
初代桂春団治（大正 11 年ごろ，
南地法善寺本堂前）

第
一
章　

戦
後
上
方
落
語
前
史



2

島
之
内
寄
席
の
口
上

　

昭
和
四
十
七（
一
九
七
二
）年
二
月
二
十
一
日
、
大
阪
市
南
区
千
年
町（
現
・
中
央
区
東
心
斎
橋
）の
島
之
内
教
会
礼
拝
堂
は

異
常
な
熱
気
に
包
ま
れ
て
い
た
。

　

上
方
落
語
協
会
主
催
の
初
の
落
語
定
席
「
島
之
内
寄
席
」
の
開
席
口
上
が
始
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　

会
場
は
観
客
・
報
道
陣
で
立
す
い
の
余
地
も
な
い
。
礼
拝
堂
内
を
寄
席
囲
い
に
し
つ
ら
え
た
舞
台
に
は
、
上
方
落
語
協

会
会
長
の
六
代
目
笑
福
亭
松
鶴
、
副
会
長
の
桂
米
朝
の
二
人
が
万
感
の
思
い
で
紋
付
袴
姿
で
口
上
に
居
並
ん
で
い
た
。

　

松
鶴
の
嚙
み
締
め
る
よ
う
な
甲
高
い
声
が
場
内
に
響
き
渡
る
。
笑
福
亭
の
紋
で
あ
る
五
枚
笹
ま
で
も
震
え
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。

　
「
今
こ
こ
で
ホ
ン
マ
に
涙
こ
ぼ
し
た
ら
、
気
障
な
や
っ
ち
ゃ
と
思
い
は
り
ま
っ
か
知
り
ま
へ
ん
が
…
…
ま
あ
、
涙
は
こ

ぼ
さ
ん
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
が
、
と
も
か
く
口
に
言
い
表
せ
ん
ぐ
ら
い
嬉
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
。
も
う
我
々
だ
け
の
夢

や
な
し
に
先
輩
た
ち
の
年
来
の
宿
願
で
ご
ざ
い
ま
し
た
。
た
と
え
五
日
に
し
ろ
噺
の
定
席
が
出
来
ま
し
て
こ
ん
な
嬉
し
い

こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
な
に
と
ぞ
益
々
こ
の
定
席
を
ば
…
…
盛
り
立
て
て
い
た
だ
き
ま
す
の
は
我
々
だ
け
の
力
で
は
や

っ
て
い
け
ま
せ
ん
の
で
す
。
み
な
こ
れ
皆
さ
ん
方
の
双
肩
に
か
か
っ
て
い
る
よ
う
な
わ
け
で
…
…
日
本
の
国
を
良
く
す
る

か
、
上
方
落
語
界
を
発
展
さ
す
か
…
…
ど
う
ぞ
皆
さ
ん
方
、
な
お
一
層
ご
支
援
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
古
う
は
ご
ざ
い
ま
す

が
、
決
ま
り
文
句
。
隅
か
ら
隅
ま
で
ズ
ィ
―
ッ
と
お
願
い
奉
り
ま
す
る
―
」

　

笑
い
と
と
も
に
彼
ら
二
人
の
感
動
ま
で
も
が
客
席
に
伝
わ
っ
て
来
た
。
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こ
の
と
き
松
鶴
、
五
十
三
歳
、
米
朝
、
四
十
六
歳
。「
上
方
落
語
四
天
王
」
と
並
び
称
さ
れ
た
彼
ら
の
同
志
・
三
代
目

桂
春
団
治
、
桂
小
文
枝（
五
代
目
桂
文
枝
）は
と
も
に
四
十
一
歳
で
あ
っ
た
。

　

彼
ら
四
人
が
こ
の
世
界
へ
入
っ
た
昭
和
二
十
二
年
当
時
か
ら
比
べ
る
と
、
自
分
た
ち
の
作
っ
た
協
会
で
、
た
と
え
月
に

五
日
間
に
し
ろ
落
語
定
席
が
開
催
で
き
、
観
客
が
押
し
寄
せ
る
こ
と
自
体
が
奇
跡
で
あ
っ
た
。

　

昭
和
二
十
年
代
、
上
方
落
語
は
滅
亡
し
た
と
い
わ
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
。
当
時
、
入
門
間
も
な
い
若
手
落
語
家
た
ち
は
、

手
を
携
え
、
今
日
の
隆
盛
へ
と
上
方
落
語
界
を
誘
っ
た
。
ゆ
え
に
人
知
れ
ぬ
感
慨
が
あ
っ
た
の
だ
。

上
方
落
語
の
衰
退

　

か
つ
て
「
大
阪
は
漫
才
」
で
「
落
語
は
東
京
」
と
い
わ
れ
た
時
代
が
長
ら
く
あ
っ
た
。

　

大
阪
の
落
語
が
「
上
方
落
語
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
う
古
い
こ
と
で
は
な
い
。
文
字
と
し
て
「
上
方

落
語
」
と
あ
ら
わ
さ
れ
た
の
は
、
南
木
芳
太
郎
が
編
集
人
を
務
め
た
雑
誌
『
上
方
』
の
第
十
九
号（
昭
和
七（
一
九
三
二
）年

七
月
一
日
発
行
）が
最
初
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
は
関
西
で
も
、
単
に
「
落
語
」
あ
る
い
は
「
大
阪
落

語
」
と
い
わ
れ
て
い
た
。

　

た
だ
、
こ
の
「
上
方
落
語
」
と
い
う
言
葉
が
出
現
し
た
時
代
に
は
、
す
で
に
そ
の
衰
退
は
始
ま
っ
て
い
た
。

　

こ
の
衰
退
は
、
新
興
の
演
芸
・
し
ゃ
べ
く
り
漫
才
の
出
現
と
関
係
が
あ
っ
た
。
近
代
漫
才
の
父
と
い
わ
れ
た
漫
才
作
者

の
秋
田
實
が
、「
大
阪
の
人
間
が
二
人
寄
れ
ば
漫
才
に
な
る
」
と
言
っ
た
よ
う
に
、
大
阪
人
に
は
も
っ
て
生
ま
れ
た
と
も

い
え
る
漫
才
的
気
質
が
あ
っ
た
。
こ
の
新
興
の
演
芸
が
流
行
る
の
に
は
、
そ
う
時
間
が
か
か
ら
な
か
っ
た
。

　

こ
こ
で
い
う
漫
才
と
は
、〈
し
ゃ
べ
く
り
漫
才
〉の
こ
と
を
さ
す
。
そ
れ
以
前
の
マ
ン
ザ
イ
は
、
万
歳
と
書
か
れ
た
。

　

寄
席
演
芸
と
し
て
の
万
歳
の
歴
史
も
、
そ
う
古
く
は
な
い
。
明
治
三
十
九（
一
九
〇
六
）年
に
大
阪
・
天
満
天
神
裏
の
寄
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席
で
初
代
玉
子
屋
円
辰
が
「
名
古
屋
万
歳
」
の
看
板
を
あ
げ
た
の
が
最
初
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

伝
統
的
な
万
歳（
千せ
ん
ず秋

万
歳
の
略
語
）と
は
、
正
月
に
太
夫
・
才
蔵
と
い
う
二
人
の
滑
稽
な
掛
け
合
い
で
、
め
で
た
い
言

葉
を
唱
え
て
は
そ
の
家
々
に
福
を
呼
び
、
長
寿
を
祝
う
も
の
で
あ
っ
た
。
玉
子
屋
円
辰
は
、
そ
の
万
歳
の
笑
い
と
、
円
辰

自
身
が
得
意
と
す
る
江
州
音
頭
や
河
内
音
頭
と
を
一
体
化
し
、
独
自
の
芸
を
創
作
し
て
興
行
を
始
め
た
。
こ
れ
が
今
日
の

漫
才
に
ま
で
繫
が
っ
て
い
る
。

　

そ
の
万
歳
を
、
昭
和
一
桁
代
に
し
ゃ
べ
り
一
本
だ
け
に
絞
っ
て〈
し
ゃ
べ
く
り
漫
才
〉と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
仕
立
て
あ
げ

た
の
が
、
の
ち
に
「
ラ
イ
オ
ン
」
と
あ
だ
名
さ
れ
、
平
成
三（
一
九
九
一
）年
四
月
二
十
四
日
に
九
十
二
歳
で
亡
く
な
る
ま

で
現
役
で
あ
っ
た
吉
本
興
行
部
の
林
正
之
助
で
あ
る
。

　

現
在
の
吉
本
興
業
株
式
会
社
の
前
身
・
吉
本
興
行
部
は
、
林
正
之
助
の
実
姉
・
吉
本
せ
い
と
そ
の
夫
・
吉
本
泰
三（
吉

兵
衛
）に
よ
っ
て
創
業
さ
れ
た
。
吉
本
の
社
史
に
よ
れ
ば
、
大
阪
・
天
満
天
神
裏
の
第
二
文
藝
館
の
開
場
し
た
明
治
四
十

五（
一
九
一
二
）年
四
月
一
日
を
創
業
日
と
し
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
と
し
て
大
正
二（
一
九
一
三
）年
四
月
を

採
用
す
る
芸
能
史
研
究
家
も
い
る
。

　

吉
本
は
落
語
が
寄
席
の
番
組
の
中
心
で
あ
っ
た
そ
の
時
代
に
、
太
夫
元（
興
行
師
）・
岡
田
政
太
郎
と
組
ん
で
色
物（
落
語

以
外
の
、
物
ま
ね
、
女
講
談
、
音
曲
、
剣
舞
、
曲
芸
、
琵
琶
、
怪
力
、
新
内
、
軽
口
、
義
太
夫
、
女
道
楽
な
ど
）を
中
心
に
し
た
番
組

編
成
で
「
木
戸
銭（
入
場
料
）の
安
さ
」
と
「
無
条
件
に
楽
し
ま
せ
る
演
芸
」
と
「
細
や
か
な
サ
ー
ビ
ス
」
で
興
行
の
世
界

に
進
出
、
大
い
に
観
客
に
支
持
さ
れ
た
。
大
正
の
末
頃
に
は
、
大
阪
の
目
ぼ
し
い
芸
人
と
寄
席
の
ほ
と
ん
ど
を
そ
の
傘
下

に
収
め
て
い
る
。

　
「
ま
あ
、
よ
う
働
い
た
も
ん
で
す
」
と
当
時
を
述
懐
す
る
林
正
之
助
は
、
さ
ら
に
観
客
が
喜
ぶ
安
来
節
や
万
歳
の
売
り

出
し
に
も
力
を
注
ぎ
、
や
が
て
吉
本
独
自
の
演
芸〈
し
ゃ
べ
く
り
漫
才
〉を
創
成
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
そ
れ
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ま
で
の
古
い
権
威
に
縛
ら
れ
た
落
語
は
し
だ
い
に
寄
席
で
の
居
場
所
を
失
っ
て
ゆ
く
。
そ
し
て
、
そ
の
上
方
落
語
黄
金
時

代
の
最
後
の
ス
タ
ー
が
、
映
画
・
演
劇
・
小
説
・
歌
謡
曲
で
そ
の
名
を
幅
広
く
知
ら
れ
、「
後
家
殺
し
」「
爆
笑
王
」
と
呼

ば
れ
た
、
初
代
の
桂
春
団
治
で
あ
っ
た
。

初
代
桂
春
団
治

　

桂
春
団
治
は
、
本
名
を
皮
田
藤
吉
と
い
う
。
本
来
は
二
代
目
に
当
た
る
の
だ
が
、
後
に
寄
席
・
圭
春
亭
席
元
と
な
っ
た

先
代
は
落
語
家
と
し
て
の
芸
歴
も
短
く
、
ま
た
皮
田
春
団
治
の
存
在
が
あ
ま
り
に
も
大
き
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
皮

田
を
初
代
と
し
て
代
々
を
数
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

一
般
に
上
方
落
語
の
全
盛
期
は
、
明
治
三
十
年
代
、
大
阪
ミ
ナ
ミ
の
法
善
寺
境
内
の
金
沢
席（
の
ち
南
地
花
月
）と
紅
梅

亭
と
い
う
二
つ
の
落
語
席
を
根
城
に
落
語
家
が
桂
派
と
浪
花
三
友
派
に
分
か
れ
て
覇
を
競
い
合
っ
て
い
た
時
代
か
ら
、
初

代
春
団
治
が
売
り
出
し
た
大
正
末
頃
ま
で
だ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
は
吉
本
の
台
頭
に
よ
り
、
関
西
演
芸
図
の

勢
力
は
落
語
か
ら
万
歳
～
漫
才
へ
と
徐
々
に
入
れ
替
わ
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
も
初
代
桂
春
団
治
は
、
昭
和
九

（
一
九
三
四
）年
十
月
六
日
に
亡
く
な
る
ま
で
、
上
方
落
語
の
孤
塁
を
守
り
ぬ
い
た
と
い
う
感
が
あ
る
。
そ
れ
だ
け
大
き
な

活
躍
を
し
た
。

　

戦
後
活
動
し
た
六
代
目
笑
福
亭
松
鶴
で
さ
え
も
、「
わ
た
い
が
い
ち
ば
ん
影
響
を
受
け
た
ん
は（
初
代
）春
団
治
師
匠
だ

ん
な
」
と
書
き
残
し
て
い
る
。
以
後
の
大
阪
の
落
語
家
に
よ
く
も
悪
く
も
絶
大
な
影
響
力
を
与
え
た
初
代
春
団
治
は
、
明

治
二
十
八（
一
八
九
五
）年
に
十
八
歳
で
浪
花
三
友
派
の
、
芝
居
噺
で
有
名
な
初
代
の
桂
文
我
に
入
門
。
当
初
の
芸
名
は
桂

我
都
で
あ
る
。

　

浪
花
三
友
派
と
は
、
月
亭
文
都（
桂
を
月
亭
と
改
号
）が
、
初
代
笑
福
亭
福
松
、
二
代
目
桂
文
団
治
ら
と
と
も
に
旗
揚
げ
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し
た
同
盟
で
あ
る
。
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
桂
派
中
興
の
祖
と
し
て
重
き
を
成
し
た
初
代
の
桂
文
枝
の
名
跡
を
、

門
下
の
四
天
王
―
初
代
文
之
助（
二
世
曽
呂
利
新
左
衛
門
）、
二
代
目
文
都
、
初
代
文
三
、
初
代
文
団
治
が
争
い
、
結
局
、

文
三
が
二
代
目
文
枝
を
襲
名
、
桂
派
を
受
け
継
ぐ
こ
と
と
な
っ
た
。
文
都
は
こ
れ
に
異
を
唱
え
、
浪
花
三
友
派
を
立
ち
上

げ
た
の
で
あ
る
。

　

明
治
三
十
五
年
、
桂
我
都
は
浪
花
三
友
派
の
頭
目
・
二
代
目
桂
文
団
治（
の
ち
七
代
目
桂
文
治
）門
下
に
入
り
、
翌
年
、
桂

春
団
治
を
名
の
る
。
余
談
で
あ
る
が
、
春
団
治
以
前
に
『
い
か
け
や
』
の
演
目
を
得
意
に
し
て
、
彼
が
多
分
に
影
響
を
受

け
た
と
い
わ
れ
て
い
る
二
代
目
桂
米
喬
―
藤
本
義
一
が
直
木
賞
を
受
賞
し
た
『
鬼
の
詩
』
に
登
場
す
る
桂
馬
喬
は
彼
が

モ
デ
ル
で
あ
る
―
の
名
跡
を
春
団
治
が
襲
名
す
る
と
い
う
話
も
あ
っ
た
ら
し
い
。

　

初
代
春
団
治
の
虚
像
実
像
、
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
後
世
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。「
後
家
殺
し
」
の
異
名
を
と
っ

た
の
は
道
修
町
の
薬
種
問
屋
の
未
亡
人
・
岩
井
志
う
と
の
艶
聞
で
、
彼
女
は
春
団
治
の
二
人
目
の
妻
と
な
る
。
こ
の
時
、

戸
籍
を
皮
田
姓
か
ら
岩
井
姓
へ
と
改
め
て
い
る
。

　

ヤ
タ
ケ
タ（
無
分
別
で
乱
暴
）で
ス
カ
タ
ン（
失
敗
・
あ
て
は
ず
れ
）、
ゴ
リ
ガ
ン（
強
引
に
物
事
を
す
す
め
る
人
）な
春
団
治
は
、

ひ
い
き
客
に
そ
そ
の
か
さ
れ
て
、
寒
中
、
道
頓
堀
川
へ
飛
び
込
ん
だ
り
、
客
席
の
う
し
ろ
か
ら
観
客
を
か
き
わ
け
て
舞
台

に
登
場
す
る
、
生
き
葬
式
は
す
る
、
せ
ん
べ
い
で
レ
コ
ー
ド
を
制
作
し
て
は
大
損
を
し
た
り
と
話
題
に
こ
と
か
か
な
い
。

そ
れ
が
、
後
に
伝
説
と
な
っ
た
。

　

も
っ
と
も
有
名
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
口
に
差
し
押
さ
え
の
札
を
貼
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
写
真
は
朝
日
新
聞
に
掲

載
さ
れ
た
。
そ
の
頃
、
吉
本
興
行
部
は
所
属
芸
人
の
ラ
ジ
オ
出
演
を
禁
止
し
て
い
た
。
無
料
で
聴
く
こ
と
が
出
来
る
ラ
ジ

オ
の
影
響
で
、
寄
席
へ
客
足
が
遠
の
く
の
を
恐
れ
た
の
だ
。
こ
れ
に
春
団
治
が
逆
ら
っ
た
。

　

昭
和
五（
一
九
三
〇
）年
十
二
月
七
日
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
京
都
の
ス
タ
ジ
オ
か
ら
落
語
『
祝
い
酒
』
を
放
送
し
た
の
だ
。
そ
の
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折
り
に
ス
タ
ジ
オ
へ
同
席
し
た
春
団
治
の
娘
・
東
松
ふ
み
子
は
、
駆
け
つ
け
た
吉
本
の
社
員
を
見
て
「
お
父
さ
ん
、
何
か

悪
い
こ
と
し
は
っ
た
ん
や
ろ
か
」
と
思
っ
た
と
い
う
。
こ
の
事
件
で
、
春
団
治
の
家
財
が
差
し
押
さ
え
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。

　

ち
な
み
に
『
祝
い
酒
』
と
い
う
演
目
は
、
上
方
落
語
に
は
な
い
。『
祝
い
酒
』
は
Ｓ
Ｐ
レ
コ
ー
ド（
の
ち
Ｌ
Ｐ
化
）に
も
残

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
得
意
の
『
寄
合
酒
』
で
あ
る
。「
祝
い
酒　

桂
春
団
治
」
と
の
名
ビ
ラ
の
あ
る
映
像（
十
六
ミ
リ
、

無
声
・
昭
和
八
年
六
月
一
日
撮
影
）も
残
さ
れ
て
い
る
が
、
仕
ぐ
さ
な
ど
を
見
る
と
『
黄
金
の
大
黒
』
と
推
測
さ
れ
る
。
あ
ま

り
細
か
な
こ
と
に
こ
だ
わ
ら
な
い
春
団
治
が
、
祝
い
の
席
に
相
応
し
い
題
名
を
つ
け
て
演
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

問
題
の
ラ
ジ
オ
放
送
の
演
目
は
、
寄
席
な
ど
で
春
団
治
が
い
ち
ば
ん
多
く
口
演
し
て
い
た
『
寄
合
酒
』
と
考
え
る
の
が

無
難
の
よ
う
で
あ
る
。
盟
友
で
あ
っ
た
花
月
亭
九
里
丸
が
、
の
ち
に
春
団
治
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
虚
実
な
い
交
ぜ
に
し
て
描

い
た
小
説
『
す
か
た
ん
名
物
男
』（
杉
本
書
店
）に
も
、
こ
の
と
き
の
演
目
を
『
寄
合
酒
』
と
記
し
て
い
る
。

　

春
団
治
の
落
語
は
、
ポ
ン
チ
絵（
漫
画
）風
の
模
写
と
ナ
ン
セ
ン
ス
の
極
致
で
あ
っ
た
。
そ
の
世
界
を
、
決
し
て
音
域
の

広
く
な
い
「
大
阪
声
」
と
い
わ
れ
る
太
い
ダ
ミ
声
を
駆
使
し
、
テ
ン
ポ
の
速
い
語
り
口
で
表
現
し
た
。

　
「
ベ
リ
バ
リ
、
ボ
リ
」「
カ
ラ
カ
ッ
チ
、
カ
ッ
チ
」
な
ど
の
劇
画
の
よ
う
な
擬
音
、「
こ
ん
に
ち
は
」「
ま
あ
、
こ
っ
ち
入

ら
ん
か
」
と
演
じ
る
落
語
の
冒
頭
を
「
さ
あ
、
こ
っ
ち
入
ら
ん
か
」「
お
宅
で
や
す
か
？
」
と
聞
き
返
し
た
り
、『
阿
弥
陀

池
』
と
い
う
演
目
で
は
「
体（
た
い
）を
か
わ
し
た
」
の
「
た
い
」
と
い
う
ひ
と
言
を
導
き
だ
す
た
め
に
、「
西
ノ
宮
や
な

い
」「
戎え

べ
っさ

ん
や
な
い
」「
魚
釣
り
竿
や
な
い
」
と
言
い
な
が
ら
戎
の
持
つ
「
鯛（
た
い
）」
ま
で
も
っ
て
ゆ
く
と
い
っ
た

数
々
の
バ
カ
バ
カ
し
い
演
出
を
創
作
し
、
そ
れ
ら
を
語
り
の
リ
ズ
ム
や
言
葉
の
調
子
を
急
に
変
速
し
た
り
し
な
が
ら（
特

に
す
か
す
声
が
お
か
し
い
）、
言
葉
の
も
つ
〝
音
〟
そ
の
も
の
の
お
か
し
さ
に
よ
っ
て
観
客
の
五
感
に
訴
え
る
高
度
な
技

術
で
披
露
し
た
。
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作
家
で
寄
席
文
化
研
究
家
で
あ
っ
た
正
岡
容い
る
るは
、
そ
の
著
作
「
先
代
桂
春
団
治
研
究
」（『
随
筆　

寄
席
風
俗
』
所
収
）の
な

か
で
、〈
ま
っ
た
く
思
い
も
及
ば
ざ
る
と
こ
ろ
に
哄
笑
爆
笑
の
爆
発
点
を
発
見
し
、
遮
二
無
二
、
そ
の
一
点
を
掘
り
下
げ

て
い
っ
た
大
天
才
〉と
記
し
て
い
る
。

　

春
団
治
の
落
語
は
決
し
て
受
け
る
が
た
め
の
ム
チ
ャ
ク
チ
ャ
な
演
出
で
は
な
く
、
そ
の
芸
は
、
現
在
に
伝
わ
る
上
方
落

語
の
爆
笑
演
出
を
集
成
し
た
祖
で
あ
り
、
演
劇
界
に
お
け
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
的
な
存
在
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

現
在
で
は
、
歴
史
的
に
評
価
さ
れ
る
初
代
春
団
治
で
は
あ
る
が
、
彼
の
在
世
中
は
、
邪
道
―
正
統
落
語
を
破
壊
し
た

張
本
人
で
あ
る
と
の
批
判
が
強
か
っ
た
。

　

だ
が
、
正
岡
容
の
門
下
生
で
あ
っ
た
桂
米
朝
は
書
い
て
い
る
。

　

し
か
し
そ
の
先
輩
連
中〔
落
語
家
〕が
一
様
に
言
っ
た
こ
と
は
、
皮
田
春
団
治
は
、
少
な
く
と
も
正
統
派
の
落
語
を

尊
重
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
充
分
に
本
当
の
噺
の
何
た
る
か
を
知
っ
た
上
で
の
異
端
で
あ
っ
た
と
言

う
の
で
あ
る
。�

（「
解
題
に
な
ら
ぬ
解
題
　

―
　

富
士
正
晴
『
桂
春
団
治
』」）

　

初
代
春
団
治
の
芸
が
、
後
輩
に
与
え
た
影
響
は
絶
大
で
あ
っ
た
。
落
語
の
み
な
ら
ず
、
新
興
の
演
芸
・
し
ゃ
べ
く
り
漫

才
に
も
春
団
治
の
芸
脈
を
見
て
と
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

花
菱
ア
チ
ャ
コ
と
コ
ン
ビ
を
組
み
、
し
ゃ
べ
く
り
漫
才
を
創
始
し
た
横
山
エ
ン
タ
ツ
は
、
春
団
治
の〈
斬
新
な
ポ
ン
チ

絵
風
の
手
法
〉と
い
わ
れ
る
独
特
の
言
葉
の
調
子
や
間
、
音
に
強
い
影
響
を
受
け
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
現
に
エ
ン

タ
ツ
は
春
団
治
の
落
語
に
学
ぶ
と
こ
ろ
大
で
あ
っ
た
と
告
白
し
て
い
る
。

　

エ
ン
タ
ツ
・
ア
チ
ャ
コ
の
代
表
作
『
早
慶
戦
』
は
、
当
時
、
有
名
で
あ
っ
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
・
松
内
則
三
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
ス

ポ
ー
ツ
実
況
の
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
が
、
春
団
治
は
そ
れ
以
前
に
も
同
じ
実
況
の
パ
ロ
デ
ィ
で
落
語
を
演
じ
て
い
る
。『
早

慶
戦
』
へ
の
直
接
の
影
響
は
分
か
ら
ぬ
が
、
こ
れ
は
面
白
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
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エ
ン
タ
ツ
漫
才
の
後
継
者
で
あ
る
中
田
ダ
イ
マ
ル
・
ラ
ケ
ッ
ト
の
ダ
イ
マ
ル
も
、
春
団
治
芸
に
深
く
心
酔
し
、
そ
の
話

芸
を
見
事
に
自
身
の
漫
才
の
調
子
に
採
り
入
れ
て
い
る
。
ま
た
、
漫
才
作
者
の
秋
田
實
で
さ
え
も
、
学
生
時
代
、
親
友
で

の
ち
に
作
家
と
な
る
藤
沢
桓
夫
、
長
沖
一
ら
と
共
に
春
団
治
の
高
座
を
追
い
か
け
、
彼
の
得
意
の
か
く
し
芸
は
春
団
治
の

落
語
で
あ
っ
た
。

　

春
団
治
の
芸
は
、
当
然
、
戦
後
の
上
方
落
語
界
に
も
大
き
く
影
響
を
与
え
た
。
上
方
落
語
四
天
王
の
年
長
者
で
あ
り
牽

引
者
の
、
松
鶴
、
米
朝
に
で
あ
る
。
六
代
目
松
鶴
が
亡
く
な
っ
た
際
、
米
朝
は
「
あ
の
春
団
治
と
い
う
人
と
で
す
な
、

（
松
鶴
は
）ま
あ
子
ど
も
に
し
ろ
『
お
っ
ち
ゃ
ん
』
て
な
こ
と
を
言
う
て
、
じ
か
に
知
っ
て
た
噺
家
の
最
後
で
も
あ
り
ま

す
」
と
こ
の
時
に
こ
と
さ
ら
強
調
し
て
い
る
。

　

そ
の
米
朝
も
昭
和
八
年
、
小
学
二
年
生
の
時
に
初
め
て
大
阪
・
南
地
花
月
に
行
っ
た
際
、
春
団
治
の
高
座
に
接
し
た
。

　
「
も
の
ご
と
を
ア
バ
ウ
ト
に
出
来
な
い
、
ち
ゃ
あ
ち
ゃ
ん（
米
朝
の
愛
称
）」
と
門
下
生
に
い
わ
れ
る
米
朝
で
も
、
幼
す
ぎ

て
は
っ
き
り
と
し
た
記
憶
は
な
い
そ
う
だ
が
、
そ
の
時
に
同
行
し
た
叔
母
か
ら
「
あ
ん
た
は
初
代
中
村
鴈
治
郎
も
初
代
桂

春
団
治
も
見
聞
き
し
て
い
る
は
ず
だ
」
と
い
わ
れ
た
と
い
う
話
を
の
ち
に
披
露
し
て
い
る
。

　

要
は
戦
後
の
上
方
落
語
復
興
の
立
役
者
二
人
が
と
も
に
、
初
代
春
団
治
の
空
気
に
触
れ
て
繫
が
っ
て
い
る
と
い
う
事
実

が
、
上
方
落
語
史
を
考
え
る
上
で
大
切
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
の
松
鶴
、
米
朝
の
門
下
で
あ
る
笑
福
亭
仁
鶴
、
桂
枝
雀
の
二
人
は
、
初
代
春
団
治
の
影
響
を
強
烈
に
受
け
、

や
が
て
そ
れ
ぞ
れ
の
爆
笑
落
語
の
世
界
を
創
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　

そ
の
初
代
桂
春
団
治
が
死
ん
で
、
大
阪
は
名
実
と
も
に
漫
才
の
時
代
と
な
っ
て
ゆ
く
―
。
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漫
才
の
台
頭

　

昭
和
五（
一
九
三
〇
）年
五
月
十
一
日
、
吉
本
興
行
部
直
営
の
演
芸
場
で
あ
る
大
阪
玉
造
・
三
光
館
で
、「
二
人
漫
談
」
の

看
板
を
か
か
げ
て
、
横
山
エ
ン
タ
ツ
・
花
菱
ア
チ
ャ
コ
の
コ
ン
ビ
が
デ
ビ
ュ
ー
し
た
。

　

こ
れ
が
漫
才
時
代
の
幕
開
け
で
あ
っ
た
。
コ
ン
ビ
を
組
ま
せ
た
の
は
、
吉
本
の
林
正
之
助
で
あ
る
。

　

エ
ン
タ
ツ
・
ア
チ
ャ
コ
以
前
の
万
歳
と
い
う
芸
能
は
、
着
物
姿
に
三
味
線
や
鼓
を
片
手
に
、
ご
陽
気
で
は
あ
る
が
、
さ

て
そ
の
内
容
は
と
い
う
と
猥
雑
で
、
時
に
は
卑
猥
極
ま
り
な
く
、
面
白
く
は
あ
る
が
低
級
で
品
が
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
支

え
る
観
客
も
ま
た
、
ご
く
ご
く
限
ら
れ
た
男
性
中
心
の
層
で
あ
っ
た
。

　

エ
ン
タ
ツ
・
ア
チ
ャ
コ
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
風
の
洋
服
姿
で
、
家
庭
や
ス
ポ
ー
ツ
の
話
題
、
世
相
の
ス
ケ
ッ
チ
な
ど
庶

民
の
身
近
な
話
題
を
テ
ン
ポ
よ
く
、
ス
ピ
ー
デ
ィ
な
し
ゃ
べ
く
り
だ
け
で
演
じ
て
み
せ
た
。
低
級
な
娯
楽
で
あ
っ
た
万
歳

を
、
幅
広
い
世
代
が
安
心
し
て
無
邪
気
に
笑
え
る
芸
能
へ
と
開
拓
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
人
気
は
急
速
に
高
ま
り
、
デ
ビ
ュ
ー
三
カ
月
後
に
は
、
吉
本
で
も
最
高
の
演
芸
場
で
あ
っ
た
法
善
寺
境
内
の
南
地

花
月
に
「
イ
ン
テ
リ
萬
歳
」
と
し
て
出
演
し
て
い
る
。

　

エ
ン
タ
ツ
・
ア
チ
ャ
コ
の
演
目
の
な
か
で
も
、
プ
ロ
野
球
出
現
以
前
に
人
気
を
極
め
た
六
大
学
野
球
の
ラ
ジ
オ
中
継
を

題
材
に
と
っ
た
『
早
慶
戦
』
は
大
好
評
で
、
以
後
の
漫
才
隆
盛
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。

ア
チ
ャ
コ
「
投
げ
ま
し
た
」

エ
ン
タ
ツ
「
投
げ
ま
し
た
」

ア
チ
ャ
コ
「
打
ち
ま
し
た
」

エ
ン
タ
ツ
「
打
ち
ま
し
た
」

ア
チ
ャ
コ
「
大
き
な
当
た
り
」


