
サ
ザ
イ
や
サ
ザ
イ

蛤
や
蛤
…

江
戸
の
町
に
魚
の
行
商
人
の
威
勢
の
い

い
声
が
響
き
ま
す
。
三
月
三
日
は
「
上
巳

（
じ
ょ
う
し
）
の
節
句
」。

こ
の
日
の
進
物
は
さ
ざ
え
や
蛤
、
わ
か

さ
ぎ
が
定
番
。
お
世
話
に
な
っ
た
方
へ
の

重
箱
用
に
と
朝
か
ら
、
た
い
そ
う
売
れ
て

い
た
と
い
い
ま
す
。

現
在
の
年
中
行
事
の
多
く
は
こ
の
江
戸

時
代
に
か
た
ち
が
出
来
た
も
の
。
な
か
で

も
贈
答
に
関
し
て
は
高
度
な
文
化
を
も
っ

て
い
ま
し
た
。
身
分
の
上
下
に
関
わ
ら

ず
、
盆
暮
れ
の
付
け
届
け
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
何
か
に
つ
け
て
人
に
モ
ノ
を
贈
っ

て
い
た
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
下
心
も
あ
っ

た
の
で
し
ょ
う
が
、
つ
き
あ
い
上
手
な
江

戸
の
人
た
ち
の
知
恵
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

さ
て
「
上
巳
の
節
句
」
は
「
ひ
な
祭
」

で
す
。
当
時
の
風
俗
を
伝
え
る
書
物
の
中

に
「
上
巳
佳
辰
（
じ
ょ
う
し
か
し
ん
）
の

贈
答
」
と
呼
ば
れ
る
お
め
で
た
い
日
の
記

録
が
あ
り
ま
す
。「
初
ひ
な
」
の
お
祝
い

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
商
売
や
お
稽
古
ご

と
で
お
世
話
に
な
っ
た
方
へ
の
御
礼
で
料

理
の
重
箱
を
届
け
る
人
。
近
所
の
つ
き
あ

い
に
と
炒
っ
た
豆
を
向
こ
う
三
軒
両
隣
ま

で
配
る
人
な
ど
様
々
で
す
が
、
江
戸
っ
子

の
き
っ
ぷ
の
よ
い
口
上
が
聞
こ
え
て
く
る

よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

さ
て
現
代
の
ひ
な
祭
は
と
み
る
と
、
昭

和
十
一
年
に
作
ら
れ
た
童
謡
「
う
れ
し
い

ひ
な
祭
り
」（
灯
り
を
つ
け
ま
し
ょ
ぼ
ん

ぼ
り
に
…
）
に
あ
る
よ
う
に
女
の
子
が
指

お
り
数
え
て
楽
し
み
に
待
つ
お
祭
り
で

す
。
気
軽
に
和
菓
子
や
花
を
飾
っ
て
季
節

を
楽
し
む
人
も
増
え
ま
し
た
。

江
戸
時
代
か
ら
続
く
老
舗
は
今
、
京
都

を
は
じ
め
全
国
に
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
ま

す
が
、
圧
倒
的
に
多
い
の
が
和
菓
子
の
お

店
で
す
。
ひ
な
祭
と
い
え
ば
菱
餅
と
い
う

よ
う
に
、
行
事
に
和
菓
子
は
つ
き
も
の
な

の
で
す
。
ま
た
地
域
に
は
ま
だ
ま
だ
珍
し

い
和
菓
子
が
残
っ
て
い
ま
す
。鳥
取
の「
お

炒
り
」
は
玄
米
な
ど
を
炒
っ
た
も
の
、
金

沢
の
「
金
華
糖
」
は
目
に
鮮
や
か
な
砂
糖

菓
子
。
ま
た
京
都
に
は
草
餅
の
片
方
を
ひ

き
ち
ぎ
っ
た
よ
う
な
ひ
な
祭
り
の
和
菓
子

「
ひ
ち
ぎ
り
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
季
節
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に
食
べ
な
い
と
一
年
、
口
に
入
ら
な
い
も

の
も
あ
り
ま
す
。

つ
い
で
に
で
す
が
、
春
の
お
彼
岸
の
定

番
、
ぼ
た
も
ち
は
春
と
秋
で
は
呼
び
方
が

変
わ
る
の
を
ご
存
知
で
し
ょ
う
か
。
春
は

「
ぼ
た
も
ち
」秋
は「
お
は
ぎ
」と
い
い
ま
す
。

春
は
牡
丹
、
秋
は
萩
の
花
に
ち
な
ん
で
呼

び
方
を
変
え
て
い
る
の
だ
と
か
。
実
は
夏

と
冬
に
も
呼
び
方
が
あ
り
、
夏
は
「
夜
船
」

冬
は
「
北
窓
」
と
い
う
そ
う
で
す
。
同
じ

も
の
で
も
季
節
に
よ
っ
て
名
前
を
変
え
る

こ
と
で
ず
い
ぶ
ん
印
象
が
変
わ
り
ま
す
。

多
く
の
年
中
行
事
が
時
代
と
と
も
に
消

え
て
い
く
中
で
時
代
に
合
わ
せ
て
変
わ
る

こ
と
で
残
っ
て
き
た
行
事
の
ひ
と
つ
が
、

「
ひ
な
祭
」
で
す
。
現
在
の
よ
う
な
か
た

ち
に
な
っ
た
の
は
意
外
に
新
し
く
江
戸
時

代
半
ば
の
こ
と
で
す
。
起
源
を
少
し
さ
か

の
ぼ
る
と
三
月
第
一
の
巳
の
日
に
水
辺
に

出
て
み
そ
ぎ
を
行
い
、
お
酒
を
飲
ん
で
災

厄
を
祓
う
と
い
う
中
国
古
代
の
風
習
や
、

昔
か
ら
日
本
で
行
わ
れ
て
き
た
紙
の
人
形

に
穢
れ
を
移
し
て
川
に
流
す
清
め
の
行
事

な
ど
が
そ
の
ル
ー
ツ
。「
流
し
び
な
」
な

ど
に
そ
の
名
残
が
あ
り
ま
す
。

行
事
は「
事
を
行
う
」と
書
き
ま
す
が
、

日
本
の
歳
時
記
に
は
必
ず
次
の
三
つ
の
行

い
が
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
い
ま
す
。「
何
か

を
出
し
て
、
飾
っ
て
、
仕
舞
う
こ
と
」

三
月
の
ひ
な
祭
は
早
い
と
こ
ろ
で
は
二

月
半
ば
か
ら
お
雛
さ
ま
を
出
し
て
飾
り
ま

す
。
箱
か
ら
出
し
て
や
っ
と
飾
っ
た
と

思
っ
た
ら
、
ま
た
仕
舞
わ
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
手
間
の
か
か
る
こ
と
を
繰
り
返

し
て
い
る
よ
う
で
す
が
そ
の
中
に
「
大
切

な
こ
と
」
が
込
め
ら
れ
て
き
た
と
思
う
の

で
す
。

歳時記
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京
都
の
四
月
は
都
を
ど
り
の
「
ヨ
ー
イ

ヤ
、
サ
ー
」
と
い
う
か
け
声
と
と
も
に
始

ま
り
ま
す
。
は
ん
な
り
と
美
し
い
舞
妓
、

芸
妓
さ
ん
た
ち
が
手
に
し
て
踊
る
の
は
桜

の
枝
。
特
に
決
ま
っ
た
桜
は
な
い
そ
う
で

す
が
京
都
な
ら
さ
し
ず
め
、
し
だ
れ
桜
が

似
合
い
ま
す
。

こ
れ
か
ら
日
本
各
地
で
は
見
事
な
桜
の

饗
宴
が
始
ま
り
ま
す
。
奈
良
の
又
兵
衛
桜

の
よ
う
な
一
本
桜
か
ら
人
目
千
本
桜
の
吉

野
山
。
日
本
人
が
愛
し
て
や
ま
な
い
の
は

そ
の
散
り
際
の
美
し
さ
。
一
週
間
ほ
ど
で

散
り
始
め
る
花
の
移
ろ
い
を
美
し
い
言
葉

で
表
現
し
て
い
ま
す
。

初
桜
　
花
莚む

し
ろ　
桜
吹
雪

桜
流
し
　
花
筏い

か
だ　

葉
桜
…

さ
て
日
本
人
は
一
体
、
い
つ
頃
か
ら
花

見
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
。
平
安
時
代
に
は
既
に
貴
族
が
桜
の
下

で
歌
を
詠
み
、
お
酒
を
飲
ん
で
い
る
文
献

が
あ
り
ま
す
。
農
民
も
ま
た
桜
の
開
花
が

稲
作
の
目
安
に
な
っ
て
い
た
た
め
、
桜
の

樹
の
下
で
田
の
神
様
へ
の
豊
作
祈
願
の
供

応
を
し
て
い
ま
し
た
。
現
在
の
よ
う
に
庶

民
が
花
見
を
楽
し
む
よ
う
に
な
っ
た
の
は

江
戸
時
代
の
こ
と
。
当
時
の
浮
世
絵
に
は

桜
の
下
で
花
見
弁
当
を
広
げ
お
酒
を
飲
ん

で
ご
機
嫌
な
庶
民
の
姿
が
あ
り
ま
す
。「
酒

な
く
て 

な
ん
の
己
が
桜
か
な
」
と
川
柳

に
歌
わ
れ
た
の
も
こ
の
頃
で
す
。
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今
は
花
見
用
に
と
洋
服
を
わ
ざ
わ
ざ
新

調
す
る
人
は
い
ま
せ
ん
が
、
当
時
は
「
花

見
小
袖
」
と
呼
ば
れ
る
着
物
を
新
調
す
る

人
も
い
た
よ
う
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「
よ
そ

ゆ
き
」
で
す
が
、
花
見
は
ま
さ
に
当
時
の

「
ハ
レ
の
場
」。
出
会
い
を
期
待
し
て
皆
、

精
い
っ
ぱ
い
の
お
し
ゃ
れ
を
し
て
出
か
け

た
の
で
す
。

花
見
の
楽
し
み
は
桜
だ
け
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
物
見
遊
山
に
弁
当
と
和
菓
子
は
つ

き
も
の
。
特
に
女
性
は
花
よ
り
団
子
で

す
。
桜
餅
の
葉
っ
ぱ
は
食
べ
て
も
い
い
も

の
か
迷
う
人
も
い
る
よ
う
で
す
。
こ
の
桜

餅
、
関
東
と
関
西
で
は
作
り
方
が
違
い
ま

す
が
、
い
ず
れ
も
塩
漬
け
の
桜
の
葉
は
同

じ
。
食
用
の
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
大
島

桜
の
葉
を
使
っ
て
い
ま
す
。

世
界
遺
産
、
京
都
の
醍
醐
寺
の
桜
も
見

逃
せ
ま
せ
ん
。
し
か
も
こ
こ
に
は
徳
川
家

光
の
乳
母
、
春
日
局
が
好
ん
だ
と
さ
れ
る

「
竹
の
子
す
も
し
」
と
い
う
珍
し
い
お
寿

司
が
あ
り
ま
す
。「
す
も
し
」
と
は
宮
中

言
葉
で
お
寿
司
の
こ
と
。
味
の
つ
い
た
筍

を
芯
に
し
て
海
苔
の
か
わ
り
に
湯
葉
で
ま

い
た
京
都
ら
し
く
、
い
か
に
も
桜
と
相
性

の
よ
い
一
品
。

の
時
期
に
鯛
漁
の
最
盛
期
を
迎
え
ま
す
。

か
つ
て
江
戸
か
ら
大
正
時
代
に
か
け

て
、
大
阪
船
場
の
商
家
で
は
こ
の
桜
鯛
を

親
戚
や
親
し
い
家
同
士
で
贈
り
あ
う
「
魚

島
ど
き
の
ご
挨
拶
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま

し
た
。
連
続
テ
レ
ビ
小
説
「
ご
ち
そ
う
さ

ん
」
で
主
人
公
め
似
子
が
義
姉
の
和
枝
に

鯛
の
手
配
を
頼
ま
れ
た
シ
ー
ン
が
あ
り
ま

し
た
ね
。
船
場
と
い
え
ば
、
万
事
始
末
の

精
神
で
有
名
。
そ
れ
が
こ
の
時
期
に
限
っ

て
は
丁
稚
さ
ん
も
鯛
を
食
べ
さ
せ
て
も

ら
っ
て
い
た
の
で
す
。
丸
ご
と
一
匹
の
鯛

を
骨
、
エ
ラ
、
う
ろ
こ
に
い
た
る
ま
で
す

べ
て
使
い
き
っ
て
食
べ
る
の
が
船
場
商
家

の
信
条
。
な
ん
と
も
「
始
末
の
い
い
」
食

べ
方
で
す
。

桜
に
は
夢
の
よ
う
に
は
か
な
く
美
し
い

花
「
夢
見
草
」
と
い
う
異
名
が
あ
り
、
桜

前
線
と
と
も
に
爛
漫
の
春
が
ま
も
な
く
訪

れ
ま
す
。

ま
た
現
代
は
お
花
見
用
の
ケ
ー
タ
リ
ン

グ
も
人
気
で
す
。
ワ
イ
ン
や
オ
ー
ド
ブ
ル

は
届
け
て
も
ら
う
だ
け
で
な
く
、
後
か
た

づ
け
ま
で
お
願
い
で
き
る
と
い
う
周
到
ぶ

り
。
お
花
見
の
文
化
が
今
後
ど
の
よ
う
に

変
化
し
て
い
く
の
か
興
味
は
つ
き
ま
せ
ん
。

一
方
、
桜
の
咲
く
頃
に
ち
ょ
う
ど
旬
を

迎
え
る
魚
が
あ
り
ま
す
。瀬
戸
内
海
の「
桜

鯛
（
真
鯛
）」
で
す
。
産
卵
の
た
め
に
外

海
か
ら
や
っ
て
き
て
魚
の
群
れ
を
つ
く
る

こ
と
か
ら
、「
魚
島
と
き
」
と
呼
び
、
こ

歳時記
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霞
ん
で
い
た
空
が
青
く
澄
み
き
っ
て
く

る
と
、
さ
わ
や
か
な
風
が
肌
に
心
地
よ
い

初
夏
の
到
来
。
五
節
句
の
ひ
と
つ
五
月
五

日
は「
端
午
の
節
句
」で
す
。
江
戸
時
代
、

武
家
の
家
に
男
子
が
産
ま
れ
る
と
武
運
を

願
っ
て
勇
ま
し
い
甲
冑
な
ど
の
武
具
を
飾

る
の
が
内
飾
り
。
一
方
、
外
飾
り
と
い
え

ば
お
な
じ
み
の
鯉
の
ぼ
り
。
昔
の
戦
場
で

本
陣
の
目
印
と
な
っ
て
い
た
の
ぼ
り
や
吹

流
し
が
起
源
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
大
き

な
鯉
の
ぼ
り
が
風
を
う
け
て
た
な
び
く
さ

ま
は
男
子
な
ら
ず
と
も
心
を
鼓
舞
さ
れ
る

気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

の
ぼ
り
の
鯉
は
流
れ
に
逆
ら
っ
て
上
流

に
向
か
い
龍
に
な
っ
た
と
い
う
「
登
龍
門
」

の
故
事
か
ら
、
男
子
の
立
身
出
世
の
願
い

も
込
め
て
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

柱
の
き
ず
は
お
と
と
し
の
五
月
五
日
の

背
く
ら
べ
…

大
正
時
代
に
作
ら
れ
た
お
な
じ
み
の
童

謡
「
背
く
ら
べ
」
で
す
。
ち
ま
き
を
食
べ

な
が
ら
兄
弟
で
柱
に
背
の
び
し
て
い
る
姿

は
懐
か
し
く
古
き
よ
き
時
代
の
ひ
と
こ

ま
。か

し
わ
餅
や
ち
ま
き
は
端
午
の
節
句
の

定
番
で
す
が
、
歴
史
が
古
い
の
は
中
国
伝

来
の
ち
ま
き
で
す
。
季
節
の
か
わ
り
め
で

あ
る
節
句
に
、
厄
除
け
の
た
め
に
五
色
の

糸
で
装
飾
し
た
飾
り
ち
ま
き
を
お
供
え
し

た
の
が
起
源
。
貴
族
の
間
で
は
贈
答
に
使

わ
れ
て
い
た
記
録
も
あ
り
ま
す
。
現
在
は

笹
の
葉
で
巻
い
た
ち
き
ま
が
一
般
的
。
し

か
し
、
か
し
わ
餅
が
登
場
す
る
の
は
そ
れ

か
ら
後
の
江
戸
時
代
の
こ
と
で
す
。
か
し

わ
の
葉
は
新
芽
が
で
る
ま
で
古
い
葉
が
落

ち
な
い
こ
と
か
ら
、
ゆ
ず
り
葉
に
た
と
え

ら
れ
家
系
が
代
々
絶
え
な
い
縁
起
の
よ
い

も
の
。

日
本
に
は
こ
の
よ
う
に
自
然
の
葉
一
枚

に
も
意
味
を
も
た
せ
て
、
思
い
を
寄
せ
た

も
の
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
葉
の
も
つ
抗

菌
・
防
腐
作
用
を
利
用
し
た
携
帯
食
の
柿

の
葉
寿
司
や
ま
す
寿
司
も
そ
の
ひ
と
つ
で

す
。
一
枚
の
葉
を
美
し
い
器
に
み
た
て
る

日
本
人
の
感
性
は
海
外
の
人
た
ち
に
も
、

と
て
も
評
価
さ
れ
、
和
食
が
「
ユ
ネ
ス
コ
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無
形
文
化
遺
産
」
と
し
て
登
録
さ
れ
る
の

も
う
な
づ
け
ま
す
。

こ
の
季
節
に
心
待
ち
に
し
て
い
る
新
芽

と
い
え
ば
「
八
十
八
夜
」
に
摘
む
新
茶
が

あ
り
ま
す
。
立
春
か
ら
数
え
て
ち
ょ
う
ど

と
、
こ
の
菖
蒲
の
香
り
で
さ
え
、
か
す
か

な
も
の
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。

「
銭
湯
を
沼
に
な
し
た
る
菖
蒲
か
な
」

（
其
角
）

本
音
を
い
え
ば
こ
の
句
の
よ
う
な
大
量

の
菖
蒲
湯
に
浸
か
り
た
い
も
の
で
す
。

五
月
は
新
緑
の
季
節
。緑
の
語
源
に
は
、

新
芽
や
若
葉
が
生
命
力
に
満
ち
溢
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
「
新
し
く
生
ま
れ
た
」
や

「
瑞
々
し
い
」
と
い
う
意
味
も
あ
り
ま
す
。

生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
の
こ
と
を

「
み
ど
り
児
」
と
い
っ
た
り
、「
み
ど
り
の

黒
髪
」
と
い
う
表
現
は
そ
の
た
め
。

日
本
語
の
奥
深
さ
に
も
興
味
が
尽
き
ま

せ
ん
。

　
　
　
　
　
　
　（
写
真
も
筆
者
）

八
十
八
日
目
、
今
年
は
五
月
一
日
に
あ
た

り
ま
す
。こ
の
日
摘
ん
だ
お
茶
を
飲
め
ば
、

一
年
間
無
病
息
災
に
暮
ら
せ
る
と
言
い
伝

え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
確
か
に
新
芽
に

は
冬
の
間
に
蓄
え
た
栄
養
分
が
た
っ
ぷ
り

含
ま
れ
て
お
り
、
昔
の
人
の
理
に
適
っ
た

教
え
に
納
得
で
す
。

ま
た
同
じ
初
物
で
寿
命
が
延
び
る
と
い

わ
れ
て
い
た
の
が
江
戸
時
代
の
「
初
か
つ

お
」。「
初
物
七
十
五
日
」
と
い
わ
れ
、
高

値
で
も
旬
を
先
取
り
し
た
い
江
戸
っ
子
に

と
っ
て
特
別
な
も
の
で
し
た
。
当
時
、
高

級
料
理
茶
屋
と
し
て
有
名
な
「
八
百
善
」

が
破
格
の
高
値
で
初
か
つ
お
を
せ
り
落
と

し
た
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
残
っ
て
い
ま
す
。

庶
民
感
覚
と
は
お
よ
そ
か
け
離
れ
た
様
子

を
「
ま
な
板
に
小
判
一
枚
初
鰹
」
と
よ
ん

だ
の
は
俳
人
の
其
角
で
す
。
現
代
で
も
新

年
の
マ
グ
ロ
の
初
せ
り
が
よ
く
話
題
に
な

り
ま
す
が
、
店
の
宣
伝
効
果
と
い
う
点
で

は
昔
も
今
も
似
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

端
午
の
節
句
は
「
菖
蒲
の
節
句
」
と
も

呼
ば
れ
ま
す
。
こ
れ
も
厄
よ
け
の
日
に
、

菖
蒲
の
も
つ
強
い
香
り
で
邪
気
を
は
ら

い
、
心
身
を
清
め
る
た
め
に
「
菖
蒲
湯
」

に
入
っ
た
の
は
江
戸
時
代
か
ら
。
現
代
の

よ
う
に
刺
激
的
な
香
り
に
囲
ま
れ
て
い
る

歳時記
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気
象
庁
が
梅
雨
入
り
宣
言
。
全
国
各
地

の
あ
じ
さ
い
寺
は
こ
の
時
期
、
観
光
客
で

賑
わ
い
ま
す
。
数
あ
る
「
花
の
寺
」
の
中

で
も
、
あ
じ
さ
い
は
雨
に
濡
れ
て
い
っ
そ

う
鮮
や
か
さ
を
増
す
日
本
人
の
好
き
な
花
。

ま
た
六
月
の
雨
は
自
然
の
樹
木
を
豊
か

に
う
る
お
し
、
新
緑
か
ら
万
緑
へ
、
そ
し

て
初
夏
の
暑
さ
を
和
ら
げ
て
く
れ
る
緑
陰

へ
と
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。

さ
て
今
年
の
「
入
梅
」
は
六
月
十
日
。

梅
の
実
が
熟
す
る
頃
に
雨
が
降
り
は
じ
め

る
こ
と
か
ら
梅
雨
と
呼
ば
れ
ま
す
。「
医

者
を
殺
す
に
刃
物
は
要
ら
ぬ
、
朝
昼
晩
に

梅
を
食
え
」
と
江
戸
時
代
の
歌
に
あ
る
よ

う
に
そ
の
薬
効
や
防
腐
効
果
か
ら
日
常
の

ち
ょ
っ
と
し
た
特
効
薬
と
し
て
重
宝
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
歴
史
は
古
く
奈
良
時
代
の

頃
に
は
梅
の
塩
漬
が
作
ら
れ
、
武
士
の
時

代
に
は
兵
糧
食
と
し
て
持
ち
歩
か
れ
る
等

い
つ
の
時
代
も
万
人
の
常
備
食
で
す
。

ま
た
現
在
は
海
外
で
生
活
し
て
い
る
日

本
人
が
恋
し
く
な
る
日
本
の
食
品
と
し

て
、
常
に
上
位
に
あ
が
っ
て
い
ま
す

行
事
の
少
な
い
六
月
で
す
が
、
梅
干
や

梅
酒
を
手
作
り
す
る
こ
と
を
昔
か
ら
「
梅

し
ご
と
」
と
呼
ん
で
、
雨
の
時
期
も
楽
し

く
過
ご
そ
う
と
す
る
女
性
の
知
恵
は
う
れ

し
い
こ
と
で
す
。

関
西
で
は
六
月
に
な
る
と
急
に
食
べ
た

く
な
る
の
が
ハ
モ
料
理
で
す
。
鴨
川
沿
い

の
川
床
は
夏
の
風
物
詩
。
江
戸
時
代
に
は

「
河
原
の
涼
み
」
と
呼
ば
れ
て
人
気
で
し

た
。
梅
雨
の
水
を
飲
ん
で
育
つ
と
い
わ
れ

る
ハ
モ
や
鮎
は
今
が
旬
。
料
理
の
世
界
に

は
「
走
り
、
盛
り
、
名
残
り
」
と
三
つ
の

旬
が
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
秋
に
な
る
と
ハ
モ
は
名
残
り
の
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食
材
、
し
か
し
走
り
の
松
茸
と
合
せ
る
こ

と
で
旬
の
一
品
に
変
身
す
る
の
で
す
。
季

節
を
先
取
り
す
る
粋
（
い
き
）
が
喜
ば
れ

る
一
方
で
、
去
り
ゆ
く
季
節
を
愛
お
し
む

の
も
ま
た
趣
き
が
あ
る
と
い
え
ま
す
。

旬
の
味
覚
で
季
節
を
追
い
か
け
て
い
る

う
ち
に
、
早
い
も
の
で
六
月
は
一
年
の
折

り
返
し
地
点
。
半
年
間
頑
張
っ
て
き
た
体

に
も
疲
れ
が
た
ま
っ
て
中
だ
る
み
、
リ

セ
ッ
ト
す
る
に
は
ち
ょ
う
ど
よ
い
タ
イ
ミ

ン
グ
で
す
。

六
月
三
十
日
は
「
夏
越
の
祓
え
」
と
呼

ば
れ
る
神
事
が
あ
り
ま
す
。
茅（
ち
が
や
）

な
み
に
現
在
、
六
月
十
六
日
は
「
和
菓
子

の
日
」
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
ま
す
。

贈
答
の
習
慣
は
年
々
簡
略
の
方
向
に
向

か
っ
て
い
ま
す
が
、
モ
ノ
に
託
し
て
伝
え

た
い
「
心
」
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
モ
ノ
に

託
さ
れ
た
心
と
の
出
会
い
も
大
切
に
し
た

い
と
思
い
ま
す
。

毎
月
、
店
頭
に
並
ぶ
美
し
い
和
菓
子
は

季
節
ご
と
に
入
れ
替
え
ら
れ
、
ふ
だ
ん
私

た
ち
は
何
気
な
く
見
て
い
ま
す
が
、
ひ
と

つ
ひ
と
つ
に
歴
史
や
由
緒
、
季
節
感
が
あ

り
ま
す
。
そ
れ
を
知
る
だ
け
で
も
日
本
の

文
化
の
一
端
に
触
れ
る
思
い
が
し
ま
す
。

（
写
真
も
筆
者
）

で
作
っ
た
大
き
な
「
茅
の
輪
」
を
八
の
字

に
ま
わ
っ
て
身
を
浄
め
る
の
で
す
が
、
体

験
す
る
と
心
新
た
な
気
持
ち
に
な
り
ま

す
。
こ
の
祓
え
の
行
事
は
十
二
月
大
晦
日

の「
年
越
の
祓
え
」と
対（
つ
い
）に
な
っ

て
い
て
、
六
月
を
お
正
月
の
や
り
直
し
と

い
う
説
も
あ
り
ま
す
か
ら
、
忙
し
く
て
神

社
に
お
参
り
で
き
な
か
っ
た
方
に
は
絶
好

の
チ
ャ
ン
ス
で
す
。

こ
の
日
限
定
の「
水
無
月（
み
な
づ
き
）」

は
氷
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
う
い
ろ
う
に
小
豆

が
の
っ
た
も
の
。
暑
い
時
期
を
元
気
に
乗

り
切
る
た
め
の
厄
除
け
の
和
菓
子
で
す
。

「
水
無
月
」
の
他
に
店
頭
に
並
ぶ
の
が

「
嘉
祥
ま
ん
じ
ゅ
う
」
で
す
。
あ
ま
り
知

ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
六
月
十
六
日
は
平

安
時
代
に
は
「
嘉
祥
の
儀
」
と
呼
ば
れ
、

神
様
に
お
供
え
し
た
お
菓
子
を
食
べ
て
厄

除
け
が
で
き
る
日
で
し
た
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
さ
ら
に
格
式
高
い

儀
式
に
な
り
、
大
名
は
登
城
し
て
嘉
祥
の

菓
子
を
賜
っ
て
い
た
と
い
い
ま
す
。
菓
子

を
頂
く
に
も
、
今
と
は
違
っ
て
決
め
ら
れ

た
作
法
が
あ
り
、
儀
式
の
前
に
は
予
行
演

習
も
。
昔
の
人
は
今
の
よ
う
に
気
軽
に
贈

り
物
が
で
き
る
世
の
中
を
き
っ
と
う
ら
や

ま
し
く
思
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
ち
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天
の
川

七
月
七
日
は
五
節
句
の
ひ
と
つ
「
七

夕
」
で
す
。
夜
空
に
輝
く
満
天
の
星
。
そ

の
星
に
名
前
を
つ
け
て
織
姫
と
彦
星
の
ロ

マ
ン
チ
ッ
ク
な
物
語
を
紡
い
だ
の
は
今
か

ら
二
千
年
以
上
も
昔
の
こ
と
で
す
。
こ
の

中
国
の
「
星
伝
説
」
と
「
棚
機
（
た
な
は

た
）」
と
い
う
日
本
古
来
の
行
事
が
一
緒

に
な
っ
た
の
が
七
夕
の
節
句
。
竹
の
笹
に

習
い
事
の
上
達
な
ど
を
書
い
た
短
冊
を
飾

り
ま
す
。

お
節
句
の
日
に
昔
か
ら
お
供
え
し
て
い

た
の
が
「
そ
う
め
ん
」
で
す
。
病
を
遠
ざ

け
る
と
い
い
伝
え
ら
れ
、
五
色
の
そ
う

め
ん
は
子
供
心
に
は
色
が
ご
ち
そ
う
で
、

競
っ
て
食
べ
た
の
も
懐
か
し
い
思
い
出
。

そ
う
め
ん
の
ル
ー
ツ
は
奈
良
時
代
に
中

国
か
ら
伝
わ
っ
た
「
索
餅
（
さ
く
べ
い
）」

と
い
う
小
麦
粉
で
で
き
た
お
菓
子
だ
っ
た

よ
う
で
す
。

お
中
元

そ
う
め
ん
と
い
え
ば
今
も
お
中
元
の
定

番
で
す
が
、
元
々
は
江
戸
時
代
の
大
名
が

献
上
品
と
し
て
使
っ
た
の
が
最
初
で
す
。

中
国
の
祭
日
の
呼
び
名
で
あ
っ
た
三
元

（
上
元
・
中
元
・
下
元
）
の
ひ
と
つ
七
月

十
五
日
を
「
中
元
」
と
い
い
、
お
祀
り
し

て
い
た
の
が
起
源
。
そ
の
後
、
日
本
に
伝

わ
る
と
日
本
流
の
お
中
元
は
室
町
時
代
か

ら
今
に
い
た
る
ま
で
大
切
に
受
け
継
が
れ

て
き
ま
し
た
。
節
目
ご
と
に
感
謝
の
気
持

ち
を
伝
え
た
い
日
本
人
気
質
に
も
合
っ
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。
中
国
に
は
現
在
こ
の

習
慣
は
な
い
そ
う
で
、
秋
に
月
餅
な
ど
を

贈
る
「
中
秋
節
」
が
そ
れ
に
近
い
の
で
は

と
中
国
人
の
友
人
は
い
い
ま
す
。

ま
た
関
西
の
一
部
地
域
で
は
お
祝
い
や

頂
き
も
の
の
お
返
し
に
「
お
た
め
、
お
う

つ
り
」
と
い
う
返
礼
の
習
慣
が
あ
り
ま
し

た
。
金
額
や
内
容
に
も
よ
り
ま
す
が
ご
祝

儀
な
ら
一
割
、
お
中
元
な
ら
懐
紙
や
お
菓

子
な
ど
を
気
持
ち
程
度
に
返
し
ま
す
。
差

し
上
げ
た
側
も
金
額
の
確
認
に
も
な
り
、

双
方
に
と
っ
て
気
持
ち
の
よ
い
も
の
で
す
。

贈
り
方
や
頂
き
方
に
も
「
人
柄
」
が
で

て
長
い
つ
き
あ
い
の
中
で
は
い
い
潤
滑
油

で
す
。
似
た
よ
う
な
習
慣
は
各
地
域
に

色
々
な
形
で
残
っ
て
い
ま
す
が
、
都
会
で

は
見
る
こ
と
が
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

関
東
Ｖ
Ｓ
関
西

「
全
国
一
律
」
が
増
え
る
中
で
関
東
と

歳時記
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関
西
で
お
中
元
を
贈
る
時
期
が
違
う
の
を

ご
存
知
で
す
か
。
関
東
で
は
七
月
十
五
日

ま
で
に
贈
り
ま
す
が
、
月
遅
れ
の
行
事
の

多
い
関
西
で
は
八
月
十
五
日
ま
で
に
贈
れ

ば
よ
い
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

お
中
元
に
限
ら
ず
、
こ
の
東
西
の
違
い

は
「
食
」
の
中
に
も
見
ら
れ
ま
す
。「
土

用
の
丑
」
の
ウ
ナ
ギ
、
今
年
は
七
月
三
十

日
で
す
が
、
武
士
の
文
化
が
残
る
関
東
の

ウ
ナ
ギ
の
調
理
法
は
お
腹
か
ら
開
く
の
は

ご
法
度
、
切
腹
に
結
び
つ
く
か
ら
で
す
。

一
方
、
商
人
文
化
の
関
西
で
は
お
腹
か
ら

開
き
ま
す
。
江
戸
時
代
か
ら
土
用
の
丑
の

ウ
ナ
ギ
は
大
変
人
気
だ
っ
た
よ
う
で
す

が
、
他
に
「
う
」
の
つ
く
も
の
を
食
べ
る

の
が
よ
い
と
さ
れ
、
う
ど
ん
、
梅
干
し
、

ウ
リ
な
ど
が
定
番
で
し
た
。

他
に
も
お
に
ぎ
り
の
形
が
東
西
で
違

い
、
関
東
は
三
角
お
に
ぎ
り
で
す
が
関
西

し
た
風
の
通
る
縁
側
で
う
ち
わ
片
手
に
夕

涼
み
。
今
で
は
こ
の
縁
側
を
見
る
こ
と
す

ら
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

屋
根
は
あ
り
な
が
ら
外
で
も
内
で
も
な

い
日
本
建
築
独
特
の
空
間
。
一
見
、
無
駄

に
も
み
え
ま
す
が
、
近
所
の
人
た
ち
が
気

軽
に
立
ち
寄
っ
て
世
間
話
を
す
る
と
い
う

の
は
と
て
も
日
本
的
だ
と
思
う
の
で
す
。

庭
に
通
じ
る
そ
の
空
間
は
風
鈴
や
線
香

花
火
な
ど
夏
の
風
物
詩
が
似
合
い
ま
す
。

（
写
真
も
筆
者
）

は
俵
型
、
ま
た
お
雑
煮
の
お
餅
は
関
東
は

角
餅
で
関
西
は
丸
餅
と
い
う
よ
う
に
歴
史

や
風
土
の
影
響
が
大
き
い
の
で
す
。

花
火

猛
暑
が
続
く
と
夜
の
納
涼
に
、
と
い
う

人
が
増
え
ま
す
。
ま
た
夏
祭
り
の
シ
ー
ズ

ン
に
な
れ
ば
、
全
国
各
地
で
地
域
自
慢
の

花
火
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。
日
本
で
初

め
て
花
火
を
見
た
と
言
わ
れ
て
い
る
の
が

徳
川
家
康
。
日
本
の
花
火
が
夏
に
多
い
理

由
も
江
戸
時
代
に
あ
り
、
享
保
十
七
年
の

大
飢
饉
の
あ
と
、
そ
の
慰
霊
の
た
め
に
花

火
を
上
げ
た
の
が
川
開
き
の
あ
る
夏
だ
っ

た
こ
と
に
由
来
し
ま
す
。
大
切
な
人
た
ち

に
も
届
き
ま
す
よ
う
に
、
そ
ん
な
願
い
が

込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
最
近
で

は
東
北
で
震
災
が
あ
っ
た
年
に
あ
げ
ら
れ

た
鎮
魂
の
花
火
が
心
に
残
っ
て
い
ま
す
。

縁
側
と
日
本
人

夏
の
暑
い
一
日
が
終
わ
る
と
打
ち
水
を

歳時記
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立
秋

八
月
七
日
は
立
秋
で
す
。
こ
の
日
を
境

に
暑
中
見
舞
い
は
残
暑
見
舞
い
に
変
わ
り
、

暦
の
上
で
は
も
う
秋
。
厳
し
い
暑
さ
は
ま

だ
し
ば
ら
く
続
き
そ
う
で
す
が
、
空
を
見

上
げ
れ
ば
、
す
じ
雲
や
う
ろ
こ
雲
が
あ
ら

わ
れ
始
め
秋
の
気
配
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。

地
域
の
し
き
た
り

関
東
の
一
部
で
は
七
月
十
五
日
が
お
盆

で
す
が
、
現
在
は
月
遅
れ
の
八
月
十
五
日

を
お
盆
と
す
る
の
が
一
般
的
に
な
っ
て
き

ま
し
た
。

盆
は
仏
教
の
「
盂う

ら
ぼ
ん

蘭
盆
」
の
略
語
と
か

お
供
え
を
の
せ
る
盆
の
こ
と
な
ど
諸
説
あ

り
ま
す
が
、
祭
り
か
た
も
地
域
や
家
に

よ
っ
て
様
々
で
す
。
京
都
に
住
む
友
人
の

家
で
は
迎
え
火
の
十
三
日
か
ら
送
り
火
の

十
六
日
ま
で
の
四
日
間
、
ま
る
で
遠
来
の

お
客
さ
ま
を
も
て
な
す
よ
う
に
毎
日
、
料

理
内
容
を
変
え
て
お
祭
り
し
て
い
る
の
だ

と
い
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
ご
先
祖
さ
ま
を

迎
え
る
仏
教
の
精
進
料
理
で
す
が
、
代
々

伝
わ
る
申
し
送
り
に
は
膳
の
盛
り
方
ま
で

あ
る
と
聞
い
て
驚
い
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
京
都
に
限
ら
ず
地
方
に
は
、
こ
の
よ

う
に
今
も
昔
な
が
ら
の
お
盆
の
し
き
た
り

を
守
っ
て
い
る
家
が
残
っ
て
い
ま
す
。

在い
ま

す
が
如
く

神
さ
ま
、
仏
さ
ま
は
目
に
み
え
な
い
も

の
で
す
が
、
ま
る
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
の

よ
う
に
お
祭
り
で
き
る
の
が
日
本
人
で
す
。

論
語
の
な
か
に
は
「
祭
る
こ
と
在
す
が

如
く
す
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
ま
す
。

人
が
相
手
の
も
て
な
し
も
気
苦
労
が
多

く
て
大
変
で
す
が
、
そ
の
相
手
が
見
え
な

い
と
な
る
と
、「
感
謝
と
か
畏
敬
」の「
念
」

が
心
に
な
け
れ
ば
お
祭
り
す
る
気
に
は
な

れ
な
い
と
思
う
の
で
す
。

施せ

が

き

え

餓
鬼
会

お
盆
の
時
期
に
お
寺
に
行
く
と
「
施
餓

鬼
」
と
い
う
無
縁
仏
の
た
め
の
お
供
え
の

棚
が
あ
り
ま
す
。
仏
教
的
に
は
地
獄
に
落

ち
た
母
親
を
助
け
る
た
め
の
供
養
で
す

が
、
仏
教
の
絵
解
き
で
は
、
自
分
の
先
祖

を
助
け
た
け
れ
ば
ま
わ
り
の
救
わ
れ
な
い

人
に
も
施
し
を
し
な
さ
い
と
い
う
「
お
し

え
」
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

歳時記

S e l e c t  A u g u s t  '16  32

コスモスとトンボ

JHMA認定
ホスピタリティ・
コーディネータ

石井サト子

お
盆

歳
時
記
に
み
る
ギ
フ
ト
の
風
景
⑥



一
見
、
今
の
時
代
に
は
合
わ
な
い
と
思
う

こ
と
の
多
い
伝
統
行
事
で
す
が
、
不
変
の

お
し
え
が
随
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る

の
で
す
。

藪
入
り

故
郷
へ
の
夏
の
帰
省
を
「
盆
休
み
」
と

い
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
「
藪
入
り
」
と

い
っ
て
、
盆
と
正
月
だ
け
住
み
込
み
で
働

く
奉
公
人
た
ち
が
家
に
帰
れ
る
、
い
わ
ゆ

る
休
日
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
藪
入
り
の
と
き
に
丁
稚
た
ち
が
土

産
と
し
て
買
っ
て
帰
っ
た
の
が
「
丁
稚
羊

羹
」
で
す
。
竹
の
皮
に
包
ま
れ
た
蒸
羊
羹

で
、当
時
は
歩
い
て
帰
る
長
旅
で
す
か
ら
、

竹
の
も
つ
抗
菌
作
用
に
よ
っ
て
日
持
ち
す

る
の
が
何
よ
り
で
し
た
。
こ
の
藪
入
り
が

現
在
の
お
盆
休
み
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と

い
わ
れ
ま
す
。

帰
省
土
産

お
盆
の
帰
省
で
、
頭
を
悩
ま
せ
る
の
が

帰
省
土
産
で
す
。せ
っ
か
く
な
ら「
も
ら
っ

て
う
れ
し
い
」
と
い
わ
れ
る
も
の
を
選
び

た
い
と
限
定
品
や
旬
の
も
の
を
探
し
ま
す

が
、
商
品
が
多
す
ぎ
て
か
え
っ
て
目
移
り

し
て
し
ま
い
ま
す
。
逆
に
今
ほ
ど
選
択
肢

が
な
か
っ
た
昔
の
人
は
、
ど
ん
な
も
の
を

土
産
に
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

土
産
は
元
々
「
宮み

や
け笥

」
と
よ
ば
れ
、
神

起
源
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。

ま
た
、
送
り
火
を
水
や
酒
を
入
れ
た
盃
に

映
し
て
飲
む
と
一
年
間
病
気
を
し
な
い
と

い
う
粋
な
言
い
伝
え
も
あ
る
そ
う
で
す
。

小
さ
い
秋
み
つ
け
た

夏
の
あ
い
だ
、
耳
に
つ
い
て
離
れ
な

か
っ
た
「
蝉
し
ぐ
れ
」
も
や
が
て
、
蜩

ひ
ぐ
ら
し

の
哀
し
げ
な
鳴
き
声
に
変
わ
り
、
朝
夕
吹

く
風
に
も
少
し
ず
つ
涼
し
さ
を
覚
え
ま

す
。
や
が
て
蝉
と
交
代
す
る
よ
う
に
リ
ン

リ
ン
と
鈴
虫
の
か
わ
い
い
音
色
が
聴
こ
え

る
よ
う
に
な
る
と
季
節
は
本
格
的
な
秋
を

迎
え
ま
す
。

撮
影 

中
條 

薫 

氏

社
な
ど
に
お
参
り
し
た
印
の
お
札
や
お
守

り
が
起
源
と
い
わ
れ
ま
す
。
歩
き
旅
の
当

時
、
日
持
ち
が
何
よ
り
で
す
か
ら
、
薬
と

か
暦
と
い
っ
た
食
品
以
外
の
も
の
が
多

く
、
菓
子
が
土
産
に
な
る
の
は
江
戸
時
代

に
入
っ
て
か
ら
と
い
わ
れ
ま
す
。

五
山
の
送
り
火

さ
て
、
お
盆
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
と
い

え
ば
京
都
で
は
大
文
字
で
知
ら
れ
る
「
五

山
の
送
り
火
」
が
あ
り
ま
す
。
無
病
息
災

な
ど
の
願
い
ご
と
を
書
い
た
護
摩
木
を

次
々
く
べ
て
燃
や
す
の
で
す
が
、
夜
の
五

山
に
大
き
な
火
文
字
が
浮
か
ぶ
と
き
、
そ

の
迫
力
に
圧
倒
さ
れ
ま
す
。
こ
ん
な
雄
大

な
ス
ケ
ー
ル
の
送
り
火
を
一
体
い
つ
ご
ろ

考
え
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
平
安
初

期
と
か
室
町
中
期
な
ど
諸
説
あ
る
よ
う
で

歳時記
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白
露
（
は
く
ろ
）

秋
は
何
色
?

　
中
国
の
五
行
思
想
の
影

響
も
あ
っ
て
昔
か
ら
日
本
の
秋
は
「
白
」

で
し
た
。
白
秋
、
白
い
風
…
。
透
明
感
の

あ
る
さ
わ
や
か
な
季
節
を
白
で
表
現
し
て

き
ま
し
た
が
、
一
方
で
心
に
感
じ
る
寂
し

さ
も
和
歌
の
中
に
は
多
く
描
か
れ
て
い
ま

す
。九

月
七
日
は
二
十
四
節
気
の
「
白
露
」

で
す
。
草
の
葉
に
結
ば
れ
た
白
い
露
に
涼

し
さ
を
覚
え
る
頃
、
よ
う
や
く
暑
さ
も
峠

を
こ
え
た
か
と
思
う
と
ホ
ッ
と
し
ま
す
。

菊
の
節
句

九
月
九
日
は
重
陽
の
節
句
。
菊
の
節
句

と
も
い
わ
れ
、
江
戸
時
代
ま
で
は
と
て
も

盛
大
に
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
現
在

は
五
節
句
の
な
か
で
は
や
や
影
が
う
す
い

存
在
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
菊
の

不
老
長
寿
の
故
事
に
あ
や
か
っ
て
長
寿
を

願
う
日
。
ち
ょ
う
ど
敬
老
の
日
も
九
月
で

す
が
、
関
連
し
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

菊
と
い
え
ば
仏
花
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り

ま
す
が
、
本
来
は
天
皇
家
の
「
菊
の
御

紋
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
格
調
の
高
い

花
で
、
桜
と
と
も
に
日
本
の
「
国
花
」
で

す
。
中
国
か
ら
伝
わ
り
、
当
時
は
鑑
賞
用

と
い
う
よ
り
薬
用
の
花
と
し
て
珍
重
さ
れ

て
い
ま
し
た
。

菊
の
き
せ
綿

な
か
で
も
平
安
時
代
の
宮
中
で
行
わ
れ

て
い
た
「
菊
の
き
せ
綿
」
と
い
う
風
習
は

菊
に
真
綿
を
の
せ
て
菊
の
精
を
す
わ
せ
、

翌
朝
、
露
の
し
み
こ
ん
だ
綿
で
肌
を
ぬ
ぐ

歳時記
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う
と
若
さ
が
保
て
る
と
い
う
美
容
法
。
何

と
も
雅み

や
びな

世
界
で
す
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
庶
民
に
も
菊
の
栽

培
が
ゆ
る
さ
れ
て
、
ど
ん
ど
ん
身
近
な
花

に
な
る
の
で
す
が
、
菊
を
生
活
の
中
で
役

立
て
る
と
い
う
こ
と
は
今
は
少
な
く
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。

菊
づ
く
し

江
戸
時
代
の
重
陽
の
節
句
を
み
る
と
、

「
菊
づ
く
し
」
で
色
々
な
菊
の
使
い
方
が

み
ら
れ
ま
す
。
菊
酒
、
菊
枕
、
菊
湯
、
菊

月
を
待
つ

一
方
、
平
安
時
代
か
ら
続
い
て
い
る
お

月
見
は
「
月
を
観
る
」
と
い
う
よ
り
「
月

を
待
つ
」
と
い
う
意
味
あ
い
が
強
か
っ
た

よ
う
で
す
。
十
五
夜
が
過
ぎ
て
も
、
十
六

夜
（
い
ざ
よ
い
）、
立
待
（
た
ち
ま
ち
）、

居
待
（
い
ま
ち
）、
臥
待
（
ふ
し
ま
ち
）

と
い
う
よ
う
に
月
が
で
る
の
を
今
か
今
か

と
待
ち
わ
び
る
よ
う
す
が
表
現
さ
れ
て
い

ま
す
。ま
た
京
都
に
あ
る「
桂
離
宮
」や「
銀

閣
寺
」
は
月
を
鑑
賞
す
る
た
め
の
建
物
を

わ
ざ
わ
ざ
作
ら
せ
、
池
に
映
っ
た
月
の
光

が
反
射
し
て
室
内
に
入
る
角
度
ま
で
計
算

し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
驚
き
ま
す
。
手

を
の
ば
し
て
も
決
し
て
届
か
な
い
月
、
で

も
水
に
映
せ
ば
手
で
掬す

く
う
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
た
の
は
、
さ
す
が
時
の
権
力
者
は

風
流
を
愛
す
る
人
た
ち
ば
か
り
で
す
。

秋
分
の
日

「
暑
さ
寒
さ
も
彼
岸
ま
で
」
と
い
わ
れ

ま
す
が
、
九
月
二
十
二
日
は
お
彼
岸
の
中

日
、
秋
分
の
日
で
す
。
こ
の
お
彼
岸
を
過

ぎ
る
と
日
暮
れ
も
い
っ
そ
う
早
く
感
じ
ら

れ
ま
す
。

し
か
し
秋
は
こ
れ
か
ら
が
本
番
。
里
山

は
実
り
の
季
節
を
迎
え
、
錦
秋
の
よ
そ
お

い
が
始
ま
り
ま
す
。

撮
影 

中
條 

薫 

氏

花
茶
な
ど
。
日
本
の
「
も
て
な
し
文
化
」

で
は
同
じ
も
の
を
重
ね
て
使
う
の
を
避
け

る
傾
向
が
あ
り
ま
す
が
、
菊
は
桜
や
梅
の

よ
う
に
特
別
で
「
づ
く
し
」
に
し
て
楽
し

ん
で
い
た
よ
う
で
す
。

そ
う
い
え
ば
刺
し
身
の
妻
（
つ
ま
）
に

は
小
さ
な
菊
の
花
が
添
え
ら
れ
て
い
ま
す

が
、
食
べ
ら
れ
な
い
と
思
っ
て
残
す
方
が

多
い
と
き
き
ま
す
。
添
え
ら
れ
て
い
る
の

は
食
用
菊
で
醤
油
に
花
び
ら
を
散
ら
し
て

食
べ
る
と
香
り
も
楽
し
め
、
食
中
毒
予
防

に
も
な
る
の
で
す
。

中
秋
の
名
月

今
は
月
に
宇
宙
船
が
行
く
時
代
。
う
さ

ぎ
の
い
な
い
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
も
、
月

は
神
秘
的
な
美
し
さ
を
湛
え
て
い
ま
す
。

満
月
の
夜
に
は
日
光
浴
な
ら
ぬ「
月
光
浴
」

で
月
の
パ
ワ
ー
を
浴
び
る
に
は
絶
好
の
機

会
。
今
年
の
中
秋
の
名
月
は
九
月
十
五
日

で
す
か
ら
、
月
の
み
え
る
窓
際
に
、
ス
ス

キ
と
月
見
団
子
を
お
供
え
し
て
み
ま
し
ょ

う
。
お
供
え
は
、「
数
」
に
も
意
味
を
も

た
せ
る
こ
と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
十
五
夜

な
ら
ば
十
五
個
か
五
個
、
ま
た
満
月
の
数

だ
け
と
い
う
考
え
方
か
ら
十
二
個
お
供
え

す
る
と
こ
ろ
も
。
歴
史
的
に
は
収
穫
に
感

謝
す
る
「
初
穂
祭
」
と
結
び
つ
い
た
行
事

で
里
芋
や
栗
を
お
供
え
し
て
い
る
と
こ
ろ

も
あ
り
ま
す
。

秋の茶会

歳時記
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天
高
く
馬
肥
ゆ
る
秋

黄
金
に
実
っ
た
稲
穂
が
波
う
つ
よ
う
に

輝
き
は
じ
め
る
と
、
い
よ
い
よ
今
年
の
新

米
の
収
穫
が
は
じ
ま
り
ま
す
。
豊
か
な
実

り
は
お
米
だ
け
で
な
く
、
秋
刀
魚
や
秋
茄

子
、
柿
や
栗
、
さ
つ
ま
芋
な
ど
秋
の
味
覚

が
次
々
に
食
卓
に
届
き
、
食
欲
旺
盛
な
季

節
と
な
り
ま
す
。

秋
の
味
覚

「
松
茸
食
べ
た
?
」
昔
は
気
軽
に
口
に

し
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
今
で
は
す
っ

か
り
「
高
嶺
の
花
」。
庶
民
が
松
茸
を
口

に
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ち
ょ
っ
と
し
た
自
慢

話
に
も
な
り
ま
す
。

奈
良
時
代
か
ら
日
本
人
に
と
っ
て
茸き

の
こや

栗
は
自
然
か
ら
の
大
切
な
贈
り
物
で
、
献

上
品
で
も
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
東
北
で
は

秋
に
な
る
と
河
原
で
つ
く
る
「
芋
煮
会
」

が
人
気
で
す
。
採
れ
た
ば
か
り
の
里
芋
や

き
の
こ
、
こ
ん
に
ゃ
く
、
肉
な
ど
を
大
き

な
鍋
で
煮
込
み
大
勢
で
食
べ
る
芋
煮
は
、

東
北
の
秋
の
風
物
詩
。
始
ま
り
は
江
戸
時

代
に
さ
か
の
ぼ
り
ま
す
。

ま
た
、
芋
煮
に
な
ぜ
里
芋
を
使
う
の
で

し
ょ
う
か
。
稲
作
が
始
ま
る
前
、
古
代
日

本
人
の
主
食
が
里
芋
だ
っ
た
こ
と
に
由
来

し
ま
す
。
お
正
月
の
お
せ
ち
や
お
月
見
な

ど
行
事
の
中
で
お
餅
と
同
じ
く
ら
い
大
切

な
食
べ
物
だ
っ
た
の
で
す
。
ち
な
み
に
日

本
で
ジ
ャ
ガ
イ
モ
や
さ
つ
ま
芋
が
食
べ
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
江
戸
時
代
か
ら
だ

そ
う
で
す
。

神か
ん
な
め
さ
い

嘗
祭

十
月
十
七
日
は
神
嘗
祭
で
す
。
天
皇
が

自
ら
お
田
植
え
さ
れ
た
稲
を
刈
り
取
っ
て

そ
の
初
穀
で
つ
く
っ
た
御み

け饌
や
神み

き酒
を
神

様
に
お
供
え
す
る
宮
中
祭
祀
。
稲
が
と
り

わ
け
日
本
人
に
と
っ
て
神
聖
で
特
別
な
食

べ
物
な
の
は
『
古
事
記
』
に
書
か
れ
た
神

話
に
由
来
し
ま
す
。
天
孫
降
臨
で
天
照
大

神
が
孫
の
ニ
ニ
ギ
ノ
ミ
コ
ト
に
手
渡
し
た

と
さ
れ
る
「
稲
の
種
」。
そ
の
種
が
現
在

の
主
食
、
米
と
な
り
、
以
来
稲
作
は
日
本

の
行
事
や
祭
り
ご
と
に
深
く
結
び
付
い
て

く
る
の
で
す
。

日
本
で
は
昔
か
ら
大
切
な
も
の
は
左
に

す
る「
左
上
位
」の
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。

食
卓
で
も
神
聖
な
御
飯
は
左
、
汁
は
右
に

す
る
こ
と
が
守
ら
れ
て
い
ま
す

ま
た
最
近
は
お
米
の
ギ
フ
ト
も
人
気
だ

と
聞
き
ま
し
た
。米
ほ
ん
ら
い
の
味
は「
塩

む
す
び
」
が
一
番
と
い
う
人
も
い
ま
す
。

歳時記
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水
や
土
な
ど
風
土
の
違
い
で
お
米
の
味
も

変
わ
り
ま
す
か
ら
、
地
域
の
味
を
食
べ
比

べ
で
き
る
の
は
う
れ
し
い
こ
と
で
す
。

「
新
蕎
麦
」
あ
り
ま
す

新
米
と
合
わ
せ
て
こ
の
時
期
、
待
ち
わ

び
て
い
る
人
が
多
い
の
が
新
蕎
麦
で
す
。

入
荷
の
看
板
を
み
る
と
つ
い
食
べ
た
く
な

り
ま
す
が
、
秋
の
蕎
麦
は
色
と
香
り
が
よ

い
の
が
身

し
ん
じ
ょ
う

上
。
江
戸
時
代
か
ら
人
気
の
食

べ
も
の
で
、当
時
の
蕎
麦
の
値
段
は「
十
六

文
」
と
決
ま
っ
て
い
た
そ
う
で
す
。
こ
れ

は
今
の
値
段
で
四
百
円
く
ら
い
。

蕎
麦
が
今
の
よ
う
に
細
い
麺
に
な
っ
た

の
は
江
戸
時
代
の
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
は

「
蕎
麦
が
き
」
状
の
丸
め
た
も
の
が
主
流

だ
っ
た
よ
う
で
す
。
蕎
麦
が
き
は
今
で
も

蕎
麦
が
で
き
る
ま
で
の
酒
の
つ
ま
み
と
し

て
食
べ
ら
れ
ま
す
。
蕎
麦
屋
で
は
日
本
酒

の
こ
と
を
「
蕎
麦
ま
え
」
と
い
う
の
だ
そ

う
で
す
。

秋
の
運
動
会

行
楽
の
秋
に
な
る
と
各
地
で
運
動
会
が

い
」
で
は
黄
昏
の
麦
畑
で
身
を
か
が
め
て

落
ち
穂
を
拾
う
女
性
た
ち
の
姿
が
描
か
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
に
は
す
べ
て
刈
り
取
っ

て
し
ま
わ
ず
、
貧
し
い
人
た
ち
の
た
め
に

少
し
残
し
て
お
き
な
さ
い
と
い
う
、
旧
約

聖
書
の
教
え
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と

い
い
ま
す
。

灯
火
親
し
む
こ
ろ

だ
ん
だ
ん
日
脚
も
短
く
な
り
、
夜
は
灯

り
が
恋
し
い
季
節
。「
夜
な
べ
」
と
い
う
言

葉
は
も
う
使
わ
れ
な
く
な
り
ま
し
た
が
、

秋
の
夜
長
は
し
ず
か
に
更
け
て
い
き
ま
す
。

そ
ろ
そ
ろ
暖
か
い
敷
物
な
ど
も
準
備
し
な

く
て
は
と
思
う
季
節
に
な
り
ま
し
た
。

撮
影 

中
條 

薫 

氏

催
さ
れ
ま
す
。
一
九
六
四
年
十
月
十
日
に

東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
た
の
を

機
に
十
月
十
日
が
体
育
の
日
に
制
定
さ
れ

ま
し
た
。
四
年
後
に
は
、
ま
た
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
が
開
催
さ
れ
ま
す
が
、
今
回
は

秋
で
は
な
く
、
夏
の
開
催
。
選
手
の
み
な

ら
ず
、
観
客
に
も
燃
え
る
よ
う
な
夏
に
な

り
そ
う
で
す
。

日
本
の
運
動
会
の
歴
史
を
ひ
も
と
く

と
、
始
ま
り
は
明
治
時
代
か
ら
。
パ
ン
食

い
競
争
や
借
り
物
競
争
、
騎
馬
戦
や
綱
引

き
な
ど
今
考
え
る
と
ユ
ニ
ー
ク
な
競
技
が

多
い
の
に
驚
き
ま
す
。
世
界
を
み
て
も
、

こ
ん
な
遊
び
心
の
あ
る
ス
ポ
ー
ツ
大
会
は

な
い
そ
う
で
す
。
ま
た
綱
引
き
は
農
村
の

神
事
、
紅
白
の
ハ
チ
マ
キ
は
、
源
平
の
戦

い
に
由
来
し
て
い
る
な
ど
、
歴
史
的
な
ト

リ
ビ
ア
も
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
る
の
が

運
動
会
で
す
。

木き
ま
も
り守

収
穫
も
す
っ
か
り
お
わ
っ
た
柿
の
木
に

実
を
残
し
た
裸
木
を
み
た
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
こ
の
実
は「
木
守
」と
い
っ
て
、

来
年
も
よ
く
実
り
ま
す
よ
う
に
と
い
う
お

ま
じ
な
い
。
ま
た
食
べ
物
が
少
な
く
な
る

季
節
に
鳥
た
ち
の
た
め
に
実
を
少
し
残
し

て
や
る
里
山
の
風
習
で
す
。

同
じ
よ
う
な
光
景
が
海
外
に
も
あ
り
、

フ
ラ
ン
ス
の
画
家
、
ミ
レ
ー
の
「
落
穂
拾

樹木とキノコ

歳時記
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小
春
日
和

十
一
月
七
日
は
立
冬
で
す
。
気
温
の
寒

暖
差
が
朝
夕
徐
々
に
大
き
く
な
り
、
う
っ

か
り
風
邪
を
ひ
い
て
し
ま
う
こ
と
も
。
日

中
ポ
カ
ポ
カ
と
気
持
ち
の
よ
い
「
小
春
日

和
」
で
も
、
夜
に
な
る
と
冷
え
込
む
こ
と

も
あ
り
注
意
が
必
要
で
す
。

亥い
の
こ
も
ち

の
子
餅

江
戸
時
代
、「
亥
の
月
亥
の
日
」
に
は

火
鉢
や
炬
燵
を
出
し
て
冬
支
度
を
す
る
日

と
決
ま
っ
て
い
ま
し
た
。
ち
な
み
に
今
年

は
十
一
月
一
日
が
そ
の
初
亥
の
日
。
茶
道

の
世
界
で
は
「
炉
開
き
」
が
行
わ
れ
平
安

時
代
の
宮
中
に
由
来
す
る
「
亥
の
子
餅
」

を
い
た
だ
く
の
が
慣
例
。
亥
の
子
餅
は
猪

の
子
供
で
あ
る
ウ
リ
ボ
ウ
を
模
し
た
形
の

和
菓
子
で
す
が
、
現
在
は
目
に
す
る
機
会

も
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

猪
は
多
産
で
子
孫
繁
栄
の
象
徴
、
ま
た

陰
陽
五
行
説
で
は
「
水
」
に
あ
た
る
こ
と

か
ら
火
を
防
い
で
く
れ
る
動
物
と
い
わ

れ
、
ゲ
ン
担
ぎ
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。

通
過
儀
礼

子
供
が
主
役
の
行
事
は
「
お
七
夜
」
か

ら
始
ま
り
、「
お
宮
参
り
、
お
食
い
初
め
、

初
節
句
」
と
そ
の
成
長
に
あ
わ
せ
た
「
通

過
儀
礼
」
が
数
多
く
あ
り
ま
す
。
な
か
で

も
「
七
五
三
（
11
月
15
日
）」
は
晴
れ
着
を

き
て
か
っ
こ
よ
く
世
間
に
デ
ビ
ュ
ー
す
る

日
、
子
供
な
り
に
が
ん
ば
る
日
な
の
で
す
。

七
五
三
は
平
安
時
代
の
宮
廷
や
武
家
の

間
で
行
わ
れ
て
い
た
三
歳
の
「
髪
置
き
」、

五
歳
の
「
袴は

か
ま
ぎ着

」、
七
歳
の
「
帯
解
き
」

が
そ
の
ル
ー
ツ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

武
家
の
影
響
が
強
い
江
戸
と
、
貴
族
や

商
人
の
影
響
を
受
け
て
き
た
上
方
で
は
こ

れ
ら
の
行
事
に
も
温
度
差
が
あ
り
、
江
戸

歳時記
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の
七
五
三
が
上
方
に
浸
透
し
た
の
は
比
較

的
近
年
に
な
っ
て
か
ら
だ
と
い
わ
れ
て
い

ま
す
。
か
わ
り
に
関
西
で
盛
ん
だ
っ
た

の
が
平
安
時
代
の
清
和
天
皇
ゆ
か
り
の

「
十
三
参
り
」。
ま
た
大
阪
の
一
部
地
域
に

は
「
紐ひ

も
せ
ん銭

」
と
い
っ
て
お
宮
参
り
の
と
き

に
、
一
生
お
金
に
困
ら
な
い
よ
う
に
と
願

い
、
祝
儀
袋
を
晴
れ
着
に
結
ぶ
風
習
が
あ

る
と
聞
き
ま
し
た
。
そ
の
土
地
な
ら
で
は

の
色
々
な
風
習
が
あ
り
ま
す
。
共
通
し
て

い
る
の
は
、
無
事
に
育
っ
て
ほ
し
い
と
い

う
親
ご
こ
ろ
で
す
。

参
拝
の
あ
と
は
、
神
社
で
頂
く
「
千
歳

飴
」
が
子
供
た
ち
に
は
楽
し
み
で
す
。
江

戸
時
代
に
浅
草
の
飴
売
り
が
お
宮
参
り
の

お
土
産
と
し
て
売
り
出
し
た
の
が
始
ま
り

だ
そ
う
で
す
が
、
デ
ザ
イ
ン
は
時
代
を
反

映
し
て
長
寿
を
願
う
鶴
亀
や
松
竹
梅
の

他
、
最
近
は
人
気
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
―
も
増

え
て
バ
ラ
エ
テ
ィ
豊
か
。
古
典
柄
で
老
夫

婦
が
熊
手
と
ほ
う
き
を
も
っ
て
松
の
落
ち

葉
を
か
き
よ
せ
る
絵
が
あ
る
の
で
す
が
、

こ
れ
は
謡
曲
「
高
砂
」
に
ち
な
ん
だ
お
め

で
た
い
デ
ザ
イ
ン
だ
そ
う
で
す
。

酉と
り
の
い
ち

の
市

そ
の
熊
手
を
求
め
て
人
々
が
集
ま
る
の

が
関
東
で
十
一
月
の
酉
の
日
に
行
わ
れ
る

「
酉
の
市
」
で
す
。
江
戸
時
代
か
ら
伝
わ

る
商
売
繁
盛
の
伝
統
行
事
で
、
関
西
で
一

ら
れ
て
ひ
と
所
に
集
め
ら
れ
る
景
色
を

「
吹
き
寄
せ
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
た

の
は
日
本
人
の
美
意
識
で
す
。
以
来
、
日

本
料
理
や
和
菓
子
の
世
界
で
は
秋
を
表

現
す
る
と
き
に
「
吹
き
寄
せ
盛
り
」
や

干ひ

が

し
菓
子
の
「
吹
き
寄
せ
」
と
し
て
登
場
し

ま
す
。

茶
の
湯
を
大
成
し
た
千
利
休
の
逸
話
に

は
、
庭
を
き
れ
い
に
掃
き
清
め
た
あ
と
、

最
後
の
仕
上
げ
に
数
枚
、
葉
っ
ぱ
を
は
ら

は
ら
と
散
ら
し
て
自
然
の
あ
る
が
ま
ま
の

風
情
を
作
り
出
し
た
と
も
い
わ
れ
ま
す
。

晩
秋

晩
秋
に
な
る
と
時し

ぐ
れ雨

が
降
る
ご
と
に
気

温
が
さ
が
り
、
雨
が
冬
へ
の
歩
み
を
さ
ら

に
進
め
て
い
く
と
い
い
ま
す
。
あ
つ
あ
つ

の
「
お
で
ん
」
や
「
湯
豆
腐
」
を
あ
て
に
、

新
米
で
仕
込
ん
だ
新
酒
を
い
た
だ
く
の
は

そ
ん
な
寒
い
日
の
「
口こ

う
ふ
く福

」
で
す
。

撮
影
　
中
條 

薫 

氏

月
に
行
わ
れ
る
「
商
売
繁
盛
、
笹
も
っ
て

こ
い
」の「
戎
ま
つ
り
」と
比
較
さ
れ
ま
す
。

お
目
当
て
の
熊
手
は
小
判
や
宝
船
、
恵
比

寿
さ
ま
な
ど
が
つ
い
た
縁
起
物
で
、
年
々

繁
盛
し
ま
す
よ
う
に
と
、
小
さ
い
も
の
か

ら
大
き
い
も
の
へ
と
毎
年
買
い
替
え
て
い

く
の
が
習
わ
し
に
な
っ
て
い
ま
す
。

秋
の
吹
き
寄
せ

秋
も
深
ま
っ
て
く
る
と
イ
チ
ョ
ウ
や
ケ

ヤ
キ
な
ど
の
落
葉
樹
は
美
し
く
紅
葉
し
て

や
が
て
風
に
舞
い
落
ち
葉
に
な
り
ま
す
。

散
り
敷
い
た
落
ち
葉
を
踏
み
し
め
て
歩
け

ば
、
そ
の
柔
ら
か
い
感
触
が
足
裏
に
心
地

よ
く
感
じ
ら
れ
る
季
節
。

さ
ま
ざ
ま
な
木
の
葉
が
風
に
吹
き
寄
せ

歳時記
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ク
マ
が
冬
ご
も
り
を
し
、
サ
ケ
が
川
を

遡
上
す
る
季
節
。
街
に
は
華
や
か
な
イ
ル

ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
一
斉
に
点
灯
し
、
テ
ン

ポ
の
い
い
音
楽
が
流
れ
賑
わ
い
だ
し
ま

す
。十

二
月
を
「
師
走
」
と
呼
ぶ
の
は
僧
侶

が
か
け
足
で
檀
家
ま
わ
り
を
す
る
月
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
。
年
内
に
今
年
の
用
事

を
済
ま
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
と
思
う
と

「
気
ぜ
わ
し
さ
」
に
背
中
を
押
さ
れ
ま
す
。

事
始
め

お
正
月
を
迎
え
る
準
備
を
十
三
日
の

「
事
始
め
」（
地
域
に
よ
っ
て
八
日
）
と
定

め
た
の
は
江
戸
時
代
の
こ
と
で
す
。

年
の
瀬
の
江
戸
の
街
に
は
暦
や
縁
起

物
、
正
月
用
品
な
ど
を
売
る
商
人
の
声
。

黒
豆
、
数
の
子
、
ご
ま
め
な
ど
縁
起
を
担

い
だ
お
せ
ち
料
理
が
始
ま
っ
た
の
も
こ
の

時
代
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

最
近
は
作
る
よ
り
買
う
お
せ
ち
料
理
に

人
気
が
あ
り
ま
す
が
、時
間
が
で
き
た
分
、

忘
年
会
な
ど
の
お
出
か
け
の
方
に
忙
し
く

な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

鎌
倉
時
代
に
も
忘
年
会
が
あ
っ
て
、
字

の
ご
と
く
「
年
忘
れ
」
と
い
っ
た
そ
う
で

す
。
貴
族
が
今
年
一
年
を
振
り
か
え
っ
て

和
歌
を
連
作
す
る
と
い
う
優
雅
な
も
の
。

新
年
の「
宮
中
歌
会
始
」を
思
わ
せ
ま
す
。

歌
会
の
テ
ー
マ
「
勅
題
」
は
い
つ
も
年
末

に
発
表
さ
れ
ま
す
が
、
ち
な
み
に
今
年
は

「
人
」
で
、
来
年
は
「
野
」。
茶
道
や
和
菓

子
の
世
界
で
は
こ
の
勅
題
に
ち
な
ん
だ
も

の
が
季
節
を
語
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
来
年
は
「
酉
年
」
で
す
。「
と
り

こ
む
」
と
商
売
に
は
縁
起
の
よ
い
干
支
と

歳時記
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の
こ
と
。縁
起
物
は
身
に
つ
け
た
り
、飾
っ

て
お
く
と
災
難
な
く
一
年
が
過
ご
せ
る
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
に
は
干
支
以
外
に
も
「
花
亀
甲
、

青
海
波
、
七
宝
、
千
鳥
」
な
ど
縁
起
が
よ

い
と
さ
れ
る
吉
祥
文
様
が
あ
り
、
さ
ら
に

食
べ
物
、
気
象
、
道
具
と
い
っ
た
身
の
回

り
に
も
沢
山
の
縁
起
物
や
事
象
が
あ
り
ま

す
。お

歳
暮

十
二
月
に
入
る
と
お
歳
暮
商
戦
の
真
っ

只
中
。
ひ
と
昔
前
に
は
、
実
家
の
お
正
月

用
に
と
荒
巻
鮭
や
塩
ブ
リ
を
丸
ご
と
一
本

届
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
一
本
届
い

た
ら
、
家
人
は
始
末
よ
く
調
理
し
て
い
か

ギ
フ
ト

こ
の
冬
至
の
時
期
に
は
「
太
陽
の
再

生
」
を
祝
う
行
事
が
世
界
中
に
み
ら
れ
ま

し
た
。二
十
五
日
は
ク
リ
ス
マ
ス
で
す
が
、

キ
リ
ス
ト
教
以
前
は
冬
至
の
よ
う
な
太
陽

の
お
祭
り
の
日
だ
っ
た
よ
う
で
す
。

ク
リ
ス
マ
ス
と
い
え
ば
筆
者
は
プ
レ
ゼ

ン
ト
が
ま
ず
思
い
浮
か
び
ま
す
が
、
キ
リ

ス
ト
教
の
中
で
「
ギ
フ
ト
」
と
い
う
の
は

神
様
か
ら
贈
ら
れ
た
最
高
の
ギ
フ
ト
「
イ

エ
ス
キ
リ
ス
ト
」
を
意
味
す
る
と
き
き
驚

き
ま
し
た
。
ク
リ
ス
マ
ス
イ
ブ
は
家
族
が

そ
ろ
っ
て
過
ご
す
厳
粛
な
日
と
教
え
て
も

ら
っ
た
次
第
で
す
。

大
晦
日

カ
ウ
ン
ト
ダ
ウ
ン
や
花
火
な
ど
世
界
の

新
年
の
祝
い
か
た
に
比
べ
る
と
日
本
の
年

末
年
始
は
お
ご
そ
か
な
空
気
に
包
ま
れ
て

い
る
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

大
気
も
太
陽
も
昨
日
と
全
く
同
じ
な
の

に
、す
べ
て
が
清
々
し
く
「
あ
り
が
た
さ
」

を
感
じ
る
新
年
。
逆
に
年
越
し
は「
除
夜
」

と
呼
ば
れ
る
大
晦
日
の
夜
を
ま
た
い
で
行

わ
れ
る
の
で
、
襟
を
正
し
て
そ
の
時
を
待

つ
、
と
好
対
照
で
す
。
ゴ
ー
ン
、
ゴ
ー
ン

と
百
と
八
つ
、
除
夜
の
鐘
が
響
く
こ
ろ
、

様
々
な
年
越
し
の
行
事
が
行
わ
れ
ま
す
。

撮
影
　
中
條 

薫 

氏 

と 

筆
者

な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
焼
き
物
か
ら
始

ま
っ
て
最
後
は
残
っ
た
骨
で
粕
汁
を
作

る
、
と
い
っ
た
具
合
で
す
。
今
は
ど
ち
ら

か
と
い
う
と
手
間
が
か
か
ら
ず
、
小
分
け

と
い
う
の
が
喜
ば
れ
る
傾
向
で
す
が
、
そ

の
時
代
ご
と
の
食
卓
を
よ
く
反
映
し
て
い

る
と
思
い
ま
す
。

冬
至

二
十
一
日
は
冬
至
。
一
年
で
い
ち
ば
ん

昼
間
が
短
い
日
で
す
が
、
こ
の
日
か
ら
太

陽
の
力
が
よ
み
が
え
る
と
い
う
の
で
「
一

陽
来
復
」
と
も
。
ま
た
運
が
つ
く
よ
う
に

と
の
願
い
か
ら
「
だ
い
こ
ん
、れ
ん
こ
ん
、

ぎ
ん
な
ん
」
な
ど
「
ん
」
の
つ
く
も
の
を

五
つ
食
べ
よ
と
い
う
こ
と
わ
ざ
も
あ
り
ま

す
。
冬
至
と
い
え
ば
、
定
番
の
か
ぼ
ち
ゃ

と
柚
子
湯
の
習
慣
は
江
戸
時
代
が
始
ま
り

で
す
。

歳時記
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す
べ
て
が
あ
ら
た
ま
り
、
一
か
ら
始
ま

る
元
日
。
お
正
月
は
新
し
い
一
年
の
力
を

蘇
ら
せ
て
く
れ
る
「
歳
神
」
さ
ま
を
淑し

ゅ
く
き気

に
満
ち
た
家
に
ま
ね
き
、
お
も
て
な
し
を

す
る
日
で
す
。

そ
の
た
め
元
日
は
外
出
を
さ
け
、「
福
」

を
外
に
掃
き
だ
さ
な
い
よ
う
に
掃
除
も
お

休
み
。
台
所
の
「
竈か

ま
どの

ふ
た
」
も
開
け
な

い
で
済
む
よ
う
に
お
節
料
理
は
砂
糖
多
め

の
保
存
食
が
基
本
で
す
。
食
材
そ
の
も
の

は
見
慣
れ
た
も
の
ば
か
り
で
す
が
お
め
で

た
い
亀
甲
や
梅
な
ど
に
飾
り
き
り
し
て
よ

り
格
調
高
さ
が
演
出
さ
れ
、
お
正
月
ら
し

さ
を
感
じ
ま
す
。

寿こ
と
ほぎ
の
か
た
ち

門
松
や
注し

め
か
ざ
り

連
飾
は
そ
の
歳
神
さ
ま
へ
の

目
印
。
門
松
は
平
安
時
代
末
頃
を
起
源
に

し
て
い
る
と
い
い
ま
す
。

室
町
時
代
に
武
士
の
礼
法
を
作
っ
た
小

笠
原
流
に
「
折お

り
が
た形

」
と
い
う
贈
答
の
た
め

の
礼
法
が
あ
る
の
で
す
が
、
お
正
月
の
屠

蘇
飾
り
や
箸
包
み
、
お
年
玉
を
入
れ
る
熨

斗
な
ど
、
白
い
和
紙
を
使
っ
て
美
し
い
折

り
紙
に
し
、「
寿
ぎ
」
の
か
た
ち
を
表
現

し
て
今
に
残
っ
て
い
ま
す
。

箸
包
み
に
は
柳
の
木
で
作
っ
た「
柳
箸
」

を
入
れ
ま
す
。
家
長
が
家
族
一
人
一
人
の

名
前
を
書
い
て
お
正
月
用
に
準
備
。
使
い

ま
わ
し
の
な
い
柳
箸
は
塗
り
の
箸
よ
り
格

が
高
い
と
さ
れ
、
両
端
が
細
く
な
っ
て
い

る
の
は
、神
さ
ま
と
の
共
食
の
た
め
で
す
。

ま
た
紅
白
の
水
引
は
身
近
な
も
の
を

ち
ょ
っ
と
結
ぶ
だ
け
で
も
「
め
で
た
さ
」

を
演
出
し
て
く
れ
ま
す
。

お
年
玉

時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
き
た
も
の
に

お
年
玉
が
あ
り
ま
す
。
江
戸
時
代
の
頃
ま

で
は
小
餅
が
お
年
玉
で
し
た
。
餅
に
は
神

さ
ま
が
宿
る
と
さ
れ
、
奈
良
時
代
に
は
読

経
供
養
料
と
し
て
餅
が
使
わ
れ
た
と
い
う

記
録
も
あ
り
ま
す
。

鏡
餅
は
「
お
鏡
さ
ん
」
と
親
し
み
を
込

め
て
呼
ば
れ
ま
す
が
、
家
内
安
全
を
願
う
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「
ゆ
ず
り
葉
や
裏う

ら
じ
ろ白

」、
一
年
間
食
べ
物
に

困
ら
な
い
よ
う
に
と
「
昆
布
や
柿
串
、
み

か
ん
」
な
ど
を
縁
起
よ
く
飾
り
ま
す
。

稲
作
を
中
心
に
一
年
を
考
え
る
日
本
人

に
と
っ
て
稲
の
霊
が
宿
る
と
考
え
て
き
た

餅
は
結
婚
、
出
産
な
ど
の
吉
事
に
は
つ
き

も
の
の
「
ハ
レ
」
の
食
べ
物
で
す
。
昔
は

家
を
新
築
す
る
と
き
、
上
棟
式
で
「
餅
ま

き
」
を
す
る
家
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
も
懐

か
し
く
思
い
出
し
ま
し
た
。

お
年
賀

「
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま

す
」。
き
っ
ぱ
り
と
縁
起
の
よ
い
挨
拶
は

幸さ
い
さ
き先

の
よ
い
一
年
に
な
り
そ
う
な
予
感
が

し
ま
す
。明
治
時
代
に
郵
便
制
度
が
で
き
、

挨
拶
は
年
賀
状
に
か
わ
る
こ
と
が
増
え
ま

し
た
が
、
昭
和
の
頃
に
は
玄
関
先
だ
け
で

も
と
年
始
ま
わ
り
を
す
る
人
が
多
か
っ
た

よ
う
で
す
。
ご
挨
拶
の
し
る
し
に
干
支
の

手
ぬ
ぐ
い
や
菓
子
折
な
ど
ち
ょ
っ
と
し
た

「
お
年
賀
」
を
持
参
。
ち
な
み
に
お
年
玉

は
目
上
か
ら
目
下
に
、
お
年
賀
は
目
下
か

ら
目
上
に
渡
す
の
が
一
般
的
な
の
だ
そ
う

で
す
。七

草
が
ゆ

七
日
は
「
人
日
の
節
句
」。
七
草
粥
を

い
た
だ
き
無
病
息
災
を
願
う
日
。「
せ
り
、

な
ず
な
、
ご
ぎ
ょ
う
、
は
こ
べ
ら
、
ほ
と

り
」
と
し
て
の
ど
ん
ど
焼
を
見
る
く
ら
い

で
す
が
、
そ
の
煙
に
の
っ
て
歳
神
さ
ま
が

お
帰
り
に
な
る
と
い
わ
れ
、
お
盆
の
送
り

火
と
も
似
て
い
ま
す
。
こ
の
火
で
焼
い
た

お
餅
を
食
べ
る
と
一
年
間
無
病
息
災
に
暮

ら
せ
、
書
初
め
を
燃
や
し
た
と
き
に
炎
が

高
く
あ
が
る
と
書
道
が
上
達
す
る
と
い
わ

れ
ま
す
。

大
寒

二
十
日
は
大
寒
で
す
。
立
春
前
日
ま
で

を
「
寒
の
内
」
と
呼
び
、
し
ん
し
ん
と
冷

た
さ
が
し
み
る
季
節
。
春
も
ま
も
な
く
と

思
っ
て
い
る
と
お
も
わ
ぬ
雪
に
見
舞
わ
れ

る
の
も
こ
の
時
期
で
す
。
そ
れ
で
も
、
雪

の
下
に
は
可
愛
ら
し
い
新
芽
が
そ
ろ
そ
ろ

の
ぞ
き
始
め
る
頃
。
早
春
の
息
吹
も
す
ぐ

そ
こ
ま
で
来
て
い
ま
す
。

撮
影
　
中
條 

薫 

氏 

と 

筆
者

け
の
ざ
、
す
ず
な
、
す
ず
し
ろ
」
春
の
七

草
と
塩
だ
け
の
滋
味
ゆ
た
か
な
お
粥
で

す
。
東
北
の
方
で
は
、
七
草
に
た
ら
の
芽

が
入
る
な
ど
地
域
に
よ
っ
て
も
違
い
が
あ

り
ま
す
。
つ
い
で
に
で
す
が
平
安
時
代
の

七
草
は
「
ひ
え
、
き
び
、
粟
」
な
ど
の
雑

穀
七
種
だ
っ
た
と
の
記
録
も
あ
り
ま
す
。

最
近
で
は
ス
ー
パ
ー
で
「
七
草
が
ゆ
セ
ッ

ト
」
と
し
て
売
ら
れ
便
利
で
す
。

七
日（
地
域
に
よ
っ
て
異
な
る
）の「
松

の
内
」
を
過
ぎ
る
と
少
し
ず
つ
日
常
へ
と

戻
っ
て
い
き
ま
す
。

ど
ん
ど
焼
き

十
五
日
は
小
正
月
。
お
正
月
の
飾
り
も

の
や
三
が
日
使
っ
た
柳
箸
、
書
初
め
な
ど

を
神
聖
な
火
に
く
べ
る
ど
ん
ど
焼
（
左
義

長
）
が
あ
り
ま
す
。
実
際
に
は
「
火
祭
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二
月
三
日
は
節
分
。
鬼
退
治
に
豆
ま
き

と
く
れ
ば
子
供
た
ち
は
大
喜
び
、
家
族
総

出
で
楽
し
め
る
の
が
現
在
の
節
分
で
す

が
、
元
々
は
「
追つ

い
な儺

」
と
呼
ば
れ
る
中
国

伝
来
の
厄
祓
い
の
行
事
。
季
節
の
変
わ
り

目
に
、
目
に
み
え
な
い
邪
気
を
払
っ
て
当

時
の
一
年
の
始
ま
り
で
あ
る
立
春
を
お
祝

い
し
て
き
た
の
が
成
り
立
ち
で
す
。

恵
方
巻

節
分
に
は
大
豆
や
イ
ワ
シ
を
使
っ
た
料

理
が
定
番
で
す
が
、
最
近
は
恵
方
（
今
年

は
北
北
西
）
に
向
か
っ
て
無
言
で
太
巻
き

寿
司
を
丸
か
ぶ
り
す
る
と
い
う
の
が
人
気
。

「
初
物
を
食
べ
る
と
き
は
東
向
い
て
笑
え
」

と
い
う
昔
の
諺

こ
と
わ
ざが

あ
る
よ
う
に
、「
何
を

食
べ
る
か
」、「
ど
う
食
べ
る
か
」
は
行
事

に
は
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
の
よ
う
で
す
。

ち
な
み
に
巻
き
寿
司
は
江
戸
時
代
に
生

ま
れ
、
関
西
で
は
具
材
の
多
い
太
巻
き
、

江
戸
で
は
す
っ
き
り
と
し
た
細
巻
が
好
ま

れ
た
と
い
い
ま
す
。
お
節
料
理
の
定
番
、

伊
達
巻
や
昆
布
巻
、
八
幡
巻
も
同
じ
「
巻

物
料
理
」
で
す
が
凝
縮
さ
れ
た
な
か
に
バ

ラ
ン
ス
の
良
い
食
の
世
界
が
形
づ
く
ら
れ

て
い
ま
す
。

初は
つ
う
ま午

お
寿
司
と
い
え
ば
、
い
な
り
寿
司
も
江

戸
時
代
に
創
ら
れ
た
も
の
で
す
。「
初
午
」

（
今
年
は
二
月
十
二
日
）
は
、
奈
良
時
代

に
京
都
の
伏
見
稲
荷
大
社
に
祭
神
が
降
臨

し
た
と
さ
れ
る
の
が
起
源
。
そ
の
神
さ
ま

の
お
遣
い
と
さ
れ
る
キ
ツ
ネ
の
好
物
、
揚

げ
で
作
っ
た
い
な
り
寿
司
を
門
前
な
ど
の

屋
台
で
売
っ
た
の
が
最
初
の
よ
う
で
す
。

現
在
、
日
本
の
神
社
で
い
ち
ば
ん
多
い

の
は
八
幡
神
社
な
の
だ
そ
う
で
す
が
、
稲

荷
神
社
も
沢
山
あ
り
ま
す
。
会
社
の
屋
上

に
も
赤
い
鳥
居
を
よ
く
み
か
け
ま
す
が
、
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商
売
繁
盛
の
神
さ
ま
な
の
で
す
。

針
供
養

か
つ
て
花
嫁
道
具
の
な
か
に
必
ず
入
っ

て
い
た
「
お
針
箱
」。
最
近
は
針
を
も
つ
こ

と
自
体
が
め
っ
き
り
少
な
く
な
り
ま
し
た
。

二
月
八
日（
地
域
に
よ
り
十
二
月
八
日
）

は
針
供
養
の
日
。
使
え
な
く
な
っ
た
り
折

れ
た
針
を
お
寺
な
ど
に
持
っ
て
い
っ
て
供

養
し
て
頂
く
の
で
す
。
こ
ん
に
ゃ
く
な
ど

の
柔
ら
か
い
も
の
に
刺
し
て
休
ま
せ
、
よ

く
働
い
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
。
昔
か
ら

筆
や
人
形
な
ど
思
い
の
込
も
り
や
す
い
も

の
を
供
養
す
る
の
で
す
が
、
最
近
は
携
帯

電
話
や
ス
ト
ラ
ッ
プ
な
ど
時
代
を
反
映
し

た
も
の
を
供
養
す
る
と
こ
ろ
も
増
え
て
き

た
そ
う
で
す
。

バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー

二
月
十
四
日
は
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
。

日
本
で
初
め
て
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
食
べ

三
月
は
去
る
」
と
い
い
ま
す
が
、
早
春
を

探
し
て
い
る
間
に
、満
開
の
梅
の
馥
郁（
ふ

く
い
く
）
と
し
た
香
り
が
あ
た
り
い
ち
め

ん
に
漂
う
季
節
で
す
。

季
節
は
風
が
運
ん
で
く
れ
る
と
い
い
ま

す
が
、
二
十
四
節
気
の
小
寒
か
ら
穀
雨
ま

で
の
間
に
、
黄
梅
、
こ
ぶ
し
、
菜
の
花
、

桃
な
ど
、
春
の
花
が
咲
い
た
こ
と
を
知
ら

せ
て
く
れ
る
風
の
こ
と
を
「
花
信
風
」
と

い
う
の
だ
そ
う
で
す
。

雨
水

二
月
十
八
日
は
雨
水
。
本
格
的
に
春
が

活
動
し
始
め
る
前
に
、
雪
や
氷
が
溶
け
て

水
が
大
地
に
た
っ
ぷ
り
し
み
渡
り
、
芽
吹

き
の
準
備
が
始
ま
る
季
節
で
す
。

雨
水
に
は
昔
か
ら
ひ
な
人
形
を
飾
る
と

良
縁
に
恵
ま
れ
る
と
い
わ
れ
ま
す
が
、「
仕

舞
う
」
に
も
「
出
す
」
に
も
「
時
機
」
が

あ
る
こ
と
を
知
り
ま
す
。撮

影
　
中
條 

薫 

氏 

ら
れ
た
の
は
江
戸
時
代
な
の
だ
そ
う
で
す

が
、
ロ
ー
マ
時
代
を
起
源
に
す
る
「
聖
バ

レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
」
は
最
近
、
華
や
か
な

チ
ョ
コ
レ
ー
ト
の
お
祭
り
の
様
相
を
呈
し

て
き
ま
し
た
。

店
頭
に
は
ま
る
で
宝
石
や
ア
ー
ト
の
よ

う
に
美
し
い
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
が
並
び
、
乙

女
心
を
く
す
ぐ
る
要
素
が
満
載
。
本
命
用

と
義
理
チ
ョ
コ
を
選
ん
だ
女
性
た
ち
が
、

自
分
へ
の
ご
褒
美
チ
ョ
コ
を
買
い
た
く
な

る
気
持
ち
は
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
ち
な
み

に
男
性
に
は
ウ
イ
ス
キ
ー
ボ
ン
ボ
ン
な
ど

お
酒
の
入
っ
た
も
の
も
好
ま
れ
る
と
か
。

先
日
、
ド
イ
ツ
の
友
人
に
母
国
の
バ
レ

ン
タ
イ
ン
事
情
に
つ
い
て
聞
い
た
と
こ

ろ
、
日
本
の
ア
ニ
メ
が
今
人
気
で
、
日
本

風
の
バ
レ
ン
タ
イ
ン
を
真
似
す
る
人
も
い

る
の
だ
そ
う
で
す
。

花か
し
ん
ふ
う

信
風

「
一
月
は
い
ぬ
る
、
二
月
は
逃
げ
る
、

歳時記
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