
文
末
に
終
助
詞
を
伴
う
係
結
を
め
ぐ
っ
て

―
―
源
氏
物
語
を
資
料
と
し
て
―
―小

田

勝

O
n

the
co-occurrence

betw
een

A
uxiliary

P
articles

and
Sentence-final

P
articles

in
the

classical
kakari-

m
usubi

C
onstruction

M
asaru

O
da

K
ey

w
ords

終
助
詞

係
り
結
び

要

旨

中
古
和
文
に
お
い
て
、「
文
末
に
終
助
詞
を
伴
う
係
結
」
は
﹇
ぞ
―
や
﹈、﹇
ぞ
―
か

し
﹈、﹇
こ
そ
―
や
﹈
の
三
型
し
か
み
ら
れ
な
い
。
ほ
か
の
組
み
合
わ
せ
、
た
と
え
ば

﹇
ぞ
―
な
﹈
が
存
在
し
な
い
の
は
、「
ぞ
」
の
「
自�

領�

域�

知�

識�

の
述
べ
立
て
」
と
い
う

機
能
と
、「
な
」
の
「
聞�

き�

手�

領�

域�

知�

識�

の
確
認
」
と
い
う
機
能
が
矛
盾
す
る
た
め
で

あ
る
、
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
ま
た
、﹇
ぞ
―
や
﹈
は
出
現
傾
向
か
ら
み
て
係
助
詞

「
な
む
」
に
類
似
し
て
お
り
、﹇
ぞ
―
か
し
﹈
は
係
助
詞
「
こ
そ
」
に
類
似
し
て
い
る

こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

〇

本
稿
の
目
的

係
助
詞
が
文
中
に
あ
っ
て
文
末
の
活
用
語
が
こ
れ
を
受
け
る
と
き
、
そ
の
活
用
語

が
活
用
形
を
変
え
る
現
象
を
「
係
結
」（
係
り
結
び
）
と
い
う
。

１

月
影
ば
か
り
ぞ
八
重
葎
に
も
さ
は
ら
ず
さ
し
入
り
た�

る�

。（
源
氏
物
語
・
桐
壷
・

第
①
冊
一
〇
頁

（
１
）

）

と
こ
ろ
で
、
右
の
よ
う
な
係
結
の
文
に
は
、
次
例
２
・
３
の
よ
う
に
、
結
び
の
末
尾

に
終
助
詞
（
２
）
を
伴
う
例
も
み
ら
れ
る
。

２

「
…
…
」
な
ど
﹇
女
房
ガ
紫
上
ニ
﹈
言
ふ
も
、﹇
紫
上
ハ
﹈
そ
れ
（＝

女
房
ノ

詞
）
を
ば
何
と
も
思
し
た
ら
ぬ
ぞ
あ
さ
ま
し
き
や
。（
若
紫
・
①
二
一
八
）

３

﹇
弁
ハ
﹈
若
き
人
に
て
、
気
色
も
え
深
く
思
ひ
よ
ら
ね
ば
、﹇
三
夜
餅
ヲ
﹈
持

て
参
り
て
、﹇
紫
上
ノ
﹈
御
枕
上
の
御
几
帳
よ
り
さ
し
入
れ
た
る
を
、
君
（＝

源

氏
）
ぞ
例
の
﹇
紫
上
ニ
三
夜
餅
ノ
意
味
ヲ
﹈
聞
こ
え
知
ら
せ
給
ふ
ら
む
か
し
。

（
葵
・
①
三
七
六
）

本
稿
は
、
源
氏
物
語
を
資
料
と
し
て
、「
文
末
に
終
助
詞
を
伴
う
係
結
の
文
」
の
実
態

を
調
査
し
、
ど
の
よ
う
な
句
型
が
存
す
る
か
、
右
の
２
と
３
と
で
は
ど
の
よ
う
な
相

違
が
あ
る
の
か
、
な
ど
に
つ
い
て
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
対
象
と
す
る
係
助
詞
は

「
ぞ
」「
な
む
」「
こ
そ
」
の
三
語
と
し
、「
や
」「
か
」
は
考
察
の
対
象
外
と
す
る
。

ま
た
、
和
歌
中
（
引
き
歌
部
分
を
含
む
）
の
例
も
対
象
外
と
す
る
。

一

「
文
末
に
終
助
詞
を
伴
う
係
結
の
文
」
の
実
態

源
氏
物
語
に
お
い
て
、「
文
末
に
終
助
詞
を
伴
う
係
結
の
文
」
は
全
一
二
〇
例
存
す

る
。
源
氏
物
語
に
お
い
て
、
結
び
の
流
れ
や
結
び
の
省
略
、
係
助
詞
の
文
末
用
法
な

ど
を
除
い
た
「
係
結
と
し
て
成
立
し
た
文
」
は
、
全
三
二
六
七
例
存
す
る
か
ら

（
３
）

、
成

１１８

（１）



立
し
た
係
結
の
文
の
四
％
弱
が
結
び
に
終
助
詞
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

内
訳
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

や

か
し

よ

な

ぞ

七
三

三
七

一

な
む

一

こ
そ

一

一

六

右
か
ら
、
終
助
詞
を
伴
う
係
結
は
、
ほ
と
ん
ど
「
ぞ
」
だ
け
で
あ
る
こ
と
、
係
結
の

結
び
に
伴
う
終
助
詞
は
、
ほ
と
ん
ど
「
や
」
と
「
か
し
」
だ
け
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

る
（
４
）

。
な
ぜ
、「
文
末
に
終
助
詞
を
伴
う
係
結
の
文
」
が
、﹇
ぞ
―
や
﹈、﹇
ぞ
―
か
し
﹈

の
句
型
に
集
中
す
る
の
か
考
え
た
い
が
、
そ
の
考
察
に
先
立
っ
て
、
用
例
の
わ
ず
か

な
句
型
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。

ま
ず
、﹇
ぞ
―
よ
﹈
の
句
型
は
、
次
の
一
例
で
あ
る
。

４

後
夜
の
御
加
持
に
、
御
物
怪
出
で
来
て
、「
か
う
ぞ
あ
る
よ
。
い
と
か
し
こ
う

﹇
御
身
（
源
氏
）
ガ
私
カ
ラ
紫
上
ヲ
﹈
取
り
返
し
つ
と
、﹇
紫
上
﹈
一
人
を
ば
思

し
た
り
し
が
、
い
と
ね
た
か
り
し
か
ば
、
こ
の
わ
た
り
（＝

女
三
宮
）
に
、
さ

り
げ
な
く
て
な
む
日
頃
さ
ぶ
ら
ひ
つ
る
。
今
は
帰
り
な
む
」
と
て
う
ち
笑
ふ
。

（
柏
木
・
④
一
四
一
）
物
怪
詞

（
５
）

右
例
は
、
青
表
紙
本
、
河
内
本
に
異
文
は
な
い
が
、
物
怪
の
詞
で
あ
り
、
か
な
り
特

殊
な
例
と
考
え
ら
れ
る
。
右
の
「
か
う
ぞ
あ
る
よ
」
は
平
安
時
代
の
人
に
と
っ
て
、

か
な
り
奇
異
に
響
く
表
現
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

﹇
な
む
―
か
し
﹈
の
句
型
は
次
例
５
、﹇
こ
そ
―
や
﹈
の
句
型
は
次
例
６
の
一
例
で

あ
る
。
ど
ち
ら
も
用
例
末
尾
に
表
示
し
た
よ
う
に
、
河
内
本
お
よ
び
青
表
紙
本
の
数

本
に
異
文
が
あ
る
。

５

た
し
か
に
な
む
承
ら
ま
ほ
し
き
。﹇
末
摘
花
ガ
﹈
変
ら
ぬ
御
有
様
な
ら
ば
、﹇
源

氏
ガ
末
摘
花
ヲ
﹈
尋
ね
聞
こ
え
さ
せ
給
ふ
べ
き
御
志
も
絶
え
ず
な
む
お
は
し
ま

す
め
る
か
し
。（
蓬
生
・
②
一
六
七
）
惟
光
詞
〈
お
は
し
ま
す
め
る
か
し
―
河
内

本
「
お
は
し
ま
す
を

（
６
）

」〉

６

か
の
（＝

宇
治
ノ
姫
君
達
ノ
）
心
ど
も
に
は
、
さ
も
や
（＝

匂
宮
ノ
求
愛
ハ

本
心
カ
）
と
う
ち
な
び
き
ぬ
べ
き
気
色
は
見
え
ず
な
む
侍
る
。
仕
う
ま
つ
り
に

く
き
宮
仕
（＝

骨
ノ
折
レ
ル
奉
仕
）
に
こ
そ
侍
れ
や
。（
総
角
・
⑤
一
二
四
）
薫

詞
〈
宮
仕
に
こ
そ
侍
れ
や
―
御
池
肖
三
、
河
内
本
「
宮
つ
か
へ
に
そ
侍
や
」〉

﹇
こ
そ
―
か
し
﹈
の
句
型
は
、
次
例
７
の
一
例
だ
け
で
あ
る
。

７

女
御
（＝

明
石
女
御
）
の
、
あ
ま
り
や
は
ら
か
に
お
び
れ
給
へ
る
こ
そ
、
か

や
う
に
（＝

柏
木
ノ
ヨ
ウ
ニ
）﹇
明
石
女
御
ニ
﹈
心
か
け
聞
こ
え
む
人
（＝

男
）

は
、﹇
柏
木
ニ
﹈
ま
し
て
心
乱
れ
な
む
か
し
。（
若
菜
下
・
④
九
八
）
源
氏
心

右
例
７
は
、（﹇
こ
そ
―
か
し
﹈
の
句
型
に
関
し
て
）
青
表
紙
本
、
河
内
本
に
異
文
が

な
い
（
７
）
。

﹇
こ
そ
―
な
﹈
の
句
型
は
六
例
み
ら
れ
る
（
用
例
８
〜
１３
）。
１３
を
除
き
、（
青
表

紙
本
、
河
内
本
中
に
）
異
文
が
み
ら
れ
な
い
の
で
、
用
例
数
は
少
な
い
な
が
ら
、
こ

の
句
型
は
認
め
ら
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

８

﹇
源
氏
ハ
﹈
惟
光
に
、「
こ
の
西
な
る
家
は
何
人
の
住
む
ぞ
。
問
ひ
聞
き
た
り

や
」
と
の
た
ま
へ
ば
、﹇
惟
光
ハ
﹈
例
の
う
る
さ
き
御
心
と
は
思
へ
ど
、
さ
は
申

さ
で
、「
…
…
」
な
ど
、
は
し
た
な
げ
に
（＝

無
愛
想
ニ
）
聞
こ
ゆ
れ
ば
、﹇
源

氏
ハ
﹈「﹇
御
身
ハ
私
ヲ
﹈
憎
し
と
こ
そ
思
ひ
た
れ
な
。
さ
れ
ど
、
こ
の
扇
の
尋

ぬ
べ
き
故
あ
り
て
見
ゆ
る
を
、
な
ほ
こ
の
わ
た
り
の
心
知
れ
ら
む
者
を
召
し
て

問
へ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
…
（
夕
顔
・
①
一
一
一
）
源
氏
詞

９

右
近
、﹇
玉
鬘
ヲ
受
領
ノ
妻
ニ
ナ
ド
ト
三
条
ハ
﹈い
と
ゆ
ゆ
し
く
も
言
ふ
か
な
、

と
聞
き
て
、「﹇
御
身
ハ
﹈
い
と
、
い
た
く
こ
そ
田
舎
び
に
け
れ
な
。
…
…
」
と

﹇
三
条
ニ
﹈
言
へ
ば
、
…
（
玉
鬘
・
②
三
七
九
）
右
近
詞

１０

「
古
代
の
歌
詠
み
は
、唐
衣
、袂
濡
る
る
﹇
ナ
ド
ノ
﹈
か
ご
と
（＝

恨
ミ
言
）

１１７文末に終助詞を伴う係結をめぐって

（２）



こ
そ
離
れ
ね
な
。
…
…
」
な
ど
﹇
源
氏
ハ
﹈
笑
ひ
給
ふ
。（
玉
鬘
・
②
四
〇
四
）

源
氏
詞

１１

﹇
女
三
宮
カ
ラ
ノ
﹈
御
返
り
、
す
こ
し
ほ
ど
経
る
心
地
す
れ
ば
、﹇
源
氏
ハ
部

屋
ニ
﹈
入
り
給
ひ
て
、
女
君
（＝

紫
上
）
に
花
を
見
せ
奉
り
給
ふ
。「
花
と
い
は

ば
、
か
く
こ
そ
匂
は
ま
し
け
れ
な
。
…
…
」
な
ど
﹇
源
氏
ハ
紫
上
ニ
﹈
の
た
ま

ふ
。（
若
菜
上
・
③
三
二
二
）
源
氏
詞

１２

「﹇
私
（
匂
宮
）
ノ
﹈
聞
こ
ゆ
る
ま
ま
に
﹇
信
ジ
テ
ク
レ
テ
﹈、
あ
は
れ
な
る

御
あ
り
さ
ま
と
見
つ
る
を
、﹇
御
身
（
中
君
）
ハ
私
ニ
﹈
な
ほ
隔
て
た
る
御
心
こ

そ
も
の
し
給
ひ
け
れ
な

（
８
）

。
さ
ら
ず
は
、
夜
の
ほ
ど
に
、
思
し
変
り
に
た
る
か
」

と
て
﹇
匂
宮
ハ
﹈
わ
が
御
袖
し
て
涙
を
拭
ひ
給
へ
ば
、…
（
宿
木
・
⑤
二
四
九
）

匂
宮
詞

１３

人
々
﹇
紫
上
カ
ラ
﹈
退
き
つ
つ
さ
ぶ
ら
へ
ば
、﹇
源
氏
ハ
紫
上
ニ
﹈
寄
り
給
ひ

て
、「
な
ど
か
く
い
ぶ
せ
き
御
も
て
な
し
ぞ
。﹇
御
身
ハ
﹈
思
ひ
の
ほ
か
に
心
憂

く
こ
そ
お
は
し
け
れ
な
。
人
も
い
か
に
怪
し
と
思
ふ
ら
む
」
と
て
、﹇
紫
上
ノ
﹈

御
衾
を
ひ
き
や
り
給
へ
れ
ば
、
…
（
葵
・
①
三
七
三
）
源
氏
詞
〈
お
は
し
け
れ

な
―
河
内
本
「
お
は
し
け
れ
」〉

以
上
か
ら
、「
文
末
に
終
助
詞
を
伴
う
係
結
の
文
」
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、

Ⅰ

○

―
ぞ
―
―
連
体
形
＋
や

Ⅱ

○

―
ぞ
―
―
連
体
形
＋
か
し

の
句
型
で
あ
り
、
ほ
か
に
、

Ⅲ

△

―
こ
そ
―
―
已
然
形
＋
や

の
句
型
も
若
干
み
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

（
９
）

。「
文
末
に
終
助
詞
を
伴
う
係
結

の
文
」
は
、
な
ぜ
こ
の
三
型
し
か
存
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
節
を
改
め
て
考
え
て
み

よ
う
。

二

な
ぜ
三
型
し
か
み
ら
れ
な
い
か

「
文
末
に
終
助
詞
を
伴
う
係
結
の
文
」
が
前
節
末
に
あ
げ
た
Ⅰ
〜
Ⅲ
の
三
型
し
か

存
し
な
い
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
答
え
る
た
め
に
は
、
係
助
詞
「
ぞ
」

「
な
む
」「
こ
そ
」
お
よ
び
終
助
詞
「
や
」「
か
し
」「
な
」
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
も

つ
の
か
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

係
助
詞
「
ぞ
」「
な
む
」「
こ
そ
」
の
表
現
性
に
関
す
る
代
表
的
な
論
と
し
て
、
森

野
崇
（
一
九
八
七
）
お
よ
び
伊
牟
田
経
久
（
一
九
七
六
）
の
所
論
を
み
て
み
よ
う
。

「
ぞ
」
の
場
合
、
終
助
詞
と
の
共
起
等
他
の
要
因
が
な
い
限
り
、
述
定
の
文
の

構
成
に
関
与
す
る
に
留
ま
る
の
に
対
し
、「
な
む
」
の
用
い
ら
れ
た
文
は
、
常
に

「
述
定
＋
伝
達
」
の
文
と
な
る
の
で
あ
る
。「
こ
そ
」
も
、
単
独
で
「
述
定
＋
伝

達
」
の
文
を
構
成
す
る
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。（
森
野
崇
〈
一
九
八
七
〉）

さ
き
に
、
ナ
ム
は
情
を
こ
め
て
聞
き
手
に
も
ち
か
け
よ
う
と
す
る
態
度
を
表
す

語
と
考
え
た
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
ゾ
は
こ
と
が
ら
を
客
観
的
に
説
明
す
る
場

合
に
用
い
る
指
示
強
調
語
で
あ
り
、
コ
ソ
は
言
語
主
体
の
主
観
的
判
断
を
表
す

語
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。（
伊
牟
田
経
久
〈
一
九
七
六
〉）

右
に
み
る
よ
う
に
、
両
氏
と
も
、「
ぞ
」「
な
む
」「
こ
そ
」
の
中
で
、「
な
む
」
だ
け

が
そ
の
表
現
価
値
を
大
き
く
異
に
す
る
、
と
い
う
認
識
で
共
通
し
て
お
り
、
森
野
崇

（
一
九
八
七
）
は
、

な
む
…
…
…
…
「
述
定
＋
伝
達
」
の
文
を
構
成
す
る

ぞ
・
こ
そ
…
…
「
述
定
」
の
文
の
構
成
に
関
与
す
る
に
留
ま
る

と
そ
の
差
を
捉
え
て
い
る
し
、
伊
牟
田
経
久
（
一
九
七
六
）
は

な
む
…
…
…
…
聞
き
手
に
も
ち
か
け
る

ぞ
・
こ
そ
…
…
説
明
す
る

の
よ
う
に
そ
の
差
を
捉
え
て
い
る
。
伊
牟
田
経
久
（
一
九
七
六
）
は
さ
ら
に
、「
ぞ
」

小 田 勝１１６

（３）



と
「
こ
そ
」
の
差
に
つ
い
て
、

ぞ
…
…
…
…
…
事
柄
を
客
観
的
に
説
明
す
る

こ
そ
…
…
…
…
言
語
主
体
の
主
観
的
判
断
を
表
す

と
し
て
い
る
。
長
尾
高
明
（
一
九
八
七
）
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
右
の
よ
う
な
理
解

が
研
究
者
の
一
致
を
み
る
共
通
項
と
い
え
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

現
在
の
と
こ
ろ
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
点
が
、
共
通
し
た
理
解
と
し
て
ま
と
め

ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

な
む
―
事
柄
を
自
身
が
納
得
し
確
か
め
た
と
い
う
意
識
か
ら
、
聞
き
手
に
も

確
認
さ
せ
る
よ
う
に
語
る
強
調
表
現
。会
話
語
に
は
多
用
さ
れ
る
が
、

和
歌
や
心
中
思
惟
の
表
現
に
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
い
。

ぞ
―
―
具
体
的
な
事
実
に
関
し
て
、
客
観
的
に
叙
述
す
る
態
度
で
強
調
す
る

表
現
。
強
調
の
度
合
い
は
、
概
し
て
、「
な
む
」
よ
り
は
強
い
。

こ
そ
―
主
観
性
が
強
く
、
強
調
の
度
合
い
も
他
の
二
つ
に
比
べ
て
最
も
強
い

表
現
。

そ
こ
で
、「
ぞ
」
を
、

述
者
の
知
る
客
観
的
事
柄
（
述
者
の
�
な
わ
張
り

（
１０
）�

内
の
事
柄
）
を
聞
き
手
に

説
明
す
る
も
の

と
し
て
「
自
領
域
知
識
の
述
べ
立
て
」、「
な
む
」
を
、

事
柄
を
確
定
的
に

（
１１
）

聞
き
手
に
強
く
も
ち
か
け
る
も
の

と
し
て
「
確
定
的
内
容
の
も
ち
か
け
」、「
こ
そ
」
を
、

述
者
自
身
の
主
観
的
判
断
を
示
す
も
の

と
し
て
「
主
観
判
断
・
非
も
ち
か
け
」
と
捉
え
て
み
よ
う
。

終
助
詞
「
か
し
」
お
よ
び
「
な
」
の
表
現
性
に
つ
い
て
は
、森
野
崇
（
一
九
九
二
）

に
論
が
あ
り
、「
な
」
は

１４

あ
こ
は
知
ら
じ
な
（
帚
木
・
①
八
六
）

の
よ
う
に
、「
聞
き
手
の
方
が
よ
り
正
確
に
把
握
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
事
柄
に
関

し
て
確
認
す
る
際
に
」
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
一
方
「
か
し
」
は
、

「
自
分
自
身
に
向
け
て
の
再
確
認
の
は
た
ら
き
」
を
も
ち
、「
聞
き
手
の
知
ら
な
い
事

柄
に
関
す
る
発
話
」
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。「
や
」
に
つ
い
て
は
、

近
藤
泰
弘
（
一
九
七
九
）
が
、

「
や
」
の
持
つ
「
聞
き
手
へ
の
呼
び
か
け
」
的
性
格
に
注
目
せ
ざ
る
を
得
な
い

だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
、
聞
き
手
を
意
識
し
た
会
話
語
的
性
格
が
「
や
」
に
は

含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、「
な
」
を
、

聞
き
手
の
方
が
よ
り
正
確
に
把
握
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
事
柄
に
関
す
る
確

認
を
表
す
も
の

と
し
て
「
聞
き
手
領
域
知
識
の
確
認
」、「
か
し
」
を
、

述
者
の
知
る
事
柄
（
述
者
の
な
わ
張
り
内
の
事
柄
）
に
つ
い
て
の
確
認
を
表
す

も
の

と
し
て
「
自
領
域
知
識
の
確
認
」、「
や
」
を
、

聞
き
手
へ
の
呼
び
か
け
的
性
格
が
あ
る
も
の

と
し
て
「
も
ち
か
け
」
と
捉
え
て
み
よ
う
。

以
上
の
係
助
詞
お
よ
び
終
助
詞
の
表
現
性
を
考
慮
し
て
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
を
考

え
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

Ａ

○

ぞ
（
自
領
域
知
識
の
述
べ
立
て
）
―
―
や
（
も
ち
か
け
）

Ｂ

○

ぞ
（
自
領
域
知
識
の
述
べ
立
て
）
―
―
か
し
（
自
領
域
知
識
の
再
確
認
）

Ｃ

×

ぞ
（
自
領
域
知
識
の
述
べ
立
て
）
―
―
な
（
聞
き
手
領
域
知
識
の
確
認
）

Ｄ

×

こ
そ
（
主
観
判
断
・
非
も
ち
か
け
）
―
や
（
も
ち
か
け
）

Ｅ

×

こ
そ
（
主
観
判
断
・
非
も
ち
か
け
）
―
か
し
（
自
領
域
知
識
の
再
確
認
）

Ｆ

△

こ
そ
（
主
観
判
断
・
非
も
ち
か
け
）
―
な
（
聞
き
手
領
域
知
識
の
確
認
）

１１５文末に終助詞を伴う係結をめぐって
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Ｇ

×

な
む
（
確
定
的
内
容
の
も
ち
か
け
）
―
や
（
も
ち
か
け
）

Ｈ

×

な
む
（
確
定
的
内
容
の
も
ち
か
け
）
―
か
し
（
自
領
域
知
識
の
再
確
認
）

Ｉ

×

な
む
（
確
定
的
内
容
の
も
ち
か
け
）
―
な
（
聞
き
手
領
域
知
識
の
確
認
）

こ
の
よ
う
に
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
組
み
合
わ
せ
の
中
で
、
Ａ
Ｂ
Ｆ
の
み
が
自

然
な
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
理
解
さ
れ
よ
う
。

Ａ
は
、「
ぞ
」
が
述
者
の
領
域
に
あ
る
事
柄
を
述
べ
立
て
（
自
領
域
知
識
の
述
べ
立

て
）、「
や
」
が
そ
れ
を
聞
き
手
に
も
ち
か
け
る
（
も
ち
か
け
）
も
の
で
、
そ
の
表
現

性
は
自
然
で
あ
る
と
い
え
る
。
Ｂ
も
、「
ぞ
」
が
述
者
の
領
域
に
あ
る
事
柄
を
述
べ
立

て
（
自
領
域
知
識
の
述
べ
立
て
）、「
か
し
」
が
述
者
自
身
に
向
け
て
そ
れ
を
再
確
認

す
る
（
自
領
域
知
識
の
再
確
認
）
も
の
で
、
こ
れ
も
ま
た
自
然
な
組
み
合
わ
せ
と
い

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
Ｃ
は
、
述
者
の
領
域
に
あ
る
事
柄
の
述
べ
立
て
（
自�

領�

域�

知�

識�

の
述

べ
立
て
）
を
表
す
「
ぞ
」
と
、
聞
き
手
の
領
域
に
あ
る
事
柄
の
確
認
（
聞�

き�

手�

領�

域�

知�

識�

の
確
認
）
を
表
す
「
な
」
と
で
、
そ
の
表
現
性
は
矛
盾
す
る
。
Ｄ
は
、
述
者
自

身
の
主
観
的
判
断
（
主
観
判
断
・
非�

も�

ち�

か�

け�

）
を
表
す
「
こ
そ
」
と
、
聞
き
手
へ

の
呼
び
か
け
的
性
格
（
も�

ち�

か�

け�

）
を
も
つ
「
や
」
が
か
み
合
わ
な
い
。
Ｅ
は
、
述

者
自
身
の
主
観
判
断
（
主�

観�

判�

断�

・
非
も
ち
か
け
）
を
表
す
「
こ
そ
」
と
、
述
者
の

領
域
に
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
の
再
確
認
（
自
領
域
知�

識�

の�

再�

確�

認�

）
を
表
す
「
か
し
」

が
か
み
合
わ
な
い
（﹇
こ
そ
―
か
し
﹈
の
句
型
は
源
氏
物
語
に
一
例
だ
け
み
ら
れ
る
）。

Ｆ
は
述
者
の
主
観
判
断
（
主
観
判
断
・
非
も
ち
か
け
）
を
表
す
「
こ
そ
」
と
、
聞

き
手
の
領
域
内
に
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
の
確
認
（
聞
き
手
領
域
知
識
の
確
認
）
を
表

す
「
な
」
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
り
、
極
め
て
自
然
な
組
み
合
わ
せ
と
い
う
わ
け
で
も

な
い
が
、
特
に
矛
盾
も
し
な
い
。

Ｇ
は
、「
な
む
」（
確
定
的
内
容
の
も�

ち�

か�

け�

）
と
「
や
」（
も�

ち�

か�

け�

）
と
で
そ
の

表
現
性
は
矛
盾
し
な
い
が
、
機
能
が
重
複
す
る
た
め
存
在
し
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
近
藤
泰
弘
（
一
九
七
九
）
に
論
が
あ
り
、
氏
は
、

「
な
む
―
や
」
の
構
文
は
、「
な
む
」
自
体
に
「
や
」
の
機
能
を
含
む
た
め
に
存

在
し
な
い
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。Ｈ
は
、聞
き
手
に
も
ち
か
け
る
（
確
定
的
内
容
の
も�

ち�

か�

け�

）

機
能
を
持
つ
「
な
む
」
と
、述
者
自
身
に
む
け
て
の
再
確
認
を
表
す
「
か
し
」（
自
領

域
知
識
の
再�

確�

認�

）
が
矛
盾
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
森
野
崇
（
一
九
九
二
）
に
論

が
あ
り
、
氏
は
、

「
か
し
」
が
「
な
む
」
と
共
起
し
な
い
の
は
、
双
方
に
強
く
聞
き
手
を
指
向
す

る
性
質
が
あ
る
か
ら
で
は
な
く
、「
か
し
」
の
、
い
わ
ば
自
分
自
身
へ
向
け
て
の

再
確
認
の
は
た
ら
き
と
、「
な
む
」
の
、
確
定
的
な
モ
ノ
・
コ
ト
を
と
り
た
て
て

聞
き
手
へ
向
け
て
も
ち
か
け
て
い
く
は
た
ら
き
と
が
、
か
み
あ
わ
な
い
か
ら
で

は
な
か
ろ
う
か
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
Ｉ
は
事
柄
を
確
定
的
に
聞
き
手
に
持
ち
か
け
る
（
確�

定�

的�

内�

容�

の
も
ち
か
け
）「
な
む
」
の
機
能
と
、聞
き
手
の
領
域
に
あ
る
事
柄
を
確
認
す
る
機

能
を
も
つ
「
な
」（
聞�

き�

手�

領�

域�

知�

識�

の
確
認
）
が
か
み
合
わ
な
い
。

右
の
よ
う
な
次
第
で
、「
文
末
に
終
助
詞
を
伴
う
係
結
の
文
」
は
、
右
の
Ａ
Ｂ
Ｆ
し

か
存
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
右
の
よ
う
な
係
助
詞
と
終
助
詞
と
の
組
み
合
わ
せ
の
可
否
か
ら
も
、
さ
き

の
考
察
で
仮
に
依
拠
し
た
、
係
助
詞
「
ぞ
」「
な
む
」「
こ
そ
」
の
表
現
性
、
お
よ
び

終
助
詞
「
や
」「
か
し
」「
な
」
の
表
現
性
に
関
す
る
所
論
が
、
支
持
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

三

﹇
ぞ
―
や
﹈
と
﹇
ぞ
―
か
し
﹈

さ
て
、「
文
末
に
終
助
詞
を
伴
う
係
結
」
の
句
型
で
あ
る
﹇
ぞ
―
や
﹈
お
よ
び
﹇
ぞ
―

小 田 勝１１４
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か
し
﹈
は
ど
の
よ
う
な
表
現
性
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
両
者
が
、
地
の
文
、

会
話
文
、
心
中
文
に
ど
の
く
ら
い
現
れ
る
か
、
み
て
お
こ
う
。
そ
の
実
態
は
、
次
の

通
り
で
あ
る
。

〈
表
１
〉

地
の
文

会
話
文

心
中
文

ぞ
―
や

四
八
（
６６
％
）

二
一
（
２９
％
）

四
（
５
％
）

ぞ
―
か
し

一
四
（
３８
％
）

一
〇
（
２７
％
）

一
三
（
３５
％
）

と
こ
ろ
で
、
地
の
文
、
会
話
文
、
心
中
文
に
現
れ
る
係
助
詞
は
、「
ぞ
」「
な
む
」「
こ

そ
」
に
よ
っ
て
か
な
り
差
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
永

井
洸
（
一
九
三
八
）、
宮
坂
和
江
（
一
九
五
二
）
ほ
か
諸
氏
の
統
計
が
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
森
野
崇
（
一
九
八
七
）
の
計
数
に
よ
る
源
氏
物
語
の
状
況
を
示
そ
う
（
表
は
縦

に
、「
ぞ
」
の
係
結
の
七
二
％
が
地
の
文
に
、
一
二
％
が
会
話
文
に
現
れ
る
、
の
よ
う

に
み
る
。
消
息
文
中
の
例
は
会
話
文
に
含
め
た
）。

〈
表
２
〉

地
の
文

会
話
文

心
中
文

和
歌

ぞ

七
二
％

一
二
％

六
％

一
〇
％

な
む

一
六
％

八
三
％

〇
・
六
％

〇
％

こ
そ

九
％

六
五
％

二
三
％

三
％

「
ぞ
」
は
圧
倒
的
に
地
の
文
に
、「
な
む
」
は
圧
倒
的
に
会
話
文
に
多
く
用
い
ら
れ
る
。

「
こ
そ
」
も
会
話
文
に
多
く
用
い
ら
れ
る
が
、
心
中
文
中
の
係
結
は
ほ
と
ん
ど
「
こ

そ
」
に
偏
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
み
て
と
れ
る
だ
ろ
う
。〈
表
１
〉
の
﹇
ぞ
―
か

し
﹈
の
状
況
は
、〈
表
２
〉
の
「
ぞ
」
の
状
況
と
は
異
質
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

﹇
ぞ
―
や
﹈、﹇
ぞ
―
か
し
﹈
は
、
地
の
文
に
そ
れ
ぞ
れ
四
八
例
、
一
四
例
現
れ
る
が
、

そ
れ
ら
の
多
く
は
、
い
わ
ゆ
る
「
草
子
地
」
中
の
も
の
で
あ
る
。
地
の
文
が
「
語
り

手
が
物
語
の
世
界
に
属
す
る
事
象
（
作
中
人
物
の
心
情
も
含
め
て
）
を
第
三
者
的
に

捉
え
た
表
現

（
１２
）

」
で
あ
る
の
に
対
し
、「
物
語
の
世
界
と
は
隔
絶
し
た
語
り
の
場
に
お
い

て
、
語
り
手
が
聞
き
手
に
語
り
か
け
る
表
現
」
を
草
子
地
と
い
い

（
１３
）

、
ふ
つ
う
、
１５
・

１６
の
よ
う
な
文
を
草
子
地
と
捉
え
る
。

１５

﹇
雲
居
雁
ハ
自
分
ノ
﹈
独
り
言
を
﹇
夕
霧
ガ
﹈
聞
き
給
ひ
け
る
も
恥
づ
か
し

う
て
、
あ
い
な
く
御
顔
﹇
夜
具
ニ
﹈
引
き
入
れ
給
へ
ど
、
あ
は
れ
は
知
ら
ぬ
に

し
も
あ
ら
ぬ
ぞ
憎
き
や
。（
少
女
・
②
三
二
四
）

１６

「
さ
え
わ
た
る
池
の
鏡
の
さ
や
け
き
に
見
な
れ
し
か
げ
を
見
ぬ
ぞ
悲
し
き
」

と
﹇
源
氏
ハ
﹈
思
す
ま
ま
に
、
あ
ま
り
若
々
し
う
ぞ
あ
る
や
。（
賢
木
・
①
三
九

八
）

１５
は
諸
注
に
、

「
双
子
の
詞
也
」（
一
葉
抄
）、「
草
子
地
也
」（
細
流
抄
）、「
草
子
地
也
」（
明
星

抄
）、「
草
子
地
也
」（
岷
江
入
楚
）、「
双
」（
休
聞
抄
）、「
双
」（
林
逸
抄
）、「
双
」

（
紹
巴
抄
）、「
姫
君
の
心
に
な
り
て
紫
式
部
か
い
ま
た
年
も
い
か
ぬ
に
と
批
判

す
る
詞
也
」（
孟
津
抄
）、「
草
子
地
で
、
語
り
手
の
雲
居
雁
へ
の
評
語
」（
日
本

古
典
文
学
全
集
）、「
草
子
地
」（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）

１６
は
諸
注
に
、

「
草
子
地
也
」（
細
流
抄
）、「
草
子
地
也
」（
明
星
抄
）、「
式
部
か
あ
ま
り
に
さ

そ
う
に
書
た
る
哥
の
さ
ま
卑
下
し
て
わ
か
わ
か
し
き
と
は
餘
の
事
に
い
へ
り
」

（
万
水
一
路
）、「
草
子
地
也
作
者
卑
下
也
」（
首
書
源
氏
物
語
）、「
哥
を
批
判
し

て
云
へ
り
」（
湖
月
抄
）、「
歌
に
対
す
る
語
り
手
の
評
言
」（
日
本
古
典
文
学
全

集
）、「
草
子
地
。
作
者
の
弁
解
」（
新
潮
日
本
古
典
集
成
）

の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

（
１４
）

。
草
子
地
の
概
念
は
諸
氏
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
り
、
草

子
地
の
認
定
も
諸
注
、
研
究
者
に
よ
っ
て
一
様
で
は
な
い
。

草
子
地
に
は
濃
淡
が
あ
る
の
だ
。
だ
れ
も
が
典
型
的
な
草
子
地
だ
と
認
め
て
か

ま
わ
な
い
も
の
か
ら
、
こ
れ
が
草
子
地
と
い
え
る
の
か
と
反
論
を
呼
び
そ
う
な

も
の
ま
で
、
ず
ら
り
と
並
ぶ
。（
藤
井
貞
和
〈
一
九
八
〇
〉
二
三
ペ
ー
ジ
）

と
い
う
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
が
、
い
ま
仮
に
、
地
の
文
の
﹇
ぞ
―
や
﹈
四
八

１１３文末に終助詞を伴う係結をめぐって
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例
、﹇
ぞ
―
か
し
﹈
一
四
例
に
つ
い
て
、
榎
本
正
純
（
一
九
八
二
）
の
草
子
地
の
挙
例

（
全
一
〇
六
二
例
）
で
検
す
る
と
、﹇
ぞ
―
や
﹈
の
三
六
例
、﹇
ぞ
―
か
し
﹈
の
一
〇

例
が
諸
注
に
草
子
地
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、〈
表
１
〉
は
、〈
表
３
〉

の
よ
う
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

〈
表
３
〉

地
の
文

草
子
地

会
話
文

心
中
文

ぞ
―
や

一
四

三
六

一
九

四

ぞ
―
か
し

七

一
〇

九

一
一

草
子
地
と
は
「
語
り
手
が
聞
き
手
に
語
り
か
け
る
表
現

（
１５
）

」
で
あ
り
、

１７

昔
物
語
に
も
、
物
得
さ
せ
た
る
を
か
し
こ
き
事
に
は
数
へ
続
け
た
め
れ
ど
、

い
と
う
る
さ
く
て
、
こ
ち
た
き
御
中
ら
ひ
の
事
ど
も
（＝

物
語
上
ニ
登
場
シ
ナ

イ
多
ク
ノ
人
々
ノ
、
源
氏
ノ
四
十
賀
ヘ
ノ
贈
物
）
は
、
え
ぞ
数
へ
あ
へ
侍
ら
ぬ

や
。（
若
菜
上
・
③
三
四
六
）

「
草
子
地
也
」（
細
流
抄
）、「
草
子
地
也
」（
明

星
抄
）、「
紫
式
部
か
詞
也
」（
孟
津
抄

（
１６
）

）。

の
よ
う
に
、
通
常
会
話
文
や
消
息
文
に
し
か
現
れ
な
い
「
侍
り
」
も
み
ら
れ
る
こ
と

か
ら
、
草
子
地
を
会
話
文
に
含
め
、
そ
の
百
分
率
で
示
す
と
、〈
表
３
〉
は
〈
表
４
〉

の
よ
う
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

〈
表
４
〉

地
の
文

会
話
文

心
中
文

ぞ
―
や

一
九
％

七
五
％

五
％

ぞ
―
か
し

一
九
％

五
一
％

三
〇
％

こ
こ
で
、〈
表
４
〉
と
〈
表
２
〉
を
比
べ
る
と
（
左
参
照
）、

〈
表
２
〉

地
の
文

会
話
文

心
中
文

な
む

一
六
％

八
三
％

〇
・
六
％

こ
そ

九
％

六
五
％

二
三
％

﹇
ぞ
―
や
﹈
の
出
現
状
況
は
係
助
詞
「
な
む
」
の
そ
れ
に
、﹇
ぞ
―
か
し
﹈
の
出
現
状

況
は
係
助
詞
「
こ
そ
」
の
そ
れ
に
類
似
す
る
、
と
い
う
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。「
ぞ
」

は
終
助
詞
「
や
」
の
助
け
を
借
り
て
係
助
詞
「
な
む
」
に
、
終
助
詞
「
か
し
」
の
助

け
を
借
り
て
係
助
詞
「
こ
そ
」
に
近
い
表
現
性
を
獲
得
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る

（
１７
）

。

﹇
ぞ
―
か
し
﹈
の
句
型
に
は

１８

﹇
夕
霧
ハ
﹈
ま
し
て
行
く
先
は
並
ぶ
人
な
き
御
お
ぼ
え
に
ぞ
あ
ら
む�

か
し
。

（
少
女
・
②
三
〇
六
）

「
草
子
の
地
な
り
」（
岷
江
入
楚
）、「
草
子
地
に
云
也
」

（
湖
月
抄
）

１９

げ
に
さ
ぞ
思
す
ら�

む�

か
し
。（
横
笛
・
④
一
七
三
）
源
氏
心

２０

内
裏
に
は
御
物
の
怪
の
ま
ぎ
れ
に
て
、
と
み
に
﹇
妊
娠
ノ
﹈
気
色
な
う
お
は

し
ま
し
け
る
や
う
に
ぞ
奏
し
け�

む�

か
し
。（
若
紫
・
①
二
〇
二
）

「
双
也
」（
休

聞
抄
）、「
双
帋
」（
林
逸
抄
）、「
双
な
り
」（
紹
巴
抄
）、「
草
子
の
地
也
」（
岷
江

入
楚
）

２１

﹇
大
君
ガ
﹈
お
は
し
ま
さ
ま
し
か
ば
、
宮
の
上
（＝

中
君
）
な
ど
の
や
う
に

﹇
薫
ノ
妻
ト
ナ
リ
﹈、﹇
オ
互
イ
﹈
聞
こ
え
通
ひ
給
ひ
て
、
心
細
か
り
し
御
有
様

ど
も
の
、
い
と
こ
よ
な
き
御
幸
ひ
に
ぞ
侍
ら
ま�

し�

か
し
。（
浮
舟
・
⑥
一
三
三
）

弁
尼
詞

の
よ
う
に
、
多
く
推
量
の
助
動
詞
が
現
れ
、﹇
ぞ
―
推
量
の
助
動
詞
＋
か
し
﹈
の
句
型

（
１８
）

で
﹇
ぞ
―
か
し
﹈
の
七
八
％
を
占
め
る
（
１９
）

。
一
方
、﹇
ぞ
―
や
﹈
の
方
は
、﹇
ぞ
―
推
量

の
助
動
詞
＋
や
﹈
の
句
型
は
一
例
も
な
い
。
こ
の
こ
と
も
、
係
助
詞
「
な
む
」
の
結

び
に
は
不
確
実
を
表
す
助
動
詞
「
む
・
ら
む
・
け
む
・
ま
し
・
じ
」
が
こ
な
い
こ
と
（
２０
）

、

係
助
詞
「
こ
そ
」
が
述
者
の
主
観
的
判
断
を
表
す
文
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
、
並
行

的
な
現
象
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

小 田 勝１１２
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注

（
１
）
調
査
に
用
い
た
テ
キ
ス
ト
は
、『
対
校
源
氏
物
語
新
釈
』（
平
凡
社
刊
）
で
あ
る
。
引
用
に
あ

た
り
、
表
記
は
私
意
に
よ
っ
て
改
め
た
。
以
下
、
用
例
の
所
在
は
「
桐
壷
・
①
一
〇
」
の
よ

う
に
略
記
す
る
。

（
２
）
終
助
詞
の
ほ
か
に
間
投
助
詞
を
た
て
る
考
え
か
た
も
あ
り
、例
え
ば
山
田
孝
雄
（
一
九
五
二
）

は
、中
古
語
に
お
い
て
、「
か
」「
が
」「
な
」「
か
し
」
を
終
助
詞
、「
や
」「
し
」「
よ
」「
を
」

を
間
投
助
詞
と
す
る
。
本
稿
で
は
、
湯
沢
幸
吉
郎
（
一
九
五
九
）
な
ど
の
扱
い
に
倣
い
、
両

者
を
一
括
し
て
終
助
詞
と
し
た
。
特
に
、
本
稿
で
問
題
と
な
る
﹇
ぞ
―
や
﹈、﹇
ぞ
―
か
し
﹈

の
「
や
」「
か
し
」
は
、
そ
れ
自
体
で
一
つ
の
表
現
性
を
も
つ
も
の
で
、「
取
り
去
っ
て
も
文

の
成
立
そ
の
も
の
に
は
影
響
が
な
く
、文
字
ど
お
り
の
添
え
も
の
、と
い
う
印
象
を
与
え
る
」

（
渡
辺
実
〈
一
九
八
〇
〉）
と
い
わ
れ
る
間
投
助
詞
と
は
性
格
が
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
古
典
語
の
終
助
詞
は
、
体
言
ま
た
は
活
用
語
の
連
体
形
に
つ
い
て

文
を
成
立
さ
せ
る
働
き
を
も
つ
も
の
（
Ａ
）
と
、
成
立
し
た
文
に
付
加
さ
れ
る
も
の
（
Ｂ
）

と
が
あ
る
（
小
田
勝

〈
二
〇
〇
四
〉
一
一
八
頁
）。

Ａ

か
・
か
な
・
か
も
・
は

Ｂ

か
し
・
も
・
な
・
や
・
よ
・
を

し
た
が
っ
て
、
係
結
の
文
末
に
現
れ
る
終
助
詞
は
Ｂ
の
語
し
か
あ
り
得
な
い
。

（
３
）
正
確
に
は
、
係
助
詞
「
ぞ
」「
な
む
」「
こ
そ
」
の
全
用
例
数
か
ら
、
次
の
も
の
を
除
外
し
た

数
値
で
あ
る
。

①
和
歌
中
（
引
き
歌
部
分
を
含
む
）、
②
係
結
の
不
整
合
、
③
係
結
の
不
成
立
、
④
文
末
（
結

び
の
省
略
を
含
む
）、
⑤
「
な
ぞ
」「
ぞ
は
」「
ぞ
や
」「
こ
そ
は
」、
⑥
結
び
の
流
れ
。

（
４
）
係
助
詞
「
ぞ
」
は
、「
な
む
」
や
「
こ
そ
」
に
く
ら
べ
て
終
助
詞
（「
や
」「
か
し
」）
と
調
和

し
や
す
く
、「
ぞ
」
に
よ
る
成
立
し
た
係
結
（
全
一
〇
三
四
例
）
の
う
ち
の
約
一
割
（
一
一
一

例
）
が
結
び
に
終
助
詞
を
伴
っ
て
い
る
。

（
５
）
以
下
、
用
例
が
地
の
文
の
場
合
は
「
地
」、
会
話
文
の
場
合
は
「
物
怪
詞
」（＝

物
怪
の
会
話

中
の
文
の
意
）
の
よ
う
に
示
す
。

（
６
）
以
下
、
青
表
紙
本
・
河
内
本
系
統
の
諸
本
中
に
、
論
点
部
分
に
異
文
が
あ
る
場
合
は
、『
源
氏

物
語

校
異
篇
』
に
し
た
が
っ
て
、
注
記
す
る
。
諸
本
名
も
同
書
略
号
を
用
い
、
青
表
紙
本

系
統
は
そ
の
ま
ま
、河
内
本
系
統
は
そ
の
略
号
に
傍
点
を
付
し
て
示
し
た
。河
内
本
（
全
部
）

対
青
表
紙
本
の
対
立
の
と
き
は
、
単
に
「
河
内
本
「
…
」」
と
示
し
た
。

（
７
）
た
だ
し
用
例
７
は
文
の
係
り
受
け
が
や
や
整
っ
て
い
な
い
印
象
を
受
け
る
。
日
本
古
典
文
学

大
系
は
「
女
御
の
、あ
ま
り
や
は
ら
か
に
お
び
れ
給
へ
る
こ
そ
﹇
後
め
た
け
れ
﹈。か
や
う
に
、

心
か
け
聞
え
む
人
は
、
ま
し
て
、
心
乱
れ
な
ん
か
し
。」
の
よ
う
に
句
読
す
る
。

（
８
）
用
例
１２
の
「
御
心
こ
そ
も
の
し
給
ひ
け
れ
な
」
は
テ
キ
ス
ト
（
湖
月
抄
）
の
独
自
本
文
と
い

う
べ
き
で
、『
源
氏
物
語
大
成

校
異
篇
』
所
載
の
青
表
紙
本
、
河
内
本
の
す
べ
て
が
「
御
心

こ
そ
あ
り
け
れ
な
」
で
あ
る
。
た
だ
し
ど
ち
ら
で
も
﹇
こ
そ
―
な
﹈
の
句
型
の
例
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
。

（
９
）
源
氏
物
語
以
外
の
中
古
和
文
九
作
品
、

竹
取
物
語
・
土
佐
日
記
・
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
・
蜻
蛉
日
記
・
落
窪
物
語
・
枕
草
子
・

紫
式
部
日
記
・
和
泉
式
部
日
記

に
お
い
て
も
、
文
末
に
終
助
詞
を
伴
う
係
結
の
文
は
、﹇
ぞ
―
や
﹈、﹇
ぞ
―
か
し
﹈
の
句
型
し

か
み
ら
れ
ず
、
そ
れ
以
外
の
句
型
は
、
わ
ず
か
に
次
の
二
例
の
み
で
あ
る
（
伊
勢
物
語
・
大

和
物
語
・
落
窪
物
語
・
枕
草
子
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
、
紫
式
部
日
記
は
新
日
本
古
典
文

学
大
系
本
、竹
取
物
語
は
『
竹
取
物
語
総
索
引
』、土
佐
日
記
は
『
土
佐
日
記
本
文
及
び
索
引
』、

蜻
蛉
日
記
は
講
談
社
学
術
文
庫
、
和
泉
式
部
日
記
は
『
和
泉
式
部
日
記
総
索
引
』
に
よ
る
）。

・﹇
な
む
―
や
﹈

心
憂
げ
な
る
御
端
書
を
な
む
、
げ
に
と
思
ひ
聞
こ
え
さ
せ
し
や
。（
蜻
蛉

日
記
・
下
二
六
三
）
詞

・﹇
な
む
―
か
し
﹈

二
条
に
お
は
し
て
、「
う
え
は
か
く
な
ん
の
た
ま
ふ
か
し
」
と
聞
こ
え

給
へ
ば
、
…
（
落
窪
物
語
・
一
五
八
）
詞

な
お
第
一
例
は
、上
村
悦
子
『
蜻
蛉
日
記

校
本
・
書
入
・
諸
本
の
研
究
』
（
古
典
文
庫
刊
）

に
よ
れ
ば
、
全
本
「
御
は
し
か
き
を
な
ん
け
に
と
思
き
こ
え
さ
せ
そ
や
」
で
異
文
が
な
い

（「
さ
せ
そ
や
」
の
部
分
、
本
文
不
審
。
右
例
の
「
さ
せ
し
や
」
は
校
注
者
の
意
改
と
思
わ
れ

る
）。

（
１０
）
神
尾
昭
雄
（
一
九
九
〇
）
参
照
。

（
１１
）
「
な
む
」
は
不
確
実
を
表
す
助
動
詞
「
む
・
ら
む
・
け
む
・
ま
し
・
じ
」
を
結
び
に
し
な
い

（
伊
牟
田
経
久
〈
一
九
七
六
〉・
高
山
善
行
〈
二
〇
〇
二
〉）
こ
と
か
ら
、「
な
む
」
は
事
柄
を

「
確
定
的
」
に
示
す
と
す
る
考
え
ら
れ
る
。

（
１２
）
甲
斐
睦
朗
（
一
九
八
〇
）
二
一
頁
。

（
１３
）
甲
斐
睦
朗
（
一
九
八
〇
）
三
七
頁
。

（
１４
）
榎
本
正
純
（
一
九
八
二
）
に
よ
る
。

（
１５
）
注
１３
。

１１１文末に終助詞を伴う係結をめぐって

（８）



（
１６
）
諸
注
は
榎
本
正
純
（
一
九
八
二
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

（
１７
）
﹇
ぞ
―
や
﹈
の
表
現
性
が
「
な
む
」
に
相
当
す
る
と
い
う
こ
と
は
、近
藤
泰
弘
（
一
九
七
九
）

に
す
で
に
指
摘
が
あ
り
、氏
は
﹇
ぞ
―
や
﹈
と
「
な
む
」
が
等
し
く
和
歌
に
現
れ
な
い
こ
と
、

﹇
な
む
―
や
﹈
の
句
型
が
存
在
し
な
い
こ
と
、
な
ど
を
そ
の
論
拠
と
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
地

の
文
、
会
話
文
、
心
内
文
中
の
出
現
率
か
ら
も
両
者
の
類
似
性
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
１８
）
﹇
ぞ
―
む
＋
か
し
﹈
一
〇
例
、
﹇
ぞ
―
ら
む
＋
か
し
﹈
七
例
、
﹇
ぞ
―
け
む
＋
か
し
﹈
五
例
、

﹇
ぞ
―
め
り
＋
か
し
﹈
四
例
、﹇
ぞ
―
ま
し
＋
か
し
﹈
二
例
、﹇
ぞ
―
な
り
＋
か
し
﹈
一
例
。

（
１９
）
終
助
詞
「
か
し
」
自
体
が
そ
の
傾
向
に
あ
る
。
森
野
崇
（
一
九
八
七
）
に
よ
れ
ば
、
源
氏
物

語
で
、
終
助
詞
「
か
し
」
の
上
接
語
に
客
体
的
表
現
に
あ
ず
か
る
助
動
詞
が
く
る
の
は
九
五

例
（「
か
し
」
全
用
例
の
一
六
％
）、
主
体
的
表
現
に
あ
ず
か
る
助
動
詞
が
く
る
の
は
二
五
〇

例
（「
か
し
」
全
用
例
の
四
二
％
）
で
あ
る
と
い
う
。

（
２０
）
伊
牟
田
経
久
（
一
九
七
六
）、
高
山
善
行
（
二
〇
〇
二
）。

引
用
文
献

伊
牟
田
経
久
（
一
九
七
六
）

「
ナ
ム
の
係
り
結
び
」『
佐
伯
梅
友
博
士
喜
寿
記
念
国
語
学
論
集
』

榎
本

正
純
（
一
九
八
二
）

『
源
氏
物
語
の
草
子
地

諸
注
と
研
究
』
笠
間
書
院

小
田

勝
（
二
〇
〇
四
）

『
古
典
文
法
読
本
』
開
成
出
版

甲
斐

睦
朗
（
一
九
八
〇
）

『
源
氏
物
語
の
文
章
と
表
現
』
桜
楓
社

神
尾

昭
雄
（
一
九
九
〇
）

『
情
報
の
な
わ
張
り
理
論
』
大
修
館
書
店

近
藤

泰
弘
（
一
九
七
九
）

「
構
文
上
よ
り
見
た
係
助
詞
「
な
む
」
―
「
な
む
」
と
「
ぞ
―
や
」

と
の
比
較
」『
国
語
と
国
文
学
』
五
六
―
一
二

高
山

善
行
（
二
〇
〇
二
）

「《
係
り
結
び
》
と
《
推
量
の
助
動
詞
》
―
中
古
語
に
お
け
る
、文
表

現
と
助
動
詞
層
の
交
渉
―
」『
語
文
』
七
八

永
井

洸
（
一
九
三
八
）

「
係
助
詞
「
ぞ
」「
な
む
」「
こ
そ
」
の
本
質
意
義
に
つ
い
て
」『
国
文

学
攷
』
四
―
一

長
尾

高
明
（
一
九
八
七
）

「
古
典
解
釈
と
助
詞
―
強
調
表
現
に
つ
い
て
―
」『
国
文
法
講
座
③

古
典
解
釈
と
文
法
―
助
詞
の
機
能
』

藤
井

貞
和
（
一
九
八
〇
）

『
源
氏
物
語
の
始
原
と
現
在
』
冬
樹
社

宮
坂

和
江
（
一
九
五
二
）

「
係
結
の
表
現
価
値
」『
国
語
と
国
文
学
』
二
九
―
二

森
野

崇
（
一
九
八
七
）

「
係
助
詞
「
な
む
」
の
伝
達
性
―
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
か
ら
―
」

『
国
文
学
研
究
』
九
二

―
―
―
―
―
（
一
九
九
二
）

「
終
助
詞
「
か
し
」
の
機
能
」『
辻
村
敏
樹
教
授
古
稀
記
念

日
本
語

史
の
諸
問
題
』

山
田

孝
雄
（
一
九
五
二
）

『
平
安
朝
文
法
史
』
宝
文
館
出
版

湯
沢
幸
吉
郎
（
一
九
五
九
）

『
文
語
文
法
詳
説
』
右
文
書
院

渡
辺

実
（
一
九
八
〇
）

「
間
投
助
詞
」『
国
語
学
大
事
典
』
東
京
堂
出
版

﹇
付
記
﹈

本
稿
は
平
成
１７
年
度
岐
阜
聖
徳
学
園
大
学
研
究
助
成
金
に
よ
る
研
究
の
一
部
で
あ
る
。

小 田 勝１１０

（９）


