
「
異
な
る
係
結
が
重
出
す
る
文
」

か
ら
み
た
係
結
の
表
現
価
値

小

田

勝

O
n

the
D

ouble
O

ccurrences
of

K
akari-m

usubi
in

a
Single

Sentence

M
asaru

O
da

要

旨

「
異
な
る
係
結
が
重
出
す
る
文
」
と
い
う
変
則
的
な
係
結
構
文
の
分
析
か
ら
、
係
助

詞
「
ぞ
」「
な
む
」「
こ
そ
」
の
機
能
を
考
え
る
。
そ
の
結
果
、
係
助
詞
「
な
む
」
は

文
中
の
語
句
を
強
調
す
る
「
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
」
の
機
能
、
係
助
詞
「
ぞ
」
は
客
観
的

事
実
と
し
て
同
類
の
要
素
の
中
か
ら
一
つ
を
取
り
立
て
る
機
能
、「
こ
そ
」
は
主
観
的

意
見
と
し
て
同
類
の
要
素
の
中
か
ら
一
つ
を
取
り
立
て
る
機
能
を
有
す
る
、
と
考
え

ら
れ
る
。

K
ey

W
ords

係
り
結
び

係
助
詞

ぞ

こ
そ

な
む

プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス

取
り
立
て

〇

本
稿
の
目
的

係
結
は
、
古
典
語
に
特
有
の
現
象
と
し
て
、
多
く
の
関
心
を
集
め
て
き
た
が
、
そ

の
本
質
は
、
な
お
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
ふ
つ
う
「
強
調
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る（
１
）、

１
ａ

花
ぞ
咲
く
。

ｂ

花
な
む
咲
く
。

ｃ

花
こ
そ
咲
け
。

の
間
に
、
ど
の
よ
う
な
表
現
価
値
の
差
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
も
、
用
例
数
が
膨
大

な
こ
と
も
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
す
る
の
は
至
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
従
来
の
研
究
は
、

会
話
文
中
に
多
用
さ
れ
る
か
否
か
、結
び
が
ど
う
い
う
語
に
な
り
や
す
い
か
、と
い
っ

た
統
計
的
な
調
査
か
ら
、
三
者
の
表
現
価
値
の
差
を
明
か
そ
う
と
努
め
て
き
た
。
し

か
し
、
そ
の
よ
う
な
分
析
か
ら
、
例
え
ば
、

〈
な
む
〉
は
語
る
強
調
、〈
ぞ
〉
は
写
す
強
調
で
あ
る
（
宮
坂
和
江
（
一
九
五
二
））

「
な
む
」
が
伝
承
的
・
客
観
的
に
語
る
語
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
こ
そ
」
が
む

し
ろ
強
調
的
・
主
観
的
に
自
己
を
表
白
す
る
語
（
此
島
正
年
（
一
九
七
三
）
三

一
五
頁
）

の
よ
う
に
抽
象
化
し
て
み
て
も
、
な
お
、
三
者
の
「
強
調
」
と
い
わ
れ
る
機
能
が
、

体�

系�

的�

に�

ど
の
よ
う
に
分
担
さ
れ
て
い
る
の
か
、見
え
て
こ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

膨
大
な
用
例
を
統
計
的
に
処
理
し
、
一
気
に
抽
象
化
す
る
よ
り
も
、
各
係
助
詞
の

機
能
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
少
数
の
実
例
か
ら
、
表
現
価
値
の
差

を
つ
か
み
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
稿
の
筆
者
は
、
前
に
、「
結
び
の
流
れ
」
と
い
う
周
辺
的
な
現
象
（
源
氏
物
語
で

結
び
が
流
れ
る
の
は
全
係
結
中
の
約
１
割
で
あ
る
）
に
、
か
え
っ
て
各
係
結
の
表
現

価
値
の
差
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（
小
田
勝
（
二
〇
〇
三
））。本
稿
は
、

「
異
な
る
係
結
が
重
出
す
る
文
」
と
い
う
、
変
則
的
な
係
結
構
文
に
注
目
し
、
そ
こ

１３４

（２７）
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か
ら
、
係
助
詞
「
ぞ
」「
な
む
」「
こ
そ
」
の
表
現
価
値
の
差
を
考
え
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

一

異
な
る
係
結
が
重
出
す
る
文

２

か
く
て
そ
の
月
二
十
日
あ
ま
り
の
程
に
ぞ
、
藤
壺
の
宮
の
御
裳
着
の
こ
と
あ

り
て
、
又
の
日
な
む
大
将
参
り
給
ひ
け
る
。（
源
氏
物
語
・
宿
木
・
第
�
冊
三
〇

八
頁
１４
行（

２
））

３

院
の
内
侍
の
か
み
こ
そ
、
今
の
世
の
上
手
に
お
は
す
れ
ど
、
あ
ま
り
そ
ぼ
れ

て
癖
ぞ
添
ひ
た
め
る
。（
梅
枝
・
�
二
三
二
―
１３
）

の
よ
う
に
、
一
文
中
に
異
な
る
係
助
詞
に
よ
る
係
結
が
重
出
す
る
文
を
、「
異
な
る
係

結
が
重
出
す
る
文
」
と
呼
ぶ
。
一
文
中
に
係
結
が
二
回
現
わ
れ
る
の
で
、
最
初
の
係

助
詞
に
対
す
る
結
び
は
、
当
然
に
所
謂
「
流
れ
」
を
起
こ
す
。

右
の
よ
う
な
「
異
な
る
係
結
が
重
出
す
る
文
」
は
、
係
結
の
中
で
は
、
か
な
り
変

則
的
な
構
文
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
中
、「
ぞ
」「
な
む
」「
こ
そ
」
の
係
結
は
全
部

で
三
六
四
三
例
あ
る
が
、そ
の
う
ち
係
結
が
一
文
中
に
重
出
す
る
例
は
一
一
六
例（
３
％
）

で
あ
り
、
そ
の
一
一
六
例
も
八
四
例
（
７２
％
）
ま
で
が
、

４

御
子
は
、
故
北
の
方
の
御
腹
に
も
二
人
の
み
ぞ
お
は
し
け
れ
ば
、
さ
う
ざ
う

し
と
て
、
神
仏
に
祈
り
て
、
今
の
腹
に
ぞ
男
君
一
人
ま
う
け
給
へ
る
。（
紅
梅
・

�
三
六
七
―
１０
）

５

﹇
和
琴
ハ
﹈
あ
づ
ま
と
こ
そ
名
も
立
ち
く
だ
り
た
る
や
う
な
れ
ど
、
御
前
の

御
遊
び
に
も
、
ま
づ
書
司
を
召
す
は
、
人
の
国
は
知
ら
ず
、
こ
こ
に
は
こ
れ
（＝

和
琴
）
を
物
の
親
と
し
た
る
に
こ
そ
あ
め
れ
。（
常
夏
・
�
七
六
―
７
）

の
よ
う
に
、
同�

種�

の�

係
結
が
重
出
し
た
文
で
あ
る
。
２
・
３
の
よ
う
に
異
な
る
係
結

が
重
出
す
る
の
は
、
わ
ず
か
に
三
二
例
、
全
係
結
中
の
１
％
に
も
満
た
な
い
。
２
の

文
で
は
「
ぞ
」
と
「
な
む
」
の
係
助
詞
が
重
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
、
例
え
ば
、

２
ｂ

か
く
て
そ
の
月
二
十
日
あ
ま
り
の
程
に
ぞ
、
藤
壺
の
宮
の
御
裳
着
の
こ
と

あ
り
て
、
又
の
日
ぞ
大
将
参
り
給
ひ
け
る
。

ｃ

か
く
て
そ
の
月
二
十
日
あ
ま
り
の
程
に
な
む
、
藤
壺
の
宮
の
御
裳
着
の
こ

と
あ
り
て
、
又
の
日
な
む
大
将
参
り
給
ひ
け
る
。

の
よ
う
に
、
同
種
の
係
結
が
現
わ
れ
る
構
文
の
方
が
圧
倒
的
に
普
通
な
の
で
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
「
そ
の
月
二
十
日
あ
ま
り
の
程
に
」
に
は
係
助
詞
「
ぞ
」
が
付
き
、「
又

の
日
」
に
は
「
な
む
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

二

「
ぞ
」
と
「
な
む
」
の
組
み
合
わ
せ

係
助
詞
「
ぞ
」
と
「
な
む
」
が
重
出
し
た
例
は
、源
氏
物
語
中
八
例
（
用
例
３
〜
１０
）

み
え
る
が
、
両
者
の
表
現
価
値
の
差
は
明
瞭
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

３

右
の
大
殿
の
北
の
方
（＝

玉
鬘
）
も
、
こ
の
君
（＝

柏
木
）
を
の
み
ぞ
、
睦

ま
じ
き
も
の
に
思
ひ
聞
え
給
ひ
け
れ
ば
、
よ
ろ
づ
思
ひ
嘆
き
給
ひ
て
、
御
祈
り

な
ど
取
り
分
き
て
せ
さ
せ
給
ひ
け
れ
ど
、
止
む
薬
な
ら
ね
ば
、
か
ひ
な
き
わ
ざ

に
な
む
あ
り
け
る
。
女
宮
（＝

女
二
宮
）
に
も
、
遂
に
え
対
面
し
聞
え
給
は
で
、

泡
の
消
え
入
る
や
う
に
て
亡
せ
給
ひ
ぬ
。〈
地（

３
）〉（
柏
木
・
④
一
四
九
―
１０
）

右
例
で
、「
ぞ
」
が
付
い
て
い
る
の
は
「
こ
の
君
を
の
み
」、「
な
む
」
が
付
い
て
い
る

の
は
「
か
ひ
な
き
わ
ざ
な
り
け
り
」
で
あ
る（

４
）。「
ぞ
」
の
付
い
た
「
こ
の
君
」（
５
）は
、
玉

鬘
が
「
睦
ま
じ
き
も
の
」
に
思
っ
た
の
は
他
の
誰
々
で
は
な
く
「
こ
の
君
」
だ
と
、

様
々
な
人
物
（
同
類
の
要
素
）
の
中
か
ら
、
排
他
的
に
取
り
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。
一
方
、「
な
む
」
の
付
い
た
「
か
ひ
な
き
わ
ざ
な
り
け
り
」
は
、
他
の
様
々
な

「
わ
ざ
」
の
中
か
ら
「
か
ひ
な
き
わ
ざ
」
が
選
抜
さ
れ
た
、
と
い
う
よ
り
も
、「
何
の

役
に
も
た
た
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
」と
い
う
事
態
そ
の
も
の
が
強
調
さ
れ
て
い
る（
い

１３３「異なる係結が重出する文」からみた係結の表現価値

（２８）
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わ
ば
大
声
で
叫
ば
れ
て
い
る
）
と
考
え
ら
れ
る
。

４

こ
の
二
年
ば
か
り
ぞ
か
く
て
（＝

空
蝉
ハ
父
ノ
妻
ニ
ナ
ッ
テ
）
物
し
侍
れ
ど
、

親
の
お
き
て
に
た
が
へ
り
と
思
ひ
嘆
き
て
、
心
ゆ
か
ぬ
や
う
に
な
む
聞
き
給
ふ

る
。〈
紀
伊
守
詞
〉（
帚
木
・
�
八
四
―
８
）

右
例
で
も
、「
こ
の
二
年
」
は
、
色
々
な
時
の
中
か
ら
特
に
「
こ
の
二
年
」
と
し
て
取

り
立
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
一
方
「
不
満
に
思
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
い
て
お
り
ま

す
」
と
い
う
事
柄
は
強
調
さ
れ
た
（
い
わ
ば
そ
こ
だ
け
大
声
で
叫
ば
れ
た
）
も
の
で

あ
る
。
こ
の
場
合
、
色
々
な
聞
く
内
容
の
中
か
ら
「
心
ゆ
か
ぬ
や
う
に
」
が
他
を
排

し
て
取
り
立
て
ら
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
同
類
の
要
素
の
中
か

ら
他
を
排
し
て
一
つ
を
取
り
立
て
る
機
能
を
「
取
り
立
て
」、文
中
の
あ
る
語
句
を
強

調
す
る
（
い
わ
ば
そ
の
部
分
だ
け
大
声
で
言
う
の
と
同
様
な
）
機
能
を
「
プ
ロ
ミ
ネ

ン
ス
」
と
呼
べ
ば
、
ま
さ
に
「
ぞ
」
の
機
能
は
前
者
、「
な
む
」
の
機
能
は
後
者
に
当

た
る
と
考
え
ら
れ
る
。

５

女
三
宮
の
御
事
を
、﹇
朱
雀
院
ガ
﹈
い
と
捨
て
が
た
げ
に
思
し
て
、
し
か
し
か

な
む
宣
は
せ
つ
け
し
か
ば
、
心
苦
し
く
て
、
え
聞
え
い
な
び
ず
な
り
に
し
を
、

事
々
し
く
ぞ
人
は
言
ひ
な
さ
む
か
し
。〈
源
氏
詞
〉（
若
菜
上
・
�
三
〇
四
―
１０
）

右
例
で
は
、「
な
む
」
に
よ
っ
て
「
し
か
し
か
」
と
仰
せ
に
な
っ
た
こ
と
が
強
調
さ
れ
、

「
ぞ
」
に
よ
っ
て
、
人
の
言
い
な
し
方
も
色
々
あ
る
が
、
き
っ
と
大
げ
さ
に
言
い
な

す
だ
ろ
う
と
、
様
々
な
事
態
の
中
か
ら
「
事
々
し
く
」
が
取
り
立
て
ら
れ
て
い
る
。

６

春
宮
に
も
、
か
か
る
事
ど
も
（＝

朱
雀
院
ノ
女
三
宮
ヘ
ノ
婿
選
ビ
ヲ
）
聞
こ

し
召
し
て
、「
…
…
」
と
な
む
、
わ
ざ
と
の
御
消
息
に
は
あ
ら
ね
ど
、
御
気
色
あ

り
け
る
を
、﹇
朱
雀
院
ガ
﹈
待
ち
聞
か
せ
給
ひ
て
も
、﹇
朱
雀
院
ハ
﹈「
げ
に
さ
る

事
な
り
。
い
と
よ
く
思
し
宣
は
せ
た
り
」
と
、
い
よ
い
よ
御
心
だ
た
せ
給
ひ
て

（＝

乗
リ
気
ニ
オ
ナ
リ
ニ
ナ
ッ
テ
）、ま
づ
か
の
弁
（＝

左
中
弁
）
し
て
ぞ
か
つ

が
つ
﹇
源
氏
ニ
﹈
案
内
伝
へ
聞
え
さ
せ
給
ひ
け
る
。〈
地
〉（
若
菜
上
・
�
二
九

三
―
５
）

右
例
で
は
、
消
息
の
内
容
が
強
調
さ
れ
、「
か
の
弁
し
て
（＝

あ
の
弁
を
仲
介
役
と
し

て
）」
と
い
う
こ
と
が
、
他
の
事
態
か
ら
排
他
的
に
取
り
立
て
ら
れ
て
い
る
。

７

背
き
給
ひ
に
し
上
の
御
心
向
け
も（＝

ゴ
出
家
ナ
サ
ッ
タ
朱
雀
院
ノ
思
召
モ
）、

た
だ
か
く
な
む
御
心
隔
て
聞
え
ず
、
ま
だ
い
は
け
な
き
な
き
﹇
女
三
宮
ノ
﹈
御

有
様
を
も
、
は
ぐ
く
み
奉
ら
せ
給
ふ
べ
く
ぞ
侍
る
め
り
し
。
う
ち
う
ち
に
も
さ

な
む
﹇
ア
ナ
タ
（＝

紫
上
）
ヲ
﹈
頼
み
聞
こ
え
さ
せ
給
ひ
し
。〈
女
三
宮
ノ
乳
母

詞
〉（
若
菜
上
・
�
三
三
九
―
１４
）

右
例
で
は
、「
た
だ
か
く
（＝

た
だ
こ
の
よ
う
に
）」
と
い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
紫

上
に
し
て
も
ら
い
た
い
行
動
と
し
て
「
は
ぐ
く
み
奉
る
（＝

女
三
宮
を
お
育
て
申
し

上
げ
る
）」
こ
と
が
他
の
行
動
か
ら
排
他
的
に
取
り
立
て
ら
れ
て
い
る
。

「
な
む
」
が
付
い
た
語
に
、
同
類
の
他
要
素
の
存
在
が
想
定
し
う
る
例
が
あ
る
。

８

宮
（＝

女
三
宮
）
は
も
と
よ
り
琴
の
御
事
を
な
む
習
ひ
給
ひ
け
る
を
、
い
と

若
く
て
院
に
も
引
き
分
か
れ
奉
り
給
ひ
に
し
か
ば
、﹇
朱
雀
院
ハ
﹈
覚
束
な
く
思

し
て
、「
…
…
」
と
、
し
り
う
ご
と
に
聞
え
給
ひ
け
る
を
、
う
ち
に
も
聞
召
し
て
、

「
…
…
」
な
ど
宣
は
せ
け
る
を
、
お
と
ど
の
君
（＝

源
氏
）
も
伝
へ
聞
き
給
ひ

て
、「
…
…
」
と
、﹇
源
氏
ハ
女
三
宮
ヲ
﹈
い
と
ほ
し
く
思
し
て
、
此
頃
ぞ
御
心

と
ど
め
て
教
え
聞
え
給
ふ
。〈
地
〉（
若
菜
下
・
�
二
五
―
１１
）

の
よ
う
な
例
で
あ
る
が
、こ
の
場
合
、女
三
宮
の
習
っ
て
い
る
も
の
が
他
な
ら
ぬ「
琴
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
琴
の
御
事
」
は
、
他

の
習
い
事
で
は
な
く
「
琴
」
な
の
だ
と
い
う
排
他
的
な
取
り
立
て
で
は
な
く
、「
女
三

宮
が
も
と
も
と
琴
を
習
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
強
調
（
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
）
が
置

か
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。「
ぞ
」
の
付
い
た
「
此
頃
」
が
、「
他
の

時
は
違
っ
た
が
特
に
此
頃
は
」
と
、
他
の
時
か
ら
「
此
頃
」
が
排
他
的
に
取
り
立
て

ら
れ
て
い
る
の
と
比
べ
て
も
、
そ
の
差
は
明
瞭
だ
ろ
う
。

１３２ 小 田 勝

（２９）
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９

こ
の
年
頃
領
ず
る
人
も
物
し
給
は
ず
、
あ
や
し
き
藪
に
な
り
に
て
侍
れ
ば
、

﹇
私
ハ
﹈
下
屋
に
ぞ
繕
ひ
て
宿
り
侍
る
を
、こ
の
春
の
頃
よ
り
、内
の
大
殿
（＝

源
氏
）
の
造
ら
せ
給
ふ
御
堂
近
く
て
、
か
の
わ
た
り
な
む
い
と
人
げ
さ
わ
が
し

う
な
り
に
て
侍
る
。〈
預
か
り
詞
〉（
松
風
・
�
二
〇
七
―
１
）

右
例
も
、「
下
屋
」
が
他
の
様
々
な
場
所
か
ら
排
他
的
に
取
り
立
て
ら
れ
、
こ
の
近
辺

が
騒
々
し
い
と
い
う
こ
と
に
強
調
（
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
）
が
置
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
以
上
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
前
節
に
示
し
た
、

１０

か
く
て
そ
の
月
二
十
日
あ
ま
り
の
程
に
ぞ
、
藤
壺
の
宮
の
御
裳
着
の
こ
と
あ

り
て
、
又
の
日
な
む
大
将
（＝
薫
）﹇
女
二
宮
方
ニ
﹈
参
り
給
ひ
け
る
。〈
地
〉

（
宿
木
・
�
三
〇
八
―
１４
）（＝
２
）

は
、「
ぞ
」
の
付
い
た
「
そ
の
月
二
十
日
あ
ま
り
」
が
様
々
な
月
日
の
中
か
ら
取
り
立

て
ら
れ
、「
そ
の
翌
日
に
大
将
が
参
上
な
さ
っ
た
」
こ
と
に
強
調
が
置
か
れ
て
い
る
、

と
解
釈
さ
れ
よ
う
。
実
は
、
右
例
の
よ
う
に
、「
そ
の
月
二
十
日
あ
ま
り
」
の
よ
う
な

客
観
的
事
柄
の
説
明
と
し
て
、
あ
る
項
が
取
り
立
て
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
、「
ぞ
」

の
中
心
的
な
機
能
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
次
節
に
示
し
た

い
。以

上
、
係
助
詞
「
ぞ
」「
な
む
」
重
出
例
か
ら
、「
ぞ
」
は
同
類
の
要
素
の
中
か
ら

他
を
排
し
て
取
り
立
て
ら
れ
た
成
分
に
付
き
、「
な
む
」
は
文
中
で
強
調
の
置
か
れ
る

成
分
に
付
く
、
す
な
わ
ち
、

「
ぞ
」
は
、
同
類
の
要
素
の
中
か
ら
他
を
排
し
て
一
つ
を
取
り
立
て
る
「
取
り

立
て
」
の
機
能
、

「
な
む
」
は
、
文
中
の
あ
る
語
句
を
強
調
す
る
（
い
わ
ば
そ
の
部
分
だ
け
大
声

で
言
う
の
と
同
様
な
）「
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
」
の
機
能

を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三

「
こ
そ
」
と
「
な
む
」
の
組
み
合
わ
せ

係
助
詞
「
こ
そ
」
と
「
な
む
」
が
重
出
し
た
例
は
、
源
氏
物
語
中
一
八
例
（
用
例

１１
〜
２８
）
み
え
る
。
係
助
詞
「
こ
そ
」
の
機
能
は
、
左
の
よ
う
な
用
例
に
明
瞭
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

１１

源
中
納
言
（＝

薫
）、
兵
部
卿
の
宮
（＝

匂
宮
）、
何
事
に
も
昔
の
人
に
劣
る

ま
じ
う
、
い
と
契
り
殊
に
物
し
給
ふ
人
々
に
て
、
遊
び
の
方
は
取
り
分
き
て
心

と
ど
め
給
へ
る
を
、
手
づ
か
ひ
す
こ
し
な
よ
び
た
る
撥
音
な
む
、
お
と
ど
（＝

夕
霧
）
に
は
及
び
給
は
ず
と
思
ひ
給
ふ
る
を
、
こ
の
（＝

あ
な
た
ノ
）
御
琴
の

音
こ
そ
、﹇
夕
霧
ニ
﹈
い
と
よ
く
覚
え
給
へ
れ
。〈
按
察
大
納
言
（
真
木
柱
の
夫
）

詞
〉（
紅
梅
・
④
三
七
三
―
５
）

１２

斎
宮
を
も
、
こ
の
み
こ
た
ち
の
つ
ら
に
な
む
思
へ
ば
、
い
づ
か
た
に
つ
け
て

も
、﹇
六
条
御
息
所
ニ
対
シ
テ
﹈
お
ろ
か
な
ら
ざ
ら
む
こ
そ
よ
か
ら
め
。〈
桐
壺

帝
詞
〉（
葵
・
①
三
二
四
―
７
）

右
例
で
、「
こ
そ
」
の
付
い
た
、「
こ
の
御
琴
の
音
」（
１１
）、「
お
ろ
か
な
ら
ざ
ら
む

（＝

粗
略
に
し
な
い
こ
と
）」（
１２
）
は
、
夕
霧
の
琴
の
音
に
似
て
い
る
も
の
、
よ
い

と
思
わ
れ
る
こ
と
の
最
上
位
の
も
の
（
こ
と
）
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
て
い
る
。
取

り
立
て
と
い
う
点
で
は
「
ぞ
」
と
同
様
と
思
わ
れ
る
が
、「
ぞ
」
が
客
観
的
・
説
明
的

に
同
類
の
中
か
ら
一
つ
を
取
り
立
て
る
の
に
対
し
、「
こ
そ
」
は
主
観
的
に
最�

上�

位�

の�

も�

の�

と�

し�

て�

同
類
の
中
か
ら
一
つ
を
取
り
立
て
る
、
と
い
う
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
前
節
に
み
た
よ
う
に
、「
ぞ
」
に
よ
る
取
り
立
て
は
、
客
観
的
・
説
明
的
な

も
の
で
あ
っ
た
。

・
右
の
大
殿
の
北
の
方
も
、
こ
の
君
を
の
み
ぞ
、
睦
ま
じ
き
も
の
に
思
ひ
聞
え
給

ひ
け
れ
ば
、（
３
）

・
こ
の
二
年
ば
か
り
ぞ
か
く
て
物
し
侍
れ
ど
、（
４
）

１３１「異なる係結が重出する文」からみた係結の表現価値

（３０）
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・
ま
づ
か
の
弁
し
て
ぞ
か
つ
が
つ
﹇
源
氏
ニ
﹈
案
内
伝
へ
聞
え
さ
せ
給
ひ
け
る
。

（
６
）

・
此
頃
ぞ
御
心
と
ど
め
て
教
え
聞
え
給
ふ
。（
８
）

・
こ
の
年
頃
領
ず
る
人
も
物
し
給
は
ず
、
あ
や
し
き
藪
に
な
り
に
て
侍
れ
ば
、﹇
私

ハ
﹈
下
屋
に
ぞ
繕
ひ
て
宿
り
侍
る
を
、（
９
）

・
か
く
て
そ
の
月
二
十
日
あ
ま
り
の
程
に
ぞ
、
藤
壺
の
宮
の
御
裳
着
の
こ
と
あ
り

て
、（
１０
）

右
の
よ
う
に
、取
り
立
て
ら
れ
た
項
は
、い
ず
れ
も
客
観
的
事
態
（
す
な
わ
ち
事
実
）

へ
の
言
及
で
あ
る
。
一
方
、「
こ
そ
」
の
場
合
は
、

・
こ
の
（＝

あ
な
た
ノ
）
御
琴
の
音
こ
そ
、﹇
左
大
臣
ニ
﹈
い
と
よ
く
覚
え
給
へ
れ
。

（
１１
）

・
い
づ
か
た
に
つ
け
て
も
、
お
ろ
か
な
ら
ざ
ら
む
こ
そ
よ
か
ら
め
。（
１２
）

の
よ
う
に
、
意�

見�

と�

し�

て�

最
上
位
と
思
わ
れ
る
も
の
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
や
や
乱

暴
で
あ
る
が
、
現
代
語
で
、

私
が
読
ん
で
い
る
の
は
Ａ
や
Ｂ
で
は
な
く
Ｃ
だ
。

と
い
う
と
き
、
古
典
語
で
は
、

わ
れ
、
Ｃ
を
ぞ
読
む
。

が
最
も
当
た
り
、

Ａ
や
Ｂ
で
は
な
く
Ｃ
を
し
た
の
が
も
っ
と
も
良
か
っ
た
こ
と
だ
。

の
よ
う
な
と
き
、

Ｃ
せ
し
こ
そ
よ
か
ら
め
。

が
最
も
当
た
る
だ
ろ
う
。
右
の
よ
う
に
、

「
ぞ
」
は
、
事
実
と
し
て
、
同
類
の
中
か
ら
一
つ
を
取
り
立
て
る

「
こ
そ
」
は
、
意
見
と
し
て
、
同
類
の
中
か
ら
一
つ
を
取
り
立
て
る

と
考
え
る
こ
と
は
、
従
来
諸
家
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
、

・
た
と
へ
ば
、
石
と
玉
と
を
持
た
る
を
混
へ
置
き
な
が
ら
は
、「
そ
れ
ぞ
玉
よ
」
と

教
ふ
る
な
り
。（
富
士
谷
成
章
（
一
七
七
八
））

・
ゾ
は
単
に
新
情
報
と
し
て
描
写
に
使
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
上
か
ら
の
教
示
に

使
わ
れ
、
新
事
実
を
強
調
す
る
気
配
の
濃
い
助
詞
で
あ
る
。（
大
野
晋
（
一
九
九

三
））

・﹇「
こ
そ
」
は
﹈
モ
ノ
・
コ
ト
を
最
上
位
の
も
の
と
し
て
、
他
の
対
象
を
排
し
て

と
り
た
て
る
（
森
野
崇
（
一
九
八
八
））

・「
こ
そ
」
は
、
む
し
ろ
、
自
己
の
判
断
を
強
調
す
る
に
急
で
あ
る
。（
阪
倉
篤
義

（
一
九
九
三
））

な
ど
の
説
明
と
も
符
合
す
る
。

１３

世
の
憂
き
よ
り
は
（＝

「
山
里
は
物
の
淋
し
き
事
こ
そ
あ
れ
世
の
憂
き
よ
り

は
住
み
よ
か
り
け
り
」
古
今
）
な
ど
人
は
言
ひ
し
を
も
、
さ
や
う
に
﹇
山
里
ノ

淋
シ
サ
ト
世
ノ
憂
サ
ト
ヲ
﹈
思
ひ
く
ら
ぶ
る
心
も
、
殊
に
な
く
て
年
頃
は
過
ぐ

し
侍
り
し
を
、
今
な
む
﹇
宇
治
ノ
山
里
ニ
帰
ッ
テ
﹈
な
ほ
い
か
で
静
か
な
る
さ

ま
に
て
も
過
ぐ
さ
ま
ほ
し
く
思
ひ
給
ふ
る
を
、
さ
す
が
に
心
に
も
か
な
は
ざ
め

れ
ば
、
弁
の
尼
こ
そ
羨
ま
し
く
侍
れ
。〈
中
君
詞
〉（
宿
木
・
�
二
三
九
―
４
）

右
例
で
は
、「
今
や
っ
と
静
か
な
と
こ
ろ
で
過
ご
し
た
く
思
う
」
と
い
う
事
柄
が
「
な

む
」
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
、「
弁
の
尼
」
が
羨
ま
し
い
対
象
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
て

い
る
。

１４

か
く
今
は
の
夕
べ
近
き
末
に
、
い
み
じ
き
事
の
閉
ぢ
め
を
見
つ
る
に
（＝

死

ニ
直
面
シ
タ
今
ニ
ナ
ッ
テ
、
悲
シ
イ
紫
上
ノ
最
期
ヲ
見
テ
）、
宿
世
の
程
も
み
づ

か
ら
の
心
の
際
も
、
残
り
な
く
見
果
て
て
心
や
す
き
に
、
今
な
む
露
の
ほ
だ
し

な
く
な
り
に
た
る
を
、
こ
れ
か
れ
か
く
て
、﹇
紫
上
ノ
﹈
あ
り
し
よ
り
け
に
目
馴

ら
す
人
々
の
、
今
は
と
て
行
き
別
れ
む
程
こ
そ
、
今
一
き
は
の
心
乱
れ
ぬ
べ
け

れ
。〈
源
氏
詞
〉（
幻
・
�
三
二
五
―
２
）

１３０ 小 田 勝

（３１）
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１５

な
ほ
こ
の
近
き
夢
（＝

大
君
逝
去
ノ
事
）
こ
そ
、
さ
ま
す
べ
き
方
な
く
思
ひ

給
へ
ら
る
る
は
、
同
じ
ご
と
世
の
常
な
き
悲
し
び
な
れ
ど
、
罪
深
き
か
た
は
ま

さ
り
て
侍
る
に
や
と
、
そ
れ
さ
へ
な
む
心
憂
く
侍
る
。〈
薫
詞
〉（
宿
木
・
�
二

三
八
―
８
）

１６

な
に
が
し
、
延
喜
の
﹇
帝
ノ
﹈
御
手
よ
り
弾
き
伝
へ
た
る
事
三
代
に
な
む
な

り
侍
り
ぬ
る
を
、
か
う
拙
き
（＝

明
石
流
謫
ノ
ヨ
ウ
ナ
不
遇
ノ
）
身
に
て
、
こ

の
世
の
事
は
捨
て
忘
れ
侍
り
ぬ
る
を
、
物
の
切
に
い
ぶ
せ
き
折
々
は
、
掻
き
鳴

ら
し
侍
り
ぬ
る
を
、
あ
や
し
う
ま
ね
ぶ
も
の
（＝

明
石
上
）
の
侍
る
こ
そ
、
自

然
に
か
の
前
大
王
の
御
手
に
通
ひ
て
侍
れ
。〈
源
氏
詞
〉（
明
石
・
�
七
四
―
１０
）

１７

院
（＝

冷
泉
院
）
は
、
げ
に
御
位
を
去
ら
せ
給
へ
る
に
こ
そ
盛
り
過
ぎ
た
る

心
地
す
れ
ど
、
世
に
あ
り
が
た
き
﹇
院
ノ
﹈
御
有
様
は
、
ふ
り
が
た
く
（＝

イ

ツ
マ
デ
モ
オ
若
ク
）
の
み
お
は
し
ま
す
め
る
を
、﹇
私
ニ
﹈
よ
ろ
し
う
生
ひ
出
づ

る
女
子
侍
ら
ま
し
か
ば
﹇
院
ニ
差
シ
上
ゲ
タ
イ
﹈、
と
思
ひ
給
へ
寄
り
な
が
ら
、

恥
ず
か
し
げ
な
る
御
な
か
に
（＝

院
ノ
後
宮
ニ
）、ま
じ
ら
ふ
べ
き
も
の
（＝

私

ノ
娘
）
の
侍
ら
で
な
む
口
惜
し
う
思
う
給
へ
ら
る
る
。〈
夕
霧
詞
〉（
竹
河
・
�

三
九
〇
―
１
）

１８

と
あ
る
事
も
か
か
る
事
も
、
前
の
世
の
報
い
に
こ
そ
侍
る
な
れ
ば
、
言
ひ
も

て
ゆ
け
ば
、た
だ
み
づ
か
ら
の
怠
り
に
な
む
侍
る
。〈
源
氏
詞
〉（
須
磨
・
�
五
―

３
）

右
例
で
は
、「
こ
そ
」
の
付
い
た
語
が
、
そ
れ
ぞ
れ
、
心
が
乱
れ
る
も
の
（
１４
）、
覚

ま
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
（
１５
）、
前
大
王
の
弾
き
方
に
似
て
い
る
も
の
（
１６
）、

盛
り
の
過
ぎ
た
気
持
ち
が
す
る
も
の
（
１７
）、現
況
を
引
き
起
こ
し
た
も
の
（
１８
）
の

最
上
位
の
も
の
と
し
て
、
取
り
立
て
ら
れ
て
い
る
。

１９

我
は
か
く
人
に
憎
ま
れ
て
も
な
ら
は
ぬ
を（＝

憎
マ
レ
タ
経
験
モ
ナ
イ
ノ
ニ
）、

今
宵
な
む
、
は
じ
め
て
憂
し
と
世
を
思
ひ
知
り
ぬ
れ
ば
、
恥
ず
か
し
う
て
、
な

が
ら
ふ
ま
じ
く
こ
そ
思
ひ
な
り
ぬ
れ
。〈
源
氏
詞
〉（
空
蝉
・
�
九
三
―
２
）

２０

﹇
六
条
御
息
所
ガ
私
（＝

源
氏
）
ヲ
恨
ン
ダ
マ
マ
死
ン
ダ
コ
ト
ガ
﹈
な
が
き

世
の
う
れ
は
し
き
ふ
し
と
思
ひ
給
へ
ら
れ
し
を
、﹇
ア
ナ
タ
（＝

秋
好
中
宮
）
ヲ
﹈

か
う
ま
で
も
仕
う
ま
つ
り
御
覧
ぜ
ら
る
る
を
な
む
慰
め
に
思
う
給
へ
な
せ
ど
、

燃
え
し
煙
（＝

源
氏
ニ
対
ス
ル
恨
ミ
）
の
む
す
ぼ
ほ
れ
給
ひ
け
む
は
、
な
ほ
い

ぶ
せ
う
こ
そ
思
ひ
給
へ
ら
る
れ
。〈
源
氏
詞
〉（
薄
雲
・
�
二
六
二
―
３
）

右
例
１９
・
２０
は
思
う
内
容
と
し
て
極
端
な
も
の
が
取
り
立
て
ら
れ
て
い
る
。

２１

﹇
八
宮
ハ
﹈
心
の
う
ち
に
こ
そ
﹇
姫
君
達
ノ
事
モ
﹈
思
ひ
捨
て
給
ひ
つ
ら
め

ど
、
明
暮
御
か
た
は
ら
に
な
ら
ひ
給
ひ
て
、
俄
に
別
れ
給
は
む
は
、
つ
ら
き
心

な
ら
ね
ど
、げ
に
怨
め
し
か
る
べ
き
御
有
様
に
な
む
あ
り
け
る
。〈
地
〉（
椎
本
・

⑤
五
九
―
５
）

２２

い
で
や
、﹇
私
（＝

右
近
）
ハ
﹈
身
こ
そ
数
な
ら
ね
ど
、
殿
（＝

源
氏
）
も

﹇
私
ヲ
﹈
お
前
近
く
召
し
使
は
せ
給
へ
ば
、
物
の
折
ご
と
に
、「﹇
玉
鬘
ハ
﹈
い

か
に
な
ら
せ
給
ひ
に
け
む
」
と
﹇
私
ガ
源
氏
ニ
﹈
聞
え
い
づ
る
を
、
聞
召
し
お

き
て
、「
わ
れ
い
か
で
﹇
玉
鬘
ヲ
﹈
尋
ね
聞
え
む
と
思
ふ
を
、﹇
モ
シ
オ
前
ガ
玉

鬘
ノ
事
ヲ
﹈
聞
き
い
で
奉
り
た
ら
ば
」
と
な
む
宣
は
す
る
。〈
右
近
詞
〉（
玉
鬘
・

�
三
八
三
―
２
）

２３

か
し
こ
（＝

紫
上
）
に
は
、
年
経
ぬ
れ
ど
、
か
か
る
人
も
な
き
が
さ
う
ざ
う

し
く
覚
ゆ
る
ま
ま
に
、
前
斎
宮
の
お
と
な
び
物
し
給
ふ
を
だ
に
こ
そ
、
あ
な
が

ち
に
﹇
妹
分
ト
シ
テ
﹈
あ
つ
か
ひ
聞
ゆ
め
れ
ば
、
ま
し
て
か
く
憎
み
が
た
げ
な

め
る
程
を
、
お
ろ
か
に
は
思
ひ
放
つ
ま
じ
き
心
ば
へ
に
な
む
。〈
源
氏
詞
〉（
薄

雲
・
�
二
三
二
―
１
）

右
例
２１
〜
２３
は
所
謂
対
比
の
用
法
で
あ
る
が
、
対
比
と
は
、

Ａ
は

’ａ
だ
が
、
非
Ａ
は
〜

と
い
う
表
現
構
造
で
あ
り
、
一
方
の
Ａ
が
極
端
な
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
、
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こ
の
よ
う
な
用
法
も
、「
こ
そ
」
の
機
能
か
ら
す
れ
ば
当
然
で
あ
ろ
う
（
６
）。

２４

か
の
御
あ
た
り
の
人
（＝

源
氏
ノ
側
近
ニ
仕
エ
テ
イ
タ
人
々
）
は
、
上
下
心

浅
き
人
な
く
な
む
惑
ひ
侍
り
け
る
ま
ま
に（＝

悲
嘆
ニ
ク
レ
テ
イ
タ
ノ
デ
）、﹇
六

条
院
ノ
﹈
方
々
つ
ど
ひ
物
せ
ら
れ
け
る
人
々
も
、皆
所
々
に
あ
か
れ
散
り
つ
つ
、

お
の
お
の
思
ひ
離
る
る
す
ま
ひ
を
し
給
ふ
め
り
し
に
、
は
か
な
き
程
の
女
房
な

ど
は
、
ま
し
て
心
を
さ
め
む
方
な
く
覚
え
け
る
ま
ま
に
、
物
覚
え
ぬ
心
に
ま
か

せ
つ
つ
、
山
林
に
行
き
ま
じ
り
、
す
ず
ろ
な
る
田
舎
人
に
な
り
な
ど
あ
は
れ
に

惑
ひ
ち
る
こ
そ
多
く
侍
り
け
れ
。〈
薫
詞
〉（
宿
木
・
�
二
三
七
―
１０
）

右
例
の
「
あ
は
れ
に
惑
ひ
ち
る
こ
そ
多
く
侍
り
け
れ
」
は
客
観
的
な
事
態
と
も
い
え

よ
う
が
、「
か
の
御
あ
た
り
の
人
」
の
境
遇
の
中
で
、「
あ
は
れ
に
惑
ひ
ち
る
人
々
」

が
最
上
位
の
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。残
る
四
例
は「
さ

れ
ば
こ
そ
」、「
さ
こ
そ
」、
お
よ
び
文
末
（
結
び
の
省
略
）
の
例
で
あ
る
が
、
い
ず
れ

も
、
以
上
に
見
た
、
主
観
的
に
最
上
位
の
も
の
と
し
て
取
り
立
て
ら
れ
て
い
る
と
考

え
て
当
た
る
と
思
う
。

２５

さ
れ
ば
こ
そ
「﹇
姫
君
ヲ
院
ニ
ア
ゲ
テ
ハ
﹈
世
人
の
心
の
う
ち
も
、か
た
ぶ
き

ぬ
べ
き
事
な
り
（＝

不
審
ニ
思
ウ
ダ
ロ
ウ
）」
と
、﹇
私
（＝
玉
鬘
ノ
息
子
）
ガ
﹈

か
ね
て
﹇
ア
ナ
タ
（＝

玉
鬘
）
ニ
﹈
申
し
し
事
を
、﹇
ア
ナ
タ
ハ
﹈
思
し
取
る
方

異
に
て
、
か
う
（＝

姉
君
ヲ
院
ヘ
ト
）
思
し
立
ち
に
し
か
ば
、﹇
私
ハ
﹈
と
も
か

く
も
聞
え
が
た
く
て
侍
る
に
、﹇
主
上
カ
ラ
﹈
か
か
る
仰
言
の
侍
る
は
、
な
に
が

し
ら
が
身
の
た
め
も
、
あ
じ
き
な
く
な
む
侍
る
。〈
中
将
（
玉
鬘
の
息
子
）
詞
〉

（
竹
河
・
�
四
一
四
―
１０
）

２６

女
（＝

空
蝉
）
は
、﹇
源
氏
ガ
自
分
ヲ
﹈
さ
こ
そ
忘
れ
給
ふ
を
嬉
し
き
に
思
ひ

な
せ
ど
、﹇
先
夜
ノ
﹈
怪
し
く
夢
の
や
う
な
る
こ
と
を
、
心
に
離
る
る
折
な
き
頃

に
て
、
心
と
け
た
る
寝
だ
に
寝
ら
れ
ず
な
む
。〈
地
〉（
空
蝉
・
�
九
九
―
１２
）

２７

…
、
う
ち
（＝

冷
泉
院
）
に
も
さ
こ
そ
お
と
な
び
給
ひ
た
れ
ど
、
い
と
き
な

き
御
よ
は
ひ
に
お
は
し
ま
す
を
、
す
こ
し
物
の
心
知
れ
る
人
は
、
さ
ぶ
ら
は
れ

て
も
よ
く
や
（＝

多
少
分
別
ノ
ア
ル
女
御
ガ
付
キ
添
ッ
テ
モ
ヨ
カ
ロ
ウ
）
と
思

ひ
給
ふ
る
を
、﹇
ソ
ノ
辺
ハ
ア
ナ
タ
（＝

藤
壺
）
ノ
﹈
御
定
め
に
な
む
。〈
源
氏

詞
〉（
澪
標
・
�
一
四
三
―
４
）

２８

…
、﹇
末
摘
花
ノ
ヨ
ウ
ナ
﹈
か
ば
か
り
心
細
き
御
有
様
に
な
む
、
世
を
尽
き
せ

ず
思
し
憚
る
は
、
つ
き
な
う
こ
そ
」
と
﹇
命
婦
ガ
末
摘
花
ニ
﹈
教
え
聞
ゆ
。〈
命

婦
詞
〉（
末
摘
花
・
�
二
四
六
―
２
）

以
上
、
前
節
に
み
た
こ
と
も
踏
ま
え
て
、

「
な
む
」
は
、
文
中
の
あ
る
語
句
を
強
調
す
る
（
い
わ
ば
そ
の
部
分
だ
け
大
声

で
言
う
の
と
同
様
な
）「
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
」
の
機
能

「
ぞ
」
は
、
客
観
的
事
実
と
し
て
、
同
類
の
要
素
の
中
か
ら
他
を
排
し
て
一
つ

を
取
り
立
て
る
「
取
り
立
て
」
の
機
能
、

「
こ
そ
」
は
、
主
観
的
意
見
と
し
て
、
同
類
の
要
素
の
中
か
ら
他
を
排
し
て
一

つ
を
取
り
立
て
る
「
取
り
立
て
」
の
機
能
、

と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四

「
ぞ
」
と
「
こ
そ
」
の
組
み
合
わ
せ

「
ぞ
」
と
「
こ
そ
」
が
重
出
し
た
例
は
六
例
み
ら
れ
る
。

２９

﹇
六
条
御
息
所
ハ
﹈
怨
む
べ
き
ふ
し
ぞ
、げ
に
こ
と
わ
り
と
覚
ゆ
る
ふ
し
を
、

や
が
て
長
く
思
ひ
つ
め
て
、
深
く
怨
ぜ
ら
れ
し
こ
そ
、
い
と
苦
し
か
り
し
か
。

〈
源
氏
詞
〉（
若
菜
下
・
�
五
二
―
４
）

右
は
、
や
や
構
文
が
つ
か
み
に
く
い
例
で
あ
る
が
、「
怨
む
べ
き
ふ
し
ぞ
」
は
「
や
が

て
長
く
思
ひ
つ
め
て
」
に
係
り
、「
怨
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
、
―
確
か
に
こ

ち
ら
も
も
っ
と
も
だ
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
が
―
、
そ
の
ま
ま
思
い
つ
め

１２８ 小 田 勝

（３３）
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�
�

�
�

�
�

�
�

て
、
深
く
怨
ん
で
打
ち
解
け
な
か
っ
た
こ
と
が
、
大
変
苦
し
い
こ
と
だ
っ
た
」
く
ら

い
の
意
だ
ろ
う
。「
こ
そ
」
の
方
は
前
に
み
た
よ
う
な
主
観
的
な
取
り
立
て
と
解
釈
さ

れ
よ
う
が
、「
ぞ
」
の
方
は
、
同
類
の
要
素
か
ら
排
他
的
に
一
つ
を
取
り
立
て
る
と
い

う
よ
り
、
提
題
の
助
詞
化
し
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
事
実
、
河
内
本
は
「
怨

む
べ
き
ふ
し
ぞ
、
げ
に
こ
と
わ
り
と
覚
ゆ
る
ふ
し
を
、
や
が
て
長
く
思
ひ
つ
め
て
」

が
「
怨
む
べ
き
ふ
し
は
、
げ
に
や
が
て
長
く
思
ひ
つ
め
て
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

例
や
、
後
に
示
す
３２
・
３３
の
よ
う
に
、「
ぞ
」
と
「
こ
そ
」
の
組
み
合
わ
せ
の
場
合
、

最
初
の
方
が
提
題
化
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
例
が
あ
る
。

「
ぞ
」
と
「
こ
そ
」
の
組
み
合
わ
せ
は
、
右
２９
を
除
き
、
す
べ
て
、

―
こ
そ
―
ど
（
逆
接
）、
―
ぞ
―

と
い
う
句
型
で
あ
る
。

３０

わ
ざ
と
好
ま
し
か
ら
ね
ど
、
お
の
づ
か
ら
又
急
ぐ
事
な
き
程
は
、
同
じ
心
な

る
文
通
は
し
な
ど
も
う
ち
し
て
こ
そ
、
若
き
人
は
木
草
に
つ
け
て
も
心
を
慰
め

給
ふ
べ
け
れ
ど
、﹇
末
摘
花
ハ
﹈
親
の
も
て
か
し
づ
き
給
ひ
し
御
心
お
き
て
の
ま

ま
に
、
世
の
中
を
つ
つ
ま
し
き
も
の
に
思
し
て
、
稀
に
も
こ
と
か
よ
ひ
給
ふ
べ

き
御
あ
た
り
を
も
、
更
に
馴
れ
給
は
ず
、
ふ
る
め
き
た
る
御
厨
子
あ
け
て
、
唐

守
、
藐
姑
射
の
刀
自
、
か
ぐ
や
姫
の
物
語
の
絵
に
か
き
た
る
を
ぞ
、
時
々
の
ま

さ
ぐ
り
物
に
し
給
ふ
。〈
地
〉（
蓬
生
・
�
一
五
二
―
５
）

３１

﹇
女
二
宮
ガ
﹈
一
条
に
渡
り
給
ふ
べ
き
日
、
そ
の
日
ば
か
り
と
﹇
夕
霧
ハ
﹈

定
め
て
、
大
和
守
召
し
て
、﹇
引
キ
移
リ
ノ
﹈
あ
る
べ
き
作
法
宣
ひ
、
宮
（＝
一

条
宮
）
の
内
払
ひ
し
つ
ら
ひ
、
さ
こ
そ
い
へ
ど
も
、
女
ど
ち
は
草
繁
う
住
み
な

し
給
へ
り
し
を
、
磨
き
た
る
や
う
に
し
つ
ら
ひ
な
し
て
、
御
心
づ
か
ひ
な
ど
、

あ
る
べ
き
作
法
め
で
た
う
、
壁
代
、
御
屏
風
、
几
帳
、
御
座
な
ど
ま
で
思
し
寄

り
つ
つ
、
大
和
守
に
宣
ひ
て
、
か
の
家
（＝

大
和
守
ノ
家
）
に
ぞ
急
ぎ
仕
う
ま

つ
ら
せ
給
ふ
。〈
地
〉（
夕
霧
・
④
二
七
〇
―
６
）

右
二
例
は
、
前
節
に
見
た
よ
う
に
、「
ぞ
」
が
客
観
的
事
実
と
し
て
、「
こ
そ
」
が
主

観
的
意
見
と
し
て
排
他
的
に
提
示
し
て
い
る
と
考
え
て
当
た
る
例
で
あ
る
。

３２

﹇
物
語
ノ
中
デ
﹈
心
浅
げ
な
る
人
真
似
ど
も
は
見
る
に
も
傍
痛
く
こ
そ
。
宇

津
保
の
藤
原
の
君
の
む
す
め
こ
そ
、い
と
お
も
り
か
に
は
か
ば
か
し
き
人
に
て
、

過
ち
な
か
め
れ
ど
、
す
く
よ
か
に
言
ひ
い
で
た
る
し
わ
ざ
も
、
女
し
き
所
な
か

め
る
ぞ
一
様
な
め
る
（＝

「
心
浅
げ
な
る
人
真
似
ど
も
」
ト
同
様
ニ
思
ウ
）。〈
紫

上
詞
〉（
蛍
・
�
六
三
―
６
）

３３

院
の
内
侍
の
か
み
（＝

朧
月
夜
）
こ
そ
、
今
の
世
の
﹇
筆
ノ
﹈
上
手
に
お
は

す
れ
ど
、
あ
ま
り
そ
ぼ
れ
て
癖
ぞ
添
ひ
た
め
る
。〈
源
氏
詞
〉（
梅
枝
・
�
二
三

二
―
１３
）

右
二
例
は
最
初
の
「
こ
そ
」
の
方
が
提
題
化
し
て
い
る
例
で
あ
る
。
構
文
の
骨
子
を

示
せ
ば
、

３２
ｂ

宇
津
保
の
藤
原
の
君
の
娘
は
、間
違
い
を
起
こ
す
よ
う
に
は
見
え
な
い
が
、

女
ら
し
く
な
い
点
が
（
人
真
似
す
る
娘
た
ち
と
）
同
様
の
よ
う
だ
。

３３
ｂ

朧
月
夜
は
当
代
の
名
手
だ
が
、
あ
ま
り
洒
落
す
ぎ
る
と
い
う
癖
が
つ
い
て

い
る
よ
う
だ
。

の
よ
う
で
あ
り
、こ
の
（
現
代
語
表
現
の
）「
は
」
が
「
こ
そ
」
で
、「
が
」
が
「
ぞ
」

で
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。「
ぞ
」
と
「
こ
そ
」
が
重
出
し
た
例
が
少
な
い
こ
と

（
六
例
）、そ
の
用
例
の
半
数
（
三
例
）
が
右
の
よ
う
な
一
方
が
提
題
化
し
た
例
で
あ

る
こ
と
は
、「
ぞ
」
も
「
こ
そ
」
も
同
様
の
「
取
り
立
て
」
機
能
を
有
し
て
い
る
と
い

う
解
釈
を
支
持
す
る
現
象
だ
ろ
う
。
排
他
的
な
取
り
立
て
が
一
文
中
に
重
出
す
る
の

は
情
報
的
に
や
や
負
担
が
大
き
い
表
現
に
な
り
、
敬
遠
さ
れ
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る（

７
）。

前
節
の
説
明
で
は
解
釈
で
き
な
い
例
が
一
例
存
す
る
。

３４

﹇
兵
部
卿
宮
ハ
ア
ナ
タ
ノ
﹈
御
お
と
う
と
に
こ
そ
物
し
給
へ
ど
、
ね
び
ま
さ

１２７「異なる係結が重出する文」からみた係結の表現価値
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り
て
ぞ
見
え
給
ひ
け
る
。〈
花
散
里
詞
〉（
蛍
・
�
五
六
―
５
）

「
弟
だ
」
と
い
う
の
は
客
観
的
事
実
で
あ
り
、「
大
人
び
て
見
え
る
」
の
は
主
観
的
意

見
だ
ろ
う
。
実
際
、
右
で
は
「
ね
び
ま
さ
り
て
」
が
「
ぞ
」
に
よ
っ
て
取
り
立
て
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
の
直
後
の
文
で
は
、

・﹇
兵
部
卿
宮
ハ
﹈
い
と
よ
く
こ
そ
か
た
ち
な
ど
ね
び
ま
さ
り
給
ひ
に
け
れ
。

と
「
こ
そ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。３４
で
「
こ
そ
」「
ぞ
」
が
右
の
よ
う
に
用
い
ら
れ

た
理
由
は
わ
か
ら
な
い
が
、
い
く
つ
か
の
理
由
が
想
定
さ
れ
る
。

一

３４
は
花
散
里
の
源
氏
に
対
す
る
発
言
で
、
相
手
側
（
源
氏
側
）
に
属
す
る
知

識
（
兵
部
卿
宮
が
源
氏
の
弟
で
あ
る
こ
と
）
を
花
散
里
（
話
し
手
）
が
源
氏

に
教
示
す
る
の
は
不
適
当
で
あ
る
か
ら
、教�

示�

・
説
明
に
用
い
ら
れ
る
「
ぞ
」

が
避
け
ら
れ
、
自
分
の
意
見
と
し
て
示
さ
れ
る
「
こ
そ
」
が
用
い
ら
れ
た
。

二

『
源
氏
物
語
』
中
、「
―
ぞ
―
ど
（
逆
接
）、
―
こ
そ
―
」
の
句
型
は
存
在
せ

ず
、
し
た
が
っ
て
、

・
御
お
と
う
と
に
ぞ
物
し
給
へ
ど
、ね
び
ま
さ
り
て
こ
そ
見
え
給
ひ
け
れ
。

は
か
な
り
不
自
然
な
句
型
で
あ
る
。

三

御
物
本
、
阿
里
莫
本
の
「
ね
び
ま
さ
り
て
」
と
「
ぞ
」
が
無
い
本
文

（
８
）を
採
る

べ
き
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
一
の
よ
う
な
情
報
論
的
な
理
由

（
９
）と
、
二
の
よ
う
な
逆
接
句
内
の
「
こ
そ
」

の
親
近
性
に
よ
っ
て
、
３４
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

五

結

論

以
上
、「
異
な
る
係
結
が
重
出
す
る
文
」
か
ら
、
各
係
結
の
表
現
価
値
の
差
に
つ
い

て
考
え
た
。
付
属
語
の
機
能
の
す
べ
て
が
一
つ
の
意
義
と
し
て
説
明
で
き
る
と
は
思

わ
れ
な
い
が
、「
ぞ
」「
な
む
」「
こ
そ
」
の
中
核
的
な
機
能
は
お
よ
そ
次
の
よ
う
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

一

同
類
の
要
素
の
中
か
ら
他
を
排
し
て
一
つ
を
取
り
立
て
る
機
能
を
「
取
り
立

て
」、文
中
の
あ
る
語
句
を
強
調
す
る
（
い
わ
ば
そ
の
部
分
だ
け
大
声
で
言
う

の
と
同
様
な
）
機
能
を
「
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
」
と
呼
ぶ
。

二

「
な
む
」
は
、
文
中
の
語
句
を
強
調
す
る
「
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
」
の
機
能
を
有

す
る
。

三

「
ぞ
」「
こ
そ
」
は
、同
類
の
要
素
の
中
か
ら
他
を
排
し
て
一
つ
を
取
り
立
て

る
「
取
り
立
て
」
の
機
能
を
有
す
る
。

四

「
ぞ
」
は
客
観
的
事
実
と
し
て
同
類
の
要
素
の
中
か
ら
一
つ
を
取
り
立
て
、

「
こ
そ
」
は
主
観
的
意
見
と
し
て
同
類
の
要
素
の
中
か
ら
一
つ
を
取
り
立
て

る
。

用
例
３４
に
み
る
よ
う
な
情
報
論
的
制
約
な
ど
に
つ
い
て
は
、
今
後
、
会
話
文
の
分
析

な
ど
を
通
じ
て
考
え
て
い
き
た
い
。

注

（
１
）
例
え
ば
『
ベ
ネ
ッ
セ
古
語
辞
典
』
で
は
、「
ぞ
」
は
「『
ぞ
』
の
付
い
た
成
分
を
強
く
指
示
し
、

叙
述
を
強
調
す
る
」、「
な
む
」
は
「『
な
む
』
の
付
い
た
成
分
を
強
く
指
示
し
、
叙
述
を
強
調
す

る
」、「
こ
そ
」
は
「
そ
の
成
分
を
取
り
立
て
て
指
示
し
強
調
す
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）
以
下
、
所
在
は
「
�
三
〇
八
―
１４
」
の
よ
う
に
示
す
。
テ
キ
ス
ト
は
吉
沢
義
則
『
対
校
源
氏

物
語
新
釈
』（
平
凡
社
）
に
よ
る
。

（
３
）
以
下
、
用
例
が
地
の
文
の
場
合
は
「〈
地
〉」、
会
話
文
の
場
合
は
「〈
源
氏
詞
〉」（＝

光
源
氏

の
会
話
中
の
文
の
意
）
の
よ
う
に
示
す
。

（
４
）
こ
の
場
合
は
「
か
ひ
な
き
わ
ざ
な
り
け
り
」
と
い
う
述
語
内
に
係
助
詞
「
な
む
」
が
介
在
し

て
い
る
（
中
村
幸
弘
（
一
九
七
九
）、
中
村
幸
弘
（
一
九
八
一
））。

（
５
）
「
こ
の
君
を
の
み
」
の
素
材
的
意
味
の
部
分
を
問
題
に
す
る
。
以
下
同
じ
。

（
６
）
な
お
、歴
史
的
に
は
、逆
に
、逆
接
句
の
中
で
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
こ
そ
―
已
然
形
」

１２６ 小 田 勝

（３５）
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が
、
そ
の
対
比
性
の
ゆ
え
に
、
最
上
位
の
も
の
を
意
見
と
し
て
取
り
立
て
る
機
能
に
発
達
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。

（
７
）
例
え
ば
「
彼
は
漫
画
し
か
読
ま
な
い
が
、
文
学
全
集
ま
で
も
持
っ
て
い
る
」
の
よ
う
な
文
は

決
し
て
不
可
能
で
は
な
い
が
、
情
報
量
的
に
負
担
の
大
き
い
表
現
に
な
り
、
敬
遠
さ
れ
や
す
い

だ
ろ
う
。

（
８
）
『
源
氏
物
語
大
成

校
異
篇
』
に
よ
る
。

（
９
）
情
報
が
話
し
手
側
に
属
す
る
か
、
聞
き
手
に
属
す
る
か
で
表
現
が
異
な
る
と
い
う
現
象
が
観

察
さ
れ
る
（
神
尾
昭
雄
（
一
九
九
〇
）
な
ど
）。

引
用
文
献

大
野
晋

（
一
九
九
三
）
『
係
り
結
び
の
研
究
』
岩
波
書
店

小
田
勝

（
二
〇
〇
三
）
「「
結
び
の
流
れ
」
か
ら
み
た
係
結
の
表
現
価
値
」『
国
語
研
究
』
６６
号

神
尾
昭
雄

（
一
九
九
〇
）
『
情
報
の
な
わ
張
り
理
論
』
大
修
館
書
店

此
島
正
年

（
一
九
七
三
）
『
国
語
助
詞
の
研
究
』
桜
楓
社

阪
倉
篤
義

（
一
九
九
三
）
『
日
本
語
表
現
の
流
れ
』
岩
波
書
店

中
村
幸
弘

（
一
九
七
九
）
「
補
助
動
詞
「
あ
り
」
小
論
」『
田
辺
博
士
古
稀
記
念
国
語
助
詞
助
動
詞

論
叢
』（
桜
楓
社
）
所
収

―
―
―
―

（
一
九
八
一
）
「
係
結
の
構
文
論
的
取
り
扱
い
」『
文
教
大
国
文
』
１０
号

富
士
谷
成
章
（
一
七
七
八
）
『
あ
ゆ
ひ
抄
』（
中
田
祝
夫
・
竹
岡
正
夫
『
あ
ゆ
ひ
抄
新
注
』
に
よ
る
）

宮
坂
和
江

（
一
九
五
二
）
「
係
結
の
表
現
価
値
」『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
２７
年
３
月
号

森
野
崇

（
一
九
八
八
）
「
係
助
詞
「
こ
そ
」
の
機
能
」『
学
術
研
究

国
語
・
国
文
学
』
３７
号

１２５「異なる係結が重出する文」からみた係結の表現価値

（３６）
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