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数
年
前
、
立
川
志
の
輔
・
三
遊
亭
小
遊
三
の
二
人
会
に
行
っ
た
と
き
、
古
典
落
語
を
期

待
し
て
い
た
私
は
失
望
し
た
。
小
遊
三
は
古
典
を
聞
か
せ
て
く
れ
た
が
、
志
の
輔
は
自
前

の
新
作
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
噺
の
内
容
も
や
や
く
ど
い
感
じ
が
し
て
、
せ
っ
か
く
の
話
術

が
存
分
に
楽
し
め
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
「
『
死
神
』
を
聞
き
た
か
っ
た
」
と
い
う
の

が
正
直
な
気
持
ち
だ
っ
た
。
志
の
輔
の
『
死
神
』
は
サ
ゲ
が
工
夫
さ
れ
て
い
て
、
終
わ
っ

た
と
き
に
陰
惨
な
と
こ
ろ
が
な
い
。

な
ぜ
古
典
を
や
ら
な
い
の
か
。
彼
の
言
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
「
古
典
を
演
じ
て
も
お

客
さ
ん
が
解
っ
て
く
れ
な
い
」
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
江
戸
か
ら
明
治
に
か
け
て
の

風
俗
と
そ
れ
を
表
現
す
る
言
葉
や
し
ぐ
さ
に
つ
い
て
、
噺
家
は
懸
命
に
勉
強
し
、
芸
を
身

に
つ
け
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
い
ざ
演
じ
て
み
る
と
、
客
席
に
は
そ
れ
を
知
ら

な
い
人
達
が
並
ん
で
い
る
の
だ
。
ま
さ
か
噺
家
が
そ
う
は
言
う
ま
い
が
、
磨
か
れ
た
芸
が

解
ら
な
い
の
で
は
「
豚
に
真
珠
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
志
の
輔
の
師
で
あ
る
立
川
談
志

は
ず
い
ぶ
ん
前
か
ら
そ
の
点
に
つ
い
て
危
惧
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
弟
子
た
る

志
の
輔
が
そ
う
思
う
の
も
無
理
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
「
噺
の
流
れ
を
切
ら
な

い
よ
う
に
最
低
限
の
説
明
を
入
れ
る
」
こ
と
で
乗
り
切
ろ
う
と
し
て
い
る
噺
家
も
お
り
、

桂
歌
丸
な
ど
は
そ
の
典
型
で
、
古
典
一
筋
と
い
う
潔
さ
が
凛
と
し
て
い
る
。

今
回
こ
の
稿
を
も
の
し
て
み
よ
う
と
思
い
立
っ
た
背
景
に
は
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ

る
。
確
か
に
江
戸
の
風
俗
を
目
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
こ
か
ら
一
般
化
し
て
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
言
葉
も
あ
り
、
言
語
的
に
は
死
に
絶
え
た
も
の
ば
か
り
で
な
な

い
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
あ
ら
た
め
て
拾
い
上
げ
、
落
語
の
世
界
を
か
ら
め
て

検
討
し
て
み
た
い
。

一

お
職

「
と
こ
ろ
で
…
ど
う
だ
い
？
…
こ
の
楼
は
…
…
」

み
せ

「
ェ
ェ
…
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
。
…
え
ー
お
手
軽
さ
ま
に
…
…
い
か
が
さ
ま
で
？
…
…
」

「
俺
…
お
手
軽
さ
ま
で
も
お
手
重
さ
ま
で
も
、
そ
ん
な
事
ァ
か
ま
わ
ね
え
や
。
お
前
ン

と
こ
の
お
職
…
い
い
女
じ
ゃ
ァ
ね
え
か
」

（
落
語
『
坊
主
の
遊
び
』
※
１
）

、
、

東
京
の
魚
屋
の
店
先
に
は
ク
ス
リ
で
加
工
し
た
塩
鱈
が
年
が
ら
年
じ
ゅ
う
あ
る
が
、
産

地
の
方
へ
行
く
と
、
鰤
や
平
目
と
並
ん
で
魚
の
お
職
で
あ
る
。

、
、

（
色
川
武
大
『
喰
い
た
い
放
題
』
※
２
）

「
お
職
」
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
、
第
一
義
に
「
同
列
の
仲
間
で
頭
に
立

つ
人
」
、
第
二
義
に
「
江
戸
時
代
、
吉
原
遊
廓
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
娼
家
に
お
け
る
一
番
の

売
れ
っ
こ
の
遊
女
」
、
転
じ
て
第
四
義
に
「
主
た
る
も
の
、
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
」
と
な
っ
て

い
て
、
前
者
に
は
第
二
義
、
後
者
に
は
第
四
義
を
あ
て
れ
ば
よ
い
。
最
初
に
「
頭
に
立
つ

人
」
と
い
う
語
義
が
あ
っ
た
こ
と
は
用
例
か
ら
し
て
も
確
か
で
こ
こ
に
異
議
を
さ
し
は
さ

む
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
『
古
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
）
に
は
「
江
戸
吉
原
で
、
そ
の
遊

女
屋
の
首
座
を
占
め
る
遊
女
」
と
の
み
記
さ
れ
て
お
り
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
第
二

義
が
説
明
の
全
て
で
あ
る
。
用
例
と
し
て
古
い
第
一
義
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
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こ
れ
か
ら
す
る
と
、
「
頭
に
立
つ
人
」
の
語
義
で
「
お
職
」
と
い
う
語
は
あ
っ
た
も
の

の
、
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
吉
原
遊
廓
で
遊
女
の
呼
称
に
な
っ
て
か
ら
の
よ

う
だ
。
少
な
く
と
も
吉
原
な
し
に
は
、
「
ナ
ン
バ
ー
ワ
ン
」
の
よ
う
な
、
広
汎
に
利
用
で

き
る
語
義
は
持
ち
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

お
お
か
た
の
理
解
の
通
り
、
落
語
と
遊
廓
に
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
が
あ
る
。
そ

う
し
て
、
江
戸
で
は
「
吉
原
」
だ
け
が
官
許
の
遊
廓
と
し
て
栄
え
て
い
た
。
だ
か
ら
吉
原

の
遊
女
に
は
厳
正
な
格
付
け
が
あ
り
、
「
太
夫
」
と
呼
ば
れ
る
最
高
位
に
属
す
る
女
性
達

は
文
句
な
く
ス
ー
パ
ー
ス
タ
ー
で
あ
る
。
本
来
官
位
を
示
し
た
は
ず
の
太
夫
が
遊
女
の
呼

称
と
な
る
の
も
、
吉
原
が
「
お
上
の
許
し
た
」
遊
廓
で
あ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も

っ
と
も
、
当
時
す
で
に
古
典
芸
能
か
ら
大
道
芸
ま
で
、
芸
能
集
団
の
頭
が
「
太
夫
」
と
呼

ば
れ
る
こ
と
は
一
般
化
し
て
い
た
か
ら
、
芸
事
全
般
に
知
識
と
技
量
の
あ
る
遊
女
が
太
夫

と
名
づ
け
ら
れ
る
の
は
自
然
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

ま
た
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
太
夫
は
小
さ
な
店
に
は
お
ら
ず
、
大
店
に
行
か
な
け
れ

お
お
み
せ

ば
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
う
し
て
大
店
の
遊
女
と
も
な
る
と
行
儀
作
法
か
ら
芸

事
ま
で
一
通
り
身
に
つ
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
厳
し
い
修
業
が
必
要
だ
っ
た
。
『
大

名
の
遊
び
』
の
よ
う
に
、
遊
女
が
一
国
の
主
た
る
大
名
と
対
等
の
立
場
で
渡
り
合
う
と
い

う
噺
に
も
う
な
ず
け
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
代
金
も
極
め
て

高
額
で
、
落
語
『
紺
屋
高
尾
』
で
は
高
尾
太
夫
に
一
目
惚
れ
し
た
紺
屋
の
職
人
が
何
年
も

か
け
て
十
両
の
金
を
た
め
、
一
晩
だ
け
会
い
に
行
く
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
「
十
両
盗

め
ば
首
が
飛
ぶ
」
と
言
わ
れ
た
時
代
、
そ
れ
を
一
夜
に
費
や
す
の
だ
か
ら
大
変
な
も
の
だ

っ
た
。
落
語
は
馬
鹿
馬
鹿
し
い
も
の
で
諸
事
に
大
げ
さ
だ
と
見
る
む
き
も
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
実
際
の
と
こ
ろ
十
五
両
く
ら
い
は
必
要
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
十
両
は
最
低
限

の
金
額
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
噺
の
ナ
ン
セ
ン
ス
は
十
両
と
い
う
大
金
を
一
夜
の
た
め
に
は

た
い
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
町
の
職
人
が
高
尾
太
夫
に
会
え
た
と
い
う
奇
蹟
に
あ

る
。
太
夫
に
な
る
と
俗
に
「
大
名
道
具
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
で
、
一
般
庶
民
の
相
手
で
は

な
か
っ
た
の
だ
。
と
こ
ろ
で
、
会
っ
て
も
い
な
い
の
に
一
目
惚
れ
し
て
い
る
の
は
お
か
し

い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
「
花
魁
道
中
」
で
目
に
し
た
か
ら
で
あ
る
。

「
花
魁
」
は
部
屋
持
ち
以
上
の
上
級
娼
妓
の
こ
と
で
、
の
ち
に
は
一
般
に
遊
女
全
般
を

さ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
み
る
と
、
官
許
の
遊
女
に
し
か
使
わ
れ
な
い
「
太
夫
」

や
、
吉
原
特
有
の
呼
称
「
お
職
」
は
、
花
魁
と
は
別
の
重
み
を
持
つ
言
葉
だ
っ
た
の
だ
と

容
易
に
想
像
で
き
る
。
た
だ
し
、
実
際
に
は
大
店
の
太
夫
が
「
お
職
」
と
呼
ば
れ
た
わ
け

で
は
な
く
、
小
店
の
売
れ
っ
こ
に
対
す
る
呼
び
名
だ
っ
た
よ
う
だ
。

江
戸
時
代
、
お
上
公
認
の
遊
廓
は
江
戸
で
は
吉
原
だ
け
だ
っ
た
が
、『
居
残
り
佐
平
次
』

で
佐
平
次
が
居
残
り
を
決
め
込
む
の
は
品
川
の
遊
女
屋
だ
し
、
ほ
か
に
も
各
所
に
似
た
よ

う
な
所
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
は
公
然
と
遊
女
屋
を
名
乗
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、「
旅
籠
」

は

た

ご

つ
ま
り
旅
館
と
し
て
認
可
さ
れ
て
い
た
家
で
あ
る
。
人
が
来
て
休
ん
だ
り
、
泊
ま
っ
た
り

す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
確
か
に
旅
籠
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
家
で
は
酒

食
に
奉
仕
す
る
女
性
を
お
く
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
た
（
こ
れ
を
飯
盛
女
と
呼
ん
だ
）
の
で
、

こ
れ
を
隠
れ
蓑
に
し
て
か
な
り
大
規
模
に
営
業
す
る
遊
女
屋
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
い
わ
ば

「
お
上
黙
認
の
遊
女
」
が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
江
戸
で
は
「
遊
廓
は
吉
原

の
み
」
と
指
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
何
で
も
許
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
庶
民
に
と
っ

て
は
周
知
の
事
実
で
あ
っ
て
も
あ
く
ま
で
裏
稼
業
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
旅
籠
を
名
乗

る
以
上
、
こ
れ
ら
の
家
々
は
宿
場
町
に
限
定
さ
れ
て
い
た
。
江
戸
の
四
宿
は
、
品
川
・
新

宿
・
板
橋
・
千
住
で
あ
る
。

吉
原
で
「
お
職
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
一
番
人
気
が
、
こ
れ
ら
の
岡
場
所
（
非
公
認
の
遊

廓
）
で
は
「
板

頭
」
と
呼
び
名
を
変
え
る
。
一
ヶ
月
の
稼
ぎ
が
多
い
順
に
遊
女
の
名
札

い
た
が
し
ら

が
ず
ら
り
と
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
筆
頭
が
板
頭
と
呼
ば
れ
た
。
そ
の
名
の
通
り
、
名

前
を
書
い
た
板
の
筆
頭
と
い
う
意
味
だ
か
ら
、
こ
ち
ら
の
方
は
た
い
へ
ん
解
り
や
す
い
。

公
認
か
黙
認
か
に
よ
っ
て
呼
称
も
違
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二

さ
ん
ぴ
ん

「
ね
え
、
助
け
て
く
だ
さ
い
な
」

「
勘
弁
ま
か
り
な
ら
ん
、
く
ど
い
ッ
、
斬
り
捨
て
る
ぞ
ッ
」

「
斬
る
？

ど
う
し
て
も
勘
弁
し
て
く
れ
な
い
ん
で
す
か
、
こ
れ
ほ
ど
頼
ん
で
も
…
…

い
ら
ね
え
や
い
ッ
、
丸
太
ン
棒
ッ
」

「
な
ん
だ
？

丸
太
ン
棒
と
は
」

「
血
も
涙
も
無
え
眼
も
鼻
も
口
も
無
え
、
の
ッ
ぺ
ら
ぼ
う
な
野
郎
だ
か
ら
丸
太
ン
棒
て

ね

ん
だ
、
こ
の
四
六
の
裏
め
ッ
」

「
時
々
わ
か
ら
ん
こ
と
を
申
す
な
。
な
ん
だ
？

そ
の
四
六
の
裏
と
い
う
の
は
」

「
三
一
て
ん
だ
、
た
ま
に
ャ
ァ
な
、
賽
こ
ろ
で
も
ひ
っ
く
り
返
し
て
…
目
ェ
覚
え
と
け
」

さ
ん
ぴ
ん

け
え



「
無
礼
な
こ
と
を
申
す
と
、
手
は
見
せ
ん
ぞ
」

（
落
語
『
た
が
や
』
※
３
）

「
こ
れ
は
け
し
か
ら
ん
。
無
礼
き
わ
ま
る
や
つ
だ
な
」

「
な
に
が
け
し
か
ら
ね
え
ん
だ
。
お
も
し
ろ
く
も
ね
え
。
ど
っ
ち
が
無
礼
き
わ
ま
る
か

よ
く
臍
の
下
へ
手
を
や
っ
て
考
え
て
み
ろ
。
そ
れ
で
考
え
が
つ
か
な
け
り
ゃ
ど
う
に
で

も
し
ろ
、
さ
ん
ぴ
ん
」

、
、
、
、

「
さ
ん
ぴ
ん
と
は
な
ん
だ
」

「
さ
ん
ぴ
ん
の
わ
け
を
知
ら
な
け
り
ゃ
あ
聞
か
し
て
や
る
。
三
両
一
人
扶
持
だ
か
ら
三

一
じ
ゃ
あ
ね
え
か
」

「
お
の
れ
、
言
わ
し
て
お
け
ば
か
さ
ね
が
さ
ね
の
悪
口
雑
言
、
手
は
み
せ
ん
ぞ
」

（
落
語
『
首
提
灯
』
※
４
）

「
さ
ん
ぴ
ん
」
は
、
引
用
部
分
に
も
あ
る
通
り
、
「
三
一
」
で
あ
る
。
「
さ
ん
ぴ
ん
侍
」

の
略
で
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
「
一
年
の
扶
持
が
三
両
一
分
の
下
級
武
士
」
を
の

の
し
っ
て
言
う
言
葉
だ
と
説
明
し
て
い
る
が
、
落
語
の
中
で
は
「
三
両
一
人
扶
持
」
と
い

う
種
明
か
し
が
な
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
っ
子
の
べ
ら
ん
め
い
で
一
分
は
切
り
捨
て
ら
れ
て

し
ま
っ
た
か
に
見
受
け
ら
れ
る
。
四
分
が
一
両
で
あ
る
か
ら
一
分
と
い
え
ど
も
決
し
て
少

額
の
金
で
は
な
い
。
し
か
し
、
武
士
を
敵
に
回
し
て
啖
呵
を
切
る
に
は
可
能
な
か
ぎ
り
相

手
を
低
く
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
相
手
が
貧
乏
侍
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、

江
戸
っ
子
の
気
勢
は
あ
が
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
た
が
や
』
で
は
「
四
六
の

裏
」
の
種
明
か
し
を
聞
い
た
時
点
で
侍
が
「
無
礼
な
こ
と
」
と
言
っ
て
い
る
か
ら
、
武
士

の
側
に
も
こ
れ
が
貧
乏
侍
を
の
の
し
っ
た
言
葉
だ
と
い
う
認
識
が
あ
る
よ
う
だ
。

本
来
、
「
扶
持
」
は
土
地
（
知
行
地
）
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
は
ず
だ
が
、

土
地
に
は
限
り
が
あ
る
か
ら
そ
の
う
ち
「
扶
持
米
」
の
形
に
な
っ
た
。
「
一
人
扶
持
」
は

一
日
五
合
の
米
を
一
年
分
、
と
い
う
計
算
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
さ
ら
に
時
代
が

移
る
と
、
下
級
武
士
の
扶
持
は
貨
幣
で
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
米
相
場
に
応
じ
た
現

金
支
給
も
あ
っ
た
も
の
の
、
最
下
層
で
は
三
両
一
分
の
定
額
で
あ
る
。
商
人
が
絶
大
な
力

を
持
っ
た
時
代
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
貨
幣
価
値
が
下
が
り
、
一
方
で
米
の
価
格
が

乱
高
下
し
な
が
ら
次
第
に
上
が
っ
て
い
く
と
予
想
で
き
る
。
こ
れ
は
現
在
に
生
き
る
我
々

が
も
っ
と
も
実
感
し
て
い
る
こ
と
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
現
金
収
入
で
生
活
し
に

く
く
な
っ
た
下
級
武
士
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
よ
う
に
内
職
に
励
む
こ
と
に
な
っ
た
。
何
石こ

く

取
り
の
武
士
、
と
言
え
る
者
は
い
い
が
、
定
額
の
給
金
し
か
も
ら
え
ぬ
者
は
と
て
も
暮
ら

せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「
さ
ん
ぴ
ん
」
は
引
用
中
の
「
四
六
の
裏
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
明
ら
か
な
通
り
、
本

来
は
賽
子
博
打
で
使
わ
れ
た
言
い
方
だ
っ
た
。
「
ぴ
ん
」
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
「
点
」
を

意
味
し
た
も
の
が
訛
っ
た
の
だ
と
い
う
語
源
説
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
賽
子
に
つ
な
が
る
。

現
在
は
「
ぴ
ん
か
ら
き
り
ま
で
」
「
ピ
ン
は
ね
」
な
ど
と
い
う
表
現
が
こ
れ
を
引
き
継
い

で
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
下
級
武
士
に
対
す
る
啖
呵
で
は
「
さ
ん
ぴ
ん
」
の
ほ
か
に
も
よ
く
使
わ
れ

る
材
料
が
あ
っ
て
、
「
二
本
差
し
」
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。

「
二
本
差
し
て
い
る
の
が
わ
か
ら
ん
か
と
申
す
の
だ
」

「
知
っ
て
ら
い
、
た
っ
た
二
本
じ
ゃ
ァ
ね
え
か
。
焼
豆
腐
だ
っ
て
二
本
差
し
て
る
じ
ゃ

ァ
ね
え
か
、
気
の
き
い
た
鰻
は
四
本
も
五
本
も
差
し
て
ら
あ
、
そ
ん
な
鰻
ォ
汝
等
食
っ

う

ぬ

ら

た
こ
と
ァ
あ
る
め
え
…
…
」

（
落
語
『
た
が
や
』
※
３
）

こ
れ
と
同
じ
啖
呵
は
『
首
提
灯
』
に
も
あ
り
、
鰻
の
話
に
な
っ
て
い
く
と
こ
ろ
が
面
白

い
。
貧
乏
侍
に
は
お
目
に
か
か
れ
ぬ
も
の
だ
っ
た
は
ず
だ
か
ら
、
そ
の
悔
し
さ
は
い
か
ば

か
り
で
あ
っ
た
ろ
う
。

た
だ
し
、
『
た
が
や
』
で
は
侍
の
抜
い
た
刀
が
さ
び
つ
い
て
い
て
剣
術
の
腕
も
未
熟
だ

っ
た
結
果
、
侍
の
方
が
桶
屋
に
負
け
て
し
ま
う
の
だ
が
、
『
首
提
灯
』
で
は
痰
を
吐
い
て

去
り
か
け
る
男
の
首
を
一
刀
で
切
り
離
す
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
両
武
士
の
立
場
や
心
が

け
が
対
照
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
『
首
提
灯
』
の
武
士
は
「
さ
ん
ぴ
ん
」

だ
っ
た
の
で
は
な
く
、
相
手
が
勝
手
に
そ
う
思
い
込
ん
だ
に
す
ぎ
な
い
。
「
さ
ん
ぴ
ん
」

と
言
わ
れ
た
だ
け
で
は
何
の
こ
と
か
解
ら
な
か
っ
た
の
も
、
彼
自
身
が
そ
の
立
場
に
い
な

い
か
ら
で
、
町
人
風
情
に
馬
鹿
に
さ
れ
る
よ
う
な
覚
え
は
な
い
の
だ
。

三

お
か
め
、
花
巻
、
卓
袱

し
っ
ぽ
く



こ
れ
ら
は
も
う
絶
滅
寸
前
か
、
完
全
に
根
絶
や
し
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
少
な
く

と
も
私
は
日
常
の
中
で
目
に
す
る
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
だ
け
で
は
何
の
こ
と
だ
か
解
ら
な

い
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。

登
場
す
る
落
語
は
『
時
そ
ば
』
で
あ
る
。
多
く
の
方
の
耳
に
な
じ
ん
だ
演
目
だ
と
思
わ

れ
る
が
、
噺
と
し
て
は
「
花
巻
」
「
卓
袱
」
だ
け
が
出
て
く
る
の
で
あ
り
、
「
お
か
め
」

の
方
は
枕
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

「
お
ゥ
、
お
ゥ
、
そ
ば
屋
さ
ん
」

「
へ
い
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
」

「
お
ゥ
、
な
に
が
で
き
る
ん
だ
い
？

花
巻
に
卓
袱
？

卓
袱
ひ
と
つ
こ
し
ら
え
て
く

れ
。
ど
う
で
え
、
寒
い
じ
ゃ
ァ
ね
え
か
」

（
落
語
『
時
そ
ば
』
※
５
）

今
は
も
う
な
じ
み
の
な
い
そ
ば
で
あ
る
か
ら
ご
存
じ
の
方
も
少
な
か
ろ
う
が
、
花
巻
は

か
け
そ
ば
に
海
苔
を
一
枚
浮
か
べ
た
だ
け
の
も
の
、
卓
袱
は
野
菜
・
蒲
鉾
・
き
の
こ
な
ど

の
具
を
入
れ
た
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
「
お
か
め
」
は
、
蒲
鉾
・
湯
葉
・

な
る
と
・
筍
・
松
茸
・
ミ
ツ
バ
が
入
っ
た
そ
ば
で
、
早
い
時
期
か
ら
噺
家
が
説
明
を
入
れ

て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
き
ち
ん
と
し
た
形
で
作
る
そ
ば
屋
は
ず
い
ぶ
ん
前
か
ら
な
く

な
っ
て
い
る
ら
し
い
。
知
っ
て
い
る
人
で
も
「
具
だ
く
さ
ん
の
そ
ば
」
と
い
う
程
度
の
認

識
で
は
な
い
か
。

古
く
か
ら
日
本
そ
ば
の
中
に
、
「
花
巻
」
と
い
う
の
が
あ
る
。
か
け
そ
ば
に
ノ
リ
一
枚

を
う
か
せ
た
だ
け
の
そ
れ
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
花
巻
」
こ
そ
日
本
人
の
、
や

せ
我
慢
の
美
意
識
を
象
徴
し
て
余
り
あ
る
食
べ
物
な
の
で
あ
る
。
「
お
か
め
そ
ば
み
た

い
な
具
が
た
く
さ
ん
は
い
っ
た
そ
ば
な
ん
か
く
え
る
か
、
か
と
い
っ
て
、
一
番
安
い
も

の
を
食
べ
て
い
る
と
も
思
わ
れ
た
く
な
い
」
そ
こ
で
、
か
け
そ
ば
の
上
に
、
サ
ラ
リ
と

ノ
リ
一
枚
だ
け
を
の
せ
た
「
花
巻
」
が
登
場
す
る
わ
け
で
あ
る
。

（
『
ラ
ー
メ
ン
大
好
き
』
※
６
）

「
お
か
め
そ
ば
」
の
語
源
は
し
ば
し
ば
高
座
で
説
明
さ
れ
る
。
中
板
の
蒲
鉾
二
枚
で
輪

郭
を
作
り
、
島
田
湯
葉
で
髷
を
作
る
と
、
筍
を
縦
に
薄
切
り
し
て
櫛
、
ミ
ツ
バ
を
結
ん
で

か
ん
ざ
し
、
な
る
と
を
二
枚
で
頬
紅
、
松
茸
を
縦
に
切
っ
て
鼻
、
と
い
う
ふ
う
に
お
か
め

の
顔
を
作
る
の
が
本
式
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
今
は
辞
書
の
中
で
も
具
の
種
類
が
記
述
さ

れ
る
だ
け
の
こ
と
が
多
く
、
な
ぜ
「
お
か
め
」
な
の
か
と
い
う
点
に
は
あ
ま
り
ふ
れ
て
い

な
い
。

な
お
、
『
時
そ
ば
』
は
、
も
と
も
と
上
方
落
語
の
演
目
だ
っ
た
『
時
う
ど
ん
』
を
三
代

目
柳
家
小
さ
ん
が
東
京
に
も
っ
て
き
た
も
の
だ
そ
う
だ
が
、
関
西
に
も
「
お
か
め
う
ど
ん
」

が
あ
っ
た
か
ら
、
東
西
を
問
わ
ず
こ
れ
が
枕
に
使
わ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
「
花
巻
」
は
江

戸
文
化
の
所
産
で
、
「
花
巻
に
卓
袱
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
は
『
時
そ
ば
』
独
特
の
も
の
で

あ
る
。

卓
袱
は
具
が
い
ろ
い
ろ
入
っ
て
い
る
は
ず
な
の
だ
が
、
『
時
そ
ば
』
で
は
蒲
鉾
ま
た
は

竹
輪
し
か
入
っ
て
お
ら
ず
、
与
太
郎
が
食
う
も
の
は
そ
の
か
わ
り
に
「
麩
」
が
使
わ
れ
て

い
た
り
す
る
。

「
お
め
ン
と
こ
竹
輪
入
れ
な
い
の
？

入
っ
て
ま
す
？

入
っ
て
ま
せ
ん
よ
、
こ
れ
だ

け
か
き
ま
わ
し
て
出
て
こ
な
…
…
あ
っ
た
ッ
。
あ
っ
た
よ
、
丼
へ
ぴ
っ
た
り
く
ッ
つ
い

て
た
か
ら
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
あ
ァ
、
こ
れ
ァ
薄
い
や
、
こ
れ
ァ
…
…
竹
輪
の
向
こ
う

に
月
が
は
っ
き
り
見
え
ら
あ
。
よ
く
こ
う
薄
く
切
れ
た
ね
ェ
、
こ
れ
、
な
か
な
か
こ
う

切
れ
る
も
ん
じ
ゃ
ァ
な
い
ん
だ
、
ほ
ん
と
う
は
…
…
も
っ
と
も
厚
く
ッ
て
も
、
ま
が
い

の
麩
を
使
っ
て
る
う
ち
が
あ
る
。
麩
な
ん
ざ
い
け
な
い
、
あ
れ
ァ
病
人
の
食
い
物
だ
。

麩
な
ん
ざ
あ
食
い
た
く
ね
え
。
お
め
ン
と
こ
ァ
本
物
だ
ろ
う
？

い
や
本
物
だ
よ
、
は

ン
…
…
本
物
の
麩
だ
ね
、
こ
れ
ァ
…
…
」

（
※
５
）

『
時
そ
ば
』
の
終
演
近
く
、
与
太
郎
が
あ
ま
り
の
こ
と
に
よ
れ
よ
れ
に
な
る
場
面
で
あ

る
。
こ
の
あ
た
り
は
三
代
目
桂
三
木
助
の
着
想
ら
し
い
が
、
サ
ゲ
に
向
か
っ
て
笑
い
の
内

圧
を
高
め
て
い
く
秀
逸
な
演
出
と
い
え
よ
う
。

つ
い
で
な
が
ら
、
前
夜
の
男
は
十
六
文
の
う
ち
の
「
九
文
目
」
を
払
わ
ず
に
立
ち
去
っ

た
の
だ
が
、
与
太
郎
は
同
じ
こ
と
を
し
よ
う
と
し
て
失
敗
す
る
。
江
戸
時
代
の
時
刻
表
現

は
、
日
の
出
と
日
の
入
り
を
「
六
つ
」
と
し
て
基
準
に
し
、「
九
つ
」
か
ら
始
ま
っ
て
「
四

つ
」
ま
で
下
が
っ
て
い
く
と
い
う
独
特
の
数
え
方
で
あ
る
か
ら
、
「
九
つ
」
と
「
四
つ
」

が
隣
合
わ
せ
な
の
だ
。
「
九
文
目
」
を
狙
っ
た
与
太
郎
は
、
早
く
や
っ
て
み
た
く
て
た
ま

ら
ず
、
つ
い
フ
ラ
イ
ン
グ
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
の
と
こ
ろ
が
理
解
で
き
て
初



め
て
与
太
郎
ら
し
さ
が
開
花
す
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
は
「
ど
こ
か
ぬ
け
て
い
る
」
男
な

の
で
あ
っ
て
、
完
全
な
馬
鹿
で
は
な
い
。
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
わ
か
る
は
ず
だ
が
、
前
夜

の
男
が
立
て
板
に
水
の
調
子
で
発
し
た
科
白
を
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
覚
え
て
い
て
ま
ね
し

よ
う
と
し
た
く
ら
い
な
の
だ
か
ら
。

さ
ら
に
蛇
足
だ
が
、
故
桂
枝
雀
の
『
時
う
ど
ん
』
で
は
成
功
し
た
と
き
の
時
刻
が
「
九

つ
」
な
の
に
対
し
て
、
失
敗
し
た
と
き
は
「
五
つ
」
と
な
っ
て
お
り
、
単
純
計
算
で
四
時

間
ほ
ど
の
ず
れ
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
季
節
が
秋
か
ら
冬
と
考
え
れ
ば
、
最
低
で
も
四
時

間
で
あ
っ
て
、
も
っ
と
長
い
可
能
性
も
あ
る
（
※
７
）
。
こ
れ
で
は
少
々
早
す
ぎ
る
と
い

う
気
が
す
る
。

四

勘
当

「
え
え
っ
、
あ
れ
が
倅
か
い
？

身
体
じ
ゅ
う
刺
青
で
…
…
」

ほ
り
も
の

「
さ
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
」

「
屋
根
か
ら
屋
根
を
飛
ん
で
き
た
…
…
あ
の
男
が
？

徳
ッ
？
」

「
へ
え
…
…
」

「
ま
あ
、
あ
ぶ
な
い
じ
ゃ
な
い
か
。
も
し
、
お
ま
え
…
…
屋
根
か
ら
落
っ
こ
ち
て
怪
我

で
も
し
…
…
い
や
い
や
、
怪
我
し
よ
う
と
ど
う
し
よ
う
と
わ
た
し
の
か
ま
っ
た
こ
と
じ

ゃ
あ
な
い
。
あ
り
ゃ
あ
勘
当
し
た
者
だ
…
…
向
こ
う
で
会
い
た
が
っ
て
も
あ
た
し
の
ほ

も
ん

う
で
会
え
な
い
。
勘
当
し
た
倅
に
会
っ
ち
ゃ
あ
、
世
間
さ
ま
へ
申
し
わ
け
が
な
い
」

（
落
語
『
火
事
息
子
』
※
８
）

夢
中
に
な
っ
て
い
る
時
は
、
そ
ん
な
も
の
で
、
親
の
意
見
も
馬
耳
東
風
…
『
馬
の
耳
に

念
仏
』
と
い
う
や
つ
で
ね
、
は
じ
め
の
う
ち
は
親
で
さ
え
も
大
目
に
見
て
、
そ
れ
が
あ

ま
り
す
ぎ
る
と
、
家
の
た
め
、
当
人
の
た
め
、
奉
公
人
の
た
め
に
な
ら
な
い
と
い
う
の

で
、
久
離
切
っ
て
勘
当
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
お
前
そ
ん
な
に
道
楽
を
す
る
と
、
家
に
お
い
て
お
け
な
い
よ
」

「
な
ん
と
言
わ
れ
て
も
、
こ
ん
な
猫
の
額
み
た
よ
う
な
小
さ
な
家
を
貰
う
の
に
、
へ
え

へ
え
し
て
る
も
の
が
あ
る
も
の
か
、
…
…
米
の
飯
と
お
天
道
さ
ま
は
つ
い
て
廻
ら
ァ
」

ぱ
ァ
と
跳
び
出
し
て
し
ま
い
ま
す
…
…
。

（
落
語
『
唐
茄
子
屋
』
※
９
）

「
勘
当
」
も
既
に
死
語
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
、
正
確
な
意
味
で
の
勘
当
に
は
制
度
的
に

無
理
が
あ
る
。
正
確
な
意
味
で
の
勘
当
と
は
、
親
子
の
縁
を
切
り
、
戸
籍
か
ら
は
ず
す
こ

と
で
あ
る
。
「
親
類
、
五
人
組
、
町
役
人
連
署
の
上
、
名
主
へ
届
書
を
差
し
出
し
、
名
主

か
ら
勘
当
伺
い
を
奉
行
所
へ
提
出
し
、
そ
の
決
裁
の
結
果
、
人
別
帳
つ
ま
り
戸
籍
か
ら
取

り
除
か
れ
る
、
と
い
う
厳
し
い
掟
」
（
※
８
）
だ
っ
た
そ
う
で
、
解
除
の
際
に
も
同
じ
手

続
き
を
踏
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
制
度
と
し
て
の
勘
当
が
厳
格
に
定
め
ら
れ
て
い
た
わ
け
だ
。

た
だ
し
、
懲
ら
し
め
の
た
め
に
家
を
追
い
出
す
だ
け
の
勘
当
も
あ
り
、
こ
ち
ら
は
「
内
証

勘
当
」
と
し
て
区
別
さ
れ
る
。
実
際
の
用
例
で
は
状
況
に
よ
っ
て
判
断
す
る
し
か
な
い
が
、

『
火
事
息
子
』
の
方
は
本
来
の
勘
当
だ
と
考
え
て
間
違
い
あ
る
ま
い
。
「
世
間
さ
ま
へ
申

し
わ
け
が
な
い
」
と
い
う
父
親
の
言
葉
に
は
、
厳
し
い
掟
に
従
う
江
戸
市
民
の
複
雑
な
感

情
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

『
火
事
息
子
』
の
場
合
、
現
在
で
は
な
ぜ
勘
当
さ
れ
た
の
か
が
解
り
に
く
い
。
「
町
火

消
し
」
は
そ
の
威
勢
の
よ
さ
か
ら
若
者
の
憧
れ
で
あ
っ
た
の
と
同
時
に
、
そ
の
中
に
は
と

て
も
「
堅
気
」
と
は
呼
べ
な
い
荒
く
れ
者
も
多
か
っ
た
。
鳶
口
は
延
焼
を
防
ぐ
道
具
で
も

あ
り
、
「
出
入
り
」
の
際
の
獲
物
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
体
中
に
刺
青
を
し
て
い
る
若

旦
那
も
、
若
気
の
至
り
で
火
消
し
に
憧
れ
、
親
に
反
対
さ
れ
て
「
臥
煙
」
と
呼
ば
れ
る
火

が

え

ん

消
し
人
足
に
な
り
さ
が
っ
た
の
だ
。
火
事
の
な
い
と
き
は
博
打
に
明
け
暮
れ
し
、
酒
を
飲

ん
で
は
喧
嘩
を
す
る
の
が
臥
煙
で
あ
っ
て
、
彼
等
の
住
む
人
足
屋
敷
は
堅
気
の
衆
が
決
し

て
近
寄
ら
な
い
場
所
で
あ
る
。
親
が
反
対
し
て
鳶
の
頭
に
回
状
を
回
し
、
息
子
を
雇
わ
な

い
よ
う
に
と
根
回
し
し
た
こ
と
か
ら
こ
の
よ
う
な
事
態
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
堅
気
で
な

く
な
っ
た
息
子
を
勘
当
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
の
内
証
勘
当
は
、
「
苦
労
に
苦
労
を
重
ね
て
大
店
の
主
と
な
っ
た
父
親
と
、
遊
び

（
吉
原
通
い
）
が
お
さ
ま
ら
な
い
若
旦
那
」
と
い
う
関
係
の
中
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
。

家
を
追
い
出
さ
れ
れ
ば
、
遊
び
ど
こ
ろ
か
そ
の
日
の
飯
に
も
事
欠
く
よ
う
に
な
り
、
金
と

親
の
あ
り
が
た
み
が
わ
か
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
お
定
ま
り
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
た
だ
し

こ
ち
ら
は
親
戚
そ
ろ
っ
て
縁
を
切
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
物
わ
か
り
の
い
い
お
じ
さ
ん

が
登
場
し
て
面
倒
を
見
て
く
れ
る
、
と
い
う
展
開
も
落
語
に
は
つ
き
も
の
だ
。
現
在
、
も

し
「
勘
当
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
と
し
た
ら
、
こ
の
内
証
勘
当
が
そ
れ
に
当
た
る
。

『
唐
茄
子
屋
』
に
登
場
す
る
若
旦
那
も
こ
ち
ら
の
口
で
、
い
よ
い
よ
窮
し
て
身
投
げ
を

し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
お
じ
さ
ん
に
拾
わ
れ
る
。
ま
じ
め
に
商
売
を
し
て
い
る
姿
が
奉



公
人
の
口
か
ら
父
親
に
知
ら
さ
れ
れ
ば
勘
当
が
解
け
る
こ
と
も
あ
ろ
う
、
と
い
う
お
じ
さ

ん
の
配
慮
で
か
ぼ
ち
ゃ
を
売
り
歩
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
噺
の
発
端
で
あ
る
。

以
上
、
雑
駁
の
感
は
否
め
な
い
が
、
古
典
落
語
の
理
解
に
資
す
る
こ
と
を
考
え
て
述
べ

て
み
た
。
ま
だ
ま
だ
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
言
葉
が
あ
ろ
う
し
、
江
戸
の
町
人
文
化
を

語
る
の
に
「
歌
舞
伎
」
を
は
ず
す
わ
け
に
も
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
残
念
な
が
ら

筆
者
が
そ
の
方
面
に
疎
い
の
で
、
芝
居
の
方
面
に
は
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
演
目
で

言
え
ば
『
中
村
仲
蔵
』
、
『
淀
五
郎
』
な
ど
は
、
歌
舞
伎
に
造
詣
の
深
い
方
に
と
っ
て
は

相
当
に
面
白
い
噺
で
あ
る
（
そ
う
で
な
く
て
も
面
白
い
の
だ
か
ら
）
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て

は
理
解
を
深
め
て
か
ら
再
挑
戦
し
て
み
た
い
。

ま
た
、
分
析
的
に
過
ぎ
る
と
本
来
の
面
白
さ
が
失
わ
れ
か
ね
な
い
。
そ
の
た
め
基
本
的

な
知
識
の
羅
列
に
陥
り
が
ち
だ
っ
た
よ
う
に
も
思
う
。
ひ
と
り
合
点
の
側
面
も
あ
る
か
と

危
惧
し
て
い
る
が
、
で
き
る
だ
け
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
と
い
う
配
慮
は
し
た
つ
も
り
で

あ
る
。

今
後
も
折
に
触
れ
て
「
古
典
落
語
辞
典
」
と
い
う
よ
う
な
観
点
か
ら
書
き
続
け
て
い
こ

う
と
考
え
て
い
る
。

※
１

本
文
は
、
ち
く
ま
文
庫
『
古
典
落
語

志
ん
生
集
』
。
傍
点
筆
者
。

※
２

文
春
文
庫
。
傍
点
筆
者
。

※
３

ち
く
ま
文
庫
『
古
典
落
語

正
蔵
・
三
木
助
集
』

※
４

角
川
文
庫
『
古
典
落
語
（
九
）
』
武
家
・
仇
討
ば
な
し

※
５

ち
く
ま
文
庫
『
落
語
百
選

秋
』
麻
生
芳
伸
編

※
６

新
潮
文
庫

東
海
林
さ
だ
お
編

島
崎
信
「
ラ
ー
メ
ン
の
美
学
的
触
覚
的
検
証
」

※
７

日
の
出
と
日
の
入
り
を
基
準
に
し
て
い
れ
ば
、
季
節
に
よ
っ
て
昼
夜
の
長
さ
が
違

う
の
だ
か
ら
、
時
間
が
伸
縮
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
夏
の
夜
の
一
刻
よ
り
も
、

冬
の
夜
の
一
刻
の
方
が
長
い
の
で
あ
る
。
一
刻
が
き
ち
ん
と
二
時
間
に
な
る
の
は

春
分
の
日
と
秋
分
の
日
の
み
。

※
８

ち
く
ま
文
庫
『
落
語
百
選

冬
』
麻
生
芳
伸
編

※
９

筑
摩
書
房
『
古
典
落
語
』
第
五
巻

飯
島
友
治
編

な
お
、
『
唐
茄
子
屋
』
は
別
名
『
唐
茄
子
屋
政
談
』
と
も
呼
ば
れ
る
。


