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マ
ウ
ク
（
設
・
儲
）
の
語
源
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
は
じ
め
に

　
今
日
、
我
々
が
「
お
酒
の
席
を
も
う
け
る
」
な
ど
と
言
う
場
合

の
モ
ウ
ケ
ル
は
、
〈
用
意
す
る
〉
の
意
で
あ
る
。
ま
た
、
　
「
お
金

を
も
う
け
る
」
の
モ
ウ
ケ
ル
は
、
〈
利
益
を
得
る
V
の
意
で
あ
る
。

な
ぜ
、
モ
ウ
ケ
ル
は
〈
用
意
す
る
〉
意
と
〈
利
益
を
得
る
〉
意
の

両
義
を
持
つ
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
代
語
の
モ
ウ
ケ
ル
（
下

一
段
動
詞
）
は
、
古
典
語
で
は
マ
ゥ
ク
（
下
二
段
動
詞
）
と
言
っ

て
い
た
。
マ
ウ
ク
の
原
義
は
何
か
。
本
稿
は
、
マ
ウ
ク
の
語
源
に

つ
い
て
考
え
る
。

　
　
　
　
　
一

　
ま
ず
、
動
詞
マ
ウ
ク
の
実
例
を
意
味
分
類
し
た
上
で
、
列
挙
し

て
み
る
。

間

宮

厚

司

　
　
①
用
意
す
る

o
渡
り
守
船
も
ま
う
け
ず
（
布
祢
毛
麻
宇
氣
受
）
橋
だ
に
も
渡

　
し
て
あ
ら
ば
（
萬
葉
一
八
・
四
［
二
五
）

o
「
中
宿
り
を
ま
う
く
べ
か
り
け
る
」
な
ど
言
ひ
て
、
夜
更
け

　
て
お
は
し
着
き
ぬ
。
　
（
源
氏
・
手
習
）

　
　
②
待
ち
迎
え
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
も

o
而
る
間
兄
ま
う
け
て
待
つ
事
な
れ
ば
、
兄
程
な
く
火
を
燃
し

　
て
持
て
来
た
り
。
　
（
今
昔
二
七
ノ
三
五
）

o
誰
を
ま
う
け
ん
為
の
座
席
や
ら
ん
。
　
（
太
平
記
二
二
・
主
上

御
夢
）

　
　
③
身
に
持
つ

o
神
仏
に
祈
り
て
、
今
の
御
腹
に
ぞ
男
君
一
人
ま
う
け
給
へ
る
。

　
（
源
氏
・
紅
梅
）



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
か
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
ほ

　
o
こ
の
世
に
は
過
ち
多
く
財
を
失
ひ
病
を
ま
う
く
。
　
（
徒
然
草

　
　
一
七
五
段
）

　
　
　
④
得
を
す
る

　
o
耳
鼻
欠
け
う
げ
な
が
ら
抜
け
に
け
り
。
か
ら
き
命
ま
う
け
て

　
　
久
し
く
病
み
ゐ
た
り
け
り
。
　
（
徒
然
草
五
三
段
）

　
こ
の
う
ち
、
①
の
く
用
意
す
る
V
は
「
機
会
を
も
う
け
る
」
、

③
の
く
身
に
持
つ
V
は
二
子
を
も
う
け
る
」
、
④
の
〈
得
を
す

る
〉
は
「
お
金
を
も
う
け
る
」
の
よ
う
に
、
現
代
語
の
モ
ウ
ケ
ル

に
も
同
じ
意
味
が
確
認
で
き
る
。
な
お
、
②
の
く
待
ち
迎
え
る
V

は
、
現
代
語
の
モ
ウ
ケ
ル
に
は
見
当
た
ら
な
い
用
法
で
あ
る
。

　
さ
て
、
マ
ウ
ク
の
原
義
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
《
来
た
る
べ
き
事

態
に
対
し
て
、
前
も
っ
て
用
意
す
る
》
こ
と
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
　
「
ま
う
け
の
き
み
（
儲
け
の
君
）
」
が
皇
太
子
を
表
わ
す
の

も
、
あ
ら
か
じ
め
用
意
し
て
あ
る
天
皇
の
意
か
ら
で
あ
る
。
来
た

る
べ
き
事
態
に
対
し
て
、
前
も
っ
て
用
意
す
る
と
い
う
行
為
は
、

来
る
の
を
見
込
ん
で
、
待
ち
受
け
、
迎
え
る
意
味
に
発
展
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
待
っ
て
い
た
も
の
が
実
際
に
来
る
と
こ
ろ
か
ら
、

身
に
持
つ
と
い
っ
た
意
味
へ
と
拡
大
し
、
そ
れ
が
、
思
わ
ぬ
良
い

も
の
を
手
に
入
れ
た
場
合
に
、
得
を
す
る
意
味
に
な
っ
た
と
解
釈

さ
れ
る
。

　
古
典
語
マ
ウ
ク
の
意
味
変
化
の
過
程
を
、
以
上
の
よ
う
に
跡
付

け
る
な
ら
ば
、
現
代
語
の
モ
ウ
ケ
ル
に
〈
用
意
す
る
〉
意
と
く
利

益
を
得
る
V
意
が
存
す
る
こ
と
も
、
自
然
に
理
解
で
き
よ
う
。

　
　
　
　
　
二

　
と
こ
ろ
で
、
奈
良
時
代
に
は
マ
ウ
ク
な
ら
ぬ
マ
ク
の
語
形
が
見

ら
れ
る
の
で
、
次
に
そ
れ
を
示
す
。

　
　
　
　
　
　
　
ぽ
が
　
　
　
　
　
　
　
　
び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
o
梅
の
花
散
り
乱
ひ
た
る
岡
榜
に
は
鶯
鳴
く
も
春
か
た
ま
け
て

　
　
（
波
流
加
多
瑚
剰
畳
）
　
（
萬
葉
五
・
八
三
八
）

　
日
本
古
典
文
学
大
系
「
萬
葉
集
二
」
の
八
三
八
番
歌
の
頭
注
に

は
、
右
の
「
春
か
た
ま
け
て
」
に
っ
い
て
、
次
の
よ
う
な
説
明
が

な
さ
れ
て
い
る
。

　
　
時
が
移
っ
て
春
に
な
っ
て
。
カ
タ
マ
ケ
の
カ
タ
は
、
時
・
方

　
　
向
な
ど
を
漠
然
と
指
す
。
マ
ケ
は
マ
ウ
ケ
の
約
。
起
源
的
に

　
　
は
マ
は
間
、
ウ
ケ
は
受
け
、
ヨ
霊
幕
↓
ヨ
舞
α
で
あ
ろ
う
。
然

　
　
る
べ
き
間
を
受
け
る
意
か
ら
、
あ
ら
か
じ
め
用
意
す
る
、
待

　
　
ち
う
け
る
意
と
な
り
、
カ
タ
マ
ケ
と
熟
合
し
て
、
時
を
待
つ

　
　
意
と
な
り
、
時
が
移
っ
て
あ
る
時
期
に
達
す
る
意
と
な
っ
た
。

　
一
方
、
　
「
小
学
館
古
語
大
辞
典
」
の
マ
ウ
ク
の
項
目
の
函
閣
凹
に

は
、
次
の
記
述
が
あ
る
。

　
　
上
代
に
「
秋
か
た
ま
け
て
〔
麻
気
且
〕
」
〈
万
葉
・
一
五
・

　
　
三
六
一
九
V
な
ど
、
　
「
ま
く
」
の
語
形
が
あ
る
た
め
、
　
「
ま

　
　
う
く
」
は
「
ま
く
」
の
ウ
音
挿
入
形
だ
と
す
る
説
が
あ
る
。

　
　
し
か
し
、
母
音
の
連
続
を
嫌
う
傾
向
に
あ
る
上
代
語
で
、
敢
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え
て
ウ
を
挿
入
す
る
必
然
性
は
乏
し
い
。
恐
ら
く
、
　
「
ま
う

　
　
く
」
の
方
が
原
形
で
、
　
「
ま
く
」
は
そ
の
母
音
脱
落
形
で
あ

　
　
ろ
う
。
　
「
ま
う
く
」
は
、
　
「
間
受
く
」
で
あ
る
と
す
る
説
も

　
　
あ
る
が
、
あ
る
い
は
「
真
受
く
」
か
。
後
者
な
ら
ば
、
「
真
」

　
　
は
完
全
・
十
分
の
意
で
あ
り
、
　
「
真
」
が
動
詞
に
冠
せ
ら
れ

　
　
た
例
に
は
、
　
「
真
罵
（
ま
ぬ
）
る
」
「
真
探
（
鯨
さ
）
る
」
「
真

　
　
抜
（
ま
ぬ
）
か
る
」
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
　
〔
山
口
佳
紀
〕

　
要
す
る
に
、
マ
ウ
ク
の
語
源
説
に
は
、
現
在
次
の
三
つ
の
考
え

方
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
④
「
春
か
た
ま
け
て
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
マ
ク
が
原
形
で
、
そ

　
　
れ
に
母
音
ウ
が
挿
入
さ
れ
て
、
マ
ウ
ク
は
成
立
し
た
。

　
◎
マ
ウ
ク
を
「
間
受
く
」
と
分
析
す
る
。

　
⑤
マ
ウ
ク
を
「
真
受
く
」
と
分
析
す
る
。

　
右
の
う
ち
、
④
は
確
か
に
奈
良
時
代
に
マ
ク
の
語
形
が
あ
り
、

平
安
時
代
以
降
は
も
っ
ぱ
ら
マ
ウ
ク
の
形
で
安
定
す
る
の
で
、
通

時
論
的
観
点
か
ら
マ
ク
を
原
形
と
考
え
、
そ
れ
に
母
音
ウ
が
挿
入

さ
れ
た
の
が
マ
ウ
ク
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
、
一
応
成
り
立
つ
。

し
か
し
、
　
『
小
学
館
古
語
大
辞
典
』
も
言
う
よ
う
に
、
母
音
の
連

続
を
嫌
う
傾
向
に
あ
る
上
代
語
で
、
敢
え
て
ウ
を
挿
入
す
る
必
然

が
乏
し
い
こ
と
と
、
昌
9
。
貯
¢
〉
ヨ
田
ロ
ズ
仁
の
よ
う
な
音
変
化
を
起
こ
し

た
語
例
が
他
に
見
出
せ
な
い
こ
と
か
ら
、
④
説
は
承
認
で
き
な
い
。

そ
れ
に
対
し
て
、
◎
と
◎
は
マ
ウ
ク
の
方
を
原
形
と
見
て
、
そ
の

マ
ゥ
ク
を
マ
（
間
㏄
真
）
と
ウ
ク
（
受
）
に
分
析
す
る
点
で
共
通

す
る
。
だ
が
、
◎
⑤
両
説
は
次
の
弱
点
を
有
す
る
。
す
な
わ
ち
、

マ
ウ
ク
が
原
形
で
、
　
「
春
か
た
ま
け
て
」
な
ど
の
マ
ク
は
、
そ
の

母
音
ウ
の
脱
落
し
た
語
形
と
見
る
と
き
、
ど
う
し
て
、
O
＜
O
＜

（
C
は
子
音
、
V
は
母
音
を
示
す
）
と
い
う
安
定
し
た
ヨ
艮
ロ
の
形

で
は
な
い
O
＜
＜
O
〈
と
い
う
不
安
定
な
ヨ
卸
¢
開
償
の
形
の
方
が
、

平
安
時
代
以
降
定
着
し
、
比
較
的
長
期
間
保
持
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

　
o
タ
さ
ら
ば
屋
戸
開
け
ま
け
て
（
屋
戸
開
設
而
）
わ
れ
待
た
む

　
　
い
め

　
　
夢
に
相
見
に
来
む
と
ふ
人
を
（
萬
葉
四
・
七
四
四
）

　
o
天
の
河
相
向
き
立
ち
て
わ
が
恋
ひ
し
君
来
ま
す
な
り
紐
解
き

　
　
ま
け
な
（
紐
解
設
名
）
　
（
萬
葉
八
・
一
五
一
八
）

　
　
　
　
　
つ
ヨ
や
　
　
　
　
　
　
　
ぽ
ぬ
た
　
　
　
わ
ぽ
も
　
　
　
ほ
ほ
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
o
夏
影
の
房
の
下
に
衣
裁
つ
吾
妹
裏
ま
け
て
（
裏
儲
）
わ
が
た

　
　
　
　
　
　
　
　
お
ほ

　
　
め
裁
た
ば
や
や
大
に
裁
て
（
萬
葉
七
・
一
二
七
八
）

　
　
あ
ひ
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
o
近
江
の
海
沖
つ
島
山
奥
ま
け
て
（
奥
儲
〉
わ
が
思
ふ
妹
が
言

　
　
の
繁
け
く
（
萬
葉
一
一
二
一
四
三
九
）

　
こ
れ
ら
萬
葉
集
に
お
け
る
「
設
・
儲
」
は
、
普
通
皆
マ
ケ
と
訓

ん
で
お
り
、
意
味
も
く
用
意
す
る
・
待
ち
受
け
る
V
の
意
で
、
中

古
以
降
の
マ
ウ
ク
と
当
然
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、

萬
葉
集
で
「
設
・
儲
」
の
文
字
を
マ
ウ
ク
で
な
く
、
マ
ク
で
訓
む

根
拠
は
、
　
一
体
ど
こ
に
存
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、

　
o
春
か
た
ま
け
て
（
波
流
加
多
麻
氣
豊
）
　
（
萬
葉
五
・
八
三
八
）
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o
秋
か
た
ま
け
て
（
秋
加
多
麻
氣
呈
）
　
（
萬
葉
一
五
二
一
＝
企

　
　
九
）

の
よ
う
に
、
仮
名
書
き
で
カ
タ
マ
ク
の
例
が
存
在
し
、
そ
の
カ
タ

マ
ク
の
マ
ク
の
部
分
が
今
度
は
、

　
o
時
か
た
ま
け
ぬ
（
時
片
設
奴
）
　
（
菖
葉
一
〇
・
一
八
五
四
）

　
o
冬
か
た
ま
け
て
（
冬
方
設
而
）
　
（
萬
葉
一
〇
二
＝
三
三
）

　
o
夕
か
た
ま
け
て
（
夕
片
設
而
）
　
（
萬
葉
一
〇
・
二
「
六
三
）

の
よ
う
に
、
　
「
設
」
字
で
表
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
カ
タ

マ
ク
で
な
い
場
合
に
も
、
　
「
設
（
儲
）
」
は
マ
ク
で
訓
む
の
が
、

穏
当
と
判
断
し
た
結
果
な
の
で
あ
ろ
う
。
カ
タ
マ
ク
の
カ
タ
が
何

で
あ
る
か
は
難
し
い
が
、
マ
ク
は
明
ら
か
に
〈
待
ち
受
け
、
迎
え

る
〉
の
意
味
を
持
つ
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
　
「
春
か
た
ま
け
て
」
は
、

口
語
訳
す
る
と
き
に
は
「
春
に
な
っ
て
」
だ
が
、
こ
れ
は
完
全
に

意
訳
で
あ
り
、
忠
実
に
直
訳
す
る
な
ら
ば
、
　
「
春
を
待
ち
受
け
、

迎
え
て
」
と
訳
す
べ
き
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
今
「
設
・
儲
」
は
、
萬
葉
集
で
一
般
に
マ
ク
と
訓
ま
れ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
。
と
こ
ろ
が
、
　
「
設
・
儲
」
は
「
観
智
院

本
類
聚
名
義
抄
」
で
は
、
共
に
マ
ウ
ク
と
訓
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
先
に
マ
ウ
ク
の
語
源
説
と
し
て
示
し
た
◎
㊦
両
説
で
、
想
定

さ
れ
る
音
変
化
の
道
筋
は
、
マ
ウ
ク
〉
マ
ク
な
の
に
、
文
献
的
な

徴
証
か
ら
は
、
マ
ク
〉
マ
ウ
ク
と
い
う
全
く
の
逆
方
向
を
た
ど
っ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
な
ぜ
な
の
か
。
奈
良
時
代
に
も
、

実
際
に
は
、

　
o
船
も
ま
う
け
ず
（
布
祢
毛
麻
宇
氣
受
）
　
（
萬
葉
｝
八
・
四
｝

　
　
二
五
）

の
よ
う
に
、
マ
ウ
ク
の
確
実
な
例
が
既
に
見
え
て
い
る
。
そ
う
す

る
と
、
先
の
「
屋
戸
開
設
而
」
を
「
や
ど
あ
け
ま
け
て
」
で
は
な

く
「
や
ど
あ
け
ま
う
け
て
」
と
訓
み
、
　
「
紐
解
設
名
」
を
「
ひ
も

と
き
ま
け
な
」
で
は
な
く
「
ひ
も
と
き
ま
う
け
な
」
と
訓
む
こ
と

も
、
十
分
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
萬
葉
集
の
申
で
一
般
に

マ
ク
で
訓
ま
れ
て
い
る
「
設
・
儲
」
字
を
マ
ウ
ク
と
訓
ん
で
も
、

句
中
に
単
独
母
音
を
含
む
形
と
な
る
た
め
、
本
当
の
字
余
り
に
は

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
少
な
く
と
も
奈
良
時
代
に
は
、

　
o
春
か
た
ま
け
て
（
波
流
加
多
麻
氣
昼
）

　
o
船
も
ま
う
け
ず
（
布
祢
毛
麻
宇
氣
受
）

の
よ
う
に
、
マ
ク
と
マ
ウ
ク
の
両
語
形
が
共
存
し
て
い
た
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
し
て
、
母
音
連
続
を
語
中
に
含
む
マ
ウ
ク
の

語
形
の
方
で
も
っ
て
、
平
安
時
代
以
降
固
定
し
て
し
ま
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
古
代
日
本
語
で
は
、
原
則
と
し
て
C
V
構
造
が
強
く

貫
か
れ
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
、
そ
の
C
V
構
造
を
崩
し
た

ヨ
9
。
自
評
¢
と
い
う
O
＜
＜
O
＜
の
形
に
て
一
語
化
を
遂
げ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
マ
ウ
ク
を
マ
＋
ウ
ク
と
分
析
す
る
考
え
方
で
は
、
以
上

の
矛
盾
を
解
消
す
る
こ
と
は
困
難
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

9



マ
ウ
ク
の
語
の
構
成
は
、
再
検
討
す
る
余
地
が
ま
だ
あ
る
。
そ
れ

で
は
以
下
、
マ
ウ
ク
の
語
源
に
つ
い
て
、
私
見
を
述
べ
て
み
た
い
。

　
　
　
　
　
三

　
私
は
、
マ
ウ
ク
の
原
形
を
マ
＋
ヲ
ク
と
考
え
る
。
そ
の
場
合
、

ヲ
ク
が
何
で
あ
る
か
が
問
題
に
な
る
。
下
二
段
動
詞
ヲ
ク
の
例
は

文
献
の
上
で
確
認
で
き
な
い
が
、
四
段
動
詞
ヲ
ク
の
例
は
実
在
し

た
の
で
例
を
挙
げ
て
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　

や
さ
か
　
　
ぽ
　
オ
　
　
　
ぽ
た
く
さ
な
ぽ

　
②
是
に
其
の
を
き
し
（
遠
岐
斯
）
八
尺
の
勾
聡
、
鏡
及
草
那
芸

　
の
つ
る
ぢ
　
　
塞
た
と
ζ
よ
劃
も
ひ
か
ね
の
か
み
　
　
た
ぢ
か
ら
を
の
か
み
　
　
　
あ
め
O
い
は
と
わ
け
の
か
み
　
　
　
そ

　
　
剣
、
亦
常
世
思
金
神
・
手
力
男
神
。
天
石
門
別
神
を
副
へ
賜

　
　
ひ
て
、
　
（
古
事
記
・
上
・
天
孫
遭
通
芸
命
）

　
　
む
　
つ
む
　
　
　
　
　
　
　
　
き
た

　
②
正
月
立
ち
春
の
来
ら
ば
か
く
し
こ
そ
梅
を
を
き
つ
つ
（
烏
梅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
乎
々
岐
都
々
）
楽
し
き
終
へ
め
（
萬
葉
五
・
八
一
五
）

　
　
　
　
　
　
　
　
さ
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
③
み
冬
継
ぎ
春
は
来
れ
ど
梅
の
花
君
に
し
あ
ら
ね
ば
を
く
人
も

　
　
な
し
（
遠
久
人
毛
奈
之
）
　
（
萬
葉
一
七
ニ
ニ
九
〇
一
）

　
　
み
し
オ
　
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
も
が
く

　
④
三
島
野
を
そ
が
ひ
に
見
つ
つ
二
上
の
山
飛
び
越
え
て
雲
隠
り

　
　
か
け
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
翔
り
去
に
き
と
帰
り
来
て
し
は
ぶ
れ
告
ぐ
れ
を
く
よ
し
の
（
呼

　
　
久
余
思
乃
）
そ
こ
に
な
け
れ
ば
言
ふ
す
べ
の
た
ど
き
を
知
ら

　
　
に
（
萬
葉
一
七
・
四
〇
一
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
の

　
⑤
月
立
ち
し
日
よ
り
を
き
つ
つ
（
日
欲
里
乎
伎
都
追
）
う
ち
偲

　
　
ひ
待
て
ど
来
鳴
か
ぬ
ほ
と
と
ぎ
す
か
も
（
萬
葉
一
九
・
四
一

　
　
九
六
）

　
⑥
「
呼
ヲ
ク
」
（
色
葉
字
類
抄
、
前
田
本
・
黒
川
本
共
）

　
⑦
「
呼
餌
ヲ
キ
ヱ
鷹
呼
餌
也
」
（
易
林
本
節
用
集
）

　
ヲ
ク
に
は
、
　
「
招
く
・
招
き
寄
せ
る
」
と
か
「
呼
ぶ
・
呼
び
寄

せ
る
」
と
い
っ
た
訳
語
が
通
常
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
今
示
し
た

例
に
基
づ
い
て
、
よ
り
一
眉
厳
密
な
意
味
付
け
を
施
す
な
ら
ば
、

ヲ
ク
は
《
対
象
に
来
て
ほ
し
い
と
気
持
ち
の
上
で
切
に
待
ち
受
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
は
や
　
と

迎
え
る
》
意
と
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
①
は
天
の
石
屋
戸
か
ら
早
く

天
照
ら
す
大
御
神
に
出
て
来
て
ほ
し
い
と
一
所
懸
命
待
ち
迎
え
た

の
で
あ
り
、
②
③
は
梅
の
開
花
を
心
待
ち
に
迎
え
る
意
で
あ
る
。

④
は
逃
げ
去
っ
た
鷹
を
呼
び
戻
す
手
段
の
な
い
こ
と
を
嘆
い
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
た
ば
な
　
　
　
　
を
　
ち

る
が
、
こ
の
鷹
は
「
手
放
れ
も
還
来
も
か
易
き
」
と
優
秀
な
の
で

　
　
　
　
　
ほ

あ
る
。
そ
の
秀
つ
鷹
が
待
て
ど
も
帰
っ
て
来
な
く
な
っ
た
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
づ

「
心
に
は
火
さ
へ
燃
え
つ
つ
思
ひ
恋
ひ
息
衝
き
あ
ま
り
」
の
切
羽

詰
ま
っ
た
心
境
な
の
で
あ
る
。
鷹
狩
の
た
め
に
鷹
を
放
し
て
呼
び

戻
す
と
い
う
特
殊
な
訓
練
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
⑦
の
例
を
見
る
と

よ
く
わ
か
る
。
⑤
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
来
て
鳴
く
の
を
毎
日
ま
だ
か

ま
だ
か
と
待
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ヲ
ク
に
漢
字
を
当

て
る
な
ら
ば
、
　
「
呼
」
が
一
番
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
⑥
⑦
は
物
語

っ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
四
段
ヲ
ク
に
対
す
る
下
二
段
ヲ
ク
、
す
な
わ
ち

《
対
象
が
や
っ
て
来
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
予
想
し
て
、
用
意
し

て
、
待
ち
受
け
、
迎
え
る
》
意
の
下
二
段
ヲ
ク
が
、
か
つ
て
存
在
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し
た
と
仮
定
し
て
み
る
。
こ
れ
は
、
必
ず
し
も
無
理
な
想
定
で
は

な
い
と
思
う
。
そ
う
考
え
る
理
由
は
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
平
安
時
代
以
前
に
例
の
見
ら
れ
る
動
詞
で
、
四
段
と
下
二
段
の

両
活
用
形
式
を
有
す
る
他
動
詞
と
し
て
、
山
口
佳
紀
「
活
用
形
式

の
変
異
か
ら
見
た
動
詞
の
一
考
察
」
　
（
「
古
代
日
本
語
文
法
の
成

立
の
研
究
」
所
収
）
は
、

　
　
ウ
ム
（
埋
）
・
カ
ク
（
懸
）
・
カ
ス
ム
（
掠
）
・
サ
ク
（
放
）
・

　
　
サ
マ
タ
グ
（
妨
）
・
タ
ク
ハ
フ
（
蓄
）
。
タ
ト
フ
（
讐
）
・

　
　
ツ
ミ
ナ
フ
（
罪
）
・
ト
ト
ノ
ブ
（
整
）
・
ト
モ
ナ
フ
（
伴
）
・

　
　
ネ
ギ
ラ
フ
（
労
）
・
ハ
ラ
フ
（
祓
）
・
ハ
ル
ク
（
晴
）
・
フ

　
　
タ
グ
（
塞
）
・
マ
ト
フ
（
纒
）
・
ヨ
ス
（
寄
）
・
ワ
ク
（
分
）
・

　
　
ワ
ス
ル
（
忘
）
・
ヲ
シ
フ
（
教
）

の
一
九
語
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
中
で
、
ワ
ス
ル

（
忘
）
に
関
し
て
は
、
四
段
ワ
ス
ル
と
下
二
段
ワ
ス
ル
と
で
、
意

義
差
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
有
坂
秀
世
「
「
わ
す
る
」
の
古
活
用
に

っ
い
て
」
　
（
「
国
語
音
韻
史
の
研
究
・
増
補
新
版
」
所
収
）
に
よ

っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
四
段
ワ
ス
ル
が
意
識
的
に

忘
れ
よ
う
と
す
る
意
で
あ
る
の
に
対
し
、
下
二
段
ワ
ス
ル
の
方
は

自
然
に
記
憶
や
印
象
が
消
え
失
せ
る
意
を
表
わ
す
、
と
い
う
違
い

が
両
者
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
木
下
正
俊
「
活
用
形

式
の
意
味
と
の
関
わ
り
」
　
（
『
万
葉
集
語
法
の
研
究
」
所
収
）
で

は
、
ヨ
ス
（
寄
）
に
つ
い
て
、
四
段
ヨ
ス
は
〈
与
え
る
・
託
す
る
〉

の
意
、
下
二
段
ヨ
ス
は
普
通
の
〈
寄
せ
る
〉
意
と
い
う
差
が
あ
り
、

ワ
ク
（
分
）
に
つ
い
て
も
、
四
段
ワ
ク
は
く
分
別
す
る
・
区
別
す

る
V
の
意
、
下
二
段
ワ
ク
は
〈
掻
き
別
け
る
・
押
し
別
け
る
〉
の

意
と
い
う
差
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
事

柄
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
四
段
ヲ
ク
〈
来
て
ほ
し
い
と
ひ
た
す
ら

に
待
ち
迎
え
る
V
と
は
多
少
意
味
の
異
な
る
下
二
段
ヲ
ク
〈
来
た

る
べ
き
事
態
に
対
し
て
、
用
意
を
整
え
て
、
待
ち
迎
え
る
V
が
、

か
つ
て
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
、
決
し
て
無
理
・
不
可
能
な
こ

と
と
は
思
わ
れ
な
い
。
っ
ま
り
、
四
段
ヲ
ク
が
「
積
極
的
に
来
て

ほ
し
い
と
切
に
待
ち
迎
え
る
」
の
に
対
し
、
下
二
段
ヲ
ク
は
「
用

意
を
し
て
、
冷
静
に
待
ち
迎
え
る
」
と
捉
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
四

　
マ
ウ
ク
の
原
形
を
マ
＋
ヲ
ク
と
考
え
た
場
合
、
ヲ
ク
に
関
し
て

は
前
述
し
た
通
り
だ
が
、
マ
は
何
な
の
か
。
断
定
的
な
こ
と
は
言

え
な
い
が
、
こ
の
マ
は
、
メ
（
目
）
の
古
形
の
マ
（
目
）
で
は
あ

る
ま
い
か
。
マ
（
目
）
が
動
詞
と
複
合
し
た
も
の
に
は
、

　
　
マ
カ
ツ
（
目
勝
ツ
）
・
マ
グ
ハ
フ
（
目
合
フ
）
・
マ
タ
タ
ク

　
　
（
目
叩
ク
）
・
マ
バ
ル
（
目
張
ル
）
・
マ
ミ
ユ
（
目
見
ユ
）
・

　
　
マ
モ
ル
（
目
守
ル
）

な
ど
が
あ
る
。
よ
っ
て
、
マ
ヲ
ク
の
原
義
は
《
目
で
も
っ
て
し
っ

か
り
と
見
な
が
ら
、
来
た
る
べ
き
事
態
に
対
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
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用
意
し
て
、
待
ち
受
け
、
迎
え
る
》
と
定
義
さ
れ
る
。
そ
の
点
、

マ
ヲ
ク
は
マ
モ
ル
《
目
で
も
っ
て
し
っ
か
り
と
見
な
が
ら
、
守
護

す
る
》
と
語
の
構
成
が
、
似
通
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
マ
ウ
ク
の
原
形
と
し
て
想
定
し
た
マ
ヲ
ク
は
、

　
　
ヨ
凶
≦
O
曽
9
＞
§
≦
ド
償
〉
ヨ
9
◎
鋸
区
ロ

と
い
う
過
程
で
、
音
変
化
を
起
こ
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

お
そ
ら
く
奈
良
時
代
は
、
ヨ
餌
≦
奔
自
か
ら
§
爵
ロ
へ
の
丁
度
過
渡
的

な
時
期
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
る
と
、
先
に
見
た
萬

葉
集
の
マ
ク
語
形
は
、
ヨ
9
。
≦
犀
ロ
の
発
音
を
表
記
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
ヨ
9
。
ミ
ざ
の
W
は
半
母
音
で
あ
り
、
ま
だ
完
全
な
母
音
u

に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
表
記
に
現
わ
れ
な

く
て
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
が
ヨ
①
環
貯
屋
の
段
階
に
至
っ
て
、
マ
ウ
ク

と
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
今
想
定
し
た
マ
ヲ
ク
の
音
変
化
を
考
慮
に
加
え
る
と
、

次
の
現
象
も
合
理
的
に
説
明
し
や
す
く
な
る
。

　
④
近
江
の
海
沖
つ
島
山
奥
ま
け
て
（
奥
儲
）
我
が
思
ふ
妹
が
言

　
　
の
繁
け
く
（
萬
葉
一
「
・
二
四
三
九
）

　
⑧
近
江
の
海
沖
つ
島
山
奥
ま
へ
て
（
奥
間
経
而
）
我
が
思
ふ
妹

　
　
が
言
の
繁
け
く
（
萬
葉
一
一
・
二
七
二
八
）

　
⑥
奥
ま
へ
て
（
奥
真
経
而
）
我
を
思
へ
る
我
が
背
子
は
千
歳
五

　
　
百
年
あ
り
こ
せ
ぬ
か
も
（
萬
葉
六
・
｝
〇
二
四
）

　
④
の
オ
ク
マ
ケ
テ
が
、
⑧
⑥
で
は
オ
ク
マ
ヘ
テ
と
書
か
れ
て
い

る
が
、
な
ぜ
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
山
口
佳
紀
「
古
代
日
本
語
文

法
の
成
立
の
研
究
」
　
（
一
六
〇
頁
）
は
、
次
の
よ
う
な
解
釈
を
行

な
っ
て
い
る
。

　
　
い
ず
れ
も
将
来
を
期
待
す
る
意
で
あ
る
が
、
オ
ク
（
奥
）
は

　
　
将
来
の
意
、
マ
ク
（
儲
）
は
待
ち
受
け
る
・
用
意
す
る
意
で

　
　
あ
る
か
ら
、
オ
ク
マ
ク
の
方
が
元
の
形
で
あ
ろ
う
。
オ
ク
マ

　
　
フ
に
つ
い
て
は
、
小
学
館
版
「
万
彙
集
二
」
　
（
｝
七
七
頁
頭

　
　
注
）
の
よ
う
に
、
カ
ズ
マ
フ
・
ワ
キ
マ
フ
な
ど
と
同
じ
語
構

　
　
成
と
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
や
は
り
オ
ク
マ
ク
か
ら
転
じ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
　
と
見
る
の
が
無
難
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
オ
ク
マ
ク
の
ク
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

　
　
直
前
の
音
節
が
マ
で
、
唇
音
m
を
含
ん
で
い
る
か
ら
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
影
響
で
k
＞
f
が
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
右
の
説
明
だ
と
、
k
＞
Φ
が
生
じ
た
原
因
と
し
て
「
オ
ク
マ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

の
ク
の
直
前
の
音
節
が
マ
で
、
唇
音
m
を
含
ん
で
い
る
か
ら
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ

言
う
が
、
同
じ
条
件
下
で
の
類
例
（
ヨ
爵
・
〉
ヨ
鋤
0
1
）
を
見
出
せ
な

い
の
で
、
オ
ク
マ
ク
V
オ
ク
マ
フ
に
は
、
何
か
特
別
な
事
情
が
あ

っ
た
と
考
え
た
方
が
よ
い
。

　
萬
葉
集
に
、
オ
ク
マ
ク
な
ら
ぬ
オ
ク
マ
フ
の
形
が
見
ら
れ
る
の

は
、
既
述
の
ご
と
く
、
マ
ク
は
音
声
的
に
は
ヨ
自
。
箋
区
ロ
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
肱
と
い
う
音
の
連
続
が
、
Φ
と
比
較
的

聴
覚
印
象
が
近
か
っ
た
た
め
に
、
た
ま
た
ま
オ
ク
マ
フ
と
表
記
さ

れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
肱
の
聴
覚
印
象
が
Φ
に
近
く
な
る

12



の
は
、
両
唇
音
で
調
音
点
が
前
（
唇
）
に
あ
る
W
が
、
破
裂
音
で

調
音
点
が
後
ろ
（
喉
）
に
あ
る
k
に
融
合
的
に
働
き
か
け
、
k
の

持
つ
破
裂
性
を
弱
化
さ
せ
、
後
ろ
に
あ
っ
た
調
音
点
を
前
の
方
へ

移
動
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
五

　
マ
ウ
ク
が
語
中
に
単
独
母
音
ウ
を
内
包
す
る
形
で
、
平
安
時
代

以
降
安
定
す
る
の
は
、
奈
良
時
代
に
マ
ヲ
ス
（
申
）
や
、
マ
ヰ
ヅ

（
参
出
・
詣
）
で
あ
っ
た
語
形
が
、
や
は
り
平
安
時
代
以
降
に
、

マ
ウ
ス
・
マ
ウ
ヅ
で
定
着
す
る
の
と
全
く
軌
を
一
に
す
る
現
象
と

言
え
る
。
そ
の
音
変
化
の
道
筋
を
示
す
な
ら
ば
、

誉
ヨ
9
≦
o
障
口
V
ヨ
鋤
ミ
7
d
＞
ヨ
9
9
口
区
ロ
（
設
）

　
ヨ
9
。
ミ
O
ω
q
＞
ヨ
臼
。
≦
ω
ロ
〉
ヨ
霊
。
・
¢
（
申
）

　
ヨ
四
≦
乙
ロ
V
ヨ
9
。
毛
α
β
V
ヨ
9
。
ロ
畠
ロ
（
詣
）

と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
マ
ウ
ス
（
申
）
と
マ
ウ
ヅ
（
詣
）
は
、

次
の
よ
う
に
マ
ス
・
マ
ヅ
で
書
か
れ
た
例
が
あ
る
。

　
　
　
・
マ
ウ
ス
（
申
）
の
マ
ス
表
記
例

　
o
「
人
の
そ
し
ら
れ
の
負
ひ
給
ふ
事
」
と
嘆
か
し
げ
に
ま
し
給

　
　
ふ
。
　
（
栄
花
・
月
の
宴
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ぽ
て
る
お
ん
か
み
　
　
　
　
　
　
　
　

　
o
「
そ
は
い
か
に
」
と
問
へ
ば
、
　
「
天
照
御
神
を
念
じ
ま
せ
」

　
　
と
言
ふ
と
見
て
（
更
級
・
物
語
）

　
o
「
姓
は
何
と
か
言
ふ
」
と
問
ひ
侍
り
け
れ
ば
、
　
「
夏
山
」
と

　
　
は
ま
し
け
る
。
　
（
大
鏡
・
序
）

　
　
　
・
マ
ウ
ヅ
（
詣
）
の
マ
ヅ
表
記
例

　
o
か
く
て
御
社
に
ま
で
つ
き
給
ひ
て
（
宇
津
保
・
俊
蔭
）

　
o
さ
や
う
の
所
に
ぞ
一
た
び
二
た
び
も
聴
き
そ
め
つ
れ
ば
、
つ

　
　
ね
に
ま
で
ま
ほ
し
う
な
り
て
（
枕
草
子
・
三
三
段
）

　
o
度
た
び
し
き
り
て
ま
で
給
ふ
事
は
（
源
氏
・
東
屋
）

　
こ
れ
ら
マ
ス
（
申
）
・
マ
ヅ
（
詣
）
の
よ
う
に
ウ
の
無
い
表
記

例
が
見
ら
れ
る
事
実
に
対
し
て
、
今
ま
で
明
確
な
答
え
は
出
さ
れ

て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
い
っ
た
現
象
は
、
マ
ス
は
ヨ
9
。
≦
ω
自
・

マ
ヅ
は
ヨ
9
。
≦
噺
¢
の
段
階
の
音
を
捉
え
て
表
記
さ
れ
た
も
の
と
考
え

る
な
ら
ば
、
自
然
に
理
解
で
き
る
。
ヨ
固
ミ
ω
ロ
と
ヨ
碧
ω
¢
・
日
9
≦
畠
自

と
ヨ
9
。
ロ
α
鋸
の
両
形
が
、
音
声
的
に
所
謂
《
ゆ
れ
》
の
状
態
で
、
平

安
時
代
に
共
存
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
り
、
こ

れ
は
奈
良
時
代
に
マ
ク
と
マ
ウ
ク
の
両
語
形
が
存
し
た
こ
と
と
も

よ
く
符
合
す
る
。

　
　
　
　
　
お
わ
り
に

　
以
上
、
マ
ウ
ク
（
設
・
儲
）
の
語
源
に
つ
い
て
、
意
味
お
よ
び

音
の
形
態
の
両
側
面
か
ら
、
曲
が
り
な
り
に
も
考
察
を
試
み
た
。

　
大
和
言
葉
の
マ
ウ
ク
が
、
ど
う
し
て
、
語
中
に
ウ
な
る
単
独
母

音
を
含
む
不
審
な
形
態
を
と
っ
て
い
る
の
か
。
そ
も
そ
も
、
論
の

出
発
点
は
、
こ
の
疑
問
を
論
理
的
に
解
く
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
結
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局
、
マ
ウ
ク
の
原
形
は
マ
＋
ヲ
ク
に
分
析
し
て
考
え
る
の
が
最
善

と
判
断
し
、
検
討
を
進
め
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
下
二
段

動
詞
ヲ
ク
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
四
段
動
詞
ヲ

ク
と
対
比
し
た
上
で
導
き
出
し
た
。
も
っ
と
も
、
四
段
ヲ
ク
自
体
、

古
典
語
の
世
界
に
そ
れ
ほ
ど
多
く
見
ら
れ
な
い
古
い
語
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
下
こ
段
ヲ
ク
も
か
つ
て
存
在
し
た
が
、
文
献
時
代

に
入
っ
た
時
に
は
、
も
う
既
に
消
滅
し
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
、

ま
だ
残
存
し
て
い
た
が
、
た
ま
た
ま
文
献
の
上
で
、
記
録
さ
れ
な

か
っ
た
だ
け
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

　
語
源
研
究
と
い
う
と
、
と
か
く
恣
意
的
な
も
の
に
な
り
が
ち
で

あ
る
。
今
後
さ
ら
に
、
一
語
一
語
の
厳
密
な
研
究
が
望
ま
れ
る
。

14

　
　
　
〔
付
記
〕

　
本
稿
は
、
昭
和
六
〇
年
度
の
大
野
晋
先
生
の
国
語
学
演
習
（
大

学
院
）
の
学
年
末
レ
ポ
…
ト
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
り
、
須
山
名
保
子
先
生
よ
り
色
々

と
適
切
な
御
助
言
を
戴
い
た
。
末
筆
で
は
あ
る
が
、
記
し
て
謝
意

を
表
す
る
。


