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生
活
の
柄
（
24
）

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横
　
山
　
　
仁

二
階
か
ら
降
り
る
と

洗
濯
機
が
廻
っ
て
い
て

老
母
が

廊
下
を
モ
ッ
プ
で
掃
除
し
て
い
る

（
死
ん
だ
こ
と
を
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忘
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
）
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さ
さ
め
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
　
田
　
　
勉

霜
の
降
り
た
朝

　

ぷ
し
お
ん

　

ぽ
し
お
ん

と遠
い
昔
に
聞
い
た

お
ど
け
た
よ
う
な
音
が

地
温
に
添
っ
て

大
気
へ
は
じ
け
て
ゆ
く

ま
る
で

あ
ど
け
な
い
子
ど
も
た
ち
の

ま
ぁ
る
い
口
も
と
か
ら
漏
れ
る
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や
わ
ら
か
く
心
地
よ
い

さ
さ
め
き

の
よ
う

にふ
く
よ
か
に

音
と

静
け
さ
が

朝
に
と
け
こ
み
始
め
る
ま
で
の

限
ら
れ
た
時
間

聴
こ
え
る
人
に
だ
け

発
信
さ
れ
て
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晩
夏
の
た
め
に
（
７
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
　
田
　
　
勉

窓
か
ら
見
え
る
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
上
で

過
ぎ
て
ゆ
く
季
節
の
端
に
絡
み
つ
い
た

陽か
げ
ろ
う炎
が
揺
れ
て
い
る

あ
る
こ
と

とな
い
こ
と

のあ
い
ま
い
な
線
上
で

と
き
に

耳
閉
感
の
波
長
に
同
調
し
な
が
ら
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意
味
あ
る
よ
う
に

ゆ
ら
り

遅
れ
た
も
の
た
ち
と
と
も
に

燃
え
よ
う
と
し
て
い
る
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「
旅
を
す
る
木
」（
星
野
道
夫
）
を
読
ん
だ　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

細
部
　
俊
作

　

星
野
道
夫
（
一
九
五
二
ー
一
九
九
六
）
が
動
物
写
真
家
で
あ

る
こ
と
は
知
っ
て
い
た
し
、
彼
の
撮
っ
た
シ
ロ
ク
マ
の
家
族
の

写
真
を
見
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
撮
影
先
で
ク
マ
に
襲

わ
れ
て
落
命
し
た
こ
と
は
何
か
で
知
っ
た
。
そ
の
彼
の
本
を
、

数
年
前
本
屋
で
見
つ
け
た
と
き
、
写
真
は
な
く
文
章
だ
け
だ
っ

た
の
が
意
外
で
、
写
真
家
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
書
く
の
だ
ろ

う
か
と
、
そ
れ
だ
け
で
買
い
、
そ
の
ま
ま
積
読
に
し
て
い
た
の

を
読
み
始
め
た
の
だ
っ
た
。（
文
春
文
庫　

一
九
九
九
年
刊
）

　　

星
野
道
夫
が
生
き
た
ア
ラ
ス
カ
に
関
す
る
知
識
は
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
。
エ
ス
キ
モ
ー
、
犬
ぞ
り
、
北
極
海
に
接
す
る
極
寒

の
地
、
オ
ー
ロ
ラ
と
い
っ
た
単
語
が
出
て
く
る
程
度
だ
っ
た
。

ネ
ッ
ト
で
調
べ
る
と
人
口
七
三
万
人
で
人
口
密
度
一
平
方
㎞
当

た
り
〇
・
五
人
。
人
種
構
成
で
は
白
人
六
四
％
、
ア
メ
リ
カ
イ

ン
デ
ィ
ア
ン
・
ア
ラ
ス
カ
先
住
民
一
五
％
弱
、
そ
の
他
。
星
野

道
夫
の
留
学
先
の
大
学
は
内
陸
部
の
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
ス
と
い
う

町
に
あ
り
、
そ
こ
の
冬
の
気
温
は
マ
イ
ナ
ス
摂
氏
五
一
度
以
下

に
ま
で
下
が
る
。
夏
は
温
か
く
三
〇
度
台
前
半
か
ら
半
ば
と
い

う
か
ら
意
外
だ
っ
た
。
道
路
網
は
ア
メ
リ
カ
国
内
と
比
べ
て
ほ

と
ん
ど
が
つ
な
が
っ
て
お
ら
ず
、
移
動
は
飛
行
機
や
船
舶
が
主

だ
と
い
う
。
星
野
が
よ
く
書
い
て
い
る
動
物
は
、
群
れ
で
千
㎞

も
季
節
移
動
す
る
こ
と
で
強
く
惹
か
れ
て
い
る
カ
リ
ブ
ー
（
ト

ナ
カ
イ
）、巨
体
の
ム
ー
ス（
ヘ
ラ
ジ
カ
）や
ハ
イ
イ
ロ
グ
マ（
グ

リ
ズ
リ
ー
）、
オ
オ
カ
ミ
、
ク
ジ
ラ
な
ど
。

　

ア
ラ
ス
カ
は
日
本
と
対
比
さ
せ
る
気
持
ち
が
起
き
な
い
ほ
ど

遠
い
地
域
と
感
じ
て
い
た
が
、
ち
ょ
っ
と
近
い
か
な
と
思
っ
た

の
は
次
の
部
分
。九
月
に
は「
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
や
ク
ラ
ン
ベ
リ
ー

の
実
が
熟
し
、
渡
り
鳥
は
南
へ
の
長
い
旅
の
た
め
、
ク
マ
は
長

い
冬
ご
も
り
の
た
め
、
そ
の
実
を
せ
っ
せ
と
食
べ
て
脂
肪
を
蓄

え
ま
す
」
と
い
う
件
に
さ
し
か
か
っ
た
と
き
、
ブ
ル
ー
ベ
リ
ー

は
日
本
で
は
主
に
七
、八
月
が
収
穫
期
だ
が
、
向
こ
う
で
は
ひ

と
月
遅
れ
な
の
か
と
分
か
っ
た
り
、
日
本
で
越
冬
す
る
白
鳥
が
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シ
ベ
リ
ア
方
面
か
ら
来
る
よ
う
に
、
北
緯
が
ほ
ぼ
同
じ
ア
ラ
ス

カ
か
ら
だ
っ
て
極
寒
を
避
け
て
南
へ
渡
っ
て
い
く
鳥
は
い
る
の

だ
と
気
づ
か
さ
れ
た
。
ま
た
、
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
ス
で
は
夏
に
菜

園
を
や
っ
て
い
る
家
が
多
い
、
と
も
記
さ
れ
て
い
て
驚
い
た
が
、

夏
は
三
〇
度
台
の
気
温
だ
と
い
う
か
ら
と
納
得
。
そ
の
菜
園
に

大
き
な
ム
ー
ス
が
つ
ま
み
食
い
に
や
っ
て
く
る
と
い
う
。
こ
ち

ら
で
は
カ
モ
シ
カ
が
来
る
、
ク
マ
も
来
る
。

・
一
年
に
一
度
、
名
残
惜
し
く
過
ぎ
て
ゆ
く
も
の
に
、
こ
の

世
で
何
度
め
ぐ
り
合
え
る
の
か
。
そ
の
回
数
を
か
ぞ
え
る

ほ
ど
、
人
の
一
生
の
短
さ
を
知
る
こ
と
は
な
い
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

　

赤
や
黄
で
は
な
や
い
だ
秋
が
過
ぎ
よ
う
と
い
う
と
き
、
来
年

ま
で
こ
の
景
色
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
惜
別
の
念
が

わ
い
て
く
る
。
そ
れ
は
四
十
代
は
じ
め
の
こ
ろ
の
星
野
も
同
じ

だ
っ
た
か
と
ど
こ
か
近
し
さ
を
感
じ
た
。

・
カ
リ
ブ
ー
の
仔
ど
も
が
寒
風
吹
き
す
さ
ぶ
雪
原
で
産
み
落

と
さ
れ
る
の
も
、
一
羽
の
ベ
ニ
ヒ
ワ
が
マ
イ
ナ
ス
五
○
度

の
寒
気
の
中
で
さ
え
ず
る
の
も
、
そ
こ
に
生
命
の
も
つ
強

さ
を
感
じ
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
自
然
は
い
つ
も
、
強
さ
の

裏
に
脆
さ
を
秘
め
て
い
ま
す
。
そ
し
て
ぼ
く
が
魅
か
れ
る

の
は
、
自
然
や
生
命
の
も
つ
そ
の
脆
さ
の
方
で
す
。
日
々

生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
は

な
く
て
、
実
は
奇
跡
的
な
こ
と
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

　

こ
れ
が
こ
の
本
の
中
で
最
も
ひ
び
い
て
き
た
部
分
だ
っ
た
。

続
け
て
…
…

・
そ
の
脆
さ
の
中
で
私
た
ち
は
生
き
て
い
る
。
言
い
か
え
れ

ば
、
あ
る
限
界
の
中
で
人
間
は
生
か
さ
れ
て
い
る
。

　

動
植
物
の
個
体
が
み
せ
て
く
れ
る
生
存
し
て
い
る
こ
と
の
奇

跡
。
そ
れ
は
時
を
超
え
て
く
り
返
さ
れ
て
き
た
。
一
方
で
星
野

は
、
ア
ラ
ス
カ
北
部
沿
岸
で
の
石
油
開
発
が
動
植
物
に
影
響
を

与
え
る
こ
と
を
心
配
し
て
い
た
。
そ
れ
は
い
ま
、
ど
う
な
っ
て

い
る
の
だ
ろ
う
。

　

読
み
進
め
て
い
る
と
「
も
う
一
つ
の
時
間
」
と
い
う
言
葉
を

何
度
か
目
に
す
る
。

・
ぼ
く
た
ち
が
毎
日
を
生
き
て
い
る
同
じ
瞬
間
、
も
う
ひ

と
つ
の
時
間
が
、
確
実
に
、
ゆ
っ
た
り
と
流
れ
て
い
る
。

日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
、
心
の
片
隅
に
そ
の
こ
と
を
意
識

で
き
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
、
天
と
地
の
差
ほ
ど
大
き
い
。
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・
（
自
分
が
過
ご
し
て
い
る
同
じ
時
間
に
）
見
知
ら
ぬ
人
々

が
、
ぼ
く
の
知
ら
な
い
人
生
を
送
っ
て
い
る
不
思
議
さ
。

・
見
知
ら
ぬ
遥
か
な
土
地
、
そ
こ
に
生
き
る
私
た
ち
と
は
違

う
価
値
観
を
も
っ
た
人
々
、
人
間
の
知
恵
を
も
っ
て
さ
え

ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
自
然
の
力
…
…
そ
ん
な
世
界

を
い
つ
か
見
に
行
く
の
だ
と
い
う
漠
然
と
し
た
夢
。

　

ま
た
、
次
の
よ
う
な
印
象
深
い
文
章
が
あ
っ
た
。

・
頬
を
撫
で
る
極
北
の
風
の
感
触
、
夏
の
ツ
ン
ド
ラ
の
甘
い

匂
い
、
白
夜
の
淡
い
光
、
見
過
ご
し
そ
う
な
小
さ
な
ワ
ス

レ
ナ
グ
サ
の
た
た
ず
ま
い
…
…
ふ
と
立
ち
止
ま
り
、
少
し

気
持
ち
を
込
め
て
、
五
感
の
記
憶
の
中
に
そ
ん
な
風
景
を

残
し
て
ゆ
き
た
い
。
何
も
生
み
出
す
こ
と
の
な
い
、
た
だ

流
れ
て
ゆ
く
時
を
、
大
切
に
し
た
い
。
あ
わ
た
だ
し
い
、

人
間
の
営
み
と
並
行
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
時
間
が
流
れ

て
い
る
こ
と
を
、
い
つ
も
心
の
ど
こ
か
で
感
じ
て
い
た

い
。
そ
ん
な
こ
と
を
、
い
つ
の
日
か
、
自
分
の
こ
ど
も
に

伝
え
て
ゆ
け
る
だ
ろ
う
か
。

　

大
切
な
の
は
、
い
ま
自
分
に
は
見
え
て
い
な
い
場
所
に
も
人

や
動
物
が
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
観
に
し
た
が
っ
て
生
き
て

い
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
い
る
こ
と
。
彼
ら
へ
の
想
像
力
と
か

共
鳴
す
る
感
性
を
も
ち
続
け
る
こ
と
。
目
の
前
の
、
ま
た
は
ど

こ
か
の
野
原
の
花
や
虫
も
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
の
時
間
を
生
き
て

い
る
、
そ
れ
に
気
づ
い
て
あ
げ
る
こ
と
、
と
い
っ
て
い
る
よ
う

だ
。

　　

本
を
読
む
面
白
さ
は
、
新
た
な
知
識
が
得
ら
れ
る
こ
と
の
ほ

か
に
、
本
の
中
に
出
て
く
る
言
葉
が
読
み
手
の
な
か
に
ひ
び
い

て
く
る
と
こ
ろ
に
も
あ
る
。
こ
の
本
の
場
合
も
、
星
野
が
ア
ラ

ス
カ
の
自
然
や
動
物
、
人
び
と
と
の
出
会
い
の
な
か
で
発
見
す

る
言
葉
や
思
考
が
私
を
刺
激
し
て
く
れ
る
。

・
ア
ラ
ス
カ
の
自
然
を
旅
し
て
い
る
と
、
た
と
え
出
会
わ
な

く
て
も
、
い
つ
も
ど
こ
か
に
ク
マ
の
存
在
を
意
識
す
る
。

今
の
世
の
中
で
そ
れ
は
何
と
贅
沢
な
こ
と
だ
ろ
う
。
ク
マ

の
存
在
が
、
人
間
が
忘
れ
て
い
る
生
物
と
し
て
の
緊
張
感

を
呼
び
起
こ
し
て
く
れ
る
か
ら
だ
。
も
し
こ
の
土
地
か
ら

ク
マ
が
消
え
、
野
営
の
夜
、
何
も
怖
れ
ず
に
眠
る
こ
と
が

で
き
た
な
ら
、
そ
れ
は
何
と
つ
ま
ら
ぬ
自
然
な
の
だ
ろ

う
。
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・
寒
い
こ
と
が
人
の
気
持
ち
を
暖
め
る
ん
だ
。
離
れ
て
い
る　

   
こ
と
が
、
人
と
人
を
近
づ
け
る
ん
だ
。

　

こ
れ
は
、
彼
が
ア
ラ
ス
カ
で
自
分
の
結
婚
パ
ー
テ
ィ
を
開
い

た
と
き
に
、
友
人
が
星
野
の
日
本
か
ら
来
た
妻
に
か
け
た
言
葉

で
あ
る
。

　

星
野
は
、
ア
ラ
ス
カ
で
多
く
の
人
た
ち
と
出
会
っ
た
。
数
種

の
先
住
民
族
の
古
老
や
末
裔
、
最
果
て
の
エ
ス
キ
モ
ー
の
生
業

を
見
、
彼
ら
の
歴
史
を
聞
き
と
り
、
書
き
と
め
て
い
る
。
こ
う

し
た
体
験
の
幅
の
広
さ
も
こ
の
本
の
魅
力
だ
。

　

そ
れ
か
ら
、
ア
ラ
ス
カ
の
歴
史
の
な
か
に
日
本
人
と
の
か
か

わ
り
を
み
て
い
る
と
こ
ろ
も
興
味
深
か
っ
た
。

　

太
古
の
昔
、
ベ
ー
リ
ン
グ
海
の
海
域
が
干
あ
が
っ
て
で
き
た

陸
地
（
ベ
ー
リ
ン
ジ
ア
）
を
通
っ
て
シ
ベ
リ
ア
か
ら
人
類
（
モ

ン
ゴ
ロ
イ
ド
）
が
移
動
し
て
き
た
、
そ
こ
が
ア
ラ
ス
カ
だ
っ
た

と
い
う
歴
史
。
も
う
ひ
と
つ
、
彼
ら
先
住
民
の
一
部
の
種
族
の

人
た
ち
に
つ
い
て
、
彼
ら
の
出
自
の
謎
を
解
く
の
に
、
星
野
が
、

江
戸
時
代
に
海
流
に
乗
っ
て
流
さ
れ
て
き
た
日
本
人
の
漂
流
民

と
の
関
連
を
み
て
い
る
点
だ
。
つ
ま
り
、
太
平
洋
を
漂
流
し
た

日
本
船
が
や
が
て
ア
ラ
ス
カ
や
北
米
大
陸
の
北
部
西
岸
に
流
れ

着
い
た
と
い
う
公
的
記
録
が
あ
る
ら
し
く
、
そ
れ
を
も
と
に
星

野
が
想
像
す
る
の
は
、
漂
着
し
た
日
本
人
の
な
か
に
は
ア
ラ
ス

カ
に
住
み
着
い
た
者
も
い
た
の
で
は
な
い
か
。も
し
そ
う
な
ら
、

先
住
民
の
な
か
に
日
本
人
の
血
が
流
れ
て
い
る
人
も
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。
こ
の
想
像
は
、
こ
の
先
何
か
に
展
開
し
て
い
く

の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、一
九
〇
〇
年
代
初
め
、飢
餓
に
襲
わ
れ
た
エ
ス
キ
モ
ー

の
人
々
を
救
っ
た
日
本
人＊

が
い
た
と
い
う
。
星
野
は
こ
の
日
本

人
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
エ
ス
キ
モ
ー
の
息
子
に
会
い
に
行
っ

た
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

こ
ん
な
ふ
う
に
星
野
は
ア
ラ
ス
カ
の
歴
史
に
残
る
日
本
人
の

痕
跡
を
訪
ね
る
こ
と
も
し
て
い
て
、
そ
れ
も
興
味
深
か
っ
た
。

た
だ
、
私
は
彼
の
写
真
集
を
ま
だ
見
て
い
な
い
の
で
、
主
菜
に

手
を
つ
け
て
い
な
い
よ
う
な
感
じ
が
し
て
い
る
。

＊
フ
ラ
ン
ク
安
田
の
こ
と
。
新
田
次
郎
の
小
説『
ア
ラ
ス
カ
物
語
』

の
主
人
公
。
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水
田
と
ツ
バ
メ
（
二
八
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤
た
だ
し

・
父
の
死

　

九
月
二
四
日
に
父
は
亡
く
な
っ
た
。
父
は
こ
の
頃
、
殆
ど
寝

室
の
ベ
ッ
ド
で
横
に
な
っ
て
い
た
。
い
つ
も
身
体
の
右
側
を
下

に
し
て
い
た
の
だ
が
、
二
日
く
ら
い
前
か
ら
仰
向
け
に
寝
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
。
肺
の
機
能
が
低
下
し
て
い
る
た
め
、
常

時
酸
素
吸
入
を
行
っ
て
い
る
が
、
ベ
ッ
ド
か
ら
起
き
上
が
っ
た

り
、
車
椅
子
に
移
動
し
た
り
す
る
と
、
酸
素
の
供
給
量
が
足
り

ず
、
血
液
中
の
酸
素
濃
度
が
下
が
り
、
唇
が
紫
色
に
変
色
し
て

苦
し
く
な
る
の
で
、
時
々
パ
ル
ス
オ
キ
シ
メ
ー
タ
と
い
う
小
型

の
機
器
で
血
液
中
の
酸
素
量
を
測
り
、
数
値
が
下
が
る
と
供
給

量
を
増
や
す
よ
う
に
し
て
い
た
。
た
だ
供
給
量
を
増
や
す
と
空

気
が
鼻
の
中
に
強
く
流
れ
、
そ
れ
が
不
快
な
の
か
ホ
ー
ス
を

引
っ
張
っ
た
り
マ
ス
ク
を
外
し
た
り
す
る
た
め
、
目
が
離
せ
な

く
な
っ
て
い
た
。

　

こ
の
日
は
、
午
前
中
は
母
が
父
の
そ
ば
に
つ
い
て
い
た
が
、

午
後
か
ら
母
に
代
わ
っ
て
父
の
ベ
ッ
ド
の
そ
ば
に
椅
子
を
置
い

て
様
子
を
見
て
い
た
。
こ
れ
ま
で
父
は
自
分
の
身
体
の
具
合
に

つ
い
て
、
痛
い
と
か
苦
し
い
と
か
言
わ
な
い
人
だ
っ
た
の
で
、

訪
問
看
護
の
看
護
師
は
、「
し
ょ
う
い
ち
さ
ん
は
我
慢
強
い
人

だ
ね
」
と
よ
く
言
っ
て
い
た
。

　

ベ
ッ
ド
で
休
ん
で
い
る
顔
や
姿
は
昨
日
と
変
わ
り
な
い
よ
う

に
見
え
た
が
、
午
後
二
時
半
頃
に
な
り
、
酸
素
濃
度
の
数
値
が

六
〇
％
台
ま
で
下
が
り
始
め
、
供
給
量
を
最
大
に
し
て
も
数
値

は
上
昇
し
な
く
な
っ
て
い
た
。

　

父
は
毎
月
、
月
の
初
め
に
掛
か
り
付
け
の
病
院
に
通
院
し
て

い
た
が
、
そ
の
前
日
に
近
所
の
床
屋
に
行
っ
て
散
髪
す
る
の
が

常
だ
っ
た
。
八
月
も
予
約
し
た
日
に
玄
関
前
に
車
を
横
付
け

し
、
ど
う
に
か
車
の
後
部
座
席
に
座
ら
せ
た
の
だ
が
、
自
分
の

身
体
を
支
え
て
座
っ
て
い
る
こ
と
が
で
き
ず
、
シ
ー
ト
に
横
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
だ
と
床
屋
へ
連
れ
て
行
っ
て
も
髪
を

切
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
、
電
話
し
て
予
約
を
取

り
消
し
、
翌
週
に
家
に
来
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
病
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院
へ
も
電
話
を
し
、
身
体
の
状
態
を
話
し
て
今
月
の
通
院
を
見

合
わ
せ
る
こ
と
に
し
た
。

　

数
日
後
、
病
院
へ
行
き
担
当
の
医
師
に
会
っ
て
今
後
の
こ
と

に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
。
医
師
は
肺
の
レ
ン
ト
ゲ
ン
写
真
の
ネ

ガ
を
見
せ
、
肺
の
症
状
は
末
期
的
で
、
下
半
分
が
か
ろ
う
じ
て

機
能
し
て
い
る
状
態
だ
と
言
っ
た
。
そ
し
て
身
体
の
上
部
か
ら

腰
に
掛
け
て
骨
格
の
周
り
に
殆
ど
脂
肪
が
無
く
な
っ
て
き
て
い

る
と
言
い
、
暗
に
、
死
期
が
近
い
と
言
い
た
か
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。
こ
の
総
合
病
院
に
救
急
車
で
運
ば
れ
て
き
て
か
ら
九

年
が
経
過
し
て
い
た
が
、
そ
の
時
か
ら
担
当
し
て
く
れ
て
い
る

医
師
は
、
こ
こ
ま
で
よ
く
頑
張
っ
て
き
た
と
、
傍
に
座
っ
て
い

た
私
の
手
を
強
く
握
っ
た
。
そ
し
て
通
院
は
も
う
無
理
な
の

で
、
訪
問
診
療
を
し
て
く
れ
る
病
院
を
探
し
て
く
れ
、
そ
の
病

院
の
診
療
に
切
り
替
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

訪
問
診
療
の
最
初
の
日
は
九
月
一
六
日
で
、
そ
の
日
は
看
護

師
と
医
師
が
や
っ
て
来
て
、
父
を
診
察
し
、
容
体
を
確
認
し
、

次
は
一
〇
日
後
の
二
六
日
に
来
る
と
い
う
こ
と
で
帰
っ
て
行
っ

た
。

　

午
後
三
時
半
に
な
っ
て
い
た
。
父
は
目
を
つ
む
り
仰
向
け
に

な
っ
て
呼
吸
を
続
け
て
い
た
。
顔
の
表
情
は
変
わ
っ
て
い
な
い

よ
う
に
見
え
た
が
、
酸
素
量
の
数
値
は
六
〇
％
台
か
ら
五
〇
％

台
に
な
っ
て
い
た
。
こ
の
ま
ま
病
院
に
連
絡
せ
ず
に
二
六
日
の

訪
問
診
療
の
日
ま
で
待
つ
か
、
同
じ
病
院
で
週
に
一
回
来
て
く

れ
て
い
た
訪
問
看
護
の
看
護
師
に
連
絡
す
る
か
、
躊
躇
し
た
が

連
絡
す
る
こ
と
に
し
た
。
電
話
に
出
た
看
護
師
に
状
況
を
話
す

と
、
す
ぐ
に
家
に
向
か
う
と
言
っ
て
く
れ
た
。

　

看
護
師
は
一
五
分
ほ
ど
で
家
に
到
着
し
た
。
そ
し
て
「
し
ょ

う
い
ち
さ
ー
ん
」
と
父
の
名
を
呼
び
な
が
ら
脈
を
と
っ
た
。
父

は
一
度
大
き
く
息
を
し
た
が
、
そ
の
後
は
普
通
に
息
を
吸
い
込

む
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
、
浅
い
呼
吸
を
繰
り
返
し
て
い
た
。

た
だ
苦
し
そ
う
な
表
情
で
は
な
か
っ
た
。
肺
に
病
気
を
抱
え
て

い
る
父
の
最
後
は
水
に
溺
れ
た
時
の
よ
う
に
呼
吸
が
で
き
ず
に

苦
し
む
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
た
が
、
実
際
は
水
槽
の

中
の
金
魚
の
よ
う
に
ゆ
っ
く
り
と
死
に
向
か
っ
て
ゆ
く
よ
う
な

感
じ
に
見
え
た
。

　

看
護
師
が
先
生
に
連
絡
し
ま
し
ょ
う
と
言
い
、
携
帯
電
話
を

掛
け
た
が
、
医
師
は
こ
こ
か
ら
離
れ
た
所
に
い
て
、
到
着
す
る

の
に
は
一
時
間
以
上
か
か
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

　

す
で
に
脈
は
無
く
な
っ
て
い
た
が
、
看
護
師
が
「
先
生
が
来
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て
判
断
す
る
ま
で
は
、
こ
の
ま
ま
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
」
と

言
い
、
医
師
が
来
る
の
を
待
っ
た
。

　

そ
の
間
、
私
は
近
く
に
住
む
弟
に
電
話
を
し
た
り
、
こ
う
な

っ
た
場
合
に
備
え
て
記
録
し
て
い
た
葬
儀
会
社
に
電
話
を
し
た

り
し
て
い
た
が
、
家
で
人
が
死
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
特
別

な
こ
と
の
よ
う
に
思
っ
て
い
た
自
分
が
、
傍
に
看
護
師
や
家
族

が
い
る
た
め
か
、
妙
に
静
か
な
気
持
ち
の
ま
ま
な
の
が
不
思
議

だ
っ
た
。

　

一
時
間
後
の
五
時
過
ぎ
に
医
師
は
到
着
し
、
看
護
師
か
ら
経

過
を
聞
き
、
父
の
体
に
手
を
当
て
て
調
べ
死
亡
を
確
認
し
た
。

時
間
は
午
後
五
時
二
七
分
だ
っ
た
。
看
護
師
が
父
の
体
の
始
末

を
し
て
く
れ
、
そ
の
後
医
師
と
看
護
師
は
帰
っ
た
。

　

そ
の
日
は
父
の
遺
体
を
こ
こ
に
置
く
こ
と
に
し
、
医
師
た
ち

が
帰
っ
た
後
に
来
た
葬
儀
会
社
の
人
に
そ
の
処
置
を
し
て
も
ら

っ
た
。
処
置
が
終
わ
っ
た
後
の
父
の
顔
を
見
る
と
、
納
棺
師
に

よ
っ
て
整
え
ら
れ
た
た
め
か
、
生
き
て
い
た
頃
の
表
情
が
消

え
、
静
物
的
な
顔
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
が
本
来
の
顔
な
の
か

と
、
ふ
と
思
っ
た
。

　

父
が
亡
く
な
っ
て
二
カ
月
が
過
ぎ
た
。
肺
の
病
気
で
入
院

し
、
そ
の
後
、
奇
跡
的
に
回
復
し
て
退
院
し
て
か
ら
九
年
の
月

日
が
過
ぎ
て
い
た
。
こ
こ
一
年
程
は
布
団
の
中
で
横
に
な
っ
て

い
る
日
が
多
く
な
っ
て
い
た
が
、
身
体
の
こ
と
に
つ
い
て
殆
ど

話
を
し
な
か
っ
た
た
め
、
死
は
ま
だ
先
の
こ
と
と
考
え
て
い
た

が
、
や
は
り
い
つ
か
は
こ
う
な
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
こ
と

だ
っ
た
。
そ
し
て
、
家
で
亡
く
な
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
死
の

翌
日
か
ら
今
日
ま
で
、
生
き
て
い
た
頃
と
変
わ
り
な
く
時
間
が

過
ぎ
て
行
っ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

仏
壇
の
脇
に
は
水
色
の
チ
ェ
ッ
ク
の
シ
ャ
ツ
を
着
た
遺
影
が

置
か
れ
て
い
る
。
無
口
で
殆
ど
笑
っ
た
顔
を
思
い
出
す
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
そ
の
写
真
は
ど
こ
か
明
る
い
顔
を
し
て
い
た
。

六
〇
才
台
の
後
半
に
ク
ル
ー
ズ
船
に
乗
っ
て
旅
行
に
行
っ
た
時

に
船
の
デ
ッ
キ
で
撮
っ
た
写
真
だ
そ
う
で
、
母
が
持
っ
て
い
た

写
真
の
中
か
ら
選
ん
だ
一
枚
だ
っ
た
。
ど
こ
か
生
気
が
あ
り
、

今
も
こ
こ
で
生
き
て
い
る
よ
う
な
顔
に
見
え
る
。
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●
ブ
ロ
グ
「
陽
だ
ま
り
の
中
の
な
か
」
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

前
　
田
　
　
勉

　
　

横
山
仁
編
集

　
　
『
悼
―
叔
母
（
渡
辺
静
子
）
の
歌
よ
り
』

　
〈
書
肆
え
ん
〉か
ら『
悼
―
叔
母（
渡
辺
静
子
）の
歌
よ
り
』

が
届
い
た
。

　
「
叔
母
（
渡
辺
静
子
）
の
詠
ん
だ
歌
か
ら
、
両
親
に

関
係
し
た
も
の
を
お
さ
め
た
。
父
は
昭
和
五
十
四

年
（
一
九
七
九
）
七
月
十
七
日
（
法
名
記
載
さ
れ

て
い
る
が
省
略
）、
母
は
、
こ
と
し
、
令
和
四
年

（
二
〇
二
二
）二
月
二
日（
同　

省
略
）に
な
く
な
っ
た
。　
　

 

　

二
〇
二
二
年
八
月
八
日　

納
骨
の
日
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

横

山　

仁

」 

　

と
、
あ
と
が
き
に
あ
る
。

　

生
前
の
姉
夫
婦
を
詠
ん
だ
叔
母
の
短
歌
２
８
首
と
関
連

す
る
画
像
を
収
め
、
今
年
他
界
し
た
母
と
４
３
年
前
に
他

界
し
た
父
を
悼
む
。

　

歌
を
読
ん
で
感
じ
る
叔
母
の
心
情
や
、
出
版
し
た
横
山

さ
ん
の
気
持
が
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

横
山
さ
ん
と
は
、
お
互
い
に
２
０
代
前
半
の
こ
ろ
詩
誌

「
匪
」
で
出
会
っ
て
以
来
、
何
度
か
お
じ
ゃ
ま
し
た
り
し

て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
詠
ま
れ
て
い
る
ご
両
親
や
横
山
さ

ん
の
こ
と
も
〝
当
時
〟
の
姿
と
し
て
思
い
巡
ら
す
こ
と
が

出
来
、
な
お
さ
ら
…
…
。

　

彼
は
、
同
人
誌
『
海
市
』
へ
晩
年
の
母
を
詩
で
書
き
続

け
て
い
る
。
今
度
は
自
分
の
詩
で
編
ま
れ
た
も
の
が
出
さ

れ
る
の
を
期
待
し
た
い
。

　
　

地
方
出
版
の
仕
事
え
ら
び
し
子
の
生
を

よ
う
や
く
義
兄
は
肯
い
に
け
り
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老
い
深
く
き
ざ
し
い
る
ら
し
雑
然
と

物
に
か
こ
ま
る
る
姉
を
さ
び
し
む

　

編　

者　
　

横
山　

仁

　

出　

版　
　

書
肆
え
ん

　

発
行
日　
　

２
０
２
２
・
９
・
１
９
日
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　雑
　
記
（
26）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

横
　

山
　

　
仁

　
前

号
で

紹
介

し
よ

う
と

思
っ

て
い

た
が

、
ワ

ク
チ

ン
関

係
の

記
事

が
入

っ
た

の
で

後
回

し
に

な
っ

て
し

ま
っ

た
。

　
Y

ouT
ube

と
い

え
ば

、「
結 む

す
び

美
大

学
」（

小
名

木
善

行
氏

）
が

お
も

し
ろ

い
。

学
校

歴
史

（
大

分
捏

造
が

あ
る

よ
う

だ
）

で
は

な
い

、
ほ

ん
も

の
の

歴
史

を
し

る
こ

と
が

で
き

る
。

教
科

書
に

か
い

て
あ

る
よ

う
な

こ
と

は
、

と
う

ぜ
ん

い
わ

な
い

。
そ

ん
な

も
の

は
教

科
書

を
見

れ
ば

い
い

。
特

に
、

グ
ー

グ
ル

・
ア

ー
ス

を
利

用
し

た
、

縄
文

時
代

以
前

の
日

本
列

島
（

日
本

と
い

う
国

号
は

7
世

紀
か

ら
だ

が
）

の
解

説
が

興
味

深
く

、
有

料
の

講
座

を
み

た
ほ

か
、『

縄
文

文
明

　
世

界
中

の
教

科
書

か
ら

消
さ

れ
た

歴
史

の
真

実
』（

2022
年

4
月

11
日

、
ビ

オ
・

マ
ガ

ジ
ン

）
を

買
っ

た
。

い
ち

お
う

キ
ャ

ッ
チ

コ
ピ

ー
を

紹
介

す
る

と
、「

1

万
7000

年
前

に
日

本
で

お
こ

っ
た

世
界

最
古

の
文

明
。

優
れ

た
建

築
技

術
と

高
度

な
生

活
水

準
。

何
よ

り
1

万
4000

年
と

い
う

長
い

時
代

の
間

、
武

器
を

持
た

ず
に

平
和

を
貫

い
た

。
日

本
人

の
高

い
精

神
性

は
、

縄
文

へ
つ

な
が

る
。

や
っ

ぱ
り

こ
の

国
は

す
ご

か
っ

た
！

！
　

世
界

四
大

文
明

（
メ

ソ
ポ

タ
ミ

ア
・

エ
ジ

プ
ト

・
イ

ン
ダ

ス
・

黄
河

）
よ

り
も

、
1

万
3000

年
も

前
か

ら
あ

っ
た

縄
文

文
明

。
数

々
の

証
拠

が
、

驚
異

の
事

実
を

物
語

る
。

世
界

は
な

ぜ
こ

れ
ほ

ど
ま

で
に「

日
本

人
の

ル
ー

ツ
」

を
隠

し
た

が
る

の
か

？
　

そ
の

真
相

に
迫

る
。」

　
縄

文
に

は
興

味
が

あ
っ

た
が

、
そ

れ
以

前
も

い
ろ

い
ろ

あ
っ

た
と

は
！

　
以

下
、

同
書

に
よ

る
。

　
日

本
で

は
じ

め
て

旧
石

器
（「

世
界

最
古

の
磨

製
石

器
」）

を
発

見
し

た
の

は
、

相
沢

忠
洋

氏
（『「

岩
宿

」
の

発
見

　
幻

の
旧

石
器

を
求

め
て

』
が

講
談

社
文

庫
に

あ
る

）
だ

が
、

こ
れ

を
み

て
も

ら
っ

た
の

が
明

治
大

学
の

杉
原

荘
介

と
い

う
助

教
授

で
、

杉
原

は
、

自
分

が
発

見
し

た
こ

と
に

し
た

か
っ

た
よ

う
だ

。
杉

原
は

「
文

部
省

（
現

・
文

部
科

学
省

）
で

、
岩

宿
遺

跡
で

の
石

器
発

見
に

関
す

る
記

者
会

見
を

行
う

こ
と

に
な

っ
た

」
が

、
そ



18

の
発

表
原

稿
に

「
相

沢
忠

洋
」

と
い

う
名

前
が

な
い

。
「

芹
沢

（
注

、
長

介
）

氏
は

杉
原

助
教

授
に

原
稿

の
訂

正
を

申
し

入
れ

ま
し

た
。

し
ぶ

し
ぶ

訂
正

さ
れ

た
原

稿
は

、
発

表
時

に
『

地
元

の
ア

マ
チ

ュ
ア

考
古

学
者

が
収

集
し

た
石

器
か

ら
、〝

杉
原

助
教

授
が

〟
旧

石
器

を
発

見
し

た
』

と
い

う
表

現
に

な
っ

て
い

た
。」

　
そ

の
後

も
「

考
古

学
の

大
家

と
呼

ば
れ

る
人

々
か

ら
詐

欺
師

呼
ば

わ
り

さ
れ

る
始

末
で

、
相

沢
氏

は
ひ

ど
い

迫
害

を
受

け
て

し
ま

い
ま

す
。」

　「
さ

ら
に

（
注

、
最

初
に

石
器

を
発

見
し

て
か

ら
、

21
年

後
に

吉
川

英
治

賞
を

受
賞

し
た

こ
と

に
加

え
て

）、
昭

和
天

皇
が

相
沢

氏
を

大
変

高
く

評
価

さ
れ

、
１

９
８

９
年

（
平

成
元

年
）

に
相

沢
氏

に
勲

五
等

瑞
宝

章
を

授
与

さ
れ

ま
し

た
。」「

そ
し

て
不

思
議

な
こ

と
に

、勲
五

等
瑞

宝
章

を
授

与
さ

れ
る

そ
の

日
（

5
月

22
日

）
の

早
朝

、
相

沢
氏

は
63

歳
と

い
う

若
さ

で
脳

内
出

血
に

よ
っ

て
他

界
さ

れ
ま

し
た

。
き

っ
と

神
々

の
も

と
に

召
さ

れ
た

の
だ

と
思

い
ま

す
。」

　
そ

の
ほ

か
、

小
名

木
善

行
氏

に
は

、『
ね

ず
さ

ん
と

語
る

　
古

事
記

　
壱

』（
平

成
29

年
3

月
15

日
、

青
林

堂
）

な
ど

多

数
の

日
本

史
本

の
ほ

か
、『

金
融

経
済

の
裏

側
』（

令
和

3
年

11
月

24
日

、
青

林
堂

）
な

ど
が

あ
る

。

　
＊

　「
m

espesado
さ

ん
の

大
事

な
記

事
、

見
逃

し
て

い
ま

し
た

。」
と

い
う

の
は

、「
移

ろ
う

ま
ま

に
2」

の
「

は
ぐ

ら
め

い
」

さ
ん

（
20220630　

新
・

m
espesado

さ
ん

講
義

（
163）「

一
な

る
も

の
」　

[m
espesado

理
論

]））。（
https://oshosina2.

blog.ss-blog.jp/2022-06-30）

　（
引

用
開

始
）

《
今

よ
り

精
神

性
が

高
か

っ
た

の
で

は
な

い
か

と
言

わ
れ

て
い

る
縄

文
時

代
に

は
、

別
に

「
天

皇
」

な
ど

居
な

か
っ

た
の

に
、

何
万

年
も

安
定

し
て

続
い

た
の

は
、

実
は

彼
ら

は
「

一
な

る
も

の
」を

中
心

に
据

え
た

思
想

を
持

っ
て

い
た

か
ら

で
は

な
い

か
、

と
密

か
に

思
っ

て
い

ま
す

。》
縄

文
以

来
の

人
類

の
精

神
史

の
中

に
「

天
皇

」
が

位
置

付
け

ら
れ

よ
う

と
し

て
い

ま
す

。
そ

れ
は

ま
た

、「
東

洋
」

vs「
西

洋
」

を
止

揚
す

る
可

能
性

に
つ

な
が

り
ま

す
。

井
筒

俊
彦

の
世

界
で

す
（「

ニ
セ

だ
ら

け
の

現
実
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世
界

→
リ

ア
ル

な
宗

教
的

世
界

」
https://oshosina2.blog.

ss-blog.jp/2021-03-07）。
折

し
も

昨
日

の
記

事
を

書
い

て
、

参
政

党
を

「
霊

性
」

レ
ベ

ル
で

考
え

始
め

た
と

こ
ろ

で
す

。
今

後
の

展
開

、ゾ
ク

ゾ
ク

し
な

が
ら

待
っ

て
ま

す
。（「

m
espesado

さ
ん

講
義

（
4）

井
筒

俊
彦

ワ
ー

ル
ド

へ
」

https://osho -
sina2.blog.ss-blog.jp/2019-12-14）

　
　

　
　

＊

　「
秋

田
の

詩
祭

2022」
で

成
田

豊
人

さ
ん

の
講

演
が

あ
っ

た
。

そ
の

と
き

に
、

田
中

冬
二

の
秋

田
に

関
係

し
た

詩
が

あ
る

と
き

い
た

の
で

紹
介

す
る

。
当

日
の

配
付

資
料

に
は

な
い

。

　
　

汽
船

　
　

　
　

　
　

　
　

　
田

中
冬

二

　
鍛

冶
屋

の
鞴

の
火

が
怖

ろ
し

か
っ

た
　

大
工

の
鑿

が
め

ず
ら

し
く

て
手

を
触

れ
て

傷
を

し
た

　
前

髪
の

長
い

女
の

子
を

美
し

い
と

思
っ

た
　

越
中

へ
汽

船
で

帰
る

祖
父

と
祖

母
を

　
土

崎
の

港
に

父
と

母
と

共
に

見
送

り
し

た

　
廻

船
問

屋
で

休
ん

だ
が

　
別

れ
を

惜
し

み
　

祖
父

も
祖

母
も

父
も

母
も

皆
よ

り
か

た
ま

っ
て

い
た

　
祖

父
が

私
の

掌
に

一
枚

の
銀

貨
を

握
ら

せ
た

　
父

は
そ

れ
を

み
る

と
　

祖
父

に
何

か
言

っ
て

私
に

辞
退

さ
せ

　
た

　
祖

父
も

父
も

涙
ぐ

ん
で

い
た

　
六

十
有

余
年

の
歳

月
は

経
っ

た

　
北

海
の

波
の

音
と

松
籟

を
き

く
ふ

る
さ

と
の

塋
域

に
　

し
ず

か
に

眠
る

　
祖

父
よ

　
祖

母
よ

　
父

よ
　

母
よ

　
―

―
私

も
老

い
ま

し
た

　
　

　
　

＊

　
以

前
廃

仏
毀

釈
に

つ
い

て
ふ

れ
た

こ
と

が
あ

る
が

、
秋

田
で

の
具

体
的

な
史

料
は

ほ
と

ん
ど

な
い

よ
う

だ
っ

た
。

亀
谷

健
樹

さ
ん

の
『

太
平

寺
四

百
年

の
風

光
』

(平
成

22
年

3
月

10
日

、
四

海
山

太
平

寺
)に

記
録

が
あ

っ
た

の
で

紹
介

す
る

。
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「
一

七
七

一
年

（
正

徳
二

年
　

壬
辰

）　
太

平
寺

（
北

秋
田

市
上

杉
）

が
再

建
さ

れ
る

。
　

金
沢

金
山

か
ら

現
在

地
に

移
転

開
創

さ
れ

た
七

十
六

年
後

の
元

禄
十

四
年

（
一

七
〇

一
年

）
に

焼
失

し
、

こ
の

年
再

建
さ

れ
た

と
伝

え
る

。
そ

の
伽

藍
は

、
間

口
十

一
間

、
奥

行
九

間
の

大
伽

藍
で

あ
っ

た
と

さ
れ

、焼
失

十
二

年
目

と
い

う
早

い
復

興
と

、
伽

藍
規

模
の

大
き

さ
か

ら
、

い
か

な
る

外
護

（
げ

ご
）

が
あ

っ
た

の
か

興
味

が
も

た
れ

る
。

し
か

し
こ

の
大

伽
藍

が
、

明
治

の
廃

仏
毀

釈
に

襲
わ

れ
身

売
り

さ
れ

る
と

い
う

苦
難

を
迎

え
る

こ
と

に
な

る
。

一
八

七
三

年（
明

治
六

年
　

癸
酉

）　
太

平
寺（

北
秋

田
市

上
杉

）
が

廃
仏

毀
釈

の
影

響
で

本
堂

を
売

却
す

る
。

　
廃

仏
毀

釈
の

圧
力

に
よ

り
、

寺
院

運
営

が
困

難
に

な
っ

た
こ

と
か

ら
売

却
さ

れ
た

も
の

で
、

そ
の

後
の

再
建

は
四

十
年

を
待

つ
こ

と
に

な
る

。
こ

の
売

却
さ

れ
た

本
堂

は
、

い
か

だ
に

組
ま

れ
て

米
代

川
を

さ
か

の
ぼ

り
、

扇
田

の
寿

仙
寺

の
本

堂
と

な
る

が
、

昭
和

五
十

年
に

焼
失

し
、

波
乱

の
歴

史
を

と
じ

る
。

こ
の

前
年

に
は

、
同

じ
経

緯
で

樹
温

寺
（

木
戸

石
）

の
本

堂
が

売
却

さ
れ

て
い

る
こ

と
か

ら
、

こ
の

地
域

で
の

廃
仏

毀
釈

運
動

の
激

し
さ

を
知

る
こ

と
が

で
き

る
が

、
同

時
に

他
方

に
お

い
て

は
本

堂
建

立
の

要
望

が
あ

っ
た

こ
と

を
物

語
り

、
廃

仏
毀

釈
の

性
格

や
地

域
差

を
立

証
す

る
も

の
と

い
え

よ
う

。

一
九

一
三

年（
大

正
二

年
　

癸
丑

）　
太

平
寺（

北
秋

田
市

上
杉

）
の

本
堂

が
建

立
さ

れ
る

。
　

廃
仏

毀
釈

の
嵐

に
襲

わ
れ

伽
藍

維
持

が
困

難
に

な
っ

た
こ

と
か

ら
、

明
治

六
年

（
一

八
七

三
年

）
本

堂
が

売
却

さ
れ

、
雌

伏
四

十
年

、
住

職
二

代
に

わ
た

る
辛

苦
の

末
、

こ
の

年
現

在
に

伝
わ

る
本

堂
が

建
立

さ
れ

る
。

こ
の

地
方

で
は

同
じ

町
の

樹
温

寺
も

同
様

の
経

緯
で

本
堂

を
売

却
し

、
前

年
復

興
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

こ
の

地
方

に
お

け
る

廃
仏

毀
釈

の
激

し
さ

を
後

世
に

伝
え

る
と

と
も

に
、

そ
の

後
の

四
十

年
間

に
お

け
る

菩
提

寺
復

興
に

寄
せ

る
檀

信
徒

の
篤

い
心

が
伝

わ
る

思
い

が
す

る
。」　

　
　

　
　

＊
　

　
以

下
、

メ
ス

ペ
さ

ん
よ

り
。（「

放
知

技
」）

　（
引

用
開

始
）
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437 名
前

：
m

espesado 
2022/09/26 (M

on) 17:54:39
 　

一
部

で
話

題
に

な
っ

て
い

る
、

ワ
〇

チ
〇

で
亡

く
な

っ
た

ピ
ア

ニ
ス

ト
の

方
の

ツ
イ

ッ
タ

ー
・

ア
カ

ウ
ン

ト
↓

 
h

ttp
s

:/
/

tw
itte

r
.c

o
m

/
C

h
ih

ir
o

A
R

A
I 

と
、

副
反

応
の

実
況

中
継

と
も

言
え

る
発

信
を

し
て

く
れ

て
い

る
ブ

ロ
グ

↓
 

https://chihiropiano.com
/blog/covid19vaccination/ 

　
読

ん
で

い
て

痛
々

し
い

こ
と

こ
の

上
な

い
が

、
一

般
の

、
ワ

〇
チ

〇
に

つ
い

て
何

の
疑

い
も

持
っ

て
い

な
い

人
の

心
境

と
い

う
の

が
よ

く
わ

か
る

。
酷

い
副

反
応

が
出

て
、

ネ
ッ

ト
で

対
処

法
を

検
索

す
る

も
、

イ
ベ

に
到

達
す

る
こ

と
が

無
い

の
は

一
見

驚
く

が
、

ネ
ッ

ト
に

副
反

応
の

こ
と

を
書

く
人

の
大

半
も

ワ
〇

チ
〇

に
疑

い
を

持
た

な
い

人
な

の
だ

ろ
う

か
ら

仕
方

な
い

こ
と

な
の

か
も

し
れ

な
い

。  
　

我
々

は
、

と
も

す
る

と
、

ワ
〇

チ
〇

の
害

な
ど

判
っ

て
て

当
然

。
知

ら
な

い
人

も
ち

ょ
っ

と
グ

グ
れ

ば
気

付
く

だ
ろ

う
な

ど
と

暗
に

考
え

て
し

ま
う

が
、

人
間

の
認

知
の

プ
ロ

セ
ス

と
い

う
の

は
、

そ
の

よ
う

な
単

純
な

も
の

で
は

な
い

の
だ

ろ
う

。
つ

く

づ
く

考
え

さ
せ

ら
れ

る
な

、
と

実
感

し
た

。
　（

引
用

終
わ

り
）

　「
イ

ベ
ル

メ
ク

チ
ン

は
世

界
を

変
え

る
『

奇
跡

の
存

在
』

な
の

か
も

。
…

あ
る

い
は

『
そ

う
な

る
は

ず
だ

っ
た

』
の

か
も

」 
（

 In D
eep

さ
ん

　
https://indeep.jp/ascofuranone-is-

m
iraculous/）

よ
り

。

　（
引

用
開

始
）

私
は

日
本

の
ポ

ピ
ュ

ラ
ー

音
楽

に
疎

い
で

す
の

で
、

違
っ

た
ら

申
し

訳
な

い
で

す
け

れ
ど

、
A

SK
A

さ
ん

と
い

う
方

の
ブ

ロ
グ

の
記

事
で

す
。

こ
ち

ら
に

あ
り

ま
す

。
 こ

の
方

は
、

定
期

的
に

病
院

で
免

疫
年

齢
の

チ
ェ

ッ
ク

を
し

て
い

る
よ

う
な

の
で

す
が

、
イ

ベ
ル

メ
ク

チ
ン

を
飲

み
始

め
て

 
（

月
に

 1
回

な
ど

だ
け

）
以

来
、

「
免

疫
年

齢
が

 100 歳
 →

 40 歳
に

ア
ッ

プ
し

た
」

こ
と

が
、

健
康

診
断

書
の

写
真

と
共

に
投

稿
さ

れ
て

い
る

の
で

す
。
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「
免

疫
年

齢
の

チ
ェ

ッ
ク

っ
て

で
き

る
ん

だ
な

あ
」

と
初

め
て

知
り

ま
し

た
が

、
い

く
つ

か
の

病
院

の
サ

イ
ト

を
見

て
み

ま
し

た
ら

、
T

細
胞

や
 B

細
胞

、
N

K
細

胞
の

数
か

ら
、

な
ん

や
か

ん
や

と
 20

項
目

ほ
ど

に
つ

い
て

の
数

値
が

検
査

で
き

る
よ

う
で

す
。

 そ
の

免
疫

年
齢

の
数

値
が

「
大

幅
に

改
善

し
た

」
と

い
う

こ
と

に
な

る
と

思
わ

れ
ま

す
。

ま
あ

、
こ

の
こ

と
に

つ
い

て
は

、
学

術
的

な
話

で
も

な
い

で
す

の
で

、あ
く

ま
で

ひ
と

つ
の

話
題

と
い

う
こ

と
に

過
ぎ

ま
せ

ん
。

 し
か

し
、

先
ほ

ど
書

い
た

よ
う

な
抗

ガ
ン

剤
と

し
て

の
イ

ベ
ル

メ
ク

チ
ン

、
あ

る
い

は
、

コ
ロ

ナ
治

療
薬

 （
抗

ウ
イ

ル
ス

薬
と

し
て

の
範

疇
に

な
る

は
ず

で
す

）
と

し
て

の
可

能
性

が
あ

る
と

さ
れ

て
い

る
イ

ベ
ル

メ
ク

チ
ン

、
そ

し
て

劇
的

な
効

果
の

駆
虫

薬
と

し
て

の
イ

ベ
ル

メ
ク

チ
ン

の
効

能
を

思
い

ま
す

と
、「

飲
ん

だ
だ

け
で

免
疫

が
劇

的
に

上
が

っ
た

」
と

い
う

話
も

、
あ

な
が

ち
あ

り
得

な
い

と
も

思
え

ず
、

「
う

ー
ん

…
」

と
思

う
し

か
な

か
っ

た
の

で
す

が
、

ち
ょ

う
ど

先
ほ

ど
の

エ

ポ
ッ

ク
タ

イ
ム

ズ
の

記
事

で
も

、「
イ

ベ
ル

メ
ク

チ
ン

は
腸

内
の

ビ
フ

ィ
ズ

ス
菌

を
増

や
し

、
腸

内
環

境
が

改
善

さ
れ

る
」

こ
と

と
が

示
さ

れ
て

い
る

過
去

の
研

究
論

文
に

も
ふ

れ
て

い
た

こ
と

な
ど

を
思

い
出

し
ま

す
。

（
引

用
終

わ
り

）　
　

　
　

　
　

＊

　
マ

リ
ン

さ
ん

（「
あ

な
た

の
身

体
は

食
べ

物
で

創
ら

れ
て

い
る

」）
の

「
コ

オ
ロ

ギ
い

ら
ん

！
」

よ
り

。
https://am

eblo.
jp/am

iraclehappens/entry-12768949528.htm
l

　（
引

用
開

始
）

2022
年

10
月

12
日

。

今
、

世
界

で
も

日
本

で
も

、
不

可
解

な
事

が
起

き
て

い
ま

す
。

世
界

中
の

食
料

倉
庫

で
火

災
や

爆
発

が
相

次
い

で
起

き
た

り
、

日
本

の
田

ん
ぼ

の
た

め
池

の
水

が
抜

か
れ

た
り

、
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畜
産

農
家

の
小

屋
が

相
次

い
で

火
事

に
な

っ
た

り
、

そ
ん

な
年

っ
て

、
今

ま
で

あ
り

ま
し

た
か

？
お

か
し

い
で

す
。

お
か

し
い

で
す

よ
！

こ
れ

っ
て

、
人

為
的

な
も

の
で

は
な

い
で

す
か

？
　（

中
略

）

甲
殻

ア
レ

ル
ギ

ー
が

あ
る

人
は

、
食

べ
な

い
で

く
だ

さ
い

ね
！

も
う

す
で

に
沢

山
の

製
品

が
、

市
場

に
出

回
っ

て
い

ま
す

。

徳
島

大
の

非
常

食
に

は
、コ

オ
ロ

ギ
が

入
っ

て
い

る
そ

う
で

す
。

（
大

学
シ

ー
ズ

研
究

所
の

「
缶

入
り

ソ
フ

ト
パ

ン
」

の
原

材
料

の
表

示
写

真
省

略
）

▶
D

J K
azu

さ
ん

の
ツ

イ
ー

ト
。「

コ
オ

ロ
ギ

使
っ

て
る

っ
て

言
う

け
ど

さ
、

ゴ
キ

ブ
リ

（
イ

ラ
ス

ト
あ

り
）

混
ぜ

て
な

い
か

？
　

原
型

留
め

て
な

い
タ

イ
プ

の
は

バ
レ

な
い

じ
ゃ

ん
」

　（
引

用
終

わ
り

）
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   　あとがき

◆間近に見る菊は、放射状に黄色を放って気持ちのいい咲き具合に
なっていて、畑のその辺りを明るくしている。おひたしにして、シャ
キシャキした食感を楽しんだが、疲れ目や筋肉の疲れをやわらげる効
能もあると知った。そういえば、最近、目の調子が……。（Ｓ）

◆ 2018 年 12 月 31 日の“折々のことば”は、長田弘の詩の一節だが、
続けて、死んだ人は「どこにもいない」のではなく、「どこにもゆかない」
のだと長田の言葉を引用している。死んだ人は私の記憶の中にあって

「年をとらない」とも。人も言葉もこころの中に保管され生きつづけ
るものだと思った。（Ｔ）

◆去年のタイヤ交換で、ナットが外れなくて難儀した話をＢ先生にし
たところ、2 つあるというので、電動のナット回し（デジタルインパ
クトレンチというらしい）をもらった。いつもは雪が降ってから交換
していたが、今年は 12 月から雪というので、11 月にタイヤ交換した。
楽だ～。（Ｊ）

◆マイナンバーカードの賛否は別として、ポイント特典を機に電子決
済、電子カードという言葉がより日常的になった。電子化が進んでい
くこの先、高齢者は実生活の中でどう順応できるのだろうか。今は過
渡期だと言った人がいる。その過渡期の中にいるスマホにもパソコン
にも縁がない人たちは大いに戸惑っているに違いない。そう思いなが
ら〇年後の自分を想像すると、少し自信がない。（Ｂ）
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