
2021（令和三）年度 早稲田大学国文学会秋季大会プログラム 

12月3日（金） 於・Zoomミーティング 

16：30～17：30 評議員会 

 

12月4日（土） 於・Zoomミーティング 

10：00～15：25 研究発表会 

和歌における物象と人事との関係について――十二～十三世紀の古注を手掛かりに―― 

フィットレル・アーロン 

都市空間の中から時代病を読むことの可能性――谷崎潤一郎「秘密」を中心に  林 青 

男たちを暴く場――三島由紀夫「美しい星」の妊娠表象をめぐって     三林 優樹 

ワープロ文学の誕生                          山西 将矢 

日本語における特異な引用構文について                  久賀 朝 

『保元物語大全』『平治物語大全』の物語読解と教訓性の行方 

     ――軍記物語の古注釈書の一端――              滝澤 みか 

近世後期江戸語における丁寧な言葉遣い――〈行く・来る〉を例にして―― 山田 里奈 

 

15：40～16：40 講演会 

活字出版書肆の黎明――ある出版人のこと                山田 俊治 

 

16：50～17：30 総会 

 

※今年度はオンラインで開催いたします。参加方法については裏面の「秋季大会へのご参加に関

するお願い」をご覧ください。 

  
 

和
歌
に
お
け
る
物
象
と
人
事
と
の
関
係
に
つ
い
て 

―
―
十
二
～
十
三
世
紀
の
古
注
を
手
掛
か
り
に
―
― 

フ
ィ
ッ
ト
レ
ル
・
ア
ー
ロ
ン 

 

序
詞
や
掛
詞
と
い
う
、
物
象
と
人
事
を
結
び
つ
け
る
修
辞
法
に
、
「
序
」
や
「
兼
用
言
」

ま
た
は
「
掛
詞
」
な
ど
と
い
っ
た
名
称
が
、
こ
う
い
っ
た
技
法
が
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
い
た

奈
良
、
平
安
、
鎌
倉
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
付
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
序
詞
に
関
し
て
の
み
、

為
家
の
『
八
雲
口
伝
』
に
「
序
」
と
あ
り
、
鎌
倉
末
期
の
成
立
と
さ
れ
る
『
桐
火
桶
』
に

「
序
歌
」
と
あ
り
、
そ
の
概
念
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
た
い
て
い
、
用
語
の

代
わ
り
に
当
該
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
物
象
と
人
事
と
の
関
係
の
説
明
が
、
古
注
類
に
し
ば
し

ば
見
ら
れ
る
。
平
安
・
鎌
倉
時
代
の
和
歌
に
お
け
る
掛
詞
な
ど
の
同
音
異
義
表
現
と
序
詞
の

人
事
と
の
関
係
に
関
す
る
理
解
が
よ
り
正
確
に
把
握
で
き
る
の
は
、
『
古
今
集
』
な
ど
の
十

二
～
十
三
世
紀
の
古
注
釈
に
お
け
る
こ
う
い
っ
た
説
明
を
通
し
て
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

前
述
の
修
辞
法
に
お
け
る
物
象
と
人
事
と
の
関
係
の
説
明
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
語
に

「
そ
ふ
（
添
ふ
）
」
、
「
よ
す
（
寄
す
）
」
、
「
～
の
／
が
や
う
に
」
、
「
～
の
／
が
ご
と

く
」
と
「
よ
そ
ふ
」
が
見
出
せ
る
。
掛
詞
と
縁
語
の
場
合
、
使
用
さ
れ
て
い
る
掛
詞
と
縁
語

の
性
質
、
ま
た
序
詞
の
場
合
、
比
喩
式
で
あ
る
の
か
、
ま
た
は
同
音
反
復
式
・
掛
詞
式
で
あ

る
の
か
に
よ
っ
て
、
右
記
の
語
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
管
見

の
か
ぎ
り
、
「
そ
ふ
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
注
記
に
、
説
明
の
対
象
と
な
っ
て
い

る
掛
詞
、
序
詞
の
中
の
景
物
と
人
事
と
の
性
質
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
が
共
通
す
る
。
一

方
、
説
明
の
対
象
と
な
る
景
物
と
人
事
と
が
類
似
す
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
場
合
、
「
～

の
／
が
や
う
に
」
、
「
～
の
／
が
ご
と
く
」
、
ま
た
は
「
よ
そ
ふ
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ

て
い
る
傾
向
が
あ
る
。 

 

本
発
表
で
は
、
十
二
～
十
三
世
紀
の
古
注
類
に
見
ら
れ
る
、
物
象
と
人
事
と
の
関
連
に
つ

い
て
の
説
明
を
検
討
し
、
「
そ
ふ
（
添
ふ
）
」
、
「
よ
す
（
寄
す
）
」
、
「
～
の
／
が
や
う

に
」
、
「
～
の
／
が
ご
と
く
」
、
「
よ
そ
ふ
」
と
い
う
語
の
使
用
傾
向
に
つ
い
て
見
て
い
き

た
い
。
ま
た
、
こ
れ
を
通
し
て
、
当
時
の
人
の
掛
詞
や
序
詞
へ
の
理
解
、
物
象
と
人
事
の
関

係
に
つ
い
て
の
捉
え
方
に
つ
い
て
考
え
た
い
。 

 

  
 

都
市
空
間
の
中
か
ら
時
代
病
を
読
む
こ
と
の
可
能
性  

―
―
谷
崎
潤
一
郎
「
秘
密
」
を
中
心
に  

林 

青 

 

大
正
初
期
の
谷
崎
は
い
く
つ
か
の
時
代
病
に
関
す
る
作
品
を
書
い
た
。
「
恐
怖
」
（
大
正

二
年
）
で
は
汽
車
に
対
す
る
恐
怖
症
い
わ
ゆ
る
鉄
道
病
を
、
「
人
面
疽
」
（
大
正
七
年
）
で

は
自
分
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
も
う
一
つ
の
自
分
が
存
在
す
る
と
い
う
自
己
分
裂
を
、
「
病

蓐
の
幻
想
」
（
大
正
五
年
）
で
は
神
経
衰
弱
と
極
端
な
地
震
恐
怖
症
に
悩
ん
で
い
る
主
人
公

を
描
い
た
。
そ
の
病
い
の
背
景
に
は
、
文
明
開
花
に
よ
る
近
代
化
・
都
市
化
の
加
速
、
電
気

や
鉄
道
の
普
及
、
生
活
様
式
の
激
変
な
ど
と
関
係
が
あ
る
。
「
昨
日
の
も
の
が
も
う
今
日
で

は
古
く
な
る
」
（
川
本
三
郎 

『
大
正
幻
影
』 

新
潮
社 

平
成
二
年
）
と
い
っ
た
速
度
を

追
求
す
る
近
代
社
会
は
ゆ
っ
く
り
し
た
時
間
の
流
れ
を
破
壊
し
、
人
を
焦
燥
・
不
安
・
恐
怖

に
巻
き
込
む
。
そ
う
し
た
な
か
で
、
日
露
戦
争
後
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
鉄
道
病
、
神
経
衰

弱
、
自
己
分
裂
な
ど
の
近
代
特
有
の
時
代
の
病
い
、
い
わ
ゆ
る
文
明
病
が
社
会
的
な
問
題
と

し
て
広
が
る
よ
う
に
な
る
。 

 

「
秘
密
」
（
『
中
央
公
論
』 

明
治
四
四
年
）
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
よ
う
な
時
代
病
が
話
題

に
な
る
明
治
四
四
年
に
生
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
「
秘
密
」
の
研
究
は
大
き
く
三
つ

の
観
点
に
わ
け
ら
れ
る
。
第
一
に
光
と
闇
に
着
目
し
た
論
点
、
第
二
に
「
私
」
の
女
装
と
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
な
ど
を
中
心
と
し
た
考
え
方
、
第
三
に
犯
罪
・
探

偵
小
説
や
見
る
／
見
ら
れ
る
と
い
っ
た
視
覚
問
題
を
と
り
あ
げ
た
論
な
ど
が
あ
る
。 

 

「
秘
密
」
と
時
代
病
と
の
関
連
性
を
具
体
的
に
論
じ
た
も
の
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
あ

る
の
は
川
本
三
郎
の
『
大
正
幻
影
』
（
「
自
己
分
裂
と
い
う
物
語
」
「
神
経
衰
弱
と
死
」
）

の
よ
う
な
大
正
作
家
を
中
心
と
す
る
全
体
像
分
析
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
稿
で
は
「
気

紛
れ
」
で
「
刃
の
擦
り
切
れ
た
」
神
経
状
態
に
あ
る
「
私
」
の
分
裂
や
場
所
の
移
動
に
注
目

し
、
「
秘
密
」
と
近
代
の
時
代
病
と
の
関
連
性
を
読
み
取
る
の
が
趣
旨
で
あ
る
。 

 
 

 
 

日
本
語
に
お
け
る
特
異
な
引
用
構
文
に
つ
い
て  

久
賀 

朝 

 

本
発
表
で
は
、
「
『
お
は
よ
う
』
と
入
っ
て
き
た
。
」
の
よ
う
な
引
用
構
文
を
考
察
す

る
。
こ
の
表
現
で
は
、
引
用
句
（
「
『
お
は
よ
う
』
と
」
）
と
述
部
（
「
入
っ
て
き
た
」
）

が
別
の
動
作
を
表
し
て
い
る
。
典
型
的
な
引
用
構
文
で
は
、
「
『
お
は
よ
う
』
と
言
っ

た
。
」
の
よ
う
に
、
発
話
・
思
考
を
表
す
引
用
動
詞
を
伴
う
。
こ
れ
と
比
較
す
る
と
、
冒
頭

の
例
文
は
特
異
な
引
用
構
文
で
あ
る
と
言
え
る
。 

 

先
行
研
究
で
は
、
特
異
な
引
用
構
文
に
つ
い
て
、
二
つ
の
立
場
が
あ
る
。
一
つ
目
は
、
引

用
動
詞
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
見
方
の
問
題
と
し
て
、
動
詞
を
一

義
的
に
復
元
で
き
な
い
た
め
、
省
略
と
は
言
え
な
い
と
い
う
点
な
ど
が
あ
る
。
二
つ
目
は
、

一
つ
目
の
見
方
を
批
判
す
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
立
場
で
は
、
引
用
句
は
、
元
の
発
話
を
そ

の
ま
ま
引
き
写
す
た
め
、
そ
れ
自
体
で
述
語
相
当
の
表
現
性
を
持
つ
と
い
う
。
さ
ら
に
そ
の

引
用
句
は
、
述
部
を
副
詞
的
に
修
飾
す
る
と
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
立
場
の
問
題
と
し
て
、
引

用
句
の
後
に
引
用
動
詞
が
無
い
こ
と
に
よ
る
不
足
感
、
す
な
わ
ち
母
語
話
者
の
言
語
直
観
に

合
致
し
な
い
と
い
う
点
が
あ
る
。 

 

本
発
表
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
立
場
を
踏
ま
え
て
、
次
の
三
点
に
着
目
す
る
。
一
点
目

は
、
位
相
的
な
偏
り
で
あ
る
。
特
異
な
引
用
構
文
は
、
用
例
の
ほ
と
ん
ど
が
書
き
言
葉
で
あ

り
、
話
し
言
葉
で
は
用
い
ら
れ
に
く
い
。
二
点
目
は
、
ス
ク
リ
プ
ト
性
で
あ
る
。
特
異
な
引

用
構
文
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
引
用
句
・
述
部
の
そ
れ
ぞ
れ
が
示
す
動
作
が
、
想
起
さ
れ

る
一
連
の
動
作
の
流
れ
（
ス
ク
リ
プ
ト
）
に
適
合
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
三
点
目
は
、
母

語
話
者
の
言
語
直
観
で
あ
る
。
特
異
な
引
用
構
文
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
、
「
引
用
句
の
後

に
は
引
用
動
詞
が
存
在
す
る
」
と
い
う
、
典
型
的
な
引
用
構
文
か
ら
の
類
推
が
関
係
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
引
用
動
詞
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
す
る
言
説
が
現
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

 

以
上
の
点
か
ら
、
共
時
的
に
は
、
典
型
的
な
引
用
構
文
が
引
用
の
基
本
構
造
で
あ
り
、
特

異
な
引
用
構
文
は
そ
の
拡
張
的
用
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
見
方
に
よ
り
、
母
語
話

者
の
言
語
直
観
を
重
視
し
つ
つ
、
引
用
構
文
全
体
を
位
置
付
け
直
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。 

 

 
 

ワ
ー
プ
ロ
文
学
の
誕
生 

山
西 

将
矢 

 

本
発
表
で
は
、
ワ
ー
プ
ロ
と
日
本
文
学
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。 

 

宗
像
和
重
は
「
制
度
と
し
て
の
原
稿
用
紙
」
と
い
う
論
文
に
お
い
て
日
本
の
近
代
文
学
は

す
べ
て
原
稿
用
紙
に
書
か
れ
て
き
た
と
指
摘
し
、
そ
の
結
び
付
き
は
単
に
書
く
こ
と
の
範
囲

を
超
え
て
個
人
と
社
会
の
関
係
そ
の
も
の
が
表
象
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
察
し
て

い
る
。
同
様
の
指
摘
は
柄
谷
行
人
に
も
見
ら
れ
、
彼
に
よ
れ
ば
日
本
の
近
代
文
学
は
枡
目
の

記
さ
れ
た
原
稿
用
紙
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
存
在
し
て
き
た
。
二
人
の
論
を
総
合
す
れ
ば
原
稿

用
紙
と
い
う
枡
目
の
窮
屈
さ
と
近
代
の
家
制
度
は
重
な
り
そ
れ
は
書
か
れ
た
も
の
に
も
影
響

し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
「
制
度
と
し
て
の
原
稿
用
紙
」
の
議
論
を
引
き
受
け
、
私
は
「
制
度
と
し
て

の
ワ
ー
プ
ロ
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
日
本
語
の
複
雑
さ
に
起
因
し
て
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー

の
普
及
し
な
か
っ
た
日
本
で
は
、
ワ
ー
プ
ロ
は
紙
筆
以
外
の
手
段
を
用
い
た
最
初
の
執
筆
方

法
（
タ
イ
ピ
ン
グ
）
で
あ
り
、
物
質
性
に
依
存
し
な
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
書
く
こ
と
が
は
じ

め
て
開
か
れ
た
瞬
間
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
今
ま
で
そ
の
事
実
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど

論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
同
時
代
に
誕
生
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
来
る
べ

き
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
し
て
の
ハ
イ
パ
ー
テ
キ
ス
ト
や
Ｖ
Ｒ
に
比
べ
そ
の
重
要
性
は
軽
ん
じ
ら

れ
て
い
る
。 

 

し
か
し
ワ
ー
プ
ロ
が
齎
し
た
衝
撃
は
安
部
公
房
や
曾
野
綾
子
、
小
松
左
京
と
い
っ
た
作
家

た
ち
の
証
言
、
ワ
ー
プ
ロ
関
連
の
文
章
や
指
南
書
の
増
加
な
ど
を
見
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。 

 

 

ワ
ー
プ
ロ
受
容
の
背
景
と
そ
れ
に
よ
り
文
学
に
起
き
た
変
容
を
笙
野
頼
子
、
神
林
長
平
、

小
林
恭
二
の
作
品
に
即
し
て
論
じ
ワ
ー
プ
ロ
文
学
の
誕
生
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

ワ
ー
プ
ロ
文
学
と
は
ワ
ー
プ
ロ
の
無
限
の
修
正
可
能
性
に
根
差
し
た
、
言
葉
は
自
由
で
あ
る

が
故
に
不
自
由
だ
と
い
う
認
識
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
言
葉
は
枡
目
／
家
制
度
と
同
様
人

を
束
縛
し
、
言
葉
の
自
由
＝
不
自
由
さ
は
世
界
の
そ
れ
と
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
成
し
て
い
る
。 

 

こ
の
三
人
の
作
家
は
人
間
が
世
界
＝
言
葉
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
ワ
ー
プ
ロ
文
学
の
代
表
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
だ
。 

 

 
 

男
た
ち
を
暴
く
場 

―
―
三
島
由
紀
夫
「
美
し
い
星
」
の
妊
娠
表
象
を
め
ぐ
っ
て 三

林 

優
樹 

 

三
島
由
紀
夫
「
美
し
い
星
」
（
一
九
六
二
）
は
、
冷
戦
下
で
の
核
戦
争
恐
怖
を
描
い
た
Ｓ

Ｆ
的
作
品
で
あ
る
。
そ
の
た
め
本
作
の
先
行
研
究
で
は
、
核
戦
争
を
め
ぐ
る
三
島
の
小
説
意

識
の
問
題
や
、
そ
れ
と
照
応
す
る
小
説
の
語
り
の
構
造
が
主
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し

作
品
に
現
れ
る
「
処
女
懐
胎
」
と
い
う
特
異
な
妊
娠
表
象
が
ど
の
よ
う
な
意
味
の
場
を
構
成

す
る
の
か
と
い
う
論
点
は
、
ほ
ぼ
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
。
「
処
女
懐
胎
」
に

つ
い
て
の
思
考
が
登
場
人
物
の
宇
宙
人
自
認
の
論
理
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
物
語
展

開
を
踏
ま
え
る
な
ら
、
こ
の
妊
娠
表
象
に
は
作
品
を
再
考
さ
せ
る
余
地
が
あ
る
。 

 

よ
っ
て
本
発
表
で
は
、
作
品
の
「
処
女
懐
胎
」
を
中
心
と
し
た
妊
娠
表
象
が
ど
の
よ
う
に

意
味
付
け
ら
れ
る
か
を
検
討
す
る
た
め
に
、
ま
ず
子
ど
も
を
産
む
こ
と
に
な
る
大
杉
一
家
の

娘
・
暁
子
の
妊
娠
へ
の
意
味
付
け
を
分
析
す
る
。
当
初
暁
子
に
と
っ
て
「
処
女
懐
胎
」
と
は

「
純
潔
」
か
ら
成
る
宇
宙
人
の
証
明
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
妊
娠
を
も
た

ら
し
た
竹
宮
と
父
の
嘘
が
暴
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
ら
の
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
リ
テ
ィ
を
退

け
る
想
像
力
へ
と
そ
の
意
味
付
け
が
変
化
す
る
こ
と
を
提
示
す
る
。 

 

次
に
、
作
品
に
お
け
る
妊
娠
は
、
女
性
が
経
験
す
る
場
だ
け
で
な
く
、
男
た
ち
に
よ
っ
て

語
ら
れ
議
論
を
ひ
ら
く
言
説
討
議
の
場
で
も
あ
る
こ
と
を
分
析
す
る
。
男
た
ち
は
妊
娠
に
対

し
て
人
工
妊
娠
中
絶
や
不
妊
妄
想
の
暴
力
的
な
思
考
を
繰
り
広
げ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は

男
性
性
的
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
構
築
し
な
い
。
妊
娠
表
象
が
男
た
ち
の
妄
想
を
異
化
し
暴
露
す

る
場
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
。 

 

ま
た
、
以
上
の
妊
娠
表
象
を
踏
ま
え
、
「
美
し
い
星
」
で
は
暁
子
が
人
工
妊
娠
中
絶
を
選

択
し
な
い
点
に
着
目
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
作
品
で
人
工
妊
娠
中
絶
が
意
識
的
に
選
択

さ
れ
る
「
美
徳
の
よ
ろ
め
き
」
（
一
九
五
七
）
を
参
照
し
な
が
ら
、
人
工
妊
娠
中
絶
が
前
提

と
す
る
障
害
の
問
題
を
「
美
し
い
星
」
も
ま
た
前
景
化
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
。
以
上
の

論
点
に
よ
っ
て
「
美
し
い
星
」
の
妊
娠
表
象
プ
ロ
ッ
ト
の
位
置
づ
け
お
よ
び
そ
れ
が
抱
え
る

問
題
系
を
考
察
し
た
い
。 

 



【秋季大会へのご参加に関するお願い】 

・本年度の研究発表会、講演会、総会はZoomミーティングにて開催いたします。 

・ご参加を希望される場合は、11月30日（火）までに下記のGoogleフォームより

お申込みください（右のQRコードもご利用できます）。 

  

  https://forms.gle/NUsyneiuGzVLznLW7 

 

＊フォームには、日本語日本文学コースHPからもアクセスできます。 

  http://www.waseda.jp/bun-nihon-go-bun/ 

・お申込みいただいた方には、秋季大会前日までに事務局よりZoomミーティング

の情報や発表資料の掲示などについてご連絡いたします。 

・発表資料やZoomミーティングの情報などについて、他の方と共有されませんよ

うお願い申し上げます。 

・ご不明な点などありましたら、事務局（wkokubungakkai@gmail.com）までご連

絡ください。 

  

『
保
元
物
語
大
全
』
『
平
治
物
語
大
全
』
の
物
語
読
解
と
教
訓
性
の
行
方 

―
―
軍
記
物
語
の
古
注
釈
書
の
一
端
―
― 

滝
澤 

み
か 

 

軍
記
物
語
に
分
類
さ
れ
る
作
品
の
一
つ
で
あ
る
『
保
元
物
語
』
『
平
治
物
語
』
の
注
釈
書

と
し
て
は
、
江
戸
時
代
に
水
戸
藩
に
よ
り
制
作
さ
れ
た
『
参
考
保
元
物
語
』
『
参
考
平
治
物

語
』
（
＝
参
考
本
。
共
に
一
六
九
三
刊
）
が
著
名
で
あ
る
。
こ
の
参
考
本
は
以
降
の
両
物
語

享
受
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
が
、
両
物
語
の
注
釈
書
の
歴
史
を
顧
み
る
と
、
参
考
本
成
立

以
前
に
、
西
道
智
に
よ
り
『
保
元
物
語
大
全
』
『
平
治
物
語
大
全
』
と
い
う
、
語
釈
・
批
評

を
記
し
た
書
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
道
智
が
近
世
前
期
の
寛

文
年
間
（
一
六
六
一
～
一
六
七
三
）
に
生
存
・
活
動
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

両
書
は
流
布
本
段
階
の
『
保
元
物
語
』
『
平
治
物
語
』
が
成
立
し
て
か
ら
最
も
古
い
注
釈
書

で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
書
の
物
語
に
対
す
る
解
釈
を
捉
え
る
こ
と
は
、

近
世
前
期
に
お
け
る
両
物
語
の
享
受
の
様
相
を
探
る
の
み
な
ら
ず
、
流
布
本
両
物
語
の
読
解

の
実
態
や
、
軍
記
物
語
を
理
解
す
る
際
に
ど
の
よ
う
に
思
考
を
巡
ら
す
の
か
、
あ
る
い
は
解

釈
す
る
際
に
ど
の
よ
う
な
知
の
繋
が
り
が
発
生
し
て
い
く
の
か
と
い
う
こ
と
を
捉
え
る
手
掛

か
り
に
も
な
ろ
う
。
本
発
表
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
『
保
元
物
語
大

全
』
『
平
治
物
語
大
全
』
の
特
性
の
検
証
を
行
う
こ
と
で
、
中
世
に
成
立
し
た
軍
記
物
語

が
、
以
降
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
い
く
の
か
、
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。 

 

『
保
元
物
語
大
全
』
『
平
治
物
語
大
全
』
の
内
部
を
検
証
す
る
と
、
批
評
部
分
に
お
い
て

例
え
ば
「
智
」
や
そ
れ
に
類
す
る
言
葉
を
多
用
し
て
い
る
。
そ
れ
は
流
布
本
両
物
語
に
は
頻

出
は
し
て
い
な
か
っ
た
言
葉
で
あ
り
、
本
文
と
は
別
の
視
線
で
作
品
を
読
み
解
い
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
加
え
て
、
教
訓
性
を
強
く
帯
び
る
流
布
本
と
は
ま
た
別
に
、
独
自
の
教
訓
的

見
解
を
述
べ
る
姿
勢
が
批
評
部
分
よ
り
窺
え
る
こ
と
か
ら
、
両
書
は
流
布
本
両
物
語
の
読
解

と
い
う
形
を
持
つ
も
の
の
、
独
自
の
世
界
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
登
場
人
物
の
捉
え
方

も
必
ず
し
も
流
布
本
に
お
け
る
評
価
と
一
致
す
る
と
は
限
ら
ず
、
両
書
を
検
証
す
る
こ
と

は
、
流
布
本
が
持
つ
教
訓
性
の
持
続
の
問
題
を
考
え
る
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
い
る
と
言
え

る
。 

 

 
 

近
世
後
期
江
戸
語
に
お
け
る
丁
寧
な
言
葉
遣
い 

―
―
〈
行
く
・
来
る
〉
を
例
に
し
て 

―
― 

山
田 

里
奈 

 

本
発
表
で
は
、
近
世
後
期
江
戸
語
に
お
け
る
丁
寧
な
言
葉
遣
い
に
つ
い
て
述
べ
る
。 

 

ま
ず
、
文
末
に
お
け
る
「
ま
す
」
の
使
用
状
況
を
概
観
し
、
「
ま
す
」
を
下
接
し
て
使
用

す
る
場
合
の
傾
向
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
特
殊
形
（
尊
敬
語
で
あ
れ
ば
「
い
ら
っ

し
ゃ
る
」
「
お
い
で
な
さ
る
」
、
謙
譲
語
で
あ
れ
ば
「
う
か
が
う
」
「
あ
が
る
」
「
さ
ん

ず
」
「
ま
い
る
」
「
め
え
る
」
等
）
を
持
つ
〈
行
く
・
来
る
〉
の
意
味
を
表
わ
す
表
現
に
焦

点
を
絞
っ
て
、
体
系
的
把
握
を
試
み
る
。 

 

近
世
後
期
江
戸
語
は
、
丁
寧
語
の
う
ち
、
「
で
す
」
が
未
発
達
で
あ
る
。
近
世
後
期
江
戸

語
か
ら
明
治
期
東
京
語
に
か
け
て
丁
寧
語
「
で
す
」
が
一
般
化
し
、
「
で
す
」
「
ま
す
」

「
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
丁
寧
語
の
体
系
が
揃
っ
て
い
く
。
そ
の
た
め
、
例
え
ば
、
丁
寧
な

言
葉
遣
い
を
す
る
会
話
で
あ
っ
て
も
、
近
世
後
期
江
戸
語
で
は
、
「
ま
い
る
」
（
「
ま
す
」

を
下
接
し
な
い
形
）
を
文
末
で
用
い
る
例
が
見
ら
れ
る
。
現
代
語
で
は
「
ま
い
る
」
を
文
末

で
用
い
る
場
合
、
必
ず
「
ま
す
」
を
伴
う
。
文
末
で
「
ま
す
」
を
下
接
な
し
で
使
用
す
る
場

合
は
武
士
言
葉
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
中
流
女
性
（
子
ど
も
）
同
士
が
普
通
の
会
話
で
使

用
す
る
例
が
見
ら
れ
、
武
士
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
例
が
、
数
は
少

な
い
が
認
め
ら
れ
る
。 

 

命
令
形
に
よ
る
命
令
に
つ
い
て
の
論
考
で
は
あ
る
が
、
小
松
寿
雄(

1
96
1)

で
は
「
ま
し
」

が
あ
っ
た
り
な
か
っ
た
り
す
る
待
遇
段
階
を
認
め
て
い
る
。
命
令
形
に
よ
る
命
令
以
外
で
、

「
ま
す
」
を
下
接
さ
せ
る
表
現
を
用
い
る
場
合
と
用
い
な
い
場
合
と
を
比
較
す
る
こ
と
で
、

「
ま
し
」
の
あ
っ
た
り
な
か
っ
た
り
す
る
段
階
を
よ
り
詳
し
く
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
と

と
考
え
ら
れ
る 

。
ま
た
、
「
ま
す
」
を
下
接
す
る
場
合
も
、
丁
重
語
と
し
て
文
末
で
使
用

す
る
「
ま
い
り
ま
す
」
と
丁
寧
語
を
伴
な
っ
て
使
用
す
る
「
行
き
ま
す
・
来
ま
す
」
と
の
使

用
の
違
い
に
つ
い
て
説
明
し
た
論
考
も
管
見
の
限
り
見
ら
れ
な
い
。
本
発
表
で
、
こ
れ
ら
に

つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
近
世
後
期
江
戸
語
の
丁
寧
な
言
葉
遣
い
と
そ
の
体
系

の
一
端
を
示
し
、
現
代
語
と
の
比
較
を
可
能
に
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。 
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