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３
月
の
中
頃
に
社
友
の
辻
原
登
さ
ん
か
ら
電
話
が
あ
り
、「
生
野

区
に
あ
る
近
代
長
屋
を
取
材
し
た
い
の
で
、
４
月
８
日
、
つ
き
合
っ

て
欲
し
い
」
と
の
こ
と
で
し
た
。
そ
し
て
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
Ｂ
Ｓ
の
「
新
日

本
風
土
記
」
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
送
る
の
で
、
そ
れ
ま
で

に
見
て
お
い
て
欲
し
い
と
の
こ
と
で
し
た
。

　
届
い
た
Ｄ
Ｖ
Ｄ
を
早
速
見
て
み
る
と
、「
大
阪
モ
ダ
ン
旅
す
る
昭

和
」
の
タ
イ
ト
ル
で
、
大
阪
が
大
大
阪
と
い
わ
れ
た
時
代（
人
口
が

日
本
一
、
世
界
６
位
）の
頃
の
近
代
建
築
が
次
か
ら
次
と
紹
介
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

　
三
井
住
友
銀
行
大
阪
本
店
を
は
じ
め
、
大
阪
府
庁
舎
、
大
阪
経
済

人
の
紳
士
た
ち
の
館
と
し
て
、
大
阪
俱
楽
部
、
日
本
綿
業
俱
楽
部
、

大
阪
中
央
電
気
俱
楽
部
等
々
で
す
。

　
大
阪
俱
楽
部
に
は
20
を
超
え
る
部
活
動
が
あ
り
、「
川
柳
の
会
」

も
そ
の
一
つ
で
、
小
生
が
講
師
を
担
当
し
て
い
ま
す
。

　
綿
業
俱
楽
部
の
綿
業
会
館
は
、
毎
年
３
月
に
織
田
作
之
助
賞
の
贈

呈
式
が
あ
り
、
小
生
も
関
係
者
の
一
人
と
し
て
出
席
し
て
い
ま
す
。

綿
業
会
館
は
、
現
在
の
大
阪
城
２
つ
分
の
資
金
を
投
じ
て
建
築
さ
れ
、

戦
時
中
周
り
が
焼
け
野
原
に
な
っ
て
も
綿
業
会
館
だ
け
残
り
ま
し
た
。

戦
後
に
は
リ
ッ
ト
ン
調
査
団
が
使
用
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
大
阪
中
央
電
気
俱
楽
部
は
、
松
下
幸
之
助
さ
ん
が
創
設
さ
れ
た
も

の
で
、
小
生
の
同
級
生
が
メ
ン
バ
ー
に
い
る
の
で
同
窓
会
や
ミ
ニ
同

窓
会
で
使
わ
せ
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。

　
大
大
阪
時
代
に
は
近
代
建
築
が
次
か
ら
次
と
建
て
ら
れ
て
い
く
一

方
で
、
好
景
気
で
膨
れ
あ
が
っ
た
人
口
を
吸
収
す
る
た
め
に
長
屋
も

次
か
ら
次
と
建
て
ら
れ
、
今
も
た
く
さ
ん
の
長
屋
が
残
っ
て
い
ま
す
。

　
近
年
は
、
昔
の
長
屋
の
良
い
所
を
残
し
な
が
ら
リ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

さ
れ
て
近
代
長
屋
と
し
て
蘇
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
生
野
区
林
寺
２
丁
目
に
あ
る
近
代
長
屋
は
、
昭
和
13
年
の
木
造
建

築（
地
上
２
階
）で
平
成
30
年
に
修
復
さ
れ
第
34
回
大
阪
市
ハ
ウ
ジ
ン

グ
デ
ザ
イ
ン
賞
特
別
賞
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
辻
原
登
さ
ん
を
案
内
す
る
た
め
に
事
前
に
場
所
を
確
認
し
に
行
き

ま
し
た
。
五
軒
長
屋
の
左
端
の
お
家
に
コ
ー
ヒ
ー
豆
の
小
さ
な
暖
簾

が
ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
た
の
で
お
話
が
聞
け
る
と
思
っ
た
の
で
す
が
、

日
曜
日
は
お
休
み
で
鍵
が
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
も
呼
鈴
を

押
し
て
み
る
と
、
ご
主
人
が
出
て
来
て
下
さ
っ
た
の
で
す
。

　
小
説
家
の
辻
原
登
さ
ん
が
近
代
長
屋
取
材
の
た
め
に
４
月
８
日
に



訪
問
し
た
い
旨
、
お
願
い
し
た
と
こ
ろ
、
快
く
応
じ
て
も
ら
え
ま
し

た
。

　
４
月
８
日
、
お
昼
に
Ｊ
Ｒ
天
王
寺
駅
で
待
ち
合
わ
せ
て
、
辻
原
登

さ
ん
、
出
版
社
の
人
、
同
級
生
で
弁
護
士
の
岩
城
さ
ん
、
同
じ
く
同

級
生
の
山
下
さ
ん
と
小
生
の
五
人
で
、
駅
近
く
に
あ
る
お
好
み
焼
き

の
「
き
く
や
」
さ
ん
へ
行
き
、
久
し
振
り
の
親
交
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　
「
き
く
や
」
さ
ん
は
、
辻
原
登
さ
ん
が
小
説
に
登
場
さ
せ
た
こ
と

が
あ
り
、
こ
の
小
説
を
読
ん
だ
川
柳
塔
社
の
木
本
朱
夏
さ
ん
も
行
か

れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
時
の
こ
と
を
辻
原
登
さ
ん
に
手
紙
を
書
い
た
と
小
生
に
電
話

を
く
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
日
も
「
き
く
や
」
の
女
将
さ
ん
が
朱
夏
さ
ん
の
こ
と
を
話
題

に
さ
れ
た
の
で
驚
き
ま
し
た
。

　
食
事
後
に
、
辻
原
登
さ
ん
と
小
生
の
二
人
で
生
野
区
林
寺
２
丁
目

の
近
代
長
屋
へ
向
か
い
ま
し
た
。

　
コ
ー
ヒ
ー
豆
を
売
っ
て
い
る
お
店
へ
行
く
と
「
体
調
不
良
の
た
め

お
休
み
し
ま
す
」
の
貼
り
紙
が
あ
り
鍵
が
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。
あ

き
ら
め
て
、
し
ば
ら
く
長
屋
の
前
を
ウ
ロ
ウ
ロ
し
な
が
ら
外
観
を
眺

め
て
、
も
う
一
度
お
店
の
前
へ
行
く
と
、
扉
が
開
い
て
、
ご
主
人
が

出
て
来
ら
れ
た
の
で
す
。
こ
の
間
お
約
束
し
た
人
で
す
ね
と
言
わ
れ
、

店
の
中
へ
招
き
入
れ
て
も
ら
い
隈
無
く
家
の
中
を
見
せ
て
も
ら
う
こ

と
が
で
き
ま
し
た
。


