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〈前
号
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
よ
り
続
く
〉

‐
大
阪
商
法
会
議
所
で
の
熱
演
は
大

変
感
動
し
、
魂
の
叫
び
の
よ
う
な
演
説

は
鳥
肌
が
立
ち
ま
し
た
。
役
者
魂
を
超

え
、
何
か
現
代
の
我
々
に
何
か
を
訴
え

る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
監
督
と
春
馬

さ
ん
と
の
間
で
何
か
打
ち
合
わ
せ
の
よ

う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か

―

（田
中
監
督
）

い
や
、
も
ち
ろ
ん
話
を

し
ま
し
た
し
、
も
う
こ
こ
が
最
後
の
最

後
と
い
う
か
、
本
当
に
映
画
の
中
で
も

見
せ
場
だ
っ
て
い
う
話
も
彼
に
は
し
ま

し
た
。
１
日
か
け
て
撮
り
ま
し
た
。
も

っ
と
も
っ
と
長
く
と
い
う
か
、
何
度
も

何
度
も
や
っ
た
シ
ー
ン
も
あ
り
ま
す
。

春
馬
君
が
と
に
か
く

「自
分
の
思
っ
て

い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
全
部
出
し
切
り
ま

し
た
」
っ
て
い
う
風
に
現
場
で
助
監
督

に
言
っ
て
い
た
の
を
撮
り
終
わ
る
寸
前

に
助
監
督
が
僕
に
わ
ざ
わ
ざ
言
い
に
来

て
く
れ
た
ん
で
す
。
そ
の
後
、
最
後
の
ラ

ス
ト
の
言
葉
を
取
っ
て
大
阪
商
法
会
議

所
で
の
シ
ー
ン
は
終
わ
っ
た
ん
で
す
け

ど
、
あ
の
シ
ー
ン
も
実
は
本
当
は
予
算

の
都
合
上
、
滋
賀
県
だ
と
か
京
都
の
中

の
お
寺
で
取
ろ
う
っ
て
い
う
話
が
あ
っ

た
ん
で
す
け
ど
も
、
ど
う
し
て
も
そ
う

い
う
風
に
は
し
た
く
な
く
て
。
そ
れ
は

ち
ょ
っ
と
春
馬
君
に
も
話
は
し
て
い

て
、
僕
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
上
か
ら

目
線
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
抑
圧
す
る

よ
う
な
形
で
す
が
沢
山
の
人
た
ち
が
ヤ

ジ
を
飛
ば
す
っ
て
い
う
、
つ
ま
り
、
す

り
鉢
の
中
の

一
番
下
に
い
る
の
が
五
代

友
厚
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
、
ヤ
ジ
を
飛

ば
す
人
た
ち
を
見
上
げ
な
が
ら
、
何
か

話
を
し
て
い
る
シ
ー
ン
に
し
た
い
っ
て

い
う
思
い
が
あ
っ
て
。
最
後
の
最
後
ま

で
あ
そ
こ
の
ロ
ケ
場
所
っ
て
決
ま
ら
松

か
っ
た
ん
で
す
ね
。
結
局
、
松
竹
の
撮

影
所
の
み
な
さ
ん
、
つ
ま
リ
プ
ロ
デ
ュ

ー
サ
ー
や
美
術
さ
ん
が
、

「監
督
わ
か

っ
た
、
監
督
の
や
り
た
い
こ
と
は
十
分

わ
か
つ
た
か
ら
、
撮
影
場
も
や
っ
と
空

い
た
ス
ペ
ー
ス
が
で
き
た
か
ら
、
そ
こ

で
監
督
の
思
う
セ
ツ
ト
を
組
も
う
」
と
言
っ
て
、
そ
こ

で
セ
ツ
ト
を
組
ん
で
い
た
だ
い
て
、
あ
の
シ
ー
ン
が

あ
あ
い
う
形
で
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。　
一
番
最
初

に
現
場
を
春
馬
君
に
見
せ
た
時
も
、
「
こ
う
い
う
こ
と

で
す
よ
ね
」
っ
て
、
彼
も
納
得
し
て
た
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
パ
ー
ト
と
そ
れ
ぞ
れ
の
役
者
、
そ
し
て
我
々
も
含

め
て
そ
う
い
う
環
境
も
含
め
た
と
こ
ろ
で
、
あ
あ
い

う
場
所
が
作
れ
て
、
や
っ
と
あ
の
シ
ー
ン
に
至
っ
た
。

た
だ
、
本
当
に
僕
も

「俺
に
つ
い
て
こ
い
！
」
っ
て
言

っ
た
あ
の
台
詞
っ
て
い
う
の
は
、
な
ん
か
、
今
ま
で
の

三
浦
春
馬
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
、
彼
は
新
し
い
自
分

を
出
し
て
る
な
っ
て
い
う
感
じ
は
し
て
い
て
、
僕
も

そ
う
だ
し
、
僕
の
周
り
の
ス
タ
ッ
フ
も
本
当
に
鳥
肌

が
立
っ
た
ぐ
ら
い
、
彼
の
そ
の
迫
力
っ
て
い
う
の
は

あ
っ
た
と
思
っ
て
ま
す
。

の
ち
に
、
実
は
こ
こ
の
シ
ー
ン
っ
て
す
ご
く
セ
リ
フ

は
大
切
だ
っ
た
ん
で
、
ア
フ
レ
コ
で
セ
リ
フ
を
変
え

て
い
る
ん
で
す
ね
。
要
す
る
に
大
阪
の
こ
と
な
ん
だ

け
れ
ど
も
、
今
の
日
本
に
足
り
な
い
こ
と
、
今
の
世
界

に
足
り
な
い
こ
と
、
今
の
指
導
者
に
何
か
も
の
を
言

い
た
い
こ
と
、
っ
て
い
う
こ
と
を
ま
っ
す
ぐ
に
ぶ
つ

け
る
演
説
に
し
た
方
が
い
い
っ
て
い
う
こ
と
で
、
実

は
途
中
の
セ
リ
フ
を
、
の
ち
に
、
東
京
の
東
映
撮
影
所

で
吹
替
え
て
い
る
ん
で
す
。

そ
の
時
に
三
浦
春
馬
君
に
来
て
も
ら
っ
て
、
春
馬
君

に

一
旦
編
集
し
た
も
の
を
見
せ
て
、
こ
こ
と
、
こ
こ
と
、

こ
こ
、
こ
う
い
う
風
に
変
え
た
い
ん
だ
、
っ
て
言
っ
て
、

春
馬
君
に
見
て
も
ら
っ
て
、
あ
れ
っ
と
思
っ
た
ら
、
春

馬
君
が
そ
れ
を
見
終
わ
っ
た
時
に
ち
よ
っ
と
こ
う
目

頭
を
押
さ
え
て
て
、

「い
や
、
監
督
、
感
動
し
ち
ゃ
い

ま
す
よ
。
僕
本
当
に
こ
れ

一
生
懸
命
や
っ
た
ん
で
、
も

う
こ
れ
だ
け
で
泣
け
て
き
ま
す
ね
」
っ
て
。
春
馬
君
に

は
完
成
し
た
作
品
を
観
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
、
ま
あ
、
そ
れ
が
今
で
も
自
分
の

中
で
引
き
ず
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
正
直
あ
る
ん

で
す
が
、
あ
の
時
の
春
馬
君
の
こ
と
ば
で
救
わ
れ
た

と
い
う
か

…

…

。
た
だ
間
違
い
松
く
彼
は
自
分
の

や
っ
た
そ
の
作
品
を
見
て
、
本
当
に
前
の
め
り
に
見

て
く
れ
て
い
た
し
、
自
分
が
や
っ
た
こ
と
を
非
常
に

肯
定
的
に
と
ら
え
て
く
れ
て
た
ん
で
、
あ
あ
よ
か
っ

た
な
と
思
い
な
が
ら
、　
一
緒
に
東
映
の
撮
影
所
で
ア

フ
レ
コ
を
や
っ
て

い
た
の
を
記
憶
し

て
ま
す
ね
。

主
演
に
完
成
し
た

作
品
を
見
せ
ら
れ

な
い
ま
ま
公
開
を

迎
え
、
今
、
な
お
、

年
に
数
回
、
上
映

が
続
い
て
い
る
こ

と
に
自
分
の
中
に

何
か
残
っ
て
い
る

も
の
は
あ
り
ま
す

が
、
あ
の
時
の
彼

の
こ
と
ば
と
笑
顔

が
僕
の
心
の
支
え
と
な
っ
て
い
ま
す
。

‐
三
浦
春
馬
、
三
浦
翔
平
、
西
川
貴
教
、
森
永
悠
希
、

激
動
の
幕
末

ｏ
維
新
の
偉
人
た
ち
の
特
徴
が
う
ま
く

表
現
さ
れ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
監
督
と
し
て
の
指

導
、
気
配
り
な
ど
多
々
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
そ
の

あ
た
り
の
苦
労
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
聞
か
せ
て
頂
け
ま

す
か

―

（田
中
監
督
）

も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
指
導
と
い
う

か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
だ
と
か
っ
て
い
う

話
は
し
て
ま
す
し
、
翔
平
君
に
至
っ
て
は
春
馬
君
と

東
京
の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
時
間
で
、
カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ

ク
ス
だ
と
か
、
レ
ス
ト
ラ
ン
の
個
室
だ
と
か
で
本
読

み
を
や
っ
た
り
し
な
が
ら
、
役
作
り
を
し
て
く
れ
て



第 1 口万 Dream五代塾新聞 令和 5年 (2023)4月 1日

い
た
し
、
こ
こ
に
い
る
西
川
さ
ん
や
森
永
さ
ん
や
葵

ち
ゃ
ん
や
み
ん
な

一
度
は
春
馬
君
と

一
緒
に
仕
事
を

し
て
い
た
人
達
で
、
彼
自
身
も
キ
ャ
ス
テ
ィ
ン
グ
で

が
色
々
苦
労
し
て
い
る
時
に
、
自
分
の
仲
間
に

を
か
け
て
く
れ
た
人
た
ち
で
も
あ
る
ん
で
、
僕
と

っ
て
い
う
こ
と
よ
り
も
、
僕
と
三
浦
春
馬
と
そ

の
主
演
を
支
え
る
役
者
た
ち
で
、
本
当
に
コ
ミ
ュ
二

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
強
が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
を
作

っ
て
い
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。
だ
か
ら
翔
平

君
が
や
っ
た
龍
馬
っ
て
い
う
役
は
、
ほ
ぼ
東
京
で
春

馬
君
と
や
り
取
り
を
し
て
い
る
中
で

一
つ
こ
う
見
え

て
き
た
こ
と
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
っ
て
い
う
ふ

て
ま
す
け
ど
ね
。

本
当
に
、
そ
う
、
蓮
佛
さ
ん
も
含
め
て
で
す
け

、
よ
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
た
役
者
仲

た
ち
が
、
よ
く
ぞ
こ
ん
松
風
に
し
て
集
ま
っ
て
、
一

の
作
品
を
こ
う
作
り
上
げ
て
く
れ
た
な
あ
っ
て
い

う
風
に
思
っ
て
ま
す
。

‐
そ
れ
は
春
馬
さ
ん
の
熱
量
が
他
の
人
に
電
波
し

と
い
う
こ
と
で
す
ね

‐

（田
中
監
督
）

勿
論
そ
う
で
す
ね
。
彼
は
時
代
劇
は

、
ま
あ
言
っ
て
み
れ
ば
初
座
長
。
や
っ
ぱ
り

そ
の
時
代
劇
の
ト
ツ
プ
で
座
長
と
し
て
み
ん
な
を
ま

め
て
い
く
っ
て
い
う
意
味
で
は
、
本
当
に
彼
は
周

の
役
者
た
ち
に
気
を
使
っ
て
い
ろ
ん
な
形
で
や
っ

て
く
れ
た
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
れ
は
も
う
間
違
い
な

い
で
す
ね
。

‐
　
映
画

「天
外
者
」
の
上
映
が
、
今
、
前
例
が
無

い
よ
う
な
公
開
後
毎
年
年
３
回
ほ
ど
の
特
別
公
開
さ

て
い
る
現
象
は
、
三
浦
春
馬
さ
ん
の
フ
ア
ン
と
い

々
の
力
が
非
常
に
大
き
い
か
な
と
思
う
ん
で
す

が
、
そ
の
春
馬
さ
ん
フ
ア
ン
の
熱
量
を
今
ど
う
感
じ

て
お
ら
れ
ま
す
か
　
―

（田
中
監
督
）

有
り
難
い
の

一
言
で
す
。
大
変
感
謝

し
て
ま
す
。

春
馬
君
と
現
場
で
話
を
し
て
た
時
に
、
こ
の
映
画
で

海
外
へ
行
き
た
い
、
海
外
上
映
を
し
た
い
、
と
い
う
こ

と
は
春
馬
君
自
身
が
本
当
に
言
っ
て
い
た
こ
と
だ
っ

た
し
、
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
に
こ
の
時
代
劇
を
見
て

ほ
し
い
と
い
う
こ
と
を
、
彼
も
言
っ
て
い
た
。
だ
か
ら

こ
そ
、
ち
よ
つ
と
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
頑
張
ん
な
い
と
ね
、

っ
て
い
う
話
を
し
な
が
ら
や
っ
て
い
た
と
こ
ろ
が
あ

り
ま
し
た
。

こ
の
２
年
間
の
間
に
上
海
の
映
画
祭
で
あ
っ
た
り
、

ハ
ワ
イ
の
国
際
映
画
祭
だ
っ
た
り
、
い
ろ
ん
松
映
画

祭
に
参
加
さ
せ
て
も
ら
い
映
画
の
賞
を
い
た
だ
い
た

り
、
春
馬
君
自
身
に
主
演
男
優
賞
を
頂
く
こ
と
に
も

な
っ
た
り
で
、
そ
れ
っ
て
結
局
フ
ア
ン
の
人
た
ち
の

力
と
い
う
か
、
映
画
を
見
て
フ
ア
ン
に
な
っ
た
方
、

元
々
フ
ア
ン
だ
っ
た
方
た
ち
が
こ
の
「天
外
者
」
っ
て

い
う
作
品
映
画
を
、
三
浦
春
馬
が
主
演
す
る
映
画
の

背
中
を
押
し
て
く
れ
て
、
た
く
さ
ん
の
人
た
ち
の
手

に
よ
っ
て
こ
う
い
う
も
の
を
取
れ
た
こ
と
っ
て
い
う

の
は
、
春
馬
君
良
か
っ
た
な
っ
て
い
う
想
い
は
僕
の

中
で
は
あ
り
ま
す
。

春
馬
君
の
フ
ア
ン
も
す
ご
い
な
っ
て
い
う
想
い
、
そ

れ
と
同
時
に
、
彼
の
力
、
や
っ
ぱ
り
役
者
と
し
て
の
力

と
想
い
み
た
い
な
も
の
が
強
か
っ
た
、
そ
れ
が
結
果

こ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
て
る
ん
だ
な
っ
て
思

っ
て
ま
す
。

フ
ア
ン
の
皆
様
に
は
本
当
に
感
謝
し
た
い
で
す
ね
。

そ
れ
は
間
違
い
な
い
で
す
。

‐
映
画

「天
外
者
」
、
ご
自
身
の
作
品
で
す
が
、
今

振
り
返
り
ど
の
よ
う
な
自
己
評
価
を
さ
れ
ま
す
か

―

ナ
の
時
期
で
も
あ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
見
て
い

る
人
た
ち
が
何
度
も
何
度
も
劇
場
に
通
い
、
ネ
ツ
ト

で
書
き
込
み
を
し
て
く
れ
た
り
、
電
話
を
し
て
＜
れ

た
り
、
映
画
館
に
声
を
か
け
て
く
れ
た
り
し
て
い
た

だ
い
た
こ
と
で
映
画

館
が
そ
の
映
画
館
自

身
を
開
け
て
く
れ
る

と
い
う
こ
と
を
し
て

頂
い
て

２８０
館
以
上

の
全
国
で
の
公
開
に

な
り
ま
し
た
。
そ
れ

は
本
当
に
映
画
を
見

て
い
た
だ
い
た
人
た

ち
に
映
画
の
背
中
を

押
し
て
い
た
だ
き
、

映
画
を
育
て
て
い
た

だ
い
た
、
そ
れ
を
や

っ
ぱ
り
目
の
当
た
り
に
し
ま
し
た
ね
。

だ
か
ら
僕
が
街
を
歩
い
て
い
た
り
と
か
北
海
道
だ
っ

た
り
、
い
ろ
ん
な
と
こ
ろ
を
歩
い
て
い
て
、
こ
ん
な
に

「あ
の
映
画
を
見
た
よ
」
っ
て
声
を
か
け
て
い
た
だ

い
た
こ
と
は
今
ま
で
初
め
て
で
す
ね
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
僕
も
忘
れ
ら
れ
な
い
作
品
に
な
っ
た
し
、
僕

に
と
っ
て
の
宝
物
で
も
あ
り
ま
す
ね
。

春
馬
君
が
主
演
作
を
見
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と

は
あ
り
ま
す
が
、
僕
は
本
人
は
ち
ゃ
ん
と
ど
っ
か
で

見
て
く
れ
て
ん
の
か
状
と
。
今
も
こ
れ
だ
け
た
く
さ

ん
の
人
た
ち
が
見
て
く
れ
て
い
る
っ
て
い
う
こ
と
は
、

も
う
彼
の
と
こ
ろ
に
届
い
て
ん
じ
や
な
い
ん
で
す
か

ね
。
な
ん
か
そ
ん
な
感
じ
は
し
ま
す
け
ど
ね
。

ィ
ー
の
映
画
で
す
。
今
年
の
秋
頃
に
公
開
を
予
定
し

て
い
ま
す
。

も
う

一
つ
は
、
映
画
「北
の
流
氷
」
（仮
題
）
で
す
ね
。

こ
の
映
画
は
砂
漠
化
し
た
え
り
も
地
域

（浦
河
町
、
様

似
町
、
え
り
も
町
、
広
尾
町
）
の
豊
か
な
森
と
海
を
よ

み
が
え
ら
せ
た
史
実
を
題
材
に
、
日
本
人
の
魂
、
あ
る

べ
き
姿
を
未
来
へ
伝
承
し
て
い
く
こ
と
を
テ
ー
マ
に

し
た
映
画
で
す
。
こ
ち
ら
は
、
年
内
に
準
備
、
ク
ラ
ン

ク
イ
ン
を
目
標
に
進
め
て
い
ま
す
。

い
づ
れ
の
映
画
も
各
地
域
と
連
携
し
進
め
て
い
ま
す

の
で
、
皆
様
に
は
是
非
ふ
る
さ
と
納
税
で
映
画
へ
の

参
画
と
応
援
お
願
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

‐
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
昨
年
の
１２
月
１
日
付
け

で
、
大
阪
芸
術
大
学
芸
術
学
部
映
像
学
科
長
に
就
任

さ
れ
ま
し
た
が
。
こ
の
お
仕
事
は
ど
の
よ
う
な
内
容

で
し
よ
う
か
。　
‐

（
田
中
監
督
）

今
度
は
映
画
だ
と
か
映
像
を
作
る

僕
の
よ
う
な
人
間
た
ち
、
若
い
子
た
ち
を
育
て
る
と

こ
ろ
を
少
し
担
わ
せ
て
も
ら
お
う
か
な
と
い
う
こ
と

で
す
。
自
分
の
担
当
す
る
授
業
だ
け
で
は
な
く
、
全
体

も
見
な
き
ゃ
い
け
な
い
し
、
学
生
だ
け
で
６５０
人
位
い

ま
す
し
、
先
生
や
職
員
も
含
め
る
と
大
所
帯
な
の
で
、

こ
れ
か
ら
は
現
在
進
め
て
い
る
映
画
制
作
と
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
調
整
が
大
変
に
な
っ
て
き
ま
す
。

‐
益
々
ハ
ー
ド
に
な
っ
て
大
変
で
す
ね
。
で
も
、
人

材
を
育
て
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
映
画
を
通
じ
て

未
来
の
新
し
い
日
本
を
作
っ
て
い
く
、
そ
う
い
う
気

概
を
持
っ
た
人
、
意
識
に
な
っ
て
い
け
ば
、
素
晴
ら
し

い
こ
と
で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
も
の
す
ご
く

大
き
松
影
響
力
が
あ
り
ま
す
ね
。
映
画
と
い
う
の
は

素
晴
ら
し
い
で
す
ね

。

（田
中
監
督
）

映
画
っ
て
い
う
の
は
世
の
中
に
出

し
て
か
ら
見
て
い
る
人
に
育
て
て
も
ら
う
も
の
だ
、

と
、
今
ま
で
沢
山
の
先
輩
た
ち
に
教
え
て
も
ら
い
ま

し
た
。

こ
の
作
品
で
初
め
て
経
験
し
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

製
作
予
算
も
な
か
っ
た
、
た
く
さ
ん
の
配
給
映
画
館

を
開
け
る
だ
け
の
予
算
も
な
か
っ
た
、
コ
マ
ー
シ
ャ

ル
も
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
様
な
状
況
の
中
で
、
コ
ロ

‐
映
画

「天
外
者
」
か
ら
話
は
変
り
ま
す
が
、
今
年

は
ど
の
よ
う
な
映
画
制
作
に
取
り
組
ま
れ
る
予
定
で

し
よ
う
か

―

（田
中
監
督
）

今
、
映
画
制
作
は
２
作
手
が
け
て

い
ま
す
。　
一
つ
は
、
映
画

「親
の
お
金
は
誰
の
も
の

園
旧
Ⅲ
同
四

」
で
、
志
摩
市
を
舞
台
に

「人
の
幸
せ

の
在
り
方
」
を
考
え
る
、
社
会
派
ハ
ー
ト
フ
ル
コ
メ
デ

長
時
間
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

し
た
。
田
中
監
督
に
は
益
々
の
ご
活
躍
お
祈
り
い
た

し
ま
す
。
―

（聞
き
手

】
川
口
由
美
子
）

2
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八
木
孝
昌

響
鐵
洟
綺
鰤
晰
褥
靡
瘍
綺
祓

明
治
九
年

（
一
八
七
六
）
六
月
二
十

一
日
に
明
治
天

の
半
田
銀
山
行
幸
が
あ
り
ま
し
た
。
時
の
内
務
卿

久
保
利
通
の
も
と
で
殖
産
興
業
政
策
が
推
進
さ
れ

て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
鉱
山
は
産
業
発
展
の
た

め
の
資
源
を
確
保
す
る
点
か
ら
も
、
金
銀
産
出
に
よ

っ
て
国
家
財
政
を
潤
す
点
か
ら
も
重
要
な
分
野
で
し

。
五
代
友
厚
の
半
田
銀
山
が
行
幸
先
に
選
ば
れ
た

の
は
、
明
治
維
新
以
来
、
五
代
と
懇
意
な
関
係
に
あ
っ

内
務
卿
大
久
保
が
、
国
家
政
策
と
自
己
の
人
脈
と

重
松
る
地
点
で
行
っ
た
判
断
で
あ
る
と
見
る
こ
と

で
き
ま
す
。
し
か
し
、
大
久
保
と
五
代
の
人
間
関
係

と
い
う
と
き
、
同
郷
薩
摩
の
友
人
関
係
と
い
う
よ
う

枠
組
み
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

明
治
元
年

（
一
八
六
八
）
二
月
十
五
日
に
堺
港
で
土

ブ
ラ
ン
ス
海
軍
の
兵
士

一
一
人
を

る
と
い
う
国
際
事
件
が
起
き
た
と
き
、
大
坂

で
あ
っ
た
五
代
は
獅
子
奮
迅
の
働
き
を

も
っ
て
事
件
収
拾
に
当
り
ま
し
た
。
そ
の
と
き
大
久

政
府
中
枢
で
事
態
解
決
に
奔
走
し
て
お
り
、
こ

の
国
難
事
件
は
大
坂
の
現
場
と
京
都
の
政
府
の
連
携

に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
明
治
七
年

（
一

八
七
四
）
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
は
、
大
久
保
利
通
に

し
て
下
野
し
た
木
戸
孝
允
ら
を
政
府
に
復
帰
さ

せ
る
た
め
に
大
久
保
が
大
阪
の
五
代
邸
に
滞
在
し
て

「大
阪
会
議
」
に
お
い
て
、
五
代
は
大

え
て
国
難
回
避
に
寄
与
し
て
い
ま
す
。
こ

の
ふ
た
つ
の
出
来
事
に
自
ら
の
関
与
も
あ
っ
た
明
治

天
皇
に
と
っ
て
、
五
代
は
印
象
に
残
る
存
在
で
あ
っ

に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
半
田
銀
山
選
定
の
遠
因
に

こ
の
よ
う
な
背
景
も
作
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い

と
見
ら
れ
ま
す
。

覺
又
繹
鶉
魃
儡

『也
魏
烙

前
号
で
半
田
銀
山
の
工
場
濁
水
処
理
に
つ
い
て
鉱

山
側
と
地
元
村
民
と
の
間
で
「締
約
書
」
が
交
わ
さ
れ

た
こ
と
を
書
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
現
在
の
公
害
防
止

協
定
に
当
た
り
ま
す
。
日
付
は
明
治
九
年

（
一
八
七
六
）

七
月
八
日
付
で
す
。
そ
の
締
約
書
の
前
文
に
は
、
工
部

省
鉱
山
寮
の
鉱
山
師
長
に
よ
る
洗
鉱
濁
水
と
土
泥
の

「分
析
書
」
を
も
と
に
し
て
対
策
を
講
じ
る
と
あ
り

ま
す
。
分
析
書
の
日
付
は
六
月
二
十

一
日
で
す
。

こ
れ
ら
の
日
付
と
最
初
に
見
た
明
治
天
皇
行
幸
の

時
期
が
重
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
何
か
関
係
が

あ
る
の
か
。
今
回
は
そ
れ
を
考
え
ま
す
。

半
田
山
鉱
長
の
吉
田
市
十
郎
に
よ
る

「大
久
保
内

務
卿
巡
検
記
」

（
『
五
代
友
厚
伝
記
資
料
』
第
二
巻
）

が
残
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
大
久
保
卿
が
天
皇
行

幸
を
前
に

「六
月
七
日
午
後
二
時
二
十
分
」
に
内
務
省

役
人
二
人
と
福
島
県
役
人

一
人
を
伴
っ
て
鉱
山
の
視

察
に
訪
れ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
福
島
県
の

中
条
権
参
事
か
ら
「坑
業
の
事
」
と
「洗
鉱
濁
水
の
事
」

を
申
し
あ
げ
る
よ
う
に
と
言
わ
れ
て
、
吉
田
が
大
久

保
に

「洗
鉱
濁
水
が
種
苗
を
害
す
る
と
の
口
実
を
以

て
、
毎
年
二
月
末
よ
り
九
月
中
旬
に
至
る
ま
で
体
業

す
る
」
こ
と
に
な
っ
て
難
儀
し
て
い
る
と
説
明
。
村
民

の
言
い
分
は

「過
慮
の
誤
解
頭
脳
に
感
触
し
、
正
理
を

忘
れ
」
て
い
る
状
態
で
は
あ
る
が
、
「友
厚
よ
り
再
々

穏
便
忍
耐
致
し
候
様
申
渡
」
も
あ
る
の
で
、
交
渉
を
続

け
て
い
る
間
は
休
業
し
て
い
る
次
第
で
あ
る
と
述
べ

ま
す
。

す
る
と
話
を
聞
い
て
い
た
中
条
権
参
事
が
、
も
し

分
析
上
で
洗
鉱
濁
水
の
無
害
を
証
明
す
る
資
料
が
あ

れ
ば
見
せ
る
よ
う
に
と
求
め
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て

吉
田
は
、
自
分
た
ち
は
「碩
学
の
舎
密
家
（せ
い
み
か
。

化
学
者
の
こ
と
）
に
非
ざ
れ
ば
」
分
析
は
困
難
で
あ
る

と
答
え
ま
す
。
巡
検
が
終
わ
る
と
、
大
久
保
は
吉
田
を

呼
ん
で
、
「五
代
の
命
令
を
辱
め
ず
、
其
職
に
恥
ざ
る

実
効
を
観
取
せ
ら
る
ゝ
旨
」
を
伝
え
る
と
と
も
に
、

「
一
層
勉
励
し
て
国
家
盛
大
の
為
に
出
鉱
を
尽
力
す

る
旨
」
を
お
命
じ
に
な
っ
た
と

「巡
検
記
」
は
記
し
て

い
ま
す
。
そ
の
記
録
の
日
付
は

「六
月
八
日
」
で
す
。

『錮
欲
盪
馴
輻
贔
晰
は

い聰
鶉
袋
下
輻
聰
晰

『
五
代
友
厚
伝
記
資
料
』
中
の
「大
久
保
内
務
卿
巡

検
記
」
の
次
に
は
、
政
府
機
関
の
「鉱
山
寮
」
か
ら

「半

田
銀
山
稼
人
　
五
代
友
厚
殿
」
に
宛
て
た
通
知
文
が

載
っ
て
い
ま
す
。
日
付
は

「六
月
甘
三
日
」
で
す
。
内

容
は
、
半
田
銀
山
坑
内
濁
水
分
析
の
先
般
の
出
願
に

つ
い
て
、
当
寮
師
長
が
試
験
し
た
の
で
、
そ
の
結
果
を

通
知
す
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
し
て
鉱
山
師
長
ゼ

ー
。
ジ
ー
・
ヱ
ツ
チ
・ゴ
ツ
ト
フ
レ
ー
名
の
分
析
結
果

に
は

「坑
水
」
の
成
分
と

「沈
殿
物
」
の
成
分
が
記
載

さ
れ
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

右
の
次
第
に
因
て
、
此
坑
水
は
其
浮
動
含
有
物

を
沈
定
し
て
全
く
清
浄
な
ら
し
む
る
上
は
、
植

物
に
何
等
の
妨
害
を
も
及
す
こ
と
な
し
。

東
京
千
八
百
七
十
六
年
六
月
二
十

一
日

注
目
さ
れ
る
の
は
、
大
久
保
の

「巡
検
」
に
際
し
て

鉱
山
責
任
者
の
吉
田
が
鉱
山
休
業
の
実
態
を
伝
え
、

「洗
鉱
濁
水
」
の
分
析
は
素
人
の
手
に
は
負
え
な
い

と
説
明
し
た
の
が
六
月
七
日
で
、
二
週
間
後
の
六
月

二
十

一
日
に
は

「分
析
書
」
が
出
来
あ
が
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
こ
の

「分
析
書
」
に
よ
る
安

全
性
の
保
証
を
受
け
て
、
「
こ
れ
ま
で
の
工
場
排
水
処

理
の
た
め
の
溜
池
三
カ
所
に
加
え
て
、
四
カ
所
の
溜

池
を
新
築
し
て
、
泥
砂
沈
殿
処
理
を
行
う
」
旨
の

「締

約
書
」
が
七
月
八
日
付
で
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

急
転
直
下
の
事
態
解
決
で
す
。
そ
れ
は
、
内
務
卿
大

久
保
が
半
田
銀
山
の
状
況
を
知
っ
て
必
要
な
手
を
打

っ
た
結
果
で
は
な
い
か
、
と
推
測
で
き
る
理
由
が
三

つ
あ
り
ま
す
。

①
天
皇
行
幸
に
際
し
て
、
鉱
山
と
地
元
村
落
が
対

立
し
て
い
る
状
況
は
不
都
合
で
あ
る
こ
と
。

②
鉱
山
振
興
は
国
策
上
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
。

③
か
つ
て
自
己
の
窮
地
を
五
代
に
助
け
ら
れ
た
大

久
保
に
と
っ
て
《
恩
返
し
》
の
好
機
で
あ
っ
た
こ

と

。

攀
蝠
憮
蝙
鼈
鶉
褥
儡
鉤
尿

半
田
銀
山
は

「締
約
書
」
締
結
を
も
っ
て
休
業
状
態

を
脱
し
、
フ
ル
稼
働
に
入
り
ま
す
。
前
号
で
見
た
よ
う

に
、
明
治

一
〇
年
代
中
葉
に
は
産
出
量
も
増
大
し
、
収

支
も
改
善
し
ま
し
た
。
地
元
桑
折
町
文
化
記
念
館
の

発
行
に
な
る
『半
田
銀
山
の
歴
史
』
（佐
藤
次
郎
著
）

は
、
そ
の
隆
盛
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
ま
す
。

半
田
は
銀
産
額
で
明
治
七
年
、
四
千
百
六

匁

（も
ん
め
。
一
匁
は
三
・七
五
グ
ラ
ム
。
一
五
・

六
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
が
明
治
十
七
年
に
は
百
八

七
万
七
千
三
百
七
十
八
匁

（七
、
〇
四
〇
キ
ロ
グ

ラ
ム
）
と
約
四
百
倍
の
生
産
量
を
持
つ
驚
異
的

な
発
展
を
な
し
、
そ
の
時
の
佐
渡
は
七
十
八
万

九
千
九
百
匁

（
二
、
九
六
二
キ
ロ
グ
ラ
ム
）
、
生

野
は
四
十

一
万
五
千
百
十
八
匁

（
一
、
五
五
七
キ

ロ
グ
ラ
ム
）
で
あ
り
半
田
銀
山
が
随

一
で
あ
っ

た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
半
田
銀
山
は
天
皇

に
停
滞
か
ら
発
展
へ
と
転
換
し
ま
す
。
そ
の
転
換
に

は
内
務
卿
大
久
保
が
大
き
な
役
割
を
担
っ
た
と
見
る

こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。

（次
号
は
休
載
）

は

半田銀山全景
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曾
野
豪
夫

五
代
友
厚
の
人
と
な
り
は
、
鹿
児
島
で
代
々
石
高

三
〇
〇
石
前
後
の
藩
士
の
子
と
し
て
文
武
両
道
の
道

に
励
み
、
若
く
し
て
薩
摩
藩
か
ら
選
ば
れ
て
幕
府
の

長
崎
海
軍
伝
習
所
に
入
所
し
、
欧
米
文
化
に
直
接
触

れ
る
機
会
を
得
た
。
そ
し
て
幕
府
の
鎖
国
体
制
に
あ

り
な
が
ら
藩
主
に
対
し
て
薩
摩
藩
の
若
者
十
数
名
の

英
国
へ
の
密
留
学
を
進
言
し
、
驚
く
こ
と
に
そ
れ
が

藩
主
に
受
入
れ
ら
れ
、
副
使
の

一
人
に
選
ば
れ
て
総

勢
十
九
名
が
慶
応
元
年
訪
欧
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
ご

存
知
の
通
り
で
あ
る
。
明
治
維
新
と
な
り
五
代
は
栄

達
が
約
束
さ
れ
て
い
る
宮
界
に
身
を
置
か
ず
、
明
治

二
年
下
野
し
て
衰
退
し
た
大
阪
の
商
工
業
の
振
興
に

終
生
尽
く
し
た
こ
と
も
読
者
ご
存
知
の
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
我
々
の
子
供
や
孫
た
ち
は
高
校
教
科
書

で
、
五
代
は
薩
摩
藩
出
身
の
政
府
高
官
に
取
り
入
っ

て
明
治
十
四
年
、
北
海
道
の
開
拓
使
官
有
物
払
下
げ

を
受
け
よ
う
と
し
た
怪
し
か
ら
ん
商
人
で
あ
っ
た
と

教
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。

五
代
は
実
業
に
基
づ
い
て
地
元
関
西
或
い
は
国
家

の
た
め
に
事
業
を
興
し
た
が
、
単
に
金
儲
け
の
た
め

に
出
身
地
薩
摩
の
仲
間
で
あ
る
政
界
の
大
物
に
口
利

き
を
頼
ん
だ
こ
と
は
な
い
。
開
拓
使
官
有
物
払
下
事

件
は
、
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
が

「
こ
の
情
報
が
真
実
で

あ
る
か
虚
偽
で
あ
る
か
を
ま
だ
知
ら
な
い
」
と
し
て

書
い
た
ゴ
シ
ツ
プ
記
事
が
発
端
で
、
他
紙
が
そ
の
ま

ま
転
報
し
た
の
だ
っ
た
。
十
日
後
、
朝
野
新
聞
が

「毎

日
新
聞
の
説
に
は
誤
り
が
あ
る
」
と
の
記
事
を
書
い

た
が
既
に
政
治
問
題
化
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。

五
代
は
、
黙
し
た
ま
四
年
後
亡
く
な
っ
た
。
「赤
心
の

人
」
だ
っ
た
。
本
紙
創
刊
号
よ
り
標
題
の
左
肩
に
は
、

「赤
心
」
継
が
ん
、
と
会
員
に
呼
び
か
け
て
い
る
。
多

く
の
五
代
を
慕
う
者
、
世
話
に
な
っ
た
者
、
親
類
縁
者

も
理
路
整
然
と
声
を
出
し
て
世
評
に
抗
す
る
こ
と
が

で
き
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
ご
く
数

名
の
史
実
に
則
し
て
五
代
の
業
績
を
追
求
し
続
け
た

先
生
方
が
お
ら
れ
た
。
そ
の
ご
尽
力
の
お
か
げ
で
マ

ス
コ
ミ
に
五
代
は
開
拓
使
官
有
物
の
払
下
げ
に
関
わ

つ
て
お
ら
ず
、
将
来
の
教
科
書
も
改
訂
さ
れ
て
ゆ
く

で
あ
ろ
う
こ
と
が
発
表
さ
れ
る
と
仄
聞
し
て
い
る
。

釣
鐘
屋
敷
跡
↓

三
橋

楼
跡
↓
八

軒
家
浜
船
着
場

跡

（永
田
屋
昆
布

本
店
）
↓
京
屋
忠

兵
衛
跡

（新
選
組

定
宿
）
↓
熊
野
か

い
ど
う
案
内
石

碑
↓
旧
桜
宮

公

会
堂

（旧
造
幣
寮

鋳
造
所
正
面
玄

関
）
↓
泉
布
観
↓

造
幣
局

（外
観
及

び
入
場
門
他
）
↓

造
幣
博
物
館
●

（後
、
自
由
参
加
で
懇
親
会
）

冬
か
ら
春
へ
と
季
節
の
変
わ
り
目
。
爽
や
か
な
１

日
、
つ
い
つ
い
時
間
オ
バ
ー
も
忘
れ
遅
い
目
の
お
昼

に
な
っ
た
が
、
ま
た
こ
の
ひ
と
時
が
楽
し
い
。
今
日
は

総
勢
１６
名
で
町
中
を
練
り
歩
い
た
。

今
回
の
コ
ー
ス
は
五
代
友
厚
像
３
体
と
対
面
で
き
、

初
め
て
の
人
に
は
特
に
満
足
で
き
、
ま
た
、
五
代
さ
ん

と
は
直
接
の
か
か
わ
り
は
な
い
が
見
ど
こ
ろ
が
多
い

コ
ー
ス
で
、
古
地
図
を
見
な
が
ら
上
町
台
地
の
ア
ッ

プ
ダ
ウ
ン
の
体
験
、
旧
淀
川
で
あ
る
大
川
か
ら
天
神

橋

・
難
波
橋
辺
り
で
堂
島
川
と
土
佐
堀
川
に
分
か
れ

る
分
岐
を
明
治
以
降
に
大
き
く
変
化
し
て
い
る
こ
と

の
確
認
、
東
横
堀
川
の
水
門
、
等
々
、
自
分
の
足
で
確

認
す
る
こ
と
も
い
い
体
験
と
な
り
、
歴
史
へ
の
理
解

が
深
ま
る
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。

現
在

り
８ヽ
ヨ
五
代
塾
で
は
、
大
阪
市
内
探
索
コ
ー
ス

は
①

。
②

・
③
の
３
コ
ー
ス
を
準
備
し
て
い
ま
す
。
適

宜
実
施
、
ま
た
ご
要
望
が
あ
れ
ば
企
画
し
ま
す
の
で
興

味
の
あ
る
方
は
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

第
８
回
セ
ミ
ナ
ー

（ご
案
内
）

や
な
な
繹
舒
靱

・
詳
細
は
ＨＰ
参
照

４
月
２３
日

（日
）

五
代
友
厚
の
名
誉
回
復
に
尽

力
さ
れ
た
八
木
孝
昌
先
生
と
、
田
中
光
敏
映
画
監
督

の
ダ
ブ
ル
講
演
会
。
今
年
も
映
画

「天
外
者
」
は
４

月
５
日
全
国
上
映
が
決
ま
り
ま
し
た
。
当
日
は
興
味

深
い
お
話
が
聞
け
そ
う
で
す
。

貯 繊
1覇F

トルコで2月 に起こったトルコ、シリア大

地震被害は甚大だ。映画『天外者』田中

映画監督の前作『海難1890』 は和歌山

県串本大島にて遭難したエルトゥール

ル号の乗組員を村人達が助けその恩を

トルコの人たちが忘れず、1985年イラ

ン0イラク戦争時に、日本人の救出に日

本からの救援が来ないときトルコがこ

の恩を返したと言う内容だ。今回この

映画を東映とイオンシネマ25館の協力

で再上映され、その入場料のすべてを

トルコ支援のため寄附するとのこと。

ここでも田中監督が映画を通じて表現

している、日本人の気質、本質である窮

地に陥つた人には分け隔てな<思いや

り、正直に生きる、お天道様が見ている

という美徳がいかんな<発揮されてい

ると感じた。しかし現在を鑑みるとそれ

が薄れて来ているのではと寂し<、 悲し

く思う。 (川 口由美子記)

(連絡先 :川 口建 )

Email:9o9oken12345@gmaiLcom

丁et:080-4497-5688

HP:https://www口 dream―godaLcom

①

「親
の
お
金
は
誰
の
も
の

園
目
囲
開
］
」

志
摩
市
を
舞
台
に

「人
の
幸
せ
の
在

り
方
」
を
考
え
る
、
社
会
派
ハ
ー
ト

フ
ル
コ
メ
デ
ィ
ー
の
映
画
。
今
年
の

秋
頃
に
公
開
を
予
定
。

②

「北
の
流
氷
」
（仮
題
）

‐９５
年
代
に
森
林
伐
採
で
砂
漠

化
し
た
荒
れ
地
に

（浦
河
町
、

様
似
町
、
え
り
も
町
、
広
尾
町
）

地
元
漁
師
ら
が
本
を
植
え
続

け
、
豊
か
な
森
と
海
を
よ
み
が

え
ら
せ
た
史
実
。
日
本
人
の
魂

や
あ
る
べ
き
姿
を
未
来
へ
伝

承
す
る
こ
と
を
テ
ー
マ
に
し

た
映
画
。
年
内
に
準
備

・
ク
ラ

ン
ク
イ
ン
を
目
標
。

■
ふ
る
さ
と
納
税
は

「寄
付
金
の

使
い
道
」
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
ま

す
。
サ
イ
ト
内
に
は
「映
画
制
作
事

業
」
が
設
定
さ
れ
、
こ
れ
を
選
ベ

ば
、
田
中
監
督
の
映
画
製
作
を
直

接
応
援
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
込
方
法
↓
各
市
町
の
ＨＰ
、
又
は

ふ
る
さ
と
納
税
の
各
サ
イ
ト
が
準

備
さ
れ
て
い
ま
す
。
右
の
各
ＱＲ
は

そ
の

一
例
と
し
て
楽
天
ＱＲ
を
掲
載

し
ま
し
た
。

輻
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第

７

回
セ
ミ
ナ

ー

（実
施

）

五
代
友
厚
ゆ
か
り
の
地
探
索
③

案
内
人

¨
川
口
建

日
時

】
２０２３
年
３
月
４
日

（土
）
１０
時
～
１３
時

場
所

¨
北
浜

ｏ
堺
筋
本
町

・
天
満
辺
り

●
北
浜
交
差
点

（五
代
友
厚
像
対
面
）
集
合

・
出
発
↓

光
世
証
券
・
五
代
友
厚
像
↓
大
阪
取
引
所
・
五
代
友
厚

像
↓
大
阪
金
相
場
会
所
跡
↓
大
阪
会
議
開
催
の
地
跡

花
外
楼

（旧
加
賀
伊
）
↓
天
五
に
平
五

十
兵
衛
横
町

↓
高
麗
橋
↓
里
程
元
標
跡
↓
大
阪
銀
座
の
跡
↓
西
町

奉
行
所
跡
・初
代
大
阪
府
庁
・大
阪
府
博
物
場
跡
↓
大

阪
商
工
会
議
所

・
五
代
友
厚
像
↓
大
阪
活
版
所
跡
↓

造幣博物館内で参加者集合写真


