
さ
て
、
以
上
見
て
き
た
よ
う
K
、
紫
式
部
日
記
・
源
氏
物
語
を
通

じ
て
、
ど
の
註
釈
書
も
「
二
月
」
と
い
う
季
節
的
条
件
を
無
視
し
て
、

た
だ
一
般
的
友
枝
垂
柳
の
「
な
よ
な
よ
」
と
し
た
性
格
だ
け
を
と
h
y

あ
げ
て
い
る
が
、
と
と
は
当
然
旧
暦
二
月
頃
の
枝
垂
柳
の
状
態
で
あ

る
「
み
ず
み
ず
し
さ
」
「
若
々
し
き
」
を
忘
れ
る
ζ

と
は
で
き
念
い
。

す
左
は
ち
「
小
少
将
の
君
」
や
「
女
三
の
宮
」
の
様
子
は
、
「
旧
暦

自
称
代
名
詞

「
ま
ろ
」

現
代
K
於
て
も
日
本
語
の
人
称
代
名
調
は
他
国
の
そ
れ
と
比
較
し
て

非
常

K
多
種
で
あ
る
が
、
中
古
か
ら
江
戸
時
代

K
は
更
に
様
々
念
人

称
代
名
調
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
人
称
代
名
詞
は
対
人
関
係
K
よ
っ

て
規
制
さ
れ
、
そ
れ

K
伴
う
敬
語
表
現
と
共

K
、
日
本
語
で
は
重
要

念
役
割
を
果
た
し
て
き
た
。
即
ち
、
鎌
倉
時
代
以
後
の
封
建
制
度
は

厳
格
念
身
分
関
係
、
上
下
の
対
人
関
係
を
作
り
あ
げ
た
た
め
に
、
敬

語
表
現
が
複
雑
K
左
h
y
、
同
時

K
人
称
代
名
調
の
数
も
増
加
し
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
我
国
K
於
け
る
身
分
関
係
重
視
の
風
潮
は
、
何

も
封
建
制
度
の
産
物
で
は
念
〈
、
天
皇
を
頂
点
と
す
る
中
央
集
権
体

制
を
確
立
し
た
古
代
か
ら
平
安
初
期
の
王
朝
貴
族
社
会
で
既

K
生
ま

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
称
代
名
調
は
古
代
か
ら
の
社
会

’コ、’
A
F

、～ョ・コ、

L
ヨロ「
b
、

フ
ー
っ
1

、
フ
乞
〈
J

つ
L
l
九
重
で
ち

二
月
の
頃
の
枝
垂
柳
」
の
よ
う
に
、
「
み
ず
み
ず
し
く
て
若
々
し
く
、

ま
た
念
よ
左
ょ
と
し
て
い
る
」
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

念
hu

一
般
論
と
し
て
も
、
と
の
よ
う
念
管
喰
的
表
現
の
場
合
は
、

そ
の
た
と
え
ら
れ
た
者
の
性
情
を
正
確
K
把
握
し
て
b
か
念
け
れ
ば
、

正
し
い
理
解
も
念
し
得
ず
、
誤
解
を
招
〈
恐
れ
が
あ
る
と
と
を
、
充

分
銘
記
し
て
b
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
本
学
教
授
）

の
性
格
と
変
遷

二
十
六
回
生

佐

野

久

美

子
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制
度
の
反
映
と
も
言
え
、
そ
の
生
滅
の
歴
史
を
追
う
と
と
は
非
常
K

興
味
深
く
思
わ
れ
る
。

そ
と
で
ま
ず
、
人
称
代
名
調
の
中
で
も
話
者
自
身
の
立
場
を
直
接

感
じ
さ
せ
る
自
称
代
名
調
を
、
『
高
等
国
文
法
新
講
』
『
日
本
文
法

大
辞
典
』
『
国
語
学
辞
典
』

K
ょ・
9
調
査
し
た
結
果
、
四
五
種
数
え

ら
れ
た
。
と
の
う
ち
、
『
古
事
記
』
『
万
葉
集
』
『
竹
取
物
語
』

『
大
和
物
語
』
『
宇
津
保
物
語
』
『
か
げ
ろ
う
白
書
室
嶺
暢
置

『
枕
草
子
』
『
源
氏
物
語
』
『
狭
衣
物
語
』
『
提
中
納
言
物
語
』

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
（
岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
を
テ
キ
ス
ト
と
す

る）

K
現
わ
れ
る
も
の
は
、
ぁ
、
あ
れ
、
ゎ
、
わ
れ
、

b
の、

b
の

れ、

b
れ、

b
れ
ら
、
と
ち
、
と
念
た
、
わ
が
身
、
そ
れ
が
し
、
ま

t
E司
ご
庁

E
r
s
t－
9
h、
に
’
ろ
と
フ
〈
妥
塁
王
ロ
「
ま
う
一
と
D



ろ
、
み
、
自
ら
、
身
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
、
わ
た
く
し
の
十
八
種
で
あ

る
。
た
だ
し
と
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
様
々
左
性
格
を
持
っ
て
b
－夕、

す
べ
て
が
当
時
自
称
代
名
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
は
危

険
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
中
で
、
『
古
事
記
』
か
ら
『
提
中
納
言
物
語
』
ま

で
時
代
を
通
じ
て
全
般
的

K
相
当
数
現
わ
れ
、
平
安
時
代
以
後
は
明

ら
か

K
自
称
代
名
詞
と
し
て
の
用
法
に
限
定
さ
れ
る
「
ま
ろ
」
は
特

異
で
あ
り
、
興
味
を
ひ
か
れ
る
語
で
あ
る
。
そ
と
で
「
ま
ろ
」
の
変

遷
及
び
性
格
を
検
討
す
る
次
第
で
あ
る
。

「
ま
ろ
」
の
古
い
例
に
つ
い
て

前K「まろ」は時代を通じて全般的K相当数現われると
記したが、具体的Kは次表の通りである。

作 品 数

古事記 1 

万葉集 2 

竹取物語 。
古今集 。
士 佐 日 記 1 

伊勢物語 1 

大 和 物 語 。
｜宇津保物語 48 

かげろふ日記 2 

落窪物語 30 

枕 草子 10 

源氏物語 38 

狭衣物語 21 

提中納言物語 9 

宇治拾遺物語 。
言十 163 

す
る
と
、
『
大
和
物
語
』
を
境
と
し
て
数

K
差
が
あ
b
、
さ
ら
に
『
古

事
記
』
「
万
葉
集
』
『
伊
勢
物
語
』
「
土
佐
日
記
』
の
五
例
は
自
称

i
z－
－
 

i 

〉

L
e
h司
み
円

ふ
a
b
4
H
N
向
舟

そ
れ
が
し
、

ま

代
名
詞
と
断
定
す
る
よ
り
も
、
人
名

K
っ
く
接
尾
語
「
ま
ろ
」
と
の

関
連
が
強
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ま
ず
、
文
献
に
現
わ
れ
る
最
古
の
「
ま
ろ
」
は
、
「
古
事
記
』
の

歌
謡
K
於
け
る
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、

か

し

ふ

よ

〈

す

か

お

ほ

み

き

う

ま

白
憶
に
生
に
横
目
を
作
り
横
自
に
駿
み
し
大
御
酒
甘
ら
に

、

湾

も

を

・

・

ち

聞
こ
し
以
ち
食
せ
ま
ろ
が
親

と
い
う
も
の
で
、
と
の
「
ま
ろ
が
ち
」
の
「
ま
ろ
」
を
自
称
代
名
詞

と
見
て
「
私
の
天
皇
様
」
と
解
す
る
と
と
も
、
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ

り
、
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
古
事
記
、
日
本
書
紀
を
通
じ
て
、

他
に
「
ま
ろ
」
の
例
が
左
い
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、

ζ

の
「
ま
ろ
」

は
、
自
称
代
名
詞
と
限
定
す
る
よ
り
も
、
人
麻
呂
念
ど
と
い
っ
た
人

名
に
つ
く
接
尾
語
の
「
ま
ろ
」
を
自
称
代
名
詞
が
わ
り
に
用
い
て
親

し
み
を
と
め
た
表
現
と
い
う
見
方
の
方
が
自
然
で
は
念
い
か
と
思
わ

れ
る
。次

に
、
万
葉
集
の
巻
十
の
二

O
三
三
を
見
る
と
、
「
天
の
河
安
の

河
原

K
定
ま
り
て
神
競
者
磨
待
無
」
と
い
う
歌
が
あ
り
、
と
の
「
磨
」

を
、
『
万
葉
集
大
成
』
及
び
「
万
葉
集
注
釈
』
で
は
「
麿
」
す
念
わ

ち
「
麻
呂
」
と
解
し
て
い
る
が
、
と
れ
は
異
説
も
多
く
断
定
し
難
い
。

と
れ

K
対
し
て
、
巻
九
の
一
七
八
コ
一
の

「
松
反
h
y
し
ひ
で
あ
れ
や
は
三
栗
の
中
上
り
来
ぬ
麿
と
い
ふ
奴
」

と
い
う
歌
に
は
確
実
念
「
ま
ろ
」
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
残
念
‘
な

が
ら
と
の
「
ま
ろ
」
が
自
称
代
名
詞
で
あ
る
可
能
性
は
甚
だ
少
な
い
。

む
し
ろ
、

ζ

の
場
合
K
も
「
古
事
記
』
の
例
と
は
内
容
が
異
念
る
が
、

人
名
に
つ
〈
「
ま
ろ
」
と
の
関
連
が
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
夫
の

名
が
「
麿
」
も
し
く
は
「
何
々
麿
」
だ
っ
た
の
で
妻
が
愛
称
の
よ
う

に
そ
う
呼
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
察
で
あ
る
。
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次
K
見
ら
れ
る
「
ま
ろ
」
は
、
十
世
紀
初
頭
の
書
で
あ
る
『
伊
勢

物
語
』

k
b
い
て
で
あ
る
。
’
’

「
筒
井
つ
の
井
筒

K
か
け
し
ま
ろ
が
た
け
過
ぎ
に
け
ら
し
念
妹
見

ざ
る
ま

K
」
（
二
十
三
段
）

と
の
「
ま
ろ
」
は
自
称
代
名
調
説
が
一
般
的
で
あ
る
六
、
、
、
弔
泉
家

流
伊
勢
物
語
抄
』
の
注
K
よ
れ
ば
、
「
凡
、
人
皆
丸
を
惣
名
と
す
。

一
義

K
は
阿
子
丸
を
指
す
と
い
ふ
宏
、
9
0
是
は
、
凡
、
人
の
娘
、
皆

阿
子
丸
左
ど
と
い
ふ
名
有
」
と
し
て
、
自
称
代
名
調
説
は
否
定
さ
れ
、

と
と
で
も
人
名

K
つ
く
接
尾
語
の
「
ま
ろ
」
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

最
後

K
『
伊
勢
物
語
』
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
『
土
佐
日
記
』
を
見
る

ル」

「
ま
ろ
と
の

「
あ
る
ひ
と
の
ζ

の
わ
ら
は
念
る
、
ひ
そ
か

K
い
ふ
、

う
た
の
か
へ
し
せ
ん
」
と
い
ふ
」
（
岩
波
三
三
頁
）

と
あ
る
。
と
れ
も
自
称
代
名
調
と
解
す
る
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
『
古

事
記
』
『
万
葉
集
』
『
伊
勢
物
語
』
と
同
様
K
、
と
の
童
の
名
が
「
何

何
麿
」
だ
っ
た
の
で
自
称
代
名
詞
が
わ

b
k
「
ま
ろ
」
と
言
っ
た
と

い
う
推
測
は
充
分
可
能
で
あ
る
。
特

K
と
の
場
合
は
、
発
言
者
が
幼

い
子
供
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
自
分
の
名
前
の
愛
称
を
ミ
自
分
自
身
が

用
い
た
か
わ
い
ら
し
い
表
現
と
い
う
可
能
性
は
よ
り
強
い
と
思
わ
れ

る。
以
上
の
よ
う
左
検
討
の
結
果
、
『
古
事
記
』
『
万
葉
集
』
『
伊
勢

物
語
』
『
土
佐
日
記
』
の
五
例
の
「
ま
ろ
」
は
、
自
称
代
名
詞
と
断

定
す
る

K
は
疑
問
が
残
h
y
、
人
名

K
っ
く
接
尾
語
の
「
ま
ろ
」
が
愛

称
と
し
て
本
人

K
も
第
三
者

K
も
用
い
ら
れ
た
と
見
る
の
が
望
ま
し

い
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
そ
の
後
現
わ
れ
る
自
称
代
名
詞

「
ま
る
」
の
前
型
で
あ
っ
た
と
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

清
少
納
言
の
「
ま
ろ
」
観
－

前
項
で
述
べ
た
よ
う

K
、
古
い
時
期
の
「
ま
ろ
」
は
自
称
代
名
調

と
認
め
難
い
の
で
あ
る
が
、
平
安
中
期
以
降
は
最
も
一
般
的
左
自
称

代
名
調
と
し
て
「
ま
ろ
」
が
使
用
さ
れ
た
と
と
が
推
察
さ
れ
る
。

し
か
し
、
い
っ
た
い
、
当
時
の
「
ま
ろ
」
は
ど
の
よ
う
友
人
々

K

よ
っ
て
用
い
ら
れ
、
ど
の
よ
う
念
性
格
を
も
っ
た
自
称
代
名
調
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
知
る
重
要
左
手
が
か
h
y
を
与
え
る
の
が
、

『
枕
草
子
』
の
「
文
と
と
ば
念
め
き
人
と
そ
」
の
段
k
b
け
る
清
少

納
言
の
「
ま
ろ
」
観
で
あ
る
。
即
ち
、

「
殿
上
人
、
君
た
ち
、
御
前
よ

b
ほ
か
に
て
は
官
を
の
み
い
ふ
。

ま
た
、
御
前

K
て
は
、

b
の
が
ど
ち
も
の
を
い
ふ
と
も
、
き
と

し
め
ず

K
は
念
ど
て
か
「
ま
ろ
が
」
左
ど
は
い
は
ん
。
さ
い
は

ん
K
か
し
と
く
、
い
は
ざ
ら
む
に
わ
ろ
か
る
べ
き
と
と
か
は
」

と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
清
少
納
言
は
、
「
ま
ろ
」
は
公
の
場

で
口

K
す
る
の
は
慎
む
べ
き
語
で
あ
h
y
、
親
近
感
を
現
わ
す
と
い
う

よ
夕
、
親
狩
感
を
抱
か
せ
る
か
も
し
れ
念
い
恐
れ
の
あ
る
語
と
思
っ

て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
実
際

K
は
ど
う
だ
つ
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
女
の
周
囲
の

公
卿
あ
る
い
は
女
房
た
ち
は
、
「
ま
ろ
」
を
ど
の
よ
う
念
場
合

K
、

ど
の
よ
う
左
人
々
に
対
し
て
使
用
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

「
ま
ろ
」
を
用
い
て
話
し
た
人
々
の
そ
の
時
の
心
情
は
ど
の
よ
う
念

も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

次
頃
以
下
で
は
、
先

K
あ
げ
た
作
品

k
b
い
て
、
話
し
手
と
聞
き

au 

唱
E
A



7

7

i

 
4
ォ，
Z
4
σ
－

a芳
J

土
れ
迂
自
4

例
代
名
一
読

手
の
関
係
、
及
び
話
し
手
の
心
情
を
中
心

K
、
清
少
納
言
的
観
点
を

も
含
め
て
、
実
際
に
用
例
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

男
性
の
発
言
に
於
け
る
「
ま
ろ
」

ま
ず
、
先
に
述
べ
た
自
称
代
名
詞
と
断
定
し
難
い
五
例
を
除
い
た

一
五
八
例
の
「
ま
ろ
」
を
、
川
成
人
男
子
の
発
言

K
於
け
る
場
合
、

凶
戎
人
女
子
の
発
一
言

K
於
け
る
場
合
、
同
子
供
の
発
一
言

K
於
け
る
場

合

K
区
分
し
て
み
る
と
、

ω七
九
例
、

ω四
六
例
、
同
一
一
一
一
一
例
と
念

る。
そ
と
で
、
と
の
項
で
は
成
人
男
子
の
発
言

K
「
ま
ろ
」
が
現
わ
れ

る
場
合
の
例
を
検
討
す
る
の
で
あ
る
が
、
「
上
代
語
辞
典
』

K
よ
れ

ば
、
「
ー

l
略
｜
！
多
く
は
男

K
用
い
ら
れ
た
」
と
あ
り
、
ま
た
、

宮
田
和
一
郎
氏
の
ど
と
く
「
ま
ろ
は
対
話
で
あ
っ
て
、
主
に
男
子
の

用
語
で
あ
る
」
（
「
国
語
の
代
名
詞
に
つ
い
て
」
）
と
す
る
説
も
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
か
の
よ
う
に
、
先
の
統
計
で
も
成

人
男
子
の
発
言
が
圧
倒
的

K
多
い
。

そ
と
で
、
そ
の
問
題
も
含
め
て
男
性
の
発
言

K
於
け
る
「
ま
ろ
」

の
待
遇
意
識
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
、
対
人
関
係
を
次
表
の
よ
う
に
分
類
し
て
み
た
。

次頃以下では、先Kあげた作品kbいて、話し手と聞き

宇 カミ 落 枕 源 狭 提

津 げ 中
作 品 ろ 窪 氏 衣 納

保
ふ

草
百

計

対人関係 物 日
物 物 物

物

語 記 語 子 語 至口五口 語

ア対等の男性K 1 0 3 1 14 

イ下の男性K 。
ウ 下の女かた性に 4 5 3 3 2 1 7 

左
し エ上の万tて 。

オ菜弘主政母、伯父‘伯母 2 1 2 

~~14 カ兄、姉 3 

キ娘、息子、甥、姪 1 3 1 

ク妹、弟 1 

ク妻（恋人） 2 1 1 1 5 5 33 

コ不明、その他 1 1 

計 24 1 1 6 5 22 9 2 79 

勾，
a

唱
E
A



と
と
で
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
上
の
方
K
対
す
る
発
言
K
於
け

る
「
ま
ろ
」
の
例
が
念
い
と
と
で
あ
る
o

女
性
よ
り
も
正
確
に
身
分

の
差
が
つ
け
ら
れ
る
男
性
の
社
会
に
於
て
は
、
言
葉
使
い
も
重
要
念

社
会
的
、
進
退
的
問
題
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
男
性
の
発
言

k
b
い
て
、
と
の
よ
う
に
上
の
方
へ
の
「
ま
ろ
」
が
左
い
と
と
は
、

先
の
清
少
納
言
の
説
を
裏
づ
け
る
も
の
と
し
て
注
目
す
べ
き
こ
と
で

あ
る
。対

等
の
男
性
K
対
し
て
の
会
話
の
例
は
十
四
と
比
較
的
多
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
と
れ
は
、
そ
の
大
部
分
が
『
宇
津
保
物
語
』
に
於

て
で
あ
り
、
『
源
氏
物
語
』

K
於
て
は
一
例
し
か
な
い
こ
と
が
気
K

か
か
る
。
そ
ζ

で
考
え
ら
れ
る
と
と
は
、
男
性
同
士
の
会
話
k
b
い

て
「
ま
ろ
」
が
使
用
さ
れ
る
場
合
の
、
時
代
K
よ
る
使
用
法
の
変
化

で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
と
と
は
、
上
の
方
へ
の
発
言
に
於
け
る
場
合
ゃ
、

下
の
男
性
に
対
す
る
発
一
言
k
h
v
け
る
場
合
K
例
が
な
か
っ
た
こ
と
と
も

考
え
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

か
た

す
左
わ
ち
、
当
時
、
男
性
同
士
の
会
話

K
於
て
は
上
の
方
へ
は
勿

論
、
た
と
え
対
等
の
身
分
の
親
し
い
間
柄
の
者
へ
、
あ
る
い
は
下
の

者
に
対
し
て
で
あ
っ
て
も
「
ま
ろ
」
を
使
用
す
る
と
と
は
避
け
る
の

が
常
識
と
さ
れ
て
い
た
の
で
は
左
い
か
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
最
初
か
ら
そ
初
ょ
う
K
避
け
ら
れ
た
の
で
は
左
く
、
気

を
使
う
必
要
の
あ
る
上
の
方
や
下
の
者
に
対
す
る
発
言
K
於
け
る
「
ま

ろ
」
は
相
当
早
い
時
期
K
消
え
て
い
っ
た
が
、
親
し
い
対
等
の
関
係

の
者
同
士
で
は
そ
の
後
も
使
用
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
も
「
宇
津
保
物
語
』
が
書
か
れ
た
十
世
紀
中
頃
に
は
避
け
ら
れ

始
め
、
『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た
一

O
O
O年
頃
K
は
ほ
と
ん
ど

、
3
〉
旨

3
5

使
用
さ
れ
左
〈
念
っ
た
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
男
性
が
自
称
に
「
ま
ろ
」
を
用
い
た
の
は
女
性
と
の

会
話

K
於
て
の
み
で
は
念
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
そ
れ
は
一
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
た
だ
、
「
ま
ろ
」
が
、
気
の
h
F

け
念
い
場
合
の
会
話
K
用
い
ら
れ
る
と
い
う
性
格
を
も
っ
た
自
称
だ

っ
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
前
に
述
べ
た
よ

う
K
「
ま
ろ
」
が
人
名
K
つ
く
接
尾
語
か
ら
発
生
し
た
と
す
れ
ば
、

む
し
ろ
当
然
で
あ
る
か
も
し
れ
念
い
。
つ
ま
り
、
自
分
の
名
を
告
げ

る
こ
と

K
よ
る
親
近
感
や
甘
え
の
感
情
を
含
ん
だ
自
称
だ
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
身
分
に
差
が
あ
る
者
同
士
が
会
話
す
る
時
K
は
、
た

と
え
上
の
者
は
気
が
h
F

け
左
い
心
情
で
あ
っ
て
も
下
の
者
は
無
論
そ

う
は
い
か
念
い
た
め
に
自
然
と
使
わ
れ
念
〈
念
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
が
後
に
は
、
男
性
同
士
の
場
合
は
身
分
に
差
が
な
く
親
し
い
友

人
と
私
的
左
と
と
を
話
し
て
い
る
時
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
社
会
的
、

地
位
的

Y

政
治
的
な
も
の
が
考
慮
さ
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
た
め

K
、

な
の
ず
か
ら
「
ま
ろ
」
の
使
用
は
避
け
ら
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
た
そ
の
よ
う
友
男
性
に
と
っ
て
女
性
は
、
政
治
的
、
社
会
的
念
立

場
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
が
故
K
、
そ
う
い
っ
た
意
味
で

は
心
か
ら
気
の
b
け
左
い
話
の
で
き
る
相
手
で
あ
り
、
「
ま
ろ
」
の

使
用
も
許
さ
れ
た
の
で
は
念
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
考
え
る
と
、
妻
K
対
す
る
発
言
の
例
が
最
も
多
い
と
と
は
、

む
し
ろ
当
然
で
あ
り
、
ま
た
、
当
時
の
上
流
貴
族
社
会
の
男
性
の
厳

さ
も
察
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

0
0
 

2
Z
A
 

四

女
性
の
発
言
に
於
廿
る
「
ま
ろ
」

と
の
項
で
は
、
成
人
女
子
の
発
言
K
「
ま
ろ
」
が
顕
わ
れ
る
場
合

を
δ
詰
覇
市
、
妻
も
多
A
U
D
M
伊
対
等
の
女
性
と
の
場
合
、
次
に
、
親
、



始
め
、

『
、
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た
一

0
0
0年
頃
に
は
ほ
と
ん
ど

を、先と同様K分類して検討するものである。分類の結果
は次表の通hJである。

宇 か 落 枕 源 狭 提

作 品 津 げ
窪 氏 衣

中
ろ 納

保 ふ 草
＝ 仁コ

計

物 日
物 物 物

物
対人関係

三日ロ五 記 至口五口 子 三口五ロ 語 三ロ五ロ

ア対等の女性K 1 3 1 5 1 0 

イ下の男性K 。
ウ下の女性K 1 2 2 5 

？孟 古＞tこ

し エ上の方に 2 2 

オ親祖父怠伯父、伯母 3 4 1 8 

カ兄、姉 1 1 
社4

キ娘、息子、甥、姪 1 2 1 1 5 

り ク妹、弟 。
ケ夫 4 3 7 

コ不明、その他 1 1 1 5 8 

計 5 1 1 3 5 8 9 5 46 

と
の
項
で
は
、
成
人
女
子
の
発
一
言

K
「
ま
ろ
」
が
顕
わ
れ
る
場
合

そ
の
結
果
、
最
も
多
い
の
が
対
等
の
女
性
と
の
場
合
、
次

K
、
親
、

祖
父
母

K
対
し
て
の
場
合
、
次

K
夫
に
対
し
て
の
場
合
と
念
っ
て
い

る。
す
る
と
、
女
性
の
場
合
も
男
性
の
場
合
と
同
様

K
心
を
許
せ
る
相

手

K
対
し
て
の
み
使
用
し
て
い
る
と
見
て
一
応
問
題
は
念
い
よ
う
で

あ
る
が
、
た
だ
、
先
の
清
少
納
言
の
意
見
と
比
較
す
る
必
要
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

そ
と
で
検
討
し
て
み
る
と
、
と
の
十
例
中
七
例
が
少
納
言
の
意
見

K
反
し
て
主
人
の
御
前
に
な
い
て
左
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の

う
ち
の
二
例
を
除
け
ば
、
そ
れ
は
作
者
の
意
図

K
よ
る
も
の
で
あ
り
、

や
は
り
原
則
と
し
て
「
ま
ろ
」
は
主
人
の
御
前
で
使
用
す
る
こ
と
は

避
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
も
う
一
つ
気

K
か
か
る
の
は
、
夫

K
対
し
て
の
発
言
の
場

合
で
あ
る
。
と
れ
は
七
例
と
多
い
よ
う

K
思
わ
れ
る
が
、
実
は
、
『
器

窪
物
語
』

K
於
て
の
、
あ
と
ぎ
↓
帯
万
一
例
、
落
窪
↓
右
近
少
将
3

例
、
『
源
氏
物
語
』

K
於
け
る
、
雲
井
雁
↓
夕
霧
3
例
と
、
結
局
三

組
の
夫
婦
の
間
で
し
か
使
用
さ
れ
て
い
念
い
の
で
あ
る
。

ζ

の
と
と
に
つ
い
て
は
、
森
野
宗
明
氏
が
、
「
王
朝
貴
族
社
会
の

女
性
と
言
語
」
の
中
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ

K
従
う
。
即

ち
、
落
窪
↓
右
近
少
将
の
場
合
は
、
深
い
愛
情
と
信
頼

K
裏
打
ち
き

れ
た
心
の
交
流
が
感
じ
ら
れ
る
「
ま
ろ
」
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
あ
ζ
ぎ
↓
帯
万
に
つ
い
て
は
、
「
ζ

の
あ
た
り
の
階

層

K
念
る
と
、
親
狩
感
と
か
気
安
さ
が
表
面
に
出
や
す
い
と
い
う
と

と
な
の
で
あ
ろ
う
」
と
批
判
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
雲
井

雁
↓
夕
霧

K
つ
い
て
は
、
雲
一
井
雁
の
人
柄
と
言
動
を
分
析
し
、
「
感

情
の
起
伏
に
伴
っ
て
直
線
的
に
露
呈
す
る
。
幼
児
性
の
強
い
彼
女
の
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夫
K
対
す
る
距
離
零
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
の
態
度
、
そ
れ
を
象
徴

的
に
と
ら
え
て
み
せ
た
の
が
、

ζ

の
「
ま
ろ
」
ま
の
で
あ
る
」
と
結

ぼ
れ
て
い
る
。

確
か
に
「
ま
ろ
」
は
一
般
的
に
は
妻
か
ら
夫
へ
使
用
さ
れ
る
べ
き

自
称
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
女
性
に
と
っ
て
血
縁
関
係
の
左
い

男
性
は
充
分
念
配
慮
が
要
求
さ
れ
る
相
手
で
あ
り
、
夫
で
あ
っ
て
も

そ
れ
は
例
外
で
は
左
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

を
た
、
女
性
の
発
言
の
場
合
、
男
性
の
場
合
と
違
っ
て
身
分
が
上

の
人
へ
の
例
が
二
例
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
落
窪
物
語
』

K
於
る
、
あ

こ
ぎ
↓
落
窪
で
あ
る
と
と
か
ら
、
あ
と
ぎ
は
落
窪
の
姉
代
わ
り
、
母

代
わ
り
的
な
存
在
で
あ
る
の
で
例
外
と
見
念
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

す
る
と
結
局
、
女
性
が
最
も
安
心
し
て
「
ま
ろ
」
を
使
用
で
き
た

の
は
近
い
血
縁
関
係
の
家
族
と
の
会
話
に
於
て
、
ま
た
は
主
人
の
い

な
い
場
で
の
女
房
同
士
の
会
話

K
於
て
の
み
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
、

や
は
り
「
ま
ろ
」
は
私
的
左
く
つ
ろ
い
だ
場
合

K
用
い
る
自
称
代
名

調
で
あ
る
こ
と
が
裏
づ
け
ら
れ
る
。

五

子
供
の
発
言
に
於
け
る
「
ま
ろ
」

最
後
に
子
供
の
発
言

K
於
け
る
場
合
で
あ
る
が
、
先
と
ほ
ぼ
同
様

K
分
類
し
た
結
果
は
次
表
の
通
り
で
あ
る
。

二、ノ喜怒ih正当、毘町、ヰ主介、LUFF－オdJ：占＝－J引唱’司dp－ry’・、3に』いだ

宇 台、 落 枕 源 狭 援

作 品 津 げ
窪 氏 衣

中
ろ 納

保 ふ 草
＝ Eコ

計

物 日
物 物 物

物
対人関係

語 記 語 子 語 語 語

ア身分が上の親しい大人 1 1 2 
血 イ身分が下の親しい大人 1 1』8
縁
関 ウ見知らぬ大人 4 1 5 
係

エ身分が上の子供 。
念

し オ身分が下の子供 1 1>2 

カ同身分の子供 1 1 

血
キ親祖父母、伯父、伯母 8 1 3 2 14 

縁 ク兄、姉 1 2 3 :1.7 
関 ク妹、弟 。
係
あ コ不明、その他 4 1 5 
り

計 1 9 。 1 。7 3 2 32 
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と
の
場
合
も
、
親
、
祖
父
母
に
対
し
て
が
圧
倒
的
に
多
く
、
家
族

に
対
し
て
は
自
由
に
「
ま
ろ
」
を
使
用
し
て
い
た
様
子
で
あ
る
。
し

か
し
、
大
人
の
場
合
と
異
ま

b
、
身
分
が
上
の
方
ゃ
、
見
知
ら
ぬ
人

ゃ
、
他
の
子
供
同
士
で
も
使
用
し
て
い
る
の
は
、
や
は
り
年
少
で
あ

る
た
め

K
社
会
一
般
の
常
識
か
ら
は
は
ず
れ
た
行
為
も
許
さ
れ
た
の

だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
『
源
氏
物
語
』
や
「
狭
衣
物
語
』

K
於
て
は
と
の
よ
う

ま
例
が
左
い
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
十
世
紀
後
半
以
後
の
上
流
貴
族

社
会
で
は
、
子
供
で
あ
っ
て
も
家
族
以
外
の
人
、
特
に
身
分
が
上
の

方
と
の
会
話

K
於
て
「
ま
ろ
」
を
使
用
す
る
ζ

と
は
、
や
は
り
避
け

る
よ
う
に
撲
ら
れ
て
い
た
の
で
は
左
い
か
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
検
討
し
て
き
た
結
果
、
不
充
分
で
は
あ
る
が
一
応

結
論
を
ま
と
め
て
み
る
。

「
ま
ろ
」
と
い
う
語
は
、
「
古
事
記
』
『
万
葉
集
』
の
頃
か
ら
見

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
古
い
時
期
k
b
け
る
そ
れ
は
、
自
称
代
名
詞

と
し
て
確
立
さ
れ
た
形
で
は
念
く
、
人
名

K
つ
く
接
尾
語
を
愛
称
と

し
て
本
人
も
第
三
者
も
自
称
代
名
調
が
わ
り

K
使
用
し
た
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
、
十
世
紀
中
頃
か
ら
は
完
全
念
自
称
代
名
詞
と
し

て
確
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
愛
称
か
ら
発
展
し
た
自
称
で
あ
っ
た
た

め
K
、
「
親
近
感
を
伴
う
」
「
甘
え
た
響
を
伴
う
」
と
い
う
性
格
を

有
し
た
の
で
使
用
範
囲
が
限
定
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

即
ち
、
十
世
紀
後
期
か
ら
は
、
男
性
同
士
、
あ
る
い
は
女
性
が
男

性
K
対
し
て
使
用
す
る
の
は
避
け
る
べ
き
で
あ
り

J

、
さ
ら

K
は
、
た

と
え
同
身
分
の
女
性
同
士
で
あ
っ
て
も
間
接
的

K
せ
よ
主
君
が
聞
き

手
た
h
y
得
る
場
合
は
使
用
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
制
約
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ
は
、
子
供

K
も
要
求
さ
れ
、
上
流
貴
族
社
会
の
規
範
の
厳

格
さ
を
も
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
一
言
で
言
う
念
ら
ば
、
き
わ
め
て
私
的
念
会
話
の
場
合
K
、

心
を
許
し
あ
え
る
人
に
対
し
て
用
い
る
自
称
代
名
詞
が
「
ま
ろ
」
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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と
の
論
文
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研
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と
め
て
い
た
だ
い

た
も
の
で
す
。
）


