
大阪狭山に生きる人
interview with people

と

　

不
時
の
交
通
事
故
で
腰
部
骨
折
麻

痺
で
車
椅
子
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
境
遇
の
中
で
、残
さ
れ
た
身
体
の
機

能
を
活
か
し
三
味
線
一
棹
を
生
き
る

道
具
と
し
て
様
々
な
活
動
を
続
け
る
一

人
の
三
味
線
方
若
野　

司
さ
ん
。「
大

阪
狭
山
に
生
き
る
人
」は
こ
の
人
で
す
。

　

若
野　

司
さ
ん
は
昭
和
36
年
６
月

３
日
大
阪
市
住
吉
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

両
親
は
青
果
商
を
営
み
忙
し
か
っ
た
の

で
、子
ど
も
の
頃
は
ほ
と
ん
ど
祖
父
・

若
野
卯
三
郎
さ
ん
の
膝
の
上
。卯
三
郎

さ
ん
は
長
唄
三
味
線
が
大
好
き
で
、自

称「
※
あ
わ
よ
か
れ
ん
」。　

司
さ
ん
を

膝
の
上
に
乗
せ
毎
日
三
味
線
を
弾
い

て
い
た
と
の
こ
と
。そ
の
お
陰
で　

司

さ
ん
小
学
3
年
生
の
頃
に
は
も
う
独

り
で
も
三
味
線
を
弾
け
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
そ
う
で
す
。時
が
過
ぎ
12
才
に

な
っ
た
頃
、祖
父
の
卯
三
郎
さ
ん
は
老

い
の
為
も
う
三
味
線
が
弾
け
な
く
な
り

ま
し
た
。そ
し
て「
お
じ
い
さ
ん
の
三
味

線
」は　

司
さ
ん
の
モ
ノ
と
な
り
ま
し

た
。昭
和
48
年
世
の
中
は
大
阪
千
日
前

デ
パ
ー
ト
の
火
事
で
大
騒
ぎ
で
し
た
。

さ
て
三
味
線
を
わ
が
モ
ノ
と
し
た　

司

さ
ん
は
、誰
か
お
師
匠
さ
ん
を
と
探
し

ま
し
た
。そ
の
頃
大
阪
と
四
国
で
教
室

を
開
き
、意
欲
の
あ
る
者
に
は
謝
礼
の

多
小
に
も
か
か
わ
ら
ず
熱
心
に
教
え
ら

れ
る
と
い
う
杵
屋
柳
翁
師
の
こ
と
を

知
り
、早
速
入
門
を
請
う
の
で
す
が
、

先
ず
中
学
校
を
卒
業
し
、高
校
に
入
学

す
る
こ
と
を
条
件
と
さ
れ
、し
ば
し
勉

学
に
励
み
、や
が
て
中
学
を
卒
業
、大

阪
工
業
大
学
高
等
学
校
電
機
科
を
受

験
し
合
格
。や
っ
と
杵
屋
柳
翁
師
門
下

と
な
り
ま
す
。し
か
し
そ
の
当
時
は
三

味
線
で
身
を
立
て
る
こ
と
な
ど
毛
頭

も
無
く
、卒
業
し
た
ら
町
の
電
気
屋
さ

ん
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。理

由
は
偶
々
家
に
来
た
電
気
屋
さ
ん
の

適
切
な
工
事
処
理
に
感
動
し
た
か
ら

だ
そ
う
で
す
。ス
テ
レ
オ
等
オ
ー
デ
ィ
オ

機
器
に
夢
中
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

　

高
校
3
年
生
の
時
、家
の
仕
事
の

関
係
で
大
阪
狭
山
市
に
移
り
ま
し
た
。

高
校
を
無
事
卒
業
し
て
就
職
し
た
の

は
鉄
道
関
係
の
通
信
業
務
を
行
う
会

社
で
し
た
。作
業
が
終
電
後
の
夜
間
業

務
が
多
か
っ
た
の
で
、昼
は
三
味
線
の

稽
古
を
し
、夜
は
仕
事
場
に
行
く
毎

日
で
し
た
が
、国
鉄
の
J
R
化
で
リ
ス

ト
ラ
に
遭
い
、印
刷
の
G
T
O
技
術
の

資
格
を
取
り
、印
刷
会
社
で
働
く
事
に

な
り
ま
し
た
。時
代
は
昭
和
か
ら
平
成

に
変
わ
り
、平
成
5
年
の
春
、三
味
線

の
修
行
が
実
を
結
び
、師
匠
の
杵
屋
柳

翁
か
ら
杵
屋
柳
三
郎
の
名
を
与
え
ら

れ
、晴
れ
て
三
味
線
方
と
し
て
認
め
ら

れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
人
間
の
運
命
は
神
の
み
ぞ

知
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。印
刷
の

仕
事
も
順
調
で
更
に
こ
れ
か
ら
は
三

味
線
で
も
音
楽
を
楽
し
む
こ
と
が
出

来
る
と
胸
を
膨
ら
ま
せ
て
い
た
矢
先
の

こ
と
、そ
の
日
も
仕
事
も
終
え
、帰
り

の
歩
を
進
め
て
い
た
時
、突
然
身
体
の

後
に
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
、道
路

に
放
り
出
さ
れ
気
を
失
い
ま
し
た
。

…
…
運
転
を
過
ま
っ
た
車
に
撥
ね
ら

れ
る
と
い
う
思
わ
ぬ
事
故
に
会
っ
て
し

ま
っ
た
の
で
す
。平
成
5
年
6
月
23
日

の
夕
方
の
こ
と
で
し
た
。第
4
第
5
腰

椎
の
骨
が
砕
け
、骨
が
背
中
に
突
き
出

し
、下
半
身
麻
痺
と
い
う
最
悪
の
状
態

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。さ
ら
に
追

い
討
ち
を
か
け
る
よ
う
に
、そ
の
秋
10

月
、師
匠
の
杵
屋
柳
翁
さ
ん
が
亡
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
…
…
。

　

そ
し
て
治
療
を
続
け
る
が
日
々
悪

化
し
一
時
は
ど
う
生
き
よ
う
か
と
心
の

葛
藤
の
中
、平
成
8
年
に
こ
の
治
療
で

世
界
的
に
有
名
な
水
無
瀬
病
院
で
椎

間
板
減
圧
術
の
手
術
を
受
け
て
、徐
々

に
感
覚
が
戻
り
始
め
ま
し
た
。更
に
リ

ハ
ビ
リ
を
続
け
、よ
う
や
く
正
座
の
出

来
る
状
態
を
得
て
精
神
的
に
も
落
ち

着
き
、こ
れ
な
ら
三
味
線
が
弾
け
る
、

例
え
車
椅
子
で
あ
っ
て
も
生
き
て
い
け

る
と
心
を
決
め
、三
味
線
教
室
を
開

き
、邦
楽
の
仲
間
と
の
共
演
の
コ
ン

サ
ー
ト
に
も
出
演
す
る
等
、活
動
の
場

を
広
げ
て
ゆ
く
の
で
す
が
、そ
ん
な
舞

台
で
踊
り
の
花
柳
紫
之
丞
さ
ん
と
出

会
い
平
成
8
年「
み
お
つ
く
し
会
」を

結
成
。鳴
り
物
師
の
望
月
太
八
紀
さ

ん
と
共
に
毎
年
邦
楽
邦
舞
の
会
を
開

き
、演
奏
活
動
を
楽
し
む
一
方
、南
河

内
郡
河
南
町
で
障
が
い
者
の
音
楽
活

動
を
推
進
す
る「
フ
ェ
ス
タ
き
ね
づ
か
」

に
も
参
加
、福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
も

力
を
入
れ
て
い
ま
す
。

　

大
阪
狭
山
で
は
大
阪
狭
山
市
文
化

協
会
や
邦
楽
邦
舞
鑑
賞
会
の
メ
ン
バ
ー

の
人
達
と
今
ま
で
に「
狭
山
池
大
蛇
物

語
」を
制
作
し
、現
在
は
落
語「
あ
た
ま

山
」を
素
材
に
し
、狭
山
池
を
取
り
込
ん

だ
邦
楽
邦
舞
お
も
し
ろ
舞
台
を
作
り
、

連
作
も
の
と
し
て
大
阪
狭
山
の
名
物
に

し
た
い
と
い
う
の
が
夢
だ
そ
う
で
す
。

　
「
今
ま
で
自
分
の
身
に
起
き
た
事
は

自
分
の
意
志
で
な
く
、他
か
ら
の
力
が

働
い
て
な
っ
た
こ
と
だ
け
れ
ど
、そ
れ

を
言
っ
て
も
始
ま
ら
な
い
。残
さ
れ
た

も
の
で
生
き
る
し
か
な
い
の
で
、そ
れ

を
し
っ
か
り
や
っ
て
い
る
」と
語
る
若
野

　

司
さ
ん
に
、全
て
を
受
け
と
め
自
然

体
で
生
き
る
人
間
の
強
さ
を
ず
し
っ
と

感
じ
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。

みおつくし会の舞台

※あわよかれん：意味…稽古事で目的がなく、あわよくば師匠をものにしようと、我こそはと稽古場に通うれんちゅうのことをいう。「大阪ことば辞典」より

若
野 

　
司

Ryuji
WAKANO

三
味
線
方

（
杵
屋
柳
三
郎
）
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