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武
藤　

那
賀
子

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る
言
語
認
識 

―
仲
忠
と
実
忠
が
あ
て
宮
に
贈
っ
た
物
か
ら
の
一
考
察

―

 ﹇
キ
ー
ワ
ー
ド
：
①
『
う
つ
ほ
物
語
』　

②
物
に
書
か
れ
た
文
字　

③
藤
原
仲
忠　

④
源
実
忠　

⑤
あ
て
宮
﹈

は
じ
め
に

『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
、
手
紙
を
贈
る
他
に
、
手
紙
と
物
、
そ
し
て
文
字
を
書
き
つ
け
た
物
を
贈
る
場
面
が
多
く
あ
る
。
他
の

作
品
で
は
あ
ま
り
目
に
す
る
こ
と
な
い
「
物
に
文
字
を
書
き
つ
け
る
」
と
い
う
行
為
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、『
う
つ

ほ
物
語
』
に
お
け
る
こ
の
行
為
の
意
味
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
文
字
を
書
き
つ
け
た
物
を
贈
る
行
為
は
、
と
く
に
あ
て
宮

求
婚
譚
で
多
く
行
な
わ
れ
て
い
る
。
源
涼
や
源
仲
頼
な
ど
の
求
婚
者
た
ち
が
あ
て
宮
に
た
く
さ
ん
の
手
紙
と
贈
り
物
を
す
る
が
、

そ
の
中
で
も
、
藤
原
仲
忠
と
源
実
忠
が
あ
て
宮
に
贈
っ
た
手
紙
や
文
字
を
書
き
つ
け
た
物
の
多
さ
は
群
を
抜
い
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
物
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
文
字
と
は
い
っ
た
い
何
だ
ろ
う
か
。
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ま
た
、
文
字
が
書
き
つ
け
ら
れ
る
物
が
変
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
忠
・
仲
忠
と
あ
て
宮
と
の
関
係
も
変
質
す
る
。
仲
忠
は
、

俊
蔭
の
娘
と
藤
原
兼
雅
と
の
間
の
一
人
子
で
、
容
姿
・
才
能
と
も
に
す
ば
ら
し
い
こ
と
が
何
度
も
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
実
忠
は
、

あ
て
宮
の
父
源
正
頼
の
兄
季
明
の
三
男
で
あ
り
、
将
来
有
望
な
人
物
で
あ
る
こ
と
が
随
所
で
言
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
二
人
の
物
語
に
つ
い
て
は
、
既
に
大
井
田
晴
彦
を
始
め
と
す
る
先
行
研
究（

1

）
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、「
手
紙
」
や
「
贈

り
物
」
と
い
う
観
点
か
ら
の
論
及
は
、
こ
れ
ま
で
に
は
な
い
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
に
仲
忠
と
涼
を
比
較
す
る
研
究
は
多
か
っ
た
が
、

実
忠
と
比
較
し
た
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

本
論
で
は
、
仲
忠
と
実
忠
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
見
え
て
く
る
、
仲
忠
と
実
忠
の
描
か
れ
方
の
相
違
の
も
つ
意
味
に
つ
い
て

考
え
て
い
く
と
と
も
に
、「
書
き
つ
く
」
こ
と
は
「
物
に
直
接
文
字
を
書
い
た
」
こ
と
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
田
中
仁
を
始
め
と

し
た
先
行
研
究
の
成
果（

2

）
を
受
け
つ
つ
、
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
物
に
文
字
を
書
き
つ
け
る
意
味
と
は
何
か
と
い
う
こ
と

を
考
え
て
い
く
。

一
、
実
忠
か
ら
の
文
字
を
書
き
つ
け
た
贈
り
物

実
忠
は
、「
藤
原
の
君
」
巻
か
ら
「
菊
の
宴
」
巻
ま
で
に
、
計
四
回
、
あ
て
宮
に
文
字
を
書
き
つ
け
た
贈
り
物
を
し
て
い
る
。

流
れ
を
見
る
た
め
に
、
最
初
の
三
例
を
挙
げ
る
。

① 

宰
相
、
め
づ
ら
し
く
出
で
来
た
る
雁
の
子
に
書
き
つ
く
、 

　
　
「
卵
の
内
に
命
籠
め
た
る
雁
の
子
は
君
が
宿
に
て
孵
さ
ざ
る
ら
む 



127

『うつほ物語』における言語認識

と
て
、
日
ご
ろ
は
」
と
て
、「
こ
れ
、
中
の
お
と
ど
に
て
、
君
一
人
見
給
へ
。
人
に
見
せ
給
ふ
な
」
と
て
取
ら
せ
給
へ
ば

（
中
略
）
兵
衛
、
賜
は
り
て
、
あ
て
宮
に
、「
巣
守
り
に
な
り
始
む
る
雁
の
子
御
覧
ぜ
よ
」
と
て
奉
れ
ば

（
藤
原
の
君　

七
一
頁
）（

3

）（
4

）

② 

か
く
て
、
源
宰
相
は
、
な
ほ
、
か
の
兵
衛
の
君
に
、
思
ふ
こ
と
を
語
ら
ひ
つ
つ
、「
夢
ば
か
り
の
御
返
り
を
だ
に
見
せ
給

へ
」
と
な
む
の
た
ま
ひ
け
る
。
花
桜
の
い
と
面
白
き
花
び
ら
に
、 

　
　
「
思
ふ
こ
と
知
ら
せ
て
し
か
な
花
桜
風
だ
に
君
に
見
せ
ず
や
あ
る
ら
む 

こ
れ
を
だ
に
」
と
て
書
い
て
、
兵
衛
に
、「
こ
れ
御
覧
ぜ
さ
せ
給
へ
」
と
て
取
ら
す
れ
ば
、「
い
と
恐
ろ
し
き
こ
と
。
か
か

る
聞
こ
え
あ
ら
ば
、
兵
衛
が
身
は
、
何
の
塵
泥
に
か
な
ら
む
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、「
何
の
。
殊
な
る
こ
と
聞
こ
え
さ
せ
た
ら

ば
こ
そ
あ
ら
め
。
花
御
覧
ぜ
さ
す
ば
か
り
に
こ
そ
。『
何
心
あ
り
て
』
と
か
は
見
ゆ
る
。
な
ほ
、
お
い
ら
か
に
参
り
給
へ
」。

（
藤
原
の
君 

七
三
頁
）（

5

）

③ 

白
銀
の
薫
炉
に
、
白
銀
の
籠
作
り
覆
ひ
て
、
沈
を
搗
き
篩
ひ
て
、
灰
に
入
れ
て
、
下
の
思
ひ
に
、
す
べ
て
黒
方
を
ま
ろ
が

し
て
、
そ
れ
に
、 

　
　
「
ひ
と
り
の
み
思
ふ
心
の
苦
し
き
に
煙
も
し
る
く
見
え
ず
や
あ
る
ら
む 

雲
と
な
る
も
の
ぞ
か
し
」
と
書
き
て
、「
兵
衛
の
君
の
御
も
と
に
」
と
て
あ
れ
ば
、　　
　
　
　
　
　
（
藤
原
の
君 

七
四
頁
）

こ
れ
ら
の
贈
り
物
に
対
し
、
あ
て
宮
は
一
度
も
返
事
を
し
な
い
。
実
忠
と
あ
て
宮
の
仲
介
人
で
あ
り
、
あ
て
宮
の
乳
母
子
で
あ



128

学習院大学人文科学論集ⅩⅩⅡ（2013）

る
兵
衛
の
君
の
立
場
も
苦
し
く
な
る
一
方
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
つ
の
例
は
、
記
事
と
記
事
の
間
隔
が
あ
ま
り
開
い
て
い
な
い
た
め
、

時
間
の
上
で
も
間
を
置
い
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
実
忠
は
、
短
期
間
で
こ
れ
ら
三
つ
の
贈
り
物
を
し
た
こ
と
に
な

る
。
多
く
の
場
合
、
文
字
は
紙
に
書
か
れ
る
が
、
実
忠
は
試
行
錯
誤
の
末
に
、
短
期
間
で
文
字
を
書
き
つ
け
る
物
を
変
え
て
い
る

の
だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
少
な
く
と
も
こ
の
期
間
、
実
忠
は
あ
て
宮
の
こ
と
を
考
え
、
ど
う
や
っ
た
ら
あ
て
宮
の
興
味
を
引
く
こ

と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
あ
て
宮
は
返
事
を
く
れ
な
い
。
そ

こ
で
、
③
の
直
後
、
実
忠
は
兵
衛
の
君
に
絹
・
綾
な
ど
を
入
れ
た
「
を
か
し
げ
な
る
蒔
絵
の
箱
」（
藤
原
の
君 

七
四
頁
）
を
贈
り
、

引
き
続
き
あ
て
宮
と
の
取
次
ぎ
を
頼
む
。
そ
の
際
に
、
あ
て
宮
に
贈
っ
た
も
の
が
、
次
の
例
で
あ
る
。

④ 

例
の
宰
相
、
川
島
の
い
と
を
か
し
き
洲
浜
に
、
千
鳥
の
行
き
違
ひ
た
る
な
ど
し
て
、
そ
れ
に
、
か
く
書
き
つ
く
。

　
　
　

浦
狭
み
跡
か
は
し
ま
の
浜
千
鳥
ふ
み
や
返
す
と
尋
ね
て
ぞ
書
く 

（
藤
原
の
君 

七
五
〜
七
六
頁
）

こ
の
贈
り
物
を
持
っ
て
き
た
兵
衛
の
君
に
対
し
、
あ
て
宮
は
、
続
く
場
面
で
以
下
の
よ
う
な
反
応
を
す
る
。

「
あ
や
し
く
、
例
の
、
む
つ
か
し
き
物
、
常
に
見
せ
給
ふ
」。
兵
衛
、「
常
に
見
知
ら
ぬ
や
う
な
り
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、「
例
の

ご
と
、
の
た
う
べ
か
し
」
な
ど
の
た
ま
ひ
て
、
書
き
つ
け
給
ふ
。 

　
　
「
浜
千
鳥
ふ
み
来
し
浦
に
巣
守
り
子
の
か
へ
ら
ぬ
跡
は
尋
ね
ざ
ら
な
む 

と
こ
そ
は
、
君
の
御
言
に
て
は
の
た
ま
ふ
べ
か
な
れ
」
と
の
た
ま
ふ
。 

（
藤
原
の
君　

七
六
頁
）
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実
忠
へ
の
返
事
と
し
て
書
い
た
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
体
裁
を
採
り
な
が
ら
も
、
実
忠
と
同
じ
も
の
に
文
字
を
書
き
つ
け
、

き
ち
ん
と
返
事
を
し
て
い
る
。
こ
の
場
面
は
、
あ
て
宮
が
、
初
め
て
実
忠
に
返
事
を
す
る
場
面
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
実
忠
か
ら
あ
て
宮
へ
の
贈
り
物
は
、
短
期
間
で
雁
の
子
、
花
び
ら
、
金
属
で
で
き
た
作
り
物
、
自
然
の
景
物

を
模
し
た
作
り
物
と
変
化
し
て
い
る
。
そ
こ
に
、
実
忠
が
あ
て
宮
を
想
っ
て
考
え
た
が
ゆ
え
の
工
夫
が
見
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

ら
の
贈
り
物
に
は
、
実
忠
の
「
あ
て
宮
か
ら
何
と
か
し
て
返
事
を
も
ら
い
た
い
」
と
い
う
想
い
が
表
れ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
実
忠
の
想
い
に
突
き
動
か
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
、
③
で
、
贈
り
物
が
自
然
物
か
ら

作
り
物
に
変
化
し
た
と
き
に
、
あ
て
宮
は
「
を
か
し
げ
な
る
物
に
こ
そ
あ
め
れ
」（
藤
原
の
君　

七
四
頁
）
と
、
贈
ら
れ
て
き
た

物
に
対
し
て
や
っ
と
興
味
を
示
す
発
言
を
す
る
。
さ
ら
に
④
で
、
③
よ
り
も
趣
向
を
凝
ら
し
た
贈
り
物
を
し
て
初
め
て
、
実
忠
は

返
事
が
も
ら
え
る
の
だ
。
こ
こ
ま
で
に
見
て
き
た
用
例
か
ら
は
、
文
字
を
紙
に
書
く
の
で
は
な
く
、
物
に
書
く
と
い
う
工
夫
の
他

に
、
文
字
を
書
き
つ
け
る
対
象
を
選
択
す
る
工
夫
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
選
択
し
た
「
物
」
に
関
す
る
言
葉
を
、
そ
こ
に
書
き
つ
け

た
和
歌
に
詠
み
込
む
と
い
う
、
贈
り
物
の
差
出
人
で
あ
る
実
忠
の
工
夫
の
数
々
が
あ
る
と
分
か
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
差
出
人

の
数
々
の
工
夫
の
結
果
と
し
て
の
贈
り
物
に
表
れ
た
差
出
人
の
想
い
に
突
き
動
か
さ
れ
、
受
取
人
が
返
事
を
す
る
と
い
う
構
図
が

見
え
る
。

④
の
後
、
十
五
回
は
物
を
伴
わ
な
い
手
紙
を
送
る
も
の
の
、
再
び
実
忠
は
あ
て
宮
に
文
字
を
書
き
つ
け
た
物
を
贈
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
、「
鈴
虫
」（
吹
上
・
下　

二
九
七
頁
）、「
草
木
」（
菊
の
宴 
三
二
三
頁
）
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
贈
り
物
に
工
夫
を

重
ね
て
、
④
で
返
事
を
貰
え
た
実
忠
だ
が
、「
鈴
虫
」「
草
木
」
に
対
す
る
あ
て
宮
か
ら
の
返
事
は
な
い
。
こ
れ
は
、
実
忠
が
贈
っ

た
も
の
が
、
自
然
物
か
ら
作
り
物
へ
と
変
化
し
た
後
に
、
再
び
自
然
物
へ
と
戻
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、

「
鈴
虫
」「
草
木
」
の
例
を
見
る
限
り
、
実
忠
は
、
自
身
が
④
ま
で
で
や
っ
て
の
け
た
あ
て
宮
か
ら
返
事
を
も
ら
う
た
め
の
法
則
に
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気
付
か
ず
、
贈
り
物
の
質
が
落
ち
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
鈴
虫
」「
草
木
」
を
贈
っ
た
も
の
の
返
事
を
貰
え
な
か
っ
た
実
忠
は
、
あ
て
宮
宛
の
手
紙
を
兵
衛
の
君
に
託
す
。
そ
の
際
に
、

兵
衛
の
君
に
あ
て
宮
へ
の
取
次
ぎ
を
頼
む
べ
く
、「
蒔
絵
の
置
口
の
箱
一
具
に
、
綾
・
絹
畳
み
入
れ
、
夏
の
装
束
、
綾
襲
に
て
入

れ
て
」（
菊
の
宴　

三
四
三
頁
）
渡
し
て
い
る
。
兵
衛
の
君
は
そ
れ
ら
を
受
け
取
り
、
あ
て
宮
に
手
紙
を
見
せ
る
が
、
あ
て
宮
は

や
は
り
返
事
を
出
さ
な
い
。

そ
れ
で
も
諦
め
き
れ
な
い
実
忠
は
こ
れ
に
続
き
、「
を
か
し
げ
な
る
沈
の
箱
一
具
に
、
黄
金
一
箱
づ
つ
入
れ
」
た
も
の
（
菊
の

宴　

三
四
三
頁
）、
ま
た
「
白
銀
の
箱
に
黄
金
千
両
を
入
れ
」
た
も
の
（
菊
の
宴　

三
四
四
頁
）
を
兵
衛
の
君
に
贈
ろ
う
と
す
る

が
、
両
方
と
も
兵
衛
の
君
は
受
け
取
ら
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
い
く
と
、
兵
衛
の
君
は
、
最
初
は
実
忠
か
ら
の
手
紙
を
受
け
取
り
、
あ
て
宮
に
見
せ
て
い
た
が
、
最
後
に

は
実
忠
か
ら
自
身
に
対
し
て
の
贈
り
物
す
ら
受
け
取
ら
な
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
実
忠
側
か
ら
考
え
る
と
、
実
忠
は
、

兵
衛
の
君
と
い
う
仲
介
人
を
通
し
て
あ
て
宮
と
の
距
離
を
縮
め
ら
れ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
原
因
不
明
な
ま
ま
、
あ
て
宮
か
ら
返
事

を
貰
え
な
い
ば
か
り
か
、
肝
心
の
仲
介
人
と
の
距
離
す
ら
も
開
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。

実
忠
か
ら
あ
て
宮
・
兵
衛
の
君
へ
の
贈
り
物
の
流
れ
を
一
通
り
み
た
と
こ
ろ
で
、
次
に
仲
忠
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

二
、
仲
忠
か
ら
の
文
字
を
書
き
つ
け
た
贈
り
物

仲
忠
が
物
に
文
字
を
書
い
て
送
る
場
面
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
物
に
文
字
を
書
き
つ
け
る
こ
と

―
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
仲
忠

の
例
か
ら

―
」（

6

）
で
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
。
拙
論
の
最
後
の
と
こ
ろ
を
引
用
し
て
お
く
。



131

『うつほ物語』における言語認識

仲
忠
が
物
に
文
字
を
書
き
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
手
紙
や
自
分
の
あ
て
宮
へ
の
想
い
を
あ
て
宮
付
き
の
女
房
で
あ

る
孫
王
の
君
に
伝
え
る
よ
う
に
頼
ん
で
も
効
果
が
な
い
こ
と
が
契
機
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
文
字
を
書
き
つ
け
た
の

は
、
花
び
ら
や
葉
な
ど
の
、
自
然
の
景
物
で
あ
っ
た
。
自
然
の
景
物
に
文
字
を
書
き
始
め
た
時
点
で
は
、
あ
て
宮
か
ら
返
事

が
来
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
し
か
し
、「
龍
胆
の
花
押
し
折
り
て
、
白
き
蓮
の
花
に
、
笄
の
先
」
で
文
字
を
書
い
た
も
の

に
は
、
返
事
が
来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
仲
忠
は
今
度
は
作
り
物
に
文
字
を
書
き
つ
け
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
あ
て
宮

求
婚
譚
の
最
中
に
仲
忠
が
あ
て
宮
に
贈
っ
た
も
の
は
、
金
や
銀
で
作
ら
れ
た
非
実
用
品
で
あ
っ
た
。

あ
て
宮
が
春
宮
に
入
内
す
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
と
き
に
仲
忠
が
あ
て
宮
に
贈
っ
た
も
の
は
、
実
用
品
に
変
化
す
る
。
あ
て

宮
求
婚
譚
が
終
結
し
た
こ
と
で
、
宴
の
席
で
は
文
字
を
書
き
つ
け
た
物
を
使
用
し
た
軽
快
な
遣
り
取
り
が
行
わ
れ
る
。
し
か

し
、
い
ぬ
宮
の
入
内
を
視
野
に
入
れ
た
と
き
、
仲
忠
は
再
び
、
あ
て
宮
に
非
実
用
的
で
華
美
な
贈
り
物
を
贈
る
よ
う
に
な
る
。

仲
忠
が
物
に
文
字
を
書
き
つ
け
る
場
面
に
は
こ
の
よ
う
な
流
れ
が
あ
る
。

仲
忠
が
文
字
を
書
き
つ
け
た
も
の
の
変
化
に
つ
い
て
見
通
し
た
こ
の
拙
稿
の
記
述
を
ふ
ま
え
て
、
本
論
で
は
、
さ
ら
に
考
察
を

加
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
仲
忠
が
文
字
を
書
き
つ
け
た
も
の
が
変
化
す
る
こ
と
の
意
味
を
以
下
で
検
討
す
る
。

⑤
を
か
し
き
松
に
、
面
白
き
藤
の
懸
か
れ
る
を
、
松
の
枝
な
が
ら
折
り
て
持
て
い
ま
し
て
、
花
び
ら
に
、
か
く
書
き
つ
く
。 

 

（
春
日
詣　

一
五
〇
頁
）

⑥ 

仲
忠
、「
あ
て
宮
に
、
い
か
で
聞
こ
え
つ
か
む
」
と
思
ふ
心
あ
り
て
、
か
く
来
歩
く
に
な
む
あ
り
け
る
。
さ
て
、
お
の
づ



132

学習院大学人文科学論集ⅩⅩⅡ（2013）

か
ら
殿
人
に
な
り
て
、
御
達
な
ど
に
物
言
ひ
懸
け
な
ど
す
る
中
に
、
孫
王
の
君
と
て
、
よ
き
若
人
、
あ
て
宮
の
御
方
に
候

ふ
に
つ
き
て
、
こ
の
思
ふ
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
言
へ
ど
、
つ
れ
な
く
の
み
い
ら
へ
つ
つ
あ
る
に
、
さ
て
の
み
は
、
え
あ
る

ま
じ
け
れ
ば
、
面
白
き
萩
を
折
り
て
、
葉
に
、
か
く
書
き
つ
く
。 

　
　

秋
萩
の
下
葉
に
宿
る
白
露
も
色
に
は
出
づ
る
も
の
に
ざ
り
け
る 

と
て
、
孫
王
の
君
に
、「
こ
れ
、
折
あ
ら
ば
」
と
て
取
ら
す
。
持
て
参
り
た
れ
ば
、
あ
て
宮
見
給
ふ
。

（
嵯
峨
の
院　

一
五
九
〜
一
六
〇
頁
）（

7

）

⑦
仲
忠
、
空
蝉
の
身
に
、
か
く
書
き
つ
け
て
奉
る
。 

（
祭
の
使　

二
〇
五
頁
）

⑧
藤
侍
従
、
五
月
の
つ
ご
も
り
の
日
、
朽
ち
た
る
橘
の
実
に
、
か
く
書
き
つ
け
て
、 

（
祭
の
使　

二
一
三
頁
）

仲
忠
が
初
め
て
物
に
文
字
を
書
き
つ
け
た
の
は
、
⑥
の
あ
て
宮
に
求
婚
す
る
場
面
で
あ
る（

8

）。
こ
の
場
面
で
は
、
仲
忠
が

「
あ
て
宮
に
、
い
か
で
聞
こ
え
つ
か
む
」
と
考
え
て
い
た
こ
と
が
、
ま
ず
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
仲
忠
が
「
殿
人
」
に
な
り
、

正
頼
邸
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
ろ
の
話
で
あ
る
。
そ
こ
で
知
り
合
っ
た
孫
王
の
君
と
い
う
あ
て
宮
付
き
の
若
い
女
房
に
、

あ
て
宮
へ
の
想
い
を
「
ほ
の
め
か
し
言
」
い
は
す
る
も
の
の
、
孫
王
の
君
は
「
つ
れ
な
く
の
み
い
ら
へ
つ
つ
あ
る
」
と
い
う
反
応

し
か
返
し
て
こ
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
ま
ま
で
は
進
展
が
望
め
な
い
と
悟
っ
た
仲
忠
は
、「
面
白
き
萩
を
折
り
て
」
そ
の
葉
に
和

歌
を
書
き
つ
け
る
。
す
る
と
、
そ
れ
ま
で
は
そ
知
ら
ぬ
顔
を
し
て
い
た
孫
王
の
君
が
、
そ
の
ま
ま
あ
て
宮
に
和
歌
を
書
き
つ
け
た

萩
を
持
っ
て
行
く
。
あ
て
宮
の
元
に
手
紙
を
持
っ
て
行
っ
て
く
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
孫
王
の
君
が
、
和
歌
を
書
き
つ
け
た
植
物
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は
持
っ
て
い
っ
て
く
れ
た
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
和
歌
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
和
歌
、
ひ
い

て
は
文
字
を
書
き
つ
け
た
「
物
」
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

王
朝
物
語
で
は
、
手
紙
と
植
物
を
セ
ッ
ト
に
し
た
「
付
け
枝
」「
折
り
枝
」
が
多
く
出
て
く
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
と
は
違
い
、

こ
の
場
面
の
よ
う
に
、
文
字
を
直
接
物
に
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
文
字
は
記
号
と
し
て
の
機
能
を
超
え
て
、
そ
の
裏
側
に
実
体
と

し
て
の
物
が
は
り
つ
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
り
、
文
字
は
い
わ
ゆ
る
記
号
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ

で
は
、
仲
忠
自
身
の
想
い
を
強
調
す
る
も
の
と
し
て
文
字
が
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
も
よ
い
。
あ
て
宮
に
近
づ

く
た
め
に
は
、
手
紙
を
送
る
・
求
婚
の
意
志
が
あ
る
こ
と
を
示
す
と
い
っ
た
求
婚
の
仕
方
で
は
効
果
が
な
く
、
そ
の
た
め
に
仲
忠

は
、
物
に
文
字
を
書
き
つ
け
る
と
い
う
手
段
を
取
る
こ
と
に
よ
り
、
文
字
を
物
化
さ
せ
、
自
身
の
想
い
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
あ
て
宮
か
ら
の
返
事
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
が
、
⑤
〜
⑧
で
、
仲
忠
が
あ
て
宮
に
贈
っ
た
、
文
字
を
書
き
つ
け
た
も
の
が
、「
を
か
し
き
松
に
、
面

白
き
藤
の
懸
か
れ
る
を
、
松
の
枝
な
が
ら
折
り
て
持
て
い
ま
し
て
、
花
び
ら
に
、」「
空
蝉
の
身
に
」、「
朽
ち
た
る
橘
の
実
に
」
と

全
て
自
然
の
景
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
次
の
⑨
で
仲
忠
が
文
字
を
書
き
つ
け
る
対
象
物
は
変
化
を
見
せ
る
。

⑨ 

月
の
面
白
き
夜
、
今
宮
・
あ
て
宮
、
簾
の
も
と
に
出
で
給
ひ
て
、
琵
琶
・
筝
の
琴
、
面
白
き
手
を
遊
ば
し
、
月
見
給
ひ
な

ど
す
る
を
、
仲
忠
の
侍
従
、
隠
れ
立
ち
て
聞
く
に
、「
調
べ
よ
り
始
め
、
違
ふ
所
な
く
、
わ
が
弾
く
手
と
等
し
く
」
と
聞

く
に
、
静
心
な
し
。「
身
は
い
た
づ
ら
に
な
る
と
も
、
取
り
や
隠
し
て
ま
し
」
な
ど
思
ふ
に
も
、
母
北
の
方
の
御
こ
と
を

思
ふ
に
、
な
ほ
、
い
と
ほ
し
く
思
ほ
ゆ
。
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
て
、
隠
れ
た
る
簀
子
に
立
ち
入
り
て
、
孫
王
の
君
に
、「
な
ど

か
、
一
日
の
御
返
り
は
の
た
ま
は
ず
な
り
に
し
」。
い
ら
へ
、「
侍
従
の
君
と
、
御
碁
遊
ば
す
折
な
り
し
か
ば
な
む
」。（
中
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略
）
侍
従
、「
い
く
そ
度
か
、
思
ひ
返
さ
ぬ
。
さ
れ
ど
、
さ
て
の
み
は
、
え
こ
そ
あ
る
ま
じ
け
れ
。
い
か
が
せ
む
」。
孫
王

の
君
、「
物
な
の
た
ま
ひ
そ
」
と
て
立
ち
入
れ
ば
、「
見
給
へ
。
さ
聞
こ
ゆ
と
も
、
よ
に
悪
し
き
わ
ざ
せ
じ
や
」
な
ど
て
引

き
と
ど
め
て
、「
ま
め
や
か
に
は
、
い
か
で
、
よ
そ
な
が
ら
、
物
一
言
聞
こ
え
さ
せ
て
し
か
な
。
さ
は
あ
り
ぬ
べ
し
や
」。

「
い
で
、
あ
な
む
く
つ
け
。
時
々
の
た
ま
ふ
返
り
言
、
い
と
聞
こ
え
が
た
う
し
給
ふ
を
、
と
か
く
し
て
こ
そ
あ
れ
。
思
ほ

し
だ
に
か
く
る
こ
そ
、
い
と
め
ざ
ま
し
け
れ
」。（
中
略
）
侍
従
、
龍
胆
の
花
押
し
折
り
て
、
白
き
蓮
の
花
に
、
笄
の
先
し

て
、
か
く
書
き
つ
け
て
、
奉
る
。 

　
「
浅
き
瀬
に
嘆
き
て
渡
る
筏
師
は
い
く
ら
の
く
れ
か
な
が
れ
来
ぬ
ら
む 

か
く
思
う
給
へ
て
は
久
し
く
な
り
ぬ
る
を
、
い
か
で
、
今
宵
だ
に
、
一
言
だ
に
聞
こ
え
さ
せ
て
し
か
な
。
い
ら
へ
こ
そ
の

た
ま
は
ざ
ら
め
。
聞
こ
し
召
す
ば
か
り
に
は
、
何
の
罪
も
あ
ら
じ
」
と
て
な
む
奉
る
。
宮
、
見
給
ひ
て
、「
い
づ
こ
に
あ

る
ぞ
」
と
の
た
ま
ふ
。
孫
王
の
君
、「
東
の
簀
子
に
」。「
さ
は
、
琴
弾
き
つ
る
は
聞
き
つ
ら
む
な
、
あ
な
恥
づ
か
し
や
。

皆
、
上
手
ぞ
や
。
我
は
、
聞
か
じ
」
と
て
入
り
給
ひ
ぬ
。
侍
従
聞
き
て
、「
あ
な
心
憂
の
こ
と
や
。
な
ほ
、
あ
が
君
仏
、

今
宵
な
ら
ず
と
も
、
た
ば
か
り
給
へ
。
人
よ
り
も
、『
親
に
仕
う
ま
つ
ら
む
』
と
思
ふ
心
深
き
を
、
か
か
る
思
ひ
つ
き
に

し
よ
り
、
片
時
世
に
経
べ
く
は
思
ほ
え
ね
ば
、
今
更
に
不
孝
の
人
に
な
り
ぬ
べ
き
が
い
み
じ
け
れ
ば
、『
い
さ
さ
か
思
ひ

静
ま
る
や
』
と
て
な
む
」
と
、
泣
く
泣
く
、
夜
一
夜
物
語
し
明
か
し
て
、
つ
と
め
て
、
黒
方
に
、
白
銀
の
鯉
く
は
せ
て
、

そ
の
鯉
に
、
か
く
書
き
つ
け
て
奉
れ
た
り
。 

　
　

夜
も
す
が
ら
我
浮
か
み
つ
る
涙
川
尽
き
せ
ず
こ
ひ
の
あ
る
ぞ
わ
び
し
き 

と
て
奉
れ
た
り
。 

あ
て
宮
、
物
も
の
た
ま
は
ず
。
孫
王
の
君
、「
こ
の
度
は
、
な
ほ
の
た
ま
は
せ
よ
。
殊
に
物
も
の
た
ま
は
せ
ず
、
静
か
な
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る
人
の
、
心
魂
も
な
く
泣
き
惑
ひ
給
へ
ば
、
い
と
ほ
し
く
な
む
」
と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、「
聞
き
に
く
き
こ
と
出
で
来
ば
、
君

の
御
罪
に
な
さ
む
」
と
て
、
白
銀
の
川
に
、
沈
の
松
燈
し
て
、
沈
の
男
に
持
た
せ
、
書
き
つ
け
て
遣
は
す
。

　
　

川
の
瀬
に
浮
か
べ
る
お
の
が
篝
火
の
影
を
や
お
の
が
こ
ひ
と
見
つ
ら
む 

な
ど
の
た
ま
ふ
。 

（
祭
の
使　

二
三
五
〜
二
三
七
頁
）（

9

）

こ
れ
は
、
仲
忠
が
、
あ
て
宮
の
弾
く
筝
の
琴
と
今
宮
の
弾
く
琵
琶
を
立
ち
聞
き
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
あ
て
宮
の
琴
の
音
を

聞
い
た
仲
忠
は
、「
身
は
い
た
づ
ら
に
な
る
と
も
、
取
り
や
隠
し
て
ま
し
」
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
仲
忠
が
初
め
て
あ
て
宮
に
文

字
を
書
き
つ
け
た
物
を
贈
る
、
⑥
の
破
線
部
「
あ
て
宮
に
、
い
か
で
聞
こ
え
つ
か
む
」
と
考
え
る
場
面
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
孫
王
の
君
に
は
、「
な
ど
か
、
一
日
の
御
返
り
は
の
た
ま
は
ず
な
り
に
し
」
と
手
紙
を
送
っ
て
も
返
事
が
な
か
っ
た
こ

と
を
問
う
て
い
る
。
そ
の
後
、
仲
忠
は
孫
王
の
君
に
「
ま
め
や
か
に
は
、
い
か
で
、
よ
そ
な
が
ら
、
物
一
言
聞
こ
え
さ
せ
て
し
か

な
」
と
頼
み
込
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
孫
王
の
君
は
と
り
あ
っ
て
く
れ
な
い
。
こ
れ
に
対
し
仲
忠
は
、「
龍
胆
の
花
押
し
折
り
て
、

白
き
蓮
の
花
に
、
笄
の
先
し
て
」
和
歌
を
書
き
つ
け
る
が
、
あ
て
宮
は
仲
忠
に
自
身
の
琴
の
音
を
聞
か
れ
た
こ
と
に
対
し
「
恥
づ

か
し
や
」
と
言
っ
て
奥
に
入
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
⑥
の
時
と
は
違
い
、
紙
以
外
の
も
の
に
文
字
を
書
い
て
贈
っ
た
の
に
も
拘

ら
ず
、
こ
の
場
面
で
は
あ
て
宮
か
ら
の
返
事
は
な
い
。
そ
の
た
め
仲
忠
は
、
翌
朝
に
、
今
ま
で
の
よ
う
な
自
然
の
景
物
で
は
な
く
、

作
り
物
で
あ
る
「
黒
方
に
、
白
銀
の
鯉
く
は
せ
て
、
そ
の
鯉
に
」
文
字
を
書
き
つ
け
て
あ
て
宮
に
贈
る
。
こ
の
結
果
、
あ
て
宮
は
、

「
白
銀
の
川
に
、
沈
の
松
燈
し
て
、
沈
の
男
に
持
た
せ
」
て
、
そ
こ
に
文
字
を
書
き
つ
け
て
仲
忠
に
返
事
を
す
る
。
こ
の
あ
て
宮

か
ら
の
贈
り
物
は
、
仲
忠
か
ら
の
贈
り
物
に
対
応
し
て
お
り
、
お
ざ
な
り
な
返
し
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
時
点
で
、
仲

忠
と
あ
て
宮
の
関
係
は
、
他
の
登
場
人
物
た
ち
と
は
一
線
を
画
す
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
面
を
契
機
と
し
て
、
仲
忠
は
、
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こ
れ
以
降
、
文
字
を
直
接
物
に
書
く
と
き
に
は
、
対
象
と
な
る
物
を
自
然
の
景
物
か
ら
作
り
物
に
変
え
る
。

三
、
物
に
文
字
を
書
く
こ
と
の
意
味

仲
忠
、
実
忠
と
も
に
、
あ
て
宮
へ
の
文
字
を
書
き
つ
け
た
贈
り
物
が
、
紙
か
ら
自
然
物
へ
、
自
然
物
か
ら
作
り
物
へ
と
変
化
し

て
い
き
、
結
果
と
し
て
、
作
り
物
に
文
字
を
書
き
つ
け
た
と
き
に
返
事
が
も
ら
え
た
こ
と
は
、
見
て
き
た
と
お
り
で
あ
る
。
で
は
、

作
り
物
に
文
字
を
書
き
つ
け
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
先
述
し
た
が
、
仲
忠
に
と
っ
て
、
自
然
の
景
物
に
文
字
を
書

き
つ
け
る
こ
と
は
、
手
紙
を
書
く
だ
け
で
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
あ
て
宮
か
ら
の
返
事
を
得
る
た
め
に
講
じ
た
手
段
で
あ
っ
た
。
特

に
、
⑨
は
、
仲
忠
が
あ
て
宮
へ
の
想
い
を
一
層
強
く
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
そ
ん
な
肝
心
な
場
面
で
、
自
然
の
景
物
に
文
字
を

書
く
と
い
う
今
ま
で
の
方
法
で
は
返
事
が
貰
え
な
か
っ
た
仲
忠
は
、
次
の
策
を
講
じ
る
必
要
が
あ
る
。

ま
ず
、
現
段
階
で
行
な
っ
て
い
る
方
法
の
欠
点
を
考
え
る
と
、
自
然
の
景
物
は
時
間
が
経
て
ば
経
つ
ほ
ど
劣
化
し
て
い
く
と
い

う
問
題
が
あ
る
。
多
く
の
場
合
、
手
紙
と
は
保
管
し
て
お
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
物
語
に
お
い
て
も
、
手
紙
を
保
管
す
る
場
面
は

数
例
あ
る
。
し
か
し
、
自
然
物
に
書
い
た
文
字
は
、
受
け
取
っ
た
際
に
は
読
め
て
も
、
時
間
が
経
過
し
て
し
ま
え
ば
読
め
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
文
字
が
消
え
て
し
ま
え
ば
、
差
出
人
の
想
い
の
強
さ
も
同
時
に
掻
き
消
え
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
、
物
に
書
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
記
号
以
上
の
機
能
を
発
揮
し
た
文
字
は
消
え
て
読
め
な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
何
の

役
に
も
立
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
な
ら
ば
、
劣
化
し
な
い
、
作
り
物
を
贈
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

腐
っ
た
り
劣
化
し
た
り
し
な
い
作
り
物
に
書
か
れ
た
文
字
は
物
と
一
体
化
し
て
永
遠
に
物
と
し
て
存
在
し
続
け
る
た
め
、
そ
の
機

能
を
失
う
こ
と
は
な
い
。
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で
は
、
ど
の
よ
う
な
贈
り
物
を
す
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
次
の
⑩
⑪
の
例
を
見
て
い
く
。

⑩ 
仲
忠
は
、
…
…
置
口
の
衣
箱
一
つ
に
、
あ
る
が
中
に
清
ら
な
る
女
の
装
ひ
一
具
畳
み
入
れ
、
一
つ
に
は
麗
し
き
絹
・
綾
な

ど
入
れ
て
、
孫
王
の
君
に
心
ざ
し
、
黄
金
の
船
に
物
入
れ
な
が
ら
、
か
く
聞
こ
え
て
、
あ
て
宮
に
奉
る
。 

　
　

荒
る
る
海
に
泊
ま
り
も
知
ら
ぬ
う
き
船
に
波
の
静
け
き
浦
も
あ
ら
な
む 

と
て
奉
り
給
へ
り
。 

　

さ
て
、
宮
・
君
達
な
ど
、「
あ
り
が
た
く
興
あ
る
物
か
な
」
と
て
、
の
の
し
り
て
見
給
ふ
。
か
く
て
、
集
ま
り
て
、
見

の
の
し
り
て
、「『
持
た
ら
ば
や
』
と
思
へ
ど
、
わ
ざ
と
あ
る
宝
々
し
き
物
な
り
」
と
て
、
使
に
は
、
白
張
一
襲
・
袴
一
具

賜
ひ
て
、
か
く
の
た
ま
ひ
て
遣
は
す
。 

　
　

波
立
て
ば
寄
ら
ぬ
泊
ま
り
も
な
き
船
に
風
の
静
ま
る
浦
や
な
か
ら
む 

と
て
、
返
し
遣
は
し
た
れ
ば
、
仲
忠
、「
い
と
心
憂
し
」
と
思
ひ
て
、「
か
う
聞
こ
え
て
、
御
返
り
言
も
賜
は
ら
で
来
ね
」

と
て
奉
る
、 

　
　

さ
も
こ
そ
は
あ
ら
し
の
風
は
吹
き
立
た
め
つ
ら
き
名
残
り
に
帰
る
船
か
な 

と
て
奉
れ
つ
。

（
吹
上
・
上　

二
七
六
頁
）

⑪ 

か
く
て
、
御
船
ど
も
漕
ぎ
寄
せ
て
、
御
船
ご
と
に
祝
詞
申
し
て
、
一
度
に
御
祓
へ
す
る
ほ
ど
に
、
藤
中
将
の
、
御
祓
へ
の

物
取
り
具
し
て
奉
る
、
黄
金
の
車
に
黄
金
の
黄
牛
懸
け
て
、
乗
せ
た
る
人
・
つ
け
た
る
人
、
皆
金
銀
に
調
じ
て
、
か
く
聞
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こ
え
奉
る
。 

　
　

月
の
輪
の
か
け
て
や
世
々
を
尽
く
し
て
む
心
を
遣
ら
む
雲
だ
に
も
が
な 

と
聞
こ
え
た
り
。
あ
て
宮
、 

　
　

雲
に
だ
に
心
を
遣
ら
ば
大
空
に
飛
ぶ
車
を
ば
よ
そ
な
が
ら
見
む 

と
て
返
し
け
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
菊
の
宴　

三
三
三
頁
）（
10

）

⑩
は
、
吹
上
浜
か
ら
帰
還
し
た
仲
忠
が
、
涼
か
ら
贈
ら
れ
た
宝
物
を
、
都
の
人
々
に
配
る
場
面
で
あ
る
。
仲
忠
は
、「
黄
金
の

船
に
物
入
れ
な
が
ら
」
あ
て
宮
に
贈
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
返
歌
と
と
も
に
そ
の
ま
ま
返
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
再
び
仲
忠

が
贈
り
返
し
、「
情
け
な
き
や
う
に
も
あ
り
」
と
い
う
理
由
か
ら
、
あ
て
宮
は
こ
れ
を
受
け
取
る
。

⑪
は
、
い
よ
い
よ
あ
て
宮
が
春
宮
に
入
内
す
る
こ
と
が
決
定
し
そ
う
な
時
期
の
、
上
巳
の
祓
の
場
面
で
あ
る
。
仲
忠
が
あ
て
宮

に
贈
っ
た
の
は
、
⑩
と
同
様
、
金
銀
で
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

文
字
を
書
き
つ
け
る
物
が
変
わ
る
転
機
と
な
っ
た
⑨
か
ら
⑪
ま
で
に
、
仲
忠
が
あ
て
宮
に
贈
っ
た
文
字
を
書
き
つ
け
た
物
は
い

ず
れ
も
金
や
銀
で
光
り
輝
く
も
の
で
あ
り
、
素
材
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
細
工
も
細
か
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ

ま
り
、
贈
り
物
と
し
て
は
最
高
級
の
品
物
で
あ
る
。
し
か
も
、
⑨
よ
り
は
⑩
、
⑩
よ
り
は
⑪
と
、
素
材
が
よ
り
よ
い
も
の
に
な
っ

て
い
く
。
こ
の
こ
と
は
、
自
分
に
対
し
て
な
か
な
か
良
い
返
事
を
く
れ
な
い
あ
て
宮
に
対
す
る
仲
忠
の
焦
り
を
表
し
て
い
る
と
い

っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

次
に
、
あ
て
宮
が
入
内
し
た
後
に
、
仲
忠
が
文
字
を
書
い
た
贈
り
物
を
し
た
場
面
を
見
る
。
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⑫ 

仲
忠
の
中
将
の
御
も
と
よ
り
、
蒔
絵
の
置
口
の
箱
四
つ
に
、
沈
の
挿
櫛
よ
り
始
め
て
、
よ
ろ
づ
に
、
梳
髪
の
具
、
御
髪
上

げ
の
御
調
度
、
よ
き
御
仮
髻
・
蔽
髪
・
釵
子
・
元
結
・
え
り
櫛
よ
り
始
め
て
、
あ
り
が
た
く
て
、
御
鏡
・
畳
紙
・
歯
黒
め

よ
り
始
め
て
一
具
、
薫
物
の
箱
、
白
銀
の
御
箱
に
、
唐
の
合
は
せ
薫
物
入
れ
て
、
沈
の
御
膳
に
、
白
銀
の
箸
・
薫
炉
・
匙
、

沈
の
灰
入
れ
て
、
黒
方
を
、
薫
物
の
炭
の
や
う
に
し
て
、
白
銀
の
炭
取
り
の
小
さ
き
に
入
れ
な
ど
し
て
、
細
や
か
に
う
つ

し
げ
に
入
れ
て
奉
る
と
て
、
御
櫛
の
箱
に
、
か
く
書
き
て
奉
れ
た
り
。 

　
　

唐
櫛
笥
あ
け
暮
れ
物
を
思
ひ
つ
つ
皆
む
な
し
く
も
な
り
に
け
る
か
な 

と
て
、
孫
王
の
君
に
、
夏
冬
の
装
束
し
て
心
ざ
す
。
御
使
、
さ
し
置
き
て
帰
り
ぬ
。（

あ
て
宮　

三
五
四
〜
三
五
五
頁
）（
11

）

こ
の
場
面
は
、
あ
て
宮
が
春
宮
に
入
内
す
る
こ
と
が
決
ま
り
、
入
内
の
準
備
を
し
て
い
る
最
中
に
、
仲
忠
が
入
内
の
祝
い
の
品

を
贈
っ
た
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
贈
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
入
内
の
祝
い
と
し
て
は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
他

の
求
婚
者
た
ち
の
贈
り
物
に
比
べ
、
豪
華
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
他
の
求
婚
者
た
ち
か
ら
の
贈
り
物
を
挙
げ
て
お
く
。

・ 

涼
か
ら
の
贈
り
物
（
あ
て
宮　

三
五
五
頁
） 

源
中
将
、
夏
冬
の
御
装
束
ど
も
、
装
ひ
な
ど
麗
し
う
し
て
、
沈
の
置
口
の
箱
四
つ
に
畳
み
入
れ
て
、
包
み
な
ど
清
ら
に
て

・ 

実
忠
か
ら
の
贈
り
物
（
あ
て
宮　

三
五
五
頁
） 

さ
る
い
み
じ
き
心
地
に
、
え
聞
き
過
ぐ
し
給
は
で
、
兵
衛
の
君
に
、
装
束
し
て
心
ざ
し
給
ふ
と
て
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他
の
（
元
）
求
婚
者
た
ち
と
は
一
線
を
画
す
る
豪
華
な
贈
り
物
を
す
る
仲
忠
で
あ
る
が
、
こ
の
場
面
以
降
、
仲
忠
か
ら
あ
て
宮

に
贈
ら
れ
る
物
は
、
そ
こ
に
書
か
れ
る
和
歌
の
内
容
と
一
致
し
な
く
な
る
と
い
う
変
化
が
起
こ
る
。
一
見
、
何
か
し
ら
の
意
味
を

も
っ
た
贈
り
物
に
、
違
う
内
容
の
和
歌
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。

以
上
を
振
り
返
る
と
、
①
〜
④
の
実
忠
が
文
字
を
書
き
付
け
る
対
象
の
変
化
と
、
⑤
〜
⑨
の
仲
忠
が
文
字
を
書
き
つ
け
る
対
象

の
変
化
は
、
ほ
ぼ
同
じ
だ
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
実
忠
の
場
合
に
は
詳
し
い
描
写
は
な
い
が
、
文
字
を
書
き
付
け
る
対
象

が
変
化
す
る
理
由
は
、
実
忠
と
仲
忠
で
、
大
差
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

時
間
軸
に
注
意
し
て
見
て
い
く
と
、
実
忠
の
求
婚
の
後
に
、
新
た
な
求
婚
者
と
し
て
登
場
す
る
仲
忠
の
求
婚
の
仕
方
は
実
忠
の

そ
れ
と
重
な
り
、
ま
た
、
両
者
は
共
に
、
将
来
有
望
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
実
忠
と
仲
忠
の
人
物
像
が
、

一
時
的
で
は
あ
れ
、
重
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。
実
忠
の
場
合
と
同
様
、
数
々
の
工
夫
の
結
果
と
し
て
の
贈

り
物
に
表
れ
た
差
出
人
の
想
い
に
突
き
動
か
さ
れ
、
受
取
人
が
返
事
を
す
る
と
い
う
方
法
は
、
こ
の
仲
忠
の
例
か
ら
も
見
え
る
。

し
か
し
、
両
者
に
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。「
吹
上
・
下
」
巻
で
実
忠
は
こ
れ
以
降
に
文
字
を
書
く
対
象
を
元
に
戻
し
て
し
ま
い
、

一
方
の
仲
忠
は
⑩
〜
⑫
に
あ
る
よ
う
に
、
実
忠
と
は
異
な
っ
て
、
文
字
を
書
き
付
け
る
対
象
を
さ
ら
に
変
化
さ
せ
て
い
く
の
だ
。

そ
も
そ
も
、
物
に
文
字
を
書
き
つ
け
る
と
は
、
ど
う
い
っ
た
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
仲
忠
・
実
忠
を
含
む
あ
て
宮
求
婚
者
た
ち

は
、
最
初
の
求
婚
の
際
に
、
必
ず
文
字
を
書
き
つ
け
た
物
を
贈
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
一
般
的
に
は
「
求
婚
」
す
る
際
に
は
、
手

紙
な
ど
の
、
言
葉
の
み
を
贈
る
こ
と
が
主
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
仮
に
物
が
あ
っ
て
も
、
物
は
物
、
手
紙
は
手
紙
と
い
う
よ
う
に

弁
別
的
に
機
能
し
て
い
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
内
で
も
、
帝
や
春
宮
、
上
達
部
な
ど
が
俊
蔭
の
娘
に
求
婚
し
た
時
は
、
手
紙
の
み

の
求
婚
で
あ
っ
た
。
手
紙
は
、
文
字
の
書
き
方
、
和
歌
の
出
来
、
紙
の
選
択
な
ど
か
ら
、
差
出
人
が
い
か
に
受
取
人
を
想
っ
て
そ

れ
を
書
い
た
か
が
分
か
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
文
字
を
書
く
対
象
は
、
い
か
に
工
夫
を
こ
ら
そ
う
と
も
、
紙
以
外



141

『うつほ物語』における言語認識

で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
物
に
文
字
を
書
く
場
合
は
、
書
き
得
る
対
象
が
無
限
で
あ
る
た
め
、
手
紙
よ
り
も
様
々
な
戦
略
を
と

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
文
字
を
書
き
得
る
対
象
が
無
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
差
出
人
が
頭
を
悩
ま
せ
、
工
夫
を

凝
ら
す
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
差
出
人
が
一
つ
の
贈
り
物
を
す
る
際
に
、
多
大
な
労
力
を
要
す
る
と

い
う
こ
と
で
も
あ
る
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
大
掛
か
り
な
こ
と
を
し
て
ま
で
文
字
を
書
き
つ
け
た
贈
り
物
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

差
出
人
の
想
い
の
強
さ
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
用
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
文
字
が
書
か
れ

た
贈
り
物
と
は
、
贈
り
物
そ
れ
自
体
が
そ
こ
に
書
か
れ
た
言
葉
が
示
す
内
容
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
贈
り
物
と
し
て
あ
る
物
が
、

和
歌
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
そ
の
も
の
と
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
受
取
人
は
、
文
字
と
物
と
の
一
致
し
た
こ
と
に
よ
る
言
葉
の
パ

ワ
ー
に
直
截
に
ふ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
あ
て
宮
求
婚
譚
に
み
る
言
葉
に
対
す
る
認
識
の
あ
り
方
は
、
手
紙
の

み
で
行
な
わ
れ
る
一
般
的
な
求
婚
譚
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。

言
葉
が
元
来
非
実
体
的
な
記
号
現
象
と
し
て
あ
る
な
か
で
、
物
に
言
葉
を
書
き
つ
け
る
と
い
う
行
為
は
、
言
葉
を
物
そ
れ
自
体

に
す
る
こ
と
と
同
義
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
た
ん
に
言
葉
だ
け
を
贈
る
よ
り
も
、
贈
り
物
が
そ
れ
と
不
即
不
離
の
状
態
に

あ
る
こ
と
で
言
葉
に
強
度
が
生
ま
れ
、
差
出
人
の
想
い
の
強
さ
を
表
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
字
を
書
き
つ
け
る
対
象
の
選
択

と
、
文
字
を
書
き
つ
け
る
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
の
両
側
か
ら
、
差
出
人
は
、
自
身
の
想
い
の
強
さ
を
表
出
し
て
い
る
の
だ
。
求

婚
譚
と
い
う
場
に
お
い
て
、
い
か
に
し
て
自
分
の
言
葉
を
あ
て
宮
に
受
け
取
っ
て
も
ら
え
る
か
と
い
う
試
行
錯
誤
の
結
果
が
、
こ

れ
ま
で
に
見
て
き
た
実
忠
・
仲
忠
の
例
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
、
物
化
し
た
言
葉
と
い
う
、
求
婚
譚
と
い
う
祝
祭

の
時
空
な
ら
で
は
の
言
語
認
識
が
あ
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

あ
て
宮
求
婚
譚
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
試
行
錯
誤
は
、
仲
忠
に
よ
っ
て
、
黄
金
・
白
銀
な
ど
を
細
か
く
加
工
し
た
も
の
に
様
々
な

物
を
入
れ
る
と
い
う
形
態
で
極
め
ら
れ
る
。
で
は
、
あ
て
宮
求
婚
譚
が
収
束
を
迎
え
、
言
葉
が
物
を
必
ず
し
も
必
要
と
は
し
な
く
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な
っ
た
物
語
の
後
半
で
は
、
仲
忠
は
ど
の
よ
う
な
物
に
文
字
を
書
き
つ
け
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に
見
て
い
く
。

殿
上
に
、
酒
飲
み
の
の
し
り
て
、
鍋
の
蓋
の
返
り
言
は
、
物
取
り
食
ふ
翁
の
形
を
、
御
膳
ま
ろ
が
し
て
作
り
据
ゑ
て
、
そ
れ

に
、
か
く
書
き
給
ふ
。 

「
白
妙
の
雪
間
掻
き
分
け
袖
ひ
ち
て
摘
め
る
若
菜
は
一
人
食
へ
と
や 

羹
時
は
、
ま
だ
過
ぎ
侍
ら
ざ
り
け
る
」
と
て
奉
れ
給
ふ
。 

（
蔵
開
・
中　

五
四
七
頁
）

こ
れ
は
、
仲
忠
が
、
殿
上
の
間
で
源
涼
、
藤
原
季
英
、
良
岑
行
正
な
ど
の
人
々
と
一
緒
に
い
る
と
こ
ろ
に
、
藤
壺
か
ら
贈
り
物

が
来
た
後
の
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
が
、
孫
王
の
君
と
仲
忠
の
遣
り
取
り
が
⑫
ま
で
と
は
違
い
、
軽
快
な
も
の
と

な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
後
の
場
面
を
読
ん
で
い
く
と
、
や
は
り
軽
快
な
遣
り
取
り
が
続
く
。
求
婚
が
で
き
な
く
な
っ
た

今
、
冗
談
を
言
い
合
う
な
ん
と
も
和
や
か
な
場
が
広
が
っ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
求
婚
譚
を
終
え
、
落
ち
着
く
か
の
よ
う
に

思
え
た
仲
忠
だ
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
物
に
文
字
を
書
き
つ
け
る
回
数
は
激
減
し
た
も
の
の
、
そ
れ
に
反
比
例
す
る
か
の
よ

う
に
、
手
紙
が
そ
の
数
を
増
や
す
。
言
葉
が
物
か
ら
離
れ
て
、
言
葉
そ
れ
自
体
と
し
て
増
殖
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

し
か
し
、
次
の
場
面
で
は
、
求
婚
時
代
を
髣
髴
と
さ
せ
る
よ
う
な
贈
り
物
が
再
び
出
て
く
る
。

右
大
将
殿
、
大
い
な
る
海
形
を
し
て
、
蓬
莱
の
山
の
下
の
亀
の
腹
に
は
、
香
ぐ
は
し
き
裛
衣
を
入
れ
た
り
。
山
に
は
、
黒

方
・
侍
従
・
香
衣
香
・
合
は
せ
薫
物
ど
も
を
土
に
て
、
小
鳥
・
玉
の
枝
並
み
立
ち
た
り
。
海
の
面
に
、
色
黒
き
鶴
四
つ
、
皆
、

し
と
ど
に
濡
れ
て
連
な
り
、
色
は
、
い
と
黒
し
。
白
き
も
六
つ
、
大
き
さ
、
例
の
鶴
の
ほ
ど
に
て
、
白
銀
を
腹
ふ
く
ら
に
鋳
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さ
せ
た
り
。
そ
れ
に
は
、
麝
香
・
よ
ろ
づ
の
あ
り
が
た
き
薬
、
一
腹
づ
つ
入
れ
た
り
。
そ
の
鶴
に
、 

　
　

薬
生
ふ
る
山
の
麓
に
住
む
鶴
の
羽
を
並
べ
て
も
孵
る
雛
鳥 

い
づ
く
よ
り
と
も
な
く
て
、
夕
暮
れ
の
ま
ぎ
れ
に
舁
き
据
ゑ
た
り
。 

 

（
国
譲
・
中　

六
九
四
〜
六
九
五
）（
12

）

こ
れ
は
、
藤
壺
の
第
三
皇
子
の
九
日
の
産
養
の
夜
に
、
仲
忠
が
贈
り
物
を
し
た
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
仲
忠
が
藤
壺
に
贈
っ
た
も

の
は
、
あ
て
宮
の
春
宮
入
内
が
決
ま
っ
た
後
の
⑫
で
贈
っ
た
物
よ
り
、
あ
て
宮
に
求
婚
し
て
い
る
最
中
の
⑨
〜
⑪
で
贈
っ
た
物
に

類
似
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
仲
忠
が
贈
っ
て
い
る
も
の
は
、
産
養
の
品
と
し
て
は
や
は
り
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
の
で
は
あ

る
が
、
他
の
元
求
婚
者
た
ち
か
ら
の
贈
り
物
に
つ
い
て
の
言
及
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
か
ら
、
仲
忠
か
ら
の
贈
り
物
が
注
目
に
値

す
る
ほ
ど
豪
華
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

ま
た
、
こ
れ
と
類
似
し
た
場
面
が
あ
る
。

か
か
る
ほ
ど
に
、「
右
大
将
殿
よ
り
」
と
て
、
手
本
四
巻
、
色
々
の
色
紙
に
書
き
て
、
花
の
枝
に
つ
け
て
、
孫
王
の
君
の
も

と
に
、
御
文
し
て
あ
り
。「『
み
づ
か
ら
持
て
参
る
べ
き
を
、
仰
せ
言
侍
り
し
宮
の
御
手
本
持
て
参
る
と
て
な
む
。
こ
れ
は
、

「
若
宮
の
御
料
に
」
と
の
た
ま
は
せ
し
か
ば
、
習
は
せ
給
ひ
つ
べ
く
も
侍
ら
ね
ど
、
召
し
侍
り
し
か
ば
な
む
、
急
ぎ
参
ら
す

る
』
と
聞
こ
え
さ
せ
給
へ
。
さ
て
、
御
私
に
は
、
何
の
本
か
御
要
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
世
の
例
に
な
む
」
と
て
奉
れ
給
へ
り
。

御
前
に
持
て
参
り
た
り
。
見
給
へ
ば
、
黄
ば
み
た
る
色
紙
に
書
き
て
、
山
吹
に
つ
け
た
る
は
、
真
に
て
、
春
の
詩
。
青
き
色

紙
に
書
き
て
、
松
に
つ
け
た
る
は
、
草
に
て
、
夏
の
詩
。
赤
き
色
紙
に
書
き
て
、
卯
の
花
に
つ
け
た
る
は
、
仮
名
。 
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（
国
譲
・
上　

六
五
四
頁
）（
13

）

仲
忠
は
、「
手
本
四
巻
、
色
々
の
色
紙
に
書
き
て
、
花
の
枝
に
つ
け
て
」
藤
壺
の
若
宮
た
ち
に
贈
っ
て
お
り
、
藤
壺
あ
て
に
手

紙
も
あ
る
。
手
本
は
藤
壺
が
所
望
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
贈
ら
れ
た
手
本
は
、
こ
れ
ま
で
に
仲
忠
が
贈
っ
て
き
た
物
以

上
に
価
値
の
あ
る
、
仲
忠
自
作
の
豪
華
な
贈
り
物
だ
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
贈
り
物
は
、
立
坊
争
い
の
渦
中
で
贈
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。
藤
原
氏
に
は
梨
壺
が
生
ん
だ
若
宮
が
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
仲
忠
は
、
藤
壺
の
若
宮
た
ち
に
贈
り
物
を
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
れ
は
、
仲
忠
が
藤
壺
に
求
婚
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
時
行
な
わ
れ
て
い
た
の
は
藤
壺
の
第
三
皇
子
の
産

養
だ
が
、
今
上
帝
の
第
一
皇
子
を
生
ん
だ
の
も
藤
壺
で
あ
る
。
ま
だ
こ
の
時
点
で
第
一
皇
子
は
立
坊
し
て
い
な
い
も
の
の
、
藤
壺

の
生
ん
だ
こ
の
皇
子
が
立
坊
す
る
可
能
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
時
す
で
に
、
仲
忠
に
は
女
一
の
宮
と
の
間
に
一

女
い
ぬ
宮
が
生
ま
れ
て
い
た
。
藤
壺
の
第
三
皇
子
の
九
日
の
産
養
に
仲
忠
が
贈
っ
た
和
歌
と
手
本
の
場
面
か
ら
は
、
藤
壺
の
第
一

皇
子
が
立
坊
し
た
際
に
は
い
ぬ
宮
を
入
内
さ
せ
た
い
と
仲
忠
が
考
え
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

さ
ら
に
、「
蔵
開
・
上
」
巻
に
、
次
の
よ
う
な
場
面
が
あ
る
。

さ
て
、
赤
き
薄
様
一
重
に
、「
御
文
賜
は
る
べ
き
人
は
、
ま
だ
、
目
も
驚
き
て
、
え
。『
な
ほ
、
聞
こ
え
さ
せ
よ
』
と
て
侍
れ

ば
な
む
。『
思
ほ
す
や
う
に
』
と
の
た
ま
は
せ
た
る
は
、
な
さ
は
、
所
狭
き
や
う
に
思
さ
れ
け
む
。
誰
も
恨
み
聞
こ
え
つ
べ

し
や
。
ま
こ
と
、『
御
た
め
に
』
と
の
た
ま
は
せ
た
る
は
、
何
ご
と
か
。
勧
む
る
功
徳
こ
そ
侍
る
め
れ
。
あ
ぢ
き
な
き
御
怒

り
な
り
や
。 

　
　
『
同
じ
巣
に
孵
れ
る
鶴
の
も
ろ
と
も
に
立
ち
居
む
世
を
ば
君
の
み
ぞ
見
む 
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と
聞
こ
え
さ
せ
よ
』
と
な
む
」
と
て
、
裏
に
引
き
返
し
て
、
私
に
は
、「
い
で
や
、『
今
は
限
り
』
と
言
ふ
な
れ
ば
、
な
ほ
こ

そ
、 

　
　

千
歳
を
ば
今
な
り
と
思
ふ
松
な
れ
ば
昔
も
添
ひ
て
忘
ら
れ
ぬ
か
な
」 

と
書
き
て
、
同
じ
一
重
に
包
み
て
、
面
白
き
紅
葉
に
つ
く
。 

（
蔵
開
・
上　

四
八
三
頁
）

藤
壺
が
仲
忠
夫
妻
に
、
い
ぬ
宮
の
産
養
の
贈
り
物
を
し
た
際
に
、
女
一
の
宮
の
代
筆
と
い
う
体
裁
で
、
仲
忠
が
藤
壺
へ
返
信
し
た

場
面
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、「
同
じ
巣
に
孵
れ
る
鶴
の
も
ろ
と
も
に
立
ち
居
む
世
を
ば
君
の
み
ぞ
見
む
」
と
、
藤
壺
若
宮
の
立
坊

と
い
ぬ
宮
入
内
を
願
う
気
持
ち
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
と
、「
薬
生
ふ
る
山
の
麓
に
住
む
鶴
の
羽
を
並
べ
て
も
孵
る
雛
鳥
」

（
国
譲
・
中　

六
九
五
）
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
仲
忠
が
藤
壺
に
対
し
、
い
ぬ
宮
を
次
の
春
宮
に
入
内
さ
せ
た
い
と
い
う

意
思
表
示
を
数
度
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

で
は
、
言
葉
が
物
を
必
ず
し
も
必
要
と
し
な
く
な
っ
た
中
で
、
あ
た
か
も
求
婚
時
代
の
よ
う
な
、
言
葉
が
書
か
れ
た
物
を
贈
る

意
味
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
誰
が
見
て
も
求
婚
の
意
を
示
す
和
歌
を
、
そ
の
和
歌
に
使
用
し
て
い
る
言
葉
を
具
現
化
し
た
物
に
書

い
て
贈
る
と
い
う
こ
と
は
、
差
出
人
が
和
歌
の
、
特
に
強
調
し
た
い
言
葉
を
物
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
⑨
に
お
い
て
、
仲
忠
が
あ
て
宮
に
贈
っ
た
和
歌
は
「
夜
も
す
が
ら
我
浮
か
み
つ
る
涙
川
尽
き
せ
ず
こ
ひ
の
あ
る
ぞ
わ
び

し
き
」
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
中
の
「
夜
」「
涙
川
」「
こ
ひ
（
鯉
）」
を
物
と
し
て
あ
て
宮
に
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
歌
と

い
う
文
字
だ
け
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
よ
り
も
分
か
り
や
す
く
、
よ
り
強
く
自
分
の
想
い
を
表
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、

贈
り
物
に
よ
っ
て
和
歌
の
言
葉
を
取
り
だ
し
、
強
調
す
る
の
と
は
逆
に
、
和
歌
の
言
葉
と
は
関
係
の
な
い
贈
り
物
を
す
る
よ
う
に

な
っ
た
理
由
は
、
登
場
人
物
を
取
り
巻
く
状
況
が
、「
想
い
」
を
露
骨
に
表
出
し
て
は
い
け
な
い
よ
う
な
状
態
に
変
わ
っ
た
た
め
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で
は
な
い
か
。
求
婚
譚
と
い
う
あ
る
種
の
熱
気
を
帯
び
た
空
間
が
終
結
し
、
冷
静
さ
を
取
り
戻
し
た
物
語
内
の
空
間
に
お
い
て
な

お
、
贈
り
物
に
文
字
を
書
き
つ
け
て
贈
り
合
う
藤
壺
と
仲
忠
の
間
に
は
、
求
婚
譚
の
空
間
が
持
続
し
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
両

者
と
も
、
既
に
日
常
と
な
っ
た
宮
廷
社
会
に
生
き
る
人
物
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
か
つ
て
の
求
婚
者
で
あ
っ
た
仲
忠
は
、
い

ま
な
お
自
分
と
の
間
に
特
殊
な
空
間
を
持
つ
藤
壺
だ
か
ら
こ
そ
わ
か
る
方
法
で
、
自
分
の
娘
で
あ
る
い
ぬ
宮
を
次
の
春
宮
に
入
内

さ
せ
た
い
と
い
う
意
思
表
示
を
行
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
仲
忠
が
藤
壺
や
藤
壺
の
若
宮
に
贈

っ
た
、
簡
単
に
人
の
目
に
触
れ
る
贈
り
物
は
、
日
常
で
も
通
用
す
る
よ
う
な
「
産
養
」「
手
本
」
と
い
っ
た
意
味
を
持
つ
も
の
と

な
り
、
読
ま
な
け
れ
ば
意
味
を
把
握
で
き
な
い
、
言
い
換
え
れ
ば
人
の
目
に
容
易
く
触
れ
な
い
文
字
は
、
求
婚
譚
と
い
う
熱
気
を

帯
び
た
空
間
で
贈
与
さ
れ
た
、
贈
与
物
に
書
か
れ
た
文
字
と
同
じ
よ
う
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
読
め
る
。
こ
の
よ

う
な
空
間
で
は
、
何
に
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、「
物
」
に
文
字
が
書
か
れ
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
の

で
は
な
い
か
。

お
わ
り
に

実
忠
と
仲
忠
は
、
あ
て
宮
に
対
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
か
ら
、
一
時
的
に
人
物
像
が
重
な
る
。
そ
れ
が
分
か
れ
た
大
き
な
要

因
は
、
あ
て
宮
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
変
化
の
意
義
を
自
覚
し
て
い
た
か
否
か
に
よ
る
語
り
分
け
に
あ
る
。
仲
忠
と
藤
壺
の
関
係
は
、

⑨
に
お
い
て
、
特
別
な
も
の
と
な
る
。
求
婚
譚
が
終
わ
っ
た
後
も
、
仲
忠
と
藤
壺
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
文
字
が
書
き
つ
け
ら

れ
た
豪
華
な
贈
り
物
を
贈
与
す
る
と
い
う
行
為
が
依
然
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
求
婚
譚
で
確
立

し
た
物
化
し
た
言
葉
を
贈
る
と
い
う
方
法
は
、
求
婚
譚
が
収
束
し
た
物
語
の
後
半
に
お
い
て
、
人
と
人
と
の
関
係
を
象
る
主
た
る
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方
法
で
は
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
特
化
し
た
関
係
を
浮
き
彫
り
に
す
る
方
法
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
ま
た
、
こ
こ

か
ら
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る
言
語
認
識
の
何
た
る
か
も
み
え
て
く
る
。

元
来
、
言
葉
と
そ
の
指
示
対
象
と
は
一
体
化
し
た
状
態
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
、
言
葉
は
言
葉
、
物
は
物
、

と
い
う
よ
う
に
分
離
し
、
言
葉
は
実
態
の
裏
付
け
の
な
い
記
号
と
な
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
仮
説
が
成
立
す
る

な
ら
ば
、『
う
つ
ほ
物
語
』、
特
に
あ
て
宮
求
婚
譚
に
あ
っ
て
は
、
分
離
し
て
し
ま
っ
た
言
葉
と
物
と
を
不
即
不
離
な
関
係
に
あ
る

原
初
的
状
態
へ
と
還
元
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
言
葉
と
物
と
が
分
離
し
た
世
界
を
語
る

―
言
葉
が
物
を

必
ず
し
も
必
要
と
し
な
く
な
っ
た

―
物
語
の
後
半
に
お
い
て
な
お
、
仲
忠
と
藤
壺
の
関
係
を
言
葉
と
物
と
が
一
体
化
し
た
も
の

と
し
て
語
る
こ
と
に
よ
り
、
物
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
求
愛
の
言
葉
こ
そ
が
力
を
持
つ
と
い
う
、
こ
の
物
語
固
有
の
祝
祭
の
言
語
観

が
そ
の
全
貌
を
現
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

繰
り
返
す
が
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る
祝
祭
の
言
語
観
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
あ
て
宮
求
婚
譚
と
い

う
祝
祭
空
間
に
お
い
て
贈
与
さ
れ
る
、
物
に
書
か
れ
た
文
字
と
し
て
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
和
歌
（
文
字
）
を
書
き
つ
け
る

対
象
物
を
い
か
に
和
歌
に
合
わ
せ
た
物
に
で
き
る
か
と
い
う
、
差
出
人
の
数
々
の
工
夫
の
結
果
と
し
て
の
贈
り
物
に
表
れ
た
差
出

人
の
想
い
に
突
き
動
か
さ
れ
、
受
取
人
が
返
事
を
す
る
と
い
う
方
法
、
言
い
換
え
れ
ば
文
字
に
対
す
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
独
特
の

認
識
を
根
底
に
置
い
た
上
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
物
語
後
半
で
多
く
の
人
々
が
遣
り
取
り
し
て
い
る
日
常
的
な
長
文
の

手
紙
の
あ
り
方
と
は
歴
然
と
異
な
る
。「
藤
原
の
君
」
巻
か
ら
「
あ
て
宮
」
巻
ま
で
は
、
求
婚
譚
と
い
う
熱
気
に
包
ま
れ
た
祝
祭

世
界
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
降
は
、
祝
祭
の
熱
気
を
引
き
ず
り
な
が
ら
も
、
物
語
世
界
は
日
常
の
言
語
世
界
に
回
帰
し
て
い

く
が
ゆ
え
に
、
文
字
は
物
か
ら
再
び
離
れ
、
物
に
文
字
が
直
截
に
書
か
れ
る
よ
う
な
こ
と
は
粗
方
な
く
な
っ
た
と
い
え
る
。
が
、

そ
の
よ
う
な
日
常
の
世
界
に
回
帰
し
て
も
、
い
ま
だ
な
お
文
字
を
書
き
つ
け
た
も
の
の
贈
与
を
行
な
う
の
が
藤
壺
と
仲
忠
の
二
人
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な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
二
者
間
の
み
で
祝
祭
的
気
分
が
依
然
と
し
て
持
続
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
祝
祭
の
終
焉
し
た

世
界
を
語
る
物
語
世
界
に
あ
っ
て
、
藤
壺
と
仲
忠
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
言
葉
は
一
種
異
様
に
し
て
特
異
で
あ
る
。
仲
忠
が
藤
壺

に
贈
っ
た
も
の
は
、
藤
壺
の
受
け
止
め
方
と
、
日
常
に
身
を
お
く
そ
れ
以
外
の
者
た
ち
の
受
け
止
め
方
と
で
は
大
き
く
異
な
る
。

た
と
え
ば
、
先
掲
し
た
「
国
譲
・
中
」
巻
（
六
九
四
〜
六
九
五
頁
）
の
場
面
で
贈
ら
れ
た
品
物
と
和
歌
は
、
日
常
世
界
を
生
き
る

者
た
ち
か
ら
見
れ
ば
、
藤
壺
の
若
宮
へ
の
産
養
の
贈
り
物
以
外
で
な
い
が
、「
蔵
開
・
上
」
巻
（
四
八
三
頁
）
で
の
和
歌
を
知
っ

て
い
る
藤
壺
か
ら
見
れ
ば
、
い
ぬ
宮
を
次
の
春
宮
に
入
内
さ
せ
た
い
と
い
う
仲
忠
の
意
思
表
示
の
言
葉
と
な
る
。
ま
た
、「
国
譲
・

中
」
巻
（
六
五
四
頁
）
で
、
仲
忠
が
藤
壺
の
若
宮
た
ち
に
贈
っ
た
手
本
四
巻
は
、
日
常
側
か
ら
す
れ
ば
若
宮
の
手
習
い
と
い
う
意

味
合
い
だ
け
の
も
の
で
あ
る
が
、
藤
壺
か
ら
見
れ
ば
、
自
身
へ
の
恋
文
と
も
取
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
日
常
空
間
に
身
を
置
き
な
が

ら
も
、
藤
壺
と
仲
忠
の
間
に
お
い
て
の
み
、
祝
祭
空
間
が
あ
る
の
だ
。
祝
祭
と
日
常
的
世
界
と
が
交
錯
す
る
と
い
わ
れ
る
『
う
つ

ほ
物
語
』
だ
が
、
本
稿
で
は
、
そ
れ
を
言
語
構
造
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
と
と
も
に
、
登
場
人
物
同
士
の
関
係
を
も
そ
こ
に
読
み

と
る
べ
く
試
み
た
次
第
で
あ
る
。

補
記

本
論
文
は
、
中
古
文
学
会
二
〇
一
一
年
度
春
季
大
会
（
至
：
二
〇
一
一
年
五
月
二
九
日
、
於
：
日
本
女
子
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表

を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
ご
意
見
ご
教
示
い
た
だ
い
た
皆
様
に
深
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

注
（
1

）  

大
井
田
晴
彦
『
う
つ
ほ
物
語
の
世
界
』（
風
間
書
房
、
二
〇
〇
二
）
の
他
に
、
竹
原
崇
雄
「『
宇
津
保
物
語
』「
菊
の
宴
」
に
お
け
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る
実
忠
物
語
の
構
想
」（『
文
芸
研
究
』
一
一
五
号
、
一
九
八
七
・
五
）、
齋
藤
正
志
「
藤
原
仲
忠
の
人
物
形
成

―
〈
秘
琴
〉〈
漢
学
〉

〈
官
職
・
御
帯
〉」（『
二
松
』
三
、一
九
八
九
・
三
）、
室
城
秀
之
『
中
古
文
学
研
究
叢
書
二　

う
つ
ほ
物
語
の
表
現
と
論
理
』（
若
草
書

房
、
一
九
九
六
）、
中
嶋
尚
「
う
つ
ほ
物
語
の
人
物
映
像

―
源
実
忠

―
」（『
文
学
論
叢
』
七
六
号
、
二
〇
〇
二
・
三
）
な
ど
を
参

考
に
し
た
。
ま
た
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る
手
紙
に
つ
い
て
は
、
室
城
秀
之
「『
う
つ
ほ
物
語
』
の
手
紙
文

―
特
に
、「
蔵
開
」

「
国
譲
」
の
巻
に
つ
い
て

―
」（『
古
代
文
学
論
叢　

一
四
』
一
九
九
七
・
七
）
な
ど
が
あ
る
。

（
2

）  

田
中
仁
「『
書
き
つ
く
』
の
意
味

―
宇
津
保
物
語
を
主
な
資
料
と
し
て

―
」（『
言
語
表
現
の
研
究
と
教
育
』
三
省
堂
書
店
、

一
九
九
一
・
三
）
の
他
に
、
杉
野
惠
子
「
花
び
ら
や
葉
に
歌
を
書
く
（
書
き
つ
く
）
と
い
う
表
現
に
つ
い
て

―
「
う
つ
ほ
物
語
」

を
中
心
に

―
」（『
実
践
教
育
』
一
九
号
、
実
践
女
子
学
園
中
学
校
・
高
等
学
校
、
二
〇
〇
〇
・
三
）
な
ど
が
あ
る
。

（
3

）  

『
う
つ
ほ
物
語
』
本
文
は
『
う
つ
ほ
物
語　

全　

改
訂
版
』（
お
う
ふ
う
・
一
九
九
五
）
に
よ
り
、
適
宜
傍
線
を
付
し
た
。
な
お
、

巻
名
と
ペ
ー
ジ
数
に
つ
い
て
は
括
弧
内
に
記
し
た
。

（
4

）  

以
下
、
本
文
の
解
釈
に
関
わ
る
異
同
の
あ
る
箇
所
に
は
傍
線
を
引
き
、
括
弧
内
に
他
の
本
文
を
示
す
こ
と
と
す
る
。
こ
の
箇
所
に

は
、
以
下
の
よ
う
な
異
同
が
あ
る
。

宰
相
、
め
づ
ら
し
く
出
で
来
た
る
雁
の
子
に
（
こ
と
）
書
き
つ
く
（
つ
つ
）、

 
 

雁
の
こ
と
を
書
い
た
と
い
う
本
文
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
可
能
で
あ
り
、
実
忠
は
物
に
文
字
を
書
き
つ
け
て
い
な
い
と
捉
え
る

こ
と
も
で
き
る
が
、
こ
の
後
に
、
実
忠
が
物
に
文
字
を
書
き
つ
け
る
例
が
出
て
く
る
こ
と
と
、
杉
野
論
の
指
摘
を
考
え
れ
ば
、
こ
こ

は
雁
の
卵
に
文
字
を
書
い
た
と
捉
え
て
良
い
と
考
え
た
。
ま
た
、「
書
き
つ
つ
」
と
「
書
き
つ
く
」
と
い
う
表
現
に
は
な
っ
て
い
な

い
本
文
も
あ
る
が
、
雁
の
卵
に
文
字
を
書
い
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
と
解
釈
し
た
。

（
5

）  

こ
の
箇
所
に
は
以
下
の
よ
う
な
異
同
が
あ
る
。

花
桜
の
い
と
面
白
き
花
び
ら
に
（
お
も
し
ろ
く
は
な
の
ひ
ら
け
し
に
）、

「
…
…
風
だ
に
君
に
見
せ
ず
や
あ
る
ら
む
（
よ
せ
す
や
あ
る
ら
む
／
み
せ
す
や
あ
り
け
ん
）

 
 

花
が
開
い
て
い
る
状
態
を
示
し
て
い
る
か
否
か
の
違
い
が
あ
る
の
み
で
、
こ
こ
は
実
忠
が
桜
の
花
び
ら
に
文
字
を
書
い
た
と
い
う

こ
と
で
間
違
い
は
な
い
。
ま
た
、
和
歌
に
も
異
同
が
あ
る
が
、
歌
意
に
大
差
は
な
い
た
め
、
今
回
は
重
要
視
し
な
い
。

（
6

）  

拙
稿
「
物
に
文
字
を
書
き
つ
け
る
こ
と

―
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
仲
忠
の
例
か
ら

―
」（『
学
習
院
大
学
大
学
院
日
本
語
日
本
文

学
』
七
、二
〇
一
一
・
三
）
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（
7

）  

こ
の
箇
所
に
は
以
下
の
よ
う
な
異
同
が
あ
る
。

面
白
き
萩
を
折
り
て
、
葉
に
、
か
く
書
き
つ
く
（
書
き
つ
つ
）。

 
 

（
4

）
と
同
様
の
理
由
に
、
こ
こ
も
萩
の
葉
に
文
字
を
書
い
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
と
解
釈
し
た
。

（
8

）  

巻
の
順
序
は
「
春
日
詣
」
巻
が
「
嵯
峨
院
」
巻
に
先
行
す
る
が
、
時
系
列
上
、「
嵯
峨
の
院
」
巻
は
「
春
日
詣
」
巻
に
先
行
す
る

た
め
、
仲
忠
が
物
に
文
字
を
書
き
つ
け
た
最
初
の
例
は
⑥
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（
9

）  

こ
の
箇
所
に
は
以
下
の
よ
う
な
異
同
が
あ
る
。

黒
方
に
（
を
）、
白
銀
の
鯉
く
は
せ
て
（
に
く
は
せ
／
し
せ
）、

 
 

黒
方
を
白
銀
で
造
っ
た
鯉
に
食
わ
せ
た
と
解
釈
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
ま
た
、「
白
銀
の
鯉　

し
せ
」
は
意
味
が
通
ら
な
い
。

状
況
に
多
少
の
差
は
出
る
が
、
し
か
し
、
続
く
「
そ
の
鯉
に
、
か
く
書
き
つ
け
て
奉
れ
た
り
」
に
大
き
な
異
同
が
な
い
こ
と
か
ら
、

作
り
物
に
文
字
を
書
き
つ
け
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
と
考
え
た
。

（
10

）  

こ
の
箇
所
に
は
以
下
の
よ
う
な
異
同
が
あ
る
。

皆
金
銀
（
こ
ん
〳
〵
／
こ
ん
か
く
／
こ
う
〳
〵
／
香
具
）
に
調
じ
て
、
か
く
（
に
て
う
し
て
か
く
／
て
は
く
／
て
は
か
く
／
に

て
て
う
し
て
か
く
）
聞
こ
え
奉
る
。

　
　
（
中
略
）

と
て
返
し
け
る
（
か
へ
し
給
ひ
け
る
／
か
へ
し
け
り
／
う
へ
し
け
る
）。

 
 

材
料
が
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
上
、
続
く
「
に
調
じ
て
、
か
く
」
の
異
同
も
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
前
に
あ
る
「
黄
金
の
車
に
黄

金
の
黄
牛
懸
け
て
、
乗
せ
た
る
人
・
つ
け
た
る
人
」
と
こ
の
後
の
「
聞
こ
え
奉
る
」
に
大
き
な
異
同
は
な
い
た
め
、
作
り
物
に
言
葉

を
添
え
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

（
11

）  

こ
の
箇
所
は
、
物
の
名
称
の
異
同
な
ど
が
非
常
に
多
い
が
、
本
論
で
は
物
を
贈
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
れ
ば
良
い
た
め
、
言
及
し

な
い
。
ま
た
、「
孫
王
の
君
に
」
は
「
そ
わ
う
」「
そ
わ
」「
そ
は
」
な
ど
の
異
同
が
あ
る
が
、
こ
こ
は
、
仲
忠
と
あ
て
宮
の
仲
介
を

孫
王
の
君
が
行
な
っ
て
い
る
た
め
「
孫
王
の
君
」
で
あ
る
と
す
る
従
来
の
解
釈
に
従
っ
た
。

（
12

）  

こ
の
箇
所
も
、
物
の
名
称
の
異
同
な
ど
が
非
常
に
多
い
が
、（
11

）
と
同
様
の
理
由
か
ら
言
及
し
な
い
。
た
だ
し
、「
右
大
将
」
が

「
左
大
将
」
に
な
っ
て
い
る
本
文
が
あ
る
。
左
大
将
は
右
大
将
で
あ
る
藤
原
仲
忠
の
父
兼
雅
だ
が
、
兼
雅
は
、
藤
壺
に
対
し
て
、
文

字
を
書
き
つ
け
た
豪
華
な
作
り
物
を
贈
っ
た
例
が
な
い
た
め
、
こ
こ
は
「
右
大
将
」
と
解
釈
し
た
。
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（
13

）  

こ
の
箇
所
も
、
大
き
な
異
同
が
あ
る
。
こ
の
箇
所
の
異
同
に
つ
い
て
は
、
大
友
信
一
「「
右
大
将
殿
よ
り
」
の
「
手
本
四
巻
」
考
」

（『
就
実
論
叢
』
第
二
六
号　

其
の
一
（
人
文
篇
）
一
九
九
七
・
二
）
が
詳
し
い
。
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T

ow
ard  an  E

pistem
ology  of  T

ext  in  U
T

SU
H

O
  M

O
N

O
G

A
T

A
R

I: 

A
n  inquiry  of  articles  gave  to  A

T
E

M
IY

A
  from

  N
A

K
A

T
A

D
A

  and  SA
N

E
T

A
D

AM
U

T
O

, N
agako

In  U
T

SU
H

O
  M

O
N

O
G

A
T

A
R

I  m
any  letters  are  sent.  A

N
D

  w
e  can  also  see  m

any  letters  sent  w
ith  articles,  

and  m
any  articles  letters  are  w

ritten  on  them
.  A

n  action  of  ‘w
rite  letters  on  an  article’  is  rarely  seen  in  other  

literary  w
orks.  B

ut  in  U
T

SU
H

O
  there  are  m

any  cases.  So,  it  w
ill  be  w

orthw
hile  to  consider  the  m

eanings  of  

the  cases.  

T
he  actions  can  be  frequently  found  in  the  part  of  ‘Proposals  of  m

arriage  to  A
T

E
M

IY
A

’.  M
any  suitors  sent  

a  lot  of  letters  and  gifts  to  her.  A
nd  the  quantity  of  letters  and  articles  sent  by  FU

JIW
A

R
A

  N
A

K
A

T
A

D
A

  and  

M
IN

A
M

O
T

O
N

O
  SA

N
E

T
A

D
A

  surpassed  other  suitors.  

A
t first, proposing styles  of  these  tw

o  noblem
en  are  alike.  B

ut  as  articles  letters  are  w
ritten  on  it  change,  

relationship  both betw
een  N

A
K

A
T

A
D

A
  and  A

T
E

M
IY

A
 , and  betw

een  SA
N

E
T

A
D

A
  and  her  also  change,  and  the  

tw
o  noblem

en’s  styles  becam
e  different.  T

his  difference  w
as  brought  m

ainly by  w
hether each  of  these  tw

o  has  

sense  to  understand  an  im
portance  of  changing  the  style  of  proposal.

In  U
T

SU
H

O
,  languages  of  the  carnival  are  those  w

ritten  on  articles  sent  in  the  ‘Proposals’  w
hich  can  be  

interpreted  as  a  space  of  carnival.  T
his  structure  is  based  on  a  unique  understanding  of  letters  this  story  has.  In  

the  space,  the  recipient  replies  because  she  understand  and  be  im
pressed  by  sender’s  em

otions  w
hich  can  be  

found  in  a  gift  article,  a  result  of  his  m
any  inventions  trying  to  fit  articles  to  letters  or  w

aka.  
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It  is  said  that  in  U
T

SU
H

O
,  carnival  and  everyday  m

ix.  T
his  paper  is  a  trial  to  grasp  this  m

ixture  as  a  

structure  of  languages  and  com
prehend  relationships  of  characters  from

  it. 

（
日
本
語
日
本
文
学　

博
士
後
期
課
程
三
年
）




