
「
な
ど
」
　
「
な
ど
か
」
　
の
意
味
用
法
と
そ
の
変
遷

ー
　
は
じ
め
に

注
一

古
文
に
於
け
る
、
「
副
詞
」
と
さ
れ
て
き
た
不
定
語
が
、
そ
の
不
定
を
表
す

語
義
特
性
に
よ
り
「
副
詞
」
　
の
中
で
如
何
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
は
、
種
々
の

文
法
論
の
「
副
詞
」
　
の
節
に
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
、
今
ま
で
、
疑
問
表
現
の
研

究
に
は
多
く
の
成
果
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
其
の
中
で
不
定
語
に
対
す
る
考
究

も
な
さ
れ
、
示
唆
を
受
け
る
所
が
多
い
。
更
に
、
作
品
別
に
幾
つ
か
の
不
定
語

の
性
格
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
研
究
も
見
ら
れ
る
が
、
体
系
的
に
こ
れ
を
説
く

注
二

説
は
未
だ
見
当
た
ら
な
い
。

「
副
詞
」
　
と
し
て
の
不
定
語
は
、
近
代
ま
で
に
数
多
く
存
し
、
意
味
用
法
も

様
々
で
あ
り
、
現
代
日
本
語
に
見
ら
れ
な
い
用
法
も
存
し
た
。
現
代
日
本
語
で

は
「
い
か
が
」
と
「
擬
古
」
用
法
の
「
い
か
に
」
を
除
い
て
、
「
な
ど
」
「
な
ど

か
」
「
な
ぞ
」
「
い
か
で
（
か
）
」
「
な
で
う
」
「
な
に
L
に
」
「
な
じ
か
」
等
は
既

康

に
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
不
定
語
の
意
味
と
用
法
の
変
遷
過

程
を
考
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
定
語
の
意
味
用
法
の
特
徴
の
全
体
像
を
体

系
的
に
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
、
以
上
の
観
点
か
ら
、
『
古
事
記
』
『
万
葉
集
』
『
源
氏
物
語
』
『
覚
一

本
平
家
物
語
』
『
天
草
版
平
家
物
語
』
『
大
歳
虎
明
本
狂
言
集
』
を
中
心
に
、
適

時
的
立
場
か
ら
、
「
な
ど
」
「
な
ど
か
」
　
の
意
味
用
法
と
其
の
変
遷
に
就
い
て
、

「
い
か
で
（
か
）
」
と
対
比
し
な
が
ら
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

2
　
本
研
究
の
立
場

注
三

「
文
」
は
情
報
内
容
を
表
す
部
分
と
話
し
手
の
気
持
ち
を
表
す
部
分
か
ら
な

注
臼

る
。
修
飾
成
分
が
こ
の
二
つ
の
部
分
に
如
何
に
係
わ
る
か
、
こ
れ
は
修
飾
成
分

の
意
味
用
法
を
明
ら
か
に
す
る
為
の
重
要
な
条
件
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

注
五

不
定
語
は
、
「
内
容
的
疑
問
表
現
」
　
に
用
い
ら
れ
、
「
内
容
的
問
い
」
　
の
表
現



と
「
内
容
的
疑
い
」
　
の
表
現
を
構
成
す
る
が
、
反
語
表
現
や
詠
嘆
表
現
な
ど
に

も
用
い
ら
れ
る
。
「
内
容
的
問
い
」
　
の
表
現
に
於
け
る
不
定
語
は
、
情
報
内
容

の
限
定
や
細
部
に
わ
た
る
説
明
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
情
報
内
容
の
構
成
成

注
六

分
で
も
あ
る
の
で
、
「
詞
」
　
的
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
内
容
的
疑
い
」
　
の
表
現
に
於
け
る
不
定
語
は
、
情
報
内
容
の
限
定
や
細
部
に

わ
た
る
説
明
を
求
め
る
場
合
、
「
詞
」
的
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
情

報
内
容
の
限
定
や
細
部
に
わ
た
る
説
明
を
求
め
、
そ
の
疑
問
点
の
解
消
を
目
指

す
と
い
う
よ
り
は
、
話
し
手
の
心
中
に
湧
く
疑
念
の
表
出
の
方
が
主
た
る
目
的

で
あ
り
、
即
ち
情
報
内
容
を
構
成
す
る
成
分
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
話
し
手

の
気
持
ち
の
表
出
を
助
け
る
場
合
、
「
辞
」
的
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
情
報
内
容
の
限
定
や
疑
念
の
解
消
を
目
指
さ
ず
、
明
白

に
話
し
手
が
自
分
自
身
の
用
意
し
て
お
い
た
解
答
の
正
確
さ
を
強
調
す
る
場
合

に
用
い
ら
れ
る
不
定
語
を
含
む
表
現
は
、
話
し
手
の
気
持
ち
を
取
り
立
て
る
反

語
表
現
と
み
る
。
「
疑
問
詞
を
ふ
く
む
反
語
表
現
も
、
じ
つ
は
、
そ
の
疑
問
詞

に
よ
る
説
明
要
求
の
疑
問
表
現
で
は
な
く
、
み
な
判
断
を
う
ち
に
蔵
し
て
い
る

注
七

に
す
ぎ
な
い
」
　
の
で
、
反
語
表
現
に
用
い
ら
れ
る
不
定
語
は
、
「
辞
」
的
性
格

を
有
し
、
「
モ
ダ
リ
テ
ィ
を
表
明
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
命
題
の
一
部
と
な

注
∧

る
こ
と
は
決
し
て
な
い
」
（
　
「
モ
ダ
リ
テ
ィ
」
と
「
命
題
」
　
は
、
本
稿
で
い
う

「
話
し
手
の
気
持
ち
」
と
「
情
報
内
容
」
　
の
こ
と
で
あ
る
）
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
実
際
に
は
、
情
報
内
容
の
限
定
や
疑
念
の
解
消
を
R
口
指
し
な
が
ら
、

述
語
文
節
の
話
し
手
の
気
持
ち
を
表
す
部
分
と
呼
応
し
て
、
話
し
手
の
主
観
的

な
気
持
ち
を
表
出
す
る
も
の
も
あ
る
の
で
、
こ
の
場
合
の
不
定
語
は
、
「
詞
」

的
性
格
と
「
辞
」
的
性
格
の
両
方
と
も
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

即
ち
、
不
定
語
は
、
情
報
内
容
の
み
限
定
す
る
場
合
は
、
情
報
内
容
の
構
成
成

分
と
な
り
、
話
し
手
の
気
持
ち
の
み
限
定
す
る
場
合
は
、
話
し
手
の
気
持
ち
の
構

成
成
分
と
な
る
が
、
情
報
内
容
と
話
し
手
の
気
持
ち
の
両
方
を
限
定
す
る
場
合
は
、

情
報
内
容
と
話
し
手
の
気
持
ち
の
両
方
の
構
成
成
分
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

2
　
奈
良
時
代
の
『
古
事
記
』
『
万
葉
集
』

に
於
け
る
「
な
ど
」
・
「
な
ど
か
」

『
古
事
記
』
に
於
い
て
は
、

l
阿
米
郁
々
　
知
抒
理
麻
斯
登
々
．
矧
矧
佐
祁
癒
斗
米

『
古
事
記
日
本
古
典
文
学
全
集
』
1
6
5
頁

が
唯
一
の
「
な
ど
」
　
の
用
例
で
あ
る
が
、
既
に
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
例
は
、

大
久
米
命
の
鋭
い
目
を
鳥
の
日
に
腎
え
、
「
あ
な
た
の
R
口
は
ど
う
し
て
入
墨
を

し
た
よ
う
な
鋭
い
目
を
し
て
い
る
の
」
　
の
よ
う
に
、
答
え
を
求
め
る
「
内
容
的

問
い
」
　
の
表
現
で
あ
る
。
「
な
ど
」
は
、
情
報
内
容
を
限
定
し
、
其
れ
に
就
い

て
説
明
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

又
、
『
万
乗
集
』
に
於
い
て
は
、

2
‥
・
家
之
嶋
　
荒
磯
之
宇
倍
亦
　
打
靡
　
四
時
二
生
有
　
美
告
我
　
封

嘲
可
矧
紺
亦
　
不
告
来
二
計
謀『

万
乗
集
鶴
久
・
森
山
隆
』
以
下
同
第
5
0
9
首



3
敷
治
奈
美
乃
　
志
気
里
波
須
擬
奴
　
安
志
比
紀
乃
　
夜
麻
保
登
等
芸
須0

奈
騰
可
伎
奈
賀
奴
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
2
1
首

4

の
よ
う
に
、
「
な
ど
」
は
、
「
か
も
」
「
か
」
　
に
伴
わ
れ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

2
の
「
な
ど
か
も
」
は
、
「
ど
う
し
て
妻
に
わ
け
も
話
さ
ず
に
来
た
の
だ
ろ

う
」
　
の
よ
う
に
、
話
し
手
が
自
分
自
身
に
其
の
原
因
を
問
い
掛
け
る
に
止
ま
ら

ず
、
「
わ
け
を
話
す
べ
き
だ
」
と
い
う
話
し
手
の
後
悔
の
気
持
ち
も
表
出
し
て

注
九

い
る
。
3
の
「
な
ど
か
」
は
、
藤
の
花
の
満
開
の
時
、
「
ど
う
し
て
来
鳴
か
な

い
の
か
」
　
の
よ
う
に
、
通
常
く
る
は
ず
な
の
に
、
「
来
鳴
か
な
い
」
　
の
は
ど
う

注
十

し
て
で
あ
ろ
う
と
い
う
原
因
や
理
由
を
問
い
た
だ
す
と
同
時
に
、
「
く
る
べ
き

だ
」
と
い
う
話
し
手
の
気
持
ち
も
表
出
し
て
い
る
。
こ
の
二
例
は
共
に
、
「
か
」

注
十
一

の
下
接
に
よ
っ
て
、
疑
問
語
が
強
く
指
示
さ
れ
、
「
話
す
べ
き
だ
」
「
く
る
べ
き

だ
」
と
い
う
話
し
手
の
気
持
ち
の
表
出
に
傾
く
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

『
か
さ
し
抄
』
で
は
、
「
な
ど
か
」
を
、
単
独
に
立
項
し
て
、
「
か
ろ
く
と
が

め
う
た
が
ひ
た
る
詞
」
の
「
な
ど
」
と
異
な
る
「
も
ど
き
と
ふ
詞
な
り
」
と
さ

注
十
二

れ
、
「
な
ど
」
と
「
な
ど
か
」
と
の
間
に
意
味
用
法
上
の
差
の
存
在
を
指
摘
し

て
い
る
。
不
定
語
N
の
下
に
つ
く
「
か
」
　
の
意
味
機
能
を
「
そ
の
不
定
詞
を
強

注
十
三

く
指
示
」
す
る
と
解
か
れ
る
阪
倉
篤
義
氏
の
解
釈
を
考
え
る
と
、
こ
の
「
な
ど
」

と
「
な
ど
か
」
と
の
意
味
用
法
上
の
違
い
は
「
か
」
　
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
解

釈
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
な
ど
か
」
は
、
「
か
」
　
に
強
く
指
示
さ
れ
る
た
め
、
情

報
内
容
の
生
起
の
「
原
因
や
理
由
が
あ
り
得
る
か
」
と
強
く
疑
わ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
話
し
手
の
主
観
的
な
判
断
の
気
持
ち
が
表
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
「
文
」

に
於
い
て
、
「
な
ど
」
と
異
な
っ
て
、
情
報
内
容
の
部
分
の
み
に
係
る
の
で
は

な
く
、
話
し
手
の
気
持
ち
を
表
す
部
分
に
も
係
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

従
っ
て
、
「
な
ど
」
が
、
「
詞
」
　
の
性
格
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
「
な
ど
か
」
は
、

注
十
四

「
詞
」
「
辞
」
　
の
性
格
を
両
方
と
も
有
す
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
奈
良
時
代

に
は
、
実
例
が
少
な
い
が
、
右
に
挙
げ
た
用
例
か
ら
、
其
の
〓
柄
を
窺
う
こ
と

が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

4
　
平
安
時
代
の
『
源
氏
物
語
』
　
に
於
け
る

「
な
ど
」
・
「
な
ど
か
」

4
－
－
　
他
の
副
詞
的
不
定
語
に
つ
い
て

扱
、
平
安
時
代
に
入
る
と
、
和
文
文
献
に
は
、
「
な
ど
」
「
な
ど
か
」
　
の
使
用

注
十
五

が
著
し
く
増
加
し
た
。
又
、
新
成
員
の
「
い
か
で
（
か
）
」
「
い
か
が
」
が
加
わ

り
、
「
副
詞
」
と
し
て
用
い
ら
れ
た
不
定
語
の
中
で
多
用
さ
れ
た
の
は
「
い
か

に
」
「
い
か
が
」
「
い
か
で
（
か
）
」
「
な
ど
」
「
な
ど
か
」
　
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ

れ
に
意
味
用
法
の
役
割
分
担
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
不
定
語
の
意

味
用
法
に
つ
い
て
は
、
既
に
別
稿
で
検
討
し
て
い
る
の
で
、
省
略
す
る
が
、
そ

注
十
六

の
要
旨
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
い
か
に
」
（
文
中
用
法
）
は
、
文
が
ど
ん
な
形
で
終
止
す
る
か
は
重
要
で

は
な
く
、
表
現
主
体
の
気
持
ち
と
関
係
せ
ず
、
直
接
的
に
動
作
主
体
の
動
作
・

状
態
や
動
作
等
の
生
起
の
手
段
・
方
法
な
ど
に
つ
い
て
細
部
に
わ
た
る
説
明
を

求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
い
か
に
」
其
れ
自
体
が
「
詞
」
　
で
あ
る
。



「
い
か
が
」
は
、
必
ず
し
も
述
語
文
節
に
呼
応
を
求
め
な
い
が
、
動
作
主
体

の
動
作
を
含
む
情
報
内
容
の
状
態
・
程
度
や
生
起
の
手
段
・
方
法
な
ど
に
つ
い

て
説
明
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
同
時
に
、
話
し
手
の
気
持
ち
も
表
出
す
る
「
詞
」

「
辞
」
両
方
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
い
か
で
　
（
か
）
」
　
は
、
述
語
文
節
に
呼
応
を
求
め
、
主
と
し
て
話
し
手
の

主
観
的
な
気
持
ち
を
直
接
的
に
表
す
希
望
表
現
や
反
語
表
現
に
用
い
ら
れ
て
は

い
る
が
、
た
と
え
疑
問
表
現
に
用
い
ら
れ
た
と
し
て
も
、
疑
念
の
解
消
を
R
n
的

と
せ
ず
、
専
ら
話
し
手
の
心
中
に
わ
く
疑
念
を
予
め
表
出
す
る
、
「
辞
」
　
の
性

格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
「
い
か
に
」
　
は
、
専
ら
動
作
を
限
定
す
る
も
の
で
あ
り
、

「
い
か
が
」
　
は
、
情
報
内
容
を
限
定
す
る
と
同
時
に
話
し
手
の
気
持
ち
も
表
出

す
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
い
か
で
　
（
か
）
」
　
は
、
専
ら
話
し
手
の
気
持
ち
を
限
定

す
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

4
－
2
「
な
ど
」
・
「
な
ど
か
」

地
の
文
に
も
会
話
文
に
も
用
い
ら
れ
る
「
い
か
で
（
か
）
」
と
異
な
っ
て
、

平
安
時
代
の
和
文
に
於
け
る
「
な
ど
」
「
な
ど
か
」
は
、
地
の
文
に
用
い
ら
れ

ず
、
殆
ど
会
話
文
に
用
い
ら
れ
、
ま
た
、
述
語
文
節
に
推
量
の
助
動
詞
や
終
助

注
十
七

詞
の
呼
応
を
必
ず
し
も
求
め
な
い
と
い
う
大
き
な
特
徴
が
見
ら
れ
る
。

4
「
融
強
、
l
か
く
、
い
ぶ
せ
き
御
も
て
な
ー
為
。
思
ひ
の
ほ
か
に
、
心
憂
く

こ
そ
お
は
し
け
れ
な
。
人
も
、
い
か
に
（
あ
や
し
）
と
思
ふ
ら
む
」
と
て
、

『
源
氏
物
語
日
本
古
典
文
学
大
系
』
葵
1
・
3
5

8
頁
巻
数
二
員
数
以
下
同

5
「
昨
日
は
、
叫
尊
い
と
疾
は
、
ま
か
で
に
し
。
い
つ
、
ま
ゐ
り
つ
る
ぞ
」

な
ど
、
の
給
ふ
。

源
氏
紅
梅
4
・
2
4
3
頁

6
「
・
‥
。
か
ろ
く
し
く
、
到
か
く
、
わ
た
し
た
て
ま
つ
り
給
ふ
。

こ
な
た
に
渡
り
て
こ
そ
、
見
た
て
ま
つ
り
給
は
め
」
と
の
給
へ
は
、

源
氏
若
紫
3
・
2
9
4
頁

例
え
ば
、
5
は
、
兵
部
卿
宮
は
、
若
君
に
、
「
昨
日
は
、
ど
う
し
て
は
や
ば

や
と
追
出
し
て
し
ま
っ
た
の
。
今
日
は
い
つ
や
っ
て
参
っ
た
の
か
」
と
問
い
掛

け
た
場
面
で
あ
る
。
「
な
ど
」
は
、
聞
き
手
に
問
い
掛
け
る
「
内
容
的
問
い
」

の
表
現
に
用
い
ら
れ
、
情
報
内
容
の
生
起
の
原
因
や
理
由
に
つ
い
て
、
細
部
に

わ
た
る
説
明
を
求
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
情
報
内
容
の
知
的
内
容
量
に

注
十
∧

対
し
て
、
増
減
の
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

7
「
今
更
、
融
d
忍
l
び
給
ふ
引
矧
こ
の
膝
の
上
に
御
殿
篭
れ
よ
。
い
ま
す

こ
し
寄
り
給
へ
」
と
、
の
給
へ
は
、
源
氏
若
紫
1
・
2
1

6
頁

例
の
7
は
、
若
紫
の
「
さ
あ
行
こ
う
よ
。
眠
た
い
の
」
と
い
う
呼
び
か
け
に

対
し
て
、
源
氏
が
「
い
ま
さ
ら
ど
う
し
て
お
逃
げ
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ

の
膝
の
上
に
お
休
み
な
さ
い
よ
。
も
う
少
し
こ
ち
ら
に
お
寄
り
な
さ
い
」
と
言
っ

た
場
面
で
あ
る
。
「
な
ど
」
は
、
矢
張
り
情
報
内
容
を
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
文
」
に
「
行
か
な
い
で
」
と
い
う
情
意
が
含
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
其
れ

は
、
情
報
内
容
の
生
起
の
原
因
や
理
由
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
間
接
的
に
反



映
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

扱
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
「
な
ど
か
」
も
同
様
に
必
ず
し
も
推
量
の
助
動
詞

や
終
助
詞
の
呼
応
を
求
め
な
い
が
、
推
量
の
助
動
詞
が
存
在
す
る
際
に
は
、

「
む
」
が
圧
倒
的
に
多
く
、
「
べ
し
」
は
二
例
し
か
な
い
。
此
の
よ
う
な
特
徴

は
、
同
時
代
の
他
の
和
文
文
献
に
も
見
ら
れ
る
。

8
へ
咄
封
さ
し
も
あ
ス
笥
も
と
よ
り
、
い
た
う
思
ひ
つ
き
給
ふ
事

な
く
て
、
『
か
く
ま
で
か
し
づ
か
ん
』
と
も
、
思
し
立
た
ぎ
り
L
を
、
・
・
・
）

源
氏
乙
女
2
・
2
9
6
頁

9
御
有
様
を
、
乳
母
も
か
た
り
て
、
い
み
じ
う
泣
き
ま
ど
ふ
。
お
と
ゞ
な
ど

の
、
お
ぼ
し
た
る
気
色
ぞ
、
い
み
じ
き
や
。
「
昨
日
今
日
、
少
し
ょ
ろ
し

か
り
つ
る
を
。
l
矧
討
　
い
と
弱
げ
に
は
、
見
え
給
ふ
」
と
さ
わ
ざ
給
ふ
。

源
氏
柏
木
4
・
1
8
頁

8
は
、
「
内
大
臣
が
仰
せ
ら
れ
る
理
由
が
ど
う
し
て
あ
ろ
う
か
」
　
の
よ
う
に
、

大
宮
が
内
大
臣
を
恨
め
し
く
思
っ
た
場
面
で
あ
る
。
こ
の
「
な
ど
か
」
は
、
情

報
内
容
の
生
起
の
理
由
の
存
在
に
就
い
て
、
話
し
手
が
自
分
自
身
に
問
い
掛
け

る
と
同
時
に
、
話
し
手
の
「
そ
ん
な
理
由
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
主
観
的
気

持
ち
も
読
み
取
れ
る
。
9
は
、
「
昨
日
今
日
は
多
少
よ
ろ
し
か
っ
た
の
に
、
ど

う
し
て
ひ
ど
く
弱
ら
れ
た
の
か
」
と
い
う
致
仕
の
大
臣
が
騒
い
だ
場
面
で
あ
る
。

「
な
ど
か
」
　
は
、
原
因
や
理
由
に
就
い
て
説
明
を
求
め
よ
う
と
す
る
が
、
話
し

手
の
心
に
わ
く
、
そ
う
な
っ
て
ほ
し
く
な
い
気
持
ち
も
表
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
「
な
ど
か
」
　
は
、
話
し
手
の
主
観
的
な
気
持
ち
の
表
出
に
係
わ

る
が
、
専
ら
話
し
手
の
主
観
的
気
持
ち
を
予
め
表
出
す
る
「
い
か
で
（
か
）
」

と
異
な
っ
て
、
情
報
内
容
を
限
定
し
な
が
ら
話
し
手
の
気
持
ち
も
表
出
す
る
も

の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
い
か
で
（
か
）
」
　
の
よ
う
な
話
し
手
の
主
観
的
な
気
持

注
十
九

ち
の
露
骨
な
表
出
を
回
避
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

右
の
用
例
の
分
析
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
な
ど
」
　
や
「
な
ど
か
」
は
、
形

態
面
で
は
、
必
ず
し
も
推
最
の
助
動
詞
や
終
助
詞
の
呼
応
を
求
め
な
い
と
い
う

特
徴
が
あ
る
。
し
か
し
、
意
味
用
法
に
関
す
る
限
り
、
「
な
ど
」
や
「
な
ど
か
」

に
は
、
「
内
容
的
問
い
」
　
の
表
現
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
共
通
点
も
あ
る
が
、

其
の
一
方
で
は
「
な
ど
」
は
、
情
報
内
容
の
み
を
限
定
し
、
そ
の
細
部
に
わ
た

る
説
明
を
求
め
る
為
に
用
い
ら
れ
、
「
な
ど
か
」
は
、
情
報
内
容
を
限
定
し
な

が
ら
、
話
し
手
の
主
観
的
な
気
持
ち
を
表
し
て
い
る
と
い
う
違
い
が
見
ら
れ
る
。

即
ち
、
「
な
ど
」
　
は
、
「
詞
」
　
の
用
法
の
特
性
が
目
立
つ
が
、
「
な
ど
か
」
　
は
、

「
詞
」
と
「
辞
」
の
二
重
性
格
を
有
す
る
。
こ
の
時
代
の
「
な
ど
」
「
な
ど
か
」

「
い
か
で
（
か
）
」
　
の
用
法
の
特
徴
を
整
理
し
て
図
式
に
表
せ
ば
、
衷
1
か
ら

表
3
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

表
1
「
な
ど
」



表
2
「
な
ど
か
」
「
な
ど
か
は
」

表
3
「
い
か
で
」
　
「
い
か
で
か
」
「
い
か
で
か
は
」

5
　
鎌
倉
時
代
の
『
覚
一
本
平
家
物
語
』

に
於
け
る
「
な
ど
」
・
「
な
ど
か
」

鎌
倉
時
代
に
入
る
と
、
『
覚
一
本
平
家
物
菟
巴
（
以
下
『
覚
一
本
平
家
』
と
略

注
二
十

す
）
が
示
す
よ
う
に
、
「
な
ど
」
・
「
な
ど
か
」
　
に
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
。

先
ず
、
形
態
面
に
就
い
て
見
て
み
た
い
。
『
源
氏
物
語
』
と
対
照
し
て
述
語
文

節
に
現
れ
る
推
量
の
助
動
詞
や
終
助
詞
の
状
況
を
表
4
に
極
め
て
み
た
。

物　 平 物　 源
語　 家 語　 氏

な な な な な な
ど ど ど ど ど ど
か
は

か か
は

か

反 疑 反 疑 反 疑 反 疑 反 疑 反 疑
三五
ロロ 問 語 問 語 問 語 問 語 問 語 問

1 6 7 24 3 2 む

1 1 5 2 9
ら
む

1 3 5
け
む

1 3 3
ま
じ

2 1
ま
し

1 2 5 2 1 ベ
し

7 1 3 ぞ

17 1 12
連
体
形

5 3 9 6
省
略

2 0 3 1 1 0 8 1 5 1 3 3 4 1 3 38
ノゝ
fコ計

『
源
氏
物
語
』
で
は
、
「
な
ど
」
・
「
な
ど
か
」
は
述
語
文
節
に
必
ず
し
も
推

畳
の
助
動
詞
や
終
助
詞
の
呼
応
を
求
め
な
か
っ
た
が
、
『
覚
一
本
平
家
』
　
で
は
、

全
て
の
用
例
の
述
語
文
節
に
推
量
の
助
動
詞
や
終
助
詞
が
存
在
し
て
い
る
。
又
、

「
な
ど
」
は
専
ら
「
ぞ
」
と
呼
応
し
て
、
疑
問
表
現
に
用
い
ら
れ
、
「
な
ど
か
」

は
、
専
ら
「
べ
し
」
　
や
「
む
」
と
呼
応
し
て
反
語
表
現
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う

注
二
十
l

形
態
的
特
徴
が
見
ら
れ
る
。

『
覚
一
本
平
家
』
に
於
い
て
、
「
な
ど
」
　
の
用
例
は
八
例
あ
る
が
、
述
語
文



節
に
、
「
け
む
」
　
の
存
在
す
る
一
例
を
除
い
て
、
全
て
「
ぞ
」
が
存
在
す
る
例

で
あ
る
。

1
0
入
道
習
酷
王
は
返
事
は
せ
曳
笥
ま
い
る
ま
じ
ひ
か
。
参
る
ま
じ
く
は

そ
の
や
う
を
ま
ふ
せ
。
浄
海
も
は
か
ら
ふ
む
ね
あ
り
」
と
ぞ
の
給
ひ
け
る
。

『
平
家
物
語
日
本
古
典
文
学
大
系
』
（
以
下
「
覚
こ
と
略
す
）
上
巻
9
9
頁

例
の
1
0
は
、
入
道
が
使
者
を
立
て
て
紙
王
に
「
仏
を
慰
め
て
く
れ
」
と
伝
え

た
が
、
舐
王
は
全
く
返
事
を
し
て
く
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
入
道
は

「
ど
う
し
て
萩
王
は
返
事
し
な
い
の
だ
」
と
言
っ
た
場
面
で
あ
る
。
入
道
は
舐

王
が
な
か
な
か
返
事
を
し
な
い
原
因
を
知
り
た
い
の
で
あ
る
が
、
「
返
事
す
べ

き
だ
」
と
い
う
判
断
も
表
し
、
舐
王
に
対
す
る
不
満
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ

は
「
ま
い
る
ま
じ
ひ
か
」
　
以
下
の
句
か
ら
も
読
み
取
れ
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち

「
な
ど
」
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
「
な
ど
」
　
と
は
異
な
り
、
情
報
内
容
に
つ
い

て
説
明
を
求
め
よ
う
と
す
る
と
同
時
に
、
話
し
手
の
気
持
ち
の
表
出
に
も
傾
く

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
変
化
が
見
ら
れ
る
。

1
1
司
引
人
道
い
か
な
る
ふ
し
議
を
下
知
し
給
ふ
d
叫
ふ
封
者
盛
に
夢

を
ば
み
せ
ざ
り
け
魯
凡
は
資
盛
奇
怪
な
り
。
‥
・
」
と
て

寛
一
上
巻
1
2
0
頁

例
の
1
1
は
、
前
句
の
逆
説
仮
定
条
件
を
表
す
接
続
助
詞
「
と
も
」
　
の
存
在
に

注
二
十
〓

よ
っ
て
、
後
句
は
、
意
味
上
其
れ
と
反
対
の
結
果
と
な
る
。
こ
の
場
合
の
「
な

ど
」
は
、
話
し
手
の
「
知
ら
せ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
判
断
の
表
出
側
面
に
條
い

て
い
る
。
平
安
時
代
の
「
な
ど
か
」
　
の
意
味
用
法
に
近
似
す
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。

1
2
「
‥
・
。
そ
れ
を
か
ぎ
り
と
だ
に
お
も
は
利
口
叫
嘲
Y
封
の
ち
の
世

と
ち
ぎ
ら
ざ
り
幻
と
、
思
ふ
さ
へ
こ
そ
か
な
し
け
九
。
‥
・
」

覚
＝
ト
巻
2
2
9
頁

例
の
1
2
は
、
明
日
の
合
戦
で
き
っ
と
討
た
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
言
わ
れ
た

の
で
、
妊
娠
中
の
「
わ
た
し
」
は
、
「
も
し
も
そ
の
時
が
最
後
だ
と
さ
え
思
っ

た
な
ら
ば
、
な
ん
で
後
の
世
で
お
会
い
し
よ
う
と
約
束
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
」

と
回
想
す
る
場
面
で
あ
る
。
反
実
仮
想
を
表
す
「
・
・
・
ま
し
か
は
」
　
に
導
か

れ
る
「
な
ど
・
・
・
け
む
」
　
に
、
情
報
内
容
の
生
起
の
原
因
や
理
由
を
問
う
意

図
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
其
れ
は
既
に
希
薄
で
あ
り
、
寧
ろ
そ
こ
に
は

話
し
手
自
身
の
各
め
や
後
悔
の
気
持
ち
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
。

右
の
よ
う
に
、
形
態
面
に
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
「
な
ど
」
は
、
意
味
用

法
に
も
、
か
な
り
の
変
化
が
見
ら
れ
る
。
図
式
に
す
る
と
、
表
5
の
よ
う
に
な

る
で
あ
ろ
う
。

表
5
『
源
氏
物
語
』
　
の
「
な
ど
」

な
ど
　
情
報
内
容
構
成
成
分

「

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

1

．

－

」

′

＋
　
話
し
手
の
気
持
ち



即
ち
、
『
覚
一
本
平
家
』
　
に
於
け
る
「
な
ど
」
　
は
、
情
報
内
容
を
限
定
す
る

だ
け
で
は
な
く
、
話
し
手
の
気
持
ち
も
表
出
し
、
「
辞
」
的
性
格
も
有
す
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
変
化
が
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
最
も
大
き
な
変
化
を
見
せ
た
の
は
、
「
な
ど
か
」
　
で
あ
る
。
平

安
時
代
の
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
述
語
文
節
に
、
「
む
」
「
ら
む
」
「
け
む
」
「
ま

じ
」
「
ぞ
」
が
存
し
た
り
、
文
が
連
体
形
で
終
止
す
る
「
な
ど
か
」
は
、
疑
問

表
現
に
も
用
い
ら
れ
た
が
、
鎌
倉
時
代
の
『
覚
一
本
平
家
』
　
に
於
い
て
は
、

1
3
物
か
は
と
君
が
い
ひ
け
ん
鳥
の
わ
の
け
さ
し
勤
叫
か
な
し
か
ス
引
軸

覚
7
上
巻
3
4
0
貢

の
一
例
し
か
「
ら
む
」
と
呼
応
し
て
疑
問
表
現
に
は
用
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

又
、
此
の
一
例
は
歌
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
平
安
時
代
の
用
法
の

痕
跡
と
見
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
他
の
例
は
全
て
「
べ
し
」
ま
た
は
「
む
」
と

呼
応
し
て
反
語
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
鎌
倉
時
代
の

『
覚
一
本
平
家
』
　
で
は
、
「
な
ど
か
」
　
は
疑
問
表
現
に
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た

と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

形
態
面
を
見
る
と
、
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
「
な
ど
か
」
　
の
述
語
文
節
に
「
べ

し
」
　
の
存
在
す
る
例
は
僅
か
二
例
し
か
な
か
っ
た
が
、
『
覚
一
本
平
家
』
で
は
、

「
ら
む
」
と
呼
応
す
る
一
例
を
除
い
て
、
残
る
三
十
一
例
の
う
ち
二
十
五
例
が

「
べ
し
」
と
呼
応
す
る
例
で
あ
り
、
残
る
六
例
は
「
む
」
と
呼
応
し
て
い
る
。

此
処
で
注
R
口
す
べ
き
点
は
、
「
い
か
で
　
（
か
）
」
　
の
場
合
も
同
じ
よ
う
な
現
象
が

見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
に
は
、
「
い
か
で
（
か
）
」
が
「
べ
し
」

と
呼
応
す
る
用
例
は
全
用
例
の
三
百
三
十
四
の
う
ち
、
十
六
例
し
か
な
い
が
、

『
覚
一
本
平
家
』
に
は
、
五
十
三
例
の
う
ち
、
四
十
五
例
に
そ
う
し
た
呼
応
が

見
ら
れ
る
。
此
の
「
な
ど
か
」
と
「
い
か
で
　
（
か
）
」
　
の
形
態
上
の
変
容
の
生

起
は
意
味
用
法
に
於
い
て
相
互
に
受
容
す
る
こ
と
が
あ
り
得
る
こ
と
を
示
唆
し

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

1
4
「
・
・
・
。
何
と
【
し
て
も
】
命
は
大
切
の
事
な
れ
ば
、
此
度
こ
そ
も
れ

さ
せ
給
ふ
共
、
つ
ゐ
に
は
融
d
封
赦
免
な
う
て
倶
ベ
l
剖
」
と
な
ぐ
さ
め
た

ま
へ
共
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
覚
一
上
巻
2
1
5
頁

例
の
1
4
は
、
赦
免
状
に
名
前
の
な
い
俊
寛
を
、
少
将
は
「
な
ん
と
し
て
も
命

は
大
事
で
す
か
ら
、
今
度
は
赦
免
に
お
漏
れ
に
な
っ
て
も
、
最
後
に
は
な
ん
で

赦
免
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
」
と
言
っ
て
、
慰
め
る
場
面
で
あ
る
。

赦
免
さ
れ
な
い
人
を
慰
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
話
し
手
の
聞
き
手
に
働
き
か
け

る
主
観
的
判
断
を
強
調
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
「
な
ど
か
・
・
・
べ
し
」

は
其
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
然
し
、
元
々
専
ら
話
し
手
の
主
観
的

な
気
持
ち
を
表
し
、
反
語
表
現
に
用
い
ら
れ
る
の
が
、
「
い
か
で
　
（
か
）
」
　
の
意

味
用
法
の
特
散
で
あ
る
。
「
な
ど
か
」
が
使
用
さ
れ
る
以
上
、
そ
の
意
味
用
法

は
「
い
か
で
（
か
）
」
　
の
領
域
に
入
り
込
み
、
「
い
か
で
（
か
）
」
　
の
意
味
用
法

注
二
十
三

に
近
づ
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
又
、

1
5
「
‥
・
。
御
嘆
の
色
、
l
事
も
是
を
み
ず
、
d
d
l
劉
人
道
が
か
な
し
み

を
御
あ
は
れ
み
な
く
共
、
な
ど
か
内
府
が
忠
を
お
ぼ
し
め
し
忘
れ
さ
せ
給

ふ
l
苛
．
丹
封
切
円
府
が
忠
を
お
ぼ
し
め
し
忘
れ
さ
せ
給
ふ
共
、
争
か
入



道
が
嘆
を
御
あ
は
れ
み
な
か
ち
‥
・
」
　
　
　
覚
7
上
巻
2
5
2
頁

1
6
「
・
・
・
し
か
れ
ば
重
盛
が
身
燐
鉱
に
あ
ら
ず
、
名
腎
又
者
婆
に
及
ぶ
べ

か
ら
ず
、
d
d
叫
四
部
の
雷
を
か
ゞ
み
て
、
百
癖
に
長
ず
と
い
も
矧
、
l
呵

」
呵
瑠
珂
有
待
抜
身
を
救
療
為
。
d
d
叫
五
経
の
説
を
詳
に
し
て
、
衆
病

を
い
や
す
と
一
再
碧
世
の
業
病
を
治
せ
叫
刊
‥
・
」

寛
一
上
巻
2
4
4
頁

の
よ
う
に
、
反
語
を
表
す
場
合
、
「
な
ど
か
」
1
「
い
か
で
か
」
1
「
豊
」
と

い
う
程
度
の
差
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
断
定
で
き
な
い
が
、
「
な
ど
か
」
　
に
、

情
報
内
容
の
増
減
に
係
わ
ら
ず
、
専
ら
話
し
手
の
気
持
ち
を
表
出
す
る
と
い
う

意
味
用
法
の
存
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
。
更
に
、

1
7
「
わ
れ
を
こ
そ
す
て
め
、
さ
ま
を
さ
へ
か
へ
け
ん
事
の
う
ら
め
し
さ
よ
。

d
d
叫
世
を
ば
そ
む
ノ
、
L
d
u
Y
河
川
q
呵
か
く
と
し
ら
せ
ざ
．
『
付
人
こ
そ

心
つ
よ
く
と
も
、
尋
て
う
ら
み
ん
」
と
お
も
ひ
っ
ゝ
、

寛
一
下
巻
2
6
8
頁

1
8
「
‥
・
、
d
幻
叫
い
か
な
る
ふ
し
ぎ
あ
り
封
引
V
一
度
は
融
d
由
対
面

な

か

奇

習

‥

・

」

　

　

　

　

　

　

　

　

　

覚

〓

上

巻

3

6

4

頁

の
よ
う
に
、
「
な
ど
か
」
　
の
文
に
は
、
前
句
に
逆
説
仮
定
条
件
を
表
す
接
続
助

詞
の
「
と
も
」
が
よ
く
現
れ
る
。
此
の
「
と
も
」
に
よ
っ
て
、
後
句
の
「
な
ど

か
・
・
・
べ
し
」
　
の
表
出
す
る
話
し
手
の
主
観
的
判
断
が
一
層
強
め
ら
れ
る
。

実
際
、
例
の
1
4
～
1
8
に
於
け
る
「
な
ど
か
」
を
「
い
か
で
（
か
）
」
　
に
置
き
換

え
て
も
、
意
味
用
法
に
於
い
て
は
等
価
の
も
の
と
見
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。
即
ち
、
意
味
用
法
に
於
い
て
は
、

表
6
『
源
氏
物
語
』
の
「
な
ど
か
」

の
よ
う
に
、
「
な
ど
か
」
　
は
、
話
し
手
の
気
持
ち
の
み
に
係
る
と
い
う
用
法
移

転
の
変
化
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
其
の
根
拠
は
、
用
例
か
ら
示
さ
れ
る
言
語

事
実
と
、
情
報
内
容
の
細
部
に
わ
た
っ
て
塗
り
上
げ
ら
れ
る
意
味
用
法
を
失
っ

た
以
上
、
話
し
手
の
気
持
ち
を
表
す
意
味
用
法
し
か
有
し
な
い
こ
と
と
な
る
と

こ
ろ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
意
味
用
法
に
於
い
て
、
「
な
ど
」
は
話
し
手
の
気
持
ち
の
表

出
に
傾
く
こ
と
に
よ
り
、
そ
し
て
一
方
、
「
な
ど
か
」
は
述
語
文
節
の
話
し
手

注
二
十
四

の
気
持
ち
を
表
す
部
分
と
共
起
し
て
、
専
ら
話
し
手
の
気
持
ち
を
表
す
こ
と
に

よ
り
、
「
い
か
で
　
（
か
）
」
が
元
来
表
し
た
領
域
に
近
づ
い
て
い
っ
た
。
又
、

「
い
か
で
（
か
）
」
も
変
化
を
見
せ
た
。
其
の
結
果
、
「
い
か
で
（
か
）
」
　
の
み

で
、
「
な
ど
か
」
「
な
ど
」
　
の
意
味
用
法
を
十
分
カ
バ
ー
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
恐
ら
く
「
な
ど
」
「
な
ど
か
」

が
、
「
い
か
で
（
か
）
」
　
よ
り
先
に
姿
を
消
す
こ
と
に
な
る
重
要
な
原
因
で
は
な



い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

6
　
室
町
時
代
の
『
天
草
版
平
家
物
語
』
と
江
戸
時
代

の
『
大
蔵
虎
明
本
荘
言
葉
』
に
於
け
る
「
な
ど
」
・

「
な
ど
か
」

室
町
時
代
に
入
っ
て
、
特
に
『
天
草
版
平
家
物
語
』
（
以
下
『
天
草
版
平
家
』

と
略
す
）
　
に
於
い
て
は
、
「
い
か
で
（
か
）
」
が
依
然
と
し
て
存
す
る
が
、
「
な

ど
」
は
既
に
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
。
「
な
ど
か
」
も
、
「
よ
に
も
苦
し
さ
う
で
、

到
q
別
思
い
を
く
こ
と
が
な
う
て
わ
ご
ざ
ら
引
可
？
天
草
レ
包
」
の
一
例
し

か
存
し
な
い
。
其
の
代
わ
り
に
登
場
し
て
き
た
の
が
「
な
ぜ
に
」
　
で
あ
る
。

「
な
ぜ
に
」
の
語
源
に
就
い
て
は
、
「
な
に
し
」
が
「
な
じ
」
1
「
な
ぜ
に
」

に
転
じ
た
と
い
う
説
と
、
「
な
に
せ
む
に
」
が
「
な
ぜ
う
に
」
1
「
な
ぜ
に
」

注
二
十
五

に
転
じ
た
と
い
う
説
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
文
中
に
於
い
て
、
「
な

ど
」
や
「
な
ど
か
」
が
、
共
に
「
な
ぜ
に
」
　
に
代
替
さ
れ
た
と
い
う
言
語
事
実

が
存
し
、
問
題
と
な
る
の
は
、
此
の
「
な
ぜ
に
」
が
、
「
な
ど
」
や
「
な
ど
か
」

の
意
味
用
法
を
有
す
る
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
な
ぜ
に
」
　
の
意
味
用
法

に
つ
い
て
は
、
既
に
別
稿
で
検
討
し
た
の
で
、
こ
こ
で
は
「
な
ど
」
「
な
ど
か
」

と
の
関
わ
り
の
検
討
に
限
っ
て
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。

次
に
対
照
の
便
宜
を
図
る
た
め
、
『
覚
一
本
平
家
』
の
用
例
を
先
に
、
『
天
草

版
平
家
』
の
用
例
を
次
に
、
並
べ
て
挙
げ
る
。

1
9
人
々
皆
お
も
は
ず
げ
に
ぞ
見
給
ひ
け
る
。
事
よ
り
お
り
給
所
に
、
貞
良
つ

（
ツ
）
　
と
参
（
ツ
）
　
て
、
「
な
ど
こ
れ
程
の
御
大
事
に
、
軍
兵
共
を
は
め

し
ぐ
せ
ら
れ
侯
は
ぬ
ぞ
」
と
申
せ
ば
、
　
　
　
　
寛
一
上
巻
1
5
9
頁

1
9
．
清
盛
を
初
め
て
人
々
皆
不
審
さ
う
に
見
ら
れ
た
。
串
よ
り
降
り
ら
る
る
と

こ
ろ
へ
、
貞
能
つ
っ
と
寄
っ
て
、
「
田
崎
叫
こ
れ
ほ
ど
の
御
大
事
に
軍
兵

ど
も
を
は
召
し
具
せ
ら
れ
塾
と
申
し
た
れ
ば
、

『
天
草
版
平
家
物
語
』
（
以
下
「
天
草
」
と
略
す
）
　
1
・
3
0
・
1
0
巻
・
頁
・
行
、

以
下
同

2
0
膏
叫
入
道
い
か
な
る
ふ
し
議
を
下
知
し
給
ふ
山
村
∴
割
訂
盛
に
夢

を
ば
み
せ
ざ
り
け
亀
U
‥
・
」
　
　
　
　
　
　
寛
一
上
巻
1
2
0
頁

2
0
，
た
と
い
清
盛
い
か
な
る
不
思
議
を
下
知
せ
ら
る
る
と
も
、
な
ぜ
に
歪
に
一

夢
は
ど
な
り
と
も
知
ら
せ
な
ん
罫
・
　
　
　
　
　
天
草
1
・
ワ
1
7
　
1
0

形
態
面
に
於
い
て
は
、
「
な
ど
‥
・
ぞ
」
は
、
「
な
ぜ
に
‥
・
ぞ
」
に
変
－

容
し
た
。
又
、
「
な
ど
」
「
な
ど
か
」
と
呼
応
し
て
き
た
「
べ
し
」
や
「
む
」
な

ど
は
既
に
存
し
な
く
な
り
、
終
助
詞
の
「
ぞ
」
（
か
）
　
に
統
一
さ
れ
た
。
こ
の

よ
う
な
変
容
が
「
い
か
で
（
か
）
」
　
の
用
例
に
も
見
ら
れ
る
。
山
田
潔
氏
に
よ

れ
ば
、
「
『
疑
問
詞
・
・
・
ベ
キ
』
が
『
疑
問
詞
・
・
・
ウ
ゾ
』
の
構
文
そ
の

注
二
十
六

も
の
に
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

1
9
．
、
2
0
．
の
文
の
構
造
は
1
9
、
2
0
の
其
れ
と
同
じ
で
あ
り
、
而
も
文
脈
も
同
様

で
あ
る
か
ら
、
「
な
ぜ
に
」
は
『
覚
一
本
平
家
』
の
「
な
ど
」
　
の
意
味
用
法
を

踏
襲
し
、
情
報
内
容
を
限
定
す
る
と
同
時
に
話
し
手
の
気
持
ち
も
表
出
す
る
も

の
で
あ
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。



と
こ
ろ
で
、
鎌
倉
時
代
の
『
覚
一
本
平
家
』
で
「
な
ど
」
と
は
区
別
さ
れ
て

き
た
「
な
ど
か
」
も
、
『
天
草
版
平
家
』
で
は
、

2
1
「
・
・
・
、
い
ま
し
ば
し
も
な
ど
か
見
ざ
ら
ん
。
親
と
な
り
、
子
と
な
り
、

夫
婦
の
縁
を
む
す
ぷ
も
、
み
な
此
世
ひ
と
つ
に
か
ざ
ら
ぬ
契
り
ぞ
か
し
。
・
・

・

」

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

寛

一

1

巻

2

3

8

頁

2
1
．
今
し
ば
し
も
見
よ
う
も
の
を
！
親
と
な
り
、
子
と
な
り
、
夫
婦
の
縁
を
結

ぶ
も
、
み
な
こ
の
世
ひ
と
つ
に
か
ざ
ら
ぬ
ち
ぎ
り
ぢ
ゃ
に
、

天
草
1
・
9
1
・
3

の
よ
う
に
、
『
覚
一
本
平
家
』
の
反
語
表
現
の
「
な
ど
か
見
ざ
ら
ん
」
が
、
『
天

草
版
平
家
』
に
於
い
て
、
「
見
よ
う
も
の
を
！
」
　
の
よ
う
に
、
直
接
的
な
表
現

に
変
わ
っ
た
例
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
多
く
は
、
「
な
ど
」
　
の
場
合
と
同
じ
よ

う
に
、2

2
「
‥
・
、
今
度
こ
そ
も
れ
さ
せ
給
ふ
共
、
つ
ゐ
に
は
d
d
封
赦
免
な
う

て
笥
と
な
ぐ
さ
め
た
ま
へ
共
、
　
　
　
　
寛
一
上
巻
2
1
5
頁

2
2
．
た
と
い
こ
の
瀬
に
こ
そ
も
れ
さ
せ
ら
る
る
と
も
、
つ
ゐ
に
れ
瑚
増
吋
赦
免

な
う
て
あ
ら
う
ず
ス
「
甲
と
、
慰
め
ら
る
れ
ど
も
、
　
　
天
草
1
・
苧
1
6

2
3
「
・
・
・
。
お
の
こ
ご
の
身
に
て
さ
ぷ
ら
は
ば
、
わ
た
ら
せ
給
ふ
嶋
へ
も
、

融
封
ま
い
ら
で
さ
ぷ
ら
包
‥
・
」
　
　
　
寛
一
上
巻
2
3
7
頁

2
3
．
男
子
の
身
で
ご
ざ
ら
は
、
住
ま
せ
ら
る
る
島
え
も
、
村
域
叫
参
ら
い
で
ご

ざ
ら
う
ぞ
？
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
草
1
・
9
0
・
1

の
よ
う
に
、
「
な
ぜ
に
・
・
・
ぞ
」
　
に
変
容
し
て
い
る
。
更
に
、

2
4
「
・
・
・
見
参
す
る
ほ
ど
に
て
は
、
い
か
で
か
声
を
も
き
か
で
あ
る
べ
き
。

い
ま
や
う
一
つ
う
た
へ
か
し
」
と
の
給
へ
は
、
　
　
　
覚
一
上
巻
9
7
頁

2
4
．
舐
王
が
申
し
す
す
む
る
に
よ
っ
て
見
参
わ
し
っ
、
見
参
す
る
ほ
ど
で
わ
、

な
ぜ
に
声
を
見
聞
か
い
で
あ
ら
う
ぞ
？
　
　
　
　
　
　
　
天
草
2
・
9
6
・
2

の
よ
う
に
、
『
覚
一
本
平
家
』
に
於
け
る
「
い
か
で
か
・
・
・
べ
し
」
が
『
天

草
版
平
家
』
に
於
い
て
「
な
ぜ
に
・
・
・
ぞ
」
に
変
容
し
た
例
も
見
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
天
草
版
平
家
』
に
於
け
る
「
な
ぜ
に
」
は
、
「
な
ど
」
　
や

「
な
ど
か
」
の
意
味
用
法
だ
け
で
な
く
、
「
い
か
で
（
か
）
」
な
ど
の
不
定
語
の

意
味
用
法
も
有
し
て
お
り
、
不
定
語
の
意
味
用
法
を
包
括
す
る
機
能
を
有
す
る

注
二
十
七

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

『
天
草
版
平
家
』
か
ら
凡
そ
五
十
年
後
の
江
戸
時
代
の
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言

集
』
に
は
、
表
7
の
よ
う
に
、
「
な
ど
か
」
は
四
例
、
「
い
か
で
」
は
二
例
、

「
い
か
で
か
」
は
三
例
し
か
見
ら
れ
な
い
が
、
「
な
ぜ
に
」
は
三
十
九
例
も
見

ら
れ
る
。
「
な
ど
か
」
は
四
例
の
う
ち
、
三
例
は
「
べ
し
」
と
呼
応
し
、
一
例

は
「
ま
じ
し
」
と
呼
応
し
て
い
る
。
「
い
か
で
（
か
）
」
も
同
じ
で
、
「
む
」
「
ら

む
」
「
べ
し
」
と
呼
応
し
て
い
る
。
然
し
、
室
町
時
代
に
於
い
て
、
不
定
語
を

含
む
文
の
述
語
文
節
の
推
量
の
助
動
詞
や
終
助
詞
は
「
う
」
や
「
ぞ
」
　
に
変
容

し
て
い
る
の
で
、
此
の
「
な
ど
か
・
・
・
べ
し
」
の
用
法
は
、
『
覚
一
本
平
家
』

の
用
法
の
特
徴
で
あ
り
、
「
い
か
で
（
か
）
」
　
の
用
法
は
、
表
8
と
表
4
で
示
し

て
い
る
よ
う
に
、
『
天
草
版
平
家
』
の
用
法
で
は
な
く
、
平
安
時
代
の
用
法
で

あ
る
か
ら
、
「
擬
古
」
の
用
法
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
「
な
ぜ
に
・
・
・
ぞ
」
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が
、
『
天
草
版
平
家
』
に
於
い
て
、
既
に
一
般
的
な
用
法
と
し
て
定
着
し
て
い

た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

表
7
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
』
の
「
な
ぜ
に
」
「
な
ど
か
」
「
い
か
で
」
「
い

か
で
か
」

い い な な な
か か ど ど ぜ
で
か

で か に

1 3 べ
き

25 ぞ

2 1 む

1
ら
む

6
省

略

1

ま
じ

い

1
ま

い

7 ○

3 2 4 0 39
ノ」
口計

表
8
『
天
草
版
平
家
』
　
の
「
い
か
で
」
「
い
か
で
か
」

い い
か か
で
か

で

反 疑 反 疑

語 問 語 問

1 ぞ

7
う

ぞ

1

う
ず
る

ぞ

1

ま
と

か

3 う

12 1
ノ」口
計

7

　

終

わ

り

　

に

以
上
の
検
討
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
整
理
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に

な
る
。一

、
「
な
ど
」
　
や
「
な
ど
か
」
は
、
奈
良
時
代
に
既
に
現
れ
て
い
る
。
「
か
」

が
下
接
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
、
構
文
的
機
能
と
意
味
用
法
に
は
差
が
見
ら
れ

る
。
「
な
ど
」
　
は
、
情
報
内
容
の
み
を
限
定
し
、
情
報
内
容
の
構
成
成
分
で
も

あ
る
が
、
「
な
ど
か
」
は
、
情
報
内
容
と
話
し
手
の
主
観
的
な
気
持
ち
の
両
方

を
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
平
安
時
代
に
入
る
と
、
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
「
な
ど
」
　
や
「
な
ど
か
」

が
、
述
語
文
節
に
推
量
の
助
動
詞
や
終
助
詞
の
呼
応
を
必
ず
し
も
求
め
な
い
と

い
う
形
態
面
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
が
、
奈
良
時
代
の
意
味
用
法
を
踏
襲
す
る
も

の
で
は
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
、
鎌
倉
時
代
に
入
る
と
、
『
覚
一
本
平
家
』
で
は
、
「
な
ど
」
や
「
な
ど
か
」

に
於
い
て
、
述
語
文
節
に
推
量
の
助
動
詞
や
終
助
詞
の
共
起
を
求
め
る
と
い
う

形
態
面
の
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
。
又
、
「
な
ど
」
は
、
主
と
し
て
「
ぞ
」

と
呼
応
し
て
疑
問
表
現
に
用
い
ら
れ
、
「
な
ど
か
」
　
は
、
主
と
し
て
平
安
時
代

に
述
語
文
節
に
殆
ど
現
れ
な
い
「
べ
し
」
と
呼
応
し
て
反
語
表
現
に
用
い
ら
れ

る
と
い
う
特
徴
も
見
ら
れ
る
。
更
に
、
意
味
用
法
に
も
大
き
な
変
化
が
起
こ
っ

た
。
「
な
ど
」
は
、
今
迄
情
報
内
容
の
み
を
限
定
し
て
き
た
が
、
『
覚
一
本
平
家
』

に
於
い
て
は
、
話
し
手
の
主
観
的
な
気
持
ち
も
限
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
又
、

「
な
ど
か
」
と
「
い
か
で
（
か
）
」
と
の
問
に
共
通
点
が
現
れ
、
意
味
用
法
に

於
い
て
、
相
互
に
重
な
り
合
い
、
混
在
す
る
例
も
現
れ
た
。
こ
れ
は
、
「
な
ど
」

「
な
ど
か
」
が
、
「
い
か
で
（
か
）
」
よ
り
先
に
姿
を
消
し
て
し
ま
う
重
要
な
原

因
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
室
町
時
代
に
な
る
と
、
『
天
草
版
平
家
』
で
は
、
「
な
ど
」
と
「
な
ど
か
」
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は
、
既
に
使
用
さ
れ
な
く
な
り
、
其
の
代
わ
り
に
登
場
し
た
の
が
「
な
ぜ
に
」

で
あ
る
。
「
な
ど
」
と
「
な
ど
か
」
の
意
味
用
法
は
、
一
部
は
「
い
か
で
（
か
）
」

に
吸
収
さ
れ
、
一
部
は
、
「
な
ぜ
に
」
に
変
容
し
、
ま
た
、
他
の
形
式
に
変
容

し
た
も
の
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

五
、
江
戸
時
代
の
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
』
で
は
、
「
な
ど
」
と
「
な
ど
か
」

の
用
例
が
存
し
て
い
る
が
、
そ
の
述
語
文
節
の
推
量
の
助
動
詞
や
終
助
詞
を
見

る
と
、
『
天
草
版
平
家
』
時
代
以
前
の
呼
応
用
法
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
即

ち
、
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
』
に
於
い
て
、
「
な
ど
」
と
「
な
ど
か
」
は
、
擬
古

の
用
法
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

以
上
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
纏
め
て
み
る
と
、
表
9
と
表
1
0
と
な
る
。

表
9
　
「
な
ど
」
「
な
ど
か
」
　
の
史
的
変
遷

な い な な
ぜ か ど ど

に 雲

か

か

擬 擬

奈
良
時
代

平
安
時
代

鎌
倉
時
代

室
町
時

古 古 代

用 用 匹

古
用
法

法 法
戸
時
代

正 江 平 天 室 平 鎌 源 平 万 古 奈
言 戸 家 事 町 家 倉 氏 安 薬 事 良
集 時 物 版 時 物 時 物 時 集 記 時

代 譜　 代 譜 代 譜 代 代

い な な し、 な な し、 な な い な な し、 な な

か ぜ く か ぜ く か ど ど か ど ど か ど ど

で

空

に
な
ど
か

で

互

に
な
ど
か

で

互

か で

互

か で

亙

か

擬
古

用

法

×

擬
古

用

法

× ×

　「な
ど
か

　」

1
例

× × × × × ○ × ○

の 情

み 報
限 内
定 容

○ × ○ × × ○ × ○ × ○ ×

手 情

の 報
気 内
持 容
を と
限 話
定 し

× ○ × ○ ○ × ○ × × × ×

ち 話

の　 し
み 手
隈 の
定 気

持

△ × △ × × △ × △ ○ △ ○
消 疑
志 念
向 解

13

（
△
疑
念
解
消
を
志
向
し
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
を
指
す
）

以
上
の
検
討
を
通
し
て
「
な
ど
」
や
「
な
ど
か
」
　
の
意
味
用
法
と
其
の
変
遷

の
目
処
を
大
体
つ
け
る
こ
と
が
出
来
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
、
敢

え
て
拙
論
を
提
出
し
て
、
大
方
の
叱
正
を
仰
ぎ
た
い
。



注
一
　
不
定
語
の
定
義
は
尾
上
圭
介
説
に
従
う
。
尾
上
圭
介
「
不
定
語
の
語
性
と
用
法
」

渡
辺
実
編
『
副
用
語
の
研
究
』
明
治
容
院
－
琵
年
4
0
4
弓

注
二
　
個
別
の
不
定
語
（
古
代
語
）
　
に
関
す
る
本
テ
ー
マ
に
関
連
す
る
論
文
と
し
て
、
著

書
に
収
録
さ
れ
る
も
の
を
除
い
て
、
次
の
よ
う
な
論
文
が
あ
る
　
（
但
し
疑
問
表
現
の

論
文
は
含
ま
な
い
）
。
土
岐
武
治
「
堤
中
納
言
物
語
む
し
め
づ
る
姫
君
の
『
い
か
で

わ
れ
』
考
」
　
国
語
文
化
研
究
所
『
国
語
研
究
』
1
9
、
－
試
ふ
年
。
木
下
正
俊
「
『
な
に
』

と
『
い
か
に
』
と
」
万
葉
学
会
『
万
葉
』
第
四
十
四
号
－
宗
N
年
。
舷
城
俊
太
郎
「
今

昔
物
語
集
の
疑
問
副
詞
『
何
ソ
』
『
何
ト
』
『
何
テ
』
」
　
国
語
学
会
『
国
語
学
』
7
7
武

蔵
野
書
院
－
宗
の
年
。
大
鹿
蕪
久
「
万
葉
集
に
お
け
る
不
定
語
と
不
定
の
疑
問
」
　
国
語

学
会
『
国
語
学
』
1
6
5
武
蔵
野
書
院
－
買
年
。
磯
部
佳
宏
「
不
定
語
『
い
か
で
』
の
構

文
的
性
格
1
意
味
用
法
・
表
現
性
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
　
『
山
口
国
文
』
第
1
1
号
－
¢
巳
年
。

同
氏
「
『
今
昔
物
語
集
』
　
の
要
説
明
疑
問
表
現
1
『
疑
問
詞
－
ニ
カ
。
』
形
式
を
中

心
に
」
梅
光
女
学
院
大
学
『
日
本
文
学
研
究
』
第
二
七
号
－
雷
｝
年
。
同
氏
「
『
平
家

物
語
』
の
要
説
明
疑
問
表
現
」
　
明
治
容
院
『
辻
村
敏
樹
教
授
古
稀
記
念
日
本
語
史
の

諸
問
題
』
－
雷
N
年
。
畠
山
義
和
「
『
源
氏
物
語
』
中
心
に
見
る
疑
問
詞
の
扱
い
ー

『
い
づ
く
の
』
『
な
に
の
』
『
な
ぞ
の
』
『
な
で
ふ
』
の
用
法
－
」
『
湘
南
文
学
』
5
・
6

－
笥
N
年
。
片
山
武
「
万
葉
集
の
疑
問
副
詞
に
つ
い
て
　
（
一
）
」
　
『
金
城
学
院
大
学
論

集
別
』
－
謡
－
年
。
同
氏
「
題
名
同
前
（
二
）
」
　
『
金
城
学
院
大
学
論
集
9
4
』
｝
琵
N
年
。

注
三
　
「
叙
述
内
容
」
「
命
題
」
「
こ
と
が
ら
」
と
も
称
さ
れ
る
。

注
四
　
話
し
手
は
「
表
現
主
体
」
　
と
も
い
う
。
話
し
手
、
語
り
手
、
書
き
手
の
こ
と
を
指

す
。
話
し
手
の
気
持
ち
は
「
陳
述
」
「
話
者
の
心
的
態
度
」
「
モ
ダ
リ
テ
ィ
」
　
と
も
称

さ
れ
る
。

注
五
　
官
地
裕
氏
は
『
新
版
文
論
』
（
明
治
雷
院
昭
和
五
十
四
年
－
当
り
年
）
　
に
於
い
て
、

疑
問
表
現
を
「
説
明
要
求
の
疑
問
表
現
」
　
と
「
判
定
要
求
の
疑
問
表
現
」
　
に
分
析
さ

れ
る
。
然
し
、
山
口
勇
二
氏
が
『
日
本
疑
問
表
現
通
史
』
（
明
治
書
院
－
豊
〇
年
加
頁
）

に
於
い
て
指
摘
さ
れ
る
と
お
り
、
「
・
・
・
要
求
」
　
は
「
問
い
」
　
の
性
格
が
強
い
。

従
っ
て
、
本
稿
は
阪
倉
篤
義
説
に
従
う
こ
と
に
す
る
。
阪
倉
篤
義
『
日
本
語
表
現
の

流
れ
』
岩
波
書
店
－
≡
年
1
4
7
頁
参
照
。

注
六
　
「
詞
」
「
辞
」
　
の
定
義
は
、
時
枝
誠
記
説
に
従
入
ノ
。
時
枝
誠
記
『
日
本
文
法
口
語

網
』
岩
波
質
店
）
㌶
N
年
。

注
七
　
宮
地
裕
前
掲
著
書
0
0
3
頁
。

注
入
　
中
右
実
「
文
副
詞
の
比
較
」
　
（
国
広
哲
郊
編
『
日
英
語
比
較
講
座
第
2
巻
文
法
』

大
修
館
－
琶
年
）
1
6
1
頁

注
九
　
『
万
葉
集
1
日
本
古
典
文
学
全
集
』
（
小
学
館
昭
和
認
空
∽
巳
年
）
3
0
9
頁
の
頭
注

に
於
い
て
、
「
自
分
の
事
悟
も
言
わ
ず
に
来
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い
う
」

と
解
釈
さ
れ
る
。

注
十
　
『
万
葉
集
4
』
（
同
注
八
）
3
2
5
頁
の
頭
注
に
於
い
て
、
「
ナ
ド
は
ナ
ニ
ト
の
約
。
ど

入
ノ
い
う
わ
け
、
の
意
で
、
来
鳴
か
な
い
こ
と
の
意
図
的
な
理
由
を
問
い
た
だ
す
疑
問

副
詞
」
　
と
解
釈
さ
れ
る
。

注
十
二
　
阪
倉
篤
義
前
掲
著
容
1
5
3
頁
参
照
。
山
崎
良
幸
氏
は
『
古
典
語
の
文
法
』
（
武
蔵

野
苔
院
－
彗
年
）
2
6
1
頁
に
於
い
て
、
「
か
」
の
下
接
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
疑
い
問

入
ノ
焦
点
は
『
や
』
『
か
』
　
の
上
按
語
に
お
か
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で

し
よ
う
」
　
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

注
十
二
　
『
か
さ
し
抄
下
』
福
井
久
歳
編
『
国
語
学
大
系
第
一
巻
』
国
包
刊
行
会
－
害
い
年

別
貢
。

注
十
三
　
同
注
十
一
。

注
十
四
　
即
ち
、
文
全
体
を
修
飾
す
る
も
の
と
考
え
て
も
良
い
。

注
十
五
　
宮
島
達
夫
『
古
典
対
照
語
い
表
』
笠
間
容
院
－
S
－
年
も
参
考
に
し
て
、
筆
者
の

採
取
し
た
例
を
あ
わ
せ
て
得
た
結
果
で
あ
る
。

注
十
六
　
拙
稿
「
中
古
和
文
に
於
け
る
『
い
か
で
』
『
い
か
に
』
『
い
か
が
』
　
の
機
能
」

（
『
山
口
国
文
』
第
十
九
号
－
∽
宗
）
　
に
よ
る
。
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注
十
七
　
『
源
氏
物
語
』
に
於
い
て
は
、
「
な
ど
」
「
な
ど
か
」
　
の
用
例
が
1
1
2
例
あ
る

が
、
そ
の
う
ち
、
連
体
形
で
終
止
す
る
例
は
罰
例
存
す
る
。

注
十
八
　
渡
辺
実
『
国
語
構
文
論
』
－
ヨ
年
3
1
0
頁
。

注
十
九
　
筆
者
の
修
士
論
文
「
不
定
詞
『
い
か
で
』
に
つ
い
て
ー
『
源
氏
物
語
』
を
中
心

に
ー
」
　
（
－
謡
い
年
）
　
の
調
査
結
果
で
あ
る
。

注
二
十
　
磯
部
佳
宏
氏
も
「
不
定
語
『
い
か
で
』
　
の
構
文
的
性
格
－
意
味
用
法
・
表
現
性

を
め
ぐ
っ
て
ー
」
『
山
口
国
文
』
第
1
1
号
－
竺
㍍
年
に
於
い
て
、
此
の
現
象
を
指
摘
さ

れ
る
。

注
二
十
一
磯
部
佳
宏
氏
の
注
二
十
の
論
文
の
調
査
結
果
と
一
致
す
る
。

注
二
十
二
　
山
田
孝
雄
『
日
本
文
法
講
義
』
宝
文
館
芯
翌
年
2
0
5
頁
。

注
二
十
三
　
磯
部
佳
宏
注
二
十
の
論
文
6
5
頁
。

注
二
十
四
　
文
レ
ベ
ル
の
話
し
手
の
気
持
ち
は
、
推
量
の
助
動
詞
や
終
助
詞
、
そ
れ
以
外

の
助
動
詞
と
用
言
の
終
止
形
態
、
及
び
、
プ
ロ
ソ
デ
ィ
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
。

注
二
十
五
　
山
口
佳
紀
氏
は
『
古
代
日
本
文
体
史
論
考
』
（
有
精
宝
石
巳
年
）
1
0
2
頁
に
於

い
て
は
、
「
ナ
ニ
ト
　
（
何
と
）
　
が
ナ
ド
に
転
じ
、
ナ
ニ
シ
　
（
何
し
）
　
が
ナ
ジ
・
ナ
ゼ

ニ
転
じ
た
の
と
同
様
に
考
え
ら
れ
る
」
　
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
大
野
晋
・
佐
竹

昭
広
・
前
田
金
五
郎
掃
『
岩
波
古
語
辞
典
補
訂
版
』
（
9
8
0
頁
）
に
は
、
「
な
ぜ
に
」
は

「
な
ぜ
う
に
」
　
の
転
、
「
な
ぜ
う
に
」
は
、
「
ナ
ニ
セ
ム
こ
の
転
」
と
さ
れ
て
い
る
。

注
二
十
六
　
山
田
潔
「
助
動
詞
『
ウ
ズ
』
の
表
現
性
」
『
国
語
国
文
』
甜
－
6
、
－
雷
－
年
。

注
二
十
七
　
拙
稿
「
『
天
草
版
平
家
物
語
』
に
於
け
る
『
な
ぜ
に
』
　
の
意
味
用
法
」
　
広
島

大
学
日
本
語
教
育
学
科
紀
要
－
雷
の
年
。

注
二
十
八
　
築
島
裕
氏
は
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』
（
東
京
大
学

出
版
会
－
宗
0
年
）
　
に
於
い
て
、
此
の
現
象
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
又
、
船
城
俊
太
郎

氏
も
前
掲
論
文
に
於
い
て
、
「
な
ど
」
　
を
「
和
文
調
の
語
『
何
ド
』
」
　
と
称
さ
れ
る
。

●
『
天
草
版
平
家
物
語
』
の
表
記
は
、
江
口
正
弘
『
天
草
版
平
家
物
語
対
照
本
文
及
び
総

索
引
本
文
編
』
明
治
書
院
－
霊
の
年
に
従
う
。

主
な
参
考
文
献
‥
（
注
に
取
り
上
げ
た
著
容
は
含
ま
な
い
）

山
田
孝
誰
『
日
本
文
法
学
概
論
』
宝
文
館
－
u
U
の
年

南
不
二
男
『
現
代
日
本
語
の
構
造
』
大
修
館
－
害
－
年

－
　
　
　
『
現
代
日
本
語
文
法
の
輪
郭
』
大
修
館
－
思
い
年

北
原
保
雄
『
日
本
語
助
動
詞
の
研
究
』
大
修
館
－
器
か
年

仁
田
義
雄
・
益
岡
隆
志
霜
『
日
本
語
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
』
く
ろ
し
お
出
版
－
∽
怒
年

－
　
う
・
こ
う
、
本
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
　
－




