
Kobe University Repository : Kernel

PDF issue: 2025-07-17

『大鏡』｢日本紀聞くと思すばかりぞかし｣考 : 日本
紀講筵と歴史語り（小特集 歴史物語研究の可能性）

(Citation)
國文論叢,54:16-25

(Issue Date)
2019-03-31

(Resource Type)
departmental bulletin paper

(Version)
Version of Record

(JaLCDOI)
https://doi.org/10.24546/81012107

(URL)
https://hdl.handle.net/20.500.14094/81012107

桜井, 宏徳



︻
小
特
集
︼
歴
史
物
語
研
究
の
可
能
性

﹃
大
鏡
﹄﹁
日
本
紀
聞
く
と
思
す
ば
か
り
ぞ
か
し
﹂
考

│
│
日
本
紀
講
�
と
歴
史
語
り
│
│

桜

井

宏

徳

一

﹁
日
本
紀
聞
く
と
思
す
ば
か
り
ぞ
か
し
﹂
再
考

﹃
大
鏡
﹄﹁
六
十
八
代

後
一
条
院
﹂
の
章
段
は
︑
語
り
の
現
在
時
に
お
け

る
今
上
で
あ
る
後
一
条
天
皇
に
つ
い
て
は
︑
道
長
と
そ
の
子
ら
に
よ
る
﹁
御

う
し
ろ
み
﹂︵﹁
六
十
八
代

後
一
条
院
﹂
五
七
頁

(
�
)

︶
の
盤
石
さ
を
謳
う
の
み

で
多
く
を
語
ら
ず
︑
そ
の
後
は
︑
藤
原
摂
関
家
の
歴
史
を
天
皇
家
と
の
ミ
ウ

チ
関
係
を
軸
に
語
っ
て
ゆ
く
と
い
う
歴
史
語
り
の
企
図
を
世
次
と
重
木
と
の

対
話
を
通
じ
て
あ
ら
た
め
て
明
示
す
る
こ
と
︑
次
い
で
︑
大
臣
な
る
も
の
の

由
来
と
沿
革
に
つ
い
て
世
次
に
語
ら
せ
る
こ
と
に
力
点
を
置
い
て
い
る
︒
こ

の
天
皇
章
段
︵
帝
紀
︶
か
ら
大
臣
章
段
︵
列
伝
︶
へ
の
橋
渡
し
の
部
分
は
︑

﹁
大
臣
序
説
﹂︵﹃
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄﹃
大
鏡
全
評
釈
﹄︶﹁
天
皇
紀
余
談
﹂

︵
﹃
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄︶﹁
帝
紀
か
ら
列
伝
へ
﹂︵﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
﹄
︶
な
ど
と
さ
ま
ざ
ま
に
称
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
世
次
は
︑
聴
衆
に

次
の
よ
う
に
語
り
か
け
て
い
る
︒

Ａ
世
次
︑﹁
よ
し
な
き
事
よ
り
は
︑
ま
め
や
か
な
る
事
を
申
は
て
ん
︒
よ

く
〳
〵
た
れ
も
〳
〵
き
こ
し
め
せ
︒
け
ふ
の
講
師
の
説
法
は
︑
菩
提
の

た
め
と
お
ぼ
し
︑
お
き
な
ら
が
と
く
事
を
ば
︑
日
本
紀
き
く
と
お
ぼ
す

ば
か
り
ぞ
か
し
﹂
と
い
へ
ば
︑
僧
俗
︑
﹁
げ
に
︑
説
経
・
説
法
お
ほ
く

う
け
た
ま
は
れ
ど
︑
か
く
め
づ
ら
し
き
事
の
た
ま
ふ
人
は
︑
さ
ら
に
お

は
せ
ぬ
な
り
﹂
と
て
︑
年
お
ひ
た
る
あ
ま
ほ
う
し
ど
も
︑
ひ
た
い
に
て

を
あ
て
ゝ
︑
信
を
な
し
つ
ゝ
き
ゝ
ゐ
た
り
︒

︵﹁
六
十
八
代

後
一
条
院
﹂
五
九
～
六
〇
頁
︶

こ
こ
で
は
︑
世
次
が
み
ず
か
ら
の
歴
史
語
り
を
︑
も
と
よ
り
半
ば
冗
談
で

は
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
︑
﹁
け
ふ
の
講
師
の
説
法
﹂
と
対
比
し
つ
つ
︑﹁
日
本

紀
﹂
に
擬
し
て
い
る
こ
と
が
何
よ
り
も
注
目
さ
れ
よ
う
︒
近
く
﹃
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
﹄
が
︑

世
次
の
〝
日
本
紀
〟
は
︑
講
師
の
〝
説
法
〟
と
い
う
も
ど
き
が
な
さ
れ
︑

そ
の
延
長
線
上
に
︑
聴
衆
も
額
に
手
を
あ
て
拝
む
︒
な
お
︑
世
次
に
自

分
の
歴
史
語
り
を
正
史
﹁
日
本
紀
﹂
に
た
と
え
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
︑
作

者
の
並
々
な
ら
ぬ
自
信
の
ほ
ど
が
う
か
が
え
る

(
�
)

︒

と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑
こ
こ
で
世
次
は
﹁
も
ど
き
﹂
を
装
い
な
が
ら
も
︑

己
の
語
り
を
﹁
日
本
紀
﹂
と
比
肩
し
う
る
も
の
と
ま
で
言
挙
げ
し
︑
強
烈
な

自
負
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
夙
に
五
十
嵐
力
氏
︑
次
い
で
松
本
治
久
氏
が
示
唆
し
て
い
た
よ
う
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に
(
	
)

︑
Ａ
の
傍
線
部
の
世
次
の
こ
と
ば
﹁
日
本
紀
き
く
と
お
ぼ
す
ば
か
り
ぞ
か

し
﹂
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄﹁
蛍
﹂
巻
の
物
語
論
に
お
け
る
光
源
氏
の
︑

Ｂ
こ
ち
な
く
も
き
こ
え
お
と
し
て
け
る
か
な
︒
神
よ
ゝ
り
世
に
あ
る
こ
と

を
し
る
し
を
き
け
る
な
ゝ
り
︒
日
本
記
な
ど
は
た
ゞ
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
︒

こ
れ
ら
に
こ
そ
み
ち
〳
〵
し
く
く
は
し
き
事
は
あ
ら
め
︒

︵﹁
蛍
﹂
二
│
四
三
八
～
九
頁

(


)

︶

と
い
う
発
言
︑
と
り
わ
け
傍
線
部
﹁
日
本
記
な
ど
は
た
ゞ
か
た
そ
ば
ぞ
か

し
﹂
を
強
く
意
識
し
︑
そ
れ
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
発
せ
ら
れ
て

い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
︒
Ａ
と
Ｂ
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
と

し
て
は
︑
五
十
嵐
・
松
本
両
氏
の
論
稿
の
ほ
か
に
は
︑
石
川
徹
氏
校
注
の

﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹄
が
﹁﹃
大
鏡
﹄
の
作
者
は
螢
巻
を
読
ん
で
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
﹂
と
言
及
し
て
い
る
の
が
管
見
に
入
っ
た
程
度
で
あ
る
が

(
�
)

︑
作
り

物
語
で
あ
る
﹃
源
氏
物
語
﹄
が
﹁
日
本
記
︵
紀
︶﹂
を
﹁
か
た
そ
ば
﹂
と
評

し
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
歴
史
物
語
で
あ
る
﹃
大
鏡
﹄
は
そ
う
し
た
見
方
を

排
し
︑
む
し
ろ
歴
史
の
中
に
こ
そ
﹁
み
ち
〳
〵
し
く
く
は
し
き
事
﹂
を
見
出

そ
う
と
し
て
い
る
の
だ
︑
と
す
る
松
本
氏
の
論
旨
は
説
得
力
に
富
む
︒

本
稿
は
︑
Ａ
を
め
ぐ
る
右
の
よ
う
な
注
釈
史
・
研
究
史
の
蓄
積
を
踏
ま
え

な
が
ら
︑
従
来
は
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
﹁
日
本
紀
き﹅

く﹅

﹂
と
い
う
表
現
へ

の
着
目
を
糸
口
と
し
て
︑
世
次
の
﹁
日
本
紀
き
く
と
お
ぼ
す
ば
か
り
ぞ
か

し
﹂
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
︑
よ
り
深
く
考
察
を
加

え
︑
か
つ
は
新
見
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

二

﹁
日
本
紀
﹂
を
﹁
聞
く
﹂
と
い
う
こ
と

は
じ
め
に
︑
前
掲
Ａ
に
お
い
て
世
次
の
い
う
﹁
日
本
紀
﹂
と
は
何
を
指
し

て
い
る
の
か
︑
そ
の
意
味
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒
こ
の
﹁
日
本
紀
﹂
に
つ

い
て
︑
現
行
の
﹃
大
鏡
﹄
の
主
要
な
注
釈
書
の
ほ
と
ん
ど
は
︑﹁
国
の
正
史

の
意
味
で
六
国
史
す
べ
て
を
指
す
﹂︵
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄︶﹁﹃
六

国
史
﹄
す
な
わ
ち
日
本
の
正
し
い
歴
史
﹂︵
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹄︶﹁
官
,

の
正
史
を
ひ
ろ
く
指
す
と
み
る
方
が
よ
い
﹂
︵﹃
大
鏡
全
評
釈
﹄︶
な
ど
と
し

て
六
国
史
の
意
で
解
し
て
い
る
が

(

)

︑
近
年
︑﹁
日
本
紀
﹂
と
い
う
語
が
六
国

史
を
指
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
確
実
な
例
は
十
一
世
紀
に
は
い
ま
だ
見
出

せ
な
い
こ
と
が
梅
村
玲
美
氏
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
お
り

(
�
)

︑
こ
れ
を
承
け
て
︑

六
国
史
の
意
と
す
る
の
が
ほ
ぼ
定
説
化
し
て
い
た
﹃
源
氏
物
語
﹄
﹃
紫
式
部

日
記
﹄
の
﹁
日
本
紀
﹂
の
用
例
に
つ
い
て
も
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
の
み
を
指
す

も
の
と
し
て
徐
々
に
解
釈
が
改
め
ら
れ
つ
つ
あ
る

(
�
)

︒﹃
源
氏
物
語
﹄﹃
紫
式
部

日
記
﹄
よ
り
は
半
世
紀
以
上
後
れ
る
も
の
の
︑
﹃
大
鏡
﹄
も
ま
た
十
一
世
紀

の
成
立
と
目
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
り

(
�
)

︑
﹃
大
鏡
﹄
の
﹁
日
本
紀
﹂
の
用
例

に
つ
い
て
も
︑
や
は
り
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
意
と
見
て
お
く
の
が
妥
当
で
あ
ろ

う
︒従

っ
て
︑
こ
こ
で
世
次
は
︑
自
身
の
歴
史
語
り
を
六
国
史
で
は
な
く
︑

﹃
日
本
書
紀
﹄
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
こ
と
に
な
り
︑﹁
日
本
紀
き
く
﹂
も

﹁﹃
日
本
書
紀
﹄
を
聞
く
﹂
の
意
と
な
る
が
︑
い
さ
さ
か
疑
問
に
思
わ
れ
る
の

は
︑
は
た
し
て
﹃
日
本
書
紀
﹄
は
﹁
聞
く
﹂
も
の
で
あ
っ
た
の
か
︑
と
い
う

こ
と
で
あ
る
︒
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
ご
と
き
大
部
な
︑
し
か
も
漢
文
の
歴
史
叙

述
が
音
読
さ
れ
︑
そ
れ
を
﹁
聞
く
﹂
と
い
う
営
み
は
︑
い
か
に
も
想
像
し
に

く
か
ろ
う
︒
む
し
ろ
﹃
日
本
書
紀
﹄
は
︑﹁
見
る
﹂
│
│
黙
読
す
る

(

)

こ
と
に

10

こ
そ
適
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

ご
く
常
識
的
に
考
え
れ
ば
右
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
よ
う
が
︑
し
か
し
︑

﹃
日
本
書
紀
﹄
に
は
確
か
に
﹁
聞
く
﹂
と
い
わ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
場
が
存

在
し
て
い
た
︒
﹁
平
安
時
代
に
宮
廷
の
公
的
行
事
と
し
て
行
わ
れ
た
﹃
日
本

─ 17 ─



書
紀
﹄
講
究
の
集
会

(

)

﹂
で
あ
る
日
本
紀
講
�
が
そ
れ
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑

11

本
文
が
朗
読
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
を
い
か
に
訓
む
べ

き
か
︑
と
い
う
訓
読
の
問
題
を
最
大
の
論
点
と
し
て
︑﹁
多
数
の
公
c
・
官

人
が
出
席
し
て
︑
博
士
の
講
説
を
中
心
に
活
潑
な
討
議
が
行
わ
れ

(

)

﹂
て
い
た
︒

12

日
本
紀
講
�
は
︑
ま
さ
に
﹁
日
本
紀
﹂
を
﹁
き
く
﹂
と
い
う
営
み
が
行
わ
れ

る
場
と
し
て
あ
っ
た
の
で
あ
る
︒

日
本
紀
講
�
じ
た
い
は
︑﹃
大
鏡
﹄
の
語
り
の
現
在
時
で
あ
る
万
寿
二
年

︵
一
〇
二
五
︶
を
o
る
こ
と
六
十
年
︑
村
上
天
皇
の
康
保
二
年
︵
九
六
五
︶

を
最
後
に
途
絶
え
て
い
る
が
︑
貞
観
十
八
年
︵
八
七
六
︶
生
ま
れ
の
世
次
は
︑

元
慶
・
延
喜
・
承
平
・
康
保
と
四
度
の
日
本
紀
講
�
が
行
わ
れ
た
時
代
を
生

き
て
お
り
︑
そ
の
あ
り
さ
ま
を
つ
ぶ
さ
に
伝
え
聞
い
て
も
い
た
で
あ
ろ
う
︒

そ
の
世
次
の
い
う
﹁
日
本
紀
き﹅

く﹅

と
お
ぼ
す
ば
か
り
ぞ
か
し
﹂
と
は
︑
日
本

紀
講
�
を
多
分
に
意
識
し
︑﹁
お
き
な
ら
が
と
く
事
﹂
に
︑
日
本
紀
講
�
を

聴
講
す
る
つ
も
り
で
耳
を
傾
け
て
ほ
し
い
︑
と
戯
れ
な
が
ら
も
自
負
を
込
め

て
聴
衆
に
呼
び
か
け
る
こ
と
ば
で
あ
っ
た
も
の
と
思
し
い
︒

そ
れ
で
は
︑﹁
お
き
な
ら
が
と
く
事
﹂
│
│
世
次
の
歴
史
語
り
を
日
本
紀

講
�
に
な
ぞ
ら
え
る
と
い
う
﹃
大
鏡
﹄
の
警
抜
な
発
想
は
︑
何
に
由
来
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
︒
む
ろ
ん
﹃
大
鏡
﹄
の
独
創
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と

も
可
能
で
は
あ
る
が
︑
前
述
の
よ
う
に
︑﹃
大
鏡
﹄
の
﹁
日
本
紀
き
く
と
お

ぼ
す
ば
か
り
ぞ
か
し
﹂
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
日
本
記
な
ど
は
た
ゞ
か
た

そ
ば
ぞ
か
し
﹂
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
あ
る
も
の
と
み
ら
れ
︑

﹃
源
氏
物
語
﹄
と
の
関
わ
り
が
ま
ず
は
留
意
さ
れ
よ
う
︒
と
は
い
え
︑﹁
日
本

記
な
ど
は
た
ゞ
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
﹂
と
い
う
光
源
氏
の
こ
と
ば
に
は
︑﹃
大

鏡
﹄
の
﹁
日
本
紀
き﹅

く﹅

﹂
と
い
う
表
現
を
直
接
に
導
き
出
す
要
素
は
見
ら
れ

ず
︑
世
次
の
語
り
を
﹁
日
本
紀
﹂
に
擬
す
る
︑
と
い
う
発
想
を
促
し
は
し
て

も
︑
日
本
紀
講
�
を
想
起
さ
せ
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
思
量
さ
れ
る

(

)

︒

13

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
が
︑﹃
紫
式
部
日
記
﹄
に
お
け
る
﹁
こ
の
人
は
日

本
紀
を
こ
そ
よ
み
た
ま
︵
ふ
︶
べ
け
れ
﹂︵
一
三
四
頁

(

)

︶
と
い
う
︑
よ
く
知

14

ら
れ
た
一
条
天
皇
の
こ
と
ば
で
あ
る
︒
従
来
の
﹃
大
鏡
﹄
研
究
で
は
︑
世
次

の
﹁
日
本
紀
き
く
と
お
ぼ
す
ば
か
り
ぞ
か
し
﹂
と
い
う
こ
と
ば
を
考
え
る
に

際
し
て
︑
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
が
参
照
さ
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

が
︑
私
見
に
よ
れ
ば
︑﹃
大
鏡
﹄
の
﹁
日
本
紀
き﹅

く﹅

﹂
と
い
う
日
本
紀
講
�

を
念
頭
に
置
い
た
表
現
は
︑
前
掲
Ｂ
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
光
源
氏
の
こ
と
ば

よ
り
も
︑
む
し
ろ
こ
の
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
一
条
天
皇
の
発
言
に
多
く
を

負
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
︒
以
下
で
は
︑
﹃
紫
式
部
日
記
﹄

の
﹁
こ
の
人
は
日
本
紀
を
こ
そ
よ
み
た
ま
︵
ふ
︶
べ
け
れ
﹂
か
ら
﹃
大
鏡
﹄

の
﹁
日
本
紀
き
く
と
お
ぼ
す
ば
か
り
ぞ
か
し
﹂
へ
の
道
筋
に
つ
い
て
︑
や
や

詳
し
く
見
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
︒

三

﹃
紫
式
部
日
記
﹄
か
ら
﹃
大
鏡
﹄
へ

│
│
日
本
紀
講
�
を
め
ぐ
っ
て
│
│

﹃
大
鏡
﹄
に
お
け
る
世
次
の
﹁
日
本
紀
き
く
と
お
ぼ
す
ば
か
り
ぞ
か
し
﹂

と
い
う
こ
と
ば
と
︑
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
に
記
さ
れ
た
一
条
天
皇
の
﹁
こ
の
人

は
日
本
紀
を
こ
そ
よ
み
た
ま
︵
ふ
︶
べ
け
れ
﹂
と
い
う
紫
式
部
評
と
の
関
わ

り
を
考
え
る
に
先
立
っ
て
︑
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
当
該
箇
所
を
以
下
に
引
き
︑

問
題
の
﹁
こ
の
人
は
日
本
紀
を
こ
そ
よ
み
た
ま
︵
ふ
︶
べ
け
れ
﹂
を
ど
の
よ

う
に
解
す
る
の
か
︑
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
研
究
の
最
新
の
成
果
を
も
踏
ま
え
つ

つ
︑
本
稿
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
︒

Ｃ
さ
い
も
の
な
い
し
と
い
ふ
人
侍
り
︒
あ
や
し
う
︑
す
ゞ
ろ
に
よ
か
ら
ず
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思
ひ
け
る
も
︑
え
し
り
侍
ら
ぬ
心
う
き
し
り
う
ご
と
の
︑
お
ほ
う
き
こ

え
侍
し
︒
う
ち
の
う
へ
の
︑﹃
源
じ
の
物
が
た
り
﹄
人
に
よ
ま
せ
給

つ
ゝ
き
こ
し
め
し
け
る
に
︑﹁
こ
の
人
は
日
本
紀
を
こ
そ
よ
み
た
ま

︵
ふ
︶
べ
け
れ
︒
ま
こ
と
に
ざ
え
あ
る
べ
し
﹂
と
の
た
ま
は
せ
け
る
を
︑

ふ
と
を
し
は
か
り
に
︑﹁
い
み
じ
う
な
ん
ざ
え
が
あ
る
﹂
と
︑
殿
上
人

な
ど
に
い
ひ
ち
ら
し
て
︑﹁
日
本
紀
の
御
つ
ぼ
ね
﹂
と
ぞ
つ
け
た
り
け

る
︑
い
と
を
か
し
く
ぞ
は
べ
る
︒
こ
の
ふ
る
さ
と
の
女
の
ま
へ
に
て
だ

に
つ
ゝ
み
侍
も
の
を
︑
さ
る
所
に
て
ざ
へ
さ
か
し
ゐ
で
は
べ
ら
ん
よ
︒

︵
一
三
四
～
五
頁
︶

傍
線
部
を
め
ぐ
っ
て
は
︑﹁
よ
み
た
ま
へ
け
れ
﹂
と
い
う
黒
川
本
の
表
記

を
不
審
と
し
て
︑
あ
る
い
は
﹃
花
鳥
余
情
﹄
所
引
の
本
文
﹁
み
た
る
へ
け

れ
﹂
を
参
考
と
し
︑
あ
る
い
は
近
世
の
足
立
稲
直
﹃
紫
式
部
日
記
解
﹄・
清

水
宣
昭
﹃
紫
式
部
日
記
釈
﹄
な
ど
の
校
訂
本
文
に
従
っ
て
︑﹁
読
み
た
る
べ

け
れ
﹂
と
す
る
の
が
近
年
ま
で
一
般
的
で
あ
り
︑﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
﹄
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹄
な
ど
︑
現
行
の
主

要
な
注
釈
書
の
多
く
も
﹁
読
み
た
る
べ
け
れ
﹂
と
校
訂
し
て
い
る
︒

こ
れ
に
対
し
て
︑
工
藤
重
矩
氏
は
︑﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
注
釈
史
を
丹
念

に
¸
り
な
が
ら
︑
黒
川
本
の
﹁
た
ま
へ
け
れ
﹂
は
︑
本
来
﹁
給
ふ
へ
け
れ
﹂

と
あ
っ
た
も
の
が
︑﹁
ふ
﹂
を
表
記
し
な
い
﹁
給
へ
け
れ
﹂
の
形
と
な
り
︑

次
い
で
﹁
給
﹂
が
仮
名
表
記
さ
れ
て
﹁
た
ま
へ
け
れ
﹂
と
な
っ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
写
本
の
例
を
挙
げ
て
論
証
し
︑
し
ば
し
ば
不

審
と
さ
れ
て
き
た
一
条
天
皇
か
ら
紫
式
部
へ
の
敬
語
﹁
給
ふ
﹂
に
つ
い
て
も
︑

上
位
者
か
ら
下
位
者
へ
の
敬
語
が
あ
り
う
る
こ
と
を
︑
日
本
語
学
の
成
果
を

援
用
し
て
詳
述
し
て
い
る

(

)

︒
さ
ら
に
工
藤
氏
は
︑
藤
井
高
尚
﹃
日
本
紀
の
御

15

局
の
考
﹄
以
来
︑
読
書
の
意
と
す
る
説
が
根
強
か
っ
た
﹁
読
む
﹂
の
解
釈
を

め
ぐ
っ
て
も
︑
﹃
続
日
本
後
紀
﹄﹃
日
本
三
代
実
録
﹄﹃
貞
信
公
記
﹄
な
ど
の

例
を
根
拠
と
し
て
﹁
講
義
す
る
﹂
の
意
と
解
し
う
る
こ
と
を
説
き
︑﹁
日
本

紀
を
こ
そ
よ﹅

み﹅

た
ま
︵
ふ
︶
べ
け
れ
﹂
と
い
う
表
現
と
日
本
紀
講
�
と
の
関

連
を
先
駆
的
に
指
摘
し
た
石
川
徹
氏
の
所
説

(

)

を
再
評
価
し
て
︑﹁
こ
の
人
は
︑

16

日
本
紀
を
こ
そ
講
義
な
さ
る
べ
き
だ
﹂
と
い
う
現
代
語
訳
を
提
示
す
る
︒

ま
た
︑
山
本
淳
子
氏
は
︑
こ
の
工
藤
氏
説
を
支
持
し
つ
つ
敷
衍
し
て
︑
一

条
天
皇
の
こ
と
ば
を
﹁︵
女
性
だ
か
ら
有
り
得
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
︶
こ

の
人
は
日
本
書
紀
の
講
義
を
し
て
下
さ
ら
な
く
て
は
な
﹂
と
い
う
紫
式
部
の

学
才
に
対
す
る
感
嘆
を
込
め
た
冗
談
で
あ
る
と
解
し
︑﹁
日
本
紀
の
御
局
﹂

と
い
う
綽
名
も
﹁
日
本
紀
を
講
書
の
会
で
読
む
︑
す
な
わ
ち
講
師
役
を
務
め

る
女
房
﹂
の
意
で
あ
る
と
す
る

(

)

︒

17

工
藤
・
山
本
両
氏
の
論
は
間
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
く
︑
本
稿
も
こ
れ
に

従
っ
て
以
下
の
論
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
︒
こ
れ
ま
で
の
通
説
的
な

解
釈
と
は
大
き
く
異
な
る
こ
と
に
な
る
が
︑
Ｃ
の
傍
線
部
を
私
に
こ
と
ば
を

補
い
な
が
ら
逐
語
訳
し
て
お
け
ば
︑﹁
こ
の
人
︵
＝
紫
式
部
︶
は
﹃
日
本
書

紀
﹄
を
こ
そ
︵
ぜ
ひ
と
も
︶
講
義
な
さ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
で
も
な

ろ
う
か
︒

前
掲
Ｃ
の
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
で
は
︑
紫
式
部
が
一
条
天
皇
に
よ
っ
て
日
本

紀
講
�
の
博
士
に
擬
さ
れ
て
い
た
が
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
の
講
義
ま
た
は
講
読

は
︑﹁
よ﹅

み﹅

た
ま
︵
ふ
︶
べ
け
れ
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑﹁
読
む
﹂
と
い
う
語
に

よ
っ
て
表
さ
れ
る
︒
こ
の
﹁
読
む
﹂
が
︑
前
掲
Ａ
の
﹃
大
鏡
﹄
の
﹁
日
本
紀

き﹅

く﹅

と
お
ぼ
す
ば
か
り
ぞ
か
し
﹂
の
﹁
聞
く
﹂
と
対
を
成
す
語
で
あ
る
こ
と

は
論
を
俟
た
な
い
で
あ
ろ
う
︒
日
本
紀
講
�
に
は
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
を
﹁
読

む
﹂
者
と
︑
そ
の
講
説
を
﹁
聞
く
﹂
者
と
が
あ
り
︑
聴
衆
に
﹁
日
本
紀
き﹅

く﹅

と
お
ぼ
す
ば
か
り
ぞ
か
し
﹂
と
呼
び
か
け
る
世
次
は
︑
本
文
に
直
接
﹁
読
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む
﹂
の
語
こ
そ
現
れ
な
い
も
の
の
︑
Ｃ
に
お
け
る
紫
式
部
と
同
様
に
︑﹁
日

本
紀
を
こ
そ
よ﹅

み﹅

た
ま
︵
ふ
︶
べ
﹂
き
立
場
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

﹁
日
本
紀
の
御
つ
ぼ
ね
﹂
に
倣
っ
て
い
え
ば
︑﹁
お
き
な
ら
が
と
く
事
を
ば
︑

日
本
紀
き
く
と
お
ぼ
す
ば
か
り
ぞ
か
し
﹂
と
い
う
世
次
は
︑﹁
日
本
紀
の
翁
﹂

と
自
称
し
て
い
る
に
等
し
い
の
だ
と
い
え
よ
う
︒

み
ず
か
ら
を
日
本
紀
講
�
の
博
士
に
な
ぞ
ら
え
る
ほ
ど
の
自
負
を
示
し
て

憚
ら
な
い
世
次
に
対
し
︑
Ｃ
の
紫
式
部
は
︑
左
衛
門
の
内
侍
に
よ
っ
て
揶
揄

的
に
付
け
ら
れ
た
﹁
日
本
紀
の
御
つ
ぼ
ね
﹂
と
い
う
綽
名
に
不
快
感
を
隠
さ

ず
︑
﹁
い
と
を
か
し
く
ぞ
は
べ
る
﹂
│
│
笑
止
千
万
で
あ
る
と
し
て
一
蹴
し

て
い
る
が
︑
近
時
︑
吉
井
美
弥
子
氏
は
︑
迷
惑
げ
な
素
振
り
を
見
せ
な
が
ら

も
︑
﹁
日
本
紀
の
御
つ
ぼ
ね
﹂
と
い
う
綽
名
を
あ
え
て
記
し
と
ど
め
て
い
る

と
こ
ろ
に
︑
こ
の
﹁
父
兄
や
夫
の
官
職
と
は
関
わ
ら
な
い
︑
い
わ
ば
本
人
自

身
の
﹁
個
性
﹂
に
よ
っ
た
﹁
名
前
﹂﹂
に
対
す
る
︑
紫
式
部
の
﹁
自
負
と
さ

え
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
思
い
﹂
を
看
取
し
て
お
り

(

)

︑
首
肯
さ
れ
る
︒
表
向

18

き
の
態
度
こ
そ
世
次
と
は
対
照
的
で
あ
る
が
︑
紫
式
部
も
ま
た
︑﹁
こ
の
人

は
日
本
紀
を
こ
そ
よ
み
た
ま
︵
ふ
︶
べ
け
れ
﹂
と
い
う
一
条
天
皇
の
激
賞
と
︑

そ
れ
に
由
来
す
る
﹁
日
本
紀
の
御
つ
ぼ
ね
﹂
と
い
う
綽
名
と
に
︑
世
次
に
勝

る
と
も
劣
ら
な
い
自
負
を
ひ
そ
か
に
抱
い
て
い
た
︑
と
見
る
こ
と
も
可
能
で

あ
ろ
う
︒

叙
上
の
よ
う
に
︑﹃
大
鏡
﹄
の
﹁
日
本
紀
き
く
と
お
ぼ
す
ば
か
り
ぞ
か
し
﹂

と
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
﹁
日
本
紀
を
こ
そ
よ
み
た
ま
︵
ふ
︶
べ
け
れ
﹂
と
は
︑

﹁
聞
く
﹂
と
﹁
読
む
﹂
と
の
照
応
に
加
え
て
︑﹃
日
本
書
紀
﹄
を
﹁
読
む
﹂
役

割
を
担
う
人
物
を
日
本
紀
講
�
の
博
士
に
擬
し
て
い
る
点
で
も
共
通
し
て
い

る
︒
加
え
て
︑﹁
日
本
紀
﹂
な
る
語
は
平
安
時
代
の
仮
名
散
文
テ
ク
ス
ト
に

は
現
れ
に
く
く
︑
前
掲
の
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
以
外
に
は
用
例
を
見
出
し
が
た
い
︒

﹃
紫
式
部
日
記
﹄
も
︑
周
知
の
ご
と
く
﹃
栄
花
物
語
﹄
に
引
用
さ
れ
る
な
ど
︑

広
く
流
布
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
︑﹃
大
鏡
﹄
に
と
っ
て
も
け
っ
し
て
参
照

し
が
た
い
テ
ク
ス
ト
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
︒
こ
う
し
た
点
か

ら
推
せ
ば
︑
﹃
大
鏡
﹄
の
﹁
日
本
紀
き
く
と
お
ぼ
す
ば
か
り
ぞ
か
し
﹂
が
︑

﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
﹁
日
本
紀
を
こ
そ
よ
み
た
ま
︵
ふ
︶
べ
け
れ
﹂
に
着
想

を
得
て
い
る
蓋
然
性
は
︑
相
当
程
度
に
高
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
日
本
紀

と
そ
の
講
�
を
め
ぐ
る
平
安
仮
名
散
文
文
学
の
言
説
史
の
中
に
︑
﹃
紫
式
部

日
記
﹄
か
ら
﹃
大
鏡
﹄
へ
の
回
路
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
︑
こ
こ
で
は

想
定
し
て
お
き
た
い
︒

紫
式
部
が
女
性
で
あ
る
が
ゆ
え
に
︑
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
学
才
を
備
え
な

が
ら
務
め
え
な
か
っ
た
日
本
紀
講
�
の
博
士
を
︑
あ
く
ま
で
も
﹁
も
ど
き
﹂

│
│
パ
ロ
デ
ィ

(

)

の
位
相
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
︑
世
次
は
務
め
よ
う
と
み
ず

19

か
ら
名
乗
り
出
て
い
る
の
で
あ
る
︒
か
つ
て
藤
井
貞
和
氏
は
︑
﹁
モ
ノ
ガ
タ

リ
は
正
統
的
な
言
語
的
伝
承
に
対
し
て
パ
ロ
デ
ィ
的
位
置
に
あ
ろ
う
﹂
と
述

べ
て
い
た
が

(

)

︑
非
正
統
的
な
言
語
的
伝
承
た
る
モ
ノ
ガ
タ
リ
の
系
譜
に
属
す

20

る
﹃
大
鏡
﹄
は
︑
日
本
紀
講
�
と
い
う
正
統
な
営
み
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
︑

世
次
の
歴
史
語
り
を
位
置
づ
け
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
と
思
し
い
︒

四

︿
問
﹀
と
︿
答
﹀

│
│
日
本
紀
講
�
と
﹃
大
鏡
﹄
の
歴
史
語
り
│
│

最
後
に
︑
世
次
の
歴
史
語
り
を
日
本
紀
講
�
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
﹃
大

鏡
﹄
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
︑
若
干
の

考
察
を
加
え
て
お
き
た
い
︒
前
掲
Ａ
の
﹁
け
ふ
の
講
師
の
説
法
は
︑
菩
提
の

た
め
と
お
ぼ
し
︑
お
き
な
ら
が
と
く
事
を
ば
︑
日
本
紀
き
く
と
お
ぼ
す
ば
か

り
ぞ
か
し
﹂
と
い
う
世
次
の
こ
と
ば
が
︑﹁
講
師
の
説
法
﹂
と
﹁
日
本
紀
﹂
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と
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
自
身
の
語
り
を
二
重
に
権
威
づ
け

よ
う
と
す
る
意
図
の
も
と
に
発
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
読
み
取
れ
よ

う
︒
だ
が
︑
世
次
の
語
り
が
当
然
の
ご
と
く
日
本
紀
講
�
そ
の
も
の
で
は
あ

り
え
な
い
こ
と
は
︑
聴
衆
は
も
と
よ
り
︑
世
次
自
身
と
て
承
知
の
上
で
あ
り
︑

そ
の
限
り
で
は
︑
世
次
の
こ
と
ば
は
戯
れ
言
の
域
を
出
て
い
な
い
︒

そ
れ
で
は
︑
日
本
紀
講
�
に
擬
す
る
と
い
う
︑
い
さ
さ
か
大
仰
に
も
思
わ

れ
る
仕
掛
け
は
︑
世
次
の
歴
史
語
り
を
そ
の
パ
ロ
デ
ィ
と
し
て
位
置
づ
け
る

以
上
の
意
味
を
﹃
大
鏡
﹄
に
も
た
ら
し
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
そ
う
で

は
あ
る
ま
い
︒
こ
こ
で
は
︑
日
本
紀
講
�
が
︑
講
師
を
務
め
る
博
士
ら
の
講

説
を
単
に
列
席
者
が
聴
講
す
る
だ
け
の
場
で
は
な
く
︑
以
下
に
見
る
よ
う
に
︑

博
士
ら
と
列
席
者
と
の
間
で
盛
ん
に
︿
問
﹀
と
︿
答
﹀
と
が
交
わ
さ
れ
る
討

議
の
場
で
あ
っ
た
︑
と
い
う
事
実
に
着
目
し
た
い
︒

Ｄ
問
︒
諸
史
伝
経
藉
等
︒
只
注
二

第
一
第
二
一︒
不
レ

加
二

巻
字
一︒
而
此
書
注
二

巻
第
一
一︒
習
二

何
書
一

乎
︒

師
説
︒
三
国
志
・
淮
南
子
等
有
二

此
字
一︒

︵﹃
日
本
紀
私
記
﹄
丁
本
・
一
八
七
頁

(

)

︶
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Ｅ
問
︒
仮
名
日
本
紀
︒
何
人
所
レ

作
哉
︒
又
与
二

此
書
一

先
後
如
何
︒

師
説
︒
元
慶
説
云
︒
為
レ

読
二

此
書
一︒
私
所
二

注
出
一

也
︒
作
人
未
レ

明
︒

︵﹃
日
本
紀
私
記
﹄
丁
本
・
一
九
一
頁
︶

右
は
任
意
の
二
項
を
掲
出
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
︑
日
本
紀
講
�
で
は
︑
こ

の
よ
う
に
列
席
者
か
ら
疑
問
点
や
関
心
事
に
つ
い
て
率
直
な
︿
問
﹀
が
投
げ

か
け
ら
れ
︑
そ
れ
に
対
し
て
﹁
師
﹂
す
な
わ
ち
講
師
役
の
博
士
が
︿
答
﹀
を

返
す
︑
と
い
う
や
り
取
り
が
し
き
り
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
た
︒
右
の
Ｄ
・

Ｅ
は
比
較
的
簡
素
な
︑
一
問
一
答
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
が
︑
時
に
は
︑

次
に
見
る
元
慶
度
の
講
�
で
の
﹁
溟
涬
﹂
の
訓
み
を
め
ぐ
る
問
答
の
よ
う
に
︑

質
問
者
が
博
士
の
回
答
に
納
得
せ
ず
に
重
ね
て
︿
問
﹀
を
繰
り
出
し
︑
博
士

を
問
い
詰
め
て
ゆ
く
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る

(

)

︒
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Ｆ
又
問
︒
今
前
説
ク
ラ
ゲ
ナ
ス
タタ

ユヾ

タユ

ヒヒ

テテ

之
読
依
二

何
文
一

哉
︒

答
︒
依
二

古
事
記
一

所
レ

読
也
︒

又
問
︒
古
事
記
云
︒
次
国
稚
如
二

浮
脂
一︒
而
ク
ラ
ゲ
ナ
ス
タ
ヽ
ユ
ヘ
ル

之
時
者
︒
是
指
二

天
地
初
分
之
後
一

而
発
二

此
言
一

也
︒
溟
涬
者
天
地
未
レ

分
之
気
也
︒
何
得
レ

相
二

合
古
事
記
一

哉
︒
可
レ

謂
二

前
後
相
違
一

也
︒
願

聞
二

其
説
一

矣
︒

答
︒
溟
涬
者
是
天
地
初
分
之
言
也
︒
正
与
二

古
事
記
一

相
合
矣
︒

又
問
︒
溟
涬
含
レ

�
者
是
春
秋
緯
文
也
︒
説
者
皆
謂
︒
是
天
地
未
レ

分
之

気
也
︒
而
依
レ

何
得
レ

為
二

陰
陽
初
分
一

乎
︒
是
甚
不
レ

通
也
︒

答
︒
是
甚
大
理
也
︒
但
先
師
相
伝
為
二

此
説
一

耳
︒
今
如
レ

所
レ

問
︒
已

得
二

其
理
一︒
雖
レ

然
自
レ

古
相
伝
所
レ

読
也
︒
不
レ

可
二

輙
改
一︒

又
問
︒
如
二

今
師
説
一

者
正
与
二

古
事
記
一

相
乗
也
︒
又
先
師
有
下

読
二

此

文
一

為
二

ク
ヾ
モ
リ
テ
一

者
上

也
︒
是
暗
号
二

溟
涬

之
義
一︒
然
則
此
文
冝
レ

拠
二

此
説
一

也
︒
但
ク
ラ
ゲ
ナ
ス
タ
ヾ
ユ
フ
訓
者
至
二

下
文
洲
壌
浮
漂
一

而

可
レ

用
也
︒
若
如
レ

此
者
︒
彼
是
会
合
甚
得
二

其
理
一︒
如
何
︒

答
︒
承
和
之
代
︒
博
士
□
澄
︒
博
士
滋
相
公
共
定
レ

読
之
日
︒
所
レ

不
レ

聞
二

此
説
一

也
︒
今
難
二

以
輙
改
一

故
也
︒

︵
﹃
釈
日
本
紀
﹄
巻
十
六
﹁
秘
訓
一
﹂
二
一
八
頁
︶

﹁
溟
涬
﹂
を
﹁
く
ら
げ
な
す
た
ゆ
た
ひ
て
﹂
ま
た
は
﹁
く
ら
げ
な
す
た
だ

ゆ
ひ
て
﹂
と
訓
む
こ
と
の
根
拠
を
示
す
よ
う
に
求
め
る
質
問
者
に
対
し
て
︑

博
士
︵
＝
善
淵
愛
成
︶
は
合
理
的
な
︿
答
﹀
を
返
す
こ
と
が
で
き
ず
︑
次
第

に
︿
答
﹀
に
窮
し
て
︑
質
問
者
の
︿
問
﹀
に
﹁
理
﹂
が
あ
る
こ
と
を
認
め
︑

﹁
先
師
︵
＝
菅
野
高
年
︶
相
伝
﹂
の
説
で
あ
る
が
ゆ
え
に
た
だ
ち
に
改
め
る
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こ
と
は
で
き
な
い
︑
と
強
弁
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
り
︑
高
年
の
訓
み
は
﹁
く

ぐ
も
り
て
﹂
で
あ
っ
た
で
は
な
い
か
︑
と
す
ぐ
さ
ま
誤
§
を
正
さ
れ
て
︑
つ

い
に
は
﹁
博
士
□
澄
︵
＝
春
澄
善
縄
︶﹂
と
﹁
博
士
滋
相
公
︵
＝
滋
野
貞

主
︶
﹂
の
権
威
を
借
り
て
高
年
説
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
ま
で
追
い
込
ま
れ
て

ゆ
く
︒

日
本
紀
講
�
が
こ
の
よ
う
な
︿
問
﹀
と
︿
答
﹀
の
場
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑

そ
れ
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
た
世
次
の
歴
史
語
り
が
︑
Ｆ
の
よ
う
な
激
し
い
議
論

に
発
展
し
て
ゆ
く
こ
と
こ
そ
な
か
っ
た
も
の
の
︑
重
木
や
侍
と
の
間
で
︑
同

様
に
︿
問
﹀
と
︿
答
﹀
を
交
わ
し
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
︒
も
っ
と
も
︑﹃
大
鏡
﹄
の
歴

史
語
り
の
大
半
は
事
実
上
世
次
の
一
人
語
り
に
な
っ
て
お
り
︑
そ
の
点
で
は

な
お
不
徹
底
の
感
も
否
め
な
い
が
︑
早
く
五
十
嵐
力
氏
が
﹁
文
学
的
に
見
︑

ま
た
文
学
史
的
に
見
て
︑﹃
大
鏡
﹄
の
価
値
興
味
の
中
心
は
︑
問○

答○

体○

と﹅

い﹅

ふ﹅

様﹅

式﹅

を﹅

中﹅

心﹅

と﹅

し﹅

て﹅

の﹅

記﹅

述﹅

描﹅

写﹅

に
あ
る
﹂︵
傍
点
マ
マ
︶
と
指
摘
し
て

い
た
よ
う
に

(

)

︑﹃
大
鏡
﹄
が
﹁
問
答
物
語
﹂
と
し
て
の
結
構
を
備
え
て
い
る
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こ
と
に
つ
い
て
は
贅
言
を
要
す
ま
い
︒
む
ろ
ん
︑﹃
大
鏡
﹄
の
歴
史
語
り
に

見
ら
れ
る
︿
問
﹀
と
︿
答
﹀
は
日
本
紀
講
�
に
お
け
る
そ
れ
の
よ
う
に
学
問

的
な
も
の
で
は
な
く
︑
た
と
え
ば
︑

Ｇ
︵
世
次
︶﹁
さ
て
も
〳
〵
︑
う
れ
し
う
対
面
し
た
る
か
な
︒
と
し
ご
ろ
の

袋
の
く
ち
あ
け
︑
ほ
こ
ろ
び
を
た
ち
侍
り
ぬ
る
事
︒
さ
て
も
︑
こ
の

の
ゝ
し
る
無
量
寿
院
に
は
︑
い
く
た
び
ま
い
り
て
お
が
み
た
て
ま
つ
り

給
つ
﹂
と
い
へ
ば
︑
︵
重
木
︶﹁
を
の
れ
は
︑
大
御
堂
の
供
養
の
年
の
会

の
日
は
︑﹃
人
い
み
じ
う
は
ら
ふ
べ
か
な
り
﹄
と
き
ゝ
し
か
ば
︑
試
楽

と
い
ふ
こ
と
︑
三
日
か
ね
て
せ
し
め
た
ま
ひ
し
に
な
ん
︑
ま
い
り

︹
て
︺
侍
し
﹂
と
い
へ
ば
︑
⁝
⁝

︵
﹁
太
政
大
臣
道
長
﹂
︿
藤
氏
物
語
﹀
二
四
二
～
三
頁
︶

の
よ
う
に
︑
ご
く
気
軽
な
会
話
の
中
で
交
わ
さ
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
が
︑

な
か
に
は
︑
敦
明
親
王
の
東
宮
辞
退
を
め
ぐ
る
︑

Ｈ
こ
の
院
︵
＝
小
一
条
院
︿
敦
明
親
王
﹀︶
の
か
く
お
ぼ
し
た
ち
ぬ
る
事
︑

か
つ
は
殿
下
︵
＝
道
長
︶
の
御
報
の
は
や
く
お
は
し
ま
す
に
を
さ
れ
た

ま
へ
る
︹
な
る
べ
し
︺︒
又
︑
お
ほ
く
は
元
方
の
民
部
c
の
霊
の
つ
か

う
ま
つ
る
な
り
︒

︵
﹁
左
大
臣
師
尹
﹂
一
〇
二
頁
︶

と
い
う
︑
道
長
の
強
運
と
元
方
の
怨
霊
と
を
主
因
と
す
る
世
次
の
見
方
に
対

し
て
︑

ｈ
そ
れ
も
さ
る
べ
き
な
り
︒
こ
の
ほ
ど
の
御
こ
と
ゞ
も
こ
そ
︑
こ
と
の
ほ

か
に
か
は
り
て
は
べ
れ
︒
な
に
が
し
は
い
と
く
は
し
く
う
け
給
は
る
こ

と
は
べ
る
物
を
︒

︵﹁
左
大
臣
師
尹
﹂
一
〇
二
頁
︶

と
侍
が
異
を
唱
え
︑
敦
明
親
王
自
身
に
よ
る
藤
原
能
信
を
介
し
た
道
長
へ
の

東
宮
辞
退
の
申
し
出
の
顚
末
に
つ
い
て
詳
し
く
語
る
場
面
も
見
ら
れ
る

(

)

︒
ま
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た
︑Ｉ

︵
鎌
足
は
︶
太
政
大
臣
に
な
り
た
ま
は
ね
ど
︑
藤
氏
の
い
で
は
じ
め
の

や
ん
ご
と
な
き
に
よ
り
て
︑
う
せ
さ
せ
給
へ
る
の
ち
の
御
い
み
な
︑
淡

海
公
と
申
け
り
︒

︵
﹁
太
政
大
臣
道
長
﹂︿
藤
氏
物
語
﹀
二
二
八
頁
︶

と
い
う
藤
原
鎌
足
と
そ
の
子
不
比
等
︵﹁
淡
海
公
﹂
︶
と
を
混
同
し
た
世
次
の

発
言
に
対
し
て
︑
重
木
が
︑

ⅰ

大
織
冠
︵
＝
鎌
足
︶
を
ば
︑
い
か
で
か
た
ん
か
い
こ
う
と
申
さ
ん
︒
大

織
冠
は
︑
大
臣
の
位
に
て
廾
五
年
︑
御
年
五
十
六
に
て
な
ん
か
く
れ
お

は
し
ま
し
け
る
︒
ぬ
し
︵
＝
世
次
︶
の
の
た
ぶ
事
も
︑
あ
ま
の
が
は
を

か
き
な
が
す
や
う
に
侍
れ
ど
︑
お
り
〳
〵
か
ゝ
る
ひ
が
事
の
ま
じ
り
た

る
︒

︵
﹁
太
政
大
臣
道
長
﹂
︿
藤
氏
物
語
﹀
二
二
八
頁
︶
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と
誤
り
を
鋭
く
指
摘
す
る
一
幕
も
あ
り

(

)

︑
こ
れ
な
ど
は
︑
博
士
が
質
問
者
に
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矛
盾
や
誤
§
を
衝
か
れ
る
前
掲
Ｆ
の
日
本
紀
講
�
で
の
や
り
取
り
と
も
相
通

じ
る
も
の
を
感
じ
さ
せ
よ
う
︒

叙
上
の
よ
う
に
︑﹃
日
本
紀
私
記
﹄﹃
釈
日
本
紀
﹄
な
ど
に
よ
っ
て
伝
え
ら

れ
る
︑
日
本
紀
講
�
で
の
講
師
の
博
士
と
列
席
者
と
の
︿
問
﹀
と
︿
答
﹀
の

応
酬
の
模
様
は
︑﹃
大
鏡
﹄
の
歴
史
語
り
に
お
け
る
世
次
と
重
木
︑
侍
ら
と

の
︿
問
﹀
と
︿
答
﹀
の
あ
り
よ
う
と
も
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
世
次

は
み
ず
か
ら
を
日
本
紀
講
�
の
博
士
に
な
ぞ
ら
え
︑
歴
史
語
り
の
聴
衆
を
講

�
の
列
席
者
た
ち
に
見
立
て
て
︑﹁
お
き
な
ら
が
と
く
事
を
ば
︑
日
本
紀
き

く
と
お
ぼ
す
ば
か
り
ぞ
か
し
﹂
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
︑
そ

れ
に
と
ど
ま
ら
ず
︑︿
問
﹀
と
︿
答
﹀
と
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
ゆ
く
﹃
大

鏡
﹄
の
歴
史
語
り
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
︑
日
本
紀
講
�
に
着
想
を
得
︑
そ

れ
を
下
敷
き
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
量
さ
れ
る
の
で

あ
る
︒

従
来
︑﹃
大
鏡
﹄
の
問
答
体
あ
る
い
は
対
話
様
式
に
つ
い
て
は
︑﹃
法
華

経
﹄
や
﹃
三
教
指
帰
﹄︑﹃
源
氏
物
語
﹄
の
雨
夜
の
品
定
め
な
ど
に
範
を
取
っ

て
い
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
き
た

(

)

︒
そ
の
こ
と
は
ひ
と
ま
ず
首
肯
さ
れ
る
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が
︑
本
稿
は
︑
世
次
の
﹁
日
本
紀
き
く
と
お
ぼ
す
ば
か
り
ぞ
か
し
﹂
と
い
う

こ
と
ば
を
手
が
か
り
と
し
て
︑
世
次
と
重
木
︑
侍
ら
と
の
︿
問
﹀
と
︿
答
﹀

と
を
基
調
と
す
る
﹃
大
鏡
﹄
の
歴
史
語
り
は
︑
日
本
紀
講
�
に
お
け
る

︿
問
﹀
と
︿
答
﹀
の
構
図
に
倣
っ
て
も
い
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
見
通

し
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
︒

注
︵
�
︶
﹃
大
鏡
﹄
の
引
用
は
︑
山
岸
徳
平
・
太
田
晶
二
郎
・
山
田
忠
雄
解
説
﹃
東
松

本

大
鏡
﹄
一
～
六
︵
貴
重
古
典
籍
刊
行
会
︑
一
九
五
三
～
八
一
年
︶
に
拠

り
︑
適
宜
私
に
濁
点
・
句
読
点
・
鍵
括
弧
な
ど
を
付
し
た
が
︑
仮
名
・
漢
字

の
表
記
は
底
本
の
ま
ま
と
し
︑
底
本
に
補
入
さ
れ
て
い
る
文
字
は
︹

︺
で

括
っ
て
示
し
た
︒
引
用
本
文
に
は
︑
東
松
本
を
底
本
と
す
る
︑
松
村
博
司
校

注
﹃
大
鏡
﹄︿
日
本
古
典
文
学
大
系
﹀︵
岩
波
書
店
︑
一
九
六
〇
年
︶
の
頁
数

を
併
記
し
た
︒

︵
�
︶
橘
健
二
・
加
藤
静
子
校
注
・
訳
﹃
大
鏡
﹄︿
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹀︵
小

学
館
︑
一
九
九
六
年
︶︑
五
八
～
九
頁
︒

︵
	
︶
五
十
嵐
力
﹁
問
答
物
語
の
始
祖
︑
大
鏡
﹂︵﹃
大
日
本
古
典
の
偉
容
﹄
道
統
社
︑

一
九
四
二
年
︒
初
出
一
九
二
五
年
︶︑
松
本
治
久
﹁
源
氏
物
語
的
世
界
へ
の
訣

別
│
│
大
鏡
の
著
作
意
図
︵
そ
の
二
︶﹂︵﹃
大
鏡
の
構
成
﹄
桜
楓
社
︑
一
九
六

九
年
︒
初
出
一
九
六
三
年
︶︒
以
下
︑
単
行
本
所
収
の
論
文
で
初
出
稿
が
あ
る

場
合
に
は
︑
初
出
年
を
併
記
す
る
︒

︵


︶﹃
源
氏
物
語
﹄
の
引
用
は
︑
古
代
学
協
会
・
古
代
学
研
究
所
編
集
／
角
田
文

衞
・
室
伏
信
助
監
修
﹃
大
島
本

源
氏
物
語
﹄
一
～
一
〇
︵
角
川
書
店
︑
一

九
九
六
年
︶
に
拠
り
︑
適
宜
私
に
濁
点
・
句
読
点
な
ど
を
付
し
た
が
︑
仮

名
・
漢
字
の
表
記
は
底
本
の
ま
ま
と
し
た
︒
引
用
本
文
に
は
︑
大
島
本
を
底

本
と
す
る
︑
柳
井
滋
・
室
伏
信
助
・
大
朝
雄
二
・
鈴
木
日
出
男
・
藤
井
貞

和
・
今
西
祐
一
郎
校
注
﹃
源
氏
物
語
﹄
一
～
五
︿
新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹀

︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
三
～
九
七
年
︶
の
巻
数
及
び
頁
数
を
併
記
し
た
︒

︵
�
︶
石
川
徹
校
注
﹃
大
鏡
﹄
︿
新
潮
日
本
古
典
集
成
﹀︵
新
潮
社
︑
一
九
八
九
年
︶︑

四
九
頁
︒

︵

︶
大
石
千
引
﹃
大
鏡
短
観
抄
﹄
︵
文
化
七
年
︿
一
八
一
〇
﹀︶︑
鈴
木
弘
恭
﹃
校正

大
鏡
'
釈
﹄
上
・
中
・
下
︵
青
山
書
房
︑
一
八
九
七
年
︶︑
佐
藤
球
﹃
大
鏡
詳

解
﹄︵
明
治
書
院
︑
一
九
二
七
年
︶
な
ど
︑
江
戸
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の

﹃
大
鏡
﹄
注
釈
書
の
ほ
と
ん
ど
は
︑﹁
日
本
紀
﹂
を
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
意
で
解

し
て
い
る
︒
六
国
史
の
意
と
し
た
の
は
︑
管
見
の
限
り
で
は
︑
関
根
正
直

─ 23 ─



﹃
大
鏡
新
'
﹄
︵
六
合
館
︑
一
九
二
六
年
︶
あ
た
り
が
早
い
よ
う
で
あ
る
︒

︵
�
︶
梅
村
玲
美
﹁
﹁
日
本
紀
﹂
と
い
う
名
称
と
そ
の
意
味
│
│
平
安
時
代
を
中
心

と
し
て
│
│
﹂
︵
﹃
上
代
文
学
﹄
九
二
︑
上
代
文
学
会
︑
二
〇
〇
四
年
四
月
︶︒

︵
�
︶
山
本
淳
子
訳
注
﹃
紫
式
部
日
記

現
代
語
訳
付
き
﹄︿
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
﹀

︵
角
川
学
芸
出
版
︑
二
〇
一
〇
年
︶
な
ど
︒

︵
�
︶
﹃
大
鏡
﹄
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
︑
拙
論
﹁
予
言
の
中
の
禎
子
内
親
王

│
│
呼
称
と
系
譜
か
ら
の
視
点
│
│
﹂︵﹃
物
語
文
学
と
し
て
の
大
鏡
﹄
新
典

社
︑
二
〇
〇
九
年
︒
初
出
二
〇
〇
五
年
︶
の
注
︵


︶
で
私
見
を
提
示
し
た
︒

︵

︶
平
安
時
代
語
に
お
い
て
︑﹁
読
む
﹂
が
音
読
を
︑﹁
見
る
﹂
が
黙
読
を
そ
れ
ぞ

10

れ
表
す
と
い
う
使
い
分
け
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
︑
山
田
俊
治

﹁
文
字
文
化
と
し
て
の
音
読
と
黙
読
│
│
歴
史
の
重
層
的
な
把
握
を
め
ざ
し

て
﹂
︵
河
添
房
江
・
神
田
龍
身
・
小
嶋
菜
温
子
・
小
林
正
明
・
深
沢
徹
・
吉
井

美
弥
子
編
﹃
叢
書

想
像
す
る
平
安
文
学
﹄
八
︿
音
声
と
書
く
こ
と
﹀︑
勉
誠

出
版
︑
二
〇
〇
一
年
︶
に
詳
し
い
︒

︵

︶
関
晃
﹁
日
本
紀
講
�
﹂︵
国
史
大
辞
典
編
集
委
員
会
編
﹃
国
史
大
辞
典
﹄
一

11

一
︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
〇
年
︶︒
日
本
紀
講
�
に
つ
い
て
は
︑
太
田
晶
二

郎
﹁
上
代
に
於
け
る
日
本
書
紀
講
究
﹂︵﹃
太
田
晶
二
郎
著
作
集
﹄
三
︑
吉
川

弘
文
館
︑
一
九
九
二
年
︒
初
出
一
九
三
九
年
︶︑
関
晃
﹁
上
代
に
於
け
る
日
本

書
紀
講
読
の
研
究
﹂︵﹃
関
晃
著
作
集
﹄
五
︿
日
本
古
代
の
政
治
と
文
化
﹀︑
吉

川
弘
文
館
︑
一
九
九
七
年
︒
初
出
一
九
四
二
年
︶
に
詳
し
い
︒
な
お
︑
日
本

紀
講
�
は
﹁
日
本
紀
講
書
﹂﹁
日
本
紀
講
﹂
な
ど
と
も
称
さ
れ
る
が
︑
本
稿
で

は
﹃
国
史
大
辞
典
﹄
の
項
目
名
に
従
う
︒

︵

︶
関
晃
﹁
日
本
紀
講
�
﹂︵
注
︵

︶︶︒

12

11

︵

︶
津
田
博
幸
﹁
日
本
紀
講
か
ら
み
た
﹃
源
氏
物
語
﹄
│
│
仮
名
で
書
く
こ
と
を

13

め
ぐ
っ
て
│
│
﹂︵﹃
生
成
す
る
古
代
文
学
﹄
森
話
社
︑
二
〇
一
四
年
︒
初
出

二
〇
〇
五
年
︶
は
︑﹃
源
氏
物
語
﹄
は
﹁
十
世
紀
中
の
ど
こ
か
の
時
代
の
話
﹂

で
あ
り
︑
﹁
光
源
氏
は
宮
廷
の
日
本
紀
講
で
﹁
日
本
紀
﹂
を
読
ん
だ
の
だ
︑
と

考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
﹂
と
説
い
て
お
り
︑
示
唆
に
富
む
が
︑﹁
日
本
記
な
ど
は

た
ゞ
か
た
そ
ば
ぞ
か
し
﹂
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
︑
光
源
氏
は
日
本
紀
講
�
に

列
し
た
こ
と
が
あ
る
︑
と
ま
で
﹃
大
鏡
﹄
が
想
到
し
た
可
能
性
は
低
い
で
あ

ろ
う
︒

︵

︶﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
引
用
は
︑
秋
山
虔
編
﹃
黒
川
本

紫
日
記

宮
内
庁
書
陵

14

部
蔵
﹄
上
・
下
︿
笠
間
影
印
叢
刊
﹀︵
笠
間
書
院
︑
一
九
七
二
年
︶
に
拠
り
︑

適
宜
私
に
濁
点
・
句
読
点
・
鍵
括
弧
な
ど
を
付
し
た
が
︑
仮
名
・
漢
字
の
表

記
は
底
本
の
ま
ま
と
し
︑
底
本
に
な
い
文
字
を
補
っ
た
場
合
は
︵

︶
で

括
っ
て
示
し
た
︒
引
用
本
文
に
は
︑
黒
川
本
を
底
本
と
す
る
︑
山
本
淳
子
訳

注
﹃
紫
式
部
日
記

現
代
語
訳
付
き
﹄︵
注
︵
�
︶︶
の
頁
数
を
併
記
し
た
︒

︵

︶
工
藤
重
矩
﹁
紫
式
部
日
記
の
﹁
日
本
紀
を
こ
そ
読
み
た
ま
へ
け
れ
﹂
に
つ
い

15

て
│
│
本
文
改
訂
と
日
本
紀
を
読
む
の
解
釈
﹂︵﹃
平
安
朝
文
学
と
儒
教
の
文

学
観
│
│
源
氏
物
語
を
読
む
意
義
を
求
め
て
│
│
﹄
笠
間
書
院
︑
二
〇
一
四

年
︒
初
出
二
〇
〇
二
年
︶︒

︵

︶
石
川
徹
﹁
光
源
氏
須
磨
流
謫
の
構
想
の
源
泉
│
│
日
本
紀
の
御
局
新
考

16

│
│
﹂︵﹃
平
安
時
代
物
語
文
学
論
﹄
笠
間
書
院
︑
一
九
七
九
年
︒
初
出
一
九

六
〇
年
︶︒

︵

︶
山
本
淳
子
﹁﹃
紫
式
部
日
記
﹄
消
息
体
の
主
張
│
│
漢
詩
文
素
養
を
め
ぐ
っ

17

て
│
│
﹂︵
﹃
紫
式
部
日
記
と
王
朝
貴
族
社
会
﹄
和
泉
書
院
︑
二
〇
一
六
年
︒

初
出
二
〇
〇
八
年
︶︒

︵

︶
吉
井
美
弥
子
﹁
女
房
た
ち
を
書
き
と
ど
め
る
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
│
│
﹁
女
房

18

名
﹂
の
政
治
性
を
超
え
て
│
│
﹂︵
桜
井
宏
徳
・
中
西
智
子
・
福
家
俊
幸
編

﹃
藤
原
彰
子
の
文
化
圏
と
文
学
世
界
﹄
武
蔵
野
書
院
︑
二
〇
一
八
年
︶︒

︵

︶
パ
ロ
デ
ィ
と
は
﹁
も
ど
き
﹂
で
あ
る
︑
と
い
う
理
解
は
︑
故
三
谷
邦
明
氏
の

19

ご
教
示
に
負
う
︒
三
谷
邦
明
﹁
パ
ロ
デ
ィ
﹂︵﹃
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研

究
﹄
四
〇
│
九
︑
学
燈
社
︑
一
九
九
五
年
七
月
︶
も
参
照
︒

︵

︶
藤
井
貞
和
﹁
モ
ノ
ガ
タ
リ
の
時
︑
場
所
︑
モ
ノ
ガ
タ
リ
す
る
行
為
﹂︵﹃
物
語

20
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文
学
成
立
史
│
│
フ
ル
コ
ト
・
カ
タ
リ
・
モ
ノ
ガ
タ
リ
│
│
﹄
東
京
大
学
出

版
会
︑
一
九
八
七
年
︶︒

︵

︶
﹃
日
本
紀
私
記
﹄
﹃
釈
日
本
紀
﹄
の
引
用
は
︑
黒
板
勝
美
編
﹃
日
本
書
紀
私
記

21

釈
日
本
紀

日
本
逸
史
﹄︿
新
訂

増
補
国
史
大
系
﹀︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
三
二
年
︶

に
拠
り
︑
適
宜
私
に
濁
点
を
付
し
︑
返
り
点
の
誤
り
を
訂
し
た
︒
底
本
は
︑

﹃
日
本
紀
私
記
﹄
︵
丁
本
︶
は
六
人
部
克
己
蔵
本
︑﹃
釈
日
本
紀
﹄
は
前
田
家
本
︒

︵

︶
﹁
溟
涬
﹂
の
訓
み
を
め
ぐ
る
問
答
に
つ
い
て
は
︑
津
田
博
幸
﹁
聖
徳
太
子
と

22
﹃
先
代
旧
事
本
紀
﹄
│
│
日
本
紀
講
の
︿
現
場
﹀
か
ら
│
│
﹂︵﹃
生
成
す
る
古

代
文
学
﹄
︿
注
︵

︶﹀︒
初
出
一
九
九
九
年
︶
に
詳
し
い
︒

13

︵

︶
五
十
嵐
力
﹁
問
答
物
語
の
始
祖
︑
大
鏡
﹂︵
注
︵
	
︶︶︒
竹
内
宇
生
﹁
大
鏡

23

の
構
造
│
│
﹁
問
答
体
﹂
に
つ
い
て
│
│
﹂︵﹃
中
古
文
学
論
攷
﹄
三
︑
早
稲

田
大
学
大
学
院
中
古
文
学
研
究
会
︑
一
九
八
二
年
一
〇
月
︶
も
参
照
︒

︵

︶
侍
と
そ
の
語
り
に
つ
い
て
は
︑
菊
地
真
﹁﹃
大
鏡
﹄
侍
語
り
﹂︵
田
中
隆
昭
編

24
﹃
日
本
古
代
文
学
と
東
ア
ジ
ア
﹄
勉
誠
出
版
︑
二
〇
〇
四
年
︶︑
辻
和
良
﹁
侍

語
り
﹁
小
一
条
院
東
宮
退
位
事
件
﹂
を
め
ぐ
っ
て
│
│
﹃
大
鏡
﹄﹁
批
判
性
﹂

の
主
題
論
的
理
解
│
│
﹂︵﹃
文
学
・
語
学
﹄
二
一
七
︑
全
国
大
学
国
語
国
文

学
会
︑
二
〇
一
六
年
一
二
月
︶
に
詳
し
い
︒

︵

︶
世
次
に
よ
る
鎌
足
と
不
比
等
の
混
同
︑
ま
た
そ
れ
に
対
す
る
重
木
の
指
摘
に

25

つ
い
て
は
︑
拙
論
﹁
大
宅
世
次
と
そ
の
語
り
│
│
︿
書
か
れ
た
も
の
﹀
と
し

て
の
語
り
と
語
り
手
│
│
﹂︵﹃
物
語
文
学
と
し
て
の
大
鏡
﹄︿
注
︵
�
︶﹀︒
初

出
二
〇
〇
八
年
︶
参
照
︒

︵

︶
﹁
対
話
様
式
作
品
﹂
の
系
譜
上
に
﹃
大
鏡
﹄
を
位
置
づ
け
た
論
稿
と
し
て
︑

26

阿
部
泰
郎
﹁
対
話
様
式
作
品
論
序
説
│
│
﹃
聞
持
記
﹄
を
め
ぐ
り
て
│
│
﹂

︵
﹃
日
本
文
学
﹄
三
七
│
六
︑
日
本
文
学
協
会
︑
一
九
八
八
年
六
月
︶︑
同
﹁
対

話
様
式
作
品
論
再
説
│
│
〝
語
り
〟
を
〝
書
く
こ
と
〟
を
め
ぐ
り
て
│
│
﹂

︵
﹃
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
﹄
七
五
︑
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
会
︑
一
九

九
四
年
一
二
月
︶
︑
同
﹁
如
是
我
聞
の
文
学
│
│
日
本
に
お
け
る
対
話
様
式
の

系
譜
﹂︵
小
森
陽
一
・
富
山
太
佳
夫
・
沼
野
充
義
・
兵
藤
裕
己
・
松
浦
寿
輝
編

﹃
岩
波
講
座

文
学
﹄
八
︿
超
越
性
の
文
学
﹀
︑
岩
波
書
店
︑
二
〇
〇
三
年
︶

が
あ
り
︑
参
考
に
な
る
︒︵

さ
く
ら
い

ひ
ろ
の
り
／
成
蹊
大
学
非
常
勤
講
師
︶
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