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一
、
は
じ
め
に

　

平
成
の
終
わ
り
を
迎
え
る
現
在
、『
枕
草
子
』の
研
究
が
活
性
化
し
つ
つ
あ
る
。

た
と
え
ば
、
諸
本
に
関
す
る
研
究
に
注
目
し
て
み
れ
ば
、
山
中
悠
希
は
堺
本
を

再
検
討
し
、
こ
れ
ま
で
類
纂
系
統
と
し
て
前
田
家
本
と
横
並
び
で
あ
っ
た
堺
本

の
見
方
を
改
め
「
再
構
成
本
」
と
提
案
し
た）

1
（

。
ま
た
、
島
内
裕
子
は
能
因
本
を

底
本
と
し
た
文
庫
を
刊
行
し
た（
２
）。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
必
ず
し
も
、
こ

れ
ま
で
『
枕
草
子
』
研
究
の
中
心
で
あ
っ
た
三
巻
本
系
統
を
否
定
す
る
の
で
は

な
く
、
い
ず
れ
も
偏
向
す
る
こ
と
な
く
用
い
て
い
く
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
る

き
っ
か
け
と
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
諸
本
の
研
究
の
一
方
で
、
そ
こ
に
記
さ
れ
た
表
現
の
分
析
も
研

究
テ
ー
マ
と
し
て
は
欠
か
せ
な
い
。
筆
者
は
こ
れ
ま
で
も
表
現
の
分
析
を
中
心

に
論
じ
て
き
た（
３
）。
本
稿
で
は
『
枕
草
子
』
に
み
る
〈
対
話
〉
と
そ
の
機
能
に
注

目
し
て
考
察
す
る
。
た
と
え
ば
、『
源
氏
物
語
』
に
関
し
て
「
対
話
」
を
論
じ

た
ひ
と
り
に
鈴
木
日
出
男
が
い
る
。
鈴
木
は
、
従
来
の
『
源
氏
物
語
』
な
ど
の

研
究
で
は
、「
心
内
語
と
地
の
文
に
対
す
る
注
目
度
に
比
べ
る
と
、
作
中
人
物

が
直
接
に
発
す
る
会
話
に
関
し
て
は
、
さ
ほ
ど
重
要
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
」
と
の
認
識
か
ら
「
対
話
」
に
着
目
し
、「
そ
の
変
形
で
あ
る

贈
答
歌
」
を
「
物
語
の
人
間
関
係
の
一
単
位
と
し
て
二
人
の
関
係
を
直
接
に
つ

な
ぎ
と
め
て
い
く
」
と
い
う
「
物
語
の
重
要
な
方
法
の
一
つ
」
と
し
た（
４
）。
こ
こ

に
鈴
木
の
対
話
の
変
形
と
し
て
贈
答
歌
を
と
ら
え
る
こ
と
は
、
改
め
て
『
枕
草

子
』
に
お
け
る
〈
対
話
〉
の
問
題
を
想
起
さ
せ
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
、
贈
答
歌

を
対
話
の
変
形
と
み
る
鈴
木
の
指
摘
を
反
転
さ
せ
、
対
話
に
贈
答
歌
の
観
点
を

重
ね
て
み
る
、
い
わ
ば
「
贈
答
歌
的
〈
対
話
〉」
の
視
座
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

に
よ
り
広
く
〈
対
話
〉
を
分
析
し
な
お
す
こ
と
が
可
能
と
な
ろ
う
。

　

筆
者
は
こ
こ
に
「
贈
答
歌
的
〈
対
話
〉」
に
注
目
を
す
る
が
、贈
答
歌
と
は
、

『
枕
草
子
』「
故
殿
の
御
た
め
に
」
章
段
の
〈
対
話
〉
と
機
能

中
田
幸
司

要　

約

　
『
枕
草
子
』
の
〈
対
話
〉
に
贈
答
歌
の
機
能
を
応
用
す
る
。〈
対
話
〉
と
地
の
文
と
の
関
わ
り
か
ら
表
現
の
理
解
を
よ
り
深
化
さ
せ
る
。
ま
た
、
顕
在
化
し
た
表
現
の
背
景
に
潜
在
化

し
た
表
現
を
読
み
取
る
こ
と
や
、
間
テ
ク
ス
ト
性
を
生
か
し
て
既
存
の
和
歌
を
ふ
ま
え
る
と
き
、
よ
り
重
層
性
の
あ
る
読
み
が
で
き
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
枕
草
子
、
斉
信
、〈
対
話
〉、
贈
答
歌
、
間
テ
ク
ス
ト
性

所
属
：
文
学
部
国
語
教
育
学
科 
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今
日
、二

人
の
人
の
間
で
や
り
と
り
さ
れ
る
和
歌
。
贈
ら
れ
た
歌
（
贈
歌
）
と
返

さ
れ
た
歌
（
返
歌
）
と
の
二
首
で
完
結
す
る
の
が
基
本
だ
が
、
他
に
も
さ

ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。
返
歌
を
受
け
取
っ
た
人
が
さ
ら
な
る
返
歌

を
返
し
て
、
何
首
も
の
や
り
と
り
が
続
く
場
合
も
あ
れ
ば
、
逆
に
贈
歌
に

対
し
て
返
歌
が
返
さ
れ
な
い
場
合
も
、
返
歌
が
期
待
さ
れ
て
い
た
以
上
は

贈
答
歌
に
分
類
さ
れ
る
。
独
詠
歌
に
返
歌
が
付
さ
れ
た
ら
、
結
果
的
に
は

贈
答
歌
と
な
る
。
恋
人
・
夫
婦
、
親
子
、
兄
弟
姉
妹
、
友
人
、
主
従
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
人
間
関
係
に
お
い
て
贈
答
歌
は
交
さ
れ
た
。
男
性
か
ら
の
求

愛
の
贈
歌
に
対
し
て
は
、
女
性
は
返
歌
で
相
手
の
言
い
分
を
は
ぐ
ら
か
し

た
り
や
り
こ
め
た
り
す
る
の
が
通
常
。贈
答
歌
は
上
代
か
ら
見
ら
れ
る
が
、

物
語
、
日
記
、
私
家
集
な
ど
平
安
文
学
に
お
い
て
は
、
そ
の
作
品
形
成
に

お
い
て
、
き
わ
め
て
大
き
な
比
重
を
も
つ
。
た
だ
し
贈
答
歌
の
多
く
は
晴

の
歌
の
対
極
と
も
い
う
べ
き
私
的
な
や
り
と
り
で
あ
る
か
ら
、
詠
作
事
情

が
詳
し
く
知
ら
れ
な
い
場
合
が
多
く
、
特
に
私
家
集
で
は
解
釈
が
困
難
な

贈
答
歌
が
少
な
く
な
い
。
勅
撰
集
で
は
『
後
撰
集
』
に
約
一
八
〇
組
の
贈

答
歌
が
見
出
さ
れ
る
の
が
最
多
で
、そ
の
流
行
ぶ
り
を
反
映
し
て
い
る
が
、

社
交
的
な
和
歌
か
ら
創
作
詩
と
し
て
の
題
詠
歌
へ
と
、
和
歌
文
学
に
新
た

な
動
向
が
生
じ
る
に
と
も
な
っ
て
、
贈
答
歌
は
王
朝
風
俗
の
な
ご
り
と
し

て
命
脈
を
保
っ
た（
５
）。

と
あ
り
、
後
述
す
る
斉
信
と
清
少
納
言
と
の
や
り
と
り
と
そ
の
根
本
的
な
様
式

は
異
な
る
が
内
実
は
合
致
す
る
。
一
方
、
従
来
、
対
話
と
は
、

直
接
に
向
か
い
合
っ
て
互
い
に
話
を
す
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
話
。
多
く

は
二
人
の
場
合
に
い
う
。
対
談
。

と
理
解
さ
れ（
６
）、こ
れ
ら
は
虚
実
に
か
か
わ
ら
ず
生
じ
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
枕
草
子
』

は
虚
構
性
の
有
無
で
い
え
ば
、
作
り
物
語
と
い
っ
た
創
作
さ
れ
た
世
界
観
を
中

心
に
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、「
読
者
を
意
識
し
た
仕
掛
け
」
は
随
所

に
あ
り（
７
）、
事
実
と
し
て
扱
う
こ
と
も
書
き
手
の
バ
イ
ア
ス
を
通
る
限
り
、
慎
重

か
つ
作
り
物
語
と
も
区
別
す
る
必
要
が
出
て
こ
よ
う
。
そ
の
た
め
物
語
に
示
さ

れ
た
「
対
話
」
や
日
常
に
起
こ
り
う
る
対
話
と
は
一
線
を
画
す
た
め
に
便
宜
上

〈　

〉
を
付
し
て
お
く
。

　

ま
た
、
一
つ
ひ
と
つ
の
章
段
は
、
従
来
、
類
聚
的
・
日
記
的
・
随
想
的
と
い
っ

た
枠
組
を
あ
て
は
め
る
こ
と
が
な
さ
れ
、『
枕
草
子
』
を
理
解
す
る
上
で
は
有

効
な
分
類
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
分
類
に
も
限
界
が
あ
り
、
章
段
内
部
の

機
能
的
な
つ
な
が
り
を
丁
寧
に
読
み
取
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ

の
た
め
、定
子
と
清
少
納
言
と
の
〈
対
話
〉
か
ら
斉
信
と
清
少
納
言
の
〈
対
話
〉

へ
の
関
連
性
も
検
討
す
る
。
以
下
、
贈
答
歌
的
〈
対
話
〉
の
観
点
か
ら
「
故
殿

の
御
た
め
に
」
章
段
を
み
て
い
く（
８
）。

二
、
典
型
的
な
「
後
期
章
段
」
―
研
究
史
か
ら
み
る
当
該
章
段
―

　

ま
ず
は
次
に
本
文
を
あ
げ
る
。
ま
た
便
宜
上
【
Ⅰ
】
〜
【
Ⅲ
】、
Ａ
〜
Ｅ
に

区
分
し
て
示
す
こ
と
と
す
る（
９
）。

【
Ⅰ
】
故
殿
の
御
た
め
に
、
月
ご
と
の
十
日
、
経
仏
な
ど
供
養
せ
さ
せ
た
ま
ひ
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し
を
、
九
月
十
日
、
職し
き

の
御み
ざ
う
し

曹
司
に
て
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
上か
ん
だ
ち
め

達
部
、
殿
上

人
、
い
と
お
ほ
か
り
。
清せ
い

範は
ん

講か
う

師じ

に
て
、
説
く
こ
と
は
た
、
い
と
か
な
し

け
れ
ば
、
こ
と
に
も
の
の
あ
は
れ
深
か
る
ま
じ
き
、
若
き
人
々
、
み
な
泣

く
め
り
。

【
Ⅱ
】
果
て
て
、
酒
飲
み
、
詩
誦ず

じ
な
ど
す
る
に
、
頭
中
将
斉た
だ

信の
ぶ

の
君
の
、「
月

秋
と
期
し
て
身
い
づ
く
か
」
と
い
ふ
こ
と
を
う
ち
出
だ
し
た
ま
へ
り
。
詩

は
た
い
み
じ
う
め
で
た
し
。
い
か
で
さ
は
思
ひ
出
で
た
ま
ひ
け
む
。
お
は

し
ま
す
所
に
分
け
ま
ゐ
る
ほ
ど
に
、
立
ち
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
て
、「
め
で

た
し
な
。
い
み
じ
う
、
今
日
の
料
に
言
ひ
た
り
け
る
こ
と
に
こ
そ
あ
れ
」

と
の
た
ま
は
す
れ
ば
、「
そ
れ
啓
し
に
と
て
、
物
見
さ
し
て
ま
ゐ
り
は
べ

り
つ
る
な
り
。
な
ほ
い
と
め
で
た
く
こ
そ
お
ぼ
え
は
べ
り
つ
れ
」
と
啓
す

れ
ば
、「
ま
い
て
さ
お
ぼ
ゆ
ら
む
か
し
」
と
仰
せ
ら
る
。

【
Ⅲ
】
わ
ざ
と
呼
び
も
出
で
、
会
ふ
所
ご
と
に
て
は
、
Ａ
「
な
ど
か
ま
ろ
を
、

ま
こ
と
に
近
く
語
ら
ひ
た
ま
は
ぬ
。
さ
す
が
に
く
し
と
思
ひ
た
る
に
は
あ

ら
ず
と
知
り
た
る
を
、
い
と
あ
や
し
く
な
む
お
ぼ
ゆ
る
。
か
ば
か
り
年
ご

ろ
に
な
り
ぬ
る
得
意
の
、
う
と
く
て
や
む
は
な
し
。
殿
上
な
ど
に
、
明
け

暮
れ
な
き
折
も
あ
ら
ば
、何
事
を
か
思
ひ
出
で
に
せ
む
」と
の
た
ま
へ
ば
、

Ｂ
「
さ
ら
な
り
。
か
た
か
る
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ぬ
を
、
さ
も
あ
ら
む
後

に
は
、
え
ほ
め
た
て
ま
つ
ら
ざ
ら
む
が
、
く
ち
を
し
き
な
り
。
上
の
御
前

な
ど
に
て
も
、
や
く
と
あ
づ
か
り
て
ほ
め
き
こ
ゆ
る
に
、
い
か
で
か
、
た

だ
お
ぼ
せ
か
し
。
か
た
は
ら
い
た
く
、
心
の
鬼
出
で
来
て
、
い
ひ
に
く
く

な
り
は
べ
り
な
む
」
と
言
へ
ば
、
Ｃ
「
な
ど
て
。
さ
る
人
を
し
も
こ
そ
、

妻め

よ
り
ほ
か
に
、
ほ
む
る
た
ぐ
ひ
あ
れ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
Ｄ
「
そ
れ
が

に
く
か
ら
ず
お
ぼ
え
ば
こ
そ
あ
ら
め
、
男
も
女
も
、
け
近
き
人
思
ひ
、
方

ひ
き
、
ほ
め
、
人
の
い
さ
さ
か
あ
し
き
こ
と
な
ど
言
へ
ば
、
腹
立
ち
な
ど

す
る
が
わ
び
し
う
お
ぼ
ゆ
る
な
り
」
と
言
へ
ば
、
Ｅ
「
た
の
も
し
げ
な
の

こ
と
や
」
と
の
た
ま
ふ
も
、
い
と
を
か
し
。

（
一
二
九
「
故
殿
の
御
た
め
に
、月
ご
と
の
十
日
」
二
四
二
〜
二
四
四
頁
）

　

こ
の
章
段
は
、
右
に
み
る
書
き
出
し
か
ら
も
い
わ
ゆ
る
日
記
的
章
段
に
属
す

る
こ
と
が
わ
か
る
。
今
日
で
は
赤
間
恵
都
子
や
田
畑
千
恵
子
に
よ
っ
て
日
記
的

章
段
を
関
白
道
隆
の
盛
時
や
定
子
生
存
期
等
を
軸
に
し
て
分
類
し
叙
述
の
特
徴

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
観
点
に
沿
え
ば
、
道
隆
没
後
、
定
子
存
命
の
後
期

章
段
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る）

10
（

。
田
畑
は
、

枕
草
子
の
章
段
中
、
一
般
に
日
記
的
章
段
と
い
う
名
称
で
類
別
さ
れ
る
章

段
群
が
あ
る
が
、
そ
の
内
部
に
は
、
厳
密
に
比
較
す
る
な
ら
ば
、
各
章
段

が
独
自
の
ス
タ
イ
ル
を
も
つ
と
言
え
る
よ
う
な
、
多
様
性
が
存
在
す
る
。

一
括
し
た
名
称
を
冠
す
る
こ
と
で
章
段
の
性
格
を
規
定
す
る
こ
と
に
は
、

限
界
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。

と
示
す
よ
う
に
、
日
記
的
章
段
と
し
て
括
る
こ
と
に
限
界
を
認
め
て
い
る
一
方

で
、
そ
れ
で
も
前
期
・
後
期
章
段
に
分
別
し
共
通
す
る
特
徴
を
見
出
そ
う
と
し

た
。
な
お
、
こ
こ
に
い
う
「
多
様
性
」
と
は
章
段
ご
と
の
特
徴
を
示
す
も
の
で

あ
る
が
、
こ
の
「
多
様
性
」
を
つ
ぶ
さ
に
検
討
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
本
章
段
が
後
期
章
段
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

る
た
め
に
、
田
畑
が
前
期
章
段
の
特
徴
と
し
て
示
し
た
、

①
素
材
に
依
存
し
②
内
在
す
る
「
を
か
し
さ
」
を
具
体
的
な
場
面
と
し
て
提
示

― 178（3）―
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す
る
こ
と
で
、
③
讃
美
の
主
題
を
形
成
す
る
。

と
い
う
要
点
を
ふ
ま
え
て
、
こ
こ
に
対
照
的
に
後
期
章
段
の
特
徴
を
示
し
て
み

る
と
、

ⅰ
素
材
に
依
存
す
る
こ
と
か
ら
ず
れ
、
ⅱ
「
を
か
し
さ
」
を
内
在
さ
せ
ず
に
顕

在
化
し
、
ⅲ
讃
美
以
外
の
主
題
を
形
成
し
て
い
る
。

と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
と
き
、「
故
殿
の
御
た
め
に
」
章
段
の
筆
致
は
、
故
殿
の
供
養
か
ら
起

筆
さ
れ
な
が
ら
も
こ
の
素
材
に
関
し
て
は
簡
素
に
示
さ
れ
て
お
り
【
Ⅰ
】、
む

し
ろ
供
養
の
後
の
酒
宴
・
朗
詠
の
場
【
Ⅱ
】
や
、
斉
信
か
ら
清
少
納
言
へ
の
口

説
き
の
場
【
Ⅲ
】
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
素
材
か
ら
ず
れ
て
い
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

ま
た
【
Ⅰ
】
は
「
日
記
的
章
段
中
、
唯
一
の
悲
し
み
の
涙
。
但
し
、
直
接
的

に
故
人
を
哀
悼
す
る
も
の
で
は
な
い
」と
い
わ
れ）

11
（

、「
か
な
し
」に
集
約
さ
れ
る
。

【
Ⅱ
】
は
「
め
で
た
し
」
に
集
約
さ
れ
る
中
で
【
Ⅲ
】
は
「
い
と
を
か
し
」
と

明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
讃
美
の
主
題
に
関
し
て
は
定
子
へ
の
讃
美
を
読
み

取
る
指
摘
も
あ
る
が）

12
（

、【
Ⅱ
】
は
朗
詠
に
対
す
る
「
め
で
た
し
」
で
あ
り
、
定

子
も
わ
ず
か
に
登
場
す
る
ば
か
り
で
、
章
段
内
に
広
く
定
子
と
の
関
わ
り
が
描

か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
、
定
子
へ
の
讃
美
と
判
断
す
る
に
は
慎

重
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
構
成
を
も
つ
当
該
章
段
は
後
期
章
段
の
典
型
に
あ
る
と
い
え
よ

う
。
以
下
、
具
体
的
な
表
現
を
検
討
し
て
い
く
。

三
、〈
対
話
〉
に
み
る
賞
賛
と
補
完

　

す
で
に
指
摘
が
あ
る
が
、「
月
秋
と
期
し
て
身
い
づ
く
か
」
は
平
安
中
期
の

漢
詩
集
『
本
朝
文
粋
』
巻
十
四
や
『
和
漢
朗
詠
集
』
懐
旧
に
典
拠
を
も
つ）

13
（

。
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
朗
詠
の
一
節
は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
た
の
だ
ろ

う
か
。
こ
の
こ
と
は
直
後
の
定
子
と
清
少
納
言
の
〈
対
話
〉
か
ら
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
。
定
子
は
「
め
で
た
し
な
。
い
み
じ
う
、
今
日
の
料
に
言
ひ
た
り

け
る
こ
と
に
こ
そ
あ
れ
」（
能
因
本
系
統
は
「
い
み
じ
う
、
今
日
の
こ
と
に
言

ひ
た
る
こ
と
に
こ
そ
あ
れ
」）
と
「
今
日
」
と
限
定
し
た
い
い
ぶ
り
か
ら
九
月

十
日
の
時
宜
を
得
た
朗
詠
だ
と
褒
め
た
。
一
方
、
清
少
納
言
も
「
そ
れ
啓
し
に

と
て
、
物
見
さ
し
て
ま
ゐ
り
は
べ
り
つ
る
な
り
。
な
ほ
い
と
め
で
た
く
こ
そ
お

ぼ
え
は
べ
り
つ
れ
」
と
褒
め
て
い
ち
早
く
定
子
に
伝
え
た
か
っ
た
の
は
、
や
は

り
折
に
か
な
っ
た
朗
詠
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

た
だ
し
、
こ
の
〈
対
話
〉
に
は
問
題
が
残
る
。
た
と
え
ば
こ
の
〈
対
話
〉
か

ら
は
何
に
関
す
る
や
り
と
り
で
あ
る
の
か
、
が
明
確
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

無
論
、
読
者
は
書
き
出
し
か
ら
読
み
始
め
て
い
け
ば
斉
信
の
朗
詠
ぶ
り
に
対
す

る
こ
と
だ
と
理
解
は
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
決
定
づ
け
る
こ
と
は
定
子
の

言
葉
か
ら
は
「
今
日
の
料
（
今
日
の
こ
と
）
に
言
ひ
た
り
け
る
こ
と
」
の
部
分

が
該
当
す
る
程
度
で
あ
り
、
清
少
納
言
の
言
葉
か
ら
は
「
そ
れ
啓
し
に
と
て
」

の
「
そ
れ
」
と
い
っ
た
代
名
詞
が
受
け
る
こ
と
に
限
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
前
後

の
展
開
を
示
す
地
の
文
に
詳
細
な
情
報
が
あ
り
、そ
こ
に
依
存
さ
れ
る〈
対
話
〉

は
あ
く
ま
で
も
斉
信
の
朗
詠
を
受
け
た
上
で
の
補
足
的
な
、〈
自
立
性
の
な
い

対
話
〉
で
あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
〈
自
立
性
の
な
い
対
話
〉
は
、
こ
こ
で
は
定

子
と
清
少
納
言
の
い
わ
ず
と
も
通
じ
る
関
係
に
生
じ
た
〈
対
話
〉
で
あ
り
、
当
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事
者
間
に
共
通
す
る
体
験
、共
有
さ
れ
た
事
柄
が
内
在
し
て
い
る
結
果
で
あ
る
。

ま
た
、
表
面
化
し
た
定
子
の
言
辞
「
め
で
た
し
な
」
を
清
少
納
言
が
「
い
と
め

で
た
く
こ
そ
お
ぼ
え
は
べ
り
つ
れ
」
と
反
復
し
て
同
意
し
た
た
め
、
お
互
い
の

共
通
し
た
叙
情
に
焦
点
化
さ
れ
る
〈
対
話
〉
を
生
む
筆
致
と
い
え
る
。

　

ち
な
み
に
、
こ
の
〈
対
話
〉
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
斉
信
の
朗
詠
に
関
す
る

叙
述
に
も
疑
問
が
残
る
。
た
と
え
ば
、
斉
信
の
発
言
と
し
て
「
月
秋
と
期
し
て

身
い
づ
く
か
」
と
の
み
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
場
で
の
発
言
は
こ
の
記
さ
れ
た

部
分
だ
け
を
朗
詠
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
、
萩
谷
朴
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
そ
の
朗
詠
の
範
囲
は
さ
ら
に
そ
の
前
半
部
で
あ
る
「
嗟
吁
、
人

命
定
ま
ら
ず
、吾
が
生
知
り
難
し
」、「
花
は
春
ご
と
に
匂
へ
ど
も
主
は
帰
ら
ず
」

に
及
ん
で
い
た
可
能
性
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う）

14
（

。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
場
に
お

い
て
何
よ
り
も
表
明
す
べ
き
こ
と
は
主
で
あ
る
道
隆
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
加

え
、
遺
さ
れ
た
者
の
思
い
を
代
弁
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
を
表
明
し
な
い
と

は
考
え
に
く
い
。
す
で
に
書
き
出
し
に「
故
殿
の
御
た
め
に
、月
ご
と
の
十
日
、

経
仏
な
ど
供
養
せ
さ
せ
た
ま
ひ
し
を
、
九
月
十
日
、
職
の
御
曹
司
に
て
せ
さ
せ

た
ま
ふ
」
と
道
隆
の
不
在
を
示
し
た
上
で
、
時
宜
に
合
う
こ
と
に
焦
点
を
当
て

た
た
め
に
こ
の
朗
詠
の
前
半
部
は
省
略
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の

朗
詠
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
も
採
ら
れ
、
定
子
周
辺
に
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
こ
と
や
、
史
実
に
則
っ
て
い
え
ば
斉
信
の
父
の
一
周
忌
法

要
や
異
母
弟
左
中
将
道
信
な
ど
血
縁
者
の
法
要
が
き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
な

ど
が
指
摘
さ
れ
て
き
た）

15
（

。
た
し
か
に
、
こ
の
「
月
秋
」
の
一
節
だ
け
で
も
周
囲

は
場
に
即
し
た
斉
信
の
主
張
を
理
解
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
定
子
に
と
っ

て
も
こ
の
「
月
秋
〜
」
が
殊
に
共
感
し
響
い
た
と
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、
往

時
の
読
者
を
は
じ
め
、当
該
章
段
を
一
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
者
に
と
っ
て
は
、

漢
籍
の
典
拠
を
把
握
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
ち
ろ
ん
、
よ
り
理
解
の
深
ま

り
は
あ
ろ
う
が
、
次
の
『
古
今
和
歌
集
』
の
和
歌
を
想
起
す
る
こ
と
で
さ
ら
に

深
く
受
容
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）

16
（

。

五
条
后
宮
の
西
の
対
に
住
み
け
る
人
に
、
本
意
に
は
あ
ら
で
も
の
言
ひ
わ

た
り
け
る
を
、
睦
月
の
十
日
あ
ま
り
に
な
む
、
ほ
か
へ
隠
れ
に
け
る
。
あ

り
所
は
聞
き
け
れ
ど
、
え
も
の
も
言
は
で
、
ま
た
の
年
の
春
、
梅
の
花
盛

り
に
、
月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
、
去
年
を
恋
ひ
て
、
か
の
西
の
対
に

行
き
て
、
月
の
か
た
ぶ
く
ま
で
、
あ
ば
ら
な
る
板
敷
に
ふ
せ
り
て
よ
め
る

　

月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
わ
が
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て

（
恋
歌
五
・
七
四
七
・
在
原
業
平
朝
臣
）

　

周
知
の
よ
う
に
『
伊
勢
物
語
』
第
四
段
に
も
あ
る
こ
の
和
歌
は
、「
月
は
あ

の
時
の
ま
ま
の
月
で
は
な
い
の
か
。
春
は
昔
の
ま
ま
の
春
で
は
な
い
の
か
。
私

ひ
と
り
だ
け
が
元
の
ま
ま
の
身
で
あ
っ
て
…
…
」
と
理
解
さ
れ
る）

17
（

。
当
該
歌
が

漢
籍
に
典
拠
を
も
つ
こ
と
も
指
摘
さ
れ
る
が
、
中
で
も
人
生
の
最
高
の
輝
き
の

時
を
春
と
み
て
、
遥
か
に
遠
く
な
っ
た
時
を
懐
旧
す
る
「
惜
春
」
が
こ
の
和
歌

に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い）

18
（

。
既
述
し
た
よ
う
に
、
斉
信
の
朗
詠

に
は
「
花
は
春
ご
と
に
匂
へ
ど
も
主
は
帰
ら
ず
」
と
春
の
花
の
盛
り
の
循
環
を

述
べ
つ
つ
、
主
の
不
在
を
嘆
く
。
こ
の
こ
と
は
主
人
の
不
在
で
あ
る
春
も
ま
た

間
接
的
に
嘆
く
時
と
な
り
う
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
上
、
当
該
歌
の
「
月
や
あ

ら
ぬ
」
は
斉
信
の
朗
詠
と
し
て
書
き
手
に
叙
述
さ
れ
た
「
月
秋
と
期
し
て
身
い

づ
く
か
」
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
月
や
あ
ら
ぬ
」
歌
は
斉
信
の
朗
詠
の
場
面
を
理
解
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す
る
上
で
有
効
な
知
識
と
い
え
る
。

四
、「
い
と
を
か
し
」
を
誘
発
し
た
和
歌

　

こ
う
し
た
定
子
と
清
少
納
言
の
〈
対
話
〉
の
最
後
に
は
「
ま
い
て
、
さ
お
ぼ

ゆ
ら
む
か
し
」（
ま
し
て
、
そ
う
思
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
）
と
あ
り
、
清

少
納
言
が
斉
信
を
褒
め
る
こ
と
に
対
し
て
、
二
人
の
関
わ
り
の
深
さ
を
予
測
さ

せ
る
一
言
が
付
け
加
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
関
根
正
直
は
「
之
を
誦
し
出
で
し

人
の
齊
信
な
れ
ば
、
好
意
を
も
て
る
清
少
は
、
況
し
て
め
で
た
く
思
ふ
ら
ん
と

な
り
」
と
し）

19
（

、
田
中
重
太
郎
は
こ
の
定
子
の
一
言
の
後
に
「『
中
宮
の
こ
の
御

こ
と
ば
の
意
味
は
』
と
い
う
内
容
の
接
続
詞
が
省
略
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
。

こ
の
定
子
の
言
葉
の
意
味
と
後
文
の
斉
信
と
清
少
納
言
の
〈
対
話
〉
に
関
連
性

を
み
る
上
で
は
重
要
な
指
摘
で
あ
り）

20
（

、
こ
の
補
完
関
係
を
担
う
の
が
斉
信
と
清

少
納
言
の
〈
対
話
〉
で
あ
る
。
さ
て
、
二
人
の
〈
対
話
〉
は
「
わ
ざ
と
呼
び
も

出
で
、
会
ふ
所
ご
と
に
て
は
」
に
続
い
て
、

Ａ
「
な
ど
か
ま
ろ
を
、
ま
こ
と
に
ち
か
く
か
た
ら
ひ
給
は
ぬ
。
さ
す
が
に
に
く

し
と
思
ひ
た
る
に
は
あ
ら
ず
、
と
知
り
た
る
を
、
い
と
あ
や
し
く
な
む
お

ぼ
ゆ
る
。
か
ば
か
り
年
ご
ろ
に
な
り
ぬ
る
得
意
の
、
う
と
く
て
や
む
は
な

し
。
殿
上
な
ど
に
、
明
け
暮
れ
な
き
折
も
あ
ら
ば
、
何
事
を
か
思
ひ
い
で

に
せ
む
」

と
は
じ
ま
る
。
こ
こ
で
の
斉
信
と
清
少
納
言
の
関
わ
り
は
ど
の
よ
う
に
理
解
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
斉
信
は
わ
ざ
わ
ざ
呼
び
出
し
も
し
、
ま
た
出
会
う
た
び
に
「
な
ど
か

ま
ろ
を
〜
」
と
伝
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
し
、
丁
寧
に
読
む
と
、
こ

れ
は
斉
信
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
書
き
手
が
再
現
し
た
の
で
は
な
く
、
書
き
手
は

そ
の
内
容
を
再
現
し
て
い
る
。
と
い
う
の
は
、「
わ
ざ
と
呼
び
も
出
で
、
会
ふ

所
ご
と
に
て
は
」
か
ら
、
一
度
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
幾
度
か
同
じ
よ
う
な

や
り
と
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

度
重
な
る
こ
と
か
ら
斉
信
の
清
少
納
言
に
対
す
る
強
い
思
い
を
読
み
取
る
こ

と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
懸
想
を
す
る
こ
と
は
斉
信
の
清
少
納
言

へ
の
ひ
と
つ
の
接
し
方
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
穏
当
で
は
な
い
か
。
い
わ
ば

口
説
き
の
挨
拶
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
懸
想
の
〈
対
話
〉
は
す
で

に
繰
り
返
さ
れ
て
お
り
定
番
化
し
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
清
少
納
言

が
拒
絶
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
、
予
定
調
和
を
生
む
の
で
あ
る
。
後

述
す
る
が
、何
よ
り
も
拒
絶
の
姿
勢
に
悲
壮
感
や
緊
張
感
が
な
く
、総
じ
て
「
を

か
し
」
に
収
束
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、
贈
答
歌
に
よ
っ
て
思
い
の
た
け
を
述
べ
る
男
に
対
し
て
、
女

が「
相
手
の
言
い
分
を
は
ぐ
ら
か
し
」て
拒
絶
す
る
手
法
に
通
じ
る
。
た
だ
し
、

何
度
も
繰
り
返
さ
れ
た
〈
対
話
〉
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
思
い
の
新
鮮
味
は
失
わ

れ
、
か
え
っ
て
二
人
の
関
係
は
熟
練
味
が
増
し
た
挨
拶
と
理
解
し
た
い
。

　

こ
れ
は
〈
対
話
〉
の
内
実
か
ら
も
わ
か
る
。
斉
信
は
清
少
納
言
が
「
に
く
し

と
思
ひ
た
る
に
あ
ら
ず
知
り
た
る
」
と
述
べ
、
清
少
納
言
に
も
好
意
の
あ
る
こ

と
を
代
弁
し
て
み
せ
る
。
い
わ
ば
、
懸
想
の
思
い
が
清
少
納
言
に
も
あ
る
だ
ろ

う
と
誘
い
水
を
向
け
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
か
ば
か
り
年
ご
ろ
に
な
り
ぬ

る
得
意
の
、
う
と
く
て
や
む
は
な
し
」
と
長
い
付
き
合
い
に
よ
っ
て
築
か
れ
た

関
係
性
を
伝
え
、「
殿
上
な
ど
に
、
明
け
暮
れ
な
き
折
も
あ
ら
ば
、
何
事
を
か
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思
ひ
出
で
に
せ
む
」
と
思
い
出
の
よ
す
が
に
し
た
い
旨
ま
で
切
り
出
す
の
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
る
斉
信
は
、
直
前
の
朗
詠
を
披
露
し
、
定
子
や
清

少
納
言
か
ら
賞
賛
を
受
け
て
い
た
人
物
と
は
異
な
る
一
面
で
は
あ
る
が
、
定
子

の
言
辞
「
ま
い
て
さ
お
ぼ
ゆ
ら
む
か
し
。」
を
補
完
す
る
と
い
う
こ
と
に
ど
の

よ
う
な
意
味
が
あ
る
の
か
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
そ
の
補
完
に

は
、
斉
信
と
清
少
納
言
の
二
人
が
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
の

真
実
を
示
す
意
味
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
読
み
手
に
対
し
て
種
明

か
し
を
す
る
と
同
時
に
、
何
か
し
ら
斉
信
に
関
す
る
新
た
な
気
づ
き
を
与
え
る

叙
述
を
示
そ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
、
状
況
を
詳
細
に

記
さ
れ
〈
自
立
性
の
あ
る
対
話
〉
と
な
っ
て
い
く
。

　

さ
て
、
こ
の
と
き
の
清
少
納
言
は
拒
絶
の
仕
方
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。

　

こ
こ
に
は
切
迫
し
た
感
情
は
読
み
取
れ
な
い
。
む
し
ろ
、実
は「
さ
ら
な
り
。

か
た
か
る
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ぬ
を
」
と
最
初
に
返
す
と
こ
ろ
を
み
る
限
り
、

こ
こ
に
斉
信
へ
の
拒
絶
は
な
く
、
親
し
く
な
る
こ
と
は
難
し
く
は
な
い
と
い
っ

て
み
せ
る
。
そ
の
上
で
、
だ
が
、「
そ
う
な
っ
た
後
に
は
…
…
」
と
不
都
合
が

生
じ
る
こ
と
を
示
し
、
反
転
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
皮
肉
を
述
べ
て
断
っ

た
り
、
不
安
を
述
べ
て
拒
否
し
た
り
す
る
よ
う
な
直
接
的
な
手
法
で
は
な
く
、

巧
み
な
老
獪
さ
さ
え
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
、
不
都
合
が
生
じ
る
と
し
て
、
今

後
褒
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

無
論
、
相
手
の
恋
心
を
受
け
入
れ
て
深
い
関
係
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
褒
め

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、
主
上
の
前
で
さ
え
褒

め
ら
れ
な
く
な
る
と
、あ
た
か
も
切
り
札
の
よ
う
な
場
を
想
定
し
て
み
せ
た
上
、

「
心
の
鬼
」
に
よ
っ
て
拒
絶
し
て
み
せ
る
。
こ
れ
ら
の
展
開
と
筆
致
に
は
清
少

納
言
の
返
答
の
趣
向
と
書
き
手
と
し
て
の
熟
練
さ
が
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
に
続

き
、

Ｃ
「
な
ど
て
。
さ
る
人
を
し
も
こ
そ
、妻
よ
り
ほ
か
に
、ほ
む
る
た
ぐ
ひ
あ
れ
」

Ｄ
「
そ
れ
が
に
く
か
ら
ず
お
ぼ
え
ば
こ
そ
あ
ら
め
、
男
も
女
も
、
け
近
き
人
思

ひ
、
方
ひ
き
、
ほ
め
、
人
の
い
さ
さ
か
あ
し
き
こ
と
な
ど
言
へ
ば
、
腹
立

ち
な
ど
す
る
が
わ
び
し
う
お
ぼ
ゆ
る
な
り
」

と
、
褒
め
る
こ
と
を
軸
と
し
て
〈
対
話
〉
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
斉

信
の
「
な
ど
て
」
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
清
少
納
言
の
言
い
分
に
納
得
が
い

か
な
い
中
、
清
少
納
言
は
「
そ
れ
が
に
く
か
ら
ず
お
ぼ
え
ば
こ
そ
あ
ら
め
」
と

反
論
を
示
す
の
で
あ
る
。

　

こ
の
返
答
に
つ
い
て
は
、
北
村
季
吟
が
『
春
曙
抄
』
に
「
夫
婦
な
る
人
を
ほ

む
る
が
に
く
き
ゆ
へ
、
我
は
遠
慮
あ
り
と
也
」
と
い
う
よ
う
に）

21
（

、
仲
睦
ま
じ
い

関
係
と
し
て
夫
婦
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
は
相
手
を
褒
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
理
由

に
拒
否
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
、
即
座
に
拒
否
す
る
の
で
は
な
く
、
相
手

の
言
い
分
を
一
度
は
受
け
止
め
た
上
で
反
論
す
る
展
開
を
す
る
。
そ
の
結
果
、

斉
信
は
、

Ｅ
「
た
の
も
し
げ
な
の
こ
と
や
」

と
返
す
。
こ
の
、
最
後
の
一
言
は
、
金
子
元
臣
が
、

「
頼
も
し
げ
な
の
事
や
」
と
応
酬
は
し
た
も
の
の
、
弾
力
を
失
っ
た
鞠
の
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や
う
な
具
合
で
、
甚
だ
振
は
な
い
。
蓋
し
申
込
を
拒
絶
さ
れ
た
失
望
の
声

で
あ
る
。

と
い
う
よ
う
に
失
望
感
を
読
み
取
る
説
が
あ
る
が）

22
（

、
こ
れ
ら
の
〈
対
話
〉
を
総

評
す
る
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
の
が
「
い
と
を
か
し
」
で
あ
る
と
き
、
単
な
る
失

望
感
で
済
ま
せ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
「
清
少
は
行
成
と
意
気
投
合

し
た
る
交
な
り
し
か
ば
、
斉
信
に
は
従
は
ざ
れ
し
な
ら
む
」
と
い
う
藤
原
行
成

と
の
関
係
が
深
か
っ
た
こ
と
を
根
拠
に
す
る
説
も
あ
る）

23
（

。
だ
が
、
そ
れ
も
「
い

と
を
か
し
」
と
す
る
と
、
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
が
、「
い
と
を
か
し
」
と
評
さ
れ
た
き
っ
か
け
は
、

直
前
の
斉
信
に
よ
る「
た
の
も
し
げ
な
の
こ
と
や
」へ
の
評
価
で
あ
る
。
無
論
、

こ
の
一
語
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
さ
ら
に
そ
の
直
前
の
「
そ

れ
が
に
く
か
ら
ず
お
ぼ
え
ば
こ
そ
あ
ら
め
、
男
も
女
も
、
け
近
き
人
思
ひ
、
方

ひ
き
、
ほ
め
、
人
の
い
さ
さ
か
あ
し
き
こ
と
な
ど
い
へ
ば
、
腹
立
ち
な
ど
す
る

が
わ
び
し
う
お
ぼ
ゆ
る
な
り
」
へ
の
返
答
と
し
て
示
さ
れ
た
こ
と
へ
の
評
価
で

あ
る
。
書
き
手
と
な
っ
た
段
階
で
示
さ
れ
た
評
価
か
ら
何
を
読
み
取
る
べ
き
で

あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
、

あ
ひ
み
ん
と
思
ふ
心
を
い
の
ち
に
て
い
け
る
我
身
の
た
の
も
し
け
な
き

（『
貫
之
集
』
五
七
一
）

さ
ゝ
か
に
の
い
か
に
せ
よ
と
か
わ
か
こ
ひ
の
た
の
も
し
け
な
き
そ
ら
に

し
も
ふ
る 

（『
元
実
集
』
二
九
一
）

と
い
う
よ
う
な
、
男
女
の
深
い
関
わ
り
を
も
つ
こ
と
に
執
着
し
た
我
が
身
を
卑

下
し
た
り
、
恋
心
を
い
だ
く
こ
と
に
頼
り
な
さ
を
覚
え
た
り
す
る
こ
と
を
詠
ん

だ
和
歌
の
世
界
を
彷
彿
と
さ
せ
た
こ
と
に
よ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）

24
（

。
こ

の
と
き
、
前
半
の
〈
対
話
〉
か
ら
は
、
漢
籍
に
長
け
た
斉
信
へ
の
定
子
と
清
少

納
言
ら
の
賞
賛
の
や
り
と
り
を
、
後
半
の
〈
対
話
〉
か
ら
は
定
子
の
言
葉
を
補

完
す
る
機
能
の
中
に
、
斉
信
の
口
説
き
の
挨
拶
を
き
っ
か
け
に
し
て
和
歌
に
も

精
通
し
あ
っ
た
二
人
の
風
流
な
や
り
と
り
を
、
そ
れ
ぞ
れ
読
み
取
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

五
、
お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
典
型
的
な
後
期
章
段
の
中
に
〈
対
話
〉
を
軸
に
章
段
の
表
現
の
分

析
を
行
っ
て
き
た
。『
枕
草
子
』
の
〈
対
話
〉
を
贈
答
歌
の
変
形
、
い
う
な
れ

ば
贈
答
歌
的
〈
対
話
〉
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
や
り
と
り
と
地
の
文
と

の
関
わ
り
は
表
現
の
理
解
を
よ
り
深
化
さ
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
斉
信

の
朗
詠
と
し
て
顕
在
化
し
た
「
月
」
の
一
節
に
は
、
そ
の
背
景
に
潜
在
化
し
て

い
る
「
春
」
の
一
節
が
あ
る
こ
と
は
、
故
殿
の
最
盛
期
と
没
後
を
相
対
化
さ
せ

る
上
で
見
逃
せ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
受
容
に
関
し
て
、『
枕

草
子
』
以
前
の
既
存
の
和
歌
を
具
体
的
に
示
し
て
、
さ
ら
な
る
理
解
の
深
ま
り

の
き
っ
か
け
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
き
た
。「
当
時
の
才
人
と
男
女
の
機
微
に

ふ
れ
る
言
葉
の
や
り
と
り
の
お
も
し
ろ
さ
」
の
ど
こ
に
ど
の
よ
う
な
機
微
が
あ

り
、
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
か
を
明
確
に
し
た
こ
と
に
も
な
ろ
う）

25
（

。

　
『
枕
草
子
』に
は
和
歌
や
和
歌
表
現
と
し
て
の
歌
こ
と
ば
が
点
在
し
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
い
わ
ゆ
る
間
テ
ク
ス
ト
性
を
生
か
す
こ
と
で
、
よ
り
重
層
性
の
あ
る

読
み
が
可
能
と
な
っ
て
く
る
。
他
章
段
の〈
対
話
〉は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

― 173（8）―



『論叢』玉川大学文学部紀要　第58号

注（
１
）
山
中
悠
希
『
堺
本
枕
草
子
の
研
究
』（
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
六
年
二
月
）

（
２
）
清
少
納
言　

島
内
裕
子
校
注
・
訳
『
枕
草
子
』
上
・
下
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

二
〇
一
七
年
四
月
）

（
３
）
拙
著
『
平
安
宮
廷
文
学
と
歌
謡
』（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
年
十
二
月
）

（
４
）
鈴
木
日
出
男
「『
源
氏
物
語
』
の
対
話
と
贈
答
歌
」『
文
学
』
第
十
巻
・
第
四

号
（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
七
月
）

（
５
）『
和
歌
文
学
大
事
典
』「
贈
答
歌
」
の
項
（
徳
原
茂
実
担
当
）（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ

リ
ー
、
二
〇
一
四
年
）

（
６
）『
日
本
国
語
大
事
典
』
第
二
版
第
八
巻
「
対
話
」
の
項
（
小
学
館
、
二
〇
〇
二

年
。
初
版
は
一
九
七
二
年
）

（
７
）
注
（
３
）
前
掲
書
第
二
十
二
章
『
枕
草
子
』「
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
」

章
段
攷
―
叙
述
に
み
る
読
者
へ
の
仕
掛
け
―
。

（
８
）
さ
ま
ざ
ま
な
観
点
か
ら
「
対
話
」
を
と
ら
え
て
『
枕
草
子
』
と
の
関
連
を
論

じ
た
主
な
も
の
に
、
上
野
志
保
子　

川
島
和
佳
子
「『
枕
草
子
』
日
記
章
段
に

お
け
る
対
話
の
類
型
」
東
横
国
文
学
二
二
、（
一
九
九
〇
年
三
月
）、
橋
本
治
・

三
田
村
雅
子
「〈
特
集
〉
枕
草
子
―
表
現
の
磁
場　

対
話
す
る
枕
草
子
・
挑
発

す
る
枕
草
子
―
桃
尻
語
訳
な
ど
な
ど
」
国
文
学
四
一
―
一
、『
国
文
学
』

（
一
九
九
六
年
一
月
）、
藤
本
宗
利
「
枕
草
子
の
新
し
い
読
み
２
「
対
話
」
と
し

て
の
異
本
―
枕
草
子
は
一
つ
で
は
な
い
」『
月
間
国
語
教
育
』
十
七
―
二
、

（
一
九
九
七
年
五
月
）
な
ど
が
あ
る
。

（
９
）『
枕
草
子
』は
三
巻
本
系
統
第
一
類
本
陽
明
文
庫
蔵
本
を
底
本
と
す
る
松
尾
聰
・

永
井
和
子
校
注
・
訳
『
枕
草
子
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
一
八
、
小
学
館
、

一
九
九
七
年
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
必
要
に
応
じ
て
表
記
を
私
に
改
め
る
と
と

も
に
、
杉
山
重
行
編
著
『
三
巻
本
枕
草
子
本
文
集
成
』（
笠
間
書
院
、

一
九
九
九
年
）
な
ら
び
に
他
系
統
本
を
参
照
し
こ
れ
を
示
す
。

（
10
）
田
畑
千
恵
子
「
枕
草
子
日
記
的
章
段
の
方
法
―
中
関
白
家
盛
時
の
記
事
を
め

ぐ
っ
て
―
」『
中
古
文
学
』
第
三
六
号
（
一
九
八
六
年
三
月
）、
田
畑
は
、

前
期
章
段
の
方
法
は
、一
般
化
し
て
言
え
ば
、限
定
的
な
素
材
（
盛
儀
の
様
・

主
家
の
人
々
の
卓
越
性
等
）
に
依
存
し
、そ
れ
に
内
在
す
る
「
め
で
た
さ
」

「
を
か
し
さ
」
を
具
体
的
な
場
面
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
、
讃
美
の
主
題

を
形
成
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
枠
を
踏
み
出
し
た

と
こ
ろ
に
よ
り
広
が
り
を
も
っ
て
―
異
な
っ
た
新
た
な
素
材
と
の
関
わ
り

の
中
で
―
試
行
錯
誤
を
重
ね
な
が
ら
、
新
た
な
讃
美
の
方
法
を
あ
み
出
し

て
い
く
の
が
、
後
期
章
段
の
あ
り
方
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

と
す
る
。

（
11
）
津
島
知
明
・
中
島
和
歌
子
編
『
新
編
枕
草
子
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
〇
年
）

一
六
一
頁
脚
注
７

（
12
）
浜
口
俊
裕「
故
殿
の
た
め
に
」『
枕
草
子
大
事
典
』（
勉
誠
出
版
、二
〇
〇
一
年
）

に
は
、「
諸
注
が
頭
中
将
斉
信
そ
の
人
の
才
能
の
豊
か
さ
を
全マ
マ

面
に
押
し
出
し

て
賞
賛
し
た
章
段
と
も
、
理
想
的
な
男
性
斉
信
と
の
親
交
を
自
賛
的
に
語
っ
た

章
段
と
も
見
て
い
る
の
は
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
呈
し
、「
上
達

部
殿
上
人
い
と
お
ほ
か
り
」
と
多
数
列
席
す
る
こ
と
を
あ
え
て
示
す
こ
と
を
根

拠
に
「
今
も
な
お
信
任
篤
く
中
宮
定
子
の
権
勢
が
維
持
継
続
さ
れ
て
い
る
時
空

を
描
く
こ
と
に
狙
い
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
」
と
し
「
本
章
段
の
主
題
は
、
斉
信

の
賞
賛
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
中
宮
定
子
の
賛
美
讃
仰
に
あ
る
と
理
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
」
と
す
る
。
公
卿
ら
の
参
席
か
ら
間
接
的
に
読
み
取
ろ
う
と
す
る
姿

勢
は
魅
力
的
な
手
法
で
は
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
の
み
で
讃
美
に
収
束
す
る
章
段

と
は
断
定
し
に
く
い
。

（
13
）『
本
朝
文
粋
』
巻
十
四
、
雑
、
懐
旧
の
天
祿
二
（
九
七
二
）
年
四
月
二
九
日
、

菅
三
品
（
菅
原
文
時
）
に
よ
る
「
為
謙
德
公
報
恩
修
善
願
文
」（
謙
德
公
・
藤

原
伊
尹
へ
の
追
善
の
願
文
）
の
該
当
部
分
は
以
下
の
通
り
。

 

嗟
吁
、
人
命
定
ま
ら
ず
、
吾
が
生
知
り
難
し
。
彼
の
金
谷
に
花
に
酔
ひ
し
の
地

は
、
花
は
春
ご
と
に
匂
へ
ど
も
主
は
帰
ら
ず
。
南
楼
は
月
を
玩
ぶ
の
人
、
月
秋

と
期
し
て
身
い
づ
く
に
か
去
る
。（
原
漢
文
）

（
14
）
萩
谷
朴
『
枕
草
子
解
環
』
三
（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
二
年
）
二
一
四
頁
。

（
15
）
注
（
12
）
浜
口
解
説
に
同
じ
。

（
16
）
和
歌
な
ら
び
に
歌
番
号
は
『
新
編
国
歌
大
観C

D

―R
O

M

版V
er. 2

』（
角
川

書
店
、
二
〇
〇
三
年
）
に
よ
り
一
部
私
に
改
め
た
。
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（
17
）
早
稲
田
久
喜
の
会
編『
学
び
を
深
め
る
ヒ
ン
ト
シ
リ
ー
ズ
伊
勢
物
語
』第
四
段
・

中
島
輝
賢
担
当
（
明
治
書
院
・
二
〇
一
八
年
三
月
）。

（
18
）「
月
や
あ
ら
ぬ
」
歌
が
『
白
氏
文
集
』
に
同
様
の
発
想
の
あ
る
こ
と
は
金
子
彦

二
郎
『
平
安
時
代
文
学
と
白
氏
文
集
』
句
題
和
歌
・
千
載
佳
句
研
究
篇
（
藝
林

舎
、一
九
七
七
年
。
初
版
は
培
風
館
、一
九
四
三
年
）
を
は
じ
め
片
桐
洋
一
「
伊

勢
物
語
の
本
質
と
背
景
」『
伊
勢
物
語
の
新
研
究
』（
明
治
書
院
、一
九
八
七
年
）・

渡
辺
秀
夫
「『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
漢
詩
文
受
容
」『
平
安
朝
文
学
と
漢
文
世

界
』（
勉
誠
社
）
ら
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
片
桐
は
「
惜
春
」

が
『
伊
勢
物
語
』
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
。

（
19
）
関
根
正
直
『
補
訂　

枕
草
子
集
註
』（
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
七
年
。
初
版
は

六
合
館
、
一
九
三
一
年
）
三
九
五
頁
。

（
20
）
田
中
重
太
郎
『
枕
冊
子
全
注
釈
』
三
（
角
川
書
店
、一
九
七
八
年
）
一
三
七
頁
。

（
21
）
北
村
季
吟
『
枕
草
子
春
曙
抄　

下
』
北
村
季
吟
古
註
釈
集
成4

（
新
典
社
、

一
九
七
七
年
、
初
版
は
延
宝
二
（
一
六
七
四
）
年
以
後
）
二
四
頁
頭
注
、
た
だ

し
、
能
因
本
系
統
を
底
本
と
す
る
た
め
「
そ
れ
が
に
く
か
ら
ず
こ
そ
あ
ら
め
」

注
記
で
あ
る
。

（
22
）
金
子
元
臣
『
枕
草
子
評
釈
』
下
（
明
治
書
院
、
一
九
二
四
年
）
六
五
八
頁
。

（
23
）
注
（
19
）
関
根
前
掲
書
、
三
九
七
頁
。

（
24
）
和
歌
は『
新
編
私
家
集
大
成C

D

―R
O

M

版
』（
エ
ム
ワ
イ
企
画
、二
〇
〇
八
年
）

に
よ
り
、
表
記
は
一
部
私
に
改
め
た
。

（
25
）
注
（
８
）
前
掲
書
二
四
四
頁
頭
注
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
〈
対
話
〉
へ
の
探
究

は
今
日
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
の
向
上
を
求
め
ら
れ
る
国
語
教
育
の
現

場
に
お
い
て
も
、
応
用
で
き
る
観
点
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
理
解
す

る
上
で
、
表
面
化
し
て
い
る
文
字
以
外
の
い
わ
ゆ
る
「
行
間
を
読
む
」
こ
と
に

も
通
じ
る
し
、
対
人
と
の
対
話
を
行
う
上
で
、
そ
の
背
景
に
存
在
す
る
事
物
を

理
解
し
て
い
る
か
否
か
が
ス
ム
ー
ズ
な
対
話
を
生
む
と
い
う
指
導
に
も
通
じ
る

で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
他
の
テ
ク
ス
ト
と
の
類
似
性
や
共
通
性
を
も
と
に
、

比
較
検
討
す
る
こ
と
や
、
位
相
差
や
相
違
性
を
見
出
す
こ
と
で
、
多
角
的
な
ア

プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
を
生
み
出
し
や
す
く
も
な
る
。「
当
時
の
才
人
と
男
女
の
機

微
に
ふ
れ
る
言
葉
の
や
り
と
り
の
お
も
し
ろ
さ
」
の
ど
こ
に
機
微
が
あ
り
、
ど

こ
に
お
も
し
ろ
さ
が
あ
る
の
か
を
探
究
す
る
こ
と
こ
そ
文
学
研
究
と
国
語
教
育

の
橋
渡
し
と
な
る
観
点
で
あ
ろ
う
。

 

（
な
か
だ　

こ
う
じ
）
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A consideration regarding the literary ‘function’ of the dialogue 
from the chapter, “After the Late Regent’s Death.”

in Makura no soshi.

Koji NAKADA

Abstract

　This paper discusses the application of the known function which is significant to the “romantic 

poetry exchange,” to the “conversational dialogue” found in Makura no soshi.  Application of this 

previously known concept or function will explore the existing dialogue and the foundational con-

text, thus bringing further depth to the understanding of the literary expressions.  Reaching into 

the potential meaning behind the actual expressions through this application, as well as the explo-

ration using the intertexual associations with other Waka pieces would bring the reading of 

Makura no soshi to a much deeper, more complex and richer level of experience.

Keywords:  11the century Japanese Literature, Makura no soshi, Tadanobu, Romantic Poetry, Di-

alogue, Conversation, Literary Function, Intertextuality,
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