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戸
川
柳
こ
下
水

第
八
話
　
江
一

は
じ
め

に

私
は
ず
っ
と
文
芸
に
は
興
味
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
専
門
家
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
最
近
通
勤
時
間
が
長
く
な
っ
た
関
係
も
あ
り
ま
し
て
電
車

の
中
で
岩
波
文
庫
の
川
柳
の
本

『俳
風
柳
多
留
」
等
を
読
む
の
を
楽
し

み
に
し
て
ま
い
り
ま
し
た
。
最
初
は
川
柳
に
出
て
く
る
江
戸
の
街
の
地

名
を
拾
い
出
し
て
興
し
て
い
た
の
で
す
が
、
中
に
は
下
水
を
扱
っ
た
も

の
も
あ
る
ん
で
す
。
そ
れ
で
つ
い
つ
い
興
味
が
湧
き
ま
し
て
、
下
水
に

ち
な
む
川
柳
を
拾
い
出
し
て
み
た
ん
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
川
柳
か

ら
か
っ
て
の
江
戸
の
街
や
下
水
道
の
様
子
を
考
え
て
み
ま
し
た
。
こ
こ

で
取
り
上
げ
た
川
柳
の
解
釈
は
、
『江
戸
川
柳
辞
典
」
（東
京
堂
出
版
）

と

『川
柳
大
辞
典

（上
下
）」
（高
橋
書
店
）
に
拠
っ
て
お
り
ま
す
。
辞

典
に
載
っ
て
い
な
い
も
の
は
私
の
勝
手
な
解
釈
で
す
。
し
か
し
、
私
は

川
柳
の
解
釈
に
重
き
を
置
い
て
い
る
の
で
な
く
、
川
柳
の
中
に
出
て
く

る
言
葉
を
基
に
、
江
戸
の
街
の
下
水
道
が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か

栗
田
　
彰

を
探
る
こ
と
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
は
本
題
に
入
り
ま
し
ょ
う
．

流
し

先
ず
最
初
は

『女
房
が
留
守
で
流
し
に
椀
だ
ら
け
」
と
い
う
句
で
す
。

こ
の
句
の
中
の
「流
し
」
、
こ
れ
が
下
水
の
始
ま
り
と
い
う
こ
と
で
拾
い

出
し
ま
し
た
。
私
が
読
ん
だ
川
柳
の
本
は
ほ
と
ん
ど
が
岩
波
文
庫
な
ん

で
す
。
引
用
文
献

一
覧

（
一
五
七
頁
参
照
）
を
御
覧
下
さ
い
。
こ
れ
ら

の
本
の
中
で
、
『流
し
」
と
い
う
言
葉
が
入
っ
た
の
は
、
こ
の
句
だ
け
で

し
た
。
解
釈
は
、
「
女
房
が
留
守
に
す
る
と
亭
主
は
不
精
な
も
の
だ
か
ら

後
片
付
け
も
せ
ず
流
し
に
椀
が
沿
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い

ま
す
。
こ
こ
か
ら
類
推
出
来
る
こ
と
は
、
長
屋
等
で
は
井
戸
端
で
洗
い

も
の
を
し
て
い
た
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
実
は
井
戸
端
は
洗
濯
の

場
所
で
、
炊
事
等
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
庭
で
や
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
深
川
の
江
戸
資
料
館
で
家
の
中
の
様
子
を
見
ま
す
と
、
だ
い
た
い

ど
の
家
に
も
台
所
に
流
し
が
あ
り
ま
す
。
流
し
に
も
二
種
類
あ
り
ま
し
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図-1 台所に流し台

た
。
立
っ
て
仕
事
を
す
る
流
し
と
板
の
間
に
座
っ
て
流
し
を
使
う
形
式

の
も
の
で
す
。
図
―

一
を
御
覧
下
さ
い
。
こ
の
図
は
江
戸
名
所
図
会
に

載
っ
て
い
た
も
の
で
す
。
「竹
女
故
事
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
お
竹
如

来
、
大
伝
馬
町
だ
っ
た
か
馬
喰
町
だ
っ
た
か
の
商
家
の
女
中
さ
ん
が
大

日
如
来
の
化
身
で
あ
っ
た
と
い
う
伝
説
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
項
目
を
説
明
し
た
絵
に
流
し
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
左
の
女
性
の

側
で
す
ね
。

小
さ
い
溝

さ
て
、
次
は
溝

（ど
ぶ
）
で
す
。
街
の
中
の
大
き
な
溝
と
違
い
ま
し

て
、
家
の
前
の
小
さ
い
溝
で
す
。
家
の
前
に
小
さ
い
溝
が
流
れ
て
い
た

の
で
は
な
い
か
。

「溝

へ
手
を
入
れ
て
か
っ
ぱ
を
下
女
さ
が
し
』

「
か
っ
ぱ
」
と
は
キ
ュ
ウ
リ
の
こ
と
だ
そ
う
で
す
。
単
純
に
考
え
る

と
、
洗

っ
て
い
た
キ

ュ
ウ
リ
を
溝
に
う

っ
か
り
な
が
し
て
し
ま
つ
て
探

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
で
も
よ
く
考
え
る
と
な
か
な
か
面

白
い
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。

さ
て
次
は

「二
つ
三
つ
鳴
ら
し
て
座
頭
ど
ぶ
を
こ
し
』
で
す
。
「鳴
ら

す
」
と
い
う
の
は
、
怒
鳴
り
散
ら
す
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
で
す
。
昔
は

座
頭
、　
つ
ま
り
按
摩
さ
ん
が
金
貸
し
を
し
て
い
た
り
し
て
、
借
金
を
取

り
立
て
る
時
に
家
の
前
で
大
き
な
声
で
怒
鳴

っ
て
、
そ
れ
か
ら
家
の
中

に
入
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
ら
し
い
ん
で
す
。
こ
の
川
柳
か
ら
も
家

′、 ィ_1・ ′
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図-2 家の前の溝

の
前
に
は
溝
が
あ
っ
た
こ
と
が
類
推
出
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

次
で
す
が
、
『三
輪
の
神
ど
ぶ
を
跨
ぐ
と
だ
ま
を
や
り
』

「
だ
ま
を
や
り
」
と
い
う
の
は
凧
の
糸
を
た
ぐ
る
と
い
う
こ
と
ら
し

い
で
す
。
こ
の
川
柳
は
江
戸
の
街
の
こ
と
で
は
な
く
、
奈
良
の
三
輪
山

で
す
。
伝
説
に
三
輪
の
神
が
里
の
女
性
の
所
に
通
っ
て
き
て
相
手
が
分

か
ら
な
い
と
い
う
の
で
神
様
の
袖
に
糸
を
付
け
て
お
い
て
、
帰
っ
て

い
っ
た
所
を
探
し
出
し
た
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
袖
か
ら
糸
が
引
か

れ
て
い
た
の
で
ち
ょ
う
ど
凧
を
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な

ん
で
し
ょ
う
。
こ
の
川
柳
に
も

「
ど
ぶ
を
跨
ぐ
」
と
い
う
部
分
が
あ
り

ま
す
。
や
は
り
家
の
前
に
溝
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
図
―
二

は
、
江
戸
名
所
図
会
の
中
の
錦
袋
園
と
い
う
絵
で
す
。
現
在
の
不
忍
池

の
少
し
南
側
に
仲
町
商
店
街
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
に
こ
の

絵
に
あ
る
薬
屋
さ
ん
が
あ
っ
た
そ
う
で
す
。
こ
の
図
に
は
家
の
軒
先
の

下
に
溝
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

溝
に
つ
い
て

「守
貞
漫
稿
」
に
家
の
溝
の
様
子
を
描
い
た
図
が
あ
り

ま
す
。
そ
の
説
明
に

「
ど
ぶ
と
言
う
。
江
戸
で
は
下
水
と
い
う
」
と
書

い
て
あ
り
ま
し
た
。
京
都

・
大
阪
で

「ど
ぶ
」
と
言
っ
て
い
た
も
の
を

江
戸
で
は

『下
水
』
と
言
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
江
戸
語
辞

典

（講
談
社
学
術
文
庫
）
に
は

『下
水
」
と
い
う
言
葉
は
出
て
き
ま
せ

ん
。
と
こ
ろ
が

「ど
ぶ
』
は
載
っ
て
い
る
ん
で
す
。
そ
れ
に
は

「
み
ぞ
、

下
水
、
汚
泥
の
あ
る
み
ぞ
」
と
い
う
説
明
が
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
例
と

し
て
先
程
の
座
頭
の
川
柳
、
さ
ら
に

『ど
ぶ
の
う
ち
の
か
わ
ず
大
海
を

|

な
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知
ら
ず
』、
「
ど
ぶ
へ
落
ち
た
コ
ン
ベ
イ
糖
」
、
こ
れ
は
醜
い
顔
の
こ
と
を

こ
の
よ
う
に
形
容
す
る
よ
う
で
す
。
さ
ら
に

「
ど
ぶ
を
食
う
」
と
い
う

こ
と
、
こ
れ
は
後
で
説
明
す
る
川
柳
に
も
出
て
く
る
の
で
す
が
、
意
味

が
分
か
ら
な
い
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
「
ど
ぶ
板
」
、
人
を
罵

っ
て
言
う

と
き

，ど
ぶ
板
野
郎
」
な
ん
て
言
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら

「
ど
ぶ
川
」
、
以

上
の
よ
う
な
言
葉
が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
江
戸
で
も
下

水
の
こ
と
を

『
ど
ぶ
」
と
言

っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
私
は
江
戸
も
関

西
と
同
し
よ
う
に
言

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

雨
落

溝
の
次
は

「雨
落
し
で
す
。
「雨
落
を
掘
り
掘
り
噺
す
下
女
が
宿
」

軒
先
に
は
雨
落
下
水
が
造
ら
れ
て
い
た
。
宿
と
い
う
の
は
下
女
を
送

り
込
ん
だ
方
の
宿
元
、
身
請
け
保
証
人
み
た
い
な
も
の
な
ん
で
す
。
川

柳
や
江
戸
の
小
噺
で
は
下
女
と
い
う
の
は
大
変
好
色
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
い
て
、
子
供
が
で
き
た
り
す
る
。
す
る
と
宿
元
が
来
て
誰
が
相

手
だ
と
か
、
い
ろ
い
ろ
な
相
談
に
乗
っ
て
や
る
。
あ
ま
り
お
お
っ
ぴ
ら

に
出
来
る
話
で
は
な
い
の
で
、
軒
先
な
ん
か
に
し
ゃ
が
み
こ
ん
で
．
ど

ぶ
で
も
掘
り
な
が
ら
そ
ん
な
話
を
し
て
い
る
。
こ
の
川
柳
は
、
そ
ん
な

光
景
を
描
写
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

「雨
落

へ
捨
て
ろ
は
け
ち
な
月
見
な
り
」

月
見
を
し
な
が
ら
、
普
通
な
ら
団
子
な
ど
を
食
べ
る
の
で
し
ょ
う
が
、

こ
こ
で
は
枝
豆
を
食
っ
て
は
、
ぽ
い
ば
い
と
残
っ
た
鞘
を
軒
先
の
溝
に

捨
て
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
想
像
す
る
の
に
、
雨
落
は
家
の
前
だ
け
で
な

く
、
家
の
周
り
に
も
巡
ら
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

溝
板

次
の
句
は
、
「薬
研
堀
ど
ぶ
板
迄
が

一
度
な
り
」

「薬
研
堀
』
は
、
現
在
の
両
国
橋
の
西
側
、
浜
町
に
よ
っ
た
所
、
あ

の
辺
り
の
地
名
で
す
。
こ
こ
に
い
う

『薬
研
堀
」
は
薬
研
堀
不
動
の
こ

と
だ
そ
う
で
す
。
『
ど
ぶ
板
迄
が

一
度
な
り
』
は
、
お
百
度
を
踏
む

一
回

分
が
ど
ぶ
板
か
ら
お
不
動
さ
ん
の
前
ま
で
と
い
う
こ
と
。
つ
ま
り
ど
ぶ

は
境
日
、　
つ
ま
り
道
路
と
境
内
の
境
に
あ

っ
た
。
し
か
も
そ
の
ど
ぶ
に

は
板
の
蓋
が
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
類
推
で
き
ま
す
。

大

き

い
溝

さ
て
、
今
度
は
街
の
中
の
大
き
い
溝

（ど
ぶ
）
で
す
。

「据
風
呂
の
仕
舞
ひ
ど
ぶ
か
ら
湯
気
が
立
ち
』

普
通
江
戸
で
は
自
分
の
家
で
風
呂
を
た
く
こ
と
は
禁
し
ら
れ
て
い
た

よ
う
で
す
。
大
体
銭
湯
を
使
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
中
に
は
大
き
い
商

家
だ
と
か
、
武
家
屋
敷
等
で
は
風
呂
場
も
持
っ
て
い
た
。
銭
湯
は
夕
暮

れ
頃
ま
で
が
営
業
時
間
だ
っ
た
よ
う
で
す
ね
。
終
い
風
呂
に
な
る
と
、

湯
を
抜
い
て
街
の
中
の
溝
か
ら
湯
気
が
立
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
か
。
そ
ん
な
よ
う
に
思
い
ま
す
。

「甘
酒
進
上
と
大
ば
や
ど
ぶ
へ
落
ち
」

:17:岬雪1封
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図-3 町の溝 (江戸小咄「金ひろい」のさし絵)
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『大
ぽ
や
」
と
い
う
の
は
、
な
り
は
大
き
く
な
っ
て
も
ま
だ
子
供
と

い
っ
た
人
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
大
ぼ
や
が
小
さ
な
子
供
を
甘

酒
進
上
と
言
い
な
が
ら
あ
や
し
て
い
る
内
に
自
分
が
ど
ぶ
に
お
っ
こ
ち

て
し
ま
っ
た
。
こ
の
川
柳
は
そ
ん
な
意
味
だ
と
思
い
ま
す
。

「ま
ま
事
は
ど
ぶ
へ
入
っ
た
子
が
お
客
』

こ
の
川
柳
で
も
先
程
の
川
柳
で
も
か
な
り
大
き
な
溝
が
あ
っ
た
こ
と

を
想
像
さ
せ
ま
す
ね
。
な
に
し
ろ
人
が
落
ち
込
ん
だ
り
す
る
ん
で
す
か

ら
。
こ
の
川
柳
で
は
溝
の
中
の
方
が
位
置
が
低
い
の
で
、
他
所
の
家
に

上
が
る
の
に
低
い
所
か
ら
高
い
所
に
上
が
る
、
そ
ん
な
風
に
な
る
。
そ

こ
で
ど
ぶ
の
中
の
子
が
お
客
。
ま
あ
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。

「生
酔
に
ど
ぶ
を
教
え
て
し
か
ら
れ
る
」

酔
っ
払
い
に
ど
ぶ
が
あ
り
ま
す
よ
と
教
え
た
ら
、
「う
る
せ
ぇ
、
酔
っ

ち
ゃ
い
ね
え
や
い
」
と
か
ら
れ
ま
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

「生
酔
は
ど
ぶ
で
抜
手
を
切
っ
て
い
る
」

ど
ぶ
へ
落
ち
て
、
横
に
な
っ
て
溺
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
お
か
し
い

の
で
す
が
、
ば
ち
ゃ
ば
ち
ゃ
や
っ
て
い
る
状
態
を

「抜
手
を
切
っ
て
い

る
」
と
表
現
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
図
―
三
で
す
が
、
こ

れ
は
小
噺
の
挿
絵
で
す
。
こ
の
噺
は

「
お
金
を
拾
う
と
み
ん
な
で
喜
ん

で
る
が
、
そ
ん
な
に
面
白
い
も
の
か
と
、
あ
る
男
が
自
分
の
お
金
を
撒

い
て
み
て
拾
っ
て
み
た
け
れ
ど
、
さ
っ
ぱ
り
面
白
く
な
い
。
そ
れ
で
も

少
し
遠
く
へ
撒
い
て
み
よ
う
と
や
っ
て
み
た
ら
溝

へ
落
ち
て
し
ま
っ
た
。

そ
れ
で
溝
に
入
っ
て

一
生
懸
命
探
し
て
見
付
か
っ
た
。
「あ
―
良
か
っ

た
、
や
っ
ば
り
嬉
し
い
」
と
い
っ
た
噺
な
ん
で
す
。
そ
の
小
噺
の
挿
絵

で
す
。
随
分
大
き
い
、
川
の
よ
う
な
溝
で
す
ね
。

「夷
講
百
万
両
が
ど
ぶ
へ
落
ち
』

昔
、
江
戸
時
代
で
す
が
、
大
き
い
商
家
で
は
夷
祭
を
十
月
二
十
日
に

や
っ
た
よ
う
で
す
。
紙
で
偽
の
小
判
を
作
っ
て
、
そ
れ
を
使
っ
て
鯛
の

競
り
売
り
な
ん
か
を
や
っ
て
景
気
を
付
け
て
い
た
。
そ
の
祭
の
賑
わ
い

の
中
で

「百
万
両
」
な
ん
て
言
っ
た
酔
っ
払
い
が
濤

へ
お
っ
こ
ち
た
。

そ
ん
な
雰
囲
気
を
写
し
た
川
柳
で
し
ょ
う
ね
。

「放
れ
馬
ど
ぶ
か
ら
旦
那
首
を
出
し
』

繋
い
で
い
た
馬
が
網
を
切
っ
て
暴
れ
だ
し
た
。
そ
の
馬
を
避
け
よ
う

と
し
て
溝
に
落
ち
た
旦
那
が
首
を
出
し
て
様
子
を
見
て
い
る
、
そ
ん
な

情
景
で
す
。

『放
れ
馬
ど
ぶ
か
ら
座
頭
あ
げ
て
や
り
』

や
は
り
同
じ
よ
う
に
避
け
よ
う
と
し
て
溝
に
落
ち
た
座
頭
を
上
げ
て

や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

「馬
子
の
新
米
ど
ぶ
へ
た
れ
て
居
る
」

馬
子
と
い
う
の
は
馬
を
引
き
な
が
ら
小
便
し
た
も
の
ら
し
い
で
す
ね
。

そ
れ
が
出
来
な
い
馬
子
は
ま
だ
新
米
。
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
よ

う
で
す
。

「ど
ぶ
へ
た
れ
た
で
馬
方
は
安
く
見

へ
』

こ
れ
は
新
米
と
見
ら
れ
た
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
馬
子
が
包
茎
で
若
い

と
見
ら
れ
た
か
。
川
柳
秘
語
辞
典

（檸
檬
社
）
な
ど
は
後
の
よ
う
に
解

_:`‐夕●キ
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図-4 下谷広徳寺前の溝

釈
し
て
い
ま
す
。
秘
語
辞
典
に
は
類
句
と
し
て

「越
前
だ
そ
う
で
あ
の

馬
子
ど
ぶ
へ
た
れ
」
と
い
う
の
が
載

っ
て
い
ま
す
。
越
前
は
包
茎
の
意

味
な
ん
で
す
。

『小
気
味
よ
く
大
家
が
落
ち
て
溝
普
請
」

何
し
ろ
人
が
落
ち
た
り
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
大
き
い
溝
に
は
蓋

が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
え
る
の
で
す
が
、　
こ
の
句
等
を
読
む
と
、

場
所
に
よ
っ
て
は
蓋
も
あ
っ
た
の
か
な
と
思
え
て
き
ま
す
。
道
路
を
横

切
る
所
に
は
板
あ
る
い
は
石
で
蓋
が
さ
れ
て
い
た
。
橋
と
い
う
ほ
ど
大

袈
裟
な
も
の
で
は
な
い
が
、
板
の
蓋
が
腐

っ
て
い
て
大
家
さ
ん
が
落
ち

た
、
そ
れ
で
よ
う
や
く
大
家
さ
ん
が
直
し
始
め
た
。
そ
ん
な
こ
と
を
少
々

皮
肉
っ
て
い
る
の
し
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

「
ど
ふ
い
ふ
門
だ
広
徳
寺
の
ど
ぶ
へ
下
戸
』

『
ど
ふ
い
ふ
門
だ
」
と
い
う
の
は
洒
落
で
、
「
ど
う
い
う
も
ん
だ
、
広

徳
寺
の
門
」
と
言
う
よ
う
な
言
い
方
が
よ
く
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

広
徳
寺
は
、
今
の
台
東
区
役
所
の
あ
る
所
に
あ
っ
た
大
変
大
き
い
お
寺

で
、
そ
こ
の
間
が
大
工
さ
ん
の
寸
法
違
い
で
少
し
寸
足
ら
ず
に
な
っ
た
。

そ
れ
で
有
名
に
な
っ
た
門
の
よ
う
で
す
。
江
戸
名
所
図
会
に
広
徳
寺
が

出
て
い
ま
す
。
図
―
四
が
そ
れ
で
、
間
の
前
に
川
に
近
い
よ
う
な
溝
が

あ
り
ま
す
。
酔

っ
払
い
も
し
な
い
下
戸
が
溝
に
落
ち
る
と
い
う
の
は
ど

う
い
う
モ
ン
だ
？
と
い
う
と
、
広
徳
寺
の
間
と
い
う
、
こ
ん
な
洒
落
で

す
ね
。
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お
歯
黒
ど
ぶ

さ
て
、
次
ぎ
は
新
吉
原
の
お
歯
黒
ど
ぶ
に
ち
な
む
川
柳
。

『恋
の
盗
み
は
大
ど
ぶ
を
こ
へ
る
な
り
』

駆
け
落
ち
で
す
ね
、
遊
女
が
男
と

一
緒
に
溝
を
越
え
て
逃
げ
て
行
く

と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

「大
ど
ぶ
の
向
こ
う
に
残
す
上
草
履
』

妓
楼
の
中
で
は
上
草
履
を
は
い
て
い
た
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
が
溝

の
縁
に
残

っ
て
い
て
、
う
ま
く
逃
げ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

「
ど
ぶ
を
越
し
た
は
四
郎
兵
衛
落
度
無
し
』

『四
郎
兵
衛
」
と
い
う
の
は
大
門
の
脇
に
あ
る
番
屋
の
番
人
で
す
。

こ
の
番
屋
を
越
し
て
逃
げ
た
の
な
ら
番
人
の
責
任
、
と
こ
ろ
が
溝
を
越

し
た
の
だ
か
ら
責
任
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

「良
い
男
ど
ぶ
か
ら
女
房
つ
れ
て
来
る
」

こ
れ
も
う
ま
く
引
っ
張
り
出
し
て
女
房
に
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

「大
ど
ぶ
で
抜
手
を
切
っ
た
女
房
な
り
」

こ
れ
も
溝
を
越
え
て
逃
げ
て
き
た
女
性
を
女
房
に
し
た
い
と
い
う
こ

と
で
す
ね
。

『
お
歯
黒
ど
ぶ
」
は
遊
女
の
逃
亡
を
防
ぐ
た
め
に
遊
廓
の
周
り
に
掘

っ

た
堀
り
で
す
。
明
暦
三
年
の
大
火

（
一
六
五
七
年
）
の
頃
、
今
の
日
本

橋
人
形
町
の
辺
り
か
ら
浅
草
の
方
に
移
っ
た
ん
で
す
が
、
そ
の
直
後
の

寛
文
年
間
、　
一
六
六

一
年
頃
、
溝
幅
五
間
。
と
こ
ろ
が
幕
末
に
は
二
間

位
。
随
分
狭
く
な
っ
た
ん
で
す
。
明
治
以
降
は
三
尺
位
。
そ
し
て
逐
に

大
正
の
大
震
災
の
時
に
埋
め
立
て
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

割
下
水

さ
て
、
次
は
『割
下
水
』
。
本
所
割
下
水
で
す
。
南
割
下
水
と
北
割
下

水
と
い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。
単
に

『割
下
水
」
と
い
う
と
南
の
方
を

差
し
て
下
水
と
い
う
よ
り
そ
の
近
辺
の
地
名
の
俗
称
と
し
て
使
わ
れ
て

い
た
よ
う
で
す
。

「黙
礼
の
向
う

へ
届
く
割
下
水
』

「黙
礼
の
中
を
流
る
る
割
下
水
』

本
所
近
辺
に
は
旗
本
屋
敷
等
が
あ

っ
た
の
で
、
親
し
い
旗
本
同
士
の

挨
拶
の
光
景
を
写
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。
割
下
水
の
幅
は
、
あ
る
本
で

は
九
尺
と
あ
り
ま
す
。
二
間
と
書
い
た
の
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
道
路

の
真
ん
中
を
流
れ
て
い
た
の
で
、
割
下
水
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。
長
さ

は
約

一
五
町
、
今
の

一
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
位
で
し
ょ
う
か
。

『割
下
水
通
り
夜
中
に
逃
げ
る
音
」

吉
良
邸

へ
赤
穂
浪
士
が
討
ち
入
り
、
吉
良
の
家
臣
が
逃
げ
て
行
っ
た
。

そ
ん
な
事
を
詠
ん
だ
句
で
し
ょ
う
。

「井
出
よ
り
も
蛙
の
多
い
割
下
水
」

井
出
と
い
う
の
は
現
在
の
京
都
府
井
出
町
。
宇
治
の
少
し
北
側
で
す
。

蛙
が
沢
山
い
た
所
ら
し
い
で
す
。
全
国
に
有
名
な
玉
川
が
六
つ
あ
っ

て
、
「
六
玉
川
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
の

一
つ
が
流
れ
て
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い
た
所
ら
し
い
で
す
。
井
出
の
王
川
と
い
う
。
そ
こ
よ
り
割
下
水
の
方

が
蛙
が
多
い
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
蛙
が
多
い
と
い
う
ん
で
す
か
ら
、

割
下
水
の
水
は
そ
ん
な
に
汚
れ
て
い
な
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
。

「先
箱
で
出
る
助
六
は
割
下
水
』

助
六
は
歌
舞
伎
で
有
名
な
花
川
戸
の
助
六
で
す
ね
。
助
六
の
紋
と
律

軽
侯
の
紋
と
が
同
じ
だ
っ
た
ら
し
い
で
す
。
そ
れ
で
こ
の
句
の
助
六
は

津
軽
侯
を
意
味
し
て
い
る
。
助
六
は
蛇
目
傘
を
さ
し
、
尺
八
を
持
っ
て

舞
台
に
出
て
来
ま
す
、
そ
れ
を
先
箱
で
出
る
と
い
う
の
で
、
そ
れ
は
津

軽
候
だ
。
そ
し
て
そ
の
屋
敷
が
本
所
に
あ
っ
た
、
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ

て
い
る
ん
で
す
。

ど

ふ
店

そ
の
次
が

「ど
ぶ
店
』
で
す
。
こ
れ
も
俗
称
地
名
で
す
。
ど
う
し
て

そ
の
場
所
が
ど
ぶ
店
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
そ
の
由
来
は

分
か
り
ま
せ
ん
。
場
所
と
し
て
は
現
在
の
台
東
区
元
浅
草
、
上
野
か
ら

浅
草

へ
行
く
通
り
の
南
側
、
そ
の
辺
り
を

「ど
ぶ
だ
な
」
と
言
っ
て
い

た
よ
う
で
す
。
昔
か
ら
お
寺
さ
ん
が
並
ん
で
い
ま
す
。

「ど
ぶ
店
で
蚊
の
喘
く
よ
う
に
経
を
よ
み
』

小
さ
い
声
で
お
経
を
読
ん
で
い
た
の
を
、
溝
だ
か
ら
蚊
が
出
た
ろ
う
、

と
い
う
の
で
こ
の
よ
う
な
川
柳
が
出
来
た
の
で
し
ょ
う
。

『裏
は
家
賃
の
安
い
ど
ぶ
店
』

ど
ぶ
店
な
ん
て
名
前
か
ら
住
み
手
が
無
く
て
家
賃
が
安
か
っ
た
の
か

な
と
思
い
ま
す
。

「ど
ぶ
店
の
囲
ひ
あ
ひ
る
で
見
た
女
』

囲
ひ
女
、
お
妾
さ
ん
で
す
が
、
お
寺
さ
ん
の
お
妾
さ
ん
を
特
に
こ
の

よ
う
に
言
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
「あ
ひ
る
』
は
深
川
の
佃
新
地
と
い
う

所
に
あ
っ
た
私
娼
窟
で
す
。
そ
の
私
娼
窟
に
い
た
女
が
お
寺
さ
ん
の
妾

に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

「池
と
堀
ど
ぶ
へ
も
咲
い
た
蓮
華
草
」

「池
』
は
池
上
本
門
寺
、
「堀
』
は
堀
の
内
妙
法
寺
で
す
。
そ
し
て
「ど

ぶ
』
は
俗
に

「
ど
ぶ
店
」
と
言
わ
れ
て
い
た
新
寺
町
の
長
遠
寺
で
す
。

い
ず
れ
も
日
蓮
宗
の
大
き
い
お
寺
で
す
。
そ
れ
と
蓮
華
草
は
日
蓮
宗
を

指
し
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。
下
水
に
直
接
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
分

か
ら
な
い
の
で
す
が
、
「ど
ぶ
店
」
と
い
う
名
称
が
あ
っ
た
の
で
拾
い
出

し
て
み
ま
し
た
。
江
戸
文
学
地
名
辞
典
に
は

「ど
ぶ
店
』
に
上
が
富
む

と
い
う
字
を
使

っ
て
い
る
ん
で
す
。
川
柳
大
辞
典
に
は
渥
と
い
う
字
を

ど
ぶ
に
当
て
ま
す
。
「字
源
」
を
引
い
て
み
ま
す
と
、
こ
の
字
は
「
コ
ン
」

と
読
み
、
濁
る
、
乱
れ
る
、
汚
れ
る
と
い
っ
た
意
味
だ
と
あ
り
ま
す
。

例
語
に
「
涸
軒
」
、
こ
れ
は
厠
の
こ
と
。
「涸
中
」
、
こ
れ
は
厠
の
中
。
「梱

話
し
、
悪
口
で
す
ね
。
こ
ん
な
言
葉
が
出
て
い
ま
し
た
。
以
前
、
孔
海
南

さ
ん
に
話
を
伺

っ
た
際
、
中
国
で
は
昔
便
所
の
側
で
豚
を
飼

っ
て
、
排

泄
物
を
食
べ
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
を
聞
き
ま
し
た
。
涸
と
豚
と
い
う
字

は
、
関
係
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
ね
。
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下
水
、

そ

の
他

『小
侍
蜘
蛛
と
下
水
で
日
を
く
ら
し
』

「小
侍
」
は
旗
本
屋
敷
で
使
い
走
り
を
し
て
い
た
少
年
で
す
。
刀
は

差
し
て
い
る
が
、
遊
び
盛
り
の
子
供
な
の
で
、
お
そ
ら
く
溝
を
の
ぞ
い

て
、
蜘
蛛
を
か
ら
か
っ
た
り
し
て
、
遊
び
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
し
ょ
う
。
こ
の
川
柳
で

『下
水
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
し

た
。以

上
の
他
に
下
水
を
扱
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

っ
た
も
の
を
拾
い

出
し
て
み
ま
し
た
。

「三
千
の
化
粧
流
る
る
水
道
尻
』

「三
千
」
と
い
う
の
は
古
原
の
遊
女
の
数
で
す
。
「水
道
尻
」
は
吉
原

の
中
の
町
の

一
番
外
れ
に
あ
っ
た
堀
に
面
し
た
所
を
こ
の
よ
う
に
言
い

ま
し
た
。
「
水
吐
尻
」
あ
る
い
は

「水
戸
尻
」
と
書
く
説
も
あ
り
ま
す
。

上
水
道
の
末
端
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
が
、
水
を
吐
く
と
い
う
こ
と
か

ら
下
水
を
意
味
す
る
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
結
局
先
ほ
ど
言
い
ま
し

た

「
お
歯
黒
ど
ぶ
」
の
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

『大
門
を
口
と
い
う
の
で
水
道
尻
」

大
門
口
と
い
う
の
は
吉
原
の
出
入
り
口
で
す
。
出
人
り
回
は
大
問
し

か
無
か
っ
た
ん
で
す
。
日
と
尻
を
引
っ
掛
け
た
面
白
さ
で
し
ょ
う
か
。

『
正
月
の
真
中
に
あ
る
五
丁
町
』

普
通
門
松
は
玄
関
の
前
に
立
て
る
の
で
す
が
、
吉
原
の
五
丁
町
は
真

中
に
溝
が
流
れ
て
い
た
の
で
、
溝
を
背
に
し
て
家
の
方
に
向
け
て
門
松

を
立
て
て
い
た
そ
う
で
す
。

「泥
水
で
お
玉
い
け
な
く
成
っ
て
ゐ
る
」

お
玉
と
い
う
の
は
お
玉
が
池
、
現
在
の
神
田
岩
本
町
、
昭
和
通
り
と

Ｊ
Ｒ
神
田
駅
と
の
中
間
位
で
し
ょ
う
か
、
今
も
お
玉
稲
荷
と
い
う
祠
が

あ
り
ま
す
。
お
玉
は
茶
屋
の
女
で
、
泥
水
稼
業
を
引
っ
掛
け
た
ん
で
し
ょ

う
。
お
玉
が
池
に
付
近
の
下
水
が
流
れ
込
ん
で
い
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

「藍
染
め
た
川
も
今
で
は
ど
ぶ
鼠
」

神
田
駅
の
南
口
か
ら
昭
和
通
り
の
方
向
に
藍
染
川
と
い
う
川
が
流
れ

て
い
た
ん
で
す
。

『紺
屋
町
藍
染
川
は
裏
地
な
り
』

こ
れ
は
着
物
の
裏
地
と
街
の
裏
地
を
引
っ
掛
け
た
も
の
で
す
。
神
田

紺
屋
町
と
い
う
町
名
は
今
で
も
残

っ
て
い
ま
す
。
藍
染
川
で
染
め
た
も

の
を
洗
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
こ
の
よ
う
な
川
が
下
水
の
役
割
も

果
た
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
上
野
町
の
滴
券
図
を

見
ま
す
と
、
上
野
の
山
の
下
か
ら
三
味
線
堀
の
方
に
流
れ
て
い
た
忍
川

と
い
う
川
に

「御
公
儀
下
水
」
と
い
う
言
葉
が
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。

だ
か
ら
そ
ん
な
こ
と
も
感
ず
る
ん
で
す
。

「
ど
ぶ
の
坊
ほ
ど
は
花
屋
も
活
け
る
な
り
』

池
の
坊
と
い
う
華
道
の
流
派
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ほ
ど
で
は
な
い
が
、

花
屋
だ
か
ら
曲
が
り
な
り
に
も
花
が
活
け
ら
れ
る
、
池
ま
で
行
か
な
い

ど
ぶ
ぐ
ら
い
に
は
…
…
。
こ
ん
な
意
味
だ
と
思
い
ま
す
。
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こ
ん
な
こ
と
か
ら
、
ど
ぶ
等
も
江
戸
市
民
に
は
か
な
り
関
心
が
持
た

れ
て
い
た
と
言
え
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
今
は
そ
れ
ほ
ど
下
水
に
つ

い
て
関
心
が
持
た
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
下
水
が
目
に
見
え
な
い
か
ら

で
は
な
い
か
と
思
え
ま
す
。
江
戸
の
頃
に
は
溝

（ど
ぶ
）
が
あ
ち
こ
ち

走
っ
て
い
た
の
で
、
案
外
身
近
に
溝
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

『歌
が
る
た
と
ふ
と
ふ
下
女
は
ど
ぶ
を
く
い
」

こ
の

「
ど
ぶ
を
食
う
」
と
い
う
意
味
が
分
か
ら
な
い
。
感
じ
と
し
て

は
百
人

一
首
か
カ
ル
タ
を
や
っ
て
い
て
、　
一
番
び
り
っ
け
つ
に
な
っ
た

と
い
う
こ
と
か
な
と
思
い
ま
す
が
。
で
も
そ
れ
で
は
川
柳
と
し
て
面
白

く
な
い
。
何
か
違
っ
た
意
味
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
ご
意
見
を
聞
か
せ

て
下
さ
い
。
図
―
五
は
藍
染
川
、
江
戸
名
所
図
会
に
載
っ
て
い
る
も
の

j薔‐:
耐
′llλ

図-5 江戸名所国会に描れた藍染川
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で
す
。
こ
ん
な
様
子
だ
っ
た
よ
う
で
す
ね
。

個

人

の
便
所

今
ま
で
は
下
水
に
ち
な
ん
だ
も
の
で
し
た
が
、
便
所
に
関
連
し
た
も

の
を
幾
つ
か
紹
介
し
ま
し
ょ
う
。
今
で
こ
そ
水
洗
便
所
が
下
水
道
に
黎

が
っ
て
い
ま
す
の
で
、
便
所
と
下
水
道
が
切
っ
て
も
切
れ
な
い
重
要
な

関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
江
戸
時
代
は
違
い
ま
す
。
で

も
汚
濁
物
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
便
所
の
こ
と
も
大
切
で
す
。

「小
便
に
起
き
て
女
房
碁
を
叱
り
」

「せ
っ
ち
ん
で
か
か
あ
ど
の
や
と
手
じ
ゃ
う
よ
び
』

江
戸
の
町
の
便
所
と
い
う
と
長
屋
の
共
同
便
所
を
思
い
出
し
ま
す
が
、

普
通
の
家
に
は
便
所
が
あ
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
図

―
六
で
す
が
、
家
の
中
の
便
所
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
絵

は
、
「江
戸
か
わ
や
図
絵
」
と
い
う
本
に
載
っ
て
い
た
も
の
で
す
。
家
に

く
っ
つ
い
て
便
所
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

家
の
中
の
便
所
に
つ
い
て
は
、
他
に

「助
言
無
用
と
雪
隠
に
居
て
ど
な
り
Ｌ

「掛
取
が
帰
る
と
手
洗
鉢
が
鳴
り
』

「雪
隠
で
聞
き
ゃ
帰
る
迄
待

つ
と
い
ふ
」

「掛
取
が
帰
る
と
尻
を
ふ
い
て
出
る
」

「雪
隠
は
信
濃
に
ま
か
す
十
三
日
』

（信
濃
は
使
用
人
。
十
三
日
は
媒
払
い
）

「十
五
夜
は
手
燭
つ
い
で
に
小
便
し
」

『雪
隠

へ
も
の
を
言
ふ
の
は
急
な
こ
と
」

と
い
っ
た
句
が
あ
り
ま
す
。

長
屋
の
共
同
便
所

『大
家
様
極
く
信
心
な
雪
隠
神
』

『
よ
け
の
歌
大
屋
の
内
儀
持
ち
あ
る
き
」

こ
れ
は
長
屋
の
共
同
便
所
。
大
変
汚
れ
易
い
の
で
大
屋
さ
ん
が
掃
除

し
た
り
、
監
督
を
し
た
り
し
て
い
た
ん
で
す
。
こ
れ
に
も
小
噺
が
あ
り

ま
す
。
よ
く
汚
れ
る
の
で
大
屋
さ
ん
が
見
張
っ
て
い
た
ら
、
あ
る
男
が

出
て
き
た
。
捕
ま
え
て
押
し
問
答
に
な
っ
た
。

大
屋
さ
ん

「
お
前
さ
ん
が
汚
し
た
ん
じ
ゃ
な
い
と
言
う
ん
な
ら
、
な
ん

15併―一第 8話 江戸川柳 と下水

図-6 家の中の便所
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図-7 長屋の共同便所

で
こ
こ
で
湯
気
が
出
て
い
る
ん
だ
」

男

「今
朝
は
冷
や
飯
を
食

っ
た
か
ら
湯
気
な
ど
で
ね
え
や
い
。」

こ
ん
な
噺
。
と
も
か
く
大
屋
さ
ん
が
管
理
を
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ

ま
す
。「

よ
け
の
歌
」
と
い
う
の
は
虫
よ
け
の
歌
。
こ
れ
を
書
い
た
も
の
を

逆
さ
に
し
て
流
し
や
便
所
に
張
っ
て
お
く
と
、
岨
虫
が
湧
い
た
り
し
な

い
。
そ
ん
な
俗
信
が
あ

っ
た
ん
で
す
。

「燈
明
の
あ
る
雪
隠

へ
度
度
隠
れ
」

昔
、
大
晦
日
に
は

一
晩
中
便
所
に
燈
を
と
も
し
て
い
た
と
言
う
ん
で

す
。
普
段
は
暗
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
何
故
そ
ん
な
こ
と
を
す

る
の
か
と
探
っ
て
み
た
ん
で
す
が
、
よ
く
は
分
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

で
も
大
変
興
味
を
そ
そ
ら
れ
ま
す
。

「小
便
所
長

へ
て
誉
る
冬
の
月
』

図
―
七
で
す
が
、
長
屋
の
共
同
便
所
を
描
い
た
も
の
で
す
。
左
下
に

傾
い
た
屋
根
が
描
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
便
所
。
こ
の
絵
で
は
分

か
ら
な
い
ん
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
便
所
の
脇
に
小
便
だ
け
を
す
る
場

所
が
描
か
れ
て
い
る
絵
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
雪
隠
に
は
大
便
は

も
ち
ろ
ん
で
す
が
、
小
便
専
用
の
も
の
も
あ
っ
た
ん
で
す
。

図
―
七
に
は
、
お
稲
荷
さ
ん
は
描
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
長
屋
の
共

同
便
所
の
近
く
に
お
稲
荷
さ
ん
が
祠
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
あ

っ
た

よ
う
で

『
た
れ
ち
ら
す
所
へ
稲
荷
を
勧
請
し
』

」j・:=..・

●
●
■
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図-8 妓楼の便所 左・小便所 正面・大便所

と
い
う
句
が
あ
り
ま
す
。
他
に
も

「雪
隠

へ
行
け
ば
両
方
咳
払
い
」

「間
月
雪
隠
の
屋
根
箸
だ
ら
け
』

（子
供
が
や
た
ら
と
生
れ
な
い
た
め
の
呪
い
？
）

『雪
隠

へ
行
く
を
宿
下
り
苦
労
に
し
』

（奉
公
先
の
便
所
は
き
れ
い
だ
が
）

『通
ふ
神
雪
隠
神
と
仲
が
良
し
」

（遊
女
か
ら
の
手
紙
を
読
む
所
）

「雪
隠
で
ぶ
ど
う

一
卜
ふ
さ
御
用
喰
ひ
』

「子
卸
し
や
稽
古
浄
瑠
璃
見
て
は
た
れ
』

（便
所
に
貼
ら
れ
た
広
告
）

『小
便
所
流
す
つ
も
り
に
先
き
ま
り
』

「雪
隠
に
有
る
名
の
娘
す
ご
い
も
の
」

『後
架
ま
で
上
下
で
行
く
年
男
』

『雪
隠
は
し
ご
く
の
文
の
よ
み
ど
こ
ろ
』

『蛸
せ
っ
ち
ん
へ
行
き
ど
の
足
で
ま
た
ご
う
」

「雪
隠

へ
先
を
越
さ
れ
て
月
を
ほ
め
』

と
い
っ
た
句
も
あ
り
ま
す
。

妓
楼

の
便
所

、天
狗
の
鼻
を
杉
で
つ
く
小
便
所
』

図
―
八
の
左
に
桶
の
よ
う
な
も
の
が
見
え
ま
す
が
、
こ
れ
が
小
便
所

｀r_'1囃
lill
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ら
し
い
で
す
。
「天
狗
の
鼻
」
は
陰
茎
で
す
。
桶
の
中
に
杉
の
葉
を
入
れ

て
、
臭
い
消
じ
と
、
防
音
に
役
立
て
て
い
た
。

『杉
の
葉

へ
た
れ
る
娘
は
金
に
成
り
』

こ
の
川
柳
で
も
杉
の
葉
が
出
て
い
ま
す
。

妓
楼
の
中
の
便
所
を
描
い
た
も
の
に
、
次
の
よ
う
な
句
も
あ
り
ま
す
。

「小
便
所
の
っ
ぺ
ら
ぼ
う
の
下
駄
へ
乗
り
」

「小
便
所
丸
行
燈
を
片
見
掛
け
』

『小
便
所
め
ん
ぼ
く
も
な
い
人
に
あ
ひ
』

『小
便
所
先
を
こ
さ
れ
て
月
を
ほ
め
』

『酒
盛
に
雪
隠
さ
し
て
落
ち
給
ふ
』

街
頭

の
共
同
便
所

図
―
九
を
見
て
下
さ
い
。
こ
れ
は
都
立
中
央
図
書
館
の
浮
世
絵
の

フ
ィ
ル
ム
の
中
か
ら
見
付
け
た
も
の
で
す
。
町
の
中
の
共
同
便
所
で
す
。

「俄
雨
雪
隠
で
か
ご
よ
ば
っ
て
る
」

長
屋
の
共
同
便
所
や
自
分
の
家
の
便
所
か
ら
駕
籠
を
呼
ぶ
と
い
う
の

は
、
不
自
然
で
お
か
し
い
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
町
の
中
に

共
同
便
所
が
あ
っ
た
の
か
な
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
。
そ
し
た
ら
図

―
九
の
よ
う
な
絵
が
出
て
き
た
わ
け
で
す
。
図
―
十
に
は
橋
の
袂
に
作

ら
れ
た
厠
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
厠
が
町
の
所
々
、
あ
る

い
は
人
の
多
く
出
る
所
に
作
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

「耳
袋
」
（東
洋
文
庫
）
と
い
う
本
に
こ
ん
な
話
が
あ
り
ま
し
た
。
あ

る
人
が
浅
草
の
並
木
と
い
う
所
の
茶
屋
で
休
ん
で
い
て
便
所
に
入
っ
た
。

と
こ
ろ
が
お
金
の
入
っ
た
紙
袋
を
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
中
に
は

印
形
と
か
か
な
り
の
お
金
が
入
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
丸
裸
に
な
っ
て
便

壷
に
入
っ
て
探
し
て
い
た
。
そ
し
た
ら
女
の
人
が
入
っ
て
き
た
。
そ
の

女
の
人
は
便
所
の
中
か
ら
手
が
出
て
き
て
、
驚
い
て
気
絶
し
た
。
ろ
く

で
も
な
い
話
で
す
が
、
そ
ん
な
話
が
記
録
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
で
も
こ

の
話
で
も
分
か
り
ま
す
が
、
人
の
大
勢
出
る
場
所
に
は
共
同
便
所
が
作

ら
れ
で
い
た
ん
で
す
ね
。

便
所
の
無
い
所
で
は
ど
う
だ
っ
た
か
？

「飛
鳥
山
さ
て
雪
隠
に
こ
ま
る
所
』

「九
の
内
尻

へ
手
を
あ
て
ま
ご
／
ヽ
し
」

「大
名
小
路
こ
ま
る
小
便
』

『小
便
の
致
所
も
な
き
花
の
江
戸
』

『大
江
戸
で
ち
と
不
自
由
な
小
便
所
し

『通
俗
の
小
便
無
用
鳥
井
な
り
」

「雨
宿
そ
こ
し
ゃ
小
便
な
り
ま
せ
ぬ
』

「小
便
を
そ
っ
ぼ
う

へ
す
る
き
つ
い
風
」

「江
戸
の
土
小
便
臭
ひ
燕
の
巣
』

「江
戸
を
見
よ
小
便
な
ど
は
た
れ
流
し
」

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

聾撃1警キli
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図-9「 共同便所」「江戸名所道外墨廿八・ごみ坂の景 (都立中央図書館蔵)」
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図-10 橋際の共同便所

小
便
担
桶

図
―
十

一
は
小
便
担
桶
の
絵
で
す
。
小
便
担
桶
と
い
う
の
は
江
戸
に

は
な
く
、
京
都
に
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
京
都
で
は
何
故
小
便

担
桶
を
置
い
て
、
道
路
や
溝
に
や
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
が
次

の
句
で
す
。

『地
に
御
経
あ
る
で
小
便
ど
ぶ
へ
せ
ず
』

桓
武
天
皇
が
京
都
に
遷
都
し
た
時
に
伝
教
大
師
が

一
条
か
ら
九
条
ま

で
地
下
に
九
万
部
の
法
華
経
を
埋
め
た
と
い
う
伝
説
が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
で
小
便
は
溝
に
し
な
い
で
小
便
担
桶
に
す
る
ら
し
い
で
す
。
で
も
小

便
が
肥
し
に
な

っ
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
ね
。

「江
戸
で
は
無
用
京
都
で
は
担
桶
を
出
し
』

江
戸
で
も
小
便
担
桶
が
無
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
数
は

少
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

小
便
担
桶
を
詠
ん
だ
句
に
は

『不
二
額
担
桶

へ
ま
た
が
る
京
の
嫁
』

『
こ
ん
に
ゃ
く
を
小
便
桶
で
売
り
に
来
る
』

と
い
う
句
も
あ
り
ま
し
た
。

図
―
十
二
は
、
部
切

（
へ
き
り
）
船
、
糞
尿
を
運
搬
す
る
船
で
す
。

船
の
中
が
幾
つ
か
に
仕
切
ら
れ
て
い
る
ん
で
す
ね
。

月巴
取
り

_ヽ
‐`‐リ



『く
そ
船

へ
妹
を
乗
せ
て
せ
な
ぁ
来
る
」

「
せ
な
ぁ
」
と
い
う
の
は
農
村
の
若
者
の
こ
と
で
す
。
妹
を
乗
せ
て

江
戸
に
来
る
と
い
う
の
は
、
下
女
奉
公
に
上
が
る
妹
を
送
っ
て
来
た
の

で
し
ょ
う
か
。
と
も
か
く
糞
船
が
あ
っ
て
、
江
戸
の
糞
尿
を
農
村
に
運

ん
で
い
た
ん
で
す
。

「肥
取
り
へ
尻
が
ふ
え
た
と
大
家
言
い
」

大
家
さ
ん
は
肥
し
代
を
肥
取
り
か
ら
貰
っ
て
い
た
ん
で
す
。
人
数
が

増
え
た
か
ら
肥
し
代
も
増
や
せ
と
い
う
訳
で
し
ょ
う
。

「家
主
は
店
子
の
尻
で
餅
を
掲
き
』

『店
中
の
尻
で
大
屋
は
餅
を
つ
き
』

と
い
う
句
も
あ
り
ま
す
。
肥
取
り
に
つ
い
て
の
句
に
は
他
に

『光
陰
矢
の
如
し
雪
隠
も
ふ
溜
り
』

15∈――第 8話 江戸川柳 と下水

図-11 小便担桶 (京都)
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「
こ
い
取
と
言
ふ
な
あ
の
内
儀
の
兄
だ
」

「
へ
っ
つ
い
の
隅

へ
こ
い
取
火
を
も
ら
ひ
』

「
こ
い
取
ろ
に
大
屋
子
守
を
あ

つ
ら

へ
る
」

と
い
っ
た
句
が
あ
り
ま
す
。

天
水
桶

図
―
十
三
は
天
水
桶
。
こ
れ
は
廂
や
雨
樋
に
多
少
関
係
が
あ
る
の
で
、

下
水
と
も
無
縁
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。

「行
か
ぬ
か
と
天
水
桶
へ
指
を
さ
し
」

一田
甫
道
天
水
桶
を
的
に
行
き
』

吉
原
の
妓
楼
の
屋
根
の
上
に
天
水
桶
が
作
ら
れ
て
い
た
。

『三
ッ
布
団
天
水
桶
の
下
へ
し
き
』

「三
ッ
布
団
」
は
客
が
遊
女
に
贈
る
三
枚
重
ね
の
布
団
な
ん
で
す
。

「馬
喰
町
天
水
桶
へ
た
れ
ら
れ
る
』

小
便
担
桶
と
間
違
え
ら
れ
た
ん
で
し
ょ
う
。

図
―
十
四
は
馬
喰
町
で
す
。
江
戸
名
所
図
会
に
載
っ
て
い
る
も
の
で

す
。
左
側
の
家
の
軒
先
に
天
水
桶
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。
江
戸

時
代
に
は
街
の
中
に
も
防
火
用
に
丼
戸
が
掘
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

図
―
十
五
は

「浮
世
床
』
の
挿
絵
で
す
が
、
屋
根
か
ら
桶
で
雨
水
を
天

水
桶
に
導
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
良
く
分
か
る
と
思
い
ま
す
。

樋
竹

「樋
竹
の
は
ず
れ
る
よ
う
に
乳
母
は
た
れ
』

「樋
竹
」
と
い
う
こ
と
か
ら
樋
に
竹
を
使
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。
図
―
十
六
を
見
て
下
さ
い
。
樋
に
竹
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

深
川
の
江
戸
資
料
館
に
樋
竹
売
り
が
秋
に
な
る
と
樋
竹
を
売
り
歩
い

た
と
い
う
説
明
が
書
か
れ
た
絵
を
見
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
浮
世
絵
な

ど
に
は
ほ
と
ん
ど
樋
な
ど
描
か
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
無
か
っ
た
の
で
は

な
く
て
省
略
し
た
の
で
し
ょ
う
。

◇
川
柳
を
引
用
し
た
本

誹
風
柳
多
留

（
一
～
五
）
　
岩
波
文
庫

誹
風
柳
多
留
拾
遺

（上
下
）
岩
波
文
庫

初
代
川
柳
選
句
集

（上
下
）
岩
波
文
庫

誹
諾
武
玉
川

（
一
～
四
）
　

岩
波
文
庫

江
戸
川
柳
辞
典
　
　
　
　
　
東
京
堂
出
版

江
戸
文
学
俗
信
辞
典
　
　
　
東
京
堂
出
版

川
柳
大
辞
典

（上
下
）　
　
高
橋
書
店

江
戸
川
柳

・
小
便
　
　
　
　
牧
野
出
版

川
柳
年
中
行
事
　
　
　
　
　
春
陽
堂

江
戸
か
わ
や
図
絵
　
　
　
　
大
平
書
屋
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図-13吉原妓楼の天水桶

最
諄
麟

●

■   ヽ
お  ル

ゥ
ゞ
２
ら

ス
ト́
ー
ち
に
つ

つ

０

ご
，

‘
“
ｒ

●
コ
お

，
■

■^
ト

一■
″

“

レ
ベ
ー

す
ｏ

■
・

t
“

「
魚

４

メ]
"晨

, 蓼漏励鵬閣弼

図-14 左側の家の前に「天水桶」

｀
ヽ



:.l'●、

第 8話 江戸川柳 と下水-159

=フ

贄よ
ず
ヽ
ふ1

ヽ
，
，

|l

O

..=:・4

０
一

・・ :=

お
咤
Ｉ

・卜 ■`・

「ｒ
く

::11● ヨ11

″

|=11:1● 11

図-15 天水桶

′



i`・,い 立ヽ・
・ _        ・

    ・
     11

16∈――第 8話 江戸川柳 と下水

継
Ｆ
ｉ

●
■
●

♂

・

多

ス

ヽ

あ

●

ハ
●
月な

０

ヤ

い
たｎ

し
，
ク
ヘ

‘

誉
ネ
ふ
祥
島

図-16 樋竹

「
Ｉ
Ｊ

ｒ
■
゛

il
・
■

●

■

″
７

″

ヽ
・

ti―・



第 8話 江戸川柳 と下水-161

贅
，
．

鱚 討
論

稲
場
　
大
変
な
労
作
だ
と
思
い
ま
す
。
恐
ら
く
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
川

柳
を
通
し
て
研
究
さ
れ
た
の
は
日
本
で
も
数
少
な
い
で
し
ょ
う
。
参
考

に
さ
れ
た
文
献
は
十
冊
。
そ
れ
か
ら
該
当
す
る
川
柳
を
探
し
出
し
て
考

察
さ
れ
た
わ
け
で
す
が
。

栗
田
　
実
は

「江
戸
川
柳

・
小
便
」
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
。
比
較
的

新
し
い
本
で
、
小
便
に
関
す
る
川
柳
だ
け
を
拾
い
出
し
た
も
の
な
ん
で

す
。
少
し
参
考
に
し
ま
し
た
。
著
者
は
お
医
者
様
で
し
た
ね
。

中
西
　
大
変
な
作
品
で
、
感
服
し
て
い
ま
す
。
図
―
十
三
を
見
る
と
天

水
桶
が
屋
根
の
上
に
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
理
由
は
。

栗
田
　
や
は
り
防
火
用
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
守
貞
漫
稿
に
は

「江

戸
の
家
作
の
こ
と
」
と
い
う
項
に

「享
保
の
中
頃
ま
で
は
諸
侯
大
夫
の

戸
の
門
、
表
長
屋
の
屋
根
は
厚
さ
五
寸
、
七
寸
の
こ
け
ら
葺
き
、
棟
に

は
瓦
を
置
き
、
鳥
飛
と
い
う
木
を
波
し
、
井
筒
に
天
水
桶
を
入
れ
、
火

叩
き
を
添
え
、
屋
根
の
上
に
置
く
」
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

防
火
用
で
す
ね
。

斎
藤

　

「割
下
水
通
り
」
で
す
が
、
こ
れ
は

″割
下
水
通
り
″
と
通
り

の
名
前
と
と
ら
な
い
で
、
″割
下
水
を
通
っ
て
″
と
い
う
よ
う
に
解
釈
し

て
も
良
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。
大
変
面
白
く
拝
聰
し
ま
し
た
。

熊
井
　
図
―
十
四
、
十
五
の
天
水
桶
の
上
に
手
桶
が
乗
っ
て
い
ま
せ
ん

ね
。
手
桶
が
重
ね
て
あ
る
の
が
普
通
か
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
。
そ

れ
と
図
―
十

一
、
案
外
昔
田
合
で
は
平
気
で
こ
う
し
て
い
た
ん
で
す
よ
。

担
桶
な
ん
て
な
く
て
も
。
町
の
中
で
も
同
じ
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。

谷
口
　
図
―
十
六
に
は
溝
が
描
か
れ
て
い
ま
す
ね
。
大
変
珍
し
い
も
の

で
す
ね
。
こ
の
前
佃
島
の
方
に
行
き
ま
し
た
。
そ
し
た
ら
昔
の
長
屋
そ

の
ま
ま
の
も
の
が
残
っ
て
い
ま
し
た
。
露
地
の
真
ん
中
の
溝
の
部
分
は

コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
蓋
が
し
て
あ
り
ま
し
た
が
、
木
の
蓋
に
変
え
る
と
江

戸
の
町
の
よ
う
で
し
た
。
ま
だ
、
残
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
蓋
は
明
暦

の
大
火
以
降
に
お
触
れ
が
出
て
、
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い

で
す
ね
。
そ
れ
ま
で
随
分
溝
に
落
ち
た
ら
し
い
。

須
藤
　
江
戸
の
町
に
は
随
分
身
近
に
溝
が
あ
っ
た
。
今
は
目
に
見
え
な

い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
辺
り
興
味
深
い
で
す
ね
。
そ
れ
か
ら
臭

い
で
す
ね
。
臭
い
に
関
す
る
川
柳
は
あ
り
ま
し
た
か
。

栗
田
　
江
戸
の
下
水
道
は
合
流
式
で
は
な
い
ん
で
す
。　
つ
ま
り
糞
尿
は

分
離
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ
れ
ほ
ど
酷
い
臭
い
は
な
か
っ
た
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
で
も
臭
く
て
汚
か
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
人
も

お
り
ま
す
。
「耳
袋
』
の
中
に
こ
ん
な
話
が
載
っ
て
い
ま
し
た
。
屋
敷
長

屋
の
下
で
二
人
の
商
人
が
話
し
て
い
た
。
甘
酒
屋
さ
ん
と
御
蕎
麦
屋
さ

ん
と
田
楽
屋
さ
ん
。
「
田
楽
が
残
っ
た
か
ら
食
べ
る
か
」
と
言
う
と
、
「そ

ん
な
汚
い
も
の
食
え
な
い
」
と
蕎
麦
屋
が
答
え
る
。
蕎
麦
屋
は
、
自
分

で
は
箸
や
丼
を
小
便
を
垂
れ
る
よ
う
な
溝
の
中
の
綺
麗
な
所
で
洗
っ
て

出
し
て
い
た
。
だ
か
ら
中
身
を
知
っ
た
ら
汚
く
て
食
え
な
い
と
言
う
ん

で
す
。
そ
ん
な
話
な
ん
で
す
ね
。
箸
や
井
を
洗
う
く
ら
い
だ
か
ら
案
外
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綺
麗
だ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

須
薔
　
小
便
桶
の
杉
の
葉
で
す
が
、
現
在
で
も
音
を
消
し
た
り
臭
い
を

消
し
た
り
す
る
の
に
料
亭
等
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
よ
。

渡
辺
　
私
も
そ
ん
な
所
を
知
っ
て
い
ま
す
。
今
で
も
あ
り
ま
す
よ
。
私

の
千
葉
の
田
合
で
は
町
に
汲
み
取
り
に
行
く
時
は
杉
の
葉
を
持
っ
て
い

き
、
帰
り
は
そ
の
杉
の
葉
を
肥
担
桶
の
上
に
乗
せ
て
戻

っ
て
き
た
も
の

で
し
た
。
と
こ
ろ
で

『
ど
ぶ
へ
手
を
入
れ
て
か
っ
ぱ
」
の

「
か
っ
ぱ
」

で
す
が
、
寿
司
で
か
っ
ぱ
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
何
故
そ
う
い
う

の
か
と
調
べ
て
み
た
ん
で
す
が
、
か
っ
ぱ
は
キ
ュ
ウ
リ
が
好
き
だ
と
い

う
こ
と
で
、
川
祭
り
に
キ

ュ
ウ
リ
を
供
え
た
。
こ
れ
が
キ

ュ
ウ
リ
を
か
っ

ぱ
と
言
う
由
縁
だ
そ
う
で
す
。
そ
ん
な
事
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

藤
森
　
信
州
の
私
の
田
合
で
も
杉
の
葉
が
入
れ
て
あ
り
ま
す
。
青
々
と

し
た
奴
で
す
。

渡
辺
　
高
野
山
へ
行
っ
た
と
き
、　
一
番
偉
い
高
僧
が
使
う
小
便
桶
を
見

る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
本
当
の
手
水

（ち
ょ
う
ず
）
だ
そ
う
で
す
。

桧
の
大
き
い
器
で
、
そ
の
中
に
杉
の
葉
が

一
杯
盛

っ
て
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
に
ま
た
桧
の
桶
を
置
い
て
柄
杓
で
手
を
洗
う
ん
で
す
。
杉
の
葉
は

清
め
に
も
関
係
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

藤
森
　
私
は
お
清
め
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

か
ら

「
ど
ぶ
を
く
い
」
と
い
う
の
は
、
か
る
た
を
や
る
と
き
に
何
か
賭

け
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
び
り
に
な
る
と
賭
け
た
何
か
を

や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
か
と
思
い
ま
す
が
。
そ
れ
か
ら
か
っ

ぱ
は
正
真
正
銘
の
か
っ
ぱ
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

石
丸

　

「
か
っ
ぱ
」
は
キ
ュ
ウ
リ
で
し
ょ
う
ね
。
ど
ぶ
漬
け
と
い
う
漬

物
が
あ
る
ん
で
す
。
様
漬
け
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
を

「
ど
ぶ
へ
手
を
入

れ
」
と
掛
け
て
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
私
、
最
近
本
所
の
方
に
引
っ

越
し
ま
し
て
ね
。
川
柳
の
宝
庫
の
よ
う
な
所
な
ん
で
す
ね
。

感
想
で
す
が
、
「江
戸
の
土
小
便
臭
ひ
燕
の
巣
」
と
い
う
川
柳
が
あ
り

ま
す
。
随
分
土
壌
汚
染
が
あ

っ
た
ん
で
は
な
い
か
。
「東
京
と
な
れ
ど
小

便
た
れ
ば
な
し
』
と
い
う
の
も
あ
り
ま
す
。
東
京
と
な
っ
て
も
や
は
り

同
じ
だ
っ
た
。
江
戸
時
代
、
現
在
と
は
違

っ
て
下
水
や
便
所
が
目
に
見

え
た
。
隠
し
て
な
い
ん
で
す
ね
。
川
柳
や
い
ろ
い
ろ
な
絵
か
ら
そ
の
こ

と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
現
在
の
感
覚
と
江
戸
時
代
の
感
覚
と
は

違

っ
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
図
―
十

一
の
よ
う
な
こ
と
は
今
で
は

下
品
だ
下
劣
だ
思

っ
て
、
と
て
も
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
当
時

の
人
々
は
屎
尿
も
生
活
の
目
に
見
え
る
範
囲
の
一
部
分
で
あ
っ
た
世
界

で
生
活
し
て
い
た
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。

北
川
　
川
柳
の
中
で
大
小
便
に
関
す
る
も
の
は
率
と
し
て
相
当
あ
る
ん

で
す
か
。
そ
れ
か
ら
大
き
い
溝
の
管
理
を
類
推
で
き
る
川
柳
は
あ
り
ま

し
た
か
。

栗
田
　
率
的
に
は
相
当
あ
る
よ
う
で
す
。
岩
波
文
庫
の
「排
風
柳
多
留
」

は
五
冊
な
ん
で
す
が
、
こ
れ
は
柳
多
留
の
二
十
四
編
ま
で
の
よ
う
で
す
。

と
こ
ろ
が
百
六
十
五
編
ま
で
あ
る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
私
が
見
て
い
な

い
も
の
が
沢
山
あ
る
ん
で
す
。
相
当
あ
る
で
し
ょ
う
ね
。

… Ⅲ.4■■
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そ
れ
か
ら
管
理
で
す
が
、
「御
府
内
備
考
」
に
誰
が
下
水
を
管
理
し
て

い
る
か
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
本
で
は
管
理
者
は
様
々
で
し
た
ね
。

川
柳
で
は
特
に
気
が
付
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

上
ノ
土
　
江
戸
時
代
の
川
柳
と
い
い
な
が
ら
現
代
に
も
通
ず
る
も
の
が

随
分
多
い
と
感
し
ま
し
た
。
感
覚
的
に
で
す
ね
。
も
う
時
代
を
越
え
て

い
ま
す
。
諺
な
ん
か
も
時
代
を
越
え
た
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
川
柳
で

も
同
じ
こ
と
を
感
し
ま
し
た
。

稲
場
　
川
柳
や
浮
世
絵
を
通
し
て
当
時
の
生
活
に
溶
け
込
ん
だ
文
化
を

再
現
す
る
栗
田
さ
ん
の
手
法
は
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す
。
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