
御
伽
草
子
25
作
品
に
お
け
る
人
称
詞
「
殿
」
の
用
法

田

澤

志

人

１

は
じ
め
に

本
研
究
は
、
御
伽

注
１

草
子
を
資
料
と
し
て
、
人
称
詞
の
使
い
分
け
を
、
対

称
詞
を
中
心
に
詳
し
く
調
査
し
、
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
待
遇
表
現
研

究
に
は
、
人
称
代
名
詞
を
、
敬
語
を
中
心
と
し
た
文
末
表
現
と
共
起
す
る

も
の
と
し
、
語
の
共
用
関
係
を
表
に
ま
と
め
る

注
２

方
法
が
あ
る
。
し
か
し
御

伽
草
子
は
語
り
手
や
書
き
手
の
位
相
が
不
詳
な
こ
と
が
少
な
く
な
く
、
作

品
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
語
彙
の
傾
向
も
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
登
場
人
物

の
身
分
の
み
で
使
用
さ
れ
る
語
彙
が
一
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
同

一
人
物
に
対
す
る
１
つ
の
発
話
内
に
あ
っ
て
も
別
の
人
称
詞
が
使
用
さ
れ

る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
同
時
代
の
狂
言
資
料
な
ど
と
比
べ
て
も
、
そ
の

使
用
実
態
は
複
雑
で

注
３

あ
る
。
そ
の
た
め
、
前
述
し
た
研
究
方
法
を
単
純
に

そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
は
適
さ
な
い
と
考
え
た
。
ゆ
え
に
、
本
研
究
で
は

そ
れ
ら
に
加
え
て
さ
ら
に
、
心
理
的
な
関
係
性
に
も
注
目
し
、
語
の
使
い

分
け
を
整
理
す
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
都
合
上
、
全

て
の
語
彙
の
詳
細
な
調
査
内
容
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、「
殿
」

関
連
語
彙
の
み
を
詳
し
く
述
べ
、
代
名
詞
の
各
語
彙
と
の
違
い
を
示
す
。

２

調
査
の
概
要

調
査
対
象
作
品
は
次
の
25
作
品
で
あ
る
。

福
富
長
者
物
語
」「
あ
き
み
ち
」「
熊
野
の
御
本
地
の
さ
う
し
」「
三
人

法
師
」。
以
上
『
日
本
古
典
文
学
大
系

御
伽

注
４

草
子
』
よ
り
。「
浄
瑠
璃
十

二
段
草
紙
」「
天
稚
彦
草
子
」「
俵
藤
太
物
語
」「
岩
屋
」「
明
石
物
語
」

「
諏
訪
の
本
地
」「
小
男
の
草
子
」「
小
敦
盛
絵
巻
」「
弥
兵
衛
鼠
絵
巻
」。

以
上
『
新
潮
日
本
古
典
集
成

御
伽
草

注
５

子
集
』
よ
り
。「
転
寝
草
紙
」「
か

ざ
し
の
姫
君
」「
猿
の
草
子
」。
以
上
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

室
町
物

語
集

注
６

（
上
）』
よ
り
。「
弁
慶
物
語
」「
窓
の
教
」「
乳
母
の
草
紙
」「
師
門

物
語
」。
以
上
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

室
町
物
語
集

注
７

（
下
）』
よ
り
。

「
御
曹
子
島
渡
」「
浦
島
の
太
郎
」「
磯
崎
」「
中
将
姫
本
地
」「
長
宝
寺
よ

み
が
へ
り
の
草
紙
」。
以
上
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

室
町
物
語
草

注
８

子
集
』
よ
り
。

こ
の
25
作
品
は
、「
渋
川
版
御
伽
草
子
」
の
23
作
品
と
は
別
の

注
９

作
品
を
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選
択
し
た
。「
渋
川
版
御
伽
草
子
」
の
23
作
品
は
宮
武

（
2003

注
10

）
に
よ
っ
て
、
す
で
に
人
称
代
名
詞
に
つ
い
て
の
詳

細
な
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。

さ
て
、
右
の
25
作
品
で
用
い
ら
れ
て
い
た
人
称
詞
と
そ

の
数
を
ま
と
め
た
の
が
表
１
で
あ
る
。
調
査
対
象
と
し
た

対
称
詞
や
対
称
詞
群
を
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
各
作

品
ご
と
の
数
を
示
し
た
。
対
称
詞
は
全
部
で
481
例
あ
っ
た

が
、
対
称
詞
が
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
作
品
も
多

く
、「
小
男
の
草
子
」
に
は
１
例
も
存
在
し
な
か
っ
た
。

表
１
の
対
称
詞
の
説
明
を
す
る
。
ま
ず
、
151
例
と
最
も

数
の
多
い
「
属
性
表
現
」
と
し
た
も
の
に
つ
い
て
説
明
す

る
。「
属
性
表
現
」
と
は
、
職
業
、
性
別
、
続
柄
な
ど
、

そ
の
人
物
の
持
っ
て
い
る
社
会
的
な
身
分
や
属
性
、
性
質

を
表
す
言
葉
で
、
人
物
呼
称
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
「
殿
」
や
「
御
坊
」
な
ど
を
指
す
。
本
研
究
に
お
い
て

便
宜
上
、「
属
性
表
現
」
と
し
て
仮
に
私
が
定
義
し
た
。

人
物
呼
称
表
現
を
網
羅
す
る
た
め
に
は
、
代
名
詞
を
見
る

だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
呼
称
表
現
も
取

り
上
げ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
現
代
で
も

「
先
生
」「
お
姉
さ
ん
」「
父
さ
ん
」
の
よ
う
な
言
葉
を
対

称
の
呼
称
と
し
て
用
い
る
か
ら
で
あ
る
。
属
性
表
現
は
そ

の
種
類
が
多
く
、
こ
の
表
に
そ
の
全
て
を
項
目
立
て
て
載

せ
る
と
煩
雑
で
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、

「
属
性
表
現
」
と
し
て
１
つ
の
項
目
に
ま
と
め
た
。
そ
の

表１

作
品
名

対
称
詞
（
群
）

熊
野
の
御
本
地
の
さ
う
し

俵
藤
太
物
語

天
稚
彦
草
子

諏
訪
の
本
地

岩
屋

弁
慶
物
語

福
富
長
者
物
語

窓
の
教

浄
瑠
璃
十
二
段
草
紙

か
ざ
し
の
姫
君

乳
母
の
草
紙

転
寝
草
紙

長
宝
寺
よ
み
が
へ
り
の
草
紙

小
敦
盛
絵
巻

三
人
法
師

師
門
物
語

中
将
姫
本
地

御
曹
子
島
渡

明
石
物
語

猿
の
草
子

浦
島
の
太
郎

磯
崎

弥
兵
衛
鼠
絵
巻

小
男
の
草
子

あ
き
み
ち

総
計

御身 ５ ４ １ ６ １ ５ １ ８ １ １ １ ３ ６ ３ ４ ３ ２ １ 16 72

汝 ４ ３ １ ２ ９ 13３ １ ９ 10２ ４ 61

君 ２ １ １ 24１ １ １ １ ４ ４ ６ ５ １ １ 53

御辺 ４ ２ ６ １ １ ２ 16

御分 10 ３ 13

おこと ２ ４ １ ７

複数の人物へ １ １ ２ １ １ ２ ２ ４ ３ ２ ２ 21

その他代名詞 ２ １ １ １ １ １ １ １ １ 10

自称詞の転用 １ １ ５ １ １ ２ １ １ 13

指示詞の転用 １ ２ １ ２ ６

属性表現 １ ２ １ ２ ３ 47１ ４ 21 １ １ ２ 14６ ２ 18９ １ １ ３ ２ ９ 151

名前＋接尾辞 ２ 13 １ １ ２ ３ ６ ３ ２ 33

名前呼び捨て １ ６ １ １ ２ ５ １ ２ ２ ３ １ 25

総計 1120２ 18８ 92４ ９ 62３ ９ ４ 16122539183736７ ４ 11７ 0 27481

― ―45



表２

作
品
名

属
性
表
現
の
内
訳
※

熊
野
の
御
本
地
の
さ
う
し

俵
藤
太
物
語

天
稚
彦
草
子

諏
訪
の
本
地

岩
屋

弁
慶
物
語

福
富
長
者
物
語

窓
の
教

浄
瑠
璃
十
二
段
草
紙

か
ざ
し
の
姫
君

乳
母
の
草
紙

転
寝
草
紙

長
宝
寺
よ
み
が
へ
り
の
草
紙

小
敦
盛
絵
巻

三
人
法
師

師
門
物
語

中
将
姫
本
地

御
曹
子
島
渡

明
石
物
語

猿
の
草
子

浦
島
の
太
郎

磯
崎

弥
兵
衛
鼠
絵
巻

小
男
の
草
子

あ
き
み
ち

総
計

殿 １ ８ １ 10 １ ７ ８ 36

御坊 24 １ 25

冠者 ２ ３ 11 16

尉 ７ ７

人 １ １ ３ １ １ ７

僧 １ １ ３ ２ ７

女房 １ ５ ６

姫 １ ２ １ １ ５

聖 １ ３ ４

御前 ２ １ ３

母 ２ １ ３

父 １ ２ ３

上 １ 2 ３

上人 １ １ ２

御曹司 ２ ２

男 ２ ２

他※ ２ １ １ １ ５ １ １ １ ２ ２ １ ２ 20

総計 １ ２ １ ２ ３ 47１ ４ 21０ １ １ ０ ２ 14６ ２ 18９ １ １ ３ ２ ０ ９ 151

※この内訳には、それぞれの語に接頭辞「わ～」や接尾辞「～たち」「～ども」「～ばら」「～君」など

がついた派生語と、何らかの修飾語を伴った表現を含めている。しかし、接尾辞用法としてその語が

用いられた用例の数は含まない。

※ 他」は、１例ずつしかなかった「権守」「衆徒」「父母」「大師」「朝家」「鎮西の行者」「若者」「島人

たち」「太夫」「若党」「おうぢ」「者」「人」「局」「法師」「白鼠」「翁」「中将」「子」「鬼坊」の20表現

である。
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内
訳
は
表
２
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。「
複
数
の
人
物
へ
」
は
複
数
の

人
物
へ
の
対
称
詞
で
「
属
性
表
現
」
に
含
ま
れ
な
い
も
の
で
、
具
体
的
に

は
「
面
々
」「
方
々
」「
人
々
」「
皆
々
」
で
あ
る
。「
そ
の
他
代
名
詞
」
は

代
名
詞
で
あ
る
が
数
が
少
な
い
も
の
で
、「
身
」「
人
」「
貴
方
」「
そ
の

方
」「
御
寮
」
で
あ
る
。「
自
称
詞
の
転
用
」
は
本
来
自
称
詞
で
あ
る
が
対

称
の
人
称
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、「
お
の
れ
（
ら
）」「
わ
れ
」

「
み
づ
か
ら
」
で
あ
る
。「
指
示
詞
の
転
用
」
は
本
来
指
示
詞
で
あ
る
が

対
称
の
人
称
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
、「
そ
こ
」「
そ
な
た
」「
そ

れ
」
で
あ
る
。「
名
前
＋
接
尾
辞
」
は
人
物
名
に
接
尾
辞
を
伴
っ
て
い
る

も
の
で
あ
る
が
、
人
物
名
の
よ
う
に
し
て
「
刑
部
」
と
い
っ
た
官
職
名
や

地
名
を
用
い
て
い
る
も
の
が
多
く
あ
り
、「
属
性
表
現
」
と
の
区
別
が
難

し
い
。
そ
の
た
め
、
属
性
表
現
に
接
尾
辞
を
伴
っ
て
い
る
も
の
も
合
わ
せ

て
取
り
上
げ
た
。「
名
前
呼
び
捨
て
」
は
名
前
を
呼
び
捨
て
て
い
る
も
の

で
、
こ
ち
ら
は
確
か
に
人
物
名
で
あ
る
も
の
に
限
る
こ
と
と
し
、「
属
性

表
現
」
か
名
前
か
の
判
断
が
難
し
い
も
の
は
「
属
性
表
現
」
の
中
に
数
え

た
。作

品
の
順
番
は
『
お
伽
草
子

注
11

事
典
』
に
お
け
る
推
定
成
立
年
代
（
幅
が

あ
る
）
を
参
考
に
し
て
お
お
よ
そ
時
代
順
に
な
る
よ
う
に
並
べ
た
。
一
番

左
が
最
も
古
く
、
右
に
行
く
ほ
ど
新
し
い
。
間
に
あ
る
太
線
は
、
お
お
よ

そ
の
時
代
区
分
の
区
別
を
表
し
て
い
る
。
左
か
ら
、「
鎌
倉
後
期
〜
室
町

前
期
」、「
室
町
中
期
」「
室
町
後
期
」「
室
町
末
期
」「
近
世
（
江
戸
）
初

期
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
ご
と
に
推
定
年
代
の
幅
が
広
く
、
厳
密
な

も
の
で
は
な
い
。

３

調
査
と
考
察

一
）
殿

と
の

全
て
の
対
称
詞
の
全
用
例
を
調
査
し
考
察
を
行
っ
た
が
、
本
稿
で
は
紙

幅
の
都
合
上
、
そ
の
中
か
ら
特
に
注
目
し
た
も
の
と
し
て
、
属
性
表
現
内

の
「
殿
」
の
関
連
語
彙
に
つ
い
て
用
例
を
あ
げ
な
が
ら
詳
述
す
る
。
そ
の

内
訳
は
、
表
３
に
ま
と
め
た
。

殿
」
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と
し
て
、
辞
書
の
記
述
を
引
用
す
る
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
「
と
の
」
の
項
に
は
、

③
中
世
以
降
、
主
君
、
主
人
を
さ
し
て
い
う
。（
初
出
は
源
平
盛
衰

記
）
④
妻
か
ら
夫
を
さ
し
て
い
う
敬
称
。（
初
出
は
宇
治
拾
遺
物
語
）

⑤
女
か
ら
男
を
さ
し
て
い
う
。
や
や
敬
っ
て
い
う
い
い
方
。
と
の

ご
。（
初
出
は
虎
明
本
狂
言
・
二
人
大
名
）

と
あ
り
、
語
誌
欄
に
は
、

⑴
も
と
も
と
は
貴
人
の
邸
宅
の
意
だ
が
、
の
ち
に
は
邸
宅
と
そ
の
住
人

の
両
方
を
表
わ
す
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
、
貴
人
の
名
を
直
接
表
現

す
る
こ
と
を
避
け
る
風
習
に
よ
り
、
住
人
だ
け
を
表
わ
す
よ
う
に
な

っ
た
が
、「
殿
」
で
称
さ
れ
る
人
物
が
増
加
す
る
と
と
も
に
「
殿
」

の
表
わ
す
敬
意
の
程
度
は
低
下
し
た
。

⑵
社
会
的
な
高
位
者
に
対
す
る
呼
称
か
ら
、
相
対
的
上
位
者
、
す
な
わ

ち
表
現
者
よ
り
も
高
い
地
位
の
者
に
対
す
る
呼
称
と
し
て
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
、
た
と
え
ば
、
従
者
が
主
人
に
、
妻
が
夫
に
、
女
が

男
に
対
し
て
用
い
る
こ
と
に
な
る
。

と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
に
は
次
の
よ
う
に
書
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か
れ
て
い
る
。

①
身
分
の
高
い
人
の
敬
称
。
②
そ
の
人
に
と
っ
て
の
主
君
と
か
、
妻

に
と
っ
て
の
主
人
と
か
、
そ
の
土
地
、
家
な
ど
の
長
と
か
の
敬
称
。

「
と
の
さ
ま
」。
③
女
性
か
ら
男
性
を
指
し
て
、
親
し
く
敬
愛
を
こ

め
て
い
う
語
。→

と
の
ご
。

『
日
葡
辞
書
』
の
「T

o
n
o

」
の
項
に
は
、

あ
る
土
地
の
主
君
。
ま
た
は
、
臣
下
や
領
地
な
ど
を
持
っ
て
い
る
主

君
。

ま
た
、
夫
。
身
分
の
あ
る
婦
人
が
自
分
の
夫
を
言
う
の
に
使

う
語
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
を
総
合
す
る
と
、
主
従
関
係
か
男
女
関
係
に
お
い
て
、

相
手
を
敬
っ
た
表
現
と
い
う
こ
と
が
言
え
よ
う
。
だ
が
『
狂
言
辞
典
語
彙

編
』
に
は
、

男
子
の
敬
称
。「
こ
れ
の
甥
の
殿
こ
そ
狐
を
釣
ら
る
れ
」（
釣
狐
）

と
あ
り
、
語
の
使
用
さ
れ
る
人
間
関
係
に
は
詳
し
く
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
。
ま
た
、「
と
の
」
関
連
語
に
つ
い
て
そ
の
変
遷
を
追
っ
た
菊
田

注
12

（
1983
）

に
は
、
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

と
の
」
の
敬
意
が
下
落
し
て
「
と
の
ば
ら
」
や
「
わ
ど
の
」
も
多

用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
室
町
末
期
以
降
の
上
方
語
で
は
「
と

の
」
は
男
子
の
敬
称
と
し
て
も
用
い
ら
れ
、「
と
の
ご
」
ま
で
現
わ

れ
る
。「
ご
（
御
）」
を
つ
け
て
敬
意
を
つ
け
加
え
て
い
る
の
で
あ

る
。

菊
田
に
よ
れ
ば
、「
殿
」
で
呼
ぶ
対
象
と
な
る
人
物
は
本
来
、
高
貴
な
人

物
に
限
ら
れ
て
い
た
が
、
語
の
敬
意
が
徐
々
に
低
下
し
、
室
町
末
期
の
上

方
語
で
は
「
男
子
の
敬
称
」
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い

表３

作
品
名

「
殿
」
関
連
語
彙

熊
野
の
御
本
地
の
さ
う
し

俵
藤
太
物
語

天
稚
彦
草
子

諏
訪
の
本
地

岩
屋

弁
慶
物
語

福
富
長
者
物
語

窓
の
教

浄
瑠
璃
十
二
段
草
紙

か
ざ
し
の
姫
君

乳
母
の
草
紙

転
寝
草
紙

長
宝
寺
よ
み
が
へ
り
の
草
紙

小
敦
盛
絵
巻

三
人
法
師

師
門
物
語

中
将
姫
本
地

御
曹
子
島
渡

明
石
物
語

猿
の
草
子

浦
島
の
太
郎

磯
崎

弥
兵
衛
鼠
絵
巻

小
男
の
草
子

あ
き
み
ち

総
計

殿 ３ ３ ６

～（の）殿 １ １ 10 １ ５ 18

わ殿 ２ ２

殿ばら １ １ ２ ４

殿ばらども １ １

わ殿ばら ５ ５

接尾辞の殿 ２ 12 ３ １ １ ７ ３ ２ ６ ３ ３ 43

総計 ０ ０ ０ ３ ０ 20１ ０ 13１ ０ ０ ０ １ ７ ３ ０ ３ 13３ ０ ０ ３ ０ ８ 79
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う
。
し
か
し
、
主
人
や
大
名
な
ど
に
対
し
、「
殿
御
」
や
「
殿
様
」
と
い

っ
た
派
生
語
と
し
て
敬
意
を
補
っ
た
例
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、「
殿
」
単

独
で
の
用
例
は
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
身
分
な
ど
の
絶
対
的

な
指
標
に
よ
っ
て
「
殿
」
の
使
用
が
制
限
さ
れ
た
か
否
か
が
明
確
で
な

い
。以

下
、
用
例
を
確
認
す
る
。
今
回
収
集
し
た
全
用
例
中
、「
殿
」
関
連

語
彙
は
先
に
表
３
で
示
し
た
よ
う
に
79
例
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
も
「
殿
」

単
独
で
の
用
例
は
６
例
、「
〜
（
の
）
殿
」
と
い
う
複
合
語
形
で
用
い
ら

れ
た
も
の
は
18
例
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
確
認
し
た
内
容
と
直
接
的
に
関
わ

り
が
あ
る
の
は
、
こ
れ
ら
計
24
例
で
あ
る
（
接
辞
を
使
っ
た
「
わ
殿
」

「
殿
ば
ら
」
な
ど
の
派
生
語
は
別
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持
つ
た
め
、
本
稿
で

は
紙
幅
の
都
合
上
省
略
す
る
。
接
尾
辞
の
「
殿
」
は
後
述
す
る
）。
そ
の

う
ち
、「
弁
慶
物
語
」「
御
曹
子
島
渡
」
の
全
用
例
と
、「
浄
瑠
璃
十
二
段

草
子
」
の
１
例
を
除
い
た
18
例
が
男
女
間
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
そ
の
な
か
か
ら
、「
あ
き
み
ち
」
に
お
い
て
単
独
で
用
い
ら
れ
て

い
る
３
例
を
次
に
あ
げ
る
。

さ
て
も
殿
は
京
を
は
せ
ま
せ
し
御
留
主
の
事
な
れ
ば
」（
北
の
方
か

ら
あ
き
み
ち
へ
、
旧
大
系
396
頁
）

殿
は
酒
に
酔
は
せ
さ
ふ
ら
ふ
か
」（
北
の
方
か
ら
金
山
へ
、
旧
大
系

406
頁
）

殿
の
敵
と
は
い
ひ
な
が
ら
、
ま
た
子
の
親
を
む
ざ
ん
な
る
こ
と
を

し
て
さ
ふ
ら
へ
ば
」（
北
の
方
か
ら
あ
き
み
ち
へ
、
旧
大
系
410
頁
）

ど
れ
も
、
夫
婦
間
に
お
い
て
、
妻
か
ら
夫
へ
の
敬
意
を
伴
っ
た
表
現
で

あ
る
（
こ
の
北
の
方
は
、
あ
き
み
ち
の
妻
で
あ
る
が
、
あ
き
み
ち
の
親
の

仇
で
あ
る
金
山
を
謀
殺
す
る
た
め
に
金
山
の
妻
と
な
っ
た
）。

し
か
し
、「
あ
き
み
ち
」
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
残
り
の
５
例
（
い
ず

れ
も
複
合
語
形
）
は
、
１
例
を
除
き
特
殊
な
用
法
で
あ
る
。
次
に
示
す
。

今
め
か
し
き
殿
の
仰
せ
か
な
」（
北
の
方
か
ら
あ
き
み
ち
へ
、
旧
大

系
396
頁
）

現うつつな
の
殿
の
仰
か
な
。
世
に
も
例
無
き
、
聞
き
も
な
ら
は
ぬ
御
謀

か
な
」（
北
の
方
か
ら
あ
き
み
ち
へ
、
旧
大
系
397
頁
）

お
ろ
か
の
殿
の
仰
言
か
な
」（
北
の
方
か
ら
あ
き
み
ち
へ
、
旧
大
系

398
頁
）

お
ろ
か
の
殿
の
仰
言
や
」（
北
の
方
か
ら
金
山
へ
、
旧
大
系
408
頁
）

久
し
き
殿
を
思
ふ
故
に
、
女
の
身
と
し
て
恐
ろ
し
き
こ
と
を
た
く

み
て
」（
北
の
方
か
ら
あ
き
み
ち
へ
、
旧
大
系
409
頁
）

最
後
の
１
例
を
除
く
４
例
に
お
け
る
「
殿
」
は
、「
殿
」
す
な
わ
ち
対

者
の
「
仰
せ
（
言
）」
を
修
飾
す
る
橋
渡
し
程
度
の
意
味
し
か
な
く
、

「
殿
」
が
な
く
て
も
意
味
は
通
る
。
例
え
ば
「
今
め
か
し
き
仰
せ
か
な
」

と
あ
っ
て
も
そ
の
ま
ま
通
じ
る
。
こ
の
４
例
で
は
、「
殿
」
を
含
む
こ
と

に
よ
っ
て
婉
曲
的
に
表
現
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
男
女
間
で
は
な

い
が
、「
弁
慶
物
語
」
に
お
い
て
も
、

腹
悪
し
の
殿
の
気
色
や
」（
弁
慶
か
ら
吉
内
左
衛
門
へ
、
新
大
系
下

274
頁
）

と
い
う
同
様
の
表
現
が
１
例
あ
り
、
こ
れ
を
含
め
た
５
例
と
も
「
今
め
か

し
」「
現
な
し
」「
お
ろ
か
な
り
」「
腹
悪
し
」
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー

ジ
の
感
想
を
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
「
殿
」
は
も
は
や
、
代
名
詞
あ
る

い
は
「
人
」
や
「
者
」
の
よ
う
な
形
式
名
詞
に
近
い
も
の
と
し
て
用
い
ら
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れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

な
お
、
い
ま
除
い
た
「
久
し
き
殿
」
の
１
例
は
、
句
形
こ
そ
似
て
い
た

が
、
下
に
被
修
飾
語
が
続
く
表
現
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
５
例
と
は
異
な

る
。
辞
書
の
記
述
に
も
あ
っ
た
、
夫
に
対
す
る
敬
称
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
形
容
詞
に
よ
っ
て
修
飾
さ
れ
て
い
た
例
は
、「
福
富
長
者
物
語
」
に
も

よ
い
殿
や
〳
〵
」（
妻
の
鬼
う
ば
か
ら
夫
の
藤
太
へ
、
旧
大
系
388

頁
）

と
、
１
例
あ
っ
た
（『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
の
③
の
用
例
と
し
て
も
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
）。

こ
こ
ま
で
、
男
女
間
で
用
い
ら
れ
て
い
た
「
殿
」
18
例
中
、「
あ
き
み

ち
」
の
８
例
と
「
福
富
長
者
物
語
」
の
１
例
を
見
て
き
た
。
残
る
９
例
は

全
て
「
浄
瑠
璃
十
二
段
草
子
」
の
用
例
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、「
都
の
殿
」

７
例
、「
旅
の
殿
」
１
例
の
計
８
例
が
作
品
の
ヒ
ロ
イ
ン
で
あ
る
浄
瑠
璃

や
そ
の
女
房
た
ち
か
ら
源
義
経
に
対
す
る
呼
び
か
け
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
は
ど
れ
も
似
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
「
都
の

殿
」
の
２
例
の
み
紹
介
す
る
。

旅
の
御
つ
れ
づ
れ
を
も
慰
め
給
へ
や
。
都
の
殿
」（
女
房
た
ち
か
ら

義
経
へ
、
集
成
33
頁
）

い
か
に
や
候
ふ
都
の
殿
」（
浄
瑠
璃
か
ら
義
経
へ
、
集
成
50
頁
）

こ
れ
ら
の
例
は
、
辞
書
の
記
述
ど
お
り
に
目
上
の
貴
人
（
男
性
）
に
対

し
て
女
性
が
用
い
た
も
の
と
思
え
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

浄
瑠
璃
や
女
房
た
ち
は
義
経
を
目
下
の
者
と
し
て
扱
っ
て
い
た
こ
と
が
他

の
人
称
詞
か
ら
次
の
よ
う
に
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
。
源
氏
の
貴
人
か
も
し

れ
な
い
と
疑
う
こ
と
こ
そ
あ
っ
た
が
、
義
経
は
名
乗
ら
ず
、
金
売
吉
次
の

下
人
と
し
て
「
殿
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
後
に
義
経
が
名
乗
る
と
浄
瑠
璃

は
義
経
に
対
し
て
「
殿
」
で
は
な
く
「
君
」
を
用
い
た
。
本
稿
で
は
詳
し

く
取
り
上
げ
な
い
が
、「
君
」
は
身
分
の
高
い
相
手
に
対
し
強
い
親
し
み

と
敬
意
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。
ま
た
、
男
女
の
関
係
で
も

用
い
ら
れ
る
。
だ
が
、
男
女
の
関
係
に
な
っ
た
後
で
も
浄
瑠
璃
は
、
義
経

が
名
乗
る
前
に
一
度
「
都
の
殿
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
二

人
が
男
女
の
関
係
に
な
っ
た
こ
と
だ
け
が
原
因
で
対
称
詞
を
「
殿
」
か
ら

「
君
」
に
変
え
た
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
君
」

を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
浄
瑠
璃
が
義
経
の
身
分
の
高
さ
を
知
っ
て

敬
意
を
表
し
た
か
ら
で
あ
り
、
逆
に
「
殿
」
に
は
高
い
敬
意
が
含
ま
れ
て

い
な
い
と
推
定
で
き
る
。

男
女
間
の
残
る
１
例
を
次
に
あ
げ
る
。
特
に
名
前
も
与
え
ら
れ
て
い
な

い
目
下
の
男
性
に
対
し
て
の
呼
び
か
け
で
あ
る
。

い
か
に
候
ふ
、
浦
の
殿
」（
浄
瑠
璃
か
ら
浦
の
者
へ
、
集
成
63
頁
）

こ
の
例
は
、
田
子
の
浦
に
い
る
「
浦
の
人
」
に
対
し
、
地
方
の
長
者
の

娘
で
あ
る
浄
瑠
璃
が
、
義
経
の
行
方
を
「
教
へ
て
賜
べ
」
と
尊
敬
語
を
用

い
て
尋
ね
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
男
女
間
の
使
用
で
は
な
い
が
、
よ
く

似
た
例
が
あ
る
た
め
次
に
示
す
。

い
か
に
候
ふ
、
主あるじの
殿
」（
金
売
吉
次
か
ら
宿
の
亭
主
へ
、
集
成
58

頁
）

こ
の
例
は
「
宿
の
主
人
」
に
対
し
、
病
の
義
経
を
世
話
す
る
よ
う
に
と

金
売
吉
次
が
頼
む
際
に
呼
び
か
け
た
も
の
で
あ
る
。
吉
次
は
や
や
自
尊
的

に
振
る
舞
い
な
が
ら
も
「
看
病
し
て
賜
び
給
へ
」
と
宿
の
亭
主
に
尊
敬
語

を
用
い
て
い
る
。「
主
の
殿
」
も
「
浦
の
殿
」
も
貴
人
で
は
な
い
し
、
主
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従
や
男
女
の
恋
愛
関
係
も
な
い
。
そ
れ
で
も
頼
み
事
を
す
る
場
面
で
相
手

に
敬
意
を
表
す
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

下
人
と
し
て
の
義
経
、「
浦
の
人
」
や
「
宿
の
主
人
」
と
い
っ
た
特
に

身
分
の
高
く
な
い
人
物
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
例
に
よ
れ
ば
、「
殿
」
は
絶

対
的
な
身
分
に
よ
る
上
下
関
係
で
は
な
く
、
そ
の
場
の
心
理
的
条
件
や
発

話
態
度
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
指

摘
は
、
ど
の
辞
書
に
も
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。

男
女
間
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
18
例
を
中
心
に
見
て
き
た
が
、
辞
書
に

あ
る
、
男
性
へ
の
敬
称
（
目
上
へ
）
で
あ
っ
た
も
の
は
５
例
に
と
ど
ま
っ

た
。男

女
間
で
は
な
い
残
り
の
６
例
も
辞
書
の
記
述
と
は
異
な
り
、
身
分
差

が
見
ら
れ
な
い
（
す
で
に
示
し
た
「
腹
悪
し
の
殿
」「
主
の
殿
」
も
含

む
）。弁

慶
物
語
」
の
４
例
（
前
に
示
し
た
「
腹
悪
し
の
殿
」
も
含
む
）
は
、

身
分
の
上
下
が
な
く
、
敵
対
し
た
男
性
同
士
で
の
使
用
例
で
あ
り
、
全
て

相
手
を
揶
揄
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
特
徴
的
な
１
例
の
み
を
あ
げ
る
。

何
か
と
腹
立
ち
給
ふ
ぞ
や
。
殿
」
と
言
ふ
て
、
あ
ざ
笑
ひ
け
れ
ば
、

（
弁
慶
か
ら
吉
内
左
衛
門
へ
、
新
大
系
下
275
頁
）

作
品
内
で
弁
慶
は
同
じ
相
手
に
対
し
、「
御
辺
」
や
「
御
分
」
を
も
用

い
て
い
る
。
そ
の
と
き
は
、
敬
意
を
よ
り
丁
寧
に
含
ま
せ
た
発
話
で
あ

り
、
そ
れ
ら
の
表
現
で
呼
び
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
を
お
だ
て
て
い

た
。
し
か
し
こ
の
「
殿
」
は
、
直
後
の
地
の
文
に
あ
る
よ
う
に
、
相
手
を

「
あ
ざ
笑
」
う
と
き
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
貴
人
に
対
し
敬
意
を
示
す
語

と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
貴
人
に
対
し
て
敬
意
を
示
す
性

質
を
利
用
す
る
こ
と
で
相
手
を
効
果
的
に
嘲
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
こ
の
例
は
、「
殿
」
が
絶
対
的
な
敬
意
の
高
さ
を
持
た
な
い
こ
と
や
、

あ
ま
り
丁
寧
で
は
な
く
日
常
的
な
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

残
る
１
例
は
「
御
曹
子
島
渡
」
に
お
け
る
「
都
の
殿
」（
新
全
集
100
頁
）

と
い
う
呼
び
か
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
小
人
島
の
住
人
（
男
性
）
か
ら
義
経

に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
身
分
差
は
描
写
が
乏
し
く
判
然
と
し
な

い
。
こ
れ
ま
で
の
傾
向
か
ら
考
え
る
な
ら
、
貴
人
と
し
て
の
義
経
へ
の
敬

称
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
物
語
で
義
経
は
、
後
に
自
分
の
こ
と

を
「
日
本
の
く
は
ん
き
ょ
（
冠
者
の
意
）」
と
呼
ぶ
相
手
の
こ
と
を
「
正

直
な
る
者
」
と
よ
く
評
価
し
、
助
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
、「
殿
」
で

は
充
分
な
敬
意
を
表
せ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

殿
」
は
御
伽
草
子
に
お
い
て
、
絶
対
的
な
身
分
に
よ
る
上
下
に
は
無

関
係
に
、「
男
性
」
に
対
し
て
広
く
用
い
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
だ
。
む

し
ろ
、
心
理
的
な
上
下
関
係
に
よ
っ
て
相
手
に
敬
意
を
示
す
た
め
、
相
手

が
貴
い
男
性
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
知
ら
な
い
相
手
に
も
親
し
い
相
手
に

も
用
い
ら
れ
る
。
敬
意
は
表
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
高
い
も
の
で

は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
明
確
な
敬
意
や
身
分
な
ど
の
限
定
的
用
法
を
持
た

ず
、「
人
」
や
「
者
」
と
同
程
度
の
意
味
で
も
使
わ
れ
る
た
め
か
、「
〜

（
の
・
す
る
）
殿
の
…
」
や
「
〜
（
の
）
殿
」
な
ど
の
形
式
化
し
た
表
現

で
用
い
ら
れ
る
傾
向
も
見
ら
れ
た
。

二
）
殿

ど
の

次
に
「
殿
」
の
関
連
表
現
と
し
て
接
尾
辞
的
用
法
の
「
殿
」
に
つ
い
て
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述
べ
る
。
ま
ず
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
語
誌
欄
を
引
用
す
る
。

平
安
期
、「
殿
」
の
表
す
敬
意
が
低
下
し
、
接
尾
語
と
し
て
の
用
法

も
発
生
し
た
。
し
か
し
、
官
職
名
を
持
つ
人
物
に
対
し
て
、
そ
の
官

職
名
に
付
け
る
用
法
で
あ
っ
た
が
、
鎌
倉
末
期
に
は
官
職
名
を
持
た

な
い
人
物
に
対
し
て
、
人
名
に
付
け
る
用
法
も
起
こ
り
、「
殿
」
の

敬
意
は
更
に
低
下
し
た
。
そ
し
て
、「
殿
」
に
代
わ
っ
て
十
分
な
敬

意
を
表
せ
る
「
様
」
の
使
用
が
盛
ん
に
な
る
。

殿
」「
様
」
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
転
じ
た
「
ど
ん
」「
さ
ん
」
は
江
戸
後

期
に
多
用
さ
れ
る
が
、「
ど
ん
」
よ
り
も
「
さ
ん
」
の
方
が
表
す
敬

意
は
高
か
っ
た
。
町
人
言
葉
の
「
ど
ん
」
は
親
し
み
を
伴
っ
た
敬
称

で
は
あ
る
が
、
奉
公
人
に
対
し
て
だ
け
用
い
ら
れ
た
の
に
対
し
、

「
さ
ん
」
を
用
い
る
対
象
は
広
く
、「
ど
ん
」
は
勢
力
が
拡
大
し
な

い
ま
ま
衰
退
し
た
。

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

氏
名
・
官
名
・
職
名
な
ど
に
付
け
て
、
そ
の
人
に
対
す
る
敬
意
を
表

わ
す
。

接
尾
辞
適
用
法
の
「
殿
」
は
、
辞
書
に
も
敬
意
の
低
下
や
貴
人
以
外
へ

も
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

菊
田
（
1983
）
に
は
、「
殿
」
に
別
の
表
現
を
加
え
て
敬
意
を
補
っ
て
い

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
接
尾
辞
に
つ
い
て
も
同
様
の
、
次
の
指

摘
が
あ
る
。

接
尾
語
の
場
合
も
同
様
で
、
室
町
期
に
は
等
持
院
殿
様
、
鹿
苑
院
殿

様
の
形
ま
で
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。「
殿
」
の
敬
意
の
低
さ
を
「
様
」

で
補
っ
た
格
好
で
あ
る
。「
殿
御
」
の
「
御
」
を
つ
け
加
え
た
の
と

同
様
の
言
い
方
で
あ
る
。
こ
の
言
い
方
を
背
景
に
し
て
「
殿
様
」
が

独
立
し
て
大
名
や
旗
本
な
ど
を
指
す
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
狂
言

に
例
が
多
い
。

ま
た
、
接
尾
辞
的
用
法
に
つ
い
て
は
、
庶
民
に
対
し
て
も
「
殿
」
が
用

い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
江
戸
時
代
に
な
っ
て

も
、「
身
分
の
低
い
者
へ
の
軽
い
敬
称
」
と
し
て
存
続
し
て
い
た
と
い
う
。

菊
田
は
次
の
よ
う
に
も
指
摘
し
て
い
る
。

殿
」
よ
り
も
「
様
」
を
つ
け
た
方
が
敬
意
が
深
ま
る
の
で
「
修
理

様
」
と
呼
ぼ
う
と
い
う
の
で
あ
り
、
逆
に
「
殿
」
と
い
う
接
尾
語
の

敬
意
が
低
い
こ
と
を
示
す
も
の
に
も
な
っ
て
い
る
。

敬
意
が
低
い
こ
と
、
身
分
が
低
い
者
へ
も
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
確

認
で
き
た
。
今
回
の
調
査
で
得
ら
れ
た
43
例
に
お
い
て
も
、
21
例
が
目
上

の
人
物
か
ら
の
用
例
で
、
19
例
は
対
等
な
関
係
（
妻
か
ら
夫
へ
の
３
例
を

含
む
）
で
あ
っ
た
。
残
り
の
３
例
の
う
ち
２
例
は
目
下
の
人
物
か
ら
の
発

話
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
述
す
る
。
こ
こ
で
は
先
に
、
使
用
対
象
が
人
間

以
外
で
絶
対
的
身
分
の
上
下
を
判
断
し
が
た
い
「
弥
兵
衛
鼠
絵
巻
」
に
お

け
る
１
例
を
あ
げ
る
。

あ
ら
珍
し
の
白
鼠
殿
や
」（
人
間
の
左
衛
門
か
ら
鼠
の
弥
兵
衛
へ
、

集
成
363
頁
）

弥
兵
衛
鼠
絵
巻
」
は
鼠
の
弥
兵
衛
が
主
人
公
で
あ
る
。
そ
の
弥
兵
衛

が
、
商
人
の
左
衛
門
（
人
間
）
の
前
に
現
れ
、
枕
元
で
語
り
か
け
、
福
を

も
た
ら
す
。
左
衛
門
は
弥
兵
衛
の
名
前
を
知
ら
な
い
た
め
、「
白
鼠
殿
」

と
呼
ん
で
い
る
。
左
衛
門
が
「
殿
」
を
用
い
た
の
は
、
鼠
を
、
福
を
も
た

ら
す
大
黒
天
の
使
い
と
し
て
考
え
、
敬
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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接
尾
辞
の
「
殿
」
は
、
敬
意
を
表
し
て
相
手
を
呼
び
か
け
る
際
に
、
人

間
以
外
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
接
尾
辞
で
は
な
い
「
殿
」
は
男
性

に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
接
尾
辞
の
「
殿
」
は
、
対
称
詞
以

外
も
対
象
と
し
て
見
て
い
く
と
、
女
性
に
用
い
ら
れ
た
例
も
見
つ
け
る
こ

と
が
で
き
た
。
そ
の
中
に
は
、
中
古
と
同
様
に
、
宮
中
に
仕
え
る
女
御
な

ど
に
対
し
て
高
い
敬
意
を
表
す
用
例
が
存
在
し
た
。
男
性
に
対
す
る
接
尾

辞
の
「
殿
」
と
は
違
い
、
特
に
敬
意
の
高
い
表
現
と
し
て
残
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
男
性
に
対
す
る
接
尾
辞
の
「
殿
」
と
同
様
に
、

地
方
の
長
者
に
仕
え
る
女
房
や
乳
母
の
名
前
に
付
け
ら
れ
た
、
敬
意
の
あ

ま
り
高
く
な
い
用
例
も
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
高
い
敬
意
を
残
し
た
も
の
は
例
外
的
で
、
接
尾
辞
の

「
殿
」
に
よ
っ
て
表
せ
る
敬
意
は
低
く
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で

は
、
目
下
の
人
物
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
残
り
の
２
例
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。「
明
石
物
語
」
の
同
一
場
面
で
用
い
ら
れ
て
い
る
た
め
１
例
を
あ
げ

る
。
目
上
の
人
物
へ
の
用
例
で
、
敬
語
と
共
に
用
い
て
い
る
。
表
面
上
は

敬
意
を
払
っ
た
形
だ
が
、
文
脈
上
は
相
手
を
揶
揄
す
る
な
ど
、
慇
懃
無
礼

で
実
質
的
な
敬
意
を
話
者
が
持
た
な
い
表
現
で
あ
る
。

な
う
い
か
に
、
刑
部
殿
は
い
つ
御
出
家
候
ふ
ぞ
。
な
に
と
て
鬚
を

ば
剃
り
給
は
ぬ
ぞ
」（
明
石
三
郎
か
ら
多
田
刑
部
へ
、
集
成
246
頁
）

こ
れ
は
、
舅
で
あ
る
多
田
刑
部
の
策
謀
に
よ
っ
て
妻
と
引
き
離
さ
れ
、

一
度
は
死
に
か
け
た
明
石
三
郎
が
、
大
軍
を
率
い
て
報
復
に
現
れ
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。
多
田
刑
部
は
三
郎
に
よ
っ
て
討
た
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
慌
て

て
出
家
し
た
が
、
鬚
を
剃
り
そ
び
れ
た
。
そ
の
お
か
し
な
姿
を
見
て
、
三

郎
は
多
田
刑
部
を
か
ら
か
い
、
詰
っ
て
い
る
。

こ
の
例
で
は
、
本
来
敬
意
を
表
す
「
殿
」
を
用
い
る
こ
と
で
、
相
手
を

揶
揄
し
、
嘲
笑
を
表
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
例
は
全

部
で
６
例
（「
弁
慶
物
語
」「
明
石
物
語
」「
御
曹
子
島
渡
」
に
そ
れ
ぞ
れ

２
例
ず
つ
）
あ
っ
た
。

ま
た
、「
師
門
物
語
」
に
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

ま
こ
と
か
、
刈
田
殿
は
浄
瑠
璃
御
前
と
申
候
息
女
を
御
も
ち
候
か
」

（
中
将
か
ら
刈
田
兵
衛
へ
、
新
大
系
下
368
頁
）

こ
れ
は
国
司
と
し
て
下
っ
て
き
た
中
将
が
、
刈
田
兵
衛
に
娘
の
浄
瑠
璃

（
既
婚
）
を
要
求
す
る
場
面
で
あ
る
。
目
上
の
人
物
で
あ
る
中
将
が
目
下

の
刈
田
兵
衛
に
「
殿
」
を
用
い
、
お
だ
て
て
い
る
。
刈
田
兵
衛
は
強
欲
な

人
物
で
あ
る
た
め
、
褒
美
を
も
ら
い
、
お
だ
て
ら
れ
て
要
求
を
の
ん
で
し

ま
う
。
こ
の
よ
う
に
、
対
等
か
目
下
の
相
手
を
お
だ
て
る
場
面
で
用
い
ら

れ
て
い
る
も
の
は
合
計
５
例
（「
弁
慶
物
語
」
２
例
、「
師
門
物
語
」
３

例
）
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
接
尾
辞
に
限
ら
ず
、「
殿
」
関
連
語
彙
の
全
体
の

特
徴
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

殿
」
と
い
う
対
称
詞
は
、
相
手
に
対
し
て
敬
意
を
表
し
得
た
が
、
そ

れ
は
必
ず
し
も
高
く
な
く
な
っ
た
。
む
し
ろ
敬
意
の
対
象
で
な
い
相
手
へ

使
用
す
る
こ
と
で
揶
揄
や
嘲
笑
、
お
だ
て
と
い
っ
た
負
の
意
味
合
い
を
含

有
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
使
用
対
象
は
あ
ま
り
制
限
さ
れ
て

お
ら
ず
、
心
理
的
な
条
件
や
発
話
態
度
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
に
使
用
さ
れ

る
。
日
常
的
で
口
語
的
な
性
格
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

敬
意
の
高
さ
や
、
敬
意
以
外
に
ど
ん
な
意
味
合
い
を
持
た
せ
て
い
る
か

は
、
作
品
ご
と
に
異
な
る
。
成
立
年
代
や
作
者
の
位
相
な
ど
に
よ
っ
て
も
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変
わ
る
の
だ
ろ
う
。
本
研
究
で
は
詳
し
く
考

察
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
の
こ
と
は
、
御
伽

草
子
の
作
品
ご
と
の
特
徴
や
発
話
態
度
、
成

立
年
代
な
ど
を
整
理
す
る
た
め
に
有
効
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

４

御
伽
草
子
の
対
称
詞
全
体

に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
述
べ
た
も
の
以
外
も
含
め
、
本

研
究
で
詳
し
く
考
察
し
た
対
称
詞
を
図
Ａ
と

図
Ｂ
に
ま
と
め
た
。
語
数
が
多
く
、
１
つ
の

図
に
す
る
と
見
づ
ら
く
な
っ
て
し
ま
う
た

め
、
２
つ
に
分
け
た
。
図
Ａ
は
代
名
詞
を
中

心
に
、「
御
身
」「
汝
」「
君
」「
御
辺
」「
御

分
」「
お
こ
と
」「
面
々
」「
方
々
」「
人
々
」

「
身
」「
人
」「
お
の
れ
」「
お
の
れ
ら
」「
そ

な
た
」「
そ
こ
」「
そ
れ
」
を
示
し
た
。
図
Ｂ

は
「
殿
」「
殿
ば
ら
」「
殿
ば
ら
ど
も
」「
接

尾
辞
の
〜
殿
」「
接
尾
辞
の
『
〜
房
』（
接
尾

辞
の
『
〜
坊
』
も

含

む
。
『
〜
房
』
と

表

記
）」「
わ
御
前
」「
接
頭
辞
の
『
わ
』（『
わ
』

と
表
記
）」
お
よ
び
「
名
前
の
呼
び
捨
て

（『
名
前
』
と
表
記
）」
を
示
し
た
。
各
語
に

つ
い
て
、
以
下
の
２
つ
の
観
点
、
□Ａ
表
す
敬
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意
の
高
低
（
謙
遜
的
か
自
尊
的
か
）
と
、

□Ｂ
発
話
者
と
相
手
（
対
象
者
）
と
の
心
理

的
距
離
の
大
小
（
初
対
面
か
親
密
か
）
を

も
と
に
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。

図
の
見
方
を
説
明
す
る
。
右
側
で
あ
れ

ば
あ
る
ほ
ど
心
理
的
な
距
離
が
小
さ
く
、

左
側
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
心
理
的
な
距
離

が
大
き
い
。
上﹅
側﹅
で﹅
あ﹅
れ﹅
ば﹅
あ﹅
る﹅
ほ﹅
ど﹅
敬

意
が
低
く
、
発
話
者
が
自
尊
的
で
見﹅
下﹅
し﹅

た﹅
表
現
と
な
り
、
下﹅
側﹅
で﹅
あ﹅
れ﹅
ば﹅
あ﹅
る﹅
ほ﹅

ど﹅
敬
意
が
高
く
発
話
者
が
遜﹅
っ﹅
た﹅
表
現
と

な
る
。
右
端
中
央
に
発
話
対
象
を
置
い
た

の
だ
が
、
こ
れ
は
図
中
の
語
を
用
い
た
際

の
距
離
感
や
敬
意
の
状
態
を
視
覚
的
に
判

断
し
や
す
く
な
る
よ
う
に
し
た
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
座
標
位
置
か
ら
発

話
対
象
へ
と
矢
印
を
引
き
、
そ
れ
が
上
向

き
な
ら
ば
敬
意
を
含
み
、
下
向
き
な
ら
ば

見
下
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、

左
右
の
長
さ
が
長
け
れ
ば
心
理
的
な
距
離

が
大
き
く
、
短
け
れ
ば
小
さ
い
こ
と
が
わ

か
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
図
Ｂ

の
「
わ
」
と
書
か
れ
た
矢
印
は
、
接
頭
辞

の
「
わ
」
を
表
し
、
属
性
表
現
の
名
詞
に
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接
続
し
て
対
称
詞
を
な
す
が
、
そ
の
際
に
、
元
の
名
詞
よ
り
も
や
や
心
理

的
距
離
が
小
さ
く
な
り
、
や
や
敬
意
が
低
く
な
る
。
そ
の
た
め
、
矢
印
形

に
し
て
、
少
し
右
上
寄
り
に
意
味
が
変
わ
る
こ
と
を
表
し
た
。

発
話
者
が
目
上
の
者
で
あ
れ
ば
必
ず
上
に
位
置
す
る
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
。
身
分
が
上
の
人
物
か
ら
下
の
人
物
に
向
け
て
の
発
話
で
あ
っ
て

も
、
高
い
敬
意
を
含
む
も
の
で
あ
れ
ば
下
に
位
置
す
る
。
各
表
現
を
用
い

た
人
物
の
発
話
態
度
、
心
理
的
な
関
係
を
表
す
こ
と
に
重
き
を
置
い
た
た

め
で
あ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
御
伽
草
子
で
は
身
分
差
に
よ
る
待
遇
表
現
の
基
準
を

設
け
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
、
規
則
正
し
い
分
布
を
な
す
表
を
作
る
こ
と

は
困
難
で
あ
る
。
語
彙
間
の
相
対
関
係
と
、
語
彙
の
使
用
状
況
を
総
合
的

に
考
え
て
分
布
を
作
成
し
た
。
よ
っ
て
、
こ
の
図
に
は
あ
る
程
度
の
幅
を

持
た
せ
て
あ
る
。
な
お
、
私
の
主
観
的
な
判
断
に
基
づ
い
て
い
る
点
が
難

で
あ
る
た
め
、
後
の
研
究
に
よ
っ
て
よ
り
客
観
的
に
証
明
さ
れ
る
こ
と
を

熱
望
す
る
。

重
な
っ
て
い
る
も
の
は
、
本
研
究
に
見
ら
れ
た
用
例
の
中
で
□Ａ
と
□Ｂ
と

い
う
２
点
の
基
準
に
お
い
て
近
い
分
布
と
な
っ
た
に
す
ぎ
ず
、
必
ず
言
い

換
え
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。

各
語
に
つ
い
て
こ
こ
で
は
詳
述
で
き
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
表

現
が
使
わ
れ
、
そ
し
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
御
伽
草
子
の
多
く
か

ら
、
語
彙
の
変
化
に
敏
感
だ
っ
た
人
々
の
、
人
称
詞
の
使
い
分
け
を
窺
う

こ
と
が
で
き
る
。
物
語
を
語
り
継
い
で
い
く
際
に
、
人
称
詞
に
対
し
て
研

ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
覚
を
大
い
に
発
揮
し
、
心
理
的
な
要
因
に
よ
っ
て
よ
く

使
い
分
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
全
て
の
作
品
に
お
い
て
上
手
に
使

い
分
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
作
品
に
よ
っ
て
は
そ
の
よ
う
な
語

彙
の
性
質
を
利
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。

例
え
ば
、「
俵
藤
太
物
語
」
で
は
、
父
か
ら
子
へ
の
発
話
内
で
、
ほ
め

る
と
き
に
「
お
こ
と
」
が
、
家
督
を
譲
る
と
き
に
「
御
辺
」
が
用
い
ら
れ

て
い
る
。「
御
辺
」
は
他
に
も
固
い
場
面
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
距
離
感

を
保
っ
て
丁
寧
に
敬
意
を
表
す
表
現
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
「
御

辺
」
と
対
照
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
が
「
お
こ
と
」
で
あ
り
、
こ
ち
ら

は
親
近
感
が
相
対
的
に
高
い
。
そ
の
違
い
を
利
用
し
た
の
か
、「
諏
訪
の

本
地
」
で
は
「
御
辺
」
が
男
性
語
、「
お
こ
と
」
は
女
性
語
の
よ
う
に
し

て
用
い
ら
れ
て
い
た
。

弁
慶
物
語
」
に
お
け
る
弁
慶
は
、
敵
対
す
る
人
物
に
対
し
て
「
御
辺
」

「
御
分
」「
殿
」「
殿
ば
ら
」「
わ
殿
」
な
ど
と
対
称
詞
を
何
度
も
変
え
て

い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
が
読
み
取
れ
る
。
お
だ
て
や
脅
し
、
揶
揄
な

ど
と
状
況
に
よ
っ
て
使
い
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
主
従
関
係
を

結
ん
だ
義
経
に
対
し
て
は
遜
っ
て
「
君
」
を
用
い
て
お
り
、
こ
う
し
た
言

葉
の
使
い
分
け
に
よ
っ
て
弁
慶
の
人
物
像
や
態
度
の
変
化
が
よ
く
表
さ
れ

て
い
る
。

５

お
わ
り
に

松
本
（
1981

注
13

）
に
お
い
て
、
御
伽
草
子
の
文
章
は
荒
筋
的
で
心
理
描
写
や

性
格
描
写
に
乏
し
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
豊
富
で
は
な
い

が
、
そ
の
点
を
人
称
詞
で
表
現
し
、
補
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。本

研
究
で
は
、
場
面
や
心
理
的
な
要
因
に
よ
る
人
称
詞
の
選
択
状
況
を
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詳
し
く
調
べ
、
御
伽
草
子
に
お
け
る
各
語
彙
ご
と
の
意
味
特
徴
を
詳
し
く

明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
待
遇
表
現
研
究
に
お

い
て
、
語
の
共
用
関
係
を
基
準
と
せ
ず
と
も
、
場
面
や
心
理
的
要
因
か

ら
、
人
称
詞
の
意
味
特
徴
を
詳
し
く
探
る
こ
と
が
で
き
る
と
わ
か
っ
た
。

ま
た
、
人
称
代
名
詞
と
人
物
呼
称
に
用
い
ら
れ
る
属
性
表
現
の
名
詞
と

の
境
界
が
確
固
た
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
、
待
遇
表
現
に
お
け
る

人
称
詞
研
究
と
し
て
、
属
性
表
現
を
も
詳
し
く
見
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を

示
す
こ
と
が
で
き
た
。

御
伽
草
子
に
お
け
る
人
称
詞
は
、
雑
然
と
し
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
独

特
の
基
準
に
よ
っ
て
細
か
な
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、

待
遇
表
現
研
究
対
象
と
し
て
も
、
御
伽
草
子
の
語
彙
研
究
対
象
と
し
て
も

有
効
と
考
え
ら
れ
た
。

た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
お
け
る
語
の
選
択
が
擬
古
的
か
否
か

は
、
他
の
表
現
も
含
め
て
詳
し
く
調
べ
な
い
と
わ
か
ら
な
い
た
め
、
そ
れ

を
い
つ
の
時
代
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
べ
き
か
に
は
課
題
が
残
る
。
中
世

後
期
の
語
彙
と
一
概
に
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

御
伽
草
子
の
分
類
は
、
作
品
の
内
容
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
も
の
が

多
い
が
、
語
彙
の
種
類
ご
と
の
多
寡
に
よ
る

注
14

も
の
も
あ
る
。
本
研
究
で
は

新
た
に
、
人
称
詞
に
よ
る
語
り
の
態
度
や
人
物
造
型
の
度
合
い
に
よ
る
分

類
の
可
能
性
を
指
摘
し
て
お
く
。

注１

御
伽
草
子
と
い
う
呼
称
を
、
本
研
究
で
は
ジ
ャ
ン
ル
を
表
す
総
称

と
し
て
用
い
る
。
室
町
時
代
物
語
、
室
町
時
代
小
説
、
近
古
小

説
、
中
世
小
説
、
御
伽
文
庫
な
ど
と
い
っ
た
呼
称
が
存
在
す
る

が
、
本
研
究
で
は
、
作
品
の
成
立
が
室
町
時
代
に
限
ら
な
い
こ
と

を
踏
ま
え
て
、
こ
の
呼
称
を
用
い
た
。
な
お
、
渋
川
清
右
衛
門
に

よ
っ
て
版
行
さ
れ
た
叢
書
に
収
録
さ
れ
た
23
作
品
を
示
す
際
に
は

「
渋
川
版
御
伽
草
子
」
の
23
作
品
と
し
、「
渋
川
版
」
を
冠
し
て

表
記
し
た
。

２

待
遇
表
現
研
究
に
お
い
て
、
語
の
共
用
関
係
を
も
と
に
基
準
を
決

め
て
整
理
し
て
い
く
研
究
方
法
と
し
て
山
崎
久
之
『
国
語
待
遇
表

現
体
系
の
研
究
』
武
蔵
野
書
院

1963
年
が
あ
る
。

３

同
時
代
の
狂
言
資
料
、
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
、
御
伽
草
子
に
お
け
る

人
称
代
名
詞
を
比
較
し
た
研
究
と
し
て
佐
野
祐
子
「
室
町
時
代
末

期
の
人
称
代
名
詞
｜
｜
そ
の
用
法
と
資
料
性
と
の
関
連
｜
｜
」

『
国
文
』
52
お
茶
の
水
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会

1980
年
が
あ

る
。

４

『
日
本
古
典
文
学
大
系

御
伽
草
子
』
岩
波
書
店

1958
年

用
例

引
用
時
に
は
「
旧
大
系
」
と
表
記
し
た
。

５

『
新
潮
日
本
古
典
集
成

御
伽
草
子
集
』
新
潮
社

1980
年

用
例

引
用
時
に
は
「
集
成
」
と
表
記
し
た
。

６

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

室
町
物
語
集
（
上
）』
岩
波
書
店

1989

年

７

『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

室
町
物
語
集
（
下
）』
岩
波
書
店

1992

年

用
例
引
用
時
に
は
「
新
大
系
下
」
と
表
記
し
た
。

８

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

室
町
物
語
草
子
集
』
小
学
館

2002

年

用
例
引
用
時
に
は
「
新
全
集
」
と
表
記
し
た
。
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９

ど
の
作
品
を
選
ぶ
か
に
つ
い
て
は
、
あ
え
て
明
確
な
基
準
を
設
け

て
い
な
い
。
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
の
作
品
を
、
な
る
べ
く
た
く
さ
ん

取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
優
先
し
た
。
ま
た
、「
小

敦
盛
絵
巻
」「
浦
島
の
太
郎
」「
御
曹
子
島
渡
」
は
そ
れ
ぞ
れ
、

「
渋
川
版
御
伽
草
子
」
の
23
作
品
に
あ
る
「
小
敦
盛
」「
浦
島
太

郎
」「
御
曹
子
島
渡
」
と
同
じ
話
だ
が
、
内
容
を
含
め
て
本
文
が

大
き
く
異
な
る
た
め
、
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
。
可
能
で
あ
れ

ば
全
作
品
を
取
り
上
げ
た
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
時
間
の
都
合

が
つ
か
ず
、
断
念
し
た
。

10

宮
武
利
江
「『
御
伽
草
子
』
の
語
彙
と
表
現
｜
待
遇
表
現
（
１
）

人
称
代
名
詞
｜
」『
文
教
大
学
国
文
32
』
文
教
大
学

2003
年

11

徳
田
和
夫
『
お
伽
草
子
事
典
』
東
京
堂
出
版

2002
年

12

菊
田
紀
郎
「
と
の
・
ど
の
（
殿
）」『
講
座
日
本
語
の
語
彙

語

誌
』
佐
藤
喜
代
治
編

明
治
書
院

1983
年

13

松
本
宙
「
御
伽
草
子
の
語
彙
」『
講
座
日
本
語
の
語
彙
４
中
世
の

語
彙
』
明
治
書
院

1981
年

14

今
西
浩
子
「
語
彙
か
ら
み
た
お
伽
草
子
の
分
類
」『
講
座
日
本
語

の
語
彙
５
近
世
の
語
彙
』
明
治
書
院

1982
年
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