
『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
引
用
構
文

鶴

田

洋

子

一
は
じ
め
に

三
上
（
一
九
六
三
）
は
「
〜to

言
フ
に
は
、
だ
れ
か
の
セ
リ
フ
を
そ
の

ま
ま
取
り
次
ぐ
と
い
う
タ
テ
マ
エ
の
直
接
話
法
と
、
そ
れ
を
話
し
手
の
コ
ト

バ
で
要
約
し
て
伝
え
る
間
接
話
法
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

（
１
）

い
る
。」
と
述
べ
た
。
寺
村
（
一
九
八
一
）
は
「
文
を
も
う
一
つ
の
文
の
中

に
取
り
込
ん
で
そ
の
一
部
と
す
る
も
っ
と
も
普
通
の
形
式
の
一
つ
は
引
用
の

形
式
で
あ
ろ
う
」
と
し
、「
こ
れ
は
そ
の
文
を
そ
の
ま
ま
の
形
で
取
り
込
む

こ
と
が
で
き
る
（
２
）

形
だ
。」
と
述
べ
た
。

一
つ
の
文
を
も
う
一
つ
の
文
が
取
り
込
む
引
用
は
、
日
本
語
の
場
合
、
考

え
る
べ
き
こ
と
が
ま
だ
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。「
引
用
に
は
直
接
引
用
と
間

接
引
用
が
あ
る
。直
接
引
用
は
誰
か
の
発
言
（
ま
た
は
そ
れ
に
準
じ
る
も
の
）

を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
、
言
葉
の
引
用
で
あ（
３
）る」
と
あ
る
が
、
日
本
語
の
引

用
は
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
点
で
、
な
お
考
え
る
べ
き
点

が
見
ら
れ
る
。

前
述
の
三
上
は
引
用
動
詞
と
し
て
、
言
ウ
、
話
ス
、
語
ル
、
告
ゲ
ル
、
教

エ
ル
、
叫
ブ
、
聞
ク
、
問
ウ
、
答
エ
ル
、
書
ク
な
ど
の
意
味
を
持
つ
動
詞
多

数
を
挙
げ
て
い
る
が
、実
際
に
は
三
上
の
言
う
引
用
動
詞
と
は
言
い
が
た
い
、

「（
手
を
）
振
る
」「
出
か
け
る
」
な
ど
の
動
作
の
動
詞
も
使
わ
れ
て
い
る
。

現
代
語
で
は
、
次
の
よ
う
な
用
例
が
見
ら
れ
る
。

（
１
）
医
員
殿
は
看
護
婦
室
に
も
ど
る
と
、
あ
と
の
指
示
を
し
て
、「
最

後
ま
で
ご
苦
労
様
。
さ
よ
う
な
ら
」
と
手
を
振
っ
て
廊
下
に
消
え
ま

し
た
。（
阿
部
初
枝
『
看
護
婦
一
年
生
』）

（
２
）
妻
も
い
た
た
ま
れ
な
く
な
っ
た
の
か
「
ち
ょ
っ
と
犬
の
散
歩
に

行
っ
て
く
る
わ
」
と
出
か
け
た
。（
川
一
『
癌
は
、
神
様
か
ら
の
プ

レ
ゼ
ン
ト
だ
っ
た
』）

こ
の
問
題
に
関
し
て
、
引
用
節
と
動
詞
の
間
に
「
と
言
っ
て
」
な
ど
が
省

略
さ
れ
て
い
る
説
、
引
用
を
受
け
る
動
詞
に
は
二
種
類
あ
る
と
い
う
説
な
ど

が
あ（
４
）るが
、
日
本
語
で
は
ど
の
よ
う
な
動
詞
が
引
用
節
と
共
起
す
る
の
か
と

い
う
点
で
、
明
瞭
に
な
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
筆
者
は
時
代
の
異
な
る
文
学

作
品
か
ら
実
際
に
引
用
構
文
を
抽
出
し
、
そ
の
ス
タ
イ
ル
、
引
用
節
を
受
け

る
動
詞
な
ど
を
観
察
し
、
日
本
語
の
引
用
に
つ
い
て
の
一
端
を
明
ら
か
に
し

よ
う
と
試
み
て
き
た
。
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こ
こ
で
は
『
更
級
日
記
』
か
ら
引
用
の
構
文
を
一
八
三
例
取
り
出
し
、
引

用
の
ス
タ
イ
ル
や
引
用
節
に
後
置
さ
れ
る
述
語
な
ど
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ

と
に
す
る
。

テ
キ
ス
ト
に
は
犬
養
廉
校
注
・
訳
『
更
級
日
記
』（
日
本
古
典
文
学
全
集

『
和
泉
式
部
日
記
紫
式
部
日
記
更
級
日
記
讃
岐
典
侍
日
記
』
小
学
館
）
を
使

用
し
た
。
話
法
は
問
わ
ず
一
重
引
用
符
が
付
し
て
あ
る
と
こ
ろ
を
中
心
に
、

引
用
構
文
と
見
ら
れ
る
文
を
訳
注
も
参
考
に
し
な
が
ら
抽
出
し
た
。
な
お
、

「『
引
用
内
容
』
な
ど
Ｖ
」
の
構
文
は
「『
引
用
内
容
』
と
Ｖ
」
と
同
じ
と
考

え
て
例
の
中
に
入
れ
た
。
ま
た
、
一
連
の
発
話
の
中
に
見
ら
れ
る
引
用
構
文

は
考
察
の
対
象
外
と
し
た
。

以
下
、
引
用
構
文
の
ス
タ
イ
ル
、
助
詞
「
と
」「
と
て
」
を
受
け
る
述
語
、

発
話
主
は
誰
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

二
引
用
の
ス
タ
イ
ル

三
上
（
一
九
六
三
）
は
直
接
話
法
に
は
正
置
、
反
復
、
例
置
、
セ
リ
フ
止

め
の
四
種
類
あ
る
と
述
べ
た
が
、
筆
者
は
引
用
構
文
を
次
の
よ
う
に
分
類
し

て
考
え
る
。
発
話
思
考
内
容
の
前
に
あ
る
動
詞
を
Ｖ
１
、
後
ろ
に
あ
る
動
詞

を
Ｖ
２
と
し
て
、
次
の
七
パ
タ
ー
ン
に
分
類
す（
５
）る。

①
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」

②
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
て
Ｖ
２
」

③
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』（
と
）」

④
「『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」

⑤
「『
発
話
思
考
内
容
』
と
て
Ｖ
２
」

⑥
「『
発
話
思
考
内
容
』」

⑦
「『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
。『
発
話
・
思
考
内
容
』」

『
更
級
日
記
』
で
は
、
①
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
七
例
、

④
「『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
一
六
三
例
、
⑤
「『
発
話
思
考
内
容
』
と

て
Ｖ
２
」
一
二
例
、
⑥
「『
発
話
思
考
内
容
』」
一
例
、
合
計
一
八
三
例
で
あ

る
。ま

ず
、
①
「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。

「
語
る
や
う
〜
語
る
」「
見
ゆ
る
や
う
〜
見
る
」「
思
ひ
し
こ
と
は
〜
思

ふ
」
な
ど
、「
語
る
」「
思
ふ
」「
見
る
」
の
よ
う
な
二
つ
の
動
詞
が
引
用
節

の
前
後
を
挟
ん
で
い
る
タ
イ
プ
は
、『
更
級
日
記
』
で
は
一
八
三
例
中
七
例

で
、
全
体
に
占
め
る
割
合
は
多
く
な
い
が
、
構
文
と
し
て
見
た
場
合
は
二
つ

の
動
詞
が
一
つ
の
機
能
を
果
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

例
（（
６
）３）
で
は
「
語
る
」
が
発
話
内
容
の
前
後
を
挟
ん
で
用
い
ら
れ
て
い

る
。
発
話（
７
）主は
「
そ
の
国
の
人
」
で
あ
る
。
二
つ
の
「
語
る
」
に
挟
ま
れ
た

発
話
は
全
体
を
一
ま
と
ま
り
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
前
に
竹
芝
伝
説
が
語
ら
れ
る
箇
所
が
あ
り
、
こ
の
発
話
よ
り
長
い
が

こ
の
ス
タ
イ
ル
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
単
に
発
話
内
容
が
長
い
と
き
に

「
Ｖ
１
『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
が
用
い
ら
れ
る
と
は
言
え
な
い
の
だ

が
、
前
後
二
つ
の
動
詞
は
発
話
の
始
ま
り
と
終
わ
り
を
示
し
、
内
容
を
ま
と

め
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。

（
３
）
そ
の
国
の
人
の
出
で
て
語
る
や
う
、「
一
年
ご
ろ
、
も
の
に
ま
か

り
た
り
し
に
、
い
と
暑
か
り
し
か
ば
、
こ
の
水
の
つ
ら
に
休
み
つ
つ

見
れ
ば
、
川
上
の
方
よ
り
黄
な
る
物
流
れ
来
て
、
物
に
つ
き
て
と
ど

ま
り
た
る
を
見
れ
ば
、
反
故
な
り
。
と
り
上
げ
て
見
れ
ば
、
黄
な
る

紙
に
、
丹
し
て
、
濃
く
う
る
は
し
く
書
か
れ
た
り
。
あ
や
し
く
て
見

れ
ば
、
来
年
な
る
べ
き
国
ど
も
を
、
除
目
の
ご
と
、
み
な
書
き
て
、
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こ
の
国
来
年
あ
く
べ
き
に
も
、
守
な
し
て
、
ま
た
添
へ
て
二
人
を
な

し
た
り
。
あ
や
し
、
あ
さ
ま
し
と
思
ひ
て
、
と
り
上
げ
て
、
ほ
し
て
、

を
さ
め
た
り
し
を
、
か
へ
る
年
の
司
召
に
、
こ
の
文
に
書
か
れ
た
り

し
、
ひ
と
つ
違
は
ず
、
こ
の
国
の
守
と
あ
り
し
ま
ま
な
る
を
、
三
月

の
う
ち
に
亡
く
な
り
て
、
ま
た
な
り
か
は
り
た
る
も
、
こ
の
か
た
は

ら
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
り
し
人
な
り
。
か
か
る
こ
と
な
む
あ
り
し
。

来
年
の
司
召
な
ど
は
、
今
年
こ
の
山
に
、
そ
こ
ば
く
の
神
々
あ
つ
ま

り
て
、
な
い
た
ま
ふ
な
り
け
り
と
見
た
ま
へ
し
。
め
づ
ら
か
な
る
こ

と
に
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
語
る
。（
ｐ
２９０
）

次
の
例
（
４
）
も
、「
見
る
」
が
夢
の
内
容
の
前
後
を
挟
ん
で
い
る
。
二

つ
の
「
見
る
」
が
括
弧
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
こ
と
は
例
（
５
）
で
も
言
え
る
。「
夢
に
見
る
や
う
」
か
ら

「
見
る
」
ま
で
が
夢
の
内
容
で
あ
る
。

（
４
）
物
語
の
こ
と
を
、
昼
は
日
ぐ
ら
し
思
ひ
つ
づ
け
、
夜
も
目
の
さ
め

た
る
か
ぎ
り
は
、
こ
れ
を
の
み
心
に
か
け
た
る
に
、
夢
に
見
ゆ
る
や

う
、「
こ
の
ご
ろ
皇
太
后
宮
の
一
品
の
宮
の
御
料
に
、
六
角
堂
に
遣

水
を
な
む
つ
く
る
」
と
い
ふ
人
あ
る
を
、「
そ
は
い
か
に
」
と
問
へ

ば
、「
天
照
御
神
を
念
じ
ま
せ
」
と
い
ふ
と
見
て
（
ｐ
３００
）

（
５
）
夢
に
見
る
や
う
、
清
水
の
礼
堂
に
ゐ
た
れ
ば
、
別
当
と
お
ぼ
し
き

人
出
で
来
て
、「
そ
こ
は
前
の
生
に
、
こ
の
御
寺
の
僧
に
て
な
む
あ

り
し
。
仏
師
に
て
、
仏
を
い
と
多
く
造
り
た
て
ま
つ
り
し
功
徳
に
よ

り
て
、
あ
り
し
素
性
ま
さ
り
て
人
と
生
ま
れ
た
る
な
り
。
こ
の
御
堂

の
東
に
お
は
す
る
丈
六
の
仏
は
、
そ
こ
の
造
り
た
り
し
な
り
。
箔
を

お
し
さ
し
て
亡
く
な
り
に
し
ぞ
」
と
。「
あ
な
い
み
じ
。
さ
は
、
あ

れ
に
箔
お
し
た
て
ま
つ
ら
む
」
と
い
へ
ば
、「
亡
く
な
り
に
し
か
ば
、

こ
と
人
箔
お
し
た
て
ま
つ
り
て
、
こ
と
人
供
養
も
し
て
し
」
と
見
て

の
ち
、（
ｐ
３２７
）

テ
キ
ス
ト
の
括
弧
の
付
け
方
と
は
異
な
る
が
、
例
（
５
）
は
「
そ
こ
」
と

い
う
対
称
名
詞
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
「
見
る
や
う
」
か
ら
「
見

て
」
ま
で
が
心
内
発
話
の
引
用
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
草
双
紙

で
は
「
吹
き
出
し
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
作
者
が
見
た
夢
の
一
場
面

で
あ（
８
）り、
あ
た
か
も
作
者
が
清
水
の
礼
堂
に
居
る
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

同
様
に
例
（
６
）
も
前
後
二
つ
の
「
思
ふ
」
が
思
考
内
容
を
挟
ん
で
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。
例
（
７
）
も
同
様
に
思
考
内
容
が
二
つ
の
「
思
ふ
」
に
挟

ま
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
作
者
の
『
源
氏
物
語
』
に
対
す
る
想
い
が
語
ら
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例
（
７
）
は
、「
こ
の
世
に
」
か
ら
「
よ
し
な
か

り
け
る
心
な
り
」
ま
で
が
心
内
発
話
の
内
容
で
あ
る
。

（
６
）
か
ら
う
じ
て
思
よ
る
こ
と
は
、「
い
み
じ
く
や
む
ご
と
な
く
、
か

た
ち
有
様
、
物
語
に
あ
る
光
源
氏
な
ど
の
や
う
に
お
は
せ
む
人
を
、

年
に
一
た
び
に
て
も
通
は
し
た
て
ま
つ
り
て
、
浮
舟
の
女
君
の
や
う

に
、
山
里
に
か
く
し
据
ゑ
ら
れ
て
、
花
、
紅
葉
、
月
、
雪
を
な
が
め

て
、
い
と
心
ぼ
そ
げ
に
て
、
め
で
た
か
ら
む
御
文
な
ど
を
、
時
々
待

ち
見
な
ど
こ
そ
せ
め
」
と
ば
か
り
思
ひ
つ
づ
け
（
ｐ
３１４
）

（
７
）
こ
の
あ
ら
ま
し
ご
と
と
て
も
、
思
ひ
し
こ
と
ど
も
は
、
こ
の
世
に

あ
ん
べ
か
り
け
る
こ
と
ど
も
な
り
や
。
光
源
氏
ば
か
り
の
人
は
、
こ

の
世
に
お
は
し
け
り
や
は
。
薫
大
将
の
宇
治
に
か
く
し
据
ゑ
た
ま
ふ

べ
き
も
な
き
世
な
り
。
あ
な
も
の
ぐ
る
ほ
し
。
い
か
に
、
よ
し
な
か

り
け
る
心
な
り
と
思
ひ
し
み
は
て
て
（
ｐ
３２９
）

次
の
例
（
８
）
は
二
つ
の
「
言
ふ
」
が
発
話
内
容
の
前
後
を
挟
ん
で
い
る
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例
で
あ
る
。
資
通
の
発
話
で
あ
る
が
、
比
較
的
長
い
発
話
が
二
つ
の
「
言
ふ
」

で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

（
８
）
春
秋
の
こ
と
な
ど
い
ひ
て
、「
時
に
し
た
が
ひ
見
る
こ
と
に
は
、

春
霞
お
も
し
ろ
く
、
空
も
の
ど
か
に
霞
み
、
月
の
お
も
て
も
い
と
明

う
も
あ
ら
ず
、
遠
う
流
る
る
や
う
に
見
え
た
る
に
、
琵
琶
の
風
香
調

ゆ
る
る
か
に
弾
き
な
ら
し
た
る
、
い
と
い
み
じ
く
聞
こ
ゆ
る
に
、
ま

た
秋
に
な
り
て
、
月
い
み
じ
う
明
き
に
、
空
は
霧
わ
た
り
た
れ
ど
、

手
に
と
る
ば
か
り
さ
や
か
に
澄
み
わ
た
り
た
る
に
、
風
の
音
、
虫
の

声
、
と
り
あ
つ
め
た
る
心
地
す
る
に
、
箏
の
琴
か
き
な
ら
さ
れ
た
る
、

横
笛
の
吹
き
澄
ま
さ
れ
た
る
は
、
な
ぞ
の
春
と
お
ぼ
ゆ
か
し
。
ま
た
、

さ
か
と
思
へ
ば
、
冬
の
夜
の
、
空
さ
へ
さ
え
わ
た
り
い
み
じ
き
に
、

雪
の
降
り
つ
も
り
ひ
か
り
あ
ひ
た
る
に
、
篳
篥
の
わ
な
な
き
出
で
た

る
は
、
春
秋
も
み
な
忘
れ
ぬ
か
し
」
と
い
ひ
つ
づ
け
て
、（
ｐ
３３４
）

『
枕
草
子
』
に
も
（
９
）
の
よ
う
に
二
つ
の
「
言
ふ
」
が
発
話
内
容
を
挟

ん
で
い
る
例
が
あ
る
。

（
９
）
常
に
い
ふ
こ
と
は
、「
お
の
れ
を
お
ぼ
さ
む
人
は
、
歌
を
な
む
詠

み
て
得
さ
す
ま
じ
き
。
す
べ
て
仇
敵
と
な
む
思
ふ
。『
い
ま
は
、
限

り
あ
り
て
、
絶
え
む
』
と
思
は
む
時
に
を
、
さ
る
こ
と
は
い
へ
」
な

ど
い
ひ
し
か
ば
（
枕
上
ｐ
１７８
）

発
話
内
容
に
前
置
さ
れ
る
動
詞
Ｖ
１
、
後
置
さ
れ
る
Ｖ
２
は
発
話
思
考
を

表
す
動
詞
で
あ
る
。
二
つ
の
動
詞
が
発
話
を
挟
む
こ
と
に
よ
り
発
話
思
考
内

容
の
範
囲
を
明
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
二
つ
の
動
詞
が
、
引
用
符
の
機
能

を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
④
「『
発
話
思
考
内
容
』（
な
ど
）
と
Ｖ
２
」
⑤
「『
発
話
思
考
内
容
』

と
て
Ｖ
２
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
動
詞
が
引
用
内
容
に
後

置
さ
れ
る
例
は
同
じ
動
詞
が
前
後
を
挟
む
場
合
に
比
べ
る
と
圧
倒
的
多
数
を

占
め
る
。
中
で
も
「
と
」
が
受
け
る
引
用
の
ほ
う
が
多
数
で
あ
る
。
引
用
内

容
を
受
け
る
「
と
」
と
「
と
て
」
を
、
分
け
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

三
「
と
」「
と
て
」
を
受
け
る
述
語

『
更
級
日
記
』
の
引
用
構
文
で
、「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
述
語
は
次
の
通

り
で
あ
る
。
な
お
、「『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ
２
」
の
構
文
を
抽
出
す
る
に

あ
た
っ
て
、「『
発
話
思
考
内
容
』
な
ど
Ｖ
２
」
も
加
え
た
。
ま
た
、
前
述
し

た
①
の
構
文
も
「
発
話
思
考
内
容
」
を
「
と
」
で
受
け
て
い
る
た
め
、
後
置

さ
れ
る
動
詞
は
次
の
語
群
に
加
え
た
。
複
合
動
詞
「
い
ひ
つ
づ
く
」
な
ど
の

場
合
は
「
言
ふ
」
に
入
れ
た
。

「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
語

言
ふ
４７
思
ふ
３８
見
る
１０
聞
く
７
問
ふ
７
あ
り
６
書
く
７
語
る
５
お
ぼ
ゆ
４

あ
は
れ
が
る
３
祈
る
２
の
た
ま
ふ
２
ひ
と
り
ご
つ
２
申
す
２
呼
ぶ
２
泣
く

２
聞
こ
ゆ
２
泣
く
２
詠
む
１
こ
た
ふ
１
う
た
ふ
１
責
む
１
笑
ふ
１
伝
ふ
１

見
ゆ
１
嘆
く
１
召
す
１
か
く
す
１
待
つ
１
む
つ
か
る
１
念
ず
１
お
ほ
す
１

尋
ぬ
１
な
が
む
１
を
か
し
が
る
１
心
苦
し
が
る
１
わ
ず
ら
は
し
が
る
１
め

ず
ら
し
が
る
１
あ
は
れ
１
う
し
ろ
め
た
し
１

右
の
語
群
を
「
引
用
内
容
」
と
の
関
係
で
分
類
を
試
み
た
の
が
表
１
で
あ

る
。
発
話
を
表
す
動
詞
①
が
最
多
で
、
心
内
発
話
②
が
次
に
続
く
。
使
用
頻

度
で
一
番
多
か
っ
た
動
詞
は
「
言
ふ
」
で
あ
る
。

（
１０
）
国
の
人
々
集
ま
り
来
て
、「
そ
の
夜
こ
の
浦
を
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
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て
、
石
津
に
着
か
せ
た
ま
へ
ら
ま
し
か
ば
、
や
が
て
こ
の
御
舟
な
ご

り
な
く
な
り
な
ま
し
」
な
ど
い
ふ
（
ｐ
３５３
）

次
に
「
思
ふ
」
が
続
く
。「
思
ふ
」
に
つ
い
て
は
心
内
発
話
の
発
話
主
を

ど
う
書
き
表
す
か
と
い
う
こ
と
で
後
に
述
べ
る
。

「
と
」
を
受
け
る
語
の
中
で
も
う
一
つ
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
例

（
１１
）
〜
（
１５
）
の
よ
う
に
形
容
詞
に
接
尾
辞
「
が
る
」
が
付
い
た
感
情
動

詞
、
例
（
１６
）
の
よ
う
に
形
容
動
詞
「
あ
は
れ
」
が
後
置
さ
れ
る
例
、
例

（
１７
）
の
よ
う
に
形
容
詞
「
う
し
ろ
め
た
し
」、
が
後
置
さ
れ
る
例
が
見
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。

（
１１
）「
も
ろ
こ
し
が
原
に
、
や
ま
と
撫
子
し
も
咲
き
け
む
こ
そ
」
な
ど
、

人
々
を
か
し
が
る
。（
ｐ
２８７
）

（
１２
）
山
の
な
か
ら
ば
か
り
の
、
木
の
下
の
わ
づ
か
な
る
に
、
葵
の
た
だ

三
筋
ば
か
り
あ
る
を
、「
世
ば
な
れ
て
か
か
る
山
中
に
し
も
生
い
け

む
よ
」
と
、
人
々
あ
は
れ
が
る
。（
ｐ
２８８
）

（
１３
）「
い
と
う
つ
く
し
う
生
ひ
な
り
に
け
り
」
な
ど
、
あ
は
れ
が
り
、

め
づ
ら
し
が
り
て
、（
ｐ
２９８
）

（
１４
）
母
い
み
じ
か
り
し
古
代
の
人
に
て
、「
初
瀬
に
は
、
あ
な
お
そ
ろ

し
。
奈
良
坂
に
て
人
に
と
ら
れ
な
ば
い
か
が
せ
む
。
石
山
、
関
山
越

え
て
い
と
お
そ
ろ
し
。
鞍
馬
は
さ
る
山
、
率
て
出
で
む
い
と
お
そ
ろ

し
や
。
親
上
り
て
、
と
も
か
く
も
」
と
、
さ
し
は
な
ち
た
る
人
の
や

う
に
わ
づ
ら
は
し
が
り
て
（
ｐ
３１９
）

（
１５
）「
ま
だ
知
ら
ぬ
人
の
あ
り
け
る
」
な
ど
め
づ
ら
し
が
り
て
、（
ｐ
３３４
）

（
１６
）
花
の
咲
き
散
る
を
り
ご
と
に
、
乳
母
亡
く
な
り
し
を
り
ぞ
か
し
、

と
の
み
あ
は
れ
な
る
に
（
ｐ
３０１
）

（
１７
）
後
の
世
も
、
思
ふ
に
か
な
は
ず
ぞ
あ
ら
む
か
し
と
ぞ
、
う
し
ろ
め

た
き
に
、（
ｐ
３５８
）

犬
養
訳
で
は
こ
の
部
分
は
次
の
よ
う
な
現
代
語
に
な
っ
て
い
る
。

（
１１
）「
」（
発
話
内
容
省
略
以
下
同
じ
）
な
ど
と
人
々
は
う
ち
興
じ
て
い

た
、（
１２
）「
」
と
人
々
は
い
と
お
し
が
る
の
だ
っ
た
、（
１３
）「
」
な
ど
、
と

な
つ
か
し
が
り
珍
し
が
っ
て
（
１４
）「
」
と
、
私
を
ま
る
で
の
け
者
の
よ
う

に
、
厄
介
が
っ
て
、（
１５
）「
」
な
ど
と
珍
し
が
っ
て
、
と
い
う
よ
う
に
、
お

お
む
ね
「
が
る
」
が
そ
の
ま
ま
現
代
語
訳
に
も
使
わ
れ
て
い
る
。
例
（
16
）

は
、「
」
と
そ
れ
ば
か
り
が
思
い
出
さ
れ
て
心
が
傷
む
の
だ
が
と
、「
思
い
出

す
」
が
補
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
例
（
１７
）
は
気
が
か
り
だ
っ
た
と
こ
ろ
、
と

訳
さ
れ
て
い
る
。

『
枕
草
子
』
に
も
、
例
（
１８
）
の
よ
う
に
「
思
考
発
話
内
容
」
に
感
情
動

詞
、
例
（
１９
）
の
よ
う
に
形
容
動
詞
、
例
（
２０
）
の
よ
う
に
形
容
詞
が
後
置

さ
れ
る
例
が
あ
る
。

（
１８
）「
三
月
三
日
、
頭
弁
の
、
柳
蔓
せ
さ
せ
、
桃
の
花
を
挿
頭
に
刺
さ

せ
、
桜
腰
に
差
し
な
ど
し
て
、
あ
り
か
せ
た
ま
ひ
し
を
り
、『
か
か

る
目
見
む
』
と
は
思
は
ざ
り
け
む
」
な
ど
あ
は
れ
が
る
。（
枕
上
ｐ

３７
）

（
１９
）「
さ
ば
、
翁
丸
に
こ
そ
は
あ
り
け
れ
。
昨
夜
は
隱
れ
忍
び
て
あ
る

な
り
け
り
」
と
、
あ
は
れ
に
そ
へ
て
、
を
か
し
き
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。

（
枕
上
ｐ
４０
）

（
２０
）
賢
淵
は
、「
い
か
な
る
底
の
心
を
見
て
、
さ
る
名
を
つ
け
け
む
」

と
を
か
し
（
枕
上
ｐ
４８
）

次
に
「
と
て
」
が
発
話
内
容
に
後
置
さ
れ
る
「『
発
話
内
容
』
と
て
Ｖ
２
」

に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
の
ス
タ
イ
ル
は
前
述
の
「『
発
話
思
考
内
容
』
と
Ｖ

２
」
よ
り
少
数
で
、『
更
級
日
記
』
で
は
一
二
例
見
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。「
と
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て
」
に
後
置
さ
れ
る
語
は
動
作
を
表
す
動
詞
で
、「
と
」
の
よ
う
に
発
話
思

考
を
表
す
動
詞
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
形
容
詞
や
形
容
動
詞
の
例
も
な
い
。

「
と
て
」
に
後
置
さ
れ
る
語

と
り
い
れ
る
２
投
げ
い
づ
２
お
こ
す
２
と
ら
す
１
出
す
１
も
と
む
１
宿
る

１
居
る
１
ま
う
ず
１

（
２１
）
上
り
着
き
た
り
し
時
、「
こ
れ
手
本
に
せ
よ
」
と
て
、
こ
の
姫
君

の
御
手
を
と
ら
せ
た
り
し
を
（
ｐ
２９７
）

（
２２
）
め
づ
ら
し
が
り
て
よ
ろ
こ
び
て
、
御
前
の
を
お
ろ
し
た
る
と
て
、

わ
ざ
と
め
で
た
き
冊
子
ど
も
、硯
の
筥
の
蓋
に
入
れ
て
お
こ
せ
た
り
。

（
ｐ
２９５
）

（
２３
）「
い
と
う
つ
く
し
う
生
ひ
な
り
に
け
り
」
な
ど
、
あ
は
れ
が
り
、

め
づ
ら
し
が
り
て
、
か
へ
る
に
、「
何
を
か
た
て
ま
つ
ら
む
。
ま
め

ま
め
し
き
物
は
、
ま
さ
な
か
り
な
む
。
ゆ
か
し
く
し
た
ま
ふ
な
る
物

を
た
て
ま
つ
ら
む
」
と
て
、
源
氏
の
五
十
余
巻
、
櫃
に
入
り
な
が
ら
、

在
中
将
、
と
ほ
ぎ
み
、
せ
り
河
、
し
ら
ら
、
あ
さ
う
づ
な
ど
い
ふ
物

語
ど
も
、
一
ふ
く
ろ
と
り
い
れ
て
（
ｐ
２９８
）

（
２４
）
そ
の
ほ
ど
過
ぎ
て
、
親
族
な
る
人
の
も
と
よ
り
、「
昔
の
人
の
、

か
な
ら
ず
も
と
め
て
お
こ
せ
よ
、
と
あ
り
し
か
ば
も
と
め
し
に
、
そ

の
を
り
は
え
見
出
で
ず
な
り
に
し
を
、今
し
も
人
の
を
こ
せ
た
る
が
、

あ
は
れ
に
悲
し
き
こ
と
」
と
て
、
か
ば
ね
た
づ
ぬ
る
宮
と
い
ふ
物
語

を
お
こ
せ
た
り
。（
ｐ
３０５
）

（
２５
）「
今
は
宿
と
れ
」
と
て
、
人
々
分
か
れ
て
、
宿
も
と
む
る
、
所
は

し
た
に
て
、「
い
と
あ
や
し
げ
な
る
下
衆
の
小
家
な
む
あ
る
」
と
い

ふ
に
、「
い
か
が
は
せ
む
」
と
て
そ
こ
に
宿
り
ぬ
。（
ｐ
３４４
）

（
２６
）
三
日
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
暁
ま
か
で
む
と
て
う
ち
ね
ぶ
り
た
る
夜
さ
り

御
堂
の
方
よ
り
「
す
は
、
稲
荷
よ
り
賜
は
る
し
る
し
の
杉
よ
」
と
て

物
を
投
げ
出
づ
る
や
う
に
す
る
に
、（
ｐ
３４５
）

（
２７
）
児
ど
も
の
親
な
る
人
は
、「
い
か
に
も
い
か
に
も
心
に
こ
そ
あ
ら

め
」
と
て
、
い
ふ
に
し
た
が
ひ
て
、
出
し
た
つ
る
心
ば
へ
も
あ
は
れ

な
り
。（
ｐ
３４１
）

『
更
級
日
記
』
で
は
「
と
」
と
「
と
て
」
と
に
後
置
さ
れ
る
動
詞
は
異
な

る
。「
と
て
」
は
発
話
或
い
は
心
内
発
話
の
後
に
動
作
が
行
わ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
。「
と
」
と
「
と
て
」
に
後
置
さ
れ
る
動
詞
の
う
ち
で
重
複
す
る
の

は
例
（
２８
）
例
（
２９
）
で
示
す
よ
う
に
「
泣
く
」
だ
け
で
あ
る
。

（
２８
）
車
よ
り
下
り
た
る
を
う
ち
見
て
、「
お
は
す
る
時
こ
そ
人
目
も
見

え
、
さ
ぶ
ら
ひ
な
ど
も
あ
り
け
れ
、
こ
の
日
ご
ろ
は
人
声
も
せ
ず
、

前
に
人
影
も
見
え
ず
、
い
と
心
ぼ
そ
く
わ
び
し
か
り
つ
る
。
か
う
て

の
み
も
、
ま
ろ
が
身
を
ば
、
い
か
が
せ
む
と
か
す
る
」
と
う
ち
泣
く

を
見
る
も
い
と
悲
し
。（
ｐ
３２６
）

「
泣
く
」
は
発
話
な
の
か
動
作
な
の
か
分
け
難
い
。
例
（
２８
）
で
は
発
話

に
付
随
し
て
「
泣
く
」
行
為
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
（
２９
）
は
夢
の
内

容
を
語
る
場
面
の
中
の
発
話
で
あ
り
、
二
重
引
用
符
が
付
さ
れ
た
内
容
を
受

け
る
「
と
て
」
だ
が
、「
泣
く
」
に
前
置
さ
れ
る
の
は
「
と
て
」
も
あ
る
例

と
し
て
あ
げ
て
お
く
。

（
２９
）
こ
の
僧
帰
り
て
、「（
前
略
）『
あ
や
し
か
り
け
る
事
か
な
、
文
添

ふ
べ
き
も
の
を
』
と
て
、『
こ
の
鏡
を
、
こ
な
た
に

う
つ
れ
る
影

を
見
よ
、
こ
れ
見
れ
ば
あ
は
れ
に
悲
し
き
ぞ
』
と
て
、
さ
め
ざ
め
と

泣
き
た
ま
ふ
を
見
れ
ば
、臥
し
ま
ろ
び
泣
き
嘆
き
た
る
影
う
つ
れ
り
。

（
後
略
）」
と
語
る
な
り
（
ｐ
３２０
）

発
話
主
は
「
い
み
じ
う
け
だ
か
う
清
げ
に
お
は
す
る
女
」
で
あ
る
が
、
発
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話
の
後
に
さ
め
ざ
め
と
泣
く
行
為
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
発
話
主
に
つ
い
て
述
べ
る
。

四
発
話
主
は
誰
か

（
３０
）
こ
の
僧
帰
り
て
、「
」
と
語
る
な
り
。（
ｐ
３２０
）

（
３１
）
も
の
は
か
な
き
心
に
も
つ
ね
に
、「
」
と
い
ふ
人
あ
り
。（
ｐ
３２１
）

発
話
主
は
、
例
（
３０
）
の
よ
う
に
「
発
話
内
容
」
に
前
置
さ
れ
る
か
、
後

置
さ
れ
る
か
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
例
（
３１
）
の
よ
う
に
連
体
修
飾
語
と
し
て

「
発
話
内
容
」
に
後
置
さ
れ
る
例
も
あ
る
。
し
か
し
、
発
話
主
が
「
発
話
内

容
」
の
前
後
に
出
て
こ
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
。

一
八
三
例
の
う
ち
、
一
文
の
中
に
発
話
主
が
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
六

一
例
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
一
二
三
例
で
あ
る
。

ま
た
発
話
主
が
明
示
さ
れ
て
い
る
場
合
で
も
、
自
称
対
称
を
指
す
人
称
代

名
詞
は
現
れ
な
い
。
例
（
３２
）、
例
（
３３
）、
例
（
５
）、
の
よ
う
に
「
わ
れ
」

「
そ
な
た
」「
そ
こ
」
な
ど
の
用
例
は
あ
る
が
、
発
話
主
と
し
て
「
発
話
内

容
」
と
共
起
す
る
例
は
な
い
。

（
３２
）
わ
れ
は
こ
の
ご
ろ
わ
ろ
き
ぞ
か
し
、
さ
か
り
に
な
ら
ば
、
か
た
ち

も
か
ぎ
り
な
く
よ
く
、
髪
も
い
み
じ
く
長
く
な
り
な
む
。（
ｐ
２９８
）

（
３３
）
ひ
と
へ
に

そ
な
た
ひ
と
つ
を
頼
む
べ
き
な
ら
ね
ば
、
わ
れ
よ
り

ま
さ
る
人
あ
る
も
、
う
ら
や
ま
し
く
も
あ
ら
ず
（
ｐ
３３０
）

発
話
主
と
し
て
、
六
一
例
は
一
文
の
中
に
明
示
さ
れ
て
い
て
特
定
で
き
る

が
、
あ
と
の
一
二
二
例
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
文
脈
の
中
か
ら
察
す
る

外
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
三
種
類
に
分
類
し
て
考
え
て
み
る

こ
と
に
す
る
。

Ａ
発
話
主
が
明
示
さ
れ
て
い
る
も
の

六
一
例

Ｂ
発
話
主
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
孝
標
女
以
外

二
八
例

Ｃ
発
話
主
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
孝
標
女
と
見
ら
れ
る

九
四
例

誰
が
発
話
し
た
の
か
、
読
む
も
の
が
理
解
で
き
な
け
れ
ば
そ
の
内
容
は
正

確
に
伝
わ
り
に
く
い
。『
更
級
日
記
』
で
は
発
話
主
が
一
文
の
中
に
明
示
さ

れ
て
い
な
い
例
は
少
な
く
な
い
印
象
だ
が
、
三
種
類
に
分
け
て
考
え
た
場
合

に
は
確
か
に
Ｃ
が
一
番
多
い
。
次
い
で
Ａ
、
次
に
Ｂ
と
な
る
。
孝
標
女
以
外

の
発
話
は
発
話
主
が
記
さ
れ
、
孝
標
女
の
発
話
は
記
さ
な
い
と
な
れ
ば
わ
か

り
や
す
い
の
だ
が
、
そ
う
単
純
で
は
な
い
よ
う
だ
。
孝
標
女
以
外
の
人
が
発

話
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
に
、
発
話
主
が
書
か
れ
て
い
な
い
Ｂ
が
あ
る
の

で
あ
る
。

こ
れ
を
内
容
の
分
類
別
に
見
て
み
よ
う
（
表
二
）。
心
内
発
話
の
場
合
は

Ｃ
が
多
数
を
占
め
て
い
る
。「
思
ふ
」
は
三
八
の
用
例
の
う
ち
、
例
（
３４
）

の
よ
う
に
発
話
主
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
は
一
例
だ
け
で
他
は
作
者
の
心
内

発
話
と
推
定
さ
れ
る
。「
ひ
と
り
ご
つ
」「
お
ぼ
ゆ
」
な
ど
も
同
様
で
、
心
内

発
話
の
主
は
特
に
記
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
作
者
で
あ
る
。

（
３４
）
古
代
の
親
は
、
宮
仕
人
は
い
と
憂
き
こ
と
な
り
と
思
ひ
て
過
ご
さ

す
る
を
。（
ｐ
３２４
）

同
様
に
自
分
が
受
信
し
た
内
容
を
表
す
「
見
ゆ
」「
聞
く
」
も
Ｃ
で
あ
る
。

夢
は
作
者
の
心
中
で
受
信
し
た
も
の
で
あ
り
、
他
の
人
に
は
見
え
な
い
。「
聞

く
」
も
作
者
が
受
信
し
た
内
容
で
あ
る
。

（
３５
）
わ
が
耳
ひ
と
つ
に
聞
こ
え
て
、
人
は
え
聞
き
つ
け
ず
と
見
る
に
、

（
ｐ
３５８
）

（
３６
）
旅
居
は
雨
い
と
む
つ
か
し
き
も
の
と
聞
き
て
（
ｐ
３４７
）
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「
言
ふ
」
な
ど
、
発
話
を
表
す
動
詞
の
場
合
は
三
つ
に
分
か
れ
る
。
Ａ
が

一
番
多
い
が
、
Ｂ
も
Ｃ
も
あ
る
。

待
遇
表
現
に
よ
り
人
称
を
表
す
場
合
が
あ
る
。「
申
す
」「
き
こ
ゆ
」
な
ど

の
謙
譲
語
の
場
合
は
発
話
主
は
自
称
で
あ
る
し
、「
お
ほ
せ
ら
る
」
な
ど
尊

敬
語
の
場
合
は
自
称
で
は
な
い
。
人
間
関
係
に
よ
り
待
遇
表
現
で
だ
れ
が
発

話
し
た
か
推
察
で
き
る
用
例
が
あ
る
。「
言
ふ
」
は
、
発
話
主
が
明
示
さ
れ

て
い
る
の
は
二
五
例
で
あ
る
。
文
中
に
発
話
主
が
な
く
、
作
者
以
外
の
発
話

と
思
わ
れ
る
Ｂ
が
一
〇
例
、作
者
の
発
話
と
思
わ
れ
る
Ｃ
は
一
二
例
で
あ
る
。

Ｂ
は
一
〇
例
だ
が
、
わ
か
ら
な
い
誰
か
が
発
話
し
て
い
る
例
と
、
発
話
主
は

誰
か
作
者
に
は
わ
か
る
の
だ
が
、
書
か
れ
て
い
な
い
例
に
分
れ
る
。

例
（
２６
）
は
「
す
は
稲
荷
よ
り
賜
は
る
し
る
し
の
杉
よ
」
と
い
う
発
話
で

あ
る
が
、
誰
が
言
っ
た
か
、
作
者
に
と
っ
て
も
不
明
で
あ
る
。

書
か
れ
て
い
な
い
が
発
話
主
が
わ
か
る
場
合
に
、
前
の
文
に
は
記
さ
れ
て

い
る
と
い
う
例
も
あ
る
。
例
（
３７
）
の
よ
う
に
前
文
に
母
と
あ
れ
ば
、
次
の

文
の
「
言
ふ
」
の
発
話
主
は
母
と
了
解
で
き
る
。

（
３７
）
母
、
一
尺
の
鏡
を
鋳
さ
せ
て
、
え
率
て
参
ら
ぬ
か
は
り
に
と
て
、

僧
を
出
だ
し
立
て
て
初
瀬
に
詣
で
さ
す
め
り
。「
三
日
さ
ぶ
ら
ひ
て
、

こ
の
人
の
あ
べ
か
ら
む
さ
ま
、
夢
に
見
せ
た
ま
へ
」
な
ど
い
ひ
て
、

詣
で
さ
す
る
な
め
り
。（
ｐ
３２０
）

発
話
主
が
文
中
に
な
い
場
合
、
前
出
な
ど
で
誰
か
が
判
断
で
き
る
場
合
に

は
発
話
主
は
書
か
れ
な
い
。
し
か
し
、
発
話
主
は
明
ら
か
な
の
に
、
発
話
主

と
し
て
の
名
前
が
出
て
こ
な
い
例
が
あ
る
。

資
通
が
発
話
主
の
場
合
が
八
例
あ
る
が
、
発
話
主
と
し
て
名
前
は
な
い
。

「
参
り
た
る
人
の
あ
る
を
」（
ｐ
３３３
）
と
そ
の
人
物
の
登
場
が
述
べ
ら
れ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。こ
の
場
面
は
『
更
級
日
記
』
中
で
も
印
象
的
で
あ
る
が
、

発
話
主
と
し
て
名
前
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
文
脈
に
よ
り
察
す
る
ほ
か
は
な

い
。こ

の
人
物
の
発
話
は
作
者
の
心
の
中
に
刻
印
さ
れ
て
い
て
特
に
書
く
必
要

が
無
か
っ
た
の
か
、
或
い
は
記
す
こ
と
が
憚
ら
れ
た
の
か
、
い
ず
れ
に
し
て

も
、
発
話
主
が
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
に
、
人
物
を
朧
化
さ
せ
る
効
果
を
与

え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
作
者
に
は
内
面
化
さ
れ
て
い
る
風
景
を
、
読

者
が
察
す
る
外
は
な
い
こ
と
に
よ
り
、
逆
に
強
い
印
象
を
残
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

五
お
わ
り
に

以
上
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
。

引
用
の
ス
タ
イ
ル
で
は
、
二
つ
動
詞
が
発
話
の
前
後
を
挟
み
、
現
代
の
引

用
符
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。「
言
ふ
」「
思

ふ
」「
語
る
」
な
ど
の
用
例
が
あ
る
。
ま
た
、「
見
る
」
を
使
っ
て
夢
の
場
面

を
描
く
例
も
あ
る
。

発
話
に
後
置
さ
れ
る
「
と
」
と
「
と
て
」
を
見
て
み
る
と
「
と
」
が
後
置

さ
れ
る
ほ
う
が
圧
倒
的
多
数
で
あ
る
。「
と
」
に
続
く
動
詞
で
は
「
言
ふ
」

を
は
じ
め
と
す
る
発
話
を
表
す
動
詞
が
多
数
を
占
め
、
心
内
発
話
、
受
信
な

ど
を
表
す
動
詞
が
続
く
。

「
と
」「
と
て
」
に
後
置
さ
れ
る
動
詞
は
異
な
る
。『
更
級
日
記
』
で
重
複

す
る
の
は
「
泣
く
」
だ
け
で
あ
る
。「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
の
は
、
発
信
、

受
信
、
そ
れ
に
伴
う
行
為
や
心
情
に
関
す
る
述
語
で
あ
り
「
と
て
」
は
発
話

後
の
動
作
を
表
す
動
詞
で
あ
る
。

『
更
級
日
記
』
で
は
心
情
に
伴
う
発
話
を
「
が
る
」
が
付
い
た
感
情
動
詞
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で
表
す
例
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
形
容
詞
、
形
容
動
詞
が
後
置
さ
れ
る
例
も

見
ら
れ
た
。
こ
れ
は
他
の
女
性
に
よ
る
作
で
は
ど
う
な
の
か
興
味
あ
る
と
こ

ろ
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
「
と
」
に
後
置
さ
れ
る
述
語
は
動
詞
し
か
考
え
て
い
な

か
っ
た
が
、
形
容
動
詞
、
形
容
詞
の
例
も
あ
る
と
わ
か
っ
た
。
感
情
動
詞
は

現
代
語
で
も
（
３７
）
の
よ
う
に
用
例
が
あ
る
。
ま
た
、
形
容
詞
も
、（
３８
）

の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

（
３７
）
メ
ッ
ツ
も
候
補
の
一
つ
に
入
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
知
っ
て
い
る

フ
ァ
ン
が
、「
な
ぜ
メ
ッ
ツ
に
来
な
か
っ
た
か
」
と
悔
し
が
る
の
も

当
然
で
あ
る
。（
広
岡
勲
『
松
井
秀
喜
メ
ジ
ャ
ー
物
語
』）

（
３８
）
リ
ゾ
ー
ト
ク
ラ
ブ
に
至
る
に
し
て
は
道
は
や
け
に
細
く
、
こ
の
ま

ま
行
き
止
ま
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
心
細
い
（
鈴
木
光
司
『
リ

ン
グ
』）

日
本
語
に
お
け
る
引
用
構
文
の
ス
タ
イ
ル
を
⑦
ま
で
挙
げ
た
が
、
⑧
と
し

て
、「『
発
話
思
考
内
容
』
と
形
容
（
動
）
詞
」
も
加
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。

発
話
主
は
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
点
で
見
る
と
、『
更
級

日
記
』
で
は
発
話
主
が
一
文
の
内
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
と
書
か
れ
て
い
な

い
も
の
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
書
か
れ
て
い
な
い
も
の
は
更
に
作
者
以
外

と
作
者
自
身
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
自
称
、
対
称
に
あ
た
る
語
が
発
話

主
と
し
て
使
わ
れ
る
例
は
な
い
。
発
話
主
は
待
遇
表
現
で
推
定
で
き
る
場
合

が
あ
る
。
心
内
発
話
、
受
信
の
動
詞
の
場
合
は
通
常
発
話
主
が
書
か
れ
て
い

な
い
。心
内
発
話
に
は
基
本
的
に
「
自
称
」
が
内
抱
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
。

発
話
主
が
記
さ
れ
て
い
な
い
例
の
う
ち
、
自
称
以
外
の
も
の
も
あ
り
、
読

者
が
察
す
る
外
は
無
い
発
話
も
少
な
く
な
い
。
資
通
は
『
更
級
日
記
』
で
は

印
象
的
な
人
物
で
あ
る
が
、
発
話
主
と
し
て
の
名
前
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

そ
の
理
由
を
ど
う
見
る
か
、
引
用
構
文
の
観
点
か
ら
な
お
考
察
す
る
必
要
が

あ
る
。

発
話
を
取
り
込
む
引
用
構
文
だ
け
を
見
て
も
、
日
本
語
の
場
合
、
文
の
ス

タ
イ
ル
、
述
語
な
ど
に
広
が
り
が
あ
り
、
引
用
構
文
の
観
点
か
ら
単
純
で
は

な
い
。
作
品
ご
と
の
特
徴
も
あ
る
。
更
に
江
戸
時
代
に
な
る
と
、
吹
き
出
し

や
庵
点
な
ど
視
覚
的
な
補
助
記
号
を
使
う
に
よ
っ
て
表
す
方
法
も
見
ら
れ

る
。ま

ず
、
実
際
は
ど
の
よ
う
に
引
用
構
文
が
使
わ
れ
て
い
る
か
を
な
お
広
く

観
察
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
発
話
主
の
問
題
で
も
明
瞭
に
す
る

場
合
と
曖
昧
に
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
ど
の
よ
う
に
分
れ

る
の
か
、
な
お
、
他
の
作
品
も
併
せ
て
の
観
察
が
必
要
で
あ
る
。

注

（
１
）
三
上
章
『
日
本
語
の
構
文
』（
ｐ
一
三
四
）

（
２
）
寺
村
秀
夫
『
日
本
語
の
文
法
』（
下
）（
ｐ
一
四
六
）

（
３
）
引
用
に
は
直
接
引
用
と
間
接
引
用
が
あ
る
。
直
接
引
用
は
誰
か
の
発
言

（
ま
た
は
そ
れ
に
準
じ
る
も
の
）
を
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
、
言
葉
の
引
用

で
あ
る
。
引
用
の
形
式
と
し
て
は
「
〜
と
」
が
用
い
ら
れ
る
。（『
基
礎
日

本
語
文
法
』
ｐ
一
八
五
）

（
４
）
柴
谷
（
一
九
七
八
）
は
、
あ
る
文
が
他
の
文
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
こ

と
が
一
番
は
っ
き
り
し
て
い
る
構
文
は
人
の
言
っ
た
こ
と
を
直
接
引
用
し

た
直
接
話
法
で
あ
る
と
し
、
引
用
標
識
「
と
」
に
よ
っ
て
「
言
う
」
と
か

「
思
う
」
を
動
詞
と
す
る
文
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
述
べ
た
。そ
し
て
、

動
詞
は
「
言
う
」「
伝
え
る
」「
思
う
」「
考
え
る
」
と
い
っ
た
「
情
報
処

理
」
を
表
す
動
詞
で
あ
り
、「
入
っ
て
き
た
」「
吹
き
出
し
た
」
な
ど
は
情
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報
処
理
で
は
な
い
が
、「
と
言
っ
て
」
の
省
略
さ
れ
た
形
と
考
え
た
ほ
う

が
良
い
と
し
た
（
柴
谷
方
良
『
日
本
語
の
分
析
』
Ｐ
八
〇
）

藤
田
（
一
九
八
八
）
は
日
本
語
の
引
用
構
文
で
は
「
情
報
処
理
」
を
表

す
以
外
の
動
詞
も
現
れ
る
こ
と
に
注
目
し

動
詞
α
類
（
Ⅱ
類
）
と
名
付

け
、
発
話
と
そ
れ
と
同
一
場
面
に
共
存
す
る
別
の
行
為
と
並
べ
て
示
す
一

種
の
並
示
的
述
語
と
し
た
。
そ
し
て
、「
言
っ
て
」「
思
っ
て
」
等
の
述
語

句
省
略
説
は
不
当
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。（
藤
田
保
幸
『
国
語
引
用
構

文
の
研
究
』
和
泉
書
院
）

（
５
）
鶴
田
洋
子

学
位
申
請
論
文
『
表
現
と
し
て
の
引
用
』
ｐ
二
四
三

（
６
）
『
更
級
日
記
』
本
文
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
大
系
『
和
泉
式
部

日
記
紫
式
部
日
記
更
級
日
記
讃
岐
典
侍
日
記
』
か
ら
行
う
。
ま
た
、『
枕

草
子
』
本
文
の
引
用
は
萩
谷
朴
校
注
『
枕
草
子
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
か

ら
行
う
。
Ｐ
は
上
記
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

（
７
）
発
話
思
考
の
主
で
あ
る
人
物
を
、
記
さ
れ
て
い
る
か
い
な
い
か
に
か
か

わ
ら
ず
、
発
話
主
と
す
る
。

（
８
）
鶴
田
洋
子
（
二
〇
〇
三
）「
引
用
形
式
と
し
て
の
『
吹
き
出
し
』」

『
新
潟
産
業
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
一
五
号

参
考
文
献

三
上
章
（
一
九
六
三
）『
日
本
語
の
構
文
』
く
ろ
し
お
出
版

萩
谷
朴
校
注
（
一
九
七
七
）『
枕
草
子
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
第
一
一
新
潮
社

柴
谷
方
良
（
一
九
七
八
）『
日
本
語
の
分
析
』
大
修
館
書
店

寺
村
秀
夫
（
一
九
八
一
）『
日
本
語
の
文
法
』（
下
）
国
立
国
語
研
究
所

益
岡
隆
志
・
田
窪
行
則
（
一
九
九
二
）『
基
礎
日
本
語
文
法
』
く
ろ
し
お
出
版

藤
岡
忠
美
中
野
幸
一
犬
養
廉
石
井
文
夫
（
一
九
九
四
）『
和
泉
式
部
日
記
紫
式

部
日
記
更
級
日
記
讃
岐
典
侍
日
記
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
二
六

小
学
館

松
尾
聰
永
井
和
子
（
一
九
九
七
）『
枕
草
子
』
新
編
日
本
古
典
文
学
大
系
一
八

小
学
館

藤
田
保
幸
（
二
〇
〇
〇
）『
国
語
引
用
構
文
の
研
究
』
和
泉
書
院

原
岡
文
子
訳
注
（
二
〇
〇
三
）『
更
級
日
記
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
角
川
書
店

池
田
利
夫
訳
注
（
二
〇
〇
六
）『
更
科
日
記
』
笠
間
書
院

川
村
裕
子
編
（
二
〇
〇
七
）『
更
級
日
記
』
角
川
ビ
ギ
ナ
ー
ズ
・
ク
ラ
シ
ッ
ク

日
本
の
古
典

角
川
書
店

秋
山

校
注
（
二
〇
一
七
）『
更
級
日
記
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
三
九
新
潮
社

現
代
日
本
語
書
き
言
葉
均
衡
コ
ー
パ
ス
「
少
納
言
」

w
w
w
.kotonoha.gr.jp/shonagon/

原
文
『
枕
草
子
』
全
巻

w
w
w
.geocities.jp/rikw

hi/nyum
on/az/m

akuranosousi_zen.htm
l

更
級
日
記
（
全
文
）

w
w
w
.asahi-net.or.jp/~K

C2H
-M
SM
/pbsb/sarasina.htm

（
つ
る
た

ひ
ろ
こ

東
京
国
際
知
識
学
院
校
長
）
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述語
言ふ 語る 問ふ 呼ぶ 答ふ 伝ふ
あり 聞こゆ うたふ 詠む のたまふ
嘆く たづぬ 召す おほす 申す
思ふ 祈る 念ず おぼゆ ながむ
ひとりごつ
聞く 見る 見ゆ
書く あり
待つ 隠す
責む むつかる
泣く 笑ふ
あはれがる わずらはしがる 心苦しがる
をかしがる あはれ うしろめたし

内容

発話の内容

心内発話の内容

受信した内容
文の内容
動作中心内発話
発話の内容
発話の内容

感情の内容

引用構文の機能

発話

心内発話

音声映像の受信
文字による受発信
動作中の心内発話
感情を伴う発話
動作に伴う発話

心情に伴う発話

①

②

③
④
⑤
⑥
⑦

⑧

Ａ
Ｂ
Ｃ
計

①発話

伝
ふ

１

１

答
ふ

１
１

あ
り

６

６

嘆
く

１

１

召
す

１

１

呼
ぶ

２
２

う
た
ふ

１

１

詠
む

１

１

た
づ
ぬ

１
１

語
る

４
１

５

問
ふ

３
３
１
７

申
す

２
２

き
こ
ゆ

２
２

お
ほ
す

１

１

の
た
ま
ふ

２

２

言
ふ

25
１０
１２
４７

小
計

43
17
21
８１

Ａ
Ｂ
Ｃ
計

⑩

と
て
ｖ

７
４
１
１２

⑨

。」

１

１

⑧心情

あ
は
れ

１
１

う
し
ろ
め
た
し

１
１

○
○
が
る

５
２

７

⑦

笑
ふ

１

１

泣
く

１
１

２

⑥

責
む

１
１

む
つ
か
る

１

１

⑤

待
つ

１
１

か
く
す

１
１

④

あ
り

１

１

書
く

２
１
３
６

③受信

聞
く

７
７

見
ゆ

１
１

見
る

１０
１０

②心内発話

お
ぼ
ゆ

４
４

な
が
む

１
１

念
ず

１
１

ひ
と
り
ご
つ

２
２

祈
る

１
１
２

思
ふ

１

３７
３８

小
計

１８
１１
７３
１０２

合
計

６１
２８
９４
１８３

（表１）「と」に後置される述語

（表２） 文中に「発話主」が書かれているかどうか
Ａ発話主がある
Ｂ発話主がないが作者以外
Ｃ発話主がないが作者
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