
●
7
月
20
日
・
日
経
新
聞
に
電
子

版
に｢

経
済
同

友
会
の
長
谷
川

閑
史
代
表
幹
事

が
定
例
記
者
会

見
で
、
政
府
が

西
日
本
の
起
業

や
家
庭
に
節
電

を
要
請
す
る
見
通
し
に
つ
い
て

「
（
企
業
活
動
に
与
え
る
）
影
響
は

大
き
い
。
政
府
か
ら
明
確
な
解
決

策
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
、
企
業
は

海
外
シ
フ
ト
を
考
え
ざ
る
を
を
得

な
い
。
脅
し
で
も
な
ん
で
も
な
い
」

と
警
告
し
た
。
そ
の
上
で
、
「
来

年
の
電
力
供
給
の
改
善
を
約
束
す

れ
ば
、
（
海
外
移
転
を
）
抑
制
す

る
要
因
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
の
認

識
を
示
し
、
政
府
に
対
し
て
原
発

の
再
稼
動
の
必
要
性
を
改
め
て
訴

え
た
。
文
で
キ
ツ
ク
感
じ
、
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
の

音
声
で
聞
き
な
お
し
た
。
言
葉
使
い
は
官
僚
的
で
な

く
丁
寧
に
話
さ
れ
て
い
た
。
。

○｢

文
芸
春
秋
」

8
月
号
に

【
在
日
60
年
。
日
本

人
と
共
に
生
き
、

共
に
死
に
た
い
ー
と
決
意
す
る
ま
で
・

ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
】
な
ぜ
今｢

日
本

国
籍
」
を
取
得
す
る
の
か
】
が
掲
載

さ
れ
た
。

キ
ー
ン
氏

89
歳
で
著
名
な
日

本
文
学
研
究
者
、
政
府
や
民
間
か

ら
幾
つ
も
の
「
勲
章
や
賞
」
を
得

ら
れ

30
年
前
に
永
住
権
は
得
ら

れ
て
い
る
が
、
改
め
て
国
籍
を
申

請
さ
れ
た
。

３
月

11
日
、
東
日
本
大
地
震

と
津
波
の
恐
ろ
し
い
被
害
の
テ
レ

ビ
放
映
を
米
国
で
目
に
さ
れ
、
更

に｢

福
島
原
発
」
の
放
射
能
被
害

を
恐
れ
続
々
日
本
か
ら
逃
げ
出
す

外
国
人
の
ニ
ュ
ー
ス
を
ニ
ュ
ウ
ョ
ー

ク
で
見
て
怒
り
を
感
じ
、
け
し
か

ら
ん
と
思
い
、
自
分
は
日
本
国
籍

を
申
請
し
た
。
と
書
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
文
は｢

原
発
を
な
く
す
の

が
一
番
安
全
。
日
本
人
は
先
祖
代
々

受
継
い
だ
美
し
い
土
地
、
国
土

を
守
っ
て
い
か
な
ば
な
り
ま
せ

ん
。
森
が
消
滅
し
、
水
が
涸
れ

れ
ば｢

美
し
い
国
・
日
本
」
は
、

た
だ
の
伝
説
に
な
っ
て
し
ま
う
、

日
本
人
の
持
ち
前
に
忍
耐
力
で

す
れ
ば
、
太
陽
光
や
風
力
な
ど

色
々
な
分
野
で
の
開
発
が
発
展

し
て
い
く
と
信
じ
て
ま
す
。
】
（
一

部
抜
粋
し
ま
し
た

）

◇
7
月
23
日
夜
9

時
～

10
時

15
分
・

Ｎ
Ｈ
Ｋ
テ
レ
ビ
で

【
飯
館
村
・
悲
劇
の

100

日
人
間
と
放
射

能
の
全
記
録
・
汚

染
さ
れ
た
美
し
い
里
山
国
の
迷
走
・

村
人
の
怒
り
△
家
族
離
散
・
涙
の

別
れ
・
全
村
非
難
・
故
郷
の
崩
壊

汚
染
の
真
相
】
が
放
映
さ
れ
ま
し

た
。

飯
舘
村
は
福
島
原
発
北
西

30
キ

ロ
以
上
離
れ
た
は
な
れ
た
農
村
・

人
口
は
６
千
余
。
地
震
津
波
の
翌

月
（
四
月
）
12
日
、
村
最
高
齢
。

（
１
０
２
歳
）
の
男
性
が
１
２
日

に
死
亡
し
て
い
ま
す
。
村
や
遺
族

は
自
殺
と
み
て
い
る
。

長
引
く
原
発
事
故
で
健
康
被
害
を

恐
れ
た
家
族
が
村
の
外
に
自
主
避

難
し
て
お
り
、
離
れ
ば
な
れ
で
暮

ら
し
て
い
た
こ
と
を
苦
に
し
た
と

み
ら
れ
る
。
現
在
は
放
射
性
物
質

の
累
積
量
が
高
い
地
域
と
し
て
政

府
か
ら
「
計
画
的
避
難
区
域
」
に

指
定
さ
れ
全
員
離
村
、
今
は
一
人

を
残
し
全
村
避
難
さ
れ
た
よ
う
だ
。

と
ど
け
ら
れ
た
遺
書

ー

語
り
つ
ぐ
京
都
の
戦
争DV

D

終
戦
直
前
に
は
【
原
爆
投
下
候
補

地
」
と
な
っ
て
い
た
京
都
は
他
都

市
ほ
ど
酷
い
空
襲
か
ら
免
れ
た
。

だ
が
「
【
馬
町
や
出
水
な
ど
爆
撃

を
受
け
多
数
の
死
傷
者
を
だ
し
た
。

羽
衣
国
際
大
学
画
規
制
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
が
そ
の
空
襲
を
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
制

作
。
今
回
、
文
部
科
学
省
選
定
作

品
の
認
定
を
得
た
。
Ｄ
Ｖ
Ｄ
は
当

社
に
あ
り
映
写
会
を
し
た
も
の
だ
。

地域のお客様のお役に立つ店をめざして！ とんからりん VOL143 2011(平成23年)8月1日（月）P1

サ
カ
タ
ニ
友
の
会
ニ
ュ
ー
ス

発行者
株式会社サカタニ
集酉楽・サカタニ
ファミリーマート
サカタニ京阪七条店
〒605-0993 京・
東山区七条こころ坂下
℡・075-561-7974
URLwww.sosake.jp/

Eﾒｰﾙ・info@sosake.jp
とんからりんは
毎月発行の
会員新聞です
編集・酒谷義郎
yosirou@sosake.jp

▽
終
戦
直
後
、
毎
晩
強
制
的
に

｢

停
電
」
し
不
自
由
な
生
活
を
し

た
私
達
の
世
代
は
、
こ
れ
ま
で
も

勿
体
な
い
電
気
の
使
い
方
に
違
和

感
を
も
っ
て
い
た
。

▼
時
が
経
ち
「
電
化
＝
経
済
発
展
｝

の
図
式
で｢

水
力
～
火
力
～
原
発
」
」

と
発
電
・
使
用
量
共
に
増
え
、
オ
ー

ル
電
化
寸
前
ま
で
成
長
し
た
。

▽
国
民
も
電
気
は
有
っ
て
当
然
の

意
識
に
な
っ
た
。
そ
こ
へ
大
地
震
。

電
力
会
社
と
政
府
の
安
全
宣
伝
は

福
島
原
発
で｢

化
け
の
皮
」
が
剥

が
れ
た
。

▼
味
も
匂
い
も
音
も
姿
も
見
え
ず

人
間
の
五
感
で
は
認
識
出
来
な
い

「
原
子
力
」
。
爆
弾
で
効
果
を
し

り
廃
棄
処
理
場
も
無
し
に｢

エ
ネ

ル
ギ
ー
源
」
に
使
い
出
し
た
。

▽
ス
リ
ー
マ
イ
ル
・
チ
ェ
ル
ノ
ブ

イ
リ
。
柏
崎
の
原
発
事
故
を
「
他

山
の
石
」
せ
ず
、
自
ら
を
過
信
し

安
全
を
振
り
ま
き
「
原
発
」
依
存

を
高
め
、
政
府
も
そ
れ
を
認
め
た
。

▼
事
故
後
の
電
力
会
社
・
政
府
の

対
応
は
自
ら
が
加
害
者
で
あ
り
、

共
同
正
犯
的
立
場
だ
と
思
う
が
、

第
三
者
的
な
報
告
で
終
始
。
誤
り

を
認
め
正
す
気
は
な
さ
そ
う
だ
。

▽
過
っ
て
の
戦
争
時
，
三
国
同
盟

し
た
「
独
・
伊
」
は
原
発
廃
止
を

既
に
決
め
た
。
世
界
唯
一
被
爆
国

で
あ
る
日
本
は
本
来
な
ら
事
故
直

後
に
廃
止
を
決
め
る
べ
き
と
思
う
。

▼
ラ
ジ
ウ
ム
発
見
の
キ
ュ
リ
ー
夫

人
も
不
安
を
予
想
し
た
と
聞
く
。

ノ
ー
ベ
ル
物
理
学
賞
の
ベ
ク
レ
ル

博
士
も
今
日
を
悲
し
む
だ
ろ
う
。

原
発
廃
止
は
避
難
者
の
願
い
と
思

う
。
多
数
で
共
有
し
た
も
の
だ
。

ー
ー

ど
ん
つ
き
ー
ー

今
回
は
、
高
齢

者
比
率
京
都
一

と
い
う
東
山
区

に
ふ
さ
わ
し
い

話
で
す
。

介
護
の
こ
と
、

介
護
保
険
の
こ

と
、
手
続
き
の

こ
と
な
ど
分
り
や
す
く
ご
説
明
い

た
だ
き
ま
し
た
。
お
話
後
・
何
時
も

の
よ
う
に
「
ギ
ャ
ラ
リ
ー
カ
フ
ェ
集
｝

で
お
粥
を
食
べ
ま
し
た
。40
名
満
席

地
震
・
津
波
・
原
発
に
対
す
る

三
つ
の
生
き
方

あ
な
た
は
、
ど
う
思
い
ま
す
か
？

第
79
回
朝
粥
食
べ
て
お
シ
ャ
ベ
リ
会

７
/
17
・
・

定
例
第
3
日
曜
・

今
回
の
朝
粥
を
食
べ
る
前

「
私
ら
し
く
生
き
る
ヒ
ン
ト
」
の

（
マ
イ
ケ
ア
プ
ラ
ン
っ
て
な
ん
ど
す
？
）

お
話
は

佐
竹
紀
美
子
さ
ん

左が長谷川代表幹事

福島第一原発からm北西３０KM以上離れた、美しい飯舘村



い
。16

年
程

宇
治
市
に

住
ん
で
い
た
が
、
こ
の
６
月
東
山

区
に
戻
り
ま
し
た
。
歳
を
重
ね
て

故
郷
が
恋
し
く
な
た
の
で
す
と
言

い
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
根
が

「
仕
事
馬
鹿
」
で
通
勤
時
間
が
勿

体
な
い
が
本
音
で
す
。

都
市
の
格
か
ら
い
え
ば
、
宇
治

市
は
京
都
の
衛
星
都
市
、
大
関
と

十
両
程
の
差
が
あ
る
で
し
ょ
う
。

で
も
生
活
者
か
ら
の
視
線
で
比
較

す
る
と
逆
転
す
る
こ
と
も
少
な
く

あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
「
ゴ
ミ
の

分
別
回
収
」｢

市
民
広
報｣

そ
し
て

「
水
」
で
す
。
残
念
な
が
ら
私
の

評
価
で
は
「
宇
治
市
」
に
軍
配
を

上
げ
ま
す
。
こ
こ
で
は
他
の
事
は

さ
て
置
い
て
「
水
」
に
絞
っ
て
書

き
ま
す
。

移
り
住
ん
だ
家
は
古
屋
改
造
で

「
水
周
り
」
は
全
部
新
し
く
し
ま

し
た
。
住
み
始
め
「
水
道
水
」
を

飲
み
、
宇
治
市
の
水
道
と
温
度
と

味
の
差
に
ビ
ッ
ク
リ
し
ま
し
た
。

「
店
」
で
も
水
道
水
飲
ん
で
い
ま

し
た
が
、
「
受
・
高
架
水
槽
」
経

由
。
今
回
は
配
管
を
新
し
く
し
た

の
で
仕
方
が
な
い
と
思
っ
て
二
ヶ

月
経
過
し
ま
し
た
。
が
同
じ
状
態

で
す
。

元
々
「
水
は
金
な
り
」
と
祖
父

が
言
っ
て
い
た
時
代
か
ら
酒
屋
で

す
か
ら
、
「
水
の
味
」
に
は
少
し

敏
感
な
の
で
し
ょ
う
。
今
も
店
に

有
っ
た
「
井
戸
水
」
の
味
を｢

舌

が
覚
え
て
い
て
そ
れ
を
基
準
に
し

ま
す
。
蔵
元
へ
お
邪
魔
を
し
て
も

一
番
に｢

お
水
」
を
戴
き
ま
す
。

京
都
出
水
の
佐
々
木
酒
造
さ
ん

の
水
は
少
し
硬
い
、
伏
見
の
松
本

酒
造
さ
ん
の
水
は
そ
れ
よ
り
は
少

し
柔
ら
か
い
。
こ
れ
は
私
の
家
の

井
戸
水
は
モ
ッ
ト
柔
ら
だ
っ
た
と

思
っ
て
い
ま
す
。

各
地
の
酒
蔵
で
も｢

水
の
お
い
し

い
所
は
酒
も
美
味
し
い
」
で
す
。

（
八
海
山
・
天
寿
・
喜
久
酔
等
々
）
米
も

麹
も
腕
も
出
来
上
が
る
酒
の
良
否

に
大
き
く
関
係
は
し
ま
す
が
、
私

的
に
は｢

水
が
第
一
」
と
信
じ
て

い
ま
す
。
で
す
か
ら
酒
造
り
に
は

自
家
井
戸
や
酒
造
組
合
管
理
井
戸

（
宮
水
等
）
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

東
山
区
特
に
貞
教
学
区
に
は
私

の
知
る
だ
け
で
も
昭

13
年
「
森

口
・
中
谷
・
「
中
村
・
」
岡
本
・

北
川
と
五
つ
酒
蔵
が
集
中
し
て
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
内
の
中
村
酒
造

さ
ん
は
敗
戦
後
も
酒
造
り
を
さ
れ

銘
柄
名
「
開
花
一
」

で
販
売
さ

れ
て
い
ま
し
た
。
現
在
は
１
９

４
１
年
（
昭

16
）
５
代
目

宇
吉
氏
が
長

期
熟
成
さ
せ

る
日
本
酒
の

製
造
経
験
か

ら
「
中
村
菌

発

酵

濾

液

」

を
発
明
さ
れ
、
そ
の
製
品
化
に

成
功
さ
れ
、
社
名
も
株
式
会
社
中

村
堂
と
さ
れ
し
て
ユ
ナ
ル
ゲ
ン

な
ど
各
種
の
医
薬
品
を
製
造
販

売
さ
れ
て
い
ま
す
。
元
酒
造
家
さ

ん
の
話
で
も
貞
教
辺
り
は｢

音
羽

の
滝
の
水
」
と
同
じ
だ
ろ
う
と
の

事
、
そ
う
言
え
ば
音
羽
川
は
清
水

～
五
条
南
か
ら
正
面
の
北
で
疎
水

に
（
古
く
は
鴨
川
）
流
れ
込
む
姿

が
あ
り
ま
し
た
。

酒
粕
の
効
用

先
月
こ
の
ペ
ー
ジ
で
毎
朝
お
粥

に
酒
粕
を
入
れ
て
食
べ
続
け
【
血

圧
が
下
が
っ
た
】
と
私
の
人
体
実

験
結
果
を
書
き
ま
し
た
。

今
号
は
そ
の
余
禄
で
す
。

お
粥
用
に
吟
醸
酒
粕
を
沢
山
求

め
冷
蔵
保
存
し
て
い
ま
す
。
必
要

分
だ
け
冷
蔵
庫
か
ら
出
し
親
指
サ

イ
ズ
に
手
で
千
切
り
、
レ
ン
ジ
で

チ
ン
し
て
食
べ
て
い
ま
す
。
仕
事

で｢

お
札
や
紙
」
を
扱
う
こ
と
が

多
く
、
今
ま
で
は
指
先
の
皮
膚
が

良
く
割
れ
ま
し
た
。
今
年
は
ひ
び

割
れ
も
な
く
脂
先
が
し
な
や
か
で
、

し
っ
と
り
し
て
美
し
く
な
り
ま
し

た
。
不
景
気
で
お
札
を
扱
う
数
量

が
減
っ
た
が
最
大
の
理
由
で
し
ょ

う
が
、
酒
か
す
を
千
切
っ
た
後
、

手
を
洗
う
と
ク
リ
ー
ム
を
塗
っ
た

よ
う
な
良
い
感
触
で
す
。

酒
粕
に
水
を
加
え
、
少
量
の
小

麦
粉
を
入
れ
、
適
度
な
柔
ら
か
さ

に
な
る
ま
で
練
り
、
入
浴
前
、
顔

を
良
く
洗
っ
て
そ
れ
を
塗
り

10

分
ほ
ど
置
き
洗
い
流
す
と
毛
穴
が

開
き
乾
燥
に
負
け
な
い
若
々
し
い

肌
を
保
て
る
「
酒
粕
パ
ッ
ク
」
の

勧
め
の
記
事
を
見
ま
し
た
。

化
粧
品
一
瓶
の
値
段
で
酒
粕
な

ら

1
年
分
を
買
え
る
で
し
ょ
う
。

私
は
顔
ま
で
は
す
る
気
は
あ
り
ま

せ
ん
が
お
や
り
に
な
り
ま
せ
ん
か
。

今
、
酒
粕
在
庫
無
し
。
残
念
。
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ヨ
シ
ィ
ち
ゃ
ん
の

ひ
と
り
ご
と

た
け
さ
ん

（
河
村
武
明
）

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

２
０
０
１
年
１
０
月
、

突
然
、
脳
梗
塞
で
倒

れ
、
４
８
時
間
後
に

救
出
さ
れ
る
も
の
の
、

失
語
症
と
言
語
障
害
「
も
う
死
ん

だ
ほ
う
が
ま
し
だ
」
と
い
う
深
い

絶
望
感
の
中
、
残
っ
た
左
手
を
使
っ

て
絵
と
詩
を
表
現
し
始
め
る
。

そ
の
活
動
が
マ
ス
コ
ミ
の
注
目

を
集
め
、
新
聞
や
テ
レ
ビ
、
雑
誌

な
ど
メ
デ
ィ
ア
の
取
材
が
相
次
ぎ
、

２
０
０
３
年
に
は
フ
ジ
テ
レ
ビ
系

「
奇
跡
体
験
！
ア
ン
ビ
リ
バ
ボ
ー
」

に
も
出
演
し
、
「
た
け
」
の
生
き

方
に
共
鳴
す
る
新
た
な
フ
ァ
ン
を

獲
得
し
た
。

現
在
は
、
全
国
で
の
個
展
、
無
口

な
講
演
、
企
業
広
告
、

雑
誌
の
連
載
な
ど
そ
の

活
動
は
、
「
日
本
一
無

口
な
路
上
の
絵
描
き
」

（
た
け
曰
く
）
の
枠
を

超
え
て
、
広
が
り
続
け

て
い
る
。

今
は
「
こ
の
星
に
『
あ
り
が
と

う
人
間
』
が
増
え
た
ら
明
る
い
星

に
な
る
」
と
言
う
想
い
で
全
国
５

０
０
箇
所
（
小
学
校
、
中
学
校
、

福
祉
関
係
は
無
料
）
の
無
口
な
講

演
【
あ
り
が
と
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
】

に
挑
戦
中
。

【
難
が
有
る
か
ら
有
り
難
い
】
ど

ん
底
を
経
験
し
た
彼
が
語
る
日
本

一
無
口
な
講
演
は
毎
回
感
動
を
与

え
て
い
る
。
（
取
材
・
文

フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー

柳
本
操
）
当
社
【
ギ
ャ
ラ
リ
ー
カ
フ
ェ

集
】
で
７
月
中
作
品
展
を
開
催
し
た

土
地
で
変
わ
る

水
の
味

気
づ
い
て

欲
し
い

あ
な
た
の幸

せ

目
が
見
え
る
こ
と

耳
が
聞
け
る
と

話
を
で
き
る
こ
と

手
が
動
く
こ
と

う
ん
こ
も
で
き
る
こ
と

足
で
歩
け
る
こ
と

呼
吸
が
で
き
る
こ
と

心
臓
が
動
く
こ
と
事
故
も
起
き
ず

大
き
な
病
気
も
せ
ず

何
事
も
特
別
な
こ
と
が
起
き
ず

な
ん
で
も
な
い
こ
と
が

と
て
も
幸
せ
な
こ
と

今
の
幸
せ
を
数
え
た
ら

き
っ
と
数
え
き
れ
な
い

幸
せ
と
は
手
に

入
れ
る
も
の
で
な
く

望
む
も
の
で
な
く
気
づ
く
も
の

※
「
た
け
ハ
ン
カ
チ
」
を
写
し
取
り
し
た
。

灘；宮水の井戸

伏見：御香水



現
在
の

五
条
大

橋
は
松

原
通
（
平
安
京
の
五
条
坊
門
通
）
に
有
っ

た
橋
を
天
正
年
間(

1
5
7
3

～9
2
)

、

豊
臣
秀
吉
が
、
方
広
寺
大
仏
殿
造

営
の
際
に
南
へ
移
し
た
も
の
、
有

名
な
牛
若
丸
と
弁
慶
が
出
会
っ
た

と
い
う
伝
説
の
橋
は
松
原
橋
の
地

点
説
と
、
鴨
川
に
は
橋
は
架
か
っ

て
お
ら
ず
五
条
天
神
宮
の
近
く
、

西
洞
院
通
に
沿
っ
て
流
れ
て
い
た

川
に
架
か
っ
て
い
た
橋
で
あ
る
と

す
る
説
が
あ
る
。

尚
、
現
在
の
松
原
橋
は1

9
3
5

年

（
昭

10
）
鴨
川
大
水
害
で
倒
壊
流
失

後

に

架

け

替

え

ら

れ

た

も

の

。

そ

の

水

害

で

鴨

川

に

架

か

る

橋

は

丸

太

町

以

南

で

は

四

条

大

橋

も
一
部
欠
落
、
（
写
真
）

団
栗
・
五

条
・
正
面
橋
な
ど
七
条
大
橋
以
外

は
流
失
し
た
。
余
談
で
は
あ
る
が

我
家
も
床
上
浸
水
し
、
一
歳
半
の

編
集
者
は｢

盥
」
に
乗
せ
ら
れ
て

移
動
し
た
と
聞
い
て
い
る
。

さ
て
、
松
原
通
（
ま
つ
ば
ら
ど
お
り
）

は
京
都
市
の
東
西
の
通
り
の
一
つ
。

東
は
清
水
寺
門
前
か
ら
東
大
路
を

五
条
坂

を
出
た
市

電
は
、
緩

や
か
に
登
り
な
が
ら
東
大
路
通
を

北
上
し
ま
す
。
車
窓
に
は
、
商
家
・

民
家
の
混
在
し
た
街
並
み
が
続
き

ま
す
が
、
京
都
ら
し
い
町
家
も
見

え
始
め
て
き
ま
す
。
自
動
車
の
通

行
量
は
、
五
条
か
ら
一
段
と
増
加

し
、
市
電
は
軌
道
に
割
り
込
む
自

動
車
に
阻
ま
れ
て
、
な
か
な
か
進

み
ま
せ
ん
。
自
動
車
が
最
優
先
の

時
代
、
市
電
は
た
だ
お
と
な
し
く

待
つ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

や
が
て
着
く
停
留
所
が
「
清
水

道
」
で
す
。
東
大
路
通
と
交
わ
る

道
路
は
松
原
通
で
、
た
い
へ
ん
狭

い
通
り
で
す
。
ふ
つ
う
、
電
停
が

あ
る
通
り
は
、
少
な
く
と
も
自
動

車
が
十
分
に
通
れ
る
ぐ
ら
い
の
道

幅
と
い
う
認
識
か
ら
す
る
と
、
と

て
も
電
停
が
あ
る
と
は
思
え
ず
、

突
然
、
安
全
地
帯
が
見
え
た
と
い

う
感
じ
で
す
。

清
水
寺
へ
は
、
前
回
に
紹
介
の

五
条
坂
か
ら
ま
っ
す
ぐ
に
行
く
こ

と
も
出
来
ま
す
が
、
こ
の
狭
い
松

原
通
を
東
へ
行
き
、
産
寧
坂
を
見

な
が
ら
行
く
の
が
、
や
は
り
本
道

で
し
ょ
う
。
京
の
街
歩
き
は
、
角

を
折
れ
、
坂
を
行
く
ほ
う
が
、
変

化
が
あ
っ
て
楽
し
み
も
倍
加
し
ま

す
。こ

こ
ま
で
来
る
と
、
車
窓
右
手

に
塔
の
相
輪
が
わ
ず
か
に
見
え
て

き
ま
す
。
「
八
坂
の
塔
」
と
呼
ば

れ
る
法
観
寺
の
五
重
塔
で
す
。
清

水
道
か
ら
二
筋
目
北
の
八
坂
通
に

入
っ
た
途
端
、
東
大
路
通
の
喧
騒

が
遠
の
き
、
京
都
に
来
た
、
と
い

う
風
景
が
目
前
に
広
が
り
ま
す
。

八
坂
の
塔
を
入
れ
た
写
真
は
、
イ

コ
ー
ル
京
都
で
あ
り
、
京
都
の
代

表
的
な
光
景
と
言
え
ま
す
。

た
だ
、
八
坂
の
塔
と
、
市
電
を

一
緒
に
収
め
よ
う
と
す
る
と
、
狭

い
八
坂
通
を
通
る
一
瞬
し
か
な
く
、

撮
影
に
は
ず
い
ぶ
ん
苦
労
し
た
思

い
出
が
あ
り
ま
す
。

交
差
点
か
ら
松
原
通
を
西
へ
歩

く
と
、
六
波
羅
蜜
寺
が
あ
り
ま
す
。

天
暦
五
年
（
９
５
１
）
醍
醐
天
皇

第
二
皇
子
の
光
勝
空
也
上
人
に
よ

り
開
創
さ
れ
た
、
西
国
第
十
七
番

の
札
所
で
す
。

規
模
は
そ
の
後
大
き
く
な
り
、

荘
厳
華
麗
な
天
台
別
院
と
し
て
栄

え
ま
す
。
平
安
後
期
、
広
大
な
境

内
に
は
権
勢
を
誇
る
平
家
一
門
の

邸
館
が
栄
え
、
そ
の
数
五
千
余
り

に
及
ん
だ
と
言
い
ま
す
。
現
在
の

本
堂
は
、
昭
和
四
十
四
年
に
開
創

一
千
年
を
記
念
し
て
解
体
修
理
が

行
わ
れ
、
丹
の
色
も
鮮
や
か
に
当

時
の
姿
を
し
の
ば
せ
て
い
ま
す
。

重
要
文
化
財
の
質
、
量
に
お
い
て

藤
原
、
鎌
倉
期
の
宝
庫
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。

市
電
時
代
に
は
、
東
大
路
通
の

東
側
に
東
山
消
防
署
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
が
、
昭
和
五
十
八
年
、

東
大
路
通
の
西
側
に
あ
っ
た
ホ
テ

ル
の
跡
地
に
移
転
、
合
わ
せ
て
東

山
区
役
所
も
、
東
山
七
条
か
ら
移

転
、
図
書
館
や
体
育
館
が
入
居
す

る
総
合
庁
舎
と
な
り
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
松
原
警
察
署
が
、
昨
年
、

洛
東
病
院
の
跡
地
に
移
転
し
て
東

山
警
察
署
と
し
て
誕
生
し
、
こ
の

付
近
が
東
山
区
の
行
政
上
の
中
心

と
な
り
ま
し
た
。
ま
た
東
山
区

内
の
小
学
校
を
統
合
し
た
開
睛

小
学
校
も
す
ぐ
近
く
に
あ
る
、

現
在
の
清
水
道
で
す
。

（
注
）
現
在
は
八
坂
の
塔
の
電
気
等
の

線
は
地
中
化
し
電
柱
は
無
い

。

狭い清水道の電停に停車する市電
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京
都
＆

東
山

ぶ
ら
り
ピ
カ
リ

29

牛
若
丸
・
弁
慶
の

出
会
っ
た
松
原
橋

市
電
が

走
っ
た

街

京
都
を

巡
る

⑥

福
田
静
二

八坂の塔とは一瞬の出会い

渡
り
、
西
は

佐
井
西
通
の
一
筋
西
ま
で
。

東
の
端
、
清
水
寺
門
前
か
ら
東
大

路
通
ま
で
は
清
水
道
と
も
よ
ば
れ

る
。
寺
町
通
か
ら
西
は
平
安
京
の

五
条
大
路
に
あ
た
る
。

松
並
木
の
綺
麗
な
通
か
ら
「
五
条

松
原
通
」
と
言
わ
れ
る

よ
う
に
な
り
、
後
に

「
松
原
通
」
の
名
前
だ

け
が
残
っ
た
。

現
在
は
多
く
の
区
間
が

一
方
通
行
の
細
い
道
で
、

東
大
路
以
東
が
西
行
き

の
一
方
通
行
、
東
大
路

以
西
か
ら
木
屋
町
ま
で
は
東
行
、-

河
原
町
木
屋
町
間
は
拡
幅
さ
れ
両

方
通
行
、
河
原
町-

烏
丸
間
が
東
行

き
一
方
通
行
、
烏
丸-

大
宮
通
間
が

西
行
き
の
一
方
通
行
、
大
宮
以
西

は
拡
幅
さ
れ
両
方
通
行
。
車
で
は

松
原
通
全
部
を
通
り
抜
け
ら
れ
な

い
。
註
・
烏
丸
松
原
以
北
か
ら
店(

七
条

本
町
）
に
戻
る
最
速
の
抜
け
道
。

堀
川
通
を
は
さ
ん
で
商
店
街
が
続

き
、
松
原
橋
を
越
え
る
と｢

松
原
商

店
街
」
が
あ
る
。

お
盆
や
節
分
の
時
期
は
、
人
で

あ
ふ
れ
る
こ
と
も
見
る
が
商
店
は

激
減
し
て
い
る
。
変
ら
な
い
の
は

昭
和
初
期
の
ま
ま
、
「
電
信
柱
と

電
柱
」
と
そ
れ
を
結
ぶ
線
が｢

空
の

蜘
蛛
の
巣
と
通
行
妨
害
物
」
と
し

て
世
界
遺
産
と
共
存
し
て
い
る
不

思
議
な
東
山
区
で
あ
る
こ
と
。

世
界
で｢

南
北
の
格
差
」
が
問
題
に

な
る
が
京
都
で
も
そ
れ
が
あ
る
よ

う
だ
。
ヤ
ッ
パ
リ｢

古
都
」
は
動

か
な
い
の
が
値
打
ち
な
の
か
な
ぁ
。



前
に
述
べ
ま
し
た
が
酒
業
界
で

戦
後
初
の
国
の
規
制
緩
和
で
東
山

区
に
５
店
舗｢

乙
卸｣

業
が
ス
タ
ー

ト
し
ま
し
た
。
五
店
共｢
朝
日
麦

酒
特
約
代
理
店
」
で
す
。
ま
だ
戦

後
色
が
残
り
，
売
り
手
市
場
メ
ー

カ
ー
の
力
が
圧
倒
的
に
強
い
時
代
。

ビ
ー
ル
会
社
は
大
日
本
麦
酒
が

｢

集
中
排
除
法
」
朝
日
と
日
本
（
現

サ
ッ
ポ
ロ
）

に
分
割
、
麒
麟
は
そ
の

ま
ま
で
計
三
社
で
す
。
巷
間
の
噂

で｢

麒
麟
分
割
案
」
に
朝
日
麦
酒

山
本
為
三
郎
氏
が
異
議
を
言
っ
た

た
め｢

分
割
」
は
避
け
ら
れ
た
と

聞
き
ま
し
た
。
そ
れ
が
麒
麟
は
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
西
日
本
中
心
の
朝
日
、

名
古
屋
東
サ
ッ
ポ
ロ
の
ロ
ー
カ
ル

的
ブ
ラ
ン
ド
化
し
、
麒
麟
独
走
の

を
遠
因
と
思
っ
て
い
ま
す
。

東
山
区
の
五
店
舗
の
内
、
戦
前

か
ら
の
酒
問
屋
は
祇
園
の
浅
井
商

店
だ
け
で
他
は
小
売
店
の
立
場
を

捨
て｢

酒
乙
卸
」
に
な
っ
た
の
で

す
。
父
は
戦
前
政
府
主
導
の
「
酒

統
制
会
社
」
に
勤
務
し
て
い
て
そ

れ
を
引
継
い
だ
全
国
規
模
の
大
酒

卸｢

日
酒
販
」
の｢

荷
捌
所
」
を
東

山
で
二
ヶ
所
引
き
受
け
て
い
ま
し

た
の
で
、
東
山
下
京
区
の
多
く
の

酒
小
売
店
に
お
取
引
を
戴
き
ま
し

た
。
何
し
ろ｢

酒｣

そ
の
そ
の
も
の

が
不
足
時
代
で
、
仕
入
先
を
滋
賀
・

三
重
・
岐
阜
・
鳥
取
と
広
げ
「
酒
」

を
届
け
ま
し
た
。

そ
の
酒
は
そ
の
酒
蔵
の
「
銘
柄
」

で
な
く
有
名
な
「
月
ｘ
ｘ
・
」
白

ｘ
」
の
ラ
ベ
ル
で
飲
食
店
や
家
庭

に
届
い
て
い
た
の
も
事
実
で
す
。

父
は
、
品
質
よ
い
酒
だ
か
ら
そ

も
の
「
銘
柄
」
で
販
売
し
て
欲
し

い
と
「
酒
蔵
毎
の
友
の
会
」
つ
く

り
販
売
努
力
を
し
ま
し

た
。
卸
は
順
調
で
翌
年

店
舗
改
造
し
店
先
か
ら

奥
の
蔵
ま
で
「
ト
ロ
ッ

コ
」
で
運
べ
る
様
に
い

た
し
ま
し
た
。
ト
ロ
ッ

コ
を
付
け
る
噂
を
何
処

か
で
聞
か
れ
て
父
の
戦

友
Ｋ
さ
ん
が
見
え
て
「
家
相
に
悪

い
中
止
を
」
を
忠
告
さ
れ
ま
し
た
。

私
も
同
席
し
て
そ
れ
を
聞
き
「
家

相
」
の
発
言
に
違
和
感
、
父
は
、

既
に
取
り
か
か
っ
た
の
で
「
こ
の

ま
ま
進
み
ま
す
」
と
答
え
ま
し
た
。

事
務
所
・
応
接
間
・
倉
庫
も
広

げ
使
用
人
も
増
え
、
業
績
は
年
々

上
が
り
ま
し
た
。
父
は
夜
は
何
処

か
へ
消
え
、
朝
帰
り
が
毎
度
の
こ

と
に
な
り
ま
す
。
父
と
母
（
義
）

の
喧
嘩
が
絶
え
ま
せ
ん
。
喧
嘩

後
は
又
、
父
は
行
方
不
明
で
す
。

私
は
祇
園
に
妾
宅
が
あ
る
こ
と

は
知
っ
て
い
て
、
偶
に
そ
こ
で

父
と
食
事
を
し
た
こ
と
が
有
り

ま
す
。
色
男
の
父
の
女
性
騒
動

は
そ
の
後
20
数
年
続
き
ま
す
。

ト
ロ
ッ
コ
の
教
訓

上
の

欄
で
東
山
区
五
店
の
酒
卸
が
出
来

た
こ
と
書
い
た
。
内
、
三
店
が
ト

ロ
ッ
コ
を
設
置
し
、
そ
の
全
店
が

倒
産
・
整
理
（
私
共
も
）
し
て
い
る
。

他
業
種
で
も
近
所
に
ト
ロ
ッ
コ
が

有
っ
た
商
社
も
潰
れ
た
。
家
相
の

所
為
だ
ろ
う
か
。
私
は
否
で
あ
る
。

京
都
の
家
は
商
家
で
も
「
鰻
の
寝

床
」
で
奥
行
が
深
く
「
蔵
」
は
通

常
一
番
奥
。
ト
ロ
ッ
コ
が
無
い
と

商
品
の
出
入
れ
「
人
力
」
で
す
る
。

人
力
で
は
シ
ン
ド
イ
が
ト
ロ
ッ
コ

で
楽
に
な
る
。
従
っ
て
余
分
な
仕

入
れ
を
し
、
不
良
在
庫
を
増
や
す

結
果
と
な
る
。
そ
れ
が
命
取
り
に

な
っ
た
の
だ
。
便
利
や
効
率
良

さ
が
、
足
を
引
張
る
こ
と
も
あ
る
。
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○
八
月
は
原
爆

の
月
で
あ
る
。

1
94
5

年
８
月
６
日
広
島
20
万
・
９

日
長
崎
７
万
人
以
上
が
一
瞬
に
し

て
殺
さ
れ
た
。
そ
し
て
15
日
に
ポ
ッ

ダ
ム
宣
言
を
受
諾
、
敗
戦
。

●
原
爆
投
下
は
小
六
の
頃
・
電
気
。

ガ
ス
・
水
道
も
無
い
疎
開
地
で
、

敗
戦
の
放
送
は
「
祖
父
重
篤
」
で

京
都
で
聞
い
た
。
祖
父
は｢

陛
下

に
申
し
分
け
無
い
」
と
泣
い
た
。

○
九
月
創
業
者
の
祖
父
（
58
）
が

亡
く
な
っ
た
。
着
物
で
刺
子
の
前

掛
け
「
酒
を
利
く
」
粋
な
姿
は
今

も
目
に
残
っ
て
い
る
。
僕
も
酒
屋

に
な
ろ
う
。
と
思
っ
た
も
の
だ

●
そ
れ
か
ら
66
年
。
そ
の
間
に
父

も
亡
く
し
た
。
人
（
女
性
）
に
優

し
い
父
で
あ
っ
た
。
そ
の
父
を
反

面
教
師
で
き
た
私
は
融
通
の
利
か

な
い
頑
固
者
ら
し
い
。

○｢

思
い
込
み
」
が
強
く
諦
め
が

悪
い
。
決
め
た
こ
と
を
直
ぐ
に
修

正
で
き
な
い
。
「
と
ん
ら
ら
り
ん
」

も
そ
の
所
為
で
10
年
以
上
続
け
て

き
た
。

●
６
月｢

店
」
の
近
く
に
居
を
移

し
、
三
年
先
の
創
業
百
年
に
向
か
っ

て
自
分
が
考
え
て
い
る｢

理
想
の

店
」
を
創
り
上
げ
た
い
と
思
っ
て

い
る
が
、
ま
だ
動
き
出
せ
て
な
い
。

○
お
酒
（
酉
）
と
い
う
商
品
を
真

ん
中
に｢

集
ま
り
」
と｢

楽
し
み
」

上
と
下
に
つ
け
て
サ
カ
タ
ニ
の

｢

冠
」
に
し
て
い
る
。
名
は
体
を

表
す
と
い
う
が
今
は
「
名
」
の
み

先
行
が
現
実
の
姿
。

●
一
人
相
撲
で
は
ど
う
に
も
な
ら

な
い
。
多
く
の
お
客
さ
ん
（
会
員
）

さ
ん
の
力
を
お
借
り
し
な
い
と

画
龍
点
睛
に
終
わ
る
。
東
山
に
出

来
た
「
開
睛
小
中
学
校
」
同
様
、

睛
（
ヒ
ト
ミ
）
入
れ
た
い
。
晴
×

酒

屋

で

生

き

て

生
か
さ
れ
て

編
集
後
記

第
五
十
九
話

酒
屋
の
黄
金
時
代
③

酒
卸
業
好
調
に
ス
タ
ー
ト

◎
医
療
保
険
は
よ
く
考
え
た

ら
必
要
な
い
の
で
は
な
い
か
？

例
え
ば
４
０
歳
男
性
が
、
入
院

１
日5

,
0
0
0

円
の
支
払
い
、
支
払

い
限
度
日
数
６
０
日
月
払
い
保
険

料2
,
3
0
0

円
の
終
身
医
療
保
険
に

加
入
し
、
８
０
歳
ま
で
保
険
料
を

払
い
続
け
た
と
し
ま
す
。

支
払
い
保
険
料
の
ト
ー
タ
ル
は
、

2
,
3
0
0

円
×1

2

月
×4

0

年

＝1
,
1
0
4
,
0
0
0

円
。

何
日
入
院
す
れ
ば
元
が
取
れ
る

か
？1

,
1
0
4
,
0
0
0

円
÷5

,
0
0
0

円
＝

2
2
1

日
入
院
し
な
い
と
元
が
取
れ

ま
せ
ん
。
保
険
会
社
と
し
て
は
、

支
払
い
限
度
日
数
６
０
日
の
枠
が

あ
る
か
ら
、
ア
バ
ウ
ト
３
０

万
円
の
支
払
い
し
か
し
な
く
て

よ
い
・
・
保
険
会
社
に
と
っ
て

美
味
し
い
商
品
な
の
で
す
。

反
面
、
契
約
者
か
ら
す
れ
ば
考
え

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
日
本
人

は
み
ん
な
健
康
保
険
に
加
入
し
て

い
る
の
だ
か
ら
、
医
療
保
険
な
ん

か
要
ら
な
い
の
で
は
？

で
も
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
だ
さ

い
。
医
学
の
発
達
と
と
も
に
、
命

に
か
か
わ
る
病
気
に
対
す
る
有
効

な
治
療
法
が
開
発
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
健
康
保
険
の
効
か
な
い
も
の

が
あ
る
の
で
す
。
重
粒
子
線
治
療

が
そ
の
例
で
す
。
ガ
ン
の
部
位
だ

け
を
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
で
や
っ
つ
け

て
く
れ
る
の
で
す
が
、3

1
5

万
円

ほ
ど
自
己
負
担
と
な
り
ま
す
。

先
進
医
療
特
約
が
付
加
さ
れ
た

医
療
保
険
は
、
こ
の
高
額
な
重
粒

子
線
治
療
を
保
障
し
ま
す
。

と
こ
ろ
で
先
進
医
療
特
約
に
対
す

る
月
払
保
険
料
は
、1

0
0

円
以
下

で
す
・
・
だ
っ
た
ら
、
先
進
医
療

だ
け
保
険
に
加
入
す
れ
ば
い
い
の

で
は
？

と
こ
ろ
が
保
険
会
社
は
先
進
医

療
だ
け
で
は
受
け
て
く
れ
ま
せ
ん
。

入
院
給
付
金
に
対
す
る
保
険
料
を

支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
仕
掛

け
に
な
っ
て
い
ま
す
・
・
上
納
金

で
す
よ
ね
？

入
院
給
付
日
額
は
最
低
額
に
す

る
の
が
い
い
の
で
は
、
と
考
え
ま

す
。入

院
給
付
日
額
は5

,
0
0
0

円
で

十
分
、
で
き
る
事
な
ら3

,
0
0
0

円

で
も
受
け
て
く
れ
る
保
険
会
社
を

捜
さ
れ
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。

知
ら
な
い
と

損
を
す
る

保
険
の

話
③

清
水
克
彦


