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『
今
物
語
』
の
敬
語
通
覧

川

岸

敬

子

は
じ
め
に

中
世
の

(十
三
世
紀
半
ば
の
成
立
か
)
説
話
集

『今
物
語
』
は
、
全
五
十
三
話
で
、
分
量
は
少
な
い
が
、
神
仏

・
帝
か
ら
庶
民
に
至
る
ま

で
、
幅
広
い
階
層
の
人
々
が
登
場
す
る
。

そ

こ
で
、
本
稿
で
は
、
敬
語

(活
用
語
)
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
、
尊
敬
語

・
謙
譲
語

・
丁
寧
語
の
三
分
法
に
沿

っ
て
通

覧
し
、
中
世
の
敬
語
の
使
用
状
況
の

一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
な
お
、
中
世
敬
語

一
般
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
桜
井
光
昭
氏
の

『敬
語
論

集
-
古
代
と
現
代
1
』
第
二
章

「
院
政

・
鎌
倉

・
室
町
期
の
敬
語
」
(以
下
、
桜
井
氏
と
略
称
)
を
参
照
し
た
。

.

テ
キ
ス
ト
に
は
、
陽
明
文
庫
蔵
写
本

(十
行
本
)
を
底
本
と
し
た
、
講
談
社
学
術
文
庫

『今
物
語
』

(全
訳
注

三
木
紀
人
氏
)
を
使
用

す
る

こ
と
に
し
た
。

=
三
二
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(二
〇
〇

一

こ

=
二
四

尊
敬
語

a

「思
ウ
」
の
意
の
尊
敬
語

「
お
ぼ
し
め
す
」
「お
ぼ
す
」
「思
は
せ
給
ふ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
お
ぼ
し
め
す
」
は
、
地
の
文
に
二
例
見
ら
れ
る
。

あ
は
れ
と
や
お
ぼ
し
め
し
け
ん
、
や
が
て
め
で
た
き
人
に
思
は
れ
て
、
さ
い
は
ひ
人
と
言
は
れ
け
り
。
(
一
九
五
-

四
)
〔賀
茂
の
神
〕

小
式
部
内
侍
、
大
二
条
殿
に
お
ぼ
し
め
さ
れ
け
る
こ
ろ
、

(
一
八
二
一

一
)
〔大
二
条
殿

(太
政
大
臣
)〕

「
お
ぼ
す
」
も
地
の
文
に
二
例
見
ら
れ
る
。

い
か
で
御
覧
ぜ
ん
と
お
ぼ
し
け
る
ま
ま
に
、
に
は
か
に
押
し
入
ら
せ
給
ひ
け
り
。
(四
三
一
三
)
〔帝
〕

こ
の
歌
を
ま
ゐ
ら
せ
た
り
け
れ
ば
、
大
臣
殿
も
、
い
み
じ
く
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
け
り
。
(
一
四
八
一
六
)
〔花
園
の
左
の
大
臣
〕

「
お
ぼ
し
め
す
」
は
太
政
大
臣
、9

「
お
ぼ
す
」
は
左
大
臣
が
使
用
対
象
の
下
限
で
あ
る
。
用
例
が
少
な
く
、
微
妙
な
差

で
あ
る
が
、
「
お
ぼ

し
め
す
」

の
方
が
敬
度
が
高
い
と
い
う
結
果
に
な

っ
て
い
る
。

な
お
、
「お
ぼ
し
め
す
」
を
用
い
た
複
合
語
に
、
「
お
ぼ
し
め
し
忘
る
」
が
あ
る
。

「思
は
せ
給
ふ
」
は
、
地
の
文
に

一
例
見
ら
れ
る
。

松
殿
の
思
は
せ
給
ひ
け
る
女
房
、
か
れ
が
れ
に
な
り
給
ひ
て
後
、
(
一
五
三
ー

一
)
〔松
殿

(摂
政
関
白
)〕

b

「
見
ル
」
の
意
の
尊
敬
語



「
御
覧
ぜ
ら
る
」
と

「御
覧
ず
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
辻
村
敏
樹
氏
と
筆
者
の
共
著

「
敬
語
の
歴
史
」
(『
講
座
日
本
語
と
日
本
語
教
育
』

第

一
〇
巻
)
に
よ
れ
ば
、
『
平
家
物
語
』

(覚

一
本
)
や

『
太
平
記
』

(古
活
字
本
)
で
は
、
「御
覧
ぜ
ら
る
」
の
方
が

「
御
覧
ず
」
よ
り
敬
度

が
高

い
が
、
『今
物
語
』
で
は
、
用
例
が
少
な
い
た
め
か
、
地
の
文
の
使
用
対
象

の
下
限
と
い
う
意
味
で
は
、
む
し
ろ
逆
の
結
果
が
出
て
い

る
。「御

覧
ぜ
ら
る
」
は
、
地
の
文
に

一
例
見
ら
れ
る
。
使
用
対
象
は
、
摂
政
で
あ
る
。

御
覧
ぜ
ら
れ
け
れ
ば
、
明
け
ば
又
秋
の
な
か
ば
も
過
ぎ
ぬ
べ
し
か
た
ぶ
く
月
の
惜
し
き
の
み
か
は
と
書
き
た
り
。

(二
六
四
一
八
)
〔摂

政
〕

「御
覧
ず
」
は
地
の
文
に
二
例
、
心
話
に

一
例
見
ら
れ
る
。
地
の
文
の
使
用
対
象
の
下
限
は
、
后
で
あ
る
。

御
ふ
と
こ
ろ
よ
り
櫛
を
い
く
ら
も
と
り
出
で
て
、
火
櫃
の
火
に
う
ち
入
れ
給
ひ
た
り
け
れ
ば
、
奥
ま
で
燃
え
て
、
よ
く
よ
く
御
覧
じ
け

り
。

(四
四
一
二
)
〔帝
〕

を
り
ふ
し
、
み
や
し
ろ
に
御
籠
も
り
あ
り
け
る
に
、
持
ち
て
ま
ゐ
り
て
御
覧
ぜ
さ
せ
け
れ
ば
、
(
二
二
三
一

一
)

〔上
西
門
院
〕

c

「聞
ク
」
の
意
の
尊
敬
語

「聞

こ
し
め
す
」
と

「聞
き
給
ふ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「聞

こ
し
め
す
」
は
、
地
の
文
に

一
例
見
ら
れ
る
。

あ
る
女
の
や
ん
ご
と
な
き
、
し
の
び
て
ま
ゐ
り
た
り
け
る
こ
と
あ
り
け
る
を
、
ち
と
聞
こ
し
め
し
て
、

(四
三
-

二
)
〔帝
〕

「聞
き
給
ふ
」
も
、
地
の
文
に

一
例
見
ら
れ
る
。

後
に
、
こ
の
事
、
京
極
中
納
言
聞
き
給
ひ
て
、
…
…
と
そ
言
は
れ
け
る
。

(
=

六
一
二
)
〔京
極
中
納
言
〕

『
今
物
語
』
の
敬
語
通
覧

=
二
五
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)

「
聞

こ

し
め

す

」

は

帝

に
、

「
聞

き

給

ふ
」

は

中
納

言

に

用

い

ら

れ

て

お

り
、

「
聞
こ
し
め
す
」
の
方
が
敬
度
が
高

い
。

=
二
六

d

「
言
ウ
」
の
意
の
尊
敬
語

「仰
せ
ら
る
」
「仰
せ
事
あ
り
」
「
の
た
ま
ふ
」
「言
は
る
」
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
「
の
た
ま
は
す
」
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、

こ
れ
は

「
の
た
ま
は
す
」
が

「
十
二
世
紀
中
に
話
し
言
葉
か
ら
消
滅
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。」

(桜
井
氏
四

一
頁
)
こ
と
に
関
係
が
あ
る
の
か
も
知
れ

な
い
。

「
仰
せ
ら
る
」
は
、
地
の
文
に

一
例
、
会
話
文
に

一
例
見
ら
れ
る
。

難
波
な
る
あ
し
の
入
江
を
お
も
ひ
出
で
て
と
お
ほ
せ
ら
れ
た
り
け
る
、
い
と
や
さ
し
か
り
け
り
。

(九
九
ー
七
)
〔
宇
治
の
左
大
臣
〕

身
の
う
さ
の
隠
れ
さ
り
け
る
物
ゆ
ゑ
に
梅
の
花
笠
き
た
る
御
坊
と
仰
せ
ら
れ
候
や
ら
ん

(
一
〇
九
一
六
)
修
行
者

〔
ち
こ
〕
ち
こ

「
の
た
ま
ふ
」
も
、
地
の
文
に

一
例
、
会
話
文
に

一
例
見
ら
れ
る
。

供
な
り
け
る
蔵
人
に
、
…
…
と
の
た
ま
ひ
け
れ
ば
、

(七
〇
一
三
)
〔大
納
言
〕

口
惜
し
き
事
の
た
ま
ひ
け
る
か
な
。
府
生
殿
を
思
ひ
か
け
て
、
言
ひ
け
る
に
こ
そ
。
(
二
八
四
ー
七
)
随
身
兼
弘

〔随
身
武
正
〕
随
身

武
正

地

の
文
で
、
「仰
せ
ら
る
」
は
左
大
臣
に
、
「
の
た
ま
ふ
」
は
大
納
言
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「
仰
せ
ら
る
」
の
方
が
敬
度
が
高

い
と
言
え

る
。

会
話
で
も
、
「仰
せ
ら
る
」
は
候
体
を
用
い
る
聞
き
手
に
、
「
の
た
ま
ふ
」
は
普
通
体
を
用
い
る
聞
き
手
に
使
用
さ
れ
て
お
り
、
敬
度
の

差
が
認
め
ら
れ
る
。

「仰
せ
事
あ
り

(な
し
)」
は
、
地
の
文
に
三
例
見
ら
れ
る
。

「
こ
れ
付
け
よ
」
と
仰
せ
事
あ
り
け
れ
ば
、
ほ
ど
な
く
、
け
ふ
は
み
な
雨
ふ
る
さ
と

へ
か

へ
る
か
な
と
付
け
た
り
け
れ
ば
、
(
=
二
〇
ー



五
)
〔後
白
河
院
〕

ひ
さ
し
く
仰
せ
事
な
か
り
け
る
夕
暮
に
、
あ
な
が
ち
に
恋
ひ
奉
り
て
、
(
一
八
二
一

一
)
〔大
二
条
殿

(太
政
大
臣
)
〕

「
…
…
歌
つ
か
う
ま
つ
り
て
、
こ
れ
を
賜
は
れ
」
と
仰
せ
ご
と
あ
り
け
れ
ば
、
(九
五
-
三
)
〔宇
治
の
左
の
大
臣
〕

左
大
臣
が
使
用
対
象
の
下
限
な
の
で
、
「仰
せ
ら
る
」
と
ほ
ぼ
同
じ
敬
度
と
考
え
ら
れ
る
。

「
言
は
る
」
は
、
地
の
文
に
五
例
見
ら
れ
る
。

「
何
を
か
焼
き
侍
る
べ
き
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、
「水
に
鴛
鳶
を
焼
け
」
と
言
は
れ
け
る
に
、
(
=
二
八
一
三
)
〔
や
ん
ご
と
な
き
人
〕

「
…
…
よ
き
も
あ
し
き
も
、
人
を
あ
な
ど
る
事
あ
る
ま
じ
き
事
」
と
そ
言
は
れ
け
る
。
(
一
一
六
ー
六
)
〔京
極
中
納

言
〕

若

き
日
の
僧
都
海
恵
、
松
島
の
上
人
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
中
納
言
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
の
た
ま
ふ
」
よ
り
若
干
敬
度

が
低

い
可
能
性
が
あ
る
。

e

「呼
び
寄
せ
る
」
の
苦
心の
尊
敬
語

「召
し
あ
り
」
と

「
召
す
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「召
し
あ
り
」
は
、
地
の
文
に

一
例
見
ら
れ
る
。

宇
治

の
左
の
大
臣
の
御
前
に
、
銀
を
桐
火
桶
に
積
ま
せ
ら
れ
て
、
頼
政
卿
の
、
い
ま
だ
若
か
り
け
る
時
、

〔宇
治
の
左
の
大
臣
〕

「
召
す
」
は
、
地
の
文
に
三
例
見
ら
れ
る
。

あ
る
時
、
摂
政
殿
、
宮
内
卿
を
召
し
て
、
…
…
と
御
尋
ね
あ
り
け
れ
ば
、
(二
六
四
-
四
)
〔摂
政
〕

腹
立
ち
て
、
公
文
の
従
儀
師
を
召
し
て
、
…
…
と
言
ひ
け
れ
ば
、
(
二
九

ニ
ー
三
)
〔法
勝
寺
の
執
行
〕

『
今
物
語
』
の
敬
語
通
覧

召

し
あ

り

て
、

(
九

五
一

二
)

=
二
七
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〇

一
・
一
)

=
二
八

「
召
す
」

の
第

二
例
に
は
敬
意
は
無

い
。
法
勝
寺
の
執
行
と
公
文
の
従
儀
師
と
の
上
下
関
係
だ
け
に
基
づ
い
て
用
い
ら
れ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

な
お
、
「
召
す
」
を
用
い
た
複
合
語
に
、
「
召
し
返
す
」
が
あ
る
。

f

「
行
ク
」
「来
ル
」
の
意
の
尊
敬
語

「御

わ
た
り
あ
り
」
と

「お
は
す
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「御

わ
た
り
あ
り
」
は
、
地
の
文
に

一
例
見
ら
れ
る
。

そ
の
夜
、
御
渡
り
あ
る
事
、
ま
こ
と
に
は
な
か
り
け
り
。

(
一
八
三
一
六
)
〔大
二
条
殿

(太
政
大
臣
)〕

「お
は
す
」
も
、
地
の
文
に

一
例
見
ら
れ
る
。

大
納
言
な
り
け
る
人
、
日
ご
ろ
心
を
つ
く
さ
れ
け
る
女
房
の
も
と
に
お
は
し
て
、
物
語
り
な
ど
せ
ら
れ
け
る
が
、

(五
三
一

一
)
〔大
納

言
〕

「御
わ
た
り
あ
り
」
は
太
政
大
臣
に
、
「
お
は
す
」
は
大
納
言
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
「御
わ
た
り
あ
り
」
の
方
が
敬
度

が
高
い
と
言
え
る
。

な
お
、
院
に
用
い
ら
れ
て
い
る
特
別
な
敬
語
と
し
て
、
「
御
幸
あ
り
」
「御
幸
な
る
」
が
あ
る
。
桜
井
氏
が

「院
政
期
以
降
、
次
第

に
盛
行

を
見
た
も
の
」

(五
七
頁
)
と
言
わ
れ
た
類
で
あ
る
。

g

「
イ
ル
」
の
意
の
尊
敬
語

「お
は
し
ま
す
」
が
地
の
文
に

}
例
、
会
話
に

一
例
用
い
ら
れ
て
い
る
。

空
阿
弥
陀
仏
の
秘
蔵
の
本
尊
の
、
帳
に
入
り
た
る
が
お
は
し
ま
し
け
る
、
(
二
一二
六
ー

七
)

〔
本

営
マ
〕



本
尊
を
使
用
対
象
と
し
て
い
る
の
で
、
敬
度
が
高
い
と
言

っ
て
よ
い
。

h

「与

エ
ル
」
の
意
の
尊
敬
語

「た
ま
は
す
」
と

「
た
ぶ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
衰
勢
で
あ

っ
た

「
た
ぱ
す
」
「
た
ま
ふ
」
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

「た
ま
は
す
」
は
、
地
の
文
に
二
例
見
ら
れ
る
。

夢
に
、
ゆ
ふ
し
で
の
き
れ
に
書
き
た
り
け
る
物
を
、
直
衣
着
た
り
け
る
人
の
た
ま
は
せ
け
る
を
見
れ
ば
、
(
一
九
九
-

一
)
〔賀
茂
の
神
〕

主
も
称
美

の
あ
ま
り
に
、
国
の
所

一
つ
、
や
が
て
た
ま
は
せ
た
り
け
り
。
(八

一
一
六
)
〔大
臣
〕

「
た
ぶ
」
は
、
地
の
文
に

一
例
見
ら
れ
る
。

感
の
あ
ま
り
に
、
し
る
所
な
ど
た
び
た
り
け
る
と
な
ん
。
(七
〇
ー

一
二
)
〔大
納
言
〕

使
用
対
象
の
下
限
が
、
「た
ま
は
す
」
は
大
臣
、
「
た
ぶ
」
は
大
納
言
で
あ
る
。
「
た
ま
は
す
」
の
方
が
敬
度
が
高
い
と
言
え
る
。

i

「
派

遣

ス

ル
」

の
意

の
尊

敬

語

「
つ
か

は

さ

る
」

と

「
つ
か

は
す

」

が

用

い

ら
れ

て

い

る
。

「
つ
か

は

さ

る
」

は
、

地

の
文

に

一
例

見

ら

れ

る
。

事

の

よ
す

が

や

あ

り

け

ん

、

迎

へ
に
御

車

を

遣

は

さ

れ

た

り

け

る
。

(
一
五

三
ー

六
)

〔
松

殿

(摂

政

関

白

)
〕

「
つ
か

は

す

」

も

、

地

の
文

に

一
例

見

ら

れ

る
。

「
よ

し

、

こ
れ

ゆ

ゑ

そ

む

く

べ

き
浮

き
世

な

り

け
り

」

と

思

ひ
立

ち

て
、

あ

り

し

御

心

し

り

の
も

と

へ
遣

は

し

け

る
。

〔
女

〕

『
今
物
語
』

の
敬
語
通
覧

(
一
六
三

ー

四
)

=
二
九



明
治
大
学
教
養
論
集

通
巻
三
四
〇
号

(
二
〇
〇

一
・
一
)

「
つ
か
は
す
」
の
使
用
対
象
の
女
に
は
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の

「
つ
か

は

す
」

に
は
敬
意
が
無
い

と
言
え
る
o_

四
〇

 

ー
尊
敬
の
補
助
動
詞
な
ど

(1
)

(「
ア
ル
」
「
イ
ル
」
の
意
の
あ
る
も
の
)

「ー
お
は
し
ま
す
」
「ー
お
は
す
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「ー
お
は
し
ま
す
」
は
、
会
話
に
二
例
見
ら
れ
る
。

あ
れ
は
誰
に
て
お
は
し
ま
す
に
か
。

(三
〇
四
一
三
)
修
行
者

〔
幽
玄
な
る
僧
〕
又
あ
り
け
る
僧

た
ふ
と
げ
に
な
ん
ど
や
お
は
し
ま
す
ら
ん
と
こ
そ
思
ひ
つ
れ

(三
〇
四
一

四
)
修
行
者

〔松
島
の
上
人
〕
又
あ
り
け
る
僧

「-
お
は
す
」
は
、
会
話
に

一
例
見
ら
れ
る
。

こ
の
殿
は
、
勅
撰
な
ど
承
る
べ
き
人
に
て
は
お
は
せ
ざ
り
け
る
も
の
を
。
(
二
七
二
ー

五
)
随
身
兼
方

〔後
拾
遺
集
の
撰
者
〕

集
の
撰
者

「ー

お
は
す
」
の
用
例
は
、
相
手
を
手
厳
し
く
非
難
し
て
い
る
も
の
な
の
で
、
敬
意
が
低
い
可
能
性
が
あ
る
。

後
拾
遺

k
尊

敬

の
補

助

動

詞

な

ど

(2

)

(
「
ア

ル
」

「
イ

ル
」

の
意

の
無

い
も

の
)

「
御
ー

あ

り
」

「
1

せ

給

ふ

」

「
1

さ

せ
給

ふ
」

「
一

結

ふ

」

「
ー

あ

り

」

「
-

る
」

「
1

ら

る
」

が

用

い
ら

れ

て

い
る

。

「
御
ー

あ

り
」

は

、

地

の
文

に

四

例
見

ら

れ

る
。

後

白

河

院

の
御

時

、

日
吉

社

に

御

幸

あ

り

て

、

一
夜

御

泊

あ

り

て

、

次

の

日

、
御

下
向

あ

り

け

る

に
、

(
=

二
〇
1

一
)

上

西

門

院

、

を

り

ふ

し

、

み

や

し

ろ

に

御

籠

も

り

あ

り

け

る

に

、

(
二

二

ニ
ー

五
)

〔
上

西
門

院

〕

あ

る

時

、

摂

政

殿

、

宮

内

卿

を

召

し

て

、

…

…

と

御

尋

ね

あ

り

け

れ
ば

、

(
二

六

四
一

五
)

〔
摂

政

〕

〔後
白
河
院
〕



四
例
の
中
で
の
使
用
対
象
の
下
限
は
、
摂
政
で
あ
る
が
、
f
で
取
り
上
げ
た

「御
わ
た
り
あ
り
」
が
太
政
大
臣
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、

「御
ー
あ
り
」
の
使
用
対
象
の
下
限
は
、
太
政
大
臣
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

「ー

せ
給
ふ
」
「ー
さ
せ
給
ふ
」
は
、
地
の
文
に

一
〇
例
、
会
話
に
二
例
見
ら
れ
る
。

近
頃
、
和
歌
の
道
、
こ
と
に
も
て
な
さ
れ
し
か
ば
、
内
裏
、
仙
洞
、
摂
政
家
、
い
つ
れ
も
と
り
ど
り
に
、
そ
こ
を

き
は
め
さ
せ
給
ひ
て

け
り
。
(
二
六
四
-

二
)
〔内
裏

・
仙
洞

・
摂
政
家
〕

持
ち
て
ま
ゐ
り
て
、
御
覧
ぜ
さ
せ
け
れ
ば
、
と
ら
せ
給
ひ
て
、
後
白
河
院
に
ま
ゐ
ら
せ
さ
せ
給
ひ
て
け
り
9
(
二
二
一二
ー

一
)
〔上
西
門

院
〕

思
ふ
や
う
あ
り
げ
な
る
を
、
「
い
か
に
い
か
に
」
と
あ
な
が
ち
に
問
は
せ
給
ひ
け
れ
ば
、
(二
六
四
ー
七
)
〔摂
政
〕

御
車
の
音
な
ど
も
な
く
て
、
ふ
と
入
ら
せ
給
ひ
た
り
け
れ
ば
、
(
一
八
二
一
三
)
〔大
二
条
殿

(太
政
大
臣
)
〕

め
で
さ
せ
給
ひ
け
る
と
な
ん
。

(九
五
一

五
)
〔宇
治
の
左
の
大
臣
〕

「1
せ
給
ふ
」
「ー
さ
せ
給
ふ
」
の
、
地
の
文
に
お
け
る
使
用
対
象
の
下
限
は
、
左
大
臣
で
あ
る
。
「御
ー
あ
り
」
よ
り
微
妙
に
敬
度
が
低

い
と
言

え
る
よ
う
で
あ
る
。

な
お
、
次
の

「
し
か
る
べ
き
人
」
は
、
講
談
社
学
術
文
庫

『
今
物
語
』
の
語
釈
に
よ
る
と
、
西
園
寺
公
経

(太
政
大
臣
)
の
可
能
性
が
高

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「ー
せ
給
ふ
」
の
使
用
対
象
と
し
て
、
問
題
が
な
い
。

承
久
の
こ
ろ
、
住
吉

へ
し
か
る
べ
き
人
の
参
ら
せ
給
ひ
け
る
に
、

(二
九
八
一

一
)
〔し
か
る
べ
き
人
〕

「1

給
ふ
」
は
、
地
の
文
に
五
例
、
会
話
に
八
例
、
歌
に

一
例
見
ら
れ
る
。

御

ふ
と
こ
ろ
よ
り
櫛
を
い
く
ら
も
と
り
出
で
て
、
火
櫃
の
火
に
う
ち
入
れ
剰

た
り
け
れ
ば
、
(四
四
-

二
)
〔帝
〕

松
殿
の
思
は
せ
給
ひ
け
る
女
房
、
か
れ
が
れ
に
な
り
給
ひ
て
後
、
は
か
な
き
御
情
け
だ
に
も
ま
れ
な
り
け
れ
ば
、

(
一
五
三
一

一
)
〔松

『今
物
語
』
の
敬
語
通
覧

一
四
一



明
治
大
学
教
養

論
集

通
巻

三
四
〇

号

(
二
〇
〇

一

・
一
)

一
四
二

殿

(
摂

政

関

白
)
〕

大

臣

殿

、

し

ば

し

御

沓

を

履

き

給

ひ

て

、
難

波

な

る

あ

し

の

入
江

を

お

も

ひ
出

で

て
と

お

ほ
せ

ら

れ

た

り

け

る
、

(
九

九
-

五
)

〔
宇

治

の
左

大

臣

〕

「
さ

て

も
、

何

と

か
言

ひ

た

り

つ
る
」

と
問

ひ
給

ひ
け

れ

ば

、

「
か

く

こ

そ
」

と
申

し
け

れ
ば

、

(
七

〇
1

一
〇
)

〔
大

納

言

〕

後

に
、

こ

の
事

、

京

極

中

納

言

聞

き

給

ひ
て

、

…

…

と

そ

言

は

れ

け

る
。

(
一

一
六
一

二
)

〔
京

極

中

納

言

〕

「
1

給

ふ

」

の
、

地

の
文

に

お

け

る
使

用
対

象

の
下

限

は
、

中

納

言

で
あ

る
。

「
御
ー

あ

り
」

「
ー

せ

給

ふ

」

「
1

さ

せ
給

ふ
」

の

そ
れ

が

大

臣

ク

ラ

ス

で
あ

る

の
と

は

、

大

き

く

異

な

る

。

最

高

敬

語

と

普

通

敬

語

の
違

い
が

は

っ
き

り

出

て

い
る

と
言

え

る
。

「ー

あ

り

」

は

、

地

の
文

に

一
例

見

ら

れ

る
。

天

王
寺

の
別

当

に

な
り

て
、

拝

堂

あ

り

け

る

に
、

上

童

多

く

具

せ

ら

れ

た

り

け

る

中

に

、

(
八

八
-

二
)

〔
吉

水
前

大
僧

正
〕

「ー

る

」

「
ー

ら

る
」

は
、

地

の
文

に

三

三
例

見

ら

れ

る
。

近

頃
、

和

歌

の
道

、

こ
と

に
も

て
な

さ

れ

し

か

ば

、
内

裏

、
仙

洞
、

摂

政

家

、

い
つ

れ

も

と

り

ど

り

に
、
そ

こ
を

き

は

め
さ

せ

給

へ
り

。

(
二

六

四
-

一
)

〔
朝

廷

〕

そ

の
後

、

又

治
部

卿

を

召

し

て
、

さ

き

の

や
う

に
尋

ね

ら

る

る

に
、

(
二
六

五
-

三
)

〔
摂

政

〕

そ

の
人

、

こ

の

こ

ろ
、

あ

る

や

ん

ご

と

な

き

大

臣

家

に
、

和

歌

の
会

せ

ら

れ

け

る

に
、

述

懐

の
歌

を

詠

み

た

り

け

る

。

(
八

一
-

二
)

〔
あ

る
や

ん

ご

と

な

き

大

臣

家

〕

「
西
行

に

こ
そ

あ

り

つ
ら

め

。

ふ
し

ぎ

の
事

な

り

」

と

て
、

心

う

が

ら

れ

け

り
。

(
一
二

二
一

五
)

〔伏

見

中

納

言

〕

後

拾

遺

を

撰

ば

れ

け

る

時

、

(
二
七

二
一

一
)

〔
通
俊

(権

中

納
言

〕
)

貴

族

は

、

権

中

納

言

が

使

用

対

象

の
下

限

で

あ

る
。

次

の

よ
う

に
、

歌

人

を
含

む

「
し

か

る

ぺ

き
人

々
」

が
使

用
対

象

に

な

っ
て

い

る
場



合
も
あ

る
。

年
ご
ろ
し
か
る
べ
き
人

々
の
書
き
置
か
れ
た
る
歌
ど
も
、
柱
、
長
押
、
妻
戸
に
あ
り
け
る
を
、
皆
削
り
捨
て
て
け
り
。

(二
九
八
⊥

二
)

〔
し
か
る
べ
き
人
々
〕

ま
た
、
僧
侶
な
ど
に
も

「1
る
」
「ー
ら
る
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

に
は
か
に
起
き
て
、
「そ
こ
な
る
文
、
な
ど
取
り
入
れ
ぬ
ぞ
」
と
、
厳
し
く
言
は
訓
け
れ
ど
も
、
(
二
〇
二
一
三
)
〔若
き
日
の
僧
都
海

恵
〕

空

阿
弥
陀
仏
う
ち
案
じ
て
、
…
…
と
て
祈
ら
れ
け
り
。

(二
三
六
ー
四
)
〔空
阿
弥
陀
仏
〕

す
べ
て
か
や
う
の
歌
、

い
み
じ
く
詠
ま
れ
け
る
と
か
や
。
(
二
四
五
-
四
)
〔少
輔
入
道
〕

次
の

「
人
々
」
は
漠
然
と
し
て
い
る
が
、
「
つ
ち
ゆ
い
ふ
ふ
つ
」
と
い
う
僧
の
周
囲
に
い
た
人
々
な
の
で
、
僧
侶
の
含
ま
れ
て
い
る
可
能

性
が
あ

ろ
う
。

人

々
笑
は
る
る
声
を
聞
き
て
、
あ
や
し
く
思
ひ
て
、
目
を
開
け
て
見
れ
ば
、

(三
三
二
一
八
)
〔人
々
〕

「ー

る
」
「ー
ら
る
」
は
、
使
用
対
象
の
貴
族
の
下
限
が
権
中
納
言
で
、
「ー
給
ふ
」
よ
り
微
妙
に
低
い
だ
け
で
な
く
、
歌
人
や
僧
侶
な
ど
、

幅
広
い
階
層
の
人

々
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
敬
度
が
最
も
低
い
と
言

っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

謙

譲
語

a

「
聞
ク
」

の
意

の
謙
譲
語

「承

る
」
が
会
話
に

一
例
見
ら
れ
る
。

『今
物
語
』
の
敬
語
通
覧

一
四
三



明
治
大
学
教
養
論
集

通
巻

三
四
〇
号

(
二
〇
〇

一
・
一
)

物

う

け

た

ま

は

ら

ん
。

武

正
、

鳩

吹

く
秋

ぞ

、

よ

う

よ

う

(二
八
四
ー

一
二
)
随
身
武
正

〔随
身
武
正
↓
雑
仕
〕
雑
仕

四
四

b

「
言
ウ
」

の
意
の
謙
譲
語

「申
す
」
「
聞
こ
ゆ
」
「奏
す
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「申

す
」
は
、
地
の
文
に

=

例
、
会
話
に
四
例
、
心
話
に

一
例
見
ら
れ
る
。

戸

蓮
花
谷
の
聖
三
四
十
人
ば
か
り
め
ぐ
り
居
て
、
こ
の
入
道
を
な
か
に
据
ゑ
て
、
念
仏
を
責
め
伏
せ
て
劇
出

た
る
に
、
(
二
三
六
ー
六
)

〔聖
三
四
十
人
↓
仏
〕

…
-
と
御
尋
ね
あ
り
け
れ
ば
、
「
い
つ
れ
と
も
わ
き
が
た
く
候
」
と
ば
か
り
申
し
て
、
(
二
六
四
-
六
)
〔宮
内
卿
↓
摂
政
〕

「か
く
こ
そ
」
と
剖
U
け
れ
ば
、
い
み
じ
く
め
で
た
が
ら
れ
け
り
。

(七
〇
ー

一
一
)
〔蔵
人
↓
大
納
言
〕

「申
す
」
の
人
物
呼
称
表
現
は
、
次
の

一
例
で
あ
る
。

吉

水
前
大
僧
正
と
聞
こ
え
し
は
、
今
は
慈
鎮
和
尚
と
申
す
に
や
。
(八
八
-

一
)
〔↓
慈
鎮
和
尚
〕

「聞

こ
ゆ
」
と
共
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
慈
鎮
は
誼
号
で
あ
り
、
そ
れ
に
用
い
ら
れ
た

「申
す
」
は
、
「聞
こ
ゆ
」
よ
り
改
ま
り
が
強
い
と

考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
次
の

「
申
す
」
は
、
尊
敬
語

「
召
す
」
と
共
に
、

二
人
の
上
下
関
係
だ
け
に
基
づ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
法
勝
寺
の
執
行

に
対
す
る
作
者
の
敬
意
を
表
す
も
の
で
は
な
い
。

(「
呼
び
寄
せ
る
」
の
意
の
尊
敬
語
参
照
)

腹
立
ち
て
、
公
文
の
従
儀
師
を
引

て
、
…
…
と
言
ひ
け
れ
ば
、
つ
い
ひ
さ
ま
づ
き
て
、
散
る
も
う
し
散
り
し
く
庭
も
は
か
ま
う
し
花

に
物
思
ふ
春
の
と
の
も
り
と
申
U
て
、
…
…
な
ど
言
ひ
け
れ
ば
、
(
二
九

二
一
六
)
.〔公
文
の
従
儀
師
↓
法
勝
寺
の
執
行
〕

「
申
す
」
を
用
い
た
複
合
語
と
し
て
、
「申
し
そ
む
」
「申
し
や
る
」
が
あ
る
。



「
聞

こ
ゆ
」
は
、
地
の
文
に
三
例
見
ら
れ
る
。

京
極
太
政
大
臣
と
聞
こ
え
け
る
人
、
い
ま
だ
位
浅
か
り
け
る
ほ
ど
に
、
雲
居
寺
の
ほ
ど
を
過
ぎ
ら
れ
け
る
に
、
(
一
四
三
-

一
)
〔↓
京

極
太
政
大
臣
〕

三
例
と
も
人
物
呼
称
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
用
例
数
を
見
て
も
、
用
法
を
見
て
も
、
「聞
こ
ゆ
」
は

「申
す
」

に
比
べ
、
限
ら
れ
て

い
る
。
衰
勢
に
あ
る
と
言

っ
て
よ
い
。

「奏

す
」
は
、
地
の
文
に
二
例
見
ら
れ
る
。
帝
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

折
り
を
う
か
が
ひ
て
奏
し
け
れ
ば
、
「
ま
こ
と
に
さ
る
事
あ
り
。
た
つ
ね
ざ
り
け
る
心
お
く
れ
こ
そ
」
と
御
気
色
あ
り
け
れ
ば
、
(
一
六

三
-
七
)
〔心
知
り
↓
帝
〕

C

「行
ク
」
「
来
ル
」
の
意
の
謙
譲
語

「参
る
」
「ま
う
つ
」
「
ま
う
で
来
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「参
る
」
は
、
地
の
文
に

一
四
例
、
会
話
に
三
例
見
ら
れ
る
。

小
大
進
と
聞
こ
え
し
歌
よ
み
、
い
と
貧
し
く
て
、
太
秦

へ
参
り
て
、
御
前

の
柱
に
書
き
つ
け
け
る
歌
、

(
一
八
八
一

一
)
〔小
大
進
↓
太

秦
広
隆
寺
〕

大
納
言
な
り
け
る
人
、
内

へ
ま
ゐ
り
て
、
女
房
あ
ま
た
物
語
り
し
け
る
所
に
や
す
ら
ひ
け
れ
ば
、

(
一
五
ー

一
)
〔
大
納
言
↓
内
裏
〕

あ
る
殿
上
人
、
さ
る
べ
き
所

へ
ま
ゐ
り
た
り
け
る
に
、
を
り
し
も
雪
降
り
て
月
お
ぼ
ろ
な
り
け
る
に
、

(二
九
一

一
)
〔殿
上
人
↓
さ
る

べ
き
所
〕

地

の
文
の
使
用
対
象
は
、
寺
社
が
八
例
、
帝

・
皇
族
が
四
例
、
そ
の
他
が
二
例
で
あ
る
。
複
合
語
に

「参
り
あ
ふ
」
が
あ
る
。

『
今
物
語
』
の
敬
語
通
覧

一
四
五
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(
二
〇
〇

一
・
一
)

一
四
六

「ま
う
つ
」
は
、
地
の
文
に

一
例
見
ら
れ
る
。
使
用
対
象
は
神
社
で
あ
る
。
「参
る
」
に
比
べ
、
使
用
が
著
し
く
限
定
さ
れ
て
い
る
。

少
輔
入
道
と
聞

こ
え
し
歌
よ
み
の
、
有
馬
の
社
に
詣
で
て
、
社
の
前
な
る
物
を
み
て
、
(二
四
五
ー

一
)
〔少
輔
入
道
↓
有
馬
の
社
〕

「ま
う
で
来
」
は
、
会
話
に

一
例
見
ら
れ
る
。
使
用
対
象
は
本
尊
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
御
本
尊
の
御
前
に
、
か
の
女
房
が
ま
う
で
来
て
、
我
を
世
に
う
ら
め
し
げ
に
見
て
候
ふ
が
、
(
二
三
六
ー
九
)
入
道

〔
女
↓
御
本

尊
〕
空
阿
弥
陀
仏

d

「
出
ル
」
の
意
の
謙
譲
語

「ま
か
り
出
づ
」
が
地
の
文
に

一
例
用
い
ら
れ
て
い
る
。

あ
る
女
房
の
、
賀
茂
の
た
だ
す
に
七
日
籠
も
り
て
、
ま
か
り
出
つ
る
と
て
、

糺
宮
〕

物
に
書
き
付
け
け
る
、
(
一
九
五
-

一
)
〔女
房
↓
賀
茂

の

e

「
イ
ル
」
の
意
の
謙
譲
語

「
候
ふ
」
が
地
の
文
に

一
例
用
い
ら
れ
て
い
る
。

を
り
し
も
雪
降
り
て
月
お
ぼ
ろ
な
り
け
る
に
、

人
↓
さ
る
べ
き
所
〕

中
門
の
板
に
候
ひ
て
、
寝
殿
な
る
女
房
に
あ
ひ
し
ら
ひ
け
る
が
、

(二
九
一
二
)
〔殿
上

f

「承
知
ス
ル
」
の
意
の
謙
譲
語

「
承
る
」
が
会
話
に

一
例
用
い
ら
れ
て
い
る
。



こ
の
殿
は
、
勅
撰
な
ど
承
る
べ
き
人
に
て
は
お
は
せ
ざ
り
け
る
も
の
を
。
(
二
七
二
一
五
)
随
身
兼
方

〔後
拾
遺
集
の
撰
者
↓
帝
〕
後

拾
遺
集
の
撰
者

g

「
与
エ
ル
」
の
意
の
謙
譲
語

「参
ら
す
」
が
地
の
文
に
四
例
、
会
話
に

一
例
用
い
ら
れ
て
い
る
。
次
第
に
劣
勢
と
な
る

「奉
る
」
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

持
ち
て
ま
ゐ
り
て
、
御
覧
ぜ
さ
せ
け
れ
ば
、
と
ら
せ
給
ひ
て
、
後
白
河
院
に
ま
ゐ
ら
せ
さ
せ
給
ひ
て
け
り
。

(二
二
一二
一

一
)
〔上
西
門

院
↓
後
白
河
院
〕

こ
の
歌
を
ま
ゐ
ら
せ
た
り
け
れ
ば
、
大
臣
殿
も
、
い
み
じ
く
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
け
り
。
(
一
四
八
-
六
)
〔待
賢
門
院
の
女
房
加
賀
↓
花

園
の
左
の
大
臣
〕

h

「
モ
ラ
ウ
」

の
意

の
謙
譲
語

「た

ま
は
る
」
が
会
話
に
二
例
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
山
王
よ
り
の
御
歌
を
た
ま
は
り
て
侍
る
な
り
。
(
二
〇
三
ー
五
)
若
き
日
の
僧
都
海
恵

〔若
き
日
の
僧
都
海
恵
↓
山
王
〕
人

・パ
「
ス
ル
」
の
意
の
謙
譲
語

「
つ
か
ま

つ
る
」
が
会
話
に
二
例
用
い
ら
れ
て
い
る
。

は
こ
を

つ
か
ま
つ
る

(三
二
八
一
八
)
説
経
師

〔説
経
師
〕
人

次

に
見
る
よ
う
に
、
「仕

エ
ル
」
の
意
ば
か
り
で
は
な
く
、
「作
ル
」
の
意
で
も
、
「
つ
か
う
ま
つ
る
」
の
方
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
説
経

『
今
物

語
』
の
敬

語
通
覧

.

西

七
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(二
〇
〇

一
・
一
)

一
四
八

師
が
尾
籠
な
事
を
言

っ
て
い
る
の
で
、
変
化
形

「
つ
か
ま
つ
る
」

(二
例
)
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

j

「
仕
エ
ル
」

の
意
の
謙
譲
語

「
つ
か
う
ま

つ
る
」
が
地
の
文
に
三
例
、
心
話
に
二
例
用
い
ら
れ
て
い
る
。

賀
茂
に
常
に
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
女
房
の
、
久
し
く
参
ら
さ
り
け
る
、
(
一
九
八
一

一
)
〔女
房
↓
賀
茂
社
〕

雨
の
降
り
け
れ
ば
、
御
車
近
う

つ
か
う
ま
つ
り
け
る
上
達
部
の
中
に
、
き
の
ふ
日
よ
し
と
思
ひ
し
も
の
を
と
い
ふ
連
歌
の
出
で
来
た
り

け
る
を
、
(
=
二
〇
一
二
)
〔上
達
部
↓
後
白
河
院
〕

k

「
作
ル
」
の
意
の
謙
譲
語

「
つ
か
う
ま

つ
る
」
が
会
話
に

一
例
用
い
ら
れ
て
い
る
。

桐
火
桶
と
我
が
名
を
隠
し
題
に
て
、
歌

つ
か
う
ま
つ
り
て
、
こ
れ
を
賜
は
れ

(九
五
一
二
)
宇
治
の
左
の
大
臣

〔頼
政
〕
頼
政

尊

大
表
現
で
あ
る
。

1
謙
譲
の
補
助
動
詞

「ー
奉
る
」
「ー
参
ら
す
」
「1
申
す
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「ー
奉
る
」
は
、
地
の
文
に

一
例
、
会
話
に
二
例
見
ら
れ
る
。

ひ
さ
し
く
仰
せ
事
な
か
り
け
る
夕
暮
に
、
あ
な
が
ち
に
恋
ひ
奉
り
て
、
端
近
く
な
が
め
居
た
る
に
、
(
一
八
二
一

二
)
〔小
式
部
内
侍
↓

大
二
条
殿

(太
政
大
臣
)
〕



「
ー

参

ら

す
」

は

、

地

の
文

に

二
例
、

会

話

に

二
例
見

ら
れ

る
。

し

う
ち
続
き
人
に
思
は
れ
て
、
大
菩
薩
の
御
事
を
し
り
ま
ゐ
ら
せ
さ
り
け
れ
ば
、

(二

一
三
一

二
)
〔
八
幡
の
袈
裟
御
子
↓
八
幡
大
菩
薩
〕

い
た
ら
ぬ
く
ま
な
か
り
し
御
世
に
、
た
だ

一
夜
の
夢
の
契
り
を
結
び
ま
ゐ
ら
せ
て
け
る
。

(
一
六
二
一
六
)
〔女
↓
帝
〕

用
例
が
少
な
い
が
、
地
の
文
の
使
用
対
象
の
下
限
を
見
る
と
、
「1
奉
る
」
は
太
政
大
臣
、
「ー
参
ら
す
」
は
帝
で
あ
る
。
「コ
参
ら
す
」

の
方
が
敬
度
が
高
い
こ
と
に
な
る
。

「ー
申
す
」
は
、
地
の
文
に
四
例
見
ら
れ
る
。

法
眼
を
望
み
申
し
て
、
法
の
橋
の
下
に
年
経
る
ひ
き
が

へ
る
今
ひ
と
あ
が
り
飛
び
上
が
ら
ば
や
と
申
し
た
り
け
れ
ば
、
や
が
て
な
さ
れ

に
け
り
。
(二
二

八
一

二
)
〔法
橋
実
費
↓
朝
廷
〕

「
我
が
所
に
こ
そ
置
く
べ
け
れ
」
と
て
、
い
き
ど
ほ
り
申
し
け
る
と
な
ん
。
(
二
二
一二
ー
三
)
〔坊
主
↓
後
白
河
院
〕

「i

申
す
」
の
上
接
動
詞
は
、
「望
む
」
「
い
き
ど
ほ
る
」
「
語
ら
ふ
」
「
い
さ
む

(下
二
)」
で
あ
り
、
発
話
行
為
に
関
わ
る
も
の
ば
か
り
で

あ
る
。
上
鞍
動
詞
に
特
色
が
あ
る
と
言
え
る
。

丁
寧
語

a

「言
ウ
」
の
意
の
丁
寧
語

「申
す
」
が
地
の
文
に

一
例
用
い
ら
れ
て
い
る
。
人
物
呼
称
表
現
で
あ
る
。

能
登
前
司
橘
長
政
と
い
ひ
し
は
、
今
は
世
を
そ
む
き
て
、
法
名
寂
縁
と
か
や
申
す
な
ん
め
り
。
(八
〇
1

一
)

俗
名
に
は

「
い
ふ
」
、
法
名
に
は

「申
す
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「申
す
」
の
改
ま
り
の
語
感
が
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
今
物
語
』
の
敬
語
通
覧

四
九



明
治
大
学
教
養
論
集

通
巻
三
四
〇
号

(二
〇
〇

}
・
一
)

一
五
〇

b

「
ア
ル
」
「
イ
ル
」
の
意
の
丁
寧
語

「
侍
り
」
「候
ふ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
侍
り
」
は
、
地
の
文
に

一
例
、
会
話
に
三
例
、
歌

(た
だ
し
、
誤
り
)
に

一
例
見
ら
れ
る
。

あ
な
が
ち
に
物
を
思
ふ
折
り
に
は
、
本
草
な
れ
ど
も
、
か
や
う
な
る
事
の
侍
る
に
や
。

(
一
八
三
一

五
)

こ
れ
は
、
た
だ
今
、
う

つ
つ
に
は
べ
る
事
な
り
。
(
二
〇
三
ー
六
)
人

〔

〕
若
き
日
の
僧
都
海
恵

さ
せ
る
事
も
侍
ら
ず
。
法
花
経
な
ど
覚
え
奉
り
て
、
寝
た
る
折
り
折
り
、
こ
の
島
の
松
の
葉
ご
と
に
、
金
色
の
光

の
見
え
て
、
か
か
や

く
事
な
ど
ぞ
侍
る

(三
〇
四
一
九

・
一
〇
)
松
島
の
上
人

〔

〕
肥
後
の
右
衛
門
入
道

「は

へ
る
」
と
い
ふ
事
を
詠
み
た
り
け
る
を
、
「歌
の
言
葉
に
あ
ら
ず
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、
(二
八
〇
1
二
)
あ
る
人

〔

〕

「
候
ふ
」
は
、
会
話
に
三
例
見
ら
れ
る
。

申
せ
と
候

(七
〇
一
五
)
蔵
人

〔

〕
小
侍
従

か
か
る
し
れ
者
こ
そ
候
ひ
つ
れ
。
(
一
二
二
ー
四
)
侍

〔

〕
伏
見
中
納
言

か
く
て
お
は
し
ま
す
ほ
ど
、
何
か
候
ふ

(三
〇
四
一
九
)
肥
後
の
右
衛
門
入
道

〔

〕
松
島
の
上
人

「
侍
り
」
は
、
「
十
三
世
紀
初
頭
ま
で
に
は
話
し
言
葉
か
ら
消
え
た
と
推
定
さ
れ
る
」

(桜
井
氏

一
〇
九
頁
)
も
の
で
あ
り
、
地
の
文
に
用

い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
文
語
化
を
示
し
て
い
る
。

会
話
で
は
、
松
島
の
上
人
か
ら
肥
後
の
右
衛
門
入
道

へ
は

「
侍
り
」
、
肥
後
の
右
衛
門
入
道
か
ら
松
島
の
上
人

へ
は

「候
ふ
」
が
用
い
ら

れ
て

い
る
。
作
者
は
、
松
島
の
上
人
に
は
軽
い
敬
語

(「
言
は
れ
け
る
」)
を
用
い
て
い
る
が
、
肥
後

の
右
衛
門
入
道
に
は
敬
語
を
用
い
て
い

な
い
。

つ
ま
り
、
「侍
り
」
は
上
位
者
か
ら
下
位
者

へ
、
「
候
ふ
」
は
下
位
者
か
ら
上
位
者

へ
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
「侍
り
」
の

方
が

「候
ふ
」
よ
り
敬
度
が
低
い
と
言
え
る
。



な
お
、
松
島
の
上
人
が

「幽
玄
な
る
僧
」
で
あ
る
こ
と
は
、
文
語
化
し
た

「侍
り
」
の
使
用
者
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
よ
う
。

c
Ｔ
寧
の
補
助
動
詞

「ー
侍
り
」
「ー
候
ふ
」
「ー
さ
ぶ
ら
ふ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「ー
侍
り
」
は
、
地
の
文
に
四
例
、
会
話
に
五
例
見
ら
れ
る
。

「何
ほ
ど
の
事
を
聞
く
ら
ん
」
と
、
を
か
し
と
思
ひ
て
侍
る
に
、

(
=

五
-
四
)

風
の
気
あ
り
て
灸
治
し
け
る
に
、
人
の
と
ぶ
ら
ひ
て
侍
り
け
る
返
事
に
、
(
二
四
五
…
六
)

こ
の
歌
の
さ
ま
、
う

つ
つ
に
そ
の
人
の
好
ま
れ
し
姿
な
る
こ
そ
、
ま
こ
と
に
あ
は
れ
に
侍
り
け
れ
。

(二
四
六
-

一
)

皆
人
興
さ
め
て
侍
る
に
、
導
師
、
と
り
も
あ

へ
ず
、
(三
二
四
一

二
)

何
を
か
焼
き
侍
る
べ
き

(
=
二
八
一

二
)
今
参
り
の
侍

〔

〕
や
ん
ご
と
な
き
人

何
と
い
ふ
事
は
知
り
侍
ら
ず
。

(
一
六
三
一

一
〇
)
老
い
た
る
女

〔

〕
心
知
り

こ
れ
は
山
王
よ
り
の
御
歌
を
た
ま
は
り
て
侍
る
な
り

(二
〇
三
-
五
)
若
き
日
の
僧
都
海
恵

〔

〕
人

当
時
正
し
き
歌
よ
み
多
く
聞
こ
ゆ
る
中
に
、
い
つ
れ
か
す
ぐ
れ
侍
る
。
心
に
思
は
ん
や
う
、
あ
り
の
ま
ま
に

(
二
六
四
一
五
)
摂
政
〔

宮
内
卿

こ
や
、
御
房
が
掃
き
侍
ら
ぬ
に

(
二
九
二
ー
六
)
公
文
の
従
僕
師

〔

〕
法
勝
寺
の
執
行

「ー
候
ふ
」
は
、
会
話
に
九
例
見
ら
れ
る
。

こ
の
お
ぼ
ろ
月
は
い
か
が
し
候
ふ
べ
き

(
二
九
一
三
)
殿
上
人

〔

〕
寝
殿
な
る
女
房

ま
こ
と
や
、
こ
よ
ひ
は
内
裏
の
番
に
て
候
ふ
も
の
を
。
(五
三
ー
四
)
随
身

〔

〕
大
納
言

『今
物
語
』
の
敬
語
通
覧

一
五
一

〕
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(
二
〇
〇

一
・
一
)

一
五
二

身
の
う
さ
の
隠
れ
ざ
り
け
る
物
ゆ
ゑ
に
梅
の
花
笠
き
た
る
御
坊
と
仰
せ
ら
れ
候
や
ら
ん

(
一
〇
九
一
六
)
修
行
者

〔

〕
ち
こ

賦
物
は
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摂
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こ
こ
で
も
、
中
世
文
語
の

「1
侍
り
」
が
地
の
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

会
話
で
は
、
「ー
候
ふ
」
が
優
勢
で
あ
る
。
「老
い
た
る
女
」
が

「ー
侍
り
」
を
用
い
て
い
る
の
は
、
「ー
侍
り
」
が
古
め
か
し
い
言
葉
と

意
識

さ
れ
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
摂
政
か
ら
宮
内
卿

へ

(上
位
者
か
ら
下
位
老

へ
)
は

「1
侍
り
」
が
、
宮
内
卿
か
ら
摂
政

へ

(下
位
者
か
ら
上
位
者

へ
)
は

「ー
候
ふ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
「ー
侍
り
」
の
方
が
敬
度
が
低
い
と
言
え
る
。

た
だ
し
、
摂
政
か
ら
宮
内
卿

へ
の

「侍
り
」
は
、
謙
譲
語
に
連
な
る
被
支
配
待
遇
と
し
て
の
用
法

(尊
大
表
現
)
と
も
見
ら
れ
る
。

「1

さ
ぶ
ら
ふ
」
は
、
会
話
に

一
例
見
ら
れ
る
。

何
し
に
か
は
、
君
の
御
ゆ
ゑ
に
て
さ
ぶ
ら
ふ
べ
き

(
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)
お
と
な
し
き
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〔

〕
心
知
り

「ー
候
ふ
」
「候
ふ
」
の
使
用
者
が
す
べ
て
男
性
で
あ
る
の
に
対
し
、
「ー
さ
ぶ
ら
ふ
」
の
使
用
者
は
女
性
で
あ
る
。
「
1
さ
ぶ
ら
ふ
」
が

一

例
な

の
で
、
断
定
は
出
来
な
い
が
、
語
り
本
系

『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
の
と
同
様
の
使

い
分
け
で
あ
る
。
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