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敬
う

　

尊
敬
す
る
人
、
敬
え
る
人
は
い
ま
す
か
。
親
だ
っ
た
り
、
上

司
だ
っ
た
り
、
偉
人
だ
っ
た
り
、
い
ろ
い
ろ
な
人
が
頭
に
思
い

浮
か
ぶ
と
思
い
ま
す
。

　

な
ぜ
敬
え
る
か
を
考
え
る
と
、
そ
の
人
は
す
ご
く
優
し
い
か

ら
、
そ
の
人
は
す
ご
く
頭
の
良
い
人
だ
か
ら
、
そ
の
人
は
す
ご

く
仕
事
が
で
き
る
人
だ
か
ら
、
な
ど
性
格
の
良
さ
や
優
れ
た
才

能
や
肩
書
き
に
、
す
ご
い
な
と
思
っ
て
い
る
程
度
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

　

自
分
の
物
差
し
で
尊
敬
で
き
る
か
を
決
め
て
い
ま
す
。
そ
し

て
尊
敬
と
い
っ
て
も
何
か
あ
れ
ば
我
々
が
す
る
尊
敬
な
ん
て
も

の
は
す
ぐ
に
吹
き
飛
び
ま
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
の
時
代
に
、
王
子
が
父
で
あ
る
王
を
殺
す
と
い

う
事
件
が
起
き
ま
し
た
。
王
子
は
ダ
イ
バ
ダ
ッ
タ
と
い
う
人
に

そ
そ
の
か
さ
れ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
仏
説
観

無
量
寿
経
の
中
に
出
て
き
ま
す
。
こ
の
ダ
イ
バ
ダ
ッ
タ
は
お
釈

迦
さ
ま
の
教
団
を
混
乱
さ
せ
た
り
、
お
釈
迦
さ
ま
を
殺
そ
う
と

し
た
り
と
、
い
わ
ゆ
る
「
悪
人
」
で
し
た
。

　

し
か
し
親
鸞
聖
人
は
こ
の
ダ
イ
バ
ダ
ッ
タ
と
い
う
人
も
含
め

て
誰
ひ
と
り
欠
け
る
こ
と
な
く
存
在
し
た
た
め
に
、
親
鸞
の
も

と
に
浄
土
の
教
え
が
届
い
た
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

お
釈
迦
さ
ま
だ
け
で
は
な
く
、
ダ
イ
バ
ダ
ッ
タ
も
含
め
た
全

員
を
有
り
難
い
と
敬
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

本
当
に
尊
く
思
う
気
持
ち
、

敬
う
気
持
ち
は

仏
の
教
え
に

出
あ
わ
な
い

と
起
こ
ら
な

い
も
の
で
す
。



独
占
的
で
は
な
く
他
者
と
共
有
（
シ
ェ
ア
）
す
る
考
え
方
な
ど
、

「
報
恩
」
を
通
じ
て
私
に
与
え
ら
れ
た
方
向
性
で
は
な
い
か
と

思
う
の
で
す
。

　

ま
た
、「
慶
讃
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
と
思

う
の
で
す
。「
慶
讃
」
の
漢
字
の
意
味
は
「
よ
ろ
こ
び  

ほ
め

た
た
え
る
」
で
あ
り
、
元
と
な
る
言
葉
は
親
鸞
聖
人
が
聖
徳
太

子
を
憶
っ
て
詠
わ
れ
た
ご
和
讃
に
出
で
く
る
「
慶
喜
奉
讃
」
で

あ
る
と
聞
き
及
び
ま
す
。
こ
の
「
よ
ろ
こ
び
」
も
、
一
人
だ
け

嬉
し
か
っ
た
ら
良
い
と
い
う
わ
け
で
な
く
、
誰
も
が
共
通
し
て

よ
ろ
こ
ぶ
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
本
当
の
「
よ
ろ
こ
び
」
で
あ

り
ま
し
ょ
う
。「
ほ
め
た
た
え
る
」
と
い
う
こ
と
も
、
家
の
中

で
一
人
、「
親
鸞
聖
人
す
ご
い
な
あ
」
と
思
う
こ
と
は
感
心
す

る
だ
け
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。

そ
の
す
ご
い
こ
と
を
他
者
に
伝
え
、
伝
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
他

者
が
よ
ろ
こ
び
、
他
者
と
共
感
す
る
こ
と
が
で
き
て
「
ほ
め
た
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五
十
年
に
一
度
の
大
法
要
、
慶
讃
法
要
の
年
に
当
た
り
筆
を

と
っ
た
「
慶
讃
と
報
恩
」
の
連
載
も
つ
い
に
最
終
号
と
な
り
ま

し
た
。
全
五
号
の
連
載
と
し
て
親
鸞
聖
人
の
御
誕
生
と
立
教
開

宗
の
意
義
に
つ
い
て
書
き
進
め
る
中
で
、
前
号
で
は
、
金
子
大

榮
師
の
「
報
恩
」
の
理
解
に
つ
い
て
「
他
に
移
す
の
が
本
当
の

報
恩
、
報
い
る
と
い
う
意
味
」
と
の
言
葉
を
ご
紹
介
し
た
こ
と

で
す
。
そ
の
「
他
に
移
す
」
と
は
他
者
と
通
じ
合
う
こ
と
で
す
。

こ
こ
で
私
が
強
く
思
う
こ
と
は
、
親
鸞
聖
人
の
御
恩
に
報
い
る

た
め
に
は
他
者
と
の
「
共
感
」「
共
通
」「
共
有
」
が
重
要
で

あ
る
と
思
う
の
で
す
。
他
者
と
共
感
し
た
い
と
思
う
気
持
ち
、

個
別
の
人
生
で
は
あ
る
が
他
者
と
共
通
し
て
い
る
と
い
う
実
感
、

慶
讃
と
報
恩
（
５
）

田
中 

智
教

―
宗
祖
親
鸞
聖
人
御
誕
生
八
百
五
十
年
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
立
教
開
宗
八
百
年
―

か
ね 

こ 

だ
い

え
い

お
も

う
た

き
ょ
う
き
ほ
う
さ
ん



た
え
る
」
が
成
立
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
こ
で
、
私
と
し
て
は
「
他
者
を
通
し
て
自
己
を
省
み
る
」

と
い
う
方
向
性
が
、
現
代
社
会
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
大

切
な
こ
と
で
は
な
い
か
と
申
し
上
げ
た
い
の
で
す
。
積
極
的
に
、

意
図
的
に
他
者
と
通
じ
合
い
た
い
と
思
い
取
り
組
む
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
身
の
在
り
方
を
反
省
し
自
己
を
形
成
し
て
い
く
と
で

も
申
し
ま
し
ょ
う
か
。
他
者
と
の
関
わ
り
を
表
だ
っ
て
考
え
る

こ
と
の
重
要
性
を
感
じ
る
の
で
す
。

　

先
日
も
、
あ
る
友
人
か
ら
「
個
の
自
覚
」
と
言
わ
れ
て
も
よ

く
わ
か
ら
な
い
と
相
談
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
同
朋
会
運
動
の

ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
「
家
の
宗
教
か
ら
個
の
自

覚
の
宗
教
へ
」
の
中
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
で
す
が
、
私
と
い
う

個
体
が
主
体
的
に
信
仰
に
目
覚
め
て
い
く
こ
と
を
「
自
覚
」
と

い
う
言
葉
で
表
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
家

の
宗
教
す
ら
薄
れ
る
社
会
の
中
で
、
何
を
促
さ
れ
て
い
る
の
か

判
然
と
し
な
い
人
も
少
な
く
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
現

代
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
お
い
て
、
言
語
も
違
う
よ
う
な

他
者
に
真
宗
を
伝
え
た
い
と
思
う
取
組
み
か
ら
、
真
宗
か
ら
遠

ざ
か
っ
て
い
た
自
己
に
気
づ
い
て
い
く
よ
う
な
営
み
が
現
代
に

必
要
で
あ
る
と
「
慶
讃
と
報
恩
」
か
ら
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と

で
し
た
。（
完
）
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一
生
過
ぎ
や
す
し

　

一
周
忌
の
法
事
の
時
に
施
主
さ
ん
か
ら
「
今
日
は
一
周
忌
で

来
年
が
三
回
忌
で
す
よ
ね
、
そ
の
あ
と
は
ま
た
七
回
忌
で
、
そ

の
あ
と
は
十
三
回
忌
。
そ
れ
を
五
十
回
忌
ま
で
や
ら
な
い
と
い

け
な
い
の
で
す
か
」
と
た
ず
ね
ら
れ
ま
し
た
。
こ
う
い
う
質
問

は
よ
く
さ
れ
ま
す
。

　

施
主
さ
ん
に
答
え
ま
す
。「
で
は
ご
自
分
の
年
齢
に
五
十
を

足
し
て
く
だ
さ
い
」
そ
う
言
う
と
「
あ
あ
、
も
う
私
が
死
ん
で

る
な
」
と
言
わ
れ
ま
す
。

　

配
偶
者
の
法
事
を
生
き
て
勤
め
よ
う
と
す
る
と
十
三
回
忌
ま

で
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
。
親
の
法
事
を
生
き
て
勤
め
る
の
も
二

十
三
回
忌
か
二
十
七
回
忌
く
ら
い
で
し
ょ
う
か
。

　

い
わ
ゆ
る
順
番
通
り
で
い
く
な
ら
ば
、
父
親
を
亡
く
し
、
母

を
亡
く
し
、
夫
を
亡
く
し
と
い
う
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
も
ち

ろ
ん
順
番
な
ん
て
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
自
分
の
順
番
が
ま
わ

っ
て
く
る
の
は
意
外
と
あ
っ
と
い
う
間
で
す
。

　

そ
し
て
自
分
が
死
ん
だ
ら
何
年
か
で
だ
ん
だ
ん
と
忘
れ
ら
れ

て
い
き
ま
す
。
そ
し
て
死
ん
で
五
十
年
も
た
っ
た
ら
名
前
く
ら

い
し
か
覚
え
ら
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

六
月
二
十
八
日
（
水
）
十
時　

親
鸞
聖
人
ご
命
日
の
お
勤
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
朋
会
例
会

　

先
月
号
で
も
お
伝
え
し
ま
し
た
が
報
恩
講
の
日
程
の
変
更

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

コ
ロ
ナ
に
よ
り
報
恩
講
は
十
一
月
三
日
の
み
勤
め
て
お
り

ま
し
た
。
今
年
か
ら
諸
事
情
に
よ
り
、
日
程
を
十
月
の
最
終

日
曜
日
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

今
年
の
報
恩
講
は
十
月
二
十
九
日
（
日
）
と
な
り
ま
す
。

ど
の
よ
う
に
勤
め
る
か
は
ま
た
役
員
会
の
打
ち
合
わ
せ
で
決

め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

 

行
事
予
定 

報
恩
講
の
日
程
変
更
の
ご
案
内
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