
「
召
す
L
 
I
そ
の
意
味
の
適
時
的
・
位
相
的
考
察
-

田

　

　

村

　

　

忠

　

　

士

】
s

高
校
生
を
対
象
と
し
た
古
語
辞
典
八
軒
に
掲
げ
ら
れ
る
、
尊
敬
の
動
詞
と
し

て
の
「
召
す
」
の
意
味
を
整
理
分
類
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
.

呼
ぶ
'
招
-
O
取
り
寄
す
O
と
い
う
名
で
呼
ぶ
.
官
職
に
つ
か
せ
る
.
錠
愛

す
る
。
食
う
、
飲
む
。
着
る
。
乗
る
。
買
う
。
風
邪
を
ひ
く
。
`

こ
の
よ
う
に
「
召
す
」
の
持
つ
意
味
は
多
様
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ
　
そ
の

S
I

通
時
的
面
で
の
考
察
は
こ
れ
ま
で
ま
と
ま
っ
た
も
の
を
見
ず
、
ま
た
位
相
的
面

に
お
い
て
は
全
く
と
い
う
ほ
ど
な
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
は
'
「
召

す
」
の
有
す
る
こ
れ
ら
の
意
味
の
う
ち
、
適
時
的
、
位
相
的
に
見
て
特
に
問
題

〔

3

〕

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

〔

4

)

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
'
同
時
に
対
象
と
し
た
辞
典

に
引
用
さ
れ
た
用
例
を
も
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
語
嚢
指
導
の
1
助
に
で

も
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

注
-
　
学
習
古
語
辞
典
(
「
学
習
古
語
」
と
略
す
以
下
同
じ
)
・
旺
文
社
古

語
辞
典
(
「
旺
文
社
」
)
-
以
上
旺
文
社
O
角
川
古
語
辞
典
(
「
角

川
」
)
～
角
川
琶
店
㍗
　
三
省
堂
古
語
辞
典
(
「
三
省
堂
」
)
・
新
明

解
古
語
辞
典
(
「
新
明
解
」
)
-
以
上
三
省
堂
。
新
選
古
語
辞
典

(
「
新
選
古
語
」
)
　
～
小
学
館
.
基
本
古
語
辞
典
(
「
基
本
古

語
」
)
～
大
修
鉛
。
詳
解
古
語
糾
典
(
「
詳
解
古
語
」
)
～
明
治
討

院
。

注
2
　
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
光
」
第
三
十
二
巻
第
十
　
D
|
P
お
よ
び
そ
れ
を
再

録
さ
れ
た
「
敬
語
の
史
的
研
究
へ
辻
村
敏
樹
'
東
京
堂
」
に
敬
語
変

遷
一
覧
表
が
あ
る
が
、
「
召
す
」
に
つ
い
て
は
そ
の
1
部
の
意
味
し

か
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。

注
3
　
「
呼
ぶ
、
招
-
」
の
志
の
「
召
す
」
は
基
本
的
な
も
の
で
特
に
問
題

は
な
い
。
「
取
り
寄
す
」
の
ば
あ
い
は
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
て
そ

の
使
用
皮
が
減
少
し
'
「
平
家
物
語
」
あ
た
り
で
は
「
召
し
寄
す
」

に
圧
倒
さ
れ
る
が
、
ま
た
単
に
「
取
り
寄
す
」
の
意
よ
り
も
憩
い

「
取
り
上
ぐ
」
の
例
も
見
ら
れ
る
が
、
特
に
大
き
な
問
題
は
な
い
よ

う
に
思
え
る
の
で
'
対
象
か
ら
は
ず
し
た
。
な
お
「
去
本
古
語
」
に

お
い
て
「
風
邪
を
引
く
」
の
志
も
抱
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
対

象
と
し
た
作
品
に
は
そ
の
用
例
が
見
え
な
い
の
で
取
り
あ
げ
な
い
。

注
1
　
テ
キ
ス
-
は
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
か
ぎ
り
岩
波
譜
店
の
古
典
文
学
大

系
に
よ
っ
た
。

(
と
い
う
名
で
)
　
呼
ぶ
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古
語
辞
典
に
お
い
て
「
召
す
」
に
こ
の
悲
味
が
付
さ
れ
た
の
は
「
北
本
古

語
」
を
は
じ
め
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
以
後
発
刊
さ
れ
た
「
三
省
堂
」
や

「
明
解
」
を
改
め
た
「
新
明
解
」
に
は
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
「
基
本
古

語
」
が
こ
う
し
た
悲
味
を
加
え
た
の
は
'
右
の
三
か
に
か
か
げ
る
用
例
が
す
べ

て
「
平
家
」
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
、
多
分
大
系
本
「
平
家
」
の
次
の

よ
う
な
記
述
に
些
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
平
家
」
巻
十
の

平
大
納
言
時
忠
は
、
御
坪
の
め
し
次
花
方
を
め
し
て
　
(
中
略
)
　
「
法
皇

の
御
使
に
お
は
-
の
浪
路
を
し
の
い
で
こ
れ
ま
で
ま
ひ
り
た
る
に
、
7

期
が
間
の
お
も
ひ
で
ひ
と
つ
あ
る
べ
し
」
と
て
、
花
方
が
つ
ら
に
「
浪

方
」
と
い
ふ
や
い
じ
る
し
お
ぞ
せ
ら
れ
け
る
。
宮
こ
へ
の
ぼ
り
た
り
け

れ
ば
,
法
皇
こ
れ
を
御
ら
ん
じ
て
'
「
よ
し
1
-
1
ち
か
ら
お
よ
ば
ず
。

浪
方
と
封
叫
到
か
し
」
と
て
'
わ
ら
は
せ
お
は
し
ま
す
。
(
下
、
巻

十
へ
請
文
、
二
五
1
ペ
)

に
柿
注
し
て
、

「
平
家
物
語
」
に
は
、
「
召
す
」
に
次
の
よ
う
な
用
法
が
あ
る
。

①
近
江
守
仲
兼
'
其
比
は
い
ま
だ
鶴
蔵
人
と
め
さ
れ
け
る
'
(
-
呼
バ
レ

テ
ィ
タ
)
を
め
し
て
・
・
・
-
(
思
之
沙
汰
、
上
二
八
三
百
)

①
待
よ
ひ
の
ふ
け
ゆ
-
鎧
の
-
-
と
よ
み
た
り
け
る
に
よ
っ
て
こ
そ
、
待

よ
ひ
と
は
め
さ
れ
け
れ
(
=
呼
バ
レ
ル
ヨ
ウ
ニ
ナ
ッ
タ
)
0

(
月
見
'
上
二
八
三
百
)

「
呼
ぶ
」
に
は
、
当
時
、
言
ウ
、
名
デ
呼
プ
と
い
う
悲
味
が
あ
る
こ
と
が
知

ら
れ
'
そ
う
す
る
と
、
こ
こ
も
「
浪
方
ト
イ
ウ
名
デ
呼
プ
」
の
意
味
で
あ
る

と
見
ら
れ
る
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
意
味
は
す
で
に

「
風
土
記
」
に
お
い
て
見
ら
れ
る
。

①
高
狼
の
　
下
風
騒
ぐ
'
妹
を
恋
ひ
妻
と
言
は
ば
や
　
志
古
止
売
志
都
毛

(
堂
陛
国
風
土
記
、
茨
城
郡
、
四
九
ペ
)

が
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
字
津
保
」
に
お
い
て
も

e
-
-
「
此
の
御
伎
は
誰
ぞ
」
と
問
は
せ
給
へ
ば
「
G
名
は
こ
わ
は
た
と

面
目
シ
が
、
今
は
宮
の
蔵
人
に
侍
ル
な
ん
参
り
来
た
り
」
　
(
下
,
国
讃

上
へ
　
八
八
ペ
)

の
例
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
の
他
へ
・

③
そ
れ
だ
に
'
心
安
か
ら
ず
'
「
時
方
」
と
p
p
-
>
'
大
夫
の
従
者
の
'
心

も
知
ら
ぬ
し
て
な
ん
'
や
り
け
る
。
(
源
氏
五
、
浮
舟
、
二
三
〇
ペ
)

①
「
中
納
言
、
さ
の
た
ま
ふ
も
の
を
」
と
て
、
御
前
ゆ
る
さ
れ
ぬ
れ
ば
、

新
中
将
と
ぞ
矧
割
る
ゝ
o
　
(
夜
の
寝
党
巻
一
,
八
一
ペ
)

⑤
「
(
乳
母
を
)
何
と
か
瑚
引
」
と
t
の
給
へ
ば
、
「
母
と
こ
そ
は
」
と

の
給
へ
る
さ
ま
も
'
愛
し
う
て
・
-
⊥
　
(
狭
衣
、
肇
二
へ
二
八
六
ペ
)

◎
お
と
ど
の
名
は
わ
ざ
と
名
も
つ
け
さ
せ
給
は
で
、
た
だ
住
み
給
ふ
ま
ま

に
対
の
君
と
ぞ
召
し
け
る
.
(
栄
華
へ
下
へ
わ
か
ば
え
'
1
七
二
ペ
)

中
世
に
入
っ
て
は
、

⑦
「
や
す
か
ら
ぬ
事
こ
そ
あ
れ
。
物
も
お
ぼ
え
ぬ
-
さ
り
女
に
、
か
な
し

ぅ
い
は
れ
た
る
0
守
の
殿
だ
に
'
「
さ
た
」
と
こ
そ
瑚
叫
O
　
こ
の
女

め
'
「
さ
た
が
」
と
い
ふ
べ
き
故
や
は
」
　
(
宇
治
拾
遺
へ
巻
七
ノ
二
'

二
二
二
)

な
ど
の
例
が
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
「
当
時
」
と
限
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の

で
は
な
い
し
、
作
品
に
よ
る
か
た
よ
り
も
見
ら
れ
な
い
と
い
え
る
。

官
職
に
つ
か
せ
る
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引
用
例
は
多
く
「
古
今
集
」
の

⑧
寛
平
御
時
に
、
も
ろ
こ
し
の
は
う
官
に
瑚
割
れ
て
待
り
け
る
時
に
-
-

(
巻
第
十
八
、
雑
歌
下
)

と
い
う
詞
詔
を
掲
げ
る
。
た
だ
大
言
梅
'
修
訂
大
日
本
国
語
辞
典
や
広
辞
苑

(
第
二
版
)
な
ど
の
1
般
向
け
の
も
の
に
は
「
月
本
書
紀
」
か
ら
の
引
用
が
見

ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
意
の
「
召
す
」
が
「
書
紀
」
に
も
っ
と
も
多
-

見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
.
け
れ
ど
も
同
じ
上
代
の
作
品
で
あ
る
「
古
封
記
」

や
「
万
柴
集
」
に
は
用
い
ら
れ
ず
'
「
懐
風
責
」
の
作
者
小
伝
の
部
に
見
ら
れ

る
こ
と
か
ら
へ
　
こ
の
「
召
す
」
は
純
撰
文
文
体
に
お
け
る
用
法
で
あ
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
司
召
」
、
「
県
司
」
な
ど
と
い
う

語
に
ふ
さ
わ
し
い
'
公
的
な
あ
ら
た
ま
り
を
持
つ
上
代
語
的
色
彩
の
強
い
も
の

で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
中
古
に
お
い
て
も
⑧
の
例
や
'

⑨
粉
使
に
は
、
つ
き
の
い
は
か
さ
と
い
ふ
人
を
司
い
て
'
駿
河
の
国
に
あ

な
る
山
の
頂
に
も
て
つ
-
べ
き
よ
し
仰
せ
給
ふ
。
(
竹
取
物
語
,
六
七

m
⑲
此
度
は
'
こ
と
に
才
か
し
こ
き
人
を
え
ら
び
て
、
(
遣
唐
使
の
)
大
使

副
使
と
忍
刊
に
、
俊
蔭
矧
到
れ
ぬ
。
(
宇
担
保
T
,
俊
蔭
,
三
六
ペ
)

⑩
つ
と
め
て
京
官
果
て
て
罷
る
0
い
と
多
く
F
V
u
た
り
。
(
同
二
,
蔵
悶

下
へ
　
四
三
八
ペ
)

の
よ
う
に
比
較
的
時
代
も
浅
-
、
ま
た
男
性
の
手
に
な
る
作
品
に
見
ら
れ
る
よ

う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
「
基
本
古
語
」
は
次
の
例
を
引
-
0

ヽ

　

ヽ

⑲
り
ん
じ
の
祭
'
あ
さ
て
と
て
、
助
に
は
か
に
舞
人
に
矧
割
れ
た
り
。

(
婚
始
日
記
へ
下
'
三
二
二
ペ
)

こ
れ
は
「
詔
紀
」
や
⑧
～
⑪
の
例
に
比
較
す
る
と
'
公
的
な
両
は
と
も
か
-
と

ヽ

　

ヽ

し
て
重
々
し
さ
や
あ
ら
た
ま
り
の
色
合
い
が
う
す
く
、
「
官
職
に
つ
か
せ
る
」

と
い
う
よ
り
は
単
に
「
役
職
に
任
命
な
さ
る
」
　
(
同
書
)
　
の
悪
と
見
る
は
う
が

よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
0
こ
う
し
た
用
例
も
認
め
る
J
J
L
す
れ
ば
、
こ
の
意
の

「
召
す
」
の
使
用
軍
閥
は
広
が
り
時
代
的
に
も
位
相
的
に
も
限
定
が
な
く
な

る
。

⑬
陪
従
も
、
石
清
水
'
賀
茂
の
臨
時
の
祭
な
ど
に
瑚
列
人
々
.
の
、
道
々

の
殊
に
勝
れ
た
る
限
り
を
t
と
1
の
へ
さ
せ
給
へ
り
。
(
源
氏
三
　
若

菜
下
、
三
三
〇
ペ
)

⑭
「
-
-
さ
て
も
、
な
ど
か
御
前
に
は
苛
刊
ま
じ
き
」
　
　
(
狭
衣
'
巻

四
、
四
〇
八
ペ
)

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

⑮
御
乳
付
に
は
'
東
宮
の
御
乳
母
の
近
江
の
内
侍
を
召
~
い
た
り
。
(
中

略
)
五
位
'
六
位
御
弦
打
に
廿
人
曹
た
り
。
(
栄
華
、
上
'
つ
ぼ
み

花
、
三
四
五
～
三
四
六
ペ
)

⑬
「
布
障
子
の
役
な
ど
に
は
、
い
ま
引
高
を
ば
酬
割
引
べ
か
ら
ず
。
軽
々

な
る
べ
き
事
也
.
」
　
(
古
今
著
聞
集
、
巻
十
1
.
三
三
ペ
)

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

⑰
此
ノ
女
房
琵
琶
ノ
役
二
被
/
瑚
t
.
青
梅
披
ヲ
弾
ゼ
シ
ニ
　
　
(
大
平
記

7
'
巻
第
四
、
1
二
九
ペ
)

由
u
s
s
a
別

引
用
例
を
あ
げ
な
い
辞
典
三
種
を
の
ぞ
い
て
'
い
ず
れ
も
「
日
本
窃
紀
」
よ

り
例
を
引
い
て
い
る
。
な
か
で
も
旺
文
社
の
二
審
は
'

⑲
皇
孫
よ
り
て
こ
れ
勢
。
(
神
武
紀
)

を
引
用
す
る
が
、
こ
れ
は
へ
　
こ
の
部
分
の
引
用
の
み
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。

E
H
R

後
続
の
「
即
ち
1
夜
に
し
て
有
坂
み
ぬ
。
」
ま
で
を
あ
げ
て
は
じ
め
て
、
こ
の
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「
召
す
」
の
謡
の
用
例
に
か
な
う
。
そ
の
う
え
、
こ
の
書
紀
の
記
述
は
'
大
系

本
で
は
「
神
武
紀
」
に
は
見
当
ら
ず
'
多
分
「
神
代
紀
'
下
」
　
(
1
四
二
ペ
)

の
そ
れ
と
誤
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、

こ
う
し
た
意
の
「
召
す
」
は
確
か
に
上
代
に
お
い
て
多
く
散
見
す
る
。
中
古
以

後
に
お
い
て
'
「
大
和
物
語
」
に

⑬
光
帝
の
細
時
に
'
あ
る
御
闇
司
に
、
き
た
な
げ
な
き
討
エ
あ
り
け
り
。
帝

御
ら
む
じ
て
み
そ
か
に
叫
い
て
け
り
。
こ
れ
を
人
に
も
し
ら
せ
給
は
で

時
々
叫
u
け
り
0
　
(
1
三
四
段
'
三
〇
〇
ペ
)

⑳
其
二
へ
何
ナ
ル
事
力
有
ケ
ム
、
基
ノ
女
御
参
給
ケ
ル
ヨ
-
後
、
天
皇

矧
可
事
モ
光
ク
へ
御
使
ダ
ニ
不
通
ザ
リ
ケ
レ
バ
、
只
ツ
ク
ー
-
＼
-
宮
ノ

内
二
長
メ
肘
給
へ
-
ケ
ル
ニ
-
(
今
昔
物
語
、
二
、
巻
節
十
へ
邦
六
へ

二
八
二
ペ
)

㊦
(
高
倉
帝
が
小
督
を
)
幽
な
る
所
に
し
の
ば
せ
て
、
よ
な
よ
な
副
い
剖
川

け
る
程
に
'
姫
宮
1
所
出
来
さ
せ
給
ひ
け
り
。
(
平
家
'
上
、
巻
第

六
'
小
甘
、
四
〇
〇
ペ
)

な
ど
男
性
の
手
に
成
る
作
品
に
現
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
女
性
の
そ
れ
は
「
栄

華
物
語
」
続
岩
に
、

由
後
冷
泉
院
の
式
部
令
婦
と
い
ひ
し
人
の
腔
に
、
源
大
納
言
殿
1
御
子
と

て
へ
　
い
と
う
つ
-
し
か
り
け
る
人
へ
斑
北
院
に
候
ひ
け
り
.
か
た
ち
い

と
を
か
し
げ
に
、
心
ば
へ
な
ど
い
と
よ
か
り
け
り
。
内
に
開
し
召
し

て
'
忍
び
て
苛
い
け
れ
ば
夜
々
参
り
け
り
。
(
中
略
)
た
だ
な
ら
ず
な

り
て
'
男
御
子
生
み
た
り
け
れ
ど
、
つ
1
ま
し
く
や
お
ぼ
し
め
す
ら

ん
、
内
よ
り
は
絶
え
て
御
消
息
も
な
し
。
(
下
、
布
引
の
指
'
五
1
二

m

が
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
0
こ
の
よ
う
に
、
中
古
以
降
に
お
い
て
こ
の
志
の

「
召
す
」
が
少
な
-
、
こ
と
に
女
性
の
作
品
に
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
い
理
由

と
し
て
次
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
先
に
あ
げ
た
⑬
の
例
や
、

脅
天
皇
の
日
く
、
「
・
-
-
然
れ
ど
も
朕
、
I
替
与
は
し
て
恨
め
り
0
女
を

露
む
こ
と
常
に
殊
な
り
。
是
に
由
り
て
疑
を
生
せ
り
」
と
の
た
ま
ふ
。

大
迫
、
日
さ
-
「
然
ら
ば
1
管
に
幾
町
境
叫
L
や
」
と
ま
う
す
。
天
皇

の
日
は
く
「
七
廻
呪
い
封
」
と
の
た
ま
ふ
.
(
雄
略
紀
、
四
六
二
ペ
)

の
例
の
よ
う
に
、
こ
の
窓
の
「
召
す
」
が
'
あ
ら
わ
で
直
接
的
な
感
覚
を
い
だ

か
せ
る
も
の
と
さ
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
0

以
上
の
よ
う
に
諸
辞
典
に
お
い
て
は
、
「
召
す
」
の
対
象
を
女
性
に
お
い
て

お
り
へ
ま
た
他
の
一
般
の
辞
典
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
わ
ざ
わ
ざ
「
(
女

性
)
を
特
別
に
か
わ
い
が
る
」
　
(
新
明
解
)
と
こ
と
わ
っ
て
あ
る
も
の
も
あ
る

ほ
ど
だ
が
、
ひ
と
つ
「
井
本
古
語
」
に
限
っ
て
次
の
例
を
あ
げ
る
0

⑳
(
崇
祁
)
天
皇
(
ハ
皇
子
ヲ
)
愛
み
て
、
も
と
こ
に
測
り
お
き
た
ま

ふ
。
(
垂
仁
紀
)

こ
う
な
る
と
、
そ
の
対
象
は
女
性
の
み
で
な
く
男
性
を
合
め
た
よ
り
広
い
も
の

と
な
っ
て
く
る
わ
け
だ
が
へ
　
た
だ
こ
の
引
用
例
は
'
「
召
し
お
-
」
自
体
に
そ

の
意
を
認
め
る
の
か
、
「
召
す
」
に
の
み
そ
れ
を
認
め
る
の
か
は
っ
き
り
し
な

い
。
後
者
の
ば
あ
い
そ
う
し
た
用
例
は
管
見
に
入
る
か
ぎ
り
伯
書
に
は
見
ら
れ

ず
、
前
者
の
ば
あ
い
に
あ
っ
て
は
'
討
紀
に
は
こ
の
1
例
だ
け
を
見
る
ば
か
り

で
あ
り
'
中
古
以
後
の
作
品
に
も
「
召
し
お
く
」
の
用
例
は
非
常
に
少
な
い
。

「
平
家
」
に
数
例
見
ら
れ
る
が
'
そ
れ
は
強
制
的
に
そ
ば
に
と
ど
め
置
-
(
そ

れ
が
犯
罪
者
の
ば
あ
い
も
あ
る
)
　
の
意
で
あ
り
、
し
い
て
あ
げ
れ
ば
'

⑳
(
帝
の
)
御
心
ざ
し
浅
か
ら
ね
ば
'
や
が
て
三
千
の
列
に
も
叫
u
H
判
別

叫
で
、
九
重
の
う
ち
の
す
み
か
を
も
'
租
は
か
ら
ひ
あ
る
べ
き
に
も
あ

り
け
る
を
　
　
(
古
今
著
問
集
、
巻
第
八
'
二
六
六
ペ
)
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な
ど
が
該
当
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
そ
の
対
象
は
女
性
で
あ
る
。
対
象
が
男
性

で
あ
る
ば
あ
い
は
中
古
に
お
い
て
は
、

⑳
十
六
と
い
ふ
年
へ
二
月
に
か
う
ぶ
り
せ
さ
せ
給
と
て
、
名
を
ば
仲
忠
と

い
ふ
o
上
達
部
の
御
子
な
れ
ば
、
や
が
て
か
う
ぶ
り
賜
ヒ
て
、
殿
上
せ

さ
せ
拾
7
.
上
も
春
宮
も
矧
∪
剖
つ
~
は
し
'
う
つ
ク
し
み
給
ふ
。
(
字

津
保
二
・
俊
蔭
二
〇
二
ペ
)

⑳
御
門
も
'
あ
い
な
-
か
き
た
え
、
「
つ
れ
な
き
を
L
も
」
と
云
様
に
,

恋
し
さ
も
'
ね
た
さ
も
、
月
日
に
そ
へ
て
忍
び
が
た
-
の
み
思
し
ま
さ

ら
る
ゝ
ま
ゝ
に
、
ま
さ
こ
君
を
'
よ
る
ひ
る
、
御
前
さ
ら
ず
瑚
u
剖

融
い
つ
ゝ
'
女
御
た
ち
の
御
宿
直
の
か
ず
,
こ
の
君
に
み
な
押
さ
れ
給

ひ
に
た
れ
ど
-
-
(
夜
の
寝
覚
へ
巻
五
、
三
八
一
ペ
)

の
よ
う
に
、
「
召
し
ま
つ
は
す
」
'
「
召
し
ま
と
は
す
」
が
一
般
に
用
い
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

食
う
、
飲
む

多
-
次
の
例
を
掲
げ
る
。

.
⑳
例
の
、
大
照
の
き
む
だ
ち
、
中
将
の
御
あ
た
り
訪
ね
て
、
ま
ゐ
り
給
へ

り
.
「
さ
う
ー
ぐ
し
-
'
ね
ぶ
た
か
り
つ
る
、
を
り
よ
-
物
し
給
へ
る

か
な
」
と
て
大
御
酒
ま
ゐ
り
'
氷
水
矧
い
て
、
水
飯
な
ど
'
と
り
-
ど

に
、
さ
う
ど
き
っ
ゝ
食
ふ
.
(
源
氏
三
へ
常
夏
、
1
　
1
ペ
)

け
れ
ど
も
こ
こ
の
引
用
例
に
は
問
題
が
あ
る
.
す
で
に
大
系
本
頭
注
に
お
い
て

「
こ
の
『
召
す
』
は
'
『
飲
む
・
牟
っ
』
で
は
な
い
o
」
と
指
摘
さ
れ
,
細
注

に
お
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
水
飯
の
た
め
に
「
氷
水
」
を

「
お
取
り
寄
せ
に
な
る
」
の
で
あ
る
。
同
様
に
、

⑳
-
-
と
て
'
御
粥
・
強
飯
叫
い
て
、
ま
ら
う
ど
に
も
参
り
給
ひ
て
-
-

(
源
氏
1
'
末
摘
花
'
二
五
7
ペ
)

の
ば
あ
い
も
「
取
り
寄
す
」
の
意
で
あ
る
.
ま
た
㊥
の
記
事
を
念
頭
に
お
い
て

書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

⑳
夏
比
、
水
無
瀬
殿
の
釣
殿
に
出
で
さ
せ
給
て
、
氷
水
酬
u
て
、
水
飯
や

う
の
物
な
ど
'
若
き
上
達
郎
、
殿
上
人
ど
も
に
給
は
せ
て
'
大
御
酒
参

る
つ
い
で
に
-
-
(
増
鏡
、
第
一
お
ど
ろ
の
し
た
'
二
六
〇
ペ
)

を
掲
げ
る
辞
典
も
あ
る
が
、
こ
の
ば
あ
い
は
文
脈
の
上
か
ら
見
て
も
⑳
よ
り
も

す
っ
き
り
し
て
お
り
、
明
か
に
「
召
し
あ
が
る
」
の
意
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
こ
れ
ま
た
不
適
当
な
引
用
例
と
い
わ
ざ
る
争
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
通
時

的
に
見
て
確
実
に
飲
食
の
意
味
を
持
つ
「
召
す
」
の
例
は
以
下
示
す
よ
う
で
あ

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑲
石
原
に
わ
れ
物
申
す
夏
疫
に
良
し
と
い
ふ
物
そ
照
取
り
笥
(
万
琴

巻
第
十
六
、
三
八
五
三
)

〔
l
〕

右
の
例
は
時
枝
誠
記
氏
は
'
敬
意
を
あ
ら
わ
す
接
尾
語
と
見
て
お
ら
れ
る
が
'

一
般
に
は
「
食
う
」
の
意
に
解
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
他
巻
第
八
・

1
四
六
〇
に
も
例
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
飲
食
の
志
を
持
つ
「
召
す
」
の
早
い

例
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
中
古
に
入
っ
て
は
'

◎
大
将
、
官
の
御
許
に
参
っ
で
給
ヒ
て
「
物
は
聞
召
し
っ
や
。
何
と
か
参

る
べ
き
」
と
聞
え
給
へ
ば
'
内
侍
典
「
物
も
聞
召
さ
ず
、
削
氷
を
な
む

却
引
」
-
-
(
宇
津
保
三
、
国
譲
中
　
1
九
八
ペ
)

の
例
以
後
「
夜
の
寝
覚
」
の
次
の
例
に
い
た
る
ま
で
用
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き

】
S
f

な
い
。

⑳
(
内
大
臣
1
寝
覚
上
)
　
「
い
ま
の
程
は
い
か
ゞ
。
御
湯
な
ど
は
副
い
~
つ

や
。
-
-
」
　
(
巻
五
、
三
四
八
ペ
)
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そ
の
間
の
作
品
に
あ
っ
て
は
、
飲
食
の
意
の
語
と
し
て
は
「
聞
こ
し
召
す
」
・

「
ま
ゐ
る
」
、
「
ど
ら
ん
じ
入
る
　
(
見
入
れ
給
ふ
)
」
が
も
っ
ぱ
ら
用
い
ら
れ

て
お
り
'
こ
の
「
夜
の
寝
覚
」
に
し
ろ
.
餌
の
例
以
外
は
す
べ
て
こ
れ
ら
の
語
が

用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
召
す
」
の
こ
う
し
た
用
例
は
「
栄
華
物
語
」
続
編
に
も
見
ら
れ
る
が
へ
そ

の
用
例
が
増
し
て
く
る
の
は
「
大
鏡
」
あ
た
り
か
ら
で
あ
る
0
す
で
に
言
わ
れ

て
い
る
と
お
り
「
讃
岐
典
侍
日
記
」
で
は
「
召
す
」
専
用
で
あ
り
'
そ
の
主
語

は
全
て
帝
で
あ
る
か
ら
敬
意
も
高
い
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
の
他
の
作
品

に
あ
っ
て
も
、
地
の
文
で
は
、

⑲
内
に
は
月
日
の
ゆ
く
も
知
ら
せ
給
は
ず
、
つ
ゆ
の
御
湯
な
ど
も
~
召
剖
ず

沈
み
入
ら
せ
給
て
、
夜
の
大
殿
の
外
に
も
出
で
さ
せ
給
は
ず
。
(
栄

華
へ
下
'
第
四
十
、
紫
野
、
五
三
八
ペ
)

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

⑳
近
衛
の
帝
、
東
宮
に
て
真
魚
召
ー
い
け
る
夜
、
税
に
内
へ
御
幸
と
て

(
今
鏡
、
す
べ
ら
ぎ
の
中
、
第
二
、
1
　
7
六
ペ
-
日
本
古
典
全
書
)

な
ど
の
よ
う
に
帝
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
会

謂
文
に
多
-
現
わ
れ
、
口
頭
語
と
し
て
の
性
格
の
強
い
語
で
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
ぬ
0
万
光
集
の
二
例
も
い
ず
れ
も
対
話
的
形
憎
心
を
と
っ
て
い
る
。
「
大
鏡
」

に
見
ら
れ
る
例
に
お
い
て
'
そ
の
使
用
対
象
が
「
三
条
院
」
'
「
道
隆
」
'

「
隆
家
」
な
ど
と
バ
ラ
ツ
キ
を
み
せ
、
帝
に
集
中
す
る
こ
と
の
な
い
の
は
、
そ

れ
が
対
語
形
式
と
い
う
会
詣
文
に
準
じ
た
文
体
を
と
っ
て
い
る
こ
と
と
関
係
が

あ
り
そ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
「
宇
治
拾
遺
」
あ
た
り
に
な
る
と
会
話
文
中
に

多
く
見
ら
れ
る
こ
と
は
か
わ
り
な
い
が
、
地
の
文
に
お
い
て
'

⑳
　
　
重
秀
串
や
う
'
「
冬
は
湯
づ
け
、
夏
は
水
涙
に
て
'
物
を
め
す
べ

き
な
り
」
。
と
申
け
り
.
(
三
条
中
納
言
)
　
そ
の
ま
ま
に
ォ
ー
>
け
れ

ど
,
た
だ
お
な
じ
や
う
に
肥
ふ
と
り
給
け
れ
ば
、
-
-
(
巻
七
ノ
三
、

二
二
三
)

の
よ
う
に
使
用
対
象
が
や
や
下
が
り
は
じ
め
、
「
平
家
物
語
」
で
は
、

⑲
木
曽
箸
と
っ
て
食
す
.
猫
問
殿
は
,
合
子
の
い
ぶ
せ
さ
に
糾
剖
ざ
り
け

れ
ば
、
「
そ
れ
は
義
仲
が
精
進
合
子
ぞ
」
。
中
納
言
測
封
で
も
さ
す
が

あ
し
か
る
ぺ
け
れ
ば
、
箸
と
っ
て
叫
刊
よ
し
し
け
り
。
　
(
下
へ
巻
第

十
、
猫
問
、
1
四
〇
ペ
)

㊨
基
後
蔵
人
の
頚
に
純
を
か
け
て
か
ら
め
、
ひ
き
お
こ
し
て
お
し
す
ゑ
た

り
。
「
水
ま
ゐ
ら
せ
よ
」
と
の
給
へ
ば
、
ほ
し
い
を
あ
ふ
ふ
て
ま
ゐ
ら

・

∴

)

;

-

・

'

い

'

.

A

'

*

.

_

'

'

-

　

　

っ

　

　

　

　

　

,

E
 
l
 
l
)

な
ど
と
、
あ
ま
り
高
く
待
消
さ
れ
て
い
な
い
人
物
に
の
み
用
い
ら
れ
、
「
太
平

°

記
」
に
お
い
て
は
こ
の
意
の
「
召
す
」
の
使
用
は
な
-
、
「
き
こ
し
め
す
」
、

「
ま
ゐ
る
」
が
帝
・
東
宮
・
親
王
と
い
う
高
位
の
人
物
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
意
の
「
召
す
」
が
中
古
の
女
流
作
品
に
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ

な
い
理
由
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
'
「
召
す
」
に
か
わ
っ
て
用
い
ら
れ
る
「
ま

ゐ
る
」
が
爪
山
人
に
奉
仕
す
る
志
か
ら
転
じ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
「
問
こ
し
め

す
」
　
「
御
覧
じ
入
る
」
が
「
食
う
」
志
と
は
直
接
的
に
結
び
つ
か
な
い
語
で
あ

る
の
に
対
し
て
'
「
召
す
」
が
食
物
そ
の
も
の
を
取
り
寄
す
と
い
う
直
接
的
行

為
を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
た
め
に
そ
の
使
用
が
好
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
え
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

注
1
'
日
本
文
法
文
語
出
.
川

注
2
、
控
辺
英
二
氏
は
t
 
m
の
御
前
に
宮
司
召
し
て
「
-
だ
物
、
さ
か
な
な

ど
功
劃
せ
よ
。
人
々
酔
は
せ
」
な
ど
お
は
せ
ら
る
る
-
.
.
.
(
枕
草
子

一
〇
五
段
、
1
六
四
ペ
)
の
例
を
「
牟
っ
」
意
に
と
っ
て
お
ち
れ
る

が
　
(
国
語
国
文
研
究
'
第
四
五
号
)
へ
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
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着
る

ふ
つ
う
こ
の
意
の
尊
敬
語
と
し
て
は
「
奉
る
」
あ
る
い
は
そ
の
分
析
的
表
現

と
し
て
の
「
着
給
ふ
」
が
用
い
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
中
世
に
入
る
と
「
奉
る
」

の
用
例
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
地
の
文
の
例
は
恩
皆
抄
の
1
例
を
最
後
と
し
て
見

ら
れ
な
く
な
り
へ
古
今
悶
著
集
、
平
家
物
語
に
お
い
て
会
話
文
(
話
者
は
女

性
)
に
一
例
ず
つ
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
'
こ
の
「
奉
る
」
に
代
わ
っ

て
用
い
ら
れ
る
の
が
「
召
す
」
で
あ
り
、
「
若
給
ふ
」
は
依
然
と
し
て
用
い
ら

れ
る
が
、
中
古
に
お
い
て
「
奉
る
」
と
「
若
給
ふ
」
に
敬
意
の
差
が
あ
っ
た
よ

う
に
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
は
、
「
召
す
」
と
「
宕
給
ふ
」
の
問
に
そ
の
差
が
見

ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
'
こ
の
意
の
「
召
す
」
に
よ
っ
て
待
退
さ
れ
る
人
物
は
そ
の
す
べ

て
が
(
地
の
文
に
お
い
て
)
院
・
女
院
・
天
皇
・
皇
子
と
い
っ
た
皇
族
関
係
の

者
で
占
め
ら
れ
て
お
り
へ
他
は
い
ず
れ
も
「
若
給
ふ
」
で
符
退
さ
れ
て
い
る
。

⑳
御
布
施
に
は
、
先
帝
の
御
直
衣
な
り
。
今
は
の
時
ま
で
瑚
引
」
叩
け
れ

ば
、
そ
の
御
う
つ
り
香
も
い
ま
だ
う
せ
ず
。
(
平
家
下
、
沼
預
巷
、
女

院
出
家
'
四
二
四
ペ
)

⑳
大
臣
殿
は
浄
衣
を
き
た
ま
へ
り
。
(
同
'
下
、
巷
小
泊
十
一
、
1
内
大
路

疫
、
三
五
〇
ペ
)

こ
の
意
の
「
召
す
」
の
発
生
は
す
で
に
上
代
に
お
い
て
見
ら
れ
る
が
、
そ
の

用
例
は
中
古
に
お
い
て
は
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
三
省
堂
」
の
引
く

⑲
和
直
衣
召
し
て
　
(
源
氏
、
末
摘
花
)

の
用
例
に
は
問
題
が
あ
る
。
こ
の
と
こ
ろ
本
文
は
、

・
・
・
-
人
見
ぬ
庇
に
'
御
直
衣
ど
も
矧
い
て
'
着
か
へ
拾
ひ
-
.
.
.
-

土
一
　
し
、
こ
r
J
 
t
「
り
蝣
>
M
は
　
　
　
　
　
　
　
約
六
一
;
・
!
_
)
　
i
;
^
c
i
|
?
J
,
 
-
i
!
j
】
ハ
f
p

る
」
の
意
で
あ
る
。

上
代
に
お
け
る
用
例
は
次
の
二
例
で
あ
る
。

⑪
-
-
品
太
の
天
皇
、
但
馬
よ
り
巡
り
行
で
ま
し
時
、
通
す
が
L
b
t
御
冠

を
捜
し
た
ま
は
ざ
り
き
。
(
播
磨
国
風
土
記
、
二
七
五
ペ
)

⑲
百
寮
列
を
成
し
、
乗
E
K
弐
利
い
て
'
以
て
未
だ
出
行
し
ま
す
に
及
ば
ざ

る
に
-
-
(
書
記
下
、
天
武
紀
'
四
三
〇
ペ
)

こ
う
し
た
上
代
の
用
例
が
中
古
に
お
い
て
見
ら
れ
ず
、
中
世
以
後
現
わ
れ
る
理

由
に
つ
い
て
は
明
確
に
し
得
な
い
け
れ
ど
も
、
右
の
二
例
が
「
御
冠
」
　
「
蓋
」

を
対
象
と
し
て
い
る
点
か
ら
考
え
る
と
以
下
の
よ
う
な
推
測
が
可
能
と
は
な
ら

な
い
だ
ろ
う
か
O
す
な
わ
ち
上
代
に
お
い
て
は
物
を
頭
部
に
冠
す
る
場
合
に
の

み
用
い
ら
れ
て
い
た
「
召
す
」
が
そ
の
対
象
を
広
げ
、
「
あ
る
物
を
身
に
つ
け

る
」
と
い
う
行
為
を
表
わ
す
に
い
た
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

⑬
-
-
二
条
院
の
御
在
位
の
始
の
か
た
十
七
才
に
な
ら
せ
給
ふ
'
か
さ
ね

た
る
御
衣
に
御
か
つ
ら
め
.
さ
れ
に
け
り
。
(
保
元
へ
　
二
一
五
ペ
)

は
、
そ
の
本
来
の
用
法
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
'

ヽ

　

ヽ

㊨
又
長
徳
の
比
、
花
山
法
皇
紅
の
は
か
ま
を
つ
き
の
べ
さ
せ
奉
、
高
足
に

醐
剖
叫
-
-
(
保
元
、
一
四
一
ペ
)

は
そ
の
範
囲
の
広
が
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
着
る
」
の
意
に
用

い
ら
れ
た
「
召
す
」
は
、
右
の
よ
う
な
例
の
見
ら
れ
は
じ
め
る
保
元
、
平
治
や

佐
礼
門
院
右
京
大
夫
集
の
,
　
　
　
　
　
　
　
/

e
・
官
は
、
つ
ぼ
め
る
い
ろ
の
こ
う
ば
い
の
御
衣
、
・
・
・
み
な
さ
く
ら
お
り
た

る
叫
u
た
り
し
　
　
(
四
1
七
ペ
)

と
い
っ
た
用
例
あ
た
り
を
最
初
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。

in



薫
る

ほ
と
ん
ど
の
引
用
例
が
「
平
家
物
語
」
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
中
古
に
お
い

て
「
乗
る
」
の
意
を
持
つ
語
と
し
て
は
「
奉
る
」
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
他
尊
敬

語
を
伴
な
っ
た
「
乗
り
給
ふ
」
、
「
乗
ら
る
」
な
ど
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
「
召
す
」
は
現
わ
れ
ず
私
の
調
査
対
象
と
し
た
作
品
に
限
っ
て
い
え
ば
,

そ
れ
は
「
保
元
物
語
」
あ
た
り
か
ら
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

⑲
主
上
御
引
直
衣
に
て
腰
R
'
に
瑚
列
。
(
上
、
九
五
ペ
)

⑲
御
馬
に
め
さ
る
べ
-
は
、
丁
の
下
部
承
て
取
寄
せ
む
と
て
、
取
よ
せ
た

り
け
れ
ば
'
鞍
具
足
以
下
あ
さ
ま
し
げ
な
る
に
(
左
府
の
君
達
)
め
~
剖

s
f
-
て
、
各
色
の
御
姿
に
て
'
東
西
南
北
へ
趣
せ
姶
け
る
御
有
様
、
め
も

あ
て
ら
れ
ず
哀
也
。
(
下
'
一
六
七
ペ
)

た
だ
大
系
本
「
日
本
書
紀
」
で
は
、

⑬
皇
后
瑚
轡
自
洞
海
人
之
。
(
上
、
仲
哀
紀
,
三
二
四
)

を
訓
じ
て
「
皇
后
、
別
船
に
叫
い
て
、
洞
海
よ
り
入
り
た
ま
ふ
。
」
と
し
て
い

る
。
こ
れ
を
認
め
れ
ば
こ
の
意
の
「
召
す
」
は
上
代
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
が
'
上
代
に
お
い
て
は
こ
う
し
た
用
例
は
こ
れ
の
み
で
あ
り
「
め
し
」

に
当
た
る
表
記
も
見
ら
れ
な
い
点
か
ら
い
っ
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

敬
意
の
面
か
ら
い
え
ば
、
先
の
「
保
元
物
語
」
の
例
で
わ
か
る
よ
う
に
、
地

の
文
に
お
い
て
は
上
帝
(
院
の
ば
あ
い
も
あ
る
)
か
ら
下
は
左
府
の
君
達
が
そ

の
使
用
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
「
平
治
物
語
」
に
お
い
て
は
上
皇
へ
　
帝
'
中

宮
、
「
撰
集
抄
」
　
(
岩
波
文
庫
)
で
は
上
皇
・
右
府
'
「
古
今
著
聞
集
」
で
は

帝
と
な
っ
て
お
り
、
敬
意
の
度
合
は
高
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
「
平
家

物
語
」
に
な
る
と
'
地
の
文
十
九
例
中
十
八
例
が
上
皇
・
帝
ま
た
は
女
院
に
用

い
ら
れ
、
1
例
も
「
法
親
王
」
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
敬
意
が
非
常
に
高

く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
「
太
平
記
」
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
で

ぁ
る
O
敬
意
に
関
し
て
他
の
語
と
の
関
導
せ
見
る
に
「
乗
り
給
ふ
」
は
帝
を
は

じ
め
と
す
る
皇
族
関
係
に
は
用
い
ら
れ
て
お
ら
ず
'
拐
関
以
下
の
動
作
に
使
用

さ
れ
る
。

ヽ

　

ヽ

⑲
御
所
の
御
舟
に
は
、
女
院
、
北
の
政
所
、
二
位
段
以
下
の
女
房
遠
め
~
剖

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

T
.
・
‥
J
 
t
‥
　
　
　
∵
二
∵
'
-
.
*
1
」
っ
∴
・
-
i
-
-
,
_
y
-
∴
・
.

も
ひ
!
1
に
引
望
1
て
-
-
(
平
家
へ
5
3
第
十
1
,
勝
浦
付
大
坂

超
へ
　
三
二
ペ
)

ま
た
「
奉
る
」
の
ば
あ
い
は
用
例
が
あ
ま
り
多
く
な
く
確
か
な
所
は
い
え
な
い

が
'
「
平
家
物
語
」
あ
た
り
で
は
'

⑲
同
十
四
日
夜
半
斗
'
山
門
の
大
衆
又
下
落
す
と
き
こ
え
し
か
ば
、
夜
中

1

ヾ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

ヽ

に
主
上
要
項
に
叫
い
て
、
院
御
所
法
住
専
投
へ
行
幸
な
る
。
中
宮
は
御

車
に
た
て
ま
っ
て
行
啓
あ
り
。
(
巻
第
一
、
内
裏
炎
上
t
 
T
l
I
石
ペ
)

と
あ
っ
て
'
幾
分
の
差
異
が
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
が
資
料
不
足
で
何
と
も
い

え
」
4
い
。

111

買
う

「
基
本
古
語
」
の
み
が
'

閲

5

」

|

i

s

J

s

E

E

2

1

f

i

l

大
原
木
め
さ
れ
さ
う
ら
へ
。
(
狂
言
、
若
菜
)

を
引
用
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
「
買
う
」
意
の
「
召
す
」
は
用
例
が
非
常
に

乏
し
い
が
、

⑳
公
達
朱
雀
は
き
の
市
'
大
原
静
原
長
谷
岩
倉
八
瀬
の
人
集
ま
り
て
、
木

や
胡
刊
炭
や
司
刊
艶
船
、
晶
良
し
や
'
法
師
に
杵
換
へ
拾
べ
京
の
人

(
梁
昌
秘
抄
、
巻
第
二
、
三
八
九
ペ
)



◎
「
薄
や
召
す
」
と
い
ひ
け
れ
ば
'
「
い
く
ら
ば
か
り
も
ち
た
る
ぞ
」
と

聞
ひ
け
れ
ば
、
「
七
八
千
枚
ば
か
り
候
」
と
い
ひ
け
れ
ば
-
-
(
宇
治

拾
迫
へ
巻
二
ノ
四
、
九
7
ペ
)

㊤
件
琵
琶
は
'
昔
'
彼
寺
修
理
の
時
へ
　
用
途
の
た
め
に
、
其
寺
の
別
当
売

け
る
を
'
後
朱
雀
院
春
宮
の
御
時
、
珂
酬
剖
河
に
け
り
O
　
(
古
今
著
聞

集
、
巻
第
十
二
'
三
四
〇
ペ
)

㊤
　
次
の
日
'
「
梢
ヤ
劃
」
ト
云
テ
、
馬
二
付
テ
来
-
ケ
ル
。
(
沙
石

集
'
巻
節
五
本
、
二
1
二
ペ
)

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
'
い
ず
れ
も

庶
民
の
世
界
を
対
象
と
し
た
作
品
に
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
(
「
今

昔
物
語
」

に
は
「
我
レ
ヲ
買
取
り
給
テ
、
更
二
其
ノ
益
有
ジ
」
。
<
五
'
巻
第

二
十
九
、
第
二
十
四
、
1
七
八
ペ
∨
と
あ
る
)
し
た
が
っ
て
、
こ
の
意
の
「
召

す
」
は
貴
族
階
級
を
対
象
と
す
る
中
古
の
作
品
に
登
場
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

な
か
っ
た
理
由
も
う
な
ず
け
よ
う
。

「
軍
っ
」
の
尊
敬
語
と
し
て
は
「
買
ひ
給
ふ
」
が
考
え
ら
れ
る
が
へ
　
こ
の
用

例
が
見
ら
れ
る
作
品
が
中
古
に
お
い
て
二
つ
あ
る
。

⑳
か
ゝ
れ
ば
、
北
の
方
ね
た
-
い
み
じ
く
て
、
け
し
き
我
に
も
あ
ら
で
、

「
か
の
所
を
こ
そ
さ
も
銃
ぜ
ら
れ
め
、
此
の
年
比
作
り
つ
る
草
木
を
、

物
入
れ
て
。
そ
れ
運
び
取
り
給
へ
o
家
買
~
訓
給
~
対
価
に
こ
そ
わ
た
し
給

は
め
」
と
い
へ
ば
-
-
(
訴
窪
へ
巻
之
三
、
一
八
二
ペ
)

㊥
京
に
は
'
夜
も
す
が
ら
'
例
よ
り
ほ
お
ぼ
っ
か
な
う
思
ひ
明
か
し
給

て
、
又
の
日
'
い
つ
し
か
、
御
文
追
し
た
る
に
'
門
も
鎖
し
て
人
の
音

も
せ
ぬ
に
、
怪
し
く
で
叩
け
ば
へ
　
い
み
じ
げ
な
る
下
衆
ぞ
出
で
来
た

る
。
(
昨
夕
、
た
ゞ
こ
の
殿
に
は
宿
り
待
し
。
少
式
と
い
ふ
人
の
御
女

の
、
立
ち
ぬ
る
月
に
田
山
賦
訓
て
し
な
り
-
-
」
　
(
狭
衣
、
巻
一
、
1

〇
九
)

「
落
窪
物
語
」
に
は
「
E
E
ふ
」
と
い
う
謡
が
他
に
も
四
例
あ
り
、
葺
放
社
会
を

描
い
て
い
る
作
品
と
し
て
は
め
ず
ら
し
い
存
在
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と

を
、
彼
ら
の
世
界
で
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
す
る
根
拠
と
み
る
よ
り

は
、
そ
の
作
者
は
「
あ
ま
り
身
分
の
高
く
な
い
人
で
あ
る
こ
と
だ
け
は
、
ほ
ぼ

〔
-
〕

確
定
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
作
者
自
体
の
出
自
に

よ
る
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
㊤
の
例
は
話
し
手
が
「
い
み
じ
げ
な
る
下
衆
」
で

あ
る
こ
と
か
ら
そ
う
し
た
話
者
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
'
作
者
が
忠
誠
的

に
用
い
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

注
1
、
大
系
本
解
説

以
上
「
召
す
」
の
意
味
に
お
け
る
適
時
的
、
位
相
的
両
に
つ
い
て
述
べ
て
き〔1〕

た
が
'
こ
の
よ
う
な
「
召
す
」
の
多
義
化
に
つ
い
て
は
す
で
に
論
考
が
あ
る
が

私
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

注
3
に
お
い
て
ふ
れ
た
よ
う
に
「
召
す
」
の
基
本
的
窓
味
は
「
招
し
,
哩

ぶ
」
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
の
'
貿
人
の
動
作
そ
の
も
の
に
関

す
る
も
の
と
し
て
「
と
い
う
名
で
呼
ぶ
」
の
意
が
生
じ
「
官
職
に
つ
か
せ
る
」

「
寵
愛
す
る
」
の
意
と
な
り
、
さ
ら
に
'
責
人
の
す
べ
き
行
為
を
下
位
者
に
行

な
わ
せ
る
と
い
う
意
の
「
取
り
寄
す
」
が
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
へ

「
取
り
寄
す
」
行
為
を
な
す
下
位
者
の
存
在
が
次
邦
に
う
す
れ
る
に
つ
れ
て
そ

れ
が
爪
山
人
の
動
作
そ
の
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
「
食
う
」
、

「
乗
る
」
、
「
着
る
」
'
「
買
う
」
な
ど
と
い
う
正
味
を
生
ん
だ
の
で
は
あ
る

ま
い
か
O
も
ち
ろ
ん
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
順
序
ど
お
り
に
多
義
化
が
行
な
わ

れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
。

注
I
t
上
代
語
辞
典
(
丸
山
林
平
)

(
3
?
些
日
間
校
教
諭
)
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