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一
　
は
じ
め
に

　

現
代
日
本
語
の
指
示
詞
コ
ソ
ア
の
う
ち
、「
そ
こ
」
と
い
う
語

形
に
は
次
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。

（
１
）　

医
者
：（
患
者
の
腹
部
を
押
さ
え
な
が
ら
）
ど
こ
が
痛

み
ま
す
か
。
こ
こ
で
す
か
。

　
　
　

患
者
：
そ
こ
は
、
そ
れ
ほ
ど
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

【
聞
き
手
領
域
の
指
示
】

（
２
）　

お
客
：
そ
こ
の
角
を
左
へ
曲
が
っ
て
。

　
　
　

タ
ク
シ
ー
の
運
転
手
：
そ
こ
の
角
で
す
ね
。

【
中
距
離
の
指
示
】

　

こ
の
「
そ
こ
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
指
示
詞
ソ
が
今
、

目
の
前
で
知
覚
・
感
覚
で
き
る
対
象
を
指
し
示
す
場
合
、
話
し

手
や
聞
き
手
と
い
っ
た
人
称
に
よ
る
区
分
と
、
近
い
遠
い
と

い
っ
た
距
離
に
よ
る
区
分
の
二
つ
の
方
法
か
ら
成
る
。
た
だ
し

（
２
）
の
よ
う
な
距
離
に
よ
る
区
分
の
例
も
、
聞
き
手
が
い
な

け
れ
ば
ソ
は
用
い
に
く
い
（（
３
））。

（
３
）　
（
独
り
言
で
）
わ
あ
、｛
？
そ
こ
／
あ
そ
こ
｝
の
店
に
か

わ
い
い
服
が
並
ん
で
る
な
あ
。（１
）

　

聞
き
手
の
い
な
い
独
り
言
の
よ
う
な
場
面
で
は
、
ア
が
選
ば

れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
（
１
）（
２
）
と
も
に
聞
き
手
の

存
在
が
ソ
を
用
い
る
動
機
づ
け
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま

た
、現
在
の
と
こ
ろ（
２
）の
よ
う
な
中
距
離
の
指
示
は
、「
そ
こ
」

「
そ
の
へ
ん
」の
よ
う
な
場
所
を
指
す
例
に
多
く
、「
そ
れ
」や「
そ

の
」
な
ど
の
形
式
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
報
告
さ
れ

そ
こ
は
ど
こ
　
― 

指
示
に
つ
い
て 

―

藤
　
本
　
真
理
子
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て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
現
代
語
で
は
指
示
詞
ソ
と
聞
き
手
と
の
結
び

つ
き
は
強
い
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、古
典
語
で
は
、

ソ
が
聞
き
手
の
領
域
を
表
す
と
言
え
る
確
か
な
例
は
上
代
、
中

古
に
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
聞
き
手
領
域
を
指
示
す
る
ソ
を
一
定

数
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
中
世
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で

あ
る
。
た
だ
し
中
古
に
お
い
て
も
、「
そ
こ
」
と
い
う
形
式
に
関

し
て
は
、
聞
き
手
自
体
を
表
す
（
４
）
の
よ
う
な
二
人
称
代
名

詞
の
例
が
、
あ
る
程
度
の
数
を
も
っ
て
確
認
で
き
る
。

（
４
）　
〔
源
氏
→
夕
霧
〕「
そ
こ
に
こ
そ
は
、
門
は
ひ
ろ
げ
た
ま
は
め
」

　
　
【
あ
な
た
こ
そ
は
、
こ
の
家
門
を
広
げ
て
く
だ
さ
い
。】

（
源
氏
物
語
、
幻
、
四
：
五
四
一
）

　

本
稿
で
は
、
指
示
詞
ソ
の
中
で
も
意
味
変
化
の
先
駆
け
的
な

役
割
を
担
う「
そ
こ
」と
い
う
場
所
指
示
の
語
形
に
着
目
し
、「
そ

こ
」
の
指
し
示
す
対
象
や
意
味
用
法
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て

き
た
の
か
、
上
代
、
中
古
の
例
を
中
心
に
考
察
す
る
。
ま
た
場

所
指
示
が
指
示
詞
の
用
法
変
化
の
中
で
先
駆
け
的
に
働
く
要
因

に
つ
い
て
も
検
討
す
る
。
二
節
で
指
示
詞
の
用
法
に
つ
い
て
確

認
し
た
上
、
三
節
で
は
現
代
語
の
「
そ
こ
」
の
用
法
、
四
節
で

は
古
典
語
の
「
そ
こ
」
に
つ
い
て
考
察
し
、
意
味
変
化
の
要
因

を
考
察
す
る
。
五
節
は
ま
と
め
で
あ
る
。

二
　
指
示
詞
の
用
法

二
・
一
　
分
類
の
基
準
と
定
義

　

指
示
詞
に
よ
る
指
示
と
い
う
行
為
は
、
あ
る
対
象
を
認
識

し
、
対
象
と
の
距
離
が
計
算
さ
れ
、
発
話
さ
れ
る
と
い
う
過
程

を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、指
示
詞
の
用
法
を
検
討
す
る
際
、

基
準
と
な
る
の
は
指
示
対
象
の
所
在
、
す
な
わ
ち
談
話
に
お
い

て
、
あ
る
対
象
が
ど
の
よ
う
な
要
素
か
ら
導
か
れ
て
き
た
か
と

い
う
点
で
あ
る
。談
話
に
お
け
る
文
脈
の
構
成
要
素
と
し
て
は
、

田
窪
（
一
九
八
九
：
一
一
九
二
）
に
お
い
て
、
次
の
要
素
が
提

示
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）ａ　

発
話
の
現
場
：｛
話
し
手
、
聞
き
手
、
現
場
の
事
物
、

発
話
そ
の
も
の
、
発
話
の
と
き
、
発
話
の
場
所
｝

ｂ　

共
有
知
識
：｛
発
話
時
に
話
し
手
が
想
定
し
て
い
る

聞
き
手
の
知
識
｝

ｃ　

発
話
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト

　

指
示
対
象
の
所
在
に
上
の
要
素
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
指

示
詞
の
用
法
を
大
き
く
三
つ
に
分
け
、次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。

【
１
】　

現
場
指
示
：
発
話
の
現
場
に
存
在
し
、
今
、
知
覚
・
感

覚
で
き
る
対
象
を
直
接
指
し
示
す
用
法
。

例
）「
こ
れ
を
上
げ
ま
し
ょ
う
か
」
私
は
鳥
打
帽
を
脱
い
で

栄
吉
の
頭
に
か
ぶ
せ
て
や
っ
た
。
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そこはどこ　−指示について−

（
伊
豆
の
踊
子
、
三
八
頁
）

　
（
１
）（
２
）
の
聞
き
手
領
域
の
指
示
や
中
距
離
の
指
示
の
例

は
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。

【
２
】　

観
念
指
示
：
先
行
文
脈
に
も
現
場
に
も
見
ら
れ
な
い
対

象
を
指
し
示
す
用
法
。

例
）
が
、
見
合
い
の
日
か
ら
五
日
目
の
朝
で
あ
っ
た
が
、

偶
然
病
室
が
二
人
だ
け
に
な
っ
た
機
会
を
捉
え
て
、「
雪

子
ち
ゃ
ん
、
―
ど
う
や
ね
ん
、
あ
の
人
？
」
と
、
気
を

引
い
て
み
た
。

（
細
雪
（
上
）、
二
四
一
頁
）

【
３
】　

文
脈
指
示
：
先
行
す
る
言
語
テ
キ
ス
ト
内
に
あ
る
対
象
、

も
し
く
は
対
象
を
導
き
出
す
よ
う
な
文
脈
を
指
し
示
す
用

法
。

例
）「
あ
き
づ
け
ば
、
を
ば
な
が
上
に
置
く
露
の
、
け
ぬ
べ

く
も
わ
は
、
お
も
ほ
ゆ
る
か
も
」
と
説
明
も
な
く
、
女

は
す
ら
り
と
節
も
つ
け
ず
に
歌
だ
け
述
べ
た
。
何
の
為

か
知
ら
ぬ
。「
そ
の
歌
は
ね
、
茶
店
で
聞
き
ま
し
た
よ
」

（
草
枕
、
五
六
頁
）

二
・
二
　
直
示
と
非
直
示
の
関
係

　

二
・
一
節
で
は
、
指
示
対
象
の
所
在
に
対
応
さ
せ
て
、
三
つ

の
用
法
に
分
類
し
た
が
、
対
象
が
言
語
外
世
界
に
あ
る
か
な
い

か
と
い
う
点
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、【
１
】
の
現
場
指
示
に
代
表

さ
れ
る
〈
直
示
〉
の
用
法
と
【
３
】
の
文
脈
指
示
に
代
表
さ
れ

る
〈
非
直
示
〉
の
用
法
と
い
う
よ
う
に
二
つ
に
分
け
る
こ
と
も

で
き
る
。
直
示
と
非
直
示
の
関
係
は
、
次
の
よ
う
な
例
か
ら
も

確
認
で
き
る
。

（
６
）　

意
識
が
も
ど
っ
て
き
た
。
し
か
し
、
い
ま
ど
こ
に
い
る

の
か
、す
ぐ
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。な
に
も
見
え
な
か
っ

た
。
お
れ
の
目
が
な
に
か
で
お
お
わ
れ
て
い
る
か
ら
だ
っ

た
。
／
こ
こ
は
ど
こ
な
の
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
は
じ
め
よ

う
と
し
た
が
、
だ
め
だ
っ
た
。

（
星
新
一
「
回
復
」
一
〇
三
頁
）

　
（
６
）
の
例
で
は
話
し
手
が
存
在
す
る
現
場
の
場
所
を
指
し

示
す
「
こ
こ
」
が
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
後
、「
そ
う
考
え
は
じ
め

よ
う
と
し
た
」
と
続
く
。「
考
え
は
じ
め
よ
う
と
し
た
」
の
も
ま

た
話
し
手
の
行
為
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ
で
は
な
く
ソ

が
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、「
考
え
は
じ
め
よ
う
と
し
た
」
内
容

（
指
示
対
象
）
が
言
語
外
世
界
に
存
在
し
な
い
た
め
に
ソ
が
選

択
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、（
６
）
で
「
こ
こ
」
と
表
さ
れ
た
場
所
を
「
そ
こ
」
に

置
き
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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（
７
）　
？
そ
こ
は
ど
こ
な
の
だ
ろ
う
。

　
（
７
）
の
発
話
が
可
能
な
の
は
、
た
と
え
ば

誰
か
に
電
話
を
か
け
な
が
ら
、
そ
の
電
話
の
相

手
の
い
る
場
所
を
推
測
す
る
場
合
な
ど
で
あ

る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
コ
は
直
示
、
ソ
は
非
直
示

を
担
う
と
言
え
る
。
ま
た
ア
に
関
し
て
は
、
直

示
に
お
い
て
、
遠
近
の
対
立
に
よ
っ
て
、
コ
と

使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
、
下

の
表
の
よ
う
な
関
係
に
整
理
さ
れ
る
。

　

上
代
、
中
古
で
は
、【
２
】
の
観
念
指
示
の
よ

う
な
用
法
に
お
い
て
、
ソ
が
用
い
ら
れ
る
例
も

確
認
で
き
る
（（
８
））。

（
８
）ａ　

か
く
ば
か
り
恋
ひ
む
も
の
そ
と
知
ら
ま
せ
ば
そ
の
夜

は
ゆ
た
に
［
其
夜
者
由
多
尓
］
あ
ら
ま
し
も
の
を
【
こ

ん
な
に
も
恋
し
く
な
る
と
知
っ
て
い
た
ら
、｛
？
そ
の
／

あ
の
｝
夜
は
も
っ
と
ゆ
っ
た
り
過
ご
し
た
も
の
を
】

（
萬
葉
集
、
巻
第
一
二
、
二
八
六
七
）

ｂ　

御
遊
び
の
つ
い
で
に
、〔
帝
→
尚
侍
の
君
〕「
そ
の
人
の

な
き
こ
そ
い
と
さ
う
ざ
う
し
け
れ
。」【｛*

そ
の
／
あ
の
｝

人
（
光
源
氏
）
の
い
な
い
の
が
じ
つ
に
物
足
り
な
い
な

あ
。】

（
源
氏
物
語
、
須
磨
、
二
：
一
九
七
）

二
・
三
　
コ
形
の
場
所
指
示

　

コ
ソ
ア
の
系
列
だ
け
で
な
く
、指
示
詞
で
は
「
―
コ
」
や
「
―

レ
」な
ど
後
接
要
素
も
意
味
決
定
に
関
与
す
る
。
二
・
二
節（
６
）

の
「
こ
こ
」
は
、同
じ
く
指
示
詞
コ
を
用
い
た
と
し
て
も
、（
９
）

の
よ
う
に
「
こ
れ
」
の
形
に
言
い
換
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
９
）　
？
こ
れ
は
ど
こ
な
の
だ
ろ
う
。

　

現
代
日
本
語
で
は
、
場
所
を
表
す
と
き
、「
こ
こ
・
そ
こ
・
あ

そ
こ
」
と
い
っ
た
、
―
コ
形
を
用
い
て
指
示
を
行
う
の
が
一
般

的
な
た
め
で
あ
る
。

三
　
現
代
語
の
「
そ
こ
」

三
・
一
　「
そ
こ
」
の
解
釈

　

本
節
で
は
、「
そ
こ
」
の
文
脈
指
示
の
例
が
何
を
指
し
示
す
の

か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
。
ま
ず
、「
そ
こ
」
の
指
示
が
単
純

な
場
所
を
指
す
と
見
え
る
の
は
、（
10
）
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

（
10
）　

太
郎
は
昨
日
、［
大
阪
］へ
行
っ
た
。次
郎
も
そ
こ
へ
行
っ

た
。

指示詞 コ（近）
ア（　近）

「

直示
ソ
非直示
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そこはどこ　−指示について−

　
（
10
）
で
は
「
そ
こ
」
が
「
大
阪
」
を
指
し
て
い
る
よ
う
に

捉
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
次
の
（
11
）
の
「
そ
こ
」
は
「
故
郷

の
大
阪
」
を
指
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

（
11
）　

太
郎
は
昨
日
、［
故
郷
の
［
大
阪
］］
へ
行
っ
た
。
次
郎

も
そ
こ
へ
行
っ
た
。

　

次
郎
に
と
っ
て
「
大
阪
」
は
故
郷
で
な
く
て
も
、（
11
）
の
文

は
成
り
立
つ
。「
そ
こ
」
の
指
示
対
象
は
「
故
郷
の
大
阪
」
と
は

解
釈
で
き
ず
、「（
太
郎
の
）
故
郷
の
大
阪
」
と
解
釈
さ
れ
る
。

こ
れ
は
、
固
有
名
詞
か
ら
名
詞
の
種
類
を
変
え
た
（
12
）
の
よ

う
な
例
で
も
同
様
に
言
え
る
。（
12
）
の
「
そ
こ
」
は
「
次
郎
の

嫁
の
実
家
」
解
釈
と
は
な
ら
な
い
。
も
し
こ
の
よ
う
な
意
の
文

に
す
る
な
ら
、
行
先
と
な
る
場
所
の
み
を
指
示
詞
に
す
る
の
で

は
な
く
、（
13
）
の
よ
う
に
変
え
る
必
要
が
あ
る
。

（
12
）　

太
郎
は
昨
日
、
嫁
の
実
家
へ
行
っ
た
。
次
郎
も
そ
こ
へ

行
っ
た
。

（
13
）　

太
郎
は
昨
日
、
嫁
の
実
家
へ
行
っ
た
。
次
郎
も
そ
う
し

た
。

　

不
定
名
詞
の
場
合
も
指
示
対
象
が
透
明
・
不
透
明
の
違
い
こ

そ
あ
れ
、（
10
）
～
（
12
）
と
同
様
で
あ
り
、（
14
）
の
「
そ
こ
」

は
「
太
郎
が
昨
日
、
行
っ
た
ど
こ
か
」
と
い
う
前
文
全
体
か
ら

導
き
出
さ
れ
た
情
報
を
表
す
と
言
え
る
。
ま
た
（
15
）
の
よ
う

に
、
多
少
の
距
離
が
あ
っ
て
も
解
釈
可
能
で
あ
る
。

（
14
）　

太
郎
は
昨
日
、ど
こ
か
へ
行
っ
た
。次
郎
も
そ
こ
へ
行
っ

た
ら
し
い
。

（
15
）　

太
郎
は
昨
日
、
ど
こ
か
へ
行
っ
た
。
ど
こ
へ
行
っ
た
か

私
は
知
ら
ず
、
仕
事
に
出
か
け
た
。
だ
が
、
次
郎
は
｛
そ

こ
／*

こ
こ
｝
へ
行
っ
た
ら
し
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、文
中
の
語
句
レ
ベ
ル
の
対
応
関
係
で
は
な
く
、

言
語
的
文
脈
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
情
報
を
指
し
示
す
こ
と
に

つ
い
て
は
、Yoshim

oto

（
一
九
八
六
）
な
ど
で
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
（
２
）。

（
16
）　

小
麦
粉
と
牛
乳
を
よ
く
混
ぜ
、
そ
こ
に
卵
も
入
れ
て
さ

ら
に
混
ぜ
る
。

　

つ
ま
り（
16
）の「
そ
こ
」で
あ
れ
ば
、指
示
す
る
対
象
は「
小

麦
粉
と
牛
乳
を
混
ぜ
た
混
合
物
」
と
言
う
べ
き
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。



−250−

三
・
二
　「
そ
こ
」
の
指
示
対
象

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、「
そ
こ
」
の
指
示
対
象
は
直
接

的
な
も
の
と
は
言
え
ず
、
明
示
的
で
あ
る
と
も
言
え
な
い
。
た

と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

（
17
）　

Ａ
：
ど
ち
ら
に
お
出
か
け
で
す
か
。

　
　
　

Ｂ
：
え
え
、
ち
ょ
っ
と
そ
こ
ま
で
。

　

こ
こ
で
は
、
話
し
手
に
と
っ
て
出
か
け
る
先
は
明
確
で
あ
る

に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
え
て
直
示
の
「
こ
こ
」
や
「
あ
そ
こ
」
と

い
う
表
現
を
用
い
て
説
明
し
て
い
な
い
。「
そ
こ
」
を
用
い
る
こ

と
で
、
聞
き
手
に
明
確
に
伝
え
た
く
は
な
い
と
い
う
話
し
手
の

意
図
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
「
そ
こ
」
に
曖
昧
な
指
示

が
可
能
か
と
い
う
と
、「
そ
こ
」
と
い
う
語
形
そ
の
ま
ま
で
は
難

し
く
、（
18
）
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
。

（
18
）　

最
近
の
ア
イ
ド
ル
は
｛*

そ
こ
／
そ
こ
ら
（
へ
ん
）
／

そ
の
へ
ん
｝
に
い
る
女
の
子
と
か
わ
ら
な
い
。

四
　
古
代
語
の
「
そ
こ
」

四
・
一
　
上
代

　

上
代
、
コ
と
ソ
は
〈
可
視
的
〉〈
不
可
視
的
〉
と
い
う
対
立
の

も
と
で
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
ソ
に
は
次

の
よ
う
な
観
念
指
示
の
例
も
見
ら
れ
る
。

（
19
）　

か
く
ば
か
り
恋
ひ
む
も
の
そ
と
知
ら
ま
せ
ば
そ
の
夜
は

ゆ
た
に
［
其
夜
者
由
多
尓
］
あ
ら
ま
し
も
の
を
【
こ
ん
な

に
も
恋
し
く
な
る
と
知
っ
て
い
た
ら
、
あ
の
夜
は
も
っ
と

ゆ
っ
た
り
過
ご
し
た
も
の
を
。】

（
万
葉
集
、
巻
第
一
二
、
二
八
六
七
、（
８
a
）
再
掲
）

　
「
そ
こ
」
も
文
脈
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
場
所
を
表
す
と
い
う

よ
り
も
、
文
脈
を
切
り
と
っ
た
と
い
う
情
報
を
提
示
す
る
よ
う

な
働
き
を
持
つ
。

（
20
）　

冬
ご
も
り　

春
さ
り
来
れ
ば　

鳴
か
ざ
り
し　

鳥
も
来

鳴
き
ぬ　

咲
か
ざ
り
し　

花
も
咲
け
れ
ど　

山
を
し
み　

入
り
て
も
取
ら
ず　

草
深
み　

取
り
て
も
見
ず　

秋
山
の

木
の
葉
を
見
て
は　

黄
葉
を
ば　

取
り
て
そ
し
の
ふ　

青

き
を
ば　

置
き
て
そ
嘆
く　

そ
こ
し
恨
め
し
［
曾
許
之
恨

之
］　

秋
山
そ
我
は

【（
冬
ご
も
り
）春
が
訪
れ
て
来
る
と
、今
ま
で
鳴
か
な
か
っ

た
鳥
も
来
て
鳴
き
ま
す
、
咲
か
な
か
っ
た
花
も
咲
い
て
い

ま
す
が
、
山
が
茂
っ
て
い
る
の
で
入
っ
て
取
り
も
せ
ず
、

草
が
深
い
の
で
手
に
取
っ
て
も
み
ま
せ
ん
。
秋
山
の
木
の

葉
を
見
て
は
、
赤
く
色
づ
い
た
の
は
手
に
取
っ
て
賞
で
ま
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そこはどこ　−指示について−

す
、
ま
だ
青
い
の
は
そ
の
ま
ま
に
し
て
嘆
き
ま
す
。
そ
の

こ
と
が
何
と
も
残
念
で
す
。秋
山
こ
そ
良
い
と
思
い
ま
す
、

私
は
。】

（
万
葉
集
、
巻
第
一
、
一
六
）

（
21
）　

秋
の
田
の
穂
田
の
刈
り
ば
か
か
よ
り
あ
は
ば
そ
こ
も
か

人
の
［
彼
所
毛
加
人
之
］
我
を
言
な
さ
む

【
秋
の
田
の
稲
穂
の
刈
り
取
り
場
で
あ
な
た
と
寄
り
合
っ

た
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
で
も
他
人
は
私
の
こ
と
を

と
や
か
く
言
う
で
し
ょ
う
か
。】

（
万
葉
集
、
巻
第
四
、
五
一
二
）

　

上
代
、
指
示
詞
ア
の
前
身
と
さ
れ
る
カ
の
指
示
は
ほ
と
ん
ど

見
当
た
ら
な
い
。
次
の
『
新
撰
字
鏡
』
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

（
21
）
の
「
彼
所
」
の
よ
う
な
例
も
「
そ
こ
」
と
読
ま
れ
た
可

能
性
が
否
定
で
き
な
い
。

　
（
20
）（
21
）
の
よ
う
に
文
脈
指
示
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が

多
く
、
場
所
を
指
す
例
に
は
次
の
（
22
）
～
（
24
）
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
。

（
22
）　

山
の
峡
そ
こ
と
も
見
え
ず
［
曾
許
登
母
見
延
受
］
一
昨

日
も
昨
日
も
今
日
も
雪
の
降
れ
れ
ば
【
山
の
谷
あ
い
も
そ

こ
だ
と
も
（
ど
こ
か
）
分
か
ら
な
い
。
一
昨
日
も
昨
日
も

今
日
も
雪
が
降
っ
て
い
る
の
で
。】

（
万
葉
集
、
巻
第
一
七
、
三
九
二
四
）

（
23
）　

わ
が
岡
の
龗
に
言
ひ
て
降
ら
し
め
し
雪
の
搉
け
し
そ
こ

に
散
り
け
む［
彼
所
尓
塵
家
武
］【
私
の
い
る
大
原
の
岡
の
、

水
の
神
に
命
じ
て
降
ら
せ
た
雪
の
く
だ
け
た
細
片
が
、
そ

こ
（
私
か
ら
近
い
と
は
言
え
な
い
場
所
）
に
散
っ
た
の
で

し
ょ
う
。】

（
万
葉
集
、
巻
第
二
、
一
〇
四
）

（
24
）　

天
離
る
鄙
に
し
あ
れ
ば　

そ
こ
こ
こ
も
［
彼
所
此
間

毛
］
同
じ
心
そ　

家
離
り　

年
の
経
ゆ
け
ば　

う
つ
せ
み

は　

物
思
ひ
繁
し　

そ
こ
故
に
［
曾
許
由
恵
尓
］　

心
な

ぐ
さ
に　

ほ
と
と
ぎ
す
【
田
舎
な
の
で
、
そ
ち
ら
も
こ
ち

ら
も
同
じ
気
持
ち
で
し
ょ
う
。
家
を
離
れ
て
何
年
も
過
ぎ

て
ゆ
く
の
で
、
人
は
み
な
物
思
い
が
多
い
も
の
で
す
。
そ

れ
ゆ
え
御
心
を
慰
め
る
た
め
に
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
】

（
万
葉
集
、
巻
第
一
九
、
四
一
八
九
）

　

こ
の
よ
う
に
、
上
代
で
は
場
所
を
指
す
よ
う
に
見
え
る
例
も

（
22
）
の
よ
う
な
現
実
に
は
対
応
す
る
場
所
が
な
い
例
や
、（
23
）

（
24
）
の
よ
う
に
対
比
的
な
意
味
か
ら
出
て
く
る
も
の
に
偏
る
。
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ま
た
次
の
（
25
）
の
例
な
ど
は
、
文
脈
の
指
示
か
ら
「
そ
の
時

点
」「
そ
の
理
由
」
な
ど
と
い
う
解
釈
に
も
つ
な
が
る
。

（
25
）　
（
略
）
ま
す
ら
我
す
ら　

世
の
中
の　

常
し
な
け
れ
ば　

う
ち
な
び
き　

床
に
臥
い
伏
し　

痛
け
く
の　

日
に
異
に

増
せ
ば　

悲
し
け
く　

こ
こ
に
思
ひ
出
［
許
己
尓
思
出
］　

い
ら
な
け
く　

そ
こ
に
思
ひ
出
［
曾
許
尓
念
出
］　

嘆
く

そ
ら
（
略
）【
ま
す
ら
お
の
私
さ
え
、
世
の
中
は
定
め
な
い

も
の
、倒
れ
て
床
に
臥
し
て
痛
み
が
日
ご
と
に
募
る
の
で
、

悲
し
い
こ
と
を
こ
れ
で
思
い
出
し
、
つ
ら
い
こ
と
を
そ
れ

（
そ
の
時
点
／
そ
の
理
由
）
で
思
い
出
し
、
嘆
く
心
が
安

ら
か
で
な
く
】

（
万
葉
集
、
巻
第
一
七
、
三
九
六
九
）

四
・
二
　
中
古

　

中
古
に
入
る
と
、指
示
詞
カ
の
例
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

「
こ
こ
」「
そ
こ
」「
か
し
こ
」
と
い
う
語
形
が
出
そ
ろ
う
。「
こ
こ
」

の
意
味
は
歴
史
的
に
見
て
、
現
代
語
と
大
き
く
変
わ
ら
な
い
使

用
が
上
代
か
ら
確
認
さ
れ
る
。「
そ
こ
」は
会
話
文
中
に
お
い
て
、

次
の
よ
う
な
聞
き
手
自
体
を
指
す
二
人
称
代
名
詞
と
し
て
の
使

用
が
ま
と
ま
っ
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

（
26
）ａ　

う
ち
わ
た
す
遠
方
人
に
も
の
申
す
わ
れ　

そ
の
そ
こ

に
白
く
咲
け
る
は
何
の
花
ぞ
も
【
は
る
か
に
見
渡
す
遠

く
の
お
方
に
ち
ょ
っ
と
お
尋
ね
申
し
た
い
。
そ
こ
の
と

こ
ろ
に
白
く
咲
い
て
い
る
の
は
、
何
の
花
な
の
で
す

か
。】

（
古
今
和
歌
集
、
巻
一
九
、
一
〇
〇
七
、
読
み
人
し
ら
ず
）

ｂ　
〔
源
氏
→
夕
霧
〕「
そ
こ
に
こ
そ
は
、門
は
ひ
ろ
げ
た
ま
は
め
」

【
あ
な
た
こ
そ
は
、
こ
の
家
門
を
広
げ
て
く
だ
さ
い
。】

（
源
氏
物
語
、
幻
、
四
：
五
四
一
、（
４
）
再
掲
）

　
「
か
し
こ
」
に
つ
い
て
は
、
話
し
手
に
近
く
な
い
場
所
、
ま

た
は
そ
の
場
所
に
い
る
人
物
を
表
す
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

（
27
）ａ　

少
将
、
帯
刀
に
語
ら
ひ
給
。「
く
ち
お
し
う
、
か
し
こ

に
は
え
行
く
ま
じ
か
め
り
。
こ
の
雨
よ
。」
と
の
た
ま

へ
ば
（
略
）【
残
念
な
こ
と
に
、
姫
君
の
と
こ
ろ
に
行
く

こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。】

（
落
窪
物
語
、
第
一
、
四
二
頁
）

ｂ　
〔
左
大
臣
〕「
北
の
方
は
う
れ
し
と
思
ひ
た
り
や
。
か

げ
ず
み
な
ど
は
思
ひ
知
り
た
め
り
。」
な
ど
の
た
ま
へ

ば
、
女
君
〔
→
左
大
臣
〕、「
か
し
こ
に
も
う
れ
し
と
の
た
ま

ふ
時
多
か
め
り
」
と
の
た
ま
ふ
。【
北
の
方
も
う
れ
し
い

と
お
っ
し
ゃ
る
時
が
多
い
よ
う
で
す
】

（
落
窪
物
語
、
第
四
、
二
六
八
頁
）
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そこはどこ　−指示について−

　
「
か
れ
」や「
あ
れ
」と
い
う
語
形
に
、（
28
）の
よ
う
に
、一
見
、

聞
き
手
を
指
す
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
中
、「
か
し
こ
」
に
関
し

て
は
、
聞
き
手
自
体
を
表
す
例
は
見
当
た
ら
ず
、
―
コ
形
に
お

い
て
は
指
示
詞
ソ
に
よ
る
「
そ
こ
」
が
優
先
的
に
聞
き
手
と
の

結
び
つ
き
を
強
め
る
状
態
に
あ
る
。

（
28
）　

俊
蔭
、
林
の
も
と
に
立
て
り
。
三
人
の
人
、
問
ひ
て
い

は
く
、「
か
れ
は
、
何
ぞ
の
人
ぞ
」。
俊
蔭
答
ふ
、「
日
本
国

の
王
の
使
、
清
原
の
俊
蔭
な
り
。（
略
）」
と
い
ふ
と
き
に

（
略
）【
あ
な
た
は
ど
う
い
う
お
方
か
】

（
う
つ
ほ
物
語
、
俊
蔭
、
一
：
二
二
）

四
・
三
　
中
世
以
降

　

中
世
に
も
、先
に
見
た
二
人
称
代
名
詞
の
意
を
も
つ
「
そ
こ
」

の
例
が
多
く
確
認
で
き
る
。（
29
ａ
）
は
聞
き
手
の
占
め
る
場
所

を
指
し
、（
29
ｂ
）
は
聞
き
手
自
身
を
指
す
例
で
あ
る
。

（
29
）ａ　

一
人
当
千
の
兵
ど
も
、
わ
れ
も
わ
れ
も
と
馬
の
頭
を

た
て
な
ら
べ
て
、
大
将
軍
の
矢
お
も
て
に
ふ
さ
が
り
け

れ
ば
、
力
お
よ
び
給
は
ず
、〔
教
経
〕「
矢
お
も
て
の
雑
人

原
、そ
こ
の
き
候
へ
」
と
て
【
矢
の
正
面
の
雑
兵
ど
も
、

そ
こ
を
の
き
な
さ
い
】

（
平
家
物
語
、
巻
第
十
一
、
嗣
信
最
期
、
二
：
三
五
三
）

ｂ　
〔
僧
正
→
上
人
〕「
そ
こ
は
貴
き
上
人
に
て
お
は
す
。」【
あ
な

た
は
貴
い
上
人
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
】

（
宇
治
拾
遺
物
語　

下
、
一
四
二
、
巻
一
二
ノ
六
、
二
九
七
頁
）

　

し
か
し
、
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
は
指
示
詞
ソ
の
用
法
に
偏
り

も
見
ら
れ
、（
29
）
の
よ
う
な
例
が
全
く
見
ら
れ
な
い
資
料
も
あ

る
。
た
と
え
ば
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
の
一
つ
で
あ
る
『
天
草
版
平

家
物
語
』
で
は
、
五
一
例
中
、
五
一
例
が
先
行
文
脈
中
で
示
さ

れ
た
場
所
を
表
す
次
の
よ
う
な
用
い
ら
れ
方
を
す
る
。

（
30
）ａ　

そ
の
分
に
し
て
平
家
わ
重
能
と
ゆ
う
者
を
頼
う
で
四

国
の
地
え
渡
ら
れ
た
が
、
そ
こ
で
重
能
が
才
覚
を
も
っ

て
四
国
の
国
う
ち
を
催
い
て
、
讃
岐
の
屋
島
に
か
た
の

ご
と
く
な
板
屋
に
内
裏
や
、
御
所
を
作
ら
せ
え
た
。

（
天
草
版
平
家
物
語
、
二
〇
四
：
一
六
）

ｂ　

木
曾
わ
三
百
余
騎
で
、
竪
様
横
様
蜘
蛛
手
十
文
字
に

駆
け
破
っ
て
、
六
千
余
騎
が
あ
な
た
え
ざ
っ
と
駆
け
出

ら
れ
た
れ
ば
、
百
騎
ば
か
り
に
な
ら
れ
た
土
肥
の
次
郎

が
一
千
余
騎
で
支
え
た
：
そ
こ
を
駆
け
や
ぶ
っ
て
出
ら

れ
た
れ
ば
、
五
十
騎
ば
か
り
に
な
ら
れ
た
。
さ
う
さ
う

し
て
通
ら
る
る
ほ
ど
に
、
つ
い
に
わ
主
従
五
騎
に
な
ら

れ
た
。

（
天
草
版
平
家
物
語
、
二
四
五
：
五
）
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ま
た
講
義
録
や
談
義
本
な
ど
に
目
を
向
け
る
と
、
具
体
的
な

場
所
の
指
示
で
は
な
く
、
次
の
よ
う
な
文
脈
の
内
容
を
指
す
例

が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
。

（
31
）ａ　

ヤ
ツ
ハ
リ
我
身
ヲ
好
ト
思
フ
身
贔
屓
ナ
根
性
ガ
腹
一

杯
ア
ル
ニ
由
テ
。
他
ガ
ワ
ル
ヒ
ト
云
ト
腹
ヲ
タ
テ
ル
。

ソ
コ
ヲ
カ
ヽ
ル
罪
業
ニ
ノ
ミ
朝
夕
マ
ト
ヒ
ヌ
ル
ト
仰
セ

ラ
レ
タ
。

（
御
文
浚
溝
録
、
中
七
オ
）

ｂ　

サ
ス
ガ
ハ
無
常
ヲ
知
ヌ
テ
モ
ナ
ク
…
。
先
（
ツ
）
目

ノ
前
ノ
コ
ト
ニ
取
（
リ
）
紛
レ
テ
。
ツ
ヰ
一
寸
ノ
ガ
レ

ニ
イ
ツ
ゾ
ハ
＼
／
ト
思
（
フ
）
テ
ヰ
ル
ウ
チ
ニ
。
一
生

ハ
ヅ
ラ
＼
／
ト
立
テ
シ
マ
フ
。
ソ
コ
ヲ
イ
タ
ヅ
ラ
ニ
明

カ
シ
暮
ラ
ス
ト
仰
セ
ラ
レ
タ
。（

御
文
浚
溝
録
、
下
一
オ
）

ｃ　

何
レ
モ
ガ
此
タ
ヒ
コ
ノ
人
間
ニ
生
レ
タ
ハ
。
後
生
助

カ
ル
為
ニ
人
間
ト
生
レ
タ
。
ソ
コ
ヲ
思
ハ
ス
浮
世
事
ニ

取
紛
レ
。

（
御
文
浚
溝
録
、
下
一
オ
）

　
（
31
）
の
例
は
、「
そ
の
こ
と
」
の
よ
う
に
、
前
文
脈
ま
で
の

内
容
を
ま
と
め
る
際
、
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
講
義
の
よ

う
な
、教
え
説
く
場
で
の
独
特
な
言
い
回
し
と
も
考
え
ら
れ
る
。

四
・
四
　
文
脈
指
示
か
ら
場
所
の
指
示
へ

　

以
上
、
見
て
き
た
よ
う
に
本
来
、
文
脈
（
文
脈
か
ら
導
き
出

さ
れ
る
情
報
を
含
む
）
を
切
り
取
っ
て
提
示
す
る
と
い
う
働
き

の
あ
っ
た
「
そ
こ
」
は
、「
こ
こ
」
や
「
か
し
こ
」
な
ど
他
の
―

コ
形
と
の
意
味
関
係
の
上
で
用
法
が
変
化
し
て
い
く
。
―
レ
形

は
人
や
物
事
を
表
す
一
方
、
―
コ
形
は
よ
り
い
っ
そ
う
場
所
を

表
す
も
の
と
し
て
働
く
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
橋
本

（
一
九
六
六
）
で
も
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
。

（
32
）
ソ
コ
は
無
限
の
領
域
の
一
角
を
区
切
っ
て
指
示
す
る
も

の
で
、
対
象
の
多
く
は
閉
鎖
的
な
ま
と
ま
り
を
持
つ
先
行

文
の
内
容
全
体
で
あ
る
。
空
間
的
指
示
で
は
区
切
り
の
基

準
と
し
て
聞
手
へ
の
配
慮
が
あ
り
、
そ
の
結
果
場
所
指
示

に
お
い
て
ま
ず
中
称
的
な
ソ
が
現
れ
た
。

（
橋
本
一
九
六
六
：
三
三
八
）

　

上
代
、現
場
指
示
と
し
て
の
用
法
を
持
た
な
か
っ
た
「
そ
こ
」

は
、
中
古
、
中
世
に
は
聞
き
手
領
域
を
指
示
す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
は
、
話
し
手
か
ら
の
近
遠
の
情
報
を
持
た
な
い
も
の
、
た

と
え
ば
「
聞
き
手
の
近
く
の
～
」
と
い
っ
た
情
報
を
、
新
た
に

指
し
示
し
た
い
と
な
っ
た
と
き
、
そ
れ
ま
で
現
場
指
示
と
し
て

は
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
「
そ
こ
」
が
使
い
や
す
か
っ
た
と

い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
切
り
取
っ
て
情
報
を
提
示
す
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そこはどこ　−指示について−

る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
説
明
の
た
め
で
あ
り
、
説
明
す

る
に
は
説
明
す
る
相
手
が
必
要
と
な
る
。
こ
れ
も
聞
き
手
と
つ

な
が
る
要
因
の
一
つ
と
言
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
何
か
に
依
存
し
た
指
示
を
行
う
と
い
う
点
か
ら
見

る
と
、
推
論
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
は
、
上
代
は
文
脈
か
ら
導
き

出
さ
れ
た
も
の
を
中
心
に
指
示
を
行
い
、
時
間
、
場
所
、
人
に

関
わ
ら
ず
指
す
こ
と
が
で
き
て
い
た
。
一
方
、
現
代
語
で
は
、

一
部
の
接
続
詞
的
使
用
は
あ
る
も
の
の
、
他
は
場
所
が
中
心
で

あ
り
、
文
脈
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
ど
こ
か
の
場
所
と
い
う
意
を

持
つ
こ
と
が
多
い
。
ど
ち
ら
も
文
脈
を
指
す
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
が
、
文
脈
か
ら
場
所
と
い
う
よ
う
に
重
点
の
置
き
様
に
変

化
が
生
じ
た
と
見
ら
れ
る
。

五
　
ま
と
め

　

本
稿
で
は
、
指
示
詞
ソ
の
中
で
も
、
場
所
指
示
の
「
そ
こ
」

と
い
う
語
形
が
、
上
代
、
中
古
、
中
世
を
通
し
て
、
文
脈
を
切

り
取
っ
て
提
示
す
る
と
い
う
働
き
か
ら
、
話
の
場
に
い
る
聞
き

手
と
い
う
存
在
に
依
存
し
た
指
示
を
も
行
う
よ
う
に
な
る
様
相

を
捉
え
た
。

　

ま
た
同
じ
「
そ
こ
」
と
い
う
語
形
で
も
、
資
料
ご
と
に
現
れ

る
用
法
に
偏
り
が
見
ら
れ
、
先
行
文
脈
か
ら
導
き
出
せ
る
場
所

を
指
示
す
る
例
が
多
数
あ
る
『
天
草
版
平
家
物
語
』
の
よ
う
な

資
料
も
あ
れ
ば
、
先
行
文
脈
の
内
容
そ
の
も
の
を
受
け
る
文
脈

指
示
と
し
て
の
働
き
が
多
く
確
認
で
き
る
講
義
録
な
ど
の
資
料

が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

　

今
後
は
、
こ
の
資
料
性
に
加
え
、「
そ
こ
」
と
い
う
―
コ
形
に

つ
い
て
、「
そ
こ
こ
こ
」
な
ど
複
合
語
に
お
い
て
見
ら
れ
る
意
味

役
割
の
検
討
や
、
―
コ
形
に
対
し
て
―
レ
形
な
ど
他
の
後
部
要

素
を
伴
う
語
形
と
の
比
較
が
課
題
と
な
る
。そ
れ
ら
を
踏
ま
え
、

〈
非
直
示
〉
の
用
法
を
中
心
に
、
ソ
系
列
が
ど
の
よ
う
に
意
味

変
化
を
す
る
の
か
検
討
し
て
い
き
た
い
。

注（
１
）
本
稿
の
用
例
に
付
す
主
な
記
号
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

・
〔　
　

〕
：
話
し
手
・
聞
き
手
。
話
し
手
→
聞
き
手
の
順
で
示

す
。

　

・
【　
　

】
：
現
代
語
訳
（
逐
語
訳
で
は
な
く
意
訳
）
。

　

・
＊
：
こ
の
印
を
つ
け
た
文
が
非
文
法
的
で
あ
る
こ
と
を
表
す
。

　

・
？
：
こ
の
印
を
つ
け
た
文
が
文
法
的
に
不
自
然
で
あ
る
こ
と
を
表

す
。

（
２
）
言
語
的
文
脈
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
情
報
に
つ
い
て
、

Yoshim
oto

（
一
九
八
六
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
（
ⅰ
）
小
麦
粉
と
牛
乳
を
よ
く
混
ぜ
、
そ
れ
を
フ
ラ
イ
パ
ン
に
注
ぐ
。

　

 

上
記
（
＝
右
記
※
筆
者
注
）
の
「
そ
れ
」
が
指
し
示
す
値
は
、

前
文
に
現
わ
れ
た
名
詞
句
「
小
麦
粉
」「
牛
乳
」
の
い
ず
れ
で
も
な
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く
、「
小
麦
粉
と
牛
乳
を
混
ぜ
た
混
合
物
」
と
で
も
言
う
べ
き
対
象

で
あ
る
。
こ
れ
は
言
語
的
に
は
現
れ
な
い
が
、
フ
レ
ー
ム
的
知
識

と
推
論
に
よ
っ
て
状
況
に
導
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
るYoshim

oto
（1986
）。

（
金
水
一
九
九
九
：
七
二
）

調
査
文
献

『
う
つ
ほ
物
語
』『
源
氏
物
語
』（
以
上
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、

小
学
館
）、『
萬
葉
集
』『
落
窪
物
語
』『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
以
上
、
新
日

本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
）、『
平
家
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
大

系
、
岩
波
書
店
）、『
新
撰
字
鏡
』（
臨
川
書
店
）、『
天
草
版
平
家
物
語
』

（
明
治
書
院
）、『
御
文
浚
溝
録
』（
高
羽
五
郎
（
復
刻
））

『
お
み
そ
れ
社
会　

だ
れ
か
さ
ん
の
悪
夢
』
星
新
一
の
作
品
集
Ⅺ
（
星

新
一
、
新
潮
社
）

参
考
文
献

金
水
敏
（
一
九
九
九
）「
日
本
語
の
指
示
詞
に
お
け
る
直
示
用
法
と
非

直
示
用
法
の
関
係
に
つ
い
て
」『
自
然
言
語
処
理
』
六-

四
、 

六

七-

九
一
頁
、
自
然
言
語
処
理
学
会

金
水
敏
・
岡
崎
友
子
・
曺
美
庚
（
二
〇
〇
二
）「
指
示
詞
の
歴
史
的
・

対
照
言
語
学
的
研
究
―
日
本
語
・
韓
国
語
・
ト
ル
コ
語
」
生
越

直
樹
編
『
シ
リ
ー
ズ
言
語
科
学
４　

対
照
言
語
学
』
二
一
七-

二
四
七
頁
、
東
京
大
学
出
版
会

金
水
敏
・
田
窪
行
則
（
一
九
九
二
）『
指
示
詞
』
日
本
語
研
究
資
料
集

【
第
一
期
第
七
巻
】、
ひ
つ
じ
書
房

田
窪
行
則
（
一
九
九
〇
）「〈
特
集
・
談
話
研
究
の
新
展
開
〉
談
話
管

理
の
理
論
―
対
話
に
お
け
る
聞
き
手
の
知
識
領
域
の
役
割
―
」

『
言
語
』
一
九-

四
、
五
二-

五
八
頁
、
大
修
館
書
店

橋
本
四
郎（
一
九
六
六
）「
古
代
語
の
指
示
体
系
―
上
代
を
中
心
に
―
」

『
国
語
国
文
』
第
三
五-

六
、
遠
藤
嘉
基
博
士
還
暦
記
念
国
語
學

特
輯
号
第
二
、
三
二
九-

三
四
一
頁
、
京
都
大
学
文
学
部
国
語

学
研
究
室
国
文
学
会
（『
橋
本
四
郎
論
文
集　

国
語
学
編
』（
一

九
八
六
）
角
川
書
店
、
二
〇
九-

二
二
七
頁
に
再
録
）

橋
本
四
郎
（
一
九
八
二
）「
指
示
語
の
史
的
展
開
」『
講
座
日
本
語
学
２　

文
法
史
』
二
一
七-

二
四
〇
頁
、
明
治
書
院
（『
橋
本
四
郎
論
文

集　

国
語
学
編
』（
一
九
八
六
）
角
川
書
店
、
二
二
八-

二
五
〇

頁
に
再
録
）

　

本
稿
は
、
第
六
回
お
の
み
ち
文
学
三
昧
第
一
部
尾
道
市
立
大
学
日
本

文
学
会
大
会
（
二
〇
一
四
年
一
二
月
六
日
（
土
）、
於
：
し
ま
な
み
交

流
館
大
ホ
ー
ル
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
も
と
づ
く
。

　

本
研
究
は
、
平
成
二
七
年
度JSPS

科
学
研
究
費26884041

（
研
究

活
動
ス
タ
ー
ト
支
援
『
日
本
語
指
示
詞
の
運
用
を
中
心
と
し
た
歴
史
的

変
化
に
関
す
る
研
究
』）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

― 

ふ
じ
も
と
・
ま
り
こ　

日
本
文
学
科
講
師 

―


