
形
見
の
和
歌
ｌ
『
鼠
の
草
子
』
私
注
Ｉ

要
旨
『
鼠
の
草
子
」
は
異
類
婚
姻
護
と
い
う
伝
統
的
な
主
題
を
軸
と
し
、
民
間
伝
承
「
鼠
の
浄
土
」
「
見
る
な
の
座
敷
」
な
ど
と
も
通
じ
合

う
世
界
を
内
包
す
る
物
語
で
あ
る
。
こ
の
室
町
物
語
は
、
人
間
が
留
ま
り
得
な
い
異
郷
へ
の
訪
問
諏
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
「
鼠
の
草
子
」
後
半
に
記
さ
れ
た
「
形
見
の
和
歌
」
に
は
、
「
源
氏
物
語
」
を
め
ぐ
る
作
者
の
教
養
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
’３

「
鼠
の
草
子
」
の
物
語
世
界
と
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
当
時
の
学
芸
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
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と
い
う
美
男
鼠
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
左
近
尉
が
推
薦
し
た
の
は
、
柳
屋
の
美
し
い
一
人
娘
で
あ
っ
た
。

あ
ぶ
ら
が
こ
う
ぢ

こ
こ
に
、
程
近
き
五
条
わ
た
り
油
小
路
に
、
柳
屋
が
む
す
め
、
年
の
頃
十
七
八
に
も
や
候
は
ん
、
わ
れ
ら
、
年
月
心
に
か
け
、
屏
風

（
１
）

忍
び
つ
、
も
の
か
し
ハ
き
ハ
福
お
と
こ
（
「
寛
永
十
三
年
熱
田
万
句
」
第
三
）

（
２
）

隠
れ
里
に
住
み
、
大
黒
天
の
使
わ
し
め
と
し
て
衆
人
愛
敬
さ
れ
る
鼠
で
あ
っ
て
も
、
煩
悩
は
捨
て
切
れ
ぬ
も
の
ら
し
い
。
室
町
物
語
「
鼠

（
３
）

の
草
子
」
は
、
そ
う
し
た
古
鼠
の
悲
恋
潭
で
あ
る
。

か
つ
て
、
都
四
条
堀
川
の
院
の
ほ
と
り
に
、
小
畜
に
生
ま
れ
つ
い
た
我
が
身
を
か
こ
つ
古
鼠
が
い
た
。
名
を
鼠
の
権
頭
と
い
う
。
齢

（
４
）

百
二
十
に
余
ろ
う
か
と
い
う
老
境
に
さ
し
か
か
っ
て
い
た
彼
は
、
と
あ
る
雨
中
の
徒
然
に
名
案
を
思
い
つ
い
た
。
人
間
と
縁
を
結
び
、
子

孫
の
代
に
は
畜
生
道
を
逃
れ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

家
臣
の
「
穴
掘
り
の
左
近
尉
」
は
主
君
の
考
え
に
賛
同
し
た
も
の
の
、
世
の
常
の
女
性
で
は
釣
り
合
わ
ぬ
と
主
張
し
た
。
左
近
尉
の
見

家
臣
の

る
と
こ
ろ
、

杵
、
光
源
氏
、
夕
顔
の
宿
の
た
そ
が
れ
時
の
御
た
た
ず
み
、
そ
の
柏
木
の
右
衛
門
督
、
桜
の
木
蔭
に
立
ち
添
ひ
、
猫
の
き
づ
な
に
目

を
か
け
し
、
そ
の
面
影
も
よ
そ
な
ら
ず
、
在
五
中
将
の
交
野
の
御
野
の
桜
狩
、
雪
の
花
散
る
曙
の
、
春
の
な
が
め
も
よ
そ
な
ら
ぬ
、

女
三
ハ
人
に
か
け
隠
れ
里

忍
び
つ
、
も
の
か
し
ハ
き

荒
に
け
る
鼠
に
や
と
く
猫
の
綱

権
頭
は
、

｜
、

（
サ
ン
ト
リ
ー
本
「
鼠
の
草
子
こ
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形見の和歌

観
世
音
で
あ
っ
た
。

清
水
に
篭
て
妻
に
こ
ろ
び
合

（
「
寛
永
十
三
年
熱
田
万
句
」
第
四
十
）

と
詠
ま
れ
た
ご
と
き
、
妻
観
音
の
計
ら
い
で
あ
っ
た
。

穴
捌
り
の
左
近
尉
が
婚
礼
調
度
の
一
切
を
整
え
、
華
や
か
な
嫁
入
行
列
は
権
頭
の
屋
敷
へ
と
到
着
し
た
。
数
多
の
美
し
い
障
子
に
金
屏

風
を
立
て
回
し
、
柳
桜
が
植
え
ら
れ
た
屋
敷
は
桃
源
郷
さ
な
が
ら
で
あ
る
。
盛
大
な
婚
礼
の
宴
に
は
、
京
都
中
の
芸
能
の
名
人
た
ち
も
駆

清
水
観
音
は
別
名
「
妻
観
音
」
と
い
い
、
配
偶
者
を
授
け
て
く
れ
る
観
音
と
し
て
絶
大
な
人
気
を
誇
っ
て
い
た
。
か
の
「
も
の
ぐ
さ
太
郎
」

が
高
貴
な
女
性
を
見
初
め
た
の
も
清
水
の
門
前
で
あ
っ
た
し
、
狂
言
に
も
し
ば
し
ば
妻
観
音
の
名
が
見
え
る
。

是
は
な
ら
の
者
で
ご
ざ
る
、
某
、
此
年
に
な
れ
共
、
妻
を
も
ち
ま
せ
ぬ
に
依
て
、
清
水
の
観
音
は
、
妻
観
音
に
て
有
と
申
程
に
、
清
水

（
一
つ
）

に
随
て
ご
ざ
れ
ば
、
西
門
に
待
て
と
の
御
夢
想
で
ご
ざ
る
程
に
、
あ
れ
へ
参
っ
て
待
た
う
と
ぞ
ん
ず
る
、
（
大
蔵
虎
明
本
「
二
九
十
八
」
）

異
類
婚
を
企
て
る
古
鼠
に
と
っ
て
、
こ
れ
以
上
に
頼
も
し
い
存
在
は
な
か
ろ
う
。

権
頭
が
参
籠
し
て
い
る
折
も
折
、
柳
屋
の
娘
が
侍
従
の
局
を
伴
っ
て
清
水
参
詣
に
訪
れ
た
。
観
音
は
、
い
っ
そ
両
者
を
結
び
つ
け
て
物

思
い
を
附
ら
し
て
や
ろ
う
と
お
考
え
に
な
っ
た
か
、
権
頭
に
夢
の
お
告
げ
を
下
さ
れ
た
。
春
燗
漫
の
そ
の
朝
、
権
頭
は
首
尾
良
く
、
音
羽

の
滝
の
ほ
と
り
で
柳
屋
の
娘
と
出
会
う
。
あ
た
か
も
、

（
６
）

け
つ
け
た
。

ひ
ま

の
切
れ
Ⅱ
、
縁
の
下
、
壁
に
た
た
ず
む
き
り
ぎ
り
す
の
虫
食
の
す
き
ふ
し
、
ぬ
け
穴
、
か
や
う
の
隙
々
よ
り
、
よ
く
よ
く
の
ぞ
き
参

ら
せ
候
ふ
が
、
こ
れ
に
ま
し
た
る
御
か
た
ち
は
な
し
、

（
同
右
）

狙
い
は
定
ま
っ
た
も
の
の
、
尋
常
の
手
段
で
は
人
と
鼠
と
の
結
婚
な
ど
叶
う
は
ず
も
な
い
。
そ
こ
で
古
鼠
が
す
が
っ
た
の
は
、
清
水
の

観
壯
音
に
ハ
恩
は
る
、
人
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け
れ
ど
も
、
姫
は
す
ぐ
に
侍
従
の
局
を
呼
ぶ
と
、
障
子
の
す
き
ま
か
ら
下
々
の
様
子
を
覗
き
見
た
。
常
々
、
屋
敷
の
有
り
様
に
不
審
を

感
じ
て
い
た
彼
女
は
、
夫
の
言
葉
も
脈
に
落
ち
ず
、
つ
い
に
戒
め
を
破
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
二
人
の
女
が
目
に
し
た
の
は
、
移
し

い
数
の
鼠
が
走
り
回
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
食
い
散
ら
し
、
荒
ら
し
Ⅲ
っ
て
い
る
さ
ま
で
あ
っ
た
。

す
べ
て
を
悟
っ
た
姫
君
は
、
琴
の
糸
を
結
ん
で
鼠
捕
り
の
罠
を
仕
掛
け
た
。
権
頭
は
こ
の
罠
に
か
か
っ
た
。
「
ち
つ
」
と
一
声
上
げ
る
な

り
、
絶
命
寸
前
と
見
え
た
が
、
左
近
尉
に
助
け
ら
れ
て
よ
う
や
く
命
拾
い
す
る
。
そ
の
隙
に
、
姫
君
と
侍
従
の
局
は
逃
げ
出
し
た
。
豪
華

な
屋
敷
と
見
え
て
い
た
の
は
、
古
い
塚
で
あ
っ
た
。

残
さ
れ
た
権
頭
は
涙
に
む
せ
ぶ
ば
か
り
、
せ
め
て
姫
の
行
方
だ
け
で
も
知
り
た
い
と
思
う
が
、
占
い
の
名
手
に
よ
れ
ば
、
彼
女
は
都
の

人
と
幸
福
な
結
婚
を
し
、
凶
暴
な
猫
ま
で
飼
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
で
も
諦
め
き
れ
ず
、
巫
女
に
姫
の
魂
を
呼
ん
で
貰
っ
た
と
こ
ろ
、
「
御

心
に
か
け
給
ふ
露
の
御
心
も
残
り
候
は
ぱ
、
猫
殿
を
か
け
て
参
ら
せ
ん
」
と
言
わ
れ
る
始
末
、
権
頭
は
形
見
の
道
具
を
眺
め
つ
つ
、
そ
れ

ら
を
和
歌
に
詠
ん
で
泣
く
よ
り
ほ
か
な
か
っ
た
。

と
う
と
う
権
頭
は
こ
れ
を
僻
り
の
縁
に
し
よ
う
と
出
家
し
、
「
ね
ん
阿
弥
」
と
な
っ
た
。
導
師
は
五
戒
を
保
つ
よ
う
諭
し
た
が
、
煩
悩
を

捨
て
切
れ
ぬ
権
頭
は
、
少
し
ず
つ
戒
律
を
緩
め
て
く
れ
る
よ
う
に
懇
願
す
る
の
で
あ
っ
た
。

高
野
山
へ
の
道
中
、
ね
ん
阿
弥
は
、
二
百
歳
余
り
に
な
る
猫
の
坊
に
出
く
わ
し
た
。
猫
も
最
愛
の
妻
と
別
れ
て
出
家
遁
世
し
、
殺
生
を

断
っ
た
身
で
あ
っ
た
か
ら
、
猫
と
鼠
は
連
れ
立
っ
て
、
高
野
山
に
上
っ
て
い
っ
た
と
い
う
。

し
か
し
、
幸
福
は
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
。
あ
る
日
、
権
頭
は
姫
に
次
の
よ
う
に
言
い
置
い
て
、
清
水
寺
へ
と
出
か
け
て
ゆ
く
。

わ
れ
、
か
や
う
の
御
か
た
ら
ひ
申
す
こ
と
も
、
清
水
の
御
利
生
に
て
侍
り
。
そ
の
頃
の
宿
願
に
て
候
へ
ぱ
、
し
ば
し
の
御
暇
を
給
は

り
候
へ
。
清
水
へ
こ
そ
参
詣
申
し
候
は
ん
◎
あ
ひ
か
ま
へ
て
、
こ
の
御
座
敷
の
ほ
か
へ
御
出
で
あ
る
ま
じ
く
候
ふ
。

（
「
鼠
の
草
子
」
）
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形見の和歌

『
鼠
の
草
子
』
は
室
町
後
期
か
ら
江
戸
初
期
に
か
け
て
成
立
し
、
本
文
の
系
統
は
概
ね
山
樋
に
分
類
さ
れ
る
。
第
一
系
統
に
堀
す
る
天
理

（
尋
４
Ｊ
）

大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵
の
絵
巻
は
、
古
態
を
留
め
る
作
例
と
し
て
知
ら
れ
る
。
第
二
系
統
の
桜
井
健
太
郎
氏
本
は
絵
巻
断
簡
、
物
語
の

筋
と
は
無
関
係
な
鼠
の
出
産
場
面
な
ど
を
含
む
。
第
三
系
統
は
最
も
多
く
の
作
例
が
残
っ
て
お
り
、
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
、
ニ
ュ
ー
ョ
ー

ク
公
共
図
書
館
ス
ペ
ン
サ
ー
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
東
京
国
立
博
物
館
、
篠
山
市
立
青
山
膝
史
村
に
現
存
、
詞
章
や
挿
絵
の
構
図
に
殆
ど
異

同
は
な
い
。
江
戸
初
期
に
制
作
さ
れ
、
絵
草
紙
屋
で
売
ら
れ
た
伝
本
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
広
く
親
し
ま
れ
た
本

文
だ
と
も
い
え
よ
う
。
第
四
系
統
に
は
天
理
図
書
館
本
（
別
本
）
が
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
古
鼠
の
命
運
を
か
け
た
計
画
は
、
異
類
婚
姻
證
の
常
と
し
て
失
敗
に
終
わ
る
。
ま
し
て
「
見
る
な
」
の
禁
忌
が
破
ら

れ
た
以
上
、
破
局
は
免
れ
得
な
い
。
清
水
観
音
の
示
現
を
蒙
り
な
が
ら
、
な
ぜ
こ
の
結
婚
が
破
綻
し
た
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
妻
観
音
の

力
を
以
て
し
て
も
、
人
と
異
類
と
の
間
に
は
決
し
て
越
え
ら
れ
な
い
、
越
え
て
は
な
ら
な
い
境
界
が
存
在
し
た
か
ら
で
あ
る
。
鼠
の
清
水

参
篭
は
、
そ
の
事
実
を
強
調
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
他
方
、
柳
屋
の
娘
が
最
後
に
は
良
縁
に
恵
ま
れ
る
点
、
妻
観
音
の
霊
験
は
確

か
に
発
揮
さ
れ
て
お
り
、
「
鼠
の
草
子
」
は
定
石
通
り
の
展
開
を
辿
る
物
語
と
い
っ
て
よ
い
。

「
柳
屋
」
は
都
で
評
判
の
椚
臆
で
あ
っ
た
と
恩
し
く
、
多
く
の
文
献
に
そ
の
名
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

（
８
）

柳
卜
云
ハ
酒
ゾ
、
唐
土
ニ
モ
ョ
イ
澗
ヲ
柳
卜
云
ゾ
、
日
本
ノ
京
ニ
モ
云
ゾ
、
（
「
湯
山
聯
句
紗
」
「
虞
韻
」
）

五
條
坊
門
西
洞
院
酒
家
日
し
柳
也
。
毎
月
於
二
公
方
一
献
二
六
十
貫
美
酒
一
也
。
一
年
之
内
。
以
上
七
百
二
十
貫
文
。
以
為
二
月
課
一
云
。

（
「
蔭
凉
軒
日
録
」
文
正
元
年
七
月
四
日
条
）

一
一
、
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そ
さ
う
に
や
入
る
俵
の
油
か
す
（
「
熱
田
万
句
」
第
五
十
四
）

と
見
え
る
。
天
理
図
書
館
蔵
「
鼠
の
草
子
』
（
別
本
）
で
は
、
洗
顔
中
の
女
鼠
が
「
さ
て
ノ
ー
顔
よ
り
油
が
出
て
ぬ
ら
め
く
／
、
」
と
眩
く

が
、
こ
の
台
詞
は
油
好
き
の
鼠
が
口
に
し
て
こ
そ
面
白
い
。
抑
も
、
権
頭
自
身
が
出
家
直
後
に
こ
う
発
言
し
て
い
る
。

ハ

右
勾

滴
者
柳
一
荷
。
（
「
尺
素
往
来
』
）

三
ほ
う
院
よ
り
折
五
こ
う
。
や
な
木
五
か
ま
い
る
。
（
「
御
湯
殿
上
日
記
」
文
明
十
四
年
二
月
十
四
日
条
）

四
Ⅲ
の
あ
ひ
だ
、
毎
日
折
二
十
合
、
柳
五
十
か
づ
、
、
賄
ひ
申
す
べ
き
む
れ
、
京
中
へ
あ
て
お
ほ
せ
、
則
、
わ
う
ど
ん
二
百
両
く
だ

し
た
ま
ひ
け
り
、
（
甫
庵
本
「
信
長
記
」
十
二
「
北
条
氏
政
あ
ら
か
ぢ
め
信
長
公
の
幕
下
に
属
す
る
事
」
）

や
な
ぎ
の
代
。
古
酒
百
文
別
三
杓
。
新
酒
百
文
別
四
杓
。
（
「
諸
芸
方
代
物
附
」
）

「
松
の
酒
屋
や
梅
つ
ぼ
の
、
柳
の
さ
け
こ
そ
す
ぐ
れ
た
れ
」
（
大
蔵
虎
明
本
「
餅
酒
」
）
と
歌
わ
れ
る
ほ
ど
、
柳
屋
と
い
え
ば
都
に
知
ら
ぬ

者
の
な
い
名
店
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ほ
ど
の
大
店
な
ら
ば
、
福
神
の
使
者
た
る
鼠
の
相
手
と
し
て
不
足
は
な
い
。
し
か
し
、
権
頭
が
初
め
か
ら
「
油

小
路
の
柳
屋
」
を
選
ん
で
い
た
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

な
ぜ
、
鼠
は
柳
屋
に
狙
い
を
定
め
た
か
。
そ
れ
は
、
こ
の
店
が
「
油
」
小
路
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
う
。
「
油
」
の
付
合
は
「
鼠
」
二
毛

吹
草
」
『
俳
諾
類
舩
集
」
ほ
か
）
、
油
は
鼠
の
大
好
物
で
あ
っ
た
。

さ
ら
ば
気
つ
け
を
ち
と
ね
ぶ
り
て
帰
ら
ん
と
い
ふ
ま
、
に
、
飢
鼠
短
藥
に
の
ぼ
る
と
老
妓
も
い
は
れ
し
ご
と
く
、
灯
台
へ
走
り
上
が
り
、

油
つ
ぎ
に
口
さ
し
よ
せ
て
思
ふ
ま
、
に
吸
い
取
り
て
、
果
て
に
は
灯
心
を
引
ほ
ど
に
、
火
す
で
に
け
ち
ぬ
、

（
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
図
書
館
蔵
『
鼠
の
さ
う
し
」
）

寛
永
十
三
年
（
一
六
三
六
）
「
熱
田
万
句
」
に
は
、

ひ
と
へ
に
鼠
あ
れ
て
う
た
て
さ
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形見の和歌

鼠
に
と
っ
て
、
大
量
の
米
全

あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

天
理
図
書
館
本
「
鼠
の
草
子
」
の

は
、
自
ら
の
美
貌
を
誇
っ
て
言
う
。

我
々
を
ば
、
殿
様
を
は
じ
め
、

蓋
し
、
「
鼠
の
草
子
」
の
「
油
小
路
」
「
柳
屋
」
は
当
時
の
名
店
が
偶
然
に
物
語
に
顔
を
出
し
た
の
で
は
な
い
。
鼠
の
物
語
に
相
応
し
く
、

作
者
が
意
識
し
て
選
び
取
っ
た
結
果
だ
と
思
う
。
こ
の
よ
う
に
、
「
鼠
の
草
子
」
と
い
う
室
町
物
語
は
、
作
者
が
仕
掛
け
た
言
葉
遊
戯
に
満

ち
て
い
る
。

「
柳
顔
」
と
は
美
し
い

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

鼠
が
「
油
小
路
」
に
住
む
姫
君
を
狙
う
の
は
、
油
を
好
む
鼠
に
い
か
に
も
相
応
し
い
展
開
で
あ
っ
た
。

（
９
）

ま
た
、
都
を
南
北
に
貫
く
油
小
路
に
は
、
様
々
な
店
が
軒
を
並
べ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
中
か
ら
な
ぜ
、
特
に
柳
屋
が
選
ば
れ
た
の
か
。

（
、
）

に
と
っ
て
、
大
量
の
米
を
扱
う
酒
屋
と
の
縁
結
び
は
、
な
る
ほ
ど
好
都
合
に
は
違
い
な
い
。
だ
が
、
こ
の
店
が
「
柳
」
を
冠
し
た
名
で

第
二
倫
盗
戒
は
、
御
存
知
の
ご
と
く
、
蔵
／
～
部
屋
ノ
ー
の
傍
ら
に
て
、
俵
兵
粗
、
食
ゐ
あ
け
て
、
こ
ぼ
れ
物
を
ぱ
御
め
ん
あ
れ
、
其
外
、

御
寺
方
に
住
ま
ひ
せ
ぱ
、
お
こ
が
、
栗
、
柿
、
あ
め
、
お
こ
し
、
胡
桃
、
納
豆
、
香
の
も
の
、
灯
の
油
づ
、
、
余
る
所
を
御
め
ん
あ
れ
、

と
は
美
し
い
細
面
の
響
え
で
あ
る
。
細
面
の
鼠
が
主
人
公
だ
か
ら
こ
そ
、
「
鼠
の
草
子
」
の
作
者
は
鼠
に
柳
屋
を
取
り
合
わ
せ

の
挿
絵
に
は
、
婚
礼
の
宴
の
準
備
に
忙
し
そ
う
な
鼠
た
ち
が
描
か
れ
る
。

皆
々
も
「
ふ
り
良
し
」
と
仰
せ
ら
れ
候
。
顔
も
柳
顔
に
て
候
と
て
、

御
ほ
め
候
、
嬉
し
や
Ｉ
、
、

（
天
理
側
書
館
本
「
鼠
の
草
子
」
）

そ
の
中
の
一
匹
の
女
鼠
「
は
る
」

（
東
博
本
『
鼠
の
草
子
」
）
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華
や
か
な
婚
礼
場
面
を
過
ぎ
る
と
、
一
転
、
物
語
は
悲
劇
へ
と
急
展
開
し
て
ゆ
く
。

「
見
る
な
」
の
禁
忌
が
破
ら
れ
た
途
端
へ
幸
福
な
日
々
は
瓦
解
し
た
。
挿
絵
に
は
雛
道
具
を
思
わ
せ
る
可
憐
な
形
見
の
品
々
が
描
か
れ
、

古
鼠
の
悲
暎
を
鮮
や
か
に
彩
っ
て
い
る
。

残
さ
れ
た
道
具
類
は
、
天
理
図
書
館
本
で
は
、
琴
、
箱
、
琵
琶
、
鏡
、
硯
厘
、
櫛
、
枕
、
貝
、
結
ビ
文
、
扇
、
元
結
、
衣
、
伏
寵
、
継

子
立
テ
ノ
碁
石
、
碁
盤
、
細
帯
、
双
六
盤
の
十
七
品
、
こ
れ
に
和
歌
が
一
首
ず
つ
詠
ま
れ
て
い
る
。
サ
ン
ト
リ
ー
本
で
は
、
帯
、
琴
、
手
箱
、

元
結
、
衾
、
鏡
、
扇
、
櫛
、
団
扇
、
碁
（
挿
絵
に
は
碁
盤
と
碁
笥
）
、
硯
厘
、
綿
（
挿
絵
に
は
塗
桶
と
綿
）
、
貝
桶
、
火
取
（
挿
絵
に
は
火

取
と
火
箸
）
、
鬘
、
手
拭
の
十
六
品
に
つ
い
て
一
首
ず
つ
和
歌
が
添
え
ら
れ
る
。

両
系
統
を
合
わ
せ
る
と
、
琴
、
箱
、
琵
琶
、
鏡
、
硯
便
、
櫛
、
枕
、
貝
、
文
、
扇
、
元
結
、
衣
、
伏
龍
、
碁
石
、
碁
盤
、
帯
、
双
六
、
衾
、

団
刎
、
綿
、
火
取
、
墜
、
手
拭
の
二
十
三
柿
の
品
が
和
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
う
ち
十
樋
の
姉
は
両
系
統
に
重
出
す
る
が
、

団
刎
、
綿
、
火
取
、
璽
、
手
拭
（

和
歌
の
趣
き
は
全
く
異
な
る
。

ま
ず
、
天
理
図
書
館
本
の
和
歌
を
一
覧
し
て
み
た
い
。

（
琴
）
世
の
中
の
あ
ふ
別
れ
と
は
知
ら
ざ
り
し
こ
と
の
ね
に
さ
へ
恋
し
さ
ぞ
ま
す

（
箱
）
こ
の
は
こ
の
よ
し
み
の
月
も
こ
が
く
れ
て
恋
し
き
人
ぞ
つ
け
て
あ
く
る
に

（
琵
琶
）
別
れ
ぬ
る
そ
の
ひ
は
い
ま
だ
来
た
る
め
り
我
が
ま
つ
人
の
な
ど
来
ざ
る
ら
ん

（
鏡
）
見
る
た
び
に
い
と
顎
、
お
も
ひ
の
ま
す
鏡
く
も
る
心
の
晴
れ
ぬ
物
か
は

｜
｜
｜
、
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形見の和歌

（
硯
厘
）
む
ら
さ
き
の
硯
の
石
は
か
わ
く
と
も
干
さ
れ
ぬ
袖
は
身
の
お
も
ひ
あ
る

（
櫛
）
背
柳
の
乱
る
、
糸
の
く
る
か
ら
に
け
づ
り
て
春
の
風
や
と
く
ら
ん

（
枕
）
し
き
た
へ
の
枕
さ
び
し
き
よ
も
す
が
ら
一
人
伏
兄
の
里
を
と
は
ぱ
や

（
貝
）
忠
ひ
い
づ
る
か
い
も
な
ぎ
さ
の
よ
す
る
て
ふ
み
る
め
な
ら
ぱ
や
人
の
面
影

（
結
ビ
文
）
こ
の
文
の
は
こ
れ
ぞ
近
き
あ
し
が
き
の
か
み
も
こ
ひ
を
ぱ
あ
わ
れ
と
も
見
よ

（
扇
）
我
が
恩
ふ
人
に
あ
ふ
ぎ
の
風
も
が
な
身
に
し
む
と
て
も
な
ど
か
苦
し
き

（
元
結
）
思
ひ
き
や
結
び
そ
め
し
を
は
つ
ち
ぎ
り
物
思
ふ
べ
き
も
と
ひ
な
り
け
り

（
衣
）
あ
わ
れ
げ
に
涙
の
露
の
ひ
ま
も
か
な
こ
よ
ひ
衣
の
袖
を
干
さ
ま
し

（
伏
籠
）
た
き
物
の
ふ
せ
ご
の
し
た
に
た
つ
け
ぶ
り
く
ゆ
る
ば
か
り
に
や
る
か
た
も
な
し

（
Ⅲ
）

（
継
子
立
テ
ノ
碁
石
）
世
の
中
に
あ
り
や
な
し
や
の
継
子
だ
て
こ
ひ
し
と
ば
か
り
思
ふ
な
り
け
り

（
碁
盤
）
と
は
れ
ず
は
生
き
て
か
ひ
な
き
命
ぞ
と
死
な
れ
ぬ
碁
さ
へ
願
ふ
つ
ら
さ
よ

（
細
帯
）
思
は
れ
ぬ
身
は
数
々
の
な
か
ノ
ー
に
結
ぴ
あ
は
ぬ
ぞ
悲
し
か
り
け
る

（
双
六
盤
）
す
ご
ろ
く
の
向
か
ひ
の
石
を
ひ
き
か
ね
て
か
、
り
ゆ
く
こ
そ
悲
し
か
り
け
れ

櫛
の
歌
は
、
形
見
を
詠
じ
た
悲
痛
な
歌
と
は
見
え
難
い
。
琵
琶
や
元
結
、
碁
石
の
和
歌
を
は
じ
め
、
全
体
に
物
名
歌
の
興
趣
を
備
え
て
お
り
、

単
純
な
言
葉
遊
び
の
歌
と
な
っ
て
い
る
。

他
方
、
サ
ン
ト
リ
ー
本
で
は
そ
う
し
た
傾
向
は
薄
れ
、
天
理
図
書
館
本
と
は
異
な
っ
た
詠
み
ぶ
り
の
歌
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。

（
帯
）
憂
き
事
を
ひ
と
へ
に
ぞ
思
ふ
三
政
の
帯
め
ぐ
り
あ
は
ん
も
知
ら
ぬ
身
な
れ
ば

（
琴
）
今
と
て
も
か
は
ら
ぬ
庭
の
松
風
を
し
ら
べ
し
こ
と
は
昔
な
り
け
り
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（
手
箱
）
う
ら
し
ま
が
そ
の
い
に
し
へ
の
玉
手
箱
あ
け
て
の
後
ぞ
思
ひ
知
ら
る
、

（
元
結
）
な
が
き
世
を
結
び
こ
め
つ
る
元
結
を
見
る
に
つ
け
て
も
泣
く
涙
か
な

（
衾
）
と
に
か
く
に
泣
く
よ
り
ほ
か
の
こ
と
ぞ
な
き
こ
の
人
か
ら
を
見
る
に
つ
け
て
も

（
鏡
）
面
影
の
と
ま
る
な
ら
ひ
の
あ
り
と
せ
ば
鏡
を
み
て
も
慰
め
て
ま
し

（
地
）

（
扇
）
君
ま
さ
で
涙
に
し
づ
む
憂
き
身
ぞ
と
扇
の
風
よ
吹
き
も
伝
へ
よ

（
櫛
）
む
ば
た
ま
の
そ
の
黒
髪
を
か
き
な
で
し
つ
げ
の
小
櫛
も
今
は
な
に
せ
ん

（
団
扇
）
露
の
ま
も
忘
ら
れ
が
た
き
面
影
の
命
の
う
ち
は
身
に
添
ひ
て
ま
し

（
碁
）
み
だ
れ
碁
を
十
廿
三
十
と
数
へ
に
し
そ
の
面
影
の
忘
ら
れ
ぬ
か
な

（
石
）
結
び
に
し
筧
の
水
も
石
ぞ
か
し
か
き
た
へ
て
見
る
形
見
ば
か
り
を

（
綿
）
塗
桶
に
か
ゞ
り
し
人
は
し
ら
ぬ
ひ
の
筑
紫
の
綿
も
今
は
な
に
せ
む

（
貝
）
争
ひ
て
我
遅
れ
じ
と
あ
ひ
お
ひ
し
貝
の
名
き
く
も
憂
き
形
見
な
り

（
火
取
）
身
は
か
く
て
富
士
の
け
ぶ
り
の
た
き
物
の
ひ
と
り
残
り
て
く
ゆ
る
な
り
け
り

（
墾
）
朝
顔
の
花
の
ゆ
か
り
の
玉
か
づ
ら
か
け
て
も
よ
し
や
露
の
ち
ぎ
り
は

（
手
拭
）
先
立
つ
は
涙
成
け
り
か
け
を
き
し
こ
の
て
い
ど
ひ
を
見
る
に
つ
け
て
も

こ
れ
ら
形
見
の
和
歌
は
、
物
尽
く
し
、
道
具
尽
く
し
の
趣
向
と
い
っ
て
よ
い
。
貝
桶
や
手
箱
、
元
結
箱
、
火
取
の
香
炉
、
帯
の
箱
、
櫛

の
箱
は
実
際
の
婚
礼
調
度
で
あ
っ
て
（
「
嫁
入
記
」
ほ
か
）
、
『
猿
の
草
子
』
で
は
、
猿
の
姫
君
は
『
源
氏
」
「
狭
衣
」
な
ど
の
物
語
と
共
に
、

長
持
、
十
二
の
手
箱
、
角
盟
、
半
播
、
櫛
箱
、
金
壷
、
硯
箱
、
文
台
、
筆
台
、
懐
紙
、
紙
お
し
ろ
い
、
畳
紙
、
塗
桶
、
貝
桶
、
寄
り
か
か
り
、

櫛
、
毛
抜
、
鋏
、
油
桶
、
嗽
茶
碗
、
香
炉
等
々
の
婚
礼
道
具
を
携
え
て
輿
入
れ
す
る
。
「
鼠
の
草
子
」
の
形
見
の
品
々
も
ま
た
、
婚
礼
調
度
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形見の和歌

（
旧
）

さ
ら
に
、
類
題
集
を
活
用
し
て
成
っ
た
付
合
集
、
例
え
ば
「
藻
塩
草
」
で
は
、
巻
十
六
「
人
事
部
」
、
巻
十
七
「
人
事
雑
物
井
調
度
部
」
、

巻
十
八
「
衣
類
部
」
に
、
碁
、
双
六
、
硯
、
扇
、
和
琴
、
琵
琶
、
箱
、
鏡
、
櫛
、
垂
、
枕
、
火
取
、
衣
、
帯
、
綿
、
以
上
十
五
品
が
列
挙

｛
略
）

さ
れ
て
い
る
。
「
連
珠
合
壁
集
」
に
よ
れ
ば
、
琴
、
玉
手
箱
、
琵
琶
、
鏡
、
硯
、
櫛
、
枕
、
貝
、
書
（
玉
づ
さ
）
、
扇
、
衣
、
碁
、
帯
、
双
六
、
衾
、

綿
、
火
取
、
玉
か
づ
ら
、
以
上
の
十
八
品
が
「
琴
ト
ア
ラ
バ
」
の
形
で
見
出
し
語
と
し
て
掲
出
さ
れ
、
「
鼠
の
草
子
」
と
一
致
す
る
。
従
っ

て
、
「
鼠
の
草
子
」
の
形
見
の
和
歌
に
つ
い
て
は
、
類
題
集
の
歌
題
や
俳
譜
連
歌
の
付
合
を
視
野
に
入
れ
て
考
察
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
と

り
わ
け
、
第
三
系
統
に
属
す
る
本
文
は
付
合
と
関
係
が
深
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
旧
）

尽
く
し
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
中
世
に
流
行
し
た
扇
絵
な
ど
と
の
関
連
性
も
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
品
々
が
選

ば
れ
た
根
拠
や
和
歌
の
典
拠
、
類
想
歌
の
有
無
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
っ
た
。

（
Ｍ
）

し
か
し
、
中
世
に
数
多
く
編
纂
さ
れ
た
類
題
集
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
形
見
の
品
の
多
く
は
、
調
度
や
服
飾
に
関
す
る
歌
題
で
あ
っ
た
。

試
み
に
、
『
古
今
和
歌
六
帖
』
「
新
撰
六
帖
題
和
歌
」
「
夫
木
和
歌
抄
」
を
一
見
し
て
み
よ
う
。

『
古
今
和
歌
六
帖
」
第
五
「
服
飾
」
の
歌
題
の
う
ち
、
た
ま
く
し
げ
、
た
ま
か
づ
ら
、
も
と
ゆ
ひ
、
く
し
、
か
が
み
、
ま
く
ら
、
こ
ろ
も
、

ふ
す
ま
、
お
び
、
ひ
と
り
、
ふ
み
、
こ
と
、
あ
ふ
ぎ
、
わ
た
、
以
上
十
四
品
は
『
鼠
の
草
子
」
の
品
々
と
一
致
す
る
。
同
様
に
、
『
新
撰
六

帖
題
和
歌
」
第
五
帖
に
は
、
た
ま
く
し
げ
、
た
ま
か
づ
ら
、
も
と
ゆ
ひ
、
く
し
、
か
が
み
、
ま
く
ら
、
こ
ろ
も
、
ふ
す
ま
、
お
び
、
ひ
ど
り
、

ふ
み
、
こ
と
、
あ
ふ
ぎ
、
わ
た
、
以
上
十
四
品
、
『
夫
木
和
歌
抄
」
の
歌
題
に
は
、
文
、
硯
、
琴
、
鏡
、
枕
、
櫛
、
垂
、
火
取
、
衣
、
帯
、
綿
、

以
上
十
一
品
が
挙
が
っ
て
い
る
（
巻
三
十
二
雑
部
十
四
雑
物
上
・
巻
第
三
十
三
雑
部
十
五
雑
物
下
）
。
「
夫
木
和
歌
抄
」
「
玉
」
の
項
に
は
「
玉

手
箱
」
の
歌
も
入
っ
て
い
る
か
ら
、
合
計
十
二
品
と
数
え
て
も
良
い
。
即
ち
、
「
鼠
の
草
子
」
形
見
の
品
の
大
半
は
類
題
集
が
収
録
し
た
歌

題
で
あ
っ
て
、
和
歌
に
心
得
の
あ
る
人
な
ら
ば
、
当
然
、
こ
う
し
た
歌
題
は
承
知
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
詠
ん
だ
和
歌
に
も
通
じ
、

実
作
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
。

さ
ら
に
、
類
題
集
を
活
用
し
｝
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帯
ト
ア
ラ
バ

「
鼠
の
草
子
」
垂

を
抄
出
す
る
と
、

以
下
、
サ
ン
ト
リ
ー
本
に
拠
り
な
が
ら
、
そ
の
具
体
を
検
討
し
て
み
た
い
。

憂
き
小
を
ひ
と
へ
に
ぞ
思
ふ
三
重
の
帯
め
ぐ
り
あ
は
ん
も
知
ら
ぬ
身
な
れ
ば
（
「
鼠
の
草
子
』
）

帯
ト
ア
ラ
バ
む
す
ぶ
み
ち
（
中
略
）
三
重
（
「
連
珠
合
壁
集
」
三
十
「
衣
類
」
）

「
鼠
の
草
子
」
は
「
帯
」
の
歌
を
詠
む
に
あ
た
り
、
「
三
屯
」
を
付
合
と
し
て
詠
み
込
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
『
連
珠
合
確
集
」
か
ら
付
合

石
ト
ア
ラ
バ
し
づ
く
碁
双
六

綿
ト
ア
ラ
バ
か
つ
ぐ
ふ
し
し
ら
ぬ
い
の
つ
く
し

火
取
ト
ア
ラ
バ
薫
物
鐡
は
い
ふ
せ
籠
人
を
ね
た
む
脱
ま
き
ぱ
し
ら
同

玉
か
づ
ら
ト
ア
ラ
バ
女
の
か
く
る
玉
か
づ
ら
と
か
よ
は
し
て
付
く
べ
し
。
つ
く
し
源
夕
顔
同

琴
ト
ア
ラ
バ
か
き
な
す
引
手
な
れ
松
風

玉
手
箱
ト
ア
ラ
バ
ふ
た
身
あ
く
る
あ
ふ
浦
し
ま
が
子
我
身
は
な
れ
ぬ
源

鏡
ト
ア
ラ
バ
く
も
る
み
が
く
面
影
う
ら
み
玉
手
箱

硯
ト
ア
ラ
バ
き
る
紫
の
石

櫛
ト
ア
ラ
バ
つ
げ
つ
ま
さ
す
引
は
を
し
げ
み
つ
く
し

貝
ト
ア
ラ
バ
ひ
ろ
ふ
お
ほ
ふ
藍
ふ
と
こ
ろ
あ
は
す
る
玉
忘
～

扇
ト
ア
ラ
バ
を
る
さ
す
妻
ひ
ろ
ぐ
る

群
ト
ア
ラ
バ
う
つ
み
だ
れ
い
き
死
か
ち
ま
け
石
淵
内
黒
を
の
、
え
山
人
う
つ
せ
み
源
軒
ぱ
の
荻
Ⅲ

か
け
物
却

（
「
連
珠
合
雌
集
」
）
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看
取
さ
れ
る
。

な
ど
と
あ
っ
て
、
そ
の
付
合
は
し
ば
し
ば
鼠
の
和
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

加
え
て
、
サ
ン
ト
リ
ー
本
「
鼠
の
草
子
』
で
は
、
「
碁
」
の
次
に
「
硯
」
の
和
歌
が
置
か
れ
、
「
石
」
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
「
連
珠
合

壁
集
」
「
石
」
の
付
合
は
「
碁
」
、
形
見
の
和
歌
の
配
列
に
も
付
合
に
基
づ
い
た
連
想
が
働
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
第
三
系
統
に
属
す
る
「
鼠

（
Ⅳ
）

の
草
子
」
は
、
類
題
集
や
俳
譜
連
歌
の
付
合
を
駆
使
し
て
、
形
見
の
和
歌
を
創
作
し
た
も
の
と
推
測
す
る
。

こ
の
一
首
、
一

る
場
面
を
引
く
。

（
脂
）

鼠
の
光
源
氏
と
で
も
称
す
べ
き
美
男
の
権
頭
は
、
「
源
氏
物
語
」
を
も
詠
歌
の
素
材
と
し
た
。
そ
の
こ
と
は
、
鏡
の
和
歌
に
最
も
顕
著
に

と
聞
こ
え
給
へ
ば
、

位
な
き
人
は
と
て
、
無
紋
の
な
を
し
、
中
Ｉ
～
い
と
な
つ
か
し
き
を
着
給
て
う
ち
や
つ
れ
給
へ
る
、
い
と
め
で
た
し
。
御
髪
か
き
給
と
て
、

鏡
台
に
寄
り
給
へ
る
に
、
面
痩
せ
給
へ
る
か
げ
の
、
我
な
が
ら
い
と
あ
て
に
き
よ
ら
な
れ
ば
、
「
こ
よ
な
う
こ
そ
お
と
ろ
へ
に
け
れ
。

こ
の
か
げ
の
や
う
に
や
痩
せ
て
侍
。
あ
は
れ
な
る
わ
ざ
か
な
」
と
の
給
へ
ぱ
、
女
君
、
涙
一
目
浮
け
て
見
を
こ
せ
給
へ
る
、
い
と
忍

び
が
た
し
。

面
影
の
と
ま
る
な
ら
ひ
の
あ
り
と
せ
ば
鏡
を
み
て
も
慰
め
て
ま
し

（
「
鼠
の
草
子
」
）

の
一
首
、
「
源
氏
物
語
」
須
磨
の
巻
に
見
え
る
和
歌
と
酷
似
す
る
。
須
磨
へ
の
隠
棲
を
決
心
し
た
源
氏
が
、
紫
の
上
と
和
歌
を
贈
答
す

身
は
か
く
て
さ
す
ら
へ
い
と
も
君
が
あ
た
り
去
ら
ぬ
鏡
の
影
は
離
れ
じ

四
、
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一
鏡
ま
す
鏡
ま
す
み
の
鏡
朝
鏡
鏡
の
か
け
（
中
略
）
落
涙
物
お
も
ひ
（
中
略
）
須
麿
浦

身
ハ
か
く
て
さ
す
ら
へ
い
と
も
君
か
あ
た
り
さ
ら
ぬ
鏡
の
影
は
離
れ
じ

是
ハ
源
氏
の
御
歌
也
、
す
ま
へ
さ
す
ら
へ
の
御
時
、
紫
の
上
と
鏡
を
見
か
ハ
し
て
、
名
残
を
お
し
ミ
て
よ
ミ
給
ふ
也
、

別
れ
て
も
影
た
に
と
ま
る
物
な
ら
ハ
鏡
を
ミ
て
も
な
く
さ
み
な
ま
し
紫
の
上

（
延
宝
七
年
刊
『
付
合
小
鏡
」
雑
部
三
十
「
鏡
」
）

「
鼠
の
草
子
」
が
紫
の
上
の
歌
を
転
用
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
歌
の
趣
向
や
仮
定
表
現
は
無
論
、
下
の
句
に
至
っ
て
は
、
紫
の
上
の

詠
歌
と
「
鼠
の
草
子
」
の
和
歌
と
は
全
く
同
形
で
あ
る
。
第
三
系
統
に
属
す
る
「
鼠
の
草
子
」
は
「
源
氏
物
語
」
に
通
じ
た
人
物
の
作
に

相
違
な
い
。
形
見
の
和
歌
に
つ
い
て
は
、
「
源
氏
物
語
」
享
受
の
視
点
か
ら
も
再
検
討
を
要
す
る
。

「
鼠
の
草
子
』
「
琴
」
の
和
歌
も
「
源
氏
物
語
」
に
基
づ
く
一
首
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

今
と
て
も
か
は
ら
ぬ
庭
の
松
風
を
し
ら
べ
し
こ
と
は
昔
な
り
け
り

（
「
鼠
の
草
子
」
）

（
旧
》

形
見
の
琴
、
変
わ
ら
ぬ
松
風
の
音
、
と
い
え
ば
、
『
源
氏
物
語
」
明
石
の
上
の
物
語
が
想
起
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

歌
は
人
口
に
膳
炎
し
た
。

別
れ
て
も
影
だ
に
と
ま
る
も
の
な
ら
ば
鏡
を
見
て
も
な
ぐ
さ
め
て
ま
し

（
「
源
氏
物
語
」
須
磨
）

紫
の
上
の
詠
歌
は
源
氏
の
心
に
深
く
刻
ま
れ
、
明
石
の
巻
で
は
、
源
氏
の
消
息
の
中
に
再
び
引
用
さ
れ
て
い
る
。

「
鏡
を
見
て
も
」
と
の
給
し
面
影
の
離
る
、
世
な
き
を
、
か
く
お
ぼ
つ
か
な
な
が
ら
や
、
と
、
こ
、
ら
か
な
し
き
さ
ま
人
～
の
う
れ
は

し
さ
は
さ
し
を
か
れ
て
、
（
「
源
氏
物
垂
理
明
石
）

こ
の
歌
は
「
源
氏
小
鏡
」
な
ど
源
氏
の
梗
概
書
に
も
掲
載
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
些
か
な
り
と
も
「
源
氏
物
語
」
に
関
心
を
持
つ
人
物

で
あ
れ
ば
、
先
刻
承
知
の
一
首
で
あ
っ
た
。
「
扇
の
草
子
」
に
も
所
見
、
後
に
は
俳
譜
の
付
合
集
に
も
収
載
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
、
紫
の
上
の

-106-



形見の和歌

「
さ
ら
ば
、
形
見
に
も
し
の
ぶ
ば
か
り
の
一
こ
と
を
だ
に
」
と
の
給
て
、
京
よ
り
持
て
を
は
し
た
り
し
琴
の
御
琴
取
り
に
遣
は
し
て
、

心
こ
と
な
る
調
べ
を
ほ
の
か
に
掻
き
鳴
ら
し
給
へ
る
、
深
き
夜
の
澄
め
る
は
た
と
へ
ん
方
な
し
。
（
中
略
）
あ
く
ま
で
弾
き
澄
ま
し
、

心
に
く
、
ね
た
き
音
ぞ
ま
さ
れ
る
。
こ
の
御
心
に
だ
に
、
は
じ
め
て
あ
は
れ
に
な
つ
か
し
う
、
ま
た
耳
馴
れ
給
は
い
手
な
ど
、
心
や

ま
し
き
ほ
ど
に
弾
き
さ
し
つ
、
、
飽
か
ず
お
ぼ
さ
る
、
に
も
、
月
ご
ろ
、
な
ど
し
ゐ
て
も
聞
な
ら
さ
ざ
り
つ
ら
む
と
、
く
や
し
う
お

ぼ
さ
る
。
心
の
か
ぎ
り
行
先
の
契
を
の
み
し
給
・
「
琴
は
又
、
掻
き
合
は
す
る
ま
で
の
形
見
に
」
と
の
た
ま
ふ
。
お
ん
な
、

猫
ざ
り
に
頼
め
を
く
め
る
ひ
と
こ
と
を
尽
き
せ
ぬ
音
に
は
か
け
て
し
の
ば
ん

言
ふ
と
も
な
き
口
ず
さ
び
を
う
ら
み
給
て
、

あ
ふ
ま
で
の
か
た
み
に
契
る
中
の
緒
の
調
べ
は
こ
と
に
か
は
ら
ざ
ら
な
む

「
こ
の
音
違
は
い
さ
き
に
か
な
ら
ず
あ
ひ
見
む
」
と
頼
め
給
め
り
。
（
「
源
氏
物
語
」
明
石
）

一
旦
の
別
離
を
経
て
、
源
氏
は
明
石
の
上
と
姫
君
、
尼
君
を
都
へ
呼
び
寄
せ
る
。
大
堰
の
住
ま
い
は
明
石
の
海
辺
に
良
く
似
て
い
た
。

寂
し
さ
の
余
り
、
明
石
の
上
が
あ
の
形
見
の
琴
を
か
き
鳴
ら
す
と
、
「
松
風
は
し
た
な
く
響
き
あ
ひ
た
り
」
、
尼
君
と
明
石
の
上
は
歌
を
詠

み
交
わ
す
。

ふ
る
里
に
見
し
世
の
友
を
恋
ひ
わ
び
て
さ
え
づ
る
琴
を
誰
か
わ
く
ら
ん
（
「
源
氏
物
語
」
松
風
）

源
氏
と
明
石
の
上
と
の
再
会
も
、
琴
と
松
風
に
よ
っ
て
印
象
的
に
描
か
れ
る
。

あ
り
し
夜
の
こ
と
お
ぼ
し
出
で
ら
る
、
お
り
過
ぐ
さ
ず
、
か
の
琴
の
御
琴
さ
し
出
で
た
り
。
そ
こ
は
か
と
な
く
も
の
あ
は
れ
な
る
に
、

御
方
、

尼
君
も
の
が
な
し
げ
に
て
、
寄
り
臥
し
給
へ
る
に
、
起
き
上
が
り
て
、

身
を
か
へ
て
ひ
と
り
か
へ
れ
る
山
里
に
聞
き
し
に
似
た
る
松
風
ぞ
ふ
く
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変
は
ら
じ
と
契
し
こ
と
を
頼
み
に
て
松
の
響
き
に
音
を
添
へ
し
か
な
（
『
源
氏
物
語
」
松
風
）

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
う
し
た
描
写
は
「
拾
遺
集
」
雑
上
に
収
め
る
斎
宮
女
御
の
詠
「
琴
の
吾
に
峰
の
松
風
通
ふ
ら
し
い
づ
れ
の
を
よ

り
調
べ
そ
め
け
ん
」
を
踏
ま
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
鼠
の
草
子
」
の
和
歌
に
は
変
わ
ら
ぬ
松
風
と
琴
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
点
、

直
裁
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
「
源
氏
物
語
」
で
あ
っ
た
と
思
う
。
「
源
氏
小
鏡
」
に
は
明
石
の
尼
君
の
詠
が
収
載
さ
れ
る
こ
と
、
「
形
見

の
琴
」
「
松
風
」
が
源
氏
寄
合
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
れ
ば
、
そ
の
蓋
然
性
は
よ
り
高
く
な
る
だ
ろ
う
。

さ
び
し
く
あ
は
れ
な
れ
ば
、
明
石
を
源
氏
の
出
で
給
ひ
し
お
り
、
都
よ
り
持
た
せ
給
ひ
て
候
こ
と
を
、
あ
ふ
ま
で
の
御
か
た
み
と
て
、

を
き
給
へ
り
し
を
取
り
出
し
て
、
ひ
き
て
、

身
を
か
へ
て
ひ
と
り
か
へ
れ
る
ふ
る
さ
と
に
き
、
し
に
に
た
る
松
か
ぜ
ぞ
ふ
く

と
詠
み
し
ゆ
へ
な
り
。
そ
の
こ
と
は
。

み
や
こ
に
か
へ
る
。
か
た
み
の
琴
。
松
か
ぜ
。
大
井
か
わ
。

な
ど
、
い
ふ
事
を
、
つ
け
く
し
。

（
京
都
大
学
本
「
源
氏
小
鏡
」
「
十
三
松
か
ぜ
」
）

「
鼠
の
草
子
」
「
衾
」
の
和
歌
に
つ
い
て
は
、
「
人
が
ら
」
と
い
う
表
現
が
目
を
引
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

女
、

え
忍
び
給
は
で
掻
き
鳴
ら
し
給
ふ
。
ま
だ
調
べ
も
変
は
ら
ず
、
ひ
き
返
し
そ
の
お
り
い
ま
の
心
ち
し
給
ふ
。

契
り
し
に
変
は
ら
ぬ
こ
と
の
調
べ
に
て
絶
え
ぬ
心
の
ほ
ど
は
知
り
き
や

五
、
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と
に
か
く
に
泣
く
よ
り
ほ
か
の
こ
と
ぞ
な
き
こ
の
人
か
ら
を
見
る
に
つ
け
て
も

（
「
鼠
の
草
子
ご

権
頭
は
何
に
基
づ
い
て
こ
の
一
首
を
詠
ん
だ
の
か
。
答
え
は
恐
ら
く
、
「
源
氏
物
語
」
空
蝉
の
巻
で
あ
る
。

洲
氏
が
垣
間
兇
し
て
い
る
と
も
知
ら
ず
、
空
蝉
は
軒
端
の
荻
と
悲
を
楽
し
む
。
や
が
て
源
氏
の
気
配
を
察
し
た
彼
女
は
「
雄
紺
な
る
単

衣
を
ひ
と
つ
着
て
す
べ
り
出
で
」
て
し
ま
う
。
源
氏
は
「
か
の
脱
ぎ
す
べ
し
た
る
と
見
ゆ
る
薄
衣
」
ば
か
り
を
取
っ
て
二
条
院
へ
戻
っ
た
。
「
あ

り
つ
る
小
桂
を
さ
す
が
に
御
衣
の
下
に
引
き
入
れ
て
大
殿
寵
」
る
も
の
の
寝
つ
か
れ
ず
、
「
か
の
薄
衣
は
小
桂
の
い
と
な
つ
か
し
き
人
香
に

染
め
る
を
、
身
近
く
馴
ら
し
て
」
恋
の
形
見
と
し
た
。
空
蝉
に
は
次
の
よ
う
な
一
首
が
源
氏
か
ら
届
け
ら
れ
た
。

空
蝉
の
身
を
か
へ
て
け
る
こ
の
も
と
に
な
を
人
が
ら
の
懐
か
し
き
か
な
（
「
源
氏
物
語
』
空
蝉
）

こ
の
和
歌
は
、
「
物
語
二
百
番
歌
合
」
や
「
風
葉
和
歌
集
』
巻
第
十
五
、
室
町
物
語
「
十
本
扇
」
に
も
引
か
れ
る
な
ど
、
人
々
の
耳
に
親

し
い
詠
歌
で
あ
っ
た
。

‐
左
う
つ
せ
み
の
身
を
か
へ
て
け
る
こ
の
も
と
に
な
を
人
が
ら
の
な
つ
か
し
き
か
な
、
と
か
き
つ
け
た
ま
へ
る
を
見
て

空
卿
尼
公

う
つ
せ
み
の
は
に
を
く
つ
ゆ
の
こ
が
く
れ
て
し
の
び
ｒ
ｌ
に
ぬ
る
、
そ
で
か
な

右
な
っ
こ
ろ
源
じ
の
宮
の
御
ま
へ
に
て
、
こ
ず
ゑ
の
せ
み
の
な
き
い
で
た
る
を
き
か
せ
給
て

《
鋤
）

こ
ゑ
た
て
、
な
か
ぬ
ば
か
り
ぞ
も
の
お
も
ふ
身
は
う
つ
せ
み
に
お
と
り
や
は
す
る
（
「
物
語
二
百
番
歌
合
」
）

六
条
院
、
な
を
人
が
ら
の
、
と
の
た
ま
は
せ
た
る
か
た
つ
か
た
に

う
つ
せ
み
の
あ
ま

う
つ
せ
み
の
葉
に
を
く
露
の
こ
が
く
れ
て
し
の
び
Ｉ
、
に
ぬ
る
、
袖
か
な
（
「
風
莱
和
歌
集
乞

十
九
番
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「
鼠
の
草
子
」
が
挿

意
だ
っ
た
と
考
え
る
。

『
鼠
の
草
子
」
「
碁
」
の
和
歌
も
、
空
蝉
の
巻
と
無
縁
で
は
あ
り
得
な
い
。

み
だ
れ
碁
を
十
廿
三
十
と
数
へ
に
し
そ
の
面
影
の
忘
ら
れ
ぬ
か
な
（
「
鼠
の
草
子
」
）

「
源
氏
物
語
」
で
は
、
碁
の
勝
負
の
後
、
騒
々
し
い
ほ
ど
は
し
ゃ
い
で
石
を
数
え
る
軒
端
の
萩
と
、
落
ち
着
い
た
風
情
の
空
蝉
と
が
対
照

的
に
描
写
さ
れ
る
。
た
し
な
み
深
い
空
蝉
の
様
子
に
、
一
入
、
源
氏
は
心
を
惹
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

碁
打
ち
は
て
て
、
閲
さ
す
わ
た
り
、
心
と
げ
に
見
え
て
き
は
ノ
ー
と
さ
う
ど
け
ば
、
奥
の
人
は
い
と
静
か
に
の
ど
め
て
、
「
待
ち
給
へ
や
。

す
み

そ
こ
は
持
に
こ
そ
あ
ら
め
、
こ
の
わ
た
り
の
却
を
こ
そ
」
な
ど
言
へ
ど
、
「
い
で
、
こ
の
た
び
は
負
け
に
け
り
。
隅
の
所
、
い
で
ノ
ー
」

と
を
は
た
み
そ
よ
そ

と
指
を
か
ず
め
て
、
「
十
、
二
十
、
三
十
、
四
十
」
な
ど
か
ぞ
ふ
る
さ
ま
、
伊
予
の
湯
桁
も
た
ど
ノ
ー
し
か
る
ま
じ
う
見
ゆ
。
す
こ
し

品
を
く
れ
た
り
。

（
「
源
氏
物
語
」
空
蝉
）

鼠
の
権
頭
も
ま
た
、
碁
に
興
じ
た
姫
君
の
面
影
を
忘
れ
ら
れ
ず
に
悲
嘆
に
く
れ
た
。
し
か
も
、
そ
の
詠
歌
の
上
の
句
「
十
廿
三
十
」
と

い
う
数
字
は
、
『
源
氏
物
語
」
本
文
と
一
致
し
て
い
る
。

再
び
、
「
源
氏
小
鏡
」
に
目
を
転
じ
て
み
よ
う
。

と
を
は
た
み
そ
よ
そ

碁
。
か
い
ま
み
。
（
中
略
）
十
。
廿
。
三
十
。
四
十
。
劫
。
（
京
都
大
学
本
「
源
氏
小
鏡
』
「
空
蝉
」
）

即
ち
、
「
碁
」
も
「
十
、
廿
、
三
十
」
も
、
空
蝉
ゆ
か
り
の
源
氏
寄
合
で
あ
っ
た
。
「
鼠
の
草
子
』
の
碁
の
歌
は
、
こ
の
寄
合
を
忠
実
に

詠
み
込
ん
で
一
首
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。
無
論
、
「
源
氏
小
鏡
」
に
は
「
人
が
ら
」
の
歌
も
載
る
。

松
と
せ
み
と
を
か
き
た
る
は
い
か
に
と
、
問
は
せ
給
ひ
、
ひ
ら
き
け
れ
ば
、
源
氏
の
歌
と
み
え
て
候
、

空
蝉
の
身
を
か
へ
て
け
る
こ
の
も
と
に
な
を
人
か
ら
の
な
つ
か
し
き
哉
（
「
十
本
扇
」
）

必
の
草
子
」
が
挿
絵
に
夜
具
を
描
き
、
「
人
が
ら
」
を
詠
み
込
ん
だ
和
歌
を
配
し
た
の
は
、
「
源
氏
物
語
」
空
蝉
の
和
歌
を
踏
ま
え
た
創

-110-



形見の和歌

「
源
氏
小
鏡
」
は
成
立
以
来
、
多
く
の
読
者
を
獲
得
し
た
が
、
恐
ら
く
、
「
鼠
の
草
子
」
の
作
者
も
そ
う
し
た
一
人
で
あ
り
、
「
源
氏
物
語
」

に
関
す
る
知
識
を
有
し
、
寄
合
に
も
通
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
鼠
の
草
子
」
が
詠
じ
た
「
乱
れ
碁
」
は
、
「
ら
ん
ご
」
「
ら
ご
」
と
も
呼
ば
れ
る
伝
統
あ
る
遊
び
で
あ
っ
た
。
詳
細
は
不
明
な
が
ら
、
指

で
碁
石
を
押
し
て
拾
っ
た
り
弾
い
た
り
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
得
た
石
の
数
で
勝
負
を
決
め
た
と
い
う
。
「
枕
草
子
」
は
「
古
め
か
し
け
れ
ど
」

と
断
っ
た
上
で
、
「
ら
ん
ご
」
を
女
の
遊
び
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
る
。

女
の
あ
そ
び
は
、
ふ
る
め
か
し
け
れ
ど
、
ら
ん
ご
、
け
う
と
き
、
双
六
、
は
し
ら
き
、
へ
ん
つ
く
も
よ
し
、

乱
碁
、
貝
お
ほ
ひ
、
手
ま
り
、
へ
ん
つ
ぎ
な
ど
や
う
の
こ
と
ど
も
を
、
お
も
ひ
／
～
に
し
つ
、
、
（
「
増
鏡
」
上
・
第
五
）

（
訓
）

な
ど
、
諸
書
に
乱
れ
碁
の
記
録
が
散
見
し
、
息
長
く
伝
え
ら
れ
た
遊
び
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
る
。

し
か
し
、
室
町
か
ら
近
世
に
か
け
て
は
、
乱
れ
碁
は
女
房
の
優
雅
な
遊
び
と
い
う
よ
り
も
、
賭
事
に
用
い
ら
れ
る
遊
戯
と
な
っ
て
い
た
。

乱
れ
碁
は
広
く
楽
し
ま
れ
た
ら
し
く
、

宮
の
御
方
に
う
へ
お
は
し
ま
し
て
、
ら
ご
と
ら
せ
給
ひ
て
、
か
た
せ
給
へ
る
か
ち
わ
ざ
、
六
月
十
六
日
に
う
へ
せ
さ
せ
給
ふ
、

さ
ざ
れ
石
ま
き
て
、
乱
碁
拾
ふ
音
な
ど
聞
え
け
る
を
ぞ
、
（
「
今
鏡
」
巻
七
）

貝
お
ほ
ひ
、
石
な
ど
り
、
碁
、
ら
ん
ご
、
双
六
（
中
略
）
た
ず
遊
び
た
は
ぶ
れ
に
て
、
大
人
も
若
き
も
明
か
し
暮
ら
す
、

天
禄
四
年
五
月
廿
一
日
、
円
融
院
の
み
か
ど
一
品
宮
に
わ
た
ら
せ
給
ひ
て
、

ら
ん
ご
と
ら
せ
給
ひ
け
る
ま
け
わ
ざ
を

（
「
拾
遺
集
」
雑
秋
．

（
前
田
家
本
『
枕
草
子
」
第
八
七
段
）

（
「
た
ま
き
は
る
」
）

（
「
円
融
院
扇
合
」
）

）
（
後
略
）

一
○
八
八
詞
書
）
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み
た
れ
碁
の
あ
ら
そ
ひ
も
ま
た
果
て
ず
し
て

よ
き
を
か
ま
ゆ
る
ミ
ね
の
杣
人
（
「
寛
永
十
三
年
熱
田
万
句
」
第
四
十
六
）

う
ち
わ
ら
ひ
つ
、
す
る
物
が
た
り

孝
行
ハ
夢
も
う
つ
、
に
党
え
も
の

さ
っ
と
ま
け
た
る
乱
れ
碁
の
す
ゑ
（
同
第
五
十
五
）

故
塚
に
よ
り
そ
ひ
ぬ
る
は
孝
な
れ
や

鋪
び
た
る
刀
か
く
る
乱
れ
碁
（
同
鋪
八
十
二

「
鼠
の
草
子
」
の
作
者
は
『
源
氏
物
語
』
の
優
美
な
世
界
を
背
妓
と
し
つ
つ
、
賭
事
と
し
て
楽
し
ま
れ
た
「
乱
れ
器
」
を
詠
み
込
む
こ
と

に
よ
っ
て
、
こ
の
一
首
に
俳
譜
味
と
当
代
ら
し
さ
を
持
た
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

し
ば
し
ば
争
い
の
種
と
し
て
俳
諾
連
歌
に
詠
ま
れ
、
錆
刀
を
賭
け
る
親
不
孝
者
ま
で
出
る
為
休
で
あ
っ
た
。

石
の
上
に
も
世
を
ぞ
い
と
へ
る

み
だ
れ
碁
に
わ
が
生
き
死
に
の
あ
る
を
み
て
椛
大
僻
都
心
敬

花
た
ち
ば
な
の
う
ち
か
ほ
る
陰

仙
人
や
棊
に
生
死
を
わ
す
る
ら
む
宗
側
法
師

あ
ら
そ
へ
る
心
の
馬
の
の
り
物
に

か
ち
た
る
か
た
の
い
さ
む
乱
れ
茶
よ
み
人
し
ら
ず
（
「
新
撰
菟
玖
波
集
』
巻
十
五
）

時
を
忘
れ
つ
打
ハ
ち
や
う
は
ん
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そ
れ
で
は
、
そ
う
し
た
伝
承
的
世
界
と
室
町
物
語
と
の
差
異
は
奈
辺
に
求
め
ら
れ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
、
室
町
物
語
に
は

当
時
の
学
芸
や
教
養
が
盛
り
込
ま
れ
た
点
に
あ
ろ
う
。
就
中
、
「
鼠
の
草
子
」
に
収
め
ら
れ
た
形
見
の
和
歌
に
は
、
作
者
の
教
養
が
凝
縮
さ
諾１

れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
「
源
氏
物
語
」
は
こ
れ
ら
の
歌
を
詠
む
際
の
礎
と
な
っ
て
い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
「
源
氏
物
語
」
が
幅
広
い
読
者
剴

舸
を
独
得
し
た
時
代
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
『
鼠
の
草
子
」
は
生
ま
れ
得
た
の
だ
と
も
い
え
よ
う
。

古
糀
な
挿
絵
の
魅
力
と
州
俟
っ
て
、
異
類
物
を
代
表
す
る
佳
舳
と
称
さ
れ
る
「
鼠
の
草
子
」
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
源
氏
物
語
」
を

め
ぐ
る
作
者
の
教
養
が
確
か
に
息
づ
い
て
い
る
。

を
辿
る
う
ち
、

と
が
で
き
る
。

そ
れ
で
は
、

『
鼠
の
叩
子
」
は
異
類
塒
姻
諏
と
い
う
伝
統
的
な
主
題
を
軸
と
し
、
民
間
伝
承
「
鼠
の
浄
土
」
「
見
る
な
の
座
敷
」
と
も
通
じ
合
う
世
界

を
内
包
す
る
物
語
で
あ
っ
た
。
見
事
な
婚
礼
の
行
列
と
豊
か
で
楽
し
げ
な
宴
の
さ
ま
、
鼠
た
ち
の
歌
う
室
町
小
歌
や
活
気
あ
ふ
れ
る
会
話

を
辿
る
う
ち
、
読
者
は
鼠
の
隠
れ
里
へ
と
誘
わ
れ
て
ゆ
く
（
）
こ
の
作
品
は
、
人
間
が
留
ま
り
得
な
い
異
郷
へ
の
訪
問
讃
と
し
て
捉
え
る
こ

一
ハ
、



（
１
）
以
下
、
「
熱
田
万
句
」
の
引
用
は
、
熱
田
神
宮
神
宮
文
化
叢
書
第
六
「
寛
永
十
三
年
熱
田
万
句
」
（
一
九
七
八
年
、
熱
田
神
宮
宮
庁
）
に
よ
る
。

（
２
）
「
佐
竹
昭
広
集
第
三
巻
民
話
の
基
層
』
（
二
○
○
九
年
、
岩
波
書
店
）
参
照
。
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
「
日
本
の
四
季
」
（
「
忘
れ
ら

れ
た
Ⅱ
本
」
所
収
）
は
、
い
か
に
日
本
人
に
と
っ
て
鼠
が
親
し
い
存
在
で
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

日
本
人
が
鼠
を
い
わ
ば
家
畜
同
様
に
心
得
て
い
る
こ
と
は
殆
ん
ど
疑
い
を
い
れ
る
余
地
の
な
い
事
実
で
あ
る
。
旧
い
芸
術
品
を
観
る

と
、
鼠
は
人
間
の
敵
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
人
間
の
友
達
と
し
て
表
現
せ
ら
れ
て
い
る
。
鋳
物
の
見
事
な
燭
台
に
は
、
鼠
の
彫
刻
が
つ
い

て
い
る
。
木
版
画
を
見
る
と
福
徳
神
の
大
黒
様
が
両
手
に
一
つ
ず
つ
輪
を
も
っ
て
鼠
の
方
に
向
け
て
い
る
、
鼠
は
こ
の
輪
を
く
ぐ
っ

て
大
無
様
の
キ
モ
ノ
の
広
い
袖
の
な
か
に
跳
び
込
む
の
で
あ
る
、
ｌ
こ
れ
は
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
人
の
眼
か
ら
見
る
と
実
に
た
ま
ら
な
い
倒

錯
だ
。
ま
た
「
鼠
の
嫁
入
」
の
絵
も
あ
れ
ば
鼠
を
主
題
に
し
た
音
楽
も
あ
り
、
そ
の
ほ
か
に
も
こ
の
動
物
に
対
し
て
親
愛
の
情
を
示

し
た
作
品
が
数
多
く
あ
る
。
子
供
達
は
夜
寝
る
前
に
、
鼠
が
天
井
裏
で
が
た
が
た
あ
ば
れ
て
い
る
の
を
聞
く
と
う
っ
と
り
し
た
気
持

に
な
る
、
そ
し
て
彼
等
は
言
う
の
で
あ
る
、
「
鼠
さ
ん
が
遊
ん
で
る
よ
」
。
私
達
は
ど
こ
か
で
時
々
こ
の
鼠
た
ち
に
確
か
に
餌
を
や
っ

て
い
る
に
違
い
な
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
、
ｌ
も
ち
ろ
ん
毒
の
入
っ
た
餌
の
こ
と
で
は
な
い
。

（
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
「
日
本
の
四
季
」
春
）

ま
た
、
中
勘
助
の
信
心
深
い
伯
母
は
、
白
鼠
を
こ
の
上
な
く
大
切
に
し
て
い
た
と
い
う
。

い
つ
ぞ
や
な
ぞ
は
、
ね
ず
み
は
大
黒
様
の
お
使
い
だ
と
い
っ
て
、
ど
こ
か
ら
か
ひ
と
つ
が
い
買
っ
て
き
た
の
を
お
福
様
お

う
ち

福
様
と
後
生
大
事
に
育
て
て
た
が
、
ね
ず
み
算
で
ふ
え
る
や
つ
が
し
ま
い
に
は
ぞ
ろ
ぞ
ろ
と
家
じ
ゅ
う
は
い
ま
わ
る
の
を
お
め
で

た
が
っ
て
、
な
に
か
事
の
あ
る
日
に
は
赤
飯
を
た
い
た
り
一
升
枡
に
煎
り
豆
を
盛
っ
た
り
し
て
お
供
え
し
た
。
（
中
勘
助
「
銀
の
匙
」
）

（
３
）
「
鼠
の
草
子
」
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
「
室
町
時
代
物
語
大
成
」
（
東
京
国
立
博
物
館
本
）
、
「
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部

戸

洋
も が
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第
八
巻
古
奈
良
絵
本
集
一
」
（
天
理
図
書
館
本
・
同
別
本
）
、
Ⅱ
本
古
典
文
学
全
集
「
御
伽
草
子
集
」
（
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
本
）
、
ダ
グ

ラ
ス
・
ミ
ル
ズ
「
鼠
の
草
子
翻
刻
」
（
「
国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要
」
第
五
号
所
収
、
一
九
七
九
年
三
月
）
に
よ
る
。
本
稿
で
は
、
特
に

断
ら
な
い
限
り
、
サ
ン
ト
リ
ー
本
を
引
く
。
ま
た
、
「
在
外
奈
良
絵
本
」
（
一
九
八
一
年
、
角
川
書
店
）
、
吉
行
淳
之
介
「
お
伽
草
子
鼠
の

草
子
」
（
一
九
八
二
年
、
集
英
社
）
、
佐
竹
昭
広
先
生
ほ
か
編
「
鳥
獣
戯
語
」
（
一
九
九
三
年
、
福
音
館
書
店
）
、
「
鼠
の
草
子
」
（
二
○
○
七
年
、

サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
）
、
大
島
建
彦
「
お
伽
草
子
と
民
間
文
芸
』
（
一
九
六
七
年
、
岩
崎
美
術
社
）
、
滝
澤
彩
「
甲
子
園
学
院
所
蔵
「
鼠
の
草

子
絵
巻
」
に
つ
い
て
」
（
「
金
號
叢
神
』
第
三
十
四
輯
ｌ
史
学
美
術
史
論
文
集
ｌ
所
収
、
二
○
○
八
年
三
月
）
な
ど
参
照
。
な
お
、
フ
ォ
グ

美
術
館
本
な
ど
「
鼠
の
草
子
」
と
称
す
る
別
種
の
作
品
が
あ
る
が
、
椛
頭
の
物
語
で
は
な
い
た
め
、
今
は
措
く
。

（
４
）
面
二
十
歳
は
人
間
の
寿
命
の
上
限
で
あ
っ
た
。
『
万
葉
集
」
巻
第
五
「
沈
病
自
哀
文
」
・
八
九
七
番
細
注
に
所
見
、
室
町
物
語
に
も
し

ば
し
ば
百
二
十
歳
の
人
物
が
登
場
す
る
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
「
削
葉
集
」
一
、
拙
稿
「
巣
の
懸
想
文
ｌ
越
後
米
山
薬
師
の
こ
と
ｌ
」
（
「
説

話
論
集
」
第
十
一
集
所
収
、
二
○
○
二
年
、
清
文
堂
出
版
株
式
会
社
）
参
照
。

（
５
）
引
用
は
「
大
蔵
家
伝
之
書
古
本
能
狂
言
」
第
二
巻
（
一
九
七
六
年
、
臨
川
書
店
）
に
よ
る
。

（
６
）
こ
の
場
面
に
所
見
の
室
町
小
歌
や
芸
能
、
婚
礼
行
列
に
つ
い
て
は
、
真
鍋
昌
弘
ヨ
鼠
の
草
子
』
に
見
え
る
小
歌
」
（
「
国
文
ｌ
研
究

と
資
料
ｌ
」
第
三
号
、
一
九
七
九
年
三
月
）
、
落
合
博
志
「
「
鼠
の
草
子
」
の
能
役
者
」
（
「
能
楽
タ
イ
ム
ス
」
三
八
六
、
一
九
八
四
年
五
月
）
、

小
野
恭
靖
「
絵
の
語
る
歌
謡
史
」
（
二
○
○
一
年
、
和
泉
書
院
）
、
沢
井
耐
三
「
「
鼠
の
草
子
（
鼠
の
権
頭
）
」
の
嫁
入
り
行
列
図
ｌ
諸
本
比

較
の
過
程
か
ら
（
承
前
）
ｌ
」
含
愛
知
大
學
文
學
論
叢
」
第
一
三
六
輯
、
二
○
○
七
年
九
月
）
、
同
ヨ
鼠
の
草
子
（
鼠
の
権
頭
）
」
の
女
性

と
笑
い
ｌ
諸
本
比
較
の
過
程
か
ら
ｌ
」
（
「
愛
知
大
學
文
學
論
叢
」
第
一
三
五
輯
、
二
○
○
七
年
二
月
）
な
ど
参
照
。
画
中
訶
に
見
ら
れ
る

東
国
方
言
に
つ
い
て
は
、
出
雲
朝
子
「
中
世
末
期
に
お
け
る
東
国
方
言
の
位
相
ｌ
「
鼠
の
草
子
絵
巻
」
の
絵
詞
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
「
国
語

と
国
文
学
」
第
七
十
二
巻
第
十
一
号
、
一
九
九
五
年
十
一
月
）
、
Ⅲ
ヨ
鼠
の
草
子
絵
巻
」
諸
本
の
画
中
詞
に
お
け
る
人
称
語
と
敬
語
ｌ
性
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差
の
観
点
を
中
心
に
ｌ
」
（
「
青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
」
第
五
十
号
、
一
九
九
六
年
十
二
月
）
、
徳
田
和
夫
「
東
日
本
の
在
地
と
伝
承

ｌ
室
町
後
期
の
「
鼠
の
草
子
絵
巻
」
に
み
る
東
国
文
化
ｌ
」
二
講
座
日
本
の
伝
承
文
学
第
七
巻
在
地
伝
承
の
世
界
東
日
本
」
所
収
、

一
九
九
九
年
、
三
弥
井
群
店
）
等
々
参
照
。

（
７
）
桜
井
健
太
郎
氏
本
は
、
脚
文
学
研
究
資
料
館
に
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
フ
ィ
ル
ム
番
号
サ
ー
’
一
’
九
。
青
山

歴
史
村
の
所
蔵
本
に
つ
い
て
は
、
相
原
豊
「
篠
山
本
鼠
草
紙
」
（
二
○
一
○
年
、
三
弥
井
神
店
）
参
照
。

（
８
）
以
下
、
『
湯
山
聯
句
紗
」
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
甫
庵
本
「
信
長
記
』
は
古
典
文
庫
に
よ
る
。

（
９
）
「
義
経
記
」
巻
第
川
「
土
佐
坊
義
経
の
討
手
に
上
る
事
」
で
は
、
土
佐
坊
は
油
小
路
に
宿
所
を
定
め
て
い
る
（
岡
見
正
雄
校
注
、
岩

波
古
典
文
学
大
系
『
義
経
記
』
参
照
）
。
『
雍
州
府
志
」
巻
六
に
よ
れ
ば
、
「
白
醗
酒
」
は
所
々
に
名
店
あ
り
、
そ
の
一
つ
に
油
の
小
路
出
水

通
の
北
の
酒
店
が
あ
っ
た
。
ま
た
「
山
川
酒
」
は
六
条
油
の
小
路
の
酒
店
の
名
酒
で
あ
っ
た
。

（
岨
）
酒
店
に
縁
あ
る
白
鼠
の
話
は
近
世
の
随
筆
に
も
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
。

本
市
場
吉
原
と
蒲
原
の
側
な
る
酒
店
に
万
貫
屋
三
左
衛
門
近
年
白
鼠
多
く
あ
り
と
聞
し
故
立
ち
よ
り
い
、
（
中
略
）
此
の
家
の
主
始
め
は
世
に
貧
し

か
り
し
が
、
白
鼠
出
で
し
よ
り
漸
々
富
み
侍
る
と
な
ん
、
（
名
古
屋
叢
書
所
収
「
塩
尻
拾
遺
』
巻
八
十
八
）

酒
蔵
の
白
鼠
な
り
上
野
の
花
（
延
宝
六
年
「
広
小
路
」
（
山
本
唯
一
「
俳
譜
江
戸
広
小
路
」
一
九
八
四
年
、
文
栄
堂
書
店
）
）

（
ｕ
）
継
子
立
て
と
は
、
黒
白
の
碁
石
を
実
子
と
継
子
に
見
立
て
、
各
十
五
個
ず
つ
並
べ
、
十
番
目
に
当
た
る
石
を
取
り
除
い
て
い
く
遊
び

で
あ
る
。
並
べ
方
に
よ
り
、
い
ず
れ
か
の
石
を
す
べ
て
取
り
除
く
こ
と
に
な
る
。
『
徒
然
蛾
」
第
百
三
十
七
段
で
は
、
死
を
遁
れ
得
ぬ
警
え

（
ｕ
）
継
子
立
て
と
は

で
あ
る
。
並
べ
方
に
し

と
し
て
引
用
さ
れ
る
。

若
き
に
も
よ
ら
ず
、
強
き
に
も
よ
ら
ず
、
思
ひ
か
け
い
は
死
期
な
り
。
今
日
ま
で
遁
れ
来
に
け
る
、
あ
り
が
た
き
不
思
議
な
り
。
し

ば
し
も
枇
を
の
ど
か
に
思
な
ん
や
。
継
子
立
て
と
い
ふ
物
を
双
六
の
石
に
て
作
り
、
立
て
並
べ
た
る
ほ
ど
は
、
取
ら
れ
ん
事
は
い
づ
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形見の和歌

（
皿
）
類
題
集
か
室
町
物
語
の
成
立
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
例
は
、
拙
稿
「
異
類
の
歌
合
と
「
夫
木
和
歌
抄
」
（
夫
木
和
歌
抄
研
究
会
編
「
夫

木
和
歌
抄
編
纂
と
享
受
」
所
収
、
二
○
○
八
年
、
風
Ⅲ
神
房
）
参
照
。

（
喝
）
大
阪
俳
文
学
研
究
会
編
「
藻
塩
草
」
本
文
篇
及
び
作
品
篇
（
一
九
七
九
年
～
一
九
八
三
年
、
和
泉
書
院
）
参
照
。

（
肥
）
引
川
は
「
中
世
の
文
学
連
歌
論
集
（
二
』
（
一
九
七
二
年
、
三
弥
井
書
店
）
に
よ
る
。

（
〃
）
天
川
図
書
館
本
は
、
サ
ン
ト
リ
ー
本
と
は
対
照
的
に
「
連
珠
合
壁
集
」
が
挙
げ
る
寄
合
を
殆
ど
踏
ま
え
て
い
な
い
。
『
連
珠
合
壁
集
」

は
「
源
氏
物
語
」
に
基
づ
く
寄
合
が
多
く
載
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
が
、
そ
の
点
で
も
「
鼠
の
草
子
」
両
系
統
の
和
歌
の
相
違
が
際
立
つ
。

（
略
）
以
下
、
「
源
氏
物
語
」
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
『
源
氏
小
鏡
」
は
二
源
氏
小
鏡
」
諸
本
集
成
」
（
二
○
○
五
年
、
和
泉
書
院
竜
に
よ
る
。

（
四
）
「
竹
林
抄
」
巻
第
八
・
雑
連
歌
上
、
「
寛
永
十
三
年
熱
田
万
句
」
に
は
、
須
磨
の
松
風
も
詠
ま
れ
て
い
る
。

遥
に
も
聞
く
は
筑
紫
の
国
な
れ
や

れ
の
石
と
も
知
ら
ね
ど
も
、
数
へ
当
て
て
一
つ
を
取
り
ぬ
れ
ば
、
そ
の
他
は
遁
れ
ぬ
と
見
れ
ば
、
又
ノ
ー
数
ふ
れ
ば
、
か
れ
こ
れ
ま

ぬ
き
ゆ
く
ほ
ど
に
、
い
づ
れ
も
遮
れ
ざ
る
に
似
た
り
。
（
「
徒
然
草
」
第
百
三
十
七
段
）

（
吃
）
『
狭
衣
物
語
」
は
「
は
や
き
瀬
の
底
の
み
く
づ
と
な
り
に
き
と
扇
の
風
に
ふ
き
も
つ
た
へ
よ
」
の
一
首
が
見
え
、
『
物
語
二
百
番
歌
合
」

九
十
二
番
に
も
「
右
ふ
れ
の
う
ち
に
て
あ
す
か
ゐ
は
や
き
せ
の
そ
こ
の
み
く
づ
と
な
り
に
き
と
あ
ふ
ぎ
の
風
に
ふ
き
も
つ
た
へ
よ
」

と
引
用
さ
れ
て
い
る
。
下
の
句
は
「
鼠
の
草
子
」
「
扇
」
の
和
歌
に
似
る
。

（
Ｂ
）
徳
川
和
夫
「
「
扇
の
草
紙
」
絵
巻
を
め
ぐ
っ
て
（
序
説
と
三
国
語
国
文
論
集
」
第
二
十
号
、
一
九
九
一
年
三
月
）
は
、
天
理
本
と
東
博
本
「
鼠

の
草
子
」
の
和
歌
に
つ
い
て
、
「
画
中
詞
（
絵
詞
）
の
自
由
裁
量
が
き
い
た
部
分
」
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
、
扇
絵
な
ど
と
の
関
連
性
を
説

く
。
併
せ
て
渡
辺
匡
一
「
「
鼠
の
草
子
』
ｌ
絵
と
訶
書
、
画
中
訶
の
関
係
か
ら
ｌ
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
」
第
六
十
一
巻
第
五
号
、
一
九
九
六
年

五
月
）
な
ど
参
照
。
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碁
の
句
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

あ
ら
け
な
く
波
打
よ
す
る
須
磨
の
浦

何
れ
も
山
ハ
た
え
ぬ
松
風
（
同
第
二
十
二

（
釦
）
以
下
、
引
用
は
『
物
語
二
百
番
歌
合
風
葉
和
歌
集
桂
切
」
（
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
十
四
、
一
九
八
○
年
、
貴
重
本
刊
行
会
）
、
「
新

撰
菟
玖
波
集
責
隆
本
」
（
一
九
七
○
年
、
角
川
書
店
）
、
「
十
本
扇
」
は
「
室
町
時
代
物
語
大
成
」
に
よ
る
。

（
皿
）
彰
考
館
蔵
「
調
度
歌
合
」
で
は
、
碁
盤
が
「
目
に
も
今
み
る
心
地
し
て
乱
れ
碁
の
打
ち
も
忘
れ
ぬ
面
影
は
う
し
」
と
詠
じ
、
「
心
玉
集
」

に
は
「
ミ
だ
れ
碁
を
う
っ
そ
の
ま
に
ハ
か
う
有
て
」
「
石
を
も
つ
く
す
あ
ま
の
羽
衣
」
と
見
え
る
。
「
熱
田
万
句
」
に
は
、
ほ
か
に
も
乱
れ

う
ち
つ
け
ハ
と
か
く
心
を
と
り
か
ね
て

神
な
り
や
ミ
て
霧
も
は
れ
た
り

花
も
今
須
磨
の
若
木
の
咲
時
分

ゆ
ら
り
と
か
よ
ふ
松
の
う
ら
風

誘
へ
や
山
の
奥
の
松
風

湊
に
久
し
天
気
ま
つ
舩

ち
ぎ
り
の
す
ゑ
を
庭
に
松
風

玉か
づ っ

さら
にこ

取そ
そ琴
への

てお

やの

るれ

琴の
な調
らく
しな

れ

琴
の
音
通
ふ
須
麿
の
山
陰
賢
盛

い
や
よ
‐
ｒ
～
ね
ら
れ
ぬ
恋
を
須
磨
の
浦

（
「
寛
永
十
三
年
熱
田
万
句
」
第
十
）

（
同
第
十
七
）

（
「
竹
林
抄
」
）
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形見の和歌

露
程
も
や
す
む
ま
も
な
き
碁
す
き
に
て

み
た
れ
軍
に
多
き
い
き
し
に
（
同
追
加
第
八
）

延
宝
七
年
刊
「
付
合
小
鏡
」
雑
部
三
十
八
「
碁
」
は
、
「
一
碁
乱
碁
あ
ら
そ
ふ
碁
む
か
ふ
乱
碁
」
と
付
合
を
列
挙
し
て
い
る
。

【
付
記
】

本
稿
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
基
幹
研
究
「
王
朝
文
学
の
流
布
と
継
承
」
（
二
○
○
六
年
度
～
二
○
一
○
年
度
）
の
研
究
成
果
で
あ
る
。

な
お
、
引
用
文
に
つ
い
て
は
、
通
読
の
便
と
考
え
、
適
宜
、
漢
字
を
あ
て
る
な
ど
し
た
箇
所
が
あ
る
。

し
た
ひ
つ
く
に
ぞ
む
か
ふ
み
だ
れ
碁

山
寺
の
児
と
法
師
の
あ
そ
び
わ
ざ

詩
と
短
冊
ハ
月
に
か
け
も
の

何
番
も
勝
つ
（
か
り
な
る
乱
碁
に

力
も
つ
よ
く
い
き
る
仙
人

ま
け
か
ち
も
な
き
碁
ど
こ
ろ
の
碁

い
ぐ
さ
場
ハ
か
う
成
武
者
の
お
あ
つ
か
い

た
ま
さ
か
に
あ
ふ
と
も
と
ち
も
手
を
打
て

ま
た
負
勝
も
し
れ
ぬ
み
だ
れ
碁

月
を
も
友
に
遊
ふ
仙
人

（
「
寛
永
十
三
年
熱
田
万
句
」
第
五
）

（
同
第
七
十
五
）

（
同
第
五
十
六
）

（
同
第
三
十
三
）
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