
越中五ヶ山方言での連体助詞「の・が」 :
その待遇表現上の差異について

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2017-10-03

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

http://hdl.handle.net/2297/23702URL



一
、
は
じ
め
に

過
去
の
中
央
日
本
語
に
お
い
て
、
格
助
詞
と
し
て
の
「
の
」
「
が
」
両
助
詞

に
は
待
遇
表
現
上
の
使
い
分
け
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
多
く
の
人

が
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
注
ご
・
こ
の
よ
う
な
使
い
分
け
が
何
時
発

生
し
、
ど
の
よ
う
な
汕
程
を
経
て
、
何
時
ま
で
存
続
し
た
も
の
で
あ
る
か
に
つ

い
て
、
い
ろ
い
ろ
な
研
究
者
が
い
ろ
い
ろ
詳
細
な
報
告
・
考
察
を
し
て
い
る

（
注
二
）
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
両
助
詞
に
は
、
特
に
中
世
に
お
い
て
、
尊
卑
感

情
に
よ
っ
た
厳
格
な
使
い
分
け
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
区
別
は
、
主
格
の
「
が
」
の
確
立
、
連
体
格
の
「
が
」
の
衰
え
と
と
も
に
、

近
世
に
入
る
と
次
第
に
薄
ら
い
で
き
て
、
さ
ら
に
近
代
に
入
る
と
ま
っ
た
く
消

滅
し
て
い
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

現
代
方
言
に
お
い
て
は
、
連
体
助
詞
「
が
」
が
、
慣
用
的
な
も
の
以
外
に
も

使
わ
れ
て
い
る
例
が
か
な
り
報
告
さ
れ
て
い
る
（
汪
三
）
が
、
連
休
格
と
し
て

の
「
の
」
「
が
」
両
助
詞
の
待
遇
表
現
上
の
区
別
を
確
実
に
残
存
さ
せ
て
い
る

と
い
う
方
言
の
存
在
に
つ
い
て
の
報
併
は
、
九
州
方
言
に
お
け
る
若
干
の
用
例

の
報
告
（
注
四
）
以
外
に
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
北
陸
の
辺
境
、
富
山
県
五
ヶ
山
地
方
で
は
、
一
帯
に
「
の
」
と

と
も
に
連
体
助
詞
と
し
て
の
「
が
」
が
か
な
り
一
般
的
な
用
法
と
し
て
使
わ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
調
査
の
結
果
、
こ
の
方
言
の
両
助
詞
に
は
、
捌
去
の
中
央

日
本
語
に
お
い
て
み
ら
れ
る
よ
う
な
待
遇
表
現
上
の
使
い
分
け
が
確
か
に
認
釣

ら
れ
た
の
で
あ
る
。 越
中
五
ヶ
山
方
言
で
の
連
体
助
詞
「
の
。
が
」

ｌ
ｌ
そ
の
待
遇
表
現
上
の
差
異
に
つ
い
て
１
１

頁
田
信
治

そ
こ
で
、
以
下
、
こ
の
五
ヶ
山
〃
一
言
で
の
「
の
」
「
が
」
両
助
詞
の
使
い
分

け
の
実
態
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

二
、
格
助
詞
「
の
」
「
が
」
の
用
法

五
ヶ
山
〃
一
一
国
の
連
休
助
詞
「
の
」
と
「
が
」
の
使
い
分
け
を
川
ら
か
に
す
る

た
め
に
、
ま
ず
、
こ
の
万
一
一
一
一
口
の
格
助
詞
「
の
」
と
「
が
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
用
法

に
つ
い
て
記
述
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

｜
「
の
」
に
つ
い
て

雌
初
に
「
の
」
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

Ⅱ
本
放
送
協
会
編
『
全
国
方
言
資
料
」
第
八
巻
八
へ
き
地
・
雛
鳥
編
Ⅱ
Ｖ

に
、
こ
の
汎
ヶ
山
地
方
に
位
随
す
る
、
富
山
県
東
砺
波
郡
平
村
上
梨
集
落
の
方

局
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
資
料
の
う
ち
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
格
助
詞

「
の
」
の
用
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
傍
線
筆
者
、
用
例
の
下
の
数
字
は
そ
の
用
例
の
現
わ
れ
て
い
る
．
ヘ
ー
ジ
を

示
す
。
）

①
オ
モ
ャ
ー
ト
ト
ハ
母
家
の
父
親
Ｖ
川

②
ク
ン
ー
キ
ノ
ー
シ
タ
ハ
栗
の
木
の
下
Ｖ
Ⅲ

③
ア
ン
ニ
ャ
ー
ガ
ハ
あ
な
た
の
（
結
婚
）
Ｖ
Ⅲ

④
ム
カ
シ
ー
シ
ョ
ー
八
昔
の
人
Ｖ
剛

⑤
ユ
ダ
イ
ー
ュ
イ
ハ
夕
食
の
用
意
Ｖ
剛

⑥
ア
ン
ダ
サ
マ
１
ナ
イ
ブ
ッ
！
ド
ー
ソ
ク
ォ
ニ
ジ
ッ
ポ
ン
ホ
ド
コ
ー
テ
キ

テ
ク
リ
ヤ
レ
ハ
阿
弥
陀
さ
ま
の
内
仏
の
そ
う
そ
く
を
卯
木
ほ
ど
買
っ
て
来
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て
く
だ
さ
い
Ｖ
Ⅱ

⑦
ウ
チ
ー
モ
ン
ナ
ョ
ロ
コ
ジ
ョ
ル
ワ
カ
ハ
家
の
も
の
は
富
こ
ん
で
い
る

よ
Ｖ
川

１
以
上
連
体
格
‐
－
‐

⑧
ミ
チ
１
イ
ー
ト
キ
ア
ン
ニ
ャ
ナ
ム
シ
チ
ジ
カ
ン
カ
カ
リ
ャ
ワ
ヵ
ス
ギ
ー

イ
ッ
テ
キ
タ
モ
ン
ジ
ャ
ハ
道
が
い
い
と
き
に
は
あ
な
た
ね
え
７
時
間
か
か

れ
ば
若
杉
ま
で
往
復
し
た
も
の
だ
Ｖ
川

ら

１
１
素
↑
１
１

以
上
の
用
例
の
う
ち
、
①
ｌ
⑦
は
連
体
格
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
⑧
は
連

体
修
飾
句
の
中
で
主
格
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
ｂ

な
お
、
標
準
語
に
お
け
る
、
体
言
を
代
用
す
る
、
Ⅲ
‐

○
こ
れ
は
私
の
だ
「
、

の
よ
う
な
用
法
や
、
上
の
句
を
体
言
化
す
る
、
．
ｒ

○
登
る
の
が
む
ず
か
し
い

○
雨
で
も
行
く
の
か

の
よ
う
な
用
法
は
拾
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
筆
者
は
（
一
九
六
七
年
以
来
、
こ

の
五
ヶ
山
地
方
域
の
言
語
地
理
学
的
調
査
に
取
り
く
ん
で
き
た
。
そ
し
て
、
そ

の
間
に
、
折
に
ふ
れ
自
然
会
話
も
観
察
記
録
し
て
き
た
が
、
こ
の
よ
う
な
用
例

は
採
集
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
や
五
ヶ
山
方
言
の
格
助
詞

「
の
」
の
用
法
は
、
以
上
の
①
Ｉ
⑦
お
よ
び
⑧
に
尽
き
る
よ
う
で
あ
る
。

二
「
が
」
に
つ
い
て
．

次
に
「
が
」
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

『
全
国
方
言
資
料
』
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
格
助
詞
「
が
」
の
用
例
を
拾
う

こ
と
が
で
き
る
。

（
傍
線
筆
者
、
用
例
の
下
の
数
字
は
そ
の
用
例
の
現
わ
れ
て
い
る
ペ
ー
ジ
を

示
す
。
）

①
ソ
レ
ー
ョ
メ
ド
リ
ジ
ャ
ハ
そ
れ
が
（
こ
の
地
方
の
）
嫁
と
り
だ
Ｖ
川

②
オ
モ
テ
ー
ョ
ロ
コ
ー
デ
ノ
ー
ハ
表
が
喜
ん
で
ね
え
Ｖ
皿

③
ホ
ン
マ
ノ
ド
ー
ナ
ッ
タ
ゾ
イ
ヵ
ハ
ほ
ん
と
に
の
ど
が
な
っ
、
泥
も
の
だ

よ
Ｖ
川

「
④
オ
ラ
チ
モ
ァ
ン
ニ
ャ
ム
ス
コ
ー
デ
キ
テ
ー
ハ
お
れ
の
家
も
あ
な
た
男
の

１
へ
子
が
で
き
て
ね
え
Ｖ
蝿
１

℃
ｈ
．
（
。
。
」
。
Ｉ
。

。
。
＃
１
以
上
主
格
Ｉ

⑤
ポ
ン
ー
モ
ン
」
一
ナ
ン
ヵ
ニ
シ
テ
ク
郷
サ
レ
ハ
坊
や
の
も
の
に
何
か
に
し

，
～
て
く
だ
さ
い
Ｖ
剛
；
！
；
．

。
ｌ
連
体
格
ｌ

⑥
オ
ラ
ー
モ
ソ
エ
ガ
ジ
ャ
ッ
タ
オ
ハ
わ
た
し
（
の
結
婚
）
も
そ
う
で
し
た

よ
Ｖ
川
１

１
う
Ⅲ
１
１
体
一
一
一
一
筏
用
ｌ

⑦
ナ
ジ
ュ
ミ
ゾ
ナ
ッ
テ
イ
ヅ
タ
ー
ジ
ャ
イ
ラ
カ
カ
ン
ナ
ッ
ー
ア
イ
ッ
タ
ー

ジ
ャ
イ
ラ
ハ
な
じ
み
に
な
っ
て
行
づ
た
の
や
ら
（
正
式
に
）
妻
に
な
っ

て
行
っ
た
の
や
ら
Ｖ
Ｍ
八

⑧
ソ
ン
ナ
ウ
ズ
ク
サ
イ
ア
サ
マ
シ
ｉ
Ⅲ
ジ
ャ
ヅ
ヌ
ハ
そ
ん
な
お
そ
ま
つ
な

９

み
じ
め
な
も
の
で
し
た
Ｖ
Ⅱ
「

⑨
サ
ヶ
ー
ー
ゴ
ー
コ
ー
テ
キ
タ
ー
ヤ
ハ
酒
を
２
合
買
っ
て
来
た
ん
だ
よ
Ｖ
Ｍ

⑩
カ
ナ
ザ
ワ
エ
イ
ト
シ
キ
ニ
イ
ッ
ト
ル
１
オ
ョ
ビ
ニ
イ
ッ
テ
キ
『
タ
ー
ャ

ハ
金
沢
に
製
糸
に
行
っ
て
い
る
娘
を
呼
び
も
ど
し
に
行
っ
て
来
た
よ
ｖ
皿

⑪
ソ
ン
ナ
コ
ト
シ
テ
モ
ラ
ワ
イ
デ
（
ム
）
一
イ
ー
ー
ニ
マ
チ
ャ
デ
モ
ノ
ー
デ

ク
リ
ヤ
リ
ヵ
ハ
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
も
ら
わ
な
く
て
も
い
い
の
に
ま
あ
お

茶
で
も
飲
ん
で
く
だ
さ
い
ｖ
噸
・
仇
ノ
ト
〔
面
（

ば
．
：
旧
”
‐
八
、
１
１
１
以
上
体
言
化
１
１

以
上
の
用
例
の
う
ち
、
①
ｌ
④
は
主
格
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
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⑤
は
連
休
格
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
⑥
は
体
言
を
代
用
す
る
も
の

で
、
「
が
」
の
下
に
「
結
婚
」
と
い
う
語
が
省
略
さ
れ
た
形
で
あ
る
。
さ
ら

に
、
⑦
ｌ
⑪
は
上
の
句
を
体
言
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
が
」
は
形
式
体
言
化

し
た
、
い
わ
ゆ
る
準
体
助
詞
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
⑥
お
よ
び
⑦
’
＠
は
⑤
の
用
法
の
準
用
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

な
用
法
は
、
先
の
「
の
」
助
詞
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
用
法
が
多
く
み
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
為
こ
の
方
言
に
お
い
て
、
「
が
」

助
詞
の
連
体
格
と
し
て
の
勢
力
が
強
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
（
注
五
）
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
が
「
が
」
に
つ
い
て
実
地
調
査
を
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る

と
、
⑥
の
用
例
と
同
じ
よ
う
な
用
法
は
、
北
陸
地
方
の
越
中
、
能
登
お
よ
び
加

賀
北
部
に
わ
た
る
広
い
地
域
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
（
｜
例
、
図

１
参
照
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
⑤
の
用
例
の
よ
う
な
、
典
型
的
な
連
体
格
を
表
わ
す
「
が
」
を

確
実
に
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
越
中
の
五
ヶ
山
地
方
（
現
在
の
行
政
区

画
で
言
え
ば
、
富
山
県
東
砺
波
郡
平
村
・
上
平
村
・
利
賀
村
に
当
た
る
）
だ
け

で
あ
っ
た
。
五
ヶ
山
地
方
で
は
、
次
の
よ
う
な
「
が
」
の
用
例
を
採
集
し
た
。

①
オ
ラ
ー
カ
サ
ド
コ
ネ
ア
ル
ョ
ハ
私
の
笠
は
ど
こ
に
あ
る
か
い
Ｖ
平
村
、

「
老
男
↓
老
女

②
ワ
リ
ー
ホ
ン
コ
ー
テ
キ
タ
ゾ
ハ
お
前
の
本
を
買
っ
て
き
た
よ
Ｖ
平
村
、

女↓老女。
中
男
↓
若
男

③
ワ
ラ
チ
ー
ト
ッ
ッ
ァ
ウ
チ
ー
ー
ャ
ル
ゴ
ハ
お
前
の
家
の
父
さ
ん
家
に
い
る

か
い
Ｖ
上
平
村
、
中
男
↓
若
男

④
コ
リ
タ
ッ
オ
ー
キ
ノ
モ
ジ
ャ
ハ
こ
れ
は
達
雄
の
着
物
だ
Ｖ
上
平
村
、
中

⑤
コ
リ
ゴ
ポ
サ
マ
・
ゲ
タ
ヵ
イ
ソ
リ
ト
モ
ミ
ズ
タ
ー
ゲ
タ
カ
イ
ハ
こ
れ

は
お
坊
さ
ん
の
下
駄
で
す
か
そ
れ
と
も
水
田
（
人
名
）
の
下
駄
で
す
か

｢禿ムのだ」
￣

図１， Ｖ
上
平
村
、
中
女
↓
中
女
１
Ｗ
７
．
１
１
７
７
．
…
『
Ｉ
、
、

ミー・》』』缶誘》》》》罹轟》

８亥Zﾋｺｷ舅区丸田８圧

、壇ヨョヲ犬。窪

忍語lI

mrl〒行オ霜Ｙ壬】団

が用K労

〃三ヶ山地６ 園ＬＬＪ『1Ｊユーザ｢曰目

､ﾛ0
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⑥
コ
リ
ア
リ
ー
ジ
ョ
リ
ジ
ャ
ハ
こ
れ
は
あ
い
つ
の
草
履
泥
Ｖ
利
賀
村
、
老

女
‐
↓
中
女

⑦
ア
ノ
ネ
コ
サ
キ
ト
ト
ー
テ
ー
ネ
ヵ
ミ
ッ
イ
タ
ハ
あ
の
猫
さ
っ
き
父
さ
ん

の
手
に
か
み
つ
い
た
Ｖ
利
賀
村
、
老
女
↓
若
男
ｙ
、
＃

三
、
連
休
格
「
の
」
「
が
」
の
区
別

以
上
の
こ
と
か
ら
ゐ
五
ケ
山
方
言
で
の
格
助
詞
「
の
」
と
「
が
」
の
用
法
に

関
し
て
は
、
概
略
的
に
、
，
１
１
．
「

「
の
」
は
連
体
格
に
主
と
し
て
用
い
ら
ぬ
僻
６
の
に
対
し
〈
「
が
」
は
主
格

と
連
体
格
と
の
両
方
に
ま
た
が
っ
て
用
い
ら
れ
る
ｂ
ｈ
１
咄
〆
乢

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
ｂ
ｒ
Ｊ
Ｐ
〃
「
Ａ
ｒ
、

で
は
、
連
体
格
の
「
の
」
と
「
が
」
と
の
間
に
は
、
｜
体
、
ど
の
よ
う
な
区

別
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
次
に
繭
と
の
五
ヶ
山
方
嵩
で
の
格
助
詞

「
の
」
「
が
」
の
う
ち
、
連
体
格
を
表
わ
す
も
の
に
焦
点
を
当
て
、
両
者
の
違

い
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

先
の
「
の
」
、
「
が
」
そ
れ
ぞ
れ
の
具
体
的
な
用
例
を
み
わ
た
し
て
、
ま
ず

指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
、
「
の
」
が
ひ
ろ
く
種
交
の
語
を
承
け
て
い
る
の
に
対
し

て
、
「
が
」
の
承
け
て
い
る
語
は
、
す
べ
て
人
に
関
す
る
語
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
た
上
で
、
一
九
七
二
年
八
月
、
ｒ
平
村
上
梨
集
落
（
明

治
釦
年
生
ま
れ
、
女
性
）
、
上
平
村
真
木
集
落
（
明
治
犯
年
生
甑
れ
、
女
性
）

お
よ
び
利
賀
村
阿
別
当
集
落
（
明
治
汐
年
生
ま
れ
織
売
性
）
に
お
い
て
、
「
の
」

と
「
が
」
に
つ
い
て
の
、
名
詞
を
承
け
て
連
体
修
飾
格
を
構
成
し
下
の
体
言
に

か
か
る
連
体
格
用
法
の
い
ろ
い
ろ
な
文
例
を
与
え
て
？
そ
れ
ぞ
れ
が
実
際
に
成

立
す
る
文
で
あ
る
か
否
か
の
調
査
を
試
み
た
。
そ
の
鋒
植
果
、
や
は
り
や
「
の
」

が
ひ
ろ
く
種
交
の
語
を
承
け
る
の
に
対
し
曰
へ
「
が
」
の
承
け
る
語
は
・
が
す
べ
て

人
に
関
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
と
い
う
傾
向
を
一
一
一
地
点
に
共
通
し
て
認
め
瘡
る
と

ｌ

務
が

×
永
げ
な
い

と
の
表
Ｉ
か
ら
、
ま
ず
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
、
「
の
」
が
一
応
す
べ
て
の
語

を
承
け
る
の
に
対
し
か
「
が
」
は
承
け
る
語
を
選
択
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
「
が
」
に
つ
い
て
、
・
そ
の
承
け
る
語
と
承
け
な
い
語
を
み
て
い
く

こ
と
に
し
よ
う
。

庁
，
最
初
に
、
代
名
詞
の
う
ち
の
対
称
代
名
詞
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
や
筆

者
は
、
〈
と
の
集
落
方
言
の
対
称
代
名
詞
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
こ
と
が
あ

と
が
で
き
た
ｐ
〆

と
こ
ろ
で
、
「
が
」
の
承
け
る
語
は
す
べ
て
人
に
関
す
る
語
で
あ
る
と
い
っ

て
も
へ
｛
人
に
関
す
る
語
の
す
べ
て
を
「
が
」
が
承
け
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な

わ
ち
〈
人
に
関
す
る
語
に
も
「
の
」
を
し
か
承
け
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ

る
藝
扣
１
１
；

こ
と
で
は
、
上
平
村
真
木
集
落
〔
明
治
加
年
生
ま
れ
、
女
性
）
の
場
合
を
例

に
取
っ
て
へ
「
の
」
お
よ
び
「
が
」
が
へ
人
に
関
す
る
語
の
う
ち
ど
ん
な
語
を

承
け
る
か
と
い
う
こ
と
を
表
に
し
て
示
す
こ
と
に
す
る
（
表
１
）
。
『

■
、
筐

「八戸

（

■
■

処.,』し－し牌）
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る
（
注
六
）
が
、
こ
の
方
言
で
は
、
敬
意
の
段
階
に
応
じ
た
五
種
の
対
称
代
名

詞
が
あ
る
。
表
１
で
は
肉
敬
意
の
度
合
の
高
い
も
の
か
ら
順
に
上
か
ら
下
へ
と

配
置
し
て
お
い
た
。
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
対
称
》
代
名
詞
を
承
け
る
助
詞
に
つ
い
て

注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
が
」
の
承
け
る
語
が
、
敬
意
の
度
合
の
、
低
い
、
ま
た

は
、
ま
っ
た
く
敬
意
の
な
い
も
の
に
限
ら
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
．
．

次
に
鵠
瀞
族
名
称
と
し
て
の
父
親
の
呼
び
名
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
方
言
の
父
親
の
呼
び
名
に
は
Ｐ
家
柄
の
上
下
に
応
じ
た
四
種
の
呼
び
名

（
こ
れ
は
へ
家
長
の
呼
び
名
と
高
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
）
が
あ
る
Ｃ
表
１
で
は
、
最

ｆ
の
家
柄
に
対
し
て
使
わ
れ
て
る
呼
び
名
か
ら
順
に
上
か
ら
下
へ
と
配
置
し
て

お
い
た
。
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
父
親
の
呼
び
名
を
承
耽
る
助
詞
に
つ
い
て
や
は
り

注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
が
」
の
承
け
る
語
が
、
下
の
家
柄
に
対
し
て
の
呼
び
名

で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

な
お
、
「
が
」
は
、
人
の
地
位
資
格
を
表
わ
す
よ
う
な
こ
と
ば
は
ま
っ
た
く

承
け
な
い
と
い
う
点
に
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

以
上
の
例
か
ら
、
「
の
」
と
「
が
」
に
は
待
遇
表
現
上
の
使
い
分
け
の
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

四
、
「
の
」
「
が
」
の
尊
卑
感
情
に
つ
い
て

本
稿
の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
過
去
の
中
央
日
本
語
、
特
に
中
世
語
に

お
い
て
は
、
人
物
を
承
け
る
「
の
」
「
が
」
両
助
詞
に
、
待
遇
表
現
上
の
厳
格

な
区
別
、
．
す
な
わ
ち
Ｐ
尊
卑
威
凹
情
に
よ
る
使
い
分
け
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
当

時
の
人
々
←
は
、
そ
の
区
別
を
は
っ
き
り
と
意
識
し
て
い
た
ら
し
い
。
！

と
こ
ろ
で
鴇
獺
去
の
時
代
の
人
々
の
［
の
」
と
「
が
」
の
区
別
に
対
す
る
意

識
の
窯
罷
凹
は
、
当
然
、
文
献
資
『
料
公
か
ら
推
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
で
あ
る

が
Ｐ
文
献
資
料
の
場
合
は
、
一
部
の
資
料
（
例
え
ば
、
ロ
ド
リ
ゲ
ス
『
日
本
大

文
典
」
な
ど
）
人
を
除
け
ば
、
「
の
」
お
よ
び
「
が
」
の
使
わ
れ
て
い
る
文
例
を

集
め
分
析
し
た
上
で
考
察
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
不
便
さ
が
あ
る
回
し

か
し
な
が
ら
、
方
言
資
料
の
場
合
は
、
そ
の
使
わ
れ
方
の
違
い
と
と
も
に
⑱
直

接
、
人
含
の
意
識
内
容
ま
で
を
聞
い
て
確
か
め
る
こ
と
の
で
き
る
点
で
咋
常
に

有
利
で
あ
る
。

で
は
一
へ
五
ヶ
山
地
方
の
人
々
は
、
こ
の
「
の
」
と
「
が
」
の
区
別
に
対
し

て
、
，
ど
の
よ
う
な
意
識
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
／
：

そ
こ
で
、
「
以
下
、
五
ヶ
山
地
方
の
人
と
の
「
の
」
と
「
が
」
と
に
対
す
る
意

識
に
つ
い
て
調
査
し
た
積
未
を
報
告
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
て
み
た

い
と
思
う
。

『
・
Ｌ
Ｂ
．
、
。
‐
‐
Ｉ

イ
ン
フ
オ
ー
マ
ン
ト
は
、
上
平
村
真
木
集
落
の
老
篭
僧
（
Ⅶ
代
刈
釦
代
）
、

中
年
層
一
（
印
代
ｌ
和
代
）
、
←
お
よ
び
若
年
層
（
加
代
・
祁
扣
代
）
が
ら
各
一
一
一
八
談

っ
、
計
九
人
を
選
ん
だ
。
調
査
時
は
一
九
七
一
一
年
八
局
お
よ
び
一
九
七
一
一
一
年
八

．
，
’
一
‐
‐
．
’
，
‐
．
，
．
．
‐
‐
０
・
・
１
‐
‐
‐
’
・

月
で
あ
る
。
な
お
、
五
ケ
山
地
方
の
う
ち
で
、
特
に
こ
の
真
木
集
落
を
取
り
上

．
。
．
》
．
ト
ー
。
．
、
，
←
「

げ
た
の
は
、
当
該
万
一
一
一
一
口
が
肇
奉
伺
の
郷
里
方
一
一
一
口
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
方
言
人
Ｑ

’
●
一
。
。
Ｃ
ｌ
－
，
つ
一
‐
．
Ｊ
‐
セ
ル

意
識
内
容
を
、
筆
者
の
意
識
内
容
に
即
し
て
調
査
で
き
る
点
で
へ
当
露
ｊ
一
一
一
厩

｛
０
一
‐
０
０
０
》

き
わ
め
て
岼
鋳
即
合
で
あ
匂
だ
か
ら
で
あ
る
。
．
－
「
『
－
１
丁
．
『
一
；
ｆ
し

調
査
は
、
麦
１
に
お
げ
具
の
」
一
遍
両
助
詞
伽
承
け
る
語
の
う
ぢ
（
ロ
ー

自
称
（
〔
オ
ラ
］
）
へ
対
称
艀
（
「
ア
シ
』
一
一
午
」
）
、
お
よ
『
び
不
定
称
（
一
［
ヌ

リ
」
）
と
、
Ｌ
さ
ら
に
、
人
名
（
「
ス
キ
コ
」
）
の
場
合
を
取
り
上
げ
て
、
一
そ
れ

ぞ
れ
の
語
に
「
の
」
が
付
く
と
き
と
「
が
」
が
付
く
と
き
と
で
ど
の
よ
う
な
ニ

ニ
ア
ン
ス
の
違
い
が
あ
る
か
、
そ
の
意
識
に
つ
い
て
調
査
し
た
。

調
査
に
用
い
た
文
例
は
、
粉
砕
の
通
り
で
あ
る
ｐ

イ
、
（
下
駄
を
指
し
て
）

④
，
コ
リ
オ
ラ
ノ
ゲ
タ
ジ
ャ

⑧
コ
リ
オ
ラ
ガ
ゲ
タ
ジ
ャ

「
Ａ
こ
れ
は
私
の
下
駄
だ
Ｖ

ロ
、
（
下
駄
を
指
し
て
）
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④
コ
リ
ァ
ン
ニ
ャ
ノ
ゲ
タ
カ
イ
カ

⑧
コ
リ
ァ
ン
ニ
ャ
ガ
ゲ
タ
カ
イ
カ

ハ
と
れ
は
あ
な
た
の
下
駄
で
す
か
Ｖ

ハ
〉
へ
（
持
主
の
わ
か
ら
な
い
下
駄
を
指
し
て
）
了
１
１
１
…

．
④
コ
リ
ダ
リ
ノ
ゲ
タ
ジ
ャ
イ

》
⑧
コ
リ
ダ
リ
ガ
ゲ
タ
ジ
ャ
イ
１
．

敗
麓
（
Ⅲ
、
、
，
八
と
れ
は
誰
の
下
駄
だ
い
Ｖ

Ｉ
ｌ
－
、
．
‐
、

く
こ
④
．
ア
キ
コ
ノ
ゲ
タ

ト
１
⑧
ア
キ
コ
ガ
ゲ
タ
，

．
Ａ
明
子
の
下
駄
Ｖ
》
～

峠
そ
こ
で
へ
イ
ン
フ
オ
ー
マ
シ
ト
の
中
か
ら
〈
老
年
層
、
中
年
層
、
若
年
層
の

そ
れ
ぞ
れ
の
代
表
と
し
て
、
次
の
三
人
を
選
び
、
文
例
イ
ー
ニ
に
対
す
る
各
人

の
内
省
報
告
を
と
り
あ
げ
、
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

塚
本
お
す
氏
（
明
治
如
年
生
ま
れ
・
女
性
）
…
Ｔ

か
真
田
た
よ
氏
（
大
正
７
年
生
ま
れ
ｐ
女
性
）
…
Ｓ
ｌ

久
保
操
氏
（
昭
和
〃
年
生
ま
れ
ぬ
女
性
）
…
…
Ｋ
、

；
ま
ず
く
文
例
イ
に
つ
い
て
、
各
イ
ン
フ
オ
ー
マ
ン
ト
の
内
省
は
、
次
の
よ
う

で
あ
る
。
Ａ
・

…
⑰
⑧
を
普
通
に
使
う
。
④
は
少
し
い
ば
勺
た
感
じ
の
と
き
使
う
。
》
し

御
，
⑧
を
普
通
に
使
う
。
④
は
尊
大
な
使
い
方
だ
。
Ｊ
１

在
佃
〆
⑪
、
⑧
と
も
に
使
う
。
④
の
方
が
き
ど
っ
た
感
じ
が
す
る
。
「

ま
た
、
，
文
例
ロ
に
つ
い
て
、
各
イ
ン
フ
オ
ー
マ
ン
ト
の
内
省
は
、
次
の
よ
う

で
あ
る
。
針
で
河
し
、
／

⑰
④
、
③
ｉ
卓
も
使
う
。
④
の
方
が
丁
寧
か
ｐ
；
〆

⑧
④
｜
、
⑧
と
も
使
う
。
④
は
⑧
に
く
ら
べ
る
と
、
よ
り
丁
寧
な
言
い
方
だ
。

㈱
④
を
普
通
に
使
う
ｐ
③
は
自
分
の
家
族
に
対
し
て
だ
け
使
う
。

以
上
の
イ
お
よ
び
口
に
つ
い
て
の
各
イ
ン
フ
オ
ー
マ
ン
ト
の
内
省
報
告
に
よ

れ
ば
、
「
の
」
は
、
自
分
の
こ
と
に
使
う
場
合
に
は
尊
大
と
い
う
意
味
あ
い
を

持
ち
か
話
し
相
手
の
こ
と
に
使
う
場
合
に
は
丁
寧
と
い
う
意
味
あ
い
を
持
つ
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
の
」
に
は
、
待
遇
表
現
上
の
プ

ラ
ス
の
価
値
が
付
随
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
：
～

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
い
わ

ゆ
る
標
準
語
に
お
い
て
、
連
体
格
の
「
が
」
は
存
在
せ
ず
、
連
体
格
に
は
す
べ

て
「
の
」
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
Ｐ
す
な
わ
ち
ｂ
各
イ
ン
フ
オ
ー

マ
ン
ト
は
、
「
が
」
を
標
準
語
的
な
新
し
い
言
い
方
の
，
「
の
」
に
言
い
換
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
い
ば
ｂ
た
感
じ
、
あ
る
い
は
丁
寧
な
感
じ
と
い
っ
た
意
識
を

持
つ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ン
フ
オ
ー
マ
ン

ト
の
こ
の
よ
う
な
内
省
報
告
に
つ
い
て
は
、
あ
く
ま
で
慎
重
に
対
処
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
。
．

と
こ
ろ
で
、
Ⅲ
文
例
ハ
、
二
に
対
す
る
イ
ン
フ
オ
ー
マ
シ
ト
の
内
省
は
、
次
の

よ
う
で
あ
る
。

文
例
ハ
、
．
Ｉ
ｉ

⑰
：
⑧
を
普
通
に
使
う
。

⑧
④
は
下
駄
の
持
主
が
話
し
相
手
の
中
に
い
る
と
忠
う
と
き
使
い
ｈ
③
は

下
駄
の
持
主
が
話
し
相
手
以
外
だ
と
思
う
と
き
使
う
Ｏ
Ｉ
Ｉ

㈹
④
、
③
と
も
に
使
う
。
④
の
方
が
丁
寧
か
。

作
文
例
二
、

，
⑰
臼
⑧
を
使
う
。

⑧
④
は
明
子
お
よ
び
明
子
の
家
族
に
向
っ
て
言
う
と
き
使
う
。
そ
れ
以
外

の
人
に
向
か
っ
て
は
⑧
を
使
う
。
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⑪
④
を
普
通
に
使
う
。
た
だ
し
、
ア
キ
コ
サ
ン
ノ
ー
と
い
う
。
，
７
４

、
（
注
、
明
子
は
加
代
の
女
性
、
な
お
、
㈹
は
明
子
の
家
の
人
物
、

⑧
、
囚
は
明
子
と
は
別
の
家
の
人
物
。
）

こ
れ
に
よ
っ
矼
注
目
さ
れ
る
の
は
、
特
に
中
年
層
の
イ
ン
フ
オ
Ⅲ
再
ン
ト
の

内
省
報
告
に
つ
い
て
て
あ
る
。
こ
の
イ
ン
フ
オ
ー
マ
ン
ト
は
、
Ⅱ
は
っ
き
り
と
話

し
相
手
の
相
違
に
よ
る
「
の
」
と
「
が
」
と
の
区
別
を
報
告
し
て
い
る
。
ま

た
、
こ
の
イ
ン
フ
オ
ー
マ
ン
ト
は
く
子
供
の
頃
へ
「
の
」
を
使
う
べ
き
場
面
で

「
が
」
を
使
っ
た
た
め
に
興
自
分
の
母
か
ら
相
手
を
低
め
た
同
い
方
を
す
る
と

い
っ
て
叱
責
さ
れ
た
経
験
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
へ
．
こ
こ
に

は
、
「
の
」
と
「
が
」
の
待
遇
表
現
上
の
使
い
分
け
の
意
識
、
す
な
わ
ち
、
尊

卑
の
感
情
価
値
に
よ
る
使
い
分
け
の
意
識
を
明
ら
か
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
（
注
七
）
ｐ
１
ｊ
、

な
お
、
若
年
層
の
イ
ン
フ
オ
１
マ
ン
小
で
は
、
老
、
中
年
層
の
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ン
ト
と
比
較
し
て
、
④
、
す
な
わ
ち
「
の
」
の
方
が
多
く
使
わ
れ
る
こ
と
を

注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
点
は
、
他
の
若
年
層
の
イ
ン
フ
オ
Ⅶ
マ
ン
ト
に
つ

い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
、
こ
の
方
言
に
お
い
て
も
、
連

体
格
の
「
が
」
は
次
第
に
「
の
」
に
統
合
さ
れ
て
い
き
、
両
者
に
お
け
る
待
遇

表
現
上
の
微
妙
な
差
異
も
、
そ
れ
と
と
も
に
消
滅
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
こ
と
が

予
測
さ
れ
る
。

五
、
．
ま
と
め
！
；
・

こ
こ
で
、
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
簡
略
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な

る
。北
陸
の
辺
境
へ
富
山
県
五
ヶ
山
地
方
の
方
言
に
お
い
て
は
、
連
体
助
詞
と
し

て
、
「
の
」
と
と
も
に
「
が
」
が
か
な
●
り
一
般
的
な
用
法
と
し
て
使
わ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
の
」
と
「
が
」
と
の
違
い
に
関
し
て
は
、
「
の
」
が
ひ

ろ
く
種
々
の
語
を
承
け
る
の
に
対
し
、
ｌ
「
が
」
は
人
に
関
す
る
語
だ
け
を
承
け

る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
ｐ
そ
し
て
さ
ら
に
、
人
に
関
す
る
語
を
承
け
る

「
の
」
と
「
が
」
に
は
ん
過
去
の
中
央
日
本
語
に
み
ら
れ
た
よ
う
な
待
遇
表
現

上
の
差
異
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
こ
の
両
者
の
使
い
分
け
に
関
し
て
、
方
一
一
一
一
口

人
も
砿
や
き
り
と
し
た
待
遇
上
の
意
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
澱
Ａ
１
：
。
↓
恥
１
１
・
～
，

「
の
」
「
が
」
両
助
詞
の
こ
の
よ
う
な
区
別
が
〈
と
の
方
言
に
お
い
て
残
存

し
た
の
は
や
当
該
地
方
が
、
徳
川
藩
制
時
代
へ
加
賀
藩
の
流
刑
地
に
指
定
さ

れ
へ
〉
藩
の
政
策
に
よ
っ
て
外
界
か
ら
閉
鎖
さ
れ
た
た
め
に
、
人
々
が
陸
の
孤
島

と
し
て
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
一
つ
の
要
因
に
な
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
本
現
在
、
宝
と
し
て
若
年
層
に
お
い
て
は
、
連
体
助
詞
と
し
て
の
「
が
」

は
次
第
に
「
の
」
の
方
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
傾
向
に
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
お

き
た
い
。
・
・
：

注
一
、
・
顕
昭
『
顕
昭
古
今
集
注
』
（
『
続
為
群
書
類
従
』
第
一
五
）
』

し
；
ロ
ド
リ
ゲ
ス
Ｌ
『
日
本
大
文
典
』
（
土
井
忠
生
訳
本
）
、

人
富
士
谷
成
章
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
（
「
国
語
学
大
系
』
第
一
五
巻
）

１
卍
，
ｒ
い
「
コ
リ
ヤ
ー
ド
『
日
本
文
典
」
（
大
塚
高
信
訳
本
）
ｂ
ｉ
ｔ
：
ｌ
ｉ

Ｌ
な
ど
℃
、
了
い
「
：
Ｉ
ｆ
『
く
・

荘
二
、
青
木
怜
子
「
奈
良
時
代
に
於
け
る
連
体
助
詞
『
ガ
』
『
ノ
』
の
差
異

」
、
に
つ
い
て
」
（
『
「
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
二
七
年
七
月
）
？
ｆ
２

Ｌ
講
郷
吉
男
「
平
安
時
代
の
「
の
』
『
が
』
に
つ
い
て
Ⅲ
人
物
を
う
け

．
（
ら
場
合
ｌ
」
（
『
国
語
学
」
第
七
矼
集
〕
？
～
ｆ
ｌ

か
寿
岳
章
子
「
室
町
時
代
の
『
の
ｐ
が
』
」
（
『
国
語
国
文
』
昭
和
一
一
一

７
汁
；
一
一
一
年
七
月
）
『
且

駁
し
桑
山
俊
彦
「
室
町
ｂ
江
戸
初
期
に
お
け
る
『
の
』
と
『
が
』
（
上
）

記



Ｉ
待
遇
表
現
面
を
中
心
に
ｌ
」
（
『
文
芸
と
批
評
』
昭
和
四
七
年
八
月
）

な
ど
。

注
三
、
加
藤
正
信
「
方
言
の
実
態
と
共
通
語
化
の
問
題
点
新
潟
」
（
『
方
言

学
講
座
』
第
二
巻
）

此
島
正
年
「
『
が
』
の
意
味
・
用
法
」
（
『
月
刊
文
法
』
昭
和
四
五

年
九
月
）

な
ど
。

注
四
、
な
お
、
九
州
地
方
に
は
、
主
格
と
し
て
の
「
の
」
「
が
」
両
助
詞
に

も
待
遇
表
現
上
の
区
別
を
保
存
さ
せ
て
い
る
方
言
の
あ
る
こ
と
が
報
告

さ
れ
て
い
る
。

都
築
頼
助
「
方
言
の
実
態
と
共
通
語
化
の
問
題
点
福
岡
」
（
「
方
言

学
講
座
』
第
四
巻
）

小
野
志
真
男
「
同
右
佐
賀
ｑ
長
崎
」
（
同
右
）

秋
山
正
次
「
同
右
熊
本
」
（
同
右
）

九
州
方
言
学
会
『
九
州
方
言
の
基
礎
的
研
究
』

な
ど
。

注
五
、
こ
の
地
方
の
方
言
に
は
、
終
助
詞
と
し
て
の
「
が
」
も
存
在
す
る
。

例
え
ば
、

①
ホ
ン
マ
ー
ー
ー
ナ
イ
ヤ
ロ
ガ
ハ
ほ
ん
と
に
な
か
っ
た
ね
え
Ｖ
（
『
全

国
方
言
資
料
』
第
八
巻
伽
．
ヘ
ー
ジ
）

②
ソ
ー
シ
キ
ワ
ヤ
ッ
。
〈
リ
ア
シ
タ
ヤ
ロ
ガ
ー
ハ
葬
式
は
や
は
り
明
日

だ
ろ
う
ね
Ｖ

（
向
右
川
．
ヘ
ー
ジ
）

の
よ
う
な
用
例
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
；
本
稿
で
は
、
こ
の

終
助
詞
と
し
て
の
「
が
」
に
は
言
及
し
な
い
。

注
六
、
真
田
信
治
「
越
中
五
仇
山
郷
に
お
け
る
待
遇
表
現
の
実
態
」
『
国
語

学
会
昭
和
四
七
年
春
季
大
会
研
究
発
表
要
旨
集
」

注
七
、
本
稿
で
は
、
連
体
格
と
し
て
の
「
の
．
が
」
だ
け
に
焦
点
を
当
て
た

が
、
主
格
と
し
て
の
「
の
．
が
」
（
連
体
修
飾
句
の
中
で
の
場
合
）
に

つ
い
て
は
、
待
遇
表
現
上
の
差
異
が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
も
当

ｏ
。
’
，
’
、
’
叱

然
問
題
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
筆
者
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
ま
だ
詳
し

く
調
査
し
て
い
な
い
が
ｌ
当
該
方
言
の
使
用
者
と
し
て
の
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ン
ト
（
中
年
層
）
の
内
省
報
告
に
よ
る
と
、
例
え
ば
、
「
セ
ン
セ
ー

ノ
ゴ
ザ
ル
ト
キ
…
…
」
と
冠
「
セ
ン
セ
ー
ガ
ゴ
ザ
ル
ト
キ
・
…
・
」
と
で

は
、
前
者
を
使
う
の
が
普
通
で
、
「
イ
ナ
（
対
・
卑
称
）
ノ
ヌ
ス
ン
ダ

カ
ネ
ガ
…
…
」
と
「
イ
ナ
ガ
ヌ
ス
ン
ダ
カ
ネ
ガ
：
』
…
」
と
で
は
、
後
者

を
使
う
の
が
普
通
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
’
主
格
の
場
合
に
も
、
待

遇
に
関
し
た
微
妙
な
使
い
分
け
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
、
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

（
椙
山
女
学
園
大
学
文
学
部
講
師
）

－３９


