
浜
松
中
納
言
物
語
の
本
文
に
つ
い
て
最
初
に
本
格
的
な
注
釈
を
施
し
た
の

は
、
昭
和
二
十
六
年
に
刊
行
さ
れ
た
宮
下
清
計
氏
の
校
註
に
よ
る
『
新
註
国

文
学
叢
書
』
で
あ
っ
た
。
本
書
は
「
き
わ
め
て
誠
実
な
態
度
で
多
く
の
不
審

①

を
明
ら
か
に
せ
ら
れ
た
画
期
的
な
業
績
で
」
あ
り
、
こ
れ
を
受
け
て
さ
ら
に

精
綴
さ
を
加
え
た
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
が
刊
行
さ
れ
、
こ
の
物
語
の
問
題

箇
所
の
ほ
と
ん
ど
が
解
明
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
な
か

に
は
両
耆
に
共
通
し
て
「
不
詳
」
と
さ
れ
後
日
の
検
討
に
委
ね
ら
れ
て
い
る

と
こ
ろ
も
皆
無
で
は
な
い
。
巻
一
に
み
え
る
次
の
箇
所
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

日
本
の
て
ん
ふ
渡
い
て
関
を
い
る
出
に
、
中
納
言
ひ
き
つ
く
る
ひ
て
、

い
み
じ
く
用
意
し
給
へ
る
か
た
ち
あ
り
さ
ま
、
光
る
や
う
に
見
ゆ
る
を
、

こ
の
国
の
人
人
～
め
づ
ら
か
に
見
た
て
ま
つ
り
お
ど
ろ
き
て
、
め
で
た

て
ま
つ
る
事
か
ぎ
り
な
し
。
昔
の
わ
う
か
く
し
や
う
の
い
け
る
か
う
そ

う
に
、
中
納
言
の
お
は
し
ま
し
所
、
心
こ
と
に
玉
を
み
が
き
、
か
ゞ
や

は
じ
め
に

浜
松
中
納
言
物
語
試
注

Ｉ
「
わ
う
か
く
し
や
う
」
を
起
点
と
し
て
‐
１
１

こ
こ
に
み
え
る
「
わ
う
か
く
し
や
う
」
に
つ
い
て
『
新
註
国
文
学
叢
書
』
は

「
人
名
。
不
詳
。
」
と
し
、
『
古
典
文
学
大
系
』
も
「
人
名
。
不
詳
。
東
北
大
本
・

大
阪
府
立
図
書
館
本
・
丹
鶴
本
な
ど
『
わ
う
か
う
し
や
う
」
。
」
と
注
さ
れ
た

た
め
、
こ
の
箇
所
は
人
名
で
は
あ
ろ
う
が
い
か
な
る
歴
史
上
の
人
物
か
を
特

定
し
得
な
い
ま
ま
、
「
わ
う
か
く
し
や
う
」
な
る
人
物
の
い
た
と
伝
え
ら
れ
る

高
層
に
中
納
言
が
落
ち
着
い
た
、
と
読
み
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
物
語
中

の
異
郷
の
人
物
が
ほ
ぼ
特
定
さ
れ
、
本
朝
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
故
事
を

背
景
に
し
て
い
る
の
に
対
し
、
こ
の
「
わ
う
か
く
し
や
う
」
な
る
人
物
だ
け
が

不
詳
と
い
う
の
は
、
物
語
を
読
み
進
め
る
う
え
で
何
と
も
も
ど
か
し
い
感
じ

が
す
る
の
で
あ
る
。
碩
学
が
総
力
を
あ
げ
て
も
該
当
す
る
人
物
が
究
明
さ
れ

な
い
と
い
う
こ
と
こ
そ
不
審
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
こ
こ
で
視

点
を
変
え
、
人
名
と
い
う
先
入
観
を
捨
て
て
本
文
に
向
き
あ
え
ば
い
か
な
る

読
み
が
可
能
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
一
応
、
そ
の
よ
う
に
も

考
え
得
る
と
仮
定
す
れ
ば
、
先
に
示
し
た
あ
た
り
の
本
文
は
ど
う
吟
味
す
れ ②

く
ば
か
・
り
に
し
つ
ら
ひ
て
す
へ
た
て
ま
つ
る
。
（
一
五
四
・
一
五
五
頁
）
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ぱ
い
い
の
か
、
と
い
う
課
題
を
設
け
て
試
み
の
案
を
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

一
「
わ
う
か
く
し
や
う
」
は
「
留
学
生
」
か

従
来
、
「
わ
う
か
く
し
や
う
」
は
人
名
と
し
て
処
理
さ
れ
て
き
た
。
「
昔
の
」

と
あ
る
た
め
か
、
或
い
は
「
わ
う
か
く
し
や
う
」
な
る
字
音
が
人
名
に
通
う

か
の
よ
う
な
感
を
抱
か
せ
る
た
め
か
、
と
も
か
く
人
名
で
あ
ろ
う
と
み
て
該

当
す
る
故
事
、
事
例
を
探
索
す
る
も
の
の
芳
し
い
結
果
は
得
ら
れ
ず
、
結
局
、

不
詳
と
す
る
よ
り
他
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
を
人
名
と
考
え
ず
、

普
通
名
詞
と
し
て
解
す
る
方
が
解
決
が
早
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う

に
な
り
、
そ
の
目
で
前
後
の
文
を
再
検
討
す
る
と
案
外
、
納
得
の
ゆ
く
よ
う

な
こ
と
が
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た

契
機
は
、
兵
庫
県
立
神
戸
高
等
学
校
所
蔵
本
に
次
の
よ
う
な
傍
注
が
施
さ
れ

て
い
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

り
力
亨
つ
イ

六
一
力

わ
う
か
く
し
や
う
の
ゐ
け
る
か
う
そ
う
に

留
学
生
河
荘

本
文
に
傍
注
を
付
し
た
人
物
は
「
わ
う
か
く
し
や
う
」
を
人
名
と
は
受
け
取

ら
ず
、
「
留
学
生
」
と
い
う
語
と
し
て
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
・
神
戸
高
校

③

本
は
奥
書
に
よ
る
と
三
人
が
そ
れ
ぞ
れ
施
注
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
写
真

版
で
は
誰
で
あ
る
か
を
特
定
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
と
も
か
く
も
こ
の

箇
所
を
人
名
と
理
解
し
な
い
読
み
が
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

遣
階
使
、
遣
唐
使
一
行
の
中
に
は
異
国
文
化
を
吸
収
す
る
重
要
な
役
割
り

を
荷
っ
た
留
学
生
と
称
さ
れ
る
一
群
の
人
物
が
お
り
、
彼
ら
の
日
本
文
化
に

貢
献
し
た
功
績
が
多
大
で
あ
っ
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
唐
土
を
舞

浜
松
中
納
言
物
語
試
注

台
と
し
た
物
語
作
者
の
念
頭
に
彼
ら
の
イ
メ
ー
ジ
が
ま
っ
た
く
浮
か
ば
な
か

っ
た
と
は
言
い
難
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

と
こ
ろ
で
、
物
語
本
文
の
こ
の
箇
所
の
異
同
は
『
校
本
浜
松
中
納
言
物
語
』

に
よ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

わ
う
か
く
し
や
う
の
ｌ
わ
う
か
う
し
や
う
の
⑧
忍
⑧
教
②
育
由
百
丹

④

ｌ
か
く
し
や
う
の
◎
鴬

な
お
こ
の
他
に
松
井
簡
治
氏
旧
蔵
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
の
「
り
う
か
く
し
や
う
」

⑤

と
い
う
本
文
も
付
加
で
き
る
。
「
留
学
生
」
と
い
う
観
点
で
み
る
と
、
鴬
谷
主

人
旧
蔵
本
や
松
井
簡
治
氏
旧
蔵
本
に
も
そ
の
痕
跡
を
伝
え
て
い
る
か
に
思
わ

れ
る
が
、
そ
も
そ
も
平
安
時
代
の
文
学
作
品
に
用
例
が
ほ
と
ん
ど
見
当
ら
な

い
語
で
あ
る
た
め
に
、
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
た
だ
し
、
類
似
の
例

と
し
て
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
の
次
の
語
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

む
か
し
は
う
と
く
さ
う
と
て
十
二
年
に
一
と
も
ろ
こ
し
に
さ
る
へ
き
人

⑥

わ
た
し
つ
か
は
し
て
か
の
く
に
の
さ
え
な
ら
は
き
れ
け
り

こ
の
「
う
と
く
き
う
」
は
「
校
異
」
で
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

う
と
く
き
う
ｌ
う
か
く
さ
う
（
害
岡
内
村
藤
島
平
〔
う
ノ
右
傍
一
一
「
る
ヵ
」
、

左
傍
一
一
「
留
学
生
」
〕
）
ｌ
う
ぐ
さ
う
（
鈴
〔
う
ノ
右
傍
下
二
か
ヲ
補
入
〕
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
「
平
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
平
出
本
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語

の
筆
写
者
あ
る
い
は
施
注
者
は
こ
の
箇
所
を
「
留
学
生
」
と
読
ん
で
い
た
こ

う
が
く
さ
う

と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
東
山
人
芳
磨
筆
本
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
は
「
遊
学
生
」

⑦

と
頭
注
を
付
し
、
岡
本
保
孝
は
「
う
と
く
き
う
」
と
す
る
物
語
本
文
に
「
有

③

徳
僧
‐
｜
の
文
字
を
推
定
し
た
う
え
で
、
「
故
事
可
尋
」
と
注
し
て
い
る
。
こ

れ
に
つ
い
て
鈴
木
弘
道
先
生
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。



こ
れ
（
「
遊
学
生
」
ノ
頭
注
Ⅱ
中
西
注
）
は
、
あ
る
い
は
「
遊
学
僧
」
か
も

知
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
保
孝
は
、
Ａ
本
の
誤
写
に
気
づ
か

ず
に
「
有
徳
僧
」
の
文
字
を
推
定
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
十
二
年
に
一

ど
、
も
ろ
こ
し
に
：
・
・
：
」
は
、
浜
松
中
納
言
物
語
巻
の
一
に
、

い
に
し
へ
は
十
二
年
を
過
し
て
の
み
こ
そ
返
け
れ
、
五
年
を
だ
に
過

し
給
へ

と
あ
る
の
と
類
似
し
、
道
階
使
や
造
唐
使
の
こ
と
と
関
係
が
あ
る
か
も

⑨

知
れ
な
い
が
、
明
ら
か
で
な
く
、
後
考
を
俟
つ
こ
と
に
す
る
。

「
十
二
年
」
は
必
ず
し
も
史
実
と
一
致
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
「
十

二
年
の
山
籠
り
」
な
ど
と
も
通
底
す
る
長
期
間
を
表
わ
す
一
種
の
単
位
か
と

も
思
わ
れ
、
と
り
か
へ
ば
や
物
語
と
浜
松
中
納
言
物
語
と
は
「
十
二
年
」
の

事
情
は
異
な
る
も
の
の
、
遣
唐
使
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
を
背
景
と
考
え
る
こ
と

は
、
「
う
と
く
き
う
」
が
「
留
学
生
」
と
解
せ
る
可
能
性
を
も
っ
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
、
自
然
な
推
測
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
「
留
学
生
」
を
当
時
ど
の
よ
う
に
発
音
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

古
辞
書
の
類
に
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
現
行
の
国
語
辞
典
、
漢
和
辞
典
な
ど
に
は

「
り
ゅ
う
が
く
」
は
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
「
色
葉
字
類
抄
」
（
黒
川
本
）
の
「
る
」

の
項
の
頭
文
字
に
「
留
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
留
学
」
は
「
る
が

く
」
と
読
む
の
が
穏
当
な
の
で
あ
る
。
国
語
辞
典
や
古
語
辞
典
は
「
る
が
く

（
し
一
）

し
や
う
」
を
ま
っ
た
く
無
視
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
歴
史
学
で
は

ほ
と
ん
ど
常
識
的
な
用
語
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
「
遍
照
発
揮
性
霊
集
」
巻
五

や
ま
と
の
く
に
ろ
が
く

の
「
福
州
の
観
察
使
に
請
ふ
て
入
京
す
る
啓
」
の
冒
頭
に
「
日
本
国
の
留
学

し
や
》
も
ん
ま
う
⑩

の
沙
門
空
海
啓
さ
く
。
」
と
あ
っ
た
り
、
「
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
」
の
第
一
章
、

し
よ
う
や
く

承
和
五
年
六
月
廿
四
日
の
条
、
「
大
使
は
始
め
て
観
音
菩
薩
を
画
き
、
請
益

ろ
が
く
⑪

．
留
学
の
法
師
は
相
共
に
読
経
し
て
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
「
補
注
」

一
わ

に
も
「
入
唐
し
た
一
般
の
留
学
生
に
、
学
問
生
・
請
益
生
の
二
種
が
あ
っ
た
。
」

と
特
に
読
み
に
つ
い
て
の
ル
ビ
が
見
え
て
い
る
。
佐
伯
有
情
氏
も
『
最
後
の

進
唐
使
』
で
、
「
飽
田
麻
呂
が
正
六
位
上
を
授
け
ら
れ
た
こ
と
が
み
え
る
。
そ

に
っ
と
う
る
が
く
し
よ
う
⑫

の
肩
書
に
入
唐
留
学
生
と
あ
る
。
」
と
わ
ざ
わ
ざ
ル
ビ
を
施
し
て
お
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

「
留
学
生
」
は
「
ル
ガ
ク
シ
ョ
ウ
」
と
読
み
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
は
「
る

が
く
し
や
う
」
と
表
記
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
と
り
か
へ
ぱ
や
物

語
の
「
う
か
く
さ
う
」
の
表
記
は
読
み
に
か
な
り
近
い
表
記
を
と
ど
め
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
浜
松
中
納
言
物
語
の
場
合
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
。

近
世
期
を
測
る
写
本
が
な
く
、
し
か
も
現
存
写
本
が
ほ
ぼ
同
一
の
系
統
に

属
す
る
以
上
、
校
訂
や
改
訂
を
思
い
切
っ
て
導
入
し
て
も
よ
い
場
合
が
と
き

に
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
「
る
か
く
し
や
う
」
が
「
わ
う
か
く
し

や
う
」
と
誤
写
さ
れ
る
可
能
性
が
皆
無
か
否
か
を
検
討
し
て
み
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
、
「
る
」
が
「
わ
う
」
と
二
字
に
写
さ
れ
る
可
能
性
で
あ
る
。

池
田
亀
鑑
氏
の
示
さ
れ
た
「
混
同
を
生
じ
や
す
い
可
能
性
の
著
し
い
と
思
は

⑬

れ
る
」
例
の
う
ち
、
無
意
識
に
な
さ
れ
た
単
字
か
ら
複
字
へ
の
誤
写
例
に
は

「
は
ｌ
に
て
」
「
け
ｌ
お
ほ
」
「
え
Ｉ
こ
ん
」
な
ど
と
共
に
「
る
」
が

「
か
る
」
と
な
る
例
が
み
え
る
が
、
「
わ
う
」
と
な
る
例
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。

し
か
し
こ
れ
ら
の
例
が
す
べ
て
で
は
な
く
、
「
留
」
の
草
仮
名
も
他
の
字
に
転

写
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
、
複
字
に
な
る
こ
と
も
推
測
さ
れ
る
し
、
あ
る
い

は
「
る
」
を
「
王
」
の
草
仮
名
の
「
わ
」
と
誤
写
し
た
こ
と
か
ら
「
わ
う
」

四



中
納
言
は
唐
の
都
に
着
い
て
「
か
う
そ
う
」
に
旅
装
を
解
き
、
父
の
転
生

で
あ
る
第
三
皇
子
に
会
え
る
日
を
待
っ
て
い
た
。
「
か
う
そ
う
」
は
次
の
三
箇

所
に
み
え
る
。

①
前
掲
例
文
（
一
五
四
頁
）

②
八
月
十
日
余
日
、
中
納
言
の
お
は
す
る
か
う
そ
う
の
ま
へ
の
前
栽
、
こ

と
に
お
も
し
ろ
く
見
渡
せ
ば
、
（
一
五
七
頁
）

③
花
盛
り
い
と
お
も
し
ろ
き
に
、
か
ゞ
や
く
ば
か
り
し
つ
出
、
中
納
言
の

お
は
す
る
か
う
そ
う
に
ま
う
で
給
へ
り
。
（
一
七
一
頁
）

②
③
は
「
中
納
言
の
お
は
す
る
」
と
い
う
同
じ
修
飾
句
が
あ
り
、
敬
語
が
用

い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
①
は
「
昔
の
わ
う
か
く
し
や
う
の
い
け
る
」
と
、

時
代
を
過
去
に
設
定
し
、
敬
語
も
な
い
。
つ
ま
り
、
「
わ
う
か
く
し
や
う
」

に
つ
い
て
は
敬
語
が
な
く
、
「
昔
の
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
中
納
言
の
時
代
よ

り
も
さ
ら
に
古
い
時
代
の
人
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、

「
昔
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。

『
古
語
大
辞
典
」
（
小
学
館
）
の
「
い
に
し
へ
」
の
項
の
「
語
誌
」
に
よ
る

と
、
「
い
に
し
へ
」
が
「
話
し
手
の
経
験
の
中
の
過
去
を
表
わ
す
用
法
」
で
あ
る

の
に
対
し
、
「
む
か
し
」
は
「
話
し
手
の
経
験
に
と
ら
わ
れ
な
い
過
去
」
を
示
す

浜
松
中
納
言
物
語
試
注

と
転
化
し
て
い
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

転
写
の
あ
る
時
点
か
ら
錯
誤
が
生
じ
、
そ
れ
は
「
昔
の
」
と
い
う
語
と
舞

台
が
唐
土
で
あ
る
こ
と
と
か
ら
人
名
を
想
起
し
、
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

＝

か
う
そ
う
」
の
イ
メ
ー
ジ

と
い
わ
れ
る
。
西
晋
の
播
岳
に
つ
い
て
両
語
の
使
用
法
を
み
る
に
、
巻
一
、
中

納
言
を
見
た
唐
の
大
臣
は
「
い
に
し
へ
、
か
う
や
う
け
ん
に
住
み
け
る
は
く

か
ん
こ
そ
は
、
我
世
に
か
ぐ
ひ
な
き
か
た
ち
」
（
一
五
五
頁
）
と
同
国
人
と
し

て
の
表
現
を
し
、
帰
朝
後
、
帝
に
在
唐
報
告
る
す
る
中
納
言
は
「
昔
か
う
や
う

け
ん
に
侍
り
け
ん
は
ん
が
く
と
い
ひ
侍
り
け
る
人
な
ど
こ
そ
」
（
三
二
一
頁
）

と
異
邦
人
と
し
て
の
言
い
方
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
そ
の
説
明
の
範

鴫
で
納
得
が
ゆ
く
。
た
し
か
に
物
語
中
、
四
例
あ
る
「
い
に
し
へ
」
は
、
い

ず
れ
も
会
話
文
中
に
あ
り
、
自
分
た
ち
に
直
接
つ
な
が
る
過
去
を
語
る
と
き

に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
二
十
八
例
あ
る
「
む
か
し
」
は
多
様
な
用
法
が
な
さ

れ
て
い
る
。
た
だ
唐
土
の
故
事
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
「
む
か

し
」
を
用
い
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
が
目
に
つ
く
。

皆
人
心
を
ひ
と
つ
に
な
し
て
、
楊
貴
妃
と
い
ふ
昔
の
た
め
し
ひ
き
出
で

ぬ
く
か
り
け
る
を
、
（
一
六
二
頁
）

昔
し
や
う
き
う
に
な
が
め
け
ん
人
の
や
う
に
、
こ
の
と
こ
ろ
に
と
ぢ
ら

れ
て
（
一
六
六
頁
）

「
昔
花
を
興
じ
け
る
人
の
、
こ
の
桃
の
木
の
あ
ら
ん
所
ま
で
と
行
き
け

れ
ば
、
（
一
六
九
頁
）

昔
こ
の
所
に
住
み
け
る
わ
う
し
ゆ
と
い
ふ
人
の
、
月
の
あ
か
き
り
け
る

夜
、
（
一
七
六
頁
）

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
「
昔
の
わ
う
か
く
し
や
う
」
と
は
異
郷
で
の
過
去

の
一
時
点
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
何
ら
か
の
拠
る
べ
き
伝
承
を

も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
該

当
す
る
こ
と
と
し
て
人
名
が
特
定
で
き
な
い
か
ぎ
り
は
こ
れ
を
ひ
と
ま
ず

五
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「
留
学
生
」
と
解
し
て
お
く
こ
と
に
も
矛
盾
は
き
た
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。

遣
唐
留
学
生
は
中
央
政
府
の
許
可
の
後
入
京
し
、
学
問
・
技
術
・
芸
術
な

ど
の
研
究
を
志
し
て
、
主
と
し
て
長
安
で
長
期
間
学
ん
だ
と
い
わ
れ
る
。
造

晴
使
や
遣
唐
使
の
初
・
中
期
は
長
期
間
で
あ
っ
た
が
、
遣
唐
使
の
後
期
に
は

一
、
二
年
の
短
期
留
学
に
な
っ
て
い
る
歴
史
的
事
実
か
ら
、
中
納
言
の
三
年

間
と
い
う
在
唐
期
間
は
、
物
語
に
「
い
に
し
へ
は
十
二
年
を
過
し
て
の
み
こ

そ
返
け
れ
」
（
一
九
三
頁
）
と
あ
る
こ
と
も
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
遣
唐
使
の

⑭

末
期
的
事
象
を
反
映
し
て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

⑮

石
川
徹
氏
は
「
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
虚
構
の
方
法
と
そ
の
創
造
」
と

題
す
る
論
文
で
、
従
来
、
浜
松
中
納
言
物
語
作
者
の
唐
土
に
関
す
る
知
識
は

欠
如
し
て
お
り
、
描
写
も
不
正
確
で
い
い
加
減
な
も
の
と
さ
れ
て
き
た
が
、

決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、
孝
標
女
は
漢
学
の
家
に
生
ま
れ
て
お
り
、
兄
の
一

人
、
定
義
は
大
学
頭
・
文
章
博
士
・
大
内
記
な
ど
を
歴
任
し
、
こ
こ
か
ら
和

漢
朗
詠
集
・
白
氏
文
集
そ
の
他
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
い
た
ろ
う
と
し
て
、

「
作
者
は
唐
土
の
地
理
も
少
し
は
心
得
て
い
た
ら
し
い
し
、
少
な
く
と
も
、

『
浜
松
』
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
兄
な
ど
に
尋
ね
て
、
あ
ま
り
甚
だ
し
い
誤
り

を
犯
さ
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ

う
。
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
加
え
て
、
須
田
哲
夫
氏
の
論
文
「
浜
松
中
納

⑯

言
物
語
に
於
け
る
作
者
の
唐
知
識
論
」
を
引
い
て
、
こ
の
論
文
が
考
証
し
て

い
る
中
納
言
が
中
国
に
着
い
て
か
ら
唐
の
都
へ
至
る
ま
で
の
道
順
は
正
確
で

あ
り
、
作
者
は
「
全
然
で
た
ら
め
で
害
い
た
の
で
は
な
い
ら
し
」
く
、
「
作

者
の
手
法
は
悪
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
」
と
も
述
べ
ら
れ

た
。
こ
の
お
説
は
浜
松
中
納
言
物
語
を
大
局
的
に
把
え
ら
れ
た
卓
見
で
あ
り
、

従
う
べ
き
ご
見
解
で
あ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、
中
納
言
が
異
郷
で
初
め
て
寛
ろ
ぐ

場
所
も
ま
た
重
要
な
場
と
し
て
注
意
深
く
描
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

そ
れ
で
は
「
か
う
そ
う
」
と
は
い
か
な
る
所
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え

ば
ま
ず
、
「
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
」
の
冒
頭
近
く
、
選
ば
れ
て
遣
唐
留
学
生
と

な
っ
た
吉
備
真
備
が
入
唐
後
、
才
学
の
す
ば
ら
し
き
故
に
楼
上
に
幽
閉
さ
れ

る
図
を
想
起
す
る
で
あ
ろ
う
。
「
吉
備
大
臣
物
語
」
に
「
日
本
国
ノ
ッ
カ
ヒ
タ

⑰

ウ
ラ
イ
ロ
ウ
ニ
ノ
ホ
セ
テ
ス
ヘ
シ
ム
」
と
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
歓
迎
さ
れ

る
遣
唐
使
と
は
異
な
る
も
の
の
、
異
邦
人
を
迎
え
る
べ
き
何
ら
．
か
の
宿
泊
設

備
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
ま
ず
入
唐
後
の
重
要
な
場
面
と
し
て
意
識
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
吉
備
真
備
説
話
は
、
彼
の
莞
後
、
仲
麻
呂

の
死
も
伝
え
ら
れ
「
二
人
の
数
奇
な
運
命
劇
が
奈
良
朝
末
ｌ
平
安
初
頭
の
こ

ろ
の
人
々
に
深
い
感
動
を
与
え
た
こ
ろ
か
ら
、
吉
備
大
臣
入
唐
説
話
と
し
て

⑬

醸
成
さ
れ
き
た
っ
た
も
の
」
で
あ
り
、
話
の
内
容
か
ら
「
い
か
に
も
平
安
朝

⑱

に
お
け
る
博
士
家
な
ど
に
伝
え
ら
れ
た
伝
説
」
と
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
作

者
も
こ
の
説
話
は
兄
な
ど
を
通
し
て
十
分
に
馴
染
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
。

入
唐
直
後
の
楼
の
イ
メ
ー
ジ
は
物
語
の
場
面
設
定
に
何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ

っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

遣
唐
使
た
ち
一
行
が
長
安
で
落
ち
着
く
所
は
、
詳
細
な
記
録
が
無
く
明
ら

⑲

か
で
は
な
い
が
、
木
宮
泰
彦
氏
に
よ
る
と
、
外
宅
、
す
な
わ
ち
鴻
臓
寺
の
客

賓
宿
泊
所
で
あ
る
四
方
館
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る
。
そ
の
他
の
外
国
使
節
用
の

宿
泊
所
で
あ
る
礼
賓
館
に
も
滞
ま
っ
た
と
い
わ
れ
る
が
、
諸
記
録
に
も
見
え

る
外
宅
が
一
般
的
で
あ
り
、
広
く
知
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ

れ
が
ど
の
よ
う
な
建
造
物
で
あ
っ
た
か
は
不
詳
で
あ
る
。

－

ノ、



三
「
て
ん
ふ
」
は
「
竹
符
」
か

「
わ
う
か
く
し
や
う
の
い
け
る
か
う
そ
う
」
を
「
留
学
生
の
い
け
る
高
層
」

と
読
む
こ
と
は
、
従
来
の
読
み
を
一
歩
進
め
て
、
彼
此
の
異
郷
間
に
横
た
わ

る
濃
密
な
歴
史
的
背
景
が
用
語
を
通
し
て
物
語
上
に
姿
を
表
わ
し
て
く
る
と

理
解
す
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
留
学
生
と
い

う
公
式
使
節
を
想
定
す
る
こ
と
に
な
り
、
こ
れ
は
同
時
に
、
少
し
前
に
見
え

る
「
日
本
の
て
ん
ふ
」
と
あ
る
「
て
ん
ふ
」
に
も
推
測
が
及
ぶ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

『
古
典
文
学
大
系
』
頭
注
は
『
て
ん
ふ
」
は
不
詳
。
通
行
証
か
。
」
と
し
て
、

補
注
で
「
伝
符
を
あ
て
る
説
が
あ
る
が
、
伝
符
は
伝
馬
を
徴
発
す
る
た
め
に

下
付
す
る
太
政
官
符
で
あ
る
か
ら
、
当
り
そ
う
も
な
い
。
」
（
四
四
一
頁
）
と

述
べ
て
お
ら
れ
る
。
い
ま
、
遣
唐
使
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
改
め
て
こ
の
語

に
対
し
た
と
き
、
「
竹
符
（
ち
く
ふ
）
」
の
誤
写
と
見
る
こ
と
を
一
案
と
し
て

提
出
す
る
こ
と
も
、
ま
っ
た
く
の
暴
論
で
は
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

例
え
ば
、
「
遍
照
発
揮
性
霊
集
」
に
収
め
る
「
大
使
福
州
の
観
察
使
に
与
ふ

る
が
為
の
書
」
に
「
又
竹
符
銅
奨
は
本
軒
詐
に
備
へ
た
り
」
と
あ
る
「
竹
符
」

に
つ
い
て
、
『
古
典
文
学
大
系
』
頭
注
に
は
「
竹
で
作
っ
た
わ
り
ふ
。
遣
唐

使
の
身
分
を
証
明
す
る
も
の
。
こ
こ
で
は
日
本
の
皇
帝
か
ら
唐
の
皇
帝
へ
の

⑳

勅
耆
を
い
う
。
」
（
二
六
八
頁
）
と
あ
る
。
こ
の
他
に
も
「
竹
符
」
は
次
の
よ
う

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
孫
、
そ
の
甥
、
こ
と
ご
と
く
竹
符
を
裂
く
。
（
平
家
物
語
・
巻
四
・

作
者
は
遣
唐
留
学
生
の
宿
泊
所
を
思
い
浮
か
べ
、
中
国
建
築
の
大
き
な
特

⑳色
と
い
わ
れ
る
塗
装
し
た
建
造
物
を
想
定
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

浜
松
中
納
言
物
語
試
注

、

牒
状
）

多
田
満
仲
よ
り
下
野
守
義
朝
に
い
た
る
ま
で
七
代
は
、
み
な
諸
国
の
竹

⑳

符
に
名
を
か
け
、
（
曽
我
物
語
・
巻
一
・
惟
喬
・
惟
仁
の
位
あ
ら
そ
ひ
の
事
）

異
郷
の
公
式
の
場
で
用
い
ら
れ
る
身
分
証
明
書
を
意
味
す
る
竹
符
を
、
中
納

言
が
用
い
た
と
表
現
す
る
こ
と
は
、
先
に
触
れ
た
こ
の
物
語
の
作
者
を
取
り

ま
く
環
境
の
し
か
ら
し
め
た
と
こ
ろ
と
み
て
も
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

竹
符
（
古
く
は
竹
使
符
）
と
は
「
秦
漢
時
代
の
皇
帝
か
ら
郡
太
守
も
し
く
は

端
国
王
に
、
任
命
と
同
時
に
そ
の
一
片
を
下
附
し
て
お
い
て
、
そ
れ
以
後
の

中
央
か
ら
の
使
者
派
遣
に
よ
る
皇
帝
の
命
令
伝
達
、
と
く
に
出
兵
（
兵
庫
を
開

い
て
武
器
を
取
り
出
す
こ
と
）
命
令
の
伝
達
な
ど
の
場
合
に
は
、
皇
帝
の
手
許

に
残
さ
れ
て
い
る
他
の
一
片
を
使
者
が
携
行
し
て
、
命
令
の
真
偽
を
立
証
す

る
手
段
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
君
臣
関
係
を
基
調
と

し
て
地
方
統
治
が
実
施
さ
れ
る
場
合
に
、
そ
の
行
政
機
構
の
場
で
機
能
す
る

⑭

も
の
」
で
あ
り
、
中
国
の
政
治
機
構
を
習
っ
た
日
本
の
場
合
、
用
語
も
日
本

の
国
情
に
合
致
し
た
使
用
が
な
さ
れ
る
の
は
自
然
の
趨
勢
で
あ
ろ
う
。
し
た

が
っ
て
、
「
竹
符
を
さ
く
」
と
い
う
用
語
が
国
司
に
任
じ
ら
れ
る
意
を
帯
び

て
く
る
の
で
あ
る
。

作
者
は
中
納
言
一
行
が
唐
土
の
京
に
入
る
場
面
を
描
く
に
あ
た
っ
て
、
何

ら
か
の
事
務
的
な
手
続
き
を
必
要
と
考
え
て
「
竹
符
」
な
る
語
を
用
い
た
の

で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
符
」
と
は
「
牒
」
と
同
様
、
唐
代
公
文
書
の
制
式
の

⑮

一
つ
で
、
符
は
省
か
ら
州
、
州
か
ら
県
に
下
す
も
の
と
い
わ
れ
、
「
て
ん
ふ
」

も
何
ら
か
の
公
式
文
言
を
指
す
も
の
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
ろ

う
。
こ
の
直
前
に
、
中
納
言
一
行
が
函
谷
関
に
さ
し
か
か
っ
て
唐
土
の
人
々

七



が
迎
え
に
来
る
と
こ
ろ
を
「
唐
国
と
い
ふ
物
語
に
絵
に
し
る
し
た
る
同
じ
事

な
り
」
と
い
い
、
日
本
と
唐
土
と
の
対
照
を
際
立
た
せ
る
意
識
が
働
い
て
い

た
の
で
あ
る
。
作
者
は
周
辺
に
い
た
人
々
か
ら
、
唐
土
に
関
す
る
地
理
的
知

識
な
ど
と
共
に
、
そ
れ
に
伴
う
儀
式
、
慣
行
な
ど
も
聞
き
知
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
、
そ
れ
故
あ
え
て
一
歩
踏
み
込
ん
だ
憶
説
を
提
出
し

た
の
で
あ
る
。
階
に
対
し
て
は
国
際
外
交
上
の
慣
例
を
よ
く
の
み
こ
め
な
か

っ
た
た
め
に
国
害
が
遣
わ
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
遣
唐
使
関
係
に
は
ま

っ
た
く
無
く
、
「
正
式
の
国
害
を
提
出
し
な
く
と
も
遣
唐
使
の
入
京
が
許
さ

⑳

れ
て
い
た
の
で
あ
」
っ
た
と
述
べ
ら
れ
た
山
田
英
雄
氏
の
お
説
を
考
え
合
わ

せ
る
な
ら
ば
、
遣
唐
使
よ
り
も
さ
ら
に
古
い
時
代
の
国
耆
を
想
起
し
た
の
で

は
な
く
、
よ
り
身
近
に
聞
き
及
ん
で
い
た
「
竹
符
」
な
る
語
を
、
本
来
の
意

を
拡
げ
て
転
用
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

中
納
言
が
初
め
て
異
郷
の
京
に
入
り
、
官
吏
を
前
に
し
た
様
子
を
「
光
る

や
う
に
見
ゆ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
人
物
を
形
容
す
る
句
の
至
上
の

も
の
で
、
物
語
の
な
か
に
も
多
く
の
用
例
が
み
え
る
。
ま
た
、
中
納
言
の
招

か
れ
た
居
所
は
「
か
出
や
く
ば
か
り
に
し
つ
ら
ひ
て
」
あ
っ
た
と
い
う
。
「
か

蚤
や
く
」
も
同
種
の
賛
辞
で
あ
る
。

「
ひ
か
り
」
「
か
出
や
く
」
を
神
話
の
系
譜
を
引
く
物
語
主
人
公
の
神
秘

⑳

的
、
超
人
的
な
光
彩
美
を
表
わ
す
語
と
把
え
ら
れ
た
藤
田
加
代
氏
の
説
も
あ

り
、
そ
れ
に
さ
ら
に
貴
族
生
活
の
現
実
や
仏
教
思
想
の
浸
潤
を
映
出
し
て
い

⑳

る
多
彩
な
語
義
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
河
添
房
江
氏
の
論
文
も
あ
る
。

Ｉ

お
わ
ｈ
診
に

以
上
、
不
詳
と
さ
れ
て
き
た
「
わ
う
か
く
し
や
う
」
を
「
留
学
生
」
と
読
み

と
れ
る
と
仮
定
し
、
作
者
像
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
こ
の
あ
た
り
の
本
文
の

再
吟
味
を
試
み
た
。
最
近
刊
行
さ
れ
た
久
下
晴
康
氏
編
の
『
浜
松
中
納
言
物

語
』
の
頭
注
に
お
い
て
も
『
古
典
文
学
大
系
』
と
ほ
ぼ
同
じ
指
摘
が
な
さ
れ
て

お
り
、
依
然
と
し
て
不
詳
の
ま
ま
で
あ
る
の
は
隔
靴
掻
痒
の
感
を
免
れ
得
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
述
べ
た
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
仮
定
を
核
と
し
て
し

だ
い
に
筆
者
の
内
に
と
ど
め
難
く
な
っ
た
さ
さ
や
か
な
試
み
の
注
に
過
ぎ
ず
、

唐
土
で
の
「
わ
う
か
く
し
や
う
」
な
る
人
物
が
特
定
さ
れ
明
ら
か
に
さ
れ
た

日
に
は
こ
の
論
が
雲
散
霧
消
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
。

注
①
『
日
本
古
典
文
学
大
系
浜
松
中
納
言
物
語
』
解
説
・
一
四
○
頁
。

②
①
に
同
じ
。
浜
松
は
本
書
を
使
用
す
る
。
以
下
同
じ
。

③
松
尾
聡
氏
が
旧
兵
庫
県
立
神
戸
第
一
高
等
女
学
校
蔵
本
と
し
て
調
査
報
告
さ

れ
て
い
る
本
で
あ
る
（
『
平
安
時
代
物
語
論
考
』
四
七
八
’
四
八
○
頁
）
。
本
書

は
清
水
浜
臣
、
伊
藤
光
中
、
岩
下
貞
融
の
三
色
の
注
が
あ
る
と
い
う
。
な
お
、

池
田
利
夫
氏
は
「
浜
松
中
納
言
物
語
伝
本
系
統
試
論
」
（
鶴
見
女
子
大
学
紀
要

・
昭
和
四
十
七
年
三
月
）
に
お
い
て
、
山
岸
徳
平
氏
の
紹
介
に
よ
っ
て
本
書
を

調
査
さ
れ
た
旨
、
記
し
て
あ
る
が
、
筆
者
は
写
真
版
で
拝
見
で
き
た
。

一
八

両
氏
の
検
討
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
源
氏
物
語
の
語
義
に
つ
い
て

の
厳
密
な
使
用
法
で
あ
り
、
そ
れ
が
浜
松
中
納
言
物
語
に
は
必
ず
し
も
忠
実

に
継
承
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
語
義
に
つ
い
て
は
、
な
る
程
源
氏
物

語
ほ
ど
の
深
み
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
、
源
氏
物
語

に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
よ
り
新
し
い
素
材
と
発
想
と
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て

い
た
と
も
い
え
よ
う
。
浜
松
中
納
言
物
語
は
そ
の
好
例
で
あ
る
。



④
小
松
茂
美
氏
編
『
校
本
浜
松
中
納
言
物
語
』
六
頁
。

⑤
直
前
の
「
奉
る
こ
と
か
き
り
な
し
」
の
「
り
」
、
直
後
の
「
か
出
や
く
は
か

り
に
」
の
一
・
り
」
と
同
じ
字
で
あ
る
の
で
「
り
う
か
く
し
や
う
」
と
判
読
で
き
る
。

⑥
鈴
木
弘
道
先
生
編
著
『
と
り
か
へ
ぱ
や
物
語
本
文
と
校
異
』
一
四
○
頁
。

⑦
鈴
木
弘
道
先
生
著
冨
明
本
と
り
か
へ
ぱ
や
』
六
六
頁
。

③
岡
本
保
孝
「
取
替
ば
や
物
語
考
」
（
『
新
註
国
文
学
注
釈
叢
書
彰
。

⑨
鈴
木
弘
道
先
生
著
「
と
り
か
へ
ば
や
物
語
癖
露
雷
．
四
一
七
頁
。

⑩
日
本
古
典
文
学
大
系
、
二
七
○
頁
。

⑪
東
洋
文
庫
『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
１
』
五
頁
。

⑫
講
談
社
現
代
新
書
、
三
六
頁
。

⑬
池
田
亀
鑑
氏
著
『
古
典
の
批
判
的
処
置
に
関
す
る
研
究
』
第
二
部
「
国
文
学

に
於
け
る
文
献
批
判
の
方
法
論
」
四
三
○
頁
。

⑭
森
克
己
氏
著
「
遣
唐
使
』
に
「
初
期
は
三
十
八
年
・
二
十
五
年
と
い
っ
た
超

長
期
留
学
者
の
あ
る
こ
と
が
目
立
っ
て
い
る
。
（
中
略
）
同
様
に
中
期
も
ま
た

十
七
年
の
留
学
者
が
三
名
に
も
上
り
、
殆
ど
全
部
が
長
期
留
学
者
の
み
で
あ
る
。

（
中
略
）
し
か
る
に
末
期
に
な
る
と
、
留
学
の
様
相
が
初
期
。
中
期
と
は
す
っ

か
り
変
っ
て
一
、
二
年
の
短
期
留
学
者
が
多
く
、
長
く
て
も
九
年
程
度
で
十
年

を
越
え
る
も
の
は
殆
ど
な
い
。
」
（
二
六
頁
）
と
あ
る
。

⑮
笹
渕
友
一
氏
編
「
物
語
と
小
説
１
１
平
安
朝
か
ら
近
代
ま
で
ｌ
』
所
収
。

⑯
「
文
学
・
語
学
」
第
五
号
。

浜
松
中
納
言
物
語
試
注

』

’

⑰
日
本
絵
巻
大
成
『
吉
備
大
臣
入
唐
絵
巻
』
所
収
、
大
東
急
記
念
文
庫
本
。

⑬
蔵
中
進
氏
著
『
唐
大
和
上
東
征
伝
の
研
究
』
四
二
○
頁
。

⑲
木
宮
泰
彦
氏
著
『
日
華
文
化
交
流
史
』
一
○
○
’
一
○
二
頁
。

⑳
藤
島
亥
治
郎
氏
著
『
日
本
の
建
築
』
三
○
、
三
一
頁
。

⑳
こ
れ
に
つ
い
て
は
西
嶋
定
生
氏
の
批
判
が
あ
る
（
「
遣
唐
使
と
国
書
」
茂
在

寅
男
氏
他
三
氏
著
『
遣
唐
使
研
究
と
史
料
』
所
収
）
。
西
嶋
氏
は
、
こ
の
「
竹

符
」
は
「
印
書
」
の
意
で
用
い
ら
れ
、
「
公
印
を
捺
し
た
貢
品
の
目
録
」
の
意
で

用
い
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
（
五
二
頁
）
。
。

⑳
日
本
古
典
集
成
（
上
）
、
三
三
五
頁
。

⑳
日
本
古
典
文
学
大
系
、
五
四
頁
。

⑳
＠
に
同
じ
。
五
一
、
五
二
頁
。

⑳
⑪
に
同
じ
。
五
七
頁
。

⑳
山
田
英
雄
氏
箸
『
日
本
古
代
史
孜
』
所
収
「
日
・
唐
・
羅
・
渤
間
の
国
書
に

つ
い
て
」
一
五
四
頁
。

⑰
藤
田
加
代
氏
著
司
に
ほ
ふ
」
と
「
か
ほ
る
匡
所
収
弓
ひ
か
り
』
『
か
か
や

く
』
主
人
公
」
。

⑳
「
源
氏
物
語
の
『
ひ
か
り
』
「
ひ
か
る
』
『
か
か
や
く
』
」
（
『
国
語
語
彙
史
の

研
究
六
』
所
収
）
。

（
な
か
に
し
．
け
ん
じ
兵
庫
県
立
篠
山
胤
鳴
高
等
学
校
教
諭
）

I

九


