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蔦
葉
集
に
お
け
る

「
お
も
ふ
」に
つ
い
て

土

将

主佐

田

高
葉
集
二
十
巻
の
中
で
、
「
お
も
ふ
」
「
も
ふ
」
及
び
こ
れ
ら
か
ら
派
生
す
る
語
、
或
は
他
の
言
葉
と
熟
合
し
て
で
き
て
い
る
語
は
、
き
わ
め
て
高
い
頻
度
を

も
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
。
諸
本
に
よ
っ
て
訓
を
異
に
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
正
宗
敦
夫
氏
の
高
葉
集
総
索
引
に
よ
っ
て
調
べ
て
み
る
と
、
九
百
八
十
八
回
を
数

ぇ
、
歌
数
に
し
て
は
八
百
四
十
六
首
に
達
す
る
。
（
註
一
〉

「
お
も
ふ
」
と
い
う
言
葉
は
ご
く
普
通
の
も
の
で
あ
り
、
現
在
で
も
殆
ど
同
じ
よ
う
な
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
。
も
は
や
意
味
は
浮
動
せ
ず
、
安
定
し
た
言

葉
で
あ
っ
て
、
時
代
と
と
も
に
小
き
ざ
み
に
で
も
変
化
し
て
ゆ
く
よ
う
な
弱
い
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
多
く
の
註
釈
本
を
み
て
も
、

「
お
も
ふ
」
が
別

の
言
葉
に
い
い
か
え
ら
れ
て
解
釈
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
い
と
い
っ
て
よ
く
、
殆
ど
が
「
お
も
ふ
」
は
「
思
う
」
で
と
お
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
何
か
不
動
の
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
、
高
葉
時
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
不
変
の
言
葉
と
し
て
共
通
の
も
の
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
他
方
で
は
、
乙
の
「
お
も
ふ
」
と
い
う
言
葉
が
そ
の
意
味
を
変
ぜ
ず
、
今
も
そ
の
ま
ま
同
じ
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
各
時
代
の
人
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人
の
実
の
思
い
が
不
変
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。「お
も
ふ
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
た
人
人
の
心
は
む
し
ろ
目
ま
ぐ
る
し
く
変
転
し
て

い
志
の
で
あ
る
。
時
代
に
よ
り
、
人
に
よ
り
、
又
同
一
人
で
も
そ
の
時
時
に
よ
っ
て
使
う
言
葉
は
同
じ
「
お
も
ふ
」
で
あ
る
が
、
そ
の
「
お
も
ふ
」
乙
と
の
内

容
は
す
べ
て
異
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
「
お
も
ふ
」
と
い
う
言
葉
は
一
つ
の
巨
大
な
鏡
で
あ
っ
て
、
時
代
の
流
れ
に
沿
っ
て
ゆ
く
人
々
の
心
を
刻
刻
と

う
つ
し
て
ゆ
く
、
そ
う
い
う
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
流
れ
は
時
々
刻
々
と
無
限
に
そ
の
様
相
を
変
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
は
す
べ
て
「
お
も
ふ
」
と
い
う
鏡
に
投
影
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

「
お
も
ふ
」
と
い
う
言
葉
が
時
代
を
通
じ
て
生
命
が
長
く
、
普
遍
的
で
あ
れ
ば
あ
る

ほ
ど
、

変
転
す
る
時
代
の
中
に
喰
い
入
り
、

人
の
心
の
内
部
を
’
つ
つ
し
だ
す
。そ
し
て
ま
た
人
人
は
こ
の
言
葉
に
自
分
の
す
べ
て
を
托
そ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
各
時
代
の
作
者
が
現
実
の
姿
を
表
現
し
よ
う
と
試
み
る
時
、
あ
る
い
は
表
現
し
な
が
ら
で
も
、
実
際
に
は
自
分
の
思
っ
て
い
る
乙
と
と
次
次
に
対
決
し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
や
が
て
は
思
う
こ
と
自
体
に
反
省
を
む
け
る
の
で
あ
る
。
作
者
は
「
お
も
ふ
」
と
遭
遇
し
、
ま
た
思
う
自
己
と
ぶ
つ
か
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
こ
に
作
者
の
像
が
う
か
び
あ
が
る
時
が
あ
り
、
こ
れ
が
ま
た
作
者
研
究
の
一
つ
の
道
と
し
て
、「
お
も
ふ
」
に
う
つ
さ
れ
た
像
を
採
っ
て
み
る

尚
こ
の
論
文
に
お
い
て
は
特
定
の
主
要
作
者
に
つ
い
て
の
み
考
察
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
お
も
ふ
」
と
い
う
言
葉
の
性
質
上
、
個
人
と
し
て
作
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乙
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
所
以
と
な
る
の
で
あ
る
。

歌
し
た
作
者
を
え
ら
ぶ
べ
き
で
あ
る
し
、
ま
た
そ
れ
で
十
分
に
歴
史
の
流
れ
を
た
ど
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
主
要
作
者
と
し
て
ま
ず
二
十
五
首

以
上
の
作
歌
の
あ
る
も
の
、
柿
本
人
麻
目
、
笠
金
村
、
山
部
赤
人
、
大
伴
旅
人
、
山
上
憶
良
、
大
伴
家
持
、
大
伴
坂
上
郎
女
、
笠
女
郎
、
大
伴
池
主
を
と
り
あ

げ
、
乙
れ
に
加
え
て
人
麻
巴
ま
で
の
作
者
を
近
江
時
代
以
前
の
初
期
高
葉
作
者
と
し
て
一
括
し
て
述
べ
、
ま
た
大
伴
家
持
の
弟
書
持
を
大
伴
家
の
一
族
の
故
を

も
っ
て
加
え
た
。
初
め
に
こ
れ
ら
の
人
々
の
歌
の
総
数
と
「
お
も
ふ
」
の
で
て
く
る
歌
の
数
及
び
回
数
を
表
に
し
て
示
す
と
次
の
如
く
に
な
る
。

人
初

期

名
（
註
二
）

作
者

総
歌
数

（
註
三
）

三
O

「
お
も
ふ
」
の
で
て
く
る
歌
数

回
数

八

。

柿
本
人
麻
目

九

二
七

四

ル4・
It 

金

村

五

--'-
/'¥ 

山

部

赤

人

四
九



1弘
、

大

伴

旅

人

七
九

八二

力』

山

上

』憶

良

七

一
五

大
伴
坂
上
郎
女

八
四

大

伴

家

持

四
六

九
九

一
一
一一一

笠

女

良日

二
九

大

伴

書

持

大

伴

池

主

二
八

一
七

初
期
高
葉
作
者

初
期
高
葉
作
者
と
い
っ
て
も
、
乙
乙
で
は
「
お
も
ふ
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
作
者
に
限
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
用
法
を
調
べ
て
み
る
と
、

後
の
人
々
に
で
て
く
る
一
般
的
な
も
の
は
す
で
に
存
在
し
て
い
る
乙
と
に
気
が
つ
く
。

（
註
四
〉

秋
山
の
樹
の
下
が
く
り
逝
く
水
の
吾
乙
そ
益
さ
め
念
ほ
す
よ
り
は
（
一
・
九
二
〉

玉
葛
花
の
み
咲
き
て
成
ら
ざ
る
は
誰
が
恋
あ
ら
め
吾
は
恋
ひ
念
ふ
を
（
一
・
一

O
二
）

-3-

の
如
き
歌
の
中
で
「
お
も
ふ
」
は
愛
情
を
示
す
も
の
で
あ
り
、

人
は
よ
し
思
ひ
止
む
と
も
玉
藤
影
に
見
え
つ
つ
忘
ら
え
ぬ
か
も
（
二
・
一
四
九
）

と
い
う
倭
大
后
の
歌
の
「
お
も
ひ
」
は
故
人
に
対
す
る
追
憶
の
意
で
あ
っ
て
、
後
に
も
し
ば
し
ば
で
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
初
期
高
葉
作
者
の
中
で
「
お

も
ふ
」
と
い
う
言
葉
を
巧
み
に
よ
み
こ
ん
だ
軍
王
に
つ
い
て
考
え
て
み
て
も
、「
お
も
ふ
」
を
外
形
的
に
は
意
識
し
て
使
い
こ
な
し
た
が
、
そ
の
内
容
は
他
の

も
の
と
異
る
と
こ
ろ
が
な
か
っ
た
い
え
る
の
で
あ
る
。

霞
立
つ

長
き
春
日
の

暮
れ
に
け
る

わ
づ
き
も
知
ら
ず

村
肝
の

心
を
痛
み

鶏
子
烏

つ
り

な
け

思・居
へ・れ
る・ば
ヨ玉
l=I 

も 王
棒

懸
け
の
よ
ろ
し
く

遺
る

た
づ
き
を
知
ら
に

網
の
浦
の

海
処
女
ら
が

焼
く
塩
の

朝
念・タ
ひ・に
ぞ
焼
く
る

還
ら
ひ
ぬ
れ
ば

丈
夫
と

草
枕

旅
に
し
あ
れ
ば

遠
思・つ
ひ・神

わ
が
大
王
の

行
幸
の

山
越
す
風
の

独
居
る

わ
が
衣
手
に

わ
が
下
ど
こ
ろ
（
一
・
五
）



軍
王
の
歌
は
長
歌
一
首
、
短
歌
一
首
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
長
歌
の
中
に
「
お
も
ふ
」
が
三
回
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
長
歌
を
反
復
口
請
し
て
み
る
と
、
後
半

に
三
回
た
て
つ
づ
に
で
て
く
る
「
お
も
ふ
」
と
い
う
言
葉
に
何
か
律
動
的
な
も
の
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
単
な
る
主
観
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
こ
の
こ
と
を
一
度
心
に
と
ど
め
て
読
ん
で
み
る
と
、
「
お
も
ふ
」
を
起
点
と
し
た
、
た
た
み
か
け
て
お
い
す
が
っ
て
く
る
よ
う
な
リ
ズ
ム
感
が
あ
る
乙

と
に
注
意
さ
れ
、

「
お
も
ふ
」
は
き
わ
め
て
効
果
的
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
三
つ
の
「
お
も
ふ
」
を
意
味
の
上
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
い
ず
れ

も
普
通
の
も
の
で
、

「
丈
夫
と
思
へ
る
」
と
い
う
い
い
方
も
、
う
れ
い
を
は
ら
す
と
い
う
意
味
の
「
思
ひ
遣
る
」
も
後
に
し
ば
し
ば
で
て
く
る
も
の
で
問
題
が

な
い
。
三
番
目
の
「
思
ひ
」
は
「
火
」
と
の
か
け
一
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
意
味
は
明
ら
か
に
愛
情
を
一
不
す
も
の
で
あ
り
、
そ
の
用
法
に

お
い
て
こ
そ
「
お
も
ふ
」
を
使
っ
て
調
子
の
上
で
の
巧
み
さ
は
あ
る
が
、
「
お
も
ふ
」
と
い
う
言
葉
の
内
容
自
体
に
そ
れ
ほ
ど
の
深
さ
は
な
い
と
い
う
べ
き
で

あ
る
。

結
論
的
に
い
う
と
人
麻
呂
は
「
お
も
ふ
」
と
い
う
言
葉
を
ご
く
普
通
の
意
味
で
し
か
使
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
か
れ
の
歌
全
体
に
「
お
も
ふ
」
は
数
多
く
で
-4-

柿
本
人
麻
目

て
く
る
の
で
、
い
は
ば
「
お
も
ふ
」
を
駆
使
し
た
と
で
も
い
え
る
の
は
あ
る
。
今
分
類
に
よ
っ
て
そ
の
用
法
を
示
す
と
次
の
如
く
に
な
る
。

「
見
む
と
思
へ
や
も
」
の
如
く
「
・
：
と
お
も
ふ
」
の
形
で
十
四
回
、

（
註
五
）

え
て
」
「
め
づ
ら
し
み
見
ふ
」
の
如
き
熟
合
動
詞
が
十
回
、
儀
礼
上
の
慣
用
的
用
法
と
み
ら
れ
る
「
い
か
さ
ま
に
お
も
ほ
し
け
め
か
（
思
ひ
を
れ
か
）
」
二
回
、

「
丈
夫
と
思
へ
る
」

「
古
思
ふ
」
「
逢
ひ
し
日
思
ほ
ゆ
」
の
類
が
四
回
、
「
思
ひ
し
な

愛
情
を
含
む
「
お
も
ふ
」
が
六
回
、
そ
の
他
五
回
、
全
部
で
使
用
回
数
は
四
十
一
で
あ
る
。
そ
の
他
五
回
と
い
う
の
は
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
て
い

る
わ
け
で
、
次
に
そ
れ
を
示
し
て
み
よ
う
。

・
・
・
春
烏
のさ
ま
よ
ひ
ぬ
れ
ば

嘆
も

い
ま
だ
過
ぎ
ぬ
に

憶
も
い
ま
だ
尽
き
ね
ば
（
憶
毛
未
不
尽
者
）

言
さ
へ
く

百
済
の
原
ゆ

神
葬
り

葬

り

ま
し

て

／『、

念・二
ひ・－
しー
妹九
が九

：
：
う
っ
せ
み
と

ほ
の
か
に
だ
に
も

見
え
ぬ
思
へ
ば
（
努
第
谷
裳
不
見
思
者
）（
一
了
二
一O
）

玉
か
ぎ
る

会
路
を
引
出
の
山
に
妹
を
置
き
て
山
路
念
ふ
に
生
け
る
と
も
な
し
（
二
・
二
一
五
）



－
－

E

ほ

稲
田
野
も
行
き
過
ぎ
が
て
に
思
へ
れ
ば
心
恋
し
き
可
古
の
島
見
ゆ
（
三
・
二
五
三
）

み
熊
野
の
浦
の
浜
木
綿
百
重
な
す
心
は
念
へ
ど
直
に
逢
は
ぬ
か
も
（
四
・
四
九
六
）

「
憶
も
い
ま
だ
尽
き
ね
ば
」
の
「
お
も
ふ
」
に
な
き
人
を
し
の
ぶ
追
憶
の
意
が
あ
る
と
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
必
ず
し
も
原
文
に
「
憶
」
が
使
つ
で

あ
る
か
ら
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
「
を
と
め
ら
が
袖
布
留
山
の
水
垣
の
久
し
き
時
ゆ
思
ひ
き
吾
は
（
憶
寸
吾
者
）
」
の
歌
は
相
聞
で
あ
り
、
と
の
「
憶
］

は
追
憶
で
は
な
い
。

「
見
え
ぬ
思
へ
ば
」
沢
潟
氏
の
寓
葉
集
注
釈
に
は
「
見
え
な
く
思
へ
ば
」
と
よ
ま
れ
て
い
る
。
乙
の
ほ
う
が
他
に
類
例
も
あ
り
、
一
般
的
で
あ
る
。
「
見
え

ぬ
思
へ
ば
」
と
い
う
の
は
こ
れ
一
例
し
か
な
い
。

「
山
路
思
ふ
に
」
沢
潟
氏
の
訓
釈
に
「
そ
の
引
手
の
山
の
山
路
を
思
ふ
に
、
の
意
。
前
の
「
山
路
を
行
け
ば
」
で
あ
れ
ば
作
者
が
そ
の
山
路
に
あ
る
事
が
明

ら
か
で
あ
る
が
、

「
思
ふ
に
」
で
は
作
者
の
位
置
が
明
ら
か
で
な
く
、
家
に
あ
っ
て
思
ひ
や
る
や
う
に
も
見
え
、
こ
れ
ま
た
前
者
の
切
実
さ
に
及
ば
な
い
」
と
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し
て
お
ら
れ
る
。
確
か
に
作
者
と
位
置
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
む
け
る
と
は
っ
き
り
し
な
い
乙
と
が
あ
る
。
し
か
し
今
「
お
も
ふ
」
と
い
う
乙
と
に
注
目
す
る

と
、
や
は
り
こ
の
言
葉
に
相
宮
の
重
み
が
あ
っ
て
、

「
山
路
を
ゆ
け
ば
」
と
は
簡
単
に
と
り
か
え
る
乙
と
を
許
さ
ぬ
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
行
き
す
ぎ
が
て
に
思
へ
れ
ば
」
普
通
に
「
行
き
す
ぎ
が
た
く
思
っ
て
い
る
と
、
可
古
の
島
も
見
え
る
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
沢
潟
氏
は
「
印
南
野
の
景

に
も
心
惹
か
れ
て
ゐ
る
に
又
前
方
に
は
ー
ー
と
い
ふ
意
で
あ
る
か
ら
逆
接
に
近
い
心
持
で
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
」
と
も
い
っ
て
お
ら
れ
る
。
印
南
野
と
可
古
島
の

（
註
六
）

対
立
と
と
も
に
、
「
お
も
ふ
」
と
「
見
ゆ
」
と
の
対
立
も
あ
っ
て
こ
の
歌
は
で
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

今
人
麻
巴
の
歌
の
中
で
も
、
そ
の
用
法
が
一
首
だ
け
に
限
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
が
、
案
外
に
「
お
も
ふ
」
と
い
う
言
葉
に
ウ
ェ
イ
ト

を
お
い
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
乙
れ
は
た
と
え
無
意
識
的
で
あ
っ
た
に
せ
よ
「
お
も
ふ
」
と
い
う
こ
と
に
深
く
か
か

わ
り
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
「
お
も
ふ
」
が
意
識
せ
ら
れ
、
歌
の
中
心
に
お
か
れ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に

は
、
ま
だ
ほ
ど
遠
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。



山
部
赤
人

赤
人
の
歌
で
「
お
も
ふ
」
の
で
て
く
る
歌
は
全
部
で
十
二
首
あ
る
。
前
記
の
分
類
に
な
ら
っ
て
列
挙
し
て
み
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

「
・
：
と
お
も
ふ
」
の
形

：
・
ま
た
も
蒔
か
む
と
ぞ
思
ふ
（
＝
了
三
八
四
）

・
：
見
せ
む
と
念
ひ
し
梅
の
花
：
・
（
八
・
一
四
二
六
）

名
詞
＋
「
お
も
ふ
」
の
形

：
・
突
の
み
し
泣
か
ゆ

・
：
家
念
は
ざ
ら
む
（
六
・
九
四
三
）

：
・
大
和
し
念
ほ
ゆ
（
＝
了
三
五
九
）

・
：
手
児
名
し
思
ほ
ゆ
（
＝
了
四
三
三
）

・
：
玉
藻
潮
干
満
ち
て
隠
ら
ひ
ゆ
か
ば
念
ほ
え
む
か
も
（
六
・
九
一
八
）

古
思
へ
ば
合
一
・
三
二
四
）
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他
の
動
詞
と
熟
合
し
た
形

・
：
立
つ
霧
の
念
ひ
過
ぐ
べ
き
恋
に
あ
ら
な
く
に
会
了
三
二
五
）

・
：
一
日
も
君
も
忘
れ
て
念
は
む
（
六
・
九
四
七
）

愛
情
の
意
味
を
も
っ
名
詞
と
し
て

・
：
念
ひ
ぞ
わ
が
す
る
逢
は
ぬ
児
ゆ
え
に
（
三
・
三
七
二
）

憶
ひ
ぞ
わ
が
来
る
（
憶
曽
吾
来
）
旅
の
け
長
み
（
六
・
九
四
二
）

・
・
・
隈
も
置
か
ず

最
後
に
若
干
問
題
に
な
る
も
の
と
し
て

歌
，思

辞
思
為
師
（
一
一
了
三
二
二
）
が
あ
る
。
こ
の
訓
は
、
武
田
氏
は
「
う
ち
し
の
び乙
と
し
の
び
せ
し
」
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
他
は
つ
っ
た
お
も
ひ

ζ
と
お
も
は
し
し
」
と
な
っ
て
い
る
。
後
者
の
場
合
は
「
お
も
ふ
」
は
工
夫
す
る
と
い
う
意
味
に
な
る
が
、
他
に
こ
の
よ
う
な
用
例
が
な
い
の
で
、
問
題
が
残



る
と
思
う
。

そ
乙
で
最
後
の
歌
は
別
と
し
て
も
、

一
般
的
に
赤
人
の
「
お
も
ふ
」
の
用
例
は
無
理
が
な
く
、
類
型
に
従
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
赤
人
の
明
る
さ
、
流

麗
と
し
た
清
澄
な
趣
の
理
由
と
し
て
言
葉
に
癖
の
な
い
乙
と
が
い
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
乙
の
乙
と
か
ら
も
肯
け
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

笠

金
村

金
村
の
歌
は
全
部
で
三
十
二
首
、
そ
の
中
で
「
お
も
ふ
」
の
で
て
く
る
歌
は
五
首
、
回
数
は
六
回
に
と
ど
ま
る
。
金
村
は
人
麻
目
、
赤
人
に
続
く
宮
廷
歌
人

の
一
人
で
あ
る
が
、
新
味
に
之
し
く
、
前
の
人
人
の
あ
と
を
追
う
に
す
ぎ
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、「
お
も
ふ
」
の
用
法
に
つ
い
て
も
、
と
り
た
て
て
新
奇

な
点
は
な
く
、
類
型
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
即
ち

：
・
草
枕
旅
を
よ
ろ
し
と
思
ひ
っ
つ
（
四
・
五
四
三
〉

：
・
会
が
家
な
る
尾
花
し
念
ほ
ゆ
（
八
・
一
五
三
三
）

：
・
む
つ
ま
し
み
吾
は
念
は
ず
（
四
・
五
四
三
〉

・
：
人
皆
の
念
ひ
や
す
み
て
（
六
・
九
二
八
〉

思
ひ
た
わ
み
て
（
六
・
九
三
五
）

わ
が
念
ふ
公
は
（
八
・
一
四
五
三
）
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・
・
・
手
弱
女
の

・
気
の
緒
に

こ
れ
を
見
て
も
わ
か
る
と
お
り
、

「
お
も
ふ
」
に
与
え
て
い
る
重
み
は
軽
い
も
の
で
あ
る
。
勿
論
金
村
は
高
葉
歌
人
と
し
て
き
わ
だ
っ
て
い
る
一
人
で
あ
る

が
、
他
を
追
随
し
た
と
い
わ
れ
る
理
由
の
一
つ
に
は
、
乙
う
し
た
一
つ
の
言
葉
に
対
し
て
も
心
の
乙
も
っ
た
深
み
を
与
え
る
乙
と
に
そ
れ
ほ
ど
成
功
し
て
い
な

い
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
新
し
い
、
奇
を
て
ら
っ
た
言
葉
を
使
う
必
要
は
な
い
が
、
あ
り
ふ
れ
た
言
葉
か
ら
も
新
し
い
心
は
感
ぜ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

し、
。



大
伴
旅
人

旅
人
の
歌
は
七
十
六
首
、
そ
の
中
「
お
も
ふ
」
の
で
て
く
る
歌
は
八
首
、
回
数
は
九
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
決
し
て
頻
度
は
高
い
と
い
え
な
い
。
今
そ
の
使

い
方
を
左
に
示
し
て
み
よ
う
。

浅
葉
原
つ
ば
ら
つ
ば
ら
に
も
の
念
へ
ば
故
り
に
し
郷
し
念
ほ
ゆ
る
か
も
合
一
・
三
三
三
）

験
な
き
物
を
念
は
ず
は
一
杯
の
濁
れ
る
酒
を
飲
む
べ
く
あ
る
ら
し
（
三
・
三
三
八
）

梅
の
花
夢
に
語
ら
く
み
や
び
た
る
花
と
王
口
念
ふ
酒
に
浮
べ
と
そ
（
五
・
八
五
二
）

若
年
魚
釣
る
松
浦
の
河
次
の
故
に
し
念
は
ば
わ
れ
恋
ひ
め
や
も
（
五
・
八
五
八
）

や
す
み
し
し
わ
が
大
王
の
食
す
国
は
大
和
も
此
処
も
同
じ
と
ぞ
念
ふ
（
六
・
九
五
六
）

大
和
道
の
吉
備
の
児
島
を
過
ぎ
て
行
か
ば
筑
紫
の
児
島
念
ほ
え
む
か
も
（
六
・
九
六
七
）

丈
夫
と
念
へ
る
吾
や
水
茎
の
水
域
の
上
に
涙
拭
は
む
（
六
・
九
六
八
）

沫
雪
の
ほ
ど
ろ
ほ
ど
ろ
に
降
り
敷
け
ば
平
城
の
京
し
念
ほ
ゆ
る
か
も
（
八
・
一
六
三
九
）
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初
め
の
二
首
を
除
い
て
他
の
も
の
は
い
ず
れ
も
前
述
の
類
型
的
な
用
法
で
あ
っ
て
、
歌
と
し
て
は
と
も
か
く
「
お
も
ふ
」
に
つ
い
て
は
問
題
が
な
い
で
あ
ろ

ぅ
。
し
た
が
っ
て
旅
人
の
「
お
も
ふ
」
に
特
色
の
あ
る
の
は
「
つ
ば
ら
つ
ば
ら
に
物
念
へ
ば
」
と
「
験
な
き
物
を
思
は
ず
は
」
で
あ
る
。
後
者
は
「
験
な
き
物

を
」
と
あ
る
の
で
一
応
「
お
も
ふ
」
の
志
向
す
る
意
味
内
容
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
初
め
の
「
っ
ぱ
ら
つ
ば
ら
に
物
念
へ
ば
」
は
問
題
と
な
る
。
下
句
の
「
故

り
に
し
郷
し
思
ほ
ゆ
る
か
も
」
と
対
比
し
て
考
え
る
と
、
上
句
で
は
物
お
も
い
と
い
う
一
つ
の
心
理
状
態
に
目
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
。

「
も
の
も
ふ
」
あ
る
い
は
「
も
の
お
も
ふ
」
と
い
う
い
い
方
は
、
用
例
を
調
べ
て
み
る
と
、
巻
十
、
十
一
に
多
く
、
相
聞
歌
に
使
わ
れ
た
場
合
が
多
い
。
し

か
も
「
も
の
も
ふ
」
は
恋
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
恋
に
よ
る

「
物
も
い
」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

つ
ま
り
そ
こ
に
は
一
つ
の
客
観
化
が
あ
る
と
い
え
よ

ぅ
。
前
記
の
諸
作
者
の
中
で
「
も
の
も
ふ
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
た
の
は
旅
人
を
始
め
と
し
て
、
大
伴
家
持
、
大
伴
池
主
及
び
笠
女
郎
の
み
で
他
の
作
者
に
は

ハ
註
七
）

な
く
、
乙
の
言
葉
の
特
殊
性
が
う
か
が
え
る
。
旅
人
の
歌
に
感
ぜ
ら
れ
る
自
己
を
突
放
し
た
よ
う
な
趣
は
、
そ
の
一
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
、
と
の
「
も
の
も



ふ
」
の
も
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

山
上
憶
良

憶
良
の
歌
は
総
数
七
十
二
首
、

「
お
も
ふ
」
の
で
て
く
る
の
は
十
二
首
、
十
五
回
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
今
ま
で
の
分
類
法
に
よ
っ
て
わ
け
で
み
る
と
、
一寸

と
お
も
ふ
」
の
よ
う
に
「
お
も
ふ
」
の
内
零
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
が
六
回
、

「
・
：
お
も
ほ
ゆ
」
の
形
を
も
ち
、「
お
も
ふ
」
の
志
向
す
る
対
象
が
示
さ

れ
て
い
る
の
が
二
回
、

「
お
も
ひ
わ
づ
ら
ひ
」

（
五
・
八
九
七
）
、
「
お
も
ひ
た
の
む
」（
五
・
九O
四
）
の
如
き
熟
合
動
詞
が
二
回
、
ま
た
成
句
と
し
て
用
い

ら
れ
、

「
期
待
し
な
い
の
に
」
と
い
う
意
味
の
「
心
ゆ
も
思
は
ぬ
聞
に
」
（
五
・
七
九
四
）
、「
思
は
ぬ
に
」
（
五
・
九O
四
）
及
び
「
思
ふ
そ
ら
」
〆回、、

八

五
二
O
）
と
い
う
の
が
あ
る
。
し
か
し
こ
の
ほ
か
に
既
述
の
分
類
法
に
よ
ら
ず
憶
良
が
独
特
の
意
味
を
含
め
な
が
ら
使
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
も
の
と
し

て
次
の
二
首
が
あ
る
。

お
の
が
身
し

い
た
ほ
し
け
れ
ば

宝
枠
の

道
の
隈
廻
に

草
手
折
り

柴
取
り
敷
き
て

と
け
じ
も
の

う
ち
臥
伏
し
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思・う
ひ・ち

思・つ日
ひ・っさ
っす
っ語

り
ひ
居
れ
ど

宮
へ
上
る
と

た
ら
ち
し
ゃ

母
が
手
離
れ

常
知
ら
ぬ

国
の
奥
処
を

百
重
山

越
え
て
過
ぎ
行
き

何
時
し
か
も

京
師
を
見
む
と

て

歎
き
ふ
せ
ら
く

国
に
あ
ム
ば

父
1
f，
り
見
ま
し

家
に
あ
ら
ば

母
と
り
見
ま
し

世
間
は

か
く
の
み
な
ら
し

狗
じ
も
の

道
に

命
過
ぎ
な
む
（
五
・
八
八
六
）

荒
雄
ら
は
妻
子
の
産
業
を
ば
思
は
ず
ろ
年
の
八
歳
を
待
て
ど
来
ま
さ
ず
（
十
六
・
三
八
六
五
）

臥
し
て
や

あ
と
の
歌
は
特
殊
の
表
現
が
使
つ
で
あ
る
が
、
意
味
上
か
ら
は
「
妻
子
の
産
業
を
」
と
あ
っ
て
「
お
も
ふ
」
の
目
的
語
が
明
ら
か
に
指
示
さ
れ
て
い
る
。
乙

れ
に
対
し
て
前
の
歌
は
問
題
と
な
る
「
お
も
ふ
」
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
対
象
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
武
田
氏
の
全
註
釈
で
は
「
・
：
道
路
の
す
み

に
草
を
積
み
木
の
枝
を
敷
い
て
、
床
の
よ
う
に
し
て
こ
ろ
げ
伏
し
て
、
思
い
つ
つ
嘆
息
し
て
横
た
わ
っ
て
国
に
い
た
ら
父
が
見
て
く
れ
る
だ
ろ
う
、
家
に
い
た

ら
・
：
」
と
あ
り
、
沢
潟
氏
の
寓
葉
集
注
釈
に
よ
れ
ば
「
伏
し
な
が
ら
歎
き
思
ふ
に
は
」
と
な
っ
て
、
そ
れ
以
下
の
句
を
内
容
と
し
て
’
つ
け
て
い
る
乙
と
は
は
っ

き
り
さ
せ
て
い
る
。

日
本
古
典
文
学
大
系
の
高
葉
集
の
頭
註
も
沢
潟
氏
と
同
じ
で
あ
り
、訳
と
し
て
は
大
体
と
と
に
お
ち
つ
く
の
で
あ
ろ
う
が
、
今
「
お
も



ふ
」
そ
れ
自
体
を
考
え
て
み
る
と
、
憶
良
の
場
合
旅
人
の
よ
う
に
「
お
も
ふ
」
と
い
う
心
理
作
用
を
客
観
化
し
て
「
思
ひ
つ
つ
」
と
観
照
し
た
と
い
う
こ
と
で
・

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
乙
ま
で
「
お
も
ふ
」
を
つ
っ
こ
ん
で
反
省
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
ら
に
憶
良
の
作
歌
の
限
界
も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

大
伴
坂
上
郎
女

坂
上
郎
女
は
旅
人
の
妹
に
あ
た
る
が
、
家
持
に
と
っ
て
は
叔
母
で
も
あ
り
、
姑
で
も
あ
る
。
大
伴
一
族
の
う
ち
で
は
家
持
に
つ
い
で
多
く
の
歌
を
寓
葉
集
に

残
し
八
十
四
首
を
数
え
る
。
郎
女
の
歌
に
は
「
お
も
ふ
」
が
で
て
く
る
歌
は
二
十
一
首
で
、
総
数
と
の
割
合
は
人
麻
呂
に
つ
い
で
多
い
。
ま
た
女
性
の
歌
と
し

巻
四
の
六
一
九
の
長
歌
、
六
二
O
の
反
歌
に
怨
恨
の
意
の
「
お
も
ふ
」
が
あ
る

が
、
乙
れ
は
愛
情
が
別
の
方
向
に
働
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
郎
女
の
性
格
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
今
解
釈
上
問
題
に
な
る
歌
と
し

て
愛
情
の
意
を
こ
め
た
「
お
も
ふ
」
が
多
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

て
巻
四
の
七
六
一
が
あ
る
。

よ
し

早
河
の
瀬
に
居
る
烏
の
縁
を
無
み
念
ひ
て
あ
り
し
わ
が
児
は
も
あ
は
れ
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訓
の
上
で
は
諸
注
釈
に
相
異
は
な
い
が
、
解
釈
上
に
問
題
が
あ
る
。
日
本
古
典
文
学
大
系
の
頭
註
に
よ
る
と
、「
〔
大
意
〕
早
い
流
れ
の
河
の
瀬
に
い
る
烏

の
と
ま
る
所
が
無
い
よ
う
に
、
た
よ
る
所
が
な
さ
そ
う
な
様
子
を
し
て
い
た
わ
が
児
が
、
重
く
心
に
か
か
る
。O別
解
。
早
河
の
瀬
に
い
る
烏
の
よ
う
に
、
た

よ
る
所
が
な
い
の
で
、
も
の
思
い
し
て
い
た
わ
が
子
よ
。
」
と
な
っ
て
い
て
問
題
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。

乙
の
相
異
は
結
局
「
縁
を
無
み
念
ひ
て
あ
り
し
」
の
「
な
み
お
も
ふ
」
を
熟
合
動
調
の
一
種
と
し
て
と
る
か
、
あ
る
い
は
「
よ
し
を
な
み
」
と
「
念
ひ
て
あ
り

し
」
を
わ
け
で
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
。
前
者
の
場
合
「
早
河
の
瀬
に
い
る
烏
の
よ
う
に
、
縁
が
な
い
と
思
っ
て
い
た
自
分
の
子
は
ま
あ
・
：

・
：
」
と
な
り
、
後
者
は
「
早
河
の
瀬
に
い
る
烏
の
よ
う
に
、
縁
が
な
い
の
で
、
物
思
い
し
て
い
た
自
分
の
子
は
ま
あ
」
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
な
み
お
も
ふ
」

と
い
う
用
例
は
他
に
な
く
こ
れ
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
で
は
歌
自
体
も
平
凡
な
趣
に
な
っ
て
し
ま
う
。
乙
の
点
「
よ
し
を
な
み
、
思
ひ
て
あ
り
し
」
と
す
る

ほ
う
が
「
お
も
ふ
」
に
重
み
が
か
か
っ
て
く
る
の
で
手
ご
た
え
が
あ
る
。
旅
人
の
妹
、
家
持
の
叔
母
で
あ
り
、
姑
で
あ
る
坂
上
郎
女
と
し
て
は
む
し
ろ
適
当
と

さ
へ
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
ほ
か
に
こ
の
よ
う
な
客
観
的
な
「
お
も
ふ
」
と
い
う
心
理
作
用
に
著
目
し
た
歌
が
な
く
、
ま
た
女
性
の
歌
と
し
て
そ
乙
ま
で



期
待
で
き
な
い
と
な
る
と
、
問
題
は
再
び
出
発
点
に
戻
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

大
伴
家
持

家
持
の
歌
は
高
葉
集
の
殆
ど
四
分
の
一
を
占
め
、
更
に
「
お
も
ふ
」
と
い
う
言
葉
の
で
て
く
る
歌
は
九
十
九
首
、
回
数
に
し
て
百
十
三
回
に
及
ぶ
こ
と
は
前

表
の
通
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
使
用
法
も
極
め
て
変
化
に
富
み
、
百
花
練
乱
の
趣
が
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
勿
論
前
述
の
作
者
達
の
用
い
た
一
般
的
な

形
は
家
持
に
も
多
く
、
例
え
ば
「
：
・
と
お
も
ふ
」
十
七
回
、
「
・
：
お
も
ほ
ゆ
」
九
回
、
熟
合
動
詞
十
四
回
、
ま
た
愛
情
を
含
め
た
意
味
を
も
っ
「
お
も
ふ
」
に

至
っ
て
は
半
数
近
く
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
家
持
の
歌
の
特
徴
を
か
も
し
だ
す
「
お
も
ふ
」
は
乙
れ
ら
の
形
に
よ
っ
て
は
十
分
に
表
現
さ
れ
て
い
な
い
。
家

持
の
「
お
も
ふ
」
は
そ
れ
自
体
に
ウ
ェ
イ
ト
の
か
か
っ
た
、
反
省
的
な
客
観
視
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
旅
人
の
歌
に
片
鱗
が
う
か
が
わ
れ
、
ま
た
解
釈

に
よ
っ
て
は
坂
上
郎
女
に
も
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
家
持
に
至
っ
て
明
瞭
に
認
め
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
詳
述
し
て
み
よ

，
っ
。
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「
：
・
と
お
も
ふ
」
と
い
う
形
で
「
お
も
ふ
」
が
使
わ
れ
る
場
合
、「
お
も
ふ
」
の
志
向
し
て
い
る
も
の
で
明
記
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
対
象
が
直
接
問
題
で
あ

っ
て
、

「
お
も
ふ
」
自
体
は
未
だ
そ
れ
ほ
ど
反
省
さ
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
は
「
お
も
ふ
」
の
用
法
の
中
で
最
も
無
理
が
な
い
も
の
で
、
沢
山
の

例
が
見
出
さ
れ
る
。
他
の
作
者
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
家
持
の
場
合
に
も
こ
の
形
を
使
っ
た
例
は
最
も
多
い
。
し
か
し
皆
同
じ
味
わ
い
が
あ
る

と
は
い
え
ず
、
そ
こ
に
い
く
ら
か
の
違
い
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

相
み
て
は
須
曳
恋
は
和
ぎ
む
か
と
念
へ
ど
い
よ
よ
恋
ひ
ま
さ
り
け
り
（
四
・
七
五
三
）

愛
す
る
も
の
を
眼
の
前
に
す
れ
ば
、
焼
け
る
よ
う
な
恋
心
は
和
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
し
ら
と
思
う
も
の
、
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
い
よ
よ
蛾
烈
に
な
る
恋
の

情
で
あ
る
こ
と
よ
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
場
合
の
「
お
も
ふ
」
は
そ
れ
ほ
ど
の
重
み
は
な
く
、

「
ち
ら
つ
と
思
っ
て
は
み
る
の
だ
け
れ
ど
」

と
い
う
程
度
で
あ
る
。
し
か
し

今
更
に
妹
に
逢
は
め
や
と
念
へ
か
も
こ
こ
だ
わ
が
胸
お
ほ
ほ
し
か
ら
む
（
四
・
六
一
一
）



と
い
う
歌
に
な
る
と
「
お
も
ふ
」
の
重
み
は
よ
ほ
ど
異
る
。
と
の
歌
は
「
胸
の
う
っ
と
う
し
さ
の
原
因
は
、
妹
に
も
う
あ
う
と
と
も
あ
る
ま
い
と
思
う
乙
と
に

よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
胸
の
中
の
う
っ
と
う
し
さ
を
直
接
妹
に
あ
え
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
け
ず
、
そ
う
思
う
か
ら

う
っ
と
う
し
い
の
か
と
「
お
も
ふ
」
と
「
う
っ
と
う
し
さ
」
と
の
関
係
を
疑
問
視
し
て
い
る
と
乙
ろ
に
作
歌
の
基
盤
が
あ
る
。

ふ
」
を
聞
に
は
さ
む
こ
と
に
よ
り
、
効
果
的
に
人
の
心
に
う
っ
た
え
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

す
な
わ
ち
乙
の
歌
は
「
お
も

更
に
「
お
も
ふ
」
が
他
の
動
詞
と
結
び
つ
い
て
使
わ
れ
る
乙
と
が
あ
る
。
例
え
ば
「
お
も
ひ
す
ぐ
」

「
お
も
ひ
こ
ふ
」
「
お
も
ひ
わ
た
る
」
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。
乙
れ
ら
は
「
お
も
ふ
」
の
内
容
を
分
析
し
て
把
え
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
た
だ
形
式
的
に
「
お
も
ふ
」
の
種
類
を
示
し
て
い
る
ば

か
り
で
な
く
、
更
に
内
容
に
も
た
ち
い
っ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
時
は
一
つ
の
動
詞
と
し
て
印
象
さ
れ
る
。
例
え
ば
「
思
ひ
出
づ
」

「
思
ひ
や
る
」
の
如

き
で
あ
り
、
二
つ
の
言
葉
の
単
な
る
接
合
で
は
な
い
。
乙
れ
に
対
し
て
「
お
も
ふ
」
の
特
殊
化
と
し
て
他
の
言
葉
を
加
え
た
と
解
さ
れ
る
も
の
は
「
う
れ
し
み

思
ふ
」

「
か
な
し
み
思
ふ
」
「
忘
れ
て
思
ふ
」
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
家
持
の
場
合
乙
の
形
は
少
い
。
「
忘
れ
て
思
ふ
」
が
三
回
あ
る
の
み
で
あ
る
。

「
お
も
ふ
」
が
対
人
関
係
、
特
に
愛
情
を
示
す
場
合
が
多
い
の
は
前
述
の
作
者
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
る
と
と
ろ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
相
手
が
は
っ
き
り
記
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れ
て
い
る
乙
と
も
あ
り
、
し
か
ら
ざ
る
こ
と
も
あ
る
の
は
諸
例
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
時
で
も
そ
の
愛
情
を
む
け
る
相
手
が
志
向
さ
れ
、
意

識
さ
れ
て
い
て
、
愛
す
る
思
い
そ
れ
自
体
が
ど
う
の
と
う
の
と
い
う
歌
は
な
い
。
そ
れ
故
「
お
も
ふ
」
の
内
容
と
い
う
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
自
己
反
省
的
な
も

の
で
は
な
く
直
情
を
示
す
単
純
な
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

次
に
「
お
も
ふ
」
と
い
う
乙
と
が
、
そ
の
内
容
と
と
も
に
一
つ
の
心
理
作
用
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
過
程
と
し
て
、
名
詞
化
さ
れ
た
「
お
も
ひ
」

に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
初
め
に
そ
の
「
お
も
ふ
」
対
象
が
明
ら
か
で
、
愛
情
を
示
す
「
か
た
も
ひ
」「
か
た
お
も
ひ
」
に
つ
い
て
調
べ
る
と
、
高
葉
集
中

十
一
回
用
い
ら
れ
て
い
る
う
ち
で
、
巻
十
、
十
一
、
十
二
の
相
聞
歌
集
に
あ
る
ほ
か
は
、
家
持
及
び
そ
の
周
辺
の
人
人
で
半
分
を
占
め
て
い
る
。
同
様
な
乙
と

が
「
し
た
も
ひ
」

「
し
た
お
も
ひ
」
・
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
す
な
わ
ち
家
持
、
池
主
に
各
一
首
あ
り
、
そ
の
他
の
二
首
は
巻
十
一
、
十
こ
か
ら
で

あ
る
。
更
に
こ
の
こ
と
は
「
お
も
ひ
」
と
い
う
よ
り
一
般
的
な
言
葉
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
全
部
で
二
十
三
回
使
わ
れ
て
い
る
う
ち
、
軍
王
、
人
麻
呂
、
赤

人
に
各
一
回
と
な
っ
て
い
る
ほ
か
は
、
家
持
の
歌
に
九
回
、
家
持
周
辺
の
人
と
し
て
書
持
、
坂
上
郎
女
、
笠
女
郎
に
あ
わ
せ
て
五
回
、
同
時
代
の
人
に
三
回
、

そ
し
て
そ
の
他
は
巻
十
、
十
一
、
十
二
に
各
一
回
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
考
え
て
、

「
お
も
ひ
」
と
い
う
名
詞
形
は
後
期
蔦
葉
時
代
に
入
っ
て
か
ら
使
用



さ
れ
だ
し
た
と
い
う
こ
と
は
な
い
が
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
こ
の
言
葉
に
対
す
る
傾
向
は
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
乙
の
傾
向
と
は
名
詞
と
し
て
使
用
す
る
こ

と
に
よ
る
「
お
も
ふ
」
の
抽
象
化
で
あ
り
、

「
お
も
ふ
」
と
い
う
心
理
作
用
が
客
観
視
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
次
の
家
持
の
歌
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。

う
っ
せ
み
は

恋
を
繁
み
と

春
ま
け
て

念
繁
け
ば

引
き
撃
ぢ
て

振
を

屋
戸
に
引
き
植
ゑ
て

見
る
毎
に

念・折
はり
止も
ま折
ずら

ず
も

見
る
毎
に

情
和
ぎ
む
と

繁
山
の

難
辺
に
生
ふ
る

山

朝
露
に

山
吹
を
屋
戸
に
植
ゑ
て
は
見
る
毎
に
念
は
止
ま
ず
恋
乙
そ
益
れ
（
十
九
・
四
一
八
六
）

つ
ま
り
こ
こ
で
は
「
お
も
ひ
」
と
「
こ
ひ
」
と
が
組
み
合
わ
せ
ら
れ
、
し
か
も
同
一
長
歌
の
前
後
に
二
回
使
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
歌
を
構
成
し
て
い
る
。
明

（
註
八
〉

ら
か
に
家
持
の
技
巧
で
あ
る
が
、
そ
と
に
は
「
お
も
ひ
」
と
い
う
心
理
作
用
の
客
観
化
は
も
と
よ
り
さ
ら
に
言
葉
と
し
て
の
抽
象
観
念
化
に
ま
で
っ
き
す
す
ん

に
ほ
へ
る
花
を

恋
し
繁
し
も
（
十
九
・
四
一
八
五
）

で
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

乙
れ
ま
で
述
べ
た
種
々
の
「
お
も
ふ
」
の
型
は
、
他
の
作
者
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
時
代
を
経
る
に
つ
れ
て
変
化
が
あ
り
、
家
持
に
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至
っ
て
は
明
ら
か
に
「
お
も
ふ
」
に
も
ら
れ
る
意
味
内
容
に
深
い
陰
影
が
感
ぜ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
「
お
も
ふ
」
と
い
う
心
理
作
用
が
志
向
す
る

対
象
よ
り
も
、
む
し
ろ
「
お
も
ふ
」
と
い
う
作
用
そ
の
も
の
に
歌
の
主
題
が
む
け
ら
れ
て
ゆ
く
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
万
葉
後
期
を
代
表
す
る
家
持
の

一
つ
の
特
色
は
こ
の
線
に
そ
っ
て
考
え
る
と
と
が
で
き
、
特
に
巻
十
九
の
最
後
の
歌
に
結
実
し
て
い
る
。

う
ら
う
ら
に
照
れ
る
春
日
に
雲
雀
あ
が
り
情
悲
し
も
独
し
念
へ
ば
（
十
九
・
四
二
九
二
）

乙
の
歌
の
中
で
「
お
も
ふ
」
は
主
役
で
あ
る
。
何
故
人
は
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
、
思
わ
ず
し
て
過
す
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
乙
と
を
一
方
に

ふ
ま
え
な
が
ら
、

「
お
も
ふ
」
乙
と
の
感
傷
を
歌
い
あ
げ
る
わ
け
で
あ
る
。「
お
も
ふ
」
と
い
う
心
理
作
用
に
著
目
す
る
こ
と
か
ら
、
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
と

い
う
必
然
性
に
人
を
導
き
、
更
に
こ
の
よ
う
に
思
わ
す
何
も
の
か
と
の
対
決
に
人
を
ひ
っ
ぱ
り
こ
ん
で
ゆ
く
。
そ
し
て
乙
れ
が
環
境
と
か
地
位
と
い
っ
た
単
な

「
ひ
と
り
念
へ
ば
」
と
い
う
の
は
こ
う
し
た
家
持
の
心
中
の
表

現
で
あ
る
。
周
囲
の
事
情
が
こ
の
歌
を
つ
く
ら
せ
た
と
い
え
ば
歌
の
意
に
反
す
る
。
む
し
ろ
人
周
の
成
長
過
程
に
お
け
る
自
己
と
の
対
決
が
万
葉
集
歌
人
家
持

る
歴
史
的
背
景
の
よ
う
な
も
の
に
還
元
し
え
な
い
時
、
人
は
自
分
自
身
に
直
面
さ
や
ら
れ
る
。

に
示
さ
れ
た
と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。



大
伴
書
持

家
持
の
弟
書
持
の
歌
は
万
葉
集
中
に
十
三
首
あ
る
の
み
で
、
し
か
も
「
お
も
ふ
」
を
使
っ
て
い
る
歌
は
次
の
二
首
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
家
持
の
周
辺
の
人

と
し
て
や
は
り
あ
げ
る
べ
き
人
で
あ
り
、
そ
の
上
今
ま
で
問
題
と
し
て
き
た
点
に
つ
い
て
考
え
る
べ
き
も
の
が
あ
る
。

長
さ
程
を
ひ
と
り
や
ね
む
と
君
が
い
へ
ば
過
ぎ
に
し
人
の
念
ほ
ゆ
ら
く
に
（
一
一
了
四
六
三
）

遊
ぶ
内
の
楽
し
き
庭
に
梅
柳
折
り
か
ざ
し
て
ば
念
ひ
無
み
か
も
（
十
七
・
三
九
O
五
）

前
の
歌
は
家
持
の
亡
妾
の
歌
に
和
う
る
歌
で
あ
っ
て
「
お
も
ふ
」
の
使
い
方
も
普
通
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
の
歌
の
「
念
ひ
な
み
か
も
」
の

「
お
も
ひ
」
は
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
を
も
っ
て
い
る
。
二
三
の
註
釈
に
あ
た
っ
て
み
る
と

武
田
氏
〔
釈
〕
意
毛
比
奈
美
可
毛
、

が
、
乙
の
形
の
ま
ま
で
文
を
終
止
す
る
も
の
で
あ
る
。
思
い
が
無
く
て
か
あ
る
だ
ろ
う
の
意
。
乙
の
思
ヒ
無
ミ
は
、
思
い
が
無
い
の
で
で
は
な
く
、
動
詞
無

万
葉
集
全
詮
釈

〔
訳
〕
思
い
が
な
い
こ
と
だ
ろ
う
な
あ
。

乙
の
下
に
、
ア
ラ
ム
の
却
さ
語
を
省
略
し
た
意
で
あ
る

O
思
ひ
無
み
か
も
l
l

物
思
い
が
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
表
現
不
足
の
句
。

乙
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
大
体
さ
し
た
る
意
見
の
相
異
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
前
述
し
た
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
「
お
も
ひ
」
が
歌
の
中
で
意
味
上
に
大

日
本
古
典
文
学
大
系
本
万
葉
集
の
頭
註
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ミ
で
、
連
用
形
と
見
ら
れ
る
。

き
な
比
重
を
も
っ
と
考
え
て
み
る
と
、

「
念
ひ
無
み
」
は
「
遊
ぶ
内
の
楽
し
き
庭
に
梅
柳
折
り
か
ざ
し
て
ば
」
と
な
ら
べ
て
十
分
な
重
み
を
も
ち
、
む
し
ろ
歌

を
完
結
さ
せ
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
お
も
ひ
」
が
抽
象
さ
れ
て
独
立
し
た
こ
と
に
よ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
と

思
う
。
乙
の
独
立
し
た
抽
象
性
を
家
持
の
側
近
中
の
側
近
で
あ
り
、
か
れ
の
越
中
守
時
代
の
作
歌
に
お
い
て
忘
れ
る
乙
と
の
で
き
な
い
大
伴
池
主
の
歌
に
よ
っ

て
更
に
確
め
て
み
よ
う
。

大
伴
池
主

池
主
の
歌
は
巻
八
に
一
首
、
巻
十
七
に
十
六
首
、
巻
十
八
に
八
首
、
巻
二
十
に
ニ
首
、
計
二
十
七
首
と
な
っ
て
お
り
、
万
葉
集
作
者
の
中
で
も
数
の
多
い
ほ

う
に
い
れ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
特
に
そ
の
歌
の
各
巻
に
お
け
る
分
布
か
ら
み
て
、
家
持
の
側
に
あ
り
、
家
持
に
つ
い
て
歌
を
作
っ
た
場
合
が
多
い
乙
と
が
わ



か
る
か
そ
れ
故
家
持
の
特
色
を
側
面
か
ら
・
つ
つ
し
だ
し
て
い
る
と
い
う
乙
と
が
い
え
よ
う
。
今
乙
こ
で
と
り
あ
げ
て
み
た
い
の
は
次
の
歌
で
あ
る
島

何
か
も
の
念
ふ

息
づ
き
渡
り

山
下・野
念・障
よら
ず

天
離
る

都
も
治
む
る

丈
夫
や

あ
を
に
よ
し

奈
良
路
来
通
ふ

玉
梓
の

大
王
の

命
か
し
こ
み

あ
し
ひ
き
の

使
絶
え
め
や

寵
り
恋
ひ

嘆
か
ふ
わ
が
夫

古
ゆ

言
ひ
継
ぎ
来
ら
し

世
の
中
は

数
な
き
も
の
ぞ

慰
む
る

事
も
あ
ら

む
と

里
人
の

山
傍
に
は

桜
花
散
り

貌
烏
の

聞
な
く
し
ば
鳴
く

春
の
野
に

董
を
摘
む
と

事
は
た
な
ゆ
ひ
（
十
七
・
三
九
七
三
）

白
拷
の

袖
折
り
反
し

紅
の

吾
に
告
ぐ
ら
く

嬢
子
ら
は
念
ひ
乱
れ
て
君
待
っ
と
う
ら
恋
す
な
り
心
ぐ
し

山
吹
は
日
に
日
に
咲
き
ぬ
愛
し
と
我
が
念
ふ
君
は
し
く
し
く
念
ほ
ゆ
ハ
十
七
・
三
九
七
四
）

い
ざ
見
に
行
か
な

赤
裳
裾
引
き

池
主
の
歌
で
「
お
も
ふ
」
が
で
て
く
る
の
は
十
三
首
十
七
回
で
あ
る
が
、
乙
こ
に
引
用
し
た
二
首
の
な
か
に
五
回
を
数
え
て
い
る
。「
下
念
」
「
念
ひ
乱
れ

て
」

「
我
が
念
ふ
」

「
念
ほ
ゆ
」
は
だ
い
た
い
に
お
い
て
愛
情
あ
る
い
は
愛
情
を
含
む
「
お
も
ふ
」
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
丈
夫
や
何
か
も
の
念

ふ
」
は
問
題
に
な
る
言
葉
で
あ
る
。
乙
の
丈
夫
は
い
う
ま
で
も
な
く
家
持
で
あ
る
が
、
家
持
の
「
も
の
念
ふ
」
は
決
し
て
異
性
に
対
す
る
愛
情
で
は
な
い
。
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た
そ
う
で
な
い
か
ら
乙
そ
池
主
は
異
性
に
関
心
を
む
け
さ
せ
、
愛
情
を
誘
発
し
促
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
何
か
憂
悶
に
関
さ
れ
た
家
持
の
心
情
を
思
い
や
っ
て

の
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
「
丈
夫
や
何
か
も
の
念
ふ
」
と
い
う
時
、
そ
こ
に
は
「
お
も
ひ
」
に
ひ
き
乙
ま
れ
た
家
持
の
姿
が
あ
り
、
七
年
の
年
月
を
隔
て

て
は
い
る
が
、
後
年
の
家
持
の
前
掲
作
「
う
ら
う
ら
と
照
れ
る
春
日
に
雲
雀
あ
が
り
情
悲
し
も
独
し
念
へ
ば
」
の
背
景
を
な
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
以
上
「
お
も
ふ
」
と
い
う
言
葉
を
材
料
と
し
て
、
万
葉
時
代
に
一
つ
の
流
れ
が
あ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
、
そ
れ
は
作
者
の
心
理
が
外
の
対
象
に
む
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
次
第
に
内
の
対
象
に
む
か
う
よ
う
に
変
っ
て
ゆ
く
乙
と
で
あ
る
と
結
論
し
て
み
た
。
勿
論
後
期
の
万
葉
時
代
は
必
然
的
に
大
伴
家
持
及
び
そ

の
周
辺
の
人
人
を
も
っ
て
代
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
大
伴
家
中
心
の
議
論
に
な
り
、
そ
こ
に
こ
の
時
代
す
べ
て
の
傾
向
を
い
う
た
め
に
は
限
界
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
万
葉
集
が
こ
の
時
代
の
中
心
的
文
学
で
あ
る
と
い
う
乙
と
に
な
れ
ば
こ
の
推
定
も
理
由
あ
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

註

ζ

の
数
の
中
に
は
「
或
云
」
「
一
云
」
と
し
て
あ
げ
て
い
る
歌
も
含
め
て
あ
る
。



註
ニ
武
田
祐
吉
氏
の
「
時
代
順
作
者
人
名
録
」
に
し
た
が
っ
て
近
江
時
代
以
前
に
記
さ
れ
て
い
る
作
者
の
中
、

の
通
り
で
あ
る
。
（
括
孤
内
は
上
が
総
歌
数
、
下
が
「
お
も
ふ
」
の
で
て
く
る
歌
の
数
〉

木
梨
之
軽
太
子
（
一
、
一
〉
、
岡
本
天
皇
（
四
、
一
〉
、
軍
王
（
二
、
一
）
、
倭
大
后
（
四
、
二
）
、
鏡
王
女
（
五
、
一
〉
、
額
田
玉
（
一
三
、
一
〉
、
巨
勢
郎
女
（
一
、
一
）

註
三
中
二
首
は
重
出
し
て
い
る
。
（
四
八
八H

一
六O
六
、
四
八
九
日
一
六
O
七
）

註
四
歌
の
引
用
は
す
べ
て
武
田
祐
吉
氏
の
訓
を
拝
借
し
た
。

註
五
山
田
孝
雄
氏
「
奈
良
朝
文
法
史
」
の
用
語
に
よ
る
。

註
六
「
心
恋
し
き
」
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
と
の
歌
は
二
つ
の
対
立
を
う
た
っ
た
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
三
段
の
心
理
過
程
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ

ち
初
め
に
心
恋
し
く
待
ち
望
ん
で
い
た
可
古
島
が
あ
り
、
そ
こ
に
印
南
野
が
あ
ら
わ
れ
、
そ
し
て
再
び
可
古
島
に
思
い
が
か
え
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

註
七
「
も
の
も
ふ
」
「
も
の
を
お
も
ふ
」
「
も
の
も
ひ
」
の
如
き
用
例
は
五
十
一
あ
り
、
作
者
の
明
ら
か
な
の
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
（
括
孤
内
は
そ
の
用
例
を
示
す
）

弓
削
皇
子
（
一
〉
、
三
方
沙
弥
つ
一
〉
、
得
名
部
皇
女
（
一
）
、
田
口
益
人
（
一
）
、
安
倍
女
郎
（
一
〉
、
大
伴
旅
人
（
二
）
、
阿
部
継
麻
呂
（
一
）
、
中
臣
宅
守
（
五
〉
、
小
治

田
広
耳
（
一
）
、
大
伴
家
持
〈
三
）
、
笠
女
郎
（
一
て
山
口
女
王
（
一
）
、
大
神
女
郎
（
一
）
、
文
馬
養
（
一
）
、
大
伴
池
主
（
一
）

ζ

の
中
笠
女
郎
、
山
口
女
王
、
大
神
女
郎
の
歌
は
い
ず
れ
も
家
持
に
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
。

註
八
「
お
も
ふ
」
と
「
乙
ふ
」
と
を
あ
わ
せ
用
い
る
例
は
家
持
に
顕
著
で
あ
る
。
例
え
ば

六
八
二
、
七
ニ
二
、
一
ニ
九
六
二
、
四OO
六
。

「
お
も
ふ
」
を
何
か
の
形
で
用
い
て
作
歌
し
て
い
る
も
の
は
次
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