
い
わ
ゆ
る
丁
寧
語
「
侍
り
」
に
つ
い
て

ー
「
枕
草
子
」
の
用
例
を
め
ぐ
っ
て
｜

高
校
二
年
古
典
の
教
材
で
「
枕
草
子
」
の
次
の
よ
う
な
一
段
を
扱

っ
た
。

中
納
言
参
り
た
ま
ひ
て
、
御
扇
奉
ら
せ
た
ま
ふ
に
、
「
隆
家
乙

そ
い
み
じ
き
骨
は
得
世
刷
叶
川
。
そ
れ
を
張
ら
せ
て
参
も
せ
む
と

す
る
に
、
お
ぼ
ろ
け
の
紙
は
え
張
る
ま
じ
け
れ
ば
、
求
酬
は
べ
る

な
り
。
」
と
申
し
た
ま
ふ
。
「
い
か
や
う
に
か
あ
る
u

」
と
問
ひ

き
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
は
、
「
す
べ
て
い
み
じ
知
同
吋
叶
o

『
さ
ら

に
ま
だ
見
ぬ
骨
の
さ
ま
な
り
o

』
と
な
む
人
々
申
す
。
ま
乙
と
に

か
ば
か
り
の
は
見
え
ざ
り
つ
。
」
と
、
言
高
く
の
た
ま
へ
ば
、

「
さ
て
は
、
扇
の
に
は
あ
ら
で
、
く
ら
げ
の
な
な
り
o

」
と
聞
乙

ゆ
れ
ば
、
「
こ
れ
隆
家
が
言
に
し
て
む
o

」
と
て
、
笑
ひ
た
ま
ふ
。

か
ゃ
う
の
乙
と
と
そ
は
、
か
た
は
ら
い
た
き
こ
と
の
う
ち
に
入
れ

つ
べ
け
れ
ど
、
「
一
つ
な
落
と
し
そ
。
」
と
言
へ
ば
、
い
か
が
は
せ

む
。
ぷ
」

O
二
段
）

ζ

の
文
中
隆
家
の
言
葉
の
部
分
に
使
わ
れ
て
い
る
「
は
べ
り
」
が

問
題
と
な
っ
た
。
傍
線
の
部
分
を
中
心
に
口
語
訳
す
る
と
、

ー

ω私
隆
家
は
大
へ
ん
上
等
な
骨
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。

②
骨
に
ふ
さ
わ
し
い
上
質
な
紙
を
探
し
て
お
り
ま
す
。

八
回
生

渡

辺

布

威
す
べ
て
立
派
で
ど

市
）
骨
の
材
質
と
い
い
、
形
・
で
き
ば
え
と
い
い
、

ざ
い
ま
す
。

と
な
る
。
①
②
の
場
合
と
一
切
の
場
合
と
で
は
「
は
べ
り
」
の
ニ
ュ
ア

ン
ス
が
違
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
乙
と
に
な
っ
た
。

ω②
は
隆
家

を
主
語
と
す
る
動
詞
に
つ
い
て
お
り
、
何
一
の
「
い
み
じ
う
は
ベ
り
」

は
主
語
が
扇
の
骨
に
な
る
。
自
己
の
動
作
を
表
す
動
詞
に
つ
い
た

「
は
べ
り
」
は
単
な
る
丁
寧
語
で
は
な
く
、
む
し
ろ
謙
譲
語
と
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
謙
譲
語
と
い
う
の
は
、
為
手
の
動
作
を
低
め
る
乙
と
に

よ
り
、
そ
の
動
作
の
受
手
に
敬
意
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
聞
手
敬

意
の
場
合
は
丁
寧
語
と
い
う
ふ
う
に
一
般
に
認
識
さ
れ
て
お
り
、
高

等
学
校
で
取
り
扱
っ
て
い
る
文
語
文
法
で
も
、
「
は
べ
り
」
「
さ
ぶ

ら
ふ
」
に
つ
い
て
、

ω
補
助
動
詞
の
と
き
は
丁
寧
語
で
あ
る
。

仰
動
詞
の
と
き
は
、
そ
の
動
詞
を
受
け
る
人
が
あ
れ
ば
謙
譲
語
、

な
け
れ
ば
丁
寧
語
で
あ
る
。

謙
譲
語
の
下
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
き
は
丁
寧
語
で
あ
る
。

（
日
栄
社
・
要
説
文
語
文
法
）
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と
明
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
動
作
の
受
手
が
あ
る
動
詞
の
場
合

の
み
謙
譲
語
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
乙
で
思
い
浮
か
ぶ
の
が
下
二
段
活
用
の
「
給
ふ
」
で
あ
る
。
と

れ
は
「
侍
り
」
と
よ
く
似
た
用
法
だ
が
謙
譲
語
と
さ
れ
て
い
る
。
勿

論
「
丁
寧
語
と
す
る
説
も
あ
る
」
（
日
栄
社
・
要
説
文
語
文
法
）
と

一
言
付
け
加
え
て
は
あ
る
が
。
「
枕
草
子
」
中
、
乙
の
「
給
ふ
」
の

用
例
は

0

0

0

0

 

「
い
か
で
か
は
め
で
た
し
と
思
ひ
侍
ら
ざ
ら
ん
。
御
前
に
も
『
な
か

な
る
を
と
め
』
と
は
御
覧
じ
お
は
し
ま
し
け
む
と
な
む
思
ひ
給
へ

し
。
」
（
八
六
段
）

「
『
年
の
う
ち
一
日
ま
で
だ
に
あ
ら
じ
』
と
、
人
々
の
啓
し
給
ひ

。。

し
に
、
昨
日
の
タ
ぐ
れ
ま
で
侍
り
し
は
、
い
と
か
し
こ
し
と
な
ん

思
う
給
ふ
る
。
」
（
八
七
段
）

「
い
と
う
れ
し
く
立
寄
ら
せ
給
へ
る
し
る
し
に
、
た
へ
が
た
う
思

ひ
和
叶
つ
る
を
、
た
だ
今
お
と
た
り
た
る
や
う
に
停
抑
ば
、
返
す

返
す
な
む
よ
ろ
こ
び
問
え
き
す
る
o

」
（
一
本
二
三
段
）

の
三
例
の
み
で
あ
る
が
、
共
に
「
思
ふ
」
と
い
う
話
し
手
の
動
作
に

つ
い
て
、
「
存
じ
ま
し
た
」
「
存
じ
ま
す
」
と
い
う
意
に
な
る
。

「
侍
り
」
を
使
用
し
て
も
さ
し
っ
か
え
な
い
と
こ
ろ
で
、
た
だ
重
用

を
避
け
た
か
と
思
え
る
だ
け
で
あ
る
。

注
2

伊
藤
和
子
氏
は
「
給
ふ
」
「
侍
り
」
共
に
話
し
手
の
聞
き
手
に
対

す
る
卑
下
を
表
す
こ
と
は
で
、
「
侍
り
」
は
用
法
が
広
く
、
「
給
ふ

る
」
は
用
法
が
特
殊
で
あ
っ
た
。
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
て
お

主
3

ら
れ
る
し
、
本
学
二
十
七
回
生
の
高
原
さ
ん
も
「
『
給
ふ
』
は
自
分

自
身
、
又
は
自
分
側
の
人
間
の
『
思
ふ
』
『
見
る
』
『
聞
く
』
『
知

る
』
と
い
う
動
作
を
卑
下
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
聞
き
手
に
敬
意
を

払
う
謙
譲
語
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
『
給
ふ
』
は
話
し
手
と
聞
き
手

の
関
係
で
使
わ
れ
た
」
と
述
へ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
お
二
人
の
研
究

か
ら
し
で
も
、
「
侍
り
」
は
「
給
ふ
」
と
近
似
性
を
も
っ
た
ζ

と
ば

で
、
「
給
ふ
」
よ
り
用
法
が
自
由
で
あ
る
が
、
自
己
の
動
作
に
つ
い

た
場
合
は
、
自
己
の
動
作
を
卑
下
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聞
き
手
に

敬
意
を
払
う
謙
譲
語
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

と
れ
に
関
し
て
、
調
味
あ
る
お
二
人
の
説
を
次
に
引
用
さ
ぜ
て
い

た
だ
く
。
阪
倉
篤
義
博
士
は

本
来
一
種
の
謙
称
で
あ
る
が
、
た
だ
そ
の
謙
譲
の
対
象
は
、
し

か
と
定
め
き
れ
な
い
場
合
が
多
い
。
勢
ひ
、
そ
の
行
為
自
身
を
、

た
だ
謹
し
み
深
く
、
ひ
か
へ
め
に
言
ひ
表
は
さ
う
と
す
る
絶
対
謙

称
に
近
づ
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
当
る
べ
き
適
当
な
言
ひ
方
を
口

語
の
中
に
見
出
す
こ
と
は
、
困
難
で
あ
る
が
、
強
ひ
て
壬
一
口
へ
ば

「
達
者
で
過
さ
せ
て
い
た
だ
く
」
の
如
き
言
ひ
方
を
想
ひ
合
は
せ

て
も
よ
か
ら
う
。
（
中
略
）
話
し
手
の
自
ら
謹
み
へ
り
下
る
気
持

の
間
接
的
表
現
に
外
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
同
じ
こ
と
は
第
三
人

称
的
主
語
に
就
い
て
も
言
ひ
得
る
。
例
へ
ば
、

そ
の
北
の
方
な
む
莱
が
妹
に
侍
る
（
源
氏
物
語
・
若
紫
）

桜
の
散
り
侍
り
け
る
を
見
て
よ
め
る
（
古
今
集
・
春
下
）

に
於
け
る
「
侍
り
」
も
亦
、
素
材
聞
の
あ
り
か
た
と
も
言
へ
や
う

が
、
然
し
こ
の
や
う
な
表
現
に
於
て
は
、
右
の
「
北
の
方
」
「
桜
」

が
、
い
は
ば
話
手
の
側
に
属
す
る
も
の
と
し
て
把
へ
ら
れ
て
ゐ
る

の
で
あ
っ
て
、
乙
れ
を
通
じ
て
話
手
の
気
持
が
表
は
さ
れ
て
ゐ
る

も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
そ
の
事
情
は
下
二
段
活
用
の
「
給

n
h
u
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事

ふ
」
に
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
思
は
れ
る
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
、
ま
た
石
坂
正
蔵
先
生
は
、

あ
ぷ
人
（
又
は
物
事
）
の
動
作
存
在
が
、
そ
の
他
の
あ
る
人

（
や
神
）
の
勢
力
の
支
配
下
に
あ
る
如
き
意
識
か
ら
、
そ
の
人

（
や
神
）
と
の
被
支
配
的
関
係
に
於
て
言
表
す
る
待
遇
を
言
ふ
の

で
あ
る
。
被
支
配
待
遇
の
語
は
、
そ
の
関
係
の
論
理
的
若
く
は
文

法
的
で
な
い
点
に
於
て
「
奉
る
」
「
申
す
」
等
の
所
謂
関
係
謙
語

と
区
別
さ
れ
、
一
種
の
関
係
と
有
す
る
点
に
於
て
、
口
語
の
「
ま

す
」
（
助
動
詞
）
な
ど
の
一
般
丁
寧
語
と
も
別
物
で
あ
る
。

A
ユ」
n
h
U

中
古
文
の
「
は
べ
り
」
に
は
謙
譲
語
と
丁
寧
語
と
が
あ
る
よ
う

だ
が
、
丁
寧
語
は
謙
譲
語
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
補
助
動
詞

の
用
法
の
も
の
も
、
多
く
は
謙
譲
語
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

と
さ
え
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
お
二
人
の
説
を
思
い
合
わ
せ
て
み

る
と
、
「
侍
り
」
は
謙
譲
の
対
象
を
聞
き
手
と
限
定
す
る
の
で
な
く
、

も
っ
と
大
き
な
存
在
を
対
象
と
し
て
「
：
；
：
さ
せ
て
い
た
だ
く
」
と

い
う
話
手
自
ら
謹
み
へ
り
下
る
気
持
の
表
わ
れ
で
あ
っ
て
、
当
面
の

問
題
と
し
て
い
る
一
④
の
「
い
み
じ
う
は
べ
り
」
に
し
て
も
、
そ
の
主

語
で
あ
る
一
扇
の
骨
が
話
手
側
の
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
た
丁
重
な
表

現
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
私
と
し
て
は
大
へ
ん
惹
か
れ
る
解
釈
で
あ

る
が
、
高
校
の
教
材
と
し
て
生
徒
の
動
揺
を
避
け
る
為
に
は
、
文
法

教
科
書
に
基
づ
く
他
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
乙
の
三
ケ
所
の
「
侍
り
」

が
共
に
丁
寧
語
の
範
轄
に
入
る
と
し
て
も
、

ω②
は
謙
譲
の
意
味
が

濃
厚
に
残
存
し
て
お
り
（
聞
き
手
敬
意
）
、
＠
は
丁
寧
語
化
し
た
用

法
だ
と
い
う
違
い
は
生
徒
に
理
解
し
て
欲
し
い
し
、
ま
た
、
下
二
段

活
用
の
「
給
ふ
」
を
謙
譲
語
と
す
る
な
ら
ば
、
補
助
動
詞
「
侍
り
」

の
中
に
も
同
じ
よ
う
な
用
法
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
、

生
徒
側
か
ら
出
て
く
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
そ
し
て
、

「
給
ふ
」
「
侍
り
」
共
に
、
「
聞
き
手
敬
意
の
謙
譲
語
」
と
い
う
一

面
を
文
法
教
科
書
の
中
に
も
打
ち
出
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思

う
の
で
あ
る
。

次
に
、
文
法
書
で
は
一
般
に
、
丁
寧
語
「
侍
り
」
は
（
謙
譲
語

「
給
ふ
」
も
）
口
語
の
「
マ
ス
・
デ
ス
・
ゴ
ザ
イ
マ
ス
」
の
意
と
さ

れ
て
い
る
が
、
果
し
て
そ
う
か
と
い
う
問
題
に
ふ
れ
て
み
た
い
。

前
掲
の
一
扇
の
骨
の
一
段
に
於
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
丁
寧
語
が
使
用

さ
れ
て
い
な
い
部
分
も
、
例
え
ば
「
：
：
：
と
人
々
が
申
し
ま
す
。
本
当

に
乙
れ
ほ
ど
の
も
の
は
見
ら
れ
ま
せ
ん
。
」
と
訳
し
、
こ
れ
に
対
す

る
清
少
納
言
の
乙
と
ば
も
「
そ
れ
で
は
扇
の
骨
で
は
な
く
て
く
ら
げ

の
骨
と
い
う
わ
け
で
し
ょ
う
」
と
、
丁
寧
な
語
調
に
訳
し
て
い
る
。

阪
倉
博
士
は
「
源
氏
物
語
」
夕
顔
の
巻
の
一
節
を
引
用
さ
れ
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

冷
I
n
t

家
臣
（
惟
光
）
の
主
（
光
源
氏
）
に
対
す
る
言
葉
に
於
て
す
ら
、

「
侍
り
」
の
用
ゐ
ざ
ま
は
、
必
ず
し
も
規
則
的
で
は
な
い
。
乙
の

や
う
な
場
合
、
口
語
に
於
て
は
、
「
ま
す
」
「
ど
ざ
い
ま
す
」
の

類
が
‘
ほ
ほ
規
則
的
に
文
末
に
表
は
れ
て
く
る
の
に
対
し
て
、
や

や
異
っ
た
感
じ
を
懐
か
し
め
る
。
し
か
も
わ
れ
わ
れ
は
右
の

「
侍
り
」
に
「
ま
す
」
「
ど
ざ
い
ま
す
」
と
い
ふ
口
語
を
宛
て
る

と
同
時
に
、
「
は
ひ
わ
た
る
」
「
き
め
ぬ
め
り
」
に
も
、
「
覗
き

に
ド
ド
村
」
「
な
く
な
っ
た
ゃ
う
で
白
台
仰
が
ゆ
が
」
（
潤
一
郎

訳
）
の
如
き
口
語
訳
を
宛
て
て
済
ま
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
で
は
「
侍
り
」
が
特
に
こ
こ
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
の
意
味

巧
d
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は
、
果
し
て
い
づ
乙
に
あ
り
や
と
い
ふ
乙
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
「
枕
草
子
」
の
会
話
文
に
注
意
し
て
み
る
と
、
例
え
ば
、

清
「
な
に
か
。
こ
の
歌
よ
み
侍
ら
じ
と
な
ん
思
ひ
侍
る
を
。
も
の

の
折
な
ど
、
人
の
よ
み
侍
ら
ん
に
も
、
よ
め
な
ど
お
ほ
せ
ら
れ
ば
、

え
さ
ぶ
ら
ふ
ま
じ
き
心
地
な
ん
し
侍
る
。
い
と
い
か
が
は
、
文
字

の
数
知
ら
ず
、
春
は
冬
の
歌
、
秋
は
梅
の
花
の
歌
な
ど
を
よ
む
や

う
は
侍
ら
む
。
さ
れ
ど
、
歌
よ
む
と
い
は
れ
し
末
々
は
、
す
乙
し

人
よ
り
ま
さ
り
て
、
「
そ
の
折
の
歌
は
こ
れ
こ
そ
あ
り
け
れ
。
さ

は
い
へ
ど
、
そ
れ
が
子
な
れ
ば
」
な
ど
い
は
れ
ば
こ
そ
、
か
ひ
あ

る
心
地
も
し
侍
ら
め
。
つ
ゆ
と
り
わ
き
た
る
か
た
も
な
く
、
さ
す

が
に
歌
が
ま
し
う
、
わ
れ
は
と
思
へ
る
さ
ま
に
、
最
初
に
よ
み
侍

ら
ん
、
亡
き
人
の
た
め
に
も
い
と
ほ
し
う
侍
る
」
と
、
ま
め
や
か

に
啓
す
れ
ば
、
：
：
：
（
九
九
段
）

の
よ
う
に
、
中
宮
に
ま
め
や
か
に
啓
す
る
場
合
に
は
殆
ど
文
末
に
は

「
侍
り
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
次
の
よ
う
な
対
話
に
は
「
侍
り
」
の
使
用
は
少
な
い
。

わ
ざ
と
呼
び
も
出
で
、
逢
ふ
所
ご
と
に
て
は
、
斉
信
「
な
ど
か
、

ま
ろ
を
、
ま
と
と
に
ち
か
く
語
ら
ひ
給
は
ぬ
。
さ
す
が
に
く
し
と

思
ひ
た
る
に
は
あ
ら
ず
と
知
り
た
る
を
、
い
と
あ
や
し
く
な
ん
お

ぼ
ゆ
る
。
か
ば
か
り
年
ど
ろ
に
な
り
ぬ
る
得
意
の
、
う
と
く
て
や

む
は
な
し
。
殿
上
な
ど
に
、
あ
け
く
れ
な
き
を
り
も
あ
ら
ば
、
な

に
事
を
か
思
ひ
出
で
に
せ
む
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
清
「
さ
ら
な
り
。

か
た
か
る
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ぬ
を
、
さ
も
あ
ら
ん
の
ち
に
は
、

え
ほ
め
た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
む
が
、
く
ち
を
し
き
な
り
。
上
の
御
前

な
ど
に
て
も
、
ゃ
く
と
あ
づ
か
り
て
ほ
め
き
乙
ゆ
る
に
、
い
か
で

か
。
た
だ
お
ぼ
せ
か
し
。
か
た
は
ら
い
た
く
、
心
の
鬼
出
で
来
て
、

い
ひ
に
く
く
な
り
侍
り
な
ん
」
と
い
へ
ば
、
：
：
：
（
一
三
五
段
）

行
成
「
そ
の
文
は
殿
上
人
み
な
見
て
し
は
」
と
の
た
ま
へ
ば
、

清
「
ま
こ
と
に
お
ぼ
し
け
り
と
、
こ
れ
に
乙
そ
知
ら
れ
ぬ
れ
。
め

で
た
き
事
な
ど
、
人
の
い
ひ
惇
へ
ぬ
は
、
か
ひ
な
き
わ
ざ
ぞ
か
し
。

ま
た
、
見
ぐ
る
し
き
乙
と
散
る
が
わ
び
し
け
れ
ば
、
御
文
は
い
み

じ
う
隠
し
て
、
人
に
つ
ゆ
見
せ
侍
ら
ず
。
御
心
ざ
し
の
ほ
ど
を
く

ら
ぶ
る
に
、
ひ
と
し
く
乙
そ
は
」
と
い
へ
ば
、
行
成
「
か
く
も
の

を
思
ひ
知
り
て
い
ふ
が
、
な
ほ
人
に
は
似
ず
お
ほ
ゆ
る
。
「
思
ひ

ぐ
ま
な
く
、
あ
し
う
し
た
り
』
な
ど
、
例
の
女
の
や
う
に
や
い
は

む
と
乙
そ
思
ひ
つ
れ
」
な
ど
い
ひ
て
、
わ
ら
ひ
給
ふ
。
：
：
：
（
一

三
六
段
）

乙
の
場
合
の
対
話
の
相
手
で
あ
る
藤
原
斉
信
や
藤
原
行
成
は
、
頭

中
将
や
頭
弁
と
は
い
え
、
作
者
と
親
交
の
あ
っ
た
相
手
で
あ
る
。
中

宮
に
申
し
あ
げ
る
丁
重
な
こ
と
ば
使
い
に
比
べ
る
と
「
侍
り
」
の
使

用
は
ど
く
少
く
、
話
の
内
容
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
乙
と
ば
使
い
も

く
つ
ろ
い
だ
感
じ
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
で
は
丁
寧
体
で
は

な
い
の
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
か
ろ
う
。
「
の
た
ま
ふ
」
「
給
ふ
」

な
ど
の
敬
語
が
使
わ
れ
て
い
る
相
手
な
の
だ
か
ら
、
現
代
語
で
い
え

ば
当
然
丁
寧
表
現
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
「
侍
り
」
の
下
手
な
重
用
は
ば
か
丁
寧
と
も
と
ら
れ
た
よ

う
で
、
次
の
よ
う
な
表
現
は
、
話
の
内
容
と
は
う
ら
は
ら
に
、
笑
い

を
か
っ
て
い
る
。

「
あ
か
ら
さ
ま
に
も
の
に
ま
か
り
た
り
し
ほ
ど
に
、
侍
る
所
の

焼
け
侍
り
に
け
れ
ば
、
が
う
な
の
や
う
に
、
人
の
家
に
尻
を
さ
し
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な
ど
に
て
も
司
令
く
と

afdカ
td
寸

れ

占

i
t
hい
d
l

雪

入
れ
て
の
み
さ
ぶ
ら
ふ
。
馬
づ
か
さ
の
御
株
積
み
て
侍
り
け
る
家

よ
り
出
で
ま
う
で
来
て
侍
る
な
り
。
た
だ
垣
を
隔
て
て
侍
れ
ば
、

夜
殿
に
寝
て
侍
り
け
る
わ
ら
は
べ
も
、
ほ
と
ほ
と
焼
け
治
ベ
く
て

な
ん
。
い
さ
さ
か
も
の
も
と
う
で
侍
ら
ず
」
な
ど
い
ひ
を
る
を
、
御

原
殿
も
聞
き
給
ひ
て
、
い
み
じ
う
わ
ら
ひ
給
ふ
。
主
二
四
段
）

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
侍
り
」
は
、
す
べ
て
の
会
話
文

に
丁
寧
語
と
し
て
規
則
的
に
は
使
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
、
ま
た
、

敬
う
べ
き
聞
き
手
側
の
も
の
に
つ
い
て
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
点
で
、

口
語
の
「
マ
ス
・
ゴ
ザ
イ
マ
ス
」
と
い
う
一
般
丁
寧
語
と
は
異
な
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
要
す
る
に
、
聞
き
手
に
対
す
る
改
ま
っ
た
態

度
を
示
す
物
言
い
で
あ
っ
て
、
補
助
動
詞
「
侍
り
」
を
た
だ
「
丁
寧

語
で
マ
ス
・
ゴ
ザ
イ
マ
ス
の
意
」
と
し
て
片
づ
け
て
し
ま
う
の
は
、

「
侍
り
」
の
性
格
を
無
視
し
た
、
細
や
か
さ
を
欠
く
こ
と
に
な
り
は

し
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

そ
乙
で
、
か
の
「
一
扇
の
骨
」
の
一
段
も
、
中
宮
に
対
し
て
は
弟
隆

家
が
「
侍
り
」
を
使
っ
て
自
己
を
卑
下
し
、
丁
重
に
お
話
し
、
あ
と

は
そ
の
場
に
い
た
清
少
納
言
に
向
っ
て
、
あ
る
い
は
い
く
ば
く
か
の

興
奮
を
も
っ
て
独
白
す
る
よ
う
に
「
ま
こ
と
に
か
ば
か
り
の
は
見
え

ざ
り
つ
」
と
言
い
、
清
少
納
言
も
す
か
さ
ず
そ
れ
に
「
く
ら
げ
の
な

な
り
」
と
応
じ
、
隆
家
が
「
そ
の
言
葉
気
に
入
っ
た
。
私
ぬ
言
葉
と

し
て
し
ま
お
う
」
と
笑
う
、
と
い
っ
た
場
面
が
、
「
侍
り
」
の
用
法

に
注
意
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
初
梯
と
し
て
く
る
。
隆
家
対
清
少
納
言

と
な
る
と
お
の
ず
か
ら
「
侍
り
」
は
消
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
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以
下
引
用
文
の
段
数
は
、
岩
波
書
店
「
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文
学
大
系

刊
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段
数
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よ
る
。
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「
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注
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国
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研
究
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注
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」
国
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文
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号
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敬
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史
論
考
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文
進
堂
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敬
語
」
講
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社

注
工
「
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侍
り
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の
性
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」
国
語
国
文
第
二
十
一
巻
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号
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