
’－
１
１
Ｉ

ｊⅧく

皿
・
寄
物
陳
思
、
三
五
○
二
）

真
澄
鏡
手
に
取
り
持
ち
て
朝
な
朝
な
見
れ
ど
も
君
は
飽
く
こ
と
も
な
し

同
．
（
二
六
三
三
）

真
澄
鏡
手
に
取
り
持
ち
て
朝
な
朝
な
見
む
時
さ
へ
や
恋
の
繁
け
む

血
・
悲
別
歌
、
（
三
一
八
五
）

真
澄
鏡
手
に
取
り
持
ち
て
見
れ
ど
飽
か
ぬ
君
に
お
く
れ
て
生
け
り
と
も
無

しこ
れ
ら
三
首
に
お
い
て
も
「
取
持
」
は
み
な
序
詞
に
含
ま
れ
て
い
る
。
前

項
と
は
や
や
異
っ
て
、
こ
の
序
詞
は
既
に
固
定
し
た
修
辞
法
と
な
っ
て
い
る

も
の
の
よ
う
に
も
み
え
る
が
、
然
し
単
純
に
そ
う
言
い
き
る
こ
と
も
で
き
な

い
よ
う
で
あ
る
。
寄
物
陳
思
に
お
け
る
恋
、
「
君
に
お
く
れ
て
生
け
り
と
も

無
」
い
女
の
悲
別
歌
で
あ
る
こ
と
を
み
れ
ば
、
や
は
り
「
本
旨
と
の
瞥
喰
的

象
徴
的
関
係
」
の
あ
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
。
「
ひ
と
」
と
「
も
の
」
と
を

⑰

外
面
に
見
る
こ
と
に
お
い
て
所
有
す
る
と
言
わ
れ
る
「
見
」
の
、
痛
切
な
憧

慢
と
所
有
の
希
求
は
、
や
は
り
「
取
持
」
っ
こ
と
に
そ
の
具
体
性
を
求
め
ず

万
葉
集
に
お
け
る
「
取
持
」
（
下
）

ｒ
造

に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
言
う
迄
も
な
く
「
取
持
」
た
れ
た
鏡

は
、
容
姿
を
う
つ
す
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
「
此
之
鏡
者
専
為
我
御
魂
而
」

（
天
孫
降
臨
Ｊ
ま
さ
に
「
ひ
と
」
そ
の
も
の
と
し
て
輝
く
も
の
で
あ
っ
た
。

蝸
・
三
八
○
八
に
、

、
、
、
、
、

住
吉
の
小
集
楽
に
出
で
て
現
に
も
己
妻
す
ら
を
鏡
と
見
っ
も

右
伝
云
、
昔
者
鄙
人
。
姓
名
未
詳
也
。
干
時
郷
里
男
女
、
衆
集
野
遊
。

、
、
、
、
、
、
、
、

是
会
集
之
中
有
鄙
人
夫
婦
。
其
婦
容
姿
端
正
、
秀
於
衆
諸
。
乃
彼
鄙
人

之
意
、
弥
増
愛
妻
之
情
、
而
作
斯
謡
、
讃
嘆
美
貌
也
。

と
あ
る
よ
う
に
「
鏡
」
を
も
っ
て
印
象
さ
れ
る
「
ひ
と
」
は
「
容
姿
端
正
秀

於
衆
諸
」
の
「
ひ
と
」
で
あ
り
、
ま
た
「
弥
増
二
愛
し
妻
之
情
一
」
さ
ざ
る
を

得
な
い
「
ひ
と
」
な
の
で
あ
っ
た
。

ｊ

鏡
が
こ
の
よ
う
な
面
を
も
持
つ
故
に
、
Ｉ
に
お
い
て
一
部
を
ひ
い
た
恋
男

ｌ

子
名
古
日
歌
、
５
．
九
○
四
に
、

、
、
、
、
、
、
、

。
…
：
為
む
術
の
方
便
を
知
ら
に
自
梼
の
手
祇
を
掛
け
ま
そ
鏡

手
に
取
り
持
ち
て
天
っ
神
仰
ぎ
乞
ひ
祈
み
地
っ
神
伏
し
て
額
づ

、
、
、
、
、

き
か
か
ら
ず
も
か
か
り
も
神
の
ま
に
ま
に
と
立
ち
あ
ざ
り
わ

本
田
義
寿

四



や
守
℃
、
、

れ
乞
ひ
祈
め
ど
：
…
．

と
あ
っ
て
、
葎
を
掛
け
る
こ
と
、
鏡
を
「
取
持
」
っ
こ
と
、
天
神
地
祗
を
仰

ぎ
、
伏
し
、
「
立
ち
あ
ざ
り
」
し
て
「
乞
ひ
祈
」
む
こ
と
が
、
タ
マ
フ
リ
の

聖
な
る
呪
術
と
し
て
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
四
・
二
九
八
一

祝
部
ら
が
斎
ふ
三
諸
の
真
澄
鏡
懸
け
て
そ
偲
ふ
逢
ふ
人
ご
と
に

の
ど
と
く
、
鏡
を
「
取
持
」
っ
ば
か
り
で
な
く
、
「
懸
け
て
佃
ふ
」
こ
と
も

み
え
る
の
で
あ
る
。
前
に
も
記
し
た
が
、
「
偲
ふ
」
こ
と
が
、
そ
の
ひ
と
に

、
、

ゆ
か
り
の
も
の
を
外
面
的
に
で
は
あ
っ
て
も
見
る
こ
と
に
お
い
て
、
現
実
の

再
会
を
期
待
し
得
な
い
ほ
ど
に
も
遠
い
そ
の
ひ
と
と
、
か
っ
て
の
日
食
の
ご

と
く
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
ね
が
い
、
必
ず
そ
う
な
り
得
る
と
信
じ
た
こ
と
で

⑳

あ
る
故
に
、
鏡
を
懸
け
、
「
取
持
」
っ
こ
と
が
、
日
常
的
な
し
か
も
神
聖
な

呪
術
と
し
て
成
り
立
ち
得
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
意
味
に
お
い
て
み
れ
ば

「
真
澄
鏡
手
に
取
り
持
ち
て
」
と
い
う
序
詞
は
、
逢
え
ば
消
え
る
と
信
じ
ら

れ
た
恋
の
、
消
え
る
こ
と
を
ね
が
う
心
に
つ
ら
な
る
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら

れ
る
。
不
幸
な
叡
智
の
時
代
が
ひ
ろ
ま
り
つ
つ
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
底
流

に
根
強
く
ひ
そ
ん
で
い
る
古
い
民
俗
に
こ
と
よ
せ
て
の
、
象
徴
的
な
も
の
に

よ
る
象
徴
的
な
表
現
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

ｊⅧく

３
・
挽
歌
、
天
平
元
年
己
巳
摂
津
国
班
田
史
生
丈
部
龍
麿
自
経
死
之
時
判

官
大
伴
宿
弥
三
中
作
歌
一
首
（
丼
短
歌
）
（
四
四
三
）

天
雲
の
向
伏
す
国
の
武
士
と
い
は
ゆ
る
人
は
皇
祖
の
神
の
御

門
に
外
の
重
に
立
ち
候
ひ
内
の
重
に
仕
へ
奉
り
玉
葛
い
や

遠
長
く
祖
の
名
も
継
ぎ
ゆ
く
も
の
と
母
父
に
妻
に
子
等
に
語

万
葉
集
に
お
け
る
「
取
持
」
（
下
）

ら
ひ
て
立
ち
に
し
日
よ
り
垂
乳
根
の
母
の
命
は
斎
尭
を
前
に

、
、
、
、
や

、
、

、
、
、
、
、

す
ゑ
置
き
て
一
手
に
は
木
綿
取
り
持
ち
一
手
に
は
和
細
布
奉
り

、
、
、
、
、
、
、

平
ら
け
く
ま
幸
く
ま
せ
と
天
地
の
神
祇
を
乞
ひ
薦
め
い
か
な

、
、
、

ら
む
歳
月
日
に
か
つ
つ
じ
花
香
へ
る
君
が
牛
留
鳥
の
な
づ
さ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ひ
来
む
と
立
ち
て
ゐ
て
待
ち
け
む
人
は
犬
君
の
命
恐
み
押
し

照
る
難
波
の
国
に
あ
ら
た
ま
の
年
経
る
ま
で
に
白
梼
の
衣
も

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

干
さ
ず
朝
夕
に
あ
り
つ
る
君
は
い
か
さ
ま
に
思
ひ
ま
せ
か
う

、
、
、
、
、
、
、

っ
せ
み
の
惜
し
き
こ
の
世
を
鹿
和
の
置
き
て
性
に
け
む
時
に
あ

ら
ず
し
て

「
木
綿
取
り
持
ち
」
と
「
和
細
布
奉
り
」
と
は
、
言
葉
の
上
で
の
ち
が
い

こ
そ
あ
れ
、
呪
術
的
祭
式
の
採
物
を
「
取
持
」
っ
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も

「
斎
鴦
を
」
据
え
る
こ
と
を
も
と
も
な
い
つ
つ
、
「
ま
幸
く
ま
せ
と
」
「
神

祇
を
乞
ひ
祷
」
む
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
だ
遠
く
へ
行
っ
た
人
、
「
君
が
」

「
な
づ
さ
ひ
来
」
る
こ
と
を
ね
が
い
、
「
立
ち
て
ゐ
て
待
」
つ
ば
か
り
な
の

で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
こ
の
歌
は
古
い
形
式
を
素
直
に
受
け
継
い
で
い

る
よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
れ
を
行
な
っ
た
人
が
彼
の
母
で
あ
る
か
ら
か

も
し
れ
な
い
。
と
は
い
え
呪
祷
の
効
果
は
現
実
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
は
も
う

な
か
っ
た
。
「
い
か
さ
ま
に
恩
ひ
ま
せ
か
う
つ
せ
み
の
惜
し
き
こ
の
世
を
」

「
置
き
て
性
に
け
む
」
、
帰
っ
て
は
来
な
い
の
で
あ
る
。
民
俗
を
支
え
た
呪

術
と
そ
の
信
仰
は
、
も
は
や
そ
の
意
味
を
失
い
、
忘
れ
ら
れ
、
年
老
い
た
素

朴
な
母
の
、
わ
ず
か
な
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
の
形
式
と
し
て
の
み
う
け
つ
が

れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
母
に
と
っ
て
は
、
原
意

な
ど
は
問
題
で
な
く
、
生
き
て
い
る
形
式
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
奈
良

一
五



時
代
も
既
に
半
ば
、
近
代
の
知
識
を
受
け
入
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
班
田
史
生

の
母
に
、
新
知
識
な
ど
を
問
題
に
し
な
い
民
俗
の
伝
統
を
み
る
の
で
あ
る
。

ｊｘｌ

３
．
雑
歌
、
大
坂
伴
上
郎
女
祭
神
歌
一
首
丼
短
歌
（
三
七
九
）

ひ
さ
か
た
の
天
の
原
よ
り
生
れ
来
た
る
神
の
命
奥
山
の
賢
木

も
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
枝
に
白
香
つ
け
木
綿
と
り
付
け
て
斎
玲
を
斎
ひ
ほ
り
す
ゑ

、
、
、
、
、
、
、
、
、

竹
玉
を
繁
に
貫
き
垂
り
鹿
猪
じ
も
の
膝
折
り
伏
せ
て
手
弱
女
の

、
、
、
、
、
、
、

お
す
ひ
取
り
懸
け
か
く
だ
に
も
わ
れ
は
祈
ひ
な
む
君
に
逢
は
じ
か

も

反
歌
、
（
三
八
○
）

、
、
、
、
、

木
綿
畳
手
に
取
り
持
ち
て
か
く
だ
に
も
わ
れ
は
祈
ひ
な
む
君
に
逢
は
じ
か

も

右
歌
者
、
以
天
平
五
年
冬
十
一
月
、
供
祭
大
伴
氏
神
之
時
、
卿
作
此

謁
。
故
日
祭
神
歌
。

ｊ

こ
の
歌
が
Ｉ
に
あ
げ
た
巻
一
三
の
一
群
を
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
い

く

ま
さ
ら
繰
り
返
す
要
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
長
歌
が
天
岩
戸
祭
式
に
お
け
る
形

式
を
に
な
う
も
の
で
あ
る
こ
と
も
推
測
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
ま
た
「
木
綿
畳

手
に
取
り
持
つ
」
と
い
う
だ
け
で
も
充
分
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
本

来
「
ひ
と
」
に
逢
う
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
行
為
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
歌
詞
を
も
ち
な
が
ら
祭
神
歌
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
注
釈
に
「
木

綿
だ
た
み
を
手
に
持
っ
て
神
に
手
向
け
た
の
で
あ
る
。
｜
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
、

か
す
か
に
劇
的
所
作
の
痕
跡
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
が
、
も
は
や
知
識
人
の

家
に
育
っ
た
彼
女
に
と
っ
て
は
、
た
だ
神
事
に
関
す
る
聖
な
る
形
式
と
し
て

一
一
ハ

の
み
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
の
形
式
は
、
劇
的
所
作
を
失
っ
て
、

「
柳
作
此
謁
」
と
あ
る
ご
と
く
、
詞
章
と
し
て
の
み
わ
ず
か
に
続
け
ら
れ
る

に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
さ
え
で
き
そ
う
で
あ
る
。

ｊＸく

５
．
雑
歌
、
恋
男
子
名
古
日
歌
、
（
九
○
四
）

⑳

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
所
有
に
ひ
き
、
既
に
触
れ
て
き
た
。

「
立
ち
あ
ざ
り
わ
れ
乞
ひ
祈
め
ど
」
と
あ
る
「
立
ち
あ
ざ
り
」
に
つ
い
て

は
、
古
来
諸
説
が
あ
っ
て
確
定
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
し
て
も
何

ら
か
の
所
作
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
注
釈
に
「
立
ち
騒
ぐ
」
と
示
さ

れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
立
ち
踊
り
足
摩
り
叫
び
伏
し
仰
ぎ
胸

う
ち
嘆
き
」
と
も
あ
っ
て
、
劇
的
所
作
の
痕
跡
を
と
ど
め
て
い
る
。
と
は
い

う
も
の
の
反
歌
九
○
六
に
、

、
、
、
、
、

布
施
置
き
て
わ
れ
は
乞
ひ
祷
む
あ
ざ
む
か
ず
直
に
率
去
き
て
天
路
知
ら
し

め

⑮

と
あ
る
ほ
ど
に
仏
式
の
浸
透
し
て
い
る
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
、

前
の
坂
上
郎
女
の
祭
神
歌
と
同
様
に
、
言
語
詞
章
の
形
式
と
し
て
し
か
残
さ

れ
て
い
な
い
よ
溝
フ
に
み
え
る
。

、Ｘく

略
・
中
臣
朝
臣
宅
守
与
狭
野
茅
上
娘
子
贈
答
歌
（
三
七
七
八
）
（
娘
子
）

白
拷
の
吾
が
衣
手
を
取
り
持
ち
て
斎
へ
わ
が
背
子
直
に
逢
ふ
ま
で
に

こ
こ
で
「
取
持
」
た
れ
た
も
の
は
、
祭
式
性
の
あ
る
採
物
で
な
く
、
た
だ

二
人
に
ゆ
か
り
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
斎
へ
」
と
命
令
形
を
と
っ

て
激
し
い
。
と
こ
ろ
が
そ
の
「
斎
ふ
」
は
、



⑬
．
（
三
二
九
三
う
つ
せ
み
の
命
を
長
く
あ
り
こ
そ
と
留
れ
る
わ
れ
は

、
、
、
、
、
、

斎
ひ
て
侍
た
む

喝
．
（
三
三
三
三
）
大
君
の
御
命
恐
み
秋
津
島
倭
を
過
ぎ
て
。
…
：

、
や
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、

行
き
し
君
何
時
来
ま
さ
む
と
卜
置
き
て
斎
ひ
渡
る
に
…
…

、

８
．
（
一
四
五
三
）
玉
澤
懸
け
ぬ
時
無
く
息
の
緒
に
わ
が
思
ふ
君

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
．
：
。
…
島
伝
ひ
い
別
れ
行
か
ば
留
ま
れ
る
わ
れ
は
幣
引
き
斎

、
、
、
、
、
、
、
、
、

ひ
つ
っ
君
を
ぱ
待
た
む
は
や
還
り
ま
せ

や
、
「
斎
而
待
杼
」
（
二
九
七
五
）
、
「
鎮
而
将
待
」
（
四
二
六
五
）
等
を
も
あ

り
、
「
斎
差
を
斎
ひ
掘
り
据
ゑ
」
る
こ
と
な
ど
も
あ
っ
て
、
「
斎
ふ
」
は
一

面
に
お
い
て
「
待
つ
」
に
つ
ら
な
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
ほ
ん
と

ど
の
場
合
、
女
が
「
斎
ひ
待
つ
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
旅
立
っ
て
行
く
男
、

宅
守
に
「
斎
へ
‐
一
と
命
令
形
を
と
っ
た
の
は
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
。
娘
子
が

宅
守
の
と
こ
ろ
へ
晴
れ
て
行
け
る
日
を
待
て
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る

い
は
娘
子
で
あ
っ
て
ま
だ
妻
で
は
な
い
と
こ
ろ
、
婚
姻
の
形
式
に
よ
る
制
約

が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
積
極
的
な
ひ
と
り
と
消
極
的
な
ひ
と
り
と
い
う
関

係
に
お
い
て
の
み
「
斎
ふ
」
が
う
け
と
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず

れ
と
も
ま
だ
決
し
難
い
。

（
三
七
二
四
）
君
が
行
く
道
の
な
が
て
を
繰
り
畳
ね
焼
き
ほ
ろ
ぽ
さ
む
天

の
火
も
が
も

な
ど
と
激
し
い
情
熱
の
娘
子
で
あ
る
。
が
、

、
、
、

（
三
七
五
三
）
逢
は
む
日
の
形
見
に
せ
よ
と
手
弱
女
の
思
ひ
乱
れ
て
縫
へ

る
衣
そ

な
ど
と
「
手
弱
女
」
を
自
称
し
つ
つ
、
や
は
り
、
「
思
ひ
乱
れ
」
る
娘
子
な
の

万
葉
集
に
お
け
る
「
収
侍
」
（
下
）

で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、

、
、
、
、

（
三
七
六
七
）
魂
は
あ
し
た
ゆ
ふ
等
へ
に
た
ま
ふ
れ
ど
吾
が
胸
痛
し
恋
の
繁

き
に

と
タ
マ
フ
リ
の
呪
術
に
よ
る
恋
の
現
実
の
再
会
を
ね
が
う
も
の
で
も
あ
っ
た
一

こ
の
「
た
ま
ふ
れ
ど
」
に
つ
い
て
も
諸
説
が
あ
り
確
定
し
て
い
な
い
が
、
恋

と
の
関
連
に
お
い
て
、
タ
マ
フ
リ
と
考
え
る
の
が
適
当
な
の
で
は
な
い
か
と

臘
考
し
て
い
る
。
そ
の
娘
子
は
、

、
、

（
三
七
四
七
）
わ
が
屋
外
の
松
の
葉
見
つ
つ
吾
待
た
む
早
帰
り
ま
せ
恋
ひ

死
な
ぬ
と
に

と
や
は
り
待
つ
女
な
の
で
も
あ
っ
た
。

こ
ん
な
ふ
う
に
み
て
み
る
と
、
古
い
民
俗
の
意
味
は
言
う
迄
も
な
く
、
そ

の
形
式
さ
え
も
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
、
そ
れ
ら
は
た
だ
言
葉
の
上
だ
け
に
、

何
や
ら
神
秘
な
陰
影
を
お
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
「
取
持
」
も
同
様
に
、
中
間
的
な
伝
達
の
意
味
だ
け
を
「
斎
ふ
」
と
の

関
係
に
お
い
て
感
じ
さ
せ
る
ば
か
り
で
あ
り
、
二
人
に
ゆ
か
り
の
も
の
を

「
身
に
つ
け
る
」
こ
と
に
変
り
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

ｊ皿く

９
・
相
聞
、
思
娘
子
作
歌
一
首
（
丼
短
歌
）
（
一
七
九
二
）

白
玉
の
人
の
そ
の
名
を
な
か
な
か
に
辞
を
下
延
へ
逢
は
い
日
の

、
、

数
多
く
過
ぐ
れ
ば
恋
ふ
る
日
の
累
な
り
行
け
ば
思
ひ
や
る
た
ど

、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、

き
を
知
ら
に
肝
向
ふ
心
砕
け
て
玉
樺
懸
け
ぬ
時
無
く
口
息
ま

、
、
、
、
、
、

ず
わ
が
恋
ふ
る
児
を
玉
釧
手
に
取
り
持
ち
て
真
澄
鏡
直
目
に

、
、

見
ね
ば
下
檜
山
下
ゆ
く
水
の
》
上
に
出
ず
．
わ
が
思
ふ
情
安
か
ら

一
七



I

ぬ
か
も

（
右
三
首
）
田
辺
福
麿
之
歌
集
出

こ
れ
は
こ
の
時
代
と
し
て
は
割
に
古
い
形
式
を
伝
え
て
い
る
歌
で
あ
る
。

「
思
ひ
や
る
た
ど
き
を
知
ら
」
ぬ
状
態
に
お
い
て
「
玉
樺
懸
け
」
、
「
取
持
」

こ
と
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
「
取
持
」
た
れ
た
も
の
が
玉
釧
と
変
っ
て
い
る
だ

け
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
玉
釧
は
新
校
万
葉
集
に
は
「
真
好
釧
」
と
あ
る
。

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
釧
は
腕
輪
で
あ
る
」
（
注
釈
）
こ
と
に
か
わ
り
は
な

い
。
注
釈
は
ま
た
、
玉
は
美
称
と
示
し
つ
つ
、
「
手
に
巻
く
も
の
で
あ
る
か

ら
「
手
に
取
り
持
ち
』
の
枕
詞
と
し
た
。
」
と
記
し
て
お
ら
れ
る
。
「
手
に
巻

く
も
の
」
が
な
ぜ
「
手
に
取
り
持
ち
」
の
枕
詞
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る

い
は
た
だ
「
手
に
」
に
か
か
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
タ
マ
ク
シ
ロ
の
用
い
ら
れ

、

た
こ
例
、
「
玉
劔
巻
宿
妹
」
（
二
八
六
五
）
、
「
玉
劔
巻
寝
志
妹
」
（
一
三
四
八
）

は
と
も
に
「
巻
」
に
か
か
っ
て
い
る
。
ク
シ
ロ
だ
け
の
用
い
ら
れ
た
二
例
、

、
、
、
、
、
、

（
一
七
六
六
）
吾
妹
子
は
釧
に
あ
ら
な
む
左
手
の
わ
が
奥
の
手
に
纒
き
て

去
な
ま
し
を

、
、

で
あ
り
、
「
劔
著
く
手
節
の
崎
」
（
四
一
）
で
あ
る
。
「
手
節
」
に
つ
け
る
と

い
え
ば
「
取
持
」
よ
り
も
一
‐
巻
」
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
こ
の
「
取
持
」
は

万
葉
集
大
成
の
示
し
て
い
る
よ
う
に
「
巻
持
」
の
誤
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
い

ま
は
い
ず
れ
と
も
決
定
し
難
い
。
然
し
、
玉
樺
を
懸
け
る
こ
と
と
の
対
比
に

お
い
て
、
ま
た
折
ロ
博
士
の
言
わ
れ
た
「
も
つ
」
の
意
に
お
い
て
、
「
取
持
」

で
あ
れ
「
巻
持
」
で
あ
れ
、
「
逢
は
い
日
の
数
多
く
過
」
ぎ
て
い
る
人
と
の
、

「
恋
ふ
る
日
の
累
な
り
行
」
く
人
と
の
再
会
を
ね
が
う
意
を
含
む
こ
と
に
ち

が
い
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
そ
れ
は
呪
物
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
あ
れ
ぱ
よ

一
八

か
つ
た
の
で
あ
る
。
象
徴
的
な
も
の
を
身
に
つ
け
る
こ
と
、
特
に
玉
釧
が

「
巻
寝
志
妹
」
を
連
想
さ
せ
る
言
葉
で
あ
れ
ば
な
お
の
こ
と
、
そ
う
い
う
言

葉
だ
け
で
充
分
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、
本
来
の
蹟
宮
ま
た
は
墓
前

に
お
け
る
タ
マ
フ
リ
の
意
味
を
失
い
、
「
神
聖
性
を
把
持
し
て
中
間
的
に
伝

達
す
る
意
義
」
に
の
み
う
け
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
故

に
、
玉
釧
あ
る
い
は
真
好
釧
が
「
手
に
取
り
持
ち
」
の
枕
詞
と
な
り
得
た
の

で
あ
ろ
う
。
注
釈
説
を
と
や
か
く
言
う
の
で
な
く
、
そ
の
背
景
に
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

ｊⅢＸく

羽
・
於
左
大
弁
紀
飯
麻
呂
朝
臣
家
宴
歌
、
（
四
二
五
七
）

手
束
弓
手
に
取
り
持
ち
て
朝
猟
に
君
は
立
た
し
ぬ
棚
倉
の
野
に

右
一
首
治
部
卿
船
王
伝
調
之
。
久
邇
京
都
時
歌
。
未
詳
作
主
也
。

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
も
う
手
に
携
え
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

あ
る
い
は
こ
の
猟
が
薬
猟
（
全
註
釈
）
で
あ
る
な
ら
ば
、
神
聖
の
意
を
持
つ

も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
と
も
決
め
難
い
。

；ⅣＸく

肥
・
賀
陸
奥
国
出
金
詔
書
計
一
首
（
四
○
九
四
）
…
…

大
伴
と
佐
伯
の
氏
は
人
の
祖
の
立
つ
る
言
立
人
の
子
は
祖
の

名
絶
た
ず
大
君
に
奉
仕
ふ
も
の
と
言
ひ
継
げ
る
言
の
職
そ
梓

弓
，
手
に
取
り
持
ち
て
劒
大
刀
腰
に
取
り
侃
き
朝
守
り
夕
の
守

り
に
…
…
（
家
持
）
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に
み
え
る
「
取
持
」
は
身
に
つ
け
る
、
手
に
携
え
る
と
い
う
だ
け
の
こ
と
て

あ
る
。

ｊＶＸ
・

く

３
．
馨
職
語
、
大
伴
宿
称
家
持
贈
同
坂
上
家
之
大
嬢
歌
一
首
（
四
○
八
）

石
竹
の
そ
の
花
に
も
が
朝
な
朝
な
手
に
取
り
持
ち
て
恋
ひ
ね
日
無
け
む

前
段
に
お
け
る
家
持
の
「
取
持
」
と
同
じ
く
、
古
い
民
俗
な
ど
に
関
係
な
く
、

手
に
持
つ
と
い
う
文
字
通
り
の
動
作
を
示
す
だ
け
と
い
つ
芦
て
も
問
題
は
な
い

よ
う
に
み
え
る
。
だ
が
、
そ
う
い
い
き
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
少
し
た
め
ら

い
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
古
い
時
代
へ
の
関
心
を
強
く
抱
い
て
い
た
家
持
の
、

し
か
も
恋
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
そ
う
思
わ
せ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
石
竹
の
歌
が
万
葉
集
中
に
二
十
首
、
そ
の
中
、
家
持
作
が
十
首
、
家

持
に
関
係
す
る
も
の
四
首
が
あ
っ
て
、
家
持
と
石
竹
の
関
係
深
さ
が
う
か
が

え
る
。
そ
の
中
に
、
悲
傷
亡
妻
作
歌
、
（
四
六
四
）

秋
さ
ら
ば
見
つ
つ
偲
へ
と
妹
が
植
ゑ
し
屋
前
の
石
竹
花
咲
き
に
け
る
か
も

と
あ
り
、
家
持
に
と
っ
て
の
石
竹
は
「
見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
妹
を
「
偲
ふ
」

ゆ
か
り
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
み
え
る
。
と
す
れ
ば
そ
れ
は
単
に
風
流
の
対

象
、
趣
味
的
な
好
み
の
花
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ず
、
も
っ
と
印
象
深
い
花
で

あ
っ
た
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
や
は
り
大
嬢
に
賄
っ
た
家
持
の
、

（
一
四
四
八
）

わ
が
屋
外
に
蒔
き
し
崔
麦
い
つ
し
か
も
花
に
咲
き
な
む
比
へ
っ
っ
見
む

も
そ
れ
を
思
わ
せ
る
。

そ
こ
で
こ
の
四
○
八
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
偲
ふ
」
で
は
な
く
「
恋
ふ
」

万
葉
集
に
お
け
る
「
取
持
」
（
下
）

で
あ
る
。
現
実
の
再
会
を
期
待
し
得
る
の
で
あ
る
。
か
っ
て
は
た
と
え
障
害

が
あ
る
に
し
て
も
、
呪
術
的
祭
式
的
形
態
の
整
備
に
よ
っ
て
、
必
ず
逢
い
得

る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
心
情
で
あ
る
（
三
二
八
六
・
八
七
）
。
そ
う
す
る
と
こ

の
「
取
持
」
が
単
純
に
動
作
だ
け
を
示
す
も
の
と
い
い
き
る
こ
と
に
た
め
ら

い
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
家
持
が
家
持
な
り
の
採
物
と
し
て
「
手
に
取
り

持
」
っ
た
石
竹
の
花
に
大
嬢
の
像
を
か
さ
ね
て
、
「
そ
の
花
に
も
が
」
と
願

望
の
助
詞
を
そ
え
た
た
め
に
、
恋
の
意
味
ま
で
も
「
こ
の
場
合
は
例
外
に
な

っ
て
い
る
」
（
注
釈
）
と
言
わ
れ
た
り
す
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。
近
代
の
家
持

が
近
代
風
に
解
し
た
古
代
を
、
そ
の
ま
ま
近
代
と
重
ね
た
た
め
に
か
か
る
表

現
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

注
釈
に
は
「
あ
な
た
が
、
あ
の
な
で
し
こ
の
花
で
も
あ
れ
ば
よ
い
に
ナ
ア
・

さ
う
し
た
ら
毎
朝
手
に
と
っ
て
愛
で
い
つ
く
し
ま
な
い
日
は
無
い
で
あ
ろ

う
。
」
と
口
訳
が
示
さ
れ
、
「
そ
の
」
に
つ
い
て
弓
そ
の
」
を
加
へ
た
の
は
、

音
調
の
関
係
も
あ
り
、
強
く
指
示
し
た
形
で
」
用
例
も
多
い
と
示
し
て
お
ら

れ
る
。
そ
の
「
強
く
指
示
し
た
」
と
こ
ろ
に
も
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
私
は
例
外
に
な
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
た
恋
の
意
味
を
、
例

外
と
し
な
い
で
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
即
ち
、
家
持
に
と

っ
て
の
呪
物
と
で
も
言
っ
て
い
い
よ
う
な
石
竹
の
花
を
、
朝
ご
と
に
「
取
持
」

っ
て
恋
の
か
な
え
ら
れ
る
こ
と
、
現
実
に
逢
う
こ
と
を
ね
が
う
、
の
で
あ
る
。

が
、
場
面
は
た
ち
ま
ち
動
い
て
、
こ
の
花
が
、
そ
の
人
で
あ
れ
ば
い
い
、
こ

の
花
を
大
切
に
「
取
持
」
つ
よ
う
に
、
そ
の
人
を
抱
き
し
め
た
い
と
い
う
現

実
の
欲
求
に
か
わ
る
と
み
る
の
で
あ
る
。
口
訳
す
れ
ば
、

私
た
ち
に
と
っ
て
の
ゆ
か
り
の
も
の
ｌ
石
竹
の
花
を
朝
ご
と
に
手
に

一
九



、
、
、
、
、

取
り
持
っ
て
、
あ
な
た
を
恋
い
慕
わ
な
い
日
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う

よ
り
も
、
あ
な
た
が
そ
の
石
竹
の
花
で
も
あ
れ
ば
い
い
の
に
な
あ
。
“

と
し
た
い
の
で
あ
る
・
古
代
の
呪
術
的
な
発
想
と
、
近
代
の
現
実
が
融
合
し

き
れ
な
い
ま
ま
に
重
ね
ら
れ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
歌
が
譽
嚥
歌
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
い
え
ば
、
「
恋
」
を
例
外
的
な

用
法
と
し
、
注
釈
の
よ
う
に
う
け
と
る
方
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
然
し

私
は
警
職
歌
で
あ
る
か
ら
こ
そ
よ
け
い
に
私
な
り
に
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
そ
の
」
が
単
に
「
音
調
の
関
係
」
だ
け
で
な

く
「
強
く
指
示
」
す
る
働
き
を
あ
き
ら
か
に
し
、
「
恋
」
の
意
味
を
も
例
外

と
し
な
く
て
も
よ
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
こ

の
よ
う
な
古
代
と
近
代
と
の
重
な
り
に
、
家
持
の
風
流
意
識
の
一
端
が
あ
ら

わ
れ
て
い
る
と
も
い
え
そ
う
な
気
が
す
る
の
で
あ
る
。

』

．
ⅥＸｌ

畑
・
筆
柳
黛
思
京
師
歌
一
首
（
家
持
）
（
四
一
四
二
）

春
の
日
に
張
れ
る
柳
を
取
り
持
ち
て
見
れ
ば
都
の
大
路
思
ほ
ゆ

こ
の
歌
の
「
取
持
而
」
が
「
筆
」
と
か
さ
ね
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、

文
選
、
玉
台
新
詠
な
ど
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
こ
と
、
そ
し

て
ま
た
「
古
代
社
会
的
心
性
と
し
て
の
神
聖
の
意
を
失
っ
て
美
的
に
用
い
ら釣

れ
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
本
田
義
憲
の
記
し
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
い
ま
さ
ら
付
加
す
、
へ
き
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
な
お
「
柳
」

に
つ
い
て
次
の
一
首
を
あ
わ
せ
み
て
お
き
た
い
。

、
・
春
雑
歌
、
詠
柳
（
一
八
五
三
）

梅
の
花
取
り
持
ち
て
見
れ
ば
わ
が
屋
前
の
柳
の
眉
し
思
ほ
ゆ
る
か
も

「
詠
柳
」
八
首
の
中
の
一
首
で
あ
る
。
こ
の
一
群
を
少
し
な
が
め
て
み
る
と
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

（
一
八
四
六
）
、
霜
枯
れ
の
冬
の
柳
は
見
る
人
の
潅
に
す
雲
へ
く
萠
え
に
け
る

か
も

、
、
、
、
、
、
、

（
一
八
五
二
）
、
も
も
し
き
の
大
宮
人
の
震
け
る
垂
柳
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か

も
な
ど
と
あ
っ
て
、
も
は
や
大
宮
人
の
風
流
意
識
の
み
が
み
え
、
植
物
を
身
に

つ
け
る
慣
習
の
意
味
も
ほ
と
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

⑳

戸
谷
高
明
氏
が
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
柳
も
ま
た
神
秘
的
勢
能
を
も
つ
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
同
じ
く
巻
一
○
に
、

（
一
八
一
九
）
う
ち
な
び
く
春
立
ち
ぬ
ら
し
わ
が
門
の
柳
の
末
に
鶯
鳴
き

つ

（
一
八
二
一
）
春
霞
流
る
る
な
へ
に
青
柳
の
枝
く
ひ
持
ち
て
鶯
鳴
く
も

と
、
柳
と
鶯
が
う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
鶯
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
。

（
一
八
二
六
）
春
さ
れ
ば
妻
を
求
む
と
鴬
の
木
末
を
伝
ひ
鳴
き
つ
つ
も
と

な
と
も
聞
か
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
う
い
う
上
に
こ
の
詠
柳
の
一
群

中
に

（
一
八
五
○
）
朝
な
朝
な
わ
が
見
る
柳
鴬
の
来
居
て
鳴
く
．
へ
き
森
に
早
な

れ
（
一
八
五
一
）
青
柳
の
絲
の
細
し
さ
春
風
に
乱
れ
ぬ
い
間
に
見
せ
む
子
も

が
も

と
う
た
っ
て
い
る
の
を
み
る
と
、
や
は
り
古
代
祭
式
こ
と
に
成
女
祭
式
に
葉

二

○



や
花
を
か
ざ
す
慣
習
か
ら
出
た
春
の
祭
典
へ
の
幻
想
が
ひ
そ
ん
で
い
る
と
思

う
の
で
あ
る
。

（
一
八
九
一
、
人
麻
呂
歌
集
）
冬
ご
も
り
春
咲
く
花
を
手
折
り
持
ち
千
遍
の

限
り
恋
ひ
渡
る
か
も

（
一
八
九
六
、
人
麻
呂
歌
集
）
春
さ
れ
ば
し
だ
り
柳
の
と
を
を
に
も
妹
は
心

に
乗
り
に
け
る
か
も

と
も
あ
り
、
・

（
一
九
○
四
）
梅
の
花
し
だ
り
柳
に
折
り
雑
へ
花
に
ま
つ
ら
ば
君
に
逢
は

む
か
も

な
ど
と
も
同
じ
巻
一
○
の
、
春
雑
歌
、
春
相
間
に
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
一
八

五
三
の
「
枕
の
花
取
り
持
ち
て
見
」
る
こ
と
の
背
後
に
も
何
ら
か
の
古
い
民

俗
が
ひ
そ
ん
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
八
八
三
肝
遊
）
も
も
し
き
の
大
宮
人
は
暇
あ
れ
や
柿
を
挿
頭
し
て
こ

こ
に
集
へ
る

は
有
名
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
も
「
大
宮
人
の
漣
け
る
」
（
一
八
五
二
）
な
ど

と
同
様
に
、
古
代
の
民
俗
が
次
第
に
上
流
階
級
の
風
流
意
識
に
と
っ
て
か
わ

ら
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
時
代
の
歌
と
し
て

「
柳
の
眉
し
思
ほ
ゆ
る
か
も
」
を
考
え
て
み
る
と
、
注
釈
に
は
「
考
へ
過
ぎ

で
あ
ら
う
」
と
言
わ
れ
た
代
匠
記
の
「
柳
ノ
眉
一
ス
妻
ヲ
兼
テ
云
ナ
ル
￥
へ
と

も
捨
て
難
い
。
は
っ
き
り
「
妻
」
と
い
い
き
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
成
年
式
と
で
も
い
う
べ
き
春
の
祭
典
へ
の
幻
想
は
や
は
り
捨

て
難
い
・

こ
の
よ
う
な
華
や
か
に
明
る
い
印
象
を
担
っ
て
、
家
持
の
「
華
柳
黛
」
に

万
葉
集
に
お
け
る
「
取
持
」
（
下
）

お
け
る
「
取
持
」
は
、
美
的
心
象
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

ｊⅦＸく

岨
§
従
京
師
贈
来
歌
一
首
（
四
一
八
四
）

山
吹
の
花
取
り
持
ち
て
つ
れ
も
な
く
離
れ
に
し
妹
を
他
ひ
つ
る
か
も

「
離
れ
に
し
妹
」
を
「
他
ふ
」
よ
す
が
と
し
て
の
「
山
吹
の
花
」
を
「
取
持
」

っ
の
で
あ
る
。
そ
の
山
吹
の
花
は
す
ぐ
次
の
四
一
八
五
に

う
っ
せ
み
は
恋
を
繁
み
と
春
設
け
て
思
ひ
繁
け
ば
引
き
錐
ぢ
て

、
、
、
、
、
、
、
、
、

折
り
も
折
ら
ず
も
見
る
毎
に
情
和
ぎ
む
と
繁
山
の
路
辺
に
生
ふ

、
、
、
、
、

、
、

る
山
吹
を
屋
戸
に
引
き
植
ゑ
て
朝
露
に
に
ほ
へ
る
花
を
見
る

毎
に
思
ひ
は
止
ま
ず
恋
し
繁
し
も

と
あ
る
。
「
見
る
毎
に
情
和
ぎ
む
と
」
思
わ
れ
た
花
で
あ
っ
た
。
「
に
ほ
へ

る
花
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
に
ほ
ひ
‐
｜
は
神
秘
的
勢
能
を
表
わ
す
語
で
あ
り
、

美
し
い
と
い
う
よ
り
は
、
色
・
光
・
香
な
ど
と
な
っ
て
外
に
あ
ふ
れ
で
る
マ

⑬

ナ
の
観
念
を
表
わ
す
語
で
あ
る
。
そ
う
い
う
「
に
ほ
ひ
」
を
持
つ
葉
や
花
を

か
ざ
す
こ
と
は
、
現
実
に
恋
を
か
な
え
る
呪
力
の
発
現
を
ね
が
う
こ
と
で
あ

る
。
だ
が
、
こ
こ
で
そ
の
「
山
吹
の
花
取
り
持
ち
て
」
再
会
を
ね
が
う
人
は

「
つ
れ
も
な
く
離
れ
に
し
妹
」
で
あ
る
。
そ
の
人
の
遠
さ
は
も
は
や
恋
の
許

さ
れ
る
範
囲
で
は
な
い
。
当
然
、
そ
の
限
り
な
い
愛
慕
は
「
偲
ふ
」
こ
と
と

な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
「
取
持
」
っ
こ
と
が
逆

接
の
表
現
を
と
も
な
っ
た
時
代
は
も
う
過
ぎ
て
、
何
や
ら
神
秘
な
意
味
を
持

つ
言
葉
と
し
て
の
み
残
さ
れ
て
い
る
時
期
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。



■■■■

ｊⅧＸく

岨
・
詠
崖
公
鳥
井
藤
花
一
首
（
丼
短
歌
）
（
家
持
）
（
四
一
九
二
）

、
、
、

桃
の
花
紅
色
に
に
ほ
ひ
た
る
面
輪
の
う
ち
に
青
柳
の
細
き
眉

根
を
咲
み
ま
が
り
朝
影
見
つ
つ
少
女
ら
が
手
に
取
り
持
た
る

真
澄
鏡
二
上
山
に
木
の
塒
の
繁
き
硲
辺
を
呼
び
響
め
朝
飛
び

わ
た
り
夕
月
夜
か
そ
け
き
野
辺
に
遙
遙
に
鳴
く
霊
公
烏
立
ち

、
、
、
、

潜
く
と
羽
触
に
散
ら
す
藤
波
の
花
な
つ
か
し
み
引
き
準
ぢ
て

袖
に
扱
入
れ
っ
染
ま
ぱ
染
む
と
も

と
な
っ
て
は
、
’
一
ホ
ヒ
も
た
だ
美
し
い
の
意
に
近
く
、
鏡
を
「
取
持
」
っ
こ

と
も
、
何
ら
古
い
時
代
の
意
味
を
担
っ
て
は
い
な
い
。
「
花
な
つ
か
し
み
引

き
華
ぢ
て
袖
に
扱
入
れ
っ
染
ま
ば
染
む
と
も
」
な
ど
と
と
，
も
に
、
風
流
意
識

以
外
の
何
で
‐
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

ｊｘＸ
，

く

岨
・
悲
傷
死
妻
歌
一
首
（
丼
短
歌
）
作
主
未
詳
。
（
四
二
三
六
）
、

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、

天
地
の
神
は
無
か
れ
や
愛
し
き
わ
が
妻
離
る
光
る
神
鳴
波
多

、
、
、
、

少
女
携
へ
て
共
に
あ
ら
む
と
思
ひ
し
に
情
違
ひ
ぬ
言
は
む
為

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
。
、
、
、

方
為
む
為
方
知
ら
に
木
綿
澤
肩
に
取
り
掛
け
倭
文
幣
を
手
に

取
り
持
ち
て
な
離
け
そ
と
わ
れ
は
祈
れ
ど
枕
き
て
寝
し
妹
が
手

、
、
、
、

本
は
雲
に
た
な
び
く

（
右
二
首
）
伝
調
遊
行
女
婦
蒲
生
是
也
。

伝
調
さ
れ
た
歌
で
あ
る
か
ら
か
ど
う
か
、
こ
れ
は
古
代
の
か
た
ち
を
も
っ
て

い
る
。
「
言
は
む
為
方
為
む
為
方
知
ら
に
」
は
、
こ
の
呪
術
に
入
る
た
め
の

第
一
の
契
機
で
あ
り
条
件
な
の
で
あ
る
。
す
べ
知
ら
れ
ば
こ
そ
樺
を
懸
け
、

倭
文
幣
を
手
に
「
取
持
」
っ
て
、
「
な
雛
け
そ
」
と
祈
ら
ざ
る
を
得
な
い
の

て
あ
る
。
が
、
「
神
は
無
か
れ
や
」
「
わ
が
妻
離
る
」
の
で
あ
る
。
「
祈
れ

ど
」
妹
は
「
雲
に
た
な
び
」
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

不
幸
な
叡
智
は
作
主
未
詳
の
、
遊
行
女
婦
が
伝
調
す
る
に
す
ぎ
な
い
歌
に

ま
で
及
ん
で
い
る
。
し
か
し
彼
女
ら
の
階
級
に
ま
で
は
ま
だ
風
流
意
識
の
浸

透
は
な
か
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
素
直
に
古
い
民
俗
を
う
け
入
れ
、
う
け
つ

い
で
伝
え
て
い
る
人
々
も
数
多
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。

ＪＸＸく

別
・
防
人
歌
（
四
四
一
五
）

、
、

、
、
、
、
、

白
玉
を
手
に
取
り
持
し
て
見
る
の
す
も
家
な
る
妹
を
ま
た
見
て
も
も
や

右
一
首
主
帳
荏
原
郡
物
部
歳
徳

こ
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
「
見
」
も
前
に
引
い
た
の
と
同
様
に
考
え
て

よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
ら
か
の
悩
習
を
秘
め
て
い
る
よ
う
に
も
思
う
の
で

あ
る
が
判
然
と
し
な
い
。

同
じ
頃
の

卯
・
左
大
臣
宴
於
兵
部
卿
橘
奈
良
暦
朝
臣
之
宅
歌
（
四
四
四
九
）

石
竹
花
が
花
取
り
持
ち
て
う
っ
ら
う
っ
ら
見
ま
く
の
欲
し
き
君
に
も
あ
る

か
な

右
一
首
治
部
卿
船
王

こ
の
船
王
は
四
二
五
七
を
伝
論
し
て
い
た
人
で
あ
る
が
、
そ
の
伝
調
歌
の
場



Ｊ四ｆ

以
上
記
紀
を
て
が
か
り
と
し
て
、
万
葉
集
に
お
け
る
「
取
持
」
の
変
容
を

あ
ら
あ
ら
と
考
え
て
み
た
。
こ
こ
で
は
万
葉
集
以
外
、
以
後
の
用
例
を
少
し

あ
げ
る
程
度
に
と
ど
め
て
み
て
お
こ
う
と
思
う
。

万
葉
集
に
お
け
る
「
坂
持
」
（
下
）

大
君
の
任
の
ま
に
ま
に
執
り
持
ち
て
仕
ふ
る
国
の
年
の
内
の

事
か
た
ね
持
ち
…
…

こ
の
二
例
の
「
取
持
」
が
身
に
負
い
持
っ
て
、
政
務
を
行
な
う
意
で
あ
る
こ

と
は
明
白
で
あ
る
。
思
金
神
が
「
前
の
事
を
」
取
り
持
っ
て
政
し
た
こ
と
と

等
し
い
。

合
と
同
様
に
こ
れ
も
ま
た
は
っ
き
り
し
な
い
。
宴
の
歌
で
あ
る
ご
と
を
思
え

ば
、
も
う
古
い
慣
習
か
ら
は
離
れ
、
風
流
意
識
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
方
が

よ
い
で
あ
ろ
う
。

ＩＸＸ

次
に
、
四
○
○
八
、
四
二
六
に
つ
い
て
で
あ
る
。

Ⅳ
．
勿
見
入
京
述
懐
之
作
。
生
別
悲
号
断
腸
万
回
、
怨
緒
難
禁
。
靭
奉
所

心
。
（
池
主
）
（
四
○
○
八
）

肥
・
国
橡
久
米
朝
臣
広
繩
以
天
平
二
十
年
付
朝
集
使
入
京
。
其
事
畢
而
天

平
感
宝
元
年
閨
五
月
二
十
七
日
還
到
本
任
。
価
長
官
之
舘
設
詩
酒
宴

楽
飲
。
於
時
主
人
守
大
伴
宿
禰
家
持
作
歌
。
（
四
二
六
）

大
君
の
命
畏
み
食
国
の
事
執
り
持
ち
て
若
草
の
脚
帯
手
装

宇
津
保
物
語
、
菊
の
宴
に

八
葉
盤
を
手
に
取
り
持
ち
て
さ
夜
深
く
我
が
折
り
て
く
る
榊

葉
の
枝

山
深
く
我
が
折
り
て
く
る
榊
葉
は
神
の
御
前
に
枯
れ
せ
ざ
ら

な
む

と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
た
だ
並
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
、
本
と
末
と
で

あ
る
ら
し
い
。
榊
だ
け
で
な
く
八
葉
盤
も
和
名
抄
祭
祀
具
に
あ
る
聖
器
で
あ

る
が
、
「
取
り
持
」
っ
こ
と
は
た
だ
形
式
と
し
て
の
み
残
さ
れ
て
い
る
と
も

み
え
る
。
そ
れ
を
思
わ
せ
る
も
の
は

拾
遺
集
・
神
楽
歌

、
、
、
、
‐
、

、
、
、
、
、
、

榊
葉
に
木
綿
幣
か
け
て
誰
が
世
に
か
神
の
御
前
に
祝
ひ
そ
め
け
む

で
あ
る
。
ま
た
宇
津
保
物
語
の
中
に
お
い
て
も
あ
ま
り
意
味
を
重
く
み
ら

れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
従
っ
て
「
取
持
」
も
ま
た
古
代
的
意
味
を
全
く

一
一
一
一
一

箭
明
前
紀
に
み
え
る

大
臣
の
遣
は
せ
る
群
卿
は
厳
矛
の
中
取
り
持
て
る
事
の
如
く
奏
請
す
人

等
な
り
。

や
、
中
臣
寿
詞
の

槍
の
中
執
り
持
ち
て
仕
奉
る
中
臣

続
日
本
紀
、
聖
武
天
皇

天
っ
神
御
孫
の
命
の
取
り
持
ち
て
こ
の
豊
御
酒
を
厳
献
る

な
ど
は
土
橋
先
生
が
既
に
示
さ
れ
た
如
く
、
「
天
下
の
政
治
を
取
る
意
の
慣

用
語
」
で
あ
る
。



失
っ
て
、
文
字
通
り
の
動
作
を
表
わ
す
方
向
に
か
わ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

源
氏
物
語
に
用
い
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
古
事
記
伝
の
示
し
て
い
る
と

お
り
で
あ
ろ
う
。

現
代
に
お
い
て
「
こ
こ
は
串
本
向
い
は
大
島
、
中
を
と
り
持
つ
巡
航
船
」

な
ど
と
あ
っ
て
、
祭
式
性
な
ど
に
全
く
関
係
の
な
い
、
中
間
的
伝
達
の
意
の

か
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
が
み
え
る
。

３五戸
１
１
里
、

Ｇ
・
ツ
ァ
ハ
リ
ァ
ス
は
、
象
徴
性
を
持
っ
た
神
話
や
礼
拝
形
式
に
お
け
る

舞
踊
手
の
位
置
に
つ
い
て
、
Ｃ
・
Ｇ
・
ユ
ン
グ
の
「
こ
の
儀
式
の
究
極
は
生

命
力
の
更
新
の
根
本
の
意
味
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
」
を
引
き
つ
つ
、
現
代

の
舞
踊
手
に
と
っ
て
も
な
お
最
も
基
礎
的
に
し
て
か
つ
重
要
な
ア
ン
・
ド
ゥ

オ
ー
ル
に
よ
っ
て
こ
そ
、
「
自
分
と
い
う
一
個
人
を
超
え
て
、
観
客
に
よ
っ⑳

て
代
表
さ
れ
る
《
世
界
》
に
帰
一
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
と
記
し
て
い
る
。

こ
の
比
較
的
単
純
な
動
作
が
、
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
内
的

な
重
要
性
を
持
つ
こ
と
に
つ
い
て
、
「
あ
ら
ゆ
る
様
式
の
変
化
の
中
に
、
第

一
級
の
意
味
、
つ
ま
り
高
次
の
象
徴
的
機
能
を
も
た
な
い
よ
う
な
原
理
が
、

原
理
と
し
て
通
用
す
る
わ
け
が
な
い
。
ま
さ
し
く
、
こ
の
象
徴
の
機
能
こ
そ

が
す
べ
て
の
表
現
を
支
配
し
、
そ
の
具
体
化
を
た
す
け
つ
づ
け
る
の
で
あ

る
。
‐
一
と
も
記
し
て
い
る
。

い
ま
こ
こ
で
、
「
取
持
」
が
印
象
す
る
場
に
関
し
て
具
体
的
な
所
作
を
決

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
劇
的
に
整
備
さ
れ
た
場
で
の

乱
舞
で
あ
る
と
い
う
方
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
ト
ー
マ
ス
・
オ
ー
ム
は
日

本
の
悟
り
に
も
ふ
れ
て
、
「
シ
ャ
ー
マ
’
一
ズ
ム
や
そ
の
他
こ
の
種
の
宗
教
形

式
な
ど
に
特
有
な
エ
ク
ス
タ
シ
・
－
や
入
神
状
態
が
発
汗
作
用
を
と
も
な
う
」

こ
と
を
い
い
、
苦
行
に
よ
っ
て
汗
を
か
く
と
い
う
こ
と
が
自
ら
を
越
え
た
力

⑳

を
獲
得
し
、
世
界
と
神
冷
に
到
着
す
る
こ
と
に
な
る
と
示
し
て
い
る
。
そ
う

い
う
汗
を
洗
礼
と
考
え
て
い
る
ロ
シ
ア
の
鞭
身
派
宕
匡
瀞
ら
の
祭
式
に
お

け
る
熱
狂
的
な
乱
舞
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
天
宇
受
売
命
の

神
懸
り
は
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
「
取
持
」
と
い
う
語
が
象

徴
す
る
場
も
ま
た
そ
う
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

要
す
る
に
、
古
代
、
特
に
万
葉
集
に
お
け
る
「
取
持
」
は
、

一
、
マ
ナ
の
観
念
に
支
え
ら
れ
た
語
で
、
呪
術
的
所
作
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

蹟
宮
ま
た
は
墓
前
に
お
い
て
言
語
詞
章
を
と
も
な
っ
て
行
な
わ
れ
る
タ
マ

フ
リ
の
劇
的
所
作
の
象
徴
で
あ
る
。
勿
論
「
取
持
」
つ
こ
と
だ
け
で
は
な

く
、
そ
の
他
「
懸
け
」
る
こ
と
な
ど
種
友
の
形
式
や
所
作
と
同
時
に
行
な

わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
次
第
に
祭
式
的
な
激
し
い
所
作
か
ら
離

れ
、
日
常
的
な
も
の
と
な
る
と
と
も
に
、
そ
う
い
う
場
に
お
け
る
ど
れ
か

一
つ
の
語
ｌ
所
作
を
背
景
と
す
る
語
ｌ
を
あ
げ
る
だ
け
で
、
象
徴
的

に
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
取
持
」
は
そ
の
代

表
的
な
一
つ
な
の
て
あ
る
。

二
、
そ
れ
と
と
も
に
古
代
民
俗
と
し
て
の
意
味
は
忘
れ
ら
れ
、
中
間
的
に
伝

達
す
る
意
と
し
て
相
間
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
よ
う
で

⑳

あ
る
。
ま
さ
に
こ
れ
は
象
徴
的
な
行
為
の
象
徴
的
な
表
現
で
あ
る
と
い
え

よ
』
フ
。

二

四



〆

、

三
、
そ
の
中
間
的
に
伝
達
す
る
意
は
、
天
宇
受
売
命
の
神
懸
り
な
ど
を
契
機

と
し
て
神
の
代
弁
者
と
な
り
、
政
務
を
と
る
意
に
も
分
化
し
た
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

四
、
中
間
的
に
伝
達
す
る
意
は
二
つ
に
分
化
し
た
ま
ま
伝
え
ら
れ
る
の
で
は

あ
る
が
、
政
務
を
と
る
意
は
比
較
的
お
そ
く
ま
で
そ
の
意
を
つ
た
え
、
二

に
あ
げ
た
和
聞
の
象
徴
的
な
所
作
と
し
て
の
意
味
が
、
祭
式
性
の
場
の
限

定
を
の
こ
し
な
が
ら
描
写
性
を
ふ
く
み
、
次
第
に
柔
軟
な
杼
情
的
安
定
を

は
か
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
万
葉
後
期
に
は
美
的
風
流
的
な

意
味
を
派
生
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

五
、
こ
の
よ
う
な
変
容
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
上
流
社
会
、
知
識
階
級
に
お

い
て
い
ち
じ
る
し
く
、
一
般
庶
民
の
問
に
は
古
代
的
な
意
味
が
浸
透
し
て

い
て
ほ
と
ん
ど
か
わ
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
勿

論
、
そ
の
意
味
な
ど
に
は
か
か
わ
り
な
く
、
神
聖
な
形
式
と
し
て
何
の
疑

念
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
も
な
く
、
素
朴
に
う
け
つ
が
れ
て
い
た
と
い
う
ゞ
へ

き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
・

六
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
、
神
聖
性
・
祭
式
性
な
ど
に
全
く
関
係
な
く
、
手
に

持
つ
、
身
に
つ
け
る
と
い
う
動
作
だ
け
を
示
す
語
と
し
て
、
文
字
通
り
の

意
味
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
並
行
し
て
あ
っ
た
ら
し
い
。
だ
が
そ

れ
は
印
象
的
で
な
く
、
特
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
記
録
す
る
ほ
ど

の
こ
と
で
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
用
例
と
し
て
も
数
す
ぐ
な
い
の
で
あ

づ
○
○

と
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

万
葉
集
に
お
け
る
「
取
持
」
（
下
）

（
小
稿
は
昭
和
四
一
年
一
月
、
立
命
館
大
学
日
本
文
学
談
話
会
で
発
表
さ
せ
て
戴

き
ま
し
た
試
み
を
、
あ
ら
あ
ら
と
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
）

⑳
拙
稿
「
万
葉
集
巻
一
三
、
三
二
六
八
の
歌
の
『
思
』
の
訓
を
め
ぐ
っ
て
」
論
究

日
本
文
学
二
二
号
。

ｊ
ｊ

⑳
Ｉ
、
Ⅷ
、

く
く

⑮
｜
こ
の
九
○
六
は
左
注
に
「
右
一
首
作
者
未
詳
。
但
以
裁
歌
之
体
似
山
上
之
操
栽

此
次
焉
」
と
あ
り
へ
九
○
四
、
九
○
五
と
の
結
び
つ
き
に
問
題
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
が
、
時
代
の
背
景
を
示
し
て
い
る
と
い
う
点
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

⑳
、
③
に
よ
る
。
四
一
四
二
の
「
題
詞
に
『
準
柳
黛
』
と
あ
り
、
『
庭
前
有
奇
樹
。

緑
葉
発
華
滋
。
華
条
折
其
栄
。
将
以
遺
所
思
』
（
文
選
巻
七
古
詩
第
九
首
・
玉
台

新
詠
集
巻
一
枚
乗
雑
詩
第
七
首
）
、
『
楊
柳
乱
成
糸
。
華
折
上
春
時
』
（
玉
台
新
詠

集
巻
七
簡
文
帝
和
湘
東
王
横
吹
曲
第
二
首
）
な
ど
を
思
い
う
る
。
」
と
記
し
て
い

一
（
）
Ｏ

⑳
戸
谷
高
明
氏
「
万
葉
景
物
小
論
ｌ
柳
ｌ
」
、
早
大
学
術
研
究
第
一
○
号
。

⑱
土
橋
博
士
「
タ
マ
の
姿
」
、
国
文
学
二
九
号
。
「
’
一
ホ
フ
は
マ
ナ
と
し
て
の
一
一

（
色
・
光
・
香
な
ど
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
）
が
外
に
出
現
す
る
活
動
な
い
し
形
態

を
表
わ
す
の
が
普
通
で
あ
る
。
」

ぬ
｝
ｃ
ｏ
１
〕
騨
昌
§
ｏ
目
『
厨
切
．
、
〈
レ
エ
ー
形
式
と
象
徴
美
術
出
版
社
。

釦
、
⑳
、
に
よ
る
。

〈
シ
ン
ボ
ル
〉
と
い
う
言
葉
は
ギ
リ
シ
ャ
語
の
シ
ュ
ム
ゞ
ハ
ロ
（
Ｑ
こ
こ
（
黄
ざ
）
、

つ
ま
り
〈
一
緒
に
す
る
．
結
合
す
る
〉
と
い
う
言
葉
か
ら
で
て
い
る
。
古
代
に
お

い
て
別
離
す
る
人
々
は
「
友
怖
の
し
る
し
と
し
て
、
板
子
や
指
輪
や
殻
子
な
ど
を

二
つ
に
割
っ
て
、
そ
の
半
分
ず
つ
を
取
り
、
子
係
に
つ
た
え
た
が
、
こ
の
二
つ
の

断
片
は
シ
ン
ポ
ラ
と
よ
ば
れ
、
永
遠
の
友
情
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。
訪
問
の

際
に
は
、
こ
の
二
つ
を
あ
わ
せ
て
み
て
、
別
れ
て
い
る
間
に
も
損
わ
れ
る
こ
と
の

な
い
親
密
さ
を
確
認
し
た
」
の
で
あ
る
．
．
（
昭
・
四
一
・
二
・
一
記
）

二
五


