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て
、
麦
飯
の
子
供
は
周
り
に
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
で
し
た
け

ど
、
あ
れ
く
ら
い
で
も
十
分
お
い
し
か
っ
た
。
み
ん
な
貧
し
か

っ
た
か
ら
、
貧
し
い
こ
と
自
体
が
ど
う
と
は
別
に
思
わ
な
か
っ

た
。

川
本　

欠
食
児
童
と
い
う
言
葉
が
戦
前
に
生
ま
れ
ま
し
た
が
、

昭
和
二
十
年
代
に
も
流
行
り
ま
し
た
よ
ね
。
戦
後
の
食
糧
難
で
、

満
足
に
食
べ
ら
れ
な
い
子
供
が
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
。

池
内　
現
代
の
「
こ
ど
も
食
堂
」
へ
来
る
子
供
た
ち
は
、
奇
妙

な
か
た
ち
で
現
れ
た
欠
食
児
童
で
す
ね
。

川
本　
一
方
で
は
飽
食
の
時
代
と
言
わ
れ
て
、
テ
レ
ビ
を
つ
け

れ
ば
グ
ル
メ
番
組
が
あ
ふ
れ
返
っ
て
い
る
。

池
内　
食
そ
の
も
の
が
あ
ふ
れ
返
っ
て
い
て
、
コ
ン
ビ
ニ
で
廃

棄
さ
れ
る
食
べ
物
な
ん
て
相
当
な
量
で
し
ょ
う
。

川
本　
「
こ
ど
も
食
堂
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
が
以
前
通

っ
て
い
た
歯
医
者
の
女
医
さ
ん
が
一
人
者
で
、
お
昼
に
仲
間
と

お
惣
菜
な
ん
か
を
持
ち
寄
っ
て
食
事
を
す
る
会
を
開
い
て
い
た

ん
で
す
。「
川
本
さ
ん
も
お
一
人
だ
か
ら
、
来
ま
せ
ん
か
？
」

と
言
っ
て
く
れ
る
の
で
、
と
き
ど
き
混
ぜ
て
も
ら
っ
て
い
ま
し

た
。
先
日
会
っ
た
五
十
代
の
女
性
編
集
者
は
、
同
世
代
の
独
身

女
性
同
士
の
い
わ
ゆ
る
女
子
会
で
、
一
年
に
一
回
、
カ
ニ
を
食

べ
に
行
く
旅
を
す
る
ん
だ
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
毎
年
、

編
集
部　
ま
だ
な
い
よ
う
で
す
。

池
内　
学
校
に
は
来
た
け
れ
ど
、
お
昼
に
食
べ
る
お
弁
当
が
な

く
て
、
そ
の
時
間
に
な
る
と
姿
を
く
ら
ま
す
生
徒
が
、
ぼ
く
の

子
供
の
こ
ろ
に
は
い
ま
し
た
。
開
高
健
は
、
自
分
が
ま
さ
に
そ

う
い
う
子
供
だ
っ
た
こ
ろ
の
こ
と
を
、
エ
ッ
セ
イ
に
書
い
て
い

ま
す
。
お
昼
に
な
る
と
、
仰
向
き
に
な
っ
て
水
道
の
水
を
わ
ー

っ
と
飲
ん
で
、
そ
の
と
き
に
ズ
ボ
ン
の
ベ
ル
ト
を
ぎ
ゅ
っ
と
締

め
る
。
そ
う
す
る
と
、
し
ば
ら
く
は
満
腹
の
よ
う
に
感
じ
る
。

彼
が
育
っ
た
大
阪
で
は
、
そ
れ
を
朝
鮮
語
か
な
に
か
で
「
ト
ト

チ
ャ
ブ
」
と
い
う
そ
う
で
す
。
あ
る
と
き
廊
下
で
、
韓
国
人
の

同
級
生
が
、
通
り
す
が
り
に
、「
ト
ト
チ
ャ
ブ
は
つ
ら
い
や
ろ
」

と
さ
さ
や
い
た
│
│
そ
ん
な
痛
切
な
思
い
出
で
す
。

川
本　
土
門
拳
が
昭
和
三
十
四
年
に
出
版
し
た
『
筑
豊
の
こ
ど

も
た
ち
』
で
話
題
に
な
っ
た
写
真
を
思
い
出
し
ま
す
。
昼
食
の

時
間
に
、
お
弁
当
を
持
っ
て
こ
ら
れ
な
い
子
供
た
ち
が
、
周
り

で
お
弁
当
を
食
べ
て
い
る
姿
を
見
な
い
よ
う
に
本
を
読
ん
で
い

る
。
あ
の
写
真
は
、
強
烈
で
し
た
。
お
弁
当
の
時
間
に
な
る
と

外
へ
遊
び
に
行
っ
て
し
ま
う
子
が
、
私
の
子
供
時
代
に
も
い
ま

し
た
。

池
内　
ぼ
く
は
家
が
貧
し
か
っ
た
か
ら
、
子
供
の
こ
ろ
の
お
弁

当
は
麦
飯
で
し
た
。
麦
飯
に
塩
昆
布
が
べ
た
っ
と
乗
せ
て
あ
っ

 

子
供
の
こ
ろ
に
食
べ
た
も
の
、
映
画
や
小
説
、
エ
ッ
セ
イ
に

登
場
す
る
印
象
的
な
食
の
一
コ
マ
、
食
が
生
む
悲
喜
こ
も
ご
も
、

食
を
通
し
て
見
え
て
く
る
人
と
な
り
…
…
。
グ
ル
メ
で
は
な
い

と
お
っ
し
ゃ
る
お
二
人
で
す
が
、
食
の
話
は
尽
き
ま
せ
ん
。
一

つ
の
話
題
が
ま
た
別
の
話
題
を
引
き
寄
せ
、
話
が
ど
ん
ど
ん
広

が
っ
て
い
き
ま
す
。

 

奇
妙
な
か
た
ち
の
欠
食
児
童

編
集
部　

今
号
で
は
「
食
あ
れ
ば
人
集
う
」
と
題
し
、「
こ
ど

も
食
堂
」
の
よ
う
な
、
食
を
通
し
た
拠
点
づ
く
り
や
社
会
活
動

に
焦
点
を
当
て
る
特
集
を
企
画
し
て
い
る
の
で
、
お
二
人
に
も

食
に
ま
つ
わ
る
お
話
を
う
か
が
え
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

池
内　
「
こ
ど
も
食
堂
」
の
背
景
に
は
、
貧
困
の
ほ
か
に
、
親

に
よ
る
育
児
放
棄
な
ん
か
も
あ
る
ん
で
す
か
？

編
集
部　

ど
ち
ら
の
問
題
も
、「
こ
ど
も
食
堂
」
が
生
ま
れ
た

経
緯
に
深
く
関
係
し
て
い
ま
す
。

川
本　
「
こ
ど
も
食
堂
」
を
や
っ
て
い
る
学
校
な
ん
か
は
、
な

い
ん
で
す
か
？

第15回　食の風景、喜怒哀楽

かわもと・さぶろう●1944年生まれ。最新刊は『台湾、ローカル線、そして荷風』（平凡社）、『東
京は遠かった　改めて読む松本清張』（毎日新聞出版）。

いけうち・おさむ●1940年生まれ。最新刊は『ヒトラーの時代　ドイツ国民はなぜ独裁者に熱狂
したのか』（中公新書）、『ことば事始め』（亜紀書房）。


