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１

指
さ
し
こ
と
ば

(

指
示
詞)

は
、
こ
と
ば
の
中
で
も
か
な
り
特
異
な

性
格
を
持
っ
て
い
る
。
コ
レ
、
ソ
レ
、
コ
ノ
、
ソ
ノ
な
ど
は
、
指
さ
し

と
い
う
動
作
を
と
も
な
っ
て
用
い
ら
れ
る
の
が
原
則
で
あ
る
。
真
っ
暗

闇
の
中
で

｢

君
は
、
海
と
山
と
ど
っ
ち
が
好
き
だ｣

と
聞
か
れ
て
、
返

答
に
格
段
に
困
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
何
も
見

え
な
い
と
こ
ろ
で
突
然

｢

君
は
、
コ
レ
と
コ
レ
と
ど
っ
ち
が
好
き
だ｣

と
聞
か
れ
た
ら
、
普
通
の
状
態
で
は
会
話
は
成
り
立
た
な
い
は
ず
で
あ

る
。
顔
を
振
り
向
け
て
も
い
い
し
、
あ
ご
を
し
ゃ
く
っ
て
み
せ
て
も
い

い
が
、
こ
れ
ら
の
語
は
、
何
ら
か
の
指
示
的
な
動
作
を
と
も
な
っ
て
は

じ
め
て
聞
き
手
に
了
解
さ
れ
る
と
い
う
特
別
な
語
群
で
あ
る

(

す
く
な

く
と
も
現
場
指
示
に
お
い
て)

。

こ
れ
ま
で
、
こ
の
指
示
詞
に
つ
い
て
は
、
コ
系
、
ソ
系
、
ア
系
の
そ

れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ
の
指
示
領
域
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え

れ
ば
い
い
か
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
し
て
多
く
の
議
論
が
積
み
重
ね
ら

れ
て
き
た
。

そ
の
歴
史
的
な
展
開
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
詳
細
な
考
察
が
い
く
つ

か
な
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
議
論
の
中
心
は
、
コ
、
ソ
、
ア
系
の
指
示

語
の
一
つ
一
つ
の
指
示
す
る
内
容
、
そ
の
相
互
の
関
係
な
ど
を
分
析
し

て
、
指
示
詞
の
時
代
的
推
移
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
多
い
。

橋
本
四
郎｢

指
示
語
の
史
的
展
開｣

(『

橋
本
四
郎
論
文
集

国
語
学
編』

1986

角
川
書
店)

山
口
尭
二

｢

指
示
体
系
の
推
移｣

(『

国
語
語
彙
史

の
研
究
十
一』

1990

和
泉
書
院)

そ
れ
に
最
近
出
さ
れ
た
ば
か
り
の

李
長
波

『
日
本
語
指
示
体
系
の
歴
史』

(2002

京
都
大
学
学
術
出
版

会)

な
ど
、
い
ず
れ
も
こ
の
線
に
沿
っ
た
労
作
で
あ
る
。
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し
か
し
、
日
本
語
の
指
示
詞
の
歴
史
的
な
展
開
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
、
も
う
少
し
別
の
視
点
か
ら
考
え
る
べ
き
問
題
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
現
代
日
本
語
の
指
示
詞
を
特
徴
付
け
る
の
は
、
何

と
言
っ
て
も
そ
の
整
然
た
る
体
系
性
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
コ
ソ
ア
ド
の
体
系
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
整
然
と
し
た

パ
ラ
ダ
イ
ム
が
構
成
さ
れ
た
の
は
、
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
か
、
そ
の
背
景

に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
指
示
詞
の

展
開
に
お
い
て
考
え
て
お
く
べ
き
大
切
な
問
題
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。こ

の
か
た
ち
を
見
て
ま
ず
注
意
を
引
く
の
は
、
不
定
称
の
パ
ラ
ダ
イ

ム
へ
の
組
み
込
み
で
あ
ろ
う
。
以
前
か
ら

｢

イ
ヅ
レ｣

｢

イ
ヅ
コ｣

｢
イ

ヅ
チ｣

な
ど

｢

イ
ヅ｣

の
か
た
ち
で
定
称
指
示
語
と
基
本
的
な
対
応
を

持
つ
も
の
も
あ
っ
た
が
、｢

コ
ノ
〜｣

｢

ソ
ノ
〜｣

｢

ア

(

カ)

ノ
〜｣

、

｢

コ
ナ
タ｣

｢

ソ
ナ
タ｣

｢

ア

(

カ)

ナ
タ｣

に
対
応
し
て
使
用
さ
れ
る

不
定
称
の

｢

イ
ヅ
レ｣

や

｢

イ
ヅ
カ
タ｣

の
よ
う
に
、
定
称
の
か
た
ち

と
ず
れ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た
。｢

コ
コ｣

｢

ソ
コ｣

｢

ア
ス

(

カ
シ)

コ｣

の
定
称
の

｢

コ｣

の
形
に
対
し
て
、｢

イ
ヅ
ク｣

の
か
た
ち
も
広

く
行
わ
れ
た
よ
う
に
、
不
定
称
は
、
そ
れ
独
自
に
語
彙
的
と
言
っ
て
も

よ
さ
そ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
不
定
称
に

｢

ド｣

の
か
た

ち
を
義
務
化
し
て
い
る
。｢

ド
ノ｣

｢

ド
チ
ラ｣

｢

ド
ン
ナ｣

｢

ド
ー｣

な

ど
そ
の
先
行
す
る
か
た
ち
を
に
わ
か
に
想
定
で
き
な
い
も
の
も
中
に
は

あ
る
が
、
い
づ
れ
に
し
て
も
そ
の
か
た
ち
は
、
す
べ
て

｢

ド｣

で
は
じ

ま
り
、
定
称
に
並
行
的
な
か
た
ち
に
整
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

不
定
称
が
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
不
可
欠
な
部
分
と
し
て
組
み
込
ま
れ
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

不
定
称
の

｢

ド｣

の
か
た
ち
は
、
平
安
末
期
に
起
き
た
濁
音
前
の
狭

母
音
脱
落
が
ま
ず
あ
り
、
そ
こ
に
定
称
の
中
で
も
使
用
度
の
高
い｢

コ｣

系

(

近
称)

｢

ソ｣

系

(

中
称)

の
オ
段
音
の
牽
引
が
働
い
て
出
来
た

も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
新
し
く
成
立
し
た
パ
ラ
ダ
イ
ム
で
、
も
う
一
つ
注
目
さ
れ
る
の

は
、｢

コ
ン
ナ｣

｢

ソ
ン
ナ｣

な
ど
の
指
示
形
容
詞
、｢

コ
ー｣

｢

ソ
ー｣

な
ど
の
指
示
副
詞
の
類
が
加
わ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

｢

コ
レ｣

｢

ソ
レ｣

｢

ア
レ｣

、｢

コ
コ｣

｢

ソ
コ｣

｢

ア
ソ
コ｣

、｢

コ
チ｣

｢
ソ
チ｣

｢

ア
チ｣

な
ど
の
古
く
か
ら
あ
る
指
示
語
は
、
す
べ
て
名
詞
性

の
指
示
語
で
あ
る
。

本
を
指
さ
し
て

｢

コ
レ｣

と
い
う
こ
と
も
、｢

コ
ノ
本｣

と
い
う
こ

と
も
で
き
る
。｢
コ
ノ
本｣

は
、｢

コ
レ｣

の
含
み
持
つ
指
示
性
と
指
さ
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不
定
称〈

ド
系〉

定 称

〈

ア
系〉

〈

ソ
系〉

〈

コ
系〉

ド
レ
ア
レ
ソ
レ
コ
レ
も

の

ド
コ
ア
ス
コ

ソ
コ
コ
コ
場

所

ド
ッ
チ

ア
ッ
チ

ソ
ッ
チ

コ
ッ
チ

方

向

ド
チ
ラ

ア
チ
ラ

ソ
チ
ラ

コ
チ
ラ

位

置

ド
ノ
ア
ノ
ソ
ノ
コ
ノ
指

定

ド
ン
ナ

ア
ン
ナ

ソ
ン
ナ

コ
ン
ナ

状

態

ド
ー
ア
ー
ソ
ー
コ
ー
容

子



さ
れ
た
モ
ノ
を
分
析
的
に
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。｢

コ
ノ｣

｢

ソ
ノ｣

は
指
示
専
用
の
語
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
の

｢

コ｣

や

｢

ソ｣

で
す

べ
て
を
指
示
し
て
い
た
の
を
、
さ
し
示
す
対
象
に
よ
っ
て
細
か
く
区
別

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
う
し
ろ
に

｢

レ｣
(

コ
レ)

や

｢

コ｣
(

コ
コ)

｢

チ｣
(

コ
チ)
な
ど
を
付
接
し
て
、
モ
ノ
・
ヒ
ト
・
コ
ト
、
あ
る
い
は

場
所
、
方
向
な
ど
、
指
さ
す
対
象
を

(

大
枠
化
し
て)

明
確
に
し
よ
う

と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
指
さ
さ
れ
る
対
象
の
分
化
が
進
ん
だ
だ
け

で
、
基
本
的
に
は
す
べ
て
名
詞
的
な
性
質
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る

(

コ
ノ
、
ソ
ノ
の
指
示
専
用
語
も
名
詞
性
指
示
語
の
分
析
的
表
現
の
一

部
と
し
て
常
に
つ
か
わ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
名
詞
類
に
含
ん
で

よ
い
で
あ
ろ
う)

。

｢

コ
レ｣

｢

ソ
レ｣

｢

ア
レ｣

な
ど
の
名
詞
性
指
示
語
は
、
助
詞
を
伴
っ

て
文
の
中
で
曲
用
は
さ
れ
る
が
、
当
然
、
名
詞
と
し
て
の
枠
を
出
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
指
示
形
容
詞

｢

コ
ン
ナ｣

｢

ソ
ン
ナ｣

｢

ア
ン

ナ｣
｢

ド
ン
ナ｣

、
指
示
副
詞

｢

コ
ー｣

｢

ソ
ー｣

｢

ア
ー｣

｢

ド
ー｣
が

加
わ
る
こ
と
で
、
指
示
詞
は
、
文
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
側
面
に
コ
ソ

ア
ド
の
統
一
形
式
で
参
画
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ま
ず
コ
ン
ナ
か
た
ち
に
延
ば
し
て
、
そ
れ
か
ら
コ
ー
切
っ
て
、
次

に
コ
レ
で
コ
ー
ス
ル
と
コ
ー
ナ
リ
マ
ス

｢

コ
ー
ス
ル
と
コ
ー
ナ
ル｣

な
ど
の
表
現
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、｢

叩
く
と
つ
ぶ
れ
る｣

の
よ
う
に
動
詞
で
表
す
内
容
を
も
動

作
指
示
で
表
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
コ
ソ
ア
ド
の
か
た
ち
に
統
一
さ
れ
る
以
前
に
も
、｢

カ

ク｣

や

｢

サ｣
｢

シ
カ｣

、｢

カ
ヤ
ウ｣

｢

サ
ヤ
ウ｣

｢

カ
バ
カ
リ｣

｢

サ
バ

カ
リ｣

な
ど
種
々
の
語
で
表
現
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
コ
・

ソ
・
ア
・
ド
の
一
系
列
に
組
み
込
ま
れ
て
統
一
的
に
表
わ
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
指
示
表
現
の
あ
り
か
た
と
し
て
は
、
や
は

り
大
き
な
変
化
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

指
示
副
詞
の
史
的
展
開
に
つ
い
て
は
、
岡
崎
友
子
氏
に
よ
る
示
唆
的

な
論
考
が
最
近
公
に
さ
れ
て
い
る

(

注
１)

。
岡
崎
氏
に
よ
る
と
、
古
代
語
の

｢

カ
ク｣

に
は
、
今
現
場
で
知
覚
・
感
覚
で
き
る
こ
と
を
直
接
指
示
す

る
直
示
用
法
と
先
行
の
発
言
内
容
を
指
示
す
る
照
応
用
法
と
が
あ
っ
た

が
、｢

サ｣

に
は
直
示
用
法
は
な
く
、
照
応
用
法
中
心
と
い
う
よ
う
な

違
い
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
構
文
上
の
機
能
面
か
ら
見
て
も
、｢

カ
ク｣

に
は
修
飾
機
能
が
あ
っ
た
が
、｢

サ｣

に
は
見
ら
れ
な
い

(

補
充
が
中

心
的
機
能)

な
ど
、
古
代
語
の｢

カ
ク｣

｢

サ｣

に
は
種
々
違
い
が
あ
っ

た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
現
代
語
の
指
示
副
詞｢

コ
ー｣

｢

ソ
ー｣

な
ど
と
比
較
し
て

｢

サ｣

の
隔
た
り
が
大
き
い
が
、｢

カ
ク｣

に
し
て

も
遠
近
の
距
離
的
区
別
が
な
い
な
ど
、
そ
の
用
法
上
の
違
い
に
は
か
な

り
の
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
古
代
語
の
指
示
副
詞
が
現
代
語
の
コ
ソ
ア
ド
の
系
列
に

組
み
込
ま
れ
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
一
つ
の
大
き
な
で
き
ご
と
で
あ
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る
。縦

と
横
の
両
方
向
か
ら
な
さ
れ
た
こ
の
指
示
体
系
の
整
備
は
、
日
本

語
の
底
流
で
進
み
つ
つ
あ
っ
た
大
き
な
う
ね
り

(

談
話
構
造
の
変
化
な

ど)

の
反
映
と
み
る
こ
と
も
あ
る
い
は
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い

(

注
２)

。

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
な
お
、
あ
ら
た
め
て
慎
重
な
考
察
を
加
え
る
必

要
が
あ
る
が
、
い
ま
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
含
む
も
の
と
し
て
、
こ

の
よ
う
な
指
示
詞
体
系
の
整
備
が
果
た
さ
れ
た
時
期
や
経
過
な
ど
に
つ

い
て
以
下
に
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

２

『

方
言
文
法
全
国
地
図』

(

第
１
集
第
８
図)
に

｢
そ
ん
な
こ
と
を

(

言
う
な)｣

の

｢

そ
ん
な｣

の
言
い
方
を
調
べ
た
分
布
図
が
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
日
本
本
土
方
言
は

(

１)

ソ
ン
ナ

(
２)
ソ
ン
タ

ナ

(

３)

ソ
ガ
イ
ナ

(

４)

ソ
ナ
イ
ナ
の
四
地
域
に
大
き
く
分
か
れ
る

よ
う
で
あ
る
。

(

１)

ソ
ン
ナ
は
、
ホ
ン
ナ
な
ど
の
異
形
も
含
ん
で
、
四
国
・
近
畿

以
東
の
広
い
地
域
に
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
文
章
に
も
書
か
れ
る

現
代
日
本
の
標
準
的
な
語
形
で
あ
る
。(

２)

の
ソ
ン
タ
ナ
は
、
多
く

の
異
形
が
あ
る
が
、
東
北
地
方
に
広
く
行
わ
れ
て
い
る
。(

３)

の
ソ

ガ
イ
ナ
に
も
、｢

ソ
ガ
エ
ナ｣

｢

ソ
ガ
ナ｣

｢

ソ
ガ
ン｣

｢

ソ
ギ
ャ
ン｣

｢

ソ
ゲ
ナ｣

な
ど
の
多
く
の
異
形
が
あ
る
。『

方
言
文
法
全
国
地
図』

で

は
、
九
州
全
域
・
中
国
大
部
分
、
四
国
西
部
に
広
い
ま
と
ま
っ
た
分
布

域
、
つ
い
で
、
新
潟
・
佐
渡
・
山
形
の
北
陸
・
東
北
に
あ
る
程
度
ま
と

ま
っ
た
分
布
が
あ
る
。
秋
田
・
宮
城
・
栃
木
に
も
一
箇
所
づ
つ
の
報
告

が
あ
る
。
そ
の
他
、
南
近
畿
・
愛
知
に
ま
と
ま
っ
た
数
地
点
の
報
告
が

あ
り
、
山
梨
・
御
蔵
島
・
八
丈
島
な
ど
に
も
あ
る
。(

４)

の

｢

ソ
ナ

イ
ナ｣

｢

ソ
ネ
ー
ナ｣

は
、
山
口
、
岡
山
、
兵
庫
、
愛
媛
東
部
、
香
川

な
ど
の
中
国
・
四
国
地
方
を
中
心
に
、
そ
の
他
愛
知
、
山
梨
、
長
野
な

ど
に
散
在
し
て
分
布
し
て
い
る

(

注
３)

。

上
の
分
布
を
見
る
と
、(

２)

の

｢

ソ
ン
タ
ナ｣

は
、
東
北
地
方
に

偏
っ
て
分
布
す
る
が
、(

３)

の

｢

ソ
ガ
イ｣

は
、
東
北
・
関
東
・
北

陸
、
中
国
・
四
国
・
九
州
の
東
西
に
分
布
し
、(

１)

の

｢

ソ
ン
ナ｣

を
包
み
込
む
周
圏
的
分
布
を
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。(

４)

の

｢

ソ
ナ
イ
ナ｣

は
、｢

ソ
ガ
イ
ナ｣

の
内
側
に
や
は
り
周
圏
的
な
分
布
を

見
せ
て
い
る
。

こ
の
分
布
か
ら
す
る
と
、
近
畿
中
央
部
で
ま
ず

｢

ソ
ガ
イ｣

が
発
生

し
、
次
い
で

｢

ソ
ナ
イ｣

、
も
っ
と
も
遅
れ
て

｢

ソ
ン
ナ｣

が
生
ま
れ

た
。｢

ソ
ン
タ
ナ｣

は
、
地
方
で
の
新
た
な
成
立
の
可
能
性
が
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

文
献
を
見
る
と
、『

物
類
称
呼』

(

安
永
四
・1775)

に
は
、

○
あ
の
や
う
に

こ
の
や
う
に
と
い
ふ
を

勢
州
長
島
及
出
雲
辺
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又
は
播
磨
な
ど
に
て
○
あ
が
い
、
こ
が
い
と
云
。
九
州
に
て
○
あ

ん
が
い
、
こ
ん
が
い
と
云
。
総
州
に
て
○
あ
げ
へ
に
、
こ
げ
へ
に

と
い
ふ
。
又
あ
ん
な
、
こ
ん
な
と
い
ふ
は
、
あ
の
や
う
な
、
こ
の

や
う
な
也
。

と
、
方
言
と
し
て
の｢
ア(

ン)

ガ
イ｣

｢

コ(

ン)

ガ
イ｣

｢

ア
ゲ
ー｣

｢

コ
ゲ
ー｣

の
指
摘
、
そ
し
て

｢

ア
ン
ナ｣

｢

コ
ン
ナ｣

の
語
源
に
つ
い

て
ふ
れ
た
記
述
が
あ
る
。

近
松
門
左
衛
門

『

博
多
小
女
郎
波
枕』

(

享
保
３
・1718

初
演)

に

今
で
思
へ
ば
む
ぞ
う
ら
し
げ
に
、
そ
が
い
に
せ
い
で
も
大
じ
な
か

た
ん
。
上
方
衆
は
気
が
よ
か
け
ん
、
こ
が
い
な
こ
と
は
有
る
ま
い

と
、
仕
方
ま
じ
り
の
高
咄
。

と

『

物
類
称
呼』

が
方
言
と
指
摘
す
る

｢

ソ
ガ
イ
ニ｣

｢

コ
ガ
イ
ナ｣

な
ど
の
指
示
語
が
見
え
る
。
こ
れ
は
、
海
賊
船

(

密
貿
易
船)

の
首
領

毛
剃
九
右
衛
門
の
せ
り
ふ
の
中
に
み
ら
れ
る
こ
と
ば
で
、
こ
の
男
は
長

崎
者
と
い
う
設
定
で
あ
る
。｢

ソ
ガ
イ
ニ
せ
い
で
も｣

は
、
そ
ん
な
に

し
な
く
て
も
、｢

コ
ガ
イ
ナ
コ
ト｣

は
、
こ
ん
な
こ
と
の
意
で
、
こ
こ

で
も
、
こ
う
い
う
こ
と
ば
使
い
で
長
崎
者
ら
し
さ
を
表
現
し
よ
う
と
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

近
松
よ
り
ず
っ
と
以
前
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス

『

日
本
大
文
典』

(1604)

で
も

｢

コ

(

ン)

ガ
イ｣

｢

ソ

(

ン)

ガ
イ｣

の
類
は
、
す
で
に
九
州

方
言
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
日
本
各
地
の
方
言
を
記
述
し
た
章

(｢

あ
る
国
々
に
特
有
な
言
ひ
方
や
発
音
の
訛
に
就
い
て｣)

の
九
州
方

言
全
般
に
つ
い
て
解
説
し
た
記
事
の
中
に
、
九
州
に
は

｢

多
数
の
粗
野

な
語
が
あ
る｣

と
し
て
、

例
へ
ば
、�

�
�
�
�
(

あ
ん
が
い)

、�
�
�
�
�
�
(

こ
ん
が
い)

、

�
�
�
�
��
�
(

あ
ん
が
い
な)

、�
�
�
�
�
��
�
(

こ
ん
が
い
な)

、

�
�
�
�
��
�
(

あ
ん
が
い
に)

、�
�
�
�
�
��
�
(

こ
ん
が
い
に)

、
な

ど

と
例
示
す
る
。｢

ア
ン
ガ
イ｣

｢

コ
ン
ガ
イ｣

の
類
が
九
州
方
言
の

｢

粗

野
な
語｣

の
典
型
例
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ロ
ド
リ
ゲ
ス

の
時
代
、
そ
の
発
信
地
と
思
わ
れ
る
京
都
な
ど
の
近
畿
中
央
部
に
は
す

で
に
こ
の
か
た
ち
は
な
く
、
そ
の
周
辺
の
東
西
に
拡
散
分
布
す
る
と
い

う
、
現
代
の
分
布
に
よ
く
似
た
状
態
が
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
た
と

い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の

｢

ソ
ガ
イ
ナ｣

に
挟
ま
れ
た
内
側
に
は

｢

ソ
ナ
イ
ナ｣

、
そ
の

さ
ら
に
内
側
に
広
く

｢

ソ
ン
ナ｣

が
分
布
し
て
い
る
が
、｢

ソ
ン
ナ｣

の
か
た
ち
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
に
も
ま
だ
現
れ
て
い
な
い
。｢

ソ
ン

ナ｣

は
、
文
献
の
上
で
は
西
鶴
の
作
品

(

好
色
五
人
女
・1686)

あ
た

り
に
見
え
る
の
が
古
い
よ
う
で
あ
る
。
方
言
の
分
布
か
ら
み
て
も
、
文

献
へ
の
あ
ら
わ
れ
か
た
か
ら
み
て
も
今
日
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る

｢

ソ

ン
ナ｣
の
か
た
ち
の
成
立
は
か
な
り
遅
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
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３

指
示
形
容
詞｢

コ
ン
ナ｣

｢

ソ
ン
ナ｣

の
成
立
は
、
指
示
副
詞｢

コ
ー｣

｢

ソ
ー｣

と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
指
示
副
詞
と

指
示
形
容
詞
は

｢
コ
ナ
イ
す
る｣

｢

コ
ナ
イ
ナ
も
の｣

、｢

ソ
ガ
ン
言
う｣

｢

ソ
ガ
ー
ナ
こ
と｣

、｢
コ
ゲ
す
る｣

｢

コ
ゲ
ナ
も
ん｣

の
よ
う
に
、
普
通
、

形
容
動
詞
の
連
用
形
と
連
体
形
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
み

て
も
、｢

コ
ン
ナ｣

｢

ソ
ン
ナ｣
は

｢

コ
ー｣

｢

ソ
ー｣

の
副
詞
の
か
た

ち
と
密
接
な
関
係
を
も
っ
て
成
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く

副
詞

｢

コ
ー｣

｢

ソ
ー｣

に
単
純
に

｢
ナ｣
を
付
し
て
形
容
詞
に
し
た

も
の
で
、
長
音
の
部
分
が
後
接
す
る

｢

ナ｣
の
影
響
で
撥
音
の
か
た
ち

に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う

(

注
４)

。

｢

コ
ン
ナ｣

｢

ソ
ン
ナ｣

に
先
行
し
た
と
思
わ
れ
る

｢
コ
ガ
イ｣

｢

ソ

ガ
イ｣

、｢

コ
ナ
イ｣

｢

ソ
ナ
イ｣

は
、
そ
れ
ぞ
れ

｢

コ
レ
ガ
ヤ
ウ｣

｢

コ

ノ
ヤ
ウ｣

の
転
と
考
え
ら
れ
る

(

注
５)

。
指
示
副
詞

｢

コ
ガ
イ

(

ニ)｣
｢

ソ
ガ

イ

(

ニ)｣
｢

コ
ナ
イ

(

ニ)｣
｢

ソ
ナ
イ

(

ニ)｣

、
指
示
形
容
詞

｢
コ
ガ

イ
ナ｣

｢

ソ
ガ
イ
ナ｣
｢

コ
ナ
イ
ナ｣

｢

ソ
ナ
イ
ナ｣

は
そ
れ
ぞ
れ
形
容

動
詞
の
連
用
形
と
連
体
形
の
か
た
ち
に
あ
た
り
、
そ
の
成
立
は
自
然
で

あ
る
。

そ
れ
に
比
し
て
、
形
容
詞

｢

コ
ン
ナ｣

｢

ソ
ン
ナ｣

が
副
詞

｢

コ
ー｣

｢

ソ
ー｣

に
由
来
す
る
も
の
と
す
る
と
、
そ
の
成
立
は
か
な
り
い
び
つ

な
も
の
と
言
え
よ
う
。
自
然
な
成
り
立
ち
を
持
つ

｢

コ
ガ
イ
ナ｣

｢

ソ

ガ
イ
ナ｣
｢

コ
ナ
イ
ナ｣

｢

ソ
ナ
イ
ナ｣

が
定
着
せ
ず
、
か
え
っ
て

｢

コ

ン
ナ｣
｢

ソ
ン
ナ｣

が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

関
連
を
持
つ
そ
の
副
詞
形

｢

コ
ー｣

｢

ソ
ー｣

の
一
般
化
が
お
そ
ら
く

大
き
な
力
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。｢

コ
ー｣

は
、
古
典
語
の

｢

カ
ク｣

、｢

ソ
ー｣

は

｢

サ｣

か
ら
発
展
し
た
と
い
う
の
は
疑
問
の
余

地
は
な
さ
そ
う
で
、
そ
れ
ぞ
れ

｢

コ
ー｣

｢

ソ
ー｣

の
か
た
ち
で
名
詞

性
指
示
語
の
三
系
列〈

コ
・
ソ
・
ア〉

の
体
制
へ
あ
ら
た
に
組
み
替
え
ら

れ
、
頻
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
古
い
伝
統
的
か
た
ち
に
つ
ら
な
る

と
い
う
こ
と
が
こ
の
指
示
形
容
詞

｢

コ
ン
ナ｣

｢

ソ
ン
ナ｣

の
成
立
、

定
着
を
大
き
く
支
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

先
述
の
よ
う
に
、
指
示
形
容
詞
、
指
示
副
詞
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
指
示
表
現
を
文
に
組
み
込
む
た
め
に
必
要
な
す
べ
て
の
側
面
が
整

え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が

(

ス
ル
、
ナ
ル
な
ど
と
複
合
し
て
動

作
指
示
も
可
能)

、
こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
よ
う
な
体
制
の
整
備
に

指
示
副
詞

｢

コ
ー｣

｢

ソ
ー｣

の
果
た
し
た
役
割
は
、
非
常
に
大
き
い

も
の
が
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

新
し
い
指
示
の
体
制
は
、
不
定
称
も
含
め
た
コ
ソ
ア
ド
の
か
た
ち
で

体
系
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
先
に
触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
指
示
副

詞
は
の
ち
に
あ
ら
た
に
参
画
し
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
点
の

整
備
が
や
や
遅
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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指
示
副
詞
の

｢

ア
ー｣

｢

ド
ー｣

の
遅
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で

に
も
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
う
ち
、｢

ア
ー｣

の
文
献
で

の
確
認
が
遅
く
な
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
個
別
の
問
題
と
し
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
い
ま
一
つ
の

｢

ド
ー｣

は
、
コ
ソ
ア
の
定
称
全
体

に
対
す
る
不
定
称
の
問
題
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム

の
完
成
と
い
う
点
か
ら
は
、
や
や
問
題
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。｢

ド
ー｣

の
不
成
立
と
い
う
の
は
、
指
示
形
容
詞

｢

ド
ン
ナ｣

の

未
完
成
を
も
予
想
さ
せ
、
指
示
副
詞
、
形
容
詞
の
未
成
熟
が
疑
わ
れ
て

く
る
の
で
あ
る
。

指
示
副
詞
の
不
定
称

｢

ド
ー｣

の
成
立
が
か
な
り
遅
れ
た
ら
し
い
こ

と
は
、
た
と
え
ば

『

日
葡
辞
書』

(1603)
に
見
ら
れ
る
次
の
よ
う
な

記
述
の
ゆ
れ
か
ら
も
あ
る
程
度
う
か
が
わ
れ
る
。

�

�

例
、�

���
����

�
�

	

�

�
(

だ
う
な
り
と
も
せ
よ)

ど
の

よ
う
に
で
も
す
る
が
い
い

�

���
�
�
��

�
(

だ
う
も
な
ら
う

ず)

す
な
わ
ち
、�

���
�
�
�

��
(

た
う
も
な
ら
う
ず)
ど
の

よ
う
に
で
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

｢

ダ
ウ｣

の
見
出
し
の
解
説
中
に

｢

ダ
ウ
モ｣

と
一
緒
に

｢

タ
ウ
モ｣

の
か
た
ち
も
示
さ
れ
て
い
る
。

『

ロ
ド
リ
ゲ
ス
日
本
大
文
典』(1604)

に
も

｢
�

���
�

���
(

だ
う

も
か
う
も)

、��
�
�

�

���(

と
も
か
う
も)

、��
�
��

�
��
�

�
��

�

(

兎
に
も
角
に
も)｣

(

土
井
訳487

�)

の
よ
う
に

｢

ダ
ウ
モ
カ
ウ
モ｣

と

｢

ト
モ
カ
ウ
モ｣

を
そ
の
ま
ま
並
べ
て
あ
げ
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ

が
あ
る
。

｢

コ
ー｣
｢

ソ
ー｣

系
列
の
不
定
称

｢

ド
ー｣

に
つ
い
て
は
、｢

コ
レ｣

｢

ソ
レ｣

系
列
の

｢

ド
レ｣

(

イ
ヅ
レ)

、｢

コ
コ｣

｢

ソ
コ｣

系
列
の

｢

ド
コ｣

(

イ
ヅ
コ)

の
よ
う
に
先
行
す
る
不
定
称
の
か
た
ち
を
す
ぐ
に

想
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。｢

コ
ノ｣

｢

ソ
ノ｣

系
列
の

｢

ド
ノ｣

の

よ
う
に
体
系
の
欠
落
を
埋
め
る
か
た
ち
で
の
成
立
と
い
う
こ
と
も
一
応

は
考
え
ら
れ
る
が
、｢

コ
ー｣

｢

ソ
ー｣

の
系
列
化
自
体
が
ま
だ
そ
れ
ほ

ど
安
定
的
と
は
言
え
な
い
状
態
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
そ
れ
ほ

ど
安
易
に
従
っ
て
よ
い
か
ど
う
か
、
疑
問
が
な
い
と
は
言
え
な
い
。

『

日
葡
辞
書』

や

『

大
文
典』

に

｢

ダ
ウ｣

と

｢

タ
ウ｣

が
並
記
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、｢

ド
ー｣

の
成
立
間
近
で
ま
だ
安
定
的
で
な

か
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
と
同
時
に
、｢

タ
ウ｣

の
清
音
形
と
ゆ
れ
を

生
ず
る
よ
う
な
成
立
の
契
機
が
そ
こ
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。

『

捷
解
新
語
原
刊
本』

(1676

刊
。
成
立
は
こ
れ
よ
り
40
年
ほ
ど
前)

に
、

と
う
も
こ
う
も
お
し
ら
る
ま
ま
に
し
て
む
し

(

無
事)

に
す
み
ま

る
し
た
ほ
と
に
め
て
た
う
御
さ
る

と
、
ハ
ン
グ
ル
表
記
で
は

｢

ド
ウ
モ｣

と
読
め
る
例
が
あ
る
が
、
こ
こ

の
部
分
、『
改
修
本』

(1748

刊)

で
は
、｢

と
も
か
く
も
お
つ
し
や
る
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た
う
り
に
し
て
、
ふ
し
に
す
み
ま
し
て
よ
う
御
さ
り
ま
す
る｣

と

｢

ト

モ
カ
ク
モ｣

に
な
っ
て
い
る
。

先
の

『
ロ
ド
リ
ゲ
ス
日
本
大
文
典』

も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、｢

ダ
ウ｣

と

｢

カ
ウ｣
が
一
緒
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、｢

ト
カ
ク｣

｢

ト
モ
カ

ク
モ｣

と
言
い
換
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、｢

ド
ー｣

は
、
こ
の

｢

ト
カ
ク｣

｢
ト
モ
カ
ク
モ｣

の

｢

ト｣

か
ら
発
展
成
立
し

た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
て
く
る
。｢

カ
ク｣

が

｢

カ
ウ｣

と
音
便

の
か
た
ち
を
と
っ
た
の
に
合
わ
せ
て

｢

ト｣

も

｢

ト
ウ｣

と
な
り
、

｢

ト
ウ
カ
ウ｣

か
ら

｢

ド
ー｣

が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
し
か
し
、｢

ト
カ
ク

(

兎
角)｣

｢
ト
モ
カ
ク
モ｣

の
よ
う
な

慣
用
句
か
ら

｢

ド
ー｣

の
よ
う
な
頻
用
性
の
高
い
一
般
語
が
生
ま
れ
る

か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
疑
問
を
抱
く
人
も
い
る
で
あ
ろ
う
。｢

ト
カ

ク

(

兎
角)｣

｢

ト
モ
カ
ク
モ｣

の
か
た
ち
に
ほ
と
ん
ど
固
定
化
し
た
傾

向
の
あ
る
今
日
の
目
か
ら
み
る
と
当
然
の
疑
問
で
あ
る
が
、
古
く
は
指

示
語

｢

ト｣

と

｢

カ
ク｣

は
対
の
か
た
ち
で
今
日
よ
り
は
る
か
に
自
由

に
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ト
歟
カ
ウ
歟
ナ
ト
不
審
ス
ル
ト
如
何

云
々
ト
カ
キ
テ
ト
ニ
カ
ク

ニ
ト
ヨ
メ
リ

左
右
ト
カ
キ
テ
ト
サ
マ
カ
ウ
サ
マ
ト
ヨ
メ
ル

(

名
語
記)

兎
ヤ
セ
マ
シ
角
ヤ
可
有
ト
長
詮
議
シ
テ

(

太
平
記)

此
間
三
条
殿
ノ
御
企
、
上
杉
、
畠
山
ノ
人
々
ノ
隠
謀
、
兎
コ
ソ
候

ツ
レ
角
コ
ソ
候
ツ
レ

(

同)

ト
セ
ウ
カ
ウ
セ
ウ

(

史
記
抄)

ト
シ
タ
カ
ウ
シ
タ
カ
ト

(

周
易
抄)

ト
セ
イ
カ
ウ
セ
イ
ト
云
ハ
ズ

(

周
易
抄)

命
ヲ
告
テ
、
ト
セ
ヨ
カ
ウ
セ
ヨ
ト
云
ハ
マ
イ
ゾ

(

周
易
抄)

サ
テ
化
縁
デ
、
ト
ア
ラ
ウ
カ
ウ
ア
ラ
ウ
ト
テ

(

湯
山
聯
句
抄)

ふ
る
さ
と
に
と
ゆ
き
か
く
ゆ
く

(

為
忠
百
首)

｢

ト｣

と
指
示
し
、｢

カ
ク｣

と
指
示
す
る
、
指
示
の
原
義
を
ま
だ
強

く
持
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
次
の『

ロ
ド
リ
ゲ
ス
日
本
大
文
典』

の
記
述
の

�
�
�
�

����
�
�

�

�	
�

、�

�	
��
�

��
�
�
����

(

こ
の
人
は
た
う

せ
い
、
か
う
せ
い
の
通
り
か)



���
��

�

���
�
��
�
�
�
���

�
(

た
う
さ
い
、
か
う
さ
い
程
に
か)

(

土
井
訳60�)

の

｢

タ
ウ｣

の
開
長
音
は
、
そ
の

｢

ト｣

の
長
音
化
し
た
も
の
の
よ
う

で
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
は
、
今
日
の
感
覚
か
ら
す
る
と
、
そ
の
ま
ま

｢
ダ
ウ
セ
イ
、
カ
ウ
セ
イ｣

と
言
っ
て
も
よ
さ
そ
う
に
思
わ
れ
る
。｢

ト

〜
カ
ク
〜｣

の｢

ト｣

と｢

ド
ー｣

の
近
さ
が
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

｢

ト
〜
カ
ク
〜｣

が

｢

ト
ウ
〜
カ
ウ
〜｣

と
な
る
ま
で
は
よ
い
と
し
て

も
、
そ
の

｢
ト
ウ｣

が
な
ぜ
濁
音
化
す
る
の
か
と
い
う
の
が
ま
た
一
つ

問
題
で
あ
る
。
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｢
ド
コ
モ
カ
シ
コ
モ｣

｢

ド
レ
モ
コ
レ
モ｣

｢

ダ
レ
モ
カ
レ
モ｣

｢

ド
イ

ツ
モ
コ
イ
ツ
モ｣

｢

ナ
ニ
モ
カ
モ｣

｢

ナ
ニ
ヤ
ラ
カ
ヤ
ラ｣

の
よ
う
に
、

不
特
定
の
複
数
を
漠
然
と
さ
す
言
い
方
に

｢

不
定
語
〜
カ
〜｣

と
い
う

類
型
が
あ
る

(

注
６)

。

『

ロ
ド
リ
ゲ
ス
日
本
大
文
典』

に

｢

重
ね
詞｣

(490�)

と
し
て
、

�
�
�
��
�
�
�
�
�
(

何
や
か
や)

�
�
�
�	
�
�

�

��
�
�	
�
�

�
(

何

と
や
ら
か
ん
と
や
ら)

�
�
�
��
�

�

�
�
�
�

�
(

何
や
ら
か
や
ら)

�
�
�
��	

�
�

�

�
��
�	
�
�

�

�
(

何
と
や
ら
ん
か
と
や
ら
ん)

�
�
�
�	
�
	

��
�
�	
�
	
(

何
と
も
か
ん
と
も)
�
�
�
�
��

	

��

��

	
(

何
で
も
か
で
も)

�
�
�
��

	
��
�
	
(

何
も
か
も)

�
�
�
��
	

��
�
	
(

何
の
か
の)

の
よ
う
な
例
を
多
く
上
げ
て
い
る
が
、｢

何
〜
カ
〜｣
の
か
た
ち
は
古

く
か
ら
頻
用
さ
れ
続
け
て
き
た
。

柳
田
征
司
氏
が
示
さ
れ
た
抄
物
の
例
に
も
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る

(

注
７)

。

ナ
ニ
ヲ
モ
カ
ヲ
モ

(

四
河
入
海
一
之
三)

何
ト
セ
ウ
カ
ト
セ
ウ

(

同
五
之
二)

何
ト
ア
ラ
ウ
カ
ト
ア
ラ
ウ(

米
沢
図
書
館
蔵
古
文
真
寶
抄
八
之
二)

ナ
ニ
集
カ
集

(

幼
学
詩
句)

ナ
ン
ノ
説
カ
ノ
説

(

同)

｢

何｣

と

｢

カ｣

を
組
み
合
わ
せ
た
こ
の
か
た
ち
は
、
現
代
で
も

｢

ナ
ン
ダ
カ
ン
ダ｣
｢

ナ
ン
ト
カ
カ
ン
ト
カ｣

の
よ
う
に
よ
く
使
わ
れ
る
。

そ
こ
に
、｢

ド
コ｣

や

｢

ド
レ｣

や

｢

ド
イ
ツ｣

な
ど
の
新
し
い
不
定

語
が
成
立
す
る
と
、｢

何｣

に
な
ら
っ
た
新
し
い
類
似
表
現
が
そ
れ
ぞ

れ
に
つ
い
て
作
り
出
さ
れ
て
い
っ
た
。｢

ド
コ
モ
カ
シ
コ
モ｣

｢

ド
イ
ツ

モ
コ
イ
ツ
モ｣

な
ど
は
み
な
そ
の
類
と
思
わ
れ
る
。

『

名
語
記』

に

｢

ド
チ
モ
カ
チ
モ
ト
イ
ヘ
ル
詞
ノ
カ
チ
如
何

カ
チ

ハ
カ
ノ
ア
タ
リ
也｣

(

巻
四
13
オ)

と
い
う
記
事
が
あ
る
が
、
こ
の

｢

カ
チ｣

は
、｢

ア
チ｣

の
併
用
形
と
し
て
普
通
に
あ
っ
た
こ
と
ば
か
ど

う
か
疑
え
ば
疑
え
よ
う
。｢

カ
ノ｣

｢

カ
レ｣

｢

カ
シ
コ｣

｢

カ
ナ
タ｣

な

ど
の
カ
系
は
、
次
第
に
ア
系
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、

不
定
の
複
数
を
漠
然
と
言
い
表
す

｢

不
定
語
〜
カ

(

コ)

〜｣

は
、
後

世
に
至
っ
て
も
ず
っ
と
カ
系
で
あ
る
。｢

ド
チ
モ
カ
チ
モ｣

の

｢

カ
チ｣

は
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
新
た
に
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ

な
い
の
で
あ
る
。

｢

ト
ウ
〜
カ
ウ
〜｣

は
、
こ
の

｢

不
定
語
〜
カ

(

コ)

〜｣

の
頻
用

さ
れ
る
慣
用
表
現
と
そ
の
か
た
ち
が
よ
く
似
て
い
る
上
に
意
味
的
に
も

不
定
語
に
近
い
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
か
ら

(｢

ト
モ
ス
レ
バ｣

と
い
う

こ
と
ば
か
ら
も
伺
わ
れ
る
よ
う
に

｢

ト｣

の
指
示
す
る
も
の
は
、｢

一

種
の
定
指
示
で
あ
り
な
が
ら
、
話
し
手
の
姿
勢
が
定
ま
ら
な
い
と
こ
ろ

に
成
立
す
る｣

小
学
館
日
本
国
語
大
辞
典)

、
指
示
性
不
定
語
に
共
通

の｢

ド｣

の
か
た
ち
へ
類
推
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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｢
ド
ウ
ヤ
ラ
カ
ウ
ヤ
ラ｣

は
、｢

ト
ヤ
ラ
ン
カ
ウ
ヤ
ラ
ン｣

で
あ
っ
た

は
ず
で
、｢

ド
ー｣

と
濁
る
の
は
上
の
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
。
西
日
本

の
方
言
に
、
う
つ
手
が
な
い
、
手
の
ほ
ど
こ
し
よ
う
が
な
い
と
い
う
意

味
で

｢

ド
ン
コ
ン
ナ
ラ
ン｣

と
い
う
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
も

｢

ト
モ
、

カ
ク
モ
ナ
ラ
ヌ｣
か
ら
変
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
近
世
の
文
学
作

品
に
見
ら
れ
る

｢

ど
う
い
へ
ば
か
う
い
ふ｣

｢

ど
う
め
い
っ
た
斯
う
め

い
っ
た｣

の
類
も
こ
れ
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

｢

ト
セ
ウ
カ
ウ
セ
ウ｣

｢

ト
ア
ル
カ
ウ
ア
ル｣

も

｢

ド
ウ
セ
ウ
、
カ
ウ

セ
ウ｣

｢

ド
ウ
ア
ル
、
カ
ウ
ア
ル｣
と
な
り
、
さ
ら
に

『

日
葡
辞
書』

の
例
文
の
よ
う
に
、｢

カ
ウ｣

と
の
併
用
も
省
略
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

そ
の
ま
ま
動
詞
に
か
か
っ
て
い
く
不
定
語
と
い
う
理
解
が
成
立
す
る
こ

と
に
な
る
。
こ
う
し
て
発
生
し
た

｢

ド
ウ｣

は
、
不
定
詞
と
し
て
の

｢

ド｣

の
か
た
ち
を
持
ち
、｢

カ
ウ｣
｢

サ
ウ｣

(｢

サ｣
か
ら
転
じ
た)

と
用
法
、
か
た
ち
に
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
た
め
、
名
詞
性
指
示
語
が

作
り
上
げ
た
コ
ソ
ア
ド
の
枠
の
中
に
容
易
に
滑
り
込
む
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
ろ
う
。(｢

ト
〜
カ
ク
〜｣

の

｢

ト｣

か
ら
で
き
た

｢

ド
ウ｣
と

｢

カ
ウ｣

｢

サ
ウ｣

と
の
開
合
の
違
い
が
問
題
に
な
る
が
、
コ
ソ
ア
ド
の

枠
を
拒
否
す
る
ほ
ど
の
発
音
上
の
障
害
で
あ
り
え
た
か
ど
う
か
。
む
し

ろ
、
枠
組
み
に
合
わ
せ
て
の
修
正
の
方
が
こ
う
い
う
場
合
起
こ
り
や
す

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か

(

注
８))

｢

ド
ー｣

の
発
生
に
つ
い
て
、
柳
田
征
司
氏
に
す
で
に
論
が
あ
り
、

｢

ト
カ
ク｣

の
転
じ
た

｢

タ
ウ
カ
ウ｣

か
ら
の
成
立
を
一
度
は
検
討
し

て
お
ら
れ
る
が
、
結
果
的
に
は
、
こ
の
可
能
性
を
否
定
さ
れ
た

(

注
９)

。
惟
高

妙
安

(1480

〜1567)

の

『

詩
学
大
成
抄』

『

玉
塵』

に

毛
詩
ニ
進
退
維
谷〈

コ
レ
キ
ワ
マ
ル〉

ト
ア
リ
。
カ
ウ
モ
カ
ウ
モ
セ

ラ
レ
ヌ
心
ソ

(

詩
学
大
成
抄)

サ
キ
モ
ツ
マ
リ
ア
ト
エ
ハ
身
ガ
マ
ワ
サ
レ
ヌ
ホ
ド
ニ
ソ
。
カ
ウ
モ

カ
ウ
モ
ナ
ラ
ヌ
コ
ト
ソ

(

玉
塵)

と
、
今
な
ら

｢

ド
ウ
モ
コ
ウ
モ｣

と
言
い
そ
う
な
と
こ
ろ
を

｢

カ
ウ
モ

カ
ウ
モ｣

と
し
て
い
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
に
否
定
の
理
由
が
あ
る
よ
う

で
あ
る
。｢

ト
モ
カ
ク
モ｣

か
ら

｢

タ
ウ｣

｢

ダ
ウ｣

が
で
き
た
の
で
あ

れ
ば
、
ま
ず
こ
う
い
う
例
か
ら
真
っ
先
に

｢

ド
ウ
モ
コ
ウ
モ｣

と
な
り

そ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。｢

西
ハ
カ
ウ
カ

ウ
東
ハ
カ
ウ
カ
ウ
ト
云
也｣

(

杜
詩
抄

(

注
�))

｢

郎
等
走
り
帰
っ
て
、
か
う
か

う
と
言
え
ば｣

(

天
草
本
平
家
物
語
巻
第
四)

の
よ
う
に
同
一
の
も
の

を
繰
り
返
す
言
い
方
が
あ
り(

万
葉
な
ど
に
、
ア
チ
コ
チ
を
コ
チ
ゴ
チ
。

｢

町
の
小
路
の
そ
こ
そ
こ
に
な
ん
と
ま
り
給
ひ
ぬ
と
て
き
た
り｣

蜻
蛉

上)

、
こ
れ
も
そ
の
一
つ
と
見
る
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

｢
ド
ウ｣

の
成
立
時
期
に
つ
い
て
、
柳
田
氏
は
、『

四
河
入
海』

の
次

の
例
を
も
っ
と
も
早
い
例
と
し
て
お
ら
れ
る
。

一
云
勿
――
言
ハ
カ
マ
イ
テ
旧
歳
ノ
行
カ
名
コ
リ
惜
ト
ハ
ナ
云
ソ
。

ナ
セ
ニ
ナ
レ
ハ
今
来
新
歳
モ
又
辞
去
ル
程
ニ
ソ
。
所
詮
サ
ア
ル
時
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ハ
ト
ウ
シ
テ
モ
去
ル
程
ニ
ソ
。
去
々
――
ト
云
ハ
サ
ラ
ハ
ト
ウ
イ

ナ
シ
マ
ヘ
ソ

(

同
六
之
三
６
オ
５)

こ
れ
は
、
桃
源
瑞
仙

(1430

〜1489)

講
、
一
韓
智
翔

(

生
没
年
未

詳)

聞
書
の
部
分
に
見
ら
れ
る
と
の
こ
と
で
、
笑
雲
清
三
編
集
の
頃

(

大
永
七1527

〜
天
文
三1534)

の
語
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
。

こ
の
例
も
、｢

ト
ウ

(
ト)

シ
テ
モ
、
カ
ウ

(

カ
ク)

シ
テ
モ
去
ル｣

と
取
る
余
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
し
、
次
い
で
示
さ
れ
た
天
正
十
二

(1584)

年
四
月
の

『

北
野
天
満
宮
目
代
日
記』

に
見
え
る
例
も

越
後
ニ
参
ら
せ
よ
と
御
申
候
間
、
そ
れ
ハ
と
も
か
く
も
に
て
候
、

さ
ら
ば
た
う
成
共
頼
存
候
由
申
候
へ
ハ
、
誰
成
共
男
衆
し
て
上
よ

と
候
所
ニ
…
…
莵
角
奉
頼
由
申
。

｢

た
う

(

と)

な
り
と
も
、
か
う

(

か
く)

な
り
と
も
、
と
に
か
く

頼
み
奉
る｣

と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
こ
の
こ
ろ
の

｢

ド
ー｣

の
例
か
と
思
わ
れ
る
も
の
は
、｢
ト
ウ
〜
カ

ウ
〜｣

の

｢

ト
ウ｣

の
例
と
の
区
別
が
つ
け
に
く
い
。
不
定
語
と
し
て

の

｢

ド
ー｣

は
、
近
世
ご
く
初
期
に
お
い
て
も
ま
だ
十
分
成
熟
す
る
ま

で
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
し
て
、

｢

ド
ン
ナ｣

の
形
な
ど
は
さ
ら
に
そ
の
定
着
は
遅
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
今
日
見
る
コ
ソ
ア
ド
の
体
系
の
確
立
は
、
思
い
の
外
遅

か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
、
今
日
見
る
指
示
語
の
語
史
的
な
観
点
か
ら
の

｢

定
着｣

で
あ
る
。｢

コ
ガ
イ｣

｢

コ
ナ
イ｣

な
ど

｢

俗
語｣

の
地
位
に

と
ど
ま
り
、
文
章
に
書
か
れ
る
語
と
し
て
ま
で
の
成
長
を
み
な
か
っ
た

も
の
が

｢

コ
ン
ナ｣

｢

ソ
ン
ナ｣

に
先
行
し
て
す
で
に
あ
っ
た
。
コ
ソ

ア
ド
の
体
系
化
は
、
こ
れ
ら
ま
で
含
め
て
考
え
る
と
き
、
長
い
時
間
を

か
け
て
ゆ
っ
く
り
と
そ
の
か
た
ち
を
整
え
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

注

注
１

岡
崎
友
子

｢

指
示
副
詞
の
歴
史
的
変
化
に
つ
い
て
――
サ
系
列
・
ソ
系

を
中
心
に
――｣

国
語
学
53
巻
３
号

(2002)

注
２

聞
き
手
と
の
関
係
や
、
聞
き
手
の
知
識
に
つ
い
て
の
心
配
り
な
ど
、
言

語
場
へ
の
配
慮
の
必
要
性
が
増
大
、
そ
の
こ
と
が
重
視
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
変
化
が
コ
ソ
ア
ド
の
整
備
の
背
景
に
あ
る
の
で

は
な
い
か
。
聞
き
手
へ
の
配
慮
の
比
重
が
増
大
す
る
敬
語
の
あ
り
か
た

な
ど
と
も
あ
わ
せ
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

注
３

｢

コ
ナ
イ
ナ｣

｢

ソ
ナ
イ
ナ｣

の
類
は
、
小
学
館

『

日
本
方
言
大
辞
典』

(1989)

に
よ
る
と
、
こ
の
ほ
か
に
富
山
県
・
福
井
県
・
岐
阜
県
・
三
重

県
・
滋
賀
県
・
京
都
府
・
大
阪
府
・
奈
良
県
・
和
歌
山
県
な
ど
、
近
畿

地
方
お
よ
び
そ
の
周
辺
地
域
に
広
く
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

注
４

東
北
地
方
を
中
心
に
行
わ
れ
る

｢

ソ
ン
タ
ナ｣

は
、｢

ソ
ウ
シ
タ｣

か
ら

の
変
化
で
、
こ
こ
で
も
そ
れ
に
直
接

｢

ナ｣

を
つ
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

注
５

｢
コ
ギ
ャ｣

｢

コ
ゲ｣

を
は
じ
め
と
す
る
諸
形
は
、
そ
の
か
た
ち
か
ら
見

て

｢
コ
ガ
イ｣

に
遡
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
か
た
ち
は

｢

コ
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(

ソ
、
ア)

ガ
ヤ
ウ

(

様)｣

あ
る
い
は

｢

コ
レ

(

ソ
レ
、
ア
レ)

ガ
ヤ

ウ
(

様)｣

か
ら
、
転
じ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。｢

ガ
ヤ
ウ｣

の
後
行

母
音
の
脱
落

(

重
音
脱
落)

に
よ
っ
て
、｢

ガ
イ｣

に
な
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う

(
ミ
タ
ヤ
ウ
ダ
が
ミ
タ
イ
ダ
に
な
る
変
化
に
類
似)

。｢

コ
ガ
イ｣

は

｢

コ
ガ
ヤ
ウ｣

、｢

コ
ン
ガ
イ｣

は

｢

コ
レ
ガ
ヤ
ウ｣

の
転
と
も
考
え

ら
れ
る
が
、｢
ン｣

の
単
な
る
挿
入
、
あ
る
い
は
脱
落
と
考
え
る
余
地
も

あ
る
。(｢

〜
だ
け
の
量｣

の
意
を
九
州
方
言
で

｢

コ
ガ
シ
コ｣

｢

ソ
ガ
シ

コ｣
｢

ア
ガ
シ
コ｣

｢
ド
ガ
シ
コ｣

な
ど
と
い
う
の
と
語
の
構
成
に
似
た

も
の
が
あ
る
。)

注
６

小
杉
商
一｢『

ど
こ
も
か
し
こ
も』

と
そ
の
類
語｣

『

日
本
語
研
究
諸
領
域

の
視
点』

(1996)

注
７

柳
田
征
司

｢『

ド
ウ』

(

如
何)

の
成
立｣

『

室
町
時
代
語
資
料
に
よ
る
基

本
語
詞
の
研
究』

(

武
蔵
野
書
院

1991)

注
８

｢

ト
〜
カ
ウ
〜｣

の

｢

ト｣

の
長
音
形
が

｢
タ
ウ｣

と
開
音
表
記
に
な
る

の
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
国
字
本
で
、
外
国
の
地
名
、
人
名
が

｢

な
う
す

て
る｣

�
�
����

、｢

ら
う
ま｣

�
�
�
	

の
よ
う
に
開
音
で
書
か
れ
る
傾
向

が
あ
る
こ
と
な
ど
と
併
せ
考
え
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
参
考

浜
田
敦

｢

国
語
音
韻
体
系
に
於
け
る
長
音
の
位
置
――
特
に
オ
段
長
音

の
問
題
――｣

国
語
学
22

な
お
、
拙
著

『

文
献
方
言
史
研
究』
第
三

章
第
１
節
注
10

注
９

注
７

注
10

『

時
代
別
国
語
辞
典
室
町
時
代
編
二』

に
よ
る

(

さ
こ
の

ふ
み
の
り
・
本
学
教
授)
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