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「
児
の
そ
ら
寝
」

に
お
け
る
食
事
描
写
の
特
異
性

i

古
典
教
育
に
お
け
る
指
導
展
開
ー

キ
ー
ワ
ー
ド

児
の
そ
ら
寝
、
国
語
教
育
、
古
典
、

習
指
導
要
領

入
門
教
材
、
学

要

旨

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
一
の
十
二
所
載
の
「
克
の
そ
ら
寝
」
は
高
等

学
校
古
典
入
門
者
を
対
象
と
し
て
『
国
語
総
合
』
に
数
多
く
採
択
さ
れ

て
い
る
定
番
教
材
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
は
容
易
な
筋

立
て
と
内
容
の
親
し
み
ゃ
す
さ
が
挙
、
げ
ら
れ
、
実
際
の
指
導
過
程
に
お

い
て
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
も
子
ど
も
の
児
に
親
し
み
を
感
ず
る

と
答
え
た
高
校
生
が
多
く
見
ら
れ
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
児
の
心

情
解
釈
は
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
行
き
過
ぎ
た
解
釈
も
散
見
さ
れ
た
。

そ
の
背
景
に
は
現
代
の
高
校
生
と
児
の
文
化
的
価
値
観
の
異
な
り
が
横

た
わ
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
「
食
事
描
写
」
に
関
わ
る

表
現
と
い
う
観
点
か
ら
本
文
を
分
析
し
、
当
代
の
文
化
的
背
景
を
通
し

て
児
の
心
情
を
把
握
す
る
指
導
展
開
の
あ
り
方
を
提
示
す
る
。

O
、
は
じ
め
に

氷
田

里
美

か
一
一
時
一
抽
出
拾
遺
物
帝

rp(巻
一
の
十
二
)
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
児

の
掻
餅
し
た
る
に
空
寝
し
た
る
事
」
(
以
下
、
日
比
の
そ
ら
寝
」
)
は
、

高
等
学
校
の
古
典
入
何
者
を
対
象
と
し
て
、
『
国
語
総
合
』
に
数
多

く
掲
載
さ
れ
て
い
る
定
番
教
材
の
一
つ
で
あ
る
。
内
容
は
次
の
と
お

り
登
場
人
物
も
少
な
く
、
複
雑
な
筋
立
て
の
も
の
で
は
な
い
。
便
宜

上
、
番
号
を
付
し
て
原
文
苛
鳴
げ
る
。
ち
ご

①
こ
れ
も
ム
♂
は
昔
、
比
叡
の
山
に
児
あ
の
け
明
。

ヵ
し
・
4
ζ

士♂

②
僧
た
ち
宵
の
つ
れ
づ
れ
に
、
「
い
ざ
掻
餅
せ
ん
」
と
い
ひ

け
る
を
、
こ
の
児
心
守
せ
に
開
き
け
り
。

③
「
さ
り
と
て
、
し
出
さ
ん
を
待
ち
て
寝
ざ
ら
ん
も
わ
ろ
か

ん

カ

た

よ

し

γ

り
河
ん
」
と
思
ひ
て
、
片
方
に
寄
り
夫
、
寝
た
る
由
に
て
出

で
来
る
を
待
ち
け
る
に
、
す
で
に
し
出
し
た
る
さ
ま
に
て
、

ひ
し
め
き
合
ひ
た
り
。

④
こ
の
児
、
「
定
め
よ
焚
か
さ
ん
ず
ら
ん
」
と
待
ち
ゐ
た
る
に
、

僧
の
、
「
物
申
し
候
は
ん
。
驚
か
せ
給
へ
」
と
い
ふ
を
、

う
れ
し
と
は
思
へ
ど
も
、
「
た
だ
一
度
に
い
ら
へ
ん
も
、
待

ひ
と
こ
ゑ

ち
け
る
か
と
も
ぞ
恩
ふ
」
と
て
、
「
ム
ユ
声
呼
ば
れ
て
い
ら

へ
ん
」
と
念
じ
て
寝
た
る
程
に
、
「
や
、
な
起
し
奉
り
そ
。
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幼
き
人
は
寝
入
り
給
ひ
に
け
り
」
と
い
ふ
声
の
し
け
れ
ば
、

あ
な
わ
び
し
と
思
ひ
て
、
「
ム
ユ
度
起
せ
か
し
」
と
思
ひ
寝

に
掛
け
ば
、
ひ

1
5し
と
た
だ
食
ひ
に
食
ふ
音
の
し
け
れ
ば
、

す
べ
な
く
て
、
無
期
の
後
に
、
「
え
い
」
と
い
ら
へ
た
り
け

れ
ば
、
僧
た
ち
笑
ふ
事
眼
り
な
し
。

す
な
わ
ち
、

宵
の
退
屈
な
折
、
延
暦
寺
の
僧
た
ち
が
、
か
い
も
ち
い
(
ぼ
た

も
ち
)
の
準
備
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
児
が
狸
寝
入
り
を
し
て

出
来
上
が
り
を
待
つ
。
一
度
は
僧
た
ち
に
起
こ
さ
れ
、
児
は
内

心
で
喜
ん
だ
も
の
の
、
待
っ
て
い
た
と
患
わ
れ
た
く
な
い
た
め

に
狸
寝
入
り
を
続
け
る
。
し
か
し
、
と
う
と
う
我
慢
が
で
き
な

く
な
り
、
長
く
間
を
お
い
た
と
こ
ろ
で
返
事
を
し
て
起
き
る
。

と
い
う
誌
で
あ
り
、
古
典
入
門
者
に
と
っ
て
は
、
あ
ら
す
じ
を
追
う

上
で
大
き
な
壁
を
感
ず
る
こ
と
な
く
内
容
に
取
り
組
む
こ
と
が
で
き

る。
杉
山
(
二

O
O
六
)
で
は
「
児
の
そ
ら
寝
」
を
初
め
と
す
る
説
話

文
学
が
高
等
学
校
の
古
文
入
門
教
材
と
し
て
掲
載
さ
れ
や
す
い
こ
と

を
指
摘
し
、
そ
の
教
材
と
し
て
の
長
所
を
次
の
よ
う
に
挙
げ
て
い
る
。

①
一
つ
の
完
結
し
た
話
か
ら
な
っ
て
い
る
。

②
登
場
す
る
人
物
が
少
な
い
。

③
全
体
が
比
較
的
短
い
文
章
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。

④
一
文
が
短
い
と
い
う
傾
向
に
あ
る
。

⑤
内
容
が
意
外
な
展
開
を
見
せ
て
お
も
し
ろ
い
。

⑤
内
容
が
比
較
的
に
理
解
し
や
す
い
。

⑦
修
辞
法
や
比
喰
法
な
ど
の
深
み
が
あ
る
表
現
技
法
が
少
な

、ν

③
さ
ま
ざ
ま
な
文
法
現
象
が
現
れ
る
円
。

⑤
基
本
的
な
語
葉
が
現
れ
る
。

現
在
、

こ
の
教
材
を
手
に
取
る

ま
た
学
習
指
導
要
領
に
従
え
ば
、

高
校
生
は
中
学
校
ま
で
の
間
に
、

〈
古
典
に
関
心
を
も
た
せ
る
よ
う
に
書
い
た
文
章
〉

〈
易
し
い
文
語
文
や
格
言
、
故
事
成
語
〉

〈
親
し
み
ゃ
す
い
古
典
の
文
章
〉

な
ど
に
接
し
て
き
た
生
徒
で
あ
る
と
い
え
る
。

「
児
の
そ
ら
寝
」
は
そ
の
う
ち
〈
親
し
み
ゃ
す
い
古
典
の
文
章
〉

に
属
す
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、
中
学
校
か
ら
高
等
学
校
へ
の
学
習

へ
と
移
行
す
る
際
に
お
い
て
、
そ
の
親
し
み
ゃ
す
さ
が
学
習
の
架
け

橋
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
実
際
に
本
稿
筆
者
の
実
施
し
た
ア
ン
ケ

ー
ト
に
お
い
て
も
、
子
ど
も
が
主
人
公
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
「
児

の
そ
ら
寝
」
に
対
し
て
親
し
み
を
感
じ
る
と
答
え
た
生
徒
が
多
か
っ

た。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
内
容
の
深
み
に
欠
け
る
、
文
法
的

に
は
難
し
く
な
い
が
「
落
ち
」
が
分
か
り
に
く
い
と
い
う
声
が
生
徒

か
ら
挙
が
っ
て
い
る
い
う
こ
と
も
実
情
で
あ
る
。
つ
ま
り
杉
山
(
二

0
0
六
)
で
挙
げ
ら
れ
た
⑤
番
臣
の
項
目
〈
内
容
の
意
外
な
展
開
が

見
せ
る
面
白
さ
〉
を
生
徒
に
気
付
か
せ
る
た
め
の
工
夫
が
望
ま
れ
る

教
材
で
も
あ
る
。
須
藤
(
二

O
O
八
)
も
、
「
児
の
そ
ら
寝
」
の
古

っdハwd
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文
入
門
教
材
と
し
て
の
適
合
性
を
検
討
す
る
な
か
で
、

指
摘
し
て
い
る
。

次
の
よ
う
に

何
の
補
足
説
明
も
な
し
に
、
本
説
話
の
舞
台
と
な
っ
て
い
る
空

間
や
、
僧
と
児
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
生
徒
が
具
体
的
な
イ
メ

ー
ジ
を
獲
得
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
寺
で
僧
た
ち
に
囲
ま
れ
て

暮
ら
し
て
い
る
少
年
、
と
い
う
情
報
か
ら
現
代
の
高
校
生
が
思

い
浮
か
べ
る
こ
と
の
で
き
る
具
体
像
は
ご
休
さ
ん
」
程
度
で

あ
り
、
例
え
ば
「
牛
若
丸
(
遮
那
王
ご
と
い
っ
た
答
え
は
期

待
す
べ
く
も
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
教
材
の
親
し
み
ゃ
す
さ
の
な
か
で
生
徒
が
児

の
心
情
を
ど
の
よ
う
に
読
み
取
り
、
作
品
を
読
み
味
わ
っ
て
い
る
の

か
と
い
う
現
状
に
つ
い
て
、
永
田
(
印
刷
中
)
に
基
づ
き
、
ま
ず
は

ア
ン
ケ
ー
ト
か
ら
得
ら
れ
た
結
果
を
示
す
。
そ
し
て
次
に
作
品
を
読

み
味
わ
う
た
め
の
指
導
展
開
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

て
子
ど
も
が
主
人
公
で
あ
る
ゆ
え
に
親
し
み
ゃ
す
い
教
材

以
下
に
示
す
ア
ン
ケ
ー
ト
は
本
稿
筆
者
の
勤
務
校
二
校

(
A
校、

B
校
勺
)
で
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
問
う
た
内
容
は
次
の
通
り
で

あ
る
。

「
児
の
そ
ら
寝
」
は
親
し
み
ゃ
す
い
内
容
だ
っ
た
か
ど
う
か

理
由
を
挙
げ
て
記
し
な
さ
い
。

「
児
」
の
気
持
ち
に
つ
い
て
。
児
が
狸
寝
入
り
を
し
た
理
由

と
し
て
、
あ
な
た
は
児
の
ど
の
よ
う
な
心
情
を
考
え
た
か

記
し
な
さ
い
。

詳
細
に
つ
い
て
は
永
田
(
印
刷
中
)
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
概
略
を

述
べ
る
。
ま
ず
一
に
つ
い
て
は
、
「
親
し
み
ゃ
す
い
」
と
答
え
た
生

徒
の
う
ち
、
「
子
ど
も
が
主
人
公
で
あ
り
、
共
感
し
や
す
い
か
ら
」

と
い
う
旨
の
理
由
を
、
挙
げ
た
生
徒
が
、
A
校
で
六
五
%
と
最
も
高
い

割
合
を
占
め
た
。
B
校
で
は
最
も
多
か
っ
た
回
答
内
容
「
古
典
に
し

て
は
わ
か
り
や
す
い
か
ら
」
三
五
%
に
次
ぐ
三
三
%
の
割
合
で
、
こ

の
理
由
が
挙
が
っ
た
。

(
ア
)
私
も
あ
ん
な
状
況
に
あ
っ
た
ら
、
ち
ご
と
同
じ
よ
う
な

こ
と
を
す
る
だ
ろ
う
な
と
思
っ
た
か
ら
。

(
A
校
)

(
イ
)
大
人
ど
う
し
の
話
で
な
く
、
ぼ
く
た
ち
と
感
覚
の
近
い
、

子
ど
も
が
登
場
し
て
き
た
と
こ
ろ
。

(
A
校
)

(
ウ
)
よ
く
あ
り
そ
う
な
話
だ
っ
た
か
ら
で
す
。
児
の
考
え
は
、

今
の
子
ど
も
で
も
考
え
そ
う
な
こ
と
で
し
た
。

(
A
校
)

(
エ
)
自
分
に
も
に
た
よ
う
な
、
体
験
を
し
た
こ
と
が
あ
っ
た

か
ら
。

(
B
校
)

(
オ
)
児
の
気
持
ち
が
わ
か
ら
ん
で
も
な
い
か
ら
。

(
B
校
)

(
カ
)
な
ん
と
な
く
。
自
分
も
そ
う
い
う
こ
と
し
た
こ
と
あ
る

か
ら
と
患
う
。

(
B
校
)

ヮ“ny 

他
方
、
「
親
し
み
に
く
い
」

と
感
じ
て
い
る
生
徒
の
理
由
に
つ
い
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て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
が
っ
た

る)。

傍
線
部
は
本
稿
筆
者
に
よ

(
キ
)
文
法
的
に
は
難
し
く
な
い
が
、
読
み
進
め
て
い
く
上
で

は
、
オ
チ
が
分
か
り
づ
ら
い
の
で
。

(
A
校
)

(
ク
)
物
語
の
お
か
れ
て
い
る
状
況
が
や
や
分
か
り
に
く
か
っ

た
と
い
う
点
。

(
A
校
)

(
ケ
)
話
が
寺
の
話
だ
っ
た
か
ら
(
寺
院
な
ど
に
親
し
み
が
な

い)。

(
A
校
)

(
コ
)
「
食
い
意
地
を
は
る
の
は
、
は
ず
か
し
い
」
と
い
う
児

の
気
持
ち
に
共
感
で
き
ず
。

(
A
校
)

(
サ
)
児
の
気
持
ち
(
行
動
)
が
わ
か
ら
な
い
。

(
B
校
)

(
シ
)
結
果
が
よ
く
わ
か
ら
ん
か
っ
た
。

(
B
校
)

ド
ぃ
l
i
l
1
1
1
1
i
i
j
i
l
l

(
ス
)
あ
ん
ま
経
験
も
な
い
し
、
よ
く
わ
か
ら
ん
か
っ
た
。

(
B

校
)

こ
れ
ら
教
材
に
対
す
る
「
親
し
み
に
く
さ
」
の
理
由
に
共
通
し
て

い
る
の
は
、
須
藤
(
二

O
O
八
)
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
児
の

心
情
変
化
に
影
響
を
及
ぼ
す
物
語
の
背
景
が
見
え
に
く
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
ま
た
、
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、
子
ど
も
を
理
由
に
親
し

み
ゃ
す
さ
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
生
徒
に
お
い
て
も
、
そ
の
共
感
内

容
に
つ
い
て
は
実
に
様
々
な
解
釈
が
挙
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

一
一
、
児
の
心
情
に
現
代
の
価
値
観
が
反
映
さ
れ
る

以
下
に
一
不
す
の
は

ア
ン
ケ
ー
ト
項
目
の
二
番
目
、
す
な
わ
ち

二
日
と
の
気
持
ち
に
つ
い
て
。
児
が
狸
寝
入
り
を
し
た
理
由

と
し
て
、
あ
な
た
は
児
の
ど
の
よ
う
な
心
情
を
考
え
た
か
記

し
な
さ
い
。
(
再
掲
)

に
つ
い
て
の
回
答
結
果
で
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
上
、

て
多
か
っ
た
次
の
三
種
を
イ

1
ハ
と
し
て
示
す
。

回
答
内
容
と
し

イ

餅
づ
く
り
を
手
伝
う
の
が
嫌
だ
っ
た
か
ら
。
/
何
も
し
な
い
で

待
つ
だ
け
で
は
ず
う
ず
う
し
い
か
ら
。

(
A
校
西
四
%
、

B
校

一
九
%
)

食
い
意
地
が
は
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
く
な
い
か
ら

(
A
校
一

八
%
、

B
校
一
五
%
)

夜
更
か
し
を
し
て
い
る
と
怒
ら
れ
る
と
思
っ
た
か
ら
。

一
一
%
、

B
校
類
似
回
答
な
し
)

-91-
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(
A
校

こ
れ
ら
イ

i
ハ
の
解
釈
は
基
本
的
に
次
の
よ
う
な
本
文
二
箇
所
を

根
拠
に
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
(
前
掲
本
文
)

一
つ
め
は

v
k
 

③
い
同
川
け
と
て
、
し
出

FUUV}待
ち
て
寝
ざ
ら
ん
お
わ
ろ
市

り
な
ん
」
と
思
ひ
て
、
片
方
に
寄
り
て
、
寝
た
る
由
に
て
出

で
来
る
を
待
ち
け
る
に
、

二
つ
め
は

④
こ
の
児
、
「
定
め
て
驚
か
さ
ん
ず
ら
ん
」
と
待
ち
ゐ
た
る
に
、
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さ
ぶ
ら

僧
の
、
「
物
申
し
候
は
ん
。
驚
か
せ
給
へ
」
と
い
ふ
を
、

う
れ
し
と
は
思
へ
ど
も
、
「
た
だ
一
度
に
い
ら
へ
ん
も
、
待

ち
け
る
か
と
も
ぞ
思
ふ
」

ひ
と
こ
ゑ

と
て
、
「
ム
ユ
声
呼
ば
れ
て
い
ら
へ
ん
」
と
念
じ
て
寝
た
る

相
主
?
」
、

1
l
 

と
い
う
箇
所
で
あ
る
。
特
に
一
つ
め
に
挙
げ
た
本
文
の
「
し
出
さ
ん

を
待
ち
て
寝
ざ
ら
ん
も
わ
ろ
か
り
な
ん
」
に
つ
い
て
は
ど
こ
に
強
調

を
お
く
か
、
ま
た
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
事
柄
を
補
う
か
で
解
釈
の
仕

様
に
拡
が
り
が
生
ず
る
。
生
徒
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
み
る
に
、
解
釈
の

仕
方
は
大
き
く
三
通
り
に
分
か
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
れ
ら
が
解
釈

イ
、
口
、
ハ
と
な
る
。

イ
(
手
伝
わ
な
い
で
)
し
出
さ
ん
を
待
つ
こ
と
が

口
し
出
さ
ん
(
餅
)
を
待
つ
こ
と
が

な
ん、、

待
ち
て
寝
ざ
ら
ん
こ
と
が

¥. ) 

悪
か
り

イ
の
よ
う
に
補
っ
た
場
合
、
児
が
餅
作
り
を
手
伝
わ
な
い
こ
と
が

悪
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
口
の
よ
う
に
補
っ
た
場
合
、
児

の
食
欲
を
表
に
出
す
こ
と
が
悪
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
ハ
を
強
調

し
た
場
合
は
、
児
の
夜
更
か
し
が
悪
い
こ
と
に
な
る
。
イ
、
口
、
ハ

に
み
ら
れ
る
語
句
の
補
い
方
は
二
つ
め
の
本
文
引
用
箇
所
「
待
ち
け

る
か
と
も
ぞ
思
ふ
」
に
つ
い
て
も
同
様
に
操
作
で
き
る
。

イ

(

手

伝

わ

な

い

で

)

一

口

(

餅

を

食

べ

た

い

と

)

一

待
ち
け
る
か
と
も
ぞ

思

ふ

一

ハ

(

夜

更

か

し

を

し

て

)

一

略
さ
れ
た
語
句
の
補
い
を
決
定
づ
け
る
の
は
、
生
徒
の
道
徳
意
識

や
規
範
意
識
な
の
で
あ
る
。
解
釈
イ

i
ハ
の
具
体
的
な
回
答
例
を
次

に
挙
げ
て
お
く
。

解
釈
イ

(
セ
)
作
る
の
を
手
伝
う
の
は
嫌
だ
け
ど
、
何
も
し
な
い
で
待

っ
て
い
る
の
も
悪
い
と
考
え
た
か
ら
。

(
A
校
)

(
ソ
)
作
る
の
が
め
ん
ど
い
(
稿
者
注
・
面
倒
で
あ
る
)
か
ら
。

(
B
校
)

解
釈
口

(
タ
)
わ
ざ
わ
ざ
起
き
て
ま
で
も
ち
を
食
べ
る
な
ん
て
欲
ば
り

だ
と
僧
た
ち
に
思
わ
れ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
。

(
A
校
)

(
チ
)
食
い
意
地
が
は
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
く
な
い
か
ら
。

(
B
校
)

ハU
ハ可
U

月
牛
口
町
、
、
、

街
月
革
命
叩

J
(
ツ
)
寝
て
い
な
い
と
僧
に
怒
ら
れ
る
と
思
っ
た
か
ら
。

(
A

校
)

(
テ
)
僧
た
ち
が
も
ち
を
作
っ
て
い
る
夜
遅
く
に
、
起
き
て
い

た
ら
お
こ
ら
れ
る
と
、
ち
ご
が
考
え
た
か
ら
。

(
A
校
)

こ
の
よ
う
に
、
書
か
れ
た
本
文
の
ど
こ
に
着
目
し
、
略
さ
れ
た
事

柄
を
ど
の
よ
う
に
補
う
か
に
よ
っ
て
生
徒
の
解
釈
は
大
き
く
異
な
っ

て
く
る
。
と
り
わ
け
上
述
し
た
解
釈
イ
、
口
、
ハ
の
場
合
は
本
文
に
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そ
れ
な
り
の
根
拠
を
求
め
て
お
り
、

ろ
う
。た

だ
し
こ
こ
で
注
意
を
要
す
る
の
が
、
生
徒
の
施
し
た
解
釈
が
大

方
、
生
徒
自
身
の
子
ど
も
時
代
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
記
憶
に
基
づ
い

て
お
り
、
そ
こ
に
現
代
の
価
値
観
が
大
き
く
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い

う
点
で
あ
る
。
な
か
で
も
着
目
さ
れ
る
の
が
解
釈
イ
で
あ
る
。
ア
ン

ケ
ー
ト
に
答
え
た
多
く
の
生
徒
が
「
た
だ
待
つ
だ
け
で
は
よ
く
な
い

の
で
児
は
眠
る
ふ
り
を
し
た
」
と
答
え
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
う

し
た
協
調
性
と
い
う
価
値
観
が
現
代
の
高
校
生
に
働
い
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
。

「
児
の
そ
ら
寝
」
は
筋
立
て
こ
そ
生
徒
の
理
解
を
得
ら
れ
や
す
い

が
、
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
児
の
心
情
に
つ
い
て
解
釈
を
施
す
段
階

と
な
る
と
、
生
徒
の
共
通
見
解
が
ま
と
め
に
く
く
な
る
教
材
と
い
え

そ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
次
節
で
は
児
の
お
か
れ
た
文
化
的
背
景
を
探
る
な
か
で

児
の
心
情
を
ど
の
よ
う
に
ま
と
め
て
ゆ
く
べ
き
か
、
そ
の
指
導
展
開

の
あ
り
方
を
考
え
た
い
。

む
げ
に
否
定
は
で
き
な
い
で
あ

三
、
児
の
お
か
れ
た
文
化
的
背
景

i
僧
が
ひ
し
ひ
し
と
餅
を
食
う
こ

と
g
|

児
は
、
ほ
と
ん
ど
の
教
科
書
脚
注
が
示
す
よ
う
に
、
貴
族
・
武
士

の
子
弟
で
、
学
問
や
行
儀
作
法
を
身
に
付
け
る
た
め
に
寺
続
に
預
け

ら
れ
て
い
る
者
が
多
い
、
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ

る
よ
う
に
児
は
当
時
の
寺
社
会
に
お
い
て
性
的
な
愛
玩
の
対
象
で
も

あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は

④
ひ
し
ゅ
」
し
と
た
だ
食
ひ
に
食
ふ
音
の
し
け
れ
ば
、

て
、
無
期
の
後
に
、
ア
え
い
」
と
い
ら
へ
た
り

す
べ
な
く

と
い
う
よ
う
に
、
か
い
も
ち
い
(
ぽ
た
も
ち
)
の
準
備
を
自
の
前
に

し
た
児
の
心
需
を
ど
の
よ
う
に
把
握
す
る
か
で
あ
る
と
考
え
る
。
本

稿
で
は
性
の
有
り
様
に
つ
い
て
は
重
き
を
置
か
ず
、
次
の
三
点
に
着

目
し
、一

、
僧
の
食
事
行
為
「
食
ひ
に
食
ふ
」
と
い
う
表
現

一
一
、
「
ひ
し
ひ
し
と
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
べ

三
、
「
す
べ
な
く
て
」
、
「
無
期
」
と
い
う
表
現

こ
れ
ら
に
含
ま
れ
る
意
味
合
い
を
踏
ま
え
た
上
で
、

文
化
的
背
景
を
探
る
試
み
を
行
い
た
い
。
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児
の
お
か
れ
た

三
、
一
明
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
僧
の
食
事
行
為
に
つ
い
て

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
児
は
、
貴
族
・
武
士
の
子
弟
で
あ
る
こ
と

が
多
い
と
さ
れ
る
が
、
よ
り
厳
密
に
い
え
ば
土
谷
(
一
九
九
二
)
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、

児
と
し
て
の
出
仕
は
出
自
以
上
の
待
遇
を
伴
う
こ
と
も
あ
っ
た

が存
在
と
考
え

ら
れ
る

そ
の
こ
と
は
「
児
の
そ
ら
寝
」
に
お
い
て
児

④ 

物

tl 
侯3
は
ん

驚
か
せ
給
へ
」



第十八号筑波大学人文社会科学研究科日本語学研究室 2013『筑波日本語研究』(7) 

の
よ
う
に
、
高
い
敬
意
表
現
を
も
っ
て
遇
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
現
れ

て
い
る
。
ま
た
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
一
の
十
三
に
現
れ
る
比
叡
山

の
「
田
舎
の
児
」
は
そ
の
文
脈
か
ら
出
自
の
高
さ
は
窺
え
な
い
が
、

「
な
ど
か
う
は
泣
か
せ
給
ふ
ぞ
。
こ
の
花
の
散
る
を
惜
し
う
覚

え
さ
せ
給
ふ
か
」

の
よ
う
に
、
「
風
流
」
を
問
わ
れ

そ
れ
に
適
さ
な
い
答
え

「
我
が
父
の
作
り
た
る
麦
の
花
の
散
り
て
実
の
入
ら
ざ
ら
ん
思

ふ
が
わ
び
し
き
」

を
述
べ
た
こ
と
に
対
し
て
「
う
た
で
し
ゃ
な
(
が
っ
か
り
さ
せ
ら
れ

る
ご
と
い
う
評
価
が
下
さ
れ
る
存
在
で
も
あ
る
。
い
わ
ば
「
花
」

よ
り
「
食
」
を
優
先
し
た
「
田
舎
の
児
」
に
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
が
与

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
言
い
換
え
れ
ば
、
児
た
る
者
は
「
食
」

よ
り
も
「
風
流
」
を
解
す
べ
き
存
在
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
当
代
に

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
こ
と
は
一
般
に
、
当
代
に
お
け
る
人
々
の
食
に
対
す
る
意
識

と
い
う
の
が
、
柴
田
武
・
石
毛
(
一
九
八
三
)
で
示
さ
れ
る
よ
う
に

「
世
界
に
は
食
べ
る
こ
と
を
誇
示
す
る
文
化
も
あ
り
、
ま
た
一

方
で
は
過
去
の
日
本
の
武
士
階
級
の
よ
う
に
食
べ
る
こ
と
は
あ

ま
り
表
に
出
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
」
る
(
石

毛

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
僧
」
に
つ
い
て

言
え
ば
、
「
食
」
に
関
し
て
、
あ
る
規
制
が
働
い
て
い
た
と
見
る
べ

き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
殺
生
禁
止
と
い
う
食
事
内
容
だ
け
で
は
な
く
、

後
述
す
る
「
持
」
と
「
非
持
」
と
い
う
食
事
時
間
の
決
ま
り
な
ど
に

も
現
れ
て
い
る
。

「
児
の
そ
ら
寝
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
関

し
て
述
べ
る
と
、
僧
の
食
事
行
為
に
関
す
る
話
題
で
は
、
そ
の
ほ
と

ん
ど
に
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘

す
る
こ
と
が
で
き
る
な
そ
れ
ら
説
話
を
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な

る
が
、

-88-

-
巻
二
の
一
「
清
徳
聖
、
奇
特
の
事
」

・
巻
自
の
十
五
「
永
超
僧
都
、
魚
食
ふ
事
」

・
巻
六
の
十
「
あ
る
僧
、
人
の
許
に
て
氷
魚
盗
み
食
ひ
た
る
事
」

・
巻
田
の
十
七
「
慈
恵
僧
正
、
戒
壇
築
き
た
る
事
」

・
巻
九
の
七
「
大
安
寺
別
当
の
女
に
嫁
す
る
男
、
夢
見
る
事
」

・
巻
十
二
の
九
「
穀
断
の
聖
露
見
の
事
」

・
巻
十
三
の
八
「
出
雲
寺
別
当
、
父
の
総
に
な
り
た
る
を
知
り
な
が

ら
殺
し
て
食
ふ
事
」

・
巻
十
三
の
十
一
「
渡
天
の
僧
、
穴
に
入
る
事
」

い
ず
れ
も
、
話
題
に
関
与
す
る
人
々
が
死
に
至
っ
た
り
、
僧
に
対
し

て
「
あ
さ
ま
し
へ
「
ゆ
ゆ
し
」
な
ど
の
一
評
価
が
下
さ
れ
る
結
末
と
な
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っ
て
い
る
。

そ
の
中
で
も
注
意
さ
れ
る
の
は
、
巻
二
の
一

の
事
」
に
お
け
る
次
の
描
写
で
あ
る
。

せ
い
と
く
ひ
じ
り
き
ど
く

「
清
徳
聖
、
奇
特

物
も
食
は
ず
、
湯
水
も
飲
ま
で
、
声
絶
え
も
せ
ず
し
て
読
し
奉

り
て
、
・
:
(
中
略
)
・
:
い
と
貴
げ
な
る
聖
の
、
か
く
す
ず
ろ
に

(
※
水
葱
)
を
折
り
食
へ
ば
、
あ
さ
ま
し
と
思
ひ
て
「
い
か
に

か
く
は
め
す
ぞ
」
と
い
ふ
。
聖
、
「
困
じ
て
苦
し
き
ま
ま
に
食

ふ
な
り
」
と
い
ふ
時
に
、
「
さ
ら
ば
参
り
ぬ
べ
く
は
、
今
少
し

も
召
さ
ま
ほ
し
か
ら
ん
程
召
せ
」
と
い
へ
ば
、
三
十
筋
ば
か
り

む
ず
む
ず
と
折
り
食
ふ
。
:
(
中
略
)
「
あ
さ
ま
し
う
物
食

ひ
つ
べ
き
聖
か
な
」
と
思
ひ
て
(
※
は
本
稿
筆
者
が
補
っ
た
)

こ
こ
に
は
「
物
も
食
は
ず
、
湯
水
も
飲
ま
で
」
仏
道
に
励
む
「
貴
、
げ

な
る
聖
」
が
む
や
み
に
水
葱
を
食
べ
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
お
り
、

そ
れ
に
つ
い
て
「
あ
さ
ま
し
」
と
い
う
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
話
の
結
末
部
に
よ
れ
ば
実
際
に
食
べ
物
を
口
に
し
て
い
る
の
は
僧

で
は
な
く
、
餓
鬼
、
畜
生
、
虎
、
お
ほ
か
み
、
犬
、
馬
、
鳥
獣
な
の

で
あ
る
が
、
一
般
の
人
の
自
に
は
見
え
な
い
。
そ
こ
で

む
ず
む
ず
と
折
り
食
ふ

と
い
う
よ
う
に
物
に
食
ら
い
つ
く
よ
う
な
僧
が

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
れ
ば

「
あ
さ
ま
し
う
」

「
児
の
そ
ら
寝
」

に
描
か

れ
る
場
面
の
特
徴
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
児
は
高
名
な
延
暦
寺

に
預
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
阜
県
い
僧
が
い
る
。
と
こ
ろ
が
宵
に

僧
た
ち
は
、

ひ
し
ひ
し
と
た
だ
食
ひ
に
食
ふ
音

を
た
て
な
が
ら
、
か
い
も
ち
い
を
食
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

通
常
、
僧
に
は
日
々
の
食
事
時
間
と
し
て
「
と
き
(
時
・
斎
ご

が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
食
事
は
「
ひ
じ
(
非
時
)
」
と

言
っ
た
。
「
と
き
」
は
正
午
以
前
に
摂
る
正
規
の
食
事
で
あ
り
、
「
ひ

じ
」
は
日
中
(
正
午
)
か
ら
後
夜
(
午
前
四
時
頃
)
を
指
す
吋

O

「兜

の
そ
ら
寝
」
の
僧
た
ち
は
「
宵
(
日
没
か
ら
夜
中
)
」
に
か
い
も
ち

い
を
「
食
ひ
に
食
ふ
」
て
い
る
の
で
あ
る
。
当
代
の
価
値
観
か
ら
み

れ
ば
、
理
想
的
な
僧
の
あ
り
方
と
し
て
逸
脱
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、

ま
た
児
に
も
作
法
に
反
す
る
光
景
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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三
、
こ
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
動
作
の
オ
ノ
マ
ト
ペ

次
に
着
目
さ
れ
る
の
は
、
「
ひ
し
ひ
し
と
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ペ

の
用
い
ら
れ
方
で
あ
る
。
こ
の
畳
語
型
の
「

O
O
と
」
を
『
宇
治
拾

遺
物
語
』
か
ら
拾
い
上
げ
吋
、
動
作
動
詞
戸
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
オ

ノ
マ
ト
ベ
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

か
つ
が
っ
と

き
し
き
し
と

き
ら
き
ら
と

行
き
着
く

ひ
く

出
づ



第十八号筑波大学人文社会科学研究科日本語学研究室 2013『筑波日本語研究』(9) 

き
り
き
り
と

く
た
く
た
と

く
つ
く
っ
と

こ
そ
こ
そ
と

ご
ぶ
ご
ぶ
と

さ
く
さ
く
と

さ
や
さ
や
と

々
c
h
b
々
c
h
h
J
シ」

出
す

す
は
す
は
と

た
だ
た
だ
と

つ
ぶ
つ
ぶ
と

と
ろ
と
ろ
と

な
よ
な
よ
と

は
た
は
た
と

は
ら
は
ら
と

ひ
し
ひ
し
と

ふ
た
ふ
た
と

ふ
ら
ふ
ら
と

ぼ
ろ
ぼ
ろ
と

む
ず
む
ず
と

ゆ
さ
ゆ
さ
と

ゆ
ふ
ゆ
ふ
と

ゆ
ら
ゆ
ら
と

す
(
日
と
ぐ
ろ
を
巻
く
)

す

(
H
寄
り
伏
す
)
・
な
す

く
つ
め
く
(
喉
を
鳴
ら
す
)

登
る
・
す

(
H
留
に
入
る
)

す

(
H
川
に
溺
れ
る
)

(
釜
に
)
入
る

鳴
る

か
へ
ら
か
す
(
煮
る
)
・
(
算
木
を
)

(
二
例
)

う
ち
つ
く

走
り
出
づ

(
車
が
)
出
で
来
・
加
持
す

(
矢
を
)
放
っ

な
す(

戸
を
)
た
た
く
・
(
牛
の
尻
を
)
打
つ

泣
く
(
三
例
)
・
(
馬
か
ら
)
降
る

食
ふ
・
す
(
什
付
近
寄
る
)

す
(
日
動
く
・
二
例
)

飛
ぶ

泣
く
(
三
例
)
・
こ
ぼ
れ
て
落
つ

折
り
食
ふ

揺
る
ぐ

す

(
H
H

浮
か
ぶ
)

行
く

霞
く
・

管
見
の
限
り
で
は
、
右
に
挙
げ
た
四
十
一
例
の
う
ち
、

二
十
%
)
が
動
物
の
動
作
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

八
例
(
約

蛇絵、鰐雀雄
子

、
こ
p
h
r

こ
い
一

p
d
中

j
p
d
ナ
J

T
夫」

つ
ぶ
つ
ぶ
と

ふ
ら
ふ
ら
と

な
よ
な
よ
と

ふ
た
ふ
と

き
し
き
し
と
・
き
り
き
り
と
・
ゆ
ら
ゆ
ら
と

こ
う
し
た
場
面
に
オ
ノ
マ
ト
ベ
が
使
用
さ
れ
る
の
は
、
当
代
の
執
筆

者
や
読
者
に
と
っ
て
、
そ
れ
が
見
慣
れ
ぬ
光
景
で
あ
り
、
通
常
の
語

葉
で
は
表
現
し
き
れ
な
い
あ
り
様
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ま
た
山
口
(
一
九
八
四
)
に
よ
れ
ば
、
オ
ノ
マ
ト
ベ
は
典
雅
に
欠

け
る
た
め
に
積
極
的
な
使
用
は
な
さ
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
先
の
調
査

に
お
け
る
用
例
中
、
オ
ノ
マ
ト
ベ
を
伴
い
や
す
い
動
作
動
詞
は
「
泣

く
」
で
あ
っ
た
。
通
常
、
和
文
系
の
作
品
で
あ
れ
ば
、
泣
く
と
い
う

行
為
は

し
ほ
た

「
袖
を
濡
ら
す
」
「
袖
を
絞
る
」
「
潮
垂
る
」

と
い
う
よ
う
な
腕
曲
表
現
が
用
い
ら
れ
る
。
「
は
ら
は
ら
と
」
、
「
ぼ

ろ
ぼ
ろ
と
」
を
用
い
る
こ
と
は
、
泣
く
と
い
う
行
為
を
直
設
的
に
読

者
に
伝
え
る
と
伺
時
に
、
一
方
で
典
雅
に
欠
け
た
表
現
方
法
と
い
う

こ
と
も
で
き
る
。
さ
ら
に
は
、
奈
部
ご
九
九
六
)
に
次
の
よ
う
な
言

及
が
あ
る
。
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よ
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ
る
感
覚
的
印
象
が
よ
り
強
く
直
接
的
な

も
の
で
あ
る
た
め
、
「
擬
態
語
」
よ
り
も
俗
語
的
で
あ
か
ら
さ

ま
な
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
品
位
に
欠
け
る
語
葉
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
た

山
口
(
一
九
八
四
)
、
奈
部
(
一
九
九
六
)
は
和
文
系
の
作
品
に
基

づ
く
論
考
で
は
あ
る
が
、
児
の
文
化
的
背
景
を
掴
む
う
え
で
は
参
考

に
な
る
。

つ
ま
り
、
「
児
の
そ
ら
寝
」
に
描
写
さ
れ
る
僧
の
食
事
風
景
が
「
ひ

し
ひ
し
と
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
ベ
を
伴
う
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
食

事
行
為
の
あ
り
様
が
典
雅
に
欠
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
「
風
流
」

を
求
め
ら
れ
る
児
に
は
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
行
為
で
あ
っ
た
と
い
え

よ
う
。

一
ニ
、
一
二
見
の
大
き
な
戸
惑
い

「
児
の
そ
ら
寝
」
に
お
け
る
僧
の
食
事
行
為
と
そ
の
描
写
方
法
は
、

当
代
の
価
値
観
か
h

り
す
れ
ば
品
位
の
な
い
、
高
名
な
寺
の
僧
に
ふ
さ

わ
し
く
な
い
行
為
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
目
前
の

行
為
に
児
自
ら
が
加
わ
る
こ
と
は
抑
制
を
働
か
さ
ね
ば
な
ら
な
い
事

態
で
あ
っ
た
円
。
し
か
し
、
児
は
子
ど
も
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
我
慢

が
で
き
な
く
な
る
。
そ
こ
で
児
が
ど
う
す
べ
き
か
大
き
く
揺
れ
た
結

果、

④
す
べ
な
く
て
、
無
期
の
後
に
、
「
え
い
」
と

答
え
る
結
末
を
迎
え
る
。
こ
こ
で
は
「
す
べ
な
く
て
」
と
「
無
期
」

と
い
う
語
に
着
目
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
「
す
べ
な
く
て
」
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
こ
の
表
現
は
『
宇

治
拾
遺
物
語
』
中
、
二
例
を
数
え
る
の
み
で
あ
る
。
「
ど
う
し
ょ
う

も
な
く
」
と
訳
出
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
類
似
表
現
の

す
べ
き
方
な
し

す
べ
き
や
う
な
し

せ
ん
か
た
な
し

ず
ち
な
し

一
四
例

一
一
例

八
例

五
例

に
比
較
す
る
と
僅
少
で
あ
る
。
「
す
べ
な
し
一
の
二
例
の
う
ち
、
も

な

が

と

の

ぜ

ん

じ

む

す

め

さ

う

さ

う

ほ

ん

，

う
一
一
例
は
巻
三
の
十
五
「
長
門
前
司
の
女
、
葬
送
の
時
本
所

に
帰
る
事
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
用
例
を
示
す
。

「

0
0
0
 

い

た

じ

き

お

ろ

妻
戸
口
の
板
敷
投
こ
ぼ
ち
て
、
そ
に
は
円
同
ん
と
し
け
れ
ば
、

い
と
軽
ら
か
に
下
さ
れ
た
れ
ば
、
す
べ
な
く
て
、
そ
の
妻
戸

口
一
間
を
板
敷
き
な
ど
取
り
の
け
こ
ぼ
ち
て
、
そ
こ
に
埋
み
て

高
々
と
塚
に
て
あ
り
。

こ
の
話
は
薄
幸
の
物
静
か
な
妹
娘
が
そ
の
死
後
に
何
度
も
棺
を
抜
け

出
し
て
、
生
前
の
居
場
所
で
あ
っ
た
妻
戸
口
に
戻
っ
て
く
る
た
め
、

人
々
は
や
む
を
え
ず
、
そ
の
妻
戸
口
に
塚
を
築
い
た
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
、
「
す
べ
な
し
」
に
関
し
て
着
目
さ
れ
る
の
は
、
こ

の
話
に
「
ず
ち
な
し
」
と
「
す
べ
き
方
な
し
」
が
現
れ
る
こ
と
で
あ
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〆，.. 置、、

る
。
ま
た
そ
の
用
い
ら
れ
方
は

い
み
じ
く
恐
ろ
し
く
、
ず
ち
な
け
れ
ど
、
親
し
き
人
々
、
「
近

く
て
よ
く
見
ん
」
と
て
寄
り
て
見
れ
ば
、
棺
よ
り
出
で
て
、
ま

た
妻
戸
口
に
臥
し
た
り
。
・
:
(
中
略
)
・
:
ま
た
か
き
入
れ
ん
と

て
万
に
す
れ
ど
、
さ
ら
に
揺
る
が
ず
。
土
よ
り
生
ひ
た
る
大
木

な
ど
を
引
き
揺
る
が
さ
ん
や
う
な
れ
ば
、
す
べ
き
方
な
く
て
、

「
た
だ
こ
こ
に
あ
ら
ん
と
て
か
」
と
思
ひ
て
、
:
・
(
中
路
)

す
べ
な
く
て
、
そ
の
妻
戸
口
一
聞
を
:

の
よ
う
に
、
「
ず
ち
な
し
」
↓
「
す
べ
き
方
な
し
」
↓
「
す
べ
な
し
」

の
傾
と
な
っ
て
い
る
。
本
説
話
の
み
で
そ
の
語
法
を
論
ず
る
こ
と
は

填
重
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
「
す
べ
な
し
」
が
様
々
な
手
段
の

最
終
段
階
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
児
」
の
心
情
を
解
釈
す

る
上
で
考
慮
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

ま
た
「
無
期
」
に
つ
い
て
も
、
本
作
品
中
に
現
れ
る
の
は
三
例
で

し
か
な
い
。
一
つ
は
「
児
の
そ
ら
寝
」
で
あ
り
、
残
り
の
二
つ
は
次

の
用
例
で
あ
る
。

一
つ
は
巻
五
の
九
「
御
室
戸
僧
正
の
事
、
一
乗
寺
僧
正
の
事
」
に
お

い
て
、
肥
満
体
で
あ
る
た
め
に
行
脚
が
で
き
な
い
御
室
戸
僧
正
が
、

い
っ
た
ん
本
尊
に
入
っ
た
後
、
そ
こ
を
離
れ
ず
に
勤
行
を
す
る
場
面

で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

(
客
の
取
次
を
す
る
と
言
っ
て
)

程
、
鈴
の
音
し
き
り
な
り
。

奥
に
入
り
て
、
無
期
に
あ
る

こ
の
御
室
一
戸
僧
正
は
そ
の
屋
内
へ
の
籍
も
り
様
か
ら
、

居
行
ひ
(
籍
居
)
の
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

も
う
一
例
は
巻
十
一
の
五
「
白
、
河
法
皇
北
菌
、
受
領
の
下
り
の
ま

ね
の
事
」
に
お
い
て
、
従
者
の
知
ら
せ
が
異
常
に
遅
い
と
い
う
場
面

で
用
い
ら
れ
る
。

「
ひ
と
へ
にた

つ

無
期
に
見
え
ざ
り
け
れ
ば
、
「
い
か
に
か
う
は
遅
き
か
」
と
、
「
辰

ぢ
ゃ
う
う
ま
ひ
つ
じ

の
時
と
こ
そ
催
し
は
あ
り
し
か
、
さ
が
る
と
い
ふ
定
、
午
未

の
時
に
は
渡
ら
ん
ず
ら
ん
も
の
を
」
と
思
ひ
て
待
ち
た
る
に

こ
の
よ
う
に
「
無
期
」
に
は
、
待
つ
人
間
に
と
っ
て
非
常
に
長
い
時

間
の
流
れ
を
感
じ
さ
せ
る
場
面
で
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

僧
た
ち
の
食
事
風
景
を
目
前
に
し
た
児
の
戸
惑
い
の
あ
り
様
が
特

別
な
も
の
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
際
に
、
「
す
べ
な
し
」
、
「
無
期
」

と
い
う
表
現
の
意
味
合
い
は
着
服
し
て
よ
い
点
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
の
、
児
の
大
い
な
る
戸
惑
い
と
い
う
解
釈
に
つ
い
て
は
、
小
峯

ご
九
九
九
)
に
よ
る
「
ひ
し
め
く
」
と
い
う
語
の
も
つ
意
味
合
い

も
参
考
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「
ひ
し
め
く
」
は
院
政
期
か
ら

中
世
に
か
け
て
頻
出
す
る
語
葉
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
司
宇
治
拾
遺
物

語
』
に
用
例
に
集
中
す
る
と
さ
れ
る
。
小
峯
(
一
九
九
九
)
は
そ
の

語
義
を
「
自
己
と
切
断
さ
れ
た
〈
他
者
〉
に
ま
つ
わ
る
表
現
」
と
し
、

「
児
の
そ
ら
寝
」
に
お
け
る
「
ひ
し
め
き
合
ひ
た
り
(
前
掲
本
文
番

号
③
)
」
に
つ
い
て
は
、

-84-
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寝
た
ふ
り
を
し
つ
つ
、
あ
れ
こ
れ
気
を
ま
わ
す
児
の
心
理
を
通

し
て
、
し
か
も
声
や
音
の
聴
覚
形
象
に
よ
っ
て
僧
達
の
動
き
が

巧
み
に
と
ら
え
ら
え
る
。
支
度
が
で
き
て
食
べ
始
め
る
局
留
の

高
揚
し
た
雰
閤
気
が
「
ひ
し
め
く
」
一
語
に
凝
縮
さ
れ
、
僧
ら

の
「
ひ
し
ひ
し
と
、
た
だ
く
ひ
に
く
ふ
音
」
と
も
響
き
あ
っ
て

い
よ
う
。
自
ら
は
そ
こ
に
参
加
し
え
な
い
絶
望
感
、
疎
外
さ
れ

た
兜
の
位
置
と
心
理
と
を
逆
照
射
す
る
実
に
効
果
的
な
表
現
で

あ
る
。

と
述
べ
る
。
児
の
心
情
把
握
を
す
る
上
で
興
味
深
い
指
端
で
あ
る
。

以
上
の
手
続
き
を
ふ
ま
え
る
と
、
児
の
心
情
に
あ
る
の
は
生
徒
の

示
し
た
解
釈
口
「
食
い
意
地
を
表
に
出
し
た
く
な
い
」
と
い
う
捉
え

方
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
大
切
な
の
は
そ
こ
で
文
化
の
あ

り
方
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
単
に
子
ど
も
が
食
べ
た
い
も
の

を
我
慢
し
て
い
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
児
特
有
の
抑
制
、
戸
惑

い
を
、
本
文
中
に
表
さ
れ
た
言
語
の
一
つ
一
つ
か
ら
読
み
取
る
よ
う

に
促
し
た
い
。
ま
た
、
生
徒
の
示
し
た
各
々
の
解
釈
を
一
概
に
否
定

し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
の
拡
が
り
が
な
ぜ
生

じ
た
の
か
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
て
ゆ
く
指
導
の
方
向
性
が
肝
要
で

あ
る
と
考
え
る
。
杉
山
(
二

O
O
六
)
も
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

説
話
の
主
人
公
で
あ
る
児
と
学
習
者
の
年
齢
が
接
近
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
:
・
(
中
略
)
:
・
主
人
公
が
大
人
で

あ
れ
ば
自
分
と
の
比
較
は
な
か
な
か
難
し
い
。
食
欲
と
い
う
こ

と
に
関
し
て
は
現
代
も
古
代
も
な
い
。
食
べ
た
い
も
の
が
あ
れ

ば
、
我
慢
は
む
ず
か
し
い
の
が
人
の
常
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
学

習
者
も
稚
児
に
同
感
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
感
覚
で
古
文
を
読

ん
で
よ
い
の
だ
け
れ
ど
、
こ
だ
わ
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の

稚
児
の
身
分
・
家
柄
と
い
う
か
育
ち
の
よ
さ
で
あ
る
。
(
傍
線

部
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
)

そ
の
「
こ
だ
わ
り
」
を
ど
の
よ
う
に
指
導
し
て
い
く
か
。
こ
こ
で
は

「
食
」
の
描
写
と
い
う
こ
と
に
軸
を
据
え
た
指
導
展
開
の
あ
り
方
を

考
察
し
た
。

四
、
お
わ
り
に
s

学
習
指
導
要
領
と
の
関
わ
り
s

「
児
の
そ
ら
寝
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
国
語
総
合
』
は
現
行
の

学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
、
高
等
学
校
の
生
徒
が
必
修
す
る
科
自
の

な
か
で
唯
一
の
必
履
修
科
目
に
あ
た
る
。
そ
こ
で
培
わ
れ
る
べ
き
事

項
に
〔
伝
統
的
な
言
語
と
庖
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
が
あ
り
、

そ
の
ね
ら
い
に
つ
い
て
学
習
指
導
要
領
解
説
は
次
の
よ
う
に
述
べ

る。

っdD
O
 

プ
一
=
口
語
文
化
の
特
質
」
と
は
、
我
が
国
の
ヰ
一
一
口
語
文
化
の
独
自
性

や
そ
の
価
値
の
こ
と
で
あ
り
、
微
視
的
に
は
作
品
一
つ
一
つ
に

表
れ
た
個
性
と
価
値
、
巨
視
的
に
は
作
品
を
集
合
的
に
と
ら
え

た
時
代
全
体
の
特
徴
、
さ
ら
に
現
代
に
つ
な
が
る
我
が
国
の
文

化
全
体
の
独
自
性
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
主
に
古
典
を
教

材
と
し
た
指
導
を
通
し
て
、
生
徒
が
そ
れ
に
気
付
く
こ
と
を
求
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め
て
い
る
。
(
傍
線
部
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
)

本
稿
で
は
、
「
児
の
そ
ら
寝
」
の
指
導
展
開
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

生
徒
の
教
材
観
や
解
釈
の
施
し
方
に
現
代
的
な
価
値
観
が
反
映
さ
れ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
「
児
の
そ
ら
寝
」
が
お
か
れ
た
そ
の
時

代
の
価
値
観
を
考
察
す
べ
く

一
、
僧
の
食
事
行
為
「
食
ひ
に
食
ふ
」
と
い
う
表
現

一
一
、
「
ひ
し
ひ
し
と
」
と
い
う
オ
ノ
マ
ト
。
へ

三
、
「
す
べ
な
く
て
」
、
「
無
期
」
と
い
う
表
現

と
い
う
観
点
に
基
づ
い
て
論
じ
た
。
こ
の
よ
う
に
作
品
中
に
現
れ
た

語
の
一
つ
一
つ
を
丁
寧
に
み
て
ゆ
く
作
業
は
、
例
え
ば
、
平
成
二
十

年
一
月
に
お
け
る
中
央
教
育
審
議
会
答
申
「
国
語
科
の
改
善
の
基
本

方
針
」
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
に

言
葉
を
通
し
て
的
確
に
理
解
し
、
論
理
的
に
思
考
し
、
表
現
す

る
能
力
、
互
い
の
立
場
や
考
え
を
尊
重
し
て
言
葉
で
伝
え
合
う

能
力
を
育
成
す
る
こ
と
や
、
我
が
国
の
一
一
=
口
語
文
化
に
触
れ
て
感

性
や
清
趣
を
は
ぐ
く
む
こ
と
を
重
視
す
る
。
(
傍
線
部
は
本
稿

筆
者
に
よ
る
)

「
言
葉
を
通
し
て
的
確
に
理
解
」
さ
せ
る
方
針
に
沿
う
も
の
で
あ
る

と
考
え
る
。
無
論
、
日
比
の
そ
ら
寝
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
他
に
も

様
々
な
ア
プ
ロ

i
チ
が
可
能
で
あ
る
。
須
藤
(
二

0

0
八
)
が

ど
の
よ
う
な
作
品
で
あ
っ
て
も
様
々
な
背
景
を
有
し
て
お
り

研
究
成
果
の
蓄
積
も
あ
る
。
教
材
と
し
て
扱
う
際
に
議
論
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
学
習
段
階
や
学
習
目
的
に
応
じ
、

授
業
者
が
そ
れ
ら
を
ど
こ
ま
で
自
覚
的
に
取
捨
選
択
す
る
の
か

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

と
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
考
察
し
た
展
開
内
容
を
、
さ
ま
ざ
ま
な

学
習
段
階
や
学
習
の
目
的
に
お
い
て
、
効
果
的
に
取
り
入
れ
て
行
く

方
法
が
次
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
今
後
の
課
題
と
し
、
別
稿
に
譲
り
た

い
と
考
え
る
。

つ臼
口
δ

参
考
文
献

石
塚
修
(
二

O
O
五
)
「
入
門
期
に
お
け
る
文
法
教
育
学
習
材
に
つ

い
て
」
『
日
本
語
教
科
教
育
文
法
の
改
善
に
関
す
る
基
礎

的
研
究
日
本
の
文
法
教
育
耶
』
平
成
一
回

1
一
六
年
度

科
研
費
基
盤
研
究

C

1
研
究
成
果
報
告
書

小
峯
和
明
(
一
九
九
九
)
『
宇
治
拾
遺
物
語
の
表
現
時
空
』
若
草
書

一房

柴
田
武
、
石
毛
直
道
(
一
九
八
三
)
『
食
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
食
の
こ

と
ば
』
ド
メ
ス
出
版

杉
山
英
昭
(
二

O
O
六
)
「
古
文
入
門
期
指
導
の
周
辺
i

『
昌
一
一
詰
総

合
・
古
典
編
』
説
話
文
学
教
材
を
め
ぐ
っ
て
t

」
『
圏
内
学



f児のそら寝jにおける食事描写の特異性(永田里美)(14) 

院
大
内
学
教
育
学
研
究
室
紀
要
』
四
一

須
藤
敬
(
二

O
O
八
)
「
『
児
の
そ
ら
寝
』
考
s

古
文
導
入
教
材
と
し

て
の
適
合
性
を
考
え
る
t

」
『
整
文
研
究
』
九
五

土
谷
恵
(
一
九
九
二
)
「
中
世
寺
院
の
童
と
児
」
『
史
学
雑
誌
』
一

O

一
・
一
一
一

永
田
里
美
(
印
刷
中
)
「
高
等
学
校
古
典
『
児
の
そ
ら
寝
』

z

自
己

の
実
感
に
基
づ
き
、
言
葉
で
切
り
拓
い
て
ゆ
く
古
典
の
世

界
:
」
『
教
育
フ
ォ
ー
ラ
ム
五
三
文
学
と
一
一
一
一
口
葉
の
力
ー

文
学
教
材
を
用
い
た
指
導
を
ど
う
す
る
か
:
』
金
子
書
一
房

奈
部
淑
子
(
一
九
九
六
)
「
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
擬
音
語
」
」
『
筑

波
日
本
語
研
究
』
創
刊
号

室
城
秀
之
(
二

0
0
こ
「
『
う
つ
ほ
物
語
』
飲
食
関
係
語
葉
総
覧
z

飲
食
行
為
・
調
理
行
為
編
e

」
『
菌
文
白
百
合
』
三
二

山
口
仲
美
(
一
九
八
四
)
句
平
安
文
学
文
体
の
研
究
』
笠
間
書
房

h
A山
A
V
、斗

F

-

J
J
4
H
N
ナ
/

さ
と
み
/
大
阪
府
立
西
寝
屋
川
高
等
学
校
教
論

(二

O
二
二
年
一

O
月
コ
二
日
受
理
)

1
i
 

oo 

竹
石
塚
(
二

O
O五
)
で
は
入
門
期
教
材
の
文
法
学
習
材
と
し
て
の
再
検
討
と
し
て
、
「
児
の
そ
ら
寝
」
を
取
り
上
げ
、
動
詞
の
レ
ベ
ル
と
し
て
は
ほ
ぼ
同
じ
種

類
の
活
用
形
が
含
ま
れ
て
い
る
も
の
の
、
文
法
の
学
習
材
と
し
て
は
、
『
竹
取
物
語
』
よ
り
も
難
し
い
と
す
る
。
し
か
し
そ
の
反
面
、
動
詞
も
ふ
く
め
て
品
詞
の

知
識
を
持
た
せ
る
に
は
好
適
な
学
習
教
材
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

勺
A
校
・
:
大
阪
府
立
大
手
前
高
等
学
校
。
一
八
八
六
年
創
立
。
卒
業
生
の
ほ
ぼ
全
員
が
大
学
に
進
学
、
う
ち
約
三
分
の
一
は
現
役
で
国
公
立
大
学
に
入
学
す
る

O

B
校
:
・
大
阪
府
立
西
寝
屋
川
高
等
学
校
。
一
九
八

O
年
創
立
。
卒
業
生
は
約
三
分
の
一
ず
つ
、
就
職
、
専
門
学
校
、
大
学
へ
と
進
む
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の
対
象
生

徒
は
A
校
が
一
年
生
八
一
名
、

3
校
が
一
年
生
一
一
一
名
。

勺
こ
こ
で
は
僧
の
食
事
行
為
を
中
心
的
に
描
写
し
た
話
を
取
り
上
げ
る
。
例
え
ば
、
巻
二
の
七
「
鼻
長
き
僧
の
事
」
で
「
物
食
ひ
け
る
時
は
、
弟
子
の
法
師
に
、

平
な
る
板
の
一
尺
ば
か
り
な
る
が
、
広
さ
一
寸
ば
か
り
な
る
鼻
の
下
に
さ
し
入
れ
て
、
向
ひ
ゐ
て
上
ざ
ま
へ
持
て
上
げ
さ
せ
て
、
物
食
ひ
果
つ
る
ま
で
は
あ
り

け
り
。
」
は
話
題
の
中
心
が
食
事
行
為
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
除
外
し
た
。

叫
岩
波
書
庖
日
本
古
典
文
学
大
系
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
「
永
超
僧
都
魚
食
事
」
の
語
注
お
よ
び
小
学
館

明
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
。
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吋
以
下
、
検
索
し
た
本
文
は
岩
波
書
活
日
本
古
典
文
学
大
系
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
よ
る
。

M
U

状
態
を
表
す
動
詞
「
ほ
の
ぼ
の
と

i
明
け
方
に
な
る
」
「
き
ら
き
ら
と
す

(
H
頭
が
光
る
」
や
笑
い
声
「
き
ゃ
う
き
ゃ
う
と
{
〉
笑
ふ
」
、
泣
き
声
「
よ
よ
と

1

泣
く
」
は
対
象
か
ら
除
外
し
た
。

灯
杉
山
(
二

O
O六
)
や
須
藤
(
二

O
O八
)
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
説
話
文
学
作
品
に
お
い
て
客
観
的
措
写
が
大
半
を
占
め
る
な
か
、
日
比
の
そ
ら
寝
」
に
は

心
中
思
惟
の
表
現
が
特
に
目
立
つ
。

-80-
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