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木

村

紀

子

(
一
)

古
来
、
日
本
の
神
々
は
さ
ま
ざ
ま
の
意
味
で

「
ひ
と
」
的
だ

っ
た
。
む
ろ
ん
、

神
話
は
、
そ
れ
を
語
る
言
葉
が
、
所
詮

は
人
の
世

(問
)
を
成
し
、
人
の
世
で
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
側
面
で
み
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
言
葉
の
中
に
人

の
世
を
映
し
て
語
ら
れ
て
ゆ
く
だ
ろ
う
。
記
紀

の
神
代

の
物
語
は
、
も

っ
ぱ
ら
神

々
に
か
か
わ

っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
神
々
が
あ
る
時
に
は
唐
突

にへ

「
人

」

だ

っ
た
り

も

す

る
。

み

と

の

ま

ぐ

は

い

の
場

の
伊

耶

奈

美

命

は

、

「
女

人

の
先

に
言

と

へ
る

は

ふ

さ

わ
ず

」

と
言

わ

れ

(記
)

、

天
石

窟

に

こ

も

っ
た

日
神

へ

は
、
磐
戸
の
前

の
諸
神
の
さ
わ
ぎ
と
天
児
屋
命

の
神
祝
き
に
、

「
頃
者
、
人
多

に

申
す
と
い

へ
ど
も
、
未
だ
か
く
言
ふ
こ
と
の
麗
美
し
き
は
有
ら
ず
」
と
磐
戸
を
あ

け
る

(紀
)
。

記
紀
の
漢
字
表
記
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
象
形
文
字
で
あ
る

「
人
」
の
字
解
か
ら
し
て
、
神
も
ま
た
二
本
足
で
立

つ

「
人
」
で
あ
る
と
い
う
の

か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、
神
代
記
紀
が

「
ひ
と
」
と
い
う
語
の
使
用
に
つ
い
て
ま

っ
た
く
の
不
用
意
無
反
省
だ

っ
た
か
と
い
え
ば
、
多
く
は
な
い
両
書
の

「
人
」
の

例
を
み
る
か
ぎ
り
そ
う
と
ば
か
り
は

い
え
な
い
。

一
般
に
神
々
の
名
の
下
に
つ
け

る
呼
称
に
は
カ
ミ

ニ
く
コ
ト
両
用
あ

っ
て
、
皇
祖
孫
の
系
譜
意
識
が
た
つ
場
合
に

は
ミ

コ
ト
を
、
宗
教
的
呪
術
効
果
を
期
す
る
と
き
に
は
カ
ミ
を
用
い
る
傾
向
が
あ

る
と
い
わ
れ
、
書
紀
は

「
尊
」
に
、
古
事
記
は

「
神
」
に
そ
れ
ぞ
れ
片
よ
り
を
み

せ
て
い
る
ω
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
た
だ
の
人
で
は
な
い
ゆ
え
の
尊
称
で
あ
る
は
ず

だ
が

、

そ
れ

な
ら

ば

な
ぜ

、
単

に

「
人

」

と

さ

れ

る

こ
と

も

あ

る

の
か

を
古

事

記

上

巻

の
用

例

に

み

て

み

よ

う

。

1

故
や
ら
は
え
て
、
出
雲

の
国

の
肥
の
河
上
、
名
は
鳥
髪

の
地

に
降
り
ま
し
き
。
此
の

時
、
箸
其

の
河

よ
り
流
れ
下

る
。
是

に
須
佐
之
男
命
、
人
其

の
河
上
に
有
り
と
以
為
ほ

し
て
、
尋
ね
覚
ぎ
上
り
ま
し
し
か
ば
、
老
夫
と
老
女

二
人
在
り
て
、
童
女
を
中

に
置
き

て
泣
け
り

。

2

是

に
天
津
旦

高
日
子
番

の
に
に
ぎ

の
命
、
笠
沙

の
御
前

に
美
麗
人

に
遇

へ
り

。
爾
ち

誰
が
女
ぞ
と
問

は
せ
ば
、
答

へ
白
さ
く
、
大
山
津
見
神
の
女
、
名
は
神
あ
た

つ
ひ
め
、

亦

の
名
は
木
花

の
さ
く

や
び

め
。

3

爾
ち
其

の
瑛
を
見
て
埠

に
問

ひ
曰
は
く
、
若

し
人
門

の
外

に
有
り
や
、
答

へ
日
さ
く
、

湘
有
り
て
我
が
井

の
上
の
香
木

の
下

に
坐
す
。
甚
麗

し
き
壮
夫
、
我
が
王

に
益
り

て
甚

貴

し
、
故
其

の
湘
水

を
乞

は
す
故

に
、
水
を
奉

れ
ば
…
…

(中
略
)
…
…
爾
ち
豊
長
び
め

の
命
奇

し
と
思

ほ
し
、
出

で
て
見
乃

ち
見
感

で
て
、
目
合

し
て
其

の
父

に
日
し
し
く
、

吾

が
門

に
麗

し
き
ん
有

り
、
爾
ち
海
神
自
ら
出
で
て
見
、
此

の
人
は
天
津

日
高

の
御
子

、

虚
津

日
高
を
と
。

4

凡

て
他

し
国

の
湘
は
、
産

む
時

に
な
れ
ば
、
本

つ
国

の
形
を
以
ち
て
産
生
な
。

5

鷺

を
掃
持
と

し
、
翠
鳥
を
御
食
人

と
し
、
雀

を
碓
女
と

し
…
…

6

僕
は
今

よ
り
後
、
汝
命

の
昼
夜

の
守
護
人

と
為
り
て
仕

へ
奉
ら
む
。

7

何

な
れ
ば
吾

を
臓
き
死
人

に
比
ら
ふ
る
。

古
事
記
上
巻
に
み
え
る

「
人
」
で
文
字
ど
お
り
の
人
以
外
に
か
か
わ
る
の
は
こ
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、
れ

ら

の
例

だ

け

で
あ

る
が

ω

、

こ

の
う

ち

5

・
6

の
例

は

、

何

ら

か

の
社

会

的

な

「
役

割

を

示

し

た
熟

語

を

そ

の
ま

ま

慣

用

し

た
と

み

ら

れ

、

そ

れ
ら

の

「
人

」

が

…

「
ひ

と

」

と

い
う

音

の
表

記

だ

っ
た

か

ど

う

か

に
か

か

わ

ら

ず

、

さ

し

あ

た

っ
て

…
の
問

題

と

な

ら

な

い
。

7

に

つ

い

て
も

、

さ

き

に
伊

耶

奈

美

を

「
女

人

」

と

し

た

}
例

と

と
も

に
熟

語

化

が

つ
よ

く

、
女

神

・
死
神

と

も

で
き

そ

う

な

と

こ
ろ

で
あ

る

…
が

、
む

し

ろ
無

意

識

に
慣

用

し

た

の
だ

ろ

う

・

き

て
・

明

ら

か

に

「
ひ

と

」

と

訓

…
ま

れ

る

べ
き

ー

.
2

.
3

の
例

に

つ

い
て

は

、
神

話

の
展
開

の
う

え

で
あ

る
共

通

…
点

が

あ

る
。

・

は
、

須

佐

之

男

の
命

が
高

天

の
原

か
ら

追

放

さ

れ

て
降

り

立

っ
た

一
出

雲

で

、

は

じ

め

て
国

つ
神

の
足

名

椎

・
手

名

椎

に
出

会

う

と

こ
ろ

、

2

は

、

天

…
孫

の

に

に
ぎ

の
命

が

や

は
り

同

様

に
国

つ
神

大

山

津

見

の
神

の
女

木

の
花

の
さ

く

冠

ひ
め
に
出
会
う
と
こ
ろ
、
3
は
、
さ
ら
に
両
者
の
子
火
を
り

の
命
が
わ
た
つ
み

万

神
の
寡

訪
ね
海
神
と
.〃、
ω
姦

玉
び
め
の
命

に
出
会
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す

…
な

わ

ち

、

そ
れ

ら

は

い
ず

れ

も

、

異

郷

の
神

々
と

の

は

じ

め

て

の
出

会

い

の
場

に

か

か

わ

っ
て
お

り

、
「
ひ

と
」
と

は
、

4

の
例

の
よ

う

な

「
他

国

の
人
」

で

あ
り

、

蕩

、
の
後
た
だ
ち
に
誰
何
が
あ

っ
て
親
と
名
が
告
げ
ら
れ
れ
ば
、
以
後
は
再
び
天

」

}
で
指

さ

れ

る

こ
と

は

な

く

な

る

.、
そ

し

て
、

神

話

が

一
つ
国

の
中

で
展

開

し

て

い

…
る

か

ぎ

り

は

、

は

じ

め

て

登
場

す

る

神

も

局
知

自

明

の
如

く

に
名

で
称

さ

れ

・

右

の
場

合

の
よ

う

な

「
ひ

と
」

は

用

い
ら

れ

る

こ
と

が

な

い
。

…

「
名

の

り
」

「
い

み
名

」

「
な

き
名

」

「
名

に
負

ふ
」

等

、
名

の
呪

力

に
か

か

わ

る
表

現

に

も
探

ら

れ

る

よ

う

に

、

古
代

の
人

々

に

と

っ
て

の
名

は

、

そ

の
実

体

一
と
不

可
分

の
も

の

だ

っ
た
。

し

か

し

ま

た

、
名

は

言
葉

の
太

初

で
も

あ

る

側

面

を

も

つ
ゆ

え

に

、
名

と
実

と

の
齪

臨

を
知

っ
て
名

を
単

な

る

記

号

と
割

り

切

り

が

ち

な

現
代

の
我

々

も

、

そ

の

呪
縛

か

ら

必

ず

し

も
解

か

れ

て

い

る
わ

け

で
は

な

い
。

「
我

々

は

、
名

を
知

ら

な

い
可

憐

な

野

の
花

や
小

鳥

の
聴

に
接

し

た
と

き

、

必

ず

そ

の
名

を
知

り

た

い
と
思

う
。

名

を
知

る
と

否

と

に
か

か

わ

ら

ず

、

現

に
対

し

て

い

る

花

や
鳥

と

自

ら

と

の
か

か

わ

り

に
相

違

が

あ

る
は

ず

は

な

い

の
だ

が

、

名

を
知

れ
ば

た

だ

そ

れ

だ

け

で

そ

れ

ら

の
実

在

が

よ
り

身

近

に
感

じ

ら

れ

る

の
も

妙

一.」
あ

る
。

と

こ
ろ

で
名

を
知

ら

な

け

れ

ば

そ

れ
ら

は

い

つ
ま

で
も

た
だ

「
花

」

「
鳥

」

と
呼

ば

れ

る

が

、

ひ

と

た

び

そ

の
鳥

の

た

と

え
ば

「
う

ぐ

い
す

」

と

い
う
名

を
知

れ

ば

、

以
後

そ

れ

を
単

に

「
鳥

」

と
呼

称

す

る

こ
と

は
な

く

な

る

だ

ろ

う
。

さ

ら

に

た
ま

た
ま

↓
羽

の
鶯

を
飼

育

し

て

そ

れ

に
何

か

固

有

の
名

を

つ
け

た

と

し

た

ら

、

そ

の
名

を
知

る
限

り

の
人

の
聞

で

は
、

も

は
や

そ

れ

は

「
う

ぐ

い

す
」

と

は

言

わ

れ
ず

、

そ

の
固

有

の
名

で
称

さ

れ

る
。

そ

の
よ

う

に
名

は

、

そ

れ

で
呼

ぼ
う

と

す

る
も

の
が

と

り

わ

け

有

情

の
も

の
と

し

て

対

せ

ら

れ

る
場

合

(
そ

の
も

の
自

体

が

有

情

で
あ

る
と

否

と

に

か

か
わ

ら

ず

、

呼

ぶ

側

の

心
情

の

か

け

か

た

で
決

ま

る
)

、

ど

こ
ま

で
も

個

を

求

め

て
落

ち

つ
こ

う

と

す

る
。

一
人

の
人

を

「
ひ

と
」

と

い
う

か

そ

の
固

有

の
名

で

い
う

か

の
関
係

は

、

そ

の
よ

う

な
意

味

で

、

鳥

を

「
と

り

」

と

い
う

か

「
う

ぐ

い
す

」

と

い

う

か

の

関
係

と
同

様

だ
ろ

う

。

国
家

の

神

話

が

編

ま

れ

る
よ

り

も

な

お
古

い

日
本

に

お

い

て
、

人

々

の
生

活

共

同
体

は

、

個

々

に

孤

立

的

閉

鎖

性

が

つ
よ

か

っ
た
と

言

わ

れ

る
麟

。

ひ

と

つ
の
共

同
体
と
は
、
互
に
名

(あ
ぎ
な
1

通
称
)
を
知
り
合
い
名
で
呼
び
合
う
人
々
の

む
ら

(群
-

邑
)
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
対
す

る
名
を
知
ら
な
い

(す
な
わ
ち
そ
の
実
-

心
を
も
知
ら
な
い
)
人
々
の
棲
む
と

こ

ろ
が

「
ひ

と

(
の
)

く

に
」

だ

っ
た
。

89

比
等

国
は
住
み

悪

し
と

い
ぷ
す
む

や
け
く
は
や
か

へ
り
ま
せ
恋
ひ
死
な
む
と

に
。

(萬

三
七
四
八
)

人

の
国

に
て
も
な
ほ
か
か
る
こ
と
な
む
や
ま
ぎ
り
け
る
。

(伊
勢

十
)

神

話

に

お

け

る

異

郷

の
神

と

の
出
会

い

に

あ

た

っ
て

の

「
ひ

と

」

と

は

、

そ

の

よ

う

な
固

有

の

「
名

」

を
知

ら

ぬ

ゆ

え

の

「
ひ
と

」

で
あ

り

、
人

々

の
共

同

体

意

識

を

お

の
ず

か

ら

神

々

の
世

界

に
も

反
映

さ

せ

て
用

い

た
と

み

て
よ

い
だ

ろ

う
。

日
本

語

の

「
ひ
と

」

は

、

こ

の

よ
う

に
し

て

、

な

ん

ら

の
限

定

詞

も

な

し

で
漢

語

な

ら

「
他

」

の
字

を

宛

て

る

べ
き

意
味

を
も

あ

ら

わ

に

し

て
き

た
。

名

あ

る
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「

(名
を
知
る
)
人
に
対
す
る
単
な
る

「
ひ
と
」
と
い
う
言
い
方
は
、
と
く
に
名
指

　
し
を
要
し
な
い
場
合
や
個
々
の
名
を
捨
象
し
た

「
よ

(世
)
」
の
人
々
を
言
う
場

一
合

に
も
お
の
ず
か
ら
逆
用
さ
れ
て
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
個
々
の
人
間
関
係
に
お

ゲ

る
第
三
者
と
し
て
の
用
法
を

一
般
化
し
・

「
;

松
ひ
と
に
あ
り
せ
ば
」
(記

…
景
行
)
や

「
わ

く

ら

ば

に
ひ

と

と

は

あ

る
を

」

(
萬

八
九
二
)

な

ど

の
類

と

し

て

の

「
ひ

と

」

の
用
法

と
交

錯

し

て
ゆ

く

。

　一

10

天
だ
む

軽

の
を
と
め

い
た
泣
か
ば

比
登
知
り

ぬ
べ
し
。

(記

允
恭

)

.

11

蝦
夷
を

一
人
百
な
人

比
苔

は
言

へ
ど
も

手
向

ひ
も
せ
ず
。

(神
武
紀

)

　

　ヨヌ

　

一

12

三
諸
は

人

の
守

る
山

本
辺
は

馬
酔
木
花
咲
き

末
辺
は

椿
花
咲
く
。

(
萬

三

二
二
二
)

…一

共
同
体
意
識
を
反
映
し
た

「
ひ
と

(
の
)
く
に
」
と
い
う
表
現
は
、
人
々
の
行

…
動
半
径
が
広
が
り
、
相
互
往
来
が
繁
く
な

っ
て
、
他
国
の
人
々
の
名
も
知
り
、
共

…
同
体
の
境
界
が
う
す
れ
る
に
つ
れ
て
・

つ
い
に
は
日
本

に
対
す
る
中
国
を

「
ひ
と

…
の
く
に

(他
国
)
」
(西
鶴

『永
代
蔵
』
五
-

一
)
と
い
う
よ
う
な
共
同
体
意
識
の
拡

天

に
も
到

っ
て
お
わ
る
が
・
個
人
的
次
元
に
お
け
る
他
者
の
意
の

「
ひ
と
」
は
・

…
去

の
用
法
が
さ
な
が
ら
現
代
の
我
々

の
用
法

に
、
そ
の
間
の
漢
語

・
欧
語
か
ら

…
の
影

響

に

も

か

か

わ

ら

ず

、
直

結

し

て

い
る

こ
と

が

知

ら

れ

る
だ

ろ

う

。

1314ユ6ユ517

汝

を
と
吾
を
人
ぞ
離
く

な
る
い
で
あ
が
君
人

の
中
言
聞
き

こ
す
な
ゆ
め
。

(
董
圏

六
⊥ハ
○

)

梓
弓
末
は
寄
り
寝

む
ま
さ
か

こ
そ
比
等

目
を
多

み
汝

を
端

に
置
け
れ
。

(
萬

三
四
九
〇
)

人
事
を
繁

み
言
痛

み
己
が
世

に
未

だ
渡
ら
ぬ
朝
川
渡

る
。

(萬

一
一
六
)

つ
ぎ
ね
ふ

山
城
道

を

人
部
末
の

馬

よ
り
行
く

に

己
妻

し
歩

よ
り
行
け
ば
、

(
萬

三
三

一
四

)

紫
は
根
を
か
も
生
ふ
る
比
等

の
児

の
う
ら
悲
し
け
を
寝
を
を

へ
な
く
に
。

(
萬

三
五
〇
〇
)

と
こ
ろ
で
、
枚
挙
に
暇
な
い
萬
葉
集
の
こ
の
よ
う
な

「
ひ
と
」
の
例
を
み
て
気

づ
く
こ
と
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
恋
歌
中
に
用
い
ら
れ
て
い
て
、
男
女
の

「
わ
ー

れ

(吾
)
」
と

「
な
ー
れ

(汝
)
」
な
い
し

「
吾
」
と

「
君
」
と
の
関
係

に
対
す

る
第
三
者
を
指
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
相
愛

の
男
女
に
と

っ
て
は
互
に

「
わ
れ

ー

な
れ
」
と
呼
び
合
う
二
人
の

「
あ
る
」
こ
と
が
す
べ
て
で
あ
り
、
自
余

の
人

は

単

な

る

「
ひ

と

」

で

あ

る

こ
と

、

に
も

か

か

わ

ら
ず

、
共

同

体

の
中

で
は

そ

の

「
吾
-

汝
」
の
関
係
が
つ
ね
に

「
ひ
と

(他
者
)
」
を
意
識
せ
ぎ
る
を
え
な
い

こ

と

を

、

そ

れ

ら

の
歌

は

あ

ら

わ

し

て

い
る
。

「
籠
も
よ

み
籠
も
ち
」
の
歌
を
想

い
出
す
ま
で
も
な
く
、

「
わ

れ

ー

な

れ
」
と
呼
び
合
う
上
古
に
お
け
る
男
女
の
関
係
は
、
互
に
そ
の
名
を
知
り
合

っ
て

い
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
た
。

18

小
林

に
吾
を
引
き
入
れ
て
せ
し
ひ
と
の
面
も
知
ら
ず
家
も
知
ら
ず
も

。

(
皇
極
紀

)

に

お

け

る

「
人

」

は

、
面

も

家

も

し

た

が

っ
て
名

も

知

ら

な

い
ゆ

え

に

「
な

れ
」

な
い
し

「
君
」
と
は
さ
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
。

「
わ
れ
ー

な
れ
」
で
呼
び
合
う

こ
と
は
、
も
は
や
他
の
人
々
と
区
別
し
て
名
で
称
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
相
互
が

徹
底
的
な
対
者
と
し
て
あ
る
こ
と
を
志
向
し
て
い
る
。
近
し
さ
ゆ
え
に
か
え

っ
て

そ
の
前
提
で
あ
る
名
で
の
呼
称
を
援
無
し
た
、

一
対

一
の
人
と
人
と
の
究
極
の
呼

称
が

「
わ
れ
ー

な
れ
」
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
関
係

に
と

っ
て
は
ま
た
、
自
余
の
人
は
や
は
り
と
り
た
て
て
名
指
す
必
要
も
な
い
徹
底

的
な

「
ひ
と
」l
i

他
者

で
あ
る
。
現
代
語
に
お
い
て
も
、
「
あ
な
た

・
き
み
」
な

ど
が
や
は
り
な
お
近
し
い
男
女
あ
る
い
は
夫
婦
間
の
用
語
に
傾
き
が
ち
な
こ
と
、

そ
う
し
た
関
係
で
は
明
ら
か
に
そ
の
語
で

「
呼
ぶ
」
行
為
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
こ

こ
で
思
い
あ
わ
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

一
般
に
、
上
古
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
人
称
代
名
詞
は
、
自
称
の
「
あ

(
わ
)
れ
」



璽

な
ど
や
対
称
の

「
な
れ
」
な
ど
に
対

し
て
、
他
称
は
未
発
達
で
あ
る
と
か
、
指
不

…
代
名
詞
で
代
用
さ
れ
る
と
か
言
わ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
西
欧
語
の
影
響
を
受

…
け
た
現
代
日
本
語
の
書
き
言
葉
的
三
人
称

「
彼
」
に
相
当
す
る
よ
う
な
純
粋
の
三

一
人
称
代
名
詞
は
本
来
の
日
本
語
に
は
な
く
、
他
の
指
示
詞
で
代
肝

す

る
場
合

に

…
も
、
上
古
で
は
文
脈
内
で
既
出
の
も

の
を
指
す
場
合
に
限
ら
れ
て

い

る
。

し

か

…
し
、
未
発
達
で
あ
る
と
か
代
用
で
あ

る
と
か
と
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も

一
つ
の

…
言
語
を
そ
の
本
来
の
姿
に
お
い
て
全
的

に
把
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
場
合
も
多

一
い
。
言
葉
が
根
源
的
に
話
し
聞
く
人
間

の
行
為
に
発
す
る
限
り
・
そ
の
主
体
と
な

一
る

「
吾
ー

汝
」
と
、
話
題
と
な
る
第
三
者
と
の
間
に
は
断
層
が
あ
り
、
そ
れ
が

凹

語
形
式
に
反
映
す
る
こ
と
は
あ
り
・つ
る

こ
票

、
あ
る
。

「
わ
れ
ー

な
れ
」
が
本

第

㎝
来

「
名

」

を
下

じ

き

に

し

て

い
る

ゆ

え

に
、

「
指

す

」

こ
と

よ

り

も

「
呼

ぶ
」

こ

・
と

の

ほ

う

が
卓

越

す

る

の

に
対

し

、

現

に
相

対

す

る

人

で
は

な

い
以

上

、

も

の
ご

遷

と
に
対
す
る
の
と
等
し
い
視
点
で
の
客
体
的

「
指
示
」
に
傾
く
こ
と
は
・
む
し
ろ

コ
し

　

糸

…
自

然

で

あ

る

よ

う

に
思

わ

れ

る

ゆ
。

ま

た

、

い
わ

ゆ

る
代

名

詞

は

、
指

示

と
代

名

学

}
と

の
意

味

を
形

式

的

に
も

明

ら

か

に

一
体

化

し

て

お
り

、
代

名

的

惟

格

に

よ

っ
て

大

「
名

詞

的

で

あ
り

、
指

、小
作

用

に

よ

っ
て
副

詞

的

で

あ

る

た

め

に

、

そ

の
文

法

上

の

良

…
命

名

に
も

指

示

詞

か
代

名

詞

か
等

と
議

論

の

あ

る

と

こ

ろ

で
あ

る
が

・
事

物

と

等

　

奈

一
し

い
視

点

で
指

示

さ

れ

る
ゆ

え

に
は

み
出

し

た
代

名

的

意

味

が

、

右

に
述

べ

て
来

た

よ

う

な

「
名

」
に
対

す

る

い

わ
ば

没

名

的

な

「
ひ
と

」
に
よ

っ
て

補
完

さ

れ

る
面

一
の
あ

る

こ
と

は

、

13
や

15

の
例

な

ど

か

ら

も

明

ら

か

だ

ろ

う

。
私

は

こ

こ

で
、

文

一
法

的

意

味

が

形

式

に
よ

く

反
映

し

て
整

序

さ

れ

て

い

る
日
本

語

の
代

名

詞

の
体

系

に

「
ひ

と
」

を
組

み

入

れ

る

べ
き

だ

と

い
う

つ
も

り

は

な

い
耐
。

た

だ

、

13

～

17

の

よ

う

な

「
ひ

と

」

を
辞

書

で
索

め

れ

ば

、

必

ず
他

者

・
他

人

と

い

っ
た

注
釈

が

み

ら

れ

る

よ

う

に

、
純

粋

に
意

味

の

う

え

か

ら

は

そ

れ

ら

は

三
人

称

的

で

あ

り

、

「
吾

」

や

「
汝

」

に
対

置

さ

れ

て
用

い

ら

れ

て

い
る

こ

と

を
見

直

す

と

こ

ろ

か

ら

出

発

し

た

い
だ

け

で

あ

る
。

後

に

、
「
お

ほ

や
け

(
公
)
」

に
対

す

る

「
わ

た
く

し

(私

)

」

が

自

称

に
転

化

し

て

ゆ
く

の
も

、

「
吾

」

が

い
わ

ば

公

け

に

つ
な
が

る

客
観
的
な
他
者
と
し
て
の

「
ひ
と
」
に
相
対
し
て
い
る
と
い
う
語
感
あ

っ
て
の
こ

ヨヤ

む

と

た
ろ

う

「
ひ
と

」

・
固

有

の

「
名

」

・

「
わ

れ
ー

な

れ
」
と
、
お
も
に
親
疎
の
度
合

い
に
よ

っ
て
わ
か

れ
る
人
称
の
相
互
関
係
を
簡
単
に
図
示
す
れ
ば
、

上
の
よ
う
な
同
心
円
の
関
係
に
ま
と
め
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

(
二
)

誰
彼
と
吾

を
な
問
ひ
そ
九
月
の
露

に
ぬ
れ

つ
つ
君
待

つ
吾

を
。

(
萬

二
二
四
〇
)

「
君
待

っ
五
口」
が

「
ひ
と
」
に

「
誰
そ
彼
れ
」
と
名
を
悶
わ
な
い
で
ほ
し
い
と

い
う
こ
の
歌
は
、
名
が
わ
か
ら
な
い
人
は
、
ま
ず

「
彼
れ
」
で
指
さ
れ
、
「
誰
れ
」

で
そ
の
名
が
問
わ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
人
麻
呂
歌
集
出
の
助
辞
を
極
力
省

略
し
た
表
意
的
表
記
に

一
抹
の
疑

い
が
残
る
に
し
て
も
、

「
誰
彼
」
を

「
た
そ
か

れ
」
と
訓
む
こ
と
は
こ
の
場
合
ほ
と
ん
ど
決
定
的
だ
ろ
う
。

「
誰
」

「
彼
」
の
他

の
用
字
か
ら
し
て
も
、
「
誰
」
が

「
た
」
「
た
れ
」
で
も

っ
ぱ
ら
人
の
名
を
問
う
語

で
あ
る
限
り
、
こ
の

「
彼
」
も
ま
た

「
か
れ
」
と
訓
ま
れ
て
人
を
指
す
語
と
し
て

よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、

「
わ
が
思
ふ
君
が
み
舟
か
も
か
れ
」

(萬

四

ヘ

へ

〇
四
五
)
な

ど

の

「
事

物

」

を

指

す

と

さ

れ

る
語

の
代

用

で
あ

る

の
だ

ろ

う

か

.

ヘ

へ

現

に
我

々
も

、
遠

く

の
人

を

指

し

て

「
あ

れ

は

だ

れ

?
」

と

い

っ
た
り

、

写
真

を

ヘ

へ

見

て

「
こ
れ

は
だ

れ

?

」

と

い

っ
た
り

す

る
が

、

そ

れ

ら

の

「
あ

れ

」

や

「
こ

ヘ

へ

れ
」
も
や
は
り
ま
た
代
用
な
の
だ
ろ
う
か
.

い
わ
ゆ
る
指
示
代
名
詞
は
、
語
幹
的
な

「
こ
」

「
そ
」

「
か
」

「
い

(ど
)
」

の
称
格
指
示
に
対
し
て
、
語
尾
的
な

「
れ
」

「
こ
」

「
ち

(
な
た
)
」
が
指
示
さ

れ
る
も
の
の
性
格
を
あ
ら
わ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
規
則
的
に
合
体
し
て
で
き
て
お
り
、
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「
れ
」

「
こ
」

「
ち

(
な

た
)

」

の
担

う

意

味

は

、

お

の

お

の

「
事

物

」

「
場

所
」

「
方

向

」

だ

と

一
般

に

み

な

さ

れ

て

い

る
。

と

こ

ろ

で

、
現

代

の
我

々

の
分

析

的

な
意

識

傾

向

を
満

足

さ

せ

る
指

示

代

名

詞

の
、

縦

に
称

格

を

と
り

横

に
事

物

・
場

所

・
方

向

を

と

る
通

行

の
分

類

表

を

、
古

来

の
実

例

に

照

ら

し

て

み

る

と

、

日
本

語

の
指

示

代

名

詞

は

い
わ

ば

代

用

だ
ら

け

に

な

る

だ

ろ
う

。

ま

ず

は

、
事

物

を
指

す

と

い
わ

れ

る

「
こ

れ

・
そ

れ

・
か

れ
」

に

つ
い

て

、
古

代

の
用

例

か
ら

適

宜

拾

っ
て
、

そ
れ

が

指

し

て

い

る
対

象

の
性

格

を
分

析

的

に
注

し

て

み

よ
う

。

〈

こ
れ

>

A
1

足
引

の
山
行
き

し
か
ば
山

人
の
吾

に
得

し
め
し
山
つ

と
そ
許
礼

。
ー
も
の
i

(
萬

四

二
九
三
)

2

沖

つ
鳥

胸
見

る
時

に

羽
叩
き

も

許
礼
は
ふ
さ
は
ず

。
i

こ
と
i

(
記

神
代

)

3

こ
れ

は
む
か
し
名
だ
か
く
き

こ
え
た

る
と

こ
ろ
な
り

。
i
と

こ
ろ
ー

(土
左

)

4

や
ぎ

の
や
す

の
り
と

い
ふ
人

あ
り

。
こ
の
人
、

国
に
か

な
ら
ず

し
も
言
ひ

つ
か
ふ

も
の
に
あ
ら
ぎ

る
な
り
。
こ
れ
ぞ
、

た
た
は
し
き
や
う
に
て
馬

の
饅
け
し
た
る
。
i

ひ
と

.
他
ー

(
土
左
)

5

い
と
う

れ
し
う
問

は
せ
給

へ
る
に
な
む

。

つ
れ
づ
れ
な
る
に
ご
-制
よ
り

こ
そ
き
こ

え
ま

ほ
し
け
れ
ど
、

i
ひ
と

・
自
1

(多
武
峰
少
将
)

6

「
こ
れ
は
何
ぞ

の
人
ぞ
」
俊
蔭
答

ふ

「
清
原

の
俊
蔭
…
…
」
ー

ひ
と

・
対
1

(宇
津
保

俊
蔭
)

〈

そ

れ

>

B
1

池

の
辺

の
小
槻
が
下

の
細

竹
な
刈
り

そ
ね
興
を
だ

に
君
が
形
見
に
見

つ

つ
偲

は

む

。
1
も

の
ー

(
萬

一
二
七
六
)

2

吾
背
子
に
見

せ
む

と
思
ひ
し
梅

の
花
其
と
も
見
え
ず
雪

の
ふ
れ
れ
ば
。
1
こ
と
ー

(
萬

一
四

二
六
)

3

西

の
京

に
乳
母

の
住

み
侍

る
所
に
な
む

は
ひ
か
く
れ
給

へ
り

し
。
そ
れ
も

い
と
見

苫
し
き
に
、
住

み
わ
び
て
、
!
と
こ
ろ
ー

(
源
氏

夕
顔

)

4

西

の
対

に
庄
む
人
有
り

け
り

。
そ
れ
を
本
意

に
は
あ
ら

で
心
ざ
し
深
か
り
け

る
人

行
き

と
ぶ
ら
ひ
け

る
を
、
ー
ひ
と

・
他
1

(
伊
勢

四
)

5

時

々
は
そ
れ
よ
り
も
驚

か

い
給

は
む

こ
そ
、
思
ふ
さ
ま
な
ら

め
。
ー
ひ
と

・
対
1

(源
氏

浮
舟
)

〈

か

(
あ
)

れ
>

C
1

沖

へ
よ
り
満
ち
来
る
潮

の

い
や
増

し
に
わ
が
思
ふ
人

の
み
舟
か
も
加
礼
。

1

も

の
i

(
萬

四
〇
四
五
)

2

か
れ

(翁

の
礼
拝

)
聞
き
た
ま

へ
。

こ
の
世
と
の
み
は
思
は
ぎ
り

け

り
。

1
こ

と
ー

(源
氏

夕
顔

)

3

あ
れ

(宿
院

)
よ
り
た

つ
ほ
ど

に
、
雨
風

い
み
じ
く

ふ
り

ふ
ぶ
く
。
ー

と
こ
ろ
ー

(蜻
蛉

中
)

31

み
れ
よ
り

四
日
れ

い
の
物
忌

み
と
か
あ
き
て
…
…
!
と
き
ー

(

同

)

4

や
む

ご
と
な
き

こ
れ
か
れ
年
ご
ろ
を
経

て
も

の
し
給

へ
ば
、

i
ひ
と

・
他
i

(
源
氏

藤
袴
)

5

「
か
れ
は
何
ぞ

の
人
ぞ
」
俊
蔭
答

ぷ
、

「
日
本
国
の
王

の
使
清
原

の
俊
蔭
な
り

…

・.・」
!
ひ
と

・
対
!

(
宇
津
保

俊
蔭
)

た

し

か

に

、

上

古

に
お

い

て
は

「
こ

れ
」

「
そ
れ

」

に

つ
い

て

は

「
も

の

・
こ

と

」

以

外

の
、

「
か

れ

」

に

つ
い

て
は

「
も

の

・
ひ

と
」

以
外

の
用

例

は
文

献

に

見

あ

た

ら

な

い
。

け

れ

ど

も
単

に
指

示

す

る
意

味

だ

け

を
担

う

「
こ

・
そ

・
か
」

に

つ
い

て
は

、

「
.窪

公

鳥

こ
よ

鳴

き

渡

れ
」

(
萬

三
七
八
三
)

「
そ

の

辺

ゆ
も

い

.行

き

渡

ら

し

」

(
萬

四

一
二
五

)
、

「
こ

の
旅

人

」

「
そ

の

つ
ま

」
「
か

の
子

ろ
」

等

と

、

上

古

に
お

い

て
も

「
と

こ
ろ

」

や

「
ひ
と

」

の
指

示

と

し

て

ふ

つ
う

に
用

い
ら

れ

て

い

る
。

「
こ

の
旅

人

・
そ

の

つ
ま

・
か

の
子

ろ

」

は

、

そ

れ

ぞ

れ

の
且
ハ

体

的

な
個

性

を
滅

す

れ
ば

「
こ

(
そ

・
か
)

の
人

」

と

な

る
が

、

そ

れ

を

、

「
こ

の
川

・
そ

の
雨

」

等

が

同

様

に

「
こ

(
そ
)

の
も

の
」

と

な

る
場

合

な

ど

と
も

さ

ら

に
統

べ
て

し

ま

え
ば

「
こ

(
そ

・
か
)

れ
」

と

な

る

こ
と

は

当

然

の

こ
と

と
考

え

ら

れ

る
。

事

実

、

A

4

の
例

で

は

、

「
や

ぎ

の
や
す

の
り

と

い

ふ
人

」

は

つ
ぎ

に

「
こ

の
人

」

で
指

さ

れ

、

そ

れ

が

さ

ら

に

「
こ
れ

」

に

な

っ
て

い

る
。

そ
れ

は
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刀く

A

1

～

3

に

お

い

て

い

わ

ば

「
こ

の
山

つ

と
」

「
こ

の
羽

叩

き
」

「
こ

の
所

」

が

す

べ

て

「
こ

れ
」

と

さ

れ

て

い

る

の

と

ま

っ
た

く

同
次

元

で

あ

り

、
代

用

な

い
し

転

用

的

な

あ
り

か

た

と

は

み

ら

れ

な

い
。

日
本

語

の

「
こ

れ
」

「
そ

れ
」

「
か

(
あ

)
れ
」

は

、
我

々

に

と

っ
て

「
あ

る

」

と

認

め
ら

れ

る
万

象

を

そ

の

あ

る

が
ま

ま

に
指

す
語

で

あ

る
。

し

た

が

っ
て

、
本

来

呼

び

合

う

関

係

を

な

す

「
吾

」

や

「
汝

」

も

ま

た
現

に

「
あ

る
」

も

の

で

あ

る

以

上

、
と

き

に

は
自

余

の

「
ひ

と
」

を
指

す

と
同

等

に
客

観

化

し

て

そ

れ

ら

で
指

す

こ
と

も

で
き

る
。

た

だ

し

、

「
こ

・
そ

・
か
」

は
も

と
も

と

話

手

の
称

格

意

識

が

反

映

し

た
別

だ

か
ら

、
も

の
ご
と

と
同

列

の
他

称

に

つ
い

て

は

、
場

に
応

じ

て

「
こ

れ

・
そ

れ

・
か

れ
」

い
ず

れ

で
も

ふ

つ
う

に
指

さ

れ

る
が

、

自

称

に

は

A

5

の
よ

う

な

「
こ

れ
」

し

か

な
り

え

ず

、

対

称

も

「
そ

れ
」

で

あ

る

こ
と

が

多

い
。

し

か

し

な
が

ら

、
自

称

・
対

称

に

は

、
本

来

「
わ

れ
」

「
な

れ
」

が

「
こ

(
そ

・

か

)

れ
」

の

「
れ
」

と

全

く

同

じ
意

味

を

担

う

「
れ

」

語

尾

を

も

っ
て
、

そ

れ
ら

に
対

応

す

る
呼

称

と

し

て
存

在

す

る
。

自

称

・
対

称

に
用

い
ら

れ

る

「

こ

れ

」

「
そ

れ
」

は
、

い
わ

ば

「
わ

れ
」

「
な

れ
」

で

の
主

体

的

な
呼

称

を

さ
け

て
自

ら

な

い
し

対

者

を

も

他

者

に
対

す

る

の

と
同

様

に
客

観

的

な

「
も

の
」

と

し

て

の
視

点

で
と

ら

え

る

の

で

あ
り

、

そ

の
限

り

で

こ

れ
ら

に
関

し

て

は
転

用

を

い
う

こ

と

も

で
き

る
だ

ろ
う

。

そ

し

て

、

そ

の

こ

と

は

、

こ

と
わ

り

の
う

え

で

そ
う

だ
と

い

う

こ

と

か
ら

さ
ら

に

、
「
あ

ま

つ
空

な

る

人

を
恋

ふ
と

て
」

(古
今

四
八
四
)

「
思

ひ

つ

っ

寝

れ
ば

や
人

の
見

え

つ
ら

む
」

(
同

五
五
二
)

「
片

恋

は
苦

し

き
も

の

と
人

に
知

ら

せ

む
」

(同

五
四
〇
)
等

と

、
萬

葉

集

な

ら
ば

本

来

「
な

れ
」

な

い

し

「
君

」

と

さ

れ

る

は
ず

の

と

こ

ろ

を

、

「
ひ

と
」

と

し

て

一
般

化

す

る
上

古

か

ら

中

古

へ
の
和

歌

史

の
展

開

を
支

え

る
時

代

意

識

と

の

か

か

わ

り

で
把

え
直

す

べ

き
も

の

と
思

わ

れ

る
。

「
わ

れ

・
な

れ
」

を

も

「
ひ

と
」

と
客

観

化

す

る

視

点

が

、

そ

れ

ら

の

「
こ

れ

・
そ

れ
」

で

の
指

示

を

も

可

能

に
す

る

。

そ

れ

は
前

節

18

の
歌

に

み

ら

れ

る

の
と

は

次

元

を

異

に
す

る

「
ひ

と

」

意

識

で
あ

る
。

と

す

れ

ば

、

「
こ
れ

・
そ
れ

」

で

「
ひ

と

」

を

指

す

例

が

な

い

と

い
う

上

古

の
文

献

上

の

不

在

は
、

少

な
く

と

も

自

称

・
対

称

に

つ
い

て
は

、
史

的

な
不

在

で

あ
り

え

た

だ

ろ
う

。
「
こ

れ

・
そ

れ

・
か

れ
」

は

、

あ
ら

ゆ

る

「
あ

る
」

も

の

を

あ

る

ま

ま

の
実

体

と

し

て
指

す

語

で
あ

る
。

そ

の
よ

う

な
意
味

に
か

か

わ

る

「
れ
」

語

尾

は

、
し

た

が

っ
て
、

個

々

の
対
象

の
客

観

的

な
性

格

そ

の
も

の

に

か

か

わ

る
と

い

う

よ

り

は

、

指

す

「
吾

」

の
志

向

の
し

か

た

に
か

か

わ

っ
て

い
る
。

そ

れ

ゆ

え

に
ま

た
、

対
象

的

に
は

同
様

の
も

の
が

、

「
吾
」

の
志

向

の
し

か

た

の
異

な

り

に
よ

っ
て
「
こ

こ

・
そ

こ

・
か

し

こ

」
等

と

指

示

さ

れ

る

こ

と

も

あ

る

こ

と

は

、
右

例

A

の

3

・

5

、

B

の
3

、

C

の

3

・
4

な
ど

を

そ
れ

ぞ

れ

「
こ

こ
」

「
そ

こ
」

「
か
し

こ
」

と

し

て
も

何

ら
支

障

が

な

い

こ
と

か

ら

も

明

ら

か

だ

ろ
う

。

〈

こ

こ
〉

D
1

あ
が
身

こ
そ
関
山
越
え
て
許
己
に
あ
ら
め
心
は
妹

に
寄
り

に
し
も
の
を
。

(
萬

三
七
五
七
)

2

中

の
庭

に
は
梅

の
花
咲
け
り
。
こ
こ
に
人
々
の
い
は
く
、

…
…

(土
左

)

3

う

つ
せ
み
の

人
な

る
吾
や

何

す
と
か

一
日

一
夜
も

離
り
居

て

嘆
き
恋

ふ
ら
む

許
許
思

へ
ば

胸

こ
そ
痛
き

其
ゆ
ゑ
に

心
な
ぐ
や
と
…
…

(
萬

一
六
二
九
)

4

こ
こ
に
も
心
に
も
あ
ら

で
か
く
罷
る
に
、
昇
,ら
ん
を
だ

に
見
送
り
給

へ
。
ー
ひ
と

・
自
1

(竹
取
)

5

か

の
君
と
斎
院

と
こ
こ
に

(紫
上
)
と
こ
そ
は
酵
き
給

は
め
。
ー
ひ
と

・
対
!

(
源
氏

梅
枝
)

6

秋
ま

つ
頃
ほ
ひ
、

こ
こ
か

し
こ
よ
り
そ
の
人

の
も
と

へ
い
な
む
ず

な
り
と
て
、

口

舌

い
で
き

に
け
り

。
!

ひ
と

・
他
1

(伊
勢

九
六
)

〈

そ

こ
〉

E

-2

吾
が
岡

の
お
か
み
に
言

ひ
て
降
ら
し
め
し
雪

の
く
だ
け

し
彼
所

に
散
り
け
む
。

(萬

一
〇
四
)

(鷹
が
)
雲

隠
り

翔
り
去

に
き
と

(翁

の
)
帰
り
来

て

咳

れ
告
ぐ
れ

招

く

亀
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よ
し
の

曽
許

に
な
け
れ
ば

言

ふ
す

べ
の
た
ど
き
を
知
ら

に

(
萬

四
〇

一
一
)

3

大
和

の
小
武
羅

の
嶽

に

獣
伏
す
と

誰
か
こ
の
こ
と

大
前

に
申
す

大
君
は

賊
許
を
聞
か
し
て

(雄
略
紀

)

5

越
前

の
守
近
う
呼
び
寄

せ
て
、

「
そ
こ
に
そ

こ
こ
の
こ
と
ど
も
は
知
ら
む
」
1
ひ

と

・
対
ー

(落
窪

四
)

〈
か

(
あ

)

し

こ
>

F
1

こ
こ
か
し
こ
の
岩

が
く
れ
木

の
も
と
な
ど

に
う
ち
群
れ
て
を
る
上
達
部

の
随
身

(紫
式
部

日
記
)

6

か

し
こ
よ
り
人

を
こ
せ
ば

こ
れ
を
や
れ
。
1
ひ
と

・
他

1

(伊
勢

九
六
)

こ
の
こ
と
あ
そ

こ
と
少
将
と
も
ろ
心
に
…
…
1
ひ
と

・
他
ー

(宇
津
保

嵯
峨
院

)

}

と

こ
ろ

で
、

「
こ

こ

」

「
そ

こ

」

「
か

し

こ

」

は

、

こ

れ

ら

の
用

例

に
そ

っ
て

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

み

れ
ば

、
ま

ず

、
も

の

や

ひ

と

の
現

実

的

な

あ
り

ど

こ

ろ

を
指

す

(例

1
)

、

つ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ぎ
に
、
さ
ま
ぎ
ま
な
情
況
や
事
態
に
限
定
さ
れ
て
い
る
ひ
と
の
観
念
的
な
あ
り
ど

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

こ

ろ
を

指

す

(例
2
)
、

そ

こ

か
ら

、

そ

の

よ
う

な

あ
り

ど

こ

ろ

と

し

て

の

さ

ま

一

、

、

一
ぎ

ま

な
情

況

や
事

態

そ

の
も

の
を

指

す

(例

3
)
、

さ
ら

に
あ

る

か

ぎ
り

は

つ
ね

　

ヘ

へ

嚢

㌶
輪

㌶
鞠
ば瑚
難

舗

嬬
舗
駝
募

撮苑

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

一
の
だ

と

言

う

こ
と

が

で
き

る
。

あ

ら

し

め

る
と

こ
ろ

に
お

い

て

、
あ

る

ひ
と

が
指

}
せ

る

の

な
ら

ば

・

同

様

に
か

ひ
む

伽
も

指

す

こ
と

が

で
き

そ
う

で
あ

る
が

・

そ

の

冨

例
覧

あ
た
ら
な
い
し
・
現
在

の
我

々
の
語
感
か
ら
し
て
も
・
み

は

「
こ
こ

}

・
そ

こ
」

で
は

指

さ

な

い
。

そ

の

こ
と

は
、

指

さ
れ

る

「
と

こ

ろ
」

が

、
客

観

的

…
具

体

的

な
対

象

と

し

て

の
場

所

で
あ

る
と

い
う

よ
り

も

、

話
手

の
意

識

に
お

い

て

な

り

た

つ
場

で
あ

る

こ
と

の
ひ

と

つ
の
証

と

な

る
だ

ろ

う

・

「
ひ
と

」

は

つ
ね

に

　

ヘ

へ

一

「
と

こ
ろ

」

に
お

い

て

こ
そ

あ

る

の
だ

と

い
う

意

識

は

、

「
と

こ

ろ

を
得

」

「
と

一
こ
ろ

か

ら

」

な

ど

の
用

語

か

ら

し

て
も

、

古

代

の
人

々

に

と

っ
て
実

感

と

し

て

あ

っ
た

と
思

わ

れ

る
が

、

そ

れ

は
ま

た

、

2

の
例

な
ど

に

よ

っ
て
明

ら

か

な

よ

う

に
、

「
と

き

」

の
意

識

と

不

可

分

で
も

あ

っ
た

。

四
季

の
循

環

が

あ

ぎ

や
か

な
日
本

で
は

と

り

わ

け

、

「
と

き
」

は

た
え

ず

う

つ

ろ

い
め

ぐ

る
ゆ

え

に
と

ら

え

が

た

く

、

「
と

こ
ろ
」

は

と
ど

ま

る
も

の
ゆ

え

に

と

ら

え

や

す

い
。
常

な

る
も

の
は

む

し

ろ

「
と

こ

ろ
」

的

で

あ

っ
て
、

死
後

に
往

く

と

こ

ろ

で
あ

る

「
と

こ
よ
」

や

「
よ

み

の

く

に
」

は
空

間

的

な

異

郷

と

し

て

あ

る
。

ま

た

、

現

に

ひ

と

を

あ

ら

し

め

る

「
と

き
」

と

「
と

こ
ろ

」

は

、

お

の
ず

か

ら

実

在

感

の
濃

い

「
と

こ

ろ
」

に
吸

収

さ
れ

た

か

た
ち

で
言
表

を
得

る
。

も

と
も

と

「
と

玉
、」

は

、

「
い

つ
」

と
問

う

こ

と

は

で
き

て
も

、

そ

れ

に
対

し

て
指

さ
し

示

す

こ

と

は

で

き

な

い
し

、

し

た
が

っ
て

そ

の

た

め

の

「
こ
と

ば

」

も

な

い
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
こ

こ

三

日
」

と

か

「
い

ま
来

た
と

こ

ろ
だ

」

と
か

の
言

い
方

に

つ
い

て

、

そ

れ

は
論

理

的

に

は

「
と
き

」

に

か

か
わ

っ
て

い

る

の
だ

が

、

と

は

い

っ
て
も

や

は
り

「
と

こ
ろ

」

な

の

だ
と

い

っ
た
曖

昧

さ

が

、

我

々

の
素

朴

な

語
感

だ

ろ
う

。
漢

文

訓

読

や

欧

語

の
関

係

代

名

詞

の
影

響

と

し

て
挙

げ

ら

れ

る

「
…

…

す

る

と

こ

ろ

に
」

と

か

「
…

…

す

る
と

こ
ろ

の
ひ

と

(
も

の
)

」

と

い

っ
た
表

現

も

、

こ

の
よ

う

な

「
と

こ
ろ

」

意

識

が
本

来

背
後

に
な

け

れ

ば

、
出

て

こ

な

か

っ
た
も

の

で
あ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

る

。

な

お

、

「
と

き

」

「
と

こ

ろ
」

「
と

こ

よ
」

は

、
音

韻

の
上

か

ら

も

一
グ

ル

ー
プ

の
語

と

し

て
考

え

て

み

る

べ
き

だ

と

い
う

感

じ

が
私

に

は

あ

る
が

、

こ

の

こ

と

に

つ

い
て

は

、

「
と

こ
ろ

」

の
意

味

の

一
層

の
検

討

と

と
も

に

、
稿

を

あ

ら

た

め

る

こ

と

に

し

た

い
。

き

て

、

さ

し

あ

た

っ
て

の
こ

こ

で

の
問

題

は

、
「
こ

こ
」

「
そ

こ
」

「
か

し

こ
」

に

よ

っ
て

「
ひ

と

」

が
指

さ

れ

る
場

合

に

つ

い
て

で

あ

る
。

そ
れ

ら

は
、

ひ
と

を

ヘ

ヘ

へ

そ
れ
が

「
あ
る
」
と
こ
ろ
で
指
す
と
い
う
か
ぎ
り
で
間
接
的
な
指
示
で
あ
り
、
形

式
的
に
も
格
助
詞

「
に
」
を
伴
う
こ
と
が
多
く
、
直
接
の
指
示
を
指
示
詞
本
来

の

あ
り
か
た
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
自

・
対

・
他
称
と
も
に
転
用
的
な
あ
り
か
た
を
し

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

て

い
る

。

も

っ
と

も

、

現
実

に
ひ

と

を
指

し

て

い
る

の

か

と

こ

ろ
を

指

し

て

い

る

の

か

は

漠

然

と

し

て

い

る
場

合

が
多

く

、

む

し

ろ

そ

れ

ら

が
不

可

分

な
ま

ま

で

の

指

示

と

み

た

ほ

う

が

、

言

葉

の
自

然

に
即

し

た

こ
と

に
な

る

だ

ろ
う

。

と

こ

ろ



で
、

E

5

の
よ

う

に
対

称

に

「
そ

こ
」

が

用

い
ら

れ

る

の

は

、

ふ

つ
う
指

す
相

手

22

「
が

目

下

の
も

の

に
限

ら

れ

る
と

言

わ

れ

て

い

る
。

同

じ

く

対

称

に
用

い

ら

れ

る

「
こ

こ
」

は

、

D

5

で

み

る
と

い
ち

お

う

敬

意

の
対

象

に

な

っ
て
お

り

、
と

く

に

【}
そ

の

よ

う

な

意

味
合

は

も

た

な

い
よ

う

で
あ

る

。

「
こ

こ
」

が

話

手

み
ず

か

ら

と

㎜

「
と

こ
ろ

」

を
共

に
す

る

意

識

に

た

っ
た

対
者

の

指

示

で
あ

る

か

ぎ

り

で
親

愛
度

一
が

つ
よ

く
出

・

そ

れ

に
対

し

て

「
そ

こ
」

は

・
話

手

の
あ

る

と

こ
ろ

と

は
相

対

す

「
る

「
と

こ

ろ
」

と

み

る

つ
き
放

し

た
指

小
で

あ

る

か

ら

だ

ろ

う

か
・

こ

こ
で

・

さ

…
き

の

「
こ

れ

・
そ

れ
」

が
対

称

に
用

い

ら

れ

る
場

合

に

つ
い

て
も

同
様

に
検

討

し

…

て

み

る

と

、
逆

に

、

B

5

の

よ
う

な

「
そ

れ
」

は
敬

意

の
対

象

と
も

な

っ
て

い

て

号

　
見

下

す

意

味

は

な
く

、
む

し

ろ

A

6

の

「
こ
れ

」

の

ほ
う

が

敬

意

を
含

ま

な

い
指

塑

示
に
な
っ
て
い
る
・
み
ず
か
ら
相
対
す

る

「
ひ
と
」
と
し
て
だ
け
で
な
く
・
轟

一
的

に
も

あ

る
も

の
と

し

て

の
指

示

の
場

合

は

、

「
こ
れ

」

と

す

る
と

話

手

の
称

格

要

㎝
領
域

に
と

り

こ
ん

だ

領

有

的

な

意

識

が

た

つ
か

ら

だ

ろ

う

。

他

称

に

つ
い

て

は
、

紀

…
C

4

の
よ

う

な

「
こ
れ

か

れ
」

も

、

D

6

の
よ

う

な

「
こ

こ
か

し

こ
」

と

と

も

に

勘∴

と

り

た

て

て
尊

卑

い
ず

れ

か

の
意

識

に
か

か

わ

っ
て
用

い
ら

れ

て

い
る

と

は

み

ら

大

れ

な

い
。

些

と
こ
ろ
で
・
日
本
語

の
対
称
を
巾
心
と
し
た
人
称
語
彙
の
多
様
性
は
・

一
般

に

奈

…
ひ
と
の
直
指
を
ク
ブ
ー
視
す
る
と
こ
ろ
か
ら
来
る
と
言
わ
れ
て
い
る
貯
。
対
者

へ

}
の
敬
意
を
含
ん
だ
間
接
的
な
呼
称
、
た
と
え
ば

「
お
前

・
貴
様
」
な
ど
も
、
持
続

的
に
対
者
指
示
に
使
わ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
直
接
指
示
的
な
意
味
合
を
帯
び
る
た

㎝

め
語

格

が

下

が

り

、
新

し

い
も

の

に

と

っ
て

か
わ

ら

れ

る

と

い

う

わ

け

で

あ

る
。

そ
れ

は

そ
れ

な
り

に
肯

わ

れ

る
見

解

で
あ

る
が

、

そ

の

よ
う

な
価

値

の
下

降

と

新

語

と

の
交

替

は
、

お
も

に
封

建

的

上

下

意

識

が

明

確

に

な

る
中

世

以
降

の
現

象

で

あ

る

こ
と

、

お

よ

び

避

け

ら

れ

て

い

る

の
が

は

た
し

て
直

指

そ

の

こ
と

で
あ

る
か

　
ど

う

か

に
疑

問

が

残

る
。

「
ひ
と

」

を

、

自

・
対

・
他

い
ず

れ

に
よ

ら

ず

「
こ

れ

・
そ

れ

・
か

れ

」

で
指

す

こ
と

は
、

む

し

ろ

「
わ

れ

・
な

れ
」
等

で
称

す

る
よ

り

,
も

直
接

指

示

そ

の
も

の
だ

ろ

う

。

そ

れ

は

、

ひ

と

を

そ

の
ほ

か

の
も

の
ご

と

と

同

列

に
置

い

た
文

字

ど

お

り
指

さ

す
如

藩
・・指

示

な

の
だ

か

ら

。

し

か

し

な

が

ら

、

き

き

ほ

ど
も

み

た

よ

う

に

、

対

称

と

し

て

の

「
こ

れ

・
そ

れ

」

に
せ

よ

、

他

称

の

「
こ
れ

か

れ
」

に

せ

よ

、
ど

く

に
著

し

く

尊

卑

の
意

識

に

か

か

わ

っ
て

い

る

よ
う

に

は

み
え

ず

、

む

し

ろ

き

わ

め

て
自

然

な

あ

る

が

ま

ま

の
指

示

で
あ

る

こ
と

か

ら

は

、

直
指

が

忌

ま

れ

て

い
る

よ

う

な
影

は
感

じ
ら

れ

な

い
。

む

し

ろ

避

け

ら

れ

て

い

る

の

は

、
吾

と
対

々

の
対

者

そ

の
も

の

と

し

て
志

向

す

る

こ
と

、

「
な

れ
」

な

い

し
各

時

代

の
人

々

の
意

識

に

お

い
て

な
ま

の
対

称

と

み

な

さ

れ

る
語

で
呼

ぶ

こ

と

だ

ろ
う

o

あ

ら

ゆ

る
人

が

互

に
顔

見

知

り

で
あ

る
よ

う

な

、

ひ

と

つ
の
狭

い
閉

鎖

的

な
共

同

体

に
お

け

る
人

と

人

と

の
関

係

は
、

共

同
体

全
体

の
中

で

の
地

位

や

役

割

の
ほ

う

が

、

個

人

と

個

人

と

の
か

か

わ

り

が

も

つ
意

味

よ
り

も

優

先

す

る

場

合

が

多

い
。

そ

こ

で
は

、

さ

き

に
上

古

の
歌

で
み

た

よ

う

に

、
特

定

の
男

女

関
係

等

は

き

わ

め

て
私

的

な

も

の
と

し

て

、

つ
ね

に

「
ひ

と
目

」

「
ひ

と

言

」

を
気

に
し

な

け

れ

ば

な

ら

な

か

っ
た

。
人

々

は

、

そ

の

よ
う

な
男

女

間

な

い
し

は

き

わ

め

て
親

し

い
友

人

間

以
外

に

お

い

て

は

、
む

し

ろ
対

々

の
対

者

と

し

て

あ

る

と

い
う

関

係

よ

り

も

、
共

同
体

の
中

で

の

そ

れ

ぞ

れ

の
役

割

を

分

か

ち

も

ち

、

公
的

な

さ

ま
ぎ

ま

の
意

識

を
共

有

し

て

い

る

と

こ

ろ

に
互

の
か

か

わ

り

を

見
出

す
。

吾

と
汝

と

い
う

対

決

的

な

あ
り

か

た

か
ら

出

発

し

て

そ

れ
を

止

揚

し

て

ゆ

く

よ
り

も

、

は

じ

め
か

ら

ひ

と

つ
の
場

へ
の
和

や
か

な
同

化

と

し

て
あ

る

こ

と

の

ほ
う

が

是

と

さ
れ

る

の

で

あ

る
。

「
と

こ

ろ
」

を
指

す

語

で

「
ひ

と

」

を

も
指

す

の

は

、
ひ

と

つ
に
は

そ

う

し

た
場

の
共

有

を

志

向

す

る
意

識

の
反
映

で

あ

る

だ

ろ
う

。

「
こ
れ

・
そ
れ

」

等

で

「
ひ

と

」

を

指

す

の
も

、

そ

れ

ら

の
語

が

、

「
わ

れ
」

「
な

れ

」

の
主

体

的

意

味

合

を

払

拭

し

て
、

同

一
の
人

を

い
わ

ば
誰

か
ら

で
も

同

様

に
呼

称

で
き

る

よ

う

な

側

面

を

も

つ
か

ら

で

あ

る

。

そ

し

て

き

ら

に

い

っ
そ
う

一
般

的

に

は

、
共

同

体
内

で

の
さ

ま

ぎ

ま

な
役

割

で

呼

称

す

る

と

い
う

公

的

な

あ

り

か

た

が

出

て

く

る

。

し

た

が

っ
て

、

か

り

に
も

目

上
意

識

の

は

た
ら

く

対
者

に
対

し

、
固

定

し

た

な

ま

の
対

称

語

を
用

い
る

こ

と

は

、

い

わ
ば

対

者

を

吾

と

の
私

的

な
関

係

に

ひ
き

、
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ず

り

お

ろ

す

こ
と

に
な

る

ゆ

え

に
敬

意

を

欠

く

。

日
本

語

の
対

称

が

つ
ね

に
流

動

的

で
固

定

し

な

い

の
は

、

こ

の

よ

う

な

、

人

と

人

と

が
対

等

の
対

者

と

し

て
向

い

あ

う

こ

と

の
な

い
共

同
体

意

識

に
由

来

す

る

と

み

る

べ
き

だ

ろ

う
。

本

来

、

日
本

語

の
敬

語

一
般

が

、
対

者

を

お

お

や

け

の

あ

り

か

た

と

し

て
も

て

な

す

と

こ

ろ

に

敬

意

を
成

立

さ

せ

て

い

る

こ

と

が

、

あ

ら

た

め

て
思

い

あ

わ

さ

れ

る
。

対

者

へ
の

尊

称

に

「
お
前

・
殿

・
お
も

と

・
そ

こ
も

と

・
御

辺

・
貴

所

・
貴

殿

」

等

と

「
と

こ

ろ
」

に

か

か

わ

る
語

が

著

し
く

多

い

の
も

、

た

と

え
ば

貴

人

の

「
お
前

」

は

、

現

に
話

手

と

し

て

あ

る

み
ず

か
ら

を
も

領

有

し

、

さ

ら

に
他

の
人

々

と
も

共

有

す

る
同

一
の
場

で
あ

る
か

ら

で
あ

る
。

ま

た

、

た

と

え
ば

夫

婦

の

つ
な
が

り

が

何

ら

か

の
公

的

な
意

味

を

も

も

つ
よ

う

な
社

会

に

お

い

て

は

、

と
り

わ

け

よ
り

公

的

で

あ

る
夫

を

妻

か

ら

称

す

る
語

は
、

お

の
ず

か
ら

固

定

的

な
対

称

語

で

は

あ
り

え

な

か

っ
た

。

過

去

の
共

同

体

意

識

は
、

ど

の
よ

う

な
外

的

条

件

の
ゆ

さ

ぶ
り

が

あ

っ
た
と

し

て

も

、

我

々
が

同

一
の
言

語

に
よ

る

か

ぎ

り

は
、

お

の
ず

か

ら

そ

の
言

葉

の
中

に

息

づ

き

継

承

さ

れ

て
ゆ

く

。

い
さ

さ

か

排

他

的

な

ひ

び

き

を

も

っ

た

「
ひ

と

の

く

に

」

と

い
う

表

現

は

、

「
く

に

」

の
意

識

の
拡

散

と

と

も

に
本

来

の
意

味

を

消

失

し

不

用

に
な

っ
た

け

れ

ど

も

、

た

と

え

ば

家

族

と

い
う

最
小

の
共

同

体

に
お

い

て

は

、

「
ひ

と

様

」

と

い
う

こ

と

ば

は

、

現

に
や

は

り
何

ほ

ど

か

の
排

他

性

を

含

ん

で
他

人

を

指

し

て

い
る
。

そ

し

て

ま

た

、

一
家

族
内

で
の

呼

称

は

、

一
般

に
、

そ

の

成
員

の

誰

か

ら

で

も

同

じ

に

呼

ば

れ

う

る
役

割

で

の

呼
称

が

な

さ

れ

て

い

る
。

た

と

え

ば
母

親

は

、

そ

の

子

ど

も

は

も

と

よ

り

、

そ

の
夫

か

ら

も

、

当

の
母

親

の
父

母

か

ら

も

、

と

き

に

は

み
ず

か

ら

に
お

い
て

さ

え

、

「
お
母

さ

ん

」

と

称

さ

れ

る

こ

と

に
我

々

は
何

の
疑

義

も

も

た

な

い
ω
。

最
後

に
、

現
在

も

っ
と

も

固

定

的

一
般

的

な

対

称

・
他

称

と

な

っ
て

い

る

「
あ

な

た
」

や

「
こ

ち

ら

」
「
そ
ち

ら

」

に

つ
い

て

、

こ

こ

で

そ

の
由

来

を

、
「
こ

(
そ

・
か
)

れ

」

「
こ

(
そ

・
か

し
)

こ
」

等

の

つ
づ

き

と

し

て
も

、

検

討

し

て

お

か

ね

ば

な

ら

な

い
。

〈

こ
ち

・
こ
な

た

>

G
1

日
下
部

の

許
知

の
山
と

畳
薦

平
群

の
山

の

許
知
碁
知

の

山

の
峡

に

(記

雄
略
)

2

こ
の
北
の
障
子

の
あ
な
た
に
人

の
け
は
ひ
す
る
を
、

「
こ
な
た
や
か
く

い
ふ
人

の

か
く
れ
た
る
が

だ
な
ら
む
、
あ
は
れ
や
。
」

(源
氏

帯
木

)

3

こ
の
二
、
三
年
の
こ
な
た
な
む

い
た
う
し
め
り
て
…
…

(
源
氏

柏
木

)

お
の
が

あ
ら
む

こ
な
た
は

い
と
人
笑

へ
な
る
さ
ま
に
…
…

(源
氏

真
木
柱

)

4

え
さ
ら

ぬ
馬
道

の
戸
を
さ
し
こ
め
て
、
こ
な
た
か
な
た
心
を
合
は

せ
て
ー
ひ
と

・

他
!

(源
氏

桐
壷

)

〈

そ

ち

・
そ

な

た
>

H
1

引
き
放

つ

矢

の
繁

け
く

霰

な
す

曽
知

よ
り
来
れ
ば

(萬

一
九
九

一
云

)

2

戸
放
ち

つ
る
童

も
そ
な

た
に
入
り
て
伏

し
ぬ
れ
ば
、

(
源
氏

空
蝿
)

3

国

の
親
と
な
り

て
帝
王

の
か

み
な
き
位

に
の
ぼ
る
べ
き
相
お
は
し
ま
す
人

の
、
烈

な
た

に
て
見
れ
ば
、
乱
れ
憂

ふ
る
こ
と
や
あ
ら
ん
、
朝
廷

の
か
た
め
と
な
り
て
、
天

の
下
た
す
く
る
方

に
て
見
れ
ば
、
又

そ
の
相
た
が
ふ
べ
し
。

(源
氏

桐
壷
)

4

こ
な
た
を
も
そ
な
た
を
も
さ
ま
ざ
ま

の
人

の
聞
え
な
や
ま
さ
む
。
1
ひ
と

・
自

・

対
ー

(
源
氏

行
幸
)

〈

あ

ち

・
か

(
あ
)

な

た
>

1
1

(
本
)
安
知

の
山
背
山

(
末
)
背
山

や
背
山
。

(
神
楽

早
歌

)

2

山
崎

の
あ
な
だ

に
、
水
無
瀬

と

い
ふ
所

に
宮
あ
り
け
り
。

(伊
勢

八
二
)

か
な

た
に
は
女
御
の
君
、
大
宮

の
住
み
給

ひ
し
北

の
御
殿
に
は
、
女
君
た
ち
ひ
き

て
、
西

の
二
の
対

か
け
て
住

み
給

ふ
。

(宇
津
保

国
譲
上

)

3

よ

べ
も
昨
日
の
夜

も
そ
が

あ
な
た

の
夜

も
、
す

べ
て
こ
の
ご
ろ
う
ち
し
き
り
見
ゆ

る
人

の
…
…

(枕

二
九

二
)

4

い
な
や
、

こ
の
落
窪

の
君

の
あ
な
た

に
宣

ふ
こ
と

に
従
は
ず
、

(
落
窪

一
)

さ

て

、

こ

れ

ら

の
語

で
指

さ

れ

て

い

る
対

象

の
性

格

は
、

G

2

の

「
こ
な

た
や

か

く

い
ふ
人

の

か

く

れ

た

る

か

た

な

ら

む
」

や

、

H

3

の

「
そ

な

た

に

て

み
れ

ば
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天
の
下
た
す
く
る
か
た
に
て
み
れ
ば
L
等
か
ら
し
て
、
ま
ず
は

「
か
た
」

一な
の
だ

と

み

る

こ
と

が

で
き

る

だ

ろ
う

。

そ

こ

に

は

ま

た

、

「
初

瀬

の
川

の
を

ち

か

に
妹
ら
は
立
た
し
、
ご
■q
劉

に
我

は
立
ち
て
」

(萬

三
二
九
九
)
な
ど
を
手

が

か
り

に
す

れ
ば

、

「
こ

の

か

た
」

が

「
こ

な

た

(
な

い
し

か

な

た
)
」

に

、
「
そ

…
の
か

た
」

が

「
そ
な

た
」

に
と

い

っ
た
語

源

的

な

み
か

た
も

、

他

の

「
こ
れ

」

や

…

「
こ

こ
」

な
ど

の
語

尾

と
較

べ
て

、

よ
り

確

実

に
想

定

す

る

こ

と
も

で

き

る
。

し

か
し

な
が

ら

、

「
か

た
」

と

い
う

語

が

単

に

「
方

向

」

を
指

す

か

と

い
え
ば

、

こ

れ

も

、

「
と

こ

ろ
」

が

単

な

る

「
場

所

」

に
限

ら

れ

な

い

の

と

同
様

に

、

そ

の
言

…
葉

の
素

朴

さ

に
お

い

て

、

か

え

っ
て
分

析

的

に

は
多

様

な
意

味

を
広

範

に
統

一
し

～
包

ん

で

い

る

こ
と

は
・

手

近

な
辞

書

な

ど

で
索

め

て

み

て
も

明

ら

か

で

あ

る
。

指

「
示

詞

と
し

て

の
右

の
諸

例

に
お

い

て
も

、
分

析

的

に

は

ー

は

ま

さ

し
く

「
か

た
」

【
に

、

2

は

「
と

こ

ろ
」

に

、

G

・
1

の

3

は

「
と

き
」

に

、

H

の

3

は

「
こ

と
」

'
に

、

4

は

「
ひ

と
」

に

と
対

象

を
性

格

づ

け

る

こ

と

が

で

萬
、る

。

そ

し

て

、

そ

れ

ら

の
対

象

的

な

あ
り

か

た

、

お

よ

び

「
も

の
」

を
指

示

す

る

こ

と

の
な

い
点

に

お

い

て

、

そ
れ

は
、

「
と

こ

ろ
」

の
指

示

と

き
わ

め

て

よ
く

似

て

お
り

、
事

実

具

体

-
的

な
例

に

お

い

て

は

、

「
こ

こ

・
そ

こ
」

等

と
代

替

し

て
も

支

障

の

な

い
場

合

も

一
多

い
。

た

だ

、

そ

れ

ら

が

「
と

こ
ろ

」

指

示

と

異

な

る
点

は

、

と
り

わ

け

「
こ

(
そ

・
あ
)

な

た
」

に

お

い

て

、

つ
ね

に
矢

印

で
示

し
う

る

よ

う

な
方

向

性

が
指

、小
さ

れ

て

い

る

こ

と

だ

ろ

う
。

す

な

わ

ち

、

「
こ

な

た
」

は

、

あ

る
も

の

か

ら
話

手

み
ず

か

ら

の
方

向

に

、

「
そ

な

た
」

は

、

あ

る

も

の

へ
帰

着

す

る

方

向

に
、

「
あ

な

た
」

は

、
話

手

な

い

し

あ

る
も

の

か
ら

遠

の
く

方

向

に
指

示

が

な

さ

れ

て

い

る
。

G

2

の

「
あ

な

た
」

が

「
こ

な

た
」

で
指

し

か

え

ら

れ

て

い

る

の

は

、

一

「
あ

な

た
」

に
居

る

人

を

あ

ら

た
め

て

み
ず

か

ら

の
ほ

う

に
ひ

玉
.う

け

た

指

示

だ

か

ら

で

あ
り

、

G

3

の

「
お

の

が

あ

ら

む

こ

な

た
」

と

い
う

未

来

の

指

示

は
、

「
あ

ら

む
」

と

こ

ろ

に

お

の

れ

を
置

く

ゆ

え

に

「
こ
な

た

」

と

さ

れ

る
。

3

の
例

が

い
ず

れ
も

「
こ

こ

・
そ

こ
」

等

に
お

き

か

え

ら

れ

な

い

の
は

、

時

の
流

れ

そ

の

も

の

を
矢

印

で
示

す

よ

う

な
側

面

が

つ
よ

く

出

て

い
る

か

ら

で

あ

る
。

と

こ

ろ

で

、

4

の

よ
う

な

「
ひ

と
」

を

指

す
場

合

は

、

「
北

の
方

」

「
女

御

の

御

方

」

な

ど

の
敬

意

を
も

っ
て
人

を

「
か

た

」

と
称

す

る
具

体

的

な
呼

称

を
背

景

に
も

っ
と

考

え
ら

れ

る
が

、

そ
れ

が

、

H

4

の

「
こ

な

た
」

の

よ
う

に
自

称

に
も

用

い
ら

れ

る
と

こ
ろ

を

み

る
と

、

G

4

の

「
こ
な

た

か

な

た
」

な
ど

と

と

も

に
、

指

示

詞

と

し

て

は
と

く

べ

つ
の
敬

意

を
帯

び

た
も

の

で

は

な

い
と

思

わ

れ

る
。

け

れ

ど

も

、

い
わ

ば

あ

る
も

の

に
対

す

る
意

思

の
方

向

そ

の
も

の
を

指

す

と

い
う

斗
.・

わ

め

て
抽

象

的

な

指

示

は
、

対

称

に
用

い
ら

れ

る
場

合

に
も

、

そ

の
方
向

的
意

味

合

が

つ
ね

に
卓

越

し

て
、

対

者

と

し

て
の
実

在

に

か

か
わ

る
意

味

を
得

て
固

定

す

る

に

は

な

か

な
か

到

ら

ず

、

そ

れ
ゆ

え

に

こ
そ

こ

れ

ら

の

「
か

た
」

を

指

示

す

る

語

は

、

な
が

ら

く

娩

曲

的

な
対

称

と

な
り

え

て

き

た

の

で

あ

る
。

現

代

に
お

い
て

も

、

「
こ
ち

ら

」

「
そ
ち

ら

」

は

、
吾

と

汝

の

関
係

の

あ

か
ら

玉
・」
ま

な
対

侍
性

を

ぼ
か

し

た
娩

曲

的

呼

称

と

な

り

え

て

い
る
。

た

だ

、

「
あ

な

た
」

に

つ
い
て

だ

け

は
、

す

で

に
対

称

へ
の
固

定

化

が

決

定

的

で
あ

る
。

そ
れ

ゆ

え
、

我

々
は

、
比

較

的

丁

寧

な
語

と

い
う

感

じ

は
あ

っ
て
も

、

ふ

つ
う
目

上

の
人

を

「
あ

な

た
」

と

は

呼

称

し

な

い
。

自

称

・
対

称

・
他

称

を

具

体

的

に
帯
.口
え
ば

「
わ

た

し

・
あ

な

た

・
か

れ

」

だ

と

、

そ

れ
を

日
常

の

あ
ら

ゆ

る
対

人

関
係

の
場

で
実

用

し

て

い
る

か

ど
う

か

に
か

か
わ

ら

ず

、
現

代

の
我

々

は

ふ

つ
う

考

え

て

い
る

。

そ

れ

は
我

々
が

、

西

欧

個

人

ヘ

ヘ

ヘ

へ

主
義
的
人
称
意
識
を
す
で
に
た
て
ま
え
と
し
て
も

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う

か
。
将
来
そ
の
た
て
ま
え
と
実
用
と
の
間
隙
が
し
だ
い
に
狭
ま

っ
て
ゆ

く

と

し

て
、
し
か
し
、
対
称
の
究
極
に
絶
対
対
者
(神
)
を
み
る
意
識
と
、
対
称
が
私
的
な

親
愛
感
に
も
と
つ
く
意
識
と
の
間
隙
は
ど
の
よ
う
に
埋
ま

っ
て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
。

注

ω

原

田
敏

明

「
古
事
記

の
神
」
!
占
事
記
大
成

5

神
話
民
俗
篇
i

②

大
国
主
と
少
名

び
こ
な
と

の
出
会

い
の
と
き
に

つ
い
て
は
、

「
帰
b
.来

る

神

有

、
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り
」
と

「
神
」
と
な

っ
て

い
る
。
な
お
、
書
紀

の
検
討
は
割
愛
す
る
が
、
以
下

の

古
事
記

で
の
あ
り
か
た
に
と
く

に
相
反
す

る
用

い
方

は
さ
れ

て
い
な

い
。

松
村
武
雄

『
日
本
神

話
の
研
究
』
第
四
巻
、
三
〇
〇
頁
参
照
。

鈴
木
孝
夫

「
言
語
と
社
会
」
ー
岩
波
講
座
哲
学

11

言
語
ー
三
四

八
～
九
頁

。

松
下
大

三
郎

『
改
撰
標
準

日
本
文
法
』

で
は
、
代
名
詞

を
説
話
代
名
詞
と
非
説
話

代
名
詞
と

に
二
分

し
、

前
者

に
人
称
代
名
詞

と
位
置
代
名
詞
を
、

後

者

に

「
己

れ
」
と

「
人

(
他
人

)
」

と
を
挙
げ
て

い
る
。

佐
久
間
鼎

『
日
本
語

の
言
語
理
論
的
研
究

』
そ
の
他

。

鈴
木
孝
夫

『
こ
と
ば

と
文
化
』

国
語
学
辞
典

「
代
名
詞
」

の
項
。

家
族

間

で
の
人
称
用
語

に
つ
い
て
は
、
鈴
木
孝
夫
氏

の
前
掲

二
書

に
詳

し
い
。

'

TheCategoryofPersoninJapanese

NorikoKimura

Summary

Theword更 更hito"inJapanesesinglymeansoutsideraswellaspeopleor

persons.IntheoldJapanesethiswordwasoftenusedinasinglecontext

alongsideof"ware"or"nare"indecatingathirdperson.Fromtheancient,

intheJapaneselanguage,thethird-persondidn'thaveitsownpronoun,so

inpointingoutanythirdperson,anotherdemonstrativepronoun`gasused

whichpointedout"mono"‐thing,"tokoro"‐placeor"kata"‐direction.

Butthisdoesn'tmerelymeanthatthedemonstrativepronounwasusedin

placeofthethird-personpronounorthatthethird-personpronouninthe

oldJapaneselanguagewasundeveloped.Thatfacthasadeeprelationto

theconsciousnessoftheJapanesepeopleandourownculture.Therefore,

firstofall,weshouldstarttoresearchinourunconscioussenseabout

personandhumanrelation.


