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◆ キーワード　アイヌ／人称／一人称叙述体／物語／叙述

ア
イ
ヌ
の
物
語
文
学
に
お
け
る
人
称
表
現

中　

川　
　

裕

一　

ア
イ
ヌ
の
物
語
は
一
人
称
叙
述
文
学
か
？

　　

カ
ム
イ
ユ
カ
ラ
「
神
謡
」、
オ
イ
ナ
「
聖
伝
」、
ユ
カ
ラ
「
英
雄
叙
事
詩
」、

ウ
エ
ペ
ケ
レ
「
散
文
説
話
」
と
い
っ
た
ア
イ
ヌ
の
物
語
が
一
人
称
叙
述
体

で
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
金
田
一
京
助
が
指
摘
し
て
以
来
、
ほ
ぼ
定

説
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
起
源
的
な
問
題
に
つ
い
て
、金
田
一（
一
九
二
四
）

で
は
、
シ
ノ
ッ
チ
ャ
と
呼
ば
れ
る
、
自
分
の
心
情
を
即
興
的
に
歌
い
あ
げ

る
歌
謡
形
式
を
引
き
合
い
に
出
し
、「
此
の
叙
述
の
仕
方
は
勿
論
第
一
人

称
叙
述
で
、
全
く
オ
イ
ナ
や
カ
ム
イ
ユ
カ
ラ
と
同
一
揆
な
の
で
あ
る
。
し

て
見
れ
ば
、
オ
イ
ナ
や
カ
ム
イ
ユ
カ
ラ
の
形
式
と
い
う
も
の
は
、
ア
イ
ヌ

が
自
分
等
の
歌
の
形
に
、
之
を
神
々
に
云
わ
し
た
だ
け
の
こ
と
な
の
で
あ

る
」（
金
田
一
一
九
二
四
（
一
九
九
二
）　

96
）
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

物
語
の
一
人
称
叙
述
の
起
源
を
叙
情
歌
の
形
式
の
反
映
と
見
て
い
た
。

　

し
か
し
、
金
田
一
は
そ
の
後
折
口
信
夫
の
示
唆
を
受
け
て
、
巫
女
の
託

宣
と
い
う
も
の
を
そ
の
起
源
と
考
え
る
説
を
打
ち
出
す
よ
う
に
な
っ
た
。

「
ア
イ
ヌ
の
口
碑
文
学
が
、
す
べ
て
第
一
人
称
に
出
来
て
い
る
不
思
議
が
、

久
し
い
間
の
私
の
懸
案
で
、
人
に
も
質
し
、
物
に
も
発
表
し
て
そ
の
解
釈

を
待
ち
望
ん
で
居
た
の
で
あ
っ
た
が
、
之
を
託
宣
の
形
な
の
で
は
な
い
か

と
、
一
言
解
釈
の
曙
光
を
最
初
に
投
じ
た
人
は
、
折
口
信
夫
氏
で
あ
っ
た
」

（
金
田
一
一
九
三
一　

429
）

　

金
田
一
は
巫
女
の
託
宣
（
歌
）
→
神
謡
→
聖
伝
→
英
雄
叙
事
詩
と
い
う

歴
史
的
発
展
関
係
を
論
じ
、
金
田
一
の
高
弟
で
あ
る
久
保
寺
逸
彦
も
こ
れ

を
支
持
し
た
。
金
田
一
の
も
う
ひ
と
り
の
弟
子
で
あ
る
知
里
真
志
保
は
、

神
謡
の
起
源
に
関
し
て
は
、
巫
女
の
託
宣
歌
以
外
の
様
々
な
も
の
を
想
定

し
た
が
、
一
人
称
叙
述
と
い
う
特
徴
と
、
そ
れ
を
軸
に
し
た
物
語
の
歴
史

的
発
展
過
程
に
つ
い
て
は
、
金
田
一
説
を
さ
ら
に
推
し
進
め
、
現
実
の
ア

イ
ヌ
社
会
の
歴
史
的
な
発
展
過
程
と
連
動
さ
せ
て
論
じ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
説
に
は
重
大
な
欠
陥
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が

も
と
も
と
ア
イ
ヌ
語
に
よ
る
表
現
か
ら
一
人
称
叙
述
と
い
う
観
念
を
導

い
て
い
な
が
ら
、
そ
の
後
は
ア
イ
ヌ
語
自
体
の
分
析
を
そ
れ
以
上
進
め

る
こ
と
な
く
、
た
だ
そ
の
一
人
称
叙
述
と
い
う
観
念
に
乗
っ
て
議
論
を
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展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
筆
者
は
す
で
に
中
川
（
一
九
九
七
a
、 

一
九
九
七
b
）
な
ど
で
そ
れ
を
批
判
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
そ
の
要
点
を

整
理
し
、
ア
イ
ヌ
文
学
の
人
称
と
い
う
問
題
を
改
め
て
論
じ
て
み
る
。

二　

ア
イ
ヌ
文
学
の
諸
ジ
ャ
ン
ル

　

日
常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
以
外
の
こ
と
を
目
的
と
す
る
言
語
活
動

を
広
く
「
文
学
」
と
と
ら
え
る
と
、
ア
イ
ヌ
文
学
は
、
な
ん
の
た
め
に
そ

の
活
動
を
行
う
の
か
と
い
う
目
的
に
よ
っ
て
、
次
の
四
つ
に
大
き
く
分
け

ら
れ
る
。

・
こ
と 

ば
あ
そ
び
：
そ
の
言
葉
を
口
に
す
る
こ
と
自
体
を
楽
し
む
も

の
。
こ
と
ば
を
使
っ
て
遊
ぶ
も
の
。
鳥
や
虫
の
聞
き
な
し
、
早

口
言
葉
、
な
ぞ
な
ぞ
、
な
ど
を
含
む
。

・
と
な 

え
ご
と
：
そ
の
言
葉
を
口
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、依
頼
、命
令
、

感
謝
、
抗
議
な
ど
を
行
い
、
聞
き
手
に
何
ら
か
の
影
響
を
行
使
す

る
も
の
。
お
ま
じ
な
い
の
言
葉
、
呪
い
の
言
葉
、
挨
拶
の
辞
、
死

者
へ
の
引
導
渡
し
、
カ
ム
イ
（
神
）
へ
の
祈
詞
、
な
ど
を
含
む
。

・
う
た 

：
言
葉
の
内
容
自
体
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
を
節
に
乗
せ
て
音

楽
と
し
て
演
じ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
。
労
働
歌
、
子
守

歌
、
叙
情
歌
、
踊
り
歌
、
座
り
歌
な
ど
を
含
む
。

・
も
の 

が
た
り
：
で
き
ご
と
の
顛
末
を
形
式
化
し
て
聞
き
手
に
伝
え
る

も
の
。

　

以
下
、
ひ
ら
が
な
で
書
か
れ
た
こ
れ
ら
の
名
称
は
、
上
記
の
定
義
に
よ

る
ジ
ャ
ン
ル
名
と
し
て
用
い
る
。
も
の
が
た
り
は
さ
ら
に
い
ろ
い
ろ
な
形

式
の
下
位
ジ
ャ
ン
ル
に
区
分
で
き
る
が
、
多
く
の
地
域
に
共
通
し
た
典
型

的
な
も
の
と
し
て
、
大
き
く
次
の
三
つ
を
挙
げ
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

・ 

散
文
説
話
：
普
通
の
人
間
を
主
人
公
と
す
る
。
散
文
で
語
ら
れ
る
。

節
は
つ
け
な
い
。

・ 

神
謡
：
カ
ム
イ
「
神
」
を
主
人
公
と
す
る
。
韻
文
で
語
ら
れ
る
。
そ

れ
ぞ
れ
の
話
に
独
自
の
節
が
あ
り
、
サ
ケ
ヘ
（
サ
ハ
）
と
呼
ば
れ
る

繰
り
返
し
句
が
挿
入
さ
れ
る
。

・ 

英
雄
叙
事
詩
：
超
人
的
な
力
を
持
つ
人
物
を
主
人
公
と
す
る
。
韻
文

で
語
ら
れ
る
。
語
り
手
が
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
節
を
持
っ
て
い
て
、
そ

れ
に
乗
せ
て
語
ら
れ
る
。

三　

ア
イ
ヌ
語
の
人
称

　

ア
イ
ヌ
語
の
人
称
は
動
詞
お
よ
び
名
詞
の
人
称
接
辞
に
よ
っ
て
義
務
的

に
表
示
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
シ
ニ
「
休
む
」
と
い
う
動
詞
に
対
し
て
、

「
私
が
休
む
」
は
ク
シ
ニ
、「
あ
な
た
が
休
む
」
は
エ
シ
ニ
の
よ
う
に
、
ク

や
エ
と
い
う
人
称
接
辞
を
前
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
誰
が
主
体
な
の

か
を
表
す
。
こ
の
ク
や
エ
は
日
本
語
の
「
私
」
や
「
あ
な
た
」
と
違
っ
て
、

前
後
の
文
脈
か
ら
誰
が
休
む
の
か
は
っ
き
り
し
て
い
る
場
合
で
も
、
省
略
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す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
シ
ニ
と
い
う
形
の
ま
ま
で
こ
の
動
詞
を
文
中
の

主
動
詞
と
し
て
用
い
た
場
合
は
、
第
三
人
称
者
が
主
体
で
あ
る
か
、
命
令

文
で
あ
る
か
の
い
ず
れ
か
の
意
味
に
し
か
な
ら
ず
、「
私
」
が
動
作
主
体

で
あ
る
こ
と
を
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
文
法
的
な
制
約
の
存
在
に
よ
っ
て
、
ア
イ
ヌ
文
学
は
三
人
称

で
語
ら
れ
る
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の
を
整
然
と
区
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
、
上
述
の
も
の
が
た
り
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
は
、
パ
ナ

ン
ペ
・
ペ
ナ
ン
ペ
譚
や
、
和
人
の
昔
話
が
ア
イ
ヌ
語
化
さ
れ
取
り
こ
ま
れ
た

も
の
な
ど
、
通
常
散
文
説
話
の
下
位
ジ
ャ
ン
ル
と
さ
れ
る
ご
く
一
部
の
話
の

み
が
、
三
人
称
で
語
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
大
多
数
の
話
は
そ
れ
と
は
別
の
人

称
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
人
称
が
通
常
「
私
」
と
訳
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
ア
イ
ヌ
文
学
は
一
人
称
叙
述
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
ア
イ
ヌ
文
学
に
お
い
て
こ
れ
ま
で
「
私
」
と
訳
さ
れ
て
き
た

人
称
は
、
実
際
に
は
三
種
類
あ
る
。
そ
の
人
称
表
示
の
実
態
は
い
さ
さ
か

複
雑
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
北
海
道
沙
流
方
言
の
他
動
詞
主
格
接
辞

の
形
で
代
表
さ
せ
て
、
ク
、
チ
、
ア
と
呼
ん
で
お
く
こ
と
に
す
る
。

　
「
文
学
」
中
の
テ
キ
ス
ト
で
は
な
く
、
日
常
会
話
に
お
い
て
は
、
こ
の

三
つ
の
人
称
は
、
次
の
よ
う
な
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。

ク
：
話
者
自
身
を
指
す
、
通
常
の
意
味
で
の
「
私
」（
一
人
称
単
数
）

チ
： 

話
者
と
第
三
者
を
含
む
「
私
た
ち
」。
た
だ
し
、
聞
き
手
は
含
ま

な
い
（
除
外
的
一
人
称
複
数
）。

ア
： 

次
の
よ
う
な
い
く
つ
も
の
場
合
に
用
い
ら
れ
る
。
①
聞
き
手
を
含

む「
私
た
ち
」（
包
括
的
一
人
称
複
数
）。
②
丁
寧
に
言
う
場
合
の「
あ

な
た
」（
二
人
称
敬
称
）。
③
不
特
定
の「
誰
か
」「
人
」（
不
定
人
称
）。

④
引
用
文
中
で
の
「
私
」
―
つ
ま
り
、
実
際
の
話
し
手
と
は
異
な

る
人
物
を
指
す
「
私
」（
引
用
の
一
人
称
）。

　

す
な
わ
ち
、
日
常
会
話
に
お
い
て
純
粋
に
「
私
」
に
あ
た
る
一
人
称
と

呼
べ
る
の
は
ク
だ
け
で
あ
り
、
後
の
チ
、
ア
は
、
通
常
は
「
私
」
以
外
の

人
物
を
指
す
の
に
用
い
ら
れ
る
人
称
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
イ
ヌ
文
学
が

一
人
称
叙
述
で
あ
る
と
い
う
時
、
そ
れ
は
ク
と
い
う
人
称
で
語
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

ア
イ
ヌ
文
学
に
お
い
て
、
実
際
に
言
葉
を
発
す
る
人
物
を
「
語
り
手
」、

内
容
の
上
で
視
点
が
お
か
れ
、
そ
の
人
物
の
発
言
と
し
て
語
り
が
進
め
ら

れ
て
い
く
人
物
を
「
叙
述
者
」
と
す
る
と
、
各
ジ
ャ
ン
ル
の
叙
述
者
の
人

称
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

ジ
ャ
ン
ル

サ
ブ
ジ
ャ
ン
ル

叙
述
者
の
人
称

う
た

叙
情
歌

語
り
手

≒

叙
述
者

ク

と
な
え
ご
と

神
へ
の
祈
詞

語
り
手
＝
叙
述
者

ク
（
原
則
的
に
）

も
の
が
た
り

散
文
説
話

語
り
手

≠

叙
述
者

ア

英
雄
叙
事
詩

語
り
手

≠

叙
述
者

ア

神
謡

語
り
手

≠

叙
述
者

（
カ
ム
イ
「
神
」）

チ
ま
た
は
ア

　

も
の
が
た
り
に
お
い
て
は
、
語
り
手

≠

叙
述
者
で
あ
り
、
三
人
称
で
話

が
進
め
ら
れ
る
パ
ナ
ン
ペ
譚
の
よ
う
な
サ
ブ
ジ
ャ
ン
ル
を
の
ぞ
い
て
は
、
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多
く
の
場
合
叙
述
者
＝
主
人
公
で
あ
る
。
主
人
公
の
視
点
か
ら
物
語
が
叙

述
さ
れ
て
い
く
た
め
、こ
れ
ら
の
人
称
は「
私
」と
訳
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

散
文
説
話
お
よ
び
英
雄
叙
事
詩
に
お
い
て
は
、
こ
の
主
人
公
の
人
称
は
ク

で
は
な
く
、
ア
で
表
さ
れ
る
。
次
に
英
雄
叙
事
詩
の
例
を
挙
げ
る
。

例
一
： 

英
雄
叙
事
詩　

沙
流
郡
平
取
町　

木
村
き
み
氏　

一
九
七
八
年
七

月
十
五
日　

中
川
裕
採
録

カ
ネ　

ハ
ヨ
ク
ペ 

黄
金
の
鎧
を

ア
サ
ン
ケ　

ヒ
ネ 
私
は
出
し
て

ハ
ヨ
ク
ペ　

ウ
プ
ソ
ロ 
鎧
の
中
に

ア
オ
マ　

ワ 
私
は
入
り

ハ
ヨ
ク
ペ　

ヌ
マ
ッ 

鎧
の
結
び
紐
を

ア
ヤ
イ
コ
ユ
プ 

私
は
締
め
上
げ

タ
パ
ク
ノ
ネ
コ
ロ 

そ
れ
か
ら

カ
ネ　

ポ
ン
カ
サ 

黄
金
の
兜
を

ア
ノ
ッ
キ
リ　

タ 

私
の
顎
に

ア
ヤ
イ
コ
ユ
プ 

私
は
締
め
上
げ

エ
ヌ
ネ　

キ　

ナ 

そ
う
し
て

カ
ネ　

ラ
ン
ケ　

タ
ム 

黄
金
の
太
刀
を

ア
コ
シ
ト
メ
チ
ウ 

私
は
腰
に
刺
し
て

　

金
田
一
お
よ
び
久
保
寺
は
、
こ
の
よ
う
な
散
文
説
話
と
英
雄
叙
事
詩
で

主
人
公
を
表
し
て
い
る
ア
を
、「
雅
語
の
一
人
称
」
と
し
て
、「
口
語
の
一

人
称
」
で
あ
る
ク
と
の
違
い
は
、「
我
」
と
「
私
」
の
よ
う
な
文
体
差
だ

と
考
え
た
。
こ
の
説
に
従
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
も
の
が
た
り
中
の
ア
は
、

日
常
会
話
に
お
け
る
ア
と
は
同
音
意
義
の
別
の
形
式
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
こ
れ
ら
を
一
人
称
叙
述
と
称
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
く
な
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
考
え
方
に
は
欠
陥
が
あ
る
。
久
保
寺
（
一
九
七
七
）
で

は
「
雅
語
の
用
い
ら
れ
る
場
合
」
と
し
て
「
⑴
正
式
の
会
釈
・
会
見
の
詞

U
w

erankarap-itak

、
⑵
神
禱
の
詞K

am
ui-nom

i-itak

、
⑶
誦
呪
の
詞

U
kew

ehom
shu-itak

（
悪
魔
払
い
の
際
、
神
々
や
人
々
に
対
し
て
、
あ

る
い
は
、
互
い
に
恙
な
き
こ
と
を
祝
福
し
合
う
際
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
）、

⑷
談
判
の
詞Charanke-itak

、
⑸
詞
曲
の
詞Y

ukar-itak

等
」（
久
保
寺

一
九
七
七
：
５
）
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
実
際
の
用
例
と
は
一

致
し
な
い
。
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
久
保
寺
が
同
書
中
、
そ
の
雅
語
の
実

例
を
示
す
た
め
に
神
禱
の
詞
と
し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
の
一
部
を
示
す
。

例
二
： 

辺
富
内
（
現
在
の
勇
払
郡
富
内
）　

森
本
エ
カ
シ
モ
氏　

一
九
四
一

年
八
月
十
五
日　

久
保
寺
（
一
九
七
七　

13
―
14
）

kim
atek tap 

慌
て
驚
き
し

ku-ne akusu 

我
な
れ
ば

yai-asurani 

事
の
仔
細
を
（
神
々
に
）
告
げ

ku-ki haw
e-ne. 

【
我
】
知
ら
せ
奉
る
次
第
な
り
。

K
ina-ushi kotan 

杵
臼
村
の

kotan serm
aka 

村
の
背
後
を

ko-punkine utar 

守
り
い
ま
す
神
々
の
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ko-haita kunip 

守
護
に
手
落
ち
あ
り
と
は

ku-yay-niukeshte na. 

我
な
し
難
し
。

　

こ
の
神
禱
の
詞
は
韻
文
形
式
に
な
っ
て
お
り
、
カ
ム
イ
「
神
」
に
対
し

て
語
り
か
け
る
形
式
と
し
て
、
雅
語
と
い
う
文
体
を
と
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
は
異
論
が
な
い
の
だ
が
、
語
り
手
＝
叙
述
者
の
人
称
は
ク
で
あ
り
、

ア
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
神
禱
の
詞
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
一
般

に
ど
の
意
味
で
ど
う
い
う
人
称
を
つ
か
う
か
、
ま
だ
明
瞭
に
な
っ
て
い
な

い
部
分
も
多
い
の
だ
が
、
基
本
的
に
そ
の
中
で
「
私
」
と
訳
さ
れ
る
人
称

が
ク
で
表
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
。
し
た

が
っ
て
、
ア
と
ク
の
違
い
を
雅
語
と
口
語
と
い
う
文
体
に
結
び
つ
け
て
考

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　

一
方
、
知
里
真
志
保
（
一
九
四
二
）
は
、
こ
れ
ら
の
人
称
の
違
い
を
、「
日

常
語
語
法
」「
叙
事
詩
語
法
」「
神
謡
語
法
」
に
よ
る
違
い
と
と
ら
え
、
雅
語

対
口
語
と
い
う
文
体
の
差
で
は
な
く
、
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
の
文
体
差
と
考
え

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
同
じ
く
雅
語
と
み
な
さ
れ
る
神
禱
の
詞
と
英
雄
叙
事

詩
な
ど
と
の
間
の
人
称
の
違
い
に
つ
い
て
は
問
題
に
な
ら
な
く
な
っ
た
が
、

文
体
的
に
か
な
り
異
な
る
散
文
説
話
と
英
雄
叙
事
詩
に
お
い
て
、
な
ぜ
同
じ

「
叙
事
詩
語
法
」
で
語
ら
れ
る
の
か
の
説
明
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
叙

事
詩
の
中
の
ア
と
日
常
語
（
口
語
）
の
ア
の
間
の
関
係
に
つ
い
て
も
、「
文

学
語
と
日
常
語
と
で
は
人
称
接
辞
の
種
類
と
価
値
と
を
異
に
す
る
」（
知
里

一
九
四
二
（
一
九
七
三
）　

492
）
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　

そ
こ
に
踏
み
込
ん
だ
の
が
、
田
村
す
ず
子
（
一
九
七
二
）
で
あ
る
。
田

村
は
散
文
説
話
や
英
雄
叙
事
詩
に
つ
い
て
、
そ
の
全
体
が
長
大
な
引
用
文

で
あ
る
と
考
え
、
ア
の
日
常
会
話
で
の
ひ
と
つ
の
用
法
で
あ
る
「
引
用
の

一
人
称
」
が
そ
れ
ら
に
適
用
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
た
。

　
「
叙
事
詩
や
昔
話
な
ど
の
中
で
『
私
』
と
い
う
の
は
そ
の
中
の
登
場
人

物
で
あ
っ
て
、
語
り
手
自
身
で
は
な
い
。
実
際
そ
う
い
っ
た
口
承
文
芸
の

多
く
は
、
最
後
が
『
…
…
と
さ
』
と
か
『
…
…
と
ど
こ
そ
こ
の
老
人
が
言

い
な
が
ら
死
ん
で
い
っ
た
』
と
か
い
う
表
現
で
結
ば
れ
、
そ
の
全
体
が
―

た
と
え
語
り
終
え
る
の
に
二
晩
も
か
か
る
長
い
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
―
引

用
句
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
中
の
一
人
称
者
を
表
わ
す

の
は
当
然
引
用
の
一
人
称
の
形
式
と
な
る
」（
田
村
一
九
七
二　

27
）

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
雅
語
と
口
語
を
ひ
と
つ
の
同
じ
人
称
シ
ス
テ
ム
で
記

述
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
散
文
説
話
と
英
雄
叙
事
詩
の
主
人
公
が
、

な
ぜ
同
じ
ア
で
表
示
さ
れ
る
の
か
の
説
明
も
可
能
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

散
文
説
話
や
英
雄
叙
事
詩
の
ア
は
、
こ
れ
ま
で
テ
キ
ス
ト
が
採
録
さ
れ
て

き
た
ほ
ぼ
全
域
で
共
通
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
引
用
の
一
人
称
と
い
う

用
法
の
存
在
が
確
実
に
報
告
さ
れ
て
い
る
の
は
、
沙
流
方
言
の
み
で
あ
る

と
い
う
こ
と
か
ら
、
沙
流
方
言
以
外
の
地
域
に
対
し
て
、
ひ
い
て
は
歴
史

的
な
起
源
論
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
主
人
公
の
人
称
が
す
べ
て
引
用
の
一

人
称
と
し
て
説
明
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
ま
だ
問
題
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
問
題
は
、
も
の
が
た
り
の
中
で
神
謡
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル

に
お
い
て
の
み
、
ク
で
も
ア
で
も
な
く
、
チ
と
い
う
人
称
が
主
人
公
を
表

す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
叙

述
者
で
あ
る
カ
ム
イ
「
神
」
が
語
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
人
間
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と
は
異
な
る
人
称
を
用
い
て
い
る
と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
の
説
明
で
あ

り
、
お
そ
ら
く
そ
れ
以
上
に
あ
り
得
そ
う
な
説
明
は
今
の
と
こ
ろ
な
い
。

　
「
こ
の
人
称
法
【
神
謡
に
お
け
る
人
称
】
の
特
徴
は
、
第
一
人
称
に
於

て
の
み
特
別
の
代
名
詞
【
チ
を
指
す
】
を
用
い
る
こ
と
に
在
る
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
神
が
人
間
と
異
な
る
言
葉
で
自
分
を
区
別
す
る
意
図
に
発
し

た
も
の
で
あ
る
ら
し
い
」（
知
里
一
九
五
四　

13
）

　

し
か
し
、
チ
は
日
常
会
話
に
お
い
て
「
聞
き
手
を
含
ま
な
い
私
た
ち
」

す
な
わ
ち
除
外
的
一
人
称
複
数
を
表
す
形
式
で
あ
る
。
な
ぜ
そ
れ
が
カ
ム

イ
の
人
称
と
し
て
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
佐
藤
（
二
〇
〇
四
）

は
「
複
数
形
を
用
い
て
指
示
対
象
を
曖
昧
化
す
る
『
迂
言
』
の
一
種
」
だ

と
み
な
し
、「
そ
の
よ
う
な
表
現
を
用
い
る
こ
と
で
、
あ
る
種
の
文
学
的

効
果
を
生
み
だ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
」（
佐
藤
二
〇
〇
四　

181
）
と

し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
が
現
在
の
と
こ
ろ
叙
述
者
が
複
数
形
で
表
現

さ
れ
る
こ
と
を
説
明
す
る
、
最
も
妥
当
性
の
高
い
解
釈
で
あ
ろ
う
。

四　
「
私
」
の
使
い
わ
け
の
条
件

　

こ
れ
ら
の
人
称
の
用
法
を
通
時
的
に
考
え
て
み
た
場
合
、
ア
は
誰
を
指

し
て
い
る
の
か
を
ぼ
か
す
不
定
人
称
が
本
来
の
用
法
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
包
括
的
一
人
称
複
数
と
い
う
用
法
も
、
二
人
称
敬
称
と
い
う
用
法

も
、
特
定
の
人
物
を
指
さ
な
い
と
い
う
、
こ
の
不
定
人
称
の
用
法
の
ひ
と

つ
の
現
わ
れ
と
し
て
説
明
で
き
る
。
し
か
し
、
叙
事
詩
の
主
人
公
や
、
沙

流
方
言
に
お
け
る
引
用
の
一
人
称
は
、
特
定
の
人
物
を
指
す
用
法
で
あ
り
、

不
定
人
称
か
ら
は
直
接
説
明
で
き
な
い
。

　

そ
こ
で
、
ア
は
不
定
人
称
が
起
源
的
な
用
法
で
あ
る
が
、
一
、二
、三
人

称
と
対
立
す
る
第
四
の
人
称
形
と
い
う
人
称
体
系
内
の
位
置
か
ら
、
一
、

二
、三
人
称
の
ど
れ
を
使
っ
て
も
指
す
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
人
称
を

表
す
用
法
を
発
展
さ
せ
た
と
考
え
て
み
た
い
。
話
し
手
自
身
と
は
異
な
る

叙
述
主
体
と
い
う
の
は
ま
さ
に
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
散
文

説
話
や
英
雄
叙
事
詩
の
叙
述
者
＝
主
人
公
の
人
称
は
、
視
点
が
そ
こ
に
お

か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
二
人
称
者
で
も
三
人
称
者
で
も
な
い
が
、
語
り

手
自
身
で
は
無
い
の
で
、
一
人
称
者
で
も
な
い
。
そ
れ
を
示
す
た
め
に
、

ク
で
は
な
く
ア
が
用
い
ら
れ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
「
叙
述
者

の
一
人
称
」
と
呼
ん
で
お
く
。

　

こ
れ
は
田
村
の
言
う
引
用
の
一
人
称
と
原
理
的
に
同
じ
説
明
で
あ
る
。

し
か
し
、
通
時
的
な
こ
と
を
問
題
に
す
る
と
、
多
く
の
方
言
で
も
の
が
た

り
中
の
ア
は
、
不
定
人
称
と
同
じ
く
動
詞
の
複
数
形
と
し
か
結
合
し
な
い

の
に
対
し
、
沙
流
方
言
を
中
心
と
す
る
一
部
の
方
言
で
は
、
意
味
的
に
単

数
の
行
為
者
を
示
す
場
合
、
ア
は
単
数
形
と
結
合
す
る
―
つ
ま
り
も
の
が

た
り
の
主
人
公
は
単
数
形
で
表
さ
れ
る
と
い
う
用
法
が
発
達
し
て
い
る
と

い
う
特
徴
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
動
詞
単
数
形
と
ア
の
結
合
は
、

同
方
言
の
引
用
の
一
人
称
に
も
同
じ
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
前
述
の
よ
う
に
、

も
の
が
た
り
中
の
ア
の
用
法
の
方
が
引
用
の
一
人
称
よ
り
普
遍
的
に
見
ら

れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
不
定
人
称
か
ら
動
詞
の
複
数
形
と
結
び
つ
い
た

「
叙
述
者
の
一
人
称
」
の
方
が
先
に
成
立
し
、
沙
流
方
言
で
動
詞
の
単
数

形
と
の
結
合
―
す
な
わ
ち
特
定
の
個
人
を
指
す
用
法
の
明
示
化
―
が
起
こ
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る
の
と
並
行
し
て
、
日
常
会
話
の
中
で
も
引
用
の
一
人
称
と
し
て
ア
が
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る（
１
）。

　

一
方
、
神
謡
に
お
い
て
全
編
を
通
し
て
チ
で
語
っ
て
い
る
の
は
、
実
際

に
は
比
較
的
短
い
も
の
か
ご
く
一
部
の
地
域
の
資
料
だ
け
で
あ
る
。
知
里

幸
恵
（
一
九
二
三
）『
ア
イ
ヌ
神
謡
集
』
が
後
者
の
代
表
例
だ
が
、
こ
れ

は
最
初
か
ら
伝
承
者
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
、
推
敲
を
加
え
ら
れ
た
テ
キ

ス
ト
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
人
称
が
チ
で
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
の

理
由
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
沙
流
地
方
な
ど
で
は
、
チ
で
語
ら
れ
る
の

は
一
部
分
の
み
で
後
は
ほ
と
ん
ど
ア
で
語
り
進
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が

多
く
、
全
編
ア
で
語
ら
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

例
三
： 

火
の
女
神
の
神
謡　

沙
流
郡
平
取
町　

木
村
き
み
氏　

一
九
七
八

年
七
月
十
五
日　

中
川
裕
採
録

サ
ケ
ヘ
： 

☆
ア
ペ
メ
ル
メ
ル
コ
ヤ
ン
コ
ヤ
ン
マ
ッ

 

★
ア
テ
ヤ
テ
ン
ナ

 

＊
ア
ペ
メ
ル
メ
ル

☆
★

☆
★　

ウ　

ク
ン
ネ　

ヘ
ネ 

夜
も

☆
★　

ウ　

ト
カ
プ　

ヘ
ネ 

昼
も

☆
★　

ケ
メ
イ
キ　

パ
テ
ク 

針
仕
事
ば
か
り

☆　
　

チ
キ　

パ　

キ　

ナ 

私
は
し
て
い
ま
し
た
。

☆　
　

チ
ケ
ム
ル
オ
カ 

私
の
針
の
後
ろ

☆　
　

チ
ケ
ム
ル
エ
ト
ク 

私
の
針
の
前
を

☆　
　

ト
ゥ　

イ
メ
ル　

ク
ル 

ふ
た
つ
の
光

　
　
　

レ　

イ
メ
ル　

ク
ル 

三
つ
の
光
が

　
　
　

コ
ト
ゥ
イ
ト
ゥ
イ
ケ　

ナ 

よ
ぎ
り
ま
す
。

☆　
　

タ
パ
ン
ペ　

パ
テ
ク 

そ
ん
な
こ
と
ば
か
り

＊　
　

ネ
プ
キ　

ネ　

チ
キ 

私
は
仕
事
に
し
て
い
ま
し
た
。

　
（
中
略
）

☆
★　

ア
ソ
カ
ラ　

ホ
ク 

私
の
夫

☆　
　

ト
ゥ
ラ
ノ 

と
一
緒
に

　
　
　

ア
ア
ン
テ　

ホ
ク 

私
の
旦
那

　
　
　

ト
ゥ
ラ
ノ　

カ
イ
キ 

と
一
緒
に

☆
★　

ウ　

ラ
ッ
チ
タ
ラ 

ゆ
っ
く
り
と

　
　
　

ウ
エ
ネ
ウ
サ
ラ
ン　

コ
ロ 

私
た
ち
は
四
方
山
話
を
し
な
が
ら

☆
★　

ウ　

ア
ラ
パ
ア
ン　

ヒ
ネ 

私
は
行
っ
て

　
　
　

ア
ウ
ン　

チ
セ　

タ 

私
の
家
に

☆
★　

ウ　

ア
ラ
パ
ア
ン　

ヒ
ネ 

私
は
行
っ
て

　
　
　

オ
ロ
ワ
ノ 

そ
し
て

　
　
　

ウ　

ラ
ッ
チ
タ
ラ 

静
か
に

☆
★　

オ
カ
ア
ン　

キ　

ナ 

私
た
ち
は
暮
ら
し
ま
し
た
。

＊ 

ア
は
ア
ラ
パ
「
行
く
」
の
よ
う
な
自
動
詞
に
接
合
し
た
場
合
、
接
尾
辞

ア
ン
の
形
を
と
る
。

＊）
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こ
の
例
で
は
、
冒
頭
部
に
お
い
て
「
私
」
は
チ
で
表
さ
れ
て
い
る
が
、

途
中
で
ア
に
替
わ
り
、
そ
の
ま
ま
最
後
ま
で
ア
で
通
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
語
り
方
は
、
沙
流
方
言
の
資
料
と
し
て
は
む
し
ろ
普
通
で
あ
る
。
こ

う
し
た
チ
の
用
い
方
は
、
か
つ
て
全
編
を
チ
で
語
っ
た
名
残
と
考
え
ら

れ
て
お
り
、
私
自
身
も
こ
れ
ま
で
は
そ
う
考
え
て
い
た
の
だ
が
、
神
謡
な

ど
の
ジ
ャ
ン
ル
は
テ
キ
ス
ト
を
丸
暗
記
し
て
伝
承
す
る
わ
け
で
は
な
い
の

に
、
人
称
の
よ
う
な
文
法
現
象
に
お
い
て
、
古
い
形
式
が
部
分
的
に
残
存

し
て
出
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
果
た
し
て
あ
り
え
る
の
か
と
い
う
こ
と

は
、
あ
ら
た
め
て
問
題
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

む
し
ろ
、「
も
の
が
た
り
」
の
叙
述
者
の
基
本
的
な
人
称
は
や
は
り
「
叙

述
者
の
人
称
」
ア
で
あ
る
の
だ
が
、
神
謡
の
場
合
、
そ
の
叙
述
者
が
カ
ム

イ
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
部
分
で
チ
を
用
い
る

と
い
う
技
法
が
発
達
し
た
。
た
だ
し
、
そ
れ
を
実
際
に
ど
の
程
度
ま
で
適

用
す
る
か
は
、
地
域
に
よ
り
個
人
に
よ
り
差
が
あ
る
と
い
う
解
釈
の
ほ
う

が
、
一
回
一
回
が
創
造
的
な
語
り
で
あ
る
は
ず
の
、「
も
の
が
た
り
」
の

口
誦
の
あ
り
方
と
し
て
は
適
当
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
中
川
（
二
〇
一
一
）
で
詳
述
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
叙
述
者
の
視
点
か
ら
話
が
進
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と

を
一
人
称
叙
述
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
ア
イ
ヌ
の
「
も
の
が
た
り
」
は
ま

さ
し
く
一
人
称
叙
述
で
あ
る
。
し
か
し
、
語
り
手
の
視
点
か
ら
話
が
進
め

ら
れ
る
こ
と
を
一
人
称
叙
述
と
呼
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
も
の
が
た

り
」
で
は
な
く
、
ク
を
用
い
る
「
う
た
」
や
「
と
な
え
ご
と
」
の
ほ
う
で

あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
強
調
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

「
と
な
え
ご
と
」
は
、
語
り
手
自
身
が
自
分
の
思
い
を
聞
き
手
に
伝
え
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、そ
こ
で
の
叙
述
者
は
語
り
手
自
身
で
あ
り
、し
た
が
っ

て
ク
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
問
題
は
な
い
（
実
際
は
か
な
ら
ず
し

も
ク
で
語
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
論
じ
る
こ
と

が
で
き
な
い
）。
し
か
し
、「
う
た
」
の
中
の
叙
情
歌
と
呼
ば
れ
る
サ
ブ
ジ
ャ

ン
ル
は
、
自
分
の
心
情
を
即
興
的
に
歌
い
あ
げ
る
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い

る
が
、
実
際
に
は
伝
承
さ
れ
た
歌
を
即
興
的
に
ア
レ
ン
ジ
し
な
が
ら
歌
う

こ
と
も
多
い
。

例
四
：
叙
情
歌　

千
歳
市　

白
沢
ナ
ベ
氏　

一
九
九
三
年
六
月
四
日　

中

川
裕
採
録

イ
タ　

ル
イ
カ　

ル
イ
カ　

カ　

タ 

板
の
橋
の
、
橋
の
上
で

カ
ワ
イ　

ポ
ン　

サ
ン
チ
ャ
イ 

か
わ
い
い
若
い
三
歳
馬
に

コ
（〈
ク
オ
）　

キ　

キ　

ア
ワ 

私
が
乗
る
と

カ
ワ
イ　

ポ
ン　

サ
ン
チ
ャ
イ 

か
わ
い
い
若
い
三
歳
馬
が

ウ　

ル
イ
カ　

カ　

タ 

橋
の
上
で

ク
チ
ワ　

コ
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン 

轡
を
し
ゃ
ん
し
ゃ
ん
鳴
ら
し

ナ
リ
ワ　

コ
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン 

首
の
鈴
を
し
ゃ
ん
し
ゃ
ん
鳴
ら
し

ホ
ユ
プ　

フ
ミ 

走
る
音
を

エ
ネ　

ネ　

ペ
コ
ロ 

そ
ん
な
ふ
う
に

ク
ヌ　

ヒ　

タ
シ 

私
は
聞
い
た
。

ナ
リ
ワ　

コ
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン 

首
の
鈴
を
し
ゃ
ん
し
ゃ
ん

ク
チ
ワ　

コ
チ
ャ
ン
チ
ャ
ン 

轡
を
し
ゃ
ん
し
ゃ
ん
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セ
コ
ン　

ネ　

ペ
コ
ロ 

と
い
う
ふ
う
に

ホ
ユ
プ　

キ　

ナ 

走
っ
た
の
だ
よ
。

ヤ
イ
サ
マ
ネ
ナ 

ヤ
イ
サ
マ
ネ
ナ

　

例
四
は
、
千
歳
の
白
沢
ナ
ベ
氏
が
若
い
こ
ろ
他
の
人
か
ら
聞
い
て
覚
え

た
歌
だ
が
、
自
分
自
身
の
体
験
で
は
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
こ

の
歌
は
白
沢
氏
自
身
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
若
い
女
性
を
馬
に
仮
託
し
て
男

性
が
女
性
と
の
密
会
を
歌
っ
た
艶
笑
歌
で
あ
り
、
叙
述
者
は
明
ら
か
に
男

性
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
白
沢
氏
自
身
が
自
分
の
心
情
を
述
べ
た
も
の

と
し
て
歌
う
の
に
は
不
適
当
な
歌
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

こ
で
は
ク
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
も
の
が
た
り
の
人
称
か
ら
考
え
れ
ば
、

こ
こ
も
ア
で
歌
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
内

容
の
も
の
で
も
、
う
た
で
は
ク
で
歌
う
の
が
原
則
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
現
象
を
説
明
す
る
に
は
、
語
り
手
と
叙
述
者
だ
け
で
な
く
、

聞
き
手
と
い
う
要
素
を
持
ち
こ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
と
な
え
ご
と
と
も
の
が
た
り
に
は
、
必
ず
聞
き
手
が
必
要
で
あ
る
。

・
う
た
は
、
必
ず
し
も
聞
き
手
を
必
要
と
し
な
い
。

　

も
の
が
た
り
中
の
ア
は
、
そ
の
話
の
叙
述
者
が
語
り
手
自
身
と
イ
コ
ー

ル
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
形
式
だ
が
、
そ
れ
を
示
さ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
聞
き
手
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
聞
き
手
と

相
対
し
て
い
る
人
物
の
体
験
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
聞
き
手
に
認
知

さ
せ
る
た
め
の
形
式
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
ア
イ
ヌ
の
う
た
は
、
聞
き

手
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
に
歌
う
も
の
で
は
な
く
、
歌
い
手
自
身
が
楽
し
む

も
の
で
あ
り
、
聞
き
手
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
。
人
に
よ
っ
て
は
叙

情
歌
は
山
仕
事
な
ど
で
ひ
と
り
で
い
る
時
に
歌
う
も
の
だ
と
い
う
人
も
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
聞
き
手
に
対
し
て
そ
れ
が
語
り
手
（
歌
い
手
）
自
身

の
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
必
要
が
な
い
た
め
、
ク
を
ア
に
改

め
る
必
要
が
な
い
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
自
分
が
実
際
に
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
、
自
分
の
心
情
と

は
言
え
な
い
よ
う
な
内
容
の
も
の
を
、
ク
を
使
っ
て
一
人
称
で
表
示
す
る

の
か
？　

巫
女
の
託
宣
歌
→
神
謡
→
聖
伝
→
英
雄
叙
事
詩
と
い
う
も
の
が

た
り
の
歴
史
的
発
展
仮
説
に
は
、
う
た
の
入
る
余
地
が
な
い
が
、
う
た
―

特
に
叙
情
歌
が
な
ぜ
常
に
本
来
の
一
人
称
単
数
形
で
あ
る
ク
で
歌
わ
れ
る

の
か
と
い
う
こ
と
は
、
ア
イ
ヌ
文
学
の
一
人
称
叙
述
性
と
い
う
問
題
を
考

え
る
に
あ
た
っ
て
、
や
は
り
追
及
さ
れ
る
べ
き
事
象
だ
ろ
う
。

五　

一
人
称
叙
述
の
起
源

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
当
日
の
質
疑
応
答
に
お
い
て
、
私
が
、
金
田
一
ら
の
唱

え
る
「
巫
女
の
託
宣
歌
」
を
出
発
点
と
す
る
発
展
史
観
を
「
一
度
御
破
算

に
し
た
ほ
う
が
よ
い
」
と
述
べ
た
こ
と
に
対
し
て
、
否
定
的
な
意
見
が
出

さ
れ
た
が
、
こ
の
金
田
一
ら
の
説
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
荻
原
眞
子
が
疑

問
を
提
示
し
て
い
る
。
荻
原
は
ア
イ
ヌ
民
族
に
隣
接
す
る
諸
民
族
の
「
巫

歌
」
に
つ
い
て
調
べ
、
そ
れ
ら
に
お
い
て
「
一
人
称
叙
述
体
の
託
宣
が
非
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常
に
稀
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
」（
荻
原
一
九
九
六　

357
）
と
述
べ
る
。
そ

し
て
そ
の
大
き
な
理
由
は
「
シ
ャ
マ
ン
の
ト
ラ
ン
ス
状
態
で
発
せ
ら
れ
る

託
宣
の
こ
と
ば
が
往
々
に
し
て
不
明
瞭
で
理
解
し
難
い
こ
と
に
あ
る
」（
同

前
）
と
す
る
。
実
際
問
題
と
し
て
、
金
田
一
ら
が
巫
女
の
託
宣
歌
と
し
て

引
い
て
い
る
テ
キ
ス
ト
は
、
巫
女
が
ト
ラ
ン
ス
状
態
で
語
っ
た
も
の
そ
の

も
の
で
は
な
く
、「
い
ず
れ
も
、
す
で
に
久
し
く
多
く
の
、
殊
に
女
性
た

ち
の
間
で
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
き
た
、
い
わ
ば
『
伝
承
さ
れ
た
』
巫
謡
と

言
う
こ
と
に
な
る
」（
前
掲
書　

358
）。

　

そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
胆
振
の
弁
辺
と
い
う
と
こ
ろ
に
住
む
巫
女
が
、
隣

の
虻
田
に
住
む
女
性
の
病
気
に
つ
い
て
そ
の
原
因
を
告
げ
た
も
の
だ
と
言

わ
れ
る
託
宣
歌
が
あ
る
。
こ
れ
は
金
田
一
京
助
も
久
保
寺
逸
彦
も
、
託
宣
歌

の
代
表
例
の
よ
う
に
し
て
論
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
知
里
真
志
保
が
そ

の
一
部
を
原
文
対
訳
で
紹
介
し
て
い
る
も
の
を
見
る
と
、
最
初
に
ク
モ
、
次

に
サ
ク
ソ
モ
ア
イ
ェ
プ
と
い
う
竜
蛇
が
叙
述
者
と
な
っ
て
語
っ
て
い
る
。
叙

述
者
の
人
称
は
チ
で
一
貫
し
て
お
り
、
サ
ケ
ヘ
が
つ
い
て
い
て
、
形
式
的
に

は
神
謡
と
区
別
つ
か
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
原
文
は
省
略
さ
れ
て
い
る

が
、
こ
の
託
宣
歌
の
最
後
は
「
そ
の
託
宣
で
は
、
酋
長
の
妻
が
い
ち
ば
ん
大

切
に
し
て
い
る
小
袖
や
首
飾
り
の
玉
や
耳
輪
な
ど
を
与
え
れ
ば
、
万
が
一
に

も
助
か
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
、
酋
長
の
妻
は
死
ん
で
も
そ
れ
を
手
放
す

ま
い
と
し
て
い
る
か
ら
、
と
て
も
助
か
り
っ
こ
な
い
、
と
出
た
。
こ
の
酋
長

の
妻
は
、
最
後
ま
で
そ
れ
ら
の
品
を
手
放
す
こ
と
を
拒
否
し
通
し
て
、
ま
も

な
く
死
ん
で
行
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（
知
里
一
九
六
〇
（
一
九
七
三
）　

121
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
れ
は
巫
女
の
口
か
ら
出
た
託

宣
そ
の
も
の
で
は
な
い
。後
日
談
ま
で
含
ん
だ「
も
の
が
た
り
」な
の
で
あ
り
、

神
謡
の
形
式
に
そ
れ
を
整
え
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
れ

が
チ
で
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
神
謡
と
い
う
器
に
盛
ら
れ
た
か
ら
だ

と
い
う
見
方
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
「
村
人
が
巫
女
を
通
し
て
神
意
を
問
い
、
神
が
巫
女
の
口
に
出
て
、
そ

の
飢
饉
、
そ
の
暴
風
の
生
じ
た
理
由
か
ら
、
そ
れ
が
収
ま
っ
た
所
以
を
述

べ
た
口
を
、
そ
の
ま
ま
の
形
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
こ
と
を
、

我
々
は
あ
の
第
一
人
称
説
述
体
の
文
体
か
ら
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
」（
金
田
一
一
九
三
一　

421
）と
、金
田
一
京
助
は
述
べ
て
い
る
。「
あ

の
」
と
い
う
の
は
神
謡
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
巫
女

の
託
宣
か
ら
発
展
し
た
か
ら
一
人
称
だ
と
い
う
の
は
「
想
像
」
で
あ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
後
に
は
「『
巫
女
の
託
宣
歌
』
の
第
一

人
称
表
現
形
式
は
、『
神
謡
』
に
継
承
せ
ら
れ
る
」（
久
保
寺
一
九
七
七　

199
）
の
よ
う
に
、
動
か
な
い
事
実
と
し
て
語
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
点
を
、
も
う
一
度
ち
ゃ
ん
と
検
証
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
、

「
一
度
ご
破
算
に
し
て
み
る
」
と
い
う
発
言
の
趣
意
で
あ
る
。
冒
頭
で
述
べ

た
よ
う
に
、
金
田
一
京
助
自
身
は
、「
オ
イ
ナ
や
カ
ム
イ
ユ
カ
ラ
の
形
式
と

い
う
も
の
は
、
ア
イ
ヌ
が
自
分
等
の
歌
の
形
に
、
之
を
神
々
に
云
わ
し
た
だ

け
の
こ
と
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、「
う
た
」
と
「
も
の
が
た
り
」
の
叙

述
形
式
を
同
じ
も
の
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
の
考
え
方
自
体

は
、
そ
の
後
一
度
も
再
検
討
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
、
う
た
を
な
ぜ

一
人
称
で
歌
う
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
も
の
が
た
り
を
な
ぜ
一
人
称
で
語
る

の
か
と
い
う
こ
と
と
、無
関
係
に
論
じ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
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ア
イ
ヌ
語
の
テ
キ
ス
ト
は
、
人
称
が
人
称
接
辞
と
い
う
形
で
明
示
さ
れ
、

し
か
も
そ
れ
が
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
、
あ
る
い
は
語
り
の
流
れ
の
中
で
、
複

雑
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
、
語
り
と
人
称
と
い

う
問
題
を
考
え
る
上
で
、
非
常
に
豊
か
な
材
料
を
提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
ア
イ
ヌ
語
原
文
に
即
し
て
、
さ
ら
に
深
く
広
く
分
析
し
て

い
く
こ
と
は
、
ア
イ
ヌ
文
学
研
究
の
み
な
ら
ず
、
口
承
文
芸
の
理
論
的
研

究
に
お
い
て
も
重
要
な
成
果
を
も
た
ら
す
も
の
だ
と
考
え
る
。

注（
1
） 

筆
者
は
中
川
（
一
九
九
七
）
で
、
叙
事
詩
や
散
文
説
話
の
叙
述
者

に
つ
い
て
、
不
定
人
称
で
語
ら
れ
る
の
が
本
来
の
形
式
で
あ
っ
た

か
も
し
れ
な
い
と
い
う
解
釈
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
佐
藤

知
己
は
「
不
定
人
称
の
代
名
詞
が
ア
イ
ヌ
語
の
口
頭
文
芸
で
は
多

用
さ
れ
る
、
と
い
う
結
論
に
な
っ
て
し
ま
う
」（
佐
藤
二
〇
〇
四　

179
）
と
批
判
し
た
。
四
人
称
の
各
用
法
の
う
ち
、
不
定
人
称
は
対

応
す
る
代
名
詞
を
持
た
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
批
判

は
正
当
な
も
の
で
あ
る
と
認
め
、
本
稿
の
よ
う
な
考
え
に
改
め
る
。

参
照
文
献

荻
原
眞
子
（
一
九
九
六
）『
北
方
諸
民
族
の
世
界
観
』
草
風
館

金
田
一
京
助
（
一
九
二
四
）「
ア
イ
ヌ
の
叙
事
詩
に
就
て
」『
東
亜
之
光
』

19
―
3
『
金
田
一
京
助
全
集
』
第
七
巻
（
一
九
九
二
）
三
省
堂

金
田
一
京
助
（
一
九
三
一
）『
ア
イ
ヌ
叙
事
詩
ユ
ー
カ
ラ
の
研
究
一
』
東

洋
文
庫

久
保
寺
逸
彦
（
一
九
七
七
）『
ア
イ
ヌ
の
文
学
』
岩
波
新
書

佐
藤
知
己
（
二
〇
〇
四
）「
ア
イ
ヌ
文
学
に
お
け
る
一
人
称
体
の
問
題
」『
北

大
文
学
研
究
科
紀
要
』
112

田
村
す
ず
子
（
一
九
七
二
）「
ア
イ
ヌ
語
沙
流
方
言
の
人
称
の
種
類
」『
言

語
研
究
』
六
一

知
里
真
志
保
（
一
九
四
二
）「
ア
イ
ヌ
語
法
研
究
」『
知
里
真
志
保
著
作
集
』

第
三
巻
（
一
九
七
三
）
平
凡
社
所
収

知
里
真
志
保
（
一
九
五
四
）「
ア
イ
ヌ
の
神
謡
」『
北
方
文
化
研
究
報
告
』

第
九
輯

知
里
真
志
保
（
一
九
六
〇
）「
ア
イ
ヌ
に
伝
承
さ
れ
る
歌
舞
詞
曲
に
関
す

る
調
査
研
究
」『
知
里
真
志
保
著
作
集
』
第
二
巻
（
一
九
七
三
）
平
凡

社
所
収

中
川
裕
（
一
九
九
七
a
）「
ア
イ
ヌ
文
学　

総
論　

五　

ア
イ
ヌ
文
学
の

人
称
」
久
保
田
淳
他
編
『
岩
波
講
座　

日
本
文
学
史
』
第
十
七
巻

中
川
裕
（
一
九
九
七
b
）『
ア
イ
ヌ
の
物
語
世
界
』
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー

中
川
裕
（
二
〇
一
一
）「
ア
イ
ヌ
の
神
謡
に
お
け
る
叙
述
者
の
人
称
」『
北

方
言
語
研
究
』
創
刊
号　

北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

 

（
な
か
が
わ
・
ひ
ろ
し
／
千
葉
大
学
）

（
編
集
注
）

本
稿
は
、
第
三
四
回
日
本
口
承
文
芸
学
会
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
う
た
・

語
り
に
お
け
る
人
称
―
だ
れ
が
語
り
歌
う
の
か
」（
二
〇
一
〇
年
六
月
六

日
）
に
お
け
る
発
表
内
容
を
、一
般
論
文
と
し
て
掲
載
し
た
も
の
で
あ
る
。


