
『八十亀

ちゃんかん

さつ日記』

というマン

ガがありま

す。

名古屋を舞台にした名古屋なマンガなの

ですが、ついにアニメ化されました。テレ

ビ愛知で毎週木曜の夜に放映されています。

主人公の八十亀ちゃんは名古屋市の観光

文化交流特命大使にも選ばれました。

応援したろまい！！ 征阿

楽しみにし

ていた新元

号発表の時、

サラダに使

う玉ねぎを

スライスし

ていました。官房長官が 10分遅れで会見場

に登場しテレビに目が行った一瞬、右親指

をスライサーでしくじってしまいました。

「令和」の文字を血だらけで見る羽目にな

りました。今も負傷したままこれを書いて

います。 俊徳丸

『友引町内会通信』はパソコンやタブレッ

トでもお読みいただけます。検索は

http://www.daigoji-temple.jp/ 「友引町内

会通信」をクリックしてください。寺務局

３月某日、東京は新橋駅構内で発見。今

年６月に東京の日本科学未来館で催される

「マンモス展」のポスター。ただただ個人

的な意見ですが、「洒落てる〜！」と思い、

足を止めて見入ってしまいました。久々に

ポスターで感動しました。

「蘇るのですか」の方はマツコデラック

スです。

こ

の

企

画

展

、

東京終了後は名古屋でも巡回展が行われ

るそうです。 訶梨帝母

この号の編集真っ只中に起きたのがパリ

のノートルダム大聖堂の火災。あえて例え

れば、富士山が無くなった日本のようかな。

日本人が

神道や佛教

の影響下で

育つように、

フランス人

を理解するにはキリスト教を外せません。

火災現場ではアヴェ・マリアの賛美歌が

歌われ、「パリはもう元に戻らない」と嘆く

人がいたようですが、フランスは国の威信

に賭けて必ずや以前と同じような美しい姿

に復元するでしょう。 迷走坊
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本当は美智子さま 
5 月 1 日、皇太子徳仁親王が即位され「令和」

の時代が始まりました。ふと亡くなった母を思

い出しました。母が生きていればこの日をどん

なに喜んだことでしょう。とにかく私の母は皇

太子さまが幼少の頃の「浩宮さま」からの大フ

ァンでした。なにしろ私は浩宮さまと同じ昭和

35 年に生まれていますから。 

 

そんな母は、私が

床屋さんへ散髪に

行く時には必ずつ

いて来て、いや私が

連れられて、「浩宮

さまと同じ頭にし

てね！」と言って店

へ入って行きます。わざわざ自宅から離れた母

お気に入りの店です。若い従業員が多くいる当

時にしてはちょっとお洒落なお店です。私が散

髪をしている間も店のお兄さんの後ろに立ち

指示を出している姿が鏡に映っているのを覚

えています。「前髪は切り過ぎないで眉毛ぎり

ぎりの所で止めてまっすぐに揃えて！」。それ

が毎回のことですからお兄さんも気の毒だと

子供ながらにも感じていました。前髪を長くし

ていたから床屋さんへ行く頻度も多かったの

でなおさらです。私は浩宮さまの「坊ちゃん刈」

スタイルは好きではありませんでしたが、この

お店には活気があって行くのは好きでした。 

 

 母の浩宮さま好きは髪型だけにとどまりま

せんでした。母はミシンを使いこなす人で、通

勤帰りに岐阜駅前の問屋街で布を購入しては

いろいろなものを手作りしていました。私が小

学校へ着ていく服も母の手

作りか職場の同僚のお子さ

んのお古でした。「手作り」

と聞こえは良いですが、今

から思うとそれは浩宮さま

が通学されていた「学習院小学校の制服」風、

モドキのものであったのではないかと思い出

すと笑ってしまいます。たぶんテレビで放映さ

れていた『皇室アルバム』などを参考にしたの

でしょう。母にしたら力作だったことでしょう。

当時、私の同級生の男子はみんな長ズボンをは

いていました。私は学習院風の長めの半ズボン

がどうしても嫌で、ある日母に直訴しました。

すると母は、「東京へ行けば男の子はみんなそ

ういう格好をしています。」と言いましたが、

東京など行ったことが無い母の言葉はまった

く説得力のないものでした。 

 

 私は小学 4年生になる春から、一連の母の「浩

宮さま風スタイル」から解放されました …。 

 

 当時の母のように女性が外へ働きに行き男

性と同じようにお給料を貰ってくることは特

別な時代でしたし、田舎町でしたので周囲から

も批判をされたこともあったようです。そんな

時、民間から初めて皇太子妃になられた美智子

さまはご公務や子育てでその軋轢に対しとて

もご苦労をされました。母は美智子さまをお手

本にしていたと感じます。母に代わり、「本当

にお疲れさまでございました」と心から申しあ

げたいです。          俊徳丸 



令
和今

年
は
改
元
が
行
わ
れ
、
五
月
一
日
か
ら
平
成

に
代
わ
っ
て
令
和
に
な
り
ま
す
。
令
和
元
年
の
始

ま
り
で
す
。

キ
リ
ッ
と
し
た
響
き
を
持
つ
「
令
和
」
で
す
が
、

好
感
を
持
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
よ
う
で
、
こ
の

案
を
推
し
た
政
府
は
ほ
っ
と
し
て
い
る
と
の
報
道

が
な
さ
れ
ま
し
た
。
も
っ
と
も
、
響
き
と
な
る
と

人
そ
れ
ぞ
れ
、
一
律
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

キ
リ
ッ
と
し
た
と
い
う
思
い
を
抱
く
の
は
、
つ

く
り
に
令
を
持
つ
冷
の
字
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
い

う
、
全
く
個
人
的
な
印
象
に
よ
る
も
の
で
、
も
し

も
、
賢
い
と
い
う
意
味
を
持
つ
、
玲
、
怜
、
伶
な

ど
の
文
字
と
結
び
つ
け
る
人
が
い
れ
ば
、
印
象
は

変
わ
っ
た
も
の
に
な
り
ま
す
。
法
令
、
命
令
な
ど

と
重
ね
合
わ
せ
れ
ば
、
窮
屈
な
印
象
が
残
る
こ
と

に
な
る
で
し
ょ
う
。

発
表
と
同
時
に
、
こ
の
元
号
は
『
万
葉
集
』
を

典
拠
と
し
て
考
案
さ
れ
た
と
説
明
さ
れ
、
引
用
文

が
示
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
部
分
、
現
在
受
け
入
れ

ら
れ
て
い
る
『
万
葉
集
』
の
写
本
で
は
こ
の
よ
う

に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

于
時
初
春
令
月
気
淑
風
和
梅
披
鏡
前
之
粉
蘭
薫
珮

後
之
香
（
『
万
葉
集
』
巻
五
・

～

番
の
歌
に
付

815

846

け
ら
れ
た
序
の
頭
の
部
分
）

読
み
下
し
文
は
「
時
に
、
初
春
の
令
月
に
し
て
、

気
淑
く
風
和
ぎ
、
梅
は
鏡
前
の
粉
を
披
き
、
蘭

よ

や
は
ら

ふ
ん

ひ
ら

は
珮
後
の
香
を
薫
ら
す
」

は
い

ご

か
ほ

（
時
は
ま
さ
に
新
春
の
喜
ば
し
い
正
月
、
あ
た
り
の
気
配

も
清
く
風
は
お
だ
や
か
で
、
梅
は
鏡
台
の
白
粉
の
よ
う
に

白
く
咲
き
、
蘭
は
香
袋
の
よ
う
に
香
っ
て
い
る
）

こ
れ
は
、
天
平
二
年
（

年
）
一
月
十
三
日
に

730

大
宰
帥
（
太
宰
府
長
官
）
大
伴
旅
人
邸
の
庭
で
催

だ
ざ
い
の
そ
ち

お
お
と
も
の
た
び
と

さ
れ
た
宴
で
詠
ま
れ
た

首
の
歌
の
序
の
一
部
で
、

32

こ
の
宴
に
は
山
上
憶
良
（
筑
前
守
）
、
小
野
老

や
ま
の
う
え
の
お
く
ら

お

の

の

お

ゆ

（
太
宰
府
次
官
）
ら
も
招
か
れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
元
号
は
は
じ
め
て
国
書
に
典
拠
を
求
め

た
と
い
う
点
で
大
き
な
意
義
を
持
ち
ま
し
た
が
、

令
と
和
と
を
詠
み
込
ん
だ
、
賦
と
い
う
形
式
の
文

が
も
っ
と
古
い
漢
籍
『
文
選
』
に
収
め
ら
れ
て
お

も
ん
ぜ
ん

り
（
張
衡
『
帰
田
賦
』
）
、
万
葉
集
の
文
は
こ
れ

ち
よ
う
こ
う

き

で
ん
の

ふ

に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
の
意
見
も
、
す
ぐ

に
話
題
に
上
り
ま
し
た
。
大
伴
旅
人
（
軍
事
を
担

当
す
る
大
伴
氏
の
家
長
で
あ
っ
た
）
で
あ
れ
山
上

憶
良
（
遣
唐
使
で
も
あ
っ
た
）
で
あ
れ
、
当
時
第

一
級
の
知
識
人
で
あ
り
、
『
文
選
』
に
は
精
通
し

て
い
た
で
し
ょ
う
か
ら
、
こ
れ
を
「
下
敷
き
」
に

し
た
こ
と
は
ほ
ぼ
確
か
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
教
養

の
表
れ
と
み
る
べ
き
で
し
ょ
う
。

日
本
中
が
沸
い
た
、
と
思
わ
れ
る
新
元
号
の
発

表
で
し
た
が
、
日
本
の
こ
と
が
報
道
さ
れ
る
こ
と

の
少
な
い
外
国
で
も
、
い
ま
で
は
世
界
で
唯
一
の

元
号
使
用
国
と
い
う
珍
し
さ
も
あ
り
、
ニ
ュ
ー
ス

の
話
題
に
な
り
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
国
内
で
は
、
様
々
な
観
点
に
立
っ

た
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
各
方
面
か
ら
出
さ
れ
て

い
ま
す
。
天
皇
制
を
快
く
思
わ
な
い
人
に
と
っ
て

元
号
は
い
ま
い
ま
し
い
道
具
に
見
え
る
で
し
ょ
う

し
、
思
想
と
は
関
係
な
く
、
元
号
を
用
い
る
こ
と

に
よ
る
不
便
さ
を
縷
々
述
べ
る
人
も
い
ま
す
。
こ

る

る

れ
は
不
穏
な
意
味
を
う
ち
に
秘
め
て
い
る
と
、
穿う

が

っ
た
見
方
を
す
る
学
者
も
い
ま
す
。

そ
れ
で
も
、
新
元
号
令
和
は
、
様
々
な
礼
賛
、

批
判
の
声
を
抱
え
な
が
ら
、
新
天
皇
の
登
場
と
と

も
に
力
強
い
命
を
与
え
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
の
元
号

と
同
じ
よ
う
に
、
多
く
の
日
本
人
に
親
し
ま
れ
、

な
じ
ん
で
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。

（
散
歩
道
）
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世
間
の
風
評
に
煽
ら
れ
て
、
最
近
の
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
、
『
妻
の
ト
リ
セ
ツ
』
（
黒
川
伊
保
子
編
著
）

を
読
み
ま
し
た
。
中
身
は
、
世
の
賢
明
な
夫
達
な

ら
、
言
わ
れ
ず
し
て
既
に
実
行
さ
れ
て
い
る
で
あ

ろ
う
内
容
で
し
た
が
、
そ
れ
が
脳
科
学
に
基
づ
き

論
理
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
の
が
面
白
い
、
と
い

う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

女
性
脳
と
男
性
脳
は
シ
ス
テ
ム
が
違
う
と
筆
者
。

妻
の
怒
り
の
原
因
は
、
今
現
在
起
き
た
事
件
で
は

な
く
、
過
去
の
蓄
積
。
些
細
な
事
で
そ
の
引
き
金

を
引
い
て
し
ま
う
と
、
過
去
三
十
年
以
上
に
渡
る

負
の
感
情
の
デ
ー
タ
が
、
ま
る
で
昨
日
の
事
の
よ

う
に
新
鮮
な
状
態
で
と
め
ど
な
く
引
き
ず
り
出
せ

る
の
が
女
性
脳
の
得
意
技
。
例
え
ば
「
無
神
経
」

と
い
う
言
葉
で
検
索
を
か
け
る
と
、
長
年
の
「
夫

の
無
神
経
行
為
」
が
瞬
時
に
サ
ク
サ
ク
浮
か
び
上

が
り
、
何
十
発
も
の
銃
弾
が
夫
に
浴
び
せ
ら
れ
、

夫
は
身
に
覚
え
が
な
い
（
忘
却
、
及
び
気
づ
い
て

い
な
い
）
事
で
命
を
削
ら
れ
て
い
く
の
だ
そ
う
で

す
。特

に
、
妻
の
周
産
期
、
授
乳
期
は
要
注
意
。
ホ

ル
モ
ン
バ
ラ
ン
ス
の
変
化
や
、
た
く
さ
ん
の
個
体

 数
を
残
せ
な
い
、
健
康
で
な
い
と
子
孫
を
残
せ
な

い
と
い
う
哺
乳
類
メ
ス
と
し
て
の
本
能
で
、
自
己

保
全
に
敏
感
に
な
り
日
々
満
身
創
痍
。
そ
の
時
期
、

妻
の
怨
み
を
買
い
、
夫
が
終
生
罵
ら
れ
る
絶
対
禁

句
は
「
お
袋
が
つ
わ
り
は
病
気
じ
ゃ
な
い
っ
て
言

っ
て
る
」
（
お
袋
と
い
う
の
が
特
に
×
）
、
「
楽
な

お
産
で
よ
か
っ
た
ね
」
、
「
夜
泣
き
に
付
き
合
っ
て

も
昼
間
寝
ら
れ
る
じ
ゃ
ん
」
、
「
一
日
中
子
供
と
い

ら
れ
て
い
い
ね
」
な
ど
な
ど
。
「
そ
ん

な
の
何
十
年
前
の
話
だ
」
と
夫
諸
君
は

お
思
い
で
し
ょ
う
が
、
当
時
「
や
ら
か

し
て
し
ま
っ
た
」
事
が
、
現
在
の
不
遇

を
招
い
て
い
る
の
で
す
。
ぼ
ん
や
り
し

て
い
た
ら
生
き
残
れ
な
い
！

家
庭
が

の
ん
び
り
く
つ
ろ
ぐ
癒
し
の
場
所
な
ど

と
笑
止
千
万
！

妻
の
「
理
不
尽
な
不
機
嫌
」
の

原
因
を
知
り
、
対
処
療
法
（
銃
弾
十
発
を
五
発
く

ら
い
に
抑
え
る
）
を
指
南
し
て
く
れ
る
の
が
こ
の

「
妻
の
取
扱
説
明
書
」
で
あ
り
「
プ
ロ
の
夫
に
な

る
為
の
戦
略
本
」
な
の
だ
そ
う
で
す
。

妻
に
対
し
こ
ん
な
に
手
間
暇
か
け
て
機
嫌
を
と

り
、
な
お
か
つ
ま
だ
積
年
の
怨
み
を
言
わ
れ
る
。

も
う
別
れ
て
し
ま
っ
た
方
が
楽
な
の
で
は
？

と

思
わ
れ
る
方
。
い
や
い
や
、
そ
れ
で
も
妻
は
い
た

方
が
い
い
。
夫
の
健
康
寿
命
に
影
響
す
る
の
だ
そ

う
で
す
。

東
洋
経
済
オ
ン
ラ
イ
ン
「
な
ぜ
『
離
婚
男
性
』

の
病
気
死
亡
率
が
高
い
の
か
」
に
よ
る
と
、
離
別

の
男
性
は
あ
ら
ゆ
る
疾
患
で
死
亡
率
が
高
く
、
特

に
糖
尿
病
は
妻
が
い
る
男
性
の

倍
以
上
、
肝
疾

患
は

倍
以
上
。
さ
ら
に
、
内
閣
府
の
「
心
の
支

え
と
な
る
人
」
調
査
結
果
で
も
男
性
の

％
が
配

偶
者
と
答
え
て
い
る
そ
う
で
す
。
突
然
怒
り
出
そ

う
が
、
キ
レ
ら
れ
よ
う
が
、
無
視
さ
れ
よ
う
が
、

心
身
と
も
に
妻
を
頼
っ
て
い
る
の
か
と
思
う
と
、

な
ん
と
愛
お
し
い
夫
達

で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

ち
な
み
に
残
念
な
お

知
ら
せ
で
す
が
、
「
心
の
支
え
と
な
る
人
」
の
国

際
比
較
調
査
（
５
カ
国
）
結
果
に
よ
れ
ば
、
日
本
、

韓
国
、
ア
メ
リ
カ
、
ド
イ
ツ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の

女
性
で
配
偶
者
を
一
位
に
あ
げ
た
国
は
な
い
の
だ

そ
う
で
す
。
女
ど
も
よ
、
ち
ょ
っ
と
勝
手
が
良
す

ぎ
や
し
な
い
か
。
。
。

訶
梨
帝
母
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『
私
説
法
然
伝
』(

５
２)

陰
謀
術
数
①

先
月
号
で
は
吉
水
の
地
へ
法
然
上
人
が
移
ら
れ

た
こ
と
に
つ
い
て
書
き
ま
し
た
。
今
月
号
は
そ
の

続
き
に
つ
い
て
書
き
ま
す
。

【
法
然
上
人
が
吉
水
の
地
で
念
佛
の
日
々
を
送
ら

れ
始
め
た
頃
、
世
情
は
再
び
不
安
定
な
状
況
と
な

っ
て
い
た
。
こ
の
時
代
の
京
の
都
は
た
び
た
び
大

火
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
。
安
元
三
年
（
一
一
七
七

あ
ん
げ
ん

年
）
の
四
月
に
起
こ
っ
た
安
元
の
大
火
が

鴨

長

か
も
の
ち
よ
う

明
の
『
方

丈

記
』
に
も
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
。

め
い

ほ
う
じ
よ
う

き

朱
雀
門
や
内
裏
の
中
心
で
あ
る
太
極
殿
や
大
学
寮

だ
い

り

だ
い
ご
く
で
ん

な
ど
公
的
な
施
設
が
焼
け
、
公

卿

の
館
も
焼
け

く

ぎ
よ
う

た
と
あ
る
。
鴨
長
明
に
よ
れ
ば
京
の
都
の
三
分
の

一
が
灰
燼
に
帰
し
た
と
い
う
。
延
暦
寺
の
僧
徒
・

か
い
じ
ん

僧
兵
は
強
訴
の
た
め
に
都
へ
乱
入
す
る
な
ど
、
世

ご
う

そ

情
の
不
安
定
さ
は
一
目
瞭
然
で
あ
っ
た
。

世
情
の
不
安
定
さ
に
比
例
す
る
よ
う
に
政
情
も

不
安
定
と
な
っ
て
い
く
。
平
家
政
権
の
力
が
絶
大

に
な
る
に
つ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
反
発
の
輪
が
広

が
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
平
家
政
権
の

力
の
絶
大
さ
の
中
心
と
な
っ
て
い
た
の
が
、
高
倉

帝
の
中
宮
と
な
っ
て
い
た
平
清
盛
の
娘
建
礼
門
院

け
ん
れ
い
も
ん
い
ん

徳
子
の
存
在
で
あ
る
。
高
倉
帝
は
後
白
河
帝
と
清

と
く

こ

盛
の
義
理
の
妹
で
あ
る
建

春

門
院
滋
子
と
の
子

け
ん
し
ゆ
ん
も
ん
い
ん
し
げ

こ

で
あ
り
、
そ
の
高
倉
帝
の
擁
立
が
後
白
河
院
政
の

要

で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
高
倉
帝
に
娘
を
入
内

か
な
め

さ
せ
る
事
が
平
家
政
権
の
要
と
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。

大
火
の
前
年
の
安
元
二
年
（
一
一
七
六
年
）
後

白
河
帝
五
十
歳
の
祝
い
の
行
事
の
後
に
後
白
河
帝

は
滋
子
と
有
馬
温
泉
へ
と
行
幸
す
る
。
そ
れ
ほ
ど

仲
睦
ま
じ
い
二
人
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
行
幸
か
ら

都
へ
と
戻
る
と
滋
子
は
病
に
倒
れ
三
十
五
歳
の
若

さ
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
に
よ
り
後
白
河

帝
と
平
清
盛
と
を
繋
ぎ
結
ん
で
い
た
要
を
失
う
事

に
な
っ
た
。
利
害
関
係
と
い
う
視
点
で
言
え
ば
後

白
河
帝
と
平
家
政
権
は
本
来
的
に
対
立
関
係
で
あ

る
。
そ
れ
を
結
び
つ
け
て
い
た
の
が
、
高
倉
帝
の

擁
立
で
あ
り
建
春
門
院
滋
子
と
い
う
調
整
役
の
存

在
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
端
が
崩
れ
る
と
、
パ
ワ
ー

バ
ラ
ン
ス
の
崩
壊
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
延
暦

寺
の
僧
徒
・
僧
兵
の
乱
入
も
意
味
な
く
行
わ
れ
た

わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
背
景
に
は
後
白
河
帝
の
近

臣
と
延
暦
寺
と
の
対
立
が
あ
る
。
西
光
は
出
家
し

さ
い
こ
う

た
後
の
名
で
、
元
は
藤

原

師
光
と
言
い
信
西
入

ふ
じ
わ
ら
の
も
ろ
み
つ

道
の
乳
母
の
子
で
あ
り
信
西
入
道
の
配
下
で
名
を

上
げ
た
人
物
で
あ
る
。
信
西
入
道
亡
き
後
も
後
白

河
帝
の
近
臣
と
し
て
仕
え
て
い
た
。
そ
の
子
で
あ

る
藤

原

師
高
・
師
経
兄
弟
が
延
暦
寺
の
末
寺
を

ふ
じ
わ
ら
の
も
ろ
た
か

も
ろ
つ
ね

焼
き
討
ち
に
し
た
事
が
発
端
と
な
り
、
延
暦
寺
と

院
の
近
臣
と
の
対
立
へ
と
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
対
立
構
造
に
平
家
一
門
が
巻
き
込
ま
れ
る
、

ま
た
は
介
入
し
て
い
く
事
で
政
情
の
不
安
定
さ
が

加
速
し
て
い
く
の
で
あ
る
。】

『
方
丈
記
』
に
大
火
の
詳
細
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
当
時
の
京
都
は
相
次
ぐ
大
火
や
飢
饉
な
ど
で

相
当
不
安
定
な
時
代
で
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

そ
ん
な
時
代
と
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
政
治
の
世

界
も
ま
た
不
安
定
と
な
っ
て
い
く
の
で
す
。

以
下
次
号
に
続
く
（
征
阿)

鴨長明の庵
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「
新
し
い
元
号
は
令
和
で
あ
り
ま
す
」
と
発
表

さ
れ
る
や
典
拠
の
『
万
葉
集
』
が
話
題
沸
騰
し
、

新
一
万
円
札
の
肖
像
が
渋
沢
栄
一
と
判
る
や
『
論

語
と
算
盤
』
の
解
説
本
の
い
く
つ
か
が
ア
マ
ゾ
ン

で
在
庫
切
れ
に
な
り
ま
し
た
。

五
十
代
以
上
の
人
間
に
と
っ
て
、
お
札
の
肖
像

と
い
え
ば
聖
徳
太
子
で
し
た
。
昭
和

年
に
千
円

25

札
、

年
に
五
千
円
札
、

年
に
一
万
円
札
が
発

32

33

行
さ
れ
ま
し
た
が
、
全
部
聖
徳
太
子
で
す
。
五
百

円
札
の
肖
像
だ
け
が
岩
倉
具
視
で
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
太
子
の
肖
像
は
本
人
を
描
い
て
い

な
い
と
聞
い
て
、
教
科
書
を
買
っ
て
読
ん
で
み
ま

し
た
。
（
高
校
日
本
史

実
教
出
版
）

B

（
先
生
か
ら
）
と
し
て
「
絵
は
小
中
学
校
の
教

科
書
に
も
登
場
す
る
、

聖

徳
太
子
（
５
７
４
～

し
よ
う
と
く
た
い

し

６
２
２
）
を
描
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
肖
像
画
で

す
。
し
か
し
、
手
に
も
っ
て
い
る

笏

や
か
ぶ
っ

し
や
く

て
い
る

冠

は
、
と
も
に
７
世
紀
後
半
以
降
中

か
ん
む
り

国
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
こ
の
肖
像
画
は
聖

徳
太
子
を
描
い
た
も
の
で

は
な
い
と
い
う
説
が
あ
り

ま
す
」
と
の
記
述
で
す
。

続
け
て
、
「
『
日
本

書

に

ほ
ん
し
よ

紀
』
（
７
２
０
年
成
立
）
に
、
推
古
天
皇
の
皇
太

き

す
い

こ

子
で
あ
り
、
摂

政

と
な
っ
た
人
物
と
し
て
登
場

せ
つ
し
よ
う

す
る
の
は
、

厩

戸
皇
子
と
い
う
人
物
で
す
。
聖

う
ま
や
と
の
お
う

じ

徳
太
子
と
い
う
名
前
は
、
仏
教
を
広
め
た
聖
人

せ
い
じ
ん

と
さ
れ
た
厩
戸
皇
子
が
、
そ
の
死
後
、
信
仰
の
対

象
に
な
っ
て
い
く
な
か
で
ひ
ろ
ま
っ
て
い
っ
た
名

前
な
の
で
す
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
推
古
天
皇
の
摂
政
で
聖
徳
太
子
と
い

う
名
の
人
は
居
ら
ず
、
そ
の
肖
像
画
の
モ
デ
ル
は

本
人
で
は
な
い
と
高
校
で
教
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

初
任
給
の
月
給
袋
の
中
に
入
っ
て
い
た
お
札
に

は
聖
徳
太
子
と
印
刷
さ
れ
て
あ
り
ま
し
た
。
封
を

切
ら
ず
に
持
っ
て
帰
っ
た
ら
、
両
親
が
佛
壇
へ
具

え
て
く
れ
ま
し
た
。
あ
れ
は
な
ん
だ
っ
た
の
？

も
う
そ
ん
な
旧
い
話
は
水
に
流
し
ま
し
ょ
う
。

問
題
は
文
部
科
学
省
で
す
。
小
中
学
校
で
、
太

子
が
遣
隋
使
を
派
遣
し
た
り
、
冠
位
十
二
階
を
定

め
た
と
指
導
せ
よ
と
し
な
が
ら
、
高
校
の
教
科
書

に
は
、
誰
が
そ
れ
を
し
た
の
か
み
ん
な
で
考
え
よ

う
と
書
い
て
あ
る
。
も
う
一
回
学
校
へ
行
く
気
は

な
い
け
ど
、
歴
史
の
授
業
で
は
事
実
を
教
え
る
の

と
違
う
の
？

ハ
ッ
キ
リ
せ
ん
か
い
！

太
子
が
当
時
の
政
治
を
動
か
し
て
い
た
人
物
と

断
定
で
き
な
く
て
も
、
立
派
な
方
で
あ
っ
た
こ
と

は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
特
に
、
四
天
王
寺
や
法

隆
寺
を
建
立
し
て
佛
教
を
広
め
、
日
本
佛
教
の
祖

と
し
て
敬
わ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
す
。

ま
た
、
十
七
条
憲
法
の
第
一
条
「
和
を
以
て
貴

し
と
為
す
」
の
本
当
の
理
解
が
な
け
れ
ば
、
戦
後

の
復
興
は
無
か
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

俊
徳
丸
さ
ん
は
聖
徳
太
子
よ
り
厩
戸
皇
子
の
名

に
親
し
み
を
感
じ
て
お
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

競
馬
場
が
あ
る
町
の
住
職
さ
ん
で
す
か
ら
。
私
は

元
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
す
か
ら
、
多
く
の
会
社
を
設

立
し
た
渋
沢
栄
一
の
お
札
と
の
対
面
が
楽
し
み
。

ど
ち
ら
も
配
当
が
気
に
な
り
ま
す
。

迷
走
坊
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観
経
物
語(

１
２
９)

流
通
分
（
る
ず
う
ぶ
ん
）
そ
の
２

《
本
文
》
そ
の
２

佛
、
阿
難
に
告
げ
た
ま
う
。

「
汝
は
好
く
是
の
語
を
持
せ
よ
。
是
の
語
を
持
せ

よ

じ

よ
と
は
、
即
ち
是
れ
無
量
寿
佛
の
名
を
持
せ
よ
と

こ

な
り
」
と
。

佛
、
此
の
語
を
説
く
時
、
尊
者
の
目
犍
連
、

も
つ
け
ん
れ
ん

阿
難
及
び
韋
提
希
等
は
、
佛
の
説
く
所
を
聞
き
、

皆
大
い
に
歓
喜
す
。

《
意
味
・
訳
文
》

佛
は
阿
難
に
告
げ
ら
れ
た
。

「
お
前
は
こ
の
言
葉
を
よ
く
覚
え
て
守
り
続
け
る

が
よ
い
。
こ
の
言
葉
を
よ
く
覚
え
て
守
り
続
け
る

と
い
う
こ
と
は
、
ほ
か
で
も
な
く
無
量
寿
佛
の
名

を
覚
え
て
守
り
続
け
る
こ
と
で
あ
る
」
と
。

佛
が
こ
の
言
葉
を
述
べ
ら
れ
た
と
き
、
尊
者
と

呼
ば
れ
尊
敬
さ
れ
る
阿
羅
漢
の
位
に
到
っ
た
大
目

あ

ら

か
ん

犍
連
や
、
出
家
し
た
後
は
常
に
佛
に
従
っ
て
教
え

を
聞
き
、
他
の
修
行
者
に
伝
え
続
け
た
阿
難
や
、

在
家
の
信
者
で
あ
る
韋
提
希
夫
人
ら
は
、
佛
の
説

か
れ
た
と
こ
ろ
を
聞
い
て
、
み
な
歓
喜
の
心
を
お

ぼ
え
た
。

《
私
訳
》

佛
が
弟
子
第
一
の
尊
者
と
呼
ば
れ
る
ま
で
修
行

の
進
ん
だ
大
目
犍
連
で
は
な
く
、
佛
に
常
に
従
っ

て
教
え
を
よ
く
聞
い
て
は
い
る
が
未
だ
に
悟
り
に

は
到
っ
て
い
な
い
阿
難
を
指
名
し
て
「
好
く
こ
の

語
を
持
せ
よ
」
と
言
わ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た
、

在
家
の
信
者
で
、
い
ま
苦
し
み
を
逃
れ
る
法
を
教

え
た
ま
え
と
佛
に
懇
願
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

の
経
が
説
か
れ
る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
韋
提
希
夫

人
で
も
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
考
え
て
み
れ
ば
、

韋
提
希
は
こ
の
経
の
要
で
あ
る
「
他
力
」
「
念

佛
」
を
す
で
に
こ
の
経
の
定
善
第
七
観
の
と
こ
ろ

で
実
体
験
し
て
い
ま
す
か
ら
、
念
押
し
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ
ん
。
阿
難
は
大
目
犍
連
と
共
に
「
自

力
」
の
修
行
者
で
す
。
努
力
精
進
す
れ
ば
必
ず
悟

り
に
到
達
出
来
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
佛

は
、
自
力
修
行
者
は
い
つ
か
は
修
行
の
限
界
に
い

た
り
、
修
行
を
捨
て
て
他
力
に
帰
す
で
あ
ろ
う
こ

と
を
示
唆
し
て
阿
難
に
記
憶
さ
せ
て
お
こ
う
と
さ

れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
こ
と
は
未
来
の
修
行
者

に
伝
え
る
こ
と
で
あ
り
、
未
来
の
韋
提
希
夫
人
即

ち
未
来
の
「
凡
夫
」
た
ち
に
伝
え
よ
、
と
い
う
こ

と
で
す
。
な
ぜ
な
ら
凡
夫
は
出
家
も
せ
ず
、
戒
も

守
れ
ず
、
善
行
や
修
行
も
ま
ま
な
ら
ず
、
苦
を
被

り
、
や
が
て
悪
道
に
堕
ち
、
到
底
佛
に
至
る
こ
と

が
な
い
で
あ
ろ
う
、
そ
の
よ
う
な
今
の
私
達
に
た

い
し
て
こ
の
佛
の
語
を
伝
え
よ
、
佛
の
語
を
伝
え

る
と
は
、
こ
の
観
経
で
明
ら
か
に
示
し
た
佛
の
名
、

無
量
寿
佛
の
名
を
持
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ

ま
る
と
こ
ろ
「
南
無
阿
弥
陀
佛
」
と
称
す
る
よ
り

他
に
道
が
な
い
こ
と
を
伝
え
な
さ
い
と
の
指
示
な

の
で
す
。

《
妙
星
斎
》
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