
平
安
時
代
の
和
文
作
品
に
お
け
る
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
形
式

　
　
　
　
　
　
「
呼
び
か
け
」
の
タ
イ
プ
と
表
現
形
式
の
対
応

奈
　
部
　
淑
　
子
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キ
ー
ー
ワ
ー
ド

要
　
　
旨

「
呼
び
か
け
」
、
「
呼
び
か
け
」
の
タ
イ
プ
、

「
や
や
」
、
「
ー
こ
そ
」
、
「
あ
が
君
」

　
本
稿
は
平
安
時
代
の
和
文
作
晶
の
中
に
認
め
ら
れ
る
「
呼
び
か
け
」
の

表
現
形
式
に
つ
い
て
、
そ
の
差
異
を
指
摘
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
「
呼
び
か
け
」
の
発
せ
ら
れ
る
状
況
を
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け

て
考
察
を
行
い
、
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
そ
の
出
現
に
偏
り
が
認
め
ら
れ
る
表

現
形
式
く
「
や
や
」
・
「
1
こ
そ
」
・
「
あ
が
君
」
v
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘

し
、
こ
れ
ら
の
表
現
形
式
の
発
揮
す
る
機
能
や
生
じ
て
く
る
効
果
に
つ
い

て
説
明
を
与
え
る
。

　
「
や
や
」
は
「
呼
び
か
け
」
の
基
本
的
な
機
能
を
発
揮
す
る
、
会
話
の

場
を
成
立
さ
せ
る
に
足
る
力
を
有
し
た
喚
起
性
の
高
い
表
現
形
式
で
あ

り
、
「
－
こ
そ
」
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
始
を
要
求
す
る
場
合
に

用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
「
あ
が
君
」
は
会
話
の
場
を
成
立

さ
せ
る
ほ
ど
の
力
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
語
し
手
と
聞
き
手
と
の

関
わ
り
方
、
会
話
の
流
れ
の
申
に
お
い
て
効
果
を
発
揮
す
る
形
式
で
あ
っ

た
た
め
、
こ
れ
を
期
待
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

は
じ
め
に

　
現
代
の
日
常
生
活
の
中
で
「
呼
び
か
け
」
は
、
頻
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
、

ど
こ
に
で
も
観
察
さ
れ
る
行
為
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
だ
が
、
「
呼
び
か
け
」

と
い
う
行
為
が
対
象
と
な
る
聞
き
手
の
お
か
れ
て
い
る
環
境
や
そ
の
聞
き
手

が
誰
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
表
現
形
式
や
待
遇
意
識
を
表

す
語
彙
の
選
択
に
注
意
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
誰
も
が
経
験
的
に

知
っ
て
い
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
ま
た
同
じ
表
現
形
式
を
選
択
し
て
も
、
場

面
や
発
話
中
に
お
け
る
位
置
に
よ
っ
て
発
揮
さ
れ
る
機
能
や
生
じ
て
く
る
効

果
が
異
な
る
場
合
も
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
平
安
時
代
の
和
文
作
品
中
に
見
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
呼
び

か
け
の
語
」
・
「
呼
び
か
け
に
用
い
ら
れ
ろ
言
葉
」
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
表
現

形
式
を
〈
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
〉
、
、
と
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
た

い
。
こ
れ
ら
の
「
呼
び
か
け
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
形
式
に
っ
い
て
は
、

人
称
名
詞
や
呼
称
を
扱
っ
た
も
の
や
、
子
供
の
発
話
描
写
の
分
析
を
行
っ
た

研
究
に
よ
っ
て
、
特
定
の
表
現
形
式
や
語
彙
の
説
明
は
こ
れ
ま
で
に
な
さ
れ

て
い
る
が
、
個
別
的
套
言
及
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
※
、
。
そ
も
そ
も
言
語
形
式

に
よ
る
「
呼
び
か
け
」
ど
い
う
行
為
が
平
安
時
代
の
貴
族
社
会
に
お
い
て
ど

186一



平安時代の和文作晶における「呼びかけ」の表現形式 （奈部淑子）（2

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
諸
作
品
の
中
に

現
れ
て
い
る
「
呼
び
か
け
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
形
式
を
考
え
、
そ
れ

ら
の
間
に
認
め
ら
れ
る
機
能
や
用
法
の
差
異
を
論
じ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な

い
。

　
そ
こ
で
本
稿
は
、
平
安
時
代
の
貴
族
社
会
に
お
け
る
言
語
形
式
に
よ
る
「
呼

び
か
け
」
と
い
う
行
為
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
、
そ
の

う
え
で
作
晶
中
に
現
れ
て
い
る
「
呼
び
か
け
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
形

式
の
機
能
や
、
そ
の
効
果
に
つ
い
て
考
察
し
、
い
ま
だ
明
確
に
さ
れ
て
い
な

い
各
表
現
形
式
間
の
差
異
に
つ
い
て
説
明
を
与
え
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
「
呼
び
か
け
」
と
い
う
行
為
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
を
考

え
て
お
き
た
い
。
「
呼
び
か
け
」
と
は
基
本
的
に
会
話
の
場
を
成
立
さ
せ
る
こ

と
を
要
求
し
て
行
わ
れ
る
も
の
、
ま
た
は
既
に
成
立
し
て
い
る
会
話
の
場
に

お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
話
し
手
が
、
対
象
と
な
る
聞
き
手
の
意
識

を
話
し
手
側
に
向
け
る
こ
と
を
意
図
し
て
行
う
も
の
で
あ
り
、
聞
き
手
に
対

し
て
働
き
か
け
よ
う
と
い
う
意
志
が
あ
る
こ
と
を
訴
え
、
話
し
手
が
伝
達
し

よ
う
と
す
る
発
話
内
容
を
受
信
す
る
準
備
を
整
え
る
こ
と
を
、
こ
と
さ
ら
に

要
求
す
る
行
為
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
も
っ
ぱ
ら
表
現
す

る
の
が
「
呼
び
か
け
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
形
式
で
あ
る
と
考
え
る
が
、

こ
の
よ
う
な
話
し
手
の
意
図
に
基
づ
い
て
発
せ
ら
れ
る
形
式
は
様
々
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
発
揮
さ
れ
る
機
能
や
生
じ
て
く
る
効
果
も
、
対
象
と
な

る
聞
き
手
や
そ
の
場
面
、
発
話
中
に
お
け
る
位
置
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
く
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
対
象
と
な
る
聞
き
手
の
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
を
意
図
し

て
発
せ
ら
れ
る
言
語
形
式
を
そ
の
状
況
に
よ
り
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
し
て

考
察
を
行
う
。

§
〈
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
〉
が
現
れ
て
い
る
状
況

タ
イ
フ
ー

タ
イ
フ
H

タ
イ
フ
㎜

会
語
の
場
が

成
立
し
て
い
な
い

成
立
し
て
い
る

成
立
し
て
い
る

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

開
始
さ
れ
て
い
な
い

開
始
さ
れ
て
い
な
い

開
始
さ
れ
て
い
る

　
一
つ
め
の
タ
イ
プ
は
、
対
象
と
な
る
聞
き
手
が
話
し
手
の
存
在
に
気
が
付

い
て
い
な
か
っ
た
り
、
話
し
手
を
受
け
入
れ
ら
れ
る
状
態
に
な
く
、
二
者
の

聞
に
会
話
の
場
が
成
立
し
て
い
な
い
状
況
に
お
い
て
話
し
手
が
会
話
の
場
を

成
立
さ
せ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
開
始
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
行
う
も

の
（
以
下
、
タ
イ
プ
ー
と
す
る
）
で
あ
る
。

一
庭
で
遊
ん
で
い
る
子
供
に
む
か
っ
て
母
親
が
家
の
中
か
ら
声
を
か
け
る
一

飢
「
脇
坤
！
　
郁
斡
！
　
お
や
つ
で
す
よ
　
手
を
洗
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
フ
ァ
ン
シ
ィ
ダ
ン
ス
）

　
二
つ
め
の
タ
イ
プ
は
、
話
し
手
と
闘
き
手
と
の
間
に
会
話
の
場
は
成
立
し

て
い
る
が
、
話
し
手
と
聞
き
手
と
の
聞
に
ま
だ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
始

ま
っ
て
い
な
い
状
況
に
お
い
て
、
話
し
手
が
そ
の
発
話
の
聞
き
手
を
認
定
し
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
始
や
再
開
を
要
求
し
て
行
う
も
の
一
以
下
、
タ
イ

プ
u
と
す
る
一
で
あ
る
。
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- :~ *~Q 
（
四
人
で
話
し
合
い
を
し
て
い
る
場
に
お
い
て
、
そ
の
う
ち
の
一
人
で
あ
る

元
木
が
陽
平
を
闘
き
手
と
し
て
特
定
し
、
認
定
し
て
い
る
）

h
「
ヨ
ー
へ
ー
！
　
オ
レ
は
や
っ
ぱ
り
オ
マ
ェ
の
遊
び
半
分
と
い
う
感
覚

　
に
は
反
対
だ
ね
」
（
フ
ァ
ン
シ
ィ
）

　
三
つ
め
の
タ
イ
プ
は
、
話
し
手
と
聞
き
手
の
聞
に
会
話
の
場
が
成
立
し
、

既
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ
ョ
ン
が
営
ま
れ
て
い
る
状
況
に
お
い
て
行
わ
れ
る
、

会
話
の
流
れ
の
申
で
の
も
の
一
以
下
、
タ
イ
プ
㎜
と
す
る
一
で
あ
る
。

（
男
性
〈
梶
山
〉
に
幻
滅
し
た
女
性
〈
ち
か
こ
〉
が
帰
ろ
う
と
し
て
い
る
）

α
「
ず
い
ぶ
ん
…
　
特
殊
な
ご
友
人
を
お
持
ち
だ
っ
て
ウ
ワ
サ
は
聞
い
て

た
け
ど
　
ち
か
こ
…
　
ホ
モ
と
悪
趣
味
な
冗
談
と
新
宿
は
キ
ラ
イ
な
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
≦

　
そ
れ
に
す
ぐ
に
流
行
に
と
び
つ
く
ケ
i
ハ
ク
そ
1
な
人
た
ち
も
ヨ
　
梶

妻山
君
　
ち
か
こ
と
の
こ
と
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
ね
　
失
礼
す
る
わ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
フ
ァ
ン
シ
ィ
）

　
「
呼
び
か
け
」
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
表
現
形
式
の
基
本
的
な
機
能
は
、
話

し
手
が
そ
の
会
話
に
お
け
る
聞
き
手
を
認
定
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

開
始
を
要
求
す
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
右
に
示
し
た
タ
イ
プ
ー
と
n

が
そ
れ
に
該
当
す
る
。
会
話
の
場
が
成
立
し
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

話
し
手
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ
ョ
ン
の
開
始
を
要
求
し
て
行
う
も
の
は
い
わ
ゆ

る
「
呼
び
か
け
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
タ
イ
プ
ー
、
n
に
お

い
て
用
い
ら
れ
る
表
現
形
式
は
、
既
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ
ョ
ン
が
営
ま
れ
て

い
る
中
で
交
わ
さ
れ
る
発
話
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
り
（
タ
イ
プ

皿
・
例
α
）
、
目
の
前
に
対
象
と
な
る
闘
き
手
が
存
在
し
て
い
な
い
場
合
や
対

象
が
故
人
で
あ
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
タ
イ
プ
㎜
の
よ
う
な

状
況
に
お
い
て
表
現
形
式
が
発
揮
す
る
機
能
は
、
話
し
手
が
聞
き
手
の
注
意

を
よ
り
引
き
付
け
、
以
下
に
続
く
謡
し
手
の
伝
達
し
た
い
と
考
え
る
〈
疑
問
〉

や
〈
要
求
〉
な
ど
の
意
志
を
聞
き
手
に
確
実
に
受
け
入
れ
て
も
ら
う
こ
と
を

意
図
し
て
対
象
を
聞
き
手
と
し
て
改
め
て
認
定
す
る
こ
と
に
あ
り
、
「
呼
び
か

け
」
の
基
本
的
な
機
能
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
呼
び
か
け
し

の
表
現
と
依
頼
・
要
求
の
表
現
や
感
動
の
表
現
と
が
近
づ
い
て
い
る
よ
う
に

感
じ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
り
、
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
の

み
の
発
話
の
中
に
は
、
そ
の
場
面
や
文
脈
か
ら
そ
れ
が
発
話
者
の
依
頼
・
要

求
の
意
志
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
例
が
認
め
ら
れ
、
ま
た
、
和
歌
申

に
お
い
て
自
然
界
の
動
植
物
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
や
既
に
故
人

と
な
っ
て
い
る
対
象
に
向
け
て
行
わ
れ
て
い
る
「
呼
び
か
け
」
は
、
感
動
の

表
現
に
近
づ
い
て
い
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
対
象
と
な
る
聞
き
手
が
生
き
て
そ
の
場
に
存
在
し
て

い
る
場
合
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
、
聞
き
手
の
注
意
を
喚
起
し
、
そ
の
対
象
を

会
話
に
お
け
る
闘
き
手
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
を
意
図
し
て
行
わ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
表
現
形
式
が
具
体
的
な
話
し
手
の
意
志
内
容
を
伝

達
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
〈
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
〉
と

し
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。
〈
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
〉
を
こ
の
よ
う
に
定
義
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
呼
び
か
け
」
と
は
異
な
る
タ
イ
プ
皿
の
よ

う
な
状
況
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
例
も
考
察
の
対
象
に
含
ま
れ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
既
に
開
始
さ
れ
て
い
る
場
合

と
、
開
始
さ
れ
て
い
な
い
場
合
と
で
は
表
現
形
式
の
発
揮
す
る
機
能
は
異
な
っ

て
く
る
が
、
闘
き
手
の
注
意
を
喚
起
さ
せ
よ
う
と
い
う
意
図
が
働
い
て
い
る

点
で
は
同
じ
で
あ
る
と
考
え
る
た
め
で
あ
り
、
各
表
現
形
式
間
の
差
異
を
考
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（奈部淑子）（4）平安時代の和文作品における「呼びかけ」の表現形式

察
す
る
に
は
有
効
な
基
準
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
「
呼
び
か
け
」
に
用
い

ら
れ
る
表
現
形
式
を
、
「
呼
掛
語
」
と
「
呼
掛
句
」
と
に
分
け
る
研
究
者
も
あ

る
が
誉
、
こ
こ
で
は
両
者
を
と
も
に
〈
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
〉
と
し
て
考

察
を
行
う
こ
と
に
す
る
一
和
歌
中
の
例
は
こ
こ
で
は
考
察
対
象
と
し
な
い
一
。

　
右
に
示
し
た
墓
準
を
も
っ
て
平
安
時
代
の
和
文
作
品
に
現
れ
て
い
る
「
呼

び
か
け
」
の
表
現
数
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
た
。

1「呼びかけ」の表現の総数表（A）

伊勢 9（9）

大和 8（4）歌
物
語

平中 2（2）

篁 1（1）

竹取 6
うつほ 92（10）

落窪 26（2）作
り
物
語

源氏 49（19）

浜松 4（1）

狭衣 17（9）

堤中 8
土佐 2（1）

蜻蛉 6（4）

紫式部 4日
記

和泉 ユ

更級 5（2）

讃岐 2（1）

随 枕草子 9（2）

栄華 23（9）歴
史 大鏡 16（4）

合計 290（80）

※（）内の数は内数で

　和歌中の例数を表す。

表
（
A
一
に
示
し
た
よ
う
に
、
和
歌
（
歌
謡
一
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
を

除
く
と
、
そ
の
数
は
決
し
て
多
い
と
は
言
え
ず
、
調
査
を
行
っ
た
資
料
の
中

で
最
も
長
編
作
品
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
よ
り
も
本
文
の
分
量
が
少
な
い
『
今

昔
物
語
集
』
の
本
朝
部
に
は
三
百
例
以
上
の
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
が
認
め

ら
れ
る
こ
と
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
差
は
歴
然
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
何
故
、

平
安
時
代
の
和
文
作
品
に
は
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
が
あ
ま
り
見
当
た
ら
な

い
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
作
品
中
に
描
か
れ
て
い
る
社
会
背

景
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
「
呼
び
か
け
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
形
式
の
例
数
を
タ
イ
プ
別

に
示
す
と
表
一
B
）
の
よ
う
に
な
り
、
タ
イ
プ
ー
の
「
呼
び
か
け
」
は
、
同
じ

く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ
ョ
ン
の
開
始
を
要
求
し
て
行
わ
れ
る
タ
イ
プ
n
に
比
べ
、

例
数
が
少
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。

§各タイプにおけるr呼びかけ」の表現の例数表（B）

作品名 I n ㎜ 消急 和歌 合計

伊勢 9 9
大和 4 4 8歌

物
語

平中 2 2
篁 1 ！

竹取 2 3 1 6
つつほ 1工 40 31 13 10 且05

落窪 7 13 4 3 2 29

作
　
り
　
物
　
語

源氏 7 19 4 1 19 50

浜松 3 1 1 5
狭衣 1 3 4 9 17

堤中 2 5 1 8
土佐 1 1 2
蜻蛉 2 2 4 8
紫式部 4 4日

記
和泉 1 2 3
更級 2 1 2 5
讃妓 1 1 2

随 枕草子 2 4 i 2 9
栄華 9 3 2 9 23歴

史 大鏡 3 3 6 4 16

合計 51 101 58 22 80 312

※表中のブランクはゼロを表す。また、消息中と

　和歌中の例数は参考に示してある。

そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
「
呼
び
か
け
」
と
い
う
行
為
が
当
時
の
貴
族
社
会
に
お

い
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　
こ
れ
か
れ
、
「
夜
更
け
ぬ
」
と
消
息
申
せ
ば
、
「
え
闘
こ
え
ず
」
と
の

み
申
す
。
孤
王
．
α
君
創
、
脇
び
剤
也
で
、
「
御
跡
の
方
よ
り
、
忍
び
て
ま
う
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で
て
、
申
せ
。
『
度
々
、
「
ま
か
で
さ
せ
ず
」
と
の
み
あ
れ
ば
、
思
ほ
え

ず
、
敵
な
ど
持
ち
給
へ
れ
ば
、
後
ろ
め
た
さ
に
、
御
迎
へ
に
』
な
ど
申

し
給
へ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
「
聞
一
」
え
む
」
と
て
、
御
跡
の
方
よ
り
、
や

を
ら
す
べ
り
入
る
を
、
宮
、
大
殿
籠
り
起
く
る
や
う
に
て
、
い
と
荒
く

走
り
踏
ま
せ
給
へ
ば
、
御
脇
息
に
倒
れ
か
か
り
て
、
腰
を
っ
き
そ
き
っ
。

御
屏
風
・
御
几
帳
も
、
こ
ほ
こ
ほ
と
倒
れ
ぬ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
う
つ
ほ
物
語
』
蔵
開
・
下
　
叫
五
九
三
）

　
こ
こ
に
挙
げ
た
の
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
一
節
で
あ
る
。
右
大
臣
源
正
頼

は
春
宮
に
入
内
し
て
い
る
娘
・
藤
壷
一
あ
て
宮
一
を
退
出
さ
せ
る
べ
く
車
を
仕

立
て
て
迎
え
に
参
っ
た
の
で
あ
る
が
、
寵
妃
で
あ
る
藤
壷
を
宮
中
に
留
め
た

い
と
考
え
る
春
宮
は
な
か
な
か
里
下
が
り
を
許
そ
う
と
し
な
い
。
夜
も
更
け

て
き
た
た
め
、
正
頼
が
孫
王
の
君
と
い
う
女
房
に
、
春
宮
に
藤
壷
の
退
出
許

可
を
賜
り
た
い
と
い
う
意
向
を
伝
え
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

孫
王
の
君
は
正
頼
の
意
向
を
受
け
て
局
の
中
に
戻
っ
て
い
く
が
、
そ
れ
を
聞

く
ま
い
と
春
宮
が
子
供
っ
ぽ
い
反
抗
を
し
て
い
る
様
子
か
ら
、
正
頼
と
東
宮

の
物
理
的
な
距
離
は
決
し
て
大
き
な
も
の
で
は
な
く
、
正
頼
の
声
は
春
宮
の

耳
に
も
入
っ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
平
安
時
代
の
貴
族
社
会
に
お
い
て

は
、
実
際
に
声
の
届
く
距
離
に
あ
っ
て
も
直
接
声
を
か
け
た
り
せ
ず
、
お
付

き
の
女
房
な
ど
の
伸
介
を
経
た
う
え
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ

る
と
い
う
手
順
が
踏
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
こ
に
引
用
し
た
部
分
か
ら
伺

え
る
の
で
あ
る
。

　
平
安
時
代
の
貴
族
社
会
に
お
い
て
、
対
象
と
な
る
聞
き
手
を
特
定
し
、
聞

き
手
の
意
識
を
話
し
手
側
に
む
け
、
会
話
の
場
を
成
立
さ
せ
た
い
と
い
う
意

志
が
あ
る
こ
と
を
伝
達
す
る
場
合
に
は
、
右
に
示
し
た
例
の
よ
う
な
方
法
が

と
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
環
境
下
で
は
、
会
話
の

場
を
成
立
さ
せ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
開
始
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
、

軽
々
し
く
唐
突
に
聞
き
手
の
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
の
形
式
を
発
す
る
と
い

う
こ
と
は
一
般
的
に
は
起
こ
り
に
く
い
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
行
為
は

貴
族
杜
会
に
お
け
る
共
通
認
識
を
無
視
し
た
振
る
舞
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
推

測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
行
為
が
作
品
中
に
お
い
て
具

体
的
な
表
現
を
も
っ
て
描
写
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
平
安
時
代
の
貴
族
社
会
に
お
い
て
一
般
に
、
話
し

手
側
に
向
い
て
い
な
い
聞
き
手
の
意
識
を
向
け
さ
せ
、
会
話
の
場
を
成
立
さ

せ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ
ョ
ン
の
開
始
を
要
求
す
る
と
い
う
タ
イ
プ
ー
の
「
呼

び
か
け
」
は
、
既
に
会
話
の
場
が
成
立
し
て
い
る
状
況
（
タ
イ
プ
n
・
㎜
）
に

お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
に
比
．
べ
起
こ
り
に
く
い
も
の
で
あ
り
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i

シ
ョ
ン
の
理
想
的
な
あ
り
方
を
逸
脱
し
た
行
為
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
来
起
こ
り
に
く
い
行
為
で
あ
り
、
作
品
中
に
そ
れ
が
具
体
的
な
表
現
を

も
っ
て
描
か
れ
る
こ
と
も
少
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
呼
び
か
け
」
の
表

現
で
あ
る
が
、
タ
イ
プ
別
に
見
る
と
、
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
現
れ
方
に
偏
り
の

認
め
ら
れ
る
表
現
形
式
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
の
よ
う
な
表

現
形
式
に
つ
い
て
以
下
で
そ
の
機
能
の
差
異
を
考
察
す
る
。

二

　
そ
れ
で
は
ま
ず
こ
こ
に
、

タ
イ
プ
に
分
け
た
と
き
の

「
呼
び
か
け
」
が
行
わ
れ
て
い
る
状
況
を
三
っ
の

「
呼
び
か
け
」
の
表
現
形
式
の
出
現
状
況
を
示
す
。
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平安時代の和文作品におけるr呼びかけ」の表現形式 （奈部淑子）（6）

§
各
タ
イ
プ
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
形
式

表
一
C
一

1

n

官
職
名
、
固
有
名
詞
、
女
房
の
召
し
名
、

特
定
複
数
を
指
す
名
詞

「
や
や
」

「
1
こ
そ
」

「
あ
が
1
」
「
わ
が
ー
」

「
ー
よ
」
「
ー
や
」

　
「
1
こ
そ
」
・
「
1
よ
」
－
「
ー
や
」
の
「
－
」
部
分
に
は
、
「
少
納
一
言
の
君
」

な
ど
の
呼
称
が
入
る
。
ま
た
、
「
あ
が
1
」
・
「
わ
が
－
」
の
「
－
」
部
分
に

は
「
君
」
な
ど
の
人
称
名
詞
、
「
仏
し
な
ど
の
名
詞
が
下
接
す
る
。
特
定
複

数
を
指
す
名
詞
と
は
「
人
々
」
・
「
男
ど
も
」
な
ど
で
あ
る
。

　
1
・
n
・
唖
の
三
タ
イ
プ
全
て
に
渡
っ
て
用
い
ら
れ
る
形
式
が
認
め
ら
れ

る
の
は
、
現
代
日
本
語
に
お
け
る
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
を
思
い
合
わ
せ
て

み
れ
ば
頷
け
る
現
象
で
あ
ろ
う
。
固
有
名
詞
や
官
職
名
、
女
房
の
召
し
名
な

ど
は
対
象
と
な
る
聞
き
手
を
複
数
の
人
物
の
中
か
ら
特
定
す
る
こ
と
が
可
能

な
名
詞
で
あ
り
、
呼
称
と
し
て
採
用
さ
れ
や
す
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
「
呼
び

か
け
」
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
く
、
会
話
の
ど
の
位
置
に
も

現
れ
得
る
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
固
有
名
詞
や
官
職
名
、
女
房

の
召
し
名
な
ど
の
呼
称
に
よ
る
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
が
、
「
呼
び
か
け
」
の

表
現
形
式
と
し
て
は
特
別
な
傾
き
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て

お
り
、
逆
に
言
え
ば
、
特
別
な
傾
き
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

三
タ
イ
プ
に
渡
っ
て
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
名
詞
は
会
話
に

お
い
て
二
人
称
を
表
す
形
式
と
し
て
も
選
択
さ
れ
易
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
調
査
を
行
っ
た
範
囲
に
お
い
て
「
な
む
ぢ
」
・
「
き
む
ぢ
」
・
「
君
」
な
ど

の
二
人
称
を
表
す
人
称
名
詞
が
あ
ま
り
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
無
関
係

で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
呼
び
か
け
」
を
行
う
と
き
だ
け
で
な
く
、
会

話
に
お
け
る
聞
き
手
を
二
人
称
と
し
て
指
し
示
す
場
合
に
お
い
て
も
官
職
名

や
固
有
名
詞
、
女
房
の
召
し
名
な
ど
に
よ
る
呼
称
の
ほ
う
が
選
択
さ
れ
易
い

と
い
う
の
は
、
現
代
日
本
語
に
も
認
め
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。
二
人
称
を
表

す
人
称
名
詞
を
用
い
る
こ
と
に
は
特
別
な
意
味
合
い
、
も
し
く
は
何
ら
か
の

制
約
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
三
タ
イ
プ
に
渡
つ
て
出
現
可
能
な
形
武
が
認
め
ら
れ
る
一
方
で
、
表
中
に

ブ
ラ
ン
ク
を
持
つ
形
式
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
本
節
以
降
で
は
、
タ
イ
プ

に
よ
っ
て
出
現
に
偏
り
が
認
め
ら
れ
る
「
や
や
」
・
「
1
こ
そ
」
・
「
あ
が
君
」

（
「
あ
が
君
や
」
・
「
あ
が
君
あ
が
君
」
も
同
時
に
扱
う
）
の
表
現
形
式
に
つ
い

て
考
察
を
行
う
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
タ
イ
プ
ー
に
お
い
て
の
み
用
い
ら
れ

て
い
る
「
や
や
」
と
い
う
表
現
形
式
に
つ
い
て
考
え
る
。
現
代
日
本
語
に
お

い
て
は
「
ね
え
」
・
「
お
い
」
な
ど
の
感
動
詞
と
さ
れ
る
形
式
が
タ
イ
プ
n
や

皿
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
、
こ
の
「
や
や
」
は
タ
イ
プ
ー
に
し

か
例
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
っ
ぎ
に
例
を
挙
げ
る
。

　
少
将
う
ち
笑
ひ
て
、
「
い
か
“
見
は
な
し
侍
ら
ん
」
と
て
、
た
ち
て
、

曹
司
に
お
は
し
て
見
給
へ
ば
、
ま
だ
臥
し
給
へ
り
。
又
、
し
れ
が
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
妻

う
を
か
し
う
て
、
「
や
・
、
起
き
給
へ
。
闘
ゆ
べ
き
事
あ
り
て
な
ん
ま
う

で
来
た
る
一
と
の
給
へ
ば
、
足
手
あ
は
せ
て
、
い
と
よ
く
の
び
く
し

て
、
辛
う
じ
て
起
き
出
で
、
手
洗
ひ
居
た
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
落
窪
物
語
』
巻
之
二
　
弘
二
一
九
）

　
こ
れ
は
遣
頼
が
、
ま
だ
眠
っ
て
い
た
面
白
の
駒
を
起
こ
そ
う
と
し
て
い
る

場
面
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
「
や
や
」
と
い
う
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
が
見
え
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る
。
右
に
引
用
し
た
部
分
か
ら
解
る
よ
う
に
、
面
白
の
駒
は
眠
っ
て
お
り
、

道
頼
が
近
く
に
い
る
こ
と
に
気
づ
く
由
も
な
い
。
対
象
と
な
る
聞
き
手
が
、

呼
び
か
け
ら
れ
る
ま
で
話
し
手
の
存
在
や
働
き
か
け
よ
う
と
い
う
意
図
に
全

く
気
づ
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
他
の
十
七
例
を
見
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
も

闘
き
手
が
眠
っ
て
い
る
場
合
や
、
意
識
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
状
態
、
起

き
て
は
い
て
も
話
し
手
の
存
在
に
気
が
付
い
て
い
な
い
場
合
に
発
せ
ら
れ
て

お
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
「
や
や
」
と
い
う
形
式
は
、
話
し
手
側
に
向
い
て
い

な
い
闘
き
手
の
意
識
を
向
け
さ
せ
、
会
話
の
場
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
を
意
図

し
て
「
呼
び
か
け
」
を
行
う
場
含
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

　
す
る
と
、
話
し
手
側
に
向
い
て
い
な
い
聞
き
手
の
意
識
を
向
け
さ
せ
、
会

話
の
場
の
成
立
を
要
求
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
「
や
や
」
と
い
う
形
式
は
、

「
呼
び
か
け
」
と
い
う
行
為
の
、
最
も
基
本
的
な
機
能
を
発
揮
す
る
表
現
形
式

で
あ
る
と
一
冒
え
る
。
「
や
や
」
だ
け
で
は
対
象
と
な
る
聞
き
手
を
複
数
の
人
聞

の
中
か
ら
特
定
す
る
と
い
う
機
能
は
果
た
さ
れ
な
い
た
め
、
公
的
な
、
複
数

の
人
間
が
存
在
し
て
い
る
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

相
対
的
な
上
下
関
係
や
親
疎
を
反
映
す
る
よ
う
な
現
れ
か
た
も
認
め
ら
れ
ず
、

こ
の
形
式
は
待
遇
意
識
を
表
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

は
「
や
や
」
が
話
し
手
側
に
向
い
て
い
な
い
闘
き
手
の
意
識
を
向
け
さ
せ
、

会
話
の
場
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
を
要
求
す
る
と
い
う
機
能
を
発
揮
す
る
形
式

で
あ
っ
た
た
め
、
相
対
的
上
下
関
係
や
親
疎
を
間
わ
ず
、
こ
の
機
能
が
求
め

ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と

考
え
る
。
こ
の
「
や
や
」
と
い
う
形
式
を
用
い
て
「
呼
び
か
け
」
を
行
う
こ

と
は
、
当
時
の
貴
族
社
会
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
理
想
的
な
あ

り
方
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
一
般
的
な
手
順
を
無
視
し
た
行
為
で
あ
る
と

言
え
る
。
こ
の
形
式
が
用
い
ら
れ
て
い
る
場
面
を
見
て
み
る
と
、
対
象
と
な

る
聞
き
手
が
意
識
不
明
の
状
態
で
あ
っ
た
り
、
今
に
も
絶
命
し
そ
う
な
場
面

で
あ
る
な
ど
、
か
な
り
緊
迫
し
た
状
況
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
例
が
五

例
認
め
ら
れ
、
幼
い
子
供
が
発
し
て
い
る
例
も
認
め
ら
れ
る
茅
。

　
今
回
調
査
を
行
っ
た
範
囲
に
お
い
て
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
に
用
い
ら
れ

て
い
る
感
動
詞
は
「
や
や
」
の
み
蒼
で
あ
り
、
他
は
す
べ
て
呼
称
、
人
称
名

詞
、
固
有
名
詞
、
ま
た
は
こ
れ
ら
に
接
尾
辞
や
間
投
助
詞
が
下
接
し
た
表
現

形
式
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
や
や
」
が
た
だ
一
つ
の
感
動
詞
で
あ
り
、
こ
れ
が

タ
イ
プ
ー
に
お
い
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
現
象
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
タ
イ
プ
n
・
㎜
に
お
け
る
ブ
ラ
ン
ク
は
偶
然
の
も
の
で
は

な
く
、
「
や
や
」
の
発
揮
す
る
機
能
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考

え
る
。
タ
イ
プ
ー
に
お
い
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
会
話

の
場
が
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い
状
況
に
お
い
て
そ
れ
を
成
立
さ
せ
得
る
だ
け

の
喚
起
性
を
「
や
や
」
が
有
し
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、

「
呼
び
か
け
」
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
人
称
名
詞
や
固
有
名
詞
に
対

し
、
感
動
詞
で
あ
る
「
や
や
」
は
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
と
し
て
純
粋
な
形

式
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
次
節
か
ら
は
、
こ
の
「
や
や
し
と

他
の
形
式
を
比
較
し
な
が
ら
考
察
を
す
す
め
る
。

三

　
本
節
で
は
タ
イ
プ
ー
と
n
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
、
「
右
近
の
君
」
の

よ
う
な
呼
称
に
接
尾
辞
「
こ
そ
」
が
下
接
し
た
形
式
一
以
下
丁
こ
そ
」
と
す

る
一
に
っ
い
て
考
察
す
る
。
っ
ぎ
に
例
を
挙
げ
る
。
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男
ど
も
す
こ
し
や
り
て
、
透
垣
の
っ
ら
な
る
群
薄
の
し
げ
き
し
た
に

か
く
れ
て
見
れ
ば
、
「
警
。
明
け
や
し
ぬ
ら
む
。
い
で
て

見
給
へ
」
と
言
ふ
。
よ
き
ほ
ど
な
る
童
の
、
や
う
だ
い
を
か
し
げ
な
る
、

い
た
う
萎
え
す
ぎ
て
宿
直
姿
な
る
、
蘇
芳
に
や
あ
ら
む
、
っ
や
・
か
な

る
に
、
う
ち
す
き
た
る
髪
の
裾
、
小
桂
に
映
え
て
、
な
ま
め
か
し
。
月

の
明
き
方
に
扇
を
さ
し
か
く
し
て
、
「
月
と
花
と
を
」
と
口
ず
さ
み
て
、

花
の
方
へ
歩
み
く
る
に
、
驚
か
さ
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
し
ば
し
見
れ
ば
、

お
と
な
し
き
人
の
、
「
す
ゑ
み
っ
は
、
な
ど
か
今
ま
で
起
き
ぬ
ぞ
。
鰍
砂

…
君
こ
そ
。
こ
・
な
り
つ
る
。
参
り
給
へ
」
と
言
ふ
は
、
も
の
へ
詣
づ
る

な
る
べ
し
。

　
　
　
　
　
　
　
（
『
堤
中
納
言
物
語
』
花
櫻
を
る
少
将
　
弘
三
六
八
）

　
「
ー
こ
そ
」
は
、
調
査
を
行
っ
た
範
囲
に
お
い
て
十
三
例
認
め
ら
れ
た
。

こ
の
「
1
こ
そ
」
に
つ
い
て
は
森
野
宗
明
氏
が
、
「
対
等
以
下
と
し
て
と
ら
え

ら
れ
る
聞
き
手
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
、
「
改
ま
っ
た
態

度
で
接
す
る
の
が
当
然
と
判
断
さ
れ
る
よ
う
な
場
面
で
は
、
ま
ず
、
用
い
ら

れ
る
よ
う
な
表
現
で
は
な
か
っ
た
」
こ
と
、
ま
た
、
「
場
面
と
密
着
し
て
そ
の

使
用
が
規
制
さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
で
、
子
供
の
会
話
内
で
は
自
由
に
用
い
ら

れ
て
い
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
拾
ら
れ
る
一
森
野
一
九
六
八
一
。

こ
れ
は
右
に
挙
げ
た
『
堤
申
檀
言
物
語
』
の
例
に
お
い
て
、
描
か
れ
て
い
る

の
が
女
房
た
ち
の
私
的
な
空
聞
で
あ
り
、
丁
こ
そ
」
が
女
房
や
女
童
の
間
に

既
に
成
立
し
て
い
る
会
話
の
場
に
お
い
て
交
わ
さ
れ
て
い
る
発
話
の
中
に
現

れ
て
い
る
（
タ
イ
プ
n
）
こ
と
か
ら
も
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
の
「
ー
こ
そ
」
の

発
話
中
に
お
け
る
位
置
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
一
例
を
除
い
て
全
て
短
い

発
話
の
冒
頭
に
現
れ
て
お
り
誉
、
こ
の
点
に
お
い
て
「
－
こ
そ
」
は
「
や
や
」

と
似
通
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
形
式
が
子
供
の
発
話
に
目
立
っ
て
認
め

ら
れ
る
と
い
う
の
も
、
そ
の
場
面
や
聞
き
手
と
の
相
対
的
上
下
関
係
を
理
解

し
た
う
え
で
表
現
形
式
を
選
択
す
る
こ
と
が
可
能
な
年
齢
に
達
し
て
い
な
い
、

「
子
供
ら
し
さ
」
を
印
象
づ
け
る
こ
と
が
可
能
な
形
式
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て

い
た
た
め
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
「
や
や
」
と
比
較
し
て
異
な
る
の
は
、
対
象

と
な
る
聞
き
手
が
眠
っ
て
い
た
り
、
意
識
を
失
っ
て
い
た
り
と
い
う
例
が
な

い
点
、
聞
き
手
の
意
識
が
既
に
話
し
手
側
に
向
い
て
お
り
、
会
話
の
場
が
成

立
し
て
い
る
状
況
に
お
い
て
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
点
、
幼
い
子
供
の

発
話
申
に
認
め
ら
れ
る
例
を
除
い
て
は
、
相
対
的
上
下
関
係
に
お
い
て
森
野

氏
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
な
一
定
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
点
で

あ
る
。
先
に
分
類
し
た
タ
イ
プ
ー
、
n
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
形
式
で
あ
る

丁
こ
そ
」
は
聞
き
手
を
認
定
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
開
始
す
る
こ
と

を
要
求
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
始
を
要
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
会
話
の
場
を
成
立
さ
せ
る

こ
と
を
同
時
に
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
場
合
も
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
。

　
さ
ら
に
「
－
こ
そ
」
は
一
般
名
詞
や
官
職
名
な
ど
に
よ
る
呼
称
に
下
接
し

て
対
象
と
な
る
聞
き
手
を
特
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
同
じ
く
一
般
名

詞
や
官
職
名
な
ど
に
下
接
し
て
用
い
ら
れ
る
「
1
よ
」
・
「
－
や
」
と
比
較
し

て
み
る
。
っ
ぎ
に
「
ー
よ
」
の
例
を
挙
げ
る
。

殿
の
う
ち
と
も
に
、
い
け
ら
く
に
使
ふ
べ
き
物
ど
も
、
い
と
多
か
り
。

そ
の
く
し
の
前
に
、
十
一
間
の
檜
皮
屋
あ
り
。
そ
れ
は
納
殿
に
て
、
米
・

よ
ろ
づ
の
物
を
納
め
た
り
。
か
か
れ
ば
、
藤
壷
、
「
思
ほ
え
ず
、
富
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻

せ
さ
せ
給
へ
る
か
な
。
あ
な
憂
。
君
よ
、
あ
い
な
頼
み
し
て
、
居
眠
り

し
給
は
む
に
」
。
北
の
方
、
「
な
ど
か
。
さ
も
眠
ら
ま
ほ
し
う
な
む
。
こ
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の
三
条
と
い
ふ
所
は
、
ま
だ
、
京
に
も
上
ら
ざ
り
け
る
時
、
設
け
た
り

け
る
と
か
や
。
『
こ
の
あ
め
る
者
の
具
に
』
と
ぞ
、
す
な
は
ち
よ
り
言
ふ

め
る
。
さ
れ
ば
、
あ
い
な
頼
め
に
も
あ
ら
じ
や
」
と
聞
こ
え
給
へ
ば
、
「
ま

こ
と
や
、
な
ど
、
そ
の
め
づ
ら
し
人
は
。
そ
れ
も
や
、
何
な
ら
ば
、
隠

し
給
は
む
と
す
る
」
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
う
つ
ほ
物
語
』
国
譲
・
上
　
砕
六
四
三
）

　
こ
れ
は
、
出
産
の
た
め
に
里
下
が
り
を
し
た
藤
壷
（
あ
て
宮
）
が
、
涼
か
ら

の
彩
し
い
進
物
を
受
け
、
涼
の
妻
・
さ
ま
宮
に
礼
を
述
べ
て
い
る
場
面
で
あ

る
。
あ
ま
り
の
豪
華
さ
に
驚
き
を
隠
せ
な
い
藤
壷
で
あ
る
が
、
「
居
眠
り
を
し

て
い
る
間
に
消
え
て
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
し
ら
」
と
、
茶
目
っ

気
の
あ
る
物
言
い
を
し
て
い
る
、
そ
の
発
謡
に
「
君
よ
」
琴
と
い
う
「
呼
び

か
け
」
の
表
現
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
会
話
の
場
が
既
に
成
立
し
て
い
る

中
で
交
わ
さ
れ
た
発
話
の
申
程
に
現
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
タ
イ
プ

㎜
に
当
た
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
「
1
こ
そ
」
に
は
こ
の
よ
う
な

位
置
に
現
れ
て
い
る
例
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
例
を
含
め
て
、
「
－
よ
」
は

調
査
の
結
果
十
三
例
認
め
ら
れ
た
が
、
う
ち
八
例
は
和
歌
中
に
お
い
て
用
い

ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
和
歌
申
の
例
を
除
く
と
そ
の
例
数
は
丁
こ
そ
」
・

丁
や
」
に
較
べ
や
や
少
な
め
で
あ
る
。
ま
た
和
歌
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
の

は
「
1
よ
」
の
み
で
、
丁
こ
そ
」
・
「
ー
や
」
の
例
は
認
め
ら
れ
ず
、
和
歌
に

お
け
る
「
呼
び
か
け
」
の
対
象
は
自
然
界
の
動
植
物
等
の
無
情
物
に
む
け
ら

れ
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
誉
。
ま
た
発
語
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
申

に
も
、
対
象
と
な
る
聞
き
手
が
目
の
前
に
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
、
本
稿

に
お
け
る
「
呼
び
か
け
」
の
条
件
に
欠
け
る
状
況
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
て
い

る
例
が
一
例
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
丁
よ
」
は
話
し
手
側
に

向
い
て
い
な
い
聞
き
手
の
意
識
を
向
け
さ
せ
、
会
話
の
場
を
成
立
さ
せ
て
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
始
を
要
求
す
る
と
い
う
意
図
が
働
い
て
い
る
場

合
一
タ
イ
プ
ー
一
に
は
用
い
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。

　
「
1
や
」
に
っ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
そ
う
で
あ
る
。
っ
ぎ
に
例
を

挙
げ
る
。　

中
將
の
君
も
、
く
は
し
く
闘
き
給
ふ
こ
と
な
れ
ば
、
え
し
も
ま
め
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

た
ず
。
少
將
と
藤
の
侍
從
と
は
、
「
い
と
か
ら
し
」
と
思
ひ
た
り
。
「
あ

…そむ
や
。
さ
や
う
の
お
ち
葉
を
だ
に
ひ
ろ
へ
。
人
わ
ろ
き
名
の
、
後
の

世
に
の
こ
ら
む
よ
り
は
、
お
な
じ
か
ざ
し
に
て
慰
め
む
に
、
な
で
う
こ

と
か
あ
ら
む
」
と
、
弄
じ
給
ふ
や
う
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
常
夏
　
三
巻
μ
二
二
）

　
こ
れ
は
、
近
江
の
君
が
お
よ
そ
権
門
貴
族
の
姫
君
ら
し
く
な
い
娘
で
あ
る

と
い
う
噂
を
承
知
の
上
で
、
光
源
氏
が
辮
の
少
將
（
紅
梅
）
を
通
し
て
内
大
臣

へ
の
あ
て
こ
す
り
室
言
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
光
源
氏
は
夕
霧
に
む
け
て

皮
肉
め
い
た
こ
と
を
口
に
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
発
話
も
聞
接
的
に
内
大

臣
を
椰
楡
す
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
発
話
の
冒
頭
に
、
「
あ
そ
む
や
」
※
9

と
い
う
夕
霧
に
む
け
ら
れ
た
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ

は
酒
宴
の
席
に
お
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
発
話
の
前
に
も
人
々

の
間
で
会
話
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
会
話
の
場
は
既
に
成
立
し
て
お

り
、
光
源
氏
が
聞
き
手
と
し
て
夕
霧
を
認
定
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の

開
始
を
意
図
し
て
発
し
た
も
の
一
タ
イ
プ
n
一
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
ー
や
」

は
「
あ
が
一
わ
が
）
君
や
」
を
除
く
と
こ
の
例
を
含
め
て
七
例
認
め
ら
れ
る
の
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で
あ
る
が
、
う
ち
一
例
は
消
息
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、

「
ド
よ
」
と
同
様
に
タ
イ
プ
ー
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
見
出
せ
ず
、

会
話
の
場
を
成
立
さ
せ
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
始
を
要
求
す
る
形
式

で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
考
察
を
行
っ
た
「
1
こ
そ
」
は
話
し
手
が
闘
き
手
を
認
定
し
、
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ
ョ
ン
を
開
始
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
り
、

結
果
的
に
「
や
や
」
と
同
じ
よ
う
に
、
話
し
手
側
に
向
い
て
い
な
い
聞
き
手

の
意
識
を
向
け
さ
せ
、
会
話
の
場
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
に

な
る
場
合
が
あ
る
が
、
闘
き
手
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ
ョ
ン
を
開
始
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
と
確
認
一
も
し
く
は
推
定
一
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
発
せ
ら
れ

る
表
現
形
式
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
タ
イ
プ

㎜
や
消
息
中
に
お
い
て
「
－
こ
そ
」
の
例
が
見
出
せ
な
い
こ
と
か
ら
裏
付
け

ら
れ
よ
う
。
資
料
の
制
限
が
あ
る
た
め
断
定
す
る
こ
と
は
危
ぶ
ま
れ
る
が
、

こ
の
ブ
ラ
ン
ク
は
「
1
こ
そ
」
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
始
を
要
求
し

て
発
せ
ら
れ
る
形
式
で
あ
っ
た
た
め
、
生
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。
タ
イ
プ
ー
に
お
い
て
は
用
い
ら
れ
る
が
、
タ
イ
プ
㎜
に
お
い
て
用
い

ら
れ
て
い
る
例
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
「
1
こ
そ
」
は

丁
よ
」
・
丁
や
」
の
よ
う
な
間
投
助
詞
が
呼
称
に
下
接
し
た
形
式
と
は
異
な

る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
官
職
名
や
女
房
の
召
し
名
に

よ
る
呼
称
が
三
タ
イ
プ
に
渡
っ
て
現
れ
る
の
に
対
し
、
そ
れ
ら
に
下
接
し
て

「
呼
び
か
け
」
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
丁
こ
そ
」
と
「
1
よ
」
・
丁
や
」

が
、
そ
れ
ぞ
れ
ブ
ラ
ン
ク
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
発
揮
す
る
機

能
が
同
じ
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
こ
そ
」

は
呼
称
に
結
び
付
い
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
後
に
固
有
名
詞

や
召
し
名
の
一
部
と
し
て
提
え
ら
れ
、
用
い
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、

「
よ
」
・
「
や
」
に
は
こ
の
よ
う
な
用
法
の
拡
張
が
見
出
せ
な
い
こ
と
も
、
丁
こ

そ
」
と
「
ー
よ
」
・
丁
や
」
と
の
差
異
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
丁
こ
そ
」
が
対
等
以
下
と
捉
え
ら
れ
る
よ
う
な
聞
き
手
に
向
け
て
で
あ
っ

て
も
、
公
的
な
場
に
お
い
て
嗜
み
深
い
人
物
が
発
し
て
い
る
よ
う
な
例
は
見

出
せ
ず
、
「
呼
び
か
け
」
を
直
接
行
っ
て
も
失
礼
に
当
た
ら
な
い
打
ち
解
け
た

相
手
、
場
面
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の

よ
う
な
共
通
認
識
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
そ
の
場
の
公
私
や
闘
き
手
と
の
相

対
的
な
関
係
を
弁
え
た
う
え
で
言
動
に
気
を
配
る
こ
と
の
で
き
な
い
配
慮
に

欠
け
た
人
物
の
人
格
や
、
幼
い
子
供
の
あ
ど
け
な
さ
を
描
写
す
る
に
お
い
て

効
果
が
得
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
需
。

　
そ
れ
。
で
は
つ
ぎ
に
、
「
あ
が
（
わ
が
）
君
」
喬
と
い
う
呼
称
が
「
呼
び
か
け
」

の
表
現
形
式
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
調
査
を

行
っ
た
範
囲
で
は
「
あ
が
君
（
や
）
」
が
十
七
例
、
「
わ
が
君
」
が
五
例
、
「
あ

が
君
あ
が
君
」
が
六
例
、
「
あ
が
君
仏
」
が
二
例
の
合
計
三
十
例
が
認
め
ら
れ

た
。
こ
こ
に
例
を
示
す
。

　
翁
、
焼
石
つ
・
み
て
も
て
來
た
る
を
、
女
君
わ
び
て
、
手
づ
か
ら
取

る
心
地
、
お
そ
ろ
し
う
俺
し
く
お
ぼ
ゆ
。
翁
装
束
と
き
て
臥
し
て
、
か

き
よ
す
れ
ば
、
女
、
「
禁
郡
、
か
く
な
し
給
ひ
そ
。
い
み
じ
く
痛
き
ほ

ど
は
、
お
き
て
お
さ
へ
た
る
な
ん
、
少
し
や
す
ま
る
心
地
す
る
。
後
を

お
ぼ
さ
ば
、
今
宵
は
た
“
に
臥
し
給
へ
れ
」
と
い
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
落
窪
物
語
』
巻
之
二
　
糾
一
二
二
）
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こ
れ
は
落
窪
の
君
が
男
を
通
わ
せ
た
こ
と
に
腹
を
立
て
た
継
母
・
北
の
方

が
、
怒
り
に
ま
か
せ
て
君
を
小
部
屋
に
閉
じ
込
め
、
そ
の
う
え
典
薬
助
と
結

婚
さ
せ
よ
う
と
し
た
た
め
、
落
窪
の
君
と
あ
こ
ぎ
は
何
と
か
仮
病
を
っ
か
っ

て
そ
の
場
を
や
り
過
ご
そ
う
と
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
典
薬
助
に
む
け
て

落
窪
の
君
が
行
っ
た
発
話
の
中
に
「
あ
が
君
」
と
い
う
「
呼
び
か
け
」
の
表

現
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
発
話
の
冒
頭
に
位
置
し
て
い
る
が
、
こ
こ
に
引

用
し
た
部
分
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
落
窪
の
君
が
典
薬
助
の
手
か
ら
直
接

焼
石
を
受
け
取
っ
て
い
る
様
子
が
描
写
さ
れ
て
お
り
、
既
に
こ
の
二
人
の
間

に
は
会
話
の
場
が
成
立
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
た
め
、
こ
れ
は
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
始
を
意
図
し
て
行
わ
れ
た
も
の
（
タ
イ
プ
u
）
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
あ
が
君
」
と
い
う
語
は
、
「
私
の
御
主
人
様
。
大
切

な
方
。
」
・
「
愛
す
る
人
や
友
人
な
ど
を
、
親
し
み
の
気
持
ち
を
込
め
て
呼
ぶ

語
。
」
と
辞
書
等
に
お
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
典
薬
助
は
北
の
方
が
定
め

た
夫
で
あ
る
と
は
言
え
、
落
窪
の
君
に
は
遣
頼
と
い
う
男
性
が
い
る
の
で
あ

り
、
君
が
典
薬
助
の
こ
と
を
大
切
な
存
在
と
し
て
親
し
み
を
も
っ
て
接
し
て

い
る
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
は
、
こ
の
引
用
部
分
の
少
し
前
に
描
写
さ
れ
て

い
る
落
窪
の
君
と
あ
こ
ぎ
と
の
問
に
交
わ
さ
れ
て
い
る
会
話
か
ら
読
み
と
る

こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
こ
の
「
あ
が
君
」
は
、
何
ら
か
の
効
果
を
期
待
し

て
聞
き
手
の
注
意
を
喚
起
し
た
う
え
で
、
自
已
の
意
志
内
容
を
伝
達
す
る
こ

と
を
意
図
し
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
が
現
れ
て
い
る
発
話
の
前
の
部
分
か
ら
、
落

窪
の
君
が
装
束
を
解
い
て
か
き
寄
せ
よ
う
と
す
る
典
薬
助
に
対
し
て
、
何
と

か
し
て
機
嫌
を
損
ね
る
こ
と
な
く
こ
の
危
機
を
回
避
す
る
た
め
に
、
「
あ
が
君
」

と
い
う
語
を
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
と
し
て
選
択
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
、
こ
の
「
呼
び
か
け
」
は
典
薬
助
の
気
持
ち
を
硬
化
さ
せ
な
い
こ
と
を
意

図
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
図
に
基
づ
い

て
「
呼
び
か
け
」
を
行
う
場
合
、
「
あ
が
君
」
は
選
択
さ
れ
易
い
表
現
形
式
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
あ
が
君
」
の
、
対
象
を
大
切
な
存
在
と
し
て
位
置

づ
け
て
い
る
と
い
う
意
味
に
よ
っ
て
、
対
象
と
な
る
闘
き
手
の
心
情
を
和
ら

げ
る
と
い
う
効
果
が
期
待
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

表
現
形
式
一
「
あ
が
君
」
十
一
例
）
の
発
話
中
に
お
け
る
位
置
を
見
る
と
、
発

話
の
申
程
・
後
半
部
分
に
な
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
が
二
例
、
消
息
の

中
に
も
二
例
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
位
置
に
現
れ
て
い
る
「
呼
び
か
け
」

の
表
現
は
、
話
し
手
側
に
向
い
て
い
な
い
聞
き
手
の
意
識
を
向
け
さ
せ
、
会

話
の
場
を
成
立
さ
せ
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
開
始
を
要
求
す
る
タ
イ

プ
ー
の
よ
う
な
場
合
と
は
異
な
り
、
闘
き
手
の
注
意
を
よ
り
自
分
に
引
き
付

け
、
以
下
で
伝
達
し
た
い
と
考
え
る
意
志
内
容
を
受
け
入
れ
て
も
ら
う
た
め

に
、
そ
の
対
象
を
闘
き
手
と
し
て
改
め
て
認
定
し
た
う
え
で
伝
達
を
行
お
う

と
い
う
意
図
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
期
待
さ
れ
て
い
る

の
は
話
し
手
の
発
語
内
容
が
聞
き
手
に
受
け
入
れ
ら
れ
易
く
な
る
こ
と
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
あ
が
君
」
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
と
な
る
聞

き
手
を
大
切
な
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
る
の
で
あ

り
、
そ
の
場
合
と
対
象
に
よ
っ
て
は
、
発
話
内
容
が
受
け
入
れ
ら
れ
易
く
な

る
よ
う
に
聞
き
手
の
心
理
状
態
を
和
ら
げ
、
認
識
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
お

い
て
そ
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
こ
の
形
式
が
タ
イ
プ
ー
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
見
出
せ
ず
、

タ
イ
プ
㎜
や
消
息
中
に
例
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
伺
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
効
果
を
期
待
し
て
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
形
式
と
し
て
選
択

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
「
あ
が
君
」
で
あ
る
が
、
こ
の
形
式
は
対
象
と

な
る
聞
き
手
が
生
き
て
そ
の
場
に
存
在
し
て
い
な
い
場
合
に
も
用
い
ら
れ
て
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い
る
。
本
稿
で
は
こ
の
よ
う
な
例
は
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
と
し
て
は
い
な

い
が
、
こ
れ
は
「
や
や
」
・
「
1
こ
そ
」
に
は
認
め
ら
れ
な
い
例
で
あ
り
、
興

味
深
い
現
象
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
誘
。

　
そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
「
あ
が
君
あ
が
君
」
と
い
う
形
式
に
も
触
れ
て
お
き
た

い

っ
ぎ
に
例
を
挙
げ
る
。

　
申
将
、
「
い
か
で
、
わ
れ
と
知
ら
れ
聞
え
じ
」
と
、
思
ひ
て
、
物
も
い

は
ず
。
た
“
、
い
み
じ
う
怒
れ
る
氣
色
に
も
て
な
し
て
、
太
刀
。
を
ひ
き

抜
け
ば
、
女
、
「
讐
と
、
む
か
ひ
て
手
を
す
る
に
、
ほ
と

く
笑
ひ
ぬ
べ
し
。

　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
　
一
巻
糾
二
九
四
－
二
九
五
）

　
源
典
侍
と
い
う
桐
壷
帝
に
使
え
る
年
配
の
女
官
が
い
る
の
だ
が
、
そ
の
典

侍
が
光
源
氏
に
思
い
を
寄
せ
、
源
氏
の
君
も
そ
れ
を
冷
た
く
突
っ
ぱ
ね
る
こ

と
が
で
き
ず
、
か
ら
か
い
半
分
で
相
手
を
し
て
い
た
。
そ
の
こ
と
に
気
が
付

い
た
頭
中
将
が
源
氏
の
君
に
一
泡
吹
か
せ
て
や
ろ
う
と
、
典
侍
の
恋
人
を
装
っ

て
局
に
入
っ
て
ゆ
き
、
二
人
を
狼
狽
さ
せ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
ひ
ど
く
立

腹
し
て
い
る
様
子
で
太
刀
を
抜
く
男
を
、
修
理
大
夫
で
あ
る
と
思
い
、
そ
の

男
に
む
け
て
源
典
侍
が
「
あ
が
君
、
あ
が
君
」
と
い
う
「
呼
び
か
け
」
を
発

し
て
い
る
。
こ
の
「
あ
が
君
あ
が
君
」
と
い
う
形
式
は
十
一
例
確
認
さ
れ
た

が
、
そ
の
う
ち
五
例
は
消
息
の
申
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
本
稿
に

お
い
て
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
六
例
で
あ
る
。
右

に
示
し
た
例
は
「
あ
が
君
あ
が
君
」
の
み
の
発
話
で
あ
り
、
話
し
手
の
意
志

を
具
体
的
に
伝
達
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
場
面
・
文
脈
か
ら
典
侍
が
男
に

太
刀
を
収
め
、
怒
り
を
鎮
め
る
よ
う
に
懇
願
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他

の
例
を
見
る
と
、
六
例
中
囚
例
が
依
頼
・
要
求
の
表
現
を
伴
う
も
の
で
あ
り
、

残
る
一
例
※
旧
も
「
あ
が
君
あ
が
君
」
の
み
の
発
話
で
あ
る
が
、
そ
の
場
面
か

ら
何
か
を
依
頼
・
要
求
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
一
消
息
中
の
例

も
全
て
依
頼
・
要
求
の
表
現
を
伴
う
）
。
こ
の
表
現
形
式
が
用
い
ら
れ
る
と
き
、

こ
れ
は
常
に
依
頼
・
要
求
の
表
現
を
伴
い
、
そ
れ
の
み
の
発
話
で
具
体
的
な

意
志
の
表
現
を
伴
わ
な
い
も
の
は
「
呼
び
か
け
」
の
内
に
未
分
化
な
が
ら
も

話
し
手
の
依
頼
・
要
求
の
意
志
を
含
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
聞
き
手
に
む
け
て
伝
達
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
話
し
手
の
意

志
内
容
が
共
通
し
て
い
る
と
い
う
の
は
「
あ
が
君
あ
が
君
」
と
い
う
形
式
だ

け
に
認
め
ら
れ
る
現
象
で
あ
り
、
「
や
や
」
・
「
－
こ
そ
」
な
ど
の
他
の
表
現
形

式
を
は
じ
め
「
あ
が
君
」
・
「
あ
が
君
や
」
に
も
こ
の
よ
う
な
現
象
は
認
め
ら

れ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
表
現
形
武
は
、
話
し
手
の
依
頼
・
要
求
の
意

志
と
緒
び
付
い
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、

「
あ
が
君
あ
が
君
」
の
み
の
発
話
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
表
現
形
式

は
具
体
的
な
依
頼
・
要
求
の
表
現
を
伴
わ
な
く
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
話
し

手
が
依
頼
・
要
求
の
意
志
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
こ
と
も
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
と
依
頼
・
要
求
の
表
現
や
感
動
の
表
現
と
が

近
づ
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
先
に
も
述
べ
た
が
、

こ
の
「
あ
が
君
あ
が
君
」
と
い
う
表
現
形
式
は
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
で
は

あ
る
が
、
話
し
手
の
依
頼
・
要
求
の
意
志
と
結
び
付
い
て
用
い
ら
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
用
法
は
依
頼
・
要
求
の
表
現
に
近
づ
い
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
呼
称
で
あ
る
「
あ
が
君
」
が
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
と

し
て
用
い
ら
れ
、
「
あ
が
君
あ
が
君
」
と
い
う
表
現
形
式
に
繋
が
っ
た
と
い
う

こ
と
を
軽
視
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
右
に
挙
げ
た
『
源
氏
物
語
』
の
例
に
つ

い
て
言
え
ば
、
源
典
侍
が
男
に
む
け
て
懇
願
す
る
場
合
、
「
呼
び
か
け
」
の
表
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現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
聞
き
手
の
注
意
を
よ
り
引
き
付
け
よ
う
と
い
う

話
し
手
の
意
図
が
積
極
的
に
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
意
志
内
容
が
具

体
的
に
言
表
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
話
し
手
の
依
頼
・
要
求

す
る
事
態
の
実
現
を
望
む
気
持
ち
が
非
常
に
強
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ

れ
、
懇
願
・
懇
請
と
解
さ
れ
る
よ
う
な
例
も
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え

ら
れ
る
。
話
し
手
の
依
頼
・
要
求
の
意
志
と
結
び
付
い
て
用
い
ら
れ
る
場
合

が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
「
あ
が
君
あ
が
君
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
闘
き

手
の
注
意
を
話
し
手
側
に
引
き
付
け
る
と
い
う
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
と
し

て
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
た
う
え
で
場
面
に
応
じ
て
生
じ
て
く
る
表
現
効
果
な

の
で
あ
っ
て
、
こ
の
形
式
の
本
来
的
な
機
能
で
は
な
い
と
考
え
る
。

　
本
節
で
は
「
あ
が
君
」
と
い
う
表
現
形
式
を
中
心
に
述
べ
た
。
こ
の
表
現

形
式
は
、
既
に
会
話
の
場
が
成
立
し
て
い
る
状
況
に
お
い
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
開
始
や
、
聞
き
手
の
注
意
を
よ
り
引
き
付
け
、
以
下
で
伝
達
し
た

い
と
考
え
る
自
己
の
意
志
内
容
を
受
け
入
れ
て
も
ら
う
た
め
に
、
対
象
を
聞

き
手
と
し
て
改
め
て
認
定
し
よ
う
と
い
う
意
図
に
基
づ
い
て
発
せ
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
、
場
面
や
対
象
に
よ
っ
て
は
、
話
し
手
や
言
表
内
容
に
対
す
る
聞

き
手
の
認
識
を
変
化
さ
せ
、
話
し
手
の
発
話
内
容
が
受
け
入
れ
ら
れ
易
く
な

る
こ
と
を
期
待
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
、

た
と
考
え
る
。
「
あ
が
君
」
は
タ
イ
プ
ー
を
ブ
ラ
ン
ク
と
す
る
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
こ
の
形
式
の
有
す
る
意
味
と
、
こ
の
喚
起
性
が
あ
ま

り
高
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
既
に
会
話
の
場
が

成
立
し
て
い
る
状
況
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
形
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

会
話
の
場
を
成
立
さ
せ
る
ほ
ど
の
力
を
有
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
形
式
の
意
味

か
ら
、
話
し
手
と
闘
き
手
と
の
関
わ
り
方
、
会
話
の
流
れ
の
中
に
お
い
て
聞

き
手
の
心
情
を
和
ら
げ
る
と
い
う
効
果
が
期
待
さ
れ
、
効
力
を
発
揮
す
る
表

現
形
式
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
「
あ
が
君
あ
が
君
」
と
い
う
形
式
は
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
で
あ
る

が
、
話
し
手
の
依
頼
・
要
求
の
意
志
と
結
び
付
い
て
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
が
依

頼
・
要
求
の
表
現
に
近
づ
く
場
合
も
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

こ
の
表
現
形
式
が
依
頼
・
要
求
の
表
現
に
近
づ
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
の
は
、
「
あ
が
君
」
と
い
う
形
式
の
意
味
と
、
そ
れ
が
「
呼
び
か
け
」
の
表

現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
き
に
場
面
に
応
じ
て
生
じ
て
く
る
効
果
の
た
め
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
平
安
時
代
の
和
文
作
品
の
中
に
認
め
ら
れ
る
「
呼
び
か
け
」
に

用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
形
式
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
発
せ
ら
れ
る
状
況
を
三
つ

の
タ
イ
プ
に
分
け
て
考
察
を
行
い
、
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
そ
の
出
現
に
偏
り
が

認
め
ら
れ
る
表
現
形
式
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
平
安
時
代
の
和
文
作
品
の
中
に
は
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
が
あ
ま
り
描
か

れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
当
時
の
貴
族
社
会
で
は
女
房
な
ど
の
取

り
次
ぎ
を
経
た
う
え
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
る
と
い
う
手
順

が
踏
ま
れ
て
い
た
た
め
、
話
し
手
が
対
象
と
な
る
聞
き
手
に
む
け
て
直
接
会

話
の
場
を
持
つ
こ
と
を
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
起
こ
り
に
く
か
っ
た

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
行
為
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ
ョ
ン
の

理
想
的
な
あ
り
方
を
逸
脱
し
た
、
避
け
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
タ
イ

プ
ー
の
「
呼
び
か
け
」
が
作
品
中
に
描
か
れ
る
こ
と
も
少
な
か
っ
た
と
考
え
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ら
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
作
品
中
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
登
場
人
物
の
属

性
や
そ
の
場
に
お
け
る
心
惰
、
ま
た
そ
の
場
面
の
特
異
性
な
ど
を
描
写
す
る

に
お
い
て
効
果
が
得
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

　
「
呼
び
か
け
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
形
式
は
「
呼
び
か
け
の
語
」
と

し
て
一
東
ね
に
さ
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
が
、
対
象
と
な
る
闘
き
手
の
状

態
や
発
話
中
に
お
け
る
位
置
を
見
る
と
、
各
表
現
形
式
が
発
揮
す
る
機
能
や

生
じ
て
く
る
効
果
に
は
差
異
が
認
め
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
「
呼
び
か
け
」
の

行
わ
れ
て
い
る
状
況
に
よ
っ
て
出
現
の
し
か
た
に
偏
り
が
認
め
ら
れ
た
「
や

や
」
・
「
ー
こ
そ
」
・
「
あ
が
君
」
と
い
う
表
現
形
式
を
考
察
の
対
象
と
し
た
の

で
あ
る
が
、
「
や
や
」
は
話
し
手
側
に
向
い
て
い
な
い
聞
き
手
の
意
識
を
向
け

さ
せ
、
会
話
の
場
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
を
要
求
す
る
場
合
（
タ
イ
プ
ー
）
に
の

み
用
い
ら
れ
る
、
「
呼
び
か
け
」
の
基
本
的
な
機
能
を
発
揮
す
る
、
会
話
の
場

を
成
立
さ
せ
る
に
足
る
力
を
有
し
た
喚
起
性
の
高
い
表
現
形
式
で
あ
り
、
二

者
の
相
対
的
な
上
下
関
係
や
親
疎
を
反
映
す
る
よ
う
な
現
れ
方
が
認
め
ら
れ

な
い
の
も
そ
の
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
1
こ
そ
」
は
会
話
の
場
が
成

立
し
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ
ョ
ン
の
開
始
を
要

求
す
る
場
合
一
タ
イ
プ
ー
・
n
）
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
公
的

な
場
に
お
い
て
嗜
み
の
あ
る
人
物
が
発
し
て
い
る
よ
う
な
例
が
見
当
た
ら
な

い
こ
と
か
ら
、
そ
の
場
面
や
誘
し
手
と
闘
き
手
と
の
相
対
的
な
関
係
を
反
映

す
る
表
現
形
式
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
形
式
が
会
話
の
場
と
、

そ
こ
に
お
け
る
両
者
の
存
在
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
消
息

に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
、
な
ら
び
に
故
人
や
自
然
界
の
動
植
物
に
む

け
て
発
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
例
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
裏
付
け
ら
れ

る
。
こ
の
点
に
お
い
て
丁
こ
そ
L
は
、
「
ー
よ
」
・
「
ー
や
」
と
は
異
な
る
も

の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
「
あ
が
君
」
は
、
既
に
会
話
の
場
が
成
立
し
て
い
る
状
況

に
お
い
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
i
シ
ョ
ン
の
開
始
一
タ
イ
プ
n
）
や
、
聞
き
手
の
注
意

を
よ
り
自
分
に
引
き
付
け
、
以
下
で
伝
達
し
た
い
と
考
え
る
自
已
の
意
志
内

容
を
受
け
入
れ
て
も
ら
う
た
め
に
、
そ
の
対
象
を
闘
き
手
と
し
て
改
め
て
認

定
し
た
う
え
で
伝
達
を
行
お
う
一
タ
イ
プ
里
と
い
う
意
図
に
基
づ
い
て
用
い

ら
れ
る
表
現
形
式
で
あ
り
、
会
話
の
場
を
成
立
さ
せ
る
ほ
ど
の
力
を
有
す
る

も
の
で
は
な
か
つ
た
が
、
そ
の
意
味
に
よ
つ
て
、
対
象
と
な
る
闘
き
手
の
心

情
を
和
ら
げ
る
と
い
う
、
話
し
手
と
闘
き
手
と
の
関
わ
り
方
、
会
話
の
流
れ

の
中
に
お
い
て
効
力
、
が
発
揮
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
効
果
を
期

待
し
て
周
い
ら
れ
る
場
含
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
本
稿
に
よ
っ
て
平
安
時
代
の
和
文
作
品
の
申
に
認
め
ら
れ
る
「
呼
び
か
け
」

に
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
形
武
「
や
や
」
・
「
ー
こ
そ
」
・
「
あ
が
君
」
の
差
異

が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
考
え
る
が
、
こ
こ
で
扱
え
な
か
っ
た
問
題
は
多
い
。

際
立
っ
た
傾
向
性
が
見
出
せ
な
か
っ
た
表
現
形
式
に
つ
い
て
は
言
及
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
話
し
手
と
聞
き
手
と
の
相
対
的
な
関
係
を
考
慮
し
た
う
え
で

の
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
の
現
れ
方
に
つ
い
て
も
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
。
ま
た
、
「
呼
び
か
け
」
に
対
す
る
「
応
答
」
の
表
現
を
も
視
野
に
入
れ
る

べ
き
で
あ
る
が
、
「
応
答
」
の
表
現
自
体
が
作
品
申
に
現
れ
る
こ
と
が
少
な
く
、

両
者
を
総
合
的
に
捉
え
て
い
く
こ
と
は
難
し
い
喬
。
「
呼
び
か
け
」
の
表
現

と
依
頼
・
要
求
の
表
現
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
も
考
察
を
す
す
め
る
べ
き

で
あ
り
、
感
動
の
表
現
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
和
歌
の

中
に
現
れ
て
い
る
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
に
関
し
て
も
、
現
段
階
で
は
述
べ
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る
だ
け
の
材
料
を
持
っ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
も
考
察
を

進
め
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
で
提
示
し
た
「
呼
び
か
け
」
の
タ

イ
プ
と
表
現
形
式
の
対
応
と
い
う
観
点
は
現
代
日
本
語
に
お
い
て
も
あ
る
程

度
有
効
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
歪
。
今
後
、
作
品
の
ジ
ャ
ン
ル
や

時
代
を
変
え
て
広
く
調
査
を
行
い
、
「
呼
び
か
け
」
の
タ
イ
プ
と
表
現
形
式
の

対
応
と
い
う
観
点
の
有
効
性
を
検
証
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。
課
題
は
残

る
が
、
す
べ
て
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
注

※
1
　
対
象
と
な
る
聞
き
手
の
注
意
を
喚
起
す
る
た
め
に
、
「
し
は
ぶ
き
一
咳
払
い
一
」

　
や
格
子
を
叩
く
、
扇
を
鳴
ら
す
な
ど
の
方
法
が
取
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
考

　
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
言
語
形
武
に
よ
る
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
を
考
察
対

　
象
と
す
る
。

※
2
　
森
野
宗
明
一
一
九
六
八
一
、
河
野
多
麻
一
一
九
六
八
一
・
一
一
九
七
〇
一
・
一
一
九

　
七
一
一
な
ど
。

※
3
　
森
重
敏
氏
は
こ
の
立
場
を
と
っ
て
い
る
。
ま
た
渡
辺
実
氏
は
、
「
訴
え
」
と

　
「
呼
び
か
け
」
と
し
て
両
者
を
呼
び
分
け
て
い
る
。

※
4
　
諸
作
品
中
で
の
用
い
ら
れ
方
を
見
る
と
、
『
大
和
物
語
』
の
「
嬢
捨
山
」
で

　
知
ら
れ
る
一
五
六
段
で
は
貴
族
階
級
と
は
程
遠
い
階
層
に
属
す
る
人
物
の
口
か

　
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
例
が
認
め
ら
れ
る
。
『
大
鏡
』
や
『
栄
花
物
語
』
の
よ
う
な

　
歴
史
物
語
と
呼
ば
れ
て
い
る
作
品
に
お
い
て
は
、
特
定
の
人
物
に
纏
わ
る
エ
ピ

　
ソ
ー
ド
を
登
場
人
物
に
語
ら
せ
る
た
め
、
ま
た
は
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
効
果
的

　
に
語
る
た
め
に
「
や
や
」
と
い
う
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
を
配
し
て
い
る
と
考

　
え
ら
れ
る
例
も
認
め
ら
れ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
「
や
や
」
の
例

　
数
は
十
八
例
か
ら
多
少
割
り
引
か
れ
る
こ
と
に
な
る
と
恩
わ
れ
る
。

※
5
　
『
栄
花
物
語
』
巻
第
三
に
、
幼
い
四
宮
が
祖
父
・
兼
家
に
む
け
て
発
し
て

　
い
る
と
考
え
ら
れ
る
「
㌣
大
臣
こ
そ
」
と
い
う
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
が
認

　
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
や
」
は
驚
き
か
ら
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
「
呼

　
び
か
け
」
で
あ
る
の
か
判
じ
難
い
た
め
、
こ
こ
で
は
扱
う
こ
と
を
避
け
た
。
ま

　
た
、
和
歌
に
お
い
て
は
「
や
よ
」
・
「
や
よ
や
」
と
い
う
感
動
詞
が
「
呼
び
か
け
」

　
の
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

※
6
　
こ
こ
で
例
に
挙
げ
た
発
話
に
お
け
る
「
辮
の
君
こ
そ
」
は
発
語
の
申
程
に

　
現
れ
て
い
る
が
、
辮
の
君
に
む
け
た
発
話
部
分
の
冒
頭
で
あ
る
と
考
え
る
。
発

　
語
の
冒
頭
で
は
な
い
と
考
え
る
例
は
『
大
和
物
語
』
に
認
め
ら
れ
る
「
聞
き
給

　
　
　
葦

　
ふ
や
、
西
こ
そ
」
（
一
五
八
段
　
μ
三
二
九
）
で
あ
る
が
、
こ
の
「
こ
そ
」
は
『
う

　
つ
ほ
物
語
』
の
「
忠
こ
そ
」
の
よ
う
に
、
既
に
呼
称
の
一
部
と
し
て
捉
え
ら
れ
、

　
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

※
7
　
「
1
よ
」
に
は
「
君
し
の
よ
ヶ
な
人
称
名
詞
に
下
接
し
た
例
が
認
め
ら
れ

　
る
が
、
「
ー
こ
そ
」
・
「
1
や
」
に
は
こ
の
よ
う
な
例
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
次

　
の
※
8
に
示
す
和
歌
中
の
例
も
「
な
れ
一
汝
一
」
と
い
う
人
称
名
詞
に
下
接
し
た

　
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

※
8
　
「
1
よ
」
の
和
歌
に
お
け
る
例
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
「
懸
ひ
わ
ぶ
る
人
の
彩
見
と
手
慣
ら
せ
ば
餐
何
と
て
鳴
く
ね
な
る
ら
ん
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
源
氏
物
語
』
若
菜
下
　
第
三
巻
弘
三
ニ
ニ

※
9
　
　
「
朝
臣
や
」
と
い
う
表
現
形
式
は
、
調
査
を
行
っ
た
範
囲
に
お
い
て
三
例

　
認
め
ら
れ
た
が
（
『
源
氏
物
語
』
二
例
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
一
例
）
、
こ
れ
ら
は
三

　
例
と
も
半
公
的
な
場
に
お
い
て
父
親
が
息
子
に
む
け
て
発
し
て
い
る
も
の
と

　
な
っ
て
い
る
。

※
㎜
　
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
森
野
宗
明
一
一
九
六
八
一
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い

　
る
。

※
H
　
「
あ
が
君
」
と
「
わ
が
君
」
と
で
は
待
遇
面
に
お
い
て
違
い
が
感
じ
ら
れ
、

　
和
歌
に
お
い
て
は
「
わ
が
君
」
し
か
用
い
ら
れ
な
い
と
い
う
差
異
が
認
め
ら
れ

　
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
述
べ
る
こ
と
を
避
け
、
「
呼
び
か
け
」
の
表

　
現
と
し
て
は
同
様
の
効
果
が
期
待
さ
れ
る
表
現
形
式
と
し
て
扱
っ
た
。
ま
た
「
あ
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が
君
や
」
「
わ
が
君
や
」
と
い
う
形
式
も
「
や
」
を
伴
う
た
め
、
厳
密
に
は
異
な

　
る
表
現
形
式
と
し
て
扱
う
べ
き
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
「
あ
が
君
」
と
い
う
形

　
式
の
意
味
に
注
目
し
て
考
察
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
同
等
の
形
式
と
見
傲
し
て

　
い
る
。

※
1
2
　
『
う
つ
ほ
物
語
』
国
譲
・
上
（
臥
六
四
七
－
六
四
八
）
で
は
、
源
実
忠
が
亡

　
き
父
・
季
明
に
む
け
て
発
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
発
話
の
中
に
「
あ
が
君
」

　
と
い
う
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
対
象
が
故
人
で
あ
る
た

　
め
伝
達
行
為
と
し
て
成
立
す
る
も
の
で
は
な
く
、
本
稿
に
お
い
て
考
察
対
象
と

　
な
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
例
は
、
故
人
に
む
け
て
そ
う
言
わ
ず
に
は

　
い
ら
れ
な
い
と
い
う
発
話
者
の
心
惰
か
ら
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
仮
想
し

　
た
対
象
に
向
け
て
の
心
情
の
吐
露
と
し
て
捉
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
こ
れ
が
「
あ
な
」
な
ど
の
感
動
詞
で
は
な
く
、
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
を
も
っ
て

　
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
惰
の
表
出
と
い
う
形
で
は
な
く
、
（
仮
想
し
た
）

　
対
象
に
む
け
て
自
己
の
意
志
や
感
情
を
伝
達
し
よ
う
と
い
う
発
話
者
の
意
図
が

　
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
ま
た
、
「
あ
が
君
」
（
「
あ
が
君
や
」
一
と
い
う
形
式
は
消
息
の
中
に
も
目
立
っ

　
て
認
め
ら
れ
る
。
消
息
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
対
象
と
な
る
聞
き

　
手
が
眼
前
に
存
在
し
て
お
ら
ず
、
会
話
の
場
が
成
立
し
て
い
な
い
た
め
、
「
呼
び

　
か
け
」
の
条
件
に
欠
け
る
も
の
で
あ
り
、
｝
」
れ
も
本
稿
に
お
い
て
考
察
の
対
象

　
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
会
話
の
場
と
対
象
と
な
る
聞
き
手
一
表
現
客
体
一
を
仮

　
想
的
に
設
定
し
た
う
え
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
消

　
息
中
に
「
呼
び
か
け
」
の
表
現
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
た
か
も
そ
こ
に

　
会
語
の
場
が
成
立
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
、
臨
場
感
を
演
出
す
る
う
え
で
効
果

　
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
例
が
存
在
す
る
。

　
　
「
呼
び
か
け
」
の
対
象
が
故
人
で
あ
る
場
合
、
白
然
界
の
動
植
物
や
神
仏
で

　
あ
る
場
合
、
消
息
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
ま
た
別
の
機

　
会
に
詳
し
く
考
察
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

※
1
3
　
「
あ
が
君
あ
が
君
」
と
い
う
表
現
形
式
の
み
の
発
話
が
『
落
窪
物
語
』
と

　
『
源
氏
物
語
』
に
一
例
ず
つ
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
新
潮
日

本
古
典
集
成
『
落
窪
物
語
』
の
頭
注
（
叫
五
五
一
に
お
い
て
稲
賀
敬
二
氏
は
、
「
人

　
を
親
し
ん
で
呼
ぶ
時
と
か
、
あ
わ
れ
み
を
乞
う
時
に
使
う
。
」
と
説
明
し
て
お
ら

　
れ
る
。
ま
た
、
『
蜻
蛉
日
記
』
下
（
μ
二
九
四
、
二
九
五
一
で
は
、
右
馬
頭
・
遠

　
度
が
右
馬
助
・
道
綱
に
宛
て
た
消
息
の
印
に
「
あ
が
君
あ
が
君
」
と
い
う
表
現

　
形
式
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
「
あ
が
君
あ
が
君
」
は
「
な
ど
に
か
あ
ら
ん
、
あ

　
が
き
み
と
あ
る
う
へ
は
か
い
け
ち
た
り
」
と
筆
者
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
お
り
、

　
日
本
古
典
文
学
大
系
の
頭
注
に
お
い
て
川
口
久
雄
氏
は
、
「
若
年
の
下
僚
に
た
い

　
し
て
あ
ま
り
に
は
し
た
な
く
恩
っ
て
気
が
さ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
説
明
し
て

　
お
ら
れ
る
。

　
　
こ
の
「
あ
が
君
あ
が
君
」
の
よ
う
に
、
同
じ
形
武
を
二
度
発
す
る
「
呼
び
か

　
け
」
は
、
こ
の
形
式
以
外
は
特
殊
な
状
況
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
た
例
と
な
っ
て

　
い
る
。
門
う
つ
ほ
物
語
』
の
幼
い
犬
宮
が
蝶
と
思
わ
れ
る
も
の
に
対
し
て
発
し
て

　
い
る
「
こ
ろ
よ
、
こ
ろ
よ
」
と
い
う
例
、
『
濱
松
申
納
言
物
語
』
の
若
君
が
姿
を

　
消
し
て
し
ま
っ
た
吉
野
の
姫
君
を
探
し
な
が
ら
発
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
「
母

　
よ
、
母
よ
」
と
い
う
例
、
『
枕
草
子
』
の
蓑
虫
の
子
が
発
し
て
い
る
「
ち
ち
よ
、

　
ち
ち
よ
」
と
い
う
例
の
よ
う
に
、
聞
き
手
が
生
き
て
そ
の
場
に
存
在
し
て
い
な

　
か
っ
た
り
、
対
象
が
自
然
界
の
動
植
物
や
神
仏
で
あ
っ
た
り
、
表
現
主
体
が
人

　
間
で
は
な
い
な
ど
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
得
な
い
場
合
に
限
定
さ

　
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
「
呼
び
か
け
」
と
し
て
同
じ
形
式
を
二
度
発
す
る
と
い
う
こ

　
と
に
は
、
何
ら
か
の
制
限
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

※
1
4
　
「
呼
び
か
け
」
に
対
す
る
「
応
答
」
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
森
野
宗
明
一
一

　
九
七
七
一
に
少
し
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

※
1
5
　
「
オ
ー
イ
」
と
い
う
形
式
は
タ
イ
プ
ー
に
お
い
て
の
み
用
い
ら
れ
る
と
考
え

　
ら
れ
、
「
山
田
君
さ
あ
」
の
よ
う
な
「
1
さ
あ
」
と
い
う
形
式
は
タ
イ
プ
ー
に
は

　
現
れ
に
く
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

171



(17) r~C?~~2i;c~~~~~5f~~~~-1~* ~~:?~)~~'~~ ~'~~~~~~~~t~~=~ ~~;~~~:~~~~5'i]=s~~ 1997 

~ - ~f *~~ 
§
各
タ
イ
プ
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
形
式

一
※
別
表
一

接 そ 通 人 「■ 「
や

官

擦1 享震称憂篶 、 や
職

」
そ L 名

、

L 固 I
姫
）
） 有

式 か
名

ら
詞

（
実名
）

、

卑場接 そ 通 人 「 「

姦聯蚕1 嚢萎雲驚
一 あ 女
よ が 房

L ■ の

「 」 召 H

寮は 1「
し

の x
や
L わ 名

が
、

か ら 字て ■
特

）
ら

て
） 」

定
複
数

一 ぢ 人 を璽
篶

看）重薯と冨詞 指
す
名
詞
、

㎜
（
狐
司
司 二
）

君
）

し
）

定
（
き

記

む 述

　
二
節
に
お
い
て
揚
げ
た
表
一
C
一
に
は
、
各
タ
イ
プ
に
お
い
て
ま
と
ま
っ
た
例

数
が
得
ら
れ
た
も
の
を
示
し
、
考
察
対
象
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
調
査

の
結
果
確
認
さ
れ
た
表
現
形
式
を
す
べ
て
示
し
て
お
く
。
こ
の
別
表
を
見
た
限

り
で
は
二
つ
の
タ
イ
プ
に
共
通
し
て
現
れ
て
い
る
形
式
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
が
、
得
ら
れ
た
例
数
が
僅
か
で
あ
る
た
め
、
示
す
だ
け
に
と
ど
め
て
お
く
。

　
「
定
記
述
」
と
は
、
囲
窪
行
則
氏
に
よ
る
と
「
そ
こ
の
黄
色
の
帽
子
の
人
」

の
よ
う
に
臨
時
的
に
呼
称
と
し
て
採
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
「
特
定
の
場
面
に

お
い
て
、
対
象
の
同
定
を
す
る
こ
と
は
で
き
、
臨
時
的
に
呼
び
か
け
語
と
し
て

は
機
能
す
る
」
も
の
で
あ
る
が
、
「
文
内
対
称
詞
と
し
て
は
使
え
な
い
」
も
の
と

さ
れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
田
窪
一
一
九
九
七
一
を
参
照
さ
れ
た
い
。
今
回
調
査
を

行
っ
た
範
囲
に
お
い
て
は
、
「
こ
の
ま
か
る
者
共
」
・
「
こ
の
童
」
・
「
あ
の
を
の
こ
」

等
の
例
が
確
認
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
定
記
述
と
考
え
、
一
※
別
表
一
に
ま
と
め
た
。

参
考
文
献

青
島
　
徹
一
一
九
五
六
一
「
「
い
づ
ら
」
の
語
義
語
法
」
『
国
語
と
国
文
学
』
3
3
1
6

森
重
　
敏
一
一
九
五
九
一
『
日
本
文
法
通
論
』
　
風
間
書
房

川
端
善
明
一
一
九
六
三
一
「
喚
髄
と
述
髄
」
『
女
子
大
国
文
』
蝸

鈴
木
孝
夫
一
一
九
六
八
一
「
呼
び
か
け
が
き
め
る
一
人
称
」
『
月
刊
こ
と
ば
の
宇
宙
』

　
　
　
　
三
月
号

森
野
宗
明
（
一
九
六
八
一
「
平
安
時
代
の
言
語
作
晶
に
見
出
さ
れ
る
子
供
の
こ
と
ば
使

　
　
　
　
い
に
つ
い
て
」
『
青
山
學
院
女
子
短
期
大
學
　
紀
要
』
第
二
十
二
輯

森
野
宗
明
（
一
九
七
七
）
「
待
遇
表
現
」
『
国
文
学
』
2
2
1
1

河
野
多
麻
一
一
九
六
八
一
「
う
つ
ほ
物
語
の
人
称
代
名
詞
一
一
人
称
一
」
『
武
蔵
野
女
子

　
　
　
　
大
学
紀
要
』
3

河
野
多
麻
一
一
九
七
〇
一
「
う
つ
ほ
物
語
の
人
称
代
名
詞
一
二
人
称
一
－
続
1
」
『
武
蔵

　
　
　
　
野
女
子
大
学
紀
要
』
5

河
野
多
麻
一
一
九
七
こ
「
う
つ
ほ
物
語
の
人
称
代
名
詞
一
三
人
称
と
不
定
称
一
－
続
1
」

　
　
　
　
『
武
蔵
野
女
子
大
学
紀
要
』
6

渡
辺
　
実
一
一
九
七
こ
『
国
語
構
文
論
』
　
塙
書
房

原
田
章
之
進
（
一
九
七
二
一
「
呼
び
か
け
の
敬
語
」
『
解
釈
と
鑑
賞
』
四
六
五
増
刊
号

尾
上
圭
介
一
一
九
七
五
一
「
呼
び
か
け
的
実
現
⊥
冒
表
の
対
他
的
意
志
の
分
類
⊥
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門
国
語
と
国
文
学
』
5
2
1
皿

福
島
重
一
（
一
九
七
六
一
「
呼
び
か
け
語
の
位
置
と
効
果
－
日
英
比
較
に
よ
る
試
論

　
　
　
　
と
解
説
1
」
『
大
阪
工
業
大
学
紀
要
　
人
文
社
会
篇
』
第
2
0
巻
第
2
号

岩
本
　
忠
（
一
九
八
O
）
「
『
呼
び
か
け
代
名
詞
』
の
研
究
1
　
－
そ
の
序
説
と
形
態

　
　
　
　
諭
－
」
『
京
都
産
業
大
学
論
集
』
9
1
3

長
谷
川
政
次
（
一
九
八
六
）
「
呼
び
掛
け
か
ら
見
た
万
葉
・
古
今
・
新
古
今
」
『
野
州

　
　
　
　
國
文
學
』
第
三
十
七
号

山
口
繋
二
（
一
九
八
六
）
「
疑
間
表
現
と
感
動
語
・
呼
掛
語
・
応
答
語
し
『
大
阪
大
学

　
　
　
　
教
養
部
研
究
集
録
一
人
文
・
社
会
科
学
一
』
第
三
十
五
輯

泉
子
・
K
・
メ
イ
ナ
ー
ド
（
一
九
九
三
一
『
会
話
分
析
』
　
く
ろ
し
お
出
版

西
坂
　
仰
（
一
九
九
五
一
「
〈
会
語
を
フ
ィ
i
ル
ド
に
し
た
男
〉
サ
ッ
ク
ス
の
ア
イ
デ

　
　
　
　
ア
」
月
刊
『
言
語
』
七
月
号
－
十
二
月
号

田
窪
行
則
一
一
九
九
七
一
「
日
本
語
の
人
称
表
現
」
『
視
点
と
言
語
行
動
』
　
田
窪
行

　
　
　
　
則
編
　
く
ろ
し
お
出
版

使
用
テ
キ
ス
ト

『
伊
勢
物
語
』
『
大
和
物
語
』
『
平
中
物
語
』
『
篁
物
語
』
『
竹
取
物
語
』
門
落
窪
物
語
』

『
源
氏
物
語
』
『
濱
松
中
納
言
物
語
』
『
狭
衣
物
語
』
『
堤
申
納
言
物
語
』
『
土
佐
日
記
』

『
蜻
蛉
日
記
』
『
栄
花
物
語
』
『
大
鏡
』
　
日
本
古
典
文
学
大
系
一
岩
波
書
店
一
に
よ
る

『
う
つ
ほ
物
語
』
　
　
　
　
　
　
　
　
『
う
つ
ほ
物
語
　
全
』
（
お
う
ふ
う
一
に
よ
る

『
紫
式
部
日
記
』
『
和
泉
式
部
日
記
』
『
更
級
日
記
』
『
讃
岐
典
侍
日
記
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
新
日
本
古
典
文
学
全
集
一
小
学
館
一
に
よ
る

『
枕
草
子
』
『
今
昔
物
語
集
』
　
　
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
一
岩
波
書
店
一
に
よ
る

出
　
典

『
フ
ァ
ン
シ
ィ
ダ
ン
ス
』

　
　
「
プ
チ
フ
ラ
ワ
ー
」

　
　
　
に
発
表
さ
れ
た

・
二
巻
　
一
一
九
九
四
一
　
岡
野
玲
子
　
一
小
学
館
一

一
小
学
館
一
一
九
八
四
年
十
月
号
…
一
九
八
六
年
九
月
号

一
一
九
九
七
年
八
月
一
〇
日
受
理
一
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