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明
治
期
の
「
説
話
文
学
」
教
材
　
―
教
材
と
し
て
の
原
点
を
探
る
―

都
築
　
則
幸

一
　
は
じ
め
に

今
日
、
高
等
学
校
に
お
い
て
『
今
昔
物
語
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
い
っ
た
「
説

話
文
学
」
は
入
門
期
の
古
文
教
材
と
し
て
多
く
の
教
科
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、元
々
、「
説
話
文
学
」が
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
教
材
と
し
て
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
か
、
そ
の
状
況
に
つ
い
て
は
未
だ
不
明
確
な
部
分
も
多
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
明

治
期
に
遡
り
、「
説
話
文
学
」
が
教
材
と
し
て
ど
の
よ
う
な
価
値
を
見
出
さ
れ
、
多
く

の
教
科
書
に
収
録
さ
れ
る
よ
う
に
至
っ
た
の
か
、
そ
の
状
況
に
つ
い
て
具
体
的
に
考
察

し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
中
等
教
育
用
に
編
纂
さ
れ
た
国
文
学
史
の
テ
キ

ス
ト
か
ら
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
「
説
話
文
学
」
の
内
容
や
、「
講
読
」
の
教
科
書
に
お

け
る
「
説
話
文
学
」
の
収
録
状
況
、
そ
し
て
教
育
内
容
を
規
定
し
た
法
令
な
ど
に
焦
点

を
当
て
て
い
く

（
1
）。

ま
た
先
行
研
究
と
し
て
、
近
代
に
お
け
る
『
今
昔
物
語
』
の
享

受
に
関
し
て
竹
村
信
治
の
一
連
の
研
究
が
あ
る
。
そ
の
論
考
を
手
が
か
り
に
し
な
が
ら

「
説
話
文
学
」
が
学
校
教
育
の
現
場
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
っ
た
の
か
さ
ら
に
考

え
て
い
き
た
い
。

二
　
国
文
学
史
教
科
書
に
見
え
る
「
説
話
文
学
」

�

―
「
雑
史
」
と
し
て
の
「
説
話
」
―

今
日
、「
説
話
文
学
」
と
い
う
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
の
名
称
は
広
く
認
知
さ
れ
て
お
り
、『
今

昔
物
語
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
い
っ
た
作
品
を
扱
え
ば
、
同
時
に
「
説
話
文
学
」

と
い
う
名
称
も
学
ぶ
の
が
一
般
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
説
話
」
や

「
説
話
文
学
」
と
い
う
名
称
が
市
民
権
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
い
き
さ
つ
に
関
し
て
は
、

未
だ
不
明
確
で
あ
る
と
竹
村
（
二
〇
〇
八
a
）
は
指
摘
し
て
い
る
。
学
術
用
語
と
し

て
の
「
説
話
文
学
」
は
明
治
三
〇
年
代
か
ら
見
ら
れ
る
が
、
一
般
的
で
あ
っ
た
と
は
言

い
難
く
、
芥
川
龍
之
介
も
「
今
昔
物
語
鑑
賞
」
の
中
で
「
説
話
」
と
い
う
語
を
一
度
も

用
い
て
い
な
い
と
さ
れ
る
。

で
は
、
明
治
期
『
今
昔
物
語
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
い
っ
た
作
品
群
は
ど
の
よ

う
に
分
類
さ
れ
、
扱
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
明
治
二
三
年
に
発
行
さ
れ

た
国
文
学
史
の
嚆
矢
と
さ
れ
る
『
日
本
文
学
史
』
で
、
そ
の
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
に

し
た
い
。『
日
本
文
学
史
』
は
、
時
代
順
に
各
時
代
の
文
学
的
特
徴
や
そ
の
変
遷
を
述

べ
た
も
の
に
な
る
が
、
各
章
段
が
散
文
・
和
歌
（
韻
文
）・
雅
文
と
い
っ
た
文
体
ご
と

に
立
項
さ
れ
て
お
り
、さ
ら
に
散
文
は
「
随
筆
の
文
」「
日
記
及
び
紀
行
の
文
」
と
い
っ

た
文
の
形
態
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
分
類
の
仕
方
は
今
日
一
般
的

で
あ
る
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
る
分
類
の
原
態
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
う
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し
た
分
類
の
中
で
、『
今
昔
物
語
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
「
歴
史
体
の
文
」
と
し
て
、

『
栄
花
物
語
』
や
『
大
鏡
』
と
と
も
に
そ
の
内
容
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
分
類
の
中
で
、各
作
品
は
ど
の
よ
う
な
評
価
を
受
け
て
い
る
の
か
。『
日

本
文
学
史
』
に
お
い
て
『
今
昔
物
語
』
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

か
く
玉
石
混
合
、
真
偽
雑
糅
の
書
な
り
と
い
へ
ど
も
、
其
真
な
る
も
の
は
、
修
史

家
を
裨
補
す
る
は
勿
論
、
其
荒
誕
無
稽
な
る
も
の
も
、
ま
た
当
時
人
心
の
執
迷
と
、

想
像
と
の
、
如
何
な
る
程
度
に
在
り
し
か
を
知
る
に
足
り
、
極
め
て
有
益
な
る
も

の
な
り
。
朝
廷
の
あ
り
さ
ま
、
上
等
社
会
の
事
な
ど
は
、
他
の
書
に
詳
し
く
し
た

る
も
の
多
し
と
い
へ
ど
も
、
中
等
社
会
以
下
の
、
人
情
風
俗
を
写
し
た
る
も
の
は
、

唯
、
今
昔
物
語
の
類
あ
る
の
み
。

一
部
、信
頼
の
置
け
な
い
内
容
が
含
ま
れ
る
も
の
の
、当
時
の
中
流
階
級
以
下
の
人
々

の
人
情
風
俗
を
写
し
出
し
た
史
書
と
し
て『
今
昔
物
語
』を
評
価
し
て
い
る
。
ま
た「
朝

廷
の
あ
り
さ
ま
、
上
等
社
会
の
事
な
ど
は
、
他
の
書
に
詳
し
く
し
た
る
も
の
多
し
」
と

上
流
貴
族
た
ち
の
状
況
に
つ
い
て
記
し
た
『
栄
花
物
語
』
や
『
大
鏡
』
な
ど
と
対
比
さ

せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
特
徴
が
あ
る
と
言
え
る
。

さ
ら
に
「
既
に
平
安
朝
の
雅
文
よ
り
、
後
世
の
和
漢
混
和
文
に
、
一
転
す
る
傾
向
を

あ
ら
は
し
た
る
も
の
な
り
。
即
ち
和
文
に
し
て
、
ま
ゝ
漢
語
を
交
へ
た
る
も
の
な
り
。」

と
、和
漢
混
交
文
の
は
じ
め
と
し
て
『
今
昔
物
語
』
を
位
置
付
け
て
お
り
、『
今
昔
物
語
』

は
そ
の
文
体
の
系
譜
の
出
発
点
と
し
て
、
後
の
『
平
家
物
語
』
な
ど
の
作
品
に
も
大
き

な
影
響
を
与
え
た
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
殆
ん
ど
当
時
の
言
語
を
、
其
儘
写
し

た
る
も
の
に
遠
か
ら
ざ
る
が
故
に
、
言
詞
概
ね
平
易
」
と
、
修
飾
を
尽
く
し
た
『
源
氏

物
語
』
や
『
枕
草
子
』
と
の
差
と
し
て
、
文
章
の
簡
潔
さ
に
も
触
れ
て
い
る
。

そ
し
て
『
今
昔
物
語
』
を
起
点
に
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
『
今
昔
物
語
』
か
ら
漏

れ
落
ち
た
も
の
、
あ
る
い
は
足
ら
な
か
っ
た
も
の
を
補
っ
た
作
品
と
し
て
挙
げ
ら
れ
、

ま
た
『
古
今
著
聞
集
』
は
「
鎌
倉
時
代
に
出
で
し
古
今
著
聞
集
は
、
即
ち
此
物
語
に
倣

ひ
し
も
の
な
る
べ
し
。」
と
『
今
昔
物
語
』
か
ら
多
大
な
影
響
を
受
け
て
生
ま
れ
た
作

品
と
し
て
記
述
さ
れ
、「
歴
史
体
の
文
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
『
日
本
文
学
史
』
に
見
ら
れ
る
分
類
や
記
述
内
容
は
、
そ
の
後
明
治
期

に
中
等
教
育
用
と
し
て
発
行
さ
れ
た
「
国
文
学
史
」
の
教
科
書
の
多
く
に
認
め
ら
れ
る

も
の
で
あ
り
、
今
日
「
説
話
文
学
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
作
品
群
は
、
明
治
期
、

学
校
教
育
の
上
で
は
「
雑
史
」
と
し
て
の
位
置
付
け
で
教
授
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
（
2
）。

ま
た
、『
日
本
文
学
史
』
で
は
記
述
さ
れ
て
い
な
い
が
、
新
保
磐
次
『
中
学
国

文
史
』（
明
治
三
〇
年
四
月
二
五
日
訂
正
再
版
）
で
は
『
十
訓
抄
』
に
つ
い
て
も
、
そ

の
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、『
十
訓
抄
』
も
「
十
訓
抄
、
著
聞
集
は
今
昔
物

語
の
類
に
し
て
亦
史
料
と
す
べ
し
。」
と
あ
る
よ
う
に
、『
今
昔
物
語
』
か
ら
影
響
を
受

け
た
作
品
で
あ
り
、「
雑
史
」
と
い
う
分
類
上
の
位
置
付
け
に
変
化
は
見
ら
れ
な
い

（
3
）。

『
中
学
国
文
史
』
以
後
、
今
日
「
説
話
文
学
」
と
分
類
さ
れ
る
作
品
の
中
で
、
国
文

学
史
教
科
書
に
作
品
名
が
記
載
さ
れ
る
も
の
は
、主
に
『
今
昔
物
語
』『
宇
治
拾
遺
物
語
』

『
古
今
著
聞
集
』『
十
訓
抄
』
の
四
作
品
に
絞
ら
れ
て
い
く

（
4
）。

で
は
、
そ
れ
ら
が
教

材
と
し
て
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
状
況
に
つ
い
て
次
に
当
時

の
法
令
に
基
づ
い
て
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

三
　
教
科
書
の
収
録
状
況
と
法
令

『
日
本
文
学
史
』
な
ど
当
時
の
国
文
学
史
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
れ
ば
、『
今
昔
物
語
』
を

評
価
す
る
ポ
イ
ン
ト
は
次
の
三
点
に
絞
ら
れ
る
と
言
え
る
。
ま
ず
一
点
目
が
『
栄
花
物

語
』
や
『
大
鏡
』
と
対
比
さ
れ
、『
今
昔
物
語
』
が
中
流
以
下
の
人
々
の
生
活
を
描
く

も
の
で
あ
り
、史
料
的
価
値
を
有
し
て
い
る
と
い
う
点
。
ま
た
二
点
目
は
『
今
昔
物
語
』

が
和
漢
混
交
文
の
祖
で
あ
り
、
文
体
の
変
遷
を
考
え
る
上
で
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
点
。
そ
し
て
三
点
目
に
『
今
昔
物
語
』
か
ら
影
響
を
受
け
て
、『
平
家
物
語
』
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や
『
古
今
著
聞
集
』
な
ど
多
く
の
作
品
が
生
み
出
さ
れ
た
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
評
価
が
当
時
の
学
校
教
育
の
中
で
ど
の
よ
う
に
関
連
付
け
ら
れ
て
い
く
の

か
、当
時
の
教
科
書
の
収
録
状
況
と
法
令
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
考
察
し
て
い
く
。

明
治
期
、
検
定
を
受
け
た
古
典
教
科
書
の
さ
き
が
け
と
し
て
は
稲
垣
千
穎
『
和
文
読

本
』（
明
治
一
五
年
一
二
月
初
版
）
が
挙
げ
ら
れ
る

（
5
）。『

和
文
読
本
』
に
お
い
て
も

す
で
に
『
今
昔
物
語
』『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
古
今
著
聞
集
』『
十
訓
抄
』
の
収
録
が
認

め
ら
れ
が
、
そ
の
収
録
状
況
に
つ
い
て
ま
と
め
た
の
が
表
Ⅰ
で
あ
る
。

『
和
文
読
本
』
は
「
歴
代
」
や
「
儀
式
」
と
い
っ
た
テ
ー
マ
ご
と
に
作
品
を
収
録
す

る
形
を
取
っ
て
い
る
が
、
表
Ⅰ
を
見
る
と
こ
れ
ら
四
作
品
は
多
く
の
テ
ー
マ
に
分
散
し

て
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
源
平
盛
衰
記
』
や
『
太
平
記
』
と
い
っ
た
軍

記
物
は
「
軍
旅
」
や
「
羇
旅
離
別
」、「
哀
傷
」
と
い
っ
た
限
ら
れ
た
テ
ー
マ
に
の
み
収

録
が
認
め
ら
れ
る
作
品
群
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
れ
ら
四
作
品
の
状
況
は
特
徴

的
で
あ
る
と
言
え
る
。
あ
る
固
定
化
さ
れ
た
内
容
だ
け
読
ま
せ
る
の
で
な
く
、
様
々
な

内
容
を
含
ん
だ
物
語
を
読
ま
せ
る
に
は
、
こ
れ
ら
四
作
品
は
収
録
し
や
す
い
作
品
で
あ

り
、
編
纂
者
側
か
ら
す
れ
ば
使
い
や
す
い
教
材
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
作
品
の
収
録
数
に
つ
い
て
注
目
す
れ
ば
、『
古
今
著
聞
集
』
や
『
十
訓
抄
』
の

収
録
数
が
目
立
ち
、
対
し
て
『
今
昔
物
語
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
収
録
数
は
少
な

い
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
明
治
期
の
教
科
書
に
お
け
る
『
今
昔
物
語
』
の
収
録

状
況
に
関
し
て
は
竹
村
（
二
〇
〇
八
a
・
二
〇
〇
九
a
・
二
〇
〇
九
b
）
が
そ
の
詳

細
を
述
べ
て
い
る
が
、
調
査
結
果
か
ら
明
治
三
三
、三
四
年
以
前
に
発
行
さ
れ
た
教
科

書
は
、
教
科
書
に
よ
っ
て
収
録
さ
れ
る
章
段
の
数
に
か
な
り
の
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
る

こ
と
が
わ
か
る
。『
和
文
読
本
』
に
お
い
て
は
『
今
昔
物
語
』
は
二
話
し
か
収
録
さ
れ

て
い
な
い
が
、大
塚
彦
太
郎
『
中
等
教
育
国
文
読
本
』（
明
治
三
二
年
二
月
一
三
日
初
版
）

で
は
一
七
話
と
多
く
の
話
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
教
科
書
に
よ
っ
て
教
材
の
偏
り
が
著

し
い
状
況
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

表
Ⅱ
は
『
旧
制
中
等
教
育
国
語
科
教
科
書
内
容
索
引
』
の
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
、
明



明治期の「説話文学」教材（4） 93

治
二
一
年
か
ら
明
治
四
四
年
ま
で
に
発
行
さ
れ
た
教
科
書
で
、『
今
昔
物
語
』『
宇
治
拾

遺
物
語
』『
古
今
著
聞
集
』『
十
訓
抄
』
を
収
録
し
た
教
科
書
の
種
類
数
と
収
録
話
数
を

一
覧
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

明
治
二
一
年
か
ら
三
三
年
の
間
に
発
行
さ
れ
た
四
作
品
を
収
録
す
る
教
科
書
の
種
類

数
は
ほ
ぼ
同
じ
と
言
え
る
。
し
か
し
、
収
録
話
数
で
比
較
す
る
と
『
十
訓
抄
』
の
種
録

数
が
少
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
が
、
明
治
三
四
年
か
ら
四
四
年
の
状
況
を
見
て
み
る

と
、
大
き
な
変
化
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
収
録
話
数
を
見
て
み
る
と
四

作
品
す
べ
て
で
減
少
が
見
ら
れ
る
が
、
種
類
数
を
見
て
み
る
と
収
録
話
数
と
同
じ
よ
う

に
種
類
数
を
減
ら
し
た
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
や
『
古
今
著
聞
集
』
に
対
し
て
、『
今
昔

物
語
』
や
『
十
訓
抄
』
は
種
類
数
を
増
や
す
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
結
果
か
ら
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
や
『
古
今
著
聞
集
』
は
収
録
さ
れ
た
教
科
書
が

減
少
し
た
上
、
そ
の
章
段
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
も
減
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、『
今
昔

物
語
』
や
『
十
訓
抄
』
は
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
減
っ
た
も
の
の
、
多
く
の
教
科
書

で
収
録
さ
れ
て
い
る
た
め
、
作
品
そ
の
も
の
に
は
触
れ
ら
れ
る
機
会
が
増
え
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
差
異
が
ど
の
よ
う
な
理
由
か
ら
生
じ
た
の
か
。
収
録
作
品
の
選
別
に
関

し
て
影
響
関
係
が
認
め
ら
れ
る
同
時
代
に
制
定
さ
れ
た
法
令
を
次
に
見
て
い
く
こ
と
に

し
た
い
。

ま
ず
「
国
文
学
史
」
が
中
等
教
育
の
学
科
目
と
し
て
規
定
さ
れ
た
最
初
の
法
令
と
し

て
、
明
治
二
五
年
「
尋
常
師
範
学
校
ノ
学
科
及
其
程
度
」
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
法

令
で
は
「
第
三
学
年
」
に
「
毎
週
二
時
」
で
「
文
学
史
ノ
大
要
」
を
教
授
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
そ
こ
に
は
「
片
仮
名
平
仮
名
ノ
起
源
ヨ
リ
国
文
学
ノ
発
達
変
遷

ノ
要
略
ヲ
授
ケ
古
今
諸
体
ノ
文
章
及
歌
ノ
中
標
準
ト
ナ
ル
ヘ
キ
モ
ノ
ヲ
講
読
セ
シ
ム
」

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
国
文
学
ノ
発
達
変
遷
」
を
語
る
の
に
、
多
く
の
文
学
作
品
に

影
響
を
与
え
た
『
今
昔
物
語
』
は
教
授
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら

に
、「
古
今
諸
体
ノ
文
章
」
の
「
標
準
」
と
し
て
、
和
漢
混
交
文
の
祖
と
し
て
の
『
今

昔
物
語
』
は
、「
国
文
学
史
」
を
教
授
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
作
品
で
あ
っ
た
と
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
評
価
は
当
然
「
講
読
」
の
教
科
書
お
け
る
『
今
昔
物

語
』
の
収
録
状
況
に
も
関
連
し
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
、
中
学
校
に
関
連
す
る
法
令
と
し
て
は
明
治
三
五
年
に
制
定
さ
れ
た
「
中
学
校

教
授
要
目
」（
以
下
「
要
目
」）
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
「
要
目
」
に
は
「
講
読
」
に

お
い
て
教
授
す
べ
き
作
品
の
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
「
要
目
」
以
前
に
は
、

「
要
目
」
に
直
接
的
に
影
響
を
与
え
た
資
料
と
し
て
上
田
万
年
・
高
津
鍬
三
郎
・
小
中

村
義
象
・
芳
賀
矢
一
（
一
八
九
八
・
明
治
三
一
年
）「
尋
常
中
学
校
国
語
科
教
授
細
目
」

（
以
下
「
細
目
」）
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
「
細
目
」
の
原
型
を
な
す
も
の
と
し
て
、
大
日

本
教
育
会
国
語
科
研
究
組
合
（
一
八
九
四
・
明
治
二
七
年
）
が
示
し
た
「
尋
常
中
学
校

国
語
科
の
要
領
」（
以
下
「
要
領
」）
が
あ
る
こ
と
が
、
甲
斐
雄
一
郎
（
二
〇
〇
八
）
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
「
細
目
」
や
「
要
領
」
に
も
教
授
す
べ
き
作
品
の

名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
「
要
領
」
か
ら
「
説
話
文
学
」
に
属
す
る
作
品
を
見
て
み
る
と
、「
第
四
学
年

に
は
藩
翰
譜
十
訓
抄
太
平
記
源
平
盛
衰
記
の
類
」
と
『
十
訓
抄
』
の
名
が
見
え
る
も
の



成城大学教職課程研究紀要 （5）92

の
、『
今
昔
物
語
』
の
名
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、「
細
目
」
の
内
容
を
見
て
み

る
と
、「
第
三
学
年
級
」
の
近
古
文
の
教
材
と
し
て
「
保
元
平
治
物
語
神
皇
正
統
記
十

訓
抄
樵
談
治
要
ノ
類
抄
略
」
と
『
十
訓
抄
』
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
第

四
学
年
級
」
の
中
古
文
の
教
材
と
し
て
「
今
昔
物
語
土
佐
日
記
落
窪
物
語
ノ
類
抄
略
」

と
『
今
昔
物
語
』
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
二
作
品
が
教
科
書
に
収
録
す
べ
き

作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
明
治
三
四
年
に
制
定
さ
れ
た
「
中
学
校
令
施
行
規
則
」（
以
下
「
規
則
」）

に
よ
っ
て
「
講
読
」
で
は
中
古
文
を
扱
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
、『
今
昔
物
語
』

が「
講
読
」の
教
科
書
に
収
録
さ
れ
な
い
状
況
が
生
ま
れ
た

（
6
）。

そ
の
た
め
、こ
の「
規

則
」
に
準
じ
て
制
定
さ
れ
た
「
要
目
」
に
は
「
細
目
」
と
同
じ
よ
う
に
「
第
三
学
年
」

で
『
十
訓
抄
』
は
教
授
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、『
今
昔
物
語
』
の
名
は
削
除
さ

れ
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

だ
が
、『
今
昔
物
語
』
は
「
国
文
学
史
」
と
い
う
場
で
教
授
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

だ
け
で
、
教
材
と
し
て
そ
の
価
値
が
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
都
築
則
幸

（
二
〇
一
三
）
が
示
し
た
調
査
に
基
づ
け
ば
、
明
治
三
五
年
以
降
に
検
定
を
通
過
し
た

国
文
学
史
教
科
書
の
中
で
『
今
昔
物
語
』
の
文
例
を
収
録
す
る
も
の
は
六
種
あ
り
、『
今

昔
物
語
』
の
文
学
史
的
内
容
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
も
教
授
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
況

が
あ
っ
た
。

そ
し
て
「
講
読
」
の
教
科
書
を
見
て
み
る
と
、
明
治
三
七
年
を
境
に
『
今
昔
物
語
』

を
収
録
す
る
教
科
書
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
丸
山
正
彦
・
丸
井
圭
次
郞

『
中
学
国
語
漢
文
読
本
国
語
の
部
』
巻
四
上
（
明
治
三
七
年
一
月
一
五
日
訂
正
再
版
）

に
は
第
七
課
に
「
技
芸
の
争
」
と
い
う
名
で
「
百
済
川
成
飛
騨
工
挑
語
」
が
収
録
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
同
時
期
に
発
行
さ
れ
た
保
科
孝
一
『
新
撰
国
語
読
本
』（
明
治
三
七
年

一
二
月
二
〇
日
初
版
【
※
】）
に
は
巻
六
第
一
六
課
に
「
川
成
と
飛
騨
工
」、
巻
八
第

一
一
課
に
「
源
博
雅
朝
臣
、
蝉
丸
の
許
に
通
ふ
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
東
書

文
庫
蔵
『
新
撰
国
語
読
本
』
巻
六
に
は
「
三
年
級
ニ
中
古
文
ハ
イ
カ
ヾ

　
削
」
と
い
う

付
箋
が
貼
ら
れ
て
い
る
が
、「
細
目
」
の
記
述
に
基
づ
け
ば
、元
々
『
今
昔
物
語
』
は
「
第

四
学
年
」
程
度
の
教
材
で
あ
っ
た
の
で
、
付
箋
は
そ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
た
内
容
で

あ
る
と
言
え
る（

7
）。

な
お
巻
八
に
も
同
様
に
付
箋
が
貼
ら
れ
て
い
る
が
、こ
ち
ら
は「
許

シ
タ
シ
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
明
治
三
八
年
以
降
、『
今
昔
物
語
』
の
収
録

に
関
し
て
そ
の
内
容
を
指
摘
し
た
付
箋
は
見
ら
れ
な
く
な
る
た
め
、
中
古
文
で
あ
っ
て

も
『
今
昔
物
語
』
は
「
講
読
」
の
教
材
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、な
ぜ
「
規
則
」
に
よ
っ
て
中
古
文
は
教
材
と
し
て
扱
え
な
い
は
ず
な
の
に
、『
今

昔
物
語
』
は
例
外
的
に
教
材
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
元
々
『
今
昔
物
語
』

は
後
代
の
文
学
作
品
に
対
し
て
多
大
な
影
響
を
与
え
、
文
体
の
変
遷
を
語
る
上
で
も
欠

か
す
こ
と
の
で
き
な
い
作
品
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
点
か
ら
教
材
と
し
て
の
価
値
が
見

出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
う
一
度
「
要
目
」
の
内
容
を
確
認
し

て
み
た
い
。
そ
の
「
要
目
」
の
「
本
要
目
実
施
上
ノ
注
意
」「
第
二
項
」
に
は
次
の
こ

と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

教
授
ハ
各
学
科
目
固
有
ノ
目
的
ヲ
失
ハ
サ
ラ
ン
コ
ト
ニ
留
意
シ
相
互
ノ
連
絡
ヲ
保

チ
テ
全
体
ノ
統
一
ヲ
図
ル
ヘ
シ

こ
の
項
目
は
他
学
科
と
の
連
係
を
促
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、「
講
読
」
に

お
い
て
は
他
学
科
の
内
容
に
関
す
る
文
章
を
収
録
す
る
こ
と
も
多
い
。
こ
う
し
た
状
況

と
『
今
昔
物
語
』
を
教
授
す
る
こ
と
は
無
関
係
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
今
昔
物
語
』
は
平
安
時
代
の
庶
民
の
生
活
を
記
す
史
料
と
し
て
、
そ
の
価
値
が
認

め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
史
実
を
述
べ
る
作
品
と
し
て
対

比
さ
れ
て
い
た
も
の
に
『
大
鏡
』
が
あ
る
が
、
こ
の
『
大
鏡
』
も
『
新
撰
国
語
読
本
』

巻
十
第
五
課
に
「
菅
公
の
左
遷
」
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、『
今
昔
物
語
』
と
ほ
ぼ
同
時

期
に
「
講
読
」
の
教
科
書
に
収
録
が
認
め
ら
れ
た
作
品
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。『
今
昔

物
語
』
と
『
大
鏡
』
と
を
組
み
合
わ
せ
て
読
め
ば
、
平
安
時
代
の
上
流
社
会
の
状
況
か

ら
庶
民
の
生
活
ま
で
、
そ
の
全
体
像
を
掴
む
こ
と
に
繋
が
る
。
こ
の
二
つ
の
作
品
が
同
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時
期
に
収
録
さ
れ
る
よ
う
に
至
っ
た
背
景
に
は
、
こ
れ
ら
の
文
学
作
品
か
ら
平
安
時
代

全
体
の
状
況
を
学
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
図
も
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
今
昔
物
語
』
は
「
規
則
」
以
降
も
「
講
読
」
の
教
科
書
に
収
録
さ
れ

て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
表
Ⅱ
の
結
果
も
含
め
、
古
文
教
材
の
収
録
状
況
の
変
化
を

考
え
る
に
あ
た
り
、
明
治
三
四
年
の
「
規
則
」
が
一
つ
の
契
機
に
な
っ
て
い
る
と
考
え

て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
当
時
の
国
語
の
教
材
に
関
し
て
、
高
橋
龍
雄
（
一
九
〇
一
）
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

凡
そ
明
治
維
新
は
震
天
動
地
の
大
変
遷
に
し
て
、明
治
年
代
に
増
加
せ
し
国
語
は
、

到
底
近
古
中
古
に
見
る
べ
く
も
あ
ら
ず
、
近
古
中
古
の
国
語
は
大
抵
廃
滅
に
属
せ

し
も
の
多
し
。
是
を
以
て
読
本
教
科
書
の
類
は
編
述
者
多
く
自
書
せ
ざ
れ
ば
、
完

全
な
る
教
材
を
得
る
事
能
は
ざ
る
べ
し
。

明
治
三
四
年
以
前
の
「
講
読
」
用
の
教
科
書
に
は
近
古
文
や
中
古
文
が
多
く
収
録
さ

れ
て
い
る
た
め
、
当
時
の
実
情
に
あ
っ
た
国
語
を
教
授
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
こ

と
を
批
判
し
、
古
文
教
材
に
関
し
て
は
「
か
の
古
人
の
文
章
を
抜
摘
せ
む
事
は
、
唯
文

学
上
の
趣
味
を
与
ふ
る
ま
で
に
止
め
て
、
毎
巻
二
三
章
よ
り
多
き
を
要
せ
ざ
る
べ
し
」

と
、
古
文
教
材
の
収
録
数
の
制
限
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。

「
規
則
」
の
「
学
科
及
其
ノ
程
度
」「
第
三
條
」
に
は
、「
国
語
及
漢
文
ハ
現
時
ノ
国

文
ヲ
主
ト
シ
テ
講
読
セ
シ
メ
」
と
当
時
日
常
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
言
葉
「
普
通
文
」

の
教
授
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
窺
え
る
が
、
こ
の
内
容
と
高
橋
の
発
言
は
合
致

し
て
い
る
。
一
定
の
授
業
時
数
の
中
で
、「
普
通
文
」を
重
視
し
た
教
育
が
行
わ
れ
れ
ば
、

当
然
古
文
教
材
を
減
ら
さ
ざ
る
を
え
な
い
状
況
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
た
め
多
く
収
録
さ

れ
て
き
た
古
文
教
材
を
精
選
化
し
て
い
く
動
き
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

精
選
化
し
て
い
く
に
あ
た
っ
て
、
一
つ
の
根
拠
と
な
り
え
た
の
が
「
国
文
学
史
」
で

あ
る
。「
国
文
学
史
」
が
記
す
『
今
昔
物
語
』
の
文
学
的
・
歴
史
的
価
値
は
、
そ
の
ま

ま
教
材
と
し
て
の
価
値
に
繋
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。『
宇
治
拾
遺
物
語
』
や
『
古
今
著

聞
集
』
と
の
差
別
化
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
生
じ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

『
今
昔
物
語
』
は
歴
史
科
と
の
関
連
性
が
見
出
せ
、
そ
の
点
か
ら
教
材
の
価
値
を
指

摘
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、『
十
訓
抄
』
も
他
学
科
と
の
繋
が
り
か
ら
教
材
と
し
て
の

価
値
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。『
十
訓
抄
』
は
「
国
文
学
史
」
の
テ
キ
ス
ト
で
は
教

訓
性
を
特
徴
と
し
た
作
品
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
特
に
岡
井
慎
吾
『
新
体
日
本
文

学
史
』（
明
治
三
五
年
一
一
月
一
五
日
初
版
【
※
】）
で
は
「
是
実
ニ
吾
国
ニ
テ
成
レ
ル

修
身
書
ノ
始
ナ
リ
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
修
身
科
と
の
連
関
を
意
識
さ
せ
る
作
品
と

な
っ
て
い
る
。
明
治
三
四
年
以
前
か
ら
道
徳
的
内
容
が
重
視
さ
れ
る
傾
向
は
当
然
あ
っ

た
も
の
の
、「
規
則
」
で
「
文
学
上
ノ
趣
味
ヲ
養
ヒ
兼
テ
智
徳
ノ
啓
発
ニ
資
ス
ル
」
と

国
語
科
の
教
育
目
的
が
文
言
と
し
て
明
示
化
さ
れ
た
こ
と
は
、『
十
訓
抄
』
の
教
材
化

に
と
っ
て
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
十
訓
抄
』
は
修
身
科
と
の
関
連

性
に
お
い
て
、
そ
の
教
育
的
価
値
が
以
前
よ
り
も
高
く
認
め
ら
れ
、
多
く
の
教
科
書
に

収
録
さ
れ
る
よ
う
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

明
治
期
の
国
文
学
史
教
科
書
に
は
『
今
昔
物
語
』『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
古
今
著
聞
集
』

『
十
訓
抄
』と
四
つ
の
作
品
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、当
時
の
法
令
に
合
致
し
、

そ
の
教
育
的
価
値
が
認
め
ら
れ
、
数
多
く
教
科
書
に
収
録
さ
れ
る
よ
う
に
至
っ
た
作
品

と
な
る
と
『
今
昔
物
語
』
と
『
十
訓
抄
』
の
二
作
品
に
絞
ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
理
由

と
し
て
は
文
学
的
価
値
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
に
歴
史
科
や
修
身
科
と
の
関
連
性
と

い
っ
た
要
素
も
強
く
働
い
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

四
　「
説
話
文
学
」
教
材
の
原
点

�

―
「
児
の
そ
ら
寝
」
と
「
絵
仏
師
良
秀
」
を
中
心
に
―

今
日
「
説
話
文
学
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
群
は
明
治
期
『
今
昔
物
語
』『
宇
治
拾
遺
物
語
』
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『
古
今
著
聞
集
』『
十
訓
抄
』
を
中
心
に
教
材
化
が
な
さ
れ
て
き
た
。
今
日
、
多
く
の
教

科
書
に
収
録
が
認
め
ら
れ
る
『
宇
治
拾
遺
物
語
』「
児
の
そ
ら
寝
」
も
明
治
期
に
教
材

化
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、
朝
夷
六
郎
・
鈴
木
忠
孝
『
国
文
教
科
書
』
第
三
編
上
（
明
治
二
八
年
一
月

二
八
日
訂
正
）
に
は
「
児
の
、
掻
餅
す
る
に
、
空
寝
し
た
る
事
」
と
い
う
標
題
で
作
品

の
収
録
が
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
教
科
書
は
緒
言
に
「
第
参
篇
は
、
上
中
の
巻

に
お
い
て
、
本
邦
文
学
史
の
要
略
を
説
き
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
講
読
」
用
の
教
科
書

で
あ
り
な
が
ら
「
国
文
学
史
」
の
教
授
を
意
識
し
た
テ
キ
ス
ト
の
初
期
の
も
の
に
当
た

り
、「
児
の
そ
ら
寝
」
は
そ
の
文
例
の
一
つ
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
他
に
、
藤
井
乙
男
『
新
編
国
文
読
本
』
巻
四
（
明
治
三
〇
年
一
〇
月
二
二
日
再

版
）
に
も
第
五
二
課
に
「
児
の
掻
餅
す
る
に
空
寝
し
た
る
事
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
「
児

の
そ
ら
寝
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
あ
る
も
の
の
、
そ
の
後
の

明
治
・
大
正
・
戦
前
昭
和
期
に
発
行
さ
れ
た
教
科
書
に
「
児
の
そ
ら
寝
」
が
収
録
さ
れ

た
も
の
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

「
児
の
そ
ら
寝
」
は
戦
前
に
教
材
化
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
大
き
な
断
絶
を
も
ち
、

戦
前
の
状
況
が
戦
後
の
状
況
に
直
接
影
響
を
与
え
な
い
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
教
材
の

変
遷
を
考
え
る
上
で
、
こ
う
し
た
教
材
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。し

か
し
一
方
、「
児
の
そ
ら
寝
」
と
同
じ
く
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
が
出
典
と
さ
れ
、

今
日
の
教
科
書
に
多
く
収
録
さ
れ
る
作
品
と
し
て
「
絵
仏
師
良
秀
」
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、

こ
の
教
材
が
教
科
書
に
収
録
さ
れ
て
い
っ
た
状
況
は「
児
の
そ
ら
寝
」と
大
き
く
異
な
っ

て
い
る
。

「
絵
仏
師
良
秀
」
を
収
録
し
た
初
期
の
教
科
書
と
し
て
は
、
藤
井
『
新
編
国
文
読
本
』

巻
三
上
（
明
治
二
九
年
七
月
七
日
訂
正
三
版
）
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
れ
以
外
の
教
科
書
に

も
多
く
は
な
い
が
収
録
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
東
書
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
た
吉
川
編

輯
所
『
新
体
国
文
読
本
』
巻
十
（
明
治
三
三
年
一
一
月
三
〇
日
初
版
【
※
】）
に
は
、

第
一
五
課
の
「
絵
仏
師
良
秀
」
に
「
材
料
面
白
カ
ラ
ズ
」
と
書
か
れ
た
付
箋
が
つ
け
ら

れ
て
お
り
、
検
定
を
通
過
し
た
訂
正
再
版
本
で
は
「
絵
仏
師
良
秀
」
は
「
遣
唐
使
虎
を

殺
す
」に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』を
出
典
と
し
た「
絵

仏
師
良
秀
」
を
収
録
す
る
教
科
書
は
認
め
ら
れ
ず
、
管
見
の
か
ぎ
り
、
垣
内
松
三
『
国

文
新
編
』
巻
三
（
大
正
一
五
年
一
〇
月
一
六
日
初
版
【
※
】）
の
第
三
一
課
に
「
よ
ぢ

り
不
動
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
収
録
さ
れ
る
ま
で
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
を
典
拠
と
し

た
「
絵
仏
師
良
秀
」
は
断
絶
し
て
し
ま
う
。

だ
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
を
典
拠
に
し
た
場
合
で
あ
り
、「
絵

仏
師
良
秀
」
は
『
十
訓
抄
』
を
出
典
と
し
て
明
治
期
収
録
さ
れ
続
け
た
。
例
え
ば
、
落

合
直
文
『
新
訂
中
等
国
語
読
本
』
巻
七
（
明
治
四
二
年
一
月
二
八
日
新
訂
再
版
）
第
八

課
「
芸
苑
逸
話
」
に
『
十
訓
抄
』
を
出
典
と
し
た
「
絵
仏
師
良
秀
」
が
収
録
さ
れ
て
い

る
の
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
後
も
、
大
半
の
教
科
書
で
出
典
を
『
十
訓
抄
』
と
し
な
が

ら
、「
絵
仏
師
良
秀
」
は
大
正
期
・
戦
前
昭
和
期
と
教
科
書
に
収
録
さ
れ
続
け
る
こ
と

に
な
る
。
ま
た
最
終
的
に
は
国
定
教
科
書
と
な
る
文
部
省
『
中
等
国
文
』
五
（
昭
和

二
〇
年
一
月
二
四
日
初
版
）
第
一
二
課
に
「
不
動
尊
の
火
焔
」
と
い
う
名
称
で
「
絵
仏

師
良
秀
」
は
収
録
さ
れ
て
お
り
、
少
な
く
と
も
明
治
期
末
以
降
「
絵
仏
師
良
秀
」
は
教

材
と
し
て
価
値
を
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、戦
前
に
お
い
て
「
絵
仏
師
良
秀
」
の
教
材
と
し
て
の
価
値
と
は
一
体
何
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
大
正
期
末
以
降
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
が
出
典
と
し
て
明
記
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
、『
地
獄
変
』
と
そ
の
作
者
で
あ
る
芥
川
龍
之
介
に
よ
っ
て
「
絵

仏
師
良
秀
」
の
評
価
に
変
化
が
生
じ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
だ
が
、
家
族
や
財

産
を
犠
牲
に
し
て
も
一
つ
の
道
を
追
及
し
よ
う
と
す
る
良
秀
の
芸
術
至
上
主
義
的
な
考

え
方
が
明
治
期
に
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。明
治
三
四
年
の「
規

則
」
に
も
見
ら
れ
た
こ
と
だ
が
、
国
語
の
教
育
内
容
に
道
徳
性
が
さ
ら
に
求
め
ら
れ
て

い
く
中
で
、
そ
の
観
点
で
「
絵
仏
師
良
秀
」
を
読
み
解
け
ば
、
明
治
三
三
年
の
時
点
で

「
材
料
面
白
カ
ラ
ズ
」
と
検
定
意
見
が
付
さ
れ
た
の
も
当
然
で
あ
っ
た
。
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だ
が
、「
絵
仏
師
良
秀
」は
別
の
視
点
か
ら
も
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
。
良
秀
は「
こ

の
道
を
立
て
て
世
に
あ
ら
ん
に
は
、
仏
だ
に
よ
く
書
き
奉
ら
ば
、
百
千
の
家
も
出
で
来

な
ん
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
点
を
重
視
す
れ
ば
、
一
つ
の
こ
と
を
探
求
し
、
そ
の

こ
と
を
極
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
一
代
で
財
を
成
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
「
立
身
出

世
」
の
教
え
に
も
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た
教
訓
性
を
強
調
す
れ
ば
、「
絵

仏
師
良
秀
」
に
教
材
と
し
て
の
価
値
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
出
典
が
『
宇
治
拾
遺

物
語
』
で
は
な
く
『
十
訓
抄
』
で
あ
る
の
も
、
こ
の
教
訓
性
に
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

明
治
三
四
年
の
「
規
則
」
を
境
に
「
説
話
文
学
」
は
『
今
昔
物
語
』
と
『
十
訓
抄
』

が
中
心
に
教
材
化
さ
れ
て
い
く
が
、
出
典
が
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
し
か
な
い
「
児
の
そ

ら
寝
」
は
教
材
の
精
選
化
の
流
れ
の
中
で
、
一
旦
、
教
科
書
か
ら
そ
の
姿
を
失
わ
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
「
絵
仏
師
良
秀
」
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
以
外
に
も
『
十
訓

抄
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
た
た
め
、
新
た
な
価
値
付
け
と
と
も
に
教
材
と
し
て
生
き
残

る
こ
と
が
で
き
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
出
典
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
話
と
し
て
は
同
じ
も
の
で
あ
る
た
め
、

そ
の
内
容
が
広
く
知
れ
渡
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
教
材
は
他
に
も
あ
る
。
例
え
ば
『
枕
草

子
』「
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
」
と
い
う
作
品
が
あ
る
が
、同
内
容
の
も
の
が
『
十

訓
抄
』「
香
炉
峰
の
雪
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
明
治
期
に
教
材
と
し
て

読
ま
れ
て
い
た
形
跡
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
朝
夷
・
鈴
木
『
国
文
教
科
書
』
第
一
編

上
で
は
「
清
少
納
言
の
事
」
と
い
う
標
題
が
付
け
ら
れ
、「
香
炉
峰
の
雪
」
を
読
む
こ

と
が
で
き
る
。
明
治
三
四
年
ま
で
は
多
く
の
教
科
書
に
中
古
文
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、

『
枕
草
子
』「
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
」
を
収
録
す
る
教
科
書
も
見
ら
れ
る
が
、「
雪

の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
」
は
『
枕
草
子
』
で
な
く
と
も
、『
十
訓
抄
』
で
そ
の
内
容

を
理
解
し
た
生
徒
も
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

ま
た
「
規
則
」
以
降
、
法
令
の
上
で
は
中
古
文
が
扱
え
な
い
た
め
、「
講
読
」
に
お

い
て
『
枕
草
子
』
の
収
録
数
は
激
減
す
る
が
、
一
方
で
『
十
訓
抄
』「
香
炉
峰
の
雪
」

は
そ
の
ま
ま
教
科
書
に
収
録
さ
れ
続
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
次
の
よ
う
な
教
育
的

効
果
を
生
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
『
枕
草
子
』
は
「
国
文
学
史
」
の
中
で
教
授

さ
れ
る
し
か
な
い
が
、『
枕
草
子
』
が
収
録
す
る
内
容
と
同
じ
も
の
を
『
十
訓
抄
』
で

教
授
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
枕
草
子
』
に
関
す
る
学
習
を
『
十
訓
抄
』
で
補
填
す
る

こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
国
文
学
史
」
は
授
業
時
数
が
少
な
く
、
教
授

上
多
く
の
問
題
を
抱
え
て
い
た
。
そ
の
中
で
「
国
文
学
史
」
の
内
容
と
繋
が
り
、
相
乗

効
果
を
期
待
す
る
こ
と
の
で
き
る
『
十
訓
抄
』
は
、
こ
の
よ
う
な
点
に
お
い
て
も
重
要

な
作
品
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

今
日
「
説
話
文
学
」
と
し
て
教
授
さ
れ
て
い
る
作
品
群
は
、
明
治
期
に
お
い
て
史
料

や
修
身
書
と
し
て
の
意
味
合
い
を
持
た
さ
れ
、
教
授
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

し
か
し
、
和
田
・
永
井
『
国
文
学
小
史
』
で
は
『
今
昔
物
語
』
を
「
記
実
の
項
亦
多
く
、

往
々
史
伝
の
闕
を
補
ふ
に
足
る
。」
と
し
な
が
ら
も
、「
然
れ
ど
も
、
本
書
の
真
価
が
事

実
よ
り
も
寧
ろ
文
学
上
に
存
せ
る
こ
と
は
『
大
鏡
』
等
に
於
け
る
よ
り
も
更
に
甚
し
。」

と
、
史
料
と
し
て
の
扱
い
よ
り
も
、
文
学
的
価
値
に
重
き
を
置
く
も
の
も
見
ら
れ
る
。

ま
た
、
鈴
木
暢
幸
『
国
文
学
史
教
科
書
』（
明
治
三
六
年
一
二
月
一
三
日
初
版
【
※
】）

で
も
、『
今
昔
物
語
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
つ
い
て
「
こ
の
二
書
、
雑
史
と
は
言

ひ
難
け
れ
ど
も
、
姑
く
、
こ
の
内
に
加
へ
置
く
な
り
。」
と
「
雑
史
」
と
し
て
の
扱
い

に
疑
問
を
呈
す
る
も
の
も
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
『
今
昔
物
語
』
な
ど
の
作
品
を

「
史
実
を
伝
え
る
も
の
」
と
し
て
扱
う
の
で
は
な
く
、
新
た
な
位
置
付
け
を
認
め
よ
う

と
す
る
萌
芽
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
考
え
が
さ
ら
に
展
開
し
て

い
く
に
は
大
正
期
、
芥
川
龍
之
介
の
登
場
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
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芥
川
の
作
品
も
「
講
読
」
の
教
科
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
収
録
さ
れ
た
初
期
の

作
品
と
し
て
は
『
蜘
蛛
の
糸
』
が
挙
げ
ら
れ
、
そ
の
名
は
管
見
の
か
ぎ
り
、
開
成
館
編

輯
所
『
新
制
中
等
国
語
読
本
』
巻
一
（
大
正
一
〇
年
一
一
月
七
日
初
版
【
※
】）
か
ら

見
ら
れ
る
。『
蜘
蛛
の
糸
』
の
発
表
は
大
正
七
年
で
あ
る
た
め
、
教
科
書
へ
の
収
録
は

そ
れ
ほ
ど
時
間
差
な
く
行
わ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
戦
前
の
教
科
書
で
多
く
収
録
さ

れ
る
芥
川
の
作
品
は
『
蜘
蛛
の
糸
』
に
な
る
が
、
そ
れ
は
『
蜘
蛛
の
糸
』
が
も
つ
教
訓

性
が
教
材
の
価
値
と
し
て
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
大
正
五
年
に
発
表
さ
れ
た
『
鼻
』
を
収
録
し
た
教
科
書
は
吉
澤
義
則
『
新
日

本
読
本
』
巻
四
（
大
正
一
五
年
一
月
五
日
訂
正
再
版
）
ま
で
下
る
。
そ
の
後
、
い
く
つ

か
の
教
科
書
で
『
鼻
』
を
収
録
す
る
教
科
書
は
認
め
ら
れ
る
が
、
吉
田
弥
平
『
国
文
読

本
』
巻
二
（
昭
和
三
年
九
月
二
八
日
初
版
【
※
】）
に
収
録
さ
れ
た
後
、教
科
書
に
『
鼻
』

が
収
録
さ
れ
る
状
況
は
管
見
の
か
ぎ
り
認
め
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』

を
出
典
と
す
る
「
禅
珍
内
供
」「
鼻
長
き
僧
」
は
、
三
省
堂
編
輯
部
『
中
等
新
国
文
』

巻
五
（
昭
和
四
年
七
月
一
三
日
初
版
【
※
】）
を
始
め
と
し
て
、
金
子
元
臣
『
新
編
中

等
国
語
読
本
（
新
制
版
）』
巻
九
（
昭
和
一
八
年
六
月
二
九
日
修
正
再
版
）
に
至
る
ま
で
、

戦
前
昭
和
期
の
い
く
つ
か
の
教
科
書
に
収
録
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な

傾
向
か
ら
、
教
科
書
の
収
録
状
況
に
お
け
る
芥
川
の
影
響
は
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は

芥
川
の
作
品
を
多
く
収
録
す
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
教
材
の
選
択
基
準
の
一
つ

と
し
て
影
響
を
与
え
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、
昭
和
八
年
頃
か
ら
「
国
文
学
史
」
の
教
科
書
で
「
説
話
文
学
」
と
い
う
名
称

が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、『
今
昔
物
語
』
な
ど
が
「
説
話
」
と
し
て
分
類
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
く
。「
説
話
」
や
「
説
話
文
学
」
が
一
つ
の
文
芸
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
、

中
等
教
育
の
現
場
で
一
般
的
に
教
授
さ
れ
て
い
く
に
は
、
戦
前
昭
和
期
の
時
点
ま
で
待

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
丸
山
林
平
『
中
等
国
文
学
史
』（
昭
和
九
年
七
月

一
八
日
訂
正
再
版
）
で
は
「
伝
説
集
と
し
て
世
界
に
誇
る
に
足
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

編
者
の
博
覧
強
記
に
は
驚
く
べ
き
も
の
が
あ
る
。」
と
『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
に
世
界

に
誇
る
べ
き
作
品
と
し
て
『
今
昔
物
語
』
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
評
価
か

ら
し
て
も
『
今
昔
物
語
』
自
体
、
教
育
的
価
値
の
あ
る
説
話
教
材
と
し
て
確
立
し
て
い

た
状
況
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
方
、
都
築
（
二
〇
一
三
b
）
は
古
文
教
材
は
大
正
期
、
戦
前
昭
和
期
と
徐
々
に

教
材
の
種
類
を
減
ら
し
、
固
定
化
・
精
選
化
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
し
た
が
、
説

話
教
材
に
関
し
て
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
固
定
化
・
精
選
化
が
行
わ
れ
た

の
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
未
だ
不
明
瞭
な
部
分
が
あ
る
。
説
話
教
材
の
出
典
と
し
て

『
十
訓
抄
』
が
多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
一
つ
の
基
準
が
あ
る
と
は
考

え
ら
れ
る
が
、
今
後
は
具
体
的
に
固
定
化
さ
れ
て
い
く
個
々
の
教
材
を
見
て
い
く
こ
と

で
、
説
話
教
材
が
必
要
と
さ
れ
た
理
由
が
明
確
に
な
っ
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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〈
注
〉

1	
�

本
稿
は
国
立
教
育
政
策
研
究
所
教
育
研
究
情
報
セ
ン
タ
ー
教
育
図
書
館
、
東
書
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
「
講
読
」、

「
国
文
学
史
」
の
教
科
書
を
対
象
と
し
、
悉
皆
調
査
を
行
っ
た
結
果
に
基
づ
い
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
副

読
本
も
一
部
調
査
対
象
に
加
え
て
い
る
。
教
科
書
の
内
容
を
引
用
す
る
場
合
は
検
定
本
に
基
づ
く
こ
と
に
す
る
が
、

検
定
本
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
は
申
請
本
を
用
い
た
。
な
お
、
申
請
本
に
は
【
※
】
を
付
し
た
。

2	
�

都
築
則
幸
（
二
〇
一
三
a
）
三
六
頁
・
三
七
頁
に
お
い
て
、
中
等
教
育
用
に
発
行
さ
れ
た
「
国
文
学
史
」
の
教
科

書
の
多
く
が
『
日
本
文
学
史
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

3	
�『

今
昔
物
語
』『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
古
今
著
聞
集
』『
十
訓
抄
』
を
「
雑
史
」
以
外
に
分
類
す
る
国
文
学
史
教
科
書
に
は
、

鈴
木
忠
孝
『
日
本
文
学
史
教
科
書
』（
明
治
三
三
年
四
月
二
八
日
初
版
【
※
】）、
塩
井
正
男
・
高
橋
龍
雄
『
新
体
日

本
文
学
史
』（
明
治
三
五
年
一
二
月
二
七
日
訂
正
四
版
）、
畠
山
健
『
日
本
文
学
史
綱
』（
明
治
四
〇
年
一
月
一
七
日

訂
正
再
版
）
が
あ
る
。
分
類
の
仕
方
と
し
て
は
『
日
本
文
学
史
教
科
書
』『
日
本
文
学
史
綱
』
で
は
「
物
語
」
と
し
、『
新

体
日
本
文
学
史
』
で
は
「
随
筆
」
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
分
類
を
す
る
国
文
学
史
教
科
書
は
極
め
て

少
な
い
と
言
え
る
。

4	
�

和
田
万
吉
・
永
井
一
孝『
国
文
学
小
史
』（
明
治
三
二
年
一
二
月
二
二
日
初
版【
※
】）、小
倉
博『
国
文
学
史
教
科
書
』（
明

治
三
七
年
一
月
二
二
日
修
訂
再
版
）
に
は
『
撰
集
抄
』『
発
心
集
』『
沙
石
集
』
と
い
っ
た
今
日
「
説
話
文
学
」
の
一

つ
と
し
て
数
え
ら
れ
る
作
品
も
そ
の
名
が
見
え
る
が
、
例
と
し
て
は
数
少
な
い
。
ま
た
『
国
文
学
小
史
』
で
は
、
そ

れ
ら
の
作
品
が
『
方
丈
記
』
と
と
も
に
「
随
筆
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

5	

稲
垣
千
穎
が
編
纂
し
た
教
科
書
に
関
し
て
は
、
菊
野
雅
之
（
二
〇
一
一
）
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。
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6	
�

中
古
文
が
「
講
読
」
の
内
容
か
ら
削
除
さ
れ
た
経
緯
に
関
し
て
は
、
八
木
雄
一
郎

　（
二
〇
〇
七
）
に
詳
し
く
記
さ

れ
て
い
る
。

7	
�

付
箋
に
は
「
削
」
と
あ
る
が
、
検
定
本
で
あ
る
訂
正
再
版
本
に
は
初
版
と
同
じ
よ
う
に
「
川
成
と
飛
騨
工
」
が
収
録

さ
れ
て
い
る
た
め
、
検
定
意
見
に
従
わ
な
く
て
も

　
教
科
書
を
発
行
で
き
た
状
況
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
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五
〇
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七
四
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五
頁

竹
村
信
治
（
二
〇
〇
九
b
）「
今
昔
物
語
集
の
明
治
」『
説
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文
学
研
究
』
第
四
四
号
、
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〇
～
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頁

都
築
則
幸
（
二
〇
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三
a
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明
治
期
の
中
等
教
育
に
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国
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学
史
教
育
の
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と
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の
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―
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科
書
の
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・
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中
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教
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冊
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（
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則
幸
（
二
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b
）「
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校
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国
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史
教
育
の
変
遷
―
明
治
末
期
か
ら
昭
和
前
期
を
中
心
に
―
」

『
国
語
科
教
育
』
第
七
四
集
、
八
七
～
八
九
頁

八
木
雄
一
郎
（
二
〇
〇
七
）「「
国
語
」
と
「
古
文
」
の
境
界
線
を
め
ぐ
る
対
立
―
『
尋
常
中
学
校
教
科
細
目
調
査
報
告
』

（
一
八
九
八
（
明
治
三
一
）
年
）
に
お
け
る
上
田
万
年
と
小
中
村
義
象
―
」『
国
語
科
教
育
』
第
六
一
集

※�

本
稿
を
成
す
に
あ
た
り
、
国
立
教
育
政
策
研
究
所
教
育
研
究
情
報
セ
ン
タ
ー
教
育
図
書
館
、
東
書
文
庫
の
資
料
を
閲
覧

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
深
謝
い
た
し
ま
す
。


