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キ
ー
ワ
ー
ド�

：�

今
川
氏
真
、
助
動
詞
「
ら
む
」、「
こ
そ
」
の
係
結
び
、
疑
問
語
、

格
助
詞
「
の
」

　
　
　

一
、
は
じ
め
に

　

今
川
氏
真
の
詠
作
に
お
け
る
助
動
詞
「
ら
む
」
に
つ
い
て
は
、
前

稿
「
武
家
歌
人
今
川
氏
真
の
詠
作
に
お
け
る
助
動
詞
「
ら
む
」
に
つ

い
て
―
―
疑
問
語
と
の
結
び
つ
き
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（
参
考
文
献

九
）
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
前
稿
で
は
、

計
量
的
把
握
か
ら
の
「
冷
泉
家
の
語
法
」
に
つ
い
て
の
想
像
が
先
走

り
、
実
例
に
基
づ
い
た
語
法
的
な
考
察
が
ま
っ
た
く
疎
か
に
な
っ
た

観
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
今
川
氏
真
の
詠
作
の
実
例
に
則
し
て
、
そ

の
語
法
現
象
に
つ
い
て
、
助
詞
と
の
関
連
を
主
と
し
て
取
り
上
げ
、

　

　
今
川
氏
真
の
詠
作
に
お
け
る
助
動
詞
「
ら
む
」

	
　
―
―
主
と
し
て
活
用
形
の
用
法
と
助
詞
と
の
関
連
に
つ
い
て
―
―

色
川
　
大
輔

些
か
考
え
を
巡
ら
し
て
み
る
。

　

な
お
、
今
川
氏
真
の
詠
作
に
つ
い
て
使
用
し
た
本
文
は
前
稿
と
同

様
で
あ
り
、
挙
例
の
際
に
は
歌
集
名
と
歌
番
号
、
底
本
の
頁
数
を
付

し
た
。
ま
た
、
勅
撰
和
歌
集
本
文
に
つ
い
て
は
参
考
文
献
一
七
を
使

用
し
、
挙
例
に
際
し
て
は
歌
番
号
と
頁
数
を
付
し
た
。

　

引
用
文
中
、今
川
氏
真
の
詠
作
お
よ
び
勅
撰
和
歌
集
の
用
例
に
は
、

私
に
文
字
囲
や
傍
線
を
付
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ
の
他
の
引
用
に
お

け
る
傍
書
や
傍
線
等
は
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
底
本
の
ま
ま
で
あ

る
。

�
二
、　

連
歌
論
の
示
す
語
法
把
握
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
は
本
稿
で
参
照
す
る
連
歌
論
に
お
け
る
語
法
把
握
に
つ
い
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て
、
少
々
述
べ
て
お
く
。
連
歌
論
書
で
も
、
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、『
手
爾
葉
大
概
抄
之
抄
』
に
先
立
つ
も
の
と
言
わ
れ
る
こ

と
の
あ
る
『
連
歌
諸
躰
秘
伝
抄
』
が
述
べ
る
よ
う
に
、
早
く
か
ら
疑

問
語
と
助
動
詞
「
ら
む
」
と
の
結
び
つ
き
は
強
く
語
ら
れ
る
こ
と
が

あ
り
、「
姉
小
路
式
」
と
の
先
後
関
係
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

本
稿
の
取
り
扱
う
今
川
氏
真
と
ゆ
か
り
の
あ
る
里
村
紹
巴
が
豊
臣

秀
吉
に
献
上
し
た
『
至
宝
抄
』（
本
文
は
参
考
文
献
一
二
を
使
用
）

に
は
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
（
傍
書
は
引
用
者
）。

　
　

�

は
ね
字
の
事
い
つ
い
つ
れ
い
く
な
に
なマ

マに
な
と
た
れ
と
う
の
こ

と
は
に
て
は
ね
申
候
そ
の
ほ
か
か
と
や
と
に
て
は
ね
申
候
此
字

な
く
候
ハ
は
ね
ら
れ
す
候
（
五
七
八
頁
・
五
七
九
頁
）

　

こ
れ
は
「
姉
小
路
式
」
に
見
え
る
も
の
と
、
同
工
異
曲
と
言
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
同
じ
く
連
歌
師
の
手
に
成
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

も
の
と
し
て
、近
世
初
期
の
写
本
と
さ
れ
る
大
阪
天
満
宮
文
庫
蔵『
連

歌
て
に
を
は
の
口
伝
』
と
題
す
る
も
の
か
ら
、
冒
頭
の
「
一
、
て
に

を
は
の
事
調
子
に
た
と
へ
侍
り
」
に
始
ま
る
学
書
の
記
述
を
見
て
お

く
（
本
文
は
参
考
文
献
二
〇
を
使
用
）。
こ
の
書
も
、
翻
刻
さ
れ
て

か
ら
久
し
い
が
、
て
に
を
は
研
究
の
上
で
は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
な
い
。
奥
書
に
寛
永
八
年
三
月
上
旬
の
識
語
を
持
ち
、「
右
一

巻
依
昌
琢
法
眼
拝
借
則
以
自
筆
本
写
之
者
也
」（
一
四
三
頁
）と
あ
る
。

詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
も
し
こ
の
「
昌
琢
法
眼
」
が
里
村
昌
琢
を

指
す
の
で
あ
れ
ば
、『
至
宝
抄
』
の
著
者
里
村
紹
巴
の
孫
に
当
た
る

人
物
に
な
る
。
こ
の
文
献
の
性
質
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
れ
に

も
、
以
下
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　

�

惣
別
、
覧
と
留
る
事
、
ハマ

マ

か
で
・
ハマ

マ

つ
な
ど
、
さ
て
た
れ
か
、

如
此
等
之
押
字
に
て
留
る
な
り
。（
一
三
九
頁
）

「
姉
小
路
式
」
等
と
は
形
式
が
異
な
り
、
ま
た
、
例
文
は
助
動
詞
「
む
」

に
よ
る
終
止
の
文
の
よ
う
だ
が
、
助
動
詞
「
ら
む
」
と
疑
問
語
と
の

結
び
つ
き
の
認
識
は
有
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
『
至
宝
抄
』
と
『
連
歌
て
に
を
は
の
口
伝
』
と
を
、「
姉
小

路
式
」
等
と
併
せ
て
本
稿
で
は
参
観
す
る
こ
と
に
す
る
。

������������

三
、　

活
用
形
の
用
法
に
つ
い
て

��

活
用
形
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
な
衰
退
を
認
め
る
。
今
川

氏
真
の
詠
作
の
用
例
に
お
い
て
は
、
終
止
形
・
連
体
形
の
用
例
の
み

が
見
え
、
已
然
形
の
用
例
に
つ
い
て
は
次
に
述
べ
る
よ
う
に
「
こ
そ
」

の
係
結
び
に
よ
る
存
疑
の
例
だ
け
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
今
川
氏
真
の

詠
作
に
お
け
る
助
動
詞
「
ら
む
」
は
外
形
上
変
化
の
無
い
、
無
活
用
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助
動
詞
と
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

　

活
用
形
の
用
法
と
し
て
は
、『
新
続
古
今
和
歌
集
』
に
比
べ
る
と

様
態
が
少
し
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。『
新
続
古
今
和
歌
集
』
で
は
、

終
止
形
終
止
法
、
疑
問
語
に
よ
る
連
体
形
終
止
、
係
助
詞
「
ぞ
」
に

よ
る
係
結
び
で
の
連
体
形
終
止
、連
体
形
連
体
修
飾
法
、係
助
詞「
こ

そ
」
に
よ
る
係
結
び
で
の
已
然
形
終
止
、
終
助
詞
「
や
」
を
下
接
す

る
已
然
形
が
あ
る
と
報
告
し
た
こ
と
が
あ
る
（
参
考
文
献
七
）。

　

今
川
氏
真
の
詠
作
で
は
、
係
助
詞
「
こ
そ
」
の
係
結
び
の
結
び
の

用
例
に
つ
い
て
は
次
に
述
べ
る
と
お
り
存
疑
で
あ
る
が
、
右
に
述
べ

た『
新
続
古
今
和
歌
集
』に
お
け
る
も
の
に
つ
い
て
は
、終
助
詞「
や
」

を
下
接
す
る
已
然
形
に
つ
い
て
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
の
、
そ
の

他
の
用
法
は
概
ね
認
め
る
こ
と
が
出
来
た
。
他
に
格
助
詞
「
の
」
に

よ
る
連
体
形
終
止
が
一
二
例
確
認
出
来
た
。

　

格
助
詞「
の
」に
よ
る
連
体
形
終
止
は
、『
千
載
和
歌
集
』（
四
例
）、

『
新
勅
撰
和
歌
集
』（
四
例
）、『
続
後
撰
和
歌
集
』（
四
例
）
の
用
例

を
報
告
し
た
こ
と
が
あ
る
（
参
考
文
献
八
）。
今
川
氏
真
の
詠
作
に

お
け
る
傾
向
は
、
分
布
的
に
は
『
新
続
古
今
和
歌
集
』
よ
り
は
や
や

遡
っ
た
も
の
の
方
に
近
い
よ
う
で
あ
る
。

　

以
下
、「
こ
そ
」
の
係
結
び
の
結
び
と
な
る
も
の
と
、
格
助
詞
「
の
」

に
よ
る
連
体
形
終
止
に
つ
い
て
、
扱
っ
て
い
く
。

�

四
、　
「
こ
そ
」
の
係
結
び
崩
壊
の
様
態

　
「
こ
そ
」
の
係
結
び
の
結
び
と
な
る
も
の
は
、
先
に
述
べ
た
、
存

疑
の
例
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

　
　

�

見
る
に
こ
そ
深
き
浅
き
は
か
は
る
ら
ん
宮
も
藁
屋
も
ふ
れ
る

白
雪
（
詠
草
中
四
八
五
番
歌
。
七
七
二
頁
）

　

係
助
詞
「
こ
そ
」
の
結
び
と
な
る
も
の
が
極
め
て
稀
な
の
は
、
以

前
の
勅
撰
和
歌
集
に
つ
い
て
の
報
告
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
不

思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

　

結
び
の
「
ら
む
」
の
下
に
体
言
が
あ
る
時
に
は
、
連
体
形
接
続
法

内
部
で
の
結
び
の
流
れ
を
来
す
の
か
已
然
形
で
終
止
す
る
の
か
、
専

門
歌
人
の
中
で
も
既
に
平
安
時
代
末
期
に
は
動
揺
し
て
い
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
管
見
に
及
ん
だ
先
行
研
究
の
指
摘
で
は
、
議

論
と
な
っ
て
い
る
も
の
は
四
句
切
れ
体
言
止
め
の
用
例
で
あ
り
、
右

の
例
は
体
言
止
め
で
は
あ
る
も
の
の
、
句
格
が
異
な
っ
て
い
る
。

　
『
詠
草
中
』
の
本
文
の
底
本
は
、
井
上
宗
雄
・
松
野
陽
一
「
今
川

氏
真
全
歌
集
」（
参
考
文
献
一
三
所
収
）
に
よ
れ
ば
、「
江
戸
初
期
写

で
、
氏
真
の
筆
蹟
に
酷
似
す
る
」（
七
九
〇
頁
）
と
さ
れ
、
今
川
氏
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真
自
筆
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
理
由
に
は
、
本
文
傍
書
に
「
歟
」
の

文
字
が
見
え
る
こ
と
な
ど
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
本
文

に
は
草
稿
の
よ
う
に
思
え
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

　

写
本
で
あ
り
誤
写
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
あ
ろ
う
が
、
原
態
に

「
ら
ん
」
と
あ
っ
た
蓋
然
性
は
あ
る
と
思
う
。
既
に
「
こ
そ
」
の
係

結
び
が
崩
壊
を
始
め
て
か
ら
久
し
い
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、「
こ
そ
」
の
係
結
び
の
已
然
形
終
止
の
把
握
は
、
助
動

詞
「
ら
む
」
に
つ
い
て
は
、
特
殊
な
崩
壊
の
様
態
を
来
し
て
い
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
節
が
あ
る
。
係
結
び
が
崩
壊
し
て
き
て
い
る
か
ら
こ

そ
、「
姉
小
路
式
」
等
の
理
論
的
把
握
の
記
述
が
現
れ
た
の
だ
と
考

え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
理
論
的
把
握
の
記
述
そ
の
も
の
も
動
揺
し

て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
姉
小
路
式
」
に
お
い
て
は
、「
五
音
第
四
の
音
」（『
姉
小
路
家
手

似
葉
伝
』。
参
考
文
献
二
五
、七
〇
頁
）
す
な
わ
ち
「
め
」
が
、「
こ
そ
」

の
「
留
り
」
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
挙
例
も
あ
る
。
こ
の
指
摘

は
、『
春
樹
顕
秘
抄
』
以
後
に
お
い
て
も
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
マ
行

音
に
つ
い
て
も
指
摘
が
あ
る
。

　

里
村
紹
巴『
至
宝
抄
』に
は
、「
こ
そ
」に
よ
る
係
結
び
に
つ
い
て
、

下
記
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　

�

一
こ
そ
と
申
候
て
け
り
と
も
け
る
と
も
と
め
申
さ
す
候
れ
と
大

　

り
や
く
と
め
申
候
（
五
七
八
頁
）

　

マ
行
音
に
つ
い
て
は
言
及
が
な
い
が
、
エ
列
音
で
終
止
す
る
こ
と

に
つ
い
て
の
認
識
と
受
け
と
る
こ
と
が
出
来
る
。

　

係
助
詞
「
こ
そ
」
の
結
び
の
用
言
の
活
用
語
尾
が
エ
列
音
に
な
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
同
じ
『
詠
草
中
』
の
中
に
も
、

　
　

�

世
中
の
し
ら
れ
ぬ
物
の
か
す
〳
〵
に
我
心
こ
そ
は
し
め
な
り

け
れ
（
七
七
五
番
歌
。
七
八
五
頁
）

と
い
っ
た
形
で
用
例
が
見
え
る
の
で
あ
り
、
今
川
氏
真
に
そ
の
認
識

が
な
か
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
或
い
は
、
口
語
の

助
動
詞
「
ら
う
」
が
既
に
無
活
用
化
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
、
影
響

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
新
続
古
今
和
歌
集
』
で
も
一
例
し
か
確
認
出
来
ず
、
用
例
の
稀
な

活
用
形
に
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
考
え
る
に
、
語
法
的
把
握
が
相
当

難
し
く
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
出
来
る
。

　
「
こ
そ
」
の
係
結
び
に
つ
い
て
は
、『
連
歌
て
に
を
は
の
口
伝
』
に

も
、「
こ
そ
と
あ
る
句
の
と
め
は
必
け
れ
と
侍
る
べ
し
」（
一
三
七
頁
）

と
い
う
『
至
宝
抄
』
同
様
の
記
述
が
あ
る
。

　

た
だ
し
、『
連
歌
て
に
を
は
の
口
伝
』
の
「
こ
そ
」
の
係
結
び
の
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把
握
に
つ
い
て
は
、
若
干
詳
細
な
も
の
と
言
う
こ
と
も
出
来
る
。
右

の
記
述
の
項
の
末
の
方
に
は
、
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

　
　

但
、
こ
そ
と
候
て
も
押
字
あ
れマ

マ

、
け
り
と
も
と
め
申
候
。

　
　
　

�

八
重
葎
し
げ
れ
る
宿
の
さ
び
し
き
に
人
こ
そ
見
え
ね
秋
は
来

に
け
り
（
一
三
七
頁
）

挙
例
の
文
は
「
人
こ
そ
見
え
ね
」
で
係
結
び
が
成
立
し
て
い
る
。
こ

れ
を
「
こ
そ
」
の
係
結
び
の
把
握
の
誤
り
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
と

思
う
。「
押
字
」
の
指
す
も
の
が
判
然
と
し
な
い
が
、
或
い
は
、
例

の
「
か
か
へ
」
と
「
お
さ
へ
」
の
こ
と
も
あ
る
の
で
、
係
結
び
の
結

び
で
あ
る
「
見
え
ね
」
の
「
ね
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。『
連
歌
て

に
を
は
の
口
伝
』
の
「
押
字
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
調
べ
て
い
な

い
の
で
判
然
と
し
な
い
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
複
数
文
で
成
る
文
章

で
使
わ
れ
た
係
結
び
の
文
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
、「
姉
小

路
式
」
や
『
至
宝
抄
』
等
よ
り
も
、
視
野
の
広
い
把
握
が
な
さ
れ
て

い
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
「
押
字
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、
文
献
ご
と
、
或
い
は
文
献

中
で
も
、
ま
ち
ま
ち
な
使
わ
れ
方
を
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
、
こ

こ
の
記
述
の
真
意
を
汲
む
に
は
、
そ
れ
を
す
れ
ば
判
る
と
い
う
保
証

は
無
い
が
、『
連
歌
て
に
を
は
の
口
伝
』
そ
の
も
の
の
調
査
を
せ
ね

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、『
連
歌
て
に
を
は
の
口
伝
』
の
「
こ
そ
」
の
係
結
び
の

把
握
は
や
は
り
崩
れ
た
も
の
で
も
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
も
の
の
よ

う
で
、
助
動
詞
「
ら
む
」
の
係
結
び
に
つ
い
て
は
、

　
　

一
、　

深
山
は
雪
の
さ
こ
そ
ふ
る
ら
ん

　
　
　

�

か
や
う
に
て
も
は
ね
ら
れ
候
。
ま
た
、
ふ
る
ら
め
と
も
あ
る

べ
し
。（
一
三
九
頁
）

と
述
べ
て
い
る
。
近
世
初
期
に
は
、
個
体
差
は
あ
ろ
う
が
少
な
く
と

も
一
部
で
は
、
こ
の
程
度
に
ま
で
「
こ
そ
」
の
係
結
び
の
把
握
が
崩

れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
今
川
氏
真
の
語
法
も

反
映
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。『
連
歌
て
に
を
は

の
口
伝
』
の
記
述
に
従
え
ば
、
許
容
例
乃
至
は
正
し
い
例
で
あ
る
と

さ
え
考
え
ら
れ
る
節
が
あ
る
。「
正
規
の
語
法
」
に
則
っ
て
詠
ま
れ

た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　
『
連
歌
て
に
を
は
の
口
伝
』
の
状
況
を
考
え
る
た
め
の
資
料
と
し

て
管
見
に
及
ん
だ
も
の
に
、
宗
牧
・
宗
養
仮
託
の
著
『
連
歌
秘
袖
抄
』

が
あ
る
（
本
文
は
参
考
文
献
一
六
を
使
用
）。『
連
歌
秘
袖
抄
』
に
は

下
記
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

一　

太
山
は
雪
の
さ
こ
そ
降
る
ら
ん
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ふ
る
ら
め
に
て
よ
し
。（
三
七
頁
）

取
り
扱
う
例
文
が『
連
歌
て
に
を
は
の
口
伝
』と
同
じ
も
の
で
あ
り
、

『
連
歌
て
に
を
は
の
口
伝
』
の
語
法
的
な
「
崩
れ
」
方
か
ら
見
る
と
、

『
連
歌
秘
袖
抄
』
の
よ
う
な
も
の
か
ら
『
連
歌
て
に
を
は
の
口
伝
』

に
至
っ
た
と
い
う
流
れ
が
想
定
出
来
る
の
か
も
し
れ
な
い
。『
連
歌

秘
袖
抄
』
の
方
が
、
今
日
の
研
究
水
準
か
ら
見
れ
ば
妥
当
な
係
結
び

の
把
握
で
あ
る
。こ
れ
は
、『
連
歌
秘
袖
抄
』の
方
が「
古
態
」を
保
っ

て
い
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。『
連
歌
秘
袖
抄
』
は
、

「
こ
そ
」
の
係
結
び
の
文
末
用
言
活
用
形
把
握
に
つ
い
て
も
、

　
　

一　

こ
そ
と
一
句
の
う
ち
に
あ
ら
ば
、
ゑ

　
　
　

け
せ
て
れ
め
ね
、
是
韻
に
を
き

������　

て
よ
し
。
さ
な
け
れ
ば
、
不
留
候
也
。（
三
三
頁
）

と
、
エ
列
音
と
し
て
「
姉
小
路
式
」
等
に
近
い
把
握
を
示
し
て
い
る
。

『
連
歌
秘
袖
抄
』
の
成
立
に
つ
い
て
白
石
氏
は
、
同
文
同
内
容
の
箇

所
を
持
ち
、『
連
歌
秘
袖
抄
』
か
ら
必
要
部
分
を
抜
き
出
し
て
成
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
『
連
歌
三
部
書
』
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
上
限
を
宗

養
の
没
し
た
永
禄
六
年
一
一
月
、
下
限
を
『
連
歌
三
部
書
』
の
写
本

の
あ
る
文
禄
三
・
四
年
頃
と
し
て
い
る
。

　
『
連
歌
秘
袖
抄
』
の
示
し
た
語
法
的
把
握
が
「
崩
れ
た
」
形
に
な
っ

て
い
る
『
連
歌
て
に
を
は
の
口
伝
』
は
、
や
は
り
『
連
歌
秘
袖
抄
』

よ
り
も
後
の
成
立
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、

今
川
氏
真
の
同
時
代
前
後
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
『
連
歌
て
に
を
は
の
口
伝
』、
そ
し
て
今
川
氏
真
の
詠
作
の
語
法
学

的
水
準
は
、
今
日
的
視
点
か
ら
見
れ
ば
、
拙
い
も
の
と
見
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
口
語
に
お
け
る
助
動
詞
「
ら
む
」

の
末
裔
で
あ
る
助
動
詞
「
ら
う
」
の
無
活
用
状
態
や
、
そ
れ
が
一
部

の
見
解
で
あ
る
と
し
て
も
疑
問
文
で
の
専
用
視
、
そ
し
て
「
こ
そ
」

の
係
結
び
規
制
の
崩
壊
な
ど
、
助
動
詞
「
ら
む
」
の
已
然
形
の
生
存

は
困
難
な
状
態
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

助
動
詞
「
ら
む
」
は
無
活
用
化
し
、
一
種
の
「
助
詞
」
の
よ
う
に

な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
え
る
。
用
語
を
調
査
し
て
い
な

い
の
で
述
べ
る
資
格
の
無
い
と
こ
ろ
を
言
っ
て
み
た
い
の
で
敢
え
て

言
う
が
、「
姉
小
路
式
」
の
言
う
「
は
ね
て
に
は
」
や
『
至
宝
抄
』

の
言
う
「
は
ね
字
」
と
い
っ
た
表
現
は
、
こ
の
間
の
消
息
を
物
語
っ

て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

　
『
詠
草
中
』
の
用
例
は
、
今
川
氏
真
の
学
的
水
準
を
反
映
す
る
と

同
時
に
、
正
に
崩
壊
し
よ
う
と
し
て
い
る
文
語
に
お
け
る
「
こ
そ
」

の
係
結
び
の
理
論
的
把
握
状
況
を
も
反
映
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
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出
来
る
で
あ
ろ
う
。

���
五
、　

疑
問
文
と
主
格
を
示
す
格
助
詞
「
の
」

　

本
居
宣
長
『
詞
の
玉
緒
』（
本
文
は
参
考
文
献
一
〇
を
使
用
）
は
、

「
疑
ひ
の
辞
あ
る
下
に
お
く
の
」
と
題
す
る
節
で
、『
古
今
和
歌
集
』

か
ら
二
二
番
歌
・
七
二
〇
番
歌
・
八
六
番
歌
・
一
七
二
番
歌
・

三
八
七
番
歌
を
証
歌
と
し
て
挙
げ
、
疑
問
語
と
格
助
詞
「
の
」
と
の

文
中
位
置
関
係
を
整
理
し
、
下
記
の
よ
う
に
記
述
し
た
。

　
　

�

こ
れ
ら
は
上
に　

や　

何　

な
ど
と
う
た
が
ひ
の
辞
を
お
き

て
。
下
を
そ
の
結
び
に
て
と
ぢ
む
る
中
間
に
お
く
の
も
じ
也
。

此
格
い
と
お
ほ
し
。（
一
一
九
頁
）

　
『
詞
の
玉
緒
』
の
挙
げ
る
例
に
用
い
ら
れ
た
格
助
詞
「
の
」
は
、

総
て
主
文
の
主
格
を
表
し
て
い
る
。そ
し
て
、「
疑
問
語
―
主
格「
の
」

―
文
末
用
言
（
連
体
形
）」
の
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
構
造
認
定

は
現
在
も
襲
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
思
う
。

　
『
詞
の
玉
緒
』
は
挙
げ
て
い
な
い
が
、『
古
今
和
歌
集
』
に
は
、「
主

格
「
の
」
―
疑
問
語
―
「
ら
む
」」
の
形
の
例
も
あ
る
。

　
　

�

篝
火
に
あ
ら
ぬ
わ
が
身
の
な
ぞ
も
か
く
涙
の
河
に
う
き
て
も

ゆ
ら
む
（
五
二
九
番
歌
。
二
一
頁
）

��

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
整
理
や
議
論
を
知
ら
な
い
の
で
、
音
数
律

な
ど
の
都
合
で
生
じ
た
派
生
形
だ
と
思
っ
て
本
稿
で
は
済
ま
せ
て
お

く
。
こ
こ
で
は
、『
古
今
和
歌
集
』
に
は
両
形
式
が
あ
っ
た
こ
と
を

押
さ
え
て
お
く
。

　

同
様
に
両
形
式
が
併
存
し
て
い
た
こ
と
は
、
以
下
の
挙
例
の
と
お

り
、『
新
続
古
今
和
歌
集
』
に
お
い
て
も
確
認
出
来
る
。

　
　

�

さ
夜
ふ
く
る
枕
の
う
へ
に
声
た
て
て
雲
居
の
雁
の
い
づ
ち
行

く
ら
ん
（
一
〇
八
番
歌
。
七
二
四
頁
）

　
　

�

思
ひ
そ
む
る
心
の
色
の
一
し
ほ
に
い
く
た
び
袖
の
ま
づ
し
を

る
ら
む
（
一
〇
二
〇
番
歌
。
七
四
四
頁
）

　

今
川
氏
真
の
詠
作
に
お
け
る
助
動
詞
「
ら
む
」
で
閉
じ
る
疑
問
文

の
う
ち
、
文
中
主
格
を
示
す
格
助
詞
「
の
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
用

例
は
二
〇
例
確
認
出
来
た
。
う
ち
二
例
は
『
詠
草
中
』
の
も
の
で
あ

り
、
表
記
以
外
は
全
く
同
じ
、
す
な
わ
ち
重
出
歌
で
あ
る
が
、
用
例

数
と
し
て
は
延
べ
数
に
含
め
た
。

　

こ
の
二
〇
例
に
つ
い
て
疑
問
語
と
主
格
を
表
す
格
助
詞
「
の
」
と

の
位
置
関
係
で
見
る
と
、『
古
今
和
歌
集
』
そ
し
て
『
新
続
古
今
和

歌
集
』
と
も
同
様
に
、「
疑
問
語
―
主
格
「
の
」
―
「
ら
む
」」
の
語

順
と
な
る
も
の
と
、「
主
格
「
の
」
―
疑
問
語
―
「
ら
む
」」
の
語
順
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と
な
る
も
の
と
の
二
種
類
が
あ
る
。以
下
、そ
れ
ぞ
れ
を「
ア
」・「
イ
」

と
し
て
、
実
例
を
列
挙
す
る
。

�
ア
、　�「
疑
問
語
―
主
格
「
の
」
―
「
ら
む
」」
の
語
順
と

な
る
も
の
（
一
四
例
）

一
、�　

い
か
な
れ�
ば
心
の
空
に
晴
ぬ
ら
む
都
と
い
へ
は
お
ほ
ろ
月
よ

の
（
今
川
氏
真
詠
草
二
二
一
番
歌
。
七
一
七
頁
）

二
、�　

月
日
経
て
浮
世
に
増
る
奥
山
を
侘
て
住
と
や
人
の
み
る
ら
ん

（
百
首
〈
自
筆
〉
九
五
番
歌
。
七
三
二
頁
）

三
、�　

月
か
け
は
雲
も
及
は
ぬ
大
空
を
い
か
に�

時
雨
の
わ
き
て
降
ら

ん
（
法
楽
百
首
四
三
番
歌
。
七
三
五
頁
）

四
、�　

古
郷
に
帰
る
友
と
や
暁
の
夢
を
さ
そ
ひ
て
雁
の
行
ら
ん
（
百

首
〈
百
イ
〉
一
〇
番
歌
。
七
四
〇
頁
）

五
、�　

暑
に
や
き
な
ら
し
衣
ぬ
き
す
て
ゝ
杜
の
梢
に
蝉
の
な
く
ら
ん

（
百
首
〈
百
イ
〉
三
四
番
歌
。
七
四
一
頁
）

六
、�　

長
月
の
長
き
夜
な
れ
と
日
の
影
や
急
て
今
日
の
く
れ
と
な
る

ら
ん
（
百
首
〈
百
イ
〉
五
五
番
歌
。
七
四
一
頁
）

七
、�　

天
の
戸
の
あ
く
れ
は
か
す
む
あ
し
ひ
し

（
マ
マ
）の

山
にヨ

リ

や歟

春
のヤ

立
は

し
む
ら
ん
（
詠
草
中
二
三
番
歌
。
七
五
一
頁
）

八
、�　

深
山
ま
て
せ
は
め
し
木
ゝ
の
冬
か
れ
に
心
ひ
ろ
く
や
月
の
す

む
ら
ん
（
詠
草
中
五
一
番
歌
。
七
五
二
頁
）

九
、�　

深
山
ま
て
せ
は
め
し
木
ゝ
の
冬
か
れ
に
こ
ゝ
ろ
ひ
ろ
く
や
月

の
す
む
ら
ん
（
詠
草
中
九
二
番
歌
。
七
五
四
頁
）

一
〇
、�　

う
ら
や
み
し
人
に
残
り
て
い
つ
迄
か
数
な
ら
ぬ
身
の
年
を

つ
む
ら
ん
（
詠
草
中
三
九
四
番
歌
。
七
六
八
頁
）

一
一
、�　

夜
も
す
か
ら
め
て
ゝ
や
鹿
の
な
き
ぬ
ら
ん
物
思
ふ
へ
き
月

の
影
か
は
（
詠
草
中
六
六
四
番
歌
。
七
八
〇
頁
）

一
二
、�　

さ
か
り
な
る
い
く
ら�

の
花
の
ち
り
ぬ
ら
ん
な
る
と
し
も
な

き
み
は
残
る
世
に
（
詠
草
中
六
八
一
番
歌
。
七
八
一
頁
）

一
三
、�　

い
か
に�

ね
て
い
か
な
る�

物
の
さ
め
ぬ
ら
ん
我
に
残
れ
る
夢

の
お
も
影
（
詠
草
中
七
二
二
番
歌
。
七
八
三
頁
）

一
四
、�　

軒
に
お
ほ
ふ
薗
生
の
竹
の
ふ
か
き
よ
に
い
つ
く�

を
う
す
く

月
の
も
る
ら
ん
（
詠
草
中
七
九
七
番
歌
。
七
八
六
頁
）

�

イ
、　�「
主
格
「
の
」
―
疑
問
語
―
「
ら
む
」」
の
語
順
と

な
る
も
の
（
六
例
）

一
、�　

ふ
り
に
け
る
法
の
し
る
し
の
朽
や
ら
て
其
暁
を
い
つ
と
待
ら

ん
（
今
川
氏
真
詠
草
一
二
〇
番
歌
。
七
一
三
頁
）

二
、�　

名
計
は
あ
ふ
坂
山
の
い
か
な
れ�

は
わ
き
て
行
き
の
関
と
成
ら
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ん
（
今
川
氏
真
詠
草
二
九
六
番
歌
。
七
二
一
頁
）

三
、��　

と
ゝ
こ
ほ
る
う
き
世
と
思
へ
は
老
ら
く
の
い
つ
し
か
夢
の
直

路
き
ぬ
ら
ん
（
百
首
〈
自
筆
〉
九
八
番
歌
。
七
三
二
頁
）

四
、�　

う
た
か
は
し
誓
は
世
ゝ
の
神
か
き
の
い
に
し
へ
今
と
な
と
隔

つ
ら
ん
（
詠
草
中
一
三
九
番
歌
。
七
五
七
頁
）

五
、�　

い
と
け
な
き
枕
を
か
り
の
お
も
影
の
い
つ
ち�

六
十
年
の
夢
と

覚
ら
ん
（
詠
草
中
六
九
一
番
歌
。
七
八
一
頁
）

六
、�　

見
て
は
只
心
そ
と
ま
る
河
橋
の
い
か
に�

う
ち
て
ふ
名
を
な
か

す
ら
ん
（
草
庵
中
八
五
番
歌
。
四
二
八
頁
）

��

「
ア
」
の
一
・
五
・
六
・
一
二
、「
イ
」
の
一
・
二
・
三
・
五
が
、
疑
問
語

が
「
原
因
・
理
由
」
を
疑
う
も
の
で
あ
る
と
本
稿
は
解
釈
す
る
。
そ

の
他
は
分
類
項
を
設
け
れ
ば
、「
時
間
」・「
場
所
」・「
数
量
・
程
度
」・

「
引
用
」
な
ど
と
い
っ
た
も
の
が
当
て
ら
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
疑
問

副
詞
の
概
念
規
定
に
依
存
す
る
も
の
が
殆
ど
で
あ
り
、
有
意
義
な
も

の
と
は
思
え
な
い
の
で
、
省
略
す
る
。

��

こ
の
疑
問
語
と
主
格
の
格
助
詞
「
の
」
を
併
用
す
る
文
に
用
い
ら

れ
た
助
動
詞
「
ら
む
」
が
、
所
謂
「
疑
問
副
詞
省
略
」
の
疑
問
推
量

用
法
の
構
文
を
形
成
す
る
先
行
例
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
現
在
で

は
、
中
古
語
法
と
し
て
は
多
田
氏
な
ど
か
ら
疑
義
も
呈
さ
れ
て
い
る

見
方
で
あ
る
が
、
本
稿
資
料
は
中
世
末
期
の
擬
古
文
と
な
る
も
の
な

の
で
、
そ
の
よ
う
な
類
推
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
検
討
し
て
お
く
意
義

も
あ
ろ
う
と
考
え
、
次
節
で
検
討
し
て
お
く
。

�

六
、　

格
助
詞
「
の
」
に
よ
る
連
体
形
終
止
に
つ
い
て

��

疑
問
語
を
用
い
ず
、
格
助
詞
「
の
」
に
よ
り
主
格
表
示
を
し
た
文

に
用
い
ら
れ
た
例
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、�　

枩
か
崎
代
々
の
様
也
二
月
の
け
ふ
さ
へ
水
の
氷
ゐ
る
ら
ん（
今

川
氏
真
詠
草
一
一
六
番
歌
。
七
一
三
頁
）

二
、�　

枩
原
や
閑
な
る
夜
も
風
早
の
浦
と
て
月
の
舟
つ
な
く
ら
ん（
百

首
〈
百
イ
〉
四
九
番
歌
。
七
四
一
頁
）

三
、�　

音
な
し
の
名
こ
そ
あ
る
世
に
玉
な
ら
ぬ
滝
つ
思
ひ
の
外
に
散

ら
ん
（
百
首
〈
百
ロ
〉
七
二
番
歌
。
七
四
八
頁
）

四
、�　

さ
え
わ
た
る
み
そ
れ
氷
を
つ
み
そ
へ
て
け
ふ
七
種
の
数
ま
さ

る
ら
ん
（
詠
草
中
一
〇
八
番
歌
。
七
五
五
頁
）

五
、�　

逢
事
の
と
絶
の
は
し
を
か
さ
ゝ
き
の
よ
り
羽
か
け
継
待
わ
た

る
ら
む
（
詠
草
中
二
五
五
番
歌
。
七
六
二
頁
）

六
、�　

住
や
つ
す
葎
の
か
き
に
月
を
留
て
あ
る
し
と
虫
の
声
つ
く
す

ら
ん
（
詠
草
中
三
七
〇
番
歌
。
七
六
七
頁
）
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七
、�　

朝
霞
風
も
み
と
り
に
遠
山
の
眉
を
柳
に
吹
う
つ
す
ら
ん
（
詠

草
中
四
六
二
番
歌
。
七
七
一
頁
）

八
、�　

心
あ
る
人
も
見
し
よ
を
此
さ
と
に
馴
ぬ
る
月
の
思
ひ
出
ら
む

（
詠
草
中
五
二
六
番
歌
。
七
七
四
頁
）

九
、�　

天
川
た
え
す
こ
ゝ
ろ
を
つ
く
し
な
る
一
夜
て
ふ
名
の
世
に
流

る
ら
ん
（
詠
草
中
七
三
二
番
歌
。
七
八
三
頁
）

一
〇
、�　

け
ふ
と
い
へ
は
心
得
か
ほ
に
朝
戸
よ
り
初
秋
か
せ
の
袂
と

ふ
ら
む
（
詠
草
中
七
三
三
番
歌
。
七
八
三
頁
）

一
一
、�　

と
は
れ
し
の
宿
の
恨
を
白
雪
の
道
も
な
き
ま
て
か
ね
て
ふ

る
ら
ん
（
詠
十
五
首
和
歌
五
番
歌
。
七
八
七
頁
）

一
二
、�　

橋
な
ら
て
逢
斗
り
な
き
彦
星
の
う
ら
や
み
ぬ
ら
ん
鳰
の
通

路
（
草
庵
中
一
二
一
番
歌
。
四
三
一
頁
）

��

右
の
う
ち
、
不
定
疑
問
文
で
あ
る
と
見
う
る
も
の
は
、
係
助
詞
「
こ

そ
」
の
係
結
び
の
流
れ
に
よ
り
、
逆
接
構
造
と
見
る
こ
と
の
出
来
る

構
造
に
な
っ
て
い
る
第
三
例
く
ら
い
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。た
だ
し
、

そ
う
解
釈
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
も
思
わ
れ
な
い
例
で
あ
る
。
そ

の
他
の
も
の
は
、素
直
な
推
量
で
あ
る
と
解
釈
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

少
な
く
と
も
、
こ
の
詠
者
に
は
、
格
助
詞
「
の
」
に
よ
る
不
定
疑
問

文
の
構
成
と
い
う
発
想
は
無
か
っ
た
、
或
い
は
あ
っ
て
も
殆
ど
用
い

よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

�

七
、　

お
わ
り
に

��

以
上
、
本
稿
で
は
、
主
と
し
て
助
詞
と
の
関
連
を
取
り
上
げ
、
今

川
氏
真
の
詠
作
に
お
け
る
助
動
詞「
ら
む
」の
実
例
を
見
た
。「
こ
そ
」

の
係
結
び
の
崩
壊
を
裏
付
け
る
も
の
が
あ
っ
た
が
、
既
に
崩
壊
が
始

ま
っ
て
か
ら
久
し
く
、
事
珍
し
い
も
の
で
も
な
い
。
本
稿
で
は
、『
連

歌
て
に
を
は
の
口
伝
』
の
記
述
に
着
目
し
、
当
代
文
語
と
し
て
は
、

正
格
の
語
法
と
し
て
扱
う
向
き
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

み
た
。

��

ま
た
、
主
格
表
示
の
格
助
詞
「
の
」
を
併
用
し
た
文
が
豊
富
に
用

い
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
疑
問
副
詞
を
「
省
略
」
し
て
不
定
疑

問
文
を
作
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
そ
の
よ
う
な
事

例
の
有
無
を
検
討
し
て
み
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
一
部
解
釈
の
可

能
性
の
あ
る
例
は
あ
る
が
、
殆
ど
は
素
直
な
推
量
文
と
な
っ
て
い
る

と
考
え
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

��
「
現
在
」
と
さ
れ
る
時
制
の
様
態
な
ど
、
検
討
で
き
る
項
目
は
ま

だ
存
在
す
る
が
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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