
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
に
お
け
る
敬
語

田

　

村

　

忠

　

士

本
稿
は
班
礼
凹
院
右
京
大
夫
集
に
お
け
る
敬
語
の
実
態
を
、
活
用
語
を
中
心

に
し
て
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
文
は
古
典
文
学
大
系
本
に
よ

っ
た
が
、
必
要
に
応
じ
て
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
校
本
お
よ
び
総
索
引
＜
井
狩

正
司
・
三
笠
封
院
V
を
参
照
し
た
。

一
、
尊
敬
語

地
の
文
に
現
わ
れ
る
尊
敬
語
と
待
遇
さ
れ
る
人
物
は
別
表
の
と
お
り
で
あ

る
。

右
の
表
か
ら
見
て
、
待
遇
さ
れ
る
人
物
に
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。A

、
「
せ
（
さ
せ
）
給
ふ
」
・
「
せ
　
（
さ
せ
）
　
お
は
し
ま
す
」
で
待
遇
さ
れ

る
グ
ル
ー
プ

B
、
「
～
給
ふ
」
で
待
過
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ

C
、
「
る
‥
ら
る
」
で
待
遇
さ
れ
る
グ
ル
ー
プ

で
あ
る
。

A
に
属
す
る
人
物
は
高
倉
帝
を
は
じ
め
と
す
る
皇
族
で
あ
り
最
高
の
待
遇
が

与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
他
の
尊
敬
語
も
「
給
は

す
」
、
「
お
は
し
ま
す
」
、
「
（
御
）
～
あ
る
」
　
「
召
す
」
　
（
「
新
る
」
の
意
の

尊
敬
語
と
し
て
は
他
の
作
品
に
お
い
て
も
皇
族
を
対
象
と
す
る
垂
高
位
の
人
物

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
も
作
者
の
母
に
は
敬
意
の
低
い

ヽ

　

ヽ

「
着
ら
る
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
）
と
い
っ
．
た
敬
虔
の
高
い
語
が
用
い
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
た
だ
一
度
で
は
あ
る
が
「
お
は
し
ま
す
」
で
待
遇
さ

れ
て
い
る
大
炊
の
御
門
の
斎
院
も
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
含
め
て
よ
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
ま
た
八
森
の
二
位
股
は
皇
族
で
は
な
い
が
建
礼
門
院
の
御
母
と
し
て
そ

れ
な
り
の
高
い
待
遇
が
な
さ
れ
て
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
一
員
と
し
て
扱
わ
れ
て
い

る
。
な
お
釈
迦
仏
に
対
し
て
一
例
「
さ
せ
給
ふ
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
釈

迦
の
比
較
的
多
く
モ
場
す
る
「
今
昔
物
語
」
で
は
全
て
が
「
給
ふ
」
待
遇
で
あ

り
（
1
）
、
「
成
尋
阿
Ⅲ
梨
母
集
」
な
ど
に
も
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
記
事

は
平
家
滅
亡
後
「
さ
そ
は
れ
て
」
　
「
ね
は
ん
ゑ
」
に
行
っ
た
時
の
も
の
で
あ
る

が
、
「
さ
ほ
ど
の
事
（
「
釈
迦
仏
の
入
滅
せ
さ
せ
給
け
ん
を
り
の
事
」
）
は
い
つ

も
き
ゝ
し
か
ど
、
こ
の
比
き
く
は
い
た
く
し
み
ネ
＼
と
お
ぼ
え
て
も
の
が
な
し

く
な
み
だ
の
と
ま
ら
ぬ
も
云
々
」
　
（
四
八
九
ペ
ー
）
と
い
う
作
者
の
心
情
か
ら

用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

問
題
と
な
る
の
は
近
衛
殿
と
大
納
言
の
君
で
あ
る

①
近
街
輿
二
位
中
将
と
申
し
比
、
佐
房
、
訳
街
、
雑
感
、
資
盛
な
ど
の
殿
上

人
な
り
し
、
ひ
き
ぐ
せ
引
咄
抽
て
、
白
河
ど
の
の
女
房
た
ち
さ
そ
ひ
て
、

所
ぐ
l
I
の
花
御
ら
ん
じ
け
る
と
て
…
…
（
四
一
九
ペ
）

③
大
納
言
君
と
申
し
は
、
三
条
内
大
臣
の
御
女
と
き
こ
え
し
、
そ
の
人
か
く

巾
と
印
さ
せ
結
べ
ば
（
四
二
〇
ペ
）

こ
の
人
物
に
関
す
る
記
事
は
こ
の
箇
所
だ
け
で
あ
る
の
で
何
と
も
い
え
な
い

ヽ

　

ヽ

が
、
①
の
ば
あ
い
は
「
御
ら
ん
じ
け
る
と
て
」
と
あ
る
か
ら
「
隆
房
、
重
衡
」
以

下
を
引
用
部
に
入
れ
る
と
す
れ
ば
問
題
は
な
い
。
ま
た
⑦
は
該
当
部
分
を
「
申

さ
＋
せ
姶
ふ
」
と
せ
ず
、
「
印
さ
せ
＋
給
ふ
」
と
し
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

一

松
尾
琉
氏
が
「
国
文
法
入
門
」
　
（
ヱ
に
お
い
て
、

平
安
中
期
か
ら
の
認
諾
語
と
し
て
「
聞
え
さ
す
」
　
「
巾
さ
す
」
が
あ
る
。

「
開
ゆ
」
　
「
印
す
」
に
尊
敬
か
ら
託
班
に
転
義
し
た
「
さ
す
」
　
「
す
」
を
つ

け
て
談
話
の
意
味
を
一
層
改
め
た
も
の
ら
し
い
。
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と
述
べ
て
お
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
印
す
」
の
受
け
手
が
高
倉
帝
で
あ

る
こ
と
か
ら
も
↓
謙
譲
の
意
味
を
一
層
強
め
た
も
の
」
と
し
て
「
申
さ
す
」
が

使
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な
い
。
資
料
が
少
い
た
め
に
断
定
は
さ

れ
ぬ
が
、
私
は
以
上
の
よ
う
に
考
え
こ
の
二
人
を
A
グ
ル
ー
プ
に
属
さ
な
い
も

の
と
見
た
い
。

次
に
「
給
ふ
」
待
遇
人
物
で
あ
る
が
、
こ
の
中
に
は
大
納
言
の
君
、
堅
田
門

院
の
上
誼
女
房
の
よ
う
に
登
場
が
一
皮
の
も
の
、
小
松
の
大
臣
の
よ
う
に
常
に

「
給
ふ
」
で
待
遇
さ
れ
る
も
の
、
や
し
ま
の
お
と
ど
（
宗
盛
）
の
よ
う
に
「
る

：
り
る
」
に
よ
っ
て
も
待
遇
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
（
「
給
ふ
」
の
用
例
は
見

ら
れ
な
い
が
「
お
は
す
」
　
「
の
た
ま
ふ
」
（
3
）
で
待
遇
さ
れ
る
み
く
し
げ
蚊
も

こ
の
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
。
問
題
と
な
る
の
は
こ
の

宗
盛
の
よ
う
に
両
者
に
よ
る
待
週
の
見
ら
れ
る
ば
あ
い
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は

森
野
宗
明
氏
が
、

し
か
し
、
最
高
敬
語
た
る
「
せ
給
ふ
」
　
「
さ
せ
給
ふ
」
と
次
位
の
敬
語
た

る
「
給
ふ
」
の
場
合
で
は
、
そ
の
間
に
、
そ
れ
が
用
い
ら
れ
る
対
象
に
か
な

り
画
然
と
し
た
へ
だ
て
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
一
般
に
、
「
給
ふ
」
と
「

る
」
　
「
ら
る
」
と
の
問
に
は
そ
れ
と
同
等
の
距
離
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。
（
4
）

と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
を
襲
付
け
て
い
る
と
・
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
こ
の
作
品
に

お
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
地
の
文
に
お
け
る
尊
敬
語
が
A
グ
ル
ー
プ
を
の

ぞ
い
て
圧
倒
的
に
「
る
‥
b
る
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
中
で
、
重
盛
一
人
が
常

に
「
給
ふ
」
で
待
遇
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
こ
れ
は
重
盛
が
平
家

の
中
心
的
人
物
で
あ
る
こ
と
へ
の
、
作
者
の
認
識
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
示
す

も
の
で
あ
り
、
作
者
の
意
識
に
お
い
て
は
「
給
ふ
」
の
方
が
「
る
‥
ら
る
」
よ

り
よ
り
敬
意
の
高
い
改
ま
っ
た
も
の
と
捕
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
。
ま
た
、

◎
（
作
者
1
流
霊
異
　
「
な
ど
、
そ
れ
を
L
も
を
ら
軸
に
け
る
か
」
　
（
四
八
三

ペ
）

④
（
俊
成
1
作
者
）
　
「
…
…
か
や
う
に
よ
ろ
こ
ぴ
ぃ
は
れ
た
る
…
…
」
　
（
五

〇
九
ペ
）

①
（
ひ
じ
り
）
　
「
と
し
ぐ
、
こ
の
花
を
し
め
ゆ
ひ
て
こ
ひ
ね
封
ひ
l
L
人
（
資

盛
）
　
な
く
て
…
…
」
　
（
四
六
八
ペ
）

◎
（
作
者
1
通
宗
の
宰
相
の
中
将
）
　
こ
の
み
す
の
ま
へ
に
て
、
う
ち
L
は
ぶ

か
竹
村
剖
は
ば
、
－
き
～
つ
け
ん
ず
る
よ
し
申
せ
ば
（
五
〇
六
）

◎
（
右
に
同
じ
）
　
「
は
た
ら
か
で
み
し
か
ど
、
あ
ま
り
物
さ
わ
が
し
く
こ
そ

た
ち
叫
剖
ひ
l
に
し
か
」
　
（
五
〇
七
ペ
）

の
会
話
文
（
⑥
は
地
の
文
と
融
合
し
て
い
る
が
、
会
話
文
と
し
て
扱
っ
て
問
題

は
な
い
）
　
を
見
て
も
上
述
の
こ
と
は
言
え
る
と
思
う
。
す
な
わ
ち
◎
は
地
の
文

に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
尊
敬
語
の
用
い
ら
れ
な
い
資
盛
へ
の
言
葉
で
あ
り
、
①
は

作
者
自
身
の
動
作
を
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
同
じ
会
話
文
に
お
い
て
も
「
る

‥
ら
る
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
⑤
は
ひ
じ
り
と
賢
盛
の
関
係
が
は

っ
き
り
し
な
い
が
主
従
の
関
係
に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
、
⑥
お
よ
び
①
は
直

接
の
応
対
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ば
あ
い
に
「
る
・
ら
る
」
が
用

い
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
地
の
文
で
は
す
べ
て
「
る
‥
b
る
」
で
待
過
さ
れ
る
通

宗
に
対
し
て
「
給
ふ
」
い
や
「
せ
給
ふ
」
ま
で
も
が
使
用
さ
れ
る
の
は
、
や
は

り
「
る
・
ら
る
」
と
「
給
ふ
」
と
の
問
の
敬
意
の
違
い
を
そ
こ
に
見
て
い
る
か

ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
「
た
ぶ
」
を
取
り
あ
げ
る
。
「
与
え
る
」
意
の
尊
敬
語
と
し
て
は
後
鳥

羽
院
に
対
す
る
「
給
は
す
」
以
外
に
「
た
ぶ
」
　
の
三
例
が
あ
る
の
み
で
あ

る
（
5
）
。
そ
の
為
手
は
宗
盛
・
露
院
の
中
将
の
君
・
親
長
で
あ
り
、
受
け
手
は
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い
ず
れ
も
作
者
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
宗
盛
に
つ
い
て
は
地
の
文
に
お
．
い
て
尊
敬

語
で
待
遇
さ
れ
て
い
る
が
、
中
将
の
君
に
つ
い
て
は
こ
の
動
作
以
外
に
見
ら
れ

ず
、
親
長
に
あ
っ
て
は
地
の
文
に
お
い
て
他
の
箇
所
で
は
全
く
尊
敬
語
が
用
い

ら
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
「
た
ぶ
」
を
尊
敬
語
と
し
て
一
概
に

見
な
す
こ
と
に
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
「
た
ぶ
」
に
つ
い
て
「
日
本
文
法
大
辞

典
」
　
（
G
）
を
引
く
と
、

ま
た
、
与
え
ら
れ
る
者
が
自
己
の
場
合
に
は
、
自
己
を
低
L
と
し
て
落
と

し
た
言
い
方
と
な
る
。

と
あ
る
。
私
は
右
の
説
を
よ
り
所
と
し
て
こ
れ
ら
の
「
た
ぶ
」
を
考
え
た
ら

よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
為
手
に
対
す
る
敬
意
と
い
う
よ
り
自
ら
を
卑
下

し
た
用
法
と
解
し
た
い
の
で
あ
る
。

C
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
の
は
平
家
の
公
達
・
女
房
な
ど
が
主
で
あ
る
。
先
に

も
述
べ
た
と
お
り
中
世
的
他
向
を
反
映
し
て
地
の
文
で
の
「
る
・
ら
る
」
は
、

「
た
ま
ふ
」
が
七
例
（
う
ち
四
例
が
重
盛
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
四
十
四
例

ヽ

（
「
召
さ
る
±
例
は
省
い
た
）
　
の
多
き
に
達
し
て
い
る
。
そ
れ
も
、

◎
…
…
宮
の
す
け
の
、
う
ち
の
御
か
た
の
番
に
候
け
る
と
て
叫
引
剖
て
…
…

さ
ま
′
ド
1
を
か
し
き
や
う
に
い
ひ
て
・
…
：
お
そ
ろ
し
き
物
が
た
り
ど
も
を

し
て
首
相
し
か
ば
（
四
六
〇
ペ
）

の
よ
う
に
わ
り
と
堅
息
的
な
付
き
方
を
見
せ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
と
に
資

盛
に
対
し
て
は
そ
の
登
場
の
多
い
割
に
は
わ
ず
か
二
箇
所
に
用
い
ら
れ
て
い
る

だ
け
で
あ
り
、
彼
と
同
様
作
者
の
愛
人
で
あ
っ
た
藤
原
隆
信
に
お
い
て
は
全
く

用
い
ら
れ
な
い
。
こ
の
二
人
の
ば
あ
い
は
あ
る
い
は
作
者
の
恋
人
で
あ
っ
た
と

い
う
特
殊
な
作
者
の
心
理
が
働
い
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
平
家
に
関
す
る

人
物
の
う
ち
で
は
建
礼
門
院
の
兄
弟
で
あ
る
時
忠
、
親
宗
、
親
宗
の
子
規
長
に

使
川
さ
れ
て
い
な
い
の
が
目
立
つ
。

⑨
は
る
ご
ろ
、
み
や
の
、
酋
八
条
に
い
で
さ
せ
給
へ
り
し
ほ
ど
、
大
方
に
ま

ゐ
る
人
は
さ
る
事
に
て
、
御
は
ら
か
ら
、
郡
を
ひ
た
ち
な
ど
、
み
な
ば
ん

に
を
り
て
、
二
三
人
は
た
え
ず
忍
珂
嘲
れ
∪
隙
（
四
三
六
ペ
）

の
よ
う
な
ば
あ
い
は
用
い
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
。

父
母
兄
弟
に
対
す
る
待
遇
は
主
従
の
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
ら
ず
、

「
人
物
の
と
ら
え
方
に
、
公
的
社
会
的
な
そ
れ
と
、
私
的
家
内
的
そ
れ
と
が

あ
」
　
で
7
）
る
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
作
品
で
は
作
者
の
兄
に
対
し
て
は
用
い
な

い
が
、
母
に
対
し
て
は
「
る
‥
ら
る
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
日
記
的
歌
集
で

あ
る
こ
の
作
品
に
あ
っ
て
は
む
し
ろ
「
私
的
家
内
的
」
面
が
強
い
か
ら
で
あ
ろ

う
か
　
（
親
に
対
す
る
敬
語
の
使
用
は
、
更
飯
H
記
・
建
寿
御
前
日
記
に
も
見
え

る）。次
の
二
例
は
公
尊
敬
と
い
わ
れ
る
も
の
の
用
法
で
あ
ろ
う
。

⑲
…
…
内
裳
に
て
御
八
講
お
こ
な
は
抽
し
五
巻
の
日
（
四
一
九
ペ
）

⑪
故
女
院
、
い
ら
せ
た
ま
ひ
て
お
は
し
ま
し
～
か
た
を
と
り
は
ら
ひ
て
、
道

場
に
し
つ
ら
は
軸
た
り
し
あ
は
れ
に
て
（
四
一
九
ペ
）

他
の
尊
敬
語
と
し
て
は
「
お
ぼ
す
（
め
す
）
」
が
会
話
文
中
に
用
い
ら
れ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。

注
1
、
今
昔
物
語
集
の
語
法
の
研
究
・
桜
井
光
昭
（
明
治
書
院
）

注
2
、
研
究
社

注
3
、
他
は
い
ず
れ
も
「
の
た
ま
ふ
」
の
分
析
的
表
現
「
い
は
る
」
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。

注
4
、
国
文
学
（
学
灯
祉
）
・
第
九
巻
第
十
三
号

注
5
、
「
…
…
御
返
し
紺
て
、
降
房
い
で
L
に
…
…
…
…
」
　
（
四
三
七
ペ
）

の
「
給
」
を
大
系
本
で
は
他
本
に
よ
っ
て
「
た
ま
は
り
て
」
と
読
ん
で
い
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る
が
、
こ
こ
は
「
拾
ひ
て
」
と
読
ん
で
も
意
味
は
通
ず
る
。
し
か
し
そ
う

′
　
す
る
と
為
手
が
中
宮
と
な
り
「
た
ま
は
す
」
が
用
い
ら
れ
る
可
能
性
が
強

い
と
思
わ
れ
る
の
で
テ
キ
ス
ト
の
読
み
に
従
っ
た
。

注
6
、
松
村
明
編
、
杉
椅
一
雄
執
筆
、
明
治
書
院
。

注
7
、
国
文
学
（
学
灯
祉
）
第
十
七
巻
四
号
。
森
野
宗
明
「
古
典
敬
語
の
構

造
と
識
別
法
」

二
、
謙
語
語

使
用
さ
れ
て
い
る
語
は
「
申
す
」
・
「
聞
こ
ゆ
」
・
「
奉
る
」
・
「
ま
ゐ
ら

す
」
・
「
参
る
」
・
「
箪
づ
」
・
「
ま
か
る
」
・
「
さ
ぶ
ら
ふ
」
・
「
た
ま
は

る
」
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
「
参
る
」
は
貴
人
の
所
へ
行
く
ば
あ
い
と
神
仏
へ
参

詣
す
る
ば
あ
い
と
が
あ
り
、
「
箪
づ
」
は
一
例
し
か
な
い
が
「
住
吉
」
へ
の
参

詣
と
な
っ
て
い
る
。
「
ま
か
る
」
は
、

⑲
…
…
心
み
ん
と
て
、
は
か
へ
封
が
副
に
（
四
五
三
ペ
）

⑬
ま
た
物
へ
ま
か
り
し
み
ち
に
、
む
か
し
の
あ
と
の
け
ぶ
り
に
な
り
L
が
、

い
し
ず
ゑ
ば
か
り
の
こ
り
た
る
に
（
四
七
九
ペ
）

の
二
例
あ
っ
て
、
主
語
は
い
ず
れ
も
作
者
で
あ
る
。
⑲
に
は
「
雲
の
う
へ
も
か

け
は
な
れ
」
と
あ
っ
て
、
「
宮
中
」
を
意
識
し
た
表
現
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

⑬
も
同
様
に
考
え
て
よ
く
認
諾
語
と
い
う
よ
り
は
丁
寧
語
的
用
法
と
み
た
ほ
う

が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
さ
ぶ
ら
ふ
」
は
貴
人
の
傍
に
伺
候
す
る
の
意
で

特
に
か
わ
っ
た
点
は
な
い
。

「
た
ま
は
る
」
は
二
例
あ
る
が
、
そ
の
う
ち

⑭
…
…
抽
た
ら
ん
人
の
歌
に
て
は
、
今
す
こ
し
よ
か
り
ぬ
べ
く
、
心
の
う
ち

に
お
ぼ
え
し
か
ど
も
（
五
〇
八
ペ
）

に
つ
い
て
、
大
系
本
頭
注
で
、

い
た
だ
い
た
人
の
歌
、
即
ち
、
俊
戊
の
作
と
し
て
な
ら
今
少
し
上
手
な
は

ず
だ
が
と
。
或
い
は
「
た
ま
ひ
た
ら
ん
人
」
と
よ
み
、
賜
与
し
た
方
の
歌

な
ら
も
う
少
し
い
い
の
で
は
な
い
か
の
意
か
。

と
し
、
「
給
」
を
「
た
ま
は
る
」
、
「
た
ま
ふ
」
と
両
様
に
読
め
る
と
す
る
。

こ
の
箇
所
は
諸
本
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
が
「
た
吏
は
る
」
と
あ
る
か
ら
、
そ

の
よ
う
に
読
む
べ
き
だ
と
思
う
が
、
「
評
註
建
礼
門
院
右
只
大
夫
集
金
釈
」
（
8
）

で
は
こ
の
「
た
ま
は
る
」
を
尊
敬
語
と
解
し
、
「
御
下
賜
に
な
っ
た
方
の
歌
な

ら
」
と
す
る
。
た
だ
こ
れ
を
、
こ
の
作
品
の
敬
語
使
用
の
実
態
か
ら
考
察
す
る

な
ら
や
は
り
「
た
ま
は
る
」
は
謙
訣
語
で
、
主
語
は
俊
成
と
す
る
の
が
よ
い
と

思
う
。
そ
れ
は
こ
の
筒
所
が
「
院
よ
り
賀
た
ま
は
す
る
に
」
を
受
け
た
表
現
だ

か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
こ
れ
を
尊
敬
語
と
す
る
と
主
語
は
院
と
な
り
、
そ

う
す
れ
ば
こ
こ
も
最
高
敬
語
「
た
ま
は
す
」
が
用
い
ら
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ

る
。
そ
し
て
さ
ら
に
「
拾
た
ら
ん
人
の
歌
」
は
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
帝
や
院

と
い
っ
た
高
位
の
人
の
所
有
物
に
対
し
て
は
「
御
」
が
付
さ
れ
る
の
が
原
則
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
当
然
「
御
歌
」
と
な
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う

に
見
て
く
る
と
「
た
ま
は
る
」
に
当
時
尊
敬
の
用
法
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
る

と
し
て
も
（
9
）
、
こ
の
作
品
に
お
い
て
は
や
は
り
「
た
ま
は
る
」
は
誹
該
語
と

見
な
す
の
が
妥
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
申
す
」
と
「
闘
こ
ゆ
」
に
関
し
て
は
そ
の
数
の
み
み
れ
ば
前
者
が
圧
倒
的

に
多
い
が
、
建
寿
御
前
日
記
と
比
す
れ
ば
そ
の
使
用
度
は
高
く
、
こ
と
に
わ
ず

か
二
例
で
は
あ
る
が
、

⑮
そ
の
人
の
中
納
言
と
印
し
比
、
稲
を
こ
ひ
剖
d
ガ
た
り
し
を
た
ぶ
と
て
（

四
二
九
ペ
）

の
よ
う
な
、
建
寿
御
前
日
記
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
抽
助
動
詞
的
用
法
が
あ

る
。
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「
申
す
」
や
「
聞
こ
ゆ
」
が
官
位
、
身
分
、
人
名
を
受
け
る
ば
あ
い
、
二
語

の
問
に
は
「
誹
謡
意
の
差
只
が
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
が
（
1
。
）
、

⑱
段
雷
門
院
、
皇
后
宮
と
馴
日
比
（
四
八
九
ペ
）

⑰
…
…
高
倉
院
の
中
納
言
の
典
侍
と
剖
d
幻
し
人
（
四
八
七
ペ
）

を
比
較
す
る
と
こ
の
こ
と
は
首
肯
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
こ
の
⑰
は

群
本
で
は
「
い
ひ
し
」
と
あ
り
、
ま
た
中
納
言
の
典
侍
と
同
様
「
る
・
ら
る
」

待
遇
の
捕
ど
の
の
ば
あ
い
、

⑬
宮
に
さ
ぶ
ら
ひ
し
形
勅
の
中
納
言
の
女
、
拝
ど
の
と
同
山
Ll
が
（
四
五
六

ペ
）

と
あ
る
の
で
、
「
聞
こ
ゆ
」
は
「
言
ふ
」
と
の
差
異
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て

い
る
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

⑲
…
…
大
納
言
の
君
と
吼
L
は
、
三
条
内
大
臣
の
御
女
と
剖
d
対
し
（
四
二

〇
ペ
）

◎
や
し
ま
の
お
と
ゞ
と
か
や
、
こ
の
ご
ろ
の
人
は
剖
d
副
め
る
、
そ
の
人
の

中
納
言
と
略
し
比
、
（
四
二
八
ペ
）

な
ど
の
、
「
印
す
」
と
「
聞
こ
ゆ
」
が
共
用
さ
れ
る
ば
あ
い
も
、
敬
意
は
む
し

ろ
「
印
す
」
に
あ
っ
て
、
「
聞
こ
ゆ
」
は
ご
く
軽
い
敬
意
、
さ
ら
に
い
え
ば
、

「
言
ふ
」
に
近
い
語
と
み
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
（
〓
）
。

右
以
外
の
用
法
に
お
い
て
も
二
者
の
間
に
は
同
様
な
差
異
が
あ
る
と
さ
れ

る
。
が
、

㊧
段
富
門
院
、
皇
后
宮
と
申
し
比
、
そ
の
御
か
た
に
さ
ぶ
ら
ふ
上
蕾
の
、
し

る
よ
し
あ
り
て
、
割
引
▼

l
和
利
嘲
L
l
ゝ
が
、
ゆ
き
あ
ひ
て
、
ひ
ぐ
ら
し
物
が

た
り
し
て
か
へ
り
給
ぬ
る
な
．
こ
り
、
あ
め
の
う
ち
ふ
り
て
、
物
あ
は
れ
な

り
。
（
中
略
）
な
つ
か
し
く
も
あ
り
、
さ
ま
7
ぐ
そ
れ
も
恋
し
く
お
も
ひ

い
で
ら
れ
て
、
町
や
み
。
（
四
八
九
ペ
）

の
例
で
み
る
と
差
異
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
（
な
お
「
き
こ
え
か
は
す
」
は

四
五
六
ペ
で
は
「
な
に
事
も
嘲
U
か
は
い
な
ど
せ
L
が
」
と
あ
る
。
）
し
か
し

「
申
す
」
の
客
体
に
あ
た
る
も
の
が
、

⑳
お
な
じ
お
と
ゞ
の
、
大
臣
の
大
将
に
て
よ
ろ
こ
び
馴
〕
給
L
に
（
四
二
八

ペ
）

⑳
人
の
う
れ
へ
馴
し
こ
と
の
あ
る
を
、
さ
る
べ
き
ひ
と
の
刺
さ
た
す
る
を
さ

け
ば
、
後
白
河
院
の
御
時
、
お
は
せ
下
さ
れ
け
る
な
ど
と
て
　
（
五
〇
l

ペ
）

の
よ
う
な
朝
廷
や
帝
に
あ
た
る
用
例
は
「
聞
こ
ゆ
」
に
は
な
い
。
ま
た
資
盛
の

作
者
に
対
す
る
会
詣
に
お
い
て
、

㊧
た
と
ひ
な
に
と
も
恩
は
ず
と
も
、
か
や
う
に
き
引
利
現
れ
て
も
（
四
六
四

ペ
）

⑳
…
…
な
は
ざ
り
に
て
封
d
d
ぬ
な
ど
な
お
ぼ
し
そ
。
（
四
六
五
ペ
）

の
よ
う
に
「
聞
こ
ゆ
」
が
用
い
ら
れ
、
「
そ
の
は
る
、
あ
さ
ま
し
く
お
そ
ろ
し

く
き
こ
え
し
」
と
い
う
一
の
谷
で
の
平
家
敗
北
以
後
で
は
、

⑳
嘲
U
や
う
に
、
今
は
身
を
か
へ
た
る
と
お
も
ふ
を
、
た
れ
も
さ
忠
ひ
て
、

彼
の
世
を
と
へ
　
（
四
七
一
ペ
）

⑳
ま
め
や
か
に
こ
の
た
び
ば
か
り
ぞ
畔
も
す
べ
き
（
四
七
二
ペ
）

の
よ
う
に
「
印
す
」
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
は
近
づ
く
死
へ
の
緊
迫
感
が
増
大

す
る
に
つ
れ
、
質
感
の
作
者
に
対
す
る
心
の
あ
ら
た
ま
り
が
こ
う
し
た
変
化
を

も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
㊧
の
例
は
、
「
申

す
」
が
「
聞
こ
ゆ
」
の
領
域
を
侵
し
そ
の
用
法
を
拡
大
し
て
い
く
と
い
う
一
様

相
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

「
印
す
」
は
右
の
よ
う
な
用
法
の
ほ
か
に
、

⑳
た
え
ま
ひ
さ
し
く
お
も
ひ
い
で
た
る
に
、
た
ゞ
や
あ
ら
ま
し
と
近
々
お
も
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ひ
し
か
ど
、
心
よ
わ
く
て
ゆ
き
た
り
し
に
、
く
る
ま
よ
り
お
る
1
を
み

て
、
「
世
に
あ
り
け
る
は
」
と
刺
し
を
き
ゝ
て
、
心
ち
に
ふ
と
お
ぼ
え
し

（
四
五
〇
ペ
）

の
よ
う
に
、
そ
の
客
体
が
作
者
で
あ
る
ば
あ
い
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
謙
讃
語
と

は
い
え
ず
、
む
し
ろ
丁
寧
語
的
な
も
の
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

⑳
…
…
宮
の
御
物
の
ぐ
め
し
た
り
し
御
さ
ま
な
ど
の
、
い
つ
と
叫
な
が
ら
、

め
も
あ
や
に
見
え
さ
せ
た
ま
ひ
し
を
（
四
一
六
ペ
）

は
ど
う
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

⑳
そ
の
人
か
く
申
l
と
申
さ
せ
給
へ
ば
（
四
二
〇
ペ
）

の
ば
あ
い
も
問
題
に
な
ろ
う
。
⑳
は
他
に
、

㊥
…
…
花
は
ち
り
ち
ら
ず
お
な
じ
に
は
ひ
に
、
月
も
ひ
と
つ
に
か
す
み
あ
ひ

っ
1
、
や
う
7
＼
し
ら
む
山
ぎ
は
、
い
つ
と
い
ひ
な
が
ら
、
い
ふ
か
た
な

く
お
も
し
ろ
か
り
L
を
（
四
三
七
ペ
）

の
よ
う
に
風
景
に
対
し
た
時
は
「
巾
す
」
が
用
い
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
を
み
る

と
、
中
宮
の
御
こ
と
に
言
及
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
謙
譲
語
と
し
て
み
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
⑳
に
つ
い
て
は
和
田
氏
の
説
か
れ
る
よ
う
に
「
ア
ナ
タ
様
ノ
コ

ト
ヲ
コ
ノ
ヨ
ウ
ニ
申
シ
テ
オ
リ
マ
ス
」
の
意
と
解
し
や
は
り
謙
譲
語
と
み
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、

⑳
「
そ
れ
は
そ
ら
事
を
馴
ぞ
」
　
（
四
二
〇
ペ
）

の
よ
う
に
高
倉
帝
の
、
い
わ
ゆ
る
自
敬
表
現
的
な
も
の
が
一
例
見
ら
れ
る
。

「
奉
る
」
と
「
ま
ゐ
ら
す
」
に
つ
い
て
は
、
前
者
の
五
例
に
対
し
て
後
者
は

十
七
例
の
多
く
に
通
し
て
お
り
、
中
l
堕
的
色
彩
を
潰
く
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
し
か
も
補
助
動
詞
的
用
法
が
「
巾
す
」
の
一
例
、
「
聞
こ
ゆ
」
の
二
例
に

と
ど
ま
る
の
に
、
全
用
例
十
七
例
中
十
二
例
を
し
め
て
い
る
。
と
同
時
に
「
ま

ゐ
ら
す
」
の
客
体
は
尊
敬
語
に
お
い
て
「
せ
　
（
さ
せ
）
給
ふ
」
、
「
せ
　
（
さ

せ
）
′
お
は
し
ま
す
」
で
待
遇
さ
れ
る
A
グ
ル
ー
プ
に
集
中
し
て
お
り
、
客
体
に

対
す
る
敬
意
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
仏
に
対
し
て
は
、

⑲
手
づ
か
ら
地
蔵
六
休
す
み
が
き
に
か
き
象
咄
ば
ど
（
四
七
五
ペ
）

と
あ
る
一
方

⑳
＝
…
・
手
な
ど
あ
ら
ひ
て
、
念
仏
嘲
（
四
九
〇
ペ
）

や
⑮
な
ぐ
さ
む
事
も
な
き
ま
1
に
は
、
ほ
と
け
に
の
み
む
か
ひ
た
て
ま
つ
る

も
、
さ
す
が
を
さ
な
／
＼
よ
り
た
の
み
封
d
ガ
し
か
ど
（
四
七
七
ペ
）

の
よ
う
に
「
申
す
」
、
「
聞
こ
ゆ
」
で
も
待
遇
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
間
の
事

情
は
明
か
に
し
え
な
い
（
ほ
）
。

「
奉
る
」
に
あ
っ
て
は
そ
の
客
体
が
い
ず
れ
も
、

⑲
…
…
は
と
け
に
む
か
ひ
ね
て
ま
つ
l
打
て
、
な
き
く
ら
す
ほ
か
の
事
な
し
。

（
四
六
五
ペ
）

の
よ
う
に
仏
に
関
す
る
も
の
に
限
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
薦
接
の
客
体
が
仏
で

な
く
て
、
あ
せ
う
上
人
、
故
些
春
門
院
で
あ
る
ば
あ
い
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
同

様
に
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

三
、
丁
寧
語

こ
の
項
に
関
し
て
は
会
詰
文
に
お
い
て
「
侍
り
」
・
「
候
ふ
」
が
一
例
ず
つ

あ
る
の
み
で
何
と
も
い
え
な
い
。

注
8
、
本
位
田
重
美
・
武
蔵
野
㌫
㍍

注
9
、
伊
奈
恒
一
氏
は
「
た
ま
は
る
」
が
尊
敬
に
転
じ
た
の
は
「
大
体
平
安

時
代
の
中
頃
か
ら
」
と
さ
れ
る
　
（
語
文
・
S
3
8
・
1
）
　
が
、
杉
崎
一
雄
氏

は
「
そ
れ
は
中
世
　
－
　
皐
町
期
　
－
　
ご
ろ
か
ら
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
」
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（
国
文
学
・
第
十
七
巻
四
号
）
　
で
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

注
1
0
、
「
申
す
」
　
「
聞
え
さ
す
」
・
「
聞
ゆ
」
　
－
　
官
位
・
身
分
・
人
名
を

承
け
る
場
合
に
つ
い
て
、
岡
蛤
正
継
・
文
学
語
学
S
3
9
・
6

注
1
1
、
こ
の
用
法
の
み
で
な
く
中
世
の
「
聞
こ
ゆ
」
に
つ
い
て
穐
田
氏
は

「
王
朝
的
雅
語
」
と
い
う
ふ
う
に
考
え
て
お
ら
れ
る
　
（
続
「
申
す
」
と
「
聞

ゆ
」
・
国
語
国
文
S
4
0
・
9
）

注
1
2
、
宮
地
幸
一
氏
は
「
成
尋
阿
聞
梨
母
集
」
で
は
仏
に
対
し
て
「
参
ら

す
」
は
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
「
き
こ
ゆ
、
き
こ
え
さ
す
」
は
全
く
見
当

ら
な
い
と
さ
れ
、
「
す
べ
て
「
奉
る
」
で
待
遇
さ
れ
て
い
る
。
」
と
さ
れ

る
。
（
克
京
学
芸
大
紀
要
・
第
二
二
葉
）

－
　
山
口
県
立
岩
国
高
校
　
－

・
．
三
・
、
・
．
1
号
．
・
．
．
て
こ
・
｝
三
三
一
三
三
．
1
一
7
．
三
′
．
・
一
－
く
．
三
．
．
、
ご
．
一
三
三
一
．
．
，
三
一
．
三
一
－
三
一
l
三
i
，
t
。
．
さ
き
．
三
、
・
、
一
、
．
・
三
一
｝
…
三
一
h
．

（
二
十
五
貢
よ
り
つ
づ
く
）

◎
昭
和
4
9
年
度
卒
業
論
文
題
目
（
文
学
部
）

…
…
…
…
…
…
瀬
戸
口
　
修

O
「
と
は
ず
が
た
り
」
に
於
る
退
廃
的
・
享
楽
的
傾
向
に
つ
い
て
…
・
…
…
＝

…
…
…
・
…
…
＝
丹
藤
美
智
代

○
新
古
今
集
四
季
の
歌
に
つ
い
て
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
中
村
　
浩
子

○
詩
人
と
し
て
の
林
芙
美
子

ー
　
初
期
の
姿
　
－

巾
村
　
洋
子

○
石
川
疎
水
研
究

1
そ
の
晩
年
の
志
向
　
－

○
掠
氏
物
語
研
究

ー
　
我
が
淳
舟
論
　
－

岩
尾
苗
久
枝

杜
田
　
孝
子

○
夏
日
歓
石
研
究

－
　
前
期
三
部
作
に
つ
い
て
　
－
　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
野
田
　
雅
代

○
穂
宙
臣
花
研
究

－
　
結
柄
生
活
史
に
お
け
る
そ
の
人
間
橡
　
－
…
…
…
…
…
水
村
　
洋
子

○
太
宰
治
研
究

－
　
戯
曲
「
春
の
枯
葉
」
　
－
　
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
平
木
　
陽
子

○
樋
口
一
葉
研
究

1
そ
の
作
品
中
の
女
性
像
を
中
心
と
し
て
　
ー
…
…
…
・
福
原
　
節
子

○
拍
蛤
日
記
研
究

－
－
遺
銅
の
母
と
兼
家
の
関
係
を
中
心
に
　
ー
…
…
…
…
‥
森
　
　
英
子
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〇
円
地
文
子

吉
川
　
庸
子

吉
山
　
文
代

○
岩
山
牧
水
研
究

－
　
初
期
歌
集
に
お
け
る
寂
蓼
感
・
悲
哀
感
を
中
心
に
し
て
　
ー
・
…
…
・
・

…
…
…
…
…
上
野
　
富
夫

○
佐
多
稲
子
論

1
「
く
れ
な
い
」
を
中
心
と
し
て
　
ー
…
…
…
…
…
…
…
北
畑
　
尚
子

○
与
謝
野
晶
子
の
『
み
だ
れ
髪
』
に
つ
い
て
・
…
…
…
…
…
・
…
吉
行
　
由
恵

○
日
本
語
を
と
り
も
ど
す
た
め
に

1
－
誠
字
運
動
に
学
ぶ
1

0
夏
目
滑
石
研
究

1
－
『
虞
美
人
草
』
論
　
－

大
畑
養
志
子

○
新
美
由
吉
研
究

末
光
　
郁
子

○
鹿
児
島
県
熊
毛
郡
南
種
子
町
平
山
方
言
の
性
向
語
彙
に
つ
い
て
…
…
…
…

○
西
脇
惧
三
郎

○
林
芙
美
子
論

佐
伯
　
修
二

田
中
　
没
啓

ー
　
「
浮
雲
」
の
周
辺
　
－
　
…
…
…
…
鶴
田
　
安
子

tosho-seibi-repo
長方形

tosho-seibi-repo
長方形




