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つながるひと
まちぶんか

昨年の３月、春分の日の連休を利用して奄美大島を旅行した。新型コロナウイルスの感染拡大による影響がすでにはじまっていたけれども、４月にはもっと
ひどくなって、大手を振って旅行できなくなるだろうと思ったからだ。あの時点ですら離島に行くことは決して褒められたことではなかったけれど、今思い
返すと、行って良かったと本当に思う。大阪からの旅行客である私は現地で温かく迎えられ、ぎりぎりでコロナ禍前の旅行が楽しめた。今は島民専用の店な
どができ、昨年と同じような旅行はできないと聞く。加計呂麻島に渡った諸鈍（しょどん）でのこと、今も胸に残る言葉がある。並木を指さして、おばぁに
言われた言葉だ。「この道にある並木はデイゴと言って、５月末には燃えるような赤い花が咲く。都合がつけば、その頃に家族でおいで。一生の思い出になるよ」。
花盛りのデイゴ並木を眺めながら黒糖焼酎を飲みたい。もうすぐ赤い花が咲くだろうか？　今年はまだ厳しい。来年は行けるだろうか？（平井裕三） https://tsuhimabu.com/

つひまぶ
web

「つひまぶ」では、編集メンバーを随時募集しています。興味がある方はFacebookにてご連絡いただくか、大阪市北区役所地域課（地域支援担当）（tel. 06-6313-9734）までご連絡ください。『ニューMASA』を譲り譲られた歴代の店主。左から、比嘉香織さん、片牧尚之さん、古家慶子さん。店をシェアする 3人が同時に並び立つのはかなりレア !?

つひまぶ
梅
田
３
丁
目
計
画

仮
称

は
大
阪
中
央
郵
便
局
の
ど
ん
な
記
憶
を
継
承
す
る
の
か
？

曳
家
で
西
に
約
50
ｍ
、
90
度
回
転
さ
せ
て
、
さ
ら
に
北
へ
約
25
ｍ
、
そ
う
ま
で
し
て
残
し
た
か
っ
た
も
の
と
は
？

号
るげなつ

つな
ぐ

バ
ト
ンタ
ッ
チ

継
承

伝
承

再
生

の
れ
ん

た
す
き

ゆ
ず
る
ひ
と
、
つな
ぐ
も
の

Ｊ
Ｒ
大
阪
駅
桜
橋
口
の
改
札
を
出
る
と
、

左
手
に
工
事
現
場
が
あ
り
ま
す
。
工
事

現
場
を
ふ
と
見
上
げ
る
と
、
鋼
板
塀
の

な
か
に
普
通
の
工
事
現
場
で
は
見
掛
け

る
こ
と
の
な
い
、
大
き
な
四
角
い
箱
が

目
に
入
っ
て
き
ま
す
。
は
て
さ
て
、
こ

れ
は
一
体
な
ん
だ
ろ
う
？　

う
わ
さ
で

は
、
か
つ
て
こ
こ
に
あ
っ
た
、
大
阪
中

央
郵
便
局
旧
庁
舎
の
「
な
に
か
」
が

入
っ
て
い
る
ら
し
い
、
と
の
こ
と
。
突

き
止
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
工
事
現
場
は
、
大
阪
中
央
郵
便
局

跡
地
を
含
む
大
阪
駅
西
地
区
の
再
開
発

事
業
「
梅
田
３
丁
目
計
画
（
仮
称
）」

と
し
て
２
０
２
０
年
（
令
和
２
年
）
７

月
に
着
工
さ
れ
ま
し
た
。
２
０
２
４
年

（
令
和
６
年
）
に
は
、
オ
フ
ィ
ス
、
商
業
、

劇
場
、
ホ
テ
ル
の
４
つ
の
機
能
が
入
っ

た
施
設
が
完
成
す
る
そ
う
で
す
。
工
事

が
は
じ
ま
る
前
を
思
い
起
こ
す
と
、
西

梅
田
ス
ク
エ
ア
と
呼
ば
れ
る
イ
ベ
ン
ト

会
場
で
、
そ
の
頃
か
ら
虹
や
気
球
の
イ

ラ
ス
ト
が
描
か
れ
た
水
色
の
大
き
な
箱

型
の
な
に
か
が
あ
っ
た
よ
う
な
、
と
な

ん
と
な
く
頭
の
片
隅
に
残
っ
て
い
る
方

も
多
い
の
で
は
？
と
思
い
ま
す
。
さ
ら

に
記
憶
を
さ
か
の
ぼ
る
と
、
か
つ
て
こ

こ
に
あ
っ
た
の
が
、「
大
阪
中
央
郵
便

局
」…

の
、
一
体
な
に
が
!?

そ
の
「
な
に
か
」
を
知
り
た
く
て
、
東

京
の
日
本
郵
政
グ
ル
ー
プ
の
担
当
者
に

お
話
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

大
阪
中
央
郵
便
局
旧
庁
舎
は
、
１
９
３

９
年
（
昭
和
14
年
）
に
完
成
し
ま
し
た
。

逓
信
省
の
吉
田
鉄
郎
氏
の
設
計
で
、
日

本
に
お
け
る
近
代
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の

代
表
作
の
一
つ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

実
家
へ
の
荷
物
を
送
る
た
め
、
記
念
切

手
を
買
い
に…

と
何
度
も
当
時
の
大
阪

中
央
郵
便
局
に
通
っ
て
い
た
頃
を
思
い

出
し
ま
す
。
愛
媛
県
か
ら
大
阪
に
出
て

き
て
働
き
は
じ
め
た
頃
で
、
大
阪
中
央

郵
便
局
の
建
物
が
な
ん
た
る
か
も
知
ら

な
い
、
田
舎
か
ら
出
て
き
た
ば
か
り
の

若
者
で
し
た
が
、
建
物
の
な
か
に
入
る

と
、
少
し
背
筋
が
ピ
ン
と
し
た
よ
う
な
、

そ
ん
な
感
覚
は
残
っ
て
い
ま
す
。
今
あ

ら
た
め
て
、
大
阪
中
央
郵
便
局
旧
庁
舎

を
写
真
で
見
返
す
と
、
柱
と
梁
で
横
方

向
に
は
規
則
正
し
く
、
縦
方
向
に
は
グ

ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
付
け
て
区
切
ら
れ
、

柱
と
梁
の
間
は
格
子
状
に
ガ
ラ
ス
窓
が

埋
め
込
ま
れ
て
い
て
、
無
駄
な
く
整
然

と
し
て
い
て
、
り
り
し
い
建
物
だ
な
、

と
感
じ
ま
す
。

人
々
に
愛
さ
れ
た
大
阪
中
央
郵
便
局
旧

庁
舎
で
す
が
、
建
物
の
老
朽
化
が
進
み
、

ま
た
土
地
の
有
効
活
用
の
た
め
、
建
て

替
え
計
画
が
持
ち
上
が
り
ま
す
。
こ
れ

に
対
し
て
、
多
く
の
人
か
ら
保
存
を
求

め
る
声
が
上
が
っ
た
こ
と
か
ら
、
旧
庁

舎
の
一
部
を
新
し
い
ビ
ル
内
の
吹
き
抜

け
ス
ペ
ー
ス
に
移
設
し
、
保
存
す
る
こ

と
と
し
た
そ
う
で
す
。

「
残
し
て
い
る
の
は
、
大
阪
中
央
郵
便

局
旧
庁
舎
の
建
築
的
特
徴
を
伝
え
る
部

分
で
、
ま
た
旧
庁
舎
の
窓
口
ロ
ビ
ー
が

あ
っ
た
Ｊ
Ｒ
大
阪
駅
前
広
場
側
の
一
部

で
す
。
ご
利
用
い
た
だ
い
た
市
民
の
み

な
さ
ま
に
も
思
い
出
の
あ
る
部
分
だ
と

思
い
ま
す
」
と
の
こ
と
。
永
遠
に
建
物

を
残
す
こ
と
は
難
し
く
て
も
、
か
た
ち

を
変
え
て
残
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
あ

の
水
色
の
箱
の
な
か
で
何
年
も
、
活
用

さ
れ
る
日
を
待
っ
て
い
た
の
で
す
ね
。

２
０
１
２
年
（
平
成
24
年
）、
つ
い
に

取
り
壊
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
大
阪
中

央
郵
便
局
旧
庁
舎
で
す
が
、
そ
の
後
、

経
済
状
況
の
悪
化
な
ど
を
受
け
、
計
画

は
な
か
な
か
進
ま
ず
、
２
０
２
０
年

（
令
和
２
年
）
に
よ
う
や
く
着
工
と
な

り
ま
し
た
。

と
は
い
え
、
旧
庁
舎
の
一
部
を
、
そ
の

場
所
に
置
い
た
ま
ま
の
建
物
計
画
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
る
べ
き
場
所
に
移

動
さ
せ
る
た
め
、
建
築
物
を
そ
の
ま
ま

動
か
す
「
曳
家
工
法
」
が
採
用
さ
れ
、

西
に
約
50
ｍ
動
か
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
、

さ
ら
に
北
に
約
25
ｍ
動
か
さ
れ
る
と
の

こ
と
で
す
。

さ
ら
に
は
、
新
し
い
建
物
の
一
部
と
す

る
た
め
に
は
、
水
平
移
動
さ
せ
る
だ
け

で
な
く
、
90
度
回
転
さ
せ
る
必
要
が

あ
っ
た
と
の
こ
と
。
こ
の
た
め
、
ト
ラ

ン
ス
ポ
ー
タ
ー
（
重
量
物
運
搬
台
車
）

と
呼
ば
れ
る
タ
イ
ヤ
が
た
く
さ
ん
付
い

た
台
車
を
使
用
し
て
移
動
さ
せ
る
と
い

う
工
法
を
採
用
し
た
そ
う
で
す
。

曳
家
工
法
と
い
え
ば
、
丸
太
の
上
を
転

が
し
て
い
く
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
で

す
が
、
現
代
の
技
術
を
駆
使
し
て
の
移

設
作
業
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

多
く
の
人
の
思
い
が
つ
な
が
り
、
一
部

で
は
あ
り
ま
す
が
、
残
さ
れ
た
大
阪
中

央
郵
便
局
旧
庁
舎
。
ど
ん
な
に
時
代
が

変
わ
っ
て
も
、
美
し
い
も
の
は
人
の
心

に
響
き
ま
す
。
古
い
記
憶
を
引
き
継
ぎ
、

か
つ
て
の
姿
を
知
ら
な
い
世
代
が
、
そ

の
在
り
し
日
に
思
い
を
は
せ
る
き
っ
か

け
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
秋
山
暁
子
）

逓信省の吉田鉄郎氏設計。日本における
近代モダニズム建築の代表作の一つと言
われた旧庁舎。

箱のなかに旧庁舎の遺構があり、今まさ
に北西に移動させる曳家工事がおこなわ
れている現場です。

完成後のアトリウムのイメージ。アトリ
ウム正面に移設した旧庁舎の遺構が採用
される予定です。

（
　
　
）

編 集 後 記



人
の
店
主
が
共
存
す
る
こ
と
で
、「
譲
り
店
」

か
ら
、
複
数
の
店
主
が
そ
れ
ぞ
れ
に
共
有
し
分

担
す
る
「
シ
ェ
ア
空
間
」
へ
生
ま
れ
変
わ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
す
。「
片
牧
さ
ん
の
お
客
さ

ん
、
古
家
さ
ん
の
お
客
さ
ん
、
私
の
知
り
合
い

が
ミ
ッ
ク
ス
す
る
の
が
楽
し
み
で
す
。
店
を

シ
ェ
ア
す
る
こ
と
で
、
１
人
だ
と
か
ぎ
ら
れ
る

人
間
関
係
も
お
互
い
に
シ
ェ
ア
で
き
る
の
で
、

人
と
人
の
つ
な
が
り
が
広
が
っ
て
、
い
ろ
ん
な

人
が
来
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
お
も
し
ろ
い

で
す
ね
」
と
今
後
に
期
待
を
込
め
る
比
嘉
さ
ん
。

こ
の
よ
う
に
複
数
の
店
主
が
店
を
シ
ェ
ア
し
、

人
の
つ
な
が
り
を
生
み
だ
す
仕
組
み
は
、
山
納

さ
ん
が
日
替
わ
り
店
主
の
『
コ
モ
ン
カ
フ
ェ
』

で
試
み
て
き
た
こ
と
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の

で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
が
、「
カ

フ
ェ
は
人
を
育
て
る
装
置
に
な
る
」
と
い
う
理

念
。
カ
フ
ェ
ブ
ー
ム
の
な
か
で
多
く
の
新
し
い

カ
フ
ェ
が
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
都
会
で
ゼ
ロ
か

ら
カ
フ
ェ
を
出
店
す
る
の
は
容
易
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
他
方
で
、
長
年
続
い
て
き
た
喫
茶
店
も

少
な
く
は
な
く
、
そ
こ
に
集
う
常
連
客
の
居
場

所
も
大
切
で
す
。
そ
こ
で
、
夢
を
持
つ
人
々
に

店
を
譲
り
、
開
業
や
継
続
の
ハ
ー
ド
ル
を
下
げ

る
こ
と
は
、
古
い
店
を
存
続
さ
せ
な
が
ら
人
を

育
て
る
合
理
的
な
仕
組
み
だ
と
山
納
さ
ん
は
考

え
て
い
ま
す
。「
譲
り
店
な
ら
前
向
き
に
辞
め

る
こ
と
が
で
き
る
し
、
も
う
か
ら
な
く
て
も
自

立
が
で
き
ま
す
。
今
後
も
こ
の
場
を
踏
み
台
に

し
て
夢
を
実
現
す
る
人
が
現
わ
れ
続
け
る
と
い

い
で
す
ね
」
と
山
納
さ
ん
。
個
人
経
営
店
に
は

後
継
ぎ
問
題
が
付
き
も
の
で
す
が
、
他
人
同
士

で
バ
ト
ン
を
つ
な
い
で
き
た
『
ニ
ュ
ー
Ｍ
Ａ
Ｓ

Ａ
』
が
示
し
て
い
る
の
は
、
家
族
が
店
を
継
ぐ
の

で
も
な
く
、
１
人
で
店
を
続
け
る
の
で
も
な
い

「
第
３
の
店
の
続
け
方
」
で
す
。（
松
岡
慧
祐
）

Ｓ
Ａ
』
に
は
、
比
嘉
香
織
さ
ん
と
い
う
も
う
１

人
の
継
ぎ
手
が
い
る
の
で
す
。
比
嘉
さ
ん
は
、

か
つ
て
中
崎
町
で
カ
フ
ェ
・
雑
貨
屋
を
経
営
し

て
い
ま
し
た
が
、
２
０
１
９
年
（
令
和
元
年
）

に
店
を
閉
め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
後
、
住
居

を
中
崎
町
に
移
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
、

『
ニ
ュ
ー
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ａ
』
の
常
連
客
に
な
り
ま
し

た
。
そ
の
縁
で
、
今
年
の
４
月
か
ら
、『
ニ
ュ
ー

Ｍ
Ａ
Ｓ
Ａ
』
閉
店
後
の
19
時
か
ら
『
夜
の

ニ
ュ
ー
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ａ
』
を
担
当
す
る
こ
と
に
。

「
お
店
を
や
り
た
い
と
思
う
と
、
普
通
な
ら

〝
よ
っ
こ
ら
し
ょ
〞
と
い
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必

要
に
な
り
ま
す
。
で
も
、
こ
の
話
を
い
た
だ
い

た
と
き
は
、
気
軽
に
、
や
ら
せ
て
！
と
言
え
ま

し
た
。
夜
だ
け
店
を
間
借
り
で
き
る
の
は
あ
り

が
た
い
で
す
」
と
比
嘉
さ
ん
。
過
去
に
自
分
の

店
を
持
ち
、
い
わ
く
「
失
敗
」
も
経
験
し
て
い

る
比
嘉
さ
ん
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
て
店
を
部

分
的
に
譲
っ
て
も
ら
え
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
を

大
き
く
感
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。「
ゼ
ロ
か
ら
お

店
を
立
ち
上
げ
る
の
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
け
ど
、

「
譲
り
店
」
な
ら
、
１
人
で
経
営
や
集
客
に
悩
む

し
ん
ど
さ
か
ら
解
放
さ
れ
る
し
、
失
敗
で
き
な

い
と
思
わ
な
く
て
い
い
の
で
、
気
が
ラ
ク
な
ん

で
す
。
過
去
に
お
店
を
閉
め
て
し
ま
っ
た
負
の

経
験
を
、
こ
こ
で
プ
ラ
ス
の
力
に
変
え
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
」。
比
嘉
さ
ん
が
こ
う
語
る
よ
う

に
、
譲
り
譲
ら
れ
、
結
果
的
に
複
数
の
人
々
が

関
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
『
ニ
ュ
ー
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ａ
』

に
は
、
い
い
意
味
で
自
分
だ
け
で
責
任
を
負
わ

な
く
て
い
い
と
い
う
気
楽
さ
が
あ
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
こ
の
４
月
か
ら
は
、
２
代
目
の
片
牧
さ

ん
も
復
帰
し
、『
ニ
ュ
ー
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ａ
』
定
休
日
の

月
・
火
に
間
借
り
カ
レ
ー
屋
『
マ
！
カ
レ
ー
』
を

オ
ー
プ
ン
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、

片
牧
さ
ん
、
古
家
さ
ん
、
比
嘉
さ
ん
と
い
う
３

た
片
牧
尚
之
さ
ん
が
、
仕
事
を
辞
め
て
店
を
継

ぐ
こ
と
を
申
し
出
た
の
で
す
。
そ
こ
に
は
、
他

の
常
連
客
の
居
場
所
を
守
り
た
い
と
い
う
思
い

も
あ
り
ま
し
た
が
、
将
来
的
に
は
ペ
ン
シ
ョ
ン

を
経
営
し
た
い
と
い
う
夢
を
持
っ
て
い
た
片
牧

さ
ん
に
と
っ
て
、
店
を
継
ぐ
こ
と
は
、
そ
の
夢

へ
の
第
一
歩
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
た
め
、

片
牧
さ
ん
は
店
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
継
ぐ
の

で
は
な
く
、
自
分
な
り
に
ア
レ
ン
ジ
す
る
こ
と

で
、
そ
こ
を
「
自
分
の
店
」
に
し
て
い
き
ま
す
。

こ
の
と
き
に
名
付
け
ら
れ
た
の
が
『
昭
和
喫
茶

　
ニ
ュ
ー
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ａ
』
と
い
う
新
し
い
店
名
で

し
た
。「
古
い
だ
け
、
お
年
寄
り
だ
け
の
喫
茶

店
も
多
い
で
す
が
、
昭
和
レ
ト
ロ
ブ
ー
ム
に

乗
っ
て
、
若
者
も
入
れ
る
店
に
し
た
か
っ
た
ん

で
す
」
と
片
牧
さ
ん
。
そ
れ
で
も
、
コ
ー
ヒ
ー

豆
は
『
正
』
の
も
の
を
引
き
継
ぎ
、
30
年
続
い

て
き
た
店
の
雰
囲
気
は
壊
さ
な
い
こ
と
を
心
掛

け
た
そ
う
で
す
。

こ
う
し
て
２
代
目
の
店
主
が
誕
生
し
、
閉
店
を

免
れ
た
わ
け
で
す
が
、
時
代
が
平
成
か
ら
令
和

に
変
わ
る
と
、
片
牧
さ
ん
が
こ
だ
わ
っ
て
き
た

「
昭
和
感
」
に
迷
い
が
生
じ
る
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
を
き
っ
か
け
に
店
を
手
放
す
こ
と
を
考
え

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
と
き
に
店
に

立
ち
寄
り
、
相
談
に
乗
っ
た
の
が
、
近
所
に
あ

る
『
コ
モ
ン
カ
フ
ェ
』
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
で

あ
る
山
納
洋
さ
ん
。
す
で
に
コ
モ
ン
カ
フ
ェ
に

日
替
わ
り
店
主
の
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
て
い
た

山
納
さ
ん
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
人
に
人
生
の
い

ち
時
期
だ
け
カ
フ
ェ
経
営
を
経
験
し
て
も
ら
う

と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
山

納
さ
ん
が
、
こ
の
状
況
を
見
過
ご
す
は
ず
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
次
の
店
主
を
探
す
山
納
さ

ん
の
ア
ク
シ
ョ
ン
に
反
応
し
た
の
が
、
過
去
に

コ
モ
ン
カ
フ
ェ
の
日
替
わ
り
店
主
を
し
た
こ
と

も
あ
っ
た
古
家
慶
子
さ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、

そ
の
と
き
に
ネ
ッ
ク
に
な
っ
た
の
は
、
古
家
さ

ん
の
準
備
が
整
う
の
が
、
そ
の
半
年
後
だ
っ
た

こ
と
。
そ
の
半
年
間
だ
け
の
イ
ン
タ
ー
バ
ル
を

３
代
目
店
主
と
し
て
埋
め
る
こ
と
を
申
し
出
た

の
が
、
山
納
さ
ん
の
ご
子
息
で
当
時
大
学
生

だ
っ
た
山
納
慎
也
さ
ん
で
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ

て
、
ま
さ
に
一
時
的
に
店
が
自
分
の
も
の
に
な

る
「
譲
り
店
」
と
し
て
の
『
ニ
ュ
ー
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ａ
』

の
可
能
性
が
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
の
半
年
後
の
２
０
２
０
年
（
令
和
２
年
）
４

月
に
満
を
持
し
て
４
代
目
店
主
と
な
っ
た
古
家

さ
ん
も
、
い
ず
れ
旦
那
さ
ん
と
自
分
た
ち
の
カ

フ
ェ
を
開
く
の
が
夢
で
、『
ニ
ュ
ー
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ａ
』

の
店
主
を
す
る
の
は
３
年
だ
け
と
決
め
て
い
ま

す
。「
自
分
の
店
を
開
く
に
は
資
金
が
必
要
で

す
。
だ
か
ら
、
こ
の
話
は
〝
棚
か
ら
ぼ
た
餅
〞

と
い
う
か
ん
じ
で
し
た
。
す
べ
て
整
っ
て
い
る

店
を
譲
っ
て
も
ら
え
る
ん
で
す
か
ら
。
50
歳
に

な
る
ま
で
に
は
自
分
の
店
を
持
ち
た
い
。
こ
こ

で
の
経
験
は
、
そ
の
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
と
考
え

て
い
ま
す
」。
現
在
、
店
を
継
い
で
１
年
が
経

過
し
、
よ
う
や
く
地
域
に
も
な
じ
み
、
常
連
客

と
の
関
係
づ
く
り
も
で
き
て
き
た
そ
う
で
す
。

「
地
域
の
人
と
の
つ
な
が
り
が
な
に
よ
り
の
財

産
で
す
。
そ
ん
な
つ
な
が
り
も
受
け
継
ぐ
こ
と

が
で
き
る
の
が
あ
り
が
た
い
で
す
ね
。
片
牧
さ

ん
が
常
連
さ
ん
を
紹
介
し
て
く
れ
た
の
で
、
慣

れ
な
い
こ
と
も
大
目
に
見
て
も
ら
え
ま
す
。
そ

ん
な
お
客
さ
ん
の
優
し
さ
、
そ
し
て
、
お
店
の

信
用
が
引
き
継
が
れ
て
い
る
ん
で
す
」
と
古
家

さ
ん
。
こ
の
よ
う
に
、
店
と
い
う
箱
だ
け
で
は

な
く
、
つ
な
が
り
や
信
用
ま
で
も
引
き
継
ぐ
こ

と
が
で
き
た
の
は
、
片
牧
さ
ん
が
店
を
辞
め
て

か
ら
も
、
譲
り
っ
放
し
に
す
る
の
で
は
な
く
、

古
家
さ
ん
や
お
客
さ
ん
と
関
わ
り
を
持
ち
、
温

か
く
見
守
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
ら
で
す
。

「
店
を
持
っ
て
み
て
思
っ
た
の
は
、
１
人
で
や

る
の
が
こ
ん
な
に
大
変
な
の
か
と
い
う
こ
と
。

す
べ
て
自
己
判
断
に
な
る
の
で
、
ひ
と
り
ぼ
っ

ち
は
し
ん
ど
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
相
談
で
き
る

人
が
い
て
、
助
け
て
も
ら
え
る
の
は
大
き
い
で

す
」
と
古
家
さ
ん
。
片
牧
さ
ん
か
ら
古
家
さ
ん

へ
の
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
を
仲
立
ち
し
た
山
納
さ
ん

も
、
良
き
相
談
相
手
に
な
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
古
家
さ
ん
に
と
っ
て
は
、「
次
の
人
」

が
い
る
こ
と
も
、
大
き
な
安
心
感
に
つ
な
が
っ

て
い
ま
す
。
じ
つ
は
、
す
で
に
『
ニ
ュ
ー
Ｍ
Ａ

２
０
０
０
年
代
以
降
、
若
者
が
次
々
と
カ
フ
ェ

を
オ
ー
プ
ン
さ
せ
、
関
西
の
カ
フ
ェ
ブ
ー
ム
を

け
ん
引
す
る
ま
ち
に
発
展
し
た
中
崎
町
。〝
今

風
の
お
し
ゃ
れ
〞
を
追
求
し
た
カ
フ
ェ
が
建
ち

並
ぶ
な
か
、
中
崎
町
駅
前
に
40
年
近
く
続
い
て

い
る
純
喫
茶
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
名
は
、

『
ニ
ュ
ー
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ａ
』。
な
ぜ
「
ニ
ュ
ー
」
な
の

か
？
「
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ａ
」
と
は
な
に
か
？　
と
い
っ

た
疑
問
符
は
付
く
け
れ
ど
も
、
ま
ち
角
に
昔
な

が
ら
の
渋
い
喫
茶
店
を
見
掛
け
る
こ
と
自
体
は
、

そ
れ
ほ
ど
珍
し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、

そ
ん
な
喫
茶
店
に
は
、
高
齢
の
店
主
が
立
ち
続

け
、
長
年
に
わ
た
っ
て
店
を
守
っ
て
い
る
。
そ

れ
が
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
と
ら
わ
れ
ず

に
存
続
し
て
い
る
の
が
、『
ニ
ュ
ー
Ｍ
Ａ
Ｓ
Ａ
』

な
の
で
す
。

こ
の
店
が
創
業
し
た
の
は
、
１
９
８
２
年
（
昭

和
57
年
）。
店
主
は
ヨ
シ
コ
さ
ん
と
い
う
女
性

で
、
店
の
名
前
は
『
喫
茶
・
ラ
ウ
ン
ジ　
正
』

で
し
た
。
中
崎
町
が
「
若
者
の
ま
ち
」
に
変
貌

す
る
ず
っ
と
前
の
話
で
す
。
そ
れ
か
ら
お
よ
そ

30
年
、『
正
』
は
地
元
の
住
民
や
勤
め
人
の
憩

い
の
場
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
今
か

ら
10
年
前
、
ヨ
シ
コ
さ
ん
が
店
を
畳
む
こ
と
を

決
意
し
た
そ
の
と
き
に
、
こ
の
店
の
新
た
な
物

語
が
は
じ
ま
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。『
正
』
の

常
連
客
の
１
人
で
、
当
時
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
だ
っカ

フ
ェ
を
存
続
さ
せ
る
新
し
い
か
た
ち
ニューMASAの場合

ニュー MASA

バトンタッチ 歴史の

ゼ
ロ
か
ら
お
店
を
立
ち
上
げ
る
の
は

ハ
ー
ド
ル
が
高
い
け
ど

「
譲
り
店
」
な
ら
気
が
ラ
ク

失
敗
も
許
さ
れ
る
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� 代目店主 古家慶子さん
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「喫茶・ラウンジ 正」開業

���� 年 � 月
� 代目店主 片牧尚之さん

「ニュー MASA」定休日の月火に
「マ！カレー」オープン

「夜のニュー MASA」店主 比嘉香織さん
「ニュー MASA」閉店後の 19 時から
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� 代目店主 片牧尚之さん
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こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
」。

手
助
け
と
い
え
ば
、
お
好
み
焼
専
門
店
に
し
た

と
き
、
吉
夫
さ
ん
は
、
終
生
お
付
き
合
い
す
る

こ
と
と
な
る
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
と
出
会
い
ま
す
。

「
洋
食
の
コ
ッ
ク
は
職
人
仕
事
な
の
で
、
経
営

の
自
分
た
ち
が
口
を
出
し
に
く
く
、
現
場
と
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
り
づ
ら
い
ん
で
す
。

一
方
で
お
好
み
焼
は
、
コ
ツ
さ
え
つ
か
め
ば
ア

ル
バ
イ
ト
で
も
で
き
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
か
ら

お
好
み
焼
店
に
業
態
を
変
え
ま
し
た
が
、
課
題

は
社
員
教
育
で
し
た
。
社
員
教
育
を
専
門
家
の

コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
の
先
生
に
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン

グ
し
、
勘
や
経
験
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
グ
ラ

ム
数
や
時
間
な
ど
の
数
字
で
し
っ
か
り
把
握
で

き
る
よ
う
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
し
ま
し
た
。
こ
れ
が

良
か
っ
た
。
自
分
の
給
料
を
削
っ
て
で
も
先
生

に
来
て
も
ら
っ
て
ほ
し
い
！
と
懇
願
し
て
ね
。

こ
れ
が
飛
躍
の
き
っ
か
け
に
も
な
り
ま
し
た
」。

１
９
８
９
年
（
平
成
元
年
）、
40
歳
を
目
前
に

し
て
社
長
に
就
任
。

「
代
替
わ
り
し
た
ら
、
オ
レ
は
お
ま
え
に
世
話

に
は
な
っ
て
な
い
よ
！
と
辞
め
た
人
も
多
か
っ

た
で
す
。
先
代
に
付
い
て
い
た
古
い
人
た
ち
。

で
も
こ
れ
は
し
ょ
う
が
な
い
。
忘
れ
も
し
な
い

の
は
、
取
引
銀
行
に
融
資
の
お
願
い
に
行
っ
た

と
き
、
融
資
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
こ
と
で
す
。

社
長
に
は
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
自
分
に
は
ま
だ

信
用
が
な
か
っ
た
。
銀
行
は
先
代
の
信
用
で
お

付
き
合
い
を
し
て
く
れ
て
い
た
だ
け
で
し
た
。

あ
の
と
き
は
、
い
つ
か
、
銀
行
を
見
返
し
て
や

ろ
う
と
思
い
ま
し
た
よ
」。

吉
夫
社
長
の
船
出
は
厳
し
い
も
の
で
し
た
が
、

多
く
の
人
に
助
け
ら
れ
て
き
た
と
も
。

「
な
か
な
か
借
り
ら
れ
な
か
っ
た
物
件
の
オ
ー

ナ
ー
の
お
母
さ
ま
が
、
昔
、『
甘
党
ゆ
か
り
』

の
ぜ
ん
ざ
い
を
召
し
上
が
っ
て
く
れ
た
ご
縁
で
、

そ
の
物
件
を
借
り
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
も
あ

り
ま
し
た
。
縁
で
す
よ
ね
。
本
当
に
、
い
ろ
ん

な
人
に
助
け
ら
れ
て
き
た
ん
で
す
」。

「
社
長
交
代
の
タ
イ
ミ
ン
グ
は
自
分
が
65
歳
の

と
き
に
と
決
め
て
い
ま
し
た
。
自
分
が
元
気
な

う
ち
に
自
分
の
キ
ャ
リ
ア
を
伝
え
て
あ
げ
た

か
っ
た
し
、
な
に
が
あ
っ
て
も
対
応
で
き
る
体

力
が
残
っ
て
い
る
う
ち
に
社
長
を
交
代
を
し
た

か
っ
た
ん
で
す
。
も
し
ダ
メ
だ
っ
た
と
き
、
自

分
が
復
帰
で
き
る
体
力
が
あ
る
う
ち
に
ね
」。

な
る
ほ
ど
。
で
は
、
の
ち
に
社
長
を
務
め
る
こ

と
に
な
る
息
子
さ
ん
の
真
明
さ
ん
は
、
ど
ん
な

思
い
で
働
い
て
こ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
真

明
さ
ん
も
ま
た
、
す
ん
な
り
と
親
の
背
中
を
追

い
掛
け
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

「
音
楽
で
食
べ
て
い
こ
う
と
思
っ
て
い
て
、
18

歳
の
と
き
に
家
を
出
た
ん
で
す
。
親
の
敷
い
た

レ
ー
ル
の
上
を
歩
く
の
が
イ
ヤ
で
、
音
楽
と
い

う
自
分
が
ゼ
ロ
か
ら
つ
く
っ
た
も
の
で
成
功
し

た
い
思
い
が
あ
り
ま
し
た
。
で
も
、
僕
に
家
に

戻
れ
と
ア
ド
バ
イ
ス
し
て
く
れ
た
親
友
が
亡
く

な
っ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
音
楽
を
辞
め
、
家

に
戻
り
、
父
で
あ
る
社
長
（
現
会
長
）
に
頭
を

下
げ
ま
し
た
。
真
剣
に
家
の
仕
事
に
打
ち
込
む

と
誓
い
、
そ
の
と
き
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、

社
長
に
は
敬
語
で
接
し
て
い
ま
す
」。

「
最
初
は
Ｆ
Ｃ
店
か
ら
本
部
を
見
た
く
て
、Ｆ
Ｃ
店

の
『
ゆ
か
り
』
に
履
歴
書
を
書
い
て
採
用
面
接
に

行
き
ま
し
た
。
そ
の
後
は
直
営
店
に
入
り
直
し
て
、

現
場
の
社
員
と
し
て
一
か
ら
ス
タ
ー
ト
で
す
」。

え
こ
ひ
い
き
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
が
、
社
長

（
現
会
長
）
の
息
子
だ
か
ら
と
や
ゆ
さ
れ
る
こ

と
も
覚
悟
の
上
で
飛
び
込
ん
だ
と
か
。
そ
し
て

２
０
１
２
年
（
平
成
24
年
）
に
は
専
務
に
。

「
な
に
を
や
れ
ば
い
い
の
か
を
教
え
て
も
ら
え

る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
自
分
で
勉
強
し
て
自

分
で
仕
事
を
見
つ
け
て
い
ま
し
た
。
ま
ず
経
理

を
覚
え
て
、
固
定
経
費
の
削
減
な
ど
自
分
に
し

か
で
き
な
い
こ
と
に
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
」。

２
０
１
６
年
（
平
成
28
年
）、
４
代
目
社
長
に

就
任
。
真
明
さ
ん
が
32
歳
の
と
き
で
す
。

「
カ
ー
ド
決
済
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
関
係
の
伝
票
整

理
な
ど
、
専
務
時
代
に
考
え
て
い
た
、
仕
組
み

を
変
え
る
こ
と
を
実
現
さ
せ
ま
し
た
。
専
務
時

代
か
ら
社
長
交
代
を
想
定
し
て
、
職
域
を
き
ち

ん
と
分
け
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
密
に

し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
上
で
、
自
分
で
な
に
を

し
よ
う
か
と
考
え
て
、
思
う
よ
う
に
や
ら
せ
て

も
ら
っ
て
い
ま
す
。
今
は
側
面
か
ら
バ
ッ
ク

ア
ッ
プ
し
て
も
ら
っ
て
い
る
か
ん
じ
で
す
」。

最
後
に
吉
夫
会
長
は
、
こ
ん
な
こ
と
を
。

「
夢
は
１
０
０
年
企
業
で
す
。
今
年
70
周
年
な

の
で
、
あ
と
30
年
。
飲
食
店
の
チ
ェ
ー
ン
店
で

１
０
０
年
続
い
た
と
こ
ろ
と
い
う
の
は
、
あ
ま

り
聞
か
な
い
の
で
、
ぜ
ひ
達
成
し
た
い
で
す
」。

真
明
社
長
も
、「
経
営
は
バ
ト
ン
な
の
で
、
私

は
３
代
目
か
ら
受
け
取
っ
た
バ
ト
ン
を
５
代
目

に
つ
な
ぐ
の
が
使
命
。
時
代
に
適
応
さ
せ
て
、

１
０
０
年
を
目
指
し
て
や
っ
て
い
き
ま
す
」。

親
子
で
つ
な
い
だ
バ
ト
ン
が
見
え
た
瞬
間
で
し

た
。（
ル
イ
ス
）

お
好
み
焼
と
い
え
ば
大
阪
、
大
阪
と
い
え
ば
お

好
み
焼
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
、
大
阪
は
お
好
み
焼

の
激
戦
区
。
そ
ん
な
な
か
に
あ
っ
て
、『
お
好

み
焼
ゆ
か
り
』
は
、
長
き
に
わ
た
っ
て
曽
根

崎
お
初
天
神
通
商
店
街
に
本
店
を
構
え
る
名
門

で
す
。
し
か
も
現
在
で
は
、
９
店
舗
で
約
１
７

０
名
の
従
業
員
を
抱
え
る
、
ち
ょ
っ
と
し
た

チ
ェ
ー
ン
店
。
折
し
も
５
年
前
の
２
０
１
６
年

（
平
成
28
年
）
に
は
、
父
か
ら
子
へ
社
長
の
バ

ト
ン
が
渡
さ
れ
ま
し
た
。
バ
ト
ン
に
は
ど
ん
な

思
い
が
託
さ
れ
た
の
か
。
現
会
長
（
３
代
目
）

の
山
下
吉
夫
さ
ん
と
現
社
長
（
４
代
目
）
の
山

下
真
明
さ
ん
に
お
話
を
聞
き
ま
し
た
。

「
僕
は
１
９
７
４
年
（
昭
和
49
年
）
の
10
月
入

社
な
ん
で
す
よ
。
な
ぜ
10
月
か
と
い
う
と
、
大

学
を
卒
業
し
て
、
最
初
は
東
京
の
喫
茶
店
に
就

職
し
た
か
ら
な
ん
で
す
。
大
学
を
出
て
、
親
の

背
中
を
追
い
た
く
な
い
反
骨
心
や
東
京
へ
の
憧

れ
が
あ
っ
て
、
東
京
の
名
門
喫
茶
店
で
働
く
こ

と
に
し
た
ん
で
す
。
四
大
卒
で
喫
茶
店
に
就
職

す
る
人
な
ん
て
当
時
は
い
な
か
っ
た
の
で
、
珍

し
が
ら
れ
ま
し
た
。
で
も
飲
食
業
の
世
界
は
年

齢
や
学
歴
に
関
係
な
く
入
っ
た
順
に
先
輩
後
輩

が
決
ま
っ
て
い
く
ん
で
、
そ
う
い
う
な
か
で
し

き
た
り
や
飲
食
店
の
基
礎
を
学
び
ま
し
た
」。

現
会
長
（
３
代
目
）
の
山
下
吉
夫
さ
ん
が
大
学

を
卒
業
さ
れ
た
当
時
の
『
ゆ
か
り
』
は
ま
だ
お

好
み
焼
専
門
店
で
は
な
く
、『
甘
党
ゆ
か
り
』、

洋
食
の
『
グ
リ
ル
ら
ん
』、『
パ
ー
ラ
ー
ゆ
か

り
』
の
３
店
を
構
え
て
い
ま
し
た
が
、
素
直
に

『
ゆ
か
り
』
に
入
社
す
る
こ
と
な
く
、
単
身
東

京
に
飛
び
出
し
た
こ
と
で
、
分
か
っ
た
こ
と
が

あ
っ
た
よ
う
で
す
。

「
東
京
に
１
人
で
住
ん
で
、
自
分
が
い
か
に
恵

ま
れ
て
い
た
か
が
分
か
っ
て
、
家
を
継
ぐ
気
に

な
り
ま
し
た
。
そ
れ
が
10
月
。
最
初
は
『
グ
リ

ル
ら
ん
』
で
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
を
や
り
ま
し
た
。

で
も
、
ナ
イ
フ
の
置
き
方
も
知
ら
な
か
っ
た
の

で
、
ア
ル
バ
イ
ト
の
方
に
教
え
て
も
ら
い
ま
し

た
。
全
員
が
先
輩
。
教
え
て
い
た
だ
く
立
場
で

す
。
振
り
返
る
と
、
手
助
け
を
し
て
も
ら
っ
た

夢
は
１
０
０
年
企
業

親
子
で
つ
な
ぐ
「
お
好
み
焼
ゆ
か
り
」
の
バ
ト
ン

ゆかり
変革の歴史

自
分
の
体
力
が
あ
る
う
ち
に

社
長
交
代
を
と
決
め
て
い
ま
し
た

昭和25年
昭和28年
昭和29年
昭和40年
昭和44年
昭和47年

昭和57年

昭和60年

平成元年
平成4年

平成12年
平成14年

平成18年
平成19年
平成20年

平成22年
平成23年
平成24年
平成27年
平成28年
平成30年

甘党ゆかり商店 発足
（株）甘党ゆかり 設立
現在の本店に店舗移転
富国生命ビル 1Fにパーラーゆかり 開店
梅田地下街にグリルらん 出店
本店ゆかり 2階をお好み焼専門
店に業種変更
パーラーゆかり改装、お好み焼
専門店ゆかり富国店 発足
グリルらんを改装、お好み専科
CAN  発足
山下吉夫氏 代表取締役に就任
本店ゆかりを改装、1Ｆ・2Ｆと
もにお好み焼専門店に
千日前店 出店
FC1号店 天三店 出店
JR伊丹テラス店 出店
AKIBA-ICHI 店、アリオ八尾店 出店
横浜店 出店
宴 阪急東通り店 出店
越谷イオンレイクタウン店 出店
富国ビル店 出店
横浜スカイビル店 出店
天王寺ミオプラザ館店出店
Whity うめだ店リニューアルオープン
山下真明氏 代表取締役に就任
横浜スカイビル店リニューアルオープン

お好み焼 
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卵
に
海
苔
、
そ
し
て
酢
飯 …

。
変
わ
ら
ぬ
華

や
か
な
ビ
ジ
ュ
ア
ル
、
変
わ
ら
ぬ
丁
寧
な
仕
事
、

変
わ
ら
ぬ
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
上
ち
ら
し
寿
司
が
そ

こ
に
は
あ
っ
た
の
で
し
た
。
ナ
マ
モ
ノ
を
乗
せ

な
い
大
阪
の
ち
ら
し
寿
司
は
別
名
を
弁
当
寿
司

と
呼
び
、
時
間
が
経
っ
て
味
が
な
じ
む
の
が
特

徴
で
す
が
、
そ
ん
な
お
寿
司
は
今
や
そ
う
そ
う

お
目
に
掛
か
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
、『
た
こ
竹
』
は
、

そ
ん
な
ち
ら
し
寿
司
を
は
じ
め
、
鯖
や
穴
子
、

鯵
の
棒
寿
司
な
ど
、
あ
く
ま
で
大
阪
寿
司
に
こ

だ
わ
っ
た
、
数
少
な
い
お
店
な
の
で
す
。

新
店
は
テ
イ
ク
ア
ウ
ト
専
門
店
だ
し
、
場
所
も

松
屋
町
か
ら
天
神
橋
に
移
り
ま
し
た
。
そ
れ
で

も
、
の
れ
ん
は
守
ら
れ
ま
し
た
。
味
も
も
ち
ろ

ん
、
あ
の
と
き
の
ま
ま
で
す
。
つ
い
で
に
価
格

も
定
休
日
も
あ
の
と
き
の
ま
ま
。
包
装
紙
ま
で

も
、
あ
の
と
き
の
ま
ま
で
す
。

し
か
し
、
一
度
は
休
業
と
な
っ
た
お
店
が
、
ど

の
よ
う
な
経
緯
で
今
回
の
出
店
と
な
っ
た
の
で

し
ょ
う
か
。
の
れ
ん
の
こ
と
や
大
阪
寿
司
の
こ

と
な
ど
、
松
屋
町
時
代
か
ら
腕
を
奮
っ
て
こ
ら

れ
、
新
店
で
も
店
を
切
り
盛
り
す
る
板
前
の
岡

山
正
さ
ん
に
お
話
を
お
聞
き
し
ま
し
た
。

「
６
代
目
が
体
調
不
良
で
、
後
継
も
お
ら
ず
、

本
来
は
そ
の
ま
ま
廃
業
す
る
予
定
だ
っ
た
ん
で

す
。
そ
り
ゃ
あ
僕
が
継
ぎ
た
か
っ
た
け
れ
ど
も
、

僕
は
独
り
者
だ
か
ら
、
な
に
か
あ
っ
た
場
合
に

立
ち
行
か
な
い
の
で
、
後
継
に
は
ふ
さ
わ
し
く

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
と
き
、
６
代
目

の
元
に
、
の
れ
ん
を
引
き
継
い
で
店
を
出
し
て

く
れ
る
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
結
果
、
僕
は
味

を
引
き
継
ぐ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で

す
」。

「
大
阪
寿
司
は
手
間
が
掛
か
る
し
、
高
い
技
術

も
要
し
ま
す
。
そ
の
せ
い
も
あ
っ
て
か
、
担
い

手
は
減
る
一
方
で
す
」。

岡
山
さ
ん
の
元
に
は
他
店
か
ら
の
お
誘
い
も

あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、「
の
れ
ん
が
残
る
の
に
、

味
を
変
え
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
」
と
の
こ

と
。
味
と
の
れ
ん
の
両
方
が
残
る
こ
と
は
、
長

年
の
フ
ァ
ン
に
と
っ
て
も
喜
ば
し
い
こ
と
で
す
。

「
僕
は
ね
、
お
客
さ
ん
に
味
を
教
え
て
も
ら
っ

た
よ
う
な
も
ん
で
す
。
味
を
見
な
が
ら
酢
で
調

節
す
る
な
ど
、
下
味
の
大
切
さ
を
学
ん
だ
り
ね
。

す
り
鉢
で
延
ば
し
な
が
ら
つ
く
る
玉
子
の
つ
く

り
方
な
ど
、『
た
こ
竹
』
の
味
の
伝
統
を
残
し

て
い
き
た
い
で
す
。
そ
ん
な
大
阪
寿
司
な
ら
で

は
の
特
徴
を
残
し
て
、
味
が
変
わ
ら
ん
ね
！
と

お
客
さ
ん
に
言
っ
て
い
た
だ
け
る
の
が
一
番
う

れ
し
い
で
す
ね
」
と
、
伝
統
の
味
を
継
い
で
い

く
こ
と
の
喜
び
を
語
っ
て
く
れ
ま
し
た
。

（
ル
イ
ス
）

１
８
３
１
年
（
天
保
２
年
）
創
業
、
松
屋
町
を

代
表
す
る
大
阪
寿
司
の
名
店
『
た
こ
竹
』
が
休

業
し
た
の
が
２
年
前
。
多
く
の
食
通
が
さ
び
し

さ
に
包
ま
れ
る
な
か
、
突
如
、
テ
イ
ク
ア
ウ
ト

専
門
店
と
し
て
天
神
橋
筋
商
店
街
３
丁
目
に
復

活
し
た
の
が
昨
年
の
12
月
12
日
の
こ
と
で
す
。

そ
れ
を
知
っ
た
松
屋
町
時
代
の
常
連
さ
ん
た
ち

が
続
々
と
天
神
橋
筋
商
店
街
の
お
店
を
訪
れ
、

目
ざ
と
い
新
し
い
お
客
さ
ん
の
姿
も
あ
り
、Ｓ

Ｎ
Ｓ
を
通
じ
て
拡
散
も
さ
れ
、
早
く
も
人
気
店

に
な
っ
て
い
ま
す
。
今
年
の
節
分
の
と
き
に
は
、

た
く
さ
ん
の
恵
方
巻
き
の
注
文
も
あ
っ
た
よ
う

で
す
。

『
た
こ
竹
』
と
い
え
ば
、
ち
ら
し
寿
司
。
早
速
、

定
評
の
あ
っ
た
上
ち
ら
し
寿
司
を
オ
ー
ダ
ー
す

る
と
、
穴
子
や
昆
布
〆
の
鯛
、
酢
で
〆
た
海
老
、

海
老
そ
ぼ
ろ
の
で
ん
ぶ
や
三
つ
葉
、
キ
ク
ラ
ゲ
、

木
の
芽
、
そ
の
下
に
は
断
面
が
滑
ら
か
な
錦
糸

う
め
き
た
の
再
開
発
の
波
が
押
し
寄
せ
、
ま
ち

並
み
が
大
き
く
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
中
津
。

こ
の
ま
ち
に
半
世
紀
以
上
変
わ
ら
な
い
コ
ー

ヒ
ー
が
飲
め
る
お
店
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
お
店
、

『
珈
琲
人
』
を
は
じ
め
た
の
は
、
あ
の
『
神
戸

に
し
む
ら
珈
琲
店
』
の
創
業
者
と
言
わ
れ
る
西

村
誠
三
良
さ
ん
。
西
村
さ
ん
は
、
戦
後
、
良
質

の
豆
が
手
に
入
り
に
く
い
時
代
に
神
戸
の
港
を

歩
き
ま
わ
っ
て
豆
を
か
き
集
め
、
自
家
焙
煎
で

高
級
豆
と
変
わ
ら
ぬ
味
を
生
み
出
し
て
き
た
、

焙
煎
界
に
そ
の
人
あ
り
と
言
わ
れ
た
人
で
す
。

『
神
戸
に
し
む
ら
珈
琲
店
』
が
店
舗
を
増
や
す

な
か
で
、
コ
ー
ヒ
ー
の
味
を
追
求
し
た
い
西
村

さ
ん
は
神
戸
を
去
り
、
こ
こ
中
津
の
地
で
１
人

で
満
足
の
い
く
ま
で
焙
煎
を
研
究
し
続
け
た
そ

う
で
す
。

そ
ん
な
西
村
さ
ん
の
『
珈
琲
人
』
で
、
あ
る
日
、

１
つ
の
出
会
い
が
あ
り
ま
し
た
。
今
か
ら
37
年

前
の
１
９
８
４
年
（
昭
和
59
年
）
の
こ
と
。
病

院
で
診
察
を
終
え
た
と
あ
る
夫
婦
が
、
ほ
っ
と

し
た
後
に
近
く
で
お
い
し
い
コ
ー
ヒ
ー
が
飲
み

た
い
と
、
病
院
で
教
え
て
も
ら
っ
た
『
珈
琲

人
』
の
ド
ア
を
押
し
た
の
で
し
た
。
そ
こ
で
出

さ
れ
た
コ
ー
ヒ
ー
を
口
に
す
る
や
否
や
、
口
を

突
い
て
出
た
言
葉
は
、「
こ
の
味
、
昔
ど
こ
か

で
飲
ん
だ
こ
と
が
あ
る
味
で
す
」。

こ
の
ご
夫
婦
こ
そ
が
、
後
年
、『
珈
琲
人
』
を

継
ぐ
こ
と
に
な
る
井
口
さ
ん
夫
婦
。

「
そ
の
お
店
、
神
戸
の
に
し
む
ら
珈
琲
店
で
す

や
ろ
？　
私
が
そ
の
西
村
で
す
」。
そ
う
返
答

し
た
西
村
さ
ん
に
、
昔
飲
ん
だ
あ
の
味
の
コ
ー

ヒ
ー
が
ま
た
飲
め
る
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ

た
井
口
さ
ん
は
、
懐
か
し
さ
の
あ
ま
り
、
３
杯

も
お
代
わ
り
を
さ
れ
た
の
だ
と
か
。

こ
の
と
き
の
出
会
い
が
、
井
口
さ
ん
夫
婦
の
人

生
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

今
、『
珈
琲
人
』
を
切
り
盛
り
さ
れ
て
い
る
、

井
口
さ
ん
夫
婦
の
次
女
で
あ
る
井
口
慶
子
さ
ん

に
、
そ
の
後
の
こ
と
を
聞
き
ま
し
た
。

「
父
は
い
つ
か
喫
茶
店
を
開
業
し
た
い
と
思
っ

て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
ん
な
と
き
、
西
村
さ
ん

と
運
命
的
に
出
会
い
、
脱
サ
ラ
を
決
意
し
ま
す
。

そ
の
と
き
53
歳
。
弟
子
に
し
て
く
だ
さ
い
と
、

西
村
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
夫
婦
で
お
願
い
に
行
っ

た
そ
う
で
す
。
西
村
さ
ん
も
快
諾
し
て
く
だ
さ

り
、
焙
煎
の
技
術
を
教
わ
る
だ
け
で
な
く
、
西

村
さ
ん
が
引
退
し
た
後
に
は
お
店
を
引
き
継
ぐ

約
束
も
で
き
て
い
た
と
か
。
そ
ん
な
折
、
父
が

倒
れ
る
ん
で
す
。
そ
し
て
私
も
お
店
を
手
伝
う

よ
う
に
な
り …

」。
慶
子
さ
ん
の
運
命
も
、
こ

う
し
て
転
が
っ
て
い
き
ま
す
。

「
母
と
西
村
さ
ん
と
私
の
３
人
で
店
を
切
り
盛

り
し
な
が
ら
、
西
村
さ
ん
が
引
退
さ
れ
る
１
９

９
３
年
（
平
成
５
年
）
ま
で
焙
煎
の
技
術
を
教

わ
り
ま
し
た
。
そ
の
後
は
母
も
引
退
し
、
私
が

『
珈
琲
人
』
を
引
き
継
ぎ
ま
し
た
。
再
開
発
の

波
で
、
移
転
も
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
」。

「
西
村
さ
ん
か
ら
受
け
継
い
だ
の
は
、
コ
ー
ヒ
ー

の
味
と
『
珈
琲
人
』
と
い
う
お
店
の
名
前
。
私

は
こ
の
『
珈
琲
人
』
と
い
う
名
前
が
好
き
で
す
。

だ
っ
て
〝
人
〞
が
つ
な
が
る
と
い
ろ
ん
な
こ
と

が
で
き
る
か
ら
。
こ
れ
か
ら
は
、
西
村
さ
ん
か

ら
受
け
継
い
だ
コ
ー
ヒ
ー
の
味
を
守
り
な
が
ら
、

西
村
さ
ん
と
父
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、「
人

と
人
」
が
つ
な
が
る
場
所
と
し
て
が
ん
ば
っ
て

い
き
ま
す
。
も
し
か
す
る
と
、
こ
の
コ
ー
ヒ
ー

の
味
を
誰
か
に
受
け
継
ぐ
よ
う
な
出
会
い
が
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
」。（
平
井
裕
三
）

板
前
は
、
味
を
継
い
で
こ
そ

き
っ
か
け
は
偶
然
飲
ん
だ
一
杯
の
コ
ー
ヒ
ー

コ
ー
ヒ
ー
づ
く
り
の
名
人
が
は
じ
め
た

お
店
の
味
を
引
き
継
ぎ

人
と
人
が
つ
な
が
る
場
所
と
し
て

が
ん
ば
っ
て
い
き
た
い

味
が
変
わ
ら
な
い
ね

お
客
さ
ん
に

そ
う
言
っ
て
い
た
だ
け
る
の
が

一
番
う
れ
し
い
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ち
ょ
こ
っ
と

ち
ょ
っ
と

純
喫
茶
や
ス
パ
イ
ス
カ
レ
ー
な
ど
、
め
ぐ
り
企
画
を
連
発
し
て
い
る
Ｏ
ｓ
ａ
ｋ
ａ
Ｍ
ｅ
ｔ
ｒ
ｏ
の
今
年
の
春
夏
企
画
は
「
プ
リ
ン
め
ぐ
り
」。
表
紙
は
南
森
町
の
カ
フ
ェ
「
ト
キ
オ
ナ
」
さ
ん
の
大
人
気
プ
リ
ン
で
す
。
キ
タ
界
隈
か
ら
も
新
旧
カ
フ
ェ
の
名
物
プ
リ
ン
が
た
く
さ
ん
！　
７
月
４
日
ま
で
で
す
。

Ｏ
ｓ
ａ
ｋ
ａ
Ｍ
ｅ
ｔ
ｒ
ｏ
の
め
ぐ
り
企
画
は
右
ペ
ー
ジ
の
「
プ
リ
ン
め
ぐ
り
」
だ
け
か
と
思
い
き
や
「
お
子
様
ラ
ン
チ
め
ぐ
り
」
も
。
ワ
ン
プ
レ
ー
ト
に
乗
っ
か
っ
た
た
く
さ
ん
の
ご
ち
そ
う
は
、
子
ど
も
だ
け
じ
ゃ
な
く
大
人
の
心
も
わ
し
づ
か
み
。
キ
タ
か
ら
は
、
あ
の
店
も
こ
の
店
も
！　
７
月
４
日
ま
で
で
す
。

ち
ょ
こ
っ
と

ち
ょ
っ
と

Ｊ
Ｒ
大
阪
駅
の
南
側
に
は
、
文
字
通
り
ダ
イ
ヤ
モ
ン

ド
の
か
た
ち
に
似
た
五
角
形
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
地
区

が
広
が
っ
て
い
ま
す
。
も
と
も
と
は
戦
後
の
闇
市
に

端
を
発
し
た
エ
リ
ア
で
、
木
造
の
狭
小
建
物
が
密
集

し
て
い
た
エ
リ
ア
で
す
。
そ
こ
に
高
層
ビ
ル
が
建
ち

は
じ
め
た
の
が
、
１
９
６
０
年
代
。
再
開
発
が
繰
り

返
さ
れ
、
大
阪
駅
前
第
１
ビ
ル
か
ら
第
４
ビ
ル
を
は

じ
め
、
大
型
の
オ
フ
ィ
ス
ビ
ル
や
ホ
テ
ル
が
建
ち
並

ぶ
よ
う
に
な
り
、
地
下
に
は
デ
ィ
ア
モ
ー
ル
大
阪
が

広
が
っ
て
い
ま
す
。
今
も
阪
神
百
貨
店
が
建
て
替
え

事
業
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
一
貫
し
て
大
阪
を
代
表

す
る
商
業
エ
リ
ア
で
あ
り
続
け
、
新
陳
代
謝
を
繰
り

返
し
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
地
区
の
北
側
中
央
に
位
置
す

る
大
阪
第
一
生
命
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
の
北
東
角
に
、
ド

ラ
ゴ
ン
ボ
ー
ル
の
登
場
人
物
の
よ
う
な
い
で
た
ち
の

「
鍾
馗
様
像
」
が
鎮
座
し
て
い
ま
す
。
北
東
角
と
い
う

こ
と
は
、
十
干
十
二
支
で
は
丑
寅
の
方
角
で
す
。
つ

ま
り
鬼
門
を
向
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
厄

除
け
と
し
て
こ
の
場
所
に
鎮
座
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

容
易
に
想
像
で
き
ま
す
。

そ
も
そ
も
、
鍾
馗
さ
ん
と
い
え
ば
唐
の
時
代
の
中
国

に
実
在
し
た
人
物
と
言
わ
れ
て
お
り
、
病
に
伏
せ
っ

た
玄
宗
皇
帝
の
夢
に
登
場
し
、
楊
貴
妃
の
宝
を
盗
も

う
と
し
た
鬼
を
退
治
し
た
と
の
説
話
を
持
つ
猛
者
で

す
。
転
じ
て
、
疫
病
や
邪
気
を
は
ら
っ
て
く
れ
る
存

在
と
し
て
、
わ
が
国
で
は
端
午
の
節
句
に
五
月
人
形

と
し
て
飾
ら
れ
た
り
、
旗
や
た
こ
、
掛
け
軸
に
描
か

れ
た
り
、
京
都
の
町
屋
の
屋
根
に
ち
ょ
こ
ん
と
乗
っ

て
い
た
り
し
ま
す
。
だ
い
た
い
、
ひ
げ
も
じ
ゃ
の
大

男
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

魔
除
け
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
大
阪
第
一
生
命
ビ

ル
デ
ィ
ン
グ
の
よ
う
に
、
鬼
門
に
立
ち
、
厄
や
魔
な

ど
の
邪
気
を
は
ら
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
悪
疫
除
け

の
風
習
と
と
も
に
東
ア
ジ
ア
一
帯
に
伝
播
し
て
い
る

お
方
で
す
。

そ
ん
な
鍾
馗
さ
ん
の
像
が
、
な
ぜ
大
阪
第
一
生
命
ビ

ル
デ
ィ
ン
グ
の
前
に
建
て
ら
れ
て
い
る
の
か
。
同
社

に
お
聞
き
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
現
在
の
ビ
ル
が
竣
工

し
た
１
９
９
０
年（
平
成
２
年
）11
月
に「
鍾
馗
様
像
」

も
同
時
に
建
て
ら
れ
た
こ
と
く
ら
い
し
か
、
記
録
と

し
て
は
残
っ
て
い
な
い
そ
う
で
す
。
考
え
て
み
れ
ば
、

も
う
30
年
も
前
の
こ
と
。

足
元
の
説
明
プ
レ
ー
ト
に
は
、
次
の
よ
う
な
一
文
が

あ
り
ま
す
。

こ
の
鍾
馗
様
の
愛
称
は
「
げ
ん
つ
き
げ
ん
ち
ゃ
ん
」

と
申
し
ま
す
。
彫
刻
家
流
政
之
氏
の
作
品
で
「
げ
ん

が
つ
く
」
と
言
う
縁
起
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

皆
様
の
幸
福
、
街
の
繁
栄
、
そ
し
て
第
一
生
命
ビ
ル

デ
ィ
ン
グ
の
厄
除
け
を
願
っ
て
こ
の
地
に
建
て
ら
れ

ま
し
た
。「
げ
ん
つ
き
げ
ん
ち
ゃ
ん
」
の
目
に
は
梅
田

の
街
並
み
と
、い
き
交
う
人
達
が
映
り
光
っ
て
い
ま
す
。

保
険
会
社
の
ビ
ル
な
の
で
、
悪
疫
除
け
や
厄
除
け
の

鍾
馗
さ
ん
が
モ
チ
ー
フ
に
選
ば
れ
た
こ
と
は
想
像
に

難
く
あ
り
ま
せ
ん
。
の
み
な
ら
ず
、
験
ま
で
担
い
で

い
る
と
は
！　

な
ん
と
も
欲
張
り
な
像
で
す
。
コ
ロ

ナ
禍
の
な
か
、
悪
疫
除
け
の
神
さ
ん
は
ま
す
ま
す
注

目
さ
れ
て
い
ま
す
。Ｊ
Ｒ
大
阪
駅
の
南
側
を
訪
れ
る
こ

と
が
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
、
鍾
馗
様
像
に
会
い
に
行
っ
て

く
だ
さ
い
。（
ル
イ
ス
）

阪
急
中
津
駅
か
ら
西
に
10
分
ほ
ど
歩
く
と
、
住
宅
街

の
な
か
に
、
ち
ょ
っ
と
風
格
を
感
じ
る
店
構
え
の

『
浪
速
育
松
月
』
の
本
店
が
あ
り
ま
す
。
こ
ち
ら
の

名
物
は
な
ん
と
言
っ
て
も
『
ト
ラ
焼
』。
こ
れ
、
本
当

に
お
い
し
い
で
す
よ
。

ト
ラ
の
し
ま
模
様
に
焼
き
上
げ
ら
れ
た
生
地
は
、
ふ

ん
わ
り
と
し
た
触
感
で
、
優
し
く
手
に
取
り
た
く
な

り
ま
す
。
口
に
近
づ
け
る
と
甘
い
香
り
が
し
て
、
唇

に
触
れ
た
瞬
間
に
「
あ
、
こ
れ
絶
対
幸
せ
に
な
れ
る

ヤ
ツ
♡
」
と
本
脳
が
教
え
て
く
れ
ま
す
。
そ
ん
な
生

地
に
挟
ま
れ
て
い
る
の
は
、
と
ろ
ー
り
「
カ
ス
タ
ー

ド
ク
リ
ー
ム
」
や
「
栗
入
り
粒
あ
ん
」、「
ラ
ム
レ
ー

ズ
ン
」
に
「
塩
キ
ャ
ラ
メ
ル
」、
極
め
付
き
は
「
贅
沢

栗
」
！
と
、
ど
れ
を
食
べ
る
か
悩
ん
で
し
ま
う
ラ
イ

ン
ナ
ッ
プ
。
秋
冬
に
季
節
限
定
で
販
売
さ
れ
る

「
ア
ッ
プ
ル
シ
ナ
モ
ン
」
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。

『
ト
ラ
焼
』
誕
生
の
背
景
に
は
、
切
っ
て
も
切
れ
な
い

大
阪
と
ト
ラ
の
縁
が
あ
り
ま
す
。
大
阪
城
天
守
閣
の

伏
虎
、
道
修
町
神
農
さ
ん
の
張
り
子
の
虎
、
そ
し
て

な
ん
と
言
っ
て
も
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
！

と
き
は
１
９
９
２
年
（
平
成
４
年
）。
阪
神
タ
イ
ガ
ー

ス
は
中
村
勝
広
監
督
の
下
、
亀
山
・
新
庄
効
果
で
快

進
撃
を
続
け
、
７
年
ぶ
り
の
Ｖ
達
成
に
向
け
て
大
阪

は
沸
い
て
い
ま
し
た
。

一
方
で
、「
食
道
楽
の
ま
ち
、
大
阪
」
の
駅
や
土
産
物

店
で
売
ら
れ
て
い
る
の
は
京
都
や
三
重
の
お
菓
子
ば

か
り
。
こ
の
現
実
に
嘆
い
て
い
た
２
代
目
社
長
・
藤

原
勝
広
さ
ん
は
、
勝
広
つ
な
が
り
の
中
村
勝
広
監
督

率
い
る
阪
神
タ
イ
ガ
ー
ス
の
快
進
撃
を
前
に
、「
阪
神

タ
イ
ガ
ー
ス
が
あ
ん
な
に
が
ん
ば
っ
て
る
ん
や
か
ら
、

大
阪
の
人
間
も
が
ん
ば
ら
な
あ
か
ん
」
と
、
生
ま
れ

た
の
が
『
ト
ラ
焼
』
だ
そ
う
で
す
。

「
第
一
の
基
本
は
お
い
し
さ
。
変
わ
っ
た
も
の
で
は
な

く
、
古
く
て
新
し
い
も
の
が
、
い
つ
の
時
代
も
愛
さ

れ
る
お
菓
子
に
な
る
」
と
２
代
目
社
長
の
奥
さ
ん
。

新
鮮
な
卵
と
蜂
蜜
を
た
っ
ぷ
り
と
使
っ
た
生
地
は
、

紙
を
敷
い
た
鉄
板
の
上
に
並
べ
ら
れ
ま
す
。
熱
に
よ

る
紙
の
収
縮
が
、「
ト
ラ
焼
」
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
と
も
言
え
る
し
ま
模
様
を
つ
く
る
の
だ
そ
う

で
す
。
自
然
に
で
き
る
模
様
だ
か
ら
一
つ
と
し
て
同

じ
も
の
は
な
い
、
と
聞
く
と
、
な
に
げ
な
い
し
ま
模

様
が
な
ん
だ
か
い
と
お
し
く
思
え
て
し
ま
う
の
が
不

思
議
で
す
（
笑
）

餡
離
れ
が
進
ん
で
い
る
と
感
じ
て
い
た
２
代
目
社
長

は
、
こ
の
と
き
、
カ
ス
タ
ー
ド
ク
リ
ー
ム
を
入
れ
る

こ
と
を
考
案
。
こ
れ
が
大
当
た
り
！
で
し
た
。

今
で
は
、
時
代
を
超
え
て
愛
さ
れ
続
け
る
大
阪
を
代

表
す
る
土
産
物
「
大
阪
産
（
も
ん
）
名
品
」
に
も
選

ば
れ
、
押
し
も
押
さ
れ
ぬ
大
阪
土
産
に
な
っ
た
『
ト

ラ
焼
』
は
、
２
０
１
９
年
（
令
和
元
年
）
６
月
に
開

催
さ
れ
た
Ｇ
20
大
阪
サ
ミ
ッ
ト
の
〝
コ
ー
ヒ
ー
ブ
レ

イ
ク
〞
に
て
、
各
国
首
脳
陣
に
提
供
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
す
。
フ
ー
ド
テ
ロ
防
止
の
た
め
、
コ
ー

ヒ
ー
ブ
レ
イ
ク
の
お
菓
子
に
選
ば
れ
た
こ
と
は
提
供

さ
れ
る
ま
で
極
秘
情
報
。
環
境
に
配
慮
し
た
提
供
を

求
め
ら
れ
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
を
使
わ
ず
、
和
紙
に
包

ん
で
桐
の
箱
に
入
れ
る
な
ど
、
従
業
員
に
も
言
わ
ず
、

内
密
に
準
備
を
進
め
た
そ
う
で
す
。

今
は
、
３
代
目
の
正
木
伸
治
社
長
が
、
２
０
２
５
年

大
阪
・
関
西
万
博
に
向
け
て
新
し
い
大
阪
名
物
を
開

発
し
よ
う
と
奮
闘
中
な
の
だ
と
か
。

「
う
ち
は
毎
回
寅
年
に
新
商
品
を
発
売
し
て
い
る
の…

来
年
だ
わ
！
　
焦
っ
ち
ゃ
う
」
と
笑
う
顔
が
素
敵
な

奥
さ
ん
。
今
後
、
ど
ん
な
お
菓
子
が
誕
生
す
る
の
か
、

楽
し
み
で
な
り
ま
せ
ん
。

（
秋
山
暁
子
）

巡
礼

銅
像

北
区

大
阪
第
一
生
命

ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
前
の

鍾
馗
様
像

大
阪
第
一
生
命

ビ
ル
デ
ィ
ン
グ
前
の

鍾
馗
様
像

地
図
と
は
、
地
理
的
な
知
識
を
得
る
た
め
の
資
料
・

教
材
、
も
し
く
は
、
目
的
地
を
見
つ
け
、
そ
こ
に
た

ど
り
着
く
た
め
の
道
し
る
べ
だ
と
考
え
て
い
る
人
が

多
い
で
し
ょ
う
。
確
か
に
、
そ
れ
は
そ
う
な
の
で
す

が
、
地
図
に
は
も
う
１
つ
、
絵
や
デ
ザ
イ
ン
と
し
て

の
機
能
が
あ
り
ま
す
。
時
々
、
地
図
柄
の
洋
服
や
小

物
を
見
掛
け
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ち
な
み
に
、
私
の
ス
マ
ホ
ケ
ー
ス
も
、
奈
良
の
地
図

柄
だ
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
し
て
、
た
ま
に
見
掛
け
る

の
が
、
な
ん
ら
か
の
地
図
が
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
お
店

の
包
装
紙
。
世
界
地
図
や
外
国
の
ま
ち
の
地
図
な
ど

が
あ
し
ら
わ
れ
た
、
お
し
ゃ
れ
で
か
わ
い
い
も
の
も

多
い
で
す
が
、
西
天
満
の
鰻
料
理
屋
『
志
津
可
』
の

持
ち
帰
り
用
の
包
装
紙
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、「
天

神
祭
渡
御
之
図
」
で
す
。
天
神
祭
の
本
宮
で
あ
る
７

月
25
日
に
は
、
催
太
鼓
や
地
車
、
神
輿
と
と
も
に
約

３
０
０
０
人
の
大
行
列
が
練
り
歩
く
「
陸
渡
御
」
の

後
、
か
が
り
火
や
提
灯
に
灯
を
と
も
ら
せ
た
多
く
の

船
が
、
に
ぎ
や
か
に
だ
ん
じ
り
囃
子
を
響
か
せ
な
が

ら
大
川
を
航
行
す
る
「
船
渡
御
」
が
お
こ
な
わ
れ
、

奉
納
花
火
と
と
も
に
天
神
祭
の
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
飾
り

ま
す
。『
志
津
可
』
の
包
装
紙
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、

そ
ん
な
陸
渡
御
と
船
渡
御
、
そ
し
て
花
火
の
様
子
を

イ
ラ
ス
ト
に
し
、
大
阪
天
満
宮
か
ら
中
之
島
に
か
け

て
を
上
空
か
ら
斜
め
に
見
下
ろ
す
鳥
瞰
図
で
す
。

ど
の
よ
う
な
背
景
で
、
こ
う
し
た
鳥
瞰
図
が
『
志
津

可
』
の
包
装
紙
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

『
志
津
可
』
の
３
代
目
で
あ
る
樽
野
博
明
さ
ん
に
お
話

を
う
か
が
い
ま
し
た
。『
志
津
可
』
は
大
正
時
代
か
ら

１
０
０
年
以
上
続
く
老
舗
で
、
対
岸
に
中
之
島
の
中

央
公
会
堂
や
東
洋
陶
磁
美
術
館
が
見
え
る
大
川
沿
い

の
鉾
流
橋
付
近
に
位
置
し
て
い
ま
す
。
店
が
あ
る
西

天
満
連
合
振
興
町
会
は
氏
子
集
団
と
し
て
の
歴
史
を

持
ち
、
鉾
流
橋
の
袂
で
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
天
神

祭
の
宵
宮
に
神
鉾
を
川
に
流
す
鉾
流
神
事
が
お
こ
な

わ
れ
て
い
ま
す
。
昔
は
そ
の
場
所
か
ら
川
に
入
っ
て

泳
ぐ
こ
と
が
で
き
る
ほ
ど
、
陸
と
川
が
シ
ー
ム
レ
ス

に
つ
な
が
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
風
景
を
一
変

さ
せ
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
が
、
１
９
６
１
年

（
昭
和
36
年
）
に
発
生
し
た
第
２
室
戸
台
風
。
そ
の
と

き
の
被
害
を
受
け
て
、
川
沿
い
に
は
高
い
堤
防
が
設

置
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
陸
と
川
が

隔
て
ら
れ
、
店
の
窓
か
ら
川
を
眺
め
る
こ
と
も
で
き

な
く
な
り
ま
し
た
。
樽
野
さ
ん
が
ま
だ
学
生
だ
っ
た

頃
の
話
で
す
。「
昔
は
店
の
前
が
陸
渡
御
の
ル
ー
ト
に

な
っ
て
い
ま
し
た
し
、
船
渡
御
の
ス
タ
ー
ト
地
点
も

鉾
流
橋
で
し
た
。
天
神
祭
の
と
き
に
、
こ
こ
は
最
高

の
場
所
だ
っ
た
ん
で
す
よ
」
と
、
樽
野
さ
ん
は
懐
か

し
そ
う
に
語
り
ま
す
。
ま
た
、
天
神
祭
の
日
だ
け
で

な
く
、
か
つ
て
鉾
流
橋
の
袂
に
は
多
く
の
船
が
泊
ま

り
、
海
運
の
拠
点
に
も
な
っ
て
い
ま
し
た
。
手
こ
ぎ

ボ
ー
ト
屋
も
た
く
さ
ん
あ
り
、
映
画
の
撮
影
に
使
わ

れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
と
か
。

そ
ん
な
樽
野
さ
ん
に
と
っ
て
の
原
風
景
は
、
そ
れ
が

失
わ
れ
た
今
で
も
、『
志
津
可
』
と
天
神
祭
を
つ
な
ぐ

大
切
な
記
憶
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
天
神
祭

の
日
は
店
を
休
ん
だ
ろ
う
か
と
思
っ
て
い
た
く
ら
い

な
ん
で
す
よ
」
と
語
る
よ
う
に
、
樽
野
さ
ん
に
は
天

神
祭
へ
の
並
々
な
ら
ぬ
思
い
入
れ
が
あ
り
ま
す
。
店

の
玄
関
の
内
側
に
天
神
祭
の
提
灯
が
飾
っ
て
あ
る
の

も
、
そ
の
表
れ
。
そ
ん
な
樽
野
さ
ん
の
思
い
を
く
ん

だ
知
り
合
い
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
、
お
よ
そ
20
年
前
に

包
装
紙
に
地
図
を
描
く
こ
と
を
提
案
し
た
そ
う
で
す
。

た
だ
で
さ
え
捨
て
る
の
が
も
っ
た
い
な
く
思
え
る
包

装
紙
で
す
が
、
お
話
を
う
か
が
い
、
ま
す
ま
す
大
切

に
取
っ
て
お
き
た
く
な
り
ま
し
た
。（
松
岡
慧
祐
）

大
阪
梅
田
駅
は
、
阪
急
電
鉄
の
主
要
な
路
線
で
あ
る

神
戸
線
、
宝
塚
線
、
京
都
線
の
始
発
・
終
着
駅
で
す
。

複
数
の
電
車
が
折
り
返
し
、
多
く
の
乗
客
が
乗
降
で

き
る
よ
う
に
、
各
路
線
と
も
駅
構
内
で
３
本
の
線
路

に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
合
計
す
る
と
９
本
の
線
路
が

駅
に
引
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
す
べ
て
の
線
路
の
両

側
に
は
ホ
ー
ム
が
あ
り
ま
す
。
ホ
ー
ム
を
○
番
線
と

呼
ば
ず
、○
号
線
と
呼
ぶ
の
が
阪
急
電
鉄
の
大
き
な
特

徴
。
京
都
線
が
１
〜
３
号
線
、
宝
塚
線
が
４
〜
６
号

線
、
そ
し
て
神
戸
線
が
７
〜
９
号
線
で
、
始
発
・
終

着
駅
と
し
て
は
全
国
で
も
最
大
規
模
の
駅
な
の
だ
そ

う
で
す
。

そ
の
よ
う
な
巨
大
タ
ー
ミ
ナ
ル
に
入
っ
て
く
る
電
車

は
、
他
社
の
よ
う
に
車
両
の
ラ
イ
ン
カ
ラ
ー
等
が
路

線
別
に
色
分
け
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
の
、「
阪

急
マ
ル
ー
ン
」
と
呼
ば
れ
る
ア
ズ
キ
色
で
統
一
さ
れ

た
電
車
で
す
。
１
９
１
０
年
（
明
治
43
年
）
の
営
業

開
始
以
来
変
わ
る
こ
と
の
な
い
、〝
伝
統
〞
と
〝
ブ
ラ

ン
デ
ィ
ン
グ
〞
そ
の
も
の
の
「
阪
急
マ
ル
ー
ン
」
に

カ
ラ
ー
リ
ン
グ
さ
れ
た
電
車
が
走
り
、
そ
れ
ら
が
次
々

と
大
阪
梅
田
駅
に
到
着
し
、
出
発
し
て
い
き
ま
す
。

車
両
は
同
じ
カ
ラ
ー
リ
ン
グ
で
す
が
、
大
阪
梅
田
駅

で
は
○
号
線
の
案
内
表
示
が
各
線
の
イ
メ
ー
ジ
カ
ラ

ー
で
あ
る
青
・
橙
・
緑
に
色
分
け
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
各
路
線
の
違
い
を
伝
え
る
た

め
に
、
発
車
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
よ
る
路
線
識
別
も
取
り

入
れ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
、
阪
急
電
鉄
は
、
終
着

駅
や
観
光
地
名
に
よ
っ
て
、
そ
の
路
線
の
イ
メ
ー
ジ

が
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ

を
上
手
に
利
用
し
て
、
イ
メ
ー
ジ
に
マ
ッ
チ
し
た
メ

ロ
デ
ィ
ー
を
発
車
時
に
流
し
て
い
る
の
で
す
。
メ
ロ

デ
ィ
ー
の
制
作
は
作
曲
家
の
鎌
田
浩
宮
氏
。
神
戸
線

は
海
、
宝
塚
線
は
宝
塚
の
華
や
か
な
文
化
と
メ
ル
ヘ

ン
チ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
、
京
都
線
は
古
都
を
イ
メ
ー

ジ
し
た
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
鎌
田
氏
に
よ
っ
て
作
曲
さ
れ
、

各
路
線
の
電
車
が
発
車
す
る
タ
イ
ミ
ン
グ
で
流
さ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
演
出
は
１
９
９
６
年
（
平
成
８
年
）

か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
は
、

共
通
の
ブ
ザ
ー
と
車
掌
さ
ん
の
笛
の
音
だ
っ
た
そ
う
。

路
線
ご
と
の
イ
メ
ー
ジ
が
明
確
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ

で
き
た
、
阪
急
電
鉄
ら
し
い
演
出
で
す
ね
。

と
こ
ろ
で
、
大
阪
梅
田
駅
に
は
、
じ
つ
は
、
こ
れ
以

外
に
も
駅
で
流
れ
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
あ
る
の
で
す
。

そ
れ
は
、
各
路
線
の
終
着
駅
行
き
の
最
終
電
車
の
発

車
メ
ロ
デ
ィ
ー
。
各
路
線
の
終
着
駅
行
き
の
最
終
電

車
が
発
車
す
る
５
分
前
を
め
ど
に
『
第
三
の
男
』
が

流
れ
は
じ
め
ま
す
。
映
画
『
第
三
の
男
』
を
見
た
こ

と
が
な
く
て
も
、
エ
ビ
ス
ビ
ー
ル
の
Ｃ
Ｍ
の
曲
と
い
え

ば
、
知
っ
て
い
る
人
も
多
い
は
ず
。

ま
た
、
最
終
電
車
が
発
車
す
る
と
き
に
も
、
や
は
り

各
路
線
の
発
車
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
流
れ
る
の
で
す
が
、

最
終
電
車
の
と
き
だ
け
は
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
長
い
の

で
す
。
乗
り
遅
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
と
、
少
し

長
め
に
流
れ
て
い
ま
す
。

各
路
線
の
イ
メ
ー
ジ
カ
ラ
ー
だ
け
で
は
な
く
、
メ
ロ

デ
ィ
ー
で
も
情
報
を
伝
え
る
と
い
う
の
は
、
さ
す
が

は
阪
急
電
鉄
。
大
阪
梅
田
駅
を
利
用
す
る
と
き
、
少

し
耳
を
傾
け
て
、
路
線
ご
と
の
発
車
メ
ロ
デ
ィ
ー
を

聞
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
路
線
の
イ
メ
ー
ジ
を

膨
ら
ま
せ
て
み
る
の
も
お
も
し
ろ
い
か
も
。

（
平
井
裕
三
）
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外
国
語
指
導
助
手
（
Ａ
Ｌ
Ｔ
）
と
し
て
再
び
来
日

を
果
た
し
ま
す
。
最
初
は
富
田
林
市
に
住
ん
で
い

た
そ
う
で
す
。

来
日
前
か
ら
大
学
で
日
本
語
を
学
ん
で
い
ま
し
た

が
、
実
際
に
日
本
に
来
て
生
活
を
し
て
み
る
と
、

日
本
語
が
ほ
と
ん
ど
分
か
ら
な
い
こ
と
に
気
付
い

た
そ
う
。
言
葉
が
じ
ゅ
う
ぶ
ん
分
か
ら
な
い
国
で

の
生
活
は
、
苦
労
も
多
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま

す
。
そ
ん
な
な
か
、
役
に
立
っ
た
の
は
電
車
の
車

内
ア
ナ
ウ
ン
ス
だ
っ
た
と
か
。
日
本
語
に
続
い
て

英
語
が
流
れ
て
く
る
。
多
言
語
表
記
の
案
内
板
も

勉
強
に
な
る
。
毎
日
が
勉
強
で
し
た
。

Ａ
Ｌ
Ｔ
と
し
て
来
日
し
た
も
の
の
、Ａ
Ｌ
Ｔ
の
仕

事
を
す
る
だ
け
で
は
、「
日
本
が
好
き
！
　
歴
史

が
好
き
！
」
と
い
う
気
持
ち
は
満
足
し
な
か
っ
た

よ
う
で
す
。
も
っ
と
日
本
を
知
り
た
い
、
ず
っ
と

日
本
に
住
み
た
い
！
　
そ
う
思
っ
て
い
た
頃
、
運

命
の
出
合
い
が
訪
れ
ま
す
。

２
０
１
１
年
（
平
成
23
年
）、「
上
方
伝
統
芸
能
ナ

イ
ト
」
英
語
版
を
組
織
す
る
た
め
、Ｊ
Ｅ
Ｔ
協
会

と
大
阪
商
工
会
議
所
、
山
本
能
楽
堂
が
共
同
で
お

こ
な
っ
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
。
こ
の
と
き
初

め
て
「
講
談
」
に
出
合
い
ま
す
。

最
初
に
講
談
を
見
た
と
き
「
私
は
、
こ
れ
を
や
り

た
い
」
と
思
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の
理
由
は
た
だ

一
つ
。
大
の
日
本
の
歴
史
好
き
だ
っ
た
か
ら
。「
講

談
は
歴
史
を
語
る
も
の
で
す
。
ど
ん
な
物
語
よ
り

も
本
物
の
歴
史
こ
そ
が
お
も
し
ろ
い
」
と
南
春
さ

ん
は
語
り
ま
す
。

２
０
１
３
年
（
平
成
25
年
）、
４
代
目
旭
堂
南
陵

さ
ん
主
宰
の
講
談
塾
で
学
ん
だ
の
ち
、
正
式
に
南

陵
師
匠
に
入
門
。
旭
堂
南
春
と
な
り
ま
し
た
。
こ

の
頃
、
天
神
橋
に
移
っ
て
来
ら
れ
た
そ
う
で
す
。

近
く
に
テ
レ
ビ
局
、
天
満
天
神
繁
昌
亭
、
天
神
橋

筋
商
店
街
も
あ
っ
て
住
み
や
す
い
ま
ち
。
講
談
師

と
し
て
仕
事
を
す
る
の
に
北
区
は
ぴ
っ
た
り
の
場

所
で
し
た
。

と
に
か
く
日
本
の
歴
史
が
大
好
き
、
と
い
う
旭
堂

南
春
さ
ん
。
最
も
好
き
な
時
代
は
幕
末
か
ら
明
治

維
新
の
頃
。
な
か
で
も
、
特
に
心
を
動
か
さ
れ
た

の
は
、
坂
本
龍
馬
だ
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

あ
る
と
き
は
、
龍
馬
が
同
志
と
と
も
に
設
立
し
た

結
社
「
亀
山
社
中
」
の
記
念
館
が
あ
る
長
崎
市
へ
。

ま
た
あ
る
と
き
は
、
龍
馬
の
ほ
か
、
中
岡
慎
太
郎
、

西
郷
隆
盛
、
木
戸
孝
允
、
高
杉
晋
作
な
ど
倒
幕
派

志
士
の
遺
品
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
幕
末
・
明
治

維
新
期
の
歴
史
の
専
門
博
物
館
で
あ
る
、
京
都
の

「
霊
山
歴
史
館
」
へ
足
を
運
び
、
龍
馬
に
近
づ
こ

う
と
さ
れ
る
の
で
す
。「
知
り
た
い
な
ら
、
行
っ

て
み
る
」
が
南
春
さ
ん
の
ス
タ
イ
ル
の
よ
う
で
す
。

南
春
さ
ん
は
龍
馬
の
魅
力
を
こ
う
語
り
ま
す
。「
幕

末
か
ら
明
治
維
新
に
か
け
て
は
、
時
代
が
変
化
し

て
い
る
時
期
で
し
た
。
日
本
の
将
来
が
ど
う
な
る

か
、
ど
ん
な
方
向
に
ど
う
や
っ
て
進
む
の
か
、
誰

に
も
分
か
ら
な
い
時
代
。
郷
士
と
い
う
身
分
の
家

の
５
人
き
ょ
う
だ
い
の
末
っ
子
に
生
ま
れ
た
龍
馬

は
、
家
を
出
る
し
か
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
土

佐
の
国
に
と
ど
ま
ら
ず
、
日
本
の
国
全
体
を
見
渡

し
て
、
問
題
が
あ
る
、
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
人
で
し
た
。
土
佐
を
出

て
、
多
く
の
同
志
と
出
会
い
、
行
動
し
ま
す
。
世

界
を
広
く
見
る
こ
と
が
で
き
た
人
だ
と
思
い
ま

す
」。

日
本
に
生
ま
れ
育
っ
て
い
る
私
な
ん
か
足
元
に
も

及
ば
な
い
く
ら
い
、
日
本
の
歴
史
が
大
好
き
で
仕

方
な
い
旭
堂
南
春
さ
ん
。
大
好
き
な
こ
と
が
仕
事

に
な
る
よ
う
講
談
師
を
目
指
す
わ
け
で
す
が
、
日

本
人
で
も
難
し
い
ネ
タ
帳
を
読
ん
で
暗
記
す
る
の

は
、
並
大
抵
の
努
力
で
は
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

や
は
り
、
話
し
た
り
聞
い
た
り
す
る
よ
り
も
、
読

み
書
き
の
方
が
難
し
い
そ
う
で
す
。
南
陵
師
匠
に

台
本
を
読
ん
で
も
ら
い
、
そ
れ
を
録
音
し
て
何
度

も
聞
き
な
が
ら
、
暗
記
し
て
い
っ
た
そ
う
で
す
。

考
え
た
だ
け
で
気
が
遠
く
な
り
そ
う
な
話
で
す
が
、

「
み
ん
な
に
日
本
の
歴
史
を
伝
え
た
い
」
と
い
う

強
い
意
志
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
。

「
日
本
人
に
は
、
自
分
の
国
の
歴
史
を
も
っ
と
知
っ

て
ほ
し
い
」
と
南
春
さ
ん
。

「
織
田
信
長
に
は
、
弥
助
と
い
う
ア
フ
リ
カ
系
の

用
心
棒
が
い
ま
し
た
。
徳
川
家
康
に
は
オ
ラ
ン
ダ

貿
易
を
後
押
し
し
た
三
浦
按
針
（
あ
ん
じ
ん
）
と

い
う
臣
下
が
い
ま
し
た
。
外
国
人
も
日
本
人
も
同

じ
で
し
た
。
今
の
日
本
人
は
、
外
国
人
だ
か
ら
と

線
を
引
く
、
悲
し
い
で
す
ね
」。
そ
う
話
す
南
春

さ
ん
を
目
の
前
に
し
て
、
私
の
胸
が
チ
ク
リ
と
少

し
痛
み
ま
す
。
そ
ん
な
つ
も
り
は
決
し
て
な
い
の

で
す
が
、
と
に
か
く
外
国
語
が
苦
手
な
私
は
、
無

意
識
に
線
を
引
い
て
し
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、
南
春
さ
ん
は
、
講
談
を
さ
れ
て
い
る

と
き
の
声
は
も
ち
ろ
ん
大
迫
力
な
の
で
す
が
、
普

段
の
声
も
よ
く
通
る
声
を
し
て
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

「
講
談
で
は
、
修
羅
場
読
み
と
い
う
発
声
練
習
を

し
ま
す
。
武
田
信
玄
と
徳
川
家
康
の
戦
で
、
家
康

の
負
け
戦
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
軍
記
物
の
『
三

方
ヶ
原
軍
記
』
を
最
初
に
練
習
し
ま
す
」。

「
今
の
日
本
人
の
多
く
は
、
喉
や
胸
を
使
っ
て
話

を
し
ま
す
が
、
本
来
は
逆
で
す
。
話
を
し
な
が
ら

息
を
吐
く
、
我
慢
で
き
な
く
な
っ
て
吸
う
。
胆
を

使
っ
て
声
を
出
す
の
で
す
」。

な
る
ほ
ど
。
腹
式
呼
吸
み
た
い
な
か
ん
じ
で
し
ょ

う
か
？
　
観
客
が
聞
き
入
っ
て
し
ま
う
講
談
師
さ

ん
の
声
は
、
胆
か
ら
出
す
こ
と
が
カ
ギ
な
の
で
す
ね
。

日
本
の
歴
史
を
語
り
た
い
、
と
講
談
師
に
な
っ
た

南
春
さ
ん
。
自
分
で
場
所
を
つ
く
っ
て
、
あ
ち
ら

こ
ち
ら
で
講
談
会
を
催
し
て
い
る
そ
う
で
す
。
な

か
で
も
高
知
県
宿
毛
市
で
講
談
会
を
す
る
こ
と
が

多
い
と
の
こ
と
。
意
外
で
す
。
大
阪
じ
ゃ
な
い
ん

で
す
ね…

。

南
春
さ
ん
は
、
高
知
県
に
は
、
歴
史
の
こ
と
知
り

た
い
、
守
り
た
い
と
考
え
て
い
る
人
が
多
い
と
感

じ
る
そ
う
で
す
。
高
知
県
は
、
坂
本
龍
馬
は
も
ち

ろ
ん
、
た
く
さ
ん
の
幕
末
の
偉
人
を
輩
出
し
ま
し

た
。
高
知
県
宿
毛
市
か
ら
も
板
垣
退
助
と
と
も
に

自
由
党
を
組
織
し
た
竹
内
綱
、
そ
の
竹
内
綱
ら
を

指
導
し
た
教
育
者
・
酒
井
南
嶺
な
ど
、
歴
史
に
名

を
残
す
人
物
が
出
て
い
ま
す
。

そ
ん
な
歴
史
を
語
る
講
談
は
、
上
方
と
江
戸
に
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
高
知
に
来
て
講
談

を
し
て
ほ
し
い
、
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い
そ
う

で
す
。

何
度
も
高
知
県
へ
行
き
、
講
談
の
仕
事
を
し
つ
つ
、

龍
馬
の
足
跡
を
た
ど
っ
て
高
知
県
を
横
断…

と
、

本
当
に
、
龍
馬
が
大
好
き
な
ん
で
す
ね
！

「
知
り
た
い
な
ら
、
行
っ
て
み
る
」
旭
堂
南
春
さ

ん
で
す
が
、
お
話
を
う
か
が
う
と
、
ど
う
や
ら
そ

れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
普
段
か
ら
、

着
物
で
過
ご
さ
れ
て
い
る
そ
う
で
、「
歴
史
を
着

た
い
か
ら
、
着
物
を
着
て
い
る
」
と
の
こ
と
。
そ

し
て
、「
歴
史
を
語
り
た
い
か
ら
、
講
談
師
に
な
っ

た
」
の
で
す
が
、
も
う
一
つ
、「
歴
史
を
触
り
た

い
」
と
い
う
気
持
ち
か
ら
「
居
合
」
を
は
じ
め
た

そ
う
で
す
。

刀
に
触
れ
た
い
と
は
じ
め
た
居
合
で
す
が
、「
刀

を
振
る
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
人
の
心
を
知
る
こ

と
が
で
き
ま
す
」
と
語
り
ま
す
。「
人
を
切
る
た

め
だ
け
で
は
な
く
、
美
術
品
と
し
て
心
を
込
め
て

つ
く
ら
れ
、
命
を
宿
し
ま
す
。
日
本
の
美
し
さ
を

感
じ
ま
す
」。

高
知
県
に
は
、
英
信
流
と
い
う
居
合
が
伝
わ
っ
て

い
る
そ
う
で
す
。
江
戸
初
期
の
武
士
、
長
谷
川
主

税
助
英
信
が
流
祖
で
あ
り
、
土
佐
藩
に
伝
わ
っ
て

以
降
、
土
佐
藩
の
御
留
（
お
と
め
）
流
と
し
て
、

藩
外
不
出
の
秘
技
と
し
て
代
々
伝
わ
り
、
藩
士
の

間
に
根
を
下
ろ
し
た
の
だ
と
か
。
土
佐
藩
第
15
代

藩
主
の
山
内
容
堂
も
、
英
信
流
の
居
合
を
修
得
し

た
一
人
で
す
。

南
春
さ
ん
の
お
話
の
す
べ
て
が
、
日
本
愛
に
、
幕

末
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
！

こ
れ
ま
で
、
各
地
で
講
談
会
を
開
催
し
て
き
た
旭

堂
南
春
さ
ん
で
す
が
、
２
０
２
０
年
（
令
和
２
年
）

初
春
か
ら
の
新
型
コ
ロ
ナ
禍
で
は
、
講
談
会
の
中

止
を
余
儀
な
く
さ
れ
ま
し
た
。
か
と
言
っ
て
、

じ
っ
と
し
て
い
る
わ
け
に
も
い
き
ま
せ
ん
。

南
春
さ
ん
が
は
じ
め
た
の
は
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
。
講

談
だ
け
で
は
な
く
、
大
阪
・
堺
市
の
歴
史
を
紹
介

す
る
も
の
や
、
高
知
県
を
東
か
ら
西
へ
旅
す
る

「
Ｌ
ｅ
ｔ’

ｓ
　
Ｇ
ｏ
　
Ｔ
ｏ
　
Ｋ
ｏ
ｃ
ｈ
ｉ
」
シ

リ
ー
ズ
な
ど
、
南
春
さ
ん
の
大
好
き
な
日
本
を
英

語
で
伝
え
て
い
ま
す
。

「
ま
だ
ま
だ
こ
れ
か
ら
で
す
が
、
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ

で
配
信
す
る
こ
と
で
、
日
本
だ
け
で
は
な
く
世
界

に
知
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
南
春
さ
ん

は
ど
こ
ま
で
も
意
欲
的
で
す
。

「
歴
史
の
勉
強
と
い
う
と
、
何
年
に
誰
々
が
な
に

を
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
、
ひ
た
す
ら
覚
え
る
。

こ
れ
は
退
屈
で
す
よ
ね
」
と
南
春
さ
ん
。「
講
談
は
、

そ
の
人
が
そ
の
と
き
な
に
を
見
て
、
ど
ん
な
こ
と

を
感
じ
た
の
か
を
経
験
で
き
る
ん
で
す
。
そ
の
人

が
生
き
て
い
た
歴
史
を
、
そ
の
人
に
な
り
き
っ
て
、

小
説
を
読
む
か
ん
じ
で
歴
史
を
知
っ
て
い
く
の
で

す
。
だ
か
ら
、
お
も
し
ろ
い
の
で
す
」。

南
春
さ
ん
ご
自
身
も
、
歴
史
の
絵
本
を
読
ん
で

育
っ
た
そ
う
で
す
。「
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
る
こ
と

は
と
て
も
大
切
。
学
校
だ
け
で
な
く
、
い
ろ
い
ろ

な
場
面
で
伝
え
た
い
で
す
ね
」
と
話
し
ま
す
。

最
後
に
、
旭
堂
南
春
さ
ん
か
ら
。「
私
は
〝
外
国

人
〞
で
は
な
く
、
み
な
さ
ん
と
同
じ
人
間
で
す
。

同
じ
人
間
で
す
か
ら
、
一
緒
に
日
本
の
文
化
を
愛

し
ま
し
ょ
う
」。

は
い
！
（
終
）

２
０
１
９
年
（
平
成
31
年
）
２
月
の
こ
と
。
大
淀

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
の
和
室
に
集
ま
っ
た
子

ど
も
た
ち
。
キ
ャ
ッ
キ
ャ
と
騒
ぐ
子
ど
も
た
ち
の

前
に
現
れ
た
の
は
、
お
団
子
ヘ
ア
に
髪
を
結
っ
た
、

着
物
姿
の
女
性
。
上
方
初
の
外
国
人
女
性
講
談
師

と
し
て
活
躍
す
る
、
旭
堂
南
春
さ
ん
で
す
。

こ
の
日
、
南
春
さ
ん
が
子
ど
も
た
ち
に
話
す
の
は
、

子
ど
も
た
ち
の
誰
も
が
知
っ
て
い
る
日
本
昔
話

『
桃
太
郎
』
な
の
で
す
が…

、
そ
の
言
語
は
「
英

語
」。
私
は
息
子
２
人
を
連
れ
て
参
加
し
て
い
ま

し
た
が
、
そ
れ
ま
で
２
人
と
も
英
語
に
触
れ
た
こ

と
は
、
ほ
ぼ
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
言
葉
が
分
か

ら
な
い
の
に
楽
し
め
る
の
だ
ろ
う
か
、
途
中
で
飽

き
て
帰
ろ
う
っ
て
言
い
出
し
た
ら
嫌
だ
な…

と
少

し
心
配
す
る
母
。

高
座
に
置
か
れ
た
小
さ
な
机
、
釈
台
の
前
に
南
春

さ
ん
が
座
る
と
、
子
ど
も
た
ち
の
視
線
が
集
ま
り

ま
す
。

お
な
か
か
ら
出
る
迫
力
の
あ
る
声
で
繰
り
広
げ
ら

れ
る
「
Ｐ
ｅ
ａ
ｃ
ｈ
　
Ｔ
ａ
ｒ
ｏ
」
と
「
Ｄ
ｏ
ｇ
」

「
Ｍ
ｏ
ｎ
ｋ
ｅ
ｙ
」「
Ｐ
ｈ
ｅ
ａ
ｓ
ａ
ｎ
ｔ
」
の
冒
険
。

心
配
す
る
母
を
よ
そ
に
、
今
に
も
跳
ね
出
し
そ
う

な
ほ
ど
興
奮
で
体
を
揺
ら
し
、
笑
い
な
が
ら
話
に

夢
中
の
息
子
た
ち
。
１
０
０
％
言
葉
が
分
か
る
わ

け
で
は
な
さ
そ
う
で
す
が
、
感
じ
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
し
ょ
う
ね
。

旭
堂
南
春
さ
ん
が
初
め
て
日
本
に
来
た
の
は
、
２

０
０
３
年
（
平
成
５
年
）
の
こ
と
。
関
西
外
国
語

大
学
へ
の
４
カ
月
の
語
学
留
学
で
し
た
。
子
ど
も

の
頃
か
ら
大
の
日
本
好
き
で
、
な
か
で
も
日
本
の

歴
史
が
大
好
き
。
そ
の
後
も
日
本
熱
は
高
ま
る
一

方
で
、
も
っ
と
日
本
を
知
り
た
い
と
、
語
学
指
導

等
を
お
こ
な
う
外
国
青
年
招
致
事
業
の
Ｊ
Ｅ
Ｔ
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
、
２
０
０
７
年
（
平
成
９
年
）、

日
本
の
歴
史
を
伝
え
た
い
！

日
本
人
に
は

自
分
の
国
の
歴
史
を

も
っ
と
知
っ
て
ほ
し
い
で
す
。

聞
き
手
・
書
き
手
／
秋
山
暁
子

上
方
初
の
外
国
人
女
性
講
談
師

旭
堂
南
春
さ
ん

講
談
と
の
運
命
の
出
合
い

と
に
か
く
坂
本
龍
馬
が
好
き

講
談
師
に
な
っ
て

コ
ロ
ナ
の
時
代
に

彼
女

キ
タ

ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー

キ
タ

と

ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー

の

ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー

ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー

第
十
七
回

第
十
七
回

第
十
七
回

11 tsuhimabu vol.18 / 2021.5 tsuhimabu vol.18 / 2021.5  10


