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12
月
に
な
っ
て
急
に
寒
く
な
っ
た
。
冬
に

半
袖
で
い
ら
れ
た
11
月
か
ら
急
転
直
下
、
身

に
染
み
る
寒
さ
だ
。
絶
対
に
温
暖
化
の
せ
い

だ
と
息
ま
い
て
、
本
来
な
ら
薬
研
堀
の
べ
っ

た
ら
市
も
お
酉
様
も
、
木
枯
ら
し
つ
い
て
出

か
け
た
も
の
だ
と
、
異
常
気
象
に
腹
立
た
し

い
気
も
手
伝
っ
て
自
然
現
象
に
文
句
を
言
っ

て
い
た
が
、
い
ざ
寒
く
な
る
と
「
や
っ
ぱ
り

寒
さ
は
嫌
だ
」
と
な
る
の
だ
か
ら
、
我
な
が

ら
恥
ず
か
し
い
。

　
子
ど
も
の
こ

ろ
冬
の
到
来
は

と
て
も
楽
し
い
も

の
だ
っ
た
。
家
が

下
町
の
せ
い
か
、

と
り
わ
け
わ
が

家
は
祖
母
、
母
、

叔
母
と
女
系
家
族
だ
っ
た
せ
い
で
、
迎
え
る

新
年
に
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
で
立
ち
働
く
「
勢

い
」
に
あ
ふ
れ
て
い
た
。
寒
風
が
吹
く
と
手

を
か
じ
か
ま
せ
て
沢
庵
や
山
東
菜
漬
け
が

祖
母
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
る
。
母
は
負
け

じ
と
私
た
ち
娘
た
ち
の
晴
れ
着
や
半
纏
つ

く
り
に
精
出
す
し
、
叔
母
は
こ
ま
め
に
買
い

物
に
繰
り
出
し
て
い
た
。
私
た
ち
子
ど
も

は
そ
ん
な
忙
し
い
大
人
た
ち
の
そ
ば
に
張

り
付
い
て
い
る
の
が
う
れ
し
か
っ
た
。
大
人

が
夢
中
に
な
っ
て
仕
事
を
し
て
い
る
の
は

子
ど
も
に
と
は
と
て
も
幸
せ
な
時
間
な
の

だ
。
こ
た
つ
で
ミ
カ
ン
を
食
べ
、
ほ
ら
、
残

り
布
、
な
ど
放
り
込
ま
れ
る
と
人
形
の
着

物
を
作
っ
た
り
、
味
見
し
て
な
ど
と
台
所
か

ら
声
が
か
か
る
と
す
っ
飛
ん
で
行
っ
た
り
、

わ
け
も
な
く
忙
し
い
と
思
っ
た
り
し
て
い

た
。
夜
に
は
決
ま
っ
て
風
が
吹
い
た
。
家
族

み
ん
な
で
下

駄
の
音
を
鳴

ら
し
な
が
ら

銭
湯
に
行
っ

た
。
12
月
の
季

節
は
わ
け
も

な
く
ワ
ク
ワ

ク
そ
わ
そ
わ

し
て
暮
ら
し
て
い
た
記
憶
が
あ
る
。

　
家
族
が
い
る
時
間
は
そ
ん
な
に
長
く
は
な

い
、
今
に
な
る
と
煩
わ
し
い
と
感
じ
る
時
こ

そ
家
族
の
時
間
の
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
。

平
成
31
年

ら
ら
ば
い
通
信
新
春
号
を

お
届
け
い
た
し
ま
す
。　
　
　

　
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　
今
年
の
五
月
に
は
元
号
が
変
わ
り
ま
す
。昭
和
の
子
で
生
ま
れ
た

私
は「
昭
和
」「
平
成
」「
つ
ぎ
の
?
」の
三
代
を
生
き
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。と
て
も
長
い
年
月
を
生
き
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
分
が
し
て
い
ま

す
が
、別
に
私
自
身
の
何
か
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。そ
う
思

い
つ
つ
、何
か
が
変
わ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
自
分
が
い
ま
す
。そ
れ

は
お
そ
ら
く
肥
大
し
て
き
た「
過
ぎ
た
時
代
」へ
の
回
顧
と
懐
か
し
さ

か
ら
く
る「
責
任
感
」の
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。

　
私
に
も
歴
史
が
あ
っ
た
、そ
れ
は
か
け
が
え
の
な
い
生
き
た
証
拠
な

の
で
、ふ
っ
と
消
し
て
し
ま
っ
て
い
い
の
か
な
あ
、小
さ
な
こ
と
で
も
い
い
、

ど
こ
か
に
そ
っ
と
残
せ
な
い
だ
ろ
う
か
、な
ど
と
思
い
ま
す
。つ
ま
り
自

分
が
消
え
て
い
く
と
い
う
自
覚
が
大
き
く
自
分
自
身
に
の
し
か
か
っ
て

き
た
の
で
す
。

　
迷
惑
で
し
ょ
う
が
、こ
の
頃
は
孫
を
つ
か
ま
え
て
、昔
の
は
な
し
を
し

ま
す
。重
複
が
な
い
よ
う
に
、な
る
た
け
面
白
く
、簡
潔
に
、正
確
に
、を

心
が
け
て
い
ま
す
が
、ま
ず
名
前
や
月
日
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
き
た
の

は
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し
、物
語
と
い
う
の
は
ま
ず
は

自
分
を
話
す
こ
と
な
の
だ
と
は
痛
感
し
て
い
ま
す
。

　
ら
ら
ば
い
通
信
も
一号
ご
と
に
年
を
取
っ
て
い
き
ま
す
。長
い
間
に
は
そ

の
記
憶
が
歴
史
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。そ
う
思
う
と
、改
め
て
し
っ
か

り
残
し
た
い
と
気
持
ち
を
引
き
締
め
て
丁
寧
に
今
年
も
編
集
し
て
い
き

た
い
と
思
って
い
ま
す
。皆
様
の
声
も
沢
山
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
ま
せ
。

日
本
子
守
唄
協
会

　
事
務
局

家
族
が
い
た
時
間

日
本
子
守
唄
協
会
　
会
長
　
西
舘 

好
子

1

ペ
ッ
タ
ン
ペ
ッ
タ
ン
お
も
ち
つ
き
　

今
朝
は
は
よ
か
ら
ペ
ッ
タ
ン
ペ
ッ
タ
ン

う
し
ろ
は
ち
巻
き
い
せ
い
よ
く
　

と
う
さ
ん
つ
き
ま
す
ペ
ッ
タ
ン
コ

ペ
ッ
タ
ン
ペ
ッ
タ
ン
お
も
ち
つ
き
　

う
ち
じ
ゅ
う
総
出
だ
ペ
ッ
タ
ン
ペ
ッ
タ
ン

白
い
エ
プ
ロ
ン
た
す
き
が
け
　

か
あ
さ
ん
手
が
え
し
ペ
ッ
タ
ン
コ

ペ
ッ
タ
ン
ペ
ッ
タ
ン
お
も
ち
つ
き
　

ぼ
く
も
手
伝
う
ペ
ッ
タ
ン
ペ
ッ
タ
ン

で
き
た
お
も
ち
を
は
こ
び
ま
す
　

ペ
ッ
タ
ン
ペ
ッ
タ
ン
ペ
ッ
タ
ン
コ

も
う
い
い
か
い
　
も
う
い
い
よ

こ
わ
い
み
け
ね
こ
　
よ
く
ね
ん
ね

そ
ら
で
ろ
　
や
れ
で
ろ
　
み
ん
な
で
ろ

も
う
い
い
か
い
　
も
う
い
い
よ

う
ま
い
ぞ
お
も
ち
だ
　
が
っ
た
り
こ

そ
ら
ひ
け
　
や
れ
ひ
け
　
み
ん
な
ひ
け

も
う
い
く
つ
ね
る
と
お
正
月

げ
ん
き
に
み
ん
な
た
こ
あ
げ
て

こ
ま
を
ま
わ
し
て
あ
そ
び
ま
し
ょ
う

は
や
く
こ
い
こ
い
お
正
月

も
う
い
く
つ
ね
る
と
お
正
月

な
か
よ
く
み
ん
な
ま
り
つ
い
て

お
い
ば
ね
つ
い
て
あ
そ
び
ま
し
ょ
う

は
や
く
こ
い
こ
い
お
正
月

リ
ン
リ
ン
リ
ン
　
リ
ン
リ
ン
リ
ン
　

す
ず
の
ね

と
お
く
ち
か
く
き
こ
え
る

リ
ン
リ
ン
リ
ン
　
リ
ン
リ
ン
リ
ン
　

ば
そ
り
が

ゆ
き
の
み
ち
を
は
し
る
よ

ゆ
き
や
こ
ん
こ
あ
ら
れ
や
こ
ん
こ

ふ
っ
て
は
ふ
っ
て
は
ず
ん
ず
ん
つ
も
る

や
ま
も
の
は
ら
も
わ
た
ぼ
う
し
か
ぶ
り

か
れ
き
の
こ
ら
ず
は
な
が
さ
く

ゆ
き
や
こ
ん
こ
あ
ら
れ
や
こ
ん
こ

ふ
っ
て
も
ふ
っ
て
も
ま
だ
ふ
り
や
ま
ぬ

い
ぬ
は
よ
ろ
こ
び
に
わ
か
け
ま
わ
る

ね
こ
は
こ
た
つ
で
ま
る
く
な
る

﹁
も
ち
つ
き
﹂

﹁
ね
ず
み
の
も
ち
ひ
き
﹂

﹁
お
正
月
﹂

﹁
そ
り
﹂

﹁
ゆ
き
﹂

作
詞
：
岩
井
春
彦

作
曲
：
三
戸
吉
樹

作
詞
：
不
詳
　
　

作
曲
：
下
総
皖
一

作
詞
：
不
詳
　
　

作
曲
：
滝
廉
太
郎

作
詞
：
長
谷
川
良
樹

作
曲
：
外
国
曲
　
　

文
部
省
唱
歌

冬
の
う
た



風
流
子
ど
も
歳
時
記 

〜
正
月
の
遊
び　

絵
双
六
の
巻
〜

わ
ら
べ
う
た
研
究
家
　
尾
原 

昭
夫

江
戸
の
手
鞠
歌
を
双
六
に

　

昔
は
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
一
年
中
で
一
番
の
楽
し

み
は
正
月
で
、
外
で
は
凧
を
揚
げ
、
独
楽
を
ま
わ
し
、

羽
根
を
突
い
て
、
ま
た
室
内
で
は
手
鞠
を
突
き
、
双
六

で
さ
い
こ
ろ
を
振
っ
て
思
い
切
り
遊
び
ほ
う
け
る
こ
と

1
ふ
り
出
し〔
向
こ
う
横
町
の
お
稲
荷
さ
ん
へ
〕　

2〔
一
銭
あ
げ
て
〕　

3〔
ざ
っ
と
お
が
ん
で
〕　

4〔
お
せ
ん
の
茶
屋
へ
〕　

5〔
腰
を
か
け
た
ら
〕　

6〔
し
ぶ
ち
ゃ
を
だ
し
て
〕し
ぶ
ち
ゃ
よ
こ
よ
こ　

7〔
横
目
で
見
た
れ
ば
〕　

8〔
土
の
団
子
か
米
の
団
子
か
〕　

9〔
先
ず
ま
ず
一
貫
貸
し
ま
し
た
〕︿
泊
﹀ 

　（
注
、「
団
子
か
」
以
下
、歌
詞
を
省
略
し
て
い
る
。
ま
た
、︿
泊
﹀と
あ
る
の
は
、こ
こ
に
来
た
ら
一
回
休
み
と
い
う
こ
と
。）

10〔
お
ん
正
し
ょ
う
し
ょ
う
〕正
月
は
松
立
て
て　

竹
立
て
て　

11〔
年
始
の
御
祝
儀
申
し
ま
し
ょ
う
〕

12〔
は
ね
つ
く
ま
り
つ
く
〕ふ
く（
を
）ひ
く

13〔
よ
ろ
こ
ぶ
も
の
は
〕お
こ
ど
も
し
ゅ　
　

14〔
旦
那
の
嫌
い
は
大
晦
日
〕ひ
ィ
ふ
ゥ
み
ィ
よ
ゥいッ
む
ゥ
な
ナ
や
ァ
こ
ノ
と
ォ 

15〔
十
ォ
か
ら
下
っ
た
お
芋
や
さ
ん
〕 （
注
）十と

お

を
「
唐と

う

」に
か
さ
ね
る
。
唐と

う
い
も芋

、つ
ま
り
サ
ツ
マ
イ
モ
。）

16〔
お
芋
は
一
升
い
く
ら
だ
い
〕三
銭
二
厘（
さ
ん
じ
ゅ
う
に
も
ん
ト
モ
）で
ご
ざ
い
ま
す

17〔
も
ち
っ
と
ま
か
ら
か
〕ち
ゃ
か
ら
か
ぽ
ん　

18〔
お
ま
え
の
こ
と
な
ら
〕ま
け
て
あ
げ
よ︿
泊
﹀ 

19〔
升ま

す

お
だ
し　

ざ
る
お
出
し
〕　

20〔
ま
な
い
た
包
丁
出
し
掛
け
て
〕　

21〔
頭
を
切
ら
れ
る
八
ッ
頭が

し
ら〕　

22〔
し
っ
ぽ
を
き
ら
れ
る
十と
お

の
い
も
〕︿
泊
﹀ （
注
、こ
こ
で
別
種
の
手
鞠
歌
に
つ
な
ぐ
。）

23〔
向
こ
う
見
い
さ
い
新
川
み
さ
い
〕　

24〔
帆ほ

う
か
け
ぶ
ね

掛
船
が
二
艘
通
る
〕二
そ
う
と
お
る　

三
ぞ
う
と
お
る

が
で
き
た
。
江
戸
後
期
に
は
浮
世
絵
、
特
に
色
彩
豊

か
な
錦
絵
の
発
達
・
流
行
に
と
も
な
い
、
子
ど
も
向
け

の
≪
絵
双
六
≫
も
ひ
じ
ょ
う
に
も
て
は
や
さ
れ
、
種
々

数
々
の
絵
双
六
が
売
り
出
さ
れ
る
。
明
治
に
な
る
と

子
ど
も
の
教
育
に
も
資
す
る
も
の
と
し
て
、
情
報
を

満
載
し
た
手
軽
な
≪
お
も
ち
ゃ
絵
≫
も
派
手
な
色
刷

り
で
大
流
行
す
る
。
そ
の
う
ち
に
絵
双
六
は
子
ど
も

の
雑
誌
の
付
録
と
し
て
も
登
場
し
、
た
ち
ま
ち
全
国

の
子
ど
も
た
ち
の
人
気
を
あ
つ
め
、
明
治
・
大
正
・
昭

和
と
、
ま
さ
に
国
民
的
な
娯
楽
物
と
な
っ
て
い
く
。
今

回
は
そ
の
な
か
か
ら
、
江
戸
の
手
鞠
歌
を
そ
の
ま
ま

題
材
と
し
て
歌
川
国く

に
と
し利

描
く
と
こ
ろ
の『
新
版
ま
り

う
た
壽す

語ご

六ろ
く

』
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

新
版
ま
り
う
た
壽
語
六

　

『
新
版
ま
り
う
た
壽す

語ご

六ろ
く

』
は
明
治
三
十
一
年

（
一
八
九
八
）
歌
川
国
利
画
、
日
本
橋
の
堤
吉
兵
衛
の

版
。
江
戸
・
東
京
で
う
た
わ
れ
て
い
た
手
鞠
歌
の
歌

詞
を
、
双
六
の
一
こ
ま
一
こ
ま
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ

を
絵
で
表
す
と
い
う
奇
抜
な
ア
イ
デ
ア
の
双
六
で
あ

る
。
以
下
、
こ
ま
ご
と
に
文
字
を
現
代
仮
名
遣
い
に

変
え
、
か
つ
一
部
平
仮
名
を
漢
字
に
変
え
て
翻
刻
を

記
し
、
必
要
に
応
じ
注
記
を
施
す
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
絵
双
六
の
進
む
順
序
は
、
紙
面
右
下
の
≪
振

り
出
し
≫
か
ら
時
計
回
り
に
、
渦
巻
状
に
だ
ん
だ
ん

中
心
へ
向
か
う
の
で
、
絵
や
文
字
が
横
向
き
、
あ
る
い

は
逆
さ
ま
に
な
っ
て
い
く
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
本
誌

の
図
版
に
お
い
て
は
、
文
字
と
絵
を
見
や
す
く
す
る

た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
絵
を
切
り
離
し
て
縦
に
並
べ
る
こ

と
に
し
た
こ
と
を
ご
了
承
願
い
た
い
。

『新版まりうた壽語六』歌川国利画（部分）
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25〔
あ
と
か
ら
屋
形
が
お
し
〕か
け
る　

26〔
船せ

ん
ど
う
と
う

人
留
め
ろ　

と
め
た
ら
〕わ
い
ら
に
五
升
や
ろ
な　

27〔
五
升
い
ら
ぬ
三
升
い
ィ
ら
ぬ
〕︿
泊
﹀ 　

28〔
わ
い
ら
に
か
ま
う
と
〕日
が
く
ゥ
れ
る　

29〔
日
は
暮
ゥ
れ
る　

お
月
は
出
ェ
る
〕　

30〔
三さ
ん
き
ち吉
弥や

き
ち吉
今
は
や
る　
い
ま
は
や
る
〕お
江（
戸
）で
は
ァ
や
る 

（
注
、こ
こ
で
ま
た
別
種
の
手
鞠
歌
へ
。）　

31〔
東お

え
ど京
の
戸な

ぬ
し長
の
中
娘
〕　

32〔
い
ろ
白
で
桜
色
で
〕　

33〔
江え
ど
さ
き

戸
崎
塩
屋
へ
〕も
ら
わ
れ
た　

34〔
そ
の
塩
屋
が
伊だ

て達
な
塩
屋
で
〕︿
泊
﹀　

35〔
金き
ん
ら
ん
ど
ん
す

襴
緞
子
に
合

あ
い
む
ら
さ
き
紫
を
〕七
か
さ
ね　

36〔
七な

な
か
さ
ね
や
か
さ
ね

重
八
重
か
さ
ね
て
〕染
め
て
く
だ
さ
れ
紺こ

ん
や屋
ど
の　

37〔
紺
屋
の
こ
と
な
ら
染
め
て
も
〕　

38〔
進し

ん
じ
ょ
う上が

張
っ
て
も
進
上
が
〕︿
泊
﹀　

39〔
御お

か
た形

は
何
と
付
け
ま
し
ょ
う
〕　

40〔
肩か
た
す
そ裾
に
梅
の
折
り
枝
〕中
は
御
所
の
そ
り
は
し 

（
注
、「
肩
裾
」は
室
町
末
期
か
ら
多
く
小
袖
に
用
い
ら
れ
た
、和
服
の
中
間
部
分
を
無
地
に
し
、肩
と
裾
の
部
分
だ
け
に
文
様
を
つ
け
た
も
の
。）

41〔
そ
の
反
り
橋
渡
る
者
と
て
〕渡
ら
ぬ
も
ォ
の
と
て　

42〔
ち
ょ
き
に
ち
ょ
ん
ぎ
ら
〕こ
う　

入
り
舟
千
ぞ
う
積
み
ま
し
た 

（
注
、「
ち
ょ
き
」は
緒ち

ょ
き
ぶ
ね

牙
舟
で
、細
長
い
櫓
漕
ぎ
の
舟
。）

43〔
お
目め

で

た
出
度
や
お
盃

さ
か
ず
き〕た
い
ひ
ら
め　

44〔
上
り
〕　
一ツ
あ
ま
れ
ば「
お
め
で
た
」へ
か
え
る　

二
ツ
あ
ま
れ
ば「
ち
ょ
き
に
」へ
か
え
る　

三
ツ
あ
ま
れ
ば「
そ
の
そ
り
は
し
」へ

か
え
る　

四
ツ
あ
ま
れ
ば「
か
た
す
そ
」へ
か
え
る　

五
ツ
あ
ま
れ
ば「
お
か
た
は
」へ
か
え
る 

（
注
、さ
い
こ
ろ
の
数
が
≪
上
り
≫
に
合
わ
な
い
と
き
、余
り
の
数
に
よ
り
指
示
の
と
こ
ろ
へ
戻
っ
て
続
け
る
。）

45



僕
が
い
つ
か
大
人
に
な
っ
た
ら

子
供
の
頃
の
思
い
出
を
　

僕
の
子
供
に
話
し
た
い

父
と
母
と
の
お
も
い
で
を
　

笑
い
な
が
ら
　
泣
き
な
が
ら

僕
の
つ
づ
っ
た
本
の
中
に
　

そ
っ
と
た
た
ん
で
仕
舞
い
た
い

僕
の
心
の
大
切
な
宝
物
と
し
て

今
日
が
終
わ
れ
ば
　
今
日
は
過
去

時
間
の
魔
女
に
　
僕
の
時
間
を
奪
わ
れ
な
い
よ
う

明
日
に
つ
な
ぐ
夢
を
み
よ
う

明
日
を
生
き
る
物
語
を
作
ろ
う

何
も
な
い
け
ど
　
未
知
数
の
豊
か
さ
に
包
ま
れ
た
い

大
切
な
毎
日
と
い
う
暮
ら
し
の
中
に
　

豊
か
さ
は
　
目
に
見
え
な
い
妖
精
と
な
っ
て

飛
ん
で
い
る
に
違
い
な
い

　                                  

文

何
も
な
い
け
ど
　
笑
顔
が
あ
る

一
緒
に
泣
い
て
く
れ
る
　
友
達
が
い
る

こ
つ
ん
と
拳
固
を
く
れ
る
　
父
が
い
て

台
所
の
匂
い
の
す
る
　
　
母
が
い
る

喧
嘩
が
で
き
る
　
兄
弟
と

首
を
か
し
げ
て
迎
え
て
く
れ
る
　
ポ
チ
が
い
る

大
き
な
空
は
僕
の
キ
ャ
ン
パ
ス

僕
は
心
の
旅
を
し
て

空
に
思
い
出
の
絵
を
か
く

つ
い
で
に
僕
は
青
空
を
　
両
手
を
ふ
っ
て

駆
け
足
で
飛
ん
で
み
る
　

宇
宙
遊
泳
の
よ
う
に

「
豊
か
さ
っ
て
」

特
集
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と
か
寝
か
し
つ
け
よ
う
と
し
て
こ
の
歌
を
唄
う
自
分
の

似
合
わ
ぬ
姿
に
赤
面
し
た
。
こ
の
歌
の
私
の
解
釈
は
、

い
つ
も
の
子
守
に
里
帰
り
さ
れ
て
し
ま
い
、
坊
や
も
自

分
も
ど
う
し
て
泣
き
止
み
止
ま
せ
て
良
い
か
わ
か
ら
な

い
動
揺
と
、
サ
イ
レ
ン
の
様
な
赤
児
の
泣
き
声
に
う
ろ

た
え
る
二
人
の
不
安
で
、
い
つ
も
の
子
守
が
里
か
ら
は

や
く
帰
れ
ば
自
分
も
い
い
な
ぁ
、
坊
や
も
土
産
の
で
ん

で
ん
太
鼓
（
実
は
ス
ー
パ
ー
子
守
用
便
利
ア
イ
テ
ム
）

が
も
ら
え
て
い
い
な
ぁ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。

う
ら
さ
び
し
い
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
と
も
に
こ
の
謎
め
い
た

歌
詞
が
そ
う
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

ね
ん
ね
ん
こ
ろ
り
よ
　
お
こ
ろ
り
よ

ぼ
う
や
は
よ
い
子
だ
　
ね
ん
ね
し
な

ぼ
う
や
の
お
守
り
は
　
ど
こ
へ
行
っ
た

あ
の
山
こ
え
て
　
里
へ
行
っ
た

里
の
み
や
げ
に
　
何
も
ろ
う
た

で
ん
で
ん
太
鼓
に
　
笙し

ょ
う
の
ふ
え

の
笛

私
の
勝
手
な
解
釈

　

坊
や
に
と
っ
て
い
つ
も
の
子
守
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま

う
の
は
、
死
活
問
題
で
、
坊
や
と
て
気
が
気
で
は
な
い
。

し
か
し
い
つ
も
の
子
守
の
代
役
者
は
、
赤
ん
坊
に
い
う
。

「
子
守
は
い
な
く
な
っ
ち
ゃ
っ
た
の
よ
。
泣
い
て
も
ダ
メ

よ
。
あ
き
ら
め
な
さ
い
。
子
守
は
今
頃
遠
い
お
里
。
す

ぐ
帰
れ
な
い
。
す
ぐ
に
お
み
あ
げ
持
っ
て
帰
っ
て
く
る

か
ら
ね
。
寝
て
待
っ
て
ま
し
ょ
う
ね
。
」
こ
れ
に
は
坊

私
の
子
守
唄
の
よ
う
な
思
い
出

　

私
が
小
学
校
低
学
年
頃
だ
っ
た
か
、
な
ぜ
か
母
と
二

人
で
夜
汽
車
に
乗
っ
て
い
た
。
駅
ま
で
タ
ク
シ
ー
の
助

手
席
に
は
ミ
ニ
カ
ー
が
ダ
ッ
シ
ュ
ボ
ー
ド
の
上
に
無
雑

作
に
載
っ
て
い
た
。
運
転
手
さ
ん
に
手
に
と
っ
て
遊
ん

で
良
い
か
と
聞
い
て
か
ら
手
に
乗
せ
て
遊
ば
せ
て
も
ら
っ

た
。
タ
ク
シ
ー
を
降
り
、
夜
行
列
車
に
乗
り
、
窓
枠
を

道
に
み
た
て
て
掌
を
滑
ら
せ
遊
ん
だ
。
ふ
と
見
る
と
私

の
指
か
ら
、
は
み
出
し
た
ミ
ニ
カ
ー
が
行
き
過
ぎ
る
街

灯
に
光
っ
て
い
た
。

　

「
そ
れ
、
ど
っ
、
し
っ
、
た
っ
？
」
母
は
青
ざ
め
た
表

情
で
一
言
い
っ
た
。
ど
う
し
た
っ
て
い
わ
れ
て
も
、
そ

う
、
私
は
盗
ん
だ
の
だ
っ
た
。
そ
の
時
、
盗
み
の
罪
へ
の

意
識
が
、
右
の
掌
か
ら
全
身
に
広
が
っ
た
。
意
外
に
も

母
は
何
も
言
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
、
車
窓
を
見

や
る
頬
に
涙
を
こ
ぼ
し
な
が
ら
声
な
く
泣
い
て
い
た
。

私
は
身
動
き
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
た
だ
母
を
泣
か
せ

て
し
ま
っ
た
の
は
、
私
の
盗
み
の
事
実
で
あ
る
こ
と
を

恥
じ
、
錆
び
た
鉄
釘
を
舐
め
た
よ
う
な
「
罪
」
を
味
わ
っ

た
。
夜
汽
車
の
枕
木
を
叩
き
続
け
る
ゴ
ト
ン
、
ゴ
ト
ン

と
い
う
音
が
、
思
い
出
の
中
で
悲
し
く
響
い
て
い
る
。

　

あ
の
母
の
涙
が
、
私
に
は
子
守
唄
の
よ
う
に
思
え
た
。

私
の
心
は
あ
の
時
の
母
の
涙
で
出
来
た
の
か
も
し
れ

な
い
。

大
人
の
子
守
唄

　

子
守
唄
と
は
、
「
文
字
通
り
子
供
を
あ
や
し
た
り
、

寝
か
し
つ
け
た
り
す
る
た
め
に
う
た
う
歌
だ
。
日
本
で

は
、
子
守
娘
が
自
分
の
境
遇
を
嘆
い
た
り
、
望
郷
の
思

い
を
述
べ
る
内
容
の
も
の
が
多
い
」（
大
辞
泉
）
と
さ
れ

る
。
確
か
に
寝
か
し
つ
け
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

育
て
る
も
の
が
、
育
つ
も
の
に
対
し
て
の
願
い
と
す
る
こ

と
が
で
き
ま
い
か
。
子
守
唄
は
母
か
ら
子
へ
の
メ
ッ
セ
ー

ジ
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
私
は
な
ん
と
子
か
ら
母
へ

の
返
歌
は
「
ど
演
歌
」
で
は
な
い
か
と
思
う
。
最
近
あ

ま
り
聞
か
な
く
な
っ
た
が
、
森
進
一
の
ヒ
ッ
ト
曲
「
お
ふ

く
ろ
さ
ん
」
な
ど
で
あ
る
。
お
前
も
い
つ
か
は
世
の
中

の
、
傘
に
な
れ
、
愛
を
と
も
せ
、
と
歌
っ
て
い
る
。
子
守

唄
の
対
を
な
す
の
は
演
歌
だ
と
う
い
の
は
強
引
で
あ
ろ

う
。
子
守
唄
で
は
、
は
や
く
泣
き
止
み
、
寝
よ
と
願
う

母
。
一
方
演
歌
は
大
人
が
人
生
に
も
が
き
自
分
が
な
ぜ

泣
き
叫
ん
で
あ
る
の
か
、
母
の
期
待
に
な
ぜ
添
え
な
い

の
か
を
母
に
訴
え
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

『
江
戸
の
子
守
唄
』

　

子
守
唄
と
い
え
ば
、
な
ん
と
い
っ
て
も
江
戸
の
子
守

唄
だ
ろ
う
。
妻
が
不
在
時
に
男
の
私
が
息
子
を
な
ん

く
で
き
て
い
る
様
に
思
う
。

　

赤
子
は
面
倒
を
見
て
く
れ
る
い
つ
も
の
子
守
が
い
な

い
。
こ
れ
は
泣
い
て
も
怒
っ
て
も
無
駄
で
、
悲
し
く
そ

し
て
「
哀
れ
」
な
ほ
ど
の
寂
し
さ
を
味
わ
う
。
赤
子
も

寂
し
さ
に
耐
え
れ
ば
ご
褒
美
（
太
鼓
、
笛
）
が
も
ら
え

る
よ
と
い
う
淡
い
「
喜
び
」
。
赤
子
は
子
守
か
ら
も
実

母
か
ら
も
愛
さ
れ
て
い
る
よ
と
い
う
安
心
感
。
つ
ま
り

喜
怒
哀
楽
と
い
う
人
と
し
て
一
番
の
根
本
感
情
を
子
守

唄
は
教
え
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
あ
る
。
い
わ

ば
人
生
の
教
科
書
で
あ
り
処
世
哲
学
書
で
も
あ
る
。

　

つ
ま
り
現
実
社
会
は
理
不
尽
な
大
人
の
事
情
に
よ
っ

て
成
り
立
っ
て
お
り
（
い
つ
も
の
子
守
が
い
な
く
な
る
）
、

こ
れ
に
は
ひ
た
す
ら
耐
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て

忍
耐
の
代
償
と
し
て
報
酬
（
太
鼓
、
笛
）
が
も
ら
え
る

と
い
う
経
済
を
教
え
る
。
不
条
理
を
忍
耐
で
し
の
ぐ
処

世
哲
学
を
子
守
唄
は
、
ま
だ
言
葉
も
理
解
し
な
い
乳
児

期
の
脳
内
に
深
く
繰
り
返
し
刷
り
込
み
、
イ
ン
プ
ッ
ト

す
る
。
教
育
の
原
点
は
、
母
が
子
に
与
え
る
社
会
的
な

愛
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
世
の
無
常
、
つ
ま
り
愛
す
る

も
の
と
は
必
ず
離
別
す
る
宿
命
と
こ
れ
へ
の
忍
耐
。
し

か
し
再
会
の
可
能
性
も
わ
ず
か
に
あ
る
こ
と
へ
の
期
待
。

耐
え
れ
ば
報
わ
れ
る
と
い
う
因
果
応
報
の
人
生
哲
学

は
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
唄
に
は
、
哀
調

の
音
階
が
付
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
子
が
眠
り
に
つ
く

上
で
最
も
効
果
的
な
音
調
が
子
守
の
背
中
で
磨
か
れ
て

で
き
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
世
の
無
常
や
情
感
を
表

す
哀
感
の
絶
妙
な
る
音
階
で
あ
る
。
こ
の
子
守
唄
は
、

歌
詞
と
音
調
に
よ
っ
て
、
理
論
と
情
感
の
両
面
か
ら
赤

子
の
精
神
に
訴
え
か
け
、
重
要
事
項
を
教
え
て
い
る
様

に
思
え
て
な
ら
な
い
。

子
守
唄
の
リ
ア
リ
ズ
ム

　

と
こ
ろ
で
、
現
代
と
は
ど
ん
な
時
代
だ
ろ
う
か
。

我
々
の
社
会
は
安
全
安
心
な
社
会
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と

思
う
。
思
う
が
、
実
際
は
安
全
な
は
ず
の
世
界
は
大
量

殺
戮
戦
争
あ
り
、
公
害
で
あ
り
、
原
爆
あ
り
、
放
射
能

汚
染
で
あ
り
と
、
殺
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
、
数
字
を
削

除
す
る
よ
う
に
人
命
が
失
わ
れ
続
け
て
い
る
。

　

日
常
的
に
電
車
で
、
例
外
な
く
ほ
ぼ
全
員
が
携
帯

電
話
に
無
言
で
集
中
し
て
い
る
。
覗
き
込
ん
で
み
る

と
多
く
は
皆
ゲ
ー
ム
で
あ
る
。
電
気
で
光
り
を
つ
く

り
無
農
薬
工
場
で
つ
く
っ
た
サ
ラ
ダ
を
食
べ
、
寸
暇
を

惜
し
ん
で
充
電
し
た
機
械
で
ゲ
ー
ム
を
し
、
そ
の
ゲ
ー

ム
は
無
料
で
配
信
さ
れ
る
機
関
銃
打
ち
合
い
、
殴
り
合

い
、
戦
艦
撃
沈
シ
ュ
ー
テ
ィ
ン
グ
ゲ
ー
ム
。
何
時
間
も

瞬
時
に
ミ
サ
イ
ル
ボ
タ
ン
を
押
す
先
制
攻
撃
型
を
く
り

か
え
せ
ば
、
脳
内
の
奥
に
あ
る
意
志
決
定
判
断
能
力

よ
り
も
、
条
件
反
射
的
に
己
が
身
を
守
る
べ
く
必
殺

技
を
繰
り
出
し
相
手
を
倒
す
の
に
０
．
何
秒
も
間
を
お

か
ず
ボ
タ
ン
を
押
す
人
間
が
量
産
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。

テ
レ
ビ
も
、
人
を
誹
謗
中
傷
し
、
イ
ジ
メ
や
、
笑
っ
て

人
の
頭
叩
き
、
身
体
を
ど
つ
き
、
そ
の
人
の
プ
ラ
イ
ド

を
傷
つ
け
て
も
平
然
と
周
囲
の
笑
い
を
と
る
。
学
校
の

教
室
で
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
お
も
し
ろ
番
組

と
し
て
連
日
連
夜
放
送
す
る
。
朝
か
ら
晩
ま
で
食
べ
物

の
番
組
と
ビ
ー
ル
、
化
粧
品
の
宣
伝
で
、
テ
レ
ビ
は
何

か
重
大
な
こ
と
を
隠
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
勘
繰

り
た
く
も
な
る
。
乱
痴
気
騒
ぎ
の
世
の
中
、
い
じ
め
や
、

変
質
行
為
が
多
く
な
っ
て
も
、
あ
る
意
味
偶
然
で
は
な

く
必
然
と
思
え
る
。

　

寝
な
い
と
刻
ん
じ
ゃ
う
ぞ
、
早
く
寝
な
さ
い
よ
と
い

や
も
絶
望
し
、
泣
く
の
を
や
め
て
も
う
寝
る
し
か
な
い
、

坊
や
へ
強
烈
な
脅
し
と
い
う
の
が
私
の
解
釈
で
あ
る
。

労
働
哀
歌

　

私
は
代
役
の
子
守
の
方
も
気
に
な
り
、
子
守
唄
が
哀

感
こ
も
る
労
働
歌
に
も
聞
こ
え
る
。
江
戸
の
子
守
唄
は
、

子
守
の
側
の
心
情
の
吐
露
で
、
子
守
労
働
の
恨
み
も
感

じ
る
。
子
守
唄
は
背
中
の
子
の
た
め
に
だ
け
で
な
く
、

む
し
ろ
歌
い
手
の
た
め
に
あ
る
。
子
守
の
里
に
帰
り
た

い
。
里
帰
り
を
許
し
て
ほ
し
い
。
里
に
帰
ら
し
て
く
れ

た
ら
、
奉
公
に
戻
っ
た
時
に
は
坊
や
に
土
産
も
買
い
ま

す
、
も
っ
と
坊
や
を
喜
ば
せ
ま
す
か
ら
と
い
う
、
願
い
に

満
ち
た
一
種
の
労
働
歌
で
も
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　

な
ん
と
い
っ
て
も
子
守
も
な
か
な
か
重
労
働
で
あ
る
。

現
代
で
は
生
ま
れ
た
赤
ち
ゃ
ん
は
み
ん
な
に
愛
さ
れ
、

慈
し
ま
れ
て
育
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し

か
し
近
代
以
前
も
そ
う
だ
っ
た
ろ
う
か
。
子
守
は
若
年

者
も
で
き
る
一
種
の
労
働
で
職
業
で
あ
る
。
幼
く
身
体

の
小
さ
な
子
守
に
は
、
過
酷
な
重
労
働
で
あ
る
。
労
働

な
の
だ
か
ら
、
寝
て
く
れ
な
い
坊
や
を
寝
か
せ
る
魔
法

の
歌
を
う
た
い
た
く
な
る
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
別
の

子
守
唄
に
は
「
寝
な
い
子
は
刻
ん
じ
ゃ
う
ぞ
」
と
い
う
の

も
あ
る
。
こ
の
唄
を
歌
う
の
は
鬼
で
も
悪
魔
で
も
な
く
、

単
な
る
労
働
哀
歌
で
あ
る
。

人
生
の
最
重
要
事
項
を
教
え
る
唄

　

乳
幼
児
教
育
の
教
材
と
し
て
こ
の
子
守
唄
は
実
に
よ
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と
い
う
。
明
る
く
ゆ
か
い
な
会
話
や
食
事
な
ど
な
く
と

も
、
何
時
間
で
も
黙
っ
て
側
に
い
ら
れ
る
こ
と
。
こ
れ
は

芸
術
鑑
賞
に
似
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
。

母
な
る
自
然

　

今
、
人
間
と
人
間
関
係
が
壊
れ
か
け
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
そ
の
根
本
に
自
然
観
の
変
化
が
あ
る
。
猛
威

を
振
る
自
然
を
ま
ず
認
め
、
あ
る
意
味
尊
敬
し
、
神
の

よ
う
に
尊
崇
す
る
こ
と
か
ら
、
現
代
で
は
自
然
を
友
と

し
対
等
と
み
な
し
、
つ
ま
り
は
制
御
可
能
な
も
の
と
思

い
こ
ん
で
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
間
は
自
然
を
絶
対

に
手
放
せ
な
い
。
ど
ん
な
嫌
な
奴
と
で
も
つ
き
あ
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
相
手
を
取
捨
選
択
で
き
る
関
係

に
は
無
い
現
実
が
あ
る
。

　

子
守
唄
は
、
現
実
に
眼
を
閉
じ
、
現
実
を
耐
え
な
さ

い
と
い
い
、
寂
し
い
か
ら
仲
良
く
し
よ
う
と
は
唄
っ
て
い

な
い
。
社
会
は
ろ
く
な
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
、

自
然
も
荒
れ
る
が
こ
れ
を
認
め
よ
う
、
じ
っ
と
耐
え
よ

う
と
い
う
。
ひ
た
す
ら
互
い
が
分
か
ち
が
た
い
因
果
で

居
合
わ
せ
続
け
る
こ
と
に
耐
え
る
べ
き
こ
と
。
こ
う
し

た
絶
望
の
唄
を
子
ど
も
に
イ
ン
プ
ッ
ト
す
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
そ
の
後
の
人
生
に
、
わ
ず
か
な
幸
福
を
見
い
だ
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
初
か
ら
祝

福
さ
れ
、
幸
福
の
絶
頂
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
な
ら
ば
人

生
は
下
る
こ
と
し
か
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
で
は
な
い

か
。

　

先
日
寂
し
い
山
に
一
人
で
キ
ャ
ン
プ
し
た
。
闇
夜
の
月

は
、
眼
に
さ
さ
り
眠
れ
ぬ
ほ
ど
ま
ぶ
し
く
、
心
も
照
ら

し
た
。
マ
イ
ナ
ス
ス
タ
ー
ト
の
素
晴
ら
し
い
豊
か
さ
、
隠

さ
れ
た
応
援
歌
を
子
守
唄
に
勝
手
に
感
じ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
ひ
き
か
え
、
晩
年
の
み
じ
め
さ
、
体
は
お
と

ろ
え
、
医
者
の
世
話
に
な
る
こ
と
も
多
く
な
り
、
楽
し

み
も
な
く
な
る
。
お
ま
け
に
行
く
手
に
は
恐
ろ
し
い
死

が
待
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
こ
そ
木
枯
ら
し
の
吹
き
す
さ
ぶ
冬
で
な
く
て
何

で
あ
ろ
う
。

　

小
島
政
二
郎
氏
も
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
神
様
は
人

間
に
四
季
の
配
分
を
間
違
え
た
に
違
い
な
い
。

　

自
ら
の
力
で
な
ん
で
も
春
に
で
き
る
能
力
を
持
っ
て

い
る
子
供
に
は
冬
で
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
晩

年
こ
そ
は
春
に
持
っ
て
く
る
べ
き
だ
っ
た
。

　

お
ふ
く
ろ
の
晩
年
も
た
と
え
に
も
れ
ず
寒
い
冬
の
連

続
だ
っ
た
よ
う
だ
。

　

喉
頭
ガ
ン
に
よ
る
一
年
近
い
闘
病
生
活
、
退
院
後
、

医
師
に
無
理
だ
と
い
わ
れ
た
食
道
発
声
法
を
半
年
か
か
っ

て
も
の
に
し
た
も
の
の
、
生
き
甲
斐
と
い
え
る
も
の
は
、

元
気
な
孫
の
姿
を
見
る
事
と
、
百
人
一
首
を
素
養
に
し

た
和
歌
を
作
る
こ
と
だ
け
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　

私
は
私
な
り
に
、
お
ふ
く
ろ
に
少
し
で
も
春
を
感
じ

て
も
ら
お
う
と
子
供
を
連
れ
て
行
っ
て
、
な
つ
か
せ
て
み

た
り
し
た
。

　

し
か
し
、
す
べ
て
無
駄
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

親
の
死
を
通
し
て
の
み
、
は
じ
め
て
生
命
の
も
ろ
さ

を
実
感
し
た
自
分
を
情
け
な
く
思
う
。

　

お
ふ
く
ろ
の
死
後
、
い
ろ
い
ろ
読
ん
だ
本
の
中
で
、

大
島
研
三
医
博
の
言
葉
が
心
に
残
っ
て
い
る
の
で
、
こ
こ

に
要
旨
を
書
き
留
め
て
お
く
。

　

「
人
間
が
八
十
歳
前
後
に
死
ぬ
こ
と
は
、
死
の
苦
し

み
を
意
味
す
る
。
家
族
に
対
す
る
迷
惑
、
家
族
の
悲
し

み
、
社
会
的
な
影
響
、
そ
し
て
本
人
自
身
、
カ
ン
フ
ル
、

酸
素
吸
入
、
油
汗
を
流
し
な
が
ら
死
線
と
い
う
死
と
の

う
子
守
唄
が
残
酷
な
の
か
、
我
々
の
社
会
の
方
が
残
忍

な
の
か
。
子
守
唄
は
、
も
う
ち
ゃ
ん
と
教
え
て
い
る
。

こ
ん
な
世
の
中
を
耐
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
と
。

子
守
唄
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
感
じ
る
処
世
術

　

「
ね
な
さ
い
よ
」
は
「
魂
よ
静
ま
り
な
さ
い
」
と
も
聞

こ
え
る
。
鎮
魂
歌
だ
。
目
を
つ
む
る
の
は
、
現
実
社
会

を
肯
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
無
く
、
無
視
す
る
こ
と
で

あ
る
。
私
た
ち
は
自
分
の
幸
福
を
一
日
中
願
う
。
し
か

し
幸
福
と
は
、
孤
独
で
無
い
こ
と
と
も
思
え
る
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
不
幸
と
は
孤
独
と
同
義
に
な
る
。

　

今
時
流
行
ら
な
い
の
が
「
暗
い
」
、
「
寂
し
い
」
、
「
悲

し
い
」
、
「
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
」
。
し
か
し
核
家
族
、
少
子

化
、
高
齢
化
、
孤
独
死
に
お
け
る
不
幸
の
共
通
項
目
は

「
寂
し
さ
」
で
あ
る
。
寂
し
さ
を
味
わ
う
こ
と
な
く
過

ご
す
こ
と
が
幸
福
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
人
は
多
い
。

ま
た
我
が
子
に
は
寂
し
い
思
い
を
さ
せ
た
く
な
い
と
い

う
の
が
親
の
一
番
の
願
い
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
う
し

て
も
親
が
大
方
は
先
に
死
ん
で
ゆ
く
。
こ
れ
は
避
け
ら

れ
な
い
。
つ
ま
り
寂
し
さ
は
避
け
ら
れ
な
い
宿
命
で
あ

る
。
家
族
は
そ
れ
ぞ
れ
忙
し
い
。
家
族
と
会
話
す
る
よ

り
世
界
の
人
々
と
携
帯
で
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
る
。

も
う
ひ
と
つ
、
一
所
で
家
族
が
何
分
黙
っ
て
座
っ
て
い
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
昔
は
仕
方
な
く
、
寒
い
の
で
黙
っ
て
、
テ

レ
ビ
も
な
く
、
囲
炉
裏
を
囲
ん
だ
で
い
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
寄
り
添
っ
て
一
緒
に
い
た
の
で
あ
る
。

　
鈴
木
昌
雄
じ
い
さ
ん
か
ら
鈴
木
家
の
家
族
同

人
誌
「
馬
鈴
薯
の
芽
」
が
送
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

　
家
族
の
み
ん
な
が
、
親
戚
の
み
ん
な
が
、
思
い

思
い
の
文
を
書
き
、
ま
と
め
上
げ
た
小
冊
子
は
そ

れ
は
心
あ
た
た
か
な
も
の
で
し
た
。
も
と
は
鈴

木
の
じ
い
さ
ん
の
お
母
さ
ん
の
発
案
で
つ
く
ら
れ

た
も
の
だ
そ
う
で
す
が
、
一
族
の
結
束
と
仲
の
良

さ
に
あ
ふ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
ん
な
一
族
が
い
た

な
ん
て
、
と
感
動
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
も
と
も
と
慶
応
大
学
出
身
の
イ
ン
テ
リ
の
鈴

木
昌
雄
じ
い
さ
ん
、
親
戚
の
誰
も
が
詩
を
作
り
短

歌
や
俳
句
を
投
稿
す
る
な
ん
て
、
今
ど
き
は
考

え
ら
れ
ま
せ
ん
。
投
稿
者
の
苗
字
は
全
員
が
鈴

木
で
、
嫁
に
行
っ
た
も
の
は
名
前
で
投
稿
し
て
い

ま
す
。

　
時
に
掛
け
合
い
で
詞
を
つ
く
り
、
時
に
報
告
を
、

時
に
入
退
院
や
出
産
や
入
学
の
行
事
の
案
内
を
、

素
晴
ら
し
い
鈴
木
一
族
の
歴
史
を
こ
ん
な
形
で

残
す
こ
と
の
貴
重
さ
を
し
み
じ
み
感
じ
ま
し
た
。

鈴
木
じ
い
さ
ん
の
一
文
が
目
に
入
り
ま
し
た
。

　
こ
の
冊
子
は
発
案
さ
れ
た
母
上
の
追
悼
号
で

終
了
し
て
い
る
よ
う
で
す
。

寂
し
さ
を
楽
し
む

　

ふ
と
ア
イ
デ
ィ
ア
が
よ
ぎ
る
。
「
寂
し
さ
」
を
楽
し

め
ば
良
い
の
で
は
な
い
か
。

　

亡
父
は
寒
い
福
島
の
冬
を
何
度
も
一
人
で
耐
え
て
い

た
。
男
性
独
居
老
人
（
か
つ
て
の
我
が
父
）
が
肉
じ
ゃ
が

を
作
る
。
侘
し
い
。
可
愛
そ
う
、
親
不
孝
で
近
寄
ら
ぬ

子
供
達
を
怒
り
な
が
ら
耐
え
た
に
違
い
な
い
。
結
局
自

宅
か
ら
出
て
施
設
に
入
ろ
う
と
い
っ
て
も
「
い
や
だ
」
の

一
点
張
り
で
あ
っ
た
。
不
便
で
も
、
寒
く
て
も
、
寂
し
く

て
も
こ
の
家
が
い
い
の
だ
と
言
い
張
っ
た
の
だ
。
年
金
は

そ
こ
そ
こ
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
た
ま
に
帰
る
と
、
大
鍋

に
小
さ
な
庭
で
と
れ
た
と
い
う
形
の
悪
い
ナ
ス
、
じ
ゃ
が

い
も
や
な
に
か
が
形
も
色
も
な
く
、
ご
飯
も
ま
じ
っ
て
「
お

じ
や
」
だ
と
い
う
。
「
お
前
も
食
え
」
と
い
う
。
な
ん
だ

か
ん
だ
と
断
っ
て
、
車
で
店
に
連
れ
出
し
は
し
た
が
、
ひ

と
り
に
な
る
と
ま
た
あ
の
親
爺
の
「
お
じ
や
」
な
の
だ
。

　

頑
固
親
爺
の
子
と
し
て
、
寂
し
さ
を
楽
し
む
実
験
を

家
族
に
相
談
無
く
開
始
し
た
。
家
族
と
口
を
聞
か
ず
、

顔
を
合
わ
さ
ず
、
部
屋
で
過
ご
し
部
屋
か
ら
出
勤
す
る
。

自
分
の
食
事
、
洗
濯
は
自
分
で
、
最
初
は
気
楽
な
も
の

だ
っ
た
。
人
生
は
こ
う
で
な
く
ち
ゃ
。
だ
が
そ
の
内
、
今

ま
で
考
え
た
こ
と
も
な
か
っ
た
家
族
に
つ
い
て
、
考
え
て

い
る
自
分
に
気
が
つ
い
た
。
ど
こ
か
で
大
事
な
も
の
の

存
在
に
気
付
き
は
じ
め
た
。
孤
独
を
楽
し
む
に
は
な
ぜ

か
相
当
な
苦
痛
を
伴
っ
た
が
、
寂
し
さ
は
紛
ら
わ
せ
て

は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
「
寂
し
さ
」
は
、
悲
し
み

の
源
で
あ
る
。
悲
し
み
が
大
事
だ
と
い
っ
た
画
家
が
い
た
。

棟
方
志
功
で
あ
る
。
「
全
て
は
悲
し
み
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
悲
し
み
と
い
う
も
の
を
表
せ
な
け
れ
ば
だ
め
で
あ

り
ま
す
。
」
悲
し
み
こ
そ
が
芸
術
表
現
に
最
も
大
事
だ

【
一
生
】

　

人
の
一
生
を
四
季
に
例
え
る
な
ら
ば
、
子
供
の
春
に

あ
た
る
そ
う
だ
。

　

目
に
つ
く
も
の
、
手
に
ふ
れ
る
も
の
凡
て
遊
び
の
対

象
と
し
、
悩
み
を
持
た
ず
、
疲
れ
れ
ば
す
ぐ
寝
て
し
ま

う
。
何
を
着
て
も
よ
く
似
合
う
。
ま
さ
に
子
供
は
花
咲

き
、
鳥
歌
う
春
に
ち
が
い
な
い
。
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【
い
た
ず
ら
ユ
ー
ち
ゃ
ん
】

い
た
ず
ら
坊
の
裕
ち
ゃ
ん

ハ
ブ
ラ
シ
ど
こ
だ　

オ
ト
イ
レ
だ

お
ち
ゃ
わ
ん
ど
こ
だ　

オ
フ
ロ
バ
だ

フ
デ
バ
コ
ど
こ
だ　

ゲ
ン
カ
ン
だ

ほ
ん
と
に
こ
ま
る
よ　

ユ
ー
ち
ゃ
ん

お
か
げ
で　

家
じ
ゅ
う　

て
ん
て
こ
ま
い

だ
け
ど
か
わ
い
い
ユ
ー
ち
や
ん

加
瀬
　
敦
子

【
三
年
生
に
な
っ
て
】

三
年
生
に
な
っ
て　

私
は
委
員
に

え
ら
ば
れ
た　

男
の
子
は
金
谷
く
ん

生
ま
れ
て
初
め
て
の
せ
ん
き
ょ　

む
ね
が
ど
き
ど
き
す
る

か
お
が
ぽ
っ
ぽ
し
て
く
る
。

あ
た
ら
し
い
友
達　

あ
た
ら
し
い
先
生

あ
た
ら
し
い
本

な
ん
だ
か　

体
が
む
ず
む
ず
し
て
く
る
。

加
瀬
　
敦
子

【
慶
子
の
三
つ
の
お
祝
】

母
親
に
な
れ
て　

う
れ
し
き
初
祝
い

母
で
あ
る　

慶
び
あ
た
え
し
七
五
三

鈴
木
　
ふ
み
子

闘
い
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

八
十
を
過
ぎ
て
死
ぬ
と
き
は
、
朝
、
家
族
の
も
の
が

起
き
て
み
た
ら
息
を
引
き
取
っ
て
い
た
な
ど
と
、
天
命

を
全
う
し
た
と
い
う
理
想
的
な
死
に
方
を
す
る
」

お
ふ
く
ろ
の
死
の
直
前
は
呼
吸
の
苦
し
さ
も
な
く
な
り
、

意
識
の
混
濁
の
中
に
息
を
引
き
取
っ
た
の
は
せ
め
て
も

の
慰
み
で
あ
る
。

鈴
木
　
昌
雄

【
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
思
い
出
】

　

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
大
好
き
な
言
葉
の
一
つ
に
「
ど
の

孫
も
一
人
一
人
み
ん
な
可
愛
い
よ
」
と
言
っ
て
ら
し
た

の
が
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
口
癖
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
し
た
。

家
族
顔
合
わ
せ
が
何
よ
り
の
楽
し
み
の
様
子
は
言
う
ま

で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

孫
た
ち
に
何
か
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
の
が
楽
し
み
の
一
つ
だ
っ

た
よ
う
で
す
。

　

あ
る
時
、
ピ
ヨ
ピ
ヨ
鳴
る
サ
ン
ダ
ル
が
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
の
目
に
留
ま
り
ま
し
た
。

　

靴
屋
に
並
ん
で
い
る
サ
ン
ダ
ル
を
丁
寧
に
二
軒
三
軒

と
廻
っ
て
自
分
の
気
に
入
っ
た
サ
ン
ダ
ル
を
探
し
求
め
な

が
ら
選
択
す
る
の
で
す
。

　

買
い
物
を
す
る
場
合
、
す
ぐ
求
め
な
い
で
手
で
触
っ
て

良
い
も
の
を
捜
し
歩
く
の
が
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
性
分
で

し
た
。
ピ
ヨ
ピ
ヨ
鳴
る
サ
ン
ダ
ル
は
二
カ
月
も
前
か
ら

考
え
て
決
め
て
い
た
も
の
で
す
。

　

ピ
ヨ
ピ
ヨ
鳴
る
サ
ン
ダ
ル
を
祐
君
、
慶
一
君
、
そ
し
て

尊
士
と
包
装
紙
に
包
も
な
お
し
て
名
前
を
い
れ
て
い
ま

し
た
。

　

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
直
接
手
渡
さ
れ
た
孫
た
ち
は
、

や
っ
ぱ
り
歩
い
て
外
に
出
る
の
が
面
白
く
て
た
ま
ら
な

い
矢
先
で
し
た
の
で
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
よ
く
観
察
し

て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

　

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
買
っ
て
も
ら
っ
た
の
」

　

頂
い
た
サ
ン
ダ
ル
を
履
い
た
ま
ま
寝
て
し
ま
っ
た
り
、

持
っ
た
ま
ま
話
さ
な
い
で
食
事
を
し
て
し
ま
っ
た
り
、
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
の
不
断
の
草
履
と
小
さ
な
青
い
サ
ン
ダ
ル

を
並
べ
た
り
し
て
、
自
分
の
玄
関
に
置
い
た
り
し
て
い
ま

し
た
。

　

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
尊
士
が
玄
関
に
い
っ
た
ん
下
し

た
サ
ン
ダ
ル
を
始
め
て
は
く
孫
の
た
め
に
脱
げ
に
く
い

様
に
そ
の
サ
ン
ダ
ル
に
ゴ
ム
を
つ
け
て
く
れ
ま
し
た
。

　

「
ゴ
ム
は
慣
れ
た
ら
は
ず
し
て
も
い
い
か
ら
ね
」
と
付

け
加
え
て
い
ま
し
た
。

　

孫
た
ち
が
部
屋
で
走
り
回
っ
て
い
た
時
、
何
回
か
脱

げ
て
又
は
い
た
り
し
て
い
た
の
を
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は

見
逃
し
た
り
し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

ゴ
ム
を
つ
け
た
サ
ン
ダ
ル
は
確
か
に
便
利
で
外
で
履
い

て
い
て
も
決
し
て
脱
げ
ま
せ
ん
。
マ
マ
が
何
度
も
サ
ン
ダ

ル
を
か
が
ん
で
は
か
せ
る
必
要
も
省
け
て
と
て
も
い
い

ア
イ
デ
ア
だ
と
思
い
ま
し
た
。

　

私
が
中
学
時
代
に
見
た
こ
と
は
あ
り
ま
し
て
も
、
お

ば
あ
ち
ゃ
ん
が
い
な
か
っ
た
ら
自
分
で
そ
こ
ま
で
気
が

付
い
て
や
っ
て
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
た
か
し
ら
。

　

そ
ば
に
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
つ
い
て
く
れ
た
こ
と
が
、

私
の
良
い
習
得
の
一
つ
で
も
あ
り
ま
し
た
。
お
ば
あ
ち
ゃ

ん
も
『
皆
ん
な
喜
ん
で
い
た
よ
ネ
』
と
言
っ
て
い
ま
し

た
。

鈴
木
　
泰
子

荒
磯
の　

波
の
し
ぶ
き
も
春
の
音 

（
ふ
み
子
）

早
起
き
し　

浜
防
風
の
さ
い
し
ゆ
か
な 

（
勇
）

沈
丁
花
匂
い　

ぼ
く
の
入
園
も
あ
と
わ
ず
か 

（
和
子
）

【
各
家
庭
別　

作
品
集
】

　

退
院
し
て
か
ら
の
母
は
、
元
気
い
っ
ぱ
い
。
余
暇
を
短

歌
づ
く
り
に
精
進
し
て
い
る
。

　

そ
の
努
力
は
異
常
な
ほ
ど
で
、
先
日
な
ど
も
、
珍
し

く
眼
鏡
を
か
け
て
い
る
母
の
姿
を
み
た
が
、
読
ん
で
い

る
の
は
「
啄
木
全
集
第
三
巻
」
で
あ
っ
た
。
馬
鈴
薯
の
芽

の
会
で
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
ま
と
め
役
で
あ
る
。

雨
ふ
れ
ば　

ま
た
晴
る
日
も　

あ
る
も
の
を

な
ぜ
に
つ
づ
く
か　

こ
の
ぬ
か
る
み
を

亡
き
友
の　

あ
わ
き
姿
に　

ぼ
う
ぜ
ん
と

た
だ
ぼ
う
ぜ
ん
と　

夢
に
し
た
し
む

さ
さ
や
か
な　

幸
せ
さ
え
も　

つ
か
み
え
ず

来
世
を
ち
か
い　

細
々
と
生
き
る

母

【
康
晴
君
の
家（
文
京
区
湯
島
）】

妻
の
和
子
さ
ん
、
子
供
が
上
か
ら
順
に 

泰
子
（
六
歳
）
、

悟
（
五
つ
）
、
浄
（
六
カ
月
）
康
晴
君
の
フ
ィ
リ
ピ
ン
旅

行
に
始
ま
り
、
泰
子
ち
ゃ
ん
が
日
舞
の
お
さ
ら
い
で
「
藤

娘
」
を
上
手
に
お
ど
っ
た
り
、
赤
ん
坊
の
浄
君
の
世
話

な
ど
、
マ
マ
と
し
て
と
っ
て
も
忙
し
い
日
々
で
あ
る
。

初
春
や　

孫
六
人
の　

家
族
会 

　
　
　

 

（
康
晴
）

末
の
子
を　

得
し
よ
ろ
こ
び
や　

福
寿
草　
　

（
和
子
）

【
昌
雄
君
の
家（
千
葉
県
松
戸
市
）】

妻
の
ふ
み
子
さ
ん
、
生
後
七
カ
月
に
な
る
慶
子
ち
ゃ
ん
、

そ
れ
に
ア
イ
ヌ
犬
の
サ
ニ
ー
君
、
慶
子
ち
ゃ
ん
が
、
早
く

も
初
節
句
を
迎
え
、
家
族
の
中
心
が
慶
子
ち
ゃ
ん
に
移
っ

た
せ
い
か
、
サ
ニ
ー
君
が
お
ひ
な
さ
ま
を
う
ら
や
ま
し

そ
う
に
見
て
い
ま
す
。

【
勇
君
の
家（
台
東
区
）】

妻
の
美
代
子
さ
ん
、
子
供
が
上
か
ら
敦
子
（
六
つ
）
に

郁
子
（
五
つ
）
敦
子
ち
ゃ
ん
の
ピ
ア
ノ
の
発
表
会
や
、

幼
稚
園
の
卒
業
式
と
、
マ
マ
も
パ
パ
も
忙
し
い
。
先
日

の
馬
鈴
薯
の
芽
の
会
の
旅
行
会
で
照
れ
屋
の
郁
子
ち
ゃ

ん
が
み
ん
な
の
前
で
何
度
も
何
度
も
歌
っ
た
唄
が
あ
る
。

ユ
キ
ノ
ペ
ン
キ
ヤ
サ
ン
ハ
、
オ
ー
ソ
ラ
カ
ラ
、
チ
ラ
チ
ー
ラ
。

【
博
君
の
家（
板
橋
区
）】

妻
の
法
子
さ
ん
。
四
月
二
十
日
頃
出
産
の
予
定
で
す
。

生
ま
れ
て
く
る
子
の
前
途
を
こ
こ
に
祝
し
、
始
め
て
パ
パ
、

マ
マ
に
な
る
心
の
準
備
は
で
き
た
で
し
ょ
う
か
！
と
推

察
し
ま
す
。

【
二
人
目
に
会
う
】

父
と
娘
の
手
を
つ
な
ぎ
行
く
初
出
勤

菜
の
花
や
と
り
ど
り
に
咲
く
遅
き
春

家
族
旅
行
や　

の
ど
か
な
り

鈴
木
　
ふ
み
子

【
ミ
カ
ン
】

ミ
カ
ン
は
と
っ
て
も
美
味
し
い
な

甘
い
よ
う
で　

す
っ
ぱ
く
て　

な
ん
と
い
う
味
か　

考
え
て
い
る
と

い
つ
の
間
に
か　

い
く
つ
も
食
べ
て
い
る

何
こ
た
べ
て
も　

ぜ
っ
た
い
あ
き
な
い　

ミ
カ
ン

ミ
カ
ン
よ　

私
は
貴
方
が
大
好
き

加
瀬
　
敦
子

【
俳
句
】

　

母
の
発
案
に
よ
り
馬
鈴
薯
の
芽
の
会
に
積
み
立
て
預

金
を
し
一
年
に
一
度
、
旅
行
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
第
一
回
の
旅
行
で
あ
り
、
会
と
し
て
は
初
め
て

の
、
旅
に
出
て
作
品
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
。

貨
車
通
過　

沈
丁
花
揺
れ
て
海
近
し 

（
敬
四
郎
）

春
か
す
み
江
見
の
お
花
の
赤
青
黄 

（
勇
）

ゆ
き
や
な
ぎ　

道
ゆ
く
人
に
た
お
ら
れ
ぬ 

（
和
子
）

春
浅
き　

千
倉
の
宿
の
つ
ど
い
か
な 

（
康
晴
）

紫
雲
英
の
は
て　

い
ず
れ
が
泰
子
で
敦
子
や
ら 

（
敬
四
郎
）

父
と
娘
の
手
を
つ
な
ぎ
行
く
初
出
勤

母
で
あ
る　

慶
び
あ
た
え
し
七
五
三

鈴
木
　
ふ
み
子

家
族 

親
戚
っ
て
い
い
な
あ
。

家
族 

親
戚
っ
て
い
い
な
あ
。
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笑
　
定
家
の
拾
遺
愚
草
と
い
う
歌
集
に
も

「
昔
受
庭
訓
」
に
は
「
教
え
の
庭
の
道
の

月
影
」
と
い
う
句
が
あ
り
ま
す
。「
庭
の

教
え
」「
教
え
の
庭
」
と
い
う
句
が
勅
撰

集
や
新
拾
遺
な
ど
に
散
見
す
る
の
は
、

中
国
文
明
か
ら
き
た
学
問
に
よ
る
と
こ

ろ
が
大
き
い
の
で
し
ょ
う
が
、
歌
人
定

家
の
子
孫
た
ち
は
歌
道
の
家
筋
の
人
々

で
伝
統
的
な
精
神
を
含
蓄
し
た
言
葉
と

し
て
多
く
使
わ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　
明
治
に
な
っ
て
庭
訓
は
「
家
庭
」
と
い

う
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
ま
し
た
。
英

語
の
ホ
ー
ム
が
そ
の
新
訳
語
で
外
国
思

想
の
輸
入
に
よ
っ
て
温
か
い
気
持
ち
を
包

む
ホ
ー
ム
が
あ
て
は
め
ら
れ
ま
し
た
。

　
「
団
欒
」
は
月
が
丸
い
こ
と
を
指
し

ま
す
が 

丸
い
月
の
形
を
示
す
よ
う
に
み

ん
な
が
車
座
に
な
っ
て
な
ご
む
姿
を
あ

ら
わ
し
ま
す
。
家
庭
の
団
欒
は
仲
が
い

い
家
族
の
集
ま
り
を
い
う
こ
と
で
す
。

家
庭
と
い
う
言
葉

　
家
庭
の
庭
と
い
う
文
字
は
、
論
語
巻

八
の
季
氏
篇
第
十
六
の
終
わ
り
に
あ
る

孔
子
と
伯
魚
の
父
と
子
の
間
で
交
わ
さ

れ
た
話
に
基
づ
い
て
い
ま
す
。
伯
魚
が

庭
を
歩
い
て
い
る
と
父
の
孔
子
か
ら
呼

び
止
め
ら
れ
、
詩
を
学
べ
、
禮
を
習
へ
と

い
わ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
「
家
停
」
「
庭

訓
」
と
い
う
熟
語
が
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

　
庭
は
も
っ
ぱ
ら
「
父
」
の
こ
と
に
か
か

り
庭
訓
は
父
訓
、
父
の
教
え
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
字
は
日
本
で
は

鎌
倉
時
代
以
後
に
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
記
録
や
、
書
に
、

歌
句
、
手
紙
や
普
通
に
書
く
各
文
章
に

も
、
庭
訓
の
教
え
と
し
て
流
行
し
ま
し

た
。
定
家
の
明
月
記
に
も
「
昔
聞
庭
訓
」

と
記
し
、
父
俊
成
か
ら
の
教
訓
を
諭
し

て
い
ま
す
。

笑笑
だん

らん
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そ
の
す
さ
ま
じ
さ
、
お
ぞ
ま
し
さ
に
、
わ
た
し
は
圧
倒
さ

れ
、
混
乱
し
た
。
ど
う
し
て
、
母
親
が
娘
を
殺
す
の
か
、
そ

れ
が
わ
た
し
の
理
解
を
越
え
て
い
た
。
何
度
も
、
そ
の
詩
を

読
み
返
す
こ
と
で
、「
飢
え
死
に
」「
腹
減
っ
て
泣
く
」
と
い

う
フ
レ
ー
ズ
が
、
そ
の
子
殺
し
の
背
景
に
あ
る
キ
イ
ワ
ー
ド

に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、

こ
の
惨
劇
が
演
じ
ら
れ
た
の
が
「
早
瀬
川
原
」
と
い
う
場
所

だ
っ
た
こ
と
も
、
推
測
で
き
た
。

　

だ
が
、
ど
う
し
て
、
七
つ
の
め
ご
い
娘
を
母
親
が
殺
す
の

か
…
。
そ
の
本
当
の
と
こ
ろ
は
、
都
会
育
ち
の
あ
ま
っ
ち
ょ

ろ
い
若
造
だ
っ
た
私
に
は
、
正
直
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

詩
の
タ
イ
ト
ル
は
「
天
明
三
卯
年
」
。
こ
ん
な
詩
だ
。

お
ま
え
そ
ん
な
に
痩
せ
ひ
か
ら
び
て

生
き
て
い
っ
て
み
ん
な
飢
え
死
に
す
る
ば
か
り
。

今
夜
は
や
ろ
う
か
、

あ
し
た
は
や
ろ
う
か
、

や
っ
ぱ
り
天
に
お
返
し
し
よ
う
と

生
ま
れ
た
と
き
の
い
と
し
さ
に

七
つ
の
歳
ま
で
育
て
た
に

返
し
そ
び
れ
て
い
た
の
だ
と

も
っ
と
も
ら
し
く
思
案
し
て

つ
れ
出
し
て
き
た
早
瀬
川
原
。

お
ま
え
は
ほ
ん
と
に
め
ご
い
娘
っ
こ
だ
。

虱
っ
こ
と
っ
て
く
れ
っ
か
ら

こ
こ
さ
来
て
横
に
な
れ
。

こ
こ
に
ち
ょ
う
ど
い
い
石
が
あ
っ
か
ら

こ
れ
を
枕
に
し
て
な
。

〈
ど
っ
か
ど
っ
か
と
ど
う
き
が
し
、
が
さ
が
さ
の
手
首
わ
な

　
わ
な
ふ
る
え
。
〉

ほ
れ
、
こ
ん
な
に
虫
の
子
が

か
ゆ
い
べ
か
ゆ
い
べ
と
か
い
て
や
る
。

気
持
ち
よ
さ
そ
う
な
娘
っ
こ
見
て
、

わ
た
し
は
に
わ
か
に
鬼
に
な
り
か
わ
る
。

娘
っ
こ
は
怖
が
っ
て
泣
き
さ
わ
ぐ
。

こ
の
餓
鬼
な
ん
で
そ
の
よ
う
に
泣
き
騒
ぐ
ぞ
。

頭
を
石
に
押
し
つ
け
て
、
も
う
一
つ
石
を
ひ
っ
つ
か
ん
で

脳
天
め
が
け
て
打
ち
お
ろ
す
。

頭
蓋
砕
か
れ
て
ぐ
し
ゃ
り
と
な
り
、

小
さ
な
手
足
が
少
し
ぴ
く
ぴ
く
う
ご
き
。

そ
れ
み
れ
ば
な
ん
で
鬼
で
い
ら
れ
よ
か
、

心
は
慈
母
に
立
ち
か
え
り
、

こ
れ
で
腹
減
っ
て
泣
く
こ
と
も
あ
ん
め
え
、
お
れ
も
あ
と

　
か
ら
行
く
か
ら

許
し
て
け
れ
、
許
し
て
け
れ
と

と
り
す
が
っ
て
喚
い
て
は
み
た
が
、

他
人
に
見
ら
れ
ち
ゃ
た
だ
ご
と
で
な
い
。

死
屍
は
川
へ
押
し
流
し
、

わ
た
し
は
ふ
ら
ふ
ら
土
手
を
行
く
。

　

こ
の
詩
と
出
会
い
、
こ
の
「
死
」
と
出
会
う
こ
と
で
、
わ
た

し
の
な
か
の
何
か
が
変
わ
っ
た
、
と
お
も
う
。「
飢
餓
」
と
の

出
会
い
。
安
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
家
に
生
ま
れ
た
と
は
い
え
、

戦
後
生
ま
れ
の
わ
た
し
に
は
「
腹
減
っ
て
泣
く
」
経
験
が
な

か
っ
た
。

　

人
が
飢
え
る
、
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。

飢
え
て
死
ぬ
、
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ

れ
は
単
に
「
は
ら
が
へ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
は
ず

だ
。「
飢
餓
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、「
喰
う
」
と
は

ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
の
本
質
に
迫
り
た
い
、
と
思
う

よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。「
飢
餓
」
は
、
大
げ
さ
に
言
え
ば
、
わ

た
し
の
人
生
の
テ
ー
マ
に
な
っ
た
の
だ
。

●
天
明
三
卯
年

　

ず
っ
と
、
昔
の
こ
と
だ
。
十
代
の
お
わ
り
の
こ
ろ
、
わ
た
し

は
ひ
と
つ
の
詩
に
出
会
っ
た
。
あ
る
い
は
、
ひ
と
つ
の
「
死
」

に
出
会
っ
た
。
そ
の
詩
を
書
い
た
の
は
、
藤
井
逸
郎
と
い
う

人
で
、
初
め
て
そ
の
名
を
聞
く
人
だ
っ
た
。
ど
う
や
ら
、
岩

手
の
詩
人
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
し
か
判
ら
な
か
っ
た
。

　

そ
れ
は
、
母
親
が
お
さ
な
い
娘
を
殺
す
、
詩
だ
っ
た
。
し

か
も
、
母
親
が
、
石
で
娘
の
あ
た
ま
を
叩
き
潰
し
て
殺
し
、

そ
の
死
骸
を
川
に
流
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
内
容
だ
っ
た
。

　

史
料
に
は
、
こ
う
あ
っ
た
の
だ
。

何
処
の
女
に
て
候
や
、
早
瀬
川
原
へ
七
、
八
歳
の
娘
を
召

連
れ
、
石
を
枕
に
さ
せ
初
め
は
髪
の
虫
な
ど
取
り
く
れ
候

て
い
に
見
え
候
と
こ
ろ
、
手
ご
ろ
の
石
を
振
り
上
げ
力
に

任
せ
て
頭
を
一
打
う
ち
付
け
れ
ば
、
わ
っ
と
泣
き
出
し
、

以
来
は
喰
い
た
い
喰
い
た
い
と
言
わ
ぬ
故
ゆ
る
せ
ゆ
る

せ
と
詫
び
す
れ
ど
も
、
め
っ
た
打
に
頭
を
微
塵
に
打
ひ
し

ぎ
、
息
絶
え
も
せ
ぬ
に
川
へ
押
し
入
れ
、
そ
の
身
は
目
を

す
り
な
が
ら
行
方
知
ら
ず
に
な
り
候
。（

「
動
転
愁
記
」
）

　

か
つ
て
わ
た
し
の
こ
こ
ろ
を
ゆ
さ
ぶ
っ
た
藤
井
逸
郎
の
詩

「
天
明
三
卯
年
」
の
描
い
た
世
界
・
事
件
と
同
じ
も
の
で
は

な
い
か
！
「
死
屍
は
川
へ
押
し
流
す
」
詩
と
、「
息
絶
え
も
せ

ぬ
に
川
へ
押
し
入
れ
る
」
史
料
と
の
小
さ
な
ち
が
い
は
あ
る

が
、
同
じ
事
件
の
情
景
に
は
ち
が
い
な
い
。
つ
ま
り
、
藤
井

逸
郎
は
、
こ
の
史
料
の
こ
の
場
面
を
読
ん
で
、
娘
を
殺
す
母

親
の
こ
こ
ろ
の
な
か
を
、
み
ご
と
に
詩
と
し
て
、
腑
分
け
し

て
見
せ
た
の
だ
。
わ
た
し
と
し
て
は
、
読
む
順
番
が
逆
だ
っ

た
、
と
い
う
こ
と
だ
。

　

だ
が
、
こ
の
史
料
し
か
読
ん
で
い
な
か
っ
た
な
ら
、「
飢
餓
」

を
自
分
の
人
生
の
テ
ー
マ
に
し
よ
う
と
お
も
っ
た
か
ど
う
か
。

シ
ラ
ミ
の
わ
い
た
娘
の
あ
た
ま
を
、
か
ゆ
い
べ
か
ゆ
い
べ
と
か
い

て
や
る
慈
母
の
位
相
が
、〈
に
わ
か
に
鬼
に
な
り
か
わ
る
〉
瞬

間
を
、
わ
た
し
も
理
解
し
た
い
、
と
つ
よ
く
思
う
よ
う
に
な
っ

た
か
ど
う
か
。〈
ど
っ
か
ど
っ
か
と
ど
う
き
が
し
、
が
さ
が
さ

の
手
首
わ
な
わ
な
ふ
る
え
〉
る
、
こ
の
母
親
の
こ
こ
ろ
の
奥
底

を
、
追
体
験
し
た
い
と
お
も
っ
た
か
ど
う
か
。
詩
人
の
こ
と
ば

の
ち
か
ら
が
な
け
れ
ば
、
き
っ
と
こ
の
「
飢
餓
」
と
い
う
テ
ー
マ

の
上
を
何
も
気
が
つ
か
ず
、
素
通
り
し
た
だ
け
だ
っ
た
ろ
う
。

●
天
明
の
飢
饉

　

で
は
、
詩
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
っ
た
「
天
明
三
卯
年
」
と

は
、
ど
ん
な
年
だ
っ
た
の
か
、
ど
ん
な
飢
饉
だ
っ
た
の
か
。
歴

史
は
い
く
つ
も
の
飢
饉
を
記
録
し
て
い
る
が
、
な
か
で
も
天

明
の
飢
饉
は
す
さ
ま
じ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
天
明
三

年
（
一
七
八
三
年
）
か
ら
五
～
六
年
に
わ
た
っ
て
東
北
地
方

を
襲
っ
た
大
飢
饉
で
、
現
代
人
の
わ
れ
わ
れ
か
ら
す
る
と
想

像
を
絶
す
る
惨
状
を
引
き
起
こ
し
た
の
だ
。

　

江
戸
天
明
期
に
日
本
各
地
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土

地
の
地
誌
・
風
俗
・
見
分
を
記
録
し
『
東
西
遊
記
』
を
著
し

た
紀
行
家
で
医
者
で
も
あ
っ
た
人
に
、
橘
南
溪
と
い
う
人
が

い
る
。
そ
の
一
節
に
よ
る
と
、

天
明
三
卯
の
春
奥
州
羽
州
大
い
に
飢
饉
し
て
、
人
、
相
食

う
に
至
れ
り
。
そ
の
頃
京
都
に
て
南
部
津
軽
の
困
窮
の
沙

汰
お
び
た
だ
し
く
聞
こ
え
て
人
々
聞
き
知
れ
る
こ
と
な

り
。
予
が
奥
州
に
入
り
し
は
午
年
（
注
・
天
明
六
年
）
の

春
な
れ
ば
、
も
は
や
国
も
豊
か
に
食
も
た
る
べ
く
思
い

し
に
、
卯
年
の
飢
饉
京
都
に
て
聞
き
し
に
百
倍
の
事
に
し

て
、
人
民
大
か
た
餓
死
し
尽
く
し
て
、
南
部
津
軽
の
荒
涼

な
る
、
ま
こ
と
に
目
も
あ
て
ら
れ
ぬ
事
ど
も
な
り
。

（
「
東
西
遊
記
」
）

　

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い
。
飢
饉
は
も
ち
ろ
ん
、
天
候

の
不
順
、
特
に
東
北
地
方
に
お
い
て
は
冷
害
に
よ
る
農
作
物

の
不
作
凶
作
か
ら
起
る
も
の
で
あ
る
が
、
近
代
農
業
技
術
や

農
薬
な
ど
に
頼
る
べ
く
も
な
か
っ
た
当
時
は
、
壊
滅
的
な
被

害
を
受
け
る
の
だ
。

　

た
と
え
ば
、
同
じ
南
部
藩
グ
ル
ー
プ
の
八
戸
藩
の
場

　

そ
れ
か
ら
数
年
後
。
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
に
「
民
話
」
を

選
ん
だ
わ
た
し
は
、
い
ろ
い
ろ
な
昔
話
集
や
説
話
集
を
読

む
う
ち
に
、
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
民
話
の
も
つ
、
一

見
明
る
く
ア
ナ
ー
キ
ー
で
、
そ
ぼ
く
で
幸
せ
に
満
ち
た
世
界

は
、
そ
こ
に
た
だ
シ
ン
プ
ル
に
明
る
く
幸
福
な
世
界
が
あ
っ

た
、
か
ら
で
は
な
い
と
。
こ
の
明
る
さ
の
裏
に
は
、
と
て
つ

も
な
い
暗
闇
の
世
界
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と

予
感
し
た
の
だ
。
民
話
が
生
ま
れ
た
前
近
代
の
農
村
の
歴
史

的
背
景
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
そ
れ
は
決
し
て
、
落
語
の
世

界
の
よ
う
に
、
単
純
で
明
る
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。

子
ど
も
向
け
に
再
話
さ
れ
た
毒
を
抜
か
れ
た
お
と
ぎ
話
や

木
下
順
二
の
「
夕
鶴
」
の
よ
う
な
民
話
劇
で
は
な
く
、
佐
々

木
喜
善
が
編
ん
だ
『
聴
耳
草
紙
』
な
ど
の
原
民
話
を
読
ん
で

い
く
と
、「
死
」
や
「
エ
ロ
ス
」
に
満
ち
て
い
て
、「
飢
え
」
や

「
血
」
の
に
お
い
が
し
た
。
貧
し
い
百
姓
た
ち
の
、
生
や
金

に
執
着
す
る
赤
裸
々
で
お
ぞ
ま
し
い
欲
望
が
見
え
た
。
そ
こ

で
わ
た
し
は
、
昔
話
集
や
説
話
集
と
と
も
に
、
江
戸
時
代
の

史
料
を
あ
さ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
民
話
が
生
ま
れ

た
前
近
代
の
時
代
の
歴
史
的
背
景
に
、
い
く
つ
も
の
飢
饉
の

歴
史
が
重
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
だ
。

　

藤
井
逸
郎
の
詩
の
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
て
い
た
「
天
明
三
卯

年
」
と
い
う
の
は
、
江
戸
時
代
の
後
期
の
年
号
で
、
西
暦
で

い
う
と
一
七
八
三
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
十
代
将
軍
徳
川
家
治

の
治
世
の
こ
ろ
だ
。
そ
し
て
、
こ
の
年
は
、
江
戸
時
代
で
も

も
っ
と
も
ひ
ど
い
飢
饉
の
ひ
と
つ
、「
天
明
の
飢
饉
」
が
は

じ
ま
る
年
だ
っ
た
の
だ
。
そ
の
天
明
の
飢
饉
の
歴
史
資
料
を

あ
さ
っ
て
い
る
う
ち
に
、
わ
た
し
は
「
動
転
愁
記
」
と
い
う

史
料
に
出
会
っ
た
。
天
明
の
こ
ろ
、
遠
野
に
住
ん
で
い
た
人

の
日
記
だ
と
い
う
。
そ
の
な
か
に
、
藤
井
逸
郎
が
詩
に
し
た

事
件
が
記
録
さ
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
て
、
わ
た
し
は
驚
愕

し
、
文
字
通
り
、
動
転
し
た
。

 

飢
餓
の
記
憶

　
　
遠
野
物
語
遠
景

日
高
見 

猫
十

遠
野
佐
々
木
喜
善
賞
受
賞
作
品

　
日
本
の
自
給
率
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
わ
ず
か

38
％
で
す
。
残
り
の
62
％
は
、
外
国
に
依
存
し
て
い

ま
す
。
で
も
私
た
ち
は
毎
日
、
大
量
の
食
べ
残
し
を

作
り
、
さ
ら
に
期
限
切
れ
の
食
品
を
廃
棄
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
で
い
い
の
で
し
ょ
う
か
？ 
世
界
で
は
、
飢
餓

に
悩
ま
さ
れ
て
い
る
人
口
が
、
い
ま
で
も
９
億
人
以
上

い
ま
す
。
飢
餓
が
原
因
で
死
ぬ
子
供
た
ち
が
、
年
間

４
０
０
万
人
も
い
ま
す
が
、
大
き
な
ニ
ュ
ー
ス
に
は
な

り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
？ 

日
本
で
も
飢
え
に

悩
ま
さ
れ
た
時
代
が
あ
り
ま
し
た
。「
飢
餓
の
記
憶
」

を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
思
い
ま
す
。

辻
村
博
夫
（
本
名
）

掲
載
に
あ
た
り
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の
結
果
、

翌
年
（
注
・
天
明
四
年
）
に
至
っ
て
段
々
飢
に
の
ぞ
む
と

雖
、
金
銭
有
り
て
も
五
里
十
里
の
間
に
米
一
粒
雑
穀
す
べ

て
食
物
と
な
る
べ
き
品
な
く
し
て
、
買
い
求
む
べ
き
様
な

く
、
丈
家
は
倉
廩
元
敷
術
計
尽
き
て
牛
馬
鶏
犬
猫
鼠
迄
も

食
ひ
尽
し
、
尚
一
命
を
保
つ
べ
き
様
も
な
か
り
し

こ
と
に
な
り
、
つ
い
に
、

或
は
飢
に
疲
れ
て
自
身
我
子
を
淵
川
へ
沈
め
殺
し
或
は
自

身
手
を
立
て
死
し
淵
川
に
入
水
し
、
前
に
記
せ
る
如
く
路

傍
に
す
ら
餓
死
の
骸
骨
散
乱
せ
し
、
況
や
山
川
溝
渓
に
餓

死
せ
し
者
限
り
も
有
べ
か
ら
ず
、
此
両
年
の
餓
死
推
は
か

り
知
ぬ
べ
し

（
「
飢
饉
考
」
）

　

と
、
史
料
は
記
録
す
る
の
だ
。

　

藤
井
逸
郎
が
、
早
瀬
川
原
で
追
体
験
し
、
詩
に
描
い
た

子
殺
し
の
惨
状
が
、
実
は
早
瀬
川
原
だ
け
で
な
く
、
東
北
の

あ
ち
こ
ち
の
地
で
、
幾
重
と
な
く
、
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
の

だ
。

　

食
料
生
産
者
と
し
て
の
農
民
が
、
そ
の
食
料
の
決
定
的
な

欠
乏
ゆ
え
に
、
飢
え
て
死
ん
で
ゆ
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

さ
き
の
八
戸
藩
の
史
料
に
よ
れ
ば
、
餓
疫
死
し
た
の
は
農
民

を
は
じ
め
と
す
る
庶
民
層
が
ほ
と
ん
ど
で
、
藩
主
は
じ
め
家

老
諸
士
は
緊
急
に
移
入
さ
れ
た
他
藩
米
に
よ
っ
て
、
一
人
と

し
て
餓
疫
死
し
た
も
の
が
い
な
い
。
単
に
、
自
然
現
象
だ
け

で
な
く
、
制
度
が
絶
望
的
に
、
農
民
を
と
ら
え
て
苦
し
め
て

い
た
。

を
ハ
カ
ア
ガ
リ
と
い
ふ
と
い
へ
り
。（

「
遠
野
物
語
」
一
一
一
）

　

な
ぜ
、「
六
十
を
超
え
た
る
老
人
が
す
べ
て
蓮
台
野
に
追

ひ
や
」
ら
れ
た
の
か
？
こ
の
部
分
に
、
わ
た
し
の
「
飢
餓
」

ア
ン
テ
ナ
は
反
応
す
る
。
深
沢
七
郎
の
小
説
『
楢
山
節
考
』

が
、
六
十
に
な
っ
た
老
婆
が
山
に
捨
て
ら
れ
る
話
だ
っ
た
の

も
、
思
い
出
す
。

　

そ
れ
は
、
貧
し
く
食
料
に
乏
し
い
ム
ラ
（
共
同
体
）
が
生

き
残
る
智
恵
、
も
し
く
は
掟
、
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
。
今
の
よ
う
に
、
コ
メ
が
あ
ま
っ
て
い
る
、

賞
味
期
限
が
き
れ
た
食
べ
物
は
ど
ん
ど
ん
捨
て
ら
れ
る
、

と
い
う
時
代
で
は
な
い
。
と
ぼ
し
い
食
料
を
分
け
合
っ
て
暮

ら
す
し
か
な
か
っ
た
共
同
体
に
あ
っ
て
は
、
食
料
生
産
力
こ

そ
、
人
間
の
価
値
だ
っ
た
。

　

だ
か
ら
、
体
力
が
な
く
な
り
、
労
働
力
と
し
て
共
同
体
の

期
待
を
担
え
な
く
な
っ
た
老
人
は
、「
飢
餓
恐
怖
」
が
生
み

出
し
た
掟
に
し
た
が
っ
て
、
ダ
ン
ノ
ハ
ナ
も
し
く
は
蓮
台
野

と
い
う
「
他
界
」
へ
追
放
さ
れ
る
し
か
な
か
っ
た
の
だ
。
他
界

は
死
の
世
界
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
は
ハ
カ
（
墓
）
と
認
知
さ

れ
て
い
た
の
だ
。
ハ
カ
に
向
か
う
か
ら
ハ
カ
ダ
チ
、
ハ
カ
か
ら

帰
っ
て
く
る
か
ら
ハ
カ
ア
ガ
リ
な
の
だ
。

　

主
役
と
監
督
は
中
央
高
級
官
僚
の
柳
田
國
男
、
助
演
と

協
力
者
は
田
舎
文
学
青
年
の
佐
々
木
喜
善
、
と
い
う
構
図
の

『
遠
野
物
語
』
と
ち
が
っ
て
、『
聴
耳
草
紙
』
は
、
佐
々
木
喜

善
が
そ
の
晩
年
（
昭
和
六
年
）
、
み
ず
か
ら
主
演
を
演
じ
監

督
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
を
し
た
作
品
だ
。
質
量
と
も
に
日
本
最
高

レ
ベ
ル
の
「
本
格
昔
話
集
」
と
い
っ
て
も
よ
い
作
品
だ
。

　

そ
の
『
聴
耳
草
紙
』
の
な
か
に
も
、
こ
ん
な
話
が
あ
っ
た
。

　

南
部
本
藩
で
は
、
南
部
氏
が
元
和
元
年
（
一
六
一
五
）
に

盛
岡
に
入
国
し
て
以
来
、
約
二
三
〇
年
間
で
約
五
〇
回
の
凶

作
飢
饉
が
あ
っ
た
、
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
平
均
す
れ
ば
、

四
～
五
年
に
一
回
は
凶
作
や
飢
饉
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

だ
。
つ
ま
り
、
飢
え
が
日
常
化
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。

い
つ
、
襲
っ
て
く
る
か
わ
か
ら
な
い
飢
餓
に
、
常
に
人
々
は

お
び
え
て
い
た
。
そ
う
い
う
暮
ら
し
が
、
人
々
の
こ
こ
ろ
の

な
か
に
「
飢
餓
恐
怖
」
を
植
え
つ
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十

分
推
測
で
き
る
。
生
き
な
が
ら
え
た
い
と
懸
命
に
な
っ
て
働

い
て
い
て
も
、
数
年
に
一
度
は
、
か
な
ら
ず
飢
え
が
農
民
を

襲
っ
た
の
だ
。
こ
の
天
明
の
飢
饉
で
は
、
南
部
藩
の
総
人
口
の

四
分
の
一
、
七
万
五
一
八
〇
人
が
死
ん
だ
と
史
料
は
記
録
す

る
の
だ
。

　

飢
え
る
、
と
は
恐
ろ
し
い
こ
と
で
あ
る
。「
愛
」
と
か
「
道

徳
」
と
か
「
絆
」
と
か
、
そ
ん
な
も
の
が
な
ん
の
重
み
も
も

た
な
い
世
界
が
現
出
す
る
。
た
だ
「
喰
い
た
い
」
と
い
う
本

能
だ
け
が
そ
こ
に
あ
る
。

　

「
以
来
は
喰
い
た
い
喰
い
た
い
と
言
わ
ぬ
故
ゆ
る
せ
ゆ

る
せ
」
と
泣
き
叫
ぶ
お
さ
な
い
こ
ど
も
を
、
滅
多
打
ち
に
し

て
打
ち
殺
す
母
親
の
心
情
は
、
現
代
人
に
は
、
ほ
と
ん
ど
想

像
を
超
え
た
世
界
だ
っ
た
ろ
う
。
飢
え
の
あ
ま
り
、
牛
馬
ば

か
り
か
、
飢
え
死
に
し
た
人
の
死
肉
を
喰
い
、
つ
い
に
は
生

き
た
人
間
を
殺
し
て
喰
う
も
の
も
あ
ら
わ
れ
る
。
お
の
れ

の
人
間
で
あ
る
こ
と
の
生
を
願
う
あ
ま
り
、
人
間
が
「
鬼
」

と
化
す
る
逆
説
が
、
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。
そ
う
や
っ
て
「
鬼
」

と
な
っ
て
、
生
き
残
っ
た
農
民
た
ち
は
、
お
の
れ
の
内
な
る

「
鬼
」
を
か
か
え
な
が
ら
、
ま
た
「
喰
う
」
た
め
に
、
苦
し
い

生
活
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
飢

餓
は
、
ま
た
襲
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
た
。

昔
、
野
中
に
一
軒
の
百
姓
家
が
あ
っ
た
。
そ
の
家
に
は
老

母
と
息
子
が
い
て
、
息
子
は
毎
日
外
へ
出
て
働
い
て
は
老

母
を
養
っ
て
い
た
。
あ
る
年
大
阪
に
戦
争
が
あ
っ
て
、
息

子
は
そ
れ
に
召
し
出
さ
れ
て
行
っ
た
の
で
、
年
寄
一
人
が

残
っ
て
し
ま
っ
た
。
息
子
は
何
年
た
っ
て
も
還
っ
て
来
な

か
っ
た
。
村
の
人
達
も
初
め
の
う
ち
は
気
に
も
止
め
ず
に

い
た
が
、
何
年
た
っ
て
も
婆
様
が
食
物
を
求
め
る
風
が
な

い
の
で
、
ど
う
し
て
い
る
こ
と
か
と
思
っ
て
行
っ
て
み
る

と
、
そ
の
老
婆
は
土
を
喰
っ
て
生
き
て
い
た
。
そ
れ
で
婆
様

の
死
ん
だ
所
へ
御
堂
を
建
て
て
バ
ク
チ
と
呼
ん
で
地
神
様

に
祀
っ
た
。
現
在
も
栗
橋
村
字
太
田
林
、
前
ヶ
口
の
畠
中

の
大
き
な
モ
ロ
ノ
樹
の
根
下
に
そ
の
祠
が
あ
る
。

（
「
聴
耳
草
紙
」
一
二
七
番
・
土
喰
婆
）

　

自
分
を
養
っ
て
く
れ
る
労
働
力
を
失
っ
た
老
婆
が
、
そ
の

い
く
さ
に
行
っ
て
戻
ら
ぬ
息
子
を
待
ち
続
け
、
つ
い
に
飢
え

て
土
を
喰
う
よ
う
に
な
っ
た
瞬
間
、
そ
の
老
婆
は
、
村
落
共

同
体
か
ら
離
反
し
た
「
死
」（
他
界
）
の
世
界
の
人
へ
と
変
身

し
た
の
だ
。

　

そ
の
老
婆
の
変
身
が
、
共
同
体
内
部
に
生
き
る
人
々
の

「
飢
餓
恐
怖
」
を
戦
慄
せ
し
め
た
か
ら
こ
そ
、
人
々
は
そ
の

祟
り
を
畏
れ
て
、
老
婆
を
「
地
神
様
」
に
祀
っ
た
の
だ
。

　

そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
、
共
同
体
に
と
っ
て
、
老
人
と
同
じ

よ
う
に
生
産
力
を
持
た
な
い
人
間
が
い
た
。
そ
れ
は
子
ど
も

（
特
に
嬰
児
）
で
あ
っ
た
。

　

た
と
え
ば
『
遠
野
物
語
拾
遺
』
を
見
て
み
よ
う
。

附
馬
牛
の
某
と
い
ふ
処
に
、
掘ほ

っ
か
え返
し
婆
様
と
呼
ば
れ
て
居

る
老
婆
が
あ
っ
た
。
こ
の
老
婆
は
生
ま
れ
た
時
に
母
親
に

戻
し
を
食
っ
て
唐
臼
場
に
埋
め
ら
れ
た
が
、
し
ば
ら
く
し

合
、
石
高
二
万
石
の
う
ち
、
天
明
三
年
は
一
万
九
二
五
六

石
（
九
六
・
三
％
）
の
損
耗
。
翌
四
年
は
一
万
六
五
四
七
石

（
八
二
・
三
％
）
の
損
耗
、
と
記
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
絶

対
量
と
し
て
の
食
糧
が
欠
乏
し
、
大
飢
饉
に
な
っ
た
の
だ
。

そ
の
結
果
、
天
明
五
年
五
月
の
「
御
領
分
惣
人
数
宗
門
改
」

（
人
口
調
査
）
で
は
、
八
戸
藩
総
人
口
六
万
五
千
人
余
の
う

ち
、
三
万
一
〇
五
人
が
「
餓
死
病
死
」
し
た
と
あ
る
の
だ
。

し
か
も
、
こ
の
数
字
に
し
て
も
、

尤
も
宗
門
改
め
は
五
月
よ
り
被
仰
月
候
に
て
、
村
の
名

主
に
て
五
月
中
吟
味
書
上
候
後
、
五
六
月
七
月
三
ヶ
月
の

う
ち
に
時
行
、
ゑ
き
れ
い
に
て
死
去
候
。
も
の
幾
千
人
や

ら
、
別
て
五
六
両
月
大
き
に
人
死
御
座
候
。
是
は
巳
年
宗

門
改
に
顕
不
申
候

（
「
天
明
三
癸
卯
ノ
歳
大
凶
作
天
明
四
辰
ノ
歳
飢
饉
聞
書
」
）

　

と
あ
る
か
ら
、
飢
饉
の
あ
と
に
伝
染
病
が
流
行
り
、

三
万
一
〇
五
人
の
餓
死
・
病
死
者
の
ほ
か
に
も
、
記
録
に
残

ら
な
い
死
者
が
数
千
人
も
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

実
に
総
人
口
の
半
分
以
上
が
、
飢
饉
の
せ
い
で
死
ん
だ
。
そ

し
て
、
飢
饉
は
単
に
天
候
不
順
に
よ
る
だ
け
で
な
く
、
百
姓

た
ち
を
土
地
に
縛
り
つ
け
、
他
国
と
の
交
流
を
忌
み
嫌
っ
た

封
建
制
度
と
、
都
市
部
の
も
う
け
し
か
考
え
な
い
悪
徳
商
人

た
ち
に
よ
っ
て
も
、
被
害
は
倍
化
さ
れ
た
の
だ
。

　

南
部
藩
の
歴
史
家
・
横
川
良
介
の
『
飢
饉
考
』
に
よ
れ

ば
、
利
に
さ
と
い
盛
岡
の
「
小
商
人
小
賢
し
き
者
共
」
が
、

い
ち
早
く
飢
饉
が
来
る
こ
と
を
察
知
し
て
、
農
村
部
深
く

入
り
こ
み
、
米
穀
は
も
ち
ろ
ん
、
食
料
に
な
る
も
の
は
干

し
葉
ま
で
、
ふ
だ
ん
の
五
倍
十
倍
の
値
で
買
い
し
め
て
し
ま

う
。
ま
た
情
け
な
い
こ
と
に
、
百
姓
た
ち
も
目
の
前
の
現
金

に
弱
く
て
、
た
く
わ
え
の
糧
食
を
売
り
払
っ
て
し
ま
う
。
そ

●
土
を
喰
う
老
婆

　

以
下
は
「
飢
餓
恐
怖
」
と
い
う
視

点
か
ら
、『
遠
野
物
語
』
や
、
佐
々
木

喜
善
の
『
聴
耳
草
紙
』
の
世
界
に
ふ

れ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

『
遠
野
物
語
』
は
、
す
な
お
に
読
め
ば
、
人
で
は
な
い
異

形
の
者
た
ち
──山
男
や
山
女
、
ザ
シ
キ
ワ
ラ
シ
、
河
童
、
天

狗
、
山
の
神
、
死
人
、
幽
霊
──
さ
ら
に
、
オ
オ
カ
ミ
や
猿
、

熊
、
キ
ツ
ネ
な
ど
の
動
物
、
が
活
躍
し
跋
扈
す
る
怪
異
譚
集

だ
。
初
版
序
文
に
あ
る
「
願
は
く
は
こ
れ
を
語
り
て
平
地
人

を
し
て
戦
慄
せ
し
め
よ
」
と
い
う
柳
田
國
男
の
興
味
関
心

も
、
当
初
は
そ
こ
に
集
中
し
て
い
た
。
の
ち
の
よ
う
に
、
日

本
の
「
民
俗
学
」
を
確
立
す
る
、
と
い
う
意
識
は
こ
の
時
の

柳
田
に
は
、
薄
か
っ
た
と
お
も
う
。

　

だ
か
ら
、
正
統
的
な
昔
話
集
で
も
伝
説
集
で
も
な
く
、

『
遠
野
物
語
』
は
怪
異
譚
集
、
そ
れ
も
刊
行
さ
れ
た
明
治

四
十
三
年
現
在
の
「
不
思
議
も
の
が
た
り
」
集
と
い
う
性
格

の
も
の
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
お
も
う
。
だ
が
、
そ
の
な
か

に
は
、
次
の
よ
う
な
、
さ
り
げ
な
く
「
飢
餓
恐
怖
」
や
「
他
界

恐
怖
」
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
話
も
あ
る
の
だ
。

山
口
、
飯
豊
、
附
馬
牛
の
字
荒
川
東
禅
寺
お
よ
び
火
渡
、

青
笹
の
字
中
沢
な
ら
び
に
土
淵
村
の
字
土
淵
に
、
と
も
に

ダ
ン
ノ
ハ
ナ
と
い
ふ
地
名
あ
り
。
そ
の
近
傍
に
こ
れ
と
相

対
し
て
必
ず
蓮
台
野
と
い
う
地
あ
り
。
昔
は
六
十
を
超

え
た
る
老
人
は
す
べ
て
こ
の
蓮
台
野
へ
追
ひ
や
る
の
習
ひ

あ
り
き
。
老
人
は
い
た
づ
ら
に
死
ん
で
し
ま
ふ
こ
と
も
な

ら
ぬ
ゆ
ゑ
に
、
日
中
は
里
へ
下
り
農
作
し
て
口
を
糊
し
た

り
。
そ
の
た
め
に
今
も
山
口
土
淵
辺
に
て
は
朝
に
野
ら
に

出
づ
る
を
ハ
カ
ダ
チ
と
い
ひ
、
夕
方
野
ら
よ
り
帰
る
こ
と
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結
論
を
先
に
言
え
ば
、
瓢
箪
は
、
水
子
（
間
引
き
）
の
象

徴
で
あ
っ
た
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
子
を
、
川
に
流
し
て

殺
す
。
そ
の
水
子
の
象
徴
と
し
て
、
瓢
箪
が
あ
っ
た
。「
お
ま

え
は
、
も
う
す
こ
し
で
水
子
に
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の

だ
よ
」
と
親
が
子
ど
も
に
語
っ
た
と
い
う
文
脈
で
、
右
の
話

を
理
解
す
べ
き
な
の
だ
。
そ
の
証
拠
に
は
、
次
の
発
生
因
縁

譚
を
お
読
み
い
た
だ
き
た
い
。

あ
る
所
に
、
多
勢
の
と
て
も
育
て
き
れ
ぬ
ほ
ど
た
く
さ

ん
子
供
を
持
っ
た
親
が
あ
っ
た
。
後
か
ら
後
か
ら
順
々

に
生
ま
れ
る
の
で
、
と
う
と
う
暮
ら
し
が
立
た
な
く
な

り
、
悪
い
こ
と
だ
と
は
思
い
な
が
ら
、
遂
に
一
番
の
末ば

っ

ち子

を
縊
り
殺
し
て
土
中
に
埋
め
た
。
翌
春
に
な
る
と
、
そ

こ
か
ら
一
本
の
見
た
こ
と
の
な
い
草
が
生
え
出
し
た
。

そ
れ
が
成
長
し
て
多
く
の
不
思
議
な
実
を
結
ん
だ
。
そ

の
実
は
、
み
な
中
ほ
ど
か
ら
く
び
れ
て
い
た
。
そ
の
訳
は

縊
り
殺
さ
れ
た
児
の
体
か
ら
生
え
出
た
も
の
だ
か
ら
で

あ
っ
た
。
親
は
そ
れ
に
フ
ク
ベ
と
名
を
つ
け
て
、
町
へ
持
っ

て
行
っ
て
売
っ
て
生
計
を
立
て
た
。
そ
れ
が
千
成
瓢
箪
の

始
ま
り
で
あ
る
。

（
「
聴
耳
草
紙
」
一
六
番
の
一
・
瓢
箪
の
始
ま
り
）

　

農
民
の
空
想
力
は
、
な
ん
と
悲
し
く
も
た
く
ま
し
い
か
と

思
う
。
瓢
箪
の
く
び
れ
を
、
く
び
り
殺
し
た
吾
が
児
の
そ
の

部
分
へ
と
連
想
し
て
し
ま
う
、
農
民
の
恨
め
し
く
も
や
さ
し

い
空
想
力
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
し
か
も
、
親
は
吾
が
児
の
生

ま
れ
代
わ
り
の
そ
れ
を
、
町
へ
持
っ
て
行
っ
て
、
売
っ
て
生
計

を
立
て
る
の
で
あ
る
。

　

だ
が
、
彼
（
彼
女
）
は
く
び
り
殺
し
た
、
吾
が
児
の
首
の

ぬ
く
も
り
を
忘
れ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
あ
る

ま
い
。
く
び
り
殺
し
た
児
の
肌
の
ぬ
く
も
り
の
記
憶
を
、
負

犠
牲
に
な
る
、
ひ
と
り
の
若
者
の
物
語
な
の
だ
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
も
読
む
の
が
逆
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
こ

の
賢
治
の
描
写
は
、「
飢
饉
考
」
の
以
下
の
描
写
と
、
驚
く

よ
う
な
相
似
性
を
示
し
て
い
た
。

天
明
三
癸
卯
年
大
飢
饉
　
（
略
）
　
五
月
、
田
植
時
分
に

至
て
霜
雨
冷
気
に
て
重
ね
着
用
、
田
畑
却
て
草
生
甚
不
宜

諸
人
眉
を
ひ
そ
む
。
六
月
、
土
用
中
に
も
至
て
暑
気
薄
く

た
ま
た
ま
日
の
光
を
み
れ
ば
間
も
な
く
曇
り
、
辰
巳
風
丑

寅
の
風
或
は
北
風
に
て
浴
衣
用
る
日
と
て
は
稀
々
に
し
て

日
々
雨
天
続
、
其
上
六
月
末
よ
り
折
々
地
震
ひ
風
に
連
て

砂
を
ふ
ら
す
。（
略
）
　
七
月
、
当
月
に
至
り
頓
て
雨
天

続
に
て
更
に
残
暑
な
く
秋
涼
弥
弥
増
、
稲
の
穂
出
る
も
有

と
い
え
ど
も
多
く
は
半
日
程
に
て
曇
り
、
又
雨
と
成
、
晴

雨
更
に
定
め
な
ら
ず
。（
略
）
　
こ
れ
よ
り
已
来
別
て
秋

冷
強
く
二
百
十
日
前
後
丑
寅
の
風
強
く
、
四
五
日
昼
夜
吹

通
し
凡
そ
夏
の
初
よ
り
九
月
末
迄
霜
雨
に
て
終
に
田
畑
実

り
な
く
大
凶
作
と
成
。

（
「
飢
饉
考
」
）

　

賢
治
の
中
に
は
、
前
近
代
の
農
民
た
ち
の
持
っ
て
い
た
飢

餓
恐
怖
を
、
自
分
の
も
の
と
し
て
感
応
す
る
だ
け
の
内
的
必

然
が
あ
っ
た
の
だ
。「
サ
ム
サ
ノ
ナ
ツ
ハ
オ
ロ
オ
ロ
ア
ル
」
く

し
か
な
か
っ
た
、
み
ち
の
く
の
農
民
の
記
憶
を
、
賢
治
も
色

濃
く
も
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
だ
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
ハ

イ
カ
ラ
ぶ
り
は
賢
治
の
表
層
的
な
仮
面
で
、
彼
の
奥
深
い
と

こ
ろ
に
あ
っ
た
本
性
は
、
す
ぐ
れ
て
土
俗
的
・
共
同
体
的
想

念
に
満
ち
て
い
た
、
お
も
う
。

　

そ
の
想
念
が
、
賢
治
と
い
う
極
め
て
優
れ
た
プ
リ
ズ
ム
を

通
し
て
、
結
実
し
た
の
が
賢
治
の
作
品
群
だ
っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

の
記
憶
と
し
て
一
生
抱
え
込
み
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
、
人
は

日
々
喰
っ
て
生
き
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

か
く
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
原
民
話
を
読
め
ば
読
む
ほ
ど
、

多
く
の
民
話
の
背
景
に
は
、
当
時
の
ひ
と
び
と
の
「
飢
餓
恐

怖
」
が
通
奏
低
音
の
よ
う
に
、
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
わ

た
し
は
気
が
つ
か
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
。

●
宮
澤
賢
治
の
な
か
の

　
「
飢
餓
の
記
憶
」

　

佐
々
木
喜
善
は
、
宮
澤
賢
治
と
も

交
流
が
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。
賢
治
が
民
話
的
な
作
品
「
ざ
し

き
童ぼ

っ

こ子
の
は
な
し
」
を
書
い
た
の
も
、
喜
善
の
『
ザ
シ
キ
ワ
ラ

シ
の
話
』（
大
正
九
年
）
を
読
ん
だ
う
え
で
の
賢
治
な
り
の

反
応
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
両
者
と
も
エ
ス
ぺ
ラ
ン
チ
ス
ト

で
、
お
互
い
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
賢
治
の
残
し
た
喜
善

あ
て
の
何
通
か
の
手
紙
に
明
ら
か
だ
。
花
巻
で
エ
ス
ペ
ラ
ン

ト
講
習
会
を
開
催
す
る
た
め
に
、
喜
善
は
何
度
か
（
昭
和
三

年
、
五
年
、
七
年
）
賢
治
を
訪
ね
て
い
る
し
、
賢
治
は
賢
治

で
、
喜
善
を
尊
敬
し
、
そ
の
発
行
す
る
民
俗
雑
誌
の
購
読
者

に
も
な
っ
て
い
る
。
同
じ
岩
手
出
身
で
、
十
歳
年
上
の
文
学
上

の
先
輩
を
（
し
か
し
、
文
学
者
と
し
て
も
実
生
活
者
と
し
て

も
不
遇
だ
っ
た
郷
土
の
先
輩
を
）
賢
治
は
敬
愛
し
て
い
た
に

ち
が
い
な
い
。

　

ふ
た
り
の
縁
は
、
そ
の
後
、
昭
和
八
年
九
月
二
一
日
に
賢

治
が
な
く
な
っ
て
す
ぐ
、
八
日
後
の
九
月
二
九
日
に
喜
善
も

流
浪
の
地
・
仙
台
で
な
く
な
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ

う
に
お
も
え
る
。

　

だ
か
ら
、
そ
ん
な
宮
澤
賢
治
の
な
か
に
も
「
飢
餓
恐
怖
」

●
お
わ
り
に

　

史
料
を
読
み
込
め
ば
、
飢
饉
の
惨
状
は
、
藤
井
逸
郎
の
描

い
た
早
瀬
川
原
の
情
景
よ
り
、
ず
っ
と
乾
い
て
い
て
、
さ
ら

に
残
酷
で
リ
ア
ル
だ
。
親
が
子
を
殺
し
て
喰
う
ま
で
に
い
た

る
、
そ
の
実
情
は
史
料
を
と
お
し
て
、
今
も
伝
わ
っ
て
く
る

が
、
ホ
ラ
ー
小
説
の
よ
う
に
そ
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
さ
を
紹

介
す
る
の
が
、
こ
の
稿
の
目
的
で
は
な
い
。

　

た
だ
、『
遠
野
物
語
』
の
遠
景
と
し
て
、
天
明
の
飢
饉
を

は
じ
め
と
す
る
近
世
の
飢
饉
の
記
録
が
多
々
あ
り
、
そ
の

時
代
を
生
き
た
人
々
の
「
飢
餓
恐
怖
」
が
、
た
し
か
に
あ
っ

た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
は
申
し
上
げ
て
お
き
た
か
っ
た
の

だ
。

　

若
い
こ
ろ
、
わ
た
し
の
な
か
に
生
ま
れ
た
「
飢
餓
」
と
い

う
テ
ー
マ
は
、
そ
の
後
ず
っ
と
伏
流
し
て
姿
を
消
し
て
い
た

の
だ
が
、
決
し
て
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。
三
十
年
余
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
生
活
を
捨
て
て
、
十
数
年

前
に
「
脱
サ
ラ
」
を
し
た
わ
た
し
は
、
い
ま
遠
野
の
と
な
り

の
山
あ
い
の
ム
ラ
で
、
ち
い
さ
な
百
姓
を
し
て
い
る
。
わ
た

し
の
な
か
の
「
飢
餓
恐
怖
」
に
ま
っ
と
う
に
向
き
合
う
に

は
、
食
べ
る
も
の
を
自
分
で
作
る
百
姓
に
な
る
の
が
、
一
番

ふ
さ
わ
し
い
、
と
思
っ
た
の
だ
。

　

そ
し
て
、
百
姓
に
な
っ
た
人
生
に
、
わ
た
し
は
じ
ゅ
う
ぶ

ん
満
足
し
て
い
る
。

（
二
〇
一
七
・
五
・
一
六　

一
四
回
目
の
田
植
え
が
済
ん
だ
日
）

辻
村
さ
ん
は
現
在
、農
業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。そ
の

活
動
は「
や
ま
ね
こ
ム
ラ
だ
よ
り
」と
ネ
ッ
ト
で
検
索
す

る
と
、詳
し
く
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

て
土
の
中
で
細
い
手
を
動
か
し
た
の
で
生
き
返
っ
た
と
言
っ

て
掘
起
し
て
育
て
ら
れ
た
。
そ
れ
か
ら
掘
返
し
と
言
ふ
綽

名
が
附
い
て
、
一
生
本
名
を
呼
ば
れ
な
か
っ
た
さ
う
で
あ

る
。
縊
ら
れ
る
時
に
一
方
の
眼
が
潰
れ
た
の
で
生
涯
メ
ッ
コ

の
婆
様
で
あ
っ
た
が
、
十
年
程
前
に
老
齢
の
為
に
死
ん
だ
。

（
「
遠
野
物
語
拾
遺
」
二
四
六
）

　

こ
れ
は
、
明
ら
か
に
間
引
き
を
象
徴
す
る
話
で
あ
る
。

「
戻
し
」
と
は
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
子
を
、
も
と
の
世

界
に
戻
す
こ
と
。
つ
ま
り
殺
す
こ
と
だ
っ
た
。
お
そ
ら
く
間

引
き
は
、
姥
捨
て
と
同
様
、
飢
餓
に
た
い
す
る
農
民
の
日
常

的
防
衛
行
為
で
あ
っ
た
。

　

慢
性
的
な
飢
餓
状
況
と
、
一
生
土
地
を
離
れ
る
こ
と
な

く
、
た
だ
た
だ
働
き
づ
め
で
死
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
時
代
の
制
度
の
枠
の
中
で
、
数
年
に
一
度
は
か
な
ら
ず
周

期
的
に
襲
っ
て
く
る
凶
作
や
飢
饉
に
対
し
て
、
村
落
共
同
体

を
守
り
続
け
る
た
め
に
は
、
間
引
き
は
、
農
民
の
や
む
を
得

な
い
ぎ
り
ぎ
り
の
手
段
で
あ
っ
た
の
だ
。

　

村
落
共
同
体
の
利
害
が
、
個
々
の
人
間
の
心
情
や
利
害
よ

り
先
行
す
る
以
上
、
労
働
力
、
生
産
力
が
人
間
の
最
高
の
価

値
基
準
と
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
外
れ
て
し
ま
う
も
の
は
、
老
人

で
あ
れ
嬰
児
で
あ
れ
、「
口
減
ら
し
」
と
し
て
切
り
捨
て
ら

れ
る
、
と
い
う
非
情
な
現
実
が
あ
っ
た
の
だ
。

で
は
、
次
の
話
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

こ
の
地
方
で
は
よ
く
子
供
に
向
っ
て
、
お
ま
へ
は
ふ
く
べ
に

は
い
っ
て
背
戸
の
川
に
流
れ
て
来
た
者
だ
と
か
、
瓢
箪
に

は
い
っ
て
浮
い
て
居
た
の
を
拾
っ
て
来
て
育
て
た
の
だ
と

か
、
ま
た
は
お
前
は
瓢
箪
か
ら
生
ま
れ
た
者
な
ど
と
言
ふ

こ
と
が
あ
る
。

（
「
遠
野
物
語
拾
遺
」
二
六
九
）

は
あ
っ
た
、
と
わ
た
し
は
確
信
す
る
。
賢
治
自
身
は
、
近
代

に
生
を
受
け
、
一
見
ハ
イ
カ
ラ
好
き
の
、
裕
福
な
商
人
の
子

弟
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
岩
手
の
農
民
の
中
に
連
綿
と
続
い
て

き
た
「
飢
餓
恐
怖
」
は
、
記
憶
の
遺
伝
子
と
し
て
、
賢
治
の

中
に
色
濃
く
残
さ
れ
て
い
た
、
と
お
も
う
。
そ
し
て
、
自
分

の
な
か
の
根
っ
こ
に
あ
る
「
飢
餓
の
記
憶
」
を
、
賢
治
は
根

底
か
ら
見
つ
め
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
核
に
し
て
み
ず
か
ら

の
作
品
と
し
て
結
晶
さ
せ
、
さ
ら
に
貧
し
い
農
民
た
ち
の
た

め
に
「
羅
須
地
人
協
会
」
の
よ
う
な
活
動
（
た
と
え
、
そ
れ

が
途
中
挫
折
し
た
に
せ
よ
）
を
起
こ
し
た
よ
う
に
お
も
え

る
。

　

た
と
え
ば
、「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
に
は
、
こ
ん
な

一
節
か
ら
始
ま
る
描
写
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
ど
う
い
ふ
わ
け
で
す
か
、
そ
の
年
は
、
お
日

さ
ま
が
春
か
ら
変
に
白
く
て
、
い
つ
も
な
ら
雪
が
と
け
る

間
も
な
く
、
ま
っ
し
ろ
な
花
を
つ
け
る
こ
ぶ
し
の
樹
も
ま

る
で
咲
か
ず
、
五
月
に
な
っ
て
も
た
び
た
び
霙
が
ぐ
し
ゃ

ぐ
し
ゃ
降
り
、
七
月
の
末
に
な
っ
て
も
一
向
に
暑
さ
が
来

な
い
た
め
に
去
年
播
い
た
麦
も
粒
の
入
ら
な
い
白
い
穂
し

か
で
き
ず
、
大
抵
の
果
物
も
花
が
咲
い
た
だ
け
で
落
ち
て

し
ま
っ
た
の
で
し
た
。

　
そ
し
て
た
う
た
う
秋
に
な
り
ま
し
た
が
、
や
っ
ぱ
り
栗

の
木
は
青
い
か
ら
の
い
が
ば
か
り
で
し
た
し
、
み
ん
な
で

ふ
だ
ん
た
べ
る
い
ち
ば
ん
大
切
な
オ
リ
ザ
と
い
ふ
穀
物

も
、
一
つ
ぶ
も
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
野
原
で
は
も
う
ひ

ど
い
さ
わ
ぎ
に
な
っ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

　

こ
の
「
グ
ス
コ
ー
ブ
ド
リ
の
伝
記
」
は
、
一
見
、
モ
ダ
ン
で

ハ
イ
カ
ラ
な
イ
メ
ー
ジ
の
作
品
だ
が
、
そ
の
内
実
は
、
冷
害

（
つ
ま
り
飢
え
）
か
ら
人
々
を
救
う
た
め
に
、
み
ず
か
ら
は
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今
回
は
北
欧
の
小
さ
な
島
国
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
子
守
唄
を
ご
紹
介
し
た
い
。
立

命
館
大
学
で
今
年
（
二
〇
一
八
）
四
月
か
ら
七
月
ま
で
短
期
留
学
生
と
し
て
学
ん

で
い
た
二
〇
代
の
女
性
リ
サ
・
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ジ
ョ
ン
ス
ド
ッ
テ
ィ
ア
さ
ん
か
ら

六
月
に
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
。

　

ア
イ
ス
ラ
ン
ド
は
火
山
と
温
泉
が
多
く
、
主
産
業
は
漁
業
・
水
産
物
加
工
業

で
捕
鯨
も
行
わ
れ
て
い
る
。
首
都
は
レ
イ
キ
ャ
ビ
ク
、
面
積
十
万
三
千
平
方
キ
ロ

メ
ー
ト
ル
（
北
海
道
‐
八
万
三
千
平
方
キ
ロ
）
、
人
口
約
三
十
万
人
（
鳥
取
県
‐
約

五
九
万
人
）
。
今
年
六
月
の
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
・
ロ
シ
ア
大
会
で
、
強
豪
ア
ル
ゼ
ン

チ
ン
と
一
対
一
で
引
き
分
け
て
世
界
じ
ゅ
う
を
熱
狂
さ
せ
た
。
ノ
ル
ウ
ェ
ー
や
デ

ン
マ
ー
ク
な
ど
ス
カ
ン
ジ
ナ
ビ
ア
諸
国
と
の
歴
史
的
な
つ
な
が
り
が
深
い
一
方

で
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
英
国
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
か
ら
の
入
植
者
も
あ
り
ケ
ル
ト
系
文

化
の
影
響
も
見
ら
れ
る
。
中
で
も
有
名
な
の
が
、
古
ノ
ル
ド
語
（
古
代
ア
イ
ス
ラ

ン
ド
語
）
に
よ
る
作
者
不
詳
の
散
文
物
語

「
サ
ガ
」
で
、
一
二
世
紀
か
ら
一
三
世
紀

ご
ろ
に
書
か
れ
た
と
さ
れ
る
。
内
容
は
、

歴
代
の
ノ
ル
ウ
ェ
ー
王
の
伝
記
、
ア
イ
ス
ラ

ン
ド
へ
の
植
民
と
キ
リ
ス
ト
教
化
の
歴
史
、

島
民
の
い
さ
か
い
と
裁
判
、
古
代
ゲ
ル
マ
ン

民
族
の
伝
説
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。

　

今
回
リ
サ
さ
ん
が
「
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
で

一
番
有
名
な
子
守
唄
」
と
言
っ
て
紹
介
し

て
く
れ
た
「
お
や
す
み　

愛
す
る
わ
が
子

よ
」
も
「
サ
ガ
」
に
ち
な
ん
だ
唄
だ
と
い

う
が
、
詳
し
く
は
分
ら
な
い
そ
う
だ
。
原

詞
は
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
語
で
、
リ
サ
さ
ん
に

よ
る
英
訳
を
筆
者
が
日
本
語
に
訳
し
た
も

の
を
紹
介
す
る
。

お
や
す
み
　
愛
す
る
わ
が
子
よ
　
外
は
雨
音
が
叫
ん
で
い
る

　
マ
マ
が
　
あ
な
た
の
宝
物
の
　
古
い
骨
と
宝
石
箱
を
守
っ
て
あ
げ
る

　
　
こ
の
暗
い
夜
　
ず
っ
と
起
き
て
い
て
は
い
け
な
い

暗
闇
は
た
く
さ
ん
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
　

　
私
の
心
は
重
く
沈
ん
で
い
る

　
　
緑
の
草
原
が
燃
え
て
　
黒
い
砂
が
で
き
る
の
を
　

　
　
　
私
は
何
度
も
見
て
き
た

　
　
　
　
静
か
な
氷
河
の
　
深
い
裂
け
目
の
中
で

ず
っ
と
お
や
す
み
　
し
ず
か
に
お
や
す
み
　

　
で
も
本
当
は
　
寝
な
い
で
起
き
て
い
る
の
が
一
番
い
い

　
　
さ
ま
ざ
ま
な
困
難
が
　
や
が
て
教
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う

　
　
　
日
が
昇
り
　
日
が
暮
れ
る
間
に
　

　
　
　
　
人
は
愛
し
　
失
い
　
泣
き
　
別
れ
を
惜
し
む
こ
と
を

　
　

曲
は
古
風
な
舞
曲
を
イ
メ
ー
ジ
さ

せ
る
八
分
の
九
拍
子
の
陰
り
を
帯
び

た
旋
律
。
以
前
紹
介
し
た
フ
ィ
ン
ラ
ン

ド
の
子
守
唄
に
も
似
て
お
り
、
共
通
の

ル
ー
ツ
を
感
じ
さ
せ
る
。
歌
詞
は
意
味

不
明
な
所
が
多
い
が
、
「
暗
闇
」
「
深

い
裂
け
目
」
「
困
難
」
「
別
れ
」
な
ど

子
守
唄
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
不

吉
な
フ
レ
ー
ズ
が
い
く
つ
も
登
場
し
、

い
に
し
え
の
長
大
な
物
語
世
界
が
背

後
に
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

アイスランド・風景

リサさん

第
21
回 

「
ア
イ
ス
ラ
ン
ド
の
子
守
唄
」

世
界
子
守
唄
紀
行

鵜
野 

祐
介
　
（
立
命
館
大
学
教
授 

日
本
子
守
唄
協
会
評
議
員
）

長
田　

新
幹
線
の
速
度
の
速
さ
に
驚
い
て
い
た
ら
、
そ
れ
よ

り
早
い
モ
ノ
レ
ー
ル
が
で
き
る
と
か
、
宇
宙
旅
行
が
実
現
さ

れ
る
と
か
、
昔
手
塚
治
虫
の
世
界
を
空
想
世
界
と
思
っ
て
い

た
の
が
、
あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
い
う
間
に
現
実
生
活
の
中
で
実

現
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
幸
福
感
と
は
違
う
か
も
し
れ

ま
せ
ん
ね
。

―　
次
世
紀
の
音
楽
は
ど
こ
に
行
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か

長
田　

心
配
は
い
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
音
楽
と
い
う
の
は

本
来
、
心
を
休
め
気
持
ち
を
リ
ラ
ッ
ク
ス
さ
せ
、
心
豊
か
に

し
て
く
れ
る
も
の
な
の
で
す
。
今
は
正
気
で
は
な
い
け
れ

ど
、
必
ず
回
帰
し
て
く
る
は
ず
で
す
。
現
に
L
P
の
流
行

や
昔
の
蓄
音
機
ま
で
が
売
れ
始
め
て
い
ま
す
。
生
の
演
奏

が
盛
り
返
し
始
め
て
い
ま
す
。
安
ら
ぐ
優
し
い
ソ
フ
ト
が

い
か
に
大
事
か
、
気
づ
き
始
め
て
い
る
よ
う
で
す
。

平
尾
昌
晃
の
音
楽
が
ね
、
若
者
に
人
気
を
博
し
て
い
ま

す
。
日
本
人
が
モ
ノ
や
金
や
機
械
と
い
う
も
の
に
浮
か
さ

れ
て
い
た
時
代
か
ら
、
や
は
り
正
気
に
戻
っ
て
く
る
と
私

は
信
じ
て
い
る
の
で
す
。
音
楽
は
人
間
か
ら
切
っ
て
も
切

れ
ま
せ
ん
。
人
間
は
い
つ
だ
っ
て
ど
ん
な
時
代
で
も
、
優
し

さ
や
安
ら
か
さ
を
求
め
て
い
る
か
ら
音
楽
は
な
く
な
ら
な

い
の
で
す
。

―　
子
守
唄
も
な
く
な
っ
て
ほ
し
く
な
い

長
田　

そ
う
で
す
。
外
国
の
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
や
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト

な
ど
子
守
唄
と
い
う
形
式
を
使
っ
て
歌
曲
と
し
て
作
曲
し
た

も
の
、
ま
た
、
日
本
の
子
守
唄
だ
っ
て
激
し
い
機
械
音
で
や

ら
れ
た
ら
子
ど
も
は
安
ら
か
に
眠
れ
ま
せ
ん
よ
。
世
界
の
子

守
唄
に
は
心
安
ら
か
に
す
る
、
土
の
匂
い
の
す
る
優
れ
た
子

守
唄
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。“
子
守
唄
”
と
名
の
付
い
て

い
な
い
子
守
唄
の
名
曲
も
あ
る
し
、
日
本
の
子
守
唄
も
日
本

の
音
階
と
リ
ズ
ム
の
中
で
こ
れ
か
ら
披
露
し
て
い
け
れ
ば
、

子
ど
も
も
心
豊
か
な
子
に
育
つ
は
ず
で
す
。
ぜ
ひ
そ
れ
を
未

来
も
継
続
し
て
く
だ
さ
い
ね
。
祈
っ
て
い
ま
す
。

も
平
成
に
音
楽
を
生
ん
だ
女
性
に
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

―　
昭
和
の
音
楽
と
平
成
の
音
楽
は
だ
い
ぶ
違
っ
て
き
ま

し
た
ね
。

長
田　

昭
和
は
藤
山
一
郎
や
フ
ラ
ン
ク
永
井
と
い
っ
た
歌
唱
力

の
あ
る
歌
手
に
よ
っ
て
個
人
が
ス
タ
ー
に
な
っ
て
い
く
時
代
で

し
た
が
、
平
成
は
グ
ル
ー
プ
で
歌
い
ス
タ
ー
に
な
っ
て
い
っ
た
時

代
で
す
。
ジ
ャ
ニ
ー
ズ
や
A
K
B
48
な
ど
す
べ
て
グ
ル
ー
プ
で

活
躍
し
て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
マ
リ
オ
ネ
ッ
ト
が
動
く
よ
う
な

踊
り
や
ダ
ン
ス
の
体
の
動
き
が
一
緒
に
つ
い
て
き
ま
し
た
。

―　
ま
あ
、私
な
ど
は
落
ち
着
か
な
い
と
い
え
ば
お
ち
つ
か
な

い
の
で
す
が

長
田　

機
械
や
文
明
の
進
歩
の
影
響
が
関
係
し
て
い
る
こ
と

も
あ
る
で
し
ょ
う
。
機
械
と
い
う
の
は
や
は
り
直
線
的
で
情
感

や
情
緒
と
い
っ
た
も
の
を
剃
り
落
し
ま
す
。
運
動
的
な
踊
り
で

左
右
へ
の
移
動
な
ど
、
舞
台
や
歌
が
虚
を
突
く
こ
と
は
あ
っ
て

も
心
に
残
り
ま
せ
ん
。
I
T
に
頼
り
す
ぎ
て
、
ま
た
は
技
術
に

走
り
す
ぎ
る
た
め
心
を
忘
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
機
械
に

頼
り
過
ぎ
る
と
芸
術
性
は
後
退
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
す
。

ま
あ
、
便
利
に
な
り
す
ぎ
れ
ば
要
件
は
伝
わ
る
け
れ
ど
気
持

ち
は
伝
わ
り
ま
せ
ん
。
ま
し
て
音
楽
は
心
を
伝
え
る
も
の
な
の

で
す
か
ら
ね
。

―　
し
か
し
、こ
の
文
明
の
速
度
は
ど
う
し
た
こ
と
で

し
ょ
う
か

―　
美
空
ひ
ば
り
が
亡
く
な
っ
た
と
き
、「
あ
あ
、こ
れ
で

昭
和
が
終
わ
っ
た
」と
実
感
し
ま
し
た
。時
代
の
変
わ
り
目
に
、

音
楽
も
何
か
一
つ
の
区
切
り
を
つ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。平
成
と
い
う
時
代
の
音
楽
の
区
切
り
は
一
体
誰
な
の
で

し
ょ
う
。ま
た
、平
成
の
音
楽
と
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

長
田　

平
成
を
区
切
る
と
す
れ
ば
安
室
奈
美
恵
。
沖
縄
と

い
う
土
壌
に
咲
い
て
、
唄
と
い
う
表
現
で
平
成
を
締
め
く

く
っ
た
と
い
う
歌
手
で
す
。
美
空
ひ
ば
り
が
昭
和
な
ら
安
室

は
ま
さ
に
平
成
を
代
表
す
る
歌
手
で
す
。
さ
っ
と
引
退
し
た

の
も
印
象
深
い
し
、
沖
縄
は
戦
後
を
引
き
ず
っ
て
今
に
至
る

日
本
の
最
大
課
題
で
す
。
そ
こ
に
残
し
た
も
の
は
大
き
く

唄
が
時
代
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
作
曲
界
と
し
て
女
性
が
活
躍
し
た
の
も
平
成
と
い
う

時
代
で
す
。
そ
の
中
で
宇
多
田
ヒ
カ
ル
が
傑
出
し
て
い
ま
す
。

彼
女
の
日
本
語
に
対
し
て
の
感
性
は
並
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

正
確
で
表
現
豊
か
で
、
日
本
人
の
系
譜
を
踏
ま
え
て
い
ま

す
。
彼
女
は
小
さ
い
時
か
ら
ア
メ
リ
カ
の
日
本
語
学
校
に
通

い
、
日
本
の
文
化
や
日
本
語
の
意
味
や
ア
ク
セ
ン
ト
を
忠
実

に
学
ん
で
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
ナ
イ
ズ
さ
れ
て
い
る
二
人
の

音
楽
家
の
共
通
点
は
、
外
国
の
風
を
受
け
な
が
ら
日
本
と
い

う
系
譜
を
し
っ
か
り
踏
ま
え
て
い
る
点
で
す
。
安
室
は
ア
メ

リ
カ
的
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
宇
多
田
ヒ
カ
ル
と
い
う
の
は

む
し
ろ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
や
明
治
の
唱
歌
の
色
合
い
を
持
っ
て
い

ま
す
。
そ
の
中
に
ロ
ッ
ク
や
ポ
ッ
プ
ス
や
多
様
な
も
の
を
ミ
ッ

ク
ス
し
て
独
自
な
音
楽
活
動
を
し
て
き
た
の
で
す
。
二
人
と

や
が
て
音
楽
も
正
気
に
戻
り

本
来
の
力
を
取
り
戻
し
ま
す
よ
。

大
衆
音
楽
文
化
研
究
家
　
長
田
暁
二
さ
ん

特
別
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
　
長
田
暁
二
先
生
に
聞
き
ま
し
た
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直
島
便
り 

❼

花
が
、
今
朝
は
開
い
て
い
る
と
言
う
変
化
も
感
じ
る
。

確
か
に
、
こ
こ
で
は
外
を
歩
い
て
も
、
お
し
ゃ
れ
な
ブ

テ
ィ
ッ
ク
が
あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
ウ
イ
ン
ド
ウ
シ
ョ
ッ

ピ
ン
グ
な
ん
て
で
き
る
わ
け
が
な
い
。
だ
か
ら
と
い
っ

て
島
に
住
ん
で
る
人
が
ダ
サ
い
人
ば
か
り
か
と
言
う
と
、

決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
皆
、
自
分
に
合
っ
た
お

し
ゃ
れ
を
し
て
楽
し
ん
で
い
る
し
、
退
屈
し
て
い
る
人

は
少
な
い
よ
う
に
思
う
。

こ
の
頃
、
「
豊
か
さ
」
っ
て
何
だ
ろ
う
と
？
考
え
て
し

ま
う
。
豊
か
さ
と
は
、
例
え
ば
ま
ず
物
が
た
く
さ
ん
あ

る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
種
類
、
量
が
た
く
さ
ん
あ
る

こ
と
は
、
な
る
ほ
ど
豊
か
で
あ
る
と
言
え
る
。

し
か
し
、
物
が
あ
り
過
ぎ
て
、
余
っ
た
も
の
が
山
積
み

に
な
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
豊
か
と
い
う
感
じ

は
し
な
い
。
自
分
が
欲
す
る
も
の
が
常
に
身
の
回
り
に

あ
っ
て
、
手
に
取
る
こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
心
地
よ
い
温

度
で
快
適
に
す
ご
せ
た
と
し
て
も
、
必
ず
し
も
そ
れ
だ

け
で
豊
か
と
は
単
純
に
言
え
な
い
気
が
す
る
。
そ
れ
は

な
ぜ
な
の
か
？
少
し
考
え
て
み
た
い
。

私
は
、
今
日
も
普
通
に
目
覚
め
た
。

十
一
月
も
半
ば
だ
と
言
う
の
に
、
私
の
住
ん
で
い
る

瀬
戸
内
は
暖
か
い
。
寒
く
な
る
と
、
目
覚
め
た
時
、
顔

が
冷
た
い
。
顔
に
冷
た
さ
を
感
じ
な
い
時
は
「
さ
あ
！

起
き
よ
う
！
」
と
布
団
か
ら
す
っ
と
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
カ
ー
テ
ン
を
開
け
、
海
の
波
の
様
子
と
、
輝
き

に
ほ
っ
と
し
て
窓
を
開
け
て
外
の
空
気
の
味
を
感
じ
る
。

遠
く
に
見
え
る
島
が
く
っ
き
り
と
見
え
る
日
は
、
空
気

が
澄
ん
で
と
て
も
さ
わ
や
か
な
一
日
と
な
る
。
そ
ん
な
、

な
ん
で
も
な
い
自
然
の
様
子
に
幸
せ
を
感
じ
る
。

東
京
で
仕
事
を
し
て
い
た
時
は
、
朝
に
な
る
と
、
ま

ず
そ
の
日
に
や
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
で
頭
の
中
は
い
っ

ぱ
い
に
な
る
。
た
だ
た
だ
が
む
し
ゃ
ら
に
、
一
日
一
日

を
過
ご
し
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。

し
か
し
、
直
島
で
の
生
活
は
、
毎
日
同
じ
こ
と
の
繰
り

返
し
で
変
化
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
毎
日
と
言
う
か
、
一
瞬
、
一

瞬
微
妙
に
違
う
。
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
な
い
。
草
も
昨

日
よ
り
は
成
長
し
て
い
る
し
、
昨
日
は
つ
ぼ
み
で
あ
っ
た

　
豊
か
さ
っ
て
何
だ
ろ
う南

無
庵
　
庵
主
　
山
根 

光
惠

数
年
前
の
こ
と
で
あ
る
が
、
ブ
ー
タ
ン
に
行
っ
た
こ
と

が
あ
る
．
ブ
ー
タ
ン
は
「
国
民
総
生
産
（
G
N
P
）
」
に

置
き
換
え
「
国
民
総
幸
福
量
」（
G
N
H
）
と
言
う
独
自

の
考
え
方
を
国
家
の
指
標
と
し
て
打
ち
出
し
た
国
で
あ

る
。そ

の
ブ
ー
タ
ン
旅
行
の
途
中
で
、
ポ
タ
ン
県
の
ポ
ブ
ジ

カ
谷
と
い
う
オ
グ
ロ
鶴
の
生
息
地
に
ハ
イ
キ
ン
グ
に
行
っ

た
。
こ
の
地
は
、
ブ
ー
タ
ン
で
最
も
美
し
い
と
さ
れ
て

い
る
名
所
の
一
つ
で
も
あ
る
。
そ
こ
は
世
界
的
に
絶
滅

の
危
機
に
あ
る
オ
グ
ロ
鶴
の
冬
季
生
息
地
で
、
チ
ベ
ッ
ト

か
ら
飛
来
し
て
く
る
鶴
を
大
切
に
保
護
し
て
い
る
。

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
を
信
仰
す
る
ブ
ー
タ
ン
の
人
々
は
、
冬

に
な
っ
て
鶴
が
飛
来
し
て
く
る
時
、
必
ず
近
く
に
あ
る

ガ
ン
テ
ゴ
ン
バ
と
い
う
大
き
な
僧
院
の
上
空
を
三
度
回
っ

て
か
ら
谷
に
お
り
て
く
る
。
そ
し
て
春
に
な
り
、
チ
ベ
ッ

ト
に
戻
る
時
も
同
じ
僧
院
の
上
を
三
度
回
っ
て
帰
っ
て
い

く
の
だ
そ
う
だ
。
そ
の
鶴
の
姿
に
、
村
人
た
ち
は
鶴
が

チ
ベ
ッ
ト
か
ら
仏
教
の
教
え
を
運
ん
で
く
る
よ
う
に
感
じ
、

有
難
く
受
け
止
め
て
、
大
事
に
大
事
に
鶴
を
保
護
す
る
。

チ
ベ
ッ
ト
仏
教
で
は
、
経
文
旗
と
言
う
の
が
あ
っ
て
、

お
経
が
書
か
れ
て
い
る
小
さ
い
布
切
れ
を
つ
な
い
で
、
高

い
と
こ
ろ
や
木
に
括
り
付
け
て
、
伸
ば
し
、
風
が
経
文

旗
を
通
し
て
功
徳
を
生
き
と
し
生
け
る
も
の
に
与
え
て

下
さ
る
と
信
じ
る
。

鶴
は
と
て
も
賢
い
鳥
と
言
わ
れ
て
い
て
、
病
気
の
鶴

が
い
る
と
、
他
の
鶴
が
五
日
間
か
け
て
チ
ベ
ッ
ト
か
ら
ポ

ブ
ジ
カ
へ
塩
を
運
ん
で
手
当
て
す
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。

ポ
ブ
ジ
カ
谷
の
人
達
は
、
何
よ
り
も
鶴
の
こ
と
を
大
切

に
思
っ
て
い
る
。
電
線
を
張
っ
て
電
気
を
通
す
と
、
そ
の

電
線
で
鶴
が
傷
つ
く
こ
と
が
あ
っ
て
は
い
け
な
い
か
ら
自

分
た
ち
に
電
気
は
い
ら
な
い
と
、
ず
っ
と
電
気
の
な
い
生

活
を
送
っ
て
い
た
。
彼
ら
は
「
電
気
は
あ
れ
ば
よ
い
け

ど
無
く
て
も
良
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
鶴
が
来
る
と
幸
せ

な
気
持
ち
に
な
れ
る
。
子
供
の
頃
か
ら
ず
っ
と
見
て
き

た
鳥
だ
か
ら
」
と
言
う
。

そ
ん
な
彼
ら
が
、
電
線
を
張
ら
ず
に
電
気
が
使
え
る

よ
う
に
と
、
王
様
が
各
家
に
小
さ
い
太
陽
光
の
発
電
装

置
を
つ
け
て
下
さ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
発
電
装
置
は
、

各
家
の
屋
根
に
ち
ょ
こ
ん
と
乗
っ
た
小
さ
い
も
の
で
、
そ

れ
で
、
照
明
、
冷
蔵
庫
、
テ
レ
ビ
く
ら
い
は
賄
え
る
よ
う

で
あ
る
。

そ
の
発
電
機
の
費
用
も
無
償
で
は
な
く
、
各
家
の
負

担
で
あ
る
と
言
う
。
無
償
で
得
ら
れ
る
便
益
に
依
存
す

る
の
で
は
な
く
、
費
用
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
便

益
を
自
分
が
得
る
こ
と
の
意
味
を
理
解
し
て
ほ
し
い
と

言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
利
益
は
、
ポ
ブ
シ
カ
保

護
基
金
に
回
さ
れ
、
地
域
に
根
差
し
た
持
続
可
能
な
観

光
を
目
指
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

日
本
で
も
最
近
、
原
発
に
頼
ら
な
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
源

と
し
て
太
陽
光
発
電
の
設
置
が
盛
ん
で
あ
る
。

日
本
で
太
陽
光
発
電
と
い
え
ば
、
家
の
屋
根
に
パ
ネ

ル
を
つ
け
て
自
宅
で
使
う
電
気
を
賄
い
、
さ
ら
に
余
っ
た

電
気
を
売
れ
る
シ
ス
テ
ム
が
で
き
て
い
る
。
ま
た
、
広

い
土
地
に
パ
ネ
ル
を
た
く
さ
ん
並
べ
て
い
る
光
景
も
思

い
浮
か
ぶ
。

自
分
の
家
の
電
気
を
自
分
で
生
み
出
す
と
い
う
の
は

と
て
も
良
い
こ
と
だ
と
思
う
。
し
か
し
、
余
っ
た
電
気

を
売
っ
て
初
期
投
資
を
償
却
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
最
初

か
ら
も
っ
と
小
さ
い
パ
ネ
ル
に
し
て
足
り
な
い
時
が
来
た

ら
少
し
電
気
を
買
い
足
す
程
度
で
も
よ
い
の
で
は
な
い

か
な
？
と
も
思
う
。

ま
た
、
山
の
斜
面
に
も
の
す
ご
い
量
の
パ
ネ
ル
が
設
置

し
て
あ
る
の
を
見
る
と
、
広
大
な
斜
面
に
木
が
一
本
も

な
く
な
り
、
災
害
時
に
影
響
は
出
な
い
の
か
な
？
と
心

配
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。

一
人
ひ
と
り
が
無
駄
な
電
気
を
使
わ
な
い
よ
う
に
し

て
、
な
る
べ
く
自
分
の
と
こ
ろ
で
賄
っ
て
、
足
り
な
い
と

こ
ろ
は
買
わ
せ
て
い
た
だ
く
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
み

ん
な
が
利
益
を
分
け
合
え
る
の
で
は
な
か
？　

こ
れ
ら

は
ま
っ
た
く
の
素
人
考
え
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
そ
ん
な

こ
と
を
感
じ
て
し
ま
う
。

と
こ
ろ
で
鶴
と
言
え
ば
、
日
本
で
も
色
々
な
と
こ
ろ

で
鶴
が
飛
来
す
る
土
地
が
あ
る
。
い
つ
か
、
山
口
県
の

周
南
市
の
八
代
と
い
う
ナ
ベ
ヅ
ル
の
飛
来
地
が
あ
り
、
ナ

ベ
ヅ
ル
は
絶
滅
危
惧
種
で
あ
る
た
め
、
地
域
の
人
た
ち

が
、
力
を
合
わ
せ
て
保
護
を
し
て
い
る
光
景
を
テ
レ
ビ

で
見
た
こ
と
が
あ
る
。

そ
の
番
組
で
、
鶴
が
飛
来
す
る
時
は
必
ず
、
地
域
の

上
空
を
三
度
回
り
降
り
て
き
て
、
帰
る
時
も
三
度
回
っ

て
か
ら
帰
る
と
い
う
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
地
域

の
人
達
は
、
鶴
は
来
る
時
は
「
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
」
と
挨
拶
し
て
、
帰
る
時
は
「
あ
り
が
と
う
」
と
お

礼
を
言
っ
て
帰
る
の
だ
と
信
じ
、
み
ん
な
で
手
を
振
っ
て

見
送
る
様
子
が
出
て
い
た
。

大
人
も
子
供
も
、
昔
か
ら
見
て
い
た
光
景
で
あ
る
か

ら
何
ら
不
思
議
と
は
思
わ
ず
、
鶴
に
手
を
振
る
。

そ
の
姿
や
心
に
、
ポ
ブ
ジ
カ
谷
の
人
達
の
暮
ら
し
を

見
た
時
と
同
様
に
、
私
は
「
豊
か
さ
」
を
感
じ
る
の
で

あ
る
。

山
口
県
長
門
市
出
身

浄
土
真
宗
本
願
寺
派 

布
教
使

愛の木

経文旗

オグロ鶴
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豊かさとは何だろう
日 本 子 守 唄 協 会 　 会 長 　 西 舘  好 子

　昔がすべていいとは思わない。ふりかえっても、戦争の記憶や、物のない暮らしを経験した人

なら、いまの暮らしはそんな心配をしないだけでもありがたい。

　なのに今なぜか心に隙間風が吹くように体が寒くざわざわする。レストランや食堂で思い思い

の食事をとり、パーティで御馳走を皿に受け、満腹と歓談を楽しんだ後の食べ物の残り、コップ

に干されることなく飲み残されたビールやワイン、悲しくなる瞬間だ。たべものもいきものならこ

れほどの無駄なごみは考えものだ。

　そういえば、外の出されたごみ袋には大量の衣類や、まだ使える食器や電気製品が無造作に

転がされている。

　繁栄と文明の進歩は生活を根底から変えてしまい、恩恵を被った私たちにはありがたいことに

違いないが、無駄使いは当たり前、手料理も家庭の味も遠のいてしまった。

　家庭がそれぞれの癖や色を香りを持つ時代は今はなくなってしまったのかもしれない。生活

の中にあった「暮らし」という手作りの部分は不合理で利には沿わないものだという風潮が吹き

荒れ始めている。

　先日女性週刊誌で「なぜ、母親が赤ん坊を見なければいけないのか」「ミルクは赤ちゃんの万

能栄養ではない」という記事を見た。時代が変われば人間も変わるでは済まされない。母親が

子供にあげられる免疫はかけがえのないものだ。赤ちゃんは一挙に食事はできない。時代が変

われば人間の構造までが進化するということはないと教えてあげたかったし、本質が進化をする

ものでもない。疑問は残った。

　目に見えるものの荒廃よりも心のありようの変化はもっと深刻かもしれない。電話もコンピーター

も新聞も辞書も地図もあらゆる情報機能を持つ「スマホ」が日本どころかすべての人間が、子供

から大人まで持ち使用するようになった。

　人間関係や人のつながりが希薄になってきたのも機械に振り回される時間に余裕をなくしたと

いう一因もあるかもしれない。

　希薄に感じられないのは機械には、情報が、孤独感さえも取り除いてくれる、と錯覚してしまう

「仮想人生」が作られているからだ。スマホがなくなったら、自分の存在と自分の世界が喪失し

てしまうと考えただけでも恐ろしい。このままいけば人は確実に心を失うのではないだろうか。

　実際コンビニとスマホがなければ生きていけないという人が沢山いる。人と話すこともできない、

言葉が出ない、怒れない、笑えないというのも深刻な悩みだ。「あなたは誰 ? 私はなに ?」と問

われる時代がまさかこんなに早く来るなんて。ではどうしたらいいのか、答えがなかなか出ない。

便利さや豊富さ、合理性が進めば進むほど人の心の入り込む余地は少なくなる。つまり人間が人

間らしさを発揮することができにくくなるというのに、どう対処していったらいいのかを真剣に考

えなくてはならない。

　原点に戻ろう。人が自然の中の生物であるということを再確認しよう。あるがままの命の原点

を今一度思い返してみる必要があるのでは・・・・・。

　生きていてよかった、縁ある人と会えてよかった、人と分かち合える優しさを持ちたい。金や

物が基準になる暮らしから早く脱却したい。

REPORT
皆で考えよう
　やめよう虐待
　　とめよう虐待

2018年11月27日(火 )
（於）浅草橋区民会館からの報告

虐待が止まりません。
日常茶飯事に各地で起こる虐待は、増加の一方で、その内容も残忍極まりない傾向にあります。どうしたら減ら
すことができるか、なくすことができるか、社会全体、日本人全員、みんなが考える問題です。
当日、ドキュメント「葦牙　あしかび」が上映されました。児童養護施設の「みちのくみどり学園」は虐待で保護さ
れた子供たちが暮らしています。その日常を丹念に描き、子供たちの苦悩や悲しみが胸に迫る記録です。しかし、
個人情報保護や映像権などが厳しくなった現在はなかなか上映も難しくなりました。虐待の本質と、その対処、そ
して子供たちの未来という勉強会ではということで上映が可能になりました。
お話は藤沢昇先生。社会福祉法人岩手愛児会会長、児童養護施設みちのくみどり学園前園長、なんとその半生
が虐待防止への戦いの歴史でした。上映後「どうしたら虐待を止められるか、皆で考えよう」と称してジャーナリ
ストの樋田敦子さんと西舘好子を交えて鼎談しました。やはり、「虐待」というテーマでの動員は難しく苦戦しまし
たがご参加してくださった皆様は本当に熱心に意見交換してくださいました。
一日も早く虐待という言葉が聞かれない世の中にしたいと願うばかりでした。

1947年　生まれ
1971年　岩手大学教育学部卒業
1999年　社会福祉法人まきば会理事
2006年　厚生労働大臣表彰　
2010年　瑞宝単光章受賞

東京都生まれ　
明治大学卒業後新聞記者を経てフリーランスに
女性と子供の問題、虐待や事件などの記事を雑誌に出筆
11月に「東大を出たあの子は幸せになったのか」を刊行

︻

略

歴

︼

︻

略

歴

︼

藤澤昇 樋田敦子

（於）浅草橋区民会館からの報告

名古屋からお見えになった
矢満田篤二先生。養子縁
組で虐待死を無くすとい
う活動をライフワークにな
さっています。

虐待された子どもの保護
期間は18歳まで。それか
ら社会へ出ていくのは多
くの問題があります。
保護期間を終えた子ど
もたちの応援を表明し、
NPO法人夢の宝箱を立ち
上げた土濃塚達也さん。
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親
が
子
を
殺
し
て
か
ら
自
殺
す
る
と
い
う
悪
風

が
、
悲
し
む
べ
き
一
時
代
の
病
的
現
象
で
あ
る
か
、

な
い
し
は
国
民
の
気
質
の
不
幸
な
る
現
わ
れ
で
あ

る
か
の
問
題
は
、
む
し
ろ
談
理
の
徒
に
一
任
し
て
お

く
も
よ
か
ろ
う
。
と
に
か
く
に
最
近
に
お
け
る
同

種
事
例
の
頻
々
た
る
続
発
に
至
っ
て
は
、
黙
と
し
て

そ
の
結
果
に
つ
い
て
長
大
息
す
べ
く
、
余
り
に
も
残

忍
で
あ
り
ま
た
奇
怪
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
当

路
要
人
の
用
意
と
公
安
と
の
有
無
を
、
究
迫
す
べ
き

理
由
は
十
分
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
類
群
の
あ
ら
ゆ

る
文
化
の
階
段
を
通
じ
て
、
こ
れ
ほ
ど
乱
暴
な
る

生
命
無
視
、
こ
れ
ほ
ど
抵
抗
の
な
い
殺
り
く
が
、
何

ら
の
制
御
な
し
に
く
り
返
さ
れ
て
居
た
場
合
が
あ

ろ
う
か
。
吾
人
の
昭
代
の
隆
昌
に
向
か
っ
て
同
心
に

期
待
し
た
と
こ
ろ
は
、
要
す
る
に
親
が
子
を
殺
さ

ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
、
怖
る
べ
き
事
態
を
絶
滅
す

る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
。
こ
れ
を
し
も
日
常
普
通

の
出
来
事
と
看
過
し
て
、
別
に
何
様
の
尺
度
の
天
下

泰
平
を
測
定
す
べ
き
も
の
が
あ
る
か
。

親
子
心
中
の
名
は
す
て
に
大
い
に
誤
っ
て
居
る
。

自
殺
自
由
の
論
の
当
否
と
は
独
立
し
て
、
こ
れ
は
眼

前
の
微
々
た
る
行
為
に
す
ら
も
、
責
任
を
負
い
左

右
を
判
定
す
る
の
力
無
き
者
で
あ
る
。
し
か
も
い

か
な
る
場
合
に
あ
っ
て
も
、
甘
心
し
て
死
を
択
ん
だ

者
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
避
け
得
べ
く
ん
ば
必
ず
逃

れ
走
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
親
を
信
じ
て
完
全
に
欺
か

れ
、
も
し
く
は
無
心
に
し
て
防
衛
の
途
を
解
し
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
赤
子
が
相
次
で
命

を
奪
わ
れ
、
何
人
に
向
か
っ
て
も
永
く
そ
の
罪
を
訴

う
る
あ
た
わ
ず
、
世
間
は
た
ち
ま
ち
に
し
て
こ
れ

を
忘
却
し
去
る
と
す
れ
ば
、
同
報
告
を
な
し
社
会

相
よ
る
の
実
は
も
う
な
い
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど

彼
ら
の
将
来
は
心
細
き
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
そ

の
親
の
憂
え
た
如
く
、
孤
児
の
悲
痛
な
る
徒
労
を

も
っ
て
一
生
を
終
わ
っ
た
か
も
知
ら
ぬ
。
し
か
し
少

な
く
と
も
そ
の
運
勢
は
未
知
数
で
あ
り
、
ま
た
普

通
健
全
の
父
母
は
、
我
子
の
た
め
に
は
十
二
分
の
楽

観
を
さ
え
な
し
得
た
の
で
あ
る
。
人
が
死
に
臨
ん

で
心
乱
れ
、
卒
如
と
し
て
そ
の
希
望
を
割
引
し
放

棄
す
る
機
能
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。

骨
肉
隣
保
の
相
互
扶
助
は
、
か
つ
て
は
我
国
に
お

い
て
は
極
端
に
行
届
き
、
今
は
ま
た
急
激
に
そ
の

保
障
を
緩
に
し
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
ゆ
え
に

童
児
の
一
身
を
託
し
て
、
ほ
ぼ
そ
の
声
明
を
全
う

す
る
の
途
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
な
ら
ば
、
罪
も
無
い

二
葉
の
芽
を
摘
ん
で
め
い
途
の
道
づ
れ
に
は
し
な

か
っ
た
ろ
う
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
方
法
は
い

か
に
も
具
わ
っ
て
居
な
い
。
親
が
あ
っ
て
さ
え
貧
家

の
子
は
悩
ん
で
居
る
。
も
し
も
彼
ら
の
少
な
く
と

も
大
部
分
が
、
各
長
養
の
機
会
を
得
て
、
天
分
を

発
揮
し
得
る
の
見
込
み
が
立
っ
た
な
ら
ば
、
あ
る
い

は
最
初
か
ら
そ
ん
な
無
謀
な
る
処
置
を
考
え
な
か
っ

た
か
も
知
れ
ぬ
。
故
に
そ
の
手
段
も
大
い
に
試
み

る
が
よ
い
と
思
う
が
、
こ
の
悲
惨
事
の
真
原
因
は

さ
ら
に
な
お
一
層
の
深
処
に
横
わ
っ
て
居
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

昔
も
我
々
の
祖
先
は
盛
ん
に
腹
を
切
り
ま
た
自

害
を
し
た
が
、
彼
ら
は
確
実
に
死
後
の
生
を
意
識

し
た
故
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
人
間
ら
し
さ
を
中
止
は

し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
永
世
の
名
と
誉
と
の
た
め

に
、
か
え
っ
て
絶
ち
難
き
も
の
を
絶
つ
場
合
が
多
か
っ

た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
の
信
仰
の
み
は
近
世
に

入
っ
て
一
変
し
、
死
が
百
事
を
解
決
す
る
と
い
う
こ

と
を
、
人
も
我
も
責
任
の
全
免
と
見
た
の
で
あ
る
。

刑
罰
の
極
度
は
こ
れ
で
あ
り
、
そ
れ
を
自
ら
甘
受

し
た
以
上
は
、
何
物
の
制
裁
も
お
よ
ぶ
あ
た
わ
ず

と
解
し
、
実
際
外
間
も
ま
た
著
る
し
く
批
判
の
手

を
ゆ
る
め
た
の
で
あ
っ
た
。
法
令
の
人
類
を
改
善
し

あ
た
わ
ざ
る
弱
点
は
、
社
会
が
自
殺
を
寛
容
し
ま

た
は
や
や
尊
重
す
る
国
に
お
い
て
、
ま
ず
暴
露
す

る
の
が
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
気
風
に

乗
じ
て
自
殺
の
動
機
は
日
に
退
化
し
、
単
に
道
場

に
飢
え
ま
た
は
問
責
を
恐
る
る
者
が
、
最
後
の
勇

敢
を
も
っ
て
光
無
き
国
に
飛
込
む
に
至
っ
た
。
し
か

も
じ
ょ
す
べ
か
ら
ざ
る
自
家
ど
う
着
は
、
他
の
一
方

に
は
旧
式
の
家
族
私
有
観
を
保
持
し
、
我
子
の
生

命
と
未
来
と
を
第
二
の
貴
重
品
と
し
て
、
自
由
に

処
分
し
得
る
か
の
如
く
考
え
か
つ
実
行
し
た
の
で
あ

る
。
生
き
て
児
を
殺
す
こ
と
が
す
で
に
罪
な
ら
ば
、

死
に
至
っ
て
そ
れ
が
訴
追
せ
ら
れ
ぬ
の
は
法
制
の
不

備
で
あ
る
。
そ
の
平
明
の
理
も
な
お
解
せ
ら
れ
ず
、

個
人
自
由
の
主
張
ば
か
り
が
濫
用
せ
ら
れ
る
と
す

れ
ば
、
世
の
無
防
禦
無
抵
抗
な
る
者
の
、
惨
酷
に
拘

束
せ
ら
れ
る
の
は
独
り
自
殺
者
の
幼
児
の
み
で
は

な
い
の
で
あ
る
。

世
の
い
わ
ゆ
る
同
情
に
も
も
と
よ
り
責
は
あ
る
。

た
ま
た
ま
倫
常
に
反
し
た
事
件
の
現
る
る
ご
と
に
、

俄
然
と
し
て
錯
か
く
し
た
ち
ま
ち
ま
た
忘
れ
去
る

が
如
き
は
、
軽
薄
で
あ
り
不
親
切
で
あ
る
。
し
か

も
手
を
こ
ま
ね
い
て
事
態
の
横
発
に
任
せ
、
徒
ら
に

世
道
の
た
い
廃
を
説
く
が
如
き
は
、
断
じ
て
文
教
の

責
に
あ
る
者
に
期
待
す
る
所
で
は
な
い
。
仮
に
ま

だ
効
果
の
多
少
を
論
ず
る
あ
た
わ
ず
と
し
て
も
、

少
な
く
と
も
こ
の
国
家
の
異
変
に
対
し
て
、
意
見
無

し
方
策
無
し
と
い
う
あ
た
わ
ざ
る
者
が
居
る
の
で

あ
る
。
し
こ
う
し
て
国
民
は
熱
心
に
こ
れ
を
議
す

べ
き
で
あ
る
。
万
一
に
も
罪
な
き
者
の
殺
り
く
が
、

今
後
も
自
在
に
行
わ
れ
得
べ
し
と
す
る
者
が
政
府

な
ら
ば
、
彼
ら
は
す
な
わ
ち
信
頼
す
べ
か
ら
ざ
る

政
治
家
で
あ
る
。

幼児の災害
「 東 京 朝 日 新 聞 」論 説 、昭 和２年１０月 1 2 日 、東 京 朝 日 新 聞 社

柳 田  國 男

徳川家康公霊言 光を、なげかける
混迷の今によみがえる　徳川幕府二六〇余年の英知

家康と子育ての話は有名だが、丹念な取材から家康の人物像とその生涯
から今生きる現代人に何が必要か、を紡ぎだしている。その慧眼と仏心か
らでた多くの教え、人として大切なものを見逃しかけている私たちに、ぐ
さりと突き刺さるものがある。

すごい本みつけた

から今生きる現代人に何が必要か、を紡ぎだしている。その慧眼と仏心か
らでた多くの教え、人として大切なものを見逃しかけている私たちに、ぐ

久保山雅文　著
（ヒカルランド刊）
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こ
の
格
言
は
人
間
の
値
打
ち
を
量
よ
り
質
だ
と
教
え
て
い
る
も
の
で
す
が
、

あ
え
て
豊
か
す
ぎ
る
現
代
は
貧
し
さ
と
同
意
語
で
は
な
い
か
、
に
当
て
は
め
て

み
ま
し
た
。
新
年
早
々
「
飢
餓
」
な
ど
と
い
う
忌
ま
わ
し
い
言
葉
で
始
め
な
く

て
も
と
子
守
唄
協
会
の
中
で
も
そ
ん
な
意
見
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
ど

う
で
し
ょ
う
か
、
地
球
環
境
が
か
わ
り
、
大
切
な
食
も
危
な
い
時
代
が
早
晩
く

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
な
れ
ば
、
人
間
の
心
も
生
活
も
「
飽
食
」
や
「
豊
か

さ
」
で
飾
る
こ
と
な
ど
で
き
な
く
な
る
で
し
ょ
う
。

　

数
年
続
け
て
行
っ
て
い
た
イ
ン
ド
の
ガ
ン
ジ
ス
川
は
4

年
前
に
は
本
当
に
汚

い
不
衛
生
な
川
で
し
た
。
私
た
ち
に
伝
聞
さ
れ
て
い
た
通
り
、
死
体
が
流
れ
、

水
は
濁
り
、
土
の
匂
い
と
汚
物
の
匂
い
に
満
ち
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ

か
ら
二
年
、
ガ
ン
ジ
ス
の
水
は
う
っ
す
ら
と
底
が
見
え
る
ほ
ど
に
き
れ
い
に
な
っ

て
い
ま
し
た
。
沐
浴
を
し
て
も
少
し
も
汚
い
と
思
わ
な
い
ほ
ど
に
な
っ
て
い
た

の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
源
流
で
あ
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
氷
河
が
恐
ろ
し
い
勢
い
で
溶

け
だ
し
て
い
る
か
ら
で
し
た
。
自
然
破
壊
の
波
は
文
明
の
速
度
に
比
例
し
て
私

た
ち
を
脅
威
に
貶
め
始
め
て
い
る
の
で
す
。

　

貧
乏
と
不
自
由
を
知
っ
て
い
る
私
た
ち
世
代
は
あ
ま
り
の
豊
か
さ
を
甘
受
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
い
つ
ま
で
も
こ
ん
な
時
代
は

続
か
な
い
し
、
地
球
は
残
っ
て
も
人
類
は
滅
亡
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
不
安
の
ほ
う
が
日
々
大
き
く
な
っ
て
い
く
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

「
思
い
あ
が
っ
て
は
い
け
な
い
よ
」

　

と
い
う
声
を
い
つ
も
耳
元
で
聞
い
て
い
ま
す
。
豊
か
に
な
っ
た
と
い
っ
て
、
心

に
、
気
持
ち
に
、
人
間
に　

豊
か
さ
を
優
し
さ
で
満
た
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、

か
け
が
え
の
な
い
肉
親
さ
え
も
無
残
に
殺
し
、
日
々
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
理
由

で
犯
罪
や
弱
い
者
へ
の
虐
待
が
は
び
こ
る
世
の
中
、
詐
欺
や
自
殺
が
蔓
延
し
、

人
間
よ
り
機
械
が
幅
を
利
か
せ
、
一
体
あ
な
た
は
人
間
?
と
問
い
か
け
た
い

衝
動
に
駆
ら
れ
る
こ
と
も
再
三
あ
り
ま
す
。
分
け
与
え
る
こ
と
や
哀
し
さ
を

共
有
す
る
こ
と
も
な
い
人
間
関
係
が
果
た
し
て
豊
か
さ
と
呼
べ
る
の
だ
ろ
う
か
、

人
間
が
人
間
で
な
く
て
は
伝
え
ら
れ
な
い
、
で
き
な
い
こ
と
を
後
世
に
丁
寧
に

残
せ
な
い
だ
ろ
う
か
、
本
当
に
考
え
て
し
ま
い
ま
す
。

　

あ
え
て
極
限
に
あ
る
「
飢
饉
」
と
い
う
現
実
が
あ
っ
た
時
代
を
知
っ
て
ほ
し
い
。

こ
れ
は
遠
い
昔
の
こ
と
で
は
な
く
、
日
本
の
近
未
来
に
起
こ
る
予
知
で
は
な
い

か
、
と
い
う
思
い
が
し
て
な
ら
な
い
の
で
す
。
貧
し
さ
と
い
う
罪
か
ら
解
放
さ

れ
た
喜
び
の
、
そ
の
わ
ず
か
で
も
生
き
物
の
「
分
」
身
の
丈
の
謙
虚
さ
を
今
持

た
な
い
限
り
、
私
た
ち
に
本
当
の
豊
か
さ
は
や
っ
て
こ
な
い
と
い
う
思
い
で
す
。

辻
村
博
夫
さ
ん
の
「
飢
餓
の
記
録
」
を
読
ん
で
、
「
遠
野
の
文
化
賞
」
の
選
考

委
員
だ
っ
た
私
は
衝
撃
を
受
け
て
絶
句
し
ま
し
た
。
眠
れ
な
い
ほ
ど
か
ん
が
え

て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

ま
ず
、
み
ん
な
に
知
っ
て
ほ
し
い
。
そ
れ
か
ら
考
え
て
ほ
し
い
。
自
分
の
足

元
を
。
本
当
の
豊
か
さ
を
見
つ
け
る
今
年
に
し
て
ほ
し
い
、
そ
ん
な
気
持
ち
で

あ
え
て
「
豊
か
さ
と
は
」
を
特
集
し
て
み
ま
し
た
。

　
過
ぎ
た
る
は
な
お

　
　
　
　
及
ば
ざ
る
が
ご
と
し

日
本
子
守
唄
協
会
　
会
長
　
西
舘 

好
子

　最近自分の家の居間に神棚を作り、そこで祈る時間を大

切にしている。

　娘たちがすっかり大きくなり、息子のように大切にして

いた老犬があの世に逝ってしまい、自分が守ろうとしてい

たものが大きく変化していくことを痛感して、自分に何が

できるだろうかと考えての決断、それが自分にとっては「神

棚を作る」ということだったのである。もちろん作るだけ

ではない。そこに神様をお迎えし、その隣に先祖代々の

御霊様たちの居場所を作った。お位牌も新しく作って頂い

た。この神棚を作ってからというもの、祈りとは何かと真

剣に考えていく過程で、どんな風に祈るのが一番自分にとっ

てしっくりくるのかを探求するため、ずいぶん長い時間が

かかった。祈るということにどれくらいの力があるのか…

と人にはよく問われるのだが、祈りというのは大きな力で

私たちを守ることを私自身は信じて疑うことはない。この

祈りでどれだけの困難を乗り越えてきたか、ここには書き

きれないくらいである。いつかそれはお話するとして…。

毎日神棚の掃除をして祝詞をあげてから外にでる。時間

がない時は夜にゆっくりと祈る。お榊やお神酒、そして塩

とお米などを揃えていくうちに、なんと心が平穏になって

いくか。この感覚こそ真の豊かさだと思えるひとときである。

幼い頃からご先祖様という響きにとても馴染みがあった。

私の家は作家の家だったので親は二人共仕事中心で働き

蟻のように働いていた。私の面倒を見ていてくれたのは

母方の祖父母であった。祖父母は生活というのを丁寧に

送っていたように記憶している。夏の朝は麦茶を大鍋で煮

ている香りで目が覚めた。冬は私たちが寒くないように部

屋を暖かくしてくれていたものだし、火鉢にあたりながら

鉄の薬缶でお茶を入れてくれたものだ。春には庭一杯に

丹精込めた花が咲き乱れ、秋はマツタケの土瓶蒸しなど季

節のもので食卓はいつだって溢れていたのだ。なんと豊

かな生活だったろう。

　幼い頃の記憶というのは宝物だ。その時の記憶だけで

生きていくことも出来る。そして体験した中で次の世代に

伝えていくことの大切さを思う。特にご先祖様の事を思う

とき、自分には４人の大切な祖父母がいると思うだけで胸

の奥が熱くなる。面倒を見てくれた祖父母の顔、そして私

がこの世に生まれる前に亡くなってしまった父方の祖父、

最後まで勝手気ままに生きた父方の祖母。いつの日かあ

の世でお会いしましょうねと心の中で声をかける。九年前

にこの世を去った父とも心で会話する。この記憶の貯金が

子供の時に与えられている子供は幸せである。そんな当

たり前のことですら今は難しいというのだから、なんと寂

しい時代になったのであろうか。いくら携帯電話が普及し

てロボットが人の代わりに働き、紙幣や硬貨のお金がなく

ても、ピッとすれば物が買えるような便利な世の中になっ

たところでそんなのは豊かのうちに入ることはない。豊さ

というのは五感を満たすことを言うのだから機械ではけし

てそれを得ることはできないのである。

　そんな体験を子供たちにぜひ与えてあげたい。それす

らも出来ないこの国はどうなってしまうのだろう。考えて

いると又落ち込みそうだからすぐに祈ることを繰り返す。

不安になったら祈る。絶対に叶うと信じて祈るだけだ。神

棚に見守られている生活をするようになって、私は改めて

目に見えないものへの畏敬を深く感じるようになった。大

好きな童話の「星の王子様」のように大切なものは目に見

えないし、大切なものは失ってからわかることがあると痛

感している。

　祈ってばかりいる私を見て娘たちはからかうのだが、こ

ちらはそんなことには動じない。疲れてお祈りの時間が少

ないと最近では「手抜きをしている」と揶揄われる。とて

も幸せな時間である。しかしこんな時間はあともう少しで

終わる。なぜなら上の娘はまもなく嫁いでいくからだ。先

日母を伴ってウェディングドレスの試着会があり出かけて

きた。親子三代の試着会は本当に楽しい。母は決断が速

いので、これはいい、これはダメとアドバイスをすると上

の娘はそれに従う。なぜ従うのかはわからないが幼い頃

からおばあちゃん子だった二人の娘は母の決断力をどこか

ずっと信じているみたいだ。「私ぐらいはウェディングドレ

ス姿を好子ババに見せてあげなくちゃ、冥途の土産にね」

と上の娘が言えば、「メイドの土産？？」ととんちんかんに

受け取って困った顔をする下の娘を見るたびにおかしくな

る。どうやらメイド姿の好子ババの姿を想像しているらしい。

語学は得意だが、決定的に日本語の語彙が少ないらしい。

　豊さとは一体何と問う時代において、変化することを恐

れずに前に進むことを新しい年の目標としようと思う。家

族のかたちが変わっても変わることが世の常、当たり前。

そんな風に年を重ねていきたいと思う今日この頃だ。

　いつか「あの時、こうだったよね」と語れる想い出を娘

たちに伝える仕事が、私には最も素敵なことのように思え

る。そしてその想い出こそが、母親である私が娘にあげら

れる唯一のプレゼントなのだと。

豊さについて
日 本 子 守 唄 協 会 　 理 事 長 　 井 上  麻 矢
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ど
戦
後
の
貧
し
い
時
に
育
ち
ま
し
た
が
、

二
人
の
兄
弟
の
た
め
に
、母
は
た
べ
る
も

の
も
ほ
ど
ほ
ど
に
し
て
子
供
た
ち
の
た

め
に
せ
っ
せ
と
食
事
を
作
っ
て
く
れ
ま
し

た
。願
わ
く
ば
岩
手
の
施
設
の
よ
う
な
も

の
も
、子
ど
も
食
堂
も
な
い
の
が
理
想
な

の
だ
と
し
み
じ
み
思
い
ま
し
た
。

　
話
は
と
び
ま
す
が
、カ
ン
ボ
ジ
ア
に
は

五
回
ほ
ど
訪
ね
て
い
ま
す
が
、お
そ
ら
く

世
界
中
で
一
番
目
が
か
が
や
い
て
い
る
の

が
こ
の
国
の
幼
い
子
供
た
ち
だ
と
思
い
ま

す
。街
を
離
れ
れ
ば
、電
気
も
水
道
も
ガ

ス
も
な
い
掘
立
小
屋
で
生
活
し
て
い
ま
す

が
、と
に
か
く
子
ど
も
た
ち
が
生
き
生
き

し
て
い
ま
す
。

　
あ
る
時
日
本
か
ら
持
っ
て
き
た
キ
ャ
ラ

メ
ル
を
5
〜
6
才
の
女
の
子
に
3
つ
上
げ

ま
し
た
。女
の
子
は
す
ぐ
に
駆
け
出
し
て

弟
や
妹
に
一
つ
ず
つ
分
け
与
え
て
い
ま
し

た
。結
局
自
分
の
も
の
は
な
く
な
っ
て
し

ま
い
彼
女
は
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
色
の
川
の
中

に
泳
ぎ
に
行
き
ま
し
た
。女
の
子
は
遠
い

と
こ
ろ
に
水
く
み
、毎
日
の
薪
拾
い
、小

魚
と
り
に
明
け
暮
れ
る
と
の
こ
と
で
し

た
。一
見
虐
待
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、こ

れ
は
大
人
に
な
れ
ば
、自
立
、自
活
に
つ

な
が
る
と
思
い
ま
す
。

　
何
か
が
狂
い
始
め
て
い
る
の
は
こ
の
国

の
少
子
化
問
題
が
表
面
化
し
て
初
め
て
、

●
本
の
紹
介

　
国
見 

修
二
さ
ま 

（
詩
人
・
妙
高
市
）

　
晩
秋
の
味
わ
い
で
す
。お
元
気
で
ご
活

躍
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　
詩
集
「
母
は
焚
き
木
で
す
」
が
出
版
の

運
び
と
な
り
ま
し
た
。
詩
集
は
一
月
末
に

完
成
予
定
で
す
。

出
版
社
は
松
永
伍
一

先
生
の
「
賛
歌 

美

に
殉
じ
る
人
々
」
の

冷
風
書
房
で
す
。

●
永
瀬 

嘉
平
さ
ま 

（
作
家
）

　
　
　
　 

　
　
か
ら
の
お
便
り
　

　
西
舘
好
子
様

　
27
日
、虐
待
の
講
演
と
映
画
、素
晴
ら

し
か
っ
た
で
す
。さ
て
、虐
待
問
題
。ま
す

ま
す
増
え
る
と
思
い
ま
す
。多
分
解
決
策

国
が
衰
退
し
て
い

く
と
い
う
こ
と
が

各
人
に
実
感
さ
れ
る

と
い
う
未
来
が
見
え

て
き
た
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
。

●
椎
野 

文
子
さ
ま 

（
作
家
）

　
　
　
　 

　
　
か
ら
の
お
便
り
　

　
ら
ら
ば
い
に
こ
こ
ろ
あ
ら
わ
れ
て

　
本
は
読
ま
れ
ま
せ
ん
。
大
人
が
読
ま

な
い
の
だ
か
ら
子
供
が
読
ま
な
い
の
は

当
然
で
す
。

　
昔
は
本
屋
が
街
に
何
件
か
あ
り
ま
し

た
。学
校
の
近
く
に
は
文
房
具
屋
さ
ん
と

本
屋
さ
ん
が
あ
り
ま
し
た
。駅
に
も
あ
り

ま
し
た
。今
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
子
守
唄
協
会
の
あ
る
浅
草

橋
に
は
今
本
屋
さ
ん
は
一
軒
も
あ

り
ま
せ
ん
。

　
ら
ら
ば
い
通
信
を
み
る
た

び
思
い
が
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ

て
い
る
活
字
を
い
と
お
し

く
な
が
め
て
い
ま
す
。
是

非
に
長
く
続
け
て
く
だ

さ
い
ね
。

は
な
い
か
と
存
じ
ま
す
。

　
あ
の
岩
手
の
施
設
に
し
て
も
親
が
来
る

こ
と
も
な
く
子
供
の
3
才
4
才
の
こ
ろ

に
預
け
ら
れ
た
ら
、親
の
ぬ
く
も
り
を
覚

え
て
は
い
ま
せ
ん
の
で
18
才
に
な
る
ま
で

こ
こ
に
い
る
わ
け
で
す
。今
回
は
施
設
を

改
良
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
が
、や
が
て

そ
れ
ぞ
れ
が
個
室
を
持
つ
よ
う
に
な
れ
ば

親
は
安
心
し
て
別
に
自
分
た
ち
の
世
界
を

築
い
て
、子
供
の
こ
と
な
ど
眼
中
に
な
く

な
る
で
し
ょ
う
。

　
ま
た
、歩
い
て
い
た
ら「
こ
ど
も
食
堂
」

な
る
ラ
ー
メ
ン
屋
さ
ん
が
あ
り
ま
し
た
。

看
板
を
見
ま
す
と
「
小
学
生
は
な
に
を
食

べ
て
も
無
料
」
と
あ
り
ま
し
た
。
多
分
親

に
連
れ
ら
れ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
が
、親

だ
け
の
分
は
お
金
を
払
う
と
い
う
の
で
は

果
た
し
て
ラ
ー
メ
ン
屋
は
や
っ
て
い
け
る

の
で
し
ょ
う
か
。こ
れ
は
明
ら
か
に
「
育

食
」
放
棄
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
し
ま
い

ま
す
。た
と
え
貧
し
い
食
事
で
も
母
親
が

作
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
は
。私
な

「
お
た
よ
り
」

　
〜
子
守
唄
協
会
を
温
か
く
見
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る

皆
さ
ま
か
ら
の
素
敵
な
お
た
よ
り
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
〜

ま
し
た
。今
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
子
守
唄
協
会
の
あ
る
浅
草

橋
に
は
今
本
屋
さ
ん
は
一
軒
も
あ

　
ら
ら
ば
い
通
信
を
み
る
た

び
思
い
が
い
っ
ぱ
い
詰
ま
っ

て
い
る
活
字
を
い
と
お
し

く
な
が
め
て
い
ま
す
。
是

非
に
長
く
続
け
て
く
だ

各
人
に
実
感
さ
れ
る

と
い
う
未
来
が
見
え

て
き
た
と
い
う
こ
と

皆
さ
ま
か
ら
の
お
た
よ
り
を

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

掲
載
の
諾
否
を
お
書
き
添
え
く
だ
さ
い
ま
せ

左
　
根
津
正
明
さ
ん

左
　
根
津
正
明
さ
ん

東京の台所「太田市場」で長いこと青果業をなさっていた根津正明さんは今、子供たち

が野菜や果物を食べなくなったことをとても危惧しています。健康への影響や、

切れやすくなった子供たち、成人病も脳への影響までも出始めているのです。

長い経験から食の話を子供たちへ伝える行脚を始めました。実際に取り立て

のくだものを食べてもらい、その大切さや効能を伝えているのです。

「やっちゃば食育出前講座」です。足立区北鹿浜小学校五年生の授業の感想文です。

根津さんは今も野菜と果物をもって子供たちのもとを訪ねる仕事をしています。

興味のある学校や各地の皆様も申し込んでみてください。

〔申込先〕根津正明　携帯電話 090-4071-5139

「学んだ授業」　岸菜々美
お話を聞いてわかったことがいっぱいありました。一つ目は
果物にはすごく栄養があるということです。二つ目は戦争が
あったときは肉が全ぜんなく一年に一度だけしか、しかも今
ではめったに食べることのないうさぎの肉を食べていたと
いうことです。果物を食べた感想はこんなに種類をいっきに
たべたことはなかったので、おいしく楽しかったです。

「お話を聞いて」　中路花緒
学校の帰り落ちていた柿を食べていたのにびっくり。
糖尿病も血えきがドロドロになってしまうのだというこ
とがよくわかりました。私はどちらかといえば好きなの
でこれからもやさいを食べ続けたいと思います。

「野菜のことを知って」　葛西駆流
最初に驚いたことは果物の、約九十パーセントが水でできて
いることです。人間の体は約七十パーセントだときいたこと
がありますが。

「ためになった授業」　岡田来人
戦争の後にはアメリカから肉がゆ入されて日本の糖
尿病の人がほとんどいなかったのにすごく増えて今は
一千万人ときいたときはびっくりしました。
果物を食べたときは最初にミカンを食べたときは甘
くて本当においしかったです。

「今日の授業で学んだこと」　本間すみれ
生のとうもろこしは初めて食べました。あんなにプリプリし
て、ゆでてあるほうがあまいかなあ、と思いました。果物もト
ウモロコシもおいしくて、おなかいっぱいになりました。

「たのしかつた授業」　大石梨々子
野菜の選び方がよくわかりました。キャベツの選び
方、レタスの選び方がわかりすごくウキウキして、か
えったらさっそくお母さんに教えようと思いました。

やっちゃば　　　　出前講座

が野菜や果物を食べなくなったことをとても危惧しています。健康への影響や、

切れやすくなった子供たち、成人病も脳への影響までも出始めているのです。

左
　
根
津
正
明
さ
ん

左
　
根
津
正
明
さ
ん

やっちゃば　　　　出前講座
東京の台所「太田市場」で長いこと青果業をなさっていた根津正明さんは今、子供たち

が野菜や果物を食べなくなったことをとても危惧しています。健康への影響や、

切れやすくなった子供たち、成人病も脳への影響までも出始めているのです。

長い経験から食の話を子供たちへ伝える行脚を始めました。実際に取り立て

のくだものを食べてもらい、その大切さや効能を伝えているのです。

「やっちゃば食育出前講座」です。足立区北鹿浜小学校五年生の授業の感想文です。

やっちゃば　　　　出前講座“食育”
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■
ふ
れ
あ
い
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
サ
ー
ト

　
　
～
東
北
の
子
守
唄
と
童
謡
・
唱
歌
～

開
催
日
：
平
成
30
年
8
月
25
日（
土
）

主　

催
：
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構

会　

場
：
弘
前
文
化
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル

　
リ
ン
ゴ
の
故
郷
弘
前
、遠
く
に
う
っ
す
ら
と
岩
木
山
が
望
め
る
文
化
会
館
に
て
。

レ
イ
ン
ボ
ー
カ
ル
テ
ッ
ト
の
演
奏
者
た
ち
の
衣
装
が
き
れ
い
と
、ま
ず
子
ど
も
た
ち
の
目

が
か
が
や
き
ま
し
た
。リ
ン
ゴ
の
歌
か
ら
入
り
、稲
村
な
お
子
さ
ん
の
リ
ー
ド
で
、歌
っ
て

遊
ん
で
、最
後
は
み
ん
な
で
舞
台
に
上
が
っ
て
、合
唱
。

　
こ
ん
な
こ
と
は
し
た
く
て
も
で
き
な
い
と
い
う
体
験
を
子
ど
も
た
ち
に
体
験
し
て
も
ら

い
、記
憶
に
と
ど
め
る
思
い
出
づ
く
り
を
夏
の
一
日
に
し
て
も
ら
い
ま
し
た
。歌
を
生
で
聞
く

と
い
う
こ
と
は
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
と
て
も
珍
し
い
こ
と
で
す
。い
い
記
念
に
な
っ
て
ほ
し

い
と
思
い
ま
す
。

■
ふ
れ
あ
い
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
サ
ー
ト

　
　
～
京
都
の
わ
ら
べ
唄
と
童
謡
・
唱
歌
～

開
催
日
：
平
成
30
年
9
月
8
日（
土
）

主　

催
：
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構

会　

場
：
京
都
市
立
京
都
堀
川
音
楽
高
等
学
校 

音
楽
ホ
ー
ル

　

何
年
か
続
い
て
い
る
京
都
は
申
し
込
み
が
い
っ
ぱ
い
で
お
断
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
が
心
苦
し
い
限
り
で
し
た
。も
ち
ろ
ん
満
員
も
あ
っ
て
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

当
日
の
ア
ン
ケ
ー
ト
よ
り

〇�

子
守
唄
を
歌
う
母
親
が
お
ら
れ
た
ら
ど
ん
な
に
い
い
で
し
ょ

う
。

〇�

た
の
し
い
子
育
て
し
た
い（
こ
れ
っ
て
6
才
の
子
の
感
想
な
の
で

す
が
、す
ご
い
で
す
ね
。6
才
で
子
育
て
考
え
て
い
る
な
ん
て
）

〇�

大
勢
の
子
ど
も
た
ち
が
楽
し
そ
う
で
よ
か
っ
た
。素
直
に

育
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
し
た
。

〇�

夜
泣
き
で
大
変
だ
っ
た
の
に
ゆ
り
か
ご
の
歌
を
よ
く
歌
っ
て

い
た
。今
日
聞
い
て
思
い
出
し
ま
し
た

〇�

歌
だ
け
で
は
な
く
手
遊
び
を
し
て
く
れ
た
り
子
ど
も
の
目

線
に
な
っ
て
の
楽
し
さ
を
と
て
も
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

■
ふ
れ
あ
い
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
サ
ー
ト

　
　
～
北
海
道
や
ア
イ
ヌ
の
子
守
唄
と
童
謡
・
唱
歌
～

開
催
日
：
平
成
30
年
10
月
13
日（
土
）

主　

催
：
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構

会　

場
：
ザ・ル
ー
テ
ル
ホ
ー
ル

　

残
念
な
が
ら
動
員
数
が
少
な
く
、来
た
お
客
様
か
ら
こ

ん
な
に
い
い
コ
ン
サ
ー
ト
な
の
に
も
っ
た
い
な
い
わ
ね
、と

同
情
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。申
し
込
み
が
１
２
０
名
く
ら

い
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
か
し
ら
。

　

10
月
の
北
海
道
、歌
は
北
海
道
に
ま
つ
わ
る
も
の
が
多

く
、ア
イ
ヌ
の
子
守
唄
は
、原
語
で
す
か
ら
本
当
に
珍
し

か
っ
た
と
思
い
ま
す
。こ
ん
な
と
き
子
ど
も
が
ど
ん
な
に
救

い
に
な
る
か
、ふ
と
そ
う
思
い
ま
し
た
。

　

動
員
は
し
っ
か
り
細
心
の
注
意
を
し
て
や
ろ
う
と
決
め

ま
し
た
。

■
親
子
で
や
す
ら
ぐ
子
守
唄
コ
ン
サ
ー
ト

開
催
日
：
平
成
30
年
10
月
17
日（
水
）

主　

催
：
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
日
本
子
守
唄
協
会
、福
島
県
立
博
物
館

会　

場
：
福
島
県
立
博
物
館 

講
堂

　
こ
れ
は
も
う
、な
ん
と
も
ホ
ン
ワ
カ
、子
ど
も
た
ち
の
祭
典
。あ
ち
こ
ち
か
ら
幼
稚
園
児

が
や
っ
て
き
ま
し
た
。

　
お
話
は
た
だ
の
朗
読
で
は
な
く
、歌
を
入
れ
て
語
る「
浦
島
太
郎
」「
桃
太
郎
」。知
っ
て

い
そ
う
で
知
ら
な
い
お
話
に
き
ら
き
ら
目
を
輝
か
せ
て
聞
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。

場
所
は
博
物
館
、静
か
な
空
間
に
子
ど
も
た
ち
の
声
が
こ
だ
ま
し
ま
し
た
。何
し
ろ
舞
台

で
西
山
琴
恵
さ
ん
が
歌
う
と
、み
ん
な
一
斉
に
う
た
い
だ
し
ま
す
。こ
ち
ら
が
す
っ
か
り
平

和
な
気
分
に
な
り
、つ
い
笑
い
が
こ
ぼ
れ
ま
し
た
。終
わ
っ

て
も
子
ど
も
た
ち
は
な
か
な
か
帰
ろ
う
と
し
ま
せ
ん
。

　

ピ
ア
ニ
ス
ト
の
逸
見
良
三
さ
ん
は「
あ
ん
た
ピ
ア
ノ
が
上

手
い
ね
」と
い
わ
れ
て
ぎ
ゃ
ふ
ん
。会
長
の
西
舘
好
子
さ
ん

は「
年
い
く
つ
?
」と
聞
か
れ「
78
才
」と
答
え
た
ら
、「
フ
ー

ン
若
い
ね
、70
歳
く
ら
い
か
と
思
っ
た
」、あ
ん
ま
り
変
わ
ら

な
い
よ
う
だ
け
ど
実
感
は
子
ど
も
に
な
い
の
か
も
。苦
笑
い

し
て
い
ま
し
た
。

　

出
演
者
に
と
っ
て
も
楽
し
い
一
日
で
し
た
。福
島
博
物

館
の
江
川
さ
ん
、い
ろ
い
ろ
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

■
ふ
れ
あ
い
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
サ
ー
ト

　
　
～
世
界
の
子
守
唄
と
童
謡
・
唱
歌
～

開
催
日
：
平
成
30
年
10
月
31
日（
水
）

主　

催
：
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構

会　

場
：
阿
倍
野
区
民
セ
ン
タ
ー 

小
ホ
ー
ル

　

大
阪
は
子
ど
も
た
ち
の
歌
が
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
聞
か

れ
る
和
気
あ
い
あ
い
の
会
場
で
幕
開
け
し
ま
し
た
。稲
村

な
お
こ
さ
ん
、西
山
琴
絵
さ
ん
、雨
宮
知
子
さ
ん
、レ
イ
ン

ボ
ー
カ
ル
テ
ッ
ト
の
皆
さ
ん
と
に
ぎ
や
か
な
そ
ろ
い
踏
み
。

息
の
合
っ
た
と
こ
ろ
を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。お
母
さ
ん
を

テ
ー
マ
に
し
て
み
ま
し
た
。

　

動
物
の
シ
リ
ー
ズ
、お
遊
び
の
シ
リ
ー
ズ
、お
誕
生
日
で
参
加
の
シ
ー
ン
、ど
れ
に
も
子

ど
も
た
ち
の
声
が
か
さ
な
り
ま
す
。一
体
感
と
い
う
の
は
平
和
な
感
じ
を
倍
加
さ
せ
ま
す
。

幼
稚
園
の
園
児
さ
ん
た
ち
の
行
儀
の
い
い
こ
と
、音
楽
教
育
を
率
先
し
て
や
っ
て
い
る
園

の
情
操
教
育
が
徹
底
し
て
い
る
の
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。

■
ふ
れ
あ
い
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
サ
ー
ト

　
　
～
世
界
の
子
守
唄
と
童
謡
・
唱
歌
～

開
催
日
：
平
成
30
年
11
月
4
日（
日
）

主　

催
：
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構

会　

場
：
国
立
中
央
青
少
年
交
流
の
家 

講
堂

　

私
た
ち
の
イ
ベ
ン
ト
で
こ
ん
な
に
さ
み
し
く
感
じ
ら
れ
た

の
は
初
め
て
、ち
ょ
っ
と
落
ち
込
み
ま
し
た
。会
場
の
外
は

１
２
，０
０
０
名
の
人
が
訪
れ
て
い
た
の
で
す
が
、な
か
な
か

足
が
子
守
唄
フ
ェ
ス
タ
に
向
い
て
く
れ
ま
せ
ん
。国
の
施
設

の
御
殿
場
は
と
て
も
広
く
ま
た
複
雑
な
つ
く
り
を
し
て
い
る

こ
と
と
、わ
か
り
に
く
か
っ
た
の
が
原
因
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
は
反
省
し
き
り
、今
後
の
課
題
と
な
り
そ
う
で
す
。

■
ふ
れ
あ
い
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
サ
ー
ト

開
催
日
：
平
成
30
年
11
月
17
日（
土
）

主　

催
：
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構

会　

場
：
国
立
三
瓶
青
少
年
交
流
の
家 

講
堂

　

素
晴
ら
し
い
会
が
で
き
ま
し
た
。職
員
の
み
な
さ
ま
が

手
作
り
で
の
会
場
づ
く
り
。舞
台
、入
口
、ど
こ
ま
で
も
暖

か
な
心
に
満
ち
溢
れ
て
い
ま
し
た
。子
ど
も
た
ち
と
宿
泊

し
て
い
た
留
学
生
の
皆
さ
ん
。中
国
、ベ
ト
ナ
ム
、の
若
い
方

た
ち
の
参
加
が
あ
り
、国
際
交
流
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

〇�

最
後
に
子
ど
も
を
ス
テ
ー
ジ
に
立
た
せ
て
く
だ
さ
っ
て
嬉
し
そ
う
な
姿
を
見
ら
れ
て
と
て

も
よ
か
っ
た
。

〇�

初
め
て
の
参
加
。思
い
出
す
こ
と
ば
か
り
。

〇�

4
才
の
子
ど
も
が
嬉
し
そ
う
に
手
遊
び
。今
日
か
ら
ま
た
優
し
い
気
持
ち
で
子
ど
も
と
向

か
い
合
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す

■
ス
ミ
セ
イ
キ
ッ
ズ
フ
ォ
ー
ラ
ム 

～
親
子
の
絆
の
子
守
唄
～

開
催
日
：
平
成
30
年
9
月
30
日（
日
）

主　

催
：
公
益
財
団
法
人
住
友
生
命
健
康
財
団

会　

場
：
テ
ィ
ア
ラ
こ
う
と
う 

大
ホ
ー
ル

　
何
度
と
な
く
観
客
の
皆
さ
ん
か
ら
リ
ク
エ
ス
ト
し
て
い
た
だ
い
た
古
謝
美
佐
子
さ
ん
の
出

演
。相
変
わ
ら
ず
の
美
し
い
長
い
髪
。フ
ァ
ン
が
本
当
に
多
い
の
で
す
ね
。独
特
の
沖
縄
の
子
守

唄
、子
ど
も
も
大
人
も
楽
し
め
た
イ
ベ
ン
ト
、会
場
は
超
満
員

で
し
た
。台
風
も
速
度
を
遅
く
し
て
く
れ
た
の
か
、開
演
か
ら

終
演
ま
で
雨
も
な
く
、空
は
ど
ん
よ
り
曇
っ
て
い
ま
し
た
。

　

川
口
京
子
さ
ん
、稲
村
な
お
子
さ
ん
は
、お
得
意
の
童
謡

唱
歌
を
熱
唱
、会
場
を
わ
か
せ
ま
し
た
。本
当
に
歌
と
い
う

癒
し
と
開
放
感
を
し
み
じ
み
味
わ
う
と
い
う
時
間
は
ど
ん

な
に
大
切
か
。会
場
を
駆
け
ず
り
回
っ
て
い
る
子
ど
も
た

ち
も
一
瞬
そ
こ
で
立
ち
止
ま
っ
て
舞
台
に
く
ぎ
付
け
と
い

う
の
は
、心
に
ひ
び
く
も
の
が
あ
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

夜
は
大
雨
に
な
り
ま
し
た
。

■
願
海
庵
ま
つ
り

開
催
日
：
平
成
30
年
10
月
7
日（
日
）

主　

催
：
願
海
庵

会　

場
：
岩
手
県
二
戸
市 

願
海
庵 

本
堂

　

岩
手
県
二
戸
市
願
海
庵
の
本
堂
に
て
井
上
麻
矢
理
事

長
と
、作
家
の
青
木
新
門
先
生
が
講
演
を
行
い
ま
し
た
。

当
日
は「
願
海
庵
ま
つ
り
」と
称
し
て
境
内
で
射
的
や
投

げ
輪
、食
べ
も
の
や
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
な
ど
の
出
店
が
並

び
、多
く
の
人
で
賑
わ
っ
て
い
ま
し
た
が
、講
演
が
始
ま
る

と
一
斉
に
本
堂
に
集
ま
っ
て
い
た
だ
い
た
た
め
か
一
気
に
境

内
が
静
か
に
な
り
ま
し
た
。

　

井
上
麻
矢
理
事
長
は
日
本
子
守
唄
協
会
に
つ
い
て
、青

木
新
門
先
生
に
は
生
と
死
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
き
ま

し
た
。メ
モ
を
取
る
方
や
ジ
ッ
と
正
座
し
て
聞
き
入
る
方
な

ど
、み
な
さ
ま
講
演
に
没
頭
し
て
い
た
だ
い
た
よ
う
で
す
。
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■
唄
い
継
ご
う
子
守
唄
・
童
謡
・
唱
歌

開
催
日
：
平
成
31
年
1
月
15
日（
火
）、2
月
19
日（
火
）

主　

催
：
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
日
本
子
守
唄
協
会

会　

場
：
浅
草
橋
区
民
館（
東
京
都
台
東
区
）

■
子
守
唄
コ
ン
サ
ー
ト

開
催
日
：
平
成
31
年
1
月
12
日（
土
）

主　

催
：
岩
手
愛
児
会

会　

場
：
み
ち
の
く
み
ど
り
学
園（
岩
手
県
盛
岡
市
）

■
つ
が
る
じ
ょ
っ
ぱ
り
子
守
唄

開
催
日
：
平
成
31
年
2
月
12
日（
火
）

主　

催
：
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
日
本
子
守
唄
協
会

会　

場
：
内
幸
町
ホ
ー
ル（
東
京
都
千
代
田
区
）

■
西
和
賀
こ
も
り
う
た
コ
ン
サ
ー
ト・

開
催
日
：
平
成
31
年
2
月
予
定

主　

催
：
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
輝
け
い
の
ち
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

会　

場
：
西
和
賀
町
文
化
創
造
館 

銀
河
ホ
ー
ル（
岩
手
県
和
賀
郡
西
和
賀
町
）

■
と
や
ま
子
守
唄
フ
ェ
ス
タ

開
催
日
：
平
成
31
年
3
月
3
日（
日
）

主　

催
：
富
山
新
聞
社

会　

場
：
富
山
国
際
会
議
場（
富
山
県
富
山
市
）

■
ふ
る
さ
と
の
空
に
唄
お
う

開
催
日
：
平
成
31
年
3
月
予
定

主　

催
：
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
日
本
子
守
唄
協
会

会　

場
：
大
島
文
化
セ
ン
タ
ー（
山
口
県
大
島
郡
周
防
大
島
）

活

予

動

定

お
問
い
合
わ
せ
や
お
申
し
込
み
は
﹆メ
ー
ル
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ
で

日
本
子
守
唄
協
会
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

E
メ
ー
ル
：info@

kom
oriuta.jp　

F
Ａ
Ｘ
：
０
３
⎜
３
８
６
１
⎜
９
４
１
８

　

色
と
り
ど
り
に
飾
ら
れ
た
風
船
を
い
じ
る
子
、そ
の
風
船
を
片
手
に
場
内
を
駆
け
巡
る

子
、み
ん
な
が
一
体
と
な
っ
て
合
唱
し
ま
し
た
。川
口
京
子
さ
ん
が
、面
白
く
ア
レ
ン
ジ
し
た

「
や
ぎ
さ
ん
郵
便
」や「
犬
の
お
ま
わ
り
さ
ん
」な
ど
を
お
か
し
く
歌
う
と
皆
大
喜
び
。さ
す

が
に
子
守
歌
で
は
み
ん
な
お
母
さ
ん
の
膝
の
上
で
寝
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、稲
村
さ
ん
の
歌

に
は
飛
び
起
き
て
し
ま
い
ま
し
た
。留
学
生
た
ち
は
み
ん
な
稲
村
さ
ん
の
手
話
に
合
わ
せ
て

「
夕
焼
け
小
焼
け
」を
し
て
い
ま
し
た
。終
演
後
も「
手
話
教
え
て
」と
何
度
も
せ
が
ま
れ
て

い
た
よ
う
で
す
。

　

三
瓶
の
宮
本
所
長
、そ
し
て
刈
谷
さ
ん
、暖
か
な
会
場
を
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

■
ふ
れ
あ
い
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
サ
ー
ト

開
催
日
：
平
成
30
年
12
月
1
日（
土
）

主　

催
：
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構

会　

場
：
国
立
岩
手
山
青
少
年
交
流
の
家

　

雄
大
な
岩
手
山
を
望
む
交
流
の
家
は
壁
に
活
動
の
写

真
が
展
示
さ
れ
、こ
こ
が
ど
れ
ほ
ど
み
ん
な
に
愛
さ
れ
て
い

る
か
よ
く
わ
か
り
ま
す
。ち
ょ
う
ど「
な
ま
は
げ
」が
文
化

遺
産
に
な
っ
た
ば
か
り
、廊
下
に
全
国
の
お
面
の
展
示
が

あ
り
、な
ま
は
げ
を
見
つ
け
た
と
き
は
思
わ
ず
シ
ャ
ッ
タ
ー

を
押
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。当
日
は
雪
が
降
り
、あ
た
り
は

真
っ
白
に
な
り
、冬
の
色
を
濃
く
し
ま
し
た
。

　
「
北
風
小
僧
の
勘
太
郎
」か
ら
幕
開
け
し
ま
し
た
。赤
ち
ゃ
ん
連
れ
の
ご
夫
婦
、小
学
生
、お

じ
い
ち
ゃ
ん
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、宿
泊
し
て
い
る
学
生
さ
ん
，養
護
施
設
の
子
供
た
ち
、が
集
ま

り
、歌
を
聴
き
、一
緒
に
手
話
を
や
り
、最
後
は
合
唱
と
、子
供
と
老
人
、知
ら
な
い
人
同
士
が

和
気
あ
い
あ
い
と
一
緒
に
楽
し
い
時
間
を
過
ご
し
ま
し
た
。交
流
は
ま
ず
人
か
ら
、ゆ
っ
た
り

と
し
た
自
然
の
中
で
み
ん
な
が
一
つ
の
こ
と
に
向
か
い
合
う
こ
と
の
意
味
を
し
み
じ
み
感
じ

ま
し
た
。職
員
の
皆
様
の
心
尽
く
し
の
数
々
、子
供
た
ち
の
宝
物
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

■
ふ
れ
あ
い
フ
ァ
ミ
リ
ー
コ
ン
サ
ー
ト

　
　
～
関
東
の
子
守
唄
と
童
謡
・
唱
歌
と
読
み
聞
か
せ
～

開
催
日
：
平
成
30
年
12
月
13
日（
木
）

主　

催
：
国
立
青
少
年
教
育
振
興
機
構

会　

場
：
白
梅
学
園
大
学 

講
堂

　

今
冬
一
番
の
寒
さ
の
中
で
の
イ
ベ
ン
ト
は「
お
話
と
童
謡
、唱
歌
、子
守
唄
」と
盛
り
だ
く

さ
ん
な
内
容
で
す
。季
節
の
歌
か
ら
子
守
唄
、そ
し
て「
う
さ
ぎ
と
亀
」の
歌
入
り
の
お
話
、

白
梅
学
園
幼
稚
園
の
か
わ
い
い
園
児
た
ち
、保
護

者
、白
梅
学
園
保
育
科
の
学
生
さ
ん
な
ど
の
前
で
、

実
は
寒
さ
と
闘
い
な
が
ら
、き
れ
い
な
ド
レ
ス
で
出

演
者
の
皆
さ
ん
大
活
躍
。い
つ
に
変
わ
ら
ぬ
子
供
た

ち
の
元
気
は
パ
ワ
ー
満
開
に
圧
倒
さ
れ
ま
し
た
。

　

寒
さ
な
ん
て
何
の
そ
の
、「
迷
子
の
子
猫
ち
ゃ
ん
」

の
唄
で
は
み
ん
な
が
、会
場
中
を
猫
探
し
に
大
笑
い

し
ま
し
た
。「
う
さ
ぎ
と
亀
」は
そ
れ
ぞ
れ
の
子
育
て

に
関
連
し
た
お
話
を
盛
り
込
み
、う
ん
う
ん
と
う

な
づ
い
て
い
る
お
母
さ
ん
も
い
ま
し
た
。寒
さ
が
吹

き
飛
ぶ
会
場
で
し
た
。

22年前、日本各地に埋もれているであろう子守唄を求め、六十の
還暦を前にした著者は旅に出た。それまでの人生を無我夢中で
生きてきた。その自負もあり、得たもの失ったものの帳尻は合って
いると信じてはいたが、彼女の心は空虚だったに違いない。父親の

「６０からは自分のためではなく人のために
生きるべし」との言葉と、三人の娘たち、そ

れに繋がるかけがえのない孫の存在、
それ以外になにもないと覚悟を決

めての旅だった。この本は、そん
な著者の想いの記録、おそら

く誰もが持つ子守唄とい
う名の心の原風景への

旅の案内書である。

「日本の子守唄」発刊のご案内

游学社
著　西舘好子
定価 2000円＋税

「６０からは自分のためではなく人のために
生きるべし」との言葉と、三人の娘たち、そ

れに繋がるかけがえのない孫の存在、
それ以外になにもないと覚悟を決

めての旅だった。この本は、そん
な著者の想いの記録、おそら

く誰もが持つ子守唄とい
う名の心の原風景への

旅の案内書である。

游学社
著　西舘好子
定価 2000円＋税

勝
海
舟
の
豪
快
さ

　

海
舟
に
は
庶
民
性
に
ま
つ
わ
る
逸
話

が
多
い
幕
臣
時
代
、
明
治
政
府
の
参
議
に

迎
え
ら
れ
た
こ
ろ
に
は
多
く
の
庶
民
と

の
付
き
合
い
が
多
か
っ
た
。

　

同
じ
参
議
の
三
条
太
政
大
臣
が
見
か
ね

て
「
あ
な
た
は
栄
職
に
あ
る
身
分
の
方
だ
。

遊
芸
の
師
匠
や
庶
民
が
出
入
り
な
さ
る
の

は
い
か
が
な
も
の
か
」
と
忠
告
を
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
海
舟
意
に
も
介
せ
ず
「
今

更
長
年
の
友
を
断
絶
す
る
な
ど
で
き
は

し
な
い
。
私
に
は
遊
芸
師
匠
ど
こ
ろ
か
、

博
徒
も
い
れ
ば
、
幇
間
も
茶
屋
の
女
中
も

い
る
。
」
と
平
然
と
し
て
い
た
。

　

言
葉
も
べ
ら
ん
め
え
調
で
、
命
を
惜
し

が
る
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う
。
か
っ
て

坂
本
竜
馬
が
海
舟
を
殺
そ
う
と
思
っ
て

家
を
訪
問
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
無
防
備
さ

に
圧
倒
さ
れ
す
っ
か
り
魅
せ
ら
れ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
。

　

徳
川
家
康
は
思
慮
深
く
画
策
家
と
称

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
基
本
は
「
碁
」
に

あ
っ
た
と
い
う
。

　

駿
府
に
隠
居
し
て
い
た
時
も
相
変
わ
ら

ず
年
寄
り
を
集
め
て
碁
を
打
っ
て
い
た
。

　

庶
民
た
ち
が
勝
負
に
熱
中
す
る
あ
ま

り
地
金
が
出
て
、
あ
れ
こ
れ
雑
談
す
る
の

に
耳
を
傾
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
そ

れ
に
倣
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
庶
民

の
声
と
生
活
の
情
報
を
キ
ャ
ッ
チ
す
る
に

長
け
て
い
た
の
は
、
海
舟
の
故
智
に
倣
っ

て
の
こ
と
だ
と
い
う
わ
け
だ
。

　

江
戸
城
明
け
渡
し
に
、
西
郷
と
肝
胆

相
照
ら
し
、
さ
ら
り
と
大
事
を
決
し
た

の
も
格
式
や
メ
ン
ツ
に
捉
わ
れ
ず
卓
見

し
た
政
治
観
と
そ
の
庶
民
性
に
あ
っ
た

と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。

仏
陀
の
苦
行

　

一
粒
の
ご
ま
と
一
粒
の
米
の
ほ
か
は
一

切
口
に
し
な
い
と
食
物
を
断
つ
、
と
い
う

修
行
「
一
麻
一
糸
」
の
苦
行
に
入
っ
た
釈

尊
は
、
神
は
ヨ
モ
ギ
の
よ
う
に
な
り
、
目

は
落
ち
く
ぼ
み
、
骨
と
皮
、
腹
の
皮
と
背

の
皮
が
く
っ
つ
く
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
向
に
彼
に
悟
り

は
や
っ
て
こ
な
い
。

　

そ
の
時
ネ
ラ
ン
ジ
ャ
ラ
ー
河
の
堤
の
上

を
民
謡
を
歌
っ
て
徹
農
夫
の
声
が
聞
こ
え

て
き
た

糸
は
強
す
ぎ
る
と
切
れ
る

弱
い
と
弱
い
で
ま
た
鳴
ら
ぬ

程
よ
い
調
子
に
絞
め
て

上
手
に
か
き
な
ら
す
が
よ
い

　

そ
の
時
釈
尊
の
心
に
霊
感
が
ひ
ら
め

い
た
。
彼
は
す
っ
ぱ
り
修
行
を
や
め
て
そ

の
場
を
立
ち
退
い
た
。

歴
史
の
裏
話

3637



平
成
3
1
年
1
月
7
日
発
行
　
　

［
発

行
人

］ 西
舘

好
子

 
［

発
行

所
］ N

P
O

法
人

 日
本

子
守

唄
協

会
　

〒
1

1
1

-0
0

5
3

 東
京

都
台

東
区

浅
草

橋
1

-3
2

-6
 長

尾
第

2
ビ

ル
 4

階
［

編
集

人
］ 榊

原
俊

英
 

　
　

　
　

　
T

E
L

 0
3

-3
8

6
1

-9
4

1
7

　
F

A
X

 0
3

-3
8

6
1

-9
4

1
8

　
E

-m
a

il in
fo

@
k

o
m

o
riu

ta
.jp

　
U

R
L

 h
ttp

://w
w

w
.k

o
m

o
riu

ta
.jp

［ 

個 

人 

］

青
木　

新
門

青
山　

司　

赤
枝　

恒
雄

赤
坂  

憲
雄

浅
香　

俊
二

あ
っ
ち
ゃ
ん

阿
部　

輝
彦

安
藤　

和
代

池
本　

幸
一

井
坂　

義
雄

泉　

幹
子

磯
貝　

靖
洋

磯
崎　

文 

市
塚　

廣

市
村　

公
子

井
出　

存
祐

い
で　
は
く

伊
藤　

守

井
上　

京
子

井
上　

小
太
郎

猪
木　

直
樹

今
井　

要
一

今
村　

威

岩
井
沢　

玲
子

内
野　

綾
子

内
野　

経
一
郎

浦
井　

正
明

枝
廣　

映
子

江
藤　

昭
子

海
老
名　

香
葉
子　

江
村　

清　

及
川　

敏
恵

大
川　

幸
枝

大
嶋　

孝
造

大
島　

康
男

大
貫　

育
子

大
野　

隆
司

大
野　

盛
久　

岡
田　

晃
吉

岡
本　

喜
久
穂

岡
本　

敬
子

奥
村　

啓
子

長
田　

暁
二

小
山
内　
ス
ズ
子

小
田
原　

満

尾
原　

昭
夫

小
山　

芳
郎

温
勢　

孝
子

加
賀
山　

昭

葛
西　

大
八

風
間　

佳
子

春
日　

宏
美

門
本　

浩
子

門
山　

榮
作

神
長
倉　

伸
義　

神　

秀
俊

神
山　

利
江

河
原　

公
輔

川
俣　

泰
男

菊
池　

弥
生

木
崎　

啓
子

喜
田
川　

妙
子

北
本　

雅
章

木
下　

由
美
子

木
邊　

円
慈

木
村　

賢
史

木
村　
ヨ
シ

久
世　
ア
キ
子

栗
林　

欣
一

剱
持　

英
子

古
川　

洋
文

古
今
亭　

菊
之
丞

古
関　

正
裕

小
滝　

静
子

小
林　

忠

小
林　

初
子　

小
林　

玲
子

小
室　
七
子

近
藤　

征
治

斉
藤　

桂
子

斎
藤　

寿
孝

斉
藤　

伸
男

酒
井　

董
美

坂
野　

美
恵
子

佐
々
木　

知
子

佐
々
木　

愛
美

佐
藤　

厚
行 

佐
藤　

久
光

佐
藤　

洋
詩
恵

沢
田　

茂
子

柴
田　

炤
夫

柴
沼　

君
暁

清
水　

睦
夫

霜
垣　
ユ
ミ
子

白
石　

晶
子

白
石　

幸
代　

末
廣　

照
純

菅
佐
原　

道
夫

菅
原　

芳
徳

杉
野　

善
彦

須
崎　

晃
一

鈴
木　

タ
ケ

鈴
木　

敏
雄

鈴
木　

敏
博

須
藤　

博

砂
山　
一
子

相
馬　

重
之

袖
山　

榮
眞

田
井　
二
郎

高
田　

修

高
橋　

如
晴

髙
橋　

宏
子

高
橋　

寛

髙
松　

榮
子　

寳
田　

時
雄

田
口　

修
之

竹
内　

恵
里

多
田　

式
江

辰
巳　

千
和
子

田
中　

友
彦

田
邉　

邦
典

田
名
部　

清
一

玉
井　

祥
子

丹
代　

禮
子

塚
本　

幸
子

辻　

容
子

徳
永　

雅
博

富
田　

純
明

奈
加　

靖
子

長
尾　

優
子

長
沢　

大　

中
澤　

浪
子

永
田　

亨

長
縄　

千
鶴
子

中
野　

和
夫

永
見　

徳
代

生
天
目　

喜
子

成
田　
キ
ミ
エ

西
尾　
ま
き

西
川　

京
子

西
田　

博

根
岸　

登
志
子

則
武　

清
司
・
美
佐
子

橋
口　

論

橋
野　

三
千
夫

蓮
田　

太
二 

長
谷
川　

岱
潤

蓮　

清
典

服
部　

弘
志

馬
場　

喜
久
雄
・
光
子

浜
四
津　

敏
子

早
坂　

華
織

原
山　

建
郎

彌　

信
道

日
髙　

静
枝 

平
沼　

明
子

平
野　

俊
興

廣
木　

睦
子

廣
瀬　

俊
之

廣
畑　

見
祐
・
心
香 

福
永　

教
正

藤
木　

隆
宣

藤
木　

雅
雄

藤
澤　

昇

藤
島　

寛
昌

藤
田　

時
江

藤
村　

志
保

藤
森　

久
美
子

古
川　

忠
雄

文
屋　

信
男

堀
田　
チ
ヱ
子

本
條　

秀
太
郎

本
多　

宏
子

前
田　

千
恵
子

増
田　

純
子

増
田　

善
弘

村
井　

清
一
郎

松
田　
一

松
永　

忠
夫

松
原　

健
之 

真
鍋　

昌
弘

丸
山　

雅
士

三
浦　

敏
昭

三
浦　

美
智
代

三
浦　

庸
子

三
上　

智

三
上　

章
道

水
木　

博

宮
川　

慶
子

宮
川　

久
子

宮
崎　

清

宮
地　

勝
美

武
藤　

元
昭

村
井　

繁
雄

村
上　

秀
美

森　

勝

盛
田　

好
一

谷
内　

迪
子

矢
野　

信
保

山
川　

忠

山
川　

敏
明

山
口　

栄

山
口　

泰
祐

山
田　

直
子

山
田　

敬
子

山
中　

宗
一 

山
根　

光
恵

山
元　

絵
津
子

山
本　

定
満

山
本　
ヤ
エ
子

湯
川　
れ
い
子

横
沢　

裕
子 

吉
田　

由
美
子

渡
辺　
あ
き
お
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団 
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一
般
社
団
法
人
バ
リ
ュ
ー
ア
ッ
プ・
ジ
ャ
パ
ン

株
式
会
社
ア
ポ
ロ
・
サ
ン
ズ
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス

株
式
会
社
海
竜
社

株
式
会
社
教
育
芸
術
社

株
式
会
社
日
本
ト
ー
タ
ル
ラ
イ
フ

株
式
会
社
む
さ
し
商
事

セ
レ
モ
ア
ホ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
ス
株
式
会
社

東
京
神
田
青
果
市
場
株
式
会
社

日
本
わ
ら
べ
う
た
の
会

坊
田
か
ず
ま
の
会

み
ん
よ
う
春
秋
社

有
限
会
社
絵
夢

応
援
し
て
く
だ
さ
る
方
々

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

協
会
の
活
動
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
し
た
皆
様
、ご
寄
付
を
有
効
に
使
わ
せ
て

頂
き
ま
す
。こ
れ
か
ら
も
日
本
子
守
唄
協
会
へ
の
応
援
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。温
か
な
ご
支
援
を
本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

２
０
１
8
年
4
月
1
日
か
ら
２
０
１
8
年
12
月
13
日
現
在　
五
十
音
順

（
敬
称
略
）

皆
様
か
ら
の
お
便
り
・
ご
投
稿
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

◎
子
守
唄
に
つ
い
て
疑
問
に
思
う
こ
と
・
知
り
た
い
こ
と
、子
育
て
に
つ
い
て

思
う
こ
と
、親
子
の
思
い
出
話
な
ど
お
送
り
く
だ
さ
い
。思
い
出
の
写
真
な

ど
も
募
集
し
て
お
り
ま
す
。

◎
あ
な
た
の
町
の
地
域
活
性
化
の
た
め
の
活
動
や
育
児
支
援
活
動
、町
な
ら
で
は

の
活
動
な
ど
紹
介
し
た
い
情
報
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、ぜ
ひ
ぜ
ひ
お
教
え
く
だ

さ
い
。「
ら
ら
ば
い
通
信
」を
通
じ
て
地
域
の
情
報
交
換
を
し
ま
せ
ん
か
？

◎
皆
様
と
共
に
ら
ら
ば
い
通
信
を
よ
り
良
い
も
の
に
し
て
い
き
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。お
気
軽
に
ご
意
見・ご
感
想
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

日
本
子
守
唄
協
会
事
務
局
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ららばい通信ご入用の方は当協会にご連絡下さい。
また、保存希望の施設や団体の方も合わせてお申込みくださいませ。

ご
寄
付
の
応
援
を

お
願
い
し
ま
す
！

　

日
本
子
守
唄
協
会
の
活
動

は
、皆
様
か
ら
の
ご
寄
付
に
支

え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。す
べ
て

の
子
ど
も
達
が
希
望
に
満
ち

た
未
来
を
つ
か
め
る
よ
う
、皆

様
か
ら
の
お
気
持
ち
を
寄
付

金
に
託
し
て
、様
々
に
活
動
し

て
ま
い
り
ま
す
。

　

ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し

た
皆
様
に
小
冊
子「
ら
ら
ば
い

通
信
」の
送
付
、イ
ベ
ン
ト
の
ご

案
内
、ま
た
活
動
報
告
を
お
送

り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。ど

う
ぞ
時
期
や
金
額
に
関
わ
ら

ず
、年
間
を
通
し
て
ご
寄
付
を

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。ご
寄

付
へ
の
詳
細
は
、日
本
子
守
唄

協
会
事
務
局
ま
で
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。


