
南天さん三七日法要（昭和 47年 10月 10日　玉出光福寺）
おかみの世話になることを嫌がった南天師であったが，最後は老人ホームの
厄介になり，そこで没した．私はかねてから聞いていた通りに，玉出の懇意
であった光福寺で，三七日（みなのか）の法要兼告別式を行なったが，予想外
にいろんな方々に集まっていただけた．その時の記念写真である．血縁の方
は“またいとこ” に当る人とその御子息のみ，あとは芸界の人々とお客筋の
方々であった．特に東京からわざわざ林家正蔵師が見えたのには恐縮，且つ
感激であった．香典その他一切を御辞退したのだが，黙って仏前の一隅に置
いて帰る人もあったり，本人も死に金のつもりでいくらか用意してあったり
で，そこそこ覚悟していた私の出費は極く僅かですんだのである．南天さん
の法名は「遊光院釈南天」．写真には前記の林家正蔵はじめ，花菱アチャコ，
浮世亭歌楽，杉浦エノスケ，花柳芳兵衛，森幸児，一輪亭花蝶，旭堂南陵，
桂米之助，桂米治郎等，他に藤原せいけん，中井吉太郎，杉本書店主，文の
助茶屋主人，下村百日亭他，大阪の趣味家，放送局の人たちなど，多彩な各
氏の顔が見られる．



最近，ある人からいただいたのだが，今日となっては貴重とも言える写真．私
も写っているのだが，どうも記憶にないのでこの写真，私は貰っていなかった
ように思う．上方落語協会が結成されて間もない昭和 34，5年頃か．場所は御
堂筋東側のすし店 “丸十” の二階座敷．前列右から六代目笑福亭松鶴（当時枝
鶴），旭堂南陵（当時小南陵），桂文紅，先代林家染丸（会長であった），森乃福
郎（当時は笑福亭福郎），つぎの二人は下座で，瀧野光子（昔の吉本の瀧野支配
人の妻，もとは女道楽の小光，鼓の名手で三味線もしっかりしていた．東京の
人），左端は見浪（みなみ）よし（五世松鶴の後妻，芸妓時代の名前でいつまでも
お鯉さんと呼ばれていた）．二列目，右端は丸十の仲居か．つぎは桂木九丸（先
代三木助の門人，大阪へ移住してきたが廃業），桂米朝，鶴乃一声（いっせい．
司会漫談で無論協会員ではないが，何かのときにやってきてよく世話をやいて
いた），桂春團治，文の家速達（そくたつ．文の家恋しくの弟子で，恋しくが師
匠のかしく　―　のちの笑福亭福松に預けていた．中学一，二年生頃）．三列目，
右端はこの丸十すし店の店主，その左が桂文枝（当時小文枝），お囃子の長老林
家とみ，吾妻ひな子（当時，漫才をやめて三味線漫談と称して独り高座を勤め，
協会の客分的存在であった），桂米之助，桂春朝（春團治の福團治時代に入門，
小福といったが春朝と改め，のち廃業），つぎが小春から福團治になっていた
と思うが，一度やめて復活し春輔を名乗ったが協会をやめた．その左うしろか
ら顔をのぞかせているのが笑福亭花丸（昭和初期のはなし家林家うさぎの息子，
六世松鶴の弟子），つぎが先代桂文我（当時我太呂）．最後列は右から寄席囃子
専門の中田つるじ（昔は笑福亭鶴二），月亭可朝（当時小米朝いや，まだ染丸門
の染奴時代か），和多田勝（当時笑福亭小つる，この時高校生ぐらい，六世松鶴
の甥に当る），笑福亭松之助，一人おいて笑福亭福三郎（福郎の兄弟子に当る），
左端の四人は丸十関係か．その左からちょっと後ろが橘家圓之助（橘ノ圓都の
弟子）．



　上　昭和 8年 5月 1日より 9日まで道頓堀角座で行なわれた「吉本専属東西合
同落語家芝居」の稽古時の記念写真（昭和 8年 4月，南地花月にて）．前列左から
二代目三遊亭圓若，桂福團治（のち二代目春團治），立花家扇遊，三遊亭小圓馬
（のち四代目三遊亭圓馬），桂小春團治（のち舞踊家花柳芳兵衛），橘家蔵之助．二
列目左から吉本興業の林正之助，二代目林家染丸，片岡長太夫（指導），二代目桂
三木助，初代桂春團治，三代目三遊亭圓馬，三代目立花家千橘．三列目左から二
代目笑福亭枝鶴（のち五代目笑福亭松鶴），初代柳家三亀松，先代神田伯龍，桂圓
枝，桂文治郎，気取家延若（のち橘家勝太郎），初代露の五郎．四列目左から花月
亭九里丸，吉本興業の文芸・宣伝・映画の総括部長橋本鐵彦，青山督吉本興業支
配人，瀧野壽吉吉本興業支配人．その時のだし物は，国定忠治，絵本太功記，沼
津，扇屋熊谷であった．
　下　故三遊亭圓子一周忌法要来会者記念写真（昭和 7年 5月 14日）．前年の 5
月 14日に亡くなった三遊亭圓子（えんこ．本名須永藤三郎）の一周忌を天王寺の
寿法寺（通称紅葉寺）で執り行なった際の来会者の記念写真．写真前列左から二人
目が桂花治（のち二代目桂花團治），三人目が桂文治郎，四人目が二代目林家染丸，
一人とばして寿法寺住職，右端は三遊亭志ん蔵．二列目右から初代桂小春團治
（のち舞踊家花柳芳兵衛），三人目が桂圓枝（？），四人目が三代目桂米團治，左隣
りで寿法寺住職の後ろが四代目笑福亭松鶴，その左横の坊主頭の盲人は音曲師三
升家紋十郎．三列目左から三遊亭小圓馬（のち四代目三遊亭圓馬），三代目笑福亭
光鶴，漫才三遊亭小圓，三代目三遊亭圓馬，橘家蔵之助，漫才三遊亭柳枝（？）．
最後列左端は漫才二葉家吉雄（もと落語家三遊亭遊三郎）．〈豊田善敬記〉



司馬遼太郎氏と米朝．司馬さん
と二人きりで写っているのは残
念ながらこれ一枚のみ．

マルセル・マルソー夫妻と米朝
という珍スナップ．昭和 50年
代の終りの頃か．彼の芸には感
服した．

将棋の谷川名人（当時四段）と米
朝との世紀の（？）対局．二枚落
ちで接戦の末，私が負けた．あ
るスポーツ紙主催の将棋まつり
で，解説は大野源一九段という
立派なもの．



立ち物　―　寄席芸人が芝居らしきものをやった時，それを立って演じるので
（落語など座って演じるのが普通なので），これを立ち物と言った．何かの立ち
物の時の楽屋風景（昭和ひとケタの頃と思われる）．前列右端は不明，つぎが松
葉家奴，桂花治（のち二代目花團治）かと思う．つぎ不詳，三遊亭志ん蔵．後列
左から林家栄三，つぎ桂圓枝か？ 五代目松鶴，荒川歌江（漫才，松葉家奴の相
方），つぎ橘家小圓太か？ 右端は笑福亭松竹か？ 扮装やメーキャップや眼鏡
などで判別しにくい．この写真は志ん蔵師の遺品の中にあったもの．

昭和 37，8年ごろに「上方風流（かみがたぶり）」というグループができた．関
西のいろんな芸界の三十代の若手（当時の）が集まって作った集団で，雑誌を出
したりいろんなことをやった．みなもう結構よい歳になってから，半分ぐらい
が集まった時の写真．昭和 50年代の中頃か．前列右から吉田簔助，桂米朝，
大倉長十郎，吉村雄輝，茂山千之丞．後列右から山田庄一，竹本住大夫，権藤
芳一，藤舎呂浩，中村鴈治郎，吉田文雀．





上と右頁の上下の三枚は昭和 35年頃のもの．ABC朝日放送の制作部の人た
ちと専属芸人の連中での忘年会の時の写真である．朝日放送のこれに写って
いる人に聞いても知らないというのでここに入れた．この中には数々のヒッ
ト番組，名作を作った人々が写っている．当時，朝日専属のメンバーは，森
光子（関西在住の頃），川上のぼる，漫才がダイマル・ラケット，光晴夢若，
かしまし娘（歌江・照江・花江），サザエ歌楽，右楽・左楽，落語の松鶴と米
朝．ここには夢若，ラケット，歌楽，右楽といった人々は見当らない．それ
にしても随分故人となった．

越路吹雪，内藤法美夫妻と
米朝．大阪来演時には必ず
ふぐ料理．私も三度ふぐに
つき合った．内藤さんはな
かなかの落語通であった．



大阪フィルハーモニーを私が指揮したという一期の憶い出の写真．これは
オイルショックか何かの影響で，府や市からの助成金が出なくなり，欧州
公演の資金集めの催しで，場所はフェスティバルホール．曲目は「カルメ
ン」の前奏曲，ハバネラを……と言ったら一言のもとに断わられた．アン
コールは「白鳥の湖」，もちろん朝比奈隆指揮の本物もちゃんとあった．

昭和 30年代中頃と思う．何かの余興で行った淡路島行きの船の上．右端
が米朝，左へ松鶴家光晴，鳳啓助，浮世亭夢若，ドリーム観光の杉山実氏，
曲芸の海老一太郎，司会の大阪はじめ，浪曲の日吉川秋水．前列は右から
京唄子，浪曲の曲師，秋水師の付人．
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前
著
『
三
集
・
上
方
落
語
ノ
ー
ト
』
を
出
し
た
の
が
平
成
三
年
十
二
月
十
日
で
、
今
か
ら
六
年
前
の

こ
と
で
す
。
事
実
、
こ
の
五
年
ぐ
ら
い
前
か
ら
書
け
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
病
気
を
し

た
り
、
怪
我
を
し
た
り
、
体
調
―
と
い
う
原
因
も
あ
っ
た
し
、
多
忙
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。

　
し
か
し
若
い
時
は
、
近
年
の
倍
以
上
の
仕
事
量
で
あ
っ
て
も
、
書
け
た
し
本
も
読
め
た
の
で
す
か
ら
、

や
は
り
年
齢
の
せ
い
と
い
う
の
が
一
番
の
原
因
で
し
ょ
う
。

　
読
書
に
も
体
力
気
力
が
要
り
ま
す
。
芝
居
や
映
画
を
見
た
り
音
楽
会
に
行
く
の
も
体
力
気
力
、
執
筆

も
体
力
気
力
、
お
喋
り
す
る
の
も
酒
を
飲
む
の
も
ま
た
し
か
り
で
す
。

　
近
来
、
記
憶
力
も
と
み
に
衰
え
て
古
い
憶
い
出
ば
な
し
を
し
て
も
だ
ん
だ
ん
自
信
が
な
く
な
り
ま
し

た
。
も
う
少
々
は
書
き
と
め
て
お
き
た
い
も
の
も
あ
り
、
少
し
は
書
く
つ
も
り
な
の
で
す
が
、『
五

集
・
上
方
落
語
ノ
ー
ト
』
は
と
て
も
望
め
ま
せ
ん
。

　
私
も
満
七
十
二
歳
、「
男
の
平
均
寿
命
ま
で
に
は
ま
だ
大
分
あ
り
ま
す
よ
」
と
言
っ
て
も
ら
い
ま
し

た
が
、
平
均
は
あ
く
ま
で
も
平
均
で
あ
っ
て
、
私
の
寿
命
で
は
な
い
。

　
本
業
の
落
語
の
ほ
う
も
い
つ
ま
で
や
れ
る
か
、
は
な
は
だ
心
も
と
な
い
も
の
で
す
。
生
き
て
い
る
と
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い
う
の
と
、
高
座
で
演
じ
ら
れ
る
と
い
う
の
と
は
、
こ
れ
は
別
で
す
。
私
は
弱
気
で
言
っ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
ま
た
心
細
く
な
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
が
、
そ
う
い
う
覚
悟
は
き
め
て
い
ま
す
。
残
念
な
が

ら
、
一
日
一
日
弱
っ
て
い
る
の
は
事
実
で
す
。

　
私
個
人
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
日
本
が
、
い
や
地
球
全
体
が
本
当
に
心
細
い
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
て
い

る
今
日
、
こ
ん
な
閑
文
字
を
上
梓
し
て
も
ら
え
る
の
は
今
の
日
本
な
れ
ば
こ
そ
で
、
い
わ
ゆ
る
戦
中
派

に
属
す
る
私
に
は
ま
っ
た
く
夢
の
よ
う
な
話
で
す
。

　
あ
と
は
、
う
ち
に
あ
る
膨
大
な
紙
屑
の
山
、
こ
れ
の
整
理
が
で
き
た
ら
―
多
分
、
無
理
と
は
思
い

ま
す
が
、
他
の
研
究
家
の
方
々
の
協
力
を
得
て
、
上
方
演
芸
の
「
資
料
集
・
写
真
集
」
が
出
せ
な
い
も

の
か
と
、
こ
れ
が
残
さ
れ
た
一
つ
の
願
望
で
は
あ
り
ま
す
が
…
…
。

　
前
著
の
序
に
も
書
き
ま
し
た
が
、
青
蛙
房
は
じ
め
お
世
話
に
な
っ
た
人
た
ち
、
そ
れ
に
読
者
の
皆
様

方
に
、
ま
た
ま
た
厚
く
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
九
年
十
二
月

 

桂
　
米
朝
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1　　中国産の落語

中
国
産
の
落
語

　
江
戸
時
代
、
中
国
の
笑
話
集
が
か
な
り
日
本
に
入
っ
て
い
て
、
当
時
の
小
咄
や
落
語
に
数
多
く
と
り

入
れ
ら
れ
て
い
る
。

　
有
名
な
落
語
の
「
野
ざ
ら
し
」
は
、
明み

ん

の
笑
話
集
『
笑
府
』
が
原
典
で
あ
る
。
上
方
で
は
こ
の
落
語

は
「
骨こ

つ

つ
り
」
と
い
っ
て
、
こ
の
ほ
う
が
原
典
に
近
く
て
、
サ
ゲ
も
笑
府
と
同
じ
く
、
男
色
に
な
っ
て

い
る
。

　
こ
こ
で
笑
府
の
原
文
を
ご
紹
介
し
よ
う
。

　
　
郊
外
ニ
遺
骸
ノ
暴ば

く

露ろ

ア
ル
ヲ
見
ル
。
憐あ
わ
れミ
テ
之こ
れ

ヲ
瘞う
ず（

埋
）ム
。
夜
間
、
門
ヲ
叩
ク
ノ
声
ヲ
聞
ク
。

之
ニ
問
ヘ
バ
応こ

た

ヘ
テ
曰い
わ

く
「
妃ひ

ナ
リ
」
ト
、
再
ビ
問
ヘ
バ
曰
ク
「
妾
ハ
楊よ
う

妃ひ

ナ
リ
、
馬ば

嵬か
い

ノ
難
ニ
遭

ヒ
テ
、
遺
骨
未い

ま

ダ
収
マ
ラ
ズ
、
君
ノ
掩え
ん

覆ぶ
く

ニ
感
ジ
、
来き
た

リ
テ
枕
席
ニ
奉
ジ
ン
」
ト
。
因
リ
テ
ト
モ
ニ

歓
ヲ
極
メ
テ
去
ル
。
隣
人
聞き

キ
テ
コ
レ
ヲ
慕
ヒ
、
因
リ
テ
遍あ
ま
ねク

郊
外
ニ
覓も
と

メ
、
マ
タ
遺
骸
ヲ
得
テ
之

ヲ
瘞う

ず

ム
。
夜
、
門
ヲ
叩
ク
者
ア
リ
。
之
ヲ
問
ヘ
バ
応
ヘ
テ
曰
ク
「
飛ひ

ナ
リ
」
ト
、
曰
ク
「
汝な
ん
じ

楊
妃
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ナ
リ
ヤ
」
ト
。
曰
ク
「
俺わ
れ

ハ
張ち
ょ

飛う
ひ

ナ
リ
」
ト
。「
其そ
の

人
惧お
そ

ル
ル
コ
ト
甚
は
な
は
だシ
ク
、
強し

ヒ
テ
応
ジ
テ
曰
ク

「
張
将
軍
、
何
ス
レ
バ
下
顧
セ
ラ
ル
」
ト
、
曰
ク
「
俺
関
中
ノ
難
ニ
遭
ヒ
テ
遺
骸
未
ダ
収
マ
ラ
ズ
、

君
ノ
掩
覆
ニ
感
ジ
テ
、
マ
サ
ニ
粗そ

臀で
ん

ヲ
以
テ
奉
献
セ
ン
ト
ス
」
ト
。

　　
粗
末
な
お
尻
で
す
が
ど
う
ぞ
…
…
と
い
う
、
実
に
ズ
バ
リ
と
言
っ
て
の
け
た
男
色
小
咄
だ
が
、
美
女

楊
貴
妃
か
と
思
っ
た
ら
、「
三
国
志
」
の
豪
傑
、
燕
人
張
飛
で
あ
っ
た
。
そ
の
妃0

と
飛0

が
音
通
で
、
地じ

口ぐ
ち

の
洒
落
に
な
っ
て
い
る
。

　
原
文
は
僅
か
百
二
十
六
字
、
ほ
ぼ
内
容
を
つ
く
し
て
い
る
か
ら
漢
文
と
い
う
の
は
凄
い
で
す
な
。

　
上
方
落
語
「
骨
つ
り
」
は
、
前
半
は
派
手
で
上
方
ら
し
い
面
白
い
演
出
に
な
っ
て
い
て
「
野
ざ
ら

し
」
と
は
大だ

い

分ぶ

趣
き
が
違
う
。
機
会
が
あ
っ
た
ら
聞
い
て
み
て
く
だ
さ
い
。
や
は
り
美
女
が
来
る
か
と

思
っ
て
い
た
ら
物
凄
い
男
が
き
た
。
名
前
を
き
く
と
「
石
川
五
右
衛
門
じ
ゃ
」「
あ
あ
、
そ
れ
で
カ
マ

割
り
に
来
た
か
」
と
い
う
サ
ゲ
に
な
る
。

　
東
京
に
も
、
現
行
の
「
野
ざ
ら
し
」
以
前
の
古
い
型
で
、「
支
那
の
野
ざ
ら
し
」
と
い
う
の
が
、
初

代
柳
家
小
せ
ん
の
速
記
に
残
っ
て
い
て
、
こ
れ
は
『
笑
府
』
に
近
い
の
だ
が
、
舞
台
は
す
っ
か
り
中
国

で
楊
貴
妃
も
出
て
く
る
。
隣
人
が
ま
ね
を
す
る
と
、
凄
い
豪
傑
が
や
っ
て
く
る
。
名
前
を
き
く
と
「
我

は
樊は

ん

噲か
い

な
り
」「
ホ
ウ
、
鴻こ
う

門も
ん（

肛
門
）を
破
り
に
来
た
か
」
と
い
う
サ
ゲ
で
「
骨
つ
り
」
と
同
様
で
あ

る
。
こ
れ
は
有
名
な
中
国
の
故
事
〝
鴻
門
の
会
〞
に
よ
る
も
の
だ
。



3　　中国産の落語

　『
笑
府
』
は
『
遊ゆ
う

仙せ
ん

窟く
つ

』
と
同
様
に（『
遊
仙
窟
』
と
並
べ
た
ら
𠮟
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
）、
本
家
の
中

国
で
は
散
逸
し
て
し
ま
っ
て
、
日
本
に
残
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
内
容
は
諷
刺
、
皮
肉
が
多
く
、
特
に
、
役
人
、
富
者
、
儒
者
、
医
者
…
…
な
ど
が
痛
烈
に
や
っ
つ
け

ら
れ
て
い
る
。『
笑
府
』
が
原
典
と
思
わ
れ
る
落
語
は
た
く
さ
ん
あ
る
の
だ
が
、
一
つ
だ
け
御
紹
介
し

た
。
岩
波
文
庫
か
ら
上
下
二
冊
、
良
い
訳
本
が
出
て
い
る
。

　　
右
の
一
文
は
「
月
刊
し
に
か
」（
大
修
館
書
店
発
行
）の
平
成
二
年
十
月
号
に
載
せ
た
も
の
だ
が
、
こ
こ

に
転
載
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
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一
枚
の
切
符

　
大
阪
の
千
里
で
催
さ
れ
た
あ
の
万
国
博
―
も
古
い
こ
と
に
な
っ
た
。
万
博
に
鮮
明
な
記
憶
を
お
持

ち
の
か
た
は
、
若
く
て
も
四
十
歳
に
近
い
で
し
ょ
う
な
。
こ
れ
は
そ
れ
以
前
の
こ
と
だ
か
ら
、
え
ら
い

昔
ば
な
し
に
な
る
が
、
切
符
の
立
売
り
と
い
う
商
売
が
あ
っ
た
。
男
の
人
も
い
た
が
、
た
い
て
い
は
女

性
で
、
そ
れ
も
中
年
以
上
の
お
ば
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
と
い
っ
た
人
た
ち
だ
っ
た
。

　
地
下
鉄
や
バ
ス
な
ど
の
回
数
券
を
一
枚
ず
つ
バ
ラ
売
り
す
る
の
で
あ
る
。
当
時
は
地
下
鉄
も
一
号
線

の
み
で
、
全
線
均
一
料
金
だ
っ
た
と
思
う
。
十
枚
分
の
金
額
で
十
一
枚
買
え
る
。
こ
れ
を
一
枚
ず
つ
十

一
枚
売
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
枚
の
余
剰
を
生
じ
る
。
二
十
枚
綴
り
を
買
え
ば
、
二
枚
半
か
ら
三
枚
近

く
の
も
う
け
が
出
る
。
そ
の
僅
か
な
利
を
稼
ぐ
た
め
に
、
極
暑
の
夏
も
厳
寒
の
冬
も
、
立
ち
続
け
て
生

活
の
足
し
に
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
い
や
、
そ
れ
だ
け
で
暮
し
て
い
た
人
も
あ
っ
た
と
思
う
。

　
こ
れ
は
誰
に
も
迷
惑
を
か
け
な
い
商
売
で
あ
る
。
誰
の
利
益
も
侵
し
て
い
な
い
。
い
わ
ば
無
か
ら
有

を
生
じ
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　
ま
と
め
て
券
を
買
っ
て
く
れ
る
の
だ
か
ら
、
市
の
交
通
局
も
喜
び
そ
う
な
も
の
だ
の
に
、
ど
う
い
う
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わ
け
か
こ
れ
を
い
や
が
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
自
動
券
売
機
も
な
か
っ
た
頃
、
出
札
口
が
混
雑
し
て
人

が
ズ
ラ
リ
と
並
ん
で
い
る
時
な
ん
か
、
こ
の
人
た
ち
は
便
利
な
存
在
だ
っ
た
。
中
に
は
両
替
に
使
う
人

も
あ
っ
た
。
大
き
な
紙
幣
を
出
し
て
も
チ
ャ
ン
と
手
早
く
つ
り
銭
を
く
れ
る
。
切
符
一
枚
買
っ
て
も
、

窓
口
で
は
つ
い
ぞ
聞
い
た
こ
と
の
な
い
「
有
難
う
」
と
か
「
お
お
き
に
」
と
か
い
う
言
葉
も
返
っ
て
く

る
。
又
、
の
り
か
え
駅
の
こ
と
な
ど
も
親
切
に
教
え
て
く
れ
た
。

　
駅
に
「
出
札
の
窓
口
以
外
で
お
買
い
に
な
っ
た
切
符
で
問
題
が
生
じ
た
場
合
、
当
局
は
責
任
を
持
ち

ま
せ
ん
」
な
ど
と
い
う
立
札
が
出
た
り
し
た
が
、
こ
の
立
売
り
人
の
切
符
で
ゴ
タ
ゴ
タ
が
生
じ
た
こ
と

は
無
か
っ
た
と
思
う
。

　
な
お
、
こ
の
商
売
は
東
京
で
は
成
功
し
な
か
っ
た
そ
う
だ
。
東
京
人
は
こ
ん
な
あ
や
し
げ
な
立
売
り

の
切
符
を
買
う
気
が
し
な
か
っ
た
ら
し
く
、
や
っ
て
み
た
人
は
あ
っ
た
が
、
ち
っ
と
も
売
れ
な
か
っ
た

ら
し
い
。
そ
れ
が
万
国
博
開
催
と
な
っ
て
、
禁
止
し
て
し
ま
え
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
世
界
中
か
ら

来
る
お
客
さ
ん
に
み
っ
と
も
な
い
。
大
阪
の
恥
さ
ら
し
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。
ど
こ
が
み
っ
と
も
な
い

の
か
。

　
私
は
、
こ
れ
こ
そ
大
阪
ら
し
さ
を
示
す
好
見
本
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
れ
を
世
界
に
誇
っ
て
万
博
に

展
示
す
べ
き
で
は
な
い
か
、
な
ど
と
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
な
ど
で
意
気
ま
い
た
も
の
だ
が
…
…
。

　
市
の
ほ
う
で
は
立
売
り
人
の
代
表
者
を
集
め
て
談
合
し
た
結
果
、
い
く
ら
か
の
涙
金
を
も
ら
っ
て
お

ば
さ
ん
た
ち
は
商
売
を
や
め
た
。
え
ら
い
こ
と
に
ピ
タ
リ
と
無
く
な
っ
た
。
万
博
が
了
っ
て
も
こ
の
人
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た
ち
は
約
束
を
守
っ
て
、
キ
レ
イ
に
足
を
洗
い
再
開
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
噓
を
つ
い
た
り
約
束
を
破
っ
た
り
し
て
平
然
と
し
て
い
る
政
治
家
も
多
い
の
に
、
こ
の
人
た
ち
の
ほ

う
が
ず
っ
と
立
派
と
い
え
よ
う
。

　
当
時
の
あ
る
日
の
こ
と
で
あ
る
。
動
物
園
前
の
地
下
鉄
乗
り
場
で
、
私
は
一
人
の
お
ば
さ
ん
か
ら
切

符
を
買
っ
た
。
そ
し
て
お
金
を
渡
そ
う
と
す
る
と
、
手
を
振
っ
て
受
け
取
ら
な
い
の
で
あ
る
。
不
思
議

に
思
っ
て
よ
く
顔
を
見
る
と
見
覚
え
が
あ
る
。
あ
、
あ
の
よ
く
来
る
お
客
さ
ん
や
が
な
―
。

　
そ
の
頃
、
私
は
新
世
界
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
ン
町ま

ち

の
寄
席
へ
よ
く
出
て
い
た
。
今
で
は
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
ン
横
町

と
い
う
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
昭
和
三
十
年
頃
ま
で
は
ジ
ャ
ン
ジ
ャ
ン
横
町
と
か
法
善
寺
横
町

な
ん
て
呼
び
名
は
な
か
っ
た
。
だ
い
た
い
、
大
阪
に
よ
こ
ち
ょ
う

0

0

0

0

0

は
無
く
て
、
み
な
よ
こ
ま
ち

0

0

0

0

で
あ
っ

た
。

　
そ
の
寄
席
は
温
泉
演
芸
場
と
い
っ
て
、
の
ち
の
新
花
月
で
あ
る
。
そ
の
お
ば
さ
ん
は
い
つ
も
来
た
ら

一
番
前
の
席
に
座
っ
て
い
た
。
十
二
時
ま
で
に
入
場
す
る
と
ち
ょ
っ
と
割
引
に
な
る
。
そ
の
割
引
タ
イ

ム
に
来
て
夕
方
ま
で
い
て
帰
る
の
だ
が
、
い
つ
も
最
前
列
に
い
る
の
で
こ
ち
ら
も
顔
を
覚
え
て
い
た
の

で
あ
る
。
考
え
て
み
る
と
雨
の
日
は
休
ん
で
い
た
の
だ
。
い
つ
も
一
番
前
で
ニ
コ
ニ
コ
笑
い
な
が
ら
、

漫
才
や
落
語
を
楽
し
ん
で
い
る
常
連
の
一
人
で
あ
る
。

　
ひ
い
き
の
芸
人
―
で
も
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
馴
染
み
の
芸
人
が
切
符
を
買
っ
た
の
で
、
御
祝

儀
代
り
に
一
枚
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
く
れ
た
に
違
い
な
い
。
十
一
枚
売
っ
て
や
っ
と
も
と
が
と
れ
る
一
枚
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の
切
符
、
私
は
心
か
ら
喜
ん
で
、「
お
お
き
に
」
と
頭
を
下
げ
る
と
、
お
ば
さ
ん
は
ニ
コ
ニ
コ
笑
っ
て

会
釈
を
返
し
て
く
れ
た
。
今
で
も
忘
れ
ら
れ
な
い
有
難
い
御
祝
儀
だ
っ
た
。

　
往
事
茫
々
、
夢
の
よ
う
に
過
ぎ
去
っ
た
そ
れ
か
ら
の
三
十
余
年
、
し
か
し
私
に
は
三
十
年
前
も
つ
い

こ
の
間
の
よ
う
な
気
が
す
る
。

　
こ
れ
も
昭
和
三
十
年
代
の
古
い
話
だ
が
、
四
代
目
桂
文
團
治
、
明
治
十
一
年
生
ま
れ
の
大
先
輩
で
あ

る
。
若
い
連
中
が
こ
の
人
に
昔
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
聞
い
て
い
た
時
に
、「
難
波
の
高
島
屋
の
と
こ
を

市
電
が
通
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
い
つ
頃
で
す
か
」
と
聞
く
と
、「
あ
ら
最
近
の
こ
っ
ち
ゃ
が
な
。
え

ー
と
、
大
正
の
終
り
頃
か
な
」
で
、
み
な
大
笑
い
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
ど
う
や
ら
私
も
似
た
よ
う

な
こ
と
に
な
っ
て
き
ま
し
た
な
。

　　
右
の
一
文
は
、「
季
刊
お
お
さ
か
の
街
」（
一
九
九
三
年
三
月
刊
）三
〇
号
に
載
せ
た
も
の
だ
が
、
こ
こ
に

転
載
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
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「
算
段
の
平
兵
衛
」
考

　
村む
ら

上か
み

浪な
み

六ろ
く

と
い
う
小
説
家
の
名
前
を
ご
存
じ
の
人
も
だ
ん
だ
ん
減
っ
て
い
る
と
思
う
が
、
大
正
時
代

の
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
作
家
で
あ
っ
た
。

　
邑む

ら

井い

貞て
い

吉き
ち

師
の
講
談
で
、「
当
世
五
人
男
」
や
「
八
軒
長
屋
」
を
聞
い
た
の
も
、
既
に
五
十
年
以
上

む
か
し
の
こ
と
に
な
る
。
ど
ち
ら
も
浪
六
作
の
痛
快
無
類
の
小
説
で
あ
る
。
古
書
店
で
た
ま
に
浪
六
全

集
の
端
本
を
見
る
こ
と
が
あ
る
が
、
今
で
も
売
れ
る
の
か
し
ら
。
私
が
小
学
校
六
年
か
中
学
一
年
ぐ
ら

い
の
頃
、「
キ
ン
グ
」
と
い
う
雑
誌
に
、
こ
の
人
の
「
鬼
伏
せ
頭
巾
」
と
い
う
連
載
が
あ
っ
て
、
毎
号

楽
し
み
に
し
て
読
ん
だ
も
の
だ
。
お
絹
と
い
う
美
女
や
弥
造
と
い
う
三
枚
目
の
名
前
は
覚
え
て
い
る
の

に
、
肝
心
の
主
人
公
の
名
前
は
覚
え
て
い
な
い
。
こ
の
時
の
挿
絵
は
誰
で
あ
っ
た
か
、
非
常
に
印
象
に

残
る
画
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
人
の
小
説
は
、〝
撥ば

ち

鬢び
ん

小
説
〞
と
言
わ
れ
た
。
撥
鬢
と
い
う
の
は
、
三
味
線
の
撥
の
よ
う
な
形

に
鬢
を
剃
り
込
ん
だ
頭
の
こ
と
を
言
い
、
三
百
年
ぐ
ら
い
前
に
流
行
し
た
そ
う
で
、
こ
ん
な
ま
げ
を
結

っ
た
人
物
―
市
井
の
任
俠
の
徒
を
よ
く
描
い
た
と
こ
ろ
か
ら
こ
う
呼
ば
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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江
戸
や
東
京
を
舞
台
に
し
た
作
が
多
い
が
、
浪
六
は
泉
せ
ん
し

州ゅ
う

堺
の
出
身
で
、〝
ち
ぬ
の
浦
浪
六
〞
と
も

称
し
た（
ち
ぬ
の
浦
は
大
阪
湾
の
こ
と
）。
邑
井
貞
吉
は
あ
の
ゆ
っ
く
り
し
た
、
そ
し
て
引
き
締
ま
っ
た
口

調
で
、「
ち
ぬ
の
浦
浪
六
先
生
作
る
、
当
世
五
人
男
。
昨
日
は
上
田
力つ

と
むの

窮
状
を
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
一
方
、
川
上
三
吉
は
そ
の
頃
…
…
」
な
ど
と
講
釈
場
で
喋し

ゃ
べっ

て
い
た
。

　
上
本
町
の
さ
く
ら
寺（
隆
専
寺
）に
、
落
語
家
曽そ

呂ろ

利り

新
左
衛
門
の
墓
と
記
念
碑
が
あ
る
が（
こ
の
碑
は
、

か
つ
て
曽
呂
利
の
門
下
で
あ
っ
た
縁
で
、
新
派
の
創
始
者
川
上
音
二
郎
の
建
立
に
な
る
も
の
）、
あ
の
大
き
な
曽

呂
利
の
碑
の
文
字
は
、
た
し
か
浪
六
の
筆
で
あ
る
。〝
二
世
曽
呂
利
新
左
衛
門
〞
と
あ
る
。

　
太
閤
秀
吉
に
仕
え
た
曽
呂
利
を
初
代
と
し
て
の
二
世
で
あ
る
が
、
ま
た
偽に

せ

―
の
に
せ

0

0

と
い
う
意
味

も
含
ま
せ
た
つ
も
り
で
あ
っ
た
そ
う
な
。

　
初
代
曽
呂
利
が
堺
の
出
身
で
あ
っ
た
か
ら
頼
ま
れ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
親
交
が
あ
っ
た
の
か
。

　
そ
れ
は
さ
て
お
い
て
、
浪
六
著
の
『
毒
舌
』
と
い
う
本
―
当い

世ま

風
に
言
う
な
ら
〝
浪
六
エ
ッ
セ
イ

集
〞
と
で
も
い
う
よ
う
な
本
だ
が
、
今
で
は
入
手
困
難
な
珍
本
で
あ
る
。
門
人
の
桂
歌
之
助
が
古
本
屋

で
み
つ
け
て
き
た
。

　
そ
の
中
に
〝
算
段
の
平
兵
衛
〞
と
い
う
一
文
が
あ
る
。

　
ち
と
長
い
が
、
次
に
紹
介
す
る
。

　

や
り
く
り


