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古記録読みの対話と格闘

髙
　
橋
　
秀
　
樹

（
本
学
准
教
授
）

　
　
　
　
古
記
録
読
み
の
対
話
と
格
闘

【
巻
頭
言
】

　

日
本
中
世
史
の
分
野
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
質
の
史
料
集
が
あ
る
。
既
刊
の
活
字
本
を
切
り
貼
り
し
た
だ
け
の
自
治
体
史
の
史
料
編
、
文
書

史
料
を
と
り
あ
え
ず
網
羅
的
に
活
字
化
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
『
平
安
遺
文
』『
鎌
倉
遺
文
』（
以
上
、
東
京
堂
出
版
）
の
よ
う
な
文
書
集
、

底
本
が
も
つ
改
行
な
ど
の
書
式
の
情
報
に
は
か
か
わ
り
な
く
文
字
を
詰
め
込
み
、
時
と
し
て
文
字
そ
の
も
の
を
「
意
に
よ
り
改
む
」
と
し
て

改
変
し
て
し
ま
う
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
』（
吉
川
弘
文
館
）、
史
料
原
本
の
公
開
が
限
ら
れ
て
い
た
上
に
、
組
版
の
技
術
に
も
限
界
が
あ
っ

た
戦
前
の
『
史
料
通
覧
』
の
ほ
ぼ
再
版
で
あ
る
『
増
補
史
料
大
成
』（
臨
川
書
店
）
な
ど
、
現
在
の
中
世
史
料
論
の
レ
ベ
ル
か
ら
す
る
と
、

そ
の
ま
ま
の
利
用
が
た
め
ら
わ
れ
る
史
料
集
が
今
な
お
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。一
方
で
、東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の『
大
日
本
古
記
録
』（
岩

波
書
店
）
や
、『
史
料
纂
集
』（
八
木
書
店
）
の
よ
う
に
、
底
本
の
選
定
か
ら
こ
だ
わ
り
、
諸
本
を
校
合
し
た
上
で
校
訂
注
を
付
し
、
人
名
や

地
名
に
は
説
明
注
を
施
し
て
、
さ
ら
に
上
部
欄
外
に
記
事
内
容
を
摘
要
し
た
「
標
出
」
を
加
え
て
い
る
と
い
う
手
の
込
ん
だ
史
料
集
や
、『
新

横
須
賀
市
史
』（
横
須
賀
市
）
の
よ
う
に
、
可
能
な
限
り
原
本
や
そ
の
紙
焼
き
写
真
か
ら
史
料
を
採
録
し
、
史
料
ご
と
に
解
説
を
施
し
た
自

治
体
史
も
あ
る
。

　

私
も
、
平
成
十
四
年
の
『
新
訂
吉
記
』（
和
泉
書
院
、
全
四
冊
）
刊
行
以
来
、『
史
料
纂
集　

勘
仲
記
』（
八
木
書
店
、
既
刊
五
冊
）、『
新

訂
吾
妻
鏡
』（
和
泉
書
院
、
既
刊
三
冊
）
と
、
三
種
類
の
史
料
集
を
編
纂
・
刊
行
し
て
き
た
。『
勘
仲
記
』
は
既
刊
シ
リ
ー
ズ
の
中
で
の
刊
行
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で
あ
る
か
ら
、
組
版
や
用
字
な
ど
に
制
約
が
あ
る
が
、
独
自
に
刊
行
し
て
い
る
『
新
訂
吉
記
』
や
『
新
訂
吾
妻
鏡
』
は
、『
大
日
本
古
記
録
』

や
『
史
料
纂
集
』
に
倣
い
つ
つ
も
、
利
用
し
や
す
く
て
便
利
な
史
料
集
を
目
指
し
た
独
自
の
工
夫
を
随
所
に
加
え
て
い
る
。

　

幸
い
に
も
、
学
習
院
大
学
・
同
大
学
院
在
学
中
に
は
、
史
料
編
纂
所
や
宮
内
庁
書
陵
部
で
記
録
類
の
編
纂
に
従
事
し
て
き
た
「
記
録
読
み
」

の
大
家
の
先
生
方
の
演
習
が
い
く
つ
も
あ
っ
て
、
多
く
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
し
、
私
自
身
も
史
料
編
纂
所
の
研
究
員
と
し
て
『
大
日
本
古

記
録
』
の
編
纂
に
関
わ
っ
た
。
ま
た
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
で
は
田
中
穣
氏
旧
蔵
典
籍
古
文
書
の
原
本
調
査
に
従
事
し
て
、
史
料
原
本
の

持
つ
モ
ノ
と
し
て
の
情
報
量
の
多
さ
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
た
経
験
が
今
の
史
料
集
作
り
に
も
活
き
て
い
る
。

　

貴
族
の
日
記
で
あ
る
古
記
録
に
は
、記
主
の
職
務
を
中
心
と
す
る
諸
活
動
や
多
様
な
情
報
が
書
き
残
さ
れ
て
い
る
。儀
礼
の
故
実
、宗
教
・

文
芸
・
芸
能
・
天
文
に
関
す
る
内
容
、
中
国
の
古
典
を
踏
ま
え
た
表
現
な
ど
、
貴
族
た
ち
の
「
知
」
そ
の
も
の
が
詰
ま
っ
て
い
る
と
言
っ
て

い
い
。
し
た
が
っ
て
、
古
記
録
の
内
容
を
理
解
す
る
に
は
、
記
主
の
感
性
や
思
考
回
路
を
理
解
し
、
彼
ら
と
「
知
」
を
共
有
す
る
こ
と
が
本

来
は
不
可
欠
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
簡
単
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
目
指
し
た
努
力
は
必
要
だ
ろ
う
。

　

で
は
、
ど
ん
な
努
力
が
必
要
な
の
か
。
ま
ず
は
、
ひ
と
つ
の
日
記
の
一
年
分
以
上
の
記
事
を
通
し
て
読
む
こ
と
。
一
通
り
の
年
中
行
事
が

出
て
く
る
一
年
分
の
記
事
を
読
む
こ
と
で
、
彼
ら
の
一
年
間
の
生
活
サ
イ
ク
ル
を
知
り
、
お
よ
そ
の
記
主
の
行
動
パ
タ
ー
ン
や
交
友
関
係
等

も
踏
ま
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
適
切
な
解
釈
を
導
く
た
め
に
は
、
あ
る
程
度
の
分
量
を
読
ん
で
、
記
主
の
文
章
ス
タ
イ
ル
や
論
法
、
用
語
法

を
理
解
す
る
必
要
も
あ
る
。
逆
に
、
論
文
を
書
く
た
め
に
必
要
な
部
分
だ
け
を
拾
っ
て
読
む
よ
う
な
読
み
方
は
好
ま
し
く
な
い
。
研
究
者
の

注
目
を
浴
び
る
記
事
と
い
う
の
は
、
そ
の
日
記
の
中
で
ひ
と
き
わ
異
彩
を
放
っ
て
い
る
記
事
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
記
主
の
通
常
の
書
き
ぶ

り
を
知
ら
な
い
ま
ま
で
は
、
そ
の
記
事
の
位
置
づ
け
を
見
誤
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
な
お
、
古
記
録
の
解
釈
に
は
、

既
存
の
辞
典
類
の
語
釈
が
役
に
立
た
な
い
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
そ
れ
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
に
代
表
さ
れ
る
辞
典
類
が
古

記
録
か
ら
の
用
例
を
ほ
と
ん
ど
採
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
研
究
機
関
が
公
開
し
て
い
る
古
記
録
の
全
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
な

ど
を
利
用
し
て
用
例
を
集
め
た
上
で
、
そ
の
時
代
、
そ
の
日
記
に
応
じ
た
語
釈
を
自
分
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
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二
つ
目
は
、
頭
の
中
で
記
事
を
再
現
映
像
化
し
て
み
る
こ
と
。
映
像
が
止
ま
っ
て
し
ま
う
よ
う
で
は
、
お
そ
ら
く
記
事
内
容
が
適
確
に
理

解
で
き
て
い
な
い
。
映
像
化
す
る
た
め
に
は
、
日
頃
か
ら
絵
巻
物
や
装
束
類
・
建
築
物
の
写
真
な
ど
の
ビ
ジ
ュ
ア
ル
資
料
、
儀
式
・
祭
祀
等

の
再
現
映
像
な
ど
に
接
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
登
場
人
物
の
地
位
や
年
齢
な
ど
の
情
報
も
確
認
し
て
欲
し
い
。
年
寄
り
と
い
う
印
象
が
あ

る
大
臣
ク
ラ
ス
の
人
物
が
、
実
は
三
〇
代
だ
と
い
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

　

三
つ
目
は
、
私
た
ち
の
知
識
が
彼
ら
の
「
知
」
全
体
に
及
ぶ
べ
く
も
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
せ
め
て
、
そ
れ
を
調
べ
る
た
め
の
ツ
ー

ル
（
工
具
書
・
参
考
文
献
）
に
つ
い
て
の
知
識
く
ら
い
は
持
っ
て
お
く
こ
と
。
儀
式
書
・
故
実
書
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
仏
教
書
や
陰
陽
道

書
、
古
天
文
学
に
関
す
る
参
考
書
、
中
国
古
典
の
工
具
書
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
つ
い
て
も
知
っ
て
い
て
欲
し
い
。

　

古
記
録
読
み
は
、
記
主
と
の
対
話
で
あ
る
。
日
記
に
書
か
れ
た
文
字
列
や
文
字
列
以
外
の
情
報
を
ど
れ
だ
け
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か

は
、
読
み
手
に
能
力
に
か
か
っ
て
い
る
。
自
筆
日
記
と
も
な
れ
ば
、
墨
継
ぎ
や
微
妙
に
空
い
た
文
字
間
隔
か
ら
記
主
の
息
づ
か
い
を
感
じ
取

る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
は
、
句
読
点
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
時
代
に
、
記
主
が
ど
こ
で
文
章
を
区
切
っ
て
い
る
か
を
知
る
手
立
て
に
な
る

か
ら
、
解
釈
の
適
切
さ
に
も
つ
な
が
り
、
記
主
が
一
筆
で
書
い
て
い
る
途
中
に
読
点
を
打
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
誤
り
は
避
け
ら
れ
る
。
文
字

の
大
き
さ
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
見
え
て
も
、
文
字
列
の
中
心
軸
を
外
し
て
や
や
右
に
寄
せ
て
書
い
て
い
れ
ば
、
注
記
の
つ
も
り

で
書
い
て
い
る
と
わ
か
る
。
塗
り
つ
ぶ
し
た
り
、
挿
入
符
を
用
い
た
り
し
て
い
る
修
正
箇
所
、
後
日
に
異
な
る
墨
色
や
小
さ
め
の
字
で
書
き

加
え
て
い
る
文
字
か
ら
は
、
情
報
入
手
の
時
間
的
経
緯
や
違
い
も
わ
か
る
。
そ
れ
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
否
か
は
読
み
手
の
感
度
次

第
で
あ
る
。
自
筆
本
で
な
く
と
も
、「
な
ぜ
、
こ
ん
な
表
現
を
し
た
の
？
」「
こ
こ
に
限
っ
て
こ
の
字
を
使
っ
た
の
は
な
ぜ
？
」
そ
ん
な
対
話

を
記
主
と
交
わ
す
心
持
ち
で
読
み
た
い
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
ー
に
予
備
知
識
が
な
い
と
、
話
し
手
か
ら
う
ま
く
情
報
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き

ず
、
言
葉
遣
い
や
表
情
に
秘
め
ら
れ
た
意
味
を
情
報
と
し
て
感
知
す
る
能
力
が
な
く
て
は
真
意
が
掴
め
な
い
の
と
同
じ
で
、
史
料
読
み
に
も

「
聞
く
力
」
が
必
要
な
の
だ
。
古
記
録
の
記
主
を
雄
弁
に
さ
せ
る
の
も
無
口
に
さ
せ
る
の
も
「
聞
き
手
」
次
第
で
あ
る
。

　

一
方
、
古
記
録
読
み
は
、
闘
い
で
も
あ
る
。
闘
う
相
手
は
記
主
で
は
な
い
。
写
本
の
書
写
者
や
活
字
本
の
編
者
・
校
訂
者
、
あ
る
い
は
そ
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の
記
事
の
解
釈
を
示
し
て
い
る
先
学
が
闘
い
の
相
手
で
あ
る
。
誤
写
し
て
い
な
い
か
、
誤
読
し
て
い
な
い
か
、
読
点
を
打
ち
間
違
え
て
い
な

い
か
、
常
に
疑
っ
て
か
か
る
必
要
が
あ
る
。
複
数
の
活
字
本
が
あ
る
場
合
に
は
見
比
べ
る
の
が
必
須
で
あ
る
が
、
新
し
い
本
の
校
訂
者
が
旧

本
の
読
み
に
違
和
感
を
持
ち
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
変
わ
る
成
案
が
な
い
た
め
に
、
手
を
つ
け
ず
に
そ
の
ま
ま
残
し
て
し
ま
う
こ
と
も
少
な
く

な
い
。
書
写
者
や
校
訂
者
と
闘
う
た
め
に
は
、
よ
り
質
の
高
い
写
本
、
あ
る
い
は
複
数
の
写
本
と
の
校
合
作
業
や
他
の
記
録
も
含
め
た
用
語

法
の
検
討
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　

古
記
録
を
史
料
と
し
て
用
い
て
い
る
研
究
者
で
も
、
古
記
録
の
常
識
や
こ
の
時
代
の
人
々
の
感
覚
や
感
性
を
理
解
し
な
い
ま
ま
解
釈
し
て

い
る
人
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
、
古
記
録
で
は
自
発
の
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
多
い
助
動
詞
の
「
可
」（
べ
し
）
を
単
純
に
命
令
の
意

味
で
解
釈
し
て
し
ま
い
、
省
略
さ
れ
て
い
る
主
語
を
取
り
違
え
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
名
詞
と
動
詞
だ
け
を
拾
っ
て
い
く
よ
う
な
、
ざ
っ
く

り
と
し
た
解
釈
を
提
示
す
る
人
も
い
る
が
、
接
続
詞
は
文
章
構
造
や
論
理
展
開
を
理
解
す
る
上
で
重
要
で
あ
る
し
、
助
動
詞
や
副
詞
の
意
味

に
留
意
し
な
い
と
、
記
主
が
伝
え
た
が
っ
て
い
る
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。「
一
月
二
月
之
間
」
を
「
正
月
・
二
月
の
期
間
」

と
解
釈
し
て
い
る
論
文
に
接
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
代
に
正
月
を
「
一
月
」
と
表
記
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
ま
た
、
源
頼
朝

が
「
大
将
軍
」
を
望
ん
だ
こ
と
を
記
す
記
事
に
つ
い
て
、
曾
祖
父
頼
義
の
称
「
将
軍
」
を
超
え
よ
う
と
い
う
意
識
が
頼
朝
に
あ
っ
た
と
い
う

解
釈
な
ど
は
、
先
祖
は
そ
の
例
を
追
う
べ
き
存
在
で
あ
っ
て
、
決
し
て
超
え
た
い
と
望
む
対
象
で
は
な
い
と
い
う
こ
の
時
代
の
意
識
や
感
性

を
理
解
し
て
い
な
い
故
の
誤
解
で
あ
る
。
独
善
的
な
解
釈
に
陥
ら
な
い
た
め
に
は
、
ゼ
ミ
や
研
究
会
な
ど
の
場
で
、
参
加
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の

知
識
を
持
ち
寄
り
、
議
論
を
闘
わ
せ
な
が
ら
史
料
を
読
み
、
知
識
を
増
や
す
と
と
も
に
、
感
性
を
磨
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

恩
師
か
ら
の
教
訓
「
人
の
仕
事
は
疑
っ
て
か
か
れ
」
は
、
私
の
基
本
的
な
学
問
姿
勢
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、
史
料
は
、
記

主
を
始
め
、
そ
の
時
代
の
人
び
と
の
文
体
・
語
感
、
感
性
や
意
識
の
中
で
、
ま
ず
解
釈
し
、
そ
れ
を
前
提
に
、
現
代
の
研
究
者
と
し
て
の
目

や
感
覚
で
取
り
扱
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
の
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
古
記
録
と
の
対
話
や
格
闘
を
経
て
到
達
し
た
今
の
認
識
で
あ
る
。


