
口
語
の

一
敬

語

法

に
就

い
て

藤

枝

徳

三

　

口
語
敬
語
法

の
一
で
あ
る
例

へ
ば

「
お
勵
み
に
な
る
」
と
云
ふ

句

を
問
題
に
し
て
、
こ
の
形
態
が
何
故
に
敬
語
と
し
て
許
容
さ
れ

得

る
か
に
就

い
て
私
案
を
述
べ
て
見
よ
う
と
思
ふ
。

　
先
づ

「
お
勵
み
に
な
る
」
の

「
に
」
は
品
詞
と
し
て
獨
立
す
べ

き
も
の
で
あ
る
か
否
か
と
云
ふ
點
を
取
り
上
げ
よ
う
。
從
來
か
ら

に
な
る
を
下
さ
る
　
遊
ば
す
と
共
に
動
詞
よ
り
轉
化
し
π
助
動
詞

と
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
木
枝
氏
が
高
等
國
文
法
新
講
に
於
て
云
は
れ

る
が
如
く
、
お
勵
み
に
は
な
る
、
お
勵
み
に
も
な
る
　
等
と
に
と

な

る
と
は
助
詞
に
よ
つ
て
分

離

さ
れ
る
事
が
あ
る
例
か
ら
す
れ

ば
、
に
な
る
を
助
動
詞
と
す
る
事
は
出
來
ぬ
か
ら
、
な
る
を
動
詞

と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
さ
れ
る
考

へ
方
が
穩
當
で
あ
ら
う
。

　
次
に
お
勵
み
　
は
品
詞
と
し
て
は
何
で
あ
る
か
と
云
ふ
問
題
が

起
る
が
そ
れ
の
決
定
は
可
成
面
倒
で
は
あ
る
が
、
先
に
結
論
を
述

べ
る
と
そ
れ
は
動
詞
の
連
用
形
で
あ
る
と
考

へ
度
い
の
で
あ
る
。

こ
の
解
決
に
最
も
簡
明
な
態
度
を
取
つ
て
ゐ
る
の
は
保
科
氏
の
日

本
口
語
法
で
あ
る
。
同
書

の
見
解
を
本
と
す
れ
ば
、「
あ
の
人
は
慢

心
を
お
起
し
に
な
る
」
と
云
ふ
場
合
の
慢
心
と
云
ふ
目

的

語

を

「
お
起
し
し
が
持
つ
て
ゐ
る
こ
と
に
な
り
、
随
つ
て

「
お
起
し
」
は

動
詞
で
あ
り
お
勵
み
も
動
詞
と
見
る
べ
き
事
に
な
る
の
で
あ
る
o

　
　
　
　
敬
語
と
し
て
の
特
殊
な
形
態

　
敬
語
と
し
て
の
形
態
の
成
立
に
は

8

肆
敬

の
接
頭
語

(
お
・

御
)
を
附
す
る
場
合

〔
鬥
奪
敬
の
助
動
詞
を
添

へ
る
場
合
。

こ
の

二
つ
の
執
れ
か
穿
備
は
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
事
は
云
ふ
ま
で
も
な
い
。

今
問
題
に
し
て
ゐ
る
敬
語
は

(お
・御
)
な
る
接
頭
語
が
附
せ
ら
れ

覧



鬼

θ

て
ゐ
る
點
は
問
題
と
す
る
に
足
ら
ぬ
。
然
し
こ
の
形
は
尊
敬
の
接

頭
語
を
削
除
す
れ
ば
、
こ
の

一
逋
の
言
葉
は
敬
語
と
し
て
の
資
格

が
な
く
な
る
Q

・
而
も
他
の
敬
語
は
助
動
詞
の

下
さ
い

申
し
ま
す

致
し
ま
す

が
添
へ
ら
れ
た
場
合
は
さ
う
で
は
な
い
。
即
ち
隼
敬
の
接
頭
語
が

除

か
れ
て
も
必
す
し
も
{兀
全
に
敬
{語
の
出恩
義
を
亂火
ふ
と
云
ふ
享
は

な
い
。
例

へ
ば

「
お
勵
み
下
さ
い
」
な
ら
ば

「勵
ん
で
下
さ
い
し

を
直
ぐ
聯
想
す
る
鰤
が
出
來
る
。
然
る
に
．今
問
題
に
し
て
ゐ
る
形

態
．か
ら
接
頭
語
を
除
去
し
た
形

「
あ
の
人
は
勵
み
に
な
る
」
で
は

全

や
敬
語
と
し
て
の
資
格
を
失
ふ
と
共
に
意
味
も
把
束
出
來
な
く

な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
享
は
接
頭
語
と
に
と
云
ふ
助
詞
と
な
る
と

云
ふ
動
詞
と
が
、
密
接
な
…關
係
に
立
つ
審
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ

る
。
叉

一
方
接
頭
語
を
除
去
す
れ
ば
敬
語
と
し
て
の
形
態
が
崩
れ

る
と
す
れ
ば

「
に
な
る
し
の
蓮
語
は
敬
語
を
構
成
す
べ
き
積
極
的

な
語
性
と
去
ふ
も
の
」を
持
つ
て
ゐ
な
い
纂
に
な
る
。
|換
《

ず
》

言
す
れ
ば

「
に
な
る
し
が
淌
極
的
な
敬
語
構
成
の
一
成
分
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い

と
い
ふ
事
に
な
る
。
こ
れ
が
こ
の
構
成

の
み
が
持
つ
敬
語
と
し
て

　
　

口
戴開
の
一
敬
凱山法
に
就
い
て

特
殊
な
形
態
で
あ
る
と
云
ふ
所
以
で
あ
6
。
而
し
て
そ
の
特
殊
な

形
態
は
新
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
か
う
し
亢
淌
極
的
な
敬
語
法
と

云
ふ
も
の
は
方
言
と
し
て
許
さ
れ
る
形
態
で
あ
る
。

エ
カ
助
動
詞

に
積
極
的
な
敬
語
形
態
を
持
つ
語
は
丈
語
と
し
て
の
脈
を
引
く
も

の
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
古
い
發
生
過
程
を
持
ρ
て
ゐ
る
も
の
で

あ
る
と
思
は
れ
・る
o
事
實

　
に
な
る
　
と
云
ふ
形
よ
り
も

(お

・

御
)
を
冠
頭
せ
し
め
て
も
、
せ
し
め
な
く
て
も
敬
語
と
し
て
の
意

義
の
崩
壞
を
來
さ
な
い
敬
語
法
の
發
逹

の
方

が
先
に
考

へ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
例

へ
ば
な
さ
る
と
云
ふ
蓮
語

(助
動
詞
と
す
る
從
來

の
詭
に
從
ふ
)
が
積
極
的
な
敬
語
性
を
持
つ
て
ゐ
る
が
爲
に
　
あ
の

人
は
お
勵
み
な
さ
る
　
と
も
　
あ
の
人
は
勵
み
な
さ
る
　
と
も
云

へ
る
と
い
ふ
形
が
そ
れ
で
あ
る
の
口
語
法
別
記
に
も
引
用
し
て
ゐ

る
如
く
　
後
撰
集
雜
二

「
な
ら
の
心柴
の
は
も
り

の
紳
の
ま
し
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

●，

を
し
ら
で
ぞ
を
り
し
た
ゝ
り
な
さ
る
な
し
と
早
く
も
そ
の
例
を
見

出
し
得
る
の
で
あ
る
。

　

こ
ゝ
で
今
間
題
の
敬
語
法
と
闘
開係
が
あ
る
と
思
ふ
豆̀
渠
を

こ
の

敬
語
法
と
共
に
左
に
表
1
に
於
て
イ
、

・
、

ハ
、

二
、
ホ
、
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
一　
　
　

．

、

諭
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瓦
旗

為

昏

、臨
彊

・唖
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1
、
，
I
f
叫
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碯

0

'

4

・

　

　

口
鉱
叫
の

一
敬
瓢
叩
法

に
就

い
て

六

種
類

叉

表

亜

に
於

て
も

同

じ

く

六
種
類

揚

げ

て
、

推

論

の
便
宜

を

は
か

る
事

と

し

た
。

中

心

は
表

1

の
ホ
型

で

あ

る

こ
と

は

云

ふ

表

I

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

O

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

四
二
　

　

　

・

ま

で
も

な

い
o
　
(以
後
十
一一
種
類

の
瓢
哺
形
を
卅衣
－
或
は
誰衣
w且
の
イ
、

ロ
、

ハ
、
:
:
型
と
略
稱
す
る
こ
と

》
す
る
。
)

／主
　
語
　
(
句)

副

詞

的

修

飾

語

逾
語 1

水
　
　
　
　
　は

湯

に

な

る

水

イ

主
　
　
　
　

語
，

名
　
　
　
　
　
詞

二

ナ
ル

口

主

語

の

動

作

蓮
　
　
體
　
　
形

事
エ

ナ
ル

進
ん

ハ

主

語
の

動

作

　'遮　

　

體

　
　
形

二

ナ
ル

逕
ん

エ

主

語

の

動

作

名
　
　
　
　
　
詞

二

ナ
ル

雌
ん

ホ

動

作

を

す

る
人

尊
敬
の接頭語

連

用

形

二

ナ
ル

あ

へ

動

作

を

す

る
人

麓
敬
の接頭語

遮

用

形

ナ

サ
ル

／'

あ

は

例

進
ん
で
僞
ず
と
云
ふ
事
は

逕
ん
で
僞
す
と
云
ふ
事
は

雌
ん
で
僞
す
と
云
ふ
事
は

の

人

は

の
　
人

は

湯勵勵勵

●

むむみ

お
可

み

坐

勉

張

お

勵

み

一

∠

勵

み

に
事
に

ににに

な

る

な

る

な

る
悔
る

な

る

な

さ
る

，

4

、



表

亙

／
主
語

　

　

副
詞
的
修
飾
語

(
句)

鰲
詞
的

籌

　
　
語

副

詞

的

修

飾

語

逾
語

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
脚　　　　　例　　、

邑

イ

水

は

飮

用

の
　

湯

、

主

語

領

格
　
名

詞

口

主
語

の
動
作
　
目

的

格
　
迚
　
體

　
形

ハ
　

主

語

の

動

作

目

的

格

　
遮

　
慥
　
形

二

主

語

の

動

作

領

　

'

格
　
名

詞

ホ
　

動
作

を
す
る
人

目

的

格

鵬
翳

へ
　
　
動
作

を
す
る
人
　

目
　
的
　
格

尊
敬
の

接
頭
語

／
連
用
形

逮
用
形

に

　
な
る

ナ
ル

水

　
は

事

ニ
　
ナ

ル
　

褒

め
ら
れ
る
と
云

ふ
事
は

二

ナ
ル
　

褒

め
ら
れ
る
と
云
ふ
事
は

二

ナ
ル
　

褒

め
ら
れ
る
と
云
ふ
事
は

ナ
ル
　
あ

　
の
　
人

は

／

ナ
サ
ル
あ
　
の
　
人

は

飲
用

の

慢
心
を

慢
心
を

慢
心
の

慢
心
を

慢
心
を

湯起

す

起

，す

起

り

お庸／
起
し

に
事
に

ににに

起÷
な

る

な

る

な

る

な

る

な

る

な

さ

る

亀

　

　

助
詞
に
の
性
質

　

－

先
に
敬
語
構
成
の
一
成
分
と
し
て
助
詞
に
が
奪
敬

の
接
頭
語
及

　

口
駈阻
の
一
加敬
甑觚法
に
就
い
て

剰

と
密
饗

關
係
に
立
つ
こ
と
を
暗
示
芒

め
る
竜
の
が
あ
る

と
云
つ
距
が
こ
の
助
詞
に
の
性
質
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
、

　
　
　

　
　
　

●　

　

　

　

四
三



篭

　
　

口
語
の
一
敬
甑贓法
に
就
い
て

檢

べ
る
事
に
よ
つ
て
先
づ
關
係
の
緒
ロ
を
と
か
う
と
思
ふ
。
そ
れ

で
イ
型
の
例

の
助
詞
に
の
性
質
が
最
も
根
木
的
な
も
の
と
し
て
取

㌦扱

ふ
べ
き
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
先
づ
山
田
博
士
の
日
本

文
法
論
(五
六
頁
)
に
引
證
さ
れ
る
助
詞
d
の
檢
討
か
ら
始
め
よ
う
。

そ
れ
に
よ
る
と

，

　

「
に
」
は
變
換
性
作
用
を
現
は
す
動
詞
に
對
し
て
そ
の
變
換
せ
る
資
格
を

　

表
は
す
に
用
ひ
ら
る

　

と
し
て

　

木
石
に
な
る
　
|花
《

O
》

の
梢
も
臂
葉
に
な
り
《

む
》
|
ぬ

と
云
ふ
例
が
舉
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。

　

こ
の
に
の
用
法
は
最
も
普
遍
的
に
用

ひ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
が

「
お
勵
み
に
な
る
」
の

「
に
」
と
如
何
な
る
關
係
に

あ
る
か
を
檢
べ
て
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
私
の
考

へ
と
し

て
か
ゝ
る

一
敬
語
法
の
現
存
の
事
實
の
中
π
は
今
述
ぺ
元
に
の
性

雑

螺

豫
想
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
一耳
ふ
結
論
に
落
付
く
　

　
　
　
　
構
成
と
語
の
承
接
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
四

　
こ
ゝ
で
に
の
性
質
を
明
か
に
す
る
前
に
搦
手
か
ら
進
ん
で
に
が

受
け
て
ゐ
る
語

の
性
質
を
檢
べ
る
事
の
方
が
近
道
で
は
な
い
か
と

考

へ
る
の
で
あ
る
。
先
に
ロ
本
文
法
論
に
擧
げ
た
　
花
の
稍
も
青

葉
に
な
り
ぬ
　
の
菁
葉
は
名
詞
で
あ
る

こ
と
は
論
を
俟

た
な
い

が
、
若
し
前
項
の
績
き
に
於
て
日
本
交
法
が
引
用
し
て
ゐ
る
例
に

よ
る
と

散
り
散
り
に
な
る

別
れ
別
れ
に
な
る

と
云
ふ
場
合

の
　
散
り
散
り
　
別
れ
別
れ
　
は
同
文
法
論
で
は
動
詞
の
連
用
形
，

で
あ
る
と
云
ふ

の
で

あ
る
が
さ
う

考
へ
て
よ
い
と
思
ふ
。

帥
ち

「
あ
の
人
は
慢
心
を
お
起
し
に
な
る
」
(表
五
ホ
型
)
と
云
ふ
場
合
に

「慢
心
を
」
と
云
ふ
目
的
語
を
取
り
得
る
事
に
よ
つ
て

「
お
起
し
」

が
動
詞
で
あ
る
事
が
分
る
で
あ
ら
う
。
そ
の
間
に
形
容
詞
的
修
飾

語
を
入
れ
て

「あ

の
人
．は
慢
心
の
お
起
り
に
な
る
」

と
云
つ
て
は

語
の
脈
絡
が
崩
れ
て
意
味
が
分
ら

な
く
な
つ

て
し
ま
ふ

の
で
あ

る
の
所
が
敬
語
で
菰
い
場
合

(表
巫
二
型
)
の
如
く
形
容
詞
的
修
飾

語
を
入
れ
て
差
支
へ
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
勵
み
は
動
詞
の
蓮
用

形
．の
形
で
あ
る
に
し
て
も
動
詞
と
は
異
つ
た
性
質
の
も
の
で
あ
る

こ
と
が
窺
は
れ
る
。
意
義
の
上
か
ら
し
て
も

(ホ
型
)
は
敬
語
法
で



あ
り
他
型
は
敬
語
法
で
な
い
の
で
あ
る
か
ら
自
ら
異
つ
た
も
の
が

あ
る
の
は
當
然
と
云
へ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
相
異
點
を
も
つ
と

深
く
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
そ
れ
は
何
故

で
あ
る
か
と
云
ふ
と
に
が
承
け
る
形
は
元
は
純
然
允
る
名
詞
で
あ

つ
た
の
で
あ
る
か
ら
に
が
受
け
る
形
が
名
詞
形
か
ら
名
詞
的
な
動

詞
の
蓮
用
形
に
發
達
し
て
行
つ
た
形
が
あ
つ
て
も
、
そ
れ
は
最
後

ま
で
動
詞
的
の
色
彩
を
鮮
明
に
出
す
事
が
，出
來
す
に
絡

つ
た
も
の

と
認
め
ら
れ
る
。
に
が
承
け
る
形
が
名
詞
的
で
あ
る
と
云
・ふ
構
成

を
持
つ
語
が
直
接
に
私
が
今
問
題
に
し
て
ゐ
る

(
ホ
型
の
)
敬
語
に

變
．遐
し
得
る
と
は
考

へ
ら
れ
な
い
。
事
{貫
ホ
型
の
敬
語
法
の
發
達

は
明
治
に
な
つ
て
而
も
|東
《
　
》京
と
云
ふ
局
所
に
起

つ
た
新
し
い
語
で

あ
る
が
爲
に
(
二
型
)か
ら
(
ホ
型
)
へ
の
推
移
の
阿
は
時
聞
的
に
長

い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
め
間
に
は
何
か
橋
渡
し
を
す
る
も
の
が

あ
る
と
考

へ
る
の
は
當
然
で
あ
る
。

　
　

保
科
氏
の
日
本
口
語
法
に
來
京
語
で
ナ
サ
ル
を
蓮
接
し
て
敬
語
を

人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

)

　
　

表
す
る
揚
A口に
ニ
ナ
ル
を
迚
接
す
る
專
が
多
い
と
あ
り
叉
發
生
が

　
　

江
戸
が
東
京
に
な
つ
て
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
ゐ
る

そ
こ
で
こ
の
開
の
筌
聞
に
渡
り
を
つ
け
る
語
形
が
あ
る
か
を
檢
べ

　
　

口
瓢觚
の
一
敬
甑四
法
に
就
い
て

て
見
る
と
そ
れ
ら
し
い
型
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
尤
も

(
二

型
)
よ
り

(
ホ
型
)
へ
の
變
邉
は
丁
度

一
語
の
變
邏
の
如
く
そ
の
時

期
を
明
瞭
に
劃
す
る
筝
も
出
來
す
、
夊
そ
れ
等
の
中
間
的
な
も
の

ゝ
存
在
を
或
る
程
度
の
確
か
さ
を
以
て
推
定

は
し
て
見
て
も
冒
語

表
現
の
記
録
を
以
て
杢
部
表
は
さ
れ
る
と
云
ふ
=事
も
あ
り
得
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
場
A口
も
可
成
り
ρ
溝
を
飛
び
越
え
て

(
二

型
)
(
ホ
型
)兩
型
間
の
渡
り
を
付
け
ね
ば
な
ら
ぬ
不
手
際
な
許
さ

れ
度
い
。
然
し
幸
に
(
ホ
型
)
の
發
生
が
保
科
氏
の
云
は
れ
る
如
く

新
し
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
現
在
話
さ
れ

る
語
に
對
す
る
意
識
を

敷
衍
し
て
行
つ
て
そ
の
語
の
構
成
以
前
は
斯

く
あ
つ
疫
で
あ
ら
う

と
推
定
す
る
事
に
よ
り

}
つ
の
手
掛
り
を
見
出
す
事
が
出
來
る
の

で
あ
る
。
先
づ
に
と
去
ふ
助
詞
が
(
イ
ロ
ハ
ニ
)各
型
の
場
合
に
は

主
鶻
と
客
鱧
と
を
一
致
せ
し
め
て
ゐ
た
が
(

b
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
め
間
に
は
何
か
橋
渡
し
を
す
る
も
の
が
　
　
主
鶻
と
客
鱧
と
を
一
致
せ
し
め
て
ゐ
た
が
(
ホ
|型
《

へ
》

　
あ
る
と
考
へ
る
の
は
當
然
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
圭
罷
の
動
作
が
そ
の
又
動
作
と
一
致
す
る
や
z

人

韈

鰡

黷

蝋
繊

韓

讖

碗
繃
灘

難

)

餝

軅

二
騒

轣

鋸

隷

臆
濫

讐

　
そ
こ
で
こ
の
開
の
筌
聞
に
渡
り
を
つ
け
る
語
形
が
あ
る
か
を
檢
べ
　
　
あ
る
。
從
つ
て
矢
張
り
格
助
詞
に
は
(
昌
型
)
の
桐

　
　
　

口
語
の
一
敬
語
法
に
就
い
て
　

　

　

　

　

　

　

　

．
　

　

　

　

　

　

　

四
五
　

　
．
》)の
場
合
に
な
る

と
圭

罷

の
動

作

が

そ

の

又
動

作

と

一
致

す

る
や

う
に

な

る

の
で
圭

體

の
動

作

は
ロ
ハ
觀

念

上

の
も

の

に
な

つ
て
し
ま

つ
て

ゐ

る
。

ホ
型

の
場

合

な

れ

ば
破
「が
す

る
動

作

が

「
お
勵

み
」

と

一
致

す

る

の
で

あ

る
。

從

つ
て
矢

張

り

格

助

詞

に

は
(
昌
型

)
の
場

合

と
同

じ
意

義

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　
■

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　
四
五

・



　
　
　
口
瓢蝸
の
一
伽恢
甑四法
に
就
い
て
「

を
持
つ
て
ゐ
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
が
(
ホ
型
)
の
場
合
の
お
勵
み

の
形
態
は
主
語
の
動
作
が
觀
念
上
の
も
の
と
な
り
失
せ
允
爲
に
起

る
形
で
あ
つ
て
こ
の

一
蓮
の
語
を
話
す
人
自
身
の
氣
持
か
ら
云

へ

ば
飽
く
ま
で
も
あ
の
人
が
勵
む
と
云
ふ
意
味
を
や
つ
と
つ
ゝ
ま
し

や
か
に
言
ぴ
現
は
し
た
と
い
ふ
感
じ
を
抱
い
て
話
す
の
で
は
な
か

ら
う
か
。
曹即
ち
勵
み
と
云
ふ
名
詞
は
意
義
上
か
ら
飴
儀
な
く
考

へ

ら
れ
る
形
で
あ
つ
て
そ
の
形
の
持

つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
勵
む
と
云
ふ

動
詞
的
な
も
の
で
あ
る
。
事
實
(
ホ
型
)を
我
汝
は
(
ロ
型
)に
於
て

．意
義
の
上
か
ら
茜
だ
近
い
も
の
を
見
出
す
で
あ
ら
う
。
即̀
ち

(
ロ

型
)
に
於
て
圭
語
り
動
作
は
明
確
に
勵
む
と
云
ふ
動
詞
に
よ

つ
て

圭
述
の
關
…係
に
立
ち
(
ホ
型
)
の
持
つ
意
味
と
の
接
近
を
も
見
出
す

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
(
ロ
型
)
の
發
生
は
す
つ
と
新
し
い
も
の
で
あ

つ
て
明
治
時
代
は
勿
論
多
く
は
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
が
江
戸
時
代
で

は
そ
の
末
期
に
な
つ
て
漸
く
現
は
れ
て
來
る
語
形
で
あ
る
。
例

へ

ば
　
東
條
義
門
の
著
語
辭
林
香
記

(京
大
國
諮
學
國
交
學
研
究
室
本
)

に
己

ガ
短
綬

ノ
迦
恥
廾
ユ
至

ラ
ザ

ル
ヲ
」察

セ
ズ

シ
テ

云

ハ

レ
タ
．樣

ナ
事

ニ
ナ

四
六

　

川
也

　

爾
亦
噸右
ハ
ッ
ヵ
リ
ト
イ
フ
事
ニ
ミ
テ
思
フ
ト
イ
ブ
處
ヘ
ツ
・
ク
ト
明
日

　

カ
ラ
ハ
亡心
レ
テ
モ
大
事
ハ
ナ
イ
ム
・日
一
日
ハ
亡心
レ
ナ
ヨ
ト
イ
フ
事
ニ
ナ

　

川

と
あ
る
の
が
見
出
さ
れ
る
。
か
う
し
た
通
俗
的
な
語
形
は
東
京
語

と
云
ふ
新
し
い
型
に
颶
す
る
敬
語
(
ホ
型
)に
可
成
り
與

つ
て
力
が

あ
つ
た
事
は
肯
か
れ
る
事
で
あ
る
。
然
し
こ
の
(
ロ
型
)
は
そ
の
ま

ま
に
敬
語
展
開
に
力
を
與

へ
て
そ
れ
自
身
は

一
般
普
遍
性
を
持
つ

口
語
と
し
て
別
途
の
、發
達
を
成
し
て
行
つ
掩
の
で
あ
る
。
か
く
考

へ
る
と
(
ロ
型
)
以
前
の
形
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
つ
π
か
ゞ
知
り

度
く
な
る
。
(
ロ
型
)
が
す
つ
と
新
し
い
發
生
で
あ
る
か
ら
(
ロ
型
)

以
前
の
基
本
的
の
型
は

ロ
型
の
發
生
に
接
近
し
た
時
期
ま
で
用
ひ

ら
れ
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
基
本
的

の
形
と
云
ふ
の
は
私

の
管
見
で
は
佛
典
の
訓
點
…或
は
佛
典
の
抄
物

に
の
み
見
ら
れ
る
の

で
可
成
そ
の
語
脈
の
範
圃
が
狹
く
、
随
つ
て
私
の
立
論
に
充
分
な

，根
據

を
輿

へ
る
事
は
許
さ
れ
な
い
か
、も
知
れ
な
い
が
參
考
の
爲
に

そ
の
語
形
を
例
出
す
る
と
、
既
に
平
安
朝
初
期
の
加
點
か
と
思
は

れ
る
西
大
寺
藏
金
光
明
最
勝
王
經
白
點
に



，

　

是
の
諸
々
の
人
モ
い
若
し
能
く
至
れ
る
心
を
以
て
是
の
經
を
聽
受
せ
ば

　

則
ち
廣
大
希
有
の
供
養
を
以
て
我
が
羅
迦
牟
尼
應
正
等
覺
を
供
養
す
る

　

に
な
軌
な
む

　
若
し
能
く
三
世
の
諸
佛
を
供
養
せ
む
い
は
則
ち
無
最
の
不
可
思
議
功
徳

　

の
聚
を
得
る
に
な
り
な
む

と
あ
る
が
こ
れ
は
帥
ち
(
ハ
型
)
の
も
の
で
あ
つ
て
後
ま
で
も
す
つ

と
そ
の
椿
成
は
保
た
れ
て
ゐ
挫
と
見
え
　
東
寺
藏
維
摩
經
朱
點

(平
安
朔
中
期
加
點
と
推
定
す
る
)
に
も

　

能
く
隨
喜
す
る
人
は
則
ち
一
切
の
智
を
取
る
に
な
り
な
む

と
あ
り

　
寶
横
院
點
　
延
暦
寺
所
用
點

(眞
俗
二
點
集
點
譜
所
載
)
に
も

}

ユ

工

　
　
　

ス
ル
ニ
ナ
リ
ヌ
　
　

　
　
　
ス
ル
ニ
ナ
リ

ヌ

と

云

ふ
點

の
詞
辭

が
あ

る

。
、

鎌

倉

時

代

に
な

る

と
奪

號

眞
像

銘

文

(
一
身
田
專
修
寺
藏

正
嘉
二
年

　
　

口
凱
叩
の

7
敬
訊
…
法
に
就

い
て

書
)
に

1

南

旡
阿

禰
…陀
佛

ヲ

ト

ナ

フ

ル

ハ

・
佛

ヲ

ホ

メ
タ

テ

マ
ツ

ル

ニ

・
ナ

ル
ト

ナ

当

－

南

无
阿

彌

陀

佛
…ヲ

・
ト

ナ

ブ

ル

ハ

。
ス
ナ
ワ

チ

．
旡
始

ヨ

リ

．
コ
ノ

カ

タ

・
罪

勘来
ヲ
懺
　悔

ス
ル

ニ

・
ナ

ル

ト

マ
フ

ス
也

．

名

號

ヲ

ト

ナ

ブ

ル

ハ
ス
ナ

ワ
チ
淨

土

ヲ
莊
㎜敵
ス

ル

ニ
ナ

ル
ト

シ

ル

ヘ
シ

ナ

リ

南

旡

阿
彌

陀

佛

ヲ

ト
ナ

ブ

ル

ハ
ス
ナ

ワ
チ
安

樂
…淨

土

二
往

生

セ

ム
ト
オ

モ
フ

ニ
ナ

ル
ナ

リ

　
マ
タ

一
切
衆

生

ニ
コ
ノ
功

徳

ヲ

ア
タ

フ

ル

ニ
ナ

ル

ト
ナ

リ

．

京
大
國
語
學
國
文
學
研
究
室
架
藏
の
釋
迦
如
來
念
誦
之
次
第
に

　
　
眞
言
ヲ
持
誦
シ
慈
心
愍
念
ノ
カ
ニ
依
ル
ガ
故

二
帥
チ
金
剛
ノ
甲
ヲ
被
ル

　
　
ニ
ナ
ル

　
　
僅
力
一二
二
遍
ヲ
持
誦
ス
レ
ハ
齔剛
チ
一
切
如
來
集
會
及
無
邊
微
塵
ノ
申

二

　
　
於
テ
無
量
ノ
廣
大
供
養
ヲ
雨
ル
ニ
ナ
ル

．
と
あ
り
　
千
手
觀
晋
行
法
次
第

(日
本
大
藏
超
眞
嘗
宗
事
相
章
疏
)

　
　
由
二印
五
處
肖成
γ
|被二
金
《

ル
キ
ル
昌
》剛
光
焔
堅
固
之
甲
冑
剛

又
京
大
印
哲
研
究
室
架
藏
の
　
金
剛
界
念
誦
次
第
私
記
に
も
矢
張

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
七



、

り

口
瓢
叩
の

一
敬

瓢
皿
法

に
就

い
て

　

成
レ被

二
金
剛
甲

一

{咼
山

寺

地
曲臧
院

所
鼎臧
の
　

金

剛
界

念

誦

私

記

に
も

　

帥
成
夷

　

被
二
金
剛
里

と
あ

つ
て

キ

ル

ニ
ナ

ル

と
訓

ま

し
む

べ
き

朱

の
左

註

が
施

し

て

あ

る

。

又

京
大

國

語

學
國

文

學
研

究

室

架
藏

の
語
辭

林

香

記

に

　

こ
そ
ト
ア
レ
バ

シ
カ
ト
ア
リ
チ
ガ
ウ
タ
デ

ア
ラ
ウ
ト
イ
フ

ニ
ナ
ル
ト
チ

　

ガ
ヒ
ケ
ソ
ト
ナ
ル
也

　

ナ

レ
ノ
約

メ

ハ
ネ
ヂ
ャ
故

一
乘
ヲ

ス
・
メ
ク
ト
イ
フ

ニ
自
然

ノ
淨
土

ニ

　

イ
タ
ル
ネ
ト
イ
ブ
ト
同

ジ
事
也

ト
イ
フ

ニ
ナ
ル
也

又
蒙

求
抄

　

ム
ノ
叉
圭
貧

ノ

ヒ
ケ
ウ

ニ
ナ
ル

と

あ

つ
て
總

て

こ
れ

等

は
後

世

な

ら
ば

　

蓮

體

形

十

事

に
な

る

と

云
ふ
場

合

と
同

じ

意

義
を

持

つ
特

殊

な

構

成

で

あ

る
。

こ
の
型

即

ち
表

1

、
H

の
(
ハ
型

)
は
(
ロ
型

)
よ
り

以
前

の
發

生

で
あ

る
か

ら
(
ハ
型

)
は

決

し

て

(
ロ
型

)
の
略

さ

れ

た

も

の
で
な

い
事

が
知

れ

よ

う
。

(
ハ
型

)
は
主

語

を

陳

邇

す

る
動

詞

が

は

つ
き

り

現

は
れ

て

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

ゐ
て
而
も
文
法
上
の
制
約
か
ら
少
し
も
逸
れ
て
ゐ
な
い
。
今
日
我

々
の
用
ひ
慣
れ
て
ゐ
る
使
方
帥
ち
(
ロ
型
)
か
ら
見
れ
ば
奇
異
に
感

．ず
る
か
も
知
れ
ぬ
。

一
方
又
少
く
と
も
か
う
し
た
意
味
を
云
ひ
表

は
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
際
に
(
ハ
型
)
の
如
き
構
成
を
用
ひ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
つ
た
の
は
(
ロ
型
)が
出
來
て
ゐ
な
か
つ
た
か
ら
で
あ
る
と

云
へ
る
の
で
あ
る
。
隨
つ
て
(
ハ
型
)
が
使
用
當
時
何
等
語
形
の
上

に
破
格
と
認
む
べ
き
點
が
な
か
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
(
ロ
型
)
の

意
味
を
表
は
す
代
用
語
と
し
て
(
ロ
型
)發
生
以
前
に
使
用
さ
れ
た

か
ら
と
て
何
等
怪
し
む
に
足
ら
な
い
。
然
し
こ
ゝ
に
注
意
せ
ね
ば

な
ら
ぬ
の
は
、
邇
語
が
明
瞭
に
動
詞
の
形
を
取
つ
て
ゐ
る
事
で
あ

る
。
か
う
し
た
形
は
假
令
後
で

「
事
」
と
云
ふ
語
が
挿
入
さ
れ
て

も
飽
ぺ
ま
で
主
語
を
動
詞
を
以
て
陳
述
す
る
構
成
を
は
つ
き
り
維

持
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
つ
て
(
イ
型
)
の
場
合
帥
ち
名
詞
十
に
　
の

形
よ
り
も

、
動
詞
十
に
　

の
(
ホ
型
)
の
方
に
よ
り
接
近
し
て
み
る

事
が
氣
付
か
れ
る
の
で
あ
る
。
先
に
(
ホ
型
〉
の

「
お
勵
み
し
が
動

詞
で
あ
る
事
を
暗
示
し
て
置
い
た
が
、
更
に
後
で
・徇
私
の
考

へ
を

も
つ
と
安
定
せ
し
め
る
爲
の
補
ひ
を
す
る
心
算
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ



　

こ

ゝ
で

一
應

(
ホ
型

)
ま

で

の
變

化

の

經

過

を
締

括

つ
て
．見

よ

う
。

(
ハ
型

Y
↓
(
ロ
型

)1

(
ホ
型
)
へ
の
構

成

過

程

を

如
何

に
考

へ
て
よ
い
か
と
云
ふ
と
即
ち
(
ハ
型
〉に
事
と
云
ふ
名
詞
が
挿
入
さ

れ
て
來
た
の
で
，
蓮
體
形
＋
名
詞
　
と
な
り
名
詞
と
し
て
定
着
し

経
つ
π
專
を
表
は
す
型
が
(
ロ
型
)で
あ
る
。
か
う
し
た
言
葉
の
發

生
に
次
い
で
そ
の
形
の
意
義
を
受
け
繼
…い
で

一
方
(
ハ
型
㌧
に
於
け

る
述
語
の
動
詞
の
色
彩
を
鮓
明
に
出
し
て
そ
れ
に
璋
敬
の
接
頭
語

ヨ

平安朝0

鎌倉0

，
室町O

を

冠

し

た

も

の

が
(
ホ
型

)
で
あ

る
と
考

へ
度

い

の
で
あ

る
。

　

　
　
，敬

語

法

と
し

て

の
意

藐

の
變
皿化

　

　

　

　

　

　

　
・

是
れ
迄
は
(
イ
型
)と
(
二
型
)と
(
ホ
型
)と

Q
關
係
－

殊
に
語

の
承
接

の
上
で
ー

を
淺
か
ら
ぬ
も
の
と
考

へ
た
の
で
あ
る
。
次

に
意

義

の
上

に
も
關

係

の
あ

る

事
を

明
か

に
し

よ

う

と
思

ふ
。

そ

れ

と

同
時

に
各

型
、の
發
生

の
順
序

を
見

．る
と
次

の
如

く

な

る

で
あ

ら

う
o

江戸○

　]

日

(
一↑

，『
一

明治0

亠↓
{
回清

滅

↓

↑　

　

↓

日

「

－

口
艱
購
の

一
敬
甑
…
法

に
就

い
て

四
九

↓

○

、



4

9

　
　

口
瓠胆
の
一
敬
瓢醐
法
に
就
い
て

右
表

の
如
く
(
イ
型
)
が
最
も
古
い
型
で
あ
る
事
は
誰
し
も
異
存

の

な
い
所
で
あ
ら
う
。
然
し
(
二
型
)は
何
時
暖
か
ら
出
來
た
か
調
査

不
十
分
で
明
瞭
な
事
が
云
へ
な
い
。
尤
も
太
不
記
に

「
圭
上
早
や

院
の
庄
に
入
ら
せ
給
ひ
ぬ
と
申
し
け
る
間
力
な
く
此
よ
り
散
り
散

り
に
な
り
け
る
が
」

の
如
く
連
用
形
の
繰
返
し
の
形
が
あ
る
が
そ

の
方
が
先
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
そ
し
て
(
ハ
型
)
は
(
二
型
)

發
生
以
苗剛
既
に
行
は
れ
て

ゐ
た
と
考

へ
て

差
・支
へ
な
い
様
に
思

ふ
。
さ
て
こ
の
(
ハ
型
)
に
於
て
は
主
語
の
動
作
を
陳
述
す
る
述
語

は
動
詞
で
あ
る
。
故
に
當
然
目
的
語
を
取
り
得
る
の
で
あ
る
。
，例

へ
ば
前
記
例
出
の
　
不
可
思
議
功
徳

の
聚
を
得
る
に
な
り
な
む

の
如
く
聚
と
云
ふ
目
的
語
を
取
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
凡
そ
目
的

語
を
取
り
得
る
と
云
ふ
事
は
そ
の
構
成
が
可
成
自
由
で
あ
り
圓
滑

味
が
あ
る
も
の
と
云
つ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

一
方
(
二
型
)
の
場
合

の
語
の
構
成
は
(
ハ
型
)
に
比
し
て
固
苦
し
い
も
の
で
あ
る
。
・外
に

色
汝
の
理
由
も
あ
る
で
あ
ら
う
が
(
二
型
)
の
發
生
が
(
ハ
型
)
の
そ

れ
よ
り
も
遲
れ
π
理
由
の

一
つ
と
し
て
語
の
構
成
ど
云
ふ
事
を
考

慮
に
入
れ
て
も
よ
い
で
あ
ら
う
。

つ
ま
り
動
詞
の
蓮
用
形
は
名
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
〇

と
し
て
用

ひ
慣
れ
て
ゐ
る
が
爲
に
(
イ
型
)か
ら
聯
想
し
て
す
ぐ
出

來
さ
う
な
型
で
あ
つ
た
に
し
て
も
、
可
成
の
暇
の
か
か
つ
た
の
は
、

矢
張
り
そ
れ
が
名
詞
と
し
て
運
用
さ
れ
る
が
爲
に
用
ひ
ら
れ
難
い

不
自
由
な
感
じ
を
作
り
出
し
た
か
ら
で
あ
ら
う
。
兎
角
(
二
型
)
は

(
イ
型
)よ
り
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
そ
の
關
係
は
非
常
に
密
接
な

も
の
で
あ
る
α
而
も
(
二
型
)
は
そ
の
型
だ
け
の
發
展
性
し
か
な
い

の
で
あ
つ
て
こ
の
型
を
直
ぐ
(
ホ
型
)
の
場
合

に
繋
り
を
持
つ
て
行

'

「く
事
は
出
來
な
い
。
隨
つ
て
私
は
問
題
の
(
ホ
型
)
の
場
合
の
意
義

と
そ
の
語
の
構
成
の
論
明
は
(
ハ
型
)か
ら
(
ロ
型
)
へ
進
み
つ
」
な

さ
る
べ
き
が
至
當
で
は
な
い
か
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

ホ
型
の
意
義

　
先
づ
助
詞
囮
は
如
何
な
る
性
質
を
持
つ
て
ゐ
る
か
を
檢
討
し
て

見
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
既
に
木
枝
氏

の
高
等
國
文
法
新
講

(
二
九
〇
頁
)
に
平
家
物
語
の

「
行
幸
な
る
」
を
論
明
し
て

　

こ
九
は
格
助
詞
昭
に
動
詞
剽

の
附
い
て
出
來
た
遖
語
で
あ
る
。
文
語

　

の
行
幸
あ
り
　
の
あ
り
が
自
然
に
存
在
し
て
ゐ
る
や
う
に
表
記
す
る
こ

　

と
に
依
つ
て
敬
語
的
の
意
を
寓
す
る
が
如
く
動
作
を
直
接
に
す
る
と
云



亀

　

は
な

い
で
自
然
に
な
ー3
ゆ
く
と
云
ふ
言
ひ
方

に
し
て
徽
意
を
含

あ
た
も

　

の
で
あ

る
。
直
接
よ
り
も
開
接

の
表
現
が
敬
意
を
よ
り
多
く
持

つ
て
ゐ

　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　
馬

尸
る
。

と
さ

れ

る
如

く

　
に

な

る
　

と
云

ふ
場

合

の

み
な

ら

す
兎

角

闇
接

的

な
表

現

が
相

乎

に
對

し

て
遠

慮

し

た

去

ひ
方

で
あ
れ

ば
敬

語

的

の
意

が
寓

せ

ら
れ

る
様

に

な

る
と

思

ふ
の

で
あ

る

。

こ
の
維
緯

を

詳

し

く
詮

明

し

て
ゐ

る

の
に

松

下
大

三
郎

氏

の
標
準

日

本

口
語

文

法

が

あ

る
。

そ
れ

に

依

る

と

　

㈲
町

へ
野
築
を
費
り
に
行
く
。

　

㈲
主
人
が
お
宅

へ
お
歸
り
に
な
る
。

と

云

ふ
例

を

舉

げ

て

ゐ
、る
。

そ
れ

に
就

い
て

私

は

次

の
如

く

考

へ

て

ゐ

る
。

A

の
場

合

の
賚

ゆ

は
野

菓

と

云

ふ
目

的

語

を
持

つ

て

ゐ

る

の
で
動

詞

で
あ

る

と
見

る
事

が
出

來

る
。

然

し

叉
必

す

し
も

動

詞

と

の

み

は
限

ぢ

す
、

か

ゝ
る
場

合

名

詞

の
構
成

も

取
り

得

る

の

で

あ

る
。

例

へ
ば

町

へ
野

茶

の
立
賣

り

に
行

ぐ

と
も

云

へ
ゐ

か

ら

，
費

り

　

に
は

未

だ
名

詞

と

し

て

の
力

も

漕

在

し

て
ゐ

る

と

思

は

ね

ば

な

ら
ぬ

。
A

の
揚
合

は

　

に
な

る

　
と

云

ふ
(
ホ
型

)
で

　

　

口
瓠
順
の
．一
敬
肌
…
法
に
就

い
て

■

5

な
い
爲
に
(
イ
型
)か
ら
つ
一
型
)
の
推
移
と
同
じ
結
呆
に
な
つ
て
名

詞
的
な
カ
が
殘
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
隨

つ
て
こ
れ
も
　
お
歸
り

に
な
る
　
と
云
ふ
　
お
歸
り
　
が
動
詞
的
な
も
の
と
な
る
構
成
と

は
可
成
り
か
け
離
れ
た
・も
の
と
見
な
廿
れ
ば
な
ら
ぬ
。
A
、
B
、

間
の
こ
者
の
闇
に
は
未
だ
・構
成
上
の
大
き
な
隔
り
が
あ
る
樣
な
氣

が
す
る
。
而
し
て
A
の
場
合
は
(
二
型
)
に
接
近
し
た
椿
成
で
あ

る
。
即
ち
　
賣
り
　
勵
み
　
の
性
質
が
名
詞
に
變
化
し
易
い
形
で

あ
り
又
全
然
名
詞
で
あ
る
と
云
ふ
點
に
於
て
接
近
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
。
さ
う
す
れ
ば
(
二
型
)
と
(
ホ
型
)
と
の
．兩
型
の
構
成
上
の
懸

隔
は
助
詞
に
が
承
け
て
副
詞
的
修
飾
語
の
格
に
立
つ
べ
き
も
の
が

一
方
は
名
詞
で
あ
り
他
方
は
動
詞
で
あ
る
と

云
ふ
相
異
點
に
歸
着

せ
し
め
て
よ
い
と
思

ふ
の
で
あ
る
。
随

つ
て
か
」
る
構
成
上
の
相

異
は
叉
意
義
の
上
に
相
異
を
來
す
事
に
な
る
と
思
は
れ
る
。
そ
れ

で
(
ホ
型
)
の
場
合
に
如
何
に
し
て
敬
語
と
し
て
の
寡
嗣
氣
を
作
り

出
す
か
を
考

へ
て
見
よ
う
。

　
　
　

ホ
型
の
敬
語
と
な
る
べ
き
特
質

　
あ
の
人
は
お
勵
み
に
な
る
　
と
云
ふ
文
を
も
つ
と
直
接
に
分
り

　
　

・　
　

　
　
　
　

・　

五
隔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

●

4



覧

　
　

口
弧蝋
の
一
敬
甑醐法
に
就
い
て

易
い
語
に
よ
つ
て
蓮
ね
て
見
る
と
　
あ
の
人
の
動
作
が
勵
む
と
云

ふ
動
作
と
同

一
で
あ
る
　
と
云
ふ
事
を
表
現
し
充
も
の
で
は
な
か

ら
う
か
。
そ
れ
以
外
に
．は
語
の
論
明
が
考

へ
ら
れ
な
い
。
問
題
は

勵
む
と
云
ふ
動
作
を
あ
ら
は
す
語
の
形
が
蓮
用
形
と
な
つ
て
1

名
詞
で
は
な
い
ー

更
に
接
頭
語
お
が
添

へ
ら
れ
て
ゐ
る
點
に
あ

る
。

尤
も

「
あ
の
人
の
動
作
」

に
對
應
す
べ
き
語
が
(
ロ
)
(
ハ
)

(
二
)各
型
の
如
く
表
面
に
云
ひ
現
は
さ
れ
て
ゐ
す
し
て
隱
蔽
さ
れ

て
ゐ
る
が
爲
に
敬
語
法
の
資
格
を
且
ハ
へ
る
樣
に
な
つ
た
事
は
云
ふ

ま
で
も
な
い
。
そ
れ
で
「
勵
み
」
の
上
に
必
す
「
お
」
を
添

へ
ら
れ
る

と
云
ふ
事
は
士
亠語
の
動
作
を
隱
蔽
し
た
だ
け
で
は
敬
語
と
し
て
の

資
格
に
不
十
分
で
あ
る
と
云
ふ
事
を
現
は
し
て
ゐ
る
の
で
あ
つ
て

(
へ
型
)の
如
く
な
さ
る
　
と
云
ふ
敬
語
に
よ
つ
て
勵
む
の
上
に
何

等
敬
語
を
添

へ
な
く
と
も
敬
語
と
し
て
の
咨
ハ格
を
且
ハ
へ
る
や
う
に

な
る
事
實
と
は
覇
蹠
的
な
立
場
に
な
る
。
即
ち
他
に
十
分
な
敬
語

資
絡
を
有
す
る
語
が
備
つ
て
ゐ
な
け
れ
ば
只
單
に
圭
語
の
動
作
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

隱
蔽
し
た

だ
け
で
は
不
十

分
で
あ
る

こ
と
が
分
る
で
あ
ら
う
。

そ
れ
で
(
ホ
型
)
の
何
處
に
敬
語
と
し
て
の
雰
圈
氣
を
出
す
べ
き
積

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
二

極
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
か
と
云
ふ
事
で
あ
る
o
こ
ゝ
で
考

へ
ら
れ
る
事
は
、
主
語
の
動
作
と
云
ふ
形
は
成
程
隱
さ
れ
て
ゐ
る

樣
に
見
え
る
が
、
實
は
隱
さ
れ
尢
と
云
ふ
よ
り
も
圭
語
の
動
作
そ

の
も

の
を
は
つ
き
り
と
陳
述
し
て
ゐ
る
と
見

允
方
が
よ
い
の
で
は

な
い
か
。
あ
の
人
の
動
作
即
ち
お
勵
み
と
云

ふ
の
で
は
な
く
し
て

勵
む
と
云
ふ
動
作
を
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
隨

つ
て
何
を
勵
ん
で

ゐ
る
か
と
云
ふ
目
的
語
も
亦
豫
想
さ
れ
て
來

る
で
あ
ら
ケ
。
こ
ゝ

に
(
二
型
)と
(
ホ
型
)
と
の
大
き
な
相
違
が
あ
る
。
か
う
し
た
目
的

語
の
豫
想
は
　
お
勵
み
　
が
動
詞
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る

が
そ
の
動
詞
の
性
質
は
(
二
型
)か
ら
は
前
述

の
如
く
出
て
來
な
い

の
で
あ
る
。
ど
ひ
し
て
も
(
ロ
型
)
の
場
合
に
於
け
る
　
勵
d

　
が

動
詞
で
あ
る
場
合

の
聯
想
を
そ
の
ま
ゝ
に
し
て
(
ホ
型
)
が
成
立
し

て
行
つ
た
と
見

た
方
が
穏
常
で
は
な
か
ら
う
か
。
さ
う
し
た
考
方

か
ら
す
れ
ば
(
ハ
型
)
の
場
合
が
注
目
に
値
す
る
も

の
と
な
り
、
そ

の
場
合
の
　
勵
む
は
純
然
た
る
勳
詞
で
あ
つ
て
目
的
語
を
取
る
場

合
も
あ
れ
ば
敬
語
助
動
詞
を
添

へ
て
敬
語
と
な
る
場
合
も
あ
る
。

前
出

の
例



　

前
略
　
佛
ヲ
ホ
メ
タ
テ
マ
ツ
ル
ニ
ナ
ル
ナ
リ
　
(律
號
眞
像
銘
女
〉

と
あ
る
に
よ
つ
て
分
る
で
あ
ら
う
。

　
か
う
し
た
動
詞
を
發
足
點
乏
L
μて
更
に
後
に
事
と
云
ふ
名
詞
が

挿
入
さ
れ
更
に
勵
む
艱
　
が
　
お
勵
み
　
と
な
つ
た
の
は
(
二
型
)

の
構
成

の
聯
想
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
而
も
(
二
型
)
と
同

一
の

職
能
を
持
つ
て
ゐ
な
い
別

の
形
を
取
つ
た
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
。

然
し

こ
ゝ
に
　
御
奮
勵
に
な
る
　
と
云
ふ
場
合

の
御
奮
勵
が
私
案

の
立
前
か
ら
す
れ
ば
動
詞
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
事
に
な
る
が
そ
れ

は
如
何
に
論
明
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。
木
枝
氏
は
か
ゝ
る
場
合
名

詞
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
筆
者
が
動
詞
と
見

る
考
方
は
奮
勵
を

サ
行
變
格
活
用
動
詞
の
語
幹
と
見
て
そ
の
活
用
語
尾
が
省
略
さ
れ

た
と
見

る
よ
り

外
は
な

い
の
で
あ
る
。

勿
論
音

の
淌
滅
で
は
な

い
。
話
す
賞
事
新
が
あ
る
集
團
語
の
償
脅
に
制
約
さ
れ
て
自
ら
は

動
詞
的
な
氣
持
を
以
て
話
し
な
が
ら
、
そ
の
語
形
が
暗
默
の
中
に

名
詞
と
な
つ
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。
i

そ
の
變

化
が
語
感

の
好
惡

に
ょ
つ
て
左
右
さ
れ
た
か
發
音
器
能
の
局
所
的

慣
閥
に
よ
つ
た
の
で
あ
る
か
は
突
き
止
め
・得
な
い
が
ー

そ
の
形

　

　

口
語

の

}
敬
語
法
に
就

い
て

の
み
が
名
詞
と
な
つ
て
は
ゐ
る
が
、
語
に
含
ま
れ
た
感
じ
方
ば
ど

う
し
て
も
動
詞
で
あ
る
樣
に
思
は
れ
る
。
御
覽
に
な
る
　
と
同
時

に
　
御
覽
じ
に
な
る
　
と
云
へ
る
事
を
見
て
も
動
詞
ら
し
い
も
り

を
感
じ
得
る
の
で
あ
る
。

こ
の
樣
な
考

へ」方
は
文
法
を
形
態
に
依

つ
て
處
理
し
よ
う
と
す
る
便
宜
に
反
逆
的
な
態
度
を
取
つ
九
様
な

事
に
な
る
が
現
代
の
口
語
を
律
す
る
の
に
而
も
局
所
的
な
方
言
の

問
題
に
常
面
す
る
時
、
形
態
の
み
で
律
し
切
れ
ぬ
も
の
が
あ
る
。
、

今
か
う
し
た
形
を
サ
行
彎
■格
活
用
動
詞
の
活
用
語
尾
の
省
略
と
目
川

る
の
は
文
法
の
形
態
の
整
備
を
撹
亂
す
る
何
も
の
で
も
な
い
が
幸

な
事
に
は
現
在
我
汝
が
用
ひ
て
ゐ
る
口
語
で
あ
る
以
上
、
我
々
の

用
ひ
方
が
形
態

の
問
題
以
上
の
高
い
解
決
纂
準
に
徹
つ
で
よ
い
で

あ
ら
う
。　
一
體
サ
行
彎
絡
活
用
勸
詞
，と
な
つ
て
日
本
語
化
さ
れ
た

漢
語
の
部
分
は
文
法
の
形
態
か
ら
云

へ
ば
語
幹
で
あ
る
が
、
そ
れ

が
漢
語
の
木
來
の
は
た
ら
き
を
も
加
味
せ
し
め
て
語
幹
だ
け
で
動

詞
と
も
名
詞
と
も
兩
樣
に
聽
き
取
ら
れ
る
話
し
方
を
す
る
。
　
「飛

は
中
・六
數
學
を
御
勉
強
で
す
ね
」
の
「御
勉
張
」
や
、
も
つ
と
甚
し
く

な
れ
ば
『
君
は
今
數
學
を
御
勉
張
し
と
云
ふ
疑
問
文
に
於
け
る

「
御

五
三

ノ
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口
甑叫
の
一
敬
甑皿法
に
就
い
て

勉
強
」
は
執
れ
も
名
詞
で
は
な
い
。
後
者
の
場
合
は
疑
問
を
表
記

す
る
助
詞
の
無
い
代
り
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
以
て
代
用
す
る
の
が
我

々
の
用
ひ
て
ゐ
る
方
法
で
あ
る
。
漢
語
が
文
法
形
態

の
無
い
代
り

に
四
聲
に
依
つ
て
そ
の
補
ひ
を
し
て
ゐ
る
事
と
對
比
せ
し
め
て
見

て
は
ど
う
か
。
「
勉
彊
」
は
形
態
か
ら
云
へ
ば
名
詞
で
あ
る
。
然
し

ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
つ
て
そ
の
意
味
く疑
問
か
平
敍
か
)
を
差
別
を
付

け

て
ゐ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
最
早
漢
．語
の
四
聲
と
同
じ
く
形
態
に

於

て
は
名
詞
で
あ
ら
う
と
も
、
當
事
者
の
感
じ
は
そ
れ
を
動
詞
と

し
て
發
語
し
て
ゐ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
尤
も
(御
)
と
云

ふ
墫
敬
の
接
頭
語
は
そ
れ
を
冠
せ
ら
れ
た
語
を
し
て
動
詞
的
形
態

と
．な
る
事
を

阻
む
力
を
持

つ
て
ゐ
る

事
が
見
出
さ
れ

る
で
あ
ら

う
。
然
し
か
ゝ
る
傾
向
が
あ
る
が
爲
に

一
概
に
そ
れ
が
名
詞
に
な

り

切
つ
た
と
は
云
ひ
得
な
い
。

一
面
に
か
ゝ
る
傾
向
に
引
き
づ
ら

れ

た
サ
行
巒
絡
活
用
動
詞
の
活
用
語
尾
の
省
略
に
過
ぎ
な
い
と
も

考

へ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
然
し
省
略
の
原
因
の
閘
明
は
前
述
の
如

く
語
感
の
好
悪
、
集
團
の
制
約

の
複
雜
な
交
錯
が
あ
つ
て
不
可
能

で
あ
る
。甲
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(
ホ
型
、)
の
敬
語
構
成
が
前
逋

の
如
く
主
語

の
動
作
の
隱
波
に
ょ

つ
て
消
極
的
な
敬
語
形
態
を
具

へ
る
と
考

へ
る
の
は
勿
論
至
賞
で

あ
ら
う
。
然
し
更
に
主
語

の
動
作
は
全
然
隱

さ
れ
て
し
ま
つ
拠
の

で
は
な
く
、
蓮
用
形
の
形
態
を
取
つ
た
所
の

一
屏
印
象
的
な
動
詞

を
以
て
現
れ
て
來
て
ゐ
る
點
に
注
意
す
れ
ば
、
そ
の
動
詞
こ
そ
敬

語
…構
威
の
軍
要
な
役
割
を
し
て
ゐ
る
王
考

へ
る
の
も
彊
ち
に
無
理

な
見
解
で
は
な
か
ら
う
。
帥
ち
主
語
の
動
作
を
杢
然
隱
く
し
て
し

ま
は
す
、
そ
れ
か
と
云
つ
て
明
瞭
に
言
ひ
表
は
し
得
な
い
の
は
相

手
た
る
圭
を
敬
ふ
爲
に
躊
躇
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
随

つ
て
從

來

の
習
慣
に
よ
つ
π
正
し
い
構
…成
を
取
る
寓
を
避
け
て
、
そ
し
て

相
手
に
意
味
を
觀
取
せ
ら
れ
ぬ
樣
に
連
體
形
で
あ
る
べ
き
所
を
蓮

用
形
と
し
た
所
の
文
法
の
破
格
を
以
て
濁
す
と
い
ふ
乎
段
を
取
つ

た
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
然
し
相
手
の
主
を
墫
敬
す
れ
ば
こ

そ
か
玉
る
破
格
に
よ
つ
て
も
意
味
を
親
取
し
て
貰

へ
る
と
云
ふ
考

へ
を
話
乎
は
持
り
で
あ
ら
う
。
自
ら
破
格
の
形
態
を
持
ち
出
し
て

來
る
事
そ
れ
自
鱧
が
既
に
自
卑

の
態
度
で
あ
る
。
か
う
し
九
漠
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、

π
る
構
成
の
申
に
も
主
語
に
對
應
す
る
述
語

と
な
る
ぺ
き
語

の
力



と
云
ふ
も
の
を
可
成
は
つ
き
り
と
表
面
に
浮
き
出
さ
せ
て
ゐ
，る
。

そ
の
邇
語
亢
る
べ
き
部
分
が
名
詞
で
あ
ら
う
が
動
詞
で
あ
ら
う
が

痛
痒
を
感
じ
な
い
形
態

の
漠
然
さ
と
い
ふ
も
の
こ
そ
、
そ
の
語
に

集
中
さ
れ
る
語
感
の
張
さ
と
い
ふ
事
を
裏
書
し
て
ゐ
る
の
で
，な
く

て
何
で
あ
ら
う
。
名
詞
か
動
詞
か
孰
れ
と
…辨
へ
ら
れ
…難
い
程
、
主

語
を
奪
敬
す
る
と
い
ふ
雰
園
氣
を
出
す
事
に
效
果
を
擧
げ
得
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
同
時
に
か
う
し
距
破
格
の
語
法
は
可

成
聞
手
に
強
い
印
象
な
與

へ
る
で
あ
ら
う
。
　
一
つ
の
語
を
そ
れ
が

構
成
し
て
ゐ
る
句
の
中
に
於
て
明
瞭
に
淨
出
さ
せ
、
又

一
面
に
は

そ
の
語
が
從
來
の
・文
法

の
約
束
と
し
て
は
破
絡
で
み
る
形
態
を
以

て
圭
語
の
動
作
の
陳
述
に
相
應
す
る
部
分
を
濁
し
て
自
ら
奪
敬
の

雰
圍
氣
を
出
さ
し
み
る
と
い
ふ
こ
の
二
つ
の
點
が
(
ホ
型
)
の
敬
語

と
し
て
の
資
格
に
對
す
る
照
準
で
あ
り
、
叉
現
代
口
語
領
域
に
普

遍
性
を
持
つ
て
ゐ
る
強
み
で
あ
ら
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

、

ρ

口
語

の

一
敬
語
法
に
就

い
て

五
五

'


