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序
章
　
十
世
紀
文
学
に
お
け
る
「
語
り
」
と
「
書
記
」
の
問
題
に
つ
い
て

本
書
は
、
平
安
時
代
、
中
で
も
九
〇
〇
年
代
に
成
立
（
あ
る
い
は
、
成
立
基
盤
を
持
つ
）
文
学
作
品
を
対
象
に
、
そ
の
「
語
り
」
と

「
書
記
」
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
歌
物
語
と
ジ
ャ
ン
ル
分
け
さ
れ
る
『
伊
勢
物
語
』
と
『
大

和
物
語
』、
現
存
す
る
物
語
作
品
と
し
て
は
最
古
の
長
編
で
あ
る
『
う
つ
ほ
物
語
』、
そ
し
て
、『
枕
草
子
』
の
四
作
品
を
対
象
と
し

て
い
る
。
な
ぜ
、
こ
れ
ら
の
作
品
で
あ
る
の
か
。
一
つ
に
は
、
文
学
史
的
に
は
バ
ラ
バ
ラ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
位
置
付
け
ら
れ
る
作
品
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
関
係
性
を
見
通
す
た
め
と
い
う
意
図
が
あ
る
。
も
う
一
つ
、
平
安
時
代
の
み
な
ら
ず
日
本
古

典
の
最
高
傑
作
と
さ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
よ
り
前
に
成
立
し
た
作
品
の
意
義
を
見
直
す
こ
と
で
、『
源
氏
物
語
』
も
ま
た
数
々
の
先

行
作
品
の
蓄
積
の
も
と
で
成
立
し
た
こ
と
を
改
め
て
見
直
し
た
い
、
と
い
う
理
由
が
あ
る
。

前
者
は
、
大
学
を
含
む
学
校
教
育
に
お
け
る
日
本
文
学
史
が
、
ジ
ャ
ン
ル
分
け
さ
れ
て
教
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
代
性

を
捨
象
し
か
ね
な
い
こ
と
へ
の
違
和
感
に
よ
る
。
現
在
、
筆
者
が
教
え
て
い
る
日
本
文
学
史
の
授
業
で
使
わ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
で

は
、
和
歌
、
物
語
、
日
記
、
随
筆
、
説
話
、
歌
謡
と
ジ
ャ
ン
ル
分
け
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
で
平
安
初
期
か
ら
院
政

期
ま
で
の
作
品
が
並
ん
で
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ジ
ャ
ン
ル
を
超
え
た
同
時
代
性
や
近
い
時
代
に
お
け
る
作
品
の
相
互
影

響
関
係
が
見
え
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
文
学
「
史
」
で
あ
る
以
上
、
最
初
に
年
表
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
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つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
」
と
捉
え
、
実
態
的
な
口
承
の
世
界
と
し
て
は
理
解
し
な
い
。
今
後
の
論
考
で
も
繰
り
返
し
示
し
て
い
る
が
、

「
口
承
の
世
界
」
が
歴
史
的
現
実
の
中
に
あ
っ
た
可
能
性
は
否
定
し
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
を
証
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
む

し
ろ
、
そ
う
し
た
「
語
り
」
の
世
界
を
幻
視
さ
せ
て
い
く
よ
う
な
「
書
記
」
の
あ
り
方
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
根
本
的
な
疑
問

と
し
て
本
書
の
考
察
は
あ
る
。
い
ま
、
わ
れ
わ
れ
の
目
の
前
に
あ
る
の
は
、
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
。
そ
の
中
に
は
語
り
手
や
登
場

人
物
に
よ
る
「
語
り
」
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
（
も
ち
ろ
ん
、
語
り
だ
け
で
は
な
く
書
か
れ
た
も
の
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
）、
そ
の

「
語
り
」
が
信
用
す
べ
き
も
の
な
の
か
、
信
用
な
ら
ざ
る
も
の
な
の
か
、
そ
れ
は
書
か
れ
た
作
品
を
享
受
す
る
側
に
拠
る
。「
語
り
」

と
「
書
記
」。
九
〇
〇
年
代
の
作
品
に
は
、
そ
の
試
行
錯
誤
の
あ
り
よ
う
が
見
て
と
れ
る
。
本
書
の
み
で
、
そ
の
あ
り
よ
う
の
全
貌

は
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
が
、
九
〇
〇
年
代
の
作
品
の
関
係
性
を
見
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
端
緒
を
ひ
ら
き
た
い
。

本
書
は
大
き
く
三
篇
に
分
け
、
各
篇
四
章
ま
た
は
三
章
で
構
成
し
て
い
る
。
以
下
、
各
章
の
概
要
を
示
し
て
お
き
た
い
。

第
一
篇
は
歌
物
語
を
対
象
と
し
、『
伊
勢
物
語
』
と
『
大
和
物
語
』
を
取
り
上
げ
た
。
第
一
章
で
は
、『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る

「
後
人
注
」
と
よ
ば
れ
る
部
分
を
「
語
り
直
し
／
語
り
加
え
」
と
位
置
付
け
、
物
語
正
文
と
し
て
読
む
こ
と
、
こ
う
し
た
「
語
り
直

し
／
語
り
加
え
」
の
あ
り
方
が
、『
大
和
物
語
』
に
お
け
る
在
中
将
章
段
や
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
〈
絵
解
〉
と
関
わ
る
可
能
性
を
考

察
し
た
。
第
二
章
で
は
『
大
和
物
語
』
と
『
後
撰
和
歌
集
』
や
他
の
私
家
集
と
の
比
較
か
ら
、
独
自
の
歌
話
採
録
の
方
法
が
あ
る
こ

と
を
論
じ
た
。
同
時
代
的
に
成
立
し
た
和
歌
集
と
の
比
較
に
よ
っ
て
、
ゴ
シ
ッ
プ
集
と
評
さ
れ
て
き
た
『
大
和
物
語
』
が
、
け
っ
し

て
単
な
る
ゴ
シ
ッ
プ
を
集
め
た
も
の
で
は
な
く
、
意
図
を
も
っ
て
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
書
き
記
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
第

三
章
、
第
四
章
は
、
特
定
の
登
場
人
物
に
関
わ
る
複
数
の
章
段
を
対
象
と
し
て
い
る
。
第
三
章
で
は
宇
多
天
皇
皇
女
、
桂
の
皇
女
の

和
歌
（
特
に
贈
歌
）
は
「
手
紙
」
の
形
で
登
場
し
、『
大
和
物
語
』
が
口
承
の
「
歌
語
り
」
を
書
き
記
し
た
も
の
で
は
な
く
、「
書
き

そ
の
年
表
が
本
来
的
に
示
し
て
い
る
同
時
代
性
ま
で
を
読
み
解
く
こ
と
は
難
し
い
。
平
安
時
代
と
言
っ
て
も
四
百
年
ほ
ど
も
あ
る
わ

け
で
、
歴
史
の
持
つ
「
縦
」
の
世
界
観
ば
か
り
で
は
な
く
、
同
時
代
を
見
渡
す
「
横
」
の
世
界
観
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
を
見

て
い
き
た
い
、
本
書
を
構
成
す
る
論
文
の
多
く
は
こ
の
思
い
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。

後
者
は
、
筆
者
の
も
と
も
と
の
研
究
基
盤
が
『
源
氏
物
語
』
以
後
に
あ
る
こ
と
に
も
拠
る
。
文
学
史
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
て
研

究
を
続
け
て
き
た
中
で
見
え
て
き
た
の
は
、『
源
氏
物
語
』
の
影
響
ば
か
り
が
強
い
わ
け
で
は
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
『
源
氏
物
語
』

よ
り
以
前
の
作
品
へ
の
意
識
が
明
確
に
あ
る
作
品
が
多
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
『
源
氏
物
語
』
も
例
外
で
は
な
く
、

先
行
す
る
作
品
を
明
示
的
に
利
用
す
る
場
合
や
、
明
ら
か
な
引
用
だ
と
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
巧
妙
に
利
用
す
る
場
合
も
あ
る
。
そ
う

し
た
関
係
性
は
前
後
の
作
品
を
読
ま
な
い
限
り
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
感
覚
だ
ろ
う
。『
源
氏
物
語
』
の
巧
妙
さ
は
、
先
行
す
る

作
品
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
ふ
ま
え
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
明
確
な
形
で
は
示
し
て
い
な
い
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
気
づ
く

人
に
は
気
づ
く
、
そ
う
い
っ
た
論
証
不
可
能
な
も
の
が
多
く
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
現
代
で
は
も
は
や
気
づ
く
こ
と
す
ら
不
可
能

な
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
存
し
て
い
る
作
品
の
中
か
ら
探
る
こ
と
は
ま
だ
あ
る
は
ず
で
、『
源
氏
物
語
』
に
限

ら
ず
多
く
の
古
典
作
品
は
先
行
す
る
作
品
を
無
視
し
て
は
読
み
解
け
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
、
読
み
解
く
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
浮
か
び
あ
が
っ
た
の
は
、「
歌
語
り
」
で
あ
る
。『
大
和
物
語
』
研

究
に
と
っ
て
は
当
た
り
前
に
使
わ
れ
て
い
る
タ
ー
ム
で
あ
る
も
の
の
、
論
者
に
よ
っ
て
「
歌
語
り
」
の
使
い
方
が
違
う
こ
と
へ
の
疑

念
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
歌
語
り
」
な
る
も
の
の
実
態
と
し
て
、「
口
承
の
世
界
」
が
あ
っ
た
こ
と
を
素
朴
に
認
め
て
い
る
か
否
か
に

起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
書
か
れ
た
も
の
の
中
か
ら
し
か
想
定
で
き
な
い
限
り
、「
口
承
の
世
界
」
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
に
筆
者

は
懐
疑
的
で
あ
る
。
筆
者
は
「
歌
語
り
」
を
書
記
さ
れ
た
も
の
か
ら
立
ち
上
が
る
、
語
り
手
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
「
歌
と
そ
れ
に
ま
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心
と
し
た
新
し
い
文
化
を
立
ち
上
げ
る
べ
く
、
定
子
の
長
い
語
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
後
者
で
は
道
隆
の
死
後
、
長
徳
の
変
の
暗
い

影
が
落
ち
た
時
期
に
お
い
て
、
清
少
納
言
の
再
出
仕
に
よ
り
定
子
を
中
心
と
し
た
輝
か
し
い
文
化
サ
ロ
ン
を
再
び
営
む
べ
く
、
そ
の

た
め
に
必
要
な
集
団
の
融
和
を
女
房
た
ち
に
自
覚
さ
せ
よ
う
と
す
る
た
め
に
定
子
の
長
い
語
り
が
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
第
三
章

で
は
「
雪
山
の
章
段
」
に
お
い
て
「
語
り
の
場
」
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
定
子
と
清
少
納
言
た
ち
の
「
雪
山
の
賭
」
を

語
る
の
が
、
清
少
納
言
で
は
な
く
一
条
天
皇
と
定
子
で
あ
る
と
「
書
記
」
し
て
残
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
以
上
、
三
作

品
を
通
し
て
、「
語
り
」
や
「
書
記
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
あ
る
作
品
同
士
に
お
い
て
は
そ
の
影
響
関
係
も
考
慮
に
い
れ
な
が
ら
論

じ
た
も
の
で
あ
る
。

「
語
り
」
と
「
書
記
」、
こ
の
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
九
〇
〇
年
代
を
見
通
す
作
業
は
、
今
後
も
継
続
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
回
、

取
り
上
げ
た
作
品
研
究
の
深
化
は
も
と
よ
り
、
ま
だ
着
手
で
き
て
い
な
い
作
品
へ
と
視
野
を
広
げ
た
い
。
特
に
、
日
記
に
関
し
て
は

『
土
佐
日
記
』、『
蜻
蛉
日
記
』
の
二
作
品
、
物
語
で
は
、『
平
中
物
語
』
と
『
落
窪
物
語
』、
そ
し
て
、
九
〇
〇
年
代
半
ば
に
流
行
す

る
物
語
的
私
家
集
の
存
在
で
あ
る
。
物
語
的
私
家
集
は
歌
物
語
か
ら
の
発
展
で
も
あ
り
な
が
ら
、『
蜻
蛉
日
記
』
へ
継
承
さ
れ
、
さ

ら
に
は
『
和
泉
式
部
日
記
』
へ
つ
な
が
る
。『
和
泉
式
部
日
記
』
が
物
語
と
も
読
め
る
の
は
、
こ
う
し
た
文
学
史
的
連
携
が
あ
る
か

ら
で
あ
る
。

一
方
で
、
現
実
的
な
記
録
の
よ
う
に
見
え
る
『
土
佐
日
記
』
に
も
和
歌
は
不
可
欠
で
あ
り
、『
落
窪
物
語
』
に
お
い
て
も
落
窪
の

姫
君
の
詠
む
和
歌
が
道
頼
の
心
を
動
か
し
て
い
く
。
近
年
、
残
念
な
こ
と
に
九
〇
〇
年
代
成
立
の
古
典
作
品
へ
の
研
究
成
果
は
減
少

の
一
途
で
あ
る
。『
竹
取
物
語
』
を
含
め
れ
ば
、『
伊
勢
物
語
』、『
土
佐
日
記
』、『
大
和
物
語
』、『
蜻
蛉
日
記
』、『
枕
草
子
』
…
中
等

教
育
に
お
け
る
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
作
品
の
多
く
が
、
作
品
に
よ
る
差
は
あ
れ
ど
も
活
発
に
研
究
さ
れ
て
い
な
い
現
状
で
は
、

記
し
た
も
の
」
を
基
盤
と
し
て
い
る
以
上
、
口
承
の
「
歌
語
り
」
を
信
用
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
こ
と
を
、
第
四
章
で
は
、
醍
醐

天
皇
皇
女
、
柔
子
内
親
王
の
和
歌
が
「
省
筆
」
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
、
作
り
物
語
に
お
け
る
省
筆
と
の
関
連
性
を
指
摘
し
、「
書

き
記
さ
な
い
」
こ
と
で
喚
起
さ
れ
る
物
語
世
界
の
意
図
を
論
じ
た
。

第
二
篇
で
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
を
対
象
と
し
て
、「
語
り
」
と
「
書
記
」
か
ら
考
察
し
た
四
編
を
ま
と
め
た
。
第
一
章
で
は
物
語

内
に
描
か
れ
る
藤
原
兼
雅
に
は
、
歌
物
語
に
お
け
る
色
好
み
の
主
人
公
像
が
重
ね
ら
れ
て
お
り
、
兼
雅
に
ま
つ
わ
る
女
性
と
の
描
写

は
「
歌
語
り
」
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
一
世
代
昔
の
主
人
公
の
造
型
を
持
つ
男
性
登
場
人
物
は
、
こ
の
物
語
の
主
人
公
と

な
ら
な
い
こ
と
を
論
じ
た
。
第
二
章
で
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
け
る
膨
大
な
会
話
文
に
は
音
楽
性
が
関
わ
り
、「
声
」
を
「
書

記
」
し
よ
う
と
す
る
挑
戦
で
あ
っ
た
こ
と
、
一
方
で
〈
絵
解
〉
の
文
章
は
、
語
り
手
に
よ
る
「
語
り
直
し
／
語
り
加
え
」
で
あ
る
こ

と
を
論
じ
た
。
音
楽
を
主
題
と
す
る
物
語
作
品
に
お
い
て
、
単
に
音
楽
を
表
記
し
よ
う
と
し
た
だ
け
で
は
な
く
、
多
様
な
「
音
」
を

「
書
記
」
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
の
重
要
性
は
あ
ら
た
め
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
第
三
章
に
お
い
て
は
、
第
二
章
で
論

じ
た
会
話
文
の
う
ち
、「
内
侍
の
か
み
」
巻
に
お
け
る
朱
雀
帝
と
仁
寿
殿
の
女
御
の
会
話
を
と
り
あ
げ
、
朱
雀
帝
が
「
語
る
」
こ
と

に
よ
っ
て
立
ち
上
が
る
世
界
が
、
物
語
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
与
え
る
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
第
四
章
で
は
、「
書
記
」
の
問

題
か
ら
、
和
歌
を
も
の
に
「
書
き
つ
く
」
と
い
う
表
現
に
着
目
し
、『
う
つ
ほ
物
語
』
独
自
の
「
書
き
つ
く
」
行
動
の
意
図
と
、
そ

れ
と
は
異
な
る
使
い
方
を
す
る
『
源
氏
物
語
』
を
論
じ
た
。

第
三
篇
は
『
枕
草
子
』
を
対
象
と
し
、
第
一
章
・
第
二
章
で
は
中
宮
定
子
に
お
け
る
長
い
語
り
が
な
ぜ
書
き
記
さ
れ
た
の
か
を
考

察
し
た
。
第
一
章
で
取
り
上
げ
た
「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
」
章
段
と
第
二
章
で
取
り
上
げ
た
「
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
」
章

段
は
対
応
し
て
お
り
、
前
者
は
中
関
白
家
隆
盛
の
時
期
に
お
い
て
、
定
子
自
身
が
自
ら
と
清
少
納
言
を
筆
頭
と
す
る
女
房
集
団
を
中



6序章　十世紀文学における「語り」と「書記」の問題について

古
典
文
学
の
「
延
命
」
は
果
た
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
は
な
い
か
。
古
典
文
学
で
あ
っ
て
も
読
ん
で
面
白
く
楽
し
い
こ
と
、
現
代

人
の
美
意
識
に
古
典
文
学
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
な
ど
、
中
等
教
育
に
お
い
て
伝
え
て
ほ
し
い
こ
と
は
多
く
あ
る
。
本
書
で
は
そ
う

し
た
問
題
意
識
を
反
映
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
が
、
改
め
て
九
〇
〇
年
代
作
品
へ
の
見
直
し
が
急
務
で
あ
る
こ
と
を
本
書
に

よ
っ
て
提
起
し
て
お
き
た
い
。

　
　
　
　
第
一
篇


