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キ
ー
ワ
ー
ド
：
御
覧
ぜ
ら
る
、
対
者
敬
語
、
自
卑
敬
語
、
関
係
規
定
性
、
素
材

敬
語

　
　
　
は
じ
め
に

　
「
御
覧
ず
」
は
「
見
る
」
の
主
体
敬
語
動
詞
で
あ
る
。「
見
る
」
の

主
体
敬
語
に
は
、
敬
語
補
助
動
詞
「
た
ま
ふ
」
を
下
接
し
た
「
見
た

ま
ふ
」
も
あ
る
。
源
氏
物
語
の
地
の
文
で
は
、「
人
物
を
御
覧
ず
」

と
用
い
る
場
合
に
、「
御
覧
ず
」
の
動
作
主
体
が
、
動
作
客
体
よ
り

上
位
者
で
あ
る
と
い
う
関
係
規
定
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、「
見

た
ま
ふ
」
に
は
そ
う
し
た
関
係
規
定
性
が
認
め
ら
れ
な
い
（
高
桑
恵

子
二
〇
一
五
ａ
）。

　

⑴
（
桐
壺
帝
ガ
、
桐
壺
更
衣
ヲ
）
い
と
ど
あ
は
れ
と
御
覧
じ
て
、

　
　

…
…
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
桐
壺
七
‐
一
〇
）

　

　「
御
覧
ぜ
ら
る
」
に
お
け
る
対
者
敬
語
の
用
法

高
桑
　
恵
子

の
よ
う
に
、「
御
覧
ず
」
の
動
作
主
体
（
桐
壺
帝
）
は
、
動
作
客
体
（
桐

壺
更
衣
）
よ
り
上
位
者
で
あ
り
、
関
係
規
定
性
が
認
め
ら
れ
る
が
、

そ
れ
に
対
し
て
、「
見
た
ま
ふ
」
は
、

　

⑵�

こ
の
若
君
（
＝
若
紫
）、
幼
心
地
に
、（
源
氏
ヲ
）
め
で
た
き
人

か
な
と
見
た
ま
ひ
て
、…
…
。　　
　
　
　
（
若
紫
一
六
九
‐
六
）

の
よ
う
に
、
動
作
主
体
（
若
紫
）
が
動
作
客
体
（
源
氏
）
よ
り
下
位

の
人
物
で
あ
り
、「
見
た
ま
ふ
」に
は
関
係
規
定
性
が
認
め
ら
れ
な
い
。

　

主
体
敬
語
の
「
御
覧
ず
」
に
は
、
受
身
の
助
動
詞
「
ら
る
」
を
接

続
し
た
受
身
形
の
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
と
い
う
形
が
あ
る
。

　

⑶�

（
柏
木
→
女
三
宮
）「
…
…
か
く
お
ほ
け
な
き
（
私
ノ
）
さ
ま
を

（
ア
ナ
タ
ニ
）
御
覧
ぜ
ら
れ
ぬ
る
も
、
か
つ
は
い
と
思
ひ
や
り

な
く
恥
づ
か
し
け
れ
ば
、
…
…
」（
若
菜
下
一
一
七
七
‐
一
三
）

　

こ
の
よ
う
な
受
身
の
敬
語
形
は
現
代
語
で
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
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な
い（
１
）。

さ
ら
に
古
典
語
に
お
い
て
も
敬
語
本
動
詞
の
受
身
形
は
、「
御

覧
ぜ
ら
る
」
以
外
は
、
ご
く
、
わ
ず
か
に
し
か
見
ら
れ
な
い（

２
）。

　
「
御
覧
ず
」
の
受
身
形
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
に
対
し
て
、「
見
た
ま
ふ
」

の
受
身
形
と
考
え
ら
れ
る
「
見
ら
れ
た
ま
ふ
」
と
い
う
形
は
存
在
し

な
い
。こ
れ
に
代
る
形
と
し
て
、「
見
ゆ
」と
い
う
、受
身
の
意
を
持
っ

た
動
詞
に
客
体
敬
語
を
接
続
し
た
「
見
え
た
て
ま
つ
る
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。

　

⑷�

（
源
氏
→
夕
霧
）「
…
…
。
ま
め
や
か
に
仕
う
ま
つ
り
（
ア
ナ
タ

ガ
、
大
宮
ニ
）
見
え
た
て
ま
つ
れ
。
…
…
」

��　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�（

野
分
八
六
九
‐
九
）

　
「
Ａ
が
Ｂ
に
御
覧
ぜ
ら
る
」も「
Ａ
が
Ｂ
に
見
え
た
て
ま
つ
る
」も
、

〈
見
る
人
〉
Ｂ
へ
敬
意
が
向
か
う
と
い
う
点
で
同
じ
で
あ
る
。
⑶
は
、

〈
見
る
人
〉
女
三
宮
に
、
⑷
は
〈
見
る
人
〉
大
宮
に
敬
意
が
向
か
っ

て
い
る
。

　
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
は
「
見
え
た
て
ま
つ
る
」
よ
り
敬
意
の
高
い
表

現
と
さ
れ
て
い
る
（
中
村
幸
弘
・
大
久
保
一
男
・
碁
石
雅
利

二
〇
〇
二
）。
し
か
し
、
単
に
敬
意
の
差
だ
け
で
は
な
く
、「
御
覧
ぜ

ら
る
」
は
「
見
え
た
て
ま
つ
る
」
に
は
な
い
、
限
定
的
な
用
い
ら
れ

方
を
す
る
（
高
桑
恵
子
二
〇
一
五
ｂ
）。

　

本
稿
で
は
、「
御
覧
ぜ
ら
る
」
の
特
徴
的
な
用
い
ら
れ
方
に
つ
い

て
述
べ
、
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
理
由
を
探
る
。

　

用
例
は
源
氏
物
語
を
用
い
、
テ
キ
ス
ト
は
『
源
氏
物
語
大
成
校
異

篇
』
の
本
文
を
使
用
し
た
。
巻
名
・
頁
数
・
行
数
を
示
し
、
表
記
は

私
意
に
よ
る
。

　
　
　

一　

発
話
文
の
「
御
覧
ぜ
ら
る
」

　

源
氏
物
語
に
は
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
は
36
例
あ
り
、
発
話
文
に
30
例

（
手
紙
文
も
含
む
）、
心
内
文
に
３
例
、
地
の
文
に
３
例
で
、
発
話
文

に
偏
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
発
話
文
を
中
心
に
分
析
す
る
。
発
話
文
の
「
御
覧
ぜ
ら

る
」
の
「
ら
る
」
は
、
す
べ
て
受
身
の
意
と
理
解
で
き
る
。
ま
ず
、

「
御
覧
ぜ
ら
る
」
が
用
い
ら
れ
る
用
例
⑸
～
⑺
を
あ
げ
て
、「
御
覧
ぜ

ら
る
」
が
用
い
ら
れ
る
発
話
文
の
特
徴
を
、
①
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
の

主
体
と
客
体
の
人
称
、
②
話
し
手
と
聞
き
手
の
上
下
関
係
、
③
「
御

覧
ぜ
ら
る
」
を
含
む
同
一
発
話
内
に
共
起
す
る
語
、
に
着
目
し
て
見

て
い
く
。
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①
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
の
主
体
と
客
体
の
人
称　

　

ま
ず
⑸
は
、
明
石
の
君
が
、
娘
で
あ
る
明
石
女
御
（
東
宮
の
女
御
）

に
、
父
入
道
の
願
文
を
託
す
場
面
の
発
話
で
あ
る
。

　

⑸�

（
明
石
の
君
→
明
石
女
御
）「
…
…
、（
私
ガ
）
と
も
か
く
も
は

か
な
く
な
り
は
べ
り
な
ば
、
必
ず
し
も
、
い
ま
は
の
と
じ
め
を

（
私
ガ
、
ア
ナ
タ
ニ
）
御
覧
ぜ
ら
る
べ
き
身
に
も
は
べ
ら
ね
ば
、

な
ほ
う
つ
し
心
失
せ
ず
は
べ
る
世
に
な
む
、
は
か
な
き
こ
と
を

も
聞
こ
え
さ
せ
お
く
べ
く
は
べ
り
け
る
、
と
思
ひ
は
べ
り
て
。

…
…
。
か
ば
か
り
、
と
見
た
て
ま
つ
り
お
き
つ
れ
ば
、
み
づ
か

ら
も
世
を
背
き
は
べ
り
な
む
と
思
う
た
ま
へ
な
り
ゆ
け
ば
、

…
…
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�（
若
菜
上
一
一
〇
一
‐
一
）

　

次
に
⑹
は
、
病
床
に
あ
る
源
氏
の
乳
母
が
、
源
氏
に
見
舞
い
を
う

け
た
場
面
の
発
話
で
あ
る
。

　

⑹�

（
乳
母
→
源
氏
）「（
私
ハ
）
惜
し
げ
な
き
身
な
れ
ど
、
棄
て
が

た
く
思
う
た
ま
へ
つ
る
こ
と
は
、た
だ
か
く
御
前
に
さ
ぶ
ら
ひ
、

（
私
ガ
、
ア
ナ
タ
ニ
）
御
覧
ぜ
ら
る
る
こ
と
の
変
り
は
べ
り
な

む
こ
と
を
、
口
惜
し
く
思
ひ
た
ま
へ
た
ゆ
た
ひ
し
か
ど
、
忌
む

こ
と
の
し
る
し
に
よ
み
が
へ
り
て
な
む
、
か
く
渡
り
お
は
し
ま

す
を
、
見
た
ま
へ
は
べ
り
ぬ
れ
ば
、
今
な
む
阿
弥
陀
仏
の
御
光

も
、
心
清
く
、
待
た
れ
は
べ
る
べ
き
」（
夕
顔
一
〇
二
‐
一
三
）

　

次
に
⑺
は
、
内
大
臣
が
、
源
氏
に
、
内
大
臣
の
実
の
娘
で
行
方
不

明
で
あ
っ
た
玉
鬘
が
、
源
氏
に
り
っ
ぱ
に
養
育
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

つ
い
て
述
べ
て
い
る
場
面
の
発
話
で
あ
る
。

　

⑺�

（
内
大
臣
→
源
氏
）「
た
だ
（
私
ハ
、
ア
ナ
タ
ノ
）
御
も
て
な
し

に
な
む
従
ひ
は
べ
る
べ
き
。
か
う
ま
で
（
私
ノ
娘
ガ
、
ア
ナ
タ

ニ
）
御
覧
ぜ
ら
れ
、
あ
り
難
き
（
ア
ナ
タ
ノ
）
御
は
ぐ
く
み
に

隠
ろ
へ
は
べ
り
け
る
も
、
前
の
世
の
契
り
お
ろ
か
な
ら
じ
」

（
行
幸
九
〇
七
‐
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

⑸
・
⑹
は
、「（
私
ガ
、
ア
ナ
タ
ニ
）
御
覧
ぜ
ら
る
」
と
、「
話
し

手
（
一
人
称
）
が
、
聞
き
手
（
二
人
称
）
に
御
覧
ぜ
ら
る
」
と
発
話

す
る
例
で
、
⑺
は
、「（
私
ノ
娘
ガ
、
ア
ナ
タ
ニ
）
御
覧
ぜ
ら
る
」
と

い
う
よ
う
に
、「
話
し
手
の
娘
（
一
人
称
側
）
が
、
聞
き
手
（
二
人
称
）

に
御
覧
ぜ
ら
る
」
と
発
話
す
る
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
よ
う
に
、「
御

覧
ぜ
ら
る
」
は
す
べ
て
話
し
手
が
「
私
（
側
）
が
あ
な
た
（
側
）
に

御
覧
ぜ
ら
る
」
と
、
聞
き
手
に
述
べ
る
用
例
に
用
い
ら
れ
る（

３
）。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
次
の
⑻
の
よ
う
に
、「
見
え
た
て
ま
つ
る
」
に

は
そ
の
よ
う
な
人
称
の
制
約
は
な
い
。
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⑻�
（
女
房
→
女
房
）「
…
…
、
同
じ
く
は
、（
中
ノ
君
ガ
薫
ニ
）
見

え
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
御
宿
世
な
ら
ざ
り
け
む
よ
」

（
早
蕨
一
六
七
八-

一
一
）

　
「
三
人
称
（
中
の
君
）
が
、
三
人
称
（
薫
）
に
見
え
た
て
ま
つ
る
」

と
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

発
話
文
の
「
見
え
た
て
ま
つ
る
」
の
〈
見
る
人
〉
と
〈
見
ら
れ
る

人
〉の
人
称
は
様
々
な
人
称
の
組
み
合
わ
せ
が
あ
り
、「
御
覧
ぜ
ら
る
」

の
よ
う
に
、「
話
し
手
（
一
人
称
）
が
、
聞
き
手
（
二
人
称
）
に
御

覧
ぜ
ら
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
一
人
称
（
側
）
の
人
物
が
、
二
人
称

（
側
）
の
人
物
か
ら
見
ら
れ
る
例
の
み
で
は
な
い
。

　

②　

話
し
手
と
聞
き
手
の
上
下
関
係

　

⑸
で
は
、
話
し
手
で
あ
る
明
石
の
君
か
ら
み
て
聞
き
手
で
あ
る
明

石
女
御
（
東
宮
女
御
）
は
身
分
上
の
上
位
者
、
⑹
も
、
話
し
手
の
乳

母
か
ら
み
て
聞
き
手
の
源
氏
は
身
分
上
の
上
位
者
、
⑺
も
、
話
し
手

の
内
大
臣
か
ら
み
て
聞
き
手
の
源
氏
は
身
分
上
の
上
位
者
で
も
あ

り
、
我
が
娘
を
養
育
し
て
く
れ
た
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
心
理
的
な

上
位
者
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
御
覧
ぜ
ら
る
」
を
用
い
る
の

は
話
し
手
か
ら
み
て
聞
き
手
が
、
身
分
上
の
上
位
者
、
心
理
的
な
上

位
者
、
ま
た
他
の
例
に
み
ら
れ
る
親
な
ど
の
年
長
者
に
限
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
関
係
規
定
性
の
あ
る
「
御
覧
ず
」
を
「
話
し
手
が
聞
き
手

に
御
覧
ぜ
ら
る
」
と
用
い
て
い
る
の
で
、
聞
き
手
は
上
位
者
に
限
ら

れ
る
た
め
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
⑼
の
よ
う
に
、「
見
え
た
て
ま
つ
る
」
は
関
係

規
定
性
が
な
い
の
で
、
上
位
者
（
薫
）
か
ら
下
位
者
（
女
房
）
へ
の

発
話
に
も
用
い
ら
れ
、
話
し
手
と
聞
き
手
の
上
下
関
係
に
か
か
わ
ら

ず
に
用
い
ら
れ
る
。

　

⑼�

（
薫
→
女
房
）「
…
…
、
ま
た
参
り
て
（
私
ガ
）
人
々
（
＝
女
房

達
）
に
見
え
た
て
ま
つ
ら
む
こ
と
も
ね
た
く
な
む
。
…
…
」

（
総
角
一
六
一
一
‐
五
）

　

③
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
を
含
む
同
一
発
話
内
に
共
起
す
る
語

　
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
が
用
い
ら
れ
る
同
一
発
話
文
に
は
、
⑸
～
⑺
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
下
二
段
「
た
ま
ふ
」
と
「
は
べ
り
」
が
多
用
さ

れ
る
。「
御
覧
ぜ
ら
る
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
発
話
文
30
例
の
う
ち
、

下
二
段
「
た
ま
ふ
」
を
用
い
て
い
る
例
は
19
例
、「
は
べ
り
」
を
用

い
て
い
る
例
は
25
例
で
あ
る
。

　

こ
れ
と
比
べ
て
「
見
え
た
て
ま
つ
る
」
の
用
い
ら
れ
る
発
話
文
30



― 39―

例
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
２
例
、
５
例
と
な
っ
て
お
り
、「
御
覧
ぜ
ら
る
」

は
「
見
え
た
て
ま
つ
る
」
と
比
べ
て
同
一
発
話
で
の
下
二
段
「
た
ま

ふ
」・「
は
べ
り
」
と
の
共
起
す
る
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
御
覧
ぜ
ら
る
」
は
下
二
段
「
た
ま
ふ
」・「
は
べ
り
」

と
共
起
を
す
る
割
合
が
高
い
。そ
し
て
、一
人
称
主
語
で
用
い
ら
れ
、

下
位
者
か
ら
上
位
者
へ
の
発
話
に
「
私
ガ
、
ア
ナ
タ
ニ
御
覧
ぜ
ら
る
」

と
聞
き
手
に
敬
意
が
向
か
う
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
。
一
人
称
主
語
で

用
い
ら
れ
、
聞
き
手
に
敬
意
が
向
か
う
点
で
、「
御
覧
ぜ
ら
る
」
は

下
二
段
「
た
ま
ふ
」
と
同
じ
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、「
御
覧
ぜ
ら
る
」
は
、
下
二
段
「
た
ま
ふ
」
と
共
通

し
た
聞
き
手
へ
の
へ
り
く
だ
り
の
性
質
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

　
　
　

二　

発
話
文
の
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
が
用
い
ら
れ
る
場
面

　

発
話
文
に
用
い
ら
れ
る
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
が
ど
の
よ
う
な
表
現
と

と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
場
面
で
話
し
手
が

聞
き
手
に
用
い
て
い
る
の
か
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聞
き
手
へ
の

へ
り
く
だ
り
が
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
に
あ
る
か
を
探
る
。

　

⑶
・
⑸
～
⑺
で
は
、
話
し
手
は
聞
き
手
に
、
⑶
「
か
く
お
ほ
け
な

き
（
私
ノ
）
さ
ま
を
」、
⑸
「（
私
ノ
）
い
ま
は
の
と
じ
め
を
（
私
ガ
、

ア
ナ
タ
ニ
）
御
覧
ぜ
ら
る
べ
き
身
に
も
は
べ
ら
ね
ば
」、
⑹
「（
私
ハ
）

惜
し
げ
な
き
身
な
れ
ど
」、
⑺
「
た
だ
（
私
ハ
、
ア
ナ
タ
ノ
）
御
も

て
な
し
に
な
む
従
ひ
は
べ
る
べ
き
。
…
…
あ
り
難
き
（
ア
ナ
タ
ノ
）

御
は
ぐ
く
み
に
」
な
ど
の
自
分
を
低
め
る
表
現
を
用
い
て
い
る
。

　

次
の
用
例
の
傍
線
の
表
現
か
ら
も
、
発
話
に
お
け
る
「
御
覧
ぜ
ら

る
」
が
、
自
分
（
側
）
を
低
め
る
表
現
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。

　

⑽�

（
源
氏
→
秋
好
中
宮
）「
思
し
棄
つ
ま
じ
き
を
頼
み
に
て
、（
私

ノ
娘
ノ
）
な
め
げ
な
る
姿
を
、
す
す
み
（
ア
ナ
タ
ニ
）
御
覧
ぜ

ら
れ
は
べ
る
な
り
。
後
の
世
の
例
に
や
と
、
心
せ
ば
く
忍
び
思

ひ
た
ま
ふ
る
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
梅
枝
九
八
二
‐
四
）

　

⑾�

（
柏
木
→
小
侍
従
）「
ま
こ
と
は
、
さ
ば
か
り
世
に
な
き
御
あ
り

さ
ま
を
、
見
た
て
ま
つ
り
馴
れ
た
ま
へ
る
御
心
に
、
数
に
も
あ

ら
ず
あ
や
し
き
（
私
ノ
）
な
れ
姿
を
、
う
ち
と
け
て
（
ア
ナ
タ

ノ
主
人
デ
ア
ル
女
三
宮
ニ
）
御
覧
ぜ
ら
れ
む
と
は
、
さ
ら
に
思

ひ
か
け
ぬ
こ
と
な
り
。…
…
」　　
　
（
若
菜
下
一
一
七
五
‐
七
）

　

こ
れ
ら
の
例
に
あ
る
よ
う
に
、「
御
覧
ぜ
ら
る
」
は
、
話
し
手
が

聞
き
手
に
対
し
て
自
分
を
低
め
て
へ
り
く
だ
っ
て
述
べ
て
い
る
と
思
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わ
れ
る
表
現
と
共
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

次
に
、「
御
覧
ぜ
ら
る
」
が
用
い
ら
れ
る
⑶
・
⑸
～
⑺
・
⑽
・
⑾
は
、

話
し
手
が
、
聞
き
手
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
場
面
で
発
話
し
て
い

る
か
を
見
て
み
る
。

　
　

⑶
の
場
面　

�
柏
木
が
、
源
氏
の
正
妻
で
あ
る
女
三
宮
に
、
会
い

た
く
て
忍
ん
で
き
た
。

　
　

⑸
の
場
面　

�

明
石
の
君
が
、
東
宮
の
女
御
に
、
自
分
は
あ
な
た

に
臨
終
を
看
取
ら
れ
る
身
分
で
は
な
い
の
で
、
今

の
う
ち
に
、
父
入
道
の
願
文
を
託
す
と
言
う
。　

　
　

⑹
の
場
面　

乳
母
が
、
源
氏
に
、
病
気
の
見
舞
い
を
う
け
る
。

　
　

⑺
の
場
面　

�

内
大
臣
が
、
源
氏
に
、
行
方
が
分
か
ら
な
く
な
っ

た
娘
を
養
育
さ
れ
て
い
た
。

　
　

⑽
の
場
面　

�

源
氏
が
、
秋
好
中
宮
に
、
娘
の
明
石
姫
君
の
腰
結

の
役
を
依
頼
す
る
。

　
　

⑾
の
場
面　

�

柏
木
が
、
小
侍
従
に
、
源
氏
の
正
妻
で
あ
る
女
三

宮
に
会
わ
せ
て
ほ
し
い
と
懇
願
す
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
話
し
手
が
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
と
い
う
行
為
を
へ
り
く

だ
っ
て
聞
き
手
に
述
べ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場
面
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
御
覧
ぜ
ら
る
」
は
、
相
手
よ
り
自
分
を
低
め
て

話
し
手
が
聞
き
手
に
述
べ
る
表
現
、場
面
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

下
二
段
「
た
ま
ふ
」
の
よ
う
な
聞
き
手
へ
の
へ
り
く
だ
り
を
表
わ
す

対
者
敬
語
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

い
っ
ぽ
う
、
次
の
「
見
え
た
て
ま
つ
る
」
の
例
は
、
聞
き
手
（
夕

霧
）
に
対
し
て
、
話
し
手
（
源
氏
）
が
、「
祖
母
で
あ
る
大
宮
に
孝

行
し
て
、
見
ら
れ
申
し
上
げ
な
さ
い
」
と
述
べ
て
い
て
、
聞
き
手
に

対
し
て
へ
り
く
だ
っ
た
態
度
で
は
述
べ
て
は
い
な
い
。

　

⑿�

（
源
氏
→
夕
霧
）「（
大
宮
ハ
）
い
ま
い
く
ば
く
も
お
は
せ
じ
。

ま
め
や
か
に
仕
う
ま
つ
り
（
ア
ナ
タ
ガ
、
大
宮
に
）
見
え
た
て

ま
つ
れ
。…
…
」　　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
野
分
八
六
九
‐
九
）

　
　
　

三　

中
古
の
対
者
敬
語
と
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
の
共
通
点

　

聞
き
手
へ
の
へ
り
く
だ
り
を
表
す
対
者
敬
語
に
は
ど
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
か
を
見
て
み
る
。

　

ま
ず
、
中
古
の
敬
語
に
つ
い
て
は
様
々
の
分
類
が
多
く
の
研
究
者

に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
き
た
。
辻
村
敏
樹
（
一
九
六
三
）
は
、
表
現
素

材
に
関
す
る
「
素
材
敬
語
」
と
、
対
者
へ
の
慎
み
の
気
持
ち
を
表
わ

す
「
対
者
敬
語
」
の
二
つ
に
分
け
た
分
類
を
提
示
し
た（

４
）。

　

中
古
に
用
い
ら
れ
た
対
者
敬
語
に
は
、「
は
べ
り
」
の
よ
う
に
主
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語
の
人
称
に
制
限
の
な
い
も
の
と
、下
二
段「
た
ま
ふ
」・「
ま
か
る
」・

「
ま
う
で
く
」・「
申
す
」・「
ま
か
づ
」・「
承
る
」
の
よ
う
に
主
語
が
一

人
称
（
側
）
と
い
う
制
限
の
あ
る
い
わ
ゆ
る
自
卑
敬
語
と
さ
れ
る
も

の
と
が
あ
る
。そ
の
た
め
、こ
こ
で
は
前
者
を
丁
寧
語〈
丁
重
語
〉に
、

後
者
を
謙
譲
語
Ⅱ
に
分
類
し
て
考
え
て
み
る
。

　

す
る
と
後
者
の
謙
譲
語
Ⅱ
に
属
す
語
と
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
と
に
は

共
通
点
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

下
二
段
「
た
ま
ふ
」
は
、
一
人
称
（
側
）
の
人
物
に
の
み
用
い
ら

れ
る
と
い
う
点
で
、
発
話
文
に
用
い
ら
れ
る
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
と
共

通
し
て
い
る
。

　

⒀�

（
⑽
）（
源
氏
→
秋
好
中
宮
）「
…
…
、（
私
ノ
娘
ノ
）
な
め
げ
な

る
姿
を
、
す
す
み
御
覧
ぜ
ら
れ
は
べ
る
な
り
。
後
の
世
の
例
に

や
と
、（
私
ハ
）
心
せ
ば
く
忍
び
思
ひ
た
ま
ふ
る
」

（
梅
枝
九
八
二
‐
四
）

　

⒀
は
話
し
手
（
源
氏
）
が
、
聞
き
手
（
秋
好
中
宮
）
に
へ
り
く
だ
っ

て
述
べ
て
い
る
。

　
「
申
す
」
は
、
地
の
文
に
も
発
話
文
に
も
用
い
ら
れ
、
素
材
敬
語

と
対
者
敬
語
の
両
方
の
用
法
を
持
っ
て
い
る
点
で
、「
御
覧
ぜ
ら
る
」

と
共
通
し
て
い
る
。

　

次
の
例
の
よ
う
に
、「
申
す
」は
地
の
文
に
お
い
て
は
、下
位
者（
惟

光
）
が
上
位
者
（
源
氏
）
に
言
う
、
と
い
う
関
係
規
定
性
を
も
っ
た

客
体
敬
語
で
あ
る
。

　

⒁
「
…
…
」
な
ど
（
惟
光
ガ
、
源
氏
ニ
）
申
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
夕
顔
一
三
一
‐
一
四
）

　

し
か
し
、
次
の
発
話
文
の
「
申
す
」
は
、
随
身
か
ら
源
氏
へ
の
へ

り
く
だ
り
を
表
わ
す
対
者
敬
語
で
あ
る
。

　

⒂�

（
随
身
→
源
氏
）「
か
の
白
く
咲
け
る
を
な
む
、
夕
顔
と
申
し
は

べ
る
。
…
…
」　　
　
　
　
　
　
　
　

�（
夕
顔
一
〇
一
‐
一
四
）

　
「
申
す
」
は
、
⒁
の
よ
う
に
、
地
の
文
に
お
い
て
は
素
材
敬
語
で

あ
り
、
⒂
の
よ
う
に
、
発
話
文
に
お
い
て
は
対
者
敬
語
と
し
て
用
い

ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
申
す
」
は
、
関
係
規
定
性

を
も
つ
客
体
敬
語
と
し
て
の
用
法
と
、
発
話
文
に
用
い
ら
れ
て
対
者

敬
語
の
働
き
を
す
る
用
法
と
が
あ
る
。

　

発
話
文
に
の
み
用
い
ら
れ
る
下
二
段
「
た
ま
ふ
」
と
違
っ
て
、
こ

の
よ
う
に
対
者
敬
語
に
は
、
素
材
敬
語
と
し
て
の
用
法
を
も
つ
語
が

あ
る
。

　
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
も
地
の
文
で
は
、
次
の
例
の
よ
う
に
、
主
体
敬

語
「
御
覧
ず
」
の
受
身
形
の
素
材
敬
語
で
あ
る
。
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⒃�
…
…
う
る
は
し
く
も
の
し
た
ま
ふ
君
（
＝
夕
霧
）
に
て
、
三
条

宮
と
六
条
院
と
に
参
り
て
、（
夕
霧
ガ
、
大
宮
ト
源
氏
ニ
）
御

覧
ぜ
ら
れ
た
ま
は
ぬ
日
な
し
。　　
　
　
（
野
分
八
六
六
‐
九
）

　
「
御
覧
ず
」
は
敬
意
が
「
大
宮
と
源
氏
」
に
向
か
う
主
体
敬
語
で

あ
る
が
、「
御
覧
ず
」
に
受
身
の
「
ら
る
」
を
接
続
し
た
「
御
覧
ぜ

ら
る
」
の
ま
と
ま
り
で
み
る
と
次
の
よ
う
に
、
客
体
敬
語
相
当
と
し

て
働
い
て
「
大
宮
と
源
氏
」
に
敬
意
が
向
か
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

夕主
体霧

が
、
大
客

体

宮
と
源
氏
に　

御客
体
敬
語
相
当

覧
ぜ
ら
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
御
覧
ぜ
ら
る
」
と
い
う
ま
と
ま
り
で
は
、「
見
ら

れ
る
人
」
が
主
体
に
な
り
、
見
る
人
が
客
体
に
な
る
客
体
敬
語
相
当

の
働
き
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
は
、「
下
位
者
が
上
位
者
に
御
覧
ぜ
ら
る
」

と
い
う
関
係
規
定
性
も
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
御
覧
ぜ
ら
る
」
は
、
話
し

手
主
語
で
用
い
ら
れ
る
点
で
、
対
者
敬
語
の
下
二
段
「
た
ま
ふ
」
と

共
通
す
る
。
ま
た
、「
御
覧
ぜ
ら
る
」
は
、
主
体
と
客
体
の
間
に
関

係
規
定
性
が
あ
り
、
素
材
敬
語
で
用
い
ら
れ
る
例
が
あ
る
一
方
、
話

し
手
主
語
で
対
者
敬
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
が
あ
る
点
で
対
者
敬

語
の
「
申
す
」
と
共
通
し
て
い
る
。

　
　
　

四　
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
が
対
者
敬
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
理
由

　
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
に
表
れ
る
へ
り
く
だ
り
の
意
は
何
に
よ
っ
て
生

じ
る
の
か
を
考
え
て
み
る
。

　
「
申
す
」
の
よ
う
に
関
係
規
定
性
の
あ
る
客
体
敬
語
を
発
話
文
で

用
い
、
か
つ
、
主
体
は
話
し
手
側
、
そ
れ
を
受
け
る
客
体
が
聞
き
手

側
と
い
う
場
で
用
い
る
と
、客
体
で
あ
る
聞
き
手
に
敬
意
が
向
か
う
。

そ
の
た
め
に
、本
来
は
客
体
敬
語
で
は
あ
る
が
、こ
の
環
境
下
で
は
、

客
体
敬
語
の
敬
意
が
向
か
う
人
物
は
、
対
者
敬
語
に
お
い
て
敬
意
が

向
か
う
聞
き
手
と
同
一
人
物
に
な
る
。
さ
ら
に
関
係
規
定
性
が
あ
る

た
め
、
聞
き
手
は
話
し
手
よ
り
上
位
者
に
な
り
、
話
し
手
は
聞
き
手

に
対
し
て
へ
り
く
だ
る
気
持
が
生
じ
る
。
つ
ま
り
、
発
話
文
で
、
話

し
手
か
ら
聞
き
手
へ
の
動
作
に
、
関
係
規
定
性
が
あ
る
客
体
敬
語
を

用
い
る
と
、
聞
き
手
に
敬
意
が
向
か
い
、
対
者
敬
語
に
な
る
と
言
え

る
。
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中
古
の
対
者
敬
語
（
自
卑
敬
語
）
は
、「
申
す
」・「
承
る
」
な
ど

客
体
敬
語
由
来
の
語
ば
か
り
で
、
主
体
敬
語
由
来
の
語
は
知
ら
れ
て

い
な
い
。
し
か
し
、
主
体
敬
語
由
来
の
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
が
対
者
敬

語
の
用
法
を
も
つ
の
は
次
の
よ
う
な
理
由
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

つ
ま
り
、「
御
覧
ず
」
と
い
う
主
体
敬
語
に
受
身
の
助
動
詞
が
接

続
し
た
、「
御
覧
ぜ
ら
る
」
で
、
客
体
敬
語
相
当
の
働
き
を
す
る
関

係
規
定
性
が
あ
る
語
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
た
め
、
客
体

敬
語
由
来
の
対
者
敬
語
と
同
様
に
対
者
敬
語
の
用
法
が
生
じ
る
と
言

え
る
。

　

例
え
ば
、
話
し
手
（
Ａ
）
が
、
聞
き
手
（
Ｂ
）
に
、「
Ｃ
が
Ｄ
に

御
覧
ぜ
ら
る
」
と
発
話
す
る
発
話
文
を
考
え
る
と
、
次
の
Ⅰ
の
よ
う

な
構
文
に
な
る
。

　

Ⅰ
（
Ａ
→
Ｂ
）「
Ｃ
ガ
、
Ｄ
ニ
、
御
覧
ぜ
ら
る
」

　

ま
ず
、「
御
覧
ず
」に
は
関
係
規
定
性
が
あ
る
の
で
、Ｃ
は
下
位
者
、

Ｄ
は
上
位
者
に
な
る
。
次
に
、「
御
覧
ぜ
ら
る
」
と
い
う
主
体
敬
語

＋
受
身
で
、客
体
敬
語
相
当
の
働
き
を
す
る
。さ
ら
に
、話
し
手（
Ａ
）

か
ら
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
の
客
体
相
当
（
Ｄ
）
に
敬
意
が
向
か
う
。
し

た
が
っ
て
、
Ⅰ
の
文
で
は
、「
御
覧
ぜ
ら
る
」
は
話
し
手
（
Ａ
）
か

ら
客
体
（
Ｄ
）
に
敬
意
が
向
か
う
素
材
敬
語
と
考
え
て
問
題
な
く
、

話
し
手
（
Ａ
）
か
ら
聞
き
手
（
Ｂ
）
に
敬
意
が
向
か
う
わ
け
で
は
な

い
。

　

し
か
し
、
実
際
の
発
話
文
の
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
は
、「
話
し
手
が

聞
き
手
に
御
覧
ぜ
ら
る
」
と
発
話
す
る
場
合
に
だ
け
用
い
ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
Ｃ
＝
Ａ
、
か
つ　

Ｄ
＝
Ｂ　

の
場
合
に
限
ら
れ
た
用
い

ら
れ
方
だ
け
で
あ
る
。
す
る
と
Ⅰ
は
次
の
よ
う
捉
え
ら
れ
る
。

　

Ⅱ
（
Ａ
→
Ｂ
）「
私（
Ａ
）ガ
、
ア
ナ
タ（
Ｂ
）ニ
、
御
覧
ぜ
ら
る
」

　

関
係
規
定
性
が
あ
る
の
で
、
Ａ
（
私
）
は
下
位
者
、
Ｂ
（
ア
ナ
タ
）

は
上
位
者
に
な
り
、
話
し
手
（
Ａ
）
か
ら
、「
御
覧
ぜ
ら
る
」
の
客

体
相
当
の
ア
ナ
タ（
Ｂ
）に
敬
意
が
向
か
う
。つ
ま
り
、話
し
手（
Ａ
）

か
ら
聞
き
手
（
Ｂ
）
に
敬
意
が
向
か
う
こ
と
に
な
り
、
対
者
敬
語
の

用
法
に
な
る
。

　
「
話
し
手
（
Ａ
）
が
、
上
位
者
で
あ
る
聞
き
手
（
Ｂ
）
に
御
覧
ぜ

ら
る
」
と
い
う
行
為
を
、
話
し
手
が
聞
き
手
に
述
べ
て
い
る
の
で
、

へ
り
く
だ
っ
た
意
味
が
生
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
、
Ⅰ
の
よ
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う
に
Ｃ
・
Ｄ
の
人
称
に
制
限
が
な
く
発
話
文
中
の
「
御
覧
ぜ
ら
る
」

が
用
い
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
す
べ
て
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
は
「
見
え
た

て
ま
つ
る
」
の
よ
う
に
素
材
敬
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
は
、
Ⅱ

の
よ
う
に
、
人
称
が
限
定
し
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
御
覧

ぜ
ら
る
」
は
Ｃ
・
Ｄ
に
他
の
人
称
の
組
み
合
わ
せ
が
存
在
せ
ず
に
、

発
話
文
の
す
べ
て
の
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
の
用
例
が
、
話
し
手
（
側
）

か
ら
聞
き
手
（
側
）
へ
の
動
作
に
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
。
も
し
、

「
御
覧
ぜ
ら
る
」
が
「
見
え
た
て
ま
つ
る
」
と
同
じ
よ
う
に
素
材
敬

語
で
あ
る
の
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
人
称
の
制
限
が
な
ぜ
あ
る
の
か
の

説
明
が
つ
か
な
い
。
こ
れ
は
、「
御
覧
ぜ
ら
る
」
が
対
者
敬
語
と
し

て
の
用
法
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　

ま
と
め

　

関
係
規
定
性
を
も
つ
主
体
敬
語「
御
覧
ず
」の
受
身
形
で
あ
る「
御

覧
ぜ
ら
る
」
は
、
地
の
文
で
は
、
素
材
敬
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

発
話
文
で
は
、
Ａ
（
私
）
は
下
位
者
、
Ｂ
（
ア
ナ
タ
）
は
上
位
者
で

用
い
ら
れ
、

　

・（
Ａ
→
Ｂ
）「
私
（
Ａ
）
ガ
、
ア
ナ
タ
（
Ｂ
）
ニ
、
御
覧
ぜ
ら
る
」

　

と
、
下
位
者
で
あ
る
話
し
手
か
ら
、
上
位
者
で
あ
る
聞
き
手
へ
の

発
話
に
、
人
称
が
限
定
さ
れ
て
用
い
ら
れ
る
。

　
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
で
客
体
敬
語
相
当
の
働
き
を
し
、
話
し
手
か
ら

の
敬
意
は
、「
ア
ナ
タ
」（
Ｂ
）
に
向
か
う
た
め
、
聞
き
手
（
Ｂ
）
に

向
か
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、「
御
覧
ぜ
ら
る
」
は
発
話
文

で
は
対
者
敬
語
（
謙
譲
語
Ⅱ
）
の
用
法
を
も
つ
。

　〔
注
〕

（
１
）　�

小
田
勝
（
二
〇
一
五
）「
受
身
文
の
敬
語
形
は
、
現
代
語
で
は
ほ

と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
い
」（
五
七
四
頁
）
‐

（
２
）　
「
思
し
め
さ
る
」「
聞
し
め
さ
る
」「
知
ろ
し
め
さ
る
」
な
ど
。

（
３
）　�「（
側
）
の
人
物
」
の
例
は
、
そ
の
人
物
の
子
の
例
（
⑺
・
⑽
・
⒀
・

若
菜
上
九
〇
七
‐
三
・
若
菜
下
一
二
一
九
‐
五
）、
そ
の
人
物
の

主
人
の
例
（
夕
顔
一
三
九
‐
七
・
若
菜
下
一
一
七
五
‐
七
・
若
菜

下
一
二
一
四
‐
一
二
）、
そ
の
人
物
の
親
の
例
（
匂
宮
一
四
三
九

‐
六
）
で
あ
る
。

（
４
）　�
辻
村
敏
樹
（
一
九
六
三
）
で
は
、「
素
材
敬
語
」・「
対
者
敬
語
」

の
用
語
は
現
代
語
と
古
典
語
の
両
方
に
用
い
て
い
る
。
古
典
語
の
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素
材
敬
語
の
例
と
し
て
「
の
た
ま
ふ
」・「
行
き
た
ま
ふ
」
な
ど
、

対
者
敬
語
の
例
と
し
て
「
候
ふ
」
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

〔
引
用
文
献
〕

小
田
勝　
（
二
〇
一
五
）『
実
例
詳
解　

古
典
文
法
総
覧
』
和
泉
書
院

高
桑
恵
子
（
二
〇
一
五
ａ
）「「
御
覧
ず
」
の
関
係
規
定
性
―
源
氏
物
語
に

　
　

お
け
る
―
」『
國
學
院
雑
誌
』
第
一
一
六
巻
九
号

高
桑
恵
子
（
二
〇
一
五
ｂ
）「
源
氏
物
語
の
「
御
覧
ぜ
ら
る
」
と
「
見
え

　
　

た
て
ま
つ
る
」」『
解
釈
』
第
61
巻
11
・
12
月
号

辻
村
敏
樹
（
一
九
六
三
）「
敬
語
の
分
類
に
つ
い
て
」『
言
語
と
文
芸
』　

　
　

二
七
号

中
村
幸
弘
・
大
久
保
一
男
・
碁
石
雅
利
（
二
〇
〇
二
）『
古
典
敬
語
詳
説
』

　
　

右
文
書
院


