
１
　「
古
文
入
門
」
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

　『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
高
等
学
校
古
文
教
材
と
し
て
広
く
採
用
さ
れ
、
こ
と
に
「
国
語
総
合
」
で
は
導
入
、
い
わ

ゆ
る
「
古
文
入
門
」
単
元
で
の
採
録
が
多
い
。
平
成
二
五
年
版
教
科
書
で
の
収
載
状
況
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

＊
略
称
は
冠
称
、
角
書
に
よ
っ
た
。
た
だ
し
、「
国
語
総
合
・
古
典
編
」
な
ど
の
分
冊
の
も
の
は
「
古
典
編
」、「
高
等
学
校
国
語
総
合
」

な
ど
特
別
の
冠
称
、
角
書
を
持
た
な
い
も
の
は
「
国
語
総
合
」
と
し
た
。

○
第
一
二
段
「
児
ノ
カ
イ
餅
ス
ル
ニ
空
寝
シ
タ
ル
事
」

　
東
京
書
籍
［
新
編
・
精
選
］、
三
省
堂
［
古
典
編
・
精
選
・
明
解
］、
教
育
出
版
［
国
語
総
合
］、
大
修
館
［
古
典
編
・
新
編
］、
数

研
出
版
［
古
典
編
・
国
語
総
合
］、
明
治
書
院
［
国
語
総
合
・
古
典
編
］、
筑
摩
［
古
典
編
・
国
語
総
合
］、
第
一
学
習
社
［
古
典

編
・
国
語
総
合
・
標
準
・
新
編
］、
桐
原
［
古
典
編
・
国
語
総
合
］

○
第
一
六
段
「
尼
地
蔵
奉
見
事
」

　
明
治
書
院
［
国
語
総
合
・
古
典
編
］

○
第
三
八
段
「
絵
仏
師
良
秀
家
ノ
焼
ヲ
見
テ
悦
事
」

　
東
京
書
籍
［
精
選
・
古
典
編
］、
三
省
堂
［
古
典
編
］、
大
修
館
［
古
典
編
・
精
選
］、
数
研
出
版
［
古
典
編
］、
筑
摩
［
古
典
編
・

国
語
総
合
］、
第
一
学
習
社
［
古
典
編
・
国
語
総
合
・
標
準
］

○
第
九
五
段
「
検
非
違
使
忠
明
事
」

　
三
省
堂
［
精
選
］、
数
研
出
版
［
国
語
総
合
］、
明
治
書
院
［
国
語
総
合
］、
桐
原
［
古
典
編
・
国
語
総
合
］

○
第
一
〇
一
段
「
信
濃
国
聖
事
」

　
東
京
書
籍
［
精
選
］

※
な
お
、「
古
文
入
門
」
単
元
以
外
で
は
、
第
一
学
習
社
「
新
訂
国
語
総
合
　
古
典
編
」（
国
総
　
）
の
第
四
単
元
「
説
話
」
に
第
一

３２５

一
三
段
「
博
打
子
聟
入
事
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
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第
一
六
段
を
採
る
明
治
書
院
「
高
等
学
校
　
国
語
総
合
」（
国
総
　
）「
精
選
国

３１８

語
総
合
　
古
典
編
」（
国
総
　
）、
第
一
〇
一
段
採
録
の
東
京
書
籍
「
精
選
国
語

３２０

総
合
」（
国
総
　
）
に
新
教
材
発
掘
の
企
図
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
見
ら
れ
る
と

３０２

お
り
、
い
わ
ゆ
る
供
児
の
そ
ら
寝
僑
第
一
二
段
を
全
社
が
い
ず
れ
か
の
教
科
書

に
収
載
し
、
第
三
八
段
供
絵
仏
師
良
秀
僑・
第
九
五
段
供
検
非
違
使
忠
明
僑
の
い

ず
れ
か
を
教
育
出
版
を
除
く
全
社
が
採
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
（
三
省
堂
、
数
研

出
版
は
両
者
を
別
教
科
書
に
分
配
。
ま
た
第
九
五
段
を
採
ら
な
い
東
京
書
籍
は
、
そ
の
同

話
で
あ
る
『
今
昔
物
語
集
』
巻
一
九
第
四
〇
話
「
検
非
違
使
忠
明
、
於
清
水
値
敵
存
命
語
」

を
収
載
し
て
い
る
）。

　
か
く
し
て
、
高
校
生
は
古
文
学
習
の
は
じ
め
に
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
出
会

い
、

○
第
一
二
段
「
児
ノ
カ
イ
餅
ス
ル
ニ
空
寝
シ
タ
ル
事
」

を
、
ま
た
、

○
第
三
八
段
「
絵
仏
師
良
秀
家
ノ
焼
ヲ
見
テ
悦
事
」

○
第
九
五
段
「
検
非
違
使
忠
明
事
」

の
い
ず
れ
か
を
学
ぶ
。

２
　供
手
引
き
僑
の
中
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

　
さ
て
、
問
題
は
そ
の
学
び
方
だ
が
、
た
と
え
ば
第
一
二
段
に
つ
い
て
、
各
社

教
科
書
供
学
習
の
手
引
き
僑
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
学
習
を
提
案
し
て
い
る
。

＊
内
容
読
解

・
音
読
、
仮
名
遣
い

例
「
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
注
意
し
て
、
全
文
を
音
読
し
て
み
よ
う
。」

　
　
数
研
出
版
［
古
典
編
］、
東
京
書
籍
［
精
選
］、
三
省
堂
［
精
選
］、
教
育
出
版
［
国
語

総
合
］、
大
修
館
［
古
典
編
］、
明
治
書
院
［
古
典
編
］、
筑
摩
［
古
典
編
］、
第
一
学
習

社
［
古
典
編
］、
桐
原
書
店
［
古
典
編
］

・
児
の
心
中
思
惟
と
そ
の
変
化

例
「
児
が
心
の
中
で
思
っ
た
内
容
が
書
か
れ
て
い
る
部
分
を
す
べ
て
抜
き
出

し
て
、
そ
の
心
情
の
変
化
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。」

　
　
教
育
出
版
［
国
語
総
合
］、
東
京
書
籍
［
精
選
］、
三
省
堂
［
精
選
］、
大
修
館
［
古
典

編
・
新
編
］、
筑
摩
［
古
典
編
］、
第
一
学
習
社
［
古
典
編
・
新
編
］、
桐
原
書
店
［
古

典
編
］

・
児
の
行
動

例
「
児
が
「
寝
た
る
よ
し
」
を
し
た
の
は
な
ぜ
か
」

　
　
数
研
出
版
［
古
典
編
］

・
僧
の
笑
い
の
因

例
「「
僧
た
ち
笑
ふ
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。」

　
　
東
京
書
籍
［
精
選
］、
数
研
出
版
［
古
典
編
］、
明
治
書
院
［
古
典
編
］

例
「
僧
た
ち
は
な
ぜ
か
ぎ
り
な
く
笑
っ
た
の
か
。
次
の
二
つ
の
場
合
に
つ
い

て
考
え
て
み
よ
う
。
①
僧
た
ち
が
児
の
そ
ら
寝
に
気
づ
い
て
い
な
い
場
合
。

②
僧
た
ち
が
児
の
そ
ら
寝
に
は
じ
め
か
ら
気
づ
い
て
い
た
場
合
。」

　
　
大
修
館
［
古
典
編
・
新
編
］

・
本
話
の
興
趣

例
「
僧
た
ち
に
は
、「
児
」
が
「
そ
ら
寝
」
を
し
て
い
る
こ
と
が
い
つ
わ
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
か
。
い
ろ
い
ろ
な
可
能
性
を
考
え
て
、
こ
の
話
の
お
も

し
ろ
さ
を
読
み
味
わ
っ
て
見
よ
う
。」

─　　─１２８



　
　
教
育
出
版
［
国
語
総
合
］

例
「
こ
の
話
の
お
も
し
ろ
さ
は
ど
の
よ
う
な
点
に
あ
る
か
、
考
え
な
さ
い
（
話

し
合
っ
て
み
よ
う
）。」

　
　
筑
摩
［
古
典
編
］、
第
一
学
習
社
［
古
典
編
・
新
編
］、
桐
原
書
店
［
古
典
編
］

＊
創
作
活
動

・
翻
案
（
リ
ラ
イ
ト
）

例
「
次
の
手
順
に
従
っ
て
、「
児
の
そ
ら
寝
」
の
話
を
現
代
の
物
語
に
書
き
換

え
る
形
で
翻
案
し
て
み
よ
う
。
①
誰
の
視
点
か
ら
語
る
か
決
め
る
。
②
中

心
と
な
る
話
題
を
決
め
る
。
③
物
語
の
タ
イ
ト
ル
を
決
め
る
。
④
大
ま
か

な
ス
ト
ー
リ
ー
を
決
め
る
。
⑤
①
～
④
を
も
と
に
八
百
字
程
度
の
物
語
を

書
く
。」

　
　
桐
原
書
店
［
古
典
編
］、
数
研
出
版
［
古
典
編
］

・
朗
読
劇

例
「（
僧
た
ち
は
な
ぜ
か
ぎ
り
な
く
笑
っ
た
の
か
。
次
の
二
つ
の
場
合
に
つ
い
て
考
え

て
み
よ
う
。
①
僧
た
ち
が
児
の
そ
ら
寝
に
気
づ
い
て
い
な
い
場
合
。
②
僧
た
ち
が
児

の
そ
ら
寝
に
は
じ
め
か
ら
気
づ
い
て
い
た
場
合
。）
②
で
考
え
た
こ
と
を
生
か
し

て
、
児
の
考
え
、
僧
た
ち
の
考
え
や
会
話
を
想
像
し
、
台
詞
や
ナ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
つ
く
っ
て
朗
読
劇
に
し
て
み
よ
う
。」

　
　
大
修
館
［
新
編
］

　
西
尾
光
一
は
、『
中
世
説
話
文
学
論
』
第
五
篇
第
三
章
に
お
い
て
本
話
を
「
僧

団
生
活
の
内
部
を
語
る
さ
ま
ざ
ま
の
話
」、「
説
話
と
し
て
僧
た
ち
に
よ
っ
て
口

が
た
り
で
伝
承
さ
れ
、
さ
ら
に
外
の
世
界
へ
と
流
れ
出
て
行
っ
た
も
の
」
の
一

つ
と
し
た
上
で
、「
い
じ
ら
し
い
少
年
の
心
づ
か
い
」「
少
年
の
心
理
そ
の
も
の

を
照
射
し
、
こ
れ
を
的
確
に
描
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
日
本
の
古
典
に
は
ま

れ
な
発
想
法
が
あ
る
」
と
論
評
し
て
い 

。
現
行
教
科
書
の
扱
い
は
こ
の
範
囲

に
あ
り
、
一
話
を
狂
言
的
な
笑
話
と
見
な
し
、
児
と
僧
た
ち
と
の
心
理
劇
を
再

構
成
す
る
学
習
へ
の
展
開
を
構
想
し
た
も
の
で
あ
ろ 

。

　
し
か
し
な
が
ら
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
頭
注
は
こ
う
し
た
本
話
の
理
解

を
受
け
止
め
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
「
鑑
賞
の
手
引
」
を
用
意
し
て
い 

。

体
面
を
保
と
う
と
い
う
駆
引
き
に
失
敗
し
た
少
年
の
心
理
的
葛
藤
劇
の
佳

作
。
そ
れ
に
し
て
も
、
仕
え
て
い
る
年
少
者
に
対
し
て
の
丁
重
す
ぎ
る
僧

た
ち
の
言
葉
遣
い
と
対
応
ぶ
り
の
理
由
は
な
に
か
。
少
年
が
貴
族
の
子
弟

で
あ
っ
た
た
め
と
す
る
見
方
も
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
次
話
の
場
合
（
農
村

出
の
少
年
へ
の
僧
の
丁
寧
な
言
葉
遣
い
）
の
説
明
は
で
き
な
い
。『
徒
然

草
』
第
五
四
段
「
御
室
に
、
い
み
じ
き
児
の
」
に
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
な

稚
児
愛
的
な
状
況
を
想
定
し
て
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

西
尾
前
掲
書
が
次
話
第
一
三
段
（「
田
舎
児
櫻
ノ
散
ヲ
見
泣
事
」）
に
嗅
ぎ
取
っ
た

「
僧
院
の
に
お
い
」「
叡
山
の
よ
う
な
大
僧
院
に
お
け
る
僧
の
児
に
対
す
る
関
心

や
意
識
」「
同
性
愛
の
児
物
語
に
な
る
よ
う
な
生
活
感
情
の
芽
生 

」
を
第
一
二

段
に
も
及
ぼ
し
た
見
解
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
本
段
が
教
材
と
し
て
相
応
し

い
の
か
ど
う
か
一
考
を
要
す
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
問
題
は
、

諸
注
釈
書
の
中
で
も
っ
と
も
学
校
教
育
で
流
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
新
編
全

集
本
が
、『
宇
治
拾
遺
物
語
」
研
究
の
成
果
を
活
か
し
て
旧
版
「
鑑
賞
と
批 

」

を
改
訂
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、供
学
習
の
手
引
き
僑
に
お
い
て
は
な
お
旧

版
全
集
本
等
に
基
づ
く
学
習
が
構
え
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
学
習
者

る１

う２

る３

え４

評５
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に
誤
っ
た
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
観
、
た
と
え
ば
、「
中
世
的
な
地
方
性
、
庶
民
性

を
吸
い
上
げ
る
と
共
に
、
ま
た
こ
の
貴
族
的
な
み
や
び
の
道
統
に
立
っ
て
、
人

間
理
解
の
軸
と
す
る
方
式
」「
中
世
的
現
実
の
上
に
君
臨
す
る
王
朝
貴
族
社
会
の

権
威
と
そ
れ
に
対
す
る
敬
意
」（
旧
版
全
集
「
解
説
」
三
六
頁
）
と
い
っ
た
世
界
と

の
向
き
合
い
方
を
め
ぐ
る
テ
キ
ス
ト
観
を
根
づ
か
せ
て
し
ま
う
。

３
　『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
言
述

　
こ
の
よ
う
な
扱
い
と
な
っ
た
に
つ
い
て
は
供
古
典
に
親
し
む
僑
こ
と
を
目
標

と
す
る
「
古
文
入
門
」
で
の
採
録
、
ま
た
、
学
習
者
が
い
ま
だ
待
遇
表
現
を
学

習
し
て
い
な
い
と
い
っ
た
事
情
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
テ
キ

ス
ト
が
軽
ん
じ
ら
れ
て
よ
い
わ
け
で
は
な
い
。「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
な
る
も

の
が
個
々
の
言
語
文
化
事
象
と
の
出
会
い
体
験
の
積
み
重
ね
と
し
て
把
捉
さ
れ

て
い
く
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
の
非
は
明
ら
か
で
あ
る
。
第
一
二
段
、
こ
れ
を
児

と
僧
た
ち
と
の
心
理
劇
を
語
る
狂
言
的
笑
話
と
し
て
了
解
す
る
ば
か
り
で
は
、

そ
こ
に
た
た
み
込
ま
れ
た
古
人
の
「
知
」＝
世
界
へ
の
眼
差
し
に
は
目
が
届
か
な

い
。

　「
年
少
者
に
対
し
て
の
丁
重
す
ぎ
る
僧
た
ち
の
言
葉
遣
い
と
対
応
ぶ
り
」─ 
─
、

そ
の
違
和
は
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
生
成
の
時
代
に
あ
っ
て
は
よ
り
敏
感
に
聴
き

取
ら
れ
感
じ
取
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
編
述
主
体
の
仕
掛

け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
不
審
は
、
新
全
集
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
第
一
二

段
で
は
「
少
年
が
貴
族
の
子
弟
で
あ
っ
た
た
め
と
す
る
見
方
」
に
よ
っ
て
解
か

れ
る
。
そ
し
て
、
笑
話
と
し
て
ひ
と
ま
ず
は
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
け
れ

ど
も
、
引
き
続
い
て
読
ま
れ
る
次
話
は
、
こ
れ
も
新
全
集
が
言
及
す
る
ご
と
く
、

読
み
直
し
を
促
す
。
さ
き
の
「
見
方
」
で
は
「
次
話
の
場
合
（
農
村
出
の
少
年

へ
の
僧
の
丁
寧
な
言
葉
遣
い
）
の
説
明
は
で
き
な
い
。」
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
て
、

第
一
二
段
も
ま
た
、「
少
年
の
、
細
か
い
心
遣
い
が
、
か
え
っ
て
失
敗
の
も
と
と

な
る
滑
稽
譚
」（
旧
版
全
集
）
を
越
え
て
、「
叡
山
の
よ
う
な
大
僧
院
に
お
け
る

僧
の
児
に
対
す
る
関
心
や
意
識
」
を
語
る
話
題
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
く
こ
と

に
な
る
。

　
待
遇
表
現
に
社
会
的
な
言
語
慣
習
と
の
差
異
を
仕
掛
け
て
違
和
を
仕
組
み
、

次
段
と
の
連
携
を
通
じ
て
新
た
な
意
味
を
立
ち
上
げ
、
も
っ
て
笑
い
と
批
評
の

二
局
面
を
読
者
の
う
ち
に
形
作
っ
て
い
く
『
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
言
述
。
そ
こ

に
益
田
勝
実
の
い
わ
ゆ
る
供
中
世
諷
刺
化
家
の
お
も
か 

僑
も
立
ち
現
れ
る
。

こ
の
テ
キ
ス
ト
の
「
知
」
は
こ
う
し
た
言
述
の
有
り
様
に
お
い
て
そ
の
形
を
現

す
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
「
知
」
と
の
出
会
い
こ
そ
が
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」

の
深
い
理
解
に
資
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
見
た
よ
う
な
、
読
み
を
操
り
新
た
な
意
味
を
読
者
に
発
見
さ
せ

て
い
く
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
言
述
は
、「
古
文
入
門
」
の
定
番
、
第
三
八
段
「
絵
仏

師
良
秀
家
ノ
焼
ヲ
見
テ
悦
事
」、
第
九
五
段
「
検
非
違
使
忠
明
事
」
に
も
認
め
ら

れ
る
。

　「
絵
仏
師
良
秀
家
ノ
焼
ヲ
見
テ
悦
事
」
は
「
鳥
羽
僧
正
与
国
俊
戯
事
」
に
続
く

一
段
で
あ
る
。『
鳥
獣
戯
画
』
の
作
者
に
擬
さ
れ
、『
古
今
著
聞
集
』
に
「
ち
か

き
世
に
は
な
ら
び
な
き 
画
書 
な
り
」（
画
図
第
十
六
　
）
と
称
さ
れ
る
「
鳥
羽
僧

え
か
き

３９５

正
」
覚
猷
だ
が
、
第
三
七
段
で
は
「
こ
れ
も
今
は
昔
、
法
輪
院
大
僧
正
覚
猷
と

い
ふ
人
お
は
し
け
り
。」
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
話
題
も
「
兄
弟
間
の

互
い
に
度
は
ず
れ
た
ふ
る
ま
い
ぶ
り
」（
新
全
集
「
鑑
賞
の
手
引
」）
を
語
る
逸
話
で

あ
っ 

、
そ
こ
に
絵
描
き
覚
猷
の
姿
は
な
い
。
そ
の
一
話
に
絵
描
き
の
覚
猷
像

げ６

て７
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を
立
ち
上
げ
て
い
く
の
が
次
話
の
第
三
八
段
。「
絵
仏
師

機

機

機

良
秀
」
が
読
者
の
内
な

る
供「
な
ら
び
な
き
絵
描
き

機

機

機

」
覚
猷
僑
を
賦
活
さ
せ
る
、
と
い
う
ば
か
り
で
は
な

い
。「
良
秀
が
よ
ぢ
り
不
動
」
は
醍
醐
寺
蔵
の
伝
良
秀
画
「
不
動
明
王
像
」
と
と

も
に
同
寺
所
蔵
の
供
覚
猷
が
よ
ぢ
り
不
動
僑（
覚
猷
画
「
不
動
明
王
図
像
」）
を
想
起

さ 

、
さ
ら
に
絵
描
き
覚
猷
の
数
あ
る
逸
話
の
一
つ
『
古
今
著
聞
集
』
画
図
第

十
六
　
「
鳥
羽
僧
正
、
侍
法
師
の
絵
を
難
じ
、
法
師
の
所
説
に
承
伏
の
事
」
を

２９６

も
呼
び
起
こ
す
。
そ
し
て
、
話
中
の
侍
法
師
に
よ
る
覚
猷
へ
の
反
駁
の
弁
、「
あ

り
の
ま
ま
の
寸
法
に
か
き
て
候
は
ば
、
見
所
な
き
も
の
に
候
ふ
故
に
、
絵
そ
ら

ご
と
と
は
申
す
事
に
て
候
ふ
。
君
の
あ
そ
ば
さ
れ
て
候
ふ
も
の
の
中
に
も
、
か

識
竺

鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫

か
る
事
は
お
ほ
く
こ
そ
候
ふ
ら
め
。」
を
介
し
て
、「
絵
そ
ら
ご
と
」
の
供
覚
猷

識
竺

鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫

が
よ
ぢ
り
不
動
僑
の
火
焔
、
そ
れ
を
脱
し
た
「
良
秀
が
よ
ぢ
り
不
動
」
の
火
焔

と
い
っ
た
対
照
が
、
両
話
連
接
の
仕
掛
け
を
も
っ
て
読
み
取
ら
れ
て
い
く
こ
と

に
な
る
。

　
こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
の
は
、
第
一
二
段
・
第
一
三
段
の
ご
と
く
テ
キ
ス
ト

ベ
ー
ス
で
読
み
を
操
り
話
題
の
連
接
に
新
た
な
意
味
を
読
者
に
発
見
さ
せ
て
い

く
と
い
う
の
で
は
な
く
、
読
者
の
既
有
知
識
を
前
提
に
、
そ
れ
を
賦
活
さ
せ
つ

つ
読
書
行
為
を
操
り
意
味
を
発
見
さ
せ
て
い
く
言
述
で
あ
る
。
第
三
八
段
の
場

合
、『
十
訓
抄
』
六
「
忠
直
を
存
ず
べ
き
事
」
に
良
秀
話
題
を
め
ぐ
る
「
を
こ
が

ま
し
く
聞
ゆ
れ
ど
も
」
と
の
伝
承
世
界
で
の
評
価
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ

に
よ
れ
ば
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
話
末
に
「
そ
の
後
に
や
、
良
秀
が
よ
ぢ
り
不
動

と
て
今
に
人
々
愛
で
合
へ
り
。」
と
評
す
る
こ
と
で
、
良
秀
＝
供
痴
（
烏
滸
）僑

評
を
転
倒
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
も
、
読
者
の
既
有
知
識
を
前
提

と
し
た
読
書
行
為
の
操
作
は
仕
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　「
そ
の
後
に
や
、
良
秀
が
よ
ぢ
り
不
動
と
て
今
に
人
々
愛
で
合
へ
り
。」
は
良

せ８

秀
＝
供
痴
（
烏
滸
）僑
評
を
転
倒
さ
せ
る
。
し
か
し
、
一
話
の
描
き
出
す
良
秀
の

傍
若
無
人
な
言
動
は
、
そ
の
転
倒
を
容
易
に
は
受
け
入
れ
が
た
く
し
て
い
る
。

そ
う
し
た
読
者
に
念
押
し
の
働
き
を
す
る
の
が
次
話
第
三
九
段
「
虎
ノ
鰐
取
タ

ル
事
」
で
あ
る
。
食
い
ち
ぎ
ら
れ
た
左
前
足
を
水
に
浸
し
て
再
び
鰐
を
お
び
き

寄
せ
獲
物
と
す
る
虎
は
、
家
の
焼
亡
と
引
き
替
え
に
不
動
尊
の
火
焔
の
画
法
を

手
に
入
れ
る
良
秀
に
比
定
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
の
第
三
八
段
再
読
は
虎
視
眈
々
の

良
秀
の
、
そ
の
常
人
を
越
え
た
知
の
有
り
様
を
発
見
さ
せ
、
良
秀
＝
供
痴
（
烏

滸
）僑
評
の
転
倒
を
再
認
、
承
認
さ
せ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。
こ
れ
も
こ
の
テ
キ

ス
ト
の
話
題
連
接
＝
編
述
の
仕
掛
け
。
こ
こ
か
ら
も
読
者
の
既
有
知
識
を
前
提

と
す
る
言
述
は
確
か
め
ら
れ
る
。

　
第
九
五
段
「
検
非
違
使
忠
明
事
」
の
場
合
は
、
同
話
『
今
昔
物
語
集
』
巻
一

九
第
四
〇
話
「
検
非
違
使
忠
明
、
於
清
水
値
敵
存
命
語
」
の
末
尾
、

忠
明
、
京
童
部
ノ
刀
ヲ
抜
テ
立
向
ケ
ル
時
、
御
堂
ノ
方
ニ
向
テ
、「
観
音
助

ケ
給
ヘ
」
ト
申
ケ
レ
バ
、「
偏
ニ
此
レ
其
ノ
故
也
」
ト
ナ
ム
思
ヒ
ケ
ル
。
忠

明
ガ
語
ケ
ル
ヲ
聞
キ
継
テ
此
ク
語
リ
傅
タ
ル
ト
ヤ
。

を
欠
い
て
い
る
点
が
重
要
だ
ろ
う
。
一
話
は
こ
れ
を
持
た
な
い
こ
と
で
観
音
霊

験
譚
と
し
て
の
扱
い
か
ら
免
れ
る
。
そ
し
て
、「
進
退
窮
ま
っ
た
忠
明
が
、
ハ
ン

グ
・
ラ
イ
ダ
ー
よ
ろ
し
く
と
っ
さ
に
蔀
戸
を
小
わ
き
に
か
か
え
て
飛
び
降
り
た

機
転
の
冒
険
心
と
飛
行
の
成
功
の
意
外
さ
を
感
嘆
す
る
話
」（
新
全
集
「
鑑
賞
の
手

引
」）
と
な 

。
し
か
し
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
「
仏
教
色
を
消
し
て
い
る
」（
同
前
）

わ
け
で
は
な
い
。
次
話
第
九
六
段
「
長
谷
寺
参
籠
男
、
預
利
生
事
」
は
人
口
に

膾
炙
し
た
観
音
霊
験
の
供
わ
ら
し
べ
長
者
僑
譚
。『
今
昔
物
語
集
』
の
ご
と
き
話

末
を
持
た
ぬ
「
検
非
違
使
忠
明
事
」
は
、供
わ
ら
し
べ
長
者
僑
譚
へ
の
連
続
の
な

か
で
再
読
す
る
読
者
に
観
音
霊
験
譚
と
し
て
の
意
味
を
発
見
さ
せ
る
。
こ
れ
が

る９
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こ
の
テ
キ
ス
ト
の
読
書
行
為
へ
の
仕
掛
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
し
て

一
話
は
二
義
化
す
る
。

　
第
九
五
段
は
「
こ
れ
も
今
は
昔
、
忠
明
と
い
ふ
検
非
違
使

機

機

機

機

あ
り
け
り
。」
と
語

り
出
さ
れ
て
い
る
。
ハ
ン
グ
・
ラ
イ
ダ
ー
譚
に
と
っ
て
も
観
音
霊
験
譚
に
と
っ

て
も
格
別
の
必
要
を
感
じ
さ
せ
ず
、
し
か
も
「
そ
れ
が
若
か
り
け
る
時
」
の
こ

と
で
あ
る
話
題
の
主
人
公
の
素
性
が
「
検
非
違
使
」
と
こ
と
さ
ら
に
明
示
さ
れ

る
の
は
、
前
話
「
三
条
中
納
言
水
飯
事
」
と
の
連
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
こ
の
第
九
四
段
は
、「
笙
の
名
手
の
貴
人
が
、
途
方
も
な
い
巨
軀
の
持

主
で
、
他
人
の
目
に
は
あ
ま
り
に
も
明
ら
か
な
暴
食
ぶ
り
に
気
づ
か
な
い
ま
ぬ

け
な
滑
稽 

」
だ
が
、
そ
の
主
役
は
、『
大
鏡
』
伊
尹
公
の
悪
霊
譚
で
知
ら
れ
る

朝
成
。
そ
の
任
官
争
い
で
悪
霊
と
な
っ
た
話
題
（
第
九
３
）、
笛
の
演
奏
で
「
憎

さ
げ
」
な
容
貌
が
「
美
麗
」
に
見
え
た
と
の
「
管
弦
の
徳
」
話
題
（
第
十
　
）
を

５７

語
る
『
十
訓
抄
』
に
は
、
検
非
違
使
別
当
と
し
て
の
朝
成
の
逸
話
も
伝
え
ら
れ

て
い
る
（
第
十
　
）。
７５

朝
成
卿
、
検
非
違
使
別
当
の
時
、
中
納
言
を
所
望
の
あ
ひ
だ
、
石
清
水
に

詣
で
て
、『
わ
れ
、
強
盗
百
人
が
頸
を
切
る
も
の
な
り
。
そ
の
功
労
に
よ
り

識
竺

鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫

て
、
今
度
の
闕
に
拝
任
す
べ
き
』
由
、
祈
り
申
す
べ
き
旨
を
示
さ
れ
け
れ

ば
、
神
主
い
は
く
、「
わ
が
神
、
殺
生
を
禁
断
し
、
放
生
を
む
ね
と
し
ま
し

ま
す
。
い
か
で
か
こ
の
由
を
申
す
べ
き
や
」
と
云
々
。（
後
略
）

第
九
五
段
冒
頭
の
「
忠
明
と
い
ふ
検
非
違
使

機

機

機

機

あ
り
け
り
。」
は
第
九
四
段
「
三
条

中
納
言
」
朝
成
の
「
検
非
違
使
別
当
」
と
し
て
の
所
業
を
呼
び
起
こ
し
（
波
線

部
）、
滑
稽
譚
の
主
役
の
相
貌
を
一
変
さ
せ
る
。
ま
た
、「
中
納
言
を
所
望
の
あ
ひ

譚 　１０

だ
」
と
あ
る
か
ら
に
は
、
悪
霊
譚
へ
の
回
路
も
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
ろ 

。

ま
た
、
想
起
さ
れ
た
『
十
訓
抄
』
話
題
は
、
第
九
五
段
の
（
検
非
違
使
）
忠
明
　vs

京
童
部
を
「
検
非
違
使
別
当
」
朝
成
　
強
盗
の
構
図
で
読
み
取
ら
せ
る
。
京
童

vs

部
が
「
手
ご
と
に
刀
を
抜
き
て
、
忠
明
を
立
ち
こ
め
て
殺
さ
ん
と
し
」
た
の
は

「
強
盗
百
人
が
頸
を
切
る
も
の
」（
検
非
違
使
庁
役
人
）
へ
の
意
趣
返
し
。
あ
る
い
は
、

検
非
違
使
庁
に
は
「
下
部
と
し
て
放
免
が
置
か
れ
、
前
科
者
を
犯
人
の
追
捕
・

捜
索
に
当
た
ら
せ 

」
と
い
う
か
ら
、
伝
不
詳
の
「
検
非
違
使
忠
明
」
も
ま
た

前
科
あ
る
京
童
部
の
一
人
と
見
な
し
う
る
。
検
非
違
使
　
強
盗
、
検
非
違
使
　

vs

vs

京
童
部
、
そ
し
て
京
童
部
同
士
の
ガ
ン
つ
け
喧
嘩
騒
動
…
…
。
大
飯
喰
ら
い
の

滑
稽
譚
、
ハ
ン
グ
・
ラ
イ
ダ
ー
の
活
劇
譚
は
読
者
既
有
知
識
の
賦
活
を
通
じ
て

変
貌
し
、
読
者
を
怨
念
、
殺
戮
、
闘
諍
の
京
の
街
巷
へ
と
導
い
て
い
く
。

４
　『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
序
文

　
さ
て
、
長
い
前
置
き
に
な
っ
た
が
、
こ
う
し
て
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
表
現

は
読
み
を
操
る
言
述
と
と
も
に
あ
る
。
特
に
前
後
話
と
の
連
接
は
、
い
わ
ゆ
る

供
連
想
僑供
連 

僑
の
域
を
越
え
、
新
た
な
意
味
の
生
成
を
促
す
仕
掛
け
と
し
て

用
意
さ
れ
て
お
り
、供
編
述
僑
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
語
り
へ
の

感
度
と
既
有
知
識
を
も
っ
て
こ
の
編
述
を
読
み
解
く
と
こ
ろ
に
こ
そ
『
宇
治
拾

遺
物
語
』
の
「
知
」
の
形
＝
世
界
へ
の
眼
差
し
は
姿
を
現
し
、供
伝
統
的
な
言
語

文
化
僑
の
真
正
な
理
解
へ
の
途
も
拓
か
れ
る
。
と
な
れ
ば
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』

の
学
習
は
教
科
書
採
録
譚
に
前
後
章
段
を
加
え
、
ま
た
、
テ
キ
ス
ト
が
賦
活
を

求
め
る
関
連
（
前
提
）
知
識
を
用
意
し
て
、
そ
の
言
述
、
編
述
を
読
み
明
か
す
か

た
ち
で
構
想
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

う 　１１

た 　１２

纂 　１３
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そ
う
し
た
学
習
へ
の
導
入
と
し
て
提
案
す
る
の
が
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
序
文

の
教
材
化
で
あ
る
。
そ
の
本
文
は
、
古
本
系
で
は
次
の
よ
う
に
あ
る
（
陽
明
文
庫

本
を
も
と
と
し
た
考
訂
本
文
）。

　
世
に
、
宇
治
大
納
言
物
語
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
こ
の
大
納
言
は
隆
国
と

い
ふ
人
な
り
。
西
宮
殿
［
高
明
／
也
］
の
孫
、
俊
賢
大
納
言
の
第
二
の
男

な
り
。
年
た
か
う
な
り
て
は
、
暑
さ
を
わ
び
て
暇
を
申
し
て
、
五
月
よ
り

八
月
ま
で
は
平
等
院
一
切
経
蔵
の
南
の
山
ぎ
は
に
、
南
泉
房
と
い
ふ
所
に

籠
り
ゐ
ら
れ
け
り
。
さ
て
宇
治
大
納
言
と
は
聞
え
け
り
。

　
髻
を
結
ひ
わ
げ
て
、　
　
　
　
　
　
、
莚
を
板
に
敷
き
て
、　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
大
き
な
る
打
輪
を
　 
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
中
下
を
い
は
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昔
物
語
を
せ
さ
せ

て
、
我
は
内
に
そ
ひ
臥
し
て
、
語
る
に
し
た
が
ひ
て
大
き
な
る
双
紙
に
書

か
れ
け
り
。

　
天
竺
の
事
も
あ
り
、
大
唐
の
事
も
あ
り
、
日
本
の
事
も
あ
り
。
そ
れ
が

う
ち
に
貴
き
事
も
あ
り
、
を
か
し
き
事
も
あ
り
、
恐
ろ
し
き
事
も
あ
り
、

哀
れ
な
る
事
も
あ
り
、
き
た
な
き
事
も
あ
り
、
少
々
は
空
物
語
も
あ
り
、

利
口
な
る
事
も
あ
り
、
様
々
や
う
や
う
な
り
。

　
世
の
人
こ
れ
を
興
じ
見
る
。
十
四
帖
な
り
。
そ
の
正
本
は
伝
は
り
て
、

侍
従
俊
貞
と
い
ひ
し
人
の
も
と
に
ぞ
あ
り
け
る
。
い
か
に
な
り
に
け
る
に

か
。
後
に
さ
か
し
き
人
々
書
き
入
れ
た
る
あ
ひ
だ
、
物
語
多
く
な
れ
り
。

大
納
言
よ
り
後
の
事
書
き
入
れ
た
る
本
も
あ
る
に
こ
そ
。

　
さ
る
ほ
ど
に
、
今
の
世
に
ま
た
物
語
書
き
入
れ
た
る
出
で
来
た
れ
り
。

大
納
言
の
物
語
に
も
れ
た
る
を
拾
ひ
集
め
、
ま
た
そ
の
後
の
事
な
ど
書
き

集
め
た
る
な
る
べ
し
。
名
を
宇
治
拾
遺
の
物
語
と
い
ふ
。
宇
治
に
遺
れ
る

を
拾
ふ
と
付
け
た
る
に
や
。
ま
た
侍
従
を
拾
遺
と
い
へ
ば
、
侍
従
大
納
言

は
べ
る
を
ま
な
び
て
　
　
　
　
　
と
い
ふ
事
、
し
り
が
た
し
。　
　
　
　

に
や
。
お
ぼ
つ
か
な
し
。（
改
丁
）

（
巻
首
題
）
宇
治
拾
遺
物
語
　
第
一
　
抄
出
之
次
第
不
同
也

こ
の
序
文
を
め
ぐ
っ
て
最
も
詳
細
な
考
察
を
提
供
し
て
い
る
の
は
小
内
一
明

「「
宇
治
大
納
言
物
語
」
を
め
ぐ
っ
て
─
室
町
期
の
記
録
を
中
心
に 

」
だ
が
、

そ
こ
で
は
記
事
内
容
が
以
下
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。

⑴
　「
宇
治
大
納
言
物
語
」
は
十
四
帖

⑵
　
侍
従
俊
貞
と
い
う
人
の
も
と
に
あ
っ
た
ソ
ウ
ダ
が
、
正
本
は
そ
の
所
在

不
明

⑶
　
後
人
増
補
本
は
二
種
以
上
あ
る

⑷
　「
宇
治
拾
遺
物
語
」
は
、
隆
国
の
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
に
増
補
し
た
も

の

た
だ
し
、
⑷
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
成
立
事
情
は
推
量
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い

る
の
で
、
こ
の
序
文
は
⑷
の
も
の
で
は
な
く
、
序
の
な
い
⑷
に
つ
い
て
述
べ
た

も
の
と
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

⑸
　
⑷
の
受
容
流
通
過
程
で
こ
の
序
は
書
か
れ
た

も
、
こ
の
序
文
の
語
る
と
こ
ろ
と
な 

。

─ 　１４
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問
題
は
、
こ
の
⑸
が
い
つ
の
こ
と
か
、
ま
た
、
何
の
た
め
に
も
の
さ
れ
た
の

か
、
だ
が
、
そ
れ
を
考
え
る
上
で
注
意
さ
れ
る
の
が
引
用
末
尾
の
巻
首
題
と
そ

の
直
下
の
記
事
で
あ
る
。「
第
一
」
は
⑷
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
以
来
の
巻
序
記
載
、

「
抄
出
之
次
第
不
同
也
」
は
現
行
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
が
⑷
（
も
し
く
は
⑷
か
ら

派
生
し
た
「
宇
治
拾
遺
物
語
」）
か
ら
の
抄
出
本
で
あ
る
こ
と
を
注
記
し
た
も
の

と
判
断
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
「
抄
出
」「
宇
治
拾
遺
物
語
」
に
付
さ
れ
て
い

る
の
が
こ
の
序
文
な
の
で
あ
る
。

　
序
文
の
付
さ
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
三
説
あ
る
。

ａ
　
現
行
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
原
本
成
立
時
（
島
津
忠
夫 

）

ｂ
　
⑷
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
流
通
過
程
（
小
内
一
明 

）

ｃ
　
現
行
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
成
立
後
の
後
人
付 

ｃ
は
「
何
の
た
め
に
こ
の
序
文
が
書
か
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
か
と
い
う
疑
問
」

に
答
え
る
と
こ
ろ
が
な 

の
で
措
く
と
し
て
、
ａ
は
、
序
文
を
現
行
「
宇
治
拾

遺
物
語
」
の
内
容
を
語
っ
た
も
の
と
す
る
理
解
か
ら
の
提
案
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、「
作
者
」
を
「
隆
国
玄
孫
の
「
俊
定
」」
に
擬
し
、「
宇
治
大
納
言
物
語
」
の

「
拾
遺
」
で
あ
る
と
宣
言
し
て
、「
宇
治
大
納
言
物
語
」
の
成
立
と
内
容
を
語
り

つ
つ
自
作
が
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
同
様
の
、

①
　
順
序
不
同
で
分
類
さ
れ
て
い
な
い
雑
纂
で
あ
る
こ
と

　「
宇
治
大
納
言
物
語
」＝「
語
る
に
し
た
が
ひ
て
」

②
　
天
竺
・
震
旦
・
本
朝
の
「
様
々
や
う
や
う
」
の
話
題
を
収
載
し
て
い
る

こ
と

説 　１６

説 　１７

加 　１８

い 　１９

　「
宇
治
大
納
言
物
語
」＝「
天
竺
の
こ
と
も
あ
り
～
様
々
や
う
や
う
な
り
」）

を
表
明
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
一
方
、
ｂ
は
序
文
中
の
空
白
欠
文
部
分
に
着
目
し
て
の
見
解
。
欠
文
は
写
本

（「
一
面
百
五
十
字
前
後
、
一
丁
半
」）
の
破
損
部
分
、
し
か
し
、
序
の
前
に
置
か
れ
て

い
る
「
目
録
」
に
も
序
に
続
く
説
話
本
文
に
も
欠
文
箇
所
は
な
い
、
と
な
れ
ば
、

欠
文
は
現
存
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
で
は
な
く
、
先
行

「
宇
治
拾
遺
物
語
」
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
、
し
た
が
っ
て
、
序
は
現
行
「
宇
治

拾
遺
物
語
」
以
前
の
「
あ
る
種
の
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
伝
本
」
に
加
え
ら
れ
た

も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、「
隆
国
の
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
の
内
容

に
関
す
る
記
述
部
分
は
、
手
も
と
の
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
に
ひ
き
つ
け
て
説
明
」

し
た
も
の
で
、「
現
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
は
こ
の
序
文
（
は
た
し
て
先
行
作
品
で

も
序
で
あ
っ
た
か
は
問
題
）
を
も
ふ
く
め
て
説
話
を
抄
出
し
て
出
来
あ
が
っ
た

も
の
」、
と
い
う
の
が
小
内
氏
の
提
案
で
あ
る
（「
あ
る
種
の
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
伝

本
」
の
内
容
は
⑷
と
同
じ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）。

　
い
ず
れ
も
成
立
し
そ
う
な
提
案
だ
が
、
ａ
説
に
は
、「
拾
遺
」
論
に
序
文
の

「
今
の
世
に
ま
た
物
語
書
き
入
れ
た
る

機

機

機

機

機

機

出
で
来
た
れ
り
」
と
の
齟
齬
が
あ
っ
て
⑷

へ
の
顧
慮
を
欠
き
、「
抄
出
之
次
第
不
同
也
」
の
「
次
第
不
同
」
だ
け
が
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
て
「
抄
出
」
に
目
が
向
け
ら
れ
て
い
な
い
点
に
難
点
が
あ
る
。
ｃ

説
は
こ
れ
ら
を
説
明
す
る
も
の
だ
が
、
序
文
を
加
え
た
「
あ
る
種
の
「
宇
治
拾

遺
物
語
」
伝
本
」
か
ら
の
「
抄
出
」
で
あ
る
現
行
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
序
文

に
欠
文
が
あ
り
、
説
話
本
文
に
は
そ
れ
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
へ
の
言
及
を
欠

き
、
欠
文
に
つ
い
て
の
謎
が
依
然
と
し
て
残
る
点
が
不
審
（
欠
文
の
あ
る
話
題
は

「
抄
出
」
し
な
か
っ
た
？
　
欠
文
の
な
い
別
種
の
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
伝
本
に
欠
文
を
も
っ
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た
序
文
だ
け
を
付
し
た
？
）。
ま
た
、「
あ
る
種
の
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
伝
本
」
の
実

体
が
不
明
で
、
な
に
よ
り
⑷
の
受
容
流
通
の
間
に
序
文
が
新
た
に
付
さ
れ
た
理

由
が
明
ら
か
で
な
い
点
に
不
足
の
憾
が
あ
る
。

５
　
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
課
題
と
し
て
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

序
文

　
さ
て
、
こ
う
し
て
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
序
文
は
そ
の
生
成
の
時
も
理
由
も
不

確
定
な
代
物
と
し
て
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
故
に
こ
そ
、
い
わ
ば
供
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
課
題
僑
と
し
て
の
教
材 

の
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
る
と
も
言
え 

。供
序

文
は
い
つ
、
誰
が
、
何
の
た
め
に
書
い
た
の
か
。僑

　
た
と
え
ば
、
そ
こ
で
、「
宇
治
大
納
言
隆
国
」
を
め
ぐ
る
、

・
隆
国
は
『
鳥
獣
戯
画
』
の
作
者
に
擬
せ
ら
れ
る
鳥
羽
僧
正
覚
猷
（『
宇
治
拾

遺
物
語
』
第
三
七
段
の
話
題
人
物
）
の
父
。

・『
今
鏡
』
六
に
「
隆
国
の
宇
治
に
籠
も
り
居
て
…
」
と
見
え
る

・『
古
事
談
』『
古
今
著
聞
集
』
な
ど
に
多
く
の
逸
話
が
残
る
。

＊
万
寿
二
年
踏
歌
節
会
に
、
右
大
臣
（
実
資
）、
内
弁
に
て
陣
に
付
て
宣
命
・

見
参
を
見
給
ひ
け
る
間
、
入
御
あ
り
け
る
に
、
三
位
中
将
師
房
卿
を
措
き

な
が
ら
、
大
納
言
斉
信
、
警
蹕
を
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
人
〴
〵
あ
や
し
み
あ

へ
り
け
り
。
権
大
納
言
行
成
卿
、
そ
の
失
錯
を
扇
に
し
る
し
て
、
臥
内
に

う
ち
置
か
れ
た
り
け
り
。
暦
に
し
る
さ
ん
為
に
先
づ
扇
に
は
書
き
た
り
け

る
に
や
。
其
の
子
息
少
将
行
経
、
そ
の
扇
を
取
り
て
、
内
裏
に
ま
ゐ
り
た

り
け
る
を
、
隆
国
卿
、
参
り
あ
ひ
て
、
我
扇
に
と
り
か
へ
て
見
ら
れ
け
れ

ば
、
此
の
失
礼
を
記
し
た
り
け
る
、
其
れ
よ
り
や
が
て
披
露
あ
り
け
る
を
、

化 　２０

る 　２１

斉
信
卿
、
ふ
か
く
う
ら
み
け
り
。（
斉
信
と
行
成
は
）
も
と
よ
り
よ
ろ
し
か
ら

ざ
る
中
な
り
け
れ
ば
か
か
る
、
と
ぞ
世
の
人
い
ひ
け
る
。（『
古
今
著
聞
集
』

公
事
第
四
　
、『
古
事
談
』
一
　
、『
小
右
記
』
万
寿
二
年
二
月
七
日
条
）

９１

４２

＊
隆
国
卿
、（
蔵
人
）
頭
と
為
て
、
御
装
束
に
奉
仕
す
。
先
に
主
上
（
後
一
条

帝
）
の
御
玉
茎
を
探
り
奉
る
に
、
主
上
、
隆
国
の
冠
を
打
ち
落
と
さ
し
め
給

ふ
。
敢
へ
て
事
と
為
さ
ず
し
て
本
取
を
放
ち
て
候
ふ
。
是
れ
毎
度
の
事
な

り
（『
古
事
談
』
一
　
）
５４

＊
宇
治
大
納
言
隆
国
は
、
後
冷
泉
院
御
在
位
の
間
、
朝
恩
無
弐
な
る
を
誇
れ

る
故
に
、
春
宮
の 
奉
為 
め
に
、
事
に
お
い
て
頗
る
奇
怪
な
る
事
等
在
り
、

お
ん
た

と
云
々
。（『
古
事
談
』
一
　
）
６４

＊
隆
国
卿
、
宇
県
（
宇
治
）
に
お
い
て
宇
治
殿
（
藤
原
賴
通
）
に
参
り
仕
ふ
る

時
、
真
実
の
小
馬
に
乗
り
て
、
騎
馬
乍
ら
出
入
す
、
と
云
々
。
大
納
言
、

識
竺

鴫
鴫
鴫
鴫

申
さ
れ
て
云
は
く
、「
此
れ
は
馬
に
は
候
は
ず
、
足
駄
に
て
候
へ
ば
、
御
免

識
竺

鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫

蒙
る
べ
し
」
と
云
々
。
宇
治
殿
、
興
に
入
ら
し
め
給
ひ
て
許
容
す
、
と

識
竺

鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫

云
々
。（『
古
事
談
』
二
　
）
６２

の
、
序
文
な
ら
び
に
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
表
現
性
と
の
接
点
を
も
つ
情
報
を

提
供
し
て
、
そ
こ
に
『
江
談
抄
』
二
　
「
忠
文
炎
暑
之
時
不
出
仕
事
」
の
、

４３

ま
た
「（
藤
原
）
忠
文
、
秋
冬
は
陣
の
直
を
勤
む
。
夙
夜
懈
怠
せ
ず
。
炎
暑

の
時
は
暇
を
請
ひ
て
宇
治
の
別
業
に
向
か
ひ
、
暑
さ
を
避
く
る
を
も
っ
て

事
と
為
す
。
あ
る
時
は
、
被
髪
し
て
宇
治
川
に
浴
み
す
」
と
云
々
。

ま
た
、『
富
家
語
』
一
二
七
（『
古
事
談
』
二
　
に
も
）
の
、

３８
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仰
せ
て
云
は
く
、「
小
野
殿
（
実
頼
）
は
、
大
炊
御
門
面
に
は
、
端
板
を
立

て
て
穴
を
あ
け
た
る
所
あ
り
け
り
。
そ
れ
に
菓
子
な
ど
を
置
か
せ
給
ひ
け

れ
ば
、
京
童
部
集
ま
り
て
天
下
の
事
を
語
り
申
し
け
り
。
そ
の
中
に
名
事

ど
も
聞
こ
し
め
し
け
り
」
と
。

な
ど
を
投
げ
入
れ
れ
ば
、
序
文
内
容
を
虚
構 

に
即
し
て
読
む
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
も
促
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
ま
た
、
小
内
氏
論
文
の
指
摘
す
る
「
宝
物

集
」
に
お
け
る
一
巻
本
か
ら
九
册
本
に
い
た
る
諸
異
本
の
生 

、
島
津
氏
の
踏

ま
え
る
「
擬
作 

」
な
ど
を
紹
介
す
れ
ば
、
虚
構
を
支
え
る
供
伝
統
的
な
言
語

文
化
僑
の
実
体
が
視
野
に
入
り
、
序
文
が
目
論
ん
だ
興
趣
を
探
る
読
み
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
手
引
き
と
も
な
ろ
う
。

　
そ
う
し
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
競
演
を
通
じ
て
序
文
に
横
溢
す
る
逸
興
（
そ
こ

に
は
島
津
氏
成
立
説
ａ
が
根
拠
と
し
た
「
序
文
は
現
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
内
容
を
語
っ
た

も
の
」
の
仕
掛
け
も
含
ま
れ
る
）
の
「
知
」
の
姿
を
確
か
め
た
の
ち
、「
宇
治
大
納

言
物
語
」
に
つ
い
て
は
逸
文
、
諸
書
か
ら
そ
の
存
在
が
確
か
め
ら
れ
る
も
の
の
、

⑷
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
は
鎌
倉
期
（
建
治
三
年
１
２
７
７
～
永
仁
二
年
１
２
９
４
）
成

立
と
も
室
町
期
の
加
筆
が
あ
っ
た
と
も
言
わ
れ
る
『
本
朝
書
籍
目
録
』
が
「
宇

治
拾
遺
物
語
　
二
十
巻
　
源
隆
国
」
と
そ
の
面
影
を
伝
え
る
ば
か
り
で
、
そ
れ

も
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
序
文
に
よ
る
立
項
が
疑
わ
れ
、
存
在
自
体
が
序
文
の
構

え
た
虚
構
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
、
な
ど
の
情
報
を
提
示
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
、

次
の
よ
う
な
序
文
解
釈
も
生
み
出
さ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。

　『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
序
文
は
現
行
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
が
自
ら
の
来
歴
を
語

る
た
め
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。「
宇
治
大
納
言
物
語
」
成
立
の
経
緯
譚
は
創
作

で
、
隆
国
像
や
忠
文
、
実
頼
の
逸
話
を
用
い
て
諸
書
引
用
、
所
伝
の
散
佚
「
宇

性 　２２

成 　２３

論 　２４

治
大
納
言
物
語
」
の
始
ま
り
を
物
語
化
し
（
＝
神
話 

）、
内
容
（
順
序
不
同
・
雑

纂
・「
様
々
や
う
や
う
」）
に
つ
い
て
は
自
作
再
録
話
を
投
射
し
て
仮
構
し
（
＝
正
統

化
）、
も
っ
て
こ
の
言
述
の
ジ
ャ
ン
ル
の
始
原
を
新
た
に
創
り
出
し
て
い
る
の
が

こ
の
序
文
。
さ
ら
に
、
流
通
の
間
の
増
補
版
の
生
成
、
そ
の
最
終
バ
ー
ジ
ョ
ン

た
る
⑷
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
形
成
を
伝
説
と
し
て
示
す
こ
と
で
、「
宇
治
大
納

言
物
語
」
の
表
現
時
空
を
越
え
出
た
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
話
の
世
界
に
根
拠

を
与
え
て
い
く
。
し
か
し
、
そ
の
「
根
拠
」
は
、
巻
首
題
に
「
第
一
」
が
付
さ

れ
て
実
在
が
示
唆
さ
れ
な
が
ら
も
、「
し
り
が
た
し
」「
お
ぼ
つ
か
な
し
」
の
語

が
与
え
ら
れ
て
秘
書
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
巻
首
題
下
の
「
本
作
は
「
抄
出
」

で
あ
る
」
と
の
宣
言
。「
根
拠
」
は
そ
の
よ
う
に
し
て
背
景
化
さ
れ
、
隆
国
玄
孫

俊
定
の
も
と
に
か
つ
て
あ
っ
た
正
本
十
四
帖
本
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
喪
失
の

現
在
、
こ
の
抄
出
本
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
だ
け
が
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
の
系

譜
の
正
統
を
今
に
伝
え
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の

「
抄
出
」
は
「
次
第
不
同
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
の

正
統
を
引
き
継
ぎ
な
が
ら
「
宇
治
大
納
言
物
語
」─
⑷
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
と
は

異
な
る
（
＝「
不
同
」）
テ
キ
ス
ト
な
の
で
あ
っ
て
、
さ
ら
に
言
え
ば
、「
次
第
」

（
＝
編
述
）
に
創
意
を
加
え
る
こ
と
で
「
宇
治
大
納
言
物
語
」─
⑷
「
宇
治
拾
遺
物

語
」
と
は
異
な
る
編
述
の
創
出
を
語
り
、
新
た
な
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
の
登

場
を
謳
う
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　
序
文
は
こ
こ
に
述
べ
来
た
っ
た
事
情
を
「
擬
作
」
を
も
っ
て
語
る
。
加
え
て
、

文
中
に
は
「
欠
文
」
が
組
み
込
ま
れ
、
現
行
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
伝
写
の
時

間
が
仮
構
さ
れ
て
も
い
る
。「
擬
作
」
の
序
に
自
ら
の
来
歴
を
語
る
こ
の
「
宇
治

拾
遺
物
語
」
の
全
体
は
、
そ
れ
自
体
、
紙
魚
に
食
わ
れ
た
古
写
本
の
写
し
と
し

て
こ
こ
に
あ
る
、
と
い
う
趣
向
で
あ
る
。
二
重
、
三
重
に
仕
掛
け
ら
れ
た
「
擬

化 　２５
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作
」
は
、
構
え
た
序
の
虚
実
を
め
ぐ
る
審
議
を
無
効
に
す
る
（供
野
暮
僑）
備
え
で

あ
ろ
う
が
、
こ
の
韜
晦
の
内
に
こ
そ
テ
キ
ス
ト
の
「
知
」
の
形
は
あ
る
の
で
あ

ろ
う
。

　
そ
う
し
た
「
知
」
は
、
た
と
え
ば
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
最
も
優
れ
た
享
受
者

の
一
人
と
目
さ
れ
る
近
世
戯
作
者
・
石
川
雅
望
（
宝
暦
三
年
１
７
５
４
～
文
政
一
三

年
１
８
３
０
）
の
読
本
作
品
『
し
み
の
す
み
か
物
語
』
の
序
の
趣
向
と
の
重
な
り

に
よ
っ
て
も
確
か
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
序

の
「
擬
作
」
性
が
読
み
抜
か
れ
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
の
来
歴
が
『
徒
然
草
』
序
を

も
取
り
込
み
つ
つ
（
二
重
下
線
部
）
以
下
の
よ
う
に
擬
作
、
仮
構
さ
れ
て
い 

。

若
き
時
、
雨
降
り
、
あ
る
は
、
つ
れ
〴
〵
な
る
こ
ろ
、
旅
人
の
集
ま
り
て

さ
ま
〴
〵
の
物
語
す
る
を
聞
き
て
、
そ
の
中
、
笑
は
し
き
か
ぎ
り
選
り
拾

ひ
て
、
真
名
も
て
書
き
綴
り
て
み
し
が
、
こ
れ
は
、
文
字
の
据
ゑ
ど
こ
ろ

も
お
ぼ
〳
〵
し
く
、
あ
や
し
け
れ
ば
、
人
に
も
見
せ
で
う
ち
籠
め
置
き
ぬ

る
を
、
こ
の
ご
ろ
、
反
古
の
中
よ
り
見
出
だ
し
つ
る
に
、
紙
魚
と
い
ふ
虫

識
竺

鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫

ぞ
所
得
て
棲
み
は
び
こ
り
た
る
。
女
子
な
る
も
の
、「
こ
れ
、
仮
名
に
書
き

識
竺

鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫
鴫

て
た
ま
は
な
ん
」
と
い
ふ
を
、
折
節
、
暑
気
に
な
や
み
て
、
も
ご
よ
ひ
居

り
け
れ
ば
、
さ
ら
ば
と
て
、
筆
す
さ
み
と
は
な
し
つ
。
す
べ
て
は
、
元
の

ま
ゝ
な
る
中
に
、
少
々
は
、
に
は
か
に
作
り
ま
う
け
て
添
へ
た
る
事
も
あ

り
。
と
ま
れ
か
く
ま
れ
、
よ
し
な
し
ご
と
な
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
人
に
見

す
べ
き
も
の
に
も
あ
ら
ず
。
た
だ
、
古
き
反
古
の
、
黴
臭
さ
さ
を
、
さ
な

が
ら
と
り
て
書
き
つ
け
つ
れ
ば
、「
し
み
の
す
み
か
」
と
や
名
付
け
て
ん
と
、

筆
な
げ
捨
て
て
、
そ
の
ま
ま
臥
し
つ
。

る 　２６

「
人
に
も
見
せ
で
う
ち
籠
め
置
き
ぬ
る
」「
抄
出
」「
宇
治
拾
遺
物
語
」、
そ
の

「
紙
魚
と
い
ふ
虫
ぞ
所
得
て
棲
み
は
び
こ
り
た
る
」
古
写
本
を
、
今
、「
反
古
の

中
よ
り
見
出
だ
し
つ
る
に
」、
請
わ
れ
る
ま
ま
に
「
よ
し
な
し
ご
と
」
の
「
筆
の

す
さ
み
」
と
筆
写
し
て
み
た
、
と
い
う
の
が
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
編
述
の
言
語

行
為
主
体
の
身
構
え
な
の
だ
ろ
う
。

　
す
べ
て
を
伝
承
に
帰
す
る
こ
の
身
構
え
は
『
源
氏
物
語
』
の
言
語
行
為
主
体

の
も
の
で
も
あ
る
。「（『
今
昔
物
語
集
』
が
）
全
体
と
し
て
は
説
話
の
集
で
あ
っ
た

の
に
対
し
て
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
説
話
に
取
材
し
た
ひ
と
つ
の
物
語
を
作
り

あ
げ
て
い
る
」
と
は
島
津
忠
夫
氏
の
解
だ 

、
こ
う
し
て
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』

は
、
物
語
ジ
ャ
ン
ル
の
語
り
の
構
造
に
も
精
通
し
た
言
語
行
為
主
体
が
序
の
擬

作
に
そ
れ
を
仕
組
み
、「
説
話
と
説
話
と
が
連
想
の
糸
に
よ
っ
て
つ
な
が
れ
、
自

然
に
読
み
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
並
べ
ら
れ
て
い 

」
ば
か
り
で
な
く
、
見
た
よ

う
に
、
前
後
話
と
の
連
接
に
新
た
な
意
味
の
生
成
を
促
す
仕
掛
け
を
も
っ
た

「
抄
出
之
次
第
」
の
編
述
に
意
を
尽
く
し
た
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、供
伝
統
的
な
言

語
文
化
僑
の
内
に
姿
を
現
し
た
。

　「
宇
治
大
納
言
物
語
」
の
始
ま
り
と
伝
流
の
物
語
の
創
出
を
通
じ
て
新
た
な
言

述
ジ
ャ
ン
ル
の
生
成
を
序
文
に
宣
言
し
、「
抄
出
之
次
第
不
同
也
」
の
添
え
書
き

に
部
類
説
話
集
と
は
異
な
る
編
述
ジ
ャ
ン
ル
の
開
拓
を
宣
告
し
た
こ
の
テ
キ
ス

ト
は
、
し
た
が
っ
て
そ
の
全
体
が
「
抄
出
之
次
第
」
の
も
と
に
読
ま
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な 

。「
国
語
総
合
」
古
文
入
門
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
教
材
の
学
習
が
、

教
科
書
採
録
譚
に
前
後
章
段
を
加
え
、
ま
た
、
テ
キ
ス
ト
が
賦
活
を
求
め
る
関

連
（
前
提
）
知
識
を
用
意
し
て
構
想
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
所
以
だ
が
、
見

て
き
た
よ
う
に
、
序
文
と
「
抄
出
之
次
第
不
同
也
」
の
記
事
は
、
そ
の
格
好
の

導
き
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

が 　２７

る 　２８

い 　２９
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注１
　
西
尾
光
一
は
、『
中
世
説
話
文
学
論
』（
塙
書
房
、
一
九
六
三
年
）、
二
六
三
～

二
六
六
頁
。

２
　
旧
版
日
本
古
典
文
学
全
集
（
校
注
・
訳
小
林
智
昭
、
小
学
館
、
一
九
七
三
年
）
の

当
該
話
「
鑑
賞
と
批
評
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
少
年
の
、
細
か
い
心
遣

い
が
、
か
え
っ
て
失
敗
の
も
と
と
な
る
滑
稽
譚
。
起
こ
さ
れ
た
時
に
、
待
っ

て
ま
し
た
と
飛
び
起
き
る
の
も
体
裁
が
悪
い
と
、
無
理
し
て
、
も
う
一
度
起

こ
さ
れ
る
の
を
待
つ
。
と
こ
ろ
が
事
態
は
思
わ
ぬ
方
向
に
展
開
し
て
あ
わ
て

い
ら
だ
ち
、
と
ん
で
も
な
い
時
に
「
え
い
」
と
答
え
る
お
か
し
さ
。
僧
た
ち

の
笑
い
は
、
そ
の
ま
ま
現
代
に
も
通
じ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。」（
七
四
頁
）。
教

科
書
の
扱
い
は
こ
れ
を
承
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

３
　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
校
注
・
訳
小
林
保
治
・
増
古

和
子
、
小
学
館
、
一
九
九
六
年
）、
四
六
頁
。

４
　
注
１
前
掲
書
、
二
六
五
頁
。

５
　
注
２
、
参
照
。

６ 
益
田
勝
実
「
中
世
諷
刺
家
の
お
も
か
げ
─『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
作
者
─
」

（『
文
学
』、
一
九
六
六
年
一
二
月
）。
な
お
、
小
著
『
言
述
論
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
〇

三
年
）
Ⅰ
説
話
の
言
述
ⅴ
対
話
性
、
参
照
。

７
　
注
３
、
一
一
四
頁
。
な
お
、
本
話
中
、
僧
正
が
湯
殿
で
藁
切
れ
で
充
た
し

た
湯
舟
に
踊
り
入
る
と
き
に
「
え
さ
い
、
か
さ
い
、
と
り
ふ
す
ま
」
と
唱
え

た
一
件
が
伝
え
ら
れ
る
。「
と
り
ふ
す
ま
」
は
「
鳥
衾
」
で
羽
毛
入
り
掛
け
布

団
、
そ
れ
を
「
鳥
羽
」
に
掛
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。「
湯
舟
に
さ
く
と
の
け
ざ

ま
に
臥
す
」
折
の
下
敷
き
の
藁
は
「
鳥
羽
衾
」
と
の
シ
ャ
レ
の
め
し
に
鳥
羽

僧
正
の
諧
謔
味
を
語
り
、
そ
こ
に
も
興
趣
を
用
意
し
た
と
読
み
た
い
。

８
　
渡
辺
匡
一
「
よ
ぢ
り
不
動
考
」（『
説
話
文
学
研
究
』　
、
二
〇
〇
九
年
）
に
図

４４

蔵
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
田
口
和
夫
「
宇
治
拾
遺
物
語
新
解
零
拾
」

（『
国
語
と
国
文
学
』　
 –   
９
、
二
〇
〇
七
年
九
月
）、
参
照
。

８４

９
　
注
３
、
二
三
四
頁
。

　
　
注
３
、
二
三
三
頁
。
な
お
、「
笙
の
笛
を
な
ん
き
は
め
て
吹
き
給
ひ
け
る
。」

１０
と
冒
頭
に
強
調
さ
れ
る
の
は
、「
金
腕
」
に
「
高
や
か
に
盛
り
上
げ
」
た
「
御

物
」（
飯
）
の
全
体
の
形
状
が
笙
に
似
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
口
に

当
て
て
平
ら
げ
る
様
も
笙
演
奏
の
景
に
重
な
り
、
そ
う
し
た
お
か
し
み
も
狙

わ
れ
て
い
る
と
見
た
い
。

　
　『
大
鏡
』
は
「
頭
争
い
」
と
す
る
が
、『
十
訓
抄
』（
第
九
３
）
は
「
大
納
言
」

１１
を
め
ぐ
る
争
い
と
す
る
。
こ
こ
に
引
い
た
『
十
訓
抄
』（
第
十
　
）
で
は
、
中
納

７５

言
拝
任
は
「
為
国
家
、
巨
悪
者
、
出
来
之
時
　
非
此
限
」
と
の
強
弁
に
よ
っ

て
叶
っ
た
が
、
殺
生
の
「
自
業
自
得
」、「
大
納
言
所
望
の
時
、
本
意
を
と
げ

ず
、
悪
霊
に
は
な
り
給
ひ
に
け
り
。」
と
し
て
、
朝
成
悪
霊
譚
と
関
連
づ
け
て

本
話
題
を
語
っ
て
い
る
。
な
お
、『
大
鏡
」
で
は
朝
成
が
「
品
の
ほ
ど
こ
そ
一

条
殿
に
ひ
と
し
か
ら
ね
ど
、
身
の
才
、
人
お
ぼ
え
、
や
む
ご
と
な
き
人
」
と

紹
介
さ
れ
る
。
こ
れ
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
本
段
冒
頭
の
「
才
か
し
こ
く
て
、

唐
の
事
、
こ
の
世
の
事
、
み
な
知
り
給
へ
り
。
心
ば
へ
か
し
こ
く
て
、
肝
太

く
、
お
し
か
ら
た
ち
て
な
ん
お
は
し
け
る
。」
と
重
な
り
、
こ
の
記
事
に
『
大

鏡
』
悪
霊
譚
へ
の
回
路
が
用
意
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
同
話

『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
八
第
二
四
話
に
も
見
え
、
判
断
は
難
し
い
。

　
　『
平
安
時
代
史
事
典
』（
角
川
書
店
、
二
〇
〇
四
年
）
本
編
上
「
検
非
違
使
」
条
、

１２
七
七
二
頁
第
一
段
。

　
　
注
６
益
田
論
文
、
三
木
紀
人
「
背
後
の
貴
種
た
ち
─
宇
治
拾
遺
物
語
第
一

１３
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〇
話
と
そ
の
前
後
」（『
成
蹊
国
文
』
７
、
一
九
七
四
年
二
月
）、
小
出
素
子
「『
宇

治
拾
遺
物
語
』
の
説
話
配
列
に
つ
い
て
─
全
巻
に
わ
た
る
連
関
表
示
の
試

み
─
」（『
平
安
文
学
研
究
』　
、
一
九
八
二
年
六
月
）、
西
尾
光
一
「『
宇
治
拾
遺
物

６７

語
』
に
お
け
る
連
纂
の
文
学
」（『
清
泉
女
子
大
学
紀
要
』　
、
一
九
八
三
年
一
二

３１

月
）
な
ど
。
い
ず
れ
も
小
峯
和
明
編
『
今
昔
物
語
集
と
宇
治
拾
遺
物
語
─
説
話

と
文
体
─
』（
日
本
文
学
研
究
資
料
新
集
６
、
有
精
堂
、
一
九
八
六
年
）
に
再
録
。

　
　
小
内
一
明
「「
宇
治
大
納
言
物
語
」
を
め
ぐ
っ
て
─
室
町
期
の
記
録
を
中
心

１４
に
─
」（『
言
語
と
文
芸
』　
、
一
九
七
一
年
三
月
。
注
　
小
峯
編
著
に
再
録
）。
序
文

７５

１３

に
つ
い
て
は
ほ
か
に
、
小
峯
和
明
「
宇
治
拾
遺
物
語
の
成
立
と
宇
治
大
納
言

物
語
」（『
国
文
学
研
究
』　
、
一
九
七
五
年
二
月
。
注
　
小
峯
編
著
に
再
録
。『
宇
治
拾

５５

１３

遺
物
語
の
表
現
時
空
』
若
草
書
房
、
一
九
九
九
年
、
所
収
）、
深
沢
徹
「
散
佚
『
宇
治

大
納
言
物
語
』
の
幻
影
（
上
）（
下
）」（『
立
教
大
学
日
本
文
学
』　
・
　
、
一
九

４０

４１

七
八
年
七
月
、
一
九
七
九
年
一
月
）、
島
津
忠
夫
「
宇
治
拾
遺
物
語
の
序
文
」（『
中

世
文
学
』　
、
一
九
八
三
年
一
〇
月
）、
小
峯
和
明
「
宇
治
拾
遺
物
語
の
〈
宇
治
〉

２８

の
時
空
─
序
文
再
考
」（『
日
本
文
学
』、
一
九
八
八
年
六
月
。『
宇
治
拾
遺
物
語
の
表

現
時
空
』
若
草
書
房
、
一
九
九
九
年
、
所
収
）
な
ど
が
あ
る
。
な
お
、
荒
木
浩
『
説

話
集
の
構
想
と
意
匠
─
今
昔
物
語
集
の
成
立
と
前
後
─
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一

二
年
）、
参
照
。

　
　
注
　
小
内
論
文
は
、
こ
う
し
た
序
文
の
記
事
と
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
諸
伝

１５

１４

本
、「
宇
治
大
納
言
物
語
」
逸
文
、
同
関
連
記
事
と
の
対
応
関
係
を
次
の
よ
う

に
整
理
し
て
い
る
。

■
宇
治
大
納
言
物
語
（
序
⑶
）

○『
宇
治
大
納
言
物
語
』（
応
仁
の
乱
１
４
６
７
に
て
亡
失
）

・『
円
城
寺
伝
記
』（
応
永
年
間
１
３
９
４ –   
１
４
２
７
末
年
～
正
長
・
永
享
１
４
２
８ –    

１
４
４
１
）
逸
文

○「
宇
治
大
納
言
物
語
」（
流
布
本
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
付
載
『
小
世
継
物
語
』）

・
一
条
兼
良
『
花
鳥
余
情
』「
作
意
」
逸
文

○
三
巻
本
『
宇
治
大
納
言
物
語
』（
近
世
初
期
成
立
、
流
布
本
系
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

の
改
編
）

■
先
行
『
宇
治
拾
遺
物
語
』（『
宇
治
大
納
言
物
語
』
と
も
呼
称
）（
序
⑷
）

・『
本
朝
書
籍
目
録
』（
鎌
倉
期
（
建
治
三
年
１
２
７
７
～
永
仁
二
年
１
２
９
４
）、

室
町
期
加
筆
と
も
）…「
廾
巻
」

・『
看
聞
御
記
』
永
享
十
年
１
４
３
８
十
一
月
二
十
三
日
、
十
二
月
十
日
条

…「
九
帖
」

■
宇
治
拾
遺
物
語
（
現
存
本
）

○『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
古
本
系
統
二
冊
本
）

・「
十
輪
院
内
府
記
」
文
明
十
四
年
１
４
８
２
四
月
十
一
日
条

○
流
布
本
系
統
『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
四
冊
本
、『
小
世
継
物
語
』
と
の
合
綴
五
冊

本
）

・『
実
隆
公
記
』
文
明
七
年
１
４
７
５
十
一
月
十
一
日
～
十
九
日
条

ま
た
、「
宇
治
大
納
言
物
語
」
の
呼
称
に
つ
い
て
は
、

・
散
佚
「
宇
治
大
納
言
物
語
」（『
円
城
寺
伝
記
』）

・
先
行
「
宇
治
拾
遺
物
語
」（『
看
聞
御
記
』）

・「
小
世
継
物
語
付
載
流
布
本
系
「
宇
治
拾
遺
物
語
」（『
花
鳥
余
情
』）

・
流
布
本
系
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
付
載
「
小
世
継
物
語
」
と
同
文
の
「
宇
治

大
納
言
物
語
」（『
花
鳥
余
情
』）

・
現
「
宇
治
拾
遺
物
語
」（『
実
隆
公
記
』、
古
本
系
「
宇
治
拾
遺
物
語
」）

の
す
べ
て
が
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
と
称
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
。

─　　─１３９



そ
し
て
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
か
ら
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
へ
の
展
開
を
以
下

の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。

後
人
増
補
し
た
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
の
類
が
あ
り
、
そ
れ
ら
の
増
補

「
宇
治
大
納
言
物
語
」
に
対
し
て
別
本
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
「
宇
治
拾
遺
物

語
」
が
あ
っ
た
。
そ
の
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
か
ら
の
抄
出
本
、
即
ち
広
本

に
対
す
る
略
本
と
で
も
称
す
べ
き
関
係
の
書
物
と
し
て
、
現
存
「
宇
治
拾

遺
物
語
」
は
成
立
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
応
仁
の
乱
以
前
に
、
即
ち
異
本

「
宇
治
大
納
言
物
語
」
あ
る
い
は
広
本
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
と
い
っ
た
伝
本

が
実
在
し
た
時
代
に
、
略
本
と
し
て
そ
の
存
在
を
た
も
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
室
町
期
の
散
佚
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
あ
る
い
は
散
佚
「
宇
治
拾
遺

物
語
」
の
面
影
を
も
っ
と
も
強
く
と
ど
め
う
る
可
能
性
の
あ
る
作
品
の
一

つ
が
現
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
別
に
「
小
世
継
物
語
」

も
散
佚
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
と
の
か
か
わ
り
を
持
ち
つ
つ
成
立
し
た
作

品
と
な
ろ
う
。

　
　
注
　
、
参
照
。

１６

１４

　
　
注
　
、
参
照
。

１７

１４

　
　
中
島
悦
次
『
参
考
　
宇
治
拾
遺
物
語
新
釈
』（
大
同
館
書
店
、
一
九
三
七
年
）

１８
な
ど
。
な
お
、
佐
藤
誠
実
「
宇
治
拾
遺
物
語
考
」（『
史
学
雑
誌
』、
一
九
〇
一
年

二
月
）、
参
照
。

　
　
注
　
、
島
津
論
考
。

１９

１６

　
　
国
語
科
の
「
読
む
こ
と
」
の
授
業
過
程
を
供
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
課
題－

評

２０
価
僑
の
教
育
評
価
過
程
と
捉
え
う
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
小
論
「
読
み
の

ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
─
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
評
価
の
観
点
─
」（
広
島
大
学
附
属
中
・
高

等
学
校
『
中
等
教
育
研
究
紀
要
』　
、
二
〇
一
六
年
三
月
）
に
述
べ
た
。

６２

　
　
教
材
化
、
評
価
に
は
注
　
小
峯
論
文
（『
宇
治
拾
遺
物
語
の
表
現
時
空
』
所
収
）

２１

１４

が
有
益
で
あ
ろ
う
。

　
　
序
文
の
隆
国
の
宇
治
避
暑
譚
が
『
江
談
抄
』
忠
文
譚
に
よ
る
創
作
と
の
説

２２
は
、
注
　
の
佐
藤
論
文
に
も
夙
に
説
か
れ
る
。
な
お
、
注
　
深
沢
論
文
、
参

１８

１４

照
。

　
　
注
　
小
内
論
文
。
所
説
の
論
脈
は
以
下
の
通
り
。

２３

１４
「
宝
物
集
」
の
一
巻
本
か
ら
九
巻
に
い
た
る
諸
異
本
が
、
こ
ぞ
っ
て
鎌
倉
期

に
成
立
し
、
と
も
に
「
宝
物
集
」
で
あ
り
う
る
よ
う
に
、「
宇
治
大
納
言
物

語
」
の
名
称
で
呼
ば
れ
、
更
に
同
根
な
が
ら
別
途
成
立
し
た
異
本
で
あ
る

散
佚
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
も
亦
「
宇
治
大
納
言
物
語
」
の
名
称
で
呼
ば
れ

る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
注
　
島
津
論
文
。
そ
こ
で
は
中
村
幸
彦
「
擬
作
論
」（『
今
井
源
衛
教
授
退
官
記

２４

１４

念
　
文
学
論
叢
』
一
九
八
二
年
六
月
）
を
引
き
つ
つ
、「
擬
作
は
、
著
者
に
擬
し
た

そ
の
人
の
作
で
は
な
く
、
は
っ
き
り
と
当
時
の
人
が
見
れ
ば
誰
が
著
者
か
わ

か
る
よ
う
な
点
を
あ
え
て
記
し
、
一
つ
の
逸
興
と
し
た
」
と
解
説
さ
れ
て
い

る
。

　
　
注
　
深
沢
論
文
、
小
峯
著
書
、
参
照
。

２５

１４

　
　
畠
山
健
『
古
文
も
の
が
た
り
』（
大
井
房
吉
、
一
八
九
六
年
）
に
よ
る
。
引
用

２６
に
際
し
て
表
記
、
句
読
点
に
変
更
を
加
え
た
。
本
書
は
明
治
期
の
中
等
国
語

教
科
書
と
し
て
も
用
い
ら
れ
た
。

　
　
注
　
島
津
論
文
。

２７

１４

　
　
注
　
、
同
。

２８

２７

　
　
注
　
荒
木
著
書
、
参
照
。

２９

１４

─　　─１４０



※
本
文
引
用
文
献
は
以
下
の
通
り
。

　
・
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）…『
今
昔
物
語
集
』・『
古
今
著
聞
集
』

　
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）…『
宇
治
拾
遺
物
語
』・『
十
訓
抄
』

　
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）…『
江
談
抄
』・『
古
事
談
』・『
冨
家

語
』

─　　─１４１




