
平
安
和
文
に
お
け
る

「
お
ぼ
し
め
す
」

ー
ー
源
氏
物
語
を
中
心
に
し
て
||

平
安
和
文
に
現
わ
れ
る
敬
語
の
あ
り
方
お
よ
び
体
系
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品

の
論
理
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
極
め
て
厳
格
な
構
造
を
見
せ
て
い
る
。
人
間
の

主
要
な
動
作
に
関
わ
る
も
の
、
日
常
の
基
本
行
動
に
関
わ
る
も
の
に
は
、
そ
れ

に
対
応
す
る
敬
語
動
詞
が
見
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
幾
段
階
か
の
敬
意
の
差
異
を
表

現
価
値
と
し
て
描
き
分
け
る
細
か
さ
ま
で
見
せ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
平
安
時

代
に
は
社
会
的
な
序
列

・
階
層
の
把
握
が
待
遇
表
現
(
待
遇
評
価
)
決
定
の
大

き
な
要
因
と
な
っ
て
い
っ
た
の
に
つ
れ
て
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
敬
語
表
現
が
要

請
さ
れ
確
立
さ
れ
て
い
っ
た
た
め
で
あ
る
。
特
に
い
わ
ゆ
る
敬
語
に
お
い
て
は

極
め
て
整
然
と
し
た
体
系
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
敬
語
専
用
動
詞
を
は
じ
め

と
し
て
補
助
動
詞

・
助
動
詞
を
動
調
に
自
在
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
細
や

か
な
序
列

・
階
層
化
が
表
現
と
し
て
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

の
表
現
価
値

中

村

夫

本
稿
で
は
こ
う
し
た
序
列

・
階
層
化
が
明
確
に
抽
出
で
き
る
も
の
の
中
で

「
お
も
ふ
」
系
の
敬
語
、
中
で
も
最
高
敬
語
の
位
置
に
あ
る
「
お
ぼ
し
め
す
」

の
語
晶
果
的
意
味
と
そ
の
待
遇
表
現
価
値
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

そ
れ
は
次
に
あ
げ
る
理
由
に
よ
る
。

「
お
も
ふ
」
系
の
動
詞
を
敬
意
の
軽
重
に
そ
っ
た
序
列
で
並
べ
て
み
る
と
、

「
お
も
ふ
」
「
お
も
ひ
た
ま
ふ
」
「
お
ぽ
す
」「
お
ぼ
し
め
す
」
と
い
う
形
で
、
和

語
に
よ
る
線
条
の
敬
語
体
系
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

単
に
動
作
主
の
「
お
も
ふ
」
行
為
へ
の
敬
意
の
表
現
で
あ
る
な
ら
ば
、

「
お
も

ひ
た
ま
ふ
」
も
し
く
は
「
お
ぼ
す
」
が
あ
れ
ば
十
分
で
あ
ろ
う
。

一
般
に
敬
語

専
用
動
詞
が
頻
用
さ
れ
て
い
る
動
作

・
状
態
に
つ
い
て
は
、

一
語
で
属
性
と
待

遇
価
値
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
総
合
的
表
現
が
優
先
さ
れ
て
、
動
作

・
状

態
そ
の
も
の
で
あ
る
属
性
と
待
遇
価
値
を
分
け
た
分
析
的
表
現
は
ほ
と
ん
ど
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
「
お
も
ふ
」
系
の
場
合
、
幾
種
類
か
の
尊

敬
語
の
表
現
形
式
が
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
お
も
ふ
」
系
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の
尊
敬
語
が
す
べ
て
閉
じ
待
遇
的
意
味
や
表
現
価
値
を
表
わ
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
な
ぜ

「
お
も
ふ
」
系
の
敬
語
の
体
系
は

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
細
か
く
階
層
化
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
か。

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
こ
の
尊
敬
語
の
序
列
に
関
し
て
敬
意
を
受
け
る

動
作
主
の
社
会
的
な
地
位
・
身
分
差
に
対
応
す
る
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い

(注
1
)

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
「
お
も
ふ
」
系
の
表
現
形
式
の
語
嚢
的
意
味
や
待
遇

表
現
価
値
の
差
異
を
考
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
未
整

理
と
な
っ
て
い
る
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
調
査
の
対
象
と
す
る
の
は
次
に
揚
げ
る

一
五
の
平
安
和
文
資
料
で
あ

(注
2
)

フ
匂
。

竹
取
物
語

・
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語

・
平
中
物
語

・
{
子
津
保
物
語

・
落
窪

物
語
・
源
氏
物
語
・
栄
花
物
語

・
大
鏡

・
土
佐
日
記

・
鯖
蛤
日
記

・
和
泉

式
部
日
記

・
紫
式
部
日
記

・
更
級
日
記
・
枕
草
子

こ
れ
ら
の
中
で
も
特
に
中
心
的
位
置
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
源
氏
物
語
の
用

例
を
主
に
し
て
考
察
を
加
え
て
い
く
。

ま
ず
最
初
に

「
お
ぼ
し
め
す
」
の
「
お
も
ふ
」
系
の
表
現
形
式
の
中
で
の
位

置
づ
け
か
ら
見
て
い
く
。

「
お
ぼ
し
め
す
」
は

「
お
も
ふ
」
系
の
敬
語
体
系
上
、

「
お
も
ひ
た
ま
ふ
」
「
お
ぼ
す
」
の
上
位
に
位
置
す
る
最
高
敬
語
と
な

っ
て
い
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に

一
般
に
敬
語
専
用
動
詞
が
頻
用
さ
れ
て
い
る
動
作

・
状
態

に
つ
い
て
は
、

一
一
語
で
属
性
と
待
遇
価
値
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
総
合
的

表
現
が
優
先
さ
れ
て
、
動
作
・
状
態
そ
の
も
の
で
あ
る
属
性
と
待
遇
価
値
を
分

け
た
分
析
的
表
現
は
ほ
と
ん
ど
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
「
お
も

ふ
」
系
の
場
合
、
総
合
的
表
現
で
あ
る

「お
ぼ
し
め
す
」
「
お
ほ
す
」
の
両
尊

敬
語
の
他
に
、
分
析
的
形
式
で
あ
る
「
お
も
ひ
た
ま
ふ
」
の
形
も
少
な
か
ら
ず

現
わ
れ
て
い
る。

特
に

「
お
も
ひ
あ
か
す
」
「
お
も
ひ
い
た
る
」
「
お
も
ひ
か
へ

す
」
な
ど
の
よ
う
な
「
お
も
ひ
」
を
語
基
と
す
る
複
合
動
詞
に

「
た
ま
ふ
」

の

つ
い
た
も
の
は
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
ほ
と
で
あ
る
。
「
お
ほ
す
」
は

「
お
も

ふ
」
系
の
尊
敬
語
の
中
で
は
使
用
数
の
面
か
ら
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る
も
の

で
あ
る
。

「
お
も
ふ
」
と
同
様
に

「お
ぼ
す
」
に
も
「
お
ぼ
し
あ
か
す
」

な
ど

の
複
合
動
詞
の
形
が
多
く
見
え
る
。
源
氏
物
語
に
限
っ
て
も
延
べ
使
用
数
で

「
お
ぼ
す
」
が

一
八
四
三
例
、
「
お
ぼ
し
」
を
語
基
と
す
る
複
合
動
詞
が

一
五
五

五
例
見
え
て
い
る
。
こ
れ
は
動
作
主
の
社
会
的
地
位
・
身
分
に
大
き
く
影
響
さ

れ
る
こ
と
な
く
広
く
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

表
現
主
体
の
主
観
に
基
づ

い

て
待
遇
さ
れ
る
べ
き
だ
と
判
断
さ
れ
る
人
物
の

「
お
も
ふ
」
行
為
に
対
し
て
、

最
も

一
般
的
に
使
用
さ
れ
う
る
語
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

で
は

「
お
ぼ
し
め
す
」
「
お
ほ
す
」
と

「
お
も
ひ
た
ま
ふ
」
の
差
は
ど
こ
に

あ
る
の
か
。
こ
れ
は
単
に
敬
意
の
軽
重
と
い
う
視
点
で
説
明
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
は
な
い
。
「
お
も
ひ
た
ま
ふ
」
と
い
う
表
現
形
式
は
次
に
示
す
よ
う
な
性
質

を
備
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
点
で
「
お
ぼ
し
め
す
」
「
お
ぼ
す
L

と
の
使

い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
総
合

的
表
現
と
分
析
的
表
現
と
併
用
さ
れ
た
理
由
が
見
い
だ
せ
な
い
。

総
合
的
形
式
と
分
析
的
形
式
の
機
能
的
な
相
違
点
を
あ
げ
る
と
、
第

一
に
客

体
尊
敬
を
加
え
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
点
が
あ
る
。

「お
ぼ
し
め
す
」

「お
ぼ
す
」
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に
は
「
お
ぼ
し
め
し
た
て
ま
つ
る
」
や

「お
ほ
し
め
し
き
こ
ゆ
」
「
お
ぼ
し
た

て
ま
つ
る
」
な
ど
と
い
う
形
式
は
見
ら
れ
ず
、

一
方
「
お
も
ひ
た
ま
ふ
」
は

「
お
も
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
」
と
い
う
形
式
が
見
ら
れ
る
。
客
体
尊
敬
を
含
む
表

現
形
式
「
お
も
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
」
は
源
氏
物
語
に
五

O
例
を
越
え
る
用
例
が

確
認
で
き
る
。
こ
の
客
体
尊
敬
の
加
わ
る
表
現
形
式
が
現
わ
れ
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
そ
の
被
動
作
主
に
対
し
て
敬
意
が
働
か
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
根

来
司
氏
は
「
源
氏
物
語
の
あ
る
種
の
敬
語
」
(
『
源
氏
物
語
の
敬
語
法
』
一
九
九

一
年
、
所
収
)
と
い
う
論
文
で
、
上
下
尊
卑
の
関
係
が
動
作
主
と
被
動
作
主
の

問
で
逆
に
な
る
よ
う
な
謙
譲
語
に
つ
い
て
、
そ
こ
に
は
動
作
主
が
被
動
作
主
に

対
し
て
自
分
を
抑
制
し
て
相
手
に
対
す
る
謙
遜
す
る
心
遣
い
を
表
現
す
る
も
の

と
い
う
説
明
を
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
に
引
く
源
氏
物
語
の
桐

壷
巻
の
同
じ
箇
所
の
二
つ
の
本
文
を
比
較
す
る
と
よ
く
う
か
が
え
る
。

こ
の
御
方
の
御
い
さ
め
を
の
み
そ
猶
わ
つ
ら
は
し
う
心
く
る
し
う
恩
ひ
き

こ
え
さ
せ
給
け
る
(
大
島
本
)

こ
の
御
か
た
の
御
い
さ
め
を
そ
す
こ
し
わ
つ
ら
は
し
き
事
に
は
お
ぼ
し
め

し
け
る
(
陽
明
文
庫
本
)

こ
れ
は
東
宮
の
座
に
光
源
氏
を
つ
け
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
い
を
持
つ
弘
徽

殿
女
御
に
対
す
る
桐
壷
帝
の
反
応
を
記
す
く
だ
り
で
あ
る
。
大
島
本
は
青
表
紙

本
系
、
陽
明
文
庫
本
は
鎌
倉
期
書
写
の
別
本
で
あ
る
。
末
尾
の
所
で
陽
明
本
は

「
お
ほ
し
め
す
」
を
使
い
、
動
作
主
で
あ
る
桐
壷
帝
だ
け
に
敬
意
を
表
わ
し
て

い
る
が
、
大
島
本
の
方
は
「
お
も
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
」
と
い
う
二
方
向
の

敬
語
を
使
用
し
、
桐
壷
帝
と
弘
徽
殿
女
御
の
双
方
へ
の
敬
意
を
表
わ
し
て
い
る
。

し
か
も
こ
こ
で
は
動
作
主
の
桐
壷
帝
の
方
が
被
動
作
主
の
弘
徽
殿
女
御
よ
り
社

会
的
地
位
は
高
い
。
し
た
が
っ
て
本
来
な
ら
動
作
主
で
あ
る
桐
壷
帝
へ
向
け
て

も
敬
語
だ
け
あ
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
謙
譲
語
を
介
す
る
こ
と
で
女

御
を
気
遣
う
帝
の
心
中
が
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
連
用

修
飾
語
と
し
て
現
わ
れ
る

「
こ
こ
ろ
ぐ
る
し
」
と
い
う
情
意
性
霊
室
副
の
意
味
・

性
質
と
も
相
ま
っ
て
謙
譲
語
の
性
質
が
よ
く
う
か
が
え
る
例
で
あ
る
。
対
す
る

陽
明
本
に
は

「
わ
づ
ら
は
し
」
し
か
見
え
な
い
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。

根
来
氏
は
上
下
尊
卑
の
関
係
が
逆
転
す
る
場
合
の
み
に
つ
い
て
説
か
れ
た
の

で
あ
る
が
、
さ
ら
に
私
は
そ
れ
を
謙
譲
語

一
般
の
性
質
と
し
て
認
め
て
よ
い
と

考
え
る
。
そ
れ
は
謙
譲
語
自
身
が
被
動
作
主
へ
の
顧
慮
を
間
接
的
に
表
わ
す
性

質
と
い
う
も
の
を
本
質
的
に
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
先
の
引
用
は
そ
れ
の

典
型
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
根
来
氏
の

「心
遣
い
の
謙
譲
語
」
を
考
え
に

入
れ
る
と
、
動
作
主
が
被
動
作
主
に
対
し
て

「
お
ぼ
し
め
す
」
と
思
う
時
は
、

何
等
の
顧
慮
も
心
遣
い
も
加
え
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
同
じ
人
物
が

「
お
も
ふ
」
と
い
う
行
為
を
し
て
も
、
動
作
対
象
に
よ
っ

て
そ
の
内
容
や
態
度
が
違
う
の
で
あ
る
。

で
は
謙
譲
語
を
付
加
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
お
も
ひ
た
ま
ふ
」
は
い
っ
た
い

ど
う
い
う
表
現
価
値
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

み
か
と
き
さ
き
と
こ
と
に
お
も
ひ
き
こ
え
給
へ
る
宮
な
れ
は
す
ち
こ
と
な

り
給
を
い
と
く
る
し
う
お
ほ
し
た
れ
と
こ
と
宮
た
ち
の
さ
る
へ
き
お
は
せ

す
(
源
氏
物
語

・
葵
)

あ
は
れ
に
思
ひ
き
こ
え
し
人
を
ひ
と
ふ
し
う
し
と
お
も
ひ
き
こ
え
し
心
あ

や
ま
り
に
か
の
み
や
す
所
も
思
う
し
て
わ
か
れ
給
ひ
に
し
と
お
ほ
せ
は
い

ま
に
い
と
お
し
う
か
た
し
け
な
き
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
給
(
源
氏
物
語

・
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須
磨
)

前
者
は
斎
院
の
交
替
が
あ
っ
て
桐
壷
帝

・
弘
徽
殿
女
御
の
女
三
宮
が
立
つ
こ

と
に
な
り
、
両
者
が
残
念
に
思
う
と
い
う
く
だ
り
で
あ
る
。
後
者
は
須
磨
に
退

去
し
て
い
る
源
氏
の
も
と
に
今
は
伊
勢
へ
下
向
し
て
い
る
六
条
御
息
所
か
ら
便

り
が
届
く
。
そ
の
折
の
源
氏
の
御
息
所
へ
の
思
い
が
描
か
れ
て
い
る
。
源
氏
は

六
条
御
息
所
に
対
し
て
過
去
に
抱
い
た
種
々
の
感
情
を
思
い
起
こ
し
、
憐
慣
の

情
を
感
じ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
動
作
主
と
被
動
作
主
の
社
会
的
地
位
の
格
差
は

前
面
に
出
ず
、
む
し
ろ

一
人
の
人
間
と
し
て
相
手
に
対
す
る
私
的
な
心
遣
い
が

強
調
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
よ
う
。
「
お
も
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
」
の
内
包
す

る
感
情
表
現
は
情
意
性
形
容
詞
を
は
じ
め
と
し
て
具
体
的
に
抽
出
で
き
る
こ
と

が
多
い
。
こ
れ
ら
は
対
象
に
対
す
る
働
き
か
け
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
「
お
も
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
」
は
あ
る
特
定
の
限
定
さ
れ
た

一
点
(
人
物

・

状
況
)
へ
の
判
断
や
思
い
を
表
わ
す
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
栄

花
物
語
か
ら
も
例
を
引
い
て
み
る
。

こ
の
御
中
に
も
、
広
幡
の
御
息
所
ぞ
、
あ
や
し
う
心
ば
せ
あ
る
さ
ま
に
、

み
か
ど
も
お
ぼ
し
め
い
た
り
け
る
。
(
栄
花
物
語

・
巻
一
)

宣
耀
殿
の
女
御
は
、
い
み
じ
う
う
つ
く
し
げ
に
お
は
し
ま
し
け
れ
ば
、
み

か
ど
も
我
御
私
物
に
ぞ
い
み
じ
う
恩
ひ
き
こ
え
給
へ
り
け
る
。
(
栄
花
物

語
・
巻

一
)

こ
の
二
つ
の
例
は
村
上
天
皇
の
女
御
に
対
す
る
恩
い
を
記
す
も
の
で
あ
る
。

両
者
へ
の
帝
の
心
の
持
ち
ょ
う
が

「お
ぼ
し
め
す
」
と

「お
も
ひ
き
こ
え
た
ま

ふ
」
の
違
い
と
な
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
宣
耀
殿
女
御
に
対
し
て

「私
物
」
と
愛
情
を
注
ぐ
場
合
は
「
お
も
ひ
き
こ
え
た
ま
ふ
」
と
な
っ
て
い
る

の
に
注
意
さ
れ
る。

そ
れ
に
対
し
て

「
お
ぼ
し
め
す
」

は
自
分
の
妻
妾
全
体
を

眺
め
て
状
況
を
広
く
捉
え
、
そ
の
中
の
対
象
に
対
す
る
全
般
的
な
判
断
や
思
い

を
承
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
用
例
か
ら
「
お
も
ひ
た
ま
ふ
」
は
単
に

「
お
も
ふ
」
に
尊
敬
の
補
助
動
詞
が
つ
い
て
動
作
主
を
待
遇
し
て
い
る
の
で
は

な
く
、
対
象
(
被
動
作
主
)
へ
の
心
遣
い
を
表
わ
し
え
る
可
能
性
が
あ
る
と
い

う
特
別
な
表
現
価
値
を
持
っ
て
い
る
形
式
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
も
ま

た
「
お
も
ふ
」
系
の
尊
敬
語
の
体
系
の
中
で
敬
意
の
軽
重
に
よ
る
単
系
列
上
に

位
置
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に

「お
ぼ
し
め
す
」
は

「
お
も
ふ
」
系
の
主
体
尊
敬
の
系
列
の
中

で
最
上
位
を
占
め
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
表
現
価
値

(機
能
的
側
面

・

語
集
的
意
味
)
と
い
う
点
で
は
「
お
も
ふ
た
ま
ふ
」
な
ど
と
は
等
価
で
は
な
い
。

動
作
主
が
同
じ
で
も
動
作
対
象
の
性
質
お
よ
び
そ
れ
へ

の
態
度
が
異
な
り
、
場

面
に
応
じ
て
他
の
表
現
形
式
が
選
択
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
を
如
実
に
表

わ
し
て
い
る
。
「
お
ぼ
し
め
す
」
は
相
手
へ
の
顧
慮
や
心
遣
い
が
働
か
な
い
よ

う
な
状
況
で
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
そ
う
「
お
も
ふ
」
動
作
主
の
超

越
性
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は

「
お
ぼ
し
め
す
」
の
語
実
的
な
意
味
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。

最
初
に
動
作
主
の
性
格
か
ら
考
え
て
み
る。

「
お
ぼ
し
め
す
」
の
表
わ
す
敬
意

は
非
常
に
高
く
、
そ
の
動
作
主
は
天
皇
を
は
じ
め
と
す
る
皇
族
が
中
心
で
あ
る

と
さ
れ
る
。
調
査
し
た
平
安
和
文
で
の

「
お
ぼ
し
め
す
」
の
延
べ
使
用
数
は
表

-4-
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の
通
り
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
に
お
い
て
も
こ
の

原
則
は
お
お
む
ね
守
ら

れ
て
い
る
。
源
氏
物
語

で
は
「
お
ぼ
し
め
す
」

は
六
一
例
、
ま
た

「お

ほ
し
め
す
」
の
複
合
動

詞
は
一

O
例
見
え
る
。

そ
の
う
ち
地
の
文
に
は

四
五
例
現
わ
れ
る
。
こ

こ
で
源
氏
物
語
に
お
け

る
「
お
ぼ
し
め
す
」
の
地
の
文
と
会
話
文
で
の
動
作
主
を

一
覧
に
す
る
。
こ
こ

で
は
同

一
人
物
で
あ
っ
て
も
社
会
的
地
位
が
変
化
す
る
の
に
連
動
し
て
使
用
状

況
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
使
用
さ
れ
た
時
点
の
呼
称
を

使
っ
て
分
類
し
た
。
た
と
え
ば
朱
雀
帝
、
朱
雀
院
は
同

一
人
物
で
あ
る
。

「おぼしめす」の延べ使用数

単純形 複合形 合計

源氏物語 61 10 71 

伊 勢 物語 1 。 l 

宇津保物語 8 1 9 

大和物語 3 。 3 

平 中 物語 。 。 。
竹 取 物語 3 1 4 

落 窪 物語 4 。 4 

大 鏡 89 18 107 

栄 花 物語 657 95 752 

土 佐日 記 。 。 。
崎 始 日記 。 。 。
和泉式部日記 8 2 10 

紫 式 部 日記 2 。 2 

更 級 日記 l 。 1 

枕 草 子 10 l 11 

表 1源
氏
物
語
の
地
の
文
で
の

「
お
ぼ
し
め
す
」
の
動
作
主

桐
壷
帝
(
凶
)
・
冷
泉
帝
(
日
)
・
朱
雀
院

(
8
)
・
今
上
帝

(
5
)
・
朱
雀

帝

・
光
源
氏
(
各
2
)
・
藤
壷

・
冷
泉
院
(
各
1
)

源
氏
物
語
の
会
話
文
で
の

「お
ぼ
し
め
す
」
の
動
作
主

藤
壷

・
匂
宮
(
各
3
)
・
光
源
氏

・
大
君

・
桐
壷
帝
・
薫
・
浮
舟
・
明
石

中
宮
(
各
2
)
・
宰
相
の
君
・
八
の
宮

・
中
君

・
仏
・
女
三
宮

・
冷
泉
帝

(各
1
)

地
の
文
で
は
動
作
主
は
光
源
氏
の
二
例
を
除
き
、
い
ず
れ
も
天
皇
を
は
じ
め

と
し
て
皇
族
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
徹
底
し
た
態
度
は
「
お
ぼ
し
め
す
」
の
表

わ
す
待
遇
表
現
価
値
が
極
め
て
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
れ
が
会
話
文
に
な
る
と
動
作
主
が
必
ず
し
も
皇
族
で
な
く
て
も
見
え
て

い
て
、
光
源
氏
以
下
高
位
の
臣
下
た
ち
に
ま
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
は

「
お
ぼ
し
め
す
」
を
使
用
す
る
表
現
主
体
、
つ
ま
り
発
言
者
の
立
場
か

ら
の
相
対
的
な
主
従
関
係
な
ど
に
基
づ
く
認
識
の
現
わ
れ
の
結
果
で
あ
る
。
こ

れ
は
動
作
主
が
あ
る
場
面
に
お
い
て
条
件
を
満
た
せ
ば
、
客
観
的
な
社
会
的
地

位
な
ど
を
越
え
て

「
お
ぼ
し
め
す
」
を
使
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ

ヲ
匂
。

5 

か
く
う
き
こ
と
あ
る
た
め
し
や
け
す
な
と
の
中
に
た
に
も
お
ほ
く
や
は
あ

な
る
と
て
う
つ
ふ
し
/
¥
給
へ
は
か
く
な
お
ほ
し
め
し
そ
や
す
ら
か
に
お

ほ
し
な
せ
と
こ
そ
き
こ
え
さ
せ
は
へ
れ
(
源
氏
物
語

・
浮
舟
)

ほ
の
か
に
も
き
こ
え
給
は
ん
こ
と
も
き
か
せ
給
へ
し
み
つ
か
ん
こ
と
の
や

う
に
お
ほ
し
め
し
た
る
こ
と
な
と
い
ふ
に
い
と
は
し
た
な
く
お
ほ
ゆ
(
源

氏
物
語
・
子
習
)

こ
の
三
例
は
い
ず
れ
も
動
作
主
が
浮
舟
で
あ
る
。
落
線
の
八
宮
家
の
隠
し
子

で
あ
る
浮
舟
は
本
来
「
お
ぼ
し
め
す
L

の
動
作
主
で
は
当
然
あ
り
得
な
い
。
し

か
し
、
右
近
・
少
将
の
尼
と
い
う
極
め
て
社
会
的
地
位
の
低
い
人
物
に
と
っ
て

奉
る
べ
き
人
物
と
し
て
浮
舟
が
あ
る
と
い
う
条
件
下
に
お
い
て
「
お
ぼ
し
め
す
」

が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
「
お
ぼ
し
め
す
」
の
使
用
は
必
ず
し
も
客
観
的
な
社
会
階
層
の
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認
識
を
言
語
化
し
た
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
表
現
主
体
に
と
っ
て
動
作
主
が

絶
対
的
存
在
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
条
件
下
に
お
い
て
「
お
ぼ
し
め
す
」
と
い

う
表
現
形
式
が
選
択
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
敬
語

一
般
の

使
用
法
を
鑑
み
て
も
い
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
敬
語
は
言
語
主
体
の
主
観
的
心

情
と
描
き
出
さ
れ
る
対
象
の
客
観
的
属
性
が

一
体
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
表
現
形

式
で
あ
る
。
こ
れ
は
時
枝
誠
記
氏
の
い
う
主
観
客
観
の
総
合
的
表
現
で
あ
る
と

(設
3

〉

考
え
ら
れ
る
。
使
わ
れ
て
当
然
と
恩
わ
れ
る
箇
所
で
も
、
言
語
主
体
の
心
情
や

作
品
の
論
理
に
よ
っ
て
現
わ
れ
た
り
消
え
た
り
す
る
の
は
、
普
通
に
観
察
さ
れ

る
現
象
で
あ
る
。

「お
ぼ
し
め
す
」
が
地
の
文
に
お
い
て
光
源
氏
の

二
例
を
除

き
厳
密
に
皇
族
関
係
に
限
定
さ
れ
て
い
る
源
氏
物
語
で
も
、
同

一
人
物
に

「
お

ぼ
す
」
な
ど
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
必
ず
し
も
そ
う
し
た
人
物
に
対
し
て

「
お
ぼ
し
め
す
」
し
か
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
つ
ま

り
そ
れ
以
外
の
表
現
形
式
で
も
敬
意
の
表
現
は
十
分
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

こ
こ
か
ら
も

「
お
ぼ
し
め
す
」
の
特
別
な
表
現
価
値
が
う
か
が
え
る
。

さ
て
枕
草
子
や
日
記
類
で
の
動
作
主
も
、
和
泉
式
部
日
記
で
敦
道
親
王
が
式

部
に
対
し
て
発
言
し
て
い
る
会
話
文
中
で
彼
女
が
動
作
主
と
な
る

「
お
ぼ
し
め

す
」
が

一
例
確
認
で
き
る
だ
け
で
、

他
の
も
の
は
す
べ
て
天
皇

・
中
宮

・
皇
族

に
限
定
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に

一
覧
を
示
す
。

日
記
類
の
諸
作
品
に
お
け
る

「
お
ぼ
し
め
す
」
の
動
作
主

枕
草
子

中
宮
定
子

(
6
)
・
一
条
天
皇

(
2
)
・
帝

(
2
)
・
村
上
天
皇

(
1
)

紫
式
部
日
記

一
条
天
皇

(1
)
・
中
宮
彰
子

(1
)

更
級
日
記

祐
子
内
親
王
家

(
1
)

和
泉
式
部
日
記

敦
道
親
王

(8
)
・
敦
親
王
の
北
の
方

(1
)
・
和
泉
式
部

(1
)

土
佐
日
記

・
鯖
蛤
日
記
用
例
な
し

他
の
諸
作
品
に
お
い
て
も
地
の
文
に
お
け
る
使
い
分
け
は
厳
密
に
守
ら
れ
て

い
る
と
い
い
え
る
が
、
た
だ
時
代
が
下
る
に
し
た
が

っ
て
こ
の
使
い
分
け
は
崩

れ
て
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
平
安
後
期
の
大
鏡
や
栄
花
物
語
で
は
皇
族
だ
け
で

な
く
、
広
く
高
位
の
人
物
、
特
に
藤
原
氏

一
族
に
対
す
る
敬
意
が
厚
く
な
っ

て

お
り
、
そ
れ
に
伴
っ

て
「
お
ぼ
し
め
す
」
も
こ
れ
ら
の
人
物
に
多
用
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
う
し
た

「
お
ぼ
し
め
す
」
の
使
用
状
況
の
裾
野
の
広
が
り
は、

当
初
天
皇
を
中
心
と
す
る
皇
族
だ
け
の
持
つ
属
性

(
超
越
性

・
絶
対
性
)
で
あ
っ

た
も
の
が
、
平
安
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
そ
れ
が
皇
族
以
外
に
も
広
が
っ

て
い
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
と
予
想
さ
れ
る
。
ま
た
敬
語
史
的
に
は

も
と
も
と
極
め
て
高
い
待
遇
表
現
価
値
を
有
し
て
い
た
こ
と
ば
が
、
時
代
と
と

も
に
そ
の
価
値
を
低
下
さ
せ
、
よ
り
敬
意
を
補
強
す
る
表
現
形
式
(
二
重
敬
語

・

三
重
敬
語
)
を
選
択
し
て
い

っ
た
こ
と
な
ど
と
も
深
い
関
係
が
あ
る
。
さ
ら
に

藤
原
氏
を
中
心
に
描
こ
う
と
す
る
両
作
品
固
有
の
論
理
に
も
大
き
く
影
響
さ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
通
時
的
な
敬
意
の
低
下
と
と
も
に
共
時
的
な
表
現
価

値
に
よ
る
使
い
分
け
が
考
え
な
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
は
「
お
ぼ
し
め
す
」
の
表
わ
す
語
集
的
な
意
味
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も

6 
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の
な
の
か
。
次
に
引
用
す
る
例
の
動
作
主
の
あ
り
方
は
「
お
ぼ
し
め
す
」
の
語

嚢
的
意
味
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で
あ
る
。

つ
み
を
も
く
て
天
け
ん
お
そ
ろ
し
く
恩
給
え
ら
る
〉
事
を
心
に
む
せ
ひ
侍

つ
〉
い
の
ち
を
は
り
侍
り
な
は
な
に
の
や
く
か
は
侍
ら
む
仏
も
心
き
た
な

し
と
や
お
ほ
し
め
さ
む
と
は
か
り
そ
う
し
さ
し
て
え
う
ち
い
て
ぬ
事
あ
り

(
源
氏
物
語

・
薄
雲
)

同
じ
く
最
高
位
の
敬
意
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
神
仏
が

一
例
と
は
い
え
動
作
主

と
な
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
極
め
て
特
殊
な
立
場
に
あ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
神
仏
と
い
う
人
知
を
は
る
か
に
越

え
る
超
越
的
存
在
が
「
お
ほ
し
め
す
」
の
持
つ
表
現
価
値
と
深
い
関
係
を
持
っ

て
い
る
。
こ
こ
で
も
「
お
ほ
し
め
す
」
は
対
象
へ
の
顧
慮
や
心
遣
い
を
越
え
た

超
越
性
や
絶
対
性
と
い
っ
た
表
現
価
値
を
内
包
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

う
し
た
性
質
は

「
お
ぼ
し
め
す
」
の
動
作
主
と
し
て
現
わ
れ
る
天
皇

・
中
宮
を

は
じ
め
と
す
る
皇
族
の
持
つ
社
会
的
な
属
性
で
も
あ
っ
た
。
次
の
竹
取
物
語
の

例
も
そ
れ
を
よ
く
印
象
づ
け
る
。

御
門
、
な
ほ
め
で
た
く
思
し
め
さ
る
〉
事
せ
き
止
め
が
た
し
。
(
竹
取
物

語

阻

)

狩
を
よ
そ
お
っ
て
か
ぐ
や
姫
に
会
い
に
行
っ
た
直
後
の
帝
の
感
想
で
あ
る
。

帝
と
い
う
絶
対
者
に
よ
る
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

「
お
ぼ
し
め
す
」
は

表
わ
す
。
帝
に
よ
っ
て
「
め
で
た
し
」
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
、
結
果
と
し
て

か
ぐ
や
姫
の
美
は
絶
対
性
や
正
当
性
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

四

と
こ
ろ
で
、
「
お
ぼ
し
め
す
」
の
表
現
価
値
を
考
え
る
た
め
に
は
、
思
惟

・

判
断
す
る
内
容
も
検
討
の
対
象
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
が
他
の
最
高

敬
語
と
の
最
大
の
相
違
点
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
動
作
主
体
の
思
惟
や
判
断

は
そ
の
ま
ま
関
係
す
る
人
物
・
対
象
へ
の
態
度
や
両
者
の
社
会
的
・
心
理
的
関

係
を
反
映
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が

「
お
ぼ
し
め
す
」
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
る
思
惟
内
容
に
は
極
め

て
高
度
な
政
治
的
判
断
か
ら
恋
愛
相
手
へ
の
感
情
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
こ

れ
を
形
式
的
に
分
類
す
る
こ
と
に
あ
ま
り
意
味
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
そ
こ

で
そ
の
思
惟
内
容
に
連
動
す
る
行
動
様
式
に
つ
い
て
整
理
を
進
め
る
の
が
効
率

的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
は

「
お
も
ふ
」
と
い
う
動
作
の
あ
り
方
を

見
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ど
の
よ
う
に
「
お
も
ふ
」
の
で
あ
る
か
。
そ
こ
で

「
お
も
ふ
」
と
い
う
動
作
に
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
加
え
る
こ
と
に
な
る

「
お

も
ふ
」
の
復
合
動
詞
を
観
察
す
る
。

「お
ぼ
し
め
す
」
に
は
「
お
も
ひ
た
ま
ふ
」
「
お
ぼ
す
」
に
比
べ
て
複
合
動

詞
の
形
が
極
め
て
少
な
い
。
「
お
も
ひ

1
た
ま
ふ
」
と
い
う
よ
う
な

「
お
も
ひ
」

を
含
む
複
合
動
詞
に

「
た
ま
ふ
」
の
つ
い
た
表
現
形
式
は
こ
と
さ
ら
指
摘
す
る

ま
で
も
な
く
一
般
的
に
多
種
に
わ
た
っ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
お
ほ
す
」

も
各
種
の
語
基
と
結
合
し
て
複
合
動
詞
を
形
成
す
る
。
源
氏
物
語
だ
け
に
限
っ

て
も

「
お
ぼ
し

1
」
「

1
お
ぼ
す
」
な
ど
の
復
合
動
詞
は
異
な
り
語
数
で

一
八

五
種
、
延
べ
語
数
で

一
五
五
五
例
も
数
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は

「
お
も
ふ
」
と
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い
う
動
作

・
行
為
の
あ
り
方
の
細
か
な
描
写
に
有
用
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

「
お
ぼ
し
め
す
」
の
方
は
わ
ず
か
に

一二
種

一二
例
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
ど

う
い
う
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
の
か
。

源
氏
物
語
に
現
わ
れ
る

「
お
ぼ
し
め
す
」
の
複
合
動
詞
(
す
べ
て
使
用
数
l
)

お
ほ
し
め
し
い
づ

・
お
ほ
し
め
し
か
ず
ま
ふ

・
お
ぼ
し
め
し
か
は
る

・
お

ぼ
し
め
し
な
げ
く

・
お
ぼ
し
め
し
な
や
む

・
お
ほ
し
め
し
は
な
つ

・
お
ほ

し
め
し
ま
ど
ふ

・
お
ぼ
し
め
し
ゃ
る

・
お
ぼ
し
め
し
よ
る

・
お
ほ
し
め
し

わ
く

・
お
ぢ
お
ぼ
し
め
す

・
を
し
み
お
ぼ
し
め
す

「
お
も
ふ
」
お
よ
び

「
お
ぼ
す
」
に
多
数
の
複
合
動
詞
が
あ
る
と
い
う
の
は
、

人
間
の
思
惟

・
判
断
に
多
様
な
姿
の
あ
る
こ
と
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
単
純
形
と

複
合
形
の
比
較
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
複
合
形
の
方
が
よ
り
分
析
的
で
具
体
的

な
描
写
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て

「
お
ぼ
し
め
す
」
に
複
合
動
詞
が
ほ

と
ん
ど
な
い
の
は
、

「
お
も
ふ
」
と
い
う
行
為
の
多
面
的
な
姿
の
微
妙
な
描
き

分
け
が
本
来
の
目
的
で
は
な
い
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
単
に
敬
意
の
軽
重
の

差
だ
け
な
ら
、
同
じ
よ
う
に
複
合
動
詞
が
現
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
が
、

そ
う
な
ら
な
い
の
は
「
お
も
ふ
」
や
「
お
ぼ
す
」
と

「
お
ぼ
し
め
す
」
で
は
語

集
的
な
意
味
が
異
な
っ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
第
三
者
で
あ

る
表
現
主
体
が
絶
対
的
に
存
在
す
る
動
作
主
の
具
体
的
に
思
惟
す
る
内
実
ま
で

踏
み
込
め
な
い
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
心
情
の
微
妙
な
描
き

分
け
よ
り
も
客
観
的
に
そ
の
判
断
の
あ
る
こ
と
自
体
を
描
く
こ
と
が
主
眼
で
あ

る
。
そ
の
結
果
、
動
作
主
の
内
面
の
分
析
不
可
能
な
様
子
を
描
く
こ
と
に
な
る
。

(
註
4〉

複
合
動
調
の
形
は
各
作
品
に
お
け
る
独
自
な
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
複
合
形
は
そ
の
場
面
で
そ
の
都
度
作
り
出
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
、
単

純
形
に
比
べ
て
臨
時
的
な
形
式
で
あ
る
。
特
に
栄
花
物
語
に
お
い
て
極
め
て
多

彩
な

「
お
ぼ
し
め
す
」
の
複
合
動
詞
が
見
ら
れ
る
。
用
例
は
四
八
種
、
述
べ
使

用
数
九
五
例
に
の
ぼ
る
。
こ
れ
は

「
お
ぼ
し
め
す
」
の
待
遇
価
値
の
低
下
と
そ

れ
に
伴
う
独
自
の
表
現
価
値
の
喪
失
に
よ
る
。
つ
ま
り

「
お
も
ふ
」「
お
ぼ
す
」

「
お
ぼ
し
め
す
」
の
線
条
的
な
敬
意
の
段
階
だ
け
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
結
果

「
お
ほ
し
め
す
」
は
「
お
も
ひ
」
「
お
ぼ
し
」
な
ど
の
語
基
と
内
包
す
る
語
実
的

な
意
味
は
な
ん
ら
変
わ
り
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
単
な
る

「
お
も
ふ
」
動
作
の
敬
意
の
段
階
的
な
相
違
で
し
か
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
語
の
根
本
的
性
格
を
表
現
課
程
に
求
め
た
き塁
間
過
程
説
に
よ
り
、

語
の
類
別
の
根
拠
を
も
そ
の
過
程
的
構
造
形
式
に
求
め
た
時
枝
誠
記
氏
は
、
一

切
の
語
に
つ
い
て
概
念
過
程
を
含
む
形
式
で
あ
る
詞
と
概
念
過
程
を
含
ま
な
い

形
式
で
あ
る
辞
に
分
類
さ
れ
た
。

「
お
ぼ
し
め
す
」
が
複
合
動
詞
と
な
り
に
く

い
こ
と
か
ら
、
そ
の
思
惟
す
る
動
作
主
が
分
析
不
可
能
な
状
態
で
絶
対
性
や
超

越
性
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
を
把
握
し
た
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
こ
こ
で

「
お

ぼ
し
め
す
」
と
い
う
詞
に
ま
つ
わ
る
辞
を
調
査
す
る
こ
と
で
、
表
現
主
体
の
こ

の
敬
語
動
詞
へ
の
態
度
が
う
か
が
え
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
描
き
出
さ
れ
る

事
態
へ
の
態
度
と
い
う
形
で
辞
の
部
分
が
表
現
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ

る。

「お
ぼ
し
め
す
」
と
い
う
言
表
事
態
が
話
し
手
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
事

態
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
認
め
ら
れ
て
い
る
の
か
を
調
査
す
る
た
め
に
、
こ
の

こ
と
ば
に
下
接
す
る
助
動
詞
を
整
理
し
た
。
例
は
次
の
よ
う
に
採
取
し
た
。

先
帝
、
い
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
め
し
た
り
け
り
。
(
大
和
物
語
)
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こ
の
例
で
は

「
お
ぼ
し
め

す
」
に
「
た
り
」

「
け
り
」

が
下
接
し
て
い
る
と
判
断
し
、

そ
れ
ぞ
れ

一
例
と
カ
ウ
ン
ト

し
て
い
る
。

こ
う
し
て
「
お
ぼ
し
め
す
」

に
下
接
す
る
も
の
か
ら
表
現

主
体
の
言
表
態
度
を
主
に
表

わ
す
助
動
詞
だ
け
を
抜
き
出

し
て
ま
と
め
た
も
の
が
表
二
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
お
ぼ
し
め
す
」
を
含
む
複

合
動
詞
は
省
い
た
。
あ
く
ま
で
も

「
お
ぼ
し
め
す
」
と
い
う
単
純
形
に
対
し
て

の
言
表
態
度
を
測
定
し
た
い
と
判
断
し
た
た
め
で
あ
る
。

こ
れ
を
見
る
と
「
る
」

「
た
り
L

「
け
り
」

「
べ
し
」
が
目
立
つ
。
さ
ら
に
判

断
が
直
接
関
与
し
な
い
、
も
し
く
は
付
加
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
終
止

形
・
連
体
形
が
多
く
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
使
用
率
を
合
計
す
る
と
七
五
%
に
達

し
、
全
体
の
四
分
の
三
一
が
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
お
り
、

「
お
ぼ
し
め

す
」
の
表
現
価
値
と
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
る
下
接
語
と
し
て
取
り
出
し
て
よ

い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
の
辞
は

「
お
ぼ
し
め
す
」
の
表
現
価
値
と

ど
う
関
わ
る
の
か
、
ま
た
表
現
主
体
の
判
断
や
認
め
方
を
付
加
し
な
い
終
止
形

や
体
言
接
続
の
連
体
形
を
多
用
す
る
の
は
何
を
表
わ
し
て
い
る
の
か
を
考
え
て

み
る
。で

は
ひ
と
つ
ず
つ
検
討
を
し
て
い
く
。

時
の
ま
も
お
ぼ
つ
か
な
か
り
し
を
か
く
て
も
月
日
は
へ
に
け
り
あ
さ
ま
し

表2iおぼしめすJに下接する助動詞
下 接 三ロ五ロ 使用数 使用率

る 187 24.04% 

たり 123 15.81% 

けり 94 12.08% 
ナシ(終止) 82 10.54% 

べし 55 7.07% 
ナシ(連体) 42 5.40% 

けむ 26 3.34% 

らむ 24 3.08% 
む 23 2.96% 

なり 23 2.96% 

てコ 20 2.57% 

き 18 2.31% 

ず 17 2.19% 

その他 44 5.66% 

う
お
ぼ
し
め
さ
る
(
源
氏
物
語

・
桐
壷
)

つ
れ
な
く
申
た
ま
ふ
に
、
い
と
あ
さ
ま
し
く
お
ぼ
し
め
さ
る
。
(
大
鏡

・

巻
五
)

最
も
多
か
っ
た
の
は
「
る
」
が
下
接
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
る
」
が
多
く
見

え
る
の
も
、
こ
れ
が
尊
敬
の
意
を
表
わ
す
助
動
詞
で
あ
る
こ
と
か
ら
自
然
な
も

の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
る
」
は
「
お
ぼ
し
め
す
」
に
さ
ら
に
敬
意
を
加

え
る
形
の
「
お
ぼ
し
め
さ
る
L

と
い
う
表
現
形
式
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
通
常

「
お
ぼ
し
め
さ
る
」
は
「
お
ぼ
し
め
す
」
よ
り
一
段
高
い
敬
意
を
表
わ
す
と
説

明
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
「
る
」
自
体
は
時
枝
氏
が
助
動
詞
と
せ
ず
に
接

尾
語
と
し
た
ほ
ど
で
、
話
し
手
の
主
体
的
な
判
断
の
色
は
極
め
て
薄
い
も
の
で

(注
5
)

あ
る
。
「
お
ぼ
し
め
す
」
動
作
主
へ
の
積
極
的
な
判
断
や
考
え
を
加
え
る
も
の

で
は
な
い
。

御
も
の
の
け
に
て
時
々
な
や
ま
せ
給
こ
と
も
あ
り
つ
れ
と
い
と
か
く
う
ち

は
へ
を
や
み
な
き
さ
ま
に
は
お
は
し
ま
さ
〉
り
つ
る
を
こ
の
た
ひ
は
猶
か

き
り
な
り
と
お
ほ
し
め
し
た
り
(
源
氏
物
語
・
若
葉
上
)

人
に
誉
め
ら
れ
、
帝
も
よ
き
人
に
思
(
し
)
召
(
し
)
た
れ
ば
、
ま
し
て

い
か
な
ら
ん
事
を
し
給
へ
り
と
も
、
の
給
ふ
ま
じ
。
(
落
窪
物
語

・
巻
二
)

続
い
て
頻
用
さ
れ
る
が
ア
ス
ペ
ク
ト
を
示
す

「
た
り
」
で
あ
る
。
「
た
り
」

は
も
と
も
と
「
て
+
あ
り
」
の
形
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
す
る

と

「
お
ぼ
し
め
し
た
り
」
は

「
お
ぼ
し
め
し
て
あ
り
」
と
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
つ
ま
り
高
位
の
人
物
が
そ
う
思
っ
て
い
る
と
い
う
状
態
を
ど
こ
ま
で
も

客
観
的
に
定
位
し
た
表
現
形
式
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
源
氏
物
語
、

落
窪
物
語
の
両
例
と
も
次
の
行
動
を
必
然
的
に
導
く
院

・
帝
の
判
断
を
客
観
的
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に
定
位
し
て
い
る
。
ア
ス
ペ
ク
ト
的
に
は

「
た
り
」
は
動
作
の
完
成
と
そ
の
結

果
の
存
続
を
表
わ
す
の
に
対
し
て

「
つ
」
の
方
は
動
作
の
完
成
の
み
を
表
わ
す
。

(注
6
)

ま
た
「
ぬ
」
は
結
果
の
達
成
の
み
を
表
わ
す
。
こ
れ
を

「
お
ぼ
し
め
す
」
の
表

現
価
値
に
関
わ
ら
せ
て
解
釈
す
る
と
、

行
為
者
の
判
断
の
完
成
と
と
も
に
そ
の

判
断
の
持
続
す
る
と
い
う
こ
と
が

「お
ぼ
し
め
し
た
り
L

と
い
う
表
現
形
式
に

よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
完
成
し
、
継
続
し
て
い
る
そ
の
事
態

(
思
惟
内
容
)
に
、
表
現
主
体
は
な
ん
ら
関
与
す
る
こ
と
の
で
き
な

い
絶
対
性

や
超
越
性
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
「
つ」

や
「
ぬ
」
が

「
お
ぼ
し

め
す
」
に

「
た
り
」
の
よ
う
に
数
多
く
下
接
し
て
い
か
な
い
の
は
、
こ
う
し
た

こ
の
語
の
持
つ
表
現
価
値
と
深
い
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
た
り
」
は
傍
観
的
に
事
態
を
眺
め
る
と
き
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
さ
れ

(
夜
7
)

る
が
、
権
力
者
の
判
断
に
対
峠
す
る
、
も
し
く
は
介
入
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に

従
う
だ
け
だ
と
い
う
状
況
に
あ
っ
て
い
る
。

さ
ら
ぬ
さ
き
に
さ
も
や
ほ
の
め
か
し
て
ま
し
な
と
お
り
/
¥
お
ほ
し
め
し

け
り
(
源
氏
物
語

・
宿
木
)

い
か
で
な
ほ
、
す
こ
し
ひ
が
ご
と
見
つ
け
て
を
や
ま
む
と
、
ね
た
き
ま
で

に
お
ぼ
し
め
し
け
る
に
、
十
巻
に
も
な
り
ぬ
。
(
枕
草
子

・
二
二
段
)

前
者
は
今
上
帝
が
わ
が
娘
で
あ
る
女
二
宮
と
薫
の
縁
組
を
画
策
す
る
く
だ
り

で
、
事
態
は
こ
の
帝
の
判
断
の
通
り
進
行
す
る
。
後
者
は
村
上
天
皇
が
宣
耀
殿

女
御
の
和
歌
を
試
す
と
こ
ろ
で
、
誰
も
止
め
ら
れ
な
い
ほ
ど
帝
が
む
き
に
な

っ

て
い
る
様
子
を
描
い
て
い
る
。
「
け
り
」
は
テ
ン
ス
を
表
わ
す
助
動
詞
で
、

古

来
そ
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
は
議
論
の
絶
え
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
対
象
を

客
体
化
し
距
離
を
お
い
た
も
の
を
叙
述
す
る
と
い
う
点
で
理
解
で
き
る
と
恩
わ

れ
、
竹
岡
正
夫
氏
の
「
あ
な
た
な
る
世
界
」
の
叙
述
と
い
う
発
言
が
想
起
さ
れ

(注
8
)

る
。
す
る
と
こ
れ
も
ま
た

「お
ぼ
し
め
す
」
の
表
現
価
値
と

一
脈
通
ず
る
も
の

が
あ
る
。
阪
倉
篤
義
氏
は

『
竹
取
物
語

・
伊
勢
物
語

・
大
和
物
語
』
(
日
本
古

典
文
学
大
系
、

一
九
五
七
年
)
の
解
説
に
お
い
て
、
竹
取
物
語
の
物
語
の
構
成

と

「
け
り
」
と
の
関
わ
り
を
論
じ
ら
れ
て
こ
う
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

一
体
、
こ
の

「
け
り
」
と
い
う
助
動
詞
は
、
過
去
と
い
う
よ
り
は
、
む
し

ろ
完
了
の
助
動
詞
的
で
あ
っ
て
、

「き
」
が
、
過
去
の
事
象
を
、

そ
れ
と

し
て
主
観
的
に
回
想
す
る
態
度
を
表
わ
す
に
対
し
て
、
い
わ
ば
そ
れ
を
あ

る
程
度
客
観
視
し
て
、
常
に
現
在
と
の
関
聯
に
お
い
て
見
る
態
度
を
示
す

も
の
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
こ
か
ら
、

一
種、

説
明
的
な
叙
述
の
態

度
が
、
こ
の

「
け
り
」
に
は
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
け
り
」
に
ア
ス
ペ
ク
ト
的
な
意
味
を
認
め
、
そ
こ
か
ら
対
象
を
傍
観
す
る

し
か
な
い
と
い
う
表
現
価
値
を
拾
い
出
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ま
さ
し
く
「
お

ぼ
し
め
す
」
の
示
す
も
の
と

一
致
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

「お
ぼ
し
め
す
」

の
動
作
主
は
あ
く
ま
で
も
こ
ち
ら
の
意
志
や
想
像
を
越
え
た
位
置
に
あ
る
人
物

で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
描
く
の
は
あ
く
ま
で
も
客
観
的
に
離
れ
た
位
置
か
ら
し

(注
9
)

か
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
た
。
な
お

「
お
ぼ
し
め
す
」
に
下
接
す

る

「き
」
は
源
氏
物
語
に
お
い
て
二
例

(
一
了

八

一
%
)
の
と
こ
ろ
、

「
お
ぼ

す
」
で
は
六
二
例

(五

・
O
九
%
)
と
大
き
な
差
を
見
せ
て
い
る
。

か
し
こ
ま
り
た
る
さ
ま
に
て
御
い
ら
へ
も
き
こ
え
給
は
ね
は
心
ゆ
か
ぬ
な

め
り
と
い
と
お
し
く
お
ほ
し
め
す

(源
氏
物
語

・
紅
葉
賀
)

そ
の
こ
ろ
右
大
将
や
ま
ゐ
し
て
し
し
給
け
る
を
こ
の
中
納
言
に
御
賀
の
程

よ
ろ
こ
ひ
く
は
へ
ん
と
お
ほ
し
め
し
て
に
は
か
に
な
さ
せ
給
つ

(源
氏
物

-10-
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語

・
若
菜
上
)

「
ナ
シ
」
の
多
い
の
も
注
目
さ
れ
る
。
「
ナ
シ
」
と
い
う
の
は
そ
こ
で
文
が

終
止
す
る
、
も
し
く
は
中
止
法
で
切
れ
る
、
連
体
修
飾
法
で
下
に
か
か
る
場
合

で
あ
り
、
そ
の
後
に
話
し
手
の
主
体
的
な
言
表
態
度
が
な
ん
ら
加
え
ら
れ
な
い

も
の
で
あ
る
。
紅
葉
賀
の
例
は
桐
蓋
帝
が
光
源
氏
が
正
妻
で
あ
る
葵
上
の
こ
と

を
気
に
入
っ
て
い
な
い
の
だ
ろ
う
と
気
の
毒
に
思
う
も
の
、
若
菜
上
の
も
の
は

冷
泉
帝
が
光
源
氏
の
四
十
賀
を
計
画
し
、
そ
の
責
任
者
に
タ
霧
を
選
定
す
る
。

そ
し
て
賀
に
め
で
た
さ
を
加
え
よ
う
と
ち
ょ
う
ど
空
席
に
な
っ
た
右
大
将
の
地

位
に
夕
霧
を
急
速
つ
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
正
妻
を
大
切
に
し
な
い
行
為

で
あ
る
と
か
、
中
納
言
兼
右
大
将
と
い
う
異
例
の
昇
進
と
い
っ
た
事
態
で
あ
っ

て
も
、
帝
の
判
断
が
絶
対
的
な
正
当
性
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
形
式
が

上
位
の
使
用
数
を
見
せ
て
い
る
の
も
、
話
し
手
の
主
体
的
な
態
度
が
極
端
に
抑

え
ら
れ
て
、
た
だ
事
実
だ
け
を
淡
々
と
提
示
し
て
い
く
こ
と
を
示
し
て
お
り
、

「
お
ぼ
し
め
す
」
の
持
つ
表
現
価
値
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。

い
て
そ
の
ふ
り
せ
ぬ
あ
た
け
こ
そ
は
い
と
う
し
ろ
め
た
け
れ
と
は
の
給
す

れ
と
け
に
あ
ま
た
の
中
に
か
〉
つ
ら
ひ
て
め
さ
ま
し
か
る
へ
き
お
も
ひ
は

あ
り
と
も
猶
や
か
て
お
や
さ
ま
に
さ
た
め
た
る
に
て
さ
も
や
ゆ
つ
り
を
き

こ
え
ま
し
な
と
も
お
ほ
し
め
す
へ
し
(
源
氏
物
語
・
若
菜
上
)

北
の
方
も
れ
い
の
人
の
な
か
の
や
う
に
こ
そ
お
は
し
ま
さ
ね
ど
夜
ご
と
に

い
で
ん
も
あ
や
し
と
お
ぼ
し
め
す
べ
し
。
(
和
泉
式
部
日
記
)

推
量
系
で
は

「
べ
し
」
が
最
も
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
。
源
氏
物
語
の
方
は

朱
雀
院
が
女
=
一
宮
の
処
遇
を
源
氏
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
を
思
う
く
だ
り
、
和
泉
式

部
日
記
の
方
は
敦
道
親
王
の
北
の
方
藤
原
済
時
娘
が
連
夜
の
宮
の
行
動
を
あ
や

し
く
思
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
ベ
し
」
は
義
務
や
意
志
・
命
令

・
確
認
な

ど
を
表
わ
す
こ
と
か
ら
、
推
量
と
い
っ
て
も
極
め
て
必
然
の
色
合
い
の
濃
い
も

の
で
あ
る
。

「
ベ
し
」
そ
の
も
の
は
本
来
事
態
に
関
わ
る
動
作
や
状
態
を
必
然

の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
る
ほ
か
な
い
と
い
う
判
断
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
個
人
の
感
情
や
希
望
を
越
え
た
必
然
的
な
状
態
と
し
て
判
断
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
表
現
主
体
は
「
お
ぼ
し
め
す
」
の
動
作
主
を
現
前
で
確
認

し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
も
、
結
果
と
し
て
存
在
し
、
今
も
効
力
を
持
っ
て
い

る
判
断
や
思
惟
の
あ
る
こ
と
を
当
然
で
あ
る
と
推
量
し
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
推
量
と
い
っ
て
も
話
し
手
の
考
え
を
介
入
さ
せ
る
余
地
は
ほ

と
ん
ど
な
い
も
の
で
あ
る
。
引
用
例
は
両
者
と
も
そ
れ
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

こ
れ
も
ま
た
ま
さ
し
く
「
お
ぼ
し
め
す
」
の
表
わ
す
判
断
の
性
質
と

一
致
し
て

い
る
。

11 

ま
た
注
意
し
た
い
の
が
打
ち
消
し
の
「
ず
」
が
ほ
と
ん
ど
下
援
し
な
い
こ
と

で
あ
る
。
源
氏
物
語
で
は
わ
ず
か
に
三
例
(
会
話
一
・
地
一

一)
で
あ
る
が
、
二

例
は
「
お
ほ
し
め
し
か
は
る
」
「
お
ほ
し
め
し
わ
く
」
と
い
う
複
合
動
詞
で
あ

り、

「
お
ほ
し
め
す
」
に
つ
く
の
は

一
例
だ
け
で
あ
る
。

あ
る
か
な
き
か
に
き
え
い
り
つ
〉
も
の
し
給
を
御
覧
す
る
に
き
し
方
ふ
く

す
ゑ
お
ほ
し
め
さ
れ
す
(
源
氏
物
語
・
桐
壷
)

毎
年
の
季
節
御
読
経
な
れ
ど
、
常
の
こ
と
冶
も
お
ぼ
し
め
し
た
ら
ず
(
大

鏡
・
第
二
巻
)

さ
ら
に
調
査
し
た
全
作
品
で
も
字
津
保
物
語
に
二
例

・
栄
花
物
語
に
二
例
・

大
鏡
に

一
例
し
か
現
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
「
お
ぼ
し
め
す
」
の
全
用
例
の

二
%
に
す
ぎ
な
い
。
「
お
も
ふ
」
や
「
お
ぼ
す
」
が
ご
く
普
通
に

「
お
も
は
ず
」
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「
お
ぼ
さ
ず
」
の
形
を
取
る
の
と
は
様
子
が
違
う
。
源
氏
物
語
の
「
お
ぼ
す
」

全
用
例
の
下
接
す
る
助
動
詞
を
調
べ
る
と
、
「
す
」
は
六
三
例
見
え
、

「お
ぼ
し

め
す
」
の
場
合
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
こ
れ
も

「
お
ぼ
し
め
す
」
の
表
現
価
値

が
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
お
ぼ
し
め
す
」
が
あ
く
ま
で
も
判

断
や
恩
推
を
行
な
っ
た
と
い
う
動
作
主
の
姿
も
し
く
は
事
態
を
示
す
こ
と
に
本

来
の
目
的
が
あ
る
た
め
で
、
そ
れ
を
打
ち
消
す
よ
う
な
表
現
は
そ
の
目
的
と
強

く
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
か
ら
「
お
ぼ
し
め
す
」
の
下
接
語
は
自
在
に
取
り
得
る
も
の
で
は
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。
あ
く
ま
で
も
「
お
ぼ
し
め
す
」
と
表
現
価
値
の
傾
向
が

一

致
す
る
も
の
だ
け
が
続
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
お
ぼ
し
め
す
」
の
表
わ
す
語
集
的
意
味
を
考
察
し
て
く
る
と
、

「
お
ぼ
し
め
す
」
が
謙
譲
語
を
取
り
え
な
い
理
由
も
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
と
な

る
。
こ
れ
は
尊
敬
語
と
謙
譲
語
の
承
接
順
序
の
問
題
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、

「
お
ぼ
し
め
す
」
自
身
の
内
包
す
る
語
実
的
な
意
味
や
表
現
価
値
が
謙
譲
語
と

大
き
く
矛
盾
す
る
よ
う
な
属
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
表
現
主
体
の
判

断
す
ら
拒
否
す
る
よ
う
な
性
格
を
持
っ
て
い
る
「
お
ぼ
し
め
す
」
は
、
そ
の
動

作
主
の
持
つ
絶
対
性
や
超
越
性

・
支
配
力
を
印
象
づ
け
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
に
反
す
る
よ
う
な
被
動
作
主
へ
の
敬
意
や
顧
慮
と
い
っ
た
も
の
と
は
な
じ

ま
な
い
も
の
で
あ
る
。

結

敬
語
の
表
わ
す
敬
意
は
動
作
主
の
属
性
の
反
映
で
も
あ
る
。
天
皇
に
使
用
さ

れ
る
敬
語
の
表
現
価
値
は
、
自
動
的
に
天
皇
の
持
つ
属
性
(
社
会
的

・
制
度
的

そ
の
他
)
を
含
む
こ
と
に
な
る
。
「
お
も
ふ
」
系
の
敬
語
で
あ
る
「
お
ぼ
し
め

す
」
は
、
単
に

「お
も
ふ
」
「
お
も
ひ
た
ま
ふ
」
「
お
ぼ
す
」
「
お
ほ
し
め
す
」

と
い
う
単
線
的
な
敬
意
の
軽
重
の
最
高
段
階
を
表
わ
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。

動
作
主
が
極
め
て
高
位
な
人
物
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
や
、
状
況
に
よ

っ
て
は
他

の
表
現
形
式
が
選
択
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
敬
語
が
最
高
段
階
の
敬
意
の
み
を

表
わ
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
語
集

的
な
意
味
は
け
っ
し
て
等
価
で
は
な
い
。

「お
ぼ
し
め
す
」
は
支
配
者
と
し
て

の
判
断
を
見
せ
て
い
る
の
あ
り
、
そ
う
思
惟
さ
れ
る
対
象
は
そ
れ
を
承
け
る
ほ

か
な
い
と
い
う
状
況
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
支
配
」
「
超
越
性
」「
絶
対
性
」

と
い
っ
た
最
高
位
の
ク
ラ
ス
に
属
す
る
人
物
た
ち
が
持
っ
て
い
た
社
会
的
な
属

性
を
指
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
人
物
の
恩
惟
の
絶
対
的
正

当
性
を
強
く
反
映
し
た
表
現
形
式
に
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は

表
現
主
体
の
個
人
的
な
判
断
や
感
情
移
入
を
許
さ
な
い
絶
対
性
が
あ
る
た
め、

極
め
て
客
観
的
な
描
写
に
傾
く
と
恩
わ
れ
る
。
ま
た
閉
じ
人
物
が
常
に

「お
ぼ

し
め
す
」
ば
か
り
で
な
く
敬
意
が

一
段
下
が
る
と
さ
れ
る
「
お
ぼ
す
」
「
お
も

ひ
た
ま
ふ
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
、
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
判
断

内
容
及
び
判
断
状
況
に
何
ら
か
の
条
件
が
揃
わ
な
い
限
り
、

「
お
ぼ
し
め
す
」

は
用
い
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「お
ぼ
し
め
す
」
が
使
用
さ
れ

る
た
め
に
は
、
動
作
主
が
支
配
者
の
立
場
を
備
え
て
お
り
、
さ
ら
に
対
象
の
内

容
に
は
配
慮
し
な
い
動
作
態
度

・
判
断
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

(注
凶
)

大
方
の
ご
批
判
を
賜
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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(注
1
)

『
敬
語
講
座
2

上
代
・
中
古
の
敬
語
』
(
一
九
七
三
年
)
・
辻
村
敏

樹
氏
編
『
講
座
国
語
史
5

敬
語
史
』
(
一
九
七
一
年
)
・
「
国
文
学
臨
時

増
刊
号
敬
語
セ
ミ
ナ
ー
A
|
Z
」
(
一
九
八
八
年

一
二
月
)
・
小
久
保
崇

明
氏
『
大
鏡
の
語
法
の
研
究
』
(
一
九
六
七
年
)
・
松
尾
拾
「
『
思
す
』
及

び
そ
の
類
語
の
発
生
と
展
開
」
(「国
文
学
」

一
九
六

O
年
一
月
)
・
中
村

幸
弘
氏
「
『
思
ひ

i
』
型
複
合
動
詞
の
尊
敬
表
現
『
恩
ひ

1
給
ふ
』
と

『
お
ぼ
し

1
』
|
」
(『今
泉
博
士
古
稀
記
念
国
語
学
論
叢
』
一
九
七
三
年
、

所
収
)
・
岡
田
俊
子
氏
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
『
恩
ふ
』
の
敬
語
」
(「香

川
大
学
国
文
研
究
」
第
1
号
、
一
九
七
六
年
九
月
)
な
ど
。
他
に
も
「
お

も
ふ
」
系
の
敬
語
に
直
接
間
接
に
触
れ
た
論
考
は
多
い
。

(注
2
)
調
査
に
使
用
し
た
資
料
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

阪
倉
篤
義

・
大
津
有

一
・
築
島
裕

・
阿
部
俊
子
・
今
井
源
衛
各
氏
校
注

『
竹
取
物
語

・
伊
勢
物
語

・
大
和
物
語
』
(
日
本
古
典
文
学
大
系
、

一
九
五

七
年
)

渡
辺
実
氏
校
注
『
伊
勢
物
語
』
(
日
本
古
典
集
成
、
一
九
七
六
年
)

塚
原
鉄
雄
・
曾
回
文
雄
両
氏
編
『
大
和
物
語
総
索
引
』
(
一

九
七

O
年
)

片
桐
洋
一

・
福
井
貞
助
・
高
橋
正
治
・
清
水
好
子
各
氏
校
庄
「
竹
取
物
語
・

伊
勢
物
語

・
大
和
物
語
・
平
中
物
語
』
(
日
本
古
典
文
学
全
集
、
一
九
七

二
年
)

字
津
保
物
語
研
究
会
編
『
字
津
保
物
語
本
文
と
索
引
』
(
一
九
七
五
年
)

松
尾
聴
・
寺
本
直
彦
両
氏
校
注
『
落
窪
物
語

・
堤
中
納
言
物
語
』
(
日
本

古
典
文
学
大
系
、
一
九
五
七
年
)

池
田
亀
鑑
氏
編
著
『
源
氏
物
語
大
成
』
(
普
及
版
、

一
九
八
四

i
一
九
八

五
年
)

源
氏
物
語
別
本
集
成
刊
行
会
編
『
源
氏
物
語
別
本
集
成
』
(
一
九
八
九
年
、

以
下
刊
行
中
)

高
知
大
学
人
文
学
部
国
語
史
研
究
会
編
「
栄
花
物
語
本
文
と
索
引
自
立
語

索
引
篇
』
(
一
九
八
五
年
)

松
村
博
司
・
山
中
硲
両
氏
校
注
『
栄
花
物
語
』
(
日
本
古
典
文
学
大
系
、

一
九
六
四
年
)

松
村
博
司
氏
校
注
「
大
鏡
』
(
日
本
古
典
文
学
大
系
、

一
九
六

O
年
)

川
瀬

一
馬
氏
校
注

『土
佐
日
記
』
(
講
談
社
文
庫
、
一
九
八
九
年
)

佐
伯
梅
友
・
伊
牟
回
経
久
両
氏
編
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
総
索
引
』
(
一
九
八

一
年
)

東
節
夫
・
塚
原
鉄
雄
・
前
回
欣
吾
各
氏
編
『
和
泉
式
部
日
記
総
索
引
』

(
一
九
五
九
年
)

藤
岡
忠
美
・
中
野
幸
一
・
犬
養
廉

・
石
井
文
夫
各
氏
校
注
『
和
泉
式
部
日

記
・
紫
式
部
日
記
・
更
級
日
記
・
讃
岐
典
侍
日
記
』
(
日
本
古
典
文
学
全

集
、
一
九
七
一
年
)

東
節
夫
・
塚
原
鉄
雄
・
前
回
欣
吾
各
氏
編
『
和
泉
式
部
日
記
総
索
引
』

(
一
九
五
六
年
)

田
中
重
太
郎
氏
編
『
枕
冊
子
』
(
日
本
古
典
全
書
、
一
九
四
七
年
)

(注
3
)
時
枝
誠
記
氏
『
国
語
学
原
論
』
(
一
九
四
一
年
)
、
『
古
典
解
釈
の
た

め
の
日
本
文
法
』
(
一
九
五
九
年
)
な
ど
。

(注
4
)
竹
内
美
智
子
氏
は
「
源
氏
物
語
の
複
合
動
詞
」
(
『
平
安
時
代
和
文
の

研
究
』
一

九
八
六
年
、
所
収
)
と
い
う
論
文
に
お
い
て
、

「
源
氏
物
語
の
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Osaka Shoin Women's University Repository



表
現
が
、
事
柄
を
外
側
か
ら
描
こ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
常
に
主
体
の

内
面
か
ら
、
そ
れ
と
か
か
わ
り
あ
う
も
の
と
し
て
事
柄
を
捉
え
、
深
く
掘

り
下
げ
た
内
面
的
な
視
点
か
ら
事
柄
を
捉
え
る
姿
勢
を
、
貫
い
て
い
る
こ

と
に
よ
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
」
と
述
べ
、
こ
の
物
語
に
頻
出
す
る

「
恩
ひ

1
」
「
お
ぼ
し

1
」
の
複
合
動
詞
を
例
と
し
て
検
討
さ
れ
た
。
そ
し

て
「
源
氏
物
語
の
「
恩
ひ

1
」
に
は
、
閉
ざ
さ
れ
た
心
の
世
界
を
描
く
た

め
の
も
の
が
極
め
て
多
い
の
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
る
。
外
面
か
ら
の
客
観

的
描
写
に
徹
す
る

「お
ぼ
し
め
す
」
と
は
対
照
的
な
性
質
で
あ
る
こ
と
が

う
か
が
え
よ
う
。

(注
5
)
時
枝
誠
記
氏

『国
語
学
原
論
』
(
一
九
四

一
年
)
の
第
二
篇
第
三
章

文
法
論
の
「
辞
よ
り
除
外
す
べ
き
受
身
可
能
使
役
敬
謙
の
助
動
詞
」
の
項

参
照
。

(注
6
)
此
島
正
年
氏
『
国
語
助
動
詞
の
研
究
体
系
と
歴
史
』
(
一
九
七
三

年
)
・
鈴
木
泰
氏

『古
代
日
本
語
動
詞
の
テ
ン
ス
・
ア
ス
ペ
ク
ト
』
(
一
九

九
二
年
)
な
ど
。

(注
7
)
根
来
司
氏
「
枕
草
子
に
お
け
る

『
た
り
』
『
り
』
」
(
『
源
氏
物
語
枕
草

子
の
国
語
学
的
研
究
』
一

九
七
七
年
、
所
収
)

(注
8
)
竹
岡
正
夫
氏
「
助
動
詞

『
け
り
』
の
本
義
と
機
能
l
源
氏
物
語
・
紫

式
部
日
記
・
枕
草
子
を
資
料
と
し
て
|」

(「言
語
と
文
芸
」

一三

号、

一

九
六
=
一年

二

月
)

(注
9
)
物
語
と
い
う
形
式
を
分
析
す
る
た
め
に
文
学
研
究
に
お
い
て
も
早
く

か
ら

「
け
り
」
の
性
質
は
注
目
さ
れ
て
い
る
。
最
近
で
は
藤
井
貞
和
氏
が

「『
け
り
』
に
詠
嘆
の
意
味
は
あ
る
か
」
(『物
語
の
方
法
』

一
九
九
二
年、

所
収
)
に
お
い
て
、
「
け
り
し
は
単
な
る
過
去
や
回
想
を
表
わ
す
の
で
は

な
く
て
、
過
去
か
ら
現
在
へ
の
経
過
・
伝
来
を
示
す
性
質
を
持
つ
と
述
べ
、

そ
こ
か
ら
ア
ス
ペ
ク
ト
的
助
動
詞
で
あ
る
と
認
定
し
て
い
る
。

(
注
目
)
今
後
は
敬
意
の
差
と
だ
け
説
明
さ
れ
て
き
た
敬
語
の
段
階
的
使
用
に

つ
い
て
、
そ
の
表
現
価
値
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
ま

た
個
々
の
作
品
や
伝
本
、
位
相
に
よ
る
運
用
に
つ
い
て
も
考
察
を
深
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
「
み
る
」
系
の
最
高
敬
語
と
い
わ
れ
て
い
る

「
御
覧
ず
」
の
表
現
価
値
を
分
析
し
た
藤
原
浩
史
氏
の

「
漢
語
サ
変
動
詞

『
御
覧
ず
』
の
表
現
価
値
」
(「国
語
学
」
一

七
六
集
、

一
九
九
四
年
三
月
)

な
ど
は
、
敬
語
研
究
の
新
た
な
展
開
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
思
う
。

つ
い
て
見
ら
れ
た
い
。

← 14-
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