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は
じ
め
に

　
中
古
に
お
け
る
動
詞
「
わ
づ
ら
ふ
」
は
他
の
動
詞
に
後
接
す

る
場
合
、
先
行
す
る
動
作
を
行
う
こ
と
が
困
難
な
い
し
不
可
能

の
意
味
を
表
す
こ
と
が
あ
る
（
吉
井
二
〇
〇
四
）。
こ
れ
は
中

古
に
お
け
る
複
合
動
詞
「
〜
わ
づ
ら
ふ
」
が
文
法
化
し
て
い
る

こ
と
を
示
す
。
当
時
の
「
わ
づ
ら
ふ
」
は
「
病
気
に
な
る
」「
苦

し
む
・
悩
む
」
と
い
う
二
つ
の
用
法
を
有
し
て
い
た
。
し
か
し

単
独
で
使
用
す
る
場
合
に
は
前
者
の
用
法
に
偏
り
、
他
の
動
詞

に
後
接
す
る
場
合
に
は
後
者
の
用
法
に
偏
る
と
い
う
傾
向
が
認

め
ら
れ
る
（
高
橋
一
九
九
八
）。
こ
の
こ
と
は
「
〜
わ
づ
ら
ふ
」

に
お
け
る
文
法
化
と
深
い
関
連
性
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
本
論
で
は
以
上
を
踏
ま
え
、中
古
に
お
け
る
複
合
動
詞「
〜

わ
づ
ら
ふ
」
の
表
現
形
成
の
あ
り
方
お
よ
び
文
法
化
の
背
景
を

論
じ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
一
　
先
行
研
究

　
本
論
の
先
行
研
究
と
し
て
吉
井
（
二
〇
〇
四
）
が
あ
る
。
吉

井
は
ボ
イ
ス
の
観
点
か
ら
『
源
氏
物
語
』
を
中
心
に
中
古
に
お

い
て
不
可
能
を
表
す
「
カ
ヌ
」「
ワ
ブ
」「
ワ
ヅ
ラ
フ
」「
ア
ヘ
ズ
」

の
表
現
を
検
討
し
て
い
る
。「
〜
わ
づ
ら
ふ
」
に
つ
い
て
は
ワ

ブ
・
ワ
ヅ
ラ
フ
が
と
も
に
心
理
面
で
の
困
惑
を
意
味
す
る
点
で

共
通
性
を
も
つ
こ
と
を
踏
ま
え
、
後
接
す
る
ワ
ヅ
ラ
フ
の
意
味

の
拡
張
を
心
理
的
な
動
詞
に
後
接
す
る
も
の
か
ら
感
覚
や
動
作

を
表
す
動
詞
に
後
接
す
る
も
の
へ
と
い
う
方
向
で
考
え
る
。
そ

の
際
、
感
覚
を
表
す
動
詞
を
「
媒
介
に
、
よ
り
動
作
的
な
動
詞

に
下
接
す
る
よ
う
に
な
り
、
困
難
な
い
し
不
可
能
の
意
味
を
帯

中
古
に
お
け
る
「
〜
わ
づ
ら
ふ
」
の
文
法
化
に
つ
い
て

百
　
留
　
康
　
晴
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び
て
い
っ
た
」
と
推
測
す
る
。

　
吉
井
に
よ
れ
ば
心
理
的
な
動
詞
に
下
接
す
る
も
の
は
ど
の
よ

う
に
思
っ
て
か
と
い
う
内
容
面
を
「
思
ふ
」
が
承
け
て
、
思
い

の
あ
り
方
を
ワ
ブ
・
ワ
ヅ
ラ
フ
と
い
う
動
詞
が
輪
郭
づ
け
て
い

る
。
こ
う
い
っ
た
場
合
は
、
上
の
動
詞
に
つ
い
て
不
可
能
や
困

難
の
意
味
を
と
る
こ
と
は
難
し
く
語
彙
的
な
結
合
と
い
う
面
が

強
い
。
感
覚
を
表
す
動
詞
に
後
接
す
る
も
の
は
一
面
、
継
起
的

に
関
係
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
ま
た
一
面
、「
聞

い
て
い
ら
れ
ず
」「
見
て
い
ら
れ
ず
」
の
よ
う
な
意
味
に
解
し

得
る
。「
聞
く
」
こ
と
や
「
見
る
」
こ
と
が
心
悩
ま
す
こ
と
で

あ
る
た
め
に
、
そ
れ
を
続
け
る
こ
と
に
倦
ん
で
、
続
け
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
に
傾
く
た
め
で
あ
る
と
す
る
。
ま

た
、
よ
り
動
作
的
な
動
詞
に
下
接
し
た
例
に
な
る
と
不
可
能
の

意
味
が
卓
越
し
て
く
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
例
で
も
、
上

接
の
動
詞
が
表
す
動
作
を
ま
っ
た
く
で
き
な
い
と
い
う
の
で
は

な
く
、
思
っ
た
よ
う
に
で
き
な
い
と
か
、
継
続
が
困
難
で
あ
る

と
い
っ
た
意
味
に
な
り
や
す
い
と
指
摘
す
る
。

　
し
か
し
吉
井
（
二
〇
〇
四
）
は
用
例
収
集
の
範
囲
が
『
源
氏

物
語
』
の
み
に
と
ど
ま
り
、
考
察
対
象
が
少
な
い
。
ま
た
複
数

の
形
式
を
考
察
対
象
と
し
て
い
る
た
め
か
「
〜
わ
づ
ら
ふ
」
に

お
け
る
文
法
化
の
過
程
・
背
景
が
詳
細
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

る
と
は
言
い
難
い
。
以
上
を
踏
ま
え
本
論
で
は
用
例
収
集
の
範

囲
を
中
古
成
立
の
仮
名
散
文
資
料
全
体
に
広
げ
、
動
作
を
表
す

前
接
動
詞
に
も
「
見
わ
づ
ら
ふ
」「
聞
き
わ
づ
ら
ふ
」
の
よ
う

な
両
義
的
解
釈
が
生
じ
る
可
能
性
が
な
い
か
さ
ら
に
検
討
す

る
。

　
当
時
の
「
〜
わ
づ
ら
ふ
」
に
困
難
・
不
可
能
と
い
う
意
味
を

含
む
文
法
化
が
生
じ
て
い
た
と
す
れ
ば
前
接
動
詞
が
形
成
す
る

節
全
体
が
後
接
動
詞
「
わ
づ
ら
ふ
」
の
対
象
と
な
る
よ
う
な
補

文
関
係
の
意
味
関
係
が
成
立
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の

際
、
補
文
関
係
の
意
味
関
係
が
成
立
し
て
い
た
か
否
か
の
判
断

に
は
先
行
す
る
動
作
が
未
実
現
か
、
既
実
現
か
、
と
い
う
点
が

重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
前
接
動
詞
の
意
味

内
容
に
加
え
、
そ
の
実
現
の
有
無
か
ら
「
〜
わ
づ
ら
ふ
」
に
お

け
る
文
法
化
の
背
景
を
考
察
し
た
い
。

　
二
　
中
古
に
お
け
る
動
詞
「
わ
づ
ら
ふ
」
の
意
味
用
法

　
中
古
に
お
け
る
「
わ
づ
ら
ふ
」
の
意
味
用
法
に
つ
い
て

は
先
行
研
究
が
あ
る
。
そ
こ
で
『
源
氏
物
語
』
の
「
な
や

む
」「
わ
づ
ら
ふ
」
の
意
味
用
法
を
詳
細
に
明
ら
か
に
し
た
高

橋
（
一
九
九
八
）、
中
村
（
一
九
九
九
）
の
ま
と
め
を
引
用

し
、
中
古
に
お
け
る
「
わ
づ
ら
ふ
」
の
意
味
用
法
を
整
理
す

る1

。
な
お
ま
と
め
に
お
け
る
「
な
や
む
」「
わ
づ
ら
ふ
」
は
高

橋
（
一
九
九
八
）
に
お
け
る
1
を
除
き
、
全
て
当
該
動
詞
以
外

の
派
生
動
詞
・
複
合
動
詞
・
派
生
形
容
詞
・
派
生
名
詞
等
を
も

含
め
た
「
な
や
む
」
系
、「
わ
づ
ら
ふ
」
系
の
語
彙
の
総
称
で

あ
る
。

高
橋
（
一
九
九
八
）
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1
「
わ
づ
ら
ふ
」「
な
や
む
」
は
、
全
部
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、

ほ
と
ん
ど
が
肉
体
的
苦
痛
の
意
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
。
と
も
に
九
三
％
以
上
で
あ
る
。

2
両
語
と
も
、
比
較
的
重
く
長
い
病
気
に
使
用
さ
れ
る
。「
や

ま
ひ
」「
や
む
」
は
す
べ
て
重
病
で
あ
る
。

3
「
わ
づ
ら
ふ
」
は
病
気
に
密
着
し
、
病
気
そ
の
も
の
に
力
点

を
置
い
た
表
現
で
あ
り
、「
な
や
む
」
は
（
病
気
の
た
め
に
〈
名

詞
「
な
や
み
」
は
病
気
の
意
で
あ
る
〉）
苦
悩
し
て
い
る
様

子
の
ほ
う
に
重
点
の
置
か
れ
た
表
現
で
あ
る
（
こ
の
こ
と

が
最
も
大
き
な
特
徴
で
、
以
下
の
性
格
傾
向
を
み
る
こ
と

に
な
る
）。

4
従
っ
て
、「
な
や
む
」
に
は
婉
曲
表
現
の
性
格
が
認
め
ら
れ

る
。

5
従
っ
て
ま
た
会
話
文
で
は
、
本
人
側
、
と
く
に
直
接
本
人

に
は
「
わ
づ
ら
ふ
」
を
避
け
て
、「
な
や
む
」
の
ほ
う
を
使

用
す
る
傾
向
が
あ
る
。
本
人
に
対
し
て
直
接
「
わ
づ
ら
ふ
」

を
使
っ
た
場
合
は
、
病
気
（
重
き
）
を
否
定
し
、
打
消
し
、

相
手
を
激
励
し
慰
撫
す
る
形
で
の
使
用
と
な
っ
て
い
る
。

6
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
本
人
が
自
分
の
病
状
を
言
う
場
合
は
、

「
わ
づ
ら
ふ
」
を
使
用
す
る
こ
と
を
躊
躇
し
な
い
と
い
う
、

逆
の
様
相
を
み
せ
て
い
る
。

7
病
気
の
初
期
に
あ
っ
て
は
、
病
気
で
あ
る
こ
と
が
把
握
認
識

で
き
な
か
っ
た
り
、
病
因
が
不
明
で
あ
っ
た
り
す
る
の
は
、

不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
た
だ
不
調
不
快
苦
痛
を
お
ぼ

え
る
こ
の
時
期
に
「
な
や
む
」
が
使
用
さ
れ
、
病
気
で
あ

る
こ
と
や
不
調
の
因
が
判
明
し
た
と
こ
ろ
で
「
わ
づ
ら
ふ
」

の
登
場
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

8
直
接
本
人
に
「
わ
づ
ら
ふ
」
を
避
け
る
こ
と
（
5
）
に
は
、

他
者
に
は
相
手
の
「
病
気
」
の
実
態
が
分
ら
ぬ
ゆ
え
、「
わ

づ
ら
ふ
」
を
使
用
せ
ず
に
、
外
に
あ
ら
わ
れ
た
不
調
の
様

子
か
ら
「
な
や
む
」
を
使
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。

9
「
瘧
病
」
と
「
物
の
怪
」
に
は
「
わ
づ
ら
ふ
」
の
使
用
が
多

く
、「
な
や
む
」
は
比
較
的
少
な
い
。

10
反
対
に
、「
懐
妊
」
の
場
合
は
「
わ
づ
ら
ふ
」
よ
り
も
「
な

や
む
」
が
多
用
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
出
産
間
近
に
な
る
と

「
わ
づ
ら
ふ
」
の
使
用
に
転
換
す
る
例
も
あ
る
。
こ
れ
ら
も
、

3
と
の
関
連
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

11
「
心
労
」
に
起
因
す
る
場
合
も
「
な
や
む
」
が
多
用
さ
れ
る
。

12
「
な
や
む
」
は
、
名
詞
「
な
や
み
」、
形
容
詞
「
な
や
ま
し
」、

形
容
動
詞
「
な
や
ま
し
げ
な
り
」
な
ど
と
と
も
に
「
心
地
」

と
結
び
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
こ
と
か

ら
し
て
も
、
病
気
そ
の
も
の
よ
り
も
、
病
気
に
よ
っ
て
生

じ
る
肉
体
的
苦
痛
、
ま
た
、
不
調
不
快
、
気
分
の
あ
し
き

状
態
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
分
か
る
。

中
村
（
一
九
九
九
）

1
「
な
や
む
」
は
別
の
状
態
に
移
行
し
た
こ
と
を
表
現
す
る
行

為
性
に
傾
き
、「
わ
づ
ら
ふ
」
は
移
行
後
の
異
常
さ
を
重
視

す
る
感
情
性
に
傾
く
。

2
「
な
や
む
」
は
軽
微
・
持
続
的
な
状
態
（
変
調
）
を
表
す
が
、「
わ
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づ
ら
ふ
」
は
緊
急
・
重
大
・
突
発
的
な
状
態
（
不
調
）
を
表
す
。

た
だ
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
。

3
「
わ
づ
ら
ふ
」
に
は
回
帰
す
べ
き
正
常
ま
た
は
到
達
す
べ
き

理
想
が
前
提
と
し
て
存
在
す
る
が
、「
な
や
む
」
に
は
そ
の

よ
う
な
も
の
は
必
要
と
は
な
ら
な
い
。

　
以
上
を
も
と
に
「
〜
わ
づ
ら
ふ
」
の
意
味
分
析
を
行
う
。

　
三
　
中
古
に
お
け
る
「
〜
わ
づ
ら
ふ
」
の
意
味
関
係

　
中
古
に
お
い
て
収
集
し
た
「
〜
わ
づ
ら
ふ
」
の
異
な
り
数
は

他
の
動
詞
に
前
接
す
る
も
の
三
、
他
の
動
詞
に
後
接
す
る
も
の

三
〇
で
あ
る2

。
こ
の
こ
と
か
ら
中
古
に
お
け
る
「
わ
づ
ら
ふ
」

の
複
合
動
詞
形
成
で
は
他
の
動
詞
に
後
接
す
る
ほ
う
が
生
産
的

で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
意
味
の
面
か
ら
見
る
と
「
わ
づ
ら
ふ
」

が
他
の
動
詞
に
前
接
す
る
も
の
は
「
わ
づ
ら
ひ
出
づ
」「
わ
づ

ら
ひ
そ
む
」「
わ
づ
ら
ひ
ま
さ
る
」
で
、い
ず
れ
も
「
わ
づ
ら
ふ
」

が
「
病
気
に
な
る
」
こ
と
を
表
し
、後
接
動
詞
は
「
開
始
」「
変

化
結
果
の
強
調
」
等
何
ら
か
の
語
彙
的
ア
ス
ペ
ク
ト
を
表
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
（
影
山
二
〇
一
三
）。

　
中
村
（
一
九
九
九
）
に
「「
な
や
む
」
は
別
の
状
態
に
移
行

し
た
こ
と
を
表
現
す
る
行
為
性
に
傾
き
、「
わ
づ
ら
ふ
」
は
移

行
後
の
異
常
さ
を
重
視
す
る
感
情
性
に
傾
く
」
と
あ
る
。「
わ

づ
ら
ふ
」
が
変
化
の
結
果
に
焦
点
が
当
た
る
動
詞
で
あ
る
た
め

に
実
質
的
な
意
味
を
有
す
る
動
詞
が
後
接
し
に
く
く
、
そ
の
生

産
性
の
低
さ
を
生
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
他
の
動
詞
に
後
接
す
る
「
わ
づ
ら
ふ
」
は
単
独
で
使
用

さ
れ
る
場
合
や
他
の
動
詞
に
前
接
す
る
場
合
と
異
な
り
、
精
神

的
な
苦
痛
を
表
す
用
法
に
偏
っ
て
い
る
。次
に
①
後
接
す
る「
わ

づ
ら
ふ
」
が
肉
体
面
で
の
不
調
を
表
す
の
か
、
精
神
面
で
の
不

調
を
表
す
の
か
、
②
前
接
す
る
動
作
が
既
実
現
か
、
未
実
現
か
、

と
い
う
観
点
か
ら
「
〜
わ
づ
ら
ふ
」
の
意
味
構
造
を
分
析
す
る
。

そ
の
結
果
は
以
下
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
。
①
か
ら
Ａ
、
Ｂ
に

分
類
し
、
②
か
ら
Ｂ
を
B1
〜
B3
に
分
類
し
た
。
Ｃ
は
Ａ
、
Ｂ
い

ず
れ
に
も
分
類
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
Ａ
に
分
類
さ
れ
る
も

の
は
少
な
く
、
多
く
は
Ｂ
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
が
分
る
。

Ａ

：

病
気
に
な
る
。
原
因
・
様
態

　
　
起
こ
り
・
重
り
・
臥
し

Ｂ

：

精
神
的
苦
痛
が
生
じ
て
い
る
。

B1

：

前
接
動
詞
の
表
す
動
作
が
実
現
。
並
列

　
　
思
し
・
思
ひ
・
思
ほ
し
・
悩
み

B2

：

前
接
動
詞
の
表
す
動
作
が
実
現
。
原
因
・
様
態

　
　
聞
き
・
聞
し
召
し
・
見

　
　
あ
り
・
ゐ
・
暮
ら
し
・
住
み
・
立
ち
・
待
ち

　
　
渡
り
・
の
給
ひ

B3

：

前
接
動
詞
の
表
す
動
作
が
未
実
現
。
補
文
関
係

　
　
言
ひ
・
い
ら
へ
・
承
り
・
聞
え
・
聞
え
さ
せ

　
　
唆
し
・
ま
じ
な
ひ
・
呼
び
・
制
し
・
し

　
　
出
で
・
来
・
削
ぎ
・
立
て
・
付
け
・
飲
み
・
分
け
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Ｃ

：

前
接
動
詞
の
表
す
変
化
が
実
現
困
難
で
あ
る
。

　
　
漏
り

　　
ま
ず
Ａ
に
分
類
さ
れ
る
複
合
動
詞
か
ら
見
て
い
く
。
Ａ
に
分

類
さ
れ
る
複
合
動
詞
は
『
源
氏
物
語
』
に
の
み
用
例
が
認
め
ら

れ
る
。
以
下
に
用
例
を
示
す
。

１
「
月
ご
ろ
か
た
が
た
に
お
ぼ
し
悩
む
御
こ
と
う
け
た
ま
は
り
　

嘆
き
侍
り
な
が
ら
春
の
頃
ほ
ひ
よ
り
例
も
わ
づ
ら
ひ
侍
る

乱
り
脚
病
と
い
ふ
物
と
こ
ろ
せ
く
起
り
患
ひ
侍
り
て
は
か

ば
か
し
く
踏
み
立
つ
る
こ
と
も
侍
ら
ず 

源
氏
物
語
　
若
菜
下

２
（
紫
上
の
病
の
）
す
こ
し
よ
ろ
し
き
さ
ま
見
え
給
ふ
時
五
六

日
う
ち
ま
ぜ
つ
つ
、
又
お
も
り
煩
ひ
給
ふ
こ
と
い
つ
と
な

く
て
月
日
を
経
給
ふ
は
、「
な
ほ
、
い
か
に
お
は
す
べ
き
に

か
。
よ
か
る
ま
じ
き
御
心
地
に
や
」
と
、
お
ぼ
し
嘆
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
氏
物
語
　
若
菜
下

３
（
髭
黒
の
北
の
方
は
）「
親
の
御
あ
た
り
と
い
ひ
な
が
ら
今

は
限
り
の
身
に
て
た
ち
か
へ
り
見
え
た
て
ま
つ
ら
む
こ
と
」

と
思
ひ
乱
れ
給
ふ
に
い
と
ど
御
心
ち
も
あ
や
ま
り
て
う
ち

は
へ
臥
し
わ
づ
ら
ひ
給
ふ
。
　 

　
　 

源
氏
物
語
　
眞
木
柱
　

　　
１
は
柏
木
の
源
氏
に
対
す
る
発
話
に
見
ら
れ
る
「
起
こ
り
わ

づ
ら
ふ
」
の
例
で
あ
る
。
柏
木
は
源
氏
に
い
つ
も
か
か
る
乱
り

脚
病
が
鬱
陶
し
く
な
る
ほ
ど
生
じ
、
苦
痛
を
感
じ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
病
が
起
こ
る
こ
と
で
苦
痛
を
覚
え
る

状
況
が
出
現
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
２
は
紫
上
の
病
状
に

つ
い
て
述
べ
た
部
分
に
使
用
さ
れ
た
「
重
り
わ
づ
ら
ふ
」
の
例

で
あ
る
。
小
康
状
態
を
五
、六
日
混
ぜ
な
が
ら
、
重
く
な
り
苦

痛
を
覚
え
る
こ
と
が
い
つ
終
わ
る
と
も
知
れ
ず
、
月
日
が
経
っ

て
い
く
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
場
合「
重
く
な
る
」

こ
と
と
「
病
気
に
な
る
」
こ
と
と
は
同
時
に
起
こ
っ
て
お
り
、

前
接
動
詞
「
重
る
」
は
後
接
動
詞
「
―
わ
づ
ら
ふ
」
の
有
様
、

程
度
を
表
し
て
い
る
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
は
前
接
動
詞
の
主
語

と
後
接
動
詞
の
主
語
と
が
一
致
せ
ず
、
現
代
語
の
基
準
か
ら
す

る
と
複
合
動
詞
と
は
言
い
が
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
３
は
「
臥
し
わ
づ
ら
ふ
」
の
用
例
で
あ
る
。
髭
黒
が
玉
鬘
を

邸
に
迎
え
よ
う
と
し
た
た
め
に
北
の
方
が
心
を
病
み
、
実
家
に

戻
っ
て
い
る
場
面
の
例
で
あ
る
。
こ
の
例
で
は
前
接
動
詞
の
主

語
と
後
接
動
詞
の
主
語
は
同
一
で
あ
り
、
前
接
動
詞
は
「
わ
づ

ら
ふ
」
状
態
で
あ
る
主
語
の
様
態
を
表
し
て
い
る
と
言
え
る
。

　
次
に
B1
に
分
類
さ
れ
る
複
合
動
詞
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

４
か
く
て
、
ま
こ
と
に
、
こ
の
男
、「
も
の
去
な
む
」
と
思
ひ

た
る
気
色
を
見
て
、
親
あ
け
く
れ
呼
び
す
ゑ
て
、「
人
の
世

の
は
か
な
き
を
知
る
知
る
、
は
る
か
に
去
な
む
と
言
ふ
は
、

親
を
い
と
ふ
か
。
な
を
、
こ
の
正
月
の
官
を
召
し
を
だ
に

待
て
」
と
、
せ
ち
に
宣
ふ
。
思
ひ
煩
ひ
て
、
な
が
ら
ふ
る
に
、
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そ
の
司
召
し
に
も
か
か
ら
ず
な
り
に
け
る
に
、　

平
中
物
語
一
段

５
七
日
。
今
日
川
尻
に
船
入
り
立
ち
て
漕
ぎ
の
ぼ
る
に
川
の
水

干
て
な
や
み
わ
づ
ら
ふ
。
船
の
の
ぼ
る
こ
と
い
と
難
し
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
土
佐
日
記

　
４
は
『
平
中
物
語
』
の
例
で
あ
る
。
無
為
に
過
ご
し
て
い
た

男
が
ど
こ
か
遠
く
へ
行
き
た
い
と
考
え
て
い
る
と
、
そ
れ
を
察

し
た
親
が
引
き
止
め
、
こ
の
正
月
の
司
召
を
待
て
と
言
っ
た
。

そ
れ
を
聞
い
て
思
い
悩
み
、
ず
る
ず
る
と
決
行
を
延
期
し
て
い

る
と
司
召
に
も
か
か
ら
ず
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
５
は
『
土

佐
日
記
』
の
例
で
船
が
難
波
に
着
き
、
さ
ら
に
川
を
上
っ
て
行

こ
う
と
す
る
の
だ
が
、
川
の
水
が
枯
れ
て
い
て
困
っ
た
と
い
う

内
容
で
あ
る
。
B1
に
分
類
さ
れ
る
も
の
は
類
義
の
動
詞
「
思

ふ
」「
悩
む
」
と
「
わ
づ
ら
ふ
」
と
が
と
も
に
実
現
し
、
対
等

の
関
係
で
結
合
し
た
も
の
で
あ
り
、
並
列
の
意
味
関
係
を
形
成

す
る
。

　
B2
に
分
類
さ
れ
る
複
合
動
詞
は
前
接
す
る
動
作
が
実
現
し
、

二
つ
の
動
詞
が
原
因
も
し
く
は
様
態
の
意
味
関
係
を
形
成
す
る

も
の
で
あ
る
。
前
接
動
詞
に
は
知
覚
動
詞
「
聞
く
」「
見
る
」

を
含
め
、「
あ
り
」「
ゐ
る
」「
暮
ら
す
」「
立
つ
」「
待
つ
」
等

動
き
が
焦
点
化
さ
れ
な
い
動
詞
が
多
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。

６
こ
れ
を
聞
く
に
、
蔵
人
の
少
将
は
、
死
ぬ
ば
か
り
思
ひ
て
、

母
北
の
か
た
（
雲
井
雁
）
を
責
め
た
て
ま
つ
れ
ば
、（
雲
井

雁
は
）
聞
き
煩
ひ
給
ひ
て
、　
　
　
　
　 

源
氏
物
語
　
竹
河

７
「
雨
の
降
り
ぬ
べ
き
に
な
ん
見
わ
づ
ら
ひ
侍
る
。
身
幸
ひ
あ

ら
ば
こ
の
雨
は
降
ら
じ
」
と
言
へ
り
け
れ
ば
例
の
女
に
か

は
り
て
詠
み
て
や
ら
す
。
　
　
　
　  

伊
勢
物
語
一
〇
七
段

　
６
、７
は
知
覚
動
詞
「
聞
く
」「
見
る
」
と
結
び
付
い
た
複
合

動
詞
の
用
例
で
あ
る
。
６
は
『
源
氏
物
語
』
の
例
で
あ
る
。
髭

黒
と
玉
鬘
の
娘
大
君
が
冷
泉
院
の
も
と
へ
院
参
す
る
こ
と
が
噂

さ
れ
る
。
噂
を
聞
い
た
夕
霧
の
息
子
蔵
人
少
将
は
落
胆
し
、
母

雲
井
雁
を
責
め
、
雲
井
雁
は
困
っ
て
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

７
は
『
伊
勢
物
語
』
の
例
で
あ
る
。
男
の
も
と
に
い
る
女
に
藤

原
敏
行
と
い
う
男
が
言
い
寄
っ
て
き
た
。
女
は
言
葉
も
知
ら

ず
、
歌
も
詠
ま
な
い
の
で
男
が
代
わ
り
に
歌
を
作
っ
て
や
っ

た
。
敏
行
は
手
紙
の
や
り
と
り
を
重
ね
、
女
を
得
た
後
手
紙
を

よ
こ
し
た
。
そ
の
内
容
は
あ
な
た
の
と
こ
ろ
へ
行
き
た
い
が
、

雨
が
降
り
そ
う
で
、
空
を
見
て
困
っ
て
い
ま
す
。
私
の
身
に
幸

い
が
あ
る
な
ら
ば
こ
の
雨
は
降
ら
な
い
だ
ろ
う
に
と
い
う
内
容

で
あ
っ
た
。

　
６
、７
に
お
い
て
前
接
動
詞
「
聞
く
」「
見
る
」
の
表
す
動
作

は
実
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
通
し
て
主
語
と
な
る

人
物
が
「
わ
づ
ら
ふ
」
と
い
う
状
況
が
発
生
し
て
い
る
。
そ
の

意
味
で
前
接
動
詞
の
表
す
動
作
は
後
接
動
詞
「
わ
づ
ら
ふ
」
の

意
味
内
容
が
成
立
す
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
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の
用
例
で
は
こ
れ
ら
の
複
合
動
詞
が
表
す
内
容
は
比
較
的
長
い

時
間
継
続
さ
れ
た
動
作
で
あ
り
、「
わ
づ
ら
ふ
」
状
態
と
な
っ

て
い
る
時
点
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
見
れ
ば
こ
れ
ら
の

意
味
関
係
は
様
態
と
も
解
釈
で
き
る
。

　
B2
に
は
知
覚
動
詞
「
聞
く
」「
見
る
」
以
外
の
動
詞
が
「
わ

づ
ら
ふ
」
に
前
接
す
る
も
の
が
あ
る
。
以
下
に
用
例
を
示
す
。

８
（
中
宮
の
）
仰
せ
ご
と
の
あ
れ
ば
、い
と
う
れ
し
く
て
見
る
。

浅
緑
の
紙
に
、
宰
相
の
君
い
と
を
か
し
げ
に
書
い
給
へ
り
。

い
か
に
し
て
過
ぎ
に
し
か
た
を
過
ぐ
し
け
ん
暮
ら
し

わ
づ
ら
ふ
昨
日
今
日
か
な

　
と
な
ん
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
枕
草
子
三
〇
一
段

９
桂
の
み
こ
の
御
も
と
に
嘉
種
が
来
た
り
け
る
を
母
御
息
所
聞

き
つ
け
て
門
を
さ
さ
せ
た
ま
う
け
れ
ば
（
嘉
種
は
）
夜
一
夜

立
ち
わ
づ
ら
ひ
て
か
へ
る
と
て
「
か
く
聞
へ
た
ま
へ
」
と

て
門
の
は
ざ
ま
よ
り
言
ひ
入
れ
け
る
。   

大
和
物
語
七
六
段

10
（
夫
兼
家
は
）
れ
い
の
ほ
ど
に
も
の
し
た
れ
ど
（
作
者
は
）

そ
な
た
に
も
出
で
ず
な
ど
あ
れ
ば
（
兼
家
は
）
ゐ
わ
づ
ら
ひ

て
こ
の
文
ば
か
り
を
と
り
て
か
へ
り
に
け
り
。 

蜻
蛉
日
記

　
８
は
『
枕
草
子
』
の
例
で
あ
る
。
作
者
が
物
忌
み
の
た
め
宮

中
か
ら
人
の
家
へ
退
出
し
た
と
こ
ろ
退
屈
さ
が
つ
の
り
、
今
す

ぐ
に
で
も
中
宮
の
も
と
へ
参
上
し
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ

た
。
そ
の
時
中
宮
か
ら
手
紙
が
届
き
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
た

歌
の
例
で
あ
る
。
歌
の
内
容
は
あ
な
た
が
出
仕
す
る
前
は
ど
の

よ
う
に
過
ご
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
、
退
屈
で
暮
ら
す
こ
と

に
困
る
昨
日
今
日
で
す
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
暮
ら
し
わ

づ
ら
ふ
」
は
退
屈
で
暮
ら
す
こ
と
に
困
る
こ
と
を
表
し
て
い

る
。

　
９
は
『
大
和
物
語
』
の
例
で
あ
る
。
宇
多
天
皇
の
皇
女
、
孚

子
内
親
王
の
も
と
へ
源
嘉
種
が
来
た
。
母
御
息
所
が
こ
れ
を
聞

き
付
け
、
鍵
を
か
け
て
門
を
閉
ざ
し
、
嘉
種
を
入
れ
な
か
っ
た
。

嘉
種
は
一
晩
中
邸
の
外
に
立
ち
、
苦
し
ん
で
、
帰
る
と
言
っ
て
、

歌
を
詠
ん
で
隙
間
か
ら
中
へ
言
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
10

は
『
蜻
蛉
日
記
』
の
例
で
あ
る
。
作
者
と
夫
藤
原
兼
家
と
が
長

歌
を
贈
り
合
う
場
面
の
例
で
あ
る
。
作
者
は
胸
中
を
語
っ
た
長

歌
を
書
き
、
二
階
棚
の
中
に
置
い
た
。
い
つ
も
の
よ
う
に
夫
は

や
っ
て
来
た
が
、
作
者
は
出
て
行
か
な
か
っ
た
の
で
、
夫
は
と

ど
ま
り
づ
ら
く
、
手
紙
だ
け
を
取
っ
て
帰
っ
て
行
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
前
接
動
詞
「
暮
ら
す
」「
立
つ
」「
ゐ
る
」
は
い
ず

れ
も
継
続
的
な
動
作
を
表
す
が
、
動
き
に
焦
点
が
当
た
ら
ず
、

静
止
状
態
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
動
詞
で
あ
る
。
他
に
「
あ
り
」

「
住
む
」「
待
つ
」
も
同
様
の
性
格
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
、
こ
の

よ
う
な
前
接
動
詞
は
B2
に
分
類
さ
れ
る
複
合
動
詞
の
多
く
に
見

ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
「
〜
わ
づ
ら
ふ
」
で
は
前
接
動
詞
の
表
す

動
作
が
一
定
時
間
継
続
し
、
そ
の
中
で
苦
し
む
、
困
る
と
い
う

感
情
が
主
語
に
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、「
わ
づ
ら
ふ
」
状

態
が
生
ま
れ
た
後
は
、
前
接
動
詞
と
後
接
動
詞
の
表
す
動
作
は
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同
時
に
起
こ
っ
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
、
様
態
と
し
て
の
解
釈
が

生
ま
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
B3
は
前
接
動
詞
の
表
す
動
作
が
実
現
せ
ず
、
二
つ
の
動
詞
が

補
文
関
係
の
意
味
関
係
を
形
成
す
る
と
解
釈
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
前
接
動
詞
に
は
「
言
ふ
」
等
発
話
に
よ
っ
て
目
的
を
達
成

す
る
動
詞
の
他
、「
出
づ
」「
来
」「
す
」「
削
ぐ
」
等
様
々
な
動

き
を
伴
う
動
作
動
詞
が
含
ま
れ
る
。
以
下
に
用
例
を
示
す
。

11
そ
の
前
に
立
つ
る
車
は
い
み
じ
う
制
す
る
を
、「
な
ど
て
立

つ
ま
じ
き
」
と
て
し
ひ
て
立
つ
れ
ば
、
い
ひ
わ
づ
ら
ひ
て
、

消
息
な
ど
す
る
こ
そ
を
か
し
け
れ
。
　  

枕
草
子
二
三
七
段

12
（
四
の
君
が
）
少
輔
は
い
と
に
く
き
物
に
思
ひ
し
み
て
す
げ

な
く
の
み
も
て
な
し
け
れ
ば
（
少
輔
は
）
来
わ
づ
ら
ひ
て

な
ん
有
り
け
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  
落
窪
物
語

13
や
む
ご
と
な
き
人
な
ど
の
ま
ゐ
り
給
へ
る
御
局
な
ど
の
前
ば

か
り
を
こ
そ
払
ひ
な
ど
も
す
れ
よ
ろ
し
き
人
は
制
し
わ
づ

ら
ひ
ぬ
め
り
。
　
　
　
　
　
　
　  

枕
草
子
　
一
本
二
八
段

　
　
11
は
『
枕
草
子
』
の
例
で
、
自
分
の
前
に
立
て
る
車
を
き
つ

く
制
す
る
の
に
相
手
は
「
ど
う
し
て
立
て
て
は
い
け
な
い
の

か
」
と
言
っ
て
無
理
に
立
て
る
の
で
、
言
う
の
に
困
っ
て
、
と

い
う
例
で
あ
る
。12
は『
落
窪
物
語
』の
例
で
四
の
君
が
少
輔（
面

白
の
駒
）
を
憎
ら
し
い
者
と
心
底
思
い
こ
み
、
す
げ
な
く
あ
し

ら
っ
た
の
で
来
に
く
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
例
で
あ
る
。
13
も

『
枕
草
子
』
の
例
で
、
初
瀬
に
お
参
り
す
る
時
高
い
身
分
の
方

が
参
詣
さ
れ
る
お
局
の
前
は
人
払
い
を
す
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
高

く
な
い
身
分
の
人
の
場
合
は
制
し
切
れ
ず
、
困
る
よ
う
だ
、
と

い
う
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
で
は
い
ず
れ
も
こ
の
場
面
以
前

に
は
同
じ
動
作
を
行
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
場
面
で

は
前
接
動
詞
の
表
す
動
作
が
未
実
現
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。

　
Ｃ
は
前
接
動
詞
の
表
す
変
化
が
実
現
困
難
で
あ
る
こ
と
を
表

す
も
の
で
、
Ｃ
に
分
類
さ
れ
る
の
は
「
漏
り
わ
づ
ら
ふ
」
の
み

で
あ
る
。
二
つ
の
動
詞
は
B3
と
同
じ
く
補
文
関
係
の
意
味
関
係

を
形
成
す
る
が
、
前
接
動
詞
の
表
す
動
作
が
未
実
現
で
あ
る
と

は
言
え
な
い
。
以
下
に
用
例
を
示
す
。

14
六
月
十
日
余
り
い
と
暑
き
昼
つ
方
（
狭
衣
は
）
一
條
の
宮
に

て
若
宮
具
し
た
て
ま
つ
り
て
端
つ
方
に
涼
み
給
ふ
に
、
に
は

か
に
か
き
曇
り
て
村
雨
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
き
に
柏
木
の
木

下
風
涼
し
う
吹
入
り
た
れ
ば
御
簾
少
し
上
げ
て
見
出
し
給
へ

る
に
中
に
柏
木
は
げ
に
い
た
く
漏
り
煩
ふ
。
　
　
狭
衣
物
語

　
狭
衣
が
若
宮
を
伴
っ
て
一
條
の
宮
で
涼
ん
で
い
る
と
、
突
然

天
候
が
悪
く
な
り
、
雨
が
降
り
だ
し
た
。
狭
衣
が
外
を
見
る
と

柏
木
が
た
い
そ
う
雨
が
漏
れ
に
く
く
見
え
た
と
い
う
例
で
あ

る
。
中
古
に
お
け
る
「
わ
づ
ら
ふ
」
は
主
語
に
「
人
」
を
と
る

動
詞
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
漏
り
わ
づ
ら
ふ
」
で
は
雨
が

そ
の
主
体
に
拡
張
さ
れ
、
自
然
現
象
を
外
か
ら
眺
め
て
い
る
狭
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衣
の
判
断
が
表
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
四
　
中
古
に
お
け
る
「
〜
わ
づ
ら
ふ
」
の
意
味
拡
張

　
こ
れ
ま
で
中
古
に
お
け
る
「
〜
わ
づ
ら
ふ
」
を
意
味
の
面
か

ら
Ａ
〜
Ｃ
に
分
類
し
、
そ
の
具
体
的
な
様
相
を
記
述
し
て
き

た
。
次
に
こ
れ
ら
の
意
味
拡
張
の
過
程
と
背
景
に
つ
い
て
考
察

す
る
。
初
め
に
全
体
的
な
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
。
Ａ
に
分
類

さ
れ
る
も
の
は
表
１
か
ら
用
例
が
『
源
氏
物
語
』
に
し
か
認
め

ら
れ
ず
、
数
も
少
な
い
こ
と
が
分
る
。
ま
た
「
わ
づ
ら
ふ
」
の

意
味
も
「
病
気
に
な
る
」
と
い
う
単
独
で
使
用
さ
れ
る
場
合
に

多
い
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
B1
・
B2
に
分
類
さ
れ
た
も
の
か
ら

B3
・
Ｃ
に
分
類
さ
れ
た
も
の
へ
と
い
う
意
味
拡
張
の
道
筋
を
想

定
す
る
。
ま
た
表
１
か
ら
こ
れ
ら
の
用
例
が
確
認
で
き
る
資
料

を
見
る
と
、
い
ず
れ
も
古
い
時
期
か
ら
そ
の
出
現
が
認
め
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
意
味
の
拡
張
も
同
時
期
に
生
じ
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　
Ａ
に
分
類
さ
れ
る
も
の
に
は
用
例
数
お
よ
び
用
例
が
確
認
さ

れ
る
資
料
の
問
題
以
外
に
「
起
こ
り
わ
づ
ら
ふ
」「
重
り
わ
づ

ら
ふ
」
を
構
成
す
る
二
つ
の
動
詞
の
主
語
が
一
致
し
な
い
と
い

う
問
題
が
あ
る
。
さ
て
『
源
氏
物
語
』
に
は
「
起
こ
る
」「
わ

づ
ら
ふ
」
が
共
起
す
る
例
や
「
重
く
わ
づ
ら
ふ
」
と
い
う
用
例

が
複
数
認
め
ら
れ
る
。
以
下
の
用
例
が
そ
れ
で
あ
る
。

15
お
ほ
い
殿
（
葵
上
）
に
は
御
物
の
怪
い
た
う
起
り
て
い
み
じ

表
１
中
古
「
〜
わ
づ
ら
ふ
」
の
意
味
分
類
別
用
例
数
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う
わ
づ
ら
ひ
給
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　  

源
氏
物
語
　
葵

16
僧
召
し
て
御
加
持
な
ど
せ
さ
せ
給
ふ
。（
紫
上
は
）
そ
こ
所

と
も
な
く
い
み
じ
く
苦
し
く
し
て
胸
は
時
々
お
こ
り
つ
つ

わ
づ
ら
ひ
給
ふ
さ
ま
堪
へ
が
た
く
苦
し
げ
な
り
。

源
氏
物
語
　
若
菜
下

17
（
朱
雀
院
の
）
御
賀
は
廿
五
日
に
な
り
に
け
り
。
か
か
る
時

の
や
ん
ご
と
な
き
上
達
部
（
柏
木
）
の
お
も
く
患
ひ
給
ふ
に
、

親
は
ら
か
ら
、
あ
ま
た
の
人
々
、
さ
る
高
き
御
な
か
ら
ひ

の
嘆
き
し
を
れ
給
へ
る
頃
ほ
ひ
に
て
も
の
す
さ
ま
じ
き
や

う
な
れ
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

源
氏
物
語
　
若
菜
下

　
こ
れ
ら
は
複
合
動
詞
で
は
な
い
が
、
意
味
の
上
で
は
「
起
こ

り
わ
づ
ら
ふ
」「
重
り
わ
づ
ら
ふ
」
の
表
す
内
容
と
一
致
す
る
。

そ
の
た
め
「
起
こ
り
わ
づ
ら
ふ
」「
重
り
わ
づ
ら
ふ
」
は
こ
れ

ら
の
文
を
下
敷
き
と
し
て
臨
時
的
に
生
み
出
さ
れ
た
蓋
然
性
が

高
い
と
考
え
る
。「
臥
し
わ
づ
ら
ふ
」
に
つ
い
て
は
前
接
動
詞
・

後
接
動
詞
の
主
語
も
一
致
し
、「
臥
す
」「
わ
づ
ら
ふ
」
が
文
中

で
共
起
す
る
具
体
的
な
用
例
も
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
。
し
か
し

病
気
に
な
れ
ば
横
に
な
る
と
い
う
状
況
は
生
ま
れ
や
す
く
、
両

者
は
結
び
つ
き
や
す
い
動
詞
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
と
言
え

る
。

　
次
に
B1
・
B2
に
分
類
さ
れ
た
も
の
か
ら
B3
に
分
類
さ
れ
た
も

の
へ
と
い
う
拡
張
の
道
筋
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
B1
・
B2

に
分
類
さ
れ
た
も
の
と
B3
に
分
類
さ
れ
た
も
の
と
は
前
接
動
詞

の
表
す
動
作
が
実
現
し
て
い
る
か
、
し
て
い
な
い
か
と
い
う
大

き
な
違
い
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
当
該
表
現
に
お
け
る
文
法
化

の
発
生
に
も
大
き
く
影
響
す
る
点
で
あ
る
。
ま
た
B3
に
分
類
さ

れ
た
も
の
が
意
味
の
面
で
語
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
さ
て
中
古
に
お
い
て
「
わ
づ
ら
ふ
」
が
単
独
で
使
用
さ
れ
る

場
合
「
病
気
に
な
る
」
等
肉
体
面
の
不
調
を
表
す
用
法
に
偏
る

と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
全
て
が
そ
う
で
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
高
橋
（
一
九
九
八
）
で
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
精
神

面
の
不
調
を
表
す
用
例
が
四
例
示
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
そ
の

用
例
の
一
部
を
引
用
す
る
（
下
線
は
筆
者
が
付
し
た
）。

18
こ
な
た
か
な
た
、
心
を
あ
は
せ
て
、
は
し
た
な
め
、
煩
は
せ

給
ふ
時
も
お
ほ
か
り
。
　
　
　
　
　
　  

源
氏
物
語
　
桐
壷

19
「
う
ち
よ
り
、
か
ゝ
る
仰
言
の
あ
れ
ば
、「『
さ
ま
ざ
ま
に
、

あ
な
が
ち
な
る
ま
じ
ら
ひ
の
好
み
』
と
、
世
の
聞
き
耳
も
、

い
か
ゞ
」
と
、
思
ひ
給
へ
て
な
ん
、
わ
づ
ら
ひ
ぬ
る
」
と
、

き
こ
え
給
へ
ば
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
氏
物
語
　
竹
河

　
18
は
「
帝
寵
を
一
身
に
あ
つ
め
る
桐
壷
更
衣
に
嫉
視
す
る
女

御
・
更
衣
た
ち
が
、
示
し
合
わ
せ
て
意
地
悪
を
し
、「
困
ら
せ

る
」」
例
で
あ
る
。
ま
た
19
は
「
玉
鬘
が
、
あ
れ
こ
れ
高
望
み

し
て
宮
仕
え
を
し
た
が
る
と
世
間
か
ら
取
り
沙
汰
さ
れ
る
こ
と
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を
「
気
に
し
て
い
る
」
と
、夕
霧
に
申
し
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
」

の
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
例
で
は
「
わ
づ
ら
ふ
」
が
「
病
気
に

な
る
」
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
が
分
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
Ｂ
に
分
類
さ
れ
る
「
〜
わ
づ
ら
ふ
」
に
お
け

る
後
接
動
詞
の
意
味
が
複
合
動
詞
中
で
生
じ
た
と
は
必
ず
し
も

言
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
「
病
気
に
な

る
」
と
い
う
意
味
は
具
体
的
過
ぎ
、
複
合
動
詞
を
形
成
す
る
上

で
生
産
的
で
な
く
、
逆
に
「
苦
悩
す
る
」
と
い
っ
た
意
味
の
ほ

う
が
抽
象
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
前
接
動
詞
の
作
り
出
す
幅
広
い

文
脈
に
対
応
で
き
、
生
産
的
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
B1
に
分
類
さ
れ
る
も
の
は
そ
の
殆
ど
が
「
思
ひ
わ
づ
ら

ふ
」と
そ
の
敬
語
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
延
べ
数
は
他
の「
〜

わ
づ
ら
ふ
」
と
比
べ
、格
段
に
多
い
。「
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
」
は
『
万

葉
集
』
に
以
下
の
20
に
示
し
た
用
例
が
認
め
ら
れ
、こ
れ
は
「
〜

わ
づ
ら
ふ
」
の
『
万
葉
集
』
中
唯
一
の
用
例
で
あ
る
。

20
五
月
蠅
な
す
　
騒
く
子
ど
も
を
　
打
棄
て
て
は
　
死
に
は

知
ら
ず
　
見
つ
つ
あ
れ
ば
　
心
は
燃
え
ぬ
　
か
に
か
く
に
　

思
ひ
煩
ひ
（
思
和
豆
良
比
）
音
の
み
し
泣
か
ゆ
　

万
葉
集
巻
五
・
八
九
七

　
こ
れ
ら
か
ら
「
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
」
が
古
く
か
ら
使
用
さ
れ
、

中
古
で
は
人
口
に
膾
炙
し
た
表
現
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え

る
。
複
合
動
詞
は
連
用
形
で
複
数
の
動
詞
を
結
ぶ
た
め
、
形
成

す
る
意
味
関
係
に
解
釈
の
幅
が
生
じ
る
。「
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
」

に
は
並
列
以
外
に
も
「
思
ひ
」
つ
つ
「
わ
づ
ら
ふ
」
と
い
う
様

態
の
解
釈
や
「
思
ふ
」
こ
と
で
「
わ
づ
ら
ふ
」
状
態
に
な
っ
た

と
い
う
原
因
で
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
。歴
史
的
に
見
れ
ば「
思

ふ
」
と
い
う
動
詞
の
果
た
す
幅
広
い
役
割
が
「
〜
わ
づ
ら
ふ
」

の
意
味
関
係
に
関
す
る
複
数
の
解
釈
を
可
能
に
し
、
Ｂ
に
分
類

さ
れ
る
多
く
の
複
合
動
詞
を
生
み
出
し
た
の
だ
と
考
え
る
。

　
こ
こ
で
B1
・
B2
に
分
類
さ
れ
る
も
の
と
B3
に
分
類
さ
れ
る
も

の
と
の
意
味
上
の
連
続
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
前
述
の

通
り
、
用
例
を
観
察
す
る
と
B1
・
B2
に
分
類
さ
れ
る
も
の
は
前

接
す
る
動
作
が
比
較
的
長
い
時
間
継
続
し
て
い
る
。
B2
に
分
類

さ
れ
る
も
の
に
お
い
て
は
そ
れ
を
契
機
と
し
て
主
語
は
苦
悩
す

る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
動
作
は
早
晩
継
続
を
回
避
、
な
い

し
は
断
念
さ
れ
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
こ
で
B2
に
分
類
さ
れ

る
も
の
に
お
け
る
一
連
の
展
開
を
前
接
す
る
動
作
か
ら
示
す
と

21
の
よ
う
に
な
る
。

21
　
実
行
　
↓
　
苦
悩
　
↓
　
継
続
回
避
・
断
念

　
B3
に
分
類
さ
れ
る
も
の
は
前
接
動
詞
が
表
す
動
作
が
実
現
し

な
い
。
し
か
し
、
用
例
を
観
察
す
る
と
、
前
接
す
る
動
作
は
通

常
実
現
す
る
の
だ
が
、
そ
の
時
は
実
現
し
な
い
と
い
う
状
況
を

述
べ
て
い
る
も
の
が
多
い
。
B3
に
分
類
さ
れ
る
も
の
に
お
け
る

前
接
動
詞
は
日
常
的
に
行
う
動
作
を
表
す
も
の
で
あ
る
の
で
そ

れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
動
作
を
試
行
す
る
こ

と
の
継
続
は
そ
の
後
回
避
、
な
い
し
は
断
念
さ
れ
る
。
21
の
よ
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う
に
一
連
の
展
開
を
示
す
と
22
の
よ
う
に
な
る
。

22
　
試
行
　
↓
　
苦
悩
　
↓
　
継
続
回
避
・
断
念

　
し
た
が
っ
て
、
B2
・
B3
に
分
類
さ
れ
る
も
の
は
前
接
す
る
動

作
が
実
現
す
る
か
、
し
な
い
か
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
一
連
の

展
開
は
類
似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
B2
に
分
類

さ
れ
る
も
の
に
は
以
下
に
示
し
た
よ
う
に
B3
に
分
類
さ
れ
る
も

の
と
同
種
の
前
接
動
詞
を
持
つ
「
の
た
ま
ひ
わ
づ
ら
ふ
」「
渡

り
わ
づ
ら
ふ
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。

23
（
弁
）
少
将
「
か
の
西
の
対
に
す
ゑ
給
へ
る
人
（
玉
鬘
）
は

い
と
こ
と
も
な
き
け
は
ひ
見
ゆ
る
わ
た
り
に
な
む
侍
る
な

る
。
兵
部
卿
の
宮
な
ど
い
た
う
心
と
ど
め
て
の
た
ま
ひ
わ

づ
ら
ふ
と
か
。「
お
ぼ
ろ
け
に
は
あ
ら
じ
」
と
な
む
人
々
推

し
量
り
侍
め
る
」
と
申
し
給
へ
ば
、　
　 

源
氏
物
語
　
常
夏

24
水
う
み
の
お
も
て
は
る
ば
る
と
し
て
、
な
で
し
ま
、
竹
生
島

な
ど
い
ふ
所
の
見
え
た
る
、
い
と
お
も
し
ろ
し
。
勢
多
の

橋
み
な
く
づ
れ
て
、
わ
た
り
わ
づ
ら
ふ
。
　
　  

更
級
日
記

　
23
は
『
源
氏
物
語
』
の
例
で
あ
る
。
弁
少
将
は
父
内
大
臣
に

玉
鬘
の
話
を
し
、
蛍
兵
部
卿
宮
な
ど
が
熱
心
に
言
い
寄
っ
て
い

る
も
の
の
源
氏
が
許
さ
な
い
こ
と
に
思
い
悩
ん
で
い
る
な
ど
と

い
う
こ
と
を
伝
え
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
24
は『
更
級
日
記
』

の
例
で
あ
る
。
こ
の
例
で
は
作
者
が
父
の
任
地
か
ら
京
へ
戻
る

途
中
琵
琶
湖
を
過
ぎ
、
瀬
田
の
橋
を
渡
る
際
、
橋
が
崩
れ
て
い

て
苦
労
し
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
例
で
は
主
語
で
あ
る
蛍
兵
部
卿
宮
や
『
更
級
日

記
』
の
作
者
が
意
志
を
も
っ
て
「
言
ふ
」「
渡
る
」
と
い
う
動

作
を
行
い
。
そ
れ
が
順
調
に
い
か
な
い
こ
と
が
表
さ
れ
て
お

り
、
B2
に
分
類
さ
れ
る
も
の
か
ら
B3
に
分
類
さ
れ
る
も
の
へ
の

拡
張
の
課
程
か
ら
見
る
と
中
間
的
な
存
在
で
あ
る
と
見
ら
れ

る
。
特
に
注
目
し
た
い
の
は
23
の
例
で
あ
る
。
こ
の
例
で
は「
言

ふ
」
こ
と
は
実
現
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
期

待
さ
れ
る
結
果
は
実
現
し
て
い
な
い
。
そ
の
こ
と
は
B3
に
分
類

さ
れ
る
も
の
が
持
つ
意
味
構
造
を
生
み
出
す
媒
介
と
成
り
得
る

の
で
は
な
い
か
。
現
に
「
言
ひ
わ
づ
ら
ふ
」「
聞
え
わ
づ
ら
ふ
」

「
聞
え
さ
せ
わ
づ
ら
ふ
」
は
B3
に
分
類
さ
れ
る
。

　
最
後
Ｃ
に
分
類
さ
れ
る
「
漏
り
わ
づ
ら
ふ
」
は
発
展
し
た
形

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
接
動
詞
の
表
す
変
化
の
実
現
が
困

難
で
あ
る
と
見
る
観
察
者
の
捉
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
B3
に

分
類
さ
れ
る
も
の
と
そ
の
点
で
類
似
す
る
が
、
Ｃ
の
類
型
は
そ

の
後
発
展
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
人
を
主
語
と
す
る
動
詞
を

前
接
動
詞
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、中
古
の
「
〜
わ
づ
ら
ふ
」

に
お
け
る
文
法
化
の
限
界
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

五
　
ま
と
め

　
本
論
で
は
困
難
な
い
し
不
可
能
の
意
味
を
表
す
と
さ
れ
る
中
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古
の
複
合
動
詞
「
〜
わ
づ
ら
ふ
」
に
お
け
る
文
法
化
の
背
景
を

考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、
後
接
す
る
「
わ
づ
ら
ふ
」
の
意
味
、

前
接
動
詞
の
表
す
内
容
が
実
現
し
て
い
る
か
い
な
い
か
と
い
う

点
か
ら
「
〜
わ
づ
ら
ふ
」
を
Ａ
・
B1
・
B2
・
B3
・
Ｃ
に
分
類
し
、「
〜

わ
づ
ら
ふ
」
に
お
け
る
一
連
の
意
味
内
容
の
展
開
の
類
似
性
と

い
う
観
点
か
ら
B2
か
ら
B3
へ
の
意
味
拡
張
す
な
わ
ち
文
法
化
の

背
景
を
明
ら
か
に
し
た
。

　
吉
井
（
二
〇
〇
四
）
に
以
下
の
指
摘
が
あ
る
。「
こ
れ
ら
の

形
式
が
表
す
不
可
能
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
を
越
え
て
、
心
理

的
な
要
素
を
色
濃
く
も
っ
て
い
る
」。「
そ
の
心
理
の
あ
り
方
が

状
況
に
規
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
点
か
ら
、
状
況
可
能
と
能
力

可
能
と
い
う
選
択
肢
の
中
で
は
、
状
況
可
能
に
入
れ
る
べ
き
か

と
思
わ
れ
る
」。「
こ
れ
ら
の
補
助
動
詞
の
場
合
」、「
状
況
か
ら

与
え
ら
れ
た
心
理
的
条
件
に
依
存
し
て
お
り
、
状
況
か
ら
独
立

し
た
不
可
能
性
を
表
す
傾
向
に
乏
し
い
こ
と
に
な
る
」。

　
中
古
の
「
〜
わ
づ
ら
ふ
」
に
見
ら
れ
る
文
法
化
は
こ
の
よ
う

に
状
況
を
ベ
ー
ス
と
し
た
「
〜
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
」
と

い
う
複
合
形
容
詞
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
限
界
は
前
接
動

詞
を
無
意
志
動
詞
に
拡
大
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に

も
表
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
登
場
人
物
の
心
情
を
推
し

量
る
表
現
主
体
が
あ
り
、
心
情
の
介
入
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

感
情
動
詞
が
後
接
し
、
補
文
関
係
を
形
成
す
る
ほ
ど
発
達
す
る

と
い
う
文
法
化
の
あ
り
方
は
中
古
語
複
合
動
詞
の
特
徴
を
明
ら

か
に
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

注１
高
橋
（
一
九
九
八
）、
中
村
（
一
九
九
九
）
に
お
け
る
考
察

対
象
は
当
該
動
詞
の
み
な
ら
ず
、
当
該
動
詞
が
形
成
す
る

複
合
動
詞
、
対
と
な
る
他
動
詞
「
な
や
ま
す
」「
わ
づ
ら
は

す
」、
派
生
形
容
詞
「
な
や
ま
し
」「
わ
づ
ら
は
し
」、
派
生

動
詞
「
な
や
ま
し
が
る
」「
わ
づ
ら
は
し
が
る
」、
派
生
形

容
動
詞
「
な
や
ま
し
げ
な
り
」「
わ
づ
ら
は
し
げ
な
り
」、

派
生
名
詞
「
な
や
み
」「
わ
づ
ら
ひ
」「
な
や
ま
し
さ
」「
わ

づ
ら
は
し
さ
」
を
も
含
ん
で
い
る
。
ま
た
高
橋
（
一
九
九
八
）

は
「
や
ま
ひ
」「
や
む
」
と
の
比
較
も
行
っ
て
い
る
。

２
た
だ
し
こ
の
異
な
り
数
は
「
思
し
わ
づ
ら
ふ
」「
思
ほ
し
わ

づ
ら
ふ
」
を
「
思
ひ
わ
づ
ら
ふ
」
に
、「
聞
こ
え
わ
づ
ら
ふ
」「
聞

こ
え
さ
せ
わ
づ
ら
ふ
」「
の
給
ひ
わ
づ
ら
ふ
」
を
「
言
ひ
わ

づ
ら
ふ
」
に
、「
聞
し
召
し
わ
づ
ら
ふ
」
を
「
聞
き
わ
づ
ら
ふ
」

に
そ
れ
ぞ
れ
含
め
て
算
出
し
た
。
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