
嵐
牛友

の
会
便
り

第
三
号

加
藤
知
碩
御
子
孫
と
我
が
家

伊
藤
鋼
一
郎

三
十
数
年
前
ふ
る
さ
と
に
戻
り
、
こ
の
地
に
支
店
を
登
記
し
、
掛
川
で
の
仕
事
を
始
め

ま
し
た
（
今
で
は
掛
川
が
本
店
で
す
が
）。
私
の
デ
ス
ク
ワ
ー
ク
は
建
築
構
造
設
計
で
、

得
意
先
は
所
謂
建
築
設
計
事
務
所
、
設
計
部
の
あ
る
総
合
建
設
業
で
す
。
加
藤
知
碩
さ
ん

は
早
く
か
ら
嵐
牛
の
高
弟
で
豊
浜
の
出
で
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
し
た
。
御
前
崎
市
の

加
藤
設
計
さ
ん
は
帰
郷
し
た
時
か
ら
構
造
設
計
を
手
伝
わ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
、
所
長

の
加
藤
淳
さ
ん
は
豊
浜
の
出
身
と
聞
い
た
の
で
、
も
し
や
と
思
い
聞
い
て
み
ま
し
た
ら
、

な
ん
と
加
藤
知
碩
さ
ん
の
子
孫
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
以
来
ず
ー
っ
と
構
造
設

計
は
手
伝
わ
せ
て
頂
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
上
、
愚
息
が
学
校
を
出
て
就
職
口
が
な
い
と

き
事
務
所
に
入
れ
て
い
た
だ
き
、
建
築
設
計
の
修
行
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
お
か

げ
で
一
級
建
築
士
の
資
格
も
取
得
で
き
、
今
で
は
我
が
事
務
所
の
後
継
者
と
し
て
成
長
し

て
く
れ
ま
し
た
。
大
変
あ
り
が
た
く
感
謝
し
て
お
り
ま
す
。
嵐
牛
の
門
人
が
知
碩
さ
ん
で
、

加
藤
淳
さ
ん
の
教
え
子
が
愚
息
で
、
お
互
い
五
代
く
ら
い
前
の
縁
が
今
に
つ
な
が
り
、
嵐

牛
に
感
謝
で
す
。
こ
の
よ
う
な
縁
は
大
事
に
し
て
い
き
た
い
と
日
々
考
え
て
い
ま
す
。

加
藤
知
碩
さ
ん
の
直
系
の
子
孫
の
鈴
木
安
子
さ
ん
も
、
何
年
か
前
に
我
が
家
に
訪
ね
て

来
て
い
た
だ
い
て
、
友
の
会
の
会
員
に
な
っ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
今
回
原
稿
を
依

頼
し
た
と
こ
ろ
快
く
引
き
受
け
て
い
た
だ
き
、
嵐
牛
友
の
会
便
り
の
一
ペ
ー
ジ
を
飾
っ
て

い
だ
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。
合
わ
せ
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。（

「
嵐
牛
・
友
の
会
」
会
長
）

友
の
会
便
り
二
号
を
拝
読
し
て

岡
本
春
一

嵐
牛
さ
ん
の
時
代
は
ま
さ
に
松
尾
芭
蕉
の
世
界
、
俳
句
が
一
番
生
き
生
き
と
し
て
い
た

時
代
で
は
な
か
ろ
う
か
。

黄
鳥
と
枕
は
ち
か
き
草
の
庵

夕
暮
れ
と
断
っ
た
一
句
で
は
あ
る
が
、
こ
の
時
期
は
朝
早
く
よ
り
、
ま
た
は
昼
寝
時
う

と
う
と
寝
な
が
ら
、
草
庵
の
近
く
ま
で
来
て
美
し
い
声
で
鳴
く
、
ホ
ウ
ホ
ヘ
キ
ョ
・
ウ
グ

イ
ス
の
谷
渡
り
に
聞
き
惚
れ
て
い
る
。
作
者
も
幸
せ
な
ひ
と
時
を
過
ご
し
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
石
川
依
平
も
嵐
牛
に
宛
て
た
和
歌
「
庭
上
竹
」
で
新
築
の
伊
藤
家
の
繁
栄
を
願
っ

た
一
首
に
、
屋
敷
に
呉
竹
の
あ
っ
た
事
を
詠
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ウ
グ
イ
ス
も
日
ご
と

に
訪
れ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

昔
は
ど
こ
の
家
に
も
近
く
に
竹
藪
が
あ
っ
て
、
ウ
グ
イ
ス
の
鳴
き
声
に
聞
き
惚
れ
た
も

の
だ
。
今
は
開
発
が
進
ん
で
家
の
近
く
で
は
滅
多
に
聞
く
こ
と
は
な
い
。
わ
が
家
で
も
裏

は
竹
藪
で
、
安
政
の
大
地
震
で
は
こ
の
竹
藪
に
仮
寝
し
て
、
地
震
の
合
間
に
家
に
飛
び
込

ん
で
、
必
要
な
も
の
を
持
ち
出
し
た
と
祖
父
の
話
だ
が
、
今
は
息
子
が
石
垣
に
し
て
し
ま

っ
た
か
ら
、
寝
な
が
ら
ウ
グ
イ
ス
の
声
を
聞
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

（
「
嵐
牛
・
友
の
会
」
会
員
）
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嵐
牛
先
生
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

鈴
木
安
子

加
藤
知
碩
が
俳
句
を
詠
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
掛
川
の
嵐
牛
先
生
の
教
え
を
受
け
て

の
こ
と
だ
っ
た
と
、
豊
浜
で
出
会
っ
た
方
々
か
ら
口
ぐ
ち
に
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。

私
が
知
碩
に
つ
い
て
特
別
な
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
父
方
の
祖
母
と
一
緒

に
暮
ら
し
た
小
学
校
四
年
か
ら
中
学
三
年
の
五
年
間
で
し
た
。
た
ま
に
祖
母
を
訪
ね
て
み

え
る
友
達
と
祖
母
の
会
話
の
中
で
、「
知
碩
さ
ん
が
…
…
」
と
か
、「
文
字
を
書
く
た
め
の

墨
を
す
る
作
業
が
ね
…
…
」
と
か
話
し
て
い
る
声
を
聞
い
て
い
ま
し
た
。「
書
い
た
物
も

た
く
さ
ん
あ
る
の
で
し
ょ
う
？
」
と
い
う
話
も
し
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、
家
に
は

何
一
つ
残
っ
て
い
な
い
よ
う
で
し
た
。
そ
う
か
、
こ
の
家
に
は
知
碩
と
い
う
人
が
い
て
、

俳
句
を
詠
ん
だ
り
字
を
書
い
た
り
し
て
い
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

そ
の
頃
、
私
の
父
母
は
戦
後
の
ゆ
と
り
の
な
い
生
活
で
し
た
の
で
、
そ
の
よ
う
な
昔
語

り
を
す
る
余
裕
も
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
も
と
も
と
無
口
な
二
人
だ
っ
た
の
で
、

子
ど
も
た
ち
に
こ
の
家
は
も
と
も
と
豊
浜
（
中
野
）
と
い
う
所
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
す

ら
話
し
て
も
ら
え
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
数
十
年
後
、
平
成
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。
母
方
の
親
戚
か
ら
、
今
は

も
う
取
り
壊
さ
れ
て
し
ま
っ
て
な
い
け
れ
ど
、
知
碩
の
住
ん
で
い
た
家
を
知
っ
て
い
る
と

い
う
話
が
あ
り
ま
し
た
。
家
の
ル
ー
ツ
を
探
る
思
い
で
、
磐
田
郡
の
中
野
と
い
う
所
へ
や

っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
町
の
名
士
の
方
々
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
見
せ
て
い
た

だ
い
た
り
、
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
り
し
て
、
と
て
も
感
動
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
と
て

も
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。
知
碩
の
句
は
、「
全
部
で
い
く
つ
？
」
と
思
う
ほ
ど
、
い
ろ
い

ろ
な
ご
家
庭
に
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
の
後
、
知
碩
没
後
に
ま
と
め
ら
れ
た
発
句

集
を
借
用
し
て
、
菊
川
町
き
く
が
わ
文
庫
館
長
さ
ん
に
お
願
い
し
て
一
冊
の
本
に
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
こ
ん
な
こ
と
が
で
き
た
の
も
、
多
く
の
方
々
に
お
世
話
に
な
っ
た
お
か

げ
で
あ
り
、
端
を
発
す
れ
ば
嵐
牛
先
生
の
お
教
え
に
よ
る
も
の
と
感
謝
で
一
杯
で
す
。

嵐
牛
先
生
の
ご
住
所
を
調
べ
ま
し
た
と
こ
ろ
、
自
宅
か
ら
そ
ん
な
に
離
れ
て
い
な
い
よ

う
で
し
た
の
で
、
お
邪
魔
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
お
伺
い
し
て
、
一
度
感
謝
の
気
持
ち

を
表
し
た
い
と
思
い
ま
し
た
。
そ
の
時
限
り
で
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
な
い
つ
も
り
で
い
ま

し
た
が
、
恥
も
外
聞
も
な
く
現
れ
た
私
に
、
伊
藤
様
で
は
び
っ
く
り
な
さ
っ
た
こ
と
で
し

ょ
う
。
ご
親
切
に
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
て
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
「
嵐
牛
・
友
の
会
」
会
員
）

嵐
牛
・
人
と
作
品
（
３
）

倉
島
利
仁

去
る
八
月
十
六
日
（
日
）
に
掛
川
市
立
大
東
図
書
館
で
行
わ
れ
た
第
三
回
講
読
・
鑑
賞

の
会
の
席
上
に
お
い
て
、
大
東
図
書
館
翠
亭
文
庫
所
蔵
の
嵐
牛
短
冊
を
閲
覧
、
鑑
賞
す
る

機
会
を
得
た
の
は
大
変
あ
り
が
た
か
っ
た
。
職
員
の
木
佐
森
様
に
は
改
め
て
感
謝
申
し
上

げ
る
。
た
だ
、
そ
の
場
で
は
時
間
の
制
限
も
あ
り
、
解
説
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
た
の

で
、
こ
こ
に
許
可
を
い
た
だ
い
て
写
真
を
掲
載
し
、
説
明
を
少
々
加
え
た
い
。

鶴
鳴
や
江
は
東
雲
の
お
ぼ
ろ
月

嵐
牛

な
く

し
の
の
め

こ
の
句
は
『
嵐
牛
発
句
集
』
春
の
部
、『
柿
園
評
月
並
』
慶
応
二
年
二
月
に
見
ら
れ
る

他
、
伊
藤
家
に
も
同
句
を
認
め
た
短
冊
が
二
点
あ
る
。
季
語
は
「
お
ぼ
ろ
月
」
。「
東
雲
」

は
東
の
空
が
ほ
ん
の
り
と
明
る
く
な
る
明
け
方
の
時
分
を
い
う
。
鶴
の
鳴
き
声
が
鋭
く
聞

こ
え
る
。
鶴
の
鳴
く
「
江
」
は
、
湖
沼
や
入
り
江
の
よ
う
な
場
所
だ
ろ
う
。
明
け
方
の
水

辺
を
西
の
空
に
残
っ
た
有
明
の
月
が
ぼ
ん
や
り
と
ほ
の
か
に
照
ら
し
て
い
る
。

朝
川
や
梅
に
む
か
う
て
歩
行
わ
た
り

嵐
牛

『
嵐
牛
発
句
集
』
春
の
部
、
『
そ
の
ま
ま
四
』
の
他
、
こ
れ
も
伊
藤
家
に
同
句
の
短
冊

が
一
点
あ
る
。
こ
の
句
は
第
二
回
の
会
で
読
ん
だ
が
、
ま
だ
春
も
浅
く
寒
い
朝
、
柿
園
の

庵
の
前
の
逆
川
だ
ろ
う
か
、
対
岸
に
咲
い
た
梅
の
香
に
惹
か
れ
て
、
凍
る
よ
う
な
冷
た
い

流
れ
を
歩
行
渡
り
す
る
様
子
を
詠
ん
で
い
る
。
先
の
句
や
、
第
三
回
の
会
で
話
題
に
な
っ



た
「
水
け
ぶ
る
う
へ
に
夜
明
の
柳
か
な
」
な
ど
、
春
霞
が
立
ち
こ
め
た
春
の
夜
明
け
の
朧

気
な
情
景
を
詠
ん
だ
句
が
印
象
的
で
あ
る
。

亦
鳴
と
ひ
と
り
お
も
ふ
や
閑
呼
鳥

嵐
牛

ま
た
な
く

か
ん
こ
ど
り

『
嵐
牛
発
句
集
』
夏
の
部
に
所
収
。
季
語
の
「
閑
呼
鳥
（
閑
古
鳥
）」
は
郭
公
の
別
名

か
っ
こ
う

で
、
そ
の
鳴
き
声
か
ら
も
の
寂
し
い
様
子
を
も
い
う
。
閑
古
鳥
が
寂
し
そ
う
な
声
で
ま
た

鳴
い
て
い
る
と
、
嵐
牛
自
身
も
一
人
寂
し
く
思
っ
て
い
る
。
草
庵
に
お
け
る
作
者
の
孤
独

な
姿
を
思
わ
せ
る
句
で
あ
る
。

老
懶

朝
夕
や
待
た
す
ゝ
き
も
は
や
わ
び
し

嵐
牛

ろ
う
ら
ん

こ
の
句
は
『
柿
園
評
月
並
』
慶
応
二
年
九
月
、
慶
応
三
年
刊
『
木
か
く
れ
集
』
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
。
題
の
「
老
懶
」
は
年
老
い
て
物
憂
い
こ
と
。「
朝
夕
」
は
朝
と
晩
、
毎

日
、
い
つ
も
の
意
。
朝
に
晩
に
と
毎
日
秋
の
到
来
を
待
っ
て
い
た
が
、
す
で
に
秋
も
深
ま

り
、
す
す
き
の
姿
は
早
く
も
侘
び
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
年
を
と
る
と
と
も
に
、
み
る

み
る
と
季
節
が
過
ぎ
て
し
ま
う
時
の
速
さ
を
実
感
し
、
ま
た
凋
落
の
季
節
を
迎
え
た
も
の

寂
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
先
の
句
と
同
様
、
嵐
牛
の
孤
独
な
草
庵
生
活
を
想
起
さ
せ
る
。

（
「
嵐
牛
・
友
の
会
」
幹
事
補
佐
）

柿
園
友
垣
抄

―
四
天
王
、
そ
の
①

―

加
藤
定
彦

(三)

「
友
の
会
」
の
折
、
嵐
牛
門
下
の
四
天
王
、
知
碩
の
資
料
を
ま
と
め
た
『
加
藤
知
碩
集
』

（
二
〇
〇
七

年
刊
）
を
、
編
者
の
鈴
木
安
子
さ
ん
に
お
願
い
し
て
頒
け
て
頂
い
た
。
よ
っ
て
、
知
碩

わ

の
略
伝
と
感
銘
を
受
け
た
作
品
を
何
句
か
紹
介
し
て
み
た
い
。

巻
末
の
「
加
藤
知
碩
の
こ
と
」
に
よ
る
と
、
知
碩
は
文
化
十
一
年
（
一
八
一
四

）
、
遠
江
国

山
名
郡
中
野
村
（
現
、
磐
田
市
豊
浜
中
野
）
の
農
家
加
藤
家
に
生
ま
れ
、
通
称
吉
重
、
名

を
多
陰
と
い
っ
た
。
別
号
は
麻
麦
園
、
早
苗
庵
な
ど
多
く
が
あ
る
。
同
じ
中
野
村
の
先
輩

よ
し
か
げ

加
藤
直
吉
、
鳳
嶺
に
勧
め
ら
れ
て
俳
諧
を
学
び
、
『
俳
諧
ど
め
』
に
よ
る
と
、
嘉
永
七
年

ほ
う
れ
い

（
一
八
五
四

）、
知
碩
四
十
歳
の
頃
、
中
野
や
隣
村
福
田
（
磐
田
市
）、
岡
崎
（
袋
井
市
）
な
ど

ふ

く

で

を
歴
遊
中
の
嵐
牛
に
入
門
し
て
連
句
指
導
を
う
け
、
は
じ
め
は
知
石
と
号
し
た
。

一
日
の
農
作
業
を
終
え
て
か
ら
汐
井
川
原
の
嵐
牛
宅
ま
で
約
六
里
（

キ
ロ
）
の
夜
道

24

を
通
っ
て
学
び
、
翌
日
の
仕
事
も
怠
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
逸
話
は
伝
え
る
が
、『
俳
諧

ど
め
』
に
よ
れ
ば
、
毎
年
の
ご
と
く
来
村
す
る
嵐
牛
に
近
隣
連
中
と
と
も
に
指
導
を
受
け

て
お
り
、
慶
応
期
の
嵐
牛
の
日
記
な
ど
に
照
ら
し
て
、
年
始
や
芭
蕉
忌
興
行
な
ど
を
除
け

ば
、
通
常
、
柿
園
の
月
並
に
投
句
し
た
り
、
手
紙
で
連
句
の
指
導
を
受
け
た
と
い
う
の
が

実
情
で
あ
ろ
う
。

柿
園
一
門
の
『
其
ま
ゝ
集
』
に
は
初
編
（
安
政
三
年
・
一
八
五
六

）
か
ら
参
加
、
そ
れ
に
は
発
句
十

三
が
入
集
し
、

捨
鶏
の
人
を
し
た
ふ
や
札
納

知
石

す
て
ど
り

の
佳
句
も
交
じ
る
も
の
の
、
や
や
平
凡
で
低
調
に
終
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
二
編
（
翌
四
年
）
に
な
る
と
、

飛
ぶ

螽

火
に
よ
る
ま
で
に
弱
り
け
り

知
碩

い
な
ご

燃
え
し
き
る
榾
に
も
蟻
の
行
来
か
な

〃

ほ
た

ゆ

き

き

と
い
っ
た
生
命
の
根
源
に
迫
る
秀
吟
が
散
見
、
次
第
に
地
域
の
指
導
的
存
在
と
目
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
。

明
治
九
年
（
一
八
七
八

）
五
月
二
十
八
日
、
師
嵐
牛
が
亡
く
な
り
、
そ
の
冬
、
日
坂
で
百
ヶ

日
の
追
善
連
句
を
師
の
息
洋
々
ら
と
興
行
す
る
。
翌
年
に
は
東
京
か
ら
来
遊
し
た

橘
田
春
湖
を
交
え
て
一
周
忌
の
祭
筵
を
設
け
、
秋
に
は
追
善
集
『
山
月
集
』
を
編
纂
し
、

き
つ
た
し
ゆ
ん
こ

四
天
王
の
今
一
人
足
立
湛
水
が
序
を
草
し
、
知
碩
は
跋
を
寄
せ
、

た
ん
す
い

是
か
ら
は
塚
を
た
よ
り
や
夏
木
立

知
碩



の
悼
句
も
手
向
け
て
い
る
（
翌
十
一
年
九
月
、
柿
園
社
中
蔵
版
）。

明
治
三
十
四
年
（
一
九
〇
一

）
、
知
碩
は
、
早
苗
庵
社
中
の
編
纂
し
た
『
米
寿
祝
賀
句
集
』

を
贈
ら
れ
、
天
寿
を
全
う
し
た
。
翌
年
、
社
中
の
秋
野
湖
洲
が
『
知
碩
発
句
集
』
を
刊
行
、

そ
の
内
の
二
句
を
紹
介
す
る
。

す
げ
な
き
も
又
ひ
と
さ
び
や
枯
尾
花

木
が
ら
し
や
夜
す
が
ら
落
る
崖
の
砂

（
「
嵐
牛
・
友
の
会
」
顧
問
）

講
読
・
鑑
賞
の
会
の
予
定

第
四
回

十
一
月
十
五
日(

日)

第
五
回

一
月
十
七
日(

日)

会
場

嵐
牛
蔵
美
術
館
和
室

八
畳
＋
六
畳

時
間

午
後
一
時
三
十
分
～
四
時
三
十
分

内
容

嵐
牛
蔵
美
術
館
所
蔵
資
料
の
鑑
賞

嵐
牛
発
句
集
購
読

ほ
か

※

友
の
会
に
対
す
る
ご
要
望
等
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い

ま
た
、
友
の
会
会
員
の
方
、
そ
の
他
嵐
牛
繋
が
り
で
面
白
い
こ
と

が
あ
り
ま
し
た
ら
ご
投
稿
く
だ
さ
い
。

次
回
は
加
藤
先
生
に
よ
り
、
嵐
牛
の
最
初
の
門
人
で
高
弟
で
あ
る

大
竹
晴
笠
に
つ
い
て
書
い
て
い
た
だ
く
予
定
で
す
。

今
年
は
柿
の
生
り
年
の
よ
う
で
す

樹
齢
百
年
を
超
え
た
柿
園
の
柿

青
空
に
美
し
く
輝
い
て
見
え
ま
す

平
成
二
十
七
年
十
月
十
三
日

撮
影

事
務
局

伊
藤
英
子


