
名
詞
残
存
型
準
体
句
を
め
ぐ
っ
て

―
提
示
文
の
準
体
句
化
―

小

田

勝

O
n

the
quasi-noun

phrase
w

ith
the

head-involved
relative

clauses
in

old
Japanese

M
asaru

O
da

要

旨

本
稿
は
、
形
状
性
名
詞
句
（
準
体
句
）
を
、
近
藤
泰
弘
（
一
九
八
一
）
と
は
異
な

る
視
点
か
ら
捉
え
、
近
藤
氏
の
「
同
一
名
詞
残
存
型
」
の
準
体
句
と
、「
同
一
名
詞
追

加
型
」
の
準
体
句
の
一
部
（﹇
名
詞
＋
の
＋
あ
る
﹈
型
の
同
格
）
が
、
本
稿
に
い
う

「
提
示
文
」
と
関
係
の
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
を
「
提
示
文
の

準
体
句
化
」
と
考
え
る
こ
と
を
提
案
す
る
。

K
ey

w
ords

準
体

同
格

０

本
稿
の
目
的

『
今
昔
物
語
集
』
に
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

あ
ひ

１

其
の
人
（＝

須
達
）、
一
生
の
間
だ
に
七
度
冨
貴
に
成
り
、
七
度
貧
窮
に
成
れ

ば
か
り

り
け
り
。
其
の
第
七
度
の
貧
は
前
の
六
度
に
勝
れ
た
り
。
牛
の
衣
許
の
着
物

あ
は

ば
か
り

じ
き
み

し
か

じ
き
せ
ず

無
し
。
菜
に
合
す
許
の
食
味
無
し
。
…
…
而
る
間
、
全
く
三
日
不
食
し
て
既

た
か

い
へ

む
な
し

く
ら
ば
か
り

に
餓
死
し
な
む
と
す
る
に
、
一
塵
の
財
ら
無
し
と
云
ど
も
空
き
倉
許
は
有
る

ば
か
り

か
た
す
み
わ

に
行
き
て
、
塵
許
の
物
や
有
あ
る

（
１
）

と
見
れ
ば
、
栴
檀
の
升
の
片
角
破
れ
残
り

て
あ
り
け
り
。（
今
昔
・
１
―（

２
）３１

）

須
達
は
富
貴
、
貧
窮
を
繰
り
返
し
、
七
度
目
の
貧
窮
は
大
変
な
も
の
だ
っ
た
。
か
つ

て
裕
福
だ
っ
た
の
で
、
財
宝
は
も
う
な
い
が
倉
だ
け
は
あ
る
。
そ
こ
で
そ
こ
に
行
っ

て
み
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
１
の
傍
線
部
の
よ
う
な
句
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え

れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。

近
藤
泰
弘
（
一
九
八
一
）
に
よ
れ
ば
、い
わ
ゆ
る
「
形
状
性
名
詞
句
」（
準
体
言
の

下
に
ヒ
ト
や
モ
ノ
が
想
定
さ
れ
る
準
体
句
）
は
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
さ
れ
る
。

２
ａ

仕
う
ま
つ
る
人
の
中
に
心
た
し
か
な
る
を
選
び
て
（
竹
取
物
語
・
三
七

（
３
）

）

ｂ

女
君
の
い
と
美
し
げ
な
る
、生
ま
れ
給
へ
り
。（
源
氏
物
語
・
橋
姫
・
一
一
八
）

ｃ

五
条
に
ぞ
少
将
の
家
あ
る
に
行
き
着
き
て
見
れ
ば（
大
和
物
語
・
三
二
三
）

す
な
わ
ち
、２ａ
の
準
体
言
「
心
た
し
か
な
る
」
は
「
心
た
し
か
な
る
﹇
人
﹈」
の
意

で
あ
る
が
、準
体
言
の
下
に
想
定
さ
れ
る
名
詞
「
人
」
が
準
体
部
内
（「
心
た
し
か
な

る
」）
に
顕
在
し
て
い
な
い
。
一
方
、
２ｂ
・
２ｃ
の
準
体
言
は
そ
れ
ぞ
れ
「
い
と
美
し
げ

な
る
﹇
女
君
﹈」「
あ
る
﹇
家
﹈」
の
意
で
、準
体
言
の
下
に
想
定
さ
れ
る
「
女
君
」「
家
」

が
準
体
部
内
（「
女
君
の
い
と
う
つ
く
し
げ
な
る
」「
五
条
に
ぞ
少
将
の
家
あ
る
」）
に

顕
在
し
て
い
る
。
近
藤
泰
弘
（
一
九
八
一
）
は
、
２ａ
の
よ
う
な
準
体
句
を
「
同
一
名

詞
消
去
型
」、２ｂ
の
よ
う
に
「
〜
の
」
の
形
で
準
体
言
の
下
に
想
定
さ
れ
る
名
詞
が
追

９２

（３３）



加
さ
れ
た
準
体
句
を
「
同
一
名
詞
追
加
型
」、２ｃ
の
よ
う
に
準
体
言
の
下
に
想
定
さ
れ

る
名
詞
が
準
体
句
内
に
残
存
し
て
い
る
準
体
句
を
「
同
一
名
詞
残
存
型
」
と
呼
ん
だ
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
上
例
１
の
傍
線
部
は
２ｃ
の
タ
イ
プ
（「
同
一
名
詞
残
存
型
」）
と
い

う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
「
同
一
名
詞
残
存
型
」
の
準
体
句
は
、
―
―
２ａ
の
タ
イ
プ

が
普
通
の
準
体
言
で
あ
り
、
２ｂ
の
タ
イ
プ
が
所
謂
「
同
格
構
文
」
と
し
て
ご
く
普
通

に
み
ら
れ
る
の
に
対
し
―
―
か
な
り
特
殊
で
あ
り
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
句
が
存
在
す

る
の
か
、
そ
の
構
文
的
背
景
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
。

ま
た
、

た
か
ら

３
ａ

一
塵
の
財
な
し
と
云
へ
ど
も
空
し
き
倉
ば
か
り
は
有
る
に
行
き
て（＝

１
）

ｂ

五
条
に
ぞ
少
将
の
家
あ
る
に
行
き
着
き
て
（＝

２ｃ
）

し
し
の
あ
な

お
ち
い
り

ｃ

不
意
に
穴
井
の
有
り
け
る
に
落
入
ぬ
。（
今
昔
・
５
―
２１
）

し
し
の
あ
な

に
お
い
て
、３ｃ
だ
け
が
、「
〜
の
」の
形
で
、準
体
言
の
下
に
想
定
さ
れ
る
名
詞（「
穴
井
」）

が
表
示
さ
れ
て
お
り
、近
藤
泰
弘
（
一
九
八
一
）
の
分
類
に
従
え
ば
、３ａ
・
３ｂ
が
「
同

一
名
詞
残
存
型
」、
３ｃ
が
「
同
一
名
詞
追
加
型
」
と
し
て
、
別
の
も
の
と
捉
え
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
が
、
３
の
三
者
は
そ
の
構
造
が
類
似
し
て
い
て
、
何
ら
か
の
関
連
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
稿
は
、
３
の
傍
線
部
の
よ
う
な
句
を
、
近
藤
泰
弘
（
一
九
八
一
）
と
は
異
な
る

視
点
か
ら
捉
え
、近
藤
氏
の
３ａ
・
３ｂ
の
よ
う
な
「
同
一
名
詞
残
存
型
」
の
準
体
句
と
、

３ｃ
の
よ
う
な
「
同
一
名
詞
追
加
型
」
の
準
体
句
の
一
部
（﹇
名
詞
＋
の
＋
あ
る
﹈
型
の

同
格
）
が
、本
稿
に
い
う
「
提
示
文
」
と
関
係
の
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

３
の
傍
線
部
を
「
提
示
文
の
準
体
句
化
」
と
考
え
る
こ
と
を
提
案
す
る
も
の
で
あ
る
。

一

提

示

文

本
稿
の
目
的
で
あ
る
、
前
節
１
の
傍
線
部
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
次
の

よ
う
な
構
文
に
注
目
し
た
い
。

４

此
の
牛
、
片
山
に
一
の
石
の
穴
有
り
、
其
の
穴
に
入
る
。（
今
昔
・
５
―
３１
）

４
の
傍
線
部
末
は
、
そ
こ
で
終
止
す
る
形
態
を
と
っ
て
い
る
が
、

４
ｂ

此
の
牛
、
片
山
に
一
の
石
の
穴
あ
り
。

と
い
う
文
は
成
り
立
た
な
い
の
で
、
傍
線
部
末
で
文
が
完
全
に
終
止
す
る
わ
け
で
は

な
い
。
こ
の
よ
う
な
句
を
「
不
十
分
終
止
の
句
」
と
呼（

４
）ぶ
。
４
は
、
片
山
に
あ
る
「
一

の
石
の
穴
」
が
提
示
さ
れ
、
後
続
の
指
示
語
（
二
重
傍
線
部
）
が
そ
れ
を
受
け
直
し

て
、
下
文
に
連
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
下
文
の
補
充
成
分
ま

た
は
修
飾
成
分
が
句
の
形
で
提
示
さ
れ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
る
不
十
分
終
止
の
句
を

「
提
示
文
」
と
呼（

５
）ぶ
。

「
提
示
文
」
は
、
終
止
す
る
形
態
を
有
し
な
が
ら
そ
こ
で
完
全
に
終
止
し
な
い
、

と
い
う
点
で
は
特
殊
な
句
形
と
い
え
る
が
、
量
的
に
は
そ
れ
ほ
ど
特
異
な
わ
け
で
は

な
く
、
古
典
文
中
に
は
散
見
さ
れ
る
。『
今
昔
物
語
集
』
か
ら
例
を
あ
げ
る
。

５

而
る
に
、
神
叡
心
に
知
恵
を
得
む
事
を
願
ひ
て
、
大
和
国
の
吉
野
の
郡
の
現

つ
け

光
寺
の
塔
の
杓
形
に
は
虚
空
蔵
菩
薩
を
鋳
付
け
た
り
、
其
れ
に
緒
を
付
て
、

ひ
か

え
し
め

神
叡
是
れ
を
引
へ
て
、「
願
は
く
は
虚
空
蔵
菩
薩
、
我
れ
に（
６
）□
知
恵
を
令
得
給

い
の
り

へ
」
と
祈
け
る
に
、
…
（
今
昔
・
１１
―
５
）

ゆ
き

み

お
も
ひ

６

「
…
。
然
れ
ば
我
れ
、
他
の
世
界
に
行
て
か
か
る
悲
び
を
不
見
じ
」
と
思
て
、

す
ぎ

そ
の

い
た
り

上
方
の
恒
河
沙
の
世
界
を
過
て
仏
の
世
界
有
り
、
其
国
に
至
て
有
る
程
に
、

…
（
今
昔
・
３
―
３０
）

つ
ら
つ
ら

い
か

い
か

ま
ぬ
か
る
べ

７

其
の
後
、倩
思
ふ
に
、「
何
に
此
の
罪
重
か
ら
む
。地
獄
の
報
を
ば
何
で
か
可
免

な
げ
き

こ
の

き
」
と
思
ひ
嘆
て
、
近
議
と
云
ふ
羅
漢
の
比
丘
有
り
、
其
の
人
に
大
王
此
事

と
ひ

ま
う
し

を
問
給
へ
ば
、
羅
漢
申
て
云
く
、
…
（
今
昔
・
４
―
３
）

あ
つ
か

か
し
ら

８

天
魔
繚
ひ
て
（＝

困
惑
シ
テ
）、
大
自
在
天
と
云
ふ
は
魔
の
首
也
、
其
の
所
に

の
ぼ
り

う
れ
へ

と
り
の
け

昇
て
此
の
事（＝

羅
漢
ニ
首
ニ
骨
ヲ
懸
ケ
ラ
レ
タ
コ
ト
）を
愁
て
、「
此
れ
取
去

９１名詞残存型準体句をめぐって

（３４）



よ
」
と
乞
ふ
。（
今
昔
・
４
―
８
）

あ
つ
か
ひ

し
ゃ
う
こ
よ
り

ま
し

９

国
王
此
れ
を
思
ひ
繚
て
、
此
の
国
に
従
上
古
崇
め
祭
る
神
在
ま
す
、
国
王
、

い
た
り

其
の
所
に
詣
て
、
自
ら
祈
り
請
ふ
。（
今
昔
・
４
―
１２
）

「
提
示
文
」
は
、
和
文
体
の
散
文
に
も
、
も
ち
ろ
ん
み
ら
れ
る
。

１０

﹇
帝
ハ
﹈
か
く
て
帰
り
給
ふ
と
て
、
南
院
の
七
郎
君
と
い
ふ
人
あ
り
け
り
、

そ
れ
な
む
、
こ
の
う
か
れ
め
の
住
む
あ
た
り
に
、
家
つ
く
り
て
住
む
と
聞
こ

し
め
し
て
、
そ
れ
に
な
む
、
の
た
ま
ひ
あ
づ
け
た
る
。（
大
和
物
語
・
三
六
七
）

１１

お
な
じ
兼
盛
、
陸
奥
の
国
に
て
、
閑
院
の
三
の
み
こ
の
御
む
す
こ
に
あ
り
け

る
人
、
黒
塚
（＝

福
島
県
安
達
郡
）
と
い
ふ
所
に
す
み
け
り
、
そ
の
む
す
め

ど
も
に
お
こ
せ
た
り
け
る
。（
大
和
物
語
・
二
九
〇
）

１０
で
は
下
文
の
主
格
成
分
お
よ
び
「
に
」
格
成
分
と
し
て
「
南
院
の
七
郎
君
」
が
、

１１
で
は
下
文
の
連
体
修
飾
成
分
と
し
て
「
閑
院
の
三
の
み
こ
の
御
む
す
こ
に
あ
り
け

る
人
」
が
句
の
形
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。

二

下
文
の
指
示
語
の
非
表
示

「
提
示
文
」
は
前
節
４
〜
１１
に
み
る
よ
う
に
、
下
文
の
補
充
成
分
ま
た
は
修
飾
成

分
が
句
の
形
で
提
示
さ
れ
、
そ
れ
を
指
示
す
る
こ
と（

７
）ば
で
受
け
直
し
て
下
文
に
連
続

さ
せ
る
の
を
典
型
と
す
る
が
、
１２
の
よ
う
に
、
下
文
に
、
提
示
文
中
の
語
を
指
示
す

る
こ
と
ば
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
例
も
み
ら
れ
る
。

１２

故
兵
部
卿
の
宮
、
わ
か
男
に
て
、
一
の
宮
と
聞
こ
え
て
、
色
好
み
給
ひ
け
る

こ
ろ
、
承
香
殿
は
い
と
近
き
ほ
ど
に
な
む
あ
り
け
る
、φ

ら
う
あ
り
、
を
か

し
き
人
々
あ
り
と
、
聞
き
給
う
て
、
も
の
な
ど
の
た
ま
ひ
か
は
し
け
り
。（
大

和
物
語
・
三
五
五
）

１２
で
故
兵
部
卿
の
宮
が
お
聞
き
に
な
っ
た
内
容
、「
ら
う
あ
り
、を
か
し
き
人
々
あ
り
」

は
、「
そ
こ
に
」
す
な
わ
ち
「
承
香
殿
に
（
ら
う
あ
り
、
を
か
し
き
人
々
あ
り
）」
で

あ
っ
て
、
１２
の
傍
線
部
は
そ
の
「
承
香
殿
」
の
提
示
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
１２
のφ

の
部
分
に
「
承
香
殿
」
を
指
示
す
る
こ
と
ば
「
そ
の
承
香
殿
に
」

が
表
示
さ
れ
て
い
れ
ば
、
１２
は
、

１３

此
の
牛
、
片
山
に
一
の
石
の
穴
あ
り
、
其
の
穴
に
入
る
。（＝

４
）

と
ほ
ぼ
同
じ
句
型
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
１２
は
、
提
示
文
中
の
語
を
指

示
す
る
こ
と
ば
が
下
文
（
主
文
）
中
に
表
示
さ
れ
て
い
な
い
句
型
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
句
型
も
、
特
に
和
文
体
の
散
文
を
中
心
と
し
て
、
ま
ま
み
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
例
を
あ
げ
る
。

１４

お
な
じ
お
ほ
き
お
と
ど
（＝

藤
原
忠
平
）、左
の
大
臣
の
御
母
菅
原
の
君
か
く

れ
た
ま
ひ
に
け
り
、φ

御
服
は
て
給
ひ
け
る
こ
ろ
、
亭
子
の
帝
な
む
、
内
に

御
消
息
聞
こ
え
給
ひ
て
、
色
ゆ
る
さ
れ
給
ひ
け
る
。（
大
和
物
語
・
三
二
〇
）

１４
の
「
御
服
」
は
「
菅
原
の
君
の
（
御
服
）」
で
あ
っ
て
、１４
の
傍
線
部
は
下
文
の
修

飾
成
分
「
菅
原
の
君
」
の
提
示
に
な
っ
て
い
る
。

１５

子
ど
も
あ
ま
た
い
で
き
て
、﹇
藤
原
千
兼
ハ
と
し
こ
ト
﹈
思
ひ
て
す
み
け
る
ほ

ど
に
、﹇
と
し
こ
ハ
﹈
な
く
な
り
に
け
れ
ば
、
限
り
な
く
悲
し
く
の
み
思
ひ
あ

り
く
ほ
ど
に
、
内
の
蔵
人
に
て
一
条
の
君
と
い
ひ
け
る
人
は
、
と
し
こ
を
い

と
よ
く
知
れ
り
け
る
人
な
り
け
り
、φ

か
く
な
り
け
る
ほ
ど
に
し
も
、﹇
と
し

こ
ヲ
﹈
と
は
ざ
り
け
れ
ば
、﹇
千
兼
ハ
﹈
あ
や
し
と
思
ひ
あ
り
く
ほ
ど
に
、
…

（
大
和
物
語
・
二
六
三
）

１６

す
こ
し
日
た
く
る
ほ
ど
に
、
三
位
の
中
将
と
は
関
白
殿
を
ぞ
き
こ
え
し
、φ

唐
の
薄
物
の
二
藍
の
御
直
衣
、
二
藍
の
織
物
の
指
貫
、
濃
蘇
枋
の
下
の
御
袴

に
、
は
り
た
る
白
き
単
衣
の
い
み
じ
う
あ
ざ
や
か
な
る
を
着
給
ひ
て
、
歩
み

入
り
給
へ
る
、
さ
ば
か
り
か
ろ
び
涼
し
げ
な
る
御
中
に
、
暑
か
は
し
げ
な
る

べ
け
れ
ど
、
い
と
い
み
じ
う
め
で
た
し
と
ぞ
見
え
給
ふ
。（
枕
草
子
・
七
八
）

小 田 勝９０
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１５
・
１６
の
傍
線
部
は
下
文
の
主
格
成
分
の
提
示
で
、
１５
のφ

に
は
「
ソ
ノ
一
条
の
君

ガ
」、
１６
のφ

に
は
「
ソ
ノ
三
位
の
中
将
ガ
」
が
想
定
さ
れ
る
。

１７

物
忌
も
今
日
ぞ
あ
く
ら
む
と
思
ふ
日
な
れ
ば
、心
あ
わ
た
た
し
く
思
ひ
つ
つ
、

物
取
り
し
た
た
め
（＝

整
理
）
な
ど
す
る
に
、
上
莚
の
下
に
、﹇
兼
家
ガ
﹈
つ

と
め
て
食
ふ
薬
と
い
ふ
物
、
畳
紙
の
中
に
さ
し
れ
て
あ
り
し
は
、﹇
私
ガ
父
ノ

家
ニ
行
ッ
テ
﹈
こ
こ
に
ゆ
き
帰
る
ま
で
あ
り
け
り
、φ

こ
れ
か
れ
見
出
で
て
、

…
…
（
蜻
蛉
日
記
・
二
二
六
）

１７
の
傍
線
部
は
下
文
の
目
的
格
成
分
の
提
示
で
、φ

に
は
「
そ
れ
を
（＝

つ
と
め
て

食
ふ
薬
と
い
ふ
物
ヲ
）」
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
句
型
は
、
片
仮
名
文
で
あ
る
『
今
昔
物
語
集
』
に
も
み
ら
れ
る
。

１８

然
れ
ば
、
伊
勢
人
、
年
来
乗
れ
る
所
の
白
き
馬
有
り
、
鞍
を
置
てφ

馬
に
云

ふ
く
め

ひ
含
て
云
く
、
…
（
今
昔
・
１１
―
３５
）

１８
は
、φ

の
部
分
に
「
そ
の
」
と
い
う
指
示
語
（
だ
け
）
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
例

で
あ
る
。
ま
た
、
次
例
で
は
、φ

に
「
そ
れ
（＝

僧
）
ガ
」
が
想
定
さ
れ
る
（
波
線

部
は
提
示
文
（
傍
線
部
）
に
対
す
る
補
足
説
明
の
句
で
あ（

８
）る

）。

わ
が

き
き

１９

然
る
間
、
我
朝
の
元
明
天
皇
、
此
の
仏
の
利
益
霊
験
を
伝
へ
聞
給
て
、「
此
の

ね
が
ひ

朝
に
移
し
給
て
、
伽
藍
を
建
立
し
て
安
置
奉
ら
む
」
と
思
す
願
有
け
る
に
、

国
王
の
外
戚
に
僧
有
り
、
仏
の
道
を
行
ふ
人
也
、
亦
、
心
賢
く
思
慮
有
り
、

や
う

φ

国
王
に
奏
す
る
様
、
…
（
今
昔
・
１１
―
１５
）

三

提
示
文
の
準
体
句
化

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
「
提
示
文
」
と
、
第
０
節
に
「
同
一
名
詞
残
存
型
」
の
準

体
句
と
し
て
あ
げ
た
例
を
並
べ
て
み
よ
う
。

２０
ａ

此
の
牛
、
片
山
に
一
の
石
の
穴
有
り
、
其
の
穴
に
入
る
。（＝

４
）

ｂ

色
好
み
給
ひ
け
る
こ
ろ
、
承
香
殿
は
い
と
近
き
ほ
ど
に
な
む
あ
り
け
る
、

φ

ら
う
あ
り
、
を
か
し
き
人
々
あ
り
と
、
聞
き
給
う
て
（＝

１２
）

ｃ

五
条
に
ぞ
少
将
の
家
あ
る
に
行
き
着
き
て
見
れ
ば
（＝

２ｃ
）

こ
う
し
て
み
る
と
、こ
の
三
者
は
関
連
あ
る
句
型
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

２０
ｂ
は
指
示
語
非
表
示
の
提
示
文
の
句
型
だ
が
、
こ
れ
を
格
助
詞
で
下
文
に
結
び
つ

け
れ
ば
、

２０
ｂ

承
香
殿
は
い
と
近
き
ほ
ど
に
な
む
あ
り
け
る
に
ら
う
あ
り
、を
か
し
き
人
々

あ
り
と
、
聞
き
給
う
て

と
な
っ
て
２０
ｃ
と
ほ
ぼ
同
じ
句
型
に
な
る
し
、
２０
ａ
の
傍
線
部
分
を
準
体
句
化
し
て

格
助
詞
で
下
文
に
結
び
つ
け
れ
ば
、

２０
ａ

此
の
牛
、
片
山
に
一
の
石
の
穴
有
る
に
入
る
。

の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
、
２０
ｃ
の
傍
線
部
を
句
の
形
で
表
現
す
れ
ば
、

２０
ｃ

五
条
に
ぞ
少
将
の
家
あ
る
、
そ
の
家
に
行
き
着
き
て
見
れ
ば

と
い
う
典
型
的
な
提
示
文
の
句
型
が
得
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
２０
ｃ
の
よ
う
な
「
同

一
名
詞
残
存
型
」
の
準
体
句
は
、
下
文
の
格
成
分
の
提
示
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
冒
頭
に
示
し
た
１
も
同
様
に
考
え
ら
れ
、

２１

其
の
人
（＝

須
達
）、
一
生
の
間
だ
に
七
度
冨
貴
に
成
り
、
七
度
貧
窮
に
成
れ

ば
か
り

り
け
り
。
其
の
第
七
度
の
貧
は
前
の
六
度
に
勝
れ
た
り
。
牛
の
衣
許
の
着
物

あ
は

ば
か
り

じ
き
み

し
か

じ
き
せ
ず

無
し
。
菜
に
合
す
許
の
食
味
無
し
。
…
…
而
る
間
、
全
く
三
日
不
食
し
て
既

た
か

い
へ

む
な
し

く
ら
ば
か
り

に
餓
死
し
な
む
と
す
る
に
、
一
塵
の
財
ら
無
し
と
云
ど
も
空
き
倉
許
は
有
る

ば
か
り

か
た
す
み
わ

に
行
き
て
、
塵
許
の
物
や
有
あ
る
と
見
れ
ば
、
栴
檀
の
升
の
片
角
破
れ
残
り

て
あ
り
け
り
。（＝

１
）

は
、

じ
き
せ
ず

た
か

２１
ｂ

全
く
三
日
不
食
し
て
既
に
餓
死
し
な
む
と
す
る
に
、
一
塵
の
財
ら
無
し
と

い
へ

む
な
し

く
ら
ば
か
り

云
ど
も
空
き
倉
許
は
有
り
、
そ
の
倉
に
行
き
て

８９名詞残存型準体句をめぐって

（３６）



の
よ
う
な
提
示
文
を
基
礎
と
し
て
、
そ
の
提
示
文
が
準
体
句
化
し
た
も
の
と
捉
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
２２
も
同
様
の
例
で
あ
る
。

ゆ
き

こ
ふ

た
く
は

よ
り

２２

迦
葉
尊
者
、
勝
義
が
家
に
行
て
物
を
乞
に
、
夫
貯
へ
無
き
に
依
て
供
養
せ
ず
。

あ
り

を
し
ま
ず

妻
有
て
、
夫
妻
の
中
に
麻
の
衣
一
領
有
る
を
不
惜
し
て
供
養
せ
り
。（
今
昔
・

１
―
３２
）

２１
・
２２
の
傍
線
部
は
句
末
が
「
〜
有
る
」
に
な
っ
て
い
る
例
だ
が
、
そ
の
他
に
も
、

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
句
が
み
え
る
。

よ
り

ひ
き
あ

に
ぎ
り

２３

…
寄
て
女
の
手
を
捕
へ
て
曳
上
ぐ
。
女
の
手
は
福
よ
か
に
滑
か
な
る
を
捲
た

ひ
き
あ
げ

に
ぎ
り

ゆ
る
さ

る
間
、
陸
に
曳
上
て
後
も
猶
捲
て
不
免
ず
。（
今
昔
・
４
―
６
）

こ
の
よ
う
な
例
も
、

に
ぎ

２３
ｂ

女
の
手
は
福
よ
か
に
滑
ら
か
な
り
、
そ
れ
を
捲
り
た
る
間

の
よ
う
な
提
示
文
の
準
体
句
化
と
捉
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

四

﹇
体
言
＋
の
＋
あ
る
﹈
型
の
同
格

所
謂
同
格
構
文
の
中
に
、
２４
・
２５
の
よ
う
に
﹇
体
言
＋
の
＋
あ
る
﹈
の
句
型
の
も

の
が
あ
る
。

２４

尻
に
行
く
程
に
大
な
る
墓
の
有
る
に
這
入
る
。（
今
昔
・
５
―
１９
）

２５

妻
戸
の
有
る
よ
り
入
て
見
れ
ば
（
今
昔
・
２９
―
２８
）

こ
の
タ
イ
プ
の
同
格
構
文
は
、
ほ
か
の
同
格
構
文
と
そ
の
構
成
が
大
き
く
異
な
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

私
見
に
よ
れ
ば
、
同
格
の
構
文
に
は
、
一
般
に
、
二
種
類
の
タ
イ
プ
の
も
の
が
あ

る
。

い
み
じ

２６

﹇
元
良
親
王
ハ
﹈
極
き
好
色
に
て
有
け
れ
ば
、
世
に
有
る
女
の
美
麗
也
と
聞

あ
ひ

あ
は
ざ
る

ゆ
る
に
は
、
会
た
る
に
も
未
だ
不
会
に
も
、
常
に
文
を
遣
る
を
以
て
業
と
し

け
る
。（
今
昔
２４
―
５４
）

し
ば
し
ば
か
り

ふ
し
な
が
ら

２７

暫
許
有
て
、﹇
高
藤
ハ
﹈
臥
乍
ら
見
給
へ
ば
、
庇
の
方
よ
り
遣
戸
を
開
て
、
年

ば
か
り

さ
し

十
三
四
許
有
る
若
き
女
の
、
薄
色
の
衣
一
重
濃
き
袴
着
た
る
が
、
扇
を
指
隠

し
て
、
片
手
に
高
坏
を
取
て
出
来
た
り
。（
今
昔
２２
―
７
）

一
つ
は
、
２６
の
よ
う
に
、「
〜
の
中
で
〜
と
い
う
属
性
を
示
す
も
の
」
と
パ
ラ
フ
レ
イ

ズ
で
き
、
上
の
体
言
の
示
す
意
味
範
疇
を
下
の
準
体
言
が
限
定
し
狭
め
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
２７
の
よ
う
に
、「
〜
で
（
か
つ
）
〜
と
い
う

属
性
の
あ
る
も
の
」
と
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
で
き
、
一
つ
の
体
言
に
対
し
て
複
数
の
装
定

を
加
え
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
筆
者
は
、
か
つ
て
、
２６
の
タ
イ
プ

を
「
収
斂
型
」、
２７
の
タ
イ
プ
を
「
累
加
型
」
と
呼
ん（

９
）だ
。
し
か
し
、
２４
・
２５
の
よ
う

な
﹇
体
言
＋
の
＋
あ
る
﹈
型
の
同
格
は
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
分
類
し
に
く
い
の
で
あ

る（
１０
）。

ま
た
、
同
格
構
文
は
、
一
般
に
、

２６
ｂ

世
に
有
る
女

デ
、
美
麗
也
と
聞
ゆ
る
女

ば
か
り

２７
ｂ

年
十
三
四
許
有
る
若
き
女

デ
、
薄
色
の
衣
一
重
濃
き
袴
着
た
る
女

の
よ
う
に
、

・
﹇
名
詞
﹈
デ
、
○
○
デ
ア
ル
﹇
名
詞
﹈

と
い
う
形
に
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
で
き
る
が
、
２４
・
２５
は
こ
の
よ
う
な
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
も

し
に
く
い
の
で
あ
る
。

２４
ｂ

？？
大
き
な
る
墓

デ

有
る
墓

２４
・
２５
の
よ
う
な
、﹇
体
言
＋
の
＋
あ
る
﹈
型
の
同
格
の
後
項
（
準
体
言
の
部
分
）
は
、

「
体
言
」
に
関
す
る
何
ら
か
の
情
報
を
与
え
る
と
い
う
よ
り
は
、「
体
言
」
を
そ
の
場

に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
話
題
に
導
入
す
る
と
い
う
役
割
（
だ
け
）
を
担
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
点
で
、﹇
体
言
＋
の
＋
あ
る
﹈
型
同
格
は
、
提
示
的
で
あ
る
。

２４
ｂ
に
み
る
よ
う
に
、﹇
体
言
＋
の
＋
あ
る
﹈
型
の
同
格
が
、「
〜
デ
〜
デ
ア
ル
ノ
」

と
い
う
形
に
パ
ラ
フ
レ
イ
ズ
し
に
く
い
の
も
、「
あ
る
」
が
体
言
に
対
す
る
装
定
と
し

小 田 勝８８
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て
積
極
的
に
働
い
て
い
な
い
こ
と
の
証
拠
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
で
、
２４
と
２０
ａ
と
を
並
べ
て
み
る
。

２８

尻
に
行
く
程
に
大
な
る
墓
の
有
る
に
這
入
る
。（＝

２４
）

２９

此
の
牛
、
片
山
に
一
の
石
の
穴
有
り
、
其
の
穴
に
入
る
。（＝

２０
ａ
）

こ
う
し
て
み
る
と
、
両
者
は
非
常
に
よ
く
似
た
構
文
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
２８
の
傍
線
部
を
句
化
し
て
表
現
す
れ
ば
、

２８
ｂ

尻
に
行
く
程
に
大
な
る
墓
有
り
、
其
の
墓
に
這
入
る
。

の
よ
う
に
提
示
文
の
句
型
と
な
る
し
、２９
の
傍
線
部
を
準
体
句
化
し
て
表
現
す
れ
ば
、

２９
ｂ

此
の
牛
、
片
山
に
一
の
石φ

穴
有
る
に
入
る
。

と
な
り
、
２９
ｂ
と
２８
と
の
差
は
、
２９
ｂ
のφ

の
部
分
に
助
詞
「
の
」
が
現
れ
て
い
る

か
否
か
の
差
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
、﹇
体
言
＋
の
＋
あ
る
﹈
型
の
同
格
の
背
後
に
は
、
提
示

文
が
想
定
さ
れ
、
こ
れ
も
ま
た
提
示
文
の
準
体
句
化
の
一
つ
の
型
で
は
な
い
か
と
思

う
の
で
あ
る
。

五

結

論

以
上
、
本
稿
で
は
、
次
の
二
点
の
こ
と
を
述
べ
た
。

Ⅰ

「
同
一
名
詞
残
存
型
」
の
準
体
句
は
、「
提
示
文
」
が
準
体
句
化
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

Ⅱ

﹇
体
言
＋
の
＋
あ
る
﹈
型
の
同
格
は
、
ほ
か
の
同
格
構
文
と
は
そ
の
構
成
が
こ

と
な
り
、
む
し
ろ
「
同
一
名
詞
残
存
型
」
の
準
体
句
に
近
い
、
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

注

（
１
）
「
あ
る
」
は
「
有
」
の
全
訓
捨
て
仮
名
。

（
２
）
「
今
昔
・
１
―
３１
」
は
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
一
第
三
十
一
話
の
意
。
以
下
同
じ
。『
今
昔

物
語
集
』
の
引
用
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
刊
）
に
よ
り
、
片
仮
名
部
分
を

平
仮
名
に
改
め
て
示
し
た
。

（
３
）
『
今
昔
物
語
集
』
以
外
の
古
典
作
品
の
引
用
は
、す
べ
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館

刊
）
に
よ
る
。
所
在
は
、
作
品
名
と
頁
数
で
こ
れ
を
示
し
た
（『
源
氏
物
語
』
は
巻
名
も
示
し

た
）。
引
用
に
当
た
り
、
表
記
・
句
読
は
適
宜
改
め
た
。

（
４
）
小
田
勝
（
一
九
九
五
）
参
照
。

（
５
）
小
田
勝
（
一
九
九
五
・
一
九
九
六
）
参
照
。

（
６
）
「
底
本
の
祖
本
の
破
損
に
因
る
欠
字
か
」（
新
大
系
脚
注
）
と
い
う
。

（
７
）
以
下
、
用
例
１０
の
「
そ
れ
」
の
よ
う
な
指
示
語
と
、
用
例
１１
の
「
そ
の
む
す
め
」
の
よ
う
な

指
示
語
の
付
い
た
名
詞
句
と
を
併
せ
て
、「
指
示
す
る
こ
と
ば
」
と
い
う
。

（
８
）
こ
の
よ
う
な
句
の
連
続
に
つ
い
て
は
、
小
田
勝
（
一
九
九
六
）
参
照
。

（
９
）
小
田
勝
（
一
九
九
一
）。

（
１０
）
﹇
名
詞
＋
の
＋
準
体
句
﹈
の
句
型
に
は
、
も
う
一
つ
、
収
斂
型
に
も
累
加
型
に
も
分
類
さ
れ

な
い
タ
イ
プ
の
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
﹇
準
体
句
﹈
が
﹇
名
詞
﹈
の
属
性
を
表
さ
ず
、
臨

時
的
な
「
動
き
」
を
表
す
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

い
ひ

か
へ
り

き
た

ａ

広
成
と
云
け
る
人
の
帰
け
る
に
伴
ひ
て
、
此
の
国
に
帰
り
来
れ
り
。（
今
昔
・
１１
―
６
）

こ
れ
は
、
現
代
語
の
、

ｂ

泥
棒
ガ
逃
ゲ
タ
ノ
ヲ
追
イ
カ
ケ
タ
。

に
相
当
す
る
句
型
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
句
型
に
は
、

あ
ひ

ｃ

良
暉
が
年
来
鎮
西
に
有
て
宋
に
帰
る
に
値
て
（
今
昔
・
１１
―
１２
）

ｄ

翁
の
今
、
船
に
乗
て
既
に
漕
ぎ
出
づ
る
を
呼
び
還
す
。（
今
昔
・
１０
―
１０
）

つ
と
む
べ

ｅ

満
寺
の
僧
の
、「
忌
日
可
勒
し
」
と
行
ふ
を
、
皆
追
つ
。（
今
昔
・
１１
―
１５
）

に
み
る
よ
う
に
、
準
体
言
が
石
垣
謙
二
（
一
九
四
二
）
の
所
謂
「
作
用
性
用
言
」
の
も
の
が

あ
り
、
ａ
〜
ｅ
の
傍
線
部
は
「
作
用
性
名
詞
句
」（
コ
ト
を
表
す
準
体
）
と
い
え
る
（「
形
状

性
名
詞
句
」（
モ
ノ
を
表
す
準
体
）は
必
ず
形
状
性
用
言
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
対
し
て
、

「
作
用
性
名
詞
句
」
は
作
用
性
用
言
・
形
状
性
用
言
の
ど
ち
ら
の
用
言
で
も
よ
い
）。ａ
〜
ｅ

の
句
が
作
用
性
名
詞
句
で
あ
る
の
に
、
下
文
（
主
文
）
の
述
語
が
そ
の
中
の
名
詞
を
受
け
る

８７名詞残存型準体句をめぐって

（３８）



よ
う
に
感
じ
る
の
は
、
下
文
（
主
文
）
の
述
語
の
性
質
に
よ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、「
見
ル
」

の
場
合
は
、
コ
ト
ガ
ラ
を
も
モ
ノ
を
も
「
見
ル
」
こ
と
が
で
き
、
目
的
語
が
コ
ト
を
表
す
名

詞
句
で
も
モ
ノ
を
表
す
名
詞
句
で
も
よ
い
が
、「
追
イ
カ
ケ
ル
」
の
場
合
は
、
ふ
つ
う
目
的
語

に
モ
ノ
を
と
る
と
解
さ
れ
る
。
ａ
〜
ｅ
の
句
が
奇
妙
な
句
型
に
み
え
る
の
は
、
作
用
性
名
詞

句
を
、
ふ
つ
う
モ
ノ
を
補
語
に
と
る
と
感
じ
ら
れ
る
述
語
が
受
け
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る

だ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
句
型
は
、
ｆ
の
よ
う
に
、
同
格
（
近
藤
氏
の
「
同
一
名
詞
追

加
型
」）
以
外
の
準
体
句
で
も
み
ら
れ
る
。

あ
ひ

ｆ

一
人
の
御
弟
子
外
よ
り
来
て
、
御
室
に
入
る
に
値
ぬ
。（
今
昔
・
４
―
２５
）

引
用
文
献

石
垣
謙
二

（
一
九
四
二
）

「
作
用
性
用
言
反
撥
の
法
則
」『
国
語
と
国
文
学
』
１９
―
１１

小
田

勝

（
一
九
九
一
）

「
所
謂
「
同
格
」
の
表
現
価
値
に
つ
い
て
」『
国
語
研
究
』
５５

―
―
―
―
―
（
一
九
九
五
）

「
中
古
和
文
に
お
け
る
不
十
分
終
止
」『
國
學
院
雑
誌
』
９２
―
１０

―
―
―
―
―
（
一
九
九
六
）

「
提
示
文
」『
国
語
研
究
』
５９

近
藤
泰
弘

（
一
九
八
一
）

「
中
古
語
の
準
体
構
造
に
つ
い
て
」『
国
語
と
国
文
学
』
５８
―
５

小 田 勝８６

（３９）


