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古

文

書

語

彙

の
性

格

ー

副

詞

を

中

心

と

し

て
ー

安

部

美

絵

(注
-
)

古
文
書
を
直
接

の
対
象
と
し
た
国
語
史
研
究
は
、
従
来
あ
ま
り

な
さ
れ
な
か

っ
た
。
し
か
る

に
、
各
年
次
、
各
地
域
に
多
量

に
存
在
す
る
点
、
差
し
出
し
人

が
広

い
階
層

に
わ
た
る
点
、
原
本
が
伝
わ

っ
て
い
る
点
等
、

そ
の
資
料
的
価
値

は
き
わ
め
て
高

い
と

い
え
よ
う
。
特
に
仮
名
書
き

の
文
書
は
、
漢
文

(
変
体
漢

文
)
で
書
く

べ
き
を
能
力
の
不
足
か
ら
、
あ
る
い
は
相
手
が
女
子

の
場
合

に
分

か
り

や
す
く
す
る
た
め

に
仮
名

で
書

き
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
点
、
意
義
が

深
い
。

仮
名
消
息
類
を
除
け
ば
、

そ
れ

ら
は
漢
字
書
き
の
文
書

の
文
体

に
従
お

う
と

い
う
努
力

の
も
と

に
実
現
さ
れ
た
文
章
で
あ
り
、

変
体
漢
文

で
記
さ
れ
た

漢
字
書

き
の
文
書
以
上

に
和
臭
が
強
く
、

日
常
口
頭
語
的
な
諸
要
素

の
混
入
を

予
想

さ
せ
る
。
ま
た
、
漢
字
書

き
の
文
書

に
伴
う

,
よ
み
"
の
不
安
が
少
な
い

点

で
も
、
国
語
資
料
に
適
し
て
い
る

こ
と
は
言
う
ま

で
も
な

い
。
広
い
階
層
の

人

々
が
、
実
用
的
な
目
的
の
も
と

に
記
し
た
仮
名

の
文
書
は
、
他

の
資
料
で
は

分
か

ら
な
い
当
時
の
言
語
の

一
側
面
を
語
る
も
の
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
仮
名

文
書

の
語
彙

に
つ
い
て
考
察
を
試
み
よ
う
と
す

る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
特

に
鎌
倉
時
代

の
仮
名
文
書
を

扱
う
。
仮
名
文
書
が
漸
く
多
く
な

り
は
じ
め
る
頃

で
あ
る
し
、

こ
の
時
代

の
資
料
の
不
足
を
補
う
意
味
も
あ
る
。

実
際
の
調
査
に
あ
た

っ
て
は
、
原

本
が
現
存
す
る
と
い
う
古
文
書

の
利
点
を
大

い

に
活
用
す

べ
く
、
各
地
に
伝
存
す
る
古
文
書
を
直

接
使
用
す
る

の
が

一
番
望

ま
し
い
わ
け
で
あ
る
が
、

ほ
ん
の
わ
ず
か
ず

つ
、
し

か
も
全
国
各
地
に
散
在
す

る
古
文
書
を
す

べ
て
調
査
す
る
の
は
至
難
で
あ
る
。

よ

っ
て
、
本
稿
で
は

『鎌

(注
2
)

倉
遺
文
」
を
利
用
す
る

こ
と
に
し
た
。

こ
れ

に
よ
る
と
居
な
が
ら

に
し
て
各
地

の
古

文
書
を

一
覧
で
き
る
。
誤
植

の
危
険
性
も
十
分

に
考
慮
し
な
く
て
は

な
ら

な
い
が
、

そ
の
彪
大
な
情
報
量

の
方

に
価
値
を

認
め
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

今

回
は
、
そ

の
副
詞
を
取
り
上
げ

て
み
た
い
。
動

詞
等
、
他
の
品
詞
に
つ
い

て
も
順
次
調
査
を
進
め
る

つ
も
り
で
あ
る
が
、
ま
ず
副
詞
を
選
ん
だ

の
は
、
築

へ
注

3
)

(注

4
)

島
裕
氏

や
出
雲
朝
子
氏
も
指
摘
さ
れ
た
如
く
、
表
現
素
材
の
束

縛
を
受
け

に
く

い
性
質

の
も
の
で
あ

る
た
め
、
異
な
る
資
料
を
比
較
す
る
際
の
め
や
す
と
し
て

も
適
し

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
、

副
詞
と
、
用
言
の
連
用
形
、
名
詞

+
助

詞
の
形
な
ど
と
の
区
別

が
裁
然
と

つ
け
が
た
い
場
合
が
あ
る
が
、
仮
名
文
書

中

の
用
例

に
か
ん
が
み
て
、
そ
の
語
が
頻
用
さ
れ
、
副
詞
と
し

て
熟
し
た
表
現
と

な

っ
て
い
る
場
合

(
た
と
え
ば
、
○
○

二
、
○
○

ト
、

の
形

で
し
か
現
わ
れ
な

い
等
)
の
み
を
採
用
し
た
。
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調
査
対
象
と
す
る
仮
名
文
書
は
、
前
述
の

『鎌
倉
遺
文
」

一
巻
～
二
十
三
巻

(文
治
元
脳
年
～
正
応
六
㎜
年
)
所
収
の
も
の
で
、
す
べ
て
㎜
通
、
漢
字
仮
名

混
り
の
文
書
も
当
然
含
ま
れ
る
が
、
副
詞
の
例
と
し
て
は
、
仮
名
書
き
の
用
例

の
み
を
採

っ
た
。二

そ
の
副
詞
の
中

に
は
、
同
時
代

の
他

の
文
献

に
は
見
出
だ
し
難

い
語
が
存
在

し

て
い
る
。
し
か
し
、
決
し
て
古

文
書
を

認
め
る
上

で
の
特
殊
な
専

用
語
と

い

う
形
で
あ

ら
わ
れ
る

の
で
は
な
い
。
現
代

に
至
る
ま

で
我

々
の
日
常

に
生
き
続

け
て
い
る
も
の
で
あ
る
点
、
興
味
深
い
。
以
下
に
そ
の
用
例
を
挙
げ
る
が
、
従

来
は
近
世
、
あ

る
い
は
室
町
以
降
の
歴
史
し

か
持

た
な

い
と
思
わ
れ
て
い
た
言

葉
の
、

存
外
古

い
も
の
で
あ
る

こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

ま
ず
、
筑
後
鷹
尾
家
文
書

の
法
橋
某
の
書
状

(

「鎌
倉
遺
文
」
十
四
巻

一
一

○

二
三
号
、

「
鎌
倉

遺
文
」
は
以
下

「
鎌
遺
」
と
略

記
す
る

)
に
は

な
を
　

よ
く
　

御
さ
た
候
へ
し
、
い
つ
れ
又
　

申
さ
れ
候
へ
し

(
注
5
)

の
如
く

「
い
つ
れ
」
が
使
用
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ
は

「
又
く

」
を
伴

っ
て
い

 る

こ
と
か
ら
も
、

現
代

用
い
ら
れ
る

,
そ

の
う
ち
〃
の
意
味

の
副
詞
だ
と
分
か

る
。

こ
の
書
状
は
、

九
月

十
三
日
と
あ
る

の
み
で
年
を

欠
い
て
い
る

が
、
本
文

中

に
見
え
る

「
大
く
し

も
と
た

ゝ
」
と

い
う
人
物

の
作
成
し

た
目
安
案

が
同
じ

鷹
尾
家
文
書

に
残

っ
て
お
り
、
し
か
も
文
永
九
年
卯
月
と
い
う

日
付

が
あ
る
の

で
、

こ
の
書
状
も
そ

の
頃
の
も
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
と
す
る
と
、

,
そ
の
う

ち

」
の
意

の
副
詞

「
い
つ
れ
」

は
、
近
世
期
は
と
も
か
く

(
西
鶴

の

「
日
本
永

代

蔵
」

に
は

借
銀
も
此
ご
と
く
利
を

一
ケ
月

も
重

ぬ
や
う

に
ま

は
せ
ば
、

い
つ
れ

に
は
勝

手

の
商

ひ
す
る
物

な
り

《
巻
四

伊
勢

ゑ
び

の
高
買
》

の
用
例

が
見
え
る
)
、
中
世
以
前

の
文
献
に
は
な
か
な
か
見
出
だ
し
難

い
け
れ

ど
も
、
文
永
九
㎜
年

頃
に
は
す
で

に
使
用
さ
れ

て
い
た
と
考
え
る

こ
と
が
で
き

そ
う

で
あ
る
。

ま
た
、
豊
後
の
詫
摩
文
書

の
弘
長
元
㎜
年

の
詫
摩
能
秀

の
置
文

(

「鎌
遺
」

十
二
巻
八
六
五

一
号
)
に
は
、

(注
6
)

く
れ
く
れ
も
、
み
や
う
　

に
さ
き
　

よ
り

つ
く
り
た
る
た
お

ハ
、

つ
く

る

へ
か
ら
す
、
の
ち
の
ゆ
つ
り
し
や
う
に
し

た
か

ふ

へ
き
な
り
、

「眞
如
堂
縁
起
」

に
収
め
ら
れ

た
建
永

二
㎜
年

の
法
然

の
書
状
の
写
し

(

「鎌

遺
」

三
巻

一
六
六

三
号
)
に
は
、

尚
申
候
、
金
色

ノ
名
號

ハ
、
〔
中
略
〕
ヒ
ラ

ニ
カ

ヘ
サ
レ
候

へ
、
頼
申
候
、
ク
レ

ー

(
注
7
)

々
々
短
気

ナ
ル
事
力
不
可
然
候
、
穴
賢

々
々
、

の
如
く
、
他
者

に
働
き
か
け
る
ひ
た
す
ら
な
気
持
を
表
わ
す
副
詞

「
く
れ
く
れ

(
も
)
」

が
見
え

て
い
る
。

,く
り
返
し
、
ね
ん
ご
ろ
に
〃

の
意
味
で
の

「
く

れ
ぐ
れ
」

は
、

こ
の
文
書
と
ほ
ぽ
同
時
代

の

「
毎
月
抄
」

に

先
哲
の
く
れ
　
＼

書
き
を
け
る
物

に
も
、

や
さ
し
く
物
あ

は
れ

に
よ
む

べ
き

事

と
そ
見

え
侍
る
め
る

南
北
朝
期
の

「竹
む
き

が
記
」

に

後

に
も
女
院

の
御
か
た

へ
く
れ
　
＼

き
こ
え
さ
せ
給
ひ
ぬ
る
を
、
か
ば
か
り

め
で
た
き
勅
書

な
れ
ば
と

て
給
は
り
を
き
侍
り

ぬ
る

(
下
)

と
出
て
い
る
他
、

謡
曲

の

「
摂
待
」

(
宮
増
作
)
、

近
世
初
期
の

「
き

の
ふ
は

け

ふ
の
物
語
」
等

に
見
え
て
い
る
が
、
現
代
専
ら
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
下

に

依
頼

や
懇
願
の
表

現
を
伴

っ
て
他
者
に

「
ど
う
か
…
」
と
働
き
か
け
る
例
は
古

い
時
代

に
は
少

な
い
。

観
世
元
信

の

「
近
世
四
座
役
者
目
録
」
の

此
書
物
ニ
ハ
淺
キ
事
深
キ
事
有
り

呉
々
秘
ス
ベ
シ
　

の

「
呉

々
」
が
比
較
的

早
い
も

の
の
中
に
入
る
。
特

に

「
く
れ
ぐ
れ
も
」

の
例

一2一



は
新
し
い
と
さ
れ
、

「
日
本
国
語
大
辞
典
」

(
小
学
館

)
で
は
近
代

の
小
説

の

例
し
か
挙
げ
ら
れ
て
い
な

い

(
,
く
り
返
し
"
の
意
味

で
も
洒
落
本

以
後

の
例

の
み
)
。
し
か
し

「
く
れ

ぐ
れ
も
」
も

「
く
れ

ぐ
れ
」
も
現
代
と
同

じ
用
法

で

す
で

に
鎌
倉
時

代
の
前
期
か
ら
存
在
し

て
い
た
こ
と

が
古
文
書

の
例
か
ら
確
か

あ

ら
れ
る
と
思
う
。

現
代
よ
く
使
用
さ
れ
る

「
さ

っ
そ
く
」
と
い
う
副
詞
も
同
様
で
あ
る
。
名

詞

あ
る

い
は

「
さ

(
っ
)
そ
く

に
」

の
形
で
は
、
古
活
字

本

「
保
元
物
語
」
古
活

字

本

「
平
治
物
語
』

「
太
平
記
」
「
拾

玉
得
花
」

「
毛
詩
抄
』

「
史
記
抄
」
等
、

用
例
が
多

い
。
し
か
し
、

副
詞

「
さ

(
っ
)

そ
く
」

に
な
る

と

『
日
葡
辞
書
」

(注
8
)

(

「
邦

訳

日
葡

辞

書

」

に

よ

る

。
以

下

同

じ

)

に
、

ω
α
ω
o
§

・

一.

ω
9。
ω
ω
0
8

・

ヰ

q
く

、
●

蛛

汁
茸

u
ヰ

く
く

、

(
佃

醸

)

型

罰

・

と
あ

り

、

ま

た

、

近

世
前

期

の

「雑

兵

物

語

」

に
は
、

蒙早
速
其
つ
か
れ

た
所

へ
胴
藥
壷
匁
斗

の
せ

て
、
火
を

つ
け
れ
ば

(
上

鐵

炮
足
輕

夕
日
入
右
衛
門
)

さ

つ
そ
く
引
上
よ
、
と
指
圖
た
所
て

(
下

玉
箱
持

寸
頓
)

と
あ
る
の
で
、
室
町
期

に
は
使
用
さ
れ

て
い
た
か
と
推
察
さ
れ
る

が
、
そ
れ
以

前

の
文
献

に
は
な
か
な
か
見
出
だ
し
難

い
。
と

こ
ろ
が
、
金

沢
文
庫
所
蔵

の
天

(
注
9
)

台
四
教
義
裏
文
書

の
某

の
書
状

(

『鎌

遺
」

八
巻
五

三
八
八
号
、
年
欠
、

「
鎌

遺
」
は
延
応

元
㎜
年

二
月
の
項
に
収
め
て
い
る
)

に
は

い
ま

た
申
う
け
給
候
は

ぬ
に
、

さ
そ
く
申
候

ハ
、
お
そ
れ
に
て
候

へ
と
も
、

か
や
う

の
事

に
つ
け

て
申
候

ハ
、

つ
ね
の
事

に
て
候

と
あ
り
、
鎌
倉
時
代

に
は
副
詞
の
用
法

が
あ

っ
た

こ
と
が
確
認
で
き
る

の
で
あ

る
。ま

た
、

現
代
、
是
非

と

も
、
ど

う

か
、

と
相

手

に
強
く
願
う
時

に

「
ひ
ら

に
」
と

い
う
副
詞
を
使
う
が
、

こ
れ
も
古
文
書

に
例
が
見
え
て
い
る
。

「
く
れ

く
れ
」

の
所

で
挙
げ
た
の
と
同
じ
法
然
の
書
状
で
あ
る

が

金
色

ノ
名
號

ハ
、

〔
中
略

〕
ヒ
ラ

ニ
カ

ヘ
サ

レ
候

へ

が
そ
う

で
あ
る
。
室
町
期

の
例
と
し

て
は
、

「
四
河

入
海
」

の

ヒ
ラ

ニ
夜
閤

ヲ
開
テ
我
ヲ
蹄
ノ

タ

マ
ハ
レ

急

用

ノ
事

ア
レ

ハ
ソ

(
二

二
の
四
)

『
史
記
抄
」

の

習

御
免
ア
レ
ト
云
テ

(
十
二
)

「
日
葡
辞
書
」

の

豊
》
濁
「
9
三

β
昌
o
ヨ
F

(
判
酬∩
轍
営
)
自

言
苛
鋼
ぐ
ノ
叫
伽
・

謡
曲

「
松
風
」

の

ひ
ら
に

一
夜
を
明
か
さ
せ
て
賜
は
り
候

へ

「
八
島
」
の

日
の
暮
れ

て
候

へ
ば
ひ
ら
に

一
夜
と
重

ね
て
仰
せ
候

へ

ひ
ら
に

一
夜
と
か
さ
ね
て
お
ん
申
し
候

へ

「
道
成
寺
」

の

ひ
ら

に
頼
む
と
申
し
し
か
ば

等

が
挙
げ
ら
れ
る
他
、

「
東
野
州
聞
書
」

や
虎
寛
本
狂
言

「
真
奪
」

に
も
見

え

て
い
る
が
、

恐
ら
く

「
平
家
物
語
」
等

に
見
ら
れ
る

新
大
納
言
成
親
卿
も

ひ
ら

に
申
さ
れ
け
り

(巻
第

一

鹿
谷
)

の
如
き

"
ひ
た
す

ら
'
を
意
味
す
る
副

詞
が
、
相
手

に
懇
願
す
る
時

に
用
い
ら

れ
、

.
是
非
と
も
〃

"
ど
う
か
"
の
意
味
を
表
わ
す

に
い
た

っ
た
も

の
と
思
わ

れ
る
。

「
一
旦
」
も

.短
時
間

〃
の
意
味
で
な
ら
古
く
か
ら
使
用
さ
れ

て
い
る
が
、

今

日
用

い
ら
れ
る

"
一
度
〃

の
意
味
で
は
、

『
史
記
」
等
の
漢
籍

に
用
例
が
あ

一3一



る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

古
い
文
献

に
は
な
か
な
か
見

出
だ
し
難

い
。
鎌
倉
末
期

の

「雑
談
集
」

の

ノ

ク

キ

ヲ

ク

ヲ

ゲ
ウ
シ

ヲ

同
リ
法
有
-
心
破
=
戒

ナ
リ

ト

モ
深

懐

二
漸
-
悦

一
厚
信
三
二
賓

一
愛
ヨ
樂
大

乗

一

ハ

ヲ

シ

ノ

ヲ

ラ

せ
ハ
ー

ム
ト

ニ

ニ

不
レ
撞

二
因
果

一
信

二

實

境

界

一專
如

レ
説

修
行

丁

旦
錐

・
沈

二
悪

趣

一
當
來

可

レ
値
二
佛

出
世

一

(
第

一
巻
)

や

「徒

然
草
」

の

藥
を

飲
み
て
汗
を
求

(
む
)
る

に
は
、
敷

な

き

こ
と

あ

れ

ど
も
、

一
旦
恥

(
ぢ
)
恐
る

ゝ
こ
と
あ
れ
ば
、

必

(
ず

)
汗
を
流
す
は
、
心
の
し
わ
ざ
な
り

と
い
ふ
こ
と
を
知

(
る
)

べ
し

(
第
百

二
十
九
段
)

の
例
が
早
い
方

で
、

「
一
旦
の
」
等
の
名

詞
形
を
含
め

て
も
、

「
曽
我
物
語
」

の

一
旦
の
御

心
を

そ
む
き
、
法
師

に
な
ら
ざ
る
は
、

不
孝

に
に
て
候

へ
共
、
父

母

に
心
ざ
し

の
ふ
か
き
事
、
法
師

に
よ
る

べ
か
ら
ず

(
巻
第
七

斑
足
王
が
事
)

「
義
経
記
」
の

一
旦
知
ら
ず
と
申

(
す

)
と
も
次
弟

に
性
根
飢
れ
な
ん
後

は
有

の
ま

ゝ
に
白

状
し
た
ら
ば

〔
中
略

〕
君
に
命
を
参
ら
せ
た
る
志
無
に
な
り
な

ん
事

こ
そ
悲

し
け
れ

(
巻
第
六

忠
信
最
期

の
事
)

他

「
漢
書
列
伝
竺
桃
抄
」
、

「
四
河
入
海
」

や
虎
寛
本
狂
言

「宗
論
」
等
、
室
町

期
を
ま

っ
て
か
ら
し
か
文
献
に
な
か
な
か
あ
ら
わ
れ
な
い
。
し
か
し
、
摂
津
の

離

噸
宮
文
書
に
あ
る
嘉
禎
三
翠

八
月
二
十
吾

の
後
鳥
羽
法
農

翰
の
置

文
案

(
「
鎌
遺
」
七
巻
五

一
六

九
号
)
に

こ
れ
を
え

ん
と
し
て
、
よ
く

と
ふ
ら
は

ゝ
、
た
と
ひ

一
た
ん
魔
縁

に
な
り
た

り

と
も
、
む
な
し
か
る
ま
し
き
也
、

と
あ

る
か
ら
、

こ
れ
も
少
く
と
も
鎌
倉
時
代
前
期
ま
で
は
さ
か
の
ぼ
れ

そ
う
で

あ

る

。

ま

た
、

「
す

こ
し

」

と

「
す

こ
し

き
」

の
混

同

に
よ

っ
て
生

ま

れ

た

「
す

こ

(注
11
)

し
く
」
も
弘
安
元
枷
年
十

一
月
二
十

九

日
の
日
蓮

の
書
状

(

「鎌
遺
」
十
八
巻

=
二
二
九
九
号
)
に

去
年

の
十

二
月

の
光

日
よ
り
、
は
ら

の
け

の

候

し

か
、
春
夏

や
む

こ
と
な

し
、
あ
き
す
き
て
十
月

の
こ
ろ
、

大
事

に
な
り

て
候
し
か
、
す

こ
し
く
平
愈

つ
か
ま

つ
り
て
候

へ
と
も
、

や
や
も
す
れ
は
を

こ
り
候

に
、
…

の
如
く
見
え

て
い
る
。

「
日
本
国
語
大
辞
典

」
で
は

「
和
英
語
林
集
成
」

(
初

版
)
の

ω
輿

O
。。
田

閑
ご

メ

u
㌣
》

導

ミ

q
乙
o
目
=
ぎ
&
§

、
5

p
一凶三

〇

島
跨
o
「
o
ヨ

・

の
例
の
他
は
、
近
代
の
小
説
の
例

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

の
み
で
あ
る
。
実
際
、

中

世
期

以
前

の
こ
の
用
例
は
な
か
な
か
見
出
だ
し
難

い
。

三
善
爲
康

の
天
仁
二

(
注

12
)

㎜
年
の
序
の
あ
る

「童
蒙
碩
韻
」
の
慶
長
頃
の
写
本

(静
嘉
堂
文
庫
蔵
)
に
は

績

少
也

ス

コ
シ
ク

(
注
13
)

と
見
え
て
い
る
が
、

こ
れ
は
成
立

当
初

の
形
と
は
認
め
に
く

い
。

日
蓮
書
状

の

右

の
箇
所

に
は
残
念
な
が
ら
真
蹟
は
残

っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
意
味
の
上
か

ら
も

「
す

こ
し
く
」

で
適
当
で
あ
り
、

こ
の
用
例
か
ら
当
時
す

で
に

「
す

こ
し

く
」

が
使
用
さ
れ

て
い
た
可
能
性
を
大
と
す
る

こ
と
は
で
き

そ
う

で
あ
る
。

ま
た
、
古

代
語

の

「
わ
ざ
と
」
に
か
わ

っ
て
現
代
も

っ
ぱ

ら
用

い
ら
れ
る
と

(注
14
)

こ
ろ

の

「
わ
ざ
わ
ざ
」
も
、

日
蓮
の
書
状

に

白
米

一
俵

・
け
い
も

ひ
と
た
わ
ら

・
ほ
ふ
の
り

ひ
と
か

こ
、
御

つ
か

い
を
も

つ
て
わ
さ
　

を
く

ら
れ

て
候
、

(
年

欠
「

「
鎌
遺
」
十
六
巻

=

一六

一
八
号
)

柑
子

一
百

・
こ
ふ

・
の
り

・
を

に
等
の
す

、
の
物
、
は
る
　

と
わ

さ
く
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山
中

へ
を
く
り
給
て
候
、

(
〔
建
治
四
㎜
年

〕
二
月

二
十

三
日
、
「
鎌
遺
」
十
七

巻

=

一九
八
六
号
)

此

よ
り
東
方

に
は
る
か
の
國
を
す
き
さ
せ
給
て
お
は
し
ま
す
賓
浄
世
界
の
多

責
佛
、
わ
さ
く

と
行
幸
な

ら
せ
給
て
、
糧
迦
佛

に
を
り
向
ま
い
ら
せ
て
、

妙
法
華
縄
皆
是
眞
實
と
諦
明
せ
さ
せ
給
候
き
、

(

〔
弘
安
五
㎜
年
〕
二
月

二
十
八

日
、
『
鎌
遺
』
十
九
巻

一
四
五
八

二
号
)

の
如
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
も

『
四
河
入
海
」
の

此

ノ
今

ノ
來

ル
コ
ト

ハ
コ
ト

ニ
ワ
サ
く

來

ル
ソ
サ
テ
得

々
來
ト
云

ソ

(
十
六
の
四
)

「
日
葡
辞
書
」
の

く
ρ
鎚
賃
9
鎚
言

・
q
咲
ぐ
咲

7

(
幡

心
伴
)

<
欝
暮
o

(幟

伴
)
言
画

G
●
け

磯
昔
吐
.
叫
持
算
噸
躰
舜

言
●

の
例
、
あ
る
い
は
虎
寛

本
狂
言

「
水
掛
智
」

の
例
な
ど

の
よ
う

に
室
町
期

に
入

っ
て
か
ら
多
く
文
献

に
あ
ら
わ
れ
は
じ
め
る
語

で
あ
る
が
、

一
二
九
八
六

号
は

興
師
本

(
日
興
筆
古
写

本
)
が
餓

馳
て
い
る
し
、

一
二
六

一
八
号
と

一
四
五
八

二
号
は
真
蹟
が
あ
り
、

そ
の
写
真
版
で
表

記
が
確
認

で
き
る
の
で
、
現
代

語
の

「
わ
ざ
わ
ざ
」

が
少
く
と
も
鎌
倉
時
代
に
は
す

で
に
使
用
さ
れ
て
い
た

こ
と
が

確
認
で
き
る
と

思
う
。

そ
の
他
、
現
代

で
は
使

用

さ

れ

な

い

が
、

.是
非
と
も
〃

.
な
ん
と
し

て

も
拶
と
い
う
意
志

の
強
さ
を
表
わ
し
た

「
い
か
さ
ま
」
と

い
う
副
詞
が
、
文
永

5

(注
16
)

十

二
m
年

三
月
六

日
の
同
じ
く

日
蓮
書
状

(

「鎌

遺
」

十

五

巻

一

一
八
四
二

号
)
に

眞

に
て
や
候
ら
ん
、
又
辮
公
か
い

つ
は
り
に
て
候

や
ら

ん
、
い
か
さ
ま

よ
き

つ
い
て
に
、
不
審

を
は
ら
し
奉

ん
、

の
如
く
見

ら
れ
る
。
推
量

の
確
か
さ
を
あ
ら
わ
す

,き

っ
と
〃
の
意
味
の

「
い

か
さ
ま
」
は
、

「
宇
治
拾
遺
物
語
」

に

こ
の
犬

(
中
略

)
御
衣

の
す
そ
を
く
ひ
て
、

ひ
き
と

ゴ
め
申
さ
ん
と
し

け
れ

ば
、

「
い
か
さ
ま
様
あ
る
事
な
ら
ん
」
と

て
楊
を
召
し
よ
せ
て
御

尻
を
か
け

て
晴
明
に

「
き
と
参
れ
」
と
召
に

つ
か
は
し
た
り
け
れ
ば
、

晴
明
則
参
り

た

り

(
一
八
四
話
)

と
あ
る
他
、

「平
家
物
語
」
、

古
活
字

本

『保
元
物
語
」

に
見
え
て
お
り
、
以

後

「
義
経

記
』

「
太
平
記
」

や

「
蒙
求
抄
」

「
史
記
抄
」

「
四
河
入
海
」
等

の

抄
物
、

キ
リ
シ
タ
ン
版

『
伊
曽
保
物

語
」
、
謡
曲
な
ど
室
町
期

の
文
献

に
も

ひ

き
続

き
あ
ら
わ
れ
る
。
と

こ

ろ

が
、

右

の

意

味

の

「
い
か
さ
ま
」

の
方
は
、

「
四
河
入
海
」

の

サ

ル
程

ニ
イ

カ
サ

マ
我

モ
必

ス
回
礼

ニ
ソ
ナ
タ

ヘ
マ
イ
リ
テ

(
一
九

ノ
三
)

イ
カ
サ

マ
其

ヘ
マ
イ
リ

テ
小
窓

二
相
封

メ
研
丹
御
同
宿

ヲ
申
サ

ン
ト
云
ソ

(
一
九

ノ
三
)

の
例
や
、
謡
曲

の

「
隅
田
川
」

の

い
か
さ
ま
今

日
は

こ
の
所

に
逗
留

仕
り
候

ひ
て
逆
縁
な
が
ら
念
佛
を
申
さ
う

ず

る
に
て
候

「
羽
衣
」

の

い
か
さ
ま
取
り

て
帰
り
古
き
人
に
も
見
せ
家

の
宝
と
な
さ
ば
や
と
存

じ
候

の
如
く
、
室
町
期

の
用
例
ば
か
り
で
、
新
し

い
用
法
と
考
え
ら
れ
が
ち

で
あ

っ

た
。
し

か
し

日
蓮

の
書
状
の
例
に
よ

っ
て
、

そ
れ
も
少

な
く

と
も
十

三
世
紀
後

半
に
は
使
用
さ
れ

て
い
た
言
葉
だ

っ
た
と
分
か
る
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う

に
鎌
倉
時
代
の
仮
名

文
書

の
中

に
は
、
当
時

と
し
て
は
珍
し

い
副

詞

の
用
例
が
し

ば
し
ば
出

て
く
る
。
こ
れ
は
文
書
作
成
上
特
に
重
要

な
意
義
を

持

つ
言
葉
で
は
な
い
し
、
各
語
の
使
用
頻
度
数

が

一
例
か

二
例
ず

つ
で
あ
る

こ
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と
を
考
え
て
も
、
前

に
述

べ
た
如
く
、
古

文
書

世
界
だ

け
に
通
用
す
る
専
用
語

と
は
考
え
難
い
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、

そ
の
よ
う
な

.早

い
用
例
'
が
副
詞

に
限

っ
て
調
査
し

た
の
み
で
も
右

の
如
く
多
く
出
現
し

て
い
る
と
い
う

こ
と
で

は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う

に
同
時
代
の
他
の
文
献
に
は
あ

ら
わ
れ

に
く
か

っ

た
言
葉
が

一
語
あ

た
り

の
使
用
回
数
は
少

な
い
な
が
ら
も
し
ば
し
ば
顔
を
出
し

て
い
る

こ
と
、

そ
こ
に
古
文
書

に
反
映
し
た
言
語
の
性
格

の

一
端
を
窺
い
知
る

こ
と

が
で
き
そ
う

に
思
う
。

こ
れ
は
、

一
般
の
文
芸
作
品
等
と
は
異
な

っ
た
古

文
書
と
い
う
場
だ
か
ら
こ
そ
出
現

し

え

た

言

葉

だ

っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。

.古
文
書
の
場
'
と
は

、実

用

的

な

場
〃
と

も

言

い
か
え

て
よ
い
と
思

う
。
微
妙
な
意
味
の
相

違
は
と
も
か
く
と
し

て
も
、
本

来
な
ら
ば
、
「
さ

そ
く
旨

に
は

「
い
ま
」、

「
い
か
さ
ま
」

に
は

「
い
か

に
も
」、

「
す

こ
し
く
」

に
は

「
す

こ
し
」

「
い
さ
さ
か
」、

「
一
た
ん
」

に
は

「
ひ
と
た
び
」、

「
わ
ざ

わ
ざ
」

に

は

「
わ
ざ
と
」
な
ど
、
あ
る
い
は
そ
の
他

の
、
副
詞

に
か
わ
る
表

現
が
行

な
わ

れ

た
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
、
実

用
的

な
目
的

の
も
と

に
作
成
さ
れ
た
文
書

で

あ

っ
た
た
め

に
、

こ
れ
ら
普
通
の
文
章

語
と
し

て
は
使
用
さ
れ
な
い
よ
う

な
言

葉

が
紛
れ
こ
ん
だ

の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
文
献
を
離
れ
た

日
常

の
言
葉
で
は
、

上
の
如
き
新
し

い
副
詞
、
あ
る
い
は
新

し
い
意
味
を
担

っ
た
副
詞
が
す
で
に
使

用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う

の
で
あ

る
。
無
論
、
古
文
書
に
も
そ
の

作
成

に
要
求

さ
れ
る

"
型
'
の
制
約
は
存
在
し

よ
う

が
、

そ
の
決
ま
り
文
句
以

外

の
部

分
、
特

に
本
来
あ

っ
て
も
な
く
て
も

よ

い
副

詞

等

の
選
択
に
お
い
て

は
、

日
常

使
用
し

て
い
る
飾
ら
な
い
言
葉

が
ひ

ょ

っ
こ
り
顔
を
出
す

の
は
自

然

の
い
き
お
い
だ
と

思
え
る
。
書
状

に
そ
の
例
が
多
か

っ
た
の
も
下
文
等
の
そ
の

他

の
古
文
書

よ
り

も

.型

'
の
制
約
が
少

な
い
と

い
う
点

が
関
係
し
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ

ち

.文
芸
作
品
等
、

当
時

の
他

の
文
献

に
は
記
さ
れ

難
か

っ
た
言
葉
が
し

ば
し
ば
古
文
書

に
存
在
し
、

し
か
も
現
代

に
至
る
ま
で
使

用
さ
れ

て
い
る

の
は
、
そ
の
言
葉

が
古
文
書
と
い
う
場
だ

か
ら
こ
そ
出
現
し
た

当
時

の
日
常

口
頭
語
的
な
も
の
で
あ

っ
た
為

で
は
な
い
か
"
と
考
え
る
わ
け
で

あ
る
。
古
文
書

が
そ
の
よ
う
な
言

葉

を

混

入

さ

せ
て
い
る
こ
と
自
体
を
重
視

し
、

そ
の

一
特
質
と
し

て
お
さ
え
て
お
く

べ
き
だ
と
思
う
。

三

二
節
で
は
古
文
書
に
反
映
し
た
言
語
の
性
格
を
知
る
手
掛
か
り
と
し
て
、
同

時
代
の
他
の
文
献
に
は
見
出
だ
し
難
い
副
詞
の
用
例
を
挙
げ
、
そ
の
考
察
を
試

み
た
わ
け
で
あ
る
が
、
今
度
は
上
に
挙
げ
た
以
外
、
す
な
わ
ち
同
時
代
、
あ
る

い
は
前
時
代
の
文
献
で
使
用
さ
れ
て
い
る
副
詞
を
対
象
と
し
、
そ
れ
が
他
の
ど

の
よ
う
な
資
料
に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
調
査
す
る
こ
と
か
ら
考
察
し
て

ゆ
こ
う
と
思
う
。

ま
ず
、
漢
文
訓
読
系
と
和
文
脈
系
と
い
う
二
つ
め
代
表
的
な
言
語
体
系
と
古

文
書
の
そ
れ
と
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
訓
読
系
の
資
料
と
し
て
は
興
福
寺
蔵

「大
慈
恩
寺
三
藏
法
駆

」
の
永
久
四
脳
年
点
と
ぷ
攣

㎜
年
点

(
以
下

「慈

恩
伝
古
点
」
と
略

記
す

る
)
を
使
用
す
る
。
築
島
裕
氏

が

④
語
彙

の
変
化
に
富
む

。

②
読
法
が
比
較
的
固
定
し

て
い
る
。

③
仏
書
で
あ
る
た
め
、

語
彙
、
語
法
、
文

法

な

ど

の

面

で
種
類
や
型
式

が
多

い
。

等

の
理
由
か
ら
、

そ
の
代
表

に
選
ば
れ
た

の
に
従

っ
た
。

そ
の
副
詞
の
抽
出
に

(
注

17
>

あ
た
っ
て
は

「興
福
寺
本
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
傳
古
鮎
の
國
語
学
的
研
究
」
の

索
引
篇
を
利
用
し
た
。
和
文
脈
系
の
代
表
と
し
て
は
、
語
彙
の
豊
富
さ
か
ら

「源
氏
物
語
」
を
取
り
上
げ
る
。
こ
れ
も
副
詞
の
抽
出
に
あ
た
っ
て
は

「源
氏

(
注

18

)

 物
語
大
成
」
の
索
引
篇
を
参
考
に
し
た
。
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そ
の
結
果
、

『鎌
遺
』

(
一
巻
～

二
十

三
巻
)

詞
の
用
例
は
左
図
の
如
く
に
分
類

で
き
る
。

古文書

源氏物語 慈恩伝古点

の
す

べ
て
の
仮
名
書
き
の
副

〈数字 は異 なり語数〉

無
論
、

『
源
氏
物
語
」

に
用
例
の
見

え
る
副
詞
が
す

べ
て
和
文
脈
語
の
代
表

で

,

は
あ
り
え
ず
、

「
慈
恩
伝
古
点
」

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
が
、

『
慈
恩
伝
古

点
」

に
用
い
ら
れ

て
い
て

『
源
氏
物
語
」

に
用

い

ら

れ

て

い

な
い
も
の
d
、

『
源
氏
物
語
」

に
用

い
ら
れ
て
い
て

『
慈
恩
伝
古
点
』

に
用
い
ら
れ
て
い
な

い

も

の
b
と
の
両
方
を
古
文
書
が
含
み
も

っ
て
い
る

こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
d

の

中

に
は

「
あ
に
」

(17
例
)

「
あ

へ
て
」

(25
例
)

「
ね
が
は
く
は
」

(
4
例
)

「
あ
ら
か
じ
め
」

(
1
例
)

「
こ
と
ご
と
く
」

(16
例

)

「
す

で
に
」

(
鵬
例
)

「
た
が
ひ

に
」

(
13
例
)
「
ま

の
あ
た
り
」

(
2
例
)

「
よ
り

よ
り
」

(
2
例
)

「
や
う

や
く
」

(
13
例
)

「
ま
す
ま
す
」

(
1
例
)

「
ほ
ぼ
」

(
4
例
)
等
の

訓
点
語

の
特
色
と
さ
れ
る
語
が
、
b

の
中

に
は

「
お
ほ
か
た
」

(
8
例

)

「
は

や
う
」

(
1
例
)

「
や
う
や
う
」

(
4
例

)

「
い
た
く
」

(
18
例
)

「
い
と
ど
」

(
6
例
)

「
つ
ゆ
」

(
3
例
)

「
え
…

(
ず

)
」

(
16
例
)

「
な
ど
」

(
3
例
)

「
い
か
で
」

(
16
例
)
等
の
和
文

脈
語

の
特
色
と
さ
れ
る
語
が
、

か
な
り
高
い

頻
度

で
含
ま
れ

て
い
る

こ
と
か
ら
も
、
古
文
書

の
言
語
は
、

訓
読
系
、
和
文
脈

 (注
19
)

系
双
方

の
位
相

の
語
彙
を

含
み
持

つ
も

の
だ
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
問

題
と
な
る
と

す
れ
ば
、
古
文
書
内
部

で
の
言
語

の
統

一
性
で
あ

ろ
う
。

一
ロ
に

古
文
書

と
言

っ
て
も
譲
状
、
請
文
、

下
文
等

そ
の
種
類
は
多
い
。
中

で
も

一
番

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は

書

状

と

そ

の
他

の
文
書
と
の
差
異
で
あ

ろ

う
。

そ
の
様
式

の
差
は

そ
こ
に
使
用
さ
れ
る
言

語
に
も
相
違
を
も
た
ら
す

こ
と

が
予
想
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
対
象
と
し
た
古
文
書
を
書
状
と
そ
れ
以
外
の
文
書

と

に
分
け

て
右
と
同

じ
作
業
を
行
な

っ
た
結

果
を
示
す
と
、
左

の
如
く
で
、
前

と

ほ
ぽ
同
様
の
使
用
状

態
で
あ
る

こ
と
が
分

か
る
と

思
う
。

書状

慈、,恩伝古点源氏物語

書状以外

慈恩伝古点源氏物語

〈数字は異なり語数〉

 

訓
読
系
の
特
色
と
さ
れ
る

「
あ
に
」

(書
状

16
、
そ
の
他
1
)
「
あ

へ
て
」

(
書

状

14
、
そ
の
他

11
)

「
こ
と
ご
と
く
」

(
書
状

10
、

そ
の
他
6
)

「
す

で
に
」

(
書
状
M
、

そ
の
他

24
)

「
た
が
ひ
に
」

(
書
状

3
、

そ
の
他

10
)

「
ま

の
あ

た
り
」

(
書

状
1
、

そ
の
他

1
)
「
よ
り

よ
り
」

(書
状

1
、

そ
の
他

1
)

「
や

う

や
く
」

(
書
状

12
、
そ

の
他

1
)

「
ほ
ぽ
」

(
書
状

3
、

そ
の
他

1
)
、
和

文
脈
系
の
特
色
と

さ
れ
る

「
お
ほ
か
た
」

(
書
状

5
、
そ
の
他
3
)

「
や
う

や

う
」

(
書
状
6
、

そ
の
他

1
)

「
い
た
く
」

(
書
状

15
、
そ
の
他
3
)

「
い
と

ど
」

(
書

状

5
、

そ
の
他

-
)
「
え
…

(
ず
)
」

(
書
状

4
、
そ
の
他

3
)

「
な

ど
」

(
書
状
2
、

そ
の
他

1
)

「
い
か
で
」

(
書
状

11
、
そ
の
他

5
)
な
ど

の

副
詞
が
書
状
と
そ
れ

以
外

の

文

書

に
共

通
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
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も
、
少

な
く
と

も
二
つ
の
位
相

の
語
彙
を
あ
わ
せ
持

つ
と
い
う

こ
と
に
関
し

て

は
、

両
者
で
差
異
は
な
い
と
考
え
ら
れ

そ
う

で
あ
る
。
実
際
、

一
つ
の
文
書

の

中
で
、

中

ミ
佛
法

弘
り

て
世
も
い
た
く

衰

へ
、

…
〔
中
略
〕
…
今

日
本
國
す

て
に
大
諺

法

の
國
と
な
り
て
、
…
〔中
略
〕
…
此
経
を
弘
め
さ
せ
し
と
て
、
た
ま

た
ま

信

す
る
者
を
は
或
は

の
り
打
、
所
を
う

つ
し
、
或
は

こ
ろ
し
な
ん
と
す

へ
し

、

(
弘
安
元
㎜
年
九
月
六

日

日
蓮
書
状
、

『
鎌
遺
」
十
七
巻

=
一=

六
九

(注
20
)

号

)

の
如
く
、
和
文
脈
系
の
副
詞
と
訓
読
系

の
副
詞

が
併
用
さ
れ
て
い
る
例
は
少

な

く

な
い
の
で
あ
る
。

因
み

に
、
書
状
と
そ
れ
以
外

の
文
書
と

の
差
異
は
、
書

状
の
方

が
語
彙

の
バ

ラ

エ
テ
ィ
ー
に
富
ん
で
い
る
点

に
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
書

状
の
仮
名
書
き

の
副

詞
の
の
べ
語
数
は
㎝
語
、
書
状

以
外
は
㎜
語
と
、
書

状
の
方

が
そ
れ
以
外

の
文

書

の
二
倍
以
上

の
量
を

持

つ
の
で
単
純

に
数
値
化
し
難
い
が
、
書
状

の
み

に
使

用
さ
れ
た
も

の
は
異
な
り

語
数

魏
、
書
状
以
外
の
文
書
に
の
み
使
用
さ
れ
た
も

の
は

53
、
両
方
共
に
使
用
さ
れ

た
も

の
は
瑠
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
こ
と
か
ら
も

そ
れ
は
窺
知
さ
れ
る
と

思
う

。
そ

こ

に

は

や

は

り

"
型
〃
の
制
約

が
少
な
い

点
、
個
人

の
雑
多

な
事
柄
、
心
情
を
伝
え
た
も
の
で
あ
る
点

が
影
響
し
て
い
る

(注
21
)

の
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
次

に
は

『
源
氏
物
語
」

に
も

「
慈
恩
伝
古
点
」

に
も
使
用
さ
れ
な
か

っ
た
副
詞

(
a
)
が
他

の
ど

の
よ
う
な
文
献
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
見
て
み

よ
う
。
前

に
も
触
れ

た
如
く
、

こ
の
中
に
は
た
ま

た
ま

「
源
氏
物
語
」

に
使
用

さ
れ
な
か

っ
た
和
文
脈
系

の
副

詞
、
た
ま
た
ま

「
慈
恩
伝
古
点
」

に
使
用
さ
れ

な
か

っ
た
訓
読
語
系

の
副

詞
も
当
然
存
在
し

て
い
る
。
ま

た
、
語
彙
と
い
う
よ

り
表
記
の
問
題
に
帰
せ

ら
れ

そ
う
な
も
の
も
あ
り
、
種

々
の
要
素
を
含
ん
だ
語

群

だ
と
言
え
る

が
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、

そ
の
う
ち
で
も
比

較
的
頻
度
数

の
高

い
副
詞
が

『
平
家
物
語
」
や

「
宇
治
拾
遺
物
語
」
等

の
鎌
倉
期

の
文
献

で
し
ば

し
ば
使
用
さ
れ

て
い
る

こ
と
、
し

か
も

そ
れ
ら

が
中
古
に
は
あ
ま
り
例

の
な
い

新
し
い
言
葉

で
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

い
ま

ち
と
す

ゝ
し
く
な
り
候
て
、
上

洛
候

ハ
ん
と
申
候
之
間
、
延
引
候
了
、

(
承
勢
書
状
、
金
沢
文
庫
所

蔵
金
螢
揮
抄
第

二
裏
文
書
、
年

欠
、
『
鎌
遺
」

十
五
巻

一
=
一二

四
号
)

(注
22
)

の
他
3
例

(
書
状
)
見
ら
れ
る

「
ち
と
」
は
、
桑
原
博
史
氏
が

こ
の
語
は
源
氏

に
は
な
く
、
中
古
成
立

の
物
語
で
は
わ
ず
か

に
夜

の
寝
覚
物

語

に

一
例
あ
る
が
、

「
寝

覚
物
語
全
釈
」

(
関
根
慶
子
小
松
登
美
両
氏
共
著

学
燈
社
昭
和
三
五
年

刊
)
の
語
釈

に
よ
れ
ば
、

諸
伝
本
中

「
上
野
本
に

『
な

欺
」
と
あ
る
外
、

諸
本
異
同

が
な
い
が
、
平
安
時
代

の
作
り
物
語

の
語
彙
と

し

て
は
異
例
で
あ
る
。
普

通
鎌
倉
時
代
で
せ
い
ぜ
い
院
政
時
代
く
ら
い
ま
で

さ
か

の
ぼ
り
得
る
程
度

か
と

思
う
」
と
あ
り
、
古
典
文
学
大
系
本
で
は

「
な

ど
」
と
改
め
て

「
ち
と
」

の
存
在
を
認
め
て
い
な
い
ほ
ど

で
あ
る
。
(
中
略
〕

中
世
物
語
で
も

こ
の
語
を
見
出

せ
る
作
品
は
す

く
な
く
、

い
は
で
し
の

ぶ
物

語
、
住
吉
物
語
の

二
、

三
の
伝

本
、
石
清
水
物

語
な
ど
二
、

三
の
作
品
に
見

出
せ
る
の
み
で
、

擬
古
物
語

の
用
語
と
し
て
古
典
的
な
伝
統

の
あ
る
も
の
で

は
な
い
。

と
述

べ
て
お
ら
れ
る
如
く
、
鎌
倉
期

に
至

っ
て
さ
か
ん
に
文
献

に
登
場
し
は
じ

(注

23
)

め
た
語
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
他

に
は

「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
」
「
平
家
物

語
」

『
宇
治
拾
遺
物

語
」

「古
今
著
聞
集
」

「
沙
石
集
」

「雑
談
集
」

『
あ
さ
ち
が

露
」

「
弁
内
侍

日
記
」
等

に
も
見
え

て
い
る
。
ま

た
、

男
女

の
子
と
も
に
、
め

ん
く

に
わ
か
ち
ゆ

つ
る
と

こ
ろ
な
り
、

(
文
永
二
臨
年
二
月
十
三
日

尼
深
妙
置
文
、
肥
後
志
賀
文
書
、
『鎌
遺
」
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十

二
巻
九

一
=

八
号
)

他

5
例

(
書

状
1
、
そ

の
他

4
)
見

ら
れ

る

「
め

ん
め
ん

に
」
も
ー

「
平
家
物

語
」

「
保
元
物
語
」

「
宇
治
拾
遺
物
語
」

「沙
石
集
」

「
古
今
著
聞
集
」

「
雑

談
集
」

「
正
法
眼
蔵
」
古
刊
本

「
本
願
寺
聖
人
親
鷺
傳
絡
」

「
弁
内
侍

日
記
」

「中

務
内
侍

日
記
」

「
と
は
ず
が
た
り
」
等

で
使
用
さ
れ
て
い
る
が

(
「
め

ん

め
ん
」
の
例
も
院
政
期

の

『
三
教

指
帰
注
」
「
色
葉
字
類
抄
」
他
、
「
消
息

詞
」

「
正
法
眼
蔵
」

「
正
法
眼
蔵
随
聞
記
」

「保

元
物
語
」
等

に
見
え
る
)
、

遠
藤

(注
24
)

好
英
氏
の
調
査
か
ら
も
窺
わ
れ
る
如
く
、
院
政
期

よ
り
前
の
文
献
に
は
見
出
だ

し
難

い
副
詞
だ
と

い
え
る
。

か
わ
ら
の
う
を
な
と
を

と
ら
う
と
す

る
を
は
、
あ
な
か
ち
せ
い
は
い
す

へ
か

ら
す

、
(
建
長

三
㎜
年

二
月
六

日

小
井
昼
能
綱
譲
状
案
、
信
濃
工
藤
家
文
書
、

「
鎌
遺
」
十
巻
七

二
七

二
号
)

他

2
例

(
書

状
)
見
え

て
い
る

「
あ
な
が
ち
」
も
、
中
古

の
文
献
に
は

き
わ
め

て
少

な
く
、

「
狭
衣
物
語
」
の
四
季
本
、
宝
玲
本
、
文
禄
本
、
平

出
本
、
内
閣

(注
25
)

本
、

宮
内

庁

三
冊

本

、

松

井

本
、

蓮

空

本

に

〔
ナ

ヲ

サ
リ

ノ

カ
イ

ハ
ミ

ハ
〕
あ

な
か

ち

ひ

ん
な

か

る

へ
し

(
巻

二
)

(注
26
)

「
夜
の
寝
覚
」
の
島
原

本
に

「
人
や
み
つ
け
ん
」
な
ど
、
あ
な
が
ち

つ
ゝ
む

べ
き
な
ら
ね
ば

(
巻
三
)

と
見
え
て
い
る
の
が
挙
げ
ら
れ
る
程
度

だ
が
、
前

者
は
そ
の
他

の
諸
本
は
み
な

「
あ
な
か
ち
に
」

で
、
後
者
も
前

田
本
で
は

「
あ

な
か
ち

に
」
と
な

っ
て
い
る

(注
27
)

の
で
、

「
國
語
副

詞
の
史
的
研
究

(
二
)
」

に

「
あ
な
が
ち
に
」

が

「
に
」
を
失

っ
た
初
期

の
文
献
と
し

て
平
家
物
語
を
あ

げ
る
事
は
そ
れ

ほ
ど
当
を
失
し
た
事
で
も
な
い
と

思
わ
れ
る
。

と
述

べ
ら
れ
て
い
る
如
く
、
鎌
倉
時
代

に
至

っ
て
文
献

に
登
場
し
は
じ
め
た
言

(注

28
)

葉

だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
他
に
は

「
正
法
眼
蔵
随
聞
記
」

「栂
尾
明
恵
上
人
遺

訓
」
等
に
見
え

て
い
る
。

五
て
う

の

ハ
う
も

ん
み

ふ
の
い
ゑ
ち
五

へ
ぬ
し
、

こ
の
や
ち
も
、
お

ほ
ち

つ

た

へ
と
り

て
、
す
く

二
ゆ

つ
た
ひ
て
候
、
わ
ら

ハ
い
ち

こ
す

て
に
わ

つ
ら

ひ

な
く
候
、

い
ま
も

た
の
さ
ま
た
け
候
ま
し
く
候
、
お
な
し
く
本
く
ゑ
ん
を
く

し
て
、
口

つ
り
ま

い
ら
せ
候
、

(
天
福
二
側
年
六
月
四

日

藤

原
時
口
所
領
譲
状
、
諸
国
庄
保
文
書
、
「
鎌

遺
」
七
巻
四
六
六
九
号

)

他

7
例

(
書
状

5
、

そ
の
他

2
)
見

え
る

「
す
ぐ

に
」
も
、

こ
の
時
代

に
熟
し

(注
29
)

は
じ
め
た
副
詞
だ
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
小
林
好

日
氏
は

室
町
時
代
ま

で
は

「
す
ぐ
」
は

「眞
直
」
と

い
ふ
名
詞
で
、

「
す
ぐ
に
」
と

い

ふ

一
個
の
副
詞
に
な

っ
て
は
ゐ
な
い
。
次

の
例
を
見
れ
ば
分
る
。

爾
方

ノ
膝
ヲ
地

二
着

テ
、
身

ヲ
ス
ク

ニ
シ
テ
、
頂

マ
テ
、

ス
ク

ニ
ス
ル
ソ

(
勅
規
桃
源
抄

一
)

〔
以
下
用
例
省
略
〕

と
述

べ
ら
れ
た
が
、

「
平
家
物
語
」
の

或
時
兼
康
を

め
し

て
、

「
是
よ
り
大

納
言

殿
の
御
渡
あ
む
な
る
備
前

の
有
木

の
別
所

へ
は
、

い
か
程

の
道
ぞ
」
と
と
ひ
給

へ
ば
、
す
ぐ

に
し
ら
せ
奉
て
は

あ
し
か
り
な
ん
と

や
お
も

ひ
け
む
、

「
か
た
み
ち
十

二
三
日
で
候
」
と
申
。

(
巻
第

二

阿
古
屋

之
松

)

「
沙
石
集
」
の

「
猶

々
ス
グ

ニ
イ
ワ
レ

ヨ
。
思

ヤ
ウ

ア
リ
テ
問

ナ
リ
」

ト
云

ヘ
ド
モ
、

只
同

ジ
髄

ニ
ゾ
タ
ビ
　

答

ケ

ル
。

(
巻
第
十
本

六

)

『
山
路

の
露
」

の

か

の
ゆ
か
り
の
童
の
参
れ
る
近
う
召
し

寄
せ
て

「
〔
中
略
〕
た
だ
今

こ
れ

よ
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り
す
ぐ

に
行
け
よ
。
こ
の
た
び
だ

に
も
う
と
う
と
し
く

て
蹄
り
來
な
ば
、
い

み

じ
う
い

ふ
か
ひ
な
か
ら
む
」
と

て
文
た
ま

へ
り

南
北
朝
期

の

「
竹
む
き
が
記
」

の

九
月
廿

日
、
六
波
羅
よ
り

土
御
門
殿

へ
す
ぐ

に
な
ら
せ
給

ふ

(
上
)

女
院

の
御
方
は
そ
の
夜
も
御
と

ゞ
ま
り

に
て
竹

の
中
殿

へ
廿
七

日
に
す
ぐ

に

ぞ
な
ら
せ
給

ふ

(
下
)

女
房

は
す
ぐ

に
帰
る

(
下
)

の
如
き
例
は
、

.
ま

っ
す
ぐ
に
'
の
意
味

で
は
な
く
古
文
書

と
同

じ
く

,あ
り

の
ま
ま

〃

"
そ
の
ま
ま
"
と
解
釈
で
き
る
。

「
山
路

の
露
」
の
例
な
ど
は
、
現

代
語
の

,
た
だ
ち

に
"

の
意
味
で
も
通
じ
そ
う

で
あ
る
。

と
し
こ
ろ
よ
り

い
ま

に
口
九
年

か
あ

ひ
た
め
し

つ
か
ひ
候

つ
る
に
、

八
郎
丸

口
ぼ
か
に
、
ち

ゝ
ハ
ゝ
あ
り
と
申
事
、

つ
や
く

し
ら
す
し
て
、

さ
り
す
き

候

つ
る
二
、

(
よ
り
か

た
申
状

九
條
家

冊
子

本
中
右
記
元
永
元
㎜
年

秋
巻
裏

文
書
、

年

欠
、

「鎌
遺
」
五
巻

三
五
六

一
号
)

の
他

18
例

(
書
状

12
、

そ
の
他

6
)
見

え
る

「
つ
や
つ
や

(
と
)
」

(
す

っ
か

り
、
あ
る
い
は
否
定
辞
を
伴

っ
て
全
然
の
意

)
も
、
「
平
家
物
語
」
「
愚
管

抄
」

「
古
今
著
聞
集
」

「十
訓
抄
」

『
宇
治
拾
遺
物

語
」

「
沙
石
集
」

「
雑
談
集
」

「
た
ま
き
は
る
」

『弁
内
侍

日
記
」

『
と
は
ず
が
た
り
」

「
栂
尾
明
恵
上
人
遺

訓
」

「
徒
然
草
」

「毎
月
抄
」
等

に
見

え
て
い
る
が
、
中
古

に
は
あ
ま

り
用
例

の
な
い
副
詞
だ
と
思
わ
れ
る
。

い
か
さ
ま

に
も
く

敵
封

に
と
成
給
条
、

一
切
不
可

遁
事
候
也
、
只
同

事

ハ

い
か
さ
ま
に
も
、
世
間

つ
ゝ
む
事
、
不
可
候
事

候
也
、

(
某
書

状
、
東
大
寺
図
書
館
所
蔵
倶
舎
論

第
八
九
巻
抄
裏
文
書
、
年

欠
、

『
鎌
遺
」
三
巻

一
二
六
六
号
)

他

17
例

(
書
状

15
、
そ

の
他

2
)
見

え
る

「
い
か
さ
ま

に
も
」

(あ
る

い
は
「
い

か
さ
ま

に
も
く

」

)
も
、

「
夜
の
寝
覚
」

に

如
何
さ
ま

に
も
せ
む

(
巻
四
)

古
活
字

本

「狭
衣
物
語
」

に

今

は
い
か
さ
ま

に
も

そ
れ

に
よ
る

べ
き
御
事
な
ら
ね
ば
心
安
く

(
下
)

の
如
く
見

え
て
は

い
る

が
、
副
詞
と
し
て
熟
し
た
形
で
文
献

に
多
く
あ

ら
わ
れ

は
じ
め
る
の
は

や
は
り

「
平
家
物
語
」

の
頃
か
ら

で
は
な
か
ろ
う

か
。

小
林
芳

規
氏
は

『
却
康

忘
記
」

(
鎌
倉
時
代

写
本

)
に
お

い
て
も
副
詞
の
如
く

用
い
ら

(注

30
)

れ

て
い
る
と
指
摘

さ
れ

て
い
る
。

『
解
脱
門
義
聴
集
記
」

に
も
用
例
が
多

い
。

他

に
は

「
三
教
私
帰
注
」

や

「
沙
石
集
』

「山
路

の
露
』
「
京
極
中

納
言
相
語
」

『
詠
歌

一
骸
』

な
ど

に
見
え

て
い
る
。

そ
の
他
、

「
ほ
と

ん
ど
」

(
日
蓮
の
書
状

に
出

て
く
る
。
個
人
的

・
地
域
的

な
音
韻
現
象
と
し

た
方

が
よ
い
か
も
し
れ

な
い
が
、
「
正
法
眼
蔵
随
聞

記
」
「
平

家
物
語
」
〈
高
良
神
社

本
振
仮
名
V
等
に
も
見

え
て
い
る
)
、

「
し
ご
く
」
「
お

そ
れ
な
が
ら
」

「
し

み
じ
み
と
」
等
、
頻
度
数

一
、

二
例

の
も
の
も
含

め
る
と

中
世
的
な
に
お
い
の
強

い
語
彙
は
実

に
数
多
く
指
摘

で
き
る

の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
古
文
書

に
は
鎌
倉
時
代

の
新
し
い
息

吹
を
感

じ
さ
せ
る
言
葉
が
ふ
ん
だ

ん
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら

が
当
時

の
口
語
的
な

も

の
で
あ

っ
た
か
否

か
は
別
問
題
と
し
て
、
古
文
書
は
、
訓
読
語
系
、

和
文
脈

語
系

の
古
来
か
ら
の
伝
統
を
持

つ
言
葉
を
多

く
含
む
反
面
、
同
時
代

の
新
し

い

言
語
を
も
如
実

に
反
映

し
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
こ

と

に
よ

っ
て
、
各
時
代

に
途

切
れ
な
く
存
在
す
る
古
文
書

の
言
語
研
究

に
対
す

る
期
待
は
さ
ら

に
広
が
る
と

思
う
。

そ
し

て
、

こ
れ
ら
の
言
葉

の
共
時
的
位
置
づ
け
を
考
え
る
時

、

「
す

ぐ
に
」

「
ほ
と

ん
ど
」

「
あ
な
が
ち
」

「
ち
と
」
等
、
現
代
語

で
も
使
用
さ
れ
て
い
る
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言
葉

も
多

い
こ
と
か
ら
、
ま
た

「
平
家
物
語
」

「
保
元
物
語
」
等
の
軍
記
物

や

「
宇
治
拾
遺
物
語
」

「
沙
石
集
」
等
の
説
話
、
明
恵

の
注
釈
類
等
に
高
い
頻
度

で
用
い
ら
れ
て
い
る
も

の
が
多

い
こ
と
か
ら
、

二
節
で
考
察
し
た
如
く
、

や
は

り
古
文
書
の
実

用
的
性
格
か
ら
使
用
さ
れ
た
比
較
的

口
語
性

の
強
い
言
葉
だ

っ

た

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
古
文
書

に
当
時

の
文
章

語
で
は
使
用
さ
れ
な

か

っ
た
言
葉
が
混
入
す

る
余
地

が
あ
る
な
ら
ば
、

当
時

の
文
献

に
も
ま
ま
見
ら

れ
る
程
度
の
語
で
あ
れ
ば

よ
り

ス
ム
ー
ズ

に
取
り

入
れ

ら
れ

た
だ
ろ
う

こ
と
は

想
像

に
か
た
く
な
い
。

四

以
上
、
古
文
書

に
は
、

一
、
和
文
脈
系
、
訓
読
系
の
両
方

の
位
相

の
語
が
存
在
す
る
。

二
、

そ
れ

ら
前
時
代
以
来
の
言

葉
と
同
時

に
同
時
代

の
新
し
い
言

語
を
も
反
映

し

て
い
る
。

三
、

さ
ら
に
、
後
世

に
な

っ
て
か
ら
し
か
文
献

に
あ
ら
わ
れ
な
い
と
さ
れ

て
い

た
語
も
散
見
す
る
。

と
い
う

こ
と
を
述

べ
、
当
時

の

日
常

口
頭
語
的
な
言
葉
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い

る
可
能
性

に

つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
無
論
、
仮
名
書

き
の
副
詞
の
調
査
の
み

で
す

べ
て
を
結
論

づ
け

て
し
ま
う

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
右

の
こ
と
か
ら
だ
け

で
も
古
文
書

語
彙

の
性
格

の

一
端
は

つ
か
む

こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な

い
か
と

思
う
。
し

か
し
、

一
に
つ
い
て
は
、
双
方

の
体
系
と
重
な

っ
て
使
用
さ
れ
る
言

葉

の
位
置
づ
け
、

さ
ら
に
は
、
古
文
書
以
外

の
他

の
記
録
語
と
の
関
わ
り

に
つ

い
て
も
考
察
を
深
め
る
必
要

が
あ

る
し
、

二
、

三
に
つ
い
て
も
、

よ
り
広
く

の

文
献

に
あ
た

っ
て
デ
ー
タ
ー
を

か
た
め

る
と
同
時

に
、

一
語

一
語

の
語
史

に
つ

い
て
も
国
語
史
と
位
相

と
い
う
見
地
か

ら
見
直
す

こ
と

が
大

切

だ
ろ
う
。
今

後
、
動

詞
、
形
容
詞
、
付
属
語
等
に

つ
い
て
も
調
査
を
進
め

つ
つ
努
力
を
重
ね

て
ゆ
き
た
い
。

〔注
1
〕

布
施
秀
治
氏

「古
文
書
記
録
に
見
え
た
る
語
辞
の
一
般
考
察
」

(
「
帝
国
学
士
院
紀
事
」
2

巻
1
・
2
号

昭
和
旭
年
3
月

・
4
月
)
、
福
田
良
輔
氏

「方
言
と
古
文
書
」

(
「
解
釈
と
鑑

賞
」
昭
和
44
年
7
月

臨
時
増
刊
号
)
、
迫
野
虜
徳
氏

「古
文
書
に
み
た
中
世
末
期
越
後
地
方

の
音
韻
」
(「語
文
研
究
」
22
号

昭
和
41
年
10
月
)
「方
言
史
料
と
し
て
の
古
文
書

・
古
記
録
」

(平
山
輝
男
博
士
還
暦
記
念
会
編

「方
言
研
究
の
問
題
点
」
明
治
書
院
、
昭
和
45
年
)
、
春
日

正
三
氏

「
日
蓮
聖
人
ご
遺
文
の
国
語
学
的
研
究

(
一
)
」

(
「
立
正
大
学
文
学
部
論
叢
」
"
巻

昭
和
42
年
7
月
)
、
三
保
忠
夫
氏

「古
文
書
の
国
語
学
的
考
察
1

「為
体
」

「為
体
也
」
を

視
点
と
し
て
=
」

(
「文
学

・
語
学
」
86
号

昭
和
54
年
12
月
)
等

〔注
2
〕

竹
内
理
三
編

「鎌
倉
遺
文

(古
文
書
編
)
」
東
京
堂
出
版

昭
和
46
年
～
続
刊
中

〔注
3
〕

「平
安
時
代
の
漢
文
訓
讃
語
に
つ
き
て
の
研
究
」

(東
京
大
学
出
版
会

昭
和
鵠
年
)

〔注
4
〕

「抄
物
の
副
詞
リ
抄
物
語
彙
の
性
格
に
つ
い
て
の
試
論
リ
」

(
「言
語
と
文
芸
」
65
号

昭

和
"
年
7
月
)

〔注
5
〕

原
本
は
熊
本
の
鷹
尾
顕
之
助
氏
所
蔵
。
影
写
本
等
が
作
ら
れ
て
い
な
い
の
で
そ
の
表
記
は
い

ま
だ
確
認
し
え
な
い
が
、
近
日
中
に
調
査
報
告
し
た
い
と
思
う
。

〔注
6
〕

写
真
版
で
表
記
を
確
か
め
た
が
、

「く
れ
く
れ
も
」
は

「く
れ
　

も
」
で
あ
る
。

〔注
7
〕

「続
群
書
類
従
」
幻
輯
上
、

「大
日
本
仏
教
全
書
」

一
に
も

「眞
如
堂
縁
起
」
が
収
め
ら
れ

て
い
る
が
、

「事
力
」
の

「カ
」
は
な
い
。

「
ク
レ
々
々
」
は
異
同
な
し
。

〔注

8
〕

土
井
忠
生
、
森
田
武
、
長
南
実
編
訳
、
岩
波
書
店

昭
和
55
年

〔注
9
〕

同
文
書
は
、
金
沢
文
庫
発
行
の

「金
澤
文
庫
古
文
書
」
第
六
輯

(
昭
和
幻
年
)
に
収
録
さ
れ

て
い
る
。

〔注
10
〕

同
文
書
は
、
大
阪
府
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
調
査
会
編

「水
無
瀬
神
宮
文
書
」
(昭
和
14
年
)

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

〔注
n
=

鶏

呈

聖
人
遺
吝

(
以
下

「昭
和
定
本
」
と
略
記
す
・
)
三

八
号

番

志
殿
御

返
事

〔注
12
〕

「古
辞
書
叢
刊
8
」

(古
辞
書
叢
刊
刊
行
会

昭
和
51
年
)
の
複
製
本
に
よ
る
。

〔注
13
〕

川
瀬

一
馬
氏

「古
辞
書
の
研
究
」
(講
談
社

昭
和
30
年
)
M
ペ
ー
ジ
、
大
友
信

一
氏

「「童

蒙
頚
韻
」
の
諸
本
と
そ
の
覚
え
書
き
」

(
「岡
山
大
学
教
育
学
部
研
究
集
録
」
41
輯

昭
和
50

年
3
月
)
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〔注
14
〕

「昭
和
定
本
」

明
紗

二
三
○
号
、
事
理
供
養
御
書
、
二
七
五
号
、
三
澤
妙
、
四
二
九
号
、
法
華
讃

〔注
15
〕

「
日
蓮
聖
人
真
蹟
集
成
」

(法
蔵
館
、
昭
和
51
年
)

〔注
16
〕

「昭
和
定
本
」

一
六
九
号
、
四
條
金
吾
殿
御
返
事

〔注
17
〕

築
島
裕
氏

東
京
大
学
出
版
会

昭
和
41
年

〔注
旭
〕

池
田
亀
鑑
氏

中
央
公
論
社

昭
和
31
年

〔注
19
〕

蜂
岸
明
氏
は
、
古
記
録
の
用
例
か
ら
、

「
か
よ
う
に
、

一
言
語
体
系
の
内
部
に
、
そ
れ
独
自

の
用
語
と
共
に
、
仮
名
文
学
の
用
語
、
漢
文
訓
読
の
用
語
を
も
包
有
し
て
い
る
の
が
、
記
録
語

に
お
け
る
語
粟
の
特
徴
な
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
(「
岩
波
講
座
日
本
語
10
・
文
体
」

飛昭
和
詑
年
》

「記
録
体
」
)

〔注
20
〕

「昭
和
定
本
」
三
○
五
号
、
妙
法
比
丘
尼
御
返
事

〔注
21
〕

書
状
専
用
の
副
詞
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
文
書
専
用
の
副
詞
の
存
在
如
何
に
つ
い
て
は
、

一

語
あ
た
り
の
頻
度
が
少
な
い
場
合
が
多
い
の
で
今
回
の
調
査
で
は
明
確
に
し
得
な
か

っ
た
。
鎌

倉
時
代
の
文
書
の
み
な
ら
ず
、
後
世
の
も
の
も
含
め
て
、
ま
た
副
詞
の
み
で
は
な
く
他
の
す

べ

て
の
語
彙
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

〔注
認
〕

「中
世
物
語
の
基
礎
的
研
究
丁
資
料
と
史
的
考
察
」

(風
間
書
房

昭
和
"
年
)
捌
ペ
ー
ジ

〔注
23
〕

佐
藤
喜
代
治
氏

「
日
本
文
章
史
の
研
究
」

(
明
治
書
院

昭
和
41
年
)
糊
ペ
ー
ジ
に
も
同
様

の
指
摘
が
あ
る
。

〔注
24
〕

「講
座
日
本
語
の
語
彙
4
・
中
世
の
語
彙
」

(
明
治
書
院

昭
和
56
年
)

「
記
録

・
文
書
の

語
葉
」

〔注
25
〕

中
田
剛
直
氏

「校
本
狭
衣
物
語
」

(
桜
楓
社

昭
和
53
年
)
に
よ
る
。

〔注
26
〕

日
本
古
典
文
学
大
系

(岩
波
書
店
)
に
よ
る
。

〔注
"
〕

井
手
至
氏
、
塚
原
鉄
雄
氏
、
浜
田
敦
氏

「
人
文
研
究
」
6
巻
5
号

昭
和
30
年

5
月

〔注
銘
〕

「と
り
か

へ
ば
や
物
語
本
文
と
校
異
」

(
鈴
木
弘
道
氏
編
著

大
学
堂
書
店

昭
和
53
年
)

に
よ
る
と
、
底
本
と
さ
れ
た
伊
達
家
旧
蔵
本
に
は

「あ
な
か
ち
」
が
出
て
く
る
が
、
底
本
以
外

の
善
本
で
あ
る
書
陵
部
本
、
島
原
本
で
は

「あ
な
か
ち
な
る
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
静
嘉

堂
文
庫
蔵

「和
歌
九
品
」
に
も

「あ
な
か
ち
」
の
例
が
あ
る
が
、
に
れ
も
伝
道
増
法
親
王
筆
の

写
本
や
、
群
書
類
従
本
に
は
な
い
。

〔注
29
〕

「日
本
文
法
史
」

(
刀
江
書
院

昭
和
11
年
)
螂
ペ
ー
ジ

〔注
・。
=

翻
姪

輪

醜

「却
廃
忘
起

饗

時
代
写
本
の
用
甲

呆

語
の
歴
史

・申
世

(昭
和

四
十
四
年
十
二
月
号
)
の
補
訂

・
正
誤
に
寄
せ
て
ー
」

(
「解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
45
年
4
月
)

〔付
記
〕

引
用
本
文
は
、
「
近
世
四
座
役
者
目
録
」
は

「校
本
四
座
役
者
目
録
」
(能
楽
史
料
第
六
編
)、

「雑
兵
物
語
」
は

「雑
兵
物
語
索
引
」
本
文
編

(金
田
弘
氏
編

桜
楓
社
〉
、
「
四
河
入
海
」
「史

記
抄
」
は

「抄
物
資
料
集
成
」

(清
文
堂
出
版
)
、
古
活
字
本

「狭
衣
物
語
」

「山
路
の
露
」

は

「
日
本
古
典
全
書
」

(朝
日
新
聞
社
)、
「竹
む
き
が
記
」
は

「う
た
た
ね

・
竹
む
き
が
記
」

(
笠
閥
書
院
)
、

「維
談
集
」
は

「古
典
文
庫

・
雑
談
集
」
、
そ
の
他
、
特
に
注
記
の
な
い
も

の
は
、
す
べ
て

「日
本
古
典
文
学
大
系
」

(岩
波
書
店
)
に
よ
っ
た
。

資
料
面
で
種

々
御
教
示
賜

っ
た
川
添
昭
二
先
生
他
諸
氏
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

〔追
記
〕

脱
稿
後
、
熊
本
大
学
の
工
藤
敬

一
先
生
の
御
高
意
に
よ
り
、

真
の
コ
ピ
ー
を
拝
見
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
判
読
し
難
く
、

い
き
れ
な
い
。
こ
の
例
は
除
い
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

(注

5
)
の
鷹
尾
家
文
書
の
写

確
か
に

「
い
つ
れ
」
だ
と
は
言
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