
日
蓮
聖
人
ご
遺
文
の
国
語
学
的
研
究

春

日

正

三

1

消
息
文
に
お
け
る
代
名
詞

1

e

平
安
時
代

の
初
頭

に
は
、
前
代
盛

ん
で
あ

っ
た
漢
文
学
が

は
な
ば
な
し
く
活

躍

し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
漢
語

の
日
本
語
化

は
日
本
文
学

の
表
面

に
は
、
そ

れ
ほ
ど
表
わ
れ
て
い
な
い
。

こ
れ

に
は
い
ろ
い
ろ
な
理
由
が
あ
る
が
、

一
つ
の

大

き
な
理
由

と
し
て
、
仮
名
文
字
が
、
万
葉
が
な

か
ら
生
ま
れ
、
片
カ
ナ
が
男

子
を
地
盤

に
、
平
が

な
が
女
子
を
地
盤

に
し
て
育

っ
た
と

い
う

こ

と

で

あ

ろ

う
。
後
者

は
、
前
者
が
多
く
漢
字

の
補
助
的
役
割

し
か
果
さ
な
か

っ
た

の
に
対

し
、
国
語
表
記

の
主
流
を

な
し
、
和
歌
や
散
文

の
発
達

に
大

い
な
る
寄
与
を
な

し
た
か
ら
で
あ
り
、
世

に
い
わ
れ

る
国
文
学
黄
金
時
代
を
出
現
さ

せ
る

に
い
た

っ
た

こ
と

で
あ

る
。

こ
の
文
学

の
担

い
手

で
あ

る
女
性

の
感
情

に
は
、
漢
字
、

漢

語

の
与

え
る
印
象
が
、
当
代

の
、
特

に
あ
わ
れ

っ
ぽ

い
姿
態

の
表
現

に
は
適

合

し
な
か

っ
た
か
ら
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
れ
が
、

こ
の
期

に
な
る
と
事

情
が

一
変
す

る
。
す

な
わ
ち
、

日
本
文
学

の
表
面

に
男
性
が
押
し
出
さ
れ
る

の

で
あ

る
。
殊

に
、
世

の
乱
れ
と
と
も

に
人

の
世

の
無
常
を
嘆
く

こ
の
時
代

に
、

大

き
な
役
割

を
演

じ
る
の
が
僧
侶

で
あ

る
。

こ
れ
ら
新
旧
仏
教

の
僧
侶
達

は
、

広

く
こ
の
期

の
文
化
全
般

に
寄
与
す

る
が
、
な

か
で
も

こ
と
ぽ
1
日
本
語

の
語

い
ー

に
及
ぼ

し
た
影
響

は
大
き

か

っ
た
。
説
話
系
統

の
文
学
や
、
軍
記
物

・
戦

記
文
学

に
新

し
い
語

い
が
生
ま
れ

て
来
る
。

こ
の
時
代

は
、
漢
語
を
そ

の
ま
ま
使
用

し
た
だ
け

で
な
く
、

い
ろ
い
ろ
と
変

び

ろ
う

形

し
、
加
工

し
て
国
語

の
中

に
消
化
摂
取
し
た

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

「
尾
籠
」

ご

ざ

へ

「
御
座

る
」

の
如
く
、
固
有

の
国
語
を
写
す

の
に
、
最
初

は
漢
字

の
訓
を
も

っ

て
当

て
、
更

に
そ

の
漢
字
を
そ

の
ま
ま
音
読
し
、
そ

こ
で
和
製

の
漢
語
を
作
る

の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な

こ
と

は
、
語

い
面
だ
け

で
な
く
、
今
昔
物
語
や
吾
妻

鏡

や
打
開
集
な
ど

に
示

さ
れ

る
如
き
特
有

の
文
体
や
語
法
と
な

っ
て
今
日

に
伝

.
え
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
言
語
生
活

の
変
遷

は
、
必
然
的
要
素

を
も

っ
た

い
わ
ば
歴
史

の

流
れ

で
も
あ

る
の
だ
が
、
田
舎

の
文
化
が
申
央
文
化

に
、
武
家
庶
民
文
化

が
貴

族
文
化

に
、
田
舎
武
士

の
中
央
京
都

へ
の
進

出
と
権
力

の
増
大

に
と
も
な

っ
て

変
遷

さ
れ

た
も

の
で
あ

る
。

「
物

ナ
ム
ド

云
タ

ル
詞

ツ
キ

ノ
頑

ナ
ル
堅
固

の
田
舎
人

ニ
テ
浅
猿
ク
ヲ
カ
シ

カ
リ
ケ
リ
」

「
平
家
物
語
」
と
評
さ
れ
た
義
仲

の
こ
と
ば

の
中

に
、
当
時

の
新

し
い
世

の
動
き
が
見
え

る
よ
う

で
あ

る
。

武
家
庶
民
が
公
卿

の
生
活

に
、
田
舎
も

の
が
都
会
人

に
、
田
舎

こ
と
ぽ
が
京

あ
づ
ま

こ
と
ぽ

に
魅
力

を
覚

え
、
公
卿
が
武
士
庶
民
を
東
鳥
と
、
東

こ
と
ば
を

「
え
び
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す

こ
と
ば
」

「
舌
だ

み
た
る
下
衆

の
声
」
と

さ
れ

て
い
る
間

は
宀

さ
し
て
大
き

な
問
題
も
な

か

っ
た
で
あ

ろ
う
が
、

「
総

じ
て
日
蓮
が
弟
子

は
京

に
の
ぼ

り
ぬ
れ
ば
始

は
わ
す
れ

ぬ
や
う

に
て
後

に
は
天
魔

つ
き

で
物

に
く

る
う
。

せ
う
房
が

ご
と

し
。
わ
御
房
も
そ
れ

て
い
に

な
り
て
天

の
に
く

ま
れ

か
ほ
む

る
。

の
ぼ
り

て
い
く
ば
く
も
な
き

に
実
名
を

か

お
ん

み
や
こ

う

る
で
う
物
く

る
わ
し
。
定

て
こ
と
ぽ

つ
き
音
な

ん
ど
も
京
な

め
り

に
な
り
た

る
牡
ん
。

ね
ず

み
が

か
わ
ほ
り

に
な
り

た
る
や
う

に
、
鳥

に
も
あ
ら
ず
、
ね
ず

み
や
こ

み
に
も
あ

ら
ず
、
田
舎
法
師

に
も
あ
ら
ず
京
法
師

に
も

に
ず
、
せ
う
房
が
や
う

に
な
り
ぬ
と

を
ぽ
ゆ
。
言
を
ば
但

い
な

か
こ
と
ば

に
て
あ

る
べ
し
。
な

か
な

か

あ

し
き

や
う

に
て
有

な
り
。」

法
門
可
被
申
様
之
事

と
な
り
、
京
都

で
も
尊
氏
が
征
夷
大
将
軍

に
任
ぜ

ら
れ

る
こ
ろ
は
、

「
公
家

の
人

々
い
つ
し
か
言

い
も
習

は
ぬ
坂
東
声
を

つ
か
ひ
、
着
も
な
れ

ぬ

折

鳥
帽

子

に
額

に
顕
し
て
武
家

の
人

に
紛
れ

ん
」

「
太
平
記
、
廿

一
」

と
な

っ
て
、
関
東

の
武
士

こ
と
ば
が
、
京

こ
と
ば

に
、
直
接

・
間
接

に
影
響

を
及
ぼ

し
て
く
る
。

武
士

の
拾
頭

、
関
東

語
の
進
出
が
、

こ

の
期

の
中
央
語
-
京

こ
と
ば
ー

の
変

遷
発
達

に
重
要

な
役
割

を
持

っ
て
来

た
こ
と

は
想
像

に
難
く
な

い
。

時
代

の
進
歩

、
そ
れ
は
社

会

の
複
雑

化
で
、
殊

に
封

建
的
階
級
制
度

の
社
会

に
お

い
て

は
、
当
然

こ
と
ば

に
よ
る
待

遇
意
識
が

生
じ
て
く

る
。

ま
し
て
は
、

漢
字

・
漢
語
-
封
建
的
社

会
造
り

に
役

立

つ
言
語
ー
が
豊
富

に
供
給

さ
れ

た
こ

の
期

に
は
、
体

言

に
よ
る
尊
卑
表
現
も
複
雑

さ
を
帯

び
て
く
る
。
あ

る
意
味

で

は
、
前
期

い
わ
ゆ

る
平
安
期

に
お

い
て
は
、
奈
良
時

代

に
摂
取

し
た
第

一
次

の

漢
字

・
漢
語

の
日
本
語
化
を
行
な

っ
た
上
代
語
を
完
成

さ
せ
、
そ

の
申
で
典
型

的
な
和
語

の
待
遇
表
現
と
し

て
の
敬

語
法
を
確
立
し
発
展
さ
せ
た
わ
け
だ
が
、

こ

の
期

に
お
い
て
は
、
過
渡
的
様
相

を
お
び
な
が

ら
も
第

二
次

の
漢
字

・
漢
語

の
日
本
語
化

を
行

な
い
、
未
熟
な
和
語
1
そ
れ

は
あ

る
意
味

で
は
和
語
化

で
あ

り
、
あ

る
意
味

で
は
漢
字

・
漢
語

の
ま
ま
で
の
待
遇
表
現
を
行
な

っ
た
ー
そ

の

中

で
、
代
名
詞

の
諸
相
を
見
な
が
ら
、
代
名
詞

に
ょ
る
待
遇
表
現

の
意
識

は
ど

の
よ
う

に
働

い
た
か
に

つ
い
て
、
島
田
勇
雄
先
生

の
い
わ
れ

る

「
坂

東

法

師

語
」
と

い
う
、
古
語
を
残
存

し
易

い
僧
侶

口
語

の
特
殊
性
を
も

つ
日
蓮
聖
人

ご

遣
文

の
中

か
ら
探

っ
て
み
た
い
。

⇔

人
代
名
詞

-
自
称

ご
遺
文

の
申

で
用

い
て
い
る
自
称

の
代
名
詞

は
、

「
不
肖
」

で
あ

る
が
、

日

蓮
聖
人

の
場
合

は
代
名
詞
を
用

い
な

い
で
、
固
有
名
詞

の

「
日
蓮
」
を
使

っ
て

い
る
。

こ
れ

は
先

に
引
用

し
た

「
法
門
可
被
申
様
之
事
」

の
自
負

で
あ

り
、
自

覚

で
あ

る
。

こ

の
自
負

・
自
覚

は
、

日
蓮
聖
人

の
書

に
最

も
よ
く

表
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
思

う
。
要
す

る
に
、
言
う

こ
と
、
す

る

こ
と
す

べ
て
が
絶
対

に
ま
ち

が

い
の
な

い
真

理
で
あ

り
真
実

で
あ

る
と

い
う
信
念

の
基

に
、
絶

対
者

で
あ

る

「
日
蓮
」
と
考

え
た
結
果

で
あ
り
、
考

え
る
こ
と
が
書

く
こ
と
そ

の
も

の
よ
り

優
先

し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
帰
結
が

「
日
蓮

」
と

い
う
用
語

の
中

に
自
称
代
名
詞
が
生
き

て
い
る
。
固
有
名
詞
を
代
名
詞

と
し
て
使

っ
て

い
る

こ

と
に
は
、

こ
の
期

の
過
渡
期
的
代
名
詞

の
変
遷
過
程

の
よ
う
に
も
思
え
る
が

、

今
は

こ
の
こ
と
を
述
べ
る
だ
け

の
資

料
を
持
ち
合
わ
せ
な

い
。
後

日

の
機
会

に

譲

る
こ
と

に
す
る
。

「
不
肖
」

に
は

二
つ
の
意
味
が
あ

る
和

一
つ
億
、
「
予
不
肖

の
身

た
り
」
で
、

他

よ
り
劣

る
こ
と
の
意
で
、
も
う

一
つ
は
、

「
不
肖

は
知
ら
ず
」

の
、
自
己

の
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謙
称

と
し
て
用

い
て
い
る
。

「
用

ヒ
ぬ
程
な
ら
ば
日
蓮

は
流
罪
地
罪
と
な

る
べ
し
と

し
り

て

候

し

か

ど

も
」

高
橋
入
道
殿
御
返
事

「
日
蓮
が

重
恩

の
人
な
れ
ば
扶
た

て
ま

つ
ら

ん
た

め
に
」新

尼
御
前
御

返
事

「
日
蓮
過
去

に
妻

る
所
領
眷
属
等

の
故

に
身
命
を
捨
し
所

い
く
そ
ば
く
か
あ

り
け
む
」

°

四
条
金
吾
殿
御
消
息

等

で
あ

る
。

こ
の
ほ
か
に
自
己

の
謙
称
と

し
て
用

い
て
い
る
も

の
に
、
「
そ
れ
が
し
」
「余

」

「
わ
れ
」
」
我
等
」
が
あ
り

「
わ
れ
」

は
近
古
を
通
じ

て
最
も
普
通

に
用

い
た

自
称

の
代
名
詞

で
あ

る
。

「
わ
れ
ら
」
も

「
わ
れ
」
と
同
義
と
な

っ
て
謙
遜

の

心
持
を
表
し
た
上
品
な
言
葉
と
さ
れ
た
。

「
我
等
が
慈
父
大
覚
世
尊

は
人
寿
百
歳

の
時
中
天
竺

に
出
現
し

ま

し

ま

し

て
」

高

橋
入
道
殿
御
返
事

「
某

一
人
を
不
思
議
な

る
者

に
思
.
て
余

の
四
十
九
億

九
万
四
千

八
百

二

十

七
人

は
皆
敵
と
成
り
て
」

新

池
殿
御
消
息

ほ
ど

「
余
此
等

の
災
天

に
驚
キ
て
粗
内
典

五
七
外
典

三
千
等

を
引

キ
見
ル
に

先
代
に

も
希
な

る
天
変
地
夭
也
」

下
山
御

消
息

「
を

～
せ

(仰
)
あ
り
け
る

か
ち
わ
ら

(梶
原
)
お
れ
と

は
し
り

て
い
ま
だ

切
ず
ば
ぐ

(具
)

し
て
ま

い
れ
と
あ
り
し

か
ば
」

南
条
殿
御
返
事

「
わ
た
く
し
」

は
未
だ
代
名
詞

に
は
な

っ
て
お
ら
ず

、
公

に
対
し
て
自
己

一

身

に
関
す
る
事
を
意
味
す
る
名
詞
と
し
て
用

い
ら
れ
て

い
る
。

「
此
法

門

に
つ
き
し
人
あ

ま
た
候

し
か
ど
も
を
ほ
や
け
わ
た
く
し

(
公
私
)

の
大
難
度
度

重
な
り
候

し
か
ば
」

四
条
金
吾

殿
御

返
事

室
町
時
代

に
も

「
自
身

で
」

の
意

に

「
私

に
」
を
用

い
て

「
私

に

言

は

れ

た
。
」
「
私

に
す
る
」
と
言
う
よ
う

に
も
雷

っ
て

い
た
。
し
か
し

一
方

で
は
自
称

の
代
名
詞
宏
し

て
の
用
例

も
室
町
時

代

の
初

期
か
ら
見

え
て
い
る
。

「抑

此
山

に
は
鎌

倉
殿

の
御
弟
判
官

殿

の
渡
ら
せ
紿

ひ
候

由
承
て
吉
野

の
執

行

こ
そ
罷
向
ひ
候

へ
、
わ
た
く
し
ら

は
何

の
遣
恨
候

は
ね
ば

、

一
先
づ
落

ち

さ

せ
給

ふ
べ
く
候

か
」

。
「
義

経
記
巻

五
」

に

と
あ
る
。

「
そ
れ
が
し
」

は
も
と
不
定

称
で
あ

っ
た
が
、

こ
れ
が
自
称

に
用

い
ら
れ

た

の
は
鎌

倉
時
代

に
始

ま
り
、
室
町
時
代

に
入

っ
て
ひ
ろ
ま

っ
た
。
室

町
時
代

に

『
わ
が
み
』

(
我
身

)
を
女

に
用

い
た
。

(大
文
典

六
八
丁
表
)
と
あ

る
が
、
御

遺
文

の
中

に
もい

か
や
う

我
身

こ
そ
何
様

に
も
な
ら

め
と
思
・
て
云
・
出
セ
し
か
ぽ

二
十
余
年
所
を

お
は

れ
弟

子
等

を
殺
さ
れ
」

弥

三
郎
殿
御
返
事

対
称

近

古
に
於

け
る
対
称
代
名
詞

は

「
な

ん
ぢ
」
(
汝
)

で
あ

る
。

そ

の
複
数

形
は

「
な
ん
ぢ
ら
」
「
な
ん
だ

ち
」

で
あ

る
。
「
な

ん
ぢ

ら
」

は
対

者

を
見

下
し
、
「
な
ん
だ

ち
」

は
敬

意
を
含

ん
で
い
た
よ
う

で
あ

る
が
、

室
町

時

代

に
は
、
文

語
に
お
い
て
敬
譲

の
意

を
含

む
こ
と
な
く
用

い
ら
れ

た
。
対
者

を
尊
敬

す
る

の
に
、
文
語

や
も

っ
た
い
ぶ

っ
た
口
語

に
は

「
貴
殿
」

「
貴
辺
」

「
御
辺
」

「
御
前
」

「
御

房
」

「
御
身
」
が
用

い
ら
れ

て
い
る
。

「
一
切
衆
生
南
無
妙
法
蓮
華
経
と

唱
る
よ
り

外

の
遊
楽

な
き
な
り
。

経
二
云

ク
衆
生
所
遊
楽
云

々
此
文
あ

に
自
受
法
楽

に
あ
ら
ず
や
、

衆
生

の
う
ち
貴

殿

も
れ
給

.
べ
き
や
」

四
条
金
吾
殿
御
返
事

「
今
度

の
大

事
は
此
天

の
ま
ほ
り
に
非
ず

や
彼
天

は
劔
形
を
貴
辺

に
あ

た

へ

一22一



此

へ
下

り
ぬ
」

四
条
金
吾

殿
御

返
事

「
其
故

は
と

の

(
殿
)

の
御
身

は
日
蓮
が
法
門

・
御
ゆ

へ
に

日
本
国
竝

に
か

ま
く
ら
中
御
内

の
人
人
き
う
だ

ち

(
公
達
)

ま
で
う
け
ず
」

四
条
金
吾
殿
御
返
事

「
後
世

は
日
蓮

の
御

房
に
ま
か
せ
ま
い
ら
せ
候
と
」

四
条
金
吾

殿
御
返
事

ご

ぜ

み
ま
か
り

「
去

ぬ
る
幼
児

の
む
す

め

(娘
)
御
前

の
十

三
年

に
丈

六
の
ぞ
と
ば

(卒
堵

婆
)

を
た
て
て
其
面

に

南
無
妙
法
蓮
華
経

の
七
字
を
顕
ハ
し
て
を

は
し
ま

せ

ば

。」

申
興
入
道
消
息

対
者

に
親

し
み
を
込

め
て
の
場
合

に
は
、
「
わ
」

の
接
頭
語
風

に
用

い
た
「
和

法
師
」
「
わ
ど
の

(和
殿
)
」
「
わ
ご
ぜ

(我
御
前
)
」
「
わ
ち
こ

(和
稚
児
)
」
が

用

い
ら
れ

て
お
り
、
「
わ
ご
ぜ

(我
御
前
)
」

は
多
く
婦
人

に
用

い
ら
れ
、

「
御

前
」

で

「
ご
ぜ
」
と
発
音
す

る
時

は
尼

に
用

い
ら
れ

た
よ
う

で
あ

る
。

「
汝
」

は
対
者

を
見
下

し
た
時

に
用

い
て
い
る
。

`
と
カ

「
偏
執

・
者
.
云
ク
汝

未
だ
真
言
宗

の
深
義
を
習
き

は
め
ず

し
て
彼
無
尽

の
科

を
申
す
」

四
条
金
吾
殿
御
返
事

こ
の
ほ
か
に

「
お
の
お
の
」

「
か
た
が

た
」
が
あ

る
。

「
各
各
あ

つ
ま
ら
せ
給

ヒ
て
八
日
を
く
や
う

(
供
養
)
申
さ
せ
給
フ
の
み
な
ら

ず
」

四
条
金
吾
殿
御
返
事

「
去
年
方
方

に
申

て
候

し
か
ど
も

い
な
せ

(否
応
)

の
返
事
候

は
ず
候
」

四
条
金
吾
殿
御
返
事

他
称

「
か
れ
」

「
か
れ
ら
」

が
あ

る
。

「
若
彼
変
化

の
し
る
し
を
信
ぜ
ば
即
外
道

を
信
ず

べ
し
」

星
名

五
郎
太
郎
殿
御
返
事

「
而
ル
を

日
本
国

は
を

し
な

べ
て
彼

等
が
弟

子
た
る
あ

い
だ

此
大
難

ま
ぬ
が

れ
が

た
し
」

四
条
金
吾
殿
御
返
事

不
定
称

「
た
れ
」
が
あ

る
。

こ
れ
を

「
だ
れ
」

と
言

う
こ
と
は
室

町
末
期

に
現

わ
れ

か
け
て

い
た
か
と
思

わ
れ

る
。
、

「
末
代
悪
世

の
中

に
あ
な
が
ち

に
く
む
法
華
経

の
行
者
を
供
養

す
る
功
徳

は

す
ぐ

れ
た
り
と
と
か
せ
給

フ。

た
れ
の
人

の
か

～
る
ひ

(僻
)
が
事

を
ぽ

お

ほ
せ
ら
る
ぞ
と

疑
.
お
も
ひ
候

へ
ば
。
教
主

釈
尊

の
我
と

お
ほ
せ
ら
れ
候

し

候
也

」

.

上
野
殿
御
返
事

人
代
名
詞

(
一〒覧

表

)

自

称ー1

厨

称

π

埜
不

定

称

不

肖

貴

殿

か

れ

た

れ
憲

日

蓮

貴

辺

か

れ

ら

お
の
お
の

か
た
が
た

御

辺

御

房

和

法

師

和

殿

和

御

前

和

児

事
物
代
名
詞

「
近
称
」

に

「
こ
れ
」
が
用

い
ら
れ
、
「
此
」
「
之
」
「
是
」
「
是
体
」
が
用

い
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輪

て
あ

り
、

「
是
体
」

は
代
名
詞
と
名
詞
と

の
複
合
語

で
あ

る
。

「
中
称
」

に
は

「
そ
れ
」
が
あ

り

「
夫
」
も
見

ら
れ

る
。

「
遠
称
」

に
は

「
あ

れ
」

「
か
れ
」
が
あ

る
。

不
定
称

に
は
、

「
い
つ

れ
」

「
何
様
」
が
あ

る
。
室

町
以
後
、
「
そ
の
や
う
」

「
こ

の
や
う
」

「
あ

の
や
う
」

「
こ
れ
や
う
」

「
そ
れ

や
う
」

「
あ

れ
や

う
」

「
こ
れ

つ
ら
」

「
そ
れ

つ
ら
」

「
あ

れ

つ
ら
」

「
こ
れ
し
き
」

「
そ
れ
し
き
」

、
「
あ

れ
し
き
」

「
そ
れ
て
い
」
が
見

ら
れ

た
ら
し

い
が

ご
遺
文

に
は
見
受

け
ら

れ
な

い
。

「
此

は
詔

る
言

に
は
あ

ら
ず

。」

妙
密
上
人
御
消
息

「
此

を
推

す
る
に
妙
密

上
人
竝

に
女

房
を
ば

。」

妙
密
上
人
御
消
息

「
此

よ
り
う

つ
り
や
す
き

は
人

の
心
也
、
善
善

に
そ

め
ら
れ

て
候
。
」

西
山
御
返
事

「
我

五
百
塵
克
劫

よ
り
大
地

の
底

に
か
く

し
を
き

た
る
真

の
弟
子
あ
り
。
此

に
ゆ
つ

る
べ
し
と

て
、
上
行
菩
薩
を
湧
出
品

に
召
シ
出
さ

せ
給
ヒ
て
。」

新
尼
御
前
御
返
事

「
此
も
又
彼

に
は
か
は
る
べ

か
ら
ず
。
」

乙
御
前
御
消
息

「
こ
れ
を

さ
と

る
を
仏
と

い
う

こ
れ
を

ま
よ
ふ
を
凡
夫
と

云
.
。
一

上
野
殿
御
家
尼
御
前
御
返
事

「
天
台
伝
教

は
粗
釈

し
給

へ
ど
も

弘

・
残

セ
ル
之
ヲ
一
大
事

の
秘
法
を

此

国

に

.
初

て
弘
ム
之

ヲ
」

富
木
入
道
殿
御
返
事

「
是

に
あ

ひ

つ
れ

(連
)
さ

せ
給
ヒ
ぬ
る
は
日
本
第

一
の
女

人
也
。
」

四
条
金
吾
殿
女
房
御
返
事

「
こ
れ

て
い

(是
体
)

の
事

い
で
ん
と

し
て
や
う

や
く
世
間

は
を
と

ろ
(衰
)

へ
候
な

り
。
」

兵
衛
志
殿
御
返
事

「
そ
れ

に
と

(
取
)
て
日
蓮
は
離

な
し
て
日
本
国
に
た
す
く

べ
き
者

一
人
も

な
し
。
」

高
橋

入
道

殿
御
返
事

「
夫
よ
り
今
七
百
余

年
也
。」

松
野
殿
御
消
息

「
彼
を
軽

ん
じ

て
は
仏
を
軽

ん
ず

る

に
な
る
べ
し
と
て

礼

拝

の
行
を
ば
立

ア

さ
せ
給
ヒ
し
也
。
」

松
野

殿
御
返
事

い
か
や
う

「
我
身

こ
そ
何
様

に
も
な
ら

め
と
思
.
て
云
・
出
セ
し
か
ば

二
十
余
年
所
を

お

は
れ
弟

子
等
を
殺
さ
れ
」

弥

三
郎

殿
御

返
事

「
小
河
大
海

に
お
さ
ま
ら
ず

ば

い
つ
れ

の
と

こ
ろ
に
お
さ
ま
る
べ
き

や
。」

四
条
金
吾

殿
御

返
事

場
所
代
名
詞

こ
こ

近
称

に

「
こ
こ
」

「
此
」

中

称

に

「
其

処
」

「
そ
こ
」

遠
称

に

「
あ

そ

こ
」

「
あ

し

こ
」

「
か
し

こ
」

「
か
の
処
」
が
あ

る
。

不
定
称

に
は

「
い
つ
く
」

「
い
つ
こ
」

の
外

に

「
ど
こ
」

の
形
が
あ

ら
わ
れ

た
。
そ

の
発
生

の
経
路
は
、
イ
ヅ

コ
の
影
響

に
よ

っ
て
、

ヅ
が

ド
と
な
り
、
次

い
で
イ
が
脱
落

し
た

の
で
あ

る
と
推
定

さ
れ
る
。

近
称

に

「
髪
」

の
字
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。

「
爰

に
菩
提

心
論
と
云

一
巻

の
文
あ

り
竜
猛
菩
薩

の
造

を
号
す

。」

星
名

五
郎
太
郎
殿
御

返
事

か

し

こ
こ

「
彼

こ

へ
よ
り
此

へ
よ
り
日
女
御
前

を
か

こ
み
ま
ほ
り
給
.
べ
き
な

り
。
」

日
女
御
前
御
返
事

か

し
こ

「
彼

処
に

一
間
四
面

の
堂
あ

り
。」

妙
法

尼
御
返
事

「
か

の
処
は
と

の
を
か

(
殿
岡
)
三
倍
と
あ

そ
ぼ

し
て
候
上

。」

四
条
金
吾

殿
御

返
事
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「
さ
ど

「
佐
渡

」

の
国

の
も

の
の
こ
れ

に
候

が
よ
く
よ
く
其

処
を
し
り
て
候

が
申
し
候

は
。」

四
条
金
吾
殿
御
返
事

方

向
代
名
詞

近
称

の

「
こ
ち
」

中
称

の

「
そ
ち
」

遠
称

の

「
あ

ち
」
が
多
く
用

い
ら
れ
た
が
、

「
そ
ち
」

は
延
慶

本
平
家
物

語

等

に
は
用
例
が

な
い
。
室

町
時
代

に
は
、

「
あ

ち
」

を

「
あ

っ
ち
」

と
も
言

っ

た
。

「
ら
」

を
添

え
た
形
も
、

「
こ
ち
ら
」

と
い
ふ
の
が

室
町
時

代
に
あ

ら
わ

れ

て
い
る
。

そ
の
他

に

「
い
つ

ち
」

「
ど
ち
」

「
そ
な
た
」

「
そ
か
た
」

「
い

つ

か
た
」

い
つ
れ
も
あ

っ
た
よ
う

で
あ

っ
た
が
、

ご
遺
文

に
は
見
当

ら
な
い
。

形
式
名
詞

形
式
名
詞
と

は
、
そ

の
名
詞

の
も

つ
観
念
内
容
、

意
味
内
容
が
、
極

め
て
稀

薄

に
な

っ
て
形
式
化

し
て
い
る
名
詞
を
指
す

の
で
あ

っ
て
、
常

に
連
体
修
飾
格

を
と

る
名
詞
と
説
明

し
て
も

い
い
わ
け

で
あ

る
。

墫

名
詞
、
数
詞
、
代
名
詞

の
よ
う

に
単
独

で
は
体
言

の
待

っ
職
能
を
果

た
す

ご

と
が

で
き
ず

に
、
連
体
的
な
修
飾
語
と
と
も

に
、
体
言
と

し
て
の
職
能
を
果
た

す
も

の
で
あ

る
。

ご
遺
文

(消
息
文
)

の
申

に
見
受
け
ら
れ

る
形
式
名
詞

は
、

「
段
」

「
由
」

「
故
」

「
為
」

「
等
」

「
所
」
な
ど

の
語
が
見
ら
れ

「
聞

に
」
「
ほ
ど

に
」
「
時

.に
」

「
上

に
」
等

は
、
更

に
形
式
化
し

て
、
他

の
用
法
が
な
く
な

っ
・て
、
接
続

助
詞
的

に
使
わ
れ

る
も

の
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
院
政
期
ご
ろ
か
ら
、
次

の
室
町

期

に
わ
た

っ
て
使
わ
れ

る
も

の
で
ご
遺
文

に
も
多
く

の
用
例
を
見
る

こ
と
が
で

き

る
。
た
と
え
ぽ
、
「
事
」

で
あ
る
が
、
常

に
連

体
修
飾

語
を

つ
け
て
使

わ
れ
、

そ

の
上

で
、
体
言

の
用
法
で
あ
る
と

こ
ろ

の
、
主

格
、
連
体
修
飾
格

、
逮
用
修

飾
格
等

に
使
わ
れ

て
い
る
。

大
師
講
・
事
今
月

明
性

房
に
て
候

が
此
月

さ
し
あ

い
候

へ

富
木
殿
御
消
息

「
大
師
講
・
」
は
事

の
連
体
修
飾
語

で
、
事

は
形
式
各
詞
と

な
る
。

む

む

師
檀

と
な
る
事
は
三
世

の
契
り
種
熟

脱

の
三
益
別
人
を
求
ん
や

秋

元
殿
御
返
事

事
は
主
語
で

「
師
檀

と
な
る
」
は
修
飾
句
で
、

「
師
檀
」

が
名
詞
、

「
と
」

は
格
助

詞
で
あ
る
。
「
事
」
は
連

体
格
と
と
も

に
主

語

に
な

っ
た
も

の
で
あ
る
。

む

さ
う

の
つ
ば
さ
あ
ら
ぽ
寂
光

の
宝
刹

へ
飛

ん
事
須
叟
刹
那

な
る
べ
し
。

四
条
金
吾

殿
御
返
事

主
語

は

「
事
」

で
、

「
須
叟
刹
那

な
る
べ
し
」
が

述
語
で
、

「
寂
光

の
宝
刹

へ
飛

ん
事
」
が
主
語

の
修
飾
語
と
な

る
。

法
門
之
事
先
度

四
条

三
郎
左
衛
尉
殿

二
令
・
書
待

セ
其
書
能
能
可
シ
有
御
覧

二

一

二

一

富
木
殿
御
返
事

右

の

「
事
」

は
目
的
格

で
あ

る
。

　

如
ク
此
法
体
と

云
も
全
く
余

に
に
は
非
ず

た
ゴ
南
無
妙
法
蓮
華
経

の
事
な
り
。

レ

四
条
金
吾
殿
御
返
事

右

の
は
述
格

で
あ

る
。

一
閻
浮
提

の
人
人
各
各
甲
胄
を
き

て
弓
杖
を
手

に
に
ぎ

ら
ん
時
。

新
尼
御
前
御

返
事

諸
人
皆
死
し

て
無
聞
地
獄

に
堕
ル
こ
と
雨

の
ご
と
く

し
げ

か
ら
ん
時
。

新
尼
御
前
御

返
事

右

の
は
助
動
詞

「
し
げ
か

ら
ん
」

の

「
ん
」

に

つ
い
て
連

用
修
飾
格

で
、
形

式
名

詞
と
な
る
。

火

に
た
き
ぎ

(
薪
)

を
加

る
時

は
さ
か
ん
也
。

四
条
金
吾
殿
御
返
事
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「
加

は
る
」
が
動
詞

で
、

「
火
」
が
主
語

で
、

「
に
」
が
格
助
詞
、

「
た
き

ぎ

(薪
)
を
加
る
」

は
連
体
格

で
、
時

は
形
式
名
詞

で
あ
る
。

右

の
三
例

の

「
時
」

は

「

と
」
と

い
う
程

の
意
味

に
過
ぎ
な

い
。

諸
仏
諸
菩
薩
天
善
神
等

の
御
力

の
及

ハ
せ
給
ハ
ざ

ら
ん
時
。新

尼
御
前
御
返
事

は
、

「
諸
仏
諸
菩
薩
諸
天
善
神
等

の
御
力
」
が
主
格

で
、

「
及
ハ
せ
給

ハ
ざ
ら

ん
時
」

で
、
連
用
修
飾
格
と
な

り
、
形
式
名
詞
と
な

る
。

こ
の

「
時
」

は

「
…

…
…
な
ら
ぽ
」

の
意

で
あ

る
。

此
使
あ
ま

り
に
急
ぎ
候

ほ
ど

に
と

り
あ

へ
ぬ
さ
ま

に
か
た

は
し
ば
か
り
を
申

候
。

星
名
五
郎
太
郎
殿
御
返
事

゜

然
而
シ
テ
世

・
人

に
随

て
阿
弥

陀
仏

・
名
号
を

持

チ
し
ほ
ど

に
き

四
条
金
吾
殿
御
返
事

「
程
し

に
は
程
度
を
表
す
。

「
ぐ
ら

い
」
「
ば

か
り
」
が

「
…
…
か
ら
」

「
…

…

の
で
」

の
意

に
用

い
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。

所
謂
師
子
尊
者

は
檀
弥
羅
王

の
た

め
に
頸
を
刎
ら
る
。四

条

金
吾
殿
御
返
事

提
婆
菩
薩

は
外
道

の
た
め
に
殺
害

せ
ら

る
。

四
条
金
吾
殿
御
返
事

又
御
祈
祷

の
た
め
に
御
太
刀
同
ク
刀
あ
は
せ
て

ニ
ッ
送
リ
給
て
候
。

弥
源
太
殿
御
返
事

日
蓮
が
重
恩

の
人

な
れ
ば
扶

た
て
ま

つ
ら
ん
た
め
に
。

新
尼
御
前
御
返
事

迦
葉
童

子
菩
薩
仏

に
申
サ
ク
仏

は
平
等

の
慈
悲

な
り

一
切
衆
生

の
た

め
に
い
の

ち

(命
)

を
惜
、.
給
べ
し
。

妙

一
尼
御
前
御
消
息

彼

の
雪
山
童
子

の
半
偈

の
た
め
に
身
を
す

て
。

妙

一
尼
御
前
御
消
息

一
切
衆
生

の
た
め
に

一
代
聖
教
を
と
き
給
フ
。

女
人

の
御

た
め
に
は
い
と
を
し

(最
愛
)

と
を
も
し
口
き
男

に
ふ
び

ん
と
を

も

は
れ

た
ら

ん
に
は
す
ぎ
じ
。

高
橋
入
道
殿
御
返
事

⇔

申
央

・
地
方
入

り
乱
れ

て
の
こ
の
期

の
言
語

は
、
漢
字

・
漢
語

の
も

つ
特
性

と
そ

の
豊
富
な
供
給

に
よ

っ
て
、
社
会
的
諸
事
実
-
政
治

の
変
革
ー
と
行
を
と

も

に
し
て
複
雑
化

さ
れ

て
い
く
。

こ
の
複
雑
さ
が
、

ご
遺
文

の
代
名
詞

の
中

に

ど
の
よ
う

に
、
そ

の
尊
卑

の
待
遇
意
識
を
持

っ
て
使
わ
れ

て
来
た

か
に
つ
い
て

見

た
か

っ
た
の
が

こ
の
レ
ポ
ー
ト

で
あ

る
。

「
貴
殿
」

「
貴

辺
」

「
御

辺
」

「
御
前
」

「
御
身
」

「
和
法
師
」

「
和
殿
」

「
和
御
前
」

「
貴
殿
様
」

の
中

の
待
遇
意
識
を
見

た
か

っ
た
の

で

あ

る

が
、

「
御
」

の
字
を
冠
す

る
語

は
、

「
四
条
金
吾
殿
」

に
宛
ら
れ
た
も

の
で
、
そ

の

敬
語
感

の
相
違
を
見

る
こ
と
が
出
来
な

か

っ
た
。

対
者

に
親
愛
惑

を
示
す
用
法
と

し
て

「
和
」
が
冠

せ
ら
れ
、

て
い
ね

い
の
意

味

を
持

た
せ
て
、

「
ー
様
」
を
使
用

し
て
お
ら
れ

る
。

「
汝
等
」

は
対
者

を
見
下

し
、

「
汝
達
」

に
は
敬

意
を
含

ん
で
い
る
。

「
わ
れ
」

「
わ
れ
ら
」

は

「
そ
れ
が

し
」

「
余
」

よ
り
は
上
品

な
使

い
方
と

し
て
書

い
て
お
ら
れ
る
よ
う
だ
。

ま
た

「
わ
た
く
し
」

は
、

ま
だ
代
名
詞
と

し

て

は
発
達
し
て

い
な

い
。

公
に
対
す

る
自
己

一
身

に
関
す

る
事
を
意

味
す

る
名

詞

の
用
法
し
か
持

っ
て
い
な

い
。
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