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『
平
家
正
節
』
を
め
ぐ
る
課
題

 

山　

下　

宏　

明

一　

声
の
世
界

　

過
日
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
場
で
、
わ
た
く
し
の
記
憶
に
誤
り
が
な
け
れ
ば
、
講
演
者
、
薦
田
治
子
は
、
江
戸
中
期
、
荻
野
検
校
が
定
め
た

『
平
家
正
節
』
は
、な
か
ば
当
道
座
の
正
本
と
化
し
、「
正
節
」
の
名
称
が
固
有
名
詞
か
ら
共
用
用
語
、一
種
の
普
通
名
詞
化
し
て
い
た
と
言
う
。

　

荻
野
検
校
が
権
威
化
、
制
度
化
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
課
題
と
し
て
、
改
め
て
、
か
れ
が
平
家
の
譜
本
を
正
本
化
す
る
、
そ
の
意
図
は
何

だ
っ
た
の
か
。
口
承
を
本
意
と
す
る
語
り
を
文
字
化
す
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
同
じ
思
い
が
、
日
頃
、
平
家
読
み
の
課
題
の
対

象
と
す
る
覚
一
本
に
つ
い
て
も
考
え
て
来
た
こ
と
で
あ
る
の
だ
が
。

　

最
近
、
そ
の
覚
一
本
を
読
ん
で
い
て

0

0

0

0

0

、
ふ
と
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

　

た
と
え
ば
物
語
の
巻
二
、「
少
将
乞
請
」の
句
の
一
節
で
あ
る
。
巻
一
、後
白
河
院
の
側
近
、藤
原
成
親
が
鹿
谷
に
平
家
追
討
の
謀
議
を
行
う
。

そ
の
謀
叛
に
引
き
込
ま
れ
た
摂
津
源
氏
の
多
田
蔵
人
行
綱
が
平
家
の
威
を
見
て
、
日
和
見
、
謀
叛
を
平
清
盛
に
打
ち
明
け
る
。
驚
く
清
盛
が
、

ま
ず
成
親
を
召
喚
し
て
、
問
い
つ
め
、
結
局
、
備
前
へ
流
刑
に
処
し
、
現
地
で
死
に
追
い
つ
め
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
清
盛
は
そ
の
子
息

の
成
経
を
も
連
座
さ
せ
、
お
り
か
ら
院
御
所
に
あ
っ
た
の
を
召
喚
す
る
。
か
れ
の
北
の
方
の
舅
、
平
教
盛
を
心
配
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
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が
、
成
経
が
、
事
を
院
に
報
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
の
場
を
覚
一
本
は
、

　

女
房
達
御
前
へ
参
ツ

て
此
由
奏
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
法
皇
大
に
お
ど
ろ
か
せ
給
て
、
さ
れ
ば
こ
そ
。
け
さ
の
入
道
相
国
が
使
ひ
に
、
は

や
御
心
得
あ
り
。
あ
は
、
こ
れ
ら
が
内
々
は
か
り
し
事
の
洩
れ
に
け
る
よ
と
お
ぼ
し
め
す
に
あ
さ
ま
し
。
さ
る
に
て
も
こ
れ
へ
と
御
気

色
あ
り
け
れ
ば
、
参
ら
れ
た
り
。

と
文
字
化
す
る
。

　

こ
の
傍
線
部
の
「
御
心
得
あ
り
」
の
主
語
は
だ
れ
な
の
か
。
法
皇
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
法
皇
が
み
ず
か
ら
の
行
為
を
尊
敬
語
を
駆
し
て
語

る
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
多
く
の
注
釈
書
が
、
こ
れ
を
自
敬
語
と
解
釈
す
る
。 

と
こ
ろ
が
、
事
が
洩
れ
た
と
気
づ
く
法
皇
が
「
さ
る
に
て

も
こ
れ
へ
と
御
気
色
あ
り
け
れ
ば
」
と
語
る
主
体

0

0

0

0

は
だ
れ
な
の
か
。
そ
れ
は
語
り
手
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
文
が
微
妙
で
、「
こ
れ
へ 

」
の
言

語
主
体
は
法
皇
だ
ろ
う
。「
御
気
色
あ
り
け
れ
ば
」
の
発
話
主
体
は
語
り
手
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
言
説
は
法
皇
と
語
り
手
自
身
の
語
り
が

相
互
乗
り
入
れ
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
覚
一
本
の
前
段
階
を
濃
厚
に
残
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
屋
代
本
で
は
、
問
題
の
言
説
を

女
房
達
御
ン

前
へ
参
テ
此
様
ヲ

被
ル

レ

奏
セ  
法
王
サ
レ
ハ
コ
ソ
今
朝
ノ
入
道
カ
使
ニ
ハ
ヤ
心
エ
ツ
是
等
カ
内
々
ハ
カ
リ
シ
事
ノ
漏
ニ
ケ
ル

ヨ
ト
思
召
テ
サ
テ
モ
成
経
今
一
度
是
ヘ
参
レ
ト
気
色
有
ケ
レ
ハ
世
ハ
怖
ロ

シ
ケ
レ
ト
モ
被
レ

参
タ
リ

と
語
る
。
つ
ま
り
問
題
の
法
皇
の
言
説
を
心
内
語
と
し
て
整
序
し
て
い
る
。
読
み
本
の
延
慶
本
は
、

兵
衛
佐
（
女
房
の
召
し
名
）
御
前
ニ
参
テ
此
由
ヲ
被
申
一

ケ
レ
バ
法
皇
モ
大
ニ
驚
セ
給
テ
是
等
ガ
内
々
謀ハ
カ

リ
シ
事
漏モ

レ
ニ
ケ
ル
ヨ
ナ
ト

思
食
モ
浅
猿
シ
今
朝
相
国
ノ
使
ノ
有
ツ
ル
ニ
事
出
ヌ
ト
ハ
思
食
ツ
サ
ル
ニ
テ
モ
是
ヘ
ト
御
気
色
有
ケ
レ
バ
（
中
略
）
御
前
ヘ
被
参
タ
リ

ケ
レ
ド
モ

も
屋
代
本
に
通
じ
る
語
り
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
語
り
本
で
は
、
室
町
時
代
の
テ
ク
ス
ト
と
思
わ
れ
る
葉
子
本
が

女
房
達
御
前
へ
参
ツ

て
此
由
奏
聞
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
法
皇
さ
れ
ば
こ
そ
、
今
朝
の
入
道
が
使
に
は
や
御
心
得
あ
り
。
さ
る
に
て
も
是
へ

是
へ
と
御
気
色
有
り
け
れ
ば
、
少
将
御
前
へ
ま
ゐ
ら
れ
た
り
。

と
、覚
一
本
に
近
い
。
あ
え
て
言
え
ば
覚
一
本
が
「
法
皇
大
に
お
ど
ろ
か
せ
給
て
」
と
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
語
の
法
皇
を
明
示
し
て
い
る
。
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言
い
か
え
れ
ば
法
皇
へ
の
同
化
を
強
く
し
て
い
る
。
念
の
た
め
に
流
布
本
を
見
る
と
、

女
房
た
ち
急
ぎ
御
前
へ
参
つ
て
、
此
の
由
奏
聞
せ
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、
法
皇
、
今
朝
の
禅
門
の
使
に
早
御
心
得
あ
つ
て
、
こ
れ
等
が
内
々

謀
り
し
事
の
洩
れ
聞
こ
え
け
る
に
こ
そ
、
さ
る
に
て
も
今
一
度
こ
れ
へ
と
御
気
色
あ
り
け
れ
ば
、
少
将
御
前
へ
参
ら
れ
た
り

と
あ
り
、
下
村
本
も

女
房
た
ち
御
前
へ
参
て
こ
の
よ
し
奏
聞
せ
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、
法
皇
さ
れ
ば
こ
そ
、
今
朝
の
禅
門
の
つ
か
ひ
に
は
や
御
心
得
有
て
、
さ

る
に
て
も
こ
れ
へ
と
御
気
色
有
け
れ
ば
、
少
将
御
前
へ
ま
ゐ
ら
れ
た
り

と
あ
っ
て
、
流
布
本
に
近
い
。
書
記
言
語
と
し
て
主
語
を
明
示
し
、
文
章
と
し
て
整
序
し
て
い
る
。

　

こ
の
流
布
本
に
つ
い
て
は
、
そ
の
版
本
の
刊
記
に

元
和
七
年
（
一
六
二
一
）「
一
方
検
校
衆
以
数
人
之
吟
味
」
云
々
と
記
す
。
そ
の
言
説
は
、
い
ず
れ
も
主
語
を
明
示
、
覚
一
本
な
ど
よ
り
も

明
確
に
改
め
て
い
る
。

　

さ
て
こ
こ
で
、
今
回
課
題
の
『
平
家
正
節
』（
尾
崎
本
。
青
州
本
同
文
）
は

口
説　

女
房
達
い
そ
ぎ
御
前
へ
ま
い
つ
て
此
由
奏
聞
せ
ら
れ
た
り
け
れ
ば
法
皇
は
今
朝
の
禅
門
の
使
に
は
や
御
心
得
有
て
さ
る
に
て
も
今

一
度
是
へ
と
の
御
気
色
有
し
か
ば
少
将
御
前
へ
ま
い
ら
れ
た
り

と
あ
り
、『
秦
音
曲
鈔
』（
波
多
野
流
）
も

口
説　

女
房
達
帰
り
参
つ
て
此
由
奏
聞
せ
ら
れ
た
り
け
れ
ば
法
皇
今
朝
の
相
国
禅
門
の
使
に
は
や
御
心
得
有
ツ 

て
去
に
て
も
今
一
度
是
へ

と
御
気
色
有
し
か
ば
少
将
泣
々
御
前
へ
ぞ
参
ら
れ
た
る

と
、『
正
節
』
と
変
わ
ら
な
い
。

　

こ
の
覚
一
本
か
ら
江
戸
の
譜
本
へ
の
間
に
、
ど
の
よ
う
な
声
と
文
字
の
出
会
い
が
あ
っ
た
の
か
。
当
日
わ
た
く
し
が
提
起
し
た
の
は
、
こ

の
課
題
で
あ
っ
た
。

　
『
正
節
』
の
原
点
で
あ
る
覚
一
検
校
、
そ
れ
に
『
正
節
』
を
定
め
た
荻
野
検
校
も
こ
の
課
題
を
考
え
た
は
ず
で
あ
る
。「
人に
ん
み
ん民

」
の
中
、
民
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間
宗
教
・
信
仰
の
中
に
生
き
た
琵
琶
法
師
が
「
平
家
」
の
物
語
を
語
っ
て
来
た
。
そ
れ
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
中
世
か
ら
江
戸
時
代
に
か

け
、「
平
曲
」
が
式
楽
化
し
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
を
考
え
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。　

　

問
題
の
言
説
に
つ
い
て
、
わ
た
く
し
の
思
い
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
覚
一
本
、
そ
れ
を
継
承
す
る
葉
子
本
の
場
合
、
琵
琶
法
師
の
物
語
内
の

語
り
手
へ
の
接
近
と
相
克
が
揺
れ
と
な
っ
て
そ
の
痕
跡
を
濃
厚
に
残
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
が
、
自
敬
語
で
あ
る
か
に
見
え
る
言
説
を
残
す

こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。「
自
敬
語
」
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
言
語
学
の
成
果
を
通
史
的
に
も
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
今
回
は
、平
家
語
り
の
課
題
と
し
て
、声
と
文
字
の
課
題
と
し
て
提
起
す
る
に
と
ど
め
る
。
早
く
覚
一
や
室
町
時
代
の
当
道
座
が「
句
」

を
立
て
、
天
草
本
平
家
の
底
本
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
百
二
十
句
本
が
、
各
巻
を
十
句
仕
立
て
と
し
た
、
そ
し
て
『
正
節
』
が
「
巻
通
し
」

を
考
案
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
意
図
が
何
で
あ
っ
た
の
か
、
晴
眼
者
の
た
め
の
配
慮
で
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
な
の
だ
が
、
晴
眼
者
と
、
本

来
の
語
り
手
で
あ
る
盲
人
と
の
間
に
は
、
越
え
ら
れ
な
い
溝
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ま
だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
。
流
布
本
以
下
、
譜
本

の
登
場
に
は
、
文
字
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
整
序
も
な
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
江
戸
時
代
の
平
家
琵
琶
の
実
態
が
ほ
の
見
え
て
い
る
。
そ

う
し
た
中
で
の
琵
琶
法
師
の
語
り
で
も
あ
っ
た
。
尾
張
藩
や
津
軽
藩
で
藩
士
た
ち
に
愛
好
さ
れ
た
「
平
曲
」
平
家
（
琵
琶
）
の
実
態
で
あ
っ

た
こ
と
を
楽
理
の
上
か
ら
も
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
う
の
が
、
今
の
思
い
で
あ
る
。

二　

音
読
と
平
家

　

も
う
十
数
年
も
前
の
こ
と
だ
が
、
斎
藤
孝
ら
が
国
語
教
材
の
音
読
を
課
題
と
し
て
提
唱
し
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
れ
は
今
も
続
い
て
い
る
。

特
に
木
下
順
二
は
「
群
読
」
に
、
こ
と
ば
の
ド
ラ
マ
を
実
践
し
た
。
そ
れ
が
斎
藤
ら
の
朗
読
謳
歌
の
契
機
に
な
っ
た
。
実
は
、
朗
読
は
小
学

校
で
、
入
学
以
来
、
先
生
方
が
、
そ
れ
を
実
践
し
て
お
ら
れ
た
し
、
今
も
変
わ
る
ま
い
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
作
文
の
力
を
養
う
方
法
と
し
て
、

名
文
の
暗
誦
を
行
っ
て
い
る
と
、
亡
き
友
人
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
か
ら
耳
に
し
た
こ
と
が
あ
る
。
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物
語
を
声
に
出
し
て
語
る
、
そ
れ
を
聴
く
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
院
生
だ
っ
た
頃
、
N
H
K
ラ
ヂ
オ
放
送
の
森
繁
久
弥
・
加
藤
道
子

の
日
曜
名
作
劇
場
の
楽
し
か
っ
た
こ
と
。
わ
た
く
し
の
木
下
体
験
の
背
後
に
、
こ
の
ラ
ヂ
オ
の
声
の
ド
ラ
マ
が
あ
っ
た
し
、
物
語
が
あ
っ
た
。

上
京
し
て
テ
レ
ビ
と
の
縁
を
切
っ
た
わ
た
く
し
に
と
っ
て
、
週
に
一
度
の
楽
し
み
だ
っ
た
。
今
も
、
番
組
を
始
め
る
主
題
曲
を
思
い
出
す
。

　

木
下
順
二
の
「
群
読
」
に
参
加
し
た
俳
優
の
山
本
安
英
の
体
験
を
読
み
な
が
ら
考
え
る
の
だ
が
、
盲
目
の
民
間
宗
教
家
で
あ
る
琵
琶
法
師

が
、
た
と
え
ば
「
那
須
与
一
」
で
は
、
屋
島
で
の
場
の
中
心
的
人
物
、
与
一
が
、
後
藤
兵
衛
と
判
官
の
三
者
、
そ
れ
に
緊
張
す
る
場
を
見
て

固
唾
を
の
む
源
平
両
軍
の
武
士
の
前
を
動
く
。
琵
琶
法
師
が
、
こ
れ
ら
の
人
々
の
役
柄
を
演
じ
分
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
物
語
の
台
本
は
固
定

し
て
い
て
、
第
三
者
と
し
て
の
語
り
手
が
、
そ
の
立
場
を
堅
持
し
つ
つ
、
し
か
も
そ
の
中
の
複
数
の
人
物
を
演
じ
分
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
分
析
を
と
お
し
て
物
語
理
論
の
再
確
認
が
要
請
さ
れ
る
。
こ
の
難
し
い
役
を
演
じ
、
語
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
第
三
者
と
し
て
の
語

り
手
の
立
ち
場
を
琵
琶
法
師
は
ど
の
よ
う
に
意
識
し
た
の
か
。
与
一
は
判
官
を
意
識
し
、
判
官
は
後
藤
・
与
一
を
意
識
し
、
後
藤
も
判
官
を

意
識
し
な
が
ら
登
場
し
、
琵
琶
法
師
は
、
こ
れ
ら
の
人
物
の
声
を
多
声
的
に
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
聴
く
者
は
、
そ
の
声
を
聴
き
分
け
ね

ば
な
ら
な
い
。

　

盲
人
に
文
字
の
世
界
は
無
い
と
言
え
る
か
ど
う
か
。
わ
れ
わ
れ
「
平
家
」
を
聴
く
者
は
、
物
語
世
界
の
外
に
あ
っ
て
、
文
字
を
介
し
て
読

ん
で
い
る
。
そ
う
い
う
わ
れ
わ
れ
が
検
校
の
語
り
を
聴
い
て
い
る
瞬
間
、
は
た
し
て
文
字
を
意
識
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
荻
野
検
校
の
ま
わ

り
に
も
、
こ
の
わ
た
く
し
の
よ
う
な
第
三
者
が
い
た
は
ず
で
あ
る
。『
正
節
』
が
生
み
出
さ
れ
る
場
に
は
、
こ
の
よ
う
に
困
難
な
課
題
が
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
木
下
順
二
の
「
群
読
」
を
契
機
に
高
校
に
お
い
て
、『
平
家
物
語
』
の
群
読
が
今
も
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
昨
年
の
能

楽
学
会
で
体
験
し
た
の
だ
っ
た
。
語
る
こ
と
、
聴
く
こ
と
、
読
む
こ
と
の
関
連
を
考
察
・
議
論
す
べ
き
段
階
を
迎
え
て
い
る
し
、
そ
の
成
果

も
す
で
に
見
ら
れ
る
。
文
学
の
行
方
が
危
機
を
迎
え
て
い
る
現
在
、
無
視
で
き
な
い
重
要
課
題
で
あ
る
と
思
う
。

  

音
読
の
先
端
を
切
っ
た
山
本
安
英
そ
の
人
が
、
朗
読
劇
を
演
じ
な
が
ら
、
目
で
読
ん
で
、
見
落
と
し
の
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
と
言
う
。

音
読
し
つ
つ
見
落
と
す
こ
と
が
あ
っ
た
は
ず
で
、
早
く
名
古
屋
の
、
今
は
亡
き
検
校
が
、
わ
た
く
し
に
質
問
を
発
し
、
驚
か
さ
れ
た
こ
と
が

あ
る
し
、
近
く
は
、
ハ
ゴ
ロ
モ
の
公
演
で
、
木
下
順
二
の
『
子
午
線
の
祀
り
』
に
も
出
演
し
た
岡
橋
和
彦
が
、『
小
教
訓
』
の
一
節
に
つ
い
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て
疑
問
を
提
起
、
実
は
文
脈
を
想
定
し
て
、
一
呼
吸
置
け
ば
意
味
の
通
じ
る
こ
と
、
そ
こ
に
は
曲
節
の
課
題
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
結
果
、

氏
は
、
以
後
、
こ
れ
を
意
識
し
て
語
り
、
演
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
黙
読
に
よ
り
文
脈
を
探
る
必
要
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
文
字
は
記
憶
力
を
強
化
す
る
一
方
、
声
の
力
を
麻
痺
さ
せ
る
。
聴
く
こ
と
と
読
む
こ
と
の
乖
離
。
中
・
高
校
の
音
読
授
業

の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
課
題
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
語
る
こ
と
と
、
聴
く
こ
と
の
相
互
乗
り
入
れ
の
必
要
な
こ
と
を
考
え
ざ
る

を
得
な
い
。

　

無
文
字
の
世
界
に
お
け
る
語
り
が
、そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
か
。
高
木
市
之
助
が
平
家
琵
琶
の
中
の
親
し
み
の
あ
る
〔
口
説
〕

の
曲
節
に
論
じ
た
の
だ
っ
た
。
研
究
の
課
題
と
す
れ
ば
、
こ
れ
を
現
実
に
多
様
な
曲
節
を
使
い
分
け
て
語
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の

か
も
、
避
け
て
通
れ
ま
い
。
わ
た
く
し
の
課
題
で
あ
る
。

                                                                 

三　

テ
ク
ス
ト
を
語
る
と
い
う
こ
と

　

盲
人
の
語
り
を
考
え
る
場
合
、
兵
藤
裕
己
が
提
起
す
る
肥
後
琵
琶
、
山
鹿
良
之
の
演
唱
、「
語
り
」
が
重
要
な
課
題
を
提
起
す
る
。
兵
藤

の
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
に
よ
れ
ば
、
山
鹿
の
語
り
は
、
上
演
の
場
の
違
い
に
よ
っ
て
も
毎
回
動
く
。
盲
人
に
と
っ
て
文
字
の
世
界
は
外
部
の
世

界
で
あ
ろ
う
。
そ
の
山
鹿
が
、
上
演
の
場
に
な
る
と
、
語
り
が
標
準
語
に
変
わ
る
と
言
う
。
つ
ま
り
、
口
承
の
世
界
で
あ
り
な
が
ら
固
定
へ

の
傾
向
を
見
せ
る
と
言
う
の
か
。

  

こ
と
が
木
下
順
二
の
群
読
に
な
る
と
、
さ
ら
に
む
づ
か
し
く
な
る
。
群
読
に
は
固
定
し
た
文
字
テ
ク
ス
ト
が
存
在
す
る
こ
と
、
そ
の
作
品

テ
ク
ス
ト
に
見
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
を
山
本
安
英
ら
出
演
者
の
、
ま
ず
声
と
し
て
の
ド
ラ
マ
を
実
験
し
よ
う
と
し
た
。『
群
読
に
よ
る

知
盛
』
か
ら
、
演
技
を
伴
う
『
子
午
線
の
祀
り
』
へ
と
展
開
す
る
。
山
本
安
英
の
体
験
と
し
て
、
語
り
、
朗
読
す
る
こ
と
と
黙
読
す
る
こ
と

の
ず
れ
を
感
じ
た
の
だ
ろ
う
か
。
演
技
を
加
え
た
の
は
、
ど
う
い
う
意
図
が
あ
っ
た
の
か
。
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こ
の
群
読
を
さ
ら
に
徹
底
す
る
の
が
橘
幸
治
郎
を
軸
に
、
原
典
、
覚
一
本
を
維
持
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
音
読
し
、
演
技
し
、
各
種
楽
器
を

織
り
込
む
ハ
ゴ
ロ
モ
の
実
験
、
上
演
で
あ
る
。

四　

派
生
す
る
数
々
の
課
題

　

今
な
お
、
わ
た
く
し
の
こ
だ
わ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
曲
節
と
本
文
の
関
係
は
、
能
の
場
合
の
そ
れ
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い
。　

　

高
木
市
之
助
が
提
起
し
た
口
説
論
、
金
田
一
春
彦
が
提
起
し
た
平
家
（
琵
琶
）
の
構
成
（
場
所
）
と
素
材
の
内
容
な
ど
、
さ
ら
に
能
や
平

家
に
つ
い
て
も
、
そ
の
演
技
を
抜
き
に
し
た
わ
た
く
し
の
「
読
み
」
が
、
ど
の
よ
う
に
生
産
的
で
あ
り
得
る
の
か
は
、
わ
た
く
し
自
身
の
課

題
で
あ
る
。
現
在
「
平
家
」
が
能
ほ
ど
の
観
客
を
集
め
得
な
い
こ
と
を
、
中
世
に
源
を
発
す
る
芸
能
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
の
だ
が
、
そ
れ

を
現
代
芸
能
と
し
て
破
ろ
う
と
す
る
の
が
ハ
ゴ
ロ
モ
の
「
原
典
を
読
む
会
」
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
今
回
の
パ
ネ
ル
が
検
討
の
契
機
を
作
っ
て

く
だ
さ
っ
た
こ
と
を
感
謝
す
る
。

（
名
古
屋
大
学
名
誉
教
授
）




