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一
　
へ
る
ま
あ
の
喜
劇
「
人
形
の
家
」

久
し
ぶ
り
で
又
、
「
人
形
の
家
」
が
、
町
の
話
題
に
上
つ
て
ゐ
る
。
松
井
須

磨
子
の
初
演
以
来
、
今
度
が
、
幾
度
目
に
な
る
の
か
、
ち
よ
つ
と
に
は
考
へ

浮
ば
ぬ
年
月
で
あ
る
。
い
つ
ま
で
も
素
人
抜
け
の
せ
ぬ
様
に
言
は
れ
て
来
た

新
劇
の
人
々
も
、
随
分
鳥
居
の
数
は
潜
つ
て
来
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

存
外
此
戯
曲
な
ど
も
、
漠
と
し
た
賑
や
か
な
印
象
ほ
ど
に
は
、
然
う
い
ろ
ん

な
劇
団
で
、
と
り
あ
げ
て
来
て
居
な
か
つ
た
様
に
も
考
へ
ら
れ
る
。
何
分
新

劇
の
興
行
年
表
も
持
た
ず
に
書
く
私
だ
か
ら
、
心
細
い
も
の
で
あ
る
。
順
序

か
ら
言
つ
て
二
度
目
の
の
ら
は
、
近
代
劇
協
会
の
衣
川
孔
雀
で
は
な
か
つ
た
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か
し
ら
　
　
。
あ
ん
ま
り
「
人
形
の
家
の
お
つ
か
さ
ん
」
と
言
ふ
の
に
適
切

過
ぎ
る
気
の
す
る
無
邪
気
な
の
ら
で
あ
つ
た
記
憶
が
深
い
。
其
と
、
も
一
つ

久
し
い
印
象
と
な
つ
て
居
る
の
は
、
其
時
の
日
疋
重
亮
の
く
ろ
ぐ
す
た
つ
と

で
あ
つ
た
。

須
磨
子
の
の﹅
ら﹅
随
分
ぢ﹅
﹅ゞ

む﹅
さ﹅
い﹅
役
者
だ
つ
た
。
而
も
、
さ
う
言
ふ
型
の
人

が
大
成
す
る
と
、
必
、
這
入
る
型
の
、
芸
の
虫
と
謂
は
れ
さ
う
な
予
感
を
起

さ
せ
る
行
き
方
を
し
て
居
た
。

日
疋
の
く
ろ
ぐ
す
た
つ
と
だ
と
、
の
ら
を
威
嚇
し
て
居
る
間
に
、
ゐ
た
け
高

な
感
情
を
す
つ
か
り
消
磨
し
尽
し
て
、
す
ご
〳
〵
と
ひ
き
と
つ
て
行
く
可
哀

さ
う
な
男
に
な
つ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
つ
た
。

年
も
若
か
つ
た
し
、
教
養
と
言
つ
た
所
で
、
中
学
を
完
全
に
す
ま
し
て
ゐ
た
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か
ど
う
か
位
で
、
藁
店
の
俳
優
学
校
を
出
た
程
度
だ
か
ら
、
全
く
勘
の
優
れ

た
人
だ
つ
た
に
相
違
な
い
。
今
度
な
ど
も
、
見
た
人
は
感
じ
た
で
あ
ら
う
が
、

全
く
あ
の
い﹅
や﹅
な﹅
奴
で
、
見
物
を
し﹅
ん﹅
み﹅
り﹅
さ
せ
た
の
は
、
日
疋
だ
け
で
は

な
か
つ
た
か
と
思
ふ
。
併
し
さ
う
言
ふ
行
き
方
が
果
し
て
、
正
当
な
く
ろ
ぐ

す
た
つ
と
の
性
格
か
と
言
ふ
こ
と
に
な
る
と
、
問
題
は
亦
自
ら
別
に
な
る
。

く
ろ
ぐ
す
た
つ
と
が
、
其
ほ
ど
生
活
内
容
を
持
つ
た
男
と
し
て
演
出
せ
ら
れ

る
と
、
の
ら
や
へ
る
ま
あ
に
あ
る
べ
き
重
量
の
感
じ
が
、
幾
分
か
、
そ
つ
ち

へ
傾
く
訣
に
な
る
。

舞
台
を
幾
つ
か
の
人
生
の
交
錯
す
る
所
と
見
て
よ
け
れ
ば
、
真
の
意
味
の
自

然
主
義
演
劇
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
う
し
た
企
図
が
許
さ
れ
る
も
の
と
す
れ

ば
、
中
心
が
主
役
・
副
役
　
　
仮
り
に
さ
う
予
想
せ
ら
れ
た
　
　
そ
の
他
何
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れ
へ
移
動
し
て
行
つ
て
も
、
さ
し
支
へ
が
な
い
筈
で
あ
る
。
だ
が
技
巧
本
位

の
戯
曲
や
演
劇
で
は
、
主
役
以
外
に
焦
点
を
移
す
こ
と
は
出
来
る
訣
が
な
い
。

さ
う
言
ふ
行
き
方
か
ら
す
れ
ば
、
日
疋
の
性
根
の
掴
み
方
は
、
確
か
に
邪
道

で
あ
る
。
だ
が
近
代
劇
に
は
、
理
論
と
し
て
は
正
し
く
考
へ
ら
れ
て
よ
い
自

然
主
義
で
あ
る
。
唯
い
ぶ
せ
ん
の
社
会
劇
は
、
も
つ
と
技
巧
的
な
も
の
で
あ

る
こ
と
が
事
実
な
の
で
あ
る
。

一
体
…
…
く
ろ
ぐ
す
た
つ
と
の
出
現
そ
の
事
が
、
如
何
に
も
敵
役
々
々
し
て

ゐ
る
。
が
、
此
位
の
赤
面
は
、
歌
舞
妓
芝
居
で
な
く
と
も
、
出
て
来
る
の
に

不
思
議
は
な
い
。

却
て
日
疋
の
表
現
や
、
其
を
感
心
し
た
私
な
ど
の
見
方
が
、
歌
舞
妓
の
人
情
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に
囚
は
れ
て
ゐ
た
の
で
、
社
会
劇
　
　
問
題
劇
を
解
釈
し
よ
う
と
し
た
の
で

は
な
い
か
と
言
ふ
気
が
せ
ぬ
で
も
な
い
。

勿
論
、
人
形
の
家
の
持
つ
て
ゐ
る
て
ま
か
ら
す
れ
ば
、
一
種
の
冷
徹
な
家
庭

喜
劇
　
　
若
し
、
こ
ん
な
浅
浮
な
用
語
が
許
さ
れ
ゝ
ば
　
　
を
描
け
ば
、
其

で
よ
い
の
で
、
こ
ん
な
性
格
問
題
な
ど
は
、
あ
の
理
論
劇
に
は
、
実
は
関
繋

の
な
い
こ
と
の
や
う
で
あ
る
。

私
は
そ
ん
な
こ
ん
な
問
題
と
は
別
に
、
今
後
起
つ
て
来
る
国
民
演
劇
の
行
き

方
に
、
か
う
言
ふ
方
面
の
考
へ
も
含
め
て
行
つ
て
貰
ひ
た
い
と
言
ふ
気
が
す

る
。
最
初
か
ら
主
役
其
他
を
き
め
て
か
ゝ
る
一
般
の
作
劇
術
か
ら
は
、
ほ
ん

た
う
に
自
由
な
戯
曲
が
あ
つ
て
も
よ
い
。
あ
ゝ
し
た
の﹅
ほ﹅
﹅ゝ

ん﹅
な﹅
、
出﹅
た﹅
と﹅

こ﹅
勝﹅
負﹅
と
謂
つ
た
形
の
多
い
、
歌
舞
妓
の
伝
統
の
末
に
あ
る
、
自
然
主
義
の
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舞
台
が
出
現
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

舞
台
の
上
に
現
れ
て
来
る
数
人
の
運
命
が
放
射
し
あ
ひ
、
集
注
し
あ
つ
て
来

る
。
さ
う
し
て
其
処
に
、
自
ら
其
等
を
統
合
す
る
稍
大
き
な
運
命
が
決
定
せ

ら
れ
る
。
か
う
言
ふ
戯
曲
な
り
、
劇
な
り
が
見
た
い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

此
種
の
劇
が
実
現
す
れ
ば
、
其
統
合
者
で
あ
り
、
運
命
の
主
流
と
な
る
も
の

が
、
必
し
も
常
に
、
又
誰
の
場
合
に
も
一
致
す
る
訣
で
は
な
い
。
さ
う
言
ふ

劇
が
あ
つ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
其
が
、
実
際
の
浮
世
の
実
相
に
最
近

い
形
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
事
実
に
お
い
て
は
、
さ
う
し
た
事
が
、
度
々

あ
つ
て
、
さ
う
し
て
お
の
づ
か
ら
、
何
処
か
へ
傾
い
て
解
決
の
つ
い
て
ゐ
る

の
を
、
見
物
や
、
読
者
や
、
殊
に
役
者
す
ら
が
悟
ら
ず
じ
ま
ひ
に
な
つ
て
ゐ

る
と
言
ふ
こ
と
も
多
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
さ
う
し
て
、
芝
居
の
も
一
つ
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手
前
に
あ
る
浮
世
舞
台
　
　
い
や
な
語
だ
が
　
　
は
、
い
つ
も
其
で
、
経
過

し
て
行
つ
て
居
る
　
　
。

　
　
　
　
　
二
　
新
劇
「
銀
座
復
興
」

早
い
話
が
、
先
頃
の
「
銀
座
復
興
」
で
あ
る
。
友
人
の
書
き
物
に
対
し
て
、

甚
、
不
真
実
な
話
で
あ
る
が
、
脚
本
を
連
載
し
た
三
田
文
学
は
、
何
か
の
都

合
で
、
飛
び
読
み
で
す
ま
し
て
居
た
。
其
結
果
、
舞
台
で
は
、
肝
腎
の
箇
所

を
見
は
ぐ
つ
た
。
報
い
は
覿
面
と
言
ふ
所
で
あ
る
。
久
保
田
万
太
郎
さ
ん
等

の
言
は
れ
る
所
で
は
、
あ
の
戯
曲
の
主
役
は
、
稲
村
老
人
　
　
舞
台
上
の
河

原
崎
権
十
郎
役
　
　
を
予
期
し
て
書
い
た
も
の
だ
さ
う
で
あ
る
。
さ
う
聞
け
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ば
、
舞
台
だ
け
で
見
て
も
、
そ
ん
な
俤
は
見
え
た
。

然
る
に
、
劇
と
し
て
は
、
正
に
菊
五
郎
君
の
「
は
ち
巻
」
主
人
野
口
文
吉
が
、

主
役
に
な
り
き
つ
て
居
る
。
此
は
作
者
側
の
最
初
の
計
画
に
と
つ
て
は
、
菊

五
郎
君
が
正
し
く
、
横
車
を
押
し
と
ほ
し
た
形
に
見
え
る
の
だ
け
れ
ど
、
又

一
方
考
へ
れ
ば
、
作
者
だ
の
役
者
だ
の
と
い
ふ
分
解
的
な
立
ち
場
か
ら
せ
ず
、

演
劇
其
物
の
上
か
ら
見
れ
ば
、
此
が
あ
る
べ
き
姿
な
の
だ
と
も
言
へ
る
。
近

代
で
は
、
作
者
の
企
図
だ
と
か
、
役
者
の
間
の
伝
来
と
か
で
、
自
ら
狂
言
々

々
の
主
役
以
下
の
役
割
は
き
ま
つ
て
居
る
。
が
、
京
阪
・
江
戸
に
お
け
る
歌

舞
妓
創
始
期
の
物
を
見
る
と
、
や
は
り
主
役
・
副
役
の
固
定
せ
ぬ
も
の
が
、

相
当
に
あ
る
。
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今
で
は
、
殆
、
日
の
目
を
見
る
こ
と
も
な
い
、
歌
舞
妓
正
本
類
を
見
て
も
、

考
へ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
狂
言
は
果
し
て
ど
れ
が
主
役
に
な
る
の

だ
ら
う
と
思
ふ
や
う
な
の
が
、
相
応
に
あ
る
。
又
さ
う
言
ふ
物
の
中
に
幸
ひ

今
も
、
演
出
者
が
伝
承
せ
ら
れ
て
居
て
、
時
々
舞
台
に
の
ぼ
つ
て
ゐ
る
戯
曲

な
ど
の
あ
る
こ
と
が
あ
る
。
其
類
の
物
に
も
、
や
は
り
元
の
本
で
は
、
中
心

に
な
る
役
と
も
思
は
れ
ぬ
も
の
が
、
現
に
主
役
と
し
て
立
て
者
役
者
の
演
じ

て
ゐ
る
、
と
謂
つ
た
も
の
も
あ
る
。
何
か
の
行
き
が
ゝ
り
か
ら
出
た
こ
と
が

習
慣
に
な
つ
て
、
果
て
は
さ
う
固
定
す
る
に
到
つ
た
と
し
か
思
は
れ
ぬ
の
が
、

随
分
あ
る
訣
だ
。
そ
こ
で
、
菊
五
郎
君
に
相
談
し
た
い
や
う
な
気
が
起
つ
て

来
た
。
「
は
ち
巻
」
の
お﹅
や﹅
ぢ﹅
が
脇
役
に
廻
つ
て
、
始
中
終
、
舞
台
廻
し
を

以
て
任
じ
て
居
て
く
れ
て
は
、
ど
う
だ
ら
う
と
言
ふ
こ
と
で
あ
る
。
「
稲
村
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さ
ん
」
に
限
つ
た
こ
と
で
は
な
い
。
（
こ
ゝ
で
少
し
訂
正
。
　
　
稲
村
さ
ん

を
一
曲
の
主
役
と
い
ふ
風
に
見
え
る
書
き
方
を
私
の
し
た
の
は
、
わ
る
い
書

き
方
で
あ
つ
た
。
此
役
は
、
最
後
の
幕
を
切
る
役
の
意
味
に
書
い
た
つ
も
り

に
見
て
ほ
し
い
。
）
場
毎
の
登
場
者
数
人
の
人
々
、
其
誰
彼
が
、
そ
の
場
で

の
主
役
ら
し
く
ふ
る
ま
ふ
　
　
、
其
を
丁
寧
に
助
け
て
行
く
　
　
、
か
う
言

ふ
形
で
、
い
か
れ
ぬ
も
の
か
知
ら
　
　
。
譬
へ
ば
尾
上
松
緑
の
つ
と
め
た
瀬

越
さ
ん
　
　
株
屋
と
も
見
え
る
し
、
芝
居
者
と
言
ふ
感
じ
が
更
に
出
過
ぎ
た
。

其
な
ら
其
で
、
よ
く
出
来
た
と
謂
は
れ
る
。
　
　
さ
う
言
ふ
風
に
書
か
れ
て

居
る
も
の
だ
と
信
じ
て
見
て
居
た
が
、
ど
う
も
其
に
し
て
は
、
思
想
を
持
ち

過
ぎ
て
ゐ
る
と
思
つ
た
。
や
つ
ぱ
り
作
者
の
計
画
は
さ
う
で
な
か
つ
た
の
で

あ
る
。
劇
の
こ
し
ら
へ
、
着
つ
け
・
物
ご
し
・
発
音
す
べ
て
が
、
人
柄
ら
し
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く
な
か
つ
た
。
此
役
な
ど
も
、
主
役
に
も
な
れ
ゝ
ば
、
幕
も
切
れ
る
訣
だ
。

大
詰
を
、
稲
村
さ
ん
の
こ﹅
な﹅
し﹅
な
り
、
せ﹅
り﹅
ふ﹅
な
り
で
か
あ
て
ん
に
し
た
と

こ
ろ
で
、
菊
五
郎
主
役
の
形
で
進
ん
で
来
た
幾
場
の
印
象
が
、
ど
ん
で
ん
返

し
に
な
る
訣
で
も
あ
る
ま
い
。

と
も
か
く
「
酔
ひ
つ
ぶ
れ
て
、
へ
た
〳
〵
と
な
る
。
合
図
で
幕
」
な
ど
言
ふ

行
き
方
は
、
新
劇
で
は
な
い
。
歌
舞
妓
と
し
て
も
、
困
つ
た
仕
様
で
あ
る
。

脇
役
で
も
主
役
で
も
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
　
　
昔
か
た
ぎ
の
役
者
社
会
で
は
、

此
を
し
も
、
ど
う
で
も
よ
い
な
ど
ゝ
は
、
以
て
の
外
だ
と
思
ふ
だ
ら
う
が
　

　
舞
台
廻
し
を
菊
五
郎
が
す
る
、
さ
う
言
ふ
と
こ
ろ
に
、
此
狂
言
に
こ
も
る

作
者
の
思
ひ
の
深
さ
が
、
人
に
迫
つ
て
来
る
の
で
あ
る
。
菊
五
郎
君
は
、
そ

れ
の
訣
ら
ぬ
役
者
で
も
な
し
、
さ
う
し
た
作
者
の
思
ひ
を
、
舞
台
の
思
ひ
と
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し
て
実
現
す
る
こ
と
は
、
寧
、
何
も
し
な
い
で
居
て
出
来
る
人
で
あ
る
。
何

を
苦
し
ん
で
、
終
幕
に
近
づ
く
程
、
魚
宗
や
、
赤
垣
の
性
根
を
、
出
し
て
来

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
此
人
ら
し
く
な
い
役
者
気
を
出
し

た
も
の
で
あ
る
。
此
点
で
は
、
「
演
劇
界
」
一
月
号
に
見
え
た
友
人
小
島
政

二
郎
さ
ん
の
「
非
す
た
あ
・
し
す
て
む
」
を
破
つ
た
も
の
と
し
た
抗
議
に
腹

一
杯
賛
意
を
表
す
る
。

其
と
、
も
一
つ
、
此
だ
け
の
役
者
に
し
て
も
、
か
う
ま
で
も
と
思
ふ
程
、
歌

舞
妓
役
者
の
世
間
狭
さ
が
見
え
る
。
「
世
界
」
や
「
性
根
」
に
対
す
る
、
此

ま
で
の
芝
居
の
ひ﹅
き﹅
だ﹅
し﹅
の
少
さ
か
ら
来
る
も
の
で
あ
ら
う
。
つ
ま
り
新
劇

だ
つ
て
何
だ
つ
て
、
世
界
や
、
性
根
に
か﹅
は﹅
り﹅
が
あ
る
も
の
か
と
考
へ
て
か
ゝ

つ
た
誤
算
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
歌
舞
妓
芝
居
の
薬
味
ヤ
ク
ミ
箪
笥
の
限
ら
れ
た
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ひ
き
出
し
だ
け
に
は
、
し
ま
つ
て
な
い
も
の
が
、
沢
山
あ
る
の
だ
と
言
ふ
こ

と
を
、
菊
五
郎
君
は
考
へ
た
か
ど
う
か
。
此
が
、
私
の
気
に
な
る
。

「
銀
座
復
興
」
は
、
舞
台
だ
け
で
考
へ
て
も
、
島
末
新
聞
記
者
・
大
須
賀
先

生
・
稲
村
さ
ん
・
牟
田
君
・
瀬
越
乃
至
は
は
ち
巻
女
将
お
と
く
に
も
、
そ
の

場
毎
の
主
役
は
、
移
す
こ
と
が
出
来
さ
う
で
あ
る
。
舞
台
上
に
、
放
射
し
、

相
聯
関
す
る
役
々
の
運
命
の
主
流
に
、
ど
の
役
及
び
役
者
が
立
つ
か
、
此
は

一
つ
に
、
其
戯
曲
に
つ
い
て
の
、
解
釈
力
　
　
役
者
の
　
　
が
問
題
で
あ
り
、

又
技
術
の
問
題
に
も
な
つ
て
来
る
が
、
過
不
足
の
適
度
に
対
す
る
敏
感
が
、

非
常
に
も
の
を
言
ふ
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
は
ち
巻
主
人
の
し﹅
て﹅
化
も
、

か
う
言
ふ
意
味
な
ら
ば
よ
か
つ
た
。
唯
技
術
を
以
て
ひ
た
押
し
に
お
し
て
行
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つ
た
と
こ
ろ
に
、
解
釈
力
の
不
足
と
適
量
の
目
算
を
欠
い
て
居
た
。
菊
五
郎

を
さ
う
言
ふ
解
釈
に
お
と
し
込
ん
だ
責
任
は
、
台
本
に
も
な
い
こ
と
は
な
い
。

あ
ま
り
「
は
ち
巻
」
の
お﹅
や﹅
ぢ﹅
を
、
銀
座
復
興
の
責
任
者
ら
し
く
感
じ
さ
せ

過
ぎ
て
ゐ
る
。
菊
五
郎
君
が
「
銀
座
の
英
雄
」
を
描
い
た
の
も
、
無
理
の
な

い
所
は
あ
る
。
序
に
言
は
し
て
貰
ふ
の
だ
が
、
役
者
菊
五
郎
君
に
物
を
言
ひ

か
け
る
機
会
な
ど
は
、
再
廻
つ
て
来
る
事
な
ど
は
あ
る
ま
い
か
ら
　
　
。
音

羽
屋
系
の
生
酔
ひ
狂
言
が
幾
種
か
あ
り
、
其
上
、
他
家
に
も
、
酒
呑
み
芝
居

が
う
ん
と
あ
り
、
酔
形
容
の
写
実
に
は
、
随
分
努
め
て
来
た
歌
舞
妓
芝
居
で

あ
る
。
女
の
酒
乱
や
、
能
狂
言
の
書
き
直
し
ま
で
加
へ
て
、
其
こ
そ
「 

醅  

バ
イ
カ

香 ウ
十
趣
」
を
選
出
す
る
こ
と
な
ど
は
、
易
々
た
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
新

手
の
酔
形
容
を
以
て
「
銀
座
復
興
」
を
解
釈
し
な
か
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
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「
醅
香
十
趣
」
に
這
入
つ
た
の
で
は
、
其
こ
そ
、
元
の
黙
阿
弥
劇
に
逆
戻
り

し
て
し
ま
ふ
。

固
よ
り
、
新
歌
舞
妓
と
し
て
、
自
信
を
も
持
ち
、
希
望
を
も
か
け
て
、
菊
五

郎
君
が
、
あ
の
芝
居
を
演
じ
、
演
出
し
た
こ
と
は
、
其
談
話
で
も
訣
つ
て
ゐ

る
。
新
劇
な
ど
に
分
類
せ
ら
れ
て
は
、
寧
迷
惑
だ
と
言
ふ
か
も
知
れ
ぬ
。
だ

が
、
菊
五
郎
ほ
ど
の
人
に
、
「
新
劇
な
ざ
あ
、
あ
め
い
も
ん
だ
」
と
言
ふ
様

な
考
へ
を
持
た
れ
て
は
困
る
。
今
ま
で
も
、
幾
度
か
、
新
劇
の
畠
へ
鍬
を
入

れ
て
、
相
当
な
成
績
を
あ
げ
て
来
た
人
な
の
だ
か
ら
、
此
際
よ
く
考
へ
て
貰

ひ
た
い
。
先
代
菊
五
郎
が
ざ
ん
ぎ
り
物
や
す
ぺ
ん
さ
あ
の
風
船
乗
り
を
演
じ

た
の
と
、
同
じ
心
構
へ
で
居
て
貰
う
て
は
困
る
こ
と
を
言
ひ
た
い
。
其
と
も

一
つ
、
あ
ゝ
し
た
明
治
時
代
の
歌
舞
妓
の
延
長
舞
台
と
、
新
劇
畠
の
書
き
物
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と
は
、
余
程
趣
き
が
違
ふ
と
言
ふ
こ
と
　
　
、
此
は
、
菊
五
郎
君
の
聡サト
さ
を

蔑
視
す
る
や
う
な
訣
り
過
ぎ
た
話
だ
。
が
、
例
の
あ
り
来
り
の
ひ
き
出
し
で

間
に
合
せ
る
弊ヘイ
と
言
ふ
の
も
あ
る
。
だ
か
ら
訣
り
き
つ
た
こ
と
も
、
重
ね
て

言
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

た
と
ひ
理
化
学
研
究
所
の
、
所
謂
理
研
酒
で
も
、
科
学
者
が
あ
れ
を
醸
成
す

る
為
の
、
味
覚
の
上
の
苦
心
経
営
は
、
縄
暖
簾
に
立
ち
呑
み
の
か﹅
ん﹅
酒
の
即

興
呑
み
と
は
、
一
つ
に
は
出
来
ぬ
の
で
あ
る
。
幾
ら
う
ま
く
出
来
て
も
、
す

ぺ
ん
さ
あ
や
ち
や
り
ね
の
物
真
似
は
、
最
ま
づ
い
時
代
の
「
人
形
の
家
」
や

「
沈
鐘
」
の
舞
台
を
さ
へ
凌
ぐ
こ
と
は
出
来
ぬ
の
で
あ
る
。
前
者
は
茶
番
で

あ
り
、
後
者
は
如
何
に
見
る
に
堪
へ
ぬ
と
言
つ
て
も
、
と
も
か
く
も
演
劇
で

あ
つ
た
の
だ
。
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茶
番
の
つ
も
り
で
あ
つ
た
も
の
が
、
段
々
真
の
写
実
劇
に
な
つ
た
例
は
、
殆

す
べ
て
の
歌
舞
妓
劇
を
例
に
と
る
こ
と
が
出
来
る
。
本
人
は
茶
番
だ
と
思
つ

て
居
た
も
の
が
、
何
時
か
ま
と
も
な
芝
居
に
な
つ
て
居
た
殷
鑑
　
　
と
言
ふ

の
は
、
失
礼
だ
が
　
　
は
、
手
近
過
ぎ
る
が
、
新
派
芝
居
の
最
適
切
な
一
例

だ
つ
た
こ
と
は
、
ま
だ
誰
で
も
知
つ
て
ゐ
る
。
角
藤
ス
ト
ウ
川
上
の
壮
士
芝
居
な
ど

は
、
役
者
自
身
ま
づ
、
演
劇
と
は
考
へ
て
居
な
か
つ
た
筈
で
あ
る
。
其
が
、

数
年
出
ぬ
間
に
、
見
物
の
方
か
ら
芝
居
と
し
て
見
、
次
に
役
者
が
、
芸
的
自

覚
を
発
す
る
に
到
つ
た
の
で
あ
る
。

其
よ
り
も
、
時
代
は
古
い
が
、
関
繋
は
近
い
、
成
田
屋
・
音
羽
屋
そ
の
他
の

家
々
に
伝
承
し
て
来
た
芸
も
、
よ
い
加
減
溯
れ
ば
、
多
く
は
茶
番
類
似
の
も
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の
が
、
其
位
の
自
覚
し
か
持
た
ぬ
人
々
の
手
で
行
は
れ
て
居
た
の
で
あ
つ
た
。

だ
か
ら
歌
舞
妓
芝
居
は
、
此
発
生
様
態
の
悪
臭
を
洗
ひ
お
と
す
必
要
が
、
今

で
も
あ
る
。
ざ
ん
ぎ
り
物
な
ど
も
、
世
話
狂
言
の
引
き
続
き
と
言
へ
ば
、
正

統
的
な
も
の
と
考
へ
ら
れ
さ
う
だ
が
、
世
話
物
の
中
で
も
、
殊
に
あ﹅
て﹅
こ﹅
み﹅

・
場
当
り
・
一
夜
漬
け
の
傾
向
の
甚
し
く
残
つ
て
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
殊

に
、
自
然
主
義
で
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
写
実
劇
に
、
最
不
調
和
な
せ﹅
り﹅
ふ﹅
ま﹅
は﹅

し﹅
や
、
こ﹅
な﹅
し﹅
の
問
題
が
、
江
戸
芝
居
の
ま
ゝ
に
、
今
ま
で
も
持
ち
越
し
て

来
た
。
そ
ん
な
中
に
も
、
名
優
の
練
り
上
げ
た
型
が
、
不
調
和
や
不
自
然
を

幾
分
滑
り
よ
く
し
て
、
其
程
噴
き
出
さ
ず
に
す
ま
し
て
居
ら
れ
る
程
度
に
見

え
る
も
の
も
あ
る
が
、
此
も
馴
れ
か
ら
来
た
し﹅
び﹅
れ﹅
に
過
ぎ
な
い
。
言
は
ゞ

芸
の
恍
惚
味
を
与
へ
る
所
に
達
し
た
も
の
で
は
な
い
。
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七
五
調
の
せ﹅
り﹅
ふ﹅
が
厄
払
ひ
に
な
つ
た
り
、
ぎ﹅
つ﹅
く﹅
り﹅
ば﹅
つ﹅
た﹅
り﹅
、
き
ま
つ

た
り
す
る
と
、
此
年
ま
で
見
馴
れ
た
私
ど
も
は
、
親
類
の
気
違
ひ
を
守
る
や

う
に
、
恥
し
く
て
穴
へ
入
り
た
い
気
が
す
る
。
若
し
菊
五
郎
君
が
、
か
う
言

ふ
も
の
と
、
「
銀
座
復
興
」
と
を
、
一
並
び
の
物
と
見
て
居
る
な
ら
、
其
は

大
変
な
見
当
違
ひ
、
と
言
ふ
も
の
で
あ
る
。
芸
の
達
人
と
し
て
の
、
鋭
い
勘

は
、
口
で
は
同
一
視
し
た
物
言
ひ
を
し
て
も
、
内
実
は
き
ち
ん
と
、
区
劃
し

て
ゐ
る
に
違
ひ
な
い
。
又
さ
う
で
な
け
れ
ば
、
あ
れ
ほ
ど
の
古
い
芝
居
町
の

住
民
と
し
て
は
、
理
智
的
に
芸
を
考
へ
て
ゐ
る
菊
五
郎
君
ら
し
く
は
な
い
の

で
あ
る
。

そ
の
親
父
の  

島    

鵆  

シ
マ
チ
ド
リ

や
、
水
天
宮
や
、 
十  

字  

辻  

筮 
ジ
フ
ジ
ノ
ツ
ジ
ウ
ラ

な
ど
は
、
ま
だ
新

歌
舞
妓
と
言
ふ
境
地
に
も
達
し
て
居
な
か
つ
た
、
唯
の
歌
舞
妓
の
一
変
種
に
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過
ぎ
ぬ
も
の
で
あ
り
、
そ﹅
﹅ゝ

り﹅
や
茶
番
の
延
長
で
も
あ
つ
た
。
菊
五
郎
君
は

「
銀
座
復
興
」
を
新
歌
舞
妓
と
し
て
と
り
扱
つ
た
と
言
ふ
言
ひ
方
を
、
好
ん

で
ゐ
る
。
さ
う
言
つ
て
も
さ
し
支
へ
は
な
い
。
併
し
そ
ん
な
や
ゝ
こ
し
い
表

現
か
ら
超
越
し
て
し
ま
つ
た
方
が
、
天
下
の
菊
五
郎
ら
し
い
。
そ
れ
に
、

「
菊
五
郎
は
、
歌
舞
妓
の
手
法
を
以
て
、
近
代
劇
を
な
ぞ
ら
う
と
思
ふ
の
だ
」

と
言
ふ
だ
ら
う
し
、
又
さ
う
思
う
て
居
る
こ
と
も
事
実
だ
ら
う
。

故
人
左
団
次
は
、
寧
、
近
代
劇
の
手
法
を
以
て
、
逆
に
歌
舞
妓
を
な
ぞ
ら
う

と
し
た
と
謂
へ
る
。
併
し
、
さ
う
か﹅
つ﹅
き﹅
り﹅
と
行
か
な
か
つ
た
所
に
、
芸
の

深
い
意
義
も
思
は
れ
、
人
生
の
妙
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
い
た
ま
し
い

事
だ
が
、
ま
だ
左
団
次
で
は
、
そ
こ
ま
で
は
行
け
な
か
つ
た
。
併
し
姑
ら
く
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さ
う
言
う
て
置
く
方
が
、
却
て
菊
五
郎
君
及
び
故
人
の
間
の
差
違
を
は
つ
き

り
さ
せ
る
事
も
出
来
る
。
左
団
次
の
新
歌
舞
妓
に
身
を
投
じ
た
時
は
、
身
に

つ
い
た
歌
舞
妓
味
は
、
ま
だ
幾
ら
も
な
か
つ
た
と
言
う
て
よ
い
。
先
代
左
団

次
が
、
彼
の
為
に
遺
産
を
残
さ
な
か
つ
た
や
う
に
　
　
、
小
米
　
　
莚
升
時

代
で
は
、
殆
芸
ら
し
い
も
の
を
納
得
す
る
年
限
が
な
か
つ
た
。
さ
う
し
て
直

に
新
左
団
次
と
な
つ
た
。

身
に
つ
い
た
芸
と
言
つ
て
は
、
却
て
自
由
劇
場
に
お
け
る
新
劇
の
芸
歴
で
あ

ら
う
。
綺
堂
と
提
携
し
て
、
う
ち
続
け
て
行
つ
た
所
謂
新
歌
舞
妓
に
、
新
劇

の
手
法
を
見
出
す
こ
と
は
ま
づ
な
か
つ
た
と
謂
へ
る
。
若
干
の
新
劇
的
解
釈

と
、
歌
舞
妓
の
初
歩
へ
出
直
し
た
演
出
と
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
つ
た
。
謂
は

ゞ
、
自
由
劇
場
に
お
け
る
彼
の
新
劇
が
、
素
劇
の
優
等
な
も
の
で
あ
つ
た
や
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う
に
、
一
方
の
新
歌
舞
妓
は
、 

白  

人 

シ
ロ
ウ
ト

の
歌
舞
妓
芝
居
と
い
ふ
素
直
な
情
熱

が
、
大
分
彼
の
芸
を
救
う
て
ゐ
た
。
其
に
綺
堂
の
脚
本
が
さ
う
で
あ
る
。

「
修
禅
寺
物
語
」
で
も
、
「
鳥
辺
山
心
中
」
で
も
、
「
佐
々
木
高
綱
」
で
も
、

論
よ
り
証
拠
、
教
養
の
少
し
あ
る
劇
団
が
白
人
興
行
す
る
の
に
、
如
何
に
適

切
な
も
の
か
と
言
ふ
現
実
か
ら
で
も
知
れ
る
。
此
は
故
人
を
い
た
は
ら
ぬ
批

評
に
な
つ
た
が
、
左
団
次
の
芝
居
は
左
団
次
の
人
間
の
味
で
行
つ
た
の
で
あ

つ
た
。
所
謂
新
歌
舞
妓
の
範
囲
か
ら
少
し
離
れ
る
と
、
彼
は
む﹅
や﹅
み﹅
に
臆
病

で
あ
つ
た
。

純
粋
な
歌
舞
妓
に
不
必
要
な
ほ
ど
、
古
典
的
擬
装
に
身
を
調
へ
た
　
　
。

「
毛
抜
」
「
鳴
神
」
其
か
ら
「
忠
臣
蔵
五
段
目
」
、
其
と
同
列
を
行
く
「
謎

帯
一
寸
徳
兵
衛
」
　
　
。
芸
目
の
選
択
が
既
に
さ
う
で
あ
つ
た
。
演
出
か
ら
、

24雑感



扮
装
す
べ
て
、
歌
舞
妓
古
典
に
忠
実
で
あ
つ
た
。
而
も
古
典
的
に
真
摯
だ
と

い
ふ
こ
と
は
、
公
然
と
近
代
的
演
技
法
か
ら
遠
ざ
か
る
と
言
ふ
こ
と
で
あ
つ

た
。
こ
ゝ
に
彼
の
擬
装
が
あ
り
、
彼
の
人
気
の
所
在
は
、
此
奇
怪
な
る
古
典

性
の
牽
引
力
に
集
つ
た
の
だ
。
彼
の
舞
台
は
、
彼
の
知
識
で
あ
つ
て
、
感
情

で
は
な
か
つ
た
。
だ
か
ら
流
露
す
る
も
の
が
欠
け
て
ゐ
る
こ
と
が
多
か
つ
た
。

彼
の
演
出
に
は
殆
誤
算
な
く
、
戯
曲
に
対
す
る
理
会
は
、
同
時
代
の
儕
輩
を

抜
い
て
正
し
か
つ
た
。

菊
五
郎
君
の
場
合
も
、
故
人
と
幾
分
似
よ
り
を
持
つ
て
居
て
、
亦
大
い
に
違

う
て
ゐ
る
。
彼
は
、
錦
絵
に
拠
り
所
を
求
め
る
必
要
を
感
じ
な
か
つ
た
。
江

戸
軟
文
学
書
か
ら
応
援
を
傭
う
て
来
る
こ
と
も
し
な
か
つ
た
。
左
団
次
が
外

か
ら
得
よ
う
と
し
た
も
の
を
、
彼
は
多
く
内
に
備
へ
て
居
た
。
彼
に
必
要
な
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の
は
、
若
干
の
努
力
で
あ
つ
た
。
内
に
備
へ
て
ゐ
る
も
の
を
整
頓
し
て
置
く

だ
け
の
多
く
の
理
知
で
あ
つ
た
。
此
為
に
は
、
彼
は
出
し
過
ぎ
る
程
の
力
を

致
し
て
ゐ
る
。
理
づ
め
に
彼
の
組
織
し
た
理
論
が
、
常
に
物
を
言
う
て
ゐ
る
。

さ
う
し
て
、
彼
は
亦
、
そ
の
理
論
に
物
を
言
は
し
過
ぎ
て
も
ゐ
る
。
彼
の
舞

台
に
お
け
る
「
菊
五
郎
の
感
情
」
は
、
決
し
て
彼
の
準
備
し
た
理
論
に
囚
は

れ
て
居
な
い
。
こ﹅
な﹅
し﹅
や
、
せ﹅
り﹅
ふ﹅
に
ひ
き
出
さ
れ
て
、
凡
正
し
く
流
露
す

る
。
さ
う
し
て
、
理
づ
め
な
彼
の
芸
風
を
、
彼
自
身
の
意
表
の
外
に
、
滑
ら

か
な
ら
し
め
る
。

菊
五
郎
の
踊
り
と
謂
は
れ
て
ゐ
る
も
の
に
、
殊
に
其
が
見
ら
れ
る
。
恐
ら
く

一
挙
手
一
投
足
、
理
論
づ
け
ら
れ
て
ゐ
な
い
彼
の
う﹅
ご﹅
き﹅
や
間
は
な
い
筈
で
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あ
る
。
而
も
理
づ
め
か
ら
来
る
ぎ﹅
こ﹅
ち﹅
な﹅
さ﹅
が
、
彼
の
踊
り
に
現
れ
る
こ
と

は
、
極
め
て
稀
で
あ
る
。
殊
に
そ
の
手
に
入
り
過
ぎ
た
と
言
は
れ
る
舞
踊
ほ

ど
、
さ
う
で
あ
る
。
場
数
を
か
け
ぬ
も
の
に
は
、
ど
う
や
ら
理
論
の
露
出
す

る
こ
と
が
あ
る
。
理
論
な
く
し
て
は
、
安
じ
て
立
ち
入
る
こ
と
の
出
来
ぬ
性

な
の
で
あ
ら
う
。
さ
う
し
て
理
論
の
足
場
を
外
す
時
に
な
つ
て
、
大
い
に
精

彩
を
放
つ
と
謂
つ
た
、
芸
質
に
あ
る
人
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
即
興
の
動
く

こ
と
、
第
一
次
的
に
は
稀
で
あ
る
が
、
あ
る
階
梯
を
過
ぎ
て
第
二
次
に
入
る

と
、
俄
か
に
自
由
に
感
興
が
発
露
す
る
も
の
と
言
へ
ば
よ
か
ら
う
。

菊
五
郎
君
は
、
若
く
し
て
田
村
成
義
に
指
導
せ
ら
れ
、
其
嗜
み
に
叶
う
た
範

囲
の
芸
目
を
反
覆
し
て
ゐ
た
。
其
為
、
芸
格
は
豊
か
で
あ
り
、
芸
境
は
広
い

に
繋
ら
ず
、
芸
目
は
今
も
尚
乏
し
い
の
を
歎
か
せ
る
。
第
一
次
的
に
は
、
理
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論
に
閉
さ
れ
て
、
感
情
の
整
ひ
流
れ
る
こ
と
少
い
菊
五
郎
君
が
、
益
乏
し
い

芸
目
か
ら
出
る
こ
と
を
億
劫
が
る
訣
で
も
あ
り
、
彼
の
芸
に
更
に
広
く
、
豊

か
に
、
大
き
く
す
る
道
を
失
ふ
理
由
に
な
つ
て
ゐ
る
。

彼
が
目
し
て
、
菊
五
郎
の
新
歌
舞
妓
と
す
る
も
の
が
新
劇
で
あ
る
の
は
、
略
ホ
ヾ

誤
り
の
な
い
所
だ
ら
う
。
彼
は
、
此
方
面
に
、
大
い
に
芸
目
を
多
く
し
て
行

く
べ
き
で
あ
ら
う
。
其
は
前
に
言
つ
た
理
由
に
も
由
る
が
、
尚
一
つ
、
芸
目

少
く
、
芸
境
広
か
ら
ぬ
こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
所
か
ら
来
る
。
古
典
歌
舞
妓
に

新
し
く
著
手
す
る
こ
と
を
大
儀
と
す
る
悪
癖
は
、
此
方
面
で
矯
正
す
る
こ
と

が
出
来
よ
う
。
其
と
共
に
、
も
つ
と
〳
〵
自
由
に
の
び
〳
〵
と
し
た
芸
風
を

開
か
せ
る
に
到
る
だ
ら
う
、
と
い
ふ
望
み
を
持
つ
こ
と
が
出
来
る
。

理
づ
め
で
行
く
こ
と
が
、
彼
の
芸
の
命
を
長
か
ら
し
め
て
ゐ
る
の
は
勿
論
だ
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が
、
歌
舞
妓
劇
は
、
本
質
的
に
即
興
式
な
も
の
を
尊
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
か
う

言
ふ
場
合
、
彼
は
多
く
失
敗
し
て
来
て
ゐ
る
。
故
人
羽
左
衛
門
と
、
大
き
く

区
別
せ
ら
れ
る
の
は
、
此
点
で
あ
る
。

彼
の
理
論
性
は
、
彼
が
、
新
劇
方
面
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
欠
く
こ
と
の
出

来
ぬ
も
の
を
、
持
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。
誤
算
な
き
企
図
と
、
的

確
な
演
出
と
、
適
切
な
解
釈
と
は
、
在
来
の
国
民
演
劇
の
何
よ
り
も
、
一
番

新
劇
役
者
又
は
指
導
者
に
求
め
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
　
　
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　22

」
中
央
公
論
社

　
　
　1996
（
平
成8

）
年12

月10

日
初
版
発
行

底
本
の
親
本
：
「
か
ぶ
き
讃
」
創
元
社

　
　
　1953

（
昭
和28
）
年2

月20

日
発
行

初
出
：
「
時
事
新
報
」

　
　
　1946

（
昭
和21

）
年3
月9
日
〜15

日

※
初
出
時
の
署
名
は
「
釈
迢
空
」
で
す
。

※
底
本
の
題
名
の
下
に
書
か
れ
て
い
る
「
昭
和
二
十
一
年
三
月
九
日
―
十
五

日
「
時
事
新
報
」
」
は
フ
ァ
イ
ル
末
の
「
初
出
」
欄
に
移
し
ま
し
た
。
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入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：
酒
井
和
郎

2020

年6
月27

日
作
成

青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（https://w

w
w

.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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