
囲
⑤
」

　
　
油
屋
熊
八
・
梅
田
凡
平
・
お
伽
船

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堀
　
田

穣

一
、
は
じ
め
に

　
京
都
、
大
阪
の
子
ど
も
た
ち
が
、
夏
休
み
客
船
に
乗
っ
て
、
途
中
、

音
楽
や
お
伽
話
を
楽
し
み
な
が
ら
別
府
を
訪
れ
る
。
そ
ん
な
子
ど
も
の

ツ
ー
リ
ズ
ム
が
『
お
伽
船
』
と
呼
ば
れ
た
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
れ
は

ｉ

貳 Ｊ礼　ざ　さ

　　1･¶r四

回

-..-j　　■■■

　 t t

帚

別府航路、むらさき丸

Ｔ
几
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
に

は
じ
ま
っ
て
、
一
丸
四
〇
（
昭

和
一
五
）
年
ま
で
、
な
ん
と
三

十
年
に
わ
た
っ
て
、
初
期
は
毎

年
で
は
な
か
っ
た
と
は
い
え
、

続
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ

れ
自
体
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
、

し
か
も
官
で
な
く
民
間
の
手
で

行
わ
れ
た
、
児
童
文
化
史
上
他

に
例
を
見
な
い
イ
ペ
ン
ト
で
あ

る
こ
と
は
ま
ち
が
い
が
な
い
。

さ
ら
に
、
こ
れ
が
、
子
ど
も
へ
の
イ
ベ
ン
ト
に
と
ど
ま
ら
ず
、
こ
こ
で

培
わ
れ
た
人
脈
が
、
観
光
開
発
に
生
か
さ
れ
、
日
本
八
景
で
の
油
屋
熊

八
（
あ
ぶ
ら
や
・
く
ま
は
ち
）
の
活
躍
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
点

が
、
特
異
で
あ
り
、
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
よ
い
日
本
近
代
史
上
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
な
の
で
あ
る
。
今
回
機
会
を
い
た
だ
い
た
の
で
、
こ
こ
に
な
る

べ
く
全
体
的
な
像
を
描
い
て
み
た
い
。
理
解
し
や
す
く
し
た
い
の
で
、

図
版
も
多
く
収
め
よ
う
と
思
う
。

二
、
お
伽
芝
居
か
ら
お
伽
船
へ

　
明
治
に
入
っ
て
、
子
ど
も
の
た
め
の
文
化
を
育
て
た
い
と
い
う
機
運

が
少
数
の
人
々
の
間
で
は
あ
る
が
、
高
ま
っ
て
き
て
い
た
。
な
か
で
も

近
代
児
童
文
学
の
さ
き
が
け
と
な
っ
た
文
学
者
、
巌
谷
小
波
（
い
わ
や
・

さ
ざ
な
み
）
は
’
ド
イ
ツ
で
子
ど
も
の
た
め
の
演
劇
が
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
を
知
り
、
我
が
国
で
も
実
現
し
た
い
と
願
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
受

け
て
、
オ
。
ペ
ケ
ペ
士
郎
で
有
名
に
な
っ
た
壮
士
芝
居
の
川
上
音
二
郎

（
か
わ
か
み
・
お
と
じ
ろ
う
）
、
そ
の
妻
で
日
本
最
初
の
女
優
、
貞
奴

（
さ
だ
や
っ
こ
）
の
劇
団
が
、
お
伽
芝
居
と
い
う
名
称
で
、
フ
几
○
三

（
明
治
三
六
）
年
十
月
三
日
に
、
東
京
、
本
郷
座
で
、
小
波
の
『
浮
か

れ
胡
弓
』
『
狐
の
裁
判
』
を
上
演
す
る
。

　
こ
こ
か
ら
が
、
少
し
複
雑
だ
が
、
巌
谷
た
ち
が
子
ど
も
の
た
め
に
物
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語
を
書
い
て
も
、
ま
だ
当
時
は
、
子
ど
も
の
た
め
の
出
版
と
い
う
も
の

が
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
明
治
の
頃
、
「
童
話
」
と
い
え
ば
、

出
版
印
刷
さ
れ
た
「
童
話
」
本
を
指
す
の
で
は
な
く
、
語
り
と
し
て
の

「
童
話
」
、
現
在
図
書
館
な
ぞ
で
行
わ
れ
て
い
る
「
ス
ト
ー
リ
ー
テ
リ
ン

グ
」
と
同
じ
よ
う
に
、
お
話
さ
れ
る
の
が
「
童
話
」
だ
っ
た
。
そ
こ
で

巌
谷
小
波
は
、
自
分
の
書
い
た
童
話
を
全
国
を
ま
わ
っ
て
語
っ
て
い
た

の
だ
。
こ
れ
は
お
伽
話
と
も
言
わ
れ
た
の
で
、
童
話
を
語
る
大
人
の
組

織
を
お
伽
倶
楽
部
と
い
っ
て
い
た
。
の
ち
に
子
ど
も
の
本
の
出
版
が
盛

ん
に
な
る
と
ヽ
「
童
話
」
は
児
童
図
書
を
意
味
す
る
君
っ
に
な
り
ヽ
語

ら
れ
る
童
話
は
、
口
で
演
じ
ら
れ
る
童
話
、
「
口
演
童
話
」
と
呼
ば
れ

る
よ
う
に
な
る
。

振身の嘆感

　口演童話家、岸辺福雄

『御伽噺仕方の理論と実際』

　
お
伽
芝
居
を
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
し
た
の
も
、
巌
谷
や
久
留
鳥
武
彦
（
く

る
し
ま
・
た
け
ひ
こ
）
な
ど
、
巫
示
の
お
伽
倶
楽
部
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
川
上
劇
団
の
お
伽
芝
居
は
、
全
国
を
巡
業
し
て
ま
わ
り
、

好
評
を
得
る
と
と
も
に
、
口
演
童
話
を
中
心
と
し
た
児
童
文
化
運
動
を

担
っ
て
い
た
ア
マ
チ
ュ
ア
た
ち
が
、
自
ら
も
お
伽
芝
居
を
演
じ
始
め
る

こ
と
に
な
る
。
関
西
で
は
、
こ
の
お
伽
芝
居
の
劇
団
が
中
心
に
な
っ
て

京
都
お
伽
倶
楽
部
、
大
阪
お
伽
倶
楽
部
が
発
足
す
る
。
そ
し
て
、
ア
マ

チ
ュ
ア
に
よ
る
お
伽
芝
居
第
一
号
は
、
東
京
よ
り
わ
ず
か
だ
が
一
足
早

い
フ
几
○
七
（
明
治
四
〇
）
年
一
月
、
大
阪
中
之
島
公
会
堂
に
て
高
尾

亮
雄
（
た
か
お
・
あ
き
お
）
ら
に
よ
る
上
演
だ
っ
た
。

　
こ
の
高
尾
が
、
Ｔ
几
○
九
（
明
治
四
二
）
年
八
月
、
京
都
お
伽
倶
楽

部
の
子
ど
も
た
ち
を
播
州
高
砂
に
連
れ
出
し
て
、
海
浜
学
校
と
称
す
る

臨
海
学
校
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
林
間
学
校
、
臨
海
学
校
の
歴
史
と
し
て

も
、
唱
矢
と
さ
れ
る
東
京
下
谷
区
（
現
在
の
台
東
区
）
本
郷
区
（
現
在

の
文
京
区
）
に
遅
れ
て
い
な
い
と
思
え
る
。

　
こ
の
成
功
に
続
い
て
、
Ｔ
几
一
〇
（
明
治
四
三
）
年
八
月
七
日
、
子

ど
も
と
付
添
い
を
含
め
て
二
百
八
十
三
名
が
、
大
阪
商
船
の
利
根
川
丸

を
借
り
切
っ
て
、
別
府
に
向
か
っ
た
。
直
行
で
は
な
く
、
瀬
戸
内
海
巡

遊
と
い
う
こ
と
で
、
厳
島
神
社
や
高
松
な
ど
に
も
立
ち
寄
る
。
東
京
か

ら
も
、
巌
谷
、
久
留
鳥
、
そ
し
て
天
野
雄
彦
（
あ
ま
の
・
き
じ
ひ
こ
）

が
参
加
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
後
年
、
口
演
童
話
家
と
し
て
有
名
に
な

る
人
々
で
あ
る
。
そ
し
て
、
京
都
日
出
新
聞
に
は
、
こ
の
旅
行
に
同
行

し
た
記
者
に
よ
っ
て
、
八
月
十
二
日
か
ら
十
五
日
ま
で
の
四
日
間
に
わ
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た
っ
て
「
お
伽
船
記
」
と
い
う
連
載
記
事
が
載
せ
ら
れ
た
。
こ
の
最
初

の
命
名
と
、
後
期
の
担
い
手
、
蓮
井
玄
英
（
は
す
い
・
げ
ん
え
い
）
が

や
は
り
つ
ね
に
「
お
伽
船
」
と
呼
ん
で
い
た
の
で
、
実
際
に
は
「
子
宝

船
」
と
か
「
子
ど
も
船
」
と
か
、
あ
れ
こ
れ
の
名
称
が
あ
っ
た
こ
の
イ

ペ
ン
ト
の
総
称
を
「
お
伽
船
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

三
、
高
尾
亮
雄

　
大
正
に
入
っ
て
、
高
尾
は
ま
す
ま
す
、
そ
の
活
動
を
活
発
化
さ
せ
る
。

ま
ず
、
Ｔ
九
一
三
（
大
正
二
）
年
大
阪
三
越
百
貨
店
を
拠
点
に
、
大
阪

子
ど
も
研
究
会
を
発
足
。
東
京
三
越
で
の
巌
谷
や
坪
井
正
五
郎
（
つ
ぼ

い
・
し
ょ
う
ご
ろ
う
）
ら
の
参
加
す
る
児
童
用
品
研
究
会
の
大
阪
版
と

い
え
る
。
こ
こ
に
集
ま
っ
た
の
が
、
橋
詰
良
一
、
辻
村
又
男
。
橋
詰
は

宝塚少女歌劇第一回公演「ドンブラコ」

に
対
し
て
、
箕
面
有
馬
電
気

軌
道
（
現
在
の
阪
急
電
車
）

の
小
林
一
三
（
こ
ば
や
し
・

い
ち
ぞ
う
）
は
、
ま
ず
、
川

面
村
と
し
か
呼
ば
れ
て
い
な

か
っ
た
所
の
温
泉
を
「
宝
塚

新
温
泉
」
と
名
づ
け
、
そ
こ

で
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
と
し

て
宝
塚
少
女
歌
劇
を
創
設
し

た
。
そ
こ
に
観
先
客
を
呼
び
、

し
だ
い
に
沿
線
に
郊
外
住
宅

を
建
設
し
て
い
っ
た
。
こ
の
辺
り
の
小
林
の
手
法
は
津
金
庫
肺
臓
著
の

号
を
せ
み
郎
と
い
い
、
大
阪
毎
日
新
聞
記
者
、
辻
村
は
号
を
秋
峰
と
い
　
　
『
宝
塚
戦
略
』
陥
詳
し
い
。
こ
こ
で
注
目
し
て
欲
し
い
の
は
、
お
伽
芝

う
大
阪
朝
日
新
聞
記
者
。
こ
の
後
、
関
西
の
児
童
文
化
を
朝
日
、
大
毎

新
聞
社
が
牽
引
す
る
よ
う
に
な
る
、
そ
の
主
要
メ
ン
バ
ー
が
そ
ろ
っ
た

の
だ
。

　
次
に
Ｔ
几
一
四
（
大
正
三
）
年
、
高
尾
は
宝
塚
少
女
歌
劇
団
の
第
一

回
公
演
の
振
付
に
、
同
じ
お
伽
劇
団
の
久
松
一
声
（
ひ
さ
ま
つ
・
い
っ

せ
い
）
と
と
も
に
招
か
れ
た
。
こ
の
こ
ろ
、
大
阪
は
産
業
活
動
は
な
は

だ
し
く
、
そ
れ
に
と
も
な
う
煤
煙
公
害
に
も
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ

居
は
、
久
松
が
そ
の
後
、
長
く
少
女
歌
劇
団
に
と
ど
ま
る
こ
と
で
、
宝

塚
少
女
歌
劇
に
受
け
つ
が
れ
て
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
高
尾
は
第
一
回
で
少
女
歌
劇
を
離
れ
る
が
、
初
期
の
少
女
歌
劇
を
支

え
た
の
が
、
大
阪
毎
日
慈
善
事
業
団
で
あ
っ
た
り
、
梅
田
凡
平
（
う
め

だ
・
ぼ
ん
ぺ
い
）
が
渡
米
す
る
時
に
後
後
会
が
で
き
、
そ
の
中
に
小
林

一
三
の
名
が
あ
っ
た
り
す
る
の
は
、
こ
こ
ら
で
の
緑
の
な
せ
る
業
で
あ

ろ
う
。
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そ
し
て
、
フ
几
一
六
（
大
正
五
）
年
お
そ
ら
く
第
三
回
の
お
伽
船
が

行
わ
れ
、
こ
の
後
、
お
伽
船
は
毎
年
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
定
例
化
し
て

い
く
。
た
だ
し
、
Ｔ
几
一
六
年
の
お
伽
船
に
つ
い
て
は
、
京
都
市
教
育

会
の
海
上
学
校
と
い
う
名
称
で
、
鈴
木
吉
之
肋
な
ど
京
都
の
口
演
童
話

家
や
、
久
留
鳥
は
聞
わ
っ
て
い
る
が
、
活
動
の
場
を
大
阪
に
移
し
て
い

た
高
尾
の
名
前
は
、
京
都
日
出
新
聞
、
大
阪
朝
日
新
聞
京
都
付
録
な
ど

の
記
事
に
見
当
た
ら
な
い
。

四
、
油
屋
、
梅
田
以
前
の
別
府
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
大
分
新
聞
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
は
、
Ｔ
几
一
八
（
大
正
七
）
年
か

ら
の
も
の
し
か
大
分
県
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ
以
前

の
勤
き
は
、
京
都
日
出
新
聞
を
は
じ
め
と
す
る
関
西
の
新
聞
か
ら
し
か

う
か
が
え
な
い
。
さ
ら
に
、
筆
者
は
関
西
在
住
で
、
年
に
数
日
大
分
県

立
図
書
館
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
調
査
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
当
然

見
落
と
し
も
あ
る
は
ず
で
、
今
後
は
『
別
府
史
談
』
に
集
う
史
家
の
方
々

に
期
待
し
た
い
。
そ
の
際
に
気
を
つ
け
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
、
油
屋

熊
ハ
の
神
格
化
、
伝
説
化
で
あ
る
。
筆
者
は
す
で
に
「
油
屋
熊
ハ
伝
説

を
疑
う
」
「
油
屋
熊
八
伝
説
の
生
成
」
（
京
都
学
園
大
学
『
人
間
文
化
研

究
』
第
九
、
十
号
）
と
い
う
論
文
を
書
い
て
い
る
の
で
、
詳
し
く
は
そ

ち
ら
を
ご
覧
頂
き
た
い
が
、
油
屋
が
偉
大
だ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
な

別府港と定期客船

ん
で
も
か
ん
で
も
油
屋
の

仕
事
に
し
て
し
ま
う
の
は
、

か
え
っ
て
失
礼
に
当
た
る

だ
ろ
う
。

　
こ
れ
ま
で
の
調
査
に
よ

る
と
、
Ｔ
几
二
Ｉ
　
（
大
正

十
）
年
ま
で
、
梅
田
凡
平

の
名
は
お
伽
船
の
記
事
に

は
現
れ
て
い
な
い
し
、
そ

こ
に
油
屋
熊
八
の
名
前
は

な
い
。
油
屋
が
梅
田
と
と

も
に
お
伽
船
の
記
事
に
登

場
す
る
の
は
昭
和
に
入
っ

て
、
Ｔ
几
二
七
（
昭
和
二
）
年
八
月
四
日
の
香
川
新
報
（
香
川
県
立
図

書
館
蔵
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
）
の
記
事
が
初
め
て
に
な
る
。
ど
う
か
地

元
の
史
家
が
、
徹
底
的
に
調
査
し
て
、
こ
の
暫
定
的
な
認
識
を
変
え
て

ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
別
府
は
、
た
だ
関
西
か
ら
の
お
伽
船
を
受
け
入

れ
て
い
た
だ
け
な
の
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
機
会
を
得
て
ま

た
大
分
県
立
図
書
館
で
の
調
査
が
で
き
た
際
に
、
念
入
り
に
調
べ
た
の
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大分新聞「少年少女お話大会」

は
Ｔ
几
二
〇
（
大

正
九
）
年
の
大
分

新
聞
で
あ
っ
た
。

な
ぜ
な
ら
別
府
市

立
図
書
館
に
あ
る

梅
田
凡
平
資
料
に

よ
る
と
、
別
府
お

伽
倶
楽
部
の
発
足

が
Ｔ
几
二
〇
年
十

月
三
十
日
と
あ
る

か
ら
だ
。
残
念
な

が
ら
そ
の
記
事
を

見
つ
け
る
こ
と
は

で
き
な
か
っ
た
。

当
時
大
分
新
聞
以

上
に
別
府
に
詳
し

い
メ
デ
ィ
ア
が
あ
れ
ば
ま
た
事
情
が
違
う
だ
ろ
う
。

　
そ
の
か
わ
り
、
岩
田
実
科
高
等
女
学
校
（
現
在
の
大
分
市
、
岩
田
学

園
）
教
諭
だ
っ
た
小
野
直
（
お
の
・
す
な
お
）
が
口
演
童
話
家
と
し
て

活
躍
し
て
い
た
の
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
ハ
イ
ラ
イ
ト
は
Ｔ
几
二
〇

年
十
一
月
二
十
八
日
の
大
分
新
聞
主
催
の
「
少
年
少
女
お
話
大
会
」
で
、

大
分
市
県
公
会
堂
に
て
、
小
野
直
、
河
野
久
男
、
三
宅
建
、
清
水
肇
、

宮
崎
嘉
七
が
講
師
と
し
て
出
演
し
た
。
小
野
は
口
演
童
話
の
歴
史
書
と

し
て
は
唯
一
と
い
っ
て
い
い
『
日
本
口
演
童
話
史
』
に
も
名
が
挙
げ
ら

れ
て
お
り
、
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
朝
日
新
聞
に
入
社
し
、
兵
庫
県
西
宮

市
に
往
ん
だ
人
で
あ
る
。

五
、
梅
田
凡
平
の
大
活
躍

　
小
野
直
た
ち
の
活
動
と
、
梅
田
凡
平
が
ど
う
重
な
っ
て
い
る
の
か
は
、

ま
だ
わ
か
ら
な
い
が
、
フ
几
二
Ｉ
　
（
大
正
十
）
年
、
八
月
十
四
日
の
大

分
新
聞
に
別
府
お
伽
倶
楽
部
の
一
行
が
、
八
月
八
日
京
阪
神
見
物
に
旅

立
っ
た
と
い
う
記
事
が
載
る
。
別
府
お
伽
倶
楽
部
の
幹
部
は
「
梅
田
、

平
岡
、
千
原
、
貧
村
、
後
藤
、
佐
藤
諸
氏
」
と
あ
る
。
先
の
大
分
新
聞

の
Ｔ
几
二
〇
年
十
一
月
二
十
五
日
の
「
少
年
少
女
お
話
大
会
」
の
広
告

に
は
宮
崎
嘉
七
の
代
わ
り
に
平
岡
一
策
の
名
が
あ
り
、
ひ
ょ
っ
と
し
た

ら
こ
の
「
平
岡
」
と
同
▽
人
物
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

小
野
た
ち
の
口
演
童
話
活
動
と
の
連
続
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　
大
阪
で
出
迎
え
た
の
は
「
鷹
尾
」
氏
、
「
梅
田
」
が
梅
田
凡
平
で
あ

り
、
「
鷹
尾
」
が
高
尾
高
雄
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
資
料
上
で
の
初
の
出

会
い
で
あ
る
。
「
大
阪
海
上
学
校
生
徒
の
見
送
り
の
為
」
と
あ
る
か
ら
、
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関
西
か
ら
の
お
伽
船
が
刺
激
に
な
っ
て
、
い
き
な
り
、
別
府
お
伽
倶
楽

部
の
名
と
と
も
に
登
場
し
、
逆
「
お
伽
船
」
を
実
行
し
た
の
だ
。

　
こ
こ
か
ら
の
梅
田
は
、
大
分
新
聞
紙
上
で
も
大
活
躍
を
は
じ
め
る
。

フ
几
二
二
（
大
正
十
ご
年
八
月
二
十
四
日
大
分
新
聞
の
記
事
で
は
布

袋
腹
を
突
き
出
し
た
梅
田
ニ
コ
ニ
コ
お
じ
さ
ん
と
、
短
躯
長
髪
の
親
し

み
に
満
ち
た
顔
の

M
I
團
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双
方
描
写
さ
れ
、
お
伽
船
訪
問
側

　
　
　
　
と
歓
迎
側
で
登
場
し
て

　
　
　
　
い
る
。
そ
し
て
訪
問
団

W

　･･ ・ ･･･-:･ .:･･:･:ヅ･.‥･j
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スミカズ『新絵画ノ手本』から

吟

に
は
字
崎
純
一
　
（
う
ざ

き
・
す
み
か
ず
）
の
名

も
見
ら
れ
る
。
今
で
こ

そ
忘
れ
ら
れ
て
い
る
が
、

大
阪
の
竹
久
夢
二
と
い

わ
れ
た
人
気
挿
絵
画
家

で
あ
る
。

　
是
永
勉
『
別
府
今
昔
』

で
梅
田
の
歓
迎
の
あ
り

さ
ま
を

　
「
凡
平
が
モ
ー
ニ
ン
グ

を
着
て
カ
ス
タ
ネ
。
ト

を
嗚
ら
し
な
が
ら
遥
日
さ
Ｉ
ん
、
よ
う
こ
そ
別
府
へ
お
い
で
く
だ
さ
い

ま
し
た
。
別
府
の
海
も
山
も
旅
館
も
、
皆
さ
ん
の
お
い
で
を
心
か
ら
歓

迎
し
て
お
り
ま
Ｉ
す
〃
と
桟
橋
に
立
っ
て
大
き
な
声
を
は
り
あ
げ
る
こ

と
に
な
り
、
熊
八
が
モ
ー
ニ
ン
グ
を
新
調
し
て
く
れ
た
」

と
書
い
て
い
る
の
は
、
何
も
定
期
船
を
相
手
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、

お
伽
船
で
訪
れ
て
く
る
子
ど
も
た
ち
を
歓
迎
し
た
様
子
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
関
西
か
ら
の
お
伽
船
だ
け
で
は
少
な
い
の
で
は
、
と
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
新
聞
記
事
を
見
る
と
、
Ｔ
几
二
二
年
七
月
三
一
日
大

分
新
聞
に
は
東
京
の
慶
応
義
塾
幼
稚
舎
生
歓
迎
に
別
府
お
伽
倶
楽
部
の

梅
田
凡
平
が
『
暑
く
て
寒
く
て
五
分
五
分
だ
』
と
滑
稽
踊
り
を
し
、
原

氏
は
独
特
の
童
謡
を
歌
っ
た
と
あ
る
。
原
氏
と
は
原
北
陽
（
は
ら
・
ほ

く
よ
う
）
、
水
引
の
お
じ
さ
ん
の
こ
と
だ
ろ
う
。
子
ど
も
に
関
す
る
文

化
運
動
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
全
国
に
存
在
し
、
そ
の
ひ
ろ
が
り
が
、
別

府
を
訪
問
す
る
子
ど
も
の
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
増
加
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ

る
。

　
さ
ら
に
、
著
者
は
か
つ
て
『
「
瀬
戸
内
海
コ
ド
モ
連
盟
」
に
つ
い
て
』

（
『
京
都
文
化
短
期
大
学
紀
要
』
第
二
五
号
）
と
い
う
論
文
を
書
き
、
梅

田
資
料
に
あ
る
「
瀬
戸
内
海
コ
ド
モ
連
盟
」
の
発
足
を
、
や
は
り
大
分

新
聞
の
記
事
で
は
確
認
で
き
な
い
と
書
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
、

高
尾
の
関
わ
っ
た
、
児
童
愛
護
運
動
を
調
べ
る
う
ち
に
、
そ
ち
ら
か
ら

-－６



真
相
が
判
明
し
た
。
つ
ま
り
、
Ｔ
几
二
Ｉ
年
に
高
尾
は
大
阪
市
役
所
が

ら
み
で
児
童
愛
護
デ
ー
を
設
置
し
、
全
国
に
も
賀
川
豊
彦
と
並
び
称
さ

れ
る
社
会
福
祉
の
雄
、
大
阪
北
市
民
館
長
、
志
賀
志
那
人
（
し
が
・
し

な
と
）
と
語
ら
っ
て
児
童
愛
護
連
盟
を
発
足
さ
せ
た
。
Ｔ
几
二
三
（
大

正
二
Ｉ
）
年
に
は
コ
ド
モ
愛
護
船
を
、
お
伽
船
よ
ろ
し
く
、
瀬
戸
内
海

に
走
ら
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
大
阪
児
童
愛
護
連
盟
の
機
関
誌
『
コ
ド
モ

愛
護
』
十
二
年
八
月
号
に
は
コ
ド
モ
愛
護
船
の
ル
ポ
が
あ
り
、
そ
こ
に

ドモ愛護「コドモ愛護船宮島に入港」コ

梅
田
凡
平
が
安
芸
の

宮
島
で
瀬
戸
内
海
コ

ド
モ
連
盟
の
生
立
ち

を
述
べ
た
と
い
う
記

事
を
見
つ
け
た
の
で

あ
る
。

　
高
尾
や
梅
田
の
運

動
を
、
子
ど
も
に
お

話
を
聞
か
せ
て
、
富

裕
な
層
の
子
ど
も
た

ち
を
船
に
乗
せ
て
喜

ば
し
て
い
た
だ
け
と

い
う
よ
う
に
理
解
す

る
の
が
い
か
に
一
面
的
で
あ
る
か
。
児
童
愛
護
連
盟
の
運
動
は
、
乳
幼

児
検
診
の
推
進
な
ど
、
む
し
ろ
都
市
貧
困
層
の
子
ど
も
の
た
め
の
保
健

活
動
の
面
が
強
か
っ
た
。
彼
ら
は
そ
れ
を
、
お
伽
船
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を

生
か
し
て
進
め
た
の
だ
っ
た
。
「
瀬
戸
内
海
コ
ド
モ
連
盟
」
と
い
う
の

は
、
だ
か
ら
、
「
瀬
戸
内
海
コ
ド
モ
愛
護
連
盟
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
。
口
演
童
話
や
、
お
伽
倶
楽
部
の
イ
メ
ー
ジ
だ
け
で
探
し
て

い
た
の
で
、
う
か
つ
に
も
追
求
が
至
ら
な
か
っ
た
わ
け
だ
。

　
Ｔ
几
二
五
（
大
正
一
四
）
年
七
月
二
十
五
日
の
大
分
新
聞
に
は
「
お

伽
団
や
学
生
団
続
々
別
府
へ
」
と
い
う
記
事
が
載
り
、
い
よ
い
よ
、
高

松
お
伽
倶
楽
部
や
広
島
お
伽
倶
楽
部
の
名
前
が
新
聞
に
も
現
れ
て
き
た

の
だ
。
こ
の
年
は
デ
ン
マ
ー
ク
の
童
話
作
家
ア
ン
デ
ル
セ
ン
の
没
後
五

十
年
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
子
ど
も
の
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ー
ク
が
動
か
な
い

わ
け
が
な
く
、
別
府
で
は
、
も
と
も
と
郷
里
が
大
分
県
玖
珠
町
で
あ
る

久
留
鳥
武
彦
を
迎
え
、
八
月
四
日
に
「
ア
ン
ダ
ー
セ
ン
」
祭
を
行
っ
た
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
放
送
で
は
巌
谷
が
「
ア
ン
デ
ル
セ
ン
に
つ
い
て
」
を
話
し

た
り
、
全
国
で
ア
ン
デ
ル
セ
ン
関
連
の
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
、
こ
の
功

で
巌
谷
と
久
留
鳥
に
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
国
王
か
ら
ダ
ン
ネ
ブ
ロ
勲
章
が

贈
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
こ
の
時
新
聞
紙
上
か
ら
見
る
と
、
岡
山
子
供
団
、
松
山
こ
ど
も
会
、

広
品
海
明
お
伽
会
、
広
島
市
国
際
こ
ど
も
連
盟
、
大
阪
夕
陽
丘
高
女
生
、

７－



神
戸
第
二
中
学
生
、
大
阪
偕
行
社
附
属
小
学
生
、
神
戸
市
立
橘
小
学
生

な
ど
、
瀬
戸
内
海
沿
岸
の
学
校
や
子
ど
も
関
係
の
団
体
が
別
府
に
集
う

た
が
、
中
で
も
重
要
な
の
は
高
松
お
伽
倶
楽
部
だ
っ
た
。
こ
れ
を
率
い

た
の
は
高
松
の
僧
侶
、
蓮
井
玄
英
。
高
松
か
ら
の
お
伽
船
は
こ
こ
が
第

一
回
で
、
こ
れ
か
ら
最
後
の
第
十
六
回
、
フ
几
四
〇
年
ま
で
お
伽
倶
楽

部
と
お
伽
船
の
旗
を
掲
げ
続
け
た
の
で
あ
る
。

六
、
油
屋
熊
八
の
登
場

　
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
四
月
九
日
大
阪
毎
日
新
附
社
は
、
東
京
日

日
新
聞
と
組
ん
で
『
日
本
新
八
景
』
の
選
定
を
呼
び
か
け
る
。
「
昭
和

の
新
時
代
を
代
表
す
べ
き
新
日
本
の
勝
景
は
、
よ
ろ
し
く
わ
れ
等
の
新

し
い
好
尚
に
よ
っ
て
選
定
さ
れ
な
く
て
は
」
な
ら
な
い
と
し
て
、
山
岳
、

渓
谷
、
湖
沼
、
海
岸
、
河
川
、
平
原
、
曝
布
、
温
泉
の
八
つ
の
ジ
ャ
ン

◇泉1溢l=腐刑万副と

日本八景別府温泉御遊覧の栞

ル
の
第
一
を
、
ま
ず
一
般
公
衆
か
ら
の
ハ
ガ
牛
に
よ
る
推
薦
を
受
け
る

と
し
た
。
こ
れ
が
万
人
ブ
ー
ム
を
引
き
起
こ
し
、
九
千
万
票
を
上
ま
わ

る
投
票
が
集
ま
っ
た
。

　
七
月
六
日
大
阪
毎
日
新
聞
は
日
本
新
八
景
を
発
表
す
る
。
あ
ま
り
に

盛
り
上
が
り
、
八
景
だ
け
で
は
お
さ
ま
ら
ず
、
二
十
五
勝
、
百
景
も
選

び
出
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
予
想
通
り
、
温
泉
で
は
別
府
が
選
ば
れ
た
。

こ
こ
で
油
屋
は
当
時
ま
だ
珍
し
い
飛
行
機
で
、
大
阪
毎
日
新
聞
へ
の
感

謝
を
表
し
に
、
大
阪
へ
飛
ん
だ
こ
と
が
七
日
の
毎
日
新
聞
記
事
に
あ
る
。

　
実
は
、
こ
の
こ
ろ
、
内
務
省
は
国
立
公
園
制
定
の
構
想
を
ね
っ
て
い

た
。
七
月
二
十
二
日
に
は
そ
の
『
国
立
公
園
選
定
の
方
針
』
が
発
表
さ
　
　
一

れ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
「
国
立
公
園
の
風
景
は
全
国
的
興
味
を
引
き
得
　
　
一

る
ほ
ど
の
主
要
な
も
の
に
眼
る
」
が
「
国
民
的
利
用
を
主
眼
と
す
る
ゆ

え
」
「
必
ず
し
も
第
一
流
の
風
景
地
た
る
を
要
せ
ず
」
と
し
た
。
『
近
代

日
本
公
園
史
の
研
究
』
の
丸
山
宏
に
よ
れ
ば
、
新
八
景
は
一
時
的
な
ブ
ー

ム
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
「
風
景
の
大
衆
化
」
を
果
た
し
た
と
指
摘
し
た
。

こ
れ
に
し
っ
か
り
と
乗
っ
た
の
が
油
屋
熊
八
で
あ
っ
た
の
だ
。
八
月
十

四
日
の
大
阪
毎
日
新
聞
「
世
界
の
楽
上
天
別
府
の
偉
観
」
と
い
う
全
面

広
告
の
中
で
、
亀
の
井
ホ
テ
ル
社
長
油
屋
熊
八
談
と
し
て
「
八
景
二
十

五
勝
百
景
の
決
定
を
機
会
に
九
州
に
▽
入
国
立
公
園
の
案
」
が
出
て
い

る
。
新
八
景
の
山
岳
で
選
ば
れ
た
雲
仙
岳
と
手
を
結
び
、
阿
蘇
を
中
心
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別府温泉・地獄めぐり一女車掌説明・

亀の井バス

に
九
州
を
▽
入
国
立
公
園
に
す
る
運
動
を
す
る
と
宣
言
し
て
い
る
。

　
実
際
に
油
屋
は
こ
の
年
、
十
二
月
、
大
型
遊
覧
バ
ス
数
台
を
購
入
し

て
、
地
獄
め
ぐ
り
遊
覧
を
開
始
す
る
。
バ
ス
ガ
イ
ド
に
各
名
所
を
説
明

さ
せ
て
評
判
を
と
っ
た
。
油
屋
熊
ハ
の
別
府
観
光
開
発
の
た
め
の
大
奮

闘
が
は
じ
ま
る
が
、
梅
田
を
介
し
て
つ
な
が
っ
て
い
る
関
西
の
経
済
力

と
情
報
力
を
バ
。
ク
に
し
て
い
だ
か
ら
こ
そ
の
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
で

あ
っ
た
。
八
月
四
日
付
け
香
川
新
報
で
は
筆
者
が
見
つ
け
ら
れ
る
限
り

で
、
も
っ
と
も
早
い
、
梅
田
、
原
と
と
も
に
「
頭
の
ピ
カ
ピ
カ
お
じ
さ

ん
」
と
し
て
別
府
お
伽
倶
楽
部
の
油
屋
熊
八
の
名
前
が
出
て
い
る
の
だ
。

　
翌
一
丸
二
八
（
昭
和
三
）
年
七
月
、
ア
メ
リ
カ
、
ロ
ス
ア
ン
ゼ
ル
ス

に
お
い
て
第
十
回
世
界
日
曜
学
校
大
会
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

六
月
三
日
の
大
分
新
聞
で
は
梅
田
凡
平
や
、
川
島
唯
次
郎
、
永
見
永
左

衛
門
、
里
村
ミ
ツ
エ
な
ど
が
大
分
県
下
か
ら
参
加
す
る
こ
と
を
報
じ
て

い
る
。
こ
の
時
、
梅
田
は
陣
羽
織
で
金
蘭
兜
の
「
挑
太
郎
」
コ
ス
チ
ュ
ー

ム
で
ア
メ
リ
カ
に
出
か
け
る
の
だ
が
、
別
府
市
立
図
書
館
に
残
っ
て
い

る
梅
田
資
料
の
中
に
、
渡
米
後
接
合
を
呼
び
か
け
る
発
起
人
、
賛
同
者

の
名
が
載
っ
た
チ
ラ
シ
が
残
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
は
阪
急
の
小
林
一
三
、

大
阪
毎
日
新
聞
社
長
の
本
山
彦
一
、
南
海
鉄
道
専
務
取
締
役
の
大
塚
惟

明
、
中
山
太
陽
堂
の
中
山
太
一
、
日
本
簡
易
火
災
保
険
取
締
役
の
山
本

藤
肋
な
ど
関
西
実
業
界
の
大
物
達
の
名
前
が
連
ね
て
あ
る
。
東
京
の
賛

同
者
が
巌
谷
、
久
留
鳥
、
芦
屋
芦
村
、
野
口
雨
情
、
中
山
晋
平
、
天
野

維
彦
、
沖
野
岩
三
郎
等
ほ
と
ん
ど
童
結
界
の
人
々
で
あ
っ
た
の
と
対
照

的
で
あ
っ
た
。

　
梅
田
は
桃
太
郎
姿
で
ア
メ
リ
カ
を
の
し
歩
い
た
が
、
帰
国
し
て
翌
の

一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
四
月
一
日
に
死
去
、
大
分
新
聞
に
は
四
月
二

日
に
死
亡
記
事
が
の
っ
た
。
あ
と
を
受
け
継
い
だ
形
に
な
っ
た
油
屋
は
、

一
丸
三
一
　
（
昭
和
六
）
年
国
立
公
図
法
が
制
定
さ
れ
、
さ
ら
に
一
九
三

四
（
昭
和
丸
）
年
瀬
戸
内
海
、
雲
仙
、
霧
島
の
九
州
の
三
公
園
が
最
初

に
三
月
に
指
定
さ
れ
た
の
で
、
面
目
躍
如
で
あ
っ
た
。
特
に
瀬
戸
内
海

と
い
う
指
定
は
唯
一
の
海
上
公
園
と
し
て
、
世
界
に
例
が
な
い
と
い
わ

れ
、
ま
た
、
お
伽
船
の
「
瀬
戸
内
海
コ
ド
モ
連
盟
」
構
想
が
ま
さ
に
先

－９



取
り
だ
っ
た
点
て
、
構
想
力
の
勝
利
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
同
じ
年

の
十
二
月
に
は
阿
蘇
も
指
定
を
受
け
た
か
ら
、
油
屋
が
七
年
前
に
予
言

し
た
、
九
州
一
大
国
立
公
園
化
は
実
現
さ
れ
た
。
し
か
し
、
一
九
三
五

（
昭
和
十
）
年
三
月
二
十
七
白
、
油
屋
熊
ハ
も
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。

七
、
そ
の
後
と
ま
と
め

　
フ
几
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
、
高
松
お
伽
倶
楽
部
が
最
後
の
お
伽
船

を
出
し
、
三
十
年
続
い
た
お
伽
船
は
終
了
す
る
。
Ｔ
几
四
五
（
昭
和
二

言
年
七
月
四
日
の
高
松
空
襲
で
ヽ
蓮
井
玄
英
は
寺
と
と
も
に
焼
死
さ

せ
ら
れ
る
。
七
十
歳
を
越
え
た
高
風
元
雄
は
敗
戦
後
の
一
時
を
、
別
府

鉄
輪
鬼
石
坊
主
地
獄
辺
り
に
身
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

　
明
治
と
い
う
時
代
に
は
、
「
子
ど
も
」
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
が
、

近
代
の
息
吹
を
伝
え
る
新
し
さ
で
あ
っ
た
。
童
話
や
昔
話
と
い
う
想
像

力
と
、
船
と
い
う
交
通
手
段
を
結
び
つ
け
、
そ
れ
が
結
果
と
し
て
、
日

本
新
ハ
景
か
ら
国
立
公
園
制
定
ま
で
の
観
光
開
発
に
結
び
つ
い
て
い
っ

た
。
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
、
小
林
一
三
が
宝
塚
と
阪
急
電
車
で
行
っ

た
事
業
の
手
法
を
、
は
る
か
に
し
の
ぐ
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
で
実
現
し

て
見
せ
た
と
も
い
え
よ
う
。

　
こ
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
観
光
人
類
学
、
民
俗
学
の
斎
藤
純
が
「
箕

面
動
物
園
の
桃
太
郎
の
宮
－
お
伽
話
・
児
童
・
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
（
『
昔

話
丿
研
究
と
資
料
－
』
三
二
号
）
で
、
筆
者
と
相
互
に
共
通
す
る
視
点

で
解
明
を
進
め
て
い
る
が
、
さ
ら
な
る
研
究
者
、
史
家
の
戦
線
参
加
を

期
待
し
た
い
。
な
に
し
ろ
瀬
戸
内
海
全
体
が
舞
台
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、

広
島
、
岡
山
な
ど
は
手
付
か
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
学
問
分
野
で
は
観
光

学
か
ら
の
さ
ら
な
る
検
討
も
ほ
し
い
。
別
府
お
伽
倶
楽
部
に
つ
い
て
も

梅
田
資
料
と
新
聞
記
事
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
埋
め
る
も
の
が
、
ま
だ
見
つ
か
っ

て
い
な
い
。
拙
文
を
読
ん
で
い
た
だ
い
た
方
々
に
、
関
心
の
持
続
を
よ

び
か
け
た
い
。
い
っ
し
ょ
に
探
し
ま
し
ょ
う
。

堀
田
　
穣
（
ほ
っ
た
・
ゆ
た
か
）

フ
几
五
二
年
名
古
屋
生
れ
。
挫
戸
大
学
文
学
都
哲
学
科
哲
学
専
攻
卒

国
立
民
族
学
博
物
館
情
報
管
理
施
設
資
料
室
、
豊
中
市
立
図
書
館
司
書

な
ど
を
経
て
、
現
在
京
都
学
園
大
学
人
間
文
化
学
部
教
授
。
専
門
は
児

童
文
化
論
、
図
書
館
情
報
学
。

著
書
「
大
阪
お
伽
芝
居
事
始
め
ー
『
う
か
れ
胡
弓
』
回
想
と
台
本
」

　
高
尾
高
雄
著
・
堀
田
穣
編
　
関
西
児
童
文
化
史
研
究
会
一
九
九
一
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