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中
村
　
幸
弘

キ
ー
ワ
ー
ド
：
受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」
／
「
見
え
じ
」「
見
え
た
て

ま
つ
ら
じ
」
／
ヲ
格
を
承
け
る
「
見
ゆ
」
／
対
面
の

場
と
「
見
ゆ
」
／
慣
用
句
「
人
に
見
ゆ
」

　

受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
ど
う
説
明
す
る
か

認
識
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
た
日
が
あ
っ
た
。
契
機

1
で
あ
る
。
そ
の
後
、
も
う
そ
の
心
配
も
な
く
な
っ
た
が
、
そ
の
偉

大
な
先
師
た
ち
は
そ
の
「
見
ゆ
」
に
つ
い
て
ど
う
伝
え
て
く
れ
て
い

た
か
、
遺
著
で
確
認
し
た
日
が
あ
っ
た
。
契
機
2
で
あ
る
。
そ
の
う

え
で
、
も
う
お
叱
り
を
受
け
る
こ
と
も
な
く
人
生
に
少
し
余
裕
が
で

き
た
日
、『
源
氏
物
語
』
の
受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」
か
ら
ど
う
い
う

こ
と
が
見
え
て
く
る
か
、
観
察
を
試
み
た
。
そ
れ
は
既
に
確
認
し
て

い
た
よ
う
に
、「
見
え
じ
」
と
「
見
え
た
て
ま
つ
る
」
と
で
、
そ
こ

か
ら
は
当
代
の
対
面
の
場
と
文
化
と
が
見
え
て
く
る
。「
見
え
じ
」「
見

え
た
て
ま
つ
ら
じ
」
が
殆
ど
を
占
め
て
い
て
、
そ
こ
に
は
見
ら
れ
る

こ
と
を
忌
避
し
た
人
た
ち
が
見
え
て
き
た
の
で
あ
る
。

契
機
1
　
院
友
国
語
研
究
会
の
直
会
の
場
で
の
ご
挨
拶

　

今
泉
忠
義
先
生
は
、
國
學
院
大
學
ご
定
年
後
、
國
學
院
大
學
院
友

会
館
を
会
場
に
院
友
国
語
研
究
会
を
主
宰
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、『
源

氏
物
語
』
の
巻
を
追
っ
て
全
講
さ
れ
る
目
標
を
お
立
て
で
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
。
ご
講
義
は
先
生
の
ご
急
逝
と
い
う
止
む
な
き
理
由
に

よ
っ
て
中
断
さ
れ
る
が
、
そ
の
今
泉
忠
義
著
『
源
氏
物
語　

現
代
語

訳
一
～
一
〇
』（
桜
楓
社
・
昭
和
49
―
一
九
七
四
―
年
10
月
～
昭
和

受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」
を
含
む
表
現

―
見
ら
れ
る
こ
と
を
忌
避
し
た
人
た
ち
な
ど

―
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50
―
一
九
七
五
―
年
10
月
）
は
既
に
完
成
し
て
い
た
。
今
泉
忠
義
・

森
昇
一
・
岡
崎
正
継
編
『
源
氏
物
語　

本
文
篇
』（
桜
楓
社
・
昭
和

49
―
一
九
七
四
―
年
）
の
忠
実
な
現
代
語
訳
で
あ
る
。

　

昭
和
46
―
一
九
七
一
―
年
四
月
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
か
、
国
語
学

の
専
任
教
員
は
全
員
出
席
し
て
い
た
。
例
外
は
吉
川
泰
雄
先
生
で
、

学
生
部
長
な
ど
の
激
務
に
追
わ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
こ
ろ
の
こ
と

で
あ
る
。
田
辺
正
男
先
生
・
和
田
利
政
先
生
・
金
田
弘
先
生
、
川
上

蓁
先
生
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
岡
崎
正
継
先
を
筆
頭
に
栃
木
の
森
昇

一
先
生
・
東
京
外
大
の
小
杉
商
一
先
生
、
助
手
さ
ん
と
し
て
中
島
繁

夫
先
生
・
長
谷
川
政
次
先
生
・
荒
木
雅
実
先
生
、
大
学
院
ご
入
学
直

後
の
大
久
保
一
男
先
生
、
そ
の
他
、
海
城
高
校
の
向
山
武
男
先
生
を

は
じ
め
と
す
る
ご
高
齢
の
方
々
も
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
今
泉
先
生
は

も
ち
ろ
ん
、
ご
参
加
の
先
生
方
々
は
、
ど
な
た
も
楽
し
げ
で
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
。
殊
に
、
そ
の
講
読
の
後
の
直
会
は
、
ど
な
た
の
お
顔
も

に
こ
や
か
だ
っ
た
。
理
解
で
き
な
い
こ
と
多
い
筆
者
に
は
そ
れ
が
苦

痛
だ
っ
た
。

　

直
会
の
際
、
近
況
を
交
え
た
ご
報
告
の
ご
挨
拶
を
今
泉
先
生
は
お

求
め
に
な
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
だ
っ
た
。
そ
う
い
う
該
当
者
が
い

ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
時
に
は
、
当
日
の
ご
講
義
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
音

韻
や
語
彙
や
語
法
の
い
ず
れ
か
に
触
れ
る
な
ど
し
て
参
加
者
を
楽
し

ま
せ
て
く
だ
さ
る
名
手
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
和
田
先
生
・
小
杉
先

生
は
、
ま
さ
に
そ
の
名
手
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
岡
崎
先
生
は
論
理

的
考
察
に
も
っ
て
い
け
る
よ
う
構
築
さ
れ
た
話
柄
に
し
て
い
つ
も
お

話
し
だ
っ
た
。周
囲
に
発
言
さ
せ
る
こ
と
の
お
得
意
な
中
島
先
生
は
、

司
会
を
買
っ
て
出
ら
れ
て
、
筆
者
も
そ
の
被
害
者
の
一
人
と
さ
せ
ら

れ
た
。

　

ご
自
身
も
そ
の
豊
か
な
経
験
者
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
に
、
筆
者
が

公
立
・
私
立
の
高
校
併
せ
て
三
校
十
五
年
も
勤
務
し
て
い
た
と
こ
ろ

か
ら「
教
育
現
場
で
は
、ど
う
取
り
扱
う
の
が
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。」

と
い
う
お
尋
ね
に
決
ま
っ
て
い
た
。
世
間
で
学
校
文
法
と
い
え
ば
、

橋
本
進
吉
の
橋
本
文
法
だ
っ
た
。
品
詞
分
類
の
視
点
を
見
て
も
、
そ

れ
は
形
態
上
の
特
徴
に
よ
っ
て
順
次
分
類
し
て
い
く
姿
勢
で
あ
る
。

そ
の
日
取
り
立
て
ら
れ
た
語
彙
や
語
法
を
手
短
に
形
態
上
の
特
徴
で

捉
え
て
新
知
識
を
頂
戴
し
た
お
礼
を
申
し
上
げ
る
不
器
用
な
ご
挨
拶

だ
っ
た
。
芸
の
な
い
筆
者
は
、
今
泉
宴
席
も
そ
ん
な
程
度
の
こ
と
で

お
許
し
い
た
だ
い
て
い
た
。

　

契
機
2
の
、
今
泉
忠
義
著
『
源
氏
物
語　

語
法
篇
』（
桜
楓
社
・

昭
和
59
―
一
九
八
四
―
年
）
に
も
見
る
と
お
り
、「
見
え
じ
」
と
あ
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れ
ば
「
見
ら
れ
ま
い
」
で
も
「
見
せ
ま
い
」
で
も
通
る
と
お
っ
し
ゃ

り
、「
見
え
た
て
ま
つ
る
」
と
あ
れ
ば
「
お
見
ら
れ
申
し
上
げ
る
」

か「
お
見
せ
申
し
上
げ
る
」か
ど
ち
ら
で
も
言
え
て
し
ま
う
、と
お
っ

し
ゃ
る
ご
講
義
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
受
身
系
「
見
ゆ
」
に
つ
い

て
、
い
つ
か
、
以
下
の
よ
う
に
捉
え
て
ご
挨
拶
に
活
用
し
よ
う
と
準

備
し
て
い
た
。

　

古
典
語
動
詞
「
見
ゆ
」
に
つ
い
て
は
、
自
発
系
と
可
能
系
と
、

こ
の
受
身
系
と
か
ら
成
っ
て
い
る
と
、
漠
然
と
認
識
さ
れ
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
現
代
語
「
見
え
る
」
は
自

発
系
と
可
能
系
と
に
限
ら
れ
、
受
身
系
を
残
し
て
は
い
な
い
。

時
に
、
名
詞
化
し
た
「
見
え
（
見
栄
―
宛
字
。「
見
え
を
張
る
」

の
「
見
え
」
―
）」
か
ら
、
そ
う
い
う
語
義
も
あ
っ
た
か
と
感

じ
る
程
度
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
打
消
意
志
の
「
じ
」
を
伴
っ
た

「
見
え
じ
」
を
、
現
代
人
の
意
識
に
惹
か
れ
て
「
見
せ
な
い
よ

う
に
し
よ
う
」
と
訳
し
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
周
辺

に
自
身
の
内
面
が
認
知
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
忌
避
す
る
文
化

が
そ
の
表
現
を
発
生
さ
せ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
し

て
も
、「
見
ゆ
」
の
活
用
形
に
は
偏
り
が
顕
著
で
あ
る
。
文
末

終
止
法
の
「
見
ゆ
」「
見
ゆ
る
」「
見
ゆ
れ
」
と
出
会
え
た
こ
と

が
な
い
。
連
用
形
は
そ
の
多
く
が
「
見
え
た
て
ま
つ
る
」
で
、

な
か
に
は
ヲ
格
補
充
成
分
を
承
け
る
文
脈
と
な
っ
て
い
る
場
合

も
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
は
、
当
代
の
微
妙
な
対
面
の
場
と
文
化

と
が
見
え
て
く
る
。
受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」
の
主
体
が
客
体
を

カ
ラ
格
と
し
て
認
識
で
き
る
か
ニ
格
と
し
て
認
識
で
き
る
か

で
、
訳
語
が
「
見
ら
れ
る
」
と
な
る
か
「
見
せ
る
」
と
な
る
か

を
決
定
し
て
く
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

　

そ
ん
な
ご
挨
拶
が
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
の
機
会
は
訪

れ
な
い
ま
ま
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

契
機
2
　
改
め
て
今
泉
忠
義
遺
著
と
三
矢
重
松
遺
著
と
か
ら

　

今
泉
忠
義
遺
著
『
源
氏
物
語　

語
法
篇
』（
桜
楓
社
・
昭
和
59
―

一
九
八
四
―
年
）
は
、
今
泉
忠
義
・
森
昇
一
・
岡
崎
正
継
編
『
源
氏

物
語　

本
文
篇
』（
桜
楓
社
・
昭
和
49
―
一
九
七
四
―
年
）
の
各
巻

各
ペ
ー
ジ
を
追
っ
て
、
順
次
、
語
法
の
う
え
か
ら
問
題
あ
る
語
句
を

抜
き
出
し
、
注
記
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
桐
壺
か
ら
藤
裏
葉
ま
で

で
中
断
さ
れ
て
い
る
の
は
、
著
者
が
そ
こ
で
急
逝
さ
れ
た
か
ら
で
、
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手
書
き
の
原
稿
を
オ
フ
セ
ッ
ト
印
刷
し
た
自
筆
稿
本
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
、
以
下
に
紹
介
す
る
よ
う
に
、
小
稿
が
受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」

と
呼
ぶ
そ
の
動
詞
に
つ
い
て
、
十
五
か
所
で
立
項
し
て
い
る
。
順
に

符
号
を
付
し
て
拾
い
上
げ
、
末
尾
に
巻
名
の
略
称
と
『
本
文
篇
』
の

ペ
ー
ジ
数
と
を
入
れ
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

⒜ 

い
と
か
う
し
も
見
え
じ
と
―
「
見
ら
れ
ま
い
」
で
も
「
見
せ
ま
い
」

で
も
、
ど
ち
ら
で
も
通
り
さ
う
。（
桐
9
）

⒝ 

志
を
見
え
奉
り
―
「
お
見
ら
れ
申
し
あ
げ
」
よ
り
も
、
こ
こ
で
は

「
お
見
せ
申
し
あ
げ
」
の
方
が
当
て
は
ま
る
。（
桐
14
）

⒞ 

口
惜
し
く
は
見
え
じ
と
―
「
見
せ
ま
い
と
」
と
い
ふ
よ
り
は
や
は

り
、「
見
ら
れ
ま
い
と
」
の
方
が
、
こ
こ
で
は
当
り
さ
う
。（
帚
28
）

⒟ 

行
く
先
長
く
と
見
え
ん
と
思
は
ば
―
源
氏
が
若
紫
の
姫
君
に
、「
世

に
長
う
あ
り
て
、
思
ふ
様
に
見
え
奉
ら
ん
と
思
ふ
故
ぞ
」（
賀

一
五
六‒

四
）
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
も
、
こ
の
意
の
「
見
ゆ
」
が
用

ゐ
て
あ
る
。「
見
ら
れ
る
」「
見
せ
る
」
の
意
か
ら
大
分
変
っ
て
、

「
連
れ
添
ふ
」
と
い
っ
た
意
味
だ
。（
帚
29
）

⒠ 

見
え
奉
る
と
も
―
「
お
見
ら
れ
申
し
あ
げ
る
と
し
て
も
」。（
帚

43
）

⒡ 

見
え
奉
り
給
は
じ
―
「
お
見
ら
れ
申
し
あ
げ
」「
お
見
せ
申
し
あ

げ
」、
ど
ち
ら
で
も
通
り
さ
う
。（
末
131
）

⒢ 

い
か
で
か
見
え
奉
ら
ん
―
湖
月
抄
頭
注
師
説
に
「
い
か
で
か
我
あ

さ
か
ら
ぬ
心
を
見
え
奉
ら
ん
、
今
こ
そ
か
や
う
に
う
ら
み
ら
れ
奉

れ
、
も
し
な
が
ら
へ
ば
、
終
に
は
其
こ
ゝ
ろ
も
見
え
侍
る
べ
け
れ

ど
も
、
命
こ
そ
心
に
か
な
ひ
が
た
か
る
べ
け
れ
と
也
」
と
あ
る
。

（
澪
308
）

⒣ 

あ
は
れ
を
も
見
え
聞
え
て
―
絵
合
の
巻
に
「
御
心
づ
か
ひ
し
て
、

見
え
奉
ら
せ
給
へ
」（
三
四
五‒

七
）
と
あ
る
や
う
に
「
見
え
」
に

は
「
奉
る
」
の
つ
く
の
が
普
通
な
の
だ
が
、
こ
こ
は
「
聞
ゆ
」
で

珍
ら
し
い
。（
少
405
）

⒤ 

ま
ほ
な
ら
ず
ぞ
見
え
奉
り
給
ふ
―
几
帳
越
し
で
お
顔
を
お
見
せ
申

し
あ
げ
な
さ
る
。（
少
415
）

⒥ 

渡
り
て
見
え
給
へ
―
顔
を
お
見
せ
な
さ
い
。（
少
422
）

⒦ 

人
に
も
見
え
ん
が
恥
か
し
き
に
―
誰
か
に
見
ら
れ
た
り
す
も
（
マ
マ
）恥

か

し
く
て
。（
少
423
）

⒧ 
え
渡
り
見
え
奉
り
給
は
ず
―
顔
を
お
見
せ
申
し
あ
げ
る
こ
と
も
お

で
き
に
な
れ
な
い
。
上
に
「
え
」
が
あ
る
か
ら
。（
常
513
）

⒨ 
見
え
奉
ら
ん
こ
そ
―
お
見
せ
申
し
あ
げ
た
り
す
る
の
は
。（
常
516
）

⒩ 

見
え
奉
り
給
ひ
な
ん
や
―
お
顔
を
お
見
せ
申
し
あ
げ
な
さ
っ
た
ら
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ど
う
だ
ら
う
か
。「
な
ん
や
」
は
例
の
勧
誘
の
表
現
。（
常
516
）

⒪ 

見
え
奉
れ
―
お
顔
を
お
見
せ
申
し
あ
げ
い
。（
野
528
）

⒫ 

見
え
奉
ら
じ
―
お
見
ら
れ
申
す
ま
い
。（
野
533
）

　

全
体
が
664
ペ
ー
ジ
と
な
る
そ
の
一
冊
か
ら
右
の
十
五
か
所
を
抜
き

出
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
こ
の
表
現
に
、
一
定
の
関
心
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
暫
く
し
て
、
三
矢
重
松
遺
著
『
文

法
論
と
国
語
学
』（
中
文
館
書
店
・
昭
和
7
―
一
九
三
二
―
年
）
の

な
か
に
収
め
ら
れ
て
い
る
記
事
と
結
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。
同
書
第

七
篇
（
文
法
論
（
其
四
））
第
二
章
（
動
詞
の
活
用
）
第
二
節
（
活

段
の
種
類
）
二
（
活
用
の
変
）
の
三
（
自
他
以
外
、
意
識
の
変
化
に

従
ひ
変
化
す
る
も
の
）
―
三
一
三
ペ
ー
ジ
下
段
―
に
見
る
、
表
現
の

関
係
図
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

 

被

　

…
…
に　

見
え　

奉
る

　
　
　
　
　
　

サ
セ　

使
（
誤
）

　

こ
の
第
七
篇
は
、
昭
和
六
年
に
安
田
喜
代
門
が
、
國
學
院
大
學
国

文
科
第
二
十
四
期
生
に
三
矢
重
松
教
授
の
講
述
さ
れ
た
講
義
内
容

を
、
大
分
県
日
田
中
学
校
の
坂
倉
道
義
教
諭
の
ノ
ー
ト
を
借
り
て
整

理
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
見
る
「
見
え
奉
る
」
の
「
見
え
」
の

右
側
に
は
、
そ
の
「
見
え
」
が
被
役
、
つ
ま
り
受
身
で
あ
る
と
解
説

し
て
い
る
。左
側
に
は「（
見
）サ
セ
」と
あ
る
が
、そ
の
中
間
に「（
見
）

セ
」
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
て
き
た
。
そ
の
「
見
セ
」
は
「
見
え
」

と
微
妙
に
異
な
る
ほ
ぼ
同
意
の
表
現
だ
な
ど
と
説
明
し
て
、し
か
し
、

そ
れ
が
「
見
サ
セ
」
と
な
る
と
、
こ
れ
は
使
役
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
、
誤
り
か
と
論
じ
て
い
た
よ
う
に
感
じ
と
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

な
お
不
備
あ
る
か
に
思
え
る
メ
モ
図
で
は
あ
っ
た
が
、
三
矢
教
授
の

板
書
を
受
け
と
め
た
か
と
思
わ
れ
る
記
事
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
、
そ
の
今
泉
源
氏
の
『
語
法
篇
』
は
、
先
師
が
院
友
国
語
研

究
会
で『
源
氏
物
語
』を
講
述
さ
れ
た
こ
と
が
発
端
と
な
っ
て
い
る
。

講
読
は
も
っ
ぱ
ら
適
正
な
現
代
語
訳
を
お
求
め
に
な
っ
て
の
講
読

で
、
時
に
挟
ま
れ
る
思
い
出
も
三
矢
先
生
の
ご
講
義
の
口
調
に
限
ら

れ
て
い
た
。
こ
の
「
見
ゆ
」
に
つ
い
て
も
時
々
呟
か
れ
て
、「
見
る
」

が
は
っ
き
り
受
身
の
助
動
詞
を
付
け
た
「
見
ら
る
」
と
「
見
す
」
と

い
う
他
動
詞
の
中
間
に
あ
る
の
が
、
こ
の
「
見
ゆ
」
で
あ
る
、
と
言

わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。「
見
す
」
と
、「
見
る
」
が
使
役
の
助
動

詞
を
付
け
た
「
見
さ
す
」
と
は
違
う
、
と
い
う
こ
と
に
も
し
ば
し
ば
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触
れ
て
お
ら
れ
た
。「
見
え
奉
る
」
の
訳
出
に
つ
い
て
は
、
い
つ
も

決
ま
っ
て
、「
お
見
ら
れ
申
し
あ
げ
る
」
が
よ
い
か
「
お
見
せ
申
し

あ
げ
る
」
が
よ
い
か
を
繰
り
返
さ
れ
て
、
そ
の
う
え
で
ど
ち
ら
か
で

お
訳
し
に
な
っ
て
お
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
三
矢
重
松
『
高
等
日
本
文

法
』（
明
治
書
院
・
明
治
41
―
一
九
〇
八
―
年
発
行
、
昭
和
9
―

一
九
三
四
―
年
第
九
版
）
に
載
る
、
次
の
用
例
の
各
相
の
関
係
図
を

超
え
た
、
実
態
の
認
識
だ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

見

　

し
ど
け
な
き
様
を
人
に　
　
　
　

む
は
心
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

見

　

右
の
図
は
、
同
書
第
二
篇
（
詞
辞
）
第
七
章
（
動
詞
の
性
相
）
第

四
節
（
使
役
相
）
の
三
（
可
能
相
と
被
役
相
と
の
関
係
）
―
同
書

一
九
七
ペ
ー
ジ
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
（
２
）
の
用
例
と
し
て

引
か
れ
て
い
て
、
他
に
三
例
挙
げ
た
う
え
で
、「
見
エ
ム
」
は
「
見

セ
ム
の
義
」
と
述
べ
て
あ
る
。
論
理
を
重
視
し
て
対
称
図
を
楽
し
む

文
法
学
も
流
行
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

せさ
せ

⎭⎬⎫

ら
れ

え

一
　�

口
癖
「
い
と
か
う
し
も
見
え
じ
」
と
な
っ
て
呟
か
れ
て

い
た
か

　

か
ね
て
か
ら
、「
見
え
じ
」「
見
え
た
て
ま
つ
ら
じ
」
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
る
。焦
点
は
、も
ち
ろ
ん
、そ
の
打
消
意
志
の
助
動
詞「
じ
」

を
伴
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

（
１
） 

い
と
か
う
し
も 　
　

 

じ
と
思
し
し
づ
む
れ
ど
、
さ
ら
に
え

忍
び
あ
へ
さ
せ
た
ま
は
ず
。（
❶
桐
壺
・
三
四
6
）

　

桐
壺
帝
が
桐
壺
更
衣
を
亡
く
し
て
悲
嘆
す
る
さ
ま
を
周
辺
の
者
に

見
ら
れ
ま
い
と
し
て
い
る
、そ
の
帝
の
心
内
文
に
見
る
用
例
で
あ
る
。

見
ら
れ
た
く
な
い
自
身
の
内
面
を
指
示
語
副
詞
を
用
い
て
連
用
修
飾

成
分
と
す
る
こ
の
表
現
は
、
作
者
の
口
癖
の
よ
う
に
も
思
え
て
く
る

の
で
あ
る
。「
か
う
し
も
人
に
見
え
じ
」（
❷
明
石
・
二
七
〇
8
）
／

「
い
と
か
う
は
見
え
た
て
ま
つ
ら
じ
」（
❻
蜻
蛉
・
二
二
〇
14
）
／
「
か

う
ま
で
は
見
え
た
て
ま
つ
ら
じ
」（
❷
明
石
・
二
五
六
11
）
／
「
さ

し
も
見
え
じ
」（
❷
賢
木
・
八
八
10
）（
❹
御
法
・
五
一
二
9
）
な
ど
、

い
ず
れ
も
こ
の
一
群
で
あ
る
。
語
り
手
・
作
者
の
口
癖
と
な
っ
て
い

見
え
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る
か
に
思
え
る
呟
き
で
あ
る
。

　

そ
の
指
示
内
容
を
明
示
し
て
、
そ
こ
に
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
連

用
形
を
用
い
た
表
現
も
あ
ろ
う
か
と
想
定
さ
れ
た
が
、
期
待
ほ
ど
に

多
く
は
な
か
っ
た
。

（
２
） 

わ
び
し
と
思
へ
る
も
の
か
ら
、
情な

さ
け

な
く
こ
は
ご
は
し
う
は 

 　
　

 

じ
と
思
へ
り
。（
❶
花
宴
・
三
五
七
6
）

　

朧
月
夜
の
心
内
文
で
、
朧
月
夜
が
源
氏
か
ら
情
の
こ
わ
い
女
だ
と

見
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
、
見
ら
れ
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
、

と
い
う
描
写
で
あ
る
。「
口
惜
し
く
は
見
え
じ
」（
❶
帚
木
・

七
二
3
）
／
ゆ
ゆ
し
う
、
か
く
心
細
げ
に
思
ふ
と
は
見
え
じ
」（
❺

総
角
・
三
二
六
3
）
も
、
そ
の
一
群
で
あ
る
。

　

む
し
ろ
、
い
っ
そ
う
具
体
的
に
「
…
さ
ま
」
を
用
い
て
、
ニ
格
・

ヲ
格
補
充
成
分
と
し
て
「
見
え
」
と
結
び
つ
い
て
打
消
意
志
の
「
じ
」

を
添
え
て
姿
勢
を
示
す
ほ
う
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
３
） 

源
氏
「
…
。
す
き
が
ま
し
き
さ
ま
に
は
、
よ
に 　
　
　
　
　

 
 

 　

 

じ
。
…
」（
❶
帚
木
・
一
〇
〇
2
）

見
え

見
え
た
て
ま
つ

ら

　

源
氏
が
空
蟬
に
好
色
め
い
た
振
る
舞
い
に
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
す

る
つ
も
り
だ
、
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
乱
暴
は
し
な
い
、

胸
の
思
い
を
伝
え
た
い
だ
け
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
場
面
で
の
男
の

台
詞
で
あ
る
。「
ほ
け
ほ
け
し
き
さ
ま
に
見
え
じ
」（
❹
御
法
・

五
一
四
5
）
／
「
あ
ざ
れ
ば
み
情な

さ
けな
き
さ
ま
に
見
え
じ
」（
❸
椎
本
・

二
一
六
3
）
／
係
助
詞
「
も
」
を
添
え
た
「
心
隔
て
た
る
さ
ま
に
も

見
え
た
て
ま
つ
ら
じ
」（
❺
宿
木
・
四
三
三
3
）
な
ど
、
み
な
そ
の

一
群
で
あ
る
。
ヲ
格
補
充
成
分
を
承
け
る
「
を
か
し
き
さ
ま
を
見
え

た
て
ま
つ
ら
じ
」（
❸
真
木
柱
・
三
八
六
9
）
は
、
あ
る
い
は
「
見
ゆ
」

の
語
義
に
少
し
く
違
い
が
生
じ
て
、
他
動
詞
「
見
す
」
に
近
づ
い
て

い
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
４
） 

…
、御
は
て
を
も
過
ぐ
さ
ず
心
浅
し
と  　
　
　
　
　
　

 　

じ
、

と
思
へ
ば
隠
れ
ぬ
。（
❻
蜻
蛉
・
二
六
六
9
）

　

侍
従
が
浮
舟
は
亡
く
な
っ
た
と
思
い
込
ん
で
い
て
、
そ
の
忌
み
も

明
け
な
い
う
ち
に
出
仕
し
て
い
て
、
薄
情
者
と
見
ら
れ
な
い
よ
う
に

し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
格
助
詞
「
と
」
で
自
身
の
現

状
を
引
用
し
て
、「
見
え
た
て
ま
つ
る
」
の
対
象
と
し
て
、
…
と
見

見
え
た
て
ま
つ
ら
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ら
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
、
と
表
明
す
る
表
現
で
あ
る
。「
近
か
り

け
り
と
見
え
た
て
ま
つ
ら
じ
」（
❸
野
分
・
二
八
〇
14
）
／
「
い
か

で
か
う
思
ひ
け
り
と
見
え
た
て
ま
つ
ら
じ
」（
❺
宿
木
・
四
〇
八
15
）

／
係
助
詞
「
も
」
を
添
え
た
「
今
な
ん
と
も
見
え
じ
」（
❺
宿
木

四
〇
一
12
）
／
「
誰
と
も
見
え
じ
」（
❻
蜻
蛉
・
二
五
〇
11
）
な
ど
が
、

そ
の
一
群
で
あ
る
。

　

他
に
、
行
為
を
意
味
す
る
転
用
系
名
詞
に
係
助
詞
「
も
」
を
添
え

て
連
用
修
飾
成
分
を
承
け
る
「
忍
び
や
つ
れ
た
る
歩あ

り

き
も
見
え
じ
」

（
❺
宿
木
・
四
九
五
9
）
や
特
定
の
連
用
修
飾
成
分
を
配
す
る
こ
と

の
な
い
「
さ
ら
に
見
え
た
て
ま
つ
ら
じ
」（
❷
葵
・
七
二
6
）
／
「
見

え
た
て
ま
つ
ら
じ
」（
❺
紅
梅
・
四
六
11
）
な
ど
が
あ
る
。

　

以
上
が
『
源
氏
物
語
』
に
見
る
打
消
意
志
の
「
見
え
じ
」「
見
え

た
て
ま
つ
ら
じ
」
で
、
都
合
二
十
二
例
で
あ
る
。
た
だ
、
受
身
系
「
見

ゆ
」
を
は
っ
き
り
そ
れ
と
数
え
上
げ
る
こ
と
は
難
し
く
、
概
数
と
し

て
五
分
の
一
強
が
、
こ
の
打
消
意
志
の
「
じ
」
を
伴
っ
た
「
見
ゆ
」

だ
と
い
う
よ
う
に
受
け
と
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
高
い
比
率
と
認

識
し
て
い
る
。

　

あ
る
い
は
、
筆
者
が
『
万
葉
集
』
歌
に
「
物
思
ふ
と
人
に
は 　
　

   

じ
な
ま
じ
ひ
に
常
に
思
へ
り
あ
り
そ
か
ね
つ
る
」（
万
4
六
一
三
）
見
え

と
も
「
物
思
ふ
と
人
に
は 　
　

 

じ
下
紐
の
下
ゆ
恋
ふ
る
に
月
そ
経

に
け
る
」（
万
15
三
七
〇
八
）
と
も
あ
る
の
を
知
っ
た
日
か
ら
、「
物

思
ふ
と
人
に
は
見
え
じ
」
を
口
癖
に
す
る
人
た
ち
が
い
た
か
に
思
え

て
、
そ
れ
が
『
源
氏
物
語
』
作
者
に
つ
い
て
も
「
い
と
か
う
し
も
見

え
じ
」
の
よ
う
な
指
示
語
副
詞
を
承
け
て
い
う
「
見
え
じ
」
を
口
癖

に
し
て
い
た
か
に
思
え
て
き
て
し
ま
っ
た
か
、
と
も
思
っ
て
い
る
。

基
準
を
設
け
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
と
に
か
く
受
身
系

動
詞
「
見
ゆ
」
と
共
起
す
る
打
消
意
志
の
助
動
詞
「
じ
」
の
比
率
は

高
い
。

　
　
　

╳　
　
　

╳　
　
　

╳

　

打
消
意
志
の
助
動
詞
に
は
「
ま
じ
」
も
あ
る
が
、
そ
の
「
ま
じ
」

と
共
起
す
る
受
身
系
「
見
ゆ
」
は
、「
わ
ざ
と
見
ゆ
ま
じ
う
（
も
て

な
し
た
り
）」（
❶
空
蟬
・
一
二
〇
4
）
と
「
よ
く
け
し
き
見
ゆ
ま
じ

き
（
心
づ
か
ひ
し
た
ま
へ
）」（
❻
浮
舟
・
一
八
六
12
）
と
に
限
ら
れ

る
。
ま
た
、「
じ
」
が
打
消
推
量
の
意
と
な
る
用
例
は
、「
う
し
ろ
や

す
う
さ
し
過
ぎ
た
る
こ
と
は
見
え
た
て
ま
つ
り
た
ま
は
じ
（
と
思
ひ

け
る
）」（
❶
末
摘
花
・
二
八
二
8
）
に
限
ら
れ
る
。

見
え
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二
　�

仮
定
条
件
句
「
…
見
え
た
て
ま
つ
ら
む
こ
そ
」
の
述
部

は
、
ほ
ぼ
決
ま
っ
て
「
恥
づ
か
し
け
れ
」
だ
っ
た

　

受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」
は
、
対
面
の
場
の
主
体
・
客
体
を
意
識
し

て
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
受
身
系
「
見
ゆ
」
が
助
動
詞
「
む
」
を
下
接

さ
せ
て
係
助
詞
「
は
」「
も
」「
こ
そ
」
な
ど
の
上
に
あ
る
と
き
、
あ

る
種
の
仮
定
条
件
句
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
よ
う
で
あ
る
。

一
般
に
そ
の
よ
う
な
「
む
」
の
機
能
を
仮
定
・
婉
曲
と
読
ん
で
取
り

扱
っ
て
い
る
。
こ
の
物
語
の
「
…
む
は
」「
…
む
も
」「
…
む
こ
そ
」

と
い
う
仮
定
条
件
句
に
注
目
し
て
い
る
と
、そ
れ
を
承
け
る
述
部
は
、

多
く
が
「
恥
づ
か
し
」
と
い
う
情
意
形
容
詞
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ

る
。

　

さ
て
、
そ
の
「
恥
づ
か
し
」
は
、
自
身
を
恥
じ
て
い
う
体
裁
が
悪

い
と
か
気
が
引
け
る
と
か
い
う
意
だ
け
で
な
く
、そ
う
感
じ
た
結
果
、

他
者
が
立
派
だ
と
感
じ
て
い
う
場
合
も
あ
っ
て
読
解
に
悩
ま
さ
れ
る

が
、
こ
の
「
…
む
は
」「
…
む
も
」「
…
む
こ
そ
」
の
述
部
は
、
自
身

を
責
め
る
恥
ず
か
し
い
で
あ
っ
た
。
当
代
人
の
対
面
に
つ
い
て
の
共

通
し
た
反
応
だ
っ
た
と
思
え
て
く
る
。

（
５
） 

…
、
子
な
が
ら
、
恥
づ
か
し
く
お
は
す
る
御
さ
ま
に
、  

 　
　
　
　

 

む
こ
そ
恥
づ
か
し
け
れ
、
…
と
思
ひ
返
し
た
ま

ふ
も
の
か
ら
、
…
。（
❷
常
夏
・
二
四
五
6
）

　

内
大
臣
が
近
江
君
を
自
分
の
落

お
と
し

胤だ
ね

と
承
知
の
う
え
で
、
そ
の
近
江

君
を
弘
徽
殿
女
御
に
引
き
合
わ
せ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。「
恥
づ
か

し
く
お
は
す
る
」、
つ
ま
り
、
自
身
の
気
が
引
け
る
く
ら
い
立
派
で

0

0

0

い
ら
っ
し
ゃ
る
弘
徽
殿
女
御
か
ら
卑
し
い
育
ち
の
近
江
君
が
見
ら
れ

申
し
あ
げ
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
弘
徽
殿
女

御
に
お
目
に
か
け
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
私

に
は
「
恥
づ
か
し
け
れ
」
と
、
内
大
臣
が
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
話
題
の
一
文
例
と
し
て
し
ば
し
ば
引
い
て
き
た
こ
の
一
文
が
、

本
章
の
代
表
用
例
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
６
） 

式
部
丞
「
…
無む

才ざ
い

の
人
、
な
ま
わ
ろ
な
ら
む
ふ
る
ま
ひ
な
ど

　
　

 

む
に
は
、
恥
づ
か
し
く
な
む
見
え
は
べ
り
し
。
…
」（
❶

帚
木
・
八
六
8
）

　

学
問
の
な
い
自
分
の
よ
う
な
者
が
み
っ
と
も
な
い
振
る
舞
い
な
ど

見
え
た

て
ま
つ
ら

見
え
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を
見
ら
れ
で
も
し
た
ら
、顔
向
け
も
で
き
な
い
と
い
う
思
い
で
し
た
、

と
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
７
） 

よ
そ
の
思
ひ
や
り
は
い
つ
く
し
く
、
も
の
馴な

れ
て 　
　

 
  　

　
　

 

む
も
恥
づ
か
し
く
推お

し
は
か
ら
れ
た
ま
ふ
に
、
…
。

（
❹
若
菜
下
・
二
二
五
10
）

　

柏
木
が
小
侍
従
の
手
引
き
で
女
三
宮
に
近
づ
く
場
面
で
あ
る
。
六

条
院
と
も
い
わ
れ
る
源
氏
の
正
室
と
し
て
の
女
三
宮
に
は
威
厳
が

あ
っ
て
、
馴
れ
な
れ
し
く
見
ら
れ
申
し
あ
げ
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と

は
、
お
目
に
か
か
っ
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
も
、
自
分
に
は
気
が
引

け
る
こ
と
だ
と
そ
の
方
は
推
測
さ
れ
な
さ
る
の
で
、
と
い
う
と
こ
ろ

で
あ
る
。

（
８
） 

宮
は
、
御
心
の
鬼
に
、 　
　
　
　
　
　
　

 

ん
も
恥
づ
か
し
う

つ
つ
ま
し
く
思
す
に
、
も
の
な
ど
聞
こ
え
た
ま
ふ
御
答い

ら

へ
も

聞
こ
え
た
ま
は
ね
ば
、
…
。（
❹
若
菜
下
・
二
四
六
6
）

　

こ
こ
は
、
そ
の
女
三
宮
が
良
心
の
呵
責
か
ら
源
氏
に
は
対
面
す
る

見
え
た
て

ま
つ
ら

見
え
た
て
ま
つ
ら

の
も
恥
ず
か
し
い
と
思
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
源
氏
か
ら
見
ら
れ

申
し
あ
げ
る
こ
と
も
、
源
氏
に
お
目
に
か
か
る
こ
と
も
、
女
三
宮
に

は
気
が
引
け
て
遠
慮
さ
れ
る
こ
と
だ
と
お
思
い
に
な
っ
て
、
源
氏
が

彼
女
に
何
か
お
話
し
申
し
あ
げ
な
さ
っ
て
も
、
彼
女
の
ほ
う
か
ら
お

答
え
を
お
申
し
あ
げ
に
な
る
こ
と
も
お
で
き
に
な
ら
な
い
、
と
述
べ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
９
） 

つ
と
め
て
は
さ
す
が
に
人
の
ゆ
る
さ
ぬ
こ
と
な
れ
ば
、
変
り

た
ら
む
さ
ま 　
　

 

ん
も
い
と
恥
づ
か
し
く
、
髪か
み

の
裾す
そ

の
に

は
か
に
お
ぼ
と
れ
た
る
や
う
に
、
し
ど
け
な
く
さ
へ
削そ

が
れ

た
る
を
、
む
つ
か
し
き
こ
と
ど
も
言
は
で
つ
く
ろ
は
ん
人
も

が
な
と
、
…
。（
❻
手
習
・
三
四
〇
11
）

　

浮
舟
に
と
っ
て
は
宿
願
の
出
家
だ
っ
た
が
、
周
囲
が
賛
成
し
、
容

認
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
周
囲
の
人
た
ち
か
ら
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た

尼
姿
を
見
ら
れ
で
も
し
た
り
し
た
よ
う
な
場
合
も
、「
恥
づ
か
し
く
」、

と
描
写
し
て
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
人
に
見
ら
れ
た
く
な
い
、
と
浮

舟
が
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
変
り
た
ら
む3

さ
ま
見
え
ん3

も
」

は
、
そ
の
仮
定
・
婉
曲
の
「
む
」
が
重
な
っ
て
い
て
、
あ
の
『
枕
草

見
え
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子
』
の
「
思
は
む3

子
を
法
師
に
な
し
た
ら
む3

こ
そ
、
心
苦
し
け
れ
。」

（
枕
・
五
）
を
思
わ
せ
る
。

　

以
上
の
用
例
に
同
じ
く
、「
…
む
は
」「
…
む
も
」「
…
む
こ
そ
」

の
述
部
に
「
恥
づ
か
し
」
が
現
れ
る
用
例
と
し
て
、「
見
え
む
は
」（
❶

帚
木
・
八
三
6
）／「
見
え
た
て
ま
つ
り
た
ま
は
む
も
」（
❹
若
菜
上
・

一
二
二
4
）
／
「
見
え
た
ま
は
む
も
」（
❻
蜻
蛉
・
二
一
八
6
）
／
「
見

え
ん
こ
そ
」（
❻
手
習
・
三
〇
七
12
）
な
ど
が
検
出
で
き
る
。
準
ず

る
用
例
と
し
て
、「
見
え
た
ま
ひ
け
む
こ
そ
」（
❹
夕
霧
・

四
二
〇
2
）
／
「
見
え
た
て
ま
つ
ら
む
こ
と
も
」（
❺
総
角
・

二
五
六
10
）
も
加
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
文
構
造
を
変
え
て
も
、
そ
の
仮
定
・
婉
曲
の
「
む
」
を
添

え
た
受
身
系
「
見
ゆ
」
は
、
同
じ
く
「
恥
づ
か
し
」
で
、
そ
の
場
面

の
情
意
を
述
べ
て
い
た
。
受
身
系
の
「
見
え
む
」
は
、
殆
ど
が
「
恥

づ
か
し
」
と
い
う
情
意
が
連
動
す
る
の
で
あ
る
。

（
10
） 

世
の
人
に
似
ず
も
の
づ
つ
み
を
し
た
ま
ひ
て
、
人
に
も
の
思

ふ
気け

色し
き

を 　
　

 

ん
を
恥
づ
か
し
き
も
の
に
し
た
ま
ひ
て
、

…
。（
❶
夕
顔
・
一
八
六
7
）

見
え

　

夕
顔
は
、
惟
光
の
手
引
き
で
源
氏
が
交
際
す
る
こ
と
に
な
っ
た
女

性
で
あ
る
。
踏
み
と
ど
ろ
か
す
唐
臼
の
音
も
枕
上
か
と
思
え
る
よ
う

な
下
層
社
会
で
の
暮
ら
し
で
あ
る
が
、
そ
の
彼
女
も
ま
た
、
他
人
か

ら
物
思
う
内
面
を
見
ら
れ
で
も
し
た
り
す
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
き

ま
り
悪
い
と
思
う
一
人
で
あ
っ
た
。「
人
に
も
の
思
ふ
気
色
を
見
え

ん
を
」
と
い
う
ヲ
格
補
充
成
分
を
受
け
て
き
ま
り
悪
い
意
の
「
恥
づ

か
し
」
と
い
う
情
意
判
断
を
常
に
し
て
い
た
の
が
、
彼
女
で
あ
る
。

こ
こ
は
、
雨
夜
の
品
定
め
で
頭
中
将
が
語
る
「
つ
ら
き
を
も
思
ひ
知

り
け
り
と
見
え
む
は
わ
り
な
く
苦
し
き
も
の
と
思
ひ
た
り
し
か
ば
」

（
❶
帚
木
・
八
三
6
）
を
受
け
て
い
る
。
そ
こ
に
も
「
見
え
む
は
」

と
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
に
自
身
の
内
面
を
見
ら
れ
た
ら
「
わ
り
な
く

苦
し
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
わ
り
な
く
苦
し
」
は
、
続

く
（
10
）（
❶
夕
顔
・
一
八
六
7
）
で
は
「
恥
づ
か
し
」
と
表
現
さ

れ
て
い
た
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

（
11
） 

う
ち
腫は

れ
た
る
ま
み
も
、
人
に 　
　

 

ん
が
恥
づ
か
し
き
に
、

宮
、
は
た
召
し
ま
つ
は
す
べ
か
め
れ
ば
、
…
。（
❸
少
女
・

五
八
7
）

見
え
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雲
居
雁
が
夕
霧
と
の
仲
を
裂
か
れ
、
内
大
臣
邸
に
連
れ
去
ら
れ
て

後
、
夕
霧
が
、
そ
の
泣
き
腫
ら
し
た
顔
を
周
囲
の
人
た
ち
に
見
ら
れ

な
い
よ
う
に
し
よ
う
、
見
ら
れ
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
見
ら
れ
た
り
す
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
こ

と
が
「
恥
づ
か
し
」
い
う
え
に
、
と
い
う
心
理
描
写
の
と
こ
ろ
で
あ

る
。
こ
の
少
年
・
夕
霧
に
も
、
自
身
の
内
面
を
見
ら
れ
な
い
よ
う
に

し
よ
う
と
い
う
、
対
面
の
振
る
舞
い
方
と
い
う
か
、
対
面
の
文
化
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
見
て
き
た
「
…
む
は
」「
…
む
も
」「
…
む
こ
そ
」
な
ど
の

仮
定
・
婉
曲
の
「
む
」
は
、
準
体
法
の
連
体
形
と
判
断
さ
れ
る
。
そ

の
「
む
」
を
準
体
法
の
連
体
形
に
し
な
い
で
、
形
式
名
詞
「
こ
と
」

を
下
接
さ
せ
た
用
例
（
❺
総
角
・
二
五
六
12
）
や
そ
の
仮
定
・
婉
曲

の
「
む
」
を
用
い
る
こ
と
な
く
「
見
え
た
て
ま
つ
る
」
を
そ
の
ま
ま

準
体
法
の
連
体
形
と
し
て
用
い
た
用
例
（
❻
浮
舟
・
一
三
九
8
）
も

あ
っ
て
、
そ
れ
ら
も
、
述
部
に
は
「
恥
づ
か
し
」
や
そ
れ
に
類
す
る

形
容
詞
で
情
意
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

三
　�「
見
つ
け
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
じ
」の「
見
つ
け
ら
れ
」は
、

受
身
系
動
詞
「
見
え
」
で
も
表
現
さ
れ
て
い
た

（
12
） 

見
つ
け
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
じ
、
し
ば
し
、
御
は
て
を
も
過
ぐ

さ
ず
心
浅
し
と 　
　

 

た
て
ま
つ
ら
じ
、
と
思
へ
ば
隠
れ
ぬ
。

（
❻
蜻
蛉
・
二
六
六
6
）

　

薫
が
女
房
た
ち
の
前
を
通
る
の
で
、
そ
の
一
人
の
侍
従
と
い
う
女

房
は
は
ら
は
ら
し
て
い
る
。
彼
女
は
浮
舟
に
仕
え
て
い
た
が
、
そ
の

浮
舟
は
亡
く
な
っ
た
も
の
と
思
っ
て
い
て
、
そ
の
忌
み
を
明
け
な
い

う
ち
に
、
ま
た
出
仕
し
て
い
た
の
で
、
薫
に
見
つ
け
ら
れ
で
も
し
た

ら
具
合
が
悪
い
か
ら
で
あ
る
。
薄
情
者
よ
と
薫
か
ら
見
ら
れ
な
い
よ

う
に
し
よ
う
、
と
思
っ
て
隠
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、一
旦
、「
見
つ
け
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
じ
」と
心
内
で
呟
き
、

い
ま
一
度
、「
御
は
て
を
も
過
ぐ
さ
ず
心
浅
し
と
見
え
た
て
ま
つ
ら

じ
」
と
言
い
換
え
て
い
て
、
前
文
「
見
つ
け
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
じ
」

と
同
一
内
容
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
見
え

た
て
ま
つ
ら
じ
」
の
「
見
え
」
は
、「
見
つ
け
ら
れ
」
と
見
て
よ
い

こ
と
に
な
る
。
隠
そ
う
と
し
て
い
た
事
柄
を
他
者
か
ら
見
つ
け
だ
さ

見
え
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れ
る
、
露
顕
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
「
見
つ
け
ら
れ
」
の
意
を
、
こ
こ

の
「
見
え
」
は
担
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」
は
、

そ
う
い
う
意
味
ま
で
担
え
た
の
で
あ
る
。

　

次
例
は
受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」
の
禁
止
表
現
で
あ
る
。
た
だ
、
単

に
「
見
ら
れ
る
な
よ
」
で
は
な
い
。
そ
れ
で
は
不
十
分
で
、「
見
つ

け
ら
れ
る
な
よ
」
と
読
み
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
13
） 

…
、
匂
宮
「
い
み
じ
く
か
し
づ
か
る
め
る
客ま
ら

人う
と

の
主ぬ
し

、
さ
て
な

見
え
そ
や
」
と
戒
め
た
ま
ふ
。（
❻
浮
舟
・
一
五
三
13
）

　

匂
宮
が
、
隠
れ
家
で
浮
舟
と
耽
溺
の
二
日
を
過
ご
し
た
、
そ
の
折

の
こ
と
で
あ
る
。
時
方
と
い
う
乳め

の
と
ご

母
子
が
御
手ち
よ
う
ず水

や
お
菓
子
を
取
り

次
い
だ
り
し
て
い
る
の
を
見
て
、
匂
宮
が
「
た
い
そ
う
大
事
に
さ
れ

て
い
る
ら
し
い
お
客
人
よ
、
そ
う
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
世
間
の
人
に

見
つ
け
ら
れ
る
な
よ
」
と
注
意
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
客
人

の
主
」
は
、
時
方
を
か
ら
か
っ
て
そ
う
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の
「
見
え
」
も
、「
見
つ
け
ら
れ
」
の
意
で
あ
る
。

　

い
ま
一
例
、
そ
の
「
見
つ
け
ら
れ
」
の
意
の
「
見
え
」
が
存
在
し

た
。
こ
れ
も
、
浮
舟
巻
で
あ
る
。

（
14
） 

例
の
随ず
い
じ
ん身

召
し
て
、御
手て

づ
か
ら
人ひ
と

間ま

に
召
し
寄
せ
た
り
。…
、

薫
「
人
に 　
　

 

で
を
ま
か
れ
。
…
」
と
の
た
ま
ふ
。（
❻
浮
舟
・

一
七
六
8
）

　

薫
は
随
身
の
探
索
で
い
ろ
い
ろ
な
秘
密
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。

匂
宮
の
裏
切
り
に
も
気
づ
く
。
気
に
な
る
の
で
手
紙
を
遣
っ
て
事
情

を
知
ろ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
、「
誰
に
も
見
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に

行
っ
て
お
く
れ
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
「
を
」
は
強
意

の
間
投
助
詞
で
あ
る
。そ
う
い
う
わ
け
で
、こ
こ
も
、「
見
つ
け
ら
れ
」

の
意
の
「
見
え
」
で
あ
る
。
隠
そ
う
と
し
て
い
た
事
象
が
暴
か
れ
よ

う
と
し
た
場
面
で
用
い
ら
れ
る
、「
見
つ
け
ら
れ
」
に
相
当
す
る
「
見

え
」
で
あ
る
。

　

三
矢
重
松
は
、『
高
等
日
本
文
法
』（
前
出
）
第
二
篇
（
詞
辞
）
第

七
章
（
動
詞
の
性
相
）
第
二
節
（
被
役
相
）
に
お
い
て
非
情
の
受
身

を
取
り
立
て
る
に
際
し
て
「
他
よ
り
動
作
を
被
る
場
合
、
特
に
迷
惑

す
る
場
合
に
用
う
る
を
最
も
普
通
な
る
方
法
と
す
」
と
い
っ
て
、
い

わ
ゆ
る
迷
惑
の
受
身
を
認
識
さ
せ
て
く
れ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
い
う

と
、
こ
こ
に
見
て
き
た
受
身
は
、
い
っ
そ
う
そ
の
度
合
い
の
濃
い
被

害
の
受
身
で
あ
る
。

見
え
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四
　
ヲ
格
補
充
成
分
を
承
け
る
受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」

　

受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」
は
、
現
在
そ
の
相
当
量
が
「
見
せ
る
」
と

現
代
語
訳
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
現
代
語
「
見
せ
る
」
は
他
動
詞
で
あ

る
。
古
典
語
の
「
見
ゆ
」
は
自
動
詞
で
あ
る
。
そ
こ
を
ど
う
理
解
し

た
ら
よ
い
か
、
長
く
悩
み
つ
づ
け
て
い
る
。
現
に
古
典
語
の
段
階
で

受
身
系
「
見
ゆ
」
そ
の
も
の
が
他
動
詞
化
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と

も
、
現
代
語
の
そ
の
文
脈
に
は
他
動
詞
「
見
せ
る
」
を
用
い
る
よ
り

ほ
か
な
く
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
こ
が
見
え
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

　

本
章
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
そ
こ
に
格
助
詞
「
を
」
を
表
出
し
て

受
身
系
「
見
ゆ
」
に
掛
か
っ
て
い
く
文
の
成
分
に
注
目
し
て
、
ヲ
格

補
充
成
分
と
呼
ん
で
整
理
し
て
い
き
た
い
。
西
欧
語
の
文
法
に
い
う

目
的
語
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
文
の
成
分
と
そ
れ
を
承
け
る
受
身
系
「
見

ゆ
」
と
の
関
係
確
認
で
あ
る
。

（
15
） 

…
幼を
さ
な
ご
こ
ち

心
地
に
も
、
は
か
な
き
花
紅も
み
ぢ葉
に
つ
け
て
も
心
ざ
し
を3

見
え
た
て
ま
つ
る
。（
❶
桐
壺
・
四
四
6
）

　

幼
い
源
氏
が
義
母
・
藤
壺
に
早
く
も
惹
か
れ
て
、
み
ず
か
ら
の
好

意
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
「
心
ざ
し
を
」
を
承
け

る
受
身
系
「
見
ゆ
」
と
し
て
、（
❸
少
女
・
三
三
3
）
／
（
❹
若
菜
上
・

九
六
11
）
／
（
❹
夕
霧
・
三
九
五
10
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
16
） 

薫
「
…
、
恨
め
し
く
も
い
ぶ
せ
く
も
、
思
ひ
き
こ
ゆ
る
気け

色し
き

を3

だ
に
見
え
た
て
ま
つ
ら
ぬ
こ
そ
、
我
な
が
ら
限
り
な
く
か

た
く
な
し
き
わ
ざ
な
れ
。
…
」（
❺
総
角
・
二
三
一
9
）

　

薫
が
弁
尼
に
語
っ
て
い
る
会
話
文
の
な
か
の
用
例
で
、
恨
め
し
く

も
遣
る
瀬
な
く
も
お
思
い
申
し
あ
げ
て
い
る
そ
ぶ
り
さ
え
も
お
見
せ

し
て
い
な
い
と
、
大
君
に
対
す
る
思
い
を
述
べ
て
い
る
。
以
下
、

「
後お

く

れ
た
る
筋
の
心
を3

も
」（
❶
帚
木
・
七
二
3
）
／
「
も
の
思
ふ
気け

色し
き

を3

」（
❶
夕
顔
・
一
八
六
7
）
／
「
情な
さ
け

を3

」（
❷
澪
標
・

二
八
四
14
）
／
「
あ
は
れ
を3

」（
❸
少
女
・
二
〇
4
）
／
「
情な
さ
けを3

」（
❹

夕
霧
・
四
一
二
10
）
／
「
さ
や
う
な
る
心
を3

」（
❹
幻
・
五
二
三
5
）

／
「
か
か
る
気け

色し
き

を3

も
」（
❺
宿
木
・
三
八
四
14
）
な
ど
が
、
こ
の

一
群
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

（
17
） 

…
、
い
と
う
た
て
も
あ
る
か
な
と
お
ぼ
え
て
、
を
か
し
き
さ
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ま
を3

も
見
え
た
て
ま
つ
ら
じ
、
…
と
思
ふ
に
、
…
。（
❸
真
木

柱
・
三
八
六
9
）

　

冷
泉
帝
の
御
渡
り
に
困
惑
し
た
玉
鬘
の
心
内
文
で
、
愛
想
よ
い
そ

ぶ
り
を
お
見
せ
し
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
そ
の
「
さ
ま
」「
あ
り
さ
ま
」
に
格
助
詞
「
を
」
を
付
け
た
ヲ

格
補
充
成
分
は
多
く
、「
後
れ
た
る
筋
の
心
を3

も
」（
❶
帚
木
・

七
二
3
）
／
「
を
か
し
き
さ
ま
を3

」（
同
・
一
〇
九
4
）
／
人
げ
な

き
あ
り
さ
ま
を3

」（
同
・
一
一
〇
5
）
／
「
す
き
ず
き
し
き
さ
ま
を3

」

（
❶
若
紫
・
二
三
七
10
）
／
「
心
寄
せ
あ
る
さ
ま
を3

も
」（
❹
若
菜
下
・

一
九
四
7
）
／
「
を
こ
が
ま
し
き
さ
ま
を3

」（
❹
夕
霧
・
四
一
一
8
）

／
「
見
た
て
ま
つ
り
知
ら
せ
た
ま
ふ
さ
ま
を3

も
」（
❺
早
蕨
・

三
六
八
13
）
／
「
言
ふ
か
ひ
な
き
さ
ま
を3

」（
❻
手
習
・
三
六
〇
6
）

な
ど
が
、
そ
の
一
群
で
あ
る
。

　

既
に
用
例
（
３
）
に
お
い
て
、
形
式
名
詞
に
近
い
「
さ
ま
」
が
連

体
修
飾
語
を
冠
し
て
ニ
格
補
充
成
分
と
な
っ
て
い
る
「
…
さ
ま
に
」

の
存
在
に
つ
い
て
確
認
し
て
き
て
い
る
。
そ
の
一
群
と
右
の
一
群
と

を
併
せ
見
た
と
き
、
そ
の
「
…
さ
ま
に
」
を
ヲ
格
補
充
成
分
に
転
換

さ
せ
て
、
本
来
の
受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」
と
、
受
身
系
の
意
識
を
残

し
な
が
ら
、
他
者
に
向
け
て
働
き
か
け
る
他
動
詞
の
機
能
を
担
わ
せ

る
こ
と
に
な
っ
た
か
、
と
も
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
般
の

訳
出
に
見
る
「
見
せ
る
」
は
、「
見
ら
れ
る
よ
う
に
見
せ
る
」
で
あ
っ

て
、
見
て
も
ら
え
る
よ
う
に
努
め
て
い
る
見
ら
れ
る
主
体
が
、
い
つ

か
見
せ
る
主
体
に
な
っ
て
い
た
、
と
も
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

╳　
　
　

╳　
　
　

╳

　

こ
こ
で
、
他
動
詞
「
見
す
」「
見
せ
た
て
ま
つ
る
」
と
の
間
に
ど

の
よ
う
な
相
異
が
認
め
ら
れ
る
か
、
殊
に
そ
の
行
為
の
対
象
と
し
て

の
ヲ
格
補
充
成
分
に
相
当
す
る
文
の
成
分
の
比
較
が
期
待
さ
れ
た
。

語
彙
索
引
を
見
て
、
そ
の
用
例
数
が
多
く
な
く
、
絵
な
ど
具
象
物
に

つ
い
て
は
多
動
性
の
明
確
な
「
見
す
」「
見
せ
た
て
ま
つ
る
」
を
用

い
た
か
と
思
え
る
程
度
で
し
か
な
か
っ
た
。
ま
た
、
青
表
紙
系
本
文

と
河
内
本
系
本
文
と
の
間
に
そ
の
推
移
が
辿
れ
な
い
か
と
、
吉
澤
義

則
『
対
校
源
氏
物
語
新
釈
』（
平
凡
社
・
昭
和
二
十
七
―
一
九
五
二

―
年
）
に
拠
っ
て
追
跡
を
試
み
た
が
、
そ
の
該
当
箇
所
は
「
斯
か
る

気
色
を
も
見
え（

せ
）

奉
ら
む
と
、
忍
び
返
し
つ
つ
、
…
」（
❺
宿
木
・

二
二
七
12
）
の
一
例
に
限
ら
れ
た
。
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五
　�

対
面
交
流
の
場
と
登
場
人
物
の
相
互
関
係
が
見
え
て
く

る
受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」
と
を
含
む
表
現

　

広
く
婚
姻
関
係
に
あ
る
男
女
が
同
室
す
る
な
ど
し
た
場
合
は
、
そ

の
す
べ
て
を
受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」
で
表
現
し
て
い
る
。
契
り
を
結

ぶ
前
で
あ
ろ
う
と
そ
の
後
で
あ
ろ
う
と
、
当
代
と
し
て
も
許
さ
れ
な

い
関
係
で
あ
ろ
う
と
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
正
妻
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ

う
と
、
物
越
し
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
あ
ら
ゆ
る
男
女
の
出
会

い
を
、
こ
の
受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

そ
の
一
方
で
、
そ
の
受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」
は
、
そ
の
出
会
っ
た

人
々
が
単
な
る
周
囲
の
人
た
ち
で
あ
っ
て
、
漠
然
と
し
て
い
る
場
合

も
多
い
。
い
わ
ゆ
る
女
房
た
ち
が
客
体
と
な
る
場
合
で
あ
る
。
時
に

は
、
路
上
の
行
き
ず
り
の
人
の
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
か
と
思
う
と
、

薫
と
匂
宮
と
な
ど
、
知
友
の
関
係
の
対
面
交
流
も
、
こ
の
動
詞
「
見

ゆ
」で
表
現
さ
れ
た
。雲
居
雁
と
内
大
臣
と
や
夕
霧
と
源
氏
と
な
ど
、

親
子
の
対
面
も
ま
た
、
こ
の
動
詞
「
見
ゆ
」
で
表
現
さ
れ
て
い
た
。

　
　
　

╳　
　
　

╳　
　
　

╳

　

雨
夜
の
品
定
め
に
お
い
て
、
話
題
と
な
っ
て
い
る
女
性
た
ち
は
、

そ
の
彼
氏
と
の
出
会
い
が
、
み
な
こ
の
動
詞
「
見
ゆ
」
を
用
い
て
表

現
さ
れ
て
い
る
。
指
食
い
の
女
の
左
馬
頭
と
の
対
面
は
（
❶
帚
木
・

七
二
・
3
・
7
）
の
受
身
系
「
見
ゆ
」
で
あ
り
、
内
気
な
女
の
頭
中

将
と
の
対
面
は
、（
同
・
八
三
6
・
10
）
に
見
る
、
こ
の
受
身
系
「
見

ゆ
」
で
あ
る
。
特
定
さ
れ
な
い
一
般
的
な
男
女
の
出
会
い
に
つ
い
て

い
う
、
そ
の
表
現
も
、（
同
・
七
三
3
）
の
、
こ
の
受
身
系
「
見
ゆ
」

で
あ
る
。続
い
て
、浮
気
な
女
と
男
と
の
対
面
と
な
る
が
、そ
の（
同
・

七
七
7
）
も
、
同
じ
く
こ
の
受
身
系
「
見
ゆ
」
で
あ
る
。

　

用
例
（
３
）
と
し
て
見
て
き
て
い
る
（
❶
帚
木
・
一
〇
〇
2
）
の

「
見
ゆ
」
を
含
む
「
す
き
ず
き
し
き
さ
ま
に
は
、
よ
に
見
え
た
て
ま

つ
ら
じ
」
は
「
乱
暴
は
し
な
い
よ
、
好
き
だ
と
言
い
た
い
だ
け
な
ん

だ
」
と
読
み
と
れ
て
、
そ
の
「
見
ゆ
」
は
、
肉
体
関
係
を
い
う
と
も

見
え
て
く
る
。
源
氏
が
主
体
で
空
蟬
が
客
体
と
な
る
の
は
こ
の
一
例

で
、
以
下
、（
❶
帚
木
・
一
〇
一
12
）
に
始
ま
っ
て
（
同
・

一
〇
九
6
）
／
（
同
・
一
一
〇
5
）
ま
で
す
べ
て
、
空
蟬
が
主
体
で

源
氏
が
客
体
と
な
る
空
蟬
の
心
内
文
に
見
る
用
例
で
あ
る
。

（
18
） 

…
、
人ひ

と

違た
が

へ
と
た
ど
り
て 　
　

 

ん
も
を
こ
が
ま
し
く
、
あ

見
え
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や
し
と
思
ふ
べ
し
、
本ほ

意い

の
人
と
尋
ね
寄よ

ら
む
も
、
か
ば
か

り
逃の

が

る
る
心
あ
め
れ
ば
、
か
ひ
な
う
を
こ
に
こ
そ
思
は
め
と

思
す
。（
❶
空
蟬
・
一
二
五
6
）

　

も
ち
ろ
ん
、
源
氏
は
、
空
蟬
の
寝
所
に
忍
び
入
ろ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。
な
ん
と
、
誤
っ
て
、
空
蟬
の
夫
・
伊
予
介
の
十
歳
の
娘
・
軒

端
荻
と
契
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。「
人
違
へ
と
た
ど
り
て
見
え

ん
」
は
「
た
ど
る
」
が
あ
れ
こ
れ
考
え
て
勘
づ
く
意
で
、
人
違
い
を

し
た
と
勘
づ
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
な
の
も
愚
か
し
い
こ
と
で
、
と

思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
次
の
夕
顔
巻
で
、
源
氏
は
そ
の
空
蟬

を
思
い
出
し
て
、「
う
つ
せ
み
の
」
歌
を
贈
り
な
ど
し
て
、
い
わ
ゆ

る
男
女
の
関
係
で
は
な
く
、「
さ
す
が
に
言
ふ
か
ひ
な
か
ら
ず
は
見

え
た
て
ま
つ
り
て
や
み
な
ん
」（
❶
夕
顔
・
一
九
〇
12
）と
思
う
の
だ
っ

た
。
そ
の
「
見
ゆ
」
は
、
お
便
り
を
交
わ
す
程
度
の
「
見
ゆ
」
で
あ

る
。
さ
て
、
も
う
一
人
の
軒
端
荻
は
そ
の
後
、
蔵
人
少
将
と
結
婚
す

る
が
、「
あ
や
し
や
、
い
か
に
思
ふ
ら
ん
と
、
少
将
の
心
の
中う

ち

も
い

と
ほ
し
く
、」（
❶
夕
顔
・
一
九
〇
13
）
と
あ
っ
て
、
変
だ
な
と
思
っ

て
処
女
で
な
か
っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
に
な
る
。（
18
）
の
「
見
ゆ
」

も
、
源
氏
が
直
ち
に
そ
の
段
階
に
至
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
い
う

「
見
ゆ
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　

╳　
　
　

╳　
　
　

╳

　

主
人
公
・
源
氏
は
、
十
二
歳
で
四
歳
年
長
の
葵
上
と
結
婚
し
た
。

彼
女
も
恥
ず
か
し
く
似
げ
な
く
思
っ
て
い
た
し
、
源
氏
も
馴
染
み
に

く
く
思
っ
て
い
た
。
こ
の
二
人
の
ど
ち
ら
も
、
受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」

の
主
体
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

（
19
） 

源
氏
「
何
か
、
浅
う
思
ひ
た
ま
へ
む
こ
と
ゆ
ゑ
、
か
う
す
き
ず

き
し
き
さ
ま
を 　
　
　
　
　
　
　

   

む
。
…
」（
❶
若
紫
・

二
三
七
10
）

　

十
八
歳
の
源
氏
は
、
北
山
で
雀
の
子
が
逃
げ
た
と
泣
く
十
歳
ほ
ど

の
女
君
を
垣
間
見
る
。
反
語
で
「
す
き
ず
き
し
き
さ
ま
を
見
え
た
て

ま
つ
る
」
を
否
定
し
て
女
君
に
近
づ
こ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
同
趣
の
表
現
は
用
例
（
３
）
で
も
見
て
き
て
い
て
、
源
氏
は
後

に
、
空
蟬
に
も
そ
う
言
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

見
え
た
て
ま
つ
ら
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（
20
） 
中
納
言
「
…
、
か
く
御
男を
と
こな

ど
を
ま
う
け
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ

て
は
、
あ
る
べ
か
し
う
し
め
や
か
に
て
こ
そ
、  

 
 　

　

 
せ
た
ま
は
め
。
…
」（
❶
紅
葉
賀
・
三
二
一
13
）

　

女
君
の
乳
母
・
少
納
言
は
、
人
形
遊
び
し
て
い
る
女
君
に
注
意
し

て
い
る
。
十
歳
の
彼
女
だ
が
、
も
う
お
婿
さ
ん
は
源
氏
と
決
ま
っ
た

関
係
に
あ
る
。
奥
方
ら
し
く
落
ち
着
い
て
振
る
舞
う
よ
う
勧
め
て
い

る
。「
落
ち
着
い
て
い
る
と
見
ら
れ
る
よ
う
に
振
る
舞
い
な
さ
い
ま

せ
」
と
い
う
、
勧
誘
の
表
現
で
あ
る
。
紫
上
が
主
体
と
な
り
源
氏
が

客
体
と
な
る
受
身
系
「
見
ゆ
」
は
こ
の
一
例
に
限
ら
れ
、
他
は
源
氏

が
主
体
と
な
り
紫
上
が
客
体
と
な
る
用
例
ば
か
り
で
、（
❶
紅
葉
賀
・

三
三
三
11
）
／
（
❷
葵
・
七
二
4
）
／
（
同
・
七
五
9
）
／
（
❷
澪

標
・
二
九
三
6
）
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
紫
上
亡
き
後
、
そ
の
過
往

を
思
い
出
し
て
い
る
場
面
に
も
、「
な
ど
て
、
た
は
ぶ
れ
に
て
も
、

…
さ
や
う
な
る
心
を
見
え
た
て
ま
つ
り
け
ん
、
…
」（
❹
幻
・

五
二
三
5
）
の
一
例
が
見
ら
れ
て
、
そ
れ
も
、
源
氏
が
主
体
で
紫
上

が
客
体
と
な
る
受
身
系
「
見
ゆ
」
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
れ
ま
で
の

客
体
は
カ
ラ
格
で
、紫
上
か
ら
源
氏
が
見
ら
れ
る
関
係
に
あ
っ
た
が
、

最
後
の
こ
の
一
例
は
、
紫
上
に
源
氏
が
見
せ
る
と
い
う
関
係
で
、
客

見
え
た
て
ま

つ
ら

体
の
紫
上
は
ニ
格
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。後
悔
の
思
い
で
あ
る
。

　

明
石
君
は
、
明
石
君
と
な
る
以
前
の
明
石
入
道
娘
の
段
階
に
三
度

そ
の
受
身
系「
見
ゆ
」で
描
か
れ
る
。（
❷
明
石
・
二
五
六
11
）／（
同
・

二
六
一
2
）
／
（
同
・
二
七
〇
8
）
で
、
い
ず
れ
も
、
明
石
入
道
娘

が
主
体
で
源
氏
が
客
体
と
な
る
受
身
系
「
見
ゆ
」
だ
っ
た
が
、（
❷

澪
標
・
三
一
〇
11
）
で
は
源
氏
が
主
体
と
な
り
六
条
御
息
所
が
客
体

と
な
る
受
身
系
「
見
ゆ
」
だ
っ
た
。
朝
顔
姫
君
も
、（
❷
朝
顔
・

四
八
七
4
）
で
は
朝
顔
姫
君
が
主
体
と
な
り
源
氏
が
客
体
と
な
る
受

身
系
「
見
ゆ
」
だ
っ
た
が
、（
❸
少
女
・
二
〇
4
）
で
は
源
氏
が
主

体
と
な
り
朝
顔
姫
君
が
客
体
と
な
る
受
身
系
「
見
ゆ
」
だ
っ
た
。
こ

れ
ら
の
客
体
は
、
お
お
む
ね
カ
ラ
格
と
し
て
読
め
る
よ
う
で
あ
る
。

　

用
例
（
15
）
に
引
い
た
、
幼
い
源
氏
が
藤
壺
に
「
心
ざ
し
を
見
え

た
て
ま
つ
」（
❶
桐
壺
・
四
四
6
）
っ
た
の
は
、
主
体
が
源
氏
で
藤

壺
が
客
体
と
な
る
が
、そ
の
客
体
は
、上
記
の
と
お
り
ニ
格
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
見
ゆ
」
は
、
他
動
詞
化
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。

　

朱
雀
院
の
第
三
皇
女
・
女
三
宮
は
、
父
院
の
愛
情
が
深
く
、
結
局
、

源
氏
に
彼
女
の
未
来
が
託
さ
れ
た
。
源
氏
と
そ
の
女
三
宮
と
は
、
ど

う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。（
❹
若
菜
下
・
二
四
六
6
）
／
（
❹
横
笛
・
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三
四
八
11
）
／
（
❹
鈴
虫
・
三
八
〇
14
）
の
い
ず
れ
も
が
、
女
三
宮

が
主
体
と
な
り
源
氏
が
客
体
と
な
る
受
身
系
「
見
ゆ
」
の
表
現
で
、

そ
の
客
体
の
源
氏
は
カ
ラ
格
と
し
て
読
め
る
関
係
に
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

╳　
　
　

╳　
　
　

╳

　

用
例
（
１
）
と
し
て
引
い
て
き
て
い
る
、
あ
の
「
い
と
か
う
し
も

見
え
じ
と
」（
❶
桐
壺
・
三
四
6
）
の
「
見
え
（
じ
）」
の
客
体
は
周

辺
の
人
々
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
も
既
に
見
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
の
周
辺
の
人
々
は
、
廷
臣
と
し
て
も
高
位
の

侍
臣
を
始
め
、
亡
く
な
っ
た
桐
壺
更
衣
以
外
の
女
御
・
更
衣
、
さ
ら

に
は
、
い
わ
ゆ
る
女
房
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
ま
で
含
ん
で
指
す
こ
と

に
な
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
大
勢
の
人
た
ち
が
そ
れ
と
な
く
感
じ
と

れ
る
の
は
、
こ
こ
に
限
ら
れ
る
の
で
、
あ
る
い
は
、
も
っ
と
絞
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
も
思
っ
て
い
る
。
桐
壺
帝
の
帝
を
、
現
代
の

天
皇
の
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
の
誤
解
か
と
も
思
っ

て
い
る
。

　

こ
れ
も
、
用
例
（
６
）
と
し
て
式
部
丞
の
発
言
の
な
か
に
見
る
「
無

才
の
人
、
な
ま
わ
ろ
な
ら
む
ふ
る
ま
ひ
な
ど
見
え
む
は
、
恥
づ
か
し

く
な
む
見
え
は
べ
り
し
」（
❶
帚
木
・
八
六
8
）
で
の
客
体
も
ま
た

周
辺
の
人
々
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
極
め
て
限
ら
れ
た
僅
か
な
人

た
ち
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
く
る
。「
無
才
の
人
」
に
相
応
す
る
交

際
範
囲
が
見
え
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

（
21
） 

…
、
い
か
で
ひ
き
す
ぐ
れ
て
面
だ
た
し
き
ほ
ど
に
し
な
し
て

も 　
　

 

に
し
が
な
と
、
明
け
暮
れ
、
こ
の
母
君
は
思
ひ
あ

つ
か
ひ
け
る
。（
❻
東
屋
・
一
八
3
）

　

浮
舟
が
世
間
の
人
か
ら
見
て
他
家
の
娘
以
上
に
面
目
の
立
つ
縁
組

み
を
さ
せ
て
や
り
た
い
と
、
母
・
中
将
君
は
思
っ
て
い
る
。
浮
舟
が

世
間
の
人
か
ら
そ
う
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
た
い
と
思
っ
て
、
母
・

中
将
君
は
彼
女
の
世
話
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
暫
く
読
み
進
め
る

と
現
れ
る
「
…
、
う
ち
あ
は
ぬ
さ
ま
に
見
え
た
て
ま
つ
る
こ
と
も
や

と
」（
❶
東
屋
・
二
二
9
）
も
、
同
じ
く
母
・
中
将
君
の
心
内
文
に

見
る
用
例
で
、
浮
舟
が
世
間
の
人
か
ら
行
き
届
か
な
い
と
い
う
よ
う

に
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
心
配
し
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
こ
の
「
見
え
た
て
ま
つ
る
」
に
つ
い
て
「
お
見
せ
申
し
あ
げ

見
え
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る
」
と
し
か
現
代
語
訳
で
き
な
い
と
す
る
向
き
も
あ
ろ
う
が
、
こ
の

客
体
は
カ
ラ
格
で
も
受
け
と
め
ら
れ
る
。
世
間
か
ら
そ
う
見
ら
れ
は

し
な
い
か
と
不
安
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
浮
舟
が
そ
う
見
せ
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
現
代
語
で
は
「
見
ら×

れ×

申
し
あ

げ
る
」
と
い
う
よ
う
に
受
身
の
助
動
詞
の
下
に
謙
譲
の
補
助
動
詞
を

付
け
る
こ
と
に
抵
抗
を
覚
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、「
お
見
せ
申
し
あ
げ

る
」
と
訳
し
て
し
ま
う
よ
う
に
思
え
て
く
る
。

（
22
） 

…
、
い
よ
い
よ
せ
き
と
め
が
た
く
て
、
ゆ
ゆ
し
う
、
か
く
心

細
げ
に
思
ふ
と
は 　
　

 

じ
と
つ
つ
み
た
ま
へ
ど
、
声
も
惜

し
ま
れ
ず
。（
❺
総
角
・
三
二
六
3
）

　

大
君
の
臨
終
場
面
で
の
、
薫
の
心
内
文
に
見
る
用
例
で
、
薫
が
周

囲
の
人
々
か
ら
忌
ま
わ
し
く
心
細
い
思
い
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
ら

れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。こ
の
薫
は
、

そ
う
い
う
気
兼
ね
を
し
ば
し
ば
す
る
人
物
で
、（
❺
総
角
・

三
三
八
9
）
で
も
（
❻
蜻
蛉
・
二
五
〇
11
）
で
も
、
同
趣
の
関
係
で
、

そ
の
受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」
を
用
い
て
描
い
て
い
る
。
薫
の
性
情
が

見
え
て
こ
よ
う
。

見
え

　

ま
だ
ま
だ
、
多
様
な
登
場
人
物
相
互
の
関
係
と
関
わ
っ
て
、
こ
の

受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。
腹
の
内
を
探
り
合
う

友
人
関
係
に
見
る
用
例
、
女
主
人
と
そ
こ
に
仕
え
る
女
房
た
ち
と
の

間
に
見
る
用
例
、
そ
し
て
、
何
よ
り
興
味
が
あ
る
の
は
、
微
妙
な
関

係
に
あ
る
男
女
の
間
で
、
こ
の
「
見
ゆ
」
を
含
む
表
現
が
ど
う
活
躍

し
て
い
る
か
で
あ
る
。

　

そ
こ
に
は
、「
人
に
見
ゆ
」
と
い
う
慣
用
句
が
成
立
し
て
い
て
、

こ
の
一
連
の
表
現
の
背
景
に
あ
っ
た
。

（
23
） 

…
、
源
氏
「
世
の
中
の
い
と
う
く
お
ぼ
ゆ
る
ほ
ど
過
ぐ
し
て
な

む
。 　
　

 

も 　
　
　
　
　
　
　

  

べ
き
」
と
の
み
答い
ら

へ
た
ま

ひ
つ
つ
過
ぐ
し
た
ま
ふ
。（
❷
葵
・
七
五
9
）

　

紫
上
と
の
新
枕
後
の
感
慨
を
述
べ
て
い
る
呟
き
で
、
葵
上
の
死
に

よ
る
打
撃
か
ら
立
ち
直
れ
な
い
の
で
、こ
の
当
座
を
過
ご
し
て
か
ら
、

こ
の
私
が
貴あ

な
た方
か
ら
見
ら
れ
申
し
あ
げ
る
よ
う
に
し
よ
う
、
見
て
い

た
だ
く
よ
う
に
し
よ
う
、
お
目
に
か
か
る
よ
う
に
し
よ
う
、
と
言
っ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
こ
の
「
人
」
は
紫
上
で
あ
る
が
、
そ
の

背
景
に
は
慣
用
句
「
人
に
見
ゆ
」
が
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の

人
に

見
え
た
て
ま
つ
る
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「
人
に
見
ゆ
」
は
、（
❷
明
石
・
二
七
〇
8
）
／
（
10
）（
❸
少
女
・

五
八
7
）
／
（
❹
若
菜
上
・
三
四
6
）
／
（
❹
若
菜
下
・
二
五
二
7
）

／
（
❹
夕
霧
・
四
二
〇
2
）
／
（
❻
浮
舟
・
一
五
五
10
）
／
（
❻
手
習
・

三
〇
七
12
）
な
ど
に
見
ら
れ
て
、
慣
用
句
「
人
に
見
ゆ
」
と
見
え
て

く
る
。
そ
れ
に
準
じ
て
か
、「
人
々
に
見
え
た
て
ま
つ
ら
む
こ
と
も
」

（
❺
総
角
・
二
五
六
10
）
／
「
恥
づ
か
し
げ
な
ら
む
人
に
見
え
む
こ

と
は
」（
同
・
二
八
一
3
）
／
「
こ
の
人
に
見
え
た
て
ま
つ
ら
む
を
」

（
❻
浮
舟
・
一
四
二
10
）
な
ど
と
も
い
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
至
っ
て
も
、
明
確
に
な
り
え
て
い
な
い
の
は
、
第
四
章
に

述
べ
た
ヲ
格
補
充
成
分
を
承
け
る
受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」
を
含
む
表

現
の
す
べ
て
の
「
見
ゆ
」
が
他
動
詞
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
に
登
場
し
て
き
た
客
体
が
、
な
お
カ
ラ
格

で
読
み
と
れ
る
か
、
も
は
や
ニ
格
と
し
て
し
か
読
め
な
い
か
の
別
で

あ
る
。
そ
の
視
点
に
つ
い
て
は
、
適
宜
本
第
五
章
の
な
か
に
折
り
込

ん
で
、
機
会
を
見
て
触
れ
て
き
た
。
各
用
例
に
そ
の
視
点
を
適
用
し

て
、
カ
ラ
格
か
ニ
格
か
、
読
み
分
け
て
い
く
こ
と
で
い
か
が
で
あ
ろ

う
。

受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」
の
全
貌
整
理
を
期
待
す
る

　

受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」
の
上
代
の
用
例
を
、
筆
者
は
極
め
て
単
純

に
『
万
葉
集
』
を
通
読
し
て
出
会
っ
て
、
そ
の
存
在
を
認
識
し
て
い

た
よ
う
に
思
う
。「
物
思
ふ
と
人
に
見
え
じ
と
な
ま
じ
ひ
に
常
に
思

へ
り
あ
り
そ
か
ね
つ
る
」（
4
六
一
三
）
と
「
物
思
ふ
と
人
に
見
え

じ
と
下
紐
の
下
に
恋
ふ
る
に
月
そ
経
に
け
る
」（
15
三
七
〇
八
）
と

で
あ
る
。
新
全
集
本
は
、
と
も
に
「
見
せ
ま
い
」
と
現
代
語
訳
し
て

い
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
二
用
例
に
つ
い
て
、
あ
の
『
時
代

別
国
語
大
辞
典　

上
代
編
』（
三
省
堂
・
昭
和
42
―
一
九
六
七
―
年
刊
）

は
、「
見
ゆ
」
に
こ
の
用
例
の
用
法
を
受
け
と
め
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
事
実
は
、
上
代
語
と
し
て
の
受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」
の
認
識
の

低
さ
を
物
語
っ
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

動
詞
「
見
ゆ
」
に
受
身
系
が
あ
る
な
ど
と
い
う
認
識
で
は
な
く
、

「
見
え
じ
」
で
一
つ
の
姿
勢
を
示
す
語
句
と
し
て
相
応
に
認
識
さ
れ
、

採
用
さ
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
中
古
和

文
の
客
体
尊
敬
の
補
助
動
詞
「
た
て
ま
つ
る
」
に
そ
の
「
見
え
」
が

定
着
し
て
対
面
の
場
の
表
現
と
し
て
そ
の
雰
囲
気
を
も
含
め
て
広
ま

り
を
見
せ
た
と
見
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
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時
代
下
っ
て
、
中
世
の
『
平
家
物
語
』
な
ど
に
も
そ
の
用
例
を
見

る
が
、
い
わ
ゆ
る
擬
古
物
語
に
用
例
を
見
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
現

の
難
解
さ
が
用
例
を
減
じ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
対
面
の
場
に

つ
い
て
の
そ
の
種
の
意
識
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
て
用
例
を
減
じ
る
こ

と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
身
近
な
辞
典
を
見
た
と
き
、
そ
の
現
状
は
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。
例
え
ば
小
学
館
『
古
語
大
辞
典
』（
昭
和
58
―

一
九
八
三
―
年
／
中
田
祝
夫
・
和
田
利
政
・
北
原
保
雄
編
）
で
も
、

こ
の
受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」
の
全
体
像
は
残
念
な
が
ら
見
え
て
こ
な

い
。
続
い
て
、『
角
川
古
語
大
辞
典　

第
五
巻
』（
平
成
11
―

一
九
九
九
―
年
／
中
村
幸
彦
・
岡
見
正
雄
・
阪
倉
篤
義
編
）
を
見
て

も
、
そ
の
点
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
の
点
、
小
学
館
『
日
本
国
語
大

辞
典　

第
二
版
12
』（
平
成
13
―
二
〇
〇
一
―
年
／
日
本
国
語
大
辞

典
第
二
版
編
集
委
員
会
）
は
、
全
10
ブ
ラ
ン
チ
の
う
ち
、
②
・
③
・

④
の
3
ブ
ラ
ン
チ
が
受
身
系
「
見
ゆ
」
の
語
義
と
用
例
と
に
な
っ
て

い
て
、
そ
の
出
典
か
ら
も
、
語
義
と
時
代
の
流
れ
と
が
少
し
く
見
え

て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
見
出
し
は
、
現
代
語
「
み
・
え
る
」
で

あ
る
。
殊
に
中
世
以
降
、
ど
の
よ
う
な
作
品
に
、
ど
の
よ
う
な
用
例

を
見
せ
る
か
が
幾
ら
か
確
か
め
ら
れ
る
。
受
身
系
動
詞
「
見
ゆ
」
の

全
貌
整
理
を
期
待
す
る
こ
と
、
頻
り
で
あ
る
。


