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第
二
の
人
生
で
そ
ば
打
ち
を
始

め
た
と
い
う
人
は
け
っ
こ
う
多
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

私
の
そ
ば
打
ち
師
匠
の
話
に
よ

る
と
「
第
二
の
人
生
で
や
っ
て
み

た
い
こ
と
の
両
横
綱
は
陶
芸
と
そ

ば
打
ち
」
だ
そ
う
で
す
。 

 
師
匠
が
そ
ば
打
ち
を
選
択
し
た

理
由
は
「
陶
芸
は
い
ろ
い
ろ
な
も

の
が
残
る
が
、
そ
ば
打
ち
は
殆
ど

何
も
残
ら
な
い
。
そ
ば
打
ち
は
１

時
間
足
ら
ず
の
単
純
作
業
だ
が
、 

毎
回
確
か
な
感
動
が
残
る
」
か
ら

だ
そ
う
で
す
。 

 

私
が
そ
ば
打
ち
を
始
め
た
の
は

昨
年
６
月
で
、
そ
の
き
っ
か
け
は

市
民
カ
レ
ッ
ジ
２
年
生
に
与
え
ら

れ
る
「
ま
ち
づ
く
り
」
と
い
う
課

題
に
取
り
組
む
た
め
で
し
た
。 

 
 

 

「
ま
ち
づ
く
り
」
は
佐
倉
市
の

観
光
や
福
祉
、
環
境
に
貢
献
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
活
動
で
、
少

な
く
て
も
卒
業
ま
で
は
活
動
を
継

続
し
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
卒
業
後
も
継
続
し
て
い
る
活

動
は
数
多
く
あ
り
ま
す
。 
 

私
達
の
グ
ル
ー
プ
は
佐
倉
市
の

Ｂ
級
グ
ル
メ
を
創
作
し
、
歴
史
と

文
化
を
誇
る
城
下
町
佐
倉
市
を
観

光
客
で
賑
わ
う
町
に
し
た
い
と
の

思
い
で
集
ま
り
ま
し
た
。 

 

活
動
方
針
の
検
討
を
重
ね
た
結

果
、
長
期
目
標
は
「
そ
ば
を
素
材

と
し
た
Ｂ
級
グ
ル
メ
の
創
作
」、
当

面
目
標
は
「
そ
ば
打
ち
を
佐
倉
市

民
に
広
め
、
そ
ば
を
好
き
に
な
っ

て
も
ら
う
」
と
決
ま
り
ま
し
た
。 

 

グ
ル
ー
プ
名
は
「
そ
ば
打
ち
迷

人
」
と
し
ま
し
た
。
８
名
の
メ
ン

バ
ー
で
、
う
ち
２
名
は
名
人
で
、

ほ
か
の
６
名
は
迷
人
で
す
。 

 

ま
ず
は
自
分
達
の
技
術
向
上
を

図
る
こ
と
が
重
要
と
考
え
、
月
２ 

回
の
ペ
ー
ス
で
そ
ば
打
ち
を
実
践

す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

 

最
初
に
そ
ば
打
ち
を
し
た
時
の

感
動
は
今
で
も
忘
れ
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
そ
ば
粉
は
師
匠
が
北

海
道
の
幌
加
内
か
ら
取
り
寄
せ
、

つ
な
ぎ
粉
２
対
そ
ば
粉
８
の
二
八

そ
ば
を
打
ち
ま
し
た
。
最
初
か
ら

最
後
ま
で
師
匠
に
教
わ
り
な
が
ら

の
作
業
で
し
た
が
、
一
連
の
作
業

が
終
了
し
た
時
は
、
適
度
な
労
働

の
た
め
か
、
達
成
感
の
た
め
か
、

何
と
も
言
え
な
い
快
感
を
覚
え
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、

打
っ
た
そ
ば
を
茹
で
て
、
皆
で
食

べ
た
そ
ば
の
美
味
し
さ
は
格
別
な

も
の
で
し
た
。 

 

早
速
、
そ
ば
打
ち
セ
ッ
ト
を
揃

え
、
家
で
も
何
度
か
練
習
を
重
ね

昨
年
の
暮
れ
に
は
年
越
し
そ
ば
を

打
っ
て
み
ま
し
た
。
出
来
栄
え
は

必
ず
し
も
満
足
の
い
く
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
妻
や
娘

達
、
孫
達
か
ら
「
こ
ん
な
美
味
し

い
そ
ば
は
食
べ
た
こ
と
が
な
い
」

と
褒
め
ら
れ
、
気
分
良
く
新
年
を

迎
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。 

 

こ
れ
か
ら
も
、
よ
り
多
く
の

方
々
に
そ
ば
打
ち
の
楽
し
さ
と
そ

ば
の
美
味
し
さ
を
知
っ
て
も
ら
う

活
動
を
継
続
し
つ
つ
、
長
期
目
標

で
あ
る
Ｂ
級
グ
ル
メ
の
創
作
に
も

挑
戦
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。 

 
 
 

（
編
集
委
員
） 

「
そ
ば
打
ち
迷
人
」 
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最
近
は
マ
ラ
ソ
ン
大
会
ブ
ー
ム

で
あ
り
、
年
々
参
加
者
が
増
え
て

い
ま
す
。
参
加
す
る
に
は
申
し
込

み
が
必
要
で
す
が
走
る
よ
り
申
し

込
み
に
苦
労
す
る
の
で
す
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み
に
よ
っ
て

直
ぐ
定
員
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め

で
あ
り
、
人
気
大
会
は
数
時
間
か

ら
半
日
で
定
員
に
達
し
て
し
ま
い

ま
す
。
多
く
の
大
会
は
先
着
順
で

東
京
マ
ラ
ソ
ン
な
ど
抽
選
は
少
数

で
す
。
自
分
の
予
想
タ
イ
ム
も
記

入
す
る
の
で
早
い
タ
イ
ム
順
に
ゼ

ッ
ケ
ン
が
決
定
す
る
大
会
が
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。 

無
事
申
し
込
み
が
で
き
た
ら
、

参
加
案
内
の
通
知
書
が
届
き
、
会

場
に
行
き
走
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

受
付
で
ゼ
ッ
ケ
ン
等
を
受
け
取
り

さ
あ
、
走
る
準
備
に
係
か
り
ま
す
。 

自
分
の
記
録
タ
イ
ム
を
測
定
す

る
チ
ッ
プ
等
は
ゼ
ッ
ケ
ン
に
つ
い

て
い
る
物
や
靴
に
付
け
る
両
方
が

あ
り
ま
す
。 

ス
タ
ー
ト
で
の
並
ぶ
順
も
大
会

に
よ
っ
て
違
い
ま
す
。
タ
イ
ム
順

に
な
っ
て
い
る
所
や
自
分
が
早
い

と
思
う
人
は
前
と
、
遅
い
人
が
い

る
と
接
触
し
転
倒
す
る
恐
れ
が
あ

る
た
め
で
す
。
面
白
い
大
会
は
谷

川
真
理
ハ
ー
フ
マ
ラ
ソ
ン
で
、
荒

川
の
河
川
敷
の
開
催
と
１
万
人
以

上
の
参
加
者
の
た
め
ス
タ
ー
ト
は

一
緒
で
も
半
分
は
上
流
に
、
半
分

は
下
流
へ
と
向
か
っ
て
走
り
ま
す
。

そ
れ
も
３
回
に
分
け
て
行
な
い
ま

す
。
又
青
梅
マ
ラ
ソ
ン
は
ス
タ
ー

ト
地
点
の
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
に
は
布

団
が
巻
い
て
あ
り
ま
す
。 

走
り
始
め
る
と
楽
し
み
は
途
中

の
給
水
等
で
す
。
水
は
も
ち
ろ
ん

冨
里
で
は
ス
イ
カ
が
あ
り
ま
す
。

フ
ル
マ
ラ
ソ
ン
は
パ
ン
や
バ
ナ
ナ

は
定
番
で
荒
川
マ
ラ
ソ
ン
は
ア
イ

ス
ク
リ
ー
ム
も
あ
り
ま
す
。 

さ
あ
完
走
し
ま
し
た
。
多
く
の

大
会
で
は
そ
の
場
で
記
録
証
が
発

行
さ
れ
ま
す
。
皆
さ
ん
も
距
離
の

短
い
コ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
の
で
、

雰
囲
気
を
味
わ
っ
て
は
い
か
が
で

す
か
。 （

西
志
津 

桐
生 

矩
夫
） 

 

  
 

 

静
岡
県
掛
川
市
の
旧
東
海
道
筋

に
「
小
夜

さ

よ

の
中
山
夜
泣
き
石
」
と

云
う
伝
説
が
あ
る
。 

 

そ
の
昔
、
小
夜
の
中
山
に
住
む

お
石
と
云
う
女
が
、
菊
川
の
里
へ

働
き
に
行
っ
て
の
帰
り
道
、
中
山

の
丸
石
の
松
の
根
元
で
腹
痛
を
起

こ
し
、
苦
し
ん
で
い
る
所
へ
、
轟

業
右
衛
門
と
い
う
侍
が
通
り
か
か

り
介
抱
し
て
い
た
が
、
お
石
の
懐

に
大
金
が
あ
る
の
を
知
り
、
殺
し

て
金
を
そ
っ
く
り
奪
っ
て
逃
げ
た
。 

 

そ
の
時
お
石
は
懐
妊
し
て
い
た

の
で
、
傷
口
よ
り
子
供
が
生
ま
れ
、

お
石
の
霊
魂
が
傍
ら
の
丸
石
に
の

り
う
つ
り
、
そ
の
後
夜
毎
に
泣
い

た
と
伝
え
ら
れ
、
里
人
は
怖
れ
て
、

誰
云
う
と
な
く
そ
の
石
を
「
夜
泣

き
石
」
と
云
っ
た
。 

 

傷
口
か
ら
生
ま
れ
た
子
供
は
、

音
八
と
名
付
け
ら
れ
、
久
延
寺

き
ゅ
う
え
ん
じ

の

和
尚
に
飴
で
育
て
ら
れ
、
立
派
な

若
者
に
成
長
し
、
大
和
の
国
の
刃

物
研
師
の
弟
子
と
な
っ
た
。 

 

た
ま
た
ま
そ
こ
へ
轟
業
右
衛
門 

が
刃
研
ぎ
に
来
た
折
、
刃
こ
ぼ
れ

が
し
て
い
る
の
で
聞
い
て
み
た
と

こ
ろ
、「
去
る
十
数
年
前
小
夜
の

中
山
の
丸
石
の
付
近
で
、
妊
婦
を

切
り
捨
て
た
時
に
傍
の
石
に
あ
た

っ
た
の
だ
」
と
云
っ
た
の
で
、
母

の
仇
と
わ
か
り
名
乗
り
、
恨
み
を

見
事
に
晴
ら
す
こ
と
が
で
き
た
。 

 

そ
の
後
、
弘
法
大
師
が
こ
の
話

を
聞
き
、
お
石
に
同
情
し
て
丸
石 

に
仏
号
を
刻
み
、
立
ち
去
っ
た
と

云
う
。 

 

こ
の
久
延
寺
に
そ
の
「
夜
泣
き 

石
」
が
祀
ら
れ
て
、
当
時
の
掛
川

城
主
だ
っ
た
山
内
一
豊
が
、
徳
川

家
康
を
も
て
な
し
た
寺
と
し
て
も

有
名
で
、
境
内
に
は
家
康
お
手
植

え
と
云
わ
れ
て
い
る
五
葉
松
が
あ

り
、
秋
に
は
毎
年
観
月
会
が
催
さ

れ
る
。 

 

久
延
寺
の
隣
に
あ
る
扇
屋
は
、

江
戸
時
代
か
ら
続
く
由
緒
あ
る
店

で
、
「
夜
泣
き
石
」
に
因
ん
だ

「
子
育
て
飴
」
が
売
ら
れ
て
い
る
。 

（
千
成 

宮
本 

定
雄
） 

  

マ
ラ
ソ
ン
大
会
あ
れ
こ
れ 

夜
泣
き
石 
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慶
長
一
八
年(

一
六
一
三)

、
徳

川
家
康
は
東
金
鷹
狩
り
の
た
め
、

佐
倉
城
主
土
井
利
勝
に
命
じ
、
船

橋
か
ら
東
金
に
通
じ
る
全
長
三
七

㌔
、
道
幅
三
間
の
道
路
を
造
成
さ

せ
た
。
沿
道
付
近
の
九
十
七
ヶ
村

の
農
民
を
総
動
員
し
て
完
成
し
た

こ
の
道
は
、
一
般
に
御
成
街
道
、

別
名
権
現
道
、
一
夜
街
道
、
提
灯

街
道
と
も
呼
ば
れ
る
。
今
回
は
、

八
街
、
東
金
エ
リ
ア
に
分
け
て
巡

っ
て
み
よ
う
。 

「
八
街
エ
リ
ア
」 

船
橋
御
殿
よ
り
四
ヶ
目
提
灯
塚

(

一
里
塚
跡)

―
旧
金
親
村
、
石
井

家
長
屋
門(

高
札
場)

―
お
茶
屋
御

殿
跡(

土
井
利
勝
が
佐
倉
城
築
城

に
用
い
た
資
材
や
大
工
人
足
を
動

員
し
て
建
築
、
現
在
は
金
光
院
山

門
に
同
御
殿
の
裏
門
が
、
宝
泉
寺

山
門
に
表
門
が
移
築)

―
椎
の
古

木(

一
里
塚
、
池
田
氏
宅)

―
古
道

(

木
の
伐
採
が
進
み
心
配
。
小
川

氏
宅
の
道
路
も
古
道) 

「
東
金
エ
リ
ア
」 

道
祖
神
―
お
あ
し
坂(

急
坂
古
道
、

下
り
切
っ
た
谷
津
田
前
方
の
一
里

塚
跡
に
一
本
松)

―
魂
霊
坂(

家
康

に
敗
れ
た
戦
死
者
の
埋
葬
地)

―

日
吉
神
社(

利
勝
再
興
神
社
、
家

康
、
秀
忠
も
参
拝
。
樹
齢
四
百
年

以
上
の
杉
の
木
多
数)

―
山
王
坂

(

日
吉
神
社
か
ら
続
く
坂)

―
八
鶴

湖
―
東
金
御
殿(

利
勝
が
地
元
の

代
官
に
命
じ
て
造
営
。
現
在
の
東

金
高
校
、
正
門
付
近
は
裏
門
跡) 

 

と
こ
ろ
で
、
将
軍
の
鷹
狩
り
は

埼
玉
を
中
心
に
行
わ
れ
た
こ
と
が

多
く
、
東
金
で
は
家
康
が
二
回
、

秀
忠
は
八
〜
十
二
回
、
家
光
も
大

納
言
時
代
一
回
行
っ
て
い
る
。
そ

の
後
、
寛
永
七
年(
一
六
三
〇)

に

鷹
狩
り
は
中
断
、
御
成
街
道
は
軍

需
道
路
、
庶
民
の
生
活
道
路
と
し

て
使
用
さ
れ
た
。 

 

明
治
に
入
っ
て
陸
軍
志
津
演
習

場
開
設
や
旧
鍋
島
藩
の
八
街
開
墾

な
ど
で
御
成
街
道
は
寸
断
さ
れ
廃

れ
て
し
ま
っ
た
が
、
往
時
の
面
影

を
処
々
に
残
す
歴
史
街
道
の
ひ
と

つ
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

ぜ
ひ
散
策
を
。 

（
中
志
津 

岡
部 

成
一
） 

 
  

 
 

ひ
ょ
ん
な
事
か
ら
一
昨
年
の
八

月
に
佐
倉
国
際
交
流
基
金
よ
り
、

南
米
か
ら
来
日
し
た
家
族
の
小
学

一
年
の
児
童
に
つ
い
て
、
日
本
語

適
応
の
支
援
を
し
て
も
ら
え
な
い

か
と
の
話
が
あ
っ
た
。
務
ま
る
か

ど
う
か
と
に
か
く
会
っ
て
見
た
上

で
お
受
け
し
ま
し
よ
う
と
、
答
え

た
が
そ
の
ま
ま
月
３
回
程
度
、
午

前
中
そ
の
子
供
の
隣
に
座
っ
て
学

習
を
支
援
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

こ
の
歳
に
な
っ
て
随
分
変
わ
っ

て
き
て
い
る
漢
字
の
書
き
順
や
送

り
仮
名
を
勉
強
す
る
こ
と
に
な
る

と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
子

供
達
の
自
主
性
、
奇
抜
な
発
想
に

驚
か
さ
れ
た
り
も
し
た
。
何
よ
り

も
「
子
供
は
す
ば
ら
し
い
。
次
代

を
背
負
っ
て
行
く
宝
で
あ
る
」
と

再
認
識
し
た
こ
と
で
あ
る
。 

 
朝
、
教
室
に
入
り
「
お
は
よ
う

ご
ざ
い
ま
す
」
と
挨
拶
す
る
と
、

一
斉
に
「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま

す
」
と
、
弾
け
る
よ
う
な
声
と
底

抜
け
に
明
る
い
笑
顔
が
私
を
迎
え

て
く
れ
る
。
心
の
邪
念
が
す
べ
て

洗
い
流
さ
れ
る
よ
う
な
瞬
間
で
あ

る
。
こ
の
子
供
達
の
笑
顔
は
、
神

が
一
様
に
与
え
て
く
れ
た
最
高
の

贈
物
で
大
人
を
引
き
つ
け
て
止
ま

な
い
と
常
に
思
う
。 

 

一
年
半
程
子
供
達
と
接
し
て
い

る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
事
を
教
え
て

く
れ
る
。
中
で
も
、「
優
し
さ
、

友
達
を
思
う
心
」
で
あ
る
。
あ
る

時
、
支
援
し
て
い
る
一
年
生
が
、

登
校
直
後
、
連
絡
帳
を
忘
れ
た
と

泣
き
出
し
た
。
そ
ば
に
い
た
子
が

「
大
丈
夫
よ
、
自
由
帳
を
使
え
ば

良
い
の
だ
か
ら
」
と
な
だ
め
た
。

驚
い
た
。
思
わ
ず
「
エ
ラ
イ
」
と

ほ
め
て
あ
げ
た
。 

二
年
の
学
習
で
好
き
な
漢
字
と

し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
友
、
心
、

思
、
楽
等
、
友
を
意
識
し
た
漢
字

が
多
か
っ
た
。
先
生
方
の
教
育
指

導
の
成
果
の
表
れ
で
あ
ろ
う
。
子

供
達
か
ら
、
逆
に
、
い
や
し
と
パ

ワ
ー
を
も
ら
っ
て
過
ご
し
て
い
る

今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。 

（
宮
前 

新
田 

貴
代
士
） 

  

御
成
街
道 

子
供
の
笑
顔 



－４－ 

市
民
カ
レ
ッ
ジ
の
前
身
「
長
寿

大
学
」
の
学
生
有
志
の
手
で
創
刊

さ
れ
て
以
来
36
年
、
当
紙
は
一
度

も
休
む
こ
と
な
く
発
行
さ
れ
て
き

ま
し
た
。
創
刊
の
翌
年
か
ら
公
民

館
事
業
に
引
き
継
が
れ
た
こ
と
が

大
き
い
と
は
い
え
、
移
り
変
わ
り

の
激
し
い
こ
の
時
代
、
こ
れ
は
特

筆
に
値
す
る
こ
と
な
の
で
は
。 

『
な
か
ま
』
の
発
行
は
、
市
民

カ
レ
ッ
ジ
生
16
名
と
Ｏ
Ｂ
数
名
の

委
員
に
よ
る
編
集
・
校
正
、
カ
レ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さ
く
ら
道 

 

我
が
家
の
庭
先
に
並
ぶ
何
十
も
の

鉢
。
爛
漫
の
春
か
ら
続
く
賑
々
し
さ

で
あ
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
寄
せ
植

え
。
私
は
多
少
の
こ
だ
わ
り
を
持
っ

て
寄
せ
植
え
を
作
る
。
ま
ず
は
組
み

合
わ
せ
る
植
物
の
性
質
を
知
る
。
湿

気
や
日
光
の
好
悪
、
上
に
伸
び
る
か

広
が
る
か
、垂
れ
る
か
這
う
か
な
ど
。

鉢
の
置
き
方
に
も
気
を
配
る
。
高
低

差
の
あ
る
ス
タ
ン
ド
で
庭
に
立
体
感

を
出
す
。
個
々
の
寄
せ
植
え
が
引
き

立
つ
よ
う
に
、
そ
し
て
全
体
の
バ
ラ

ン
ス
を
見
て
調
和
を
図
る
。
思
い

先
行
、
実
現
難
航
の
繰
り
返
し
だ

が
。 物

言
う
人
間
は
殊
更
難
し
い
。

し
か
し
、
家
族
や
友
人
と
の
絆
を

深
め
よ
う
。
個
性
を
知
り
尊
重
し

合
い
な
が
ら
。 

季
節
の
移
ろ
い
を
感
じ
て
寄
せ

植
え
を
楽
し
み
た
い
。
他
と
の
か

か
わ
り
も
大
事
に
し
た
い
。さ
あ
、

夏
が
来
る
。 

（
松
山 

洋
子
） 

ッ
ジ
情
報
コ
ー
ス
Ｏ
Ｂ
に
よ
る
原

稿
入
力
、
そ
し
て
中
央
公
民
館
職

員
に
よ
る
印
刷
・
配
布
と
い
う
順

に
分
業
で
行
っ
て
い
ま
す
。 

今
月
号
は
、
趣
味
、
伝
説
、
歴

史
、
人
の
成
長
と
い
っ
た
バ
ラ
エ

テ
ィ
に
富
ん
だ
テ
ー
マ
が
並
び
ま

し
た
。
何
と
言
っ
て
も
『
な
か
ま
』

は
皆
様
の
投
稿
に
よ
っ
て
成
り
立

っ
て
い
ま
す
。
あ
な
た
の
心
に
感

じ
た
こ
と
、
あ
な
た
の
心
を
動
か

し
た
こ
と
、
そ
れ
を
こ
と
ば
に
し

て
み
ま
せ
ん
か
。 

（
巴 

安
治
） 

６月の黒板 
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あ
と
が
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