
「
物
語
の
出
で
来
は
じ
め
」
と
言
わ
れ
る
竹
取
物
語
は
内
容
の
浪
漫
性
と

は
裏
腹
に
、
用
い
ら
れ
て
い
る
語
に
荒
々
し
い
粗
雑
な
意
味
が
あ
り
、
そ
の

た
め
に
一
種
の
泥
臭
さ
を
漂
わ
せ
て
い
る
と
山
口
仲
美
氏
は
指
摘
さ
れ
、
そ

の
具
体
例
と
し
て
「
さ
が
髪
・
尻
・
か
な
ぐ
る
．
盗
人
・
奴
・
殺
す
・
青
反

吐
・
ま
る
・
ふ
る
糞
」
の
よ
う
な
「
荒
々
し
い
こ
と
ば
」
の
見
ら
れ
る
こ

と
、
「
な
ま
な
ま
し
い
こ
と
ば
」
と
し
て
の
擬
態
語
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い

る
こ
と
、
漢
文
訓
読
語
を
交
え
る
こ
と
で
か
た
く
仰
々
し
い
感
じ
を
与
え
る

こ
と
、
の
三
点
を
あ
げ
て
お
ら
れ
る
（
山
口
仲
美
氏
「
竹
取
物
語
・
伊
勢
物

語
の
こ
と
ば
」
・
鈴
木
日
出
男
氏
編
「
竹
取
物
語
伊
勢
物
語
必
携
」
所
収
・

の
ち
「
平
安
朝
の
言
葉
と
文
体
」
所
収
）
。
語
彙
自
体
が
内
容
に
深
く
関
わ

っ
て
い
る
こ
と
を
端
的
に
示
さ
れ
た
も
の
で
、
最
初
に
掲
げ
ら
れ
た
動
詞

「
か
な
ぐ
る
」
、
「
殺
す
」
、
「
ま
る
」
な
ど
は
い
か
に
も
優
雅
さ
の
対
極
に
あ

る
意
味
内
容
を
も
た
ら
す
語
彙
と
言
え
よ
う
。
語
彙
そ
の
も
の
が
尋
常
で
は

平
安
時
代
物
語
に
稀
有
な
語

は
じ
め
に

Ｉ
「
さ
へ
づ
る
」
・
「
追
い
払
ふ
」
・
「
蹴
る
」
な
ど
Ｉな

い
状
態
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
な
が
ら
優
雅
さ
を
基
調
と
す
る

源
氏
物
語
を
中
心
と
す
る
平
安
時
代
の
物
語
作
品
に
も
ほ
と
ん
ど
あ
る
い
は

稀
に
し
か
見
ら
れ
な
い
も
の
で
も
あ
る
。
一
般
的
に
行
為
と
し
て
は
存
在
し

て
い
な
が
ら
表
現
語
彙
と
し
て
は
忌
避
も
し
く
は
回
避
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
と
、
お
お
ま
か
な
見
当
を
つ
け
て
い
く
つ
か
の
語
彙
を
俎
上
に
載
せ
て
考

え
て
み
た
い
と
い
う
の
が
本
稿
の
ね
ら
い
で
あ
る
。
山
口
仲
美
氏
著
「
平
安

朝
の
言
葉
と
文
体
」
の
第
五
章
ヨ
源
氏
物
語
』
の
雅
語
・
卑
俗
語
」
と
題

す
る
論
考
で
は
、
源
氏
物
語
の
言
葉
全
体
を
普
通
語
の
他
に
、
和
歌
に
用
い

ら
れ
る
「
歌
語
」
を
「
雅
語
」
の
代
表
と
し
て
捉
え
、
そ
の
正
反
対
側
に
あ

る
「
貴
族
階
級
の
人
物
が
ふ
つ
う
口
に
し
な
い
言
葉
」
を
「
卑
俗
語
」
と
し

て
、
「
言
葉
そ
の
も
の
の
意
味
内
容
や
イ
メ
ー
ジ
が
す
で
に
品
格
に
欠
け
て

い
る
」
も
の
と
、
「
用
い
方
で
、
品
の
な
さ
が
出
て
く
る
」
場
合
の
二
種
類

に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
を
あ
げ
な
が
ら
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
使
用
頻

度
の
観
点
か
ら
み
て
も
二
種
類
の
う
ち
前
者
は
後
者
に
比
べ
て
少
な
い
こ
と

が
予
想
さ
れ
よ
う
し
、
ま
た
後
者
を
即
座
に
「
卑
俗
語
」
と
判
断
す
る
こ
と

が
困
難
な
場
合
も
あ
ろ
う
。

中
西
健
治
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①
浦
に
年
経
る
さ
ま
な
ど
問
は
せ
た
ま
ふ
に
、
さ
ま
ざ
ま
安
げ
な
き
身
の

愁
へ
を
申
す
。
そ
こ
は
か
と
な
く
さ
へ
づ
る
も
、
心
の
行
く
方
は
同
じ

こ
と
、
何
か
こ
と
な
る
と
、
あ
は
れ
に
見
た
ま
ふ
。

（
須
磨
巻
．
Ⅱ
．
二
○
五
・
二
○
六
頁
・
日
本
古
典

源
氏
物
語
に
名
詞
「
さ
へ
づ
り
」
と
し
て
二
例
あ
り
、
動
詞
と
し
て
複
合

語
を
含
め
て
十
五
例
あ
る
「
さ
へ
づ
り
」
、
「
さ
へ
づ
る
」
は
さ
ほ
ど
少
な
い

用
例
数
と
も
思
え
ず
、
そ
の
意
味
内
容
も
「
卑
俗
語
」
と
の
み
判
断
で
き
な

い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
さ
へ
づ
り
」
は
本
来
は
「
さ
ひ
づ
り
」

で
、
外
国
人
や
地
方
の
人
な
ど
が
意
味
不
明
の
言
葉
を
繰
り
出
す
こ
と
を
意

味
し
、
「
岩
波
古
語
辞
典
」
は
「
辺
呪
語
、
古
経
云
、
鬼
神
辺
地
語
、
佐
比

豆
利
（
さ
ひ
づ
り
）
」
（
華
厳
音
義
私
記
）
を
引
き
、
白
川
静
氏
の
「
新
訂
字

訓
」
は
、
「
さ
ひ
づ
る
」
の
「
さ
ひ
」
は
「
こ
と
さ
へ
く
」
「
さ
は
く
」
と
同

か
ら

語
と
す
る
岡
田
希
雄
氏
説
に
よ
り
「
さ
ひ
づ
る
や
」
が
「
韓
」
に
か
か
る
枕

詞
で
あ
る
の
は
「
外
国
の
こ
と
ば
は
口
早
で
意
味
も
わ
か
ら
な
い
の
で
、
鳥

の
「
さ
へ
づ
り
」
に
な
ぞ
ら
え
て
い
う
」
の
だ
と
説
く
よ
う
に
、
「
さ
へ
づ

り
」
に
は
聞
く
側
か
ら
す
れ
ば
そ
れ
は
あ
た
か
も
鳥
獣
の
声
同
然
と
捉
え
ら

れ
、
そ
の
点
で
は
「
卑
俗
」
な
内
容
を
表
わ
し
て
い
る
。
光
源
氏
が
須
磨
に

流
離
の
日
々
を
過
ご
す
と
き
に
聞
い
た
現
地
の
人
の
言
葉
は
ま
さ
に
「
さ
へ

（
ひ
）
づ
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。

｜
「
さ
へ
づ
る
」

②
あ
や
し
き
海
人
ど
も
な
ど
の
、
貴
き
人
お
は
す
る
所
と
て
、
集
ま
り
参

り
て
、
聞
き
も
知
り
た
ま
は
ぬ
こ
と
ど
も
を
さ
へ
づ
り
あ
へ
る
も
、
い

と
め
づ
ら
か
な
れ
ど
、
え
追
ひ
も
払
は
ず
。（

明
石
巻
．
Ⅱ
．
二
一
八
頁
）

③
ふ
る
里
に
見
し
よ
の
と
も
を
恋
ひ
わ
び
て
さ
へ
づ
る
こ
と
を
た
れ
か
わ

く
ら
ん
（
松
風
巻
．
Ⅱ
・
三
九
八
頁
）

京
を
遠
く
離
れ
た
地
、
し
か
も
海
辺
に
生
活
す
る
人
々
の
言
葉
は
光
源
氏
が

今
ま
で
経
験
し
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
言
葉
で
は
あ
っ
た
が
た
め
に
「
さ
へ

ず
る
」
と
み
る
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
二
つ
の
用

例
以
外
に
つ
い
て
は
烏
の
鳴
く
動
作
を
さ
す
用
法
で
、
源
氏
物
語
で
は
こ
の

意
味
で
用
い
ら
れ
る
の
が
主
流
で
あ
る
。
明
石
か
ら
大
堰
の
邸
に
移
り
住
ん

だ
明
石
君
が
母
尼
君
と
故
郷
を
恋
い
偲
ん
で
歌
を
詠
み
交
わ
す
と
き
の
明
石

君
の
歌
。

光
源
氏
に
は
意
味
不
明
の
こ
と
ば
で
は
あ
る
が
、
現
地
の
人
々
が
さ
か
ん
に

身
の
つ
ら
さ
な
ど
を
光
源
氏
に
訴
え
か
け
て
い
る
様
子
を
あ
た
か
も
鳥
の
さ

え
ず
り
の
よ
う
だ
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
須
磨
で
の
暴
風
雨

の
騒
動
の
さ
な
か
に
現
地
の
人
々
が
口
々
に
言
い
合
う
言
葉
を
次
の
よ
う
に

表
現
し
て
い
る
。

文
学
全
集
に
よ
る
。
以
下
源
氏
物
語
は
本
書
に
よ
る
）

■■■■■■■■■
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④
「
さ
へ
づ
る
春
は
」
と
か
ら
う
じ
て
わ
な
な
か
し
い
で
た
り
。

（
末
摘
花
巻
・
Ｉ
．
三
七
八
）

「
さ
へ
づ
る
」
は
表
面
は
琴
の
音
を
さ
す
が
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
の
は
明
石

で
育
っ
た
自
分
の
言
葉
が
あ
る
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
で
は
弓
さ
へ
づ

る
」
は
訳
の
わ
か
ら
ぬ
言
葉
を
し
ゃ
べ
る
こ
と
、
こ
こ
で
は
自
分
の
演
奏
を

卑
下
し
て
い
う
。
「
琴
」
に
「
言
』
を
ひ
び
か
す
」
（
Ⅱ
．
一
九
九
頁
）
と
注

し
て
い
る
が
、
①
②
で
み
た
よ
う
な
須
磨
に
住
む
人
々
の
会
話
を
意
味
す
る

ニ
ュ
ア
ン
ス
も
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
「
卑
下
」
し
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
に
納
得
し
つ
つ
も
、
楽
器
を
演
奏

す
る
こ
と
を
「
卑
俗
」
な
語
と
し
て
扱
う
こ
と
に
は
抵
抗
感
が
あ
る
。
末
摘

こ
の
用
例
は
古
今
集
・
春
一
・
二
八
「
百
千
烏
さ
へ
づ
る
春
は
も
の
ご
と
に

あ
ら
た
ま
れ
ど
も
我
ぞ
ふ
り
ゆ
く
」
を
引
い
て
い
る
よ
う
に
、
烏
の
鳴
く
動

作
を
さ
し
て
い
る
。
こ
の
古
今
集
の
「
さ
へ
づ
る
」
の
箇
所
が
多
く
の
伝
本

に
「
な
く
な
る
」
と
す
る
異
文
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
小
町
谷
照
彦
氏

は
、
同
時
に
「
さ
へ
づ
る
」
は
歌
語
の
用
例
は
少
な
く
、
万
葉
集
と
三
代
集

で
は
こ
の
一
例
の
み
で
、
舞
楽
の
春
鶯
聴
と
の
関
連
を
説
か
れ
て
い
る

（
「
百
ち
鳥
さ
へ
づ
る
春
」
・
「
国
文
学
」
第
二
十
九
巻
第
十
一
号
）
・

和
歌
に
も
鶯
の
鳴
く
動
作
を
「
さ
へ
づ
る
」
を
用
い
て
読
み
込
ん
で
い
る

こ
と
か
ら
、
卑
俗
な
語
で
は
な
く
、
む
し
ろ
雅
語
と
し
て
扱
え
る
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
枕
草
子
に
は
「
弾
く
も
の
は
」
の
章
段
で
「
弾
く
も
の
は
琵

花
巻
に
あ
る
次
の
例
、

平
安
時
代
物
語
に
稀
有
な
語

⑥
あ
ら
た
ま
の
年
た
ち
か
へ
り
ぬ
れ
ば
、
雲
の
上
も
晴
々
し
う
見
え
て
空

を
仰
が
れ
、
夜
の
ほ
ど
に
た
ち
か
は
り
た
る
春
の
霞
も
紫
に
薄
く
濃
く

た
な
び
き
、
日
の
け
し
き
う
ら
ら
か
に
光
さ
や
け
く
見
え
、
百
千
烏
も

噛
り
ま
さ
り
、
よ
る
づ
み
な
心
あ
る
さ
ま
に
見
え
、

（
巻
第
十
一
・
つ
ぼ
み
花
。
Ⅱ
．
三
五
頁
・
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
に
よ
る
。
以
下
、
栄
花
物
語
は
本
書
に
よ
る
）

⑤
鶯
の
さ
へ
づ
り
と
い
ふ
調
べ
を
二
返
り
ば
か
り
弾
き
て
、
止
み
ぬ
な

胎
仙
ノ
○

（
と
り
か
へ
ぱ
や
・
巻
四
・
四
四
七
頁
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）

琶
。
調
は
風
香
調
。
黄
鐘
調
。
蘇
合
の
急
。
鶯
の
さ
へ
づ
り
と
い
ふ
調
」

（
二
○
六
段
・
旺
文
社
文
庫
・
下
・
一
九
八
頁
）
と
い
う
用
例
が
あ
る
よ
う

に
、
雅
楽
の
曲
名
「
春
鶯
嶬
」
の
訓
読
表
現
と
し
て
「
さ
へ
づ
る
」
を
用
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
栄
花
物
語
の
用
例
は
長
和
三
年
（
一
○
一
四
）
の
穏
や
か
な
新
春
の
光

景
を
描
く
弓
古
今
集
」
そ
の
他
に
出
典
を
持
っ
た
用
語
を
用
い
て
構
文
し

た
修
飾
の
多
い
文
章
」
（
「
栄
花
物
語
全
注
釈
』
Ⅲ
・
二
二
九
頁
）
の
一
部
分

で
あ
る
。

「
春
鶯
噛
」
の
訓
読
と
し
て
の
「
さ
へ
づ
り
」
は
栄
花
物
語
に
も
一
例
あ
る

が
、
こ
れ
は
先
の
古
今
集
の
歌
を
引
い
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

一
一
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前
に
引
い
た
用
例
の
う
ち
、
②
の
用
例
文
中
に
「
追
ひ
払
ふ
」
と
い
う
動

詞
を
含
ん
だ
表
現
が
あ
る
。
追
い
払
う
対
象
が
人
間
で
あ
る
場
合
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
用
い
ら
れ
方
に
よ
っ
て
は
卑
俗
な
意
味
合
い
を
帯
び
て
く
る
よ

う
に
思
わ
れ
、
和
歌
に
は
見
ら
れ
ず
、
源
氏
物
語
に
も
四
例
し
か
見
ら
れ
な

い
○

こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
「
さ
へ
づ
る
」
に
は
鳥
の
鳴
く
動
作
や
人
間
が
意
味

不
明
の
声
を
発
す
る
と
い
う
意
味
を
有
し
て
は
い
る
も
の
の
、
烏
の
場
合
に

は
「
春
鶯
聴
」
と
い
う
曲
名
の
訓
読
み
に
も
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
優
雅
さ
が

伴
う
も
の
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
人
間
の
言
語
行
為
を
表

わ
す
場
合
に
は
そ
の
反
対
に
優
雅
さ
に
ほ
ど
遠
く
、
む
し
ろ
非
優
雅
と
で
も

い
う
べ
き
意
味
合
い
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
と
推
測
で
き
る
の

で
あ
る
。
「
言
ひ
か
く
」
と
い
う
複
合
語
を
「
さ
へ
づ
り
か
く
」
と
す
る
用

例
（
堤
中
納
言
物
語
・
貝
合
）
も
、
無
遠
盧
に
口
早
に
言
う
少
女
の
動
作
を

表
わ
し
て
い
る
こ
と
も
そ
の
推
測
が
裏
付
け
ら
れ
よ
う
。
京
か
ら
遠
く
離
れ

た
須
磨
の
土
地
の
人
々
が
話
す
声
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
あ
た
か
も
烏
の
鳴

く
よ
う
に
耳
新
し
く
聞
こ
え
る
と
い
う
こ
と
を
「
さ
へ
づ
る
」
を
用
い
る
こ

と
で
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
さ
へ
づ
る
」

と
い
う
言
葉
を
一
括
し
て
「
卑
俗
語
」
と
は
言
い
な
が
ら
、
用
い
ら
れ
方
に

よ
っ
て
は
優
雅
な
場
合
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
逆
の
用
法
も
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
の
で
あ
る
。

二
「
追
ひ
払
ふ
」

⑦
は
大
雨
の
中
、
紫
の
上
が
源
氏
の
身
を
案
じ
て
須
磨
へ
使
者
を
遣
わ
す
と

こ
ろ
。
「
人
か
何
ぞ
と
」
判
別
で
き
な
い
よ
う
な
「
あ
や
し
き
姿
」
に
も
親

近
感
を
覚
え
る
と
い
う
も
の
の
、
平
時
で
は
ま
つ
さ
き
に
「
追
ひ
払
ひ
つ
く

き
賤
の
男
」
た
ち
で
あ
る
と
言
う
。
雅
の
対
極
に
あ
る
者
を
近
づ
け
な
い
動

作
を
「
追
ひ
払
ふ
」
に
込
め
て
い
よ
う
□
⑧
も
源
氏
が
桂
の
院
を
立
ち
去
ろ

う
と
し
て
先
払
い
を
さ
せ
る
箇
所
で
、
下
賤
な
人
物
を
遠
ざ
け
る
動
詞
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
⑨
は
右
近
の
口
か
ら
漏
れ
た
東
国
の
悲
劇
で
、
殺
人

者
を
国
外
に
追
放
す
る
と
い
う
事
態
を
「
追
ひ
払
ふ
」
で
表
わ
し
て
い
る
。

「
敵
を
追
い
払
う
」
「
悪
魔
を
追
い
払
う
」
「
邪
魔
者
を
追
い
払
う
」
な
ど

と
「
追
い
払
う
」
行
為
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
は
追
い
払
う
主
体
に
と
っ
て

禍
々
し
い
と
思
わ
れ
る
も
の
で
、
相
手
に
対
し
て
何
ら
か
の
心
理
的
・
肉
体

⑨
ま
た
、
こ
の
過
ち
た
る
も
よ
き
郎
等
な
れ
ど
、
か
か
る
過
ち
し
た
る
も

の
を
、
い
か
で
か
は
使
は
ん
と
て
、
国
の
内
を
も
追
ひ
払
は
れ
、
す
べ

て
女
の
た
い
だ
い
し
き
ぞ
と
て
、
（
浮
舟
巻
。
Ⅵ
．
一
七
○
頁
）

⑧
い
と
よ
そ
ほ
し
く
さ
し
歩
み
た
ま
ふ
ほ
ど
、
か
し
が
ま
し
う
追
ひ
払
ひ

て
、
御
車
の
後
に
頭
中
将
兵
衛
督
乗
せ
た
ま
ふ
。

（
松
風
巻
．
Ⅱ
．
四
○
七
頁
）

⑦
ま
づ
追
ひ
払
ひ
っ
べ
き
賤
の
男
の
、
睦
ま
し
う
あ
は
れ
に
思
さ
る
る

も
、
我
な
が
ら
か
た
じ
け
な
く
、
屈
し
に
け
る
心
の
ほ
ど
思
ひ
知
ら

る
。
（
明
石
巻
．
Ⅱ
．
二
一
四
頁
）

四



的
圧
力
を
加
え
る
こ
と
で
そ
れ
ら
を
取
り
除
い
た
り
空
間
的
に
遠
い
位
置
に

置
こ
う
と
す
る
行
為
を
さ
し
て
用
い
ら
れ
る
の
が
一
般
的
な
意
味
で
あ
ろ

う
。
も
っ
と
も
語
構
成
か
ら
み
れ
ば
、
「
敵
対
す
る
者
を
排
除
す
る
。
駆
逐

す
る
。
追
い
出
す
。
」
（
『
角
川
古
語
大
辞
曲
三
を
意
味
す
る
「
は
ら
ふ
」
に

加
え
て
、
「
追
ふ
」
に
備
わ
っ
て
い
る
意
味
内
容
と
し
て
「
追
い
払
う
」
が

含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
（
第
二
版
こ
に
は
「
お

い
は
ら
う
」
の
項
の
説
明
に
「
じ
ゃ
ま
な
も
の
な
ど
を
追
い
た
て
て
遠
く
に

や
る
。
追
っ
ぱ
ら
う
。
放
逐
す
る
」
と
あ
っ
て
、
古
事
記
・
上
の
用
例
（
前

田
本
訓
）
「
汝
が
庶
兄
弟
を
ぱ
坂
の
御
尾
に
追
ひ
伏
せ
、
亦
河
の
獺
に
追
ひ

溌
（
ハ
ラ
）
て
」
や
太
平
記
、
春
雨
物
語
の
用
例
を
引
い
て
い
る
。
「
小
学

館
古
語
大
辞
典
」
の
「
お
ふ
・
追
ふ
」
の
項
に
も
「
追
い
払
う
」
の
意
味
に

該
当
す
る
例
と
し
て
万
葉
集
・
巻
八
の
「
醜
ほ
と
と
ぎ
す
暁
の
う
ら
悲
し
き

に
追
へ
ど
追
へ
ど
な
ほ
し
来
鳴
き
て
」
（
一
五
○
七
）
、
蜻
蛉
日
記
の
「
田
守

の
物
追
ひ
た
る
声
、
い
ふ
か
ひ
な
く
情
け
な
げ
に
う
ち
よ
ぱ
ひ
た
り
」
（
中

・
天
禄
元
年
）
を
引
き
、
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
・
室
町
編
」
に
も
節
用
集

の
類
や
日
葡
辞
書
、
抄
物
（
毛
詩
抄
）
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
古
代
か
ら

現
代
に
い
た
る
ま
で
意
味
上
の
変
化
は
あ
ま
り
無
い
た
め
に
格
段
に
注
目
す

べ
き
語
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
糸
井
道
浩
・
神
尾
暢
子
両
氏
編
「
王
朝
物

語
の
し
ぐ
さ
と
こ
と
ば
』
の
「
祓
う
」
項
目
に
は
「
余
分
・
有
害
な
も
の
を

除
去
す
る
、
追
い
や
る
意
の
『
は
ら
ふ
（
払
・
掃
・
接
・
懐
こ
（
ハ
行
四
段

活
用
）
に
意
味
的
に
含
ま
れ
、
「
は
ら
』
は
「
晴
ら
す
」
と
も
共
通
す
る
」

（
中
島
和
歌
子
氏
執
筆
・
八
二
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
「
追
う
」
の
持
つ

意
味
と
の
重
な
り
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
祓
ふ
」
に
「
追
ふ
」
が
加
わ
っ
た

平
安
時
代
物
語
に
稀
有
な
語

⑪
太
刀
を
抜
き
き
ら
め
か
し
て
、
片
端
よ
り
追
ひ
払
ひ
て
、
冠
を
後
方
ざ

ま
に
し
、

（
う
つ
ほ
物
語
・
あ
て
宮
巻
・
Ⅱ
．
一
四
五
頁
）

⑩
妻
を
も
追
ひ
払
ひ
て
、
「
今
、
左
大
将
の
家
に
行
き
て
、
わ
が
住
め
ら

む
に
、

（
う
つ
ほ
物
語
・
藤
原
の
君
巻
・
Ｉ
．
一
五
三
頁
・

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
）

か
た
ち
と
し
て
「
追
ひ
払
ふ
」
が
あ
る
と
言
え
る
。
現
代
語
の
「
追
う
」
に

つ
い
て
斎
藤
倫
明
氏
は
「
語
構
成
論
か
ら
見
た
語
『
追
う
』
の
意
味
形
成
」

（
「
国
語
学
」
第
五
三
巻
第
一
号
）
で
「
追
う
」
が
文
章
語
で
あ
る
の
に
対
し

て
「
「
お
う
』
を
前
項
に
有
す
る
複
合
語
四
六
語
を
拾
っ
て
み
た
が
、
『
追
い

返
す
、
追
い
越
す
、
追
い
出
す
、
追
い
付
く
、
追
い
抜
く
、
追
い
払
う
』

等
、
日
常
語
に
属
す
る
と
見
ら
れ
る
語
が
数
多
く
認
め
ら
れ
た
」
と
述
べ
て

お
ら
れ
る
。
現
代
で
こ
そ
「
追
い
払
う
」
と
い
う
言
葉
は
よ
く
用
い
ら
れ
る

の
で
は
あ
る
が
、
そ
し
て
ま
た
古
く
か
ら
日
常
語
と
し
て
も
広
く
用
い
ら
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
「
雅
語
」
と
し
て
雅
び
や
か
な
風
光
や
心
情

に
基
盤
を
置
く
和
歌
に
は
こ
の
よ
う
な
語
は
ほ
と
ん
ど
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど

見
当
た
ら
な
い
し
、
ま
た
平
安
時
代
の
物
語
に
も
多
く
は
み
ら
れ
な
い
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
源
氏
物
語
以
外
の
平
安
時
代
の
物
語
や
説
話
の

用
例
と
し
て
は
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
日
常
の
言
語
生
活
の
中
に
は
あ
る

い
は
豊
か
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。五



⑩
⑪
の
二
例
は
う
つ
ほ
物
語
の
用
例
で
、
共
に
男
主
人
公
が
自
分
の
気
に
入

ら
ぬ
者
を
強
引
に
遠
ざ
け
て
み
た
い
と
思
う
箇
所
で
あ
り
、
⑫
⑬
の
用
例

は
、
天
竺
の
長
者
父
子
の
家
に
物
乞
い
に
や
っ
て
き
た
乞
食
を
父
が
追
い
払

い
、
ま
た
こ
の
父
が
乞
食
に
転
生
し
て
か
つ
て
の
家
に
や
っ
て
き
て
子
に
追

い
払
わ
れ
る
と
い
う
話
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
語
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
行
為
と
し
て
の
「
追
ふ
」
に
、
不
都
合
だ
と
か
禍
々

し
い
と
思
わ
れ
る
も
の
を
強
い
意
志
で
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
行
為
を
示
す

「
は
ら
ふ
」
と
が
結
合
す
る
こ
と
で
、
お
よ
そ
雅
の
概
念
と
は
程
遠
い
意
味

を
も
つ
複
合
動
詞
と
な
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
語
自
体
を
「
卑
俗
」
と
す

る
範
晴
に
入
れ
る
こ
と
が
適
当
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
雅
な

動
作
と
は
か
け
離
れ
た
振
る
舞
い
を
表
わ
す
意
味
が
生
じ
る
ゆ
え
に
源
氏
物

語
の
華
や
か
な
場
面
に
用
例
が
見
あ
た
ら
な
い
と
理
解
し
て
も
よ
い
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

⑬
此
ノ
乞
匂
家
ノ
内
二
入
テ
南
面
二
立
テ
リ
。
長
者
此
レ
ヲ
見
テ
、
順

圭
ヲ
発
シ
テ
追
上
掃
ハ
ス
。

（
同
・
１
．
一
九
七
頁
）

（
⑫
。
⑬
Ⅱ
今
昔
物
語
集
・
巻
第
二
・
三
十
八
・

天
竺
祖
子
二
人
長
者
ノ
樫
貧
語
第
三
十
八
）

⑫
自
然
ラ
乞
匂
家
二
来
レ
バ
、
門
ノ
内
二
不
入
ズ
シ
テ
、
人
ヲ
以
テ
追
上

掃
ハ
ス
。（

新
日
本
古
典
文
学
大
系
・
Ｉ
．
一
九
七
頁
。
以
下
、
今
昔
物
語
集
は
本
書
に
よ
る
）

「
さ
へ
づ
る
」
「
追
ひ
払
ふ
」
は
山
口
仲
美
氏
の
言
う
「
用
い
方
で
、
品
の

な
さ
が
出
て
く
る
」
言
葉
と
し
て
扱
え
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て

「
蹴
る
」
は
「
言
葉
そ
の
も
の
の
意
味
内
容
や
イ
メ
ー
ジ
が
す
で
に
品
格
に

欠
け
て
い
る
」
も
の
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

源
氏
物
語
・
若
菜
上
巻
で
夕
霧
や
柏
木
な
ど
が
蹴
鞠
に
夢
中
に
な
る
場
面

を
雅
び
を
説
明
す
る
の
に
用
い
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
「
源
氏
物
語
の
雅

び
」
・
「
立
命
館
大
学
京
都
文
化
講
座
④
」
所
収
）
。
春
の
夕
暮
れ
に
若
い
貴

公
子
が
各
人
の
思
い
と
は
別
に
「
鞠
に
身
を
投
」
げ
て
い
る
様
子
を
思
い
描

き
、
一
幅
の
優
雅
な
絵
巻
を
想
像
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
場
面
の

記
述
を
見
る
と
、
鞠
を
「
蹴
る
」
と
い
う
語
は
一
例
も
見
え
な
い
の
で
あ

ブ
（
》
○

夕
霧
を
は
じ
め
柏
木
と
そ
の
弟
た
ち
が
光
源
氏
に
促
さ
れ
て
蹴
鞠
を
始
め

る
。
も
っ
と
も
光
源
氏
は
「
乱
れ
が
は
し
き
こ
と
の
、
さ
す
が
に
目
さ
め
て

か
ど
か
ど
し
き
」
こ
と
と
言
い
、
ま
た
、
「
い
と
軽
々
な
り
や
」
と
も
言
っ

て
蹴
鞠
そ
の
も
の
へ
の
評
価
は
芳
し
く
な
い
。
光
源
氏
、
蛍
兵
部
卿
宮
も
見

物
し
て
い
る
う
ち
に
や
が
て
時
間
も
経
ち
、
「
数
多
く
な
り
ゆ
」
く
こ
と

で
、
夕
霧
も
「
例
な
ら
ぬ
乱
り
が
は
し
さ
か
な
」
と
自
制
心
を
は
ず
す
限
界

ま
で
享
楽
し
て
い
る
。
こ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
「
花
乱
り
が
は
し
く

散
る
め
り
や
」
と
も
あ
る
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
は
「
こ
の
場
面
、
『
乱

り
…
…
」
の
語
を
繰
り
返
し
用
い
て
強
調
」
と
も
注
し
、
公
達
の
蹴
鞠
に
興

三
「
蹴
る
」

ユ
ハ



や
や
煩
瓊
に
な
る
程
、
蹴
鞠
に
熱
中
す
る
動
作
を
表
わ
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
表
現
箇
所
を
列
挙
し
た
。
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
蹴
鞠
に
身
も
心
も
奪
わ

れ
な
が
ら
も
そ
の
動
作
を
直
裁
に
表
わ
す
「
蹴
る
」
を
含
む
動
詞
を
用
い
る

こ
と
な
く
、
間
接
的
な
表
現
に
よ
っ
て
蹴
鞠
に
関
わ
る
動
作
を
表
わ
し
て
い

じ
る
姿
を
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
ら
の
行
動
が
ど
の
よ
う
に
表

わ
さ
れ
て
い
る
の
か
を
み
て
お
こ
う
。

、
鞠
も
て
あ
そ
ば
し
て
見
た
ま
ふ
、
と
聞
こ
し
め
し
て
、

（
Ⅳ
．
一
二
九
頁
）

・
鞠
持
た
せ
た
ま
へ
り
や
。
（
同
頁
）

・
さ
ま
ざ
ま
に
、
人
よ
り
ま
さ
り
て
の
み
も
の
し
た
ま
ふ
。
（
一
三
○
頁
）

．
弁
の
君
も
え
し
づ
め
ず
立
ち
ま
じ
れ
ば
、
（
同
頁
）

．
若
き
衛
府
司
た
ち
は
な
ど
か
乱
れ
た
ま
は
ざ
ら
む
。
（
同
頁
）

・
を
さ
を
さ
、
さ
ま
よ
く
静
か
な
ら
ぬ
乱
れ
事
な
め
れ
ど
、

（
同
頁
）

．
よ
き
あ
し
き
け
ぢ
め
あ
る
を
い
ど
み
つ
つ
、
（
同
頁
）

・
衛
門
督
の
か
り
そ
め
に
立
ち
ま
じ
り
た
ま
へ
る
足
も
と
に
並
ぶ
人
な
か
り

け
ｈ
ノ
。

（
Ⅳ
・
一
三
一
頁
）

・
容
貌
い
と
き
よ
げ
に
な
ま
め
き
た
る
さ
ま
し
た
る
人
の
、
用
意
い
た
く
し

て
、
（
同
頁
）

、
い
と
労
あ
る
心
ば
へ
ど
も
見
え
て
、
数
多
く
な
り
ゆ
く
に
、
（
同
頁
）

・
鞠
に
身
を
な
ぐ
る
若
君
達
の
、
花
の
散
る
を
惜
し
み
も
あ
へ
ぬ
け
し
き
ど

も
を
見
る
と
て
、
（
Ⅳ
・
一
三
三
頁
）

平
安
時
代
物
語
に
稀
有
な
語

る
こ
と
で
あ
る
。
鞠
を
出
し
て
も
「
蹴
る
」
と
は
言
わ
ず
、
「
鞠
も
て
あ
そ

ば
す
」
や
「
鞠
に
身
を
な
ぐ
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
鞠
を
「
蹴
る
」
と
い

う
動
作
そ
の
も
の
を
さ
し
な
が
ら
、
表
現
す
る
に
あ
た
っ
て
あ
え
て
避
け
て

い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
「
蹴
る
」
と
い
う
語
へ
の
あ
る
い
は
や
や

雅
や
か
な
る
語
か
ら
ほ
ど
遠
い
と
捉
え
る
意
識
か
ら
生
じ
る
忌
避
意
識
か
ら

で
は
な
い
か
と
も
思
え
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
蹴
鞠
自
体
は
日
本
書
紀

（
皇
極
天
皇
三
年
’
六
四
四
年
ｌ
に
中
大
兄
皇
子
と
中
臣
鎌
足
が
法
興
寺
の

槻
樹
の
下
で
行
っ
た
こ
と
が
見
え
、
清
涼
殿
東
庭
で
も
行
わ
れ
た
と
言
わ
れ

る
が
、
「
蹴
鞠
」
と
い
う
語
は
無
い
。
枕
草
子
「
あ
そ
び
わ
ざ
は
」
の
章
段

に
「
さ
ま
あ
し
」
と
ま
さ
に
一
蹴
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
貴
族
社
会
に
あ

っ
て
は
「
さ
ま
あ
し
」
き
も
の
で
あ
っ
て
も
体
全
体
を
動
か
す
躍
動
的
な
遊

戯
で
あ
る
た
め
に
興
じ
る
人
も
多
く
、
貴
族
男
性
の
遊
戯
の
一
つ
と
し
て
、

ま
た
語
と
し
て
も
定
着
し
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
、
栄
花
物
語
に
名
詞
「
鞠

蹴
（
ま
り
け
）
」
と
し
て
三
例
見
え
る
。

殿
上
人
朝
夕
に
参
り
ま
か
で
、
鞠
蹴
、
小
弓
射
な
ど
、
を
か
し
ぐ
遊
び
あ

へ
り
。
（
巻
三
一
・
殿
上
の
花
見
．
Ⅲ
．
二
一
八
頁
）

東
宮
に
お
は
し
ま
し
て
、
花
の
盛
り
に
は
人
々
参
り
た
ま
ひ
て
、
鞠
蹴
な

ど
遊
ば
せ
た
ま
ひ
し
所
な
り
。

（
巻
三
六
・
根
あ
は
せ
。
Ⅲ
・
三
四
九
頁
）

内
の
御
前
に
て
殿
上
人
に
鞠
蹴
さ
せ
て
御
覧
ず
る
日
の
有
様
、
い
み
じ
く

め
で
た
し
。

（
巻
三
七
・
け
ぶ
り
の
後
．
Ⅲ
．
四
○
七
頁
）
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⑭
宮
も
聞
こ
し
召
し
て
、
「
帯
刀
ど
も
し
て
蹴
さ
せ
や
せ
ま
し
と
思
ひ
し

か
ど
、
故
お
と
ど
の
こ
と
を
、
な
き
か
げ
に
も
い
か
が
と
、
い
と
ほ
し

か
り
し
か
ば
、
さ
も
せ
ざ
り
し
」
と
こ
そ
仰
せ
ら
れ
け
れ
。

（
大
鏡
・
地
・
兼
家
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
・
二
四
六
頁
）

⑮
「
よ
し
な
し
。
旅
の
い
さ
か
ひ
し
つ
く
か
り
。
た
ず
い
ま
の
大
臣
の
し

り
は
蹴
る
と
も
、
こ
の
殿
の
牛
飼
ひ
に
手
触
れ
て
ん
や
。
」
と
言
ひ

て
、
人
の
い
ゑ
、
門
に
入
り
て
立
て
り
。
（
巻
二
・
一
七
七
）

⑯
ひ
た
い
は
は
げ
入
り
て
つ
や
ノ
ー
と
見
ゆ
れ
ば
、
物
見
る
人
に
ゆ
す
り

て
わ
ら
は
る
。
翁
袖
を
か
づ
き
て
ま
ど
ひ
入
に
、
さ
と
寄
り
て
一
足
づ

つ
蹴
る
。
（
巻
二
・
一
七
八
）

⑰
か
の
典
薬
助
は
蹴
ら
れ
た
り
し
を
病
ま
ひ
に
て
死
に
け
り
。

同
様
な
例
は
落
窪
物
語
に
も
見
え
る
。
た
だ
落
窪
物
語
の
用
例
検
討
に
は
慎

重
な
本
文
検
討
が
必
要
と
思
わ
れ
る
が
、
現
段
階
で
最
善
本
と
み
ら
れ
る
九

条
家
本
を
用
い
た
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
は
四
例
見
ら
れ
る
（
な
お
、

宮
田
和
一
郎
氏
は
下
一
段
動
詞
の
用
例
は
落
窪
物
語
に
は
じ
め
て
見
え
る
と

述
べ
て
お
ら
れ
る
（
「
中
古
語
法
覚
書
（
一
こ
・
「
平
安
文
学
研
究
」
第
二
輯

所
収
）
。

大
鏡
に
も
一
例
見
え
る
が
、
こ
れ
は
栄
花
物
語
に
見
た
遊
戯
と
し
て
の
「
鞠

蹴
」
に
関
連
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
さ
に
人
間
が
何
か
を
足
で
蹴
る
本
来

の
動
作
を
意
味
す
る
用
例
で
あ
る
。

⑲
天
智
天
皇
ハ
御
子
ニ
テ
御
マ
シ
ヶ
ル
ニ
、
鞠
蹴
サ
セ
給
ケ
ル
所
二
、
入

鹿
モ
参
テ
蹴
ケ
リ
。
・
・
参
テ
共
二
蹴
給
ケ
ル
ニ
、
御
子
ノ
鞠
蹴
給
ケ

ル
御
沓
ノ
御
足
二
離
テ
上
ケ
ル
ヲ
」

（
巻
二
十
二
、
大
織
冠
、
始
賜
藤
原
姓
語
第
一
．
Ⅳ
．
三
二
○
頁
）

ち
あ
ゆ
ぱ
か
り
ｌ

⑳
「
其
ノ
中
二
勝
レ
テ
制
シ
ッ
ル
男
ノ
シ
ャ
尻
ヲ
血
出
許
二
蹴
給
へ
」
卜

右
の
四
例
中
⑮
⑯
は
、
憎
悪
す
る
べ
き
典
薬
助
に
対
し
て
道
頼
側
が
典
薬
助

を
辱
め
か
つ
暴
力
的
な
力
を
加
え
て
報
復
し
よ
う
と
す
る
行
為
を
意
味
し
て

い
て
、
⑰
⑯
の
二
例
は
、
そ
の
行
為
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
典
薬
助
が
死
に

至
っ
た
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
用
例
で
あ
る
。
「
蹴
る
」
こ
と
が
人
の

死
を
招
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
仕
儀
は
お
よ
そ
優
雅
な
動
作
と
も
言
え
ず
、

む
し
ろ
そ
の
対
極
に
あ
る
行
為
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
ま
さ
に
王
朝
女

流
文
学
作
品
に
は
ま
っ
た
く
馴
染
み
の
な
い
語
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
と
は

言
い
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
落
窪
物
語
の
用
例
と
同
様
な
例
は
、
今
昔
物
語

集
を
は
じ
め
と
す
る
説
話
の
中
に
は
、
「
鞠
蹴
る
」
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

闘
争
手
段
と
し
て
の
行
為
を
表
わ
す
の
に
「
蹴
る
」
を
含
む
複
合
動
詞
が
頻

繁
に
し
か
も
豊
か
な
動
作
を
表
現
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

つ
（
》
○

（
巻
四
・
二
九
二

⑱
「
こ
れ
、
か
く
て
お
は
す
る
も
見
ず
な
り
ぬ
る
ぞ
く
ち
を
し
き
。
な
ど

て
あ
ま
り
蹴
さ
せ
け
ん
。
し
ば
し
生
け
て
置
い
た
べ
か
り
け
る
。
」
と

ぞ
お
と
こ
君
の
給
け
る
。

（
巻
四
・
二
九
一
）
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今
昔
物
語
集
に
は
「
蹴
割
殺
す
」
、
「
蹴
倒
す
」
各
一
例
、
「
蹴
壊
る
」
一
例

な
ど
、
「
蹴
る
」
の
複
合
語
は
多
く
、
ま
た
宇
治
拾
遺
物
語
に
も
「
蹴
る
」

九
例
、
「
蹴
あ
ぐ
」
二
例
、
「
蹴
た
ほ
す
」
「
蹴
は
づ
す
」
「
蹴
を
る
」
各
一
例

が
あ
っ
て
、
各
用
例
に
つ
い
て
み
る
に
実
に
写
実
的
躍
動
的
な
動
作
が
生
き

生
き
と
伝
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
繁
田
信
一
氏
「
殴
り
合
う
貴
族
た
ち
ｌ

平
安
朝
裏
源
氏
物
語
」
に
は
そ
の
副
題
の
示
す
通
り
、
源
氏
物
語
か
ら
は
伺

い
知
れ
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
暴
力
沙
汰
が
引
用
し
て
あ
り
、
当
然
「
蹴
る
」
を

含
ん
だ
動
作
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
そ
の
１
「
中
関
白
藤
原

道
隆
の
孫
、
宮
中
で
蔵
人
と
取
っ
組
み
合
う
」
の
一
項
と
し
て
「
曾
禰
好

忠
、
多
数
の
殿
上
人
に
足
蹴
に
さ
れ
る
」
を
あ
げ
て
、
今
昔
物
語
集
巻
第
二

十
八
第
三
の
話
を
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
説
話
や
記
録
な
ど
の
領
域
に
お
い
て
は
、
日
常
的
に
存
在
し

て
い
た
暴
力
的
手
段
と
し
て
「
蹴
る
」
行
為
が
用
語
と
し
て
も
そ
の
ま
ま
用

い
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
る
の
だ
が
、
雅
語
を
も
っ
て
綴
ら
れ
る

作
品
に
は
親
和
性
の
な
い
語
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
め
に
ほ
と
ん
ど
用
い

ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
「
け
こ
ろ
す
」
と
い
う
語
が

雷
神
の
正
体
と
関
わ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
論
（
田
中
貴
子
氏
ヨ
け
こ
ろ

す
」
考
ｌ
神
に
よ
る
殺
人
方
法
の
一
考
察
ｌ
」
「
国
語
と
国
文
学
」
・
二
○
○

○
・
九
）
も
参
考
に
な
る
．

成
村
云
へ
（平

安
時
代
物
語
に
稀
有
な
語

（
巻
二
十
三
・
大
学
衆
、
試
相
撲
人
成
村
語
第
二
十
一

Ⅳ
．
三
六
六
頁
）

前
章
に
引
用
し
た
『
殴
り
合
う
貴
族
た
ち
」
の
副
題
が
「
平
安
朝
裏
源
氏

物
語
」
で
あ
る
こ
と
は
実
に
う
ま
く
実
情
を
言
い
当
て
て
い
る
と
思
え
る
。

紹
介
さ
れ
て
い
る
事
象
は
も
ち
ろ
ん
、
用
語
に
つ
い
て
も
「
源
氏
物
語
」
の

「
裏
」
と
認
め
て
も
い
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
繁
田
氏
の
著
書
に
つ
い
て
み

る
に
、
藤
原
実
資
の
小
右
記
に
は
「
學
擢
」
「
凌
礫
」
「
調
凌
」
「
濫
行
」
や

「
闘
乱
」
と
い
う
漢
語
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
と
説
い
て
い
る
。
つ
ま

り
実
資
周
辺
で
は
日
常
的
に
暴
行
が
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ

り
、
当
然
こ
の
行
為
の
中
に
は
「
殴
る
」
も
「
蹴
る
」
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
で
あ
る
の
に
、
同
時
代
を
描
く
源
氏
物
語
に
は
「
殴
る
」
も
「
蹴
る
」

も
語
と
し
て
は
全
く
用
例
が
な
い
。
蹴
鞠
な
ら
ば
「
蹴
る
」
が
あ
っ
て
も
し

か
る
べ
き
な
の
に
、
先
に
み
た
よ
う
に
表
現
面
で
注
意
深
く
排
除
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
『
岩
波
古
語
辞
典
（
補
訂
版
第
一
刷
）
」
に
は
四
段
活
用
の
動

詞
の
用
例
と
し
て
は
曽
我
物
語
の
「
近
座
の
人
人
の
頸
の
ま
は
り
・
側
顔
打

ち
殴
り
、
さ
し
越
え
さ
し
越
え
、
向
ひ
座
に
ゐ
た
る
義
盛
の
下
の
畳
に
直
り

け
り
」
を
引
い
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
他
に
「
殴
る
」
の
用
例
を
出
し
て
い

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
源
氏
物
語
が
蹴
鞠
の
場
面
を
描
き
な
が
ら
あ
え
て

「
蹴
る
」
を
採
ら
な
か
っ
た
の
は
こ
の
語
が
本
来
的
に
有
し
て
い
る
躍
動
的

な
行
為
に
対
し
て
の
、
ま
た
そ
こ
か
ら
発
せ
ら
れ
る
暴
力
的
心
象
へ
の
忌
避

感
が
働
い
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
作
者
は
「
蹴
る
」
を
非
雅
語
の
一
つ
と

し
て
捉
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

四
「
な
ぐ
る
」

九



な
い
し
、
「
日
本
国
語
大
辞
典
（
第
二
版
二
に
も
玉
塵
抄
や
浄
瑠
璃
、
咄

本
、
さ
ら
に
は
夏
目
漱
石
の
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
用
例
を
引
き
、
中
世

以
降
の
用
例
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
、
接
頭
辞
「
か
き
」
と
結
合
し
た
「
か

な
ぐ
る
」
は
中
古
の
作
品
に
も
散
見
さ
れ
、
「
増
補
雅
言
集
覧
」
に
は
「
か

な
ぐ
る
」
の
用
例
と
し
て
竹
取
物
語
、
落
窪
物
語
、
宇
津
保
物
語
（
各
一

例
）
、
源
氏
物
語
の
五
例
、
そ
れ
に
徒
然
草
、
平
家
物
語
、
古
今
著
聞
集
の

各
一
例
を
示
し
、
末
尾
に
「
何
に
ま
れ
あ
ら
、
か
に
す
る
こ
と
也
」
と
総
括

し
て
い
て
（
上
・
七
一
八
頁
）
、
今
昔
物
語
集
に
も
「
其
ノ
死
人
ノ
枕
上
二

居
テ
、
死
人
ノ
髪
ヲ
カ
ナ
グ
リ
抜
キ
取
ル
也
ケ
リ
・
」
（
巻
第
二
十
九
・
第
十

八
・
Ｖ
・
三
三
六
頁
）
と
見
え
る
。
山
口
仲
美
氏
は
「
激
し
く
粗
暴
な
動
作

を
あ
ら
わ
す
こ
と
ば
」
と
し
て
「
か
な
ぐ
る
」
を
あ
げ
て
、
源
氏
物
語
の
用

例
は
「
物
の
怪
と
な
っ
た
六
条
御
息
所
、
品
の
な
い
恐
ろ
し
い
乳
母
、
一
人

前
で
な
い
幼
児
」
の
行
動
を
表
わ
す
場
合
に
用
い
ら
れ
、
「
身
分
の
高
い
人

に
対
し
て
、
し
て
は
な
ら
ぬ
失
礼
な
ふ
る
ま
い
と
し
て
え
が
か
れ
て
い
る
」

（
「
平
安
朝
の
言
葉
と
文
体
」
三
八
頁
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
暴
力

性
、
卑
俗
性
を
語
自
体
に
は
ら
む
「
な
ぐ
る
」
は
必
ず
し
も
源
氏
物
語
に
親

和
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
な
が
ら
一
方
で
、
「
な
ぐ
る
」
は
説
話
な
ど
に
は
実
に
見
事
に
実
態
を
表

わ
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

時
に
俊
明
朝
臣
頗
る
遅
参
し
て
、
御
輿
に
立
た
し
む
る
を
見
奉
り
て
、

自
ら
弓
を
執
り
て
走
り
廻
は
り
、
雑
人
を
殴
る
。

（
古
事
談
・
一
’
六
四
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系

源
氏
物
語
は
闘
争
や
暴
力
な
ど
の
荒
々
し
い
場
面
を
意
識
的
に
避
け
よ
う

と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
用
語
の
面
に
も
如
実
に
表
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

暴
力
行
為
の
最
た
る
こ
と
の
一
つ
に
「
殺
す
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
わ
ず
か
に

一
例
、
浮
舟
巻
に
見
え
る
。
先
に
⑨
と
し
て
引
い
た
場
面
に
見
え
る
。
右
近

の
姉
の
身
の
上
に
生
じ
た
悲
劇
で
あ
っ
て
、
一
人
の
女
に
心
を
寄
せ
た
二
人

の
男
の
う
ち
一
方
が
他
方
の
男
を
殺
す
と
い
う
事
件
に
言
い
及
ぶ
と
こ
ろ
で

↑
《
》
フ
（
》
○

こ
れ
も
か
れ
も
劣
ら
ぬ
心
ざ
し
に
て
、
恩
ひ
ま
ど
ひ
て
は
べ
り
し
ほ
ど

に
、
女
は
、
今
の
方
に
い
ま
す
こ
し
心
寄
せ
ま
さ
り
て
ぞ
は
べ
り
け

る
。
そ
れ
に
ね
た
み
て
、
つ
ひ
に
今
の
を
ば
殺
し
て
し
ぞ
か
し
。
さ
て

我
も
住
み
は
べ
ら
ず
な
り
に
き
・
国
に
も
い
み
じ
き
あ
た
ら
兵
一
人
失

ひ
つ
。
ま
た
、
こ
の
過
ち
た
る
も
よ
き
郎
等
な
れ
ど
、
か
か
る
過
ち
し

た
る
も
の
を
、
い
か
で
か
は
使
は
ん
と
て
、
国
の
内
を
も
追
ひ
払
は

『
古
事
談
続
古
事
談
」
八
二
頁
）

わ
る
く
射
た
り
と
て
、
子
を
勘
当
し
て
、
晴
に
て
殴
り
け
る
に
、

（
古
事
談
・
六
’
六
六
・
五
八
四
頁
）

円
ナ
ル
物
ノ
ナ
ク
レ
ハ
声
ア
ル
ア
リ
ケ
リ

（
沙
石
集
・
巻
二
・
深
井
一
郎
氏
編
『
慶
長
十
年

古
活
字
本
沙
石
集
総
索
引
」
）

お
わ
り
に

一

○



こ
の
「
殺
す
」
に
つ
い
て
、
場
面
や
状
況
を
ふ
ま
え
極
め
て
効
果
的
に
用
い

ら
れ
る
孤
例
で
あ
る
と
阿
久
澤
忠
氏
は
説
か
れ
た
後
、
「
源
氏
物
語
以
降
に

成
立
し
た
説
話
集
の
今
昔
物
語
集
に
は
、
そ
れ
こ
そ
ご
ろ
ご
ろ
と
こ
ろ
が
っ

て
い
る
と
言
え
よ
う
。
「
殺
す
』
の
用
例
数
だ
け
で
も
四
五
○
例
程
あ
っ

て
、
右
の
ど
の
作
品
（
平
安
時
代
ノ
多
ク
ノ
物
語
Ⅱ
中
西
注
）
の
用
例
数
も

太
刀
打
ち
で
き
な
い
」
（
阿
久
澤
忠
氏
「
源
氏
物
語
の
用
語
『
殺
す
」
考
ｌ

浮
舟
の
巻
弓
ひ
に
今
の
を
ば
殺
し
て
し
ぞ
か
し
ｌ
芒
・
「
湘
南
文
学
」
第

七
号
）
と
補
足
さ
れ
る
。
か
つ
て
原
田
芳
起
氏
が
「
平
安
時
代
文
学
語
彙
の

研
究
」
の
な
か
で
、
源
氏
物
語
と
今
昔
物
語
集
の
言
語
的
落
差
は
言
語
の
層

の
差
で
あ
る
と
説
き
、
「
今
昔
物
語
の
言
語
は
、
こ
れ
ま
で
下
に
沈
ん
で
い

た
世
俗
的
語
彙
が
急
に
表
面
に
湧
き
出
た
も
の
と
い
え
る
。
平
安
朝
の
語
彙

が
時
代
と
と
も
に
推
移
し
た
結
果
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
裏
面
が
出
て
来
た

と
見
ら
れ
る
も
の
が
多
い
」
（
九
七
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
符
合

す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
こ
ま
で
遡
上
に
載
せ
検
討
し
て
き
た
い
く
つ
か
の

語
は
、
源
氏
物
語
の
な
か
に
も
原
田
氏
の
言
う
「
裏
面
」
を
垣
間
見
る
こ
と

の
で
き
る
手
が
か
り
が
あ
る
こ
と
を
示
す
一
つ
の
材
料
で
あ
ろ
う
と
考
え
、

試
み
に
あ
ら
あ
ら
と
述
べ
た
。

れ
、
す
べ
て
女
の
た
い
だ
い
し
き
ぞ
と
て
、
館
の
内
に
も
置
い
た
ま
へ

ら
ざ
り
し
か
ぱ
、
東
国
の
人
に
な
り
て
、
ま
ま
も
、
今
に
、
恋
ひ
泣
き

は
く
る
は
、
罪
深
く
こ
そ
見
た
ま
ふ
れ
。
（
Ⅵ
．
一
七
○
頁
）

平
安
時
代
物
語
に
稀
有
な
語

こ
う
な
る
と
「
蹴
る
」
は
か
な
り
厄
介
な
語
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る

こ
と
が
見
え
て
き
た
。
濱
田
敦
氏
の
ヨ
蹴
る
」
と
「
越
ゆ
」
」
（
「
国
語

と
国
文
学
」
昭
和
二
十
四
年
八
月
号
）
に
は
「
蹴
る
」
の
「
蹴
」
の
字

義
に
関
し
て
、
「
ケ
ル
」
と
訓
じ
る
よ
り
も
む
し
ろ
「
上
か
ら
下
に
、

足
の
裏
に
力
を
入
れ
て
フ
ム
」
動
作
を
表
わ
す
動
詞
と
し
て
「
フ
ム
」

と
訓
じ
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
「
コ
ユ
」
と
も
訓
じ
る
こ
と
が
あ
る

と
古
辞
書
の
注
記
を
も
と
に
論
じ
ら
れ
、
現
代
語
と
同
様
な
意
味
で
の

（
付
記
）

と
こ
ろ
で
日
常
よ
く
用
い
る
『
日
本
国
語
大
辞
典
（
第
二
版
こ
の

「
け
る
」
の
「
語
誌
」
と
し
て
次
の
よ
う
な
こ
と
が
記
し
て
あ
る
。

文
語
文
に
お
い
て
唯
一
の
下
一
段
活
用
動
詞
と
さ
れ
る
が
、
平
安

時
代
の
用
例
が
少
な
く
、
不
明
な
点
も
多
い
。
和
文
に
お
け
る
表

記
は
「
け
る
」
が
多
い
が
、
「
観
智
院
本
名
義
抄
」
を
は
じ
め
、

院
政
期
鎌
倉
期
に
お
い
て
「
ク
ヱ
ル
」
「
化
ル
」
等
の
表
記
も
み

ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
上
代
の
ワ
行
下
二
段
活
用
「
く
う

（
蹴
と
の
未
然
・
連
用
形
「
く
ゑ
」
が
合
拘
音
化
し
て
下
一
段
活

用
の
「
く
ゑ
る
」
に
変
わ
り
（
そ
の
前
に
「
く
ゑ
る
」
の
語
形
を

推
定
す
る
考
え
も
あ
る
）
、
さ
ら
に
そ
れ
が
直
音
化
し
て
「
け

る
」
に
な
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
「
く
ゑ
る
」
を
本

来
の
語
形
と
し
て
、
上
代
よ
り
下
一
段
動
詞
で
あ
っ
た
と
す
る
説

も
あ
る
。

一
一



の
「
村
雲
の
ふ
む
ば
か
り
」
の
解
釈
は
「
村
雲
」
が
山
を
越
え
る
様
子

を
表
現
し
て
い
る
の
か
と
も
思
わ
れ
る
。

（
な
か
に
し
．
け
ん
じ
本
学
教
授
）

「
越
ゆ
」
は
あ
り
な
が
ら
も
、
「
少
な
く
と
も
平
安
中
期
頃
に
は
『
コ

エ
」
が
『
蹴
る
』
の
意
に
も
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら

な
い
と
思
ふ
」
と
さ
れ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
用
法
は
院
政
鎌
倉
時
代
以

後
は
文
献
上
か
ら
も
姿
を
消
し
た
の
で
あ
る
。
播
磨
風
土
記
讃
容
郡
の

条
、
「
彌
麻
都
比
古
命
告
云
、
此
山
瞼
者
可
崩
、
故
日
久
都
野
・
」
の

「
瞼
者
」
を
「
コ
エ
バ
」
で
な
く
、
「
フ
マ
バ
」
或
い
は
「
ク
ヱ
バ
」
と

よ
ん
で
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
濱
田
氏
は
説
か
れ
て
い
る
。
そ
う
す

る
と
、
た
と
え
ば
、
嘉
言
集
（
新
編
国
歌
大
観
・
私
家
集
編
Ｉ
七
○
・

一
二
六
）
に
あ
る
次
の
歌
、

む
ま
に
の
り
た
る
人
二
人
と
ほ
る
、
山
を
こ
ゆ

麓
に
て
そ
ら
に
み
え
つ
る
村
雲
の
ふ
む
ば
か
り
に
も
成
り
に
け
る

か
な

一
一
一


