
耕

さ

ん

の

こ

と

古

山

登

耕
治

人
さ
ん
が
、
舌

ガ
ソ
で
、

一
月

六
日
の
早
朝

亡
く
な

っ
た
。
享
年

八
十

一
歳
。

喪
主
た
る
べ
き
夫
人

の
よ
し
子
さ
ん

は

入

院

中

で
、
通
夜
も
告

別
式
も
行

わ
ず
、
翌

日
の
七
日
に
耕

さ

ん
の
自

宅

(
野
方
)

に
近

い
、
落
合
火
葬
場

に
近

親
者
だ
け
が
集

ま

っ
て
野
辺

送
り
を
済

ま
せ
た
と

い

う
。通

夜
も
告
別
式
も
行
わ
な

い
と

い
う

の
は
近
頃
珍

ら
し

い
こ
と

で
は
な

い
が
、
耕
さ
ん

の
場
合

、
あ

ら

ゆ

る
面

で
地
味
だ

っ
た
故
人
だ

っ
た
だ
け
に
、

い
か

に
も
耕
さ

ん
ら
し

い
と
云
え
な
く

も

な

い
が

、
も

し
、
あ

の
よ
し
子
夫
人
が
元
気
だ

っ
た

ら

と

,思

う

と
、
無
残
な
思

い
の
方
が
強

か

っ
た
。

耕
さ

ん
に
、
私
が
初
め

て
会

っ
た

の
は
昭
和
二
十

五
年

の
四
月
だ

っ
た
か
ら
、
も
う
三
十
七
、
八
年
も

昔
の

こ
と
に
な
る
。

こ

の
年

三
月
学
校

を
卒
業
し

て
、

『
改
造
』
編
集

部

に
就
職
し
た
私
は
、
老
練

の
文
芸
担
当

の
先
輩
が

引
責
辞
職

し
て
他
誌

に
転
勤
し
て
し
ま

っ
た
た
め
、

い
き
な
り
文
芸
欄
を
担
当
す
る

こ
と

に
な

っ
て
し
ま

っ
た
の
だ

っ
た
。

そ

こ
で
、
以
前

か
ら

一
度

会

っ
て
み
た

い
と
思

っ

て
い
た
井
伏
鱒

二
さ

ん
を
先
ず
訪
ね
、
次
に
、
荻
窪

の
井
伏
さ

ん
宅

か
ら
程
近

い
阿
佐

ケ
谷

の
上
林
暁

さ

ん
を
訪
れ

た
。
上
林
さ

ん
は
、
改
造
社

で
の
大
先
輩

に
当

っ
て
い
た
。

上
林

さ
ん
は
、
初
対
面

に
も

か
か
わ
ら
ず
、
先
輩

ら

し
い
心
遣

い
で
文
壇
や
文
芸
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
の

こ
と
を
あ

れ
こ
れ
話

し
て
く
れ
た
が
、
そ

の
話

の
中

で
耕

さ
ん
の
こ
と
が
出

た
。

い
い
仕
事
を
し
て

い
る

の
だ
が
、
ど
う
も
余

り
注
文
が
な

い
よ
う
だ
。
そ
れ

で
も
、
発
表
誌

の
当

て
も
な

い
ま
ま
、

こ
つ
こ
つ
書

き

つ
づ
け
て

い
る
、
当
今
貴
重
な
作
家
だ
、
そ

ん
な

風

な
話

で
あ

っ
た
。

翌

日
、
私

は
耕
さ

ん
を
訪
ね

る
こ
と

に
し

た
。
そ

の
頃

の
野
方
辺

り
は
、

ま
だ
空
地
や
畑

の
い

っ
ぱ

い

残

っ
て
い
る
田
園

で
、
木
造
平
屋
建

て
の
耕
さ

ん
の

家
が

一
軒
、
ぽ

つ
ん
と
そ

の
中

に
建

っ
て
い
た
。

耕

さ
ん
は
、
そ

の
頃
、

主

に
、
「
指
紋
」
(
『
文
学

界
』
昭

24

・
八
月
号
)

に
代
表
さ
れ

る
、
戦
時
中
特

高
警
察

に
共
産
主
義
者
と
誤
認
さ
れ

て
逮
捕
さ
れ
、

拷
問

に
耐

え
た
経
験
を
素
材

に
し
た
作
品
を
書

い
て

い
た
の
で
、
私

は
何
と
な
く
闘
士
的
な
風
貌
を
予
想

し
て
い
た
が
、
実
際

は
ま
る
で
違

っ
て
い
て
、
朴
訥

そ
の
ま
ま
と

い

っ
た
人
柄

で
あ

っ
た
。

い
く
ぶ

ん
吃

り
が

ち
で
口
下
手
な

の
で
会
話

は

し

ば

し

ば
途
切

れ
、
何
と
も
居

心
地

の
悪

い
初
対
面

で
あ

っ
た
。

後

で
聞
き
知

っ
た
と

こ
ろ
で
は
、
耕
治
人
と

い
う

作
家

は
、
極
端

な
交
際
下
手
、
世
渡

り
下
手

で
、
近

所

づ
き
あ

い
を
は
じ
め
、
何

か
ら
何
ま

で
奥
さ

ん
の

よ
し
子
さ
ん
が

取
り
し
き

っ
て
居

り
、
奥
さ

ん
と

い
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う
名

マ
ネ

ー
ジ

ャ
ー
な
し

で
は
、
耕
治

人
は
生
き
て

生
け
な

い
の
で
は
な

い
か
、
と
云
わ
れ
る
程
不
器
用

な
人
物
、
と

い
う

こ
と

で
あ

っ
た
。

事
実
、
〆
切
り
前

に
、
手
土
産
持
参

で
、

「
主
人

は
徹
夜

で
書
き
上
げ
、
そ

の
ま
ま
寝

て
し
ま

い
ま
し

た
の
で
、
私
が
代
り

に
お
届
け
に
上

り
ま
し
た
」

と

云

っ
て
改
造
社

に
原
稿
を
届
け

に
見
え
た
よ
し
子
夫

入

に
会

っ
て
、
私
は
、
先
輩
た
ち

の
耕
治
人

評
に
合

点

が
行

っ
た
も

の
だ

っ
た
。

そ

の
原
稿
は
、
四
十
枚
ば
か
り

の

「
暴
力
」
と

い

う
、
共
産
主
義
者
誤
認
も

の
の

一
連

の
作
品
で

『
改

造
』
昭
和

二
十
五
年
六
月
号

に
掲
載
さ
れ
て
好
評
だ

っ
た
が
、
発
売
直
後
、
や
は
り
手
土
産
持
参

で
よ
し

子
夫
人
が

お
礼

に
見
え
ら
れ
た

の
に
は

面

く

ら

っ

た
。耕

よ
し
子
さ

ん
は
、
戦
前
は

『
主
婦
之
友
』

の
編

集
部

に
勤

め
、
同
僚

で
も
あ
り
先
輩
社
員

で
も
あ

っ

た
治
人
氏
と
結
婚
、
治
人
氏
が
投
獄
さ
れ
て
ず

い
ぶ

ん
辛

い
思

い
を
し

た
が
、
戦
後
は
、
鎌
倉
文
庫
が

倒

産
す

る
迄
、
同
社

の

『
婦
人
文
庫
』

の
編
集

部

に
勤

め
、

騨、主
婦
之
友
』

で
の
経
験
を
生
か
し
て
、'

家
庭

記
事

を
担
当

し
た
。

鎌
倉
文
庫
と

い
廴
ば
、
敗
戦
直
前

に
、
久
米
正
雄
碼

川
端
康
成
、
高
見
順
、
小
林
秀
雄
な
ど
、

い
わ
ゆ
る

"鎌
倉
文

士
"
が

そ
れ
ぞ
れ

の
蔵
書
を
持
ち
寄

っ
て

開

い
た
貸
本
屋
が
、
戦
後
、
出
版

社

に
変
身

し
た
も

の
だ
が
、
正

に
飛
ぶ
鳥
を
落
す
勢

い
で
、
社

員

の
給

与
も
群
を
抜

い
て
よ
か

っ
,た
か
ら
、
よ
し
子
さ
ん
も

生
活

の
心
配
す
る

こ
と
な
く
、
治

人
さ
ん

に
文
筆

一

本

に
打
ち
込
ま
せ
る

こ
と
が
で
き
た
。

し

か
し
、
文
士

の
商

法
で
、
鎌
倉
文
庫

は
僅

か
三

年
余

で
あ

っ
け
な
く
倒
産
、
文
筆

一
本

に
打

ち
込

み

な
が
ら
売
れ
行
き

の
あ
ま
り
よ
く
な

い
治
人

さ
ん
と

収
入

の
道
を
失

っ
た
よ
し
子
さ

ん
夫
婦

は
、

た
ち
ま

ち
生
活

に
窮
す
る

こ
と

に
な

っ
た
。

そ

こ
で
、

よ
し
子
さ

ん

は
、

『
主
婦
之
友

』
『
婦

人
文
庫
』

で
身

に
着
け
た
、
お
茶
と
お
華

の
知
識

を

生

か
し

て
、
茶
道
と
生
花

の
出
張
教
授

を
す

る

こ
と

に
し

た
。

は
じ
め
は
な

か
な
か
お
弟
子
も
で
き

な

か

っ
た

が
、
や
が

て
、
気
さ
く

で
親
切

で
面
倒
見

の
い
い
よ

し
子
さ

ん
の
人
格
と
安

い
謝
礼
が
入
伝
て

に
評
判

に

な

り
、
治
人
さ

ん
が
世
事

に
は

一
切
関
り
な
く
安

ん

じ
て
文
筆

一
本

の
生
活
を
送
れ

る
だ
け

の
収
入
を
得

る
こ
と
も

で
き

る
よ
う

に
な

っ
た
。

耕

さ
ん
も
、
相
変
ら
ず
地
味
な
が
ら
、
読

売
文
学

賞

(昭

44

「
一
条

の
光
」
)
第

一
回

平
林

い
た
子

文

学
賞

(昭

48

「
こ
の
世

に
招

か
れ

て
来

た

客
」
)
芸

術
選
奨

・
文
部
大
臣
賞

(昭

55

『
耕
治
人
全
詩
集
』
)

と
、
長
年

の
文
学
修
業
が

よ
う

や
く
報
わ
れ
る
形
と

な

っ
た
。

そ

の
蔭

に
、
糟
糠

の
妻

と
し
て

の
よ
し
子
夫
人

の

内
助

の
功
が
あ

っ
た

こ
と

は
云
う
ま

で
も
な

い
。
や

っ
と
、
苦
労
し

つ
づ
け
た

こ
の
夫
婦

に
曙
光
が
射
そ

う
と
し

て
い
た
。

と

こ
ろ
が
、
思
わ

ぬ
所

に
落
し
穴
が
あ

っ
た
。
よ

し
子
さ

痘
に
ボ

ケ
症
状
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た

の
だ
。
家
事
は
お
ろ

か
生
活

的

に
は
殆
ど
不
能

者

に

近

い
老

い
た
夫
と
、
長
年

の
労
苦
が
ボ

ケ
と

い
う
悲

惨
な
形

で
報

い
ら
れ

た
老
妻

二
人
だ
け

の
家
内
は
目

茶
苦
茶

に
な
り
、
思

い
も

か
け

ぬ
事
件
が
次

々
に
起

っ
た
。

ど
う

し
よ
う
も
な

い
思

い
で
そ

の
様
を
眺
め
て

い

た
小
説
家

・
耕
治
人

は
、
そ

の
こ
と
を

作

品

化

し

た
。一

昨
年
発
表
さ
れ

た

「
天
井

か
ら
降

る

哀

し

い

音
」

で
あ

る
。

こ

の

作

品

は

「
老
入
文
学

の
真
骨

頂
」
と
高
く
評
価
さ
れ
、
そ

の
後
も
僅

か
ず

つ
な
が

ら
幾
度
も
増
刷
さ
れ

た
。

そ

し
て
、

一
人
家

に
居

て
、
次

か
ら
次

へ
と
銀
行

に
払

い
込
ま
れ

て
く

る
邱
税

の
使

い
道
を
知
ら
ず
、

途
方

に
暮
れ

た
ま
ま
作
者

の
耕
さ

ん
は
世
を
去
り
、

モ
デ

ル
に
な

っ
た
よ
し
子

さ
ん
は
、
そ

ん
な

こ
と

は

全
く
知

ら
ぬ
ま
ま
、
病
室

に
居

る
。
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