
「
ま
　
か
　
る
」
　
そ
　
の
　
後

-
　
中
　
位
　
前
　
期
　
の
　
用
　
払
　
-

い
わ
ゆ
る
謀
議
語
と
し
て
の
「
ま
か
る
」
の
性
格
用
法
に
つ
い
て
は
、
先
に

平
安
文
学
研
究
(
六
十
七
郎
∴
干
津
保
物
語
の
用
例
か
ら
見
た
動
詞
「
ま
か
る
」

の
用
法
)
　
誌
上
で
、
私
な
り
の
考
祭
解
明
を
試
み
た
。
そ
の
結
果
を
次
に
示
す
Q

「
ま
か
る
」
は
元
来
「
上
位
者
の
命
に
よ
っ
て
行
-
」
と
い
う
滋
味
を
持
つ

被
支
配
待
遇
の
語
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
中
古
に
入
る
と
ほ
ば
会
話
文
専
用
の

言
葉
と
な
り
'
「
上
位
者
　
(
聞
き
手
)
　
の
命
に
よ
り
」
あ
る
い
は
「
上
位
者

(
聞
き
手
)
　
の
許
し
を
柑
て
」
と
い
う
気
持
か
ら
「
行
-
」
の
志
の
丁
寧
の
志

を
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
と
同
時
に
'
こ
の
語
を
接
頭
語
と
し
て
用
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
下
接
す
る
種
々
の
動
作
を
へ
り
-
だ
っ
て
い
う
用
法
も
生
じ
た
。

右
を
ま
と
め
る
と
t

m
　
上
位
者
の
命
に
よ
っ
て
他
所
に
赴
-
0

仏
　
口
頭
語
で
あ
り
'
単
独
で
用
い
ら
れ
て
「
行
-
」
の
丁
寧
語
と
な
る
?

伽
　
口
頭
語
で
あ
り
、
接
頭
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
自
己
卑
下
の
気
特
を
表

わ
す
。

た
だ
'
矧
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
条
件
が
必
婆
で
あ
る
。
1
つ
は
㍑
性
噂
用

語
で
あ
る
こ
と
.
二
つ
に
は
「
ま
か
り
出
づ
」
の
ば
あ
い
'
上
代
か
ら
の
謙
譲

語
と
し
て
の
用
法
と
中
古
に
お
い
て
光
生
し
た
丁
寧
語
の
用
は
の
-
s
l
叫
者
を
区
別

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
Q

本
稿
は
こ
う
し
た
中
古
の
用
は
が
中
間
前
期
　
(
鎌
倉
時
代
を
対
袋
と
す
る
)

田
　
　
村
　
　
忠
　
　
士

に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
か
を
明
か
に
す
る
の
が
ね
ら
い
で
あ
る
3

ま
ず
山
に
つ
い
て
は
中
世
(
厳
密
に
言
え
ば
中
性
期
前
で
あ
る
が
'
便
宜
的

に
以
下
こ
の
よ
う
に
称
す
る
)
　
に
は
全
-
見
ら
れ
な
い
.
そ
れ
は
こ
の
用
法
が

本
米
的
な
も
の
で
あ
り
'
従
っ
て
古
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
中
古

に
お
い
て
も
竹
取
物
語
・
宇
津
保
物
語
に
数
例
を
見
る
の
み
で
あ
る
。

次
に
i
i
に
つ
い
て
は
へ
中
古
と
は
ば
変
わ
り
が
な
い
。
た
だ
最
も
異
な
る
点

は
地
の
文
に
お
け
る
用
例
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら

は
撰
集
抄
・
発
心
袋
・
閑
居
友
・
戯
管
抄
・
古
今
著
聞
集
・
徒
然
草
な
ど
で
あ

5
」①

　
以
往
'
あ
づ
ま
の
か
た
へ
さ
そ
ら
へ
剖
利
別
仔
り
。
(
粥
集
抄
　
石
波

文
梯
・
四
二
ペ
)

㊥
　
そ
の
比
へ
東
山
よ
り
安
居
院
辺
へ
矧
引
侍
り
L
に
、
四
条
よ
り
か
み
さ

ま
の
人
'
皆
北
を
さ
し
て
走
る
0
　
(
従
然
草
=
大
系
本
・
7
三
〇
ペ
)

こ
う
し
た
事
実
は
、
一
見
「
ま
か
る
」
が
文
章
語
化
し
た
か
に
考
え
ら
れ
る

が
'
右
に
掲
げ
た
作
品
に
は
全
て
地
の
文
に
「
侍
り
」
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と

を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
諸
説
は
あ
る
が
'
こ
れ
ら
の
作
品
に
用
い
ら
れ
る

「
侍
り
」
を
口
政
語
と
認
め
る
な
ら
ば
'
「
ま
か
る
」
も
口
薗
語
と
し
て
認
め
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
同
時
に
同
じ
被
支
配
待
遇
語
と
し
て
成
立
し
た
「
侍
り
」

と
性
格
的
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
言
え
よ
う
.
こ
の
こ
と
は
す
で
に
前
梢
に

95



お
い
て
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
が
'
「
ま
か
る
」
に
「
侍
り
」
が
下
接
す
る
こ

と
が
中
性
に
お
い
て
も
'
「
ま
か
る
」
総
数
に
対
し
て
わ
ず
か
六
パ
ー
セ
ン
ト

弱
で
す
こ
ぶ
る
稀
れ
な
点
か
ら
も
言
え
る
。
「
侍
り
」
に
接
続
助
詞
「
て
」
を

介
す
る
表
現
で
は
六
パ
ー
セ
ン
ト
強
と
や
や
前
者
を
上
回
る
も
の
の
大
し
た
追

い
は
な
い
。

「
ま
か
る
」
に
「
供
ふ
」
の
下
接
す
る
例
は
す
で
に
今
昔
物
語
に
数
例
見
ら

れ
た
が
'
当
代
で
も
用
例
は
少
く
'

⑨
　
昨
月
の
焼
亡
に
、
醍
醐
に
朕
所
に
判
別
引
例
て
t
は
せ
ま
ゐ
ら
ず
供
3

(
古
今
著
聞
袋
-
大
系
本
・
四
四
五
ペ
)

の
は
か
へ
宇
治
拾
退
物
語
に
二
例
を
見
る
の
み
で
あ
る
。

な
お
'
「
ま
か
る
」
単
独
の
用
法
は
時
代
が
下
が
る
と
と
も
に
用
い
ら
れ
な

く
な
る
傾
向
が
あ
り
、
保
元
物
語
で
は
皆
無
'
覚
7
本
平
家
物
語
で
は
接
頭
語

の
用
法
四
十
三
に
対
し
て
七
例
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
o
　
こ
の
現
象
は
へ
ま

だ
確
認
し
て
い
な
い
が
'
「
参
る
」
の
侵
出
に
よ
る
も
の
と
孝
与
り
れ
る
。

次
に
胤
の
用
法
に
つ
い
て
述
べ
る
。
私
は
こ
れ
を
「
ま
か
る
」
の
接
頭
語
的

用
法
と
し
た
が
'
投
合
語
と
見
る
説
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
決
し
て
投
合
語
の

そ
れ
で
な
い
こ
と
は
、
「
ま
か
る
」
が
実
質
的
意
義
を
持
た
な
い
こ
と
か
ら
別

白
で
あ
る
Q
た
だ
'

⑦
′
こ
の
う
へ
の
山
に
お
を
き
た
る
岩
屋
の
侍
に
ま
か
り
な
ん
こ
も
り
ぬ
る
。

(
閑
居
友
-
申
出
の
文
学
・
九
三
ペ
)

な
ど
か
ら
見
れ
ば
「
ま
か
り
」
が
「
行
-
」
の
意
を
持
つ
と
し
て
よ
い
か
に
思

え
る
が
'
孤
例
で
あ
り
後
者
の
説
を
支
持
す
る
に
は
不
十
分
と
一
1
=
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。

ま
た
'
次
の
よ
う
な
、

㊥
　
と
し
ご
ろ
小
な
れ
た
る
人
の
、
伏
見
に
住
む
と
き
ゝ
て
'
た
づ
ね
捕
り

た
り
け
る
に
'
虞
の
-
さ
道
の
見
え
ぬ
ほ
ど
に
茂
り
て
'
虫
の
鳴
き
け
れ

ば
　
(
山
家
集
-
大
系
本
・
四
四
四
番
歌
詞
F
=
)

.
⑥
　
ひ
と
り
鬼
を
き
て
'
笥
矧
引
甘
ん
ず
る
こ
そ
哀
れ
に
'
何
時
か
都
へ

は
帰
る
べ
き
t
な
ど
中
し
け
れ
ば
　
(
同
・
7
〇
九
八
番
歌
詞
油
日
)

動
詞
に
下
接
す
る
「
ま
か
る
」
を
こ
の
用
法
に
入
れ
る
む
き
も
あ
る
。
「
ま
か

る
」
を
投
合
語
と
す
る
観
点
に
立
て
ば
こ
う
し
た
見
方
も
可
能
で
あ
る
が
へ
　
こ

の
場
合
「
ま
か
る
」
は
形
式
化
し
て
は
い
る
も
の
の
「
行
-
」
の
意
の
実
質
的

誼
義
は
布
し
て
い
る
の
で
あ
り
へ
単
独
川
蛇
と
す
べ
き
で
あ
る
。
中
仙
で
は
右

の
は
か
「
出
づ
」
　
「
歩
む
」
　
「
成
る
」
　
「
移
る
」
　
「
衰
ふ
」
　
「
為
」
　
「
火
す
」

「
現
は
る
」
　
「
作
る
」
な
ど
に
接
し
'
中
古
に
比
べ
て
上
接
語
も
多
く
な
っ
て

お
り
、
形
式
化
が
次
第
に
強
-
な
っ
て
い
る
。

接
頭
語
「
ま
か
る
」
に
下
接
す
る
動
詞
を
'
中
古
と
の
対
比
の
う
え
で
表
に

し
た
も
の
が
次
表
で
あ
る
。

(̂
K-ォー*:∫)

こ
れ
に
よ
る
と
、
下
接
す
る
動
詞
は
中
古
五
十
語
に
対
し
中
性
は
二
十
七
'

そ
の
う
ち
二
つ
は
中
世
に
の
み
存
す
る
か
ら
へ
中
位
に
お
け
る
下
接
動
詞
は
中

古
の
丁
皮
半
分
と
な
る
。
こ
の
こ
と
は
接
頭
語
と
し
て
の
用
法
が
中
古
で
は
非

常
に
自
由
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
'
中
世
で
は
や
や
固
定
化
し
て
い
っ
た
こ
と

の
現
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
中
世
の
み
の
用
法
は
次
の
二
例
で
あ
る
。

①
　
口
本
の
人
は
、
い
か
に
も
わ
が
身
を
ば
な
き
に
な
し
て
、
(
虎
に
)

%

ま
か
り
あ
へ
ば
、
よ
き
叫
も
候
め
り
。
(
宇
治
拾
退
物
語
=
大
系
木
・
三

四
九
ペ
)

⑧
　
こ
れ
は
日
比
白
山
に
侍
つ
る
が
'
み
た
け
へ
参
り
て
、
い
ま
二
千
日
朕
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は
ん
と
仕
候
つ
る
が
'
斎
料
つ
き
て
侍
り
。
ま
か
り
あ
づ
か
ら
ん
と
巾
あ

げ
給
へ
。
　
(
同
・
六
〇
ペ
)

こ
の
接
頭
語
の
用
法
に
お
い
て
特
に
注
意
す
べ
き
は
「
ま
か
り
出
づ
」
の
ば

あ
い
で
あ
る
。
前
稿
に
お
い
て
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
に
は
い
わ
ゆ

る
謙
譲
語
の
ば
あ
い
　
(
し
た
が
っ
て
地
の
文
に
も
用
い
ら
れ
'
増
敬
語
「
拾

ふ
」
が
下
接
す
る
こ
と
も
あ
る
)
　
と
、
被
支
配
待
遇
語
の
ば
あ
い
が
あ
る
.

⑲
　
西
行
法
師
'
山
里
よ
り
ま
か
り
い
で
て
'

「
む
か
し
出
家
し
侍
り
し
そ

⑨
　
諸
富
女
御
'
は
る
の
こ
ろ
ま
か
り
い
で
て
、
ひ
さ
う
ま
ゐ
り
侍
ら
ざ
り

け
れ
ば
　
(
新
古
今
和
歌
集
-
大
系
本
・
一
四
一
六
番
歌
詞
書
)

は
前
者
で
あ
り
、

の
月
日
に
あ
た
り
て
侍
る
」
な
ど
叫
し
た
り
け
る
返
叫
に
　
(
同
二
七
八

二
番
歌
詞
登

は
後
者
で
あ
る
。
前
者
の
例
は
す
で
に
万
葉
袋
に
旦
見
て
お
り
'
そ
こ
に
山
と

同
じ
用
法
を
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
'
こ
の
場
合
の
「
ま
か
る
」
は
'

「
任
務
を
帯
び
て
」
あ
る
い
は
「
.
1
、
八
人
の
許
し
の
も
と
に
」
他
所
に
赴
-
と
い

う
実
質
的
志
義
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
接
頭
語
的
用
は
と
異
な

る
の
で
あ
る
。

中
性
に
は
右
の
ほ
か
、
「
ま
か
り
立
つ
」
に
同
様
な
用
法
が
見
ら
れ
る
。



⑳
　
「
　
」
と
勅
定
あ
り
け
れ
ば
'
い
な
み
申
べ
き
事
な
-
て
'
即
溺
立
ち

て
'
弓
矢
を
取
て
参
た
り
け
り
。
一
古
今
著
聞
集
二
1
八
r
ペ
)

⑳
　
女
院
ノ
、
「
大
納
言
道
長
二
太
政
官
文
書
ハ
英
セ
ヨ
ト
'
ト
ク
オ
ホ
セ

ク
ダ
セ
」
-
仰
ラ
レ
ケ
レ
バ
'
俊
資
タ
カ
ク
ヰ
セ
ウ
シ
テ
マ
カ
リ
タ
チ
テ
'

ヤ
ガ
テ
仰
下
ケ
レ
バ
・
・
・
-
o
　
(
磁
管
抄
=
大
系
本
・
一
七
1
ペ
一

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
地
の
文
に
用
い
ら
れ
て
お
り
へ
矧
の
用
法
と
は
違
っ
た

も
の
で
あ
る
_
 
。
こ
の
語
は
中
古
で
は

⑬
　
家
に
行
.
+
胡
臣
ま
う
で
き
た
り
け
る
に
'
月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
に
'

さ
け
ら
な
ど
た
う
ペ
て
ま
か
り
た
ゝ
む
と
し
け
る
ほ
ど
に
　
(
後
嘩
和
歌
集

-
後
S
・
卿
歌
集
総
索
引
二
〇
八
二
番
歌
詞
雷
)

⑬
　
大
寛
寺
に
人
々
あ
ま
た
ま
か
り
た
ち
け
る
に
ふ
る
き
樋
を
よ
み
侍
り
け

る
　
(
拾
退
和
歌
災
=
国
歌
大
観
・
四
四
九
番
歌
詞
苫
)

の
ご
と
き
の
と
'

⑮
　
溢
輸
朝
臣
'
左
近
少
将
に
侍
け
る
時
む
さ
し
の
御
む
ま
む
か
へ
に
判
利

別
笥
日
t
に
は
か
に
さ
は
る
こ
と
あ
り
て
・
・
・
!
。
(
後
拐
和
歌
災
∴
二

六
七
番
歌
詞
書
)

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
前
者
は
被
支
配
待
遇
の
も
の
と
解
さ
れ
る
が
'
後
者

は
先
の
⑪
・
⑳
の
例
と
同
様
に
考
え
て
よ
い
。
次
の

⑬
(
内
侍
の
血
ハ
侍
1
仲
忠
)
ま
か
り
た
ち
な
ん
。
い
ま
L
も
さ
ぶ
ら
は

ゞ
'
又
き
こ
え
す
ぐ
し
も
し
侍
。
(
字
津
保
物
語
-
芋
津
保
物
語
本
文
と

-
*
引
・
水
十
蝣
0
1
-
I
O
I
凹
ぺ
)

⑩
暫
許
有
レ
バ
'
兼
時
へ
寺
に
)
「
白
地
二
楓
血
判
」

~
ト
云
テ
'
愈
テ

走
ル
様
ニ
テ
行
ヌ
3
(
今
昔
物
語
災
-
大
系
本
・
㊥
・
六
六
ペ
)

な
ど
は
両
様
に
解
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
中
古
の
状
況
と
中
性
の
状
況
お
よ
び
平

家
物
語
の
凹
例
が
す
べ
て
地
の
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
合
わ
せ
考
え
る

と
次
の
よ
う
に
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
「
ま
か
り
立
つ
」
に
も
「
ま
か
り
出
づ
」

と
同
様
に
謙
譲
語
の
用
法
と
被
支
配
待
遇
語
と
の
用
法
が
あ
っ
た
と
。
前
絹
を

こ
の
よ
う
に
訂
正
し
た
い
。

放
後
に
下
接
す
る
助
詞
に
つ
い
て
述
べ
る
。
下
接
す
る
助
詞
は
自
動
詞
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
'
た
だ
今
昔
物
語
集
で
は
「
過
ご
す
」
・
「
渡
た
す
」
の

二
語
に
お
い
て
他
助
詞
の
用
例
の
あ
る
こ
と
は
前
捕
に
お
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。
中
世
も
こ
う
し
た
傾
向
は
変
ら
ず
、
表
で
見
る
通
り
他
動
詞
は
用
い

ら
れ
て
い
な
い
。
前
相
で
触
れ
な
か
っ
た
、

⑲
　
今
は
か
く
て
都
離
れ
て
知
ら
ぬ
他
界
に
ま
か
り
猟
利
和
で
'
又
か
や
う

に
細
御
捗
に
も
御
見
せ
ら
る
ゝ
や
う
も
侍
ら
じ
。
(
栄
花
物
語
-
大
系
木

・
上
二
六
五
ペ
)

に
つ
い
て
は
、
「
流
す
」
と
い
う
他
動
詞
に
付
い
た
と
見
る
よ
り
は
、
「
抗
-
v
J

る
」
に
付
い
た
と
見
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

以
上
ま
と
ま
り
の
な
い
ま
ま
に
書
き
流
し
て
来
た
が
、
中
性
後
期
の
「
ま
か

る
」
の
用
は
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
よ
う
。

1
、
単
独
用
法
の
「
意
か
る
」
は
中
古
と
は
ぽ
変
わ
り
な
い
が
、
接
頭
語
の

用
は
に
比
し
て
次
第
に
減
少
す
る
傾
向
が
あ
る
。

2
'
接
頭
語
と
し
て
の
用
は
は
へ
中
古
に
比
べ
て
固
定
化
す
る
傾
向
に
あ
る
3

3
、
「
ま
か
り
立
つ
」
に
も
謙
譲
語
の
は
あ
い
と
被
支
配
待
遇
語
の
ば
あ
い

が
あ
る
。

4
'
下
接
す
る
動
詞
は
自
動
詞
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
が
、
そ
の
幌
向
は
中

古
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
。
　
　
　
(
山
口
;
j
i
立
岩
国
高
等
学
校
教
諭
)
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