
『
源
氏
物
語
』
「
関
屋
」

巻
の
空
蝉
の
造
型
を
め
ぐ
る
小
考

呉
　
　
羽

長
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明
石
か
ら
召
還
さ
れ
て
政
界
に
復
帰
し
た
源
氏
は
「
溝
標
」
巻
で
の
住
吉
詣
で
に

ひ
き
っ
づ
き
「
関
屋
」
巻
で
石
山
寺
に
詣
で
た
。
途
上
逢
坂
の
関
山
で
任
解
け
た
常

陸
介
（
「
帯
木
」
巻
「
空
蝉
」
巻
で
は
伊
予
介
）
に
従
っ
て
上
洛
し
よ
う
と
す
る
そ

の
妻
空
蝉
と
避
遁
す
る
。
か
っ
て
十
七
歳
の
折
、
紀
伊
守
（
「
関
屋
」
巻
で
は
河
内

守
）
中
川
邸
で
の
逢
瀬
か
ら
十
二
年
の
歳
月
が
流
れ
て
い
た
。
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
長
い

歳
月
を
孤
独
に
生
き
こ
こ
に
め
ぐ
り
あ
っ
た
こ
と
の
感
慨
が
今
あ
ら
た
に
わ
き
あ
が

り
、
二
人
は
か
つ
て
の
実
ら
ぬ
恋
の
媒
介
者
小
君
（
衛
門
佐
）
を
再
び
の
な
か
だ
ち

と
し
て
歌
を
よ
み
あ
う
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
空
蝉
と
の
再
会
を
叙
す
る
「
関
屋
」
巻
は
、
若
き
源
氏
が
関
り
を
も

っ
た
中
の
品
の
女
性
の
後
目
謹
と
い
う
モ
チ
ー
フ
を
も
ち
「
溝
標
」
「
松
風
」
「
絵
合
」

と
続
く
本
系
の
巻
々
か
ら
独
立
し
完
結
し
た
構
図
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
い
う
点

で
、
　
「
溝
標
」
巻
の
も
う
一
っ
の
併
び
「
蓬
生
」
巻
と
共
通
性
が
見
出
せ
る
。
両
者

の
う
ち
「
関
屋
」
巻
の
場
合
は
、
　
「
蓬
生
」
巻
に
お
い
て
開
示
さ
れ
た
時
流
に
動
く

世
の
人
々
の
心
に
拮
抗
す
る
美
し
い
魂
の
姫
君
の
受
難
と
そ
の
克
服
と
い
う
小
さ
な

　
　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
　
「
関
屋
」
巻
の
空
蝉
の
造
型
を
め
ぐ
る
小
考
（
呉
羽
）

浪
漫
世
界
が
閉
じ
ら
れ
た
あ
と
を
う
け
て
、
い
ま
ひ
と
た
び
そ
う
し
た
独
立
t
た
あ

そ
び
の
空
間
を
空
蝉
登
場
に
。
お
い
て
展
釘
し
そ
れ
に
よ
っ
て
十
七
歳
の
時
以
来
別
れ

て
い
た
空
蝉
と
の
関
り
を
整
理
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
た
だ
し
こ
の
巻
に
は
「
蓬
生
」
巻
に
あ
る
よ
う
な
物
語
性
は
な
い
。
池
田
利
夫
氏

が
、　

　
（
前
略
）
関
屋
巻
は
あ
ま
り
に
淡
く
短
い
。
永
い
歳
月
は
お
互
い
の
年
齢
を
加

　
　
え
、
激
情
に
走
っ
た
昔
目
の
面
影
は
取
り
返
す
べ
く
も
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ

　
　
は
い
か
が
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
空
蝉
は
ま
さ
に
受
領
階
層
の
女
で
あ
り
、

　
　
し
か
も
源
氏
を
う
ち
捨
て
て
姿
を
消
し
た
女
性
で
あ
る
。
そ
の
後
の
消
息
を
敢

　
　
え
て
伝
え
な
く
て
も
よ
い
く
ら
い
で
は
あ
る
が
、
も
し
伝
え
る
と
い
う
な
ら
ぼ
、

　
　
も
う
少
し
話
が
あ
っ
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
別
な
言
い
方
を
す
る
な
ら
、

　
　
こ
の
程
度
の
話
で
あ
る
な
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
一
帖
を
構
え
て
語
る
ま
で
も
な
い
の

　
　
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
（
1
）

と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
「
関
屋
」
巻
を
描
く
こ
と
に
は
い
か
な

る
意
味
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
「
蓬
生
」
巻
に
対
応
し
て
空
蝉
の
整
理
を
お
こ
な

う
際
、
昔
目
の
恋
と
い
う
物
語
性
に
依
拠
し
て
そ
こ
に
再
燃
す
る
晴
熱
を
作
者
の
心

情
的
レ
ベ
ル
に
近
い
と
こ
ろ
で
描
い
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
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第
十
八
巻

う
。
お
よ
そ
空
蝉
は
、
そ
の
境
遇
・
思
惟
の
形
の
近
似
性
か
ら
作
老
の
自
画
像
・
分

身
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
従
来
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
指
摘
は
、
空
蝉
を
自
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

識
と
し
て
の
宿
世
意
識
を
強
く
も
つ
人
物
と
し
て
捉
え
る
藤
田
加
代
氏
の
論
に
よ
っ

て
も
う
ら
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
　
「
身
」
「
憂
し
」
と
い
う
こ
と
ば
が
他
の
作

中
人
物
の
場
合
よ
り
も
多
用
さ
れ
、
身
の
憂
さ
が
す
べ
て
の
認
識
の
基
盤
に
な
る
と

い
う
空
蝉
の
生
意
識
は
作
者
紫
式
部
が
現
実
に
生
き
る
精
神
的
位
相
に
近
い
の
で
は

な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
作
老
の
心
情
的
分
身
た
る
空
蝉
が
そ
の
日
常
性
か
ら
離
れ
て

物
語
的
雰
囲
気
の
集
約
た
る
源
氏
に
出
逢
い
「
昔
を
回
想
し
て
、
そ
の
甘
く
や
る
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

な
い
情
感
の
中
に
一
時
を
酔
ふ
と
い
ふ
、
哀
し
く
も
複
雑
な
女
の
心
理
」
を
体
験
す

る
こ
と
が
こ
こ
で
の
あ
そ
び
の
特
質
で
あ
り
、
そ
こ
に
作
者
に
と
っ
て
の
ロ
マ
ン
が

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
栄
華
の
自
信
に
満
ち
た
源
氏
と
身
の
憂
さ
を
自
覚
す
る
空
蝉

　
　
　
　
（
4
）

の
間
の
懸
隔
は
既
に
自
明
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
厚
い
隔
壁
を
こ
え
て
人
間
と
し

て
通
い
あ
う
魂
を
空
蝉
側
の
憧
れ
と
し
て
い
ま
ひ
と
た
び
描
こ
う
と
し
た
の
が
こ
の

巻
の
趣
旨
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
し
た
「
い
ま
ひ
と
た
び
」
の
出
逢
い
を
自
已
の
生

涯
の
華
や
か
な
い
っ
と
き
と
し
て
演
じ
た
後
空
蝉
は
老
夫
の
死
に
際
会
し
尼
と
な
っ

て
物
語
の
舞
台
か
ら
退
い
て
い
く
。

二

　
空
蝉
が
尼
と
な
る
事
情
に
つ
い
て
は
「
関
屋
」
巻
末
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て

い
る
。

　
　
　
か
∫
る
程
に
、
こ
の
常
陸
の
守
、
老
（
い
）
の
つ
も
り
に
や
、
悩
ま
し
く
の
み

　
　
し
て
、
物
心
細
か
り
げ
れ
ぼ
、
子
ど
も
に
、
た
∫
、
こ
の
君
の
御
事
を
の
み
、

　
　
い
ひ
置
き
て
、

　
「
よ
ろ
づ
の
事
、
た
だ
こ
の
御
心
に
の
み
ま
か
せ
て
、
あ
り
つ
る
世
に
変
ら

　
で
、
っ
か
う
ま
っ
れ
」

と
の
み
、
明
け
暮
れ
、
言
ひ
げ
り
。
女
君
、
　
「
心
憂
き
宿
世
あ
り
て
、
こ
の
人

に
さ
へ
お
く
れ
て
、
い
か
な
る
さ
ま
に
、
は
ふ
れ
惑
ふ
べ
き
に
か
あ
ら
む
」
と
、

思
ひ
嘆
き
給
ふ
を
見
る
に
、

　
「
命
の
、
か
ぎ
り
あ
る
も
の
な
れ
ば
、
惜
し
み
と
∫
む
べ
き
方
も
な
し
。
い

　
か
で
か
、
こ
の
人
の
御
た
め
に
、
残
し
置
く
た
ま
し
ひ
も
が
な
、
わ
が
子
ど

　
も
の
心
も
知
ら
ぬ
を
」

と
、
う
し
ろ
め
た
う
、
悲
し
き
こ
と
に
い
ひ
思
へ
ど
、
心
に
え
と
ど
め
ぬ
物
に

て
、
亡
せ
ぬ
。
し
ぼ
し
こ
そ
、

　
「
さ
、
の
た
ま
ひ
し
も
の
を
」

な
ど
、
情
づ
く
れ
ど
、
う
は
べ
こ
そ
あ
れ
、
っ
ら
き
事
多
か
り
。
と
あ
る
も
、

か
二
る
も
、
世
の
こ
と
は
り
な
れ
ぼ
、
身
一
つ
の
憂
き
事
に
て
、
嘆
き
明
か
し

暮
ら
す
。
た
∫
、
こ
の
、
河
内
の
守
ぞ
、
昔
よ
り
す
き
心
あ
り
て
、
す
こ
し
情

が
り
げ
る
。

　
「
あ
は
れ
に
の
た
ま
ひ
お
き
し
。
数
な
ら
ず
と
も
、
お
ぼ
し
う
と
ま
で
、
の

　
た
ま
は
せ
よ
」

な
ど
、
追
従
し
寄
り
て
、
い
と
、
あ
さ
ま
し
き
心
の
見
え
げ
れ
ば
、
　
「
憂
き
宿

世
あ
る
身
に
て
、
か
く
生
き
と
ま
り
て
、
は
て
く
は
、
め
づ
ら
し
き
事
ど
も

を
聞
き
そ
ふ
る
か
な
」
と
、
人
知
れ
ず
お
も
ひ
知
り
て
、
人
に
、
　
「
さ
な
む
」

と
も
知
ら
せ
で
、
尼
に
な
り
に
げ
り
。
人
々
、
　
「
い
ふ
か
ひ
な
し
」
と
思
ひ
な

げ
く
。
守
も
、
い
と
、
つ
ら
う
、

　
「
お
の
れ
を
厭
ひ
給
ふ
ほ
ど
に
。
の
こ
り
の
御
齢
は
、
多
く
も
の
し
給
ふ
ら

　
ん
。
い
か
で
か
、
す
ぐ
し
給
ふ
べ
き
」
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な
ど
、

　
　
　
「
あ
い
な
の
さ
か
し
ら
や
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
な
ど
ぞ
、
は
べ
る
め
る
。
　
（
一
六
六
～
一
六
八
ぺ
ー
ジ
）

　
こ
の
よ
う
に
、
源
氏
と
の
避
遁
の
の
ち
夫
常
陸
介
に
先
立
た
れ
た
空
蝉
は
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
こ
し
ま

後
夫
前
妻
の
子
供
達
の
冷
遇
に
加
え
て
そ
の
一
人
た
る
河
内
守
の
邪
な
懸
想
を
受

げ
、
醜
聞
を
お
そ
れ
て
出
家
に
ふ
み
き
る
の
で
あ
っ
た
。
一
」
う
し
て
「
関
屋
」
巻
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
（
7
）

閉
じ
ら
れ
る
。
出
家
し
た
空
蝉
に
つ
い
て
は
こ
の
あ
と
「
玉
嚢
」
巻
「
初
音
」
巻
で

源
氏
の
庇
護
の
下
尼
姿
で
つ
つ
ま
し
く
二
条
東
院
に
暮
ら
す
姿
が
み
え
る
。
こ
の
問

空
蝉
が
源
氏
の
庇
護
下
に
入
る
経
緯
に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
、

「
蓬
生
」
巻
末
尾
で
既
に
末
摘
花
の
二
条
東
院
へ
の
移
り
が
述
べ
ら
れ
て
お
り
そ
れ

が
「
玉
嚢
」
巻
以
降
の
末
摘
花
と
源
氏
の
関
係
に
繋
っ
て
い
る
こ
と
と
比
べ
て
唐
突
で

い
か
に
も
不
自
然
で
あ
る
。
　
「
関
屋
」
巻
に
お
い
て
空
蝉
が
東
院
に
吸
収
さ
れ
る
予

定
な
ど
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
で
そ
の
よ
う
な
印
象
を
も
っ
の
だ
が
、
思
う
に

そ
れ
は
こ
の
時
点
で
は
彼
女
の
移
り
が
目
論
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の

で
は
な
い
か
。
空
蝉
は
「
帝
木
」
「
空
蝉
」
の
巻
々
で
は
思
慮
深
く
誠
実
た
人
妻
と
し

て
源
氏
に
対
し
て
は
「
つ
れ
な
さ
」
を
貫
き
、
こ
の
「
関
屋
」
巻
に
あ
っ
て
も
そ
う

し
た
人
問
像
と
し
て
の
設
定
の
上
に
源
氏
と
の
出
逢
い
と
い
う
い
っ
と
き
の
ロ
マ
ン

に
浸
る
こ
と
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
常
陸
介
の
死
と
空
蝉
の
出
家
を
語
る
ニ
ピ

ソ
ー
ド
の
前
に
「
「
あ
は
れ
も
つ
ら
さ
も
、
忘
れ
ぬ
ふ
し
」
と
、
思
し
置
か
れ
た
る
人

な
れ
ぼ
、
を
り
く
は
、
猶
、
の
た
ま
ひ
う
ご
か
し
げ
り
一
一
二
一
六
べ
－
ジ
一
と

い
う
記
述
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
空
蝉
の
こ
う
し
た
人
柄
を
見
越
し
た
上
で
二
人
の
問

の
距
離
を
保
ち
持
続
的
な
形
で
そ
の
関
係
を
一
応
完
結
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ

た
ろ
う
。
こ
の
巻
の
は
じ
め
の
目
的
は
こ
の
件
り
に
。
お
い
て
達
成
さ
れ
た
も
の
と
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
き

わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
更
に
空
蝉
の
境
涯
が
述
べ
ら
れ
、
前
の
掲
出
文
に
あ
る
よ
う
寡

　
　
　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
　
「
関
屋
」
巻
の
空
蝉
の
造
型
を
め
ぐ
る
小
考
（
呉
羽
）

婦
と
た
っ
た
果
て
に
彼
女
は
出
家
す
る
。
ひ
い
て
は
「
玉
嚢
」
巻
に
み
え
る
よ
う
に

源
氏
の
庇
護
下
に
1
生
き
る
彼
女
の
姿
を
導
く
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
空
蝉
の
境
涯
の
急
変
を
語
る
ニ
ピ
ソ
ー
ド
が
最
後
に
付
加
さ
れ
る
こ

と
に
は
作
者
紫
式
部
の
現
実
の
体
験
が
大
き
く
関
与
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
式
部

の
原
体
験
と
空
蝉
の
処
生
と
の
関
連
に
つ
い
て
、
岡
一
男
氏
が
紫
式
都
の
夫
宣
孝
が

死
ん
だ
長
保
三
年
の
初
夏
ご
ろ
に
彼
の
長
男
隆
光
が
継
母
式
部
に
恋
慕
し
か
げ
た
ら

し
く
そ
れ
が
こ
の
「
関
屋
」
巻
の
空
蝉
と
河
内
守
と
の
こ
と
の
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

る
と
推
測
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
た
『
紫
式
部
集
』
に
あ
る
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
れ

贈
答
三
首
は
式
部
が
夫
を
失
っ
た
年
の
暮
か
ら
翌
年
正
月
に
か
け
て
あ
る
男
に
求
愛

さ
れ
そ
れ
を
拒
む
姿
を
み
せ
て
お
り
、
そ
の
姿
は
「
関
屋
」
巻
の
空
蝉
の
そ
れ
と
重

な
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
門
た
た
き
わ
づ
ら
ひ
て
帰
り
に
け
る
人
の
、
つ
と
め
て

　
4
9
世
と
と
も
に
あ
ら
き
風
吹
く
西
の
海
も
磯
べ
に
波
も
寄
せ
ず
と
や
見
し

　
　
　
　
と
恨
み
た
り
げ
る
返
り
事

　
5
0
か
へ
り
て
は
思
ひ
し
り
ぬ
や
岩
か
ど
に
浮
き
て
寄
り
げ
る
岸
の
あ
だ
波

　
　
　
　
年
か
へ
り
て
、
　
「
門
は
あ
き
ぬ
や
」
と
い
ひ
た
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
5
1
た
が
里
の
春
の
た
よ
り
に
鶯
の
霞
に
閉
づ
る
宿
を
訪
ふ
ら
む

　
前
述
の
よ
う
な
作
者
紫
式
部
と
作
中
の
空
蝉
の
間
の
近
似
性
（
境
遇
・
思
惟
な
ど
）

に
加
え
て
こ
こ
で
も
年
の
隔
っ
た
夫
の
死
後
他
の
男
（
そ
れ
が
式
部
の
場
合
も
夫
前

妻
の
子
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
）
の
恋
慕
を
う
げ
る
と
い
う
形
の
類
同
性
が
み
え
る

わ
け
で
あ
り
、
式
都
の
現
実
の
体
験
が
大
き
な
衝
迫
の
力
と
な
っ
て
、
源
氏
再
会
後

の
空
蝉
の
窮
状
を
造
形
し
て
い
っ
た
こ
と
が
容
易
に
想
定
で
き
る
。
そ
し
て
更
に
そ

の
窮
状
を
お
し
す
す
め
て
彼
女
の
出
家
ま
で
描
く
こ
と
に
た
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

sokyu



001

島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
（
人
文
・
杜
会
科
学
）
第
十
八
巻

三

　
し
か
し
そ
う
し
た
空
蝉
の
生
の
つ
き
つ
め
は
作
老
自
身
に
と
っ
て
も
十
分
納
得
の

い
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
空
蝉
の
窮
状
と
そ
の
果
て
の
出
家
を
語
る
掲
出

文
の
末
尾
、

　
　
「
あ
い
な
の
さ
か
し
ら
や
」
な
ど
ぞ
、
は
べ
る
め
る
。

に
注
目
し
た
い
。
こ
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
旧
来
「
作
者
詞
也
」
（
『
一
葉
抄
』
）
、
「
草
子

地
也
」
（
『
細
流
抄
』
）
、
「
式
部
か
心
也
」
（
『
休
聞
抄
』
）
、
「
紫
式
部
か
詞
也
」
（
『
孟
津

抄
』
）
、
　
「
例
の
式
部
我
作
物
語
な
ら
ぬ
や
う
の
書
さ
ま
也
」
（
『
湖
月
抄
』
師
説
）
な

ど
と
い
う
注
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
「
あ
い
な
の
さ
か
し
ら
や
」
以
下
全
体

を
草
子
地
と
解
し
、
河
内
守
の
「
の
こ
り
の
御
齢
は
、
多
く
も
の
し
給
ふ
ら
ん
。
い

か
で
か
す
ぐ
し
給
ふ
べ
き
」
と
い
う
不
快
な
発
言
に
対
し
て
そ
れ
を
余
計
な
お
せ
っ

か
い
と
反
駁
す
る
批
難
の
こ
と
ば
を
話
主
が
紹
介
す
る
形
を
呈
し
て
い
る
も
の
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
批
難
を
す
る
主
体
は
世
問
の
人
々
と
し
て
お
お
む
ね
考
え
ら

　
　
　
（
1
0
）

れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
場
合
当
事
者
以
外
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ

う
な
個
人
的
内
容
を
世
評
が
と
り
ざ
た
す
る
態
と
な
り
不
自
然
な
感
じ
が
す
る
。
や

は
り
河
内
守
の
空
蝉
へ
の
恋
慕
及
び
そ
の
恋
慕
の
拒
ま
れ
た
く
や
し
さ
等
心
情
的
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

徴
は
世
評
の
穿
襲
の
範
礒
を
こ
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
し
て
恋
慕
の
対
象
が

世
問
の
と
り
ざ
た
の
目
を
極
度
に
避
げ
よ
う
と
す
る
空
蝉
で
あ
っ
て
み
れ
ば
な
お
さ

ら
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
「
あ
い
な
の
さ
か
し
ら
や
」
と
評
す
る

主
体
が
判
然
と
し
な
い
。
あ
る
い
は
こ
の
こ
と
ぼ
は
作
中
場
面
か
ら
語
り
場
面
に
脱

げ
出
し
た
話
主
に
対
し
て
同
じ
く
語
り
場
面
に
い
る
聞
き
手
の
河
内
守
へ
の
批
難
と

も
考
え
ら
れ
そ
う
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
は
こ
の
件
り
は
そ
う
し
た
語
り
場
面
で
の
話

主
と
聞
き
手
の
対
応
を
示
す
叙
述
と
す
る
に
は
、
他
の
そ
の
類
の
叙
述
と
比
べ
て
余

り
に
簡
略
で
あ
る
。

　
思
う
に
こ
の
「
「
あ
い
な
の
さ
か
し
ら
や
」
な
ど
ぞ
、
は
べ
る
め
る
」
と
い
う
こ
と

ぼ
は
、
そ
の
前
の
河
内
守
の
言
に
対
し
て
お
せ
っ
か
い
だ
と
い
う
非
難
を
の
せ
た
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
で
は
た
く
、
『
首
書
源
氏
物
語
』
或
抄
、
『
玉
小
櫛
補
遺
』
、
山
岸
徳
平
氏
ら
の
考
説

の
よ
う
に
「
あ
い
た
の
さ
か
し
ら
や
」
を
も
河
内
守
の
言
と
し
て
「
お
の
れ
を
厭
ひ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

給
ふ
ほ
ど
に
。
云
云
」
と
併
列
さ
せ
、
「
は
べ
る
め
る
」
の
み
を
話
主
の
詞
（
草
子
地
）

と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
空
蝉
の
出
家
に
対
し
「
お
の
れ
を
厭
ひ
給
ふ

ほ
ど
に
。
云
云
」
と
河
内
守
が
言
っ
た
あ
と
更
に
「
あ
い
な
の
さ
か
し
ら
や
（
つ
ま
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

な
い
賢
女
が
ま
し
い
利
口
ぶ
り
よ
）
」
と
恨
み
が
ま
し
く
と
が
め
て
い
る
の
を
話
手
が

「
は
べ
る
め
る
」
と
し
て
語
り
伝
え
て
い
る
も
の
と
解
す
る
わ
げ
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
採
る
場
合
、
最
後
に
「
は
べ
る
め
る
」
と
あ
る
こ
と
は
、
河

内
守
の
こ
と
ぼ
を
伝
え
る
話
主
が
作
中
場
面
か
ら
「
離
れ
」
を
も
ち
語
り
場
面
へ
あ

ら
わ
れ
る
と
い
う
形
を
呈
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
形
は
こ
の
時
点
で

河
内
守
の
こ
と
ぼ
が
物
語
を
操
作
す
る
作
者
の
内
奥
へ
の
圧
迫
・
感
情
の
凝
縮
を
惹

起
し
、
作
者
は
一
般
的
普
遍
的
な
視
野
へ
そ
の
意
識
を
移
動
さ
せ
て
そ
こ
で
内
省
を

お
こ
た
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
　
「
は
べ
る
め
り
」
に
含
め
ら
れ
た
敬
意
は
そ
う
し
た
作

者
の
心
理
的
こ
こ
ろ
も
と
な
さ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
っ
ま
り
自
身
が
展
開
し
帰

結
さ
せ
た
空
蝉
の
生
の
姿
が
河
内
守
の
論
理
か
ら
す
れ
ぼ
不
自
然
さ
を
内
包
し
て
い

る
こ
と
を
認
め
、
そ
の
空
蝉
の
生
を
お
し
す
す
め
つ
つ
展
箭
し
て
き
た
世
界
を
相
対

化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
お
よ
そ
作
者
紫
式
部
が
現
実
で
体
験
し
た
夫

亡
き
の
ち
の
他
の
男
か
ら
の
懸
想
は
、
そ
の
発
覚
な
ど
を
思
う
と
き
彼
女
の
恥
の
意

識
を
刺
激
し
身
の
憂
さ
の
自
覚
と
交
響
し
て
、
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
た
め
の
窮
極
の
形

と
し
て
彼
女
に
出
家
を
思
い
致
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
作
者
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の
実
人
生
で
の
事
件
に
執
着
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
源
氏
と
の
出
逢
い
以
後
の
空
蝉
の

生
が
述
べ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
作
者
は
そ
の
生
々
し
い
体
験
に
。
促
さ
れ
て
空

蝉
を
載
然
と
出
家
に
到
ら
し
め
る
。
し
か
し
そ
の
操
作
は
現
実
の
論
理
か
ら
離
れ
た

潔
癖
な
観
念
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
作
老
の
内
な
る
も
う
一
人
の
自
己
が
河
内
守
の

言
に
よ
っ
て
そ
の
不
自
然
さ
を
認
め
、
一
般
的
な
視
野
か
ら
空
蝉
の
か
た
く
な
と
も

思
わ
れ
る
出
家
の
遂
行
に
訴
し
み
が
な
さ
れ
た
わ
げ
で
あ
る
。
　
「
な
ど
ぞ
、
は
べ
る

め
る
」
は
こ
の
よ
う
に
作
者
が
空
蝉
の
出
家
を
お
し
す
す
め
た
こ
と
の
心
的
圧
迫
が

白
然
と
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
展
釘
し
て
き
た
作
中
世
界
を
一
」
う
し
て
作
者
が
相
対
化
す
る
姿
は
前
の
「
蓬

生
」
巻
に
も
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
「
蓬
生
」
巻
で
は
従
来
（
「
末
摘
花
」
巻
）
の

末
摘
花
像
　
　
愚
か
し
い
ほ
ど
古
風
で
引
込
思
案
な
醜
い
姫
　
　
を
変
え
て
ま
で
そ

の
物
語
の
状
況
に
没
入
し
、
そ
の
必
然
的
展
開
を
独
自
に
お
し
す
す
め
て
い
っ
た
が

「
澤
標
」
「
絵
合
」
と
い
っ
た
本
系
の
巻
々
の
路
線
と
の
対
照
の
中
で
そ
こ
へ
の
立
ち

戻
り
の
た
め
こ
の
巻
の
必
然
的
展
開
を
製
肘
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
で
心
的
圧
迫

を
伴
う
「
離
れ
」
　
（
相
対
化
）
が
草
子
地
を
も
っ
て
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
。
た
っ
た

　
　
　
　
（
1
5
）

わ
け
で
あ
る
。
「
蓬
生
」
巻
の
草
子
地
に
比
べ
て
「
関
屋
」
巻
の
こ
の
件
り
の
そ
れ
は

そ
れ
ほ
ど
大
き
な
不
自
然
さ
に
発
す
る
「
離
れ
」
を
示
し
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
れ

に
し
て
も
物
語
の
予
定
さ
れ
た
枠
か
ら
い
っ
と
き
脱
し
て
あ
そ
び
の
小
世
界
に
浸
っ

た
際
作
者
が
自
身
の
生
意
識
を
こ
の
作
中
世
界
に
。
内
在
化
さ
せ
て
更
に
そ
れ
を
お
し

つ
め
、
果
て
は
そ
の
行
き
遇
ぎ
（
本
来
の
物
語
の
枠
か
ら
の
逸
脱
、
あ
る
い
は
実
人

生
か
ら
の
衝
き
上
げ
に
よ
る
作
中
人
物
の
観
念
的
帰
結
）
を
感
じ
、
そ
の
行
き
過
ぎ

（
も
し
く
は
行
き
過
ぎ
を
修
正
し
よ
う
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
不
自
然
さ
）
を
草
子
地

の
要
請
に
よ
っ
て
相
対
化
す
る
と
い
う
形
は
両
者
共
通
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ

ら
二
帖
の
そ
う
し
た
傾
向
、
っ
ま
り
当
初
筋
の
発
展
性
の
少
な
い
巻
と
し
て
そ
の
展

『
源
氏
物
語
』
　
「
関
屋
」
巻
の
空
蝉
の
造
型
を
め
ぐ
る
小
考

（
呉
羽
）

鉦
が
目
論
ま
れ
な
が
ら
物
語
の
自
律
的
進
展
が
予
想
以
上
に
促
さ
れ
て
そ
れ
に
よ
る

作
品
世
界
の
偏
向
を
自
覚
、
ひ
い
て
は
製
肘
せ
ざ
る
を
え
ず
、
そ
う
し
た
営
み
が
草

子
地
に
お
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
あ
り
よ
う
は
更
に
玉
髪
十
帖
に
至
っ
て
度
を

強
め
る
。
こ
れ
ら
の
巻
々
で
は
更
に
当
初
の
設
定
の
枠
か
ら
離
れ
自
律
的
に
ふ
く
ら

も
う
と
す
る
物
語
を
、
本
来
の
そ
の
枠
組
の
レ
ベ
ル
か
ら
製
肘
す
る
草
子
地
が
多
用

さ
れ
る
。
し
か
し
一
」
う
し
た
草
子
地
に
よ
る
製
肘
は
作
中
世
界
外
か
ら
の
そ
の
世
界

へ
の
相
対
化
で
あ
り
、
そ
の
無
力
さ
の
確
認
の
上
で
相
対
化
の
目
が
作
中
世
界
に
入

り
込
ん
で
く
見
る
V
視
座
を
形
成
し
、
こ
う
し
て
物
語
の
多
層
化
を
促
し
て
い
く
の

で
あ
る
。
ひ
い
て
は
「
若
菜
」
上
巻
以
降
そ
の
視
線
の
錯
綜
の
中
で
自
己
の
く
見
ら

れ
る
V
意
識
を
鋭
敏
に
は
た
ら
か
せ
る
女
主
人
公
が
あ
ら
わ
れ
、
更
に
作
者
の
思
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

の
内
在
化
を
助
長
し
て
物
語
の
方
向
を
決
定
し
て
い
く
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
た
経
緯
を
内
包
し
て
空
蝉
の
出
家
は
描
か
れ
る
。
は
じ
め

俗
に
あ
っ
て
源
氏
と
の
距
離
を
保
ち
な
が
ら
以
後
の
生
を
送
る
は
ず
の
彼
女
で
あ
っ

た
が
、
出
家
を
お
こ
な
う
こ
と
で
彼
女
の
精
神
的
特
性
と
し
て
の
「
っ
れ
な
さ
」
、

源
氏
に
対
す
る
拒
否
の
姿
勢
は
取
り
去
ら
れ
る
。
そ
れ
は
源
氏
の
庇
護
を
容
易
に
す

る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
ま
た
尼
に
な
る
こ
と
は
二
人
の
間
に
恋
愛
が
む
や
み
に
発
展

す
る
可
能
性
も
摘
ま
れ
る
こ
と
で
あ
り
彼
女
の
二
条
東
院
へ
の
吸
収
は
他
に
影
響
を

与
え
る
こ
と
も
な
く
更
に
容
易
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
空
蝉
は
末
摘

花
と
併
ん
で
東
院
に
移
さ
れ
る
。
東
院
で
暮
ら
す
彼
女
の
姿
が
「
玉
髪
」
巻
や
「
初

音
」
巻
に
見
え
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
彼
女
は
自
身
に
関
る
可
能

性
を
放
郵
し
源
氏
と
い
う
ロ
マ
ソ
の
集
約
を
彼
の
庇
護
下
の
片
隅
で
は
る
か
に
く
見

る
V
と
い
う
形
を
も
っ
て
静
か
に
余
生
を
送
る
の
で
あ
る
。
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池
田
利
夫
氏
「
蓬
生
・
関
屋
」
（
『
源
氏
物
語
講
座
』
第
三
巻
、
昭
四
六
・
七
、
有
精

堂
）
。

　
藤
田
加
代
氏
『
「
に
雁
ふ
」
と
「
か
を
る
」
』
（
昭
五
五
、
風
問
書
房
）
。

　
池
田
亀
鑑
氏
『
新
講
源
氏
物
語
』
上
巻
（
昭
二
六
・
二
、
至
文
堂
）
の
「
関
屋
」
の

件
り
。

　
永
井
和
子
氏
「
空
蝉
再
会
」
（
『
講
座
源
氏
物
語
の
世
界
』
第
四
集
、
昭
五
五
∴
一
、

有
斐
閣
）
な
ど
。

　
『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
、
山
岸
徳
平
氏
校
注
『
源
氏
物
語
』
　
（
日
本
古
典
文

学
大
系
、
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

　
空
蝉
の
尼
君
に
青
鈍
の
織
物
の
、
い
と
心
ぱ
え
あ
る
を
見
っ
げ
給
ひ
て
、
御
衣
、
ゆ

る
し
色
な
る
そ
へ
て
。
（
「
玉
嚢
」
巻
三
七
ニ
ベ
ー
ジ
）

　
空
蝉
の
尼
衣
に
も
、
さ
し
の
ぞ
き
た
ま
へ
り
。
う
げ
ぱ
り
た
る
さ
ま
に
は
あ
ら
ず
、

か
ご
や
か
に
局
住
み
に
し
な
し
て
、
仏
ば
か
り
に
所
得
さ
せ
た
て
ま
つ
り
て
、
行
ひ
勤

め
け
る
さ
ま
、
あ
は
れ
に
見
え
て
、
経
・
仏
の
飾
り
、
は
か
な
く
し
た
る
閥
伽
の
具
な

ど
も
、
を
か
し
げ
に
な
ま
め
か
し
く
、
　
「
な
ほ
心
ぼ
せ
あ
り
」
と
見
ゆ
る
、
人
の
け
は

ひ
な
り
。
　
（
以
下
略
）
（
「
初
音
」
巻
三
八
七
べ
ー
ジ
）

　
『
平
安
朝
文
学
事
典
』
（
昭
四
七
・
五
、
東
京
堂
出
版
）
二
二
七
べ
ー
ジ
上
段
な
ど
。

今
井
源
衛
氏
『
紫
式
部
』
　
（
昭
四
一
・
三
、
吉
川
弘
文
館
）
一
一
一
～
一
一
ニ
ベ
ー
ジ

参
照
。

　
引
用
は
山
本
利
達
氏
校
注
『
紫
式
部
目
記
　
紫
式
部
集
』
　
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、

新
潮
杜
）
所
収
の
本
文
に
よ
る
。

　
阿
部
秋
生
・
秋
山
塵
・
今
井
源
衛
氏
訳
注
『
源
氏
物
語
』
　
（
目
本
古
典
文
学
全
集
）

の
訳
文
及
び
頭
注
、
石
田
穣
二
・
清
水
好
子
氏
校
注
『
源
氏
物
語
』
　
（
新
潮
日
本
古
典

集
成
）
の
頭
注
な
ど
。
な
お
玉
上
琢
弥
氏
『
源
氏
物
語
評
釈
』
で
も
世
評
と
解
す
る
一

説
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
「
初
音
」
巻
で
は
こ
の
河
内
守
の
懸
想
を
源
氏
に
知
ら
れ
辛
が
っ
て
い
る
空
蝉
の
姿

が
み
え
る
（
三
八
八
ぺ
ー
ジ
）
が
、
そ
う
し
た
懸
想
の
う
わ
さ
が
世
問
に
伝
わ
っ
て
い

た
と
し
て
も
、
こ
の
時
点
で
「
の
こ
り
の
御
齢
は
、
多
く
も
の
し
給
ふ
ら
ん
」
以
下
の

河
内
守
の
内
的
思
量
が
世
問
の
と
り
ざ
た
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
は

131216 ！5 14

な
い
か
。

　
（
5
）
の
傍
注
及
び
頭
注
。

　
（
5
）
の
本
文
で
は
、
　
「
の
こ
り
の
御
齢
は
、
多
く
も
の
し
給
ふ
ら
ん
。
い
か
で
か
、

す
ぐ
し
給
ふ
べ
き
」
の
次
に
引
用
を
示
す
語
と
し
て
「
な
ど
」
と
あ
り
（
大
島
本
を
底

本
と
す
る
諾
テ
キ
ス
ト
は
「
な
ど
ぞ
」
）
、
前
の
河
内
守
の
言
と
そ
の
あ
と
の
「
あ
い
な

の
さ
か
し
ら
や
」
と
い
う
言
と
の
併
立
を
比
較
的
容
易
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
（
5
）
　
の
頭
注
を
参
考
に
し
た
解
。

　
詳
細
は
拙
稿
「
「
蓬
生
」
巻
草
子
地
試
解
」
　
（
『
目
本
文
学
』
第
…
二
巻
第
三
号
、

昭
五
九
・
三
）
参
照
。

　
そ
う
し
た
作
者
の
思
い
の
内
在
化
し
た
く
見
ら
れ
る
V
意
識
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
紫

上
の
理
想
性
の
構
造
」
（
『
島
大
国
文
』
第
二
一
号
、
昭
五
七
∴
二
）
参
照
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
島
根
大
学
教
育
学
部
国
語
研
究
室
）


