
３
ツ
星
は
鯉
と
鶴

「
ハ
マ
グ
リ
と
ジ
ュ
ン
サ
イ

の
吸
い
物
・
鯛
の
塩
焼
き
・
焼

き
鴨
の
木
の
芽
和
え
・
白
ウ
リ

の
漬
け
物
・
玄
米
の
ご
飯
・
濁

り
酒
」

五
月
の
あ
る
日
に
千
葉
介
常

胤
（
１
１
１
８
〜
１
２
０
１
）

さ
ん
が
食
べ
た
で
あ
ろ
う
献
立

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
食
材
は
い

ず
れ
も
当
時
あ
っ
た
旬
の
食
材

で
あ
る
。
こ
の
頃
の
人
が
何
を

食
べ
て
い
た
か
は
、
文
献
や
絵
、

そ
れ
に
発
掘
調
査
の
成
果
で
お

よ
そ
分
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
に

よ
る
と
、
穀
類
・
豆
類
で
は
、

粳う
る
ち米
・
糯も

ち

米
・
黍き

び

・
蕎
麦
・
小

麦
・
大
麦
・
粟
・
稗ひ

え

・
大
豆
・

小
豆
・
胡
麻
・
荏え

胡ご

麻ま

・
緑
豆
。

野
菜
類
で
は
、
大
根
・
牛ご

蒡ぼ
う

・
葱ね

ぎ

・
あ
ぶ
ら
な
・
里
芋
・

海
老
芋
・
長
芋
・
瓜
・
み
ょ
う

が
・
生

し
ょ
う

姜が

・
水
菜
・
茄
子
・
ち

し
ゃ
・
う
ど
・
う
ど
菜
・
蕗ふ

き

、

な
ど
。
果
実
類
は
、
栗
・
柿
・

ぶ
ど
う
・
ま
く
わ
う
り
・
苺
・

梨
・
蜜
柑
・
び
わ
・
あ
け
び
・

さ
る
な
し
。

魚
介
類
で
は
、
鯛
・
ひ
ら

め
・
穴
子
・
め
ば
る
・
鮪
・

鰹
・
い
し
も
ち
・
ふ
ぐ
・
鯖
・

鰯
・
鯵
・
さ
わ
ら
・
い
か
・
た

こ
・
海
老
・
蟹
・
蛤
・
あ
さ

り
・
牡か

蠣き

・
赤
貝
・
ま
て
貝
・

み
る
貝
な
ど
、
川
で
は
、
鯉
・

鮒
・
鰻
・
鮎
・
ご
り
・
や
つ

め
う
な
ぎ
・
は
や
・
川
海
老
・

川
蟹
・
う
ぐ
い
・
ぼ
ら
・
鮭
・

鱒
・
山や

女ま

魚め

・
岩
魚
・
蜆し

じ
み・
田た

と
同
じ
よ
う
に
敬
わ
れ
た
。
こ

の
烏
帽
子
だ
が
、
一
度
着
け
た

な
ら
人
前
で
外
す
こ
と
は
「
大

い
な
る
恥
」
と
さ
れ
、
絶
対
に

し
な
か
っ
た
。
現
代
で
言
う
な

ら
、
さ
し
ず
め
人
前
で
パ
ン
ツ

を
脱
ぐ
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で

あ
る
。

住
ま
い
は
夏
優
先

最
後
に
住
環
境
だ
が
、
常
胤

さ
ん
の
館
に
は
お
そ
ら
く
天
井

は
無
い
。
館
に
今
日
の
よ
う
な

天
井
が
で
き
る
の
は
室
町
時
代

に
な
っ
て
主し

ゅ

殿で
ん

造づ
く
りや
書し

ょ

院い
ん

造づ
く
りが

現
れ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
一
般

に
は
梁
や
屋
根
の
構
造
が
見
え

る
吹
き
抜
け
で
あ
っ
た
。
畳
も

寝
所
に
あ
る
程
度
で
殆
ど
が
板

の
間
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
冬

は
猛
烈
に
寒
か
っ
た
。
鎌
倉
時

代
と
い
う
の
は
小
氷
期
で
、
今

よ
り
平
均
気
温
が
低
か
っ
た
か

ら
尚
更
の
こ
と
で
あ
る
。
暖
房

器
具
は
囲
炉
裏
か
火
桶
と
呼
ば

れ
る
小
さ
な
火
鉢
だ
け
だ
。
皆

さ
ん
い
っ
ぱ
い
着
込
ん
で
寒
さ

に
耐
え
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

だ
が
、
夏
は
涼
し
か
っ
た
は

ず
だ
。
も
と
も
と
縁
の
下
な
ど

亜
熱
帯
地
域
の
構
造
を
持
つ
日

本
の
家
屋
は
夏
の
高
温
多
湿
を

前
提
に
造
ら
れ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
今
の
よ
う
な
ヒ
ー
ト
ア

イ
ラ
ン
ド
現
象
な
ど
は
あ
る
は

ず
も
な
く
、
常
胤
さ
ん
も
ラ
フ

な
姿
で
寝
転
が
っ
て
、
井
戸
水

で
冷
や
し
た
ウ
リ
で
も
頬
張

っ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
も

ち
ろ
ん
烏
帽
子
は
着
け
た
ま
ま

で
…
…

螺に
し

等
々
。
こ
れ
以
外
に
、
わ
か

め
・
ひ
じ
き
・
昆
布
・
て
ん
ぐ

さ
、
な
ど
の
海
草
も
食
べ
ら
れ

て
い
た
。

ま
た
、肉
類
で
は
、猪
・
鹿
・

穴
熊
を
は
じ
め
、
熊
・
犬
・
き

じ
・
鴨
・
う
ず
ら
・
鶏
・
鶏

卵
・
す
ず
め
・
つ
ぐ
み
・
鶴
・

鷺さ
ぎ

な
ど
が
あ
る
。
ち
な
み
に
こ

の
時
代
の
最
上
級
の
魚
は
鯉
で

鳥
は
鶴
で
あ
っ
た
。
各
地
で
行

わ
れ
て
い
る
包
丁
式
で
は
必
ず

鯉
が
調
理
さ
れ
る
が
、
千
葉
で

は
千
倉
高た

か

家べ

神
社
で
こ
の
儀
式

が
守
り
続
け
ら
れ
て
い
る
。
鶴

に
は
「
塩
鶴
」
な
る
も
の
が
あ

り
、
内
臓
を
取
り
除
い
た
鶴
を

丸
々
塩
漬
け
に
し
た
の
か
、
そ

れ
と
も
肉
だ
け
を
そ
う
し
た
の

か
な
ど
と
、
あ
れ
こ
れ
想
像
を

か
き
立
て
ら
れ
て
面
白
い
。

調
味
料
は
塩
は
も
ち
ろ
ん
、

醤ひ
し
お、
魚ぎ

ょ

醤し
ょ
う、
味
噌
、
酢
、
甘あ

ま

葛づ
ら

な
ど
が
あ
り
、
香
辛
料
と
し
て

は
、
山さ

ん

椒し
ょ
う、
柚ゆ

ず

、
生
姜
、
胡こ

椒し
ょ
う

な
ど
が
あ
っ
た
。
醤
は
見
た
目

が
味
噌
状
の
半
液
体
の
調
味
料

で
、
上
澄
み
は
今
日
の
「
た
ま

り
」
に
と
て
も
近
い
。
今
で
も

銚
子
の
業
者
が
頑
張
っ
て
作
っ

て
い
る
。
魚
醤
は
塩
漬
け
し
た

魚
の
上
澄
み
液
で
、
タ
イ
の
ナ

ン
プ
ラ
ー
と
同
類
の
調
味
料
で

あ
る
。
そ
の
他
の
重
要
な
調
味

料
と
し
て
は
糂じ

ん

汰だ

味み

噌そ

が
あ
り
、

こ
れ
は
大
豆
味
噌
に
米こ

め

麹こ
う
じと
米こ

め

糠ぬ
か

を
混
ぜ
た
も
の
で
、
料
理
の

味
付
け
に
欠
か
す
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
。
お
よ
そ
ど
こ
の
家

に
も
あ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る

る
。
和
食
に
胡
椒
と
い
う
の
は

新
鮮
な
驚
き
だ
が
、
日
本
で
は

唐
辛
子
よ
り
も
胡
椒
の
方
が
歴

史
的
に
古
い
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
海
に
近

か
っ
た
常
胤
さ
ん
一
家
は
さ
ぞ

や
美
味
い
も
の
を
食
べ
て
い
た

で
あ
ろ
う
と
い
う
話
し
で
あ
る
。

烏
帽
子
こ
そ
わ
が
命

さ
て
、
常
胤
さ
ん
の
服
装
だ

が
、
日
常
は
水す

い

干か
ん

と
い
う
動
き

や
す
い
服
装
で
す
ご
し
て
い
た
。

元
々
は
役
人
の
服
装
で
あ
っ
た

が
次
第
に
武
士
に
も
好
ま
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
服
で
あ
る
。
正

装
は
直ひ

た

垂た
れ

と
い
っ
て
袷あ

わ
せ

の
上
着

に
袴は

か
ま

と
い
う
今
日
で
言
え
ば
ス

ー
ツ
に
該
当
す
る
服
装
で
あ
る
。

戦
場
以
外
で
頼
朝
さ
ん
に
会
う

時
は
こ
の
服
装
で
あ
っ
た
は
ず

だ
。
こ
れ
以
外
に
も
狩か

り

衣ぎ
ぬ

が
あ

り
、
い
ず
れ
の
服
装
も
戦
う
こ

と
が
本
業
の
武
士
は
儀
式
以
外

で
は
動
き
や
す
い
服
装
を
着
て

い
た
。

武
家
の
女
性
は
貴
族
に
な

ら
い
位
の
高
い
婦
人
は
袿う

ち
き
に
袴

を
着
け
て
い
た
。
常
胤
の
奥
さ

ん
円
寿
院
殿
も
こ
れ
を
着
て
い

た
は
ず
で
、
略
装
と
し
て
の
白し

ろ

小こ

袖そ
で

に
袴
と
い
う
姿
の
時
も
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
一
般
武
家
や
庶

民
の
女
性
は
普
段
着
と
し
て
小

袖
に
湯
ま
き
と
い
う
エ
プ
ロ
ン

の
よ
う
な
も
の
を
着
物
の
上
に

巻
い
て
い
た
。
湯
巻
は
時
代
と

と
も
に
長
く
な
り
、
安
土
桃
山

時
代
ご
ろ
に
は
く
る
ぶ
し
の
上

あ
た
り
ま
で
降
り
て
く
る
。
小

袖
は
そ
の
後
長
く
続
き
今
日
の

着
物
に
至
っ
て
い
る
。
庶
民
の

男
性
は
水
干
の
袖
や
裾
を
ま
く

っ
た
り
、
小
袖
に
袴
と
ラ
フ
に

着
こ
な
し
て
い
た
。
絵
巻
で
見

る
と
乞
食
な
ど
の
最
下
層
民
は
、

袖
の
な
い
手て

無な

し
と
呼
ば
れ
る

服
を
着
て
お
り
袴
は
履
か
な
い
。

こ
の
姿
で
寺
社
や
市
な
ど
人
の

集
ま
る
と
こ
ろ
で
た
む
ろ
し
て

い
た
。

武
士
・
庶
民
に
関
わ
ら
ず
当

時
の
男
性
が
必
ず
被
っ
て
い
た

の
が
烏え

帽ぼ

子し

で
あ
る
。
加か

冠か
ん

の

儀ぎ

は
成
人
儀
式
と
し
て
大
変
に

重
要
視
さ
れ
、
烏
帽
子
の
着
け

役
は
烏
帽
子
親
と
呼
ば
れ
実
父
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鎌
倉
時
代
の
第
一
級
史
料「
吾
妻
鏡
」に
は
大お

お

盤ば
ん

振ぶ

る
舞ま

い
の
語
源
と
な
っ
た
椀お

う

飯ば
ん

や
、

昼
食
を
表
す
駄だ

餉し
ょ
う

の
記
事
が
何
度
も
出
て
く
る
。夏
に
は
富
士
山
の
氷
室
か
ら
氷
を
運
ん

で
く
る
と
い
う
贅
沢
も
あ
っ
た
。

「
メ
ザ
シ
に
ゴ
ボ
ウ
の
た
た
き
、
梅
干
し
に
、
漬
け
物
、
玄
米
の
ご
飯
、
以
上
お
わ
り
」

み
た
い
な
献
立
が「
武
士
の
食
事
」と
称
し
て
挿
絵
や
博
物
館
の
展
示
で
し
ば
し
ば
見
ら
れ

る
が
、
こ
れ
は
質
素
倹
約
を
超
の
字
が
つ
く
ほ
ど
強
力
に
推
し
進
め
た
執し

っ

権け
ん

北
条
時
頼

の
あ
る
日
の
献
立
で
あ
り
、
こ
れ
が
代
表
で
は
な
い
。こ
う
し
た
日
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、

常
識
的
に
考
え
て
普
通
の
人
々
は
、も
う
ち
ょ
っ
と
マ
シ
な
も
の
を
食
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
房
総
」

を

生
ん
だ

地
③

千
葉
介
常
胤

常
胤
さ
ん
日
常（
１
）「
衣
・
食
・
住
」

協賛

の
で
、
常
胤
さ
ん
の
屋

敷
に
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。

意
外
な
の
は
原
産
地
が

イ
ン
ド
の
胡
椒
で
、
奈

良
時
代
に
は
中
国
を
経

由
し
て
日
本
に
も
た
ら

さ
れ
て
い
た
。
日
本
人

と
胡
椒
は
思
っ
た
よ
り

も
な
じ
み
が
深
く
、
中

世
の
料
理
レ
シ
ピ
に
も

時
々
登
場
す
る
。
現
代

の
よ
う
に
「
う
ど
ん
」

に
唐
辛
子
を
か
け
る
よ

う
な
っ
た
の
は
江
戸
時

代
か
ら
の
こ
と
で
、
そ

れ
以
前
は
胡
椒
を
か
け

て
食
べ
て
い
た
の
で
あ


