
地声寸言  第百四十八回「川柳」 

 

大
分
前
か
ら
川
柳
に
興
味
を
持
ち
、
川
柳
の
関
係
の
本
を
集
め
て
い
る
。
神
田
の
古
本
屋
で
そ
の
店
の

在
庫
と
な
っ
て
い
る
川
柳
系
の
本
を
全
部
買
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
と
い
っ
て
六
、
七
十
冊
ぐ
ら
い
で
あ
ろ

う
か
。 

 

定
斎
売
り
と
い
う
の
も
あ
っ
た
。
中
世
の
末
期
、
豊
臣
氏
の
時
代
に
、
堺
の
薬
種
問
屋
村
田
定
斎
が
、

中
国
、
明
の
薬
法
を
伝
え
て
作
製
し
た
煎
じ
薬
で
、
夏
の
諸
病
に
効
能
を
発
揮
し
た
が
、
夏
の
炎
天
下
、

 

そ
う
言
え
ば
、
大
東
亜
戦
争
中
私
の
い
た
中
支
の
漢
口
地
区
も
蚊
屋
を
つ
っ
て
い
た
よ
う
に
思
っ
て
い

る
。 

 

も
っ
と
も
蚊
屋
自
体
が
全
く
見
か
け
な
い
よ
う
に
な
っ
た
。
子
供
の
こ
ろ
は
、
夏
は
毎
晩
釣
っ
て
寝
た

し
、
疊
み
難
い
代
物
だ
と
い
う
印
象
が
残
っ
て
い
る
。 

 

紙
帳
の
現
物
を
見
た
こ
と
は
な
い
が
、
た
し
か
「
奥
に
細
道
」
に
も
出
て
来
た
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
、

当
時
と
し
て
は
、
そ
う
珍
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
う
。 

 

紙
帳
の
行
商
人
は
、
享
和
（
一
八
〇
一
～
〇
四
）
の
頃
ま
で
、
夏
に
な
る
と
じ
ゅ
ば
ん
を
肌
ぬ
き
、
上

の
単
物
の
袖
は
腰
に
巻
き
、
袴
を
短
く
上
げ
て
三
尺
手
拭
で
し
め
、
白
も
め
ん
の
手
甲
、
股
引
き
を
つ
け

て
、
菅
笠
を
か
ぶ
る
と
い
う
姿
で
、
四
角
の
台
に
縄
紐
を
付
け
、
そ
の
う
え
に
紙
帳
を
の
せ
て
、
「
紙
帳
、

紙
帳
と
売
り
歩
い
た
、
と
い
う
。 

 

蚊
屋
売
り
が
「
も
え
ぎ
の
か
や
ー
」
と
い
う
よ
う
に
、
の
ん
び
り
と
長
く
叫
び
な
が
ら
売
り
に
来
た
の

に
対
し
て
、
紙
帳
売
り
は
「
し
ち
よ
う
し
ち
ょ
う
」
と
、
短
か
く
叫
び
な
が
ら
歩
い
た
。 

 

冬
は
防
寒
用
に
も
な
っ
た
と
い
う
の
で
、
蚊
は
避
け
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ
の
蒸
し
暑
さ
は
相
当
な

も
の
だ
っ
た
ろ
う
。 

 

こ
の
紙
帳
と
い
う
の
は
、
紙
を
貼
り
合
わ
せ
て
作
っ
た
蚊
帳
で
、
風
通
し
が
悪
い
た
め
に
、
と
こ
ろ
ど

こ
ろ
に
風
窓
を
切
っ
て
薄
い
紗
な
ど
を
貼
っ
て
い
た
、
と
い
う
。 

 

こ
れ
は
説
明
が
要
る
だ
ろ
う
。
娘
は
吉
原
の
五
丁
町
に
売
ら
れ
、
親
は
蚊
帳
が
買
え
な
く
て
紙
帳
を
釣

っ
て
寝
る
、
と
い
う
気
に
毒
な
家
族
の
こ
と
を
読
ん
で
い
る
。 

 

「
子
は
五
丁
親
は
紙
帳
を
釣
っ
て
寝
る
」 

 

こ
の
へ
ん
は
ま
だ
わ
か
る
。 

 

「
ま
だ
玉
屋
だ
と
ぬ
か
す
わ
と
鍵
屋
い
い
」 

 

「
夜
桜
へ
巣
を
か
け
て
待
つ
女
郎
蜘
」 

 

こ
の
へ
ん
だ
と
解
説
は
要
ら
な
い
。 

 

「
這
へ
ば
立
て
立
て
ば
歩
め
の
親
心
」 

 

「
女
房
を
ち
ょ
っ
と
見
直
す
松
の
内
」 

 

今
、
手
元
に
興
津
要
の
「
江
戸
川
柳
報
策
」
と
い
う
一
九
八
年
に
出
版
さ
れ
た
本
を
み
て
い
る
。 

 

川
柳
も
古
事
来
歴
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
た
も
の
も
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
も
の
は
、
元
の
事
実
を
知
ら
な

い
と
、
何
の
こ
と
や
ら
チ
ン
プ
ン
カ
ン
で
あ
っ
た
り
す
る
。 

 

ず
っ
と
通
読
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
し
、
気
の
向
い
た
時
に
、
い
い
加
減
に
ペ
ー
ジ
を
開
け
て
、

読
ん
で
い
る
。 

 

川
柳
柳
多
留
な
ど
川
柳
を
集
め
た
本
も
二
、
三
セ
ッ
ト
重
複
し
た
り
し
て
い
る
。 
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笠
も
か
ぶ
ら
ず
売
り
歩
く
姿
は
、
薬
の
効
能
の
よ
い
宣
伝
と
も
な
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、 

 
「
定
斎
屋
は
色
の
黒
い
が
自
慢
な
り
」 

 

こ
ん
な
風
に
書
い
て
い
る
と
、
本
を
引
き
写
し
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
こ
れ
で
止
め
る
が
、
川
柳
に

は
、
な
か
な
か
味
わ
い
の
多
い
句
が
少
く
な
い
。 

 

「
荷
が
呼
ん
で
歩
く
虫
売
り
定
斎
売
り
」 

 

夏
の
万
能
薬
（
定
斎
）
の
行
商
人
は
、
眞
錀
の
金
具
を
打
っ
た
薬
簟
笥
の
引
出
し
の
鐶
を
か
た
か
た
鳴

ら
し
て
無
言
で
歩
い
た
が
、
虫
売
り
も
ま
た
、
虫
の
鳴
き
声
を
売
り
声
代
り
に
し
て
無
言
で
歩
い
て
い
た
。 

 

川
柳
子
は
こ
こ
で
次
の
句
が
出
る
の
で
あ
る
。 

 

「
定
斎
屋
が
来
た
か
と
思
う
新あ

ら

世
帯
」 

 

「
当
分
は
昼
の
た
ん
す
の
鐶
が
な
り
」 

 

切
り
が
な
い
の
で
、
こ
の
へ
ん
で
止
め
る
が
、
川
柳
は
面
白
い
。 

 

「
中
条
へ
五
月
お
い
て
同
じ
顔
」 

 

中
條
と
は
徳
川
期
の
妊
娠
中
絶
を
す
る
医
者
の
こ
と
。
中
条
流 

 

「
泣
き
泣
き
も
よ
い
方
を
取
る
形
見
分
け
」 


