
は
じ
め
に

平
成
二
九
年
告
示
・
学
習
指
導
要
領
解
説
に
お
け
る
「
絵
本
」
と
は
、
小
学
校
一
・
二
年

生
が
国
語
の
授
業
の
な
か
で
獲
得
す
べ
き
〔
知
識
及
び
技
能
〕
の
中
の
一
項
「
読
書
」
に
関

連
し
て
、「
読
書
に
親
し
み
、
い
ろ
い
ろ
な
本
が
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
」の
具
体
的
事
例
と

し
て
示
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
語
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、「
い
ろ
い
ろ
な
本
と
し
て
は
、
例
え

ば
、
物
語
、
昔
話
、
絵
本
、
科
学
的
な
読
み
物
、
図
鑑
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
」
と
さ
れ
、
そ

の
「
本
」
が
内
容
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
の
か
、
文
体
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
の
か
、
あ
る

い
は
「
絵
を
伴
う
」
等
の
形
態
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
る
の
か
、
不
分
明
な
記
載
と
な
っ
て
い

る
。「

絵
本
」
と
い
う
語
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す
る
か
｜

た
と
え
ば
コ
ミ
ッ
ク
を
含
む
か
ど
う

か
な
ど
、
小
稿
に
お
い
て
は
深
く
は
立
ち
入
ら
な
い
こ
と
に
す
る
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
、

文
字
テ
ク
ス
ト
だ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
絵
画
も
何
ら
か
の
意
味
・
物
語
を
喚
起

し
て
い
る
書
物
と
し
て
お
き
た
い
。
あ
る
い
は
、
文
字
さ
え
も
記
さ
れ
ず
、
書
物
と
い
う
形

式
で
す
ら
な
い
掛
幅
絵

タ
ペ
ス
ト
リ
ー
）や
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
に
描
か
れ
た
物
語
も
ま
た
、

こ
こ
で
い
う
「
絵
本
」
と
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

教
育
に
お
け
る
「
絵
本
」
は
、
前
記
の
指
導
要
領
解
説
が
示
す
よ
う
な
「
い
ろ
い
ろ
な
本
」

の
一
例
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
乳
幼
児
期
に
お
け
る
絵
本
の
「
読
み
聞
か
せ
」
の
意
義

は
も
ち
ろ
ん
、
絵
と
物
語
と
の
関
係
性
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
大
言
す
れ
ば
人
類
史
的
意

義
を
持
ち
う
る
課
題
で
あ
ろ
う
。
小
稿
が
若
干
の
考
察
を
行
な
う
の
は
、「
絵
本
」を
積
極
的

に
用
い
た
ア
ク
テ
ィ
ヴ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
に
つ
い
て
の
具
体
的
方
法
に
つ
い
て
で
あ
る
。
と
り

わ
け
、
本
邦
に
お
け
る
「
絵
本
」
の
歴
史
｜

絵
巻
・
奈
良
絵
本
に
代
表
さ
れ
る
絵
入
り
本
、

聖
徳
太
子
・
法
然
・
親
鸞
と
い
っ
た
高
僧
の
伝
記
や
寺
社
縁
起
を
描
い
た
掛
幅
絵
な
ど
｜

と

の
関
わ
り
に
お
い
て
、「
我
が
国
の
言
語
文
化
」「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
教
育
と
の
接
点
を

見
い
だ
し
た
い
。

伝
統
的
言
語
文
化
と
し
て
の
絵
本

本
節
に
お
い
て
は
、
ま
ず
、「
絵
本
」
と
し
て
定
義
し
う
る
も
の
の
う
ち
、
殊
に
「
伝
統
的

な
言
語
文
化
」
と
関
わ
り
の
深
い
も
の
を
取
り
上
げ
、
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

「
絵
本
」
と
ア
ク
テ
ィ
ヴ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

小
学
校
に
お
け
る
伝
統
的
言
語
文
化
教
育
と
の
融
合
を
目
指
し
て

大

橋

直

義

要
約

「
我
が
国
の
言
語
文
化
」「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
と
し
て
の
「
絵
本
」
で
あ
る
絵
巻
・
奈
良
絵
本

あ
る
い
は
そ
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
）を
用
い
た
小
学
校
教
育
の
可
能

性
に
つ
い
て
、
絵
巻
・
奈
良
絵
本
の
教
育
的
特
性
に
も
言
及
し
つ
つ
、『
道
成
寺
縁
起
』
二
軸

重
要
文
化
財
）と
そ
の
模
本
を
用
い
た
「
絵
と
き
」
か
ら
、「
後
日
談
の

想
像
╱
創
造
」
と
い
う
言
語
文
化
の
存
在
に
着
目
し
つ
つ
、
考
察
を
行
な
っ
た
。
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伝
統
的
言
語
文
化
に
関
わ
る
「
絵
本
」
と
し
て
、
お
そ
ら
く
最
初
に
想
起
さ
れ
る
の
が
「
絵

巻
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
口
に
「
絵
巻
」
と
い
っ
て
も
定
義
が
難
し
い
。
徳
田

和
夫
編
『
お
伽
草
子
事
典
』
は
「
絵
巻
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
１
）
。

横
長
の
巻
物
に
絵
や
、
時
に
こ
れ
に
対
応
す
る
文
章

詞
書
）を
加
え
た
絵
画
作
品
。
同

じ
く
巻
物
形
式
を
と
る
作
品
に
「
図
巻
」「
画
巻
」
が
あ
る
が
、
あ
え
て
そ
れ
ら
と
区
別

し
て
「
絵
巻
」
あ
る
い
は
「
絵
巻
物
」
と
呼
ぶ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
作
品
の
内
容
に
な

ん
ら
か
の
筋

展
開
）が
あ
る
場
合
に
限
る
よ
う
だ
。

そ
の
後
、『
お
伽
草
子
事
典
』「
絵
巻
」
は
、
現
在
「
絵
巻
」
と
さ
れ
て
い
る
形
態
の
書
物
の

呼
称
が
い
か
に
変
遷
し
て
き
た
の
か
を
歴
史
的
に
確
認
し
、
次
い
で
、
そ
の
寸
法
の
変
遷
に

言
及
す
る
。

天
地
の
大
き
さ
は
、
承
久
本
『
北
野
天
神
絵
巻
』

北
野
天
満
宮
蔵
）の
よ
う
に
五
二
セ

ン
チ
に
及
ぶ
も
の
や
、
室
町
時
代
に
な
っ
て
制
作
さ
れ
た
「
小こ
絵え
」
の
よ
う
に
一
五
セ

ン
チ
前
後
の
も
の
も
あ
る
が
、
お
お
む
ね
三
二
セ
ン
チ
前
後
で
あ
る
。
横
長
は
、
料
紙

を
何
枚
も
貼
り
つ
な
げ
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
何
十
メ
ー
ト
ル
に
も
な
る
が
、
そ
れ
で
は
実

際
に
取
り
扱
い
が
困
難
に
な
る
わ
け
で
、
最
長
で
も
一
七
メ
ー
ト
ル
前
後
が
限
界
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
絵
巻
は
天
地
に
比
し
横
が
永
い
、
き
わ
め
て
い
び
つ
な
画
面
を
も
っ
て

い
る
と
も
言
え
る
。﹇
…
略
…
﹈
絵
巻
特
有
の
連
続
す
る
横
長
の
画
面
は
、
そ
の
左
方
向

へ
の
展
開
性
を
も
つ
が
故
に
、
話
の
展
開
や
時
間
性
の
表
現
に
優
れ
、
筋
書
き
の
あ
る

物
語
や
説
話
、
伝
記
な
ど
を
絵
画
化
す
る
た
め
に
は
最
も
適
し
た
画
面
形
式
で
あ
っ
た
。

﹇
…
略
…
﹈
む
ろ
ん
そ
う
し
た
優
れ
た
絵
巻
を
生
み
出
す
ま
で
に
は
、
お
そ
ら
く
奈
良

時
代
に
仏
典
や
中
国
の
故
事
、
文
学
作
品
に
絵
を
加
え
た
画
巻
が
数
多
く
輸
入
さ
れ
て

以
来
、
四
百
年
に
及
ぶ
試
行
期
間
が
必
要
で
あ
っ
た
。
だ
が
そ
の
結
果
、
絵
巻
特
有
の

表
現
は
極
度
に
洗
練
化
さ
れ
、
類
例
の
な
い
高
み
に
到
達
し
た
。
そ
の
意
味
で
絵
巻
こ

そ
は
、
日
本
で
独
自
に
発
展
し
た
絵
画
と
称
し
て
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。

長
文
の
引
用
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、「
絵
巻
」と
呼
び
う
る
書
物
の
持
つ
画
面
構
成
と
そ
の

意
義
に
つ
い
て
、
最
も
鮮
明
な
解
説
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
絵
巻
は
、『
源
氏
物
語
』絵
合
巻

の
記
述
か
ら
、
平
安
前
〜
中
期
の
段
階
で
複
数
制
作
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、

残
念
な
が
ら
当
時
の
作
例
は
現
存
し
な
い
。
現
存
最
古
の
事
例
と
し
て
は
、
平
安
末
期
、
後

白
河
院
が
そ
の
制
作
に
関
与
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
源
氏
物
語
絵
巻
』

徳
川
美
術
館

蔵
・
五
島
美
術
館
蔵
）・『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
朝
護
孫
子
寺
蔵

奈
良
国
立
博
物
館
寄
託

）・

『
伴
大
納
言
絵
詞
』

出
光
美
術
館
蔵
）・『
粉
河
寺
縁
起
絵
巻
』

粉
河
寺
蔵

京
都
国
立
博

物
館
寄
託

）が
あ
り
、
さ
ら
に
『
鳥
獣
人
物
戯
画
』

高
山
寺
蔵

東
京
国
立
博
物
館
・
京
都

国
立
博
物
館
寄
託

）も
同
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
中
世
か
ら
近
世
は
も
ち
ろ
ん
、

明
治
・
大
正
・
昭
和
に
至
る
ま
で
、
日
本
各
地
で
新
た
な
絵
巻
が
制
作
さ
れ
続
け
て
い
る
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
絵
巻
の
源
流
は
、『
過
去
現
在
因
果
経
』の
絵
入
り

写
本
と
し
て
奈
良
時
代
に
制
作
さ
れ
た
『
絵
因
果
経
』
な
ど
の
絵
入
り
経
典
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
が
、
中
国
大
陸
に
は
同
様
の
作
例
は
伝
存
せ
ず
、
オ
ー
レ
ル
・
ス
タ
イ
ン
が
敦
煌
か

ら
持
ち
帰
っ
た
絵
入
り
観
音
経
の
存
在
が
知
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
語
・
説

話
・
軍
記
・
寺
社
縁
起
・
伝
記
と
い
っ
た
筋
の
展
開
の
あ
る
も
の
は
も
ち
ろ
ん
、
年
中
行
事

絵
巻
・
歌
仙
絵
巻
・
職
人
歌
合
絵
巻
と
い
っ
た
も
の
ま
で
も
絵
巻
化
し
、
そ
れ
を
制
作
・
享

受
し
つ
づ
け
た
こ
と
は
、「
我
が
国
の
言
語
文
化
」「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
と
し
て
位
置
づ

け
る
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。

絵
巻
の
中
で
も
室
町
時
代
後
期
か
ら
江
戸
時
代
前
期

寛
文
年
間
頃
）ま
で
に
制
作
さ
れ
た

絵
巻
と
深
い
関
わ
り
を
有
す
る
と
さ
れ
る
の
が
、
奈
良
絵
本
で
あ
る
。
奈
良
絵
本
と
は
、「
室

町
時
代
後
期
か
ら
江
戸
時
代
中
期
に
か
け
て
制
作
さ
れ
た
、彩
色
絵
入
り
の
写
本
」
前
掲『
お

伽
草
子
事
典
』「
奈
良
絵
本
」）と
定
義
さ
れ
る
。
前
記
の
絵
巻
を
含
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る

が
、
一
般
的
に
は
冊
子
と
し
て
装
訂
さ
れ
た
書
物
を
言
う
。「
奈
良
絵
本
」と
い
う
呼
称
の
意

味
や
、
そ
の
展
開
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
石
川
透
『
入
門

奈
良
絵
本
・
絵
巻
』
２
）
が
手
に
取

り
や
す
く
、
至
便
で
あ
る
。
石
川
は
、
奈
良
絵
本
の
制
作
時
期
を
、
Ⅰ
期

天
正
頃
以
前
）・

Ⅱ
期

慶
長
頃
）・
Ⅲ
期

寛
永
頃
）・
Ⅳ
期

寛
文
頃
）・
Ⅴ
期

元
禄
頃
）・
Ⅵ
期

享
保
頃
以
降
）
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と
分
類
す
る
。
ご
く
簡
略
に
整
理
す
れ
ば
、
Ⅰ
期
が
挿
絵
と
詞
書

本
文
）と
が
未
分
化
な
時

代
、
Ⅱ
期
が
縦
三
〇
セ
ン
チ
以
上
の
極
め
て
豪
華
な
絵
本
を
制
作
す
る
時
代
、
Ⅲ
期
が
同
時

期
の
「
小
絵
」
と
呼
ば
れ
る
天
地
二
〇
セ
ン
チ
以
下
の
絵
巻
物
と
同
様
の
寸
法
を
持
っ
た
横

型
写
本
が
多
く
制
作
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
Ⅳ
期
は
同
時
代
の
天
地
三
二
セ
ン
チ
程
度
の
大

型
絵
巻
と
類
似
し
た
寸
法
・
画
風
・
書
風
を
持
つ
奈
良
絵
本
が
制
作
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
よ

り
一
回
り
小
さ
い
縦
二
四
セ
ン
チ
・
横
一
七
セ
ン
チ
程
度
の
半
紙
本
と
よ
ば
れ
る
寸
法
の
奈

良
絵
本
も
制
作
さ
れ
る
。
非
常
に
豪
華
な
挿
絵
は
本
文
と
別
の
料
紙
に
描
か
れ
る
よ
う
に
な

り
、
同
時
に
、
そ
の
図
像
は
形
式
化
し
て
ゆ
く
。
以
後
の
奈
良
絵
本
に
お
け
る
絵
は
、
享
保

年
間
頃
に
出
版
物
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
渋
川
版
「
御
伽
文
庫
」
と
同
様
に
形
式
的
な
も
の
に

な
っ
て
ゆ
く
。

こ
の
よ
う
に
概
観
す
る
な
ら
ば
、
伝
統
的
言
語
文
化
と
し
て
の
「
絵
本
」
を
用
い
た
ア
ク

テ
ィ
ヴ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
と
い
う
小
稿
の
課
題
に
と
っ
て
、
よ
り
効
果
的
で
あ
る
の
は
、
絵
巻

に
加
え
、
図
像
が
形
式
化
し
て
ゆ
く
以
前
の
、
概
ね
第
Ⅲ
期
以
前
の
奈
良
絵
本
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

絵
巻
・
奈
良
絵
本
が
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
と
し
て
有
意
義
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
分

か
っ
て
い
て
も
、
実
際
に
は
、
文
化
財
の
現
品
を
用
い
て
授
業
を
行
な
う
こ
と
は
ま
ず
不
可

能
で
あ
る
。
仮
に
複
製
本
が
手
元
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
巻
子
本
の
取
り
扱
い
に
は
一
定
の

訓
練
が
必
要
で
、
小
中
学
校
に
お
け
る
授
業
者
が
そ
う
い
っ
た
技
能
を
身
に
付
け
て
い
る
可

能
性
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
な
い
は
ず
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
化
財
を
と
り
ま
く
デ
ジ
タ
ル

技
術
の
爆
発
的
と
も
言
っ
て
よ
い
進
歩
の
中
で
、
毎
日
の
よ
う
に
、
絵
巻
・
奈
良
絵
本
の
画

像
デ
ー
タ
が
一
般
に
公
開
さ
れ
続
け
て
い
る
。
あ
る
い
は
、『
日
本
絵
巻
大
成
』『
新
修
日
本

絵
巻
物
全
集
』
と
い
っ
た
絵
巻
に
関
す
る
基
本
的
書
籍
を
ス
キ
ャ
ニ
ン
グ
し
、
デ
ジ
タ
ル
画

像
を
用
い
て
授
業
に
供
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
絵
巻
・
奈
良
絵
本
の
画
像
デ
ー
タ

に
関
し
て
は
、
代
表
的
に
は
、
慶
應
義
塾
大
学
メ
デ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
が
提
供
す
る
「
奈
良
絵

本
・
絵
巻
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」
や
、「
京
都
大
学
貴
重
資
料
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
」
が
あ
り
、

特
に
国
文
学
研
究
資
料
館
が
提
供
す
る
「
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
は
、
研
究

者
の
み
な
ら
ず
、
初
等
・
中
等
教
育
に
携
わ
る
教
員
に
と
っ
て
も
必
見
の
情
報
を
提
供
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
代
社
会
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
か
え
っ
て
こ
の
よ
う
な
文
化
財
を
用
い
た

授
業
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
教
科
書
と
い
う
か
た
ち
で
児
童
・
生
徒
の
前
に

現
前
す
る
教
材
の
「
本
当
の
姿
」
を
知
る
こ
と
は
、「
我
が
国
の
言
語
文
化
」「
伝
統
的
な
言

語
文
化
」
教
育
と
し
て
極
め
て
有
意
義
で
あ
る
と
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
、
掛
幅
絵
と
よ
ば
れ
る
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
状
の
形
態
の
も
の
に
つ
い
て
も
縁
起
絵
・

伝
記
絵
の
展
開
と
い
う
点
で
重
要
で
あ
る
の
だ
が
、
多
く
の
場
合
、
そ
こ
に
文
字
テ
ク
ス
ト

が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
寺
社
な
ど
に
蔵
さ
れ
る
信
仰
の
具
で
あ
る
た
め
に
簡
便
に
画

像
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
等
の
理
由
か
ら
、
小
稿
で
は
こ
れ
以
上
は
立
ち
入
ら
な
い

こ
と
に
す
る
。道

成
寺
の
縁
起
絵
巻
を
用
い
て

小
稿
で
は
、
具
体
的
な
事
例
と
し
て
、
和
歌
山
県
日
高
郡
日
高
川
町
に
所
在
す
る
道
成
寺

の
縁
起
絵
巻
を
と
り
あ
げ
た
い
。
道
成
寺
に
は
、
十
六
世
紀
前
半
に
制
作
さ
れ
た
極
め
て
著

名
な
絵
巻
『
道
成
寺
縁
起
』
二
軸

重
要
文
化
財
）が
蔵
さ
れ
る
。

醍
醐
天
皇
の
治
世
、
延
長
六
年

九
二
八
）に
、
後
の
舞
台
芸
能
で
は
「
安
珍
」
と
称
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
年
若
き
美
僧
が
奥
州
か
ら
熊
野
参
詣
に
赴
く
。
そ
の
途
上
で
、
紀
伊
国
の
真

砂

現
田
辺
市
中
辺
路
町
真
砂
）に
住
す
る
女
性
｜

や
は
り
後
の
芸
能
で
は
「
清
姫
」
と
呼
ば

れ
る
こ
と
に
な
る
女
性
と
懇
意
に
な
り
、
帰
路
に
も
再
び
立
ち
寄
る
こ
と
を
約
束
す
る
が
、

そ
れ
を
反
故
に
し
て
熊
野
参
詣
道
を
北
上
す
る
。「
安
珍
」
を
追
い
駆
け
る
「
清
姫
」
は
そ
の

怒
り
の
あ
ま
り
に
蛇
体
へ
と
変
じ
、
道
成
寺
の
鐘
の
中
に
か
く
れ
た
「
安
珍
」
を
焼
き
殺
し

て
し
ま
う
、
と
い
う
筋
で
あ
る
。

安
珍
・
清
姫
の
物
語
を
描
い
た
『
道
成
寺
縁
起
』
二
軸
は
、
織
田
信
長
に
追
い
詰
め
ら
れ
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た
十
五
代
将
軍
・
足
利
義
昭
が
天
正
元
年

一
五
七
三
）十
二
月
に
由
良
興
国
寺
に
お
い
て
こ

の
絵
巻
を
熟
覧
し
「
日
本
無
双
之
縁
起
」
と
賞
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
ほ
ど
著
名
な
絵
巻

で
あ
り
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
も
、
貴
顕
の
人
び
と
が
参
詣
し
た
際
や
開
帳
の
際
に
は
絵
巻

が
披
か
れ
て
い
た
。
加
え
て
、
十
七
世
紀
後
半
頃
に
は
こ
の
絵
巻
の
複
製
が
制
作
さ
れ
、
そ

れ
を
用
い
た
「
絵
と
き
」
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
道
成
寺
経
蔵
に
残
さ
れ
る
文
書
類
に

よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
絵
と
き
」
は
現
在
に
お
い
て
も
道
成
寺
院
主
に
よ

っ
て
日
に
幾
度
も
重
ね
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
こ
れ
ほ
ど
に
著
名
で
は
な
い
が
、
道
成
寺
に
は
、
八
世
紀
の
初
め
の
文
武
天
皇
の

治
世
に
道
成
寺
が
創
建
さ
れ
た
経
緯
を
物
語
る
「
髪
長
姫
」
あ
る
い
は
「
宮
子
姫
」
の
説
話

が
あ
り
、
こ
れ
を
近
世
に
絵
巻
に
し
た
『
紀
道
大
明
神
縁
起
』
一
軸
・『
道
成
寺
宮
子
姫
伝
記
』

二
軸
も
寺
内
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
絵
巻
を
用
い
て
「
絵
と
き
」
が
行
な
わ
れ
た
痕
跡
は

見
ら
れ
な
い
が
、
寺
内
に
伝
来
す
る「
文
武
天
皇
尊
影
」「
紀
道
明
神
図
」「
九
海
士
権
現
図
」

の
三
軸
を
用
い
て
、
こ
の
絵
巻
の
縁
起
説
話
に
非
常
に
近
い
物
語
が
開
帳
興
行
時
に
行
な
わ

れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
３
）
。

二
〇
一
七
年
九
月
二
六
日
、
和
歌
山
大
学
教
育
学
部
附
属
中
学
校
が
主
催
す
る
「
知
の
冒

険
旅
行
」
に
お
い
て
稿
者
が
出
張
講
義
を
担
当
し
た
際
、「
紀
伊
半
島
の
モ
ノ
ガ
タ
リ
｜
〞
日

本
の
お
話
し
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
〝
Ｎ
Ｏ
Ｐ
）始
動
｜

」
と
い
う
題
目
の
元
、
道
成
寺
に
蔵
さ
れ

る
こ
れ
ら
の
絵
巻
類
を
用
い
た
ア
ク
テ
ィ
ヴ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
的
授
業
を
行
な
っ
た
。
当
日
の

対
象
は
同
校
の
第
三
学
年
で
あ
っ
た
が
、
当
日
の
受
講
生
に
は
、
小
学
校
高
学
年
向
け
に
考

案
し
た
授
業
提
案
で
あ
る
旨
を
伝
え
、
諒
承
を
得
た
４
）
。

さ
て
、
当
日
は
九
〇
分
間
の
授
業
時
間
で
あ
っ
た
た
め
、
初
等
教
育
の
現
場
に
対
応
さ
せ

れ
ば
、
お
よ
そ
二
時
分
の
授
業
に
対
応
す
る
。
受
講
者
が
六
名
と
少
数
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、

教
育
学
部
四
回
生
・
大
学
院
生
の
四
名
も
生
徒
役
と
し
て
参
加
し
た
。

第
一
時
に
該
当
す
る
前
半
で
は
、
ま
ず
、
古
典
籍
・
古
文
書
の
実
物
を
手
に
取
る
こ
と
か

ら
始
め
た
。
も
ち
ろ
ん
、『
道
成
寺
縁
起
』そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町
時

代
に
書
写
制
作
さ
れ
た
書
物
か
ら
江
戸
時
代
・
明
治
時
代
に
制
作
さ
れ
た
も
の
ま
で
を
教
室

内
に
持
ち
込
み
、
生
徒
た
ち
に
実
際
に
手
に
取
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
こ
の
日
の
そ
も

そ
も
の
枠
組
み
で
あ
る
「
知
の
冒
険
旅
行
」
な
る
教
育
学
部
と
附
属
中
学
校
の
連
携
イ
ベ
ン

ト
で
は
、
中
学
生
の
側
が
興
味
の
あ
る
講
義
を
事
前
に
選
択
す
る
た
め
、
稿
者
の
講
義
を
選

択
し
た
少
数
の
中
学
生
は
、
少
な
か
ら
ず
古
い
時
代
の
物
語
な
ど
に
関
心
が
あ
っ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
博
物
館
で
行
な
わ
れ
る
展
覧
会
な
ど
で
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス

内
の
古
典
籍
を
見
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
五
〇
〇
年
か
ら
八
〇
〇
年
前
に
制
作
さ
れ
た
古
典

籍
を
実
際
に
手
に
取
る
こ
と
は
記
憶
に
残
る
体
験
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
当

日
は
時
間
の
都
合
か
ら
、
ま
た
受
講
者
が
少
人
数
に
過
ぎ
た
た
め
に
実
効
性
が
担
保
で
き
な

い
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
は
と
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

中
学
生
に
ま
じ
っ
て
受
講
し
て
い
る
大
学
生
に
、
体
験
活
動
や
ア
ク
テ
ィ
ヴ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ

的
活
動
の
中
で
感
想
等
を
聴
取
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
基
盤
と
な
る
文
化
財
を
授
業
内
で
実
際
に
手
に

と
ら
せ
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
際
に
は
、
江

戸
時
代
中
後
期
の
書
物
で
あ
れ
ば
、
数
百
円
と
い
う
価
格
で
購
入
で
き
る
も
の
も
多
く
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
絵
巻
・
奈
良
絵
本
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
価
格
で
購
入
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
現
代
の
技
術
に
よ
っ
て
複
製
を
制
作
す
る
こ
と
も
安
価
で
行
な
え
る
よ
う
に
な
り
つ

つ
あ
り
、「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
教
育
に
重
点
を
置
く
初
等
・
中
等
教
育
の
現
場
で
、
そ
の

よ
う
な
安
価
な
古
典
籍
や
複
製
品
を
置
く
こ
と
も
必
要
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
そ

も
そ
も
、
小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
に
設
置
さ
れ
て
い
る
図
書
室
や
郷
土
資
料
室
に
古

典
籍
等
が
保
管
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
た
と
え
ば
和
歌
山
県
立
紀
伊
風
土
記
の
丘
で
は
、

県
下
の
学
校
に
収
蔵
さ
れ
る
文
化
財
を
集
積
し
た
展
覧
会
「
学
校
に
あ
る
た
か
ら
も
の
」
が

近
年
二
度
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
、
注
目
す
べ
き
は
弘
前
大
学
地
域
未
来

創
生
セ
ン
タ
ー
が
行
な
っ
て
い
る
活
動
で
、
弘
前
市
の
東
奥
義
塾
高
等
学
校
所
蔵
の
弘
前
藩

校
稽
古
館
旧
蔵
資
料
の
調
査
や
、
深
浦
町
・
円
覚
寺
が
所
蔵
す
る
古
典
籍
・
古
文
書
の
調
査
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を
地
域
住
民
や
小
中
学
生
を
巻
き
込
む
か
た
ち
で
行
な
っ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い

る
５
）
。
こ
う
い
っ
た
状
況
か
ら
も
、
古
典
籍
・
古
文
書
と
い
っ
た
文
化
財
に
小
中
学
生
が
実

際
に
接
す
る
こ
と
は
決
し
て
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
よ
り
身
近
な
も
の
へ
と
意

識
を
変
革
し
て
ゆ
く
活
動
が
今
後
の
大
学
・
教
育
機
関
の
連
携
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
だ
ろ

う
。続

い
て
、
ス
ク
リ
ー
ン
を
使
用
し
て
、
道
成
寺
と
そ
の
周
辺
の
景
観
を
紹
介
し
、
同
寺
に

蔵
さ
れ
る
文
化
財
に
つ
い
て
、
画
像
に
よ
っ
て
紹
介
し
た
。
こ
う
い
っ
た
文
化
財
に
つ
い
て

の
画
像
は
、
実
際
に
文
化
財
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
研
究
者
し
か
手
に
入
ら
な
い
場
合
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
寺
社
や
博
物
館
が
公
刊
し
て
い
る
図
録
を
用
い
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
同
等
以
上
の
画
質
・
内
容
の
画
像
を
授
業
内
で
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
は

ず
だ
。

こ
こ
ま
で
の
紹
介
を
経
て
、
道
成
寺
と
い
う
古
刹
が
和
歌
山
県
内
の
ど
の
あ
た
り
に
あ
る

の
か
と
い
う
地
理
的
な
位
置
取
り

特
に
道
成
寺
縁
起
を
考
え
る
場
合
に
は
、熊
野
三
山
と
の

位
置
関
係
な
ど
の
基
礎
知
識
が
重
要
で
あ
る
）、文
武
天
皇
の
時
代
や
醍
醐
天
皇
の
時
代
と
は

ど
う
い
う
時
代
か
な
ど
の
歴
史
的
な
位
置
取
り
が
教
室
内
で
共
有
さ
れ
、
児
童
・
生
徒
た
ち

の
現
実
の
生
活
と
の
連
続
性
が
確
認
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。
加
え
て
、
織
田
信
長
・
足

利
義
昭
な
ど
、
他
の
授
業
等
で
耳
に
す
る
に
違
い
な
い
事
項
も
共
有
し
て
お
く
こ
と
で
、
興

味
の
重
層
化
を
は
か
っ
た
。

次
い
で
、
現
在
も
日
常
的
に
行
な
わ
れ
て
い
る
「
絵
と
き
」
の
光
景
を
動
画
・
音
声
に
よ

っ
て
紹
介
す
る
と
共
に
、
江
戸
時
代
に
も
同
様
の
絵
と
き
説
法
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
に

つ
い
て
、
当
時
の
古
文
書
の
画
像
と
そ
れ
を
翻
刻
・
現
代
語
訳
し
た
資
料
を
提
示
し
て
、
三

〇
〇
年
前
と
今
日
と
の
連
続
性
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
、
生
徒
数
名
を
指
名
し
て
感
想
を
述
べ

て
も
ら
っ
た
。
そ
の
回
答
は
一
様
に
「
驚
き
」
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

現
在
の
「
絵
と
き
」
の
動
画
は
冒
頭
の
一
部
分
だ
け
に
留
め
、
縁
起
説
話
の
全
体
に
つ
い

て
は
、
絵
巻
の
画
像
を
用
い
て
、
授
業
者

稿
者
）が
説
明
を
行
な
っ
た
。
一
般
に
、
絵
巻
や

掛
幅
絵
が
寺
社
に
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
用
い
た
絵
解
き
が
必
ず
行
な
わ
れ
て

い
る
と
は
限
ら
ず
、
む
し
ろ
小
稿
の
眼
目
で
あ
る
絵
巻
を
用
い
た
絵
解
き
が
行
な
わ
れ
る
の

は
道
成
寺
に
特
有
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
よ
り
一
般
化
さ
れ
た
授
業
方
法
を
模
索

す
る
と
い
う
意
味
で
、
熟
練
の
「
絵
と
き
」
を
用
い
る
よ
り
、
授
業
者
に
よ
る
解
説
と
い
う

方
法
を
選
択
し
た
。
そ
の
際
、
詞
書
を
詳
細
に
音
読
・
説
明
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

も
絵
を
提
示
し
て
、
そ
の
粗
筋
を
簡
略
に
説
明
す
る
の
み
に
留
め
、
特
に
結
末
部
分
に
つ
い

て
は
、
こ
の
段
階
で
は
説
明
を
行
な
っ
て
い
な
い
。
人
物
間
の
会
話
の
や
り
と
り
を
始
め
、

結
末
部
の
説
明
を
省
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
徒
の
想
像
力
を
喚
起
す
る
た
め
の
方
法
の
一
つ

と
し
て
の
選
択
で
あ
っ
た
。

後
半

第
二
時
に
対
応
）は
受
講
者
一
〇
名
を
二
班
に
分
け
、美
濃
判
の
和
紙
に
画
材

当
日

は
色
鉛
筆
を
使
用
）で
縁
起
絵
巻
の
一
場
面
を
描
き
、そ
れ
を
も
と
に
登
場
人
物
の
セ
リ
フ
を

補
い
な
が
ら
、
台
本
を
作
成
し
て
即
興
で
絵
と
き
を
行
な
っ
た
。
そ
の
台
本
に
は
、
単
に
物

語
の
筋
を
追
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
物
語
を
聴
い
て
い
る
現
代
の
観
客

特
に
小
学
生
）が

よ
り
面
白
く
感
じ
た
り
で
き
る
よ
う
な
工
夫
を
盛
り
込
む
よ
う
に
と
の
制
限
を
つ
け
た
。
こ

れ
は
、
現
代
の
道
成
寺
内
で
行
な
わ
れ
て
い
る
「
絵
と
き
」
で
も
行
な
わ
れ
て
い
る
工
夫
で

あ
り
、「
絵
と
き
」を
始
め
と
し
た
口
頭
芸
の
特
徴
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
が
ど
う
い
っ
た
も
の

で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
前
半
の
「
絵
と
き
」
動
画
鑑
賞
の
際
に
示
し
て
あ
る
。
と
は
い

え
、
四
五
分
間
で
こ
こ
ま
で
の
準
備
を
行
な
う
こ
と
は
実
際
の
初
等
教
育
に
お
い
て
は
か
な

り
困
難
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
事
情
を
そ
も
そ
も
か
ら
理
解
し
て
い
る
学
部
学
生
の
補

助
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
成
立
は
し
た
も
の
の
、
絵
を
描
き
、
そ
れ
を
用

い
て
、
口
頭
で
筋
の
あ
る
物
語
を
語
る
と
い
う
段
階
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
数
時

分
の
過
程
が
必
要
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

む
し
ろ
、
こ
の
授
業
の
最
後
に
行
な
っ
た
や
り
と
り
が
、
絵
巻
を
用
い
た
ア
ク
テ
ィ
ヴ
・

ラ
ー
ニ
ン
グ
と
し
て
の
大
き
な
可
能
性
を
示
し
て
い
た
。
周
知
の
よ
う
に
、
安
珍
・
清
姫
の

物
語
は
、
蛇
体
と
変
じ
た
清
姫
が
安
珍
を
殺
し
て
し
ま
い
、
そ
の
後
、
二
匹
の
絡
み
合
っ
た
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蛇
を
夢
に
見
た
道
成
寺
の
僧
侶
が
二
人
を
供
養
す
る
た
め
の
法
華
経
会
を
開
催
す
る
と
、
二

人
は
天
人
と
な
っ
て
別
々
の
方
向
へ
飛
び
去
っ
て
い
っ
た
と
す
る
こ
と
で
結
ば
れ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
の
結
末
か
ら
は
、
蛇
と
な
っ
た
清
姫
が
そ
の
後
ど
こ
に
向
か
っ
た
の
か
、
な
ぜ
殺

さ
れ
て
し
ま
っ
た
安
珍
ま
で
も
が
蛇
の
姿
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
、そ
し
て
二
人
が「
別
々

の
方
向
」
へ
飛
び
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
な
ど
、
現
代
的
な
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、

お
よ
そ
理
解
し
が
た
い
側
面
に
満
ち
て
い
る
。
あ
る
意
味
で
は
、
現
代
の
児
童
・
生
徒
に
と

っ
て
は
「
異
文
化
」
と
も
言
う
べ
き
側
面
に
つ
い
て
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
結
末
な
の
か
、
当

時
の
人
び
と
は
こ
の
結
末
に
納
得
が
い
っ
た
の
か
ど
う
か
、
な
ど
、
わ
ず
か
な
時
間
で
あ
っ

た
が
、
議
論
を
行
な
っ
た
。

最
終
的
に
は
、
当
時
の
人
び
と
の
論
理
や
宗
教
的
倫
理
観
に
つ
い
て
復
元
的
に
説
明
を
行

な
っ
た
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
討
論
の
中
で
、
生
徒
か
ら
は
、
た
と
え
ば
「
じ
つ
は
清
姫

は
死
ん
で
は
お
ら
ず
、
自
宅
に
戻
っ
た
」
と
す
る
説
ま
で
が
登
場
す
る
な
ど
、
新
た
か
つ
具

体
的
な
物
語
が
次
々
と
創
作
さ
れ
る
事
態
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
日
々
の
国
語
の
授
業
に
お

け
る
教
育
活
動
の
中
で
、「
物
語
の
結
末
の
さ
ら
に
先
を
想
像
す
る
」と
い
っ
た
方
法
が
多
く

と
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
、

「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
一
例
で
あ
る
絵
巻
・
奈
良
絵
本
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現

代
の
物
語
を
用
い
た
授
業
で
行
な
わ
れ
て
い
る
「
後
日
談
の
想
像
」
以
上
の
効
果
が
得
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
先
に
紹
介
し
た
「
清
姫
は
死
ん
で
お
ら
ず
、
自
宅

に
戻
っ
た
」
と
す
る
説
は
珍
妙
な
も
の
で
も
な
ん
で
も
な
く
、
田
辺
市
中
辺
路
町
真
砂
周
辺

で
は
現
在
も
通
行
し
て
い
る
説
で
あ
り
、
そ
の
後
、
清
姫
が
身
を
投
げ
た
と
す
る「
清
姫
淵
」

や
そ
の
そ
ば
の
清
姫
墓
な
ど
が
現
在
に
伝
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
道
成
寺
の
近
傍
に
は
「
蛇

塚
」
と
呼
ば
れ
る
江
戸
期
以
降
の
塚
も
あ
り
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
「
後
日
談
の
想
像
｜

あ
る

い
は
創
造
」
が
行
な
わ
れ
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
授
業
内
で
児
童
・
生
徒
が

後
日
談
を
想
像
し
た
よ
う
に
、
往
古
の
人
び
と
も
同
様
の
営
み
を
く
り
返
し
て
き
た
の
で
あ

っ
て
、
ま
さ
し
く
そ
う
い
っ
た
活
動
こ
そ
が
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
一
例
で
あ
る
に
他

な
ら
な
い
の
だ
。

絵
巻
・
奈
良
絵
本
に
は
、「
昔
話
」
と
し
て
著
名
な
物
語
も
多
く
含
ま
れ
、
そ
の
よ
う
な

「
か
つ
て
想
像
╱
創
造
さ
れ
た
後
日
談
」
に
関
わ
る
伝
説
地
を
近
隣
に
有
す
る
場
合
も
数
多

い
。
児
童
・
生
徒
が
生
き
る
現
代
と
同
じ
よ
う
な
想
像
╱
創
造
力
が
か
つ
て
至
る
と
こ
ろ
で

働
い
て
い
た
こ
と
に
思
い
を
馳
せ
る
と
い
う
結
論
と
し
て
結
ば
れ
う
る
、
絵
巻
・
奈
良
絵
本

を
用
い
た
ア
ク
テ
ィ
ヴ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
、「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
教
育
の
一
例
と
し
て

も
、
極
め
て
有
意
義
で
あ
る
と
位
置
づ
け
た
い
。

小
括

粗
雑
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
が
、
絵
本
｜

と
り
わ
け
絵
巻
・
奈
良
絵
本
と
い

う
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
文
化
財
を
用
い
て
、
児
童
・
生
徒
の
能
動

的
・
創
造
的
な
思
考
や
活
動
を
促
し
う
る
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
殊
に
、
そ
う

い
っ
た
物
語
は
、
現
代
的
な
通
念
か
ら
す
れ
ば
、
な
ぜ
登
場
人
物
た
ち
は
そ
の
よ
う
に
感
じ

行
動
し
た
の
か
と
い
う
点
や
、
往
時
の
人
び
と
は
な
ぜ
こ
の
物
語
を
面
白
い
と
感
じ
た
の
か

な
ど
、
疑
問
が
残
る
か
た
ち
で
物
語
が
閉
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
数
あ
る
。
ま
た
、
小
稿

で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
そ
の
疑
問
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
、
当
時
と
し
て
は
「
合
理
的
」
な

後
日
談
が
構
想
さ
れ
て
、
そ
れ
が
近
隣
の
伝
説
地
と
な
る
よ
う
な
事
例
も
少
な
く
な
く
、
現

在
の
国
語
教
育
の
場
で
多
用
さ
れ
る
「
後
日
談
の
想
像
」
と
い
う
手
法
と
の
連
続
性
に
つ
い

て
、
児
童
・
生
徒
が
何
ら
か
を
感
じ
と
る
機
会
を
得
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
。

異
文
化
と
し
て
の
古
典
文
学
や
文
化
財
に
ふ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
同
じ
物
語
に
つ
い
て
、

現
代
の
自
分
た
ち
と
は
異
な
っ
た
解
釈
を
す
る
異
文
化
と
し
て
の
往
時
の
人
び
と
の
観
念
に

思
い
を
は
せ
、
そ
れ
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
る
こ
と
と
い
っ
た
様
々
な
教
育
的
効
果
が
、
絵

巻
・
奈
良
絵
本
を
用
い
た
教
育
活
動
か
ら
期
待
で
き
る
。
な
お
、
古
典
を
「
異
文
化
」
と
し

て
読
む
こ
と
に
つ
い
て
の
実
際
的
方
法
に
つ
い
て
は
、
別
に
論
じ
た
６
）
。
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