
明治 40年 7月 1日より月末まで，桂派と三友派の合併落語相撲見立番付
（『落語系図』より）である．当時の落語家達の仇名やうがちをしこ名にし
た．“いやみ灘米朝”（本文参照）は上段にある．“晴天十日”などとある筈
が，“晴雨不論”としゃれている．行司名が木村はあるが式守が無くて，
岩井，吉岡，などという姓が見える．当時，大阪にはこんな名の行司がい
たらしい．“片硝子，片眼川，藪勇，片目嶽”などと，ひどいしこ名があ
るが，昔はこんなことは平気であった．事実，隻眼の芸人は多かった．こ
まかく見ていけばこの写真，実に面白い資料である．



京都の中井吉太郎氏が主催していた落語会の楽屋風景．文の家かしく改
め三代目笑福亭福松襲名披露（昭和 30年 9月 18日，京都九條稲荷お旅
所にて）．右側から花月亭九里丸，橘ノ圓都，笑福亭福松（文の家かし
く），二代目旭堂南陵，三代目林家染丸，これだけ揃った写真は珍しい．

平野町の此花館の番付．米團治と米朝が揃って出ており，曽呂利新左衛
門，三代目桂文都，馬生，圓子など，良い顔ぶれである．曽呂利は明治
45年に引退して，その後は，普通の寄席へは出なかったそうだから，
また三代目文都は明治 38年ごろに襲名，米朝は 43年に米團治になって
いるから，これは 40年から 42年頃のものであろう．



橘家小圓太（本文参照）．この
人の写真はあまり無い．京都
の中井氏主催の会の写真から
ぬき出したもの．下の右が小
圓太，左が桂南天，上は右が
桂右之助，左が光鶴時代の六
代目松鶴である．

小圓太のレコードは，そうたくさんは無い．「遊山船」
（ラベルには「遊散船」という字が当ててある）が比較的
多いが，これは珍しい「芸妓草」で，中にやはり小圓太
の唄がはいっている（前田憲司氏提供）．



本文 150頁〔本書では 135頁〕に詳述してあるが，天満宮崎亭のちらし．
まさに珍品である．熱田神楽の獅子頭の芝居，どんどろ大師の場．こ
れではお弓も順礼おつるも獅子頭をかぶっているが，左上の方ではお
つるはかぶっていない．この写真は昭和 61年 3月，大阪の国立文楽
劇場で，岐阜県関市獅子舞保存会の人々によって演じられた時のもの
である．熱田獅子は，本元の尾張の方ではもはや廃れて，岐阜県の方
に残っているそうだ．



　〈国立文楽劇場提供〉

北の新地の花月俱楽部（旧永楽館）．昭和 7年に行なわれた吉本第一回
落語研究会の時の記念撮影らしい．圓馬，三木助，染丸，圓枝，喬之
助，小春團治，福團治……等．この時には初代春團治はいなかったよ
うだ．林正之助氏の顔も見られる貴重な写真（豊田善敬氏提供）である．



花菱アチャコ（右）と米朝．これは昭和 40年代の末頃の写真だ
と思う．私もそうだが，アチャコ師もまだまだ元気であった．
関西テレビで毎週土曜日の朝，私が司会をしていた「ハイ� 土
曜日です」での一風景である．

六代目松鶴と米朝，昭和 50年代のはじめ頃か．大阪の土佐稲
荷の夜桜（松鶴後援会主催）でのもの．松鶴も，この時分までは
まだ豪快に飲んでいた．私もよく飲んでいた頃である．



桂春團治と米朝，昭和 30年代の中頃かと思う．二人とも若い若
い．場所はどうしても思い出せない．昼間であるのに，屋上らし
きところで飲んでいる．

これは夜の写真だが，やはり場所は不明である．桂小文枝と米朝，
これはどうも飲んでいないらしい．昭和 30年代の末頃か．むろ
ん，素人写真である．



『旬刊・演芸タイムス』は大正 11年 11月 11日に第一号発刊，吉本興行の各寄
席でお客に無料で配布された小冊子（豊田善敬氏提供）．月三回発行，興行案内
や芸人の紹介など，大正 15年頃まで出されたらしい．その後，やはり吉本が
刊行した広報雑誌『笑売往来』に引きつがれた形になった．海老一の「滑稽勧
進帳」は本編所載の「お山の勧進帳」と同じものかどうかは不明．右端はやは
り太神楽出身で，のちに音曲師となった巴家寅子である．下に広告しているニ
ットーレコードは，昔の上方演芸を一番数多く出しているレコード会社である．



xi　　序

序

　
こ
れ
に
載
せ
た
文
章
の
ほ
と
ん
ど
は
、
大
阪
で
出
版
さ
れ
て
い
る
『
上
方
芸
能
』
誌
上
に
連
載
さ
れ

た
も
の
で
す
。

　
大
正
十
四
年
十
一
月
生
ま
れ
の
私
は
、
ち
ょ
う
ど
今
、
満
六
十
六
歳
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
同
年

の
笑
福
亭
松
之
助
君
と
共
に
、
上
方
落
語
界
の
最
高
年
齢

―
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し 

た
。

　
一
昨
年
、
私
は
「
地
獄
八
景
亡
者
戯
」
と
い
う
落
語
を
も
う
や
れ
な
い
と
い
っ
て
、
大
阪
の
サ
ン
ケ

イ
ホ
ー
ル
の
独
演
会
で
二
日
間
演
じ
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
、
も
う
こ
れ
限
り
…
…
と
い
う
一
世
一
代
宣

言
で
は
な
く
、
又
や
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
一
時
間
二
十
分
も
か
け
て
完
演
す
る
こ
と
は
も
う
で
き
ま

い
―
と
い
う
意
味
で
し
た
。
事
実
、
そ
の
翌
年
、
毎
日
テ
レ
ビ
で
録
画
し
た
時
も
一
時
間
足
ら
ず
で

し
た
し
、
東
京
で
「
正
岡
容
を
偲
ぶ
会
」
の
時
、
や
っ
て
く
れ
と
言
わ
れ
て
や
っ
た
の
で
す
が
、
途
中

で
切
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　
こ
の
は
な
し
は
、
後
半
へ
い
く
ほ
ど（
特
に
サ
ゲ
前
は
）、
体
力
気
力
の
要
る
は
な
し
で
、
肉
体
的
に



xii

も
は
や
無
理
な
の
で
す
。

　
し
か
し
、
私
が
長
年
や
っ
て
き
た
こ
の
ネ
タ
に
限
界
を
感
じ
た
の
は
体
力
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
落
語
に
は
い
ろ
い
ろ
な
魅
力
が
あ
る
の
で
す
が
、
そ
の
ひ
と
つ
に
、
そ
の
時
そ
の
時
の
、
時
事

諷
刺
や
世
相
描
写
が
あ
り
ま
す
。
お
客
に
も
、
今
度
は
何
が
入
っ
て
い
る
か
と
い
う
期
待
が
あ
る
の
で

す
。

　
そ
れ
が
私
に
は
も
う
で
き
な
い
。
頭
の
方
も
老
化
し
て
い
る
し
、
政
治
経
済
、
社
会
問
題
に
も
う
と

く
な
っ
た
し
、
今
は
や
り
の
歌
や
音
楽
も
、
い
や
、
テ
レ
ビ
の
Ｃ
Ｍ
で
何
が
話
題
を
呼
ん
で
い
る
か
も

知
ら
な
い
。
若
い
俳
優
や
歌
手
の
顔
も
名
前
も
知
り
ま
せ
ん
。
コ
ミ
ッ
ク
や
マ
ン
ガ
の
情
報
に
も
無
知

で
す
。
服
装
や
日
用
品
も
、
電
気
製
品
の
進
歩
に
も
つ
い
て
い
け
な
い
…
…
と
な
れ
ば
、
新
し
い
狙
い

や
切
り
口
が
で
き
る
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。
と
な
る
と
、「
地
獄
八
景
」
に
関
し
て
は
私
は
、
現
役
引

退
…
…
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
次
第
で
す
。

　
こ
れ
は
「
地
獄
」
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
落
語
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
も
は
や
新
し
い
感
性
を
盛

り
込
ん
で
い
く
こ
と
は
難
し
い
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
あ
と
の
私
は
、
も
う
自
分
の
正
し
い
と
思
う
や
り
方
で
芸
を
磨
く
こ
と
と
、
こ
の
ノ
ー
ト
を
ポ

ツ
リ
ポ
ツ
リ
と
書
き
つ
づ
る
こ
と
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
本
も
予
想
に
反
し
て（
嬉
し
い
誤
算
で
し
た
が
）、
三
冊
目
を
出
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
青
蛙
房
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の
岡
本
さ
ん
は
じ
め
、
御
助
力
下
さ
っ
た
方
々
へ
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
三
年（
一
九
九
一
）秋

桂
　
米
朝
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xviii

＊
明
ら
か
な
誤
記
と
認
め
ら
れ
る
も
の
以
外
は
底
本
の
ま
ま
と
し
た
。

＊〔
〕内
は
、
岩
波
現
代
文
庫
収
録
に
あ
た
り
新
た
に
加
え
た
注
で
あ
る
。

＊
襲
名
の
た
め
名
跡
が
変
わ
っ
た
人
物
も
い
る
が
、
底
本
の
ま
ま
と
し
特
段

の
注
を
付
け
な
か
っ
た
。



1　　コトバ，それからそれへ

コ
ト
バ
、
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ

　
落
語
と
い
う
コ
ト
バ
の
芸
に
従
事
し
て
い
る
者
と
し
て
、
こ
の
頃
の
日
本
語
の
乱
れ
は
、
や
は
り
気

に
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
八
つ
当
た
り
的
に
ぼ
や
か
し
て
も
ら
お
う
。

　
つ
い
で
な
が
ら
、
江
國
滋
さ
ん
の
『
日
本
語
八
ツ
当
り
』（
新
潮
社
刊
）と
い
う
本
は
面
白
か
っ
た
。
こ

れ
は
警
世
の
書
で
あ
る
。

＊

　
Ｊ
Ｒ

―
特
に
新
幹
線
だ
が
、
車
内
販
売
で
値
段
を
き
く
と
、
必
ず
「
―
円
に
な
り
ま
す
」
と
い

う
。「
二
百
円
と
百
六
十
円
で
、
三
百
六
十
円
に
な
り
ま
す
」
な
ら
わ
か
る
が
、「
そ
の
煙
草
は
」「
二

百
円
に
な
り
ま
す
」
と
い
う
の
は
、
や
は
り
お
か
し
い
。
こ
れ
は
十
人
が
十
人
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
、

お
そ
ら
く
指
導
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
二
百
円
で
す
」
と
、
な
ぜ
言
え
な
い
の
か
な
ぁ
。

　
先
般
、
デ
ィ
ッ
ク
・
ミ
ネ
さ
ん
を
偲
ぶ
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
番
組
で
、
歌
唱
に
つ
れ
て
歌
詞
が
画
面
に
流
れ
た

が
、「
あ
い
あ
い
が
さ
」
と
い
う
文
句
に
「
合
々
傘
」
と
い
う
字
が
当
て
ら
れ
て
い
た
。
意
味
か
ら
い



2

え
ば
、
間
違
い
と
は
言
え
な
い
が
、
私
な
ど
は
「
相
合
傘
」
と
い
う
字
に
馴
れ
て
き
て
い
る
の
で
、
や

は
り
違
和
感
が
あ
っ
た
。

　
こ
れ
は
民
放
の
ク
イ
ズ
番
組
だ
が
、
パ
ネ
ル
に
記し

る

さ
れ
た
問
題
の
中
の
文
字
が
明
ら
か
に
間
違
っ
て

い
た
の
だ
。
そ
れ
が
何
で
あ
っ
た
か
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
が
残
念（
こ
の
頃
は
メ
モ
し
て
お
か
な
い
と
、
す

ぐ
忘
れ
る
。
老
化
現
象
な
り
）で
あ
る
。
間
違
い
は
誰
に
で
も
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
責
め
は
し
な
い
が
、

司
会
者
は
じ
め
並
ん
で
い
る
解
答
者
全
員
、
誰
ひ
と
り
と
し
て
そ
れ
を
指
摘
し
な
か
っ
た
の
は
意
外
だ

っ
た
。
恥
を
か
か
し
て
は
い
け
な
い
と
思
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
テ
レ
ビ
の
Ｃ
Ｍ
で
、
羽
蟻
を
ハ
ネ
ア
リ
と
言
っ
て
い
た
。
私
な
ん
か
は
ハ
ア
リ
と
し
か
読
め
な
い
の

だ
が
…
…
。

　
今
、
ふ
っ
と
憶
い
出
し
た
か
ら
書
く
が
、「
他
人
事
」
と
書
い
て
「
ひ
と
ご
と
」
と
読
ん
だ
も
の
だ

が
、
今
は
「
た
に
ん
ご
と
」
と
読
む
の
が
普
通
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
間
違
い
と
は
言
え
ぬ
が
、
こ

の
と
こ
ろ
「
ひ
と
ご
と
」
と
い
う
コ
ト
バ
を
、
ど
う
も
聞
か
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。

＊

　「
鳥
た
ち
」「
虫
た
ち
」「
蛙
た
ち
」
な
ど
と
い
う
言
い
方
も
気
に
な
る
。
童
話
の
世
界
か
何
か
な
ら

と
も
か
く
、
今
は
一
般
に
こ
の
「
た
ち
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
古
来
、
雀
や
蜂
や
蟻
な
ど
に
は
、
普
通
、

複
数
形
は
使
わ
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
強し

い
て
使
わ
ね
ば
な
ら
な
い
時
は
「
ど
も
」
で
あ
っ
た
か
。

　「
た
ち
」
と
い
う
の
は
非
常
に
高
い
敬
意
を
示
す
言
葉
で
、「
神
た
ち
」「
君
た
ち
」
―
平
家
の
公き
ん
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達だ
ち

も
「
き
み
た
ち
」
で
あ
る
。「
皆
様
方が
た

」「
殿と
の

方が
た

」
な
ど
の
「
か
た
」
よ
り
「
た
ち
」
の
方
が
一
段
上

で
あ
っ
た
。

　
大
正
の
末
頃
か
と
思
う
が
、
東
京
の
津
田
英
学
塾
の
卒
業
式
で
、
卒
業
生
の
代
表
が
、
恩
師
先
生
方

に
謝
辞
を
述
べ
た
時（
も
ち
ろ
ん
読
ん
だ
の
だ
と
思
う
が
）、「
私
た
ち
…
…
」
と
言
っ
た
。

　
あ
と
で
、
恩
師
に
向
か
っ
て
〝
私
た
ち
〞
と
は
何
事
か
、〝
私
ど
も
〞
と
言
う
べ
き
だ
と
指
摘
さ
れ
、

そ
の
代
表
者
の
女
性
は
「
な
る
ほ
ど
…
…
」
と
納
得
し
て
、
自
ら
愧は

じ
て
卒
業
を
辞
退
し
た
と
い
う
こ

と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

　
そ
の
ま
ま
退
学
し
た
の
か
、
一
年
留
年
し
た
の
か
、
そ
の
辺
は
知
ら
な
い
が
、
当
時
、
有
名
な
話
で

あ
っ
た
そ
う
な
。

　
そ
の
頃
で
も
賛
否
両
論
が
出
た
こ
と
と
思
う
。
し
か
し
、
こ
の
頃
か
ら
〝
た
ち
〞
の
値
打
ち
が
少
し

ず
つ
下
が
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

＊

　
西
宮
市
の
名な

塩じ
お

地
区（
名
塩
紙
と
い
う
古
来
有
名
な
和
紙
の
産
地
）に
、
適て
き

塾じ
ゅ
くを
つ
く
っ
た
緒お

方が
た

洪こ
う

庵あ
ん

の

妻
、
緒
方
八
重
の
胸
像
が
あ
る
。
名
塩
は
八
重
の
故
郷
で
あ
り
、
日
本
の
近
代
史
を
か
げ
で
支
え
た
八

重
の
功
績
は
大
変
な
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

　
八
重
の
顕
彰
は
ま
こ
と
に
結
構
な
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
像
に
「
蘭
学
の
泉
、
こ
こ
に
湧
き
出

ず
」
と
記
さ
れ
て
あ
る
。「
わ
き
い
ず
」
と
読
む
の
で
あ
ろ
う
。
現
行
の
か
な
遣
い
な
ら
こ
れ
で
良
い
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の
だ
ろ
う
が
、
私
な
ん
か
は
「
こ
こ
に
わ
き
で
ず
」
と
か
「
わ
き
い
で
ず
」
と
か
読
ん
で
し
ま
う
。
こ

れ
は
文
語
体
の
文
章
な
の
だ
か
ら
「
湧
き
出
づ
」
と
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

＊

　
こ
れ
は
も
う
よ
ほ
ど
前
か
ら
の
こ
と
だ
が
、〝
の
〞
の
字
が
ど
ん
ど
ん
消
え
て
い
く
。

　
フ
カ
の
ヒ
レ
が
フ
カ
ヒ
レ
に
な
り
、
山
の
芋
が
ヤ
マ
イ
モ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
明
治
時
代
の
『
文

芸
俱
楽
部
』
を
み
て
い
た
ら
、
鱈た

ら

の
子こ

と
い
う
言
葉
が
目
に
つ
い
た
。
タ
ラ
コ
も
タ
ラ
の
子
で
あ
っ
た

の
だ
。
今
に
鯛た

い

の
子
を
タ
イ
コ
と
言
い
出
す
か
も
し
れ
ぬ
。

　
江
戸
時
代
か
ら
何
百
年
、
北
の
新
地
と
呼
ば
れ
て
き
た
の
が
、
二
十
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
キ
タ
新
地
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
お
初
天
神
は
〝
露
の
天
神
〞
と
言
う
の
だ
が
、
こ
れ
も
露つ

ゆ

天て
ん

神じ
ん

と
い
う
人
が
あ
る
。
社
頭
に
「
露
天

神
社
」
と
彫
り
つ
け
て
あ
る
と
い
う
が
、
あ
れ
は
あ
れ
で
「
つ
ゆ
の
天
神
」
と
読
む
の
で
あ
る
。
宮
ノ

前
と
い
う
地
名
が
宮み

や

前ま
え

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
各
地
に
あ
る
と
い
う
。
花
巻
市
も
花
の
巻（
マ
キ
は

牧
で
牧
場
で
あ
っ
た
由
）で
あ
っ
た
。
先
般
、
和
歌
山
へ
い
っ
た
ら
、
和
歌
の
浦
が
ワ
カ
ウ
ラ
に
な
っ

て
い
た
。

　
〽
和
歌
の
浦
に
は
名
所
が
ご
ざ
る
…
…
の
浄
瑠
璃
の
名
文
句
も
忘
れ
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
落
語
の
演
題
も
同
様
で
、「
菊
江
仏
壇
」
も
古
く
は
「
菊
江
の
仏
壇
」
で
あ
っ
た
し
、「
ど
う
ら
ん
幸

助
」
も
、
私
の
師
匠
は
「
ど
う
ら
ん
の
幸
助
」
と
言
う
べ
き
で
あ
る
と
言
っ
て
い
た
。「
稲い

な

荷り
ぐ

俥る
ま

」
も
、
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今
で
も
東
京
の
橘
右
近
師
な
ど
は
、
は
っ
き
り
「
稲
荷
の
俥
」
と
お
っ
し
ゃ
る
。

　
考
え
て
み
る
と
、「
宿や

ど

屋や
が

仇た
き

」
な
ど
も
変
な
題
で
、
東
京
式
の
「
宿
屋
の
仇
討
」
で
な
い
と
意
味
は

通
ら
な
い
。
ど
う
も
、
ど
ん
ど
ん
略
し
て
し
ま
う
の
は
関
西
人
の
方
が
甚
し
い
よ
う
に
思
う
。

　「
狸た

の

賽さ
い

」
と
か
「
猫ね
こ

忠た
だ

」
な
ん
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
楽
屋
の
言
い
方
で
、
こ
ん
な
略
称
を
プ
ロ

グ
ラ
ム
に
書
い
て
出
す
の
は
、
お
客
に
対
し
て
失
礼
な
話
で
、「
狸
の
賽
」「
猫
の
忠
信
」
と
し
な
け
れ

ば
何
の
こ
と
と
も
分
か
ら
な
い
。

＊

　
立
派
な
奥
さ
ん
か
ら
「
帰
っ
て
子
供
に
お
乳
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
の
で
」
と
か
、「
犬
に

餌
を
あ
げ
て
か
ら
参
り
ま
す
」
な
ん
て
言
葉
を
き
く
と
、
や
は
り
抵
抗
を
感
じ
る
。

　「
や
る
」
と
言
う
べ
き
だ
と
言
う
と
、
そ
れ
は
失
礼
な
言
葉
で
、
マ
ナ
ー
に
欠
け
る
言
い
方
だ
と
思

う
ら
し
い
。

　「
そ
れ
、
う
ち
の
子
供
に
も
あ
げ
て
頂
戴
」
な
ん
て
言
わ
れ
る
と
、
ど
う
な
っ
て
る
の
か
と
思
っ
て

し
ま
う
。
も
っ
と
も
、
今
は
子
供
が
主
君
の
よ
う
な
も
の
で
、
両
親
は
そ
れ
に
仕
え
奉
る
家
来
か
奉
公

人
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
子
供
に
お
願
い
し
て
、
塾
へ
通
っ
て
も
ら
い
、
大
学
へ
行
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
脱
線
し
か
け
た
が
、
不
必
要
な
、
あ
る
い
は
間
違
っ
た
敬
語
の
使
い
方
は
、
応
待
し
て
い
る
相
手
に
、

失
礼
に
当
た
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
の
本
職
の
落
語
に
は
大
き
く
関
係
が
あ
る
。
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＊

　
昔
は
、
あ
ち
こ
ち
に
書
い
た
自
分
の
文
章
を
、
わ
り
と
克
明
に
切
り
抜
い
て
お
い
た
。
コ
ト
バ
の
問

題
で
関
連
し
て
い
る
の
で
、
ち
ょ
っ
と
記し

る

し
て
み
る
。

　
昭
和
五
十
二
年
一
月
十
一
日
の
毎
日
新
聞
の
夕
刊
に
載
っ
た
も
の
だ
か
ら
、
今
か
ら
ざ
っ
と
、
十
五

年
前
の
文
章
で
あ
る
。

＊

　
廃
品
回
収
の
車
が
通
り
ま
し
た
。
チ
リ
紙
交
換
だ
け
で
な
く
、
こ
の
車
も
マ
イ
ク
を
使
っ
て
呼
び
か

け
て
い
き
ま
す
。
そ
の
声
で
「
…
…
良
い
値
で
、
高
く
お
買
い
上
げ
致
し
ま
す
」

　
こ
れ
で
敬
語
の
つ
も
り
ら
し
い
が
、
こ
ん
な
日
本
語
は
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
む
か
し
の
屑く

ず

屋や

さ
ん
は
「
屑
や
、
お
は
ら
い
…
…
」
と
言
い
ま
し
た
な
。「
お
払
い
下
げ
に
な
る
品

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
こ
と
で
、「
お
払
い
下
げ
品
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
高
く
買
わ
せ
て
頂
き

ま
す
」
…
…
こ
れ
は
立
派
な
敬
語
で
す
。
お
客
が
商
店
で
物
を
買
う
。
こ
れ
は
「
お
買
い
上
げ
い
た
だ

い
た
」
の
で
す
ね
。

　
上
下
の
身
分
意
識
を
強
調
す
る
つ
も
り
は
さ
ら
に
な
い
が
、
言
葉
の
乱
れ
は
気
に
な
り
ま
す
。「
見

れ
る
」「
着
れ
る
」
な
ん
て
言
い
方
も
、
ど
う
や
ら
日
本
語
に
定
着
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
テ
レ

ビ
の
Ｃ
Ｍ
で
よ
く
「
…
…
お
求
め
な
さ
り
た
い
お
方
は
…
…
」
て
な
こ
と
を
言
う
が
、
こ
れ
も
変
な
セ

リ
フ
で
す
ね
。
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コ
ト
バ
は
変
わ
っ
て
い
く
も
の
で
す
が
、
親
子
ぐ
ら
い
の
年
齢
差
で
違
和
感
が
あ
る
の
は
、
や
は
り

お
か
し
い
。
殊
に
敬
語
の
誤
用
が
ひ
ど
く
な
る
と
我
々
ハ
ナ
シ
家
は
困
り
ま
す
。
落
語
の
人
物
表
現
は

微
妙
な
敬
語
の
使
い
分
け
で
成
立
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
く
ら
い
で
す
。

　
船せ

ん

場ば

の
商
家
の
世
界
な
ら
、
そ
こ
の
親
旦
那
、
若
旦
那
、
番
頭
手て

代だ
い

丁で
っ
ち稚

、
御ご

寮り
ょ

人お
ん

さ
ん
乳お
ん

母ば

は
ん

女お
な

中ご
し

さ
ん
、
出
入
り
の
者
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
ち
ょ
っ
と
し
た
使
い
分
け
、
特
に
敬
語
の
使
用
法
で

そ
の
人
間
を
描
写
し
て
い
く
も
の
で
す
。

　
上
品
な
言
葉
ば
か
り
で
な
く
、
き
た
な
い
言
葉
も
同
様
で
し
て
、
相
手
を
罵ば

倒と
う

す
る
時
で
も
大
旦
那

の
言
い
方
が
あ
る
。
い
く
ら
激げ

き

昂こ
う

し
て
も
、
い
や
し
く
も
船
場
の
大
旦
那
が
、
使
う
は
ず
の
な
い
言
葉

が
あ
る
の
で
す
。
例
え
ば
「
…
…
し
や
が
る
」
と
い
う
語
は
ま
ず
使
わ
な
い
。
そ
の
場
合
は
「
…
…
し

く
さ
る
」
と
い
う
。「
何
を
言
い
や
が
る
」
で
は
な
く
て
「
何
を
言
い
く
さ
る
」
と
な
る
。

　「
人
の
金
に
ま
で
手
を
つ
け
や
が
っ
て
」
を
、
旦
那
な
ら
「
人
の
金
に
ま
で
手
を
つ
け
く
さ
っ
て
」

…
…
こ
れ
が
武
家
な
ら
「
人
の
金
に
ま
で
手
を
つ
け
お
っ
て
」
と
な
り
、
番
頭
が
若
旦
那
に
意
見
を
す

る
場
面
な
ら
「
人ひ

と

様さ
ま

の
お
金
に
ま
で
手
を
つ
け
な
は
っ
て
」
と
な
る
わ
け
で
す
。

　
実
際
に
は
ひ
ど
く
柄が

ら

の
悪
い
言
葉
を
使
う
若
旦
那
も
い
た
で
し
ょ
う
が
、
落
語
と
い
う
芸
は
会
話
ば

か
り
で
筋
を
運
び
ま
す
か
ら
、
こ
う
や
ら
ね
ば
人
物
表
現
、
そ
の
仕
分
け
が
で
き
な
い
の
で
す
。

　
敬
語
も
皇
室
に
関
す
る
場
合
、
む
か
し
は
ひ
ど
く
む
つ
か
し
か
っ
た
ん
で
す
な
。
例
え
ば
『
平
家
物

語
』
の
大
原
御
幸
の
件く

だ

り
に
、
法
皇
の
言
葉
と
し
て
「
…
…
今
更
御
覧
じ
忘
れ
け
る
。
た
だ
夢
と
の
み
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こ
そ
思お
ぼ

召し
め

せ
」
―
「
…
…
見
忘
れ
て
い
た
と
は
、
た
だ
夢
の
よ
う
に
思
う
わ
い
」
と
い
う
意
味
で
す

が
、
法
皇
自
身
の
言
う
セ
リ
フ
に
も
作
者
は
敬
語
を
つ
け
て
い
ま
す
。
ま
た
、
む
か
し
の
小
学
唱
歌
の

「
児こ

島じ
ま

高た
か

徳の
り

」
―
あ
の
歌
詞
は
難
解
で
す
な
。「
船
坂
山
や
杉
坂
と
、
み
あ
と
慕
い
て
院
の
庄
、
微び
ち

衷ゅ
う

を
い
か
で
聞
こ
え
ん
と
、
桜
の
幹
に
十
字
の
詩
、
天
、
勾こ
う

践せ
ん

を
空
し
う
す
る
莫な
か

れ
。
時と
き
に、

范は
ん

蠡れ
い

無
き
に

し
も
非
ず
…
…
」。
こ
の
聞
こ
え
ん
と
い
う
言
葉
は
申
し
上
げ
よ
う
と
い
う
意
味
な
の
で
す
ね
。
右
の

歌
詞
を
今
の
大
学
生
の
何
割
が
説
明
し
得
る
で
し
ょ
う
か
。

　
さ
て
私
は
、
こ
の
二
つ
の
例
を
中
学
生
の
時
と
小
学
生
の
時
と
に
習
っ
て
、
今
も
記
憶
し
て
い
る
の

で
し
て
、
勾
践
、
范
蠡
の
文
字
だ
け
は
辞
書
を
ひ
き
ま
し
た
が
、
あ
と
は
記
憶
の
ま
ま
に
書
き
ま
し
た
。

当
時
の
小
学
校
の
先
生
は
「
微
衷
を
い
か
で
聞
こ
え
ん
…
…
」
の
意
味
を
子
供
に
チ
ャ
ン
と
教
え
て
く

れ
た
の
で
す
。
く
だ
く
だ
し
い
説
明
は
な
し
に
、「
こ
れ
は
申
し
上
げ
よ
う
と
い
う
意
味
な
の
だ
」
と
。

　
十
代
に
覚
え
た
こ
と
は
一
生
忘
れ
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
児
島
高
徳
の
こ
と
と
天
勾
践
…
…
の

詩
の
知
識
は
「
道
灌
」
と
い
う
落
語
か
ら
補
足
さ
れ
ま
し
た（
や
は
り
十
代
に
）。
む
か
し
の
小
学
唱
歌

に
は
難
し
い
も
の
が
多
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
役
に
立
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
文
語
体
な

ん
か
幼
少
時
か
ら
ふ
れ
さ
せ
て
お
け
ば
よ
ろ
し
い
。
文
語
と
い
っ
て
も
今
の
日
常
語
に
連
な
る
日
本
語

な
の
で
す
か
ら
、
感
じ
で
解
る
は
ず
で
す
。

　
敬
語
の
は
な
し
か
ら
そ
れ
た
よ
う
で
す
が
、
私
は
十
代
に
も
っ
と
い
ろ
ん
な
こ
と
に
ふ
れ
さ
せ
る
べ

き
だ
と
思
う
の
で
す
。
敬
語
な
ん
か
自
然
に
身
に
つ
い
て
し
ま
う
も
の
で
す
。
職
人
の
技
術
な
ん
か
二
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十
歳
ま
で
に
で
き
る
も
の
で
、
そ
れ
が
プ
ロ
で
す
。
受
験
勉
強
だ
け
に
消
費
さ
れ
る
十
代
は
全
く
情
け

な
い
。

　
ハ
タ
チ
こ
し
た
新
入
社
員
に
電
話
の
か
け
方
か
ら
教
え
ね
ば
な
ら
な
い
な
ん
て
…
…
。

＊

　
十
四
、五
年
前
の
文
章
だ
か
ら
、
ズ
レ
て
い
る
の
は
当
た
り
前
だ
が
、
基
本
的
に
は
私
の
考
え
は
あ

ま
り
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。

　
こ
の
中
の
敬
語
の
問
題
は
や
は
り
落
語
に
と
っ
て
は
重
要
な
こ
と
で
、
こ
の
頃
は
、
演
者
の
方
に
こ

の
こ
と
を
強
調
し
た
い
の
で
あ
る
。

＊

　
敬
語
の
使
い
方
で
、
人
物
を
微
妙
に
使
い
分
け
る
好
例
が
「
た
ち
ぎ
れ
線
香
」
の
番
頭
で
あ
る
。

　
手
き
び
し
い
意
見
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
相
手
は
ご
主
人
の
若
旦
那
、
総そ

う

領り
ょ

息う
む

子す
こ

で
あ
る
。
ど
ん
な

き
つ
い
こ
と
を
言
っ
て
も
、
そ
こ
に
一
応
の
礼
儀
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
親
旦
那
に
対
す
る
敬

語
と
親
戚
ご
一い

っ

統と
う

に
対
す
る
敬
語
と
は
ち
ゃ
ん
と
区
別
が
つ
い
て
お
り
、
て
い
ね
い
な
コ
ト
バ
を
使
い

な
が
ら
、
ギ
ッ
チ
リ
と
若
旦
那
を
押
さ
え
こ
ん
で
し
ま
う
…
…
、
こ
の
前
半
の
山
場
は
〝
て
に
を
は
〞

ひ
と
つ
、
無
思
慮
に
扱
っ
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
む
し
ろ
冒
頭
の
丁
稚
と
若
旦
那
と
の
や
り
と
り
、
こ
こ
の
コ
ト
バ
は
、
や
は
り
敬
語
を
使
っ
て
い
る

の
だ
が
、
か
な
り
良
い
か
げ
ん
で
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
若
い
者
同
士
の
親
し
さ
か
ら
く
る
、
一
種
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の
馴
れ
馴
れ
し
さ
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
丁
稚
ら
し
さ
の
表
現
に
も
な
る
が
、
そ
れ
が
番
頭
―
と
な
る

と
、
言
葉
使
い
に
も
ひ
と
つ
の
威
厳
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
後
半
の
小
糸
の
母
親
の
述
懐
…
…
、
こ
れ
も
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
お
客
―
そ
れ
も
上
客
で
あ
る
若
旦
那
に
対
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
充
分
行
き
届
い
た
敬
語
を
使
い

な
が
ら
、
つ
き
せ
ぬ
恨
み
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。

　
大
事
な
お
客
で
あ
る
と
同
時
に
、
最
愛
の
娘
が
命
を
か
け
て
惚
れ
た
恋
人
で
あ
る
若
旦
那
…
…
、
恨

め
し
い
と
い
う
気
持
ち
と
、
残
念
で
た
ま
ら
ぬ
気
持
ち
と
を
こ
め
な
が
ら
綿
々
と
語
り
続
け
る
。
さ
ら

に
、
相
手
の
事
情
を
知
っ
て
か
ら
は
、
そ
こ
に
思
い
や
り
が
あ
り
、
最
後
は
あ
き
ら
め
…
…
。

　
こ
の
複
雑
な
心
理
状
態
を
、
あ
の
長
ゼ
リ
フ
の
間
に
に
じ
ま
せ
て
、
聴
客
に
伝
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
配
慮
が
充
分
に
あ
っ
た
上
で
の
、
名
作
「
た
ち
ぎ
れ
」
で
あ
り
、
古
典
と
い
う
語
を
冠
ら

せ
て
も
よ
い
は
な
し
な
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
ま
で
配
慮
し
て
口
演
し
て
も
、
時
と
し
て
、
伝
わ
ら
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
今
の
お
客
に
は

早
い
テ
ン
ポ
で
運
ん
だ
方
が
良
い
場
合
も
あ
る
。

　
も
っ
と
あ
ら
い
演
出
で
、
短
時
間
に
ト
ン
ト
ン
と
運
ん
で
い
っ
て
も
、
ポ
イ
ン
ト
だ
け
は
キ
チ
ン
と

押
さ
え
て
い
け
ば
、
何
し
ろ
作
品
が
よ
く
で
き
て
い
る
か
ら
、
一
応
の
感
動
は
与
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
先
人
が
腐
心
し
て
工
夫
を
積
み
あ
げ
て
き
た
作
品
を
、
そ
う
気
軽
に
扱
う
の
は
冒ぼ

う

瀆と
く

で
あ

る
と
す
る
思
い
は
、
私
に
は
生
涯
消
え
な
い
。


