
『滴に濁る物語』の敬語について

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2008-03-27

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 勝山, 幸人

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.14945/00001114URL



『滴
に
濁
る
物
語
』
の
敬
語
に
つ
い
て

山

『
滴
に
濁
る
物
語
』
と
は

こ
の
物
語
本
は
、
か
つ
て
山
岸
徳
平
が
所
有
し
、
現
在
は
実
践
女
子
大
学
図
書
館
に
収
め
ら
れ
て
い
る
題
箋
も
内
題
も
な
い
残
欠
で
あ
っ
て
、

作
中
に
詠
ま
れ
た
、
中
納
言
の

ま
こ
と
に
や
結
び
合
は
せ
し
忍
ぶ
草
な
ど
あ
や
に
く
に
露
け
か
る
ら
ん

の

一
首
が
、
『
風
葉
和
歌
集
』
巻
九
の
哀
傷
に
あ
る

贈
皇
后
宮
に
う
ち
と
け
ず
な
が
ら
み
な
れ
侍
け
る
が
か
く
れ
給
ひ
て
の
ち
の
き
の
し
の
ぶ
を
み
て
　
　
滴
に
濁
る
の
中
納
言

ま
こ
と
に
は
結
び
や
は
せ
し
忍
ぶ
草
な
ど
あ
や
に
く
に
露
け
か
る
ら
ん

（巻
九

・
六
九
五
）

と
ほ
ぼ

一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
物
語
の
研
究
者
の
間
で
は
こ
れ
を
仮
に

『滴
に
濁
る
物
語
』
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
書
名

は
、
『
滴
に
濁
る
の
中
納
言
』
で
も
、
た
だ

『
滴
に
濁
る
』
で
も
よ
い
し
、
ま
た

『
古
今
和
歌
集
』
巻
八
に
見
え
る
紀
貫
之
の

む
す
ぶ
手
の
雫
に
に
ご
る
山
の
井
の
あ
か
で
も
人
に
別
れ
ぬ
る
か
な

二
九

人



三
〇

に
因
ん
で
、
『
雫
に
に
ご
る
』
で
あ

っ
て
も
構
わ
な
い
。
古
歌
の

一
句
を
と

つ
て
物
語
の
題
名
と
す
る
こ
と
は
、
平
安
末
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け

（１
）

て
流
行
し
た
物
語
の
命
名
法
ら
し
い
。
作
者
や
成
立
年
代
は
む
ろ
ん
不
明
で
あ
る
が
、
中
野
幸

一
は
、
「巻
末
近
く
に
見
え
る
幼
帝
の
描
写
が
際

立

っ
て
生
彩
あ
る
点
な
ど
か
ら
」
年
配
の
女
性
の
手
に
よ
つ
て
南
北
朝
あ
た
り
に
書
か
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
が
ギ

後
に
述
べ
る
通
り
、
私
は

そ
れ
と
は
違
う
見
方
を
し
て
い
る
。

書
誌
に
つ
い
て
は
、
前
半
部
の
三
分
の
一
程
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
、
十
八
帖
あ
た
り
に
空
白
部
が
あ
り
、
た
め
に
錯
簡
が
考
え
ら
れ
る
こ

と
、
ま
た
唯

一
無
二
の
孤
本
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
報
告
さ
れ
て
い
が

， 　
一
方
、
内
容
の
上
か
ら
見
て
、
先
行
す
る

『
源
氏
物
語
』
と
の
影
響
が

指
摘
で
き
る
う
え
、
念
仏
に
よ
る
救
済
を
願
う
中
世
的
な
雰
囲
気
が
物
語
り
全
体
を
色
濃
く
覆
っ
て
い
る
点
か
ら
、
こ
れ
が
鎌
倉
時
代
の
擬
古

物
語
と
も
作
り
物
語
と
も
言
わ
れ
る
散
逸
し
た
中
世
王
朝
物
語
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
余
地
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

物
語
の
展
開
は
、
帝
と
内
侍
督
と
の
間
に
若
宮
を
儲
け
る
の
も
つ
か
の
間
、
ま
も
な
く
内
侍
督
は
死
ん
で
し
ま
う
。
亡
骸
を
音
羽
山
麓
で
火

葬
に
し
よ
う
と
す
る
が
、
現
世
に
未
練
が
あ
る
ら
し
く
燃
え
尽
き
る
こ
と
は
な
い
。
悲
嘆
に
く
れ
た
帝
は
、
内
侍
督
に
皇
后
宮
の
位
を
与
え
、

そ
の
際
に
詠
ん
だ
歌
が
ま
さ
に
鎮
魂
の
歌
と
な
っ
て
、
内
侍
督
は
天
に
昇
つ
て
い
く
。
帝
は
、
後
を
宰
相
の
中
将
に
託
し
、
ま
た
若
宮
を
女

一

の
宮
に
預
け
、
自
ら
は
嵯
峨
に
出
家
し
、
法
華
経
を
唱
誦
し
な
が
ら
即
身
成
仏
を
遂
げ
る
。
後
に
、
宰
相
の
中
将
は
関
白
に
な
り

一
家
は
栄
え
、

若
宮
も
帝
と
な
っ
て
善
政
を
行
な
っ
た
、
と
い
っ
た
単
純
な
も
の
で
あ
る
。
ど
の
み
ち
小
品
に
は
相
違
な
か
ろ
う
。

物
語
で
は
、
中
納
言
と
内
侍
督
と
の
関
係
が
い
わ
ば
生
命
線
に
な
っ
て
お
り
、
一
一人
は
互
い
に
思
い
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
『風

葉
和
歌
集
』
巻
十

一
の
恋

一
に
は
、

題
知
ら
ず
　
　
滴
に
濁
る
贈
皇
后
宮

つ
つ
め
ど
も
袖
の
し
が
ら
み
せ
き
わ
び
ぬ
涙
の
川
や
浮
名
流
さ
む

（巻
十

一
０
七
九
七
）

と
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
恐
ら
く
前
半
部
の
欠
落
し
た
部
分
に
あ
つ
た
と
思
わ
れ
、
現
存
す
る
孤
本
に
は
残
っ
て
い
な
い
の
だ
が
、
『風
葉
和
歌
集
』



は
、
帝
を
気
遣
い
不
義
密
通
の
汚
名
を
憚

っ
て
恋
し
い
気
持
ち
を
内
面
に
抑
え
る
内
侍
督
と
、
中
宮
の
兄
と
い
う
立
場
も
あ
り
、　
一
線
を
超
え

て
は
な
ら
な
い
苦
し
い
ジ
レ
ン
マ
を
抱
く
中
納
言
と
、
し
か
し
遂
に
結
ば
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
の
二
人
を
物
語
の
中
心
に
お
い
て
、
こ
の

歌
二
首
を
載
せ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
詞
書
は
こ
れ
を
説
明
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

一
方
、
こ
の
物
語
の
主
題
を

「離
別
」
に
求
め
よ
う
と
す
る
三
谷
邦
明
の
説
も
十
分
傾
聴
に
値
す
る
。
内
侍
督
の
突
然
の
死
と
い
い
、
帝
の

思
い
が
け
な
い
出
家
と
い
い
、
罪
を
背
負
う
か
の
よ
う
に
現
世
を
離
れ
ま
た
死
し
て
い
く
の
も
、
ど
の
み
ち
最
愛
な
る
肉
親
と
の
離
別
以
外
の

な
に
も
の
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
物
語
の
最
後
に
、
些
か
異
例
と
も
思
わ
れ
る

０
こ
れ
を
御
覧
ぜ
む
人
は
、
念
仏
申
さ
せ
給
ふ
べ
し
、
必
ず
必
ず
。
　

（Ｎ
Ｓ

が
あ
る
が
、
私
に
は
こ
の

一
文
が
ど
う
に
も
気
に
な
っ
て
仕
方
な
い
。
後
の
書
き
入
れ
か
も
し
れ
な
い
が
、
読
者
を
意
識
し
た
こ
と
が
明
ら
か

な
こ
の

一
文
は
、
関
白

一
家
の
繁
栄
を
思

っ
て
の
こ
と
か
、
即
身
成
仏
を
遂
げ
た
先
帝
の
威
徳
を
供
養
し
て
の
も
の
か
、
あ
る
い
は
帝
を
中
心

と
し
て
未
来
永
劫
に
国
家
安
寧
で
あ
る
こ
と
を
願

っ
て
の
こ
と
か
、
何
れ
に
し
て
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
”
あ
る
い
は
、
物
語
中
に

②
仏
は

『
妻
子
珍
宝
』
と
こ
そ
仰
せ
ら
れ
た
れ
　
（９

〇

一
掲

一
句
乃
至

一
念
隋
喜

（館
）

と
経
の
文
句
を
引
用
し
て
お
り
、
作
者
自
身
が
仏
教
に
通
じ
て
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
つ
て
、
説
法
教
化
の
片
鱗
を
垣
間
見
せ
て
い
る
と
も
考
え

ら
れ
よ
う
。
こ
の
物
語
の
主
人
公
は
誰
か
、
主
題
は
何
か
、
ま
た
作
者
は
ど
ん
な
人
か
と
い
っ
た
問
題
と
も
多
分
に
リ
ン
ク
す
る

一
文
で
は
あ

る
と
思
わ
れ
る
が
、
も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
物
語
作
者
の
構
想
し
た
中
に
は
、
『
風
葉
和
歌
集
』
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
よ
う
な
中
納
言
と
内
侍

督
と
の
関
係
に
は
求
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
少
な
く
と
も
、
『滴
に
濁
る
物
語
』
に
は
平
安
の
王
朝
文
学
に
み
る
よ
う
な
典
雅
な
匂
い
も
花

も
ま
た
音
楽
も
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ

っ
て
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
、
念
仏
に
よ
る
救
済
と
無
常
観
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

〓
〓



一一一二

『
滴

に
濁
る
物

語
』

の
本
文

に

つ
い
て

本
文
は
、
夙
に
山
岸
徳
平
の
翻
刻
し
た
も
の
を
初
め
と
し
て
、
市
古
貞
次
去
一角
洋

一
編

『鎌
倉
時
代
物
語
集
成
』
第
四
巻
に
載
せ
て
お
一電
ヽ

物
語
研
究
の
援
け
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
最
近
で
は
、
室
城
秀
之

『中
世
王
朝
物
語
全
集
』
第
十

一
巻
も
あ
こ
が
、
こ
れ
は
読
み
や
す
さ
を
優

先
さ
せ
て
、
送
り
仮
名
を
補
い
、
仮
名
遣
い
や
漢
字
を
改
め
、
字
句
の
補
填
な
ど
を
行
っ
て
い
る
た
め
、
国
語
学
的
な
研
究
に
は
不
向
き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
論
文
の
目
的
は
、
『滴
に
濁
る
物
語
』
の
敬
語
使
用
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
で
、
ま
た
個
々
の
用
例
を
敬
語
史
に
照
ら
し
合

わ
せ
る
こ
と
で
、
中
世
文
語
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
広
く
擬
古
文
を
和
文
体
の
史
的
展
開
の
な
か
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。
敬
語
は
、
文
体
の
構
成
要
素
と
し
て
重
要
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
鎌
倉
時
代
の
人
の
文
語
意
識
を
探
る
に
は
、
意

味
の
多
様
化
す
る
語
彙
な
ど
を
扱
う
よ
り
は
る
か
に
客
観
的
で
有
効
な
手
段
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
本
論
文
は

『滴
に
濁
る
物
語
』
が

中
世
王
朝
物
語
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
言
葉
の
面
か
ら
実
証
す
る
こ
と
に
も
通
じ
る
か
と
思
わ
れ
る
。

『
滴
に
濁
る
物
語
』
に
み
る
敬
語

各
節
に
入
る
前
に
、
『滴
に
濁
る
物
語
』
で
使
わ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
敬
語
を
示
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
尊
敬
語
で
あ
る
が
、
「思
す
」
「思
し
召
す
」
「お
は
す
」
「お
は
し
ま
す
」
「宣
ふ
」
「参
る
」
「御
覧
ず
」
「仰
す
」
「仰
せ
ら
る
」
「召

す
」
「大
殿
籠
る
」
の
ｎ
語
の
本
動
詞
の
ほ
か
、
補
助
動
詞

「給
ふ
」
と

「せ
給
ふ
」
「さ
せ
給
ふ
」
が
あ
る
。
ま
た
、
助
動
詞
の

「る
」
「ら
る
」

を
尊
敬
の
意
と
し
て
使
わ
れ
た
例
が
認
め
ら
れ
る
。



謙
譲
語
で
は
、
「参
ら
す
」
「奉
る
」
「聞
こ
ゆ
」
「奏
す
」
「申
す
」
「参
る
」
「候
ふ
」
の
７
語
の
本
動
詞
の
ほ
か
、
補
助
動
詞

「奉
る
」
「聞

こ
ゆ
」
「参
ら
す
」
が
あ
る
。

丁
寧
語
と
し
て
は
、
「侍
り
」
「候
ふ
」
が
本
動
詞
で
も
補
助
動
詞
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。

概
観
し
た
と
こ
ろ
、
け
し
て
バ
ラ
エ
テ
ィ
ー
に
富
む
も
の
で
は
な
い
。
基
本
的
に
は
平
安
時
代
に
お
い
て
頻
出
す
る
中
間
敬
語
と
そ
れ
に
対

応
す
る
絶
対
敬
語
が
対
立
す
る
単
純
な
構
図
を
基
本
軸
と
し
て
、
つ
ま
り
文
語
と
し
て
取
り
込
み
、
新
た
に
中
世
に
な
っ
て
伸
張
す
る
敬
語
が

重
層
的
に
混
在
す
る
と
い
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

敬
意
の
軽
減
と
敬
語
の
省
略

「給
ふ
」
と

「せ
給
ふ
」
「さ
せ
給
ふ
」、
ま
た

「御
覧
ず
」
と

「見
給
ふ
」、
「宣
ふ
」
と

「仰
す
」
「仰
せ
ら
る
」、
「お
は
す
」
と

「お
は
し

ま
す
」
な
ど
、
身
分
や
立
場
に
応
じ
た
微
細
な
使
い
分
け
が
消
滅
し
、
平
均
化
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
擬
古
文
の
敬
語
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
。

『滴
に
濁
る
物
語
』
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
敬
意
を
軽
減
さ
せ
た
り
、
敬
語
そ
の
も
の
の
使
用
を
省
略
し
た
り
す
る
例
が
、
至

る
と
こ
ろ
に
認
め
ら
れ
る
。

０
中
納
言
、
「
い
と
ど
、
い
か
に
我
を
憂
し
と
思
す
ら
む
」
と
推
し
量
ら
る
。
　

（Ｓ

内
侍
督
が
中
納
言
を
恨
め
し
く
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
察
し
て
い
る
場
面
だ
が
、
こ
の

「推
し
量
ら
る
」
の
助
動
詞

「る
」
が
問
題

で
あ
る
。
中
納
言
に
対
す
る
敬
語
は
、

働

（殿
の
上
ハ
）
「中
納
言
は
、
い
か
ば
か
り
、
あ
は
れ
に
思
し
召
引
ら
ん
」
と
思
ふ
に
、
「我
を
も
、
憂
し
と
こ
そ
は
思
し
召
す
ら
め
」
と

思
す
。
　

つ
ｅ

一一一一一一
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四

ま
れ
に
最
高
敬
語
で
待
遇
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
人
物
で
あ
る
。
こ
れ
を
自
発
と
理
解
す
れ
ば
中
納
言

へ
の
敬
語
は
省
略
さ
れ
る
こ
と
に
な

仮
に
、
こ
の

「る
」
を
尊
敬
と
捕
る
に
し
て
も
、
敬
意
の
軽
い
扱

い
と
な
る
。

０
中
納
言
は
、傍
ら
に
の
み
湘
洲
劇
ｕ
ｄ
「、若
宮
な
ど
則
細
ｄ
Ｊ
劇
測
「、
「い
と
ど
、
い
か
に
憎
し
と
思
す
ら
ん
」と
鋼
引
劃
「
日
馴
ｄ
ｕ
、
…

（３

で
は
、
若
宮
に
対
す
る
敬
語
は
な
い
。

驚
く
べ
き
こ
と
に
、
最
高
位
た
る
帝
や
女
院
に
対
し
て
さ
え
敬
語
の
な
い
例
が
至
る
と
こ
ろ
に
散
見
す
る
。
若
宮
に
位
を
譲
る
決
意
を
し
た
、

０
内
裏
は
、
夜
昼
、
念
仏
に
心
を
測
測
ｄ
引
、
な
ほ
、
あ
ぢ
き
な
く
思
し
召
せ
ば
、
口
引
剤
列
＝
淵
判
悧
引
ｑ
到
ｕ
。
　

（Ｈ９

の
例
で
は
、
帝
に
対
す
る
敬
語
は
な
く
、
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

尊
敬
の
助
動
詞

「る
」
「ら
る
」

平
安
時
代
に
お
け
る
尊
敬
の
助
動
詞

「る
」
「ら
る
」
は
、
「御
覧
ず
」
「仰
す
」
「思
す
」
な
ど
、
敬
語
動
詞
に
下
接
し
て
敬
意
を
高
め
る
こ

と
が
主
た
る
用
法
で
あ
っ
て
、
単
独
で
敬
意
を
表
す

む
か
し
堀
川
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
と
申
す
、
い
ま
そ
が
り
け
り
“
四
十
の
賀
、
九
条
の
家
に
て
せ
引
測
け
る
日
、
中
将
な
り
け
る
お
き

な
…

（伊
勢
物
語
　
九
十
七
）

同
じ
御
時

（＝
宇
多
天
皇
ノ
御
世
）
せ
ら
れ
け
る
菊
合
せ
に
、
州
浜
を
作
り
て
、
…

（古
今
和
歌
集
五
、
二
七
二
の
詞
書
）

な
ど
は
、
普
通
に
最
も
古
い
例
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
瀬
ギ

こ
れ
と
て
非
情
主
語
の
受
身
か
、
あ
る
い
は
可
能
か
と
も
疑
わ
れ
る
の
が

現
実
で
あ
っ
て
、
何
れ
に
し
て
も
一
般
化
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
つ
た
。
森
野
宗
明
は
、
男
子
の
手
に
な
る
変
体
漢
文
の
記
録
や
、
そ
れ
を

文
体
の
基
調
と
し
て
い
る

『今
昔
物
語
集
』
や

『平
家
物
語
』
な
ど
の

「被
」
字
を
尊
敬
に
訓
む
こ
と
を
起
源
と
し
て
、
な
お
和
文
体
に
お
い

る と



て
は

一
一
〇
七
年
に
程
近
い
成
立
の

『讃
岐
典
侍
日
記
』
あ
た
り
に
な
っ
て
顕
著
に
な
る
こ
と
、
ま
た
、
ご
く
僅
か
な
用
例
を
見
る

『
源
氏
物

（１０
）

語
』
や

『枕
草
子
』
で
は
男
性
を
話
し
手
と
し
た
会
話
文
に
局
限
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
男
性
の
言
葉
遣
い
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

『滴
に
濁
る
物
語
』
で
は
、
こ
の
尊
敬
の
助
動
詞
を
頻
繁
に
使
う
こ
と
が
、
い
わ
ば
特
色
と
な
つ
て
い
る
点
に
注
意
し
て
よ
い
。
い
く
つ
か

例
を
示
し
て
み
た
い
。

次
は
、
帝
が
譲
位
し
た
後
、
嵯
峨
野
に
出
家
し
た
折
、
内
侍
督
の
兄
で
あ
る
宰
相
の
中
将

（こ
の
時
摂
政
）
に
対
し
て
、
後
は
若
宮
を
自
分

の
代
わ
り
と
思
っ
て
後
見
し
て
ほ
し
い
こ
と
、
ま
た
亡
き
妹
の
御
堂
の
建
立
を
頼
み
た
い
こ
と
を
述
べ
た
次
の
文
だ
が
、

③

「そ
こ

（＝
宰
相
の
中
将
）
を
頼
み
て
こ
そ
、
い
ま
だ
乳
の
中
な
る
人

（＝
若
宮
）
を
う
ち
捨
て
て
思
ひ
立
ち
ぬ
れ
。
内
裏
の
上
を
こ
そ
、

わ
が
身
と
も
、
ま
た
失
せ
に
し
母
の
代
は
り
と
も
思
ひ
な
し
て
、
『構
え
て
、
平
ら
か
に
て
見
む
』
と
思
は
る
べ
け
れ
。
『う
ち
捨
て
て
、

我
に
具
せ
ん
』
と
思
は
れ
ば
、
な
か
な
か
、
『亡
き
後
ま
で
は
』
と
な
ん
、
恨
め
し
か
る
べ
き
」
と
、
御
目
押
し
の
ご
は
せ
給
ひ
て
、
ま
た
、

「故
内
侍
督
の
御
料
に
、
必
ず
御
堂
建
て
ら
る
べ
し
。
内
裏

（＝
若
宮
）
は
言
ふ
か
ひ
な
く
お
は
し
ま
す
。
・ご

な
ど
、
仰
せ
ら
れ
置
く

こ
と
ど
も
、
悲
し
と
も
お
ろ
か
な
り
。
　

（に
）

こ
の
帝
の
発
言
中
、
「思
は
る
べ
け
れ
」
「思
は
れ
ば
」
「御
堂
建
て
ら
る
べ
し
」
は
、
何
れ
も
宰
相
の
中
将

へ
の
敬
意
。
自
発
と
は
考
え
ら
れ
な

い
文
脈
で
あ
る
。

０

（帝
ハ
）
Ｆ
。
（若
宮
ガ
）
幼
く
て
、
ま
つ
り
ご
と
し
給
は
ざ
ら
ん
ほ
ど
は
、　
一
品
の
宮
に
申
し
合
は
せ
て
、
臣
下
を
こ
が
ま
し
か
ら
ず
、

非
道
ま
つ
り
ご
と
な
く
、
よ
く
よ
く
後
ろ
見
奉
ら
れ
よ
」
な
ん
ど
…

（８
）

で
は
、
帝
は
宰
相
の
中
将
に
若
宮
の
政
を
支
援
す
る
よ
う
に
言
う
。
こ
こ
で
も

「後
ろ
見
奉
ら
れ
よ
」
と
軽
い
敬
意
で
済
ま
せ
て
い
る
の
で
あ

る
。
宰
相
の
中
将

へ
は
、
こ
れ
ら
の
ほ
か
、

⑩

（帝
ハ
）
宰
相
の
中
将
に
は
、
「さ
り
と
も

（＝
内
侍
督
ガ
亡
ク
ナ
ッ
タ
コ
ト
）
、
い
か
で
か
、
さ
る
こ
と
や
あ
ら
ん
。
確
か
な
る
こ
と

三
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一二
エハ

聞
か
せ
よ
」

（９

と
敬
語
の
な
い
例
も
帝
の
会
話
文
中
に
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

次
の
例
、
す
な
わ
ち
内
侍
督
が
自
分
の
死
を
暗
示
し
た
歌
を
帝
に
贈
る
と
、
帝
は
、

ｍ

「
い
か
ば
か
り
思
ひ
け
る
に
か
」
と
御
覧
ず
る
御
心
地
、
な
の
め
な
ら
ん
や
は
。
　

（ｅ

と
内
侍
督
に
も
敬
語
を
省
く
。

０
ま
た

「靡
き
に
け
り
」
と
、
内
裏
の
間
か
せ
給
は
ん
恥
ず
か
し
さ
な
ど
に
も
、
な
か
な
か

「な
か
ら
ん
の
み
ぞ
よ
か
ら
め
」
と
、
た
だ
同

じ
き
さ
ま
に
の
み
お
は
す
。
　

Ｓ

の
例
で
は
、
帝
が
内
侍
督
と
中
納
言
と
の
仲
を
疑
う
の
は
不
本
意
で
あ
っ
て
、
い
つ
そ
死
を
覚
悟
す
る
他
な
い
と
気
弱
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。

物
語
で
は
、
は
っ
き
り
と
は
書
い
て
い
な
い
が
、
若
宮
の
出
生
が
実
は
内
侍
督
と
中
納
言
の
子
で
は
な
い
か
と
疑
え
る
展
開
に
な
っ
て
い
る
。

こ
の

「靡
き
に
け
り
」
も
ま
た
そ
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
今
気
が
つ
い
た
か
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
の
は
お
も
し
ろ
い
が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し

て
、
帝
の
内
侍
督

へ
の
敬
語
は
な
い
。
話
題
の
主
、
す
な
わ
ち
帝
が
内
侍
督
と
中
納
言
の
い
る
場
面
に
居
合
わ
せ
て
い
な
い
か
ら
敬
語
を
省
略

す
る
と
は
、
い
か
に
も
現
代
語
的
で
は
あ
る
。

こ
れ
ら
の
例
が
示
す
と
お
り
、
仮
に
も
摂
政
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
贈
皇
后
宮
で
あ
っ
た
り
す
る
人
物
に
対
す
る
帝
の
発
言
中
に
、
敬
意
を
軽

減
し
た
り
省
略
し
た
り
す
る
こ
と
は
、
普
通
で
は
あ
り
え
ず
、
ま
た
聞
き
手
重
視
の
相
対
化
し
た
敬
語
法
の
晴
矢
的
な
使
わ
れ
方
と
も
思
え
ず
、

や
は
り
中
古
の
和
文
と
は
径
庭
が
あ
り
、
十
分
に
こ
な
れ
た
敬
語
表
現
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
点
は
否
め
な
い
。

私
が
、
こ
の
物
語
の
作
者
を
男
性
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
理
由
も
、
ち
ょ
う
ど
紀
貫
之
が
女
性
に
仮
託
し
て
書
き
上
げ
た

『土
佐
日
記
』

で
、

船
君
節
忌
み
す
。
精
進
も
の
な
け
れ
ば
、
午
刻
よ
り
後
に
、
舵
取
り
の
昨
日
釣
り
た
り
し
鯛
に
、
銭
な
け
れ
ば
、
米
を
と
り
か
け
て
落
ち



ら
れ
ぬ
。
２

月
十
四
日
）

（１１
）

と
叙
述
し
た
こ
と
が
、
日
常
的
に
漢
文
を
読
み
書
き
し
て
い
た
貫
之
の
言
語
的
な
経
験
の
反
映
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
、
尊
敬
の
助
動

詞

「る
」
「ら
る
」
の
多
用
が
、
間
違
い
な
く
男
性
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
日
常
の
言
語
習
慣
が
思
わ
ず
出
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で

あ
る
。
仏
教
に
精
通
し
て
念
仏
に
よ
る
救
済
を
願
っ
て
い
る
か
の
ご
と
き
物
語
展
開
と
ち
ょ
う
ど
軌
を

一
に
し
て
、
結
果
的
に
平
安
時
代
の
敬

語
を
取
り
込
む
こ
と
に
は
無
残
な
失
格
者
に
違
い
な
か
ろ
う
が
、
こ
の
こ
と
が
逆
に
中
世
文
語
を
形
成
す
る

一
つ
の
特
色
と
な
っ
て
い
る
点
は

確
か
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

複

雑
な

人
物
関
係
　
～
お

は
し
ま
さ

せ
奉
ら
せ
給

ふ
～

中
古
和
文
に
読
み
な
れ
た
日
か
ら
す
る
と
、
擬
古
文
は
か
な
り
難
解
で
あ
っ
て
、
読
み
に
く
い
。
そ
の
一
つ
に
、
複
雑
な
人
物
関
係
を
き
ち

ん
と
順
序
だ
て
て
述
べ
ず
に
、
一
文
で
片
付
け
て
し
ま
お
う
と
す
る
表
現
の
仕
方
に
問
題
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
に
挙
げ
る
例
は
、

内
侍
督
亡
き
後
、
帝
は
そ
の
遺
児
で
あ
る
若
宮
を
女

一
の
宮

（元
の
姫
宮
）
の
も
と
に
預
け
る
よ
う
に
配
慮
し
、
ま
た
女

一
の
宮
も
若
宮
を
大

事
に
し
た
と
い
う
場
面
だ
が
、
物
語
は
こ
れ
を
次
の
通
り
綴
る
。

０
姫
宮
、　
一
品
の
宮
に
な
し
奉
ら
せ
給
ひ
て
、
そ
の
御
方
に
、　
一
の
宮
は
測
測
月
調
ョ
劃
コ
到
り
Ч
樹
劃
に
、
方
々
の
、
あ
は
れ
に
も
、
疎
か

に
も
思
し
召
さ
れ
ん
や
は
。
　

（覇
）

こ
の

「お
は
し
ま
さ
せ
奉
ら
せ
給
ふ
」
が
ど
う
に
も
理
解
し
が
た
い
。
「お
は
し
ま
さ
せ
」
の

「せ
」
は
使
役
。
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
若
宮
に
最

高
敬
語
の

「お
は
し
ま
す
」
を
使
う
の
も
奇
異
で
は
あ
る
が
、
文
意
は
帝
が
若
宮
を
女

一
の
宮
の
も
と
に
行
く
よ
う
に
さ
せ
た
、
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
「奉
る
」
は
女

一
の
宮

へ
の
、
そ
し
て

「せ
給
ふ
」
と
は
帝

へ
の
敬
語
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
三
者
が
話
題
主
に
な
っ
た
上

三
七



三
八

に
、
使
役
の
対
象
者
ま
で
出
し
て
き
て
い
る
と
い
っ
た
複
雑
な
構
造
は
、
た
だ
た
だ
文
意
の
理
解
を
阻
む
だ
け
で
あ
る
。

二
重
の
尊
敬
語

・
謙
譲
語
　
～
思
し
召
し
捨
て
さ
せ
給
ふ
～

ω
お
の
づ
か
ら
、
近
く
候
ふ
人
は
見
間
こ
え
泰
る
に
、
涙
と
ど
め
が
た
か
り
け
り
。
　

（じ

と
は
、
人
々
が
内
侍
督
を
亡
く
し
た
父
た
る
帝
と
遺
児
た
る
若
宮
、
こ
の
二
人
の
不
憫
さ
を
見
て
嘆
く
と
こ
ろ
だ
が
、
謙
譲
語
の
補
助
動
詞

「聞

こ
ゆ
」
と

「奉
る
」
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

０
こ
の
世
は
、
た
だ
夢
幻
と
の
み
思
し
君
し
捨
て
さ
せ
給
ふ
に
、

（９

は
、
帝
が
出
家
を
決
意
し
た
場
面
。
「思
し
召
す
」
に

「さ
せ
給
ふ
」
を
重
ね
て
い
る
例
で
あ
る
。

①
内
侍
督
は
、
あ
る
か
な
き
か
の
心
地
に
も
、
か
く
と
聞
き
給
へ
ば
、
心
安
く
、
】倒
Ч
到
「
引
川
綱
引
司
列
引
劉
Ы
う
れ
し
な
が
ら
、
・‥

（Ｓ

も
、
帝
が
若
宮
を
見
捨
て
る
つ
も
り
は
な
い
こ
と
を
言
っ
た
く
だ
り
で
、
「思
し
捨
つ
」
に

「さ
せ
給
ふ
」
を
重
ね
て
い
る
例
で
あ
る
。

「御
覧
じ
給
ふ
」
「仰
せ
ら
れ
給
ふ
」
「お
は
し
給
ふ
」
「思
し
給
ふ
」
「遣
は
し
給
ふ
」
「侍
り
候
ふ
」
な
ど
と
い
っ
た
二
重
の
敬
語
表
現
は
、

中
世
擬
古
文
の
最
も
特
徴
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、ど
の
物
語
の
至
る
と
こ
ろ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
『滴
に
濁
る
物
語
』
も
例
外
で
は
な
か
っ

た
。こ

れ
に
関
連
し
て
注
意
を
引
く
の
は
、
女
房
達
が
若
宮
を
内
侍
督
の
床
に
横
に
寝
か
せ
、
あ
れ
こ
れ
面
倒
を
み
る
様
子
を
中
納
言
が
見
る
ぐ

だ
り
で
、

０
傍
ら
に
関
翻
剰
刀
鮒
日
劉
ヨ
劇
同
到
硼
、
　
（じ

と
あ
る
。
こ
の
二
つ
の

「奉
る
」
は
共
に
若
宮
へ
の
過
当
な
敬
意
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
例
も
指
摘
で
き
る
。
次
の



０
宰
相
の
中
将
、
（若
宮
ヲ
）
御
車
に
、
抱
き
奉
り
て
、
乗
せ
参
ら
せ
給
ひ
つ
つ
、
　

（Ｓ

も
同
様
で
あ
る
。
平
安
末
期
以
降
の
敬
語
補
助
動
詞

「参
ら
す
」
が
使
わ
れ
て
い
る
点
も
興
味
深
い
。

謙
譲

の

「
申
す
」

と
会
話
文

の

「
侍

り
」

「申
す
」
は
、
動
作
の
客
体
に
対
し
て
敬
意
を
表
す
謙
譲
語
と
い
う
よ
り
、
聞
き
手
の
支
配
下
に
入
っ
て
謹
し
ん
で
申
し
上
げ
る
、
格
式
ば
っ

た
緊
縮
し
た
場
面
で
の
、
文
字
通
り
謙
譲
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
敬
語
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
話
し
手
と
聞
き
手
と
の
身
分
さ
も
か
な
り
開

き
が
あ
る
。
中
世
の
文
語
で
は
、
「申
す
」
は
そ
の
本
質
的
な
意
味
を
失
い
、
「聞
こ
ゆ
」
「聞
こ
え
さ
す
」
と
大
差
な
く
な
り
、
ま
た
し
ば
し
ば

尊
敬
の
助
動
詞

「る
」
を
伴
っ
て

「申
さ
る
」
と
い
う
形
で
、
そ
れ
も
多
く
の
場
合
、
会
話
文
を

「申
さ
れ
け
る
は
…
」
Ｆ
。と
申
さ
る
」
で
挟

み
込
む
と
い
っ
た
、
決
ま
り
き
っ
た
形
式
内
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
た

「宣
ふ
」
「宣
は
す
」
「仰
す
」
「仰
せ
ら
る
」
と
大
差
な
く
使
わ
れ
る
特
色

（・２
）

が
あ
る
。

会
話
文
の

「侍
り
」
や
下
三
段
活
用
の

「給
ふ
」
翁
滴
に
濁
る
物
語
』
に
使
用
例
は
な
い
）
も
、
話
し
手
と
聞
き
手
と
の
社
会
的

・
心
理
的

な
距
離
は
大
き
く
、
し
た
が
っ
て

「申
す
」
で
会
話
が
括
ら
れ
る
中
に
お
い
て
共
起
し
や
す
く
、
内
容
も
自
ら
の
思
い
、
見
、
聞
き
、
ま
た
知

（・３
）

る
行
為
を
恐
縮
し
、
長
ま
っ
て
申
し
上
げ
る
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
た
“

０

「こ
と
は
り
の
ほ
ど
思
ひ
知
ら
れ
侍
れ
ば
、
そ
れ
も

『さ
る
べ
き
こ
と
』
と
思
し
な
せ
。
昔
よ
り
、
さ
る
ふ
し
な
き
に
し
も
侍
ら
ず
。
さ

り
と
も
、
月
ご
ろ
、
を
こ
が
ま
し
く
、
し
れ
じ
れ
し
く
思
ふ
人
も
州
引
む
。
そ
れ
も
、
さ
も
州
引
。
『御
心
に
だ
に
、
あ
は
れ
と
思
ざ
ば
』

と
思
ひ
念
じ
つ
る
心
の
ほ
ど
は
、
奥
の
夷
な
り
と
も
、
あ
は
れ
は
知
る
な
る
も
の
を
。
今
だ
に
、
少
し
、
世
の
常
に
て
見
え
さ
せ
給
へ
。

そ
れ
の
み
ぞ

『
日
ご
ろ
の
心
思
し
知
り
け
り
』
と
も
思
ひ
侍
ら
ん
」
な
ど
、
聞
こ
え
給
ふ
に
、
　
（３
　
　
　
　
　
　
　
　
・

三
九



四
〇

文
意
は
な
か
な
か
理
解
し
が
た
い
箇
所
で
は
あ
る
が
、
死
去
を
目
前
に
し
た
内
侍
督
を
前
に
中
納
言
は
、
こ
う
な
る
の
が
運
命
で
あ
っ
た
と
思

う
こ
と
、
世
間
は
あ
れ
こ
れ
言
う
も
の
だ
が
、
そ
ん
な
こ
と
を
気
に
せ
ず
と
も
よ
い
こ
と
、
私
の
こ
と
を
愛
お
し
い
と
思
っ
て
ほ
し
い
、
さ
ら

に
ほ
ん
の
僅
か
な
間
で
も
世
間
並
み
な
心
強
い
意
思
を
見
せ
て
ほ
し
い
と
い
つ
た
、
要
す
る
に
中
納
言
は
自
分
の
思
い
を
伝
え
て
い
る
の
あ
ろ

う
。
い
く
つ
か
の

「侍
り
」
の
使
用
例
が
認
め
ら
れ
る
が
、
中
納
言
は
内
侍
督
に
恐
縮
し
て
そ
の
意
を
伝
え
る
場
面
で
は
な
い
。

ま
た
、内
侍
督
亡
き
後
、
火
葬
の
煙
が
ま

っ
た
く
燃
え
上
が
ら
な
い
の
を
人
々
は
兄
で
あ
る
宰
相
の
中
将
に
意
見
す
る
く
だ
り
を
見
ら
れ
た
い
。

⑩

「思
ひ
置
く
御
こ
と
も
あ
る
に
こ
そ
」
と
申
す
。
（宰
相
の
中
将

ハ
）
「
い
か
さ
ま
に
も
、　
一
の
御
子
の
御
こ
と
に
て
こ
そ
あ
る
ら
め
」
と

思
せ
ば
、
忍
び
や
か
に
、
御
心
知
り
の
人
、
こ
の
よ
し
を

（帝
二
）
奏
し
給
ふ
に
、
（帝

ハ
）
あ
る
か
な
き
か
に
て
大
殿
籠
れ
る
に
、
参
り

て
、
こ
の
よ
し
を
申
す
に
、
泣
く
泣
く

「
い
か
な
る
べ
き
こ
と
ぞ
」
と
仰
せ
ら
る
る
に
、
「御
文
な
ど
の
候
ふ
べ
き
に
こ
そ
」
と
申
す
に
、

‥
・　
（∞
）

物
語
の
展
開
が
単
純
な
割
に
、
人
物
関
係
が
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
て
読
み
に
く
い
が
い
人
々
の
宰
相
の
中
将
に
対
す
る
発
言
も
、
ま
た

「御

心
知
り
の
人
」
な
る
人
物
の
帝
に
対
す
る
発
言
も
、
「申
す
」
で
括
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
、
「御
文
な
ど
の
候
ふ
べ
き
に
こ
そ
」
と
あ
り
、
「侍
り
」

が
使
わ
れ
て
な
い
の
で
、
恐
ら
く

「申
す
」
本
来
の
意
味
を
理
解
し
て
使

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「仰
せ
ら
る
」
「奏
す
」
の
使
い
方
あ
た

り
は
、
ま
ぐ
れ
に
も
的
確
で
あ

っ
た
と
言
う
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。

わ
か
ら
な

い
文
脈

内
侍
督
の
死
後
、
帝
が
女

一
の
宮
に
会
っ
て
次
の
よ
う
に
言
う
“

ω

「内
侍
督
は
、
失
せ
州
引
に
け
る
。
憎
し
と
い
ひ
な
が
ら
、
よ
し
な
き
こ
と
を
さ
へ
し
出
だ
さ
せ
給
ひ
て
、
そ
れ
に
よ
り
、
母
宮
を
も
憂



し
と
思
ひ
取
り
聞
こ
え
て
、
人
も
い
た
づ
ら
に
な
り
ぬ
る
は
、
憂
き
こ
ど
に
あ
ら
ず
や
。
見
馴
れ
た
り
し
我
ら
を
だ
に
、
常
は
も
の
慎
ま

し
げ
な
り
し
を
、
ま
し
て
、
知
ら
ぬ
人
に
侍
る
め
り
。
形
見
に
と
ど
め
置
き
て
州
劉
人
、
ま
た
も
州
引
ぬ
を
、
見
置
き
が
た
く
な
ど
思
ひ

侍
り
。
七
日
過
ぎ
な
ば
、
迎
へ
取
り
て
、
預
け
奉
ら
ん
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
　

６
）

女

一
の
宮
に
対
す
る
帝
の
会
話
文
中
に

「侍
り
」
が
乱
立
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
も
理
解
で
き
な
い
が
、
そ
れ
以
上
に
、
女

一
の
宮
が
し
た

と
い
う

「よ
し
な
き
こ
と
」
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
、
「母
宮
を
も
憂
し
」
と
思
わ
せ
て
し
ま
っ
た
経
緯
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
そ
の

こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
内
侍
督
は
死
ん
だ
と
い
う
の
だ
が
、
読
者
に
は
そ
の
あ
た
り
が
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

中
納
言
の
母
、
殿
の
上
が
、

②

「中
納
言
は
、
い
か
ば
か
り
あ
は
れ
に
思
し
召
す
ら
ん
」
と
思
ふ
に
、
「我
を
も
列
ｕ
と
こ
そ
は
思
し
召
さ
る
ら
め
」
と
思
す
。
　

（８
）

と
あ
る

「憂
し
」
と
は
中
納
言
は
、
母
宮
に
対
し
て
何
を
思
っ
て
い
た
の
か
、
ま
た
出
家
を
控
え
た
帝
が
女
院
を
呼
ん
で
、

②
測
ｕ
冽
剖
ｄ
日

一
つ
に
よ
り
、
我
も
人
も
心
置
き
奉
り
に
し
も
、
今
は
悔
し
く
侍
り
。
　

（８
）

と
あ
る

「よ
し
な
き
こ
と

一
つ
」
と
は
い
っ
た
い
何
か
、
意
味
不
明
で
あ
る
。
本
文
の
欠
落
し
た
部
分
に
そ
の
記
述
を
期
待
す
る
こ
と
す
ら
出

来
な
い
、
実
に
わ
か
り
に
く
い
文
脈
が
続
く
の
で
あ
る
。

謙
譲
語
の
補
助
動
詞

「奉
る
」
「聞
こ
ゆ
」
と

「参
ら
す
」

謙
譲
語
の
補
助
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
敬
語
に
は
、
文
語
の
「奉
る
」
「聞
こ
ゆ
」
と
中
古
末
期
以
降
に
な
っ
て
伸
張
す
る

「参
ら
す
」
が

あ
る
。
「聞
こ
え
さ
す
」
は
な
い
。

（‐４
）

「奉
る
」
と

「聞
こ
ゆ
」
「聞
こ
え
さ
す
」
の
差
異
は
、
上
接
語
と
の
親
疎
関
係
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

『滴
に

四

一



四
二

濁
る
物
語
』
の
場
合
を
す
べ
て
列
挙
し
て
み
た
い
。

〓
奉
る
」
を
つ
け
る
語
彙
］

し

・
見

・
臥
せ

・
書
き

・
守
り

・
抱
き

・
告
げ

・
見
な
し

・
な
し

・
預
け

ｏ
迎

へ
・
思
は
れ

・
思
ひ

・
譲
り

・
据
ゑ

・
悲
し
み

・
離
れ

・

頼
み

・
心
置
き

・
思
ひ
育
み

・
留
め

・
贈
り

・
後
見

・
言
づ
け

〓
聞
こ
ゆ
」
を
つ
け
る
語
彙
］

見

・
思
ひ
取
り

・
馴
れ

・
移
し

・
思
ひ

・
訪
ひ

・
思
は
れ

〓
参
ら
す
」
を
つ
け
る
語
彙
］

思
ひ
や
り

・
乗
せ

ｏ
思
は
れ

ｏ
後
れ

以
上
の
結
果
か
ら
、
「見
る
」
に
代
表
さ
れ
る
知
覚
動
詞
は
、
中
古

一
般
に

「奉
る
」
が
つ
く
が
、
ンン
」
で
は

「聞
こ
ゆ
」
も
差
な
く
使
わ
れ
る
。

ω
宰
相
の
乳
母
、
「今
は
限
り
に
こ
そ
」
と

（内
侍
督
ヲ
）
見
奉
る
気
色
、
と
か
く
も
の
も
覚
え
ん
や
は
。

（９

０
宰
相
、
急
ぎ

（内
侍
督
ノ
元
二
）
お
は
し
て
、
列
聞
ｄ
刻
給
ふ
に
、
中
納
言
、
同
じ
さ
ま
に
て
添
ひ
臥
し
給

へ
り
。
　

〇

「思
ふ
」
に
至
っ
て
は
、
「奉
る
」
も

「聞
こ
ゆ
」
も
ま
た

「参
ら
す
」
も
そ
の
使
用
例
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
使
い
分
け
は
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
も
の
と
理
解
で
き
る
。

②

（帝
ハ
）
Ｆ
」の
一
の
宮
を
、
そ
こ
よ
り
ほ
か
に
、
あ
は
れ
と
日
洲
奉
る
べ
き
人
、
さ
ら
に
な
し
。
。ご

な
ん
ど
、

（お
）

∽
（院
＝
元
ノ
帝
）
Γ
Ъ
今
は
悔
し
く
侍
り
。
（
一
品
の
宮
ハ
ヽ
一
の
宮
お
は
し
ま
せ
ば
、む
げ
に
思
し
召
し
過
ぐ
さ
じ
』と
な
ん
劇
「
副
劉
日
叩

…
」
な
ど
、
　

（Ｓ
）

ω

（中
納
言
ハ
）
Ｆ
」
の
御
こ
と
に
つ
け
て
も
、
母
の
御
こ
と
、
（内
侍
督
ハ
）
い
か
ば
か
り
思
し
召
し
出
づ
ら
ん
」
と
思
到
劇
列
刻
引
引
劉

も
、
…

（じ



既
に
文
語
と
化
し
て
い
る

「奉
る
」
や

「聞
こ
ゆ
」
を
取
り
込
む
こ
と
自
体
は
、
そ
れ
ら
し
い
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
は
い
る
が
、
そ
の
擬
え

方
が
い
か
に
も
形
式
的
に
過
ぎ
な
い
点
は
否
め
な
い
。
こ
う
し
た
異
質
性
が
中
世
和
文
体
の
特
色
を
作
り
上
げ
て
い
る
も
の
と
い
い
得
る
だ
ろ

と『ノ。
中
古
敬
語

の
平
均
化
と
形
式
化
　
～
中
世
文
語

の
特
色

～

例
え
ば
、
中
古
に
お
け
る
尊
敬
語
の

「見
給
ふ
」
と

「ご
覧
ず
」、
「思
す
」
と

「思
し
召
す
」、
「宣
ふ
」
と

Ｊ
旦
は
す
」、
「お
は
す
」
と

「お

は
し
ま
す
」
、
そ
れ
に
補
助
動
詞
の

「給
ふ
」
と

「せ
給
ふ
」
「さ
せ
給
ふ
」
な
ど
、
ま
た
謙
譲
語
の

「聞
こ
ゆ
」
と

「聞
こ
え
さ
す
」
は
、
そ

れ
ぞ
れ
中
間
敬
語
と
最
高
敬
語
の
違
い
で
あ
っ
て
、
登
場
人
物
相
互
の
序
列
関
係
や
身
分
に
応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

擬
古
文
に
お
い
て
は
、
そ
の
用
法
上
の
差
は
な
ぐ
、
そ
れ
ら
は
同
じ
程
度
の
敬
語
と
し
て
取
り
込
ま
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
う
し
た
中
世
文
語

の
特
質
を
、
こ
こ
で
は
平
均
化
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が

『滴
に
濁
る
物
語
』
で
は
、
こ
れ
ま
で
見
た
擬
古
文
と
は
や
や
異
な
る

一
面

が
認
め
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
　
・

ま
ず
、
「思
す
」
と

「思
し
召
す
」
の
違
い
に
つ
い
て
だ
が
、
敬
意
の
対
象
と
な
る
人
物
と
用
例
数
を
示
し
て
お
き
た
い
。
た
だ
し
、
解
釈
上

の
違
い
が
生
じ
る
の
で
、
数
値
は
お
よ
そ
の
も
の
で
あ
る
。
「思
し
扱
う
」
「思
し
な
す
」
「思
し
知
る
」
「思
し
寄
る
」
な
ど
の
複
合
語
は
数
え

て
い
な
い
。
身
分
は
、
登
場
時
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。

〓
思
す
」
の
対
象
と
な
る
人
物
］

中
将
４

・
帝
４

・
内
侍
督
９

・
女
院
２

・
中
将
や
中
納
言
１

・
中
納
言
２

・
殿
の
上
１

・
前
の
大
臣
１

〓
思
し
召
す
」
の
対
象
と
な
る
人
物
］

四
三



四
四

帝
１４

ｏ
院
２

・
中
宮
２

ｏ
中
納
言
２

帝
・
中
宮
ク
ラ
ス
に
偏
り
が
あ
る
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
中
納
言
へ
は
、
殿
の
上
の
会
話
に
局
限
し
て
次
の
通
り
使
わ
れ
て
い
る
。

②

（殿
の
上
ハ
）
「中
納
言
は
、
い
か
ば
か
り
、
あ
は
れ
に
日
ｕ
翻
引
ら
ん
」
と
思
ふ
に
、
「我
を
も
、
憂
し
と
こ
そ
は
日
ｕ
劉
剖
る
ら
め
」

と
思
す
。
上

（＝
帝
）
は
、
思
し
召
し
立
つ
御
こ
と

（＝
出
家
）
も
、
心
も
と
な
く
思
し
召
さ
る
。
　

（８
）

こ
の
あ
た
り
、
や
た
ら
と

「思
し
召
す
」
が
あ
り
、
申
納
言
へ
の
敬
意
も
あ
る
い
は
そ
の
連
続
上
、
使
わ
れ
た
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

何
れ
に
し
て
も
、
「思
す
」
と

「思
し
召
す
」
は
、
比
較
的
よ
く
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

次
に

「お
は
す
」
と

「お
は
し
ま
す
」
に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。

「
お
は
す
」
の
対
象
と
な
る
人
物
や
事
柄
］

内
侍
督
２
ｔ
宰
相
の
中
将
ｌ
ｏ
摂
政
ｌ

ｏ
中
納
言
ト
ノ
契
り
１

〓
お
は
し
ま
す
」
の
対
象
と
な
る
人
物
や
事
柄
］

若
宮
誕
生
ノ
コ
ト
ー

・
若
宮
１

・
帝
４

・
院
５

ｏ
皇
太
子
ｌ
ｏ
内
侍
督
１

・
中
納
言
ト
ノ
契
り
ｌ

ｏ
女

一
の
宮
２

ｏ
君
達
ｌ

ｏ

左
大
将
、
頭
中
将
、
中
宮
の
亮
１

内
侍
督
に
対
し
て
、

⑩
な
か
な
か
、
「な
か
ら
ん
の
み
ぞ
す
か
ら
め
」
と
、
深
く
思
し
取
り
て
、
た
だ
同
じ
き
さ
ま
に
の
み
お
は
す
。

（じ

ω

（中
納
言
ハ
）
た
だ
、
「御
供
に
具
し
て
測
日
ｕ
劃
習
」
と
、
声
も
惜
し
ま
ず
泣
き
給
ふ
さ
ま
、
こ
と
わ
り
な
り
。
　

（９

と
、
「お
は
す
」
「お
は
し
ま
す
」
共
に
使
わ
れ
る
例
も
あ
る
が
、
「お
は
し
ま
す
」
は

「お
は
す
」
よ
り
敬
意
が
高
か
っ
た
意
識
が
表
れ
て
い
る

と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
、
「給
ふ
」
と

「せ
給
ふ
」
「さ
せ
給
ふ
」
の
違
い
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。



ω
内
裏
に
は
、
若
宮
渡
ら
せ
給

へ
り
と
聞
か
せ
給
ふ
に
も
、
「母
な
が
ら
と
思
は
ま
し
か
ば
」
と
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
御
胸
塞
が
ら
せ
給
ひ

て
、
宰
相
の
、
文
参
ら
せ
給

へ
る
を
も
、
夢
か
と
ま
で
御
心
騒
ぎ
し
て
、
（内
侍
督
ノ
歌
二
首
ヲ
）
御
覧
ず
れ
ば
、
…

（ｅ

の
例
は
、
帝
を
動
作
主
、
す
な
わ
ち
敬
意
の
対
象
と
し
て
、
「せ
給
ふ
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
「母
な
が
ら
と
思
は
ま
し
か
ば
」
は
帝
の
心
中
だ

が
、
や
や
意
味
が
通
り
に
く
い
。
恐
ら
く
、
若
宮
の
参
内
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
う
れ
し
い
こ
と
に
相
違
な
い
が
、
も
し
母
親
、
す
な
わ
ち
内
侍

督
と

一
緒
の
参
内
で
あ
る
こ
と
を
思
っ
た
ら
、
さ
ら
に
い
つ
そ
う
喜
ば
し
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、
く
ら
い
の
意
味
と
解
釈
で
き
る
。
し
た
が
っ

て
、
「思
は
ま
し
か
ば
」
に
敬
語
は
な
く
て
よ
い
。
「御
覧
ず
れ
ば
」
は
、
帝
に
対
す
る
最
高
敬
語
で
あ
る
。

ω
宰
相
の
中
将
は
、
（帝
ガ
）
「若
宮
の
五
夜

・
七
夜
の
ほ
ど
は
候
は
せ
給

へ
」
と
仰
せ
ら
れ
、
我
も
、
さ
思
し
つ
る
に
、
か
く
と
聞
き
給
ふ

に
、
も
の
覚
え
給
は
ん
や
は
。
心
も
あ
わ
た
た
し
く
、
内
裏
に
、
「か
う
か
う
」
と
奏
し
て
ま
か
で
給
ふ
を
聞
か
せ
給
ふ
御
心
、
「今
は
、

さ
は
、
よ
そ
な
が
ら
だ
に
聞
く
ま
じ
き
に
こ
そ
」
と
三
瀬
川
の
渡
り
に
、
我
も
急
ぎ
行
か
ま
ほ
し
く
、
浅
か
ら
ず
思
し
召
さ
る
る
に
、
御

衣
を
引
き
被
き
て
、
大
殿
籠
り
ぬ
。
　

（ｅ

こ
こ
は
若
宮
誕
生
の
め
で
た
い
最
中
、
宰
相
の
中
将
は
帝
に
内
侍
督
の
死
を
伝
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
帝
は
、
共
に
死
出
の
道
を
急

ぎ
、
悲
嘆
に
く
れ
る
場
面
。
宰
相
の
中
将
に
は

「給
ふ
」、
帝
に
は

「せ
給
ふ
」
を
使
い
分
け
て
い
る
。
謙
譲
語

「奏
す
」
や

「ま
か
づ
」、
ま

た
最
高
敬
語
の

「思
し
召
す
」
や

「大
殿
籠
る
」
の
使
い
方
も
だ
い
た
い
的
確
で
あ
る
。

四
五



日
系
図
日
（本
論
文
に
関
係
す
る
部
分
の
み
）

い電
Ｆ
Ｉ
出
］『ド
舅

帝

饒
）

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一冨

（
一
の
宮

・
春
宮

・
帝
）

［
『

¨
中
』
］

二
一
中

将

ｏ
内
大
臣

。
摂
政

。
関
白
）

一

帥
の
中
納
書
　
　
　
　
　
　
　
一
一位
殿
―
―
―
―

女

一
の
宮

（姫
宮
）

四
六



［
き屈
］

（１
）

中
野
幸

一
『物
語
文
学
論
考
』

一
九
七

一
。
十
月
　
一
一八
八
頁

（２
）

注
（１
）文
献
。

（３
）

注
（１
）文
献
ほ
か
、
山
岸
徳
平

「あ
る
逸
名
の
物
語
と
そ
の
本
文
」
「
文
学

・
語
学
」
第
二
十
八
号
　
一
九
六
三
・
六
月
）、
小
木
喬

「し
づ
く
に
濁
る
物
語
考
」

「
国
語
と
国
文
学
」

一
九
六
九

・
六
月
）
、
阿
部
秋
生

。
前
田
裕
子

「雫
に
濁
る
物
語
」
∩
実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
年
報
二
」

一
九
八
三
・
二
月
）
そ

の
他
。

（４
）

沢
田
正
子

「し
づ
く
に
濁
る
物
語
」
Ｇ
体
系
物
語
文
学
史
　
第
四
巻
』

一
九
八
九

・
一
月
所
収
）

（５
）

三
谷
邦
明

「し
づ
く
に
に
ご
る
」
「
解
釈
と
鑑
賞
」

一
九
八

一
。
十

一
月
）

（６
）

市
古
貞
次

・
三
角
洋

一
『鎌
倉
時
代
物
語
集
成
　
第
四
巻
』

一
九
九

一
・
四
月

（７
）

室
城
秀
之

『中
世
王
朝
物
語
全
集
　
Ｈ
』

一
九
九
五

・
十
月

（８
）

筆
者
は
、
か
つ
て
中
世
の
擬
古
文
の
敬
語
に
つ
い
て
、
登
場
人
物
相
互
の
序
列
関
係
等
に
よ
つ
て
、
微
妙
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
中
古
敬
語
が
、
そ
の
差
別

を
な
く
し
、
同
じ
程
度
の
敬
語
と
し
て
取
り
込
ま
れ
る
様
相
を

「平
均
化
」、
ま
た
敬
意
の
重
さ
や
用
法
と
は
無
関
係
に
、
あ
る
い
は
そ
の
意
味
を
理
解
せ
ず
、
中

古
的
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
様
相
を

「形
式
化
」
と
呼
び
、
こ
の
平
均
化
と
形
式
化
が
中
世
文
語
の
敬
語
の
特
色
を
形
成
し
て
い
る
と
論
じ
た
こ
と
が
あ

る
。
（勝
山
幸
人

「中
世
和
文
体
の
特
色
に
つ
い
て
―
擬
古
文
の
敬
語
を
中
心
に
―
」
「
静
大
国
文
」
第
四
十
二
号
　
一
一〇
〇

一
。
二
月
）

此
島
正
年

『
国
語
助
動
詞
の
研
究
』

一
九
七
三

ｏ
十
月
　
一
〇
六
頁
―

一
一
八
頁

森
野
宗
明

「敬
譲
の
助
動
詞
　
る

・
ら
る
」
Ｇ
助
詞

・
助
動
詞
詳
説
』

一
九
六
九
年
十
月
　
一壬
一頁
―
四
〇
頁
）

勝
山
幸
人

「「和
文
体
」
形
成
の
構
想
に
つ
い
て
」
「
静
岡
大
学
人
文
論
集
」
第
四
十
九
の
一
号
　
一
九
九
八

・
七
月
）

勝
山
幸
人

「中
古
に
お
け
る

「申
さ
る
」
と
い
う
表
現
」
「
山
口
国
文
」
第
十
三
号
　
一
九
九
〇

・
二
月
）

四
七
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四
八

和
田
利
政

「源
氏
物
語
の

『申
す
旨

（「國
學
院
雑
誌
」

一
九
五
六

。
十
二
月
）

和
田
利
政

「源
氏
物
語
の
謙
遜
語
―
補
助
動
詞

『奉
る
』
と

『
聞
ゆ
』
に
つ
い
て
―
」
「
日
本
文
学
論
究
」
第
十
号
　
一
九
五
二
・
七
月
）

［
テ
キ
ス
ト
］

例
文
の
引
用
に
関
し
て
、
表
記
そ
の
も
の
を
問
題
に
し
な
い
限
り
、
本
論
文
で
は
、
論
文
と
し
て
の
読
み
や
す
さ
を
考
え
、
依
拠
し
た
テ
キ
ス
ト
に
あ
る
字
句
や
表

現
を
も
っ
て
示
し
て
い
る
．
『滴
に
濁
る
物
語
』
は
、
注
（７
）文
献
に
拠
っ
て
い
る
が
、
所
在
は
、
編
者
が
小
節
に
分
け
て
通
し
の
番
号
を
つ
け
た
も
の
を
そ
の
ま
ま
示

す
こ
と
と
し
た
。
他
の

『
伊
勢
物
語
』
『
土
佐
日
記
』
『
源
氏
物
語
』
『古
今
和
歌
集
』
は
、
何
れ
も
小
学
館

『古
典
文
学
全
集
』
所
収
の
本
文
に
拠
っ
て
い
る
。
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