
（ 3－戸）

国

語

国　
　
　

語

3
―
戸

注　
　
　

意

1　

問
題
は
1
か
ら
5
ま
で
で
、
16
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。 

 

　

ま
た
、
解
答
用
紙
は
両
面
に
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

2　

検
査
時
間
は
五
〇
分
で
、
終
わ
り
は
午
前
九
時
五
〇
分
で
す
。

3　

声
を
出
し
て
読
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

4　

答
え
は
全
て
解
答
用
紙
に
Ｈ
Ｂ
又ま

た

は
Ｂ
の
鉛
筆
（
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
も
可
）
を
使
っ
て
明
確
に
記
入
し
、 

解
答
用
紙
だ
け
を
提
出
し
な
さ
い
。

5　

答
え
は
特
別
の
指
示
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
は
、
各
問
の
ア
・
イ
・
ウ
・
エ
の
う
ち
か
ら
、
最
も
適
切
な
も
の
を

そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
ん
で
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。
ま
た
、
答
え
に
字
数
制
限
が
あ
る
場
合
に
は
、

や

や

な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
一
字
と
数
え
な
さ
い
。

6　

答
え
は
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄ら

ん

か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。

7　

答
え
を
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
、
消
し
く
ず
を
残
さ
な
い
よ
う
に
し
て
、
新
し
い
答
え
を
書
き
な
さ
い
。

8　

受
検
番
号
を
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
に
書
き
、
そ
の
数
字
の

の
中
を
正
確
に
塗ぬ

り
つ
ぶ
し
な
さ
い
。

9　

解
答
用
紙
は
、
汚
し
た
り
、
折
り
曲
げ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。





1

次
の
各
文
の

　
　
を
付
け
た
か
た
か
な
の
部
分
に
当
た
る
漢
字
を
楷か

い

書し
ょ

で
書 

け
。

⑴
　
新
年
ハ
イ
ガ
式
が
行
わ
れ
る
。

⑵
　
ソ
カ
ク
当
日
の
様
子
が
報
道
さ
れ
る
。

⑶
　
光こ
う

沢た
く

の
あ
る
ジ
キ
の
皿
を
贈お

く

る
。

⑷
　
平
和
主
義
の
理
念
を
憲
法
に
モ
る
。

⑸
　
彼
は
チ
ョ
ク
ジ
ョ
ウ
ケ
イ
コ
ウ
な
人
物
で
あ
る
。

2

次
の
各
文
の

　
　
を
付
け
た
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
け
。

⑴
　
限
界
に
挑
む
。

⑵
　
こ
ん
な
荒
天
で
は
船
は
出
せ
な
い
。

⑶
　
足
袋
を
履
く
。

⑷
　
高
楼
に
上
る
。

⑸
　
条
件
が
斉
一
に
な
る
。

1



2

―
―
友
人
に
な
れ
る
。
そ
ん
な
無む

邪じ
ゃ

気き

な
直
観
が
、
ぼ
く
を
陽
気
に
し
た
。
ぼ
く

は
ボ
ー
ル
を
ポ
ケ
ッ
ト
に
押
し
こ
み
、
拾
っ
た
弁
当
箱
を
片
手
に
、
ま
っ
す
ぐ
に
山

口
の
ほ
う
に
歩
み
寄
ろ
う
と
し
た
。

そ
の
と
き
、
弱
よ
わ
し
く
視
線
を
落お

と

し
た
山
口
の
目
が
、
ぼ
く
の
弁
当
に
ふ
れ
る

と
、
急
に
そ
れ
を
滑
り
ぬ
け
て
流
れ
た
。
は
っ
と
、
は
じ
め
て
ぼ
く
は
あ
る
こ
と
に

気
づ
い
た
。
そ
う
だ
、
彼
は
い
つ
も
昼
食
を
た
べ
て
な
い
の
だ
。
―
―
昼
休
み
の
は

じ
ま
る
こ
ろ
に
な
る
と
、
彼
は
い
つ
で
も
ス
ー
ッ
と
部
屋
を
出
て
行
っ
て
し
ま
う
。

な
ん
の
気
な
し
に
そ
の
姿
勢
を
憶お

ぼ

え
て
い
な
が
ら
、
そ
の
理
由
に
い
ま
ま
で
気
づ
か

な
か
っ
た
ぼ
く
は
、
な
ん
て
バ
カ
だ
。
…
…
だ
が
、
は
た
し
て
い
ま
、
彼
に
弁
当
を

半
分
す
す
め
た
も
の
だ
ろ
う
か
？

じ
つ
を
い
え
ば
、
そ
の
と
き
ぼ
く
を
躊ち

ゅ
う

躇ち
ょ

さ
せ
た
も
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
自
分

自
身
の
昼
食
が
半
分
に
減
る
こ
と
、
そ
ん
な
自
分
の
空
腹
の
想
像
な
ど
で
は
な
か
っ

た
。
そ
ん
な
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
ぼ
く
の
頭
に
は
な
か
っ
た
。
―
―
そ
れ
は
、
恥
ず

か
し
い
こ
と
だ
が
、「
善
い
こ
と
」
を
す
る
と
き
の
、
あ
の
照
れ
く
さ
さ
で
あ
り
、

奇
妙
な
後
ろ
め
た
さ
だ
っ
た
。

つ
づ
い
て
、
ぼ
く
に
弁
当
を
つ
く
る
た
め
に
昼
食
を
抜
い
て
い
る
、
母
へ
の
罪
悪

が
は
じ
ま
る
予
感
が
き
た
。
気
の
弱
い
ぼ
く
の
こ
と
だ
、
一
度
そ
れ
を
し
た
ら
、
お

そ
ら
く
習
慣
に
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
す
る
と
、
帰
途
の
汽
車

の
中
で
の
、
あ
の

と
う

痛つ
う

に
似
た
せ
つ
な
い
空
腹
感
、
や
が
て
空す

き
き
っ
て
そ
れ
が
痛

み
か
ど
う
か
さ
え
わ
か
ら
な
く
な
り
、
た
だ
、
ど
こ
に
も
力
の
入
れ
よ
う
の
な
い
苛い

ら

立だ

た
し
さ
が
か
ら
だ
全
体
に
漂た

だ
よい

だ
し
、
遠
く
の
も
の
が
か
す
み
、
近
い
も
の
が
揺ゆ

れ
て
見
え
は
じ
め
る
、
あ
の
そ
の
次
の
状
態
が
、
な
ま
な
ま
し
く
ぼ
く
に
よ
み
が

え
っ
た
。
…
…
だ
が
、
結
局
ぼ
く
が
弁
当
を
分
け
る
こ
と
を
中
止
し
よ
う
と
思
っ
た

の
は
、
神
経
質
で
孤
高
で
傲ご

う

慢ま
ん

な
ほ
ど
プ
ラ
イ
ド
の
つ
よ
い
山
口
が
、
そ
の
ぼ
く
の

押お
し

売う

り
じ
み
た
親
切
に
、
虚
心
に
こ
た
え
て
く
れ
っ
こ
な
い
と
い
う
判
断
で
あ
り
、

お
そ
れ
だ
っ
た
。
⑶

ぼ
く
は
、
自
分
の
弱
さ
を
そ
の
ま
ま
投
げ
か
え
さ
れ
、 　

 

　

 

さ
れ
る
の
は
、
も
う
た
く
さ
ん
だ
と
考
え
た
の
だ
。

＊
＊

嘲ち
ょ
う

笑し
ょ
う

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊
印
の
付
い
て
い
る
言
葉

に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

終
戦
後
の
昭
和
二
十
年
の
冬
、
十
五
歳
の
「
ぼ
く
」
は
上
級
学
校
進
学
の
た
め
に
、 

再
開
さ
れ
た
私
学
の
中
学
校
（
旧
制
中
学
）
に
も
ど
っ
た
。
勉
強
す
る
態
勢
が
十
分

で
な
く
、
様
々
な
境

き
ょ
う

遇ぐ
う

、
年ね

ん

齢れ
い

の
生
徒
が
い
る
中
で
、
た
だ
一
人
の
同
学
年
生
で
あ 

る
「
山や

ま

口ぐ
ち

」
を
話
し
相
手
に
し
よ
う
と
「
ぼ
く
」
は
考
え
て
い
た
。
あ
る
日
の
昼
、

「
ぼ
く
」
は
「
山
口
」
と
屋
上
で
出
く
わ
し
た
。

ぼ
く
は
、
頑か
た
くな

に
背
を
向
け
た
ま
ま
の
そ
の
山
口
に
、
あ
る
敵て

き

愾が
い

心し
ん

を
か
ん
じ
た
。

彼
に
目
も
く
れ
ず
、
だ
か
ら
ぼ
く
も
一
人
で
壁か

べ

に
向
か
い
、
自
分
だ
け
の
慶け

い

早そ
う

戦
を

は
じ
め
た
。
真ま

っ

向こ
う

か
ら
吹
き
つ
け
て
く
る
青
く
透
き
と
お
っ
た
風
を
感
じ
な
が
ら
、

耳
の
な
か
に
、
か
つ
て
通
っ
た
神じ

ん

宮ぐ
う

球
場
の
歓
声
や
選
手
た
ち
の
掛か

け

声ご
え

を
よ
み
が
え

ら
せ
、
怒
っ
た
よ
う
に
力
い
っ
ぱ
い
ぼ
く
は
投
げ
つ
づ
け
た
。

彼
を
無
視
す
る
強
さ
を
、
ぼ
く
は
獲か

く

得と
く

し
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。
山
口
は
、 

だ
が
、
な
に
も
い
わ
ず
、
そ
う
か
と
い
っ
て
そ
の
ぼ
く
を
眺
め
る
で
も
な
く
、
散
歩

す
る
で
も
な
く
降
り
て
行
く
で
も
な
く
、
た
だ
じ
っ
と
金
網
越
し
の
下
界
を
眺
め
つ

づ
け
て
い
る
。
そ
し
て
ぼ
く
は
、
し
だ
い
に
そ
の
彼
の
存
在
を
忘
れ
、
空
想
の
慶
早

戦
に
熱
中
し
だ
し
て
い
た
。

四
対
零ぜ

ろ

。
ケ
イ
オ
ー
の
リ
ー
ド
で
三
回
は
終お
わ

っ
た
。
さ
あ
、
飯
を
た
べ
よ
う
。

振
り
か
え
っ
て
、
ぼ
く
は
自
分
の
強
さ
の
確か

く

認に
ん

と
、
専
心
し
て
い
た
ス
ポ
ー
ツ
に

一
段
落
の
つ
い
た
爽そ

う

快か
い

で
無
心
な
気
分
か
ら
、
ほ
が
ら
か
に
山
口
を
見
て
笑
っ
た
。

す
る
と
、
彼
は
意
外
に
も
、
偶ぐ

う

然ぜ
ん

ぼ
く
と
目
を
合
わ
せ
た
の
を
恥
じ
る
よ
う
に
、 

山
肌
に
淡
く
雲
影
が
動
く
よ
う
な
、
無
気
力
な
微
笑
を
う
か
べ
た
。
…
…
彼
の
、 

そ
ん
な
微
笑
な
ん
て
、
ぼ
く
に
は
初
め
て
の
経
験
で
あ
っ
た
。
そ
の
笑え

顔が
お

に
は
、
い

わ
ば
秘
密
の
頒わ

か

ち
あ
い
め
い
た
暗あ

ん

黙も
く

の
連
帯
と
、
そ
れ
を
恥
じ
な
が
ら
認
め
る
感
情

の
手
ご
た
え
と
が
、
た
と
え
力
無
く
で
は
あ
ろ
う
と
含ふ

く

ま
れ
て
い
た
の
だ
。

3 
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3

た
微
笑
が
消
え
、
な
に
か
、
う
つ
け
た
よ
う
な
茫ぼ

う

漠ば
く

と
し
た
表
情
に
な
っ
て
、
目
を

遠
く
の
空
へ
放
し
た
。
…
…
激げ

っ

昂こ
う

が
、
ぼ
く
を
お
そ
っ
た
。
せ
っ
か
く
の
先
刻
の
思し

慮り
ょ

分
別
や
後
悔
の
予
感
も
忘
れ
は
て
て
、
恥
を
か
か
さ
れ
た
み
た
い
に
、
ぼ
く
の
頭

と
頬ほ

お

に
血
が
の
ぼ
っ
た
。

ぼ
く
は
、
く
り
か
え
し
低
く
、
強
く
い
っ
た
。

「
ぼ
く
は
素
直
な
気
持
ち
で
い
っ
て
る
ん
だ
。
お
節
介
な
こ
と
く
ら
い
、
わ
か
っ 

て
る
。
で
も
、
腹
が
へ
っ
て
る
ん
だ
っ
た
ら
、
だ
め
だ
、
食
べ
な
き
ゃ
、
食
べ
な

き
ゃ
…
…
、
食
べ
た
ら
い
い
だ
ろ
う
？　

食
べ
た
か
っ
た
ら
。」

絶
句
し
て
、
や
っ
と
ぼ
く
は
昂こ

う

奮ふ
ん

か
ら
身
を
離
す
べ
き
だ
と
気
づ
い
た
。
ぼ
く
は

握
り
飯
の
一
つ
を
取
り
、
頬ほ

お

張ば

っ
て
横
を
向
い
た
。
も
う
ど
う
に
で
も
な
れ
、
と

思
っ
た
。
こ
ん
畜ち

く

生し
ょ
う。

も
う
、
こ
ん
な
バ
カ
と
は
、
ツ
キ
ア
イ
き
ん
な
い
。
…
…
そ 

の
と
き
、
山
口
の
手
が
、
ご
く
素
直
な
態
度
で
、
弁
当
に
の
び
た
。

「
―
―
あ
り
が
と
う
。」

と
、
彼
は
ぼ
く
の
目
を
見
ず
に
い
っ
た
。
そ
し
て
、
握
り
飯
を
ま
っ
す
ぐ
口
に
ほ

う
り
こ
ん
だ
。

ま
る
で
、
あ
り
え
な
い
こ
と
が
起
こ
っ
た
よ
う
に
、
ぼ
く
は
目
の
隅す

み

で
山
口
が
食

べ
る
の
を
見
て
い
た
。
一
口
で
口
に
入
れ
て
、
彼
は
、
わ
ざ
と
ゆ
っ
く
り
嚙か

ん
で
い

る
よ
う
で
あ
っ
た
。

あ
る
照
れ
く
さ
さ
か
ら
、
相
手
の
目
を
見
た
く
な
い
気
持
ち
は
ぼ
く
に
も
あ
っ
た
。 

無
言
の
ま
ま
、
ぼ
く
ら
は
正
確
に
交
互
に
弁
当
箱
に
手
を
の
ば
し
た
。
当
然
の
権
利

の
よ
う
に
、
彼
は
ぼ
く
が
イ
カ
の
丸
煮
を
つ
ま
む
と
、
ち
ゃ
ん
と
残
っ
た
一
つ
を
つ

ま
ん
だ
。
…
…
だ
ん
だ
ん
、
ぼ
く
は
か
れ
が
傷
つ
け
ら
れ
て
は
い
な
い
こ
と
、
あ
る

い
は
そ
う
振ふ

る

舞ま

っ
て
く
れ
て
い
る
こ
と
に
、
あ
る
安あ

ん

堵ど

と
信
頼
を
抱
き
は
じ
め
た
。

そ
れ
は
、
最
後
に
残
っ
た
山
口
の
分
の
一
つ
に
、
彼
の
痩や

せ
た
青
白
い
手
が
躊
躇
な

く
の
び
た
の
を
見
と
ど
け
た
と
き
、
ほ
と
ん
ど
、
感
謝
に
ま
で
成
長
し
た
。
―
―
ぼ

く
は
、
彼
が
狷け

ん

介か
い

な
ひ
ね
く
れ
た
態
度
を
固こ

執し
つ

せ
ず
に
、
気
持
ち
よ
く
ぼ
く
に
こ
た

え
て
く
れ
た
こ
と
が
む
し
ょ
う
に
嬉う

れ

し
か
っ
た
。

＊

＊

＊

＊

⑸

＊

ぼ
く
は
思
っ
た
。
ぼ
く
は
、
一
人
で
ほ
が
ら
か
に
弁
当
を
食
お
う
。
そ
れ
は
ぼ
く

の
権
利
の
フ
ラ
ン
ク
な
主
張
で
あ
り
、
彼
の
プ
ラ
イ
ド
へ
の
フ
ラ
ン
ク
な
尊
敬
で
あ

る
。
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
を
す
る
の
に
、
あ
た
り
ま
え
の
態
度
で
し
よ
う
。
人
間
ど

う
し
の
つ
き
あ
い
で
は
、
け
っ
し
て
触
れ
て
は
い
け
な
い
場
所
に
触
れ
る
の
は
、
い

く
ら
そ
れ
が
好
意
・
善
意
・
親
切
か
ら
で
あ
っ
て
も
、
あ
き
ら
か
に
非
礼
な
の
だ
。

…
…
し
か
し
、
ぼ
く
の
足
は
も
う
、
金
網
か
ら
手
を
放
し
た
彼
の
す
ぐ
横
に
ま
で
、

自
分
を
運
ん
で
き
て
し
ま
っ
て
い
た
。

「
あ
す
こ
、
日ひ

当あ
た

り
が
い
い
な
。
…
…
行
こ
う
。」

独
り
言
の
よ
う
に
い
う
と
、
ぼ
く
は
晴
れ
た
冬
の
日
が
し
ず
か
に
き
ら
き
ら
と

溜た
ま

っ
て
い
る
、
屋
上
の
片か

た

隅す
み

に
あ
る
い
た
。
返
事
は
な
か
っ
た
が
、
山
口
は
な
に
を
考 

え
て
か
、
お
と
な
し
く
ぼ
く
に
つ
づ
い
て
き
た
。
へ
ん
に
反
抗
し
て
、
見
透
か
さ
れ

た
く
な
い
の
だ
ろ
う
か
？　

ぼ
く
は
、
彼
の
不
思
議
な
素
直
さ
に
、
そ
う
思
っ
た
。

そ
の
片
隅
に
腰
を
下
ろ
し
て
も
、
ぼ
く
は
黙だ

ま

っ
て
い
た
。
同
様
に
坐す

わ

り
な
が
ら
、

山
口
も
無
言
だ
っ
た
。
黙
っ
た
ま
ま
、
ぼ
く
が
弁
当
の
風ふ

呂ろ

敷し
き

包づ
つ

み
を
解
き
終
っ
た

と
き
、
異
様
な
ほ
ど
の
大
き
さ
で
ぼ
く
の
腹
が
、
ク
、
ル
ル
、
ル
、
と
鳴
っ
た
。

は
り
つ
め
た
気
が
ふ
い
に
弛ゆ

る

み
、
ぼ
く
は
大
声
を
あ
げ
て
笑
っ
た
。
…
…
そ
れ 

が
い
け
な
か
っ
た
。
ア
ル
マ
イ
ト
の
蓋ふ

た

を
め
く
り
、
い
つ
も
の
と
お
り
細
い
イ
カ
の

丸
煮
が
二
つ
と
、
粟あ

わ

の
片
手
に
ぎ
り
ほ
ど
の
塊
か
た
ま
りが
六
つ
、
コ
ソ
コ
ソ
と
片
寄
っ
て 

い
る
中
身
を
見
た
と
き
、
ぼ
く
の
舌
は
、
ご
く
自
然
に
ぼ
く
を
裏
切
っ
て
し
ま
っ
て

い
た
。

「
よ
か
っ
た
ら
、
た
べ
ろ
よ
。
半
分
。」

山
口
は
奇
妙
な
微
笑
を
こ
わ
ば
ら
せ
て
、
首
を
横
に
振
っ
た
。
そ
れ
は
、
意
志
的

な
拒
否
と
い
う
よ
り
、
ま
だ
首
の
坐
ら
な
い
赤あ

か

ん
坊ぼ

う

が
見
せ
る
よ
う
な
、
あ
の
意
味

も
な
に
も
な
い
た
よ
り
な
い
反
射
的
な
重
心
の
移
動
の
よ
う
に
、
ぼ
く
の
目
に
は

映
っ
た
。

「
た
べ
な
よ
。
い
い
ん
だ
。」

山
口
は
振
幅
を
こ
こ
ろ
も
ち
大
き
く
し
て
、
も
う
一
回
首
を
振
っ
た
。
膠こ

う

着ち
ゃ
くし

＊

⑷

＊

＊
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〔
問
1
〕　

彼
を
無
視
す
る
強
さ
を
、
ぼ
く
は
獲か

く

得と
く

し
よ
う
と
し
て
い
た
の
だ
。 

と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
次 

の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　
「
山
口
」
が
下
界
を
眺
め
て
い
る
意
味
を
考
え
つ
つ
も
、
空
想
の
慶
早
戦
に
熱 

中
し
て
心
を
乱
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
。

イ　

せ
っ
か
く
空
想
の
慶
早
戦
に
熱
中
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
山
口
」
に
心
を
乱 

さ
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
。

ウ　

自
分
を
非
難
す
る
よ
う
な
態
度
を
と
る
「
山
口
」
に
怒
り
を
覚
え
た
の
で
、
自 

分
も
徹て

っ

底て
い

的て
き

に
彼
を
無
視
し
続
け
る
と
い
う
こ
と
。

エ　
「
山
口
」
の
存
在
が
気
に
な
り
つ
つ
も
、
そ
う
し
た
素
振
り
を
見
せ
な
い
で
自 

分
の
世
界
に
入
り
込
も
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
。

⑴

ぼ
く
と
山
口
と
は
、
そ
れ
か
ら
は
毎
日
屋
上
を
密
会
の
場
所
と
定
め
て
、
い
つ
も

ぼ
く
の
弁
当
を
半
分
こ
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

（
山
川
方
夫
「
煙
突
」
に
よ
る
）

〔
注
〕 
旧
制
中
学
― 

―
第
二
次
大
戦
前
の
制
度
で
、
高
等
普
通
教
育
を
行
っ
た
男

子
中
等
学
校
。

 

頑か
た
くな

に
背
を
向
け
た
ま
ま
― 

―
以
前
「
ぼ
く
」
が
話
し
か
け
た
時
、
素
っ

気
な
い
態
度
を
と
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

 

敵て
き

愾が
い

心し
ん

― 

―
敵
を
打
ち
倒
そ
う
と
す
る
気
持
ち
。

 

自
分
だ
け
の
慶け

い

早そ
う

戦
― 
―
「
ぼ
く
」
は
慶
応
対
早わ

稲せ

田だ

の
大
学
野
球
対
抗
戦 

を
イ
メ
ー
ジ
し
て
、
屋
上
で
壁か

べ

に
ボ
ー
ル
を
投
げ

る
一
人
遊
び
を
し
て
い
た
。

 

と
う

痛つ
う

― 

―
う
ず
く
よ
う
な
痛
み
。

 

孤
高
― 

―
ひ
と
り
超
然
と
し
て
い
る
様
子
。

 

フ
ラ
ン
ク
― 

―
率
直
な
様
子
。

 

ア
ル
マ
イ
ト
― 

―
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
製
の
食
器
。

 

膠こ
う

着ち
ゃ
く

― 

―
ね
ば
り
つ
い
た
よ
う
に
動
か
な
い
様
子
。

 

う
つ
け
た
よ
う
な
― 

―
ぼ
ん
や
り
し
た
様
子
。

 

茫ぼ
う

漠ば
く

― 

―
ぼ
う
っ
と
し
て
は
っ
き
り
し
な
い
様
子
。

 

激げ
っ

昂こ
う

― 

―
怒
り
は
げ
し
く
興
奮
す
る
こ
と
。

 

ツ
キ
ア
イ
き
ん
な
い
― 

―
付
き
合
い
き
れ
な
い
。

 

狷け
ん

介か
い

― 

―
か
た
く
な
な
様
子
。
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〔
問
3
〕　

ぼ
く
は
、
自
分
の
弱
さ
を
そ
の
ま
ま
投
げ
か
え
さ
れ
、 　
　

 

さ
れ 

る
の
は
、
も
う
た
く
さ
ん
だ
と
考
え
た
の
だ
。
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な 

こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　
「
山
口
」
へ
の
好
意
を
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
で
、
自
分
の
人
の
よ
さ
を
改
め
て
浮 

き
彫
り
に
さ
れ
、
冷
や
や
か
に
見
ら
れ
た
く
な
い
と
い
う
こ
と
。

イ　
「
山
口
」
に
善
意
を
踏
み
に
じ
ら
れ
る
こ
と
で
、
母
へ
の
罪
悪
感
に
後
悔
す
る 

自
分
の
善
良
さ
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
う
ん
ざ
り
だ
と
い
う
こ
と
。

ウ　

無
理
し
て
弁
当
を
分
け
る
こ
と
で
、
結
局
空
腹
で
不
快
に
な
る
様
を
さ
ら
け
出 

し
「
山
口
」
に
ば
か
に
さ
れ
る
の
は
耐た

え
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
。

エ　

自
分
一
人
で
弁
当
を
食
べ
ら
れ
な
い
気
の
弱
さ
を
自
覚
さ
せ
ら
れ
、
善
人
ぶ
っ 

て
い
る
の
だ
と
「
山
口
」
に
あ
ざ
笑
わ
れ
る
の
は
ご
め
ん
だ
と
い
う
こ
と
。

〔
問
4
〕　

は
り
つ
め
た
気
が
ふ
い
に
弛ゆ
る

み
、
ぼ
く
は
大
声
を
あ
げ
て
笑
っ
た
。 

と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
を
説
明
し
た
次
の
文
章
に
あ
て
は 

ま
る
こ
と
ば
を
二
十
字
以
上
三
十
字
以
内
で
書
け
。

お
互
い
が
ど
う
接
す
る
か
わ
か
ら
ず
、
は
り
つ
め
て
向
き
合
っ
て
い
る
時
に
、 

【　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

】
か
ら
。

⑶

嘲ち
ょ
う

笑し
ょ
う

⑷

〔
問
2
〕　

山
肌
に
淡
く
雲
影
が
動
く
よ
う
な
、
無
気
力
な
微
笑
を
う
か
べ
た
。 

と
あ
る
が
、「
山
口
」
の
ど
の
よ
う
な
様
子
を
た
と
え
た
も
の
か
。
そ
の
説 

明
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　
「
ぼ
く
」
の
爽そ

う

快か
い

な
笑
顔
を
見
て
、
一
人
遊
び
の
む
な
し
さ
を
感
じ
と
っ
て
し 

ま
い
、
と
ま
ど
い
を
覚
え
て
い
る
様
子
。

イ　
「
ぼ
く
」
の
ほ
が
ら
か
な
笑
顔
を
見
て
、
思
わ
ず
そ
れ
に
応
じ
る
か
の
よ
う
に 

は
に
か
ん
だ
表
情
を
見
せ
た
様
子
。

ウ　
「
ぼ
く
」
の
無
心
な
笑
顔
を
見
て
、
意
味
の
な
い
一
人
遊
び
に
熱
中
し
て
い
た 

「
ぼ
く
」
を
あ
ざ
笑
っ
て
い
る
様
子
。

エ　
「
ぼ
く
」
の
す
が
す
が
し
い
笑
顔
を
見
て
、
お
互
い
の
気
持
ち
が
通
じ
合
い
、 

友
情
が
確
か
な
も
の
だ
と
喜
び
を
感
じ
て
い
る
様
子
。

⑵
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〔
問
6
〕　
本
作
品
の
表
現
に
つ
い
て
述
べ
た
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次 

の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　「
青
く
透
き
と
お
っ
た
風
」、「
彼
の
痩や

せ
た
青
白
い
手
」
な
ど
色
の
表
現
を
用 

い
る
こ
と
で
、
多
感
な
青
春
時
代
の
さ
わ
や
か
な
空
気
を
そ
れ
と
な
く
表
現
し
て 

い
る
。

イ
　「
…
…
」
の
後
で
は
、「
ぼ
く
」
の
心
中
で
思
い
浮
か
ん
だ
こ
と
を
記
し
、「
―
―
」

の
後
で
は
直
前
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
の
事
情
や
補
足
説
明
を
記
す
な
ど
の
使
い
分 

け
が
さ
れ
て
い
る
。

ウ
　「
ぼ
く
の
舌
は
、
ご
く
自
然
に
ぼ
く
を
裏
切
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
」
で
は
、
人 

で
は
な
い
も
の
を
主
語
に
す
る
こ
と
で
、
思
い
が
け
な
い
心
情
の
揺
ら
ぎ
を
表
現 

し
て
い
る
。

エ
　「
ぼ
く
」
の
視
点
を
中
心
に
し
て
心
理
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、「
山
口
」
の 

視
点
で
語
っ
て
い
る
箇
所
を
際き

わ

立だ

た
せ
て
、
そ
の
印
象
を
強
め
る
効
果
を
上
げ
て 

い
る
。

〔
問
5
〕　「
―
―
あ
り
が
と
う
。」
と
、
彼
は
ぼ
く
の
目
を
見
ず
に
い
っ
た
。 

と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
次
の
う 

ち
で
は
ど
れ
か
。

ア
　「
ぼ
く
」
の
申
し
出
に
対
し
て
あ
い
ま
い
に
反
応
を
し
て
い
た
の
に
弁
当
に
自 

然
と
手
が
伸
び
て
し
ま
っ
た
の
で
、
合
わ
せ
る
顔
が
な
い
と
思
っ
た
か
ら
。

イ
　「
ぼ
く
」
の
申
し
出
に
素
早
く
答
え
る
こ
と
が
で
き
ず
に
怒
ら
せ
て
し
ま
っ
た 

の
で
、
申
し
訳
な
い
こ
と
を
し
た
と
い
う
気
持
ち
が
わ
い
て
き
た
か
ら
。

ウ
　
繰
り
返
し
「
ぼ
く
」
の
申
し
出
を
断
っ
た
後
で
好
意
を
受
け
入
れ
よ
う
と
決
心 

し
た
の
で
、
面
と
向
か
っ
て
礼
を
言
う
こ
と
が
気
恥
ず
か
し
か
っ
た
か
ら
。

エ
　
思
い
も
よ
ら
ぬ
「
ぼ
く
」
の
申
し
出
に
す
っ
か
り
感
激
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、 

喜
び
の
表
情
を
読
み
取
ら
れ
て
か
ら
か
わ
れ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
。

⑸
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お
茶
も
中
国
か
ら
や
っ
て
き
た
も
の
で
し
た
。
栄
西
が
『
喫き

っ

茶さ

養よ
う

生じ
ょ
う

記き

』
で
そ

の
由
来
を
綴つ

づ

っ
て
い
る
。
し
か
し
日
本
で
は
、
最
初
こ
そ
中
国
の
喫
茶
習
慣
を
ま
ね

て
い
た
の
で
す
が
、
や
が
て
「
草そ

う

庵あ
ん

の
茶
」
と
い
う
侘わ

び
茶
の
風
味
や
所
作
に
転
化

し
て
い
き
ま
し
た
。
ま
た
そ
の
た
め
の
茶
室
を
独
特
の
風ふ

情ぜ
い

で
つ
く
り
あ
げ
た
。
身

ひ
と
つ
が
出
入
り
で
き
る
だ
け
の
小
さ
な
躙に

じ
り

口ぐ
ち

を
設
け
、
最
小
の
サ
イ
ズ
の
床
の

間
を
し
つ
ら
え
た
。
部
屋
の
大
き
さ
も
広
間
か
ら
四
畳
半
へ
、
三
帖じ

ょ
う

台だ
い

目め

へ
、
さ

ら
に
は
二
帖
台
目
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
く
。
こ
ん
な
こ
と
も
中
国
の
喫
茶
に
は

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
に
も
引
き
算
が
お
こ
っ
て
い
る
の
で
す
。

侘
び
茶
や
草
庵
の
茶
に
傾
い
た
村む

ら

田た

珠じ
ゅ

光こ
う

は
、
短
い
な
が
ら
も
と
て
も
重
要
な

『
心
の
文ふ

み

』
と
い
う
覚
え
書が

き

の
な
か
で
、
そ
う
し
た
心
を
「
和
漢
の
境
を
ま
ぎ
ら
か

す
」
と
述
べ
ま
し
た
。
た
い
へ
ん
画
期
的
な
テ
ー
ゼ
で
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
⑵

日
本
は
「
漢
」
に
学
ん
で
漢
を
離
れ
、「
和
」
を
仕
込
ん
で 

和
漢
の
境
に
遊
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

日
本
列
島
は
二
〇
〇
〇
万
年
前
ま
で
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
一
部
で
し
た
。
そ
れ

が
地
質
学
で
い
う
と
こ
ろ
の
プ
レ
ー
ト
テ
ク
ト
ニ
ク
ス
な
ど
の
地ち

殻か
く

変
動
に
よ
っ
て
、 

ア
ジ
ア
大
陸
の
縁
の
部
分
が
東
西
に
離
れ
、
そ
こ
に
海
水
が
浸
入
す
る
こ
と
で
日
本

海
が
で
き
て
大
陸
と
分
断
さ
れ
、
日
本
列
島
が
で
き
あ
が
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。こ

の
よ
う
な
成
り
立
ち
を
も
つ
ゆ
え
に
、
日
本
列
島
が
縄じ

ょ
う

文も
ん

時
代
の
終
わ
り
頃こ
ろ

ま
で
長
ら
く
大
陸
と
孤
絶
し
て
い
た
と
い
う
事
実
に
は
、
き
わ
め
て
重
い
も
の
が
あ

り
ま
す
。
日
本
海
が
大
陸
と
日
本
を
隔へ

だ

て
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
、
和
漢
を
ま
た
い

だ
日
本
の
成
り
立
ち
に
と
っ
て
、
き
わ
め
て
大
き
い
の
で
す
。

そ
の
孤
立
し
た
島
に
、
遅
く
と
も
約
三
〇
〇
〇
年
前
の
縄
文
時
代
後
期
ま
で
に
は

稲い
な

作さ
く

が
、
紀
元
前
四
〜
前
三
世
紀
に
は
鉄
が
、
四
世
紀
後
半
に
は
漢
字
が
、
い
ず
れ

も
日
本
海
を
越
え
て
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
⑶「

稲い
ね

・
鉄
・ 

漢
字
」
と
い
う
黒
船
の
到
来
で
す
。

＊

＊

＊

＊

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊
印
の
付
い
て
い
る
言
葉

に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

和
漢
の
境
を
ま
た
ぐ
と
は
、
中
国
（
漢
）
と
日
本
（
和
）
の
交
流
が
融ゆ
う

合ご
う

し
つ

つ
、
し
だ
い
に
日
本
独
自
の
表
現
様
式
や
認に

ん

知ち

様
式
や
、
さ
ら
に
は
中
世
や
近
世
で

独
特
の
価
値
観
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
お
お
ざ
っ
ぱ
に
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
ア
ジ
ア
社

会
で
は
長
ら
く
中
国
が
発
す
る
も
の
を
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
し
て
の
規き

範は
ん

に
し
て
き
た
の
で
す
が
、
そ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
に
学
ん
だ
日
本
が
、
奈な

良ら

朝ち
ょ
うの

『
古
事
記
』
や
『
万
葉
集
』
の
表
記
や
表
現
に
お
い
て
、
一
挙
に
ロ
ー
カ
ル 

な
趣し

ゅ

向こ
う

を
打
ち
出
し
、
つ
い
に
「
仮
名
」
の
出
現
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
ま
っ
た
く
新

た
な
⑴「

グ
ロ
ー
カ
ル
な
文
化
様
式
」
や
「
ク
レ
オ
ー
ル
な
文
化
様
式
」
を
誕
生 

さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
も
、
そ
の
後
は
こ
れ
を
徹て

っ

底て
い

し
て
磨
い
て
い
っ
た
。 

何
を
磨
い
た
か
と
い
う
と
ク
レ
オ
ー
ル
な
「
和
漢
の
境
」
を
磨
い
て
い
っ
た
の
で
す
。

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
か
。
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の

か
。
た
ん
に
知
恵
に
富
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。

二
、
三
の
例
で
説
明
し
ま
す
。

た
と
え
ば
禅ぜ

ん

宗し
ゅ
うは

中
国
か
ら
や
っ
て
き
た
も
の
で
、
鎌
倉
時
代
に
は
栄え

い

西さ
い

や
道ど

う

元げ
ん

は
じ
っ
さ
い
に
中
国
に
行
っ
て
修し
ゅ

行ぎ
ょ
うも
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
日
本
に
入
っ
て 

各
地
に
禅
寺
が
造
営
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
の
一
角
に
「
枯か

れ

山さ
ん

水す
い

」
と
い
う
岩

組
み
や
白
砂
の
庭
が
出
現
し
ま
す
。
竜り

ょ
う

安あ
ん

寺じ

や
大だ

い

徳と
く

寺じ

が
有
名
で
す
が
、
こ
の
よ

う
な
庭
は
中
国
に
は
な
い
も
の
で
す
。

中
国
の
庭
園
（
園え

ん

林り
ん

と
総そ

う

称し
ょ
うし

ま
す
）
は
植
物
も
石
も
わ
ん
さ
と
あ
り
ま
す
。
日 

本
の
禅
庭
は
最
小
限
の
石
と
植し

ょ
く

栽さ
い

だ
け
で
つ
く
ら
れ
、
枯
山
水
に
い
た
っ
て
は
水

を
使
わ
ず
に
石
だ
け
で
水
の
流
れ
を
表
現
し
ま
す
。
つ
ま
り
引
き
算
が
お
こ
っ
て
い

る
の
で
す
。

（
ａ
）

4

＊

＊

＊
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ら
れ
る
か
」
と
尋た

ず

ね
た
と
こ
ろ
、「
王わ

仁に

と
い
う
秀す

ぐ

れ
た
者
が
い
る
」
と
言
い
ま
す
。

さ
っ
そ
く
使
者
を
百
済
に
遣つ

か

わ
し
て
み
る
と
、
王
仁
が
辰し

ん

孫そ
ん

王
と
と
も
に
や
っ
て
き

た
。
こ
の
と
き
『
論
語
』『
千せ

ん

字じ

文も
ん

』
あ
わ
せ
て
一
一
巻
の
書
物
を
持
っ
て
き
た
。

こ
の
こ
と
は
、
見
慣
れ
な
い
「
文
字
」
と
と
も
に
「
中
国
儒じ

ゅ

教き
ょ
うの

言
葉
」
が
や
っ 

て
き
た
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
そ
う
し
て
朝ち

ょ
う

廷て
い

に
中
国
語
の
読
み
書
き
が
で
き
る 

人
材
が
い
よ
い
よ
出
現
し
て
き
た
の
で
す
。

そ
れ
な
ら
、
こ
う
し
た
外
国
語
学
習
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
が
日
本
の
中
に
少
し
ず
つ
広

ま
っ
て
、
み
ん
な
が
英
会
話
を
習
い
た
く
な
る
よ
う
に
、
や
が
て
中
国
語
に
堪た

ん

能の
う

な

日
本
人
（
倭
人
）
が
ふ
え
て
い
く
は
ず
で
す
。
実
際
、
た
し
か
に
そ
う
い
う
リ
テ
ラ

シ
ー
の
持
ち
主
は
ふ
え
た
の
で
す
が
（
貴
族
階
級
や
僧そ

う

侶り
ょ

に
）、
だ
と
す
れ
ば
今
日

の
日
本
人
が
英
会
話
を
し
、
英
語
そ
の
ま
ま
の
読
み
書
き
が
で
き
る
の
と
同
じ
よ
う

に
、
多
く
の
日
本
人
が
中
国
語
の
会
話
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
当
然
だ
っ
た
の
で
す

が
、
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。

中
国
語
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
漢
字
を
日
本
語
に
合
わ
せ
て
使
っ 

た
り
日
本
語
的
な
漢
文
を
つ
く
り
だ
し
た
り
し
た
。

（
ｃ
）

『
日
本
書
紀
』
の
推す

い

古こ

天
皇
二
八
年
（
六
二
〇
）
に
、
聖し

ょ
う

徳と
く

太
子
と
蘇そ

我が
の

馬う
ま

子こ 

が
『
天す
め
ら

皇
み
こ
と
の

記ふ
み

』
と
『
国く
に
つ

記ふ
み

』
の
編
述
に
と
り
く
ん
だ
と
い
う
記
事
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
と
き
、
お
そ
ら
く
中
国
語
で
は
な
い
「
中
国
的
日
本
語
の
よ
う
な
記
述
」
が

誕
生
し
た
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
い
わ
ば
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
・
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
で
す
。 

た
だ
し
、
こ
の
『
天
皇
記
』
と
『
国
記
』
は
乙い

つ

巳し

の
変
（
大
化
改
新
）
の
と
き
、
蘇

我
蝦え

み
し夷

の
家
と
と
も
に
焼
け
て
し
ま
っ
た
。

ま
こ
と
に
残
念
な
こ
と
で
す
が
、
さ
い
わ
い
天て

ん

武む

天
皇
の
と
き
（
六
八
一
）、
川か

わ

島し
ま

皇
子
と
忍お

さ

壁か
べ

皇
子
が
勅ち

ょ
く

命め
い

に
よ
っ
て
『
帝

す
め
ろ
き
の

紀ひ
つ
ぎ

』
と
『
旧ふ

る

辞こ
と

』
を
編へ

ん

纂さ
ん

す
る 

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

当
然
、
漢
字
ば
か
り
の
も
の
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
も
中
国
語
で
は
な
い
。
や
は

り
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
・
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
っ
ぽ
い
も
の
で
し
た
。
し
か
も
こ
の
と
き
、
こ

＊

＊

＊

＊

と
り
わ
け
最
後
に
や
っ
て
き
た
漢
字
の
イ
ン
パ
ク
ト
は
絶
大
で
し
た
。
日
本
人
が

最
初
に
漢
字
と
遭そ

う

遇ぐ
う

し
た
の
は
、
筑ち

く

前ぜ
ん
の

国く
に

（
現
在
の
福
岡
県
北
西
部
）
の
志し

賀か
の

島し
ま

か
ら
出
土
し
た
、
あ
の
「
漢か
ん
の

委わ
の

奴な
の

国こ
く

王お
う

」
と
い
う
金
印
で
あ
り
、
銅
鏡
に
刻
印
さ

れ
た
呪じ

ゅ

文も
ん

の
よ
う
な
漢
字
群
で
し
た
。
こ
れ
を
初
め
て
見
た
日
本
人
（
倭わ

人じ
ん

）
た
ち

は
そ
れ
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
な
ど
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
に
ち
が
い
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
中
国
は
当
時
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
の
機き

軸じ
く

国こ
く

で
あ
っ
た

の
で
、
日
本
人
は
す
な
お
に
こ
の
未
知
の
プ
ロ
ト
コ
ル
を
採
り
入
れ
る
こ
と
を
決
め

た
。

（
ｂ
）

と
こ
ろ
が
、
最
初
こ
そ
漢
文
の
ま
ま
に
漢
字
を
認
識
し
、
学
習
し
て
い
っ
た
の
で

す
が
、
途
中
か
ら
変
わ
っ
て
き
た
。
日
本
人
は
そ
の
当
時
で
す
で
に
一
万
〜
二
万
種

類
も
あ
っ
た
漢
字
を
、
中
国
の
も
と
も
と
の
発
音
に
倣な

ら

っ
て
読
む
だ
け
で
は
な
く
、

縄
文
時
代
か
ら
ず
っ
と
喋し

ゃ
べっ

て
い
た
自
分
た
ち
の
オ
ラ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ 

ン
の
発
話
性
に
合
わ
せ
て
、
そ
れ
を
か
ぶ
せ
る
よ
う
に
読
み
下
し
て
し
ま
っ
た
の
で

す
。私

は
こ
れ
は
日
本
史
上
、
最
初
で
最
大
の
文
化
事
件
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。

日
本
文
明
と
い
う
見
方
を
す
る
な
ら
、
最
も
大
き
な
文
明
的
事
件
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。

た
だ
輸
入
し
た
の
で
は
な
く
、
日
本
人
は
こ
れ
を
劇
的
な
方
法
で
編
集
し
た
。

漢
字
の
束た
ば

を
最
初
に
日
本
（
倭
国
）
に
持
っ
て
き
た
の
は
、
百く

だ
ら済

か
ら
の
使
者
た

ち
で
し
た
。

応お
う

神じ
ん

天
皇
の
時
代
だ
か
ら
四
世
紀
末
か
五
世
紀
初
頭
で
し
ょ
う
。
阿あ

直ち

岐き

が
数
冊

の
経き

ょ
う

典て
ん

を
持
っ
て
き
た
。
当
時
の
日
本
は
百
済
と
同
盟
関
係
に
な
る
ほ
ど
に
親
交

を
深
め
て
い
ま
し
た
。

阿
直
岐
の
来
朝
か
ら
ま
も
な
く
、
天
皇
の
皇
子
だ
っ
た
菟う

道じ
の

稚わ
き

郎い
ら

子つ
こ

が
こ
の
漢
字

に
関
心
を
も
ち
、
阿
直
岐
を
師
と
仰
い
で
読
み
書
き
を
習
い
は
じ
め
ま
し
た
。
こ
れ

を
見
た
応
神
天
皇
が
、
宮き

ゅ
う

廷て
い

で
交か

わ
し
て
い
る
言
葉
を
文
字
で
あ
ら
わ
す
こ
と
に

重
大
な
将
来
的
意
義
が
あ
る
と
感
じ
て
、
阿
直
岐
に
「
あ
な
た
に
勝ま

さ

る
博

ふ
み
よ
み

士び
と

は
お

＊

＊

⑷

＊

＊
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か
く
て
こ
こ
に
登
場
し
て
き
た
の
が
日
本
独
自
の
「
仮
名
」
で
し
た
。

（
松
岡
正
剛
「
日
本
文
化
の
核
心
」
に
よ
る
）

〔
注
〕 

グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
― 

―
国
際
的
に
共
通
の
基
準
。

 

ク
レ
オ
ー
ル
― 

―
混
交
的
な
文
化
。

 

禅ぜ
ん

宗し
ゅ
う

― 

―
仏
教
の
一
派
。
日
本
で
は
、
栄え

い

西さ
い

の
臨り

ん

済ざ
い

宗し
ゅ
う、

道ど
う

元げ
ん

の
曹そ

う

洞と
う

宗し
ゅ
う

が
あ
る
。

 

侘わ

び
茶
― 

―
桃も

も

山や
ま

時
代
に
流
行
し
た
、
簡か

ん

素そ

静せ
い

寂じ
ゃ
くの

境
地
を
重
ん
じ
た
も

の
。
村む

ら

田た

珠じ
ゅ

光こ
う

が
祖
と
言
わ
れ
て
い
る
。

 

躙に
じ
り

口ぐ
ち

― 

―
茶
室
特
有
の
小
さ
な
出
入
り
口
。

 

テ
ー
ゼ
― 

―
命
題
。
あ
る
判
断
を
言
葉
で
言
い
表
し
た
も
の
。

 

プ
レ
ー 

ト
テ
ク
ト
ニ
ク
ス 

 

― 

―
地
球
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
動
の
原
動
力
は
プ
レ
ー
ト
の
運
動
に
あ

る
と
し
て
、
地
震
や
火
山
な
ど
の
地
学
現
象
を
統
一
的
に
解か

い

釈し
ゃ
く

し
よ
う
と
す
る
考
え
方
。

 

プ
ロ
ト
コ
ル
― 

―
こ
こ
で
は
言
語
の
規
約
の
意
。

 

オ
ラ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
― 

―
口
頭
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
。

 

百く
だ
ら済
― 

―
古
代
朝
鮮
の
国
名
。

 

阿あ

直ち

岐き

― 

―
こ
の
時
代
に
百
済
か
ら
日
本
へ
派は

遣け
ん

さ
れ
た
と
さ
れ
る
人
物
。

 

儒じ
ゅ

教き
ょ
う

― 

―
孔こ
う

子し

の
教
え
を
中
心
と
し
た
、
中
国
の
伝
統
的
な
政
治
・
道
徳

の
教
え
。

 

ム
ー
ブ
メ
ン
ト
― 

―
運
動
、
動
き
。

 

リ
テ
ラ
シ
ー
― 

―
あ
る
分
野
に
つ
い
て
の
知
識
や
そ
れ
を
活
用
す
る
能
力
。

 
勅ち

ょ
く

命め
い

― 

―
天
皇
の
命
令
。

 
誦し

ょ
う

習し
ゅ
う

― 

―
よ
み
習
う
こ
と
。

 

万
葉
仮
名
― 

―
漢
字
の
音
訓
を
借
り
て
発
音
を
写
し
た
文
字
。

 

リ
ミ
ッ
ク
ス
― 

―
素
材
を
混
ぜ
て
全
く
新
し
い
作
品
に
作
り
上
げ
る
こ
と
。

の
中
身
を
稗ひ

え

田だ
の

阿あ

礼れ

が
誦し

ょ
う

習し
ゅ
うし

て
半
ば
を
暗
記
し
た
。
稗
田
阿
礼
と
い
う
人
物
は

ま
だ
正
体
が
わ
か
っ
て
い
な
い
の
で
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
一
人
で
は
な
い
集
団
名

だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
阿
礼
は
『
帝
紀
』
や
『
旧

辞
』
の
漢
字
漢
文
を
中
国
語
で
誦
習
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
語
と
し
て
誦

習
し
た
。

（
ｄ
）

つ
い
で
和
銅
四
年
（
七
一
一
）、
元げ

ん

明め
い

天
皇
は
太お

お
の

安や
す

万ま

侶ろ

に
命
じ
て
『
古
事
記
』

を
著
作
さ
せ
ま
し
た
。
こ
こ
で
つ
い
に
画
期
的
な
表
現
革
命
が
お
こ
り
ま
し
た
。

太
安
万
侶
は
稗
田
阿
礼
に
口
述
さ
せ
、
そ
れ
を
漢
字
四
万
六
〇
二
七
字
で
『
古
事

記
』
に
仕
上
げ
る
の
で
す
が
、
表
記
に
前ぜ

ん

代だ
い

未み

聞も
ん

の
工
夫
を
ほ
ど
こ
し
た
。
漢
字
を

音
読
み
と
訓
読
み
に
自
在
に
変
え
て
、
音
読
み
に
は
の
ち
の
万
葉
仮
名
に
あ
た
る
使

用
法
を
芽
生
え
さ
せ
た
の
で
す
。

こ
れ
は
そ
う
と
う
画
期
的
な
こ
と
で
し
た
。
表
記
上
で
画
期
的
だ
っ
た
だ
け 

で
な
く
、
日
本
人
が
縄
文
以
来
つ
か
っ
て
き
た
言
葉
を
「
漢
字
の
声
」
で
あ
ら
わ
す

こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
が
、
さ
ら
に
画
期
的
な
の
で
す
。
私
た
ち
は
漢
字
を
見

て
も
、
日
本
語
の
声
で
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

た
と
え
ば
「
大
」
と
い
う
字
を
音
読
み
す
る
と
「
ダ
イ
」
に
な
る
の
は
、
も
と
も

と
中
国
で
こ
の
字
を
「
ダ
ィ
」
と
発
音
し
て
い
た
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
ま
す
。
近き

ん

似じ

音お
ん

で
ダ
イ
に
し
た
。
し
か
し
日
本
人
は
「
大
」
を
自
分
た
ち
の
古
来
の
言
葉
で

あ
っ
た
「
お
お
」「
お
お
し
」「
お
お
き
」
な
ど
の
言
葉
に
適
用
す
る
た
め
に
訓
読
み

も
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
音
読
み
と
訓
読
み
を
平
然
と
使
い
わ
け
る
よ
う
に
さ

え
な
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。「
生
」
は
シ
ョ
ウ
（
一
生
）
と
も
セ
イ
（
生
活
）
と
も

キ
（
生
蕎そ

麦ば

）
と
も
読
み
、
か
つ
「
い
き
る
」「
う
ま
れ
る
」「
な
ま
」
な
ど
と
も 

読
ん
だ
の
で
す
。
ま
こ
と
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
す
。

自
分
た
ち
の
発
明
し
た
漢
字
を
こ
の
よ
う
に
使
え
る
こ
と
は
、
中
国
人
に
と
っ
て

は
予
想
も
つ
か
な
い
こ
と
で
し
た
。
私
た
ち
は
中
国
と
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン

ダ
ー
ド
を
導
入
し
、
学
び
始
め
た
そ
の
最
初
の
時
点
で
早
く
も
リ
ミ
ッ
ク
ス
を
始
め
て 

い
た
の
で
す
。

＊

＊

⑸

＊
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〔
問
2
〕　
日
本
は
「
漢
」
に
学
ん
で
漢
を
離
れ
、「
和
」
を
仕
込
ん
で
和
漢
の 

境
に
遊
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ 

と
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア
　
日
本
人
は
、
中
国
文
化
に
学
ん
で
素
材
と
し
て
採
り
入
れ
た
も
の
を
、
日
本
の 

自
然
や
感
覚
に
合
わ
せ
て
差
し
引
き
し
、
そ
こ
で
生
ま
れ
た
独
自
の
価
値
観
を
賞 

美
す
る
よ
う
な
文
化
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
っ
た
こ
と
。

イ
　
日
本
人
は
、
中
国
文
化
と
日
本
文
化
を
融
合
し
た
結
果
生
ま
れ
た
文
化
様
式
を 

受
容
し
、
一
つ
の
国
の
枠わ

く

組ぐ

み
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
多
様
な
表
現
を
楽
し
め
る
よ 

う
な
文
化
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
っ
た
こ
と
。

ウ
　
日
本
人
は
、
中
国
文
化
の
様
式
を
採
り
入
れ
た
上
で
、
余
計
な
も
の
を
除
き
素そ 

朴ぼ
く

さ
や
単
純
さ
を
愛
す
る
国
民
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
日
本
人
の
心
情
に
即
し 

て
余
情
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
文
化
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
っ
た
こ
と
。

エ
　
日
本
人
は
、
中
国
文
化
か
ら
学
ん
だ
こ
と
を
日
本
古
来
の
形
式
に
あ
て
は
め
て 

文
化
を
再
創
造
す
る
た
め
、
人
工
物
を
排
除
し
、
自
然
物
を
利
用
し
て
和
漢
の
融 

合
を
象
徴
的
に
表
現
す
る
よ
う
な
文
化
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
っ
た
こ
と
。

⑵

〔
問
1
〕　「
グ
ロ
ー
カ
ル
な
文
化
様
式
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
誕
生
さ
せ
た
」 

と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア
　
他
国
の
文
化
に
遅
れ
を
と
ら
な
い
よ
う
に
、
競き

そ

い
合あ

い
つ
つ
も
、
独
自
の
文
化 

を
磨
き
上
げ
て
い
っ
た
こ
と
。

イ
　
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
個
性
を
生
か
し
な
が
ら
、
統
一
さ
れ
た
国
と
し
て
の
文
化 

の
土
台
を
固
め
て
い
っ
た
こ
と
。

ウ
　
自
国
の
文
化
の
特
徴
に
一
つ
の
基
準
を
設
け
、
そ
れ
を
用
い
て
他
国
と
比ひ

較か
く

し 

独
自
性
を
明
確
に
し
て
い
っ
た
こ
と
。

エ
　
規
範
と
な
る
文
化
に
学
び
つ
つ
、
自
分
た
ち
独
自
の
生
活
や
風
土
に
根
ざ
し
た 

文
化
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
っ
た
こ
と
。

⑴
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〔
問
5
〕　

こ
れ
は
そ
う
と
う
画
期
的
な
こ
と
で
し
た
。
と
あ
る
が
、「
画
期
的 

な
」
表
現
を
獲か

く

得と
く

す
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
五
人
の
生
徒
が
話
し
合
い 

を
し
た
。
話
し
合
い
の
中
で
そ
の
経
緯
に
つ
い
て
正
し
く
述
べ
て
い
る
生
徒 

は
誰
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　
「
漢
字
の
束た

ば

」
は
四
世
紀
末
か
五
世
紀
初
頭
に
、
阿
直
岐
と
王
仁
が
経き

ょ
う

典て
ん

と
い 

う
形
で
日
本
に
も
た
ら
し
た
。
菟
道
稚
郎
子
は
彼
ら
に
学
ん
で
日
本
に
漢
字
を
広 

め
た
ん
だ
。

イ　

い
や
阿
直
岐
は
経
典
を
も
た
ら
し
た
け
ど
、
王
仁
は
「
中
国
の
儒
教
の
言
葉
」 

を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
っ
て
、
漢
字
と
い
う
よ
り
日
本
に
重
要
な
思
想
を
伝
え
る 

使
命
が
あ
っ
た
と
言
っ
た
方
が
正
し
い
よ
。

ウ　

い
ず
れ
に
し
て
も
「
漢
字
の
束
」
や
「
中
国
儒
教
の
言
葉
」
が
日
本
に
入
っ
て 

き
た
こ
と
で
中
国
語
で
会
話
で
き
る
日
本
人
が
増
え
、
朝ち

ょ
う

廷て
い

で
の
意
思
疎
通
が
便 

利
に
な
っ
た
ん
だ
ね
。

エ　

も
ち
ろ
ん
一
部
の
日
本
人
は
中
国
語
を
駆く

使し

で
き
た
け
れ
ど
、
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
・

ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
の
よ
う
な
言
葉
が
で
き
た
こ
と
で
、
そ
の
後
の
表
現
革
命
に
つ 

な
が
っ
た
ん
だ
。

オ　

こ
の
チ
ャ
イ
ニ
ー
ズ
・
ジ
ャ
パ
ニ
ー
ズ
が
ま
さ
に
画
期
的
だ
っ
た
ん
だ
ね
。
漢 

字
の
音
を
使
う
こ
と
で
、
日
本
語
の
語
順
に
従
っ
て
漢
字
と
仮
名
で
日
本
語
を
表 

現
す
る
こ
と
が
で
き
た
ん
だ
。

⑸

〔
問
3
〕　
「
稲い

ね

・
鉄
・
漢
字
」
と
い
う
黒
船
の
到
来
で
す
。
と
あ
る
が
、 

「
黒
船
の
到
来
」
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な 

も
の
を
選
べ
。

ア　

大
陸
と
孤
絶
し
て
お
り
、
文
化
的
に
未
熟
で
あ
っ
た
日
本
に
と
っ
て
、
国
力
の 

伸
長
を
示
す
威
圧
的
な
も
の
で
あ
り
、
他
国
よ
り
劣
っ
て
い
る
と
感
じ
さ
せ
る
も 

の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

イ　

大
陸
と
分
断
さ
れ
て
い
る
た
め
、
他
文
化
が
自
然
に
流
入
し
な
か
っ
た
日
本
に 

と
っ
て
、
生
活
様
式
や
考
え
方
が
根
本
的
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
ほ
ど
先
進
的
で
あ 

り
、
圧あ

っ

倒と
う

的て
き

な
衝
撃
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

ウ　

独
自
の
高
度
な
文
化
が
既
に
発
展
し
て
い
た
島
国
の
日
本
に
と
っ
て
、
新
鮮
に 

感
じ
ら
れ
、
今
後
自
文
化
が
さ
ら
に
深
化
し
て
い
く
き
っ
か
け
と
な
る
と
期
待
さ 

せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

エ　

も
と
は
一
つ
の
大
陸
で
あ
っ
た
も
の
が
東
西
に
離
れ
た
経け

い

緯い

を
も
つ
日
本
と
中 

国
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
日
本
に
と
っ
て
中
国
は
異
国
と
は
思
え
ず
、
再
び
の
結
び 

つ
き
を
予
見
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

〔
問
4
〕　

た
だ
輸
入
し
た
の
で
は
な
く
、
日
本
人
は
こ
れ
を
劇
的
な
方
法
で
編 

集
し
た
。
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
そ
の
内
容
を
説
明
し
た
次 

の
語
句
に
つ
づ
く
形
で
四
十
五
字
以
上
六
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

日
本
人
は
【　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

】

⑶⑷
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〔
問
7
〕　
波
線
部
和
漢
の
境
を
ま
た
ぐ
と
は
、
中
国
（
漢
）
と
日
本
（
和
）
の
交
流

が
融ゆ

う

合ご
う

し
つ
つ
、
し
だ
い
に
日
本
独
自
の
表
現
様
式
や
認に

ん

知ち

様
式
や
、
さ
ら
に

は
中
世
や
近
世
で
独
特
の
価
値
観
を
つ
く
っ
て
い
っ
た
と
あ
る
が
、
こ
の
よ

う
に
中
国
の
文
化
を
も
と
に
日
本
の
文
化
を
形
成
し
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

ど
う
思
う
か
。
ま
た
広
く
外
国
の
文
化
を
取
り
入
れ
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
ど

う
考
え
る
か
。
具
体
的
な
事
例
も
含ふ

く

め
て
あ
な
た
の
考
え
を
二
百
字
以
内
で
書

け
。
な
お
、
書
き
出
し
や
改
行
の
際
の
空く

う

欄ら
ん

、

や

や

な
ど
も
そ
れ
ぞ

れ
字
数
に
数
え
よ
。

〔
問
6
〕　
次
の
文
は
本
文
の
（
ａ
）
〜
（
ｄ
）
の
ど
こ
に
入
れ
る
の
が
適
切
か
。 

次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
び
、
ア
〜
エ
の
記
号
で
答
え
よ
。

　
　
　
ま
さ
に
文
明
的
な
転
換
が
お
こ
っ
た
の
で
す
。

ア
　（
ａ
）

イ
　（
ｂ
）

ウ
　（
ｃ
）

エ
　（
ｄ
）
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そ
れ
で
も
私
が
こ
れ
を
中
宮
様
の
た
め
に
選
ん
だ
の
に
は
、
理
由
が
あ
っ
た
。
そ

れ
は
帝み

か
どだ

。
帝
は
内だ

い

裏り

で
し
ば
し
ば
詩
の
会
を
催
さ
れ
、
自
ら
も
詠
ま
れ
る
。
そ 

の
御
好
み
は
、
一
般
の
方
々
と
は
少
し
違
っ
て
い
た
。

帝
は
即
位
な
さ
っ
た
時
に
は
わ
ず
か
七
歳
の
幼
さ
だ
っ
た
か
ら
、
当
初
は
祖
父
の

藤
原
兼か
ね

家い
え

様
が
摂せ

っ

政し
ょ
う

に
な
ら
れ
、
全
権
を
掌し

ょ
う

握あ
く

さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
後
は
、 

兼
家
様
の
息
子
の
道み

ち

隆た
か

様
へ
、
ま
た
道
長
殿ど

の

へ
と
権
力
が
つ
な
が
れ
た
。
だ
が
そ 

れ
は
帝
が
無
力
な
お
飾か

ざ

り
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
特
に
道
長
殿
が
権
力
の

座
に
就つ

か
れ
て
か
ら
は
、
公く

卿ぎ
ょ
うの

意
見
を
道
長
殿
が
と
り
ま
と
め
、
そ
れ
を
聞
い 

て
帝
が
決
定
な
さ
る
と
い
う
形
で
の
、
天
皇
親
政
を
敷
い
て
お
ら
れ
る
。
政
治
に
取

り
組
ま
れ
る
姿
勢
は
実
に
ひ
た
む
き
で
、
そ
の
こ
と
は
漢
学
を
学
ぶ
態
度
に
も
表
れ

て
い
る
。
帝
は
、
政
治
の
思
想
と
制
度
の
先
進
国
で
あ
る
中
国
に
学
ぼ
う
と
し
て
、

漢
学
に
い
そ
し
ま
れ
て
い
る
の
だ
。

私
は
こ
の
話
を
父
か
ら
聞
き
、
父
は
帝
の
叔お

父じ

で
あ
る
中な

か

務
つ
か
さ
の

宮み
や

具と
も

平ひ
ら

親し
ん

王の
う

か 

ら
聞
い
た
。
あ
る
時
中
務
宮
は
、
帝
の
こ
の
よ
う
な
詩
を
、
ひ
そ
か
に
耳
に
さ
れ
た

の
だ
。

　
　
　
　
書
中
に
往
事
有
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
御ぎ
よ

製せ
い

①
　
閑し

づ

か
に
典て

ん

墳ぷ
ん

に
就
き
て
日
を
送
る
裡う

ち

　

②
　
其そ

の
中
の
往
事

　
心
情
に
染し

む

③
　
百
王
の
勝し

よ
う

躅ち
よ
く　

篇へ
ん

を
開
け
ば
見
え

④
　
万ば

ん

代だ
い

の
聖
賢
　
巻
を
展の

ぶ
る
に
明
ら
か
な
り

⑤
　
学
び
得
て
は
　
遠
く
虞ぐ

帝て
い

の
化
を
追
ひ

⑥
　
読
み
来き

た
つて

は
　
更さ

ら

に
漢
文
の
名
に
恥は

づ

⑦
　
多
年

　
稽
古

　
儒じ

ゆ

墨ぼ
く

を
属を

さ

む
れ
ば

⑧
　
底な

に

に
縁よ

り
て
か

　
此こ

の
時
泰た

い

平へ
い

な
ら
ざ
ら
む

＊

＊

＊

＊

＊

次
の
文
章
中
の
「
私
」
と
は
『
源
氏
の
物
語
』
を
書
い
た
紫
式
部
の
こ
と
で
あ

り
、
紫
式
部
は
一
条
天
皇
の
后き

さ
き

で
あ
る
中ち

ゅ
う

宮ぐ
う

彰し
ょ
う

子し

に
仕
え
て
い
た
。
こ
の
文 

章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊
印
の
付
い
て
い
る
言
葉
に
は
、
本

文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

中
宮
様
が
私
に
『
白
氏
文
集
』
を
読
め
と
言
わ
れ
た
の
は
、
そ
れ
が
⑴

最
も
世 

間
一
般
に
知
れ
渡
っ
た
漢
詩
文
集
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
漢
文
の
こ
と
を
何
も
知
ら

ぬ
中
宮
様
で
も
、『
白
氏
文
集
』
の
名
は
ご
存
じ
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。
作
者
白は

く

居き
ょ

易い

は
唐と

う

代
の
詩
人
だ
が
、
本
人
の
在
世
中
か
ら
作
品
が
日
本
に
も
伝
わ
り
、
人
気

を
博
し
て
い
た
。
最
も
有
名
な
の
は
、
実
在
の
玄げ

ん

宗そ
う

皇こ
う

帝て
い

と
楊よ

う

貴き

妃ひ

の
悲ひ

恋れ
ん

を
題 

材
に
し
た
、
幻
想
的
な
歴
史
悲
劇
「
長ち

ょ
う

恨ご
ん

歌か

」
だ
。
私
も
『
源
氏
の
物
語
』
を
書

く
際
、
大
い
に
参
考
に
し
た
。
ま
た
白
居
易
に
は
日
常
生
活
を
詠よ

ん
だ
美
し
い
詩
が

た
く
さ
ん
あ
る
。
友
情
の
詩
、
田
舎
暮
ら
し
の
詩
、
引
退
し
て
悠
々
自
適
の
生
活
を

味
わ
う
詩
。
総
じ
て
彼
の
詩
に
は
漢
文
に
つ
き
も
の
の
堅
苦
し
さ
が
少
な
い
。
文
章

が
平
易
で
日
本
人
に
も
垣か

き

根ね

が
低
い
こ
と
も
、
人
気
の
理
由
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
白
居

易
の
自
選
全
集
が
『
白
氏
文
集
』
だ
。

だ
が
、
中
宮
様
の
た
め
に
私
が
選
ん
だ
教
材
は
、
彼
の
作
品
に
し
て
は
多
少
毛
色

の
違
っ
た
も
の
だ
っ
た
。『
白
氏
文
集
』
全
七
十
五
巻
の
う
ち
第
三
巻
と
第
四
巻
の
二 

巻
を
占し

め
る
連
作
「
新し

ん

楽が

府ふ

」
五
十
首
で
あ
る
。
白
居
易
は
そ
の
序
で
、「
こ
の
作

品
は
文
学
の
た
め
に
作
っ
た
の
で
は
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
な
ら
ば
何
の
た
め
に

作
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
、
政
治
の
た
め
だ
。
白
居
易
の
詩
は
、
曲
が
つ
け
ら
れ
歌
と

な
っ
て
、
中
国
各
地
で
万
人
に
口
ず
さ
ま
れ
て
い
た
。
白
居
易
は
そ
れ
を
利
用
し
て
、 

民
衆
の
声
と
し
て
役
人
や
皇
帝
に
聞
き
届
け
ら
れ
、
政
治
を
変
え
る
詩
を
作
ろ
う
と 

　 

て
た
の
だ
。
だ
か
ら
「
新
楽
府
」
の
内
容
は
政
治
向
き
で
、
大
変
お
堅
い
。
例

え
ば
、
税
金
を
無む

駄だ

に
使
う
な
。
善
政
で
民
を
天
災
か
ら
救
え
。
胸
躍
る
恋こ

い

も
切
々

た
る
感
傷
も
無
く
、
娯ご

楽ら
く

的て
き

と
は
と
て
も
言
え
ず
、
品
格
は
あ
る
が
面お

も

白し
ろ

く
な
い
と

さ
れ
て
い
る
。
特
に
、
女
性
向
き
で
は
全
く
な
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

5

＊

＊

企く
わ
だ
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ろ
う
。
あ
る
い
は
、
本
音
を
吐
け
る
味
方
を
得
た
と
お
感
じ
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

宮
に
返
答
の
詩
を
書
か
れ
て
、
ま
た
そ
れ
に
宮
が
返
さ
れ
、
結
局
や
り
と
り
は
二
往

復
に
も
な
っ
た
（『
本
朝
麗
藻
』
巻
下
）。
儒
学
に
基
づ
き
善
政
を
行
う
意
欲
に
満 

ち
た
帝
。
帝
を
理
解
し
、
支
え
る
宮
。
お
二
人
の
詩
の
往
復
を
、
宮
家
の
長
年
の 

下
僕
で
あ
る
父
は
、
し
み
じ
み
と
し
た
思
い
で
聞
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
私
と
て
同 

じ
気
持
ち
だ
。
こ
れ
こ
そ
⑷

真
の
漢
学
者
の
求
め
て
い
た
や
り
と
り
だ
。

帝
は
『
白
氏
文
集
』
も
お
好
き
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
最
も
儒
学
的
な
作
品
が

「
新
楽
府
」
だ
。
民
が
天
子
に
心
を
伝
え
る
た
め
の
詩
。
天
子
が
民
の
心
を
知
る
た

め
の
詩
、
善
き
ま
つ
り
ご
と
の
た
め
の
詩
だ
。
も
し
も
中
宮
様
が
帝
の
心
に
寄
り
添

い
た
く
て
漢
学
に
手
を
伸
ば
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
内
容
が
無
骨
だ
ろ
う
が
お
し
ゃ

れ
で
な
か
ろ
う
が
、
こ
の
教
材
こ
そ
最
適
だ
。
中
宮
様
は
、
最
初
は
驚
か
れ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
き
っ
と
分
か
っ
て
下
さ
る
。
私
が
中
宮
様
の
帝
へ
の
気
持
ち
に
気
づ

い
た
と
い
う
こ
と
も
含ふ

く

め
て
、
受
け
入
れ
て
下
さ
る
だ
ろ
う
。
私
は
そ
う
思
っ
て
、

中
宮
様
に
「
新
楽
府
」
を
進
講
し
た
。
果
た
し
て
中
宮
様
は
、
そ
の
後
何
年
も
粘
り

強
く
勉
学
に
励
ま
れ
た
の
だ
。

（
山
本
淳
子
「
紫
式
部
ひ
と
り
語
り
」
に
よ
る
）

〔
注
〕 

玄げ
ん

宗そ
う

皇こ
う

帝て
い

― 

―
唐
の
第
六
代
の
皇
帝
。
晩
年
、
楊
貴
妃
を
愛
す
る
に
及
び
、

安あ
ん

禄ろ
く

山ざ
ん

の
乱
が
起
こ
り
、
四し

川せ
ん

の
地
に
逃
れ
た
。

 

楊よ
う

貴き

妃ひ

― 

―
玄
宗
皇
帝
の
妃き
さ
き。
安
禄
山
の
乱
に
よ
り
四
川
に
逃
れ
る
途
中 

で
殺
さ
れ
た
。

 

藤
原
兼か

ね

家い
え

― 

―
一
条
天
皇
の
母
方
の
祖
父
で
あ
り
、
摂
政
・
太だ

い

政じ
ょ
う大

臣
と

な
っ
た
。

 
道
長
― 

―
兼
家
の
息
子
で
、
道
隆
の
弟
。
中
宮
彰
子
の
父
。

 
公く

卿ぎ
ょ
う

― 

―
大
臣
や
大だ

い

納な

言ご
ん

、
中
納
言
な
ど
の
高
官
。

 

父
― 
―
紫
式
部
の
父
で
あ
る
藤
原
為た

め

時と
き

。

＊

　
　
　
　
書
物
の
中
に
は
過
ぎ
去
っ
た
日
々
の
出
来
事
が
あ
る
。

御
製
（
一
条
天
皇
）

心
静
か
に
古
漢か

ん

籍せ
き

に
向
か
っ
て
日
を
過
ご
し
て
い
る
と

書
中
に
書
か
れ
た
過
ぎ
去
っ
た
出
来
事
が
心
に
染
み
入
っ
て
く
る
。

　 
を
開
け
ば
代
々
の
王
達た

ち

の
残
し
た
素
晴
ら
し
い
業
績
が
見
え
る
。

巻か
ん

子す

を
展
べ
れ
ば
往
古
か
ら
の
聖
者
賢
人
た
ち
も
は
っ
き
り
と
そ
の
姿
を
現
す
。

遠
く
虞ぐ

帝て
い

の
賢
政
か
ら
学
ぶ
こ
と
も
で
き
る
し

読
む
に
つ
れ
て
ま
す
ま
す
漢
の
文ぶ

ん

帝て
い

の
誉ほ

ま

れ
に
感
じ
入
り
、
我
が
身
を
恥
ず
か

し
く
思
う
こ
と
も
あ
る
。

だ
が
、
我
も
多
年
読
書
を
重
ね
、
儒じ

ゅ

者し
ゃ

た
ち
や
墨ぼ

く

子し

兼
愛
の
学
を
修
め
て
き 

た
。

こ
の
よ
う
に
儒
学
の
本
道
を
志
し
て
寛か

ん

仁じ
ん

の
政
治
を
心
が
け
て
き
た
の
だ
か
ら
、 

ど
う
し
て
わ
が
国
の
世
の
泰
平
が
実
現
し
な
い
で
お
か
れ
よ
う
か
。

（『
本ほ

ん

朝ち
ょ
う

麗れ
い

藻そ
う

』
巻
下
）

漢
学
を
学
び
、
為い

政せ
い

者し
ゃ

と
し
て
こ
の
国
を
安あ

ん

寧ね
い

に
導
き
た
い
。
帝
は
⑵

そ
う
し 

た
気
概
を
詠
ま
れ
た
の
だ
。

中
務
宮
は
、
政
治
的
に
強
い
権
限
を
お
持
ち
で
は
な
い
が
、
学
問
に
よ
っ
て
人
望

を
集
め
た
お
方
だ
。
儒
学
を
深
く
尊
び
、
父
の
よ
う
な
漢
学
者
を
招
い
て
は
厚
く 

　 

み
て
下
さ
っ
て
い
た
。
そ
の
傘さ
ん

下か

の
多
く
は
、
高
い
能
力
を
持
っ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
縁
故
が
無
く
て
世
の
人
事
か
ら
取
り
残
さ
れ
て
し
ま
っ
た
学
者
た
ち

だ
。
本
当
の
意
味
で
の
漢
学
と
は
何
か
。
そ
れ
は
儒
学
だ
。
君
と
臣
と
民
と
が
心
を

一
つ
に
し
て
社
会
を
整
え
る
思
想
だ
。
そ
れ
が
国
の
た
め
に
役
に
立
つ
世
こ
そ
が
、

宮
や
父
た
ち
⑶

寒
家
の
文
人
の
描
く
夢
だ
っ
た
。
今
の
貴
族
社
会
で
そ
れ
は
叶か

な

い 

そ
う
に
な
い
。
だ
が
少
な
く
と
も
、
帝
の
志
は
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
。

宮
は
、
帝
の
漢
学
と
ま
つ
り
ご
と
に
対
す
る
真し

ん
し

な
姿
勢
に
感か

ん

銘め
い

を
う
け
た
。
そ

し
て
自
ら
帝
を
称た

た

え
る
詩
を
作
り
、
帝
に
贈お

く

ら
れ
た
。
帝
は
嬉う

れ

し
く
思
わ
れ
た
の
だ

頁ぺ
ー
じ

＊

＊

＊
＊

顧か
え
り
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〔
問
1
〕　
最
も
世
間
一
般
に
知
れ
渡
っ
た
漢
詩
文
集
と
あ
る
が
、『
白
氏
文
集
』 

が
当
時
、
人
気
を
博
し
て
い
た
の
は
な
ぜ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切 

な
も
の
を
選
べ
。

ア
　
幻
想
的
な
歴
史
悲
劇
を
描
い
た
「
長
恨
歌
」
や
善
政
に
よ
っ
て
民
を
救
う
た 

め
に
作
ら
れ
た
『
白
氏
文
集
』
は
、
政
治
的
で
は
あ
る
が
、
文
章
が
分
か
り
や
す 

く
面
白
い
た
め
当
時
の
日
本
の
貴
族
に
愛
好
さ
れ
て
い
た
か
ら
。

イ
　
幻
想
的
な
歴
史
悲
劇
を
描
い
た
「
長
恨
歌
」
や
日
常
生
活
な
ど
を
詠
ん
だ
詩
、 

ま
た
様
々
な
文
章
が
収
め
ら
れ
て
い
る
『
白
氏
文
集
』
は
、
当
時
の
日
本
の
貴
族 

に
も
分
か
り
や
す
く
、
好
ま
れ
て
い
た
か
ら
。

ウ
　
玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
の
悲
恋
を
描
い
た
「
長
恨
歌
」
や
日
常
生
活
を
詠
ん
だ
詩 

や
文
章
を
収
め
た
『
白
氏
文
集
』
は
、
白
居
易
の
死
後
に
日
本
に
伝
わ
り
、
そ
の 

わ
か
り
や
す
さ
か
ら
当
時
の
日
本
の
貴
族
に
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
か
ら
。

エ
　
玄
宗
皇
帝
と
楊
貴
妃
の
悲
恋
を
描
い
た
「
長
恨
歌
」
や
善
政
に
よ
っ
て
民
を
救 

う
た
め
に
作
ら
れ
た
『
白
氏
文
集
』
は
、
多
少
難
解
で
は
あ
っ
た
が
、
当
時
の
日 

本
の
貴
族
に
愛
読
さ
れ
て
い
た
か
ら
。

〔
問
2
〕　
そ
う
し
た
気
概
と
あ
る
が
、
帝
が
詠
ん
だ
詩
の
中
で
そ
れ
が
最
も 

強
く
表
れ
て
い
る
の
は
ど
こ
か
。
漢
詩
中
の
句
で
あ
る
①
〜
⑧
の
う
ち
か 

ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
び
、
ア
〜
ク
の
記
号
で
答
え
よ
。

ア
　
①

　
　
イ

　
②

　
　
ウ

　
③

　
　
エ

　
④

オ
　
⑤
　
　
カ
　
⑥
　
　
キ
　
⑦
　
　
ク
　
⑧

⑴⑵

 

中な
か

務
つ
か
さ
の

宮み
や

具と
も

平ひ
ら

親し
ん

王の
う

　
　
　
― 

―
中な

か

務つ
か
さ

省し
ょ
うの

長
官
で
あ
る
具
平
親
王
。
天
皇
親
政
を
行
っ
た
村
上

天
皇
の
第
七
皇
子
。
諸
芸
に
優す

ぐ

れ
た
博
学
多
才
な
人
物
。

 
虞ぐ

帝て
い

― 

―
中
国
古
代
の
立
派
な
君
主
で
あ
る
舜し

ゅ
ん。

 
儒じ

ゅ

者し
ゃ

― 

―
儒
学
を
修
め
た
人
。

 

兼
愛
― 
―
自
他
の
区
別
な
く
、
平
等
に
人
を
愛
す
る
と
い
う
墨ぼ

く

子し

の
説
。

 

本ほ
ん

朝ち
ょ
う

麗れ
い

藻そ
う

― 
―
一
条
天
皇
の
時
代
の
皇
族
・
貴
族
の
漢
詩
を
集
め
た
も
の
。 

作
者
に
は
一
条
天
皇
、
具
平
親
王
、
藤
原
道
長
、
藤
原
為
時

ら
が
い
る
。

 

下
僕
― 

―
め
し
使
い
。
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〔
問
5
〕　
波
線
部
中
宮
様
の
た
め
に
私
が
選
ん
だ
教
材
と
あ
る
が
、
私
は
な
ぜ
中 

宮
様
の
た
め
に
「
新
楽
府
」
を
選
ん
だ
の
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な 

も
の
を
選
べ
。

ア
　『
白
氏
文
集
』
に
あ
る
「
新
楽
府
」
は
民
が
天
子
に
心
を
伝
え
る
詩
で
あ
る
た 

め
、
中
宮
彰
子
に
と
っ
て
身
近
で
理
解
し
や
す
い
内
容
で
あ
り
、
善
政
を
行
う
意 

欲
に
満
ち
た
帝
の
心
に
近
づ
け
る
と
思
っ
た
か
ら
。

イ
　『
白
氏
文
集
』
に
あ
る
「
新
楽
府
」
を
愛
読
し
、
天
皇
親
政
を
目
指
し
て
い
る 

帝
は
絶
対
的
な
権
力
の
座
に
あ
る
た
め
、
帝
の
心
を
と
ら
え
る
こ
と
は
中
宮
の
地 

位
の
安
定
に
つ
な
が
る
こ
と
に
な
る
と
思
っ
た
か
ら
。

ウ
　『
白
氏
文
集
』
に
あ
る
「
新
楽
府
」
は
政
治
向
き
で
堅
い
内
容
で
は
あ
る
が
、 

漢
詩
文
の
心
得
の
あ
る
中
宮
彰
子
が
、
善
政
を
行
う
意
欲
に
満
ち
た
帝
と
心
を
通 

わ
せ
る
た
め
に
は
絶
好
の
教
材
だ
と
考
え
た
か
ら
。

エ
　『
白
氏
文
集
』
に
あ
る
「
新
楽
府
」
は
善
政
に
よ
り
民
を
救
う
こ
と
が
詠
ま
れ 

て
い
る
の
で
、
中
宮
彰
子
が
そ
れ
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
真

に
政
治
に
向
き
合 

う
帝
の
心
に
寄
り
添
う
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
。

〔
問
3
〕　
寒
家
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
寒
」
と
同
じ
意
味
の
使
い
方
と
し 

て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア
　
寒
花

イ
　
寒
心

ウ
　
寒
村

エ
　
寒
温

〔
問
4
〕　
真
の
漢
学
者
の
求
め
て
い
た
や
り
と
り
だ
。
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う 

こ
と
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア
　
君
と
臣
と
民
と
が
心
を
一
つ
に
し
て
社
会
を
整
え
る
と
い
う
儒
教
の
思
想
に
基 

づ
き
、
善
政
を
行
え
る
よ
う
に
と
も
に
努
め
る
こ
と
。

イ
　
臣
下
は
帝
の
未
熟
な
と
こ
ろ
を
い
さ
め
、
帝
は
国
家
や
人
民
の
た
め
に
善
い
政 

治
を
行
う
よ
う
君
臣
が
と
も
に
切せ

っ

磋さ

琢た
く

磨ま

す
る
こ
と
。

ウ
　
君
臣
が
心
を
一
つ
に
し
、
法
律
に
よ
っ
て
社
会
を
整
え
る
と
い
う
思
想
に
基
づ 

い
て
善
い
政
治
を
行
う
こ
と
を
と
も
に
目
指
す
こ
と
。

エ
　
摂
政
主
導
の
政
治
を
し
、
君
と
臣
と
民
と
が
心
を
一
つ
に
し
て
儒
教
に
基
づ
い 

た
寛
仁
の
政
治
を
行
う
よ
う
と
も
に
努
力
す
る
こ
と
。

⑶⑷
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