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講
演
要
旨「

中
世
王
朝
物
語
」
は
文
学
史
用
語
た
り
得
る
か

�

二
松
学
舎
大
学
特
別
招
聘
教
授　

妹
尾　

好
信

　
「
中
世
王
朝
物
語
全
集
」（
笠
間
書
院
刊
）
全
二
十
二
巻
が
ま
も
な
く
完
結
を
迎
え
る
。
一
九
九
五
年
（
平
成
七
年
）
の
刊
行
開

始
以
来
三
十
年
近
い
年
月
を
要
し
た
大
事
業
で
あ
っ
た
。
中
世
に
作
ら
れ
た
擬
古
物
語
の
現
存
作
品
す
べ
て
に
つ
い
て
、
読
み
や

す
い
校
訂
本
文
を
提
示
し
、
現
代
語
訳
を
付
す
と
い
う
画
期
的
な
試
み
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
従
来
あ
ま
り
読
ま
れ
て
い
な
か
っ

た
擬
古
物
語
は
、
研
究
者
の
み
な
ら
ず
一
般
読
書
人
に
も
ず
い
ぶ
ん
身
近
な
存
在
に
な
っ
た
。

　

私
は
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
第
二
巻
『
海
人
の
刈
藻
』
を
担
当
し
た
の
だ
が
、
は
か
ら
ず
も
そ
れ
が
第
一
回
配
本
と
な
っ
て
、
宣
伝

用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
組
み
見
本
に
使
わ
れ
た
り
し
て
気
恥
ず
か
し
い
思
い
を
し
た
。

　

そ
れ
は
と
も
か
く
、「
中
世
王
朝
物
語
」
と
い
う
語
は
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
た
め
に
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
発
案
者
は
編

集
委
員
の
一
人
で
あ
っ
た
稲
賀
敬
二
広
島
大
学
教
授
（
当
時
）
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
私
の
師
匠
に
よ
る
造

語
な
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
ま
で
「
擬
古
物
語
」
の
ほ
か
「
鎌
倉
時
代
物
語
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
て
呼
称
が
一
定
し
な
か
っ
た
中
世
の
王
朝
風
物
語
群

に
新
た
な
用
語
が
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
、
研
究
の
活
性
化
に
も
寄
与
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
、
用
語
の
普
及
が
進
む
一
方
で
、「
中
世
王
朝
物
語
」
と
い
う
語
が
学
術
的
な
文
学
史
用
語
と
し
て
適
切
か
ど
う
か
に
つ

い
て
一
部
研
究
者
か
ら
疑
問
が
呈
さ
れ
た
。
も
と
も
と
学
術
用
語
と
し
て
十
分
吟
味
さ
れ
た
上
で
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ

け
で
は
な
く
、
出
版
企
画
の
タ
イ
ト
ル
と
し
て
販
売
戦
略
上
の
目
的
で
編
み
出
さ
れ
た
用
語
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
本
当
に
学
術

用
語
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
は
当
然
検
討
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
私
は
立
場
上
、
師
匠
の
造
語
を
支
持
し
、
普
及

に
力
を
尽
く
し
た
い
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
も
批
判
に
は
謙
虚
に
耳
を
傾
け
る
必
要
が
あ
る
。

�

「
中
世
王
朝
物
語
」
は
文
学
史
用
語
と
し
て
適
切
か
否
か
。
中
古
文
学
の
研
究
者
の
間
だ
け
で
議
論
さ
れ
て
い
る
感
の
あ
る
こ
の

問
題
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
、
中
世
文
学
研
究
の
専
門
家
の
皆
様
の
ご
意
見
を
仰
げ
れ
ば
と
思
う
。
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新
古
今
時
代
に
関
し
て
や
り
残
し
た
こ
と
三
題

�

東
京
外
国
語
大
学
名
誉
教
授　

村
尾　

誠
一

　

三
年
前
に
定
年
を
迎
え
た
が
、
そ
の
後
す
る
こ
と
と
し
て
、
新
古
今
時
代
に
関
し
て
は
、
三
つ
の
課
題
を
考
え
て
い
た
。
他
の

こ
と
を
先
に
し
て
、
ほ
ぼ
白
紙
の
ま
ま
で
経
過
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
度
、
講
演
の
場
を
恵
ま
れ
た
の
を
機
に
、
遅
ま
き
な
が
ら

着
手
し
、
そ
の
報
告
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

　

一
題
目
は
、「『
新
古
今
和
歌
集
』
企
画
の
始
発
―
源
通
親
の
関
与
の
問
題
」
で
あ
る
。
拙
論
「
後
鳥
羽
院
正
治
初
度
百
首
と
勅

撰
和
歌
集
へ
の
意
思
―
『
正
治
和
字
奏
状
』
の
再
検
討
を
発
端
に
―
」（『
中
世
和
歌
史
論　

新
古
今
和
歌
集
以
後
』
青
簡
舎
・
二

〇
〇
九
年
）
で
提
示
し
た
問
題
の
展
開
で
あ
る
。
後
鳥
羽
院
歌
壇
の
始
発
と
な
っ
た
「
正
治
初
度
百
首
」
に
息
定
家
の
参
加
を
直

訴
す
る
『
正
治
和
字
奏
状
』
を
、
俊
成
に
は
勅
撰
和
歌
集
へ
の
期
待
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
読
ん
だ
。
さ
ら
に
、
そ
れ
は
定

家
等
に
も
共
有
さ
れ
、百
首
応
制
の
段
階
で
、後
鳥
羽
院
に
も
そ
の
意
思
が
あ
り
、そ
の
意
思
形
成
に
百
首
の
推
進
者
源
通
親
の
「
発

企
」
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
か
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
今
回
は
そ
の
論
を
振
り
返
り
、
通
親
の
作
品
、
ま
た
、
新
た

に
出
来
し
た
『
三
百
六
十
番
歌
合
』
を
後
鳥
羽
院
撰
と
す
る
論
を
め
ぐ
る
問
題
な
ど
を
考
え
て
み
た
い
。

　

二
題
目
は
、「
後
鳥
羽
院
御
口
伝
の
執
筆
時
期
―
や
は
り
隠
岐
執
筆
で
は
な
い
か
」
で
あ
る
。
拙
論
「
後
鳥
羽
院
御
口
伝
の
執

筆
時
期
再
考
」（
前
掲
書
）
で
考
え
た
隠
岐
執
筆
説
へ
の
回
帰
と
そ
の
後
で
あ
る
。
拙
論
の
検
証
か
ら
は
じ
め
、
そ
こ
で
宛
先
と

し
て
想
定
し
た
藤
原
基
家
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
基
家
と
定
家
・
後
鳥
羽
院
と
の
関
係
の
中
で
何
か
見
え
て
こ
な
い
か
を
考
え
て

み
た
い
。
新
た
な
問
題
と
し
て
寺
島
恒
世
氏
に
よ
り
提
起
さ
れ
た
、「
有
心
」
を
重
視
す
る
『
毎
月
抄
』
を
『
御
口
伝
』
の
定
家

評
を
克
服
す
る
た
め
に
、
定
家
を
継
ぐ
者
が
書
い
た
歌
論
だ
と
す
る
見
解
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

　

三
題
目
は
、「
藤
原
定
家
の
文
学
を
ど
う
読
む
か
―
近
代
詩
歌
の
「
古
典
」
と
の
関
連
で
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
子

規
の
「
写
生
」、
白
秋
の
「
新
幽
玄
体
」
な
ど
と
の
関
連
を
論
じ
、
さ
ら
に
思
考
を
重
ね
て
い
る
。
今
回
は
内
実
に
は
触
れ
な
い
が
、

近
い
将
来
に
書
籍
の
形
で
そ
の
成
果
を
示
し
た
い
。
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研
究
発
表
要
旨

平
安
末
期
和
歌
の
音
声
描
写
の
一
特
色
―
寂
蓮
を
そ
の
典
型
と
み
な
し
て

�

お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
生　

木
村　

香
子

　

千
載
集
に
は
、
生
物
・
無
生
物
が
発
す
る
鳴
き
声
や
音
（
以
下
、
音
声
）
の
移
動
や
様
態
を
描
写
し
た
歌
が
一
定
数
入
集
す
る
。

当
該
表
現
は
、
詞
花
集
以
前
の
勅
撰
集
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
寂
蓮
に
は
前
時
代
と
比
較
し
て
特
異
な
音
声
表
現
が
見
ら
れ
る
。
千
載
集
に
入
集
し
た
寂
蓮
三
二
五
歌
「
尾
上
よ

り
門
田
に
通
ふ
秋
風
に
稲
葉
を
渡
る
さ
を
鹿
の
声
」
は
、
後
に
「
面
白
き
歌
」
と
し
て
俊
成
・
定
家
父
子
に
批
判
さ
れ
た
こ
と
で

知
ら
れ
る
歌
で
あ
る
が
、
音
声
の
移
動
し
て
い
く
過
程
が
示
さ
れ
た
歌
で
あ
る
。
寂
蓮
に
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
に
よ
る
作
例
が

他
に
も
複
数
見
受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
他
の
歌
人
で
も
、
千
載
集
三
一
五
の
道
因
歌
な
ど
は
、
寂
蓮
三
二
五
歌
と
趣
向
を
同
じ
く

し
て
お
り
、
同
時
代
に
お
い
て
当
該
表
現
が
複
数
の
歌
人
に
よ
っ
て
試
み
ら
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
発
表
で
は
、
寂
蓮
の
用
例
の
検
討
を
中
心
に
据
え
つ
つ
、
平
安
末
期
に
隆
盛
し
た
と
思
わ
れ
る
音
声
表
現
の
展
開

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
結
果
と
し
て
、
当
該
表
現
は
、
寂
蓮
固
有
の
表
現
で
は
な
く
、
周
囲
の
歌
人
（
特
に
慈
円
、

良
経
、
家
隆
、
雅
経
）
に
も
共
有
さ
れ
た
手
法
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　

続
い
て
、
新
古
今
集
、
新
勅
撰
集
の
入
集
状
況
や
歌
合
判
詞
な
ど
か
ら
、
当
該
表
現
が
作
例
数
に
反
し
て
勅
撰
集
へ
の
入
集
が

少
な
い
こ
と
に
着
目
し
て
、
当
該
表
現
に
お
け
る
定
家
の
忌
避
感
を
指
摘
す
る
。
ま
た
、
先
述
し
た
京
極
中
納
言
相
語
の
記
述
に

お
い
て
、「
面
白
き
歌
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
歌
は
、
四
首
中
三
首
が
音
声
の
描
写
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
先
述
の
平
安
末
期

的
な
方
法
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
定
家
は
、
当
該
表
現
に
よ
る
歌
を
「
面
白
き
歌
」
と
し
て
否
定

し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
寂
蓮
と
定
家
の
対
立
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
相
語
の
記
述
は
、
こ
の
よ
う
な
平
安
末
期
的

な
手
法
の
忌
避
と
い
う
文
脈
と
し
て
も
読
む
こ
と
が
可
能
で
は
な
い
か
。
平
安
末
期
に
発
生
し
、
隆
盛
し
た
音
声
表
現
は
、
千
載

集
に
お
い
て
一
定
の
評
価
を
得
て
い
た
が
、
定
家
以
後
に
衰
退
し
て
い
く
と
い
う
変
遷
を
た
ど
る
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
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鷹
司
冬
平
と
京
極
派
―
伏
見
院
に
よ
る
信
任
と
そ
の
後
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
―

�

志
學
館
大
学　

錺　

武
彦

　

鷹
司
冬
平
は
、
関
白
基
忠
の
男
で
、
鷹
司
家
当
主
と
し
て
鎌
倉
時
代
後
期
に
政
務
を
司
っ
た
権
門
歌
人
で
あ
る
。
旧
稿
「
摂
関

家
和
漢
兼
作
者
に
よ
る
和
歌
の
詠
作
―
近
衛
基
平
と
鷹
司
基
忠
―
」（『
国
文
学
研
究
』
第
百
九
十
三
集
、
二
〇
二
一
年
三
月
）
に

お
い
て
、
基
忠
が
伏
見
院
か
ら
厚
い
信
任
を
得
て
い
た
形
跡
が
見
ら
れ
る
旨
を
述
べ
た
が
、
そ
の
嫡
子
た
る
冬
平
に
対
し
て
も
、

伏
見
院
は
父
同
様
に
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
。『
井
蛙
抄
』
に
は
、「
伏
見
院
、
後
伏
見
院
に
申
置
る
ゝ
条
ゝ
内
、『
向
後
勅
撰
あ
ら
ば
、

永
福
門
院
と
鷹
司
前
関
白
と
に
可
被
申
合
』
云
々
。
此
条
、
後
照
念
院
殿
た
し
か
に
御
物
語
あ
り
し
事
也
」
と
、
平
惟
輔
の
言
葉

が
引
か
れ
て
い
る
。
伏
見
院
よ
り
十
歳
年
少
の
冬
平
は
、
伏
見
院
の
晩
年
に
関
白
と
し
て
揺
る
ぎ
な
い
地
位
に
あ
っ
た
と
共
に
、

そ
の
和
歌
の
力
量
も
広
く
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。『
嘉
元
百
首
』
等
の
応
製
百
首
の
作
者
で
あ
る
ほ
か
、『
新
後
撰
集
』

以
下
の
勅
撰
和
歌
集
に
も
八
一
首
が
入
集
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
歌
人
と
し
て
の
冬
平
に

つ
い
て
は
、
そ
の
詠
作
が
明
ら
か
な
京
極
派
歌
風
と
は
言
え
な
い
こ
と
も
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
研
究
も
な
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状

で
あ
る
。
ま
た
、
伏
見
院
か
ら
和
歌
へ
の
熱
意
を
託
さ
れ
つ
つ
、
後
伏
見
院
は
勅
撰
和
歌
集
撰
進
の
院
宣
を
下
さ
な
か
っ
た
。
冬

平
も
伏
見
院
の
信
任
を
得
な
が
ら
、
結
局
京
極
派
に
対
し
て
持
て
る
力
を
資
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
点
も
、

歌
人
と
し
て
の
冬
平
が
後
代
に
顧
み
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
一
因
で
あ
ろ
う
。

　

本
発
表
で
は
、
ま
ず
は
冬
平
の
父
で
あ
る
基
忠
の
和
歌
事
績
を
読
み
直
し
、
そ
の
歌
風
や
伏
見
院
と
の
関
係
を
改
め
て
確
認
す

る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
冬
平
の
和
歌
事
績
を
辿
り
つ
つ
、
冬
平
が
ど
の
よ
う
な
詠
作
活
動
を
行
っ
て
い
た
の
か
、
ま
た
、
当
時

の
歌
壇
に
お
い
て
冬
平
が
い
か
な
る
存
在
の
歌
人
で
あ
っ
た
の
か
を
考
え
る
。
さ
ら
に
は
、
伏
見
院
の
皇
子
で
あ
る
花
園
天
皇
に

よ
る
『
花
園
天
皇
宸
記
』
を
始
め
と
す
る
日
記
・
記
録
類
か
ら
、
冬
平
の
人
間
像
も
探
っ
て
い
く
。
歌
人
と
し
て
の
鷹
司
冬
平
を
、

京
極
派
と
の
関
係
を
軸
に
据
え
て
再
評
価
し
て
み
た
い
。
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「
京
極
派
」
再
考
―
そ
の
終
焉
と
継
承
に
つ
い
て
―

�

青
山
学
院
大
学　

山
本　

啓
介

　

京
極
為
兼
が
主
導
し
た
「
京
極
派
」
歌
風
は
、
為
兼
の
配
流
と
没
後
に
も
持
明
院
統
（
南
北
朝
期
の
北
朝
）
周
辺
に
継
承
さ
れ
、

『
風
雅
集
』
を
成
立
さ
せ
る
も
の
の
、
観
応
の
擾
乱
の
際
に
光
厳
院
・
崇
光
院
ら
が
南
朝
に
拉
致
さ
れ
、
後
を
継
い
だ
後
光
厳
天

皇
が
二
条
派
和
歌
に
転
じ
た
こ
と
を
以
て
終
焉
し
た
。
以
上
が
現
在
の
通
説
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
八
嶌
正
治
「
後
崇
光

院
詠
草
を
巡
っ
て
」（「
書
陵
部
紀
要
」
三
一
、
一
九
七
九
年
）
は
崇
光
院
流
を
継
い
だ
栄
仁
親
王
を
「
風
雅
歌
風
の
最
末
に
属
す

る
人
物
」
と
し
、
そ
の
晩
年
に
は
二
条
風
に
変
化
し
、
そ
の
子
の
後
崇
光
院
も
「
完
全
な
二
条
風
な
詠
風
」
と
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
伊
藤
敬
『
室
町
時
代
和
歌
史
論
』（
新
典
社
、
二
〇
〇
五
年
）
は
、『
菊
葉
集
』
所
収
の
崇
光
院
と
栄
仁
親
王
ら
の
詠
に
「
京

極
派
の
残
照
」
が
見
出
せ
る
が
、
応
永
八
年
七
月
の
伏
見
殿
の
火
災
に
よ
っ
て
「
か
ろ
う
じ
て
伏
見
殿
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
京
極

派
和
歌
」
が
「
物
理
的
・
精
神
的
な
終
熄
」
を
迎
え
た
と
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、「
京
極
派
」
が
い
つ
ま
で
存
続
し
、そ
し
て
終
焉
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
揺
れ
が
あ
る
。
さ
ら
に
、時
代
の
下
っ

た
室
町
期
以
降
の
宮
廷
和
歌
を
見
渡
す
と
、
時
と
し
て
「
京
極
派
」
風
を
思
わ
せ
る
繊
細
な
陰
影
描
写
や
特
殊
表
現
の
作
が
詠
ま

れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
単
な
る
偶
然
の
類
似
の
産
物
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
も
そ
も
先
学
諸
氏
の
見
解
の
相
違
は
、「
京
極
派
」
に
つ
い
て
の
認
識
の
揺
れ
や
定
義
の
曖
昧
さ
に
起
因
す
る
と
こ
ろ
が
少

な
く
な
い
。
本
発
表
で
は
、『
風
雅
集
』
仮
名
序
や
周
辺
の
歌
論
の
再
検
討
か
ら
、「
京
極
派
」
と
い
う
呼
称
が
ど
こ
ま
で
を
指
す

べ
き
か
、
そ
の
歌
風
の
特
質
と
併
せ
て
再
検
討
を
行
う
。
そ
し
て
、
特
殊
な
表
現
や
字
余
り
句
を
一
つ
の
指
標
と
し
て
、
代
々
の

伏
見
院
流
と
そ
の
周
辺
の
作
を
分
析
す
る
。
以
上
の
検
証
を
通
じ
て
、
後
光
厳
天
皇
が
二
条
派
歌
風
に
転
じ
た
後
に
も
、
伏
見
院

流
の
歌
風
が
崇
光
院
と
そ
の
子
孫
達
に
変
容
し
つ
つ
も
継
承
さ
れ
、
や
が
て
室
町
戦
国
期
さ
ら
に
は
近
世
の
宮
廷
歌
壇
に
流
れ
込

ん
で
い
た
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
る
。
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諏
訪
社
の
田
村
麻
呂
伝
説
―
高
丸
討
伐
譚
の
展
開
―

�

日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
Ｐ
Ｄ　

間
枝　

遼
太
郎

　

信
濃
国
一
宮
諏
訪
社
の
中
世
の
縁
起
の
中
に
は
、「
高
丸
」
と
呼
ば
れ
る
奥
州
の
鬼
を
坂
上
田
村
麻
呂
と
諏
訪
明
神
が
討
伐
し

た
と
い
う
話
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
諏
訪
社
の
高
丸
討
伐
譚
は
後
に
『
鈴
鹿
の
物
語
』
な
ど
に
も
形
を
変
え
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
が
、
一
方
で
諏
訪
社
が
そ
う
し
た
田
村
麻
呂
伝
説
を
自
ら
の
縁
起
と
し
て
説
く
よ
う
に
な
る
の
は
、
比
較
的
新
し

い
時
期
、
鎌
倉
末
期
以
降
の
こ
と
だ
っ
た
と
こ
れ
ま
で
見
な
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
福
田
晃
氏
（「『
神
道
集
』「
秋
山
祭
事
」「
五

月
会
事
」
の
生
成
―
『
諏
訪
信
重
解
状
』『
諏
訪
物
忌
令
』
と
か
か
わ
っ
て
―
」『
安
居
院
作
『
神
道
集
』
の
成
立
』
三
弥
井
書
店
、

二
〇
一
七
年
）
は
、『
神
道
集
』「
秋
山
祭
事
」・『
諏
訪
信
重
解
状
』・
清
水
寺
縁
起
の
内
容
比
較
か
ら
、
清
水
寺
縁
起
（
清
水
観
音
・

毘
沙
門
天
・
地
蔵
菩
薩
の
霊
験
を
説
く
）
を
原
拠
と
し
て
『
神
道
集
』「
秋
山
祭
事
」
の
原
縁
起
（
清
水
観
音
・
毘
沙
門
天
・
諏

訪
明
神
の
霊
験
を
説
く
）が
生
成
さ
れ
、さ
ら
に
そ
れ
を
諏
訪
明
神
単
独
の
霊
験
譚
と
し
て
変
容
さ
せ
る
こ
と
で『
諏
訪
信
重
解
状
』

の
よ
う
な
諏
訪
信
仰
本
位
の
高
丸
討
伐
譚
が
成
立
し
た
と
す
る
。

　

し
か
し
、
果
た
し
て
諏
訪
の
高
丸
討
伐
譚
の
成
立
を
そ
の
よ
う
に
想
定
す
る
の
は
妥
当
だ
ろ
う
か
。『
諏
訪
信
重
解
状
』
に
近

い
諏
訪
明
神
単
独
の
高
丸
討
伐
譚
を
記
す
も
の
に
『
諏
方
大
明
神
画
詞
』
が
あ
る
が
、
そ
の
編
者
で
あ
る
諏
訪
円
忠
は
、
縁
起
作

成
の
た
め
の
資
料
収
集
の
過
程
に
お
け
る
洞
院
公
賢
と
の
や
り
と
り
の
中
で
、
諏
訪
明
神
が
「
田
村
麿
将
軍
」
と
と
も
に
「
安
倍

高
丸
」
を
「
誅
罰
」
し
た
と
い
う
話
が
『
隆
弁
僧
正
式
』
な
る
文
献
に
あ
る
と
述
べ
て
い
た
（『
園
太
暦
』
延
文
元
年
八
月
三
日
条
）。

『
隆
弁
僧
正
式
』
は
鶴
岡
八
幡
宮
別
当
の
隆
弁
（
一
二
〇
八
～
一
二
八
三
）
の
手
に
な
る
と
見
ら
れ
る
佚
書
で
あ
り
、
こ
こ
に
諏

訪
明
神
単
独
の
高
丸
討
伐
譚
が
、
福
田
氏
の
想
定
す
る
原
「
秋
山
祭
事
」
よ
り
さ
ら
に
前
に
存
在
し
た
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。

本
発
表
で
は
、
そ
う
し
た
疑
問
を
出
発
点
と
し
て
、
田
村
麻
呂
伝
説
・
高
丸
討
伐
譚
の
展
開
の
流
れ
と
そ
の
中
に
お
け
る
諏
訪
明

神
縁
起
の
位
置
付
け
を
再
検
討
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
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近
代
国
定
国
語
読
本
に
お
け
る
源
義
経
伝
承
の
受
容

�

大
阪
府
立
吹
田
高
等
学
校　

小
森　

一
輝

　
『
平
家
物
語
』『
義
経
記
』
な
ど
に
お
け
る
源
義
経
は
、
昭
和
戦
前
期
の
小
学
校
国
語
読
本
の
中
で
、
最
も
登
場
回
数
の
多
い
人

物
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
近
代
教
科
書
に
お
け
る
義
経
伝
承
の
受
容
を
解
明
す
る
こ
と
は
、『
平
家
物
語
』『
義
経
記
』
な
ど
の

受
容
史
の
一
端
を
解
明
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。

　

中
村
格
、
大
津
雄
一
、
ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
、
渡
瀬
淳
子
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、『
太
平
記
』『
平
家
物
語
』『
曽
我
物
語
』
な
ど

の
軍
記
物
語
は
、
そ
の
原
像
を
ゆ
が
め
ら
れ
、
忠
君
愛
国
な
ど
の
国
民
精
神
を
涵
養
す
る
た
め
の
教
材
と
し
て
近
代
教
科
書
に
採

択
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
近
代
教
育
に
お
け
る
義
経
伝
承
に
つ
い
て
、
教
科
書
や
そ
の
編
纂
趣
意
書
な

ど
を
詳
細
に
調
査
し
た
研
究
は
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
本
発
表
で
は
、
明
治
時
代
か
ら
昭
和
戦
前
期
ま
で
の
国
定
国

語
読
本
、
教
科
書
編
纂
趣
意
書
、
教
師
用
参
考
書
の
調
査
を
行
い
、
義
経
伝
承
が
ど
の
よ
う
な
教
育
目
標
の
も
と
で
採
択
さ
れ
て

い
た
の
か
を
報
告
す
る
。

　

調
査
の
結
果
、
一
九
一
〇
年
ご
ろ
か
ら
五
条
橋
の
決
闘
や
鵯
越
の
奇
襲
、
弓
流
し
な
ど
の
章
段
が
教
科
書
に
採
択
さ
れ
、
そ
れ

は
終
戦
ま
で
継
続
し
た
こ
と
、
そ
れ
ら
は
義
経
の
国
民
的
人
気
を
利
用
し
、
尚
武
（
軍
人
）
の
精
神
を
涵
養
す
る
た
め
の
教
材
で
あ
っ

た
こ
と
が
判
明
し
た
。
さ
ら
に
、
太
平
洋
戦
争
の
最
中
で
は
、
鵯
越
の
奇
襲
を
真
珠
湾
攻
撃
に
比
す
る
こ
と
が
社
会
通
念
と
な
っ

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
こ
の
よ
う
な
社
会
通
念
は
、
義
務
教
育
で
採
用
さ
れ
て
い
た
国
定
国
語
読
本
を
通
し
て
培
わ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、『
義
経
伝
説
と
文
学
』
の
著
者
で
あ
る
島
津
久
基
さ
え
、
義
経
伝
承
を
利
用
し
た
戦
争
賛
美
を
し
て

い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
現
代
的
視
点
で
見
れ
ば
、
義
経
伝
承
を
体
制
側
へ
加
担
す
る
よ
う
に
利
用
す
る
こ
と
は
、「
判
官
贔
屓
」

な
る
語
に
象
徴
さ
れ
る
、
体
制
か
ら
の
逸
脱
者
・
不
遇
者
へ
の
同
情
心
と
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
教
材
の
利
用
に
よ
り
、
戦
後
、
尚
武
（
軍
人
）
の
精
神
の
涵
養
と
い
う
意
義
を
失
っ
た
義
経
伝
承
は
、
全
文
が
墨

塗
り
で
削
除
さ
れ
、
そ
れ
以
降
も
教
材
と
し
て
の
採
択
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
た
こ
と
を
併
せ
て
報
告
す
る
。
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覚
一
本
の
〝
練
成
〟
と
は
何
か
―
『
平
家
物
語
』
巻
十
一
「
那
須
与
一
」
の
流
動
と
展
開
―

�

國
學
院
大
學　

野
中　

哲
照

　
『
平
家
物
語
』
は
な
ぜ
お
も
し
ろ
い
の
か
―
―
そ
の
よ
う
な
問
題
の
立
て
か
た
を
す
る
と
、
そ
も
そ
も
研
究
に
は
な
り
え
な
い
。

〝
お
も
し
ろ
さ
〟
は
読
者
そ
れ
ぞ
れ
の
主
観
に
よ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
に
発
表
者
は
、〈
緊
張
と
弛
緩
〉（
落
と
し
て
お
い
て
上
げ
る
Ｖ
字
型
）、〈
興
奮
と
鎮
静
〉（
上
げ
て
お
い
て
落
と
す
逆
Ｖ
字
型
）

―
―
総
合
す
る
と〈
刺
激
と
安
定
〉―
―
の
概
念
を
用
い
て
歴
史
叙
述
の
文
学
史
的
展
開
や
物
語
の
構
造
を
説
明
し
て
き
た
。
こ
れ
は
、

ラ
ス
ト
を
「
め
で
た
し
、
め
で
た
し
」
で
閉
じ
る
昔
話
や
、
最
後
に
は
王
子
様
と
結
婚
す
る
『
シ
ン
デ
レ
ラ
』
な
ど
に
も
共
通
す

る
物
語
の
基
本
構
造
で
あ
る
。
人
種
・
民
族
を
超
え
た
人
類
共
通
の
認
知
に
支
え
ら
れ
た
普
遍
的
構
造
で
あ
り
、
誰
も
否
定
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
（
つ
ま
り
「
主
観
」「
印
象
批
評
」
と
は
い
え
な
い
）。
そ
の
メ
タ
認
知
的
な
構
造
の
下
部
に
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
や
語

彙
が
紐
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
、「
主
観
」「
印
象
批
評
」
か
ら
脱
却
し
た
物
語
の
〈
読
み
〉
を
提
示
す
る
こ
と
は
可
能
な

は
ず
で
あ
る
。

　

拙
著
『
那
須
与
一
の
謎
を
解
く
』（
二
〇
二
二
、
武
蔵
野
書
院
）
の
〔
コ
ラ
ム
11　
『
平
家
物
語
』
研
究
の
現
在
〕
で
、「『
平
家
物
語
』

の
諸
本
論
に
定
説
な
ど
な
い
、
白
紙
に
戻
し
て
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
述
べ
た
。
読
み
本
系
・
語
り
本
系
に
分
け
る

こ
と
な
く
、
ま
た
語
り
本
系
を
一
方
系
と
八
坂
系
に
分
け
る
こ
と
も
し
な
い
で
、
流
動
・
展
開
の
様
相
を
一
本
の
線
で
説
明
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
か
（
部
分
的
に
は
合
流
・
分
岐
の
見
極
め
も
必
要
だ
が
）。
Ｖ
字
型
構
想
の
考
え
か
た
を
用
い
て
「
那
須
与
一
」
の

表
現
構
造
の
展
開
史
を
提
示
す
る
の
が
、
本
発
表
で
あ
る
。
ま
た
同
コ
ラ
ム
で
、
覚
一
本
を
「
最
終
後
出
本
」
で
あ
る
と
も
述
べ
た
。

そ
れ
は
同
時
に
、〝
流
布
本
は
最
終
後
出
本
で
は
な
い
〟
と
述
べ
た
に
等
し
い
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
の
か
に
つ
い

て
も
、
私
見
を
示
し
た
い
。

　

わ
た
く
し
た
ち
が
対
峙
す
べ
き
は
、
文
学
部
不
要
論
で
あ
り
、
古
典
教
育
軽
量
化
論
で
あ
り
、
学
習
指
導
要
領
の
改
悪
と
い
う

社
会
的
風
潮
で
あ
る
。
理
論
的
な
〈
読
み
〉
の
構
築
は
、『
平
家
物
語
』
の
問
題
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
だ
。
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