
こ
ん
に
ち
は
。『
讃
岐
典
侍
日
記
』
い
か
が
で
し
た
か
。
今
回
は
解
説
編
で
す
。

※
本
文
５
行
目
、「
…
と
い
ふ
女
房
」
が
「
…
と
い
う
女
房
」
と
な
っ
て
お
り
ま
し
た
。
申
し
訳
ご
ざ

い
ま
せ
ん
。

右
の
文
章
は
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
一
節
で
、
作
者
が
亡
き
天
皇
の
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
箇
所
で

あ
る
。
な
お
、
作
者
は
堀
河
天
皇
の
女
房
と
し
て
仕
え
た
女
性
で
、
そ
の
姉
は
天
皇
の
乳
母
を
務
め
て

い
た
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

六
月
に
な
り
ぬ
。(

１)

暑
さ
所
せ
き
に
も
、
ま
づ
、
去
年
の
こ
の
こ
ろ
は
、
こ
と
も
な
く
御
心
地
よ
げ

に
遊
ば
せ
た
ま
ひ
て
、
堀
川
の
泉
、
人
々
見
ん
と
あ
り
し
を
、
何
と
お
ぼ
し
め
し
し
に
か
、
あ
な
が
ち

に
す
す
め
つ
か
は
し
し
か
ば
、「
お
ぼ
し
め
す
こ
と
な
れ
ば
、
ま
づ
、
明
日
」
と
て
、
わ
れ
は
出
で
て

人
た
ち
待
ち
し
に
、
ふ
た
車
ば
か
り
乗
り
つ
れ
て
、
日
暮
ら
し
遊
び
て
帰
り
し
に
、
わ
れ
は
、
今
宵
と

ま
り
て
心
や
す
き
と
こ
ろ
に
て
う
ち
や
す
ま
ん
と
思
ひ
て
、
と
ど
ま
り
し
を
、
常
陸
殿
と
い
ふ
女
房
、

「
あ
な
、
ゆ
ゆ
し
。
た
だ
参
ら
せ
た
ま
へ
。『(
ａ)

扇
引
き
な
ど
人
々
に
せ
さ
せ
ん
』
な
ど
あ
り
し
。
御

扇
ど
も
ま
う
け
て
、
待
ち
ま
ゐ
ら
さ
せ
た
ま
ふ
に
」
と
あ
れ
ば
、
こ
の
人
た
ち
に
具
し
て
参
り
ぬ
。
待

ち
つ
け
て
、
泉
の
有
様
う
ち
う
ち
に
問
ひ
な
ど
し
て
、「
扇
引
き
、
今
宵
は
、
さ
は
」
と
お
ほ
せ
ら
れ

し
か
ば
、「
明
け
ん
が
心
も
と
な
さ
に
今
宵
と
思
ふ
に
、
人
た
ち
の
け
し
き
の
暗
く
て
見
え
ざ
ら
ん
こ

そ
、
く
ち
を
し
く
さ
ぶ
ら
へ
」
と
申
し
し
か
ば
、
つ
と
め
て
、(
２)

明
く
る
や
お
そ
き
と
は
じ
め
さ
せ
た

ま
ひ
て
、
人
た
ち
召
し
す
ゑ
て
、
大
弐
の
三
位
殿
を
は
じ
め
て
ゐ
あ
は
れ
た
り
し
に
、「
ま
づ
、
引
け
」

と
お
ほ
せ
ら
れ
し
か
ば(

ｂ)

引
き
し
に
、
う
つ
く
し
と
見
し
を
え
引
き
あ
て
で
、
な
か
に
わ
ろ
か
り
し
を

引
き
あ
て
た
り
し
を
、
う
へ
に
投
げ
お
き
し
か
ば
、「(

３)

か
か
る
や
う
や
あ
る
」
と
て
、
笑
は
せ
た
ま

ひ
た
り
し
こ
と
を
、
但
馬
殿
と
い
ふ
人
の
、「
家
の
子
の
心
な
る
や
。
こ
と
人
は
え
せ
じ
」
な
ど
興
じ

あ
は
れ
し
に
、
そ
の
を
り
は
何
と
も
お
ぼ
え
ざ
り
し
こ
と
さ
へ
、
い
か
で
さ
は
し
ま
ゐ
ら
せ
け
る
に
か

と
な
め
げ
に
、
今
日
は
、(

４)

あ
り
が
た
く
お
ぼ
ゆ
る
。

注

○
泉

―
納
涼
の
た
め
の
建
物
で
あ
る
泉
殿
の
こ
と
。

○
扇
引
き

―
よ
い
扇
を
引
き
当
て
る
遊
び
。

○
家
の
子

―
こ
こ
で
は
身
内
の
こ
と
。

問
一

傍
線
部(

１)(

２)

を
現
代
語
訳
せ
よ
。

問
二

傍
線
部(

３)

を
、
指
示
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
現
代
語
訳
せ
よ
。

問
三

傍
線
部(

４)

に
つ
い
て
、
ど
う
し
て
「
あ
り
が
た
く
」
思
っ
た
の
か
説
明
せ
よ
。

問
四

波
線
部(

ａ)(

ｂ)

の
動
作
主
を
答
え
よ
。

 



 

ま
ず
、
出
典
で
あ
る
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
の
知
識
確
認
を
し
ま
し
ょ
う
。

『
讃
岐
典
侍
日
記
』
は
、
平
安
時
代
後
期
に
藤
原
長
子
に
よ
っ
て
記
さ
れ
ま
し
た
。
リ
ー
ド
文
に
あ
る

と
お
り
、
長
子
は
堀
河
天
皇
に
女
房(

貴
人
に
仕
え
る
女
性
。
奥
さ
ん
で
は
あ
り
ま
せ
ん
！)

と
し
て
仕

え
ま
し
た
。
長
子
の
姉
が
天
皇
の
乳
母
を
務
め
て
い
た
と
い
う
縁
も
あ
っ
て
か
、
二
人
は
主
従
の
関
係

で
あ
っ
た
も
の
の
、
長
子
は
堀
河
天
皇
に
寵
愛
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

日
記
は
、
天
皇
の
看
病
を
前
半
で
描
き
、
天
皇
の
死
後
、
堀
河
天
皇
の
子
で
あ
る
幼
い
鳥
羽
天
皇
へ

の
出
仕
を
後
半
で
描
き
ま
す
。
特
に
、
天
皇
の
死
後
、
天
皇
と
の
思
い
出
を
回
想
す
る
シ
ー
ン
は
現
実

の
時
間
軸
と
回
想
の
時
間
軸
が
入
り
乱
れ
る
こ
と
が
多
く
、
読
み
に
く
さ
を
感
じ
る
受
験
生
も
多
い
か

と
思
い
ま
す
。(

今
回
の
出
題
部
分
は
ほ
ぼ
回
想
シ
ー
ン
で
占
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
最
後
に
「
今
日
」

と
時
間
軸
が
現
実
に
戻
っ
て
い
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
す)

日
記
作
品
で
す
の
で
、
作
者
自
身
が
登
場
人
物
の
一
人
と
な
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、
作
者
が

主
語
と
な
る
動
作
は
主
語
の
省
略
が
頻
繁
に
起
こ
る
の
も
、
読
解
を
難
し
く
す
る
一
因
で
す
。
今
回
は
、

問
題
文
の
４
・
５
行
目
に
「
わ
れ
」
と
い
う
語
が
登
場
し
て
い
ま
す
の
で
、
見
落
と
さ
ず
に
読
解
を
進

め
て
く
だ
さ
い
ね
！

天
皇
と
の
思
い
出
を
回
想
し
て
い
る
シ
ー
ン
で
す
か
ら
、
当
然
、
天
皇
も
登
場
人
物
の
一
人
で
す
。

天
皇
と
、
お
仕
え
の
者
で
あ
る
作
者
。
二
人
の
間
に
あ
る
「
身
分
差
」
は
、「
敬
語
」
に
も
反
映
さ
れ

て
い
ま
す
。
敬
語
の
知
識
を
、
場
面
把
握
に
大
い
に
役
立
て
て
く
だ
さ
い
。

そ
れ
で
は
、
本
文
を
確
認
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

「
六
月
に
な
り
ぬ
。
暑
さ
所
せ
き
に
も
、」

古
文
の
季
節
は
現
代
と
１
～
２
か
月
程
ず
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
「
六
月
」
と
表
現
さ
れ
て
い

る
季
節
は
今
の
感
覚
の
六
月
下
旬
か
ら
八
月
上
旬
頃
、
暑
さ
が
ど
ん
ど
ん
厳
し
く
な
っ
て
く
る
時
期
だ

と
イ
メ
ー
ジ
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

傍
線
部(

１)

「
暑
さ
と
こ
ろ
せ
き
に
も
」、「
と
こ
ろ
せ
し
」
を
手
掛
か
り
に
訳
出
を
工
夫
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

「
と
こ
ろ
せ
し(

所
狭
し)

」
は
、

○
狭
い

○
身
の
置
き
所
が
な
い

○
気
詰
ま
り
だ

○
厄
介
だ

○
堂
々
と
し
て
い
る

○
仰
々
し
い

な
ど
の
意
味
を
持
つ
語
で
、
自
分
自
身
が
「
狭
い
な
ぁ
…
」
と
感
じ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
部

分
と
、
現
代
語
の
「
所
せ
ま
し
と
○
○
す
る
」
と
い
っ
た
部
分
の
両
方
が
あ
る
語
だ
と
覚
え
て
も
ら
え

れ
ば
良
い
で
し
ょ
う
。

で
は
、
暑
さ
が
増
し
て
く
る
「
六
月
」、
暑
さ
が
「
と
こ
ろ
せ
し
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う

か
？徒

然
草
の
一
節
に
、「
家
の
作
り
や
う
は
、
夏
を
む
ね
と
す
べ
し
。
冬
は
、
い
か
な
る
所
に
も
住
ま

る
。」
と
あ
り
ま
す
。
冬
は
ど
う
い
う
所
に
だ
っ
て(

工
夫
次
第
で)

住
む
こ
と
が
出
来
る
か
ら
、
家
造



 

り
は
夏
を
中
心
に
し
て
考
え
る
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

冬
の
寒
さ
対
策
よ
り
も
、
夏
の
暑
さ
凌
ぎ
の
ほ
う
が
重
要
だ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
ま
す
。
作
者
は
六

月
に
な
り
、
逃
れ
よ
う
の
な
い
暑
さ
を
体
感
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
暑
さ
に
圧
迫
さ
れ
て
い
る
と
も

言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
と
こ
ろ
せ
し
」
の
、「
狭
い
な
ぁ
…
」
と
感
じ
て
い
る
心
情
を
う
ま
く
活
か
し
て
あ
げ
れ
ば
、

「
暑
さ
が(
身
の
置
き
所
の
な
い
ほ
ど)

厳
し
い
に
つ
け
て
も
」
く
ら
い
の
訳
出
に
落
ち
着
く
で
し
ょ
う
。

「
去
年
の
こ
の
こ
ろ
は
、」

さ
て
、「
去
年
」
と
い
う
過
去
を
表
す
情
報
が
出
て
き
ま
し
た
ね
。
回
想
シ
ー
ン
が
始
ま
り
ま
し
た
。

亡
き
天
皇
も
こ
こ
か
ら
登
場
し
ま
す
。

「
こ
と
も
な
く
御
心
地
よ
げ
に
遊
ば
せ
た
ま
ひ
て
、」

誰
の
行
動
か
分
か
り
ま
す
か
？
「
～
せ
た
ま
ふ
」
の
二
重
尊
敬
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
、
天
皇
と
考
え
る

の
が
自
然
で
す
ね
。
作
者
で
あ
れ
ば
「
た
ま
ふ
」
と
い
う
尊
敬
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
説
明
が

つ
き
ま
せ
ん
し
、
そ
の
二
人
以
外
の
人
物
を
断
り
無
し
に
登
場
さ
せ
る
の
も
無
理
が
あ
り
ま
す
。
天
皇

は
ご
気
分
が
良
さ
そ
う
に(

詩
歌
管
弦
な
ど
の)
遊
び
を
な
さ
っ
て
い
ま
し
た
。

「
堀
川
の
泉
、
人
々
見
ん
と
あ
り
し
を
、」

泉
に
つ
い
て
は
注
釈
が
あ
り
ま
す
ね
。「
納
涼
の
た
め
に
ど
こ
か
に
行
く
ん
だ
な
」
く
ら
い
に
考
え

て
お
い
て
頂
け
れ
ば
、
問
題
を
解
く
に
は
十
分
か
と
思
い
ま
す
。(

詳
し
く
言
う
と
、
堀
河
天
皇
の
里

内
裏
で
あ
っ
た
「
堀
河
殿
」
の
敷
地
に
あ
る
建
物
の
こ
と
か
と
思
わ
れ
ま
す
。)

「
何
と
お
ぼ
し
め
し
し
に
か
、
あ
な
が
ち
に
す
す
め
つ
か
は
し
し
か
ば
、」

ま
た
尊
敬
語
が
出
て
き
ま
し
た
。
帝
の
行
動
と
考
え
ま
し
ょ
う
。
帝
は
何
を
お
思
い
に
な
っ
た
の
か
、

ひ
た
す
ら
に
泉
殿
へ
行
く
こ
と
を
勧
め
、
人
を
お
遣
り
に
な
り
ま
し
た
。

「『
お
ぼ
し
め
す
こ
と
な
れ
ば
、
ま
づ
、
明
日
』
と
て
、
わ
れ
は
出
で
て
人
た
ち
待
ち
し
に
、」

天
皇
の
思
し
召
し
な
ら
、
泉
殿
を
見
て
こ
な
い
と
か
え
っ
て
失
礼
に
な
り
ま
す
。
作
者
は
、
天
皇
の

御
前
か
ら
退
出
し
、
一
緒
に
見
物
に
行
く
人
々
を
待
ち
ま
し
た
。

「
ふ
た
車
ば
か
り
乗
り
つ
れ
て
、
日
暮
ら
し
遊
び
て
帰
り
し
に
、」

泉
殿
の
見
物
に
来
た
人
た
ち
は
、
車
二
台
で
や
っ
て
来
ま
し
た
。「
日
暮
ら
し
遊
び
て
」
と
あ
る
の

で
一
日
中
、
泉
殿
で
楽
し
ん
で
帰
っ
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。

「
わ
れ
は
、
今
宵
と
ま
り
て
心
や
す
き
と
こ
ろ
に
て
う
ち
や
す
ま
ん
と
思
ひ
て
、
と
ど
ま
り
し
を
、」

作
者
自
身
は
、
天
皇
の
御
前
に
は
帰
ら
ず
、「
心
や
す
き
と
こ
ろ(

気
楽
な
と
こ
ろ)

」
で
休
も
う
と

思
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

「
常
陸
殿
と
い
ふ
女
房
、」

さ
て
、
作
者
の
同
僚
と
思
し
き
新
し
い
登
場
人
物
が
出
て
き
ま
し
た
。
何
度
も
確
認
し
ま
す
が
、「
女

房
」
と
い
う
の
は
貴
人
に
仕
え
る
女
性
の
こ
と
で
す
。

「『
あ
な
、
ゆ
ゆ
し
。
た
だ
参
ら
せ
た
ま
へ
。『
扇
引
き
な
ど
人
々
に
せ
さ
せ
ん
』
な
ど
あ
り
し
。
御
扇

ど
も
ま
う
け
て
、
待
ち
ま
ゐ
ら
さ
せ
た
ま
ふ
に
』
と
あ
れ
ば
、」



 

波
線
部(

ａ)

に
対
す
る
解
答
が
気
に
な
る
箇
所
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
以
前
の
部
分
も
丁
寧
に
見

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

気
楽
に
休
も
う
と
し
て
い
る
作
者
に
対
し
て
常
陸
殿
は
「
あ
ら
、
よ
ろ
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
参

上
な
さ
い
」
と
言
い
ま
す(

ち
な
み
に
、「
～
せ
た
ま
へ
」
と
い
う
二
重
尊
敬
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

会
話
文
の
中
で
は
皇
族
以
外
で
あ
っ
て
も
二
重
尊
敬
が
用
い
ら
れ
る
の
で
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う)

。
で

は
、
作
者
は
ど
こ
に
参
上
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
？
…
も
ち
ろ
ん
、
天
皇
の
御
前
で
す
よ
ね
。

「『
扇
引
き
な
ど
人
々
に
せ
さ
せ
ん
』
な
ど
あ
り
し
」
の
部
分
は
、
引
用
符
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す

か
ら
、
会
話
文
の
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
が
、「
言
ふ
」
で
は
な
く
、「『
・
・
・
』
な
ど
あ
り
し
」
と
、

い
う
よ
う
に
「
あ
り
」
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
引
用
符
の
後
の
「
あ
り
」
は
、「『
・
・
・
』
な
ど

と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
」
と
補
っ
て
考
え
る
と
分
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
。
誰
か
か
ら
、「
扇
引
き
を

人
々
に
さ
せ
よ
う
」
と
の
言
葉
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
に
参
加
す
る
た
め
に
作
者
は
天
皇
の
御
前
に
参

上
し
な
く
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
は
、「
扇
引
き
を
人
々
に
さ
せ
」
る
の
は
誰
で
し

ょ
う
か
？
…
こ
れ
は
天
皇
だ
と
分
か
り
ま
す
よ
ね
。
天
皇
か
ら
、
扇
引
き
を
人
々
に
さ
せ
よ
う
と
い
う

お
言
葉
が
あ
っ
た
の
で
、
い
つ
も
天
皇
の
側
に
い
る
長
子
が
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
、
常
陸

殿
が
参
加
を
促
し
に
き
た
、
と
い
う
次
第
で
す
。
扇
も
準
備
し
て
、
天
皇
は
皆
を
待
ち
構
え
て
い
る
よ

う
で
す
。

「
こ
の
人
た
ち
に
具
し
て
参
り
ぬ
。」

常
陸
殿
に
事
情
を
説
明
さ
れ
、
作
者
は
常
陸
殿
た
ち
と
一
緒
に
帝
の
御
前
へ
参
り
ま
し
た
。

「
待
ち
つ
け
て
泉
の
有
様
う
ち
う
ち
に
問
ひ
な
ど
し
て
、『
扇
引
き
、
今
宵
は
、
さ
は
』
と
お
ほ
せ
ら

れ
し
か
ば
、」

長
子
た
ち
が
戻
る
と
、
帝
が
彼
女
ら
が
戻
る
の
を
待
っ
て
い
ま
し
た
。
泉
殿
の
見
物
の
様
子
な
ど
内

輪
話
と
し
て
質
問
し
、「
そ
れ
で
は
、
今
宵
は
扇
引
き
を
」
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
こ
こ
に
き
て
、

波
線
部(

ａ)

の
動
作
主
が
帝
で
あ
る
こ
と
の
確
信
が
持
て
ま
す
ね
。

「『
明
け
ん
が
心
も
と
な
さ
に
今
宵
と
思
ふ
に
、
人
た
ち
の
け
し
き
の
暗
く
て
見
え
ざ
ら
ん
こ
そ
、
く

ち
を
し
く
さ
ぶ
ら
へ
』
と
申
し
し
か
ば
、」

早
く
扇
引
き
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
帝
。
そ
の
帝
に
対
し
て
、
誰
か
が
「
申
し
」
ま
す
。「
心
も
と

な
し
」
は
、「
待
ち
遠
し
い
」「
じ
れ
っ
た
い
」「
不
安
だ
」
な
ど
の
意
味
が
あ
る
語
で
す
。
今
回
は
「
待

ち
遠
し
い
」
が
良
い
で
し
ょ
う
。「
夜
が
明
け
る
の
も
待
ち
遠
し
い(

待
っ
て
い
ら
れ
な
い)

の
で
、
今

夜
扇
引
き
を
す
る(

の
が
良
い)

と
思
い
ま
す
が
、
人
々
の
様
子
が
暗
く
て
見
え
な
い
の
が
残
念
で
ご
ざ

い
ま
す
」
と
い
う
意
味
で
す
ね
。
扇
引
き
は
良
い
扇
を
引
き
当
て
る
遊
び
で
す
か
ら
、
引
き
当
て
ら
れ

た
扇
の
美
し
さ
や
、
そ
れ
に
一
喜
一
憂
す
る
様
子
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
は
残
念
だ
、
と
い
う
こ

と
で
す
。

「
つ
と
め
て
、
明
く
る
や
お
そ
き
と
は
じ
め
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
人
た
ち
召
し
す
ゑ
て
、」

「
つ
と
め
て
」
は
、「
早
朝
」
や
「
翌
朝
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ど
う
や
ら
夜
は
明
け

て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
せ
っ
か
く
の
扇
引
き
で
、
人
の
姿
が
暗
く
て
見
え
な
い
の
は
残
念
だ
、
と
い

う
意
見
が
帝
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

傍
線
部(

２)

の
現
代
語
訳
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
ま
す
。「
明
く
る
や
お
そ
き
」
で
苦
労
す
る
人
が

多
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
現
代
で
は
「
今
や
遅
き
」
と
い
う
形
で
残
っ
て
い
る
表
現
と
同
じ
構
造

だ
と
思
っ
て
下
さ
い
。「
今
や
遅
き
」
は
「
今
か
今
か
と
待
ち
か
ね
て
い
る
様
子
」
を
表
す
言
葉
で
す

か
ら
、「
明
く
る
や
遅
き
」
は
、「
夜
が
明
け
る
の
を
待
ち
か
ね
た
よ
う
に
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
傍

線
部(

２)

は
、
そ
れ
の
他
に
「
～
さ
せ
た
ま
ひ
」
の
二
重
尊
敬
を
考
慮
に
入
れ
て
、「
夜
が
明
け
る
の



 

を
待
ち
か
ね
た
よ
う
に
、(

扇
引
き
を)

は
じ
め
な
さ
っ
て
」
と
す
る
の
が
良
い
で
し
ょ
う
。

扇
引
き
を
す
る
た
め
、
夜
が
明
け
る
と
す
ぐ
に
、
帝
は
人
々
を
御
前
に
呼
び
寄
せ
ま
し
た
。

「
大
弐
の
三
位
殿
を
は
じ
め
て
ゐ
あ
は
れ
た
り
し
に
、」

新
し
い
人
物
の
登
場
で
す
。
大
弐
の
三
位
殿
は
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
に
頻
繁
に
登
場
す
る
女
房
で
す
。

「
ゐ
あ
は
れ
た
り
し
」
の
「
れ
」
は
、
尊
敬
の
助
動
詞
の
「
る
」
で
す
。
平
安
時
代
後
期
に
も
な
る
と
、

助
動
詞
「
る
」
の
単
独
使
用
に
よ
る
尊
敬
の
用
法
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
今
回
は
、「
大
弐

の
三
位
殿
を
は
じ
め
と
し
て(

人
々
が)

居
合
わ
せ
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
け
れ
ど
」と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

「『
ま
づ
、
引
け
』
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
か
ば
、
引
き
し
に
、」

「
お
ほ
せ
ら
る
」
と
い
う
二
重
尊
敬
を
も
と
に
、
扇
を
引
く
一
番
手
を
指
名
し
た
の
は
帝
だ
と
分
か

り
ま
す
。
で
は
、
波
線
部(

ｂ)
の
動
作
主(

一
番
に
扇
を
引
い
た
人)

は
誰
で
し
ょ
う
か
？

敬
語
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
名
前
を
省
略
し
て
も
不
自
然
で
な
い

箇
所
に
登
場
し
て
い
る
人
物
は
、
帝
・
作
者
・
大
弐
の
三
位
殿
で
す(

常
陸
殿
は
、
同
じ
女
房
で
あ
る

大
弐
の
三
位
殿
に
い
っ
た
ん
読
者
の
目
線
が
移
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
常
陸
殿
の
行
動
を
記
述
す
る
際
に

は
、
明
ら
か
に
彼
女
と
分
か
る
情
報
を
付
加
す
る
か
、
名
前
を
出
す
の
が
自
然
だ
と
思
い
ま
す)

。

こ
の
中
で
、
敬
語
無
し
で
問
題
が
無
い
の
は
作
者
で
す
ね
。
よ
っ
て
、
波
線
部(

ｂ)

の
解
答
は
作
者
、

と
な
り
ま
す
。「
自
分
以
外
に
も
適
任
の
人
は
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
に
、
帝
は
扇
を
引
く
一
番
手

に
私
を
指
名
し
た
」
と
い
う
の
が
作
者
の
言
い
た
か
っ
た
こ
と
で
す
。

「
う
つ
く
し
と
見
し
を
え
引
き
て
で
、
な
か
に
わ
ろ
か
り
し
を
引
き
あ
て
た
り
し
を
、
う
へ
に
投
げ
お

き
し
か
ば
、」

一
番
手
と
し
て
扇
を
引
い
た
作
者
。
結
果
は
「
美
し
い
と
思
っ
て
い
た
も
の
を
引
き
当
て
る
こ
と
が

で
き
な
い
で
、(

引
く
こ
と
の
で
き
る
扇
の)

中
で
も
良
く
な
い
も
の
を
引
き
当
て
た
」
と
い
う
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「
う
へ
に
投
げ
お
き
し
か
ば
」
は
、
決
し
て
「
上
方
に
向
か
っ
て
放
り
投
げ
た
」
と
解
釈
し
な
い
で

下
さ
い
ね
。「
投
げ
お
く(

投
げ
置
く)

」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
状
態
が
キ
ー
プ
で

き
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。
扇
を
ぽ
い
っ
と
放
っ
て
お
く
こ
と
の
で
き
る
「
う
へ
」
と
い
う
の
は
、「
帝

の
座
の
あ
た
り
」
で
す
。
作
者
は
、
気
に
入
ら
な
い
扇
を
引
き
当
て
、
帝
の
い
ら
っ
し
ゃ
る
す
ぐ
近
く

に
ぽ
い
っ
と
扇
を
放
置
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

「『
か
か
る
や
う
や
あ
る
』
と
て
、
笑
は
せ
た
ま
ひ
た
り
し
こ
と
を
、」

傍
線
部(

３)

は
、
直
訳
す
れ
ば
「
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
な
い
」
で
す
。「
こ

ん
な
こ
と
っ
て
あ
る

」
と
い
う
驚
き
を
含
ん
だ
文
脈
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
表
現
で
す
。
設
問

?!

条
件
で
「
指
示
内
容
を
明
ら
か
に
」
と
あ
る
の
で
、「
こ
の
よ
う
な
こ
と
」
の
指
示
内
容
も
忘
れ
ず
に

答
え
ま
し
ょ
う
。

指
示
語
の
問
題
は
、「
地
道
に
一
つ
前
か
ら
順
に
戻
る
」
と
い
う
の
が
セ
オ
リ
ー
で
す
。
今
回
で
あ

れ
ば
、「
う
へ
に
投
げ
お
き
し
か
ば
」
と
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
検
証
し
て
み
ま
し
ょ
う
。「
帝
の
座
に
扇

を
投
げ
お
く
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
な
い
」。
く
だ
け
た
表
現
で
あ
れ
ば
、「
帝

の
座
に
扇
を
投
げ
お
く
な
ん
て
、
普
通
す
る
？
し
な
い
よ
ね
！
」
で
し
ょ
う
か
。
上
手
く
ニ
ュ
ア
ン
ス

を
残
し
つ
つ
、「
帝
の
座
に
扇
を
投
げ
お
く
な
ん
て
作
法
は
あ
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
な
い
」
く
ら
い
の

訳
出
に
落
ち
着
く
と
良
い
と
思
い
ま
す
。

直
後
に
「
笑
は
せ
た
ま
ひ
た
り
し
こ
と
を
」
と
あ
る
の
で
、
奔
放
に
振
る
舞
う
作
者
に
対
し
帝
は
本

気
で
怒
っ
た
り
驚
い
た
り
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
寛
容
な
態
度
を
見
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
押
さ

え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。



 

「
但
馬
殿
と
い
ふ
人
の
、『
家
の
子
の
心
な
る
や
。
こ
と
人
は
え
せ
じ
』
な
ど
興
じ
あ
は
れ
し
に
、」

但
馬
殿
も
、
こ
こ
ま
で
の
流
れ
か
ら
考
え
て
同
じ
く
堀
河
帝
の
女
房
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
身

内
の
お
心(

か
ら
の
行
動)

だ
な
ぁ
。
別
の
人
は(

こ
ん
な
こ
と)

で
き
な
い
で
し
ょ
う
」
な
ど
と
言
っ
て

面
白
が
っ
た
よ
う
で
す
。
長
子
の
姉
が
堀
河
天
皇
の
乳
母
で
あ
っ
た
と
い
う
縁
や
、
長
子
が
堀
河
天
皇

に
寵
愛
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
彼
女
を
「(

堀
河
天
皇
の)

身
内
」
と
表
現
し
た
の
で

し
ょ
う
。
確
か
に
、
気
心
が
知
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
帝
の
座
に
気
に
く
わ
な
い
扇
を
放
置
す
る
と
い

う
事
は
な
か
な
か
出
来
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
そ
の
を
り
は
何
と
も
お
ぼ
え
ざ
り
し
こ
と
さ
へ
、
い
か
で
さ
は
し
ま
ゐ
ら
せ
け
る
に
か
と
な
め
げ
に
、

今
日
は
、
あ
り
が
た
く
お
ぼ
ゆ
る
。」

時
間
に
関
わ
る
表
現
が
二
つ
出
て
き
ま
し
た
。「
そ
の
を
り
」
と
、「
今
日
」
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、「
そ

の
を
り
」
は
、
去
年
の
六
月
。
そ
こ
か
ら
、「
今
日
」
へ
と
引
き
戻
さ
れ
、
長
い
回
想
シ
ー
ン
が
終
わ

り
ま
す
。

「
い
か
で
さ
は
し
ま
ゐ
ら
せ
け
る
に
か
と
な
め
げ
に
」
は
、
平
仮
名
続
き
で
少
し
読
み
づ
ら
い
で
す

ね
。
単
語
の
区
切
り
は
、「
い
か
で
／
さ
／
は
／
し
／
ま
ゐ
ら
せ
／
け
る
／
に
／
か
／
と
／
な
め
げ
に
」

で
す
。
訳
出
は
、「(

当
時
は
何
と
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
ま
で
も
、)

ど
う
し
て
あ
ん
な
こ
と(

扇

を
天
皇
の
御
前
に
放
置
す
る
こ
と)

を
致
し
た
の
だ
ろ
う
か
と
、
無
礼
な
こ
と
で
」
と
な
り
ま
す
。

「
今
日
は
、
あ
り
が
た
く
お
ぼ
ゆ
る
」
は
、
作
者
の
感
情
で
あ
る
こ
と
を
ま
ず
押
さ
え
ま
す
。
回
想

シ
ー
ン
に
は
人
物
が
多
数
出
て
き
ま
す
が
、
そ
れ
を
思
い
出
し
て
い
る
作
者
は
一
人
で
こ
の
日
記
を
綴

っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
な
に
を
「
あ
り
が
た
く(

も
っ
た
い
な
く)

」
思
っ
て
い
る
の
か
特
定
し
ま
し

ょ
う
。
直
前
と
の
対
比
が
ヒ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。
こ
の
部
分
は
、

そ
の
を
り(

帝
存
命
中)

…
何
と
も
お
ぼ
え
ず

▽今日(

帝
崩
御
後)

…
な
め
げ
／
あ
り
が
た
く
お
ぼ
ゆ
る

と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
当
時
は
何
を
「
何
と
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
」、
そ
し
て
今

は
何
を
「
無
礼
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
の
か
」
を
考
え
ま
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、「
帝
の
座
に
気
に

く
わ
な
い
扇
を
放
置
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

で
は
、
そ
れ
を
受
け
て
何
を
「
あ
り
が
た
く
」
思
う
か
と
い
え
ば
、
回
想
の
締
め
く
く
り
で
も
あ
る

わ
け
で
す
か
ら
、
今
回
の
回
想
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
「
帝
」
が
絡
ん
で
き
ま
す
。
無
礼
な
こ
と
を
し
た

作
者
が
、
帝
に
ど
の
よ
う
に
「
も
っ
た
い
な
さ
」
を
感
じ
る
か
と
い
え
ば
、
も
ち
ろ
ん
「
無
礼
な
行
為

を
咎
め
な
か
っ
た
こ
と
」
で
し
ょ
う
。
身
内
の
よ
う
な
心
理
に
浸
っ
て
無
礼
な
こ
と
を
し
て
い
た
に
も

関
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
咎
め
る
こ
と
な
く
皆
と
面
白
が
っ
て
い
た
と
い
う
心
遣
い
が
、
自
分
に
は
も
っ
た

い
な
い
と
言
う
意
味
で
す
。

【
解
答
】

問
一

(

１)

暑
さ
が(

身
の
置
き
所
の
な
い
ほ
ど)

厳
し
い
に
つ
け
て
も

(

２)

夜
が
明
け
る
の
を
待
ち
か
ね
た
よ
う
に
、(

扇
引
き
を)

は
じ
め
な
さ
っ
て

問
二

帝
の
座
に
扇
を
投
げ
お
く
な
ん
て
作
法
は
あ
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
な
い

問
三

か
つ
て
は
身
内
の
よ
う
な
心
理
に
浸
っ
て
無
礼
な
こ
と
を
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
帝
は
そ

れ
を
咎
め
る
こ
と
な
く
皆
と
面
白
が
っ
て
い
た
と
い
う
も
っ
た
い
な
い
心
遣
い
が
今
更
な
が
ら
に
感
じ

ら
れ
た
か
ら
。

問
四

(

ａ)

堀
河
天
皇

(

ｂ)

作
者



【
現
代
語
訳
】

六
月
に
な
っ
た
。
暑
さ
が(

身
の
置
き
所
も
な
い
程)

厳
し
い
に
つ
け
て
も
、
ま
ず
去
年
の
今
ご
ろ
は
、

何
事
も
な
く
、
帝
は
ご
気
分
が
良
さ
そ
う
に(

詩
歌
管
弦
な
ど
の)

遊
び
な
ど
を
な
さ
っ
て
い
ま
し
た
。

堀
河(
殿)
の
泉
を
、
人
々
が
見
よ
う
と
希
望
し
て
い
た
の
を
、
何
を
思
し
召
し
に
な
っ
た
の
か
、(

見

て
く
る
こ
と
を)

ひ
た
す
ら
お
勧
め
に
な
っ
た
の
で
、「
帝
の
思
し
召
し
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
早
速
明

日(

見
物
に
行
こ
う)

」
と
い
う
事
に
な
っ
て
、
私
は
御
所
を
出
て
、
人
々
を
待
っ
て
い
た
ら
、
車
二
つ

を
連
ね
て
、
や
っ
て
来
ら
れ
た
。
一
日
中
遊
ん
で
帰
っ
た
が
、
私
今
宵
は(

御
所
以
外
の
場
所
に)

泊
ま

っ
て
、
気
楽
な
所
で
休
息
し
よ
う
と
、
と
ど
ま
っ
た
の
を
、
常
陸
殿
と
い
う
女
房
が
、「
あ
ら
、
そ
れ

は
い
け
ま
せ
ん
、
ぜ
ひ
参
内
な
さ
っ
て
下
さ
い
。(

帝
は)

『
扇
ひ
き
な
ど
、
人
々
に
せ
さ
せ
よ
う
』
と

仰
せ
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
扇
な
ど
を
用
意
し
て
、
待
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
ら
」
と
、
言
う

の
で
、
こ
の
人
た
ち
と
一
緒
に
、
自
分
も
参
内
し
た
。
帝
は
、
待
ち
受
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
泉
の

様
子
を
、
内
輪
話
と
し
て
気
楽
に
お
尋
ね
に
な
っ
て
、「
そ
れ
で
は
、
今
宵
は
扇
ひ
き
を
し
よ
う
」
と
、

仰
せ
ら
れ
た
の
で
、「
夜
が
明
け
る
の
も
待
ち
遠
し
い(

待
っ
て
い
ら
れ
な
い)

の
で
、
今
夜
扇
引
き
を

す
る(

の
が
良
い)

と
思
い
ま
す
が
、
人
々
の
様
子
が
暗
く
て
見
え
な
い
の
が
残
念
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
、

申
し
上
げ
た
ら
、(

そ
の
夜
は
結
局
扇
引
き
は
せ
ず
に
、)

翌
朝
、
夜
が
明
け
る
の
を
待
ち
か
ね
た
よ
う

に
、(

扇
引
き
を)

は
じ
め
な
さ
っ
た
。(

多
く
の)
人
た
ち
を
呼
び
に
な
り
、
大
弐
の
三
位
殿
を
は
じ
め
、

多
く
の
人
々
が
、
そ
の
座
に
居
合
わ
さ
れ
た
の
に
、
帝
は
「
ま
ず
引
け
」
と
、
私
に
仰
せ
ら
れ
た
の
で
、

引
い
た
と
こ
ろ
、
美
し
い
と
思
っ
て
い
た
扇
を
引
き
あ
て
る
事
が
出
来
な
い
で
、(

引
く
こ
と
の
で
き

る
扇
の)

中
で
も
良
く
な
い
も
の
を
引
き
当
て
た
の
で
、
そ
れ
を
帝
の
御
前
に
、
そ
の
ま
ま
放
っ
て
お

い
た
ら
、「
こ
ん
な
作
法
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
な
い
」
と
言
っ
て
、
お
笑
い
に
な
っ
た
事
を
、
但

馬
殿
と
い
う
方
が
、「
身
内
の
お
心(

か
ら
の
行
動)

だ
な
ぁ
。
別
の
人
は(

こ
ん
な
こ
と)

で
き
な
い
で

し
ょ
う
」
な
ど
申
さ
れ
て
、
面
白
が
ら
れ
た
が
、
そ
の
時
に
は
何
と
も
思
わ
な
か
っ
た
事
さ
え
、
ど
う

し
て
あ
ん
な
こ
と(

扇
を
天
皇
の
御
前
に
放
置
す
る
こ
と)

を
致
し
た
の
だ
ろ
う
か
と
、無
礼
な
こ
と
で
、

今
と
な
っ
て
は
、(

そ
れ
を
お
咎
め
に
も
な
ら
な
か
っ
た
天
皇
の
、
お
心
遣
い
が
、)

ほ
ん
と
う
に
も
っ

た
い
な
く
思
わ
れ
る
。

 


