
江
湖
詩
社
の
松
魚
詠

新

稲

法

子

は
じ
め
に

一

詩
語
「
松
魚
」

二

松
魚
詠
の
背
景

三

松
魚
詠
の
「
典
衣
」

四

松
魚
詠
の
変
奏

詩
風
転
換
以
降
、
江
戸
で
活
躍
し
た
江
湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
が

生
み
出
し
た
詩
語
「
松
魚
」
の
成
立
か
ら
展
開
を
追
っ
た
。
松

魚
詠
は
寛
政
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
柏
木
如
亭
『
木
工
集
』
に
収

め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
最
も
早
く
、「
典
衣
」
と
い
う
表
現
が

特
徴
的
で
あ
る
。
も
と
も
と
衣
を
質
に
入
れ
る
と
い
う
「
典

衣
」
は
酒
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
す
る
行
為
ま
た
は
貧
し
さ
の

描
写
に
用
い
ら
れ
る
詩
語
で
あ
り
、
初
鰹
の
よ
う
な
贅
沢
品
を

買
う
こ
と
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
清
新
派
と
呼

ば
れ
た
江
湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
が
真
情
を
重
ん
じ
て
眼
前
の
景

物
を
詠
ん
だ
こ
と
が
、
新
し
い
表
現
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。

松
魚
詠
が
現
れ
た
寛
政
期
、
如
亭
と
親
し
か
っ
た
山
東
京
伝
が

黄
表
紙
や
洒
落
本
に
袷
を
質
入
し
て
初
鰹
を
買
う
と
い
う
表
現

を
盛
ん
に
用
い
て
お
り
、
漢
詩
が
戯
作
と
同
じ
文
苑
で
時
流
を

敏
感
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
江
戸
の
初
夏
を
詠
む

の
に
用
い
ら
れ
た
「
松
魚
」
は
化
政
期
に
は
定
着
し
、
旅
先
に

あ
っ
て
は
江
戸
人
に
と
っ
て
の
「
蓴

鱸
膾
」
と
な
り
、
幕
末

に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。
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は
じ
め
に

文
化
文
政
期
に
江
戸
の
詩
壇
の
中
心
に
あ
っ
た
の
は
、
か
つ
て
市

河
寛
斎
が
主
宰
す
る
江
湖
詩
社
に
集
っ
た
詩
人
た
ち
で
あ
る
。
大
窪

詩
仏
は
詩
聖
堂
と
名
付
け
た
豪
奢
な
邸
宅
を
構
え
、
華
や
か
な
交
遊

で
知
ら
れ
た
。
菊
池
五
山
は
『
五
山
堂
詩
話
』
を
刊
行
し
、
そ
の
批

評
は
詩
壇
で
大
き
な
力
を
持
っ
た
。
遊
歴
の
詩
人
と
な
っ
た
柏
木
如

亭
も
ま
た
、
旅
先
で
江
戸
の
人
ら
し
い
洒
脱
な
作
品
を
詠
ん
で
い
た
。

彼
ら
は
安
永
天
明
期
に
江
戸
に
お
け
る
詩
風
詩
論
の
転
換
を
牽
引

す
る
存
在
と
し
て
詩
壇
に
登
場
し
た
。
清
の
袁
枚
の
真
情
を
重
ん
じ

る
詩
論
を
取
り
入
れ
、
そ
れ
ま
で
の
盛
唐
詩
風
と
は
う
っ
て
変
わ
っ

て
南

詩
風
の
詩
を
詠
ん
だ
。『
作
詩
志

』
で

園
派
の
詩
を

「
偽
唐
詩
」
と
呼
ん
で
激
し
く
非
難
し
た
山
本
北
山
と
繫
が
り
、
和

刻
本
出
版
に
も
関
わ
っ
て
南

四
大
家
を
世
に
広
め
た
。

唐
詩
風
か
ら

詩
風
へ
と
言
わ
れ
る
こ
の
詩
風
転
換
は
、
単
に
そ

れ
ま
で
作
詩
に
用
い
ら
れ
て
い
た
盛
唐
詩
の
詩
語
を
南

詩
に
置
き

換
え
る
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。

園
派
の
詩
人
が
盛
唐
詩
と
い
う
規

範
に
自
ら
の
詩
情
を
収
め
た
の
に
対
し
て
、
清
新
派
と
呼
ば
れ
た
江

湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
は
真
情
を
吐
露
す
る
こ
と
を
優
先
し
た
。
自
ら

を
『
唐
詩
選
』
中
の
人
物
で
あ
る
か
の
よ
う
に
詩
の
世
界
を
作
り
上

げ
る
の
で
は
な
く
、
眼
前
の
景
物
に
即
し
て
真
情
を
詠
む
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

彼
ら
の
眼
前
に
広
が
っ
て
い
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
近
世
の
日
本
の

景
物
で
あ
る
。
南
遷
し
臨
安
が
首
都
に
な
っ
た
南

の
田
園
詩
は
、

日
本
に
よ
く
似
た
気
候
の
下
で
詠
ま
れ
た
た
め
、
作
詩
の
参
考
に
し

や
す
か
っ
た
。
日
常
生
活
を
細
や
か
に
描
い
た
作
品
も
日
本
の
市
井

の
詩
人
に
は
親
し
み
や
す
か
っ
た
。
南

詩
の
こ
の
よ
う
な
要
素
は
、

新
し
い
詩
論
の
下
で
作
詩
す
る
際
に
格
好
の
規
範
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。詩

風
転
換
以
降
の
詩
人
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
真
情
を
詠
む
た
め

に
南

詩
を
利
用
し
た
だ
け
で
な
く
、
日
本
独
自
の
題
材
を
も
躊
躇

せ
ず
詠
む
よ
う
に
な
っ
た
。
従
来
は
和
習
と
し
て
、
ま
た
卑
俗
で
あ

る
と
し
て
斥
け
ら
れ
て
き
た
も
の
が
、
詩
料
と
し
て
加
わ
っ
た
の
で

あ
る
。
詩
風
転
換
は
一
面
で
は
漢
詩
の
日
本
化
で
あ
っ
た
と
い
え
る１

）
。

こ
の
よ
う
に
日
本
化
し
た
作
品
に
関
し
て
は
、
漢
詩
と
し
て
の
典

拠
や
表
現
だ
け
で
な
く
、
詩
人
の
位
相
を
念
頭
に
置
き
、
鳥
瞰
的
な

視
点
を
持
っ
て
こ
そ
初
め
て
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
そ

の
典
型
的
な
例
と
し
て
詩
語
「
松
魚
」
を
取
り
上
げ
、
江
湖
詩
社
の

詩
人
た
ち
が
い
か
に
し
て
彼
ら
の
真
情
を
表
現
で
き
る
詩
語
と
し
て

確
立
さ
せ
て
い
っ
た
か
、
そ
の
系
譜
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一

詩
語
「
松
魚
」

か
つ
て
江
湖
詩
社
が
開
か
れ
た
所
縁
の
神
田
お
玉
ヶ
池
に
大
窪
詩

仏
が
詩
聖
堂
を
構
え
た
の
は
文
化
三
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
化
政
期

106



の
江
戸
で
最
も
愛
さ
れ
た
こ
の
詩
人
の
風
雅
な
邸
宅
に
は
、
貴
賤
を

問
わ
ず
客
人
が
絶
え
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
。
詩
聖
堂
に
は
連

日
の
よ
う
に
芸
妓
が
招
か
れ
、
名
高
い
料
亭
八
百
善
か
ら
仕
出
し
料

理
が
届
け
ら
れ
た
と
、
清
水
礫
洲
が
そ
の
随
筆
『
あ
り
や
な
し
や
』

に
伝
え
て
い
る
。

詩
仏
が
贔
屓
に
し
て
い
た
八
百
善
は
、
上
方
に
対
す
る
江
戸
の
料

理
の
完
成
に
大
き
く
与
っ
た
老
舗
で
あ
る
。
四
代
目
主
人
栗
山
善
四

郎
は
家
業
に
甚
だ
熱
心
な
器
量
人
で
、『
料
理
通
』
を
刊
行
し
た
。

料
理
本
と
し
て
は
異
例
の
四
編
ま
で
続
い
た
各
編
に
は
、
錚
々
た
る

文
人
が
序
を
寄
せ
て
お
り
、
そ
れ
が
ま
た
こ
の
書
の
魅
力
の
一
つ
で

あ
る
の
だ
が
、
文
政
八
年
刊
の
二
編
を
繙
く
と
、
谷
文
兆
描
く
と
こ

ろ
の
鰹
の
図
に
、
詩
仏
が
次
の
七
言
絶
句
を
題
し
て
い
る
。

新
味
初
來
上
店
時

新
味
初
め
て
来
た
り
店
に
上
る
時

萬
錢

買
貴
珠
璣

万
銭
争
い
買
い
て
珠
璣
よ
り
も
貴
し

呉
人
謾
道
鱸
魚
美

呉
人
謾
り
に
道
う
鱸
魚
の
美
な
る
を

誰
爲
鱸
魚
典
却
衣

誰
か
鱸
魚
の
為
に
衣
を
典
却
せ
ん２

）

転
句
は
張
翰
が
秋
風
に
故
郷
の
蓴
菜
の
羹
と
鱸
の
膾
を
思
い
出
し
、

職
を
辞
し
て
帰
郷
し
た
と
い
う
『
晋
書
』
張
翰
伝
の
故
事
を
用
い
て

い
る
。
呉
の
人
張
翰
は
鱸
が
美
味
だ
と
言
う
が
、
そ
の
鱸
を
味
わ
う

た
め
に
「
衣
を
典
却
」、
着
物
を
質
入
れ
し
た
人
は
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
我
々
江
戸
っ
子
は
こ
の
初
鰹
の
た
め
に
は
着
物
を
質
に
入
れ
る

の
も
辞
さ
な
い
の
だ
が
ね

詩
仏
は
こ
う
結
ん
で
鰹
を
賞
賛
し
た
。

『
料
理
通
』
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
の
七
絶
は
、
詩
仏
の
『
詩

聖
堂
詩
集
』
に
も
「
松
魚
」
と
題
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
宴

席
で
戯
れ
に
詠
ん
だ
だ
け
と
い
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
一

つ
間
違
え
れ
ば
俗
に
陥
り
か
ね
な
い
「
松
魚
」
と
い
う
語
は
、
化
政

期
の
江
戸
詩
壇
に
お
い
て
は
既
に
正
集
に
収
め
ら
れ
る
詩
語
と
し
て

定
着
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

鰹
を
漢
詩
に
詠
ん
だ
例
と
し
て
は
、
お
そ
ら
く
は
後
で
触
れ
る
新

井
白
石
の
七
言
絶
句
が
最
も
早
い
例
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
る
が
、
詩

語
と
し
て
確
立
さ
せ
た
の
は
江
湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
で
あ
っ
た
と
い

っ
て
よ
い
。
最
も
早
く
か
ら
市
河
寛
斎
に
学
ん
で
い
た
柏
木
如
亭
が
、

江
湖
詩
社
に
い
た
こ
ろ
詠
ん
だ
初
夏
の
詩
に
鰹
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

買
春
錢
盡
子
規
初

春
を
買
い
て
銭
尽
く
子
規
の
初

綠
樹
漸
深
過
雨
餘

緑
樹
漸
く
深
し
過
雨
の
余

欲
解
新
衣
當
新
味

新
衣
を
解
き
て
新
味
に
当
て
ん
と
欲
す

朝

外
賣
松
魚

朝

窓
外
松
魚
を
売
る３

）

春
の
行
楽
で
手
持
ち
を
使
い
果
た
し
た
こ
ろ
、
今
度
は
ほ
と
と
ぎ
す

が
鳴
き
始
め
た
。
雨
に
濡
れ
て
み
ず
み
ず
し
い
新
緑
も
だ
ん
だ
ん
濃

く
な
っ
て
い
く
。
そ
ろ
そ
ろ
単
衣
の
季
節
だ
が
、
旬
の
味
を
味
わ
う
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た
め
に
は
か
ま
う
も
の
か
、
そ
の
単
衣
だ
っ
て
手
放
そ
う
。
朝
日
が

差
し
込
む
窓
の
向
こ
う
で
は
、
威
勢
の
い
い
鰹
売
り
の
声
が
し
て
い

る
の
だ

。
袷
を
質
に
入
れ
て
松
魚
を
買
う
と
い
う
表
現
は
よ
く

あ
る
が
、
如
亭
は
「
新
衣
」
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
れ
か
ら
着
る
単

衣
で
も
か
ま
わ
ず
質
入
れ
す
る
の
だ
ろ
う
。

寛
政
二
年
刊
行
の
『
木
工
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
の
七
言
絶

句
こ
そ
が
、
詩
語
「
松
魚
」
の

芽
と
考
え
ら
れ
る
。
ち
な
み
に

『
詩
本
草
』
に
よ
る
と
如
亭
は

其
作
松
魚

此
方
俗
間
文
字
。
然
沿
襲
亦
舊
矣
。
以
比
八
口

垂
字
、

則
覺
其
稍
雅
。

其
の
松
魚
に
作
る
は
此
の
方
俗
間
の
文
字
な
り
。
然
れ
ど
も
沿

襲
亦
た
旧
し
。
以
て
八
口

垂
の
字
に
比
ぶ
れ
ば
、
則
ち
其
の
稍
や

雅
な
る
を
覚
ゆ
。

と
述
べ
て
お
り
、「
松
魚
」
を
日
本
独
自
の
表
記
だ
と
認
識
し
た
上

で
敢
え
て
使
用
し
て
い
る
。

以
下
、
こ
の
松
魚
詠
の
広
が
り
を
見
て
い
こ
う
。

大
窪
詩
仏
が
寛
政
十
一
年
に
上
梓
し
た
『
詩
聖
堂
詩
話
』
に
は
、

こ
の
如
亭
の
七
絶
に
触
発
さ
れ
た
詩
人
た
ち
が
鰹
を
詩
料
と
し
た
で

あ
ろ
う
様
子
が
窺
え
る
。
詩
仏
は
篆
刻
家
増
田
菫
斎
の
作
を
紹
介
し

て
い
る
が
、
そ
の
「
四
月
」
と
題
す
る
七
言
律
詩
に
は

山
雨
晴
時
繁

綠

山
雨
晴
る
る
時

緑
繁
し

雲
破
處
過
新
鵑

海
雲
破
る
る
処
新
鵑
過
ぐ

漁

恰
報
松
魚
信

漁
郎
恰
も
報
ず
松
魚
の
信

便
是
鎌
倉
四
月
天

便
ち
是
れ
鎌
倉
四
月
の
天４

）

と
、「

緑
」・「
新
鵑
」
則
ち
青
葉
・
ほ
と
と
ぎ
す
に
続
い
て
「
松

魚
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
市
河
寛
斎
の
「
菫
斎
印
譜
序
」
に
は
「
萬

頃
（
菫
斎
・
筆
者
注
）
と
永
日
（
如
亭
・
同
）
と
は
一
輩
人
也
。
既

に
其
の
居
を
同
じ
く
す
。
又
其
の
貧
を
同
じ
く
す
。
嗜
好
・
臭
味
、

悉
く
同
じ
か
ら
ざ
る
は
莫
し
。
而
し
て
其
の
異
な
る
所
の
者
は
面
と

業
と
の
み５

）
」（
原
漢
文
、
以
下
同
じ
）
と
あ
る
か
ら
、
菫
斎
が
初
夏

の
詩
に
鰹
を
と
り
あ
げ
た
の
は
親
し
か
っ
た
如
亭
の
影
響
で
あ
ろ
う
。

詩
仏
は
こ
の
段
を
前
掲
の
如
亭
の
「
夏
初
」
一
首
を
引
用
し
て
締
め

く
く
っ
て
い
る
。

詩
仏
自
ら
も
豊
漁
の
松
魚
を
詠
ん
だ
七
言
絶
句
「
四
月
」
を
寛
政

十
二
年
に
上
梓
し
た
『
詩
聖
堂
百
絶
』
に
収
め
て
い
る
。

氣
候
清
和
四
月
天

気
候
清
和
四
月
の
天

針
抽
翠
似
舗
氈

針
翠
を
抽
き
て
氈
を
舗
く
に
似
た
り

今
年
又
是
豐
年
兆

今
年
又
是
れ
豊
年
の
兆
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上
店
松
魚
不
抵
錢

店
に
上
る
松
魚
銭
に
抵
た
ら
ず６

）

ま
た
、『
詩
聖
堂
詩
集
』
初
編
巻
四
に
は
ほ
と
と
ぎ
す
と
鰹
を
頷
聯

に
仕
立
て
た
七
言
律
詩
「
初
夏
」
が
あ
る
。

日
高
眠
足
起
來
初

日
高
く
眠
足
り
て
起
き
来
た
る
初

復
見
庭
蕉
一
扇
舒

復
た
見
る
庭
蕉
一
扇
の
舒
ぶ
る
を

昨
夜

前
聞
杜
宇

昨
夜
窓
前
杜
宇
を
聞
き

今
朝
街
上
賣
松
魚

今
朝
街
上
松
魚
を
売
る

（
略
）

７
）

『
詩
聖
堂
詩
集
』
初
編
は
文
化
七
年
の
刊
だ
が
、
所
収
作
品
の
詠
ま

れ
た
時
期
の
早
い
も
の
は
寛
政
元
年
に
遡
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
初

期
の
松
魚
詠
は
、
寛
政
年
間
に
集
中
し
て
詠
ま
れ
た
こ
と
が
推
測
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

菊
池
五
山
が
文
化
十
年
に
刊
行
し
た
『
五
山
堂
詩
話
』
巻
七
に
は
、

北
原

里
の
七
言
律
詩
「
松
魚
歌
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

南
州

浜
百
里
餘

南
州
の
海
浜

百
里
余

一
年
兩
度
釣
松
魚

一
年
両
度

松
魚
を
釣
る

春
雨
椒
芽
抽
綠
後

春
雨

椒
芽
の
緑
を
抽
く
後

秋
霜

實
吐
香
初

秋
霜

実
の
香
を
吐
く
初

上
氷
盤
呼

伯

り
て
氷
盤
に
上
し
て
歓
伯
を
呼
び

金

玉
膾
非
所
敵

金

玉
膾

敵
す
る
所
に
非
ず

新
鮮
遠
致
恨
無
由

新
鮮
遠
く
致
す
る
由
無
き
を
恨
み

空
以
乾

送
萬
國

空
し
く
乾

を
以
て
万
国
に
送
る８

）

北
原

里
は
土
佐
の
人
、
最
後
の
句
の
「
乾

」
は
鰹
節
の
こ
と
で

あ
る
。
土
佐
の
名
物
で
あ
る
鰹
を
詠
ん
だ
こ
の
詩
を
、
五
山
は
「
此

れ
如
亭
の
蕎
麦
の
歌
と
風
格
相
類
す
」
と
如
亭
が
信
州
で
名
物
の
蕎

麦
を
詠
ん
だ
詩
と
並
べ
て
評
し
て
い
る
。

五
山
自
身
に
つ
い
て
は
、
火
災
で
家
集
を
失
っ
た
と
い
う
事
情
も

あ
り
、
い
ま
だ
松
魚
詠
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
が
、「
五
山
堂
詩

話
逐
年
課
題
」
と
い
う
天
保
六
年
の
一
枚
刷
り
が
残
さ
れ
て
い
る９

）
。

こ
れ
に
よ
り
五
山
が
十
九
年
に
わ
た
っ
て
作
詩
指
導
で
課
し
た
詩
題

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
月
毎
に
分
か
れ
た
四
月
の
項
を
見
る
と
、

文
化
丁
丑
（
十
四
年
）
に
は
「
松
魚
膾
」
と
「
芭
蕉
新
展
」、
文
政

戊
子
（
十
一
年
）
に
は
「
虞
美
人
草
」「
松
魚
初
出
」
と
「
松
魚
」

が
出
題
さ
れ
て
お
り
、
化
政
期
に
鰹
が
詩
題
と
し
て
定
着
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。

江
湖
詩
社
の
周
辺
で
は
、
盟
主
寛
斎
の
嫡
子
で
書
家
と
し
て
一
家

を
な
し
た
市
河
米
庵
が
、
親
友
頼
山
陽
・
大
窪
詩
仏
・
菊
池
五
山
の

書
き
込
み
を
附
し
て
天
保
二
年
に
上
梓
し
た
『
米
庵
先
生
百
絶
』
に

六
言
絶
句
「
初
夏
」
が
あ
り
、
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三
尺
松
魚
出

三
尺
の
松
魚
海
を
出
で

一
聲
杜
宇
穿
雲

一
声
の
杜
宇
雲
を
穿
つ

報
知
朱
夏
消
息

報
知
す
朱
夏
の
消
息

二
物
偏
能
策
勲

二
物
偏
に
策
勲
に
能
う10

）

と
鰹
と
ほ
と
と
ぎ
す
を
詠
ん
で
い
る
。

江
湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
の
次
の
世
代
に
も
、
松
魚
詠
は
受
け
継
が

れ
て
い
っ
た
。
天
保
三
年
、
お
玉
ヶ
池
に
玉
池
吟
社
を
開
い
た

川

星
巌
は
、
老
境
に
入
っ
た
詩
仏
や
五
山
に
代
わ
っ
て
江
戸
詩
壇
に
大

き
な
影
響
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
が
、
や
は
り
鰹
を
詠
ん
で
い
る
。

『
星
巌
丙
集
』
巻
八
夷
白

集
に
収
め
ら
れ
た
「
食
鉛
錘
魚
有
感

鉛
錘
魚
を
食
ら
い
て
感
有
り
」
と
い
う
古
詩
に
は
、

（
略
）

今
春
江
府
花
漸

今
春
江
府
花
漸
く
残
す

杜
宇
聲
聲
啼
不
已

杜
宇
声
声
啼
い
て
已
ま
ず

鉛
錘
又
落
夢
想
間

鉛
錘
又
落
つ
夢
想
の
間

異
味
不
須
占
食
指

異
味
須
た
ず
食
指
を
占
す
る
を

豫
備
一
囊
買
命
錢

予
め
備
ふ
一
囊
の
買
命
錢

果
然
頭
魚
來
上
市

果
然
頭
魚
来
た
り
て
市
に
上
る

手
忙
脚
忙
喜
欲
顚

手
忙
脚
忙
喜
び
て
顚
ぜ
ん
と
欲
す

刀

膾
香
流

刀
膾
を

り
て
香
歯
に
流
る

（
略
）

11
）

と
、
ほ
と
と
ぎ
す
と
共
に
鰹
を
詠
ん
で
、
李
漁
が
蟹
を
買
う
た
め
の

資
金
を
「
買
命
銭
」
と
呼
ん
だ
故
事
を
鰹
に
用
い
て
い
る
。
ま
た

『
星
巌
丙
集
』
巻
十
余
燼
集
の
「
食
松
魚

松
魚
を
食
ら
う
」
と
い

う
七
言
絶
句
に
も
、

鵑
啼
夏
木
綠
扶
疎

鵑
啼
い
て
夏
木
緑
扶
疎

正
是
鉛
錘
入
市
初

正
に
是
れ
鉛
錘
市
に
入
る
初

劫
火

來
能
不
死

劫
火
歴
来
た
り
て
能
く
死
せ
ず

天
留

口
喫
頭
魚

天

口
を
留
め
て
頭
魚
を
喫
せ
し
む

と
江
戸
の
大
火
を
生
き
延
び
た
感
慨
を
鰹
を
題
材
に
詠
ん
で
い
る
。

こ
れ
ら
の
詩
に
お
い
て
、
江
湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
よ
り
も
重
厚
な
詩

風
の
星
巌
は
、
鰹
を
表
す
の
に
し
ば
し
ば
「
松
魚
」
で
は
な
く
本
草

書
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
鉛
錘
魚
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。

柏
木
如
亭
に
心
酔
し
遺
稿
の
上
梓
に
奔
走
し
た

川
星
巌
の
鰹
の

詩
が
、
如
亭
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。「
松
魚
を
食

ら
う
」
の
「

口
」、
口
が
卑
し
い
人
と
い
う
詩
語
が
如
亭
に
由
来

す
る
こ
と
は
拙
稿
で
触
れ
た
こ
と
が
あ
る12

）
。『
星
巌
丙
集
』
巻
三
帰

省
集
の
「
食
鯉
魚
膾
有
憶
如
亭
山
人

鯉
魚
膾
を
食
し
て
如
亭
山
人

を
懐
ふ
有
り
」
に
お
い
て
も
、
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（
略
）

松
魚
上
市
寧
辭
貧

松
魚
市
に
上
り
て
寧
ぞ
貧
を
辞
せ
ん
や

不
惜
一
頭
抛
千

惜
し
ま
ず
一
頭
千

を
抛
つ
こ
と
を

如
亭
山
人

最
老

如
亭
山
人

最
も
老

對
床
相
呼

百
珍

対
床
相
呼
び
て
百
珍
を
闘
は
す

（
略
）

と
旅
先
で
鯉
の
洗
い
を
食
べ
な
が
ら
、
江
戸
の
初
鰹
と
如
亭
の
こ
と

を
思
い
出
し
て
い
る
。

『
江
戸
繁
昌
記
』
の
著
者
寺
門
静
軒
は
、
そ
の
漢
詩
版
と
も
い
え

る
『
太
平
詞
』
夏
の
巻
（
天
保
五
年
七
月
序
）
の
冒
頭
を
や
は
り

「
初
鰹
」
で
飾
り
、

（
略
）

入
時
松
魚
貴
若
珠

時
に
入
る
松
魚
貴
き
こ
と
珠
の
若
し

棘
鬣
比
目

爲
奴

棘
鬣
比
目
は
視
て
奴
と
為
す

呉
人
何
誇
又
何
憶

呉
人
何
ぞ
誇
ら
ん
又
何
ぞ
憶
は
ん

千
里
蓴
羹
四
腮
鱸

千
里
の
蓴

四
腮
の
鱸

人
賣
之

人
買

都
人
之
を
売
り
て
都
人
買
ふ

典
却
夾
衣
不
曾

夾
衣
を
典
却
し
て
曾
て
悔
ゐ
ず

（
略
）

13
）

と
江
湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
と
同
様
、
蓴
羹
鱸
膾
を
上
回
る
も
の
と
し

て
鰹
を
称
え
、
こ
れ
を
買
う
た
め
な
ら
袷
を
質
入
れ
し
て
も
後
悔
し

な
い
と
詠
ん
で
い
る
。

寛
政
年
間
に
如
亭
が
試
み
た
松
魚
詠
は
、
化
政
期
に
は
定
着
し
、

江
湖
詩
社
か
ら
そ
の
周
辺
に
広
が
っ
て
い
っ
た
。
幕
末
に
は
、
江
湖

詩
社
の
詩
人
た
ち
の
次
の
世
代
の
作
者
も
、
江
戸
の
初
夏
の
詩
料
と

し
て
「
松
魚
」
を
詠
む
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

二

松
魚
詠
の
背
景

一
歩
間
違
う
と
和
臭
に
陥
り
か
ね
な
い
「
松
魚
」
を
詠
む
後
押
し

を
し
た
の
は
、
真
情
を
詠
む
こ
と
を
重
ん
じ
る
詩
論
で
あ
っ
た
。
江

湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
山
本
北
山
は
、

園

派
の
盛
唐
詩
風
の
詩
を
「
偽
唐
詩
」
と
呼
ん
で
批
判
し
た
。
南

詩

風
の
詩
も
、

人
を
気
取
っ
て
詩
語
を
並
べ
る
の
で
は

詩
の
ま
が

い
物
に
な
っ
て
し
ま
う
。
真
情
を
以
て
江
戸
の
リ
ア
ル
を
漢
詩
に
詠

む
の
な
ら
ば
、
初
夏
の
詩
に
は
、
ぜ
ひ
と
も
鰹
売
り
の
威
勢
の
良
い

声
、
盤
上
に
上
る
旬
の
味
覚
を
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
目
に
は
青
葉
山
ほ
と
ゝ
ぎ
す
初
松
魚14

）
」
と
山
口
素
堂
が
詠
ん
だ

「
青
葉
」
は
「
緑
樹
」「

緑
」、「
ほ
と
ゝ
ぎ
す
」
は
「
子
規
」「
新

鵑
」
と
詩
語
に
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
に
加
え
て
、「
松
魚
」
は
ど
う

し
て
も
必
要
な
詩
語
だ
っ
た
。

詩
風
転
換
の
陰
に
は
、
そ
れ
ま
で
主
流
で
あ
っ
た

園
派
の
強
烈
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な
中
国
趣
味
に
対
す
る
反
動
が
大
き
な
要
因
の
一
つ
と
し
て
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。「
呉
人
謾
り
に
道
う
鱸
魚
の
美
な
る
を

誰
か
鱸

魚
の
為
に
衣
を
典
却
せ
ん
」（
大
窪
詩
仏
「
松
魚
」）「
呉
人
何
ぞ
誇

ら
ん
又
何
ぞ
憶
は
ん

千
里
の
蓴

四
腮
の
鱸
」（
寺
門
静
軒
『
太

平
詞
』
夏
の
巻
）
と
い
う
よ
う
な
、
唐
土
を
否
定
し
て
日
本
を
称
揚

す
る
表
現
が
表
れ
た
の
も
、
こ
の
文
脈
で
理
解
で
き
よ
う
。
こ
の
こ

と
に
関
し
て
は
桜
花
詠
を
と
り
あ
げ
て
既
に
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る15

）
。

と
こ
ろ
で
こ
の
詩
風
転
換
の
原
動
力
と
な
っ
た
漢
詩
の
日
本
化
以

外
に
も
、
松
魚
詠
を
生
み
出
し
た
要
因
は
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
そ
れ
に
つ
い
て
指
摘
し
て
お
こ
う
。

一
つ
は
、
盛
唐
と
い
う
時
代
の
枠
が
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
食
べ

物
の
よ
う
な
俗
な
題
材
を
詠
ん
だ
詩
も
作
詩
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

格
調
を
重
ん
じ
る
詩
風
転
換
以
前
の
詩
人
た
ち
に
と
っ
て
、
口
に

入
る
物
は
酒
以
外
す
べ
て
俗
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
祇
園
南
海
は
『
詩

学
逢
原
』
に
お
い
て
雅
俗
の
別
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
が
、「
コ
レ

ヨ
リ
後
、
白

天
、
張
籍
カ
徒
ヨ
リ

朝
ニ
至
リ
、
ア
ラ
ユ
ル
俗
趣

ヲ
エ
ナ
リ
ト
シ
、
東
坡
ニ
至
リ
テ
、
又
專
ラ

食
ノ
コ
ト
ノ
ミ
言
フ
、

陋
ノ
中
ノ
尤

陋
ナ
ル
コ
ト
、

ム
可
ク
咲
フ
可
シ16

）
」
と
盛
唐
を

過
ぎ
る
と
詩
が
俗
に
な
っ
て
い
く
こ
と
、
蘇

に
飲
食
の
詩
が
多
い

こ
と
を
批
判
的
に
述
べ
て
い
る
。
詩
風
転
換
以
前
の
詩
人
と
て
そ
う

い
っ
た
詩
を
ま
っ
た
く
詠
ま
な
い
で
は
な
か
っ
た
が
、
少
な
く
と
も

正
集
に
は
収
め
よ
う
と
し
な
か
っ
た
。「
蓴

鱸
膾
」
の
故
事
も
、

あ
く
ま
で
も
望
郷
の
念
を
表
す
雅
な
故
事
と
し
て
用
い
、
間
違
っ
て

も
味
や
食
べ
方
な
ど
に
は
言
及
し
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
規
範
は
盛
唐
詩
と
い
う
制
限
が
な
か
っ
た
江
湖
詩

社
の
詩
人
た
ち
は
、
食
べ
物
そ
の
も
の
を
描
写
す
る
詩
に
対
す
る
抵

抗
感
が
な
か
っ
た
。
漢
文
で
記
さ
れ
た
グ
ル
メ
随
筆
『
詩
本
草
』
を

著
し
た
如
亭
に
そ
れ
は
顕
著
で
、
た
と
え
ば
蘇

の
「
食

枝

枝
を
食
す
」
に
異
国
の
見
知
ら
ぬ
果
実
を
想
像
し
、
梅

臣
の
五
言

古
詩
「
范
饒
州
坐
中
客
語
食
河
豚
魚

范
饒
州
の
坐
中
、
客
河
豚
魚

を
食
す
る
こ
と
を
語
る
」
を
「
冬
日
食
河
豚

冬
日
河
豚
を
食
す
」

に
引
用
し
て
い
る
。

二
つ
め
と
し
て
、
詩
人
た
ち
が
そ
の
生
活
様
式
に
憧
れ
た
明
清
の

文
人
た
ち
が
、
食
生
活
を
軽
ん
じ
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
元
の
韓

奕
と
明
の
周
履
請
に
よ
る
『
易
牙
遺
意
』、
明
の
高

の
『
遵
生
八

』、
清
の
顧
仲
の
『
養
小
録
』、
清
の
王
士
禎
の
『
青
憲

秘
』
な

ど
、
食
べ
物
に
つ
い
て
記
す
の
を
憚
ら
な
い
作
品
が
次
々
と
記
さ
れ

た
。
こ
う
い
っ
た
書
物
を
江
湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
が
ど
の
程
度
見
る

こ
と
が
で
き
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
食
生
活
も
詳
し
く
記
し
て
い

る
李
漁
の
『
閑
情
偶
寄
』
を
如
亭
が
読
ん
で
い
た
こ
と
は
、『
詩
本

草
』
へ
の
影
響
関
係
か
ら
明
ら
か
で
あ
る17

）
。

ち
な
み
に
詩
会
の
開
催
や
詩
話
の
刊
行
、
女
弟
子
の
存
在
な
ど
、
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文
人
と
し
て
の
生
活
様
式
で
日
本
の
詩
壇
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た

袁
枚
に
、『
随
園
食
単
』
と
題
す
る
現
在
で
も
有
名
な
レ
シ
ピ
集
が

あ
る
。
江
湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
は
明
清
の
文
人
の
う
ち
袁
枚
に
も
っ

と
も
親
し
ん
だ
。
市
河
寛
斎
は
『
小
倉
山
房
文
集
』
を
抄
録
し
た

『
随
園
詩
鈔
』
を
刊
行
し
、
大
窪
詩
仏
が
序
を
寄
せ
て
い
る
。
ま
た
、

『
随
園
詩
話
』
の
和
刻
本
は
神
谷
東
渓
鈔
録
、
柏
木
如
亭
較
閲
で
山

本
北
山
が
序
を
寄
せ
て
い
る
。
し
か
し
『
随
園
食
単
』
に
つ
い
て
は
、

揖
斐
高
は
「
お
そ
ら
く
如
亭
は
『
随
園
食
単
』
を
目
に
す
る
機
会
は

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
存
在
す
ら
知
ら
な
か
っ
た
の
で
は

あ
る
ま
い
か
」
と
述
べ
て
お
り18

）
、
稿
者
も
そ
れ
に
同
意
す
る
。
如
亭

だ
け
で
な
く
江
湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
も
『
随
園
食
単
』
を
知
ら
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
知
っ
て
い
た
ら
、
グ
ル
メ
だ
っ
た
如
亭

や
八
百
善
の
得
意
客
だ
っ
た
詩
仏
が
『
随
園
食
単
』
に
言
及
し
て
い

な
い
の
は
不
自
然
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
こ
う
い
っ
た
書
物
を
著
す

よ
う
な
美
食
家
の
姿
勢
は
、
袁
枚
の
他
の
著
作
に
も
表
れ
て
い
て
、

江
湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
に
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
。

松
魚
詠
を
可
能
に
し
た
背
景
の
三
つ
め
は
、
詠
物
詩
の
流
行
で
あ

る
。
詠
物
詩
と
は
物
の
名
を
題
と
し
て
詠
む
漢
詩
で
、
そ
の
発
生
期

で
あ
る
六
朝
の
時
代
か
ら
、
し
ば
し
ば
サ
ロ
ン
で
用
意
さ
れ
た
詩
題

を
い
か
に
巧
み
に
詠
む
か
功
を
競
い
合
う
と
い
う
、
和
歌
に
お
け
る

題
詠
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
。
五
山
は
大
沼
枕
山
の
『
枕
山
詠

物
詩
』
に
序
を
寄
せ
、「
余
、
人
を
し
て
詩
率
を
学
ば
し
む
る
に
詠

物
を
以
て
課
題
と
為
す19

）
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
詠
物
詩
は
し
ば
し
ば

作
詩
指
導
に
用
い
ら
れ
た
。
詩
会
で
は
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
宿

題
と
そ
の
場
で
詠
む
席
題
を
用
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
先
に
挙

げ
た
「
五
山
堂
詩
話
逐
年
課
題
」
が
、
ま
さ
に
そ
の
詩
題
で
あ
る
。

安
永
・
天
明
年
間
の
京
阪
の
詩
壇
で
詠
物
詩
が
流
行
し
た
こ
と
は
、

既
に
揖
斐
高
が
指
摘
し
て
い
る20

）
。
江
戸
に
お
い
て
も
文
化
十
二
年
に

清
の
康
煕
帝
の
勅

『
佩
文
斎
詠
物
詩
選
』
を
館
柳
湾
が
和
刻
し
て

お
り
、
天
保
十
一
年
に
は
大
沼
枕
山
の
『
枕
山
詠
物
詩
』
が
上
梓
さ

れ
、
上
方
に
や
や
遅
れ
な
が
ら
も
こ
の
詩
体
の
流
行
し
た
こ
と
を
窺

わ
せ
る
。

詠
物
詩
集
は
し
ば
し
ば
詩
題
ご
と
に
本
草
書
の
よ
う
に
分
類
さ
れ
、

飲
食
類
の
部
が
あ
り
、
必
ず
と
言
っ
て
良
い
程
食
べ
物
の
詩
が
収
め

ら
れ
て
い
る
。
詠
物
詩
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
性
質
上
よ
り
詠
み
に

く
い
題
材
を
求
め
る
た
め
、
卑
俗
な
食
べ
物
も
積
極
的
に
詠
む
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
『
詠
物
詩

選
』
を
も
じ
っ
た
『
青
物
詩
選
』
と
い
う
狂
詩
集
が
あ
る21

）
。
青
物
つ

ま
り
野
菜
中
心
に
食
べ
物
を
題
材
と
し
た
狂
詩
が
集
め
ら
れ
て
い
る

の
だ
が
、
こ
れ
な
ど
詠
物
詩
の
持
つ
性
質
の
一
端
を
穿
つ
も
の
と
い

え
よ
う
。

安
永
九
年
に
伊
藤
士
善
が
上
梓
し
た
『
日
本
詠
物
詩
』
飲
食
部
に

は
、
新
井
白
石
が
鰹
の
刺
身
を
詠
ん
だ
七
言
律
詩
「
鰹
魚
膾
」
が
収

め
ら
れ
て
い
る
。
白
石
は
享
保
十
年
に
没
し
て
い
る
か
ら
、
寛
政
年
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間
に
江
湖
詩
社
で
詠
ま
れ
た
鰹
の
詩
よ
り
ず
い
ぶ
ん
早
い
。

刀
揮

尺
霜
凝

刀

を
揮
ひ
て
尺
霜
凝
る

勢
若
風
湍
浪
作
層

勢
は
風
湍
の
浪
の
層
を
作
す
が
若
し

落
爼
紅
霞
飛
片
片

爼
に
落
ち
て
紅
霞
飛
び
て
片
片

堆
盤
紫
石

稜
稜

盤
に
堆
く
し
て
紫
石
畳
な
り
て
稜
稜

中

應
洗
千
鐘
酒

中
厨
応
に
千
鐘
の
酒
を
洗
う
べ
し

上
客
宜
供
六
月
氷

上
客
宜
し
く
六
月
の
氷
を
供
す
る
べ
し

識
東
南
佳
味
在

即
ち
識
る
東
南
佳
味
の
在
る
こ
と
を

金

玉
膾
亦
何

金

玉
膾
亦
た
何
ぞ
称
せ
ん22

）

た
だ
江
湖
詩
社
の
松
魚
詠
は
、「
夏
初
」「
四
月
」「
初
夏
」
と
い

う
題
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
初
夏
の
詩
料
と
し
て
鰹
を
詠
む
の
に

対
し
、
詠
物
詩
は
あ
く
ま
で
も
技
巧
を
競
う
た
め
に
特
殊
な
状
況
で

詠
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
白
石
の
正
集
に
も
こ
う
い
っ
た
食
べ
物
を

詠
ん
だ
漢
詩
は
殆
ど
収
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
僅
か
に
『
白
石
先
生
余

稿
』
巻
三
の
「
戯
詠
西
瓜

戯
れ
に
西
瓜
を
詠
ず
」、

23
）

『
白
石
先
生
遺

文
拾
遺
』
の
「
蕎
麦
麵
」
が
目
に
つ
く
程
度
で
あ
る24

）
。

従
っ
て
、
白
石
の
詠
物
詩
を
以
て
松
魚
詠
の
濫

と
い
う
こ
と
は

で
き
な
い
。
し
か
し
、
詩
の
題
材
を
飲
食
に
ま
で
広
げ
た
詠
物
詩
の

流
行
は
、
詩
風
転
換
後
に
松
魚
詠
を
含
む
食
べ
物
の
詩
が
受
け
入
れ

ら
れ
る
土
壌
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。

三

松
魚
詠
の
「
典
衣
」

松
魚
詠
に
特
徴
的
な
表
現
と
し
て
「
典
衣
」、
衣
を
質
入
れ
す
る

と
い
う
表
現
が
あ
る
。
既
に
示
し
た
よ
う
に
、
最
も
早
い
松
魚
詠
で

あ
る
柏
木
如
亭
の
七
絶
「
夏
初
」
は
、
転
句
に
「
新
衣
を
解
き
て
新

味
に
当
て
ん
と
欲
す
」
と
詠
ん
で
い
た
。
衣
を
解
く
の
は
言
う
ま
で

も
な
く
質
入
れ
し
て
鰹
を
購
う
た
め
で
あ
る
。『
料
理
通
』
に
も
収

め
ら
れ
た
詩
仏
の
七
絶
に
も
「
誰
か
鱸
魚
の
為
に
衣
を
典
却
せ
ん
」

と
い
い
、
寺
門
静
軒
の
『
太
平
詞
』
も
又
「
夾
衣
を
典
却
し
て
曾
て

悔
ひ
ず
」
と
、「
典
衣
」、
着
物
を
質
入
れ
す
る
と
い
う
表
現
を
祖
述

し
て
い
た
。

柏
木
如
亭
の
『
詩
本
草
』
に
は
、『
如
亭
山
人
遺
稿
』
に
も
収
め

る
七
言
律
詩
「
駿
州
道
中
食
松
魚

駿
州
道
中
松
魚
を
食
ら
ふ
」
を

記
す
段
に
、
鰹
を
め
ぐ
る
熱
狂
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

此
余
在
駿
河
桑

堂
處
食
松
魚
而
所
作
也
。
松
魚

葛

屋
、

吾

一
大
奇
品
。
四
月
初
上
店
則
滿
城

賞
之
其
價
如
異
寶
矣
。

或
至
有
爲
之
相
狂
至
有
典
衣
脱
刀
辨
之

。

此
余
が
駿
河
の
桑

堂
が
処
に
在
り
て
松
魚
を
食
ら
い
て
作

る
所
也
。
松
魚
は
即
ち
葛

屋
、
吾
が
郷
の
一
大
奇
品
な
り
。

四
月
初
め
て
店
に
上
れ
ば
則
ち
満
城
競
い
て
之
を
賞
し
其
の
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価
異
宝
の
如
し
。
或
い
は
之
が
為
に
相
狂
じ
て
衣
を
典
し
刀

を
脱
し
て
之
を
弁
ず
る
者
有
る
に
至
る
。

江
戸
に
生
ま
れ
育
っ
た
如
亭
が
「
吾
が
郷
の
一
大
奇
品
な
り
」
と

記
し
た
如
く
、
初
鰹
を
尊
ぶ
こ
と
は
江
戸
で
は
重
要
な
食
文
化
で
あ

り
、
そ
の
流
行
は
天
明
年
間
を
頂
点
に
化
政
期
ま
で
続
い
た
。
初
物

が
珍
重
さ
れ
た
の
は
上
方
も
同
様
で
あ
る
が
、
鰹
に
関
し
て
は
上
方

で
は
鰹
節
と
し
て
用
い
て
生
食
す
る
こ
と
は
な
く
、
初
鰹
の
流
行
は

見
ら
れ
な
か
っ
た
。

近
世
後
期
の
江
戸
で
は
、
料
理
に
関
し
て
も
上
方
の
強
い
影
響
か

ら
次
第
に
昌
武
の
都
市
に
ふ
さ
わ
し
い
独
自
の
展
開
を
見
せ
た
。
鰹

は
「
勝
つ
魚
」
に
通
じ
る
こ
と
か
ら
、
つ
と
に
武
家
に
珍
重
さ
れ
て

い
た
が
、
と
り
わ
け
初
鰹
は
、
い
わ
ゆ
る
江
戸
っ
子
と
称
せ
ら
れ
る

人
々
の
気
風
を
反
映
し
て
喜
ば
れ
た
。

こ
の
「
典
衣
」
と
い
う
詩
語
、
衣
を
質
入
れ
す
る
と
い
う
表
現
は
、

松
魚
詠
が
単
に
新
奇
な
題
材
と
し
て
鰹
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、

江
戸
の
詩
人
に
と
っ
て
の
真
情
を
詠
ん
だ
真
詩
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
典
」
と
い
う
文
字
は
質
入
れ
す
る
こ
と
を
意
味
す
る

が
、「
典
衣
」
と
い
う
詩
語
で
ま
っ
先
に
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
は
杜

の
有
名
な
七
言
絶
句
「
曲
江
」
の
首
聯
で
あ
る
。

朝

日
日
典
春
衣

朝
よ
り
回
り
て
日
日
に
春
衣
を
典
じ

日
江
頭
盡

毎
日
江
頭
に
酔
い
を
尽
く
し
て
帰
る

こ
こ
で
杜

が
衣
を
質
に
入
れ
て
口
に
す
る
の
は
酒
で
あ
る
。
江

湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
が
広
め
た
と
さ
れ
る
南

詩
に
そ
の
用
例
を
見

て
み
よ
う
。
山
本
北
山
や
大
窪
詩
仏
に
よ
っ
て
和
刻
さ
れ
た
『
放
翁

先
生
詩
鈔
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
陸
游
の
七
言
律
詩
「
初
春
遣
興

初
春
興
を
遣
る
」
の
一
句
に

典
衣

爲
江
頭

衣
を
典
じ
て
剰
え
江
頭
の
酔
い
を
為
す

と
い
う
の
は
、
明
ら
か
に
杜

を
踏
ま
え
て
い
る
。
同
じ
く
七
言
絶

句
「
春
前
六
日
作

春
前
六
日
の
作
」
で
も

典
衣

酒
莫
辭

衣
を
典
じ
酒
を

う
酔
い
を
辞
す
る
こ
と

莫
か
れ

自
有

花
爲
解

自
か
ら
梅
花
の
為
に

を
解
す
る
有
り

と
酒
の
た
め
に
衣
を
質
入
れ
し
て
い
る
。

酒
に
替
え
な
い
場
合
、
衣
を
質
入
れ
す
る
の
は
貧
し
さ
故
、
そ
の

憂
愁
を
う
た
う
場
面
に
用
い
ら
れ
る
。
陸
游
の
七
言
律
詩
「
示
客

客
に
示
す
」
に
は
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典
衣
未
贖
身
饒
虱

衣
を
典
じ
て
未
だ
贖
な
わ
ず
身
に

饒
く

治
米
無
工
飯
有
沙

米
を
治
め
る
工
無
く
飯
に
沙
有
り

と
あ
る
。
同
じ
く
北
山
や
詩
仏
ら
江
湖
詩
社
に
関
わ
る
詩
人
た
ち
に

よ
っ
て
和
刻
さ
れ
た
も
の
か
ら
例
を
挙
げ
る
と
、
方
秋
外
『
秋
崖
詩

鈔
』
に
は
五
言
古
詩
「
感
風
謝
客

風
に
感
じ
て
客
を
謝
す
」
に

吾
貧
目
前
了

吾
が
貧
目
前
を
了
し

脱
春
衣
典

に
春
衣
を
脱
し
典
ず

と
い
い
、『
石
湖
先
生
詩
鈔
』
七
言
古
詩
「
楽
神
曲
」
に
は

去
年
解
衣
折
租
価

去
年
衣
を
解
い
て
租
価
を
折
む

今
年
有
衣
着
祭
社

今
年
衣
有
り
て
祭
社
に
着
る

と
衣
を
手
放
し
て
年
貢
を
収
め
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
「
典
衣
」、
衣
を
質
入
れ
す
る
と
い
う
俗
の
極
み
の

よ
う
な
表
現
は
、
元
来
、
雅
語
で
あ
り
、
酒
を
手
に
入
れ
る
の
で
な

け
れ
ば
貧
し
さ
を
憂
う
詩
に
用
い
ら
れ
る
。

祇
園
南
海
が
天
明
七
年
に
刊
行
し
た
『
南
海
詩
訣
』
の
「
詩
法
雅

俗
弁
」
に
は
、
お
そ
ら
く
「
曲
江
」
の
例
に
つ
い
て
で
あ
ろ
う
、「
酒

債
典
衣
ハ
雅
事
、
子
美
モ
用
フ
」
と
い
う
。
し
か
し
江
湖
詩
社
の
詩

人
た
ち
よ
り
前
の
世
代
で
あ
る
南
海
は
「
酒
債
典
衣
モ
杜
子
美
ニ
テ

ハ
面
白
シ
、
常
人
ハ
ヲ
カ
シ
カ
ラ
ズ
、
タ
ヾ
無
キ
事
ヲ
言
ノ
類
ニ
テ

卑
シ25

）
」
と
安
易
な
使
用
を

め
て
い
る
。
初
鰹
の
よ
う
に
贅
沢
な
食

べ
物
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
表
現
は
、
中
国
の
詩
や
、
日
本
の
詩
風

転
換
以
前
の
詩
か
ら
は
、
見
つ
け
る
の
が
困
難
な
の
で
あ
る
。

で
は
日
本
の
同
時
期
の
韻
文
に
着
物
を
質
入
れ
し
て
初
鰹
を
食
べ

る
と
い
う
表
現
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
意
外
に
も
見
出
だ
し
難
い
。

素
堂
の
名
高
い
一
句
「
目
に
は
青
葉
山
ほ
と
ゝ
ぎ
す
初
松
魚
」
を

引
き
合
い
に
出
す
ま
で
も
な
く
、
俳
諧
で
は
、
鰹
は
夏
の
季
語
と
し

て
早
く
か
ら
詠
ま
れ
て
い
た
。「
も
と
よ
り
我
は
江
都
の
は
え
ぬ
き

に
し
て
」「
江
戸
の
四
流
に
産
れ
て
、
老
ま
さ
る
ま
で
地
を
改
め
ず
」

と
記
さ
れ
た
米
仲
の
『
靱
随
筆
』
に
は
、「
鰹
は
江
戸
風
の
魚
な
り
」

と
書
き
出
し
た
鰹
に
つ
い
て
の
一
節
が
あ
る
が
、
衣
を
質
入
れ
す
る

と
い
う
表
現
は
見
当
た
ら
な
い26

）
。

こ
の
表
現
を
好
ん
で
用
い
て
い
た
の
は
、
山
東
京
伝
で
あ
っ
た
。

流
行
を
敏
感
に
反
映
す
る
黄
表
紙
で
は
初
鰹
も
し
ば
し
ば
登
場
し
、

恋
川
春
町
や
大
田
南
畝
も
取
り
上
げ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
あ
く

ま
で
も
当
世
風
の
食
べ
物
と
し
て
で
あ
っ
た
。
ひ
と
り
京
伝
が
、
衣

を
質
に
入
れ
て
で
も
こ
れ
を
食
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
表
現
で
初

鰹
を
描
い
た
の
で
あ
る
。

京
伝
の
著
作
の
う
ち
初
鰹
が
現
れ
る
最
も
早
い
も
の
は
、
天
明
六
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年
刊
の
黄
表
紙
『
江
戸
春
一
夜
千
両
』
の

尻
の
穴
の
ひ
ろ
い
お
江
戸
の
は
へ
ぬ
き
は
、
千
両
の
大
門
も
う

た
ば
な
ど
か
う
た
ざ
ら
ん

目
の
出
る
堅
魚
も
喰
ば
な
ど
か
喰

ざ
ら
ん27

）
。

の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
ま
だ
具
体
的
に
「
典
衣
」
の
表
現
は

出
て
こ
な
い
。
京
伝
が
「
典
衣
」
の
表
現
を
用
い
た
最
も
早
い
物
は
、

天
明
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
仁
田
四
郎

富
士
之
人
穴
見
物
』
で
あ
る
。

同
書
は
松
平
定
信
に
擬
し
た
と
も
言
わ
れ
る
野
暮
で
吝
嗇
な
武
士
、

仁
田
四
郎
に
、
江
戸
っ
子
の
気
風
を
学
ば
せ
る
と
い
う
趣
向
で
あ
る

が
、

江
戸
っ
子
の
け
つ
の
穴
を
覗
き
見
れ
ば
、
生
上
田
の
袷
を
質
に

入
れ
て
、
一
ッ
本
で
二
分
の
初
松
魚
を
買
ふ
。
ま
た
千
両
の
角

屋
敷
を
売
払
つ
て
、
呼
出
し
昼
三
を
身
請
す
る
体
、
あ
り
〳
〵

と
見
へ
る
。
仁
田
こ
れ
を
見
て
、
ま
こ
と
に
江
戸
つ
子
の
け
つ

の
穴
の
広
き
と
こ
ろ
を
感
じ
、
今
ま
で
お
の
れ
が
、
け
ち
〳
〵

し
た
こ
と
を
明
ら
め
、
今
ま
で
の
お
先
真
暗
、
よ
ほ
ど
明
る
く

な
る
。

と
、
上
田
紬
の
極
上
品
の
袷
を
質
に
入
れ
て
初
松
魚
を
買
う
と
い
う

表
現
を
用
い
て
い
る
。

如
亭
の
松
魚
詠
が
収
め
ら
れ
た
『
木
工
集
』
と
同
じ
寛
政
二
年
刊

の
『
冷
哉
汲
立
清
水
記
』
に
は
雑
兵
を
描
い
て

明
日
を
も
知
れ
ぬ
命
ゆ
へ
、
雑
兵
手
合
も
、
物
を
蓄
ゆ
る
心
な

く
、
上
戸
は
酒
に
一
日
の
賃
金
を
使
捨
て
、
下
戸
は
餅
を
食
つ

て
し
ま
ひ
、
慰
み
好
き
は
、
め
く
り
と
出
掛
け
、
昼
の
戦
ひ
よ

り
、
夜
の
合
戦
が
大
乱
な
り
。
ち
と
い
た
つ
た
奴
は
、
鎧
を
脱

い
で
、
初
鰹
を
買
つ
て
食
ふ
も
有
。
そ
れ
故
、
宵
越
し
の
銭
は

持
た
ず
、
戦
の
休
み
の
う
ち
は
兵
糧
を
買
う
銭
も
な
く
、
ピ
イ

〳
〵
と
言
つ
て
苦
し
が
る
。
や
つ
ぱ
り
今
の
代
の
芝
居
者
の
気

取
り
な
り
。

と
あ
る
。「
鎧
を
脱
い
で
、
初
鰹
を
買
つ
て
食
ふ
」
の
は
当
世
の

「
典
衣
」
の
置
き
換
え
で
あ
る
。
同
じ
く
寛
政
二
年
に
上
梓
さ
れ
た

『
張
か
へ
し

行
儀
有
良
礼
』
に
は
金
銀
が
じ
ゃ
ま
に
な
る
世
界
を
描

い
て

又
、
袷
を
質
に
置
い
て
、
初
鰹
買
ふ
と
い
ふ
様
な
奢
り
も
、
一

ッ
切
す
る
者
な
け
れ
ば
、
初
鰹
も
塩
に
し
て
売
歩
く
。

と
い
い
、
ま
た
同
年
の
洒
落
本
、『
京
伝
予
誌
』
に
、
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或
は
初
堅
魚
の
名
代
に
袷
を
く
る
し
め
、
こ
ゝ
が
江
戸
ッ
子
の

尻
の
穴
の
広
き
所
と
、
隣
家
の
と
く
じ
つ
を
そ
し
り
な
が
ら
、

こ
れ
を
喰
ひ
、

と
い
う
同
様
の
記
述
が
あ
る
。

こ
の
寛
政
二
年
は
、
京
伝
の
作
品
に
鰹
が
頻
出
す
る
年
で
あ
る
。

袷
を
質
入
れ
す
る
と
い
う
表
現
を
抜
き
に
す
れ
ば
、
黄
表
紙
『
地
獄

一
面

照
子
浄
頗
梨
』
に
小
野
篁
が
餓
鬼
道
を
見
物
す
る
場
面
で
初
鰹

の
刺
身
を
食
べ
る
こ
と
の
で
き
ぬ
苦
し
み
を
描
き
、『
山

蹴
転

破
瓜
』
に
は
初
鰹
の
刺
身
は
そ
の
新
鮮
さ
を
重
ん
じ
る
と
記
し
て
い

る
。寛

政
三
年
の
黄
表
紙
『
世
上
洒
落
見
絵
図
』
で
は
、
鳶
が
当
世
ぶ

っ
て
初
鰹
を
買
う
と
し
て
、
通
人
の
行
き
過
ぎ
を
揶
揄
し
、
ま
た
同

年
の
『
悪
魂
後
編

人
間
一
生
胸
算
用
』
に
も
初
鰹
が
描
か
れ
て
い
る
。

寛
政
五
年
刊
の
滑
𥡴
本
『
三
国
一
本
松
魚
知

袋
』
に
は

石
を
う
つ
て
羊
と
な
せ
バ
、
袷
を
ま
げ
て
鰹
と
な
し
、

と
再
び
袷
を
質
入
れ
す
る
表
現
が
あ
り
、
寛
政
六
年
刊
『
忠
臣
蔵
前

世
幕
無
』
の
序
、
前
世
尽
く
し
に
も

初
松
魚
の
前
生
は
袷

同
年
の
『
栄
花
夢
後
日
話
金
々
先
生
造
化
夢
』
に
も
、

も
は
や
、
そ
ろ
〳
〵
秋
の
風
を
吹
か
せ
よ
う
。
し
た
が
人
間
が

目
に
は
さ
や
か
に
見
へ
ね
ど
も
風
の
音
に
ぞ
驚
か
れ
ぬ
る
な

ど
ゝ
、
初
鰹
の
身
代
り
に
沈
め
て
お
い
た
袷
の
事
を
思
ひ
出
す

で
あ
ら
ふ
。

享
和
二
年
刊
「
延
命
長
尺
御
誂
染
長
寿
小
紋
」
の
「
命
と
思
ふ
袷
質

屋
へ
行
く
」
に
も
、

己
が
命
と
思
ふ
此
上
田
の
袷
を
曲
げ
て
買
ふ
鰹
だ
、
負
け
さ
っ

せ
え
な
。

と
あ
っ
て
、
京
伝
の
作
品
中
に
袷
を
質
入
れ
し
て
鰹
を
食
べ
る
と
い

う
表
現
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。

西
山
松
之
助
氏
は
、
江
戸
っ
子
の
気
質
を
典
型
化
し
た
の
は
山
東

京
伝
で
あ
る
こ
と
、
天
明
期
の
初
鰹
人
気
が
江
戸
っ
子
の
成
立
を
考

え
る
上
で
重
要
で
あ
る
こ
と
を
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る28

）
。
こ
こ
で
当

時
の
文
芸
に
、
そ
の
初
鰹
を
袷
を
質
入
れ
し
て
ま
で
購
う
と
い
う
表

現
を
持
ち
込
ん
だ
の
も
、
山
東
京
伝
、
そ
し
て
江
湖
詩
社
の
詩
人
た

ち
で
あ
る
こ
と
は
、
付
け
加
え
ら
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

如
亭
や
詩
仏
の
松
魚
詠
の
「
典
衣
」
と
い
う
表
現
は
、
京
伝
の
黄
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表
紙
や
洒
落
本
と
そ
の
基
盤
を
共
に
す
る
同
工
異
曲
で
あ
っ
た
と
位

置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

「
典
衣
」
は
雅
俗
の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
芸
に
独
立
し
て
取
り
入
れ
ら

れ
た
の
で
は
な
く
、
如
亭
と
京
伝
は
旧
知
の
間
柄
で
あ
っ
た
。
早
稲

大
学
に
は
京
伝
の
洒
落
本
『
傾
城
買
四
十
八
手
』
が
蔵
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
如
亭
が
書
き
込
み
を
し
、
弟
山
東
京
山
が
持
っ
て
い
た
一
本

の
写
し
で
あ
り
、
か
つ
て
神
保
五
彌
氏
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
こ
と

が
あ
る29

）
。
京
山
は
そ
の
識
語
で
如
亭
と
京
伝
は
「
烟
花
の
断
琴
」
で

あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。
断
琴
と
は
『
列
子
』
知
音
の
故
事
、「
烟

花
の
」
断
琴
と
い
う
か
ら
に
は
如
亭
と
京
伝
は
恐
ら
く
江
戸
吉
原
で

互
い
に
通
人
た
る
こ
と
を
競
い
合
っ
た
遊
び
仲
間
で
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

自
ら
「
余
少
時
嘗
て
北
里
の
中
に
在
り
て
酒
海
肴
山
に
堕
す
」
と

い
う
如
亭
は
、
後
世
ま
で
粋
人
に
喜
ば
れ
た
「
吉
原
詞
」
の
作
者
で
、

い
わ
ゆ
る
十
八
大
通
の
文
魚
と
も
交
流
が
あ
り
、
家
財
を
蕩
尽
し
て

江
戸
を
離
れ
た
後
も
遊
歴
の
先
々
で
艶
聞
に
事
欠
か
な
か
っ
た
。
こ

の
江
戸
の
詩
人
は
初
鰹
を
京
伝
同
様
に
味
わ
い
、
漢
詩
に
詠
ん
だ
の

で
あ
る
。
と
り
わ
け
そ
の
七
言
絶
句
「
夏
初
」
を
収
め
た
最
初
の
詩

集
『
木
工
集
』
が
、
京
伝
の
、
袷
を
質
に
入
れ
て
も
初
鰹
を
食
ら
う

と
い
う
表
現
を
用
い
た
黄
表
紙
と
同
じ
寛
政
期
に
上
梓
さ
れ
た
こ
と

は
、
転
換
期
以
降
の
漢
詩
が
、
戯
作
者
と
同
じ
文
苑
の
中
で
時
流
を

敏
感
に
反
映
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
如
亭

を
初
め
と
す
る
江
湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
は
、
初
鰹
と
い
う
眼
前
の
景

物
を
題
材
に
真
情
を
詠
む
た
め
に
、
絶
妙
の
バ
ラ
ン
ス
で
雅
の
世
界

に
俗
を
取
り
入
れ
た
の
で
あ
る
。

四

松
魚
詠
の
変
奏

化
政
期
の
詩
壇
に
揺
る
ぎ
な
い
地
位
を
占
め
る
詩
人
と
な
っ
た
大

窪
詩
仏
と
菊
池
五
山
は
、
晩
年
ま
で
そ
の
基
盤
を
江
戸
に
置
き
、
時

に
潤
筆
の
た
め
に
地
方
へ
遊
歴
す
る
と
い
う
生
活
を
送
っ
た
。
大
窪

詩
仏
が
上
方
遊
歴
の
作
を
集
め
た
『
西
遊
詩
草
』（
文
政
二
年
刊
）

の
七
言
絶
句
「
松
魚
」
二
首
は
、
旅
先
で
味
わ
っ
た
鰹
を
詠
ん
だ
も

の
で
あ
る
。
う
ち
一
首
を
挙
げ
る
。

得
如
花
盤
上
盛

り
得
て
花
の
如
く
盤
上
に
盛
る

村

過
分
數
杯
傾

村

分
を
過
し
て
数
杯
傾
く

人
動
擲
萬
錢
費

都
人
動
も
す
れ
ば
万
銭
を
擲
ち
費
や
す

見
此
新
鮮
作

生

此
の
新
鮮
を
見
れ
ば
作

生30
）

五
山
や
詩
仏
と
異
な
り
、
江
戸
に
帰
る
こ
と
な
く
遊
歴
に
一
生
を
終

え
た
柏
木
如
亭
も
旅
先
で
詠
ん
だ
松
魚
詠
を
二
首
遺
し
て
い
る
。

『
詩
本
草
』
に
も
収
め
ら
れ
た
『
如
亭
山
人
遺
稿
』
巻
頭
の
七
言
律

詩
「
駿
州
道
中
食
松
魚
」
で
は
、
如
亭
は
駿
河
で
鰹
を
味
わ
っ
て
い
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る
。

東
海
舊
蕩
風
吹
綠

東
海
の
旧
蕩
風
緑
を
吹
く

上
店
時
新

赤
玉

店
に
上
る
時
新
赤
玉
を

る

正
是
江

清
和
天

正
に
是
江
都
清
和
の
天

此
時
口
纔
遂
所
欲

此
の
時
口
纔
所
欲
を
遂
ぐ

去
年
四
月
在
北
方

去
年
四
月
北
方
に
在
り

越

到
處
不
可
嘗

越
海
到
処
嘗
む
可
か
ら
ず

今
日
駿
州
一
咀
嚼

今
日
駿
州
一
た
び
咀
嚼
す

大
勝
夜
夢
向
家

大
い
に
勝
れ
り
夜
夢
家
郷
に
向
か
ふ
に

夢
の
中
で
故
郷
、
江
戸
に
い
て
味
わ
う
初
鰹
よ
り
よ
ほ
ど
美
味
だ

と
い
う
江
戸
っ
子
の
痩
せ
我
慢
が
痛
々
し
い
。

望
郷
の
念
を
詠
む
江
湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
の
詩
囊
に
は
、
も
は
や

「
蓴

鱸
膾
」
の
語
は
な
か
っ
た
。
江
戸
に
お
い
て
「
典
衣
」
と
結

び
つ
い
て
詠
ま
れ
て
い
た
「
松
魚
」
は
、
旅
に
あ
っ
て
は
故
郷
の
初

夏
を
懐
か
し
む
詩
語
に
変
奏
さ
れ
た
。
客
死
し
た
如
亭
は
七
言
律
詩

「
首
夏
山
中
病
起
」
に
鰹
を
次
の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
。

山

風
日
患
纔
除

山
窓
の
風
日
患
纔
か
に
除
く

試

清
和
出
寓
居

試
み
に
清
和
を

い
て
寓
居
を
出
づ

細

林
間
流
水
遠

細
響
林
間
流
水
遠
く

香
蘚
上
落
花
餘

残
香
蘚
上
落
花
余
る

無
人
作
伴
從
尋
句

人
の
伴
を
作
す
無
し
句
を
尋
ぬ
る
に
従
せ

有
杖
扶
行
不
待
輿

杖
の
行
を
扶
く
る
有
り
輿
を
待
た
ず

忽
憶
江
城
此
時

忽
ち
憶
ふ
江
城
此
の
時
節

壓
街
新
樹
賣
松
魚

街
を
圧
す
る
新
樹
松
魚
を
売
る

こ
の
病
、
水
腫
は
、
如
亭
の
死
因
と
な
っ
た
。
揖
斐
高
氏
の
『
柏
木

如
亭
年
譜
考
証
』
に
よ
る
と
如
亭
は
こ
の
前
年
に
身
の
回
り
の
世
話

を
し
て
い
た
弟
子
を
帰
し
て
い
る31

）
。
わ
ず
か
な
文
具
と
詩
の
み
を
残

し
て
没
し
た
如
亭
に
と
っ
て
「
人
の
伴
を
作
す
無
し
句
を
尋
ぬ
る
に

従
せ

杖
の
行
を
扶
く
る
有
り
輿
を
待
た
ず
」
と
い
う
頚
聯
は
、
詩

の
世
界
の
中
だ
け
の
修
辞
で
は
な
か
っ
た
。
死
を
目
前
に
し
た
詩
人

が
初
夏
を
迎
え
て
懐
か
し
む
の
は
、
自
身
は
も
う
二
度
と
味
わ
う
こ

と
の
で
き
ぬ
初
鰹
を
巡
っ
て
沸
き
返
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
遠
い
故
郷

で
あ
り
、
か
つ
て
は
自
ら
も
通
人
た
る
こ
と
を
誇
示
し
て
そ
れ
を
味

わ
っ
た
若
か
り
し
日
々
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

寛
政
年
間
、
真
情
を
詠
ま
ん
と
し
た
江
湖
詩
社
の
詩
人
た
ち
が
試

み
た
詩
語
「
松
魚
」
は
、
空
間
と
時
間
の
軸
を
併
せ
持
っ
た
他
の
何

物
に
も
置
き
換
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
詩
語
と
し
て
確
立
し
、
江
戸

の
詩
人
た
ち
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
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注１
）

新
稲
法
子
「
竹
枝
詞
の
変
容

詩
風
変
遷
と
日
本
化

」（『
ア

ジ
ア
遊
学
』
近
刊
予
定
勉
誠
社
）

２
）

吉
井
始
子
編
『
江
戸
時
代
料
理
本
集
成
』
第
十
巻
、
臨
川
書
店
、
一

九
七
八
年
。『
詩
聖
堂
詩
集
』
二
編
巻
七
に
も
「
松
魚
」
と
題
し
て
収

め
ら
れ
て
い
る
。

３
）

以
下
、『
木
工
集
』『
如
亭
山
人

初
集
』『
如
亭
山
人
遺
稿
』『
詩
本

草
』
は
揖
斐
高
編
『
柏
木
如
亭
集
』（
近
世
風
俗
研
究
会
・
太
平
書
屋
、

一
九
七
九
年
）
に
収
め
る
覆
製
本
に
よ
る
。

４
）

池
田
四
郎
次
郎
編
『
日
本
詩
話
叢
書
』
第
三
巻
、
文
会
堂
書
店
、
一

九
二
一
年
。

５
）
『
寛
斎
漫
稿
』（
市
河
寛
斎
『
寛
斎
先
生
余
稿
』
遊
徳
園
、
一
九
二
六

年
。）

６
）

国
立
国
会
図
書
館
蔵
本
に
よ
る
。

７
）

佐
野
正
巳
編
『
詩
集
日
本
漢
詩
』
第
八
巻
、
汲
古
書
院
、
一
九
八
五

年
。

８
）

佐
野
正
巳
編
『
詞
華
集
日
本
漢
詩
』
第
二
巻
、
汲
古
書
院
、
一
九
八

三
年
。

９
）

仁
山
井
直
「
五
山
堂
詩
社
逐
年
課
題
」
東
京
都
立
図
書
館
加
賀
文
庫

所
蔵
。

10
）

大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
本
に
よ
る
。

11
）

以
下
、

川
星
巌
の
漢
詩
は
佐
野
正
巳
編
『
詩
集
日
本
漢
詩
』
第
十

五
巻
（
汲
古
書
院
、
一
九
八
九
年
）
に
よ
る
。

12
）

新
稲
法
子
「
詩
本
草
考
」『
語
文
』
六
十
七
号
、
一
九
九
七
年
。

13
）
『
太
平
文
庫
２
太
平
志
』
太
平
書
屋
、
一
九
八
〇
年
。

14
）
『
江
戸
新
道
』（
大
野
洒
竹
編
纂
校
訂
『
俳
諧
文
庫
第
三
編
芭
蕉
以
前

俳
諧
集
下
』
博
文
館
、
一
八
九
七
年
。）

15
）

新
稲
法
子
「
江
湖
詩
社
の
桜
花
詠
」『
待
兼
山
論
叢
』
第
二
十
五
号

文
学
篇
、
一
九
九
〇
年
。

16
）

池
田
四
郎
次
郎
編
『
日
本
詩
話
叢
書
』
第
二
巻
、
文
会
堂
書
店
、
一

九
二
〇
年
。

17
）

柏
木
如
亭
著
・
揖
斐
高
校

『
詩
本
草
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六

年
）
所
収
の
揖
斐
高
に
よ
る
解
説
。

18
）

17
）に
同
じ
。

19
）

新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

D
O
I:10.20730 /200012616

）

に
よ
る
。

20
）

揖
斐
高
「
詠
物
の
詩
」
中
村
幸
彦
編
『
近
世
の
漢
詩
』、
汲
古
書
院
、

一
九
八
六
年
。

21
）

斎
田
作
楽
解
説
『
太
平
文
庫
60
上
方
狂
詩
集
九
種
』
太
平
書
屋
、
二

〇
〇
八
年
。

22
）

富
士
川
英
郎
編
『
詞
華
集
日
本
漢
詩
』
第
九
巻
、
汲
古
書
院
、
一
九

八
四
年
。

23
）

富
士
川
英
郎
編
『
詩
集
日
本
漢
詩
』
第
一
巻
、
汲
古
書
院
、
一
九
八

七
年
。

24
）

新
井
白
石
著
・
市
島
謙
吉
編
輯
兼
校
訂
『
新
井
白
石
全
集
』
第
五
巻
、

吉
川
半
七
、
一
九
〇
六
年
。『
日
本
詠
物
詩
』
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。

25
）

池
田
四
郎
次
郎
編
『
日
本
詩
話
叢
書
』
第
一
巻
、
文
会
堂
書
店
、
一

九
二
〇
年
。

26
）
『
日
本
俳
書
大
系
第
十
巻

中
興
俳
話
文
集

蕪
村
時
代
三
』
日
本
俳

書
大
系
刊
行
会
、
一
九
二
七
年
。

27
）
『
山
東
京
伝
全
集
』
第
一
巻

ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
二
年
。
以
下
、

京
伝
の
作
品
は
全
て
『
山
東
京
伝
全
集
』
に
よ
る
。

28
）

西
山
松
之
助
『
江
戸
ッ
子
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
〇
年
。

29
）

神
保
五
彌
「
洒
落
本
の
書
き
入
れ
」『
近
世
文
芸
研
究
と
評
論
』
第
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一
号
、
一
九
七
一
年
。

30
）

佐
野
正
巳
編
『
紀
行
日
本
漢
詩
』
第
二
巻
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
一

年
。

31
）

揖
斐
高
編
『
柏
木
如
亭
集
』
近
世
風
俗
研
究
会
・
太
平
書
屋
、
一
九

七
九
年
。

本
稿
は
平
成
六
年
度
日
本
近
世
文
学
会
秋
季
大
会
に
於
け
る
口
頭
発
表
に
基

づ
く
も
の
で
す
。
御
助
言
戴
い
た
諸
先
生
方
に
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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