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平
安
時
代
の
仮
名
文
学
に
お
け
る
漢
文
訓
読
語

「
枕
珊
子
」

目

次

一
、
序
論

二
、
本
論

第
一
章
枕
冊
子
と
漢
文
訓
読

第
一
節
漢
文
訓
読
語
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
も
の

第
二
節
漢
文
訓
読
語
を
日
常
会
話
語

K
言
い
和
ら
げ
て

引
用
し
た
も
の

第
三
節
漢
文
訓
読
特
有
語
を
用
い
て
あ
る
が
、
そ
の
部

分
の
背
景
と
し
て
特
定
の
漢
文
の
文
献
は
惣
定

さ
れ
な
い
も
の

第
二
章
大
鏡
と
漢
文
訓
読

第
一
節

第
二
節

第
三
節

第
四
節

一
二
、
結
論

と

「
大
鏡
」

に
み
る

l

塚
本
美
代
子

序

論

漢
文
訓
読
語
は
、
こ
れ
を
文
体
史
的
に
見
る
時
、
そ
れ
だ
け
が
純

粋
の
形
で
漢
文
訓
読
の
際
に
用
い
ら
れ
て
後
世
に
及
ん
だ
ば
か
り
で
・

な
く
、
一
方
で
は
仮
名
交
り
文
・
変
体
漢
文
・
和
漢
混
清
文
な
ど
の

形
と
し
て
、
他
種
の
文
体
と
非
常
K
深
い
関
係
を
保
ち
つ
つ
後
世
K

及
ん
だ
。
後
世
の
文
章
の
文
体
は
、
平
安
時
代
の
和
歌
や
和
文
よ
り

も
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
漢
文
訓
読
語
や
和
漢
混
濁
文
な
ど
の
勢
力
の

方
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
言
い
え
る
。

元
来
、
『
訓
読
』
と
い
う
も
の
は
、
日
本
人
が
中
国
語
を
理
解
す

る
場
合
、
そ
れ
を
音
韻
・
語
法
な
ど
全
て
の
面
で
、
そ
の
ま
ま
に
週

解
し
、
そ
の
言
語
で
思
考
す
る
と
い
う
こ
と
が
容
易
で
な
か
っ
た
た

め
、
そ
れ
を
日
本
語
K
畳
き
換
え
て
理
解
す
る
試
み
と
し
て
作
り
出

さ
れ
た
。
こ
れ
は
一
種
の
吋
翻
訳
』
で
あ
る
が
、
よ
り
原
文
に
密
着

し
、
原
漢
文
を
な
る
べ
く
そ
の
ま
ま
日
本
語
K
置
き
換
え
よ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
発
生
し
た
漢
文
訓
読
語
は
、
平

安
時
代
に
な
る
と
和
語
K
対
立
す
る
一
語
索
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ

民
ノ
て
与
＆
広
u

。

A
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訓
読
語
と
呼
ば
れ
る
こ
と
ば
は
、
古
今
集
や
源
氏
物
語
、
所
謂
和

文
類
の
こ
と
ば
と
は
か
な
り
異
質
な
面
が
多
い
。
こ
の
差
は
、
男
性

語
・
男
子
語
脈
と
女
性
語
と
の
対
応
だ
と
も
い
う
し
、
文
章
語
と
日

常
会
話
語
と
の
差
の
面
が
大
き
い
と
も
い
う
。
よ
っ
て
訓
読
語
と
比

較
す
る
対
象
と
し
て
は
、
和
文
類
が
最
も
典
型
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

訓
読
文
は
、
和
文
か
ら
受
け
た
影
響
と
い
う
も
の
は
あ
ま
り
考
え
ら

れ
な
い
が
、
仮
名
文
学
作
品
は
個
々
の
作
品
ご
と

K
、
訓
読
か
ら
受

け
た
影
響
の
差
こ
そ
あ
る
が
そ
の
影
響
力
は
大
き
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

本
論
で
は
、
平
安
時
代
の
仮
名
文
学
作
品
「
枕
冊
子
」
と
「
大
鏡
」

こ
の
ニ
作
品
を
と
り
あ
げ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
点
K
漢
文
訓

読
の
影
響
を
受
け
て
い
る
か
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

本

論

第

章

枕
冊
子
と
漢
文
訓
読

枕
冊
子
の
文
体
は
、
大
綱
と
し
て
は
日
記
類
K
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。

た
だ
そ
の
作
者
清
少
納
言
が
、
当
時
の
女
流
作
家
と
し
て
は
格
別
に

漢
文
の
素
養
が
深
く
、
又
そ
れ
を
他
に
誇
ろ
う
と
す
る
性
格
で
あ
っ

た
こ
と
か
ら
、
漢
文
の
故
事
来
歴
な
ど
を
引
用
し
た
箇
所
が
み
え
る
。

又
、
漢
文
の
訓
読
文
の
一
部
な
ど
を
引
い
た
り
し
て
い
る
が
、
そ
の

引
用
さ
れ
て
い
る
状
態
か
ら
推
す
と
、
彼
女
は
そ
の
訓
読
の
言
葉
に

習
熟
し
、
内
容
を
消
化
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

本
章
で
は
、
枕
冊
子
に
お
け
る
漢
文
訓
読
語
の
影
響
を
、
そ
の
取

り
入
れ
方
の
段
階
を
三
段
階
に
分
け
て
み
て
い
く
こ
と

K
す
る
。

λ 

ぞ
J

第
一
節
漢
文
訓
読
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
も
の

当
時
の
訓
読
文
K
は
、
枕
冊
子
の
文
一
般
に
は
用
い
ら
れ
な
い
よ

う
な
特
殊
な
語
葉
・
語
法
な
ど
が
多
く
存
在
し
た
の
で
あ
り
、
訓
読

語
と
い
う
も
の
は
特
異
な
際
立
っ
た
一
一
一
一
口
葉
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

枕
冊
子
K
は
、
こ
の
よ
う
な
生
の
訓
読
法
を
取
り
入
れ
た
箇
所
が
幾

っ
か
あ
る
。

O
儀
費
妃
の
、
帝
の
御
使
K
あ
ひ
て
泣
き
け
る
か
ほ
に
似
せ
て
、

「
剰
列
↓
剖
1
剥
1
岡
剖
制
例
制
引
」
な
ど
い
ひ
た
る
は
、（

三
五
〉

白
楽
天
の
「
長
恨
歌
」
か
ら
の
引
用
で
あ

右
の
傍
線
の
部
分
は
、

る
。
そ
の
一
節

K
、

ト，

νテ
タ

リ

タ

q
ヲ

玉
容
寂
莫
涙
関
子
梨
花
一
一
枝
春
越
川
雨

と
あ
る
。
と
の
例
は
当
時
の
訓
法
そ
の
ま
ま
の
形
で
あ

h
、
作
者
清

少
納
言
が
何
ら
意
を
加
え
る
ζ

と
な
〈
引
用
し
た
と
認
め
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
即
ち
、
「
梨
花
」
「
一
枝
」
は
字
音
で
よ
み
、
「
な
し

の
は
な
」
「
ひ
と
え
だ
」
の
よ
う
な
和
訓
は
用
い
な
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
当
時
の
訓
読
の
習
慣
で
は
右
の
如
〈
漢
字
二
字
の
熱
飴
た
る

名
詞
は
、

ζ

れ
を
字
音
語
と
す
る
ζ

と
が
例
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

O
つ
ね

K
「
『
到
凶
司
副
叫
引
叫
利
引
制
叫
出
削
附
州
刷
叶
司
什
引

引
吋
叶
則
自
制
制
引
制
例
制
削
附
則
叫
』
と
な
む
い
ひ
た
る
」
と

（
四
七
）

と
の
例
は
、
『
史
起
の
刺
客
列
伝
の
中
の
替
の
謙
譲
の
と
と
ば

む
ん
仇
民
一
毛
丸
、
九
九
札
己
記
写
今
智
伯
相
内
野
？
我
必
為
官

ノ
，
2
7
一
一
レ
ス
’
一
－
一
－

伯
報
儲
而
死
e

よ
旬
一
の
比
較
的
長
い
引
用
で
あ
る
。
上
文
と
下
文
が
入
れ
代
わ
っ
て

仁）
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〈
、

え

い
る
と
い
う
と
と
は
あ
る
が
、
訓
読
文
K
よ
く
見
ら
れ
る
対
句
表
現

ゃ
、
又
「
か
ほ
づ
く
り
す
」
と
い
う
語
が
そ
の
ま
ま
用
い
ら
れ
て
い

る
と
と
か
ら
み
て
、
原
典
を
忠
実

K
引
用
し
た
例
と
み
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。

第
二
節

漢
文
訓
読
語
を
日
常
会
話
語
笠
宮
聞
い
和
ら
げ

て
引
用
し
た
も
の

以
上
二
例
は
、
原
漢
文
の
訓
読
文
を
全
〈
忠
実

K
転
写
し
た
と
考

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
次

K
原
漢
文
の
意
味
を
取
っ
た
だ
け
で
、

必
ず
し
も
訓
読
文
K
は
忠
実
で
念
い
と
認
め
ら
れ
る
類

K
関
し
て
述

べ
る
。
と
の
類
の
中
で
も
、
訓
読
文
K
速
い
も
の
と
近
い
も
の
の
差

は
あ
る
で
あ
ろ
う
。

O
頭
の
中
将
斉
信
の
、
「
則
制
剖
矧

U
叶
射
川
司
什
州
」
と
い
ふ

と

と

を

，

（

一

三

O
）

3

右
は
、
『
和
漢
朗
詠
集
』
下
、
雑
、
懐
旧
「
右
大
臣
報
恩
願
文
」

K
見
え
る
詩
句
よ
り
の
引
用
で
あ
る
。

金
谷
党
員
長
主
主
え
し

甫
楼
酬
明
月
之
人
凡
点
秋
規
制
川
身
侭
去
・

「
い
づ
f
h
k
か
」
が
枕
冊
子
で
は
「
い
づ
く
か
」
と
念
っ
て
い
る
。

が
、
と
れ
は
「
い
づ
〈
K
か
」
が
音
便
を
生
じ
て
「
い
づ
く
ん
か
」

と
念
り
、
表
記
の
際
K
「
ん
」
が
脱
落
し
て
「
い
づ
く
か
」
と
な
っ

た
も
の
で
、
と
の
「
い
づ
く
か
」
の
例
は
訓
読
文
の
中
K
も
み
え
る
。

文
、
と
の
「
い
づ
〈
か
」
の
よ
う
に
下

K
続
〈
「
去
る
」
を
省
略
し

て
中
断
す
る
よ
う
念
訓
法
は
、
平
安
時
代
の
訓
点
資
料

K
は
見
い
出

さ

t
t
向
。
「
亡
が
一
で
省
洛
終
止
す
る
の
は
、
仮
名
文
学
類
の
例

で
あ
る
。
源
氏
物
語
K
も
よ
く
見
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
即
ち
と
の
部

分
は
、
引
用
さ
れ
た
部
分
だ
け
K
つ
い
て
言
え
ぽ
古
訓
点
の
ま
ま
で

あ
ろ
う
が
、
実
際
K
は
「
去
る
」
が
あ
っ
た
の
を
省
略
し
て
和
文
脈

的
K
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

O
檎
の
木
、
ま
た
け
近
か
ら
ぬ
も
の
念
れ
ど
、
み
つ
ば
ょ
っ
ば
の

暁
つ
〈
り
も
を
か
し
。
到
則
附
闘
訓
劃
剖
引
制
刈
ら
む
も
あ
は
れ

念－
p

o

a

J

〈
三
八
）

右
は
、
「
方
干
」

K
よ
る

0

1

長
揮
五
月
雨
念
－
水
気
・
孤
摘
終
脅
鳥
雨
前
知

「
雨
瞥
」
が
「
雨
り
聾
」
と
和
文
脈

K
言
い
和
ら
げ
て
あ
る
。
又
、

「
ま
念
ぶ
」
は
、
一
般
の
和
文
で
は
「
ま
ね
ぶ
」
と
い
う
語
で
表
わ

さ
れ
て
い
る
訓
読
特
有
語
で
あ
る
。
源
氏
物
語
の
中
K
は
見
え
る
が

用
法
や
用
例
が
限
ら
れ
て
い
る
も
の
の
み
で
あ
る
。

O
鶴
は
、
い
と
と
ち
た
き
き
ま
・
念
れ
ど
、
制
什
割
削
劃
尉
剖
叶
引

J
U例
刻

、

い

と

め

で

た

し

。

（

三

九

）

『
詩
経
』
の
「
鶴
鳴
」

K
よ
る
。

鶴
恥
ガ
弘
前
笥
閤
干
え

と
の
例

ι、
一
作
者
清
少
仇
言
が
原
典
の
漢
文
の
意
を
消
化
し
て
、

訓
読
文
を
和
文
脈

K
言
い
和
ら
げ
て
引
用
し
た
例
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

以
上
三
例
句
漢
文
訓
読
語
を
日
常
会
話
語

K
一
一
問
い
和
ら
げ
て
引
用

し
た
も
の
を
挙
げ
て
き
た
が
、
と
れ
ら
よ
り
も
わ
か
る
よ
う

K
、
と

れ
ら
の
中
で
も
訓
読
文
K
近
い
も
の
と
遣
い
も
の
と
の
差
が
み
ら
れ

る
。
が
、
何
れ

K
し
て
も
作
者
清
少
納
言
が
、
当
時
訓
読
文
を
通
し

て
相
当
念
量
の
漢
文
の
文
献

K
親
し
ん
で
い
た
と
と
が
窺
え
る
の
で

あ
る
c

、
も

I 
' 
' . 
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第
三
節

漢
文
訓
読
特
有
語
を
用
い
て
は
あ
る
が
そ
の
部
分
の

背
景
と
し
て
特
定
の
漢
文
の
文
献
は
想
定
さ
れ
な
い

も
の

晶、同
h
y訓
H
君
泊
d
N
E－
－
口
の
意
識
¢
う
ち
wh
は
、
「
と
の
語
、
と
の
文

は
漢
文
訓
読
口
調
で
あ
る
」
と
い
う
自
覚
が
あ
っ
て
、
明
白

K
そ
の

使
い
分
け
を
し
て
い
た
の
で
あ
b
、
更
K
又
、
そ
れ
が
特
殊
な
表
現

効
果
を
生
ず
る
と
い
う
ζ

と
を
も
自
覚
し
て
い
た
の
で
は
念
い
か
と

思
わ
れ
る
。第

二
章

大
鏡
と
漢
文
訓
読

唱

A

6

．，a－z’t－E司

a

’t

る
も
処

ー

本
節
で
は
、
漢
文
訓
読
特
有
語
念
る
も
の
を
い
〈
っ
か
拾
っ
て
み

て
、
こ
れ
ら
が
そ
の
部
分
の
背
景
と
し
て
特
定
の
漢
籍
が
恩
定
さ
れ
念

い
場
合
、
本
文
中
K
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
を
み
て
い
〈
。

〔
た
ま
た
ま
〕
一
例
。
（
和
文
で
は
普
通
「
た
ま
さ
か

K
」
を
用

い
る
。
）

〔
し
か
〕
一
ニ
例
。
（
和
文
で
は
訓
読
で
い
う
「
し
か
」

K
当
た
る

と
と
ろ
は
多
〈
「
さ
」
を
用
い
て
い
る
。
）

〔
か
た
念
〕
一
例
。
（
と
れ
に
対
応
す
る
和
語
と
し
て
は
「
た
ち
」

と
い
う
語
が
使
用
さ
れ
る
J

ζ

の
他
、
〔
い
ま
だ
〕
〔
い
治
〕
（
い
ま
す
〕
〔

K
あ
ら
ず
〕
〔
ど

と
し
〕
〔
あ
K
・
・
・
や
〕
等
の
語
が
僅
か

K
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
と

れ
ら
は
何
れ
も
、
比
較
的
和
文
K
は
い
り
や
す
い
語
や
、
男
性
会
話

文
中
K
あ
る
も
の
、
僅
か
で
は
あ
る
が
他
の
仮
名
文
学
作
品

K
も
例

を
み
る
と
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

以
上
、
枕
冊
子
の
中
で
漢
文
の
訓
読
と
関
係
あ
る
と
見
ら
れ
る
部

分
K
つ
い
て
三
段
階
K
分
け
て
述
べ
て
き
た
。
と
れ
よ
り
推
考
す
る

K
、

H
・
口
の
段
階
K
於
て
は
、
そ
の
引
用
さ
れ
て
い
る
状
態
か
ら
、

彼
女
は
そ
の
訓
読
の
言
葉
に
相
当
習
熟
し
、
内
容
を
消
化
し
て
い
た

と
言
う
と
と
が
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
又
、
一
ニ
の
段
階
で
殆
ど
漢
文

型
統
語
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
ζ

と
と
を
考
え
合
わ
せ
て
み
る
と
、

（＼ 

大
鏡
の
文
体
を
見
る
と
、
そ
れ
は
和
文
的
念
語
葉
、
語
法
が
中
核

を
為
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
、
’
そ
の
中
に
、
訓
読
文
だ
け
K
し
か

見
ら
れ
ず
和
文
K
は
念
い
所
の
、
い
わ
ば
訓
読
特
有
語
の
語
索
、
語

法
が
指
摘
で
き
る
。
つ
ま

b
、
大
鏡
本
文
中
K
は
か
念
台
の
数
の
訓

読
特
有
語
が
見
い
出
さ
れ
る
が
、
と
れ
は
作
品
の
性
格
の
相
違
K
も

よ
る
が
、
第
一
章

K
述
べ
た
枕
冊
子
K
於
け
る
よ
う

K
、
或
る
特
定

の
漢
籍
の
引
用
文
等
K
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
稀
で
、
そ
の
殆
ど
は

地
の
文
に
断
片
的

K
用
い
ら
れ
て
い
る
。

本
章
で
は
、
大
鏡
k
b
け
る
漢
文
訓
読
語
を
、
そ
れ

K
対
応
す
る

和
記
聞
の
現
わ
れ
方
の
状
態
念
ど
と
共

κ、
そ
の
使
用
状
況
を
見
て
行

。
’電、

ま
ず
最
初

K
と
と
で
は
、
漢
文
訓
読
諮
が
本
文
中

K
ど
の
〈
ら
い
、

文
ど
ん
な
訓
読
一
特
有
語
が
見
ら
れ
る
か
、
そ
の
状
態
を
表

K
し
て
み

る
。
本
文
の
分
類
は
テ
キ
ス
ト
の
目
次

K
よ
る
。
頻
度
数
刊
以
上
の

詰
は
各
融
ど
と
K
全
体

K
か
け
る
使
用
状
況
を
み
た
が
、
日
以
下
の

語
K
つ
い
て
は
、
「
そ
の
他
」

K
一
括
し
て
書
き
入
れ
た
。

。
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と
の
よ
う

K
、
訓
読
特
有
語
在
る
も
の
を
拾
っ
て
分
類
し
て
み
る

と
、
確
か

K
品
調
K
よ
る
差
異
は
見
ら
れ
る
が
、
か
な
h
y
の
数
の
訓

読
語
が
大
鏡
全
体
K
断
片
的

K
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
と
と
が
わ

か
る
。更

K
、
分
類
し
た
文
の
長
短
を
も
合
わ
せ
て
考
察
し
て
い
〈
と
、

一般

K
帝
王
物
語
（
本
記
）

K
は
訓
読
特
有
語
は
あ
ま

h
見
ら
れ
ず
、

「
コ
レ
」
「
イ
マ
ダ
」
念
ど
が
僅
か

K
み
ら
れ
る
。
と
れ

K
対
し
て

大
臣
物
語
（
列
伝
）
、
藤
原
氏
の
物
語
・
雑
々
物
語
，
・
そ
れ

K
序、

間
語
の
部
分

K
は
極
め
て
多
種
の
訓
読
特
有
語
が
見
い
出
さ
れ
る
。

ζ

の
現
象
は
文
の
長
短
K
も
勿
論
よ
る
で
あ
ろ
う
が
、
後
者
K
叙
述

的
念
部
分
が
多
い
と
い
う
大
鏡
の
性
格
K
も
よ
る
で
あ
ろ
う
。
と
の

表
よ
り
更
K
、
序
・
閑
語
・
左
大
臣
時
平
1

藤
原
氏
の
物
語
の
部
分

に
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
訓
読
特
有
語
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
と
と

が
言
え
る
。

1 
6 5 

後

日

物

γ 

1回

1 

（
表
一
）

こ

ととでは、大鏡本文中K訓読語がどのようK見られるか
幾例かを取りあげてみてい〈。それとあわせてとれらの訓

読語Kついての略述。（省略）
大鏡Kは訓読語が数多〈はいり込み、又それは、話し手・

聞き手K関係な〈一様K用いられている。

一一一
次Kととでは、大鏡K訓読特有語とそれに対応する和語

がどれだけの比率で使われているか、又大鏡の作者が、そ

れぞれの語を意識的K使い分けているのか否か、というζ
とを見てい〈ζとにする。まず、大鏡の中K見える訓読特

有語とそれK対応する和語の主左ものを拾って表にして見
てみる。

書II 曹II

和 説 和 説

特 特

語 有 語 有

語 語

あ ア や ゴ

る
Jレ う 語

な
ト

イ

' は ，，、 !J ツ

3 4 5 7 2 2 数

ま イ す ν ． 
語マ さ

だ ,,. す ム

2 2 1 4 1,347 3 5 数

ね
ザ

ぬ
ザ

語
ν N 

2 1 .1 3 1数

1
2
ぽ
？

J

4

2

t

f

e

引
47h引
河
川
匂

（う

（
表
二
）

。

' 
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〈
九

（ 

主
演
説
斜
U

叶ぷ
μufd

昨年
IZJぬ
バ
リ

3
2
4は

寸

矧

右
表
を
み
る
と
、
大
鏡
K
は
他
の
仮
名
文
学
作
品

κは
殆
ど
見
い

出
す
と
と
の
で
き
な
帆
訓
読
特
有
語
「
ゴ
ト
シ
」
「
シ
ム
」
「
イ
マ

ダ
」
な
ど
が
、
と
れ
ら
K
対
応
す
る
和
語
「
や
う
な
り
」
「
す
・
さ

す
」
「
ま
だ
」
の
数

K
は
及
ば
な
い
な
が
ら
数
多
く
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
更

K
、
「
ア
ル
イ
ハ
」
「
ザ
ル
（
ザ
レ
）
」
の
詣
も
、

そ
れ

K
対
応
す
る
和
語
「
あ
る
は
」
「
ぬ
（
ね
）
」
と
ほ
と
ん
ど
同

じ比率で用いられていると考えてよいようである。

次K、対応するとれらの語を大鏡本文全体の中で、その
現われ方を見てい〈ζとKする。分類は表一と同じである

が、ζれらの語が見られる箇所のみ抜き出した。（但し、

「す・さす」は、その数が非常K多く、かつ全体Kわたる

ので省略した。）

左 中ノ、 ．，具．、． 明ノι、ー 」ノー、 五 五
十 十 十 十 十 十

大 間 後八 三七 花五 冷三 字九 陽七

一代 陳代 山代 泉代 代 成代
臣

係当
多 序

院 院 院 院
時 語

天.！） 天 天 天 天
天

平 皇 皇 皇 皇 皇 皇

ゴ
2 1 1 ト

γ 

や

1 1 
う
f孟
.!i 

イ
1 1 1 1 1 ・マ

』r

ま
1 

'If. 

ア

2 
Jレ

イ
，，、

あ
lる

は

ザs

1 
Jレ

1 の

ザ
・1

ν 

1 ね

0

・・‘竜也‘、

．．
 

、te
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雑ー 藤 太 右 内 太 太 太 太 右 左 太 太

原 政 大 大 政 政 政 政 大 大 政 政
f、々

氏 大 大 大 大 大 大 大
大

臣
臣 臣

臣
臣 臣

医 直
団物

の 臣 臣 臣

物 道 道 道 兼 1、A－ 兼 伊 師 師 実 ，忠
円
〉諮 語 長 兼 隆 家 季 通 ヲ置 輔 ヲ丑 頼 平

1 1 8 1 1 2 2 

1 0 6 7 1 8 2 1 3 8 1 7 1 

4 3 1 1 3 

4 2 1 3 3 2 1 

1 1 

2 I 

2 

1 
（
表
一
こ
）

1

i

！
 

．
 

弘

。
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1

・1
1

．‘h
’！ 

ζ

の
表
よ
り
考
え
る

K
、
訓
読
特
有
詰
が
い
く
つ
か
か
た
ま
っ
て
ー

現
わ
れ
て
い
る
箇
所
も
ニ
、
三
あ
る
が
、
大
体

K
於
て
全
体

K
成
在

し
て
い
る
。
又
、
訓
読
特
有
語
と
そ
れ

K
対
応
す
る
和
語
が
と
も

K

用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
筒
所
が
多
く
、
大
鈍
の
作
者
が
、

ζ

れ
ら

の
詩
を
意
識
的

K
使
い
分
け
て
い
な
い
と
と
が
推
さ
れ
る
。

四

先

K
、
大
鏡
本
文
中

K
訓
読
語
は
大
体
一
一
様

K
分
散
し
て
い
る
と

述
べ
た
が
、
左
大
臣
時
平
伝
や
太
政
大
臣
道
長
伝
念
ど
の
よ
う
－
K
、
；
ー

か
念
り
ま
と
ま
っ
て
み
ら
れ
る
儀
所
が
幾
っ
か
あ
る
。
本
項
で
は
、

ζ

の
部
分
の
訓
読
詰

K
つ
い
て
少
し
考
察
し
て
み
る
。

時
平
伝
は
、
菅
原
道
真
の
左
遷
の
ζ

と
、
そ
と
か
ら
く
る
漢
詩
文

の
引
用
、
そ
の
中

K
訓
読
語
が
多
く
み
え
る
と
い
う
と
と
、
更

K
ζ

と
で
も
多
く
訓
読
語
が
用
い
て
あ
る
藤
原
氏
の
物
語
を
見
る
と
、
と

と
は
神
仏

K
関
係
が
あ
る
。
と
の
よ
う
念
部
分

K
訓
読
詩
が
多
〈
見

ら
れ
る
と
い
う
と
と
は
、
大
鏡
の
作
者
が
、
意
識
的

K
ζ
れ
ら
の
部

分

K
訓
読
語
を
多
用
し
、
そ
の
表
現
効
果
を
自
覚
し
て
い
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
と
れ
ら
の
部
分

K
訓
読
詣
が
多
用
し
て
あ
る

も
の
の
そ
れ

K
対
応
す
る
和
語
も
全
〈
同
じ
よ
う
な
使
い
方
が
念
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
作
者
は
と
れ
ら
の
荘
重
念
場
面

K
訓
読
語
を
多
〈
用
い

て
そ
の
場
の
雰
囲
気
を
作
つ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
時
作
者
の

う
ち

K
あ
っ
た
訓
読
語
棄
が
無
意
識
の
う
ち

K
現
わ
れ
た
の
で
あ
っ

て、

ζ

の
誇
は
訓
読
特
査
詣
で
あ
る
と
意
識
し
て
用
い
た
の
で
は
な

く、

ζ

の
場
面
だ
か
ら
と
の
語
は
訓
読
語
を
用
い
る
と
い
う
程
の
自

覚
は
念
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ζ

の
よ
う

K
、
大
鈍
は
他
の
純
粋
念
仮
名
文
学
作
品
と
同
じ
よ
う

K
和
文
脈
が
基
を
成
し
て
は
い
る
が
、
本
文
中
に
漢
文
訓
読
品
聞
が
多

〈
入
り
込
ん
で
い
る
。
と
れ
は
、
当
時
男
性
が
学
問
を
す
る
時
、
学

問
と
言
え
ば
漢
文
の
文
献
な
ど
は
、
漢
文
訓
読
を
介
し
て
そ
の
知
識

を
得
た
と
と
、
従
っ
て
訓
読
語
棄
が
作
者
の
中

K
深
〈
入
り
込
ん
で

い
た

ζ
と、

ζ
の

ζ
と
K
よ
り
大
鏡
の
作
者
が
和
文
脈
で
文
章
を
書

と
う
と
し
た
際

K
も
自
然
と
そ
の
場
面
等

K
よ
り
訓
読
語
を
用
い
た

の
で
は
な
い
か
と
推
さ
れ
る
。
又
ζ

れ
か
ら
逆

K
、
大
鏡
の
作
者
は
、

不
詳
で
は
あ
る
が
男
性
で
あ
り
、
男
性
で
あ
る
か
ら
ζ

そ
、
和
文
を

書
と
う
と
す
る
際

K
も
ζ

の
よ
う

K
漢
文
訓
読
語
の
影
響
が
強
〈
見

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

結

論

本
論
で
平
安
時
代
の
仮
名
文
学
作
品
「
枕
冊
子
」
と
「
大
錦
」
を

取
り
あ
げ
、
そ
の
各
々
が
訓
読
琵
と

εの
よ
う
な
関
係
を
有
す
る
か

を
論
じ
て
き
た
。
当
時
の
日
常
会
話
語

K
基
づ
い
て
書
か
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
代
表
的
念
仮
名
文
学
作
品
「
枕
冊
子
」

K
は
、
漢
文
訓
読

語
が
意
識
的

K
使
い
分
け
さ
れ
て
h
v
h
J
、
作
者
清
少
納
言
は
女
性
で

は
あ
る
け
れ
ど
も
漢
字
の
素
養
を
も
ち
、
訓
読
文

K
も
親
し
ん
で
い

た
ζ

と
が
枕
冊
子
引
用
文
中
よ
り
わ
か
る
。
し
か
し
、
作
者
が
男
性

で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
「
大
鏡
」

K
は
、
全
体

K
わ
た
っ
て
訓
読

語
が
無
意
識

K
使
わ
れ
て
い
る
。
と
の
こ
つ
の
作
品

K
み
ら
れ
る
漢

文
訓
読
語
の
差
異
は
、
そ
の
大
綱
が
日
記
文
学

K
通
じ
る
と
考
え
ら

れ
る
枕
冊
子
と
、
歴
史
物
語
大
鏡
の
差
で
も
あ
ろ
う
が
、
作
者
が
女

性
と
男
性
と
の
違
い
と
い
う
ζ

と
も
大
き
な
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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何
れ
わ
じ
わ
も
、
ど
炉
一
．
一
作
品
を
見
て
，
も
が
か
る
よ
う
給
、
平
安

時
代
の
仮
名
文
学
作
品

K
は
、
い
ゲ
い
ろ
左
質
の
差
ζ
そ
あ
れ
漢
文

訓
読
語
の
影
響
が
、
強
ぐ
見
ら
れ
る
と
言
え
る
よ
う
で
あ
る
。

ピ
…
一
一
一
一
鴎
外
と
中
国
文
学
一

’F
d

ム
J
川

4
A
も
け
が

ρ

A

一
川
口
V
J
1

．

川

♂

i

l

｜
ベ
一
雄
」
を
中
心
と
し
て
juL

潰

岡

朝

子

次
‘
十
？
に

7
，べ一
4

f
刊

H

・
J

．ぃ．
ν
j
i
－
－
中
国
文
学
の
全
て
に
つ
い
て
研
究
す
る
の
は
な
か
な
か
困
難
で
あ
る
。

そ
れ
故
こ
こ
で
は
特
に
「
雁
」
を
取
り
あ
げ
1

「
雁
」
に
現
わ
れ
る

三
つ
の
中
国
小
説
、
即
ち
「
大
鉄
樵
伝
」
「
小
背
伝
」
「
金
瓶
梅
」

に
つ
い
て
、
少
し
詳
じ
く
研
究
し
て
み
よ
う
と
思
う
J

第
一
章

九

自

了
ず
は
じ
め
に

第
一
章
鴎
外
の
漢
学
修
得
過
程

、
第
三
章
「
雁
」
と
中
国
文
学
、
ー
い

t

，
第
一
節
「
大
鉄
椎
伝
」

ー
第
二
節
「
小
青
伝
」

第
三
節
「
金
瓶
梅
」
歩

む
す
び
司

語

注

’

l

f

－

h

e

；
！
に

参
考
文
献

資

料

ω大
鉄
椎
伝
v

t

t

ω小
青
伝

は
じ
め
に
1

s

鴎
外
の
作
品
も
鴎
外
に
読
ま
れ
た
中
国
小
説
も
数
多
く
、
鴎
外
と

ザ

E

。

※
尚
ー
？
キ
ス
ト

K
は
、
日
本
古
典
全
書
『
枕
冊
子
』
『
大
鏡
』
を
’

使
用
し
、
引
用
箇
所
、
段
念
ど
す
べ
て
と
れ

K
よ
ー
る
も
の
で
あ
ゐ
《

参
考
文
献
〈
略
）

. ' 

鴎
外
の
漢
学
修
得
過
程

鴎
外
に
親
し
ま
れ
た
個
々
の
中
国
小
説
に
つ
い
て
考
察
す
る
に
は
、

そ
の
前
提
と
し
て
ま
ず
鴎
外
の
漢
学
素
養
の
性
格
が
如
何
な
る
も
の

で
あ
っ
た
か
、
叉
鴎
外
の
傾
倒
し
た
中
国
文
学
が
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
っ
た
か
に
触
れ
る
必
要
が
あ
る
。

前
田
愛
氏
は
東
京
大
学
附
属
図
書
館
の
鴎
外
文
庫
の
中
K
、
鴎
外

が
緒
観
し
た
中
国
小
説
類
の
大
半
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
は
・
1
k
注
目

し
、
そ
れ
ら
の
調
査
研
究
を
「
鴎
外
の
中
国
小
説
趣
味
」
と
し
て
纏

め
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
医
学
生
時
代
を
中
心
と
し

。
E
’at
五品
8
kー
グ
市
訳
出
屯
！

3
f
i
e－
rLen郊
ば

43hsutsd，
書
毎
必
込
書
暑
設

g
t
F
ι
z
s予
t苦
舟
弘
司
h
h
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