
持
主
で
あ
る
こ
と
に
、
あ
る
程
度
満
た
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ
う

い
う
彼
の
好
み
か
ら
し
て
、
容
易
に
想
像
さ
れ
る
こ
と
は
、
お
種
の

よ
う
な
女
性
を
忌
み
嫌
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う

い
う
、
彼
の
私
的
な
好
悪
が
、
は
か
ら
す
も
、
新
し
い
時
代
の
女
性

を
批
判
す
る
下
地
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
悲
劇
に
ま
で
お
と
し
て
み
せ

る
こ
と
に
も
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。
「
妹
と
背
か
が
み
」
の
女
主
人

公
お
辻
が
無
教
養
の
故
に
、
悲
劇
的
な
結
末
を
み
せ
た
の
と
、
全
く

反
対
の
結
果
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
の
点
に
も
、
人
生
探
求
の

作
品
と
、
風
俗
描
写
の
作
品
と
の
相
違
を
発
見
で
き
る
と
思
う
。

以
上
の
よ
う
に
「
細
君
」
は
、
当
時
の
風
俗
の
悲
劇
的
な
面
を
写

実
し
た
も
の
で
、
時
代
の
新
し
い
問
題
で
あ
っ
た
婦
人
問
題
に
取
材

し
な
が
ら
、
積
極
的
に
そ
の
間
題
に
解
答
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、

た
だ
男
の
側
の
醜
さ
を
描
く
に
止
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
作
品
の
テ
ー
マ
を
、
女
性
の
立
場
の
弱
き
に
、
集
中
す
る

こ
と
が
で
き
ず
に
、
逆
に
こ
の
よ
う
な
悲
劇
を
あ
ら
し
め
得
る
も
の

と
し
て
、
半
可
通
の
新
女
性
を
冷
酷
に
指
さ
ず
す
め
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
こ
の
作
品
の
よ
さ
は
、
や
は
り
当
時
の
時
代
の
新

し
い
タ
イ
プ
の
男
女
を
か
な
り
真
実
に
近
く
表
現
し
得
て
い
る
こ
と

に
あ
る
と
思
う
。
つ
ま
り
、
彼
の
写
実
主
義
理
論
を
実
践
に
移
し
た

も
の
と
し
て
、
注
目
さ
れ
る
べ
き
点
は
依
然
と
し
て
失
わ
れ
て
い
な

い
。
も
っ
と
も
、
第
三
回
で
、
不
幸
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た

一
八

と
こ
ろ
の
直
鎖
形
式
な
ど
は
、
写
実
の
立
場
か
ら
み
て
、
完
壁
と
は

言
え
な
い
が
、
第
二
回
の
、
実
家
で
の
会
話
、
第
四
回
の
、
お
園
が

質
屋
へ
行
く
あ
た
り
の
、
お
種
の
心
理
な
ど
は
、
か
な
り
よ
く
書
け

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
風
俗
描
写
の
点
で
、
い
さ
さ
か
時
代
と

の
つ
な
が
り
を
持
ち
、
当
時
の
作
品
と
し
て
は
、
ま
た
優
れ
た
も
の

認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

な
お
と
の
作
品
は
、
二
葉
亭
の
「
浮
雲
」
に
刺
戟
さ
れ
て
書
か
れ

た
と
も
言
わ
れ
、
ま
た
彼
自
身
、
発
表
ま
で
に
、
二
葉
亭
に
読
ん
で

聞
か
せ
た
り
し
て
い
る
が
、
二
葉
亭
が
、
文
三
の
な
か
に
自
己
を
発

見
し
た
文
学
主
体
を
、
結
局
、
遁
遙
は
成
長
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
己
の
う
ち
た
て
た
写
実

主
義
理
論
に
し
ぼ
ら
れ
、
風
俗
描
写
の
枠
に
自
ら
を
閉
じ
こ
め
て
、

そ
の
限
界
に
見
切
り
を
つ
け
た
の
で
あ
る
。
彼
は
こ
の
作
品
以
後
本

格
的
な
小
説
の
筆
を
と
る
こ
と
を
や
め
て
い
る
。

（
五
八
・
二
・
六
）

（註）

①
　
河
出
董
屍
「
現
代
日
本
小
説
大
系
」
第
一
巻
解
説
。

②
　
拙
稿
「
邁
遙
『
妹
と
背
か
が
み
』
試
論
」
立
命
館
文
学
、
昭
和
三
十
三
年

一
月
号
。

⑤
　
進
遙
の
日
記
。

④
　
坪
内
土
行
「
坪
内
遁
遙
研
究
」
他
。

⑤
　
遇
遙
の
日
記
。
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心
敬
に
お
け
る
思
索
的
特
質
に
つ
い
て

日
本
の
文
芸
論
に
お
い
て
、
近
世
以
前
の
そ
れ
は
い
ち
じ
る
し
く

随
筆
的
で
あ
る
。
こ
と
に
中
世
に
お
け
る
そ
れ
は
秘
伝
口
伝
的
で
あ

る
。
少
く
と
も
そ
こ
に
は
、
文
芸
の
何
た
る
か
を
論
じ
て
あ
る
わ
け

だ
か
ら
、
そ
の
文
に
論
理
性
と
い
う
も
の
が
な
く
て
は
か
な
わ
ぬ
わ

け
で
あ
る
が
、
実
は
そ
れ
が
ま
こ
と
に
稀
薄
で
あ
っ
て
、
論
と
い
う

体
を
な
し
て
お
ら
ぬ
も
の
が
多
い
。
歌
論
に
例
を
と
れ
ば
、
歌
病
の

説
明
で
あ
り
、
軟
体
の
説
明
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
例
示
で
あ
り
、
さ

も
な
け
れ
ば
、
歌
こ
と
ば
の
説
明
で
あ
る
。
あ
る
い
は
歌
や
歌
人
に

ま
つ
お
る
お
話
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
も
の
か
ら
次
第
に
歌
の
み
ち

を
伝
え
よ
う
と
し
て
来
た
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
書
簡
の
形
式
に
よ
る

伝
授
で
あ
り
、
ま
た
は
秘
伝
を
き
ず
け
る
て
い
の
も
の
で
あ
る
。
そ

も
そ
も
秘
伝
に
論
理
的
な
も
の
が
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
非
理
論
的
、

飛
躍
的
、
神
秘
的
で
あ
る
が
故
に
秘
伝
で
あ
る
。
こ
れ
は
兵
法
の
お

話
で
あ
る
が
、
さ
る
武
芸
者
が
、
自
分
に
は
と
う
て
い
秘
伝
は
伝
授

さ
れ
ぬ
と
見
ざ
わ
め
て
、
ひ
そ
か
に
秘
伝
一
巻
を
盗
ん
だ
と
こ
ろ
が
、

心
敬
に
お
け
る
思
索
的
特
質
に
つ
い
て

岡
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こ
れ
が
白
紙
で
あ
っ
た
と
い
う
話
。
話
で
あ
る
と
し
て
も
、
秘
伝
の

性
格
を
語
っ
て
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。
い
よ
い
よ
の
伝
授
は
白
紙

で
あ
っ
て
よ
い
。
論
理
以
前
の
も
の
で
あ
る
。

和
歌
に
お
い
て
は
作
家
と
評
論
家
と
は
現
代
に
お
い
て
も
末
分
で

あ
る
。
い
や
鑑
賞
者
ま
で
が
一
体
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
短
詩
型
文

芸
の
い
ち
じ
る
し
い
特
質
と
い
え
よ
う
。
そ
も
そ
も
和
歌
と
い
う
も

の
の
、
そ
の
歴
史
に
徴
し
て
み
て
も
そ
う
い
う
も
の
で
あ
り
、
連
歌

俳
譜
な
ど
は
、
そ
の
創
作
様
式
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
を
顕
著
に
表

明
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
一
座
に
お
い
て
興
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
鑑
賞
と
い
う
前
提
に
た
っ
て
の
み
創
作
と
い
こ
と
が
お
こ

る
の
で
あ
る
。
宗
匠
は
指
導
者
で
あ
り
、
作
家
で
あ
り
、
理
論
家
で

あ
ら
ね
は
な
ら
ぬ
。
と
こ
ろ
が
す
ぐ
れ
た
理
論
家
か
な
ら
ず
し
も
ず

ぐ
れ
た
作
家
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ず
、
そ
の
反
対
も
ま
た
そ
う
で

あ
る
。
そ
れ
よ
り
も
、
理
論
に
熱
中
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
理
論
だ
あ

れ
に
な
っ
て
、
そ
の
作
品
は
も
う
一
つ
は
え
な
い
場
合
が
多
い
。
あ

一
九



る
い
ぼ
、
理
論
が
は
な
や
か
な
故
に
、
そ
れ
だ
け
損
を
す
る
と
い
う

面
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
。
と
も
か
く
、
こ
の
両
者
を
あ
わ
せ
持

つ
も
の
は
偉
大
な
る
芸
術
家
で
あ
る
。
か
つ
て
そ
う
い
う
稀
な
人
が

な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
、
藤
原
定
家
、
斎
藤
茂
吉
が
そ
れ
。
だ
が
、

本
居
宣
長
の
ご
と
き
に
い
た
っ
て
は
眼
高
手
低
、
全
く
作
家
と
し
て

は
だ
ら
し
が
な
い
。
こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
心
敬
な
ど
も
、
こ
の
き
ら

い
が
な
い
で
は
な
い
。
彼
の
ー
作
品
は
彼
の
諭
に
は
、
は
る
か
に
お
と

る
で
あ
ろ
う
。

連
歌
の
諭
は
、
筑
波
問
答
が
あ
ま
り
に
も
権
威
が
あ
っ
た
た
め
で

あ
ろ
う
か
、
以
後
の
も
の
に
問
答
体
の
も
の
が
多
い
。
心
敬
の
論
も

お
お
く
問
答
体
で
書
か
れ
て
い
る
。
問
答
体
と
い
う
こ
と
は
論
理
性

を
も
つ
に
ふ
さ
わ
し
い
様
式
で
あ
る
。
少
く
と
も
問
に
対
し
て
こ
れ

を
満
足
せ
し
め
る
答
を
用
意
せ
ね
は
な
ら
ぬ
。
そ
も
そ
も
弁
証
法
と

は
、
本
来
会
話
の
技
術
、
弁
論
の
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の

形
態
だ
け
か
ら
い
え
ば
、
孟
子
の
昔
か
ら
行
お
れ
て
き
た
手
法
で
あ

っ
て
、
こ
こ
で
と
り
た
て
て
い
う
こ
と
は
な
い
。
心
敬
も
と
く
に
信

念
を
も
つ
て
こ
の
手
法
を
用
い
た
も
の
で
も
あ
る
ま
い
。
こ
う
し
た

書
き
方
で
書
か
れ
る
と
い
う
し
き
た
り
に
従
っ
た
ま
で
で
あ
っ
た
ろ

う
。
近
世
以
前
に
書
か
れ
た
文
芸
論
に
は
構
成
の
散
漫
な
も
の
が
多

い
。
い
わ
ゆ
る
随
筆
的
性
格
の
一
つ
で
あ
る
が
、
心
敬
の
「
さ
さ
め

ご
と
」
な
ど
に
な
る
と
、
極
め
て
厳
密
に
構
成
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る

態
度
が
み
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
さ
さ
め
ご
と
」
と
い
え
ど
も
、
そ

二
〇

の
論
理
的
構
築
の
厳
密
性
を
誇
る
に
は
ほ
ど
遠
い
お
け
で
あ
る
が
、

首
尾
を
正
し
、
何
を
ど
こ
で
説
く
か
と
い
う
心
づ
か
い
は
十
分
に
な

さ
れ
て
い
る
。
心
敬
に
お
け
る
論
理
性
を
説
く
と
す
れ
ば
、
こ
う
い

っ
た
面
も
捨
て
が
た
い
わ
け
で
あ
る
が
、
特
に
重
要
と
も
思
わ
れ
ぬ

の
で
、
こ
こ
で
は
、
彼
の
理
論
的
態
度
、
弁
証
性
の
問
題
に
切
り
こ

ん
で
み
よ
う
。

心
敬
の
思
索
に
弁
証
法
を
厳
密
な
意
味
で
見
出
す
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。
し
か
し
弁
証
法
的
な
思
索
と
で
も
い
お
う
か
、
は
な
は
だ
そ

れ
に
近
い
思
索
様
式
は
種
々
発
見
で
き
る
。
こ
1
で
は
、
ま
ず
、
親

句
●
疎
句
の
論
の
扱
い
方
に
つ
い
て
見
て
ゆ
こ
う
。
親
句
・
疎
句
は

天
理
本
系
で
は
上
巻
と
下
巻
と
の
二
ヶ
所
に
出
て
く
る
が
、
類
従
本

系
で
は
下
巻
に
一
ヶ
所
に
ま
と
洩
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
ち
ょ
っ
と

見
た
と
こ
ろ
下
巻
の
方
が
ま
と
ま
り
が
よ
い
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は

天
理
本
系
の
本
文
で
見
て
ゆ
き
た
い
。
こ
の
方
が
原
形
に
近
い
本
文

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
上
巻
に
親
句
・
疎
句
を
例
歌
に

よ
っ
て
概
説
し
、
「
親
句
・
疎
句
の
見
所
を
ほ
な
れ
侍
る
べ
し
と
な

り
。
ひ
と
つ
す
が
た
に
お
ち
侍
ら
ば
道
の
外
な
る
べ
し
」
と
文
を
結

ん
で
い
る
。
類
従
本
に
見
え
る
親
句
・
疎
句
の
説
明
、
す
な
わ
ち
「
一

首
の
う
ち
」
の
と
、
「
一
首
づ
つ
の
上
」
の
と
の
説
明
は
な
い
。
論

理
性
を
考
え
る
上
に
は
採
り
あ
げ
る
必
要
の
な
い
部
分
で
あ
る
。
下

巻
に
入
っ
て
は
相
当
立
ち
入
っ
て
説
い
て
い
る
。
こ
ゝ
で
は
親
句
・

疎
句
の
文
芸
様
式
と
し
て
の
い
わ
ば
形
而
下
的
説
明
で
は
な
く
、
む

し
ろ
、
価
値
的
、
本
質
的
、
い
わ
ば
形
而
上
的
解
明
と
も
い
う
べ
き

叙
述
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
こ
の
文
の
構
造
を
見
て
ゆ
く
と
、
ま
ず
「
比

の
比
は
親
句
の
歌
連
歌
の
み
に
て
、
疎
句
の
か
た
は
ま
れ
に
侍
る
や

ら
ん
」
と
間
を
も
う
け
、
こ
れ
に
対
し
て
、
「
古
人
か
た
り
侍
り
し
。

ま
こ
と
に
疎
句
の
か
た
を
ば
ひ
と
へ
に
忘
れ
ぬ
る
と
な
り
。
定
家
卿

は
く
れ
ぐ
ー
疎
句
に
の
み
秀
逸
は
あ
り
、
親
句
に
は
ま
れ
也
と
な
ん
。

心
の
親
句
、
姿
の
親
句
、
心
の
疎
句
、
姿
の
疎
句
さ
ま
ぐ
ー
注
し
分

け
略
之
」
と
あ
る
。
く
わ
し
い
説
明
を
さ
け
た
の
は
上
巻
に
お
け
る

叙
述
と
の
重
複
を
さ
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
当
時
と
し

て
は
常
識
に
属
す
る
こ
と
と
て
説
明
を
要
し
な
い
こ
と
で
も
あ
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
て
、
こ
れ
に
つ
い
で
仏
教
上
の
こ
と
ば
を
用
い

て
、
比
喩
的
に
、
あ
る
い
は
詩
的
に
と
評
し
た
方
が
当
る
か
も
知
れ

な
い
よ
う
な
や
り
方
で
諭
を
進
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
親
句
は
有

相
、
疎
句
は
無
相
、
親
句
は
教
、
疎
句
は
禅
、
経
に
も
了
義
、
不
了

義
経
、
世
話
、
第
一
義
誘
、
有
門
、
空
門
わ
か
れ
た
り
。
さ
と
り
に

心
を
か
け
ず
ば
、
い
か
で
か
歌
道
の
生
死
を
ば
は
な
れ
侍
ら
ん
」
と

親
句
と
疎
句
と
を
き
っ
か
り
と
二
つ
に
分
け
、
親
句
を
さ
と
り
に
比

し
た
。
し
か
し
、
こ
1
に
一
つ
の
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
仏
法

に
は
空
門
大
悟
の
心
を
猶
有
所
得
と
お
と
す
」
で
あ
る
。
無
相
で
あ

り
、
禅
で
あ
り
、
不
了
義
経
、
第
一
義
蔀
、
空
門
で
あ
る
疎
句
に
も

と
ゝ
ま
っ
て
い
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
っ
て
、
空
門
大
悟
の
心
も
や

は
り
そ
れ
に
こ
た
た
る
と
き
は
有
所
得
な
の
で
あ
る
。
執
着
な
の
で

心
敬
に
お
け
る
思
索
的
特
質
に
つ
い
て

あ
る
。
実
際
に
は
さ
と
つ
た
こ
と
に
な
ら
ぬ
と
い
う
説
だ
。
し
か
し
、

こ
れ
に
対
し
て
は
「
さ
れ
ど
も
天
台
相
即
空
門
に
は
十
界
六
凡
四
聖

一
相
無
楠
と
云
へ
り
。
法
花
に
も
諸
法
は
空
を
座
と
す
と
な
り
。
仏

五
十
年
の
説
教
に
も
三
十
年
は
畢
寛
空
を
と
け
り
と
な
り
」
と
い
う
。

十
法
界
の
六
九
も
四
聖
も
、
実
は
そ
う
い
う
差
別
が
あ
る
の
で
は
な

く
、
一
相
無
相
な
の
で
あ
る
。
六
凡
も
四
聖
も
空
の
な
か
に
流
し
こ

ま
れ
る
。
諸
法
は
つ
ま
り
空
な
の
で
あ
る
。
空
と
は
相
対
的
有
に
対

す
る
相
対
的
無
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
「
あ
る
、
な
い
」
の
「
な

い
」
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
切
の
生
成
し
死
滅
し
、
死
滅
し
生
成
す

る
と
こ
ろ
の
場
で
あ
る
。
す
べ
て
存
在
の
根
源
で
あ
る
。
絶
対
で
あ

る
。
絶
対
で
あ
る
が
故
に
形
成
し
て
示
す
こ
と
は
で
き
ぬ
。
心
敬
は

疎
句
を
こ
う
い
う
も
の
に
比
し
た
。
さ
き
に
「
空
門
大
悟
の
心
を
も

猶
有
所
得
と
お
と
す
」
と
い
い
、
一
応
、
親
句
・
疎
句
を
止
揚
す
べ

き
方
向
に
む
か
っ
た
の
で
あ
つ
た
が
、
そ
れ
を
果
さ
ず
、
直
ち
に
「
さ

れ
ど
も
」
と
語
を
つ
い
で
疎
句
を
優
先
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し

な
が
ら
心
敬
は
疎
句
絶
対
と
し
て
、
そ
れ
に
よ
り
か
ゝ
つ
て
安
心
し

て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
さ
と
り
」
と
称
し
、
「
空
」
と
い

い
、
そ
う
い
う
形
而
上
的
思
弁
に
お
い
て
は
い
ざ
知
ら
ず
、
形
象
化

さ
れ
た
句
と
い
う
も
の
に
あ
っ
て
は
絶
対
と
い
う
も
の
を
認
め
る
こ

と
．
自
体
が
お
か
し
い
の
で
あ
る
。
絶
対
と
称
し
た
も
の
は
、
絶
対
を

称
す
る
こ
と
に
お
い
て
対
立
者
を
生
み
、
相
対
に
堕
す
る
。
心
敬
は

こ
の
理
を
認
め
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
は
後
に
触
れ
た
い
と

二
一



思
う
が
、
絶
対
の
姿
を
示
す
こ
と
を
避
け
た
人
で
あ
る
。
「
万
法
に

さ
た
ま
れ
る
か
た
ち
あ
る
へ
か
ら
ず
」
と
い
い
、
「
三
世
に
ぬ
し
な

さ
万
法
也
。
た
だ
ま
ぼ
ろ
し
の
内
の
よ
し
あ
し
の
こ
と
わ
り
の
み
ぞ

不
思
議
の
う
え
の
不
思
議
な
る
。
そ
れ
も
天
然
法
繭
、
あ
な
む
づ
か

し
の
心
づ
く
し
や
。
何
事
も
さ
も
あ
ら
は
あ
り
な
ん
」
と
絶
対
者
は

強
い
て
追
求
し
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
論
述
を
も
と
へ
も
ど
そ

う
。
疎
句
絶
対
に
よ
り
か
1
ら
な
か
っ
た
心
敬
は
、
彼
の
論
を
ど
う

展
開
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

「
し
か
は
あ
れ
ど
初
心
の
時
は
浅
き
よ
り
ふ
か
き
に
入
り
、
至
り

て
後
は
深
さ
よ
り
浅
さ
に
出
づ
る
、
是
諸
道
の
用
心
最
用
と
い
へ
り
。

従
困
至
果
、
従
果
向
困
」
と
あ
る
。
「
初
心
の
時
は
」
云
々
の
文
句

は
「
愚
秘
抄
」
に
用
い
ら
れ
て
い
て
、
そ
こ
で
は
「
初
心
の
時
は
浅

さ
よ
り
深
さ
に
案
じ
入
る
ぺ
し
、
己
達
の
時
は
深
さ
よ
り
浅
さ
に
案

じ
出
づ
べ
き
に
や
」
と
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
後
半
に
つ
い
て
「
上
手

の
深
さ
よ
り
浅
さ
に
よ
み
い
づ
る
と
い
ふ
は
」
と
し
て
、
つ
ま
り
、

上
手
は
常
の
風
情
は
す
べ
て
よ
み
つ
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、

め
ず
ら
し
い
事
、
高
い
方
を
よ
ま
ね
は
な
ら
ぬ
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を

よ
み
得
れ
ば
よ
し
、
も
し
も
「
た
か
き
風
情
も
よ
ま
れ
ぬ
時
は
、
も

と
の
口
な
れ
捨
た
る
方
に
次
第
に
お
ち
も
て
く
る
に
苦
し
み
な
し
」

と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
全
く
つ
ま
ら
ぬ
説
明
を
し
て
し
ま
っ
た
も
の

だ
。
「
愚
秘
抄
」
に
親
句
・
疎
句
の
説
が
あ
っ
て
、
心
敬
の
類
従
本

下
巻
に
お
け
る
、
親
句
・
疎
句
の
説
明
の
一
部
に
は
、
こ
の
説
が
と

二
二

り
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
「
愚
秘
抄
」
　
の
親
句
・
疎
句
説
の

と
こ
ろ
に
は
「
深
さ
よ
り
浅
さ
」
　
の
文
言
は
な
い
。
他
の
箇
所
に
あ

る
の
だ
が
、
心
敬
は
、
こ
れ
を
こ
1
に
用
い
た
。
文
言
そ
れ
自
体
に
、

意
味
の
上
で
の
本
質
的
な
相
違
は
な
い
こ
の
文
も
、
心
敬
に
よ
っ
て
、

他
な
ら
ぬ
こ
の
箇
所
に
は
め
用
い
ら
れ
る
と
光
彩
を
放
つ
か
ら
妙
だ
。

心
敬
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
「
詞
は
心
の
使
」
で
あ
る
。
心
敬
に
お

け
る
「
深
さ
よ
り
浅
さ
」
は
弁
証
法
的
に
止
揚
さ
れ
た
出
で
方
で
あ

っ
た
。
次
い
で
心
敬
は
い
う
、
「
有
相
の
歌
道
は
無
相
法
身
の
歌
道

の
応
用
也
、
方
便
の
権
眉
お
ろ
そ
か
に
お
も
ふ
べ
か
ら
ず
。
泥
木
の

形
像
は
大
智
よ
り
葬
り
、
紙
墨
の
経
巻
は
法
界
よ
り
流
る
、
一
大
事

因
縁
は
小
乗
よ
り
あ
ら
は
る
と
章
へ
り
」
と
。
「
空
門
大
悟
の
心
を

も
猶
有
所
得
と
お
と
す
」
が
い
き
て
き
た
の
で
あ
る
。
親
句
の
否
定

の
上
に
た
っ
た
疎
句
は
再
び
否
定
さ
れ
る
。
い
や
、
否
定
と
い
う
よ

り
も
、
疎
句
よ
り
親
句
に
か
え
る
の
で
あ
る
。
か
え
る
と
い
っ
て
も
、

再
び
か
え
っ
て
来
て
ま
た
も
と
の
親
句
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
時

計
の
振
子
の
よ
う
に
親
句
と
疎
句
と
の
両
極
を
行
き
も
ど
り
す
る
の

で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
疎
句
が
止
揚
さ
れ
て
い
る
。
疎
句
を
と
お
り

こ
し
て
来
た
親
句
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
心
敬
の
「
浅
さ
に
出
づ
る
」

と
は
そ
う
い
う
出
か
た
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
無
相
法
身
の
応
用
で

あ
り
、
方
便
で
あ
り
、
権
用
で
あ
る
、
仏
像
は
正
に
親
句
で
あ
ろ
う
。

経
巻
も
見
方
に
よ
っ
て
は
文
字
の
羅
列
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
仏

像
は
単
な
る
彫
刻
で
な
い
し
、
経
巻
は
単
な
る
文
章
で
は
な
い
。
そ

艦

書

れ
は
色
相
を
執
着
を
否
定
し
た
境
地
か
ら
再
び
流
れ
帰
っ
て
来
た
も

の
で
あ
る
。
疎
句
即
親
句
だ
。
し
か
し
、
親
句
は
や
は
り
親
句
で
あ

る
。
「
さ
は
あ
れ
ど
有
所
得
の
法
を
説
い
て
人
を
化
度
す
る
は
、
三

千
世
界
の
人
の
眼
を
ぬ
く
よ
り
科
な
り
と
も
説
け
り
」
と
の
反
省
が

来
る
。
こ
こ
で
親
句
は
再
び
疎
句
に
転
ず
る
わ
け
で
あ
る
。

さ
て
、
結
び
に
類
従
本
に
は
な
い
一
文
が
つ
く
。
「
ま
こ
と
の
歌

人
の
心
は
有
に
も
無
に
も
親
句
に
も
疎
句
に
も
と
ど
こ
は
る
べ
か
ら

ず
。
仏
の
心
地
の
ご
と
く
な
る
べ
し
と
な
り
」
で
あ
る
。
こ
の
一
文

中
、
「
と
ど
こ
は
る
べ
か
ら
す
」
と
い
う
句
は
、
親
句
・
疎
句
の
ど

れ
に
も
こ
だ
わ
ら
ず
臨
機
応
変
、
融
通
無
碍
で
あ
れ
と
説
い
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
実
際
問
題
と
し
て
の
百
韻
を
や
る
場
合
に

は
、
変
化
を
は
る
か
意
味
か
ら
も
、
一
巻
の
趣
か
ら
い
っ
て
も
、
適

宜
に
親
句
な
り
、
疎
句
な
り
を
出
す
こ
と
が
大
切
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
「
さ
さ
め
ご
と
」
は
、
実
際
の
句
作
指
導
と
い
う
よ
り
も
、
連

歌
の
根
本
稿
神
を
、
心
法
を
説
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
と
に
こ
の
親

句
・
疎
句
の
場
面
は
そ
う
い
う
旬
が
濃
厚
な
の
で
あ
る
か
ら
、
作
法

的
な
も
の
で
な
く
て
、
親
句
・
疎
句
を
絶
対
に
止
揚
し
た
と
こ
ろ
を

考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
い
ま
ま
で
の
と
こ
ろ
に
示
さ
れ
た
も

の
は
、
い
ね
は
親
句
よ
り
疎
句
へ
、
疎
句
よ
り
親
句
へ
、
さ
ら
に
親

句
よ
り
疎
句
へ
と
円
環
的
に
弁
証
し
て
ゆ
く
過
程
で
あ
っ
た
と
見
て

よ
い
。
疎
句
の
優
位
は
認
め
る
が
、
そ
れ
が
絶
対
な
の
で
は
な
い
。

優
位
を
認
め
た
と
き
、
す
で
に
そ
の
優
位
性
は
く
ず
れ
つ
ゝ
あ
る
の

心
敬
に
お
け
る
思
索
的
特
質
に
つ
い
て

た
。
か
く
し
て
で
き
る
円
環
は
よ
り
高
次
よ
り
高
次
へ
と
展
開
す
る
。

そ
れ
は
か
ぎ
り
の
な
い
も
の
だ
。
そ
れ
の
終
止
点
と
し
て
の
絶
対
空

と
で
も
い
う
も
の
を
予
想
し
て
仏
の
心
地
と
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
こ
ゝ
の
文
章
、
す
べ
て
比
喩
的
表
現
で
あ
っ
て
、
無
相
と
い

い
、
空
門
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
有
相
、
石
門
と
む
か
い
あ
っ
て
い

る
か
ぎ
り
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
疎
句
の
優
位
性
も
相
対
的
な
も

の
に
す
ぎ
な
い
。
無
相
空
門
の
疎
句
と
、
有
相
石
門
の
親
句
と
の
間

を
同
一
平
面
に
お
い
て
行
っ
た
り
き
た
り
往
還
す
る
も
の
で
は
あ
る

ま
い
。
で
は
そ
れ
が
何
か
と
い
う
こ
と
は
、
さ
き
に
も
触
れ
た
よ
う

に
、
心
敬
は
絶
対
の
相
と
い
う
も
の
は
、
む
し
ろ
叙
述
さ
る
べ
き
で

は
な
い
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
も
あ
り
、
ま
た
、
具
象
的
な
句
と
い

う
も
の
に
お
い
て
ほ
絶
対
な
ど
い
う
も
の
が
あ
り
得
よ
う
は
ず
が
な

い
。
従
っ
て
心
敬
は
親
句
と
疎
句
と
の
相
互
媒
介
に
よ
る
円
環
的
弁

証
法
的
性
格
を
述
べ
た
に
と
ゞ
ま
り
、
そ
の
究
極
は
「
仏
の
心
地
の

ご
と
く
な
る
へ
し
と
な
り
」
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
か
つ
た
の
で
あ

ろ
う
。
そ
れ
を
規
定
す
る
こ
と
は
、
誤
を
お
か
ず
こ
と
で
し
か
な
か

っ
た
か
ら
。

以
上
、
親
句
・
疎
句
の
叙
述
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
こ
ま
か
く
追
い

な
が
ら
、
心
敬
の
思
索
の
特
質
を
見
て
来
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
思

索
の
あ
り
方
の
特
質
は
、
対
立
す
る
二
つ
の
概
念
の
う
ち
、
一
方
を

よ
し
と
し
な
が
ら
、
他
方
を
も
捨
て
て
は
し
ま
わ
な
い
で
、
こ
れ
を

と
り
こ
ん
で
展
開
さ
せ
る
、
そ
し
て
こ
の
展
開
の
究
極
に
つ
い
て
は

二
一
二



思
索
を
中
止
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
特
色
を
も

っ
た
と
こ
ろ
は
他
に
も
あ
る
あ
げ
で
、
親
句
・
疎
句
の
説
に
と
ゞ
ま

る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
二
三
を
簡
明
に
あ
げ
て
お
こ
う
。

姿
を
か
ざ
る
か
ざ
ら
ぬ
の
説
で
あ
る
。
「
え
ん
」
を
解
明
す
る
に

あ
た
っ
て
、
「
ひ
え
さ
び
た
る
か
た
を
さ
と
り
し
れ
」
と
い
い
、
心

の
も
ち
方
の
重
要
性
を
力
説
し
た
後
「
心
の
か
ざ
り
た
る
と
も
か
ら

の
句
」
は
駄
目
で
あ
る
旨
を
い
い
、
「
さ
れ
ば
古
人
の
名
歌
白
讃
の

句
ど
も
に
姿
を
か
ざ
り
た
る
は
稀
に
も
見
え
ず
」
と
か
、
「
く
だ
れ

る
世
の
か
ざ
り
た
る
ま
な
こ
よ
り
は
」
上
代
の
歌
の
秀
逸
も
理
解
で

き
ぬ
だ
ろ
う
と
「
か
ざ
る
」
　
こ
と
を
否
定
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
先

に
「
し
か
は
あ
れ
ど
君
か
ざ
ら
ね
は
臣
う
や
ま
は
ず
と
い
へ
ば
、
姿

こ
と
ば
を
か
ざ
ら
ん
歌
道
の
肝
要
な
る
べ
L
L
と
手
の
ひ
ら
を
返
し

た
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
こ
の
「
か
ざ
る
」
　
「
か
ざ
ら
ぬ
」

は
相
互
に
媒
介
し
あ
う
も
の
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
、

そ
の
所
を
得
る
。

指
令
嫌
物
に
つ
い
て
。
あ
ま
り
に
も
厳
重
な
指
合
去
嫌
の
適
用
を

心
敬
は
よ
し
と
し
な
か
つ
た
。
「
戒
諭
の
上
は
い
ま
だ
直
路
に
あ
ら

ず
。
経
に
は
ゆ
る
す
事
の
み
お
は
く
見
え
侍
り
。
心
地
を
正
路
と
す

る
故
な
り
。
さ
れ
ば
ま
こ
と
の
道
に
い
れ
る
歌
人
は
格
式
の
外
の
事

お
は
か
る
べ
L
L
と
い
う
。
そ
し
て
、
戒
律
に
か
1
お
ら
ぬ
権
者
の

例
を
あ
げ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
に
つ
い
で
、
「
し
か
は
あ
れ

ど
戒
は
仏
法
の
恵
命
諸
宗
の
お
き
て
諸
宗
の
昇
進
の
最
一
な
り
。
お

二
四

ろ
そ
か
に
ま
も
る
べ
か
ら
ず
と
な
り
」
と
い
い
、
「
諸
道
に
種
・
熟

・
己
達
と
て
三
の
位
あ
る
べ
し
と
也
。
熟
人
・
己
達
の
輩
を
種
な
る

人
の
ま
な
ぶ
べ
き
に
あ
ら
ず
。
孔
子
な
は
七
十
に
し
て
も
の
り
を
こ

え
ず
と
の
給
へ
る
と
な
り
。
然
れ
ば
指
合
嫌
物
を
も
な
は
ざ
り
に
お

も
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
。
孔
子
云
々
の
と
こ
ろ
は
論
語
の
原
文
の

意
と
は
や
し
異
っ
て
解
し
て
引
用
し
て
い
る
。
心
敬
に
は
こ
う
い
う

自
在
な
引
用
の
仕
方
は
珍
ら
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
の
り
は
程
度
の

低
い
人
だ
け
が
守
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
、
孔
子
に
し
て
も
の
り
を

守
っ
て
い
る
。
指
令
嫌
物
は
厳
重
に
守
ら
れ
ね
は
な
ら
ぬ
と
い
う
諭

だ
。
こ
の
前
後
の
矛
盾
は
単
な
る
矛
盾
で
は
な
い
。
戒
律
－
指
合
練

物
を
「
守
る
」
、
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
こ
だ
わ
ら
ぬ
」
、
こ
の

否
定
が
ま
た
否
定
さ
れ
て
厳
重
に
　
「
守
ら
」
ね
は
な
ら
ぬ
、
ま
で
が

説
い
て
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
ま
た
相
互
媒
介
の
円
環
的
弁
証
に
よ

っ
て
の
み
、
正
当
に
理
解
し
得
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

更
に
一
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
秀
句
の
諭
で
あ
る
。
「
秀
句
を
ば

古
人
も
歌
の
い
の
ち
と
い
へ
り
。
い
か
に
も
嫌
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。

秀
句
の
名
歌
そ
の
数
を
し
ら
ず
。
比
の
道
ふ
か
ん
と
も
が
ら
は
秀
句

な
ど
を
も
作
り
え
ぬ
物
な
り
。
又
あ
ま
り
に
か
び
り
き
過
ぎ
て
毎
々

秀
句
を
の
み
す
る
人
あ
り
。
ふ
か
大
し
て
ひ
と
＼
へ
に
好
む
と
見
え
侍

る
は
う
る
さ
く
や
侍
ら
ん
と
也
」
と
し
て
、
秀
句
の
例
歌
、
例
句
を

あ
げ
、
「
お
よ
そ
秀
句
な
く
て
は
歌
連
歌
作
り
が
た
か
る
べ
し
。
さ

れ
ほ
い
の
ち
と
申
す
な
り
。
し
か
は
あ
れ
ど
秀
句
に
か
な
ら
ず
凡
俗

な
る
事
お
は
し
と
な
ん
。
分
別
最
用
な
る
べ
L
L
　
と
あ
る
。
こ
の

分
別
の
仕
方
も
、
単
に
う
ま
い
秀
句
な
ら
よ
い
が
、
ま
ず
い
秀
句

は
い
け
な
い
と
か
、
あ
っ
さ
り
と
す
る
の
は
よ
い
が
、
あ
ま
り
深
入

り
し
て
は
い
け
な
い
と
か
、
平
面
的
に
分
別
し
た
の
で
は
心
敬
の
本

意
で
は
な
か
ろ
う
。
や
は
り
相
互
に
否
定
的
に
媒
介
さ
れ
ね
は
な
ら

ぬ。

以
上
見
て
き
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
心
敬
の
思
索
的
特
質
と
で
も

い
う
べ
き
も
の
は
、
明
確
に
弁
証
法
的
論
述
し
て
い
る
と
は
い
い
が

た
い
に
し
て
も
、
思
索
そ
の
も
の
に
は
弁
証
法
的
な
も
の
が
あ
っ
た

に
ら
が
い
な
い
。
心
敬
に
よ
っ
て
対
立
す
る
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ

た
二
つ
の
も
の
は
、
便
宜
的
に
、
時
に
応
じ
、
所
に
応
じ
て
、
臨
機

に
処
置
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
う
よ
う
な
、
平
面
的
処
理
を
も
っ
て

終
る
も
の
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
心
敬

の
論
述
に
よ
れ
ば
、
措
定
の
な
か
に
、
あ
る
い
は
措
定
の
成
長
の
な

か
に
、
お
の
ず
か
ら
反
措
定
が
存
在
し
、
あ
る
い
は
生
れ
、
成
長
し
、

矛
盾
を
大
き
く
し
て
ゆ
く
と
い
う
よ
う
な
動
的
な
つ
か
み
方
を
発
見

で
き
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
っ
た
。
さ
う
い
う
動
的
な
も
の
を
わ

れ
わ
れ
が
補
い
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
き
い
ざ
と
し
た
も
の

に
な
る
と
い
う
の
が
心
敬
の
論
述
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

う
い
う
思
索
的
特
質
は
「
さ
さ
め
ご
と
」
を
貫
通
す
る
大
き
な
問
題

で
あ
る
和
歌
と
連
歌
と
の
関
係
、
歌
連
歌
と
仏
道
と
の
関
係
に
も
適

用
さ
れ
て
お
り
、
更
に
は
美
的
理
念
諭
も
、
表
現
方
法
論
も
、
つ
い

心
敬
に
お
け
る
思
索
的
特
質
に
つ
い
て

に
は
作
品
以
前
の
人
の
問
題
に
帰
着
す
る
と
い
う
、
心
敬
の
歌
連
歌

諭
の
骨
髄
で
あ
る
考
え
方
も
、
そ
し
て
と
の
理
念
論
乃
至
方
法
論
と

態
度
論
（
人
の
問
題
）
　
と
の
円
環
的
把
握
こ
そ
は
心
敬
の
諭
の
最
も

見
事
な
構
造
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
す
べ
て
が
、

や
は
り
心
敬
の
独
白
な
思
索
的
特
質
に
貫
か
れ
て
い
た
こ
と
を
見
出

す
の
で
あ
る
。

前
に
も
少
し
触
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
絶
対
者
へ
の
追
求
を
や

め
る
こ
と
、
こ
れ
に
た
ち
も
ど
つ
て
と
じ
め
と
し
た
い
。
「
比
の
身

は
土
灰
と
な
れ
る
に
彼
の
い
ざ
の
一
す
ぢ
い
づ
ち
に
か
行
き
侍
ら
ん
。

我
の
み
な
ら
ず
万
象
の
上
の
来
し
方
さ
れ
る
所
こ
そ
尋
ね
極
め
た
く

侍
れ
」
と
追
求
の
念
は
も
ち
な
が
ら
も
、
つ
ま
り
は
「
た
だ
ま
ほ
ろ

し
の
ほ
ど
の
よ
し
あ
し
の
こ
と
わ
り
の
み
ぞ
ふ
し
ぎ
の
う
え
の
不
思

議
な
る
」
で
あ
っ
て
、
見
ざ
わ
め
よ
う
と
す
れ
ば
、
何
が
た
し
か
な

も
の
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
こ
の
現
世
に
あ
つ
て
も
、
「
よ
し
あ
し

の
こ
と
わ
り
」
は
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
と
い
つ
て
こ
れ

以
上
追
求
す
る
こ
と
ば
で
き
ぬ
。
絶
対
者
を
き
め
る
こ
と
は
対
立
者

を
生
む
こ
と
だ
か
ら
。
「
真
実
の
歌
道
は
大
虚
の
ご
と
く
な
る
べ
し
。

あ
ま
り
も
な
く
か
け
た
る
人
も
な
か
る
へ
し
。
人
々
個
々
円
戌
の
上

な
り
。
も
と
よ
り
証
は
他
に
よ
ら
ず
と
な
り
」
と
い
う
。
歌
す
な
わ

ち
芸
術
は
大
虚
す
な
わ
ち
万
物
の
生
成
し
死
滅
す
る
と
こ
ろ
の
場
、

空
に
も
比
す
べ
き
で
あ
る
。
個
々
の
作
者
が
、
こ
の
場
に
お
い
て
円

成
し
、
自
ら
証
す
る
の
で
あ
る
。
彼
の
思
索
、
「
ま
は
ろ
し
の
ほ
ど

二
五
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の
よ
し
あ
し
の
こ
と
わ
り
」
を
論
じ
た
思
索
、
そ
こ
に
は
一
応
「
よ

し
あ
し
の
こ
と
わ
り
」
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
思
索
を
つ
ゞ
け
た

究
極
は
大
虚
に
お
い
て
自
証
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
っ
た
。
い
え
ば
、

無
限
に
思
索
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
望
見
し
な
が
ら
、
一
時
思
索
を
中

止
す
る
。
と
い
っ
て
も
こ
1
で
や
る
め
わ
け
で
は
な
い
。
絶
対
者
へ

二
六

の
お
そ
れ
で
あ
り
、
す
べ
て
は
自
己
と
い
う
人
間
に
回
帰
し
て
く
る

も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

①
　
「
さ
さ
め
ご
と
」
の
本
文
は
す
べ
て
、
木
藤
才
蔵
著
「
校
註
さ
ゝ
め
ご
と
」

に
よ
っ
た
。
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西
鶴
の
　
描

写
　
の
　
特
質

1
－
そ
の
並
列
描
写
と
類
型
性
に
つ
い
て
　
ー

西
鶴
の
描
写
の
特
質
は
、
写
実
の
即
物
性
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
、
無
情
な
リ
ア
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
つ
ら
ぬ
か
れ
、
冷
酷
む
ざ

ん
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
の
簡
潔
さ
、
軽
妙
さ
は
、

西
鶴
の
描
写
を
特
色
づ
け
て
い
る
。

西
鶴
文
学
の
描
写
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
近
藤
忠
義
氏
に
よ
っ
て
、

「
新
題
材
の
発
見
は
、
当
然
、
新
し
い
美
　
－
　
旧
い
標
準
に
倒
せ
ら

ら
れ
ず
町
人
独
自
の
審
美
眼
に
た
よ
る
新
し
い
美
I
I
I
の
発
見
を
伴

う
て
来
ざ
る
を
え
な
い
」
（
『
西
鶴
』
二
七
六
）
と
指
摘
せ
ら
れ
た
よ
う

に
、
ま
ず
先
行
文
学
の
概
念
的
な
描
写
と
は
ら
が
つ
た
具
象
性
と
写

実
性
が
言
わ
れ
る
。

先
づ
年
は
十
五
よ
り
十
八
迄
、
当
世
顔
は
す
こ
し
丸
く
、
色
は
薄
桜
に
し

て
、
面
道
具
の
四
つ
不
足
な
く
揃
へ
て
、
眼
は
紳
さ
を
好
ま
ず
、
眉
あ
つ
く
、

鼻
の
聞
世
は
し
か
ら
ず
次
第
高
に
、
口
ち
び
さ
く
、
歯
並
あ
ら
あ
ら
と
し
て

西
鶴
の
描
写
の
特
質
　
0

白
く
、
耳
長
み
登
っ
て
縁
あ
さ
く
身
を
は
な
れ
て
根
迄
兄
へ
す
き
、
額
は
わ

ざ
と
な
ら
ず
じ
ね
ん
の
は
へ
ど
ま
り
、
首
筋
立
の
び
て
を
く
れ
な
し
の
後
髪
、

手
の
指
は
た
よ
わ
く
長
み
あ
っ
て
爪
薄
く
、
足
は
八
も
ん
三
分
に
定
め
親
指

反
っ
て
う
ら
す
さ
で
、
胴
間
つ
ね
の
人
よ
り
な
が
く
腰
し
ま
り
て
肉
撞
た
く

－
ま
し
か
ら
ず
尻
付
ゆ
た
や
か
に
、
物
越
衣
装
つ
き
よ
く
、
姿
に
位
そ
な
は
り

心
立
お
と
な
し
く
、
女
に
定
ま
り
し
芸
す
ぐ
れ
て
万
に
く
か
ら
ず
、
身
に
ほ

く
ろ
ひ
と
つ
も
な
き
を
　
－

よ
く
引
か
れ
る
『
好
色
一
代
女
』
巻
一
「
国
主
の
艶
妾
」
の
美
女

の
容
貌
、
姿
態
の
描
写
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
西
鶴
に
と
つ
て
は
、
写

実
の
新
感
覚
で
あ
り
、
同
時
に
ま
た
描
写
技
法
の
完
成
で
あ
っ
た
。

西
鶴
の
浮
世
草
子
が
、
読
者
庶
民
に
歓
迎
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
に
も
、

こ
の
描
写
の
写
実
性
は
、
重
要
な
役
割
り
を
は
た
し
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
西
鶴
の
描
写
は
、
こ
の
段
階
で
固
定
し
図
式
化
し
て
い
る

よ
う
に
み
え
る
。
こ
れ
も
よ
く
引
か
れ
る
例
で
あ
る
が
、
『
好
色
五

人
女
』
　
巻
三
　
「
姿
の
関
守
」
　
の
次
の
描
写
と
の
類
似
に
注
意
し
た

二
七


