
要
旨

形
式
的
に
は
疑
問
文
で
聞
き
手
に
問
い
か
け
な
が
ら
、
話
し
手
は
当
然
の
応
答
と
し
て
、

聞
き
手
に
反
対
の
結
論
を
要
求
す
る
用
法
を
「
反
語
」
と
定
義
す
る
と
、
中
古
で
は
疑
問
を

表
す
助
詞
「
ヤ
」、「
カ
」
が
「
ハ
」
を
伴
っ
た
「
ヤ
ハ
」「
カ
ハ
」
と
な
っ
た
と
き
に
、
そ
の

意
味
を
担
う
こ
と
が
多
い
。
本
稿
は
永
田
（
二
〇
一
八
）
に
続
き
、
中
古
の
和
文
資
料
で
あ

る
『
源
氏
物
語
』
の
地
の
文
、
心
内
発
話
文
、
和
歌
に
お
け
る
「
ヤ
ハ
」「
カ
ハ
」
の
結
び
の

形
式
に
着
目
し
た
調
査
を
行
っ
た
。

調
査
の
結
果
、
和
歌
に
は
定
型
的
な
表
現
と
し
て
の
偏
り
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、「
ヤ
ハ
」

「
カ
ハ
」
の
結
び
の
形
式
は
全
体
と
し
て
会
話
文
の
調
査
結
果
に
近
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
っ
た
。

「
ヤ
ハ
」

・
用
例
の
ほ
と
ん
ど
が
反
語
表
現
と
解
釈
さ
れ
る
。

・
結
び
の
形
式
に
は
基
本
形（
存
在
詞
多
数
）、
ア
リ
を
含
む
助
動
詞
な
ど
、
客
体
的
、

既
実
現
・
現
実
の
要
素
が
認
め
ら
れ
る
。

・
調
査
対
象
中
、
和
歌
に
お
い
て
の
み
「
ヤ
ハ
〜
ス
ル
」「
ヤ
ハ
〜
セ
ヌ
」
の
用
例
が

み
ら
れ
、
地
の
文
、
心
内
発
話
文
に
は
当
該
型
式
の
用
例
が
み
ら
れ
な
い
。

「
カ
ハ
」

・
地
の
文
、
心
内
発
話
文
で
は
反
語
の
解
釈
で
あ
る
か
否
か
、
揺
れ
る
用
例
が
み
ら

れ
る
が
、
和
歌
で
は
反
語
解
釈
に
傾
く
。

・
結
び
の
形
式
に
は
「
ム
」（
推
量
）「
マ
シ
」（
反
実
仮
想
）「
ケ
ム
」（
過
去
推
量
）

「
ラ
ム
」（
現
在
推
量
）
な
ど
、
主
体
的
、
未
実
現
・
非
現
実
の
要
素
が
認
め
ら
れ

る
。
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こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
、
全
体
的
な
傾
向
と
し
て
「
ヤ
ハ
」
と
「
カ
ハ
」
と
の
間
で
結
び
の

形
式
に
相
違
が
み
ら
れ
る
こ
と
、
結
び
の
形
式
か
ら
み
た
文
体
上
の
特
徴
と
し
て
和
歌
は
地

の
文
、
心
内
発
話
文
と
は
位
相
を
異
に
す
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

は
じ
め
に

（
例
１
）
ま
た
、
め
ぐ
り
参
る
と
も
、
か
ひ
や
は
は
べ
る
べ
き
。

〔
生
ま
れ
変
わ
っ
て
ま
た
、
あ
な
た
と
巡
り
会
い
申
す
と
し
て
も
、
親
子

で
あ
る
こ
と
が
分
か
ら
な
い
と
あ
っ
て
は
、
甲
斐
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
い

え
、
甲
斐
な
ど
あ
り
ま
す
ま
い
。〕御

息
所
↓
落
葉
宮
「
夕
霧
」『
源
氏
物
語
』

か
ず

（
例
２
）
親
に
数
ま
へ
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
ず
、
世
に
知
ら
れ
で
は
何
の
か
ひ
か
は
あ

ら
む
。

〔
親
に
子
と
し
て
お
扱
い
い
た
だ
け
ず
、
世
間
に
埋
も
れ
て
い
る
の
で
は
、

何
の
甲
斐
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
い
え
、
甲
斐
な
ど
あ
り
ま
す
ま
い
。〕

玉
鬘
乳
母
の
息
子
↓
乳
母
の
家
族
「
玉
鬘
」『
源
氏
物
語
』

形
式
的
に
は
疑
問
文
で
聞
き
手
に
問
い
か
け
な
が
ら
、
話
し
手
は
当
然
の
応
答
と

し
て
、
聞
き
手
に
反
対
の
結
論
を
要
求
す
る
用
法
を
「
反
語
」
と
定
義
す
る
（
１
）
と
、

中
古
に
は
、
疑
問
の
助
詞
「
ヤ
」、「
カ
」
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
助
詞
「
ハ
」
を
伴

っ
た
と
き
、
特
に
そ
の
意
を
担
う
こ
と
が
多
い
と
さ
れ
る
。
右
に
挙
げ
た
例
文（
１
）、

（
２
）
が
と
も
に
「
甲
斐
な
ど
な
い
」
こ
と
を
聞
き
手
の
応
答
と
し
て
求
め
て
い
る

反
語
と
解
釈
さ
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。

古
来
、
疑
問
の
助
詞
「
ヤ
」、「
カ
」
に
つ
い
て
は
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る

が
、「
ヤ
ハ
」、「
カ
ハ
」の
振
る
舞
い
に
つ
い
て
は
未
だ
不
明
な
点
が
少
な
く
な
い
。

永
田
（
二
〇
一
八
）
で
は
中
古
の
和
文
資
料
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
を
と
り
あ
げ
、

会
話
文
を
対
象
と
し
て
「
ヤ
ハ
」、「
カ
ハ
」
を
調
査
（
２
）
し
、
そ
れ
ら
の
結
び
の
異
な

り
に
着
目
し
な
が
ら
、
両
者
の
表
現
価
値
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
、
次
の
よ
う
な
結

果
を
得
た
。

「
ヤ
ハ
」

・
用
例
の
ほ
と
ん
ど
が
反
語
表
現
と
解
釈
さ
れ
る
。

・
結
び
の
形
式
に
は「
基
本
形
」（
存
在
詞
多
数
）「
ケ
リ
」（
過
去
）「
ズ
」（
打

消
）「
ヌ
」（
完
了
）「
リ
」（
存
続
）
な
ど
、
客
体
的
、
現
実
・
既
実
現
（
３
）
の

要
素
が
認
め
ら
れ
る
。

「
カ
ハ
」

・
用
例
に
は
反
語
の
解
釈
で
あ
る
か
否
か
、
揺
れ
る
も
の
が
み
ら
れ
る
。

・
結
び
の
形
式
に
は
「
ム
」（
推
量
）「
マ
シ
」（
反
実
仮
想
）「
ケ
ム
」（
過
去

推
量
）「
ラ
ム
」（
現
在
推
量
）
な
ど
、
主
体
的
、
非
現
実
の
要
素
が
認
め
ら

れ
る
。

本
稿
で
は
同
作
品
に
お
け
る
調
査
範
囲
を
地
の
文
、
心
内
発
話
文
（
４
）
、
和
歌
に
広

げ
て
考
察
を
行
い
、「
ヤ
ハ
」
と
「
カ
ハ
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
構
文
的
な
特
徴
と
表
現

価
値
を
ま
と
め
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

跡見学園女子大学文学部紀要 第５４号 ２０１９
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一.

先
行
研
究
「
ヤ
ハ
」、「
カ
ハ
」
に
つ
い
て

助
詞
「
ヤ
」、「
カ
」
が
疑
問
に
関
わ
り
、
こ
れ
ら
の
助
詞
が
下
に
「
ハ
」
を
伴
っ

た
と
き
に
反
語
の
意
と
な
る
こ
と
は
古
来
よ
り
、
歌
論
書
を
は
じ
め
と
し
て
註
釈
さ

れ
て
き
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、「
ヤ
ハ
」、「
カ
ハ
」
の
相
違
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の

に
富
士
谷
成
章
の
『
あ
ゆ
ひ
抄
』（
安
永
二
年
）
が
あ
る
。

そ
こ
で
は
「
ヤ
ハ
」
と
「
カ
ハ
」
の
異
な
り
を
次
の
よ
う
に
説
く
。

〔
何
や
は
〕
里
「
カ
ヤ
」
と
言
ふ
。
心
反
り
て
落
着
す
る
事
〔
か
は
〕
に
似
て
、

彼
は
お
し
な
べ
た
る
理
に
よ
り
て
静
か
に
、
こ
れ
は
目
の
あ
た
り
の
勢
い
に
よ
り
て

表
を
お
さ
ふ
る
を
、
た
が
へ
り
と
す
る
。
こ
れ
〔
か
〕
と
〔
や
〕
の
た
が
ひ
め
な
り
。

二
の
言
葉
も
と
よ
り
受
け
様
も
同
じ
な
ら
ず
。
ま
た
先
い
つ
こ
ろ
、〔
か
は
〕
は
言

わ
ね
ど
し
る
き
理
を
思
は
せ
、〔
や
は
〕
は
、
よ
し
見
よ
か
し
の
心
を
含
め
り
と
人

に
教
へ
ら
る
。

〔「
〜
ヤ
ハ
」
は
口
語
で
「
〜
カ
ヤ
」
と
訳
す
。
反
語
と
な
っ
て
落
着
す
る
こ
と
は

「
カ
ハ
」に
似
て
い
る
が
、「
カ
ハ
」が
一
般
論
か
ら
静
か
に
説
く
の
に
対
し
て
、「
ヤ

ハ
」は
目
の
あ
た
り
の
勢
い
で
人
や
物
に
つ
い
て
説
く
こ
と
を
相
違
点
と
し
て
い
る
。

こ
れ
は
「
カ
」
と
「
ヤ
」
の
相
違
点
で
（
も
）
あ
る
。
二
つ
の
助
詞
は
も
と
も
と
受

け
る
語
も
異
な
る
（
カ
は
体
言
・
連
体
形
を
、
ヤ
は
終
止
形
を
受
け
る
な
ど
）。
ま

た
先
日
、
私
の
師
か
ら
「『
カ
ハ
』
は
言
わ
な
い
け
れ
ど
も
明
白
な
道
理
を
思
わ
せ
、

『
ヤ
ハ
』
は
、
こ
れ
み
よ
が
し
の
心
を
含
ん
で
い
る
」
と
教
え
ら
れ
た
。〕

永
田
（
二
〇
一
八
）
で
は
成
章
の
指
摘
す
る
「
ヤ
ハ
」
の
「
目
の
あ
た
り
の
勢
い
、

よ
し
見
よ
か
し
の
心
」、「
カ
ハ
」
の
「
お
し
な
べ
た
る
理
に
よ
り
て
静
か
に
、
言
わ

ね
ど
し
る
き
理
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
各
々
の
述
部
の
異
な
り
か
ら
次

の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
ヤ
」
は
、
そ
も
そ
も
述
部
を
問
う
（
肯
否
疑
問
文
で
あ
る
）
こ
と
か
ら
、
そ
の

事
態
が
成
立
す
る
か
否
か
、
さ
ら
に
い
え
ば
「
あ
る
か
な
い
か
」
と
い
う
二
者
択
一

を
迫
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
反
語
「
ヤ
ハ
」
の
場
合
、
既
実
現
・
現
実
事
態
を
表

す
述
部
を
用
い
て
直
截
的
に
否
定
の
回
答
を
聞
き
手
に
突
き
つ
け
て
お
り
、
そ
こ
に

成
章
の
言
う
「
こ
れ
み
よ
が
し
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
出
る
と
い
え
る
。

一
方
、「
カ
」
は
そ
も
そ
も
、
既
定
の
事
態
の
一
部
を
不
定
と
す
る
も
の
（
不
定

疑
問
文
）
で
あ
る
か
ら
、
回
答
案
に
は
い
く
つ
か
の
選
択
肢
が
あ
る
。
そ
れ
が
反
語

「
カ
ハ
」
の
場
合
、
想
像
（
未
実
現
・
非
現
実
）
を
介
す
る
こ
と
と
な
り
、
推
量
の

助
動
詞
が
生
起
す
る
。
結
果
と
し
て
婉
曲
的
表
現
と
な
り
、
そ
こ
か
ら
成
章
の
言
う

「
言
わ
ね
ど
も
、
静
か
に
理
を
表
す
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
出
る
と
い
え
る
。

以
上
は
『
源
氏
物
語
』
の
会
話
文
を
調
査
し
た
結
果
で
あ
り
、
ま
た
『
あ
ゆ
ひ
抄
』

の
言
及
対
象
は
和
歌
と
さ
れ
て
い
る
（
５
）
た
め
に
、
会
話
文
以
外
の
文
体
に
お
け
る
さ

ら
な
る
調
査
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は『
源
氏
物
語
』に
お
け
る
地
の
文
、

心
内
発
話
文
、
和
歌
を
調
査
対
象
と
し
、
そ
こ
か
ら
抽
出
し
た
「
ヤ
ハ
」、「
カ
ハ
」

と
そ
の
結
び
に
つ
い
て
み
て
ゆ
く
こ
と
と
し
た
い
（
６
）
。

『源氏物語』における反語表現（２）
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表
１結

び

略

基
本
形

ベ
シ

キ

ズ

ケ
リ

リ

メ
リ

ツ

ナ
リ

ム

ケ
ム

計

用
例
数

３６

１９

８

４

３

３

３

２

１

１

３

１

８４

表
２結

び

略

基
本
形

ベ
シ

ケ
リ

メ
リ

リ

ツ

キ

ナ
リ

ム

計

用
例
数

２２

６

６

２

２

２

１

１

１

３

４６

�
�

�
�

二.
「
ヤ
ハ
」
に
つ
い
て

調
査
範
囲
に
お
い
て
「
ヤ
ハ
」
は
八
四
例
得
ら
れ
た
。
そ
の
う
ち
心
内
発
話
文
が

四
六
例
、
和
歌
は
二
六
例
、
地
の
文
が
一
二
例
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
結
び
の
形
を

表
に
し
て
示
す
（
表
１
）。

「
ヤ
ハ
」
は
会
話
文
で
の
例
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
結
び
の
ほ
と
ん
ど
が
基

本
形
を
始
め
と
し
て「
ベ
シ
」「
キ
」「
ズ
」「
ツ
」、
ア
リ
を
含
む「
ケ
リ
」「
リ
」「
メ

リ
」「
ナ
リ
」
と
い
う
よ
う
に
客
体
的
、
既
実
現
・
現
実
的
表
現
を
担
い
う
る
も
の

で
あ
る
。
一
方
、
主
体
的
、
未
実
現
・
非
現
実
的
表
現
を
担
う
「
ム
」、「
ケ
ム
」
の

用
例
は
僅
少
に
留
ま
っ
て
い
る
（
７
）
。
こ
れ
ら
の
例
を
含
め
、
以
下
の
節
で
詳
細
を
み

て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

二.

一

心
内
発
話
文
に
お
け
る
「
ヤ
ハ
」

ま
ず
最
も
用
例
数
の
多
か
っ
た
心
内
発
話
文
に
お
け
る
「
ヤ
ハ
」（
四
六
例
）
の

結
び
を
示
す
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
（
表
２
）。

基
本
形
の
内
訳（
括
弧
内
は
用
例
数
を
表
す
）は
、「
あ
り
」（
５
）、「
う
し
」（
１
）

と
な
っ
て
お
り
、
会
話
文
の
用
例
と
同
様
に
存
在
詞
が
多
い
。
ま
た
、
結
び
の
助
動

詞
と
し
て
は
「
ベ
シ
」
の
用
例
が
目
に
立
つ
。

（
例
３
）
殿
を
、
つ
ら
く
も
お
は
し
ま
す
か
な
、
か
く
苦
し
か
ら
で
も
、
高
き
位
に

昇
り
、
世
に
用
ゐ
ら
る
る
人
は
な
く
や
は
あ
る
、
と
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
ど
、

〔（
夕
霧
は
）
父
の
大
臣
を
「
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
な
さ
る
も
の
だ
。（
父
の
地

位
が
高
い
の
だ
か
ら
）
こ
れ
ほ
ど
つ
ら
い
思
い
を
し
な
く
て
も
、
高
位
に
の

ぼ
り
、
世
間
か
ら
重
ん
じ
ら
れ
る
人
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
（
い

や
、
父
の
地
位
に
よ
っ
て
高
位
高
官
が
得
ら
れ
る
は
ず
だ
）」
と
思
い
申
さ

れ
る
が
〕「
少
女
」

（
例
４
）
対
に
は
、
か
く
出
で
立
ち
な
ど
し
た
ま
ふ
も
の
か
ら
、
我
よ
り
上
の
人
や

は
あ
る
べ
き
、
身
の
ほ
ど
な
る
も
の
は
か
な
き
さ
ま
を
、
見
え
お
き
た
て
ま

つ
り
た
る
ば
か
り
こ
そ
あ
ら
め
な
ど
思
ひ
つ
づ
け
ら
れ
て
、
う
ち
な
が
め
た

ま
ふ
。〔（
紫
の
上
は
）女
三
の
宮
へ
の
挨
拶
に
出
向
き
な
ど
な
さ
る
も
の
の
、

「
こ
の
自
分
に
立
ち
優
る
人
が
あ
ろ
う
か（
い
や
、他
に
い
る
は
ず
が
な
い
）、

た
だ
あ
の
幼
い
頃
の
私
は
頼
り
な
い
身
の
上
を
光
源
氏
に
お
世
話
頂
い
た
だ
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�
け
と
い
う
こ
と
の
な
の
に
」、
な
ど
と
思
い
続
け
ら
れ
、
物
思
い
に
ふ
け
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
。〕

「
若
菜
上
」

い
ず
れ
の
用
例
も
、
世
間
の
常
識
や
こ
れ
ま
で
の
経
験
上
に
基
づ
き
、
当
然
そ
う

あ
る
は
ず
だ
（
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
）
と
反
転
し
た
回
答
が
導
き
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
「
ヤ
ハ
」
の
結
び
は
客
体
的
、
既
実
現
・
現
実
的
事
態
が
多
数
を
占
め

る
な
か
、
心
内
発
話
文
で
は
「
ム
」
を
結
び
と
す
る
用
例
が
三
例
見
出
さ
れ
た
。
そ

の
う
ち
次
の
一
例
（
例
５
）
に
つ
い
て
は
異
文
が
み
ら
れ
た
。

（
例
５
）
目
に
近
き
に
心
を
ま
ど
は
し
つ
る
ほ
ど
、
見
た
て
ま
つ
る
こ
と
も
を
さ
を

さ
な
か
り
つ
る
に
、
か
か
る
雲
間
に
さ
へ
や
は
絶
え
籠
も
ら
む
と
思
し
た
ち

て
渡
り
た
ま
ひ
ぬ
。〔（
光
源
氏
は
）
病
人
の
紫
の
上
に
心
を
痛
め
て
い
る
あ

い
だ
、
女
三
宮
に
お
会
い
す
る
こ
と
も
お
さ
お
さ
な
か
っ
た
の
で
、「
こ
の

よ
う
な
雨
雲
の
絶
え
間
（
紫
の
病
状
が
よ
く
な
っ
た
こ
の
時
）
に
ま
で
こ
ち

ら
に
引
き
こ
も
っ
て
い
ら
れ
よ
う
か
（
い
や
、
そ
う
も
ゆ
く
ま
い
）」
と
お

思
い
に
な
り
、
女
三
宮
の
も
と
に
お
渡
り
に
な
っ
た
。〕

「
若
菜
下
」

青
表
紙
本
系
「
や
は
」
↓
「
や
」

（
例
６
）さ
り
と
も
か
く
て
や
は
年
を
重
ね
ん
、
い
ま
さ
ら
に
人
わ
ろ
き
こ
と
を
ば
、

と
思
し
し
づ
め
た
り
。

〔（
光
源
氏
は
紫
の
上
を
明
石
に
迎
え
た
い
と
思
う
も
の
の
）「
い
く
ら
な
ん

で
も
、
い
つ
ま
で
も
こ
の
ま
ま
年
を
重
ね
よ
う
か
（
い
や
、
そ
う
も
ゆ
く
ま

い
）、
い
ま
さ
ら
見
苦
し
い
こ
と
を
、」
と
こ
ら
え
て
お
い
で
に
な
る
。〕

「
明
石
」

（
例
７
）
か
く
て
の
み
や
は
、
新
し
き
年
さ
へ
嘆
き
過
ぐ
さ
む
、
こ
こ
か
し
こ
に
も

お
ぼ
つ
か
な
く
て
閉
ぢ
籠
り
た
ま
へ
る
こ
と
を
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
今
は
と

て
帰
り
た
ま
は
む
心
地
も
、
た
と
へ
む
方
な
し
。

〔（
薫
は
大
君
の
死
を
受
け
て
）「
こ
う
し
て
ば
か
り
、
新
年
に
な
っ
て
ま
で

嘆
き
過
ご
そ
う
か
（
い
や
、
そ
う
も
ゆ
く
ま
い
）
あ
ち
ら
こ
ち
ら
か
ら
山
里

暮
ら
し
に
苦
情
の
申
し
出
を
な
さ
る
の
で
、
今
は
ひ
と
ま
ず
京
都
に
お
帰
り

に
な
ろ
う
」
と
い
う
思
い
も
、
ま
た
と
な
く
悲
し
い
。〕

「
総
角
」

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
こ
の
ま
ま
で
い
ら
れ
よ
う
か
、
否
、
い
ら
れ
ま
い
と
い
う
意

味
合
い
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
一
種
の
慣
用
的
表
現
と
捉
え
る
こ
と

も
可
能
で
あ
る
が
、「
ヤ
ハ
」
の
結
び
に
ム
の
助
動
詞
が
現
れ
る
率
は
僅
少
に
留
ま

る
た
め
に
、
調
査
範
囲
を
広
げ
た
考
察
を
要
す
る
。

二.

二

地
の
文
に
お
け
る
「
ヤ
ハ
」

地
の
文
に
お
け
る
「
ヤ
ハ
」
の
用
例
は
少
な
い
。
結
び
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に

み
て
き
た
も
の
と
同
様
、
述
部
に
客
体
的
表
現
、
既
実
現
、
現
実
の
傾
向
が
み
ら
れ

る
（
表
３
）。
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表
３結

び

略

基
本
形

ベ
シ

リ

キ

計

用
例
数

６

３

１

１

１

１２
�
�

�
�
�
�

�

表
４結

び

基
本
形

略

ズ

キ

ベ
シ

ケ
リ

ケ
ム

計

用
例
数

１０

８

３

２

１

１

１

２６

表
中
、
基
本
形
の
内
訳
（
括
弧
内
は
用
例
数
を
表
す
）
は
、「
あ
り
」（
２
）、「
お

ぼ
ゆ
」（
１
）
で
あ
る
。「
ベ
シ
」
の
他
は
「
リ
」「
キ
」
と
い
う
既
実
現
を
表
す
助

動
詞
が
結
び
と
な
っ
て
い
る
。
用
例
を
挙
げ
て
お
く
。

（
例
８
）
い
づ
れ
の
御
方
も
、
我
人
に
劣
ら
む
と
思
い
た
る
や
は
あ
る
、
と
り
ど
り

に
い
と
め
で
た
け
れ
ど
、
う
ち
お
と
な
び
た
ま
へ
る
に
、
い
と
若
う
う
つ
く

し
げ
に
て
、
切
に
隠
れ
た
ま
へ
ど
、
お
の
づ
か
ら
漏
り
見
た
て
ま
つ
る
。

〔
ど
の
お
方
も
自
分
が
人
よ
り
劣
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
お
思
い
の
方
は
い

る
か
（
い
や
、
い
な
い
）、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
き
れ
い
で
あ
る
け
れ
ど
、
皆
多

少
、
若
い
盛
り
を
過
ぎ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
な
か
、（
藤
壺
は
）
た
い
そ
う
若

く
か
わ
い
ら
し
く
い
ら
し
て
、
懸
命
に
お
隠
れ
に
な
る
け
れ
ど
、（
光
源
氏

は
）
自
然
と
お
見
か
け
申
し
上
げ
る
〕

「
桐
壷
」

（
例
９
）
九
月
十
余
日
、
野
山
の
け
し
き
は
、
深
く
見
知
ら
ぬ
人
だ
に
た
だ
に
や
は

お
ぼ
ゆ
る
。

〔
九
月
十
日
過
ぎ
の
こ
と
、
野
山
の
気
色
は
も
の
の
風
情
を
わ
き
ま
え
な
い

人
で
さ
え
並
一
通
り
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
（
い
や
、
皆
、
心
を
動
か
さ
れ

る
）〕

「
夕
霧
」

（
例
１０
）
奏
し
た
ま
ふ
こ
と
の
な
ら
ぬ
は
な
か
り
し
か
ば
、
こ
の
御
い
た
は
り
に
か

か
ら
ぬ
人
な
く
、
御
徳
を
喜
ば
ぬ
や
は
あ
り
し
。
や
む
ご
と
な
き
上
達
部
、

弁
官
な
ど
の
中
に
も
多
か
り
。

〔（
光
源
氏
が
）
奏
上
な
さ
る
こ
と
で
実
現
し
な
い
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ

か
ら
、
こ
の
君
の
庇
護
に
あ
ず
か
ら
ぬ
者
は
な
く
、
恩
顧
を
感
謝
し
な
い
人

が
あ
っ
た
か
（
い
や
、
皆
感
謝
し
た
）。
貴
い
身
分
の
公
卿
や
弁
官
の
な
か

に
も
そ
う
い
う
人
は
多
い
。〕

「
須
磨
」

二.

三

和
歌
に
お
け
る
「
ヤ
ハ
」

和
歌
に
お
け
る
「
ヤ
ハ
」
の
用
例
と
そ
の
結
び
を
み
て
お
く
（
表
４
）。

こ
れ
ま
で
に
み
て
き
た
会
話
文
、
心
内
発
話
文
、
地
の
文
で
は
「
ヤ
ハ
」
の
結
び

は
省
略
さ
れ
る
例
が
最
も
多
い
の
に
対
し
て
、
和
歌
に
つ
い
て
は
若
干
で
あ
る
が
基

本
形
の
例
が
多
い
。
そ
の
内
訳（
括
弧
内
は
用
例
数
を
表
す
）は
、「
す
」（
５
）、「
か

く
る
」（
１
）、「
聞
く
」（
１
）、「
け
つ
」（
１
）、「
悲
し
」（
１
）、「
を
し
け
し
」（
１
）

で
あ
り
、
存
在
詞
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
次
に
挙
げ
る
の
は
結
び
の
形
と
し
て
最
も

多
か
っ
た
「
や
は
〜
す
る
」
の
用
例
の
一
部
で
あ
る
。
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（
例
１１
）
さ
し
ぐ
み
に
袖
ぬ
ら
し
け
る
山
水
に
す
め
る
心
は
騒
ぎ
や
は
す
る

耳
慣
れ
は
べ
り
に
け
り
や
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
。

〔
あ
な
た
が
不
意
に
感
涙
し
、
袖
を
濡
ら
さ
れ
た
山
水
に
も
、
こ
こ
に
住
ん

で
勤
行
に
て
心
を
澄
ま
し
て
い
る
私
の
心
は
騒
ぎ
は
す
る
か
（
い
や
、
し
な

い
）。
耳
慣
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
ま
す
よ
と
申
し
上
げ
な
さ
る
〕

僧
都
↓
光
源
氏
「
若
紫
」

（
例
１２
）
つ
ね
な
し
と
こ
こ
ら
世
を
見
る
う
き
身
だ
に
人
の
知
る
ま
で
嘆
き
や
は
す

るこ
の
よ
ろ
こ
び
、
あ
は
れ
な
り
し
を
り
か
ら
も
、
い
と
ど
な
む

〔
世
間
は
無
常
な
も
の
だ
と
た
く
さ
ん
の
例
を
見
る
厭
わ
し
い
身
で
さ
え
、

他
人
が
そ
う
見
る
ま
で
に
嘆
き
は
す
る
か
（
い
や
、
し
な
い
）。
お
便
り
へ

の
お
礼
の
気
持
ち
は
し
み
じ
み
と
悲
し
い
折
で
す
か
ら
ひ
と
し
お
で
す
〕

薫
↓
小
宰
相
の
君
「
蜻
蛉
」

こ
れ
ら
は
自
己
の
意
志
を
題
材
に
し
て
い
る
の
で
、「
や
は
〜
せ
む
」
と
あ
っ
て

よ
い
か
と
思
わ
れ
る
箇
所
で
あ
る
が
、「
や
は
〜
す
る
」
の
形
式
を
と
る
。
こ
の
こ

と
に
関
連
し
て
、
そ
の
否
定
表
現
で
あ
る
「
や
は
〜
せ
ぬ
」
に
つ
い
て
も
ふ
れ
て
お

き
た
い
。
本
調
査
で
は
「
ヤ
ハ
」
が
「
ズ
」
を
結
び
と
す
る
例
が
和
歌
に
お
い
て
の

み
三
例
存
在
し
た
。

（
例
１３
）
頭
中
将
し
て
御
消
息
あ
り
。「
一
日
の
花
の
蔭
の
対
面
の
飽
か
ず
お
ぼ
え

は
べ
り
し
を
、
御
暇
あ
ら
ば
立
ち
寄
り
た
ま
ひ
な
ん
や
」
と
あ
り
。
御
文
に

は
、
わ
が
宿
の
藤
の
色
の
こ
き
た
そ
か
れ
に
尋
ね
や
は
こ
ぬ
春
の
な
ご
り
を

げ
に
い
と
お
も
し
ろ
き
枝
に
つ
け
た
ま
へ
り
。

〔
頭
中
将
を
使
者
に
（
内
大
臣
か
ら
）
お
便
り
が
あ
る
。「
先
日
、
花
の
蔭

で
対
面
し
た
だ
け
で
は
心
残
り
に
思
わ
れ
ま
す
の
で
、
今
日
、
お
暇
が
お
あ

り
で
し
た
ら
お
立
ち
寄
り
な
さ
い
ま
せ
ん
か
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
お
手
紙

に
は
、
私
の
家
の
藤
の
花
が
色
美
し
く
咲
く
こ
の
夕
暮
れ
に
春
の
名
残
を
尋

ね
ま
せ
ぬ
か
、
と
実
に
見
事
な
藤
の
枝
に
結
び
つ
け
て
お
ら
れ
る
。〕

内
大
臣
↓
夕
霧
「
藤
裏
葉
」

右
の
例
で
着
目
さ
れ
る
の
は
、
夕
霧
を
自
邸
に
勧
誘
す
る
表
現
と
し
て
「
立
ち
寄

り
た
ま
ひ
な
ん
や
」
を
用
い
る
一
方
で
、
和
歌
で
は
「
や
は
来
ぬ
」
が
用
い
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
や
は
〜
す
る
」、「
や
は
〜
せ
ぬ
」
が
和
歌
的
な

定
型
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
残
り
の
用
例
を
挙
げ
て
お
く
。

（
例
１４
）「
慕
ひ
や
せ
ま
し
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
う
ち
笑
ひ
て
、

う
ち
つ
け
の
別
れ
を
惜
し
む
か
ご
と
に
て
思
は
む
方
に
慕
ひ
や
は
せ
ぬ

馴
れ
て
聞
こ
ゆ
る
を
い
た
し
と
思
す
。

〔
突
然
の
別
れ
を
惜
し
む
の
は
口
実
で
、
本
当
は
思
う
お
方
（
明
石
）
の
ほ

う
を
慕
い
は
せ
ぬ
か
（
い
や
、
慕
う
は
ず
で
あ
る
）（
こ
の
宣
旨
の
娘
の
）

心
得
た
体
に
申
し
上
げ
る
の
を
光
源
氏
は
言
い
当
て
ら
れ
て
お
困
り
に
な

る
〕

宣
旨
の
娘
↓
光
源
氏
「
澪
標
」
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（
例
１５
）
夏
の
御
方
よ
り
、
御
更
衣
の
御
装
束
奉
り
た
ま
ふ
と
て
、

夏
衣
た
ち
か
へ
て
け
る
今
日
ば
か
り
古
き
思
ひ
も
す
す
み
や
は
せ
ぬ

御
返
し
、

羽
衣
の
う
す
き
に
か
は
る
今
日
よ
り
は
う
つ
せ
み
の
世
ぞ
い
と
ど
悲
し
き

〔
花
散
里
か
ら
、
衣
替
え
の
ご
装
束
を
献
上
な
さ
る
と
い
う
こ
と
で
、

夏
衣
に
お
召
し
替
え
に
な
る
今
日
は
特
に
、
亡
く
な
っ
た
方
を
お
し
の
び
に

な
る
気
持
ち
が
つ
の
り
は
せ
ぬ
か（
い
や
、
つ
の
る
は
ず
だ
）返
事
と
し
て
、

蝉
の
羽
の
よ
う
に
薄
い
夏
衣
に
着
替
え
る
今
日
か
ら
は
、
空
蝉
の
よ
う
な
儚

い
世
が
い
よ
い
よ
悲
し
い
〕

花
散
里
↓
光
源
氏
「
幻
」

こ
れ
ら
の
用
例
も
相
手
の
意
志
を
題
材
に
す
る
点
に
お
い
て
「
じ
」
を
用
い
た
い

と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
高
山
（
一
九
八
八
）
が
述
べ
る
よ
う
に
、「
じ
」
は

係
助
詞
の
結
び
に
は
な
ら
ず
、
桜
井
（
一
九
七
〇
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
係
助
詞
の

結
び
に
あ
た
っ
て
「
む
」
の
打
ち
消
し
は
「
ざ
ら
む
」
と
な
る
。
た
だ
し
和
歌
で
は

文
字
数
の
制
限
が
あ
る
た
め
に「
や
は
〜
ざ
ら
む
」は
用
い
に
く
い
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
「
や
は
〜
せ
ぬ
」
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
対
立
表
現
と
し
て
「
や
は
〜
す
る
」

が
定
型
的
な
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
や
は
〜
ぬ
」

は
尾
崎
（
一
九
六
二
）、
山
口
（
一
九
九
〇
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
古
典
語
に
お
い

て
用
例
数
の
少
な
い
表
現
形
式
で
あ
る
。
こ
れ
は
和
歌
的
な
定
型
表
現
で
あ
っ
た
た

め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
「
ヤ
ハ
」
の
結
び
に
「
ケ
ム
」
と
い
う
推
量
の
助
動
詞
が
表
れ
た
用
例
に

つ
い
て
み
て
お
く
。「
ヤ
ハ
」
は
現
れ
る
用
例
が
ほ
ぼ
反
語
と
読
み
取
れ
る
な
か
、

こ
の
用
例
に
つ
い
て
は
反
語
か
否
か
迷
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

（
例
１６
）
い
に
し
へ
も
か
く
や
は
人
の
ま
ど
ひ
け
ん
わ
が
ま
だ
知
ら
ぬ
し
の
の
め
の

道〔（
夕
顔
を
廃
院
に
連
れ
て
ゆ
く
途
に
お
い
て
）
昔
の
人
も
こ
の
よ
う
に
さ

ま
よ
い
歩
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
私
が
今
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
夜
明
け
の
（
恋

の
）
道
行
き
に
〕

光
源
氏
↓
夕
顔
「
夕
顔
」

恋
し
た
女
を
連
れ
出
し
て
荒
野
を
さ
ま
よ
う
こ
と
は
昔
物
語
に
も
存
在
す
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
例
は
反
語
と
い
う
よ
り
は
後
述
す
る
「
思
い
巡
ら
し
」
を
表
す
「
カ
ハ
」

の
用
法
に
近
い
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
傾
向
か
ら
う
か
が
え
る
の
は
、
和
歌
は
会
話
文
と
も
心
内
発
話
文
と
も

異
な
っ
た
文
体
、
つ
ま
り
位
相
差
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
ヤ
ハ
」
全
体
の
傾
向
を
み
れ
ば
、
心
内
発
話
文
、
地

の
文
、
和
歌
と
も
に
、
高
山
（
二
〇
一
六
）
の
い
う
「
現
場
型
疑
問
文
」
に
該
当
す

る
用
例
が
大
半
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
通
常
、「
現
場
型
疑
問
文
」
は
対

話
場
面
が
目
立
つ
と
さ
れ
る
（
８
）
が
、
反
語
表
現
に
関
し
て
述
べ
れ
ば
、
会
話
文
の
み

な
ら
ず
本
稿
の
調
査
範
囲
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

三.
「
カ
ハ
」
に
つ
い
て

こ
こ
か
ら
は
「
カ
ハ
」
と
結
び
の
概
要
を
み
て
ゆ
く
。
本
調
査
に
お
い
て
「
カ
ハ
」
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表
５結

び

ム

略

ベ
シ

マ
シ

ケ
ム

ラ
ム

マ
ジ

ツ

基
本
形

計

用
例
数

８１

５６

１０

６

２

１

１

１

５

１６３

は
一
八
〇
例
見
出
さ
れ
た
が
、
そ
の
意
味
用
法
に
つ
い
て
は
「
ヤ
ハ
」
と
異
な
り
、

反
語
か
否
か
の
解
釈
が
揺
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
。
永
田
（
二
〇
一
八
）
で
は
会
話

文
の
調
査
に
お
い
て
「
ヤ
ハ
」
が
全
て
反
語
の
解
釈
が
な
さ
れ
る
の
に
対
し
て
「
カ

ハ
」
に
は
次
の
四
つ
の
タ
イ
プ
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

【
１
】
反
語
文
タ
イ
プ

【
２
】
反
語
の
解
釈
が
可
能
で
あ
る
も
の
の
、「
ど
う
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
」

と
い
う
よ
う
な
自
己
の
内
面
に
お
け
る
困
惑
（
不
定
）
の
意
味
が
強
く
、
反
語
と

不
定
疑
問
文
と
の
間
に
截
然
と
し
た
差
が
設
け
に
く
い
タ
イ
プ
。

【
３
】
聞
き
手
に
積
極
的
に
結
論
を
求
め
な
い
、「
い
や
は
や
」
程
度
の
意
味
合
い

し
か
持
た
な
い
応
答
詞
タ
イ
プ
。

【
４
】
反
語
の
解
釈
が
難
し
い
不
定
疑
問
文
タ
イ
プ

（
永
田
二
〇
一
八
、
九
七
〜
九
九
頁
）

本
稿
の
調
査
範
囲
に
お
い
て
も
右
の
よ
う
な
四
タ
イ
プ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

た
。
ま
た
、【
４
】の
不
定
疑
問
文
は
一
七
例
存
在
し
た
。
次
の
よ
う
な
例
で
あ
る
。

（
例
１７
）
か
く
契
り
深
く
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
人
の
、
な
ど
て
か
は
さ
す
が
に
疎
く

て
は
過
ぎ
に
け
ん
と
心
得
が
た
く
思
ひ
出
で
ら
る
。

〔（
薫
は
）「
こ
の
よ
う
に
自
分
と
宿
縁
の
深
か
っ
た
人
が
、
そ
う
は
言
っ
て

も
、
ど
う
し
て
他
人
と
し
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
」
と
、
納
得

で
き
ぬ
思
い
で
思
い
出
さ
れ
る
。〕

「
宿
木
」

（
例
１８
）「
年
の
数
つ
も
り
ほ
け
た
り
け
る
人
の
ひ
が
言
に
や
」
な
ど
あ
や
し
が
り

け
る
、
い
づ
れ
か
は
ま
こ
と
な
ら
む
。

〔（
源
氏
の
御
子
孫
の
お
話
が
色
い
ろ
あ
る
の
は
）「
年
を
と
っ
て
ぼ
け
て
し

ま
っ
た
人
の
覚
え
違
え
で
あ
ろ
う
か
」
な
ど
不
審
が
る
が
、
ど
ち
ら
が
本
当

で
あ
ろ
う
か
。〕

「
竹
河
」

（
例
１９
）
問
は
ぬ
を
も
な
ど
か
と
問
は
で
ほ
ど
ふ
る
に
い
か
ば
か
り
か
は
思
ひ
乱
る

る〔
お
見
舞
い
で
き
な
い
の
を
な
ぜ
か
と
お
尋
ね
に
も
な
ら
な
い
ま
ま
日
が
経

つ
に
つ
け
て
、
私
は
ど
れ
ほ
ど
思
い
乱
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
〕

空
蝉
↓
光
源
氏
「
夕
顔
」

い
ず
れ
も
回
答
を
反
転
さ
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。以
下
の
考
察
で
は
、こ
れ
ら【
４
】

タ
イ
プ
の
用
例
を
除
い
た
一
六
三
例
を
対
象
と
す
る
。「
カ
ハ
」
の
結
び
の
状
況
を

表
し
た
も
の
が
表
５
で
あ
る
。

こ
の
表
か
ら
「
ヤ
ハ
」
と
は
異
な
り
「
カ
ハ
」
の
結
び
に
は
ム
系
の
助
動
詞
が
半

数
以
上
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
ベ
シ
」
は
北
原
（
一
九
八
一
）

に
よ
れ
ば
主
体
的
表
現
に
も
客
体
的
表
現
に
も
預
か
り
う
る
も
の
で
あ
り
、「
ヤ
ハ
」、
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表
６結

び

略

ム

ベ
シ

マ
シ

ケ
ム

ラ
ム

マ
ジ

基
本
形

計

用
例
数

４７

４４

９

４

１

１

１

４

１１１

�
�

「
カ
ハ
」
と
も
に
現
れ
る
。
基
本
形
は
五
例
で
あ
り
全
体
数
の
割
合
で
い
え
ば
三
％

程
度
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
内
訳
（
括
弧
内
は
用
例
数
を
表
す
）
は
、「
あ
り
」（
１
）、

「
見
ゆ
る
」（
１
）、「
も
の
し
た
ま
ふ
」（
１
）、「
劣
る
」（
１
）「
つ
ら
し
」（
１
）

の
よ
う
に
「
ヤ
ハ
」
と
は
異
な
り
、
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
富
ん
で
い
る
。
こ
の
う
ち

「
も
の
し
た
ま
ふ
」、「
劣
る
」、「
つ
ら
し
」の
三
例
に
つ
い
て
は
異
文
が
み
ら
れ
た
。

（
例
２０
）
何
ご
と
か
は
こ
の
人
の
飽
か
ぬ
と
こ
ろ
は
も
の
し
た
ま
ふ
、
わ
が
心
の
あ

ま
り
け
し
か
ら
ぬ
す
さ
び
に
恨
み
ら
れ
た
て
ま
つ
る
ぞ
か
し
と
思
し
知
ら

る
。

「
紅
葉
賀
」

別
本
系

も
の
し
た
ま
ふ
↓
も
の
し
た
ま
は
ん

（
例
２１
）
端
の
方
に
前
栽
見
る
と
て
ゐ
た
る
は
、
い
づ
こ
か
は
劣
る
、
い
と
き
よ
げ

な
め
る
は
と
見
ゆ
。

「
東
屋
」

河
内
本
系

い
づ
こ
か
は
↓
い
づ
こ
は

（
例
２２
）
我
よ
り
外
に
誰
か
は
つ
ら
き
、
心
づ
か
ら
も
て
そ
こ
な
ひ
つ
る
に
こ
そ
あ

め
れ
、
と
思
ふ
に
、
恨
む
べ
き
人
も
な
し
。

「
柏
木
」

別
本
系

つ
ら
し
↓
本
文
無
し

以
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
結
び
の
詳
細
と
意
味
用
法
【
１
】【
２
】【
３
】
の
表
れ
方

と
を
み
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

三.

一

心
内
発
話
文
に
お
け
る
「
カ
ハ
」

本
稿
の
調
査
範
囲
に
お
け
る
「
カ
ハ
」
の
用
例
は
心
内
発
話
文
が
最
も
多
い
。
結

び
は
略
さ
れ
る
場
合
が
最
も
多
い
が
そ
れ
に
接
近
す
る
よ
う
に
ム
の
結
び
が
多
数
を

占
め
る
（
表
６
）。

用
例
中
大
半
は
【
１
】
の
反
語
文
タ
イ
プ
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。

【
１
】
反
語
文
タ
イ
プ

（
例
２３
）
後
る
と
て
も
幾
世
か
は
経
べ
き
、
か
か
る
悲
し
さ
の
紛
れ
に
、
昔
よ
り
の

御
本
意
も
遂
げ
て
ま
ほ
し
く
思
ほ
せ
ど
、

〔（
光
源
氏
は
紫
の
上
の
死
後
）「
生
き
残
る
と
い
っ
て
も
ど
れ
ほ
ど
長
ら
え

て
い
ら
れ
よ
う
か
（
い
や
、
長
ら
え
る
こ
と
は
で
き
ま
い
）、
こ
の
よ
う
な

悲
し
み
に
紛
れ
て
、
昔
か
ら
念
願
し
て
い
た
出
家
の
心
ざ
し
を
遂
げ
た
い
」

と
お
思
い
に
な
る
が
、〕

「
御
法
」

【
２
】
思
い
巡
ら
し
タ
イ
プ

反
語
文
と
不
定
疑
問
文
と
の
意
味
の
差
が
截
然
と
し
な
い
タ
イ
プ
の
例
が
一
二
例
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表
７結

び

ム

略

マ
シ

ケ
ム

ツ

基
本
形

計

用
例
数

３５

６

１

１

１

１

４５�

見
出
さ
れ
た
。
会
話
文
で
は
こ
れ
ら
の
用
例
は
話
し
手
が
聞
き
手
に
対
し
て
困
惑
を

表
す
態
度
が
読
み
取
れ
た
。
心
内
発
話
文
の
場
合
は
、
独
話
で
あ
る
か
ら
話
し
手
の

聞
き
手
は
話
し
手
自
身
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
用
例
か
ら
は
煩
悶
や
思
い
巡
ら
し

の
態
度
が
読
み
取
れ
る
こ
と
と
な
る
。

（
例
２４
）
さ
り
と
て
、
忍
び
て
、
は
た
、
い
と
便
な
か
ら
む
、
い
か
さ
ま
に
し
て
か

は
、
人
目
見
苦
し
か
ら
で
、
思
ふ
心
の
ゆ
く
べ
き
と
、
心
も
あ
く
が
れ
て
な

が
め
臥
し
た
ま
へ
り
。

〔（
薫
は
〕「
そ
う
か
と
い
っ
て
、
人
目
を
忍
ん
で
（
人
妻
の
中
の
君
を
宇
治

に
お
連
れ
す
る
の
は
）、
ま
た
、
全
く
不
都
合
で
あ
ろ
う
。
ど
う
い
う
ふ
う

に
し
た
ら
世
間
体
に
ふ
れ
ず
、
自
分
の
望
み
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
か
、（
い
や
、
望
み
を
遂
げ
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
は
な
い
か
）」
と
、
ぼ

ん
や
り
と
横
に
な
っ
て
い
る
。〕

「
宿
木
」

【
３
】
応
答
詞
タ
イ
プ

結
び
が
略
さ
れ
る
用
例
に
は
【
３
】
の
「
い
や
は
や
」
程
度
の
応
答
詞
タ
イ
プ
が

目
立
つ
。

（
例
２５
）
口
惜
し
と
は
思
せ
ど
、
た
だ
今
は
異
ざ
ま
に
分
く
る
御
心
も
な
く
て
、
何

か
は
、
か
ば
か
り
短
か
め
る
世
に
、
か
く
て
思
ひ
定
ま
り
な
む
、
人
の
恨
み

も
負
ふ
ま
じ
か
り
け
り
と
、
い
と
ど
あ
や
ふ
く
思
し
懲
り
に
た
り
。〔（
光
源

氏
は
朧
月
夜
の
入
内
を
）
残
念
に
思
わ
れ
る
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
若
紫
以

外
の
方
に
心
を
分
け
る
お
つ
も
り
も
な
く
て
、「
い
や
は
や
問
題
で
は
な
い
、

こ
の
長
く
も
な
い
よ
う
な
人
生
、
こ
う
し
て
落
ち
着
こ
う
、
女
性
の
恨
み
は

受
け
て
は
な
ら
な
い
こ
と
よ
」
と
ひ
と
し
お
臆
病
に
な
り
、
懲
り
懲
り
の
気

持
ち
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。〕

「
葵
」

三.

二

地
の
文
に
お
け
る
「
カ
ハ
」

次
に
「
カ
ハ
」
の
用
例
が
多
か
っ
た
の
は
地
の
文
で
あ
る
。
地
の
文
に
お
け
る
「
カ

ハ
」
の
結
び
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
７
で
あ
る
。

先
に
取
り
上
げ
た
心
内
発
話
文
中
の
「
カ
ハ
」
と
異
な
り
、
結
び
の
略
よ
り
は
推

量
の
助
動
詞
ム
の
用
例
数
が
多
い
。
地
の
文
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
を
挙
げ
て

お
く
。

【
１
】
反
語
タ
イ
プ

（
例
２６
）
何
ご
と
に
つ
け
て
か
は
御
心
の
と
ま
ら
む
、
う
ち
う
め
か
れ
て
、
夜
深
う

出
で
た
ま
ひ
ぬ
。

〔（
末
摘
花
の
よ
う
な
女
性
に
）
ど
こ
に
お
心
が
惹
き
つ
け
ら
れ
よ
う
か
（
い

や
、
惹
き
つ
け
ら
れ
ま
い
）、
光
源
氏
は
つ
い
呻
く
よ
う
に
た
め
息
が
出
て
、
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表
８結

び

略

ム

ベ
シ

マ
シ

計

用
例
数

３

２

１

１

７�

�

�

ま
だ
暗
い
う
ち
に
お
帰
り
に
な
っ
た
。〕

「
末
摘
花
」

（
例
２７
）
そ
の
つ
い
で
に
い
と
多
か
れ
ど
、
さ
の
み
書
き
つ
づ
く
べ
き
こ
と
か
は
。

〔
こ
の
折
り
の
歌
は
本
当
に
た
く
さ
ん
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ば
か
り
を
こ
こ

に
書
き
続
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
（
い
や
、
で
き
ま
い
の
で
省
略
す
る
）〕

「
賢
木
」

【
２
】
思
い
巡
ら
し
タ
イ
プ

（
例
２８
）
内
よ
り
鎖
し
て
大
殿
籠
も
り
に
け
り
。
こ
れ
も
い
つ
ま
で
に
か
は
。

〔（
落
葉
宮
は
夕
霧
を
避
け
て
塗
籠
の
）
内
側
か
ら
掛
け
金
を
お
ろ
し
て
お

や
す
み
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。（
と
は
い
え
）
こ
れ
も
い
つ
ま
で
守
り
き
れ

る
で
あ
ろ
う
か
（
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
）〕

「
夕
霧
」

【
３
】
応
答
詞
タ
イ
プ

（
例
２９
）
い
と
た
ど
た
ど
し
げ
に
聞
こ
え
た
ま
ふ
に
、
さ
れ
ば
よ
と
思
せ
ど
、
何
か

は
、
そ
の
ほ
ど
の
こ
と
あ
ら
は
し
の
た
ま
ふ
べ
き
な
ら
ね
ば
、
し
ば
し
お
ぼ

め
か
し
く
て
、

〔
夕
霧
が
い
か
に
も
腑
に
落
ち
な
い
こ
と
の
よ
う
に
申
し
上
げ
る
の
で
、
光

源
氏
は
案
の
定
と
お
思
い
に
な
る
け
れ
ど
、
い
や
は
や
、
そ
の
時
の
事
情
を

あ
り
の
ま
ま
に
お
っ
し
ゃ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
し
ば
ら
く
分
け
の
わ

か
ら
ぬ
ふ
り
を
し
て
、〕

「
横
笛
」

三.

三

和
歌
に
お
け
る
「
カ
ハ
」

最
後
に
和
歌
の
用
例
を
み
て
お
く
。
こ
れ
ま
で
に
み
て
き
た
心
内
発
話
文
、
地
の

文
の
「
カ
ハ
」
に
は
【
１
】
〜
【
３
】
の
意
味
用
法
が
み
ら
れ
た
。
そ
の
一
方
で
和

歌
に
つ
い
て
は
七
例
全
て
が
反
語
で
解
釈
さ
れ
た
。
結
び
の
形
式
は
表
８
の
と
お
り

で
あ
る
。

【
１
】
反
語
文
タ
イ
プ

（
例
３０
）
あ
ら
た
め
て
何
か
は
見
え
む
人
の
う
へ
に
か
か
り
と
聞
き
し
心
が
は
り
を

昔
に
変
る
こ
と
は
な
ら
は
ず
な
ん

〔
い
ま
さ
ら
ど
う
し
て
こ
れ
ま
で
の
気
持
ち
を
変
え
ら
れ
ま
し
ょ
う（
い
え
、

変
え
ら
れ
ま
せ
ん
）。
よ
そ
の
女
性
の
場
合
は
そ
う
し
た
こ
と
が
あ
る
と
聞

い
て
お
り
ま
す
心
変
わ
り
な
ど
、
昔
と
違
っ
た
こ
と
は
今
も
い
た
し
か
ね
て

お
り
ま
す
。〕

朝
顔
↓
光
源
氏
「
朝
顔
」

（
例
３１
）
巣
が
く
れ
て
数
に
も
あ
ら
ぬ
か
り
の
こ
を
い
づ
方
に
か
は
と
り
か
へ
す
べ

き〔
巣
の
片
隅
に
隠
れ
て
、
物
の
数
に
も
入
ら
な
い
か
り
（
仮
）
の
子
を
、
ど
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表
９

基
本
形

時
制

否
定

推
定
系

推
量
系

計

ヤ
ハ

１９

１１

３

１１

４

４８

カ
ハ

５

１

０

１１

９０

１０７

こ
に
取
り
返
す
も
の
で
し
ょ
う
か（
い
や
、取
り
返
す
も
の
で
は
あ
る
ま
い
）〕

髭
黒
大
将
↓
光
源
氏
「
真
木
柱
」

こ
の
よ
う
に
和
歌
の
「
カ
ハ
」
は
反
語
解
釈
に
定
ま
る
も
の
の
、
心
内
発
話
文
、

地
の
文
に
お
け
る
「
カ
ハ
」
の
意
味
用
法
に
は
広
が
り
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
い

ず
れ
に
せ
よ
「
カ
ハ
」
の
結
び
に
ム
系
の
助
動
詞
が
多
い
こ
と
は
着
目
さ
れ
る
。

四.

現
代
語
の
反
語
解
釈
が
な
さ
れ
る
疑
問
文
と
の
比
較
な
ど

以
上
、
本
稿
の
調
査
範
囲
に
お
け
る
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

「
ヤ
ハ
」

・
用
例
の
ほ
と
ん
ど
が
反
語
表
現
と
解
釈
さ
れ
る
。

・
結
び
の
形
式
に
は
基
本
形
（
存
在
詞
多
数
）、
ア
リ
を
含
む
助
動
詞
な
ど
、

客
体
的
、
既
実
現
・
現
実
の
要
素
が
認
め
ら
れ
る
。

・
和
歌
に
お
い
て
の
み
「
ヤ
ハ
〜
ス
ル
」「
ヤ
ハ
〜
セ
ヌ
」
の
用
例
が
み
ら
れ

る
。

「
カ
ハ
」

・
地
の
文
、
心
内
発
話
文
で
は
反
語
の
解
釈
で
あ
る
か
否
か
、
揺
れ
る
用
例
が

み
ら
れ
る
が
、
和
歌
で
は
反
語
解
釈
に
傾
く
。

・
結
び
の
形
式
に
は
「
ム
」（
推
量
）「
マ
シ
」（
反
実
仮
想
）「
ケ
ム
」（
過
去

推
量
）「
ラ
ム
」（
現
在
推
量
）
な
ど
、
主
体
的
、
未
実
現
・
非
現
実
の
要
素

が
認
め
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
特
徴
か
ら
、
文
体
上
の
特
徴
と
し
て
和
歌
は
地
の
文
、
心
内
発
話
文
と

は
位
相
を
異
に
す
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
も
の
の
、
全
体
的
な
傾
向
と
し
て「
ヤ
ハ
」

と
「
カ
ハ
」
と
の
間
に
は
結
び
の
形
式
に
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
用
例
中
の
結
び
の

形
式
を
助
動
詞
の
構
文
的
特
徴
（
北
原
一
九
八
一
、
高
山
一
九
九
二
）
に
基
づ
い
て

分
類
し
て
示
す
と
表
９
の
よ
う
な
分
布
と
な
る
。

（
表
中
、
◯
基
本
形
…
助
動
詞
を
伴
わ
な
い
動
詞
、
◯
時
制
…
キ
、
ケ
リ
、
ツ
、
◯

否
定
…
ズ
、
◯
推
定
系
…
ベ
シ
、
マ
ジ
、
メ
リ
、
ナ
リ
（
終
止
形
接
続
）、
◯
推
量

系
…
ム
、
ラ
ム
、
ケ
ム
を
示
す
）

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
出
現
率
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
が
図
１
で
あ
る
。
こ
こ
か

ら
、「
ヤ
ハ
」「
カ
ハ
」
の
結
び
の
表
れ
方
が
対
照
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
大
き
な
相
違
点
と
し
て
は

・「
カ
ハ
」
は
推
量
表
現
を
結
び
と
す
る
（
主
体
的
表
現
内
容
を
提
示
す
る
）

・「
ヤ
ハ
」
は
基
本
形
、
時
制
、
否
定
を
結
び
と
す
る
（
客
体
的
内
容
を
提
示
す
る
）

傾
向
に
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ベ
シ
に
つ
い
て
は
「
ヤ
ハ
」、「
カ
ハ
」
と
も
に
共
通
し
て
現
れ
る
が
、
こ
れ
は
北

原
（
一
九
八
一
）
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ベ
シ
が
主
体
的
、
客
体
的
表
現
を
担
う
も

『源氏物語』における反語表現（２）

81

Ｓｅｒｖｅｒ／跡見学園女子大学文学部　紀要／２０１９年　５４号／ふじもと／縦組み／０６９‐０８４　永田　　　　　　　　　Ｅ



の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
反
語
表
現
の
意
味
的
特
徴
と
し
て
、
可

能
性
の
否
定
を
題
材
に
す
る
こ
と
も
関
わ
り

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

安
達
（
二
〇
〇
四
）
で
は
現
代
語
に
お
い

て
反
語
解
釈
が
な
さ
れ
る
疑
問
文
の
述
部
の

特
徴
と
し
て
次
の
二
点
が
挙
げ
ら
れ
て
い

る
。・

存
在
動
詞

・
可
能
動
詞

本
稿
の
調
査
に
お
い
て
も
既
に
み
て
き
た

よ
う
に
、
存
在
詞
「
あ
り
」
は
結
び
の
形
と

し
て
多
く
を
占
め
る
。
こ
れ
は
反
語
が
事
柄

（
コ
ト
）
の
非
存
在
を
聞
き
手
（
読
み
手
）

に
提
示
す
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
動
作
性
（
ス
ル
）
に
つ
い
て
反

語
は
不
可
能
を
提
示
す
る
。
本
稿
の
調
査
範
囲
で
は
可
能
を
表
す
動
詞
は
み
ら
れ
な

か
っ
た
が
、
代
り
に
ベ
シ
が
多
用
さ
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
。
な
お
現
代
語
の
反

語
解
釈
が
な
さ
れ
る
疑
問
文
に
は
「
と
思
う
か
」「
と
い
う
の
か
」
と
い
う
形
式
が

存
在
す
る
が
、本
稿
の
調
査
範
囲
で
は
こ
う
し
た
複
合
形
式
は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
。

五.

お
わ
り
に

本
稿
で
は
「
ヤ
ハ
」、「
カ
ハ
」
に
つ
い
て
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
地
の
文
、

心
内
発
話
文
、
和
歌
を
対
象
と
し
、
そ
の
構
文
上
の
異
な
り
、
お
よ
び
意
味
合
い
の

差
異
を
論
じ
て
き
た
。「
ヤ
ハ
」
と
「
カ
ハ
」
の
結
び
は
会
話
文
と
同
様
の
傾
向
、

す
な
わ
ち
「
ヤ
ハ
」
が
既
実
現
・
現
実
的
な
事
態
を
表
す
の
に
対
し
て
、「
カ
ハ
」

は
未
実
現
・
非
現
実
的
な
事
態
を
表
す
と
い
う
傾
向
が
み
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
和
歌

に
つ
い
て
は
、
そ
の
文
体
上
の
制
約
上
、
結
び
の
形
と
意
味
用
法
に
偏
り
が
み
ら
れ

た
。今

後
は
、
調
査
対
象
を
中
古
の
和
文
系
資
料
全
般
へ
と
広
げ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ

れ
ら
が
『
源
氏
物
語
』
の
作
品
に
お
け
る
作
者
の
傾
向
で
あ
る
の
か
、
一
般
的
な
語

法
で
あ
っ
た
の
か
を
み
て
ゆ
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
反
語
表
現
を
担
う
も
の
と
し

て
、
打
ち
消
し
の
助
動
詞
を
伴
っ
た
否
定
疑
問
文「
〜
ズ
ヤ
」、「
〜
ザ
ラ
ン
ヤ
」、「
〜

ジ
ヤ
」、「
〜
マ
ジ
ヤ
」、「
〜
ヌ
カ
」、
あ
る
い
は
推
量
の
助
動
詞
を
伴
っ
た
「
〜
ム

ヤ
」
な
ど
と
の
比
較
考
察
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

【
註
】

（
１
）
西
洋
の
修
辞
法
で
は
「
修
辞
（
的
）
疑
問
（R

hetorical
question

）」
と
称
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。
訴
え
か
け
の
文
彩
と
し
て
は
設
疑
法
な
い
し
設
問
法
の
下
位
に
位
置

付
け
さ
れ
る
。
ま
た
、「
反
語
法
」
と
は
例
え
ば
「
テ
ス
ト
で
欠
点
ば
か
り
取
り
続
け

図１ 「ヤハ」「カハ」結びの述語割合
（地の文・心内発話文・和歌）
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る
と
は
、
ま
さ
に
天
才
だ
」
と
い
う
よ
う
に
、
表
現
形
式
と
内
容
が
食
い
違
っ
て
い

る
も
の
を
指
す
。
こ
の
観
点
に
立
つ
と
、
修
辞
疑
問
文
は
大
き
く
は
反
語
法
の
一
種

で
も
あ
る
が
、
本
稿
で
は
伝
統
的
な
国
語
学
一
般
に
使
用
さ
れ
る
用
語
と
し
て
「
反

語
」
を
用
い
る
。

（
２
）
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
コ
ー
パ
ス
検
索
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
「
中
納
言
」（
国
立
国
語

研
究
所
）
を
用
い
て
、『
源
氏
物
語
』
か
ら
、
キ
ー
と
し
て
助
詞
「
ヤ
」、「
カ
」、
後

方
共
起
語
と
し
て
助
詞
「
ハ
」
を
含
む
用
例
を
抽
出
し
た
。
そ
の
後
、
稿
者
が
『
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
に
て
確
認
を
し
た
。

（
３
）
客
体
的
表
現
と
主
体
的
表
現
に
つ
い
て
は
北
原
（
一
九
八
一
）、
既
実
現
・
現
実
と
未

実
現
・
非
現
実
に
つ
い
て
は
野
村
（
一
九
九
四
）、
小
柳
（
二
〇
一
四
）
に
お
け
る
「
ア

リ
」
の
解
釈
に
基
づ
い
て
い
る
。

（
４
）
地
の
文
に
お
い
て
作
者
が
登
場
人
物
の
心
情
に
寄
添
っ
た
語
り
を
行
っ
た
場
合
、
地

の
文
と
心
内
発
話
文
と
を
区
分
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
こ
こ
で
は
『
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
の
校
注
に
従
う
こ
と
と
し
た
。

（
５
）
中
田
・
竹
岡
（
一
九
六
〇
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
『
あ
ゆ
ひ
抄
』
は
証
左
と
し
て
広

い
文
献
に
目
が
配
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、『
あ
ゆ
ひ
抄
』
に
言
及
さ
れ
る
の
は
和
歌
を

対
象
と
し
て
い
る
。

（
６
）
校
異
は
池
田
亀
鑑
編
『
源
氏
物
語
大
成
』（
中
央
公
論
社
）
に
よ
る
。

（
７
）
北
原
（
一
九
八
一
）
に
よ
る
構
文
的
な
観
点
に
立
つ
と
、
こ
れ
ら
の
「
ベ
シ
」「
ズ
」

「
ケ
リ
」「
リ
」「
キ
」「
ツ
」「
メ
リ
」
は
客
体
的
な
表
現
を
預
か
り
う
る
助
動
詞
と

さ
れ
る
。
助
動
詞
「
ナ
リ
」
を
基
準
に
、
そ
れ
に
上
接
す
る
も
の
は
客
体
的
表
現
、

下
接
す
る
も
の
は
主
体
的
表
現
を
預
か
る
と
い
う
も
の
で
、「
キ
」「
リ
」「
ツ
」
は
常

に
上
接
、「
ベ
シ
」「
ズ
」「
ケ
リ
」
は
上
接
も
下
接
も
可
能
で
あ
る
が
、
下
接
の
用
法

は
限
ら
れ
て
い
る
。「
メ
リ
」
は
助
動
詞
「
ナ
リ
」
に
下
接
す
る
助
動
詞
で
は
あ
る
が
、

そ
の
活
用
形
の
あ
り
方
か
ら
客
体
的
要
素
が
強
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
ベ

シ
」「
ズ
」「
ケ
リ
」「
メ
リ
」「
リ
」
は
潜
在
的
に
存
在
詞
「
ア
リ
」
を
含
み
う
る
も

の
で
あ
る
。「
ア
リ
」
に
つ
い
て
は
、
野
村
（
一
九
九
四
）
に
「『
あ
り
』
は
基
本
的

に
何
か
が
漠
然
と
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
今
こ
こ
に
存
在
す
る
と
い
う
実
在
を
表

す
」
と
あ
る
。
小
柳
（
二
〇
一
四
）
で
は
「『
あ
り
』
を
含
む
も
の
は
す
べ
て
既
実
現
・

現
実
を
表
す
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、「
ケ
ム
」「
ム
」
は
北
原
（
一
九
八
一
）

に
よ
れ
ば
常
に
助
動
詞
「
ナ
リ
」
に
下
接
し
か
し
な
い
主
体
的
な
表
現
を
担
う
助
動

詞
で
あ
る
。
小
柳
（
二
〇
一
四
）
で
は
「
未
実
現
・
非
現
実
」
を
表
す
助
動
詞
に
分

類
さ
れ
る
。

（
８
）
高
山
（
二
〇
一
六
）
で
は
、
中
古
の
和
文
資
料
（
※
）
の
疑
問
文
、
約
一
万
二
千
の

用
例
数
の
う
ち
、
約
七
割
が
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
（
ム
、
ラ
ム
、
ケ
ム
、
マ
シ
、
ジ
）

を
伴
う
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
同
論
考
で
は
「
観
念
型
疑
問
文
」
と
称
す
る
。

一
方
、
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
を
使
用
し
な
い
疑
問
文
を
「
現
場
型
疑
問
文
」
と
称
し
、

そ
の
特
徴
と
し
て
次
の
五
点
を
挙
げ
る
。

�
対
話
場
面
が
目
立
つ
（
問
答
、
即
答
性
が
高
い
）

�
存
在
詞
の
使
用
が
多
い

�
述
語
は
基
本
形
、
キ
・
ツ
が
多
い
（
タ
リ
・
リ
・
ヌ
・
ケ
リ
少
数
）

�
「
〜
と
問
ふ
」
等
で
質
問
文
で
あ
る
こ
と
を
明
示

�
ダ
イ
ク
シ
ス
要
素
（
指
示
詞
）
な
ど
が
目
立
つ
（
三
八
頁
）

※
調
査
対
象
は
『
竹
取
物
語
』『
伊
勢
物
語
』『
大
和
物
語
』『
土
佐
日
記
』『
枕
草
子
』

『
源
氏
物
語
』（「
葵
」
〜
「
朝
顔
」
巻
）
に
お
け
る
疑
問
文
（
反
語
表
現
も
含
む
）

一
二
八
二
例
で
あ
る
。（
同
論
考
三
一
〜
三
二
頁
）

【
参
考
文
献
】

安
達
太
郎
（
二
〇
〇
四
）「
疑
問
文
に
お
け
る
反
語
解
釈
を
め
ぐ
る
覚
え
書
き
」『
京
都
橘
女

子
大
学
研
究
紀
要
』
三
一

『源氏物語』における反語表現（２）
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尾
崎
知
光
（
一
九
六
二
）「『
や
は
―
ぬ
』
の
特
殊
用
法
」『
文
学
語
学
』
二
三

日
本
古
典
文

学
会

小
田
勝
（
二
〇
一
五
）『
実
例
詳
解
古
典
文
法
総
覧
』
和
泉
書
院

岡
崎
正
継
（
一
九
九
六
）『
国
語
助
詞
論
攷
』
お
う
ふ
う

川
上
徳
明
（
二
〇
〇
五
）『
命
令
勧
誘
表
現
の
体
系
的
研
究
』
お
う
ふ
う

北
原
保
雄
（
一
九
八
一
）『
日
本
語
助
動
詞
の
研
究
』
大
修
館
書
店

此
島
正
年
（
一
九
七
三
）『
国
語
助
詞
の
研
究
』
桜
楓
社

小
柳
智
一
（
二
〇
一
四
）「
古
代
日
本
語
研
究
と
通
言
語
的
研
究
」（
定
延
利
之
編
『
日
本
語

学
と
通
言
語
的
研
究
と
の
対
話
―
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
・
ム
ー
ド
研
究
を
通
し
て

―
』）
く
ろ
し
お
出
版

近
藤
泰
弘
（
一
九
八
七
）「
古
文
に
お
け
る
疑
問
表
現
―
「
や
」
と
「
か
」
―
」『
国
文
法
講

座
３
古
典
解
釈
と
文
法
―
助
詞
の
機
能
』（『
日
本
語
記
述
文
法
の
理
論
』
ひ
つ
じ
書
房

二
〇
〇
〇
年

所
収
）

阪
倉
篤
義
（
一
九
九
三
）『
日
本
語
表
現
の
流
れ
』
岩
波
書
店

桜
井
光
昭
（
一
九
七
〇
）「『
じ
』
は
『
む
』
の
否
定
か
」『
月
刊
文
法
』
二
―
八

佐
々
木
健
一
他
（
二
〇
〇
六
）『
レ
ト
リ
ッ
ク
事
典
』
大
修
館
書
店

高
木
和
子
（
二
〇
一
四
）「『
源
氏
物
語
』
に
現
れ
た
手
紙
―
求
愛
の
和
歌
の
贈
答
を
中
心
に
」

『
歴
史
語
用
論
の
世
界
』
ひ
つ
じ
書
房

高
山
善
行
（
一
九
八
八
）「《
係
り
結
び
》
と
《
推
量
の
助
動
詞
》
中
古
語
に
お
け
る
文
表
現

と
助
動
詞
の
交
渉
」『
語
文
』
五
一

大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会

高
山
善
行
（
一
九
九
二
）「
中
古
語
モ
ダ
リ
テ
ィ
の
階
層
構
造
―
助
動
詞
の
意
味
組
織
を
め
ざ

し
て
―
」『
語
文
』
五
八

高
山
善
行
（
一
九
九
三
）「
モ
ダ
リ
テ
ィ
と
モ
ー
ド
―
古
代
語
に
お
け
る
仮
定
条
件
文
の
帰
結

表
現
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
日
本
語
学
』
一
二
・
一
二

高
山
善
行
（
二
〇
一
六
）「
中
古
語
に
お
け
る
疑
問
文
と
モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
の
関
係
」『
国
語

と
国
文
学
』
九
三
・
五

東
京
大
学
国
語
国
文
学
会

富
岡
宏
太
（
二
〇
一
四
）「
中
古
和
文
に
お
け
る
体
言
下
接
の
終
助
詞
カ
ナ
・
ヤ
」『
日
本
語

の
研
究
』
一
〇
・
四

中
田
祝
夫
・
竹
岡
正
夫
（
一
九
六
〇
）『
あ
ゆ
ひ
抄
新
注
』
風
間
書
房

永
田
里
美
（
二
〇
一
八
）「『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
反
語
表
現
―
会
話
文
中
の
「
ヤ
ハ
」、「
カ

ハ
」
に
つ
い
て
―
」『
跡
見
学
園
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』
五
三

野
内
良
三
（
一
九
九
八
）『
レ
ト
リ
ッ
ク
辞
典
』
国
書
刊
行
会

野
村
剛
史
（
一
九
九
四
）「
上
代
語
の
リ
・
タ
リ
」『
国
語
・
国
文
』
六
三
（
一
）

藤
原
浩
史
（
二
〇
一
四
）「
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
依
頼
・
禁
止
に
見
ら
れ
る
配
慮
表
現
」（
野

田
尚
史
・
高
山
善
行
・
小
林
隆
編
『
日
本
語
配
慮
表
現
の
多
様
性
』
く
ろ
し
お
出
版
）

松
下
大
三
郎
（
一
九
七
四
）『
改
撰
標
準
日
本
文
法
』
勉
誠
社

松
村
明
編
（
一
九
六
九
）『
古
典
語
現
代
語
助
詞
助
動
詞
詳
説
』
学
燈
社

森
野
宗
明
（
一
九
七
五
）『
王
朝
貴
族
社
会
の
女
性
と
言
語
』
有
精
堂

山
口
尭
二
（
一
九
九
〇
）『
日
本
語
疑
問
表
現
通
史
』
明
治
書
院

G
O

T
O

R
isa

(2018)
R

hetorical
Q

uestions

―A
R

elevance

―T
heoretic

A
pproach

to
Inter-

rogative
U

tterances
in

E
nglish

and
Japanese,H

ituziSyobo,Japan
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