
筆
者
に
は「
大
阪
お
ば
ち
ゃ
ん
」と
呼
ぶ
大
阪

在
住
の
伯
母
が
お
り
、里
帰
り
し
た
お
ば
ち
ゃ
ん

の
帰
阪
の
お
土
産
が
い
つ
も「
す
ず
め
ず
し
」だ
っ

た
。和
歌
山
駅
が「
東
和
歌
山
駅
」だ
っ
た
時
代
、

ホ
ー
ム
で
す
ず
め
ず
し
の
折
り
箱
を
持
っ
た
伯

母
の
姿
が
今
も
目
に
浮
か
ぶ
。半
世
紀
以
上
も

前
の
話
だ
が
、子
ど
も
の
筆
者
に
と
っ
て
和
歌
山

名
物
、す
ず
め
ず
し
の
銀
に
輝
く
姿
と
駅
の
ホ
ー

ム
は
分
か
ち
が
た
く
記
憶
に
染
み
付
い
て
い
る
。

す
ず
め
ず
し
と
は
、和
歌
山
城
下
町
の
す
し

こ

だ
い
す
ず
め

ず

と
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
名
物「
小
鯛
雀
寿

し司
」の
こ
と
。チ
ャ
リ
コ
と
呼
ば
れ
る
真
鯛
の
幼
魚

を
使
っ
た
握
り
ず
し
で
あ
る
。和
歌
山
県
か
ら
大

阪
方
面
へ
の
幹
線
鉄
道
に
は
Ｊ
Ｒ
と
南
海
電
鉄

が
あ
り
、明
治
の
終
わ
り
頃
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
延

伸
に
よ
り
南
海
電
鉄
の
和
歌
山
市
駅
と
国
鉄

（
Ｊ
Ｒ
）の
和
歌
山
駅（
東
和
歌
山
駅
）が
大
阪
へ

の
玄
関
口
と
な
っ
て
い
っ
た
が
、こ
れ
ら
の
駅
の
発

達
と
と
も
に
す
ず
め
ず
し
も「
品
が
良
い
」和
歌

山
の
名
物
駅
弁
、お
土
産
と
し
て
人
気
を
博
し
て

いっ
た
よ
う
だ
。

「
品
が
良
い
」と
は
、各
時
代
の
料
理
研
究
家
ら

か
ら
評
価
さ
れ
る
言
葉
で
、昭
和
初
期
の
一
流

料
理
人
の
著
書
に
は「
和
歌
山
の
小
ダ
イ
の
雀
鮨

は
、関
西
鮨
の
中
で
も
一
流
で
あ
る
。大
阪
や
神

戸
、明
石
で
も
で
き
る
が
、和
歌
山
の
が
不
手
際

で
あ
る
が
味
が
よ
い
」（
魚
谷
常
吉『
滋
味
風
土

記
』）と
あ
る
。不
手
際
、と
い
う
の
は
大
き
め
の

握
り
だ
か
ら
だ
ろ
う
か
。さ
ら
に
こ
れ
を
い
た
だ

く
時
に
関
東
人
は
し
ょ
う
ゆ
を
つ
け
る
が
、あ
れ

は
せ
っ
か
く
の
味
を
殺
す
、と
あ
る
。駅
の
売
り
場

の
方
に
も「
お
し
ょ
う
ゆ
は
つ
け
ず
に
食
べ
て
く

だ
さ
い
」と
念
押
し
さ
れ
た
。し
ょ
う
ゆ
を
つ
け
ず

に
味
わ
う
、魚
の
甘
み
と
う
ま
味
。こ
の
製
造
元

で
あ
る
老
舗
は
明
治
時
代
の
創
業
か
ら
１
３
０

年
、小
鯛
と
酢
と
米
が
織
り
な
す
伝
統
の
味
を

守
り
続
け
て
い
る
。

す
ず
め
ず
し
は
６
〜
７
㌢
の
小
鯛（
チ
ャ
リ

コ
）を
背
開
き
し
て
酢
で
締
め
、こ
れ
を
す
し
飯
に

の
せ
て
握
る
が
、ほ
ん
の
り
桜
色
の
尾
を
つ
け
腹

こ
が
ら

が
丸
く
握
っ
た
形
が
羽
を
膨
ら
ま
せ
た
小
雀
、ふ

く
ら
雀
に
似
る
こ
と
が
名
の
由
来
と
い
う
。ル
ー

ツ
は
源
平
時
代
の
兵
糧
食
だ
っ
た
、あ
る
い
は
こ

れ
を
献
上
さ
れ
た
紀
州
の
殿
様
、徳
川
治
宝
公

が
命
名
し
た
な
ど
諸
説
あ
る
。

振
り
袖
の
代
表
的
な
帯
結
び
に
ふ
く
ら
雀
が

あ
り
、２
つ
の
羽
を
つ
け
た
大
き
め
の
お
太
鼓
を

母
が
一
生
懸
命
に
作
り
着
付
け
て
く
れ
た
こ
と

を
思
い
出
す
。食
や
衣
装
に
命
名
さ
れ
た
よ
う
に

雀
は
古
く
か
ら
身
近
な
鳥
だ
っ
た
。

す
ず
め
ず
し
の
材
料
、小
鯛
は
紀
州
と
淡
路

島
の
間
の
海
域
、紀
淡
海
峡
で
と
れ
る
新
鮮
な
真

鯛
で
あ
る
。春
に
は
桜
鯛
、秋
に
は
紅
葉
鯛
が
と

れ
る
好
漁

場
、紀
淡
海

峡
の
速
い
潮

流
に
も
ま

れ
、身
は
引

き
締
ま
り
歯

ご
た
え
よ
く

天
然
真
鯛
の

中
で
も
評
価

が
高
い
。最

近
の
真
鯛
の

漁
獲
量
は
養
殖
が
８
割
、天
然
が
２
割
と
な
っ
て

い
る
が
す
ず
め
ず
し
は
変
わ
ら
ず
天
然
も
の
で

作
ら
れ
て
い
る
。

和
歌
山
の
北
西
部
、紀
淡
海
峡
に
面
し
た
加

太
ま
で
の
約
10
㌔
を
走
る
加
太
線
に
は
外
装
も

内
装
も
鯛
づ
く
し
に
デ
ザ
イ
ン
さ
れ
た
何
種
か

の「
め
で
た
い
電
車
」が
走
っ
て
い
る
。楽
し
く
潮

風
に
向
か
っ
て
走
る
。か
つ
て
、お
土
産
を
抱
え
て

駅
舎
か
ら
発
っ
た
伯
母
も
ま
た
、潮
風
を
ふ
く
ん

だ
小
鯛
雀
寿
司
を
い
た
だ
き
な
が
ら
ふ
る
さ
と

の
海
と
味
を
想
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

《
材
料
》

▽
小
鯛
…
２
尾
▽
米
…
３
合
▽
だ

し
昆
布
…
１５
㌢
程
度
▽
し
ょ
う
ゆ

…
大
さ
じ
３
と
２
分
の
１
▽
酒
…

大
さ
じ
３
▽
み
り
ん
…
大
さ
じ
３

▽
塩
…
小
さ
じ
２
分
の
１
程
度
▽

水
…
４
５
０
㏄

《
作
り
方
》

①
鱗
を
ひ
き
、内
臓
を
取
り
除
き

き
れ
い
に
洗
う
。

②
米
を
洗
い
鍋
に
水
、調
味
料
と

も
に
入
れ
、昆
布
を
敷
き
小
鯛

を
乗
せ
て
炊
く
。

③
最
初
は
強
火
で
沸
騰
し
た
ら
弱

火
で
炊
き
上
げ
る
。

④
炊
き
あ
が
っ
た
ら
鯛
と
昆
布
を

取
り
出
し
、鯛
の
骨
を
取
り
身

だ
け
を
鍋
に
戻
し
混
ぜ
て
い
た

だ
く
。

⑤
グ
リ
ル
鍋
な
の
で
鯛
の
香
り
の

染
み
付
い
た
お
コ
ゲ
も
と
て
も

お
い
し
い
。

＊
生
臭
さ
を
避
け
る
た
め
先
に
焼

い
て
炊
き
込
む
方
法
も
あ
る
が
、チ

ャ
リ
コ
の
場
合
は
生
臭
く
な
く
、む

し
ろ
丸
ご
と
鯛
の
う
ま
味
を
味
わ

う
た
め
に
、焼
か
ず
に
そ
の
ま
ま
炊

き
込
み
ま
し
た
。気
に
な
る
場
合

は
さ
っ
と
熱
湯
で
洗
って
も
よ
い
。

■
真
鯛
の
天
然
と
養
殖
の

見
分
け
方■

次
回
は
８
月
２４
日（
土
）付
掲
載
予
定

チ
ャ
リ
コ（
小
鯛
）で
作
る
鯛
め
し

卓
上
グ
リ
ル
鍋
で
簡
単
調
理

鯛
の
う
ま
味
で
ご
飯
が
香
ば
し
い

す
ず
め
ず
し

紀
淡
海
峡
の
チ
ャ
リ
コ

南海加太線の「めでたい電車」南海加太線の「めでたい電車」

天
然
は
目
が
大
き
め
で

鼻
の
穴
は
合
計
４
つ

（
片
側
２
つ
）
、
養
殖
は

穴
が
つ
な
が
り
２
つ

（
片
側
１
つ
）の
こ
と
が

多
い

天
然
は
目
が
大
き
め
で

鼻
の
穴
は
合
計
４
つ

（
片
側
２
つ
）
、
養
殖
は

穴
が
つ
な
が
り
２
つ

（
片
側
１
つ
）の
こ
と
が

多
い
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