
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
そ
れ

ぞ
れ
の
コ
ー
ナ
に
ふ
さ
わ
し
い
雰
囲
気
の
曲

を
作
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
の
フ
ラ
リ
ー

パ
ッ
ド
に
は
初
め
て
の
こ
と
。
し
か
も
短
期

間
で
何
十
曲
と
い
う
曲
を
作
曲
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
精
神
的
に
も
体
力
的
に
と
て

も
負
荷
の
多
い
こ
と
で
、
当
時
の
二
人
に
は

と
て
も
大
変
な
作
業
で
し
た
。

そ
ん
な
ハ
ー
ド
な
行
程
を
経
て
選
ば
れ
た

天
気
予
報
の
曲
に
は
、
い
つ
も
良
い
お
天
気

で
あ
っ
て
欲
し
い
と
い
う
願
い
も
こ
め
て
「陽

だ
ま
り
に
つ
つ
ま
れ
た
」と
い
う
タ
イ
ト
ル
を

つ
け
ま
し
た
。
ウ
ク
レ
レ
の
甘
い
サ
ウ
ン
ド
が
、

陽
だ
ま
り
に
い
る
時
に
感
じ
る
あ
た
た
か

な
気
分
を
描
写
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

ラ
ジ
オ
で
は
、
天
気
予
報
は
１
日
に
何
度

も
放
送
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
度
に
フ
ラ
リ
ー

パ
ッ
ド
の
「陽
だ
ま
り
に
つ
つ
ま
れ
」が
流
れ

ま
す
。
交
通
情
報
に
い
た
っ
て
は
、
天
気
予

報
よ
り
も
さ
ら
に
回
数
が
多
く
、
両
方
合

わ
せ
た
ら
１
日
に
人
々
が
フ
ラ
リ
ー
パ
ッ
ド

の
音
楽
に
触
れ
る
機
会
は
、
実
は
と
て
も
多

い
の
で
す
。
フ
ラ
リ
ー
パ
ッ
ド
の
音
楽
は
、
知

ら
ぬ
と
こ
ろ
で
京
都
の
人
々
の
生
活
の
中

に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
し
た
。
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▽
前
の
名
前
「ま
い

ど
ぅ
」創
刊
が
平

成
7
年
５
月
。
途
中
何
度
か
出
せ
な

い
月
は
有
っ
た
が
名
を
「と
ん
か
ら
り

ん
」に
し
て
通
算
２
０
０
号
に
な
っ
た
。

ど
の
程
度
お
読
み
か
判
ら
ん
が
・・・。

▼
高
校
時
代
、
新
聞
記
者
に
な
り
た

い
と
思
っ
た
が
、
頭
に
程
度
が
低
く
入

部
出
来
ず
、
写
真
部
だ
っ
た
。

そ
れ
で
、
鉄
道
写
真
家
高
橋
さ
ん
と

知
り
合
う
「鉄
っ
ち
ゃ
ん
」
の
は
し
り
。

▽
大
学
に
入
っ
た
が
「破
防
法
反
対
」。

で
左
翼
に
。
社
研
グ
ル
ー
プ
を
組
ん

だ
り
、
地
域
で
も
政
治
活
動
を
し
た
。

親
友
た
ち
も
共
に
。
水
害
救
援
に
も

行
っ
た
。

▼
当
時
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
の
ハ
イ
カ

ラ
な
名
前
で
な
く
「水
害
救
援
隊
」だ
っ

た
。
和
歌
山
の
貴
志
川
町
。

（今
は
「た
ま
駅
長
」で
有
名
な
所
へ。

そ
の
最
中
、
南
山
城
大
水
害
が
起
っ

た
。
８
月
⒖
日
だ
っ
た
。

▽
直
ぐ
に
戻
っ
て
、
井
手
町
に
入
っ
た
。

町
の
半
分
が
『池
』に
様
な
水
た
ま
り
。

国
道
９
号
線
が
堤
防
の
上
に
あ
り
堤

防
を
切
断
出
来
な
い
た
め
。
大
久
保

に
米
軍
基
地
が
有
っ
た
為
だ
ろ
う
。

▼
水
害
救
援
が
落
着
い
た
こ
ろ
、
組

織
の
命
令
で
井
手
町
木
津
川
堤
防

に
住
み
、
活
動
を
命
じ
ら
れ
た
。
小

屋
に
大
き
な
「旗
」を
掲
げ
た
。
ガ
リ

版
で
新
聞
ま
が
い
の
ビ
ラ
を
作
っ
た
。

▽
そ
の
頃
の
経
験
が
「と
ん
か
ら
り
ん
」

に
繋
が
っ
て
い
る
。
店
が
上
手
く
行
か

な
く
な
り
、
呼
び
戻
さ
れ
、
債
権
者

団
か
ら
私
の
参
加
が
支
援
条
件
で
、

組
織
に
申
し
出
て
、
酒
屋
に
従
事
し

た
。

▼
後
、
組
織
内
で
大
き
な
動
き
が
あ
っ

て
、
其
処
か
ら
離
れ
た
。
だ
が
損
得

抜
き
で
、
す
る
仕
事
の
心
地
良
さ
は

今
も
僅
か
は
残
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い

る
。
今
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
さ
ん
も
多
分

同
じ
だ
ろ
う
。

酒

屋
で

生
き

て

生
か
さ
れ
て

中
国
と
日

本
は
、
と
ん
と
昔
か
ら
関
係
が
深
い

で
す
。
現
代
日
本
に
根
付
く
五
行
し

か
り
、
干
支
し
か
り
、
節
句
し
か
り
、

は
た
ま
た
寺
社
仏
閣
し
か
り
。
あ
ら

ゆ
る
物
事
が
、
大
陸
か
ら
伝
わ
り
、

今
も
な
お
身
近
に
存
在
し
て
い
ま
す
。

驚
き
の
事
実
を
知
っ
た
の
は
、
気

晴
ら
し
に
端
午
の
節
句
の
由
来
を
調

べ
た
時
。
そ
も
そ
も
そ
の
節
句
、
事

の
始
ま
り
が
中
国
周
時
代

（紀
元
前

一
〇
四
六
年
～
紀
元
前
二
五
六
年
）

の
政
治
家
屈
原

（く
つ
げ
ん
）
を
供

養
す
る
た
め
に
始
め
た
と
書
い
て
あ

る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
調
べ
て
み

る
と
、
裏
切
り
を
見
破
っ
て
訴
え
た

が
聞
き
入
れ
ら
れ
ず
、
楚
の
将
来
に

絶
望
し
て
入
水
自
殺
し
た
と
、
考
え

さ
せ
ら
れ
る
生
涯
の
人
。

こ
の
事
実
が
ど
う
ひ
ん
曲
が
っ
て
現

在
に
至
る
か
と
い
う
と
、

こ
う
で
す
。

陳
寿

（ち
ん
じ
ゅ
）
が

記
し
た
三
国
志
時
代

（
一
八
〇
年
～
二
八
〇

年
）
に
日
本
に
伝
わ
り
、
邪
気
払
い

の
た
め
に
菖
蒲
や
蓬
を
軒
に
垂
ら
す

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
風
習
が

変
化
し
て
現
代
で
も
粽

・
柏
餅
を
食

べ
た
り
、
菖
蒲
湯
に
浸
か
っ
た
り
す

る
日
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
ま
で

は
、
た
い
し
て
疑
問
を
持
ち
ま
せ
ん

で
し
た
。
前
に
も
書
き
ま
し
た
よ
う

に
、
小
豆
は
邪
気
を
払
う
と
さ
れ
て

い
ま
す
か
ら
、
亡
者
の
弔
い
の
日
に

は
食
べ
る
の
に
越
し
た
こ
と
は
無
い

で
し
ょ
う
。
し
か
し
問
題
は
こ
こ
か

ら
で
す
。

江
戸
時
代
以
降
端
午
の
節
句
は

「男

子
の
節
句
」
と
さ
れ
、
武
家
で
は
甲

冑

・
幟
を
飾
り
、
商
人
は
武
者
人
形

や
刀
を
飾
っ
て
幟
を
立
て
る
よ
う
に

な
っ
た
。

「い
い
じ
ゃ
な
い
か
そ
れ
で
」

と
言
わ
れ
る
方
も
い
ま
す
で
し
ょ

う
が
、
忘
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
節

句

・
節
季

・
陰
陽
五
行

・
干
支

・
寺

社
仏
閣
な
ど
な
ど
の
文
化
や
風
習
は
、

中
国
か
ら
伝
来
し
て
い
る
も
の
が
多

い
と
い
う
こ
と
を
。
し
か
も
端
午
の

節
句
は
中
国
の
政
治
家
屈
原
を
供
養

す
る
た
め
の
日
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
。様

々
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
現
代
。
そ
し
て
、
国
際
色

豊
か
に
な
っ
た
今
。
多
く
あ
る
物
事

の
由
来
を
知
る
こ
と
は
と
て
も
大
切

に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

日
本
と
い
う
の
は
元
を
正
す
と
農

耕
民
族
で
す
。

「端
」
は
じ
め

「午
」

五
月
の=

「初
夏
」
。
こ
の
日
に
何

か
を
飾
る
な
ら
、
美
し
く
て
壮
大
な

花
や
絵
画
な
ど
が
い
い
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。

（お
し
ま
い
）

編
集
後
記

第
百
十
話
の

⑤

辛
抱&
辛
抱

端
午

の
節

月
三
天

陽
だ
ま
り
に

つ
つ
ま
れ
て

纐
纈
史
子

FuMiko
Kouketu


