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六
代
目
三
遊
亭
円
生
（
一
九
〇
〇
～
七
九
）
は
、
狂
歌
噺
「
紫
檀
楼
古
木
」

の
マ
ク
ラ
に
狂
歌
の
名
手
と
し
て
の
蜀
山
人
の
伝
説
の
幾
つ
か
を
紹
介
し

た１
。
伝
説
と
す
る
の
は
、
引
用
さ
れ
る
狂
歌
が
現
存
す
る
大
田
南
畝
の
作
と

認
定
さ
れ
る
狂
歌
群
の
中
に
見
出
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
円
生
は
蜀
山
人
伝

説
を
語
り
終
え
る
に
当
っ
て
、
南
畝
が
漢
学
も
出
来
て
、
そ
の
筋
の
弟
子
が

い
た
こ
と
を
「
し
か
し
、
こ
の
蜀
山
人
と
い
う
方
は
た
だ
狂
歌
だ
け
を
詠
ん

だ
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
ん
だ
そ
う
で
、
漢
学
の
方
に
は
非
常
に

長
け
て
お
り
ま
し
て
、
当
時
、
塾
を
ひ
ら
い
た
。
こ
こ
へ
は
随
分
多
く
の
弟

子
が
来
た
と
い
い
ま
す
」
と
強
調
し
て
い
る
。
こ
れ
が
満
更
誇
張
の
言
で
は

な
い
こ
と
は
、
南
畝
門
下
か
ら
友
野
霞
洲
、
鈴
木
猶
人
と
い
っ
た
昌
平
黌
の

錚
々
た
る
儒
官
を
輩
出
し
て
い
る
こ
と
に
確
認
で
き
る
。

　

江
戸
狂
歌
を
鑑
賞
す
る
場
合
、
一
般
に
は
、
一
首
に
詠
じ
ら
れ
た
江
戸
の

風
俗
を
考
証
し
、
そ
の
本
歌
を
な
す
和
歌
を
つ
き
と
め
、
そ
れ
と
の
落
差
を

測
定
す
る
と
い
っ
た
手
順
を
ふ
む
わ
け
で
あ
り
、
そ
こ
に
漢
学
が
入
り
込
む

餘
地
は
な
い
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
南
畝
に
は
次
の
よ
う
な
狂
歌
も
あ
る
（『
蜀
山
家
集
』
二
「
あ

や
め
草２
」）。

高
館
に
灯
張
れ
ば
風
清
く
夜
鐘
残
月
雁
帰
声

不
知
心
誰
を
か
恨
む
朝

は
た
ゞ
る
り
こ
ん
の
う
る
ほ
へ
る
露

　

後
者
は
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
刊
の
『
万
載
狂
歌
集
』
に
も
「
唐
詩
の

こ
と
ば
に
て
朝
が
ほ
の
歌
よ
め
と
人
の
い
ひ
け
れ
ば
」
と
い
う
前
書
き
と
と

も
に
見
え
る
も
の
だ
が
、
李
白
の
五
言
絶
句
「
怨
情
」（『
唐
詩
選
』）
の
後
半

に
「
但
だ
見
る 

涙
痕
の
湿う
る
ほ
へ
る
こ
と
を
、
知
ら
ず
心
誰
を
か
恨
む
」
と
あ

る
の
を
使
い
、
前
者
は
高
適せ
き

の
七
言
律
詩
「
夜
韋
司
士
に
別
る
」（『
唐
詩
選
』）

の
「
高
館
張
燈
酒
復
清
、
夜
鐘
残
月
雁
帰
声
」
と
い
う
一
聯
を
使
う
も
の
で

あ
る
。

　

ま
た
同
じ
「
あ
や
め
草
」
の
最
晩
年
の
文
政
五
年
の
詠
草
を
列
し
た
中
に

も
、　

入
洞
題
松
遍

天
台
の
霞
の
洞
に
入
ぬ
れ
ば
か
ら
う
た
書
ん
松
原
の
ま
つ

　

看
花
選
石
眠

ね
ご
ゝ
ろ
の
よ
ろ
し
き
と
こ
ろ
え
ら
び
つ
ゝ
石
の
上
に
も
三
春
の
花

　

大
田
南
畝
『
調
布
日
記
』
に
お
け
る
詩
情
に
つ
い
て

池　
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と
い
う
漢
詩
の
一
句
を
前
書
き
に
し
た
一
種
の
句
題
和
歌
が
見
え
る
。
右
の

二
首
の
句
題
は
、『
唐
詩
選
』、『
三
体
詩
』、『
古
文
真
宝
前
集
』
と
い
っ
た

通
行
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
は
見
え
ず
、
中
唐
、
張
籍
の
別
集
『
張
司
業
詩
集
』

に
見
え
る
「
殷
山
人
に
贈
る
」
と
題
す
る
全
六
十
句
か
ら
な
る
一
韻
到
底
の

長
編
古
詩
の
中
か
ら
第
十
三
、
十
四
句
の
一
聯
を
摘
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
た

だ
し
、
前
者
の
「
遍
」
は
原
詩
で
は
「
過
」
に
作
る
。
南
畝
の
間
違
い
な
の

か
、写
本
作
成
者
の
書
き
損
じ
な
の
か
は
詳
ら
か
に
せ
ぬ
が
、そ
れ
ぞ
れ
「
天

台
の
霞
」、「
か
ら
う
た
」、「
三
春
の
」
な
ぞ
と
い
っ
た
脚
色
を
加
え
て
は
い

る
も
の
の
、
ほ
ぼ
句
題
と
な
っ
て
い
る
漢
詩
句
を
忠
実
に
翻
案
し
た
歌
で
あ

る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

　

句
題
和
歌
は
平
安
朝
の
昔
か
ら
存
し
て
い
た
が
、
平
安
朝
の
大
江
千
里
の

八
十
八
首
と
、
中
世
、
定
家
、
慈
円
が
白
居
易
の
詩
句
を
句
題
と
し
た
『
文

集
百
首
』
あ
た
り
を
頂
点
と
見
て
よ
い
。
南
畝
の
狂
歌
に
も
白
居
易
の
詩
を

句
題
と
し
た
と
見
な
し
う
る
も
の
が
あ
る
。

　

白
氏
が
詩
を
誦
し
て

し
た
し
き
も
う
と
き
も
わ
か
ず
家
桜
花
さ
く
門
や
さ
し
い
り
て
み
ん

　

南
畝
が
愛
誦
し
た
「
白
氏
が
詩
」
が
何
で
あ
る
か
は
狂
歌
そ
の
も
の
か
ら

察
す
る
他
は
な
い
が
、
ま
ず
は
「
遥
か
に
人
家
を
見
て
花
あ
れ
ば
便す
な
はち
入
る
、

貴
賎
と
親
疎
と
を
論
ぜ
ず
」（『
白
氏
文
集
』
巻
三
十
一
「
春
を
尋
ね
て
諸
家
の
園

林
に
遊
ぶ
。
又
た
一
絶
を
題
す
」）
の
一
聯
で
あ
る
と
に
ら
ん
で
間
違
い
は
な
か

ろ
う
。
こ
の
一
聯
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
上
巻
・
春
「
花
」
に
も
収
録
さ
れ
て

い
て
、
も
ち
ろ
ん
『
文
集
百
首
』
に
お
い
て
も
句
題
詩
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て

い
る
。
こ
こ
で
は
句
題
詩
そ
の
も
の
は
隠
れ
て
い
た
が
、
南
畝
の
踏
ん
だ
手

順
は
定
家
・
慈
円
と
同
じ
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
白
詩
の
一
聯
を
舌
頭
に
反
復

し
て
、
三
十
一
文
字
の
歌
に
訳
し
た
の
で
あ
る
。

　

翻
っ
て
考
え
る
に
、
南
畝
の
狂
歌
の
み
な
ら
ず
、
平
安
朝
以
来
の
和
歌
に

は
句
題
を
明
記
せ
ざ
る
も
、
白
居
易
を
筆
頭
に
、
漢
魏
六
朝
や
唐
宋
の
詩
人

の
詩
句
を
隠
れ
た
句
題
と
し
た
和
歌
は
少
な
く
な
か
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
そ
の
こ
と
を
従
来
の
、
和
文
・
和
歌
の
み
を
主
た
る
研
究
対
象
と
す
る

日
本
古
典
文
学
研
究
は
故
意
に
閑
却
し
て
来
た
。
偏
狭
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

や
ジ
ャ
ン
ル
の
細
分
化
し
た
近
代
以
降
の
学
問
の
趨
勢
と
、
何
よ
り
も
国
文

学
者
の
漢
詩
文
読
解
力
の
低
下
に
累
さ
れ
て
の
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
。
漢
詩

文
を
日
本
古
典
文
学
か
ら
除
外
す
る
思
考
方
法
に
呪
縛
さ
れ
て
い
る
国
文
学

者
は
今
で
も
跡
を
絶
た
な
い
。
む
し
ろ
、
少
数
の
例
外
を
除
き
、
国
文
学
者

の
主
流
は
相
変
わ
ら
ず
、
漢
詩
文
と
和
歌
和
文
と
が
密
接
不
可
分
に
か
ら
み

あ
っ
て
い
る
古
典
作
品
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
、
偏
見
に
よ
っ
て
一
面
的
に

し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
を
反
省
せ
ず
に
、
漢
詩
文
を
研
究
対
象
か
ら

は
ず
し
、
涼
し
い
顔
を
し
て
い
る
と
い
う
の
が
常
と
な
っ
て
い
る
。
本
稿
で

は
南
畝
の
『
調
布
日
記
』
を
材
と
し
て
、
右
に
見
た
よ
う
な
狂
歌
の
み
な
ら

ず
、
和
文
作
品
に
お
い
て
も
南
畝
の
漢
学
の
素
養
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て

い
る
こ
と
を
実
証
す
る
。

　
『
調
布
日
記
』
を
含
む
南
畝
の
日
記
・
紀
行
に
酷
評
を
下
し
た
の
は
、
杉

浦
明
平
氏
で
あ
っ
た
。
曰
く
、「
ど
れ
も
勘
定
所
の
下
層
役
人
と
し
て
の
出

張
旅
行
で
あ
っ
て
、
た
い
し
て
困
難
も
冒
険
も
な
く
、
た
だ
丹
念
に
目
に
ふ

れ
た
も
の
を
書
き
と
め
て
い
る
こ
と
で
、
地
方
史
研
究
家
の
参
考
に
な
る
く

ら
い
の
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
文
学
的
な
興
味
を
か
き
た
て
る
ほ
ど
の
も
の
で

は
な
い３
」、
と
。
こ
う
し
た
発
言
に
対
し
て
は
、
揖
斐
高
氏
が
柳
田
国
男
の

文
章
を
引
用
さ
れ
つ
つ
、
南
畝
擁
護
の
文
章
を
書
か
れ
て
い
る４
。
本
稿
で
は
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さ
ら
に
、
行
文
の
漢
詩
の
機
能
に
着
目
し
て
、
南
畝
紀
行
文
の
「
雪
冤
」
を

重
ね
て
行
く
。一

　
『
調
布
日
記
』
は
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
十
二
月
十
六
日
の
日
記
か
ら
開

始
さ
れ
て
い
る
。
起
筆
は
翌
年
の
三
月
十
九
日
で
あ
る
。
年
が
明
け
れ
ば
還

暦
を
迎
え
る
南
畝
は
、
勘
定
所
の
役
人
と
し
て
、
こ
の
年
の
夏
に
猛
威
を
振

る
っ
た
集
中
豪
雨
の
た
め
に
決
壊
し
た
処
々
の
河
川
の
堤
防
の
修
復
工
事
を

監
督
す
る
任
務
を
帯
び
て
、
寒
中
老
齢
に
鞭
打
っ
て
、
現
在
の
調
布
市
か
ら

立
川
市
に
か
け
て
の
多
摩
地
区
を
巡
回
す
る
た
め
に
出
張
し
た
。
任
を
終
え

て
江
戸
帰
着
後
の
、
五
月
五
日
に
至
る
ま
で
の
記
録
が
『
調
布
日
記
』
で
あ

り
、
出
張
中
に
目
に
し
た
寺
社
や
旧
家
の
古
文
書
や
碑
文
の
抄
出
、
折
々
に

詠
じ
た
詩
歌
を
記
録
し
た
副
産
物
と
し
て
『
玉
川
砂
利
』、『
玉
川
披
砂
』『
向

岡
閑
話
』、『
玉
川
余
波
』
が
あ
る５
。
南
畝
の
名
高
い
筆
ま
め
、
筆
の
速
さ
は
、

犬
塚
印
南
が
『
向
岡
閑
話
』
の
跋
文
で
「
他
人
は
三
年
の
久
し
き
を
以
て
す

る
も
、
成
す
能
は
ざ
る
所
な
り
焉
。
而
れ
ど
も
翁
は
則
ち
十
旬
の
行
に
、
能

く
之
を
成
す
。
他
人
は
十
夫
の
雇
ひ
を
以
て
す
れ
ど
も
、
給
す
る
能
は
ざ
る

所
な
り
焉
。
而
れ
ど
も
翁
は
則
は
ち
一
人
の
手
も
て
能
く
之
を
書
す
。
終
夜

寝
ね
ず
、
両
手
並
び
に
下
す
と
雖
も
、
尚
ほ
足
ら
ざ
る
を
恐
る
。
況
や
職
事

の
暇い
と
まな
る
を
や
。
能
者
の
為
す
所
、
不
能
者
は
固も
と

よ
り
測
る
可
か
ら
ざ
る
な

り
」（
原
漢
文
、
以
下
同
じ
）
と
驚
嘆
し
た
よ
う
に
こ
こ
で
も
十
二
分
に
発
揮

さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
叙
述
は
お
ざ
な
り
で
か
つ
無
味
乾
燥
な
も
の
で
は

な
く
、
漢
詩
文
の
素
養
を
生
か
し
て
の
詩
情
で
潤
っ
て
い
た
。

　

南
畝
の
紀
行
文
・
日
記
と
詩
歌
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
揖
斐
高
氏
の
発
言

が
あ
る６
。
そ
れ
は
南
畝
の
紀
行
文
・
日
記
に
お
い
て
は
、
旅
中
に
成
っ
た
詩

歌
は
本
文
と
切
り
離
し
て
、
巻
末
ま
た
は
別
本
と
し
て
集
成
さ
れ
て
い
た
と

い
う
一
事
を
指
摘
し
て
、「「
細
推
物
理
」
の
精
神
に
基
く
南
畝
の
紀
行
に

と
っ
て
、
旅
中
の
詩
歌
を
本
文
と
切
り
離
し
て
お
く
こ
と
は
、
文
体
の
生
理

と
し
て
必
要
な
処
置
だ
っ
た
に
違
い
な
い
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
揖
斐
氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
南
畝
が
紀
行
日
記
の
本
文

と
詩
歌
を
別
仕
立
て
と
し
た
の
は
、「
狂
歌
の
た
め
に
汚
名
を
得
て
し
ま
っ

た
と
い
う
悔
悟
」
が
南
畝
に
存
し
た
た
め
で
あ
り
、
ゆ
え
に
『
改
元
紀
行
』

の
本
文
末
に
は
「
折
か
ら
の
詩
歌
も
書
つ
ら
ね
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
い
さ
や
川

い
ざ
と
口
か
た
め
し
ち
か
ひ
も
あ
れ
ば
、
巻
の
末
に
附
し
て
録
せ
り
」
と
書

き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
詩
歌
を
本
文
か
ら
切
り
離
す
こ
と

で
、
南
畝
自
身
の
好
古
癖
や
考
証
癖
を
満
た
し
、
日
常
的
に
生
起
す
る
事
象

を
克
明
に
記
録
す
る
こ
と
を
通
し
て
「
細
推
物
理
」
の
快
楽
を
味
わ
う
と

い
っ
た
シ
ス
テ
ム
を
有
効
に
機
能
さ
せ
る
た
め
の
み
の
処
置
と
し
て
片
付
け

て
し
ま
う
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
南
畝
の
紀
行
文
・
日
記
は
自
作
の
詩
歌
を

取
り
除
い
て
も
な
お
十
分
に
詩
情
で
潤
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
詩
歌
を
挿
入
す

る
と
、
か
え
っ
て
散
文
で
あ
り
な
が
ら
も
そ
こ
に
は
詩
情
が
氾
濫
し
て
し
ま

う
か
の
観
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。
南
畝
は
そ
れ
を
避
け
た
と
思
わ
れ
る
。
南

畝
は
詩
歌
を
本
文
か
ら
切
り
離
し
、
紀
行
文
中
の
詩
情
を
あ
る
程
度
抑
制
す

る
こ
と
で
、
か
え
っ
て
紀
行
・
日
記
本
文
の
味
わ
い
が
よ
り
効
果
的
な
余
韻

嫋
嫋
た
る
も
の
と
な
る
と
考
え
た
の
で
は
な
い
か
と
想
う
。
そ
の
結
果
、
一

見
す
る
所
「
旅
の
個
別
的
な
体
験
事
実
を
主
眼
と
し
た
見
聞
記
と
し
て
の
紀

行７
」
で
あ
る
か
に
見
え
な
が
ら
、
柳
田
国
男
が
「
一
日
一
処
の
記
事
と
し
て

は
何
の
奇
も
無
い
や
う
だ
が
、
全
編
と
し
て
の
妙
趣
は
自
然
に
人
を
引
付
け
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て
、
末
に
は
筆
者
と
共
に
一
悲
一
笑
せ
し
め
る
程
の
力
を
持
つ
て
居
る
。
紀

行
の
目
的
か
ら
い
へ
ば
是
く
ら
ゐ
効
果
の
あ
る
文
章
は
無
い
と
言
つ
て
よ

い８
」
と
激
賞
す
る
ま
で
の
作
品
と
な
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
。
つ
ま
り

「
細
推
物
理
」
の
精
神
を
発
揮
す
る
即
物
的
な
事
実
の
羅
列
と
見
え
る
よ
う

な
く
だ
り
も
、
南
畝
の
詩
情
に
包
ま
れ
て
い
る
ゆ
え
に
印
象
鮮
明
な
る
叙
述

と
し
て
効
果
を
挙
げ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
以
下
に
従
来
指
摘
さ
れ
て

い
な
い
事
例
を
挙
げ
て
、
筆
者
の
主
張
を
裏
付
け
て
み
よ
う
。

二

　
『
調
布
日
記
』
文
化
五
年
十
二
月
廿
日
の
記
述
に
は
「
駕
籠
に
の
り
て
宿

河
原
の
や
ど
に
つ
く
。
あ
る
じ
を
彦
左
衛
門
と
い
ふ
。
家
居
も
心
に
く
ゝ
住

ゐ
し
て
、
庭
に
一
木
の
梅
の
花
さ
き
出
た
り
。
け
ふ
は
節
分
な
れ
ど
、
鰯
の

頭
柊
も
な
し
。
童
子
の
肥
て
た
く
ま
し
き
が
、
升
に
い
り
豆
を
い
れ
て
ま
く
。

隣
々
に
も
同
じ
声
す
る
に
、
故
郷
の
う
ま
ご
ど
も
の
事
わ
す
れ
や
ら
ず
、
酒

の
み
て
ふ
し
ぬ
」
と
見
え
る
。
杉
浦
氏
の
言
う
、「
丹
念
に
目
に
ふ
れ
た
も

の
を
書
き
と
め
て
い
る
」
も
の
に
過
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
宿
河
原
の

旧
家
の
梅
の
開
花
に
春
の
訪
れ
を
感
じ
、
そ
の
証
し
と
し
て
の
節
分
の
習
俗

を
ス
ケ
ッ
チ
し
て
、
現
地
の
豆
撒
き
す
る
児
童
の
姿
と
声
と
に
江
戸
で
留
守

を
し
て
い
る
孫
の
面
影
を
重
ね
合
わ
せ
る
流
れ
に
は
詩
情
が
掬
し
う
る
。
こ

の
情
景
を
そ
の
ま
ま
南
畝
は
五
言
絶
句
に
詠
じ
て
い
た
（『
玉
川
余
波
』「
立
春

前
一
夕
即
事
」）。

竹
擁
千
竿
翠　

竹
は
擁
す 

千せ
ん

竿か
ん

の
翠

梅
含
一
朵
花　

梅
は
含
む 

一
朵だ

の
花

客
中
忘
節
序　

客
中 

節
序
を
忘
れ

驚
見
郷
人
儺　

驚
い
て
見
る 

郷
人
の
儺た
ん

す
る
を

　

詩
を
読
む
と
彦
左
衛
門
と
い
う
宿
河
原
の
旧
家
の
庭
に
は
竹
の
緑
も
美
し

か
っ
た
こ
と
が
知
れ
る
。
転
結
句
の
旅
の
空
の
下
に
あ
っ
て
、
節
分
の
訪
れ

も
忘
れ
て
い
た
の
で
、
土
地
の
人
の
豆
ま
き
に
立
春
を
思
い
出
し
た
と
い
う

の
は
、
日
記
の
「
け
ふ
は
節
分
な
れ
ど
」
と
い
う
句
を
考
慮
す
る
と
、
趣
向

立
て
の
た
め
の
詩
的
虚
構
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
日
記
、
詩
の
双
方
で
叙
し

た
梅
花
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
狂
歌
で
、

鶯
の
宿
河
原
と
て
春
よ
り
も
先
に
立
枝
の
梅
の
早
咲

と
詠
ん
で
も
い
た
。
立
春
前
日
に
梅
が
咲
い
て
い
た
と
い
う
事
実
に
、
宿
河

原
と
い
う
場
所
に
「
鶯
の
」
と
附
け
た
だ
け
の
、
狂
歌
と
し
て
は
穏
当
な
表

現
だ
が
、
南
畝
が
こ
の
早
咲
き
の
梅
を
愛
で
て
い
た
気
持
ち
は
伝
わ
る
。
仮

に
日
記
の
叙
述
に
加
え
て
、
こ
の
狂
歌
と
漢
詩
と
が
列
挙
挿
入
さ
れ
て
い
た

と
し
た
ら
、
少
し
づ
つ
そ
の
詩
歌
文
の
趣
向
の
焦
点
は
ず
れ
て
は
い
る
け
れ

ど
も
、
詩
情
は
氾
濫
し
、
こ
の
く
だ
り
、
や
や
し
つ
こ
さ
の
残
る
後
味
と
な

る
こ
と
は
見
易
い
道
理
で
あ
ろ
う
。

　

十
二
月
廿
三
日
に
は
「
農
家
に
い
こ
ひ
て
、
古
川
薬
師
に
ま
う
で
ぬ
。
年

頃
此
仏
の
事
を
き
ゝ
し
が
、
こ
と
し
六
十
に
し
て
、
は
じ
め
て
来
れ
る
も
い

か
な
る
因
縁
に
や
。
門
を
い
れ
ば
、
大
さ
牛
を
か
く
す
と
い
ひ
け
ん
大
木
の

銀
杏
二
本
な
ら
び
た
て
り
。
か
の
ち
ゝ
と
い
ふ
も
の
あ
ま
た
た
れ
て
、
目
を

驚
す
見
も
の
な
り
。
も
ろ
人
、
願
を
か
け
し
と
見
え
て
、
紙
に
て
む
す
び
た

る
か
た
み
ゆ
」
な
ぞ
と
見
え
る
。

　

こ
の
時
も
漢
詩
一
首
が
成
っ
て
い
て
、『
玉
川
余
波
』
に
見
え
る
（「
古
川

薬
師
堂
」）。

古
川
香
閣
奉
醫
王　

古
川
の
香
閣 

医
王
を
奉
ず
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竹
外
村
煙
細
路
長　

竹
外
の
村
煙 

細
路
長
し

雙
樹
陰
垂
白
杏
子　

双
樹 

陰
を
垂た

る 

白
杏
子

午
天
晴
映
瑠
璃
光　

午
天
晴
れ
て
映
ず 

瑠
璃
の
光

　

境
内
の
二
本
の
大
銀
杏
に
滴
る
「
ち
ち
」
と
は
、
一
種
の
樹
液
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
白
い
樹
液
に
ま
み
れ
た
銀
杏
を
「
白
杏
子
」
と
表
現
し
た
わ
け
で

あ
る
。「
銀
」
は
「
白
」
に
通
じ
る
か
ら
も
と
よ
り
奇
を
て
ら
っ
た
表
現
で

は
な
い
。
日
記
本
文
に
依
存
す
る
表
現
で
独
立
し
え
な
い
。
南
畝
の
工
夫
は

日
記
に
は
な
い
、
寺
の
傍
ら
に
あ
っ
た
竹
林
を
叙
し
た
承
句
に
む
し
ろ
存
す

る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
そ
の
ま
ま
一
首
の
詩
と
な
り
う
る
よ
う
な
叙
述
が

本
文
の
中
に
溶
か
し
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
が
故
に
詩
歌
が
切
り
離

さ
れ
て
い
て
も
行
文
に
詩
情
が
た
ゆ
た
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
れ
ば
よ

い
。

三

　

十
二
月
廿
九
日
は
こ
の
年
の
大
晦
日
で
あ
っ
た
。
こ
の
日
の
日
記
は
と
り

わ
け
抒
情
性
に
富
ん
だ
味
わ
い
深
い
も
の
で
あ
る
。

陰
。
宵
に
雨
ふ
り
、
夜
半
よ
り
南
風
つ
よ
し
。
け
ふ
は
小
尽
の
大
晦
日

に
て
、
江
戸
に
あ
り
な
ば
い
と
ま
な
か
る
べ
き
を
、
旅
の
や
ど
り
の
し

づ
か
な
る
ま
ゝ
に
、
朝
と
く
起
て
庭
に
あ
ゆ
む
。
庭
ひ
ろ
く
つ
く
り
な

し
て
、
松
あ
り
、
梅
あ
り
、
柳
あ
り
。
石
を
た
て
枯
木
を
す
え
て
、
心

あ
り
げ
に
つ
く
り
な
し
た
り
。
垣
を
へ
だ
て
ゝ
遠
く
望
め
ば
、
玉
川
の

む
か
ふ
に
つ
ら
な
れ
る
山
み
ゆ
。
河
原
近
く
て
、
水
音
も
き
こ
ゆ
る
ば

か
り
な
り
。
一
む
ら
竹
の
し
げ
り
た
る
に
鳥
の
な
く
こ
ゑ
な
ど
、
山
静

如
太
古
、
日
長
似
小
年
と
い
ふ
句
も
思
ひ
出
ら
る
（
以
下
略
）。

　

南
畝
は
年
末
年
始
を
是
政
村
の
川
辺
五
郎
右
衛
門
の
家
で
迎
え
た
。
す
で

に
触
れ
た
よ
う
に
年
内
節
分
の
風
俗
に
江
戸
の
孫
を
思
い
出
し
た
り
、
廿
二

日
に
古
市
場
村
の
宿
で
富
士
山
を
望
見
し
て
は
江
戸
の
自
宅
の
書
斎
を
懐
か

し
む
自
分
に
老
衰
を
自
覚
し
、
廿
三
日
に
八
幡
塚
村
近
傍
で
芝
増
上
寺
の
鐘

を
耳
に
し
て
も
郷
愁
の
よ
す
が
と
し
て
い
た
南
畝
だ
が
、
川
辺
家
で
の
大
晦

日
は
そ
の
庭
の
風
情
と
い
い
、
玉
川
を
隔
て
て
見
え
る
向
ヶ
丘
の
景
観
と
い

い
、
江
戸
で
迎
え
る
年
末
と
は
違
っ
た
静
謐
さ
に
支
配
さ
れ
た
空
間
が
頗
る

気
に
入
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
庭
の
竹
や
ぶ
に
囀
る
鳥
の
声
に
、
南
畝
は

一
聯
の
漢
詩
句
を
想
起
す
る
が
、
こ
れ
は
北
宋
の
唐
庚
の
五
律
「
酔
眠
」
の

首
聯
で
あ
っ
た
。
何
故
に
南
畝
は
こ
の
一
聯
の
詩
句
を
想
起
し
た
の
か
と
い

え
ば
、
第
四
句
に
「
好
鳥
眠
る
こ
と
を
妨
げ
ず
」
と
あ
る
た
め
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
川
辺
家
の
庭
の
竹
や
ぶ
で
聴
い
た
鳥
の
声
が
ゆ
く
り
な
く
南
畝
を

し
て
唐
庚
の
「
好
鳥
不
妨
眠
」
と
い
う
句
を
思
い
出
さ
し
め
、
そ
の
首
聯
を

引
用
す
る
に
及
ば
し
め
た
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
日
記
本
文
中
に
は
形
容

の
語
は
無
い
け
れ
ど
も
、
川
辺
家
の
庭
に
舞
い
降
り
た
鳥
は
自
ず
か
ら
「
好

鳥
」
な
の
で
あ
り
、
そ
の
さ
え
ず
り
は
決
し
て
喧
し
い
も
の
で
は
な
く
、「
眠

り
を
妨
げ
」
ず
、「
太
古
」
の
よ
う
な
是
政
村
の
静
謐
さ
を
破
ら
な
い
好
も

し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
言
外
に
語
り
込
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。

南
畝
の
和
文
に
お
け
る
漢
詩
の
引
用
は
、
単
な
る
衒
学
的
な
文
飾
で
は
決
し

て
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

翌
文
化
六
年
の
元
旦
の
日
記
は
次
の
よ
う
に
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。

け
ふ
は
公
事
も
な
く
心
静
な
れ
ば
、
日
高
う
な
る
ま
で
朝
ゐ
し
て
、
三

竿
の
影
障
子
に
う
つ
る
ほ
ど
、
庭
に
下
り
た
ち
て
あ
ゆ
む
。
あ
る
じ
の

か
た
よ
り
湯
を
ひ
き
給
ふ
や
と
問
ふ
。
此
あ
た
り
の
な
ら
ひ
な
る
べ
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し
。
去
年
元
日
の
あ
し
た
、
筆
と
り
て
児
孫
共
献
三
元
寿
、
不
羨
千
金

与
万
鍾
、
と
か
ら
う
た
書
し
事
な
ど
思
ひ
出
ら
る
。
や
ゝ
あ
り
て
雑
煮

の
糕
も
て
来
れ
り
。
餅
ゐ
に
菜
、
長
い
も
、
里
芋
を
ま
じ
へ
、
む
か
ふ

に
独
活
、
柿
、
こ
ん
に
や
く
、
三
島
の
り
、
椎
茸
を
細
に
き
り
て
、
酒

に
ひ
て
、
中
に
梅
花
を
そ
へ
て
皿
に
も
れ
り
。
又
、
数
の
子
と
田
つ
く

り
と
を
も
皿
に
も
れ
り
。

　

こ
の
時
に
出
来
た
漢
詩
を
『
玉
川
余
波
』
か
ら
引
用
す
る
（「
元
日
寓
是
政

村
」）。華

甲
重
回
己
巳
春　

華
甲
重
ね
て
回め
ぐ

る 

己
巳
の
春

留
連
半
月
玉
河
濱　

留
連
す
る
こ
と
半
月 

玉
河
の
浜ほ
と

り

三
竿
影
静
迎
元
日　

三
竿
影
静
か
に
し
て 

元
日
を
迎
ふ

五
畝
田
閑
遠
世
塵　

五
畝
田
閑し
づ

か
に
し
て 
世
塵
を
遠
ざ
く

送
却
玄
夷
滄
水
使　

玄
夷
滄
水
の
使
を
送
却
し
て

疑
為
太
古
葛
天
民　

太
古
葛
天
の
民
な
る
か
と
疑
ふ

忽
逢
盤
上
椒
花
發　

忽
ち
逢
ふ 

盤
上
椒
花
の
発ひ
ら

く
を

眷
戀
兒
孫
憶
所
親　

児
孫
を
眷
恋
し
て 

所
親
を
憶
ふ

　

首
聯
で
は
、
還
暦
を
既
に
半
月
を
過
ご
し
た
出
張
先
の
玉
川
の
ほ
と
り
で

迎
え
た
事
実
を
叙
す
る
。
第
三
句
目
は
「
日
高
く
な
る
ま
で
朝
ゐ
し
て
」
に

対
応
し
て
「
三
竿
」
の
高
さ
に
登
っ
た
初
日
の
出
を
描
く
。
四
句
目
は
是
政

村
周
辺
の
静
か
な
田
園
地
帯
の
叙
景
。
第
五
句
目
は
中
国
太
古
の
伝
説
の
皇

帝
禹
の
故
事
を
使
う
。
禹
帝
が
治
水
工
事
の
方
法
を
記
し
た
金
簡
玉
冊
の
あ

り
か
を
夢
の
中
で
、「
玄
夷
滄
水
使
」
に
教
え
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
手
に
し

て
工
事
を
完
成
さ
せ
た
と
い
う
も
の
。
南
畝
が
勘
定
所
の
役
人
と
し
て
多
摩

地
区
の
治
水
工
事
の
監
督
に
や
っ
て
来
た
こ
と
と
符
号
す
る
。
第
六
句
は
是

政
村
周
辺
の
農
民
が
あ
た
か
も
中
国
太
古
理
想
郷
の
住
人
の
よ
う
に
見
え
る

と
い
う
こ
と
を
詠
じ
る
。
こ
の
第
六
句
で
「
太
古
葛
天
民
」
を
詠
じ
た
こ
と

は
、
南
畝
が
川
辺
家
の
竹
や
ぶ
の
鳥
の
声
か
ら
唐
庚
の
「
山
静
か
に
し
て
太

古
に
似
た
り
」
を
想
起
し
た
こ
と
と
脈
絡
を
有
す
る
。
日
記
も
三
月
頃
か
ら

起
筆
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
漢
詩
と
日
記
と
の
い
ず
れ
が
先
に
成
っ
た
か
は
定

か
で
な
い
が
、
日
記
が
先
だ
と
す
る
と
、
唐
庚
の
詩
句
か
ら
第
六
句
が
趣
向

さ
れ
た
こ
と
と
な
る
し
、
漢
詩
が
先
と
す
れ
ば
、
是
政
村
周
辺
の
農
民
を
太

古
理
想
郷
の
民
と
見
な
し
た
こ
と
が
、
庭
先
散
歩
の
折
に
唐
庚
の
詩
句
を
記

憶
の
中
か
ら
た
ぐ
り
よ
せ
た
こ
と
と
な
る
。
因
み
に
『
玉
川
余
波
』
の
他
の

漢
詩
に
お
い
て
も
「
行
く
ゆ
く
看
る 

水
道
年
に
随
つ
て
変
ず
る
を
、
天
地

寧い
づ
くん
ぞ
太
古
の
民
に
非
ら
ん
や
」（「
立
春
巡
視
玉
河
」）、「
松
間
殺
風
景
と
喝

道
し
て
、
羲
皇
以
上
の
民
を
駆
使
す
」（「
自
遣
」）
な
ぞ
と
多
摩
地
区
の
住
民

を
太
古
理
想
郷
の
民
に
擬
し
て
い
る
。
後
者
は
松
林
に
ふ
ん
ど
し
を
曝
す
こ

と
を
殺
風
景
と
し
た
李
商
隠
「
義
山
雑
纂
」
の
故
事
を
転
じ
て
、
風
流
を
解

す
る
も
の
な
ら
ば
愛
で
る
べ
き
松
林
を
殺
風
景
と
罵
り
、
土
地
の
住
民
を
酷

使
し
て
治
水
工
事
を
行
う
俗
吏
と
し
て
の
自
画
像
を
苦
い
自
嘲
と
と
も
に
描

く
も
の
で
あ
ろ
う
。
日
記
で
は
こ
ま
ご
ま
と
し
た
献
立
が
叙
さ
れ
て
い
る

が
、
川
辺
家
で
の
お
屠
蘇
と
お
せ
ち
料
理
と
を
詠
じ
る
の
が
第
七
句
で
、
第

八
句
は
日
記
本
文
で
、
江
戸
の
自
宅
で
児
孫
に
囲
ま
れ
て
の
質
素
な
仕
合
せ

を
詠
じ
た
去
年
の
元
旦
を
そ
の
時
の
自
作
の
漢
詩
句
と
と
も
に
思
い
出
し
た

こ
と
と
関
連
を
有
す
る
句
で
あ
る
。

　

か
よ
う
に
公
務
の
旅
の
記
録
た
る
『
調
布
日
記
』
と
『
玉
川
余
波
』
と
は

別
仕
立
て
の
冊
子
と
は
な
っ
て
い
る
が
、
詩
情
が
す
べ
て
『
玉
川
余
波
』
に

収
斂
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、『
調
布
日
記
』
の
叙
述
の
中
に
依
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然
と
し
て
濃
厚
に
た
ゆ
た
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
南
畝
の
詩
心
は
両
者
を
自

在
に
往
還
す
る
も
の
と
し
て
我
々
に
感
得
さ
れ
る
。

四

　

一
月
廿
二
日
に
南
畝
は
登
戸
村
の
宿
か
ら
向
ヶ
丘
界
隈
を
巡
視
し
た
。
広

福
寺
か
ら
安
立
寺
へ
と
回
っ
て
、
安
立
寺
の
裏
山
に
登
る
。
こ
こ
に
は
ふ
ん

だ
ん
な
る
漢
詩
文
の
引
用
と
共
に
、
南
畝
の
紀
行
日
記
に
お
け
る
詩
情
の
問

題
を
考
え
る
に
逸
せ
な
い
文
言
が
見
え
る
。

や
う
〳
〵
木
の
枝
を
と
り
笹
原
を
よ
ぢ
の
ぼ
る
。
巉
巖
を
ふ
み
、
蒙
茸

を
ひ
ら
く
と
い
ひ
し
蘇
長
公
が
む
か
し
も
思
は
る
ゝ
に
、
か
の
虎
豹
に

踞
す
と
い
ひ
し
き
は
に
は
あ
ら
ね
ど
、
所
々
に
く
ぼ
か
な
る
所
は
、
野

猪
の
う
が
て
る
穴
な
り
と
き
く
も
お
そ
ろ
し
。
絶
頂
に
の
ぼ
り
て
林
間

に
い
こ
ふ
。
こ
ゝ
は
飯
室
山
と
い
ふ
山
也
。
目
に
み
る
所
ひ
ろ
く
し
て
、

筆
に
も
尽
し
が
た
し
。
田
面
は
る
か
に
み
わ
た
さ
れ
て
、
人
家
よ
き
ほ

ど
に
へ
だ
ゝ
り
、
田
か
へ
す
男
、
草
か
る
童
、
尺
馬
寸
人
と
い
へ
る
う

つ
し
絵
に
似
た
り
。
か
す
め
る
空
の
は
て
し
な
き
に
、
富
士
の
根
の
高

く
聳
へ
た
る
に
玉
川
の
流
の
き
よ
く
曲
り
て
、
九
回
の
腸
に
似
た
り
と

い
へ
る
か
ら
う
た
も
引
出
つ
べ
し
。
此
境
に
至
り
て
は
、
詩
歌
の
言
も

わ
す
れ
つ
べ
く
、
風
雲
の
想
も
ま
じ
は
る
べ
か
ら
ず
。
た
ゞ
無
何
有
の

郷
に
い
り
て
、
広
莫
の
野
に
遊
ぶ
か
と
疑
ふ
（
以
下
略
）。

　
「
巉
巖
を
履
み
、
蒙
茸
を
披
く
」
は
、
南
畝
も
明
記
す
る
よ
う
に
北
宋
の

蘇
軾
の
「
後
赤
壁
賦
」（『
古
文
真
宝
後
集
』）
の
中
の
句
で
あ
り
、
南
畝
が
山

道
の
岩
を
ふ
み
、
藪
や
灌
木
を
掻
き
分
け
て
進
ん
だ
こ
と
を
形
容
す
る
。
続

く
「
虎
豹
に
踞
す
」
も
「
後
赤
壁
賦
」
に
見
え
る
が
、「
き
は
に
は
あ
ら
ね
ど
」

と
あ
る
の
で
、
虎
や
豹
に
擬
せ
ら
れ
る
ほ
ど
の
大
岩
は
、
飯
室
山
に
は
無

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

南
畝
は
「
九
回
の
腸
に
似
た
り
」
の
語
を
以
て
玉
川
の
屈
曲
し
た
流
れ
を

形
容
す
る
が
、
こ
れ
は
柳
宗
元
の
詩
句
「
江
流
は
曲
れ
る
こ
と
九
廻
の
腸
に

似
た
り
」（『
唐
詩
選
』
所
収
「
柳
州
の
城
楼
に
登
り
て
漳
・
汀
・
封
・
連
の
四
州
に

寄
す
」）
を
念
頭
に
置
い
て
の
も
の
で
あ
る
。飯
室
山
か
ら
の
玉
川
の
眺
望
を
、

柳
州
の
高
殿
か
ら
の
長
江
の
眺
望
に
擬
し
た
わ
け
で
あ
る
。
直
前
に
「
富
士

の
根
高
く
聳
へ
た
る
に
玉
川
の
流
の
き
よ
く
曲
り
て
」
と
あ
る
。
富
士
山
を

江
戸
漢
詩
で
は
「
芙
蓉
峰
」
と
称
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
柳
宗
元
詩

の
第
三
句
に
「
驚
風
乱
れ
颭つ

く 

芙
蓉
の
水
」
と
あ
る
の
と
も
連
関
を
有
す

る
で
あ
ろ
う
。「
芙
蓉
の
水
」
と
い
う
詩
語
が
富
士
山
の
姿
の
映
っ
た
多
摩

川
の
川
面
と
も
解
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
南
畝
の
漢
詩
引
用
は
、
先
の

唐
庚
詩
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
人
口
に
膾
炙
す
る
詩
を
引
用
す
る
だ
け
あ
っ

て
、
引
用
さ
れ
て
い
な
い
部
分
に
も
思
い
を
致
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ

に
気
付
か
な
い
と
文
章
の
味
わ
い
は
半
減
し
、
挙
句
の
果
て
は
全
く
こ
の
あ

た
り
の
消
息
に
感
付
け
ぬ
鈍
磨
し
た
自
身
の
感
性
に
何
の
反
省
も
な
い
ま
ま

に
、
杉
浦
明
平
氏
の
如
く
、「
蜀
山
人
の
紀
行
は
ま
っ
た
く
退
屈
で
う
ん
ざ

り
す
る
」
な
ぞ
と
暴
言
に
類
す
る
酷
評
を
臆
面
も
な
く
吐
き
散
ら
す
に
近
代

人
と
し
て
の
傲
慢
さ
を
露
呈
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

　

か
く
も
漢
詩
文
を
鏤
め
な
が
ら
も
、
飯
室
山
々
頂
の
絶
景
を
言
語
に
絶
し

た
も
の
と
い
わ
ん
が
た
め
に
、
南
畝
は
「
此
境
に
至
り
て
は
、
詩
歌
の
言
も

わ
す
れ
つ
べ
く
、
風
雲
の
想
も
ま
じ
は
る
べ
か
ら
ず
」
と
書
き
綴
っ
た
。
こ

れ
は
裏
返
せ
ば
、
南
畝
の
紀
行
文
・
日
記
は
通
常
は
意
識
的
に
「
詩
歌
の
言
」

を
念
頭
に
し
た
た
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
風
雲
の
想
」
に
裏
打
ち
さ
れ
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て
い
る
も
の
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
こ
と
と
な
る
。
既
に
列
挙
し
て
来
た
事

例
に
も
明
ら
か
な
の
で
は
あ
る
が
、
南
畝
の
紀
行
日
記
が
豊
か
な
詩
情
を
備

え
て
い
る
所
以
で
あ
る
。

五

　

翌
一
月
廿
三
日
は
登
戸
か
ら
発
し
て
、
中
の
島
村
を
経
て
、
向
ケ
丘
の
一

角
を
な
す
山
の
中
腹
に
あ
る
菅
村
の
寿
福
寺
に
訪
い
を
入
れ
た
。
住
職
の
衡

山
和
尚
は
七
十
歳
の
超
俗
的
な
僧
侶
で
、
漢
詩
を
よ
く
し
た
。
南
畝
は
衡
山

の
超
俗
ぶ
り
と
住
居
の
た
た
ず
ま
い
と
に
羨
望
の
念
を
覚
え
て
「
こ
の
住
ゐ

こ
そ
う
ら
や
ま
し
け
れ
と
い
ひ
し
こ
と
の
は
も
思
ひ
出
ら
れ
て
は
づ
か
し
」

と
記
す
。
こ
れ
は
『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
十
七
、
雑
中
、
僧
慈
円
の
「
山
里

に
訪
ひ
来
る
人
の
こ
と
ぐ
さ
は
こ
の
す
ま
ひ
こ
そ
う
ら
や
ま
し
け
れ
」
を
ふ

ま
え
て
の
記
述
で
あ
る
。
南
畝
は
実
際
に
隠
棲
へ
の
羨
望
の
言
を
呈
し
た
の

で
あ
ろ
う
。そ
し
て
そ
う
は
言
っ
て
も
、官
職
を
擲
ち
、係
累
と
の
縁
を
絶
っ

て
ま
で
隠
棲
す
る
こ
と
を
よ
く
は
し
な
い
胸
中
を
衡
山
に
見
透
か
さ
れ
る
よ

う
な
思
い
を
味
わ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
の
引
歌
に
は
そ
こ
ま
で

心
理
的
ド
ラ
マ
が
読
み
取
れ
る
。
古
歌
を
し
て
み
ず
か
ら
の
心
懐
を
語
ら
し

め
る
。
こ
れ
が
く
だ
く
だ
し
い
心
理
描
写
を
事
と
す
る
西
洋
仕
立
て
の
近
代

文
学
の
対
極
に
あ
る
日
本
古
典
文
学
の
骨
法
で
あ
る
。

　

南
畝
は
衡
山
の
詩
を
「
己
巳
試
筆
」
を
引
用
し
た
後
に
、
常
套
を
破
っ
て

衡
山
の
作
に
次
韻
し
た
自
作
の
詩
も
日
記
本
文
に
挿
叙
す
る
。
も
ち
ろ
ん
こ

の
詩
は
『
玉
川
余
波
』
に
も
重
出
す
る
（『
調
布
日
記
』「
席
上
走
筆
奉
和
衡
山
禅

師
瑤
韻
」）。

梅
花
世
界
入
芳
辰　

梅
花
の
世
界 

芳
辰
に
入い

る

苦
海
慈
航
字
々
新　

苦
海
の
慈
航 

字
々
新
た
な
り

俗
吏
松
間
行
喝
道　

俗
吏 

松
間 

行
く
ゆ
く
喝か
つ

道ど
う

す

閑
房
逢
着
六
朝
人　

閑
房
に
逢
着
す 

六
朝
の
人

　

日
記
の
中
に
「
書
院
の
庭
に
大
き
な
る
梅
の
一
本
さ
か
り
な
り
。
奥
の
方

に
入
み
れ
ば
、
船
の
形
に
つ
く
り
な
せ
る
紅
梅
の
つ
ぼ
み
艶
に
し
て
、
い
ま

だ
ひ
ら
か
ず
」
と
あ
っ
て
、
さ
か
り
の
梅
が
庭
内
に
あ
る
こ
と
を
受
け
て
起

句
が
出
来
た
。
承
句
は
「
庭
に
方
池
あ
り
。
水
は
山
よ
り
出
る
水
を
筧
し
て

と
る
」
と
記
さ
れ
る
如
く
、
境
内
の
池
か
ら
の
連
想
で
、
こ
の
文
字
の
あ
る

僧
侶
が
日
々
そ
の
文
筆
の
力
を
使
っ
て
衆
生
済
度
に
勤
し
む
さ
ま
を
表
現
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
転
句
は
既
に
触
れ
た
「
自
遣
」
詩
と
同
じ
く
、
李
商
隠

の
「
松
間
喝
道
」
を
使
っ
て
、
南
畝
が
自
己
を
松
林
の
趣
も
解
さ
ぬ
「
俗
吏
」

で
あ
る
と
自
嘲
す
る
も
の
で
あ
る
。
結
句
は
、
中
唐
、
張
籍
の
七
言
絶
句
「
逢

賈
島
」（『
三
体
詩
』）
の
「
僧
房
に
逢
着
す 

款
冬
花
、
寺
を
出
で
て
吟
行
す

れ
ば
日
已
に
斜
め
な
り
」
を
踏
ま
え
る
。「
六
朝
人
」
と
は
竹
林
の
七
賢
な

ど
の
超
俗
的
な
晋
人
を
指
す
場
合
が
多
い
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の

時
期
の
高
僧
と
し
て
著
名
な
慧
遠
を
想
定
さ
せ
る
語
で
あ
ろ
う
。
南
畝
は
衡

山
を
慧
遠
に
擬
し
て
挨
拶
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
月
廿
五
日
の
日
記
は
こ
う
書
き
出
さ
れ
る
。

よ
べ
の
雨
は
れ
て
、
深
巷
明
朝
売
杏
花
と
も
い
は
ま
ほ
し
と
思
ふ
に
、

吾
園
の
か
ら
も
ゝ
の
花
い
か
ゞ
な
ら
ん
と
思
ふ
。

　

前
日
の
日
記
の
結
び
は
「
春
雨
し
め
や
か
に
ふ
れ
ば
、
若
鮎
を
な
め
、
酒

の
み
て
ふ
し
ぬ
」
で
あ
っ
た
。
鮎
は
登
戸
の
宿
の
主
人
の
母
の
心
遣
い
で
宿

河
原
の
漁
師
三
次
が
捕
獲
し
た
の
を
供
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
雨
音
を
聞

き
な
が
ら
の
酒
が
よ
い
味
わ
い
で
あ
っ
た
と
察
せ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
日
江
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戸
に
居
る
末
の
孫
が
天
然
痘
を
患
っ
て
い
る
の
に
、
人
を
し
て
梨
を
携
え
て

見
舞
い
に
や
っ
た
と
こ
ろ
、
す
で
に
膿
を
出
し
て
瘡
蓋
を
つ
け
る
段
階
と

な
っ
て
い
た
と
知
ら
さ
れ
「
う
れ
し
な
ど
は
よ
の
つ
ね
な
り
」
と
喜
ん
で
い

た
か
ら
で
あ
る
。
雨
音
も
心
地
よ
く
聞
き
な
さ
れ
た
に
違
い
な
い
。
江
戸
の

自
宅
の
庭
前
の
杏
の
花
が
雨
に
濡
れ
て
ど
う
な
っ
た
か
を
思
い
や
る
南
畝
の

心
は
、
末
の
孫
の
安
否
を
気
遣
う
そ
れ
と
重
な
る
。
こ
の
一
節
が
詩
美
に
輝

く
所
以
で
あ
る
。
ま
た
そ
こ
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
「
深
巷
明
朝
杏
花
を
売
る
」

は
南
宋
の
陸
游
の
詩
句
で
あ
り
、「
臨
安
に
て
春
雨
初
め
て
霽
る
」
と
題
す

る
七
言
律
詩
中
の
一
句
で
、
前
接
す
る
句
は
、「
小
楼
一
夜 

春
雨
を
聴
く
」

で
あ
っ
た
。
南
畝
が
こ
の
詩
を
早
く
か
ら
愛
好
し
て
い
た
上
に
、
つ
い
二
週

間
ほ
ど
前
に
旅
の
宿
で
携
帯
し
て
き
た
陸
詩
を
抄
出
し
た
も
の
の
中
に
も
こ

の
一
聯
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
別
稿９
で
も
述
べ
た
の
で
繰
り
返

さ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
孫
の
回
復
の
喜
び
に
浸
り
な
が
ら
聞
い
た
「
し

め
や
か
」
な
春
雨
の
音
が
、
端
無
く
も
近
頃
お
さ
ら
い
し
た
ば
か
り
の
愛
好

す
る
詩
句
「
小
楼
一
夜 

春
雨
を
聴
く
」
を
想
起
さ
せ
、
そ
の
詩
句
自
体
は

引
か
ず
に
、
続
く
「
深
巷
明
朝
売
杏
花
」
を
日
記
本
文
に
挿
み
込
ん
だ
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
詩
句
の
「
深
巷
」
が
登
戸
村
よ
り
は
江
戸
の
自
宅
の
た

た
ず
ま
い
に
似
つ
か
わ
し
い
も
の
で
あ
る
故
に
、
自
宅
の
庭
先
の
「
か
ら
も

も
」
の
安
否
と
孫
の
安
否
と
を
結
び
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
く
ど
く
も
言

う
通
り
、
南
畝
紀
行
文
の
引
用
漢
詩
は
行
文
に
詩
情
を
横
溢
さ
れ
る
の
に
十

分
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
。

　

二
月
七
日
の
記
述
も
味
わ
い
深
い
。

天
気
よ
し
。
辰
の
時
半
に
峯
村
の
や
ど
を
い
で
ゝ
門
辺
に
出
れ
ば
、
梅

花
さ
か
り
な
り
。
小
だ
か
き
所
に
の
ぼ
り
み
れ
ば
、
玉
川
の
流
き
よ
く
、

岸
辺
に
畑
う
ち
て
、
見
ど
こ
ろ
あ
り
。
あ
は
れ
つ
か
へ
を
か
へ
し
、
い

と
ま
あ
る
身
と
な
ら
ば
、
こ
の
あ
た
り
に
あ
し
の
小
屋
ぶ
き
し
て
、
お

り
〳
〵
か
よ
ひ
す
み
な
ん
に
は
、
心
の
塵
も
き
よ
か
る
べ
き
を
な
ど
、

あ
ら
ま
し
ご
と
に
い
ひ
出
る
を
、
あ
る
じ
の
翁
う
ち
き
ゝ
て
、
や
す
き

事
な
り
、
と
く
来
り
す
み
給
へ
か
し
、
い
づ
く
に
て
も
か
し
ま
い
ら
せ

ん
と
い
ふ
。
林
下
何
曽
見
一
人
と
い
ひ
し
た
ぐ
ひ
な
る
べ
し
（
以
下
略
）。

　

玉
川
の
田
園
風
景
に
魅
せ
ら
れ
た
南
畝
は
、
せ
め
て
川
の
ほ
と
り
に
小
屋

な
り
と
も
築
い
て
、
別
宅
と
し
て
通
い
た
い
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
こ
に
通

う
た
め
に
は
致
仕
し
て
暇
な
体
と
な
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
宿
の
主
に
隠

棲
願
望
を
披
瀝
し
た
処
、
す
ぐ
に
も
場
所
を
提
供
す
る
か
ら
移
り
住
む
と
よ

い
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
こ
で
引
用
す
る
の
が
「
林
下
何
ぞ
曽
つ
て
一
人
を
見

ん
や
」
と
い
う
漢
詩
句
で
あ
る
。
詩
を
学
ぶ
も
の
に
は
、「
林
下
」
と
い
う

だ
け
で
隠
棲
を
意
味
す
る
こ
と
は
常
識
と
な
っ
て
い
る
。「
林
下
何
曽
見
一

人
」
一
句
も
典
故
と
な
り
お
お
せ
て
い
る
が
、
日
本
語
に
漢
字
を
使
用
す
る

習
慣
は
続
け
な
が
ら
、
そ
の
根
底
を
な
す
漢
詩
文
の
学
習
を
軽
視
し
、
一
過

性
の
虚
栄
に
踊
ら
さ
れ
て
、
英
語
学
習
や
国
際
交
流
な
ぞ
に
狂
奔
す
る
現
在

の
日
本
人
に
と
っ
て
は
意
味
が
と
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
か
か
る
含
蓄
の

あ
る
日
本
古
典
文
学
の
深
奥
を
外
国
人
に
丁
寧
に
解
析
し
て
み
せ
る
の
が
、

「
国
際
化
」
時
代
の
日
本
の
学
問
研
究
の
責
務
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
そ
の

た
め
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
は
お
ざ
な
り
に
さ
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
句
は
『
三
体
詩
』
に
見
え
る
。
僧
、
霊
徹
作
の
七
言
絶
句
「
韋
丹
に

答
ふ
」
で
あ
る
。

年
老
心
閑
無
外
事　

年
老
ひ 

心
閑か
ん

に
し
て 

外
事
無
し

麻
衣
草
坐
亦
容
身　

麻
衣
草
坐
亦
た
身
を
容い

る
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相
逢
盡
道
休
官
去　

相
逢
て
尽
く
道
ふ 

官
を
休や

め
去
る
と

林
下
何
曽
見
一
人　

林
下
何
ぞ
曽
つ
て
一
人
を
見
ん
や

　

前
半
は
僧
霊
徹
の
閑
居
の
佇
ま
い
を
叙
し
、
後
半
は
霊
徹
が
接
す
る
俗
物

の
常
態
を
叙
し
た
も
の
で
、「
逢
う
人
は
皆
役
人
を
辞
め
て
あ
な
た
の
よ
う

に
隠
棲
し
た
い
と
口
で
は
言
う
が
、
実
際
に
こ
の
隠
棲
の
地
に
や
っ
て
来
た

人
を
未
だ
か
つ
て
見
た
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
中
世
の
抄
物

の
成
果
の
一
つ
と
し
て
近
世
期
を
通
じ
て
よ
く
行
わ
れ
た
『
三
体
詩
素
隠

抄
』（
寛
永
十
四
年
、
二
条
寺
町
西
田
勝
兵
衛
版
）
に
つ
け
ば
、「
韋
丹
ガ
方
カ
ラ

ノ
、
来
詩
ニ
、
我
モ
帰
休
シ
テ
、
共
ニ

p
君
ト

居
ズ
ト
云
フ
程
ニ
、
又
例
ノ
口
バ

カ
リ
ノ
、
虚
言
ヲ
、
ウ
ケ
タ
マ
ワ
ル
、
モ
ノ
カ
ナ
、
尋
常
相
逢
テ
ハ
、
誰
モ

為p

我
帰
休
セ
ウ
ト
、
云
ヘ
ト
モ
、
一
人
デ
モ
ア
レ
、
林
下
ヘ
、
ヒ
ツ
コ
ウ

ダ
ル
人
ハ
ナ
イ
ゾ
ト
云
テ
、
ツ
ヨ
ク
韋
丹
ガ
口
デ
バ
カ
リ
云
テ
、
心
ニ
ハ

貪
ル

p

禄
を
ソ
シ
ル
ソ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
中
国
で
こ
の
詩
が
典
故
と
な
っ

て
い
た
事
情
に
つ
い
て
は
「
是
ヨ
リ
シ
テ
、
故
事
ノ
様
ニ
林
下
嘆w

何
曽q

ナ

ン
ト
ゝ
、
東
坡
モ
作
ハ
、
此
ノ
詩
カ
ラ
ソ
」
と
あ
る
。
所
引
の
蘇
軾
の
詩
は

「
朱
瑤
の
画
け
る
文
殊
普
賢
菩
薩
三
首
」
の
そ
の
二
に
「
林
下
の
意
を
教
ふ

る
こ
と
莫
れ
、
終
老 

何
曽
を
歎
ぜ
ん
」
と
い
う
一
聯
を
指
す
。
隠
遁
を
勧

め
て
く
れ
て
も
、
な
か
な
か
実
行
に
移
せ
な
い
の
だ
か
ら
、
隠
遁
を
勧
め
て

く
れ
る
な
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。『
素
隠
抄
』
は
続
け
て
、
欧
陽
修
が
こ

の
霊
徹
の
詩
が
石
に
刻
さ
れ
て
い
る
の
を
見
て
作
者
を
始
め
て
知
っ
た
と
い

う
故
事
（『
欧
陽
文
忠
公
文
集
』
集
古
録
跋
尾
「
唐
僧
霊
徹
詩
」）
を
も
紹
介
す
る
。

　

南
畝
の
漢
詩
句
引
用
は
、
自
分
も
韋
丹
同
様
の
「
禄
を
貪
る
」
俗
物
で
あ

る
か
ら
、
口
で
は
玉
川
の
ほ
と
り
で
隠
棲
し
た
い
な
ぞ
と
言
っ
て
も
な
か
な

か
実
行
に
は
移
せ
な
い
と
い
う
諦
念
を
表
白
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

　

こ
の
引
用
も
ま
た
単
な
る
文
飾
や
衒
学
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
詩
句

の
引
用
部
分
を
見
て
引
用
さ
れ
な
か
っ
た
部
分
ま
で
を
も
想
起
し
う
る
読
者

を
想
定
し
て
、
自
身
の
本
音
を
託
し
て
の
修
辞
で
あ
っ
た
。
こ
の
く
だ
り
、

か
り
に
漢
詩
句
に
籠
め
て
の
叙
述
と
せ
ず
に
、
連
綿
と
隠
棲
願
望
を
書
き

綴
っ
た
と
し
た
ら
、
老
い
の
繰
言
を
聞
か
さ
れ
る
よ
う
な
冗
漫
な
印
象
を

伴
っ
た
で
あ
ろ
う
。
先
人
の
句
に
語
ら
し
め
る
こ
と
で
叙
述
を
す
っ
き
り
と

さ
せ
、
な
お
か
つ
詩
情
を
漂
わ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。『
調
布
日
記
』

は
写
本
で
行
わ
れ
た
も
の
で
、
自
筆
写
本
は
日
本
大
学
総
合
学
術
情
報
セ
ン

タ
ー
に
あ
る
が
、
全
集
が
底
本
と
し
た
内
閣
文
庫
所
蔵
の
も
の
は
斉
藤
月
岑

の
書
写
に
係
る
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
に
南
畝
の
詩
文
を
書
写
回
覧
す
る
そ

の
交
遊
圏
の
読
者
は
右
に
見
て
き
た
よ
う
な
南
畝
の
修
辞
の
妙
を
味
わ
い
え

た
は
ず
で
あ
る
。
彼
ら
に
比
し
て
わ
れ
わ
れ
現
代
人
の
読
解
力
の
低
下
は
既

に
嘆
く
に
は
深
刻
な
も
の
に
過
ぎ
る
。

　

同
時
に
右
の
一
節
は
、
一
月
廿
三
日
の
く
だ
り
の
「
こ
の
す
ま
ひ
こ
そ
う

ら
や
ま
し
け
れ
」
と
い
う
『
新
古
今
』
の
歌
句
の
引
用
と
ほ
ぼ
同
じ
機
能
を

果
た
し
て
い
て
、
和
漢
の
好
一
対
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
も
気
付
く
。
い
ず

れ
も
美
し
い
自
然
の
景
観
に
囲
ま
れ
て
の
隠
棲
を
羨
望
す
る
に
は
し
て
も
、

そ
れ
は
口
で
言
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
所
詮
実
現
す
る
こ
と
の
な
い
夢

で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　

南
畝
の
紀
行
文
・
日
記
に
お
い
て
は
、
地
の
文
は
お
お
む
ね
和
文
で
書
き

綴
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
が
、
和
漢
の
詩
歌
が
均
等
に
、
む
し
ろ
漢
詩

に
比
重
を
置
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。「
男
も
す
な
る
日
記
」
が
漢
文
で
綴
ら

れ
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
す
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
紀
行
文
・
日
記
中
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の
詩
歌
は
、
と
も
に
単
な
る
文
飾
に
と
ど
ま
ら
ず
、
た
と
い
自
作
の
詩
歌
は

巻
末
に
ま
と
め
ら
れ
た
り
、
別
冊
仕
立
て
に
な
っ
て
い
よ
う
と
も
、
残
さ
れ

た
引
用
詩
歌
だ
け
で
も
、
行
文
を
十
分
な
詩
情
で
潤
わ
せ
る
に
足
る
も
の
で

あ
り
、
作
者
の
心
懐
を
託
す
る
こ
と
す
ら
あ
る
と
い
う
重
要
な
機
能
を
果
た

し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
従
来
の
国
文
学
研
究
の
枠
組
み
で
は
、
右
の

事
例
の
中
、『
新
古
今
』
の
ケ
ー
ス
な
ど
は
解
析
す
る
こ
と
を
常
と
し
て
来

た
が
、
漢
詩
の
引
用
と
そ
の
機
能
に
つ
い
て
は
十
分
に
そ
の
意
義
を
掘
り
下

げ
ず
に
閑
却
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
か
つ
て
井
上
宗
雄
氏
が
「
定

家
と
と
も
に
言
語
の
天
才
を
感
じ
る
」
と
指
摘
さ
れ
た
（
私
信
）
大
田
南
畝

の
鋭
い
言
語
感
覚
の
片
面
、
否
、
ほ
ん
の
一
部
分
し
か
見
て
い
な
い
こ
と
と

な
る
。
こ
の
状
況
が
続
い
て
行
く
限
り
、
そ
の
狂
歌
戯
作
の
一
部
だ
け
を
論

じ
て
滑
稽
頓
知
の
才
を
称
賛
さ
る
る
も
、
深
刻
さ
真
面
目
さ
に
高
い
価
値
を

置
き
、
笑
い
や
滑
稽
を
貶
め
る
近
代
主
義
的
藝
術
観
に
よ
っ
て
葬
り
去
ら

れ
、
相
変
わ
ら
ず
南
畝
は
正
当
に
評
価
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
。
く

ど
く
も
言
う
通
り
、
事
は
南
畝
だ
け
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ぬ
。
近
世
文
学
研

究
、
ひ
い
て
は
古
典
文
学
研
究
全
体
が
、
韻
文
の
み
な
ら
ず
散
文
に
お
い
て

も
、
和
歌
以
上
に
漢
詩
文
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
を
闡
明
し
な

く
て
は
、
作
品
自
体
が
も
っ
て
い
る
本
来
の
輝
き
を
取
り
戻
す
こ
と
が
出
来

ず
、
謙
虚
さ
を
失
っ
た
進
歩
的
知
識
人
を
し
て
「
ま
こ
と
に
退
屈
で
、
う
ん

ざ
り
す
る
」
と
い
っ
た
悪
評
を
吐
き
散
ら
せ
し
め
、
作
品
を
葬
り
去
る
暴
挙

を
野
放
し
に
し
た
ま
ま
と
な
る
。

　

筆
者
は
今
後
、『
調
布
日
記
』
や
既
に
揖
斐
高
氏
に
施
注
の
備
わ
るＡ
『
壬

戌
紀
行
』
は
勿
論
の
こ
と
、
そ
れ
以
外
の
南
畝
の
紀
行
日
記
に
も
取
材
し
て
、

引
用
詩
歌
の
機
能
の
種
々
相
を
少
し
づ
つ
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
と
念
じ

て
い
る
。

注（
１
）　
「
紫
檀
楼
古
木
」、『
圓
生
古
典
落
語
４
』（
集
英
社
文
庫
、
一
九
八
〇
）。

（
２
）　
『
大
田
南
畝
全
集
』
第
二
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
）。
中
野
三
敏
氏
の
解

説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
作
は
文
化
七
年
頃
の
作
品
と
な
る
。

（
３
）　
『
大
田
蜀
山
人　

日
本
の
旅
人
８
狂
歌
師
の
行
方
』（
淡
交
社
、
一
九
七
四
）。

（
４
）　

同
右
全
集
第
八
巻
（
一
九
八
六
）
解
説
「
細
推
物
理
の
精
神
」。

（
５
）　
『
調
布
日
記
』、『
玉
川
砂
利
』、『
玉
川
披
砂
』、『
向
岡
閑
話
』
は
同
右
全
集

第
九
巻
所
収
。『
玉
川
余
波
』
は
第
二
巻
所
収
。
以
下
の
引
用
も
全
集
の
テ
キ

ス
ト
に
拠
る
。

（
６
）　

注（
４
）に
同
じ
。

（
７
）　

注（
４
）に
同
じ
。

（
８
）　

昭
和
版
帝
国
文
庫
『
紀
行
文
集
』
解
説
。

（
９
）　
「
大
田
南
畝
の
歌
文
に
お
け
る
漢
詩
の
機
能
」（『
国
語
と
国
文
学
』、
二
〇
一

一
・
五
）。

（
10
）　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
84
『
寝
惚
先
生
文
集　

狂
歌
才
蔵
集　

四
方
の
あ

か
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
）
所
収
。


