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疑
問
助
詞

「
や
ら
ん
」
の
成
立

一

は

じ

め

に

中
世
は
国
語
史
上
、
古
代
語
か
ら
近
代
語
に
移
る
大
き
な
変
動
の
時
期
で
あ

る
。
次
に
そ
の
例
の
一
斑
を
示
す

「
や
ら
ん
」
は
、
そ
う
い
う
時
期
に

「
に
や

あ
ら
ん
」
と
い
う
連
語
の
一
体
化
に
よ
っ
て
出
現
成
立
し
た
疑
間
助
詞
で
あ
（犯

。

此

ハ
何
カ
ニ
為
ル
事
ヤ
ラ
ム
ト
心
モ
不
得
ネ
ド
モ

（
今
昔

・
二
十
九

。
二
十
四
）

百
鬼
夜
行
に
て
あ
る
や
ら
ん
と
、
お
そ
ろ
し
か
り
け
る
。

（
宇
治
拾
遺

・
十
二
・
二
十
四
）

「御
酒

ハ
参
り
候
ヤ
ラ
ム
」
卜
間
ヘ
バ
、
大
方

ハ
愛
酒
ノ
上
戸
ナ
ル
ガ
…

…

「酒

ハ
ノ
ミ
候
ワ
ズ
」
卜
云
。
　
　
　
　
　
（沙
石
集

・
七

・
二
三
）

ま
た
間
、

「人
は
何
と
し
て
仏
に
は
成
候
や
ら
ん
」
と
。

（
徒
然
草

。
二
百
四
十
三
）

「
や
ら
ん
」
が
形
態
上

「
に
や
あ
ら
ん
」
を
原
形
と
し
て
変
化
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
す
で
に
確
認
さ
れ
て
い
な
た
、
本
稿
で
は
中
世
と
い
う
変
動
期
に

山

口

尭

こ
の
新
し
い
疑
間
助
詞

「
や
ら
ん
」
が
な
ぜ
成
立
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
か
、

そ
の
事
情
を
、
国
語
史
の
大
き
な
流
れ
で
あ
る
構
文
の
論
理
化
と
の
関
係
を
中

心
に
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。

「
や
ら
ん
」
が
出
現
す
る
の
は
、
係
り
結
び
の
盛
ん
な
古
代
語
か
ら
、
そ
の

崩
壊
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
構
文
の
論
理
化
し
て
い
く
過
渡
期
で
あ
る
。
そ
の
点

に
留
意
し
て

「
や
ら
ん
」
の
成
立
事
情
を
考
え
れ
ば
、
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
問

題
点
が
浮
び
あ
が
る
。
①
中
世
に
は

「
に
や
あ
ら
ん
」
に
類
す
る
文
末
形
式
が

一
般
に
目
立

っ
て
く
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
②

「
に
や
あ
ら
ん
」

は
な
ぜ

「
や
ら
ん
」

へ
と

一
体
化
し
た
の
か
。
③

「
や
ら
ん
」
の
成
立
に
は
、

「
に
」

の
脱
落
を
伴
う
。
そ
の
脱
落
を
遂
げ
さ
せ
た
の
は
、
ど
う
い
う
力
で
あ

っ
た
か
。

④
既
存
の
疑
問
助
詞
の
あ
り
よ
う
か
ら
見
て
、

「
や
ら
ん
」

の
成
立
に
は
ど
の

よ
う
な
意
味
が
あ

っ
た
か
。
以
下
、
こ
の
①
１
０
を
中
心
に
考
察
を
進
め
る
。

一
一　
成
立
の
時
代
背
景

「
に
や
あ
ら
ん
」
は
、

「
に
あ
ら
ん
Ｖ
な
ら
ん
」
と
い
う
文
末
形
式

に
、
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「
や
」
が
介
入
し
た
形
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、

「
に
あ
ら
ん
Ｖ
な
ら
ん
」
的

な
文
末
形
式
と
そ
れ
に
対
す
る
係
助
詞
の
介
入
と
い
う
現
象
の
時
代
的
な
意
味

か
ら
考
え
て
み
よ
う
。

「
に
あ
ら
ん
Ｖ
な
ら
ん
」
的
な
文
末
形
式
と
し
て
は
、

「
に
あ
り
Ｖ
な
り
」

月
に
あ
り
Ｖ
な
り
〕
＋
助
動
詞
」
、
お
よ
び
、
そ
れ
ら
の
敬
語
形
な
ど
を

一
括

し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
い
ず
れ
も
、
体
言
お
よ
び
活
用
語
の
連
体
形

に
承
接
し
う
る
文
末
形
式
で
あ
る
が
、
構
文
の
論
理
化
と
い
う
視
点
か
ら
特
に

注
意
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
活
用
語
の
連
体
形
に
承
接
す
る
場
合
で
あ
る
。

「
に
や
あ
ら
ん
Ｖ
や
ら
ん
」
の
一
体
化
も
、
そ
れ
が
活
用
語
の
連
体
形
に
承
接

し
う
る
こ
と
が
、
深
く
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、

活
用
語
の
連
体
形
に
承
接
す
る
そ
れ
ら
の
文
末
形
式
を

一
括
し
て
、
以
下
、

〈
連
体

「な
り
」
的
形
式
〉
と
略
称
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
略
称
は
、
そ
れ

が
連
体
形
に
承
接
す
る
形
式
で
あ
る
こ
と
と
、

「
に
あ
り
Ｖ
な
り
」
の
形
ま
た

は
意
味
を
共
有
す
る
こ
と
と
に
よ
る
。

連
体

「
な
り
」
的
形
式
自
体
は
中
古
か
ら
認
め
ら
れ
、
院
政
期
以
後
も
、
次

の
よ
う
に
係
助
詞
の
介
入
な
し
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
む
し
ろ
多
い
。
そ
の
形

式
に
対
す
る
係
助
詞
の
介
入
現
象
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
も
、
ま
ず
は
連
体

「
な
り
」
的
形
式
自
体
が
、
文
の
構
成
上
、
ど
の
よ
う
な
働
き
を
担
い
え
た
か

を
見
定
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

「…
…
伊
チ
。
兼
家
な
ど
が
い
ひ
も
よ
ほ
し
て
、
せ
さ
す
る
日
引
川
」
と

お
ほ
せ
ら
れ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（大
鏡
・
師
輔
伝
）

其
ノ
折
ニ
ゾ
、

「此
奴
ハ
田
楽
フ
以
テ
楽
ト
ハ
知
タ
リ
ケ
ル
也
列
川
」
ト

心
得
テ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（今
昔
。
二
十
八
・
七
）

連
体

「な
り
」
的
形
式
が
、
こ
の
よ
う
に
活
用
語
の
連
体
形
に
承
接
す
る
場

合
、
そ
の
形
式
の
直
前
に
来
る
連
体
形
の
活
用
語
は
、
そ
ヒ
を
文
末
と
し
て
文

に
相
当
し
う
る
も
の
０
の
述
語

（
ま
た
は
、
そ
の
一
部
）
に
な
っ
て
い
る
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
、
連
体

「な
り
」
的
形
式
を
文
末
と
す
る
文

Ｓ
は
、
そ
の
文
に
相
当
し
う
る
も
の
０
を
、
そ
の
連
体
形
と
い
う
形
で
一
体
的

袈
段節】範
醜
崎
鶴
踊
理
肝
製
馨
〉姉雌榊』鐵

』“賓の胸̈
罐餡期は一』罐朔射薇〔一桜̈
ｍ̈
琳蕉は「い畔林「綬

祀詢州卿制け珊盤は
「ま燎げ「的階わ』「位講潮帥けれ惨』農い場移。

「ビ酵麟“鯵居はげ“̈
教（”酬動静一卸仲
「文潮哨「倒鰤羅け螂】

れ変崚わ̈
“謙駆薩”は刹師̈
一観灘̈
編藤江赫い諄ぼ臓詢倒商］

卸げ
「ヵ、れ曜「にわれ̈
』報碗帥強織期雌餞秘、な”は強隔は̈
”げ

【̈
「”朔経Ｆは“動郵ユ罐蟻罐嘲けぼ［』教『継『けい脚麟勧郎、

動［」れ一文「椰針組捌」̈
恒げいち”』椰約琳がな嘲』れ』刹綱詢

粥用ｒ摯村絲知げ罐螂の「れ詢什嘲動は
「にな』群はい謝̈
績婦向い̈

れてくるのである。

」畷
（体院「』胸財獅Ｗ』は「鋤鰤̈
動〔れな刹れつ中“く力、都「れい』い、

は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
例
が
ご
く
容
易
に
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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は
や
う
こ
の
殿
は
、
わ
れ
を
あ
ぶ
り
こ
ろ
さ
ん
と
お
ぼ
す
口
こ―
刻
劇
列
引

「「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（大
鏡
・
伊
ヂ
伝
）

そ
れ
を
な
づ
け
て
五
時
教
と
は
い
ふ
口
Ｊ
ｄ
測
洲
引
測
。

（大
鏡

・
序
）

い
と
か
ゝ
る
運
に
を
さ
れ
て
、
御
兄
た
ち
は
と
り
も
あ
へ
ず
ほ
ろ
び
給
に

し
・ヽ‐９
引
ｇ
翻
劉
∃
劉
引
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（大
鏡
。
道
長
伝
）

「我
レ
入
テ
戸
ハ
差
テ
キ
。
其
ノ
後
、
女
、
人
二
云
フ
事
モ
尭
カ
リ
ツ
ル

ニ
、
何
ニ
シ
テ
我
ガ
食
物
ヲ
サ
ヘ
持
来
タ
ル
ニ‐
刑
利
列
ム‐
。
若
シ
異
夫
ノ

有
二‐
刊
利
列
ム‐
」
卜
思
ヒ
ケ
ン
ド
モ
　
　
　
　
（今
昔
・
二
十
九
・
三
）

然
テ
ハ
頼
信
ガ
抑
テ
寝
入
テ
候
ツ
ル
程
二
、
鬼
ナ
ム
ド
ノ
取
テ
ケ
ル
ニ
ヤ

側
刻
ム‐
卜
云
ケ
レ
．ハ　
　
　
　
　
　
　
　
　
（今
昔

・
二
十
七
・
十
二
）

こ
の
う
ち
、

「や
ら
ん
」
の
成
立
と
直
接
関
わ
る
の
は
、
係
助
詞

「や
」
の

介
入
し
た
形
で
あ
る
が
、
そ
の
他
も
、
文
末
の
連
体

「な
り
」
的
形
式
へ
の
係

助
詞
の
介
入
例
と
い
う
意
味
で
は
、

「
に
や
あ
ら
ん
」
と
一
括
で
き
る
共
通
点

を
備
え
て
い
る
０

と
こ
ろ
で
、
連
体

「な
り
」
的
形
式
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
係
助
詞
の
介
入

に
は
、
係
助
詞
の
介
入
現
象
一
般
か
ら
見
る
と
、
や
や
特
殊
な
点
を
認
め
る
こ

と
が
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
係
り
結
び
は
、
係
助
詞
が
文
中
の
あ
る
成
分
を
提
示

し
て
述
語
と
の
結
合
を
強
め
る
と
き
、
そ
れ
に
特
定
の
形
の
結
び
が
呼
応
す
る

規
則
で
あ
り
、
係
助
詞
の
文
中
へ
の
介
入
の
多
く
は
、
そ
の
よ
う
な
形
で
行
わ

れ
る
。
し
か
し
、
上
に
見
た
題
述
的
な
表
現
性
の
強
い
述
語
の
連
体

「な
り
」

的
形
式
は
、
文
末
の
辞
的
形
式
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
そ
こ
に
介
入
す
る
係
助

詞
の
用
法
は
文
中
の
係
り
用
法
に
ち
が
い
な
く
て
も
、
そ
の
助
詞
の
働
き
に
は
、

特
定
成
分
を
提
示
す
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
そ
こ
で
確
言
的
ま
た
は
疑
間
的

に
一
つ
の
判
断
を
措
定
す
る
、
措
定
的
指
定
的
意
味
あ
い
の
ほ
う
が
強
ま
る
。

つ
ま
り
、
形
の
上
で
は
文
中
用
法
で
も
、
そ
の
意
味
や
働
き
は
質
的
に
文
末
用

法
に
近
く
な
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」

中
世
と
い
う
時
代
は
、
構
文
の
論
理
化
へ
の
志
向
と
と
も
に
係
り
結
び
の
体

系
が
揺
ら
ぎ
崩
壊
し
て
い
く
時
代
で
あ
る
。
連
体

「
な
り
」
的
形
式
に
係
助
詞

の
介
入
す
る
構
文
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
直
接
的
な
資
材
と
な
る
文
相

当
部
分
の
論
理
的
な
ま
と
ま
り
の
強
さ
に
お
い
て
、
構
文
の
論
理
化

へ
の
志
向

を
満
足
さ
せ
る
条
件
を
備
え
て
い
る
と
言
え
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
介
入
す

る
係
助
詞
の
用
法
が
、
質
的
に
文
末
用
法
に
近
づ
く
点
も
、
既
存
の
係
り
結
び

体
系
の
、
論
理
化
に
逆
ら
う
性
格
を
そ
れ
だ
け
弱
め
る
あ
り
よ
う
と
し
て
、
時

代
の
志
向
に
沿
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
連
体

「な
り
」
的
形
式
の
部
分

へ
の
係

助
詞
の
介
入
例
が
、
中
世

（
院
政
期
以
後
）
に
め
だ

っ
て
く
る
の
も
、
そ
の
意

味
で
、
既
存
の
係
り
結
び
の
弱
体
化
を
め
ざ
し
て
、
係
り
結
び
的
発
想
の
転
換

を
も
と
め
る
時
代
の
志
向
の
産
物
と
考
え
ら
れ
る
。

「
に
や
あ
ら
ん
Ｖ
や
ら

ん
」
の
一
体
化
が
起
き
た
背
景
に
は
、
そ
う
い
う
時
代
の
志
向
が
あ
り
、
そ
の

一
体
化
は
、
そ
れ
に
順
応
で
き
る
構
文
に
起
き
た
変
化
で
あ

っ
た
。
い
や
、
む

し
ろ
連
体

「
な
り
」
的
形
式
に
係
助
詞
の
介
入
し
た
形
自
体
が
、
係
助
詞
の
介

入
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
で
に
述
べ
た
そ
の
文
末
形
式
と
し
て
の
特
殊
性
に
お

い
て
、　
一
般
に
連
語
的
な

一
体
性
を
も
つ
勢
い
に
あ

っ
た
と
も
言
え
る
。

連
体

「
な
り
」
的
形
式
に
係
助
詞
の
介
入
し
た
形
が

一
体
化
す
る
変
化
は
、

だ
か
ら
、
確
言
系
の
係
助
詞

「
こ
そ
」
の
介
入
形
に
も
生
し
た
。
中
世
に
現
れ

る
次
の
よ
う
な

「ご
さ
ん
な
れ
」

「ご
さ
ん
め
れ
」

は
、
そ
れ
ぞ
れ

「
に
あ

る
な
り

（
Ｖ
な
る
な
り
Ｖ
な
な
リ
ビ
　
「
に
あ
る
め
り

（
Ｖ
な
る
め
り
Ｖ
な
め

り
Ｙ

と
い
う
連
体

「な
り
」
的
形
式
に
、
係
助
詞

「
こ
そ
」
の
介
入
し
た
「
に

こ
そ
あ
る
な
れ
」

「
に
こ
そ
あ
る
め
れ
」
か
ら

一
体
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
那
智
の
奥
に
て
身
を
な
げ
て
ま
し
ま
す
ご
さ
ん
な
れ
。

（
覚

一
本
平
家

・
十

。
三
日
平
氏
）



あ
ツ
ば
れ
、
是
は
斎
藤
別
当
で
あ
る
ご
さ
ん
め
れ
。

（
同

・
七

・
実
盛
）

こ
こ
で
も
、
係
助
詞

「
こ
そ
」
の
働
き
に
は
、
文
中
の
係
り
用
法
で
あ
り
な

が
ら
、
む
し
ろ
確
言
的
に
そ
の
文
の
判
断
を
措
定
す
る
意
味
あ
い
が
強
ま
り
、

質
的
に
文
末
用
法
と
近
く
な
る
こ
と
に
お
い
て
、
係
り
結
び
的
発
想
の
転
換
を

も
と
め
る
時
代
の
志
向
に
順
応
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。　
一
体
化
し
た

「ご
さ

ん
な
れ
」

「ご
さ
ん
め
れ
」
は
、
推
定
の
助
動
詞

「
な
り
」

「
め
り
」
を
意
味

の
中
核
と
す
る
肥
大
化
し
た

一
種
の
助
動
詞
と
し
て
、
推
定
を
表
す
も
の
に
な

っ
て
い
る
が
、
そ
う
い
う
時
代
の
志
向

へ
の
順
応
性
と
そ
れ
故
の
慣
用
が
も
し

な
け
れ
ば
、
こ
う
い
う

一
体
化
も
起
こ
り
得
た
か
ど
う
か
疑
間
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
確
言
系
の
係
助
詞

「
こ
そ
」
の
介
入
し
た
連
体

「
な
り
」
的

形
式
に
も
、
同
様
の
事
例
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
併
せ
考
え
る
と
、

「
に

や
あ
ら
ん
」
が

「
や
ら
ん
」

へ
と

一
体
化
す
る
背
景
に
、
係
り
結
び
的
発
想
の

転
換
を
も
と
め
る
時
代
の
志
向
が
働
い
て
い
た
ら
し
い
と
い
う
推
定
は
、
い
っ

そ
う
容
易
に
な
る
。

〓
一

「
や
ら
ん
」
へ
の
一
体
化

し
か
し
、
係
り
結
び
的
発
想
の
転
換
を
も
と
め
る
時
代
の
志
向
が
等
し
く
働

い
て
も
、
連
体

「な
つ
」
的
形
式
に
係
助
詞
の
介
入
す
る
形
が
、
そ
れ
だ
け
で

一
体
化
を
遂
げ
る
わ
け
で
は
な
い
。
　
Ｆ
」
さ
ん
な
れ
」
や

「ご
さ
ん
め
れ
」
を

加
え
て
も
、
そ
の
事
例
は
む
し
ろ
限
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

「
に
や
あ
ら
ん
Ｖ
や
ら
ん
」

の
場
合
、
特
に
係
助
詞

「
や
」
が
ほ
か
な
ら
ぬ

「
に
あ
ら
ん
」
と

一
体
化
し
た
の
は
な
ぜ
か
、
そ
の
よ
り
個
別
的
な
原
因
が
、

当
然
、
次
に
問
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「
や
」
が
介
入
で
き
る
連
体
「な
り
」
的
形
式
は
「に
あ
ら
ん
」
に
限
ら
な

い
の
で
あ
り
、
事
実
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
例
も
容
易
に
拾
え
る
が
、
そ
う
い

う
形
に
は
、

「
に
や
あ
ら
ん
Ｖ
や
ら
ん
」
の
よ
う
な
一
体
化
は
認
め
ら
れ
な
い
。

「‥
…
此
の
穴
二
入
テ
有
ヲ
バ
不
知
ニ
ヤ
有
ル
ラ
ム
」
卜
思
テ
、

（今
昔

。
十
二
・
二
十
八
）

然
レ
バ
雷
電
諄
燿
ニ
ハ
非
ズ
シ
テ
、
倉
二
住
ケ
ル
鬼
ノ
シ
ヶ
ル
ニ‐
刊
利
列

ム
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（今
音
。
二
十
七
・
七
）

「
や
」
の
場
合
、

「
に
あ
ら
ん
」
に
介
入
し
た
形
だ
け
が
特
に
一
体
化
し
た

の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
主
た
る
理
由
は
、
両
者
の
意
味
的
な
相
互
関
係
に
求
め
ら

れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

「
に
あ
ら
ん
」
と

「や
」
と
の
意
味
的
な
相
互
関
係
と
い

え
ば
、
そ
れ
は
疑
間
と
推
量
と
の
交
渉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
ど

の
よ
う
な
交
渉
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

「
に
あ
ら
ん
」
は
、
そ
の

「む

（
ん
Ｙ
　
に
お
い
て
推
量
語
の
働
き
を
担
う

形
式
で
あ
る
。
推
量
の
助
動
詞

「む

（
ん
ど

は

「
ら
む
」

「け
む
」

に
比
べ

て
も
、
時
制
の
制
約
が
少
な
い
意
味
で
最
も
基
本
的
な
推
量
語
と
言
え
る
。
つ

ま
り
、

「
に
あ
ら
ん
」
は
、
連
体

「な
り
」
的
形
式
の
中
で
も
基
本
性
の
高
い

推
量
の
働
き
を
担
う
形
式
で
あ
っ
た
。
そ
う
考
え
れ
ば
、

「
や
」
と
一
体
化
し

た
の
が
、
連
体

「な
り
」
的
形
式
の
中
で
最
も
基
本
性
の
高
い
推
量
語
の
働
き

を
担
う

「
に
あ
ら
ん
」
で
あ
り
、

「
に
あ
る
ら
ん
」
や

「
に
あ
り
け
ん
」
で
な

か
っ
た
こ
と
は
、
け
し
て
偶
然
で
な
い
と
言
え
る
。

「
に
あ
ら
ん
」
に

「や
」
が
介
入
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
文
末
形
式
と
す
る

文
を
疑
間
表
現
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
両
者
の
意
味
的

な
相
互
関
係
上
、
主
と
な
る
の
は

「
や
」
に
よ
る
疑
間
で
あ
り
、

「
に
あ
ら
ん

」
に
よ
る
推
量
は
従
と
見
て
よ
い
。
疑
間
表
現
は
、
疑
念
の
解
消
を
め
ざ
す
こ

と
を
そ
の
本
性
と
す
る
。
そ
の
述
語
文
節
に
現
れ
る
推
量
語
の
基
本
的
な
働
き

は
、
想
像
に
よ
る
疑
念
解
消
を
め
ざ
す
強
い
自
間
性
を
明
示
す
る
点
に
求
め
ら



れ
る
。
対
他
的
な
疑
間
表
現
に
よ
っ
て
は
、
述
語
文
節
の
推
量
語
も
、
そ
れ
以

外
の
対
他
的
な
働
き
を
担
い
も
す
る
が
、

「
に
や
あ
ら
ん
Ｖ
や
ら
ん
」
の
一
体

化
は
、

「
や
」
と

「
に
あ
ら
ん
」
と
の
基
本
的
な
働
き
が
、
か
な
り
大
き
く
重

な
り
得
た
結
果
で
あ
ろ
う
か
ら
、

「
や
ら
ん
」
の
成
立
上
、
推
量
語
の
二
次
的

な
働
き
に
つ
い
て
考
え
る
の
は
二
の
次
で
よ
い
だ
ろ
う
。

「
に
や
あ
ら
ん
Ｖ
や

ら
ん
」
の
一
体
化
は
、

「
や
」
に
よ
る
狭
義
の
疑
間
表
現
に
お
い
て
、

「
に
あ

ら
ん
」

（特
に
そ
の

「
む

（
ん
ど
）
の
明
示
す
る
強
い
自
間
性
が
、
ち
ょ
う
ど

「
や
」
の
示
す
疑
念
解
消
志
向
と
い
う
疑
間
の
本
性
を
強
め
る
よ
う
に
、
重
な

り
あ
う
こ
と
が
で
き
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
狭
義
の
疑
間
表
現

に
お
い
て
、

「
や
」
と

「
に
あ
ら
ん
」
の
そ
れ
ぞ
れ
基
本
的
に
担
う
意
味
が
同

心
円
的
に
重
な
り
、
後
者
に
よ
っ
て
前
者
が
強
調
さ
れ
得
た
こ
と
が
、
先
述
の

時
代
背
景
に
加
え
て
、

「
に
や
あ
ら
ん
∨
や
ら
ん
」
の
一
体
化
を
遂
げ
さ
せ
た
、

ょ
り
個
別
的
な
原
因
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。　
一
体
化
し
た

「
や
ら
ん
」
は
、

「
や
」
と

「
に
あ
ら
ん
」
と
の
一
体
化
の
結
果
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
さ
し

あ
た
り
疑
間
助
詞
で
あ
る
と
同
時
に
推
量
語
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
す
で

に
述
べ
た
よ
う
に

「
や
」
が
主
と
な
る
意
味
に
お
い
て
、　
一
体
化
し
た

「
や
ら

ん
」
の
性
格
は
、
何
よ
り
も
疑
間
助
詞
で
あ
ろ
う
。
推
量
語
性
は
む
し
ろ
そ
の

疑
間
助
詞
性
の
一
特
徴
に
と
ど
ま
り
、

「
や
ら
ん
」
の
成
立
後
は
そ
れ
も
次
第

に
め
だ
た
な
く
な
っ
て
い
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

つ
微
「
ｒ
鰤
酬
鰤
［

用
「ぉ

れ
』
は
颯
計

‐
「縁

射
詢
』
動
獅
責
』

体 っ
「 た
ゎ
嘘
「
嘩

形
式
に
対
す
る
係
助
詞
の
介
入
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
文
中
用
法
で
あ

り
な
が
ら
質
的
に
文
末
用
法
に
近
く
、
係
り
結
び
的
発
想
の
転
換
を
も
と
め
る

時
代
の
志
向
に
沿
い
う
る
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、

「
に
や
あ
ら
ん
Ｖ
や
ら

ん
」
の
変
化
に
お
い
て
、
そ
う
い
う
係
助
詞
の
介
入
形
式
か
ら
、
疑
間
の
終
助

詞
が
成
立
し
た
こ
と
は
、
係
り
結
び
の
内
部
か
ら
既
存
の
体
系
と
張
り
合
う
反

対
勢
力
が
生
み
出
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
係
り
結
び
の
崩
壊
に

向
か
う
時
代
の
動
き
を
示
す
意
味
あ
い
は
、
だ
か
ら
、
連
体

「
な
り
」
的
形
式

に
介
入
し
た
係
助
詞
の
質
的
な
文
末
用
法
化
な
ど
と
は
、
も
は
や
比
較
に
な
ら

な
い
で
あ
ろ
う
。

「
や
ら
ん
」
の
一
体
化
は
、
そ
の
意
味
で
係
り
結
び
の
崩
壊

に
と

っ
て
も
か
な
り
決
定
的
な
意
味
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

四
　

「
に
」
の
脱
落
を
め
ぐ

っ
て

「
に
や
あ
ら
ん
∨
や
ら
ん
」
の
変
化
に
は

「
に
」
の
脱
落
を
伴
う
。
そ
れ
を

遂
げ
さ
せ
た
力
も
、
ま
ず
は
そ
こ
に
含
ま
れ
る

「
や
」
の
働
き
に
求
め
ら
れ
よ

う
。

「
や
」
に
限
ら
ず
、
係
助
詞
の
文
中
用
法
は
、
そ
の
直
前
で
論
理
的
な
関

係
表
示
を
担
う
は
ず
の
格
助
詞
な
ど
を
、
し
ば
し
ば
脱
落
さ
せ
る
。
連
体

「
な

り
」
的
形
式
に
介
入
す
る
場
合
の
用
法
は
、
質
的
に
文
末
用
法
に
近
い
が
、
そ

の
場
合
に
も
同
じ
こ
と
が
あ

っ
て
、
係
助
詞
は
そ
の
直
前
の

「
に
」
を
脱
落
さ

せ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
連
体

「
な
り
」
的
形
式
の

「
に
」
は
、

「
な
り
」

の
連
用
形
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
語
源
的
に
格
助
詞

「
に
」
と

繋
が
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
連
体

「
な
り
」
的
形
式
に
係
助
詞
が
介
入

し
て
、
そ
の
直
前
の

「
に
」
を
脱
落
さ
せ
た
か
と
見
う
る
例
に
は
、
た
と
え
ば

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
第
二
例
は
、

「
に
や
あ
ら
ん
」
の
結
び
の
文
節
の

省
略
形

「
に
や
」
に
お
け
る

「
に
」
の
脱
落
形
と
見
う
る
。

よ
の
中
に
て
を
の
ゝ
を
と
す
る
所
は
、
東
大
寺
と
こ
の
宮
と
こ
そ
は
は
ベ

る
な
れ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
鏡

・
実
頼
伝
）

何
ナ
ル
事
ニ
テ
失
ヒ
ツ
ル
刻
利
ム‐
。
児
フ
敵
卜
思
テ
、
殺
卜
思
テ
殺
ス
人

ヤ
ハ
可
有
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（今
昔
・
二
十
六
・
五
）



此
レ
ヲ
思
フ
ニ
、
賤
ノ
物
ノ
、
故
モ
不
知
ヌ
童
也
卜
云
ヘ
ド
モ
、
年
来
、

極
楽
フ
願
ケ
ル
刊
、
ロ
フ
動
カ
ツ
ケ
ル
ハ
、
念
仏
フ
申
ツ
ケ
ル
ナ
メ
リ
。

（今
音

・
十
五
・
五
十
四
）

係
助
詞
の
文
中
用
法
が
、
そ
の
直
前
で
論
理
的
な
関
係
表
示
を
担
う
格
助
詞

な
ど
を
、
脱
落
さ
せ
が
ち
な
の
は
、
係
助
詞
の
提
示
性
が
、
構
文
の
論
理
的
な

流
れ
を

一
旦
断
ち
切
る
こ
と
に
な
る
、
そ
の
お
の
ず
か
ら
な
る
影
響
で
あ
ろ
う
。

連
体

「
な
り
」
的
形
式
に
係
助
詞

「
こ
そ

（
は
ビ
　
「
か
」

「
や
」
が
介
入
し

て
直
前
の

「
に
」

を
脱
落
さ
せ
て
い
る
こ
れ
ら
の
場
合
も
、
係
助
詞

「
こ
そ

（
は
）」

「
か
」

「
や
」

の
後
に
文
節
の
切
れ
目
が
あ
る
点
で
は
、　
な
お
そ
れ

ら
係
助
詞
の
提
示
性
に
よ
る
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
に
や

あ
ら
ん
Ｖ
や
ら
ん
」
の

「
や
」
は
、
そ
の
後
で
文
節
が
切
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
後

続
す
る

「あ
ら
ん
」
と
熟
し
、　
一
体
化
し
て
疑
問
助
詞
―
終
助
詞
に
転
じ
て
い

く
。
そ
れ
を
思
え
ば
、
そ
の

「
や
」
は
、
構
文
の
論
理
的
な
流
れ
を

一
旦
断
ち

切
る
ど
こ
ろ
か
、
語
順
的
に
は
文
中
の
係
り
用
法
の
ま
ま
、
す
で
に
新
し
い
疑

間
助
詞
―
終
助
詞
の
性
質
を
も
つ
連
語
の
一
部
と
言
え
る
傾
き
を
備
え
て
い
る

と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
に
や
あ
ら
ん
Ｖ
や
ら
ん
」
の

「
や
」
は
、
そ
う

い
う
連
語
の
一
部
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
む
し
ろ
そ
の
結
び
用
法

。
終
止
用

法
に
近
づ
い
て
い
る
と
見
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。

れ
酪
鋤
『
浸
れ
が
林
触
麻
胸
鰤
¨
端
『
「
４
識
灘
型
」
型
が
」
計
』
わ
マ

一 与
位
偽

し
て
そ
の
ま
ま
結
び
用
法
だ
け
の
終
助
詞

「
や
ら
ん
」
に
収
敏
す
る
こ
の
変
化

は
、
係
り
用
法
即
結
び
用
法
的
に
質
的
転
換
を
遂
げ
た
も
の
で
あ
り
、
係
助
詞

の
係
り
用
法
に
出
来
す
る
終
助
詞
の
成
立
と
し
て
注
意
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

「
や
ら
ん
」
の
こ
の
よ
う
な
疑
問
助
詞
―
終
助
詞
的
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
そ

の
出
現
成
立
に
お
い
て

「
に
」
の
脱
落
を
遂
げ
さ
せ
た
の
は
、
係
り
用
法
的
な

「
や
」
の
た
ん
な
る
提
示
の
働
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
す
で
に
後
続
す
る

「あ

ら
ん
」
と
熟
し
て
、
新
た
に
疑
間
助
詞
―
終
助
詞
へ
と
一
体
化
し
よ
う
と
す
る

力
を
備
え
た

「
に
や
あ
ら
ん
」
と
い
う
連
語
全
体
の
働
き
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
、
文
中
の
係
り
用
法
の
提
示
の
働
き
に
対
し
て
言
え
ば
、
広
義
に

お
け
る
指
定
の
働
き
と
考
え
て
よ
い
か
と
思
う
。
係
り
の

「
や
」
は
疑
間
的
な

提
示
の
働
き
を
も
ち
、
結
び
の

「
や
」
は
疑
間
的
な
指
定
の
働
き
を
も
つ
と
見

れ
ば
、

「
に
」
を
脱
落
さ
せ
た
の
は
、
そ
の
後
者
に
近
い

「
に
や
あ
ら
ん
」
の

疑
間
的
な
指
定
の
働
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

「
や
ら
ん
」
へ
と
一
体
化

し
た
原
因
は
、
狭
義
の
疑
間
表
現
に
お
い
て
、

「や
」
と

「
に
あ
ら
ん
」
の
そ

れ
ぞ
れ
基
本
的
に
担
う
意
味
が
同
心
円
的
に
重
な
り
、
後
者
に
よ
っ
て
前
者
が

強
調
さ
れ
得
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
と
し
た
が
、
そ
う
い
う
形
で
一
体
化
し
よ

う
と
し
た
と
き
、

「
に
や
あ
ら
ん
」
全
体
の
疑
間
的
な
指
定
の
働
き
に
お
い
て
、

意
味
上

「
や
」
に
従
属
す
る
こ
と
に
な
る

「
に
」
が
本
来
の
形
を
と
ど
め
る
必

要
性
を
失
う
の
は
、
当
然
の
勢
い
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

確
言
系
の

「
こ
そ
」
の
介
入
に
よ
る

「ご
さ
ん
な
れ
」

「ご
さ
ん
め
れ
」
へ

の
一
体
化
に
も
、

「
に
」
は
母
音
の
脱
落
に
よ
っ
て

「
こ
Ｖ
）と

の
濁
音
化
を

招
い
た
。
濁
音
化
に
影
を
残
す
点
が
、

「
や
ら
ん
」
の
場
合
と
異
な
る
と
も
言

え
る
が
、

「
や
」
に
は
対
応
す
る
濁
音
が
な
い
か
ら
、
影
も
残
さ
な
か
っ
た
の

で
あ
り
、

「
に
」
の
脱
落
を
遂
げ
さ
せ
た
事
情
に
は
、
相
似
た
も
の
が
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
仮
名
草
子
の
伊
曽
保
物
語
に
は
、
上
接
語
な
し
に
、
応

答
語
的
に
用
い
ら
れ
た

「
こ
さ
ん
な
れ
」
の
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
前
二
者
と

は
成
立
に
差
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

「さ
れ
ば
こ
そ
、
さ
や
う
に
人
に
い
ま
し
め
ら
れ
ん
こ
と
を
知
ら
ぎ
る
事

に
て
侍
か
」
と
申
け
れ
ば
、

「司
剖
刈
劇
測
」
と
て
ゆ
る
さ
れ
け
る
つ

（伊
曽
保
物
語

。
上
。
六
）



な
お
、
体
言
承
接
の

「
に
ぞ
あ
り
け
る
」
に
も
、
次
の
よ
う
に

「
に
ざ
り
け

る
」
と
い
う
一
種
の
一
体
化
が
、
は
や
く
起
き
て
い
る
。
係
助
詞
の
働
き
か
ら

言
え
ば
、
こ
の
一
体
化
も
結
び
用
法
へ
の
質
的
接
近
の
結
果
と
言
え
る
面
が
あ

る
一
し
か
し
、

「
に
」
の
脱
落
を
伴
わ
な
い
点
で
も
、
連
体

「な
り
」
的
形
式

の
一
体
化
と
は
差
が
認
め
ら
れ
る
。

照
る
月
の
硫
ち
る
見
れ
ば
天
の
川
い
づ
る
み
な
と
は
海
可
創
列
引
引

（
土
左

。
一
月
八
日
）

「や
ら
ん
」
の
成
立
に
お
い
て

「
に
」
を
脱
落
さ
せ
た
力
は
、
原
形

「
に
や

あ
ら
ん
」
が
、
構
文
の
論
理
化
に
向
け
て
係
り
結
び
的
発
想
の
転
換
を
も
と
め

る
時
代
志
向
の
も
と
に
一
体
化
し
よ
う
と
し
た
と
き
、
意
味
上
推
量
語
で
あ
る

「
に
あ
ら
ん
」
が
、

「や
」
の
示
す
疑
念
解
消
志
向
と
い
う
疑
問
表
現
の
本
性

を
強
め
る
補
強
性
を
持
ち
得
て
、
そ
の
一
体
化
を
促
進
で
き
た
こ
と
の
中
に
求

め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
に
や
あ
ら
ん
Ｖ
や
ら
ん
」
に
お
け
る

「
に
」
の
脱
落

は
、

「や
ら
ん
」
の
出
現
す
る
当
初
か
ら
か
な
り
固
定
的
一
般
的
に
現
れ
る
こ

と
も
、
そ
う
い
う
想
定
を
支
持
す
る
。
た
だ
し
、

「
に
や
あ
ら
ん
Ｖ
や
ら
ん
」

の
変
化
に
お
け
る
そ
の
中
間
的
な
形
の

「
に
や
ら
ん
」
の
例
も
な
い
わ
け
で
は

な
い
０
し
か
し
、
そ
の
例
は
か
え
っ
て
限
ら
れ
る
し
、

「や
ら
ん
」
の
出
現
す

る
早
い
時
期
に
現
れ
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
変
化
の
一
過
程

の
反
映
と
は
必
ず
し
も
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

か
な
ふ
ま
し
き
由
頻
に
の
給
ひ
け
れ
共
、
出
家
入
道
ま
で
申
た
れ
ば
ｄ
釧

ら
ん
、
し
ば
ら
く
宿
所
に
を
き
奉
れ
と
の
給
ひ
つ
れ
ど
も
、
始
終
よ
か
る

べ
し
と
も
お
ぼ
え
ず
。
　
　
　
　
　
（覚
一
本
平
家

。
二
・
少
将
乞
請
）

五
　
既
存
の
疑
間
助
詞
と
の
関
係

「
や
ら
ん
」
は
、
係
助
詞

「
や
」
の
一
部
が
、
意
味
上

「
に
あ
ら
ん
」
の
補

強
を
受
け
て
肥
大
化
し
た
終
助
詞
で
あ
る
ヽ
と
見
ゲ
る
こ
ど
を
述
べ
た
が
、
既

存
の
疑
問
助
詞

「
か
」

「
や
」
の
体
系
的
あ
り
よ
う
か
ら
見

る
と
、

「
や
ら

ん
」
の
成
立
に
は
、一
ど
の
よ
う
な
意
味
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

「
や
」
は
、′
中
世
に
お
い
て
不
定
方
式

”
特
定
方
式
を
問
わ
ず
、
ま
た
、
文

中
用
法

。
文
末
用
法
の
い
ず
れ
に
も，
、
普
通
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
　
一′方
「
、

「
か
」
は
、
不
定
方
式
に
お
い
て
疑
間
詞
と
呼
応
す
る
文
中
用
法
は
盛
ん
で
あ

舞

鰊

等

、
菫

鉾

帥

梓

に
写

疑
間
助
詞

「
か
」

で
な
ぐ

「
や
」
が
核
と
な
る
の
は
、
そ
う
い
う

「
か
」
と

「
や
」
の
勢
力
だ
け
か
ら
見
て
も
、
当
然
で
あ

っ
た
。

し
か
し
、
新
し
い
疑
間
助
詞

「
や
ら
ん
」
が
、

「
か
」
で
な
く

「
や
」
を
核

と
し
て
成
立
し
た
こ
と
に
は
、
な
お
そ
れ
以
上
の
意
味
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
で

あ
る
。

「
や
ら
ん
」
の
成
立
に
よ
っ
て
、
そ
れ
と
直
接
競
合
す
る
こ
と
に
な
る

の
は
、
既
存
の
疑
間
助
詞

「
か
」

「
や
」
の
文
末
用
法
で
あ
る
が
、

「
や
」
は

文
末
用
法
に
お
い
て
、
活
用
語
の
終
止
形
に
承
接
す
る
助
詞
で
あ
り
、

「
か
」

は
連
体
形
に
承
接
す
る
助
詞
で
あ

っ
た
一

「
か
」
と

「
や
」
に
は
、
そ
ゲ
い
う

承
接
の
違
い
が
あ

っ
た
が
、
周
知
の
よ
う
に
中
世
に
は
、
本
来
の
終
止
形
が
次

第
に
連
体
形
に
そ
の
場
所
を
譲

っ
て
い
く
と
い
う
、
終
止
形

・
連
体
形
の
同
化

現
象
が
進
行
す
る
。
終
止
形
承
接
の

「
や
」
は
、
そ
の
承
接
法
に
お
い
て
、
本

来
の
終
止
形
が
退
化
し
て
い
く
時
代
を
生
き
延
び
る
に
は
、
何
ら
か
の
自
己
変

革
を
迫
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
既
存
の

「
や
」
は
、
係
り

結
び
の
崩
壊
に
伴
う
文
中
用
法
の
衰
退
の
み
な
ら
ず
、
文
末
用
法
に
お
い
て
も
、

時
代
の
変
化
に
順
応
し
に
く
い
面
を
備
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
連
体

「
な
り
」
的
形
式

「
に
あ
ら
ん
」
の
補
強
を
受
け
て

「
や
Ｌ
か
ら
転



成
し
た

「や
ら
ん
」
は
、
連
体

「な
り
」
的
形
式
の
承
接
法
に
よ
っ
て
も
と
よ

り
連
体
形
に
承
接
す
る
。
そ
の
承
接
法
の
点
で
も
、

「や
ら
ん
」
は
時
代
の
流

れ
に
適
応
で
き
る
も
の
と
な
っ
た
。

「
や
ら
ん
」
は
そ
の
意
味
で
、
既
存
の

「
や
」
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
最
初
か
ら
優
位
に
立
て
る
面
を
備
え
て
い
た

こ
と
に
な
る
。

「
や
ら
ん
」
の
早
い
例
が
一
例
だ
け
認
め
ら
れ
る
今
昔
物
語
集

あ
た
り
で
は
、
文
末
用
法
の

「や
」
の
終
止
形
承
接
に
は
、
ま
だ
乱
れ
が
目
立

た
な
い
け
れ
ど
も
、

「や
ら
ん
」

の
成
立
後
、
そ
れ
と
の
競
合
に
よ

っ
て
、

「
や
」
が
次
第
に
文
語
化
し
て
い
っ
た
理
由
に
は
、

「や
」
に
対
す
る

「
や
ら

ん
」
の
こ
の
承
接
上
の
適
応
力
の
優
位
も
、
か
な
り
大
き
な
比
重
を
占
め
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘

一
方
、
（
「
か
」
の
ほ
う
は
、
文
末
用
法
に
お
い
て
連
体
形
に
承
接
す
る
か
ら
、

終
止
形
・
連
体
形
の
同
化
現
象
が
進
行
す
る
中
世
に
あ
っ
て
も
、
承
接
上
の
不

適
応
は
起
こ
ら
な

‐力、
っ
た
。
と
い
う
ょ
り
ヽ
上
代
以
来

「や
」
に
そ
の
領
域
を

譲
っ
て
き
た

「
か
」
に
と
っ
で
、
構
文
の
論
理
化
を
求
め
る
時
代
の
状
況
は
、

む
し
ろ
そ
の
勢
力
を
挽
回
し
や
す
い
も
の
に
な
っ
て
き
た
と
言
え
ょ
う
。

連
体

「な
り
」
的
形
式
は
、
連
体
形
に
承
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
に
相

当
し
う
る
も
０
を
一
体
的
に
ま
之
め
て
直
接‐
的
な
資
材
と
し
、
い
わ
ゆ
る
題
述

的
な
表
現
性
を
担
う
之
同
時
に
ヽ
そ
の
文
の
構
成
を
お
の
す
力、
ら
論
理
的
な
■

と
ま
り
の
強
い
も
の
に
し
た
。
文
末
用
法
の

「
か
」
も
、
連
体
形
に
承
接
す
る

そ
の
点
に
お
い
て
、
論
理
的
な
構
文
性
や
題
述
性
を
備
え
や
す
か
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
例
に
そ
う
い
う
特
徴
は
容
易
に
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
り
、
「か
Ｌ
の́
そ
ヶ
ヽ
・ヽう働
き
は
ｒ
官
や
」
に
よ
る
そ
Ｉ
‐ょ
Ｌ
は
、

「や
ら
ん
」
の
そ
れ
に
近
い
と
言
え
よ
う
。
現
代
語
に
置
き
換
え
れ
ば
、
こ
れ

ら
の
連
体
形
に
付
い
た
「
か
」
′は
、
現
ｉ代

語
の
た
ん
な
る
ヽ
―
力、
」
ょ
り
も

「マ
の
だ
」
的
な
解
答
案
か
ら
成
る
「―
の
か
」
に
近
い
。

殿
上
人
共
、

「彼
レ
ハ
曽
タ
ム
ガ
参
タ
ル
カ
」
卜
忍
テ
間
ヘ
バ
、

（
今
昔

。
二
十
八

・
三
）

「此

ハ
何
ナ
ル
事
ゾ
。
何
ナ
ル
者
ノ
入
来
テ
、
此

ハ
云
ゾ
」
■
云
テ
、
心

二
思

ハ
ク
、

「
盗
人
ノ
物
取
二
入
タ
ル
カ
、
亦

ハ
殺
ツ
ニ
来
タ
ル
者
力
」

卜
思
ツ
ル
ニ
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
今
昔

。
二
十
九

・
四
）

こ
う
い
う
点
か
ら
言
え
ば
、
上
代
以
来

「
か
」
が

「
や
」
に
侵
さ
れ
て
い
っ

た
の
は
、
概
し
て
言
え
ば
情
意
性
に
優
れ
た
構
文
に
お
い
て
の
こ
と
で
あ
り
、

実
は
そ
の
反
面
、

「
か
」
は
論
理
的
な
構
文

へ
の
適
応
性
を
密
か
に
養

っ
て
い

た
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
疑
間
助
詞
の
領
域
が

「
か
」
の
勢

力
に
よ
っ
て
統

一
さ
れ
る
の
は
、
も

っ
と
先
の
こ
と
で
あ
る
。

「
か
」
の
そ
う

い
う
適
応
性
が
な
お
十
分
で
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ま
で
勢
力
の
強
か
っ

た

「
や
」
を
核
と
し
、
し
か
も
そ
の
終
止
形
承
接
に
見
ら
れ
る
弱
点
を
補
う
か

た
ち
で

「
や
ら
ん
」
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

〔注
〕

（１
）

拙
稿

「疑
問
表
現
の
推
移
」

（宮
地
裕
編

『論
集
日
本
語
研
究
０
歴
史
編
』
昭

６．
、
明
治
書
院
）、
拙
著

『
日
本
語
疑
問
表
現
通
史
』

〈明
治
書
院
〉
第
六
章
。

こ
の

「
や
ら
ん
」
は
次
の
よ
う
に

「
や
ら
う
」
と
な
る
こ
と
も
あ
る
ほ
か
、

「
や
ら
ん
。
や
ら
う
∨
や
ら
」
と
短
縮
さ
れ
て
、
時
代
が
下
る
と

「や
ら
」
の
形

が
普
通
に
な
っ
て
い
く
。

お
は
い
釧
引
引
、
す
く
な
い
劉
引
列
を
ば
、
し
り
候
は
ず
．

（覚
一
本
平
家
・
五
・
富
士
川
）

是
ハ
ド
チ
ヘ
ツ
ケ
テ
ヨ
カ
ラ
ズ
「
引
引
卜
疑
ハ
シ
カ
ラ
ウ
フ
．ハ
赦
シ
テ
従
罰

ヨ
ゾ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（史
記
抄
・
日
本
紀
〉

ク
ビ
ノ
ホ
ド
ニ
チ
カ
ヅ
キ
テ
、
ナ
ニ
ヽ
「
列
オ
ド
ロ
キ
テ
恐
タ
ル
気
色
ニ
テ

ニ
ゲ
サ
リ
給
ツ
ル
ト
イ
フ
。
　
　
　
（慶
長
十
年
古
活
字
本
沙
石
集
・
八
）

（２
）

山
田
孝
雄

『平
家
物
語
の
語
法
』。

（３
）

山
口
孝
雄

『
日
本
文
法
学
概
論
』。



（４
）

（３
）
に
同
じ
。

（５
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

「
蜻
蛉
日
記
」

「源
氏
物
語
」

「大
鏡
」

「今
昔
物
語

集
」
を
中
心
に
、
そ
の
傾
向
を
確
め
た
。

係
り
結
び
に
関
わ
る
係
助
詞
で
、
連
体

「
な
り
」
的
形
式
へ
の
介
入
が
認
め
ら

れ
る
確
言
系
の
そ
れ
は
、　
Ｆ
」そ
」

に
局
限
さ
れ
て
い
る
。
稀
に
次
の
よ
う
な

「
な
む
」
に
よ
る
例
も
あ
る
に
は
あ
る
が
、
そ
の
連
体
形
部
分
は
、
文
脈
上

「
た

が
あ
る

（ま
ら
う
ど
と

な
ど
の
意
の
純
然
た
る
準
体
句
で
あ
る
可
能
性
が
強
い
。

ま
ら
う
ど
な
ん
、
し
ば
し
と
思
ひ
侍
り
し
を
、
四
十
五
日
の
方
た
が
ふ
る
目

な
ん
侍
り
け
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（落
窪

・
こ

『
源
氏
物
語
大
成
』
索
引
の
「
に
や

〔動
詞
連
体
形
接
続
〕
結
ビ
ア
リ
」
に
は
、

・３
の
例
が
上
が
っ
て
い
る
が
、
文
脈
上
そ
の
連
体
形
部
分
に
原
因
理
由
の
意
の

「
…
…
す
る

（故
ご

と
い
う
体
言
的
意
味
が
認
め
ら
れ
る
例
を
除
く
と
、
残
り

は
７
例
で
あ
る
。
中
世
に
お
け
る
量
的
増
加
は
、
そ
の
残
り
７
例
に
類
す
る
例
の

増
加
で
あ
る
。

（６
）

拙
稿

「疑
問
表
現
の
推
量
語
」

（『
国
語
と
国
文
学
』
“
巻
７
号
、
平
１
・
７
）、

拙
著

『
日
本
語
疑
問
表
現
通
史
』
第
五
章
。

（７
）

や
が
て
文
中
に
お
け
る
副
助
詞
に
も
転
じ
る
が
、
そ
れ
は

「
や
ら
ん
」
成
立
後

の
推
移
の
問
題
と
見
て
よ
い
。

（８
）

（３
）
に
同
じ
。

（９
）

（１
）
の
拙
稿

・
拙
著
に
同
じ
。

―
―
大
阪
大
学
教
養
部
教
授
―
―
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