
國學院大學学術情報リポジトリ

「召し寄す」の通常語形

言語: Japanese

出版者: 

公開日: 2023-02-05

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 呉, 寧真, Wu, Ningchen

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.57529/00000472URL



― 35 ― 「召し寄す」の通常語形

「
召
し
寄
す
」
の
通
常
語
形

　
　

呉
　
寧
真

　
　
　

一
、
は
じ
め
に

　

源
氏
物
語
に
は
、
以
下
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。

　
　

1　
（
薫
ハ
）
あ
や
し
と
思
し
け
れ
ば
、
…
…
、
随
身
召
し
寄
す
。

〈
浮
舟　

六
、
一
七
三
〉

　
　

2　

宮
（
＝
匂
宮
）
は
、
…
…
、
よ
し
あ
る
御
く
だ
も
の
召
し
寄
せ
、

〈
宿
木　

五
、
四
一
二
〉

　
「
召
し
寄
す
」
の
動
作
客
体
に
つ
い
て
、
1
は
ヒ
ト
（
随
身
）、
2
は
モ

ノ
（
御
く
だ
も
の
）
で
あ
る
。
で
は
こ
の
「
召
し
寄
す
」
の
通
常
語
形（

1
（

は

何
だ
ろ
う
か
。

　
「
召
し
寄
す
」
の
通
常
語
形
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
ま
ず
単
独
の
「
召

す
」
の
通
常
語
形
を
確
認
す
る
。
敬
語
独
立
動
詞
「
召
す
」
は
複
数
の
動

詞
の
主
体
敬
語
の
形
で
あ
る
。
現
行
の
古
語
辞
典
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、

動
作
客
体
が
ヒ
ト
の
場
合
、「
呼
ぶ
」「
招
く
」
と
す
る
辞
書
と
「
呼
び
寄

す
」
と
す
る
辞
書
が
あ
る
。
動
作
客
体
が
モ
ノ
の
場
合
、
ほ
と
ん
ど
の
辞

書
は
「
取
り
寄
す
」
と
す
る
が
、「
取
る
」
と
す
る
辞
書
も
あ
る（

2
（

。
な
ぜ

こ
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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ま
た
、「
呼
び
寄
す
」「
取
り
寄
す
」を
通
常
語
形
と
す
る
辞
書
が
多
い
。

し
か
し
、
１
２
の
「
召
す
」
に
置
き
換
え
る
と
「
呼
び
寄
せ
寄
す
」「
取

り
寄
せ
寄
す
」
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
形
は
存
在
し
な
い
。
よ
っ
て
、

「
呼
び
寄
す
」「
取
り
寄
す
」
を
「
召
す
」
の
通
常
語
形
の
候
補
か
ら
ひ
と

ま
ず
外
し
て
考
え
る
。

　

で
は
、
本
稿
は
ヒ
ト
を
呼
び
寄
せ
る
場
合
と
モ
ノ
を
取
り
寄
せ
る
場
合

に
着
目
し
、「
召
し
寄
す
」
の
通
常
語
形
は
何
か
、
複
合
動
詞（

3
（

を
手
掛
か

り
と
し
て
明
ら
か
に
す
る
。

　
　
　

二
、
調
査
方
法

　

本
稿
は
「
呼
ぶ
」「
招
く
」「
取
る
」「
召
す
」
の
複
合
動
詞
を
調
査
対

象
に
す
る
。「
召
す
」
は
主
体
敬
語
で
あ
り
、
そ
れ
と
対
応
さ
せ
る
た
め
、

「
呼
ぶ
」「
招
く
」「
取
る
」の
複
合
動
詞
も
主
体
敬
語
の
形
を
調
査
し
、「
呼

ぶ
」「
招
く
」「
取
る
」「
召
す
」
の
複
合
動
詞
の
主
体
敬
語
の
形
は
ど
の

よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
を
確
認
す
る
。

　

本
稿
の
調
査
資
料
に
は
源
氏
物
語
を
用
い
た
。
調
査
に
は
「
日
本
語
歴

史
コ
ー
パ
ス
」（
国
立
国
語
研
究
所
（
二
〇
一
八
））
を
利
用
し（

（
（

、
例
文
は

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
か
ら
引
用
し
、
表
記
は
一
部
改
め
た
。
引

用
文
中
の
〔　

〕
は
話
し
手
と
聞
き
手
を
、（　

）
は
補
足
説
明
を
、〈　

〉

は
出
典
の
巻
名
、
新
編
全
集
の
巻
数
、
頁
数
を
示
す
。

　
　
　

三
、「
呼
ぶ
」「
招
く
」

　

ヒ
ト
を
呼
び
寄
せ
る
場
合
の
「
召
し
寄
す
」
の
通
常
語
形
は
二
種
類
の

可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、「
招
く
」
か
ら
検
討
す
る
。「
招
く
」
は
一
見
「
呼
ぶ
」
と
同
じ
、

ヒ
ト
を
来
さ
せ
る
動
作
の
よ
う
に
見
え
る
が
、「
呼
ぶ
」
の
「
声
を
か
け

た
り
、
知
ら
せ
を
出
し
た
り
し
て
来
さ
せ
る
」（『
日
本
国
語
大
辞
典　

第

二
版
』、
以
下
日
国
）
の
意
味
と
異
な
り
、「
手
や
袖
を
動
か
す
な
ど
合
図

を
し
て
、
近
く
に
来
る
よ
う
に
う
な
が
す
」（
日
国
）
の
意
味
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
目
に
見
え
る
動
き
が
な
け
れ
ば
「
招
く
」
を
使
う
こ
と
が
で
き

な
い
。

　
「
招
く
」
は
例
が
少
な
く
、
源
氏
物
語
に
八
例
し
か
な
い（

5
（

。
そ
の
う
ち

に
は
、3
の
よ
う
に
、扇
や
袖
と
共
起
す
る
か
、「
手
を
差
し
出
づ
」な
ど
、

明
ら
か
な
動
作
描
写
の
あ
る
例
が
あ
る
。
残
り
は
（
の
よ
う
に
、
明
ら
か

な
動
作
描
写
は
な
い
が
、
動
作
客
体
（
猫
）
は
動
作
主
体
（
柏
木
）
の
視

野
の
な
か
に
い
る
例
で
あ
る
。

　
　

3　
�

よ
ろ
し
き
女
車
の
い
た
う
乗
り
こ
ぼ
れ
た
る
よ
り
、
扇
を
さ
し

4

4

4

4
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出
で
て

4

4

4

人
を
招
き
寄
せ
て
、〔
源
典
侍
〕「
こ
こ
に
や
は
立
た
せ

た
ま
は
ぬ
。
所
避
り
き
こ
え
む
」
と
聞
こ
え
た
り
。

〈
葵　

二
、
二
九
〉

　
　

（　

�（
柏
木
ハ
）
わ
り
な
き
心
地
の
慰
め
に
、
猫
を
招
き
寄
せ
て
か

き
抱
き
た
れ
ば
、
い
と
か
う
ば
し
く
て
ら
う
た
げ
に
う
ち
な
く

も
な
つ
か
し
く
思
ひ
よ
そ
へ
ら
る
る
ぞ
、
す
き
ず
き
し
き
や
。

〈
若
菜
上　

四
、
一
四
二
〉

3
は
源
典
侍
が
源
氏
の
供
人
を
招
く
場
面
で
あ
り
、
扇
を
差
し
出
し
て
招

く
と
明
記
し
て
い
る
。
（
は
柏
木
が
女
三
宮
の
猫
を
招
き
、
抱
き
し
め
る

場
面
で
あ
り
、
明
ら
か
な
動
作
描
写
は
な
い
が
、
声
だ
け
で
呼
ぶ
と
は
考

え
に
く
い
。
ま
た
、
こ
の
場
面
は
、
猫
が
女
三
宮
の
御
簾
の
綱
を
引
い
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
柏
木
が
女
三
宮
を
見
た
場
面
で
あ
る
た
め
、
猫
は
柏
木

の
目
の
前
に
い
る
と
分
か
る
。「
招
く
」
の
す
べ
て
の
例
の
動
作
客
体
は
、

必
ず
動
作
主
体
の
視
野
の
な
か
に
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
、「
召
し
―
」
は
八
十
八
例
中
、
扇
や
袖
と
共
起
す
る
例

が
な
く
、
視
野
の
な
か
に
い
な
い
ヒ
ト
を
呼
ん
だ
例
も
見
ら
れ
る
。

　
　

5　

�（
八
の
宮
ニ
）
参
り
と
ぶ
ら
ひ
き
こ
え
、
心
寄
せ
た
て
ま
つ
る

人
も
な
し
、
つ
れ
づ
れ
な
る
ま
ま
に
、
雅
楽
寮
の
物
の
師
ど
も

な
ど
や
う
の
す
ぐ
れ
た
る
を
召
し
寄
せ
つ
つ
、
は
か
な
き
遊
び

に
心
を
入
れ
て
生
ひ
出
で
た
ま
へ
れ
ば
、〈

橋
姫　

五
、
一
二
五
〉

5
は
、
八
の
宮
は
普
段
す
る
こ
と
も
な
く
、
楽
師
た
ち
な
ど
を
呼
ん
で
遊

ん
だ
と
描
写
す
る
場
面
で
あ
る
。
楽
師
た
ち
が
常
に
視
野
の
な
か
に
い
る

と
は
考
え
に
く
い
。

　

ま
た
、「
招
く
」
に
は
和
歌
の
例
が
多
く
、
稲
穂
な
ど
の
植
物
が
動
作

主
体
に
な
る
例
や
、
月
な
ど
の
無
情
物
が
動
作
客
体
に
な
る
擬
人
化
し
た

例
が
あ
り
、「
召
す
」「
呼
ぶ
」
に
は
こ
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
招
く
」
は
視
野
の
な
か
に
あ
る
動
作
客
体
を
動
作

に
よ
っ
て
来
さ
せ
る
こ
と
で
、「
召
す
」「
呼
ぶ
」と
意
味
が
異
な
る
。よ
っ

て
「
招
き
寄
す
」
も
「
召
し
寄
す
」
の
通
常
語
形
で
は
な
い（

6
（

。

　

次
に
、「
呼
ぶ
」
を
検
討
す
る
。「
呼
ぶ
」
は
「
召
す
」
と
同
じ
、
声
や

知
ら
せ
を
出
し
て
ヒ
ト
を
来
さ
せ
る
動
作
で
あ
る
。
ま
ず
、
単
独
の
動
詞

を
使
う
場
合
を
確
認
す
る
。

　
　

6　
（
源
氏
ハ
）
苦
し
く
思
し
わ
び
て
、
紀
伊
守
を
召
し
た
り
。

〈
帚
木　

一
、
一
〇
五
〉
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7　
�

君
（
＝
薫
）
も
や
を
ら
出
で
て
、
御
衣
な
ど
着
た
ま
ひ
て
ぞ
、

例
召
し
出
づ
る
障
子
口
に
尼
君
呼
び
て
、
あ
り
さ
ま
な
ど
問
ひ

た
ま
ふ
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〈
宿
木　

五
、
四
九
四
〉

6
は
「
召
す
」
の
例
、
7
は
「
呼
ぶ
」
の
例
で
、
と
も
に
人
を
来
さ
せ
る

意
味
で
あ
る
。

　
「
呼
ぶ
」
の
主
な
使
い
方
は
三
種
類
あ
り
、
一
つ
目
は
「
声
を
あ
げ
て
、

他
人
の
名
前
な
ど
を
口
に
す
る
」（
日
国
）、
す
な
わ
ち
「
来
さ
せ
る
」
ま

で
含
ま
な
い
動
作
で
あ
る
（
こ
れ
を
①
と
す
る
）。
8
の
よ
う
に
、「
召
す
」

に
も
対
応
す
る
意
味
が
あ
る
。

　
　

8　

�（
柏
木
ガ
）
あ
や
し
く
聞
き
も
知
ら
ぬ
こ
と
ど
も
を
ぞ
聞
こ
ゆ

る
や
。（
女
三
宮
ガ
）
あ
さ
ま
し
く
む
く
つ
け
く
な
り
て
、
人

召
せ
ど
、近
く
も
さ
ぶ
ら
は
ね
ば
、聞
き
つ
け
て
参
る
も
な
し
。

〈
若
菜
下　

四
、
二
二
四
〉

8
は
柏
木
の
侵
入
に
気
付
い
た
女
三
宮
が
女
房
を
呼
ん
だ
が
、
近
く
に
誰

も
控
え
て
い
な
い
た
め
、
誰
も
来
な
い
場
面
で
あ
る
。
近
く
へ
来
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
な
い
「
召
す
」
は
、「
呼
ぶ
①
」
と
対
応
す
る
。
二
つ
目
は

7
の
よ
う
に
「
声
を
か
け
た
り
、
知
ら
せ
を
出
し
た
り
し
て
来
さ
せ
る
」

で
あ
る
（
こ
れ
を
②
と
す
る
）。
6
の
よ
う
に
「
召
す
」
に
も
対
応
す
る

意
味
が
あ
る
。

　

三
つ
目
は
「
名
を
…
と
い
う
。
そ
の
者
の
名
を
…
だ
と
す
る
。
称
す
る
」

（
日
国
）
の
意
味
で
あ
る
（
こ
れ
を
③
と
す
る
）。
こ
の
使
い
方
は
源
氏
物

語
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
中
世
に
は
以
下
の
よ
う
な
例
が
あ
る（

7
（

。

　
　

9　

�

判
官
五
位
尉
に
な
ら
れ
し
時
、
五
位
に
な
し
て
大
夫
黒
と
よ
ば

れ
し
馬
な
り
。　

〈
平
家
物
語
、
嗣
信
最
期　

十
一
、
三
五
五
〉

9
は
馬
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
の
馬
の
名
を
大
夫
黒
と
称
し
た
例

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
声
や
知
ら
せ
な
ど
を
出
さ
な
い
「
呼
ぶ
」
に
、

「
召
す
」
は
対
応
し
な
い
。
従
っ
て
、
本
稿
は
③
の
「
呼
ぶ
」
を
取
り
扱

わ
ず
、
①
②
だ
け
を
取
り
扱
う
。

　

次
に
、
複
合
動
詞
を
使
う
場
合
を
確
認
す
る
。「
召
す
」
も
「
呼
ぶ
」

も
複
合
動
詞
の
後
項
に
な
れ
ず
、
前
項
に
な
る
場
合
、「
召
し
―
」
が

八
十
八
例
、「
呼
び
―
た
ま
ふ
」
が
八
例
見
ら
れ
、
共
通
す
る
後
項
に
な

る
動
詞
は
「
入
る
」「
出
づ
」「
取
る
」「
寄
す
」
の
四
語
で
あ
る
。

　
　

10　
�〔

今
上
帝
〕「
…
…
」
と
て
、
碁
盤
召
し
出
で
て
、（
薫
ヲ
）
御

碁
の
敵
に
召
し
寄
す
。　　
　
　
　
　

〈
宿
木　

五
、
三
七
八
〉
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11　

�
尼
君
、
入
り
た
ま
へ
る
間
に
、
客
人
（
＝
中
将
）、
雨
の
け
し

き
を
見
わ
づ
ら
ひ
て
、少
将
と
い
ひ
し
人
の
声
を
聞
き
知
り
て
、

呼
び
寄
せ
た
ま
へ
り
。　　
　
　
　
　

〈
手
習　

六
、
三
〇
七
〉

10
は
帝
が
囲
碁
の
相
手
と
し
て
、
薫
を
呼
ん
で
来
さ
せ
た
場
面
で
あ
る
。

11
は
中
将
が
少
将
の
尼
の
声
を
聞
い
た
の
で
、
呼
ん
で
来
さ
せ
た
場
面
で

あ
る
。「
召
し
寄
す
」の
通
常
語
形
は「
呼
び
寄
す
」と
考
え
て
問
題
な
い
。

ま
た
、「
召
し
―
」
と
「
呼
び
―
た
ま
ふ
」
の
違
い
に
つ
い
て
、「
召
し
―
」

は
10
の
よ
う
に
動
作
主
体
が
最
上
位
者
の
帝
の
例
が
あ
る
の
に
対
し
、「
呼

び
―
た
ま
ふ
」
に
動
作
主
体
が
帝
の
例
が
な
い
こ
と
か
ら
、「
召
し
―
」

の
方
の
敬
意
が
よ
り
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
ヒ
ト
を
呼
ぶ
場
合
、「
召
す
」
の
通
常
語
形
は
「
呼

ぶ
①
②
」
で
あ
り
（「
称
す
る
」
の
意
味
③
は
除
く
）、「
召
し
寄
す
」
の

通
常
語
形
は
「
呼
び
寄
す
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

四
、「
召
す
」「
取
る
」「
取
り
寄
す
」

　

モ
ノ
を
取
り
寄
せ
る
場
合
の
「
召
し
寄
す
」
の
通
常
語
形
は
、
ヒ
ト
を

呼
ぶ
場
合
の
「
呼
ぶ
」
と
同
じ
よ
う
に
、「
取
る
」
を
通
常
語
形
だ
と
考

え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
取
る
」
の
基
本
的
な
意
味
は
「
手
に
持
つ
。
つ
か
む
」（
日
国
）
で
あ

り
、
す
な
わ
ち
、「
動
作
主
体
が
自
ら
具
体
的
な
も
の
を
手
に
す
る
」
動

作
で
あ
る
。
し
か
し
、「
召
す
」
は
動
作
主
体
以
外
の
人
に
取
っ
て
も
ら

う
例
し
か
見
ら
れ
ず
、「
取
る
」
の
意
味
と
異
な
る
。

　

従
っ
て
、「
召
す
」
の
通
常
語
形
は
、「
取
る
」
で
は
な
い
。「
召
し
―
」

の
通
常
語
形
も
、「
取
り
―
」
で
は
な
い
。
で
は
他
に
は
何
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
以
下
は
ま
ず
「
召
す
」
の
複
合
動
詞
を
確
認
し
て
か
ら
、「
取
る
」

の
複
合
動
詞
を
「
人
が
介
在
す
る
か
ど
う
か
」
の
観
点
か
ら
分
析
す
る
。

㈠　
「
召
す
」
の
複
合
動
詞

　
「
召
す
」
が
複
合
動
詞
の
前
項
に
な
る
場
合
十
三
例
見
ら
れ
、
後
項
に

な
る
動
詞
は
「
集
む
」「
出
づ
」「
寄
す
」
の
三
種
類
で
あ
る
。

　
「
召
す
」
の
す
べ
て
の
例
に
人
が
介
在
す
る
。
以
下
例
を
あ
げ
る
。

　
　

12　

�（
源
氏
ハ
）
上
（
＝
紫
の
上
）
に
も
語
ら
ひ
聞
こ
え
た
ま
へ
る

な
る
べ
し
、
御
匣
殿
な
ど
に
も
、
設
け
の
物
召
し
集
め
て
、
色

あ
ひ
、
し
ざ
ま
な
ど
こ
と
な
る
を
と
選
ら
せ
た
ま
へ
れ
ば
、

〈
玉
鬘　

三
、
一
二
三
〉

　
　

13　

�〔
今
上
帝
〕「
…
…
」
と
て
、
碁
盤
召
し
出
で
て
、（
薫
ヲ
）
御

碁
の
敵
に
召
し
寄
す
。　　
　
　
　
　

〈
宿
木　

五
、
三
七
八
〉
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1（　
�〔

源
氏
→
滝
口
〕「
な
ほ
持
て
来
や
。所
に
従
ひ
て
こ
そ
」と
て
、

（
紙
燭
ヲ
）
召
し
寄
せ
て
見
た
ま
へ
ば
、
た
だ
こ
の
枕
上
に
夢

に
見
え
つ
る
容
貌
し
た
る
女
、
面
影
に
見
え
て
ふ
と
消
え
失
せ

ぬ
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〈
夕
顔　

一
、
一
六
七
〉

12
は
源
氏
が
服
装
を
調
達
し
、
紫
の
上
に
選
ば
せ
る
場
面
で
あ
り
、
実
際

に
取
り
集
め
る
の
は
御
匣
殿
に
い
る
女
房
で
あ
る
。
13
は
帝
が
薫
を
呼
び

出
し
、
囲
碁
を
す
る
場
面
で
あ
り
、
碁
盤
を
取
り
出
す
人
は
明
記
さ
れ
て

い
な
い
が
、
帝
が
自
分
で
取
り
出
す
と
は
考
え
に
く
い
。
1（
は
源
氏
が
紙

燭
を
近
く
ま
で
取
っ
て
来
い
と
発
言
す
る
場
面
で
あ
り
、
紙
燭
を
持
つ
の

は
滝
口
の
男
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
召
す
」
の
複
合
動
詞
は
人
が
介
在
す
る
。

㈡　
「
取
る
」
の
複
合
動
詞

　
「
取
る
」
が
複
合
動
詞
の
前
項
に
な
る
場
合
は
三
十
五
例
見
ら
れ
、
後

項
に
な
る
動
詞
は
十
六
種
類
あ
る
（
集
む
、
敢
ふ
、
出
づ
、
置
く
、
返
す
、

隠
す
、
籠
む
、
認
む
、
使
ふ
、
繕
ふ
、
続
く
、
具
す
、
直
す
、
成
す
、
寄

す
、
分
く
）。

　

ま
ず
、「
取
り
―
」
に
は
前
項
の
機
能
が
希
薄
に
な
り
、
接
頭
辞
的
な

用
法
や
副
詞
的
な
用
法
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
阿
部
、

二
〇
一
三
）。「
召
し
―
」
は
具
体
的
な
モ
ノ
し
か
取
り
寄
せ
ず
、
そ
れ
と

対
応
す
る
た
め
、
本
稿
は
以
下
の
よ
う
に
、
具
体
的
な
モ
ノ
を
取
る
例
だ

け
取
り
扱
う
。

　
　

15　

�（
源
氏
ハ
）
書
き
た
ま
へ
る
草
子
ど
も
も
、
隠
し
た
ま
ふ
べ
き

な
ら
ね
ば
、
取
う
出
た
ま
ひ
て
、
か
た
み
に
御
覧
ず
。

〈
梅
枝　

三
、
四
一
九
〉

　
　

16　

�

今
の
世
の
人
の
す
め
る
経
う
ち
誦
み
、
行
ひ
な
ど
い
ふ
こ
と
は

い
と
恥
づ
か
し
く
し
た
ま
ひ
て
、
見
た
て
ま
つ
る
人
も
な
け
れ

ど
、（
末
摘
花
ハ
）
数
珠
な
ど
取
り
寄
せ
た
ま
は
ず
。

〈
蓬
生　

二
、
三
三
一
〉

　

次
に
、
人
が
介
在
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。「
取
る
」
の

複
合
動
詞
の
な
か
に
は
、「
取
り
寄
す
」
だ
け
は
人
が
介
在
す
る
と
想
定

で
き
、「
召
し
寄
す
」
と
対
応
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は

後
項
「
寄
す
」
の
意
味
で
あ
り
、
他
の
「
取
り
―
」
の
例
は
人
が
介
在
し

な
い
。「
取
り
―
」
は
「
召
し
―
」
と
対
応
し
な
い
。
以
下
は
人
が
介
在

し
な
い
と
想
定
で
き
る
例
で
あ
る
。

　
　

17　
�（

中
将
ガ
）
心
あ
て
に
、「
そ
れ
か
、
か
れ
か
」
な
ど
問
ふ
中
に
、
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言
ひ
あ
つ
る
も
あ
り
、
も
て
離
れ
た
る
こ
と
を
も
思
ひ
寄
せ
て

疑
ふ
も
、（
源
氏
ハ
）
を
か
し
と
思
せ
ど
、
言
少
な
に
て
、
と

か
く
紛
ら
は
し
つ
つ
（
手
紙
ヲ
）
取
り
隠
し
た
ま
ひ
つ
。

〈
帚
木　

一
、
五
六
〉

　
　

18　

�（
源
氏
ノ
）
取
り
使
ひ
た
ま
へ
る
調
度
ど
も
か
り
そ
め
に
し
な

し
て
、
御
座
所
も
あ
ら
は
に
見
入
れ
ら
る
。
碁
、
双
六
の
盤
、

調
度
、
弾
棊
の
具
な
ど
、
田
舎
わ
ざ
に
し
な
し
て
、
念
誦
の
具
、

行
ひ
勤
め
た
ま
ひ
け
り
と
見
え
た
り
。〈
須
磨　

二
、
二
一
三
〉

17
は
中
将
が
源
氏
の
手
紙
を
見
て
、
書
き
手
を
当
て
よ
う
と
し
て
、
源
氏

が
手
紙
を
取
っ
て
隠
し
た
場
面
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
誰
か
を
呼
ん
で
隠
さ

せ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
18
は
源
氏
の
普
段
手
に
取
っ
て
使
う
生
活
用
品

に
つ
い
て
述
べ
る
た
め
、
人
が
介
在
し
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
取
り
―
」
に
人
が
介
在
す
る
の
は
「
取
り
寄
す
」

の
例
の
み
で
あ
り
、
他
の
例
は
介
在
し
な
い
。
で
は
、
そ
れ
以
外
に
、「
取

る
」
に
人
が
介
在
す
る
場
合
は
ど
の
よ
う
な
形
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
取
り
―
た
ま
ふ
」
は
以
下
の
よ
う
に
、
使
役
の
助
動
詞
「
す
・
さ
す
」

を
用
い
る
例
が
あ
る
。

　
　

19　

�

宮
（
＝
匂
宮
）
も
、
あ
な
が
ち
に
隠
す
べ
き
に
は
あ
ら
ね
ど
、

さ
し
ぐ
み
は
な
ほ
い
と
ほ
し
き
を
、
す
こ
し
の
用
意
は
あ
れ
か

し
と
か
た
は
ら
い
た
け
れ
ど
、
今
は
か
ひ
な
け
れ
ば
、
女
房
し

4

4

4

て4

御
文
取
り
入
れ
さ
せ
た
ま
ふ
。　　

〈
宿
木　

五
、
四
一
〇
〉

　
　

20　

�（
源
氏
ハ
）か
の
わ
が
御
二
種
の
は
、今
ぞ
取
う
出
さ
せ
た
ま
ふ
。

右
近
の
陣
の
御
溝
水
の
ほ
と
り
に
な
ず
ら
へ
て
、
西
の
渡
殿
の

下
よ
り
出
づ
る
、
汀
近
う
埋
ま
せ
た
ま
へ
る
を
、
惟
光
の
宰
相

4

4

4

4

4

の
子
の
兵
衛
尉

4

4

4

4

4

4

掘
り
て
ま
ゐ
れ
り
。
宰
相
中
将

4

4

4

4

（
＝
夕
霧
）
取

り
て
伝
へ
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ふ
。　　
　

〈
梅
枝　

三
、
四
〇
八
〉

19
は
匂
宮
が
六
の
君
の
手
紙
を
受
け
取
る
場
面
で
あ
り
、「
取
り
入
る
」

の
は
女
房
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
。
20
は
源
氏
が
香
を
取
り
寄
せ
る
場
面
で

あ
り
、「
取
り
出
づ
」
の
は
惟
光
の
子
と
夕
霧
だ
と
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、

人
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
た
、
人
が
介
在
す
る
「
取
り
寄
す
」
も
、
以
下
の
例
の
よ
う
に
、
使

役
の
助
動
詞
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。

　
　

21　
�

こ
の
君
い
た
く
泣
き
た
ま
ひ
て
、
つ
だ
み
な
ど
し
た
ま
へ
ば
、

乳
母
も
起
き
騒
ぎ
、
上
（
＝
雲
居
雁
）
も
御
殿
油
近
く
取
り
寄

せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
耳
は
さ
み
し
て
そ
そ
く
り
つ
く
ろ
ひ
て
、

抱
き
て
ゐ
た
ま
へ
り
。　　
　
　
　
　

〈
横
笛　

四
、
三
六
〇
〉
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21
は
夜
中
に
若
君
が
泣
き
出
す
た
め
、
雲
居
雁
が
起
こ
さ
れ
て
、
灯
を
取

り
寄
せ
て
若
君
を
抱
き
上
げ
る
場
面
で
あ
る
。雲
居
雁
は
最
高
敬
語
の「
さ

せ
た
ま
ふ
」
に
待
遇
さ
れ
る
と
考
え
に
く
い
た
め
、
こ
の
「
さ
す
」
は
使

役
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

従
っ
て
、「
召
し
―
」
は
「
取
り
―
」
と
対
応
し
な
い
が
、
人
が
必
ず

介
在
す
る
こ
と
か
ら
、「
取
り
―
（
さ
）
す
」
と
は
完
全
に
対
応
す
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
形
こ
そ
「
召
し
―
」
の
通
常
語
形
だ
と
考
え
ら
れ
、「
召

し
寄
す
」
の
通
常
語
形
は
「
取
り
寄
せ
さ
す
」
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

五
、「
召
し
寄
す
」
の
通
常
語
形

　

三
、
四
節
で
検
討
し
た
結
果
、「
召
し
寄
す
」
の
通
常
語
形
に
つ
い
て
、

ヒ
ト
を
呼
ぶ
場
合
は
「
呼
び
寄
す
」
で
あ
り
、
モ
ノ
を
取
り
寄
せ
る
場
合

は
「
取
り
寄
せ
さ
す
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
疑
問
に
思
う
の
は
、「
呼
ぶ
」

や
「
召
す
」
に
「
す
・
さ
す
」
は
後
接
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
後
接
す
る
場

合
、
ど
の
よ
う
な
体
系
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
ず
、「
呼
び
―
」
に
「
す
・
さ
す
」
が
後
接
す
る
例
が
三
例
、
そ
の

う
ち
二
例
は
「
呼
び
出
づ
」、
一
例
は
「
呼
び
出
だ
す
」
の
例
で
あ
る
。

　
　

22　

�（
源
氏
ガ
）
う
ち
臥
し
た
ま
へ
る
に
、
僧
都
の
御
弟
子
、
惟
光

を
呼
び
出
で
さ
す
。　　
　
　
　
　
　

〈
若
紫　

一
、
二
一
〇
〉

22
は
源
氏
が
休
憩
し
て
い
る
と
こ
ろ
、僧
都
の
弟
子
が
使
者
と
し
て
訪
れ
、

惟
光
を
呼
び
出
す
場
面
で
あ
る
。
惟
光
が
源
氏
の
近
く
に
控
え
て
い
る
た

め
、
直
接
声
を
か
け
る
こ
と
は
で
き
ず
、
取
次
の
者
を
頼
ん
で
呼
び
出
し

た
と
考
え
ら
れ
る
。「
呼
び
出
づ
」「
呼
び
出
だ
す
」の
例
は
こ
の
よ
う
に
、

視
野
の
な
か
に
い
な
い
人
を
呼
び
出
す
た
め
、
使
役
の
助
動
詞
を
用
い
る

こ
と
で
、
人
が
介
在
す
る
こ
と
が
明
白
に
な
る
。

　

次
に
、「
召
し
―
（
さ
）
す
」
は
地
の
文
に
二
例
あ
り
、「
召
し
入
る
」

と
「
召
し
さ
ぶ
ら
ふ
」
の
例
で
あ
る
。

　
　

23　

�（
大
君
ガ
）
い
と
苦
し
げ
に
し
た
ま
へ
ば
、（
薫
ハ
）
修
法
の
阿

闍
梨
ど
も
召
し
入
れ
さ
せ
、さ
ま
ざ
ま
に
験
あ
る
か
ぎ
り
し
て
、

加
持
ま
ゐ
ら
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。　　
　

〈
総
角　

五
、
三
二
八
〉

23
は
大
君
の
臨
終
の
場
面
で
あ
り
、
薫
が
大
君
の
近
く
に
い
る
た
め
、
視

野
の
な
か
に
い
な
い
阿
闍
梨
に
直
接
声
を
か
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
人
を

介
在
し
て
呼
び
入
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
召
す
」
と
「
呼
ぶ
」
は
、
複
合
動
詞
を
含
め
、
人
が
介
在
す
る
場
合
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も
あ
り
、
介
在
し
な
い
場
合
も
あ
る
。
使
役
の
助
動
詞
を
使
う
場
合
、
必

ず
介
在
す
る
こ
と
か
ら
、「
召
し
―
」
は
「
呼
び
―
」
と
対
応
し
、「
召
し

―
（
さ
）
す
」
は
「
呼
び
―
（
さ
）
す
」
と
対
応
す
る
。

　
「
呼
ぶ
」が
前
項
に
な
る
複
合
動
詞
を
、人
が
介
在
し
て
い
る
か（
介
在
）、

介
在
し
て
い
な
い
か
（
非
介
在
）、
ま
た
、
人
が
介
在
し
て
い
る
場
合
、

使
役
の
助
動
詞
を
用
い
て
い
る
か
（
使
役
形
）、
用
い
て
い
な
い
か
（
非

使
役
形
）
に
よ
っ
て
分
け
る
と
、【
表
一
】
の
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、「
取

る
」が
前
項
に
な
る
複
合
動
詞
を
ま
と
め
る
と
、【
表
二
】の
よ
う
に
な
る
。

Ａ
は
最
高
敬
語
に
相
当
す
る
も
の
、
Ｂ
は
敬
意
が
Ａ
よ
り
低
い
も
の
、
Ｃ

は
無
敬
表
現
で
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　

ヒ
ト
を
呼
ぶ
場
合
、「
召
し
―
（
さ
）
す
」
の
例
は
あ
る
が
、
モ
ノ
を

取
り
寄
せ
る
場
合
は
な
い（

8
（

。「
取
り
―
（
さ
）
す
」
と
対
応
す
る
の
は
、

や
は
り
「
召
し
―
」
し
か
な
い
。

　
【
表
二
】
に
あ
る
よ
う
に
、
人
が
介
在
す
る
場
合
の
「
召
し
―
」
の
通

常
語
形
に
な
る
の
は
「
取
り
―
（
さ
）
す
」
の
形
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
召
し
寄
す
」
の
通
常
語
形
は
、「
取
り
寄
せ
さ
す
」
が
考
え
ら
れ
る
。
た

【表一】�「呼ぶ」の複合動詞の敬語体系

介
在

使
役
形

1A　召し―（さ）す
1B　呼び―（さ）せたまふ
1C　呼び―（さ）す

非
使
役
形

2A　召し―
2B　呼び―たまふ
2C　呼び―

非
介
在

3A　召し―
3B　呼び―たまふ
3C　呼び―

【表二】�「取る」の複合動詞の敬語体系

介
在

使
役
形

1A　
1B　取り―（さ）せたまふ
1C（取り―（さ）す）

非
使
役
形

2A　召し―
2B　
2C　

非
介
在

3A（取り―（さ）せたまふ）
3B　取り―たまふ
3C　取り―
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25　

�

帥
宮
と
聞
こ
え
し
、
今
は
兵
部
卿
に
て
、
今
の
上
に
御
土
器
ま

ゐ
り
た
ま
ふ
。
…
…
。（
帝
ハ
）
取
ら
せ
た
ま
ひ
て
、「
…
…
」

と
の
た
ま
は
す
る
御
あ
り
さ
ま
こ
よ
な
く
ゆ
ゑ
ゆ
ゑ
し
く
お
は

し
ま
す
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〈
少
女　

三
、
七
三
〉

25
は
帥
宮
の
献
上
し
た
杯
を
、
帝
が
取
る
場
面
で
あ
り
、「
せ
た
ま
ふ
」

は
最
高
敬
語
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
複
合
動
詞
の
場
合
の
3A
に
も
、
尊
敬
の

助
動
詞
を
用
い
た
「
取
り
―
（
さ
）
せ
た
ま
ふ
」
が
予
想
さ
れ
る
。

　

従
っ
て
、「
召
し
寄
す
」
の
通
常
語
形
は
「
取
り
寄
せ
さ
す
」
だ
と
考

え
ら
れ
る
。

　
　
　

六
、「
召
す
」
の
通
常
語
形

　

単
独
の
「
召
す
」
の
通
常
語
形
を
考
え
る
と
、
ヒ
ト
を
呼
ぶ
場
合
、【
表

三
】
の
よ
う
に
な
る
。

だ
し
、
身
分
が
低
い
人
は
他
人
を
命
令
し
モ
ノ
を
取
り
寄
せ
る
こ
と
が
し

に
く
い
と
考
え
ら
れ
、
実
際
に
敬
意
が
な
い
1C
の
例
は
源
氏
物
語
に
存
在

し
な
い
。
枕
草
子
に
は
2（
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。

　
　

2（　

�

た
だ
の
女
房
に
て
候
ふ
人
の
、
御
乳
母
に
な
り
た
る
。
…
…
、

女
房
ど
も
を
呼
び
使
ひ
、
局
に
物
を
言
ひ
や
り
、
文
を
取
り
次

が
せ
な
ど
し
て
あ
る
さ
ま
、
言
ひ
尽
く
す
べ
く
も
あ
ら
ず
。

〈
枕
草
子　

第
二
二
九
段
、
三
六
七
〉

2（
は
高
貴
な
人
の
乳
母
に
な
っ
た
女
房
が
、
更
に
身
分
が
低
い
女
房
を
使

い
、
文
を
取
り
次
が
せ
る
場
面
の
描
写
で
あ
る
。
乳
母
の
一
連
の
行
為
に

は
敬
語
が
使
用
さ
れ
ず
、
身
分
が
高
く
な
い
と
分
か
る
。
源
氏
物
語
に
は

こ
の
よ
う
な
場
面
が
ほ
と
ん
ど
な
い
た
め
、「
取
り
―
（
さ
）
す
」
の
例

が
見
ら
れ
な
い
。

　

ま
た
、
非
介
在
の
3A
に
は
、
人
が
介
在
し
な
い
た
め
「
召
し
―
」
が
対

応
せ
ず
、
最
高
敬
語
に
当
た
る
例
が
な
い
。
し
か
し
、
最
高
敬
語
が
な
い

と
考
え
る
よ
り
、
最
高
敬
語
に
待
遇
さ
れ
る
身
分
の
人
は
、
自
ら
モ
ノ
を

取
り
に
く
い
た
め
、
例
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
単
独
の
「
取
る
」
の
場

合
は
、
25
の
よ
う
な
例
が
見
ら
れ
る
。
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【表三】「呼ぶ」の敬語体系

介
在

使
役
形

1A　召さす
1B　呼ばせたまふ
1C　呼ばす

非
使
役
形

2A　召す
2B　呼びたまふ
2C　呼ぶ

非
介
在

3A　召す
3B　呼びたまふ
3C　呼ぶ

　

ヒ
ト
を
呼
ぶ
場
合
、
単
独
の
「
呼
ぶ
」
の
体
系
は
複
合
動
詞
と
同
じ
傾

向
を
示
す
。
で
は
モ
ノ
を
取
り
寄
せ
る
場
合
も
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。「
召
し
―
」
の
通
常
語
形
は
「
取
り
―
（
さ
）
す
」
だ
と

考
え
る
と
、「
召
す
」
の
通
常
語
形
は
「
取
る
」
に
使
役
の
助
動
詞
「
す
」

が
付
く
「
取
ら
す
」
だ
と
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
、「
取
ら
す
」
は
次
の

例
の
よ
う
に
、
単
な
る
「
取
る
＋
使
役
」
で
は
な
い
。

　
　

26　

�〔
源
氏
→
夕
霧
〕「
そ
の
笛
は
こ
こ
に
見
る
べ
き
ゆ
ゑ
あ
る
物
な

り
。
…
…
。
そ
れ
を
、
故
式
部
卿
宮
の
い
み
じ
き
も
の
に
し
た

ま
ひ
け
る
を
、
…
…
、
か
の
宮
の
萩
の
宴
せ
ら
れ
け
る
日
、（
柏

木
ニ
）
贈
物
に
と
ら
せ
た
ま
へ
る
な
り
。
…
…
」
な
ど
の
た
ま

ひ
て
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〈
横
笛　

四
、
三
六
八
〉

26
は
源
氏
が
柏
木
の
笛
に
つ
い
て
述
べ
る
場
面
で
あ
る
。
そ
の
笛
は
式
部

卿
の
宮
が
宴
会
の
と
き
に
柏
木
に
贈
り
物
と
し
て
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
「
取
ら
す
」
は
「
柏
木
に
取
ら
せ
る
」
の
で
は
な
く
、「
柏
木
に
与

え
る
」
の
意
味
で
あ
る
。

　

辞
書
に
も「
受
け
と
ら
せ
る
。下
の
者
に
与
え
る
」（
日
国
）と
記
載
し
、

『
古
語
大
辞
典
』
は
語
誌
に
「「
取
る
」
の
未
然
形
に
使
役
の
助
動
詞
「
す
」

の
付
い
た
も
の
が
、
使
役
性
を
失
っ
て
一
語
化
し
た
も
の
。
…
…
、
物
の

授
受
の
行
わ
れ
る
方
向
に
関
し
て
、
古
語
で
は
「
と
ら
す
」
と
「
え
さ
す
」

と
が
対
応
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と
書
い
て
あ
る
。

　
「
取
ら
す
」
は
「
召
す
」
の
通
常
語
形
で
は
な
い
。
他
に
何
が
あ
る
か

を
確
認
す
る
た
め
、
同
じ
も
の
を
取
り
寄
せ
る
例
は
、
ど
の
よ
う
な
動
詞

と
共
起
す
る
か
を
調
査
す
る
。
例
え
ば
「
御
琴
」
な
ど
の
楽
器
を
取
り
寄

せ
る
場
合
に
注
目
す
る
と
、「
召
す
」
を
用
い
た
例
と
、「
取
り
寄
す
」
を

用
い
た
例
が
見
ら
れ
る
。

　
　

27　

�
楽
所
遠
く
て
お
ぼ
つ
か
な
け
れ
ば
、
御
前
に
御
琴
ど
も
召
す
。

兵
部
卿
宮
琵
琶
、
内
大
臣
和
琴
、
筝
の
御
琴
院
の
御
前
に
参
り
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て
、
琴
は
例
の
太
政
大
臣
賜
り
た
ま
ふ
。〈
少
女　

三
、
七
三
〉

　
　

28　
�〔

僧
→
尼
君
〕「（
入
道
ハ
）
年
ご
ろ
、
行
ひ
の
隙
々
に
寄
り
臥

し
な
が
ら
掻
き
鳴
ら
し
た
ま
ひ
し
琴
の
御
琴
、
琵
琶
取
り
寄
せ

た
ま
ひ
て
、
…
…
」
な
ど
、　　
　

〈
若
菜
上　

四
、
一
一
七
〉

27
は
冷
泉
帝
が
朱
雀
院
に
行
幸
す
る
場
面
で
あ
り
、
楽
所
が
遠
く
て
音
楽

が
聞
こ
え
な
い
た
め
、
楽
器
を
近
く
ま
で
取
っ
て
き
て
も
ら
う
。
28
は
僧

が
尼
君
に
入
道
の
生
活
に
つ
い
て
述
べ
る
場
面
で
あ
り
、
入
道
は
普
段
琵

琶
な
ど
を
取
り
寄
せ
て
演
奏
す
る
と
述
べ
る
。
従
っ
て
、「
召
す
」
の
通

常
語
形
は
、
一
節
で
候
補
か
ら
外
し
た
「
取
り
寄
す
」
だ
と
考
え
て
よ
さ

そ
う
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
モ
ノ
を
取
り
寄
せ
る
場
合
は
【
表
四
】
の
よ
う
に
な
る
。

1B
と
1C
に
あ
る
は
ず
の
形
が
使
え
な
い
た
め
、
2B
と
2C
に
「
取
り
寄
す
」

が
代
わ
り
に
用
い
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
1B
と
1C
の
代

用
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　

七
、
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、「
召
し
寄
す
」の
通
常
語
形
が
何
か
に
つ
い
て
、「
呼
ぶ
」「
招

く
」「
取
る
」「
召
す
」
の
複
合
動
詞
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
り
、
以
下
の

結
論
を
得
た
。

　

１
、�

ヒ
ト
を
呼
び
寄
せ
る
場
合
の
「
召
し
寄
す
」
の
通
常
語
形
は
「
呼

び
寄
す
」
で
あ
る
。

　

２
、�

モ
ノ
を
取
り
寄
せ
る
場
合
の
「
召
し
寄
す
」
の
通
常
語
形
は
「
取

り
寄
せ
さ
す
」
で
あ
る（

9
（

。

【表四】「取る」の敬語体系

介
在

使
役
形

1A　
1B　取らせたまふ
1C　取らす

非
使
役
形

2A　召す
2B【取り寄せたまふ】
2C【取り寄す】

非
介
在

3A　取らせたまふ
3B　取りたまふ
3C　取る
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３
、�「
召
す
」
単
独
の
場
合
の
通
常
語
形
に
つ
い
て
、
ヒ
ト
を
呼
ぶ
場

合
は
「
呼
ぶ
」、
モ
ノ
を
取
り
寄
せ
る
場
合
は
「
取
り
寄
す
」
で

あ
る
。

　

４
、�

モ
ノ
を
取
り
寄
せ
る
場
合
、「
召
す
」
の
通
常
語
形
は
「
取
ら
す
」

が
期
待
さ
れ
る
が
、「
取
ら
す
」
は
「
取
る
＋
使
役
」
の
意
味
で

は
な
く
、「
与
え
る
」
の
意
味
で
あ
る
た
め
、
そ
の
領
域
は
「
取

り
寄
す
」
が
担
っ
て
い
た
。

注（1
）
本
稿
は
、
主
体
敬
語
の
形
か
ら
敬
意
を
除
く
形
を
「
通
常
語
形
」
と
呼
ぶ
。

（
2
）�

各
辞
書
の
通
常
語
形
の
記
述
は
以
下
の
通
り
。「
呼
ぶ
」「
招
く
」
‥
旺
文
社
『
古

語
辞
典
』第
十
版（
二
〇
〇
八
）、旺
文
社『
全
訳
学
習
古
語
辞
典
』（
二
〇
〇
六
）。

「
呼
ぶ
」「
呼
び
寄
す
」
‥
東
京
書
籍
『
最
新
全
訳
古
語
辞
典
』（
二
〇
一
〇
）。「
呼

ぶ
」
‥
大
修
館
書
店
『
古
語
林
』（
二
〇
一
〇
）。「
呼
び
寄
す
」
‥
三
省
堂
『
全

訳
読
解
古
語
辞
典
』
第
四
版
（
二
〇
一
四
）、
ベ
ネ
ッ
セ
『
ベ
ネ
ッ
セ
古
語
辞
典
』

（
二
〇
〇
三
）。

　
　

�「
取
る
」
‥
大
修
館
書
店
『
古
語
林
』（
二
〇
一
〇
）。「
取
り
寄
す
」
‥
旺
文
社
『
古

語
辞
典
』第
十
版（
二
〇
〇
八
）、旺
文
社『
全
訳
学
習
古
語
辞
典
』（
二
〇
〇
六
）、三

省
堂
『
全
訳
読
解
古
語
辞
典
』
第
四
版
（
二
〇
一
四
）、
ベ
ネ
ッ
セ
『
ベ
ネ
ッ
セ

古
語
辞
典
』（
二
〇
〇
三
）、
東
京
書
籍
『
最
新
全
訳
古
語
辞
典
』（
二
〇
一
〇
）。

　
　

�

ま
た
、
通
常
語
形
を
明
記
せ
ず
、「
呼
び
寄
せ
る
」「
取
り
寄
せ
る
」「
お
呼
び
寄

せ
に
な
る
」「
お
取
り
寄
せ
に
な
る
」
の
よ
う
に
訳
だ
け
あ
る
の
は
‥
小
学
館
『
日

本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
二
〇
〇
二
）、
小
学
館
『
古
語
大
辞
典
』
第
一
版

（
一
九
八
三
）、
小
学
館
『
全
文
全
訳
古
語
辞
典
』（
二
〇
〇
八
）、
岩
波
『
古
語
辞

典
』補
訂
版（
二
〇
一
一
）、三
省
堂『
新
明
解
古
語
辞
典
』第
三
版（
二
〇
〇
四
）、三

省
堂
『
詳
説
古
語
辞
典
』（
二
〇
〇
八
）、
新
潮
社
『
新
潮
国
語
辞
典
』
第
二
版

（
一
九
九
五
）。

（
3
）�

古
代
の
複
合
動
詞
の
存
否
を
論
じ
る
先
行
研
究
は
多
い
が
、
本
稿
は
ひ
と
ま
ず
形

の
上
で
「
動
詞
連
用
形
＋
動
詞
」
に
な
る
も
の
を
複
合
動
詞
と
呼
ぶ
。

（
（
）�

検
索
条
件
は
、
召
す
‥
「
語
彙
素
読
み
‥
メ
ス
、
活
用
形
‥
連
用
形
」
＋
「
品
詞

‥
動
詞
」。「
呼
ぶ
」「
招
く
」「
取
る
」
‥
「
語
彙
素
読
み
‥
ヨ
ブ
／
マ
ネ
ク
／
ト

ル
、
活
用
形
‥
連
用
形
」
＋
「
品
詞
：
動
詞
、
活
用
形
‥
連
用
形
」
＋
「
語
彙
素

読
み
‥
タ
マ
ウ
」。

（
5
）�「
招
く
」
の
源
氏
以
外
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
、
コ
ー
パ
ス
の
検
索
範
囲
（
中
古
）

に
は
、
古
今
和
歌
集
二
例
、
平
中
物
語
一
例
、
蜻
蛉
日
記
二
例
、
落
窪
物
語
一
例
、

枕
草
子
一
例
、
堤
中
納
言
物
語
二
例
、
更
級
日
記
一
例
、
讃
岐
典
侍
日
記
四
例
、

合
わ
せ
て
十
四
例
あ
り
、「
招
き
寄
す
」
の
例
が
な
い
。
ま
た
、
古
今
和
歌
集
を

除
き
、
十
二
例
中
七
例
が
和
歌
か
、
和
歌
の
一
部
の
引
用
で
あ
り
、
稲
穂
な
ど
の

植
物
が
動
作
主
体
に
な
る
例
が
多
い
。

（
6
）�「
招
く
」
も
「
呼
ぶ
」「
呼
び
寄
せ
る
」「
招
待
す
る
」
の
意
味
が
あ
る
が
、
日
国

に
よ
る
と
初
出
が
平
家
物
語
で
あ
り
、
現
行
の
古
語
辞
典
が
「
招
く
」
を
通
常
語

形
に
す
る
の
は
、
そ
の
影
響
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
の
調
査
範
囲
は
源
氏
物
語

で
あ
る
た
め
、「
招
く
」
は
ま
だ
動
き
を
伴
う
動
作
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

（
7
）�

源
氏
物
語
以
外
に
も
、
コ
ー
パ
ス
の
検
索
範
囲
（
中
古
）
に
は
、
こ
の
使
い
方
が

見
当
た
ら
な
い
。
各
辞
書
の
引
用
例
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
平
家
物
語
の
例
を
あ

げ
る
辞
書
と
、
上
代
の
例
を
あ
げ
る
辞
書
が
あ
る
。
上
代
の
例
に
は
、
以
下
の
よ

う
な
例
が
あ
る
。

　
　
　
　

�
た
ら
ち
ね
の
母
が
呼
ぶ
名
を
【
母
之
召
名
乎
】
申
さ
め
ど
道
行
く
人
を
誰
と

知
り
て
か　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
萬
葉
集　

十
一
、
三
一
〇
二
〉
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�

百
済
人
、
此
の
嶋
を
呼
び
て
主
嶋
と
曰
ふ
。【
百
済
人
呼
此
嶋
曰
主
嶋
也
】

　
〈
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀　

上
』
四
七
一
〉

　
　

�
た
だ
し
、
三
一
〇
二
番
歌
は
「
母
が
呼
ん
で
い
る
、
そ
の
名
を
」
と
も
解
釈
で
き

そ
う
で
あ
る
う
え
に
、
表
記
が
「
召
」
で
あ
り
、「
呼
ぶ
」
の
確
例
と
し
て
あ
げ

ら
れ
る
か
ど
う
か
が
疑
わ
し
い
。
ま
た
、
日
本
書
紀
の
例
は
漢
文
で
あ
り
、
和
文

の
例
と
し
て
使
い
に
く
い
。

（
8
）�

モ
ノ
ヲ
「
召
さ
す
」
の
例
は
枕
草
子
に
一
例
だ
け
あ
る
が
、
異
文
が
あ
り
、
確
例

で
は
な
い
。
ま
た
、
通
常
語
形
を
「
食
べ
る
」
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　

�

廊
に
殿
上
人
い
と
お
ほ
か
り
。
殿
の
御
前
に
宮
司
召
し
て
、「
く
だ
物
、
さ

か
な
な
ど
召
さ
せ
よ
。
人
々
酔
は
せ
」
な
ど
仰
せ
ら
る
る
。

〈
枕
草
子
、
第
一
〇
〇
段
、
二
〇
六
〉

（
9
）�

ま
た
、
本
稿
は
具
体
的
な
モ
ノ
を
取
る
場
合
の
複
合
動
詞
だ
け
取
り
扱
っ
た
。
具

体
的
な
モ
ノ
で
は
な
い
場
合
（「
取
り
な
す
」「
取
り
分
く
」
な
ど
）、「
召
し
―
」

の
例
は
見
ら
れ
ず
、
尊
敬
の
助
動
詞
を
用
い
、「
取
り
―
・
取
り
―
た
ま
ふ
・
取

り
―
（
さ
）
せ
た
ま
ふ
」
で
敬
意
差
を
表
す
。

　
　
　
　

�「
…
…
」
と
、
言
ふ
か
ひ
な
げ
に
（
紫
の
上
ハ
）
と
り
な
し
た
ま
へ
ば
、
恥

づ
か
し
う
さ
へ
お
ぼ
え
た
ま
ひ
て
、
頬
杖
を
つ
き
た
ま
ひ
て
寄
り
臥
し
た
ま

へ
れ
ば
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〈
若
菜
上　

四
、
六
四
〉

　
　
　
　

�

宮
（
＝
中
宮
）、〔
→
源
氏
〕「
い
か
な
る
べ
き
こ
と
と
も
思
ひ
た
ま
へ
わ
き

は
べ
ら
ざ
り
つ
る
を
、
か
う
こ
と
こ
と
し
う
と
り
な
さ
せ
た
ま
ふ
に
な
む
、

な
か
な
か
心
お
か
れ
ぬ
べ
く
」
と
の
た
ま
ひ
消
つ
ほ
ど
の
御
け
は
ひ
、
い
と

若
く
愛
敬
づ
き
た
る
に
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　

〈
梅
枝　

三
、
四
一
三
〉

テ
キ
ス
ト
、
索
引

国
立
国
語
研
究
所
（
二
〇
一
八
）『
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス
』
バ
ー
ジ
ョ
ン2018.03　

https://chunagon.ninjal.ac.jp/

阿
部
秋
生
ほ
か
校
注
・
訳
（
一
九
九
四
）『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

源
氏
物
語
』
小

学
館

松
尾
聰
、
永
井
和
子
校
注
・
訳
（
一
九
九
七
）『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

枕
草
子
』

小
学
館

市
古
貞
次
校
注
・
訳
（
一
九
九
四
）『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

平
家
物
語
』
小
学
館

参
考
文
献

穐
田
定
樹
（
一
九
七
六
）『
中
古
中
世
の
敬
語
の
研
究
』
清
文
堂

阿
部
裕
（
二
〇
一
三
）「
古
代
日
本
語
に
お
け
る
動
詞
連
接
「
ト
リ
―
」
の
様
相
」
影
山

太
郎
編
『
複
合
動
詞
研
究
の
最
先
端
―
謎
の
解
明
に
向
け
て
―
』
ひ
つ
じ
書
房

北
原
保
雄
ほ
か
編
（
二
〇
〇
〇
）『
日
本
国
語
大
辞
典　

第
二
版
』
小
学
館

中
田
祝
夫
、
和
田
利
政
、
北
原
保
雄
編
（
一
九
八
三
）『
古
語
大
辞
典
』
小
学
館

付
記�

　

本
稿
は
平
成
三
十
年
度
國
學
院
大
學
国
語
研
究
会
前
期
大
会
で
発
表
し
た
内
容
を
加

筆
・
修
正
し
た
も
の
で
す
。
発
表
に
際
し
て
、
貴
重
な
ご
指
摘
・
ご
教
示
を
賜
わ
っ
た

先
生
方
・
参
加
者
の
方
々
に
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。


