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敬

語

の
相

互

承

接

の
周

辺

一
　

は
じ
め
に

敬
語
と
呼
ば
れ
て
い
る
語
彙
の
範
囲
は
狭
く
な
い
。
こ
こ
で
は
表
題
か
ら
も

だ
い
た
い
の
見
当
が
つ
く
よ
う
に
、
述
語
の
中
で
用
い
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る

「敬

意
」
を
表
わ
す
と
い
わ
れ
て
い
る
動
詞

・
助
動
詞

・
補
助
動
詞
に
つ
い
て
、
考

察
を
進
め
る
。
敬
語
が
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

表
現
が
煩
雑
に
な
る
の
を
恐
れ
て
、
仮
に
、
敬
語
の
相
互
承
接
と
言
う
。

す
で
に
、
敬
語
の
相
互
承
接
に
つ
い
て
は
、
松
下
大
三
郎
（

‐９２８
）
以
下
に
論
考

が
あ
り
、
近
く
は
、
北
原
保
雄
（脚
）
に
す
ぐ
れ
た
論
考
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て

今
さ
ら
と
い
う
懸
念
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
と
く
に

「
話
し
手

の
立
場
」
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
、
敬
語
の
相
互
承
接
を
検
討
し
、
ま
た
敬

語
が
伝
達
行
動
の
中
で
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も

触
れ
て
み
よ
う
と
思
う
。

一
一　
敬
意

の
情
報

今
、
文
が
伝
達
す
る
内
容
を
情
報
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
れ
ば
、
普
通

一
つ
の
文

は
、
何
種
類
か
の
情
報
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
情
報
の
種

類
は
文
の
構
造
と
関
係
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ま
だ
体
系

大

鹿

薫

久

的
に
分
類
し
た
り
、
ま
た
網
羅
的
に
考
え
る
に
至
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
文
に

よ
る
情
報
と
い
う
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る

「文
字
ど
お
り
」
の
情
報
だ
け
で
な
く
、

パ
ラ
リ
ン
グ
イ
ス
テ
ィ
ッ
ク

（”
，
８
】い●
”
Ｅ
．∽”浄ｏ
）
な
特
徴
に
よ
る
情
報
、
あ

る
い
は
、
言
語
習
慣
に
よ
る
情
報
、
言
語
と
そ
れ
を
と
り
ま
く
外
部
情
況
と
の

相
関
に
よ
る
情
報
他
、
か
な
り
の
広
が
り
を
も
つ
か
ら
で
も
あ
る
。

「文
字
ど

お
り
」
の
情
報
だ
け
を
と
っ
て
も
、
コ
」
と
が
ら
の
あ
り
方
を
示
す
情
報
」
Ｆ
」
と

が
ら
の
情
報
に
対
す
る
話
し
手
の
判
断

・
態
度
を
示
す
情
報
」
な
ど
が
考
え
ら

れ
、
そ
の
中
に

「敬
意
の
情
報
」
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ｏ
山
田
が
来
た

と
言
っ
て
も

ｏ
山
田
様
が
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た

と
言
っ
て
も
、
こ
と
が
ら
の
あ
り
方
を
示
す
情
報
は
か
わ
ら
な
い
。
か
わ
る
の

は
敬
意
の
情
報
だ
け
で
あ
る
。
「山
田
」と
い
う
か
わ
り
に

「山
田
様
」
と
い
う

の
は
、
結
局
敬
意
の
情
報
が

「―
様
」
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
し
、

そ
う
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
対
者
敬
語
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
除
い
て
、
あ
る
こ
と
が
ら
そ
の
も

の
を
話
し
手
が
待
遇
上
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
た
の
か
が
、
語
の
選
択
に
よ
っ
て

示
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
に
は
語
の
レ
ベ
ル
で

（
し
た
が



っ
て
表
現
行
動
の
レ
ベ
ル
で
は
な
い
）
選
択
さ
れ
る
べ
き
対
立
が
あ
る
。
そ
の

意
味
で
は
時
枝
誠
記

（８
曽
）
が
言
う

よ
う

に

「敬
語
が
語
彙
論
的
事
実
」

含
８

ペ
ー
ジ
）
な
の
で
あ
る
。
表
現
論
な
ど
を
も
ち
だ
す
ま
で
も
な
く
、
語
彙

的
事
実
と
し
て
Ａ
山
田
０
山
田
様
Ｖ
Ａ
申
す
―
言
う
０
お
っ
し
ゃ
る
Ｖ
と
い
う

よ
う
な
対
立
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
こ
で
、
表
現
の
際
に
ど
れ
を

選
択
す
る
の
か
は
語
彙
論
の
範
囲
で
は
な
い
し
、
語
の
レ
ベ
ル
に
収
ま
る
問
題

で
も
な
い
。
話
し
手
が
、
「山
田
」
な
る
人
物
を
上
位
に
待
遇
し
て
い
る
か
ら
と

言
っ
て
、

ｏ
山
田
が
来
た

で
は
、
敬
意
の
情
報
は
表
現
さ
れ
な
い
し
、
聞
き
手
も
そ
れ
を
理
解
す
る
す
べ

が
な
い
。
Ａ
山
田
◆
山
田
様
Ｖ
Ａ
来
る
０
い
ら
っ
し
ゃ
る
Ｖ
と
い
う
対
立
か
ら

Ａ
山
田
様
Ｖ

・
Ａ
い
ら
っ
し
や
る
Ｖ
を
選
択
し
て
は
じ
め
て
、
敬
意
の
情
報
が

表
現
さ
れ
る
し
、
理
解
さ
れ
る
。
話
し
手
の
こ
と
が
ら
に
対
す
る
待
遇
的
な
と

ら
え
方
が
こ
の
よ
う
な
語
の
選
択
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

対
者
敬
語
と
い
わ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
丁
寧
語

「
ま
す
」
「
で
す
」
「
で
ご
ざ
い

ま
す
」
等
は
、
語
の
選
択
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
と
が
ら
の
と
ら

え
方
と
い
う
点
で
、
Ａ
書
く
◆
書
き
ま
す
Ｖ
と
い
う
対
立
は
考
え
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
。

「
お
書
き
に
な
る
」
は
、
あ
る
特
定
の
行
為
そ
の
も
の
を
、
こ
と
が

ら
と
し
て
は

「書
く
」
と
と
ら
え
、
待
遇
上
は

「
お
―
に
な
る
」
で
示
さ
れ
る

よ
う
な
行
為
と
し
て
と
ら
え
、
結
果
と
し
て

「
お
書
き
に
な
る
」
と

一
ま
と
ま

り
で
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
「書
き
ま
す
」
は
、
「書
く
」
と
い
う

行
為
そ
の
も
の
を
待
遇
的
に
と
ら
え
た
の
で
は
な
い
。

「
ま
す
」
は

「書
く
」

行
為
の
話
し
手
の
と
ら
え
方
そ
の
も
の
と
関
係
が
な
い
の
で
あ
る
。
話
し
手
の

聞
き
手
に
対
す
る

（も
ち
ろ
ん
、
聞
き
手
の
み
な
ら
ず
、
表
現
行
動
が
成
立
す

る
場
に
対
し
て
も
）
敬
意
を

「
ま
す
」
で
示
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
今
ま

で
、
単
に
敬
意
の
情
報
と
呼
ん
で
き
た
も
の
は
、
従
来
、
素
材
敬
語

。
対
者
敬

語
と
分
け
ら
れ
る
の
に
相
応
し
て
い

０
　
あ
る
こ
と
が
ら
そ
の
も
の
を
話
し
手
が
待
遇
上
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
た

か
を
示
す
情
報

（語
の
選
択
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
）

②
　
話
し
手
の
聞
き
手
に
対
す
る
敬
意
の
情
報
　
（「
ま
す
」
な
ど
の
付
加
に

ょ
っ
て
示
さ
れ
る
）

の
よ
う
に
三
分
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

素
材
敬
語
は
、
前
述
の
と
お
り
、
敬
意
の
情
報
の
う
ち
こ
と
が
ら
の
待
遇
上

の
と
ら
え
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
特
に
動
詞
に
つ
く
素
材
敬
語

（動
詞
そ
の

も
の
が
素
材
敬
語
で
あ
る
場
合
も
含
む
）
は
、
動
詞
の
あ
ら
わ
す
行
為

。
状
態

を
と
り
ま
く
も
の
ご
と
の
と
ら
え
方
と
関
係
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
れ
は
、
動

詞
の
語
レ
ベ
ル
で
の
意
味
を
考
え
る
と
き
に
す
で
に

「格
」
の
概
念
を
導
入
せ

ざ
る
を
え
な
い
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
行
為
や
状
態
そ
の
も
の
と
行
為

の
主
体
や
対
象
と
が
不
可
分
の
も
の
と
し
て
動
詞
が
成
立
す
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が

っ
て

「
お
っ
し
ゃ
る
」
と
い
う
語
が
選
択
さ
れ
る
と
き
に
は
、
コ
百
う
」

と
い
う
行
為
そ
の
も
の
だ
け
を
待
遇
的
に
と
ら
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、　
曇
芦

う
」
行
為
を
成
立
さ
せ
る
人
や
物
に
対
し
て
も
待
遇
的
な
配
慮
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
そ
こ
で
、
待
遇
的
な
配
慮
が
行
為

・
状
態
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る

人
や
物
に
対
し
て
な
さ
れ
る
か
と
い
う
点
で
も
ま
た
と
ら
え
方
が
か
わ
っ
て
く

る
し
、
し
た
が
っ
て
情
報
の
質
も
異
っ
た
も
の
と
な
る
。

そ
こ
で
い
わ
ゆ
る
尊
敬
語
と
謙
譲
語
の
別
に
相
応
し
て
、
二
つ
の
と
ら
え
方

が
考
え
ら
れ
る
。　
一
般
に
は
、
尊
敬
語
は
動
作
主
を
高
め
、
謙
譲
語
は
行
為
の

受
け
手
を
高
め
る
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
大
ま
か
に
は
、
そ
れ
で
い

い
と
思
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
話
し
手
が
行
為

・
状
態
と
全
く
関
係
が
な
い
と

こ
ろ
で
い
わ
ば
客
観
的
に
高
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要



が
あ
ろ
う
。
か
つ
て
宮
地
裕
（‐９６５
）
は

「
や
る
」
「く
れ
る
」
「も
ら
う
」
に
待
遇

的
な
面
が
あ
る
こ
と
を
看
取
し
た
が
、
逆
に
待
遇
的
な
と
ら
え
方
の
中
に
も
、

話
し
手
の
立
場
を
と
お
し
て
授
受
の
行
為
を
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り

話
し
手
が
あ
る
行
為
に
対
し
て
、
受
け
る
方
の
立
場
に
立
っ
て
そ
の
行
為
を
と

ら
え
る
の
か
、
与
え
る
方
の
立
場
に
立

っ
て
と
ら
え
る
の
か
と
い
う
と
ら
え
方

の
一
面
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ｏ
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た

で
は
、
話
し
手
は
決
し
て

「先
生
」
あ
る
い
は

「先
生
」
に
近
い
立
場
か
ら

「

言
う
」
行
為
を
と
ら
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

ｏ
太
郎
が
申
し
上
げ
た

で
は
、
話
し
手
が
、
「太
郎
」
を
と
お
し
て
、
あ
る
い
は
仮
に

「太
郎
」
の
立
場

に
立
っ
て

「
言
う
」
行
為
を
と
ら
え
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
考
え

て
み
る
と
、
「も
ら
う
」
「や
る
」
が
な
ぜ
謙
譲
の
形
を
単
純
語
と
し
て
備
え
、

「く
れ
る
」
が
な
ぜ
尊
敬
の
形
を
単
純
語
と
し
て
備
え
て
い
る
の
か
が
容
易
に

理
解
さ
れ
る
。

話
し
手
が
自
ら
の
立
場
を
行
為
の
主
体
の
側
に
お
い
て
行
為
を
と
ら
え
る
か
、

そ
う
で
は
な
く
、
話
し
手
が
語
り
手
と
し
て
の
立
場
か
ら
行
為
を
と
ら
え
る
か

の
別
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
謙
譲
語

。
尊
敬
語
に
当
た
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た

だ
し
、
文
構
造
の
内
部
の
格
に
対
し
て
制
約
力
を
持
つ

「
せ
る
」
「れ
る
」
「
て

も
ら
う
」
な
ど
が
述
語
中
に
含
ま
れ
る
場
合
に
は
、
右
の
よ
う
に
簡
単
に

「行

為
の
主
体
」
な
ど
と
は
言
え
な
く
な
る
。
た
だ
そ
れ
で
も
、
た
と
え
ば

「
て
も

ら
う
」
で
あ
れ
ば

「も
ら
う
」
主
体
の
側
に
話
し
手
が
立

っ
て
、
「
い
た
だ
く
」

と
す
れ
ば
謙
譲
語
に
あ
た
り
、

「も
ら
う
」
主
体
で
は
な
い
立
場
か
ら
と
ら
え

て
、「
お
も
ら
い
に
な
る
」
と
す
れ
ば
尊
敬
語
に
あ
た
る
と
い
う
こ
と
に
は
か
わ

り
が
な
い
の
で
、
今
は
と
り
あ
え
ず
右
の
よ
う
に
表
現
し
て
お
こ
う
。

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
尊
敬
語
は
、
話
し
手
が
い
わ
ば
語
り
手
と
し
て
の
中

性
的
な
立
場
か
ら
行
為
を
と
ら
え
、
か
つ
行
為
の
主
体
を
上
位
に
待
遇
す
る
と

い
う
情
報
の
言
語
形
式
で
あ
り
、
謙
譲
語
は
、
話
し
手
が
自
ら
の
立
場
を
行
為

の
主
体
の
側
に
お
い
て
行
為
を
と
ら
え
、
か
つ
そ
の
行
為
の
及
ぶ
者
を
自
ら
よ

り
上
位
に
待
遇
す
る
と
い
う
情
報
の
言
語
形
式
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
さ
ら
に

こ
ま
か
く
見
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
謙
譲
語
の
場
合
は
、
待
遇
す
べ
き
人
が
聞
き
手

と

一
致
す
る
か
し
な
い
か
、
あ
る
い
は
も
と
も
と
話
し
手
の
立
場
を
考
慮
し
な

く
て
も
よ
い
場
合

（動
詞
に
つ
く
素
材
敬
語
で
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
は
考
え

に
く
い
が
、
お
そ
ら
く
、
い
わ
ゆ
る
美
化
語
な
ど
に
あ
た
る
だ
ろ
う
）
な
ど
に

よ
っ
て
分
類
が
進
む
だ
ろ
う
。
今
は
分
類
が
目
的
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
以
上

の
深
入
り
は
避
け
ょ
う
。

〓
一　
話
し
手

の
立
場

す
で
に
、
話
し
手
の
立
場
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
き
た
が
、
改
め
て
規
定

し
、
尊
敬
語

・
謙
譲
語
お
よ
び
受
給
動
詞
に
つ
い
て
、
話
し
手
の
立
場
を
図
示

し
て
お
こ
う
。

話
し
手
は
い
つ
も
こ
と
が
ら
を
純
粋
に
客
観
的
に
表
現
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
認
識
論
こ
と
に
知
識
論
に
深
入
り
は
避
け
る
け
れ
ど
、
表
現
す
る
と
は
、

あ
る
こ
と
が
ら
そ
の
も
の
を
い
わ
ば

「
こ
と
ば
」
で
切
り
と
る
こ
と
を
必
然
的

に
含
む
か
ら
、
表
現
行
動
は
常
に
主
体
的
な
行
動
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
表
現

さ
れ
た
も
の
は
常
に
何
ら
か
の
主
観
的
色
彩
が
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「鳥
が
鳴
く
」
と
表
現
す
る
な
ら
ば
、
話
し
手
は
鳥
の
行
為
を

「鳴
く
」
と
と

ら
え
た
の
で
あ
り
、
「鳥
が
歌
う
」

と
表
現
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
同
じ
行
為
を

「歌
う
」
と
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。
「鳴
く
」
と
表
現
す
る
か
、
「歌
う
」
と
表

現
す
る
か
、
あ
る
い
は
、

「叫
ぶ
」
と
表
現
す
る
か

「
さ
え
ず
る
」
と
表
現
す



る
か
は
、
話
し
手
の
主
体
的
な
い
と
な
み
、
つ
ま
り
、
表
現
行
動
の
結
果
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の

「
と
ら
え
る
」
と
い
う
主
体
的
な
い
と
な
み
は
、
常
に
あ

く
ま
で
語
り
手
と
し
て
の
立
場
で
お
こ
な
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
話
題
中
の

特
定
の
人
物
や
物
を
と
お
し
て
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
は
っ

き
り
と
言
語
形
式
に
出
る
こ
と
が
あ
る
。

「行
く
」
と

「来
る
」
は
、
移
動
す

る
行
為
を
話
し
手
が
あ
る
特
定
の
位
置
か
ら
と
ら
え
た
そ
の
ち
が
い
を
明
確
に

示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
前
述
の

「
や
る
」
「く
れ
る
」
「も
ら
う
」
に
し
て
も
、

与
え
る
側
に
立
っ
て
授
受
の
行
為
を
と
ら
え
る
の
か
、
受
け
る
側
に
立
っ
て
と

ら
え
る
の
か
の
ち
が
い
が
示
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
話
し
手
が
と
ら
え
方
に
よ

っ
て
語
を
選
択
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
話
し
手
の
、
発
話
す
る
に
先
立

っ
て
こ
と
が
ら
そ
の
も
の
を
こ
と
ば
で
切
り
取
る
と
い
う
、
つ
ま
り
と
ら
え
る

と
い
う
い
と
な
み
が
表
現
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ

こ
に
言
う
話
し
手
の
立
場
と
は
、
こ
と
が
ら
を
と
ら
え
る
と
い
う
い
と
な
み
が

な
さ
れ
る
立
場
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
程
度
中
性
的
な
語
り
手
と
し
て

の
立
場
か
ら
、
こ
と
が
ら
を
と
ら
え
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
話
題
中
の
特

定
の
人
物
や
物
の
立
場
か
ら
と
ら
え
る
場
合
も
あ
る
こ
と
は
既
述
の
と
お
り
で

あ
る
。

図

こ
の
こ
と
を
、
こ
の
論
考
の
関
係
す
る
範
囲
で
図

示
し
よ
う
。

＜ａｌ
尊
敬
語
　
ｏ
Ａ
が
Ｂ
を
お
誘
い
に
な
る

（○
）
印
は
話
し
手
の
語
り
手
と
し
て
の
立
場
を
示
し
、

（ノ
）
印
は
そ
の
立
場
か
ら
矢
先
の
人
物
を
上
位
に
と

ら
え
る
こ
と
を
示
す
。
上
図
は
殆
ん
ど
説
明
な
し
で

理
解
さ
れ
る
と
思
う
。
た
だ
、
こ
の
図
で
は
Ａ
と
Ｂ

と
の
上
下
関
係
が
わ
か
ら
な
い
が
、
話
し
手
が
Ａ
を

上
位
に
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
自
体
＾
す
で
に
Ａ
と
Ｂ
と
の
上
下
関
係
を
認
定

し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
図
示
の
必
要
が
な
い
と
思
う
。

同
謙
譲
語
　
ｏ
Ａ
が
Ｂ
を
お
誘
い
す
る

（●
）
印
は
（●
）
の
上
の
人
物
の
立
場
を
と
お
し
て

話
し
手
が
行
為
を
と
ら
え
る
こ
と
を
示
す
。
し
た

が

っ
て
、
２
図
は
話
し
手
が
、
Ａ
の
側
に
立

っ
て

行
為
を
と
ら
え
、
か
つ
Ｂ
を
待
遇
上
、
上
位
に
と

ら
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
。

ｕ
て
や
る
　
ｏ
Ａ
が
Ｂ
を
誘
っ
て
や
る

受
給
表
現
そ
の
も
の
に
上
位

・
下
位
の
関
係
が
生

ず
る
の
は
宮
地
（聞
）
が
言
う
よ
う
に
、
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
意
味
で
で
あ
る
の
で
、
今
は
こ
れ
を
単
純
化

し
て
気
に
し
な
い
。
話
し
手
は
、
Ａ
の
側
に
立

っ

て

「
誘
う
」
行
為
を
と
ら
え
て

「誘

っ
て
や
る
」

と
表
現
す
る
の
だ
か
ら

３．．
図
の
よ
う
に
な
る
。

「
て
や
る
」
の
謙
譲
の
形
式

「
て
さ
し
あ
げ
る
（
て

あ
げ
る
ど

を
図
示
す
れ
ば

３．２
図
の
よ
う
に
な
る

だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
２
図
を
何
ら
か
わ
る
と
こ
ろ

が
な
い
。
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え
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同
て
く
れ
る
　
ｏ
Ａ
は
Ｂ
を
誘

っ
て
く
れ
る

こ
こ
で
は
、

４．．
図
の
よ
う
に
話
し
手
の
立
場
が
、

語
り
手
と
し
て
の
立
場
に
あ
る
場
合
と
、
Ｂ
の
側

に
あ
る
場
合
の
二
つ
が
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。

「
Ａ
が
Ｂ
を
誘

っ
て
く
れ
る
」
と

い
う
表
現
は
Ａ
の

「
誘
う
」
と
い
う
行
為
を
Ｂ
の

側
か
ら
と
ら
え
た
場
合
と
、
話
し
手
に
、

「私
の

た
め
に
Ａ
が
Ｂ
を
誘
う
」
と
い
う
意
識
が
あ

っ
て
、

「誘
う
」
行
為
を
と
ら
え
る
場
合
が
あ
る
。
前
者

ｏ
先
生
が
こ
の
子
に
作

っ
て
く
れ
た

な
ど
の
例
文
に
あ
た
る
だ
ろ
う
し
、
後
者
は
、

ｏ
家
内
が
先
生
を
誘

っ
て
く
れ
た

な
ど
の
例
文
に
あ
た
る
だ
ろ
う
と
思
う
。
ま
た
、

「
Ａ
は
Ｂ
を
誘

っ
て
く
だ
さ
る
」
は

４．２
図
の
よ
う

に
示
さ
れ
る
。

４．．
図
の
場
合
に
あ

っ
た
Ｂ
の
下
の

（●
）
は
な
く
な
る
が
、
こ
れ
は
、
尊
敬
待
遇
に
引

っ
ば
ら
れ
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
普
通
に
は
Ｂ
の
側

に
立

っ
て
Ａ
を
上
位
に
と
ら
え
る
こ
と
が
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
尊
敬
待
遇
は
常
に
（○
）
か
ら
な

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

同
て
も
ら
う
　
ｏ
Ｂ
が
Ａ
に
誘

っ
て
も
ら
う

ｏ
Ｃ
が
Ａ
に
Ｂ
を
誘

っ
て
も
ら
う

両
方
の
例
文
と
も

「
Ａ
が
Ｂ
を
誘
う
」
こ
と
を
前

提
に
し
て
い
る
が
後
の
例
文
で
は
こ
の
前
提
に
あ

ら
わ
れ
な
い
Ｃ
が

「
も
ら
う
」
主
体
と
し
て
あ
ら

わ
れ
る

（
５．‐
．
５．２
図
）
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
話
し
手
の
立
場
は

「も
ら
う
」
主

体
の
側
に
あ
る
。

５．３
図
は

「
Ｂ
が
Ａ
に
誘

っ
て
い
た
だ
く
」
を
、

５．４
図
は

「
Ｃ

が
Ａ
に
Ｂ
を
誘

っ
て
い
た
だ
く
」
を
そ
れ
ぞ
れ
図
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

四
　
相
互
承
接
の
検
討

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
お
い
て
、
相
互
承
接
の
あ
り
方
を
検
討
し
よ
う
。

今
、
「
て
い
た
だ
く
」
な
ど
の
よ
う
な
形
式

（北
原
（圏
）
に
し
た
が
え
ば

「

敬
語
の
態
変
化
の
補
助
動
詞
し
を
除
い
て
考
え
れ
ば
、
松
下
（酬
）
が
す
で
に
明

ら
か
に
し
た
よ
う
に
∧
謙
譲
語
―
尊
敬
語
Ｖ
と
い
う
順
序
が
常
に
規
則
的
に
お

こ
な
わ
れ
る
（た
だ
し
松
下
（朋
）
で
は
、
「主
体
尊

称
は
客
体
尊
称
よ
り
も
後
に
示
さ
れ
る
」
と
し
て

い
る
が
）
。
　
こ
の
こ
と
を
話
し
手
の
立
場
を
観
点

に
入
れ
て
、

「
Ａ
が
Ｂ
を
お
誘
い
し
な
さ
る
」
と

い
う
文
を
図
示
す
れ
ば

６．．
図
の
よ
う
に
な
る
で
あ

ろ
う
。
「
お
誘
い
し
」
で
話
し
手
は
Ａ
の
側
か
ら
Ｂ

を
上
位
に
と
ら
え
、
さ
ら
に

「
な
さ
る
」
で
、
語

り
手
と
し
て
の
立
場
か
ら
Ａ
を
上
位
に
と
ら
え
る
。

5-4図
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要
す
る
に
、
１
図
と
２
図
の
あ
わ
さ
っ
た
も
の
だ
が
、
単
に
あ
わ
さ
っ
た
の
で

は
な
く
、
話
し
手
の
立
場
が

「
↑
」
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
移
動
し
て
い
る
。
し

た
が

っ
て
最
初
に
Ａ
に
あ

っ
た
話
し
手
の
立
場
は

「
な
さ
る
」
が
後
接
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
Ａ
の
側
か
ら
消
え
て
、
語
り
手
と
し
て
の
立
場
に
移
り
、
そ
こ
か

ら
Ａ
を
上
位
に
と
ら
え
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
も
し
そ
の
逆
の
承
接
が
仮
に
あ

っ

た
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば

「
Ａ
が
Ｂ
を
お
誘
い
に

な
り
申
し
上
げ
る
」
と
い
う
例
文
を
考
え
る
こ
と

が
で
き
、
そ
の
図
は

６．２
図
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
図
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

「
お
誘
い

に
な
り
」
で
上
位
に
と
ら
え
た
Ａ
の
と
こ
ろ
へ
話

し
手
の
立
場
が
移
動
し
て
、
そ
こ
で
Ｂ
を
上
位
に

図
と
の
ち
が
い
は
明
白
で
あ
る
。
盈
』
役
ぃ
“
証
崚
邦
赫
ｔ
篠
ど
」
「
蝋
僚

に６．‐

と
ら
え
、
そ
う
表
現
し
た
Ａ
の
側
に
、
自
ら
が
立
つ
と
い
う
こ
と
自
体
が
異
常

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
尊
大
表
現
が
そ
れ
に
ち
か
い
例
だ
と
言
え
る
の
だ
が
、
こ

の
場
合
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、

６．２
図
の
よ
う
に
図
示
さ
れ
る

よ
う
な
と
ら
え
方
は
お
か
し
い
の
で
あ
り
、
し
た
が

つ
て
Ａ
尊
敬
語
―

謙
譲

語
Ｖ
と
い
う
承
接
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

次
に

「態
変
化
の
補
助
動
詞
」
と

「態
不
変
の
動
詞

・
補
助
動
詞
」
と
の
承

接
を
検
討
し
よ
う
。
北
原
（圏
）
は

「
Ａ
が
Ｂ
に
お
行
き
に
な
っ
て
い
た
だ
く
」

と
い
う
例
文
を
示
し
、
「態
変
化
の
補
助
動
詞
」
を
含
め
て
考
え
る
と
、
Ａ
謙
譲

語
―
尊
敬
語
Ｖ
と
い
う
順
序
の
原
則
は
成
立
し
な
い
と
し
て
い
る
。
結
果
か
ら

言
え
ば
、
私
は
そ
れ
で
も
原
則
と
し
て
こ
の
順
序
が
存
在
す
る
と
言
い
た
い
。

「態
変
化
の
補
助
動
詞
」
の
う
ち
尊
敬
語
に
あ
た
る
も
の
は

「
て
く
だ
さ
る
」

「
て
い
ら
っ
し
や
る
」
「
て
ご
ら
ん
に
な
る
」
の
他
、
「
て
お
お
き
に
な
る
」
「
て

お
こ
し
に
な
る
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
ま
た
謙
譲
語
に
あ
た
る
も
の
は
「
て

さ
し
あ
げ
る

（
て
あ
げ
る
と

「
て
い
た
だ
く
」
が
あ
る
。

「
て
ま
い
る
」
は
常

に

「
ま
す
」
と
不
可
分
な
形
で
し
か
用
い
ら
れ
ず
、
そ
の
機
能
も
謙
譲
語
と
同

じ
に
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
今
は
そ
れ
を
省
く
。

ｌａ＞

「態
変
化
の
補
助
動
詞
」
を
除
い
た
尊
敬
語
と

「態
変
化
の
補
助
動
詞
」

の
謙
譲
語
の
承
接

ｏ
Ａ
は
Ｂ
に
お
書
き
に
な
っ
て
さ
し
あ
げ
る

ｏ
Ａ
は
Ｂ
を
お
誘
い
な
さ
っ
て
さ
し
あ
げ
る

こ
れ
ら
は
、
い
か
に
も
不
自
然
だ
。
「書
く
」
「誘
う
」
と
い
う
行
為
は
Ａ
の
行

為
で
あ
り
、
「
お
書
き
に
な
っ
」
「
お
誘
い
な
さ
っ
」
は
Ａ
を
上
位
に
と
ら
え
る

の
だ
が
、
「
て
さ
し
あ
げ
る
」
と
い
う
形
は
Ａ
の
側
に
立
つ
こ
と
を
示
す
。
こ
れ

は
６．２
図
と
同
じ
と
ら
え
方
に
な
る
。
し
た
が

っ
て

一
般
に

∧
尊
敬
語

（「態
変

化
の
補
助
動
詞
」
を
除
く
）
―
―
て
さ
し
あ
げ
る
Ｖ

と
い
う
承
接
は
存
在
し
な

次
に
Ａ
尊
敬
語

（「態
変
化
の
補
助
動
詞
」
を
除
く
）
―
―
て
い
た
だ
く
Ｖ
と

い
う
承
接
は
ど
う
か
。
た
と
え
ば
北
原
（
脚
）
は

ｏ
Ａ
は
Ｂ
に
お
書
き
に
な
っ
て
い
た
だ
い
た

を
あ
り
う
る
文
と
し
て
記
述
す
る
が
、
そ
う
と
は
言
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

ｏ
こ
の
子
は
山
田
先
生
に
紙
風
船
を
作

っ
て
も
ら
っ
た

と
い
う
文
を

ｏ
こ
の
子
は
山
田
先
生
に
紙
風
船
を
対
倒
列
ｄ
潤

っｌ
ｑ
＝
川
川
酬
た

な
ど
と
い
う
の
は
普
通
だ
と
は
私
に
は
思
え
な
い
。
こ
の
文
を
図
示
す
れ
ば

７
図
の
よ
う
に
な
る
か
と
思
う
が
、
結
局

「山
田
先
生
」
を
上
位
に
と
ら
え
て

6-2図



い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
ら
ば
、

ｏ
こ
の
子
は
山
田
先
生
に
紙
風
船
を
作

っ
て
い
た
だ
い
た

と
で
も
し
な
け
れ
ば
落
ち
つ
か
な
い
。

「
て
い
た
だ
く
」
は
“
図
・
５．４
図
か
ら
も
理
解
さ

れ
る
よ
う
に
、
前
接
の
動
詞
の
行
為
の
主
体
を
、

「
い
た
だ
く
」

主
体
の
側
か
ら
上
位
に
と
ら
え
る

と
い
う
情
報
を
示
す
形
式
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

待
遇
と
し
て
、
前
接
動
詞
の
行
為
の
主
体
は
謙
譲

待
遇
を
う
け
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て

「
て
い

た
だ
く
」
が
つ
く
文
で
は
、

「
に
」
格
に
示
さ
れ

る
前
接
動
詞
の
行
為
の
主
体
は
、
尊
敬
待
遇
で
き

な
い
。
普
通
、
行
為
の
主
体
は
、
尊
敬
待
遇
を
う
け
る
の
だ
が
、

「
て
い
た
だ

く
」
が
つ
け
ば
、
そ
こ
に
矛
盾
が
生
じ
る
。
こ
の
７
図
に
即
し
て
言
う
な
ら
ば
、

同

一
人
物
を
上
位
に
と
ら
え
る
の
に
　
異
る
二
つ
の
と
ら
え
方
が
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
て
く
る
と
、

ｏ
ご
ら
ん
に
な
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う

な
ど
と
普
通
に
言
う
し
、
不
自
然
で
も
何
で
も
な
い
と
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ

な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
次
節
で
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

ｏ
私
は
あ
な
た
に
こ
の
絵
を
ご
ら
ん
に
な
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う

ｏ
太
郎
は
山
田
先
生
に
家
を
ご
ら
ん
に
な
っ
て
い
た
だ
い
た

な
ど
と
す
れ
ば
、
や
は
り
不
自
然
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
り
あ
え
ず
、

Ａ
尊
敬
語
貧
態
変
化
の
補
助
動
詞
」
を
除
く
）
―
―
て
い
た
だ
く
Ｖ
は
、　
少
し

問
題
が
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
承
接
は
な
い
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

次
に
、
今
ま
で
と
逆
の
承
接
に
つ
い
て
考
え
る
と
こ
れ
は
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

ｏ
Ａ
は
Ｂ
を
案
内
し
「
割
ｕ
湖
酬
測
創
馴
（
８．．
図
）

ｏ
Ｂ
は
Ａ
に
案
内
し
ｑ
＝
刈
測
剖
測
創
到
（

８．２
図
）

図
示
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ

Ｈ
図
・８．２図
の
よ
う
に
な

ろ
う
。
認
図
は
、
例
文
の

Ｂ
と
Ａ
を
交
替
さ
せ
れ
ば

８．．
図
と
同
じ
に
な
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ

し
て
、
こ
れ
ら
は
Ｈ
図
と

同
じ
に
な
る
わ
け
で
、
話

し
手
の
立
場
と
上
位
の
と
ら
え
方
の
点
で
、
何
ら
問
題
が
な
い
と
言
え
る
。

同

「態
変
化
の
補
助
動
詞
」
を
除
い
た
謙
譲
語
と

「態
変
化
の
補
助
動
詞
」

の
謙
譲
語

ｏ
Ａ
は
Ｂ
を
お
訪
ね
し
て
さ
し
あ
げ
る

は
問
題
が
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
例
文
の
よ
う
な
∧

謙
譲
語

（「態
変
化
の
補
助
動
詞
」
を
除
く
）―
―

て
さ
し
あ
げ
る
Ｖ
と
い
う
承
接
は
、
図
示
す
れ
ば

９
図
の
よ
う
に
な
る
。
や
や
過
剰
敬
語
気
味
か
も

し
れ
な
い
が
、

「
お
帰
り
に
な
ら
れ
る
」
な
ど
を

認
め
る
な
ら
ば
、
こ
れ
も
ま
た
認
め
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。

ｏ
Ｂ
は
Ａ
に
お
訪
ね
し
て
い
た
だ
く

は
、
ど
う
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
も
し
、
こ
と
が
ら
と
し
て

「
Ａ
が
Ｂ
を
訪
ね

る
」
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
文
は
お
か
し
い
。
図
示
す
れ
ば
０．
図
の
よ
う
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
話
し
手
が
上
位
に
と
ら
え
た
側
に
自
ら
の
立
場
を
お
く
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V
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
本
質
的
に
は
”
図
と
同
様

に
な
る
。
し
か
し

一
方
、

５．４
図
を
お
も
い
起
こ
す

な
ら
ば

「
お
訪
ね
し
て
い
た
だ
く
」
が
正
し
い
場

合
も
あ
る
。

ｏ
Ｃ
は
Ａ
に
Ｂ
を
お
訪
ね
し
て
い
た
だ
く

と
い
う
例
文
が
、

５．４
図
か
ら
思
い
起
こ
さ
れ
る
が
、

こ
れ
だ
と
、
普
通
に
言
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
図
示

す
れ
ば
、
∈
図
の
よ
う
に
な
る
。

０．
図
と
比
べ
れ

ば
、
話
し
手
の
移
動
し
た
先
が
上
位
に
と
ら
え
ら

れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
う
点
に
ち
が
い

が
あ
り
、
こ
れ
な
ら
ば
矛
盾
が
な
い
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
示
せ
ば
、

ｏ
私
は
山
田
君
に
お
訪
ね
し
て
い
た
だ
い
た

は
、

「山
田
君
が
私
を
訪
ね
る
」
の
で
あ
れ
ば
、

不
自
然
な
文
だ
と
言
え
る
し
、
山
田
君
が
私
で
は

な
く
山
田
君
よ
り
上
位
に
と
ら
え
ら
れ
る
別
の
人

を
訪
ね
る
の
で
あ
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ｏ
私
は
山
田
君
に

（
田
山
先
生
を
）
お
訪
ね
し
て
い
た
だ
い
た

次
に
、
こ
れ
ま
で
の
こ
の
項
の
承
接
と
逆
の
場
合
を
検
討
し
ょ
う
。

「
て
い

「
刈
剖
劇
ｕ
劃
引
劉
」

「
「
司
ｕ
刻
明
劇
ｕ
劃
引
引
」
な
ど
は
、
立
場
と
上
位

の
と
ら
え
方
と
い
う
理
屈
の
上
で
は
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
普
通
で
は

な
い
。
理
属
の
上
で
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
の
は
、
図
示
す
れ
ば
、

い
ま
ま
で
不
可
だ
っ
た
よ
う
な
図
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
あ
く
ま
で
、
立
場
と
と
ら
え
方
と
い
う
理
屈
の
上
か
ら
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
、
「申
し
上
げ
る
」
「お
―
す
る
」
と
い
う
形
式
が
、
「
て
い
た
だ
く
」
「
て
さ

し
あ
げ
る
」
に
後
接
し
な
い
の
は
、
敬
語
論
上
の
問
題
、
あ
る
い
は
表
現
論
プ

ロ
パ
ー
の
問
題
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
形
式
に
形
態
―
統
語
論
上

（日
Ｒ
ｏ
ア

ぐ
●
Ｓ
Ｓ
”ｅ
の
問
題
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
。

同

「態
変
化
の
補
助
動
詞
」
を
除
い
た
謙
譲
語
と

「態
変
化
の
補
助
動
詞
」

の
尊
敬
語

「
て
い
ら
っ
し
ゃ
り
（
い
）
申
し
上
げ
る
」
「
て
く
だ
さ
り
（
い
）申
し
上
げ
る
」

な
ど
は
、
普
通
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
あ
え
て
図
示
す
れ
ば

６．２
図
と
同
様
に
な

り
、
不
可
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
形
態
―
統
語
論
上
、

許
さ
れ
な
い
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

次
に
こ
の
逆
の
場
合
、
Ａ
謙
譲
語

（「態
変
化
の
補
助
動
詞
」
を
除
く
）
―
―

「態
変
化
の
補
助
動
詞
」
の
尊
敬
語
Ｖ

と
い
う
承
接
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

ｏ
今
、
Ａ
が
Ｂ
の
本
を
拝
借
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る

ｏ
Ａ
が
Ｂ
を
お
訪
ね
し
て
く
だ
さ
る

な
ど
は
普
通
だ
ろ
う
。
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
が

ｏ
こ
の
子
が
山
田
先
生
を
お
訪
ね
し
て
く
だ
さ
る

が
普
通
で
な
い
の
は
、
承
接
の
せ
い
で
は
な
い
。

ｏ
先
生
の
奥
様
が
先
生
を
お
誘
い
し
て
く
だ
さ
る

と
い
う
よ
う
に
、
Ａ
・
Ｂ
を
き
ち
ん
と
述
語
の
方
に
あ
わ
せ
れ
ば
よ
い
の
だ
か

ら
。
た
だ
、
こ
の
項
で
少
し
問
題
に
な
る
の
は
、

「
て
ご
ら
ん
に
な
る
」
が
広

く
謙
譲
語
に
後
接
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
や
や
特
殊
な
場
合
に
限
ら
れ
る
よ
う

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
命
令
法
で
、

ｏ
一
度
、
先
生
の
御
著
書
を
拝
見
し
て
ご
ら
ん

な
ど
と
使
用
さ
れ
る
他
は
、
あ
ま
り
使
用
さ
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
図
示

す
れ
ば
ｎ
図
の
よ
う
に
な
り
、
問
題
は
な
い

（
こ
れ
は

６．．
図
と
同
様
）
。
　
に
し

て
も
、
た
と
え
ば
こ
の
項
で
述
べ
た
承
接
が
許
さ
れ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
ど
の
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同

「態
変
化
の
補
助
動
詞
」
を
除
い
た
尊
敬
語
と

「態
変
化
の
補
助
動
詞
」

の
尊
敬
語

こ
れ
は
、
近
年
、
過
剰
敬
語
気
味
だ
と
し
て
、
識
者
の
愁
眉
の
的
に
な
る
も

の
で
あ
る
が
、
命
令
法
な
ど
で
は
、
わ
り
あ
い
平
気
で
お
こ
な
わ
れ
る
場
合
も

あ
る
よ
う
で
あ
る
。

ｏ
一
度
、
お
泊
り
に
な
っ
て
く
だ
さ
い

た
だ
命
令
法
と
い
え
ど
も

「
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
」
な
ど
を
用
い
る
の
は
、
か
な

り
過
剰
気
味
に
感
じ
ら
れ
る
。

ｏ
も

つ
と
よ
く
お
調
べ
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

語
も
ひ
と
し
く
、
す
べ
て
の
場
合
に
承
接
す
る
わ

け
で
は
な
い
こ
と
は
、

「
て
ご
ら
ん
に
な
る
」
の

例
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
原
則
と
し
て
、

「許
さ
れ
る
」
の
で
あ

っ
て
、
実
際
上
は
、
さ
ま

ざ
ま
の
形
態
論
上
の
制
約
な
ど
が
あ
る
と
思
わ
れ

Ｚり
。ｏ

も

っ
と
よ
く
調
べ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い

で
十
分
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

「態
変
化

の
補
助
動
詞
」
の
尊
敬
語
が
後
接
す
る
場
合
は
あ

り
得
る
の
で
あ
る
。
図
示
す
れ
ば
１２
図
の
よ
う
に

な
る
だ
ろ
う
。

逆
の
場
合
、
つ
ま
り

「態
変
化
の
補
助
動
詞
」

の
尊
敬
語
が
前
接
す
る
場
合
も
、
図
示
す
れ
ば
１２

図
を
同
様
に
な
り
、
問
題
が
な
い
。
た
だ
か
な
り
ひ
ど
い
過
剰
敬
語
に
な
る
こ

と
は
否
め
な
い
。

「
て
ご
ら
ん
な
さ
い
」
だ
け
は
、
普
通
で
は
あ
る
が
。

ｌｅ＞

「態
変
化
の
補
助
動
詞
」
相
互
の
承
接

北
原
（酬
）
が
言
う
よ
う
に

「態
変
化
の
補
助
動
詞
の
相
互
承
接
の
順
序
は
ア

ス
ペ
ク
ト
の
表
現
形
式
に
よ
っ
て
い
る
」
８
お

ベ
ー
ジ
）
と
す
る
の
は
無
理
な

よ
う
だ
。

「
て
い
て
や
る
」

「
て
い
て
も
ら
う
」
と
い
う
形
は
あ
る
け
れ
ど
も

「
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
さ
し
あ
げ
る
」

「
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
く
」

と
い
う
形
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。

ｏ
Ａ
は
Ｂ
を
案
内
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
さ
し
あ
げ
る

ｏ
Ｂ
は
Ａ
に
案
内
し
て
い
ら
っ
し
や
っ
て
い
た
だ
く

は
、
無
理
だ
と
思
う
が
、
あ
え
て
図
示
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
３．
．
３．
図
の
よ
う

に
な
っ
て
、
こ
れ
は
、

６．２
図

・
７
図
と
同
様

に
な
り
、
不
可
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
例

文
を
み
れ
ば
わ
か
る

よ
う
に
、
い
か
に
も

変
で
、
ど
う
い
う
こ

と
や
ら
わ
か
ら
な
い

の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
単
純
に

「
ア
ス
ペ
ク
ト
の
表
現
形
式
に
よ
っ
て
い

る
」
と
は
即
断
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
。

で
は
ど
う
い
う
順
序
か
と
い
え
ば
、
こ
こ
で
も
Ａ
謙
譲
語
―
尊
敬
語
Ｖ
と
い

う
原
則
が
生
き
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
を
破
る
順
序
は
ど
こ
か
お
か
し
い
。

以
上
、

ｌａｌ
ｌ
＜ｅ＞
ま
で
検
討
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
か
つ
て
松
下
が
言

い
、
時
枝
も
表
現
こ
そ
異
な
る
が
言
及
し
た
、
∧
謙
譲
語
―
尊
敬
語
Ｖ
と
い
う
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原
則
を
積
極
的
に
否
定
す
る
も
の
は
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

次
に
対
者
敬
語
と
以
上
検
討
し
て
き
た
素
材
敬
語
と
の
承
接
は
、
大
か
た
の

支
持
が
得
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
∧
素
材
敬
語
―
対
者
敬
語
Ｖ
の
順
に
な
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
こ
そ
は
、
構
文
論
に
そ
の
理
由
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
思

う
。
つ
ま
り
、
当
初
の
べ
た
よ
う
に
、
敬
意
の
情
報
は
、　
一
つ
に
は
こ
と
が
ら

の
と
ら
え
方
に
関
す
る
素
材
敬
語
に
よ
る
も
の
と
、　
一
つ
に
は
こ
と
が
ら
の
と

ら
え
方
と
は
関
係
が
な
い
話
し
手
の
間
き
手
に
対
す
る
敬
意
を
示
す
対
者
敬
語

が
あ
っ
た
。
対
者
敬
語
は
敬
意
と
し
て
は
聞
き
手
へ
の
配
慮
を
示
し
な
が
ら
、

結
局
、
こ
と
が
ら
の
上
下
関
係
と
は
関
係
の
な
い
話
し
手
の
態
度
を
示
す
も
の

で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
典
型
的
な
助
動
詞
と
い
わ
れ
る
も
の
と
同
じ
よ
う
な
構

文
的
機
能
を
持
つ
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
現
在
、　
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
よ

う
な
、
日
本
語
の
文
の
大
ま
か
な
構
文
モ
デ
ル
を
示
せ
ば
、
お
そ
ら
く
次
の
よ

う
な
モ
デ
ル
に
な
る
か
と
思
う
。

ａ

　
　
　

　
　

ｂ

　
　
　
　
ｃ

に
短

鵬
隆

文

そ
し
て
、
素
材
敬
語
が

「
こ
と
が
ら
の
と
ら
え
方
」
を
示
す
も
の
で
あ
る
点

で
ａ
に
含
ま
れ
、
対
者
敬
語
は
ｂ
に
含
ま
れ
る
の
で
、
Ａ
素
材
敬
語
―
対
者
敬

語
Ｖ
と
い
う
承
接
順
序
は
構
文
論
上
の
説
明
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

五

　

「
こ
ら
ん
に
な

っ
て
い
た
だ
く
」
と
い
う
言
い
方
に
つ
い
て

さ
て
、
森
田
良
行
（Ｍ
）
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
佐
藤
春
夫
の
文
章
に

只
鑑
札
）
を
御
覧
に
な
っ
て
い
た
だ
き
ま
せ
う
」

含
売
笑
婦

マ
リ
し

と
い
う
文
が
あ
る
と
い
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
コ
」
ら
ん
に
な
っ
て
い
た
だ
く
」

は
い
か
に
も
あ
り
そ
う
だ
。
こ
れ
だ
け
で
な
く

「
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
く
」

「
お
遊
び
に
な
っ
て
い
た
だ
く
」
な
ど
は
さ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
Ａ
尊
敬
語
―
て
い
た
だ
く
Ｖ
と
い
う
承
接
は
あ
り
う

る
し
、
原
則
と
し
て
の
Ａ
謙
譲
語
―
尊
敬
語
Ｖ
は
、
破
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
こ
の
原
則
は
破
ら
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る

を
え
な
い
。
し
か
し
、
な
ぜ
な
の
か
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。

ｏ
ご
ら
ん
に
な
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う

ｏ
忌
憚
な
く
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
き
た
い

等
は
、
こ
れ
だ
け
の
文
な
ら
ば
自
然
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
ら
に
係
る

は
ず
の
要
素
を
加
え
て
文
に
す
る
と
や
は
り
不
自
然
に
な
る
こ
と
に
注
意
す
べ

き
だ
ろ
う
。

ｏ
山
田
さ
ん
は
田
山
先
生
に
こ
の
絵
を
ご
ら
ん
に
な
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

ｏ
山
田
さ
ん
は
田
山
先
生
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た

な
ど
は
、
や
は
り
不
自
然
だ
ろ
う
。
少
く
と
も
、
係
り
の
要
素
が
つ
か
な
い

と
き
ほ
ど
自
然
で
は
な
い
。

で
は
、
係
り
の
要
素
が
つ
く
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
え
ば
、

述
語
に
よ
っ
て
決
ま
る
文
中
の
格
の
論
理
関
係
が
、
顕
在
化
し
て
は
っ
き
り
示

さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
。　
コ
」
ら
ん
に
な
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

ょ
う
」
の
よ
う
に
述
語
だ
け
で
発
話
さ
れ
る
と
、
格
の
論
理
関
係
が
潜
在
化
し

て
は
っ
き
り
示
さ
れ
な
い
た
め
、
こ
と
が
ら
の
待
遇
的
な
と
ら
え
方
と
い
う
、

い
わ
ば
話
し
手
の
主
観
的
な
認
識
が
前
面
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
、
そ
れ

だ
け
で
、
表
現
の
場
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
支
え
ら
れ
て
、
何
と
な
く
理
解
で
き

て
し
ま
う
の
で
、
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
非
常
に
感
動

し
た
り
驚
い
た
り
し
た
と
き
、
何
か
を
伝
え
ょ
う
と
し
て
も
、
い
わ
ゆ
る

「
テ

ニ
ヲ
ハ
」
が
う
ま
く
使
え
な
い

（文
法
的
に
正
し
く
使
え
な
い
）
こ
と
が
あ
る
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が
、
そ
れ
で
も
そ
の
場
で
の
聞
き
手
は
話
し
手
の
表
現
を
理
解
す
る
。
こ
の
こ

と
と
ど
こ
か
で
連
続
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
事
実
は
、
つ
ま
り
現
実
の
表
現
に
あ

っ
て
は
、
時
に
よ
っ
て
文

の
論
理
的
関
係
が

一
歩
後

へ
退
い
た
形
と
な
り
、
主
観
的
な
と
ら
え
方
そ
の
も

の
が
優
先
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
暗
示
す
る
。
現
に
た
と
え
ば
、

「態
変
化
の

補
助
動
詞
」
の
承
接
が
必
ず
し
も
、
ア
ス
ペ
ク
ト
の
承
接
順
序
に
よ
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
出
せ
ば
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ア
ス
ペ
ク

ト
の
順
序
は
構
文
論
的
な
事
実
で
あ
る
。
ア
ス
ペ
ク
ト
の
敬
語
形
で
あ
る

「態

変
化
の
補
助
動
詞
」
は
、
そ
の
順
序
に
従

っ
て
も
よ
い
は
ず
だ
け
れ
ど
も
、
そ

う
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
は
、
敬
語
と
い
う
、
こ
と
が
ら
の
か
な
り
主
観
的
な

と
ら
え
方
を
示
す
情
報
の
言
語
形
式
が
介
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
な
ら
ば
、
や
は
り
、
原
則
と
し
て
の
∧
謙
譲
語
―

尊
敬
語
Ｖ
と
い
う
順
序
は
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、　
コ
」
ら
ん
に
な
っ
て

い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
」
な
ど
は
例
外
と
し
て
処
理
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と

思
う
の
で
あ
る
。

く
り
か
え
し
に
な
る
が
、
敬
意
の
情
報
は
、
こ
と
が
ら
の
待
遇
的
な
と
ら
え

方
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
語
の
選
択
に
よ
っ
て
そ
れ
が
示
さ
れ
る
。
待
遇
的
な
と

ら
え
方
は
、
話
し
手
の
主
体
的
な
い
と
な
み
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
大
い
に
、
社

会
的

。
心
理
的
な
制
約
の
も
と
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
や
、　
一
人
待
遇
的

な
と
ら
え
方
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
語
の
選
択
と
い
う
表
現
上
の
行
動
は
、
大

部
分
が
、
社
会
的

。
心
理
的
な
制
約
の
も
と
に
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て

選
択
さ
れ
た
語
は
、
そ
の
語
の
言
語
的
な
機
能
に
よ
っ
て

（言
い
換
え
れ
ば
、

言
語
的
制
約
に
よ
っ
て
）
配
列
さ
れ
て
文
に
な
る
。
同
じ

「
父
が
子
供
を
叱
っ

た
」
と
い
う
こ
と
が
ら
を
表
現
す
る
に
し
て
も
、
話
し
手
が
子
供ヽ
の
側ヽ
に
立
っ

て
こ
と
が
ら
を
と
ら
え

「
叱
ら
れ
る
」
を
選
択
す
れ
ば

「子
供
が
父
に
叱
ら
れ

た
」
と
文
を
組
み
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

文
の
論
理
的
な
関
係
は
言
う
ま
で
も
な
く

（そ
れ
が
、
社
会
的

。
歴
史
的
な

約
束
ご
と
で
あ

っ
た
と
し
て
も
）
い
わ
ば
純
粋
に
言
語
内
で
の
問
題
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
言
語
的
制
約
の
範
囲
に
収
ま
る
は
ず
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
社

会
的

。
心
理
的
制
約
と
言
語
的
制
約
と
、
ど
ち
ら
が
強
く
は
た
ら
く
か
な
ど
と

い
う
論
議
を
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
表
現
行
動
は
、
こ
の
両
者

の
ど
ち
ら
か
が
欠
け
て
も
不
完
全
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
だ
し
、

理
解
行
動
に
お
い
て
も
、
ま
た
然
り
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
敬
語
現
象
が
、

純
粋
に
言
語
上
の
、
わ
け
て
も
文
法
論
上

。
構
文
論
上
の
問
題
と
し
て
扱
い
切

れ
な
い
の
は
、
お
そ
ら
く
右
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
の
だ
ろ
う
、
と
思
う
の
で

あ
る
。ユハ

　
さ
い
こ
に

敬
語
の
承
接
を
中
心
に
、
そ
の
考
え
方
の
一
つ
と
し
て

「
話
し
手
の
立
場
」

と
い
う
も
の
を
考
え
て
み
た
。
ま
た
、
表
現
論
上
、
語
の
選
択
が

「
と
ら
え
方
」

に
よ
っ
て
い
る
と
考
え
て
、
論
を
進
め
た
。
そ
の
結
果
は
、
特
に
見
る
べ
き
も

の
も
な
い
Ａ
謙
譲
語
―
尊
敬
語
Ｖ
と
い
う
原
則
を
確
認
し
た
の
み
で
あ
る
。
述

べ
来
た
っ
た
と
こ
ろ
に
、
い
ろ
い
ろ
の
誤
認
や
、
論
理
的
欠
陥
が
な
か
っ
た
か

と
恐
れ
る
。
し
か
し
、
要
す
る
に
言
語
に
よ
る
情
報
の
伝
達
行
動

（＝
表
現
行

動
＋
理
解
行
動
）

一
般
の
中
で
敬
語
現
象

（述
べ
た
の
は
そ
の
ご
く

一
部
に
す

ぎ
な
い
け
れ
ど
も
）
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
の
部
分
的

な

一
つ
の
考
え
方
を
示
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

い
ろ
い
ろ
気
に
な
る
と
こ
ろ
も
多
い
し
、
伝
達
行
動
と
い
う
枠
組
の
中
で
ど

う
発
展
さ
せ
て
ゆ
く
の
か
も
大
き
な
課
題
で
あ
ろ
う
。
ま
た
枠
組
そ
の
も
の
を

考
え
て
ゆ
く
に
あ
た
っ
て
、

「情
報
」
と
い
う
も
の
を
、
よ
り
正
確
に
、
内
容



あ
る
も
の
に
し
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
今
は

一
つ
の
プ
ラ
ト

ー
に
至

っ
た
と
考
え
、
こ
こ
で
稿
を
と
じ
よ
う
。

（
一
九
七
八

。
一
。
二
〇
）
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