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W
oo 

授
業
を
さ
ぼ
っ
て
。

　

こ
の
歌
い
出
し
で
始
ま
る
忌
野
清
志
郎
に
ハ
マ

っ
た
。
そ
れ
も
、
三
十
路
を
過
ぎ
て
か
ら
で
あ
る
。

ぶ
つ
け
ら
れ
て
ど
て
っ
腹
が
大
き
く
へ
こ
ん
だ
俺

の
ポ
ン
コ
ツ
の
シ
ビ
ッ
ク
に
は
、
エ
ア
コ
ン
も
な

け
れ
ば
パ
ワ
ス
テ
も
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
夏
は
手

回
し
の
ウ
イ
ン
ド
ウ
を
全
開
に
し
て
、
道
路
の
騒

音
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
渋
谷
、
青
山
、
六
本
木
を

走
っ
た
。
左
手
に
ハ
ン
ド
ル
、
右
手
に
団
扇
の
粋

な
ド
ラ
イ
ビ
ン
グ
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
。
そ
ん
な
時

は
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
め
い
っ
ぱ
い
上
げ
て
、
カ
セ
ッ

ト
テ
ー
プ
に
入
っ
て
い
る
「
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ･

ラ

ジ
オ
」
を
車
内
に
響
か
せ
た
。

　
「
ト
ラ
ン
ジ
ス
タ
・
ラ
ジ
オ
」
と
い
う
語
感
が

好
き
で
あ
っ
た
。
鼻
を
衝
く
よ
う
な
郷
愁
と
と
も

に
、
す
っ
と
身
体
に
入
っ
て
き
た
。
中
年
の
入
口

に
入
っ
て
い
く
日
々
の
合
間
に
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ

ッ
ク
の
よ
う
に
「
寝
転
ん
で
い
た
陽
の
あ
た
る
場

所
」
や
「
あ
く
び
を
し
て
目
を
小
さ
く
し
た
教
室
」

の
風
景
が
甦
る
。

　

友
人
と
始
め
た
仕
事
が
順
調
に
進
み
、
す
こ
し

小
金
も
で
き
る
こ
ろ
に
、
俺
の
シ
ビ
ッ
ク
は
エ
ア

コ
ン
付
の
真
っ
赤
な
マ
ツ
ダ
フ
ァ
ミ
リ
ア
に
替
わ

っ
て
い
た
。
そ
の
こ
ろ
に
は
も
う
清
志
郎
を
聴
く

こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
い
や
、
ア
ッ
プ
テ
ン

ポ
で
リ
ズ
ム
を
刻
む
音
か
ら
す
こ
し
ず
つ
遠
ざ
か

り
、
通
勤
の
車
の
中
で
聴
く
の
は
「
大
沢
悠
里
の

の
ん
び
り
ワ
イ
ド
」
だ
っ
た
り
「
高
嶋
ひ
で
た
け

の
お
早
う
！
中
年
探
偵
団
」
だ
っ
た
り
し
た
。
彼

ら
を
毎
日
飽
き
も
せ
ず
に
聴
く
こ
と
で
芳
醇
な
加

齢
臭
が
身
に
つ
い
て
き
た
。

　

知
命
を
過
ぎ
た
こ
ろ
か
ら
は
、
も
っ
ぱ
ら
落
語

や
講
談
を
聴
く
よ
う
に
な
っ
た
。
以
前
に
は
ま
っ

た
く
興
味
の
な
か
っ
た
人
情
噺
が
や
け
に
沁
み
る

よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
い
っ
た
噺
が
わ
か
り
は
じ

め
る
に
は
や
は
り
「
の
ん
び
り
ワ
イ
ド
」
を
聴
き

続
け
る
よ
う
な
倦
怠
と
忍
従
の
時
間
を
潜
り
抜
け

る
必
要
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
蛇
は
脱

皮
を
繰
り
返
し
て
成
長
し
て
ゆ
く
が
、
俺
も
ま
た

脱
皮
す
る
よ
う
に
車
を
乗
り
替
え
な
が
ら
、
少
し

ず
つ
成
長
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。（
い
や
、
そ

う
や
っ
て
蛇
蝎
の
如
き
嫌
わ
れ
爺
に
な
っ
て
い
く

の
だ
）
俺
の
車
は
Ｂ
Ｍ
Ｗ
に
な
っ
て
い
た
。（
ね
、

嫌
味
で
し
ょ
。）
ま
あ
、
自
転
車
だ
け
ど
さ
。
車
は

ど
う
し
た
っ
て
か
。
い
や
、
免
許
取
消
し
で
、
鮫

洲
通
い
の
身
分
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
そ
ろ
そ
ろ
読
者
が
怒
り
だ
す
こ
ろ
だ
ろ

う
。
な
に
が
世
界
同
時
ラ
ジ
オ
デ
イ
ズ
宣
言
か
よ
。

こ
れ
を
ご
説
明
す
る
に
は
、「
不
都
合
な
真
実
」

と
か
、「
人
口
減
少
社
会
」
と
い
っ
た
大
き
な
問

題
を
根
本
か
ら
考
え
る
た
め
の
深
慮
遠
謀
に
つ
い

て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
畢
竟
す
る
に
、
こ

れ
ら
の
大
き
な
問
題
の
根
っ
こ
に
あ
る
の
は
、
自

然
の
リ
ソ
ー
ス
を
無
闇
に
消
費
し
ま
く
っ
て
き
た

経
済
合
理
主
義
的
な
近
代
と
い
う
も
の
に
、
地
球

も
俺
た
ち
も
す
こ
し
疲
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
か
。「
俺
は
も
う
疲
れ
た
よ
」
と
、
正
直

に
誰
か
が
言
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

人
間
疲
れ
た
ら
ど
う
す
れ
ば
い
い
？　

答
え
は

簡
単
で
あ
る
。
休
め
ば
い
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

た
だ
寝
転
が
っ
て
瞑
目
し
て
老
い
て
い
く
だ
け
で

は
、
曲
が
な
い
。
だ
い
い
ち
、
そ
れ
じ
ゃ
生
き
て

い
る
の
か
死
ん
で
い
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

と
き
に
は
、
口
元
に
微
笑
み
な
ど
浮
か
べ
な
が
ら
、

草
む
ら
に
寝
転
ん
で
ポ
ッ
プ
な
ナ
ン
バ
ー
を
聞
い

て
過
ご
し
た
、
あ
の
ラ
ジ
オ
デ
イ
ズ
を
甦
ら
せ
た

い
も
の
で
あ
る
。
ど
う
す
り
ゃ
い
い
の
だ
。
俺
と

俺
の
茶
飲
み
友
達
は
思
案
し
た
。
ど
う
す
る
っ
て
、

じ
ゃ
、
落
語
で
も
聴
き
な
が
ら
考
え
て
み
よ
う
や
。

そ
れ
が
、
そ
の
ま
ま
新
し
い
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
な

っ
た
。
そ
う
や
っ
て
、
俺
た
ち
は
街
場
に
潜
ん
で

い
た
人
情
噺
や
、
吟
遊
詩
、
ダ
イ
ア
ロ
ー
グ
の
音

を
、
蒐
集
し
は
じ
め
た
。
蒐
集
し
て
、
ラ
ジ
オ
や

再
生
機
の
箱
の
中
に
丁
寧
に
詰
め
込
む
作
業
が
始

ま
っ
た
。
世
界
の
ど
こ
か
で
、
誰
か
が
聴
い
て
く

れ
ま
す
よ
う
に
、
と
。

新
し
い
オ
フ
ィ
ス
に
は
、
柳
家
喜
多
八
師
匠
の
揮

毫
が
額
装
さ
れ
て
い
る
。「
清
く
け
だ
る
く
美
し

く
」。
こ
れ
が
、
俺
た
ち
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
最

初
の
ケ
ル
ン
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
『
ラ
ジ
オ
デ
イ
ズ
』
は
、
文
芸
・
対
話
・
話
芸
を
三
本
の

柱
に
、
声
の
も
つ
魅
力
に
特
化
し
た
音
声
コ
ン
テ
ン
ツ
を

制
作
し
、
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
販
売
す
る
Ｗ
ｅ
ｂ
サ
イ
ト
で
す
。

　

飄
逸
で
含
蓄
の
あ
る
随
筆
、
瑞
々
し
い
感
性
の
横
溢
す

る
詩
歌
や
小
説
の
朗
読
、
個
性
的
な
対
話
者
た
ち
の
真
摯

な
言
葉
の
応
酬
か
ら
生
ま
れ
る
知
的
交
歓
、
粋
と
人
情
の

落
語
や
講
談
な
ど
な
ど
、
オ
ト
ナ
の
お
娯
し
み
に
耐
え
る

魅
力
的
な
コ
ン
テ
ン
ツ
が
満
載
で
す
。

　

６
月
よ
り
プ
レ
サ
イ
ト
が
オ
ー
プ
ン
予
定
。

　

９
月
よ
り
本
番
サ
イ
ト
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
、 

乞
う
ご
期
待
！
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こ
れ
か
ら
落
語
の
歴
史
が
書
か
れ
る
な
ら
、「
円
丈
以
前
、
円

丈
以
後
」
と
い
う
時
代
区
分
が
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　

誰
が
最
初
に
言
い
出
し
た
の
か
知
ら
な
い
が
、
実
に
な
る
ほ
ど

な
言
説
で
あ
る
。
こ
れ
と
は
逆
に
人
を
し
み
じ
み
と
納
得
さ
せ
な

が
ら
実
は
か
な
り
眉
唾
な
の
が
、「
古
典
落
語
も
生
ま
れ
た
時
は

新
作
だ
っ
た
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
だ
。
こ
れ
に
は
「
だ
か
ら
、
新

作
落
語
を
作
る
者
た
ち
よ
、
卑
屈
に
な
る
こ
と
は
な
い
」
と
続
き

そ
う
な
含
み
が
あ
る
。
そ
し
て
本
当
に
今
で
も
「
古
典
落
語
も
生

ま
れ
た
時
は
」
と
呪
文
の
よ
う
に
唱
え
な
が
ら
落
語
創
作
に
励
む

人
が
い
る
。
だ
が
、
そ
う
い
う
態
度
こ
そ
卑
屈
だ
。

　

そ
も
そ
も
噺
家
を
含
め
た
落
語
フ
ァ
ン
の
ほ
と
ん
ど
が
「
昔
か

ら
落
語
の
主
流
は
古
典
」
と
思
い
込
ん
で
い
る
こ
と
自
体
が
間

違
っ
て
い
る
。
落
語
は
そ
の
誕
生
か
ら
か
な
り
長
い
間
、
す
べ
て

新
作
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
噺
家
は
誰
も
が
皆
新
作
を
や
っ
た
。
自

分
で
作
れ
な
い
噺
家
は
作
家
に
書
い
て
貰
っ
て
ま
で
新
作
を
演
じ

た
。
本
家
争
い
を
す
れ
ば
、
新
作
落
語
こ
そ
落
語
の
本
家
だ
。
と

こ
ろ
が
明
治
初
期
に
な
る
と
ほ
と
ん
ど
突
然
と
い
う
感
じ
で
、
自

作
自
演
か
ら
他
作
自
演
が
主
流
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ

が
「
古
典
落
語
」
で
あ
る
。
古
典
落
語
は
他
人
の
作
っ
た
新
作
落

語
を
作
者
以
外
の
噺
家
が
高
座
に
か
け
る
と
い
う
実
に
新
し
い
試

み
で
あ
っ
た
の
だ
。
極
論
す
れ
ば
、「
古
典
落
語
」
と
は
何
百
席

と
あ
る
落
語
の
演
目
を
指
す
の
で
は
な
く
、「
他
人
の
落
語
を
俺

も
や
る
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

だ
か
ら
「
古
典
落
語
」
が
生
ま
れ
た
時
、
誰
も
そ
れ
を
「
古
典

落
語
」
と
は
呼
ば
な
か
っ
た
。「
古
典
落
語
」
は
昭
和
に
な
っ
て

か
ら
生
ま
れ
た
新
語
で
、
こ
れ
ほ
ど
「
古
典
」
と
称
す
る
の
に
ふ

さ
わ
し
く
な
い
言
葉
も
珍
し
い
。
鶏
と
卵
は
ど
ち
ら
が
先
だ
っ
た

の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
落
語
な
ら
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
新
作
が

先
で
、
古
典
が
後
だ
。
新
作
の
方
が
古
く
て
古
典
の
方
が
新
し
い

と
い
う
こ
の
言
葉
の
矛
盾
が
混
乱
の
元
と
な
っ
て
い
る
。
も
し
も

「
他
人
の
落
語
を
俺
も
や
る
」
と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
「
古
典
落
語
」

で
は
な
く
「
パ
ク
リ
落
語
」
と
呼
ん
で
い
た
ら
現
状
は
変
わ
っ
て

い
た
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
体
裁
の
悪
い
名
前
の
落
語
を
や
る
に
は
よ

ほ
ど
の
才
能
と
勇
気
が
い
る
か
ら
だ
。「
俺
な
ら
こ
の
落
語
を
オ

リ
ジ
ナ
ル
よ
り
も
面
白
く
で
き
る
」
と
い
う
自
信
と
自
負
が
な
け

れ
ば
「
パ
ク
リ
落
語
」
は
高
座
に
は
か
け
ら
れ
な
い
。
だ
が
、「
古

典
落
語
」な
ら
自
信
も
工
夫
も
新
た
な
解
釈
も
な
く
て
も
で
き
る
。

「
古
典
」
と
い
う
い
か
に
も
重
々
し
い
言
葉
は
、
そ
れ
ほ
ど
馬
鹿

げ
た
権
威
を
持
っ
て
い
る
。

　

落
語
の
歴
史
を
円
丈
以
前
と
以
後
に
区
切
る
の
は
、
円
丈
に

よ
っ
て
新
作
落
語
の
方
法
論
が
天
動
説
か
ら
地
動
説
ほ
ど
に
変

わ
っ
た
か
ら
だ
。
だ
が
、
私
に
は
も
う
ひ
と
つ
感
じ
る
と
こ
ろ
が

あ
る
。
そ
れ
は
、
無
反
省
に
た
だ
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
だ
け
が
目

的
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
「
パ
ク
リ
落
語
」
に
対
す
る
円
丈
の
怒
り

で
あ
る
。
円
丈
は
つ
い
最
近
古
典
復
帰
を
宣
言
す
る
ま
で
、
意
地

の
よ
う
に
新
作
落
語
だ
け
を
高
座
に
か
け
て
き
た
が
、
円
丈
か
ら

多
大
な
影
響
を
受
け
た
円
丈
チ
ル
ド
レ
ン
た
ち
は
そ
の
間
古
典
も

や
り
続
け
て
き
た
。
そ
し
て
彼
ら
の
演
じ
る
古
典
落
語
は
先
人
の

財
産
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
も
、決
し
て
無
反
省
な
「
パ
ク
リ
落
語
」

で
は
な
か
っ
た
。何
故
な
ら
彼
ら
は
円
丈
チ
ル
ド
レ
ン
だ
か
ら
だ
。

円
丈
は
新
作
落
語
の
改
革
者
と
し
て
だ
け
い
る
の
で
は
な
い
。
落

語
史
を
円
丈
以
前
以
後
に
時
代
区
分
す
る
説
に
与
み
す
る
所
以
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　

略
歴　
　

落
語
、
漫
才
な
ど
新
作
台
本
関
係
の
賞
を
総
な
め
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
い
る1960

生
ま
れ
の
業
界
注
目
の
新
進
作
家
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

2002　

落
語
「
仏
の
遊
び
」
国
立
演
芸
場
台
本
募
集
佳
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　

2003　

落
語
「
蛙
の
子
」
夢
丸
新
江
戸
噺
審
査
員
特
別
賞

　
　
　
　
　
　
　
　
　

2004　

落
語
「
玉
手
箱
」
国
立
演
芸
場
台
本
募
集
優
秀
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　

2004　

落
語
「
儂
の
葬
式
」
落
語
協
会
優
秀
賞

　
　
　
　
　
　
　
　
　

2005　

漫
才
「
借
金
」
国
立
演
芸
場
台
本
募
集
佳
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　

2005　

落
語
「
按
摩
の
夢
」
落
語
協
会
優
秀
賞

　
　
　
　
　
　
　
　
　

2006　

落
語
「
幽
霊
蕎
麦
」
落
語
協
会
優
秀
賞

　

す
べ
て
の
落
語
は
新
作
と
し
て
生
ま
れ
、
生
き
残
っ
た
も
の
が
古
典
に
」
な

る
…
…
、
そ
ん
な
過
酷
な
道
に
進
ん
で
身
を
捧
げ
る
人
々
が
い
ま
す
。
そ
れ
は

新
作
落
語
の
演
者
で
す
。
時
代
の
流
れ
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
一
席
の
噺
を
、
口

演
を
重
ね
な
が
ら
書
き
換
え
て
い
く
。
そ
ん
な
現
代
の
落
語
ば
か
り
を
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
し
ま
し
た
。
毎
回
二
人
の
演
者
が
新
作
落
語
を
２
席
ず
つ
競
演
し
ま
す
！

昭
和
の
大
名
人
、三
遊
亭
圓
生
門
下
、現
代
の
新
作
落
語
を
率
先
し
て
開
拓
し
た
、

芸
界
き
っ
て
の
電
子
系
ネ
ッ
ト
ワ
ー
カ
ー
。
ス
ト
イ
ッ
ク
な
ま
で
に
究
極
の
笑

い
を
追
求
す
る
姿
に
は
カ
リ
ス
マ
と
し
て
の
風
格
が
漂
う
。
狛
犬
研
究
家
、
中

日
ド
ラ
ゴ
ン
ズ
の
フ
ァ
ン
、
パ
ソ
コ
ン
に
精
通
し
Ｐ
Ｃ
ゲ
ー
ム
作
家
で
も
あ
る
！

柳
家
小
さ
ん
門
下
、
新
作
落
語
に
レ
ト
ロ
な
美
学
を
与
え
た
、
芸
界
き
っ
て
の

電
気
系
職
人
肌
。
天
文
に
も
詳
し
く
、
小
惑
星
６
３
３
０
に
「KO

EN

」
と
命
名

さ
れ
る
ほ
ど
。
雑
俳
は
、「
つ
ば
な
連
」
で
、篝
火
舎
心
亭
こ
と
園
田
氏
の
弟
子
で
、

「
川
柳
道
場
」
で
は
、
半
駄
小
手
咲
の
名
で
選
者
も
務
め
る
。



Live Cafe Again　

武
蔵
小
山

　

江
戸
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
作
ら
れ
、
数
多
の
噺
家
に
よ
っ
て
高
座
に
か
け

ら
れ
、
時
を
経
て
世
相
に
洗
わ
れ
て
、
そ
し
て
語
り
つ
が
れ
て
き
た
の
が
古
典

落
語
。
そ
れ
を
自
家
薬
籠
中
に
演
じ
き
る
現
代
の
噺
家
た
ち
！　

人
情
の
機
微

に
触
れ
、
免
疫
力
増
進
の
涙
と
笑
い
の
宝
庫
、
至
福
の
話
芸
の
真
剣
勝
負
。
開

口
一
番
は
毎
回
真
打
目
前
の
二
つ
目
さ
ん
に
お
願
い
し
ま
す
。

学
習
院
大
学
経
済
学
部
卒
。
十
代
目
柳
家
小
三
治
に
入
門
。
滑
稽
噺
も
人
情
噺

も
『
愛
』
を
も
っ
て
こ
な
す
実
力
派
。「
清
く
、
気
だ
る
く
、
美
し
く
」
を
地
で

い
く
、
無
愛
想
で
脱
力
し
た
「
出
」
と
は
裏
腹
の
、
気
合
の
入
っ
た
高
座
に
竹

馬
履
い
て
屋
根
上
が
っ
ち
ゃ
っ
て
る
落
語
フ
ァ
ン
が
目
下
急
増
中
。

柳
家
権
太
楼
に
入
門
、
平
成
１
８
年
１
０
月
、
三
遊
亭
小
遊
三
一
門
と
な
り
、

現
在
に
至
る
。
古
典
ネ
タ
を
得
意
と
し
、
得
も
い
わ
れ
ぬ
大
ら
か
な
踏
み
は
ず

し
感
が
多
く
の
フ
ァ
ン
を
魅
了
し
て
や
ま
な
い
。
趣
味
は
旅
と
乗
り
物
。

　
　
　

◎
お
囃
子　

松
本
優
子
（
ま
つ
も
と
・
ゆ
う
こ
）

　
　
　

◎
太
鼓　
　

初
音
家
左
吉
（
は
つ
ね
や
・
さ
き
ち
）

　
　
　
　
　
　
　
　

―

食
物
に
み
る
落
語
の
時
代
考
証―

　
「
明
烏
」
の
な
か
で
も
有
名
な
、
甘
納
豆
を
食
べ
る
く
だ
り

の
台
詞
で
あ
る
。「
明
烏
」
と
言
え
ば
八
代
目
桂
文
楽
で
、
こ

の
文
楽
が
「
明
烏
」
を
高
座
に
か
け
る
と
甘
納
豆
が
飛
ぶ
よ
う

に
売
れ
た
と
い
う
の
も
こ
れ
ま
た
有
名
な
話
だ
。
こ
の
甘
納
豆

は
江
戸
時
代
の
庶
民
も
当
然
食
べ
て
い
た
も
の
と
思
い
き
や
、

森
銑
三
の
『
明
治
東
京
逸
聞
史
』
に
よ
る
と
明
治
四
十
一
年
に

東
京
で
売
り
出
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
文
楽
は
明
治
二
十
五
年

生
ま
れ
だ
か
ら
、
甘
納
豆
売
り
出
し
の
と
き
は
十
六
歳
。
文
楽

に
と
っ
て
甘
納
豆
は
、
実
に
モ
ダ
ン
な
お
菓
子
だ
っ
た
、
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
今
で
言
う
な
ら
、
吉
原
に
泊
ま
っ
た
翌
朝
マ

ロ
ン
グ
ラ
ッ
セ
を
食
べ
る
よ
う
な
気
分
で
文
楽
は
「
明
烏
」
の

こ
の
く
だ
り
を
演
じ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
れ
を
知
っ
て
か
知
ら
ず
か
、
志
ん
朝
は
「
明
烏
」
の
な
か

で
甘
納
豆
の
代
わ
り
に
梅
干
し
に
砂
糖
を
つ
け
た
も
の
を
食

べ
て
い
る
。
志
ん
朝
が
時
代
考
証
に
こ
だ
わ
っ
て
こ
う
い
う
演

出
に
し
た
の
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
梅
干

し
と
砂
糖
で
あ
れ
ば
「
明
烏
」
の
時
代
設
定
を
「
古
典
落
語
の

時
代
」
に
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
「
江
戸
時
代
に
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
」
と
思
っ
て

い
た
ら
、
実
は
明
治
以
後
の
も
の
だ
っ
た
と
い
う
食
べ
物
は
意

外
と
多
い
。「
二
人
旅
」
は
明
ら
か
に
江
戸
時
代
を
舞
台
に
し

て
い
る
が
、
こ
の
噺
の
な
か
に
は
酒
の
肴
に
生
卵
を
注
文
す
る

く
だ
り
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
伊
藤
整
の
『
日
本
文
壇
史
』
に

よ
る
と
、
日
本
人
が
生
卵
を
飯
に
か
け
て
食
べ
は
じ
め
た
の
は

明
治
以
降
の
こ
と
ら
し
い
。
珍
し
い
食
べ
方
だ
っ
た
か
ら
か
、

尾
崎
紅
葉
の
『
多
情
多
恨
』
で
は
や
は
り
酒
の
肴
に
生
卵
に
醤

油
を
か
け
た
も
の
を
食
べ
る
シ
ー
ン
が
あ
る
。

　

と
、こ
こ
ま
で
書
い
た
時
点
で
山
本
夏
彦
の
『
日
常
茶
飯
事
』

を
読
む
と
、
江
戸
時
代
か
ら
続
く
栄
太
楼
と
い
う
日
本
橋
の
老

舗
の
和
菓
子
屋
は
甘
納
豆
で
売
り
出
し
た
、
と
い
う
く
だ
り
に

ぶ
つ
か
っ
た
。
で
あ
れ
ば
森
銑
三
説
は
間
違
い
で
、
甘
納
豆
は

江
戸
時
代
か
ら
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ら
ば
生
卵
に

関
し
て
も
伊
藤
整
の
説
ひ
と
つ
だ
け
で
は
信
用
で
き
な
い
。
か

く
か
よ
う
に
落
語
の
時
代
考
証
は
な
か
な
か
難
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

明
日
も
ま
た

ラ
ジ
オ
の
街
で
逢
い
ま
し
ょ
う



シンクる寄席オリジナルコンテンツ “楽屋口（＾O＾）” が携帯電話からお楽しみいただけます。

まずは、下の２次元バーコードを携帯のカメラで写してあらかじめ無料画像認識アプリ Sync ★Ｒ（シンクる）を

ダウンロードしてください。

　ＱＲコード　　　　　　　または　 http://gwmj.jp（オリンパスのシンク★る公式サイト）に空メールを送信すると、 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ダウンロード先URL が記載されたメールが返信されてきます。

　　　　　　　　　　　　　つぎに、Sync ★Ｒ（シンクる）アプリを起動して、下記のマークを携帯のカメラで

　　　　　　　　　　　　　撮影して保存・送信すればＯＫ。（下記、オリンパスシンクる寄席のチラシのマークも同様）

※このとき、それぞれのマークの全体が入るように、ピントが合うところまで離して撮るようにするのがスムースに 

　ダウンロードするコツです。どうぞ、お試しあれ！

シンクる（Sync ★Ｒ）とは？ オリンパス株式会社の開発による先進の画像認識技術を応用したカメラ付き携帯電話用ア

プリのこと。新聞・雑誌などの紙面やテレビ画面上の画像を撮影するだけで、モバイルサイトへのアクセスを可能にし

ます。

　　（毎月第２金曜）

　　　会　場：Live Cafe Again（武蔵小山）

　　　開　演：１９：００（開場 １８：３０）　　　　

　　　木戸銭：２５００円
 

第２回６月 ８日（金）　入船亭扇遊　　桃月庵白酒

第３回７月１３日（金） 瀧川鯉昇　入船亭扇辰　立川志の吉

　　　会　場：お江戸日本橋亭

　　　開　演： １９：００（開場 １８：３０）　

　　　木戸銭：　２０００円

第２回６月２８日（木）　昔々亭桃太郎　　古今亭錦之輔

第３回７月４日（水）　　林家しん平　　春風亭栄助

●これからの落語会開催スケジュール●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラジオデイズ主催

　

ラ
ジ
オ
デ
イ
ズ
で
は
、
声
と
語
り
の
魅
力
を
求
め
て
、
ラ
ジ

オ
番
組
も
制
作
・
放
送
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
深
夜
の
ト
ー
ク

番
組
『
ラ
ジ
オ
の
街
で
逢
い
ま
し
ょ
う
』
で
す
。

毎
回
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
ご
活
躍
中
の
個
性
的
な
ゲ
ス
ト
を

お
迎
え
し
て
、
そ
の
方
な
ら
で
は
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
深
み
の
あ

る
お
話
を
お
う
か
が
い
し
て
い
き
ま
す
。

放
送
：
ラ
ジ
オ
関
西 

毎
週
火
曜
日
の
深
夜
、
2
4
時
半
か
ら
午

前
１
時
ま
で
。

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
（
敬
称
略
）〔 

〕
内
は
放
送
日

第
1
回　

柳
家
小
ゑ
ん
（
落
語
家
）〔
4
/
3
〕

第
2
回　

大
友
浩
（
元
「
か
わ
ら
版
」
編
集
長
、演
芸
研
究
家
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
/
1
0
〕

第
3
回　

関
川
夏
央
（
作
家
）〔
4
/
1
7
〕

第
4
回　

神
田
茜
（
講
談
師
）〔
4
/
2
4
〕

第
5
回  

大
西
ユ
カ
リ
（
歌
手
）〔
5
/
1
〕

第
6
回  

旭
堂
南
海
（
講
談
師
）〔
5
/
8
〕

第
7
回  

佐
藤
嘉
尚
（
元
「
面
白
半
分
」
編
集
長
、
編
集
者
、

　
　
　
　

エ
ッ
セ
イ
ス
ト
）〔
5
/
1
5
〕

第
8
回  

西
江
雅
之
（
文
化
人
類
学
・
言
語
学
）〔
5
/
2
2
〕

第
9
回  

小
池
昌
代
（
詩
人
・
作
家
）〔
5
/
2
9
〕

パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
は
、
ラ
ジ
オ
デ
イ
ズ
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の

平
川
克
美
、
菊
地
史
彦
、
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
大
森
美
知
子
、
そ

し
て
大
阪
は
１
４
０
Ｂ
の
ス
ー
パ
ー
マ
ル
チ
エ
デ
ィ
タ
ー
江
弘

毅
が
務
め
ま
す
。
ア
シ
ス
タ
ン
ト
は
、
五
十
川
藍
子
と
浜
菜
み

や
こ
。
４
月
放
送
分
は
、た
だ
い
ま
ラ
ジ
オ
デ
イ
ズ
の
テ
ィ
ザ
ー

サ
イ
ト
に
て
、
ス
ト
リ
ー
ミ
ン
グ
放
送
中
で
す
。
真
夜
中
の
語

ら
い
に
、
ぜ
ひ
耳
を
傾
け
て
み
て
く
だ
さ
い
。　
　
　

　
　

http://w
w
w
.radiodays.jp/ja/index.htm

l

上
掲
は
、
平
川
店
長
が
最
初
の
石
を
積
み
上
げ
た
と
き
の
、

ラ
ジ
オ
デ
イ
ズ
の
ケ
ル
ン
・
柳
家
喜
多
八
師
匠
の
揮
毫
。 

月
刊
ラ
ジ
オ
デ
イ
ズ
の
零
か
ら
の
ス
タ
ー
ト
、
な
に
と
ぞ
ご

贔
屓
の
ほ
ど
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
紙
カ
ッ
ト　

あ
り
よ
し
き
な
こ


