
は

じ

め

に
「
大
鎧
の
待
遇
表
現
の
考
察
」

ー
待
遇
主
体
の
評
価
的
態
度
を
め
ぐ
っ
て
|
ー
—

従
来
、
「
大
鏡
」
に
お
け
る
待
遇
表
現
の
研
究
は
、
表
現
形
式
そ
の
も
の
を

整
理
把
握
す
る
こ
と
に
偏
り
、
表
現
形
式
の
実
際
の
使
い
分
け
に
際
し
て
は
た

ら
く
要
因
、
と
り
わ
け
待
遇
主
体
の
評
価
的
態
度
と
い
う
面
で
の
要
因
に
つ
い

（注
1
)

て
の
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
待
遇
主

体
の
評
価
的
態
度
を
決
定
す
る
要
因
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
の
は
、
待
遇
さ

（注
2
)

れ
る
側
の
地
位
・
身
分
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
、
地
位
・
身
分
と
い
う
要
因
に
よ

っ
て
す
べ
て
の
用
例
を
処
理
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
位
・
身
分
が

評
価
的
態
度
を
決
め
る
の
に
も
っ
と
も
強
力
に
作
用
し
た
要
因
と
は
い
え
、
つ

ね
に
唯
一
の
決
定
権
を
握
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
小
論
で
は
、
「
大
鏡
」
の

待
遇
表
現
の
調
査
か
ら
、
表
現
の
使
い
分
け
の
あ
り
よ
う
を
示
し
た
う
え
で
、

地
位
・
身
分
以
外
に
も
待
遇
主
体
の
評
価
的
態
度
に
対
し
て
注
目
す
べ
き
要
因

が
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
ま
た
、
そ
れ
を
通
し
て
待
遇

主
体
の
評
価
的
態
度
の
要
因
に
関
し
て
の
十
分
な
検
討
が
表
現
形
式
と
評
価
的

態
度
の
相
関
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
と
を
提

示
で
き
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

「
大
鏡
」
の
作
者
は
、
序
の
部
分
に
お
い
て
世
継
の
口
を
か
り
て
、

「
ま
め
や
か
に
世
継
が
申
さ
む
と
思
ふ
こ
と
は
、
こ
と
ご
と
か
は
。
た
だ

い
ま
の
入
道
殿
下
の
御
有
様
の
、
世
に
す
ぐ
れ
て
お
は
し
ま
す
こ
と
を
、

道
俗
男
女
の
御
前
に
て
申
さ
む
と
思
ふ
が
、
い
と
こ
と
多
く
な
り
て
、
あ

ま
た
の
帝
王
・
后
ま
た
大
臣
・
公
卿
の
御
上
を
つ
づ
く
べ
き
な
り
。
そ
の

な
か
に
、
幸
い
人
に
お
は
し
ま
す
こ
の
御
有
様
申
さ
む
と
思
ふ
ほ
ど
に
、

世
の
中
の
こ
と
の
か
く
れ
な
く
あ
ら
は
る
べ
き
な
り
。
」

と
述
べ
、「

世
間
の
摂
政
•
関
白
と
申
し
、
大
臣
・
公
卿
と
聞
こ
ゆ
る
、
古
今
の
、
み

な
、
こ
の
入
道
殿
の
御
有
様
の
や
う
に
こ
そ
は
お
は
し
ま
し
ら
め
と
ぞ
、
今

様
の
児
ど
も
は
思
ふ
ら
む
か
し
。
さ
れ
ど
も
、
そ
れ
さ
も
あ
ら
ぬ
こ
と
な

り
。
い
ひ
も
て
い
け
ば
、
同
じ
種
一
っ
筋
に
ぞ
お
は
し
あ
れ
ど
、
門
分
か

ぬ
れ
ば
、
人
々
の
御
心
も
ち
ゐ
も
、
ま
た
、
そ
れ
に
し
た
が
ひ
て
こ
と
ご

と
に
な
り
ぬ
。
」

と
述
べ
て
い
る
。

金

仁

珠

- 31 -



ニ
ー

0

ー
為
光

道
隆
|
—
伊
周

道
兼

忠
平
ー
ー
師
輔
ー
ー
兼
家
ー
ー
道
長

ー
兼
通

こ
の
よ
う
に
、
冬
嗣
を
始
祖
と
し
、
そ
の
血
を
う
け
た
人
々
で
あ
っ
て
も
、

各
々
の
あ
り
さ
ま
は
お
な
じ
で
は
な
い
こ
と
、
そ
れ
に
あ
く
ま
で
も
話
の
焦
点

は
道
長
に
あ
る
こ
と
な
ど
、
作
者
の
価
値
観
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
に
注
目
し
て
、

A
、
道
長
に
至
る
ま
で
の
親
子
の
関
係
で
一
筋
に
続
く
主
流
の
人
々
ー
冬

嗣
、
長
良
、
基
経
、
忠
平
、
師
輔
、
兼
家
、
道
長
ー
の
グ
ル
ー
プ
（
以

下
、
「
道
長
す
じ
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
）

B
、
そ
う
で
な
い
傍
流
の
グ
ル
ー
。
フ

に
分
け
て
、
待
遇
主
体
の
評
価
的
態
度
と
し
て

A
B
を
差
別
す
る
と
い
う
観
点

か
ら
待
遇
表
現
の
使
い
分
け
が
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

ー
実
頼
|
—
頼
忠

ー
伊
デ
ー
ー
義
懐

ー
公
季
i

実
成
1

公
成

ー
師
甲
！
済
時

「
の
た
ま
ふ
」

「
の
た
ま
ふ
」
は
語
り
手
の
話
の
中
に
4
6
例
見
え
る
が
、
そ
の
使
わ
れ
方
は

「
の
た
ま
は
す
」
の
方
が
大
臣
中
心
で
あ
る
の
と
異
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

図 1 「道長すじ」はコ‘‘チックで

示す。以下同じ。

そ
の
用
例
の
多
く
は
大
納
言
、
中
納
言
、
右
衛
門
督
、
但
馬
守
、
清
範
律
師
、

進
内
侍
、
乳
母
な
ど
、
「
大
鏡
」
の
中
で
の
序
列
構
成
上
、
下
位
の
人
物
に
対

し
て
の
待
遇
表
現
で
あ
る
。

し
か
し
、
「
の
た
ま
は
す
」
で
待
遇
し
て
い
る
人
物
と
地
位
・
身
分
が
同
じ

人
、
す
な
わ
ち
、
帝
、
太
政
大
臣
、
大
臣
を
「
の
た
ま
ふ
」
で
待
遇
し
た
例
が

6
例
あ
る
。

（注
3
)

1

（
世
継
↓
天
智
帝
）

そ
の
女
御
た
だ
に
も
あ
ら
ず
、
卒
み
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
、
帝
の
思
し
召
し
OJI

た
ま
ひ
け
る
や
う
、
こ
の
女
御
の
卒
め
る
子
、
男
な
ら
ば
臣
が
子
と
せ
む
、
女

な
ら
ば
朕
が
子
と
せ
む
と
思
し
て
（
道
長
伝
・
上
）

2

（
世
継
↓
伊
手
）

こ
こ
に
も
さ
思
ふ
こ
と
な
り
。
さ
ら
ば
申
さ
じ
と
の
た
ま
ふ
を
、
い
と
う
れ

し
と
思
は
れ
け
る
に
、
い
か
に
思
し
な
り
に
け
る
こ
と
に
か
、
や
が
て
問
ひ
ご

と
も
な
く
、
な
り
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
（
伊
手
伝
）

3

（
世
継
↓
頼
忠
）

中
門
の
北
の
廊
の
連
子
よ
り
の
ぞ
か
せ
た
ま
へ
ば
、
い
み
じ
う
は
や
る
馬
に

て
、
御
紐
お
し
の
け
て
、
雑
色
二
三
十
人
ば
か
り
に
、
先
い
と
高
く
お
は
せ

て
、
う
ち
見
い
れ
つ
つ
、
馬
の
手
綱
ひ
か
へ
て
、
扇
高
く
つ
か
ひ
て
通
り
た
ま

ふ
を
、
あ
さ
ま
し
く
思
せ
ど
、
な
か
な
か
な
る
こ
と
な
れ
ば
、
こ
と
多
く
も
OJl

た
ま
は
で
、
た
だ
、
な
さ
け
な
げ
な
る
に
思
に
こ
そ
あ
り
け
れ
と
ば
か
り
ぞ
申

し
た
ま
ひ
け
る
。
（
頼
忠
伝
）

4

（
世
継
↓
時
平
）

生
き
て
も
わ
が
次
に
こ
そ
も
の
し
た
ま
ひ
し
か
。
今
日
、
神
と
な
り
た
ま
へ

り
と
も
、
こ
の
世
に
は
、
わ
れ
に
所
置
き
た
ま
ふ
べ
し
。
い
か
で
か
さ
ら
で
は

あ
る
べ
き
ぞ
と
に
ら
み
や
り
て
の
た
ま
ひ
け
る
。
（
時
平
伝
）
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例
2
の
伊
手
は
摂
政
•
関
白
と
な
っ
た
人
物
と
は
い
え
、
主
流
の
「
道
長
す

5
 

（例
2
)

ー
伊
手

（例
5
)

ー
道
隆
ー
|
伊
周

（例
6
)

ー
道
兼

ー
忠
平
ー
ー
師
輔
ー
ー
兼
家
ー
ー
道
長

（例
3
)

ー
実
頼
|
—
頼
忠

図 2

（
世
継
↓
伊
周
）

こ
の
君
た
ち
皆
お
と
な
び
た
ま
ひ
て
、
女
君
た
ち
は
后
が
ね
と
か
し
づ
き
た

て
ま
つ
り
た
ま
ひ
し
ほ
ど
に
、
さ
ま
ざ
ま
思
し
し
こ
と
ど
も
た
が
ひ
て
、
か
く

御
病
さ
へ
重
り
た
ま
ひ
に
け
れ
ば
、
こ
の
姫
君
た
ち
を
す
ゑ
な
め
て
、
泣
く
泣

く
の
た
ま
ひ
け
る
（
道
隆
伝
）

6
（
世
継
↓
道
兼
）

ま
た
、
大
小
の
こ
と
を
も
申
し
合
せ
む
と
思
う
た
ま
へ
れ
ば
、
無
礼
を
も
え

は
ば
か
ら
ず
、
か
く
ら
う
が
は
し
き
方
に
案
内
ま
う
し
つ
る
な
り
な
ど
こ
ま
や

か
に
の
た
ま
へ
ど
、
言
葉
も
つ
づ
か
ず
（
道
兼
伝
）

以
上
の
6
例
以
外
の
「
の
た
ま
ふ
」
は
す
べ
て
大
納
言
以
下
の
人
物
に
対
し

て
使
わ
れ
て
い
る
。
普
通
、
「
の
た
ま
は
す
」
「
お
ほ
せ
ら
る
」
が
期
待
さ
れ
る

こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
に
「
の
た
ま
ふ
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
ど
う
い
う
要
因
が

は
た
ら
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。

（注
4
)

次
の
図
2
は
、
2
し

6
ま
で
の
用
例
の
「
の
た
ま
ふ
」
で
待
遇
さ
れ
て
い
る

人
物
を
簡
単
な
系
図
で
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
例
4
)

ー
時
平

ニ
ー

「
お
ほ
せ
ら
る
」

じ
」
で
は
な
い
人
で
あ
る
。
例
3
の
頼
忠
は
関
白
で
あ
っ
た
が
、
直
衣
で
参
内

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
が
「
頼
忠
伝
」
に
述
べ
ら
れ
て
い
て
「
関
白
し
た

ま
へ
ど
、
よ
そ
の
人
に
お
は
し
ま
し
け
れ
ば
に
や
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
頼
忠
は
外
宍
関
係
が
な
い
人
で
、
兼
家
と
対
抗
し
た
が
主
流
に
は
な
れ

な
か
っ
た
傍
流
の
人
物
で
あ
る
。
例
4
の
時
平
は
、
世
継
が
「
か
く
あ
さ
ま
し

き
悪
事
を
申
し
行
ひ
た
ま
へ
り
し
罪
に
よ
り
、
こ
の
大
臣
の
御
末
は
お
は
せ
ぬ

な
り
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
道
真
の
怨
み
に
よ
っ
て
衰
亡
す
る
人
物
で
あ

る
。
時
平
一
族
の
衰
亡
に
よ
っ
て
道
長
の
そ
も
そ
も
の
出
自
で
あ
る
忠
平
の
一

族
が
栄
え
た
の
で
あ
る
。
例
5
の
伊
周
の
場
合
、
遣
長
に
対
立
し
た
が
敗
れ
て

失
意
の
境
遇
に
あ
る
人
物
で
あ
る
。
例
6
の
道
兼
に
つ
い
て
は
、
道
兼
が
花
山

院
を
す
か
し
退
位
さ
せ
、
ま
た
そ
の
子
息
の
兼
隆
も
小
一
条
院
を
す
か
し
て
辞

退
さ
せ
た
も
の
だ
と
し
「
帝
・
春
宮
の
御
あ
た
り
近
づ
か
で
あ
り
ぬ
べ
き
族
」

と
い
う
世
間
の
噂
が
あ
っ
た
と
い
う
記
事
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
以
上
、
2
し

6
ま
で
の
人
物
は
「
道
長
す
じ
」
で
は
な
い
傍
流
の
グ
ル
ー
プ
の
人
々
で
あ
る

と
い
う
共
通
点
を
も
っ
て
い
る
。

一
条
院
、
三

世
継
が
「
お
ほ
せ
ら
る
」
で
待
遇
し
て
い
る
人
物
は
、

a
帝
二
天
智
帝
、
陽
成
院
、
村
上
帝
、
円
融
院
、
花
山
院
、

条
院
。

b

后
（
遵
子
）
、
東
宮
（
後
朱
雀
）
、
親
王
（
永
平
親
王
、
敦
道
親
王
）

c

太
政
大
臣
（
兼
家
、
公
季
、
道
長
）
、
左
大
臣
（
雅
信
）
、
内
大
臣
（
道

隆
）
、
右
大
臣
（
師
輔
）

d

道
長
室
明
子
、
這
長
男
右
馬
頭
入
道
顕
信
、
同
大
納
言
能
信

で
あ
る
。
繁
樹
は
、
帝
（
村
上
帝
、
醍
醐
帝
）
、
太
政
大
臣
忠
平
に
つ
い
て
、
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侍は東宮敦明と道長に対して各々「おほせらる」で待遇している。

これ以外の登場人物間の用例も詮子が一条院に対して、道長が三条

院に対して、女が道長に対して、というように、帝、太政大臣に対

しての使い方である。ところが、dのグルー。フの人物は「大鏡」の

登場人物の官位を相対的に捉えた場合、高い官位には属さない人物

である。これらの人物は、「おほせらる」よりもむしろ「のたまふ」

の方が期待される官位の人々であるが「おほせらる」でも待遇され

ているということである。顕信に対しては「のたまふ」で待遇した

例があり、侍も能信に対して「のたまふ」で待遇した例がある。こ

のことは、Cの人物に対しては「のたまふ」で待遇した例がないの

と対照的である。すなわち、

（世継↓明子）

高松殿の御夢にこそ、左の方の御ぐしを、なからより剃り落させ

たまふと御覧じけるを、かくて後にこそ、これが見えけるなりけり

と思ひさだめて、ちがへさせ、祈などをもすべかりけることをと

仰せられける。（道長・上）

（世継↓顕信）

これがあまた重ねて着たるなむうるさき。綿を―つに入れなして

―つばかりを着たらばや。しかせよと仰せられければこれかれそそ

きはべらむもうるさきにことを厚くしてまゐらせむ」と申しければ

それはひさしくもなりなむ。ただとくと思ふぞと仰せられければ

（道長・上）

と「おほせらる」で待遇している。それでは、これらの用例には

どういう要因がはたらいたのであろうか。ここで注目したいのは、

dのグルー。フの人物が道長の妻、息子という立場の人々であるとい

右大臣輔師 左大臣師手 太政大頼忠臣 太政大実頼臣 太政人忠平臣 大右仲臣平 左大臣時平 太政大経基臣 栴納言長良中 右大良臣相 太良政大房臣 大左冬臣嗣

8 4 10 9 5310103294 ] 
L― 

召
22 1 7 5 18 1 6 14 3 

竺
▲ △ △ ■ □口 L— 

| 

う
こ
と
で
あ
る
。
他
の
大
納
言
以
下
の
人
物
に
対
し
て
は
「
の
た
ま
ふ
」
で
待

遇
し
て
い
る
の
に
、

d
の
グ
ル
ー
プ
は
「
道
長
す
じ
」
の
人
々
で
あ
る
の
で

「
お
ほ
せ
ら
る
」
で
待
遇
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
ニ
ー

0
の
「
の
た

ま
ふ
」
の
場
合
、
傍
流
の
グ
ル
ー
プ
の
人
々
に
対
し
て
低
く
待
遇
し
て
い
る
の

と
う
ら
は
ら
で
、
同
じ
く
待
遇
主
体
の
評
価
的
態
度
に
よ
る
差
別
的
観
点
か
ら

で
あ
る
。ニ

ー
ニ

つ
ぎ
の
表
は
、
「
大
鏡
」
の
列
伝
と
し
て
表
題
に
揚
げ
ら
れ
て
い
る
人
物
に

対
す
る
世
継
の
「
給
ふ
」
「
せ
給
ふ
」
に
よ
る
待
遇
表
現
の
数
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。

「
給
ふ
」
「
せ
給
ふ
」
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太
政
大
臣
伊
予

太
政
大
臣
兼
通

太
政
大
臣
為
光

太
政
大
臣
公
季

太
政
大
臣
兼
家

内

大

臣

道

隆

1

9

右

大

臣

道

兼

2

0

太
政
大
臣
道
長

21

□
△

0
唸
な
ど
の
模
様
は
世
代
別

.
▲
●
＊
↓
「
道
長
す
じ
」

□
△

0
＊
↓
「
道
長
す
じ
」
以
外
の
傍
流
の
人
々

上
の
表
か
ら
「
道
長
す
じ
」
の
忠
平
、
師
輔
、
兼
家
、
道
長
と
、
そ
れ
以
外

の
人
々
の
間
に
は
、
「
給
ふ
」
「
せ
給
ふ
」
の
使
用
の
面
で
は
っ
き
り
と
し
た
差

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
口
印
を
つ
け
た
世
代
の
人
々
の
な
か
で
は
時
平
、
仲

平
に
比
べ
て
忠
平
が
多
く
「
せ
給
ふ
」
で
待
遇
さ
れ
、
△
を
つ
け
た
世
代
の
人

々
の
な
か
で
は
実
頼
、
師
戸
に
比
べ
て
師
輔
が
多
く
「
せ
給
ふ
」
で
待
遇
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、

0
印
を
つ
け
た
人
々
の
中
で
は
頼
忠
、
伊
デ
、
兼
通
に
比
べ

て
兼
家
が
、
や
は
り
「
せ
給
ふ
」
で
待
遇
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
さ
ら
に
、
道

長
は
「
せ
給
ふ
」
1
2
9
例
で
、
道
隆
、
道
兼
よ
り
は
っ
き
り
と
高
い
比
率
で
「
せ

給
ふ
」
で
待
遇
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
「
道
長
す
じ
」
に
対
し
て
は

「
せ
給
ふ
」
を
中
心
と
し
て
待
遇
し
、
「
道
長
す
じ
」
で
な
い
人
々
に
対
し
て

は
「
給
ふ
」
を
中
心
と
し
て
待
遇
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
公
季
に
対
し
て
は
、

「
せ
給
ふ
」
で
待
遇
す
る
用
例
が
多
い
が
、
こ
れ
は
公
季
の
母
が
醍
醐
天
皇
皇

女
康
子
内
親
王
で
あ
る
こ
と
、
中
宮
安
子
に
養
育
さ
れ
親
王
扱
い
を
受
け
た
こ

4
 

3
 

129 13 30 

*** 
43 14 

．
 

5 

9 10 

000  

2
 

8
 

e
 

d
 

c
 

b
 

a
 

「
お
は
す
」
「
お
は
し
ま
す
」

と
な
ど
公
季
の
出
自
か
ら
理
解
で
き
る
。

社
会
的
序
列
体
系
の
中
で
も
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
を
構
成
す
る
ク
ラ
ス
と
い
う
こ

と
で
は
「
道
長
す
じ
」
の
人
々
も
「
道
長
す
じ
」
で
は
な
い
人
々
も
同
じ
で
あ

る
が
、
待
遇
主
体
の
評
価
的
態
度
に
よ
っ
て
、
「
給
ふ
」
「
せ
給
ふ
」
の
使
い
方

に
お
お
き
な
隔
た
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ニ
ー
三

「
大
鏡
」
の
「
お
は
す
」
「
お
は
し
ま
す
」
の
使
わ
れ
方
は
次
の
よ
う
で
あ

る。

神
、
帝
ー
「
お
は
す
」
で
待
遇
す
る
こ
と
は
な
い
。

皇
后
ー
単
独
で
は
「
お
は
す
」
で
待
遇
す
る
こ
と
は
な
い
。

帝
の
兄
弟
、
親
王
、
内
親
王
ー
具
体
的
に
名
を
示
し
た
東
宮
に
対
し
て

（注
5
)

「
お
は
す
」
で
待
遇
す
る
こ
と
は
な
い
。
（
例
外
が
一
例
あ
る
）

a、

b
、
C

、
以
外
は
、
女
御
、
摂
政
関
白
、
太
政
大
臣
と
い
っ
て
も

場
合
に
よ
っ
て
差
が
あ
っ
て
「
お
は
す
」
「
お
は
し
ま
す
」
と
も
に
使

用
さ
れ
て
い
る
。

乳
母
、
女
房
、
繁
樹
後
妻
、
大
師
、
忠
良
女
、
敦
忠
子
、
な
ど
「
大

鏡
」
の
中
で
身
分
の
面
か
ら
一
番
下
の
グ
ル
ー
プ
の
人
々
に
対
し
て
は

「
お
は
す
」
で
待
遇
し
て
い
て
「
お
は
し
ま
す
」
で
待
遇
し
た
例
は
な

‘.o 

し

以
上
を
「
お
は
す
」
「
お
は
し
ま
す
」
の
使
わ
れ
方
か
ら
分
け
る
と
、
「
お
は

し
ま
す
」
専
用
の

a
、
b
、
C

と
、
「
お
は
す
」
専
用
の

e
と
、
両
表
現
と
も

に
使
用
さ
れ
る
d
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
以
上
は
世
継
の
待
遇
表
現

の
使
い
方
で
あ
る
が
、
繁
樹
、
侍
の
場
合
も
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
繁

樹
、
侍
の
詞
中
に
は
「
お
は
す
」
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
繁
樹
、
侍
の
話
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題
と
し
て
登
場
す
る
人
物
に
対
し
て
は
世
継
も
「
お
は
し
ま
す
」
で
待
遇
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、

d
の
グ
ル
ー
プ
の
人
々
に
対
し
て
「
お
は
す
」
「
お
は
し
ま
す
」
の

両
表
現
が
使
わ
れ
る
と
い
っ
て
も
、
「
お
は
し
ま
す
」
が
殆
ど
で
あ
っ
て
ま
れ

に
「
お
は
す
」
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
官
位
か
ら
考

え
れ
ば
d
の
グ
ル
ー
。
フ
に
入
る
人
物
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
「
お
は
し
ま
す
」

で
は
待
遇
し
な
い
で
、
「
お
は
す
」
だ
け
で
待
遇
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
あ
る
。

左
大
臣
師
男
系
の
師
男
、
八
の
宮
、
芳
子
、
済
時
に
対
し
て
の
待
遇
表
現
が
そ

れ
で
あ
る
。

（
世
継
↓
芳
子
）

御
女
、
村
上
の
御
時
の
宣
耀
殿
の
女
御
、
か
た
ち
を
か
し
げ
に
う
つ
く
し
う

お
は
し
け
り
。
（
師
手
伝
）

（
世
継
↓
師
手
）

か
か
る
こ
と
な
む
と
、
父
大
臣
は
聞
き
た
ま
ひ
て
、
御
装
束
し
て
、
手
洗
ひ

な
ど
し
て
、
所
々
に
誦
経
な
ど
し
、
念
じ
入
り
て
ぞ
お
は
し
け
る
。
（
師
手
伝
）

（
世
継
↓
八
の
宮
）

こ
の
女
御
の
御
腹
に
、
八
の
宮
と
て
男
親
王
一
人
生
れ
た
ま
へ
り
。
御
か
た

ち
な
ど
は
清
げ
に
お
は
し
け
れ
ど
（
師
手
伝
）

（
世
継
↓
済
時
）

こ
の
大
将
は
、
父
大
臣
よ
り
も
御
心
ざ
ま
わ
づ
ら
は
し
く
、
く
せ
ぐ
せ
し
き

お
ぽ
え
ま
さ
り
て
、
名
聞
に
な
ど
ぞ
お
は
せ
し
。
（
師
男
伝
）

（
繁
樹
、
侍
の
こ
れ
ら
の
人
々
に
対
す
る
用
例
は
な
い
。
）

な
ど
で
、
あ
と
の
済
時
に
対
す
る
4
例
、
芳
子
に
対
す
る

2
例
も
「
お
は

す
」
で
待
遇
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
要
因
が
は
た
ら
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

次
の
図
は
師
手
系
と
「
道
長
す
じ
」
と
の
関
係
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

忠

平

ー

|

師

輔

兼

家

道

長

ー
憲
平
親
王

ー

安

子

ー

ー

為

平

親

王

一
ー
守
平
親
王

帝上村

閾
囲
—
|
＿
済
時
一
（
八
の
宮
）

_
_
 ＿
芳
子
一
ー
ー
＿
永
平
親
王
＿

ー
言
平
親
王
＿

師
罪
は
、
「
道
長
す
じ
」
の
師
輔
と
対
立
し
た
人
物
で
、
こ
の
二
人
の
娘
で

あ
る
芳
子
と
安
子
も
、
村
上
帝
を
め
ぐ
っ
て
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
っ
た
。
芳
子

は
、
村
上
天
皇
の
寵
愛
が
こ
と
の
ほ
か
に
厚
い
女
御
だ
っ
た
の
で
、
安
子
は
芳

子
を
ラ
イ
バ
ル
と
意
識
し
て
妬
ん
だ
の
で
あ
る
。
「
師
輔
伝
」
に
は
、
安
子
が

芳
子
の
方
に
む
か
っ
て
破
片
を
投
げ
つ
け
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
っ
て
、

は
げ
し
い
嫉
妬
心
を
描
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
娘
た
ち
の
争
い
も
加
わ
っ

て
、
「
道
長
す
じ
」
と
そ
れ
以
外
の
傍
流
と
は
対
立
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
，

の
傍
流
の
人
物
に
対
し
て
は
、

d
の
グ
ル
ー
。
フ
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
専
ら

「
お
は
す
」
で
待
遇
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
師
手
系
と
は
対
照
的
に
、
師
輔
の

1
5
例
の
す
べ
て
、
安
子
の
10
例
す
べ
て
が
「
お
は
し
ま
す
」
で
待
遇
さ
れ
、
「
お

は
す
」
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
待
遇
主
体
の
評
価
的
態
度
の

差
を
非
常
に
よ
く
現
し
て
い
る
。

つ
ぎ
に
、

C

の
帝
の
兄
弟
、
親
王
、
内
親
王
の
場
合
の
用
例
で
気
に
な
る
広

平
親
王
の
例
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

図 3 二は，師手系の

人物を示す。
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こ
の
よ
う
に
、
世
継
が
「
帝
、
春
宮
と
申
し
、
代
々
の
関
白
、
摂
政
と
申
す

元
方
の
民
部
卿

元

子

広

平

親

王

ラ
イ
バ
ル

師

輔

安

子

憲
平
親
王
・

（
世
継
↓
広
平
親
王
）

元
方
の
民
部
卿
の
御
孫
、
儲
の
君
に
て
お
は
す
る
頃
、
帝
の
御
庚
申
せ
さ
せ

た
ま
ふ
に
（
師
輔
伝
）

村
上
帝
第
一
皇
子
の
広
平
親
王
に
対
す
る
待
遇
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
は
、
祐

姫
（
南
家
の
裔
元
方
の
娘
）
が
す
で
に
皇
子
（
広
平
親
王
）
を
産
ん
で
は
い
る

も
の
の
、
安
子
が
懐
妊
（
憲
平
親
王
）
し
た
の
で
、
も
し
皇
子
を
産
ん
だ
ら
ど

う
し
よ
う
か
と
、
元
方
が
気
を
も
ん
で
い
た
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
の
庚
申
待
の

話
で
あ
る
。
師
輔
が
、
生
ま
れ
る
の
が
皇
子
か
ど
う
か
を
占
い
、
皇
子
な
ら
調

六
が
出
る
よ
う
に
と
言
っ
た
と
こ
ろ
一
度
で
出
た
の
で
、
元
方
は
大
き
な
シ
ョ

ッ
ク
を
受
け
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
具
体
的
に
名
を
示
し
て
は

い
な
い
が
、
「
元
方
の
民
部
卿
の
御
孫
、
儲
の
君
」
と
い
え
ば
、
広
平
親
王
の

こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
話
す
方
も
、
聞
く
方
も
判
然
と
わ
か
る
場
面
で

あ
る
。
結
局
、
広
平
親
王
は
、
東
宮
に
は
な
れ
な
か
っ
た
が
、
「
儲
の
君
」
で

あ
っ
た
頃
の
話
な
の
に
「
お
は
す
」
で
待
遇
し
て
い
る
の
は
普
通
の
使
わ
れ
方

で
は
な
い
。
「
大
鏡
」
で
は
、
高
明
親
王
、
為
尊
親
王
、
敦
道
親
王
、
資
平
親

王
、
師
明
親
王
、
重
明
親
王
、
盛
明
親
王
、
敦
平
親
王
、
敦
康
親
王
、
敦
実
親

王
、
敦
明
親
王
、
な
ど
に
は
「
お
は
す
」
で
待
遇
し
た
例
は
な
い
。

こ
こ
で
の
人
物
を
「
道
長
す
じ
」
と
ラ
イ
バ
ル
側
に
分
け
て
示
す
と
以
下
の

よ
う
に
な
る
。

「
道
長
す
じ
」

も
、
多
く
は
、
た
だ
こ
の
九
条
殿
の
御
一
筋
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
、
そ
の
師

輔
の
ラ
イ
バ
ル
側
の
人
物
に
対
し
て
の
待
遇
意
識
が
働
い
た
結
果
で
あ
る
。
同

じ
場
面
で
、

（
世
継
↓
安
子
）

冷
泉
院
の
卒
ま
れ
お
は
し
ま
し
た
る
ほ
ど
に
て
、
さ
ら
ぬ
だ
に
世
の
人
い
か

が
と
思
ひ
ま
う
し
た
る
に
（
師
輔
伝
）

の
よ
う
な
用
例
も
あ
り
、
ま
た
、
「
お
は
す
」
「
お
は
し
ま
す
」
以
外
の
待
遇

表
現
も
「
道
長
す
じ
」
の
師
輔
系
か
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
る
元
方
系
か
に
よ
っ

て
判
然
と
差
が
あ
る
。
元
方
の
民
部
卿
に
は
「
た
ま
ふ
」
で
待
遇
し
、
師
輔
に

は
、
「
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
ひ
て
」
「
擁
打
た
せ
た
ま
ふ
」
と
待
遇
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
元
方
に
対
し
て
は
、
「
色
も
い
と
青
く
こ
と
な
り
た
り
け
れ
」
と

尊
敬
表
現
を
用
い
て
な
い
場
合
や
「
霊
に
出
で
ま
し
て
」
と
「
ま
す
」
で
待
遇

し
て
い
る
例
が
あ
る
。
「
言
ふ
」
の
尊
敬
表
現
も
「
大
鏡
」
の
な
か
で
一
番
敬

意
の
度
合
が
低
い
「
の
た
ま
ふ
」
を
用
い
て
い
る
。
世
継
が
「
た
だ
こ
の
第
一

筋
の
か
く
栄
え
た
ま
ふ
べ
き
ぞ
見
ま
う
す
」
と
語
っ
て
い
る
人
物
師
輔
に
対
す

る
待
遇
意
識
と
は
差
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
「
お
は
す
」
「
お
は
し
ま
す
」

の
場
合
も
、
「
道
長
す
じ
」
か
そ
う
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
待
遇
主
体
の

評
価
的
態
度
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

「
大
鏡
」
の
待
遇
表
現
に
つ
い
て
、
「
の
た
ま
ふ
」
、
「
お
ほ
せ
ら
る
」
、
「
給

ふ
」
、
「
せ
給
ふ
」
、
「
お
は
す
」
、
「
お
は
し
ま
す
」
の
順
で
検
討
し
た
。
そ
の
結

果
、
待
遇
主
体
の
評
価
的
態
度
を
決
定
す
る
要
因
と
し
[
て
ヽ
「
道
長
す
じ
」
か

ど
う
か
と
い
う
差
別
的
要
因
が
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
っ

た
。
地
位
・
身
分
と
い
う
要
因
が
当
代
に
お
い
て
強
力
に
作
用
す
る
要
因
と
は

ま

と

め
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い
え
、
そ
れ
だ
け
が
表
現
形
式
と
評
価
的
態
度
と
の
相
関
関
係
を
き
め
る
前
提

と
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
待
遇
表
現
の
使
用
を
、
そ
の
背
景
に
あ
る
社
会

あ
る
い
は
文
化
と
の
関
係
で
と
ら
え
る
の
は
、
大
事
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
実
際
の
言
語
の
使
用
は
、
そ
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
時
代
的
特
徴
だ
け
か

ら
機
械
的
に
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
柔
軟
に
行
わ
れ
る
。
本
稿
で

は
、
そ
の
柔
軟
な
言
語
使
用
を
捉
え
る
た
め
に
評
価
的
態
度
の
一
っ
と
し
て

「
道
長
す
じ
」
と
そ
う
で
な
い
す
じ
と
の
違
い
を
考
え
て
き
た
。
地
位
・
身
分

に
比
べ
る
と
微
弱
な
要
因
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
よ
う
に
評
価
的
態
度
の
要

因
を
多
面
的
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
文
学
作
品
を
生
き
生
き
と
解

釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

注

(
1
)

「
『
い
み
し
う
と
き
に
お
は
せ
し
ほ
と
に
』
考
」

「
非
尊
敬
動
詞
に
接
続
せ
る
尊
敬
助
動
詞
『
る
』
『
ら
る
』
考
」

「
尊
敬
補
助
動
詞
『
給
ふ
』
と
二
重
敬
語
『
せ
給
ふ
』
考
」

小
久
保
崇
明
（
一
九
七
八
）
『
大
鏡
の
語
法
の
研
究
』
所
収
論
文

あ
出
版

保
坂
弘
司
（
一
九
七
九
）
「
大
鏡
に
お
け
る
語
法
の
位
相
」
『
大
鏡
研
究
序

説
』
講
談
社

(
2
)

小
論
で
は
お
も
に
序
列
構
成
上
の
官
位
に
相
当
す
る
。

(
3
)

↓
の
上
側
は
待
遇
主
体
‘
↓
の
下
側
は
待
遇
客
体
、
す
な
わ
ち
、
待
遇
さ
れ

る
側
の
人
物
を
示
す
。
↓
は
、
待
遇
の
方
向
を
示
す
。

(
4
)
1
の
帝
に
対
す
る
用
例
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
の
観
点
と
直
接
的
に
関
係
し

な
い
の
で
取
り
上
げ
な
い
こ
と
に
す
る
。

(
5
)

（
世
継
↓
法
師
東
宮
）

中
に
法
師
東
宮
お
は
し
け
る
こ
そ
、
う
せ
た
ま
ひ
て
後
に
、
贈
太
上
天
皇
と

申
し
て
：
・
…
(
師
手
伝
）

(
6
)

元
方
に
対
す
る
こ
の
用
例
以
外
は
、
世
継
の
繁
樹
の
妻
に
対
す
る
用
例
だ
け

で
あ
る
。

※
小
論
は
古
本
系
の
東
松
本
、
平
松
本
を
中
心
に
調
査
し
た
が
、
論
文
の
中
で
の
引

さ
る
び

用
は
「
日
本
文
学
全
集
」
所
収
「
大
鏡
」
（
平
松
本
）

「
」
は
筆
者
の
方
針
に
よ
り
は
ず
し
た
。

（
筑
波
大
学
博
士
課
程

に
よ
っ
た
。

文
芸
・
言
語
研
究
科

た
だ
し
、

日
本
語
学
）
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