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（
報
告
要
約
）
江
戸
の
滑
稽
作
品
に
見
ら
れ
る
漢
学
的
要
素

水

上

雅

晴

明
治
初
期
に
全
国
各
地
の
小
学
校
で
使
わ
れ
た
課
業
表
を
見
る
と
、
儒
家
経

典
な
ど
の
漢
籍
が
講
読
の
対
象
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
珍
し
く
な
か
っ
た
こ
と
に

気
づ
く
。
そ
の
状
況
は
、
欧
米
の
教
育
制
度
を
模
範
と
し
た
学
制
が
明
治
五
年

八
月
に
発
布
さ
れ
る
よ
り
前
だ
け
で
な
く
、
学
制
施
行
後
に
も
看
取
さ
れ
る
。

「
人
民
一
般
必
ズ
学
バ
ズ
ン
ハ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ザ
ル
モ
ノ
」(

学
制
第
二
十
一
章)

と
「
国
民
皆
学
」
が
規
定
さ
れ
た
初
等
教
育
の
場
に
お
い
て
漢
籍
が
教
科
書
と

し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
は
、
学
童
に
と
っ
て
理
解
可
能
な
書
物
で
あ

る
と
い
う
共
通
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

か
か
る
共
通
認
識
が
成
立
す
る
の
は
、
江
戸
か
ら
明
治
に
時
代
が
変
わ
る
時

期
に
お
い
て
漢
学
が
広
く
行
き
渡
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
中
国
古
典
学
の
衰

退
が
嘆
か
れ
る
現
在
、
当
時
に
お
け
る
漢
学
享
受
の
状
況
を
振
り
返
る
こ
と
は
、

狂
瀾
を
既
倒
に
廻
ら
す
こ
と
に
は
つ
な
が
ら
ぬ
ま
で
も
、
斯
学
の
行
方
を
考
察

す
る
た
め
の
手
掛
か
り
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
江
戸
時
代

末
期
の
庶
民
レ
ベ
ル
で
の
漢
学
受
容
の
状
況
と
そ
の
度
合
い
を
解
明
す
る
こ
と

に
も
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
、
滑
稽
・
パ
ロ
デ
ィ
文
学
の
作
品

か
ら
漢
学
的
要
素
を
抽
出
し
、
考
察
を
加
え
て
み
た
。

報
告
者
の
学
力
不
足
は
も
と
よ
り
、
報
告
時
間
な
ど
に
も
制
約
が
あ
っ
た
の

で
、
取
り
あ
げ
る
作
品
は
、
①
洒
落
本
・
②
落
書
・
③
川
柳
の
三
種
に
属
す
る

も
の
に
し
ぼ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
考
察
の
対
象
に
選
ん
だ
の
は
、
庶
民
に
と
っ
て

身
近
な
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
上
、
庶
民
が
自
身
の
作
品
を
発
表
す
る

も
の
も
含
ま
れ
て
い
て
、
彼
ら
と
漢
籍
と
の
関
わ
り
を
実
態
的
に
把
握
す
る
の

に
好
都
合
だ
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

①
洒
落
本
は
職
業
作
家
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
も
の
で
あ
り
、
仮
名
が
多
く
使

わ
れ
る
か
ら
、
主
要
な
読
者
と
し
て
庶
民
が
想
定
さ
れ
て
い
た
に
相
違
な
い
。

漢
学
と
の
関
係
か
ら
言
う
と
、
関
亭
京
鶴
『
傾
城
情
史

大
客
』(

一
八
三
二
年

刊)

は
注
目
す
べ
き
作
品
の
一
つ
で
あ
り
、
書
名
の
「
大
客
」
が
四
書
の
一
つ

で
あ
る
「
大
学
」
の
も
じ
り
で
あ
る
こ
と
は
、
巻
頭
の
記
述
を
比
べ
る
こ
と
で

容
易
に
了
解
さ
れ
る
。
『
大
客
』
が
「
酒
酊
子
曰
大
客
古
之
妓
書
而
初
客
入
通

之
門
也
」
か
ら
始
ま
る
の
に
対
し
て
、
朱
熹
『
大
学
章
句
』
が
「
子
程
子
曰
大

学
孔
氏
之
遺
書
而
初
学
入
徳
之
門
也
」
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
字
配
り
の
み
な

ら
ず
、
読
み
下
し
の
読
音
の
ひ
び
き
ま
で
似
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
大
客
』
の
全
体
は
こ
の
よ
う
な
調
子
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
同
書
を
『
大

学
章
句
』
の
パ
ロ
デ
ィ
と
即
断
し
て
は
な
ら
な
い
。
書
名
前
部
の
「
傾
城
情
史
」

は
、
江
戸
時
代
に
庶
民
が
漢
籍
を
自
学
す
る
た
め
の
参
考
書
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る

渓
百
年
『
経
典
余
師
』
の
も
じ
り
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
想
到
す
る
と
『
経
典

余
師

大
学
』(

一
七
八
六
年
刊)

の
存
在
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。『
大
客
』

内
の
仮
名
書
き
の
夾
注
に
着
目
す
る
と
、
『
経
典
余
師

大
学
』
の
仮
名
書
き

の
夾
注
を
も
じ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
に
判
明
し
、
後
者
の
扉
の
文
字

江戸の滑稽作品に見られる漢学的要素
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や
レ
イ
ア
ウ
ト
ま
で
も
が
前
者
に
お
い
て
模
倣
さ
れ
て
い
る
の
を
目
の
あ
た
り

に
す
る
と
、
パ
ロ
デ
ィ
の
徹
底
ぶ
り
に
圧
倒
さ
れ
る
。

調
査
を
進
め
る
と
、
『
経
典
余
師

大
学
』
と
『
傾
城
情
史

大
客
』
と
の

間
に
は
、
山
東
京
伝
『
京
伝
予
誌

大
楽
・
通
用
』(

一
七
九
〇
年)

・
芝
全
交

『
大
客
臭
句
』(
一
七
九
〇
年)

・
為
永
春
水
『
大
学
笑
句
』(

一
八
二
九
年
以

降)

な
ど
の
パ
ロ
デ
ィ
本
が
介
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
り
、
朱
熹
『
大

学
章
句
』
、
そ
し
て
『
経
典
余
師
』
が
庶
民
に
と
っ
て
身
近
な
書
物
で
あ
っ
た

こ
と
が
鮮
烈
な
イ
メ
ー
ジ
を
と
も
な
っ
て
理
解
さ
れ
た
。

②
落
書
は
刊
行
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
ら
、
作
品
発
表
の
た
め
の
ハ

ー
ド
ル
が
低
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
資
料
の
性
質
上
、
作
品
が
後
世
に
伝
わ

り
づ
ら
く
、
落
書
作
品
の
全
体
像
を
把
握
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
現
在
、
参

照
可
能
な
江
戸
時
代
の
落
書
は
、
矢
島
隆
教
編
『
江
戸
時
代
落
書
類
聚
』
に
集

め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
ら
れ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
。
落
書
は
、
庶
民

も
作
者
に
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
か
に
思
わ
れ
る
が
、
同
書
所
収
の
作
品
を
調
べ

る
と
、
漢
文
や
擬
漢
文
体
の
も
の
が
多
数
を
占
め
、
一
般
庶
民
が
気
軽
に
書
け

る
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
現
存
す
る
作
品
に
は
儒
家
の
経
典
と
漢

詩
の
パ
ロ
デ
ィ
作
品
が
少
な
か
ら
ず
含
ま
れ
て
い
て
、
前
者
は
『
大
学
』
、
後

者
は
『
唐
詩
選
』
を
下
敷
に
し
た
も
の
が
多
い
。

③
五
七
五
の
前
句
付
を
す
れ
ば
一
つ
の
作
品
が
完
成
す
る
川
柳
は
、
洒
落
本

や
落
書
と
異
な
り
、
庶
民
が
参
入
し
や
す
い
文
学
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
。
百
六
十

七
編
ま
で
刊
行
さ
れ
た
『
誹
風
柳
多
留
』
に
は
、
市
井
の
人
々
に
よ
っ
て
詠
ま

れ
た
作
品
が
多
く
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
日
常
生
活
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。

管
見
に
よ
る
と
、
庶
民
と
漢
学
と
の
関
係
を
示
す
川
柳
作
品
に
は
以
下
の
三
種

が
あ
る
。(

ａ)

漢
文
の
一
節
を
も
じ
っ
た
も
の
、(

ｂ)

漢
籍
の
記
述
を
踏
ま
え

た
も
の
、(

ｃ)

日
常
生
活
を
詠
ん
だ
も
の
。

(

ａ)

と(

ｂ)

に
分
類
さ
れ
る
作
品
に
つ
い
て
は
、
典
拠
を
逐
一
明
ら
か
に
し

て
い
く
こ
と
で
、
庶
民
レ
ベ
ル
で
ど
の
よ
う
な
漢
籍
が
読
ま
れ
て
い
た
か
を
詳

細
に
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
さ
ら
に(

ｃ)

に
分
類
さ
れ
る
「
家
持
ち

の
次
に
並
ぶ
が
論
語
読
み
」(

一
・

)

や
「
道
春
点
を
下
げ
て
来
て
誘
い
出
し
」

24

(

一
七
・

)

の
類
の
作
品
を
拾
い
あ
げ
て
い
く
こ
と
で
、
庶
民
と
漢
学
・
漢
籍

31

と
の
個
人
的
・
社
会
的
な
関
係
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る
。

以
上
、
「
貸
本
屋
唐
と
日
本
を
背
負
っ
て
く
る
」
（
四
八
・

）
の
古
川
柳

30

が
示
す
よ
う
に
、
漢
学
が
隆
盛
を
極
め
た
江
戸
時
代
末
期
に
お
け
る
庶
民
レ
ベ

ル
で
の
漢
学
享
受
の
実
態
を
解
明
す
る
た
め
に
、
滑
稽
・
パ
ロ
デ
ィ
文
学
が
有

効
な
研
究
資
料
と
な
り
得
る
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
の
種
の
文
学
と
中
国
文
学
と

の
関
係
に
つ
い
て
は
、
国
文
学
者
に
よ
る
精
緻
な
研
究
も
な
さ
れ
て
い
る
が
、

漢
学
実
態
を
解
明
す
る
資
料
と
し
て
滑
稽
・
パ
ロ
デ
ィ
文
学
を
位
置
づ
け
る
視

点
を
導
入
し
た
り
、
大
会
で
の
報
告
の
中
で
例
示
し
た
よ
う
に
、
統
計
的
手
法

を
導
入
し
た
り
す
る
こ
と
で
、
日
本
漢
学
研
究
上
の
資
料
と
し
て
の
新
た
な
意

味
づ
け
を
与
え
る
こ
と
は
可
能
だ
と
考
え
て
い
る
。

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
企
画
し
、
筐
底
に
眠
っ
て
い
た
ノ
ー
ト
に
光
を
当
て
る

機
会
を
与
え
て
く
だ
さ
っ
た
高
山
大
毅
氏
、
コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
と
し
て
今
後
の

研
究
の
進
め
方
に
関
し
て
貴
重
な
提
言
を
し
て
く
だ
さ
っ
た
長
尾
直
茂
氏
、「
次

世
代
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
の
名
称
に
ふ
さ
わ
し
い
日
本
漢
学
研
究
の
新
た
な
可
能

性
を
切
り
ひ
ら
く
報
告
を
し
て
、
「
旧
世
代
」
の
不
足
を
補
っ
て
く
だ
さ
っ
た

韓
淑
婷
氏
と
宋
晗
氏
、
そ
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
、

反
応
を
示
し
て
く
だ
さ
っ
た
会
員
の
皆
様
に
謝
意
を
表
す
る
。


