
 
 

 

大
阪
支
店
開
設 

秋
色
も
よ
う
よ
う
濃
く
な
っ
て
参
り
ま
し
た
。
い
つ
も

な
が
ら
お
変
わ
り
な
く
お
過
ご
し
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。 

さ
て
、
平
成
24

年
10

月
1

日
、
大
阪
市
内
の
左
記
住

所
に
第
1
号
の
支
店
を
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
。
こ
れ
も
ひ

と
え
に
皆
様
の
ご
愛
顧
に
よ
る
も
の
と
感
謝
し
て
お
り
ま

す
。 小

さ
な
事
務
所
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
で
す
。
大
阪
商
工
会

議
所
、
地
区
の
防
犯
協
会
に
も
加
入
し
ま
し
た
。
（
堀
川

戎
神
社
に
支
店
新
規
オ
ー
プ
ン
の
ご
祈
祷
に
行
き
ま
し

た
。
戎
さ
ま
の
お
力
も
借
り
つ
つ
？
！
）
地
域
に
根
を
下

ろ
し
、
一
歩
一
歩
前
進
し
、
地
域
の
皆
様
に
愛
さ
れ
る
支

店
に
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
お
近
く
に
お
越
し
の

際
は
、
お
気
軽
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。 

ま
た
、
本
社
に
は
ご
要
望
を
た
く
さ
ん
い
た
だ
い
て
い

ま
し
た
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
を
開
設
し
ま
し
た
。
お
客
様
と

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
大
事
に
し
た
い
と
常
々
考
え

て
お
り
、
こ
れ
を
一
助
に
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。 季

節
の
変
わ
り
目
で
ご
ざ
い
ま
す
。
く
れ
ぐ
れ
も
お
体

ご
自
愛
く
だ
さ
い
。 

 

株
式
会
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ゴ
ー
ル
ド
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ご
存
知 

 
 

で
す
か
？ 

 
九
段
に
あ
っ
た
道
場
「
練
兵
館(

れ
ん
ぺ
い
か
ん)

」 

  

練
兵
館
は
文
政
九(

一
八
二
六)

年
、
齊
藤
弥
九
郎

が
九
段
坂
下
の
俎
橋
付
近
に
開
い
た
神
道
無
念
流

の
道
場
で
、
の
ち
に
九
段
坂
上(

現
在
の
靖
国
神
社

境
内)

に
移
転
し
ま
し
た
。
幕
末
江
戸
三
大
道
場
の

一
つ
に
数
え
ら
れ
、
「
技
の
千
葉
」(

北
辰
一
刀

流
・
玄
武
館)

、
「
位
の
桃
井
」(

鏡
新
明
智
流
・
士

学
館)

、
と
並
び
、
「
力
の
齊
藤
」
と
称
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
剣
術
の
特
徴
は
「
力
の
剣
法
」
言
わ

れ
、
略
打(

軽
打)

を
許
さ
ず
、
強
か
に
「
真
を
打

つ
」
渾
身
の
一
撃
の
み
を
一
本
と
し
た
点
で
す
。 

 

も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
道
場
の
板
壁
に
貼
り
だ

さ
れ
た
『
兵
は
凶
器
と
い
え
ば
、
そ
の
身
一
生
も

ち
う
る
こ
と
な
き
は
大
幸
と
い
う
べ
し
。
こ
れ
を

用
う
る
は
止
む
こ
と
を
得
ざ
る
時
な
り
。
わ
た
く

し
の
意
趣
遺
恨
等
に
決
し
て
用
う
る
べ
か
ら
ず
。

こ
れ
、
す
な
わ
ち
暴
な
り
。
』
と
い
う
道
場
訓
を

稽
古
の
度
に
読
ま
せ
る
点
で
し
た
。 

 

幕
末
期
に
は
、
百
畳
敷
き
の
道
場
と
三
十
畳
敷

き
の
寄
宿
所
が
あ
り
隆
盛
を
誇
っ
て
い
た
そ
う
で

す
。
有
名
な
門
下
生
に
は
、
五
年
間
に
わ
た
り
塾

頭
・
師
範
代
を
務
め
続
け
た
長
州
藩
の
桂
小
五
郎

や
高
杉
晋
作
、
井
上
聞
多
、
伊
藤
博
文
、
品
川
弥

二
郎
、
大
村
藩
の
渡
辺
昇
な
ど
が
い
ま
し
た
。 

 

こ
の
界
隈
を
散
策
す
る
際
に
は
幕
末
の
尚
武
の

風
を
感
じ
な
が
ら
歩
い
て
み
る
の
も
一
興
で
す
。 



 

様
々
な
種
類
が
出
回
っ
て
い

る
栄
養
ド
リ
ン
ク
で
す
が
、
主

な
効
能
は
「
疲
労
回
復
」
と
「
滋

養
強
壮
」
で
、
値
段
の
違
い
は
成

分
や
含
有
量
の
差
で
す
。「
ど
ち

ら
の
効
能
に
よ
り
効
果
的
か
」

と
い
っ
た
大
ま
か
な
区
別
の
目

安
だ
と
考
え
て
お
く
と
、
体
の

状
態
に
合
わ
せ
て
賢
く
選
択
で

き
そ
う
で
す
。 

 

百
円
～
三
百
円
く
ら
い
の
も
の
は
、
疲
労

で
失
わ
れ
た
ビ
タ
ミ
ン
や
ア
ミ
ノ
酸
を
補

給
し
て
元
気
を
出
し
た
り
、
カ
フ
ェ
イ
ン
で

眠
気
を
覚
ま
し
た
り
が
主
な
効
能
で
す
。
疲

労
回
復
効
果
の
あ
る
タ
ウ
リ
ン
を
含
ん
だ

も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
基
本
的
に
は
滋
養
強

壮
系
で
し
ょ
う
。 

 

五
百
円
～
千
円
く
ら
い
に
な
る
と
生
薬

を
た
く
さ
ん
含
み
ま
す
。
安
静
に
し
た
状
態

で
生
薬
を
摂
取
す
る

と
、
疲
れ
が
取
り
除
か

れ
て
疲
労
回
復
が
早

く
な
り
ま
す
。
ま
た
、

生
薬
に
は
身
体
機
能

を
高
め
る
働
き
も
あ

り
ま
す
。
疲
れ
て
い
て
も
活
発
に
動
け
る
よ

う
に
な
り
、
集
中
力
も
高
ま
る
で
し
ょ
う
。 

 

千
円
以
上
の
も
の
は
体
力
増
強
効
果
が

増
し
ま
す
。
値
段
が
高
く
な
る
ほ
ど
「
体
力

増
強
剤
」
に
近
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
一

時
的
に
体
力
を
増
強
す
る
と
疲
れ
が
溜
ま

る
の
で
、
疲
労
回
復
の
成
分
が
多
く
含
ま
れ

て
い
る
こ
と
も
特
徴
で
す
。 

 

「
も
う
少
し
頑
張
り
た
い
け
れ
ど
ち
ょ
っ

と
疲
れ
た
な
」
と
感
じ
た
ら
五
百
円
く
ら
い

ま
で
の
も
の
を
。
朝
起
き
て
も
夕
べ
の
疲
れ

が
抜
け
な
い
時
は
五
百
円
～
千
円
く
ら
い

の
も
の
を
。
仕
事
の
あ
と
に
大
事
な
用
事
が

あ
る
な
ら
、
一
時
的
に
体
力
を
増
強
さ
せ
る

ニ
千
円
く
ら
い
の
も
の
を
選
ぶ
と
良
さ
そ

う
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
ド
リ
ン
ク
剤
に
頼
る

前
に
生
活
を
見
直
す
こ
と
も
大
切
で
す
ね
。 

 

 

シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
友
人
に
会
っ
た

大
沢
さ
ん
は
、
彼
女
の
笑
顔
が
と
て
も

印
象
的
だ
っ
た
そ
う
で
す
。 

 

「
結
婚
し
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
し
、

お
金
だ
っ
て
大
変
だ
と
思

う
け
れ
ど
、
子
ど
も
が
い

て
、
や
る
べ
き
仕
事
が
あ
っ

て
…
…
と
い
う
今
の
状
況

に
す
ご
く
満
足
し
て
い
て

幸
せ
そ
う
だ
っ
た
」 

 

内
面
が
充
実
し
て
い
る

と
人
は
笑
顔
に
な
り
ま
す
。

充
実
感
の
オ
ー
ラ
に
包
ま

れ
た
人
の
美
し
さ
は
見
た

目
の
美
し
さ
よ
り
何
倍
も

魅
力
的
で
、
ま
な
ざ
し
の
強

さ
が
違
い
ま
す
。「
今
」
に
満

足
し
て
い
る
人
が
輝
い
て

見
え
る
の
は
と
て
も
自
然
な
こ
と
で

し
ょ
う
。 

 

「
今
」
に
満
足
し
て
い
る
人
は
自
分
と

人
を
比
べ
ま
せ
ん
。
今
の
自
分
に
与
え

ら
れ
た
も
の
に
感
謝
し
て
、
必
要
な
も

の
は
十
分
持
っ
て
い
る
と
思
え
ば
、
横

を
見
た
り
上
を
見
た
り
し
て
人
を
う
ら

や
ん
だ
り
し
ま
せ
ん
。
下
を
見
て
優
越

感
に
浸
る
必
要
も
あ
り
ま
せ
ん
。
素
敵

な
笑
顔
で
い
る
た
め
に
は
人
と
比
べ
な

い
こ
と
で
す
。 

 
女
性
は 

『
足
り
な
い
、
足
り
な
い
』『
も
っ
と
も
っ
と
』
と 

ど
ん
欲
に
な
っ
て
い
る
人
よ
り
、 

今
あ
る
自
分
だ
と
か
、
今
あ
る
暮
ら
し
に 

満
足
し
て
い
る
人
の
ほ
う
が
輝
い
て
見
え
ま
す
よ
ね
。 

 

―
―
大
沢
た
か
お
（
俳
優
） 



 

み
な
さ
ん
は
「
人
生
の
終
焉
（
し
ゅ
う

え
ん
）
」
を
想
像
し
て
み
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
か
。「
最
後
に
何
が
食
べ
た
い
？
」
の

よ
う
な
気
軽
な
話
で
は
な
く
、
死
の
影
が

迫
っ
て
き
た
と
き
果
た
し
て
自
分
は
ど

の
よ
う
に
人
生
を
振
り
返
る
の
か
―
―
。

ま
だ
ま
だ
先
の
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
の
女
性
看
護
師
が
書
い
た

『T
h

e
 T

o
p
 F

iv
e
 R

e
g
re

ts
 o

f th
e
 

D
y
in

g

』
と
い
う
本
の
内
容
が
と
て
も
興

味
深
い
の
で
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

タ
イ
ト
ル
は
「
臨
終
間
際
の
後
悔
ト
ッ

プ
５
」
と
い
っ
た
意
味
で
し
ょ
う
か
。
長

年
、
終
末
期
ケ
ア
に
た
ず
さ
わ
っ
て
き
た

こ
の
女
性
は
、
死
の
間
際
の
患
者

さ
ん
が
語
る
言
葉
を
聴
き
と
っ
て

ト
ッ
プ
５
を
一
冊
の
本
に
ま
と
め

ま
し
た
。
そ
の
５
つ
と
は
、 
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（
あ
ん
な
に
一
所
懸
命
働
か
な
く

て
も
よ
か
っ
た
） 
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（
自
分
自
身
に
忠
実
に
生
き
れ
ば
よ

か
っ
た
） 

●I w
ish

 I’
d
 h

ad th
e
 c

o
u
rage

 to
 e

x-
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ss m
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e
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（
も
っ
と
素
直
に
気
持
ち
を
表
す
勇
気

を
持
て
ば
よ
か
っ
た
） 

●I w
ish

 I h
ad staye

d in
 to

u
c
h
 w

ith
 m

y 

frie
n
ds. 

（
友
人
と
い
い
関
係
を
続
け
て
い
ら
れ

れ
ば
よ
か
っ
た
） 

●I w
ish

 th
at I h

ad le
t m

yse
lf be

 h
ap-

pie
r. 

（
も
っ
と
自
分
を
幸
せ
に
し
て
あ
げ
れ

ば
よ
か
っ
た
） 

  

「
い
い
人
生
だ
っ
た
」
と
晴
れ
や
か
な

気
持
ち
で
最
期
を
迎
え
ら
れ
た
ら
幸
せ

だ
。
誰
も
が
漠
然
と
そ
う
考
え
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
け
れ
ど
こ
の

本
を
ま
と
め
た
看
護
師
に
よ
れ
ば
、
死
を

覚
悟
し
た
患
者
さ
ん
の
ほ
と
ん
ど
が
悔

恨
や
反
省
の
言
葉
を
残
す
そ
う
で
す
。 

 

一
生
懸
命
働
い
た
こ
と
を
後
悔
し
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
仕
事
も
大

事
だ
け
れ
ど
、
人
生
の
終
焉
を
前
に
し
て

「
ほ
か
に
も
っ
と
大
切
に
し
て
お
き
た

い
こ
と
が
あ
っ
た
」
と
悔
や
ん
だ
の
だ
ろ

う
と
想
像
し
ま
す
。
や
り
た
い
こ
と
を
我

慢
し
た
り
、
自
分
の
気
持
ち
を
押
し
殺
し

た
り
、
友
人
と
仲
違
い
を
し
た
り
、
そ
の

と
き
は
理
由
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た

と
し
て
も
、
振
り
返
れ
ば
何
よ
り
自
分
を

大
事
に
し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
と
い
う

患
者
さ
ん
た
ち
の
後
悔
は
、
私
た
ち
が
今

後
の
人
生
を
考
え
る
上
で
と
て
も
示
唆

に
富
ん
で
い
ま
す
。 

 
 

 

「
今
日
が
人
生
の
最
後
だ
と
思
っ
て
今

日
を
生
き
る
」
と
い
う
の
は
、
人
生
の
後

悔
を
減
ら
す
考
え
方
で
す
。
し
か
し
、
言

う
ほ
ど
簡
単
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
で
も
、
迷
っ
た
り
悩
ん
だ
り
行
き
づ

ま
っ
た
り
し
た
と
き
「
今
日
が
人
生
の
最

後
だ
っ
た
ら
…
…
」
と
考
え
て
み
る
と
、

自
分
が
大
切
に
し
た
い
こ
と
の
ヒ
ン
ト

が
見
つ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。 

 

 



 

 

文の切れ目が少し変わるだけで、文章全体の意味が大きく違ってしまう

場合があります。次の文章はどこで区切るでしょう？ 

【１】一敗地に塗れる（いっぱいちにまみれる） 

【２】綺羅星の如く（きらぼしのごとく） 

【３】人生行路難し（じんせいこうろかたし） 

 

座
る
位
置
は
、
接
待
さ
れ
る
側

か
す
る
側
か
で
変
わ
っ
て
き
ま

す
。
上
座
、
上
席
の
位
置
を
お
さ
ら

い
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

【
座
敷
の
上
座
】
床
の
間
を
背
に

す
る
位
置
が
上
座
に
な
り
ま
す
。 

【
円
卓
の
上
座
】
一
般
的
な
円
卓

は
出
入
り
口
か
ら
見
て
一
番
奥
の

席
が
上
席
。
そ
の
人
か
ら
見
て
左

が
次
席
、
右
が
第
３
席
に
な
り
ま

す
。
中
華
料
理
の
円
卓
は
上
席
の

右
側
が
次
席
で
す
。 

 

 

ち
な
み
に
列
車
の
場
合
、
進
行

方
向
を
向
い
た
席
、
ま
た
は
窓
際

の
席
が
上
席
で
す
。
進
行
方
向
の

窓
際
が
最
も
上
席
に
な
り
ま
す
。 

  

【１】一敗地に塗れる → 「イッパイ、チにマミ

れる」 二度と立ち上がれないほど徹底的に打

ちのめされるという意味です。 

【２】綺羅星の如く → 「キラ、ホシのゴトく」 

「綺」は綾織りの絹織物、「羅」は薄織りの絹織

物のこと。「綺羅」とは美しい衣服全般のことで、

美しい衣服で着飾っている人を指します。また

衣服だけでなく、権力者や優れた人に対しても

用います。綺羅のような人々が星のように多く

集まっている様子を形容して「綺羅、星の如く

（居並ぶ）」と言います。「キラ星」という星では

ありません。 

【３】人生行路難し → 「ジンセイ、コウロカタ

し」 人生行路とは「人の一生」のこと。人の一

生には様々な苦難苦労があり、決して容易なも

のではないという意味です。 

一般的な円卓 中華料理の円卓 




