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〈
女
三
宮
と
猫
〉
の
江
戸
的
享
受

─
─
文
学
作
品
に
お
け
る

鈴
木
健
一

　
江
戸
時
代
の
文
学
の
特
質
と
は
何
だ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
で
は
、
平
和
な
時
代
が
到
来
し
、
社
会
的
な
基
盤
が
整
え
ら
れ
た
結
果
、
過
去
の
文
化
的
な
要
素
が
室
町
時
代
以
前
に
比
べ
て
さ

ら
に
整
理
・
統
合
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
要
素
は
、
文
化
的
に
重
要
な
〈
型
〉
と
し
て
認
識
さ
れ
大
衆
へ
と
浸
透
し
て
お
り
、
そ
こ
か

ら
い
か
に
展
開
し
て
新
し
さ
を
生
み
出
す
か
が
問
わ
れ
た
。

　
そ
の
こ
と
を
、『
源
氏
物
語
』
の
、
猫
が
御
簾
を
引
き
上
げ
た
た
め
に
、
柏
木
が
女
三
宮
を
垣
間
見
る
、
有
名
な
場
面
が
ど
の
よ
う
に

享
受
さ
れ
た
か
を
通
し
て
、
論
証
し
て
み
た
い
。

　
絵
画
に
お
け
る
享
受
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
雅
子
「
江
戸
の
見
立
て
絵
と
女
三
宮
」（『
源
氏
物
語
と
江
戸
文
化
─
可
視
化
さ
れ
る
雅
俗
』

森
話
社
、
二
〇
〇
八
年
）
に
詳
し
い
考
察
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
文
学
作
品
に
お
け
る
享
受）（
（

に
絞
っ
て
、
考
え
て
み
た
い
。

一
、
女
三
宮
と
猫

　
光
源
氏
は
、
朱
雀
院
の
第
三
皇
女
女
三
宮
を
正
妻
と
し
て
迎
え
入
れ
た
も
の
の
、
そ
の
幼
さ
に
失
望
す
る
。
そ
の
一
方
、
六
条
院
で
催
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さ
れ
た
蹴
鞠
で
、
柏
木
は
女
三
宮
の
立
ち
姿
を
垣
間
見
て
、
恋
情
を
募
ら
せ
る
の
だ
っ
た
。

　
後
者
は
唐
猫
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
出
来
事
だ
っ
た
。
当
該
箇
所
を
若
菜
上
巻
か
ら
引
い
て
み
よ
う
。

　
猫
は
、
ま
だ
よ
く
人
に
も
な
つ
か
ぬ
に
や
、
綱
い
と
長
く
つ
き
た
り
け
る
を
、
物
に
ひ
き
か
け
ま
つ
は
れ
に
け
る
を
、
逃
げ
む
と

ひ
こ
じ
ろ
ふ
ほ
ど
に
、
御
簾
の
そ
ば
い
と
あ
ら
は
に
引
き
上
げ
ら
れ
た
る
を
と
み
に
引
き
な
ほ
す
人
も
な
し
。
こ
の
柱
の
も
と
に
あ

り
つ
る
人
々
も
心
あ
わ
た
た
し
げ
に
て
、
も
の
怖
ぢ
し
た
る
け
は
ひ
ど
も
な
り
。

　
几
帳
の
際
す
こ
し
入
り
た
る
ほ
ど
に
、
袿
姿
に
て
立
ち
た
ま
へ
る
人
あ
り
。
階
よ
り
西
の
二
の
間
の
東
の
そ
ば
な
れ
ば
、
紛
れ
ど

こ
ろ
も
な
く
あ
ら
は
に
見
入
れ
ら
る
。
紅
梅
に
や
あ
ら
む
、
濃
き
薄
き
す
ぎ
す
ぎ
に
あ
ま
た
重
な
り
た
る
け
ぢ
め
は
な
や
か
に
、
草

子
の
つ
ま
の
や
う
に
見
え
て
、
桜
の
織
物
の
細
長
な
る
べ
し
。
御
髪
の
裾
ま
で
け
ざ
や
か
に
見
ゆ
る
は
、
糸
を
よ
り
か
け
た
る
や
う

に
な
び
き
て
、
裾
の
ふ
さ
や
か
に
そ
が
れ
た
る
、
い
と
う
つ
く
し
げ
に
て
、
七
八
寸
ば
か
り
ぞ
あ
ま
り
た
ま
へ
る
。
御
衣
の
裾
が
ち

に
、
い
と
細
く
さ
さ
や
か
に
て
、
姿
つ
き
、
髪
の
か
か
り
た
ま
へ
る
そ
ば
め
、
い
ひ
知
ら
ず
あ
て
に
ら
う
た
げ
な
り
。

　
訳
も
掲
げ
て
お
く
。

　
猫
は
ま
だ
よ
く
人
に
な
つ
い
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
綱
が
た
い
そ
う
長
く
つ
け
て
あ
っ
た
の
を
、
物
に
引
っ
掛
け
て
絡
み
つ
い

て
し
ま
っ
た
の
で
、
逃
げ
よ
う
と
し
て
し
き
り
に
引
っ
張
っ
て
い
る
う
ち
に
、
御
簾
の
端
が
は
っ
き
り
中
が
見
え
る
く
ら
い
に
引
き

上
げ
ら
れ
た
の
を
、
す
ぐ
に
直
す
人
も
い
な
い
。
こ
の
柱
の
あ
た
り
に
い
た
人
々
も
気
持
ち
が
落
ち
着
か
な
く
て
、
お
び
え
て
い
る

様
子
で
あ
る
。

　
几
帳
の
脇
か
ら
少
し
奥
ま
っ
た
あ
た
り
に
、
袿
姿
で
立
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
人
が
い
る
。
階
段
か
ら
西
へ
二
つ
目
の
間
の
東
の
端
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な
の
で
、
隠
れ
て
見
え
に
く
い
所
も
な
く
、
は
っ
き
り
と
見
通
す
こ
と
が
で
き
る
。
紅
梅
襲
で
あ
ろ
う
か
、
濃
い
色
薄
い
色
が
次
々

と
幾
重
に
も
重
な
っ
た
色
の
移
り
変
わ
り
も
華
や
か
で
、
草
子
の
小
口
の
よ
う
に
見
え
て
、
そ
の
上
に
着
て
お
ら
れ
る
の
は
、
桜
襲

の
織
物
の
細
長
の
よ
う
で
あ
る
。
御
髪
が
裾
ま
で
く
っ
き
り
と
見
え
る
と
こ
ろ
は
、
糸
を
縒
り
か
け
た
よ
う
に
後
ろ
に
引
い
て
、
髪

の
裾
が
ふ
さ
ふ
さ
と
切
り
揃
え
て
あ
る
の
は
、
と
て
も
か
わ
い
ら
し
い
感
じ
で
、
身
の
丈
よ
り
も
七
、
八
寸
ほ
ど
後
に
引
い
て
い
ら

っ
し
ゃ
る
。
お
召
物
は
裾
が
た
っ
ぷ
り
余
っ
て
、
と
て
も
細
く
小
柄
で
、
そ
の
姿
や
、
髪
の
か
か
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
横
顔
は
、
言

い
よ
う
も
な
く
上
品
で
か
わ
い
ら
し
い
。

　
猫
が
御
簾
を
引
き
上
げ
た
た
め
に
、
柏
木
は
女
三
宮
を
垣
間
見
る
（
そ
し
て
、
柏
木
と
女
三
宮
の
密
通
が
な
さ
れ
る
）
と
い
う
、
こ
の

場
面
は
、『
源
氏
物
語
』
の
中
で
も
屈
指
の
名
場
面
と
し
て
後
世
ま
で
受
け
と
め
ら
れ
て
い
く
。

　
言
い
換
え
る
と
、〈
猫
─
御
簾
─
女
三
宮
─
柏
木
〉
と
い
う
美
意
識
の
型
（
以
下
、〈
女
三
宮
と
猫
〉
と
す
る
）
が
、
時
を
経
て
人
々
の

脳
裏
に
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

二
、〈
型
〉
と
し
て
の
〈
女
三
宮
と
猫
〉

　
で
は
、〈
女
三
宮
と
猫
〉
は
江
戸
時
代
に
お
い
て
ど
う
整
理
・
統
合
さ
れ
、〈
型
〉
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
。
十
七
世
紀
に
お

け
る
そ
れ
を
、
か
い
つ
ま
ん
で
挙
げ
て
い
き
た
い
。

　
ま
ず
第
一
に
言
及
す
べ
き
は
、
古
典
学
者
で
俳
人
の
北
村
季
吟
（
一
六
二
四
～
一
七
〇
五
）
が
源
氏
注
釈
『
湖
月
抄
』（
延
宝
元
年

〈
一
六
七
三
〉
成
立
、
同
三
年
刊
）
に
お
い
て
頭
注
・
傍
注
を
駆
使
し
て
作
品
世
界
を
わ
か
り
や
す
く
提
示
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
た
と
え
ば
「
逃
げ
む
と
ひ
こ
じ
ろ
ふ
ほ
ど
に
」
に
は
「
猫
の
に
げ
ん
と
つ
な
を
引
し
ろ
ふ
也
」
と
傍
記
し
、「
紅
梅
に
や
あ
ら
む
」
に
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は
「
女
三
の
装
束
也
」
と
傍
記
す
る
な
ど
し
て
、
理
解
を
容
易
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
る
、
源
氏
世
界
の
大
衆
へ
の
浸

透
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
。
次
い
で
、
延
宝
元
年
刊
の
『
首
書
源
氏
物
語
』
の
存
在
も
見
逃
せ
な
い
。

　
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
刊
の
山
本
春
正
（
一
六
一
〇
～
八
二
）
画
『
源
氏
物
語
』
で
の
挿
絵
も
、
こ
の
〈
型
〉
を
流
布
さ
せ
る
の
に

一
役
買
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
貴
公
子
た
ち
が
蹴
鞠
に
興
じ
る
図
に
続
い
て
、
柏
木
、
な
ら
び
に
猫
が
御
簾
を
引
き
上
げ
た
た

め
に
現
れ
る
女
三
宮
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
の
梗
概
書
と
し
て
は
、
立
圃
（
一
五
九
五
～
一
六
六
九
）
の
『
十
帖
源
氏
』（
承
応
三
年
頃
成
立
）
や
『
お
さ
な

源
氏
』（
寛
文
元
年
〈
一
六
六
一
〉
刊
）
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
『
十
帖
源
氏
』
を
引

く
。

ね
こ
は
ま
だ
な
つ
か
ぬ
に
や
、
つ
な
な
が
く
つ
き
て
、
み
す
の
そ
ば
あ
ら
は
に
引
あ
げ
ら
れ
た
る
を
と
み
に
引
な
を
す
人
な
し
。
几

帳
の
き
は
す
こ
し
入
た
る
程
に
、
う
ち
き
す
が
た
に
て
立
給
へ
る
人
あ
り
。
紅
梅
に
や
あ
ら
ん
、
こ
き
う
す
き
あ
ま
た
か
さ
な
り
、

さ
う
し
の
つ
ま
の
や
う
に
み
え
て
、
桜
の
を
り
物
の
ほ
そ
な
が
な
る
べ
し
。
御
ぐ
し
の
す
そ
ふ
さ
や
か
に
、
七
八
寸
ば
か
り
ぞ
あ
ま

り
給
へ
る
、
い
ひ
し
ら
ず
あ
て
に
ら
う
た
げ
也
。

　
挿
絵
も
添
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
左
側
に
蹴
鞠
を
す
る
貴
公
子
た
ち
、
中
央
に
柏
木
、
右
側
に
女
三
宮
と
猫
が
描
か
れ
る
。

　
南
北
朝
時
代
に
作
ら
れ
た
梗
概
書
で
、
明
暦
三
年
（
一
六
五
七
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
源
氏
小
鏡
』
に
も
挿
絵
が
あ
り
、
手
前
に
女
三
宮

が
お
り
、
簾
の
向
こ
う
側
に
柏
木
ら
蹴
鞠
を
す
る
貴
公
子
た
ち
が
描
か
れ
、
吹
き
抜
き
屋
台
を
俯
瞰
す
る
形
に
な
っ
て
い
て
、
観
る
側
の

視
点
か
ら
物
語
に
よ
り
入
り
や
す
い
構
図
で
あ
る
と
い
う）（
（

。
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俳
諧
に
お
け
る
付
合
書
も
、
通
念
の
伝
達
に
貢
献
し
て
い
よ
う
。
梅
盛
編
『
俳
諧
類
船
集
』（
延
宝
四
年
刊
）
で
は
、「
猫
」
の
付
合
に

「
鞠
の
庭
　
み
そ
め
し
俤
」「
女
三
宮
」、「
御
簾
」
の
付
合
に
「
か
ら
ね
こ
」「
鞠
場
」
な
ど
が
載
る
。

　
小
嶋
宗
賢
・
鈴
村
信
房
の
『
源
氏
鬢び

ん

鏡か
が
み』（
万
治
三
年
〈
一
六
六
〇
〉
刊
）
は
、
巻
毎
に
そ
の
内
容
を
概
説
し
、
発
句
を
添
え
た
も
の

で
あ
る
。
若
菜
下
巻
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

是
は
上
の
巻
に
若
な
の
謂
れ
あ
れ
ば
今
更
記
す
に
及
ば
ず
。
さ
て
な
ん
女
三
の
宮
を
柏
木
の
ゑ
も
ん
の
督
見
奉
り
て
思
ひ
か
け
た
る

事
は
、
上
の
巻
に
六
条
院
に
て
霞
め
る
暮
に
御
鞠
あ
り
。
衛
門
の
督
も
参
給
ふ
に
、
宮
の
か
は
せ
給
ふ
猫
い
づ
く
よ
り
か
し
ら
ぬ
ね

こ
を
を
ひ
て
ら
う
が
は
し
く
み
す
の
内
へ
入
て
騒
げ
ば
、
人
々
お
び
へ
さ
は
ぐ
。
宮
も
立
給
へ
り
。
猫
の
綱
に
て
御
簾
あ
が
り
て
御

姿
み
え
給
ふ
。
其
折
見
初
て
名
立
て
、
此
巻
に
て
薫
を
生
る
也
。
是
を
源
氏
の
御
子
と
号
す
。

　
　
わ
か
な
を
ば
つ
み
て
さ
さ
ぐ
る
だ
い
り
か
な
　
　
　
　
嶋
本
氏
正
伯

　
同
書
に
は
挿
絵
も
あ
る
。
右
側
に
蹴
鞠
を
す
る
貴
公
子
た
ち
、
中
央
に
柏
木
、
左
側
に
女
三
宮
と
猫
が
描
か
れ
る
。
こ
の
構
図
が
型

（
パ
タ
ー
ン
）
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
は
ほ
ん
の
一
例
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
〈
女
三
宮
と
猫
〉
と
い
う
美
意
識
の
型
は
、
古
典
知
の
一
つ
と
し
て
整
理
・
統
合

さ
れ
、
図
像
を
も
伴
う
こ
と
で
よ
り
具
体
性
を
帯
び
つ
つ
、
大
衆
へ
と
流
布
・
浸
透
し
て
い
っ
た
わ
け
だ
。
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三
、〈
女
三
宮
と
猫
〉
は
ど
う
受
容
さ
れ
て
い
く
の
か
？

　
こ
の
よ
う
な
〈
型
〉
と
し
て
の
〈
女
三
宮
と
猫
〉
は
、
ど
の
よ
う
に
作
品
表
現
の
中
で
享
受
さ
れ
て
い
く
の
か
。
和
漢
、
雅
俗
に
わ
た

っ
て
幅
広
く
受
け
と
め
て
い
く
、
江
戸
時
代
の
文
学
と
文
化
の
懐
の
広
さ
に
着
目
し
つ
つ
、
そ
の
具
体
的
な
様
相
を
見
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
は
、
詩
歌
か
ら
始
め
た
い
。

　
和
歌
。
後
期
の
歌
人
賀か

茂も

季す
え

鷹た
か

（
一
七
五
四
～
一
八
四
一
）
の
歌
を
読
ん
で
み
た
い
。

　
　
女
三
宮

か
ら
猫
の
か
ら
き
思
ひ
に
か
し
は
木
の
森
の
下
露
消
え
か
へ
り
つ
つ
　
　
　
　（
雲
錦
翁
家
集
）

　
歌
意
は
、
唐
猫
を
愛
玩
す
る
女
三
宮
へ
の
せ
つ
な
い
思
い
に
よ
っ
て
、
柏
木
は
森
の
草
木
か
ら
し
た
た
り
落
ち
る
露
が
は
か
な
く
消
え

失
せ
る
よ
う
に
、
思
い
詰
め
て
死
ん
で
し
ま
っ
た
。「
消
え
返
る
」
に
は
、
消
え
失
せ
る
と
い
う
意
味
と
、
死
ぬ
ほ
ど
思
い
詰
め
る
と
い

う
意
味
が
あ
り
、
こ
こ
で
も
両
義
を
き
か
せ
て
い
る
。

　「
柏
木
」
か
ら
「
森
の
下
露
」
へ
と
つ
な
げ
て
い
き
、
そ
の
「
露
」
の
は
か
な
さ
と
、
柏
木
の
命
の
は
か
な
さ
を
重
ね
合
わ
せ
る
、
技

巧
的
な
一
首
で
あ
る
。
上
句
で
「
か
ら
」
が
繰
り
返
さ
れ
、
上
三
句
が
す
べ
て
「
か
」
か
ら
始
ま
る
の
も
調
子
が
よ
い
。

　
唐
猫
に
つ
い
て
も
注
記
し
て
お
く
と
、
中
国
渡
来
の
猫
で
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
に
言
う
。『
源
氏
物
語
』
若
菜
上
巻
で
も
、
さ
き
ほ

ど
引
い
た
箇
所
の
直
前
に
、「
唐
猫
の
い
と
小
さ
く
を
か
し
げ
な
る
を
、
す
こ
し
大
き
な
る
猫
追
ひ
つ
づ
き
て
、
に
は
か
に
御
簾
の
つ
ま
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九
九

よ
り
走
り
出
づ
る
に
」
と
あ
る
。

　
漢
詩
。
後
期
の
女
流
詩
人
江え

馬ま

細さ
い

香こ
う

（
一
七
八
七
～
一
八
六
一
）
の
「
源
語
を
読
む
」
を
見
て
み
よ
う
。

自
惜
娉
婷
宜
遠
嫌
　
　
自
ら
娉ほ

う

婷て
い

を
惜
し
ん
で
　
宜
し
く
遠
嫌
す
べ
し

軽
心
何
事
露
眉
尖
　
　
軽
心
　
何
事
ぞ
　
眉び

尖せ
ん

を
露あ
ら

は
す

一
重
花
影
毬
場
近
　
　
一
重
の
花
影
　
毬
場
に
近
し

無
頼
狸
奴
揚
繡
簾
　
　
無
頼
の
狸り

奴ど

　
繡
簾
を
揚
ぐ
　
　
　
　
　（
湘
夢
遺
稿
）

　
訳
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

自
身
の
美
貌
を
惜
し
ん
で
、
疑
い
の
か
か
る
よ
う
な
こ
と
を
避
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
、

軽
率
に
も
、
ど
う
し
た
こ
と
か
眉
の
先
を
露
わ
に
し
て
し
ま
っ
た
。

花
の
よ
う
な
透
き
影
が
蹴
鞠
の
場
に
近
々
と
映
り
、

い
た
ず
ら
者
の
猫
が
、
縫
い
と
り
を
し
た
簾
を
引
き
上
げ
た
。

　
右
の
詩
は
、
文
政
十
二
年
（
一
八
二
九
）、
細
香
四
十
三
歳
の
時
の
作
だ
が
、
同
四
年
に
師
の
頼
山
陽
（
一
七
八
〇
～
一
八
三
二
）
が

詠
じ
た
「
猫
」
と
い
う
詩
に
も
、「
香こ

う
じ
ゆ
う
絨
を
攪か
く

乱ら
ん

し
て
満ま
ん

膝し
つ

紅
な
り
／
一
窓
の
花
影
午ひ
る

重ち
よ
う

重ち
よ
う

／
却
て
防
ぐ
狂
走
し
て
簾
を
掀か
か

げ
起
こ
す

を
／
恐
る
、
閑
人
に
儂わ

れ

を
瞥べ
つ

見け
ん

せ
ら
る
る
を
」（『
頼
山
陽
詩
集
』）
と
あ
り
、
細
香
は
こ
れ
を
参
照
し
て
い
た
ろ
う）（
（

。

　
ま
た
、
山
陽
没
後
の
天
保
五
年
頃
、
細
香
は
「
紫
史
を
読
む
」
と
い
う
詩
を
詠
じ
て
お
り
、
そ
こ
に
も
「
狸
奴
　
無
頼
に
し
て
　
緗
簾

揚
が
る
」
と
あ
る
。
お
気
に
入
り
の
表
現
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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〇

　
猫
を
「
狸
奴
」
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
注
記
し
て
お
く
。
北
宋
の
詩
人
黄
庭
堅
の
「
猫
を
乞
ふ
」
は
、「
秋
来
　
鼠
輩
　
猫
の
死
せ

る
を
欺あ

な
どり
／
甕
を
窺
ひ
盆
を
翻
し
夜
眠
を
攪み
だ

す
／
聞き
く
な道
ら
く
　
狸
奴
　
数
子
を
将ひ
き

ゆ
と
／
魚
を
買
ひ
　
柳
に
穿
ち
て
　
銜か
ん

蟬せ
ん

を
聘へ
い

せ
ん
」。

飼
い
猫
が
死
ん
だ
後
、
鼠
の
被
害
が
ひ
ど
い
の
で
、
生
ま
れ
た
て
の
猫
を
迎
え
た
い
と
頼
む
。
南
宋
の
陸
游
に
も
「
猫
に
贈
る
」
と
い
う

詩
が
あ
り
、
そ
こ
で
も
「
塩
を
裹つ

つ

み
て
迎
え
得
た
り
　
小
さ
き
狸
奴
／
尽
く
護
る
　
山
房
万
巻
の
書
／
慚
愧
す
　
家
は
貧
し
く
し
て
　
勲

に
策む

く

ゆ
る
こ
と
薄
く
／
寒
き
に
も
氈せ
ん

の
坐
す
る
無
く
　
食
に
魚
無
し
」
と
詠
む
。
塩
を
お
礼
に
し
て
猫
を
迎
え
入
れ
た
た
め
、
鼠
の
被
害

か
ら
免
れ
た
も
の
の
、
そ
の
手
柄
に
十
分
報
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
を
恥
じ
て
い
る
。

　〈
女
三
宮
と
猫
〉
に
戻
ろ
う
。

　
こ
こ
ま
で
挙
げ
た
和
歌
や
漢
詩
は
、
雅
な
範
疇
に
入
る
も
の
で
、〈
女
三
宮
と
猫
〉
と
い
う
〈
型
〉
を
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
特
質
に
応

じ
て
、
優
雅
に
捉
え
直
し
て
い
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
以
下
に
挙
げ
る
表
現
は
、
卑
俗
な
範
疇
に
入
る
も
の
で
、
こ
の
〈
型
〉
に
卑
俗
な
要
素
を
加
味
し
て
、
笑
い
を
創
り

出
す
も
の
で
あ
る
。

　
俳
諧
。

　
貞
徳
（
一
五
七
一
～
一
六
五
三
）
ら
に
よ
る
『
紅
梅
千
句
』（
明
暦
元
年
刊
）
で
は
、

余
念
な
く
蹴
る
御
簾
の
戸
の
鞠
遊
び
　
　
　
　
　
政
信

　
　
手
飼
の
猫
や
ざ
れ
ま
は
り
ぬ
る
　
　
　
　
　
正
章

と
あ
る
。「
正
章
」
は
、
貞
徳
の
高
弟
貞
室
。
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美
濃
国
の
句
を
、
蕉
門
の
支
考
（
一
六
六
五
～
一
七
三
一
）
ら
が
集
成
し
た
『
国
の
花
』（
宝
永
二
年
〈
一
七
〇
五
〉
刊
）
九
で
は
、

石な
で
し
こ竹
の
薗そ
の

に
女に
よ

三さ
ん

の
猫
も
が
な
　
　
紫
英

と
の
発
句
が
載
る
。「
も
が
な
」
は
、
願
望
の
終
助
詞
。

　
支
考
の
後
継
者
廬
元
坊
が
編
ん
だ
『
渭い

こ
う
ば
な
し

江
話
』（
元
文
二
年
〈
一
七
三
七
〉
頃
刊
）
で
は
、

　
　
木
の
芽
も
覗
く
柴
垣
の
ひ
ま

柏
木
の
衣
紋
に
猫
も
恋
を
し
て

と
あ
る
。「
柏
木
衛
門
督
」「
衣
紋
」
が
掛
詞
で
あ
る
。

　
也
有
（
一
七
〇
二
～
八
三
）
の
俳
文
集
『
鶉
衣
』
に
収
め
ら
れ
る
「
恋
説
」
で
は
、

猫
に
ひ
か
れ
て
見
そ
め
し
夕
べ
は
、
玉
だ
れ
の
へ
だ
て
を
か
こ
ち
、

と
あ
る
。
御
簾
が
あ
る
た
め
に
隔
て
ら
れ
て
い
て
逢
う
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
恨
み
嘆
く
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
狂
歌
。
天
明
狂
歌
か
ら
二
首
引
こ
う
。『
徳
和
歌
後
万
載
集
』（
天
明
五
年
〈
一
七
八
五
〉
刊
）
に
は
、
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寄
簾
恋
　
　
　
　
　
　
　
山
手
白
人

す
だ
れ
ご
し
見
か
ぢ
る
猫
に
柏
木
の
ゑ
も
ん
つ
く
ら
ふ
前
わ
た
り
哉�

（
五
二
七
番
）

と
あ
る
。「
柏
木
の
衛
門
」「
衣
紋
繕
ふ
」
が
掛
詞
。「
衣
紋
」
は
、
衣
服
、
身
な
り
。「
見
か
ぢ
る
」
は
、
ち
ら
っ
と
見
る
こ
と
と
、
猫
が

か
じ
る
こ
と
を
掛
け
て
い
る
。「
前
わ
た
り
」
は
、
女
性
の
前
を
男
性
が
体
裁
を
繕
っ
て
通
り
過
ぎ
て
い
く
こ
と
。
歌
意
は
、
猫
に
よ
っ

て
御
簾
越
し
に
女
三
宮
の
姿
を
ち
ら
っ
と
見
た
柏
木
は
、
衣
服
を
整
え
て
そ
の
前
を
通
り
過
ぎ
て
い
く
こ
と
だ
。〈
女
三
宮
と
猫
〉
と
い

う
〈
型
〉
に
対
し
て
、
柏
木
は
女
三
宮
の
前
を
衣
服
を
整
え
て
通
り
過
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
と
こ
ろ
が
、
卑
俗
で
お
か
し
み

を
誘
う
。

　『
狂
言
鶯
蛙
集
（
故
混
馬
鹿
集
）』（
天
明
五
年
刊
）
に
は
、

　
　
画
女
動
人
情
　
　
　
　
　
平
秩
東
作

簾
よ
り
ま
づ
心
こ
そ
う
ご
き
け
れ
絵
に
か
く
宮
の
猫
の
引
綱�

（
二
四
番
）

と
あ
る
。「
画
女
動
人
情
（
画
女
、
人
情
を
動
か
す
）」
は
、
絵
に
描
か
れ
た
女
性
が
心
を
動
か
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
川
柳
。

　
（
か
ら
猫
に
ま
で
も
柏
木
身
を
尽
く
し
　
　
　
　
　（
誹
風
柳
多
留
・
八
十
一
篇
）

　
（
女に

よ

三さ
ん

の
宮
に
天ま
た
た
び蓼
の
釣
香
炉
　
　
　
　
　
　
　
　（
誹
風
柳
多
留
・
一
一
六
篇
）
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（
女
三
老
衰
だ
い
て
居
る
猫
火
鉢
　
　
　
　
　
　
　（
誹
風
柳
多
留
・
一
四
八
篇
）

　
（
は
、『
源
氏
物
語
』
若
菜
下
巻
で
、
柏
木
が
女
三
宮
の
猫
を
預
か
り
、
大
切
に
養
う
こ
と
を
詠
む
。
柏
木
は
女
三
宮
に
の
み
な
ら
ず

猫
に
対
し
て
も
一
身
を
捧
げ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。「
ま
で
も
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
お
か
し
み
が
あ
る
。
（
は
、
諺
「
猫
に
木
天

蓼
」
を
き
か
せ
る
。
吊
り
下
げ
ら
れ
た
香
炉
で
木
天
蓼
を
焚
く
の
で
あ
る
。
（
は
、
老
い
た
女
三
宮
は
、
猫
を
抱
い
て
火
鉢
に
当
た
っ
て

い
る
だ
ろ
う
と
想
像
し
て
、
お
か
し
が
っ
て
い
る
。

　
つ
づ
い
て
、
絵
本
文
芸
を
見
て
み
よ
う
。

　
黒
本
の
『〔
女
三
宮
簾
の
追
風
〕』（
宝
暦
二
年
〈
一
七
五
二
〉
刊
）
は
、
柏
木
兵
部
が
甥
の
柏
木
衛
門
を
陥
れ
て
、
柏
木
家
を
手
に
入

れ
よ
う
と
す
る
お
家
騒
動
物
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、

　
　��

女
三
の
宮
は
柏
木
に
会
は
ん
た
め
、
猫
の
引
き
綱
に
御
簾
の
上
が
り
て
、
互
い
に
見
交
は
し
給
ふ
。

と
い
う
場
面
が
あ
る
。
女
三
宮
が
積
極
的
に
柏
木
に
逢
お
う
と
し
て
い
る
点
、
ま
た
、
柏
木
が
女
三
宮
の
姿
を
垣
間
見
る
の
で
は
な
く
、

互
い
に
そ
の
姿
を
見
る
点
に
、
改
変
が
加
え
ら
れ
て
い
る）（
（

。
型
を
踏
ま
え
つ
つ
、
独
自
性
を
出
す
こ
と
で
、
新
た
な
世
界
を
創
造
し
て
い

る
と
言
え
る
。

　
黄
表
紙
で
は
、
望
月
窓
秋
輔
作
『
怪
席
料
理
献
立
』（
寛
政
八
年
〈
一
七
九
六
〉
刊
）
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
丹
波
の
奥
山
に
住

む
鬼
娘
が
、
人
間
の
美
し
い
娘
に
け
ち
を
付
け
よ
う
と
し
て
、
猫
娘
ら
を
誘
っ
て
人
間
世
界
へ
出
か
け
る
も
の
の
、
猫
娘
は
女
三
宮
に
驚

き
、
他
の
者
ど
も
も
そ
れ
ぞ
れ
に
驚
い
て
、
再
び
丹
波
の
山
奥
へ
引
き
込
む
と
い
う
の
が
あ
ら
す
じ
で
あ
る）（
（

。【
図
（
】
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合
巻
で
は
、
山
東
京
山

作
・
歌
川
国
芳
画
『
朧
月

猫
草
紙
』（
天
保
十
三
年

〈
一
八
四
二
〉
～
嘉
永
二

年
〈
一
八
四
九
〉
刊
）
の

巻
頭
に
、「
日
本
猫
の
起

源
」
と
し
て
、
こ
の
場
面

が
描
か
れ
る
。
左
側
に
女

三
宮
、
右
側
に
柏
木
が
そ

れ
ぞ
れ
描
か
れ
、
そ
の
間

を
猫
が
恋
文
を
く
わ
え
て

走
っ
て
い
く
。
簾
を
引
き

上
げ
る
の
で
は
な
く
恋
文

を
く
わ
え
て
走
る
の
が
恋

の
き
っ
か
け
だ
と
す
る
と
こ
ろ
が
新
し
い
。【
図
（
】

　
本
文
に
は
、
次
の
よ
う
な
箇
所
も
あ
る
。

　
　��

今
、
天
保
十
二
年
よ
り
、
お
よ
そ
百
八
四
十
余
年
の
む
か
し
、
一
条
院
と
申
し
た
て
ま
つ
り
し
は
女
の
帝
さ
ま
也
。
此
の
御
時
、
大

【図 2・個人蔵】

【図 1・国立国会図書館蔵】
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内
に
て
御
ち
よ
う
あ
い
の
猫
に
命
婦
と
い
ふ
官
を
給
は
り
、
猫
の
ぜ
ん
わ
ん
・
い
ふ
く
ま
で
も
給
は
り
た
る
事
、
此
の
み
か
ど
に
つ

か
へ
給
ひ
た
る
右
□
臣
実
資
公
の
し
る
し
給
ひ
た
る
『
小
右
記
』
と
い
ふ
本
に
つ
ま
び
ら
か
也
。
さ
れ
ば
此
の
こ
ろ
、
高
麗
の
国
よ

り
猫
、
日
の
本
へ
み
つ
ぎ
た
る
な
る
べ
し
。『
源
氏
も
の
が
た
り
』
の
女
三
宮
、『
ま
く
ら
の
さ
う
し
』
に
も
大
内
に
て
ね
こ
を
ち
や

う
あ
い
せ
さ
せ
給
ひ
た
る
事
見
え
た
り
。

　「
ぜ
ん
わ
ん
」
は
、
膳
・
椀
。『
小
右
記
』
は
、
藤
原
実
資
の
日
記
で
あ
る
。

　
笠
亭
仙
果
作
・
歌
川
国
貞
画
『
其そ

の
ゆ
か
り
ひ
な
の
お
も
か
げ

由
縁
鄙
廼
俤
』
の
続
編
『
足
利
絹
手
染
紫
』
に
も
、
三み
つ

会あ
い

姫ひ
め

と
赤
松
柏
之
介
が
互
い
を
思
い
合
う
場

面
が
、
猫
の
首
の
紐
と
鈴
、
簾
な
ど
に
よ
っ
て
象
ら
れ
る
。

　
演
劇
で
は
、
ど
う
か
。

　
浄
瑠
璃
で
は
、
近
松
門
左
衛
門
（
一
六
五
三
～
一
七
二
四
）
作
『
大
経
師
昔
暦
』（
正
徳
五
年
〈
一
七
一
五
〉
初
演
）
の
冒
頭
に
、
次

の
よ
う
に
あ
る
。

唐
猫
が
男を

猫ね
こ

よ
ぶ
と
て
薄
化
粧
。
す
る
は
し
を
ら
し
や
。
猫
さ
へ
も
。
夫つ
ま

故ゆ
ゑ

忍
ぶ
に
我
が
身
は
。
何
と
唐
打
の
。
エ
イ
ソ
リ
ャ
綱
よ

り
。
解
け
ぬ
契
ぞ
や
。
じ
ゃ
れ
て
そ
ば
え
て
手
鞠
取
れ
取
れ
ま
一
つ
二
つ
。
三
つ
四
つ
五
つ
六
つ
七
つ
る
八
つ
る
九
ほ
ん
ほ
十
ん
え
。

え
い
こ
ろ
え
い
こ
ろ
え
い
こ
ろ
。
こ
ろ
り
火
燵
に
し
な
だ
れ
て
。
懐
く
も
己
が
。
恋
な
ら
ん
。
そ
れ
は
昔
の
女
三
の
宮
是
は
お
さ
ん

の
当
世
女
。

　
同
作
は
、
大
経
師
の
妻
お
さ
ん
が
手
代
茂
兵
衛
と
通
じ
る
と
い
う
姦
通
物
な
の
で
、
関
連
し
て
、
柏
木
と
密
通
す
る
〈
女
三
宮
と
猫
〉
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と
い
う
型
が
冒
頭
に
置
か
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。「
昔
」
の
女
三
宮
の
話
の
よ
う
に
、「
当
世
女
」
の
お
さ
ん
の
話
が
始
ま
り
ま
す
よ
と
い
う

導
入
な
の
で
あ
る
。

　「
し
を
ら
し
」
は
、
か
わ
い
ら
し
い
。「
唐
打
」
は
、
中
国
渡
来
の
糸
で
編
ん
だ
も
の
。

　
歌
舞
伎
。

　
近
松
門
左
衛
門
作
『
今
源
氏
六
十
帖
』（
元
禄
八
年
〈
一
六
九
五
〉
初
演
）
に
は
、
い
く
よ
の
介
と
兄
妹
で
あ
る
と
い
う
偽
り
の
情
報

に
よ
っ
て
、
姫
松
が
「
あ
あ
猫
な
れ
ば
兄
弟
夫
婦
と
成
る
よ
な
、
お
れ
も
猫
と
成
り
て
な
り
共
、
い
く
よ
様
と
夫
婦
に
成
り
た
い
」
と
思

い
詰
め
「
其
の
ま
ま
猫
の
体
と
成
」
っ
て
蝶
を
追
っ
て
狂
い
舞
う
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
狂
言
本
の
挿
絵
に
は
「
二
疋
の
猫
ざ
る
る
」
と

し
て
御
簾
の
前
で
戯
れ
る
二
匹
の
猫
と
綱
が
描
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
〈
女
三
宮
と
猫
〉
と
い
う
型
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
知
れ
る）（
（

。

　
元
禄
十
三
年
初
演
の
三
升
屋
兵
庫
作
『
和わ

国こ
く

御ご

翠す
い

殿で
ん

』
は
、「
二
条
公
通
の
女
女
三
宮
と
柏
木
衛
門
と
は
金
輪
の
王
子
の
為
に
そ
の
仲

を
裂
か
れ
、
衛
門
は
芦
屋
に
謫
居
の
身
と
な
り
、
女
三
宮
の
継
母
と
叔
父
鬼
弥
太
と
の
悪
計
の
為
に
、
猫
の
執
念
に
魅
入
ら
れ
て
、
和
州

桃
尾
滝
に
捨
て
ら
れ
る
」
と
い
う
の
が
、
あ
ら
す
じ
で
あ
る）（
（

。

　
女
三
宮
と
稚
児
大
弐
と
の
猫
の
所
作
の
場
面
が
あ
り
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

不
思
議
や
凄
じ
き
猫
忽
然
と
顕
れ
、
大
弐
に
取
り
付
き
、
忽
ち
猫
の
性
根
に
な
る
。
奥
の
間
よ
り
女に

よ

三さ
ん

の
宮
長
枕
を
持
ち
出
で
、
是

も
猫
の
性
根
移
り
戯
れ
狂
ひ
（
此
の
間
二
人
に
て
猫
の
所
作
あ
り
）
鬼
弥
太
駈
け
出
で
、
女
三
の
宮
を
取
つ
て
伏
せ
け
れ
ば
、
桃
井

田
村
之
助
は
大
弐
を
押
し
伏
せ
る
。

　「
凄
じ
き
」
は
、
恐
ろ
し
い
。
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四
、
お
わ
り
に

　
以
上
、〈
女
三
宮
と
猫
〉
と
い
う
〈
型
〉
が
、
ど
の
よ
う
な
文
化
的
要
素
と
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
で
作
品
表
現
と
し
て
新
し
さ
を
生

み
出
し
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
見
て
き
た
。

　
つ
ま
り
そ
こ
に
は
、〈
型
〉
を
認
識
す
る
共
同
性
と
、〈
型
〉
を
ど
う
ず
ら
し
て
自
己
表
現
を
す
る
か
と
い
う
個
性
が
存
在
す
る
、
知
的

な
空
間
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
古
典
文
学
の
有
名
な
場
面
と
し
て
〈
女
三
宮
と
猫
〉
を
知
っ
て
い
る
読
者
が

い
て
、
作
品
内
で
〈
女
三
宮
と
猫
〉
が
出
て
く
る
こ
と
で
そ
れ
だ
と
わ
か
る
。
作
者
は
、
そ
の
よ
う
な
対
応
を
予
想
し
て
、〈
女
三
宮
と

猫
〉
と
い
う
〈
型
〉
に
対
し
て
自
分
の
個
性
を
加
味
し
つ
つ
、
表
現
す
る
の
で
あ
る
。

　
近
代
以
降
で
も
、
た
と
え
ば
成
島
柳
北
『
鴨
東
新
誌
（
京
貓
一
斑
）』（『
花
月
新
誌
』
明
治
十
年
）
に
「
女
三
宮
の
蓄
貓
、
赤
縄
の
媒

を
為
し
、
紫
女
之
を
源
語
に
載
せ
」
と
あ
り
、
高
山
樗
陰
の
『
無
絃
琴
』（
明
治
三
十
五
年
刊
）
に
猫
に
つ
い
て
「
女
三
の
宮
の
故
事
も

思
ひ
出
さ
れ
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
〈
型
〉
が
全
く
消
え
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
西
洋
的
な
個
性
尊
重
の
概
念
が
移

入
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
的
な
〈
型
〉
を
多
く
の
読
者
が
共
有
す
る
中
で
の
文
学
表
現
と
い
っ
た
、
共
同
性
を
尊
重
す
る
営
為
は
少

し
ず
つ
失
わ
れ
て
い
っ
た
。

注（
（
）　
江
戸
時
代
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
享
受
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
江
戸
古
典
学
の
論
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
一
年
）
所
収
の
「
源
氏
享

受
の
多
層
構
造
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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（
（
）　
渡
辺
雅
子
「
江
戸
の
見
立
て
絵
と
女
三
宮
」『
源
氏
物
語
と
江
戸
文
化
─
可
視
化
さ
れ
る
雅
俗
』
森
話
社
、
二
〇
〇
八
年
。

（
（
）　
福
島
理
子
『
江
戸
漢
詩
選
（
　
女
流
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
。

（
（
）　
徳
永
結
美
「『〔
女
三
宮
簾
の
追
風
〕』
に
つ
い
て
」『
叢
』
二
〇
〇
七
年
二
月
。

（
（
）　
棚
橋
正
博
『
黄
表
紙
総
覧
』
中
編
、
青
裳
堂
書
店
、
一
九
八
九
年
。

（
（
）　
島
津
久
基
「
西
鶴
と
古
典
文
学
（
五
）
─
特
に
一
代
男
と
源
氏
物
語
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
」『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
四
〇
年
九
月
、
加
藤

敦
子
「
元
禄
歌
舞
伎
と
『
源
氏
物
語
』」『
源
氏
物
語
と
江
戸
文
化
─
可
視
化
さ
れ
る
雅
俗
』
森
話
社
、
二
〇
〇
八
年
。

（
（
）　『
元
禄
歌
舞
伎
傑
作
集
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
三
年
。

右
以
外
に
、
以
下
も
参
照
し
た
。

杉
下
元
明
「
江
馬
細
香
と
頼
山
陽
」『
源
氏
物
語
の
変
奏
曲
─
江
戸
の
調
べ
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
三
年
。

石
井
正
己
「
女
三
の
宮
の
立
ち
姿
─
絵
と
語
り
の
生
成
」『
解
釈
と
鑑
賞
』
二
〇
〇
九
年
五
月
。

藤
澤
茜
『
浮
世
絵
が
創
っ
た
江
戸
文
化
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
三
年
。

早
川
由
美
「
元
禄
歌
舞
伎
の
「
猫
」
─
上
方
と
江
戸
・「
女
三
宮
の
猫
」
の
誕
生
を
め
ぐ
っ
て
」『
名
古
屋
芸
能
文
化
』
二
〇
一
三
年
。

田
中
貴
子
『
猫
の
古
典
文
学
誌
　
鈴
の
音
が
聞
こ
え
る
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
四
年
。

〔
付
記
一
〕
関
原
彩
氏
、
津
田
眞
弓
氏
に
ご
教
示
を
賜
っ
た
。
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。

〔
付
記
二
〕
本
稿
は
、
鶴
見
大
学
日
本
文
学
会
で
の
講
演
（
二
〇
二
四
年
十
一
月
十
六
日
、
於
鶴
見
大
学
）
の
内
容
に
基
づ
く
。
お
世
話
に
な
っ
た
方
々

に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。


