
商
売
人
の
「新
聞
と
ん
か
ら
り
ん
」
で
、

政
治
的
な
話
は
極
力
避
け
て
き
た
。
で
も
我
の

世
代
は
「前
の
戦
争
で
モ
ミ
ク
チ
ャ
に
さ

れ
た
。
戦
時
は
疎
開
で
家
族
と
切
り
離
さ
れ
、

学
校
制
度
も
、
尋
常
～
国
民
～
小
学
の
幼

児
時
代
。
戦
後
に
旧
制
中
学
に
入
学
し
た
が
、

占
領
軍
の
命
令
で
？
、
「六
三
三
制
」に
代
わ
っ

た
。
戦
争
に
関
わ
った
だ
ろ
う
の
先
生
も
「追

放
」さ
れ
「自
習
」が
多
か
った
。

食
料
も
生
き
て
行
く
の
が
ヤ
ッ
ト
の
配
給
制

度
だ
った
。
そ
ん
な
時
代
を
生
き
た
人
間
が
、

今
は
コン
ビ
ニ
の
事
業
を
し
て
お
り
、
「賞
味
期

限
」が
切
れ
る
前
に
「廃
棄
」し
て
い
る
。
「勿
体

な
い
な
ぁ
」と
思
い
な
が
ら
・・。

経
済
制
度
は
、
政
治
が
主
導
す
る
。
政
治

家
は
「選
挙
を
経
て
」議
員
に
な
り
、
国
の
全

て
を
決
め
る
仕
組
み
、
戦
争
は
二
度
と
し
て
は

な
ら
な
い
と
思
う
。
そ
ん
な
時
期
。
米
大
統
領

が
ト
ラ
ン
プ
氏
に
な
ら
れ
た
。
そ
し
て
ア
メ
リ
カ

と
メ
キ
シ
コ
の
国
境
に
「壁
」を
創
る
と
言
う
。

「ベ
ル
リ
ン
の
壁
」に
大
反
対
し
て
い
た
ア
メ
リ
カ

が
ど
っ
せ
！
・ダ
マ
ッ

ト
ッ
タ
ラ
あ
か
ん
！

と
教
え
て
あ
げ
よ
う

と
、
ゴ
マ
メ
ノ
の
歯
ぎ

し
り
」に
も
な
ら
ん
っ

を
承
知
で
・こ
れ
を

書
い
た
。

万
里
の
長
城
（写

真
）
は
、
親
友
の
ヤ
ッ

チ
ャ
ン
と
行
った
。
説
明
書
を
読
み
「立
派
だ

が
本
来
の
役
に
は
立
た
無
か
っ
た
と
知
る
。

（小
便
匂
い
も
き
つ
か
っ
た
）

ベ
ル
リ
ン
の
壁
は
「米
英
」な
ど
反
対
を
無
視

し
ソ
連
主
導
で
出
来
た
も
の
。
ド
イ
ツ
も
東
西

に
分
割
統
治
の
頃

が
、
そ
の
後
の
ソ
連

の
崩
壊
と
共
に
消

え
た
。

最
近
、
ア
メ
リ
カ

米
大
頭
領
に
お
な

り
に
な
っ
た
ト
ラ
ン

プ
氏
は
、
ポ
ー
カ
ー

や
占
い
は
お
嫌
い
と

見
え
て
、
ネ
ッ
ト
で

一
瞬
で
情
報
が
飛
び
交
う
時
代
に
。
ア
メ
リ

カ
と
メ
キ
シ
コと
の
国
境
に
ク
ラ
ッ
シ
ック
な
「壁
」

を
お
造
り
に
な
り
た
い
ら
し
い
。
が
「壁
」役
に

立
た
な
い
こ
と
は
歴
史
が
証
明
し
て
い
る
。

そ
ん
な
こ
と
よ
り
、
ど
こ
か
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で

流
れ
た
、
〇
〇
は
。
「元
か
ら
た
た
め
ば
駄
目
」

で
、
日
本
憲
法
の
「九
条
」を
、
世
界
に
広
め
て

欲
し
い
も
の
だ
。
。
戦
争
は
、
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

【余
談
】こ
の
当
時
、
酒
卸
か
ら
酒
小
売
業
に

な
って
い
て
、
ド
イ
ツ
ワ
イ
ン
の
ボ
ト
ル
に
崩
壊

を
予
想
し
て
、
「ベ
ル
リ
ン
の
壁
」写
真
を
組
み

込
ん
だ
ラ
ベ
ル
を
貼
って
売
った
。
壁
倒
壊
と
、

重
な
り
，当
時
視
聴
率
の
高
い
TV
番
組
で
放

映
さ
れ
、
友
人
等
と
組
ん
で
貨
車
二
両
を
大

量
に
売
って
「大
儲
け
」で
き
た
。が
残
念
だ
が
、

柳
の
下
に
泥
鰌
は
い
な
か
った
！
。
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▽
子
供
の
頃

か
ら
祖
母
に

「お
前
は
片

意
地
な
子
」や
と
よ
く
叱
ら
れ
ま
し

た
。
祖
母
の
命
令
ょ
り
友
達
と
の
約

束
を
優
先
し
た
か
ら
で
し
ょ
う
。

▼
俗
に
「三
つ
児
の
魂
百
ま
で
」と
言

わ
れ
ま
す
が
、
今
は
マ
ダ
83
才
。
も
う

17
年
は
治
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
色
ん
な

方
々
に
、
そ
れ
で
ご
迷
惑
を
お
掛
け

し
ま
す
が
、
ご
勘
弁
を
！
・

▽
命
が
持
つ
か
！
と
思
わ
れ
る
で
し
ょ

う
が
大
丈
夫
で
す
。
毎
朝
５
時
ま
で

に
起
き
、
全
身
乾
布
摩
擦
、
後
。
体

操
30
分
。
腕
立
て
伏
せ
百
回
以
上
し

て
、
身
体
は
柔
ら
か
い
。

▼
店
に
は
七
時
ま
で
に
入
り
ま
す
。

年
中
無
休
の
「フ
ァ
ミ
マ
」の
オ
ー
ナ
ー
」

で
す
か
ら
、
辛
い
夜
勤
者
に
「ご
苦
労

さ
ん
」と
声
を
掛
け
る
為
で
す
。

そ
し
て
、
直
ぐ
決
め
た
仕
事
に
。

▽
資
本
家
で
す
が
、
搾
取
者
に
は
な

り
切
れ
な
い
の
で
す
。
若
い
と
き
『
万

国
の
労
働
者
団
結
せ
よ
！
と
叫
ん
で

い
た
か
ら
で
す
。
そ
の
頃
の
経
験
と
勉

強
が
「と
ん
か
ら
り
ん
」作
成
に
役
立
っ

て
い
ま
す
。

▼
人
様
が
余
り
経
験
さ
れ
な
い
事
や
、

今
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
言
わ
れ
る
事

も
し
ま
し
た
。
和
歌
山
や
、
井
手
町

に
も
住
み
込
ん
で
。
ボ
チ
ボ
チ
「と
ん

か
ら
り
ん
」に
も
書
き
ま
す
。

ど
ん
つ
き

万
里
の
長
城
・

ベ
ル
リ
ン

・

メ
キ
シ
コ
・

本
日
の
ご
講
師
は

日
本
旅
行
の
平
田
進
也
さ
ん
。

テ
ー
マ
は:

添
乗
員

一
筋
37
年

日
本
旅
行
カ
リ
ス
マ
添
乗
員
と

呼
ば
れ
る
平
田
進
也
さ
ん
。
朝

粥
の
会
に
つ
い
に
登
場
。
添
乗

員

一
筋
37
年
、
平
田
さ
ん
の
企

画
す
る
ツ
ア
ー
に
熱
烈
な
フ
ァ

ン
が
殺
到
す
る
秘
訣
や
理
由
を

熱
弁
い
た
だ
き
ま
し
た
。

や
っ
て
き
た
こ
と
は
人
を
喜

ば
す
こ
と
。
儲
け
よ
う
と
思
っ

た
ら
ア
カ
ン
、
ま
ず
、
喜
ん
で

も
ら
う
こ
と
。
下
心
が
あ
っ
た

ら
ア
カ
ン
。
お
客
さ
ん
の
こ
と

を
考
え
て
一
生
懸
命
や
っ
た
ら
、

「も
て
な
さ
れ
る
プ
ロ
」
で
あ

る
お
客
様
が
理
解
し
て
、
応
援

し
て
く
れ
る
。
人
生

一
回
し
か

な
い
、
あ
っ
と
い
う
間
の
人
生

だ
、

生

き

て

い
る
と

き

に
楽

し

い
こ
と
を

し

て
過
ご

し

て
ほ
し

い
。

持

っ

て
死
ね

る

の
は
え
え

思

い
出
だ

け
で
、
お
金
を
使
わ
ず
に
死
ん

だ
ら
ア
カ
ン
。
自
分
の
世
界
に

引
き
こ
も
る
の
は
ダ
メ
、
Ｓ
Ｎ

Ｓ
が
い
く
ら
流
行
っ
て
も
大
切

な
の
は
心
の
通
わ
し
あ
い
だ
。

や
ら
さ
れ
る
仕
事
は
お
も
し
ろ

く
な
い
。
今
日
一
日
の
過
ご
し

方
を
×
か
◎
か
と
記
録
す
る
よ

う
な
っ
て
２
０
年
ほ
ど
。
最
初

の
年
は
◎
が
４
６
個
し
か
つ
か

な
か
っ
た
が
、
去
年
は
２
８
６

個
に
な
っ
た
。
人
生
は
自
分
し

か
値
打
ち
が
つ
け
ら
れ
な
い
。

た
と
え
他
人
か
ら
幸
せ
だ
ね
と

言
わ
れ
て
も
自
分
が
そ
う
感
じ

な
い
と
意
味
が
な
い
。
今
は
長

生
き
の
時
代
、
人
生
２
０
０
年

と
思
お
う
、
ま
だ
ヒ
ヨ
コ
だ
、

そ
う
思
っ
て
生
き
よ
う
。
元
気

の
源
は
笑
う
こ
と
だ
と
朝
か
ら

パ
ワ
ー
超
全
開
、
会
場
は
爆
笑

に
次
ぐ
爆
笑
で
し
た
。
そ
ん
な

平
田
さ
ん
が
京
都
の
本
を
出
版
。

昨
年
３
５
回
京
都
を
回
っ
て
、

お
客
さ
ん
の
身
に
な
っ
て
書
か

れ
た
本
が
ま
も
な
く
発
売
。

テ
レ
ビ
に
、
ラ
ジ
オ
に
、
現
役

の
添
乗
員
と
し
て
大
車
輪
の
活

躍
の
秘
訣
を
伺
い
ま
し
た
。

(

写
真
・下
）
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共
謀
罪
と
は

は
実
際
に
行

動
し
な
く
て

も
犯
罪
の
計

画
を
話
し
合
い
、
合
意
し
た
だ
け
逮
捕

さ
れ
て
し
ま
う
危
な
い
も
の
だ
。

2003

年
以
降
，
３
回
に
わ
た
っ
て
提
出

さ
れ
た
が
廃
案
に
な
っ
た
。

「心
の
中
で
思
っ
て
い
た
こ
と
が
処
罰

さ
れ
る
恐
れ
が
あ
る
」
と
い
う
国
民
の

不
安
が
佀
」
広
が
っ
た
か
ら
。
安
倍
政

権
は

「テ
ロ
等
準
備
罪]

に
名
を
代
え
て

通
常
国
会
に
出
す
方
針
だ
。
⒛
年
の
東

京
五
輪

・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
あ
る
か

ら
と
テ
ロ
対
策
を
前
面
に
出
し
て
、
何

と
し
て
も
成
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

政
府
は
今
回
の
法
案
で
、
対
象
を
こ
れ

ま
で
の

「団
体
」
か
ら

「組
織
的
犯
罪

集
団
」
に
変
更
し
た
。
菅
官
房
長
も

「
一
般
の
方
々
が
対
象
に
な
る
こ
と
は

あ
り
得
な
い
」
と
述
べ
て
た
。

「暴
力
団
や
テ
ロ
組
織
、
薬
物
密
売
組

織
な
ど
を
対
象
に
し
て
い
る
の
で
安
心

し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
う
の
だ
が
定

義
が
あ
い
ま
い
で
、
組
織
手
く
犯
罪
集

団
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
の
は
、
警

察
な
ど
の
捜
査
機
関
だ
。

共
謀
罪

そ
れ
は
あ
か
ん

第3日曜日開催日1月15日（定例:朝9時）

第143回：朝粥食べておシャベリ会
講演：平田進也様（報告者）高木英智様

こ
の
欄
は
、
亡
き
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、

黒
田
清
さ
ん
の
創
刊
さ
れ
た

「新
聞
う
ず
み

火
」
誌
か
ら
要
約
借
用
致
し
ま
し
た
。

共
通
項
は

壁

お
詫
び

こ
の
二
月
号
は
、
ご
投
稿
く
だ
さ
る

方
々
か
ら
早
々
に
頂
戴
し
な
が
ら
、
私

の
作
成
が
手
間
取
り
、
お
届
が
随
分
遅

れ
ま
し
た
。
お
許
し
く
だ
さ
い
！
。

自
分
で
は
「若
い
？
」心
算
で
居
り
、
嫌

な
言
葉
で
す
が
、
今
月
で
「満
83
歳
」で

歳
に
は
勝
て
な
い
の
か
な
ぁ
と
も
思
っ
て

い
ま
す
。

次
号
か
ら
、
自
信
過
剰
を
厳
に
戒
め
て
、

少
し
早
く
か
ら
作
成
に
取
り
掛
か
り
ま

す
。

今
号
の
遅
れ
、
平
に
お
許
し
下
さ
い
。

2
0
1
4

年
２
月
４
日



1
9
4
0

年

（
昭
15
）
4

月
、
祖
母
に

連
れ
ら
れ
て

京
都
市
立
貞
教
尋
常
小
学
校
に
入
学
し

た
。
雨
の
日
だ
っ
た
。
六
年
生
の
女
生
徒
が

「傘
箱
の
場
所
を
教
え
て
下
さ
った
。
お
ば
ぁ

ち
ゃ
ん
は
「下
堀
町
の
オ
オ
ツ
ル
ヤ
さ
ん
の
お

嬢
さ
ん
や
」だ
と
言
っ
て
「お
お
き
に
」と
お

礼
を
言
って
た
。
早
生
ま
れ
は
「は
組
」則
武

先
生
の
組
だ
っ
た
。
昨
年
に
亡
く
な
っ
た
75

年
間
親
友
だ
っ
た
「林
君
」と
同
じ
組
。
国

語
は
「サ
イ
タ

サ
イ
タ

サ
ク
ラ
ガ
サ
イ
タ
」

で
始
ま
った
。
翌
年
か
ら
「尋
常
」で
な
く
大

東
亜
戦
争
が
始
ま
り
「国
民
学
校
」に
な
っ

た
。
学
帽
も
「戦
闘
帽
」に
代
わ
っ
た
。
入

学
直
後
、
私
は
、
法
定
伝
染
病
「ジ
フ
テ
リ

ア
」に
被
病
、
府
立
病
院
に
緊
急
た
。
入
院

し
た
。
伝
染
病
な
の
で
通

常
な
ら
「救
急
車
」だ
が
、

近
所
の
円
タ
ク
運
転
手

の
方
が
、
我
が
家
前
に

駐
車
中
、
即
そ
れ
で
病

院
へ行
っ
た
。
祖
母
に
抱

か
れ
、
近
所
の
「Ｋ
お
ば
さ
ん
」と
一
緒
の
車

で
。
私
は
、
途
中
河
原
町
通
り
の
枳
殻
邸

を
見
え
た
後
、
意
識
を
失
た
。
目
が
覚
め
た

の
は
、
術
後
の
搬
送
ベ
ッ
ト
。
「ア
ッ
気
が
付
い

た
か
！
」と
叫
ぶ
「祖
母
の
嬉
し
そ
う
な
顔

が
見
え
た
。
「お
ば
ぁ
ち
ゃ
ん
！
」と
大
声
で

叫
ん
だ
か
「声
」が
出
な
い
。
「喉
を
切
開
し

た
さ
か
い
、
暫
く
は
声
が
出
や
へん
。
鉛
筆
で

書
く
の
や
」と
言
わ
れ
た
。
悲
し
く
な
っ
て
、

出
な
い
声
で
泣
い
た
。
後
に
、
近
所
の
「K
お

ば
さ
ん
」か
ら
、
聞
い
た
話
だ
が
、
祖
母
は
、

「死
ん
で
い
て
も
エ
エ
、
切
開
手
術
を
し
て
下

さ
い
！
」と
医
師
に
強
引
に
お
願
い
し
た
と

の
事
。
そ
の
時
、
祖
父
は
、
「月
桂
冠
※
」さ

ん
の
ご
招
待
で
「富
士
五
湖
」へ行
って
留
守

中
で
、
祖
母
は
「留
守
中
の
私
を
死
な
せ
た

ら
、

エ
ラ
イ
コ
ッ
チ
ャ
」と
気
を
も
ん
で
い
た
の
だ
ら

う
。
話
だ
が
、
病
院
へ連
れ
た
行
っ
た
が
、

「こ
の
子
は
も
う
死
ん
で
い
る
」手
術
は
出
来

な
い
と
医
師
が
仰
った
そ
う
だ
が
。
祖
母
は
、

「何
と
で
も
手
術
だ
け
は
し
て
」と
強
引
に
と

お
願
い
し
た
と
の
こ
と
。
⒛
日
程
で
全
快
し

た
。
以
後
も
虚
弱
な
体
質
は
変
わ
ら
ず
、

体
操
の
時
間
は
、
参
加
せ
ず
教
室
で
本
を

読
み
過
ご
し
、
当
時
の
学
校
給
食
も
「虚
弱

児
」は
、
組
教
室
だ
な
く
、
別
の
部
屋
で
、
別

の
食
事
を
与
え
ら
れ
食
べ
た
。

5
年
制
後
半
か
ら
、
給
食
は
ご
飯
に
「豆
粕
」

が
入
り
、
事
業
中
「お
な
ら
」の
音
が
彼
方

此
方
で
し
た
。
（こ
の
文
は
前
号
分
の
前
に

書
く
べ
き
だ
っ
た
が
お
許
し
を
）

何
と
な
く
今
年
は
良
い
こ
と
あ
る
如
し

元
日
の
朝
晴
れ
て
風
な
し

啄
木
は
歌
っ
た
が
、
し
か
し
、
そ

の
後
の
寒
波
は
、
ど
う
だ
ろ
う
。

小
寒
、
大
寒
と
、
め
げ
そ
う
な
寒
さ

続
き
で
あ
る
。
何
と
な
く
、
し
か
し
、

冬
は
こ
ん
な
だ

っ
た
か
も
、
と
ひ

も
じ
く
、
寒
い
思
い
に
堪
え
て
遊
ん

で
い
た
昔
々
を
引
き
寄
せ
る
。

年
賀
状
を
初
め
て
意
識
し
た
の
は
、

ウ
サ
ギ
歳
だ
っ
た
と
覚
え
て
い
る
か

ら
、
中
二
に
な
ろ
う
と
す
る
、
新
年

だ
っ
た
か
。
そ
の
先
輩
か
ら
来
た
！

賀
状
に
は

A
HAPPY

NEW
YEAR

！

と
あ
っ
た
の
で
、
た
ま
げ
て
し
ま
っ

た
。
中

一
か
ら
習
い
始
め
た
英
語
を
、

定
規
を
使
っ
て
き
れ
い
に
製
図
し
て

あ
り
、
特
別
な
賀
状
と
思
え
た
。

そ
れ
か
ら
の
半
世
紀
余
の
歳
月
を

一
括
り
に
は
で
き
な
い
が
、

「大
切

な
ご
挨
拶
」
と
し
て
、
心
を
込
め
て

き
た
し
、
我
が
家
の
歩
み
も
そ
こ
か

ら
伺
え
る
と
の
自
負
も
あ
っ
た
。
そ

の
間
に
葉
書
の
値
段
も5

円
か
ら
、

今
や10

倍
以
上
。
噂
に
よ
れ
ば
、
来

年
は
さ
ら
に
あ
が
る
ん
だ
と
か
？

大
変
だ
。
家
計
か
ら
そ
の
費
用
を
捻

出
す
る
こ
と
自
体
が
。
数
万
円
も
！

も
う
よ
そ
う
か
、
と
も
思
う
。
普
段

か
ら
や
り
取
り
の
あ
る
人
に
、
殊
更

め
く
挨
拶
、

「生
き
て
ま
っ
せ
」
と

言
い
合
う
だ
け
な
ら
、
も
う
、
い
い

か
。
そ
う
思
え
た
の
は
、
今
年
が
喪

中
だ

っ
た
か
ら
か
。

か
ね
て
か
ら
、
単
な
る

「喪
中
欠

礼
」
の
薄
墨
色
の
型
通
り
の
葉
書

が
来
る
と
寂
し
く
な
る
。
ゆ
え
に
、

年
内
は
沈
黙
し
、
年
頭
の
ご
挨
拶
は

拒
ま
ず
、
や
が
て
お
詫
び
が
て
ら
の

寒
中
見
舞
で
、
ご
挨
拶
致
そ
う
と
思
っ

て
き
た
。
不
特
定
多
数
を
、
パ
ソ
コ

ン
に
打
ち
込
む
作
業
よ
り
、
毛
筆
で
、

俳
句
共
々
し
た
た
め
る
こ
と
こ
そ
賀

状
に
相
応
し
い
と
考
え
て
来
た
の
で

あ
る
。

む
ろ
ん
、
東
京
の
夫
は
そ
の
父
の
死

を
別
な
形
で
至
っ
て
ク
ー
ル
に
お
知

ら
せ
済
み
だ
っ
た
。
住
む
世
界
を
異

に
し
て
い
る
私
は
そ
の
相
談
も
出
来

か
ね
、
事
実
だ
け
の
お
知
ら
せ
は
余

り
に
味
気
な
い
、
感
謝
の
思
い
を
込

め
、
最
初
で
最
後
の
恋
文
の
よ
う
に

綴
っ
た
。
パ
ソ
コ
ン
で
ち
ゃ
っ
ち
ゃ
っ

と
や
れ
ば
済
む
と
こ
ろ
だ
っ
た
が
、

済
ま
す
と
い
う
事
務
で
な
く
、
併
せ

て
十
年
分
ほ
ど
の
我
が
家
の
消
息
を
、

端
的
に
記
し
た
其
の
文
を
あ
と
で
褒

め
て
く
れ
る
人
も
い
て
、
よ
う
や
く

寒
中
の
一
大
事
に
め
ど
が
つ
き
そ
う

だ
。

そ
ん
な
、
正
月
だ
っ
た
の
で
、
思
い

切
っ
て
文
書
類
の
整
理
も
と
励
ん
だ
。

往
生
し
た
の
は
写
真
の
多
さ
だ
っ
た
。

年
末
に
遇
っ
た
友
人
は
、
喪
中
の
今

こ
そ

「遺
影
も
葬
も
決
め
た
」
と
い
っ

て
い
た
。
私
も
、
と
勇
み
立
っ
た
が

年
来
の
賀
状

一
枚
、
写
真

一
葉
の
行

方
に
も
迷
い
、
困
っ
た
。
夫
は
何
故

か
ち
っ
と
も
困
っ
て
い
る
様
子
も
な

く
、
検
番
の
よ
う
に
私
を
叱
咤
、
激

励
し
、
寝
正
月
、
食
積
、
孫
た
ち

へ

の
お
年
玉
、
も
て
な
し
に
上
機
嫌
だ
っ

た
。

そ
し
て
、
又
云
う
の
だ
っ
た
。

一
日

で
も
僕
よ
り
早
く
逝
っ
て
く
れ
。
君

よ
り
ず
っ
と
う
ま
く
、
始
末
を
つ
け

る
自
信
が
あ
る
か
ら
、
と
。
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な
ん
だ

坂㉖
こ
ん
な
坂
②

伏
見
稲
荷
大
社
の
今
年
の
初
午
（は
つ

う
ま
）
大
祭
は
２
月
１
２
日
（日
）で
す
。
当

日
、
午
前
８
時
か
ら
神
事
が
行
わ
れ
ま
す
。

社
伝
に
よ
る
と
７
１
１
年
（和
銅
４
年
）
に

伊
侶
巨
秦
公
（い
ろ
こ
の
は
た
の
き
み
）が
勅

命
を
受
け
て
、
稲
荷
山
の
三
つ
の
峰
の
平
ら

な
場
所
に
稲
荷
大
神
を

祀
っ
た
こ
と
が
起
源
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

伏
見
稲
荷
大
社
の
創

立
記
念
日
で
す
。

実

際
に
は
も
っ
と
前
か
ら

山
の
神
さ
ん
が
祀
ら
れ
て
い
た

の
で
す
が
奈
良
時
代
に
秦
氏

が
こ
の
地
域
を
支
配
し
た
こ
と

か
ら
こ
の
日
に
決
ま
った
よ
う
で

す
。初

午
大
祭
の
２
日
前
か
ら
ご
神
木
の
杉

と
椎
（し
い
）の
枝
で
作
った
「青
山
飾
り
」が

本
殿
な
ど
に
飾
ら
れ
ま
す
。
参
拝
者
に
は

商
売
繁
盛
・家
内
安
全
の
ご
利
益
が
あ
る

と
言
わ
れ
る
縁
起
物
の
「し
る
し
の
杉
」が

授
与
さ
れ
ま
す
。
こ
れ
を
自
宅
に
持
ち
帰

り
、
根
が
付
け
ば
吉
、
根
が
付
か
ね
ば
凶
と

言
わ
れ
て
い
ま
す
。

「き
さ
ら
ぎ
や
け
ふ
初
午
の
し
る
し
と
て
稲

荷
の
杉
は
も
と
つ
葉
も
な
し

光
俊
朝
臣
」

と
い
う
歌
が
あ
り
ま
す
。
初
午
に
参
拝
し

た
人
た
ち
が
、
し
る
し
と
し
て
枝
を
取
って
い

く
も
の
だ
か
ら
稲
荷
の
杉
は
葉
が
な
く
な
っ

た
と
い
う
意
味
の
よ
う
で
す
。
初
午
の
賑
わ

い
の
様
子
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
が
、
今
は
杉

の
葉
を
勝
手
に
持
ち
帰
る
こ
と
は
禁
じ
ら

れ
て
い
ま
す
。
初
午
と
い
え
ば
１
年
で
も
っと

も
寒
い
時
期
で
す
が
、
昔
は
旧
暦
で
す
か

ら
、
も
う
少
し
春
め
い
た
こ
ろ
（２
月
下
旬

か
ら
３
月
中
旬
）が
初
午
で
、
ま
さ
に
春
を

告
げ
る
祭
り
で
し
た
。
立
春
を
迎
え
る
最

初
の
午
の
日
は
１
年
の
う
ち
で
最
も
運
気
の

高
ま
る
日
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
「午
（う
ま
）」

は
方
位
の
南
を
示
し
、
時
間
は
正
午
を
表

し
、
こ
の
時
間
は
太
陽
が
最
も
高
く
上
が

り
、
１
日
の
う
ち
で
陽
光
が
最
も
強
ま
る
時

を
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
人
間
が
大
自
然
と

対
峙
し
て
元
気
を
も
ら
う
日
の
よ
う
で
す
。

こ
の
時
期
の
“旬
”の
野
菜
に
「は
た
け
菜
」

が
あ
り
ま
す
。
京
都
で
は
昔
か
ら
初
午
の

日
に
「は
た
け
菜
」を
か
ら
し
和
え
な
ど
に

し
て
食
べ
る
風
習
が
あ
り
ま
す
。

秦
氏
に
ち
な
ん
で
「秦
家
䦍
は
た
け
菜
」で

祝
う
と
い
う
言
い
伝
え
も
あ
る
よ
う
で
す
が

真
偽
の
ほ
ど
は
わ
か
り
ま
せ
ん
、

我
が
家
の
菜
園
に
も
１
１
月
初
旬
に
蒔
い

た
「は
た
け
菜
」が
順
調
に
育
っ
て
い
ま
す
。

青
物
の
少
な
い
時
期
で
す
が
、
栄
養
子
も

高
く
お
い
し
く
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

季
節
の
節
目
の
ち
ょ
っ
と
し
た
生
活
の
風

習
で
す
が
、
大
切
に
し
て
い
き
た
い
も
の
で

す
。

稲
荷
山

ぶ
ら
り
散
策
記

越
智
薫
史

賀
状
あ
れ
こ
れ

石
動
敬
子

㉖
初
午
の
日
、
売
ら
れ
る
「お
札
」。

※
そ
の
意
味
で
、
私

「命
の
恩
人
」

と
思
い
、

「フ
ァ
ミ
マ
内
に

「月
桂
冠
」

さ
ん
の
看
板
を
今
も
掲
げ
て
あ
る
。



数
年
前
,

門
川
市
長

の
ご
参
加

も
得
て

「七
条
大
橋
架
橋
百
年
の
集
会
」

が
開
か
れ
、
記
念
の
橋
渡
り
後
。
七
条

大
橋
は
側
面
の

「汚
れ
」
が
取
り
上
げ

ら
れ
た
。
こ
れ
は
行
政
に
お
願
い
す
る

し
か
な
い
が
橋
に

生
え
て
い
る
雑
草

位
な
ら
我
々
で
清

掃
出
来
る
だ
ろ
う

と

の
話

に
な

り

「七
条
大
橋
を
キ
レ

イ
に
す
る
会
」
を

創
り
毎
月

「七
日
」

に
（少
雨
決
行
）

京
阪

七
条
駅
出
入
口
（橋

の
南
側
）
⒐
時
集
合
し
50
分
程
清
掃
、
後
、

当
社
ホ
ー
ル
で
交
流
会
等
を
し
て
い
る
。

清
掃
も
交
流
会
も
、
参
加
申
し
込
み
・

費
用
も
不
要
だ
が
、
清
掃
グ
ッ
ズ
は
各

自
で
持
参
に
て
お
願
い
し
て
い
る
。
尚
、

主
催

「七
条
大
橋
を
キ
レ
イ
に
す
る
会
」

（東
山
ま
ち
カ
フ
ェ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
）
で
あ
る
。

現
在
ま
で
の
成
果
で
、
雑
草
や
蜘
蛛
の

巣
は
は
殆
ど
無
く
な
っ
た
。
が
、
残
念

な
が
ら
、
「煙
草
の
ポ
イ
捨
て
」
は
減

ら
な
い
。
以
後
、
毎
月
20
人
以
上
の

ご
参
加
を
得
て
、
雑
草

・
無
く
な
っ
た

残
念
な
が
ら
が
、

話
は
代
わ
る
が
、
私
の
卒
業
時
代

（昭
21
）
は
八
百
名
程
の
在
校
生
が
居
た

東
山
区
の
貞
教
小
学
校
は
、
後
、
全
国

で
も
上
位
の
老
齢
者
率
が
高
く
な
り
、

全
校
で
四
十
名
位
に
減
少
し
廃
校
に
な
っ

た
。
そ
の

「貞
教
小
学
校
（今
，
東
山
開

睛
館
）」
の
跡
地
に

「京
都
美
術
工
芸
大

学
東
山
キ
ャ
ン
パ
ス
」
が
４
月
を
予
定

開
校
さ
れ
る
工
事

が
着
々
と
進
み
、

四
月
か
ら
開
校
が

予
定
さ
れ
た
と
聞

く
。
貞
教
校
は
跡

地
は
、
敷
地
面
積
は

７
３
４
８
平
方
㍍
で
、
１

９
５
０
年
代
か
ら
７
０

年
代
に
か
け
て
建
て
た
Ｒ
Ｃ
造
３
階
建
て
の
校
舎

と
、９
０
年
に
完
成
し
た
体
育
館
が
残
って
い
る
。

東
山
区
に
は
、
私
共
の
近
く

「今
熊

野
」
に
元
々
京
都
市
立
芸
術
大
学

（芸

大
）
が
有
っ
た
が

「大
原
野
」
に
移
転

し
た
。
東
山
に
有
っ
た
当
時
、
店
の
バ

イ
ト
に
来
て
貰
っ
た
が
、
芸
術
家
の
卵

だ
け
に
、
面
白
い
学
生
が
多
く
楽
し
か
っ

た
。
そ
の
学
校
（芸
大
）
で
は
な
い
が
、

高
齢
化
率
の
高
い

「東
山
区
」
の
ラ
ン

ク
が
下
が
る
の
は
嬉
し
い
こ
と
だ
。

元
々
の

「芸
大
」
も
、
下
京
区
崇
仁
小

学
校
跡
に
戻
っ
て
来
る
事
が
決
定
し
て

い
る
と
聞
い
て
い
る
の
で
、
こ
の
辺
り

に

「若
者
」
が
増
え
る

「高
齢
化
率
は

大
き
く
下
が
る
と
思
う
。

参
考
：
【学
校
法
人
二
本
松
学
院

（本
部
・京
都
府
南

丹
市
園
部
町
二
本
松
１
－１
７
、
新
谷
秀
一理
事
長
）

は
、
京
都
市
東
山
区
の
元
京
都
市
立
貞
教
小
学
校
跡

地
に
京
都
美
術
工
芸
大
学

（南
丹
市
）
の
東
山
キ
ャ

ン
パ
ス
を
開
設
す
る
。
京
都
市
の
学
校
跡
地
市
民
提

案
制
度
で
キ
ャ
ン
パ
ス
構
想
を
提
案
し
、
京
都
市
が

採
用
し
た
。
１
３
日
に
基
本
協
定
を
結
ぶ
。
市
が
二

本
松
学
院
に
土
地
を
貸
す
。
学
生
規
模
な
ど
キ
ャ
ン

パ
ス
の
詳
細
は
大
学
と
市
、
地
元
自
治
会
が
協
議
し

て
決
め
る
。
開
校
は
２
０
１
７
年
し
て
い
る
。
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下
鴨
高
木
町

を
発
車
し
た

北
大
路
線
の

市
電
は
、
北
大
路
通
を
少
し
右
に
折
れ
て

高
野
方
面
に
進
み
ま
す
。

右
手
に
は
、
尖
塔
を
持
つ
聖
堂
が
見
え

て
き
ま
す
。
カ
ト
リ
ッ
ク
高
野
教
会
で
す
。

昭
和
十
三
年
に
メ
リ
ノ
ー
ル
宣
教
会
に
よ
っ

て
創
立
さ
れ
、
昭
和
十
五
年
に
聖
堂
が
建

立
さ
れ
た
歴
史
を
持
ち
ま
す
。
聖
堂
の
前

に
は
白
い
マ
リ
ア
像
が
立
っ
て
い
て
、
台

座
に
は

「パ
ト
リ
ッ
ク
・
バ
ー
ン
司
教
記

念
」
と
あ
り
、
高
野
教
会
の
初
代
主
任
と

な
っ
た
バ
ー
ン
神
父
を
偲
ん
で
い
ま
す
。

や
が
て
市
電
は
高
野
川
を
渡
り
ま
す
。

高
野
川
の
両
側
に
あ
る
の
が
、
つ
ぎ
の
停

留
場

「高
野
橋
」
で
す
。
停
留
場
名
は
、

橋
の
名
前
で
あ
る
高
野
橋
が
由
来
で
す
が
、

橋
の
読
み
は

「た
か
の
は
し
」
と
な
っ
て

い
て
、
停
留
場
の
読
み
と
は
異
な
り
ま
す
。

ま
た
市
電
の
停
留
場
は
、
東
行
き
は
橋
の

西
側
、
西
行
き
は
橋
の
東
側
に
あ
り
ま
し

た
。
交
差
点
に
あ
る
停
留
場
は
、
両
側
に

あ
る
こ
と
も
多
い
の
で
す
が
、
橋
を
は
さ

ん
で
同
じ
停
留
場
が
百
メ
ー
ト
ル
以
上
離

れ
て
い
る
の
も
珍
し
い
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
昭
和
九
年
の
開
業
時
、
こ
の
付
近

に
は
、
高
野
橋
西
詰
、
高
野
、
と
言
う
二

つ
の
停
留
場
が
存
在
し
た
理
由
が
あ
る
よ

う
で
す
。
当
時
、
北
大
路
線
は
高
野
が
終

点
で
、
こ
こ
か
ら
東
へ
は
未
開
通
で
し
た
。

高
野
と
言
っ
て
も
、
現
在
の
高
野
交
差
点

よ
り
西
側
、
大
原
街
道
と
交
差
す
る
地
点

に
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
市
電
が
延
伸

さ
れ
て
、
現
在
の
高
野
交
差
点
に
伸
び
た

段
階
で
、
高
野
橋
西
詰
、
高
野
が
統
合
さ

れ
、
高
野
橋
が
誕
生
し
た
と
言
う
わ
け
で

す
。高

野
川
は
、
滋
賀
県
の
途
中
越
え
付
近

を
源
流
と
し
て
、
出
町
柳
で
賀
茂
川
と
合

流
し
、
鴨
川
と
な
り
ま
す
。
上
流
で
は
、

大
原
川
、
八
瀬
川
と
も
呼
ば
れ
、
農
業
用

水
と
し
て
も
利
用
さ
れ
、
ま
た
こ
の
付
近

で
は
、
京
友
禅
の
染
色
・水
洗
い
に
も
利

用
さ
れ
た
も
の
で
し
た
。
高
野
川
の
東
側

に
は
と
く
に
染
色
工
場
が
た
く
さ
ん
建
ち

並
ん
で
、
川
の
水
も
友
禅
の
色
に
染
ま
っ

て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
染
色
工
場
は
姿

を
消
し
て
、
い
ま
も
見
ら
れ
る
大
規
模
な

商
業
施
設
な
ど
に
姿
を
変
え
て
行
き
ま
す
。

高
野
川
は
、
賀
茂
川
に
比
べ
る
と
、
河
川

敷
が
狭
く
、
そ
の
分
、
川
幅
は
わ
ず
か
で
、

ゆ
っ
た
り
し
た
市
民
の
憩
い
の
場
の
よ
う

な
雰
囲
気
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
東
側
に
沿

う
川
端
通
に
は
、
桜
並
木
が
切
れ
目
な
く

続
い
て
い
ま
す
。
川
面
や
山
々
に
映
え
る

桜
の
回
廊
を
歩
き
な
が
ら
楽
し
む
こ
と
が

で
き
ま
す
。
賀
茂
川
沿
い
で
は
、
半
木
の

道
が
有
名
で
す
が
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
ほ

ど
美
し
く
、
比
較
的
人
も
少
な
い
の
で
ゆ
っ

く
り
観
賞
で
き
ま
す
。

川
端
通
り
と
の
交
差
点
の
東
北
部
に
は
、

高
野
付
近
の
近
郊
野
菜
の
集
積
場
が
あ
っ

て
、
市
電
の
引
込
線
も
あ
っ
て
、
特
別
に

仕
立
て
ら
れ
た
市
電
に
積
ま
れ
た
野
菜
は
、

中
央
市
場
へ
運
ば
れ
た
と
言
い
ま
す
。
そ

の
野
菜
集
積
場
は
、
現
在
の
京
都
バ
ス
の

高
野
車
庫
に
当
た
り
ま
す
。
高
野
付
近
が

近
郊
の
農
村
地
帯
の
物
流
の
中
継
地
点
で

も
あ
っ
た
の
で
す
。
都
市
化
が
進
ん
だ
今

で
は
、
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
で
す
が
、
高

野
橋
付
近
の
今
昔
を
知
る
逸
話
で
す
。

下
鴨
東
本
町
を
出
発
し
た
北
大
路
線
の
市

電
は
、
高
野
方
面
に
進
み
ま
す
。

市
電
が
走

っ
た

京
都
を
巡
る

福
田
静

二
72

京
都
＆

東
山

ぶ
ら
り
ピ
カ
リ

し
ち
じ
ょ
う

と
お
り

七
条
通
⑲

地
味
だ
が
京
都
一の
通
り

73

高
野
橋
を
行
く
市
電

カ
ト
リ
ッ
ク
高
野
教
会
の
横
を
行
く
市
電



こ
き
ょ
う
貞
教
国
民
学
校
三
年
生
の
始

業
式
に
母
が
私
に
付
き
添
い
登
校
、
担

任
の
三
村
先
生
に
ご
挨
拶
を
し
て
呉
れ

た
。
そ
の
後
「
お
母
さ
ん
の
病
気
が
治
っ

て
良
か
っ
た
な
ぁ
」
と
先
生
か
ら
も
言

わ
れ
、
や
っ
ぱ
り
僕
に
も
友
達
等
と
同

じ
様
に
、
お
母
さ
ん
が
居
た
ん
や
！
」

と
嬉
し
か
っ
た
。
（16
歳
迄
は
、
実
母
と
思
っ

て
い
た
）

父
は
、
そ
の
5
月
に
「
招
集
」

さ
れ
陸
軍
16
師
団
⒐
連
隊
の
兵
隊
に

な
っ
た
が
、
戦
地
に
行
か
ず
、
経
理
と

食
堂
の
担
当
に
な
っ
て
い
た
。
伏
見
区

藤
森
の
兵
舎
に
、
母
に
連
れ
ら
れ
て
何

度
か
面
会
に
行
っ
た
。
3
ヶ
月
も
し
な

い
内
に
父
は
。
三
重
県
明
野
陸
軍
飛
行

学
校
に
経
理
担
当
で
移
動
し
た
。
「
母
」

と
面
会
に
行
く
と
食
事
が
提
供
さ
れ
、

そ
の
時
代
滅
多
に
食
べ
ら
れ
な
い
「
白

米
ご
は
ん
」
が
,
そ
の
美
味
し
い
さ
に

驚
い
た
。
数
か
月
後
、
父
は
。
飛
行
学

校
井
田
川
分
校
（三
重
県
北
部
）
転
属
し
た

の
で
数
度
面
会
に
行
っ
た
。
兵
舎
の
近

く
を
歩
い
て
い

る
と
、
若
い
飛

行
兵
が
、
も
う

何
年
も
食
べ
て

な
い
、
「
キ
ャ

ラ

メ

ル

」

や

「
チ
ョ
コ
レ
ー

ト
」
を
呉
れ
た
。

父
に
「
美
味
し

い
物
を
貰
っ
た
」

と
報
告
す
る
と
、

「
あ
の
人
達
は
。

明
日
九
州
へ
移
動
し
て
「
特
攻
隊
員
」

に
な
っ
て
、
敵
艦
突
っ
込
む
人
た
ち
だ

と
言
っ
た
。
明
る
く
爽
や
か
な
感
じ
の

し
た
お
兄
さ
ん
達
だ
っ
た
の
で
驚
い
た
。

「
父
は
こ
の
飛
行
場
で
見
た
こ
と
は
絶

対
に
人
に
言
う
な
！
」
と
言
っ
た
。

（も
う
70
年
経
っ
た
の
で
書
い
た
）

当
時
も
店
は
酒
屋
だ
っ
た
が
『
酒
。

塩
醤
油
は
配
給
も
途
絶
え
が
ち
、
隣
で

開
い
て
い
た
「
国
民
酒
場
」
も
隔
日
し

か
売
る
酒
が
極
僅
か
し
か
な
く
、
は
や

く
か
ら
行
列
が
出
来
た
。
昭
20
年
１

月
⒗
日
「
馬
町
空
襲
」
が
有
り
、
「
学

童
疎
開
」
、
五
条
通
り
の
建
物
壊
す
疎

開
が
急
速
に
進
ん
だ
。
祖
父
喜
一
郎
は
、

20
年
6

月
か
ら
徴
用
で
炭
坑
へ
行
き
、

肺
の
病
気
に
な
り
帰
京
し
、
敗
戦
直
後

亡
く
な
っ
た
。
多
分
塵
肺
で
だ
と
思
う
。

非
常
に
、
生
活
の
辛
い
、
命
の
危
険

も
有
っ
た
時
代
だ
っ
た
が
、
人
々
は
明

る
く
、
助
け
合
っ
て
生
き
て
い
た
。

豊
か
さ
と
は
，
何
ぞ
や
！
と
考
え
る

時
は
今
と
思
え
る
が
・
・
・。

京

都

に

は

「あ
り
が
と
う
」

を
意
味
す

る

言
葉
と
し
て
、

「
お
お
き
に
」

と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
。
室
町
時
代

以
降
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

こ
の
言
葉
が
、
京
都
か
ら1
,
0
0
0

キ
ロ

も
離
れ
た
東
北
の
地
で
も
、
日
常
的
に

使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
ご
存
知
で
し
ょ

う
か
。

2
0
1
1

年
の
東
日
本
大
震
災
で
、
大
津

波
に
襲
わ
れ
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た

岩
手
県
宮
古
市
。
震
災
か
ら
の
復
興
も

軌
道
に
の
り
、
す
べ
て
の
仮
設
住
宅
が

よ
う
や
く
廃
止
さ
れ
た
矢
先
の
昨
年
夏
、

台
風1

0

号
の
襲
来
で
町
の
ほ
と
ん
ど
が

大
浸
水
被
害
を
受
け
、
再
び
被
災
地
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
町
こ
そ
、

「お
お

き
に
」
が
そ
の
土
地

の
言
葉
と
し
て
、

日
常
的
に
使
わ
れ
て
い
る
場
所
な
の
で

す
。現

在
の
宮
古
市
は
、
江
戸
時
代
か
ら

港
町
と
し
て
栄
え
た
場
所
で
、
京

の

都

へ
献
上
物
を
輸
送
す
る
船
が
、
盛
ん

に
行
き
来
し
て
い
た
と
い
う
歴
史
が
あ

り
ま
す
。
往
来
す
る
船
と
と
も
に
、
都

の
文
化
が
宮
古
に
運
ば
れ
、

「お
お
き

に
」
の
言
葉
の
よ
う
に
、
北
の
地
に
浸

透
し
て
い
っ
た
も
の
が
数
多
く
あ
る
よ

う
で
す
。
宮
古
市
と
い
う
地
名
も
、
時

の
朝
廷
か
ら
京
の
都
と
同
じ

「み
や
こ
」

と
い
う
地
名
を
名
乗
っ
て
良
い
と
さ
れ
、

京
都

へ
の
敬
意
か
ら
漢
字
を
か
え
て

「宮
古
」
と
名
付
け
た
、
と
い
う
言
い

伝
え
も
残
っ
て
い
る
ほ
ど
、
三
陸
宮
古

と
京
の
都
に
は
、
ど
う
や
ら
歴
史
的
因

果
が
あ
る
よ
う
で
す
。

京
都
出
身
の
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
で
あ

る
フ
ラ
リ
ー
パ
ッ
ド(

写
真
）
が
、
三
陸
の

宮
古
を
始
め
て
訪
れ
た
の
は
震
災
か
ら

２
年
た
っ
た2

0
1
3

年
。
当
時
の
仮
設
住

宅
に
お
住
ま
い
だ
っ
た
ご
年
配
の
女
性

た
ち
が
、
京
の
都
か
ら
や

っ
て
き
た
若

い
男
性
を
前
に
目
を
キ
ラ
キ
ラ
輝
か
せ
、

「お
お
き
に
、
お
お
き
に
」

と
何
度
も
お
し
ゃ
っ

て
く
だ
さ

っ
た
光

景
は
、
今

で
も
忘

れ
ら
れ
ま
せ
ん
。

あ

の
瞬
間
、

「
お

お
き
に
」
と

い
う

言
葉
が
魔
法
と
な
り
、
皆
の
心
を

一
つ

に
し
て
く
れ
ま
し
た
。
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▽
2
月
号

は
Ｐ
Ｃ
の
ト

ラ
ブ
ル
も
有
って
、
作
成
に
随

分
手
間
取
り
ま
し
た
。
１
日
に

配
布
で
き
ず
申
し
訳
あ
り
ま
せ

ん
。

▼
そ
の
上
、
昨
年
当
社
初
代

社
長
で
有
った
、
康

（ヤ
ッ
ツ
）

ち
ゃ
ん
と
、
栄
さ
ん
と
い
う
、70

年
以
上
の
大
親
友
を
相
継
い
て

亡
く
し
ま
し
た
。

▽
特
に
「康
ち
ゃ
ん
」は
、
商
売

で
も
色
々
な
事
を
共
同
で
し
、

体
型
も
顔
も
似
て
、
考
え
方
も

似
て
い
て
面
白
い
仕
事
が
出
来

ま
し
た
。

▼
去
年
の
正
月
は
生
き
て
い
た

の
で
、
作
成
中
ふ
と
思
い
出
し

進
ま
な
い
こ
と
も
再
々
有
り
ま

し
た
。
が
、
次
号
か
ら
吹
っ
切
ろ

う
と
決
め
ま
し
た
。

▽
そ
ん
な
事
情
で
、
今
号
は
、

校
正
を
お
願
い
し
て
い
る
お
方

に
点
検
し
て
戴
く
時
間
が
無
い

ま
ま
、
お
届
け
い
た
し
ま
し
た
。

お
許
し
く
だ
さ
い
。

▼
申
訳
有
り
ま
せ
ん
が
配
布

後
の
校
正
で
、
誤
り
部
分
が
有

れ
ば
、
来
月
号
で
お
知
ら
せ
い

た
し
ま
す
。
甘
え
ま
す
が
ご
了

承
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
編
集
者
は
、
視
力
両
眼
共

1.5
で
す
。
時
間
や
光
線
の
関
係

で
見
え
に
く
い
時
以
外
「老
眼

鏡
」は
使
い
ま
せ
ん
。
多
分
有
る

事
を
続
け
た
成
果
で
す
。
▼
そ

れ
は
、
自
己
流
の
「目
の
玉
体

操
」で
す
。
風
呂
で
上
が
る
前

「シ
ャ
ワ
ー
」を
強
く
瞑
っ
た
目

を
動
か
し
な
が
ら
、
両
眼
交
互

に
目
に
当
て
て
い
ま
す
。
▽
お

金
も
時
間
も
極
僅
か
し
か
入

り
ま
せ
ん
・お
試
し
を
！
・の

何
ん
だ
坂

こ
ん
な
坂
⓶

雪
が
降
る
。

地
道
に
降
る
。

積
も
っ
て
積
も
っ
て
、
全
て
が
白

く
な
る
。

ア
ク
リ
ル
ガ
ッ
シ
ュ
で
白
を
塗
る
と
、

こ
ん
な
感
じ
だ
。

し
か
し
、
白
の
下
に
何

か
色
が
付
け
ら
れ
て
い

た
な
ら
、
白
は
完
全
な

白
に
は
タ
ク
ラ
マ
カ
ン

砂
漠
の
雪
景
色
な

っ
て

く
れ
な
い
。

雪
は
、
元
あ

っ
た
色

を
奪

っ
て
ゆ
く
。
地
道

に
、
着
実
に
。

白

一
色
で
埋
め
て
か
ら
も
、
ど
ん

ど

ん
、
ど
ん
ど
ん
、
全
て
を
無
か
っ
た
こ

と
に
し
て
ゆ
く
。

見
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
ゆ
く
。

居
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
ゆ
く
。

永
久
雪
地
。

雪
の
下
に
は
昔
の
地
球
が
そ
の
ま
ま

埋
ま
っ
て
い
る
と
い
う
。

人
間
も
、
動
物
も
、
建
物
も
、
乗
り
物

も
、
全
て
。

ま
さ
か
掘
り
返
す
こ
と
は
せ
ず
、
そ
の

ま
ま
そ
っ
と
、
と
ど
め
て
い
る
。

生
き
残
っ
た
の
は
、
元
々
永
久
雪
地
に

暮
ら
し
て
い
た
者
た
ち
の
み
だ
。

世
界
が

一
日
で
十
五
メ
ー
ト
ル
埋
ま
っ

た
伝
説
の
時
代
、
奇
跡
的
に

一
つ
だ
け

油
田
が
残
り
、
そ
の
燃
料
を
少
し
ず
つ

使
っ
て
生
活
を
し
て
い
る
。

土
は
、
地
が
閉
ざ
さ
れ
る
前
に
持
ち

上
げ
た
。
建
物
の
中
に
庭
が
あ
り
、
水

が
流
れ
、
火
が
あ
る
。

建
物
も
、
年
に
一
度
移
動
さ
せ
る
。

雪
が
多
い
年
は
、
半
年
に

一
度
移
動
さ

せ
る
。

じ
ゃ
な
い
と
埋
ま
っ
て
し
ま
う
か
ら
。

生
き
残
っ
た
人
々
は
思
う
。

雪
原
で
は
な
く
、
草
原
を
見
た
い
。

〈

作
者
の
一
言

〉

一
月
に
京
都
で
雪
が
積
も
り
、
前
年

に
は
砂
漠
で
雪
が
降
り
、
い
つ
か
地
球

は
こ
う
な
る
の
だ
ろ
う
な
ぁ
と
、
降
る

雪
を
見
な
が
ら
思
い
ま
し
た
。
気
象
面

で
も

一
年
後
が
分
か
ら
な
い
現
代
、
暑

さ
寒
さ
対
策
を
怠
ら
な
い
よ
う
に
し
な

く
て
は
。

〈了
〉

編
集
後
記

オ
オ
キ
ニ

纐
纈
史
子

FuMiko
Kouketu

永
久
雪
地

（え
い
き
ゅ
う
せ
っ
ち
）

月
三
天

写
真

：
父
の
応
召
で
送
り

出
す
町
内
の
方
々


