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「
奉
ら

に
お

は
じ

助
動
詞
「
す
」
「
さ
す
」
の
意
味
の
う
ち
、
尊
敬
と
呼
ば
れ
る
用

法
は
百
上
の
者
が
自
ら
直
接
手
を
下
さ
ず
に
百
下
の
者
に
そ
れ
を

さ
せ
る
と
い
う
、
使
役
の
意
味
が
発
達
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の

「
す
」
「
さ
す
」
は
百
単
独
で
は
使
わ
れ
ず
に
『
尊
敬
語
の
「
給
ふ
」

2
日
一
ふ
片
あ
る
い
は
謙
譲
語
の
「
聞
こ
ゆ
」
な
ど
、
他
の
敬
語
動

詞
に
付
い
て
「
せ
給
ふ
」
「
さ
せ
給
ふ
」
と
い
う
表
現
や
百
「
宣
は

す
」
「
聞
こ
え
さ
す
」
と
い
う
語
を
形
成
し
、
い
わ
ゆ
る
最
高
敬
語

を
作
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
つ
ま
り
謙
譲
一
請
の
「
聞
こ
ゆ
」

l

「
聞
こ
え
さ
す
」
の
関
係
に
準
じ
て
、
「
奉
る
」
に
対
す
る
「
奉

ら
す
」
、
「
申
す
」
に
対
す
る
「
申
さ
す
」
を
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た

一
と
取
り
扱
う
べ
き
考
え
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

勝

バ
μ

人

例
え
ば
、
小
池
清
治
氏
は
、

尊
敬
動
詞
に
「
す
」
の
付
い
た
は
す
」
「
賜
は
す
」
、
謙

一
議
動
調
に
「
す
」
の
付
い
た
「
参
ら
す
」
「
山
さ
す
」
な
ど
は

一
語
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
目
。
そ
れ
ぞ
れ
、

「
す
」
の
付
い
た
形
は
付
か
な
い
形
よ
り
も
敬
意
が
高
い
。

「
聞
こ
ゆ
」
に
対
す
る
「
聞
え
さ
す
」
も
同
様
で
あ
る
。

と
い
う
。

「
恭
ら
す
」
や
「
申
さ
す
」
の
成
立
が
、
は
た
し
て
「
聞
こ
ゆ
」

|
|
「
聞
こ
え
さ
す
」
の
関
係
と
同
様
と
見
て
よ
い
か
ど
う
か
。
そ

も
そ
も
、
「
奉
ら
す
」
や
「
申
さ
す
」
を
最
高
敬
語
と
認
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

本
稿
で
は
、
こ
の
辺
り
の
こ
と
に
つ
い
て
、
改
め
て

い
と
思
う
。

て
み



例
え
ば
百
一
般
に
持
及
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
小
学
館
の

語
大
辞
典
』
は
、
「
奉
ら
す
」
「
申
さ
す
」
の
例
と
し
て
百

マ
」
れ
、
奉
ら
せ
む
」
〈
枕
草
子
@
二
二
八
〉
。
「
む
つ
ま
し
き

下
山
本
可
(
し
も
け
い
し
)
に
て
、
殿
に
も
仕
う
ま
つ
る
者
な

り
け
れ
ば
、
参
り
寄
り
て
ウ
:
』
な
ど
申
き
す
れ
ど
」
〈
源

氏
@
夕
顔
〉
。
「
月
立
ち
て
の
程
に
、
御
消
息
を
申
さ
せ
侍
ら

む
」
〈
源
氏
@
夢
浮
橋
〉
。
で
っ
ち
渡
ら
せ
給
ふ
ら
ん
女
院
の
御

心
」
〈
枕
草
子
・
二
二
一
〉
。

を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
「
奉
ら
す
」
「
申
さ
す
」
の
用
例
と
し

て
挙
げ
た
も
の
を
一
括
し
て
引
用
し
た
も
の
だ
が
百
そ
れ
ぞ
れ
を

検
討
す
る
と
、
不
信
に
思
う
こ
と
が
少
な
く
な
い
つ
ま
ず
始
め
の

例
を
詳
し
く
引
け
ば
、

ω雨
の
い
た
う
降
る
目
、
藤
三
位
の
局
に
、
蓑
虫
の
や
う
な
る

訟
の
お
は
き
な
る
、
自
き
木
に
立
文
を
つ
け
て
、
マ
」
れ
た
て

ま
つ
ら
せ
ん
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
(
枕
一
三
八
段
@
円
融
院
の

御
誌
で
の
年
)

と
な
る
。
こ
こ
で
の
話
は
や
や
複
雑
な
の
だ
が
百
か
い
つ
ま
ん
で

説
明
し
よ
う
。
「
蓑
虫
の
や
う
な
る
童
の
お
ほ
き
な
る
」
は
、
後
に

明
ら
か
な
る
台
盤
所
の
万
自
と
い
う
者
の
従
者
で
あ
っ
て
、
こ

の
童
は
、
中
宮
付
き
の
女
房
小
兵
衛
に
頼
ま
れ
て
藤
三
伎
に
渡
す

よ
う
立
文
を
持
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
手
紙
と
い
う

の
は
、
上
と
中
宮
と
が
示
し
合
わ
せ
て
、
藤
三
伎
を
か
ら
か
お
う

と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
童
が
手
渡
し
た
相
手
と
い
う
の
は
、
こ

れ
ま
た
後
に
な
っ
て
判
明
す
る
「
文
取
り
入
れ
し
女
房
」
に
他
な

ら
な
い
。

さ
て
、
使
送
者
た
る
童
の
口
上
、
す
な
わ
ち
「
奉
ら
せ
ん
」
に

よ
っ
て
関
係
づ
け
ら
れ
る
人
物
は
、
結
局
〈
童
が
藤
三
位
に
〉
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
と
き
「
奉
ら
す
」
が
謙
譲
語
な

ら
ば
、
最
高
敬
語
で
待
遇
さ
れ
る
は
ず
も
な
い
藤
三
位
へ
の
敬
意

と
は
な
る
。
こ
れ
は
事
実
に
反
し
て
正
し
く
な
い
。
「
奉
ら
す
」
を

離
れ
、
も
し
仮
り
に
、
取
り
次
ぎ
の
女
房
を
間
に
置
く
こ
と
が
で

き
れ
ば
、
「
奉
ら
せ
ん
」
を
使
役
表
現
と
解
釈
で
き
な
く
も
な
い
。

が
、
何
れ
に
し
て
も
不
可
解
な
本
文
で
あ
る
こ
と
は
ま
ぬ
が
れ
な

い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
岩
波
の
『
大
系
本
』
(
三
巻
本
)
に
よ
っ
て
引

用
し
た
こ
の
箇
所
は
可
能
因
本
@
前
田
本
で
は
「
た
て
ま
つ
ら
ん
」

と
写
し
て
い
る
。
今
は
こ
の
本
文
に
従
い
た
い
と
思
う
。

ω踏
ま
し
き
下
家
司
に
で
、
殿
に
も
仕
う
ま
つ
る
者
な
り
け
れ

ば
、
参
り
寄
り
て
、
「
さ
る
べ
き
人
召
す
に
や
」
な
ど
申
さ
す

れ
ど
、
(
源
氏
ハ
)
「
こ
と
さ
ら
に
人
来
ま
じ
き
隠
処
求
め
た

る
な
り
。
更
に
心
よ
り
外
に
漏
ら
す
な
」
と
、
口
出
め
さ
せ

巧

i
F
h
υ
 



給
ふ
。
(
夕
顔
、
一
一
ノ

3
)

こ
こ
は
、
源
氏
が
内
密
に
夕
顔
を
廃
院
に
誘
う
と
こ
ろ
。
こ
の

少
し
前
に
、
「
省
近
を
召
し
出
で
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
布
近
の
君

が
供
を
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
。
下
家
可
は
む
ろ

ん
預
り
で
あ
っ
て
、
源
氏
に
直
接
も
の
を
一
一
一
一
口
う
こ
と
は
あ
り
え
な

い
。
要
す
る
に
、
下
山
本
可
は
万
一
事
、
右
近
の
君
を
通
す
こ
と
に
な
っ

て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
「
申
さ
す
れ
」
の
「
す
れ
」
は
、
当
然
使
役

と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

ω
〔
僧
都
↓
蒸
〕
「
ま
か
り
下
り
む
事
、
今
日
明
日
は
障
侍
り
。

月
立
ち
て
の
程
に
、
御
消
息
を
申
さ
せ
侍
ら
ん
」
と
申
し
給

ふ
。
(
夢
浮
橋
、
一
二
八
八
ノ
日
)

蒸
は
僧
都
に
小
野
の
盟
に
下
っ
て
ほ
し
い
と
願
っ
た
が
、
こ
こ

は
そ
れ
に
対
す
る
僧
都
の
返
事
。
こ
の
辺
り
に
は
、
蒸
へ
の
最
高

敬
語
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
申
さ
す
」
を
蒸
に
対
す
る
最
高
敬

語
と
み
る
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
僧
都
は
、
弟
子
か
あ
る
い
は

他
の
者
を
介
し
て
「
御
消
息
」
を
伝
え
よ
う
と
読
む
べ
き
と
こ
ろ

だ
ろ
う
。

川
刊
さ
で
、
う
ち
の
わ
た
ら
せ
給
ふ
を
、
見
た
て
ま
つ
ら
せ
給
ふ

ら
ん
(
女
院
ノ
)
御
心
地
、
思
ひ
や
り
ま
ゐ
ら
す
る
は
、
飛

び
立
ち
ぬ
べ
く
こ
そ
覚
え
し
か
。
(
枕
一
二
八
段
@
八
幡
の
行

幸
の
か
へ
ら
せ
給
ふ
に
)

「
見
奉
ら
す
」
で
帝
を
敬
う
の
か
、
「
せ
給
ふ
」
で
女
院
を
敬
う

の
か
。
つ
ま
り
、
動
作
の
主
体
も
容
体
も
共
に
こ
う
し
た
最
高
伎

の
人
物
で
あ
る
場
合
、
謙
譲
語
の
「
奉
ら
す
」
を
容
認
す
べ
き
と

す
る
と
、
そ
の
ど
ち
ら
へ
の
敬
意
と
捕
え
る
べ
き
か
判
然
と
し
な

い
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
「
奉
ら
す
」
に
さ
ら
に
最
高
敬
語
の

「
さ
せ
給
ふ
」
を
前
一
ね
た
「
見
奉
ら
せ
さ
せ
給
ふ
ら
ん
」
と
で
も
あ

れ
ば
話
は
別
だ
が
、
実
際
そ
の
よ
う
な
例
は
存
在
し
な
い
。

は
じ
め
に
前
提
と
な
る
べ
き
一
つ
の
事
実
を
言
え
ば
百
「
奉
ら

す
」
や
「
申
さ
す
」
の
客
体
は
百
必
ず
し
も
最
高
位
の
人
物
に
偏

し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
中
に
は
、
動
作
主
の
方
が
上
位

と
い
う
場
合
す
ら
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

山
間
お
く
り
物
ど
も
、
人
々
の
禄
、
尊
者
の
大
間
の
御
引
出
物
な

ど
、
か
の
院
よ
り
ぞ
奉
ら
せ
給
ひ
げ
る
。
(
若
菜
上
、
六
三
三

ノ
時
)

六
条
院
、
す
な
わ
ち
源
氏
が
女
三
宮
の
裳
着
に
対
す
る
贈
物
や

引
出
物
を
贈
っ
た
と
い
う
。
「
せ
給
ふ
」
は
源
氏
に
対
す
る
最
高
敬

語
と
み
て
異
論
は
生
じ
な
い
は
ず
な
の
だ
が
、
「
奉
ら
す
」
を
立
て

て
し
ま
う
と
、
そ
の
敬
意
の
対
象
が
源
氏
よ
り
は
る
か
に
下
位
の
可
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扱
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し
て
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申
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のを
強
め
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ま
た

い
る
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い
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コ
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よ
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て
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で
「
左
以
外
」
と
し
た
司
つ
ま
り
「
給
ふ
」
を
伴
わ
な
い
用
例
に

つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
で
百
本
稿
の
目
的
は
果
せ
る
も
の
と

思
う
。
、
だ
が
百
実
際
に
は
、

的
自
扇
の
い
た
う
こ
が
し
た
る
を
〔
京
↓
惟
光
〕
「
是
に
誼
き
て

参
ら
せ
よ
。
枝
も
情
な
げ
な
め
る
花
を
」
と
て
、
取
ら
せ
た

れ
ば
、
門
あ
け
て
惟
光
の
朝
臣
の
出
で
来
た
る
し
て
奉
ら
す
。

(
夕
顔
、
六

O
ノ
3
)

の
よ
う
に
、
使
役
の
対
象
と
な
る
人
物
が
前
面
に
出
て
お
り
百

「
す
」
は
明
ら
か
に
使
役
と
言
う
べ
き
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
残
り
は
百
ご
く
わ
ず
か
な
用
例
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な

る。

φlil--iia 

紛
心
に
く
き
阪
の
女
房
間
五
人
ぶ
ら
は
せ
給
ひ
て
、
御
物
語

@
l
i
l
i
-
-
i
i
 

せ
さ
せ
給
ふ
な
り
け
り
。
こ
の
ご
ろ
明
暮
僻
覧
ず
る
長
恨
歌

mviji--ii8 

の
、
御
絵
亭
子
の
院
の
か
〉
せ
給
ひ
て
、
伊
勢
、
貫
之
に
よ

ま
ぜ
制
べ
る
大
和
言
の
葉
を
も
、
唐
土
の
詩
を
も
、
た
ず
そ

φ
a
g
E
E
i
i
i
i
i
 

の
筋
金
ぞ
枕
こ
と
に
せ
さ
せ
給
ふ
。
(
桝
輩
、
九
ノ
昭
)

②
の
「
御
物
語
せ
さ
せ
給
ふ
」
、
⑤
の
「
枕
こ
と
に
せ
さ
せ
給
ふ
」

は
、
情
自
ら
の
行
為
に
対
す
る
最
高
敬
語
と
み
て
た
い
し
た
問
題

は
生
じ
な
い
。

①
の
「
さ
ぶ
ら
は
せ
給
び
て
穴
④
の
「
よ
ま
せ
給
へ
」
は
、

そ
れ
ぞ
れ
「
女
房
内
五
人
」
「
伊
勢
、
貫
'
に
」
と
、
使
役
の
対
象

が
明
ら
か
な
の
で
、
「
す
」
「
さ
す
」
は
む
ろ
ん
使
役
で
あ
る
こ
と

に
、
こ
れ
も
ひ
と
ま
ず
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
動
作
主

が
情
と
い
う
最
高
位
の
人
物
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
時
代
は
、
使
役

の
表
現
が
最
高
敬
一
請
に
優
先
さ
れ
る
の
が
曹
通
で
あ
る
こ
と
を
踏

ま
え
た
上
で
あ
る
け
れ
ど
も
。
こ
の
こ
と
は
既
に
森
昇
一
氏
が
指

摘
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
氏
に
よ
れ
ば
、
「
書
か
せ
さ
せ
絵

ふ
」
の
よ
う
に
、
使
役
に
'
加
え
て
最
高
敬
語
を
加
味
す
る
こ
と
は
、

源
氏
の
異
本
に
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
以

降
%
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
な
ど
に
な
っ
て
始
め
て
多
く
の
例
を
見
る

よ
う
に
な
る
と
い
う
。

さ
て
そ
れ
で
育
問
題
は
③
の
「
か
、
せ
給
ひ
て
」
で
あ
る
。
帝

子
院
自
ら
が
書
い
た
と
も
、
絵
師
に
書
か
せ
た
と
も
と
れ
る
と
こ

ろ
で
百
こ
こ
は
古
来
よ
り
説
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
ら
し
い
。
こ
れ

と
同
様
の
問
題
を
持
つ
例
は
百
「
奉
ら
す
」
や
「
申
さ
す
」
に
お
い

て
も
容
易
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

ω
〔
中
将
↓
源
氏
〕
中
将
、
「
さ
ら
ば
、
さ
る
出
者
こ
そ
奏
し
侍

ら
め
。
昨
夜
も
御
遊
び
に
、
か
し
こ
く
求
め
奉
ら
せ
給
ひ
て
、

御
気
色
あ
し
く
侍
り
き
」
と
関
え
給
ひ
て
、
(
夕
顔
、
七
九
ノ
9
)

-60-
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、
は
さ
を
い
よ
う
に
」
と
い
う
、
の
者
に
対
す
る
腕
曲
的
な
命
令

な
る
が
ゆ
え
に
、
謹
ん
で
進
言
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
か

ら
、
中
宮
に
対
す
る
「
啓
す
」
の
使
用
を
抑
え
、
「
申
す
」
が
使
わ

れ
た
の
だ
ろ
う
。
情
や
中
宮
に
対
す
る
「
せ
給
ふ
」
「
さ
せ
給
ふ
」

が
頻
出
す
る
中
で
生
じ
た
類
推
的
な
筆
の
誤
り
か
、
さ
も
な
け
れ

ば
、
内
容
が
内
容
な
だ
け
に
、
清
少
納
言
を
介
し
て
こ
っ
そ
り
進

一
一
一
日
さ
せ
た
と
解
釈
で
き
な
く
も
な
い
が
、
何
れ
に
し
て
も
疑
問
は

払
拭
し
き
れ
な
い
。

も
う
一
つ
、
次
も
『
枕
草
子
』
で

制
御
仏
名
の
ま
た
の
日
、
地
獄
絵
の
騨
嵐
と
り
わ
た
し
て
、
宮

に
御
覧
ぜ
さ
せ
奉
ら
せ
給
ふ
。
(
枕
八
一
段
@
御
仏
名
の
ま
た

の

と
あ
る
例
。
に
御
覧
ぜ
さ
せ
せ
給
ふ
」
は
、
や
や
奇
妙
な

本
文
だ
が
、
謙
誠
一
識
の
「
御
覧
ぜ
さ
す
」
に
さ
ら
に
「
奉
る
」
が

重
複
し
た
例
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
か
。
類
例
も
ま
ま
認
め

ら
れ
か
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
一
一
一
巻
本
だ
け
に
見
え
る
も
の
で

あ
っ
て
、
堺
本
を
欠
く
他
の
前
出
本
@
能
関
本
は
、
「
奉
る
」
が
な

く
「
宮
御
覧
ぜ
さ
せ
給
ふ
」
。

「
御
覧
ぜ
さ
す
」
は
、
上
の
者
が
ご
覧
に
な
れ
る
よ
う
に
、
下
の

者
が
そ
う
す
る
と
こ
ろ
か
ら
形
成
さ
れ
た
、
い
わ
ば
主
体
尊
敬
か

ら
転
じ
た
と
こ
ろ
の
、
容
体
に
対
す
る
最
高
敬
語
に
他
な
ら
な
い
。

訳
は
〈
お
に
か
け
る
〉
が
ぴ
っ
た
り
と
く
る

0

・
な
お
、
「
枕
草
子
』

で
は
、
中
宮
定
子
を
対
象
に
し
た
場
合
に
探
っ
て
、
こ
の
「
御
覧

ぜ
さ
す
」
が
用
い
ら
れ
る
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
し
が
o

こ
こ
も
そ
の
例
外

で
な
い
。
も
し
「
御
覧
ぜ
さ
す
」
が
最
高
敬
語
だ
と
し
た
ら
、
三

巻
本
に
の
み
見
え
る
「
奉
ら
す
」
が
い
よ
い
よ
不
用
な
も
の
と
な

る
。
「
奉
ら
す
」
を
認
め
て
不
自
然
な
解
釈
を
敢
え
て
と
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
理
由
は
な
く
を
る
こ
と
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
動
作
主
、
つ
ま
り
地
獄
絵
の
扉
風
を
上
の
制
御
局
に
運

ん
で
中
宮
に
お
自
に
か
け
た
の
は
い
っ
た
い
誰
な
の
か
。
例
え
ば

岩
波
の
「
新
大
系
本
』
は
「
常
総
中
富
に
お
見
せ
に
な
る
」
と
注

釈
を
つ
け
て
い
る
。
「
お
見
せ
に
な
る
」
が
謙
譲
語
の
訳
で
な
い
こ

と
は
敢
え
て
関
わ
な
い
が
、
動
作
主
に
帝
安
置
く
点
に
は
注
意
し

て
よ
い
。
一
一
一
巻
本
の
ア
冨
に
御
覧
ぜ
さ
せ
奉
ら
せ
給
ふ
」
が
「
せ

給
ふ
」
と
い
う
最
高
敬
訪
舎
な
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
に

異
を
唱
え
る
つ
も
り
は
な
い
。
お
そ
ら
く
そ
の
通
り
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
前
田
本
@
能
凶
本
の
「
宮
御
覧
ぜ
さ
せ
給
ふ
」
は
ど
う
か
。

確
か
に
「
せ
給
ふ
」
と
は
な
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
既

に
述
べ
た
通
り
、
「
御
覧
ぜ
さ
す
」
の
「
さ
す
」
の
使
役
性
が
瀞
へ

の
最
高
敬
語
に
優
先
し
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
一
こ
問
題
は
な
い
と

思
わ
れ
る
。
諸
本
と
も
内
容
的
に
は
一
と
べ
き
で
あ
る
。

nノ臼p
n
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ー
ゐ
り
給
ひ
て
、
御
扇
た
て
ま
つ
ら
せ
給
ふ
に
、
「
降

家
こ
そ
い
み
じ
き
骨
は
得
て
侍
れ
。
そ
れ
を
張
ら
せ
て
参
ら

せ
む
と
す
る
に
、
お
ぼ
ろ
げ
の
紙
は
え
張
る
ま
じ
け
れ
ば
、

も
と
め
待
る
な
り
」
と
申
し
給
ふ
oa

「
い
か
や
う
に
か
あ
る
」

と
開
ひ
問
え
さ
せ
給
へ
ば
、
「
す
べ
て
い
み
じ
う
侍
り
。
「
さ

ら
に
ま
だ
見
ぬ
什
の
さ
ま
な
り
」
キ
と
な
ん
人
々
申
す
。
ま

こ
と
に
か
ば
か
り
の
は
見
、
ざ
り
つ
」
と
、
一
一
一
一
口
た
か
く
の
た
ま

へ
、
は
、
「
さ
て
は
、
扇
の
に
は
あ
ら
で
海
月
の
な
な
り
」
中
小
と

き
こ
ゆ
れ
ば
、
マ
」
れ
隆
家
が
一
一
一
一
口
に
し
て
ん
」
と
て
、
わ
ら
ひ

給
ふ
。
(
枕
一

O
一
一
段
@
中
納
言
ま
ゐ
り
給
ひ
て
)

『
枕
草
子
』
の
有
名
な
章
段
、
「
中
納
言
ま
ゐ
り
給
ひ
て
」
前
半

す
べ
て
を
引
用
し
た
。
一
一
一
巻
本
の
欠
い
て
い
る
キ
の
間
は
、
前
山

本
を
以
っ
て
補
つ
で
あ
る
。

さ
て
、
角
川
の
「
必
携
占
語
辞
典
全
訳
版
』
は
、
「
奉
ら
す
」
「
申

さ
す
」
の
項
目
を
立
て
て
あ
る
辞
書
だ
が
、
そ
の
例
文
と
し
て
挙

げ
た
傍
線
部
「
た
て
ま
つ
ら
せ
」
に
つ
い
て
、

降
山
本
に
「
せ
給
ふ
」
と
い
う
最
高
敬
語
を
用
い
る
こ
と
は
上

の
「
(
ま
ゐ
り
)
給
ひ
て
」
か
ら
考
え
て
も
あ
り
え
な
い
し
、

ま
た
こ
の
場
面
で
は
「
人
を
し
て
奉
ら
せ
る
」
の
で
は
な
く
、

直
接
差
し
上
げ
た
と
み
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
使
役
の
助

動
詞
で
も
な
い
の
で
、
謙
譲
語
「
奉
る
」
に
い
っ
そ
う
謙
譲

の
意
を
込
め
る
た
め
に
「
す
」
の
連
用
形
「
せ
」
を
添
え
て

「
奉
ら
せ
」
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
説
明
し
て
い
る
。
が
、
は
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。

『
枕
冊
子
全
注
釈
』
は
、
〈
御
一
扇
を
献
上
な
さ
る
と
き
に
〉
と
解

釈
し
て
い
か
o

他
の
注
釈
書
の
類
も
、
だ
い
た
い
こ
れ
と
同
じ
い
。

も
っ
と
も
こ
の
訳
は
、
「
せ
給
ふ
」
を
降
家
へ
の
敬
意
と
見
た
も
の

か
、
「
奉
ら
す
」
を
認
め
た
上
で
、
中
宮
に
対
す
る
最
高
敬
語
と
見

て
の
も
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
が
、
少
な
く
と
も
、
「
せ
」
を
使
役

に
解
し
た
も
の
は
ひ
と
つ
も
見
当
ら
な
い
。

こ
の
章
段
に
お
い
て
、
中
告
に
は
「
ま
ゐ
る
」
「
ま
ゐ
ら
す
」
「
申

す
」
「
さ
せ
給
ふ
」
「
侍
り
」
と
い
う
敬
一
請
が
あ
り
、
一
方
、
隆
家

に
は
「
給
ふ
」
「
開
こ
ゆ
」
「
山
日
一
ふ
」
と
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
用
法

上
の
栴
業
が
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
待
遇
の
仕
方
に
明
確
な
軽

重
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
冒
頭
の
「
中
納
言
ま
ゐ
り
給

び
て
」
は
、
能
川
内
本
の
み
「
中
納
言
殿
ま
ゐ
ら
せ
給
ひ
て
」
と
、
降

家
へ
の
最
高
敬
語
を
表
し
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
従
い
に
く
い
。

中
宮
を
最
高
位
の
人
物
と
し
て
、
降
LM
か
よ
り
格
段
に
重
く
待
遇
し

て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
。

こ
こ
で
、
気
に
な
る
の
は
、
隆
家
の
会
話
文
の
お
け
る
「
申
す
」

つ。
n
h
u
 



の
存
在
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
だ
見
ぬ
骨
の
さ
ま
な
り
と
な
ん
人
々
申
す
。

は
、
人
々
の
、
話
者
た
る
隆
家
へ
の
敬
意
で
は
な
い
。
降
山
本
側
の

者
の
こ
と
ば
を
中
自
の
支
配
下
に
入
っ
て
、
ひ
ど
く
恐
縮
し
な
が

ら
伝
え
る
と
こ
ろ
か
ら
用
い
ら
れ
た
、
一
一
一
一
口
う
な
れ
ば
対
象
尊
敬
か

ら
派
生
し
た
と
こ
ろ
の
、
謙
譲
の
用
法
な
の
で
あ
る
。

際
家
こ
そ
い
み
じ
き
符
は
得
て
侍
れ
。

も
と
め
侍
る
な
り
。

す
べ
て
い
み
じ
う
侍
り
。

の
「
侍
り
」
も
、
身
分
差
の
著
し
い
場
面
で
の
会
話
文
中
に
見
出

せ
る
、
改
ま
っ
た
物
言
い
の
敬
語
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
言

葉
遣
い
か
ら
判
断
す
る
に
、
ど
う
も
こ
の
場
の
雰
関
気
と
し
て
は
、

び
り
び
り
と
し
た
、
か
な
り
張
り
詰
め
た
も
の
の
あ
る
こ
と
は
怨

像
す
る
に
難
く
な
い
。
こ
こ
は
、
隆
家
が
一
扇
を
間
接
手
渡
す
場
面

と
み
る
よ
り
、
少
し
距
離
を
お
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
中
山
品
側
の
者

を
介
し
て
差
し
出
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
状

況
証
拠
と
し
て
だ
が
、
「
恭
ら
せ
給
ふ
に
」
の
「
せ
」
に
、
使
役
の

可
能
性
も
十
分
あ
り
う
る
こ
と
を
認
め
た
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
上
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
そ
の
関
に
立
つ
人
物

が
こ
と
さ
ら
問
題
に
な
ら
な
い
限
り
、
「
せ
」
を
わ
ざ
わ
ざ
使
役
に

訳
出
す
る
必
要
は
な
い
。
〈
御
一
騎
を
献
上
な
さ
る
と
き
に
〉
で
よ

「
侍
り
」

い
。
そ
れ
は
、
古
文
の
解
釈
上
、
許
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
既
に
述

べ
た
通
り
で
あ
る
。

ま

め

以
上
の
考
察
を
ま
と
め
て
お
く
。

問
題
の
「
恭
ら
す
」
「
申
さ
す
」
は
、
多
く
の
場
合
、
「
奉
ら
せ

給
ふ
」
「
申
さ
せ
給
ふ
」
の
形
式
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
つ
ま
り
、
動
作
の
主
体
も
容
体
も
共
に
し
か
る
べ
く
待
遇
さ

れ
る
は
ず
の
人
物
に
関
係
し
て
い
る
場
合
に
最
も
よ
く
起
こ
り
う

る
表
現
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
の
時
、
容
体
は
最
高
伎
の
人
物

に
偏
し
て
い
な
い
点
に
注
意
し
た
い
。

次
じ
、
「
聞
こ
え
さ
す
」
や
「
御
覧
ぜ
さ
す
」
の
「
さ
す
」
が
、

元
々
他
者
を
介
し
て
そ
う
さ
せ
る
意
味
か
ら
発
達
し
て
、
常
に
最

高
位
の
人
物
に
対
す
る
最
高
敬
語
へ
と
変
換
し
た
。
む
ろ
ん
、
間

に
立
つ
人
物
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
要
は
な
い
。
と
す
れ

ば
、
そ
の
経
緯
か
ら
、
つ
ま
り
、
「
聞
こ
ゆ
」

l

l
「
聞
こ
え
さ
す
」

の
関
係
に
準
じ
て
「
奉
ら
す
〕
や
ウ
申
さ
す
」
を
位
置
づ
け
る
こ

と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
助
動
詞
「
す
」
と
は
は
っ
き
り
と

切
り
離
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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〔注〕(1)
小
池
清
治
円
基
礎
古
典
文
法
』

(2)
依
拠
し
た
本
文
は
、
特
に
断
わ
り
の
な
い
限
り
、
「
岩
波

文
学
大
系
』
所
収
の
も
の
で
あ
る
が
、
『
源
氏
物
語
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だ

青
表
紙
本
系
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通
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「
首
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氏
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語
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忠
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@
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源
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)
の
本
文
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つ

(5)
森
昇
一
「
敬
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重
複
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謙
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譲
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の
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合
i
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(
「
野

州
国
文
学
」
平
3
年
3
月
)

(6)
配
島
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光
「
源
氏
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語
の
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御
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ぜ
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(
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泉
博
士
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年
3
月
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)

(7)
森
野
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明
「
古
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の
敬
語
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」
(
『
講
座
国
語
史

5

敬
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』
)
間
一
員
。

(8)
問
中
重
太
郎
『
枕
冊
子
全
注
釈
二
』
制
頁
。

(9)
勝
山
幸
人
「
中
古
に
お
け
る
『
申
さ
る
』
と
い
う
表
現
」

(
「
山
口
国
文
」
平
2
年
3
月
)

(
叩
)
杉
崎
一
雄
『
平
安
時
代
敬
語
法
の
研
究
l

l

「
か
し
こ
ま

り
の
語
法
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と
そ
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辺
』
山
一
良
以
下
。
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そ
れ
ら
も
う
一
つ
。
最
高
位
の
人
物
た
る
動
作
主
お
よ
び
動

作
主
側
動
作
や
行
為
の
内
容
に
こ
そ
重
き
が
置
か
れ
、
開
に
立

つ
人
物
存
在
な
ど
特
に
問
題
に
な
ら
な
い
か
、
あ
る
い
は
普
通

一
般
の
こ
と
と
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
な
場
合
、
こ
の
使
役
の
意

味
を
わ
ざ
わ
ざ
訳
出
す
る
必
要
は
な
い
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
は

文
法
上
の
取
り
扱
い
を
離
れ
、
古
文
解
釈
の
問
題
と
し
て
扱
わ

る
こ
と
こ
な
け
れ
ど

(
本
学
人
文
学
部
助
教
授
)

iアた。
(3) 

一
「
平
安
時
代
の
敬
語
表
現
1

1

1

使
役
と
最
高
敬
語

l
l
i」
(
「
国
学
院
雑
誌
」
昭
釘
年
日
月
)

(4)
森
田
一
「
『
す
吋
さ
す
』
の
重
複
の
表
現
」
(
『
山
辺
正
男

博
士
古
稀
記
念
国
語
助
詞
助
動
詞
論
議
』
昭
町
内
年
8
月
所

収
)


