
敬
語
接
頭
辞
「
み
」

の
成
立
・
試
論

濱
田
敦
氏
説
続
貌

１

　
接
頭
辞
「
み
」
を
一
般
・
美
称
・
称
詞
・
敬
語
の
四
用
法
に
分
け
て
考
え
て

み
た
い
と
思
う
。

　
一
般
用
法
の
「
み
」
は
、
そ
れ
が
冠
す
る
語
の
意
味
す
る
事
物
が
畏
怖
す
べ

き
呪
的
威
力
の
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
例
え
ぱ
、

　
足
柄
の
み
坂
か
し
こ
み
く
も
り
夜
の
吾
が
下
延
へ
を
言
出
つ
る
か
も
（
万
、

　
十
四
・
三
三
七
一
）

の
「
み
」
で
あ
り
、
こ
の
「
み
」
は
足
柄
の
坂
が
畏
怖
す
べ
き
霊
域
で
あ
る
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
霊
威
を
畏
ん
で
、
大
事
に
秘
め
て
お
く
べ
き
恋
人
の

名
を
口
に
出
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
悔
い
て
い
る
と
い
う
の
が
一
首
の
意
で
あ

る
。
こ
の
「
み
」
と
同
じ
よ
う
な
意
味
を
持
つ
接
頭
辞
に
「
い
」
が
あ
る
。
あ

る
い
は
、
こ
の
「
い
」
は
「
み
」
の
子
音
〔
ｍ
〕
が
脱
落
し
た
も
の
と
も
考
え
ら

　
　
　
　
　
敬
語
接
頭
辞
「
み
」
の
成
立
・
試
論

吉
　
　
野
　
　
政

ム
ロ

才

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

れ
よ
う
。
ミ
ワ
ー
イ
ワ
（
神
酒
）
、
ミ
ヵ
キ
ｉ
イ
カ
キ
（
斎
垣
）
、
ミ
ブ
ク
シ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

イ
グ
シ
（
斎
堀
串
／
斎
串
）
汰
ど
の
例
が
あ
る
。
　
「
い
」
は
ま
た
、
同
じ
意
味

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

を
持
っ
形
状
言
「
ゆ
」
（
斎
）
と
転
換
す
る
。

　
美
称
用
法
の
「
み
」
は
、
一
般
用
法
の
「
み
」
か
ら
呪
的
意
味
あ
い
が
薄
れ
、

神
聖
な
・
斎
み
浄
め
た
美
し
さ
を
示
す
も
の
か
ら
、
単
に
清
ら
で
美
し
い
こ
と

を
示
す
も
の
へ
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
の
「
い
」
「
ゆ
」

も
ま
た
、
同
様
に
美
称
用
法
の
接
頭
辞
に
変
化
し
て
い
く
可
能
性
が
有
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
◎

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
美
称
用
法
の
「
み
」
は
、
一
般
用

法
の
そ
れ
と
同
じ
く
、
本
来
、
下
の
語
を
修
飾
限
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
語
自
体
の
意
味
が
更
に
希
薄
化
し
て
い
く
に
従
っ
て
、
単
に
事
物
を
美
し

く
い
う
だ
げ
の
も
の
と
か
、
更
に
は
、
単
に
語
調
を
整
え
る
た
め
の
も
の
、
あ

る
い
は
ミ
ャ
（
宮
）
二
・
・
ネ
（
峰
）
二
・
・
チ
（
道
）
な
ど
普
通
語
の
一
部
分
と
解

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
も
出
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
も
広
義
の
美

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五



　
　
　
　
　
敬
語
接
頭
辞
「
み
」
の
成
立
・
試
論

称
用
法
の
「
み
」
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
例
え
ぱ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
斯
く
し
て
や
な
は
や
老
い
た
む
み
雪
降
る
大
荒
木
野
の
小
竹
に
あ
ら
た
く
に

　
（
万
、
七
・
一
三
四
九
）

の
「
み
」
は
、
美
称
本
来
の
用
法
で
あ
ろ
う
が
、
や
が
て
は
単
に
雪
を
美
し
く

い
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
た
り
、
単
に
語
調
を
整
え
る
も
の
と
解
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。

　
称
詞
用
法
の
「
み
」
は
、
実
際
に
は
美
称
用
法
の
も
の
と
見
分
け
が
た
い
も

の
で
あ
る
が
、
従
来
、
美
称
の
「
み
」
と
言
わ
れ
て
い
た
も
の
の
中
に
は
、
前

述
の
、
一
般
用
法
の
「
み
」
そ
れ
自
体
の
意
味
が
変
化
し
た
も
の
だ
け
で
は
な

く
、
次
の
よ
う
汰
方
法
で
成
立
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
一

項
を
立
て
る
こ
と
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
語
の
意
味
と
し
て
は
一
般
用
法
の
も

の
と
同
じ
で
あ
る
が
、
下
の
語
を
実
質
的
に
修
飾
限
定
せ
ず
、
た
だ
良
い
意
味

の
語
と
し
て
移
式
的
に
冠
さ
れ
、
冠
さ
れ
た
語
の
意
味
す
る
事
物
を
讃
称
え
る

働
き
を
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
金
子
武
雄
氏
は
、
こ
う
し
た
方
法
で
事
物
を

讃
め
称
え
る
も
の
を
称
詞
と
し
、
単
に
事
物
を
美
し
く
い
う
も
の
と
誤
解
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

や
す
い
美
称
の
用
語
を
さ
げ
て
い
る
。
例
え
ば
、
　
「
玉
垣
」
と
い
う
語
は
「
玉

で
飾
っ
た
垣
」
と
い
う
意
味
で
も
、
「
（
玉
の
よ
う
に
）
美
し
い
垣
」
と
い
う
意

味
で
も
た
く
、
呪
的
信
仰
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
玉
の
名
を
形
式
的
に
冠
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

こ
と
に
よ
っ
て
、
神
杜
の
垣
を
讃
め
称
え
た
も
の
で
あ
る
。
　
（
こ
の
称
詞
用
法

の
「
み
」
に
っ
い
て
は
、
た
お
後
述
す
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

　
敬
語
用
法
の
「
み
」
は
、
冠
せ
ら
れ
た
語
の
意
味
す
る
事
物
の
所
有
者
へ
の
、

話
し
手
の
敬
意
を
示
す
た
め
に
置
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
豊
国
の
企
玖
の
池
な
る
菱
の
末
を
採
ま
む
と
や
妹
が
み
袖
濡
れ
げ
む
（
万
、

　
十
六
・
三
八
七
七
）

の
「
み
」
は
、
　
「
袖
」
が
呪
的
威
力
の
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
で
も
、

清
浄
な
美
し
さ
を
持
っ
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
も
、
ま
た
「
袖
」
を
讃
め
称

え
て
い
る
も
の
で
も
な
い
。
　
「
袖
」
の
所
有
者
で
あ
る
「
妹
」
へ
の
作
者
の
敬

意
（
こ
の
場
合
は
親
愛
の
意
）
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
敬
語
用
法
の
「
み
」
は
、
多
く
の
辞
書
類
に
は
一
応
「
美
称
」
（
本
稿

で
い
う
一
般
・
美
称
・
称
詞
用
法
の
も
の
）
と
区
別
さ
れ
て
記
述
さ
れ
て
は
い

る
が
、
接
頭
辞
「
み
」
の
見
出
し
の
下
に
二
者
が
並
べ
ら
れ
て
い
た
り
、
別
々

に
見
出
し
が
立
て
ら
れ
て
い
た
り
で
あ
っ
て
、
同
一
語
の
異
な
る
用
法
と
考
え

ら
れ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
別
語
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
は
必
ず
し
も

　
　
　
　
　
　
＠

明
ら
か
で
は
た
い
。
し
か
し
、
そ
の
関
係
を
明
記
し
て
い
る
も
の
を
見
る
と
、

万
坂
正
蔵
氏
の
『
敬
語
史
論
考
』
に
は
、

　
此
の
敬
称
と
美
称
の
「
ミ
」
に
関
し
て
、
敬
意
の
「
ミ
」
が
も
と
美
称
の

　
「
ミ
」
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
美
称
の
「
、
・
・
」
と
美
称
の
「
マ
」
と

　
が
関
係
あ
る
こ
と
は
、
早
く
古
事
記
伝
三
に
明
示
す
る
所
で
あ
る
。

と
あ
り
、
そ
の
『
古
事
記
伝
』
巻
三
に
は

　
　
　
マ
　
　
　
ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
，
、

　
凡
て
真
と
御
と
は
本
通
ふ
辞
た
る
を
、
や
や
後
に
は
分
て
、
御
は
尊
む
方
、



　
　
　
　
　
マ
　
　
　
ホ
　
ム

　
（
中
略
）
真
は
美
称
る
と
甚
し
く
云
と
全
き
こ
と
に
用
ふ
。
さ
れ
ど
、
古
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ク
マ
ノ
　
　
　
ミ
ク
マ
ノ

　
言
の
遺
れ
る
は
た
ほ
通
は
し
て
、
真
熊
野
と
も
三
熊
野
と
も
云
え
る
類
多
く
、

　
　
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
．
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
ミ
ソ
ラ
ミ
ユ
キ
ミ
　
チ

　
又
真
と
云
べ
き
を
御
と
云
へ
る
も
御
空
御
雪
御
路
な
ど
多
か
り
。

と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
美
称
用
法
の
「
み
」
か
ら
敬
語
用
法
の
「
み
」
が
生
じ
た

と
す
る
説
で
あ
る
。
ま
た
、
『
岩
波
古
語
辞
典
』
に
は
、

　
、
・
・
（
霊
）
と
同
根
。
古
く
は
、
神
・
天
皇
・
宮
廷
の
も
の
を
表
わ
す
語
。
仏

　
教
が
広
ま
る
に
ー
っ
れ
て
ミ
ダ
ウ
（
御
堂
）
：
・
・
ノ
リ
（
御
法
）
な
ど
と
も
使

　
う
よ
う
に
な
り
、
更
に
尊
敬
の
接
頭
語
と
な
っ
た
。
ま
た
（
用
例
略
、
前
出
）

　
一
音
節
語
の
上
に
冠
し
た
場
合
は
二
音
節
語
を
形
成
し
て
敬
意
が
薄
れ
、
そ

　
の
ま
ま
普
通
語
と
な
っ
た
も
の
も
あ
る
。
後
世
は
、
単
な
る
美
称
ま
た
は
音

　
調
を
整
え
る
た
め
の
語
の
よ
う
に
－
受
け
と
ら
れ
る
に
至
っ
た
。

と
い
う
説
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
神
・
天
皇
・
宮
廷
の
も
の
を
表
わ
す
語
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

し
て
の
「
み
」
か
ら
敬
語
用
法
の
「
み
」
、
さ
ら
に
（
あ
る
い
は
、
お
よ
び
）

美
称
用
法
の
「
み
」
が
派
生
し
た
と
す
る
説
で
あ
る
。
こ
の
説
は
、
前
の
宣
長

．
石
坂
説
と
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
と
も
に
、
敬
語
用
法
の
「
み
」
と

美
称
用
法
の
「
み
」
と
は
語
源
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
互
い
に
関
連

す
る
も
の
と
見
る
点
で
は
一
致
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
、
前
述
の
辞
書
類
で

も
、
見
出
し
の
立
て
方
の
差
は
あ
る
が
、
同
様
の
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
本
稿
も

ま
た
、
こ
れ
ら
と
同
じ
く
美
称
・
敬
語
（
お
よ
び
一
般
・
称
詞
）
用
法
の
「
み
」

は
互
い
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
語
源
を
異
に
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い

　
　
　
　
　
敬
語
接
頭
辞
「
み
」
の
成
立
・
試
論

う
考
え
方
に
立
っ
が
、
美
称
（
ま
た
一
般
）
用
法
の
「
み
」
と
敬
語
用
法
の

「
み
」
と
で
は
、
冠
せ
ら
れ
る
語
に
対
す
る
働
き
方
が
著
し
く
異
な
る
こ
と
は

気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
従
来
の
説
明
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い

て
特
に
言
及
す
る
こ
と
は
無
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
次
節
に
掲
げ
る
濱

田
敦
氏
が
唯
一
の
例
外
で
あ
ろ
う
。

２

　
敬
語
接
頭
辞
の
用
法
が
他
の
接
頭
辞
の
用
法
と
異
な
る
点
を
、
濱
田
氏
の
ま

と
め
る
と
こ
ろ
で
再
度
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
目
本
語
に
お

け
る
、
い
わ
ゆ
る
接
頭
辞
と
い
う
も
の
は
、
二
般
に
、
そ
の
冠
せ
ら
れ
る
語
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

或
は
語
幹
の
意
味
を
限
定
す
る
も
の
の
み
で
あ
っ
て
」
「
意
味
限
定
詞
と
し
て
、

む
し
ろ
、
名
詞
乃
至
本
来
の
形
容
詞
的
た
性
質
を
多
分
に
持
っ
て
い
る
も
の
と

云
わ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
も
の
で
あ
る
が
、
敬
語
の
接
頭
辞
は
「
尊
敬
さ
れ

る
べ
き
主
体
に
か
か
わ
る
事
物
に
っ
い
て
、
そ
れ
を
表
わ
す
語
に
特
別
な
修
飾

語
を
冠
し
、
そ
れ
が
尊
敬
す
べ
き
も
の
で
あ
る
所
以
、
或
は
、
そ
れ
に
１
対
す
る

話
し
手
の
尊
敬
の
意
志
を
表
現
す
る
と
云
う
手
段
」
で
あ
る
。

　
濱
田
氏
は
、
さ
ら
に
「
一
般
に
接
頭
辞
を
名
詞
に
冠
す
る
と
云
う
こ
と
は
、

目
本
語
の
本
質
に
も
と
る
も
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
を
特
に
ー
『
敬
語
』

の
そ
れ
と
限
定
し
た
場
合
、
果
し
て
、
日
本
語
固
有
の
表
現
法
と
考
え
得
る
か

と
云
う
点
に
、
つ
い
て
は
、
た
お
疑
う
べ
き
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
様
に
思
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七



　
　
　
　
　
敬
語
接
頭
辞
「
み
」
の
成
立
・
試
論

る
。
」
と
述
べ
ら
れ
、
中
国
語
の
「
大
」
「
御
」
「
美
」
「
貴
」
「
台
」
「
宝
」
「
令
」

「
尊
」
な
ど
敬
語
接
頭
辞
的
形
容
語
詞
の
影
響
を
想
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
「
大
」
の
場
合
は
、
そ
の
字
音
が
ー
』
の
様
た
重
母
音
を
含
む
も
の
で
「
御
」

　
と
同
様
目
本
語
の
音
韻
組
織
に
そ
ぐ
わ
た
い
た
め
に
１
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
借

　
用
せ
ず
、
字
形
訓
と
し
て
、
目
本
語
に
置
き
換
え
て
と
り
入
れ
た
と
も
解
釈

　
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
　
「
み
」
の
場
合
は
、
そ
の
様
な
障
害
が
考
え
ら
れ

　
な
い
た
め
、
こ
れ
を
「
美
」
の
字
音
と
し
て
、
そ
の
ま
ま
借
用
し
た
と
考
え

　
る
こ
と
は
許
さ
れ
た
い
で
あ
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
敬
語
接
頭
辞
「
お
ほ
」
に
っ
い
て
は
「
大
」
の
字
形
訓
説
、
同

「
み
」
に
つ
い
て
は
「
美
」
の
字
音
説
で
あ
る
。

　
本
稿
は
、
右
の
濱
田
説
の
う
ち
、
「
み
」
を
「
美
」
の
字
音
と
す
る
点
に
対

し
て
の
み
、
こ
れ
も
ま
た
「
御
」
の
字
移
訓
で
は
た
い
か
と
い
う
説
を
出
す
に

と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。

３

　
後
世
の
加
点
の
も
の
を
含
む
が
目
本
書
紀
の
訓
に
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

（
【
】
内
の
も
の
は
中
国
に
も
見
ら
れ
る
字
並
び
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、

岩
・
前
・
図
・
北
・
寛
の
略
号
は
そ
れ
ぞ
れ
岩
崎
本
平
安
中
期
点
お
よ
び
院
政

期
点
・
前
田
本
院
政
期
点
・
図
書
寮
本
院
政
期
点
・
北
野
本
院
政
期
点
・
寛
文

九
年
板
本
の
訓
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
）

　
ミ
　
　
コ

王
【
王
子
】

　
ミ
　
フ
ネ

【
王
船
】

　
ミ
イ
ク
サ

【
王
師
】

　
ミ
（
イ
）
ミ
ナ

　
王
講

　
ミ
マ
ヘ

　
王
前

　
ミ
　
ウ
タ

　
王
歌

　
．
ミ
オ
モ
テ

帝
帝
面

　
ミ
カ
キ

宮
【
官
垣
】

　
ミ
カ
キ

．
【
宮
瑠
】

　
ミ
イ
ク
サ

官
【
官
軍
】

皇
極
紀
三
年
十
一
月
・
岩

景
行
紀
四
十
年
是
歳
・
北

雄
略
紀
九
年
三
月
・
前

雄
略
紀
四
年
二
月
・
図

景
行
紀
四
十
年
是
歳
・
寛

景
行
紀
四
十
年
是
歳
・
寛

垂
仁
紀
五
年
十
月
・
寛

仁
徳
紀
元
年
正
月
・
寛

神
代
紀
下
・
寛

雄
略
紀
八
年
三
月
・
前

六
八

こ
れ
ら
「
王
」
「
帝
」
「
宮
」
「
官
」
と
い
う
漢
語
は
、
文
字
ど
お
り
の
意
味
で
下

の
語
を
修
飾
限
定
し
て
い
る
。
す
た
わ
ち
、
名
詞
が
彩
容
詞
的
に
機
能
し
て
、

　
き
み「

王
の
何
」
「
帝
の
何
」
「
宮
の
何
」
「
官
の
何
」
と
い
っ
た
意
味
を
表
わ
Ｌ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
熟
語
に
施
さ
れ
た
訓
中
の
「
み
」
は
敬
語
接
頭

辞
と
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
、
天
皇
や
宮
廷
の
も
の
を
表
わ
す

語
と
み
た
方
が
漢
語
熟
語
の
構
成
と
良
く
対
応
す
る
こ
と
に
た
る
。
前
掲
『
岩

波
古
語
辞
典
』
に
も
同
様
の
用
法
の
「
み
」
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
「
み
」

（
霊
）
と
同
根
す
る
こ
と
を
み
れ
ぱ
、
お
そ
ら
く
、
次
の
よ
う
た
考
え
に
よ
る



も
の
と
思
わ
れ
る
。
文
献
で
は
専
ら
接
尾
辞
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
例
し
か
見

ら
れ
た
い
が
、
「
み
」
（
霊
）
は
本
来
独
立
し
た
名
詞
で
あ
り
、
そ
の
名
詞
「
み
」

が
事
物
名
に
冠
さ
れ
て
形
容
詞
的
に
機
能
し
て
、
「
霊
へ
神
）
の
何
」
と
い
う
意

　
　
　
　
　
　
　
　
＠

味
を
果
す
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
が
や
が
て
神
に
準
じ
る
天
皇
に
も
、
さ
ら
に
は

宮
延
の
も
の
に
も
使
わ
れ
て
「
天
皇
の
何
」
一
．
宮
廷
の
何
」
と
い
う
意
味
に
も

拡
が
っ
て
い
っ
た
、
と
。
前
掲
の
漢
語
熟
語
の
訓
に
施
さ
れ
て
い
る
「
み
」
は
、

こ
の
よ
う
な
形
容
詞
的
に
機
能
し
て
い
る
名
詞
一
ｉ
み
」
と
考
え
ら
れ
た
い
か
と

思
う
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
　
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
・
上
代
編
』
に
敬
語
接
頭
辞
「
み
」
の

冠
せ
ら
れ
た
語
が
意
味
す
る
事
物
の
所
有
老
が
次
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

　
↑
○
　
天
皇
・
皇
族
ひ
い
て
は
宮
中
・
朝
廷
の
物

　
何
　
神
に
関
す
る
物

　
い
仏
の
物

　
Ｈ
　
一
般
に
尊
い
人
の
物

こ
の
う
ち
、
い
は
仏
教
が
拡
ま
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
り
、
Ｈ
は
↑
○
の
更
に
敬

意
の
低
ま
っ
た
も
の
と
す
れ
ば
、
↑
○
と
ｏ
に
冠
さ
れ
る
も
の
を
本
来
の
用
法
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
更
に
、
天
皇
と
神
は
区
別
で
き
な
い
所
も
あ
り
、
↑
○
と

何
は
「
神
・
天
皇
・
皇
族
ひ
い
て
は
宮
中
・
朝
廷
の
物
」
と
ひ
と
っ
に
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
前
述
の
名
詞
「
み
」
が
形
容
詞
的
に
機

能
し
て
い
る
場
合
と
全
く
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
敬
語
接
頭
辞
「
み
」
の
成
立
・
試
論

　
し
か
し
、
「
王
」
「
帝
」
「
宮
」
「
官
」
次
ど
の
漢
語
は
敬
語
接
頭
辞
の
用
法
を

持
っ
も
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
漢
語
の
影
響
を
受
げ
て
、
名
詞

「
み
」
か
ら
敬
語
接
頭
辞
「
み
」
が
派
生
し
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い

が
、
同
様
に
神
・
帝
そ
の
も
の
を
指
す
名
詞
用
法
も
持
ち
、
か
つ
敬
語
接
頭
辞

的
機
能
を
も
果
す
漢
語
が
あ
り
、
そ
れ
に
「
み
」
の
訓
が
施
さ
れ
て
い
る
例
が

あ
る
。

　
　
ミ
オ
モ
フ
ケ

　
聖
【
聖
化
】
　
孝
徳
紀
大
化
三
年
四
月
・
北

　
　
ミ
オ
ヤ

　
皇
【
皇
祖
】
　
允
恭
紀
即
位
前
紀
・
図

　
　
ミ
　
　
ヨ

　
　
【
皇
子
】
景
行
紀
四
年
二
月
・
北

　
　
ミ
　
マ
コ

　
　
【
皇
孫
】
斉
明
紀
四
年
五
月
・
寛

　
　
皇
産
霊
、
此
云
二
美
武
須
砒
丁
神
代
紀
上
一
壽
訓
注

　
　
ミ
ヵ
ハ
ネ

　
皇
戸

　
昏
鰍
サ

　
払
彰
サ

　
生
形

　
生
亭

天
【
元
彫
ン
ヒ

【
示
聾
ン
ヒ

　
ミ
イ
ノ
チ

【
天
命
】

安
康
紀
元
年
二
月
・
図

神
武
即
位
前
紀
・
伊
勢
本

神
武
即
位
前
紀
・
同
右

神
武
即
位
前
紀
・
寛

神
武
即
位
前
紀
・
寛

継
体
紀
七
年
六
月
・
前

欽
明
紀
十
四
年
八
月
・
寛

天
智
紀
七
年
六
月
・
寛

六
九



　
　
　
　
敬
語
接
頭
辞
「
み
」
の
成
立
・
試
論

　
ミ
　
　
ワ

神
【
神
酒
】
　
箭
明
紀
四
年
十
月
・
図

　
ミ
　
タ
マ

【
神
霊
】
　
伸
哀
紀
元
年
十
一
月
・
寛

　
ミ
　
ク
ヲ

　
神
府
　
垂
仁
紀
八
十
八
年
七
月
・
寛

さ
ら
に
、
　
『
大
漢
和
辞
典
』
等
の
い
ず
れ
の
辞
書
に
も
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
が
、

穐
田
定
樹
氏
が
宋
書
・
延
喜
式
・
小
右
記
・
権
記
・
左
経
記
か
ら
、
帝
自
身
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

指
す
名
詞
用
法
の
存
在
を
示
さ
れ
た
「
御
」
も
こ
れ
ら
の
中
に
入
る
も
の
で
あ

る
。

　
ミ
　
フ
ネ

御
【
御
船
】

　
　
ミ
　
　
ケ

【
御
膳
】

　
　
ミ
　
タ
マ

【
御
魂
】

　
ミ
　
マ
シ

【
御
坐
】

　
　
ミ
　
マ
シ

【
御
席
】

　
御
統
、

　
　
ニ
マ

　
御
馬

　
　
ア
ナ
ス
ヱ

　
御
衣
岡

　
　
ミ
　
ヲ
シ

　
御
食

　
　
ミ
カ
サ

　
御
笠

　
　
ミ
　
ツ
キ

　
御
調

伸
哀
紀
八
年
正
月
・
北

雄
略
紀
十
二
月
四
月
・
前

崇
神
紀
六
十
年
七
月
・
北

顕
宗
紀
即
位
前
紀
・
寛

神
代
紀
上
本
文
・
寛

此
云
二
美
須
磨
屡
で
神
代
紀
上

雄
略
紀
即
位
前
紀
・
前

顕
宗
紀
即
位
前
紀
・
図

景
行
紀
十
八
年
三
月
・
北

神
功
紀
摂
政
前
紀
三
月
・
北

允
恭
紀
四
十
二
年
正
月
・
北

本
文

ｍ司

注

ミ
　
ツ
カ
ヒ

御
使
　
応
神
紀
四
十
一
年
二
月
是
月
・
北

ミ
ム
ｏ
ノ
マ
チ

御
窟
院
　
　
天
武
紀
朱
鳥
元
年
七
月
・
北

ミ
　
モ
ト

御
所
　
垂
仁
紀
八
十
八
年
七
月
・
寛

ミ
　
ク
シ
ケ

御
菖
　
仲
哀
紀
八
年
正
月
・
寛

ミ
　
コ
コ
ロ

御
心
　
神
功
紀
憂
政
元
年
十
二
月
・
寛

．
；
　
　
ク

御
田
　
神
代
紀
上
本
文
・
寛

、
ミ
　
テ

御
手
　
神
代
紀
上
本
文
・
寛

ミ
　
ツ
ラ

御
髪
　
　
神
代
紀
上
本
文
・
寛

ミ
　
ウ
タ

御
謡
　
神
武
即
位
前
紀
・
寛

ミ
　
タ
カ
ラ

御
賓
　
崇
神
紀
六
十
年
七
月
・
寛

ミ
　
ヤ
コ

御
孫
　
垂
仁
紀
廿
五
年
三
月
・
寛

七
〇

こ
れ
ら
の
「
聖
」
「
皇
」
「
天
」
「
神
」
「
御
」
も
、
本
来
は
名
詞
で
あ
り
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
み
　
　
　
　
　
　
（
み
か
ど
）

が
形
容
詞
的
に
機
能
し
て
、
　
「
聖
の
何
」
「
皇
の
何
」
「
天
の
何
」
「
神
の
何
」

（
き
み
）「

御
の
何
」
と
い
う
意
味
を
表
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
や
が

て
、
敬
語
接
頭
辞
と
し
て
の
機
能
を
も
併
せ
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
漢
語
に
対
応
し
て
い
る
「
み
」
も
ま
た
、
本
来
は

名
詞
で
あ
り
、
そ
れ
が
移
容
詞
的
に
機
能
し
て
、
　
「
神
・
天
皇
ひ
い
て
は
宮
廷

の
何
」
と
い
う
意
味
を
表
わ
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
ま
た
、
敬
語

接
頭
辞
と
も
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
形
容
詞
的
機
能



を
果
し
て
い
た
名
詞
「
み
」
が
、
対
応
す
る
こ
れ
ら
の
漢
語
が
名
詞
用
法
と
と

も
に
併
せ
持
っ
も
う
ひ
と
っ
の
用
法
、
す
な
わ
ち
敬
語
接
頭
辞
的
用
法
の
影
響

を
受
げ
て
、
敬
語
接
頭
辞
「
み
」
に
変
化
す
る
可
能
性
は
大
き
い
も
の
と
思
わ

れ
る
。

　
た
だ
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
れ
ら
「
聖
一
「
皇
」
「
天
」
「
神
」
「
御
」
の

中
で
敬
語
接
頭
辞
「
み
」
の
用
字
と
し
て
定
着
し
た
の
は
「
御
」
の
み
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の

「
御
」
字
は
、
同
じ
く
敬
語
で
あ
る
動
詞
用
法
を
も
持
ち
、
そ
れ
が
我
が
国
で

　
　
　
　
　
　
　
＠

も
多
用
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
字
は
敬
語
と
関
わ
り
深
い
と
い
う

用
字
意
識
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
用
字
意
識
の
上
に
、
敬
語
接
頭

辞
「
み
」
は
「
御
」
の
字
形
訓
と
し
て
成
立
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
こ

の
こ
と
は
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
聖
」
「
皇
」
等
い
ず
れ
も
そ

の
可
能
性
を
持
っ
て
い
た
中
で
、
ひ
と
り
そ
の
可
能
性
を
現
実
化
し
て
い
っ
た

　
み「

御
」
に
１
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
漢
語
熟
語
の
訓
と
し
て
の
み
存
在
し
て
い
た
敬

語
接
頭
辞
「
み
」
は
、
自
由
に
１
様
六
な
語
に
も
冠
し
得
る
も
の
と
し
て
独
立
し

　
　
　
　
　
　
　
＠

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

４

前
節
ま
で
に
述
べ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
接
頭
辞
「
み
」

す
る
と
、
大
体
次
の
よ
う
に
図
式
化
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
敬
語
接
頭
辞
「
み
」
の
成
立
・
試
論

の
各
用
法
を
整
理

名
詞
「
み
」

↓
称
詞
用
法
の
接
頭
辞
「
み
」

↓
一
般
用
法
の
接
頭
辞
「
み
」
］

　
一
↓
美
称
用
法
の
接
頭
詞
「
み
」

↓
敬
語
用
法
の
接
頭
辞
「
み
」

す
な
わ
ち
、
畏
怖
す
べ
き
霊
的
存
在
そ
の
も
の
を
表
わ
す
語
「
み
」
が
あ
り
、

こ
れ
が
、
一
方
で
は
、
畏
怖
す
べ
き
呪
的
威
力
あ
る
こ
と
を
表
わ
す
一
般
用
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

の
接
頭
辞
「
み
」
と
な
っ
た
。
こ
の
一
般
用
法
の
接
頭
辞
「
み
」
か
ら
や
が
て

美
称
用
法
の
接
頭
辞
「
み
」
が
派
生
し
て
ゆ
く
。
ま
た
他
方
で
は
、
名
詞
「
み
」

は
漢
語
の
影
響
を
受
げ
て
、
神
・
天
皇
ひ
い
て
は
宮
廷
の
物
に
冠
さ
れ
る
敬
語

用
法
の
接
頭
辞
「
み
」
と
た
っ
た
。
た
だ
、
前
述
の
よ
う
に
、
目
本
語
に
お
げ

る
接
頭
辞
の
中
で
、
敬
語
の
そ
れ
は
異
質
な
働
き
方
を
す
る
こ
と
は
等
閑
視
で

き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
前
者
の
場
合
は
間
題
は
無
い
が
、
後
者

の
場
合
は
、
日
本
語
に
は
無
か
っ
た
表
現
法
の
外
国
語
か
ら
の
受
け
容
れ
と
い

う
間
題
が
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
受
け
容
れ
を
可
能
に
し
た
の
が
、

称
詞
用
法
の
接
頭
辞
「
み
」
の
存
在
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
称
詞
用
法

の
「
み
」
は
、
そ
の
語
の
持
っ
実
質
的
な
意
味
で
下
の
語
を
修
飾
限
定
す
る
の

で
は
な
く
、
彬
式
的
に
冠
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
点
、
敬
語
用
法
の
そ
れ
と
似
て

い
る
。
違
う
の
は
、
敬
語
用
法
の
「
み
」
が
、
冠
す
る
語
の
意
味
す
る
事
物
の

所
有
者
を
敬
う
た
め
の
も
の
で
あ
る
に
対
し
、
称
詞
用
法
の
そ
れ
は
、
冠
す
る

語
の
意
味
す
る
事
物
そ
の
も
の
を
讃
め
称
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一



　
　
　
　
　
敬
語
接
頭
辞
「
み
」
の
成
立
・
試
論

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
、
称
詞
を
あ
る
事
物
名
に
冠
す
る
と
い
う
こ
と
で
、

そ
の
事
物
の
所
有
者
に
敬
意
を
払
う
と
い
う
こ
と
は
修
辞
的
表
現
と
し
て
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。

　
た
だ
、
こ
の
称
詞
用
法
の
「
み
」
は
美
称
用
法
の
そ
れ
と
区
別
っ
き
が
た
い

も
の
で
あ
る
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
次
例
が
あ
る
。

　
　
，
ミ
ア
ヘ

大
【
大
饗
】

　
　
ミ
　
ア
ラ
カ

　
【
大
殿
】

　
　
ミ
メ
ク
．
ミ

　
大
恩

　
大
岬

鴻
【
除
馳
）
シ
ヒ

【
除
戯
ヒ

威
【
齢
蟹
ヒ

【
膝
勢
】

　
ー
　
ナ

尊
【
尊
鋭
】

　
　
ミ
　
カ
ホ

【
尊
顔
】

　
　
ミ
　
ュ
カ

玉
玉
床

　
ミ
　
ク
ラ

宝
【
宝
府
】

斉
明
紀
五
年
三
月
是
月
・
北

天
武
紀
即
位
前
紀
・
寛

天
武
紀
八
年
二
月
・
北

景
行
紀
四
十
年
是
歳
・
寛

神
功
紀
摂
政
五
十
一
年
三
月
・
寛

神
功
紀
摂
政
五
十
年
五
月
・
寛

允
恭
紀
八
年
二
月
・
図

景
行
紀
四
十
年
十
月
・
寛

景
行
紀
廿
七
年
十
二
月
・
寛

崇
神
紀
十
年
九
月
・
寛

履
中
紀
即
位
前
紀
・
図

垂
仁
紀
八
十
八
年
七
月
・
寛

こ
れ
ら
「
大
」
「
鴻
」
「
威
」
「
尊
」
「
玉
」
「
宝
」
等
の
漢
語
は
、

濱
田
氏
が
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

本
語
の
敬
語
接
頭
辞
「
み
」
「
お
ほ
」
の
成
立
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
注
目

さ
れ
た
敬
語
接
頭
辞
的
彩
容
語
詞
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
右
に
掲
げ
た
日
本

書
紀
の
用
例
は
す
べ
て
、
神
・
天
皇
・
宮
廷
に
関
す
る
事
物
に
対
し
て
用
い
ら

れ
た
熟
語
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
訓
み
に
現
わ
れ
た
「
み
」
も
単
に
美

し
い
と
い
う
意
味
を
表
わ
し
た
り
、
冠
さ
れ
た
事
物
を
単
に
美
し
く
言
っ
て
い

る
も
の
（
す
な
わ
ち
美
称
用
法
の
接
頭
辞
）
と
す
る
よ
り
、
神
・
天
皇
ひ
い
て

は
宮
廷
の
物
に
冠
さ
れ
る
と
い
う
限
定
の
生
き
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
称
詞
用

法
の
そ
れ
と
考
え
た
方
が
良
い
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
「
大
」
「
鴻
」
「
威
」
「
尊
」
「
玉
」
「
宝
」
等
の
漢
語
は
、
神
・
天
子

．
宮
廷
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
こ
と
も
た
く
、
敬
語
接
頭
辞
と
恋
っ
て
も
、
そ

れ
ら
に
関
す
る
事
物
に
の
み
冠
せ
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
こ
の
点
、

敬
語
用
法
の
接
頭
辞
「
み
」
の
本
来
の
用
法
と
異
な
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
漢
語

を
敬
語
用
法
の
接
頭
辞
「
み
」
の
成
立
に
直
接
影
響
を
与
え
た
も
の
と
は
考
え

に
く
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
わ

注
◎
「
突
澤
の
疎
肚
に
碑
酒
く
三
輪
Ｖ
す
ゑ
薦
所
れ
ど
も
わ
ご
王
は
高
目
知
ら
し
ぬ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
わ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
わ

　
　
（
万
、
三
・
二
〇
二
）
、
「
伊
和
の
村
く
本
の
名
は
碑
酒
な
り
Ｖ
。
大
紳
、
酒
を
此
の

　
村
に
醸
み
ま
し
き
。
故
、
碑
酒
の
村
と
い
ふ
。
」
（
播
磨
国
風
土
記
・
宍
禾
郡
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
か
き

　
◎
　
「
三
諸
の
神
名
火
山
に
立
ち
向
ふ
三
垣
く
三
垣
Ｖ
の
山
に
」
（
万
、
九
・
一
七
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
か
き

　
　
一
）
、
「
ち
は
や
ぶ
る
神
の
齋
垣
く
伊
垣
Ｖ
も
越
え
ぬ
べ
し
今
は
わ
が
名
の
惜
し
け

　
く
も
無
し
」
（
万
、
十
丁
二
六
六
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
ム
く
し

　
＠
　
「
籠
も
よ
み
寵
持
ち
掘
串
も
よ
み
掘
串
く
美
夫
君
志
Ｖ
持
ち
」
（
万
、
一
・
一
）
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