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物
語
文
章
史
と
指
示
語

現
代
語
の
指
示
体
系
に
つ
い
て
は
、
佐
久
間
鼎
博
士
は
じ
め
各
文
法
家
の
か

な
り
整
然
と
し
た
論
述
が
あ
る
し
、
最
近
で
は
、
語
彙
や
対
照
文
法
の
方
面
か

ら
も
研
究
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
平
安
時
代
も
含
め
て
、
古
代
語
の
指
示

体
系
と
な
る
と
、
体
系
が
あ
る
か
否
か
も
明
ら
か
で
な
い
し
、
指
示
す
る
と
い

う
、
話
し
手
自
身
の
意
識
と
密
接
な
機
能
を
負
う
語
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
追
体

験
は
不
可
能
で
あ
る
し
、
書
き
残
さ
れ
た
少
し
の
資
料
か
ら
し
か
察
知
し
え
な

い
。
し
か
も
、
指
示
機
能
は
、
本
来
は
、
話
し
手
の
話
の
現
場
に
お
い
て
な
さ

れ
る
か
ら
、
書
き
残
さ
れ
た
も
の
で
は
十
分
に
わ
か
り
に
く
い
。
会
話
文
と
い

え
ど
も
、
話
し
こ
と
ば
そ
の
ま
ゝ
で
な
く
、
書
き
こ
と
ば
の
要
素
が
入
る
し
、

そ
の
作
品
の
地
の
文
の
影
響
も
う
け
て
い
る
。

筆
者
は
、
平
安
時
代
の
物
語
文
章
史
に
興
味
を
持
ち
、
敬
語
や
推
量
表
現
の

面
か
ら
こ
れ
を
探

っ
た

（
「
物
語
文
章
史
と
敬
語
」

「
物
語
文
章
史
と
推
量
表

現
」
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
５．
年
■
月
、

５２
年
１０
月
）
。
指
示
語
に
つ
い
て
は
、

そ
の
平
安
時
代
に
お
け
る
用
法
を
原
理
的
に
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

今
は
、
文
章
史
の
面
か
ら
探

っ
て
み
た
い
。
そ
こ
で
、
先
ず
会
話
文
に
お
け
る

用
例
を
調
査
し
、
そ
れ
と
地
の
文
で
の
用
例
と
を
比
較
し
つ
ゝ
、
文
章
史
に
触

れ
よ
う
と
思
う
。

な
お
、
指
示
語
と
い
っ
て
も
、
体
言
的

・
代
名
詞
的
用
法
に
限

っ
て
扱
う
こ

神

谷

を

る

か

と
に
す
る
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
「
コ
・
コ
ノ
．
コ
ン
・
コ
コ
・
コ
チ
」
「
ソ
・

ソ
ノ
・
ソ
コ
・
ソ
チ
」

「
力

（
ア
）

・
カ
ノ

（
ア
ノ
）

・
カ
ン
・
カ
シ
ヨ
・
カ

ナ
タ
（
ア
ナ
タ
）」
等
で
あ
る
。
副
詞
用
法
の

「
カ
ク

・
カ
ウ

・
サ
・
シ
カ
」
や

接
続
用
法

「
サ
テ
」
な
ど
は
、
体
系
的
に
原
理
づ
け
て
ゆ
く
場
合
に
切
り
離
せ

な
い
も
の
だ
が
、
当
面
の
目
的
に
は
か
え
っ
て
複
雑
に
な
る
の
で
省
い
た
。

会
話
文
で
は
、
数
量
的
に
、
コ
∨
ソ
∨
力
の
順
に
な
っ
て
表
わ
れ
て
い
る
。

「
コ
・
ソ
・
力
」
は
、
独
立
例
は
極
め
て
少
な
い
。
「
コ
ノ
・
ソ
ノ
・
カ
ノ
」
に

つ
い
て
は
、
下
に

「
人
」
が
付
く
か
否
か
で
分
け
た
。

「
ノ
」
以
外
の
助
詞
の

付
く
例
は

「
コ
ハ
」

「
ソ
ガ
同
例

・
ソ
モ
ω
例

・
ソ
ヨ
０
例

・
ソ
ハ
０
例
」
以

外
に
見
出
せ
な
か
っ
た
。
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
会
話
文
で
の
特
色
が
あ
る
が
、
地

の
文
で
の
説
明
に
お
い
て
述
べ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
て
、
す
ぐ
地
の
文
で
の
用
法

を
各
作
品
毎
に
み
て
ゆ
こ
う
。

―
古
今
和
歌
集
―

仮
名
序

・
詞
書

・
左
注
と
分
け
て
表
示
し
た
。
仮
名
序
で
は
、
コ
∨
ソ
∨
力
、

詞
書
で
は
、
ソ
＝
力
∨
コ
、
左
注
で
は
、
コ
系
の
み
で
あ
る
。
「
コ
ノ
」
は
、
詞

書

・
左
注
で
は

「
こ
の
歌
」
の
形
の
み
で
あ
り
、
仮
名
序
で
も
そ
の
形
が
多
い
。

「
コ
ン
」
も
左
注
で
は
歌
の
み
を
さ
す
。
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（注
）

挙
げ
て
い
な
い
形
は
見
ら
れ
な
い
。
会
話
文
に
は
心
話
文
も
含
め
た

（厳
密
に

は
分
け
る
べ
き
で
あ
り
、
い
ず
れ
考
え
直
し
た
い
。）
源
氏
物
語
は
、
桐
壼
・
言
木

・

空
蝉
・
夕
顔

・
若
紫

・
末
摘
花
の
巻
の
み
。

ｏ
…
…
な
ぐ
さ
む
る
は
歌
な
り
。
こ
の
歌
天
地
の
ひ
ら
け
し
時
よ
り
い
で
き
に

け
り
。

（仮
名
序
）

ｏ
隣
よ
り
常
夏
の
花
を
こ
ひ
て
お
こ
せ
た
り
け
れ
ば
を
し
み
て
司
の‐
訓
を
よ
み

て
つ
か
は
し
け
る
。

（詞
書
１６７
み
つ
ね
）

ｏ
こ
の
歌
は
あ
る
人
の
い
は
く
橘
の
き
よ
と
も
が
歌
な
り
。

（左
注
１２５
読
人
し

ら
ず
）

ｏ
司
測
は
仁
和
の
御
べ
の
伊
勢
の
国
の
歌

（左
注

‐０８５
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３６

ゆ
え
に
、
古
今
集
は
全
体
的
に
、
歌
に
視
点
の
中
心
を
置
い
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
指
示
語
か
ら
も
よ
く
わ
か
る
。

「
ソ
ノ
」
に
つ
い
て
は
、
下
に

「
そ
の

男
」
の
ご
と
く
、
人
に
係

っ
て
ゆ
く
用
法
は
皆
無
で
あ
る
し
、

「
ソ
レ
」
が
人

を
さ
す
例
も
な
い
。
こ
の
傾
向
は
他
の
作
品
で
も

同
じ

で
あ

る
。

「
カ
ノ
」

は
、
仮
名
序
で
は
、
な
ら
の
帝
の

「
御
世

・
御
時
」
を
示
し
て
い
て
、
遠
い
昔

を
心
理
的
距
離
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
が
、
詞
書
に
多
い

「
カ

ノ
」
は
、
ど
ぅ
解
す
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
。
十
三
例
中
、
業
平
の
詞
書
に
五
、

哀
傷
部
に
五
例
あ
つ
、
他
の
三
つ
は
、
か
の
音

（恋
７３６
よ
る
か
）、
か
の
家

の

3

13
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主

（春
上
４２
貫
之
）、
か
の
を
ば

（賀
３４８
遍
照
）
で
あ
る
。
哀

傷

・
賀

。
そ

の

他
の
例
は
、
遠
い
音
や
、
今
は
亡
き
人
や
そ
の
家
に
用
い
て
い
る
も
の
が
多
い
。

な
お
、
古
今
集
業
平
関
係
の
詞
書
で
、
指
示
語
が
あ
る
も
の
で
、
伊
勢
物
語

で
ど
う
な
っ
て
い
る
か
比
べ
て
み
る
と
、
古
今
集
詞
書
に
指
示
語
が
多
く
、
伊

勢
物
語
に
少
な
い
と
い
え
る
。

（　
）
は
伊
勢
物
語
で
あ
る
。
×
印
は
指
示
語

が
な
い
か
相
当
語
の
な
い
も
の
を
示
す
。

則
そ
の
沢
の
辺

（九
段
そ
の
沢
の
辺
）
４‐９
こ
の
歌

（八
二
段
×
）
６‐８
か
の
女

（
一
〇
七

段
×
）
６３２
か
の
道

（五
段
そ
の
道
）
鴨
か
の
女

（
一
〇
七
段
×
）
服
あ
る
女

（
四
七
段

×
）
四
か
の
西
の
対

（四
段
×
）
９６９
こ
こ
か
し
こ

（四
八
段
×
）
９７０
か
の
室

（八
三
段

×
）
９７‐
そ
こ
な
り
け
る
女

（
一
二
三
段
×
）

古
今
集
カ
ノ
５
　
ソ
ノ
ー
　
コ
ノ
ー

伊
勢
　
カ
ノ
０
　
ソ
ノ
２
　
コ
ノ
０

「
ソ
ノ
」
に
つ
い
て
は
、
仮
名
序

・
詞
書
に
夫
々
九
例
づ
つ
用
例
が
あ
る
。

ｏ
そ
も
そ
も
歌
の
さ
ま
六
な
り
…
…
。
そ
の
六
く
さ
の
一
つ
は
そ
へ
歌
…
…
…

（仮
名
序
）

ｏ
在
原
業
平
は
そ
の
心
あ
ま
り
て
…
…

（同
）

ｏ
田
村
の
帝
の
御
時
に
、
斎
院
に
侍
り
け
る
あ
き
ら
け
い
こ
の
み
こ
を
母
あ
や

ま
ち
ぁ
り
と
い
ひ
て
、
斎
院
を
か
へ
ら
れ
む
と
し
け
る
を
そ
の
こ
と
や
み
に

け
れ
ば
よ
め
る

（８８５
詞
書

・
尼
敬
信
）

仮
名
序
で
は

「
ソ
」
は
、
歌
や
六
歌
仙
を
さ
す
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
す

ぐ
直
前
か
近
く
の
語
句
を
う
け
て
い
る
。
詞
書
の

「
ソ
」
も
、
直
前
か
近
く
の

語
句
を
う
け
て
い
る
が
、
大
体
に
お
い
て
、

「
ソ
」
の
あ
る
詞
書
は
、
古
今
集

詞
書
と
し
て
は
長
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
し
て

「
ソ
ノ
」
は
下
に
人

が
付
か
ず
、
所

。
物

・
歌

。
時

・
事
な
ど
が
続
く
。

「
コ
」
は
、

「話
し
手
の

感
覚
可
能
な
領
域
の
指
示
に
限
ら
れ
て
い
た
」
の
に
対
し
、

「
ソ
」
は
、

「方

向
指
示
の
存
在
は
、
上
代
に
お
い
て
確
認
で
き
な
い
」
し
、
従
っ
て
、

「
ソ
」

を

「
観
念
的
な
指
示
」
と
み
な
し
て

「
文
脈
指
示
に
片
寄
り
、
空
間
よ
り
も
時

間
の
軸
に
傾
く
」

（以
上
、
橋
本
四
郎

「古
代
語
の
指
示
体
系
」
『国
語
国
文
』

昭
４．
年
６
月
）
と
い
わ
れ
る
こ
と
と
大
い
に
関
係
し
ょ
う
。
即
ち
、

「
ソ
」
は
、

現
場
を
指
示
す
る
と
い
う
よ
り
は
、
叙
述
の
一
部
の
同
語
反
復
を
避
け
る
、
或

い
は
要
約
す
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
古
今
集
の
仮
名
文
か

ら
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
古
今
集
の
仮
名
文
は
、
物
語
文
で
は
な
い
特
殊

な
初
期
の
仮
名
文
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
物
語
の
文
ょ
り
も
か
え
っ
て
そ
の
文
の

特
色
が
目
立
つ
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
指
示
語
の
面
か
ら
も
そ
れ
が
い
え
る
わ
け

で
あ
る
。

「
コ
・
ソ
・
力
」
と
も
に
、
突
然
に
は
現
れ
ず
、
前
出
の
語
句
を
う

け
る
点
で
共
通
し
て
い
る
が
、

「
力
」
は
、
か
な
り
文
脈
的
に
離
れ
て
い
て
も

用
い
て
い
る
し
、
突
然
に
も
用
い
う
る
の
で
あ
る
。
又
、

「
コ
」
は
、
歌
そ
の

も
の
を
う
け
て

「
こ
の
歌
」
と
い
う
表
現
が
多
く
、
こ
の
こ
と
か
ら
、

「
コ
」

は
、
現
場
指
示
の
性
格
を
有
し
、
そ
れ
を
本
来
の
も
の
と
し
て
文
脈
指
示
を
も

行

っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

「
コ
」
や

「
力
」
は
、
現
場
的
方
向
指
示
が
強
く

て
、
指
示
す
る
と
同
時
に
、
他
か
ら
特
立
さ
す

一
種
の
強
調
表
現
に
も
な
り
や

す
い
。
が
、

「
ソ
」
は
、
ま
だ
現
場
的
方
向
指
示
能
力
は
う
す
く
て
、
何
か
の

語
句
を
う
け
て
指
示
す
る
能
力
を
専
ら
に
し
て
い
た
と
思
え
る
。　
で
」
の
女

・

か
の
女
」
と
い
う
ょ
う
な
、
前
出
の

「
女
」
を
う
け
つ
つ
も

「
コ
ノ
・
カ
ノ
」

が
、
女

へ
の
強
調
表
現
に
も
な
り
う
る
用
例
は
、

「
ソ
」
に
は
う
す
か
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
詞
書
や
物
語
に
お
け
る
登
場
人
物

（特
に
二
度
以
上
述

べ
ら
れ
る
）
は
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
重
要
な
人
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、
三
度

目
に
述
べ
る
場
合
、

「
コ
ノ
・
ヵ
ノ
」
が
冠
さ
れ
て
こ
そ
そ
の
人
物
が
特
立
さ

れ
こ
そ
す
れ
、

「
ソ
ノ
」
で
は
、
単
な
る
同
語
反
復
回
避
や
要
約
で
あ

っ
て
、

人
物
は
特
立
さ
れ
に
く
か
っ
た
よ
う
だ
。
特
に
、

「
ソ
ノ
」
の
下
に
人
物
が
付

き
に
く
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
、
語
り
手
が
居
て
、
語
り
手
側
か
ら
人
物
を
述



べ
て
ゆ
く
文
章
や
そ
う
い
う
姿
勢
を
と
っ
た
文
章
に
お
い
て
は
納
得
で
き
る
の

で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
、
以
下
に
述
べ
る
物
語
文
に
お
い
て
著
し
く
認
め
ら
れ

る
も
の
な
の
で
あ
る
。

―
竹
取
物
語
―

竹
取
物
語
も
、
文
章
史
上
特
殊
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
面
が
多
い
が
、
指
示

語
か
ら
み
て
も
か
な
り
明
ら
か
な
特
色
を
出
し
て
い
る
。
コ
∨
ソ
∨
力
の
順
に

多
い
こ
と
は
後
述
す
る
と
し
て
、
「
ノ
」
に
付
く
か
、
「
コ
ン
・
ソ
レ
・
カ
レ
」

以
外
の
形
は
み
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
訓
読
文
の
傾
向
と
重
な
る

（築

島
裕

『
平
安
時
代
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』
４０２
‐
獅
頁
）。
竹
取
で
は
、

「
コ
ノ
」
と

「
コ
レ
」
が
ほ
ぼ
同
数
で
、
し
か
も

「
コ
レ
」
は

「
こ
れ
を
見
る

（御
覧
ず
等
も
含
む
と
が
七
例

（
一
例
は

「
見
る
」
の
省
か
れ
た
も
の
と
み
て
）、

「
こ
れ
を
聞
く

（聞
じ
め
す
等
も
含
む
と
が
十
四
例
で
、
他
の
一
例
は
、
草
子

地

「
こ
れ
を
な
む
た
ま
さ
か
に
と
は
い
ひ
は
じ
め
け
る

（
６９
）
」
で
あ
る
。
即

ち
全
て

「
こ
れ
を
」
で
あ
り
、
し
か
も
草
子
地
の
一
例
以
外
は
全
て

「
見
る

。

聞
く
」
に
続
い
て
い
る
。

「
」
れ
を
」
と
続
く
の
は
、
漢
文
訓
読
の
影
響
を
受

け
た
も
の
と
さ
れ
る

（井
手
至
後
述
論
文
）
。
「
見
る

・
聞
く
」
が
多
い
の
は
、

こ
の
物
語
に

「
い
は
く
…
…
と
い
ふ
」
の
ご
と
き
伝
達
動
詞
の
多
い
の
と
関
連

し
て
、
そ
う
い
う
具
体
的
日
常
的
行
動
を
描
き
つ
ゝ
述
べ
て
ゆ
く

一
種
の
稚
さ

で
あ
ろ
う
。
な
お
、

「
ソ
ン
」
も
、
四
例
中
三
例
が

「
そ
れ
を
見
る
」
で
あ
り
、

他
の
一
例
は
、
草
子
地
的
な

「
そ
れ
よ
り
な
む
…
…
と
は
い
ひ
け

る
（
８８
と

で
あ
る
。
又
、

「
ソ
」
は
、
特
立
的
表
現
性
は
う
す
か
つ
た
だ
ろ
う
と
述
べ
た

こ
と
と
関
連
さ

せ
て

い
う
と
、

「
コ
ノ
・
カ
ノ
」
で
特
立
さ
せ
た
物
の
中
に

「
司
の
玉
の
枝
（
６２
と

「
ｄ
の
皮
衣
（
７２
と

「
洲
の
鉢
（
６０
と

が
ぁ
り
、

「
ソ

ノ
」
に
は
、
難
題
中
の
物
の
続
く
例
は
な
い
。
即
ち
、
ス
ト
ー
リ
ー
に
重
要
な

難
題
中
の
物
は
、

「
コ
ノ
・
カ
ノ
」
で
特
立
さ
す
べ
き
物
で
あ
り
、
特
立
機
能

の
少
な
い

「
ソ
ノ
」
で
は
物
足
り
ず
、
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し

か
も
難
題
中
の
こ
の
三
つ
は
、
竹
取
の
原
初
か
ら
あ

つ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
物

な
の
で
あ
る
。

「
コ
ノ
」
や

「
カ
ノ
」
は
、
そ
の
物
を
大
写
し
に
す
る
役
目
を

備
え
る
が
、

「
ソ
ノ
」
に
は
そ
れ
が
う
す
か
っ
た
こ
と
が
、
こ
こ
か
ら
も
肯
え

そ
う
に
思
わ
れ
る
。
又
、
こ
こ
で
も
、

「
ソ
ノ
」
は
、
人
に
続
く
例
は
な
い
し
、

「
ソ
レ
」
が
人
を
さ
す
例
も
な
い
。

―
伊
勢
物
語
―

伊
勢
物
語
に
つ
い
て
は
、
指
示
語
総
数
で
は
、
ソ
∨
コ
∨
力
の
順
に
な
る
が
、

三
元
的
に
成
立
し
た
と
い
う
仮
説

（片
桐
洋

一
『伊
勢
物
語
の
研
究
』
そ
の
他
）

に
従

っ
て
分
類
す
る
と
表
の
ご
と
く
に
な
る
。
即
ち
、第

一
次
で
は
、
ソ
∨
コ
∨

力
の
順
で
あ
る
が
、
「
ソ
」
が
圧
倒
的
に
多
い
。
第
二
次
も
順
位
は
、
ソ
∨
コ
∨

力
で
あ
る
が
、

「
ソ
」
と

「
力
」
に
大
差
な
い
。
第
三
次
で
は
、

コ
∨
ソ
∨
カ

の
順
に
な
る
。
ま
と
め
直
す
と
、
第

一
次
の
み
が
異
る
と
い
え
よ
う
。
第
二
・

第
二
次
を
合
わ
せ
る
と
、
コ
∨
ソ
∨
力
の
順
と
な
る
。
こ
こ
で
気
づ
く
の
は
、

第

一
次
に

「
ソ
」
が
多
い
の
み
な
ら
ず
、
特
に
、

「
人
」
に
付
く
の
が
多
い
の

で
あ
る
。
第
二
・
三
次
で
は
、
共
通
し
て
、
人
に
つ
い
て
は

「
こ
の
人

（男

・

女
な
ど
以
下
同
じ
と
が
、

「
そ
の
人
」
よ
り
多
い
。
第

一
次
の
章
段
数
は
、
第

二
・
三
次
の
章
段
数
よ
り
少
な
い
が
、
人
に
関
し
て
は
、
「
そ
の
人
」
「
か
の
人
」

が
、
「
」
の
人
」
よ
り
か
な
り
多
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

「
ソ
ノ
」
は
人
に
続

き
に
く
い
と
前
に
述
べ
た
こ
と
と
矛
盾
す
る
現
象
で
あ
る
。
他
の
作
品
を
み
て

も
、
地
の
文

。
会
話
文
を
通
じ
て
、

「
ソ
ノ
」
は
人
に
続
き
に
く
い

（少
な
く

と
も
、　
フ
」
の
人
」
は

「
そ
の
人
」
よ
り
多
い
）。
こ
の
第

一
伊
勢
の
み
が
異
る

の
で
あ
る
。
伊
勢
物
語
は
、　
翌
日
男
あ
り
け
り
」
な
ど
で
始
ま
る
形
が
多
く
、



そ
の
男
は
、
ど
う
い
う
男
か
は
以
下
に
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ

っ
て
、
何
の
説
明

も
な
く
、
い
き
な
り
普
通
名
詞

「
男
」
で
紹
介
さ
れ
る
形
式
を
と
る
。
そ
の
抽

象
的
な
男
は
、

「
そ
の
男
…
…
」
と
な
っ
て
は
じ
め
て
具
体
的
に
描
か
れ
て
ゆ

く
。
抽
象
的

一
般
的
な
男
は
、
ま
だ
説
明
も
何
も
さ
れ
て
い
ず
、
「
」
の
男
」

「
か
の
男
」
と
し
て
特
立
さ
れ
る
べ
き
内
容
を
ま
だ
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
。
し

た
が

っ
て
、
特
立
機
能
の
少
な
い

「
ソ
ノ
」
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
思

わ
れ

る
。
伊
勢
物
語
は
、
昔
男
を

一
般
的
抽
象
的
に
提
示
し
て
、
以
下
に
次
々
と
具

象
化
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
か
ら
、

「
そ
の
男
」
の
み
な
ら
ず
、
「
そ
の
沢
」
「
そ

こ
」
と
い
う
よ
う
に
、
上
の
部
分
を
要
約
し
つ
ゝ
下

へ
描
写
を
広
げ
て
ゆ
く
方

法
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
場
合
、
客
観
的
に
、
語
り
手
が
語
り
の
位
置

を
と
ろ
う
と
す
る
と
、

「
コ
ノ
・
カ
ノ
」
ょ
り
は

「
ソ
ノ
」
が
ょ
い
。
な
ぜ
な

ら
、

「
コ
ノ
・
ヵ
ノ
」
を
用
い
る
と
、
語
り
手
は

「
コ
・
力
」
の
持
つ
、
語
り

手
か
ら
の
方
向
指
示
作
用
に
よ
っ
て
、
語
り
の
時
点

へ
「
こ
の
男
」
な
り

「
コ

ノ
」
で
修
飾
さ
れ
る
語
を
ひ
き
だ
し
て
く
る
。
語
り
の
現
時
点
に
ク
ロ
ー
ズ
ア

ッ
プ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
語
り
手
の
関
心
度
が
出
て
、
聞
き
手

へ
直
接

提
示
し
て
、
登
場
人
物
や
物
、
そ
し
て
語
り
手

・
聞
き
手
と
を

一
つ
の
同

じ
場

に
並
べ
て
し
ま
う

（そ
の
端
的
な
例
は
、
草
子
地
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

草
子
地
に
は

「Ｊ
劇
は
二
条
后
の
…
…
」
盆
ハ
段
）
や
、
「
」
の
人
は
思
ふ
を
も

思
は
ぬ
を
も
…
…
」

（六
三
段
）
の
よ
う
に
、　
コ
系
が
多
い
）
。ゆ
え
に
、
物
語

の
内
容
の
時
点
に
従

っ
て
、
語
り
手
が
、
客
観
的
位
置
で
述
べ
る
な
ら
、
ソ
系

に
な
っ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
そ
し
て
昔
男
が
い
ろ
い
ろ
説
明
さ
れ
、
知
ら
れ
る
に

つ
れ
、

「
」
の
男

・
か
の
男
」
と
特
立
さ
れ
て
も
聞
き
手
は
つ
い
て
ゆ
け
る
。

ｏ
昔
男
あ
り
け
り
。
い
か
が
あ
り
け
む
、
そ
の
男
す
ま
ず
な
り
に
け
り
。
…
…

今
の
男
の
も
の
す
と
て
一
と
日
ぶ
つ
か
お
こ
せ
ざ
り
け
り
。
か
の
男
い
と
つ

ら
く
…
…

（九
四
段
）

の
よ
う
に
、

「
そ
の
男
」
で
は
じ
ま
っ
て
、
別
の
人
に
描
写
が
ゆ
き
、
再
び
そ

の
男
Ｌ
戻
っ
て
く
る
時
は
、

「
か
の
男
」
で
よ
い
の
で
あ
る
。
又
、
音
男
に
つ

い
て
修
飾
語
や
説
明
や
描
写
が
あ

っ
て

か
ら

は
、

「
ソ
ノ
」
が
な
く
と
も
、

「
こ
の
男

。
か
の
男
」
で
述
べ
ら
れ
る
。

ｏ
昔
男
あ
り
け
り
。
宮
仕

へ
忙
し
く
心
も
ま
め
な
ら
ざ
り
け
る
ほ
ど
の
家
刀
自

…
…
人
の
国
へ
い
に
け
り
。
ｄ
の
男
…
…

（
六
十
段
）

と
こ
ろ
で

「
ソ
」
は
、

「
不
定
指
示
的
用
法
」
も
み
ら
れ
、
公
式
令
な
ど
に

は
日
本
独
自
の
用
字

「
其
」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
翁
其
事
云
々
、

度
劇
関
住
期
国
…
…
」
橋
本
四
郎
前
述
論
文
）
。
「其
」
の
個
処
に
固
有
名
詞
が

充
填
す
べ
く
任
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、

「其
国
」

「
其
関
」
は
、
事
実
は
固
有
名
詞
が
冠
さ
れ
て
ゆ
く
べ
き
も
の

と
し
て
の
普
通
名
詞
で
あ
り
、　
コ
日
男
あ
り
け
り
。
日
の
男
…
…
」
と
事
情
が

似
る
か
ら
で
あ
る
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
な
ら
、
こ
う
い
う
漢
文
書
式
を

知
っ
て
い
る
人
な
ら
、
伊
勢
物
語
を
書
く
に
当
っ
て
、　
い
き

な

り
普
通
名
詞

「
男
」
を
出
し
て
、

「
そ
の
男
」
と
し
て
以
下
に
述
べ
つ
ゝ
固
有
名
詞
化
し
て

ゆ
く
方
法
も
不
自
然
で
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
ん
な
事
情
よ
り

も
、
第

一
次
は
、
ソ
系
が
圧
倒
的
に
多
い
文
体
で
あ
り
、
そ
の
影
響
で
、
人
に

つ
い
て
も
多
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
解
す
る
の
が
正
し
か
ろ
う
が
、
で
は
な
ぜ

第

一
次
に
の
み
そ
れ
ほ
ど
ソ
系
が
多
い
の
か
。

ｏ
昔
男
あ
り
け
り
。
日
の
男
…
…
ゆ
き
け
り
。
三
河
の
国
八
橋
と
い
ふ
所
に
い

た
り
ぬ
。
ｄ
ｄ
を
八
橋
と
い
ひ
け
る
は
…
…
。
日
の
沢
の
ほ
と
り
の
…
…
食

ひ
け
り
。
そ
の
沢
に
か
き
つ
ば
た
い
と
お
も
し
ろ
く
咲
き
た
り
。
そ
れ
を
見

て
…
…

（九
段
）

の
よ
う
に
、
ソ
系
で
統

一
し
た
と
み
て
よ
い
く
ら
い
の
章
段
も
あ
る
。
こ
れ
は

恐
ら
く
、
語
り
手
の
聞
き
手
意
識
度
と
関
連
す
る
こ
と
に
よ
る
文
体
の
差
異
と



思
わ
れ
る
。
第

一
伊
勢
は
、
聞
き
手
を
そ
れ
は
ど
意
識
せ
ず
に
書
こ
う
と
し
、

第
二
・
第
三
に
な
る
に
つ
れ
、
聞
き
手
を
め
ざ
し
て
語
る
よ
う
に
書
く
こ
と
が

出
来
る
よ
う
に
文
章
に
慣
れ
て
き
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。伊
勢
物
語
は
、
主

観
を
交
じ
え
ず
叙
述
し
（渡
辺
実
「
平
安
文
章
史
上
の
源
氏
物
語
」
『文
学
』
昭

４２
年
５
月
）、
そ
の
簡
潔
な
文
体
な
ど
か
ら
漢
文
の
影
響
が
考
え
ら
れ
て

い
る

（
玉
上
琢
弥

「
物
語
音
読
論
序
説
」
『源
氏
物
語
研
究
し
。特
に
、
第

一
伊
勢
は
、

漢
文
的
下
地
が
あ

っ
た
、
少
な
く
と
も
書
き
こ
と
ば
的
で
あ

っ
た
と
考
え
る
な

ら
ば
、
第

一
伊
勢
に
ソ
系
の
多
い
こ
と
の
説
明
が
し
や
す
い
∩
当
時
の
国
語
に

近
か
っ
た
平
安
時
代
の
和
文
の
中
に
、
源
氏
物
語
の
や
う
に
近
称
の
指
示
語
の

使
用
が
多
い
も
の
と
、
枕
草
子
の
や
う
に
中
称
の
指
示
語
の
使
用
の
多
い
も
の

と
が
み
ら
れ
る
」
の
は
、
日
語
と
文
語
と
の
間
に
存
す
る
制
作
態
度
の
違
い
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
井
手
至

「
文
脈
指
示
語
と
文
章
」

『国
語
国
文
』
昭
２７
年

９
月
）
。
こ
こ
で
、
お
も
し
ろ
い
事
実
が
あ
る
。
古
今
集
仮
名
文
の
中
で
、
仮
名

序
は
、　
コ
∨
ソ
∨
力
と
な
る
が
、
詞
書
は
、
ソ
∨
力
∨
コ
と
な
っ
て
い
た
こ
と

で
あ
る
。
即
ち
、
仮
名
序
指
示
語
は
、
竹
取
や
第
三
次
伊
勢
や
後
述
の
大
和

・

平
中
物
語
な
ど
の
歌
物
語
類
と
同
じ
傾
向
を
示
す
の
に
、
詞
書
は
、
第

一
伊
勢

と
同
じ
く
、
ソ
系
が
多
い
の
で
あ
る
。
歌
物
語
類
の
中
で
、
第

一
伊
勢
と
古
今

集
詞
書
の
み
が
、
ソ
系
が
多
い
の
は
偶
然
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
伊
勢
物
語

の
中
で
、
語
り
要
素
を
示
す
係
助
詞

「
ナ
ム
」
の
使
用
数
を
み
る
と
、
第

一
伊

勢
が
最
も
少
な
い
。
恐
ら
く
、
第

一
伊
勢
は
、
第
二
・
第
三
伊
勢
よ
り
も
語
り

の
要
素
が
う
す
く
、
書
き
こ
と
ば
的
で
あ

っ
た
こ
と
に
基
因
す
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

「
ソ
」
が
、
第

一
か
ら
二
、
二
か
ら
三
次

へ
と
次
第
に
減
る
の
は
、

次
第
に
聞
き
手
を
め
ざ
し
て
語
り
に
近
い
文
体
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
又
、
詞
書
も
帝
を
意
識
し
て
書
い
た
と
い
わ
れ
る
。

「
ナ
ム
」
の

少
な
さ
か
ら
み
て
、
書
き
こ
と
ば
の
要
素
が
強
い
と
思
わ
れ
る

（た
と
え
語
る

よ
う
に
書
く
と
し
て
も
、
帝
を
聞
き
手
と
し
て
語
り
手
が

「
コ
」

「
力
」
を
用

い
て
、
帝
を
親
し
く
語
り
の
現
場
に
持
ち
出
す
よ
り
は
、
ソ
系
を
用
い
て
、
客

観
的
に
描
写
す
る
方
が
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
）。
い
ず
れ
も
、
語
る
通
り
に
書
く

こ
と
に
慣
れ
な
い
時
代
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
回
さ
が
入
っ
て
し
ま
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
「
ソ
」
は
、
方
向
指
示
機
能
が
う
す
か
っ
た
か
ら
、
「
コ
」
で
も

「
力
」

で
も
な
い
中
性
的
な

「
ソ
」
が
、
直
接
聞
き
手
を
め
ざ
さ
な
い
客
観
的
叙
述
に

は
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
し
、
文
脈
指
示
傾
向
の
強
い

「
ソ
」
が
、
現
場
指
示
の
強

い

「
コ
」

「
力
」
よ
り
も
、
書
き
こ
と
ば
に
向
く
の
は
察
せ
ら
れ
る
。
詞
書
と

第

一
伊
勢
に

「
ナ
ム
」
の
少
な
い
こ
と
と
、
ソ
系
の
多
い
こ
と
と
は
同
じ
現
象

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
い
で
に
、
仮
名
序
は
、
歌
物
語
文
に
な
ら
っ
て
、

聞
き
手
を
め
ざ
す
口
調
が
み
ら
れ
る

（係
助
詞

「
ナ
ム
」
や

「
ケ
リ
」
の
多
用

な
ど
）
。が
、
発
生
的
に
は
、
書
く
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
訓
読
語

の
混
じ
る
こ
と
や
、
対
句
仕
立
て
の
文
章
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
代
名
詞
指
示

語

「
ソ
」
に
助
詞
の

「
ノ
」
の
つ
い
た
形
の
多
さ
か
ら
、
漢
文
訓
読
語
の
影
響

が
い
わ
れ
て
い
る

（井
手
至
前
記
論
文
）
。即
ち
、
仮
名
序
は
、
書
き
こ
と
ば
の

中
に
、
語
り
口
調
を
混
入
し
て
和
ら
げ
た
文
章
と
い
え
よ
う
。

―
大
和
物
語

・
平
中
物
語
―

大
和

・
平
中
物
語
と
も
、
表
示
の
ご
と
く
、
コ
∨
ソ
∨
力
の
順

に
み
ら
れ

る
。
こ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
古
今
集
仮
名
序

・
竹
取

・
第
二
伊
勢
と

共
通
の
あ
り
方
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
歌
物
語
の
文
体
の
特
色
と
い
え
る

の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
、
実
は
、
会
話
文
で
み
た
の
と
同
じ
順
序
な
の
で
あ

る
。
会
話
文
は
、
話
し
こ
と
ば
そ
の
も
の
で
は
な
い
し
、
地
の
文
の
文
体
の
影

響
も
大
い
に
あ
る
。
に
も
か
ヽ
わ
ら
ず
、
ど
の
作
品
の
会
話
文
も
こ
の
順
序
な

の
は
注
目
に
値
す
る
。
会
話
文
に
、
話
し
手

・
聞
き
手
の
感
覚

可
能
な
語
と



し
て
の

「
ヨ
」
が
多
用
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
し
、
時
間
的
に
も
心
理
的

に
も
、
文
脈
上

「
コ
」
が
多
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
会
話
文

一
般
と
、
古
今
集

仮
名
序

・
竹
取

・
伊
勢

・
大
和

。
平
中
と
が
、

コ
∨
ソ
∨
力
の
順
に
な
っ
て
い

る
の
は
、
こ
れ
ら
歌
物
語

（及
び
そ
れ
に
類
す
る
作
品
）
の
文
章
が
、
指
示
語

か
ら
み
て
、
話
し
こ
と
ば
に
近
い
と
い
え
ょ
う
。
即
ち
、

「
コ
・
ソ
」
で
、
鎖

式
に
場
面
や
文
を
連
ね
て
ゆ
き
、
話
し
手

・
聞
き
手
に
時
空
心
理
的
に
近
い
事

柄
と
し
て
話
が
進
め
展
げ
ら
れ
て
ゆ
く
。

「
力
」
が
少
な
い
の
は
、
そ
れ
だ
け

平
面
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
場
面
転
換
も
少

な
く
な
っ
て
、　
一
つ
一
つ
の
場
面
が
、
ま
と
ま
っ
て
描
か
れ
る
。

「
力
」
は
、

話
し
手
に
も
、
聞
き
手
に
も
遠
い
事
物
で
あ
る
か
ら
、
相
互
了
承
は
あ

っ
た
と

し
て
も
、
「
コ
・
ソ
」
と
違

っ
て
、
時
空
的
心
理
的
に
文
脈
上
に
広
が
り
を
持
つ
。

「
コ
ー
カ
」
が
相
対
的
に
用
い
ら
れ
、

「
コ
ー
ソ
」
の
壬
死
が
中

心

で
あ

っ

た
上
代
で
は
、

コ
∨
ソ
∨
力
の
順
で
な
か
っ
た
か
、
意
味
が
異

っ
た
か
も
し
れ

な
い
。

「
コ
ー
ソ
ー
カ
」
の
三
元
的
関
係
が
確
立
す
る
に
つ
れ
、
会
話
文
や
話

し
こ
と
ば
的
な
文
が
、
コ
∨
ソ
∨
力
の
順
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。

「
力
」
が
遠
称
と
し
て
確
立
し
て
き
た
か
ら
、
か
え
っ
て
、
会
話
文
と
い

う
、
普
通
の
日
常
的
な
言
語
生
活
の
場
に
お
い
て
、
話
し
手

・
聞
き
手
中
心
の

「
コ
・
ソ
」
が
多
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
会
話
文
に

「
力
」
が
出

る
な
ら
、
現
場
に
遠
い
も
の
を
指
す
以
外
で
は
、
会
話
の
内
容
に
一
種
の
偏
り

（以
前
に
述
べ
た
話
の
続
き
や
、
昔
話
を
す
る
時
や
、
物
語
め
い
た
話
を
す
る

等
）
が
あ
る
場
合
に
な
り
や
す
か
ろ
う
。
実
例
で
み
る
と
、
現
場
の
空
間
的
に

遠
い

「
力
」
以
外
は
、
心
話
文
に
多
い
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
そ
の
人
の
心

の
中
で
、
そ
の
話
が
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

ｏ
力、‐
の
頼
め
給
ひ
し
こ
と
、
こ
の
ご
ろ
の
ほ
ど
に
と
な
む
思
ふ
。

（大
和
３６‐
忠

苓
の
会
話
文
中
で
の
自
分
の
心
中
）

ｏ
も
し
洲
の
あ
は
れ
に
忘
れ
ざ
り
し
人
に
や

（源
氏
夕
顔
１１６
源
氏
の
心
中
）

心
話
文
は
、
聞
き
手
を
め
ざ
さ
な
い
か
ら
、

「
力
」
を
用
い
て
も
か
ま
わ
な
い

が
、
聞
き
手
を
め
ざ
す
な
ら
、
聞
き
手
に
了
承
さ
れ
た
事
物
で
な
い
と
用
い
に

く
い
。
ゆ
え
に
、
会
話
文
に

「
力
」
が
用
い
ら
れ
る
と
、
話
の
内
容
は

「
コ
ー

ソ
」
の
み
の
場
合
よ
り
も
立
体
的
に
な
っ
て
ゆ
く
。
歌
物
語
類
は
、
話
が
か
な

り
単
純
化
さ
れ
て
述
べ
ら
れ
、
焦
点
を
し
ば
り
、
平
面
的
に
描
く
の
を
原
則
と

し
て
い
る
。
ゆ
え
に
、

「
力
」
が
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。

「
力
」
が
用
い
ら
れ

る
と
、
逆
に
、
場
面
転
換
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
源
氏
物
語
な
ど
に
多
い
の

も
、
そ
の
せ
い
で
あ
ろ
う
。

ｏ
御
使
帰
り
参
り
て
翁
の
有
様
申
し
て
奏
し
つ
る
こ
と
ど
も
申
す
を
聞
し
め
し

て
の
た
ま
ふ
。

「
一
目
…
…
い
か
が
思
ふ
べ
き
」
。
／
か
の
十
五
日
、
司
召

に
仰
せ
て
…
…

（竹
取
９９
）

ｏ
耳
か
し
が
ま
し
か
り
し
砧
の
音
を
お
ぼ
し
出
づ
る
さ
へ
恋
し
く
て
ま
さ
に
長
き

夜
と
う
ち
ず
ん
じ
て
ふ
し
給

へ
り
。
／
力、‐
の
伊
予
の
家
の
小
君
参
る
折
あ
れ

ど
…
…

（源
氏
夕
顔
１４５
）

歌
物
語
類
に
は
、

「
力
」
で
場
面
転
換
ま
で
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
例
は
ほ
と

ん
ど
み
ら
れ
な
い
。

「
ソ
」
や

「
コ
」
で
ょ
い
と
思
わ
れ
る
個
処
に

「
力
」
が

用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
力
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
な
く
用
い
ら
れ
た
も

の
が
多
い
。

ｏ
忠
文
が
陸
奥
の
将
軍
に
な
り
て
下
り
け
る
時
に
そ
れ
が
む
す
こ
な
り
け
る
人

を
監
の
命
婦
、
し
の
び
て
あ
ひ
語
ら
ひ
け
り
。
う
ま
の
は
な
む
け
に
…
…
や

り
た
り
け
る
。
洲
の
え
た
る
男
…
…

（大
和
３‐４
）

ｏ
こ
の
、
名
借
り
た
る
男
は
気
色
み
て
走
り
に
け
り
。
言
伝

へ
け
る
も
の
、
女

ど
も
、
夜
の
う
ち
に
隠
る
。
そ
れ
を
洲
の
名
借
れ
る
男
は
聞
き
て
…
…

（平

中
瑯
）



即
ち
、
主
語
が

一
度
変

っ
て
再
び
戻
す
時
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
せ
い
ぜ

い
主
語
の
転
換
で
あ

っ
て
、
場
面
転
換
と
ま
で
ゆ
か
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
二
例

と
も
、

「
か
の
男
」
は
そ
の
段
の
主
人
公
で
あ
る
。

―
落
窪
物
語

。
源
氏
物
語
―

落
窪

・
源
氏
と
も
、
作
り
物
語
と
い
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
指
示
語
は
、
コ

∨
力
∨
ソ
の
順
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
歌
物
語
類
と
異
る
。

コ
ー
ソ
ー
カ

の
三
元
的
瀾
係
が
か
な
り
確
立
し
た
段
階
で
の
作
品
と
思
わ
れ
る
上
に
、
語
り

内
容
が
歌
物
語
に
比
し
、
は
る
か
に
複
雑
で
、
場
面
も
描
写
も
、
し
た
が

っ
て

叙
述
も
、
平
面
的
な
も
の
で
は
す
ま
さ
れ
に
く
い
場
合
が
多
く
な
り
、
遠
称
の

力
系
が
増
え
た
と
思
わ
れ
る
。

・
御
厨
子
に
来
て
、

「
あ
が
君
／
ヽ
」
と
い
ひ
て
、
洲
の
自
き
米
多
く
に
か
へ

て
御
台
ま
ゐ
り
に
来
ぬ
。
今
か
の
米
」
は
数
頁
前
に
述
べ
た
米
。
落
窪
巻

一

７８
）

ｏ

（軒
葉
荻
は
）
ま
だ
い
と
若
き
心
地
に
、
さ
こ
そ
さ
し
す
ぎ
た
る
や
う
な
れ

ど
え
し
も
思
ひ
わ
か
す
。

（源
氏
は
こ
の
女
を
）
憎
し
と
は
な
け
れ
ど
御
心

と
な
る
べ
き
ゆ
ゑ
も
な
き
こ
こ
ち
し
て
、
な
ほ
か
の
う
れ
た
き
人

（空
蝉
）

の
心
を
い
み
じ
く
お
ぼ
す
。

（源
氏
空
蝦
１００
）

話
題
の
現
場
に
な
き
人
や
、
以
前
述
べ
た
物
事
に
つ
い
て

「
力
」
を
用
い
て
、

現
場
に
取
り
入
れ
て
く
る
や
り
方
で
あ
る
。
話
の
内
容
は
重
層
的
に
な
っ
て
く

る
。
又
、

「
力
」
に
よ
っ
て
、
場
面
を
大
な
り
小
な
り
変
え
る

（元
の
話
Ｌ
戻

し
た
り
）
場
合
な
ど
に
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
落
窪

・
源
氏
に

多
い
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。

ｏ
あ
こ
ぎ
…
…
…
わ
び
し
と
思
ふ
。
少
将
と
帯
刀
と
は
…
…
…
し
給
ふ
。
ほ
ど

ノ
ヽ
に
し
ふ
ね
く
心
ふ
か
く
な
ん
お
は
し
け
る
。
／
力、‐
の
語
ら
ひ
せ
し
少
納

言
…
…

（落
窪
巻
二
冒
頭
１０８
）

文
章
史
上
の
指
示
語

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
指
示
語
の
使
用
度
数

か
ら

み
る
限
り
、
竹

取

・
伊
勢

（第

一
伊
勢
除
く
）
。
大
和

・
平
中
な
ど
の
歌
物
語
類
の
地
の
文
は
、

コ
∨
ソ
∨
力
で
あ
り
、
そ
れ
は
歌
物
語
及
び
作
り
物
語
の
会
話
文
と
同
じ
傾
向

を
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
即
ち
、
歌
物
語
の
文
章
は
、
会
話
文
の
指
示

語
の
用
い
方
で
あ
り
、
互
い
に
近
い
と
い
え
る
。
歌
物
語
は
、
本
来
は
、
語
る

も
の
か
ら
出
発
し
た
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
の
傾
向
は
う
な
ず
け
る
。
作
り
物
語
は
、

地
の
文
は
、

コ
∨
力
∨
ソ
で
、
会
話
文
や
歌
物
語
と
異

っ
て
い
る
の
は
、
仮
名

文
を
書
く
こ
と
が
普
通
に
な
っ
て
き
て
、
む
し
ろ
語
る
よ
う
に
初
め
か
ら
書
か

れ
た
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
会
話
文
や
歌
物
語
は
、
概
し
て
、
平
面
的
で
あ
り
、
作

り
物
語
は
立
体
的
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
ち
ょ
っ
と
注
目

す
べ
き
は
、

「
人
」
に
続
く
例
に
つ
い
て
の
み
眺
め
る
と
、
会
話
文

。
地
の
文

と
も
、
コ
ノ
∨
カ
ノ
∨
ソ
ノ
∨
の
順
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
源
氏

・
落

窪
の
会
話
文
も
地
の
文
も
そ
う
で
あ
る
し
、
歌
物
語
の
地
の
文
も
そ
う
で
あ
る

（歌
物
語
会
話
文
の
み
は
、

コ
∨
ソ
∨
力
に
な
っ
て
い
る
。
コ
ノ
∨
ソ
ノ
∨
カ

ノ
、
コ
レ
∨
カ
レ
∨
ソ
レ
。
恐
ら
く
地
の
文

コ
∨
ソ
∨
力
の
影
響

と
思

わ

れ

る
）
。即
ち
、

「
人
」
に
つ
い
て
の
傾
向
は
、
落
窪

。
源
氏
の
地
の
文

一
般
の
傾

向
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
前
に
述
べ
た

「
ソ
ノ
」
が

「
人
」
と
結
び
に
く
い
と

い
う
現
象
と
同
じ
と
思
わ
れ
る
。

コ
ー
ソ
ー
カ
が
、
近
称

・
中
称

こ
還
称
と
し
て
、
空
間
の
み
な
ら
ず
、
時
間

的

・
心
理
的

・
文
脈
的
に
も
確
立
し
て
用
い
ら
れ
て
く
る
と
、
語
り
手
の
視
点

が
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
興
味
深
い
。
行
取
で
は
、
難
題
の
物
に

「
コ
ノ
」

が
用
い
ら
れ
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
の
役
を
に
な
わ
さ
れ
て
い
た
り
し
た
が
、
他
の



地の文

か> そ

この>かの>その

竹 こ れ (一例 )

伊 こ れ(ク )

大
平それ>こ れ>かれ

会話文

こ> そ> か

この>その>かの

これ>かれ>それ

地の文

こ> か> そ

この>かの>その

これ>それ>かれ

会話文

こ> そ> か

この>その>かの

これ>それ>かれ

こ> か>  そ

この>かの>その

これ>それ>かれ

こ> か> そ

この>かの>その

これ>それ>かれ

‐

‐

‐

人

Ｆ

‐

‐

‐

ｔ

・
源
氏

（注
）

「
ユ
・
ソ
・
力
」
は
、
全
て
の
形
の
総
数
（大
部
分
は
「
コ
・
ソ
・
力
」
及
び
、
「
ョ

ノ
・
ソ
ノ
・
力
／
」
と

「
コ
レ
・
ソ
レ
・
カ
レ
」
で
あ
る
）
に
よ
る
順
位
を
示
し
た

も
の
で
あ
る
。

作
品
で
も
、
や
は
り
、
コ
系
に
よ
っ
て
う
け
る
効
果
は
、
そ
れ
が
語
り
手
の
視

点
の
正
面
に
据
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
て
、
必
然
的
に
、
そ
の
場

面
で
は
大
写
し
に
さ
れ
る
。

ｏ
た
た
む
紙
の
手
習
い
な
ど
し
た
る
、
御
几
帳
の
も
と
に
落
ち
た
り
け
り
。
…

…
０
…
…
０
こ‐
の
た
た
む
紙
を
取
り
て
寝
殿
に
わ
た
り
給
ひ
ぬ
。

（源
氏
賢

木
１７９
‐
‐８０

「
こ
の
た
ヽ
む
紙
」
は
重
要
な
証
拠
の
品
で
あ
る
）

源
氏
物
語
で
は
、
コ
系
は
、
源
氏
や
そ
の
巻
に
重
要
な
人
物
に
多
い

（桐
壼
巻

で
は
源
氏
に
、
夕
顔
巻
で
は
源
氏
と
夕
顔
に
、
若
紫
巻
で
は
源
氏
と
紫
上
に
、

須
磨
巻
で
は
源
氏
に
、
等
々
）
。む
ろ
ん
各
場
面
場
面
で
の
中
心
的
事
物
や
人
物

に
も
コ
系
が
用
い
ら
れ
や
す
い
が
、
全
体
的
に
み
る
と
大
体
そ
の
よ
う
で
あ
る

（各
巻
で
確
認
し
て
い
る
）
。だ
か
ら
、
叙
述
に
お
い
て
か
な
り
離
れ
て
い
た
主

要
人
物
に
、

「
コ
」
を
用
い
る
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。

ｏ
さ
き
の
世
に
も
御
ち
ぎ
り
や
深
か
り
け
む
、
世
に
な
く
清
ら
な
る
玉
の
を
の

こ
項
Ｊ
さ
へ
生
れ
給
ひ
ぬ
。
…
…

（以
下
、
更
衣
の
こ
と
を
述
べ
て
二
頁
ほ

ど
あ
る
）
。更
衣
の
曹
司
を
他
に
移
さ
せ
給
ひ
て
上
つ
ぼ
ね
に
賜
は
す
、
そ
の

恨
み
ま
し
て
や
ら
む
か
た
な
し
。
こ
の
み
こ
三
つ
に
な
り
給
ふ
年
…
…

（源

氏
桐
壼
２６
２
２８
）

と
こ
ろ
で
、
物
語
に
は
絵
が
伴

っ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
現
存
源
氏
絵
巻
な
ど

そ
の
絵
は
、
本
文
を
よ
く
理
解
し
た
人
が
本
文
に
か
な
り
忠
実
に
描
い
た
と
い

わ
れ
て
い
る
。
今
、
指
示
語
と
関
連
さ
せ
る
べ
く
、
例
え
ば
、
橋
姫
巻
の
薫
が

透
垣
の
や
り
戸
を
あ
け
、
中
の
姫
君
達
を
の
ぞ
く
絵
を
み
て
み
る
。

ｏ
冽
測
測
に

（源
氏
物
語
絵
詞
も
同
じ
）
通
ふ
べ
か
め
る
透
垣
の
戸
を
少
し
押

これ>それ>カ

これ=それ

これ=それ>かれ

それ>こ れ>かれ



し
あ
け
て
見
給

へ
ば
、
月
を
か
し
き
は
ど
に
霧
わ
た
れ
る
を
な
が
め
て
、
簾

を
短
か
く
巻
き
上
げ
て
人
々
居
た
り
。
…
…
奥
の
方
よ
り

「
人
お
は
す
」
と

つ
げ
聞
ゆ
る
人
や
あ
ら
む
、
お
ろ
し
て
皆
入
り
ぬ
。
…
…
あ
は
れ
と
思
ひ
給

ふ
。

（源
氏
橋
姫
１１０
１
Ⅲ
）

絵
を
み
る
人
は
、
右
端
の
薫
に
目
を
置
き
、
文
章
と

同

じ
く
薫
の
目
で
左
の

「
あ
な
た
」
の
姫
を
見
る
の
で
あ
る
。
平
面
上
に
描
か
れ
て
い
て
も
、
薫
に
視

点
を
置
く
か
ら
、
姫
は
遠
く
に
な
る
こ
と
に
な
る
。
物
語
に
お
い
て
、　
コ
ー
ソ

ー
カ
と
い
う
三
元
的
遠
近
法
が
整

っ
た
こ
と
は
、
物
語
絵
に
お
け
る

一
つ
の
場

面
を
描
く
の
に
、
本
文
に
従

っ
て
あ
る
人
物
や
物
を
視
点
の
中
心
に
お
い
て
表

現
す
る
や
り
方
を
容
易
に
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。
源
氏
絵
巻
の
遠
近
法
は
、
現
代

の
そ
れ
と
は
異
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
視
点
と
も
関
係
す
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。
夕
霧
の
巻
で
、
雲
井
雁
が
夕
霧
の
持
つ
手
紙
を
の
ぞ
き
に
ゆ
く
場
面

に
お
い
て
、
文
章
で
は
そ
の
手
紙
に

「
こ
の
御
返
り
」

「
こ
の
文
」
と

「
コ
」

を
用
い
て
大
写
し
に
し
て
い
る
。

ｏ
よ
ひ
過
ぐ
る
程
に
ぞ
、
日
の
御
返
り

（源
氏
物
語
絵
詞
も
同
じ
）
も
て
参
れ

る
を
…
…
女
君
…
…
は
ひ
寄
り
て
御
う
し
ろ
よ
り
取
り
給
ひ
つ
。
…
…
さ
す

が
に
ｄ
の
文
の
け
し
き
な
く
…
…

（源
氏
夕
霧
Ｈ
１
１１２
）

そ
し
て
す
ぐ
続
い
て
次
の
文
章
が
あ
る
。

ｏ
男
は
こ
と
事
も
覚
え
給
は
ず
、
か
し
こ
に
と
く
聞
え
む
と
思
す
に
…
…
。
た

だ
知
ら
ず
顔
に
例
お
し
す
り
て
…
…

（同
１１３
‐
‐‐４
ヽ

「
か
し

，と

は
夕
霧
邸

か
ら
み
て
御
息
所
）

こ
れ
は
、
絵
巻
で
み
る
と
、
夕
霧
邸
で
あ
る
。
手
紙
硯
が
大
き
く
描
か
れ
す
ぎ

て
い
る
の
は
、
そ
れ
だ
け
大
写
し
に
さ
れ
た
本
文
と
呼
応
し
て
い
る
。
恐
ら
く

は
、
物
語
内
容
と
呼
応
し
て
、
物
語
の
文
章
と
同
じ
遠
近
法
に
よ
っ
て
眺
め
ら

れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（絵
の
こ
と
ま
で
触
れ
る
べ
き
で
な
い
が
、
現
代
語
で
わ
か

ら
な
い
指
示
語
を
考
え
る
場
合
の
小
さ
な
参
考
に
は
な
る
だ
ろ
う
）

す
で
に
述
べ
た
例
の
中
に
も
み
ら
れ
た
が
、
現
代
の
指
示
語
と
異
る
用
法
の

も
の
も
少
な
く
な
い
。

ｏ
折
々
の
こ
と
思
ひ
い
で
給
ふ
に
、
よ
ヽ
と
泣
か
れ
給
ふ
。
夜
ふ
け
侍
り
ぬ
と

聞
ゆ
れ
ど
、
な
ほ
入
り
給
は
ず
。
そ
の
夜
、
上
の
い
と
な
つ
か
し
う
音
物
語

な
ど
し
給
ひ
し
御
さ
ま
の
…
…

（源
氏
須
磨
５２
）

現
代
語
な
ら

「
か
の
夜

。
あ
の
夜
」
で
あ
ろ
う
。
前
巻
で
出
た
場
面
を
突
然
出

し
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
。

ｏ
但
馬
の
国
に
通
ひ
け
る
兵
庫
の
允
な
り
け
る
男
の
、
か
の
国
な
り
け
る
女
を

お
き
て
京

へ
の
ぼ
り
け
れ
ば
…
…

（大
和
３２５
）

現
代
語
な
ら

「
そ
の
国
」
と
い
う
と
こ
ろ
だ
が
、
京
か
ら
み
て
遠
い
か
ら

「
か

の
国
」
と
い
う
ら
し
い
。

ｏ
さ
れ
ば
女
の
墓
を
ば
中
に
て
、
左
右
に
な
む
男
の
墓
ど
も
今
も
あ
な
る
。
■

さ
て
こ
の
男
は
…
…
。
い
ま
ひ
と
り
は
…
…
。
か
の
塚
の
名
を
ば
乙
女
塚
と
ぞ

い
ひ
け
る
。

（大
和
３８７
）

現
代
語
な
ら
、
直
前
ま
で
塚
の
話
が
あ
る
か
ら

「
こ
の
塚
」
と
す
る
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
古
い
話
と
い
う
こ
と
で
、
心
理
的

・
時
間
的
に
遠
い

「
か
の
塚
」
と

し
た
の
だ
ろ
う
か
。

ｏ
お
な
じ
帝
、
狩
い
と
か
し
こ
く
好
み
給
ひ
け
り
…
…
。
か
の
道
に
心
あ
り
て

…
…

（大
和
４００
）

こ
れ
も
直
前
ま
で
狩
の
話
だ
か
ら

「
こ
の
道

。
そ
の
道
」
と
す
る
の
が
現
代
で

あ
る
。

ｏ

（手
紙
を
）
さ
し
と
ら
せ
て
…
…
と
て
出
で
ぬ
れ
ば
…
…
と
て
は
し
り
う
ち

給
ふ
。
か
の
文
を
…
…

（落
窪
巻

一
１０５
）

こ
れ
も
現
代
な
ら

「
こ
の
文

。
そ
の
文
」
で
あ
ろ
う
。



ｏ
と
い
む
と
く
な
る
わ
ざ
か
な
…
…
」
な
ど
さ
だ
む
る
に
、
日
の
典
薬
助
と
い

ふ
し
れ
者
翁
あ
り
け
れ
ば
…
…

（落
窪
巻
二
１６４
）

こ
の
典
薬
助
は
、
か
な
り
以
前
に
出
て
い
て
、
当
面
は
出
て
い
な
い
の
に

「
コ

ノ
」
が
用
い
ら
れ
た
例
で
あ
る
。
か
と
い
っ
て
、
こ
こ
で
彼
は
中
心
人
物
で
は

む
ろ
ん
な
い

（絵
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
場
面
の
絵
に
は
典
薬
助
が
描
か
れ

て
い
る
の
で

「
コ
ノ
」
と
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
）。現
代
な
ら

「
あ
の
」

「
例

の
」
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
前
と
の
脈
絡
と
必
ず
し
も
論
理
的
に
関
係
せ
ず
、
近

し
い
と
語
り
手
の
感
じ
た
も
の
、
近
し
く
描
き
た
い
物
事
に
は

「
コ
」
を
用
い

た
の
で
あ
ろ
う
。
が
、

「
ソ
」

「
力
」
に
つ
い
て
は
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
面

が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

「
ソ
」
は
中
性
的
だ
か
ら
、

「
力
」
で
も

「
コ
」
で
も

か
ま
わ
な
い
と
こ
ろ
を
う
け
う
る
の
だ
ろ
う
。
又
、

「
ソ
」
は
中
性
的
で
あ
る

が
ゆ
え
に
、
時
と
結
ぶ
こ
と
も
多
く
、

「
そ
の
時

。
そ
の
頃

。
そ
の
夜
…
…
」

と
い
う
よ
う
に
用
い
ら
れ
、
場
面
転
換
に
な
る
例
も
多
い
。

ｏ
よ
ろ
こ
び
に
お
き
た
ち
て
願
立
て
さ
す
。
…
…
北
の
方
憎
し
と
く
死
ね
か
し

と
思
ふ
。
／
そ
の
日
に
な
り
て
、
い
と
清
げ
に
さ
う
ぞ
き
て
男
君
女
君
…
…

（落
窪
巻
四
２‐０
）

ｏ
大
殿
に
は
…
…
。
／
そ
の
頃
、
斎
院
も
下
り
居
給
ひ
て
…
…

（源
氏
葵
９０
）

以
上
の
ご
と
く
、
指
示
語
を
眺
め
て
き
た
が
、
そ
れ
は
各
方
面
に
関
連
し
て

ゆ
く
問
題
を
は
ら
ん
で
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
き
め
細
か
く
考
察
し
な
け
れ
ば
い

け
な
い
し
、
も

っ
と
指
示
語
の
本
質
に
も
入
っ
て
ゆ
か
ね
ば
明
確
に
し
が
た
い

面
も
多
い
。
と
り
あ
え
ず
文
章
史
的
な
面
に
焦
点
を
し
ぼ
り
つ
ゝ
、
そ
れ
も
大

ま
か
な
流
れ
か
ら
観
察
し
て
き
た
。

テ

キ

ス

ト

古
今
和
歌
集

・
源
氏
物
語

（角
川
文
庫
）
竹
取
物
語

・
伊
勢
物
語

・
大
和
物
語

・
平

中
物
語

（小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
）
落
窪
物
語

（岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
）

（光
華
女
子
大
学
助
教
授
）

ｏ
さ
て
、
そ
の
夜
、
久
し
く
い
か
ざ
り
け
れ
ば
男
い
と
は
し
が
り
て

（平
中
４８３
）


