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■

悲
運
の
家
に
生
ま
れ

私
は
岩
手
県
の
端
で
南
部
煎
餅

屋
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

今
年
で
六
八
歳
。
親
を
通
し
て
生

ま
れ
て
き
た
生
き
通
し
生
き
て
い

る
こ
の
い
の
ち
に
は
、
三
つ
の
真
実
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
「
必
ず
死
ぬ
」
と
い
う
こ
と
。
二
つ
目
「
い
つ

死
ぬ
か
わ
か
ら
な
い
」
、
三
つ
目
は
「
た
っ
た
一
度
限
り
」
。

こ
の
死
生
観
が
定
ま
っ
て
き
ま
す
と
、
人
生
の
密
度
が
変

わ
っ
て
き
ま
す
。
男
性
の
平
均
寿
命
は
八
一
歳
で
す
か
ら
、

六
八
歳
を
時
計
で
示
す
と
夜
の
八
時
を
ま
わ
っ
て
い
ま
す
。

も
う
い
く
ば
く
も
な
い
。
「
今
い
の
ち
が
あ
な
た
を
生
き

て
い
る
／
今
い
の
ち
が
私
を
生
き
て
い
る
」
こ
の
フ
レ
ー

ズ
を
噛
み
し
め
て
い
ま
す
。

母
・
小
松
シ
キ
は
十
八
年
前
に
他
界
し
ま
し
た
。
八
四

年
の
人
生
で
し
た
。
シ
キ
は
大
自
然
の
心
に
従
う
生
き
方

を
教
え
て
く
れ
て
い
た
〜
シ
キ
即
是
空
〜
の
だ
と
思
い
ま

す
。
大
正
七
年
シ
キ
は
極
貧
の
家
に
生
ま
れ
、
八
人
き
ょ

う
だ
い
の
末
っ
子
で
し
た
。
父
は
早
く
に
亡
く
な
り
、
兄

姉
も
次
々
亡
く
な
り
た
だ
一
人
の
生
き
残
り
で
し
た
。
悲

運
に
次
ぐ
悲
運
、
母
カ
ネ
の
悲
し
み
は
い
か
ば
か
り
だ
っ

た
か
。
シ
キ
は
十
二
歳
で
奉
公
に
出
さ
れ
、
お
天
道
に
手

を
合
わ
せ
、
一
心
に
働
き
ま
し
た
。
そ
の
後
行
商
を
し
た

り
す
る
中
で
、
売
る
こ
と
の
大
変
さ
や
、
買
っ
て
い
た
だ

け
る
こ
と
の
喜
び
を
体
験
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
母
親

の
喜
ぶ
顔
見
た
さ
で
辛
い
と
思
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い

い
ま
す
。
二
十
歳
で
結
婚
、
戦
争
に
出
征
し
た
夫
は
復
帰

し
ま
す
が
体
が
元
に
戻
ら
ず
、
シ
キ
が
家
計
を
支
え
、
戦

後
自
宅
を
仕
切
っ
て
煎
餅
焼
き
屋
を
始
め
ま
し
た
。
学
歴

も
財
産
も
何
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ど
ん
底
で
生
き
る
力
が

シ
キ
に
は
あ
り
ま
し
た
。
シ
キ
は
四
人
の
子
供
を
も
う
け
、

さ
ら
に
懸
命
に
働
き
ま
し
た
。

■

道
徳
心
の
あ
る
も
の
は
栄
え
る

こ
の
悲
運
の
家
運
を
良
き
も
の
に
す
る
た
め
に
ど
う
す

れ
ば
よ
い
の
か
？
シ
キ
は
考
え
ま
し
た
。
そ
れ
に
は
「
道

徳
」
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
？
そ
こ
で
モ
ラ
ロ
ジ
ー
に

出
合
う
の
で
す
。
モ
ラ
ロ
ジ
ー
を
創
設
し
た
廣
池
千
九
郎

博
士
の
言
葉
に
「
道
徳
心
の
あ
る
も
の
は
栄
え
、
な
い
も

の
は
滅
び
る
。
人
の
幸
せ
の
根
本
は
道
徳
に
あ
る
」
。

す
べ
て
の
も
の
は
変
わ
り
行
く
も
の
だ
が
、
変
わ
ら
な
い

も
の
が
あ
る
。
そ
れ
が
真
理
の
法
則
で
す
。
私
た
ち
を
生

か
し
て
く
れ
て
い
る
、
目
に
見
え
な
い
自
然
の
働
き
で
す
。

教
え
の
ほ
と
ん
ど
は
「
道
徳
」
に
あ
る
。
安
定
を
得
て
い

る
企
業
に
は
優
れ
た
道
徳
性
が
存
在
し
て
い
る
。
逆
に
ど

ん
な
に
拡
大
発
展
し
て
い
よ
う
が
、
道
徳
的
に
問
題
あ
る

企
業
は
早
晩
衰
退
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

四
人
き
ょ
う
だ
い
の
末
っ
子
で
あ
る
私
を
シ
キ
は
モ
ラ
ロ

ジ
ー
教
育
の
大
学
へ
進
学
さ
せ
て
く
れ
た
の
で
す
が
、
青

年
期
の
私
に
は
そ
の
大
切
さ
が
理
解
で
き
な
い
ま
ま
で
し
た
。

■

運
が
良
く
な
る
三
つ
の
こ
と

会
社
に
入
っ
て
か
ら
は
、
兄
と
の
比
較
に
苦
し
み
、
挫

折
や
劣
等
感
を
味
わ
い
ま
し
た
。
ま
た
成
果
が
上
が
れ
ば

上
が
っ
た
で
、
高
慢
に
も
な
り
ま
し
た
。
当
時
の
無
明
の

世
界
を
彷
徨
っ
て
い
た
私
は
、
諏
訪
久
夫
先
生
と
い
う
人

生
の
師
に
出
会
い
ま
す
。
先
生
か
ら
は
大
切
な
こ
と
を
教

わ
り
ま
し
た
。
「
弟
が
兄
を
凌
げ
ば
稼
業
は
つ
ぶ
れ
る
、

お
前
は
会
社
の
捨
石
に
な
れ
」
と
。
そ
れ
ぞ
れ
に
使
命
と

役
割
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
役
割
を
全
う
す
る
の
が
人

間
と
し
て
最
も
尊
い
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
た
の
で
す
。

そ
し
て
「
が
ん
細
胞
に
な
る
な
」
が
ん
細
胞
の
繁
殖
力
は

強
く
勢
い
が
あ
る
が
、
全
体
に
繋
が
ら
ず
、
身
体
を
痛
め

つ
け
、
や
が
て
が
ん
細
胞
そ
の
も
の
も
滅
ん
で
し
ま
う
、

と
い
う
教
え
で
す
。

母
は
運
を
良
く
し
た
い
、
と
願
っ
て
い
ま
し
た
が
、
先

生
は
運
を
良
く
す
る
に
は
「
徳
」
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
目

に
見
え
る
徳
と
は
、
財
産
や
お
金
な
ど
、
皆
が
欲
し
い
も

の
。
一
方
、
運
を
良
く
す
る
徳
は
目
で
見
え
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
車
内
で
席
を
譲
り
、
そ
の
人
か
ら
感
謝
さ
れ
た

と
き
に
生
ま
れ
る
も
の
が
目
に
見
え
な
い
徳
。
こ
の
徳
は

追
い
か
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
「
運
」
と
「
徳
」
は

イ
コ
ー
ル
で
す
。
そ
し
て
、
人
に
も
企
業
に
も
商
品
に
も

徳
が
あ
る
。
徳
は
品
性
と
も
い
え
ま
す
。
品
性
と
は
、
心

を
使
っ
て
出
て
く
る
人
柄
や
そ
の
人
ら
し
さ
。
優
し
さ
や

狡
さ
な
ど
、
内
に
あ
る
心
は
見
え
な
く
と
も
品
性
と
し
て

自
ず
と
表
に
現
れ
て
く
る
も
の
で
す
。
ま
た
、
徳
は
永
続

性
で
も
あ
る
。
家
も
企
業
も
国
家
も
徳
の
分
量
だ
け
続
く
。

徳
が
な
け
れ
ば
長
々
と
続
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
、

ど
ん
ど
ん
拡
大
す
れ
ば
ど
ん
ど
ん
儲
か
る
よ
う
に
思
う
の

で
す
が
、
徳
以
上
の
規
模
拡
大
は
や
が
て
潰
れ
て
し
ま
う
。

過
去
の
原
因
が
今
の
現
実
に
結
果
と
な
っ
て
表
れ
て
い

ま
す
。
今
の
心
の
使
い
方
が
末
来
の
結
果
を
作
っ
て
ゆ
き

ま
す
。
今
と
い
う
の
は
、
原
因
に
最
も
相
応
し
い
最
善
の

結
果
で
あ
る
と
言
え
ま
し
ょ
う
。
だ
か
ら
自
分
の
都
合
で

取
捨
選
択
す
る
の
で
な
く
、
た
と
え
不
都
合
で
あ
っ
た
と

し
て
も
、
そ
れ
は
過
去
の
原
因
に
最
も
相
応
し
い
結
果
を

い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
な
の
で
、
感
謝
で
受
け
止
め
る
と

き
、
天
を
味
方
に
つ
け
る
こ
と
に
な
る
、
と
先
生
は
教
え

て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

運
が
よ
く
な
る
三
つ
の
こ
と
は
、
①
人
の
役
に
立
つ
こ

と
。
②
人
を
喜
ば
せ
る
こ
と
。

③
人
を
救
う
こ
と
。
自

分
の
運
を
良
く
す
る
の
は
三
つ
と
も
人
の
こ
と
な
の
で
す
。

仕
事
を
通
し
て
、
こ
の
三
つ
を
織
り
込
め
れ
ば
、
運
の
良

い
経
営
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
運
＝
徳
は
仕
事
の
本
質

で
す
。

た
と
え
人
生
の
途
上
で
思
い
が
け
な
い
困
難
や
不
遇
に
遭

遇
し
た
場
合
で
も
、
自
暴
自
棄
に
陥
る
こ
と
な
く
、
自
己

の
運
命
を
立
て
か
え
る
良
い
機
会
で
あ
る
と
感
謝
の
心
で

受
け
止
め
る
こ
と
か
ら
、
人
生
は
開
か
れ
て
い
く
の
で
す
。

（
抄
録

中
川
千
都
子
）

「
シ
キ
即
是
空

花
咲
か
そ
」

小
松
遊
平
先
生
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Ｎ
・
Ｔ

徳
に
応
じ
る
得
。
人
生
何
が
あ
っ
て
も
大
丈
夫
（
感
謝
の
心
）

Ｍ
・
Ｓ

も
ら
う
人
よ
り
、
差
し
上
げ
る
人
の
方
が
嬉
し
い
。
「
結
果
」

よ
り
「
道
程
」
の
価
値
。
お
か
げ
さ
ま
。

Ｎ
・
Ｙ

見
え
な
い
心
の
品
性
が
大
切
で
あ
る
。
心
は
形
に
な
る
。
原
因

と
な
っ
て
い
る
自
分
の
心
を
見
直
す
と
、
そ
れ
も
宝
に
な
る
。

Ｓ
・
Ｙ

確
固
た
る
自
分
の
信
念
を
持
て
る
と
い
う
こ
と
が
、
大
切
な
こ

と
だ
と
改
め
て
思
い
、
そ
う
あ
り
た
い
と
思
い
ま
し
た
。

Ｓ
・
Ｋ

家
運
を
立
て
替
え
る
に
は
「
道
徳
」
が
必
要
。
全
て
に
感
謝
す

れ
ば
、
天
を
味
方
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｋ
・
Ａ

「
得
と
徳
（
品
性･

運･

永
継
続
）
」
の
違
い
。
「
運
」
が
良
く

な
る
三
つ
の
こ
と
。
①
人
の
役
に
立
つ
こ
と

②
人
を
喜
ば
せ

る
こ
と

③
人
を
救
う
こ
と

Ｋ
・
Ｈ

感
謝
の
心
は
、
神
仏
の
心
。
人
生
「
捨
て
石
」
に
な
る
こ
と
の

大
切
さ
。

Ｔ
・
Ｋ

「
運
」
が
良
く
な
る
こ
と
三
つ
。

Ｓ
・
Ｌ

後
の
世
の
人
に
徳
を
残
し
て
い
け
る
行
動
を
心
掛
け
た
い
。

Ｆ
・
Ｓ

「
徳
」
＝

品
性
・
運
・
永
続
性

Ｍ
・
Ｍ

心
が
形
を
生
む
。
毎
月
一
回
心
を
磨
き
会
い
、
品
性
を
高
め
合

う
修
行
の
場
を
中
之
島
の
こ
の
地
に
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
に

感
謝
し
て
お
り
ま
す
。

Ｙ
・
Ｎ

得
は
追
え
ば
逃
げ
る
。
得
に
応
じ
て
徳
が
つ
い
て
く
る
。

身
に
覚
え
が
な
い
こ
と
は
、
身
に
覚
え
が
あ
る
こ
と
よ
り
も
根

が
深
い
。
人
の
痛
み
が
わ
か
る
こ
と
の
大
切
さ
。

Ｎ
・
Ｋ

そ
れ
ぞ
れ
の
使
命
・
役
割
を
全
う
す
る
こ
と
が
も
っ
と
も
尊
い
。

「
徳
」
に
応
じ
て
「
得
」
が
つ
い
て
く
る
。
心
が
形
を
生
む
。

Ｏ
・
Ｙ

「
順
現
報
受
・
順
次
生
受
・
順
後
次
受
」
お
陰
様
の
生
き
方
。

Ｉ
・
Ｔ

泣
け
て
い
る
う
ち
は
ま
だ
・
・
・
。
家
運
を
立
て
替
え
る
＝
そ

の
た
め
に
「
直
得
」
が
必
要
。
道
徳
心
の
あ
る
者
は
栄
え
、
無

い
者
は
滅
び
る
。
弟
が
兄
を
凌
げ
ば
家
業
は
滅
び
る
。

Ｔ
・
Ｋ

人
の
幸
せ
の
根
本
は
道
徳
に
あ
る
。
身
の
覚
え
が
な
い
こ
と
は
、

身
に
お
覚
え
が
あ
る
こ
と
よ
り
根
が
深
い
。

Ｓ
・
Ｙ

モ
ラ
ロ
ジ
ア
ン
を
し
て
３
０
年
余
り
学
ぶ
ご
縁
を
得
て
、
品
性

を
高
め
る
、
感
謝
の
心
、
運
命
の
改
善
に
つ
い
て
ご
講
話
を
拝

聴
し
、
理
解
共
感
を
よ
り
深
く
実
感
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

Ｈ
・
Ｔ

こ
と
ば
の
気
付
き
に
ハ
ッ
と
思
い
出
し
ま
し
た
。
良
い
指
導
者

に
出
会
う
こ
と
が
大
事
。

Ｙ
・
Ｙ

い
ま
、
い
の
ち
が
あ
な
た
を
生
き
て
い
る
。
「
徳
」
は
見
え
な

い
も
の
。
徳
（
因
果
律
）
は
、
世
代
を
超
え
て
。

Ｈ
・
Ｍ

「
感
謝
」
は
神
佛
の
心
と
同
じ
は
、
深
く
心
に
沁
み
入
り
ま
し

た
。
。
寺
田
先
生
は
「
感
謝
」
＋
「
報
恩
」
が
大
切
と
ご
指
導

く
だ
さ
い
ま
し
た

《
わ
た
し
の
感
動
語
録
（
抄
録
）
》
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■

運
は
自
分
で
切
り
拓
い
て
い
く
も
の

本
日
、
小
松
先
生
の
「
球
拾
い
」
の
話

を
伺
っ
て
、
祖
母
の
「
運
は
自
分
で
切
り

拓
い
て
い
く
も
の
」
と
い
う
言
葉
を
思
い

出
し
ま
し
た
。
私
に
は
野
球
を
し
て
い
る

息
子
が
い
る
の
で
す
が
、
高
い
レ
ベ
ル
で
競
う
か
ら
意
味
が
あ

る
と
私
立
高
校
に
行
っ
た
も
の
の
、
１
年
た
た
ず
に
弱
音
を
吐

き
だ
し
ま
し
た
。
そ
の
時
助
け
て
下
さ
っ
た
の
が
、
本
田
先
生

で
す
。
本
田
先
生
は
以
下
の
よ
う
な
話
を
し
て
下
さ
っ
た
の
で

す
。

星
稜
高
校
の
、
あ
る
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
投
手
が
、
試
合
に
決
し
て

出
る
こ
と
が
で
き
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
、
打
者
と
向
き
合
い
、

調
子
を
良
く
し
て
あ
げ
よ
う
と
、
全
力
で
練
習
を
し
て
い
た
。

あ
る
時
監
督
が
、
彼
は
球
筋
が
い
い
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
い
い
、

と
言
い
、
最
後
の
夏
に
、
彼
は
エ
ー
ス
ナ
ン
バ
ー
を
与
え
ら
れ

た
。
ま
た
、
山
下
総
監
督
も
高
校
ま
で
は
名
の
通
っ
た
選
手
だ
っ

た
が
、
駒
澤
大
学
に
進
み
、
ほ
ど
な
く
、
こ
こ
で
は
選
手
に
な

れ
な
い
と
悟
っ
た
。
そ
の
時
彼
は
「
日
本
一
の
球
拾
い
に
な
る
」

と
言
っ
た
。
そ
し
て
、
４
年
間
一
度
も
出
番
は
な
か
っ
た
が
、

後
に
名
監
督
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
の
時
の
経

験
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
。
努
力
し
た
こ
と
は
必
ず
結
果
と
し
て

出
る
。

■

令
和
に
至
る
悠
久
の
歴
史

日
本
は
建
国
２
６
８
１
年
と
い
う
、
世
界
一
の
歴
史
を
持
っ

て
い
ま
す
。
第
二
位
の
デ
ン
マ
ー
ク
は
１
１
０
０
年
、
第
三
位

の
イ
ギ
リ
ス
は
９
５
０
年
。
２
６
８
１
年
前
と
い
う
と
神
話
の

時
代
。
天
照
大
神
の
後
継
で
あ
る
神
武
天
皇
の
即
位
か
ら
始
ま

り
、
現
在
の
天
皇
陛
下
は
１
２
６
代
目
。
神
話
と
国
の
歴
史
が

つ
な
が
っ
て
い
る
の
は
日
本
だ
け
で
す
。
そ
の
間
、
何
度
か
国

難
に
あ
っ
て
い
ま
す
。

・
白
村
江
（
は
く
す
き
の
え
）
の
戦
い
（
６
６
３
年
）

最
初
の
国
難
は
、
百
済
か
ら
助
け
を
求
め
ら
れ
て
出
兵
し
た
白

村
江
の
戦
い
。
大
敗
を
喫
し
、
唐
に
攻
め
入
れ
ら
れ
て
も
お
か

し
く
な
か
っ
た
が
、
日
本
の
守
り
が
堅
く
、
攻
め
て
こ
な
か
っ

た
。
な
ぜ
か
。
白
村
江
に
出
兵
し
て
い
た
大
伴
部
博
麻
（
お
お

と
も
べ
の
は
か
ま
）
は
捕
虜
に
な
っ
て
い
た
が
、
唐
が
日
本
を

攻
め
る
と
い
う
噂
を
聞
き
、
足
止
め
さ
れ
て
い
た
遣
唐
使
の
一

行
に
、
自
分
を
奴
隷
と
し
て
売
り
、
そ
の
お
金
で
帰
国
し
て
、

国
の
存
亡
の
危
機
を
伝
え
て
欲
し
い
と
願
い
出
た
。
こ
れ
に
よ

り
、
危
機
は
免
れ
た
が
、
大
伴
部
博
麻
が
帰
国
し
た
の
は
実
に

３
０
年
後
。
そ
の
際
、
持
統
天
皇
が
大
伴
部
博
麻
に
直
接
お
言

葉
を
か
け
た
、
そ
の
中
に
「
愛
国
」
の
二
文
字
が
あ
り
、
こ
れ

が
日
本
の
歴
史
で
「
愛
国
」
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
た
時
な
の

で
す
。

こ
の
国
難
の
後
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
・
万
葉
集
が
編
纂
さ

れ
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
、
口
伝
で
伝
わ
っ
て
い
た
も
の
を
、
後

世
に
継
承
す
ペ
く
書
物
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
、
日
本
人
の

宝
、
先
人
が
託
し
た
ラ
ブ
レ
タ
ー
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

「
令
和
」
と
い
う
元
号
は
、
万
葉
集
か
ら
と
ら
れ
た
も
の
で
す
。

そ
れ
ま
で
の
元
号
は
全
て
中
国
の
古
典
か
ら
き
て
い
る
の
で
す

が
、
「
令
和
」
は
、
国
書
か
ら
と
ら
れ
た
初
の
元
号
で
す
。

現
在
、
コ
ロ
ナ
で
大
変
な
時
期
で
す
が
、
国
難
は
、
大
き
く

変
わ
る
時
で
も
あ
り
ま
す
。
日
本
が
輝
く
令
和
の
時
代
を
切
り

拓
い
て
い
き
た
い
で
す
よ
ね
。

・
元
寇

元
寇
で
日
本
が
勝
て
た
の
は
神
風
（
台
風
）
の
お
か
げ
、
と

思
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
単
な
る
ラ
ッ
キ
ー･･･

で
は
な
く
、

鎌
倉
武
士
が
国
を
守
る
た
め
に
頑
張
っ
た
か
ら
で
す
。
ま
た
、

福
岡
に
あ
る
元
寇
資
料
館
に
、
亀
山
上
皇
が
「
敵
国
降
伏
を
祈

り
続
け
た
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
敵
国
降
伏
」
と
い
う
の
は
、

「
敵
国
『
を
』
降
伏
さ
せ
る
」
で
は
な
く
「
敵
国
『
が
』
降
伏

す
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
我
が
国
の
徳
の
力
に
相
手
が
ひ
れ

伏
す
こ
と
で
す
。
ま
さ
に
、
先
人
の
志
と
皇
室
の
祈
り
で
元
寇

の
困
難
を
乗
り
越
え
た
の
で
す
。

・
天
明
の
大
飢
饉

天
下
泰
平
の
世
の
江
戸
時
代
に
も
、
飢
饉
と
い
う
国
難
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
も
大
き
な
も
の
が
，
天
明
の
大
飢
饉
で

す
。
こ
の
時
代
は
「
禁
中
並
公
家
諸
法
度
」
で
皇
室
の
方
々
も

京
都
御
所
か
ら
出
る
こ
と
も
で
き
な
い
時
代
で
し
た
。
し
か
し
、

光
格
天
皇
は
そ
の
タ
ブ
ー
を
犯
し
、
幕
府
に
民
の
救
済
の
お
願

い
を
し
た
の
で
す
。
皇
室
で
は
今
も
毎
日
、
「
民
安
か
れ
」
と

国
民
の
幸
せ
を
祈
っ
て
下
さ
っ
て
い
る
の
で
す
。

・
幕
末
の
ペ
リ
ー
来
航
か
ら
日
清
・
日
露
戦
争

日
本
の
歴
史
の
中
で
も
、
最
大
の
国
難
は
こ
の
時
代
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
ア
ジ
ア
で
独
立
を
守
り
通
せ
た
の
は
タ
イ
と

日
本
の
み
で
す
が
、
日
本
が
独
立
を
守
れ
た
の
は
明
治
維
新
で

近
代
化
に
成
功
し
た
た
め
、
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
で
は
、
そ

の
功
労
者
は
？
と
問
わ
れ
た
と
き
、
歴
史
家
の
徳
富
蘇
峰
は
、

孝
明
天
皇
、
と
言
い
切
っ
て
い
ま
す
。
孝
明
天
皇
は
「
戈
（
ほ

こ
）
と
り
て

守
れ
宮
人

九
重
の

み
は
し
の
桜

風
そ
よ

ぐ
な
り
」
と
詠
み
ま
し
た
。
風
で
木
々
が
そ
よ
ぐ
の
は
、
危
機

が
や
っ
て
く
る
、
と
い
う
ペ
リ
ー
来
航
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

「
和
歌
は
祈
り
」
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、
我
が
国
を
何
と
し
て

も
守
り
た
い
、
と
い
う
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
幕
末
の

志
士
達
も
、
開
国
か
攘
夷
か
と
い
う
の
は
方
法
論
が
違
う
だ
け

で
、
孝
明
天
皇
の
祈
り
に
報
い
た
い
、
と
い
う
思
い
で
団
結
し

た
の
で
す
。

・
大
東
亜
戦
争

国
が
滅
ん
で
も
お
か
し
く
な
か
っ
た
大
東
亜
戦
争
。
敗
戦
当

初
、
昭
和
天
皇
は
譲
位
の
意
向
が
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す

が
、
あ
え
て
イ
バ
ラ
の
道
を
選
び
、
国
民
を
勇
気
づ
け
る
た
め

の
全
国
巡
幸
に
出
ら
れ
た
。
そ
こ
で
孤
児
と
話
を
さ
れ
た
際

「
私
は
御
仏
の
子
で
す
。
ま
た
両
親
に
会
え
ま
す
。
」
と
語
っ

た
そ
の
子
に
、
天
皇
は
「
仏
の
子
は
幸
せ
ね
」
と
言
葉
を
か
け

ら
れ
涙
を
流
し
た
。
そ
の
時
、
そ
の
孤
児
は
「
お
父
さ
ん･

･
･

」

と
思
わ
ず
言
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
よ
う
に
、
国
民
が
両
陛
下

を
お
父
さ
ん
、
お
母
さ
ん
と
家
族
の
よ
う
に
慕
っ
て
い
た
の
で

す
。
天
皇
家
は
国
民
を
大
御
宝
（
お
お
み
た
か
ら
）
と
呼
び
、

国
民
は
、
皇
室
の
想
い
で
あ
る
、
大
御
心
（
お
お
み
こ
こ
ろ
）

に
報
い
た
い
と
思
う
。
日
本
の
歴
史
は
、
大
御
心
に
応
え
て
き

た
志
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
き
た
が
、
私
達
は
、
そ
れ
を
ま
だ

ま
だ
自
覚
で
き
て
い
な
い
、
語
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

（
抄
録

野
依
佐
千
子
）

｢

ひ
の
も
と
の
国
を
支
え
て
き
た

先
人
の
志
と
皇
室
の
祈
り
」

白
駒
妃
登
美
先
生

人間学講座
第102講
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Ｈ
・
Ｍ

私
達
が
皇
室
の
こ
と
を
思
い
ま
す
時
、
皇
室
は
春
の
よ
う
な
存

在
だ
と
感
じ
ま
す
の
は
「
民
安
か
れ
」
と
国
民
の
幸
せ
の
み
を

祈
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
の
だ
と
知
り
ま
し
た
。

Ｙ
・
Ｙ

本
当
の
志
は
、
皇
室
の
大
御
心
に
応
え
た
い
と
い
う
が
志

Ｈ
・
Ｔ

運
は
自
分
で
き
り
開
い
て
い
く
も
の
。
良
い
こ
と
を
く
り
返
す
。

Ｔ
・
Ｋ

皇
室
は
万
年
の
春
。
全
て
の
民
は
、
大
御
宝
、
大
御
心
で
支
え

て
く
だ
さ
っ
て
い
る
か
ら
。

Ｉ
・
Ｔ

自
分
の
置
か
れ
た
場
で
最
善
を
尽
く
す
。

Ｏ
・
Ｙ

愛
す
る
者
を
守
る
と
い
う
日
本
魂
に
は
、
先
人
の
歴
史
が
あ
り
、

今
の
幸
せ
を
、
切
に
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

Ｎ
・
Ｋ

憎
し
み
は
憎
し
み
に
よ
っ
て
消
え
る
も
の
で
な
い
、
慈
悲
の
心

の
み
に
よ
っ
て
消
え
る
。

Ｓ
・
Ｒ

日
本
人
で
あ
る
こ
と
に
誇
り
を
感
じ
ま
し
た
。Ｔ

・
Ｋ

ご
講
話
を
涙
混
じ
り
に
拝
聴
致
し
ま
し
た
。
現
在
司
馬
歴
史
観

に
酔
い
し
れ
て
い
ま
す
。

Ｋ
・
Ｈ

お
天
道
様
が
観
て
い
る
。
努
力
す
れ
ば
必
ず
芽
が
出
る
。

Ｋ
・
Ａ

恩
を
知
り
恩
に
報
い
る
こ
と
が
、
運
を
強
く
す
る
こ
と
に
な
る
。

Ｓ
・
Ｔ

お
話
し
の
全
て
が
感
動
語
録
で
す
。

Ｎ
・
Ｕ

天
皇
は
国
民
を
大
御
宝
と
呼
ん
で
い
る
、
こ
の
心
を
大
御
心
と

い
う
。

Ｍ
・
Ｓ

努
力
し
た
こ
と
は
必
ず
花
ひ
ら
く
。

Ｙ
・
Ｎ

肉
体
は
滅
ん
で
も
、
魂
は
生
き
て
受
け
継
が
れ
て
守
ら
れ
て
い

く
。

Ｍ
・
Ｍ

恩
を
返
し
、
恩
を
送
る
こ
と
を
連
綿
と
続
け
て
き
た
日
本
人
で

あ
る
こ
と
を
誇
り
に
思
う
と
共
に
、
天
道
様
に
恥
ず
る
こ
と
の

な
い
生
き
方
を
し
て
い
き
た
い
。

Ｆ
・
Ｓ

徳
の
力
で
民
を
治
め
る
。

Ｎ
・
Ｔ

運
は
自
分
で
開
く
。
努
力
は
花
ひ
ら
く
。

隠
者
へ
の
憧
憬

森
先
生
は
、
あ
る
時
、
ふ
と
漏
ら
さ
れ
た
こ
と
が
ご
ざ
い

ま
す
。
「

わ
た
く
し
は
決
し
て
隠
者
で
は
な
い
。
が
し
か
し
、
隠
者
へ

の
憧
憬
に
お
い
て
決
し
て
人

後
に
落
ち
る
も
の
で
は
な
い
」
と
。
森
先
生
の
述
懐
せ
ら
れ

た
歌
に
も
、

「
一
人
の
隠
者
の
心
幽
け
く
も
追
い
求
め
て
ぞ
ひ
と
世
の
過

ぎ
し
か
」
と
あ
り
ま
す
。

私
自
身
は
名
利
の
念
は
断
ち
切
る
こ
と
は
で
き
ぬ
が
、
名

利
を
超
え
て
、
縁
あ
る
人
と
生
活
を
共
に
し
つ
つ
、
お
の
が

節
を
柾
げ
ず
、
そ
の
生
涯
を
全
う
せ
ら
れ
た
一
人
の
隠
者
そ

の
人
を
追
い
求
め
て
い
る
う
ち
に
、
は
や
一
代
も
終
わ
り
に

近
づ
い
た
も
の
よ
と
の
ご
感
慨
と
受
け
取
っ
て
お
り
ま
す
。

さ
て
そ
の
一
人
の
隠
者
と
は
ど
な
た
で
あ
っ
た
か
と
言
え

ば
、
わ
た
く
し
の
想
像
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
近
江
聖
人
と
た

た
え
ら
れ
る
中
江
藤
樹
先
生
で
あ
り
、
広
島
髙
師
の
西
晋
一

郎
先
生
で
あ
り
、
明
治
期
の
知
ら
れ
ざ
る
人
、
新
井
奥

先

生
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
い
ず
れ
か
お
一
人
か
、

も
し
く
は
そ
の
人
た
ち
に
共
通
す
る
「
幻
」
の
像
こ
そ
、
そ

れ
に
相
応
し
い
と
も
思
え
ま
す
。

い
ま
こ
う
し
て
、
「
森
先
生
の
下
座
行
に
つ
い
て
」
執
筆

の
機
会
を
与
え
ら
れ
、
拙
文
を
書
き
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た

が
、
改
め
て
痛
感
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
は
先
生
の
内
に
燃
え

る
も
の
、
求
道
上
の
一
念
は
、
隠
者
へ
の
憧
憬
で
あ
り
、
伝

導
上
の
心
願
は
、
民
族
の
再
建
で
あ
り
、
世
界
へ
の
貢
献
で

あ
ろ
う
と
、
お
察
し
す
る
わ
け
で
す
。

《
森
信
三
先
生
に
学
ぶ
「
陰
徳
下
座
の
行
」
》

《
わ
た
し
の
感
動
語
録
（
抄
録
）
》
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■

令
和
３
年
５
月
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム

＊
日
時

５
月
８
日
（
第
２
土
曜
）

午
後
１
時
〜
４
時

＊
場
所

グ
ラ
ン
キ
ュ
ー
ブ
大
阪
（
大
阪
国
際
会
議
場
）

大
阪
市
北
区
中
之
島
5-

3-

51

▼

午
後
１
時

〜

午
後
３
時
30
分

＊
講
師

執
行
草
舟
先
生

※

執
行
草
舟
先
生
の
体
調
が
芳
し
く
な
く
、
来
阪
が
叶
い
ま

せ
ん
。
当
日
は
ビ
デ
オ
放
映
と
な
り
ま
す
。

《
人
間
学
塾
・
中
之
島
》

1950

年

東
京
生
ま
れ
。
立
教
大
学
法
学
部
卒
。
実
業
家
、

著
述
家
、
歌
人
。
生
命
の
燃
焼
を
軸
と
し
た
生
き
方
を
実
践
・

提
唱
し
て
い
る
生
命
論
研
究
者
。
著
書
に
人
生
論
『
生
く
る
』

(

講
談
社
刊)

人
間
の
老
い
に
つ
い
て
語
っ
た
共
著
『
耆
に
学

ぶ
』(

エ
イ
チ
エ
ス
刊)

(

寺
田
一
清
名
誉
顧
問
他
共
著)

横
田

南
嶺
老
師
と
禅
と
武
士
道
の
真
髄
を
語
っ
た
対
談
本
『
風
の

彼
方
へ
』
―
禅
と
武
士
道
の
生
き
方
―
『
現
代
の
考
察
』

(

Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
刊)

『
現
代
の
考
察

た
だ
独
り
で
生
き
る
』

（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
刊
）
『
生
く
る
』
（
講
談
社
）
『
脱
人
間

論
』
（
講
談
社
）
そ
の
他
著
書
多
数
。

東
京
都
鍵
山
秀
三
郎
先
生

横
田
南
嶺
館
長
様
の
有
り
難
い
ご
講
話
を
い
た
だ
き
た
だ
き

ま
し
た
。
新
幹
線
を
避
け
て
自
動
車
で
お
越
し
に
な
ら
れ
た
こ

と
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
無
分
別
、
形
直
け
れ
ば
影
端
、

五
蓋
、
調
五
事
、
い
ず
れ
も
現
代
の
日
本
人
が
心
し
て
行
う
こ

と
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

現
・
宗
教
界
で
私
が
も
っ
と
も
尊
敬
申
し
上
げ
る
お
方
で
す
。

埼
玉
県
山
下
武
彦
様

横
田
南
嶺
猊
下
が
深
い
感
銘
を
受
講
者
に
与
え
た
こ
と
が
今

号
の
抄
録
と
、
感
動
語
録
に
よ
り
、
読
者
の
私
に
ま
で
伝
わ
っ

て
ま
い
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
一
重
森
信
三
先
生
に
つ
な
が
る
寺

田
一
清
先
生
を
は
じ
め
と
す
る
人
間
学
塾
・
中
之
島
関
係
者
の

お
力
添
え
に
よ
る
も
の
と
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

森
信
三
先
生
に
学
ぶ
「
陰
徳
下
座
の
行
」
も
身
を
正
す
思
い

で
拝
読
し
ま
し
た
。
森
・
寺
田
お
二
人
の
写
真
も
良
い
で
す
ね
。

宮
城
県
加
藤
昌
夫
様

横
田
南
嶺
猊
下
の
ご
講
話
は
、
「
天
台
小
止
観
」
を
小
輩
の

私
に
も
理
解
で
き
る
よ
う
に
懇
切
て
い
ね
い
に
お
話
し
頂
き
、

更
に
感
動
語
録
の
抄
録
で
理
解
を
深
め
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
禍
で
混
迷
す
る
世
に
一
条
の
光
を
灯
す
お
教
え
に
感
謝

で
ご
ざ
い
ま
す
。

愛
媛
県
桂

誠
司
様

横
田
南
嶺
館
長
が
、
鎌
倉
か
ら
車
で
来
ら
れ
た
と
の
こ
と
、

凄
い
パ
ワ
ー
で
す
ね
。
敬
服
致
し
ま
す
。
講
演
内
容
も
と
て
も

濃
い
も
の
で
し
た
。

岡
山
県
柴
田
久
美
子
様

横
田
先
生
の
抄
録
「
心
を
整
え
る
」
に
は
「
心
を
観
察
す
る
」

「
調
五
事
」
意
識
し
な
が
ら
暮
ら
し
ま
す
。
い
つ
も
学
び
を
頂

き
心
か
ら
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

コ
ロ
ナ
終
息
を
祈
り
な
が
ら
感
謝

埼
玉
県
大
出
雅
一
様

横
田
南
嶺
館
長
の
お
話
は
、
具
体
的
で
大
変
わ
か
り
や
す
い

の
が
有
り
難
い
こ
と
で
し
た
。
姿
形
、
姿
勢
を
真
っ
直
ぐ
に
す

れ
ば
、
そ
の
影
も
真
っ
直
ぐ
に
な
る
。
こ
れ
を
森
信
三
先
生
創

案
の
、
立
腰
教
育
に
例
え
ら
れ
「
心
と
い
う
の
は
目
に
見
え
な

い
か
ら
、
ま
ず
見
え
る
身
体
の
上
で
お
さ
え
て
か
ら
ね
ば
な
ら

ぬ
の
で
す
」
と
、
説
か
れ
ま
し
た
。
身
体
と
心
が
一
体
で
あ
る

こ
と
が
よ
く
わ
か
り
ま
し
た
。

愛
知
県
坂
部
智
一
様

横
田
南
嶺
先
生
の
「
万
難
を
排
し
て
参
ら
ね
ば
」
の
お
言
葉

に
感
動
致
し
ま
す
。
寺
田
一
清
先
生
と
の
ご
縁
か
ら
の
実
践
、

言
葉
に
出
せ
な
い
感
動
で
す
。

「
自
ら
を
灯
火
と
し
、
自
ら
を
拠
り
所
と
せ
よ
」
の
具
体
的
な

手
順
を
教
え
て
く
だ
さ
り
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
五
蓋
に

気
を
つ
け
、
本
来
の
心
に
目
を
向
け
ま
す
。
い
つ
も
学
ば
せ
て

頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

横
田
南
嶺
猊
下

人
間
学
塾
・
中
之
島
で
は
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

一
年
振
り
に
お
目
に
掛
か
れ
て
幸
い
で
し
た
。

コ
ロ
ナ
も
収
ま
ら
ぬ
仲
、
皆
様
の
ご
自
愛
祈
り
ま
す
。

《
芳
信
抄
》

新
刊
ご
案
内

「
人
を
育
て
る
道
」

神
渡
良
平

著

国
民
教
育
の
師
父
・
森
信
三
師
を
し
て
「
超
凡
破
格
の
教
育
者
」
と
称

さ
れ
た
徳
永
康
起
先
生
。
三
十
代
の
若
さ
で
小
学
校
の
校
長
に
就
任
す
る

も
「
教
員
の
仕
事
は
、
教
壇
に
立
っ
て
教
え
る
こ
と
だ
」
と
い
う
信
念
か

ら
自
ら
一
教
師
に
戻
り
、
子
供
た
ち
の
教
育
に
そ
の
身
を
捧
げ
尽
く
し
ま

し
た
。
本
書
は
、
“
伝
説
の
教
師"

と
も
呼
ば
れ
る
氏
の
生
き
方
や
教
育

の
原
点
に
迫
る
の
み
な
ら
ず
、
数
々
の
実
話
を
通
し
て
「
人
を
育
て
る
極

意
」
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

出
版

致
知
出
版
社

価
格

一
七
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〇
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（
税
込
）
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令和３年４月10日(土) 人間学塾・中之島 [ 6 ]

「
訃
報
ご
連
絡
」

人
間
学
塾
・
中
之
島
の
設
立
に
ご
尽
力
い
た
だ
き
、
そ
の
後
、

名
誉
顧
問
を
務
め
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
ま
し
た
寺
田
一
清
先
生
が
、

去
る
三
月
三
十
一
日
午
前
一
時
十
三
分
、
岸
和
田
よ
り
転
居
さ
れ

三
年
が
経
ち
岡
山
県
は
倉
敷
の
地
で
、
九
十
五
歳
の
天
寿
を
全
う

さ
れ
旅
立
た
れ
ま
し
た
。

寺
田
先
生
に
は
ご
生
前
の
ご
指
導
に
深
謝
申
し
あ
げ
ま
す
と
共

に
、
心
中
よ
り
ご
冥
福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
す
。

合
掌

第一期入塾式にてご講話

寺田一清先生揮毫

第一期入塾式懇親会にて満面の笑顔で

第四期 横田南嶺猊下ご講話拝聴にて合掌

第二期京都仁和寺での宿泊研修

第三期金沢星稜女子短期大学部にて宿泊研修

2012年9月第一期入塾式


