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去
る
1
0
月
2
8
日
、
東
京
の
日
比
谷
公
会

堂
で
開
か
れ
た
全
国
社
会
福
祉
大
会
で
厚

生
大
臣
表
彰
の
光
栄
に
浴
し
、
た
い
へ
ん

感
激
し
て
お
り
ま
す
。
永
年
に
わ
た
っ
て

社
会
福
祉
事
業
に
功
績
が
あ
っ
た
と
い
う

受
賞
で
し
た
。

こ
れ
は
、
私
個
人
の
業
績
で
は
な
く
落

穂
寮
の
教
育
の
実
践
が
高
く
評
価
さ
れ
た

の
で
し
ょ
う
。
寮
の
子
ど
も
た
ち
や
哉
員

の
努
力
や
精
進
の
結
果
の
た
ま
も
の
で
ま

こ
と
に
う
れ
し
い
こ
と
で
す
。
全
国
の
精

神
薄
弱
施
設
の
中
か
ら
選
ば
れ
栄
誉
を
う

け
た
の
は
こ
の
う
え
な
い
喜
び
で
す
。
た

ま
た
ま
寮
の
主
宰
者
で
あ
り
代
表
し
て
受

賞
者
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
、
身
を
ひ
き

し
め
今
後
い
っ
そ
う
努
力
し
て
い
か
ね
ば

な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
か
ら
だ

で
自
分
だ
け
の
も
の
で
な
い
主
任
の
重
み

が
加
わ
っ
て
新
た
な
思
い
に
か
ら
れ
ま
す
。

人
生
の
節
目
に
差
し
か
～
っ
た
こ
の
区
ぎ

り
に
、
自
分
を
ふ
り
か
え
り
戒
し
め
る
の

も
意
義
深
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。
私
が
施

設
の
仕
事
に
就
い
て
三
十
四
年
が
過
ぎ
ま

し
た
。
指
お
り
数
え
て
み
れ
ば
ず
い
ぶ
ん

永
い
年
月
で
す
が
い
つ
の
間
に
か
時
が
流

れ
て
い
き
ま
し
た
。

人
な
み
以
上
に
丈
夫
な
か
ら
だ
を
親
か

ら
さ
ず
か
り
、
あ
り
が
た
い
こ
と
と
亡
く

な
っ
た
ふ
た
親
に
今
頃
合
掌
し
て
お
り
ま

す
。
お
蔭
で
施
設
の
き
つ
い
仕
事
に
も
へ

こ
た
れ
ず
こ
れ
ま
で
続
い
て
こ
ら
れ
ま
し

た
。
施
設
の
生
活
は
常
に
耐
乏
と
創
意
工

夫
（
研
究
）
と
実
践
に
休
当
り
す
る
連
続

で
す
。
経
営
が
世
間
な
み
に
ま
わ
り
だ
し

た
の
は
四
、
五
年
前
ぐ
ら
い
か
ら
で
し
ょ

うか。私
の
親
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
、
兄
弟
は

六
人
で
し
た
か
ら
母
親
は
い
つ
も
耐
乏
生

活
の
や
り
く
り
に
苦
労
し
て
い
ま
し
た
。

育
ち
ぎ
か
り
の
兄
弟
は
腹
八
分
目
の
満
足

で
は
腹
が
す
い
て
た
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
時
親
の
貧
し
さ
か
ら
き
び
し
い
人
間

性
が
き
た
え
ら
れ
、
そ
の
体
験
が
施
設
で

生
か
さ
れ
ま
し
た
。
施
設
で
は
同
労
の
仲

間
と
助
け
合
い
貧
し
さ
を
分
ち
あ
い
、
励

ま
し
あ
い
そ
こ
に
又
た
の
し
さ
が
加
わ
り

苦
も
ま
た
楽
し
み
に
転
化
す
る
の
で
す
。

私
が
こ
の
仕
事
に
入
る
き
っ
か
け
は
、

江
木
武
彦
先
生
に
す
～
め
ら
れ
た
か
ら
で

す
。
仕
事
の
お
師
匠
さ
ん
は
糸
賀
一
雄
先

生
で
す
。
又
池
田
太
郎
先
生
や
田
村
一
二

先
生
か
ら
ど
れ
だ
け
人
生
や
教
育
の
哲
理

を
教
え
ら
れ
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
近
江

学
園
で
働
い
た
六
年
間
も
私
の
人
生
を
決

定
し
た
と
言
え
ま
す
。
世
の
中
に
は
人
が

歩
む
道
は
無
数
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
中
か

ら
一
筋
の
道
を
み
つ
け
手
探
り
で
闇
夜
に

灯
り
を
と
も
す
福
祉
の
貴
い
仕
事
に
導
い

て
く
れ
た
多
く
の
師
友
に
た
ゞ
た
ゞ
感
謝

で
い
っ
ぱ
い
で
す
。

し
か
し
自
己
を
主
張
す
る
あ
ま
り
先
輩

や
同
僚
を
傷
つ
け
、
他
を
傷
つ
け
る
こ
と

が
自
分
を
も
傷
つ
け
、
身
の
置
き
ど
こ
ろ

に
困
り
傷
心
に
苦
悩
し
た
日
々
が
思
い
出

さ
れ
ま
す
。
自
分
の
狭
量
を
棚
に
あ
げ
他

を
あ
げ
つ
ら
う
愚
か
な
行
為
が
職
場
の
中

に
疑
心
を
う
え
つ
け
て
し
ま
い
、
た
い
せ

つ
な
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
　
（
連
帯
性
）
　
を
こ
わ

し
生
活
の
流
れ
が
ゴ
ツ
ゴ
つ
と
停
滞
し
は

じ
め
、
お
よ
そ
教
育
の
集
り
と
は
無
縁
の

も
の
に
な
っ
て
き
た
よ
う
す
に
び
っ
く
り

し
て
胆
が
つ
ぶ
れ
る
思
い
に
な
っ
た
こ
と

も
あ
り
ま
し
た
。

落
穂
寮
で
生
活
を
と
も
に
し
た
同
僚
や

子
ど
も
た
ち
か
ら
ど
れ
だ
け
知
恵
や
勇
気

を
与
え
ら
れ
た
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
思
想

と
実
践
が
深
く
練
ら
れ
も
し
ま
し
た
。
生

来
が
き
ち
よ
う
め
ん
な
た
め
に
、
同
じ
仕

事
を
処
理
す
る
の
に
他
の
倍
も
三
倍
も
時

間
が
か
～
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
こ

れ
は
私
に
と
っ
て
物
の
本
質
を
み
る
眼
を

養
う
こ
と
に
な
り
又
常
に
始
に
か
え
り
考

え
る
こ
と
を
う
え
つ
け
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。寮

の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
も
私
に
と

っ
て
も
、
社
会
へ
の
と
り
で
で
あ
る
落
穂

寮
が
、
こ
の
欠
点
だ
ら
け
の
気
億
者
を
つ

つ
ん
で
働
く
場
所
を
与
え
て
く
れ
て
い
ま

す
。
寮
の
生
活
は
こ
れ
で
よ
い
と
ま
だ
安

心
で
き
ま
せ
ん
。
施
設
と
社
会
が
福
祉
の

環
に
結
ば
れ
る
よ
う
更
に
研
さ
ん
を
続
け

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。
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生

中
国
清
朝
末
期
の
学
者
、
愈
曲
園
の

作
品
の
中
に
『
顔
面
問
答
し
と
云
う
、

話
が
あ
っ
て
、
口
鼻
眼
が
眉
毛
に
対
し

て
不
平
、
不
満
、
不
服
と
、
何
故
自
分

達
は
眉
毛
の
下
に
位
置
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
、
と
存
在
価
値
論
争
を
す

る
わ
け
で
あ
る
。
口
鼻
眼
と
各
々
独
立

し
て
、
立
派
に
そ
の
役
割
を
果
し
て
い

る
に
も
関
わ
ら
ず
、
眉
毛
だ
け
は
〝
君

の
役
目
は
何
だ
″
と
問
わ
れ
て
〝
自
分

自
身
何
が
役
目
で
あ
る
の
か
答
え
ら
れ

な
い
。
　
〝
た
だ
、
君
達
の
ご
苦
労
に
感

謝
し
っ
つ
、
先
祖
よ
り
受
け
払
い
だ
ま

ま
、
日
夜
す
ま
ぬ
す
ま
ぬ
と
思
い
な
が

ら
、
懸
命
に
こ
の
場
所
を
守
っ
て
い
る
。

君
達
は
他
に
誇
れ
る
役
割
を
持
っ
て
い

て
、
羨
し
く
思
っ
て
い
る
。
と
こ
ん
な

具
合
で
あ
る
。
″
　
と
こ
ろ
が
作
者
は
〝

自
分
は
こ
れ
ま
で
、
ロ
鼻
眼
の
心
懸
け

で
暮
し
て
き
た
、
が
そ
れ
は
間
違
っ
て

い
た
。
今
後
は
是
非
、
眉
毛
の
心
懸
け

で
世
を
渡
り
た
い
″
と
結
ん
で
い
る
。

丁
寧
の
凡
夫
と
で
も
云
う
こ
と
か
。

何
ん
と
な
く
過
し
た
時
期
に
あ
っ
て

も
あ
る
種
の
経
験
だ
け
は
極
め
て
、
明

瞭
に
塵
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
に

森
鴎
外
の
短
篇
『
寒
山
拾
得
』
の
小
説

が
あ
る
。
か
れ
こ
れ
、
三
十
年
近
く
前

に
読
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
今
で
も
、

そ
の
折
り
の
気
持
を
覚
え
て
い
る
。

こ
の
物
語
は
、
唐
の
貞
観
の
頃
に
い

た
と
い
う
台
州
刺
吏
、
闇
丘
胤
が
天
台

国
清
寺
に
題
名
の
寒
山
・
拾
得
を
訪
ね

る
も
の
で
、
自
分
に
理
解
で
き
な
い
も

の
、
会
得
出
来
な
い
も
の
へ
の
尊
敬
、

そ
れ
は
盲
目
の
尊
敬
で
あ
っ
て
、
役
に

た
た
な
い
。
〝
蒲
陀
不
r
識
、
裡
r
我
何

為
″
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
だ
。
考
え
方

を
別
に
し
て
見
れ
ば
、
現
在
の
府
県
知

事
級
の
役
人
の
闇
丘
胤
と
風
狂
の
禅
詩

人
と
の
価
値
観
の
相
違
か
ら
生
じ
る
、

人
間
的
な
滑
稽
さ
と
も
云
え
る
。

長
安
で
主
簿
の
任
命
を
受
け
、
こ
れ

か
ら
任
地
へ
赴
く
時
に
な
っ
て
、
神
経

性
と
も
み
え
る
頭
痛
で
困
っ
て
い
る
。

そ
ん
な
折
り
、
通
り
掛
り
の
豊
千
と
云

う
憎
に
兜
い
で
治
し
て
も
ら
う
。
（
鉄

鉢
の
水
を
く
ん
で
、
突
然
、
闇
丘
の
頭

に
吹
き
懸
け
た
。
び
っ
く
り
し
た
閏
丘

の
頭
痛
の
方
も
そ
の
瞬
間
に
吹
き
飛
ん

で
し
ま
っ
て
い
た
。
）
　
そ
こ
で
間
丘
は
、

今
の
慶
び
自
分
も
台
州
に
往
く
が
、
会

っ
て
為
に
な
る
偉
い
人
は
い
な
い
か
、

と
尋
ね
る
。
す
る
と
豊
千
は
〝
国
清
寺

は
拾
得
と
云
っ
て
、
実
は
普
賓
、
寺
の

西
方
に
あ
る
寒
厳
の
石
窟
に
寒
山
と
云

っ
て
、
文
殊
が
い
る
″
と
云
っ
て
、
去

っ
て
い
く
。

闇
丘
は
翌
日
、
陽
が
西
に
傾
く
頃
に

国
清
寺
に
着
く
。
煙
と
湯
気
の
向
う
に

だ
ん
ば
ら
頭
に
監
護
を
ま
と
い
、
焚
火

に
当
っ
て
い
る
二
人
に
会
う
。
（
拾
得

は
衆
僧
の
食
器
洗
い
を
務
め
、
寒
山
は

そ
の
時
に
出
る
残
飯
を
瞼
っ
て
生
活
し

て
い
る
。
）
　
「
寒
山
文
珠
、
準
l
抗
国

清
∴
拾
得
普
賢
、
状
如
二
貧
子
一
又

似
二
風
狂
－
或
去
或
来
艮
　
閣
丘
は
恭

し
く
礼
を
し
て
、
朝
儀
太
夫
、
使
持
喝

台
州
王
寺
、
上
柱
国
、
賜
耕
魚
袋
、
閲

丘
胤
と
申
す
。
と
名
告
る
。
こ
れ
を
聞

い
て
二
人
は
「
自
相
二
把
手
一
、
呵
呵

大
笑
叫
喚
乃
云
、
豊
干
険
舌
餞
舌
、
爾

陀
不
r
識
裡
r
我
何
為
」
と
厨
を
駆
け

出
し
て
逃
げ
て
行
く
の
で
あ
る
。

豊
千
も
拾
得
も
寒
山
も
共
に
、
天
台

大
師
智
嶺
の
後
輩
達
で
六
七
世
紀
に
か

け
て
、
生
き
た
風
狂
禅
の
僧
で
、
中
で

も
寒
山
は
風
狂
の
禅
詩
人
と
し
て
「
咄

哉
咄
哉
三
界
輪
回
」
と
叫
び
つ
つ
、
自

己
を
洞
察
し
続
け
た
人
物
と
云
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
彼
等
の
姿
を
追
う
時
、
本

当
に
人
間
が
生
き
る
そ
の
行
為
に
は
ど

ん
な
価
値
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
思

う
の
で
あ
る
。

前
述
の
話
は
中
国
の
思
想
の
断
片
と

そ
の
人
物
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、

今
一
つ
、
鎌
倉
時
代
の
思
想
家
の
中
か

ら
、
道
元
の
思
想
形
成
の
一
端
に
目
を

や
る
と
、
そ
こ
に
は
宇
治
興
聖
宝
林
禅

寺
で
の
第
一
講
で
あ
る
と
云
わ
れ
る
、

「
山
僧
叢
林
を
歴
る
こ
と
多
か
ら
ず
。

只
こ
れ
等
閑
に
天
童
先
師
に
見
え
て
、

当
下
に
眼
横
井
直
な
る
こ
と
を
認
得
し

て
、
人
に
隋
せ
ら
れ
ず
。
便
ち
空
手
に

し
て
郷
に
還
る
。
所
以
に
一
重
も
仏
法

な
く
、
任
運
し
ば
ら
く
時
を
延
ぶ
。
朝

々
日
は
東
よ
り
出
で
、
夜
々
月
は
西
に

沈
む
。
要
収
っ
て
山
骨
露
は
れ
、
雨
過

ぎ
て
田
山
低
し
、
畢
克
し
て
如
何
。
」

の
有
名
な
語
録
で
あ
る
。

こ
の
道
元
を
し
て
、
そ
う
云
わ
し
め

た
経
線
が
興
味
深
く
思
わ
れ
る
。

十
五
才
で
叡
山
を
下
っ
て
、
十
八
才

に
し
て
、
栄
西
の
法
嗣
、
明
全
に
師
事
。

こ
の
師
を
促
し
て
（
一
二
二
三
）
二
十

三
才
で
渡
宋
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

中
国
で
最
初
に
会
っ
た
人
物
が
『
典
座

教
訓
」
で
知
ら
れ
る
阿
育
王
山
の
老
典

座
で
あ
る
。
（
典
座
と
は
禅
林
六
知
事

の
一
つ
で
衆
僧
の
斉
鍋
、
食
事
を
司
る

職
の
こ
と
。

彼
は
六
十
l
才
で
、
や
っ
と
昨
年
の

夏
安
居
明
け
に
、
こ
の
職
に
つ
い
て
、

明
日
」
山
大
衆
の
勧
馳
走
を
し
た
い
と

患
っ
て
、
日
本
の
舟
ま
で
椎
茸
を
買
い

に
来
た
と
云
う
。
そ
し
て
二
人
の
会
話



が
始
ま
っ
た
。

「
阿
育
王
山
は
ど
れ
位
の
道
程
か
艮

「
三
十
四
五
里
。
（
日
本
の
五
六
里
V
u

「
い
つ
お
帰
り
か
。
」

「
椎
茸
を
買
え
ば
急
ぎ
帰
る
山

「
今
日
お
金
出
来
た
の
は
誠
に
奇
縁
、

御
馳
走
を
し
た
く
思
う
が
艮

「
そ
う
は
し
て
お
れ
な
い
。
明
日
の
供

養
は
私
が
司
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
止

「
あ
な
た
以
外
に
、
斉
粥
の
解
る
者
も

あ
ろ
う
。
典
座
一
人
い
な
く
と
も
支
障

あ
る
ま
い
山

「
私
は
こ
の
老
の
年
に
な
っ
て
、
こ
の

吸
を
得
た
。
老
の
修
業
と
い
う
も
の
、

ど
う
し
て
、
こ
れ
を
他
に
譲
れ
よ
う
艮

「
半
座
尊
年
、
な
ん
そ
坐
禅
弁
通
し
、

古
人
の
話
頭
を
看
せ
ず
し
て
、
煩
し
く

典
座
に
充
て
て
只
管
に
作
務
す
。
何
ん

の
好
事
か
あ
る
］

こ
の
質
問
に
対
し
て
、
典
座
は
呵
々

大
笑
し
て
、

「
外
国
好
人
、
い
ま
だ
弁
道
を
了
得
せ

ず
。
い
ま
だ
文
字
を
知
得
せ
ざ
る
あ

り
止
と
答
え
て
い
る
。
当
時
の
学
僧
は
も

っ
ぱ
ら
学
問
を
し
、
国
に
重
き
を
な
し
、

誉
れ
を
得
て
、
国
政
に
関
与
出
来
る
よ

う
に
な
る
こ
と
が
南
都
北
嶺
の
常
識
で

あ
っ
て
み
れ
ば
道
元
の
疑
問
も
理
解
出

来
る
。
し
か
し
、
彼
自
身
仏
道
の
あ
り

方
に
疑
問
を
抱
き
、
正
伝
の
仏
法
を
求

め
て
渡
来
に
及
ん
だ
の
で
あ
っ
た
が
、

い
さ
さ
か
考
え
方
に
隔
り
が
伺
え
る
よ

う
で
あ
る
。
要
す
る
と
こ
ろ
、
仏
道
の

修
業
が
何
ん
で
あ
る
の
か
、
経
典
の
意

味
す
る
も
の
が
何
ん
で
あ
る
か
、
ど
存

知
な
い
。
と
云
わ
れ
て
、
今
や
彼
は
必

死
で
問
う
。

「
如
何
が
あ
ら
ん
か
こ
れ
文
字
、
如
何

が
あ
ら
ん
か
こ
れ
弁
造
山

こ
の
間
に
つ
い
て
典
座
は
直
接
答
え

ず、「
も
し
問
処
を
経
過
せ
ず
ん
は
、
豊
そ

の
人
に
あ
ら
ざ
ら
ん
や
艮

詰
ま
る
と
こ
ろ
、
そ
の
質
問
を
素
通

り
し
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
れ
に
取
り
組
ん

で
こ
そ
、
は
じ
め
て
も
の
に
な
る
の
だ
。

と
い
う
具
合
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
以
来

自
問
自
答
し
、
天
童
山
景
徳
、
阿
育
玉

山
広
林
禅
寺
等
に
参
学
す
る
こ
と
五
年
、

こ
と
を
成
就
し
て
、
天
童
山
如
浄
に
よ

っ
て
印
可
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

彼
の
修
業
中
、
典
座
は
天
童
を
訪
れ

例
の
問
答
を
し
た
と
云
わ
れ
、
そ
れ
は

「
如
何
が
あ
ら
ん
か
こ
れ
文
字
山

「
一
二
三
四
五
山

「
如
何
が
あ
ら
ん
か
こ
れ
弁
道
u

「
偏
界
に
会
っ
て
蔵
さ
ず
山
と
。

こ
の
典
座
に
よ
っ
て
、
仏
道
の
何
ん

た
る
か
を
教
え
ら
れ
た
点
を
『
典
座
教

訓
』
の
中
で
〝
山
僧
、
い
さ
さ
か
文
字

を
知
り
、
弁
道
に
了
ず
る
こ
と
は
す
な

わ
ち
、
か
の
典
座
の
大
恩
な
り
″
と
。

な
れ
は
参
学
に
よ
っ
て
、
何
を
所
得

し
た
か
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
．
当
下

に
眼
横
鼻
直
な
る
こ
と
を
認
得
し
て
、

人
に
鮪
せ
ら
れ
ず
。
″
　
で
あ
っ
た
。
こ

れ
を
当
た
り
ま
え
の
こ
と
、
普
通
の
こ

と
と
で
も
云
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
誰
し

も
眼
は
顔
の
横
一
線
に
対
し
、
鼻
は
顔

の
真
申
に
立
っ
て
直
っ
て
い
る
。
換
言

す
れ
ば
大
自
然
と
云
う
か
、
宇
宙
全
休

と
い
う
か
、
全
て
は
〝
在
る
が
ま
ゝ
が

在
る
″
と
云
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の

〝
在
る
が
ま
ま
が
在
る
″
姿
、
存
在
が

そ
の
ま
ま
、
万
物
流
輪
の
真
理
の
真
た

だ
中
に
生
き
る
人
間
の
在
り
方
と
い
う

か
、
在
る
姿
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
中
で
新
し
い
生
命
は
誕
生
し
、
老

い
て
生
命
の
火
は
消
え
て
往
く
。

成
長
も
発
達
も
、
片
時
と
し
て
、
火

の
消
え
ゆ
く
方
向
を
避
け
て
は
進
ま
な

い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
〝
生
き
る
行
為

の
日
常
茶
飯
時
か
の
こ
と
と
云
う
こ
と

で
は
な
か
ろ
う
か
。
馬
祖
以
後
の
思
想

家
は
〝
着
衣
喫
飯
南
尿
送
尿
″
と
か

〝
平
常
心
こ
れ
道
″
と
伝
え
て
い
る
。

そ
れ
は
健
常
者
で
あ
れ
、
障
害
者
で

あ
れ
、
そ
こ
に
別
の
価
値
が
あ
る
の
で

は
な
く
、
人
間
全
て
が
道
元
の
云
う
如

く
「
眼
横
井
直
」
　
に
平
常
の
在
り
方
と

し
て
生
き
て
い
る
点
に
気
づ
く
の
で
あ

る
。
更
に
、
健
常
、
障
害
の
状
態
を
し

て
、
生
命
の
真
実
な
る
営
み
と
観
る
時
、

こ
の
〝
真
実
な
る
営
み
″
も
日
常
茶
飯

の
営
み
と
な
る
の
で
あ
る
。
個
人
に
と

っ
て
「
生
老
病
死
」
が
一
休
で
あ
る
よ

う
に
、
人
間
に
と
っ
て
、
〝
健
常
障
害
″

も
又
一
休
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
点
に
於
い
て
、
現
実
社
会
に
あ

っ
て
、
障
害
者
や
親
達
は
健
常
者
に
と

っ
て
の
道
標
で
あ
り
、
大
い
な
る
師
と

云
っ
て
よ
い
。
‖
＝
万
物
一
体
の
仁
＝

と
し
て
。



碑　の　詞

箕口百合子

箕
ロ
は
、
一
九
七
七
年
　
八
月
、
東

京
、
足
立
区
、
北
千
住
、
車
の
排
気
ガ

ス
に
包
ま
れ
た
下
町
の
病
院
で
胃
ガ
ン

の
た
め
五
十
四
才
の
生
涯
を
閉
じ
ま
し

た。

た
ま
た
ま
形
を
も
っ
て
、
自
ら
の
想

い
を
創
る
事
を
職
業
と
し
て
お
り
ま
し

た
の
で
、
一
般
の
方
に
は
、
粗
大
ゴ
、
、
、

に
し
か
見
え
ぬ
作
品
等
が
、
私
の
手
に

か
か
え
き
れ
ぬ
ほ
ど
残
っ
た
の
で
す
。

一
九
七
七
年
十
二
月
初
旬
、
縁
あ
っ

て
こ
の
石
部
に
移
っ
て
き
ま
し
た
。
そ

し
て
た
ま
た
ま
、
今
私
が
働
い
て
い
ま

す
落
穂
寮
の
炊
事
が
欠
員
に
な
る
の
で

と
声
を
か
け
て
い
た
だ
き
、
勤
め
さ
せ

て
い
た
だ
く
事
に
な
り
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
早
く
も
七
年
目
に
入
ろ
う

と
し
て
お
り
ま
す
。

箕
口
　
博
　
遺
作
展

東
京
　
と
き
わ
画
廊

一
九
八
〇
年
　
五
月

長
野
県
飯
山
市
　
木
島
公
民
館

一
九
八
t
年
　
八
月

京
都
　
ギ
ャ
ラ
リ
ー
成
安

ギ

ャ

ラ

リ

ー

じ

ゆ

ら

く

一
九
八
一
年
　
十
二
月

滋
賀
県
八
日
市
市
　
文
化
芸
術
会
館

一
九
八
三
年
　
十
月

現
代
の
美
術
界
で
は
、
ほ
と
ん
ど
無

名
に
近
い
存
在
で
す
が
、
そ
の
中
に
あ

っ
て
、
箕
口
の
作
品
に
、
感
銘
し
て
く

だ
さ
っ
た
、
ひ
と
に
ぎ
り
の
友
人
達
の

そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
の
ど
尽
力
で
四

回
も
遺
作
展
が
出
来
ま
し
た
。

そ
れ
は
な
に
か
、
箕
口
の
言
葉
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、

「
他
を
し
て
、
私
に
制
ら
し
め
た
も

の
で
あ
っ
て
、
私
が
し
た
こ
と
で
は
な

く
、
大
き
な
カ
の
な
す
が
ま
ま
に
」
出

来
た
様
な
気
が
し
ま
す
。

箕
口
に
は
三
十
才
の
頃
よ
り
、
独
学

で
彫
刻
の
道
を
こ
こ
ろ
ざ
し
、
自
然
現

象
が
、
侵
害
す
る
ま
ま
に
崩
れ
て
い
く

虚
し
さ
、
美
し
さ
、
又
人
間
共
が
、
生

き
て
い
く
為
に
、
犠
牲
に
な
っ
た
、
す

べ
て
の
動
植
物
等
の
記
念
碑
を
創
る
事

を
使
命
と
し
て
、
自
か
ら
も
厳
し
く
、

生
涯
を
と
じ
ま
し
た
。

こ
の
大
き
な
作
品
等
は
、
私
に
と
っ

て
ほ
「
大
き
な
、
だ
1
っ
子
」
　
の
様
な

も
の
で
、
私
一
人
の
カ
で
は
、
な
に
を

す
る
に
も
ま
1
な
ら
ず
、
早
く
一
人
歩

き
を
し
て
、
巣
立
っ
て
ほ
し
い
と
、
願

っ
て
お
り
ま
し
す
。

ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
が
と
ん
で
、
人

最
後
で
、
ま
こ
と
に
失
礼
で
す
が
、

展
覧
会
を
す
る
た
び
に
、
寮
長
は
じ
め
、

同
僚
の
方
々
の
暖
か
い
は
げ
ま
し
を
、

い
た
だ
き
、
又
い
ろ
い
ろ
と
迷
惑
を
お

か
け
し
た
お
わ
び
と
あ
わ
せ
、
今
後
共

又
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
て
お
わ

り
に
い
た
し
ま
す
。

工
的
に
オ
ー
ロ
ラ
が
出
来
る

そ
う
だ
。
何
ん
で
も
人
間

が
出
来
な
い
も
の
が
な
い
様

な
時
代
に
な
っ
て
い
ま
す
の

に
、
人
間
は
ま
す
ま
す
管
理

さ
れ
る
、
淋
し
い
時
代
に
進

ん
で
い
ま
す
。
そ
う
い
う
世

の
中
に
あ
っ
て
、
自
然
と
本

当
に
、
素
直
に
調
和
し
あ
い

噴
く
そ
れ
で
い
て
鋭
い
作
品

等
を
、
常
時
展
示
し
、
少
し

で
も
多
く
の
方
々
に
、
箕
口

の
想
い
を
知
っ
て
い
た
だ
く

記
念
飴
の
よ
う
な
も
の
が
出

来
れ
ば
と
夢
の
様
な
事
を
念

じ
、
又
遺
作
展
を
す
る
た
び

に
そ
の
思
い
を
深
く
し
て
い

る
次
第
で
す
。

箕
口
　
博


