
「
み
な
さ
ぁ
ん
！P

C

を
立
ち
上

げ
ま
し
ょ
う
！
」
シ
ニ
ア
の
パ
ソ

コ
ン
教
室
で
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー

が
そ
う
声
を
か
け
る
と
受
講
生
の

お
じ
さ
ん
、
お
ば
さ
ん
は
ノ
ー
ト

パ
ソ
コ
ン
を
も
っ
て
よ
っ
こ
ら
し
ょ

と
立
ち
上
が
り
ま
し
た
。

ほ
ん
と
に
あ
っ
た
ら
し
い
笑
え
な

い
有
名
な
お
話
で
す
。

ダ
ブ
ル
ク
リ
ッ
ク
も
手
が
震
え
て

う
ま
く
で
き
ま
せ
ん
。
若
い
イ
ン

ス
ト
ラ
ク
タ
ー
に
見
ら
れ
る
と
余

計
緊
張
し
て
手
が
震
え
ま
す
。

今
年
の
誕
生
日
で

70
歳
に
な

る
ぼ
く
の
姉
が
つ
い
にPC

に
チ
ャ

レ
ン
ジ
で
す
。
以
前
か
ら
ぼ
く
も

「
や
っ
た
ら
」
と
薦
め
て
い
ま
し

た
し
子
供
た
ち
も
「
お
か
ん
！
や
っ

た
ら
え
え
や
ん
！
」
の
薦
め
て
い

た
ら
し
い
。
長
男
が
持
っ
て
き
た

古
いP

C

を
も
ら
っ
て
よ
う
や
く

チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
気
に
な
っ
た
ら

し
い
。

近
頃
は
弱

い
男
ど
も

は
早
死
に

し
強
く
な
っ

た
女
た
ち
は
そ
の
後
の
長
い
人
生

を
独
り
で
暮
ら
さ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
（
中
略
）

孫
も
生
ま
れ
て
な
ん
や
か
や
で
手

伝
い
に
行
く
こ
と
も
多
い
ら
し
い
。

そ
ん
な
姉
がP

C

に
チ
ャ
レ
ン
ジ

す
る
気
に
な
っ
た
の
は
子
供
た
ち

や
ぼ
く
ら
が
や
っ
て
い
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ

（
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）

で
す
。

具
体
的
に
は
フ
ェ
ー
ス
ブ
ッ
ク
や

ツ
イ
ッ
タ
ー
を
ス
マ
ホ
で
見
せ
ら

れ
や
っ
て
み
る
気
に
な
っ
た
ら
し

い
で
す
。
後
は
メ
ー
ル
も
や
っ
て

み
た
い
と
言
っ
て
い
ま
す
。

70
歳
を
前
に
し
て
のP

C

チ
ャ
レ

ン
ジ
！
そ
の
気
持
ち
に
大
い
に
エ
ー

ル
を
送
り
ま
し
ょ
う
。
（
後
略
）

（
以
下
編
集
者
補
足
）

ケ
メ
コ
通
信
は
澤
田
好
宏
弘
さ
ん
か
ら
毎

日
届
く
メ
ー
ル
通
信
で
す
。
こ
れ
は
何
と

な
ん
と3

8
3
0

号
。
し
か
も
内
容
が
多
岐
に

渡
り
、
時
々
「
と
ん
か
ら
り
ん
」
（
今
回

も
）
に
勝
手
に
載
せ
た
り
し
て
い
ま
す
。

「
ケ
メ
コ
の
歌｣

の
作
詞
や
京
産
大
講
師
の

え
ら
い
人
で
す
が
、
当
社
の
ラ
イ
ブ
に
ご

常
連
で
ご
出
演
く
だ
さ
る
の
で
甘
え
て
い

ま
す
。

私
、
先
日
か
らi

o
h
o
n
e

に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し

て
い
ま
す
。
昭
和
９
年
製
の
指
先
で
苦
労

し
て
ま
す
。
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創
刊
16
年
「
と
ん
か
ら
り
ん
」

今
号
で
150
号
。
に
な
り
ま
し
た
。

当
初
は
、
勉

強
仲
間
の
酒

屋
さ
ん
八
店

と
将
来
『
お

酒
の
共
和
国
』
名
称
の
会
社
に
合
同
す

る
目
的
で
新
聞
風
「
ま
い
ど
！
」
を
２
ヶ

月
毎
に
発
行
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
当

社
は
社
名
を
一
時
「
お
酒
の
共
和
国
」

と
し
ま
し
た
が
、
２
年
後
、
合
同
は
白

紙
、
「
サ
カ
タ
ニ
」
戻
し
ま
し
た
。

そ
の
間
も
二
ヶ
月
に
一
度
で
発
行
を
続

け
て
き
ま
し
た
。

紙
名
「
ま
い
ど
」
を
「
と
ん
か
ら
り
ん
」

に
し
た
の
は
、
東
京
豊
島
区
で
親
子
餓

死
事
件
を
知
っ
た
時
か
ら
で
す
。
「
隣

は
何
を
す
る
人
ぞ
」
の
風
潮
を
無
く
せ

ば
よ
い
。
そ
う
だ
、
戦
時
中
に
有
っ
た

隣
組
よ
う
な
人
間
関
係
が
あ
れ
ば
防
げ

る

の

で

は

と

「
と
ん
か
ら
り

ん
」
に
し
ま
し

た
。
元
々
隣
組
・

町
内
会
は
、
戦
前
に
大
政
翼
賛
会
の
下

部
組
織
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
す

が
、
庶
民
感
覚
で
は
、
隣
人
同
士
の
助

け
合
い
の
ベ
ー
ス
と
し
て
使
わ
れ
て
い

た
と
思
い
使
っ
た
の
で
す
。
ト
ン
カ
ラ

リ
ン
世
代
は
少
な
く
な
っ
て
ま
す
が
。

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

▽
覚
え
て
ま
す
か
？
1960
年
代
の

こ
ろ
『
♪
大
き
い
こ
と
は
い
い

こ
と
だ
・
』
、
こ
ん
なC

M

ソ
ン

グ
が
有
っ
た
。

▼
50
年
ほ
ど
経
っ
て
又
流
行
し

そ
う
。
大
阪
で
橋
本
市
長
が
指

揮
棒
振
っ
て
、
CM
大
阪
都
節
。

流
行
る
か
な
ぁ
。

▽
お
隣
の
堺
の
市
長
さ
ん
は
反

対
ら
し
い
。
市
民
の
中
で
、
町

の
伝
統
を
守
り
た
い
人
が
多
い

の
だ
ろ
う
。

▼
天
気
予
報
で
京
都
市
に
雪
と

で
る
。
何
で
や
と
思
っ
た
ら
京

北
町
が
「
右
」
京
区
に
な
っ
て

い
た
。
納
得
す
る
し
か
な
い
。

▽
「
左
」
京
区
も
天
狗
が
居
た

と
い
う
鞍
馬
よ
り
ま
だ
北
の
花

背
や
久
多
も
市
内
。
住
人
よ
り

鹿
の
数
の
方
が
多
い
と
か
。

▼
花
背
の
人
は
雪
で
屎
尿
回
収

車
が
来
な
い
。
京
北
は
バ
ス
路

線
が
廃
止
で
不
便
と
嘆
い
た
。
、

同
じ
京
都
市
民
と
し
て
同
情
す
。

▽
都
会
に
し
よ
う
と
思
っ
て
も

地
形
的
に
な
り
難
い
所
で
あ
る

こ
と
は
判
り
切
っ
た
こ
と
。
責

任
者
は
ド
ナ
タ
？
。

▼
じ
わ
じ
わ
と
大
き
く
な
る
の

は
良
い
が
、
急
に
無
理
し
て
大

き
く
す
る
と
パ
ン
ク
と
イ
ソ
ッ

プ
は
蛙
に
喩
え
教
え
て
い
る
。

▽
大
東
亜
共
栄
圏
の
大
き
な
夢

は
た
っ
た
４
年
で
パ
ン
ク
。
大

阪
も
日
本
・
世
界
も
大
き
な
犠

牲
を
犠
牲
を
払
い
ま
し
た
。
沖

縄
は
今
も
ダ
ッ
セ
。

▼
狭
い
日
本
で
す
。
都
は
、
京

都
と
東
京
都
の
二
つ
で
充
分
や

オ
マ
ヘ
ン
カ
！
。
そ
う
ど
す
な
ぁ
。

ー
ー

ど
ん
つ
き
ー
ー

お
話
は
、
相
続
・
遺
言
・
死

因
贈
与
な
ど
、
ご
専
門
分

野
の
お
話
は
、
さ
す
が
で
す
。

お
客
様
も
納
得
顔
。
メ
モ
を

取
ら
れ
る
方
も
有
り
、
値
打

ち
の
あ
る
会
が
持
て
た
。

そ
れ
だ
け
だ
け
で
な
く
、
折

り
重
ね
て
小
さ
く
し
た
新
聞

紙
を
千
切
る
技
・
テ
ッ
シ
ュ

を
割
り
箸
で
切
る
技
を

ご
夫
婦
共
演
で
披
露
さ
れ
た
。

定
例
：
2
/
19
：
第
３
日
曜

朝
粥
を
食
べ
る
前

「
お
役
に
た
つ
豆
知
識
」

〜
心
身
健
康
か
ら

税
金
・
相
続
ま
で

講
師
：
税
理
士
早
川
嘉
美

様

第86回:朝粥食べておシャベリ会 :報告

ま
だ
ま
だ
！
こ
れ
か
ら
！

こ
れ
か
ら
！
で
す
。

ケ
メ
コ
通
信
３
８
３
０
号
抜
粋

と
ん
か
ら
り
ん
：1

5
0

号

：
平
成
7
年
（1

9
9
5

）
5
月
創
刊

熱心にメ モを取る方々

息の合ったご夫婦の箸割り

の実演に拍手が飛んだ



毎
日
新
聞
２
月

10
日
号
に
「
職

員
自
腹
で
８
万
円
」
と
題
し
た
囲

み
記
事
が
出
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
は
に
“
生
活
保
護
相
談
に

同
情
”
“
感
謝
の
「
返
金
」
ば
れ

懲
戒
”
“
大
阪
市
”

と
小
見
出
し
が
あ

り
、
記
事
に
は
、

（
要
約
）

【
生
活
保
護
受
給

相
談
に
何
度
と
な

く
来
た
男
性
に
、

現
金
８
万
円
を
私
費
で
渡
し
た
男

性
職
員
が
、
減
給
の
懲
戒
処
分
を

受
け
た
。
そ
の
男
性
は
、
そ
の
後
、

生
活
保
護
を
受
給
し
「
お
世
話
に

な
り
感
謝
し
て
い
る
お
金
を
返
し

た
い
」
と
、
別
の
職
員
に
申
し
出

て
、
そ
の
行
為
が
発
覚
し
た
。
渡

し
た
男
性
は
「
お
金
は
生
活
保
護

の
お
金
で
な
い
と
告
げ
、
境
遇
に

同
情
し
て
、
返
ら
な
く
て
も
よ
い

と
思
っ
て
渡
し
た
」
と
あ
り
、
一

方
、
市
人
事
課
の
見
解
は
、
「
正

規
の
手
続
き
を
踏
ま
な
い
と
生
活

保
護
の
制
度
が
揺
ら
い
で
し
ま
う
」】

と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

普
通
な
ら
「
隠
れ
た
美
談
」
と

思
わ
れ
る
（
世
間
で
は
似
た
よ
う

な
こ
と
が
沢
山
あ
る
）
行
為
が
懲

罰
と
は
、
ヨ
シ
ィ
ち
ゃ
ん
は
、
古

い
人
間
で
す
か
ら
理
解
が
で
き
な

い
の
で
す
。

ふ
と
、
国
民
学
校
五
年
生
？
で
習
っ

た
「
稲
む
ら
の
火
」
を
思
い
出
し
、

こ
の
「
美
談
が
懲
罰
」
な
ら
、
自

分
の
田
圃
の
「
稲
む
ら
」
を
燃
や

し
、
村
人
を
津

波
か
ら
救
っ
た

庄
屋
さ
ん
の
話

は
、
ど
う
な
る

の
か
と
思
っ
た
の
で
す
。

日
本
で
は
八
百
屋
お
七
の
時
代

か
ら
「
放
火
は
重
罪
」
で
す
。

刑
法
に
は
『
建
造
物
等
以
外
放

火
罪
』
が
有
っ
て
、
自
分
他
人
の

別
な
く
、
物
に
放
火
し
て
こ
れ
を

焼
損
さ
せ
た
（
公
共
の
危
険
を
生
じ

さ
せ
た
）

場
合
、
懲
役
、
ま
た
は

罰
金
に
処
せ
ら
れ
る
、
と
あ
り
ま

す
。
今
の
大
阪
な
ら
、
ヒ
ョ
ッ
と

解
釈
を
誤
ら
れ
る
と
「
庄
屋
」
さ

ん
は
罰
金
を
執
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

こ
れ
は
大
阪
市
の
こ
と
や
！
で

済
ま
し
て
良
い
で
し
ょ
う
か
？
こ

の
懲
戒
の
後
ろ
に
、
日
本
の
将
来

に
関
わ
る
基
本
的
な
問
題
も
多
く

含
ん
で
い
る
よ
う
に
ヨ
シ
ィ
ち
ゃ

ん
は
思
う
の
で
す
。
諺
は
「
蟻
の

穴
で
も
堤
は
壊
れ
る
」
と
あ
り
、

懲
罰
よ
り
も
っ
と
大
き
な
災
難
が

来
て
は
困
り
ま
す
か
ら
・
・
。

「
と
ん
か
ら
り
ん
」
の
『
シ
ゲ
ち
ゃ

ん
疑
問
』
に
ご
投
稿
の
シ
ゲ
ち
ゃ

ん
や
、
読
者
の
方
は
、
ど
う
思
わ

れ
る
か
？
を
お
聞
か
せ
頂
き
た
い

思
い
で
こ
の
文
を
書
き
ま
し
た
。

1
9
5
3

年

（
昭

28
）
の

こ
と
、
大
学

2
回
生
に
な
り
月
謝
を
父
に
求
め

る
と
「
こ
れ
か
ら
は
お
前
が
稼
げ
」

と
言
う
。
そ
の
当
時
は
学
生
の

「
バ
イ
ト
」
は
ア
イ
ス
キ
ャ
ン
デ
ー

売
り
が
主
流
、
大
人
で
も
職
の
な

い
こ
ろ
、
仕
事
先
は
探
し
て
あ
る

と
「
京
都
市
」
の
外
郭
団
体
に
勤

め
た
。
（
月
給

4
千
円
）
。

当
時
、
私
は
家
で
は
言
わ
な
か
っ

た
が
「
左
翼
」
に
な
っ
て
い
た
。

父
は
、
そ
れ
を
察
し
て
大
学
を
辞

め
さ
そ
う
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
。

職
場
は
「
企
業
経
営
相
談
と
融

資
斡
旋
」
を
す
る
「
協
会
」
。
そ

の
年
、
大
水
害
で
宇
治
川
堤
防
決

壊
緊
急
融
資
窓
口
も
し
た
。
銀
行

員
が
「
床
の
間
」
の
前
に
座
る
時

代
。
受
付
に
大
勢
の
人
が
来
た
。

来
所
順
に
書
類
に
目
を
通
し
審
査

の
係
り
に
廻
す
。
そ
こ
へ
課
長
が

書
類
を
持
っ
て
き
て
順
番
飛
び
越

し
て
先
に
廻
せ
と
言
う
。
無
視
し

て
い
る
と
「
バ
イ
ト
の
癖
に
、
こ

れ
は
○
×
先
生
に
頼
ま
れ
た
の
だ
」

で
あ
る
。
が
、
順
番
は
守
っ
た
。

団
体
の
総
会
が
あ
っ
た
。
多
分

こ
の
資
料
は
要
る
だ
ろ
う
と
準
備

し
、
課
長
に
言
う
と
「
不
要
」
と

言
う
。
持
た
ず
に
会
議
場
の
料
亭

へ
、
会
議
が
始
ま
り
局
長
が
資
料

を
課
長
に
求
め
た
。
課
長
は
「
酒

谷
あ
の
資
料
は
」
と
白
々
し
く
言

い
、
「
何
で
持
っ
て
こ
な
か
っ
た
。

取
り
に
帰
れ
」
と
続
け
た
。
グ
ゥ

と
抑
え
指
示
に
従
っ
た
が
、
こ
ん

な
役
人
に
は
な
り
た
く
な
い
と
思
っ

た
。

局
長
は
父
の
知
人
、
そ
の

世
話
で
入
っ
た
職
場
、
課
長
は
知

ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。
後
で
知
っ

て
「
ス
マ
ン
」
と
謝
っ
た
。
職
場

を
辞
し
て
数
ヶ
月
後
、
課
長
が
汚

職
で
逮
捕
と
新
聞
で
知
っ
た
。
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い
つ
も
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い

る
ヨ
シ
ィ
ち
ゃ
ん
か
ら
質
問
が
あ
っ

た
。
大
阪
西
成
区
で
生
活
保
護
担

当
の
職
員
が
生
活
に
困
っ
て
い
る

申
請
者
に
自
腹
で
８
万
円
を
渡
し

懲
戒
処
分
さ
れ
た
一
件
を
ど
う
思

う
か
、
と
い
う
話
だ
。

ま
ず
西
成
区
と
い
う
所
で
あ
る
。

こ
こ
は
大
阪
で
、
と
い
う
か
日
本

で
最
も
生
活
保
護
の
受
給
者
が
多

い
地
域
だ
そ
う
だ
。
こ
の
職
員
も

こ
れ
ま
で
同
情
す
べ
き
ケ
ー
ス
や

逆
に
「
不
正
受
給
」
の
ケ
ー
ス
な

ど
、
様
々
な
申
請
者
と
対
面
し
て

き
た
人
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
思
う
。

ち
ょ
っ
と
同
情
し
た
か
ら
と
い
っ

て
自
腹
を
切
っ
て
い
た
の
で
は
、

と
て
も
身
が
も
た
な
い
仕
事
だ
。

だ
か
ら
こ
の
ケ
ー
ス
は
、
本
当
に

「
よ
っ
ぽ
ど
」
の
こ
と
が
あ
り
、

ま
た
申
請
者
が
と
て
も
誠
実
な
人

で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
た
か
ら
起
き

た
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。

職
員
は
「
家
庭
が
う
ま
く
い
か

な
い
申
請
者
の
境
遇
が
自
分
と
重

な
っ
た
。
情
が
移
り
、
返
っ
て
こ

な
く
て
も
い
い
と
思
っ
て
お
金
を

渡
し
て
し
ま
っ
た
」
と
話
し
て
い

る
そ
う
だ
。
こ
の
職
員
自
身
も
悩

み
を
抱
え
て
い
た
の
だ
。
き
っ
と

相
当
に
ま
い
っ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
推
測
す
る
。
木
で
鼻
を
く

く
っ
た
よ
う
な
機
械
的
な
対
応
を

す
る
職
員
も
多
い
中
で
、
と
て
も

人
間
く
さ
い
、
「
弱
さ
」
を
抱
え

た
人
な
の
だ
ろ
う
。

確
か
に
担
当
の
職
員
が
自
費
で

助
け
ら
れ
る
の
は
ご
く
一
部
の
人

だ
け
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
行
政
の

公
平
さ
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
こ
の

職
員
の
行
為
は
い
た
だ
け
な
い
し
、

「
美
談
」
だ
と
も
思
わ
な
い
。
で

き
れ
ば
決
し
て
表
に
出
な
い
よ
う

な
方
法
で
渡
せ
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
か
と
も
思
う
。

で
も
、
繰
り
返
す
が
、
き
っ
と

双
方
に
、
本
当
に
「
よ
っ
ぽ
ど
」

の
事
情
が
あ
っ
た
の
だ
。
心
あ
る

上
司
な
ら
、
そ
の
こ
と
を
聴
い
て

や
っ
て
、
内
々
で
済
ま
す
話
で
は

な
か
っ
た
か
と
思
う
。

し
か
し
、
そ
う
い
う
こ
と
が
で

き
な
い
空
気
を
〝
ハ
シ
ズ
ム
〞
は

つ
く
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
大
阪

で
進
行
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
う

い
う
人
間
の
弱
さ
に
唾
を
吐
い
て

「
強
い
大
阪
」
を
目
指
す
こ
と
な

ん
だ
と
思
う
。

井
上
茂
樹
（
文
筆
業
）

シ
ゲ
ち
ゃ
ん
の

疑
問

第
７
回

ヨ
シ
ィ
ち
ゃ
ん
の

ひ
と
り
ご
と

感
謝
と

懲
罰
の

間

に

在
る
も
の
は
？

人
間
の

弱
さ
と

強
い
大
阪

お
役
所
で

バ
イ
ト



東
山
区
松
原

西
轆
轤
（
ろ
く

ろ
）
町
に
あ
る

西
福
寺
の
起
源

は
平
安
時
代
の

初
め
に
弘
法
大

師
が
建
て
た
と

い
う
地
蔵
堂
に

ま
で
遡
り
ま
す
。

嵯
峨
天
皇
（7

8
6

〜8
4
2

）
の
后
・

檀
林
皇
后
が
こ
の
地
蔵
堂
に
深
く

帰
依
し
、
息
子
で
あ
る
正
良
親
王

が
病
に
罹
っ
た
際
に
病
気
平
癒
を

祈
願
し
た
と
こ
ろ
、
た
ち
ま
ち
に

し
て
治
っ
た
と
い
う
伝
説
が
あ
る

と
こ
ろ
か
ら
、
子
育
て
地
蔵
と
呼

ば
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
１
６

０
３
年
関
ヶ
原
合
戦
に
敗
れ
た
安

国
寺
恵
瓊
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
、

蓮
性
上
人
を
迎
え
て
、
こ
の
地
蔵

堂
の
地
に
西
福
寺
を
開
創
し
た
の

が
お
寺
（
宗
派
：
浄
土
宗
）
と
し

て
の
始
ま
り
で
す
。
境
内
に
は
不

動
堂
が
あ
り
、
末
廣
不
動
明
王
が

祀
ら
れ
て
い
ま
す
。
後
白
河
法
王

の
那
智
熊
野
へ
の
千
日
修
行
満
願

を
感
謝
し
て
那
智

の
不
動
尊
を
勧
請

し
た
と
伝
わ
り
ま

す
。
室
町
時
代
以

降
に
な
る
と
熊
野

詣
で
を
勧
め
る
熊

野
比
丘
尼
が
多
く

市
電
四
条

線
の
電
車
は
、

四
条
烏
丸
を

発
車
し
て
四
条
通
り
を
西
へ
向
か

い
ま
す
。
祇
園
祭
の
時
に
は
、
市

電
の
す
ぐ
横
に
函
谷
鉾
が
立
っ
て

い
ま
し
た
。
当
時
か
ら
、
一
般
市

民
で
も
鉾
へ
上
が
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
眺
め
る
四
条

通
の
風
景
は
、
普
段
は
見
る
こ
と

が
で
き
な
い
眺
め
で
す
。
四
条
通

の
ほ
ぼ
中
央
の
高
い
位
置
か
ら
見

る
光
景
は
、
鉾
な
ら
で
は
の
も
の

で
し
た
。

室
町
通
を
過
ぎ
て
も
、
四
条
通

り
に
は
、
月
鉾
、
郭
巨
山
な
ど
、

何
基
か
の
山
鉾
が
立
っ
て
い
る
の

が
眺
め
ら
れ
、
市
電
は
鉾
の
す
ぐ

横
を
す
り
抜
け
て
行
き
ま
す
。

四
条
通
も
繁
華
街
か
ら
少
し
ず

つ
離
れ
、
市
電
か
ら
見
る
街
並
み

も
、
商
業
施
設
に
代
わ
っ
て
、
繊

維
関
係
の
会
社
・
店
舗
が
見
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
京
都
の

代
表
的
な
繊
維
街
で
あ
る
、
室
町

通
の
付
近
を
走
る
こ
と
を
実
感
し

ま
す
。
そ
の
店
舗
に
は
、
高
校
時

代
の
知
り
合
い
も
何
人
か
住
ん
で

い
ま
し
た
。
市
電
時
代
は
、
ま
だ

職
住
近
接
の
時
代
で
も
あ
り
ま
し

た
。
こ
う
い
っ
た
店
舗
は
、
間
口

は
狭
く
、
奥
行
き
の
深
い
、
京
都

独
特
の
鰻
の
寝
床
式
の
店
舗
で
し

た
。
こ
れ
ら
は
現
在
、
マ
ン
シ
ョ

ン
や
ビ
ル
な
ど
に
姿
を
変
え
て
い

ま
す
。
建
物
は
そ
の
ま
ま
の
敷
地

を
継
承
し
て
い
る
た
め
、
た
い
へ

ん
細
長
い
建
物
で
す
。
彼
ら
と
は
、

そ
れ
以
来
会
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、

今
ご
ろ
ど
う
し
て
い
る
の
か
な
と

思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
も
な
く
、
四
条
西
洞
院
に
到

着
で
す
。
昭
和
三
十
六
年
ま
で
は
、

市
電
北
野
線
が
分
岐
す
る
重
要
な

停
留
所
で
、
乗
り
換
え
客
も
あ
っ

た
こ
と
で
し
ょ
う
。
市
電
北
野
線

と
は
、
「
チ
ン
チ
ン
電
車
」
の
愛
称

で
呼
ば
れ
て
い
た
狭
軌
の
小
さ
な

電
車
で
す
。
京
都
駅
前
か
ら
西
洞

院
通
を
北
上
し
て
き
た
北
野
線
の

電
車
は
、
こ
こ
で
左
折
し
、
四
条

線
と
合
流
し
て
西
へ
と
向
か
い
、

四
条
堀
川
で
北
へ
分
岐
し
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
北
野
線
の
狭
軌
に
対

し
て
、
四
条
線
は
標
準
軌
、
レ
ー

ル
の
幅
が
合
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、

西
洞
院
か
ら
西
は
三
線
式
、
つ
ま

り
二
本
は
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ー
ル
、

一
本
は
狭
軌
、
標
準
軌
の
共
用
と

し
た
の
で
す
。
全
国
的
に
見
て
も
、

三
線
式
の
軌
道
は
た
い
へ
ん
珍
し

い
方
式
で
し
た
。
架
線
は
共
用
で

す
の
で
、
四
条
線
に
対
し
て
中
央

と
な
る
た
め
、
北
野
線
の
ポ
ー
ル

集
電
は
少
し
片
寄
っ
て
い
ま
し
た
。

昭
和
三
十
六
年
ま
で
の
、
大
型
の

四
条
線
市
電
と
北
野
線
の
四
輪
単

車
の
チ
ン
チ
ン
電
車
が
仲
良
く
並

ぶ
風
景
が
見
ら
れ
た
の
で
し
た
。

昨
年
に
な
り
ま
す
が
、
サ
カ
タ

ニ
さ
ん
で
「
京
都
を
走
っ
た
市
電
・

蒸
気
機
関
車
」
写
真
展
を
開
催
し

た
際
、
共
催
者
の
廣
庭
基
介
さ
ん

が
、
ち
ょ
う
ど
四
条
西
洞
院
の
交

差
点
の
写
真
を
出
展
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
黄
昏
時
の
、
そ
の
当
時
の

京
都
の
雰
囲
気
の
よ
く
伝
わ
っ
て

く
る
写
真
で
す
。
北
野
線
の
最
終

日
で
す
の
で
、
特
別
だ
っ
た
の
か

も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
驚
く
ほ
ど
の

人
出
が
あ
っ
た
こ
と
と
、
も
う
今

は
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
業
態
の
店

舗
が
写
真
か
ら
見
ら
れ
ま
し
た
。

今
か
ら
五
十
年
前
の
京
都
の
熱
気

が
伝
わ
る
よ
う
な
写
真
で
し
た
。

そ
の
写
真
の
背
後
に
写
る
、
四

条
西
洞
院
西
北
角
の
ビ
ル
が
、
今

も
健
在
な
の
は
、
た
い
へ
ん
嬉
し

い
こ
と
で
す
。
写
真
と
い
う
も
の

は
、
一
枚
の
写
真
が
何
と
雄
弁
に

そ
の
時
代
を
語
る
か
と
、
し
み
じ

み
感
じ
ら
れ
た
四
条
西
洞
院
で
し

た
。

京
都
＆

東
山

ぶ
ら
り
ピ
カ
リ
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市
電
が
走
っ
た
街

京
都
を
巡
る
⑬

福
田
静
二

北野線の最終日、四条西洞院に発着する

「チンチン電車」昭和３６年廣庭基介さん撮影

四条西洞院付近を行く市電（昭和４７年）

住
み
着
く
よ

う
に
な
り
、

厄
除
け
の
八

咫
烏
（
や
た

が
ら
す
）
の

熊
野
牛
王
印

札
を
売
っ
て

い
た
と
い
い

ま
す
。

こ
の
故
事
に
ち
な
む
「
後
白
河
法

皇
熊
野
那
曼
陀
羅
図
」
が
六
道
詣

り
に
合
わ
せ
て
公
開
さ
れ
ま
す
。

他
に
も
こ
の
時
に
は
、
お
そ
ろ
し

い
六
道
十
戒
図
、
六
道
絵
、
檀
林

皇
后
九
相
図
、
十
王
図
な
ど
も
公

開
さ
れ
、
絵
解
き
説
法
な
ど
も
怖

く
て
行
わ
れ
ま
す
。
こ
の
稿
の
調

べ
で
地
獄
絵
図
を
見
て
、
小
学
２

年
生
の
こ
ろ
、
近
所
の
Ｋ
お
ば
さ

ん
の
娘
Ｆ
子
さ
ん
と
一
緒
に
お
参

り
し
「
絵
と
お
話]

が
怖
く
て
寝

ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
し

ま
し
た
。
そ
の
お
二
人
は
極
楽
に

行
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
・
・
。

「
悪
い
こ
と
を
し
た
ら
地
獄
へ
行

く
え
」
と
い
う
祖
母
の
声
も
久
し

ぶ
り
に
聞
こ
え
る
よ
う
で
す
。

ア
ア
怖
い
怖
い
が
懐
か
し
い
！
。

六
道
の
辻

西
福
寺

地
獄
絵
・
針
の
山



今
３
月
号

は
記
事
ス

ペ
ー
ス
の

関
係
で
、

４
月
号
は
、
こ
の
連
載
を
第
一
話

〜
か
ら
六
十
六
号
ま
で
を
を
読
み

返
し
重
複
部
分
が
多
く
あ
り
、
頭

を
整
理
す
る
た
め
脇
見
を
し
ま
す

今
、
消
費
税
増
税
が
政
治
問
題

に
な
っ
て
い
ま
す
。
3
％
で
ス
タ
ー

ト
し
て
5
％
に
な
り
今
度
は
8
％

〜
10
%
、
最
後
は
20
％
に
せ
ん
と

日
本
の
国
債
は
返
済
が
出
来
な
い

と
言
う
こ
と
が
理
由
と
か
。

元
々
、
お
国
の
も
の
、
国
民
の

税
金
で
創
っ
た
鉄
道
、
電
話
、
郵

便
、
民
間
に
し
た
。
古
く
は
製
鉄

所
な
ど
も
そ
う
ら
し
い
。
が
そ
れ

を
を
売
り
食
い
し
て
売
る
物
が
な
っ

た
ら
消
費
税
や
て
可
笑
し
い
や
ん
。

無
駄
使
い
も
沢
山
し
と
い
て
。

電
電
公
社
の
時
は
（1

9
8
5

年
（
昭6

0

）4

月1

日
の
日
本
電
信
電
話

株
式
会
社
法
）

わ
が

社
は
電
話
加
入
権

27
万
円
は
消
え
た
。

電
電
公
社
か
ら

「
ス
ン
マ
ヘ
ン
」

の
挨
拶
も
な
し
に

で
っ
せ
。
預
け
な
い
と
電
話
が
付

け
ら
れ
な
い
の
で
加
入
権
と
い
う

権
利
を
買
っ
た
。｢

施
設
」
を
維

持
す
る
権
利
金
の
よ
う
な
の
説
明

だ
か
ら｢

加
入
権
」
と
う
い
う｢

資

産
と
計
上
」
し
た
ん
や
。
尤
も
損

金
処
理
し
て
、
そ
の
税
率
分
だ
け

だ
は
補
填
出
来
た
計
算
に
な
る
が

残
り
は
パ
ー
。
日
本
中
で
沢
山
損

を
し
た
分
、
誰
か
得
を
し
た
奴
が

い
る
の
だ
ろ
う
。

次
に
消
費
税
。
こ
れ
は
明
ら
か

に
二
重
課
税
だ
と
思
う
の
で
す
。

酒
屋
で
す
か
ら｢

ビ
ー
ル
」
を
例

に
し
ま
す
。
ビ
ー
ル
は
製
造
元
か

ら
出
荷
し
た
時
に
酒
税(

蔵
出
税
）

そ
の
税
金
を
含
ん
だ
生
産
価
格
に

消
費
税
を
加
え
特
約
店
に
、
そ
れ

に
卸
マ
ー
ジ
ン
を
消
費
税
を
加
え

小
売
店
へ
、
そ
の
「
価
格
」
に
小

売
マ
ー
ジ
ン
に
消
費
税
を
込
め
て

お
客
に
販
売
し
ま
す
。
結
果
税
金

に
税
金
を
は
ら
う
世
界
で
珍
し
い

国
の
よ
う
で
す
。

店
は
公
共

「
店
は
お
客
様
の
た
め
に
あ
る
」

と
常
に
気
を
引
き
締
め
て
い
ま
す
。

店
で
の
買
い
物
も
お
客
様
と
同
じ

よ
う
に
レ
ジ
で
並
び
ま
す
。

フ
ァ
ミ
マ
カ
ー
ド
は
持
っ
て
な
い

し
使
い
ま
せ
ん
。
カ
ー
ド
は
お
客

様
サ
ー
ビ
ス
用
。
そ
の
事
業
に
深

く
関
わ
っ
て
い
る
者
は
使
う
べ
き

で
な
い
と
私
は
思
っ
て
い
る
か
ら

で
す
。
チ
ョ
ッ
と
可
笑
し
い
論
理

か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
仕

事
に
携
わ
っ
て
以
来
の
私
の
基
本

姿
勢
に
し
て
き
ま
し
た
。
わ
が
父

は
全
く
反
対
で
、
自
分
と
店
を
ゴ
ッ

チ
ャ
に
し
て
困
り
ま
し
た
。
そ
れ

が
唯
一
の
欠
点
。
そ
れ
を
反
面
教

師
に
し
育
ち
今
に
至
り
、
融
通
の

聞
か
な
い
男
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
バ
イ
ト
の
人
に
も
約
束
ご

と
、
決
め
事
は
守
る
よ
う
に
と
言
っ

て
ま
す
。

困
っ
た
性
格
の
男
で
す
が｢

サ
カ

タ
ニ
友
の
会
」
に
入
っ
て
宜
し
く

お
引
き
立
て
を
！
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○
3
月
１
５
０

号
「
と
ん
か
ら

り
ん
」
は
例
年
よ
り
一
日
多
い
閏

年
と
は
い
え
作
成
に
大
い
に
苦
し

み
ギ
リ
ギ
リ
で
や
っ
と
間
合
っ
た
。

●
８
年
以
上
使
っ
た
Ｐ
Ｃ
。
デ
ス

ク
か
ら
ノ
ー
ト
に
、
基
本
ソ
フ
ト

も
新
し
く
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

こ
の
世
界
の
８
年
は
大
昔
な
の
だ
。

○
手
馴
れ
て
い
な
い
の
と
、
年
齢

と
理
数
系
で
な
い
頭
の
三
重
苦
。

出
来
上
り
寸
前
で
消
え
る
こ
と
数

度
。
ご
投
稿
者
に
迷
惑
を
か
け
た
。

●
そ
の
上
、
お
手
伝
い
し
た
1/16

「
馬
町
爆
撃
を
語
ろ
う
会
」
の
後
、

市
長
選
挙
が
あ
り
、
後
始
末
時
期

が
遅
れ
た
影
響
も
。
言
訳
終
了

○
毎
年
３
月
末
「
サ
カ
タ
ニ
友
の

会
会
員
証
」
の
ご
更
新
を
お
願
い

し
て
い
る
。
更
新
時
、
お
生
ま
れ

月
日
を
お
知
ら
せ
を
。

「
お
年
」
は
お
聞
き
し
ま
せ
ん
。

●
私
は
、
ま
だ
若
い
。
新
藤
兼
人

監
督
1912
年
（
大
２
）
生
れ
。
昨
年

「
一
枚
の
は
が
き
」
で
脚
本
賞
に

選
ば
れ
た
。
22
も
歳
下
だ
。

○
わ
が
父
系
、
祖
父
は
58
。
父
は

63
で
没
し
た
。
自
ら
で
73
と
予
定

し
て
い
た
が
、
90
を
越
え
て
生
き

た
母
の
遺
伝
子
の
故
だ
ろ
う
か
。

●
〜
16
才
ま
で
実
母
の
存
在
も
知

ら
ず
、
生
母
が
80
を
越
え
る
迄
数

度
会
っ
た
だ
け
私
。
90
才
前
、
箱

根
で
小
さ
い
背
中
を
流
し
た
親
孝

行
が
初
で
最
後
。

○
だ
か
ら
私
は
豊
田
勇
造
の｢

背

中｣

と
い
う
歌
が
大
好
き
だ
。

遺
伝
子
に
感
謝
感
謝
だ
。
独
白
。

酒

屋

で

生

き

て

生
か
さ
れ
て

編
集
後
記

第
六
十
七
話

酒
税
・
消
費
税

内
縁
関
係
？

税
理
士
・
Ｈ
氏
に
対
す
る
反
論

当
面
の
問
題
と
子
供
が
成
人
す

る
ま
で
の
長
期
の
問
題
に
分
け

て
、
意
見
を
述
べ
ま
す
。

①
当
面
の
問
題
：
民
法
４
条
１

項
「
未
成
年
者
カ
法
律
行
為
ヲ

為
ス
ニ
ハ
其
ノ
法
定
代
理
人
ノ

同
意
ヲ
得
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
・
・
・
」

民
法
４
条
２
項
「
前
項
ノ
規
定

ニ
反
ス
ル
行
為
ハ
之
ヲ
取
消
ス

コ
ト
エ
ヲ
得
」

未
成
年
後
見
人
が
家
庭
裁
判
所

の
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
ま
で
、

未
成
年
者
は
法
律
行
為
を
す
る

事
が
出
来
ま
せ
ん
。
未
成
年
後

見
人
の
選
任
は
子
供
の
将
来
の

こ
と
を
考
慮
し
て
決
め
る
の
で

必
然
的
に
長
期
間
に
及
び
ま
す
。

こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る

か
？
日
常
の
食
べ
物
を
買
う
と

い
う
法
律
行
為
す
ら
出
来
な
い

こ
と
に
な
り
ま
す
。
任
意
に
取

り
消
し
が
可
能
な
の
で
、
代
金

を
提
供
し
て
も
、
良
識
あ
る
商

人
は
未
成
年
者
に
物
を
売
っ
て

く
れ
ま
せ
ん
。
借
家
に
住
ん
で

い
た
と
し
て
、
家
賃
の
支
払
い

は
ど
う
な
る
の
で
し
ょ
う
。
貸

主
と
し
て
は
に
っ
ち
も
さ
っ
ち

も
行
か
な
い
困
っ
た
状
況
に
追

い
込
ま
れ
ま
す
。

以
上
は
わ
ず
か
に
子
供
に
手
持

ち
の
現
金
が
あ
る
と
い
う
前
提

で
論
を
進
め
て
い
ま
す
が
、
子

供
に
手
持
ち
の
現
金
が
全
く
無

い
場
合
（
保
険
会
社
は
後
見
人

に
し
か
保
険
金
を
支
払
い
ま
せ

ん
）
は
、
今
日
の
食
事
に
も
あ

り
つ
け
な
い
と
い
う
状
況
に
陥

り
ま
す
。

母
子
家
庭
で
母
親
に
万
一
の
事

が
あ
っ
た
場
合
、
間
髪
を
入
れ

ず
世
話
を
し
て
く
れ
る
身
内
が

ど
う
し
て
も
必
要
な
の
で
す
。

②
長
期
の
問
題

保
険
金
受
取
人
た
る
オ
バ
サ
ン

が
、
保
険
金
を
そ
の
子
の
養
育

費
に
使
う
と
は
限
ら
な
い
と
の

心
配
は
そ
の
と
お
り
で
す
。
し

か
し
家
庭
裁
判
所
の
選
ん
だ
未

成
年
後
見
人
だ
っ
て
そ
の
心
配

は
、
拭
い
去
れ
ま
せ
ん
。
ギ
ャ

ン
ブ
ル
が
好
き
で
女
に
だ
ら
し

の
な
か
っ
た
前
夫
が
、
実
の
親

で
あ
り
生
活
態
度
を
改
め
ま
し

た
と
巧
み
に
未
成
年
後
見
人
に

選
ば
れ
た
り
す
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

母
親
の
選
ん
だ
人
に
子
供
の

身
を
預
け
る
か
、
家
庭
裁
判
所

の
未
成
年
後
見
人
に
預
け
る
か
？

私
は
、
男
で
苦
労
し
た
母
親
の

感
を
信
じ
る
ほ
う
が
良
い
結
果

と
な
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
で

す
。

清
水
克
彦

こ
の
欄
は
昨
年
６
月
〜
12
月
７
回
保
険

の
話
の
筆
者
清
水
克
彦
様
か
ら
届
い
た
メ
ー

ル
を
そ
に
の
マ
マ
転
載
し
ま
し
た
。

編
集
者
は｢

酒
屋
」
で
法
律
は
不
得
手
。
専

門
家
で
も
意
見
違
い
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、

こ
れ
で
終
わ
り
に
し
ま
す
。
相
続
が
争
続

に
な
ら
な
い
家
族
関
係
こ
そ
一
番
大
事
。


