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第
一
章
　
は
じ
め
に

本
書
は
、
室
町
時
代
に
三
条
西
家
の
源
氏
物
語
本
文
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
、
現
存
諸
本
の
書
誌
や
本
文
状

況
、
各
種
日
記
、
注
釈
書
と
い
っ
た
諸
方
面
か
ら
多
角
的
に
分
析
し
、
体
系
的
に
跡
づ
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

源
氏
物
語
が
成
立
し
て
か
ら
既
に
千
年
以
上
も
の
歳
月
が
流
れ
、
そ
の
間
こ
の
作
品
は
様
々
な
人
々
に
よ
っ
て
書
き
写
さ
れ
、
伝
え
ら

れ
、
研
究
さ
れ
て
き
た
わ
け
な
の
だ
が
、
永
い
享
受
の
歴
史
の
中
で
稿
者
が
な
ぜ
室
町
時
代
を
取
り
上
げ
る
の
か
、
し
か
も
同
じ
室
町
時

代
に
書
写
さ
れ
た
大
島
本
や
明
融
臨
模
本
と
い
っ
た
本
文
で
は
な
く
、
三
条
西
家
の
本
文
を
と
り
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
は

じ
め
に
少
々
説
明
し
て
お
き
た
い
。

結
論
を
先
に
い
え
ば
、
今
日
活
字
化
さ
れ
て
い
る
源
氏
物
語
の
本
文
は
、
そ
の
大
半
が
青
表
紙
本
、
就
中
大
島
本
を
底
本
と
し
た
校
訂

本
文
で
あ
り
、
新
た
に
付
さ
れ
た
注
釈
も
ま
た
こ
の
大
島
本
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
と
呼
応
す
る
か
の
ご
と
く
、
源
氏
物
語
の
読
者
も

ま
た
、
研
究
者
も
含
め
た
大
半
が
こ
の
大
島
本
で
源
氏
物
語
を
読
ん
で
い
る
。
か
か
る
今
日
の
源
氏
物
語
享
受
の
様
相
は
、
言
う
な
れ
ば
、

大
島
本
で
ほ
ぼ
平
準
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
世
界
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
注
注
注（

。
無
論
、
平
準
化
さ
れ
た
こ
と
そ
れ
自
体
に
は
、
功
罪
両
面
が

含
ま
れ
よ
う
。
と
は
い
え
歴
史
的
事
実
と
し
て
の
源
氏
物
語
の
本
文
世
界
は
、
も
っ
と
多
様
で
豊
潤
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
い
う
視

点
か
ら
い
え
ば
、
平
準
化
さ
れ
た
現
状
と
い
う
も
の
は
、
本
文
研
究
と
し
て
は
活
力
の
喪
失
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
し
か
し
果

た
し
て
そ
れ
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
。
問
題
は
す
べ
て
解
決
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
が
実
際
は
、
袋
小
路
に
陥
っ



7 第一篇　室町時代の源氏物語 6第一部  室町時代の源氏物語

一
例
を
あ
げ
よ
う
。
明
石
巻
「
月
い
れ
た
る
ま
木
の
戸
く
ち
け
し
き
は
か
り
を
し
あ
け
た
り
」（『
大
成
』
四
六
四
頁
⑧
行
目
注
は
、
今

川
了
俊
が
「
明
石
の
巻
に
、
月
い
れ
た
る
真
木
の
戸
口
気
色
こ
と
に
を
し
あ
け
た
り
、
と
紫
明
抄
に
は
あ
る
也
。
青
表
紙
に
は
、
月
い
れ

た
る
真
木
の
戸
口
気
色
は
か
り
を
し
明
た
り
、
と
有
也
。
源
氏
一
の
詞
な
り
と
そ
、
定
家
卿
は
申
さ
れ
け
る
」（『
師
説
自
見
集
』
巻
六
注

と
証
言
し
た
こ
と
か
ら
、
青
表
紙
本
は
「
気
色
は
か
り
」
河
内
本
は
「
気
色
こ
と
に
」
で
、
本
文
が
対
立
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
く
だ
り

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
『
大
成
』
に
よ
れ
ば
、
諸
本
は
次
の
よ
う
に
分
か
れ
て
い
る
。

イ　

け
し
き
は
か
り
…
池
肖

ロ　

け
し
き
こ
と
に
（
は
か
り
注
…
大

ハ　

け
し
き
こ
と
に
…
横
陽
三

ニ　

気
色
こ
と
に
…
（
御
七
宮
平
大
尾
注

「
大
」
は
大
島
本
、「
三
」
は
三
条
西
家
本
（
日
本
大
学
総
合
図
書
館
本
注、「
肖
」
は
天
理
図
書
館
蔵
肖
柏
本
の
略
号
で
あ
る
。
ま
た
略

号
に
（　

注
印
を
被
せ
た
の
が
河
内
本
、
そ
れ
以
外
は
青
表
紙
本
で
、
明
石
巻
の
場
合
、
別
本
は
掲
出
さ
れ
て
い
な
い
。

な
る
ほ
ど
右
の
本
文
分
布
を
み
る
限
り
、
た
し
か
に
青
表
紙
諸
本
は
河
内
本
系
の
本
文
が
混
入
し
た
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
に
分

か
れ
、
三
条
西
家
本
は
前
者
に
属
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
を
う
け
て
池
田
氏
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

三
条
西
家
本
は
青
表
紙
本
の
証
本
と
も
称
せ
ら
れ
て
を
り
、
大
体
に
お
い
て
肖
柏
の
本
に
近
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
に
限
り
肖

柏
本
と
は
異
な
り
河
内
本
の
本
文
を
有
す
る
。
と
こ
ろ
が
日
高
氏
蔵
の
古
写
本
を
見
る
と
、
こ
の
部
分
が
「
け
し
き
は
か
り
」
と
あ

り
、
本
来
の
青
表
紙
本
の
姿
を
伝
へ
て
ゐ
る
。
こ
の
日
高
氏
本
は
奥
書
に
、

本
云

て
出
口
を
見
つ
け
出
せ
ず
に
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
…
こ
の
よ
う
な
息
苦
し
さ
を
感
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

順
を
追
っ
て
説
明
す
る
。
ま
ず
今
日
、
大
島
本
が
席
巻
す
る
よ
う
に
な
っ
た
背
景
か
ら
略
述
し
て
お
こ
う
。
周
知
の
如
く
、
同
本
を
紹

介
し
、
源
氏
物
語
諸
本
中
の
最
善
本
と
し
て
位
置
づ
け
た
の
は
池
田
亀
鑑
氏
だ
っ
た
注
注
注（

。
昭
和
初
期
に
佐
渡
の
某
家
よ
り
現
れ
た
同
本
は
、

青
谿
書
屋
（
大
島
雅
太
郎
氏
注
に
移
り
、
池
田
氏
に
よ
っ
て
『
校
異
源
氏
物
語
』（
一
九
四
二
年
、
中
央
公
論
社
注
で
諸
本
の
中
心
的
位
置
に

据
え
ら
れ
、
続
く
『
源
氏
物
語
大
成
』（
一
九
五
六
年
、
中
央
公
論
社
。
以
後
『
大
成
』
と
略
注
で
も
継
承
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に

至
っ
た
池
田
氏
の
論
を
、
甚
だ
乱
暴
な
ま
と
め
方
で
は
あ
る
が
稿
者
な
り
に
要
約
す
る
な
ら
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

（
一
注
源
氏
物
語
の
諸
伝
本
を
、
青
表
紙
本
系
か
河
内
本
系
か
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
諸
本
を
全
て
一
括
し
た
と
こ
ろ
の
別

本
か
、
こ
の
三
つ
に
大
別
し
て
お
く
こ
と
。

（
二
注
そ
の
な
か
で
別
本
は
、
端
本
も
多
く
、
ま
た
系
を
異
に
し
た
諸
本
や
成
立
の
経
緯
が
不
明
な
諸
本
も
、
す
べ
て
便
宜
的
に
一
括

し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
未
整
理
・
調
査
不
足
で
あ
る
こ
と
。
河
内
本
は
原
本
に
辿
り
着
こ
う
と
す
る
よ
り
も
、
筋
の
通
っ
た

合
理
的
な
文
章
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
校
訂
さ
れ
た
本
文
で
あ
り
、
二
十
一
種
類
の
本
文
を
用
い
て
二
十
二
本
目
の
全
く

新
し
い
本
文
を
創
り
上
げ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。
よ
っ
て
文
献
学
的
に
は
青
表
紙
本
で
読
む
の
が
最
も
妥
当
で
あ
る
と

判
断
で
き
る
こ
と
注
注
注（

。

（
三
注
そ
し
て
青
表
紙
本
系
諸
本
の
な
か
で
も
、
揃
本
と
し
て
は
大
島
本
が
現
存
最
善
本
と
思
わ
れ
る
こ
と
（
但
し
浮
舟
を
欠
く
五
十

三
帖
。
う
ち
初
音
は
別
本
で
あ
る
注。
こ
の
大
島
本
を
も
と
に
定
家
自
筆
本
や
明
融
臨
模
本
を
併
せ
用
い
た
な
ら
ば
、
源
氏
物
語

原
本
の
再
建
ま
で
は
無
理
に
せ
よ
、
青
表
紙
原
本
の
再
建
は
可
能
か
も
し
れ
な
い
こ
と
注
注
注（

。

そ
し
て
か
か
る
大
島
本
や
明
融
本
と
同
じ
く
室
町
時
代
に
書
写
さ
れ
た
三
条
西
家
本
、
し
か
も
当
時
は
時
代
を
席
巻
し
て
い
た
同
本
に

つ
い
て
は
、「
青
表
紙
本
と
称
し
な
が
ら
、
多
分
に
河
内
本
本
文
を
混
ぜ
し
め
て
ゐ
た
」（『
大
成
』
三
頁
注
と
評
価
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。



9 第一篇　室町時代の源氏物語 8第一部  室町時代の源氏物語

析
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
つ
ま
り
こ
の
く
だ
り
に
つ
い
て
い
え
ば
、
底
本
は
非
青
表
紙
本
で
あ
り
、
そ
れ
を
系
列
の
異
な
る
本
文
で
訂
正
し

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
伊
井
氏
に
よ
れ
ば
、
大
島
本
に
は
こ
う
し
た
例
が
多
く
、
加
え
て
校
合
本
も
ま
た
純
正
な
青
表
紙
本
と
限
っ
た

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
、
最
後
に
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

大
島
本
の
依
拠
し
た
本
文
そ
の
も
の
も
、
河
内
本
的
な
要
素
を
持
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
後
に
校
合
書
き
入
れ
に
用
い
た
本
文
も
純

正
な
青
表
紙
本
で
は
な
か
っ
た
と
な
る
と
、
そ
の
よ
う
に
し
て
で
き
あ
が
っ
た
本
文
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
性
格
に
な
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
江
戸
期
に
な
っ
て
の
大
島
本
へ
の
数
次
に
わ
た
る
改
訂
作
業
は
、
確
か
に
当
時
流
布
し
た
青
表
紙
本
に
近
づ
い
た
し
、
洗
練

さ
れ
た
読
み
や
す
い
本
文
に
変
貌
し
て
い
き
は
し
た
が
、
そ
れ
で
は
雅
康
の
依
拠
し
た
当
初
の
本
文
は
不
純
だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ

と
に
な
る
し
、
校
合
に
用
い
た
本
文
は
非
青
表
紙
本
の
要
素
も
持
っ
て
い
た
だ
け
に
、
河
内
本
と
接
近
し
た
り
、
他
本
に
は
見
ら
れ

な
い
独
自
の
孤
立
し
た
本
文
も
作
り
出
し
て
し
ま
っ
た
。
か
と
い
っ
て
墨
や
朱
な
ど
に
よ
っ
て
訂
正
さ
れ
た
本
文
を
一
切
排
除
し
、

本
来
の
大
島
本
を
復
元
す
る
の
が
よ
い
か
と
な
る
と
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
誤
脱
や
誤
写
が
多
す
ぎ
、
と
て
も
読
め
る
よ
う
な
本

文
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
だ
け
に
、
最
終
段
階
の
大
島
本
の
本
文
を
も
っ
て
青
表
紙
本
の
基
準
と
す
る
の
は

き
わ
め
て
危
険
で
あ
る
し
、
青
表
紙
本
の
中
で
も
こ
れ
と
対
置
す
る
三
条
西
家
本
を
含
め
て
、
定
家
本
と
は
ど
の
よ
う
な
本
文
だ
っ

た
の
か
を
、
あ
ら
た
め
て
体
系
的
に
考
察
す
る
時
期
に
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
注
注
注（

。

源
氏
物
語
の
本
文
研
究
に
は
、
文
化
遺
産
と
も
言
う
べ
き
膨
大
な
蓄
積
が
あ
り
、
池
田
文
献
学
も
そ
の
な
か
の
確
か
な
一
歩
で
あ
る
。

だ
が
そ
の
池
田
文
献
学
が
最
善
本
と
定
位
し
た
大
島
本
に
も
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
こ
れ
か
ら
先
、
本
文
研
究
は
ど
の
方
向
に
進
ん
で
い
っ
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
。
確
信
が
も
て
ず
途
方
に
暮
れ
た
気
持
ち
に
も
な
る

が
、
こ
う
い
う
と
き
は
出
来
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
べ
き
だ
ろ
う
。
永
い
歴
史
を
も
つ
源
氏
物
語
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
背
景
と
し

て
様
々
な
事
情
の
許
に
生
み
出
さ
れ
た
本
文
が
あ
り
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
実
際
に
享
受
さ
れ
て
き
た
も
の
だ
と
い
う
厳
然
た
る
事
実
が
あ

此
物
語
五
十
四
帖
以
侍
従
大
納
言
実
―
卿
自
筆
本
上
﨟
局
〔
法
雲
院
／
左
大
臣
女
〕
手
自
被
書
写
者
也
深
秘
不
可
遣
他
所
而
已

明
応
四
年
六
月
一
日

李
部
王
〔
判
〕

と
あ
り
（
中
略
注。
現
存
の
三
条
西
家
証
本
源
氏
物
語
は
、
山
脇
毅
氏
の
精
密
な
研
究
に
よ
れ
ば
、
肖
柏
本
な
ど
を
借
覧
し
、
実
隆

が
桐
壺
の
巻
を
書
き
、
他
は
そ
の
子
公
条
を
し
て
書
き
継
が
せ
た
も
の
で
あ
る
。
右
日
高
氏
蔵
本
に
よ
れ
ば
、
実
隆
の
書
写
し
た
本

が
あ
り
、
そ
の
本
文
は
な
ほ
純
粋
な
青
表
紙
本
の
特
性
を
伝
へ
て
ゐ
た
が
、
公
条
の
書
写
し
た
現
在
の
三
条
西
家
本
に
は
既
に
河
内

本
と
の
混
成
が
生
じ
て
ゐ
る
。
三
条
西
家
本
に
お
け
る
こ
の
や
う
な
例
は
五
十
四
帖
中
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
、
こ
の
本
を
以
て

青
表
紙
本
の
証
本
と
す
る
こ
と
は
甚
だ
危
険
と
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。�

（『
大
成
』
七
七
～
七
八
頁
注

こ
の
解
説
に
対
し
て
稿
者
が
不
審
に
思
う
の
は
以
下
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
大
島
本
も
訂
正
に
よ
っ
て
青
表
紙
本
に
な
っ
た
が
、

も
と
も
と
の
本
行
は
河
内
本
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
、
三
条
西
家
の
注
釈
書
を
み
て
み
る
と
『
弄
花
抄
』『
細
流
抄
』『
明
星

抄
』
一
貫
し
て
、
当
該
注
を
立
項
し
て
お
り
、
そ
の
見
出
語
は
「
け
し
き
は
か
り
」
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
三
条
西
家
の
人
々
が
、

定
家
本
が
「
は
か
り
」
だ
っ
た
こ
と
を
了
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
青
表
紙
本
を
標
榜
し
て
い
て
、
定
家
本
は
「
は
か
り
」
だ

と
認
識
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
三
条
西
証
本
（
日
大
本
注
は
、「
こ
と
に
」
を
「
は
か
り
」
に
訂
正
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う

と
い
う
こ
と
。
稿
者
に
は
む
し
ろ
そ
の
方
が
疑
問
で
あ
っ
た
。
第
三
に
、
池
田
氏
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
日
高
氏
蔵
の
古
写
本
」
だ
が
、
そ

の
奥
書
を
み
る
限
り
、
こ
れ
も
ま
た
三
条
西
家
本
と
い
え
る
。
し
か
も
そ
の
本
文
に
は
「
は
か
り
」
と
あ
っ
て
「
な
ほ
純
粋
な
青
表
紙
本

の
特
性
を
伝
へ
て
ゐ
た
」
と
い
う
。
そ
う
し
た
三
条
西
家
本
が
日
大
本
に
な
る
と
、
ど
う
し
て
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。

一
方
、
こ
の
異
同
例
に
つ
い
て
は
伊
井
春
樹
氏
も
言
及
し
て
い
た
。
同
氏
の
場
合
は
む
し
ろ
大
島
本
の
動
き
に
注
目
し
て
お
り
、「
こ

と
に
」
を
「
は
か
り
」
に
訂
正
し
て
あ
る
本
文
の
様
態
を
、
後
人
の
書
入
れ
に
よ
っ
て
河
内
本
か
ら
青
表
紙
本
に
訂
正
さ
れ
た
も
の
と
解
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第
二
章
　
室
町
時
代
に
お
け
る
源
氏
物
語
享
受
の
特
色

室
町
時
代
の
文
化
と
云
え
ば
、
足
利
義
満
の
北
山
文
化
や
義
政
の
東
山
文
化
が
思
い
浮
か
ぶ
。
寝
殿
造
り
に
代
わ
っ
て
書
院
造
り
が
誕

生
し
、
禅
宗
の
導
入
に
よ
っ
て
五
山
文
学
が
起
こ
り
、
和
歌
か
ら
派
生
し
た
連
歌
が
流
行
す
る
等
、
こ
の
時
代
は
政
治
面
の
み
な
ら
ず
文

化
面
に
於
い
て
も
武
家
を
初
め
と
す
る
新
興
勢
力
が
公
家
を
圧
倒
し
始
め
た
感
が
強
い
。
加
え
て
能
・
狂
言
・
御
伽
草
子
と
い
っ
た
庶
民

文
化
も
台
頭
し
は
じ
め
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
こ
う
し
た
な
か
に
あ
っ
て
、
王
朝
時
代
に
作
ら
れ
た
源
氏
物
語
は
古
び
た
遺
物
と
し
て
時

代
の
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
え
ば
、
ま
っ
た
く
別
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
室
町
前
期
の
応
永
二
十
六
年
（
一
四
一
九
注
五
月
、
伏
見
宮
貞
成
親
王
は
源
氏
物
語
の
知
識
が
無
い
こ
と
を
羞
じ
、
側
近

を
集
め
て
源
氏
読
み
を
始
め
た
。『
看
聞
御
記
』
に
よ
れ
ば
、

六
日
晴
。
…
抑
源
氏
無
才
学
之
間
。
自
桐
壺
次
第
読
之
。
女
中
。
長
資
朝
臣
張
行
也
。
重
有
朝
臣
読
之
。
毎
日
読
之
間
。
駄
餉
等
可

為
順
事
云
注々
注
注（

。
…

と
あ
る
。
そ
の
後
の
記
事
を
追
っ
て
ゆ
く
と
、
源
氏
の
揃
い
本
が
無
か
っ
た
の
で
途
中
か
ら
行
豊
朝
臣
本
を
借
り
て
読
み
進
め
る
こ
と
も

あ
っ
た
よ
う
だ
が
（
同
年
五
月
二
十
日
注、
や
が
て
朝
廷
か
ら
「
結
構
」
な
揃
い
本
五
十
四
帖
が
預
け
下
さ
れ
た
と
あ
る
（
永
享
五
年
七
月

二
十
四
日
・
同
六
年
八
月
十
八
日
注。
こ
の
揃
い
本
に
つ
い
て
は
、
後
に
一
条
兼
良
が
校
合
の
た
め
借
用
を
申
し
込
ん
だ
よ
う
で
あ
る
（
嘉

吉
三
年
八
月
二
十
三
日
注。

る
。
こ
の
基
本
に
立
ち
戻
っ
て
、
大
島
本
以
外
の
本
文
に
も
眼
を
む
け
て
み
よ
う
と
思
っ
た
次
第
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
同
じ
青
表
紙
本
系

で
も
定
家
本
・
明
融
本
・
大
島
本
と
い
っ
た
本
文
グ
ル
ー
プ
と
若
干
異
な
る
と
さ
れ
て
き
た
三
条
西
家
の
本
文
注
注
注（

、
池
田
氏
に
よ
っ
て
「
青

表
紙
本
と
称
し
な
が
ら
、
多
分
に
河
内
本
本
文
を
混
ぜ
し
め
て
ゐ
た
」
と
評
さ
れ
た
、
こ
の
三
条
西
家
の
源
氏
物
語
本
文
を
取
り
上
げ
て

み
る
こ
と
に
し
た
。
同
本
に
つ
い
て
は
稿
者
は
こ
れ
ま
で
に
、
明
融
本
や
覚
勝
院
抄
等
の
調
査
か
ら
何
度
か
扱
っ
た
こ
と
が
あ
り
、
池
田

文
献
学
の
い
う
三
条
西
家
本
と
は
重
な
ら
な
い
部
分
の
あ
る
こ
と
も
感
じ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
も
う
一
度
整
理
し
直
し
て
み
た
ら
何
が
見

え
て
く
る
か
、
本
書
で
挑
戦
し
て
み
る
つ
も
り
で
あ
る
。

以
下
こ
の
第
一
部
で
は
、
室
町
時
代
に
お
け
る
源
氏
物
語
享
受
の
特
色
を
押
さ
え
、
次
に
こ
の
時
代
に
お
け
る
本
文
史
の
具
体
相
を
確

認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
て
い
き
た
い
。


