
古

代

建

築

部

材

の
墨

書

と

近

世

の

俗

信

鈴

木

景

二

 

一
九
九
三
年
に
行
わ
れ
た
平
城
宮
跡
東
院
、
宇
奈
多
理
神
社
の
南

の
地
点

の
調
査
で
、
大
型
の
井
戸
が
検
出
さ
れ
た
。
周
囲
に
石
敷
き

を
施
し
、
石
組
み
溝
を
巡
ら
す
立
派
な
井
戸
で
あ
る
。
掘
形
は

一
辺

が
約
五

m
の
方
形
。
そ
の
中

に
、
断
面
が
幅
約
二
〇
セ
ン
チ
、
厚
さ

約

一
〇

セ
ン
チ
の
檜
の
細
長

い
板
材
を
二
十
本
、
円
形
に
た
て
な
ら

べ
、
外
周
を
藤
蔓
で
巻
き
し
あ
て
井
戸
枠
と
し
て
い
る
。
そ
の
部
材

は
、
お

の
お
の
長
さ
約

一
八
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
が
現
存
し
、
両
側
面
の

中
程
と
下
部
に
は
ホ
ゾ
孔
が
を
穿

っ
て
、
隣
接
す
る
部
材
同
士
を
連

結
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
部
材

に
は
ホ
ゾ
孔
の
位
置
を
決
め
る
た
め
ら
し

い
墨
縄

の
線
が
非
常

に
良
く
残

っ
て
い
る
ほ
か
、
数
文
字
の
落
書
き

も

見

る

こ
と

が

で
き

る
。

そ

し

て
、

さ
ら

に
興

味

深

い

こ
と

に
、

こ

の
部

材

の

う
ち

の

一
八

本

に

は
、

「
本

」

と

い

う

墨

書

が

残

さ

れ

て

　
ユ

　

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い

っ
た
い
ど
の
よ
う
な
目
的
で
書
か
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
文
字
は
、
井
戸
枠
と
し
て
組
み
立
て
た
と

き
に
外
側
と
な
る
面
ま
た
は
隣
の
部
材
と
密
着
す
る
側
面
の
、
下
端

近
く
に
書
か
れ
て
お
り
、
部
材
の
下
端
の
方
向
を
示
す
文
字
で
あ
ろ

う
こ
と
は
容
易

に
想
像
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の

「本
」
の
墨
書

の
持

つ
意
味

に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

二

 

図
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
筆
跡
は
筆

で
書
か
れ
た
よ
う
な
も

の
で
は
な
く
、
先
の
と
が

っ
た
物
、
お
そ
ら
く
い
ま
で
も
工
匠
が
使
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う
墨
差

で
書
い
た
も
の
で
は
な
い
か
と
み
ら
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る

と
、
こ
の

「本
」
は
部
材
を
製
材
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
、
工
匠
が
書

き
付
け
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
加
工
の
済
ん
だ

部
材
の
天
地
を
示
す
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、

そ
の
部
材

の
天
地
と
は
な
に
か
。

こ
の
部
材
は
単
純
な
直
方
体
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
井
戸

の
構
造
上
は
部
材
の
天
地
は
問
題
に

な
ら
な

い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
失
わ
れ
た
部
分
に
も
も
と
は
ホ
ゾ
孔

が
あ

っ
て
、
そ
の
位
置
が
上
下

で
異
な

っ
て
お
り
、
据
え
付
け
の
と

き
に
天
地
が
問
題
に
な
る
と
い
う
可
能
性
を
想
定
し
て
も
、
そ
の
場

合
は
部
材
自
身
を

一
目
見
れ
ば
孔
の
位
置
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、

部
材
の
天
地
を
こ
と
さ
ら
に
表
示
し
な
く
て
も
据
え
付
け
の
際
な
ん

ら
問
題

に
は
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
こ
の

「本
」
の

の

E
●o

睾`

曜

Ii
,

奮
亀, i
f

9

i

e 書

部材側面の墨書見取図。縦2本
並行線は墨縄の墨線。

字
は
、
製
材
加
工
し
た
後
の
外
見
か
ら
は
判
断
が
困
難
に
な
る
よ
う

な
性
質
の
方
向
を
示
す
た
め
に
、
製
材

に
当

た

っ
た
工
匠
が
そ
の
場

で
書
き
付
け
た
も
の
と
見
る
ほ
か
は
な
い
。

外
形
上
は
判
ら
な
い
部
材
の
天
地
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ

う
か
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
法
隆
寺

の
大
工
の
棟
梁
西
岡
常

一
氏
の

つ
た
え
た
口
伝
で
あ
る
。
「木
は
生
育

の
方
位
の
ま
ま
に
使

　　
　

へ
」
と
い
う
。

こ
の
言
葉
自
体
は
、
木
材
を
そ
の
生
育
環
境
に
合
わ

せ
た
方
位
に
使
用
せ
よ
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、
木
材
の

天
地
も
ま
た
そ
の
範
疇
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
灰
聞
す

る
と
こ
ろ
で
は
、
現
在
も
柱
な
ど
の
木
材
は
そ
の
木
が
も
と
も
と
生

え
て
い
方
向
、
す
な
わ
ち
、
根

っ
子
の
ほ
う
を
下
に
し
枝
葉
の
方
を

上
に
し
て
建

て
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

の
場
合
、
外
皮

の
付
い

て
い
る
丸
太
な
ら
ば
、
本
来
生
え
て
い
た
と
き
の
天
地
は
外
見
か
ら

判
明
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
製
材
し
て
部
材

に
加
工
し
て
し
ま
う
と
、

も
は
や
い
ず
れ
が
天
地
か
を
見
分
け
る
こ
と
は
困
難
と
な
る
。
「本
」

の
墨
書
は
、
製
材
後
の
外
見
か
ら
は
木
材

の
本
来

の
天
地
が
わ
か
ら

な
く
な
る
こ
と
を
考
慮
し
て
、
加
工
に
あ
た

っ
た
工
匠
が
墨
差

で
書

き
付
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
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三

こ
の
技
法
が
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
伝
わ

っ
て
い
っ
た
の
か
は
十
分

に
調
査

で
き
て
い
な
い
が
、
そ
れ
と
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、

い
わ
ゆ
る
棄
老
諌

の
無
理
難
題
解
決
法
の

一
つ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

材
木
の
本
末
を
区
別
せ
よ
、
と
い
う
難
題
に
対
し
て
、
水
溜
り
に
浮

べ
る
と
根
本

の
方
が
沈
む
と
か
、
流
れ
の
は
や
い
川
に
流
し
た
と
き

下
流
に
向

い
た
方
が
根
本

で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
答
え
る
も
の
で
あ

る
。
こ
の
ス
ト
ー
リ
ー
自
体
は
遠
く

『賢
愚
経
』

に
見
え
、
『
枕
草

子
』
『
今
昔
物
語
集
』
に
翻
案
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

平
安
時
代

に
は
す

で
に
知
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
流
布
し
た
ら
し
く
、
同
類
の

話
が
各
地

の
昔
話
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
山
形
県
新

庄
市
で
は
、
舟

の
帆
柱

の
本
末
が
分
か
ら
ず
立
て
ら
れ
な
い
の
で
判

別
法
を
尋

ね
た
と
し
、
青
森
県
南
津
軽
郡
で
は
、
洪
水
で
太
い
柱
が

　ヨ
　

 流
れ
て
き

た
と
き
に
判
別
法
を
尋
ね
た
と
伝
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
例
か

ら
考
え
る
と
、

こ
の
昔
話
が
流
布
定
着
し
伝
え
ら
れ
て
き
た

背
景
に
は
、
さ
き
に
み
た
立
柱

の
際
の
技
法
の
認
識
が
あ

っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い

っ
ぽ
う
で
近
世

に
は
、
部
材
の
天
地
は
構
造
上
の
問
題
で
あ
る

よ
り
も
、

「逆
木
柱
」
を
忌
む
と
い
う
禁
忌
と
し
て
意
識
さ
れ

て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

寛
政
元
年

(
一
七
八
九
)
の
大
田
南
畝

『
南
畝
萎
言
』
に
は
、
次

　る
　

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

遵
生
八
朧
起
居
安
楽
膜

の
中

に
、
如
瓦
匠
魔
有
合
脊
中
放
工
人

船
傘
之
類
、
或
壁
中
置
匙

一
筋
日
、
只
許
住

一
時
、
其
家
便
破

云
々
、
按
ず
る
に
、
京
都
智
恩
院

の
屋
根
う
ら
に
傘
を
挟
み
置

し
も
か
＼
る
類
な
る
べ
し
、
又
梓
人
最
忌
到
用
木
植
、
必
取
生

気
根
下
而
梢
上
、
其
魔
者
倒
用
之
、
使
人
家
不
能
長
進
作
事
転

倒
、
解
法
以
斧
頭
撃
其
木
日
、
到
好
々
々
、
住
此
宅
内
世
々
温

飽
云
々
、
こ
れ
今

の
世
に
到
柱
を
忌
む
事
な
る
べ
し
、

ま
た
、
文
化
三
年

(
一
八
〇
六
)
の
伴
苦
同
践
の

『閑
田
次
筆
』
に

　　
　

は
以
下
の
よ
う
に
み
え
る
。

○
同

(百
井
塘
雨
)
云
、
(中
略
)
又
京

三
条
縄
手

の
伊
勢
屋

と
い
ふ
、
元
結
を
商
ふ
者

の
家

の
造
作

せ
し
よ
り
、
病
者
多
く

出
き
し
か
ば
、
ト
者
を
た
の
み
て
笠
さ
せ
し
に
、
こ
れ
は
逆
木

柱

の
崇
な
り
と
い
ふ
、
然
れ
ど
も
其
柱

た
や
す
く
取
か

へ
が
た

か
り
し
か
ば
、
祈
祷
せ
ん
と
や
い
ひ
あ

へ
る
時
、
或
人
吾
祝
ふ

べ
し
と
て
、
「伊
勢
屋
と
て
元
ゆ
い

一
の
家
な
れ
ば
さ
か
木
ば

し
ら
も
な
に
か
く
る
し
き
」
と
い
へ
り
し
に
、
不
思
議
に
こ
れ

よ
り
こ
と
な
く
な
り
し
と
そ
、
商
売
の
元
結
に
榊
ま
で
を
取
あ
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は
せ
し
は
面
白
し
、
塘
雨
此
因

に
い
ふ
、
逆
木
柱
と
い
ふ
こ
と

は
、
元
来
巫
祝
の
い
ふ
こ
と
に
て
、
あ
ら
た
に
家
造
す
る
時
な

ど
、
木
を
逆
に
つ
か
ふ
こ
と
は
か

つ
て
な
し
、
古
家

の
建
直
し

に
、
本
末
の
知
が
た
き
木
あ
れ
ば
、
世

に
安
倍

ノ
晴
明
の
判
と

い
ふ
五
行
☆
か
く
木
に
書
て
用
る
法
な
り
、

こ
れ
本
末
始
終
な

き
よ
し
の
呪
術
な
り
と
、
古
き
工
匠
の
説
と
か
や
、

○
閑
田
是
に
付
て
又
思
ひ
出
し
こ
と
有
、
世
に
逆
木
柱
を
用
た

る
家

は
鳴
動
す
と
い
ひ
な
ら
は
す
が
、
今
は
五
十
余
年
前
、
或

人
白
山
通
三
条
辺
に
借
座
敷
し
て
あ
り
し
時
、
毎
夜
鳴
動
す
、

逆
木
柱

の
家

に
や
と
能
々
尋
ね
し
に
、
し
か
は
あ
ら
ず
、
其
す

こ
し
前
に
或
国
の
士
暫
ク
逗
留
し
て
あ
り
し
間
、
其
若
党
夜
中

に
主
人
を
害
し
金
子
を
奪
い
て
逃
し
が
、
速
に
尋
出
さ
れ
、
礫

罪
に
処
せ
ら
れ
て
事
は
済
し
が
、
其
主
人
の
怨
念
散
ぜ
ざ
る
故

な
る
べ
し
と
い

へ
り
き
、
逆
木
柱
に
付
て
、
ま
さ
に
し
る
こ
と

な
れ
ば
し
る
す
、

こ
の
よ
う
に
、
木
材
の
天
地

へ
の
こ
だ
わ
り
は
、
近
世
に
は
も
は

や
逆
柱
を
忌
む
俗
信
と
な

っ
て
い
た
。
し
か
も
こ
う
し
た
考
え
が
、

文
人
だ
け

で
は
な
く
大
工
の
あ
い
だ
で
も
信
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、

　　
　

大
工
の
伝
書

『愚
子
見
記
』
の
次

の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

○
材
木
本
末
不
知
時
之
遣
様
事

其
用
木

二
安
部
晴
明
之
判
☆
ヲ
書

テ
、
歌

二

「千
早
振
、
神
代

之
神

ノ
建
玉

フ
、
此
御
柱

ハ
幾
代
経

ヌ
ラ
ン
」
、
右

ノ
歌
三
反

也
、
如
斯

ス
レ
ハ
逆
木

二
成

テ
モ
不
苦
也
、

こ
こ
に
み
る
よ
う
に
、
部
材
の
天
地
は
大

工
に
お
い
て
も
、
観
念

的
な
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
し
て
知
識
人
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
問
題
自
体
を
迷
信
と
し
て
片

付
け
る
解
釈
も
行
わ
れ
て
い
る
。
文
政
十
三
年

(
一
八
三
〇
)
の
序

　ア
　

の
あ
る

『嬉
遊
笑
覧
』

一
上
、
居
所
に
は
次

の
よ
う
に
見
え
る
。

○
さ
か
柱

逆
柱
あ
る
家
は
や
な
り

(
家
鳴
)
な
ど
す
る
も
の

と
か
、
按
る
に
談
苑
に

「造
屋
主
人
不
佃
匠
者
、
則
匠
者
以
法

魔
主
人
、
木
上
鋭
下
壮
、
乃
削
大
就
小
、
到
植
之
、
如
是
者
凶
」

と
云

へ
り
、
こ
こ
に
は
呪
ひ
ご
と
し
て
す
る
わ
ざ
は
聞
え
ず
、

等
閑
に
心
づ
か
で
用
る
こ
と
は
有
も
す

べ
し
、
こ
れ
に
よ
り
て

怪
き
事
あ
り
と
い
ふ
は
、
俗
説
に
て
う
け
が
た
き
事
な
り
、
其

故
は
割
木
の
ま
さ
目
な
る
は
、
本
す
ゑ
の
け
ち
め
も
い
は
ず
、

用
ひ
て
物
を
造
る
に
あ
ら
ず
や
、
逆
し
ま
な
る
は
い
く
ら
も
有

べ
し
、
結
構
美
を
尽
し
た
る
造
営
な
ど

に
は
、
こ
と
さ
ら
に
彫

物
な
ど
を
、
逆
に
転
倒
し
た
る
柱
も
有
り
、
凡
物
満
た
る
は
鉄

る
こ
と
の
微
意
に
や
あ
ら
ん
、
『隻
絨
論
』
に
、
「
い
ろ
は
五
十

韻

に
、
『
の
こ
る
手
跡
は
床
の
か
け
も
の
、
お
そ
ろ
し
や
枕
返
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を
逆
柱
」
と
い
ふ
句
も
右
の
俗
説
に
よ
れ
り
、
〈
智
恩
院

の
垂

木
に
挿
め
る
傘
な
ど
も
故
あ
る
に
や
〉
」
、
何
も

の
＼
筆
ず
さ

み
に
か
、
唯

『
雑
記
』
と
あ
る
物
に
、
京
に
住
む
人
と
か
や
、

狸
の
所
為
と
て
、
夜
ご
と
に
家
を
ゆ
る
事
あ
り
て
、
祈
祷
な
ど

さ
ま

く

す
れ
ど
も
、
更
に
し
る
し
な
く
て
せ
ん
す
べ
な
し
と

語
り
け
る
を
鈍
全
聞

て

一
首
の
狂
歌
を
よ
み
て
贈
り
け
る
、

『石
ず
ゑ
の
柱
う
こ
か
ば
け
た
ぬ
き
の
さ
は
り
と
な
り
て
住
う

か
る
ら
ん
』
是
に
や
感
じ
け
ん
其
後
は
家
ゆ
る
事
や
み
け
る
と

そ
〈
鈍
全
は
甘
露
寺
殿

の
雑
掌
、
寺
田
宮
内
と
い
ふ
者
と
そ
〉
」

こ
の
よ
う
に
、
近
世
も
後
半

に
な
る
と
、
木
材
の
天
地
を
め
ぐ
る

問
題
は
、
な
ん
ら
合
理
的
な
事
柄
で
は
な
く
、
迷
信
と
す
る
見
方
が

行
わ
れ

る
よ
う
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
部
材

を
立
て
る
さ
い
に
天
地
を
正
し
く
用
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
奈
良
時

代
に
行

わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
奈
良
時
代
の
そ
う
し
た
技
法
が
、

木
材
の
性
質
を
考
え
た
合
理
的
な
理
由
に
基
づ
く
も
の
で
あ

っ
た
の

か
ど
う
か
は
確
か
め
よ
う
が
な
い
が
、
『
賢
愚
経
」

に
木
材

の
判
別

法
が
み
え
る
よ
う
に
ア
ジ
ア
で
早
く
に
こ
の
技
法
が
修
得
さ
れ
て
い

た
可
能
性

が
高
く
、
建
築
技
術
と
と
も
に
伝
え
ら
れ
た
か
、
も
し
く

は
工
匠
が
経
験
的
に
認
知
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

が
や
が

て
、
天
地
を
正
し
く
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
知
識

の
み

が

の

こ

り
、

で
あ

ろ
う

。

四

そ
の
理
由
が
忘
れ
ら
れ
て
迷
信
化
し
て
い
っ
た
の

以
上
の
よ
う
に
、
奈
良
時
代
以
来
、
木
材
本
来
の
天
地
が
建
築
に

際
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
ま
で
平
城
宮
跡
を
は
じ
め
と
し

て
各
地
で
多
く
の
柱
根
が
発
掘
さ
れ

て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
本
」
墨
書
の
よ
う
に
そ
れ
を
示
す
痕
跡
が
知

ら
れ

て
い
な
い
の
は

な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
井
戸
の
部
材
の
よ
う
な
加
工
度
の
高
い
板

材
と
は
こ
と
な
り
、
柱
な
ど
の
よ
う
に
比
較
的
原
木
に
近
い
材
木
の

場
合
は
、
木
目
を
み
て
天
地
を
判
断

で
き
た
可
能
性
が
あ
る
。

つ
ぎ

　　
　

の
天
明
五
年

(
一
七
八
五
)

の
川
柳
は
近
世

の
俗
信
に
基
づ
く
が
、

柱

の
外
見
で
天
地
が
判
明
す
る
場
合

の
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

看
病
の
ふ
い
と
見
付
け
る
逆
柱

し
た
が

っ
て
墨
書
な
ど
の
痕
跡
が
な
く
と
も
、
柱
を
立

て
る
さ
い

に
材
木
の
天
地
が
意
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性

は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ

う
。ま

た
、
古
代
に
お
い
て
も
建
築
物
が
移
築

さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
さ
い
に

『
閑
田
次
筆
」
が

「古
家

の
建
直
し

一一46一



に
、
本
末
の
知
が
た
き
木
あ
れ
ば
」
と
記
す
よ
う
な
事
態
も
あ

っ
た

で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
柱

の
天
地
が
意
識
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か

は
定
か

で
は
な
い
が
、
外
見

で
判
断
し
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
と
思

う
。
天
地
と
は
直
接
関
係
し
な
い
が
、
古

い
宮
殿
の
柱
が
、
移
築
後

も
転
用
材

と
認
知
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
、
次
の
古
歌
と
そ
の

詞
書
き

か
ら
想
像
さ
れ
る
。

外
記
庁
結
政
座
に
古
宮
の
は
し
ら
の
い
ま
に
残
れ
る
を
、
ま

つ

り
ご

と
の
次
に
み
て
よ
め
る

中
原
師
光
朝
臣

い
に
し
へ
の
奈
良

の
都
の
宮
ば
し
ら

こ
の
か
た
な
し
に
猶
の
こ
る
か
な(『続

後
拾
遺
和
歌
集
』)

管
見

の
か
ぎ
り
、
古
代

の
柱

の
立
柱
法
に
か
か
わ
る
痕
跡
は
、

こ

こ
で
紹
介
し
た

「本
」

の
墨
書
し
か
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
墨
書
は

古
代

の
工
匠
が
作
業
の
場

で
書
き
付
け
た
筆
跡
で
あ
り
、
偶
然
残
さ

れ
た
古
代
建
築
の
技
法
の

一
端
を
し
あ
す
証
と
し
て
貴
重
な
も
の
で

あ
る
。

註
(
1
)

『
平
城
宮
発
掘
調
査
出
土
木
簡

概
報

(
二
十

九
)
1
二
条
大
路

木
簡

三
1
」

奈
良
国
立
文
化
財
研
究

所

一
九
九
四
年
。
遺
構

の
説

明
な

ど
は
す

べ
て
本

書

に
よ
る
。
ま
た
図
は
、
本
書
掲
載

の
写
真

に
よ

っ

て
作
成

し
た
。

(
2
)
西
岡
常

一

『木

に
学

べ
」
小
学
館

一
九

八
八
年
、
小
学

館

ラ
イ
ブ

ラ
リ
ー
判

二
三
二
頁
。

(
3
)

『
賢
愚
経
」
巻
七

利
書
弥
七
子
品
第

三
二

(大
正
新
脩
大
蔵
経

四

四
〇
〇
頁
)
、

『枕
草

子
」
第

二
四
四
段

「蟻
通

の
明
神
」
、

『
今
昔

物

語
集
」
巻
五

七
十
余
人
流
遣
他
国
国
語

三
二
、
関
敬
吾

『
日
本

昔

話
大
成
」
九

笑
話

二

「親
棄
山
」
角
川
書
店

一
九
七
九
年

、

二

六
六

・
二
六
九
頁
。

(
4
)

『
南
畝
秀
言
」
巻
之

一

『
日
本
随
筆
大
成
」
第

二
期

二
四

一
七

七

頁
。

(
5
)

『
閑
田
次
筆
」
巻
之

四

『
日
本
随
筆
大
成
」
第

一
期

一
八

四
四
三

頁
。

(
6
)
内
藤
昌
校
注

『
注
釈
愚
子
見
記
」
井
上
書
院

一
九
八
八
年
、

一

一

四
頁
。

(
7
)

『
嬉
遊
笑
覧
」
巻

一
上

(居
処
)
『
日
本

随
筆

大
成

』

別
巻

七

嬉

遊
笑
覧

一

一
〇

四
頁
。

(
8
)

『
百
貫
樋
」
(
鈴
木
勝
忠

『
川
柳

・
雑
俳
か
ら
み
た
江
戸
庶
民

風
俗

』

雄
山

閣

一
九
七
八
年
)

(
9
)

『新

編
国
歌
大
観
」
第

一
巻

勅
撰
集
編

歌
集

角
川
書

店

一

九

八
三
年
、
五
四
七
頁
。
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