
と
り
あ
え
ず 

落
語
ま
と
め
て
み
た
。 

試
し
読
み 

 



五

猫の茶碗

「
良
い
仕
事
し
て
ま
す
ね
ェ
」

　

最
近
す
っ
か
り
お
馴
染
み
と
な
り
ま
し
た
台
詞
で
御
座
居
ま
す
が
、
良
い
物

を
見
極
め
る
目
と
言
う
の
は
、
生
半
な
事
で
は
身
に
付
か
な
い
そ
う
で
御
座
居

ま
す
。
目
の
利
か
な
い
人
に
持
た
れ
た
が
為
に
、
折
角
の
逸
品
が
ま
さ
か
と
思

う
よ
う
な
用
途
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
を
見
た
日
に
は
、
果
師
も
卒
倒
す
る
や

も
知
れ
ま
せ
ん
。
と
は
言
え
、
茶
碗
や
花
器
な
ど
は
飾
っ
た
り
仕
舞
っ
た
り
す

る
為
で
は
な
く
、
本
来
は
使
う
為
に
作
ら
れ
た
物
で
あ
り
ま
す
。
本
来
の
目
的

で
使
用
さ
れ
な
い
器
と
言
う
の
は
あ
る
意
味
可
哀
想
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

●　

猫
の
茶
碗

　

あ
ち
こ
ち
を
回
っ
て
骨
董
品
の
掘
り
出
し
物
を
見
つ
け
て
は
二
束
三
文
で
買

い
叩
き
、
江
戸
の
好
事
家
に
高
く
売
り
つ
け
る
の
が
仕
事
と
言
う
果は

た

師し

が
、
諸

国
を
巡
り
歩
い
て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
道
端
に
小
さ
な
茶
店
を
見
つ
け
ま
し

た
。
お
爺
さ
ん
が
店
番
を
し
て
お
り
ま
す
。
一
休
み
と
茶
店
に
入
る
事
に
し
ま

し
た
。

「
ア
イ
、
ご
め
ん
な
さ
い
ヨ
」

「
あ
、
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
。
ど
う
ぞ
こ
ち
ら
へ
お
掛
け
な
さ
い
ま
し
」

　

お
爺
さ
ん
が
お
茶
を
持
っ
て
き
ま
し
た
。
ふ
と
足
元
を
見
ま
す
と
、
猫
が
ご

飯
を
食
べ
て
お
り
ま
す
。果
師
が
い
つ
も
の
習
慣
で
猫
の
茶
わ
ん
を
見
ま
す
と
、

こ
れ
が
絵え

高ご
う

麗ら
い

の
梅
鉢
茶
碗
と
言
う
大
変
な
値
打
ち
も
の
で
、
好
事
家
に
は
垂

涎
の
品
。
三
百
両
な
ら
右
か
ら
左
に
売
れ
よ
う
と
い
う
し
ろ
も
の
で
す
。

　
（
こ
い
つ
ァ
て
ェ
し
た
物
だ
。
そ
れ
で
も
、
猫
に
飯
を
食
わ
せ
て
置
く
と
こ
ろ

を
見
る
と
、
こ
の
爺
さ
ん
茶
わ
ん
の
値
打
ち
を
知
ら
ね
ェ
と
見
た
。
よ
し
、
な

ん
と
か
こ
い
つ
を
巻
き
上
げ
て
や
ろ
う
）

　

悪
い
心
を
起
こ
し
ま
し
て
、
猫
を
ひ
ょ
い
と
抱
き
上
げ
て
膝
に
置
き
ま
す
。

「
あ
あ
、
い
い
猫
だ
の
う
。
可
愛
い
ね
ェ
」

「
こ
れ
こ
れ
タ
マ
や
。
旦
那
の
お
召
し
物
を
汚
し
ち
ゃ
な
ら
ね
ぇ
。
お
り
ろ
お

り
ろ
」

「
構
う
こ
た
ァ
ね
ェ
。
ひ
と
な
つ
っ
こ
い
猫
だ
ね
ぇ
。
手
前
も
猫
好
き
だ
が
、

こ
こ
ま
で
懐
い
て
も
ら
っ
た
こ
た
ァ
、
つ
い
ぞ
ね
ェ
」

「
へ
ぇ
、
猫
に
は
猫
好
き
が
わ
か
る
と
申
し
ま
す
」

「
手
前
も
前
に
猫
を
飼
っ
て
い
た
ん
だ
が
、
ど
こ
ぞ
へ
逃
が
し
て
し
ま
っ
た
。

ど
う
だ
い
、
こ
の
猫
を
譲
っ
て
は
く
れ
ね
ェ
か
？
」

「
そ
り
ゃ
、
ま
ァ
、
お
前
様
も
途
方
も
ね
ェ
事
を
…
」

「
い
や
、只
と
は
言
う
め
ェ
ヨ
。
こ
れ
ま
で
の
鰹
節
代
と
し
て
三
両
払
お
う
じ
ゃ

ね
ェ
か
」

　

果
師
は
押
し
付
け
る
よ
う
に
小
判
を
三
枚
お
爺
さ
ん
に
握
ら
せ
ま
す
。

「
必
ず
、
大
切
に
可
愛
が
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
ね
？
」

「
あ
あ
。
約
束
し
よ
う
。
…
と
き
に
、
手
前
は
旅
の
途
中
だ
か
ら
、
猫
に
飯
を

食
わ
せ
る
と
き
の
茶
碗
が
な
い
。
猫
は
食
い
慣
れ
た
茶
碗
で
な
い
と
食
わ
ね
ェ

と
い
う
か
ら
、
こ
の
茶
碗
を
も
ら
っ
て
い
こ
う
」

　

と
、
何
気
な
く
茶
碗
を
手
に
取
ろ
う
と
す
る
と
、
お
爺
さ
ん
が
そ
れ
を
止
め

ま
し
た
。

「
イ
エ
イ
エ
、
そ
の
う
、
そ
っ
ち
の
皿
の
ほ
う
が
よ
く
食
べ
ま
す
ヨ
」

「
い
や
、な
か
な
か
そ
う
行
く
物
で
も
あ
る
め
ェ
。
茶
碗
の
ほ
う
を
も
ら
う
よ
」

「
い
え
、
そ
の
茶
碗
は
差
し
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
」

「
な
に
も
、
そ
ん
な
茶
碗
を
惜
し
む
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
？
」

「
旦
那
、
こ
の
茶
碗
は
絵
高
麗
梅
鉢
茶
碗
と
申
し
ま
し
て
、
黙
っ
て
い
て
も

三
百
両
や
そ
こ
ら
で
は
売
れ
ま
さ
ァ
。
手
前
は
若
い
頃
道
具
の
道
楽
が
過
ぎ
た

挙
句
、
こ
ん
な
に
身
を
持
ち
崩
し
や
し
た
が
、
今
も
こ
の
茶
碗
だ
け
は
手
放
す



一一

寿限無

【
由
来
・
成
立
】

　

民
話
集
「
聴
耳
草
子
」
に
原
話
が
あ
る
と
か
。
無
住
法
師
の
『
沙し

ゃ
せ
き石

集し
ゅ
う』

、「
仏

の
鼻
薫
た
る
事
」
に
は
、
あ
る
女
性
が
出
家
を
し
て
長
い
法
名
を
付
け
る
と
い

う
話
が
見
ら
れ
ま
す
。
他
に
も
、
狂
言
や
民
間
笑
話
に
も
同
様
の
話
が
あ
る
そ

う
で
す
。
上
方
に
は
『
長
名
の
伜
』
と
い
う
噺
が
あ
る
と
か
。

【
ウ
ン
チ
ク
】

　

小
学
生
で
寿
限
無
を
習
う
そ
う
で
、
覚
え
た
て
の
親
戚
の
子
供
が
ひ
た
す
ら

こ
の
名
前
を
繰
り
返
し
て
い
た
の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
自
分
が
聞
い

た
サ
ゲ
は
あ
ま
り
に
名
前
が
長
す
ぎ
て
、
仕
舞
い
に
は
溺
れ
て
し
ま
う
も
の
で

し
た
が
、
今
は
そ
の
前
の
「
こ
ぶ
が
引
っ
込
ん
だ
」
で
終
わ
る
よ
う
で
す
ね
。

　

噺
は
、
檀
那
寺
で
名
前
を
つ
け
て
も
ら
う
と
子
供
が
長
生
き
す
る
と
言
う
こ

と
で
、
和
尚
さ
ん
の
と
こ
ろ
へ
訪
ね
て
い
く
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

　

落
語
で
は
年
上
で
物
知
り
、
あ
る
い
は
知
識
人
と
い
っ
た
何
か
と
智
恵
を
貸

し
て
く
れ
る
人
と
言
う
像
で
描
か
れ
る
の
が
、
ご
隠
居
、
大
家
、
名
主
、
そ
し

て
和
尚
さ
ん
で
す
。

　

江
戸
時
代
で
は
寺て

ら
う
け
せ
い
ど

請
制
度
と
言
っ
て
、
全
員
が
檀
徒
と
し
て
ど
こ
か
し
ら
の

寺
に
所
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
寺
の
方
で
名
簿
を
作
っ
て
幕
府
に
提
出

し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
家
族
構
成
と
そ
れ
ぞ
れ
の
名
前
、
年
齢
、
宗
派
と
所

属
の
寺
、
家
で
雇
っ
て
い
る
下
女
な
ど
の
雇
い
人
の
数
ま
で
記
し
、
後
の
戸
籍

と
も
人
口
調
査
の
元
と
も
な
っ
た
、
宗

し
ゅ
う
も
ん
に
ん
べ
つ
あ
ら
た
め
ち
ょ
う

門
人
別
改
帳
を
毎
年
作
成
す
る
の

が
、
町
名
主
で
す
。
庶
民
が
奉
公
や
結
婚
な
ど
で
引
っ
越
す
と
き
や
旅
行
な
ど

の
場
合
、
檀
那
寺
が
確
か
に
当
寺
の
信
徒
で
あ
る
と
保
証
す
る
寺
請
請
文
を
出

し
ま
し
た
。

　

後
の
世
に
は
一
部
で
破
戒
僧
的
振
る
舞
い
が
あ
っ
た
り
、
噺
の
中
で
も
、
親

の
戒
名
を
付
け
る
の
に
大
金
を
取
ら
れ
た
と
父
親
が
文
句
を
言
っ
て
い
る
所
か

ら
も
判
る
よ
う
に
、
幕
府
か
ら
の
寺
へ
の
締
め
付
け
が
厳
し
く
な
っ
た
た
め
経

営
難
か
ら
檀
家
か
ら
の
お
布
施
を
収
奪
す
る
よ
う
な
行
為
が
あ
っ
た
り
、
他
方

で
金
貸
し
を
営
み
ま
た
そ
れ
に
伴
う
問
題
を
起
こ
し
た
り
、
借
金
を
し
て
返
済

で
揉
め
た
り
と
、
僧
侶
の
イ
メ
ー
ジ
が
落
ち
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、

一
方
で
立
派
な
僧
侶
が
存
在
し
て
い
た
の
も
確
か
で
す
。

　

も
と
も
と
庶
民
の
教
育
機
関
で
あ
る
寺
子
屋
を
始
め
た
の
は
寺
で
も
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
知
識
人
で
も
あ
り
、
人
生
の
節
目
に
か
か
わ
っ
て
く
る
存
在
で
も

あ
り
、
ま
た
寺
と
い
う
空
間
が
お
参
り
の
他
に
祭
り
や
勧
進
相
撲
、
見
せ
物
な

ど
が
行
わ
れ
る
、
庶
民
に
と
っ
て
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で
も
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
良
い
名
前
を
聞
き
に
行
こ
う
か
と
思
え
る
距
離
感
の
存
在
だ
っ
た
の

だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

ど
う
で
も
い
い
け
れ
ど
こ
れ
を
ひ
ら
が
な
で
書
く
と
こ
う
な
り
ま
す
。

「
じ
ゅ
げ
む
じ
ゅ
げ
む
ご
こ
う
の
す
り
き
れ
か
い
じ
ゃ
り
す
い
ぎ
ょ
の
す
い

ぎ
ょ
う
ま
つ
う
ん
ら
い
ま
つ
ふ
う
ら
い
ま
つ
く
う
ね
る
と
こ
ろ
に
す
む
と
こ
ろ

や
ぶ
ら
こ
う
じ
の
ぶ
ら
こ
う
じ
ぱ
い
ぽ
ぱ
い
ぽ
ぱ
い
ぽ
の
し
ゅ
ー
り
ん
が
ん

し
ゅ
ー
り
ん
が
ん
の
ぐ
ー
り
ん
だ
い
ぐ
ー
り
ん
だ
い
の
ぽ
ん
ぽ
こ
ぴ
ー
の
ぽ
ん

ぽ
こ
な
の
ち
ょ
う
き
ゅ
う
め
い
の
ち
ょ
う
す
け
」
…
記
入
欄
に
お
さ
め
る
の
も

難
し
い
文
字
数
で
す
。



一二

　

宵
越
し
の
金
は
持
た
ぬ
、
江
戸
っ
子
て
ェ
奴
ァ
は
き
も
の
が
新
し
く
て
頭
が

サ
ッ
パ
リ
し
て
い
り
ゃ
あ
江
戸
っ
子
だ
、
と
も
い
い
ま
す
。
清
明
で
、
い
さ
ぎ

よ
く
、つ
つ
ま
し
く
生
き
る
こ
と
は
江
戸
の
人
び
と
の
信
条
で
も
あ
り
ま
し
た
。

こ
ん
な
話
も
あ
れ
ば
こ
そ　
　
　

●　

三
方
一
両
損

「
あ
れ
っ
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
財
布
が
落
ち
て
る
ぞ
。
な
か
に
は
…
…
と
、
あ

れ
っ
、
三
両
も
へ
え
っ
て
（
入
っ
て
）
る
ぜ
。
こ
い
つ
は
面
倒
な
こ
と
に
な
っ

ち
ま
っ
た
な
あ
…
…
そ
れ
に
、
印い

ん

形ぎ
ょ
うに
書
付
け
が
へ
え
っ
て
る
ぜ
。
な
ん
だ

…
…
神
田
竪
大
工
町
大
工
熊
五
郎
…
…
こ
い
つ
が
落
と
し
や
が
っ
た
ん
だ
。
ま

ぬ
け
な
野
郎
じ
ゃ
ね
ぇ
か
。
ま
あ
、と
に
か
く
届
け
て
や
ん
な
く
ち
ゃ
あ
…
…
」

　

と
、
左
官
の
金
太
郎
、
財
布
を
持
ち
主
に
返
し
て
や
ろ
う
と
神
田
へ
と
足
を

向
け

「
ご
め
ん
よ
お
ッ
」

「
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
、
煙
草
は
な
に
を
？
」

「
な
に
を
？　

だ
れ
が
煙
草
を
買
う
っ
て
言
っ
た
。
大
工
の
熊
五
郎
て
え
や
つ

の
家
は
ど
こ
だ
？　

こ
の
辺
は
竪
大
工
町
だ
な
？
」

「
あ
あ
、
熊
五
郎
さ
ん
の
家
を
お
た
ず
ね
で
ご
ざ
い
ま
す
か
？
」

「
じ
れ
っ
て
え
な
あ
、
そ
う
だ
よ
」

「
こ
れ
へ
行
き
ま
す
と
八
百
屋
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
路
地
を
曲
が
り
ま
す
と
、

長
屋
の
腰
障
子
に
熊
と
書
い
た
家
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
が
大
工
の
熊
五
郎
さ
ん

の
家
で
す
か
ら
…
…
」

「
そ
の
く
ら
い
知
っ
て
や
が
っ
て
早
く
教
え
ろ
い
、
ま
ぬ
け
え
…
…
あ
り
が
と

よ
」

「
な
ん
だ
い
、
あ
の
人
は
…
…
」

　

金
太
郎
の
背
中
を
見
送
り
な
が
ら
住
人
が
首
を
捻
る
の
も
つ
か
の
間
、
言
わ

れ
た
と
お
り
に
八
百
屋
を
曲
が
っ
て
見
付
け
た
の
が
熊
の
一
字
。

「
あ
あ
、
こ
こ
だ
、
こ
こ
だ
。
こ
の
家
か
あ
。
腰
障
子
に
熊
と
し
て
ら
あ
。
い

や
に
煙
っ
て
え
じ
ゃ
ね
え
ぁ
。
な
に
し
て
る
ん
だ
？　

障
子
に
穴
あ
け
て
の
ぞ

い
て
み
る
か
…
…
」

　

と
、
勝
手
に
指
で
穴
を
開
け
、
金
太
郎
は
中
を
の
ぞ
き
こ
む
。
中
に
は
で
ー

ん
と
熊
が
ち
ょ
い
ち
ょ
い
酒
を
や
っ
て
い
た
。
財
布
を
落
と
し
さ
ぞ
や
気
落
ち

し
て
い
る
だ
ろ
う
、
落
と
し
た
こ
と
に
気
付
か
な
い
わ
け
は
な
い
、
こ
り
ゃ
あ

ヤ
ケ
酒
だ
ろ
う
と
ふ
ん
だ
。
何
せ
三
両
は
大
金
だ
。

「
あ
あ
、
あ
れ
が
熊
五
郎
っ
て
野
郎
だ
な
。
ふ
ー
ん
、
い
っ
ぺ
ぇ
（
一
杯
）
や
っ

て
る
な
、
鰯
の
塩
焼
き
で
飲
ん
で
や
が
ら
、
飲
む
ん
な
ら
も
っ
と
さ
っ
ぱ
り
し

た
も
ん
で
飲
め
ッ
」

　

つ
い
言
い
た
く
な
る
。
一
方
、
穴
を
開
け
ら
れ
た
う
え
に
こ
の
悪
態
、
熊
五

郎
は
く
る
り
と
振
り
返
り

「
だ
れ
だ
？　

ひ
と
の
家
の
障
子
を
破
き
や
が
っ
て
、
家
の
中
の
ぞ
い
て
ん
の

か
ァ
。
用
が
あ
ん
な
ら
こ
っ
ち
へ
へ
え
れ
ッ
」

「
あ
た
り
め
え
よ
。
用
が
な
け
り
ゃ
あ
こ
ん
な
汚
え
長
屋
へ
へ
え
っ
て
来
る
か

い
。
じ
ゃ
あ
開
け
る
ぜ
」
と
金
太
郎
も
悪
び
れ
も
な
く
す
ぱ
ん
と
障
子
を
開
け

入
っ
た
。

「
乱
暴
な
野
郎
が
来
や
が
っ
た
…
…
な
ん
だ
、
て
め
え
は
？
」

「
お
れ
は
、
白
壁
町
の
左
官
の
金
太
郎
て
え
も
ん
だ
」

「
金
太
郎
に
し
ち
ゃ
赤
く
ね
ぇ
な
」

「
ま
だ
う
で
（
茹
で
）
ね
え
」

「
な
ま
で
も
っ
て
来
や
が
っ
た
な
。
な
に
か
用
か
い
」

「
お
め
え
、
き
ょ
う
、
柳
原
で
財
布
を
落
っ
こ
と
し
た
ろ
う
？
」



一九

ケチと鰻屋

●　

ケ
チ
と
鰻
屋

　

あ
る
所
に
ケ
チ
な
男
が
お
り
ま
し
て
、
こ
れ
が
ど
の
く
ら
い
ケ
チ
か
っ
て
ェ

と
、
徹
底
的
に
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
ケ
チ
る
。

　

ま
ず
、
下
駄
の
鼻
緒
が
羽
織
の
紐
に
し
て
や
が
る
。
次
に
扇
子
。
一
本
の
扇

子
で
半
分
広
げ
て
五
年
使
い
、
破
れ
た
頃
に
、
も
う
半
分
を
広
げ
て
五
年
、
都

合
十
年
使
う
。
し
か
し
、
あ
る
日
こ
れ
で
は
ま
だ
手
荒
い
。
孫
・
子
の
代
ま
で

使
え
る
方
法
が
あ
る
と
言
い
出
し
た
。一
体
そ
れ
は
ど
う
使
う
の
か
と
聞
け
ば
、

扇
子
を
バ
ッ
と
一
面
広
げ
て
、
扇
子
の
方
を
動
か
さ
ず
に
、
顔
の
方
を
動
か
す
っ

て
ェ
徹
底
振
り
。

　

食
べ
物
と
な
る
と
も
っ
と
酷
い
。
上
か
ら
入
れ
て
下
か
ら
出
す
の
だ
か
ら
、

こ
ん
な
無
駄
は
な
い
と
言
っ
て
、
お
か
ず
に
は
塩
を
つ
け
て
い
た
。
し
か
し
、

暫
く
す
る
と
塩
は
や
め
た
と
い
う
。
ど
う
し
た
と
言
う
と
、
塩
は
減
る
か
ら
と

来
た
。
そ
こ
で
、
梅
干
し
を
一
つ
お
皿
に
お
い
て
、
手
に
は
茶
碗
と
箸
を
持
つ
。

こ
の
梅
干
し
を
食
べ
た
ら
、
さ
ぞ
か
し
酸
っ
ぱ
い
だ
ろ
う
と
思
う
と
、
口
の
中

に
酸
っ
ぱ
い
つ
ば
が
出
る
の
で
、
こ
れ
を
お
か
ず
に
ご
飯
を
掻
き
こ
む
と
言
う

ほ
ど
の
ケ
チ
。

　

こ
の
男
が
、あ
る
時
鰻
屋
の
隣
に
越
し
て
き
た
。
当
然
時じ

分ぶ
ん

時ど
き

に
な
っ
た
ら
、

鰻
を
焼
く
良
い
匂
い
が
す
る
。
こ
れ
は
良
い
と
、
そ
れ
を
お
か
ず
に
、
ご
飯
を

食
べ
て
、
梅
干
と
の
食
い
合
わ
せ
が
、
な
ん
ぞ
と
心
配
し
て
い
た
っ
て
ェ
ン
だ

か
ら
恐
れ
入
る
。

　

そ
う
こ
う
す
る
内
に
、
鰻
屋
が
師
走
の
晦
日
に
請
求
書
持
っ
て
来
た
。

「
す
み
ま
せ
ん
。
鰻
代
を
頂
戴
に
来
ま
し
た
」

「
え
え
？　

俺
ァ
そ
ん
な
も
の
ァ
頼
ん
で
ね
ェ
ぞ
」

「
し
か
し
、
あ
な
た
は
店
か
ら
出
る
鰻
を
焼
く
煙
で
ご
飯
を
召
し
上
が
っ
て
い

る
よ
う
で
、
匂
い
の
嗅
ぎ
代
で
ご
ざ
い
ま
す
」

　

男
は
暫
く
考
え
、

「
わ
か
っ
た
、
わ
か
っ
た
」

　

と
、
財
布
か
ら
細
か
い
銭
を
出
し
て
、
チ
ャ
ラ
チ
ャ
ラ
チ
ャ
ラ
ッ
と
板
の
間

に
投
げ
出
し
た
。

　

受
け
取
り
に
来
た
方
は
、「
こ
れ
は
ど
う
も
」
と
手
を
伸
ば
し
て
受
け
取
ろ
う

と
す
る
の
で
、

「
俺
は
匂
い
だ
け
嗅
い
で
る
ん
で
ィ
。
そ
っ
ち
は
音
だ
け
聞
い
て
帰
り
な
」 

【
由
来
・
成
立
】

　

始
末
の
極
意
、
あ
る
い
は
し
わ
い
屋
の
タ
イ
ト
ル
も
あ
る
た
め
、
ケ
チ
の
出

て
く
る
話
の
総
称
と
も
。

　

原
話
は
天
保
八
年
「
落
噺
仕
立
お
ろ
し
」
に
載
っ
て
い
る
「
し
わ
ん
ぼ
う
に

な
る
伝
」
、
鰻
の
部
分
は
、
安
永
九
年
『
大
き
に
御
世
話
』
の
「
蒲
焼
」
が
元
。

【
ウ
ン
チ
ク
】

　

う
な
ぎ
の
匂
い
で
ご
飯
を
食
べ
る
の
は
、
マ
ク
ラ
や
噺
の
中
で
い
か
に
ケ
チ

る
か
、
と
言
う
話
の
内
の
一
つ
で
使
わ
れ
る
よ
う
で
す
。
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