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ず
ず
初
鯉
を
手
に
入
れ
る
の
に
情
熱
を
燃

や
し
た
と
い
，
イ
疑
常
珠
は
格
式
の
高
い

橋
■
の
み
付
け
ら
れ
た
ず
●
●
一

出
典
一
『
江
戸
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図
会
』

江
戸
初
期

の
弁
才
船

江
戸
時
代
の
和
船
「
写
真
は
江
戸
時
代
初
期

の
弁
才
船
と
呼
ば
れ
る
も
の
。

船
体
の
ほ
ぼ
中
央
に
大
き
な
帆
を
１
本
上
げ

る

一
本
帆
柱
が
基
本
的
な
ス
タ
イ
ル
で
、
帆

柱
や
帆
桁
に
人
が
登
る
必
要
が
な
く
、
船
上

で
操
作
で
き
る
。
江
戸
時
代
前
期
以
降
、
国

内
海
運
の
主
役
と
し
て
活
躍
し
た
。
有
名
な

菱
垣
廻
船
や
樽
廻
船
は
、
弁
才
船
の
一
種
．

出
典
一
川
口
遊
■
図
畔
風

（大
阪
歴
史
博
物
館
所
茂
）

は
そ
の
た
め
に
整
備
さ
れ
、
ま
た

新
た
に
逆
河
を
掘
削
す
る
な
ど
の

大
工
事
が
行
わ
れ
た
。
こ
う
し
て

江
戸
は

「
水

の
都
」
に
変
貌
を
遂

げ
た
の
で
あ
る
。
江
戸
の
運
河
の

利
用
は
、
す
で
に
中
世
の
こ
ろ
よ

り
行
わ
れ
て
は
い
た
が
、
江
戸
時

代
に
入
る
と
、
そ
れ
を
都
市
計
画

の
な
か
に
取
り
入
れ
て
、
ど
ん
ど

ん
と
拡
大
し
て
い
っ
た
。
現
在
で

は
、
運
河
の
多
く
は
暗
渠
と
し
て

地
下
を
流
れ
る
か
、
も
し
く
は
理

め
立
て
ら
れ
て
適
路
と
化
し
て
し

ま

っ
て
気
が

つ
か
な

い
が
、
明
治

の
こ
ろ
ま
で
の
東
京
に
は
、
ま
だ

ま
だ
江
戸
の
な
ご
り
と
し
て
、
あ

ち
こ
ち
に
複
雑
に
入
り
組
ん
だ
水

路
が
多
く
残

っ
て
い
た
。

さ
て
、
江
戸
湊

へ
と
運
ば
れ
た

物
資
は
、
大
型
船
か
ら
高
瀬
舟
等

に
積
み
替
え
ら
れ
、

い
ま
述
べ
た

運
河
を
通

っ
て
さ
ら
に
江
戸
の
町

か
　
し
　

　

も

の
あ
げ

ば

中
に
あ
る
河
岸
や
物
揚
場

（ま
た
は

揚
場
）
へ
と
運
び
込
ま
れ
た
。
河

岸
と

い
う

の
は
、
現
在
も
魚
河
岸

な
ど
に
そ
の
名
を
留
め
て
い
る
が
、

本
来
は
川
の
岸
辺
に
あ
る
船
荷
の

揚
げ
降
ろ
し
を
す
る
場
所
の
こ
と

を
指
し
て
い
る
。
こ
の
河
岸
は
町

人
用
で
、
武
士
用
は
物
揚
場
と
名

称
が
異
な

っ
て
い
た
。　
一
方
、
高

瀬
舟

の
方
は
明
治
の
文
豪

・
森
鴎

外

の
名
作

で
知
ら
れ
て
い
る
が
、

舟
底
が
平
ら
で
、
荷
物
を
積
ん
だ

ま
ま
浅

い
川
で
も
楽
に
航
行
す
る

こ
と
が
で
き
る
舟
の
こ
と
で
あ
る
。

江
戸
の
町
に
も
た
ら
さ
れ
た
米

や
そ
の
他
の
品
物
は
用
途
に
応
じ

て
扱
う
河
岸
も
異
な
れ
ば
、
保
管

場
所
も
決
ま

っ
て
い
た
。
な
か
に

は
そ
の
名
残
を

い
ま
も
地
名
に
残

し
て
い
る
場
所
も
あ
る
。
以
前
国

技
館

の
あ

っ
た

「
蔵
前
」
は
、
浅

車
に
米
蔵
が
あ

っ
て
そ
の
前
と

い

う
意
味
で
あ

つ
た
し
、
「木
場
」
は

言
う
ま
で
も
な
く
、
材
本
の
集
積

所
が
あ

っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
た
、
日
本
橋
に
は
先
ほ
ど
例

に
挙
げ
た
魚
河
岸
が
あ

っ
た
。
加

工
品
は
別
と
し
て
も
生
鮮
食
品
な

ど
は
、
長
く
保
存
し
て
お
く
こ
と

が
で
き
な

い
た
め
、
そ
う
し
た
河

岸
は
、
や
が
て
そ
の
場
で
品
物
を

販
売
す
る
市
場

へ
と
発
展
し
て
い

く
こ
と
に
な
る
。

家
康
が
江
戸
に

拠
点
を
定
め
た
理
由

家
康
に
よ
る
江
戸
の
町
の
作
り

替
え
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
ま
だ
分

か
ら
な

い
こ
と
が
多

い
。
そ
も
そ

も
関
ヶ
原
以
前
、
家
康
が
江
戸
に

拠
点
を
定
め
る
に
あ
た

つ
て
は
、

小
田
原
攻
め
に
功
労

の
あ

っ
た
家

康
に
豊
臣
秀
吉
が
江
戸
を
与
え
た

が
、
秀
古
の
腹
に
は
未
だ
開
け
て

い
な
か

っ
た
江
戸
に
家
康
を
追

い

や
る
意
図
が
あ

っ
た
の
で
は
な

い

か
と

い
う

の
が
、
こ
れ
ま
で
の
有

力
な
説
で
あ

つ
た
。
し
か
し
、
実

は
家
康
が
拠
点
を
定
め
る
に
際
し

て
、
江
戸
の
地
の
利
を
充
分
考
慮

し
、
あ
え
て
こ
の
場
所
を
選
ん
だ

の
で
は
な
い
か
―
―
近
年
こ
う
し
た

説
が
学
者
の
間
で
唱
え
ら
れ
る
よ

う
に
な

っ
て
き
た
。
物
流
を
研
究

し
て
い
る
東
京
海
洋
大
学
物
流
シ

ス
テ
ム
研
究
室
の
苦
瀬
博
仁
教
授

も
こ
の
説
を
支
持
す
る

一
人
だ
ず

「家
康
は
江
戸
に
町
を
作
る
と
き

に
、
物
流
の
仕
組
み
を
考‐
え
て
い

た
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
」
と
書
瀬

氏
は
言
う
。
「戦
略
（ス
ト
フ
ア
ゾ
Ｉ
Ｙ

戦
術
（タ
ク
テ
イ
ク
タ
●
兵
方
Ａ
Ｆ

ジ
ス
テ
イ
ク
ス
）
は
三
人
．軍
事
用
語

で
す
が

、
戦
国
武
将
で
あ
つ
た
家

一康
は
、
当
然
こ
の
３
２
に
長‐
け
て

い
た
は
ず
で
す
ず
こ
の
う
ち
兵
靖

湘だ瑚補つ一【導一な‐―言”綺いい

シ
ス
テ
ム
を
指
ｔ
で
い
ま
す
■
当

然
、
家
康
は
物
資
供
給
に
つ
い
て

思

い
を
巡
ら
し
て
い
た
と
考
え
て

い
ま
す
。
利
根
川
を
銚
子
か
ら
大

平
洋
に
注
ぐ
よ
う
に
作
り
変
え
て
一

洪
水
を
防
ぐ
と
と
も
に
、
江
戸
川

か
ら
江
戸
よ
り
だ
け
で
な
ぐ
こ
の

地
域
全
体
を
肥
沃
な
台
地
に
す
る

の
だ
、
と
統
治
の
作
戦
を
立
て
た

ん
じ
ゃ
な

い
で
し
ょ
う
か
。
イ
ン

フ
ラ
整
備
と
称
し
て
ね
」

物
を

い
か
に
効
率
よ
く
移
動
さ

せ
、
そ
し
て
流
通
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
か
、
そ
れ
が
都
市
を
活
性

化
さ
せ
る
た
め
の
生
命
線
で
あ
る

こ
と
を
、
江
戸
の
町
は
わ
れ
わ
れ

に
よ
く
教
え
て
く
れ
る
。
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