
中
古
語
の
「
～
と
な
し
（
無
し
）
」
に
つ
い
て 

―
体
言
・
動
詞
終
止
形
を
受
け
る
場
合
を
中
心
と
し
て
― 

 

**

辻
本 

桜
介 

 
 

概 

要 

 

本
稿
で
は
、
中
古
語
に
お
い
て
助
詞
「
と
」
を
形
容
詞
「
な
し
（
無
し
）」
が
受
け
る
「
と
な
し
」
と
い
う
形
に
つ
い
て
考
え
、
主
に
次
の
こ
と
を
述
べ
る
。（
一
）
「
と
な
し
」
は

「
と
」
と
「
な
し
」
の
間
に
係
助
詞
「
は
」「
も
」
以
外
の
要
素
が
割
り
込
む
こ
と
は
ほ
ぼ
無
く
、
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
ま
た
、「
な
し
」
は
カ
リ
活
用
を
持
た
な
い
。（
二
）

「
と
な
し
」
な
ど
の
形
が
歌
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
一
方
、「
と
な
く
（
て
）」
な
ど
ほ
ぼ
散
文
専
用
の
形
も
あ
る
。
（
三
）
体
言
ま
た
は
動
詞
終
止
形
に
接
続
す
る
「
と
な
し
」
は
、

形
態
的
に
固
定
し
て
お
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
体
言
・
動
詞
も
語
彙
的
に
多
様
で
生
産
的
で
あ
る
。
以
上
の
（
一
）
～
（
三
）
を
踏
ま
え
て
、
体
言
ま
た
は
動
詞
終
止
形
を
受
け
る
用
例

を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
「
と
な
し
」
の
意
味
を
考
え
た
結
果
、
次
の
こ
と
が
分
か
っ
た
。（
四
）「
と
な
し
」
は
、
前
接
語
の
表
す
事
物
の
存
在
・
発
生
を
否
定
す
る
意
味
は
持
た

ず
、
肯
定
す
る
意
も
持
た
な
い
。（
五
）
諸
注
釈
書
の
解
釈
で
は
、「
と
な
し
」
は
前
接
語
の
表
す
事
物
の
存
在
・
発
生
を
否
定
す
る
も
の
が
大
半
を
占
め
る
が
、「
～
ら
し
く
な
い
」

「
～
よ
う
で
な
い
」「
～
と
い
う
ふ
う
で
な
い
」
等
の
、
様
態
を
描
写
す
る
表
現
に
よ
る
訳
出
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
こ
の
方
が
妥
当
な
解
釈
で
あ
る
。（
六
）
引
用
助
詞
「
と
」
の

機
能
を
考
慮
す
る
と
、
「
～
と
な
し
」
の
「
～
と
」
は
、
あ
る
事
態
が
一
般
に
ど
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
か
を
、「
～
と
思
わ
れ
そ
う
な
様
子
で
」
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
引
用
句
と

し
て
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
「
な
し
」
に
よ
っ
て
打
ち
消
す
形
を
取
る
こ
と
で
、「
～
と
」
に
引
か
れ
る
よ
う
な
内
容
が
一
般
に
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う

意
味
を
表
す
こ
と
に
な
る
。 

 

一 

研
究
対
象 

中
古
語
に
お
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
、
助
詞
「
と
」
が
形
容
詞
「
な
し
（
無
し
）」
に

か
か
る
構
造
の
例
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。 

  

(1) 

歩
む
と
も
な
く
、
と
か
く
つ
く
ろ
ひ
た
れ
ど
、
足
の
裏
動
か
れ
ず
わ
び
し
け

れ
ば
、
せ
ん
方
な
く
て
休
み
た
ま
ふ
。（
源
氏
・
玉
鬘
・
3-

105
） 

 

(2) 

「
い
と
つ
れ
づ
れ
に
て
、
わ
ざ
と
遊
び
と
は
な
く
と
も
、
久
し
く
絶
え
に
た

る
め
づ
ら
し
き
物
の
音
な
ど
聞
か
ま
ほ
し
か
り
つ
る
独
り
琴
を
、
い
と
よ
う

尋
ね
た
ま
ひ
け
る
」
と
て
、
宮
も
、
こ
な
た
に
御
座
よ
そ
ひ
て
入
れ
た
て
ま

つ
り
た
ま
ふ
。（
源
氏
・
鈴
虫
・
4-

383
） 

 

通
常
、
形
容
詞
「
な
し
」
は
体
言
を
主
語
に
と
り
、
そ
の
体
言
の
表
す
事
物
の
存
在
を

否
定
す
る
。
次
の
例
で
は
、
主
語
（
二
重
傍
線
部
）
の
表
す
事
物
（
人
）
の
存
在
を
否

定
し
て
い
る
。 

 
(3) 
散
ら
し
け
れ
ば
、
誰
も
誰
も
お
ど
ろ
き
惑
ひ
て
、
見
れ
ば
、
部
屋
に
は
人
も

な
し
。（
落
窪
・
二
・
138
） 

 

こ
れ
に
対
し
、
「
～
と
」
を
受
け
る
「
な
し
」
の
用
例
を
見
る
と
、
例
え
ば
次
の
(4)
で

は
、
主
語
に
当
た
る
体
言
（
二
重
傍
線
部
）「
お
つ
る
山
水
」
の
存
在
は
否
定
さ
れ
て
い



な
い
。
否
定
さ
れ
る
の
は
、「
い
づ
れ
と
」
の
部
分
に
関
す
る
何
ら
か
の
意
味
合
い
だ
ろ

う
。
従
来
の
研
究
で
は
、「
～
と
」
が
体
言
に
相
当
す
る
と
い
う
主
張
も
見
ら
れ
た
が
、

二
節
で
見
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
妥
当
で
な
い
。 

 
(4) 
ふ
る
さ
と
を
こ
ふ
る
た
本
は
き
し
ち
か
み
お
つ
る
山
水
い
づ
れ
と
も
な
し

（
恵
慶
法
師
集
・
52
） 

 

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
構
造
で
用
い
ら
れ
る
助
詞
「
と
」
＋
形
容
詞
「
な
し
」
を

考
察
対
象
と
す
る
。
以
降
の
「
と
も
な
く
」「
と
は
な
く
と
も
」「
と
も
な
し
」
な
ど
の
、

他
の
助
詞
が
参
入
し
た
形
態
も
ま
と
め
て
「
と
な
し
」
と
呼
ぶ
（
つ
ま
り
「
と
」
か
ら

続
く
部
分
を
文
節
単
位
で
取
り
出
し
て
「
と
な
し
」
と
呼
び
、
分
析
対
象
と
す
る
）。 

「
と
」
と
「
な
し
」
が
共
起
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
疑
問
点
が
あ
る
。 

 （
一
）
通
常
、
形
容
詞
「
な
し
」
は
、
名
詞
句
を
主
格
成
分
と
し
、
そ
の
名
詞
句
の
意

味
す
る
事
物
の
存
在
を
否
定
す
る
が
、「
と
な
し
」
は
名
詞
句
と
は
異
な
る
「
～

と
」
と
い
う
成
分
を
否
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。 

（
二
）
「
な
し
」
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
の
が
何
で
あ
る
か
判
然
と
し
な
い
。
(1)
で
あ

れ
ば
、「
歩
む
」
と
い
う
動
作
が
否
定
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
も
読
め
る
が
、
後
続

節
で
「
と
か
く
つ
く
ろ
ふ
」
と
あ
り
、「
歩
む
」
に
相
当
す
る
動
き
は
起
き
て
い

る
と
も
読
め
る
。 

 

本
稿
で
は
こ
の
疑
問
点
を
解
決
す
る
た
め
、「
と
な
し
」
の
用
例
調
査
・
分
析
を
試
み
る
。 

な
お
、
近
現
代
語
に
お
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、
書
き

言
葉
的
な
表
現
と
な
っ
て
い
る
一

。 

 

 

(5) 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
公
園
で
、
ダ
ラ
ダ
ラ
と
い
つ
果
て
る
と
も
な
く
ボ
ー
ル
遊
び

に
打
ち
興
じ
て
い
る
高
齢
者
の
姿
を
目
撃
し
た
こ
と
が
あ
ろ
う
。
（
岡
沢
憲

芙
『 ｢

も
う
ひ
と
つ
の
人
生｣

へ
の
案
内 

』
／
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｊ
） 

 

現
代
語
で
は
「
と
（
も
）
な
く
」
と
い
う
形
で
固
定
的
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
(2)

の
よ
う
に
係
助
詞
「
は
」
が
普
通
に
用
い
ら
れ
る
中
古
語
と
は
か
な
り
状
況
が
異
な
る

と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
現
代
語
の
「
と
な
し
」
に
つ
い
て
は
触
れ
な
い
こ
と
と
し

た
い
。 

 

二 

先
行
研
究 

 

管
見
の
限
り
、「
と
な
し
」
の
意
味
・
機
能
を
主
た
る
検
討
対
象
と
し
た
論
文
は
見
当

た
ら
な
い
。
本
節
で
は
、
上
代
語
の
「
と
な
し
」
に
言
及
し
て
い
る
も
の
も
含
め
て
先

行
研
究
を
概
観
す
る
。 

 

二
―
一 

「
と
な
し
」
の
意
味
と
統
語
的
構
造
に
関
し
て 

 

時
枝
（
一
九
五
四
）
は
、
「
と
な
し
」
の
「
な
し
」
を
助
動
詞
と
見
て
い
る
。
詳
し
い

説
明
は
無
い
が
、「
と
」
と
の
緊
密
な
結
び
つ
き
に
注
意
し
た
も
の
だ
ろ
う
。 

 

佐
伯
（
一
九
六
三
）
は
、
万
葉
集
の
「
と
」
が
、
「
寝
よ
と
の
金
」「
あ
は
む
と
な
ら

ば
」「
し
る
す
と
な
ら
し
」
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、「
～
と
」
が
体
言
的
な

と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
る
。
そ
の
上
で
、「
～
と
」
を
「
な
し
」
が
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
、

「
納
得
が
い
く
」
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、
形
容
詞
「
な
し
」
は
、
通
常
は
体
言
を
主

語
に
取
る
た
め
、「
～
と
」を
体
言
と
見
な
せ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
た
と
い
う
こ
と
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
次
の
よ
う
な
用
例
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
佐
伯
の
主
張
に
は

従
い
が
た
い
。 

 

 

(6) 

な
ほ
ゆ
き
ゆ
き
て
、
武
蔵
の
国
と
下
つ
総
の
国
と
の
な
か
に
い
と
大
き
な
る

河
あ
り
。
そ
れ
を
す
み
だ
河
と
い
ふ
。（
伊
勢
・
九
・
122
） 

 
(7) 

こ
の
人
、
歌
よ
ま
む
と
思
ふ
心
あ
り
て
な
り
け
り
。
と
か
く
い
ひ
い
ひ
て
、

「
波
の
立
つ
な
る
こ
と
」
と
う
る
へ
い
ひ
て
、
よ
め
る
歌
、
…
（
土
佐
・
一

月
七
日
・
22
） 

 

助
詞
「
の
」
や
助
動
詞
「
な
り
」
が
、
体
言
以
外
の
要
素
に
接
続
し
て
い
る
。
従
っ
て
、

「
～
と
」
に
「
の
」
や
「
な
り
」
が
接
続
す
る
こ
と
が
、「
～
と
」
に
「
体
言
的
な
と
こ



ろ
が
あ
る
」
こ
と
の
根
拠
に
な
る
と
い
う
佐
伯
の
記
述
は
妥
当
と
は
言
い
が
た
い
と
言

え
る
。 

 
小
林
賢
次
（
一
九
六
八
）
は
、「
と
な
し
」
の
「
と
」
に
判
断
的
陳
述
は
認
め
ら
れ
ず
、

「
な
し
」
は
詞
と
し
て
の
概
念
性
が
強
い
、
と
す
る
が
、
こ
の
主
張
に
も
納
得
し
が
た

い
。
ま
ず
、「
と
」
に
判
断
的
陳
述
が
無
い
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い

る
か
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
、
小
林
は
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
根
拠
と
し
て
、「
「
い
づ

こ
と
な
し
」「
な
に
と
な
し
」
な
ど
の
用
法
を
考
え
る
と
」
と
述
べ
て
い
る
が
、「
い
づ

こ
と
な
し
」
な
ど
の
用
法
と
い
う
も
の
を
、
一
体
ど
の
よ
う
に
「
考
え
る
と
」、
判
断
的

陳
述
と
い
う
話
に
結
び
つ
く
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。「
考
え
る
」
と
い
う
こ
と
の
内
容
が

示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
説
明
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。 

 

以
上
の
よ
う
に
、「
と
な
し
」
の
文
法
的
な
性
格
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
理
解
が
得
ら

れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
状
況
に
あ
る
。
た
だ
し
、
小
田
（
二
〇
一
五
）
で
は
「
と
な

し
」
が
複
合
辞
の
一
種
と
し
て
掲
出
さ
れ
て
お
り
、
示
唆
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
三
節
で
触
れ
る
。 

 

二
―
二 

上
代
の
「
い
け
る
と
も
な
し
」
を
め
ぐ
る
議
論 

 

万
葉
集
に
、「
い
け
り
と
も
な
し
」
あ
る
い
は
「
い
け
る
と
も
な
し
」
と
読
む
次
の
よ

う
な
歌
が
あ
り
、「
と
も
な
し
」
が
、
助
動
詞
リ
の
終
止
形
「
り
」
を
受
け
る
場
合
と
、

連
体
形
「
る
」
を
受
け
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。 

  
 

(8) 

衾
道
を
引
手
の
山
に
妹
を
置
き
て
山
道
を
行
け
ば
生
け
り
と
も
な
し
［
生
跡

毛
無
］（
万
葉
・
二
・
212
） 

 
 

(9) 

白
玉
の
見
が
欲
し
君
を
見
ず
久ひ

さ

に
鄙
に
し
居
れ
ば
生
け
る
と
も
な
し
［
伊
家

流
等
毛
奈
之
］（
万
葉
・
十
九
・

4170
） 

 

上
代
特
殊
仮
名
遣
い
に
お
い
て
、
助
詞
の
「
と
」
は
乙
類
、
名
詞
の
「
と
」
は
甲
類
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。
(8)
の
「
と
（
跡
）
」
は
乙
類
で
あ
る
。
従
っ
て
助
詞
の
「
と
」
で

あ
り
、
文
相
当
の
語
句
を
引
用
す
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
前
接
す
る
活
用
語
は
終
止
形

を
取
る
と
見
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。「
い
け
り
と
も
な
し
」と
読
め
ば
特
に
問
題
は
無
い
。

こ
れ
に
対
し
、
(9)
の
「
と
（
等
）」
も
乙
類
で
あ
る
が
、
(8)
の
場
合
と
異
な
り
、
前
接

す
る
活
用
語
は
連
体
形
で
あ
る
。 

 

こ
の
(9)
の
「
と
」
に
つ
い
て
は
、
山
口
（
一
九
七
〇
）、
井
上
（
一
九
七
六
）、
間
宮

（
一
九
九
〇
）、
佐
佐
木
（
二
〇
〇
五
）
等
が
言
及
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
研
究
を
見
る

限
り
、
連
体
形
文
末
を
引
用
助
詞
ト
が
受
け
る
こ
と
は
、
意
図
的
に
せ
よ
非
意
図
的
に

せ
よ
、
大
伴
家
持
が
自
分
の
母
語
感
覚
と
異
な
る
形
で
書
い
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
る

の
が
一
般
的
の
よ
う
で
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
議
論
は
、「
い
け
る
と
も
な
し
」
の
「
と
」
の
品
詞
的
性
格
を
見
定
め
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
、「
と
な
し
」と
い
う
連
語
的
語
形
の
持
つ
意
味
や
統
語
的
構
造
に

つ
い
て
は
さ
し
て
言
及
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
後
述
（
七
節
）
す
る
よ
う
に
、
中
古

語
の
用
例
を
検
討
す
る
際
に
も
、
連
体
形
を
受
け
る
「
と
な
し
」
の
存
在
に
は
注
意
す

る
必
要
が
あ
る
。 

 

二
―
三 

従
来
の
訳
出
方
法 

次
に
、
国
語
辞
書
等
で
「
と
な
し
」
に
ど
の
よ
う
な
訳
出
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
か

を
見
る
。 

表
１
で
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
第
二
版
）
の
、「
と
な
し
」
を
含
む
連
語
的
な
表

現
に
つ
い
て
の
記
述
を
示
し
た
。
連
語
的
な
表
現
を
立
項
し
て
意
味
記
述
を
行
っ
て
い

る
の
は
、「
と
な
し
」
が
、
あ
る
程
度
、
固
定
的
な
形
で
用
い
ら
れ
る
と
見
て
い
る
た
め

だ
ろ
う
。 

国
語
辞
書
を
除
く
と
訳
出
方
法
に
言
及
す
る
研
究
は
少
な
い
が
、
桑
田
（
二
〇
〇
一
）

は
、
「
と
は
な
し
に
」
の
形
が
「
と
い
う
わ
け
で
は
な
し
に
」
の
意
に
取
ら
れ
る
も
の
と

し
て
い
る
。
小
田
（
二
〇
一
五
）
は
、「
…
と
い
う
ほ
ど
で
も
な
い
」「
…
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
」「
…
と
明
ら
か
に
し
な
い
」
の
意
に
取
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。 

こ
れ
ら
を
見
渡
し
、
「
Ｘ
と
な
し
」
と
い
う
表
現
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
か
の
パ

タ
ー
ン
を
整
理
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。 

 

Ａ 

Ｘ
と
い
う
事
物
の
存
在
・
発
生
が
否
定
さ
れ
る
意
味
で
解
し
た
訳
し
方 

 



・
Ｘ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い 

・
Ｘ
と
い
う
ほ
ど
で
も
な
い 

・
Ｘ
と
い
う
こ
と
は
な
い 

 

Ｂ 

Ｘ
と
い
う
事
物
の
存
在
・
発
生
が
否
定
さ
れ
な
い
意
味
で
解
し
た
訳
し
方 

 
 

・
Ｘ
と
感
じ
ら
れ
な
い 

・
は
っ
き
り
Ｘ
と
い
う
こ
と
が
な
い
、
Ｘ
と
決
ま
っ
て
い
な
い 

・
Ｘ
と
い
う
こ
と
に
限
ら
な
い
（
Ｘ
以
外
も
含
め
た
全
体
に
わ
た
る
） 

・
意
図
的
に
Ｘ
す
る
わ
け
で
は
な
い 

・
Ｘ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
は
な
い 

 

い
ず
れ
も
、「
Ｘ
と
い
う
…
」
の
よ
う
に
、
語
句
を
引
用
す
る
よ
う
な
形
で
訳
出
す
る
点

は
共
通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
文
脈
中
に
登
場
す
る
人
物
の
発
言
や
思
惟
を
引
用
す
る

「
～
と
言
ふ
」「
～
と
思
ふ
」
な
ど
の
引
用
表
現
と
は
異
質
の
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
表

１
に
示
す
連
語
的
表
現
に
固
定
化
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
か
ら
見
て
、
構
成
要
素
で
あ

る
「
と
」「
無
し
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
語
性
を
単
純
に
合
計
す
る
だ
け
で
は
導
き
出
さ
れ
な

い
意
味
を
派
生
し
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。 

語形 意味 初出資料

いけりともなし
生きているとも感じられない。生きているよう
に思われない。

万葉集

いけるともなし 生きているというしっかりした気持がない。 万葉集
いずくともなし 「いずこ（何処）ともなし(1)」に同じ。 宇津保物語

いずこともなし

(1)どこへというあてもない。
(2)どこというはっきりした所もなく、ぼんやり
としている。
(3)どこという限定もない。一面に。

(1)貫之集
(2)更級日記
(3)曾丹集

いずちともなし
どこをめざしてというわけでもない。いずくと
もなし。

源氏物語

いずれとなし
どちらがどうということもない。同じようだ。優
劣がつかない。

宇津保物語

いずれともなし 「いずれ（何─）となし」に同じ。 枕草子

いつとなし
いつという定まった時もない。いつまでも
ずっとするさま。

落窪物語

いつともなし 「いつ（何時）となし」に同じ。 源氏物語

きくとはなし
きくともなし

はっきりと聞いたということもできないくらい
だ。また、特に耳をすまして聞くということで
はない。

後撰和歌集

ことぞともなし
特にこれということもない。何ということもな
い。たいしたこともない。あっけない。

古今和歌集

そこどころともなし
どことさすところもない。とくにどこということも
ない。

源氏物語

そのこととなし
とりたててそのことと、いうこともできない。格
別な原因、理由、目的などはないがの意で
用いる。

伊勢物語

そのものともなし

(1)とりたてていうほどのものでもない。たい
したものでない。
(2)なんともえたいが知れない。なんともたと
えようがない。

(1)枕草子
(2)大鏡

ときぞともなし
いつともきまっていない。定まっている時が
ない。いつも。

万葉集

ときとなく
いつと定まった時もなく。いつと時間もきめ
ずに。いつともなく。

万葉集

となし（とない） …ということもない。…というわけでもない。 万葉集
とはなしに ということなしに。…ではないのに。 万葉集

ともなし

(1)体言あるいはそれに準ずる句に付いて、
そのように限定するわけにはいかない状態
であるさまを表わす。
(2)動詞の終止形に付いて、その動作がとり
たてるほどではないさま、特に意図したもの
ではないさまを表わす。

(1)万葉集
(2)源氏物語

なにとはなし
事物、状況、原因などに関して、これと特定
し得ないさま。どうということもなく。

土左日記

なにとなし

(1)事物、状況、原因などに関してこれと特
定し、またはどれと限定し得ないさま。これ
ということもない。どれときまったわけではな
い。
(2)とり立ててどうという特徴のないさま。特
に変わったことはない。平凡だ。ありきたり
だ。

(1)枕草子
(2)源氏物語

なにともなし 「なにと（何─）なし」を強めたいい方。 小町集
なるとはなし
なるともなし

いつ成就するというあてもない。必ず成就す
るというわけでもない。

後撰和歌集

ふたこととなく 一言のもとに。異議なくすぐに。 大鏡

ふたつとなし
同じものがふたつはない。転じて、かけがえ
がない。

竹取物語

わざとなし
格別に心を用いているさまではない。なに
げないさまである。自然なさまである。わざと
ならず。

源氏物語

表１：『日本国語大辞典』（第２版）で掲出される「～となし」の意味記述



 

二
―
四 

問
題
点
の
整
理 

 
先
行
研
究
を
見
る
限
り
で
「
と
な
し
」
に
関
し
て
分
か
っ
て
い
る
こ
と
は
、

「
～
と
い
う
…
な
い
」
の
よ
う
な
形
で
、
語
句
を
引
用
す
る
表
現
と
関
わ
る
訳

し
方
の
パ
タ
ー
ン
が
複
数
あ
る
と
い
う
こ
と
の
み
と
言
っ
て
良
い
。 

 

「
と
な
し
」
と
い
う
形
式
が
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
が
示
す
よ
う
な
、
多
く

の
意
味
合
い
で
捉
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
の

だ
ろ
う
か
。
複
数
の
意
味
を
担
う
場
合
、
そ
れ
ら
は
互
い
に
無
関
係
な
の
で
は

な
く
、
何
ら
か
の
意
味
的
関
係
を
想
定
で
き
る
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。 

 

ま
た
、
連
語
的
な
表
現
に
固
定
化
し
て
い
る
面
を
持
つ
よ
う
で
は
あ
っ
て
も
、

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
、
前
接
語
と
し
て
「
い
つ
」「
な
に
」
等
の
不
定
表

現
、
動
詞
終
止
形
、
体
言
な
ど
が
示
さ
れ
て
お
り
、
多
様
で
あ
る
。
「
と
」
と
「
な

し
」
の
間
に
係
助
詞
が
介
在
す
る
か
否
か
や
、「
な
し
」
の
活
用
形
と
後
接
語
な

ど
、
形
態
的
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
あ
る
。｢

と
な
し｣

が
い
か
な
る
形
態
を
取

り
う
る
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
語
が
前
接
す
る
か
と
い
っ
た
こ
と
を
、
用
例
の

調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。 

 
 三 

用
例
調
査 

本
節
で
は
、
用
例
の
調
査
結
果
の
概
要
を
示
す
。 

ま
ず
、
散
文
系
の
諸
資
料
か
ら
、
助
詞
「
と
」
の
用
例
を
網
羅
的
に
調
査
し
、

そ
れ
が
「
な
し
（
無
し
）」
に
か
か
る
例
を
全
て
抽
出
し
た
。
ま
た
、
十
分
な
用

例
数
を
得
る
た
め
に
、
歌
集
も
調
査
対
象
に
加
え
る
こ
と
に
し
た
二

。
な
お
、

散
文
系
の
諸
資
料
の
調
査
結
果
か
ら
、「
と
」
と
「
な
し
」
の
間
に
介
在
し
う
る

の
は
係
助
詞
の
み
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
た
め
、歌
集
の
調
査
に
お
い
て
は
、

｢

と｣

の
用
例
を
網
羅
的
に
見
る
こ
と
は
せ
ず
、「
と
（
＋
係
助
詞
）
＋
な
し
」
の

用
例
を
抽
出
す
る
こ
と
に
し
た
。 

表
２
で
は
「
と
な
し
」
の
各
形
態
ご
と
の
デ
ー
タ
を
、
表
３
で
は
「
と
な
し
」

の
前
接
語
の
デ
ー
タ
を
示
し
た
。
表
３
の
「
不
定
表
現
」
に
は
、「
い
つ
」「
な

に
」「
た
れ
」
や
そ
れ
を
伴
う
不
定
表
現
と
し
て
の
文
を
分
類
し
、
「
ソ
系
指
示

表
現
」
に
は
「
そ
れ
」「
そ
の
こ
と
」「
そ
の
人
」
な
ど
の
指
示
語
「
そ
」
を
伴
う
表
現

を
分
類
し
て
あ
る
。 

未然

形

と
こ
そ
な
か
ら
め

と
や
な
か
り
け
む

と
な
く

と
な
く

（
+
こ
そ
／
の
み
／
も

）

と
な
く
て

と
な
く
て
は

と
し
も
な
く
て

と
は
な
く

と
は
な
く
て

と
は
な
く
と
も

と
も
な
く

と
も
な
く
て

と
も
な
く
の
み

と
し
も
な
し

と
な
し
に

と
は
な
し

と
は
な
し
に

と
も
な
し

と
も
な
し
に

と
な
き

（
+
か
な
／
こ
そ
等

）

と
な
き

（
＋
体
言

）

と
も
な
き

（
+
が
／
に
等

）

と
も
な
き

（
＋
体
言

）

と
は
な
き
か

と
な
け
れ
ど

と
な
け
れ
ば

と
は
な
け
れ
ど

と
は
な
け
れ
ど
も

と
も
な
け
れ
ど

と
も
な
け
れ
ば

竹取物語 1 1
伊勢物語 2 1 1
大和物語 4 1 1 1 1
土佐日記 1 1
蜻蛉日記 8 1 1 1 1 1 1 1 1
落窪物語 2 1 1

宇津保物語 23 5 1 1 5 4 1 1 1 1 1 1 1
枕草子 11 3 4 3 1
源氏物語 118 28 10 1 5 2 23 4 1 1 1 1 2 11 4 5 4 1 13 1

和泉式部日記 1 1
紫式部日記 2 1 1
更級日記 9 5 1 1 2
夜の寝覚 17 6 1 1 4 2 2 1

浜松中納言物語 28 11 1 1 1 1 6 2 2 1 2
栄花物語 31 12 1 9 3 2 2 2

堤中納言物語 3 1 1 1
古今和歌集 2 1 1
後撰和歌集 11 1 4 4 1 1
拾遺和歌集 9 1 1 2 2 3
後拾遺和歌集 6 1 1 2 1 1

歌合類 14 5 1 1 3 2 1 1
私家集 160 26 1 9 25 14 1 1 2 22 15 8 3 6 9 17 1

463 1 1 106 3 15 3 1 1 17 2 89 34 1 2 1 2 34 18 10 13 25 16 35 1 11 2 15 2 1 1合計

合
計

散文系資料

歌集

連用形 終止形 連体形 已然形

表２



 

全
体
の
状
況
か
ら
、
次
の
こ
と
が
言
え
る
。 

各
資
料
は
、
上
か
ら
順
に
概
ね
成
立
時
期
の
古
い
も
の
か
ら
並
べ
た
が
、
特
に
通
時

的
な
変
化
は
見
て
取
れ
な
い
。
ま
た
、
資
料
の
規
模
に
応
じ
た
用
例
数
が
得
ら
れ
る
こ

と
も
分
か
る
。｢

と
な
し｣

に
関
し
て
は
、
中
古
語
に
お
い
て
、
一
般
に
広
く
用
い
ら
れ

た
語
と
了
解
で
き
る
。 

次
に
、「
と
」
と
「
な
し
」
は
緊
密
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
間
に
介
在
で
き
る
の
は
一

部
の
係
助
詞
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
見
て
、
小
田
（
二
〇
一
五
）
の
よ
う
に
「
と

な
し
」
を
複
合
辞
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
な
し
」
の
活
用
形
は
、

連
用
形
の
「
な
く
」、
終
止
形
の
「
な
し
」、
連
体
形
の
「
な
き
」、
已
然
形
の
「
な
け
れ
」

に
ほ
ぼ
限
ら
れ
、
カ
リ
活
用
は
殆
ど
用
い
ら
れ
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
カ
リ

活
用
は
歴
史
的
に
は
後
発
的
に
生
じ
た
、
新
し
い
語
形
で
あ
る
。｢

と｣

と｢

な
し｣

が
ほ

ぼ
ひ
と
ま
と
ま
り
と
な
っ
て
固
定
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
通
時
的
に
新
し
く
生
じ
た

活
用
体
系
が
入
り
込
め
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、｢

と
な
し｣

は
中
古
語
に
お

い
て
す
で
に
古
い
表
現
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
考
慮
す
べ
き
だ
ろ
う
。 

 

次
節
で
は
、
そ
う
し
た
文
体
的
な
問
題
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
、
和
歌
の
用

例
と
、
散
文
の
用
例
と
を
比
較
し
た
い
。 

 

四 

和
歌
と
散
文 

 

宮
田
（
一
九
五
九
）
は
、「
と
は
な
し
に
」「
と
も
な
し
に
」「
と
も
な
し
の
」「
と

な
し
に
」
の
よ
う
に
「
な
し
」
が
終
止
形
で
用
い
ら
れ
る
形
と
、「
こ
と
ぞ
と
も
な

く
」「
と
き
ぞ
と
も
な
き
」
の
よ
う
に
、
終
助
詞
ゾ
を
受
け
る
形
を
、「
歌
語
」
と

見
て
い
る
。
た
だ
し
、
日
本
語
史
の
術
語
と
し
て
は
、「
歌
語
」
の
定
義
は
曖
昧
で

あ
り
、
宮
田
（
一
九
五
九
）
も
特
に
そ
の
定
義
を
述
べ
て
は
い
な
い
。
こ
こ
で
は

桜
井
（
一
九
八
二
）、
佐
藤
（
一
九
九
六
）
に
従
っ
て
、
和
歌
の
み
に
用
い
ら
れ
る

表
現
を｢

歌
語｣

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。 

 

表
４
・
５
は
、
和
歌
と
散
文
と
で
、｢

と
な
し｣

の
用
例
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
る

か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
４
は｢

な
し｣

の
活
用
形
ご
と
に
示
し
、
表
５
は｢

と

な
し｣

の
前
接
語
ご
と
に
示
し
た
。
こ
れ
ら
の
表
に
お
い
て｢

和
歌｣

は
、
散
文
系
資

料
に
現
れ
る
和
歌
の
例
も
含
み
、｢

散
文｣

は
歌
集
の
詞
書
も
含
む
。 

 

ま
ず
、
宮
田
（
一
九
五
九
）
の
示
す
よ
う
に
、｢

な
し｣

が
終
止
形
の
場
合
と
、｢

こ

と
ぞ｣｢

と
き
ぞ｣

を
受
け
る
場
合
と
は
、
わ
ず
か
に
例
外
が
あ
る
も
の
の
、
歌
語
と

見
て
良
い
だ
ろ
う
。 

 

一
方
で
注
目
す
べ
き
は
、
歌
集
に
用
い
ら
れ
ず
、
散
文
の
み
に
現
れ
る
形
で
あ

る
。｢

な
し｣
の
活
用
形
に
着
目
す
る
と
、｢

と
な
く
（
て
）｣

と｢

と
は
な
け
れ
ど｣

は
、
和
歌
で
は
用
い
ら
れ
な
い
が
、
散
文
で
は
用
い
ら
れ
る
。
ま
た
、
前
接
語
に

着
目
す
る
と
、｢

そ
の
こ
と
と
な
く｣｢

そ
れ
と
な
く｣

な
ど
の
よ
う
に
ソ
系
指
示
表

動
詞
終
止
形

動
詞
連
体
形

動
詞
命
令
形

形
容
詞
終
止
形

形
容
詞
連
体
形

形
容
動
詞
終
止
形

ツ リ ル

（
リ
の
連
体
形

）

ズ ム

竹取物語 1 1
伊勢物語 2 1 1
大和物語 4 1 1 1 1
土佐日記 1 1
蜻蛉日記 8 1 3 1 3
落窪物語 2 1 1
宇津保物語 23 2 4 1 1 3 12
枕草子 11 1 1 1 8

源氏物語 118 12 18 1 3 1 3 13 2 65
紫式部日記 2 1 1

和泉式部日記 1 1
夜の寝覚 17 1 3 1 2 10

浜松中納言物語 28 3 4 1 2 18
更級日記 9 9
栄花物語 31 2 1 3 25

堤中納言物語 3 1 1 1
古今和歌集 2 2
後撰和歌集 11 2 2 1 2 4
拾遺和歌集 9 2 2 5

後拾遺和歌集 6 1 5
歌合類 14 2 2 1 1 1 7
私家集 160 25 46 1 2 1 1 3 1 6 2 4 64 4

463 53 91 1 2 5 1 1 1 2 1 4 4 12 7 32 2 240 4

表３

合
計

散文系資料

歌集

と
き
ぞ

ソ
系
指
示
表
現

さ

（
指
示
副
詞

）

不
定
表
現

不
明

合計

体
言

用言 助動詞 こ
と
ぞ



動
詞
終
止
形

動
詞
連
体
形

動
詞
命
令
形

形
容
詞
終
止
形

形
容
詞
連
体
形

形
容
動
詞
終
止
形

ツ リ ル

（
リ
の
連
体
形

）

ズ ム

散文 19 38 1 1 3 1 1 1 1 3 1 30 2 168
和歌 34 53 1 2 1 1 1 3 1 11 7 2 72 4

表５

体
言

用言 助動詞 こ
と
ぞ

と
き
ぞ

ソ
系
指
示
表
現

さ

（
指
示
副
詞

）

不
定
表
現

不
明

「なし」の
活用形

未
然
形

と
こ
そ
な
か
ら
め

と
や
な
か
り
け
む

と
な
く

と
な
く

（
+
こ
そ
／
の
み
／
も

）

と
な
く
て

と
な
く
て
は

と
し
も
な
く
て

と
は
な
く

と
は
な
く
て

と
は
な
く
と
も

と
も
な
く

と
も
な
く
て

と
も
な
く
の
み

と
し
も
な
し

と
な
し
に

と
は
な
し

と
は
な
し
に

と
も
な
し

と
も
な
し
に

と
な
き

（
+
か
な
／
こ
そ
等

）

と
な
き

（
＋
体
言

）

と
も
な
き

（
+
が
／
に
等

）

と
も
な
き

（
＋
体
言

）

と
は
な
き
か

と
な
け
れ
ど

と
な
け
れ
ば

と
は
な
け
れ
ど

と
は
な
け
れ
ど
も

と
も
な
け
れ
ど

と
も
な
け
れ
ば

散文 1 1 74 3 15 3 1 1 11 2 56 22 1 1 1 1 9 21 8 9 10 1 15 1 1 1
和歌 32 6 33 12 1 1 2 33 18 9 4 4 8 26 1 1 1 1

連用形 終止形 連体形 已然形

表４

現
を
受
け
る｢

と
な
し｣

は
、
和
歌
で
は
殆
ど
用
い
ら
れ
な
い
が
、
散
文
で
は
し
ば
し
ば

用
い
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
、
散
文
専
用
と
い
う
べ
き
形
が
あ
る
と
い
う
事
実
は
、｢

と
な

し｣

が
、
歌
語
に
限
ら
ず
、
日
常
的
な
表
現
の
中
で
、
生
産
的
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
を
示

す
だ
ろ
う
。
先
述
の
通
り
、｢

と｣

と｢

な
し｣

と
は
緊
密
に
結
び
つ
き
、
活
用
の
仕
方
も

固
定
的
に
な
っ
て
い
た
が
、
な
お
中
古
語
に
お
け
る
通
用
の
言
葉
と
し
て
の
位
置
を

保
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

五 

体
言
・
動
詞
終
止
形
に
接
続
す
る
用
例
の
分
析 

 

 

前
節
で
は｢

と
な
し｣

が
固
定
的
な
面
を
持
ち
つ
つ
も
、
一
方
で
は
、
散
文
の
み
の

用
法
を
持
つ
と
い
う
、
生
産
的
側
面
が
あ
る
こ
と
を
見
た
。
そ
こ
で
、
生
産
的
な
用

い
ら
れ
方
に
着
目
し
て
分
析
を
行
い
、
中
古
語
の
「
と
な
し
」
の
あ
り
方
を
考
察
し

た
い
。 

 

表
６
で
は
、
調
査
に
よ
り
得
ら
れ
た
用
例
を
、
前
接
要
素
の
種
類
と
、｢

と
な
し｣

の
語
形
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
示
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、｢

と
な
し｣

が
前
接
語

も
含
め
て
ど
の
よ
う
な
語
列
と
し
て
現
れ
る
か
が
わ
か
る
。 

 

前
接
語
に
着
目
す
る
と
、
不
定
表
現
、
動
詞
終
止
形
、
体
言
の
用
例
が
多
い
。
こ

れ
ら
は
詳
し
い
分
析
に
堪
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
不
定
表
現
は｢

と
な
く｣｢

と
も
な

く｣

と
い
う
語
形
と
結
び
つ
き
や
す
く
、
語
形
が
固
定
化
す
る
事
情
を
持
っ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。
ま
た
、「
い
つ
」「
い
づ
れ
」「
た
れ
」「
な
に
」
の
四
種
を
受
け
る
用
例

だ
け
で
大
半
を
占
め
て
お
り
、
こ
の
点
で
も
固
定
的
な
側
面
を
持
つ
。
一
方
、
動
詞

終
止
形
ま
た
は
体
言
に
接
続
す
る
場
合
は
、
特
に
一
部
の
語
形
に
固
定
化
し
て
い
る

傾
向
は
見
て
取
れ
な
い
。
体
言
・
動
詞
の
語
彙
も
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
む
。
ま
た
、

「
と
な
し
」
の
各
形
態
の
用
例
の
使
用
頻
度
は
、
動
詞
終
止
形
と
体
言
と
で
ほ
ぼ
同

一
傾
向
で
あ
る
こ
と
も
見
て
取
れ
る
。 

以
上
を
考
慮
し
、
本
節
で
は
体
言
お
よ
び
動
詞
終
止
形
に
接
続
す
る｢

と
な
し｣

の

意
味
に
つ
い
て
考
え
た
い
。 

 五
―
一 
前
接
語
の
示
す
事
物
の
存
在
・
発
生
が
否
定
さ
れ
な
い
こ
と 

｢

と
な
し｣
は
、｢

な
し｣

と
い
う
語
が
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
何
ら
か
の
事
物
の
存

在
・
発
生
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
二
節
で
は
、「
Ｘ
と
な
し
」
の
解
釈

の
パ
タ
ー
ン
を
整
理
し
、
大
き
な
分
類
枠
と
し
て
、
Ｘ
と
い
う
事
物
の
存
在
・
発
生



動
詞
終
止
形

動
詞
連
体
形

動
詞
命
令
形

形
容
詞
終
止
形

形
容
詞
連
体
形

形
容
動
詞
終
止
形

ツ リ ル

（
リ
の
連
体
形

）

ズ ム

未然形 とこそなからめ 1 1
とやなかりけむ 1 1
となく 2 1 4 99 106
となく（+こそ／のみ／も） 3 3
となくて 1 1 8 5 15
となくては 3 3
としもなくて 1 1
とはなく 1 1
とはなくて 2 6 4 2 3 17
とはなくとも 1 1 2
ともなく 12 15 1 7 4 2 47 1 89
ともなくて 3 7 1 1 2 20 34
ともなくのみ 1 1
としもなし 1 1 2
となしに 1 1
とはなし 1 1 2
とはなしに 18 14 1 1 34
ともなし 5 4 1 1 1 1 5 18
ともなしに 2 4 1 2 1 10
となき（+かな／こそ等） 3 10 13
となき（＋体言） 2 2 20 1 25
ともなき（+が／に等） 8 1 1 6 16
ともなき（＋体言） 3 13 1 5 3 10 35
とはなきか 1 1
となけれど 3 1 3 4 11
となければ 2 2
とはなけれど 1 10 3 1 15
とはなけれども 2 2
ともなけれど 1 1
ともなければ 1 1

53 91 1 2 5 1 1 1 2 1 4 4 12 7 32 2 240 4 463

合
計

連体形

已然形

表６

「

な
し

」
の
活
用
形

「

と
な
し

」
を
含
む
文
節
の
形

終止形

不
明

体
言

用言 助動詞 こ
と
ぞ

と
き
ぞ

ソ
系
指
示
表
現

連用形

合計

さ

（
指
示
副
詞

）

不
定
表
現

が
否
定
さ
れ
る
場
合
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
と
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
前
者
の
解
釈

の
よ
う
に
、
Ｘ
と
い
う
事
物
の
存
在
・
発
生
が
否
定
さ
れ
る
と
見
る
な
ら
ば
、「
と
」
の

無
い｢

Ｘ
な
し｣

と
同
義
と
い
う
見
方
が
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
解
釈
に
従

う
と
、｢
と｣

と
い
う
助
詞
が
介
在
す
る
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
が
残
る
。 

ま
ず
、
前
接
語
の
表
す
事
物
が
存
在
ま
た
は
発

生
す
る
文
脈
の
例
を
見
た
い
。 

 《
体
言
に
接
続
す
る
例
》 

(10) 

入
り
た
ま
ひ
て
も
、
宮
の
御
事
を
思
ひ

つ
つ
大
殿
籠
れ
る
に
、
夢
と
も
な
く
ほ

の
か
に
見
た
て
ま
つ
る
を
、
い
み
じ
く

恨
み
た
ま
へ
る
御
気
色
に
て
、
「
漏
ら

さ
じ
と
の
た
ま
ひ
し
か
ど
、
う
き
名
の

隠
れ
な
か
り
け
れ
ば
、
恥
づ
か
し
う
。

苦
し
き
目
を
見
る
に
つ
け
て
も
、
つ
ら

く
な
む
」
と
の
た
ま
ふ
。（
源
氏
・
朝
顔
・

2-

494
） 

 
 

(11) 

国
守
も
親
し
き
殿
人
な
れ
ば
、
忍
び
て

心
寄
せ
仕
う
ま
つ
る
。
か
か
る
旅
所
と

も
な
う
人
騒
が
し
け
れ
ど
も
、
は
か
ば

か
し
う
も
の
を
も
の
た
ま
ひ
あ
は
す
べ

き
人
し
な
け
れ
ば
、
知
ら
ぬ
国
の
心
地

し
て
い
と
埋
れ
い
た
く
、
い
か
で
年
月

を
過
ぐ
さ
ま
し
と
思
し
や
ら
る
。
（
源

氏
・
須
磨
・
2-

188
） 

 
 

(12) 

…
か
た
ち
は
さ
も
こ
そ
あ
ら
め
、
心
ば

へ
な
ど
さ
へ
、
さ
る
奧
山
の
ふ
と
こ
ろ

よ
り
生
ひ
出
で
給
へ
る
人
と
も
な
く
、

い
と
あ
て
に
お
ほ
ど
か
に
、
を
び
れ
た

る
さ
ま
な
が
ら
、
ら
う
ら
う
じ
う
に
ほ
ひ
多
か
る
方
さ
へ
を
く
れ
ず
、
思
ふ

さ
ま
に
飽
か
ぬ
事
な
ふ
、
よ
ろ
づ
に
優
れ
給
へ
る
さ
ま
、
…
（
浜
松
・
四
・
384
） 

  



《
動
詞
に
接
続
す
る
例
》 

 

(13) 

と
こ
な
つ
の
は
な
の
つ
ゆ
に
は
む
つ
れ
ね
ど
ぬ
る
と
も
な
く
て
ぬ
れ
し
袖

か
な
（
実
方
集
・
227
） 

 
(14) 

た
の
む
る
を
た
の
む
べ
き
に
は
あ
ら
ね
ど
も
ま
つ
と
は
な
く
て
な
ほ
や
ま

た
ま
し
（
相
模
集
・
46
） 

 

(15) 

言
ふ
と
も
な
き
口
ず
さ
び
を
恨
み
た
ま
ひ
て
、
「
逢
ふ
ま
で
の
か
た
み
に
契

る
中
の
緒
の
し
ら
べ
は
こ
と
に
変
ら
ざ
ら
な
む
こ
の
音
違
は
ぬ
さ
き
に
か
な

ら
ず
あ
ひ
見
む
」
と
頼
め
た
ま
ふ
め
り
。（
源
氏
・
明
石
・
2-

267
） 

 

ま
ず
体
言
に
接
続
す
る
例
を
見
る
と
、
(10)
で
は
、
「
夢
と
も
な
く
」
と
あ
る
が
、
眠

り
な
が
ら
見
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
夢
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
(11)
で
は
、
「
か
か
る
旅

所
と
も
な
う
」
と
あ
る
が
、「
か
か
る
」
と
い
う
直
示
表
現
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
目
の

前
の
「
旅
所
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
(12)
で
は
、
「
さ
る
奥
山
の
ふ
と
こ
ろ
よ
り
生

ひ
出
で
給
へ
る
人
と
も
な
く
」
と
あ
る
が
、
山
深
い
と
こ
ろ
で
生
ま
れ
た
人
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
。
い
ず
れ
の
「
と
な
し
」
も
、「
～
ら
し
く
な
い
」
の
よ
う
な
訳
が
当
た
る

だ
ろ
う
。 

次
に
動
詞
に
接
続
す
る
例
を
見
る
と
、
(13)
で
は
「
ぬ
る
と
も
な
く
て
」
と
あ
る
が
、

直
後
に
「
ぬ
れ
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
濡
れ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
(14)
で
は
「
ま
つ

と
は
な
く
て
」
と
あ
る
が
、
直
後
に
「
な
ほ
や
ま
た
ま
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
待
つ
こ

と
を
意
図
し
て
い
る
。
(15)
の
「
言
ふ
と
も
な
き
」
は
、
言
う
行
為
を
表
す
「
口
す
さ
び
」

を
修
飾
し
て
い
る
。 

右
に
見
た
よ
う
な
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
と
な
し
」
は
、
前
接
語
の
表
す
事
物
の

存
在
・
発
生
を
否
定
す
る
表
現
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
単
純
な
否
定
の
意
味
に
な

ら
な
い
こ
と
は
、
助
詞
「
と
」
が
何
ら
か
の
形
で
関
与
す
る
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。 

で
は
逆
に
、
前
接
語
の
表
す
事
物
の
存
在
・
発
生
を
意
味
す
る
か
と
い
う
と
、
そ
う

い
う
わ
け
で
も
な
い
。 

 

(16) 

き
み
こ
ふ
と
わ
れ
こ
そ
む
ね
を
こ
が
ら
し
の
も
り
と
は
な
し
に
か
げ
に
な
り

つ
つ
（
古
今
和
歌
六
帖
・
1050
） 

(17) 

な
に
は
が
た
み
ぎ
は
の
あ
し
に
た
づ
さ
は
る
ふ
ね
と
は
な
し
に
あ
る
我
が
身

か
な
（
和
泉
式
部
集
・
284
） 

(18) 

「
こ
れ
こ
そ
は
、
か
ぎ
り
な
き
人
の
御
さ
ま
な
れ
」
と
、
見
る
に
、
姫
君
の
、

床
よ
り
お
り
て
、
ひ
き
つ
く
ろ
ふ
と
も
な
く
う
ち
と
け
て
、
御
衣
ば
か
り
奉
り

か
へ
た
る
、
紅
梅
の
八
ば
か
り
、
萌
黄
の
小
袿
、
袖
口
・
裾
の
つ
ま
ま
で
、
…

（
寝
覚
・
一
・
89
） 

 

(16)
で
は
、
「
こ
が
ら
し
の
も
り
と
は
な
し
に
」
と
あ
り
、
実
際
に
詠
み
手
が
森
で
あ
る

こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
(17)
で
は
「
ふ
ね
と
は
な
し
に
」
と
あ
り
、
や
は
り
実
際
に
詠
み

手
が
船
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
(18)
の
「
ひ
き
つ
く
ろ
ふ
と
も
な
く
」
も
、
直
後

の
「
う
ち
と
け
て
」
が
示
す
よ
う
に
、
実
際
に
身
繕
い
す
る
こ
と
な
く
寛
い
で
い
る
の

で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
「
と
な
し
」
は
、
前
接
語
の
表
す
事
物
の
存
在
・
発
生
に
つ
い
て
、
否

定
も
肯
定
も
し
な
い
。
次
の
よ
う
な
用
例
が
得
ら
れ
る
の
も
そ
の
た
め
だ
ろ
う
。 

 

(19) 

こ
ひ
や
せ
む
わ
す
れ
や
し
な
む
ぬ
と
も
な
く
ね
ず
と
も
な
く
て
あ
か
し
つ
る

か
な
（
高
光
集
・
32
） 

(20) 

う
つ
つ
と
も
ゆ
め
と
も
な
く
て
あ
け
に
け
る
け
さ
の
お
も
ひ
は
た
れ
ま
さ
る

ら
ん
（
相
模
集
・
65
） 

(21) 

む
す
ぶ
と
も
と
く
と
も
な
く
て
な
か
た
ゆ
る
花
田
の
帯
の
恋
は
い
か
が
す
る

（
匡
衡
集
・
75
） 

 

寝
る
こ
と
と
、
寝
て
い
な
い
こ
と
と
は
両
立
し
な
い
。
一
方
が
事
実
で
な
い
な
ら
ば
、

必
ず
他
方
が
事
実
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
(19)
の
「
ぬ
」
と
「
ね
ず
」、
(20)
の
「
う
つ
つ
」

と
「
ゆ
め
」
は
、
主
節
事
態
の
起
き
て
い
る
世
界
の
中
の
出
来
事
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

一
方
が
必
ず
成
立
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。「
と
な
し
」
が
否
定
す
る
の
は
、
前
節
語
の

表
す
事
物
で
な
い
こ
と
を
端
的
に
示
す
用
例
と
言
え
よ
う
。
(21)
の
「
む
す
ぶ
」「
と
く
」

も
同
様
で
あ
る
。 

 



 

五
―
二 

「
と
な
し
」
の
用
例
の
解
釈 

 
先
行
研
究
に
お
い
て
は
、「
と
な
し
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
詳
し
い
分
析
は
な
さ
れ
て

い
な
い
。
し
か
し
、
注
釈
書
等
で
は
、
前
後
文
脈
に
合
致
す
る
よ
う
に
、
何
ら
か
の
訳

し
方
を
あ
て
は
め
て
い
る
。
本
項
で
は
、
そ
う
し
た
訳
出
例
を
集
め
て
検
討
し
、「
と
な

し
」
の
表
し
う
る
意
味
の
範
囲
を
絞
り
込
み
た
い
。 

動
詞
終
止
形
ま
た
は
体
言
に
接
続
す
る
「
と
な
し
」
の
用
例
に
つ
い
て
、
現
代
語
訳

を
参
照
す
る
こ
と
の
で
き
た
注
釈
書
は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

 《
全
集
類
》 

 

・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
：
後
撰
和
歌
集
・
拾
遺
和
歌
集 

・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
：
蜻
蛉
日
記
・
宇
津
保
物
語
・
古
今
和
歌
集
・
枕
草
子
・

源
氏
物
語
・
浜
松
中
納
言
物
語
・
夜
の
寝
覚
・
栄
花
物
語
・
堤
中
納
言
物
語 

・
日
本
古
典
文
学
大
系
：
亭
子
院
歌
合  

・
和
歌
文
学
大
系
：
貫
之
集
・
友
則
集
・
躬
恒
集  

 

《
個
別
の
注
釈
》 

 

家
永
香
織
・
加
藤
睦
・
松
本
真
奈
美
・
安
村
史
子
（
一
九
九
二
）
「
『
山
田
集
』
注
解
」

『
東
京
水
産
大
学
論
集
』
二
七 pp.1-22 

木
船
重
昭
（
一
九
九
二
）『
中
務
集 

相
如
集 

注
釈
』
大
学
堂
書
店 

呉
羽
長
（
二
〇
〇
二
）「
藤
原
義
孝
集
注
釈
（
四
）
」『
富
山
大
学
教
育
学
部
紀
要
』
五
六 

pp.146-156 

古
今
和
歌
六
帖
輪
読
会
（
二
〇
一
四
）『
古
今
和
歌
六
帖
全
注
釈 

第
二
帖
』
お
茶
の
水

女
子
大
学
附
属
図
書
館
（E

-book 

サ
ー
ビ
ス
） 

古
今
和
歌
六
帖
輪
読
会
（
二
〇
一
六
）『
古
今
和
歌
六
帖
全
注
釈 

第
三
帖
』
お
茶
の
水

女
子
大
学
附
属
図
書
館
（E

-book 

サ
ー
ビ
ス
） 

後
藤
祥
子
（
二
〇
〇
〇
）『
元
輔
集
注
釈
』
貴
重
本
刊
行
会
（
第
二
版
） 

佐
伯
梅
友
・
村
上
治
・
小
松
登
美
（
一
九
七
七
）『
和
泉
式
部
集
全
釈
―
続
集
篇
―
』
笠

間
書
院 

笹
川
博
司
（
二
〇
〇
六
）『
高
光
集
と
多
武
峰
少
将
物
語
―
本
文
・
注
釈
・
研
究
―
』
風

間
書
房 

清
水
彰
（
一
九
七
五
）『
四
条
宮
下
野
集
全
釈
』
笠
間
書
院 

新
藤
協
三
・
河
合
謙
治
・
藤
田
洋
治
（
二
〇
〇
六
）
『
公
忠
集
全
釈
』
風
間
書
房 

関
根
慶
子
・
山
下
道
代
（
一
九
九
六
）『
伊
勢
集
全
釈
』
風
間
書
房 

武
内
は
る
恵
・
林
マ
リ
ヤ
・
吉
田
ミ
ス
ズ
（
一
九
九
一
）『
相
模
集
全
釈
』
風
間
書
房 

竹
鼻
績
（
一
九
八
九
）『
小
大
君
集
注
釈
』
貴
重
本
刊
行
会 

竹
鼻
績
（
一
九
九
三
）『
実
方
集
注
釈
』
貴
重
本
刊
行
会 

竹
鼻
績
（
一
九
九
八
）『
馬
内
侍
集
注
釈
』
貴
重
本
刊
行
会 

中
川
博
夫
（
二
〇
一
〇
）『
大
弐
高
遠
集
注
釈
』
貴
重
本
刊
行
会 

南
波
浩
（
一
九
七
三
）『
紫
式
部
集 

付 

大
弐
三
位
集
・
藤
原
惟
規
集
』
岩
波
書
店 

林
マ
リ
ヤ
（
二
〇
〇
〇
）『
匡
衡
集
全
釈
』
風
間
書
房 

平
野
由
紀
子
（
二
〇
〇
三
）『
信
明
集
注
釈
』
貴
重
本
刊
行
会 

平
野
由
紀
子
・
千
里
集
輪
読
会
（
二
〇
〇
七
）『
千
里
集
全
釈
』
風
間
書
房 

平
安
文
学
輪
読
会
（
一
九
八
九
）『
長
能
集
注
釈
』
塙
書
房 

増
田
繁
夫
（
一
九
九
五
）『
能
宣
集
注
釈
』
貴
重
本
刊
行
会 

 

次
の
各
資
料
か
ら
も
１
～
３
例
得
ら
れ
た
が
、
注
釈
を
参
照
で
き
て
い
な
い
。
し
か
し

右
に
示
す
注
釈
の
一
群
に
よ
っ
て
、
「
と
な
し
」
に
ど
の
程
度
の
解
釈
の
幅
が
あ
る
か
を

確
か
め
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
。 

 
朝
忠
集
・
古
今
和
歌
六
帖
（
2493
・
2570
・
2623
）・
忠
見
集
・
亭
子
院
殿
上
人
歌
合
・
道
命

阿
闍
梨
集
・
長
能
集
・
入
道
右
大
臣
集
・
禖
子
内
親
王
家
歌
合
（
治
暦
四
年
）・
源
順
集
・

嘉
言
集 

  

表
７
・
８
は
、
参
照
で
き
た
注
釈
書
に
お
け
る
、
動
詞
終
止
形
ま
た
は
体
言
に
接
続

す
る
「
と
な
し
」
の
訳
出
部
分
を
一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
便
宜
上
、
語
尾
は
全
て



終
止
形
で
揃
え
、
係
助
詞
「
は
」「
も
」
の
介
在
の
仕
方
に
つ
い
て
も
代
表
的
な
形
を
一

つ
示
す
に
と
ど
め
て
い
る
（
例
え
ば
「
～
こ
と
は
な
い
」
は
「
こ
と
も
な
く
」
な
ど
の

語
形
も
含
め
て
い
る
）。 

さ
て
、
様
々
な
訳
出
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
が
、
そ
の
大
半
は
、
前
接
語
の
表
す
事
物
の

存
在
・
発
生
を
否
定
す
る
訳
し
方
で
あ
る
。
前
項
五
―
一
で
は
、「
と
な
し
」
は
前
接
語

の
表
す
事
物
の
存
在
・
発
生
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
多
く

の
注
釈
書
で
は
、「
～
と
い
う
の
で
は
な
い
」「
～
わ
け
で
は
な
い
」「
～
で
な
い
」
等
の
、

前
接
語
の
表
す
事
物
の
存
在
・
発
生
を
否
定
す
る
表
現
で
訳
出
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。 

 

 
 

(22) 

た
ま
も
か
る
あ
ま
と
は
な
し
に
き
み
こ
ふ
る
わ
が
こ
ろ
も
で
の
か
わ
く
と

き
な
き
（
亭
子
院
歌
合
・
58
） 

日
本
古
典
文
学
大
系
訳
：
海
に
潜
っ
て
藻
を
刈
る
海
人
で
も
な
い
の
に
、
私

の
袖
は
、
あ
な
た
を
恋
い
慕
っ
て
流
す
涙
に
乾
く
時
と
て
な
い
こ
と
だ
。 

 
 

(23) 

関
こ
ゆ
る
道
と
は
な
し
に
ち
か
な
か
ら
と
し
に
さ
は
り
て
春
を
ま
つ
哉
（
後

撰
・
506
） 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
訳
：
関
所
を
越
え
て
や
っ
て
く
る
道
と
い
う
わ
け
で

も
あ
り
ま
せ
ん
の
に
、
近
く
に
い
な
が
ら
、
年
に
邪
魔
さ
れ
て
、
春
に
逢
え

ず
に
待
っ
て
い
る
私
で
あ
り
ま
す
よ
。） 

 
 

(24) 

い
づ
方
に
寄
り
は
つ
と
も
な
く
、
は
て
は
て
は
あ
や
し
き
こ
と
ど
も
に
な
り

て
明
か
し
た
ま
ひ
つ
。(

源
氏
・
帚
木
・
1-

91
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
訳
：
ど
こ
に
ど
う
決
着
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
く
、

お
し
ま
い
は
埒
も
な
い
話
の
数
々
に
な
っ
て
、
夜
を
お
明
か
し
に
な
っ
た
。 

 
 

(25) 

そ
れ
を
、
い
か
に
、
朝
臣
の
、
国
母
の
仇
あ
り
と
も
な
く
て
、
ま
た
、
さ
る

薬
要
ず
る
后
あ
り
と
も
な
く
て
、
に
は
か
に
親
を
捨
て
て
渡
ら
む
に
、
少
し

も
の
の
わ
づ
ら
ひ
あ
り
、
不
孝
に
な
り
な
む
。（
宇
津
・
内
侍
督
・
414
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
訳
：
そ
れ
を
ど
う
し
て
そ
な
た
は
、
后
の
悪
意
が

あ
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま
た
不
死
薬
を
必
要
と
す
る
后
が
い
る
と
い
う
わ
け

で
も
な
い
の
に
、
急
に
親
を
見
捨
て
て
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
行
こ
う
と
す

る
の
は
、
少
し
厄
介
な
こ
と
で
あ
り
、
親
に
も
不
孝
と
な
る
だ
ろ
う
。 

  

こ
れ
ら
は
、
誤
訳
と
ま
で
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
逐
語
訳
に

は
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。 

そ
こ
で
、
他
の
訳
し
方
に
ヒ
ン
ト
を
求
め
る
と
、
次
の
よ
う
な
訳
出
方
法
も
あ
る
。 

  
 

(26) 

内
裏
な
ど
に
も
、
こ
と
な
る
つ
い
で
な
き
か
ぎ
り
は
参
ら
ず
、
朝
廷
に
仕
ふ

る
人
と
も
な
く
て
籠
り
は
べ
れ
ば
、
よ
ろ
づ
う
ひ
う
ひ
し
う
、
よ
だ
け
く
な

り
に
て
は
べ
り
。（
源
氏
・
行
幸
・
3-

297
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
訳
：
近
ご
ろ
は
、
宮
中
な
ど
に
も
、
特
別
の
用
件

で
も
な
い
か
ぎ
り
は
参
上
い
た
し
ま
せ
ず
、
朝
廷
に
仕
え
る
者
ら
し
く
も
な

く
邸
に
閉
じ
こ
も
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
万
事
に
不
慣
れ
に
な
っ
て
、
何
を

い
た
す
に
も
お
っ
く
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

 
 

(27) 

…
、
中
納
言
中
ぞ
ら
に
思
ひ
わ
び
給
ふ
心
の
う
ち
に
も
お
さ
お
さ
を
と
り
給

は
ず
、
あ
り
が
た
う
よ
ろ
づ
を
心
つ
よ
う
思
ひ
と
れ
る
人
と
も
な
く
思
わ
ぶ

前接語の表す事物の存在・発⽣
を否定する
〜ことはない 7
〜でもない 6
〜ということでない 2
〜という状態でない 1
〜というのでない 10
〜というほどでない 5
〜というわけでない 9
〜しない、していない 3
〜ようもない 1
〜わけでもない 11
〜ということはない 6
〜というわけにもいかない 1
〜といえないくらいだ／ほどだ 2

⼩計 64
前接語の表す事物の存在・発⽣
を否定しない
〜つもりでない 1
〜というふうでない 1
〜とおもわれない 1
〜はずもない 1
〜様⼦もない 1
〜ようとは思っていない 1

⼩計 6
原⽂同様に「となし」で訳出 6
意訳がなされており「となし」
をどう解したか判然としない

4

別の底本から意味の通る本⽂を
推定して解釈している

1

表８︓動詞接続の訳され⽅

前接語の表す事物の存在・発⽣
を否定する
〜でない 11
〜というわけでない 6
〜ということもない 1

⼩計 18
前接語の表す事物の存在・発⽣
を否定しない
〜というでもなく 1
〜とおもえないくらいだ 1
〜らしくない 2
〜のようでない 2

⼩計 6
「〜の区別が無い」に類する意
で解されるもの
〜とも〜とも定かでない 1
〜とも〜とも分からない 1
〜の区別がない 2
〜のけじめがない 1
〜も〜もない 1
〜を問わない 1
どれが〜、どれが〜ということ
がない

1

⼩計 8
「唯⼀だ」の意を持つ「⼆⼈と
なし」「⼆つとなし」

3

原⽂同様に「となし」で訳出 1
意訳がなされており「となし」
をどう解したか判然としない

3

不明 1

表７︓体⾔接続の訳され⽅



る
さ
ま
を
き
き
た
ま
ひ
つ
つ
、
い
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
さ
る
れ
ば
、
（
浜
松
・

一
・
207
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
訳
：
帰
国
を
前
に
し
た
中
納
言
が
ど
っ
ち
つ
か
ず

に
思
い
悩
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
心
の
中
に
比
べ
て
も
、
后
は
后
で
、
決
し
て

ひ
け
を
お
取
り
に
な
ら
ず
に
、
め
っ
た
に
い
な
い
、
万
事
を
気
強
く
思
い
決

め
て
い
る
人
の
よ
う
で
な
し
に
、
思
い
わ
ず
ら
う
様
子
を
中
納
言
は
お
聞
き

に
な
る
が
、
そ
う
な
る
と
、
自
然
に
と
て
も
し
み
じ
み
慕
わ
し
く
お
思
い
に

な
る
の
で
、 

 
 

(28) 

い
た
づ
ら
に
さ
き
つ
る
は
な
か
み
や
こ
人
か
よ
ふ
と
も
な
き
宿
の
あ
た
り

に
（
大
弐
高
遠
集
・
40
） 

『
大
弐
高
遠
集
注
釈
』
訳
：
た
だ
無
駄
に
咲
い
て
い
る
桜
の
花
な
の
か
。
都

人
が
見
に
通
っ
て
く
る
と
い
う
ふ
う
で
も
な
い
こ
の
家
の
辺
り
で
。 

 
 

(29) 

「
い
と
あ
や
し
う
、
お
こ
た
る
と
も
な
く
て
日
を
経
る
に
、
い
と
惑
は
れ
し

こ
と
は
な
け
れ
ば
に
や
あ
ら
む
、
お
ぼ
つ
か
な
き
こ
と
」
な
ど
、
ひ
と
ま
に

こ
ま
ご
ま
と
書
き
て
あ
り
。（
蜻
蛉
・
上
・
142
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
訳
：「
ほ
ん
と
に
ど
う
し
て
な
の
か
、
病
気
の
よ
く

な
る
様
子
も
な
く
て
日
数
を
重
ね
た
う
え
に
、
今
度
み
た
い
に
ひ
ど
く
苦
し

ん
だ
こ
と
は
な
か
っ
た
せ
い
だ
ろ
う
か
、
あ
な
た
の
こ
と
が
気
が
か
り
で
」

な
ど
と
、
人
の
い
な
い
す
き
を
み
て
、
こ
ま
ご
ま
と
書
い
て
あ
る
。 

 

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
「
～
ら
し
く
な
い
」「
～
よ
う
で
な
い
」「
～
と
い
う
ふ
う
で
な
い
」

等
の
、
様
態
を
描
写
す
る
表
現
で
も
訳
出
で
き
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。
前
接
語
の
表
す

事
物
が
実
際
に
存
在
し
な
い
文
脈
で
も
、
こ
の
解
釈
は
通
じ
る
。
動
詞
終
止
形
・
体
言

に
接
続
す
る
場
合
以
外
に
つ
い
て
も
、
こ
の
解
釈
は
通
用
す
る
よ
う
で
あ
る
。 

  
 

(30) 

と
り
た
て
て
よ
し
と
は
な
け
れ
ど
、
他
人
と
あ
ら
が
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
、
鏡

に
思
ひ
あ
は
せ
ら
れ
た
ま
ふ
に
、
い
と
宿
世
心
づ
き
な
し
。
（
源
氏
・
常
夏
・

3-

243
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
訳
：
特
別
器
量
が
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
け

れ
ど
も
、
ど
う
し
て
も
こ
れ
を
赤
の
他
人
と
言
い
は
る
べ
く
も
な
く
、
鏡
に

見
る
ご
自
身
の
お
顔
と
思
い
合
せ
ら
れ
る
に
つ
け
て
も
、
内
大
臣
は
と
ん
で

も
な
い
宿
縁
に
う
ん
ざ
り
な
さ
る
の
で
あ
っ
た
。 

 
 

(31) 

…
、
法
師
は
、
そ
の
こ
と
と
な
く
て
御
文
聞
こ
え
う
け
た
ま
は
ら
む
も
便
な

け
れ
ば
、
自
然
に
な
ん
お
ろ
か
な
る
や
う
に
な
り
は
べ
り
ぬ
る
。
（
源
氏
・

手
習
・
6-

335
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
訳
：
法
師
と
い
う
も
の
は
こ
れ
と
い
っ
た
用
事
も

な
し
に
女
人
の
あ
な
た
に
お
手
紙
を
お
あ
げ
し
た
り
、
ま
た
い
た
だ
い
た
り

す
る
の
も
不
都
合
な
こ
と
で
す
か
ら
、
お
の
ず
と
ご
無
沙
汰
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。 

 
 

(32) 

嘆
き
つ
つ
わ
が
よ
は
か
く
て
過
ぐ
せ
と
や
胸
の
あ
く
べ
き
時
ぞ
と
も
な
く

（
源
氏
・
賢
木
・
2-

106
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
訳
：
嘆
き
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
わ
が
世
を
こ
う

し
て
過
せ
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
夜
は
明
け
て
も
、
胸
の
思
い
の
あ
け
る
と

き
も
な
く
て 

 
 

(33) 

笹
分
け
ば
人
や
咎
め
む
い
つ
と
な
く
駒
な
つ
く
め
る
森
の
木
が
く
れ
（
源

氏
・
紅
葉
賀
・
1-

338
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
訳
：
笹
を
踏
み
分
け
て
あ
な
た
に
会
い
に
行
っ
た

ら
、
他
の
人
が
わ
た
し
を
見
咎
め
る
こ
と
で
し
ょ
う
に
。
い
つ
と
い
う
こ
と

な
く
多
く
の
馬
が
慕
い
寄
っ
て
行
く
ら
し
い
、
森
の
木
隠
れ
が
あ
な
た
の
と

こ
ろ
だ
か
ら 

 
 

(34) 

「
な
さ
け
な
き
や
う
に
こ
そ
思
へ
。
た
れ
と
も
な
く
て
消
息
せ
ば
や
」
と
思

へ
ば
、
…
（
寝
覚
・
一
・
60
） 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
訳
：「
こ
ん
な
折
に
手
紙
を
や
る
の
も
心
な
い
仕
打

ち
と
思
う
が
、
誰
と
い
う
こ
と
も
な
く
便
り
を
し
た
い
も
の
」
と
思
う
の
だ

が
、
… 

 

(30)
は
「
と
い
う
様
子
で
も
な
い
が
」
と
訳
し
て
も
意
味
が
通
る
。
(31)
の
よ
う
に
ソ
系
の

指
示
表
現
を
伴
う
慣
用
的
な
言
い
回
し
も
、「
そ
の
こ
と
だ
と
い
う
様
子
で
な
く
」
の
よ



う
に
訳
せ
る
だ
ろ
う
。
(32)
の
「
時
ぞ
と
も
な
く
」
も
歌
語
と
し
て
固
定
し
て
い
る
表
現

だ
が
、
「
～
時
だ
と
い
う
様
子
で
も
な
く
」
な
ど
と
訳
す
こ
と
が
で
き
る
。
(33)
(34)
の
よ

う
に
不
定
表
現
に
付
く
表
現
も
慣
用
的
な
も
の
だ
が
、「
特
に
い
つ
い
つ
だ
、
こ
の
と
き

だ
と
い
う
様
子
で
な
く
」「
だ
れ
そ
れ
に
、
と
い
う
ふ
う
で
も
な
く
」
と
い
う
訳
が
可
能

だ
ろ
う
。 

 

二
節
で
先
行
研
究
を
確
認
し
た
際
に
は
、
こ
れ
ま
で
に
次
の
よ
う
な
訳
出
方
法
が
示

さ
れ
て
き
た
こ
と
を
見
た
。 

 

Ａ 

Ｘ
と
い
う
事
物
の
存
在
・
発
生
が
否
定
さ
れ
る
意
味
で
の
訳
し
方 

 

・
Ｘ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い 

・
Ｘ
と
い
う
ほ
ど
で
も
な
い 

・
Ｘ
と
い
う
こ
と
は
な
い 

 

Ｂ 

Ｘ
と
い
う
事
物
の
存
在
・
発
生
が
否
定
さ
れ
な
い
意
味
で
の
訳
し
方 

 
 

・
Ｘ
と
感
じ
ら
れ
な
い 

・
は
っ
き
り
Ｘ
と
い
う
こ
と
が
な
い
、
Ｘ
と
決
ま
っ
て
い
な
い 

・
Ｘ
と
い
う
こ
と
に
限
ら
な
い
（
Ｘ
以
外
も
含
め
た
全
体
に
わ
た
る
） 

・
意
図
的
に
Ｘ
す
る
わ
け
で
は
な
い 

・
Ｘ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
は
な
い 

 

今
見
た
と
お
り
、
Ａ
は
逐
語
訳
と
し
て
は
適
当
で
は
な
い
。「
と
な
し
」
の
意
味
を
よ
り

的
確
に
捉
え
て
い
る
の
は
Ｂ
の
方
と
考
え
ら
れ
る
が
、
Ｂ
の
方
に
も
解
釈
の
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
が
あ
る
。
特
に
、
体
言
に
接
続
す
る
場
合
は
、「
～
の
区
別
が
無
い
」
と
い
う
意

味
合
い
を
表
す
パ
タ
ー
ン
も
あ
る
。
こ
う
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
の
仕
方
に
つ
い
て
は

六
節
で
検
討
し
た
い
。 

次
項
で
は
、「
と
」
が
引
用
助
詞
で
あ
る
こ
と
と
を
考
え
合
わ
せ
な
が
ら
、「
と
な
し
」

の

も
妥
当
な
解
釈
に
つ
い
て
考
え
る
。 

 

五
―
三 

引
用
助
詞
「
と
」
の
機
能
を
考
慮
し
て 

 
｢

と
な
し｣

は
、
体
言
や
動
詞
終
止
形
に
限
ら
ず
、
次
の
よ
う
に
、
動
詞
命
令
形
、
終

助
詞
、
助
動
詞
、
助
詞
を
受
け
る
用
例
も
あ
る
。
佐
佐
木
（
二
〇
〇
五
）
等
で
は
、｢

と

な
し｣

に
用
い
ら
れ
る｢

と｣

は
引
用
助
詞
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
妥
当
な
見
方

だ
ろ
う
。 

  
 

(35) 

「
な
だ
ら
か
の
御
答
へ
や
。
言
ひ
も
て
い
け
ば
、
誰
が
名
か
惜
し
き
」
と
て
、

強
ひ
て
渡
り
た
ま
へ
と
も
な
く
て
、
そ
の
夜
は
独
り
臥
し
た
ま
へ
り
。
（
源

氏
・
夕
顔
・
4-

484
） 

 
 

(36) 

す
み
な
れ
し
人
か
げ
も
せ
ぬ
わ
が
や
ど
に
有
明
の
月
は
出
で
よ
と
も
な
し

（
和
泉
式
部
集
・
378
） 

 
 

(37) 

か
す
が
の
の
け
ふ
な
な
く
さ
の
こ
れ
な
ら
で
君
を
と
ふ
日
は
い
つ
ぞ
と
も

な
し
（
赤
染
衛
門
集
・
477
） 

 
 

(38) 

…
、「
御
供
に
」
と
て
、
度
々
、
中
納
言
を
召
す
に
、「
参
り
給
は
む
」
と
も

な
け
れ
ば
、
明
日
に
な
り
て
、
蔵
人
御
使
に
て
、
…
（
宇
津
・
国
譲
下
・
816
） 

 
 

(39) 

麓
に
宿
り
た
る
に
、
月
も
な
く
暗
き
夜
の
、
闇
に
ま
ど
ふ
や
う
な
る
に
、
遊

女
三
人
、
い
づ
く
よ
り
と
も
な
く
出
で
来
た
り
。（
更
級
・
287
） 

 

動
詞
命
令
形
や
終
助
詞
な
ど
は
文
末
に
現
れ
る
形
式
で
あ
り
、
そ
れ
ら
も
含
む
多
様
な

要
素
を
受
け
る
点
か
ら
考
え
て
、「
と
」
は
引
用
助
詞
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

前
項
で
は
、「
と
な
し
」
が
、「
～
と
い
う
様
子
で
な
い
」
な
ど
の
、
様
態
表
現
と
解

せ
ら
れ
る
こ
と
を
見
た
。
す
な
わ
ち
、「
と
な
し
」
の
「
～
と
」
は
、
文
脈
内
に
登
場
す

る
特
定
の
誰
か
の
発
言
・
思
惟
の
内
容
で
は
な
く
、
語
り
手
の
視
点
か
ら
、
事
態
の
様

子
を
描
写
す
る
形
式
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
「
～
と
」
は
、
あ
る
事
態
が
一
般
に
ど

の
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
か
を
、「
～
と
思
わ
れ
そ
う
な
様
子
で
」
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ

引
用
句
の
形
で
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
「
な
し
」
に
よ
っ
て

打
ち
消
す
形
を
取
る
こ
と
で
、「
～
と
」
に
引
か
れ
る
よ
う
な
内
容
が
一
般
に
認
め
ら
れ

な
い
、
と
い
う
意
味
を
表
す
こ
と
に
な
る
。 



 

六 

解
釈
の
パ
タ
ー
ン 

 
前
節
で
は
、
体
言
・
動
詞
終
止
形
に
接
続
す
る
用
法
を
中
心
に
検
討
し
、「
と
な
し
」

は
、
あ
る
事
態
が
一
般
に
ど
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
か
を
引
用
句
の
形
で
示
す
「
～
と
」

と
、
そ
の
よ
う
な
認
め
ら
れ
方
を
否
定
す
る
「
な
し
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
形
式
で

あ
り
、「
～
と
い
う
ふ
う
で
な
い
」「
～
と
い
う
様
子
で
な
い
」
と
い
う
意
味
で
解
せ
ら

れ
る
と
考
え
た
。 

 

本
節
で
は
、
検
討
を
保
留
し
て
い
た
派
生
的
な
意
味
合
い
に
つ
い
て
考
え
た
い
。 

 

六
―
一 

「
～
の
区
別
が
無
い
」 

 

対
義
語
の
関
係
に
あ
る
Ｘ
・
Ｙ
の
二
語
を
用
い
た
、「
Ｘ
・
Ｙ
と
な
し
」
と
い
う
型
が

あ
る
。 

  
 

(40) 

院
、
う
ち
笑
ま
せ
給
ひ
て
、
「
否
、
そ
れ
は
、
え
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
り
、

公
私
と
な
く
馴
ら
は
れ
た
れ
ば
。
か
の
稚
児
に
教
へ
果
て
ら
れ
む
末
つ
方
な

む
、
い
と
聞
か
ま
ほ
し
き
」
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
に
、
い
に
し
へ
の
あ
は
れ
な

る
こ
と
も
、
い
さ
さ
か
惚
け
惚
け
し
か
ら
ず
仰
せ
ら
る
。（
宇
津
・
楼
上
上
・

860
）  

 
 

(41) 

夜
中
、
暁
と
も
な
く
、
門
も
い
と
心
か
し
こ
う
も
も
て
な
さ
ず
、
何
の
宮
、

内
わ
た
り
、
殿
ば
ら
な
る
人
々
も
出
で
あ
ひ
な
ど
し
て
、
…
（
枕
・
一
七
二
・

301
） 

 
 

(42) 

五
十
三
年
に
出
で
来
た
れ
ば
、
老
ひ
た
る
若
き
と
な
く
、
親
子
も
わ
か
ず
一

度
に
病
み
け
れ
ば
、
起
き
た
る
人
少
な
く
ぞ
あ
り
け
る
。（
栄
花
・
三
十
九
・

下-

525
） 

 
 

(43) 

な
が
れ
ゆ
く
も
み
ぢ
の
い
ろ
の
ふ
か
け
れ
ば
た
つ
た
の
川
は
ふ
ち
せ
と
も

な
し
（
躬
恒
集
・
3-

477
） 

 
 

(44) 

あ
き
は
つ
る
を
り
も
こ
は
ぎ
ぞ
し
ら
れ
け
る
う
へ
し
た
ば
と
も
な
く
な
り

ぬ
れ
ば
（
和
泉
式
部
続
集
・
619
） 

 
 

(45) 

き
き
つ
と
も
き
か
ず
と
も
な
く
ほ
と
と
ぎ
す
こ
こ
ろ
ま
ど
は
す
さ
よ
の
ひ

と
こ
ゑ
（
祐
子
内
親
王
家
歌
合
・
17
） 

 
 

(46) 

人
し
れ
ず
も
の
お
も
ふ
こ
ろ
の
そ
で
み
れ
ば
あ
め
と
も
し
ら
ず
な
み
だ
と

も
な
し
（
入
道
右
大
臣
集
・
35
） 

 

(40)
の
「
公
」「
私
」
や
(41)
の
「
夜
中
」「
暁
」 

は
対
義
語
の
ペ
ア
で
あ
る
。
こ
う
し
た

表
現
は
、「
～
の
区
別
が
無
い
」
と
い
う
意
味
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。「
と
な
し
」
が
「
～

と
い
う
様
子
で
な
い
」
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
こ
う
し
た
用
例
は

ま
ず
、
Ｘ
で
あ
る
様
子
が
見
て
取
れ
ず
、
逆
に
Ｙ
で
あ
る
様
子
も
見
て
取
れ
な
い
と
い

う
意
味
で
捉
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
対
義
語
の
関
係
に
あ
る
Ｘ
・
Ｙ
を
両
極
と
し
て
、

そ
の
中
間
の
あ
り
方
を
含
意
す
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。「
区
別
が
無
い
」
意
を
表
す

類
型
は
こ
の
よ
う
に
生
じ
る
も
の
と
説
明
で
き
る
。 

 

六
―
二 

「
い
つ
も
」「
一
面
に
」 

「
い
つ
と
な
く
」「
い
づ
こ
と
な
く
」
は
、
「
い
つ
も
」「
一
面
に
」
と
い
う
意
味
で
取

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。 

 

 
 

(47) 

い
つ
と
な
く
ぬ
る
る
た
も
と
は
い
に
し
へ
を
し
の
ぶ
る
つ
ゆ
と
な
り
ぬ
べ

き
か
な
か
へ
し
（
朝
忠
集
・
38
） 

 
 

(48) 

人
知
れ
ぬ
御
心
づ
か
ら
の
も
の
思
は
し
さ
は
何
時
と
な
き
こ
と
な
め
れ
ど
、

か
く
お
ほ
か
た
の
世
に
つ
け
て
さ
へ
わ
づ
ら
は
し
う
思
し
乱
る
る
こ
と
の

み
ま
さ
れ
ば
、
も
の
心
細
く
、
世
の
中
な
べ
て
厭
は
し
う
思
し
な
ら
る
る
に
、

さ
す
が
な
る
こ
と
多
か
り
。（
源
氏
・
花
散
里
・
2-

153
） 

 
 

(49) 

み
か
さ
や
ま
さ
し
て
も
見
え
ず
夏
な
れ
ば
い
づ
こ
と
も
な
く
あ
を
み
わ
た

れ
り
（
好
忠
集
・
103
） 

 
 

(50) 

さ
さ
が
に
の
い
づ
こ
と
も
な
く
ふ
く
風
は
か
く
て
あ
ま
た
に
な
り
ぞ
す
ら

し
も
（
蜻
蛉
・
下
・
340
） 

 

五
節
で
論
じ
た
よ
う
に
「
と
な
し
」
は
「
～
と
い
う
様
子
で
な
い
」
と
い
う
意
味
を
示

す
表
現
で
あ
り
、
右
の
用
例
の
よ
う
に
「
い
つ
も
」「
一
面
に
」
と
い
う
解
釈
が
必
ず
出



る
わ
け
で
は
な
い
。「
い
つ
」「
い
づ
こ
」
を
受
け
る
「
と
な
し
」
の
用
例
で
も
、
次
の

よ
う
に
、「
時
間
が
い
つ
だ
と
分
か
る
様
子
で
な
い
」、
あ
る
い
は
、
「
場
所
が
こ
こ
だ
と

分
か
る
様
子
で
な
い
」
と
い
う
、「
と
な
し
」
の
本
来
的
な
意
味
で
捉
え
ら
れ
る
場
合
が

あ
る
。 

 

(50) 

殿
は
ま
づ
、
入
道
の
御
方
に
参
り
給
ひ
て
、
「
例
な
ら
ぬ
御
有
り
さ
ま
に
な

ん
と
う
け
た
ま
は
り
、
お
ど
ろ
き
な
が
ら
、
月
ご
ろ
に
な
り
ぬ
る
病
者
の
、

い
つ
と
な
き
を
見
給
へ
す
て
で
［
＝
い
つ
亡
く
な
る
か
分
か
ら
な
い
の
を
お

見
捨
て
せ
ず
］」
な
ど
き
こ
え
給
へ
ば
、
入
道
殿
、
ま
づ
う
ち
泣
き
給
ひ
て
、

…
（
寝
覚
・
四
・
314
） 

 
 

(51) 

大
堰
の
御
方
は
、
か
う
方
々
の
御
移
ろ
ひ
定
ま
り
て
、
数
な
ら
ぬ
人
は
い
つ

と
な
く
紛
ら
は
さ
む
［
＝
い
つ
か
分
か
ら
な
い
う
ち
に
引
っ
越
そ
う
］
と
思

し
て
、
神
無
月
に
な
ん
渡
り
た
ま
ひ
け
る
。（
源
氏
・
乙
女
・
3-

83
） 

(52) 

道
い
と
露
け
き
に
、
い
と
ど
し
き
朝
霧
に
、
い
づ
こ
と
も
な
く
ま
ど
ふ
心
地

し
た
ま
ふ
。（
源
氏
・
夕
顔
・
1-

180
） 

 

時
間
や
場
所
が
特
定
さ
れ
る
様
子
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味
合
い
か
ら
、「
い
つ
で
も
」

「
ど
こ
で
も
」
と
い
う
意
味
合
い
が
提
喩
的
に
拡
張
し
た
も
の
と
説
明
さ
れ
よ
う
。 

 

六
―
三 

「
特
に
～
な
い
」 

 

 

「
特
に
～
な
い
」「
と
り
た
て
て
～
な
い
」
と
い
う
解
釈
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
考
え
る
。 

  
 

(53) 

忌
日
な
ど
果
て
て
、
例
の
つ
れ
づ
れ
な
る
に
、
弾
く
と
は
な
け
れ
ど
、
琴
お

し
の
ご
ひ
て
か
き
な
ら
し
な
ど
す
る
に
、
忌
な
き
ほ
ど
に
も
な
り
に
け
る
を
、

あ
は
れ
に
は
か
な
く
て
も
、
な
ど
思
ふ
ほ
ど
に
、
あ
な
た
よ
り
、
…
（
蜻
蛉
・

上
・
137
） 

(54) 

…
、
高
き
位
に
も
定
ま
り
た
ま
ふ
べ
か
り
し
人
の
、
と
り
た
て
た
る
御
後
見

も
お
は
せ
ず
、
母
方
も
そ
の
筋
と
な
く
も
の
は
か
な
き
更
衣
腹
に
て
も
の
し

た
ま
ひ
け
れ
ば
、
御
ま
じ
ら
ひ
の
ほ
ど
も
心
細
げ
に
て
、
…
（
源
氏
・
若
菜

上
・
4-

18
） 

 
 

(55) 

…
、
今
は
、
な
か
な
か
の
上
﨟
に
な
り
に
て
は
べ
り
、
ま
し
て
御
暇
な
き
御

あ
り
さ
ま
に
て
、
心
の
ど
か
に
お
は
し
ま
す
を
り
も
は
べ
ら
ね
ば
、
宿
直
な

ど
に
、
そ
の
こ
と
と
な
く
て
は
え
さ
ぶ
ら
は
ず
、
そ
こ
は
か
と
な
く
て
過
ぐ

し
は
べ
る
を
な
ん
。
（
源
氏
・
蜻
蛉
・
6-

220
） 

 

(53)
の
傍
線
部
は
「
特
に
弾
く
と
い
う
様
子
で
は
な
く
」、
(54)
の
傍
線
部
は
「
と
り
た
て

て
こ
の
血
筋
だ
と
い
う
ふ
う
で
も
な
く
」
、
(55)
の
傍
線
部
は
「
特
に
こ
れ
と
い
っ
た
こ

と
が
あ
る
様
子
で
な
く
て
は
」
の
よ
う
な
訳
が
文
脈
に
合
致
す
る
だ
ろ
う
。
次
の
よ
う

に
、「
特
に
」「
と
り
た
て
て
」
の
意
味
に
相
当
す
る｢

こ
と
さ
ら
に｣｢

わ
ざ
と｣

と
い
っ

た
副
詞
が
共
起
し
、
そ
の
意
味
合
い
を
明
示
す
る
場
合
も
あ
る
。 

  
 

(56) 

こ
と
さ
ら
に
う
ら
む
と
も
な
し
こ
の
ご
ろ
の
［
悶
々
と
し
て
辛
い
］
ね
ざ
め

ば
か
り
は
［
あ
な
た
に
］
し
ら
せ
て
し
か
な
（
小
大
君
集
・
107
） 

 
 

(57) 

わ
ざ
と
返
り
事
と
は
な
く
て
の
た
ま
ふ
、
侍
従
な
む
［
尼
君
に
］
伝
へ
け
る

と
ぞ
。（
源
氏
・
東
屋
・
6-

102
） 

 
 

(58) 

［
源
氏
は
］
「
い
と
つ
れ
づ
れ
に
て
、
わ
ざ
と
遊
び
と
は
な
く
と
も
、
久
し

く
絶
え
に
た
る
め
づ
ら
し
き
物
の
音
な
ど
聞
か
ま
ほ
し
か
り
つ
る
［
私
の
］

独
り
琴
を
、
い
と
よ
う
尋
ね
た
ま
ひ
け
る
」
と
て
、
宮
も
、
こ
な
た
に
御
座

よ
そ
ひ
て
入
れ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
。（
源
氏
・
鈴
虫
・
4-

383
） 

 

こ
の
、「
特
に
」「
と
り
た
て
て
」
と
い
う
意
味
は
ど
こ
か
ら
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

小
林
典
子
（
一
九
八
七
）
は
、｢

特
に｣

な
ど
の
副
詞
を
序
列
副
詞
と
呼
び
、
従
来
の

副
詞
分
類
（
情
態
副
詞
・
程
度
副
詞
・
陳
述
副
詞
）
と
異
な
る
性
格
を
持
つ
こ
と
に
言

及
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
序
列
副
詞
は｢

文
中
の
要
素
に
読
み
手
や
聞
き
手
の
注
意
を

引
き
つ
け
、
そ
の
要
素
を
暗
黙
の
う
ち
に
比
較
の
対
象
と
了
解
さ
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の

中
で
順
序
づ
け
る
こ
と
に
よ
り
、
対
比
的
に
際
立
た
せ
る
機
能｣

を
持
つ
と
い
う
。
こ
れ

は
、
副
助
詞
に
類
す
る
機
能
と
言
え
よ
う
。 



(58)
で
は
、｢

遊
び｣

（
＝
管
弦
の
演
奏
）
と
い
う
様
態
が
見
て
取
れ
る
こ
と
は
否
定
さ

れ
る
が
、
後
に
続
く
部
分
で
、「
独
り
琴
」（
＝
琴
を
独
り
で
鳴
ら
す
）
が
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
。
小
林
典
子
（
一
九
八
七
）
の
説
明
を
踏
ま
え
て
こ
の
「
わ
ざ

と
遊
び
と
は
な
く
と
も
」
の
意
味
を
解
す
る
と
、「
遊
び
と
」
の
示
す
様
態
を
際
立
た
せ

て
否
定
し
つ
つ
、
暗
黙
の
う
ち
に
、
そ
の
様
態
と
同
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
中
で
比
較
の
対

象
と
な
る
事
柄
（
後
続
文
脈
の
「
独
り
琴
」
な
ど
）
が
成
立
す
る
こ
と
に
も
言
及
し
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。 

あ
る
様
態
が
見
て
取
れ
る
こ
と
が
否
定
さ
れ
る
と
き
、
現
実
に
は
そ
の
様
態
と
見
な

さ
れ
そ
う
な
事
態
が
成
立
し
て
い
る
場
合
が
多
い
だ
ろ
う
。
文
脈
に
も
よ
る
が
、「
と
な

し
」
は
、
否
定
さ
れ
る
様
態
と
同
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
、
他
の
様
態
を
肯
定
す
る
と
い
う

含
意
が
生
じ
や
す
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
と
く
に
～
な
い
」「
と
り
た
て
て
～
な

い
」
と
い
う
意
味
合
い
は
、
何
ら
か
の
様
態
を
認
め
、
そ
れ
と
対
比
し
な
が
ら
、
あ
る

様
態
に
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
と
い
う
文
脈
で
生
じ
る
解
釈
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し

た
含
意
の
存
在
を
明
示
す
る
の
が
、
(56)
～
(58)
の
「
こ
と
さ
ら
に
」「
わ
ざ
と
」
と
い
っ

た
「
序
列
副
詞
」
だ
と
言
え
よ
う
。 

 
 

 

七 

上
代
の
「
生
け
る
と
も
な
し
」
に
つ
い
て 

後
に
、
先
行
研
究
に
お
い
て
議
論
の
対
象
と
な
っ
た
次
の
用
例
に
つ
い
て
触
れ
た

い
。 

 

 
 

(59) 

白
玉
の
見
が
欲
し
君
を
見
ず
久ひ

さ

に
鄙
に
し
居
れ
ば
生
け
る
と
も
な
し
［
伊
家

流
等
毛
奈
之
］（
(9)
再
掲
、
万
葉
・
十
九
・

4170
） 

 

こ
の
用
例
の
「
と
も
な
し
」
は
、
助
動
詞
リ
の
連
体
形
に
接
続
し
て
い
る
。
通
常
、
連

体
形
に
後
接
す
る
語
と
し
て
は
体
言
が
想
定
さ
れ
る
た
め
、
助
詞
の
「
と
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
点
が
不
審
と
さ
れ
て
き
た
。 

 

し
か
し
、
中
古
に
お
い
て
も
、
用
例
数
は
多
く
な
い
も
の
の
、
次
の
よ
う
に
連
体
形

に
接
続
す
る
「
と
な
し
」
の
用
例
が
見
出
さ
れ
る
。 

 

(60) 

あ
と
を
み
て
し
の
ぶ
も
あ
や
し
夢
に
て
も
な
に
事
の
ま
た
あ
り
し
と
も
な

く
（
和
泉
式
部
集
・
712
） 

 
 

(61) 

今
年
い
た
う
荒
る
る
と
な
く
て
、
斑
雪
ふ
た
た
び
ば
か
り
ぞ
降
り
つ
る
。

（
蜻
蛉
・
下
・
362
） 

 

こ
れ
は
、「
と
な
し
」
が
連
体
形
を
受
け
う
る
表
現
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
連
体
終
止
法
の
用
例
が
上
代
か
ら
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
は

山
内
（
一
九
六
三
）
な
ど
に
お
い
て
も
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、「
い
け
る
と
も

な
し
」
の
「
と
」
が
助
詞
で
あ
る
こ
と
に
大
き
な
疑
い
を
持
つ
必
要
は
無
い
も
の
と
思

わ
れ
る
。 

 

八 

ま
と
め 

本
稿
の
内
容
を
要
約
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 

 

（
一
）「
と
な
し
」
は
「
と
」
と
「
な
し
」
の
間
に
係
助
詞
「
は
」「
も
」
以
外
の
要
素

が
割
り
込
む
こ
と
は
ほ
ぼ
無
く
、
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
ま
た
、「
な
し
」

は
カ
リ
活
用
を
持
た
な
い
。
中
古
語
に
お
い
て
、
ひ
と
ま
と
ま
り
で
固
定
し
た

古
語
と
意
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。（
三
節
） 

（
二
）「
な
し
」
が
終
止
形
を
と
る
「
と
な
し
」
の
形
や
、「
こ
と
ぞ
」「
と
き
ぞ
」
を
受

け
る
「
と
な
し
」
は
歌
語
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
「
と
な
く
（
て
）
」

「
と
は
な
け
れ
ど
」「
そ
の
こ
と
と
な
く
」「
そ
れ
と
な
く
」
な
ど
の
よ
う
に
ほ

ぼ
散
文
専
用
の
表
現
も
存
在
す
る
。
中
古
語
に
お
い
て
「
と
な
し
」
は
生
産
的

な
面
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
。（
四
節
） 

（
三
）
体
言
ま
た
は
動
詞
終
止
形
に
接
続
す
る
「
と
な
し
」
は
、
形
態
的
に
固
定
し
て

お
ら
ず
、
用
い
ら
れ
る
体
言
・
動
詞
も
語
彙
的
に
多
様
で
生
産
的
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
体
言
ま
た
は
動
詞
終
止
形
を
受
け
る
用
例
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
中
古

語
に
お
け
る
「
と
な
し
」
の
意
味
を
考
え
、
そ
こ
か
ら
他
の
用
法
が
ど
の
よ
う

に
派
生
す
る
か
を
考
え
る
と
い
う
手
順
で
議
論
を
進
め
る
。（
五
節
） 



（
四
）「
と
な
し
」
は
、
前
接
語
の
表
す
事
物
の
存
在
・
発
生
を
否
定
す
る
意
味
は
持
た

ず
、
肯
定
す
る
意
も
持
た
な
い
。（
五
節
一
項
） 

（
五
）
諸
注
釈
書
の
解
釈
で
は
、「
と
な
し
」
は
前
接
語
の
表
す
事
物
の
存
在
・
発
生
を

否
定
す
る
も
の
が
大
半
を
占
め
る
が
、
「
～
ら
し
く
な
い
」
「
～
よ
う
で
な
い
」

「
～
と
い
う
ふ
う
で
な
い
」
等
の
、
様
態
を
描
写
す
る
表
現
に
よ
る
訳
出
の
パ

タ
ー
ン
が
あ
る
。「
と
な
し
」
の
表
す
意
味
と
し
て
は
、
後
者
の
方
が
妥
当
で
あ

る
。
（
五
節
二
項
） 

（
六
）
引
用
助
詞
「
と
」
の
機
能
を
考
慮
す
る
と
、
「
～
と
な
し
」
の
「
～
と
」
は
、
あ

る
事
態
が
一
般
に
ど
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
か
を
、
「
～
と
思
わ
れ
そ
う
な
様

子
で
」
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
引
用
句
の
形
で
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
を
「
な
し
」
に
よ
っ
て
打
ち
消
す
形
を
取
る
こ
と
で
、「
～
と
」

に
引
か
れ
る
よ
う
な
内
容
が
一
般
に
認
め
ら
れ
な
い
、
と
い
う
意
味
を
表
す
こ

と
に
な
る
。（
五
節
三
項
） 

（
七
）
対
義
語
の
関
係
に
あ
る
Ｘ
・
Ｙ
の
二
語
を
用
い
た
「
Ｘ
・
Ｙ
と
な
し
」
は
、
Ｘ

で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
ず
、
逆
に
Ｙ
で
あ
る
こ
と
も
見
て
取
れ
な
い
様
子
を

表
し
、
結
果
、
そ
の
中
間
の
あ
り
方
を
含
意
す
る
こ
と
に
な
る
と
こ
ろ
か
ら
派

生
し
た
用
法
と
考
え
ら
れ
る
。（
六
節
一
項
） 

（
八
）
「
い
つ
と
な
く
」「
い
ず
こ
と
な
く
」
は
、
「
い
つ
も
」「
一
面
に
」
と
い
う
意
味

で
取
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
時
間
や
場
所
が
特
定
さ
れ
る
様
子
で

は
な
い
と
い
う
意
味
合
い
か
ら
提
喩
的
に
拡
張
し
た
も
の
と
説
明
で
き
る
。（
六

節
二
項
） 

（
九
）「
特
に
～
な
い
」
と
い
う
解
釈
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
の
は
、「
と
な
し
」
が
、
否

定
さ
れ
る
様
態
と
同
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
、
他
の
様
態
を
肯
定
す
る
含
み
を
持
ち

や
す
い
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
何
ら
か
の
様
態
を
認
め
、
そ
れ
と

対
比
し
な
が
ら
、
あ
る
様
態
に
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
と
い
う
文
脈
で
生
じ
る

解
釈
と
考
え
ら
れ
る
。（
六
節
三
項
） 

 

（
一
）
～
（
三
）
は
前
提
的
な
考
察
で
あ
り
、「
と
な
し
」
の
文
法
的
性
格
に
つ
い
て

は
（
四
）
～
（
六
）
で
記
述
し
た
。（
七
）
～
（
九
）
は
、「
と
な
し
」
の
訳
出
方
法
に

一
定
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
こ
と
の
事
情
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 

従
来
の
研
究
に
お
い
て
、
中
古
語
の
「
と
な
し
」
が
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ど
無

か
っ
た
。
本
稿
に
お
い
て
も
十
分
に
検
討
で
き
な
か
っ
た
部
分
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。

今
後
の
研
究
の
進
展
を
俟
ち
た
い
。 

 

注 一 

国
立
国
語
研
究
所
『
現
代
日
本
語
書
き
言
葉
均
衡
コ
ー
パ
ス
（
Ｂ
Ｃ
Ｃ
Ｗ
Ｊ
）』
に

よ
っ
て
、「
動
詞
終
止
形
＋
と
も｛
無
い
／
無
く
｝
」と
い
う
語
列
を
検
索
し
た
と
こ
ろ
、

109
例
得
ら
れ
た
が
、
比
較
的
話
し
言
葉
に
近
い
「Yahoo!

ブ
ロ
グ
」
の
例
は
３
例
に
過

ぎ
な
か
っ
た
。 

二 

歌
集
の
調
査
結
果
の
中
に
は
、
重
複
歌
が
し
ば
し
ば
含
ま
れ
る
。
基
本
的
に
、
重
複

歌
の
用
例
は
、よ
り
古
く
成
立
し
た
作
品
の
方
の
も
の
を
採
っ
て
い
る
。具
体
的
に
は
、

次
の
よ
う
な
方
針
で
重
複
歌
の
用
例
を
処
理
し
た
。 

（
一
）『
新
編
国
歌
大
観
』
で
は
、
第
三
巻
で
収
録
し
た
歌
集
を
第
七
巻
で
も
収
録
し
て

い
る
場
合
が
あ
る
。そ
れ
ら
は
、か
な
り
性
格
の
異
な
る
伝
本
を
選
ん
で
お
り
、

含
ま
れ
る
歌
の
数
や
種
類
に
も
差
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
両
者
と
も
調

査
対
象
と
し
、
重
複
歌
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
第
三
巻
の
方
の
用
例
を
採
取

し
た
。 

（
二
）
勅
撰
和
歌
集
に
、
他
の
私
家
集
や
歌
合
類
と
重
複
す
る
歌
が
あ
る
場
合
は
、
私

家
集
や
歌
合
類
の
方
の
用
例
を
採
取
し
た
。 

（
三
）｢

古
今
和
歌
六
帖｣｢

三
十
人
撰｣

等
の
私
撰
集
に
、
他
の
私
家
集
や
歌
合
類
と
重

複
す
る
歌
が
あ
る
場
合
も
、
私
家
集
や
歌
合
類
の
方
の
用
例
を
採
取
し
た
。 

（
四
）
私
家
集
同
士
で
重
複
す
る
歌
が
あ
る
場
合
は
、
よ
り
成
立
が
古
い
と
考
え
ら
れ

る
方
の
用
例
を
採
取
し
た
。 

（
五
）
散
文
系
の
資
料
に
、
歌
集
か
ら
引
用
し
た
和
歌
の
用
例
が
あ
る
場
合
は
、
引
用

元
と
な
っ
た
歌
集
の
用
例
の
方
を
採
取
し
た
。 

 
調
査
資
料
（
用
例
の
引
用
に
際
し
、
句
読
点
・
括
弧
の
付
け
方
、
漢
字
の
字
体
、
送
り
仮

名
の
付
け
方
を
一
部
変
更
し
、
踊
り
字
は
そ
の
指
し
示
す
文
字
に
置
き
換
え
た
。
ま
た
、

筆
者
に
よ
る
解
釈
や
補
足
を
［ 

］
に
示
し
た
。） 

○
散
文
―
―
浜
松
中
納
言
物
語
・
夜
の
寝
覚
・
狭
衣
物
語
・
栄
花
物
語
：
日
本
古
典
文

学
大
系
／
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
土
佐
日
記
・
平
中
物
語
・
落
窪
物
語
・
蜻
蛉
日

記
・
大
和
物
語
・
枕
草
子
・
源
氏
物
語
・
更
級
日
記
：
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
／



 

宇
津
保
物
語
：
室
城
秀
之
（
一
九
九
五
）『
う
つ
ほ
物
語 

全 

改
訂
版
』
お
う
ふ
う 

○
歌
集
―
―
古
今
和
歌
集
：
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
／
後
撰
和
歌
集
・
拾
遺
和
歌
集
・

後
拾
遺
和
歌
集
：
中
村
康
夫
・
立
川
美
彦
・
杉
田
ま
ゆ
子
監
修
（
一
九
九
九
）『
二
十

一
代
集 
〔
正
保
版
本
〕
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
』
岩
波
書
店
／
以
上
を
除
く
中
古
の
歌
集
（
私

家
集
・
歌
合
）：『
新
編
国
歌
大
観 

Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版 

Ver.2

』 

 

※
用
例
の
検
索
に
は
次
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
利
用
し
た
。 

・
日
本
古
典
文
学
大
系
：
国
文
学
研
究
資
料
館
『
大
系
本
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』

（https://base3.nijl.ac.jp/

） 

・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
：
国
立
国
語
研
究
所
（
二
〇
一
七
）『
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ

ス
』
バ
ー
ジ
ョ
ン2017.3

（https://chunagon.ninjal.ac.jp/

） 

 

参
考
文
献 

井
上
美
里（
一
九
七
六
）「
生
け
る
と
も
な
し
、生
け
り
と
も
な
し
の
と
に
つ
い
て
」『
奈

良
女
子
大
学
国
文
学
会
誌
』
二
〇 pp.26-34 

小
田
勝
（
二
〇
一
五
）『
実
例
詳
解 

古
典
文
法
総
覧
』
和
泉
書
院 

桑
田
明
（
二
〇
〇
一
）『
古
典
に
近
づ
く
文
法
』
風
間
書
房 

小
林
賢
次
（
一
九
六
八
）「
否
定
表
現
の
変
遷
―
「
あ
ら
ず
」
か
ら
「
な
し
」
へ
の
交
替

現
象
に
つ
い
て
―
」『
国
語
学
』
七
五 pp.45-62 

小
林
典
子
（
一
九
八
七
）「
序
列
副
詞
―
「

初
に
」「
特
に
」「
お
も
に
」
を
中
心
に
―
」

『
国
語
学
』
一
五
一pp.96-82   

佐
伯
梅
友
（
一
九
六
三
）「「
あ
り
」
と
「
な
し
」」『
古
文
研
究
』
四 pp.6-14 

桜
井
光
昭
（
一
九
八
二
）｢

歌
語
の
性
格
―
古
今
和
歌
集
を
中
心
に
―｣

『
国
文
学
研
究
』

七
六 pp.13-23

（
早
稲
田
大
学
） 

佐
佐
木
隆
（
二
〇
〇
五
）「「
生
け
り
と
も
無
し
」
と
「
生
け
る
と
も
無
し
」
―
語
結
合
・

構
文
―
」
古
代
中
世
文
学
論
考
刊
行
会
編
『
古
代
中
世
文
学
論
考
13
』

pp.7-32

（
新
典
社
） 

佐
藤
武
義
（
一
九
九
六
）｢

歌
語
論
の
展
開
と
現
状｣

『
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
四  

 

pp.37-53

（
東
北
大
学
大
学
院
） 

初
玉
麟
（
一
九
八
三
）「
光
の
当
て
ら
れ
な
か
っ
た
「
ま
た
と
な
い
機
会
」
―
格
助
詞
ト

の
一
用
法
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
言
語
』
一
二
―
三 pp.95-97 

時
枝
誠
記
（
一
九
五
四
）『
日
本
文
法 

文
語
篇
』
岩
波
書
店 

間
宮
厚
司 

（
一
九
九
〇
）「
生
ケ
リ
ト
モ
ナ
シ
と
生
ケ
ル
ト
モ
ナ
シ
」『
鶴
見
大
学
紀
要

（
国
語
国
文
学
篇
）』
二
七 pp.227-236 

宮
田
和
一
郎
（
一
九
五
九
）「
歌
語
お
よ
び
歌
語
的
な
る
も
の
（
一
）
」『
平
安
文
学
研
究
』

二
三 pp.4-12

（
平
安
文
学
研
究
会
） 

山
内
洋
一
郎
（
一
九
六
三
）
「
奈
良
時
代
の
連
体
形
終
止
」
『
国
文
学
攷
』
三
〇 

pp.33-41

（
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
） 

山
口
佳
紀
（
一
九
七
〇
）
「
情
神
（
コ
コ
ロ
ド
）
考
」
『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
三
五 

pp.5-22 

 

【
付
記
】
本
稿
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（
研
究
活
動
ス
タ
ー
ト
支
援
、
課
題
番
号16H0

7401

）
に
よ
る
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。 

 

* 

原
稿
受
理 

平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
一
日 

** 

教
養
教
育
科 

 


