
古
典
教
材
と
し
て
の
『
大
鏡
』
の
特
異
性

学
校
教
育
に
お
い
て
、
ま
た
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
教
育
機
会
を
通
じ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
日
本
文
学
の
素
養
を
身
に
付
け
る
機
会
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
そ
の

素
養
の
な
か
に
『
大
鏡
』
と
い
う
古
典
作
品
の
概
要
が
含
ま
れ
な
い
場
合
は
考

え
難
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
、
一
局
等
学
校
の
国
語
科
で
文
学
史
の
知
識
が
授
受
さ

れ
る
と
き
に
は
必
ず
こ
の
作
品
が
紹
介
さ
れ
る
し
、
国
語
Ⅱ
や
古
典
(
古
文
)

な
ど
で
教
材
化
さ
れ
る
事
例
は
決
し
て
少
な
く
は
な
い
。
一
局
校
古
典
教
育
の
代

(
1
)

表
的
な
教
材
の
一
つ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
『
大
鏡
』
の
存
在
と
そ

の
内
容
は
着
実
に
周
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
歴
史
物
語
と
い
う
暖

昧
な
ジ
ャ
ン
ル
に
包
括
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
に
も
一
因
が
あ
る
が
、

『
大
鏡
』
の
内
実
が
正
確
に
理
解
さ
れ
る
条
件
は
十
分
に
は
整
っ
て
い
な
い
と

一
吾
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
以
下
に
こ
の
よ
う
な
事
例
の
い
く
つ
か
を
指
摘
す
る
は

ず
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
歴
史
物
語
と
は
物
語
(
文
芸
)
で
あ
っ
て
も
歴
史
と
し
て
の
機
能

も
持
つ
一
連
の
作
品
群
を
意
味
す
る
が
、
各
作
品
の
組
織
・
文
体
・
趣
向
な
ど

は
決
し
て
一
様
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
多
く
は
既
成
の
文
芸
の
概
念
か
ら
大

き
く
逸
脱
す
る
一
面
を
も
っ
て
い
る
。
中
で
も
、
歴
史
物
語
中
最
も
完
成
度
が

教
科
教
育
研
究
論
集
第
四
集
四
一
S
五
六
頁
平
成
二
年
三
月

高
い
と
見
な
さ
れ
、
文
芸
と
し
て
の
評
価
も
最
も
高
い
『
大
鏡
』
に
お
い
て
、

こ
の
逸
脱
も
ま
た
最
も
顕
著
に
典
型
的
に
現
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、

現
行
の
高
等
学
校
国
語
科
の
教
材
か
ら
推
定
で
き
る
範
囲
で
「
逸
脱
」
す
る
教

材
へ
の
対
処
の
可
能
性
を
追
求
し
て
み
た
い
。

福

田

景

さ
て
、
国
語
Ⅱ
や
古
典
の
教
科
書
に
古
文
作
品
の
本
文
が
採
取
さ
れ
る
際
に

は
、
そ
の
作
品
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項
が
略
説
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

ま
た
、
副
教
材
と
し
て
随
意
使
用
さ
れ
る
「
日
本
文
学
史
」
と
題
さ
れ
る
単
行

書
に
は
、
よ
り
詳
し
く
各
作
品
に
解
説
が
加
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
成
文
化
さ
れ
た
解
説
に
ょ
っ
て
、
学
校
教
育
に
お
い
て
『
大
鏡
』
が
ど

の
よ
う
に
把
捉
さ
れ
て
い
る
の
か
が
あ
る
程
度
は
推
定
で
き
る
。
た
と
え
ば
、

ま
ず
、
こ
の
作
品
の
外
観
に
関
し
て
、
次
の
よ
う
な
共
通
の
認
識
が
容
易
に
抽

道
*

島
根
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
研
究
室

*

四
一



0
0
0
0

0
 
0
 
0

0
 
△
 
0

四
二

出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

『
大
鏡
』
は
文
徳
天
皇
か
ら
後
一
条
天
皇
ま
で
の
十
四
代
、
嘉
祥
三
(
八
五

0
)
年
か
ら
万
寿
二
(
一
 
0
二
五
年
ま
で
の
一
七
六
年
間
(
一
七
0
余
年
、

約
一
七
0
年
、
約
一
八
0
年
な
ど
の
場
合
も
含
む
)
を
対
象
と
し
、
そ
の
形
態

は
紀
伝
体
に
基
づ
く
五
部
構
成
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
、
管
見
に
入
っ
た
ほ
と

ん
ど
の
教
科
書
と
す
べ
て
の
副
教
材
に
共
通
す
る
(
表
1
参
照
)
。
ま
た
、
こ
の

理
解
を
否
定
す
る
と
判
断
で
き
る
記
述
は
誤
植
を
除
い
て
皆
無
に
近
い
。
本
稿

で
問
題
と
す
る
の
は
、
こ
の
共
通
理
解
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
『
大
鏡
』
の
記
事
が
文
徳
帝
即
位
の
嘉
祥
三
年
に
始

ま
り
、
後
一
条
帝
治
世
の
万
寿
二
年
に
終
わ
る
と
い
う
知
識
が
高
校
卒
業
ま
で

に
与
え
ら
れ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
世
間
一
般
の
常

識
に
も
な
る
。

文
徳
天
皇
と
申
み
か
ど
お
は
し
ま
し
き
。
そ
の
み
か
ど
よ
り
こ
な
た
、

い

ま
の
み
か
ど
ま
で
、
十
四
代
に
ぞ
な
ら
せ
た
ま
ひ
に
け
る
。
よ
を
か
ぞ
へ

侍
れ
ぱ
、
そ
の
み
か
ど
く
ら
ゐ
に
つ
か
せ
給
嘉
祥
三
年
庚
午
の
年
よ
り
、

こ
と
し
ま
で
は
、
一
百
七
十
六
年
ば
か
り
に
や
な
り
ぬ
ら
ん
。
(
四
0
頁
)

こ
の
明
言
に
導
か
れ
て
「
文
徳
天
皇
紀
」
が
『
大
鏡
』
の
歴
史
叙
述
の
跨
頭

を
飾
る
。
「
こ
と
し
し
が
万
寿
二
年
で
あ
る
こ
と
は
"
こ
と
し
、
万
寿
二
年
乙
丑

と
こ
そ
は
申
め
れ
。
L
(
「
後
一
条
院
紀
」
五
七
頁
)
と
後
述
さ
れ
る
こ
と
に
ょ
っ

て
明
白
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
文
徳
朝
か
ら
万
寿
二
年
ま
で
が
『
大
鏡
』
に
叙

述
さ
れ
る
と
確
言
さ
れ
て
い
る
。
諸
教
材
の
賑
は
多
く
こ
れ
に
基
づ
く
の
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
一
盲
辞
は
『
大
鏡
』
全
編
に
わ
た
っ
て
有

効
な
の
で
は
な
い
。
「
大
臣
列
伝
」
は
文
徳
帝
の
三
代
前
の
嵯
峨
帝
時
代
に
活
躍

し
た
藤
原
冬
嗣
に
起
筆
さ
れ
、
「
藤
氏
物
語
」
と
通
称
さ
れ
る
部
分
は
そ
れ
を
は

9
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表1 教材における『大鏡』概説事項
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る
か
に
遡
っ
て
鼻
祖
鎌
足
の
時
代
(
大
化
改
新
)
に
端
を
発
す
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
昔
物
語
」
の
冒
頭
に
は
光
孝
帝
の
即
位
が
特
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

文
徳
帝
か
ら
の
十
四
代
、
一
七
六
年
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
「
天
皇
本
紀
」

に
限
っ
て
し
か
言
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
本
紀
」
は
六
巻
本
『
大
鏡
』
の
第
一

巻
に
収
ま
り
き
る
長
さ
百
本
古
典
文
学
大
系
本
で
は
全
二
五
一
頁
中
約
二
0

頁
)
し
か
な
く
、
残
り
の
大
部
分
は
こ
の
一
七
六
年
間
に
は
包
含
で
き
な
い
。

ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
最
初
の

間
題
点
が
あ
る
。
成
文
化
さ
れ
た
教
材
か
ら
は
、
『
大
鏡
』
に
文
徳
朝
以
前
の
出

来
事
が
ま
っ
た
く
叙
述
さ
れ
な
い
と
い
う
不
正
確
な
固
定
観
念
が
形
成
さ
れ
る

可
能
性
が
極
め
て
高
い
の
で
あ
る
。

さ
て
、
『
大
鏡
』
が
文
徳
帝
即
位
に
起
筆
さ
れ
る
と
い
う
需
の
淵
源
は
、
次

の
よ
う
に
、
す
で
に
明
治
三
十
八
年
の
藤
岡
作
太
郎
氏
著
『
国
文
学
全
史
平
安

朝
篇
』
に
窺
え
る
。

お
よ
そ
百
七
十
五
年
間
の
記
事
に
し
て
、
ま
ず
文
徳
よ
り
後
一
条
ま
で
の

御
略
伝
を
記
し
て
、
そ
の
母
后
の
事
を
代
々
の
問
に
合
せ
記
す
。
次
い
で

左
大
臣
冬
嗣
よ
り
太
政
大
臣
道
長
ま
で
二
十
人
の
藤
家
の
大
臣
を
伝
し
、

そ
の
子
孫
の
事
を
も
併
せ
記
し
、
そ
の
後
鎌
足
以
来
の
事
氏
神
氏

寺
の
事
道
長
が
堂
塔
建
立
の
事
等
を
記
し
て
、
藤
原
氏
の
伝
記
を
終
る
。

余
談
と
し
て
賀
茂
石
清
水
臨
時
祭
の
起
源
、
延
喜
・
天
暦
の
政
治
、
村

(
3
)

上
源
氏
の
事
歌
道
の
逸
事
お
よ
び
そ
の
他
の
雑
話
を
挙
げ
た
り
。
(
傍

線
は
論
者
が
付
す
。
)

簡
明
で
適
確
な
解
説
で
あ
る
。
こ
れ
と
現
行
の
諸
教
材
の
概
説
と
は
驚
く
ほ

ど
近
似
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
影
響
力
の
あ
る
著
作
の
一
部
(
傍
線
部
)
だ

大
鏡
は
、
文
徳
天
皇
の
朝
よ
り
後
一
条
天
皇
の
万
寿
二
年
ま
で
十
四
代
、

け
を
踏
襲
し
、
無
批
判
に
盲
従
し
た
結
果
こ
の
需
が
一
般
化
し
、
固
定
し

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
う
即
断
す
る
に
は
ま
だ
問
題
が
残
る
。

藤
岡
氏
の
筆
致
に
す
で
に
文
徳
天
皇
始
発
の
意
識
が
腎
ら
れ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
「
文
徳
天
皇
の
朝
よ
り
」
と
は
『
大
鏡
』
全
体
に
関
わ
る
と
し
か
考

え
ら
れ
な
い
。
実
は
、
さ
ら
に
遡
っ
て
、
鎌
倉
時
代
以
来
『
大
鏡
』
の
始
発
は

こ
の
と
お
り
に
認
識
さ
れ
て
き
た
ら
し
い
徴
証
が
見
い
だ
せ
る
。
た
と
え
ば
、

『
水
鏡
』
『
増
鏡
』
な
ど
に
は
、
た
し
か
に
、
世
継
翁
の
語
る
『
大
鏡
』
は
文
徳

(
4
)

以
降
を
対
象
と
す
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

万
寿
の
頃
ほ
ひ
、
世
継
と
申
し
し
、
さ
か
し
き
翁
侍
り
き
。
文
徳
天
皇
よ

(
5
)

り
の
ち
つ
か
た
の
事
は
、
暗
か
ら
ず
申
し
お
き
た
る
よ
し
承
は
る
。
(
『
水

鏡
』
「
序
」
)

(
6
)

大
鏡
、
文
徳
の
い
に
し
へ
よ
り
、
後
一
条
の
御
門
ま
で
侍
し
に
や
。
(
「
増

鏡
』
「
序
L
)

ま
た
、
古
本
系
『
大
鏡
』
に
大
宅
世
継
翁
の
年
齢
が
百
九
十
歳
と
さ
れ
て
い

て
、
清
和
天
皇
譲
位
の
貞
観
十
八
(
八
七
六
)
年
に
生
ま
れ
>
十
三
代
の
治
世

を
経
験
し
た
と
い
う
他
の
箇
所
の
巽
と
矛
盾
す
る
の
も
、
こ
の
固
定
需
に

関
与
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
本
来
は
貞
観
十
八
年
生
ま
れ
で
百
五
十
歳
と
設

定
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
堅
固
な
文
徳
始
発
観
の
定
着
に
基
づ
い
て
そ
れ
に
相

応
し
い
百
九
十
歳
に
変
改
さ
れ
て
い
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

『
大
鏡
』
お
け
る
貞
信
公
忠
平
の
重
要
性
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
忠
平
時
代
に

宮
仕
え
し
た
世
継
の
年
齢
百
五
十
と
い
う
の
は
こ
の
上
な
く
順
当
だ
か
ら
で

(
7
)

あ
る
。そ

れ
で
は
こ
の
よ
う
な
固
定
し
兪
識
は
何
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ

、

、

る
い
は
、
『
大
鏡
』
が
六
国
史
で
は
な
く
て
四
国
史
(
『
文
徳
実
録
』
『
三
代
実
録
』

四
三



の
二
「
実
録
L
を
除
く
、
『
日
本
書
紀
』
か
ら
『
続
日
本
後
紀
』
ま
で
の
四
「
紀
」
)

(
8
)

を
継
承
す
る
と
い
う
理
解
に
ょ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
あ
る
い
は
、

記

紀
成
立
以
前
の
諸
氏
族
が
独
自
の
系
譜
的
伝
承
と
と
も
に
、
そ
の
系
譜
を
権
威

付
け
る
た
め
に
天
皇
家
の
系
譜
的
伝
承
(
帝
紀
)
を
も
合
せ
持
っ
て
い
た
ら
し

い
こ
と
、
つ
ま
り
各
氏
族
が
常
に
「
本
辞
L
 
の
前
に
「
帝
紀
L
 
を
付
帯
さ
せ
て

(
9
)

い
た
ら
し
い
こ
と
に
関
与
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
よ
り
根
本
的
に

は
、
古
代
か
ら
現
代
に
至
る
歴
史
晝
般
の
形
式
と
『
大
鏡
』
の
形
式
と
の
差

異
に
ょ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
そ
れ
に
つ
い
て
若
干
の
私
見
を

述
べ
る
。

歴
史
は
時
間
の
中
に
あ
る
。
時
間
の
流
れ
に
従
っ
て
推
移
す
る
。
歴
史
が
叔

述
さ
れ
る
と
ミ
時
間
的
秩
序
に
基
づ
い
て
歴
史
事
象
が
位
置
付
け
ら
れ
る
の

は
自
然
で
あ
り
、
穏
当
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
以
来
1
お
そ
ら

く
は
そ
の
は
る
か
以
前
か
ら
1
歴
史
事
実
は
時
間
に
よ
っ
て
配
列
さ
れ
る
の

が
常
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
『
類
聚
国
史
』
で
は
歴
史
的
事
項
が
整
然
と
類
別

さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
六
国
史
の
記
述
が
基
盤
に
な
っ
て
い
て
、
し
か
も
各
分
類

項
目
内
は
時
間
に
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
個
人
の
伝
記
や
日
記
、
物
語
文
学

ま
で
も
が
例
外
な
く
時
間
の
流
れ
に
ょ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
史

実
が
叙
述
さ
れ
る
場
合
は
編
年
体
に
ょ
る
の
が
普
通
(
当
然
)
で
そ
れ
以
外

の
形
式
は
ほ
と
ん
ど
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
(
こ
れ
は
現
在
で

も
ほ
ぽ
言
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
J

ま
た
、
正
史
(
六
国
史
)
は
そ
れ
ぞ
れ
が
時
間
的
に
連
続
し
て
間
断
し
な
い

と
こ
ろ
に
重
大
な
意
味
が
あ
る
。
六
書
を
繋
い
で
通
史
が
完
成
す
る
か
ら
こ
そ

貴
重
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
六
国
史
を
継
承
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
長

く
続
け
ら
れ
た
。
日
本
人
の
特
性
と
し
て
、
「
持
続
L
 
そ
の
も
の
に
価
値
を
認
め

、

四
四

る
傾
向
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
国
で
は
、

し

つ
か
ら
い
つ
ま
で
(
の
持
続
)
を
対
象
に
す
る
か
が
歴
史
書
の
価
値
や
性
格
な

ど
の
一
側
面
を
決
定
す
る
と
考
え
て
ょ
い
で
あ
ろ
う
。
歴
史
は
悠
久
の
時
間
の

連
続
に
ょ
っ
て
理
解
さ
れ
、
歴
史
書
は
そ
の
悠
久
の
時
間
の
一
部
分
を
切
り

取
っ
て
成
り
立
っ
と
い
う
通
念
の
存
在
を
想
定
し
て
も
過
誤
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

あ
ら
ゆ
る
歴
史
書
は
、
直
線
と
し
て
の
歴
史
の
適
当
な
部
分
を
適
当
な
長
さ
に

分
断
し
て
得
ら
れ
た
線
分
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
い
う
通
念
で
あ
る
。

こ
の
通
念
に
従
う
と
、
歴
史
害
に
類
す
る
作
品
は
す
べ
て
線
分
的
な
時
間
で

内
容
が
規
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
間
を
表
す
に
は
、
年
号
か
天

皇
の
治
世
に
ょ
る
の
が
最
も
自
然
で
、
簡
便
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
以
外

の
方
法
が
想
像
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
歴
史
書
と
そ
れ
に
類
す
る
書

物
に
は
天
皇
名
や
元
号
に
ょ
る
性
格
規
定
が
伴
う
と
い
う
通
則
が
生
起
し
て
し

ま
う
。
歴
史
を
題
材
と
す
る
『
大
鏡
』
も
こ
の
通
則
か
ら
自
由
で
は
あ
り
得
な

)
0

文
徳
天
皇
・
嘉
祥
三
年
か
ら
始
ま
り
、
十
四
代
、
百
七
十
六
年
間
を
対
象

しと
す
る
作
品
と
し
て
認
定
さ
れ
て
初
め
て
(
日
本
の
)
史
学
史
の
一
角
を
占
め

る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
い
最
近
ま
で
『
大
鏡
』
は
文
芸
で
あ
る

よ
り
も
は
る
か
に
歴
史
金
巳
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
通
念
・
通
則
に
盲
従
す
る
限
り
は
『
大
鏡
』
の
内
実
は
ほ
と

ん
ど
と
ら
え
ら
れ
な
い
。
文
徳
始
発
と
し
た
の
で
は
作
品
全
体
か
ら
飛
離
す
る

の
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
仮
に
、
鎌
足
や
冬
嗣
の
時
代
を
起
点
と
考
え
て
み
て

も
実
状
に
反
す
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
『
大
鏡
』
は
時
間
の
秩
序
に
そ
れ
ほ

ど
束
縛
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
従
来
の
通
念
を
克
服
し
て
、
通
則
で

は
計
り
切
れ
な
い
独
自
の
形
式
を
創
始
し
て
い
る
と
も
見
な
せ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
一
般
に
、
『
大
鏡
』
が
編
年
体
に
ょ
ら
な
い
で
、
紀
伝
体
を
採
用
し
た
と
説



明
さ
れ
る
こ
と
(
表
1
参
昭
じ
と
一
致
す
る
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ

に
も
う
一
つ
の
問
題
点
が
あ
る
。

『
史
記
』
に
始
ま
る
本
来
の
紀
伝
体
は
、
歴
史
を
全
円
的
に
描
き
出
す
の
に

適
し
た
形
式
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
子
の
伝
記
と
も
一
言
え
る
「
本
紀
」
と
臣

下
の
業
績
を
記
す
「
列
伝
」
そ
の
他
か
ら
な
っ
て
い
て
、
「
紀
」
で
大
綱
を
包
括

し
、
「
伝
」
で
細
目
を
評
述
で
き
る
利
点
を
も
つ
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
一
方
、

同
じ
く
紀
伝
体
と
呼
ば
れ
る
『
大
鏡
』
の
体
裁
に
は
そ
の
よ
う
な
機
能
は
ほ
と

ん
ど
見
い
だ
せ
な
い
の
で
あ
る
。
す
べ
て
を
網
羅
的
に
と
ら
え
る
た
め
で
は
な

く
て
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
あ
る
単
一
の
目
的
の
た
め
に
案
出
さ
れ
た
形
跡
が

顕
著
に
腎
ら
れ
る
。

歴
代
の
父
母
・
外
祖
父
の
紹
介
に
始
ま
っ
て
、

『
大
鏡
』
の
「
本
紀
」

こ
よ

生
誕
・
一
兀
服
・
立
坊
・
即
位
・
在
位
期
間
な
ど
の
各
天
皇
の
経
歴
が
年
譜
的
に

列
挙
さ
れ
て
い
き
、
末
尾
に
母
后
の
略
歴
が
添
え
ら
れ
る
。
整
然
と
し
た
構
成

と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
で
は
天
皇
の
業
績
や
在
位
中
の
事
件
は
ほ
と

ん
ど
掲
載
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
最
も
端
的
に
現
れ
る
の
が
「
光
孝

天
皇
紀
」
で
あ
る
。
父
・
母
・
外
祖
父
の
こ
と
に
続
い
て
、
誕
生
以
来
四
品

.

中
務
卿
・
三
品
・
上
野
大
守
・
大
宰
権
帥
・
二
品
・
式
部
卿
・
一
品
・
大
宰
帥

を
経
験
し
た
事
実
が
年
次
に
従
っ
て
克
明
に
列
記
さ
れ
る
の
に
、
即
位
後
に
関

し
て
は
「
こ
の
御
時
に
、
ふ
ぢ
つ
ぽ
の
う
へ
の
御
つ
ぽ
ね
の
く
ろ
ど
は
あ
き
た

る
と
、
き
>
は
べ
る
は
、
ま
こ
と
に
や
。
L
 
(
四
五
頁
)
と
い
う
一
文
し
か
な
い
。

こ
れ
は
、
天
皇
の
存
在
や
治
世
の
実
際
よ
り
も
、
帝
位
に
至
る
過
程
に
関
心
が

二

(
Ⅱ
)

偏
在
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
本
紀
」
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
、
漢
文

体
の
正
史
や
私
撰
の
国
史
に
お
け
る
「
即
位
前
紀
」
に
相
当
す
る
。
こ
れ
を
、

光
孝
天
皇
が
即
位
時
に
例
外
的
に
高
齢
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
在
位
期
間
が

例
外
的
に
短
か
っ
た
事
実
に
導
か
れ
た
例
外
的
な
現
象
と
見
な
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
他
の
「
紀
」
で
も
治
世
よ
り
も
即
位
ま
で
の
経
過
に
主
眼
が
置
か
れ
る

点
は
ほ
ぽ
共
通
す
る
か
ら
で
あ
る
。
三
条
・
花
山
二
帝
に
限
っ
て
は
即
位
後
の

事
象
が
詳
述
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
に
は
『
大
鏡
』
の
主
題
に
基
づ
く
、
や
や
特

(
1
)

殊
な
事
情
を
想
定
し
た
こ
と
が
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
『
大
鏡
』
の
「
本
紀
L

は
、
『
今
鏡
』
や
『
水
鏡
』
の
そ
れ
に
比
べ
て
も
異
質
で
、
本
来
の
「
紀
」
と
は

か
な
り
本
質
を
異
に
す
る
と
一
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
大
鏡
』
の
「
大
臣
列
伝
L
 
も
本
来
の
「
列
伝
」
と
は
根
本
的
に
異
な
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
『
大
鏡
』
で
「
伝
L
 
と
呼
ば
れ
る
纒
ま
り
は
、
決

し
て
個
人
の
伝
雫
は
な
く
、
一
人
の
人
物
を
始
祖
と
す
る
子
孫
・
一
族
の
運

命
を
明
ら
か
に
す
る
意
図
を
強
く
表
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
多
く
の

「
伝
L
 
は
本
人
以
上
に
子
孫
の
動
向
に
多
く
の
紙
幅
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
王
朝
貴
族
に
と
っ
て
の
「
栄
華
」
が
、
一
人
の
人
間
が
富
み
栄
え
る

こ
と
だ
け
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
て
、
子
孫
も
同
様
に
繁
栄
し
な
け
れ
ぱ
成

(
B
)

り
立
た
な
い
も
の
だ
っ
た
^
実
に
も
関
係
す
る
が
、
『
大
鏡
』
の
「
伝
」
が
単
に

個
人
の
伝
尋
は
な
い
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、
『
大
鏡
』
に
「
伝
」
を
設

置
さ
れ
る
人
物
は
す
べ
て
藤
原
冬
嗣
と
そ
の
血
統
を
受
け
継
ぐ
子
育
に
限
ら
れ

る
と
い
う
偏
向
も
見
い
だ
せ
る
。
つ
ま
り
、
『
大
鏡
』
の
「
列
伝
」
は
冬
嗣
流
藤

原
氏
の
巨
大
な
系
図
の
文
章
化
さ
れ
た
も
の
を
基
底
に
潜
在
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

「
大
臣
列
伝
L
 
と
は
こ
の
大
系
図
を
骨
格
に
し
て
そ
の
上
に
逸
話
(
挿
話
)
が

(
邑

適
宜
は
め
込
ま
れ
た
も
の
と
理
解
す
る
の
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

四
五



こ
の
よ
う
に
、
『
大
鏡
』
の
「
本
紀
L
「
列
伝
L
 
と
も
に
本
来
の
も
の
と
は
か

な
り
異
質
な
組
成
を
も
つ
。
『
大
鏡
』
の
組
織
を
紀
伝
体
と
断
定
す
る
こ
と
に
も

蹟
踏
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
特
に
主
要
部
「
大
臣
列
伝
、
が
編
年
体
の

束
縛
か
ら
も
ほ
と
ん
ど
解
放
さ
れ
た
点
が
注
目
さ
れ
る
。
時
間
の
秩
序
に
代
っ

て
系
図
と
い
う
別
種
の
秩
序
を
獲
得
し
た
と
さ
え
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
、
『
大
鏡
』
の
新
組
織
は
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
明
ら
か
な
の
は
、
『
大
鏡
』
の
形
態
は
歴
史
(
も
し
く
は
一
時
代
)
の
全

体
像
を
理
解
さ
せ
る
の
に
は
不
適
格
で
、
む
し
ろ
単
一
の
目
的
、
唯
一
の
目
標

を
目
指
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
標
的
は
、

言
う
ま
で
も
な
く
、
御
堂
関
白
藤
原
道
長
の
空
前
絶
後
の
栄
華
と
そ
の
由
来
で

あ
り
、
そ
れ
は
世
継
翁
に
ょ
っ
て
明
快
に
告
知
さ
れ
て
い
る
。

ま
め
や
か
に
世
次
が
申
さ
ん
と
思
こ
と
は
、
こ
と
ぐ
か
は
。
た
ゞ
い
ま

の
入
道
殿
下
(
道
長
)
の
御
あ
り
さ
ま
の
、
よ
に
す
ぐ
れ
て
お
は
し
ま
す

こ
と
を
、
道
俗
男
女
の
お
ま
へ
に
て
申
さ
ん
と
お
も
ふ
が
、
い
と
こ
と
お

ほ
く
な
り
て
、
あ
ま
た
の
帝
王
・
后
、
又
大
臣
・
公
卿
の
御
う
へ
を
つ
ゞ

く
べ
き
な
り
。
そ
の
な
か
に
さ
い
は
ひ
人
に
お
は
し
ま
す
こ
の
^
あ
り
さ

ま
申
さ
む
と
お
も
ふ
ほ
ど
に
、
世
の
中
の
こ
と
の
か
く
れ
な
く
あ
ら
は
る

べ
き
也
。
つ
て
に
う
け
た
ま
は
れ
ば
、
法
華
経
一
部
を
と
き
た
て
ま
つ
ら

ん
と
て
こ
そ
、
ま
づ
余
教
を
ば
と
き
た
ま
ひ
け
れ
。
そ
れ
を
な
づ
け
て
五

時
教
と
は
い
ふ
に
こ
そ
は
あ
な
れ
。
し
か
の
ご
と
く
に
、
入
道
殿
の
御
さ

か
へ
を
申
さ
ん
と
お
も
ふ
ほ
ど
に
、
余
教
の
と
か
る
ー
い
ひ
つ
べ
し

(
「
序
L
 
三
九
頁
)

帝
王
の
御
次
第
は
、
申
さ
で
も
あ
り
ぬ
べ
け
れ
ど
、
入
道
殿
下
の
御
栄
花

も
な
に
、
よ
り
ひ
ら
け
た
ま
ふ
ぞ
と
思
へ
ぱ
、
先
み
か
ど
・
后
の
御
あ
り

お
ほ
く
て
イ
本

さ
ま
を
申
へ
き
也
。
う
ゑ
き
は
、
根
を
お
ほ
し
て
つ
く
ろ
ひ
お
ほ
し
た
て

つ
れ
ば
こ
そ
、
枝
も
し
げ
り
て
、
こ
の
み
を
も
む
す
べ
や
。
し
か
れ
ぱ
ま

づ
帝
王
の
御
つ
ゞ
き
を
お
ぽ
え
て
、
つ
ぎ
に
大
臣
の
つ
づ
き
は
あ
か
さ
ん

と
也
(
「
天
皇
本
紀
践
」
五
八
頁
)

『
大
鏡
』
に
数
多
く
の
人
物
(
天
皇
・
后
妃
・
大
臣
・
公
卿
)
が
登
場
す
る

の
も
、
長
期
間
に
わ
た
る
歴
史
事
象
が
纓
述
さ
れ
る
の
も
、
す
べ
て
道
長
一
人

の
栄
華
と
そ
の
由
来
を
究
明
す
る
た
め
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
揚
言
す
る
。
「
紀
L

も
「
伝
L
 
も
一
貫
し
て
道
長
栄
華
の
闡
明
に
奉
仕
す
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
実

際
、
こ
れ
に
従
っ
て
読
解
を
試
み
る
と
、
『
大
鏡
』
の
特
異
な
編
成
や
叙
述
は
納

得
で
き
る
点
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ぱ
、
「
本
紀
L
 
に
は
各
天
皇
の
即
位
ま
で

の
過
程
と
そ
れ
ぞ
れ
の
母
后
の
経
歴
と
が
特
記
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
指
摘
で

き
る
が
、
こ
れ
は
藤
原
冬
嗣
の
家
系
が
母
后
の
存
在
を
介
し
て
皇
統
と
血
脈
的

に
連
結
す
る
実
態
を
顕
示
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
「
天
皇
本
紀
」
は
冬
嗣
に

始
ま
っ
て
道
長
に
帰
着
す
る
貴
族
の
一
系
流
が
繁
栄
す
る
一
条
件
と
し
て
設
置

(
巧
)

さ
れ
た
と
一
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
ま
た
、
「
列
伝
」
の
系
図
的
構
成
は
道
長

の
栄
華
が
確
定
す
る
過
程
と
読
み
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
伝
」
を
特
設
さ
れ

た
二
十
人
の
有
力
者
の
内
冬
嗣
1
長
良
1
基
経
1
忠
平
1
師
輔
1
兼
家
と
続

く
道
長
直
系
の
父
祖
六
人
と
、
そ
れ
以
外
の
十
三
人
と
で
は
明
ら
か
に
扱
わ
れ

方
を
異
に
す
る
。
直
系
(
正
系
)
六
人
は
道
長
繁
栄
の
前
提
と
し
て
競
争
者

.

政
敵
と
な
る
兄
弟
(
十
三
人
の
「
伝
」
を
も
つ
大
臣
)
を
何
か
の
点
で
必
ず
凌

駕
す
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
正
系
か
ら
外
れ
る
十
三
人
の
「
伝
」

に
は
例
外
な
く
子
孫
が
衰
退
・
没
落
し
て
い
く
有
様
が
克
明
に
描
写
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
結
果
栄
華
の
可
能
性
が
子
孫
道
長
に
受
け
樂
れ
る
こ
と
に

な
る
。
正
系
六
人
が
必
ず
各
兄
弟
の
最
末
尾
に
配
置
さ
れ
る
の
も
こ
の
た
め
で

四
六



窯

資
鄭

一
戸、為

公

斉
頼

輔

、

中
」顕

自
平

平時
中
忠
方定

土
子碁
藤
佐高

恒

点

上

)

世

良
房
相

長
良
良
良
良

(
(

基

1

周
通
通

Ξ

図
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隆
兼
長
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道
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1
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光
季
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為
公
兼

房

木

良
良
長

嗣

師

平
平

時
仲
忠
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(
巧
)

あ
ろ
う
(
図
1
 
・
 
2
参
照
)
。

こ
う
し
て
、
『
大
鏡
』
の
紀
伝
体
と
呼
ぱ
れ
る
張
は
、
道
長
一
人
に
未
曾
有

の
成
功
が
も
た
ら
さ
れ
た
理
由
を
究
明
す
る
目
的
に
沿
っ
て
考
案
さ
れ
た
、
独

特
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
相
楚
で
き
る
。
「
本
紀
」
が
文
徳
天
皇
に
始
ま
っ
て
、

「
列
伝
」
の
冒
頭
に
冬
嗣
が
置
か
れ
、
「
藤
氏
物
語
」
に
大
化
改
新
ま
で
が
視
野

に
加
え
ら
れ
る
の
も
す
べ
て
こ
の
目
的
の
た
め
に
必
然
的
に
決
定
さ
れ
た
こ
と

と
考
え
ら
れ
る
。

『
大
鏡
』
の
価
値
は
、
明
確
な
目
的
に
応
じ
た
新
形
態
を
独
創
し
た
と
こ
ろ

に
あ
る
。
そ
れ
を
紀
伝
体
で
一
括
し
て
し
ま
う
の
は
あ
る
意
味
で
危
険
で
あ
ろ

う
。
不
正
確
な
理
解
が
導
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
昔
物
証
中
L
 
に
限
っ
て
は
こ

の
同
じ
目
的
に
応
じ
て
い
な
い
よ
う
で
も
あ
る
が
、
ゆ
る
や
か
な
秩
序
は
指
摘

(
Ⅱ
)

で
き
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
文
徳
天
皇
即
位
よ
り
古
い
時
代
が
扱
わ
れ
ず
、
紀
伝
体
が

用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
教
材
一
般
の
賑
内
容
を
虚
心
に
受
け
入
れ
る
と
、

『
大
鏡
』
と
い
う
作
品
の
重
要
な
要
素
が
か
な
り
看
過
さ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な

い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
『
大
鏡
』
の
本
文
の
一
部
が
教
科
書
な

ど
に
採
録
さ
れ
て
学
習
さ
れ
る
場
合
に
も
影
響
し
な
い
は
ず
は
な
い
。

四
七

高
等
学
校
の
国
語
Ⅱ
・
古
典
(
総
合
・
古
文
)
な
ど
の
教
科
書
に
『
大
鏡
』

が
取
り
上
げ
ら
れ
る
確
率
は
決
し
て
低
く
な
い
(
表
2
参
照
)
。
採
取
に
偏
り
が

あ
る
の
は
否
め
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
『
大
鏡
』
の
神
髄
と
も
言
え
る
佳
詰
で

あ
り
、
い
ず
れ
の
部
分
に
も
人
口
に
謄
炎
し
た
、
印
象
的
な
場
面
が
含
ま
れ
て

嗣冬

万寿二年までの冬嗣流大臣経験者

(注)太字は「大臣列伝」の正系を表す。

()は大臣未経験者。

「大臣列伝」略系図(独立した「伝」をもつ20人に限る)図2

(注)各兄弟は「大臣列伝」では上から下に順次配列される。

0内数字は兄弟の出生順を、太字は正系をあらわす。
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表2 平成元年度用教科書に採録された『大鏡』

花山天皇、兼家・道兼らの策謀によって出家退位する

道長、中関白家での競射で伊周を圧倒する(弓争い)

夏山繁樹、清涼殿前の梅を探して紀貫之女に遭遇する

肝試しで、道長が兄道隆・道兼を凌駕する意力を示す

公任、大井川の船遊びで「三舟の才」をみとめられる

菅原道真、時平の議言によって太宰権帥に左遷される

姉詮子女院の尽力で、伊周を制して道長が関白になる

雲林院の菩提講で超老人たちが再会し、昔語を始める

道長、才人公イ壬を凌駕することを父・二兄の前で誓う

時平と醍醐帝が巧みに示し合わせて華美の弊をとめる

兼通、弟兼家を憎悪して非道にも官位昇進などを阻む

時平に極度の笑癖があり、その恩恵で道真が裁決する

道真が雷神になり、時平が王威を借りてそれを鎮める

神に能書を認められた佐理が三島明神の額に揮毫する

村上帝女御芳子の髪の美しさと『古今集』暗調のこと

兼家、『蜻蛉日記』の作者を妻とし、歌の贈答をする

道長、気後れする伊周と双六に興じて、かつ勝利する

道長、不興の隆家の入れ紐を自ら解いて宴を盛上げる

講師が登壇し、老翁らを見失って、昔語りが終馬する

公任、軽率な失言をして後に詮子の女房に報復される

醍醐帝が貫之と躬恒を召して卓越した歌才を賞賛する

世継と繁樹がこの昔語りの主旨を語り合って交歓する

師輔、百鬼夜行に会うが動揺することなく退散させる

三月上巳の禳で、道長の従者が意気で伊周を圧倒する

夏山繁樹の後妻がかつて女流歌人中務につかえたこと

才人行成、後一条幼帝の玩具に秀抜な独楽を献上する

清照法橋が清範律師の説法の機知才覚に感心したこと

安子は芳子に激しく嫉妬するが、慈愛深い面もあった

師輔の夢に現れた吉兆が一女房の夢合せに妨げられる

諸芸に長じる行成も和歌の方面だけは苦手だったこと

行成、天皇に趣向を凝らした扇を献上して賞賛される

中納言就任で弟斉信に先を越された誠信が悪霊となる

兼通の酒肴のために殺されそうな雉を高階業遠が救う

兼家室時姫が夕占問いをして、一門の繁栄を予知する

東宮三条院の命に従って尚侍綏子が氷を持ちつづける

兼家の5子息のうち時姫腹の3人が特にすぐれること

道隆、飲酒を大変好み、泥酔から覚めるのが早いこと

藤原氏の始ネ且鎌足と、代々の氏神・氏寺・法会のこと

世継が見た最初の大事件が光孝天皇即位の騒動だった

宇多天皇に賀茂明神の託宣があって、臨時祭が始まる

醍醐天皇の人柄・仁政・好尚と、在位中の逸事の数々

村上天皇の親しみ深く、優美で、寛容な人間性のこと

世継の妻のことと彼女が親しんだ良岑衆樹の宰相就任

円融院、実資の供で石清水八幡宮の臨時祭を見物する

宇多上皇の御幸に遊女白女(大江玉淵女)が歌を詠む
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こ
れ
ら
の
頻
繁
に
教
材
化
さ
れ
る
箇
所
に
は
、
次
の
二
っ
の
特
質
の
い
ず
れ

か
(
あ
る
い
は
両
方
)
が
容
易
に
見
い
だ
せ
る
。
一
つ
は
内
容
そ
の
も
の
が
純

粋
に
興
趣
に
富
ん
で
い
る
こ
と
で
、
も
う
一
っ
は
批
判
的
な
歴
史
意
識
に
基
づ

(
W
)

む
す
め

い
て
政
権
抗
争
の
裏
面
を
暴
露
し
て
興
味
深
い
こ
と
で
あ
る
。
紀
貫
之
の
女
と

夏
山
繁
樹
の
遲
遁
(
い
わ
ゆ
る
「
鸞
宿
梅
」
の
話
)
、
大
納
言
公
任
の
三
船
の
才

の
栄
誉
、
長
く
美
し
い
黒
髪
を
も
つ
女
御
芳
子
の
『
古
今
集
』
暗
唱
な
ど
が
前

者
を
代
表
し
、
後
者
に
は
花
山
天
皇
の
出
家
退
位
事
件
、
中
関
白
家
の
私
邸
で

行
わ
れ
た
道
長
と
伊
周
の
競
射
、
道
隆
・
道
兼
・
道
長
三
兄
弟
の
肝
試
し
、
菅

原
道
真
が
太
宰
府
に
左
遷
さ
れ
た
悲
劇
、
道
長
関
白
(
内
覧
)
宣
下
に
ま
つ
わ

る
秘
話
な
ど
の
政
治
上
の
大
事
件
が
該
当
す
る
。
ま
た
、
後
者
に
は
前
者
の
説

話
的
興
趣
も
豊
富
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
文
芸
的
に
す
ぐ
れ

た
一
節
を
採
取
す
る
姿
勢
は
至
当
で
あ
り
、
『
大
鏡
』
本
来
の
性
格
と
も
岨
儒
し

な
い
。
し
か
し
、
前
述
し
た
『
大
鏡
』
全
体
の
構
造
に
ま
で
視
野
を
広
げ
て
こ

れ
ら
の
箇
所
を
味
読
す
る
場
合
と
、
教
科
書
に
採
録
さ
れ
た
部
分
の
み
を
享
受

す
る
場
合
と
で
は
理
解
の
懸
隔
が
甚
だ
し
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
う

、
、
、
、

え
、
一
般
的
な
解
説
に
ょ
っ
て
得
ら
れ
た
固
定
需
に
安
易
に
従
う
な
ら
ば
、

不
確
実
な
理
解
に
誘
導
さ
れ
て
し
ま
う
の
を
完
全
に
は
回
避
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。
こ
の
二
つ
の
ほ
か
に
も
、
教
材
化
さ
れ
る
に
際
し
て
の
『
大
鏡
』
の
特
色

と
し
て
、
斬
新
な
対
話
形
式
、
標
準
的
な
古
文
文
法
が
適
切
に
使
用
さ
れ
て
い

(
9
)

る
点
な
ど
が
指
摘
さ
れ
る
が
、
以
下
に
は
、
特
に
上
述
の
二
点
1
説
話
的
興

趣
と
鋭
敏
な
歴
史
批
判
1
を
問
題
に
す
る
。
副
教
材
や
教
科
書
の
解
説
文
に

よ
る
『
大
鏡
』
理
解
の
典
型
1
文
徳
帝
の
嘉
祥
三
年
か
ら
後
一
条
帝
の
万
寿

二
年
ま
で
の
一
七
六
年
間
を
対
象
と
す
る
紀
伝
体
の
歴
史
文
学
1
に
最
も

関
係
が
深
い
の
は
こ
の
二
点
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
『
大
鏡
』
を
説
話
集
と
等
質
に
扱
っ
て
、
そ
の
説
話
的
要
素
だ
け
を
抽

⑳

出
す
る
と
い
う
教
授
法
が
あ
り
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
一
っ
の
陥
穿
が
待
っ

て
い
る
。
た
し
か
に
、
『
大
鏡
』
に
は
説
話
文
学
と
し
て
も
高
く
評
価
で
き
る
一

面
が
あ
り
、
形
成
の
過
程
に
も
説
話
文
学
と
の
共
通
性
が
指
摘
で
き
る
で
あ

(
れ
)

ろ
う
。
こ
の
作
品
が
長
く
古
典
と
し
て
愛
読
さ
れ
て
き
た
の
は
、
多
く
説
話
的

興
味
に
依
拠
し
て
い
る
か
ら
に
違
い
な
い
。
『
今
丑
日
物
語
集
』
や
『
宇
治
拾
遺
物

語
』
な
ど
と
類
似
し
た
享
受
の
歴
史
が
想
定
で
き
る
。
新
奇
な
話
、
異
常
な
話
、

教
訓
的
な
話
の
中
か
ら
時
代
や
文
芸
の
新
し
さ
が
発
見
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く

な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
享
受
法
や
教
授
法
は
『
大
鏡
』
の
文
学
的
達

成
と
は
根
本
的
に
対
立
す
る
。
史
学
史
上
に
特
筆
さ
れ
る
新
し
さ
に
も
矛
盾
す

る
。
本
来
の
『
大
鏡
』
は
、
一
っ
の
明
確
な
方
針
に
貫
か
れ
て
い
て
、
そ
れ
に

対
応
し
た
緊
密
な
構
成
を
基
盤
に
す
る
統
一
的
な
作
品
で
あ
っ
た
。
収
載
さ
れ

る
数
多
く
の
逸
話
(
挿
話
)
は
単
一
の
目
標
に
到
達
す
る
た
め
に
選
択
さ
れ
、

加
工
さ
れ
、
創
造
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
単
独
で
光
彩
を
放
っ
逸
話

が
ど
ん
な
に
多
く
存
在
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
あ
る
秩
序
に
従
い
、
一
定

の
方
向
に
向
か
っ
て
機
能
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
個
々
の
部
分
が
説
話
文
学

と
し
て
ど
ん
な
に
す
ぐ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
『
大
鏡
』
全
編
を
覆
い
尽
く
す

強
固
な
論
理
に
制
約
さ
れ
て
い
る
。
各
逸
話
は
こ
の
論
理
に
沿
っ
て
適
所
に
組

み
込
ま
れ
、
作
品
全
体
の
運
動
に
奉
仕
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
も
し
仮
に
一

つ
の
挿
話
を
独
立
さ
せ
て
享
受
し
て
み
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い

不
可
解
な
賑
が
見
い
だ
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
歴
史
物
語
と
説
話
文
学

の
決
定
的
な
相
違
点
が
あ
る
。
説
話
文
学
の
一
話
は
分
離
し
て
差
支
え
な
い
が
、

四
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『
大
鏡
』
の
一
話
は
摘
出
し
て
は
享
受
で
き
な
い
。
分
離
独
立
し
た
逸
話
は
も

は
や
『
大
鏡
』
の
構
成
要
素
に
は
な
り
得
な
い
と
も
一
言
え
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
教
材
に
採
択
さ
れ
て
い
る
挿
話
が
批
判
精
神
や
裏
面
暴
露
性
に
ょ
っ

て
選
び
出
さ
れ
た
場
合
に
言
及
し
て
お
く
。
こ
こ
で
の
問
題
点
は
、
各
事
件

.

事
象
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
ち
、
各
批
判
・
暴
露
が
ど
の
方
向
を
向
い
て
い

る
か
を
正
確
に
把
握
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
一
点
に
あ
る
。
『
大
鏡
』

世
界
に
摘
出
さ
れ
る
歴
史
事
象
は
そ
れ
ぞ
れ
が
歴
史
の
変
動
に
大
き
く
係
わ
る
。

歴
史
的
事
件
の
最
も
枢
要
な
一
瞬
や
一
場
面
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
の
意
義
は
当
該
箇
所
の
文
面
か
ら
は
ほ
と
ん
ど
察
知
で
き
な
い
。
作
品

の
他
の
部
分
(
か
な
り
離
れ
た
箇
所
に
あ
る
記
事
)
、
あ
る
い
は
『
栄
花
物
語
』

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
編
年
史
的
知
識
が
あ
っ
て
初
め
て
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
で
も
や
は
り
『
大
鏡
』
の
一
部
分
は
そ
れ
だ
け
で
は
十
分
に
享
受
で
き

な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

ま
た
、
『
大
鏡
』
の
批
判
・
暴
露
な
ど
は
決
し
て
道
長
の
興
隆
を
妨
げ
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
も
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
述
の
よ
う
に
『
大
鏡
』

の
組
織
ば
道
長
と
い
う
個
人
に
空
前
の
隆
盛
が
も
た
ら
さ
れ
た
経
過
を
究
明
す

る
(
批
判
す
る
)
目
的
に
即
し
て
案
出
さ
れ
た
も
の
で
、
大
多
数
の
挿
話
は
そ

の
目
的
に
貢
献
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
焦
点
は
飽
く
ま
で
も
道
長
一
人
の
繁

栄
に
あ
っ
て
、
藤
原
氏
全
部
・
藤
原
北
家
な
ど
の
氏
や
家
の
繁
栄
に
は
な
い
。

た
だ
、
道
長
直
系
の
父
祖
六
人
(
正
系
)
の
栄
華
は
重
視
さ
れ
る
が
、
そ
れ
も

道
長
栄
華
の
絶
対
条
件
で
あ
る
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
う
え
、
こ
の
六
人
に

(
3
)

し
て
も
、
道
長
に
は
遠
く
及
ぱ
な
い
こ
と
が
明
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
た
と
え
、
藤
原
氏
一
族
の
誰
か
の
陰
謀
が
暴
き
出
さ
れ
た
り
、
道
長
の
父

祖
の
一
人
に
あ
っ
た
大
き
な
汚
点
が
別
扶
さ
れ
た
と
し
て
も
、
道
長
の
前
途
の

障
害
に
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
批
判
精
神
も
裏
面
暴
露
も
結
局
は
道
長
に

成
功
を
招
き
寄
せ
る
方
向
に
作
用
し
、
決
し
て
道
長
の
生
涯
に
理
理
を
残
さ
な

い
の
で
あ
る
。
公
平
な
批
判
や
無
差
別
的
な
暴
露
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
言
わ

な
け
^
ば
な
ら
な
い
。

『
大
鏡
』
は
説
話
集
で
は
な
い
。
明
確
な
目
的
に
沿
っ
て
記
事
が
配
置
さ
れ
、

「
昔
物
語
」
の
部
分
を
除
く
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
記
祭
一
目
的
の
成
就
に
寄

与
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
目
的
が
道
長
一
人
の
栄
華
と
い
う
き
わ
め
て
限
定

さ
れ
た
領
域
に
収
束
し
て
し
ま
う
た
め
、
教
材
と
し
て
こ
の
作
品
の
あ
る
一
ケ

所
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
き
に
全
体
の
秩
序
に
お
け
る
そ
の
部
分
の
機
能
が
十

分
に
理
解
さ
れ
な
い
で
、
不
正
確
な
読
解
が
な
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
教
材
・
副
教
材
に
成
文
化
さ
れ
た
解
説
の
不
適
確
さ
に
そ
れ
が

助
長
さ
れ
る
の
も
危
倶
さ
れ
よ
う
。
詳
細
は
別
稿
に
論
じ
る
が
、
以
下
に
そ
れ

ら
の
実
例
を
簡
単
に
提
示
す
る
。

四

五
0

『
大
鏡
』
の
本
文
で
教
科
書
に
最
も
多
く
採
録
さ
れ
る
の
は
、
「
花
山
院
紀
」

の
花
山
天
皇
出
家
退
位
の
経
緯
で
あ
る
。
こ
の
一
節
を
指
導
す
る
際
に
は
『
栄

花
物
語
』
の
同
一
事
件
の
扱
い
方
と
比
較
し
て
『
大
鏡
』
の
特
質
や
批
判
性
を

玉
)

鮮
明
に
す
べ
き
こ
と
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
寵
妃
慨
子
の
甍
去
に
ょ
る
花
山
帝

の
悲
傷
の
み
に
突
然
の
出
家
の
原
因
を
求
め
る
●
木
花
』
に
対
比
す
る
と
、
『
大

鏡
』
に
藤
原
兼
家
・
道
兼
父
子
ら
の
悪
練
で
計
画
的
な
陰
謀
が
、
つ
ま
り
歴
史

の
奥
深
く
に
沈
潜
す
る
も
う
一
っ
の
真
実
が
摘
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
鮮
明
に

な
る
。
『
栄
花
物
証
叩
』
が
歴
史
を
感
性
的
に
捉
え
て
宮
廷
社
会
の
激
動
に
浮
沈
す



る
人
々
の
情
感
を
中
心
に
叙
述
し
、
『
大
鏡
』
が
そ
の
激
動
の
過
程
や
因
由
を
理

性
的
に
究
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
な
ど
、
両
書
の
志
向
す
る
と
こ
ろ
は
根
本
的

(
怨

に
異
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
対
比
は
そ
の
よ
う
な
『
大
鏡
』
の
特

質
を
知
る
上
で
非
常
に
有
効
で
あ
る
。
ま
た
、
『
栄
花
』
の
叙
述
に
ょ
っ
て
前
後

の
状
況
、
事
件
の
も
た
ら
し
た
影
響
の
大
き
さ
な
ど
の
知
識
も
あ
る
程
度
は
補

え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
逸
話
を
十
全
に
理
解
す
る
に
は
各
登
場
人
物
の

経
歴
や
当
時
の
政
局
の
実
情
を
も
概
観
し
て
お
か
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
で
あ

磊
)

ろ
う
。
こ
う
し
て
、
花
山
院
に
対
す
る
同
情
、
道
兼
ら
藤
原
一
族
の
策
謀
に
対

す
る
義
憤
な
ど
の
思
い
が
涌
出
し
、
さ
ら
に
、
次
に
即
位
し
た
一
条
天
皇
が
兼

家
の
外
孫
(
道
兼
ら
の
外
甥
)
と
し
て
天
皇
と
兼
家
一
門
と
の
姻
戚
関
係
を
保

障
す
る
存
在
で
あ
る
事
実
を
知
る
な
ら
、
当
時
の
王
朝
貴
族
の
権
力
の
実
体
气

(
訂
)

彼
ら
の
権
勢
欲
の
凄
ま
じ
さ
が
感
得
で
き
る
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し

た
諸
点
か
ら
こ
の
一
節
は
教
材
に
相
応
し
い
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
『
大
鏡
』
全
編
の
構
想
に
照
ら
す
と
如
上
の
理
解
は
正
確
で

は
な
い
。
事
件
の
史
的
意
味
に
つ
い
て
の
需
に
不
十
分
な
点
が
あ
る
。
本
文

に
記
さ
れ
て
い
な
い
一
条
帝
擁
立
の
意
義
の
説
明
を
加
え
て
も
真
の
理
解
に
は

至
り
乍
侍
な
い
。
こ
の
一
節
が
一
言
葉
ど
お
り
に
「
あ
さ
ま
し
く
さ
ぶ
ら
ひ
し
こ
と
し

(
五
一
頁
)
や
「
あ
は
れ
な
る
こ
と
」
(
同
)
を
語
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
が
、
花
山
帝
を
退
位
に
追
い
込
ん
だ
上
に
帝
と
と
も
に
出
家
生
活

を
お
く
る
と
い
う
誓
い
ま
で
も
平
然
と
破
る
道
兼
の
非
道
や
、
そ
の
道
兼
が
万

一
出
家
を
強
制
さ
れ
る
場
合
に
備
え
て
警
護
の
武
者
に
一
行
を
尾
行
さ
せ
て
い

た
父
兼
家
の
校
狷
さ
が
、
十
九
歳
の
新
帝
が
わ
ず
か
二
年
で
退
位
し
た
史
実
の

^
に
隠
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
読
み
取
っ
た
だ
け
で
は
、
『
大
^
』
に
こ
の
記
^
が

存
在
し
て
い
る
意
味
を
知
っ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お

て
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
た
と
え
ば
「
道
兼
伝
」
の
次
の
一
節

で
あ
る
。こ

の
君
(
道
兼
三
男
兼
綱
)
の
、
頭
と
ら
れ
た
ま
し
、
い
と
い
み
じ
く
侍

し
こ
と
ぞ
か
し
。
頭
に
な
り
て
お
ど
ろ
き
よ
ろ
こ
び
た
ま
ふ
べ
き
な
ら
ね

ど
、
あ
る
べ
き
こ
と
に
て
あ
る
に
、
粟
田
殿
(
道
兼
)
、
花
山
院
す
か
し
お

ろ
し
た
て
ま
つ
り
、
左
衛
門
督
(
道
兼
二
男
兼
隆
)
、
小
一
条
院
す
か
し
お

ろ
し
た
て
ま
つ
り
給
へ
り
。
み
か
ど
・
春
宮
の
御
あ
た
り
ち
か
づ
か
で
あ

(
部
)

り
ぬ
べ
き
ぞ
う
と
い
ふ
事
の
い
で
き
に
し
ぞ
、
い
と
希
有
に
侍
き
な
。
(
二

0
0
・
二
9
 
頁
)

道
兼
の
非
道
は
家
門
の
失
墜
に
繋
が
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
こ
と
が
"
こ
の
粟
田
殿
(
道
兼
)
の
御
あ
り
さ
ま
、
こ
と
の
ほ
か
に
あ
え
な

く
お
は
し
ま
し
き
。
さ
る
は
、
御
心
い
と
な
さ
け
な
く
お
そ
ろ
し
く
て
、
人
に

い
み
じ
う
を
ぢ
ら
れ
た
ま
へ
り
し
と
の
＼
あ
や
し
く
す
ゑ
な
く
て
や
み
た
ま

ひ
に
し
な
り
。
L
 
全
0
-
・
二
0
二
頁
)
と
惜
し
ま
れ
る
道
兼
の
子
孫
滅
亡
の

第
一
の
原
因
に
な
る
。
史
実
は
と
も
か
く
『
大
鏡
』
で
は
花
山
院
退
位
の
策
謀

は
道
兼
一
人
の
悪
事
と
な
っ
て
、
道
兼
家
の
衰
運
を
導
き
出
し
は
す
る
が
、
兼

家
や
道
隆
や
道
長
の
汚
点
に
な
っ
て
そ
の
発
展
を
阻
む
要
因
と
は
な
っ
て
い
な

い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
道
兼
の
自
滅
は
弟
道
長
の
栄
華
の
絶
対
条
件

西
)

に
な
る
。
。
つ
ま
り
、
『
大
鏡
』
は
、
純
^
に
、
公
正
に
、
あ
る
い
は
^
^
的
に

政
治
的
事
件
を
追
求
・
批
評
す
る
の
で
は
な
く
て
、
道
長
の
栄
華
の
由
来
を
証

明
す
る
た
め
の
逸
話
だ
け
を
掲
載
し
て
い
る
と
さ
え
見
な
せ
る
。
花
山
院
退
位

事
件
の
真
相
究
明
は
じ
つ
は
巨
大
な
構
想
の
一
要
素
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す

の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
軽
視
し
て
は
作
品
の
読
解
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ

(
3
)

ろ
う
力

五
一

し)



次
に
、
菅
原
道
真
左
遷
の
一
件
に
触
れ
て
お
く
。
無
実
の
罪
で
刑
に
服
し
た

前
右
大
臣
道
真
の
失
意
の
様
相
は
、
彼
が
非
藤
原
氏
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
時
平
伝
」
の
大
部
分
を
費
や
し
て
同
情
を
込
め
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

と
も
に
ょ
の
ま
つ
り
ご
と
を
せ
し
め
給
し
あ
ひ
だ
、
右
大
臣
(
道
真
)

は

才
よ
に
す
ぐ
れ
め
で
た
く
お
は
し
ま
し
し
、
御
こ
、
ろ
を
き
て
も
こ
と
の

ほ
か
に
か
し
こ
く
お
は
し
ま
す
。
左
大
臣
(
時
平
)
は
、
御
と
し
も
わ
か

へ
る

、

才
も
こ
と
の
ほ
か
に
お
と
り
給
0
に
ょ
り
、
右
大
臣
の
御
お
ぽ
え
事

くの
ほ
か
に
お
は
し
ま
し
た
る
に
、
左
大
臣
や
す
か
ら
ず
お
ぽ
し
た
る
ほ
ど

に
、
さ
る
べ
き
に
や
お
は
し
け
ん
、
右
大
臣
の
御
た
め
に
ょ
か
ら
ぬ
事
い

で
き
て
、
昌
泰
四
年
正
月
廿
五
日
、
大
宰
権
帥
に
な
し
た
て
ま
つ
り
て
な

が
さ
れ
給
ふ
。
(
七
一
頁
)

信
望
厚
い
道
真
を
危
険
視
す
る
藤
原
時
平
の
妬
心
が
非
劇
を
招
い
た
の
で
あ

り
、
藤
原
氏
発
展
の
た
め
の
犠
牲
者
道
真
に
深
い
同
情
が
集
ま
る
こ
と
に
な
る
。

(
こ
の
後
に
配
流
の
道
途
や
九
州
太
宰
府
で
の
悲
嘆
が
繰
り
返
し
訴
え
ら
れ

る
J
こ
の
一
段
の
主
役
は
道
真
で
、
藤
原
氏
の
権
勢
を
守
り
、
強
化
さ
せ
た
時

、
、

平
の
功
績
が
付
加
的
に
表
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
理
解
か
も
し
れ

な
い
。
と
こ
ろ
が
、
『
大
鏡
』
全
体
の
論
理
の
中
で
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な

五
二

＼

)
0

し

豆
こ
れ
を
顕
示
す
る
た
め
に
世
継
翁
は
道
真
の
悲
劇
を
纏
言
し
た
と
さ
え
考
え

ら
れ
る
。
道
真
に
対
す
る
同
情
は
そ
の
ま
ま
時
平
の
悪
事
の
強
調
に
な
り
、
そ

れ
が
時
平
と
彼
の
子
脊
の
衰
滅
を
導
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
『
大
鏡
』
の
論

理
で
あ
る
。
「
時
平
伝
」
は
時
平
の
系
統
が
正
系
に
な
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
根
拠

を
証
す
る
点
に
重
要
な
目
的
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
時
平
の
没
落
は
道
長
の
祖

忠
平
の
繁
栄
に
直
結
し
、
究
極
的
に
は
道
長
の
成
功
を
保
証
す
る
要
因
の
一
っ

に
な
る
。
道
真
へ
の
思
い
入
れ
を
誘
う
の
が
第
一
の
目
的
で
は
な
か
っ
た
。
道

真
の
悲
劇
は
、
『
大
鏡
』
の
構
成
上
は
、
時
平
の
年
譜
の
間
に
狭
み
込
ま
れ
て
い

る
形
に
な
る
。
時
平
の
運
命
の
説
明
の
た
め
に
道
真
が
登
場
さ
せ
ら
れ
た
と
も

考
え
ら
れ
る
。
『
大
鏡
』
の
「
列
伝
」
に
冬
嗣
流
藤
原
氏
以
外
の
氏
族
へ
の
追
求

(
3
)

は
な
く
、
藤
原
氏
の
他
氏
排
斥
は
決
し
て
記
載
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

お
そ
ら
く
、
こ
の
ほ
か
に
も
源
高
明
・
藤
原
伊
周
の
左
遷
が
『
大
鏡
』
の
対

象
と
す
る
時
代
の
重
大
事
件
・
一
大
悲
劇
と
し
て
、
広
く
関
心
を
集
め
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
大
鏡
』
に
は
、
こ
の
二
人
の
配
流
の
描
出
は
ほ
と
ん
ど

な
い
。
道
真
の
場
合
は
時
平
流
に
不
利
な
要
因
と
な
っ
て
、
道
長
の
栄
華
に
貢

献
す
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
高
明
の
悲
嘆
は
師
尹
を
没
落
さ
せ
る
が
、
道
長
の

父
親
兼
家
に
も
傷
を
つ
け
ざ
る
を
得
な
い
(
「
師
輔
伝
L
)
。
伊
周
は
道
長
を
直
接

怨
嵯
す
る
は
ず
の
人
物
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
同
情
す
る
こ
と
は
道
長
に
時
平
と

同
じ
運
命
を
辿
ら
せ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、

道
真
左
遷
事
件
は
『
大
鏡
』
の
論
理
の
中
で
明
確
に
位
置
付
け
ら
れ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
お
と
ゞ
(
時
平
男
顕
忠
)
の
み
ぞ
、
御
ぞ
う
の
中
に
、
六
十
余
ま
で

お
は
せ
し
。
(
中
略
)
こ
れ
よ
り
ほ
か
の
君
達
皆
州
余
'
四
十
に
す
ぎ
給
は

ず
。
其
故
は
、
た
の
事
に
あ
ら
ず
、
こ
の
北
野
(
道
真
)
の
御
な
げ
き
に

な
ん
あ
る
べ
き
。
(
中
略
)
あ
さ
ま
し
き
悪
事
を
申
を
こ
な
ひ
た
ま
へ
り
し

罪
に
ょ
り
、
こ
の
お
と
ゞ
(
時
平
)
の
御
末
は
お
は
せ
ぬ
な
り
。
さ
る
は
、

や
ま
と
だ
ま
し
ひ
な
ど
は
い
み
じ
く
お
は
し
ま
し
た
る
も
の
を
。
(
七
九



『
大
鏡
』
は
統
一
性
を
も
つ
作
品
で
あ
る
。
「
昔
物
語
」
は
除
か
れ
る
べ
き
か

も
し
れ
な
い
が
、
道
長
の
栄
華
の
追
究
と
い
う
目
的
の
た
め
に
各
要
素
が
各
様

に
貢
献
し
て
い
る
。
説
話
文
学
と
は
戡
然
と
区
別
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

こ
の
こ
と
を
看
過
し
て
は
『
大
鏡
』
の
本
質
は
掌
握
で
き
な
い
。
古
典
と
し
て

の
こ
の
作
品
を
分
断
し
て
一
っ
一
つ
の
逸
話
を
独
立
し
た
も
の
と
見
て
享
受
す

る
立
場
の
最
終
的
な
是
非
は
判
然
と
し
な
い
。
即
断
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
も

し
れ
な
い
。
個
々
の
挿
話
に
も
価
値
総
め
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
っ

て
も
、
分
断
さ
れ
た
『
大
鏡
』
は
す
で
に
『
大
鏡
』
で
は
な
い
と
考
え
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
『
大
鏡
』
は
文
学
史
上
特
異
な
一
書
な
の
で
あ

る
。
留
意
す
べ
き
点
は
こ
こ
に
あ
る
。

高
等
学
校
以
上
で
使
用
さ
れ
る
教
材
に
『
大
鏡
』
が
紹
介
さ
れ
る
際
に
も
こ

の
点
は
無
視
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
た
め
の
具
体
的
な
方
策
は
提
示
で
き

な
か
っ
た
。
作
品
全
体
を
常
に
視
界
に
収
め
た
上
で
、
部
分
を
読
解
し
、
鑑
賞

す
る
以
^
に
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
一
般
の
学
習
者
に
は
そ
こ

ま
で
は
要
求
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
局
校
生
に
一
つ
の
古
典
に
真
に
通
暁
す
る

機
会
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
あ
ろ
う
。
授
業
時
間
は
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る

と
、
作
品
全
体
に
目
を
配
る
の
は
教
職
に
あ
る
者
の
責
務
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

結

五
三

波
書
店
昭
和
三
十
五
年
刊
)
に
ょ
る
。

(
3
)
藤
岡
作
太
郎
著
『
国
文
学
全
史
平
安
朝
篇
(
四
)
』
(
講
談
社
学
術
文
庫
、
昭
和
五
十

二
年
刊
)
五
二
頁
。

な
お
、
同
様
の
筆
づ
か
い
は
、
芳
賀
矢
一
に
も
見
ら
れ
る
。

次
に
大
鏡
に
記
さ
れ
て
居
る
期
間
は
文
徳
天
皇
か
ら
後
一
条
天
皇
に
至
っ
て
居
る
。

さ
う
し
て
天
皇
の
御
伝
と
と
も
に
、
藤
原
氏
を
と
り
冬
嗣
か
ら
道
長
に
ま
で
至
る

列
伝
を
述
べ
て
居
る
。
即
ち
帝
王
十
四
代
で
百
七
十
五
年
ほ
ど
の
年
代
を
含
ん
で

居
る
。
(
芳
賀
矢
一
「
歴
史
物
語
、
<
『
芳
賀
矢
一
遺
著
』
冨
山
房
、
昭
和
三
年
刊
>

二
六
豆

(
4
)
『
日
本
紀
私
抄
』
に
は
、
「
自
文
徳
至
後
一
条
十
五
帝
/
自
冬
嗣
公
至
道
長
公
七
代
歎
」

と
あ
る
0

注

(
1
)
増
淵
恒
吉
著
『
古
典
教
育
論
』
(
増
淵
恒
吉
国
語
教
育
論
集
上
巻
、
有
精
堂
昭
和
五

十
六
年
刊
)
一
九
・
一
四
一
頁
な
ど
。

(
2
)
『
大
鏡
』
本
文
の
引
用
は
、
松
村
博
司
校
注
『
大
鏡
』
(
日
本
古
典
文
学
大
系
れ
、
岩

(
5
)
和
田
英
松
校
訂
『
水
鏡
』
(
岩
波
文
庫
昭
和
五
年
刊
)
一
八
頁
。

(
6
)
時
枝
糖
・
木
藤
才
蔵
校
注
「
増
鏡
L
(
『
神
皇
正
統
記
増
鏡
』
日
本
古
典
文
学
大

系
釘
、
岩
波
書
店
昭
和
四
十
年
刊
)
二
四
九
頁
。

(
7
)
拙
稿
「
『
大
鏡
』
に
お
け
る
藤
原
忠
平
の
栄
華
」
(
『
日
本
文
芸
論
稿
』
第
士
一
・
十
三

合
併
号
昭
和
五
十
八
年
七
月
)
参
照
。

な
英
石
川
徹
氏
は
『
大
鏡
』
の
現
時
点
靈
罧
院
の
菩
提
講
の
際
に
昔
語
り
が
行

わ
れ
た
時
点
)
は
万
寿
二
年
か
ら
ち
ょ
う
ど
四
十
年
後
の
康
平
八
(
一
0
八
毛
年
で

あ
り
、
百
九
十
歳
の
世
継
翁
が
百
五
支
当
時
ま
で
を
回
想
す
る
も
の
と
『
大
鏡
』
を

見
な
し
て
、
矛
盾
の
解
消
を
試
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
拙
論
の
よ
う
に
も
十
分
考
え
ら

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
再
検
討
し
て
み
た
い
。
石
川
徹
「
百
九
十
歳
の
老
翁
に

語
ら
せ
る
『
大
鏡
』
の
警
抜
な
構
想
と
そ
の
抱
負
」
(
『
帝
京
大
学
文
学
部
紀
要
(
国
語

国
文
学
)
』
第
二
十
号
、
昭
和
六
十
三
年
十
月
)
、
同
「
解
説
」
(
『
大
鏡
』
新
潮
日
本
古

典
集
成
、
新
潮
社
、
平
成
元
年
六
月
)
、
同
ヨ
大
鏡
』
(
序
)
の
二
つ
の
嘘
と
一
っ
の
ま



こ
と
1
万
寿
二
年
は
過
ぎ
去
っ
た
昔
1
L
(
『
文
学
・
語
学
』
第
一
三
一
号
、
平
成
元

年
八
月
)
参
照
。

(
8
)
菅
野
雅
雄
「
大
鏡
の
構
想
に
み
る
伝
承
的
要
素
L
(
『
国
学
院
雑
誌
』
第
六
十
五
巻
第

五
号
、
昭
和
三
十
九
年
五
月
)
参
照
。

(
9
)
石
田
一
良
著
『
時
代
区
分
の
思
想
』
(
ぺ
り
か
ん
社
、
昭
和
六
十
一
年
刊
)
二
六
S
三

一
頁
参
照
。

(
N
)
相
良
亨
「
持
続
の
価
値
L
(
同
著
『
日
本
人
の
心
』
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
五
十
九

年
刊
)
。

(
Ⅱ
)
拙
稿
「
『
大
鏡
』
の
編
年
史
的
側
面
1
 
『
栄
弼
語
』
の
克
服
と
追
認
1
L
(
『
島

根
大
学
教
育
学
部
紀
要
(
人
文
・
社
会
科
学
)
』
第
二
十
二
巻
第
二
号
、
昭
和
六
十
三
年

十
二
月
)
参
照
。

(
n
)
拙
稿
「
『
大
鏡
』
の
構
想
と
皇
位
継
承
過
程
1
 
「
正
統
L
 
の
確
定
と
顕
在
化
1
L

(
『
島
大
国
文
』
第
十
七
号
、
昭
和
六
十
三
年
十
一
月
)
参
照
。

(
撃
松
村
博
司
著
『
栄
花
物
語
全
注
釈
会
マ
』
喬
川
書
店
昭
和
四
十
七
年
刊
)
一
る

0
頁
、
同
他
著
『
栄
花
物
語
・
紫
式
部
日
記
』
(
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
第
十
一
巻
角
川

書
店
、
昭
和
五
十
一
年
刊
)
一
 
0
五
・
-
 
0
六
頁
な
ど
参
照
。

(
N
)
拙
稿
「
『
大
鏡
』
「
大
臣
列
伝
」
の
考
察
1
冬
嗣
流
藤
原
氏
「
正
系
L
 
決
定
過
程
を

め
ぐ
っ
て
1
L
(
秋
田
短
期
大
学
『
論
叢
』
第
三
十
五
号
、
昭
和
六
十
年
三
月
)
参

照
。

(
巧
)
「
天
皇
本
紀
L
 
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
前
掲
拙
稿
(
Ⅱ
)
・
(
口
)
な
ど
参
照
。

(
M
)
「
大
臣
列
伝
」
に
つ
い
て
の
詳
細
は
、
前
掲
拙
稿
(
7
)
・
(
U
)
な
ど
参
照
。

(
Ⅱ
)
安
西
廸
夫
「
大
鏡
『
昔
物
語
』
の
構
成
L
(
『
国
文
学
嘉
と
文
芸
』
第
五
十
八
号
、

昭
和
四
十
三
年
五
月
。
同
著
『
歴
史
物
語
の
史
実
と
虚
構
1
円
融
院
の
周
辺
1
』
<
桜
楓

社
、
昭
和
六
十
二
年
刊
>
に
再
録
)
参
殿
。

(
拐
)
「
日
本
文
学
史
L
 
な
ど
の
解
説
に
は
必
ず
『
大
鏡
』
の
批
判
性
が
称
揚
さ
れ
て
い
る
。

(
W
)
平
塚
寛
次
郎
「
教
材
と
し
て
の
『
大
鏡
』
L
(
『
大
鏡
』
古
文
研
究
シ
リ
ー
ズ
U
、
尚
学

図
晝
昭
和
五
十
九
年
五
月
)
参
照
。

⑳
こ
の
よ
う
な
観
点
は
、
小
泉
立
身
「
大
鏡
教
授
上
の
問
題
点
」
(
『
国
文
学
解
釈
と
教

材
の
研
究
』
第
二
巻
第
十
二
号
、
昭
和
三
十
二
年
十
二
月
)
な
ど
に
認
め
ら
れ
る
。

(
幻
)
松
村
博
司
「
解
説
」
(
『
大
鏡
』
日
本
古
典
文
学
大
系
飢
、
岩
波
書
店
昭
和
三
十
五

年
刊
)
、
川
口
久
雄
「
大
鏡
の
成
立
と
時
代
」
(
『
国
文
学
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
二
巻

第
十
二
号
、
昭
和
三
十
二
年
十
二
月
)
な
ど
参
照
。

(
器
)
(
Ⅱ
)
に
同
じ
。

(
鈴
)
(
U
)
に
同
じ
。

(
⑳
)
増
淵
恒
吉
著
前
掲
書
(
1
)
三
九
頁
、
六
五
頁
一
五
六
頁
な
ど
。

(
肪
)
(
Ⅱ
)
に
同
じ
。

(
紛
)
(
四
)
に
同
じ
。

分
)
平
塚
寛
次
郎
前
掲
論
文
西
)
。

(
器
)
(
)
内
の
補
足
説
明
は
論
者
が
補
っ
た
。
(
以
下
同
じ
。
)

(
鈴
)
道
長
の
栄
華
に
大
き
く
寄
与
す
る
父
兼
家
も
糾
弾
は
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

(
即
)
な
お
、
「
伊
尹
伝
」
に
は
花
山
院
の
異
常
な
性
格
が
紹
介
さ
れ
て
、
帝
王
た
る
資
質
に

欠
け
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
院
に
皇
位
が
、
永
続
し
な
か
っ
た
原
因
が
見

い
だ
せ
る
。
実
は
こ
れ
も
『
大
鏡
』
の
構
想
に
は
不
可
欠
な
記
事
と
思
わ
れ
る
。
花
山

帝
時
代
が
持
続
す
る
こ
と
は
伊
尹
家
の
再
興
に
直
結
し
、
ま
た
兼
家
政
権
の
実
現
を
お

く
れ
さ
せ
て
、
道
長
興
起
を
妨
げ
る
か
ら
で
あ
る
。

(
訂
)
(
U
)
に
同
じ
。

五
四



『
大
鏡
』
本
文
採
録
教
科
書

教
科
書
名

〔
国
語
Π
〕

明
解
国
語
Π

高
等
学
校
国
語
二
全
訂
趣

高
等
学
校
国
語
Ⅱ
三
訂
版

高
等
学
校
新
国
語
Π

高
等
学
校
精
選
国
語
Ⅱ
壽
版

高
等
学
校
総
合
国
語
Π
三
訂
版

高
等
学
校
国
語
二
新
訂
版

新
選
国
語
二
三
訂
版

標
準
国
語
Ⅱ

国
語
Π

国
語
Ⅱ
改
訂
版

精
選
国
語
Π
新
訂
版

〔
古
典
(
総
合
)
〕

高
等
学
校
古
典
(
総
合
)
改
訂
版

高
等
学
校
古
典
総
合

高
校
古
籍
合

新
選
古
典
(
総
合
)

総
合
古
典

古
典
(
総
△
巳

否
典
(
古
文
)
〕

古
典
文
学
選
更
級
日
記
・
源
氏
物
語
・
大
鏡

123456789

出
版
社

三
省
堂

第
一
学
習
社

大
修
館
書
店

大
修
館
書
店

角
川
書
店

角
川
書
店

⑳
古
文
枕
草
子
大
鏡
源
氏
物
語

三
省
堂

1

大
鏡
・
枕
草
子
・
源
氏
物
語

清
水
書
院

2

古
典
舍
文
)
平
安
文
学
選
<
伊
勢
物
語
・
源
氏
物
語
・
大
鏡
>

器

筑
摩
書
房

徒
然
草
・
枕
草
子
・
源
氏
物
語
・
大
鏡
・
古
典
評
論

器

古
典
舍
文
)
大
鏡

42

古
典
古
文
1
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
・
源
氏
物
語
・
大
鏡
・
源
氏
物
語

52

玉
の
小
櫛
1

6

古
典
古
文
1
徒
然
草
・
枕
草
子
・
源
氏
物
語
・
大
鏡
・
平
家
物
語
1

2

源
氏
物
語
・
大
鏡
・
評
論
(
古
文
)

72

高
等
学
校
古
文
再
訂
版

器

古
文
改
訂
版

器

新
選
古
文
曾
典
)
三
訂
版

03飢

高
等
学
校
古
典
(
古
文
)
(
三
訂
趣

高
等
学
校
新
編
古
典
(
古
文
)
全
訂
趣

23

高
等
学
校
古
文
三
訂
版

33

日
栄
社

4

新
選
古
文

3

新
編
古
文

明
治
書
院

53

右
文
書
院

6

高
等
学
校
古
文

3

参
考
副
教
材

a
 
遠
藤
嘉
基
・
池
垣
武
郎
著
『
注
解
日
本
文
学
史
八
訂
新
版
』
(
中
央
図
晝
一
九
六
0

年
初
版
、
一
九
八
七
年
八
訂
1
刷
、
一
九
八
九
年
八
訂
Ⅱ
刷
)

b
 
真
下
三
郎
・
饗
庭
孝
男
監
修
『
新
編
日
本
文
学
史
』
(
第
一
学
習
社
、
一
九
六
九
年
初

版
一
九
八
九
年
改
訂
部
趣

C
 
麻
生
磯
次
・
市
古
貞
次
・
五
味
智
英
・
長
谷
川
泉
・
小
高
敏
郎
・
大
沢
忠
義
著
『
日
本

尚
学
図
書

尚
学
図
書

尚
学
図
書

東
京
書
籍

光
村
図
書

明
治
書
院

旺
文
社

角
川
書
店

三
省
堂

尚
学
図
書

筑
摩
書
房

東
京
書
籍

明
治
書
院

明
治
書
院

右
文
書
院

旺
文
社

三
省
堂

尚
学
図
書

第
工
子
習
社

第
一
学
習
社

大
修
館
書
店

五
五

日
栄
社

光
村
図
書

角
川
書
店
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文
学
史
(
新
版
)
』
(
明
治
書
院
一
九
七
二
年
初
版
一
九
八
七
年
器
版
)

d
 
松
隈
義
勇
・
中
野
博
雄
著
『
簡
明
日
本
文
学
史
』
(
日
栄
社
、
一
九
七
四
年
初
版
一
九

ハ
ハ
年
備
趣

e
 
佐
々
木
八
郎
・
曾
沢
太
吉
・
谷
山
茂
・
川
副
国
基
『
新
修
日
本
文
学
史
<
新
版
>
』
(
京

都
書
房
、
一
九
七
四
年
初
版
一
九
七
九
年
改
訂
版
一
九
八
七
年
新
版
、
一
九
八
九
年

新
版
第
5
刷
)

檜
谷
昭
彦
著
『
高
校
日
本
文
学
史
』
(
中
央
図
晝
一
九
八
二
年
初
版
、
一
九
八
九
年
訟

f

亟
g
 
市
古
貞
次
・
長
谷
川
泉
・
稲
沢
好
章
・
榎
本
隆
司
・
金
井
清
丁
久
保
田
淳
・
篠
原
昭

二
編
著
『
新
編
日
本
文
学
史
新
訂
版
』
(
明
治
書
院
一
九
八
二
年
初
版
一
九
八
四
年

改
訂
新
版
初
版
一
九
八
八
年
新
訂
版
初
版
一
九
八
九
年
新
訂
版
再
版
)

h
 
稲
賀
敬
一
・
竹
盛
天
雄
監
修
『
簡
明
日
本
文
学
史
』
(
第
再
子
習
社
、
一
九
八
三
年
初

版
一
九
八
九
年
改
訂
7
版
)

島
津
忠
夫
・
堀
井
哲
夫
『
要
点
と
展
開
日
本
文
学
史
』
(
京
都
書
房
、
一
九
八
四
年
初

.
ー

版
一
九
八
八
年
初
版
第
8
刷
)

市
古
貞
次
・
長
谷
川
泉
・
稲
沢
好
章
・
榎
本
隆
司
・
金
井
清
一
・
久
保
田
淳
・
篠
原
昭

.
〕

二
編
著
『
明
解
日
本
文
学
史
』
(
明
治
書
院
一
九
八
八
年
初
版
一
九
八
九
年
再
趣

五
六


