
「
ま
じ
る
」
「
ま
じ
ら
ふ
」
と
「
マ
ジ
ハ
ル
」

1
中
世
の
作
品
の
用
例
か
ら
遡
行
し
て
考
え
る
中
古
和
文
の
「
ま
じ
る
」
「
ま
じ
ら
ふ
」
の
意
味
1

関

一

雄

 
 
 
 
 
要
旨

 
「
ま
じ
る
」
「
ま
じ
ら
ふ
」
に
対
し
「
マ
ジ
ハ
ル
」
は
、
中
古
(
平
安
時

代
)
に
あ
っ
て
、
意
味
差
を
持
つ
と
同
時
に
、
物
語
用
語
(
和
文
)
対
日
常

的
用
語
と
し
て
、
峻
別
さ
れ
て
い
た
。
日
常
的
用
語
と
し
て
の
「
マ
ジ
ハ
ル
」

は
い
わ
ゆ
る
訓
点
語
と
し
て
文
献
に
現
れ
る
の
に
対
し
、
物
語
用
語
で
は
、

［
ま
じ
ら
ひ
つ
く
」
「
た
ち
ま
じ
ら
ふ
」
「
た
ち
ま
じ
る
」
な
ど
の
複
合
(
派

生
)
動
詞
の
形
で
「
マ
ジ
ハ
ル
」
と
ほ
ぼ
同
義
の
動
作
を
精
細
に
描
写
し
た
。

 
 
 
 
 
 
一

 
橘
碧
潭
が
一
二
五
四
(
建
長
六
)
年
に
編
著
し
た
と
記
す
『
古
今
著
聞
集
』

に
、
次
の
よ
う
に
「
ま
じ
る
」
と
「
マ
ジ
ハ
ル
」
が
同
一
説
話
に
隣
接
し
て

用
い
ら
れ
た
例
が
あ
る
。
(
テ
キ
ス
ト
は
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
に
よ
り
、

所
在
の
頁
を
付
す
)

◎
(
夫
↓
妻
)
「
(
略
)
、
今
更
身
の
習
う
た
て
く
て
、
か
く
て
な
に
し
に
人
に
ま
じ

 
る
ら
ん
と
お
も
ふ
な
り
」
と
う
ち
く
ど
き
い
へ
ば
、
妻
う
ち
な
き
て
、

(
妻
↓
夫
)
「
の
た
ま
は
す
る
こ
と
、
尤
其
い
は
れ
あ
り
。
ま
こ
と
に
さ
る
事

 
な
り
。
人
に
ま
じ
は
る
な
ら
ひ
は
よ
き
事
に
も
あ
し
き
事
に
も
、
其
こ
と

 
に
も
る
＼
は
口
惜
し
き
な
り
。
(
略
)
」
(
巻
十
二
三
三
三
ぺ
)

 
こ
の
場
面
は
、
仲
間
の
侍
た
ち
が
、
七
半
と
い
う
博
打
に
熱
中
し
て
い
る

の
に
、
貧
し
い
夫
が
金
が
無
く
、
仲
間
外
れ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
妻
に

嘆
い
て
語
っ
た
の
に
対
し
、
妻
が
〈
人
と
交
際
で
き
な
い
の
は
つ
ら
い
も

の
〉
と
同
情
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
に
使
わ
れ
た
「
ま
じ
る
一
と
「
マ

ジ
ハ
ル
」
は
、
一
見
全
く
の
同
義
語
の
よ
う
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
少
し
考
え
て
み
る
と
、
夫
は
「
侍
」
と
い
う
身
分
だ
け
で
他
の

侍
た
ち
の
中
に
〈
入
り
込
ん
で
い
る
〉
と
い
う
意
味
で
「
ま
じ
る
」
を
用
い

た
と
解
さ
れ
る
の
に
対
し
、
妻
は
上
記
の
よ
う
に
、
 
〈
交
際
す
る
〉
と
い
う

意
で
「
マ
ジ
ハ
ル
」
を
用
い
た
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

 
さ
て
、
妻
は
自
分
の
着
て
い
た
衣
を
質
に
入
れ
、
銭
五
百
文
を
借
り
て
夫

に
与
え
る
。
そ
の
金
で
夫
は
博
打
の
仲
間
に
加
わ
る
こ
と
に
す
る
。
そ
の
場

面
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
(
以
下
、
○
は
「
ま
じ
る
」
 
●
は
「
マ
ジ
ハ
ル
」
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「
ま
じ
る
」
「
ま
じ
ら
ふ
」
と
「
マ
ジ
ハ
ル
」

の
例
文
)

○
例
の
こ
と
な
れ
ば
、
あ
つ
ま
り
て
う
ち
の
＼
し
る
(
侍
た
ち
ノ
)
中
に
(
夫
ハ
)

 
ま
じ
り
ぬ
。
(
略
)
(
侍
↓
夫
)
「
さ
し
も
は
や
り
た
る
こ
と
に
、
た
ゴ
ひ
と
り

 
ま
じ
り
た
ま
は
ざ
り
つ
れ
ば
、
賢
人
だ
て
か
と
お
も
ひ
て
侍
つ
る
に
、
い

 
か
に
し
て
か
く
は
」
な
ど
い
へ
ば
、
(
夫
↓
侍
)
「
そ
の
事
に
候
。
今
日
よ
り

 
く
は
＼
り
候
べ
し
」
と
こ
た
へ
て
、
(
巻
十
二
三
三
四
ぺ
)

 
夫
の
動
作
と
そ
の
こ
と
を
述
べ
る
仲
間
の
侍
の
会
話
中
に
「
ま
じ
る
」
が

用
い
ら
れ
る
の
は
前
掲
の
夫
の
会
話
中
の
も
の
と
同
じ
で
、
こ
の
例
の
夫
の

会
話
中
に
「
く
は
は
る
」
が
用
い
ら
れ
、
や
が
て
夫
と
他
の
侍
の
間
は
「
マ

ジ
ハ
ル
」
動
作
へ
と
深
ま
る
の
で
あ
る
。

●
隆
房
大
納
言
、
検
非
違
使
別
当
の
と
き
、
白
川
に
強
盗
入
に
け
り
。
全
家

 
に
す
く
や
か
な
る
も
の
あ
り
て
、
強
盗
と
た
＼
か
ひ
け
る
が
、
な
に
と
な

 
く
て
強
盗
の
中
に
ま
ぎ
れ
ま
じ
は
り
に
け
り
。
う
ち
あ
は
ん
に
は
、
し
お

 
ほ
せ
ん
こ
と
か
た
く
お
ぼ
え
け
れ
ば
、
か
く
ま
じ
は
り
て
、
物
わ
け
ん
所

 
に
行
て
、
強
盗
の
か
ほ
を
も
見
、
(
巻
十
二
三
四
四
ぺ
)

 
こ
の
例
で
分
か
る
こ
と
は
「
マ
ジ
ハ
ル
」
は
、
単
に
く
入
り
込
む
〉
の
で

は
な
く
、
 
〈
入
り
込
ん
で
対
等
に
付
き
合
う
〉
 
〈
交
際
す
る
〉
動
作
で
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
強
盗
た
ち
は
「
す
く
や
か
な
る
も
の
」
を
す
っ
か
り

仲
間
と
思
い
込
ん
で
後
に
は
「
お
の
一
物
わ
け
て
、
こ
の
男
(
す
く
や
か
な
る

も
の
)
に
も
あ
た
へ
て
け
り
」
と
記
す
の
で
あ
る
。

●
二
成
則
も
と
鳥
を
切
で
、
細
魚
卿
に
い
ひ
け
る
は
、
-
「
貴
殿
か
た
じ
け
な

 
く
外
戚
と
し
て
を
も
く
を
は
し
つ
る
に
、
外
人
と
成
て
、
今
更
な
る
世
に

 
ま
じ
は
ら
ん
事
、
い
か
ゴ
あ
ん
じ
給
」
と
。
(
巻
十
三
三
七
四
ぺ
)

 
右
の
引
用
文
中
の
「
惟
成
」
は
花
山
院
の
近
臣
、
 
「
義
懐
」
は
そ
の
外
戚

で
、
花
山
院
の
出
家
で
と
も
に
「
も
と
ど
り
(
髪
)
」
(
引
用
文
中
の
「
も
と

鳥
」
は
一
部
分
当
て
字
)
を
切
っ
て
、
出
家
す
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
世

に
「
マ
ジ
ハ
ル
」
は
、
こ
の
例
で
は
政
治
家
と
し
て
他
の
人
々
と
〈
付
き
合

う
〉
 
〈
交
際
す
る
〉
動
作
を
意
味
し
て
い
る
。

●
鵠
□
飛
来
て
、
そ
の
首
尾
を
う
こ
か
す
を
み
て
、
二
神
ま
な
び
て
ま
じ
は

 
る
事
を
え
た
り
。
(
巻
八
二
五
一
ぺ
)

 
伊
応
諾
・
習
弊
嵩
置
の
神
が
夫
婦
と
な
っ
た
と
い
う
話
の
一
節
で
〈
性
交

す
る
〉
動
作
を
表
し
て
い
る
。

 
「
マ
ジ
ハ
ル
」
の
他
の
例
は
省
略
し
、
「
ま
じ
る
」
の
例
を
追
加
し
よ
う
。

○
あ
か
月
に
の
ぞ
み
て
、
望
め
を
も
て
あ
げ
て
見
る
に
、
に
し
の
中
に
、
小

 
愛
せ
う
一
ま
じ
り
て
、
う
つ
＼
に
見
え
て
、
や
が
て
、
う
せ
に
け
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
巻
二
十
五
三
ニ
ペ
)

 
酒
の
肴
に
し
て
い
る
「
に
し
」
(
螺
)
の
中
に
「
小
野
」
が
く
入
り
込
ん

で
い
る
〉
と
い
う
の
で
あ
る
。

○
「
つ
ぼ
は
、
う
ち
入
た
る
た
び
や
ま
じ
り
た
り
し
。
は
じ
め
お
は
り
お
な

 
じ
程
に
す
＼
み
て
ぞ
侍
し
か
」
と
い
ふ
。
(
巻
六
二
一
〇
ぺ
)

 
太
鼓
を
打
つ
時
の
「
つ
ぼ
」
(
間
合
い
)
が
適
切
で
あ
っ
た
か
、
ど
う
か
を

い
う
の
に
「
ま
じ
る
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

 
次
に
「
マ
ジ
ハ
ル
」
の
他
動
詞
に
当
た
る
語
は
「
マ
ジ
フ
(
下
二
段
)
」

で
あ
り
、
「
ま
じ
る
」
の
他
動
詞
に
当
た
る
語
は
「
ま
ず
(
下
二
段
)
」
で
あ
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る
こ
と
を
述
べ
る
。

◆
大
な
る
牛
の
跡
に
ぞ
似
た
り
け
る
。
そ
の
ひ
つ
あ
の
あ
と
、
あ
を
く
あ
か

 
き
色
を
ま
じ
へ
た
り
け
り
。
 
(
巻
十
七
四
五
七
ぺ
)

 
鬼
の
足
跡
が
あ
っ
た
と
い
う
話
で
、
そ
れ
が
大
牛
の
そ
れ
の
よ
う
で
、
青

色
・
赤
色
を
〈
交
差
さ
せ
て
い
る
〉
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

◇
彼
卿
は
、
く
ろ
く
ぬ
り
た
る
ほ
そ
ぼ
ね
に
、
黄
な
る
紙
は
り
て
、
楽
府
の

 
要
文
を
真
草
に
う
ち
ま
ぜ
て
、
と
こ
ろ
ぐ
重
て
い
だ
さ
れ
た
り
け
る
を
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
巻
七
二
三
八
ぺ
)

 
「
真
草
に
う
ち
ま
ず
」
は
、
 
〈
楷
書
と
草
書
を
入
り
込
ま
せ
る
〉
意
で
あ
る
。

前
掲
の
青
・
赤
の
色
の
場
合
と
異
な
り
、
文
字
を
〈
交
差
さ
せ
て
〉
は
読
め

な
く
な
る
。

◇
小
衣
の
絵
八
巻
、
又
さ
ま
ん
一
の
物
語
ま
ぜ
て
四
季
に
視
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
巻
十
一
三
二
〇
ぺ
)

 
「
小
衣
」
は
『
狭
衣
物
語
』
の
こ
と
で
、
そ
の
他
に
色
々
な
物
語
を
〈
一
緒

に
す
る
〉
の
意
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
二

 
『
保
元
物
語
』
・
『
平
家
物
語
』
 
(
二
作
品
と
も
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」

に
よ
る
)
や
『
発
心
集
』
(
「
本
文
・
自
立
語
索
引
」
に
よ
る
)
の
「
マ
ジ
ハ

ル
」
に
は
「
山
林
に
ま
じ
は
る
」
「
山
野
に
ま
じ
は
る
」
と
用
い
ら
れ
て
、

〈
山
林
・
山
野
に
隠
れ
る
〉
と
解
さ
れ
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
。

●
義
朝
波
多
野
次
郎
義
通
を
招
て
、
「
母
の
相
具
し
乳
母
の
抱
て
、
山
林
に

 
ま
じ
は
り
た
ら
ん
は
力
な
し
。
京
中
に
あ
ら
む
ず
る
幼
者
共
を
ば
、
皆
尋

 
求
て
失
べ
し
。
(
略
)
」
と
の
給
ひ
け
れ
ば
、
(
『
保
元
』
下
一
五
〇
ぺ
)

●
講
堂
中
堂
す
べ
て
諸
堂
一
宇
も
の
こ
さ
ず
焼
払
て
、
山
野
に
ま
じ
は
る
べ

 
き
由
、
三
千
一
同
に
余
議
し
け
り
。
(
『
平
家
』
巻
一
、
＝
二
八
ぺ
)

●
或
は
煙
の
内
を
い
で
ず
、
炎
に
む
す
ん
で
お
ほ
く
ほ
ろ
び
に
し
か
ば
、
わ

 
つ
か
に
の
こ
れ
る
輩
は
山
林
に
ま
じ
は
り
、
跡
を
と
ゴ
む
る
も
の
一
人
も

 
な
し
。
(
『
平
家
』
丈
六
、
三
八
六
ぺ
)

●
か
く
云
ふ
心
は
、
賢
き
人
の
世
を
背
く
習
ひ
、
我
が
身
は
市
の
中
に
あ
れ

 
ど
も
其
の
徳
を
能
く
か
く
し
て
人
に
も
ら
さ
ぬ
也
。
山
林
に
交
は
り
、
跡

 
を
暗
う
す
る
は
、
人
の
中
に
有
り
て
徳
を
え
か
く
さ
ぬ
人
の
ふ
る
ま
ひ
な

 
る
べ
し
。
(
『
発
心
集
』
第
一
二
八
ぺ
)

●
若
し
、
人
、
仏
道
を
行
は
ん
為
に
、
山
林
に
ま
じ
は
り
、
ひ
と
り
広
野
の

 
中
に
も
を
ら
ん
時
、
身
を
恐
れ
寿
を
惜
む
心
あ
ら
ば
、
必
ず
し
も
仏
の
擁

 
撫
し
給
ふ
ら
む
と
は
愚
む
べ
か
ら
ず
。
(
『
発
心
集
』
第
三
八
(
)
ぺ
)

 
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
マ
ジ
ハ
ル
」
が
く
入
り
込
ん
で
対
等
に
付
き

合
う
〉
 
〈
交
際
す
る
〉
の
意
で
あ
る
な
ら
ば
、
右
の
よ
う
な
諸
例
で
前
述
の

よ
う
な
意
に
な
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

 
人
間
同
士
の
場
合
の
「
マ
ジ
ハ
ル
」
は
、
「
ま
じ
る
」
と
は
異
な
り
、

〈
人
と
人
と
が
付
き
合
っ
て
一
体
化
す
る
〉
と
い
う
意
味
も
も
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
 
「
山
林
・
山
野
に
ま
じ
は
る
」
は
、
 
〈
人
が
山
林
・
山
野
と
一

体
化
す
る
〉
と
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

 
「
平
家
』
巻
帯
の
当
該
例
の
後
に
「
跡
を
と
ゴ
む
る
も
の
一
人
も
な
し
」

「
ま
じ
る
」
「
ま
じ
ら
ふ
」
と
「
マ
ジ
ハ
ル
」
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「
ま
じ
る
」
「
ま
じ
ら
ふ
」
と
「
マ
ジ
ハ
ル
」

と
あ
り
、
 
『
発
心
集
』
第
一
の
当
該
例
の
後
に
「
跡
を
争
う
す
る
」
と
あ
る

の
は
、
か
よ
う
な
用
法
の
「
マ
ジ
ハ
ル
」
が
単
に
〈
隠
れ
る
〉
意
で
あ
っ
た

の
で
は
な
く
、
 
〈
人
が
山
林
・
山
野
と
一
体
化
す
る
〉
の
意
で
あ
っ
て
、
そ

れ
は
『
発
心
集
』
第
三
の
例
を
見
れ
ば
〈
山
中
に
閑
居
す
る
〉
意
に
も
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

 
『
保
元
物
語
』
・
『
平
治
物
語
』
・
『
平
家
物
語
』
で
「
マ
ジ
ハ
ル
」
の
前

掲
以
外
の
例
は
次
の
も
の
で
あ
る
。

●
「
(
略
)
号
砲
に
十
九
代
、
臣
ま
た
以
十
一
代
、
行
所
戸
政
に
て
一
度
も
悪

 
事
に
ま
じ
は
ら
ず
。
(
略
)
」
(
『
平
治
』
上
二
＝
ぺ
)

●
山
王
(
巫
女
二
)
お
り
さ
せ
給
て
、
や
う
一
御
託
宣
こ
そ
お
そ
ろ
し
け
れ
。

 
「
(
略
)
(
大
殿
ノ
北
ノ
政
所
ノ
御
立
願
ノ
)
一
に
は
、
今
度
殿
下
の
寿
命
を
た
す
け
て

 
た
べ
。
さ
も
候
は
ゴ
、
し
た
ど
の
に
候
も
ろ
一
の
か
た
は
人
に
ま
じ
は

 
(
ツ
)
て
、
 
一
千
日
が
間
朝
夕
み
や
つ
か
ひ
申
さ
む
と
な
り
。
(
略
)
子
を

 
思
ふ
道
に
ま
よ
ひ
ぬ
れ
ば
、
い
ぶ
せ
き
事
も
わ
す
ら
れ
て
、
あ
さ
ま
し
げ

 
な
る
か
た
は
う
ど
に
ま
じ
は
(
ツ
)
て
、
一
千
日
が
間
、
朝
夕
み
や
つ
か

 
ひ
申
さ
む
と
仰
ら
る
＼
こ
そ
、
誠
に
哀
に
お
ぼ
し
め
せ
。
(
略
)
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
平
家
』
巻
第
一
、
＝
一
二
ぺ
)

●
大
臣
み
つ
か
ら
彼
行
道
の
中
に
ま
じ
は
(
ツ
)
て
、
西
方
に
む
か
ひ
、

「
(
略
)
」
と
、
(
『
平
家
』
巻
三
、
二
四
八
ぺ
)

●
発
心
色
相
の
難
答
に
、
源
仁
・
義
真
も
口
を
と
ち
て
、
つ
み
に
四
宗
帰
伏

 
し
て
門
葉
に
ま
じ
は
り
、
一
朝
信
仰
し
て
は
じ
め
て
法
流
を
う
け
給
ふ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
平
家
』
巻
十
、
三
〇
一
ぺ
)

 
「
悪
事
に
ま
じ
は
る
」
(
保
元
)
・
「
か
た
は
人
に
ま
じ
は
る
」
(
平
家
)
・

 
「
門
葉
に
ま
じ
は
る
」
(
平
家
)
の
「
マ
ジ
ハ
ル
」
は
、
前
節
の
例
と
同
じ

 
く
＜
入
り
込
ん
で
対
等
に
付
き
合
う
〉
動
作
を
表
し
て
い
る
。

●
(
入
道
上
路
)
「
(
略
)
か
く
て
聞
も
馬
事
な
れ
共
、
ま
の
あ
た
り
立
ま
じ
は

 
(
ツ
)
て
見
ま
し
か
ば
、
い
か
に
も
心
う
か
ら
む
。
(
略
)
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
平
家
』
巻
三
、
二
六
六
ぺ
)

 
右
の
例
で
は
、
複
合
(
派
生
)
動
詞
「
た
ち
ま
じ
は
る
」
の
形
で
〈
そ
の

場
に
入
り
込
ん
で
い
っ
て
付
き
合
う
〉
の
意
が
よ
く
表
さ
れ
て
い
る
。

一
方
の
「
ま
じ
る
」
で
あ
る
が
、

○
兵
藤
内
は
大
臆
病
者
に
て
、
軍
に
向
た
れ
土
ハ
、
矢
の
一
も
射
ず
、
敵
を
も

 
う
た
ず
、
我
身
手
お
ふ
ま
で
は
思
も
よ
ら
ず
、
何
と
な
う
尻
付
し
て
勢
の

 
中
に
あ
ひ
ま
じ
り
、
即
す
る
よ
し
し
て
あ
り
け
る
が
、
馬
を
射
さ
せ
て
あ

 
る
小
家
へ
に
げ
い
る
。
(
『
平
治
』
中
二
三
一
ぺ
)

の
例
で
は
、
大
臆
病
者
の
兵
藤
内
が
、
仲
間
と
一
緒
に
な
っ
て
戦
う
の
で
な

く
、
形
だ
け
は
軍
勢
に
〈
ま
じ
っ
て
い
る
〉
と
い
う
動
作
を
「
あ
ひ
ま
じ
る
」

で
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

○
源
氏
の
船
は
三
千
〔
絵
〕
艘
、
平
家
の
舟
は
千
鯨
艘
、
唐
船
少
々
あ
ひ
ま

 
じ
れ
り
。
源
氏
の
勢
は
か
さ
な
れ
ば
、
平
家
の
せ
い
は
落
ぞ
ゆ
く
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
平
家
』
巻
十
一
、
三
二
八
ぺ
)

の
例
で
は
、
他
と
は
違
っ
た
「
唐
船
」
の
く
ま
じ
っ
て
い
る
〉
こ
と
を
い
っ

て
い
る
。
先
の
例
の
「
兵
藤
内
」
も
、
こ
の
「
唐
船
」
も
集
団
の
な
か
で
い
わ

ば
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
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次
に
『
発
心
集
』
の
「
ま
じ
る
」
の
例
を
見
る
。

○
今
も
昔
も
実
に
心
を
発
せ
る
人
は
、
か
や
う
に
三
郷
を
は
な
れ
、
見
ず
し

 
ら
ぬ
処
に
て
い
さ
ぎ
よ
く
名
利
を
ば
捨
て
＼
失
す
る
也
。
(
略
)
古
郷
に
す

 
み
、
し
れ
る
人
に
ま
じ
り
て
は
、
い
か
で
か
一
念
の
豊
野
お
こ
ら
ざ
ら
ん
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
第
一
 
一
七
ぺ
)

○
量
る
人
か
た
み
中
に
行
て
、
(
略
)
す
＼
め
て
云
ふ
様
、
「
な
ん
ぢ
、
老
い

 
せ
ま
り
て
、
残
命
い
ま
い
く
ば
く
か
は
あ
ら
ん
。
行
歩
も
か
な
は
ざ
れ
ば
、

 
人
に
ま
じ
る
に
つ
け
て
も
苦
し
か
ら
ん
。
今
は
出
家
う
ち
し
て
、
念
仏
申

 
し
て
の
ど
か
に
み
た
れ
。
(
略
)
」
と
云
ふ
。
(
第
五
＝
二
五
ぺ
)

○
す
で
に
仏
事
は
じ
ま
り
て
後
、
此
の
女
房
、
人
に
ま
じ
り
て
聴
聞
す
。
初

 
め
よ
り
終
り
ま
で
、
泣
く
事
お
こ
た
ら
ず
。
 
(
第
五
一
四
七
ぺ
)

○
此
の
娘
、
い
と
あ
や
し
げ
な
る
帷
子
す
が
た
に
て
、
下
主
の
子
ど
も
に
ま

 
じ
り
て
、
土
に
お
り
て
、
た
て
じ
と
み
の
際
に
て
あ
そ
ぶ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
第
六
 
一
六
一
ぺ
)

 
こ
れ
ら
の
「
ま
じ
る
」
は
、
前
節
で
『
古
今
著
聞
集
』
の
そ
れ
と
「
マ
ジ

ハ
ル
」
が
、
一
見
同
義
語
の
よ
う
に
思
え
た
の
と
似
て
い
る
。
し
か
し
、

「
ま
じ
る
」
が
、
 
〈
(
異
質
の
も
の
が
)
集
団
の
中
に
ま
じ
っ
て
い
る
〉
の
意

で
あ
る
と
す
る
と
、
右
の
第
一
例
は
仏
道
の
心
を
起
こ
し
た
も
の
(
異
質
の

も
の
)
が
、
俗
人
の
群
れ
の
中
に
「
ま
じ
る
」
こ
と
を
い
っ
て
お
り
、
第
二

例
は
高
齢
の
人
(
異
質
の
も
の
)
が
若
者
た
ち
の
群
れ
の
中
に
「
ま
じ
る
」

こ
と
を
い
っ
て
い
る
。
第
三
例
は
僧
侶
の
葬
式
に
は
無
関
係
に
見
え
る
「
女

房
」
(
異
質
の
も
の
)
が
「
ま
じ
る
」
の
で
あ
り
、
第
四
例
も
身
分
の
あ
る
娘

(
異
質
の
も
の
)
が
、
下
衆
の
子
ど
も
の
群
れ
の
中
に
h
ま
じ
る
」
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
三

 
前
節
ま
で
に
説
話
集
と
軍
記
物
語
の
例
を
見
て
き
た
の
で
、
本
節
で
は

『
今
鏡
』
と
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
も
の
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

『
能
筆
』
(
「
本
文
及
び
総
索
引
」
に
よ
る
)
の
「
マ
ジ
ハ
ル
」
の
用
法
に
は

偏
り
が
見
ら
れ
る
。

●
位
に
し
た
が
へ
る
い
ろ
一
の
衣
の
袖
、
近
衛
司
の
平
心
□
、
平
緒
な
ど
、

 
目
も
あ
や
な
る
に
、
き
ぬ
の
色
ま
じ
は
れ
る
う
ち
よ
り
、
唐
の
舞
、
高
麗

 
の
舞
人
、
左
右
か
た
-
ビ
ー
袖
振
る
ほ
ど
な
ど
、
(
第
 
 
＝
二
べ
)

●
御
車
副
の
、
狩
衣
袴
な
ど
も
、
い
ろ
:
・
・
の
文
押
し
な
ど
し
て
、
か
＼
や

 
き
あ
え
る
に
、
や
り
縄
な
ど
い
ふ
も
の
も
、
あ
し
つ
緒
な
む
ど
に
や
よ
り

 
あ
は
せ
た
る
、
い
ろ
！
～
ま
じ
は
れ
る
に
御
簾
の
掛
け
緒
な
ど
の
や
う
に
、

 
か
な
亡
子
な
む
ど
、
ゆ
ら
一
と
飾
り
て
、
(
第
二
五
五
ぺ
)

 
右
の
二
例
は
、
布
(
幕
)
・
緒
の
色
が
入
り
交
じ
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
描

写
し
た
用
例
で
あ
る
。

●
御
身
の
才
も
、
幼
く
よ
り
す
ぐ
れ
て
を
は
し
ま
す
と
て
、
内
宴
の
詩
な
ど

 
も
、
兄
を
さ
し
を
き
た
て
ま
つ
り
て
、
そ
の
錘
に
ま
じ
は
ら
せ
生
き
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
第
五
＝
二
二
ぺ
)

 
こ
の
例
は
、
藤
原
基
房
が
、
兄
の
着
実
を
さ
し
お
い
て
、
内
宴
の
詩
の
席

に
つ
い
て
他
の
人
々
と
ま
じ
わ
っ
た
と
い
う
場
面
の
も
の
で
あ
る
。

 
次
に
「
ま
じ
る
」
の
例
を
見
る
。
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「
ま
じ
る
」
「
ま
じ
ら
ふ
」
と
「
マ
ジ
ハ
ル
」

○
中
納
言
匡
房
ま
だ
下
草
に
侍
け
る
に
、
世
を
恨
み
て
、
 
「
山
の
中
に
入
り

 
て
、
世
に
も
ま
じ
ら
じ
」
な
ど
申
け
れ
ば
、
(
第
一
三
〇
ぺ
)

○
こ
の
中
納
言
、
人
が
ら
は
よ
く
お
は
し
け
る
に
や
、
院
に
和
議
の
会
せ
さ

 
せ
給
け
る
に
、
歌
人
に
ま
じ
り
て
寄
書
き
た
る
、
(
第
六
 
一
八
○
ぺ
)

○
む
ね
と
は
詩
作
り
食
事
を
好
み
て
、
中
将
な
ど
聞
へ
給
し
時
、
(
略
)
「
野
＼

 
道
は
た
ゴ
青
き
草
」
と
か
い
ふ
詩
を
、
博
士
、
学
生
な
ど
、
あ
ま
た
ま
う

 
で
＼
講
じ
け
る
に
、
年
廿
に
少
し
あ
ま
り
給
え
る
若
き
殿
上
人
の
、
み
め

 
は
い
と
を
か
し
く
て
、
上
の
御
衣
な
ど
、
な
え
よ
か
に
着
な
し
給
へ
る
に
、

 
細
太
刀
、
平
緒
な
ど
、
し
た
＼
か
に
て
ま
じ
り
給
へ
る
、
神
も
い
か
ゴ
御

 
覧
ず
ら
む
と
そ
お
ぼ
え
け
る
。
(
第
六
一
九
〇
ぺ
)

 
右
の
第
一
例
は
第
一
節
で
も
述
べ
た
〈
入
り
込
む
〉
意
の
も
の
で
あ
る
。

「
マ
ジ
ハ
ル
」
動
作
の
以
前
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

 
第
二
例
・
第
三
例
は
、
歌
会
・
詩
の
席
に
加
わ
る
場
面
で
、
一
見
前
掲
の

「
マ
ジ
ハ
ル
」
の
例
と
同
義
の
よ
う
だ
が
、
第
二
例
は
、
中
納
言
(
実
隆
)

が
、
専
門
の
歌
人
の
中
に
「
ま
じ
る
」
の
で
あ
り
、
第
三
例
は
中
将
(
公
能
)

が
、
博
士
、
学
生
た
ち
の
中
に
加
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ

も
前
節
に
記
し
た
よ
う
に
、
 
〈
(
異
質
の
者
)
が
集
団
の
中
に
ま
じ
っ
て
い

る
〉
意
と
し
て
よ
か
ろ
う
。

○
春
宮
大
夫
の
末
の
御
子
は
、
民
部
卿
の
す
ゑ
也
と
て
を
は
し
き
。
和
琴
に

 
て
ぞ
、
お
ほ
み
遊
に
は
、
ま
じ
り
給
け
る
と
聞
＼
侍
し
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
第
六
一
九
五
ぺ
)

 
右
は
、
 
「
お
ほ
み
遊
」
に
「
和
琴
」
の
奏
者
と
し
て
加
わ
る
、
と
い
う
の

で
あ
っ
て
前
掲
の
「
マ
ジ
ハ
ル
」
の
第
三
例
の
「
内
宴
の
詩
」
の
席
な
ど
の

場
合
と
違
う
の
で
「
ま
じ
る
」
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

○
［
歌
］
宮
木
野
＼
秋
の
野
中
の
女
郎
花
な
べ
て
の
花
に
ま
じ
る
べ
き
か
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
第
六
一
九
二
ぺ
)

 
右
は
「
な
べ
て
の
花
」
の
中
に
「
女
郎
花
」
が
「
ま
じ
る
」
と
い
う
用
法

で
あ
る
。

こ
こ
に
、
 
「
ま
じ
ろ
ふ
」
が
一
例
あ
る
。

□
(
太
上
大
臣
伊
通
ハ
)
あ
ま
り
い
ち
は
や
く
て
、
世
の
も
の
い
ひ
に
て
を
は
し

 
け
る
。
籠
り
ゐ
給
へ
り
し
折
も
、
御
幸
な
ど
見
給
て
、
「
(
略
)
」
な
ど
の
た

 
ま
ひ
、
又
「
籠
り
み
た
る
は
苦
し
か
ら
ね
ど
、
世
に
ま
じ
ろ
は
ま
ほ
し
き

 
事
は
、
人
の
い
た
く
烏
帽
子
の
尻
を
高
く
あ
げ
た
る
に
、
う
な
じ
の
く
ぼ

 
に
結
ひ
て
む
と
も
思
ふ
な
り
」
な
ど
、
世
に
似
ぬ
や
う
に
の
た
ま
ひ
け
り
。

 
(
略
)
」
(
第
六
一
六
四
ぺ
)

 
こ
の
「
世
に
ま
じ
ろ
ふ
」
は
、
「
出
仕
す
る
(
宮
仕
え
す
る
)
」
の
意
で
あ

り
、
朝
廷
で
他
の
公
卿
た
ち
と
く
交
際
す
る
〉
の
意
で
は
な
い
。
こ
こ
に
述

べ
ら
れ
る
変
わ
っ
た
ふ
る
ま
い
も
、
「
ま
じ
ろ
ふ
」
に
抵
触
す
る
行
為
で
は

な
い
。

 
『
と
は
ず
が
た
り
』
(
「
語
の
検
索
は
「
総
索
引
」
に
よ
る
が
、
引
用
と
そ

の
所
在
頁
は
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
に
よ
る
)
の
「
マ
ジ
ハ
ル
」
は
、

次
の
三
例
で
あ
る
。

●
和
光
の
塵
に
ま
じ
は
り
た
ま
ひ
け
る
御
心
、
今
さ
ら
申
す
べ
き
に
あ
ら
ね

 
ど
も
、
い
と
頼
も
し
き
に
、
(
巻
四
、
四
五
四
ぺ
)
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●
(
二
条
ノ
歌
)
お
し
な
べ
て
塵
に
ま
じ
は
る
末
と
て
や
苔
の
挟
に
情
け
か
く

 
ら
む
(
巻
四
、
四
六
六
ぺ
)

●
三
条
↓
院
)
「
(
略
)
あ
ち
こ
ち
さ
ま
よ
ひ
は
べ
れ
ば
、
あ
る
時
は
僧
房
に
留

 
ま
り
、
あ
る
時
は
男
の
中
に
ま
じ
は
る
。
(
略
)
」
(
巻
四
、
四
七
九
ぺ
)

 
第
一
例
は
、
作
者
二
条
が
春
日
神
社
に
参
詣
し
た
時
の
感
慨
を
述
べ
た
一

節
で
、
神
が
御
威
光
を
和
ら
げ
て
衆
愚
に
〈
ま
じ
わ
り
〉
な
さ
る
の
意
で
あ

る
。
第
二
例
は
、
伊
勢
神
宮
に
参
詣
し
た
後
、
近
く
の
家
に
泊
ま
っ
て
そ
の

主
人
に
贈
っ
た
歌
で
、
塵
の
よ
う
な
愚
か
な
人
々
に
広
く
＜
ま
じ
わ
る
〉
の

意
で
あ
る
。
第
三
例
は
、
後
深
草
院
と
の
再
会
後
の
別
れ
の
際
に
作
者
が
院

の
疑
い
に
答
え
て
長
々
と
述
べ
た
言
葉
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
「
マ
ジ
ハ
ル
」

が
「
男
と
契
る
」
意
で
な
い
こ
と
は
、
そ
の
前
の
答
え
の
中
に
コ
夜
の
契

り
を
結
び
た
る
こ
と
は
べ
ら
ば
、
本
地
弥
陀
三
尊
の
本
願
に
漏
れ
て
、
長
く

無
間
の
底
に
沈
み
は
べ
る
べ
し
。
」
と
あ
り
、
引
用
部
の
後
に
も
独
り
寝
を
し

て
来
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
「
ま
じ
る
」
で
な
く
「
マ
ジ
ハ

ル
」
を
用
い
た
の
は
、
直
前
に
「
僧
坊
に
留
ま
り
」
と
あ
る
の
と
対
句
を
な

す
言
い
方
と
し
て
、
猛
男
の
家
に
も
く
宿
泊
す
る
〉
の
意
を
表
す
た
め
の
も

の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
「
ま
じ
る
」
は
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
ぬ
か
つ

○
「
御
遊
あ
る
べ
し
」
と
て
ひ
し
め
け
ば
、
衣
被
き
に
ま
じ
り
つ
つ
、
人
々

 
あ
ま
た
参
る
に
、
誰
も
さ
そ
は
れ
つ
つ
見
ま
み
ら
せ
つ
れ
ば
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
五
三
、
四
一
七
ぺ
)

○
賜
は
り
た
り
し
御
小
袖
を
上
に
着
て
、
女
房
の
中
に
ま
じ
り
て
見
ま
み
ら

 
す
る
に
、
(
巻
四
、
四
六
二
ぺ
)

 
第
一
例
は
、
衣
被
き
の
女
房
た
ち
に
、
人
々
(
衣
被
き
以
外
の
女
房
)
が

く
入
り
込
む
〉
の
意
で
あ
り
、
第
二
例
は
、
作
者
が
院
の
御
宮
あ
ぐ
り
を
院

に
見
つ
か
ら
な
い
よ
う
に
と
、
女
房
た
ち
の
中
に
〈
入
り
込
む
〉
、
の
で
あ
り
、

こ
れ
ま
で
の
用
例
の
通
り
、
 
〈
(
異
質
の
も
の
が
)
集
団
の
中
に
入
り
込

む
〉
と
い
う
動
作
が
「
ま
じ
る
」
で
あ
る
。

○
野
の
中
を
は
る
ば
る
と
分
け
ゆ
く
に
、
萩
、
女
郎
花
、
荻
、
薄
よ
り
ほ
か

 
は
、
ま
た
ま
じ
る
物
も
な
く
、
こ
れ
が
高
さ
は
、
馬
に
乗
り
た
る
男
の
見

 
え
ぬ
ほ
ど
な
れ
ば
、
(
巻
四
、
四
四
八
ぺ
)

 
右
は
、
萩
、
女
郎
花
、
荻
、
薄
以
外
「
ま
じ
る
」
も
の
の
な
い
こ
と
を
い
っ

て
い
る
。

こ
こ
で
、
注
意
さ
れ
る
の
は
複
合
(
派
生
)
動
詞
「
た
ち
ま
じ
る
」
で
あ
る
。

め
の
と

○
傅
の
入
道
な
ど
も
、
出
家
の
後
は
千
本
の
聖
の
も
と
に
の
み
住
ま
ひ
た
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
の
こ
ご

 
ば
、
い
と
ど
立
ち
ま
じ
る
男
子
も
な
き
に
、
(
巻
一
、
二
三
九
ぺ
)

○
更
け
過
ぎ
て
後
お
は
し
た
る
も
、
思
ひ
よ
ら
ず
あ
さ
ま
し
け
れ
ど
、
心
知

 
る
ど
ち
二
、
三
人
よ
り
ほ
か
は
、
立
ち
ま
じ
る
人
も
な
く
て
、
入
れ
た
て

 
ま
つ
り
た
る
に
、
(
巻
三
、
三
八
三
ぺ
)

 
第
一
例
は
、
雪
の
曙
(
西
園
寺
実
兼
)
が
訪
れ
る
場
面
で
あ
る
が
、
 
「
た

ち
ま
じ
る
」
は
傅
の
入
道
と
そ
の
息
子
達
の
動
作
を
い
っ
た
も
の
と
採
れ
る
。

第
二
例
は
、
有
明
の
月
が
訪
れ
る
場
面
で
、
こ
こ
の
「
た
ち
ま
じ
る
」
は

「
心
知
れ
る
ど
ち
」
す
な
わ
ち
側
近
の
侍
女
達
の
動
作
を
い
っ
た
も
の
と
採

れ
る
。
こ
の
二
つ
の
動
作
主
体
は
作
者
に
と
っ
て
異
質
(
性
や
身
分
の
違
い
)
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で
は
あ
っ
て
も
、
親
近
な
関
係
に
あ
る
人
達
で
あ
っ
て
、
 
「
ま
じ
る
」
が
表

す
動
作
と
微
妙
に
異
な
り
、
 
「
マ
ジ
ハ
ル
」
に
一
歩
近
づ
い
た
言
い
方
と
も

言
え
そ
う
で
あ
る
。
後
述
す
る
『
源
氏
物
語
』
の
「
た
ち
ま
じ
る
」
の
用
法

を
承
け
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
次
に
「
ま
じ
ら
(
ろ
)
ふ
」
の
例
に
つ
い
て
、

□
天
子
に
心
を
か
け
、
禁
中
に
ま
じ
ら
は
せ
む
こ
と
を
思
ひ
、
か
し
つ
く
よ

 
し
聞
く
も
、
「
人
の
宝
の
玉
な
れ
ば
」
と
思
ふ
ぞ
、
心
悪
き
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
巻
二
、
三
三
七
ぺ
)

 
こ
の
例
は
、
作
者
と
雪
の
曙
と
の
間
に
生
ま
れ
た
女
子
を
、
雪
の
曙
の
北

の
方
が
連
れ
て
い
っ
て
、
天
子
に
ま
み
え
る
こ
と
を
心
に
か
け
、
禁
中
に

く
出
仕
す
る
V
こ
と
を
さ
せ
よ
う
と
思
っ
て
養
育
し
て
い
る
と
聞
く
、
と
い

う
場
面
で
あ
る
。

□
こ
は
何
事
ぞ
。
す
べ
て
す
さ
ま
じ
か
り
つ
る
こ
と
な
り
。
こ
れ
ほ
ど
面
目

 
な
か
ら
む
こ
と
は
ま
じ
ろ
ひ
て
詮
な
し
と
思
ひ
て
、
こ
の
座
を
立
つ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
巻
首
、
三
二
一
ぺ
)

 
こ
こ
は
、
宴
席
で
席
次
を
下
げ
ら
れ
た
の
に
作
者
が
腹
を
立
て
、
退
出
す

る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
「
ま
じ
ろ
ふ
」
は
、
後
深
草
院
へ
の
宮
仕
え
の
行
為

の
一
部
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
う
い
う
席
次
を
下
げ
ら
れ
る
よ
う
な
屈
辱
的
場

面
に
異
質
の
自
分
が
〈
入
り
込
む
〉
気
持
ち
も
込
め
ら
れ
た
「
ま
じ
ろ
ふ
」

の
用
法
で
あ
ろ
う
。

▽
た
だ
床
を
並
べ
て
臥
せ
ば
べ
り
し
か
ば
、
い
と
ど
御
所
ざ
ま
の
ま
じ
ろ
ひ

 
も
物
憂
き
心
地
し
て
、
冬
に
も
な
り
ぬ
る
を
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
『
と
は
ず
が
た
り
』
巻
三
、
三
九
七
ぺ
)

 
右
は
有
明
の
月
の
遺
児
を
出
産
し
、
そ
の
世
話
で
「
ま
じ
ろ
ひ
」
、
す
な

わ
ち
院
へ
の
く
宮
仕
え
〉
も
億
劫
な
心
地
が
し
て
、
と
い
う
場
面
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
四

 
以
上
、
中
世
の
作
品
の
い
く
つ
か
を
採
り
上
げ
「
ま
じ
る
」
「
ま
じ
ら

(
ろ
)
ふ
」
と
「
マ
ジ
ハ
ル
」
の
意
味
の
相
違
を
論
じ
て
き
た
。
本
節
か
ら

中
古
和
文
の
代
表
例
と
し
て
『
源
氏
物
語
』
の
「
ま
じ
る
」
「
ま
じ
ら
ふ
」
の

意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

前
節
末
に
採
り
上
げ
た
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
「
ま
じ
ら
ふ
」
の
意
味
は
、

そ
の
ま
ま
『
源
氏
物
語
』
(
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
に
よ
る
)
の
用
例

に
適
用
で
き
る
。

□
い
と
は
し
た
な
き
こ
と
多
か
れ
ど
、
か
た
じ
け
な
き
御
心
ば
へ
の
た
ぐ
ひ

 
な
き
を
頼
み
に
て
ま
じ
ら
ひ
給
ふ
。
(
桐
壺
(
一
)
 
四
ぺ
)

□
(
桐
壺
更
衣
母
↓
靱
負
命
婦
)
「
(
略
)
(
故
大
納
言
↓
更
衣
母
)
「
た
ゴ
こ
の
人
の
宮
仕
へ

 
の
本
意
か
な
ら
ず
遂
げ
さ
せ
た
て
ま
つ
れ
。
(
略
)
」
と
返
＼
諌
め
を
か
れ

 
侍
し
か
ば
、
は
か
ぐ
し
う
後
見
思
ふ
人
も
な
き
ま
じ
ら
ひ
は
中
一
成

 
べ
き
こ
と
と
思
ひ
た
ま
へ
な
が
ら
、
た
ゴ
か
の
遺
言
を
た
が
へ
じ
と
ば
か

 
り
に
出
だ
し
立
て
侍
し
を
、
身
に
あ
ま
る
ま
で
の
御
心
ざ
し
の
よ
う
つ
に

 
か
た
じ
け
な
き
に
、
人
げ
な
き
は
ち
を
隠
し
つ
＼
ま
じ
ら
ひ
た
ま
ふ
め
り

 
つ
る
を
(
略
)
L
(
桐
畑
(
一
)
一
三
ぺ
)

 
こ
の
二
例
の
「
ま
じ
ら
ふ
」
は
、
 
『
今
鏡
』
の
「
ま
じ
ろ
ふ
」
の
例
の
と
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〆

こ
ろ
で
も
述
べ
た
通
り
、
 
〈
出
仕
す
る
〉
の
意
で
あ
り
〈
交
際
す
る
〉
の
意

で
は
な
い
。
し
か
し
「
ま
じ
ら
ふ
」
が
く
出
仕
す
る
・
宮
仕
え
す

る
〉
の
意
に
な
る
の
は
何
故
か
を
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
。
右
の
桐
壺
巻
か

ら
引
用
の
例
の
始
め
の
方
に
故
大
納
言
の
遺
言
の
中
に
「
宮
仕
へ
」
と
い
う

語
が
使
わ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
受
け
て
更
衣
母
が
「
は
か
ん
一
し
う
後
見
思

ふ
人
も
な
き
ま
じ
ら
ひ
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
し
っ
か
り
と
し
た
後

見
人
ぞ
ろ
い
の
宮
仕
え
人
の
な
か
に
、
そ
う
で
な
い
者
(
異
質
の
者
)
が
入
っ

て
伍
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ま
じ
ら
ふ
」

は
「
ま
じ
る
」
の
、
異
質
(
身
分
違
い
)
の
者
が
〈
入
り
込
ん
で
い
る
〉
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

近
似
の
意
味
で
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

□
(
女
房
↓
女
房
)
「
あ
な
が
ち
な
る
御
事
か
な
。
こ
の
な
か
に
は
、
に
ほ
へ
る

 
花
も
な
か
め
り
。
左
近
の
命
婦
、
肥
後
の
采
女
や
ま
じ
ら
ひ
つ
ら
む
」
な

 
ど
心
も
得
ず
言
ひ
し
ろ
ふ
。
(
末
摘
花
(
一
)
二
三
一
ぺ
)

 
「
に
ほ
へ
る
花
」
は
、
「
赤
鼻
の
女
」
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
ん
な
異
質
な

者
と
し
て
「
左
近
の
命
婦
、
肥
後
の
采
女
」
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。□

暗
う
お
は
し
着
き
て
、
御
車
寄
す
る
よ
り
、
は
な
や
か
に
け
は
ひ
こ
と
な

 
る
を
、
み
な
か
び
た
る
心
ち
ど
も
は
、
は
し
た
な
く
て
や
ま
じ
ら
は
む
と

 
思
ひ
つ
れ
ど
、
西
面
を
こ
と
に
し
つ
ら
は
せ
給
ひ
て
、
小
さ
き
御
調
度
ど

 
も
う
つ
く
し
げ
に
と
＼
の
へ
さ
せ
給
へ
り
。
(
薄
雲
(
二
)
二
二
二
ぺ
)

 
明
石
上
の
と
こ
ろ
が
ら
、
紫
上
の
と
こ
ろ
へ
引
き
取
ら
れ
て
い
く
明
石
姫

君
に
仕
え
て
き
た
「
み
な
か
び
た
る
心
ち
ど
も
」
(
乳
母
や
少
将
)
に
は
、

紫
上
邸
は
、
ま
さ
に
〈
異
質
の
者
〉
と
し
て
仕
え
る
こ
と
に
な
る
奉
公
先
、

と
い
う
意
識
が
「
は
し
た
な
く
て
や
ま
じ
ら
は
む
」
と
「
ま
じ
ら
ふ
」
を
用

い
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

□
正
身
は
、
た
ゴ
か
こ
と
ば
か
り
に
て
も
、
ま
こ
と
の
親
の
御
け
は
ひ
な
ら

 
ば
こ
そ
う
れ
し
か
ら
め
、
い
か
で
か
知
ら
ぬ
人
の
御
あ
た
り
に
は
ま
じ
ら

 
は
む
、
と
お
も
む
け
て
、
苦
し
げ
に
お
ぼ
し
た
れ
ど
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
玉
婁
(
三
)
三
六
〇
ぺ
)

 
光
源
氏
か
ら
誘
い
を
受
け
た
玉
茎
は
「
い
か
で
か
知
ら
ぬ
人
の
御
あ
た
り

に
は
ま
じ
ら
は
む
」
と
た
め
ら
う
。
光
源
氏
は
、
実
父
で
な
く
、
自
分
は
異

質
の
も
の
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

 
次
に
、
「
ま
じ
る
」
を
「
ま
じ
ら
ふ
」
と
対
比
し
て
み
る
。

○
お
か
し
げ
な
る
侍
童
の
、
姿
こ
の
ま
し
う
こ
と
さ
ら
め
き
た
る
、
指
貫
の

 
裾
露
け
ゴ
に
花
の
な
か
に
ま
じ
り
て
朝
顔
お
り
て
ま
い
る
ほ
ど
な
ど
、
絵

 
に
か
＼
ま
ほ
し
げ
な
り
。
(
夕
顔
(
一
)
≠
ﾘ
)

○
(
少
納
言
の
乳
母
↓
源
氏
)
「
(
略
)
(
紫
苧
ノ
)
い
と
む
げ
に
児
な
ら
ぬ
齢
の
、
又
は

 
か
ぐ
し
う
人
の
お
も
む
け
を
も
見
知
り
給
は
ず
、
な
か
そ
ら
な
る
御
ほ

.
 
 
ど
に
て
、
あ
ま
た
も
の
し
給
ふ
な
る
中
の
、
あ
な
づ
ら
は
し
き
人
に
て
や

 
ま
じ
り
給
は
ん
、
(
略
)
」
(
若
紫
(
一
)
一
八
三
ぺ
)

 
第
一
例
は
、
童
が
花
の
中
に
「
ま
じ
る
」
、
第
二
例
は
「
い
と
む
げ
に
密

な
ら
ぬ
齢
」
の
二
上
が
「
あ
な
づ
ら
は
し
き
人
」
と
い
う
状
態
で
「
ま
じ
る
」

の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
異
質
の
者
と
し
て
〈
入
り
込
む
〉
の
で
あ
る
。

○
院
に
お
ぼ
し
嘆
き
と
ぶ
ら
ひ
き
こ
え
さ
せ
給
さ
ま
、
か
へ
り
て
面
だ
た
し
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げ
な
る
を
、
う
れ
し
き
瀬
も
ま
じ
り
て
、
お
と
ゴ
は
御
涙
の
暇
な
し
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
｛
癸
(
一
)
二
二
二
ぺ
)

○
(
弁
↓
惟
光
)
「
あ
だ
な
る
事
は
ま
だ
な
ら
は
ぬ
物
を
」
と
て
取
れ
ば
、
(
惟
光

 
↓
弁
)
「
ま
こ
と
に
、
い
ま
は
さ
る
文
字
忌
ま
せ
給
へ
よ
。
よ
も
ま
じ
り
侍

 
ら
じ
」
と
言
ふ
。
(
葵
(
一
)
三
三
二
ぺ
)

○
(
藤
壺
ハ
)
ま
こ
と
に
心
づ
き
な
し
と
お
ぼ
し
て
、
い
ら
へ
も
聞
こ
え
給
は

 
ず
。
た
ゴ
(
藤
壺
↓
源
氏
)
「
心
ち
の
い
と
な
や
ま
し
き
を
、
か
＼
ら
ぬ
お
り

 
も
あ
ら
ば
聞
こ
え
て
む
」
と
の
た
ま
へ
ど
、
尽
き
せ
ぬ
御
心
の
程
を
言
ひ

 
続
け
給
。
さ
す
が
に
い
み
じ
と
聞
き
給
ふ
し
も
ま
じ
る
ら
ん
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
高
木
(
一
)
三
六
二
ぺ
)

 
第
一
例
は
、
二
上
の
死
の
悲
し
み
の
中
に
桐
壺
院
の
弔
問
と
い
う
「
う
れ

し
き
瀬
」
も
「
ま
じ
る
」
と
い
う
。
第
二
例
は
、
お
祝
い
の
場
に
「
忌
み
言

葉
(
文
字
)
」
が
「
ま
じ
る
」
と
い
う
。
第
三
例
は
、
藤
壺
の
「
心
づ
き
な

し
」
と
い
う
気
持
ち
の
中
に
「
い
み
じ
」
と
い
う
思
い
も
「
ま
じ
る
」
と
い

う
。 

「
ま
じ
る
」
の
用
法
は
、
「
ま
じ
ら
ふ
」
よ
り
も
多
様
で
あ
る
と
言
え
そ
う

で
あ
る
。
し
か
し
「
ま
じ
ら
ふ
」
に
見
ら
れ
た
く
出
仕
す
る
〉
の
意
の
も
の

は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

 
 
〔
注
〕
こ
の
考
え
方
は
夙
に
北
山
難
太
『
源
氏
物
語
の
新
研
究
桐
内
篇
』

 
 
(
一
九
五
一
〈
昭
和
二
六
〉
年
)
で
説
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
当
該
例
の

 
 
【
語
釈
】
に
「
ま
じ
ら
ふ
交
際
す
る
と
解
す
る
の
は
当
た
ら
な
い
。
人
々

 
 
の
中
に
ま
じ
る
・
人
々
の
間
に
伍
す
・
仲
間
に
加
は
る
な
ど
の
意
で
あ
る
。

「
ま
じ
る
」
と
同
じ
意
味
」
と
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
最
後
の
一
句
「
「
ま
じ
る
」

と
同
じ
意
味
」
に
は
従
い
が
た
い
こ
と
は
本
文
に
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ

る
。

 
 
 
 
 
五

 
そ
れ
で
は
、
 
『
源
氏
物
語
』
で
は
何
故
「
マ
ジ
ハ
ル
」
は
用
い
ら
れ
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

 
中
世
の
作
品
に
見
ら
れ
た
「
マ
ジ
ハ
ル
」
の
意
に
近
い
『
源
氏
物
語
』
中

の
用
例
を
探
す
と
次
の
よ
う
な
も
の
が
見
出
さ
れ
る
。

複
合
動
詞
「
ま
じ
ら
ひ
～
」

◎
君
は
い
さ
＼
か
ひ
ま
あ
り
て
お
ぼ
さ
る
＼
時
は
、
(
右
近
ヲ
)
召
し
出
で
て

 
使
ひ
な
ど
す
れ
ば
、
(
右
近
ハ
)
ほ
ど
な
く
ま
じ
ら
ひ
つ
き
た
り
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
夕
顔
(
一
)
一
三
六
ぺ
)

◎
日
や
う
一
く
だ
り
て
、
楽
の
船
ど
も
漕
ぎ
ま
ひ
て
、
調
子
ど
も
奏
す
る

 
程
の
、
山
風
の
響
き
お
も
し
ろ
く
吹
き
あ
は
せ
た
る
に
、
火
ざ
の
君
は
、

 
か
う
苦
し
き
道
な
ら
で
も
ま
じ
ら
ひ
遊
び
ぬ
べ
き
も
の
を
、
と
世
中
う
ら

 
め
し
う
お
ぼ
え
給
け
り
。
(
少
女
(
二
)
三
一
八
ぺ
)

◎
(
薫
心
中
)
「
(
冷
泉
院
ハ
)
大
方
こ
そ
隔
つ
る
事
な
く
お
ぼ
し
た
れ
、
姫
宮
の

 
御
方
ざ
ま
の
隔
て
は
、
こ
よ
な
く
け
遠
く
な
ら
は
さ
せ
給
も
、
こ
と
は
り

 
に
、
わ
づ
ら
は
し
け
れ
ば
、
」
あ
な
が
ち
に
も
ま
じ
ら
ひ
寄
ら
ず
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
匂
宮
(
四
)
二
二
一
ぺ
)

 
「
ま
じ
ら
ふ
」
は
、
上
述
の
よ
う
に
く
異
質
の
も
の
が
入
っ
て
伍
す
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る
〉
動
作
を
表
す
が
、
そ
れ
が
「
つ
く
」
「
あ
そ
ぶ
」
「
よ
る
」
な
ど
の
動
詞

と
結
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
 
〈
交
際
す
る
〉
の
意
味
が
加
わ
っ
て
く
る
と
考

え
ら
れ
る
。

複
合
動
詞
「
～
ま
じ
ら
ふ
」

◎
(
源
氏
↓
明
石
上
)
「
(
略
)
そ
れ
も
又
、
.
 
と
り
も
ち
て
豊
平
に
な
ど
あ
ら
ぬ
御

 
も
て
な
し
ど
も
に
、
よ
う
つ
の
事
な
の
め
に
め
や
す
く
な
れ
ば
、
い
と
な

 
む
思
ひ
な
く
う
れ
し
き
。
は
か
な
き
こ
と
に
て
、
も
の
心
得
ず
ひ
が
一

 
し
き
人
は
、
た
ち
ま
じ
ら
ふ
に
つ
け
て
、
人
の
た
め
さ
へ
か
ら
き
こ
と
あ

 
り
か
し
。
(
略
)
」
(
若
菜
上
(
三
)
二
九
〇
ぺ
)

 
光
源
氏
が
、
明
石
上
を
褒
め
る
詞
の
な
か
で
、
明
石
上
と
は
対
照
的
な

「
ひ
が
一
し
き
人
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
そ
ん
な
人
が
「
た
ち
ま
じ

ら
ふ
」
と
他
人
ま
で
迷
惑
を
こ
う
む
る
こ
と
が
あ
る
、
と
言
っ
て
い
る
の
だ

が
、
こ
の
「
た
ち
ま
じ
ら
ふ
」
は
、
 
〈
交
際
す
る
〉
の
意
に
採
る
こ
と
が
で

き
る
。

複
合
動
詞
「
～
ま
じ
る
」

◎
(
明
石
上
心
中
)
や
む
ご
と
な
き
だ
に
、
お
ぼ
す
さ
ま
に
も
あ
ら
ざ
め
る
世
に
、

 
ま
し
て
た
ち
ま
じ
る
べ
き
お
ぼ
え
に
し
あ
ら
ね
ば
、
す
べ
て
い
ま
は
う
ら

 
め
し
き
ふ
し
も
な
し
。
(
若
菜
上
(
三
)
二
九
〇
ぺ
)

右
は
、
前
掲
の
光
原
氏
の
詞
「
た
ち
ま
じ
ら
ふ
」
を
受
け
て
、
自
分
の
行

為
に
つ
い
て
は
「
た
ち
ま
じ
る
」
を
用
い
て
い
る
。
ほ
と
ん
ど
同
義
で
あ
る

が
、
次
の
例
を
見
る
。

◎
(
明
石
上
↓
明
石
尼
君
)
「
こ
の
た
び
は
、
か
く
大
方
の
響
き
に
た
ち
ま
じ
ら
む

 
も
か
た
は
ら
い
た
し
。
も
し
思
ふ
や
う
な
ら
む
世
中
を
待
ち
出
で
た
ら
ば
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
若
菜
下
(
三
)
三
二
三
ぺ
)

 
住
吉
詣
で
に
明
石
尼
君
も
同
行
さ
せ
よ
う
と
い
う
光
源
氏
の
厚
意
に
対
し
、

明
石
上
は
低
い
身
分
の
母
尼
君
の
同
行
を
「
た
ち
ま
じ
る
」
で
表
す
。

◎
(
明
石
上
消
息
↓
源
氏
)
よ
う
つ
の
事
、
か
ひ
な
き
身
に
た
ぐ
へ
き
こ
え
て
は
、

 
げ
に
生
ひ
先
も
い
と
を
し
か
る
べ
ぐ
お
ぼ
え
侍
を
、
た
ち
ま
じ
り
て
も
、

 
い
か
に
人
笑
へ
や
。
(
薄
雲
(
二
)
二
一
九
ぺ
)

 
前
掲
の
例
よ
り
も
以
前
の
場
面
で
、
明
石
姫
君
が
二
条
院
の
人
々
の
中
に

は
い
る
こ
と
に
「
た
ち
ま
じ
る
」
を
用
い
て
い
る
。
以
上
の
三
例
か
ら
見
る

と
「
た
ち
ま
じ
る
」
は
、
明
石
上
の
一
種
の
謙
譲
表
現
で
も
あ
る
よ
う
で
あ

る
。

◎
(
乳
母
た
ち
)
「
(
略
)
こ
れ
は
明
け
暮
れ
た
ち
ま
じ
り
給
て
、
年
ご
ろ
を
は
し

ま
し
つ
る
を
、
何
か
は
、
い
は
け
な
き
御
ほ
ど
を
、
宮
の
御
も
て
な
し
よ
り

さ
し
過
ぐ
し
て
も
隔
て
き
こ
え
さ
せ
ん
、
と
う
ち
と
け
て
過
ぐ
し
き
こ
え
つ

る
を
、
(
略
)
」
(
少
女
(
二
)
二
九
八
ぺ
)

◎
(
柏
木
↓
小
侍
従
)
「
(
略
)
(
女
三
宮
ハ
)
院
の
、
あ
ま
た
の
御
中
に
、
又
並
び
な

 
き
や
う
に
な
ら
は
し
き
こ
え
給
ひ
し
に
、
さ
し
も
ひ
と
し
か
ら
ぬ
際
の
御

 
方
一
に
た
ち
ま
じ
り
、
め
ざ
ま
し
げ
な
る
こ
と
も
あ
り
ぬ
べ
く
こ
そ
。

(
略
)
」
(
若
菜
下
(
三
)
三
六
〇
ぺ
)

 
右
の
前
例
は
、
乳
母
た
ち
が
、
夕
霧
と
雲
居
雁
の
仲
に
つ
い
て
言
っ
て
お

り
、
後
例
は
、
柏
木
が
女
三
宮
の
降
嫁
に
つ
い
て
言
っ
た
も
の
で
、
も
と
よ

り
謙
譲
表
現
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
例
か
ら
す
る
と
、
「
た
ち
ま
じ
る
」
は
、
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「
ま
じ
る
」
「
ま
じ
ら
ふ
」
と
「
マ
ジ
ハ
ル
」

「
た
ち
ま
じ
ら
ふ
」
よ
り
も
、
 
〈
交
際
す
る
〉
動
作
を
娩
曲
に
表
現
し
た
も

の
と
採
る
べ
き
か
と
考
え
る
。

 
「
た
ち
ま
じ
ら
ふ
」
「
た
ち
ま
じ
る
」
が
、
 
〈
交
際
す
る
〉
の
意
に
な
る
の

は
、
「
た
ち
並
ぶ
」
と
同
じ
く
、
「
た
ち
(
立
ち
)
」
が
く
対
等
に
〉
の
意
を

 
 
 
 
 
 
 
な
 

表
す
か
ら
で
あ
る
。

◎
(
乳
母
↓
右
近
)
「
(
略
)
あ
が
お
も
と
、
早
く
よ
き
さ
ま
に
導
き
き
こ
え
給
へ
。

 
高
き
宮
仕
へ
し
給
人
は
、
を
の
つ
か
ら
ゆ
き
ま
じ
り
た
る
た
よ
り
も
の
し

 
給
ら
む
。
(
略
)
」
(
玉
髪
(
二
)
三
五
三
ぺ
)

◎
(
薫
↓
大
君
)
「
心
ぐ
る
し
う
見
め
ぐ
ら
さ
る
＼
御
す
ま
み
の
さ
ま
な
り
や
。

 
た
ゴ
山
里
の
や
う
に
い
と
静
か
な
る
所
の
、
人
も
ゆ
き
ま
じ
ら
ぬ
は
べ
る

 
を
、
さ
も
お
ぼ
し
か
け
ば
、
い
か
に
う
れ
し
く
は
べ
ら
む
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
椎
弓
(
四
)
三
七
〇
ぺ
)

◎
葦
手
の
草
子
ど
も
ぞ
、
心
一
に
、
は
か
な
ふ
お
か
し
き
。
宰
相
の
中
将

 
の
は
、
水
の
い
き
を
い
ゆ
た
か
に
書
き
な
し
、
そ
＼
け
た
る
葦
の
生
い
ざ

 
ま
な
ど
、
難
波
の
浦
に
通
ひ
て
、
こ
な
た
か
な
た
い
き
ま
じ
り
て
、
い
た

 
う
澄
み
た
る
と
こ
ろ
あ
り
。
(
梅
枝
(
三
)
一
六
五
ぺ
)

 
「
ゆ
き
ま
じ
る
」
は
、
(
そ
こ
に
)
行
っ
て
〈
入
り
込
む
〉
か
ら
、
 
〈
交
際

す
る
〉
の
意
に
近
く
な
る
。
「
い
き
ま
じ
る
」
の
例
は
〈
交
差
す
る
〉
の
意

に
な
り
、
「
マ
ジ
ハ
ル
」
と
ほ
と
ん
ど
同
義
語
に
な
る
。

 
 
〔
注
〕
拙
著
『
平
安
時
代
和
文
語
の
研
究
』
一
八
三
～
一
八
五
ぺ
)
。
「
た
ち

 
 
並
ぶ
」
の
「
た
ち
」
の
他
に
〈
対
等
に
〉
の
意
を
表
す
例
と
し
て
『
源
氏
物

 
 
語
』
か
ら
追
加
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
見
出
せ
る
。

「
た
ち
つ
づ
く
」

 
い
に
し
へ
の
朱
雀
院
の
行
幸
に
、
青
海
波
の
い
み
じ
か
り
し
夕
べ
、
思

出
で
給
人
＼
は
、
権
中
納
言
、
衛
門
督
、
又
お
と
ら
ず
た
ち
つ
ゴ
き
給
に

け
る
、
世
＼
の
お
ぼ
え
、
有
さ
ま
、
か
た
ち
、
用
意
な
ど
も
お
さ
一
を

と
ら
ず
、
官
位
は
や
＼
進
み
で
さ
へ
こ
そ
な
ど
、
齢
の
程
を
も
か
ぞ
へ
て
、

な
を
さ
る
べ
き
に
て
、
む
か
し
ょ
り
か
く
た
ち
つ
ゴ
き
た
る
御
三
ら
ひ
な

り
け
り
、
と
め
で
た
く
思
ふ
。
(
若
菜
上
(
三
)
二
六
三
ぺ
)

〈
跡
を
継
ぐ
〉
の
意
と
〈
対
等
に
並
ん
で
い
る
〉
の
意
と
が
込
め
ら
れ
て

い
る
と
解
さ
れ
る
。

「
た
ち
く
だ
る
」

 
こ
の
御
箱
に
は
、
た
ち
く
だ
れ
る
を
ば
ま
ぜ
給
は
ず
、
わ
ざ
と
人
の
ほ

ど
、
品
分
か
せ
給
つ
＼
、
草
子
、
巻
物
み
な
書
か
せ
た
て
ま
つ
り
給
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
梅
枝
(
三
)
 
一
山
ハ
六
ぺ
)

(
左
中
弁
↓
妹
乳
母
)
「
(
略
)
み
な
そ
の
人
な
ら
ず
た
ち
く
だ
れ
る
際
に
は

も
の
し
給
は
ね
ど
、
限
り
あ
る
た
ゴ
人
ど
も
に
て
、
院
の
白
あ
り
さ
ま

に
並
ぶ
べ
き
お
ぼ
え
具
し
た
る
や
は
お
は
す
め
る
。
(
略
)
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
若
菜
上
(
三
)
二
一
六
ぺ
)

〈
劣
っ
て
い
る
〉
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
「
た
ち
」
に
く
対
等
で
あ

る
〉
の
意
が
あ
っ
て
、
 
〈
対
等
で
あ
る
こ
と
か
ら
は
劣
っ
て
い
る
〉
と
解

さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

動
詞
「
立
つ
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
用
法
も
あ
る
。

(
近
江
君
)
「
(
略
)
夜
さ
り
ま
う
で
む
。
お
と
ゴ
の
君
、
天
下
に
お
ぼ
す
と
も
、

こ
の
御
方
一
の
す
げ
な
く
し
給
は
む
に
は
、
殿
の
う
ち
に
は
立
て
り
な

ん
は
や
」
(
常
夏
(
三
)
二
二
ぺ
)
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〈
身
を
置
く
〉
の
よ
う
な
意
で
あ
る
が
、

れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
対
等
に
〉
の
意
味
も
込
め
ら

 
 
 
 
 
お
わ
り
に

 
本
稿
は
紙
幅
の
制
約
も
あ
っ
て
、
中
古
に
つ
い
て
は
『
源
氏
物
語
』
の
用

例
に
つ
い
て
し
か
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け

て
よ
か
ろ
う
と
考
え
る
。

 
物
語
用
語
(
和
文
語
)
は
、
登
場
人
物
の
動
き
を
精
細
に
描
写
す
る
た
め

に
、
複
合
動
詞
・
派
生
動
詞
を
多
用
し
た
。
日
常
的
用
語
の
「
イ
ヌ
(
寝
)
」

は
「
ね
い
る
(
寝
入
る
)
」
に
、
「
キ
タ
ル
」
は
「
き
つ
く
(
来
着
く
)
」
に
、

「
オ
ソ
ル
」
は
「
お
も
ひ
お
つ
(
思
ひ
怖
づ
)
」
に
、
と
い
う
よ
う
に
複
合
動

詞
を
用
い
た
。

 
［
マ
ジ
ハ
(
ワ
)
ル
」
は
、
上
代
語
か
ら
使
わ
れ
て
お
り
、
現
代
語
に
至
っ

て
い
る
。
「
ま
じ
る
」
も
同
じ
だ
が
、
「
ま
じ
ら
ふ
(
ま
じ
ら
う
)
」
「
ま
じ
ろ

ふ
(
ま
じ
ろ
う
)
」
は
現
代
語
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

 
日
常
的
用
語
は
、
物
語
用
語
す
な
わ
ち
文
学
用
語
と
は
異
な
り
、
文
献
に

現
れ
る
時
は
、
「
用
語
選
択
の
意
識
の
極
め
て
弱
い
状
況
下
」
に
お
い
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

 
前
掲
の
日
常
的
用
語
は
、
い
わ
ゆ
る
「
訓
点
語
(
漢
文
訓
読
語
)
」
で
あ

り
、
難
解
な
仏
典
・
漢
籍
の
原
文
を
、
当
時
の
平
易
な
日
常
的
用
語
で
読
解

し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

〔
注
〕
拙
稿
「
平
安
時
代
の
表
現
語
彙
と
読
解
語
彙
-
文
体
史
研
究
の
あ
り

方
試
論
1
」
(
「
日
本
文
学
研
究
」
第
三
八
号
・
二
〇
〇
三
年
)
を
参
照
さ
れ

た
い
。
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