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助
動
詞

「
ら
し
」
に
つ
い
て

一

上
代
の
助
動
詞

「
ら
し
」
は
、

「
お
お
よ
そ
の
意
味
は
明
瞭
で
あ
´
］
と
さ

れ
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て

『時
代
別
国
語
大
辞
典

（上
代
編
と

は

「客
観
的

な
根
拠
に
基
づ
い
て
、
現
在
の
事
態
を
確
信
的
に
推
量
す
る
意
を
表
わ
す
」
と

記
述
す
る
。
こ
れ
な
ど
が
平
均
的
か
つ
代
表
的
な
意
味
記
述
で
あ
ろ
う
。
し
か

し

「確
信
的
に
推
量
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

上
の
記
述
に
続
い
て
こ
の
辞
典
は
「
し
た
が

っ
て
疑
問
文
に
は
用
い
ら
れ
な
い
」

と
注
す
る
。
疑
問
文
で
用
い
ら
れ
な
い
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
と

「確
信
的
に
推
量
す
る
」
こ
と
が
直
接
結
び
つ
く
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
。
ど

れ
は
ど
確
信
し
て
い
る
事
態
で
あ

っ
て
も
疑
う
こ
と
は
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
上
代
語
の

「
ら
し
」
は
次
の
三
つ
の
際
立
っ

た
特
徴
を
持

っ
て
い
る
。
実
は
、
こ
れ
は
現
代
語
の
助
動
詞
「
ら
し
い
」
に
も
あ

て
は
ま
る
特
徴
で
あ
り
、
そ
の
ゆ
え
に
上
代
語
「
ら
し
」
と
現
代
語
「
ら
し
い
」
と

（
２
）

が
系
譜
を
同
じ
く
し
な
い
と
い
う
通
説
を
疑
わ
せ
る
の
で
あ
る
が
、
さ
し
あ
た

っ
て
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
述
べ
る
用
意
も
な
い
し
、
そ
の
つ
も
り
も
な
い
。

１
　
疑
間
文
の
中
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と

２
　

「～
ら
し
」
と
述
べ
る
根
拠
に
な
る
事
態
を
明
示
す
る
こ
と
が
非
常

に
多
い
こ
と

大

鹿

薫

久

３
　
仮
定
条
件
句
の
帰
結
句
に
な
る
こ
と
が
な
い
こ
と

こ
れ
ら
の
う
ち
、
特
に
１

・
２
の
事
語
事
実
に
つ
い
て
の
解
釈
が
、
上
掲
の
意

味
記
述
の
も
と
に
な

っ
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
は
、
な
ぜ

多
く
の
場
合
に
根
拠
と
な
る
事
態
を
示
す
の
か
、
に
つ
い
て
従
来
必
ず
し
も
十

分
に
考
察
さ
れ
て
き
た
と
は
言
い
が
た
い
。

「確
信
的
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
例

え
ば
短
歌
の
よ
う
な
わ
ず
か
な
音
数
し
か
な
い
韻
文
に
お
い
て
律
儀
と
も
い
え

る
ほ
ど
示
さ
れ
る
根
拠
は
、
む
し
ろ
不
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
事
実

上
多
く
の
例
に
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
理
由
を
聞
う
こ
と

が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
仮
定
条
件
句
を
受
け
な
い
と
い
う
こ
と
は
「
ら
し
」

の
ど
の
よ
う
な
性
格
に
よ
る
の
か
。
本
稿
は
、

「
ら
し
」
の
し
て
い
る
こ
と
を

も
う

一
度
再
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
ぜ

「
ら
し
」
が
上
記
の
特
徴
を
持

つ
の
か
考
え
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

二

以
下
の
検
討
の
た
め
に
、
「
～
ら
し
」
と
述
べ
る
根
拠
と
な
る
部
分
に
つ
い
て

概
観
し
て
お
こ
う

（以
下
、
「
ら
し
」
に

「け
ら
し
／
な
ら
し
／
あ
ら
し
」
も
含

め
て
考
え
る
こ
と
と
す
る
）。
小
松
光
三
氏
は
、
こ
の
根
拠
と
な
る
部
分
が
接
続

助
詞

「ば
」
に
よ

っ
て
導
か
れ
て
い
る
か
否
か
で
、
そ
れ
ぞ
れ
第

一
種
、
第
二

（
３
）

種
に
分
類
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
さ
し
あ
た
っ
て
こ
の
分
類
を
使
わ
せ
て



い
た
だ
き
、
第
二
種
に
つ
い
て
さ
ら
に
甲
と
乙
の
二
類
に
分
類
す
る
。
根
拠
を

明
示
し
た
例
に
関
し
て
、
都
合
二
種
三
類
に
分
け
て
、
順
次
検
討
す
る
。
そ
の

二
種
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る

（
例
と
説
明
は
小
松
氏
の
も
の
に
依
る
）。

第

一
種

○
家
の
妹
ろ
我
を
偲
ふ
ら
し
、
真
結
ひ
に
結
ひ
し
紐
の
解
く
ら
く
思

ヘ

ば

（
万

。
四
四
二
七
）

接
続
助
詞

「ば
」
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
て
、
推
定

（
認
定
）
の
部
分
に

接
合
す
る

「根
拠
」

第
二
種

○
霞
立
つ
野
の
上
の
方
に
行
き
し
か
ば
う
ぐ
ひ
す
鳴
き
つ
。
春
に
な
る

ら
し

（
万

。
一
四
四
七
）

接
続
助
詞

「ば
」
を
伴
わ
ず
、
「根
拠
」
は
、
　
一
個
の
独
立
し
た
文
を

形
成
す
る
。

第
二
種
は
さ
ら
に
根
拠
を
表
す
文
の
文
末
に
注
目
し
て
、

「見
ゆ
／
な
り

（終

上
形
接
続
の
助
動
詞
）
／
聞
こ
ゆ
」
で
根
拠
を
提
示
す
る
も
の
を
甲
類
、
そ
れ

以
外
の
文
末
に
な
る
も
の
を
乙
類
と
す
る
。

小
松
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
第

一
種
の
根
拠
は
第
二
種
の
根
拠
に
比
べ
て

数
量
的
に
は
ご
く
限
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も

「ば
」
の
直
接
す
る
動
詞
は

「
思

ふ
」

「見
る
」
に
限
ら
れ
る
。
万
葉
集
中
全
例
を
以
下
に
示
す
。）

「見
れ
ば
、
～
ら
し
」
の
例

①
い
そ
は
く
見
れ
ば
神
か
ら
な
ら
し

〈
神
随
永
有
之
〉

（
一
・
五
〇
）

②
天
地
の
遠
き
が
ご
と
く
日
月
の
長
き
が
ご
と
く
お
し
て
る
難
波
の
官
に

わ
ご
大
君
国
知
ら
す
ら
し

〈
所
知
良
之
〉
御
食
つ
国
日
の
御
調
と
淡
路

の
野
島
の
海
人
の
海
の
底
沖
つ
海
石
に
復
玉
さ
は
に
潜
き
出
舟
並
め
て

仕

へ
奉
る
が
尊
き
見
れ
ば

（
六

。
九
三
三
）

③
う
ち
な
び
く
春
来
る
ら
し

〈
来
良
之
〉
山
の
ま
の
遠
き
木
末
の
咲
き
ゆ

く
見
れ
ば

（
八

。
一
四
二
二
）

④
秋
萩
は
咲
く
べ
か
ら
し

〈
可
咲
有
良
之
〉
我
が
や
ど
の
浅
茅
が
花
の
散

り
ゆ
く
見
れ
ば

（
八

。
一
五

一
四
）

⑤
う
ち
な
び
く
春
さ
り
来
ら
し

〈
来
之
〉
山
の
ま
の
遠
き
木
末
の
咲
き
行

く
見
れ
ば

（十

。
一
八
六
五
）

⑥
黄
葉
す
る
時
に
な
る
ら
し

〈
成
良
之
〉
月
人
の
楓
の
枝
の
色
付
く
見
れ

ば

（十

。
一
〓
一〇
一
じ

⑦
里
ゆ
異
に
霜
は
置
く
ら
し

〈
置
良
之
〉
高
松
の
野
山
づ
か
さ
の
色
づ
く

見
れ
ば

（十

・
三
二
〇
三
）

③
我
が
旅
は
久
し
く
あ
ら
し

〈
比
左
思
久
安
良
思
〉
こ
の
我
が
着
る
妹
が

衣
の
垢
つ
く
見
れ
ば

（十
五

・
三
六
六
七
）

⑨
う
つ
せ
み
も
か
く
の
み
な
ら
し

〈
如
是
能
未
奈
良
之
〉
紅
の
色
も
う
つ

ろ
ひ
ぬ
ば
た
ま
の
黒
髪
変
り
…
…
行
く
水
の
止
ま
ら
ぬ
ご
と
く
常
も
な

く
う
つ
ろ
ふ
見
れ
ば
…
…

（十
九

・
四

一
六
〇
）

「思

へ
ば
、
～
ら
し
」
の
例

⑩
世
の
中
の
苦
し
き
も
の
に
あ
り
け
ら
し

〈
有
家
良
之
〉
恋
に
あ

へ
ず
て

死
ぬ
べ
き
思

へ
ば

（
四

・
七
三
八
）

①
世
間
は
ま
こ
と
二
代
は
ゆ
か
ざ
ら
し

〈
不
往
有
之
〉
過
ぎ
に
し
妹
に
逢

は
な
く
思

へ
ば

（
七

。
一
四

一
一
）

⑫
家
人
の
使
に
あ
ら
し

〈
使
在
之
〉
春
雨
の
避
く
れ
ど
我
を
濡
ら
さ
く
思

え
ば

（九

。
一
六
九
七
）

⑬
愛
し
と
思

へ
り
け
ら
し

〈
思
篇
来
師
〉
な
忘
れ
と
結
び
し
紐
の
解
く
ら

く
思

へ
ば

（十

一
。
二
五
五
八
）

⑭
妹
が
髪
上
げ
竹
葉
野
の
放
れ
駒
荒
び
に
け
ら
し

〈
蕩
去
家
良
思
〉
逢
は



な
く
思

へ
ば

（十

一
。
二
六
五
二
）

⑮
家
の
妹
ろ
我
を
偲
ふ
ら
し

〈
之
乃
布
良
之
〉
真
結
ひ
に
結
ひ
し
紐
の
解

く
ら
く
思

へ
ば

（
二
十

。
四
四
二
七
）

さ
て
、
こ
こ
に
掲
出
し
た

「ば
」
は
す
べ
て
所
謂
確
定
条
件
句
を
導
く
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
注
意
が
必
要
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
例
の

「～
見
れ
ば
／
～
思

ヘ

ば
」
は

「～
ら
し
」
に
係
る
が
、
根
拠
と
い
う
点
で
い
え
ば
、

「～
見
る
／
～

思
ふ
」
こ
と
が

「～
ら
し
」
と
述
べ
ら
れ
る
事
態
の
根
拠
に
な

っ
て
い
る
の
で

は
な
く
、
す
べ
て
「見
る
／
思
ふ
」
対
象
と
し
て
の
事
態
が

「～
ら
し
」
と
述
べ

ら
れ
る
事
態
の
根
拠
に
な

っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
③
で

は

「山
の
ま
の
遠
き
木
末
の
咲
き
ゆ
く
」
と
い
う
事
態
を
根
拠
と
し
て
、
「春
来

る
ら
し
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
「
山
の
ま
の
遠
き
木
末
の
咲
き
ゆ
く
」

こ
と
を
「
見
る
」
と
い
う
事
態
が
根
拠
に
な

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は

「
ら
む
」

（「
む
」
「
け
む
」
も
同
様
）
が

「ば
」
に

よ
る
確
定
条
件
句
を
受
け
る
場
合
と
対
照
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、

⑩
剣
太
刀
身
に
副

へ
寝
ね
ば
ぬ
ば
た
ま
の
夜
床
も
荒
る
ら
む

〈
荒
良
無
〉

公
一
。
一
九
四
）

①
恋
ひ
恋
ひ
て
逢
ひ
た
る
も
の
を
月
し
あ
れ
ば
夜
は
こ
も
る
ら
む

〈
隠
良

武
〉
し
ま
し
は
あ
り
待
て

（
四

・
六
六
七
）

で
は
、

「ば
」
に
よ
っ
て
導
か
れ
る

「添
い
寝
を
し
な
い
／
月
が
あ
る
」
と
い

う
事
態
が

「夜
床
も
荒
る
ら
む
／
夜
は
こ
も
る
ら
む
」
と
述
べ
る
根
拠
に
な

っ

て
い
る
。
し
か
も

「〈
添
い
寝
を
し
な
い
／
月
が
空
に
あ
る
〉
の
で

〈
夜
床
が

荒
れ
て
い
る
／
夜
が
深
い
と

と
い
う
関
係
、

即
ち

「ば
」
に
よ
っ
て
導
か
れ

て
い
る
事
態
が
、
そ
の
帰
結
句
に
表
さ
れ
た
事
態
の
原
因

。
理
由
を
表
す
と
い

う
関
係

（根
拠
＝
原
因

。
理
由
）
に
な

っ
て
い
る
。
①
～
⑮
で
も
確
か
に
「ば
」

は
原
因

。
理
由
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
根
拠
＝
原
因

。
理
由
で
は
な
く
、

「～
見
れ
ば
／
～
思

へ
ば
」
全
体
が
原
因

・
理
由
と
な

っ
て
い
て
、
そ
の
帰
結

が

「～
ら
し
」
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、　
尺
～
と
見
え
る
／
～
と
思
わ
れ
る
〉

の
で

〈
～
と
思
わ
れ
る
＝
ら
し
〉
」
と
い
う
関
係
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
関
係
に
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

「～
ら
し
」
は
初
め
て
確
定
条
件
句
を
受
け

る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ

っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
条
件
句
の
末
尾
は
つ
ね
に

「～

見
れ
ば
／
～
思

へ
ば
」
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
小
松
氏
は
、
こ
の

「ば
」
に

お
け
る
二
つ
の
関
係
を
そ
れ
ぞ
れ

「事
柄
の
関
係
」

「
思
考
の
関
係
」
と
呼
ん

で
い
る
が
、
け
だ
し
卓
見
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
小
松
氏
が
第
二
種
と
呼
ん
だ
も
の
の
例
の
う
ち
、
甲
類
す
な
わ
ち

「～

ら
し
」
の
根
拠
を

「見
ゆ
／
聞
こ
ゆ
／
な
り
」
と
結
ぶ
文
で
提
示
し
て
い
る
例

を
あ
げ
る
。　
ヨ

本
云
」
の
例
も
含
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
集
中
十
三
、
八
、
十

例
ほ
ど
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
五
例
ず
つ
を
挙
げ
る
。

①
飼
飯
の
海
の
庭
良
く
あ
ら
し

〈
好
有
之
〉
刈
薦
の
乱
れ
て
出
づ
見
ゆ
海

人
の
釣
船

（
三

。
二
五
一〇

⑩
武
庫
の
海
舟
庭
な
ら
し

〈
船
示
波
有
之
〉
い
ざ
り
す
る
海
人
の
釣
船
波

の
上
ゆ
見
ゆ

（
三

・
二
五
六
、　
一
本
云
）

⑩
海
女
娘
子
玉
求
む
ら
し

〈
求
良
之
〉
沖
つ
波
長
き
海
に
舟
出
せ
り
自
ゆ

（
六

。
一
〇
〇
三
）

④
年
魚
市
潟
潮
干
に
け
ら
し

〈
千
家
良
思
〉
知
多
の
浦
に
朝
漕
ぐ
舟
も
沖

に
寄
る
見
ゆ

（
七

。
一
一
六
三
）

⑫
春
日
野
に
煙
立
つ
見
ゆ
娘
子
ら
し
春
野
の
う
は
ぎ
摘
み
て
煮
ら
し
も

〈
煮
良
思
文
〉

（十

。
一
八
七
九
）

④
海
人
娘
子
棚
な
し
小
舟
漕
ぎ
出
ら
し

〈
榜
出
良
之
〉
旅
の
宿
り
に
揖
の

音
聞
こ
ゆ

（
六

。
九
三
〇
）

②
宇
治
川
は
淀
瀬
な
か
ら
し

〈
無
之
〉
網
代
人
舟
呼
ば
ふ
声
を
ち
こ
ち
聞



こ
ゆ

（
七

。
一　
一
一二
五
）

④
天
の
川
糧
の
音
聞
こ
ゆ
彦
星
と
織
女
と
今
夜
逢
ぶ
ら
し
も

〈
相
霜
〉

（十

。
二
〇
二
九
）

④
さ
雄
鹿
の
妻
問
ふ
時
に
月
を
良
み
雁
が
音
聞
こ
ゆ
今
し
来
ら
し
も

〈
来

等
霜
〉

（十

・
二
一
三

一
）

②
都
武
賀
野
に
鈴
が
音
聞
こ
ゆ
可
牟
思
太
の
殿
の
仲
郎
し
鳥
狩
す
ら
し
も

〈
登
我
里
須
良
思
母
〉

（十
四

ｏ
三
四
三
八
）

④
み
と
ら
し
の
梓
の
弓
の
中
再
の
音
す
な
り
朝
狩
に
今
立
た
す
ら
し

〈
立

須
良
思
〉

（
一
。
三
）

④
ま
す
ら
を
の
輌
の
音
す
な
り
も
の
の
ふ
の
大
臣
盾
立
つ
ら
し
も

〈
立
良

思
母
〉

（
一
・
七
六
）

⑩
天
の
川
浮
津
の
波
音
騒
く
な
り
我
が
待
つ
君
し
舟
出
す
ら
し
も

〈
為
良

之
母
〉

（
八

。
一
五
二
九
）

①
湯
羅
の
崎
潮
干
に
け
ら
し

〈
乾
示
祁
良
志
〉
白
神
の
磯
の
浦
廻
を
あ

ヘ

て
漕
ぐ
な
り

（九

。
一
六
七

一
）

⑫
ぬ
ば
た
ま
の
夜
は
明
け
ぬ
ら
し

〈
安
気
奴
良
之
〉
玉
の
浦
に
あ
さ
り
す

る
鶴
鳴
き
渡
る
な
り

（十
五

・
三
五
九
八
）

こ
れ
ら
は
、
前
述
の
第

一
種
の

「～
見
れ
ば
／
～
思

へ
ば
」
と
同
様

に
、

「見
ゆ
／
聞
こ
ゆ
／
な
り
」
込
み
で

「～
ら
し
」
の
根
拠
に
な

っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、

「見
え
る
／
聞
こ
え
る
」
対
象
の
事
態
が

「～
ら
し
」
の
根
拠
に

な

っ
て
い
る
。

「見
ゆ
／
聞
こ
ゆ
／
な
り
」
は
、
知
覚
の
対
象
が
存
在
す
る
こ

と
を
あ
ら
わ
し
、
そ
の
存
在
―
―
あ
る
コ
ト
が
あ
る
こ
と
、
あ
る
モ
ノ
が
あ
る

こ
と
―
―
が

「～
ら
し
」
と
述
べ
る
根
拠
に
な

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

即
ち
、
例
え
ば

「見
ゆ
」
の
例
⑩
で
は

「
い
ざ
り
す
る
海
人
の
釣
船
」
の
存
在

が

「武
庫
の
海
」
が

「舟
庭
な
ら
し
」
と
述
べ
る
根
拠
に
な

っ
て
い
る
こ
と
は

見
や
す
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

「聞
こ
ゆ
」
の
例
④
～
②

で
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「
揖
の
音
、
舟
呼
ば
ふ
声
、
揖
の
音
、
雁
が
音
、
鈴
が
音
」
の
存
在
が
、
「海
人

娘
子
棚
な
し
小
舟
漕
ぎ
出
ら
し
」
他

「～
ら
し
」
と
述
べ
る
根
拠
に
な

っ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
今
挙
げ
た
例
以
外
は
す
べ
て
あ
る
コ
ト
の
存
在
が
根
拠
に
な

っ

て
い
る
が
、
例
え
ば

「見
ゆ
」
の
例
⑬
で
あ
れ
ば
、

「海
人
の
釣
船
」
が

「乱

れ
て
出
づ
」
と
い
う
事
態
の
存
在
が
、

「飼
飯
の
海
の
庭
良
く
あ
ら
し
」
と
述

べ
る
根
拠
に
な

っ
て
い
る
し
、

「
な
り
」
の
例
④
で
は
、

「
み
と
ら
し
の
梓
の

弓
の
中
聾
の
音
す
」
と
い
う
コ
ト
の
存
在
が

「朝
狩
に
今
立
た
す
ら
し
」
と
述

べ
る
根
拠
に
な

っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
論
旨
か
ら
離
れ
る
が
、
知
覚
対

象
の
存
在
を
表
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て

「～
ら
し
」
の
根
拠
を
提
示
す
る

「見
ゆ

／
聞
こ
ゆ
／
な
り
」
は
、
概
略
次
の
よ
う
な
構
文
を
持

っ
て
い
る
。

１
視
覚

｛脇
調

終
止
形
｝
＋
見
ゆ

２聴覚
｛脇調終止形　一潮はゅ

乙魏嘲』ぃＯⅧ”穀鰤中っも「っられけ胸卿悧劉後、蠍崎峰詢噸れ務に中

は喝』い一制も料れに「副れにけわ『測裁祢婦は一陽喝凝蜘一』（「る

①
報
削

る へ
絲
凱

・ き
到
協
一
「
市
潟
潮
千
に
け
ら
し

〈
千
二
家
良
之
〉
鶴
鳴

⑭

〈 塩
癖
帥
商
「
渤

三 ぇ

。 行
動
森
動
一
笠
否
晉
全
蜃
そ
つ
ま
づ
く
家
恋
ふ
ら
し
も

①舛贈漿け師つ
（し暉椰呻嗽ゴ）は逢はじとたゆたひぬらし
〈絶



①
我
妹
子
は
常
世
の
国
に
住
み
け
ら
し

〈
住
家
良
思
〉
昔
見
し
よ
り
を
ち

ま
し
に
け
り

（
四

・
六
五
〇
）

○
春
雨
を
待
つ
と
に
し
あ
ら
し

〈
待
常
二
師
有
四
〉
我
が
や
ど
の
若
木
の

梅
も
い
ま
だ
含
め
り

（
四

・
七
九
二
）

こ
れ
ら
の
例
は
、
第

一
種
あ
る
い
は
第
二
種
甲
類
と
異
な
り
、

「～
ら
し
」
と

述
べ
る
根
拠
が
原
則
的
に
文
と
し
て

「～
ら
し
」
の
前
後
に
置
か
れ
る
も
の
で

あ
る
。
例
え
ば
、
○
は

「桜
田
へ
鶴
鳴
き
渡
る
」
と
い
う
文
の
表
す
事
態
が

「年
魚
市
潟
潮
干
に
け
ら
し
」
と
述
べ
る
根
拠
に
な

っ
て
い
る
。
⑭
以
下
も
傍

線
部
が

「～
ら
し
」
の
根
拠
に
な

っ
て
い
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。

以
上
、

「～
ら
し
」
と
述
べ
る
根
拠
の
あ
る
例
に
関
し
て
、
そ
れ
が
ど
の
部

分
な
の
か
を
見
て
き
た
が
、
こ
こ
で
簡
単
に
ま
と
め
て
お
く
と
次
の
よ
う
に
な

ろ
う

（根
拠
の
部
分
と

「～
ら
し
」
の
部
分
と
の
前
後
関
係
は
次
図
と
は
逆
の

場
合
も
あ
る
）
。

―
―
―
―
は
、
根
拠
に
な

っ
て
い
る
事
態

～
は
、

「
ら
し
」
と
把
握
さ
れ
た
事
態

も
ち
ろ
ん
、

「
ら
し
」
の
例
は
以
上
で
尽
く
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
根
拠

の
提
示
が
な
い
例
も
あ
る
し
、
松
尾
捨
治
郎
氏
が

「
ら
し
の
附
い
た
動
詞
を
述

語
と
す
る
文
の
表
す
事
実
は
明
か
で
あ
る
が
、
其
の
原
因
の
不
明
な
場
合
、
之

（
５
）

を
推
定
し
て
表
現
す
る
」
と
述
べ
た
例
も
数
は
少
な
い
が
あ
る
。

三

前
節
で
は
、

「～
ら
し
」
と
述
べ
る
根
拠
に
関
し
て
、
そ
れ
が
ど
の
部
分
な

の
か
を
指
摘
し
な
が
ら
概
観
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
根
拠
に
な
る
事

態
と

「～
ら
し
」
と
把
握
さ
れ
た
事
態
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
今
、

「～
ら
し
」
と
把
握
さ
れ
た
事
態
を
Ａ

（前
節
で

「
～
」
と
し
て
示
し
た
も

の
）、
根
拠
に
な
る
事
態
を
Ｂ

（前
節
で

「―
―
―
―
」
と
し
て
示
し
た
も
の
）

と
し
て
、
前
節
に
掲
出
し
た
例
に
つ
い
て

一
覧
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
た

だ
し

「
ら
む
」
の
例
⑩
Ｏ
も

「
ら
し
」
に
準
し
て
最
後
に
載
せ
る
。
ま
た
、

「
～
ら
し
」
と
把
握
さ
れ
た
事
態
の
み
を
記
す
こ
と
は
せ
ず

「
ら
し

（
あ
ら
し

。
な
ら
し
等
も
と

を
つ
け
た
ま
ま
記
す
が
、
簡
便
の
た
め

一
部
文
言
を
省
略

す
る
場
合
も
あ
る
。

か
ら
な
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一い
そ
は
く

（
い
つ
ま
で
も
）
わ
ご
大
君
国
知
ら
す
ら
し
一野
島
の
海
人
仕
へ
奉
る
が
尊
き

思  見
へ  れ
tボ   セボ

う
ち
な
び
く
春
来
る
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
一山
の
ま
の
遠
き
木
末
の
咲
き
ゆ
く

一秋
萩
は
咲
く
べ‐
か
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
　
一我
が
や
ど
の
浅
茅
が
花
の
散
り
ゆ
く

一う
ち
な
び
く
春
さ
り
来
ら
し
　
　
　
　
　
　
一山
の
ま
の
遠
き
木
末
の
咲
き
行
く

黄
葉
す
る
時
に
な
る
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
一月
人
の
楓
の
技
の
色
付
く

里
ゆ
異
に
霜
は
置
く
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
一高
松
の
野
山
づ
か
さ
の
色
づ
く

一効「喩れは力ヽしはわ（れらし　　　　　一隷知効い靖“鰍い縁̈
効”夕ふ



の
中
の
苦
し
き
も
の
に
あ
り
け
ら
し
　
　
一恋
に
あ

へ
ず
て
死
ぬ
べ
き

は
ま
こ
と
二
代
は
ゆ
か
ざ
ら
し
　
　
　
一過
ぎ
に
し
妹
に
逢
は
な
く

人
の
使
に
あ
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一春
雨
の
避
く
れ
ど
我
を
濡
ら
さ
く

愛
し
と
思
へ
り
け
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
　
一な
忘
れ
と
結
び
し
紐
の
解
く
ら
く

竹
葉
野
の
放
れ
駒
荒
び
に
け
ら
し
　
　
　
　
一逢
は
な
く

家
の
妹
ろ
我
を
偲
ふ
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
一真
結
ひ
に
結
ひ
し
紐
の
解
く
ら
く

年
魚
市
潟
潮
干
に
け
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
一知
多
の
浦
に
朝
漕
ぐ
舟
も
沖
に
寄
る

娘
子
ら
し
春
野
の
う
は
ざ
摘
み
て
煮
ら
し
も
一春
日
野
に
煙
立
つ

し
小
舟
沖
ぎ
出
ら
し
　
　
　
一旅
の
宿
り
に
揖
の
音

宇
治
川
は
淀
瀬
な
か
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
一網
代
人
舟
呼
ば
ふ
声
を
ち
こ
ち

ふ
ら
し
も
　
　
　
　
一天
の
川
揖
の
音

来
ら
し
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一雁
が
音

思
大
の
殿
の
仲
郎
し
鳥
狩
す
ら
し
も
　
一都
武
賀
野
に
鈴
が
音

狩
に
今
立
た
す
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
　
一み
と
ら
し
の
梓
の
弓
の
中
聾
の
音
す

の
の
ふ
の
大
臣
盾
立
つ
ら
し
も
　
　
　
　
一ま
す
ら
を
の
輌
の
音
す

が
待
つ
君
し
舟
出
す
ら
し
も
　
　
　
　
　
一天
の
川
浮
津
の
波
音
騒
く

の
崎
潮
干
に
け
ら
し
　
　
　
　
　
　
　
一白
神
の
磯
の
浦
廻
を
あ
へ
て
漕
ぐ

ば
た
ま
の
夜
は
明
け
ぬ
ら
し
　
　
　
　
　
一玉
の
浦
に
あ
さ
り
す
る
鶴
鳴
き
渡
る

家
恋
ふ
ら
し
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一我
が
乗
れ
る
馬
ぞ
つ
ま
づ
く

今
は
逢
は
じ
と
た
ゆ
た
ひ
ぬ
ら
し
　
　
　
　
一常
や
ま
ず
通
ひ
し
君
が
使
来
ず

我
妹
子
は
常
世
の
国
に
住
み
け
ら
し
　
　
　
一昔
見
し
よ
り
を
ち
ま
し
に
け
り

春
雨
を
待
つ
と
に
し
あ
ら
し
　
　
　
　
　
　
一我
が
や
ど
の
若
木
の
梅
も
い
ま
ギ

ぬ
ば
た
ま
の
夜
床
も
荒
る
ら
む

一身
に
副

へ
寝
ね
ば

一月
し
あ
れ
ば

こ
の
表
を
見
る
と
、
最
後
の

「
ら
む
」
の
例
を
除
い
て
、
Ａ
と
Ｂ
と
の
間
に

は
あ
る
論
理
関
係
が
成
り
立

っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
つ
ま
り
、
Ａ
で
述
べ

ら
れ
た
事
態
を
原
因

。
理
由
と
し
て
、
Ｂ
の
事
態
が
結
果

。
帰
結
に
な

っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も

っ
と
も
簡
単
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、

「
Ａ
で
あ
る

か
ら
Ｂ
」
と
い
う
関
係
が
す
べ
て
に
成
立
し
て
お
り
、
そ
の
逆
の
関
係
は
な
い
。

①
で
あ
れ
ば
、

「神
か
ら
」
で
あ
る
か
ら

「
い
そ
は
く
」
、
②
で
あ
れ
ば
、
「
わ

ご
大
君
国
知
ら
す
」
か
ら

「野
島
の
海
人
仕

へ
奉
る
が
尊
き
」
、
③
で
は
「
春
来

る
」
か
ら

「
山
の
ま
の
遠
き
木
末
の
咲
き
ゆ
く
」
。
も

っ
と
も
⑩
④
な
ど
の
よ
う

に
、
Ｂ
が
名
詞
で
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
そ
れ
ら
の
存
在
が
Ａ
の
事
態
の
結
果

に
な

っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
⑩

「『
武
庫
の
海
』
が

『舟
庭
』
で
あ
る
」
か
ら

「
い
ざ
り
す
る
海
人
の
釣
船
』
が

『波
の
上
』
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
④

「海
人
娘
子
が
棚
な
し
小
舟
を
漕
ぎ
出
す
」
か
ら

「旅
で
宿
泊
し
て
い

る
と
こ
ろ
に
揖
の
音
が
存
在
す
る
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
①
①
の

「
ら
む
」
で

の
論
理
関
係
と
対
躊
的
で
あ
る
。

「
ら
む
」
で
は
、
Ｂ
の
事
態
を
原
因

。
理
由

と
し
て
、
Ａ
の
事
態
が
結
果

。
帰
結
と
し
て
成
立
す
る
と
い
う
関
係
に
な
る
か

ら
で
あ
る
。
即
ち
、
コ
身
に
副

へ
寝
』
な
い
／

『
月
し
あ
』
る
」
か
ら

「『夜

床
も
荒
』
れ
る
／
『夜
は
こ
も
る
ヒ

の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
次
の
よ
う
な
「
む
」

や

「け
む
」
の
の
例
で
も
、
傍
線
部
の

「～
む
／
～
け
む
」
と
述
べ
る
事
態
と

そ
の
よ
う
に
述
べ
る
根
拠
の
事
態

（
点
線
部
）
と
は
、
点
線
部
の
事
態
を
原
因

。
理
由
と
し
て
、
そ
の
結
果
や
帰
結
を

「
む
／
け
む
」
と
推
量
す
る
と
い
う
関

係
に
な

っ
て
い
る
。

⑩
天
ｄ
鳳
颯
舛
脚
げ
見
れ
ば
劇
真
引
彊
舛
‘
圏
け
だ
舛
夜
道
は
よ
け
日

（
三

。
二
八
九
）

⑩
〓
す
【
「な
ら
桝
列
舛
負
０
で
出
で
で
行
げ
ば
別
れ
を
日
じ
冽
嘆
き
引
ｄ

妻

（
二
十

。
四
三
三
二
）

は
こ
も
る
ら
む



さ
ら
に
Ｂ
の
根
拠
に
な
る
事
態
に
注
目
す
る
と
、
こ
れ
も
ま
た
あ
る
特
徴
を

持

っ
て
い
る
。
即
ち
こ
れ
ら
の
事
態
は
話
し
手
が
す
で
に
知

っ
て
い
る
事
態
や

知
識
で
は
な
く
、
す
べ
て
話
し
手
の
眼
前
に
立
ち
現
れ
た
具
体
的
で
個
別
の
事

態

（聴
覚
で
捉
え
ら
れ
た
も
の
も
含
む
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
必
ず

し
も
多
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
第

一
種
や
第
二
種
甲
類
の
よ
う
に
わ
ざ
わ
ざ
知

覚
で
得
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
動
詞
に
よ

っ
て
根
拠
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

併
せ
て
考
え
ら
れ
て
よ
い
。

「
ら
し
」
は
、
話
し
手

（歌
の
詠
み
手
）
に
直
接
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
述

べ
る
の
で
は
な
く
、
思
い
描
か
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
関

し
て
は
疑
う
余
地
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ

「推
量
」
だ
と
か

「推
定
」
だ
と
か

い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
表
か
ら

「
ら
し
」
が
し
て
い

る
こ
と
が
浮
か
び
上
が
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
ら
し
」
は
、
眼
前
に
立
ち
現

れ
た
事
態
の
元
と
な
る
事
態
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
仮
に

「
ら
し
」
の
し

て
い
る
こ
と
を
推
量

（あ
る
い
は
推
定
）
と
呼
ぶ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
眼
前
に

立
ち
現
れ
た
事
態
の
原
因
や
理
由
と
な
る
事
態
を
推
量
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
そ
の
と
き
の
推
論
の
方
向
は
、
眼
前
の
事
態
か
ら
そ
の

原
因

。
理
由
の
方
向
で
あ
り
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な

「
む

。
ら
む

。
け
む
」
が

し
て
い
る
推
量
に
お
け
る
推
論
の
方
向
と
は
全
く
逆
な
の
で
あ
る
。

四

さ
て
、
し
か
し

「
ら
し
」
は
、
眼
前
に
立
ち
現
れ
た
事
態
の
原
因
や
理
由
を

さ
ま
ざ
ま
に
思
い
め
ぐ
ら
せ
て
推
量
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
、
推
量
さ
れ
た
原
因

。
理
由
は
、
原
因

。
理
由
と
し
て
の
真
偽
が

問
題
に
出
来
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
疑
問
文
の
中
で
も

「
ら
し
」
が
使
わ
れ
て

よ
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、

「
ら
し
」
は
疑
問
文

の
中
で
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
資
料
的
な
制
約
か
ら
、

た
ま
た
ま

「
ら
し
」
を
用
い
た
疑
問
文
が
存
在
し
な
い
だ
け
で
あ
る
と
考
え
る

こ
と
は
可
能
で
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

「
ら
し
」
と
同
じ
よ
う
に
直
接
知
ら
れ

て
い
な
い
こ
と
を
表
す

「
む

。
ら
む

。
け
む
」
と
い
う
助
動
詞
は
、
集
中
全
例

の
半
数
近
く
が
疑
問
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
考
え
る
と
、
集
中

一
八
〇
例
を
数
え
る

「
ら
し
」
の
用
例
に
疑
間
文
が
存
在
し
な
い
こ
と
は
、
相

当
の
理
由
が
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が

っ
て
、

い
ま
早
急

に

「
ら
し
」
を
原
因

。
理
由
推
量
を
表
す
と
考
え
る
こ
と
は
留
保
し
な
け
れ
ば
な

（６
）

ら

な

い
。

と
こ
ろ
で
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
根
拠
と
い
う
よ

り
も
、
む

し

ろ

「～
ら
し
」
と
述
べ
る
き

っ
か
け
と
で
も
い
う
べ
き
事
態
を
伴

っ
て
い
る
次
の

よ
う
な
例
が
あ
る
。

①
活
道
山
木
立
の
茂
に
咲
く
花
も
移
ろ
ひ
に
け
り
世
の
中
は
か
く
の
み
な

ら
し

〈
如
此
耳
奈
良
之
〉

（
三

・
四
七
八
）

①
常
な
り
し
笑
ま
ひ
眉
引
き
咲
く
花
の
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
世
の
中
は
か
く

の
み
な
ら
し
∧
可
久
乃
未
奈
良
之
∨

（
五

・
八
〇
四
、　
一
云
）

⑫
か
行
け
ば
人
に
厭
は
え
か
く
行
け
ば
人
に
僧
ま
え
老
よ
し
男
は
か
く
の

み
な
ら
し

〈
迦
久
能
尾
奈
良
志
〉

（
五

・
八
〇
四
）

④
世
間
は
か
く
の
み
な
ら
し

〈迦
久
乃
尾
奈
良
志
〉
犬
じ
も
の
道
に
伏
し

て
や
命
過
ぎ
な
む

（
五

・
八
八
六
）

こ
れ
ら
は
、

「咲
く
花
も
移
ろ
ひ
に
け
り
」
と
い
う
具
体
的
な
個
別
の
経
験
を

き

っ
か
け
に
し
て
も

っ
と

一
般
的
な

「世
の
中
は
こ
ん
な
も
の
だ
」
と
い
う
感

慨
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
、

「世
の
中
は
こ
ん
な
も
の
だ
」

か
ら

「咲
く
花
も
散

っ
て
し
ま
っ
た
」
と
い
う
理
由
―
帰
結
関
係
が
認
め
ら
れ
、

「～
ら
し
」
は
そ
の
理
由
に
あ
た
る
事
態
を
述
べ
て
い
る
と
い
う
構
図
は
、
も



ち
ろ
ん
、
か
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、
作
者
は
理
由
と
な
る
事
態
を
思
い
つ
い
た

と
い
う
よ
り
、
眼
前
の
個
別
の
事
態
に
、
直
裁
に
あ
る
い
は
無
媒
介
に
、　
一
般

的
な
事
態
を
見
て
い
る
と
は
い
え
ま
い
か
。

一
般
―
個
別
は
論
理
的
に
は
理
由
―
帰
結
関
係
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ

の
こ
と
は
さ
し
て
重
要
で
は
な
い
。
問
題
は
、
作
者
に
は
眼
前
の
事
態
が
そ
う

見
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
推
量
と
い
う
も
の
が
、
そ

れ
が
推
量
で
あ
る
以
上
不
確
実
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
あ
る

事
態
を
思
い
描
い
て

「
そ
う
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
ら
は

あ
る
事
態
を
思
い
描
く
と
い
う
よ
り
、
単
に

「
そ
の
よ
う
に
見
え
る
、
そ
の
よ

う
に
思
え
る
」
と
い
う
作
者

（話
し
手

・
書
き
手
）
の
認
識
を
述
べ
て
い
る
だ

け
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
①
～
①
の
例
に
お
い
て
も
、
例

え
ば
揖
の
音
に
海
人
娘
子
が
棚
な
し
小
舟
を
漕
ぎ
出
し
て
い
る
こ
と
、
例
え
ば

鶴
が
桜
田
に
鳴
き
わ
た
る
光
景
に
魚
市
潟
の
潮
干
を
見
て
い
る
、
現
象
と
し
て

目
の
前
に
現
れ
た
事
態
に
そ
の
現
象
が
現
れ
る
元
の
事
態
を
見
て
い
る
、
と
言

え
る
。
作
者
の
側
か
ら
い
え
ば
、
あ
る
現
象
が

「
私
に
は
そ
の
よ
う
に
見
え
る

。
思
え
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
あ
れ
ば
、
作
者
に
見
え
て
い
る
そ

の
事
態
は
疑
う
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
客
観
的
に
事
実
か
ど

う
か
は
問
題
外
で
あ
り
、
即
ち
真
偽
判
定
の
度
外
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
疑

間
文
に
な
り
よ
う
が
な
い
。

現
代
語
の

「
ら
し
い
」
と
い
う
助
動
詞
に
つ
い
て
、
か
つ
て
筆
者
は

「本
体

把
握
」
と
い
う
概
念
で
こ
の
助
動
詞
の
し
て
い
る
こ
と
を
説
明
し
６
。）
そ
れ
は
、

立
ち
現
れ
る
現
象
か
ら
、
そ
の
立
ち
現
れ
の
元
に
な
る
本
体
と
し
て
の
事
態
を

直
裁
に
把
握
し
て
い
る
こ
と
を

「
ら
し
い
」
が
表
し
て
い
る
と
い
う
主
張
で
あ

っ
た

（現
象
―
本
体
と
い
う
関
係
も
ま
た
論
理
的
に
は
結
果

・
帰
結
―
原
因

。

理
由
関
係
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
）
。
そ
し
て

「
ら
し
」
も
ま
た
同
じ

こ
と
を
し
て
い
る
。
現
象
か
ら
直
裁
に
把
握
さ
れ
る
本
体
を
、
つ
ま
り
見
え
て

い
る
こ
と
を
そ
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
と
述
べ
る
。
そ
れ
が

「
ら
し
」
に
よ
る

事
態
の
把
握
と
そ
の
述
べ
方
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

「
ら
し
」
の
用
例
に
は
、
少
数
な
が
ら
必
ず
し
も
根
拠
を
伴
わ

な
い
も
の
が
あ
る
。

②
縄
の
浦
ゆ
そ
が
ひ
に
見
ゆ
る
沖
つ
島
漕
ぎ
廻
る
舟
は
釣
り
し
す
ら
し
も

〈
釣
為
良
下
〉

（
三

・
三
五
七
）

の
よ
う
な
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん

「～
ら
し
」
と
述
べ
る
根
拠
を

持
た
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
根
拠
に
当
た
る
事
態
を
明
示
し
な
い

だ
け
で
あ
ろ
う
。
明
示
し
な
い
以
上
、
何
を
根
拠
に
し
て
こ
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
か
は
指
摘
で
き
な
い
。
し
か
し
、

「漕
ぎ
廻
る
舟
」
の
何
ら
か
の
様
子
を

根
拠
と
し
て

「釣
り
し
す
ら
し
も
」
と
述
べ
た
こ
と
は
想
像
で
き
る
。
何
ら
か

の
様
子
に

「釣
り
を
し
て
い
る
」
こ
と
を
見
て
、
そ
の
よ
う
に
見
え
る
と
述
べ

た
の
が
こ
の
歌
で
あ
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。
こ
の
根
拠
を
伴
わ
な
い
例
で
ま
と

ま

っ
た
も
の
は
大
伴
旅
人
の

「賛
酒
歌
十
三
首
」
の
中
に
出
て
く
る
次
の
例
で

あ
る
。④

験
な
き
も
の
を
思
は
ず
は
一
杯
の
濁
れ
る
酒
を
飲
む
べ
く
あ
る
ら
し

（
三

。
三
三
八
）

④
古
の
七
の
賢
し
き
人
た
ち
も
欲
り
せ
し
も
の
は
酒
に
し
あ
る
ら
し

（
三

。
三
四
〇
）

○
賢
し
み
と
物
言
ふ
よ
り
は
酒
飲
み
て
酔
ひ
泣
き
す
る
し
ま
さ
り
た
る
ら

し

（
三

。
三
四

一
）

④
言
は
む
す
べ
為
む
す
べ
知
ら
ず
極
ま
り
に
貴
き
も
の
は
酒
に
し
あ
る
ら

し

（
三

・
三
四
二
）

④
世
の
中
の
遊
び
の
道
に
す
ず
し
き
は
酔
ひ
泣
き
す
る
に
あ
る
べ
か
る
ら



し

（
三

。
三
四
七
）

こ
れ
ら
に
共
通
す
る
の
は
、
飲
酒
ま
た
は
酒
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
物
言
い
で

あ
る
が
、
個
別
の
経
験
に
飲
酒

。
酒
の
一
般
的
な
価
値
を
見
て
い
る
と
い
え
る
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
価
値
は
、
推
量
さ
れ
て
出
て
き
た
も
の
と
は
考
え
に
く
い
。

酒
飲
み
の
非
常
に
個
人
的
な
感
慨
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
旅
人
は
恐
ら
く

自
分
自
身
の
個
人
的
な
体
験
に
見
た
酒

・
飲
酒
の
価
値
を
、
私
に
は
そ
の
よ
う

に
思
え
る
、
と
い
う
形
で

（「
ら
し
」
を
用
い
て
）
歌
を
詠
ん
だ

の
だ
と
考
え

ら
れ
る
。

さ
て
、
冒
頭
に

「
ら
し
」
の
三
つ
の
特
徴
を
あ
げ
た
が
、
そ
の
う
ち
疑
間
文

に

「
ら
し
」
が
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
す
で
に
述
べ
た
。

残

っ
た
二
つ
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

ま
ず
、
根
拠
を
明
示
す
る
場
合
が
非
常
に
多
い
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は

次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
述
べ
た
よ
う
に

「
ら
し
」
は
、
結
果

・
帰
結
と
し

て
の
眼
前
の
事
態
か
ら
原
因

。
理
由
の
方
向

へ
の
こ
と
が
ら
把
握
で
あ

っ
た
。

こ
れ
は
論
理
的
に
は
逆
順
の
把
握
で
あ
り
、
眼
前
の
事
態
を
共
有
し
な
い
聞
き

手

（読
み
手
）
に
い
き
な
り
原
因
や
理
由
に
当
た
る
こ
と
を
述
べ
た
と
し
て
も

何
を
言

っ
て
い
る
か
理
解
し
に
く
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
代
語
で
も
同
じ
で

あ
り
、

「～
ら
し
い
」
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

「～
の
だ
」
や

「～
と
考
え
ざ

る
を
え
な
い
／
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
」
な
ど
と
い
っ
た
原
因
や
理
由
に
つ
い
て

述
べ
る
文
で
は
、
多
く
の
場
合
そ
の
根
拠
と
な
る
事
態
を
示
し
て
い
る
。
さ
ら

に

「
わ
た
し
に
は
～
の
よ
う
に
見
え
る
／
思
え
る
」
と
い
う
述
べ
方
を
す
る
の

で
あ
る
か
ら
、

「～
の
よ
う
に
見
え
る
／
思
え
る
」
現
象
を
示
し
て
お
か
な
け

れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
十
分
な
描
写
に
は
な
ら
な
い
。

仮
定
条
件
句
を
受
け
な
い
と
い
う
事
実
も
、

「結
果

・
帰
結
と
し
て
の
眼
前

の
事
態
か
ら
原
因

。
理
由
の
方
向

へ
の
こ
と
が
ら
の
把
握
」
と
い
う

「
ら
し
」

の
性
格
か
ら
簡
単
に
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
仮
定
条
件
句
を
受

け
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
仮
定
さ
れ
た
条
件
の
も
と
で
あ
る
こ
と
が
ら
が
起

こ
る
、
あ
る
い
は
あ
る
仮
定
さ
れ
た
条
件
の
も
と
で
は
あ
る
状
態
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
原
因

。
理
由
か
ら
結
果

・
帰
結
を
導
く
こ
と
に
他
な

ら
な
い
。
し
た
が

っ
て

「
ら
し
」
の
し
て
い
る
こ
と
と
は
逆
の
こ
と
な
の
で
あ

っ
て
、
仮
定
条
件
句
を
受
け
な
い
の
は
当
然
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、

上
代
語
で
は
そ
の
よ
う
な
例
を
知
ら
な
い
が
、
現
代
語
の

「
ら
し
い
」
で
は
、

⑩
こ
の
ボ
タ
ン
を
押
せ
ば
機
械
が
止
ま
る
ら
し
い

の
よ
う
な
文
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

「
ら
し
い
」
が
い
わ
ゆ
る
伝
聞
の
意
味
で
な

く
て
も
、
誰
か
が
ボ
タ
ン
を
押
し
た
と
き

「
ボ
タ
ン
を
押
す
↓
機
械

が

止

ま

る
」
と
い
う
因
果
関
係
を
見
い
だ
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
文
は
可
能
な
文
で
あ

ろ
う
が
、
し
か
し
こ
れ
は

「
こ
の
ボ
タ
ン
を
押
せ
ば
」
と
い
う
仮
定
条
件
句
を

「
機
械
が
上
ま
る
ら
し
い
」
と
い
う
句
が
受
け
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
構
造
の

文
で
は
な
い
。

「～
ら
し
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
態
は
、　
コ
」
の
ボ
タ
ン

を
押
せ
ば
機
械
が
止
ま
る
」
と
い
う
条
件
句
込
み
の
事
態
な
の
で
あ

っ
て
、
し

た
が

っ
て
仮
定
条
件
句
か
ら

「～
ら
し
い
」
が
導
か
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。

「
ら
し
」
に
つ
い
て
、

「確
信
的
に
推
量
す
る
」
と
か

「推
定
す
る
に
用
い

ら
れ
稀
」
と
か
と
説
明
さ
れ
て
、
そ
れ
が
通
説
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば

な
ぜ
仮
定
条
件
句
を
受
け
な
い
の
か
、
な
ぜ
根
拠
を
挙
げ
て
述
べ
る
の
か
、
そ

し
て
推
量

・
推
定
で
あ
る
以
上
あ
る
事
実
を
推
量

・
推
定
し
て
い
る
は
ず
で
あ

り
、
そ
う
な
ら
ば
必
ず
真
偽
判
定
が
伴
う
は
ず
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
疑
問
文
で

用
い
ら
れ
な
い
の
か
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
こ
の
通
説
は
答
え
る
こ
と
が
出
来
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
ら
し
」
に
つ
い
て
、
特
に
根
拠
と
述
べ
ら
れ
た
事
態

と
の
関
係
に
焦
点
を
当
て
て
再
検
討
し
た
所
以
で
あ
る
。



注（
１
）

吉
田
金
彦

『
上
代
語
助
動
詞
の
史
的
研
究
』

（
一
九
七
三
年

。
明
治
書
院
）

七
九
七
頁

（２
）

通
説
に
対
し
て
、
松
尾
捨
治
郎

『
国
語
法
論
致
』
全

九
三
六
年

。
文
学
社
）

は
、
現
代
語
の

「
ら
し
い
」
が
上
代
語
の

「
ら
し
」
の
後
裔
で
あ
る
と
す
る
が

（七
二
七
頁
）
、
必
ず
し
も
十
全
の
根
拠
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
３
）

小
松
光
三

「助
動
詞

『
ら
し
』
の
意
味
機
能
と
表
現
」
合
愛
援
大
学
法
文
学

部
論
集

〈文
学
科
編
と

第

一
六
号

。
一
九
八
三
年
）

（４
）

小
松
氏
前
掲
論
文
に
挙
げ
ら
れ
た
一
六
例
と
一
部
出
入
り
が
あ
る
。
こ
こ
で

は
巻
四
・
七
三
八
、
巻
十
九

・
四
一
六
〇
の
そ
れ
ぞ
れ
を
こ
の
例
と
認
め
、
ま

た
次
に
挙
げ
た
例
を
こ
の
第
一
種
の
例
と
は
み
な
さ
ず
、
全

一
五
例
を
挙
げ
る
。

ま
た
以
下
用
例
は
万
葉
集
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。

○
今
造
る
久
通
の
都
は
山
川
の
さ
や
け
き
見
れ
ば
う
べ
知
ら
す
ら
し

〈
所
知
良

之
〉

全
ハ
・
一
〇
三
七
）

○
こ
こ
見
れ
ば
う
べ
し
神
代
ゆ
始
め
け
ら
し
も

〈波
自
米
家
良
思
母
〉

（
二
十

・
四
三
六
〇
）

○
磯
の
上
の
つ
ま
ま
を
見
れ
ば
根
を
延
へ
て
年
深
か
ら
し

〈
深
有
之
〉
神
さ
び

に
け
り

（十
九

・
四
一
五
九
）

（
５
）

松
尾
捨
治
郎

『助
動
詞
の
研
究
』

（
一
九
六
一
年

・
白
帝
社
）
七
八
頁

（
６
）
　
「ら
し
」
に
つ
い
て
、
前
掲
５
の
『助
動
詞
の
研
究
』
以
来
、
原
因
や
理
由

を
推
量
す
る
と
さ
れ
て
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
今
ま
で
述
べ
て

き
た
よ
う
な
例
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
用
例
で
あ
る
。

○
川
洲
に
も
雪
は
降
れ
れ
し
宮
の
内
に
千
鳥
鳴
く
ら
し

〈鳴
良
之
〉
居
む
所
な

み

（十
九

・
四
二
八
八
）

○
玉
に
貫
く
花
橘
を
と
も
し
み
し
こ
の
我
が
里
に
来
鳴
か
ず
あ
る
ら
し

〈
伎
奈

可
受
安
流
良
之
〉

（十
七
・
三
九
八
四
）

○
雄
神
川
紅
に
は
ふ
娘
子
ら
し
葦
付
取
る
と
瀬
に
立
た
す
ら
し

〈多

々
須
良

之
〉

（十
七
・
四
〇
二
一
）

最
初
の
例
に
は

「十
二
日
、
侍
於
内
裏
、
聞
千
鳥
喧
作
歌
一
首
」
と
い
う
題
詞

が
あ
り
、

「宮
の
内
に
千
鳥
鳴
く
」
と
い
う
こ
と
は
作
者
の
経
験
し
た
事
態
で

あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
そ
こ
で

「ら
し
」
は
、

「川
洲
に
も
雪
が
降
っ
た

か
ら
、
そ
こ
に
は
い
る
と
こ
ろ
が
な
い
」
を
推
量
し
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
し

か
し
二
番
の
例
で
は
左
注
に

「又
趣
中
風
土
、
希
有
橙
橘
也
」
と
い
う
文
言
が

見
え
、
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
家
持
は
こ
の
こ
と
を
知
っ
た
上
で
の
作
歌
で
あ
る
か

ら
、
必
ず
し
も

「
み
」
で
導
か
れ
た
条
件
句
を

「
ら
し
」
と
述
べ
て
い
る
わ
け

で
な
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
確
定
条
件
句
込
み
で
二
つ
の
事
態
の
関
係
を

「～
ら

し
」
と
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
理
解
し
て
お
き
た
い
。

（
７
）

拙
稿

「本
体
把
握
―
―

『
ら
し
い
』
の
説
」
合
宮
地
裕

・
敦
子
先
生
古
稀
記

念
論
集
日
本
語
の
研
究
』
一
九
九
五
年

。
明
治
書
院
）

（８
）

湯
沢
幸
吉
郎

『
文
語
文
法
詳
説
』

（
一
九
五
九
年

・
右
文
書
院
）
二
九
二
頁

―
―
関
西
学
院
大
学
教
授
―
―
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