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岡
崎
正
継
著
『
中
古
中
世
語
論
攷
』

小
柳
智
一

　

本
書
は
、國
學
院
大
學
名
誉
教
授
の
岡
崎
正
継
先
生
の
論
文
集
で
あ
る
。

前
著
『
国
語
助
詞
論
攷
』（
平
成
八
年
、
お
う
ふ
う
）
所
収
の
も
の
と
合

わ
せ
て
、
先
生
の
論
文
は
こ
れ
で
ほ
ぼ
す
べ
て
が
容
易
に
読
め
る
よ
う
に

な
っ
た
。
先
生
は
私
の
恩
師
で
、
師
の
著
書
を
紹
介
す
る
の
は
恐
れ
多
い

が
、
光
栄
な
機
会
に
恵
ま
れ
た
こ
と
に
甘
え
、
い
さ
さ
か
個
人
的
な
こ
と

を
交
え
る
の
を
お
許
し
頂
き
た
い
。
ま
ず
本
書
の
目
次
を
掲
げ
る
。

　

語
法
篇

　
　

第
一
章　

�

推
定
伝
聞
の
助
動
詞
「
な
り
」
に
つ
い
て
―
そ
の
承
接
と

意
味
―

　
　

第
二
章　

今
昔
物
語
集
の
「
今
夜
」
と
「
夜
前
」
と

　
　

第
三
章　

源
氏
物
語
の
「
給
ふ
る
」「
侍
り
」
に
つ
い
て

　
　

第
四
章　

�「
申
す
」「
聞
え
さ
す
」「
聞
ゆ
」
―
官
位
・
身
分
・
人
名

を
承
け
る
場
合
に
つ
い
て
―

　
　

第
五
章　

中
世
の
敬
語
―
受
益
敬
語
に
つ
い
て
―

　
　

第
六
章　
「
御
導
師
遅
く
参
り
け
れ
ば
」
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

　

語
彙
篇

〔
紹
介
〕
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第
七
章　

源
氏
物
語
用
語
の
清
濁
に
つ
い
て

　
　
　

Ⅰ　

首
書
源
氏
物
語
の
「
と
き
と
き
」
と
「
と
き
ど
き
」

　
　
　

Ⅱ　
「
調
す
」
清
音
の
こ
と

　
　
　

Ⅲ　
「
螺
鈿
」
は
「
ラ
テ
ン
」
で
あ
っ
た

　
　

第
八
章　
「
け
そ
ん
」
は
「
家
損
」
な
り
や
―
源
氏
物
語
用
語
考
―

　
　

第
九
章　
「
ウ
ソ
」
の
語
源

　
　

第
十
章　
「
ハ
ッ
ケ
ヨ
イ
」
の
語
源

　

キ
リ
シ
タ
ン
資
料
篇

　
　

第
十
一
章　

�

オ
段
長
音
の
開
合
に
つ
い
て
―
ロ
ド
リ
ゲ
ス
『
日
本
文

典
』
覚
書
―

　
　

第
十
二
章　

日
葡
辞
書
の
和
訳
に
つ
い
て

　
　

第
十
三
章　

�

日
葡
辞
書
のV

qevô

の
語
義
―ficar�deuendo
の
訳
語

に
つ
い
て
―

　
　

第
十
四
章　

�「
ア
サ
ガ
レ
イ
（
朝
餉
）」
の
こ
と
な
ど
―
日
葡
辞
書
の

こ
と
ば
―

　
　

第
十
五
章　

日
葡
辞
書
の
「
サ
メ
」「
フ
カ
」「
ワ
ニ
」
に
つ
い
て

　

私
が
最
初
に
出
会
っ
た
先
生
の
論
文
は
、
第
一
章
の
「
な
り
」
の
論
文

だ
っ
た
。
こ
の
論
文
が
初
め
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
平
成
元
年
三
月
の
『
國

學
院
雜
誌
』
で
、
こ
の
年
の
四
月
に
私
は
國
學
院
大
學
に
入
学
し
た
。
大

学
の
名
前
の
付
い
た
雑
誌
を
図
書
館
で
た
ま
た
ま
目
に
し
て
、
巻
頭
論
文

を
読
み
、
十
分
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
も
の
の
、
と
て
も
驚
い
た
。
高

等
学
校
の
古
典
文
法
で
「
な
り
」
に
二
種
類
あ
り
、
連
体
形
に
付
く
の
は

断
定
、
終
止
形
に
付
く
の
は
推
定
伝
聞
と
勉
強
し
て
い
た
が
、
そ
の
論
文

に
は
、
さ
ら
に
推
定
伝
聞
の
「
な
り
」
が
形
に
よ
っ
て
推
定
か
伝
聞
か
に

分
け
ら
れ
る
と
書
い
て
あ
っ
た
か
ら
だ
。
聞
い
た
こ
と
も
な
い
話
で
、
古

典
文
法
に
未
知
の
領
域
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

　

こ
の
論
文
は
、
そ
の
後
の
研
究
史
に
照
ら
し
て
、
二
つ
の
点
で
画
期
的

だ
っ
た
。
一
つ
は
、
終
止
形
接
続
の
「
な
り
」
の
意
味
と
し
て
「
聞
音
」

と
い
う
三
つ
め
を
確
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。
聞
音
と
は
音
・
声
が
聞
こ
え

て
く
る
意
を
表
し
、
次
例
が
そ
れ
に
当
た
る
。

　

⑴
「
丑
四
つ
」
と
奏
す
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
枕
草
子
〉

　

同
趣
旨
の
指
摘
は
以
前
も
あ
っ
た
が
、
確
固
と
し
た
地
位
と
名
称
を
与

え
、
後
続
の
研
究
に
影
響
を
与
え
た
の
は
こ
の
論
文
で
あ
る
。
現
在
の
研

究
状
況
か
ら
見
る
と
、
エ
ヴ
ィ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
（
事
態
把
握
の
情
報
源

を
問
題
に
す
る
文
法
範
疇
）
に
関
す
る
重
要
な
業
績
と
言
え
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
右
に
触
れ
た
こ
と
だ
が
、「
な
り
」
の
形
式
と
意
味
の

対
応
関
係
を
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
同
じ
連
用
形
で
も
後
続

の
助
動
詞
よ
っ
て
「
な
り
き
」
は
伝
聞
、「
な
り
つ
」
は
聞
音
と
対
応
し
、

「
仏
の
お
は
す
な
る
所
」
の
よ
う
な
連
体
法
の
「
な
る
」
は
伝
聞
を
表
す
、

な
ど
。
連
体
法
と
伝
聞
の
対
応
に
つ
い
て
は
後
に
追
認
も
あ
り
、
終
止
形
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と
已
然
形
に
関
し
て
原
ま
ど
か
氏
に
論
考（
國
學
院
大
學
国
語
研
究
会『
国

語
研
究
』
77
、
二
〇
一
四
年
）
が
あ
る
が
、「
な
り
」
の
形
式
と
意
味
の

間
に
対
応
の
あ
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
。
残
念
で
あ
る
。

論
文
集
刊
行
を
機
に
、
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
を
願
う
。

　

さ
て
、
先
生
の
研
究
の
特
徴
の
一
つ
に
、
問
題
設
定
の
斬
新
さ
と
展
開

の
意
外
さ
が
あ
る
と
思
う
。余
人
の
思
い
も
し
な
い
問
題
を
立
て
ら
れ
る
。

第
二
章
の
論
文
は
、
今
昔
物
語
集
の
「
今こ
よ
ひ夜

」
と
「
夜や

前ぜ
ん

」
を
比
較
し
、

類
義
語
と
目
さ
れ
て
い
た
二
語
が
、
実
は
別
の
時
間
帯
を
指
す
異
義
語
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
の
だ
が
、
考
察
の
中
で
「
今
夜
」
は
完
了
の

助
動
詞
ツ
に
、「
夜
前
」
は
過
去
の
助
動
詞
キ
に
大
き
く
偏
っ
て
共
起
す

る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
副
詞
の
語
意
の
問
題
か
ら
テ
ン
ス
の
問
題
へ

展
開
し
て
い
る
。
ま
た
、「
今
夜
」
と
「
夜
前
」
の
比
較
の
後
、
今
度
は
「
夜

前
」
と
「
夜よ

部べ

」
を
比
べ
、
二
語
が
同
じ
時
間
帯
を
指
す
類
義
語
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、「
夜
前
」
は
和
製
漢
語
で
、
主
と
し
て
男
性
が

改
ま
っ
た
場
面
で
使
用
し
、「
夜
部
」
は
普
通
語
で
、
日
常
的
に
使
用
す

る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
結
局
、
こ
こ
で
は
一
組
の
異
義
語
と
一
組
の
類
義

語
を
扱
い
、
語
彙
の
研
究
に
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

第
三
章
か
ら
第
五
章
ま
で
は
敬
語
に
関
す
る
論
文
で
、
先
生
の
最
初
期

の
も
の
を
含
む
。「
給
ふ
る
」
と
「
侍
り
」
の
違
い
や
、「
申
す
≳
聞
え
さ

す
≳
聞
ゆ
」
の
敬
意
差
、
受
益
尊
敬
の
意
味
―
―
「
～
て
く
だ
さ
る
」
と

い
う
意
で
、「
お
～
に
な
る
」
と
い
う
中
立
的
な
尊
敬
と
は
別
―
―
お
よ

び
専
用
形
式
「
～
て
た
ぶ
」
が
中
世
以
降
に
成
立
し
た
こ
と
な
ど
、
主
張

さ
れ
た
内
容
は
現
在
で
は
通
説
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
第
四
章
の

「
申
す
」「
聞
え
さ
す
」「
聞
ゆ
」
の
よ
う
に
使
用
頻
度
の
高
い
語
は
や
み

く
も
に
比
較
し
て
も
、
本
質
を
見
失
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
先
生
の
採
っ
た

方
法
は
、
次
の
よ
う
な
類
似
の
句
形
を
対
象
に
、「
と
」
の
上
の
官
位
・

身
分
な
ど
を
比
較
す
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。

　

⑵
ａ
宇
多
の
帝
と
申
す
帝

　
　

ｂ
山
の
井
大
納
言
と
聞
え
さ
せ
け
る
な
ん
、

　
　
ｃ
源
氏
の
兼
明
と
聞
ゆ
る
、　
　
　
　
　
　
　
〈
以
上
、
栄
花
物
語
〉

　

こ
れ
は
、
適
切
に
条
件
づ
け
ら
れ
た
環
境
に
お
け
る
比
較
で
、
対
象
を

よ
く
知
ら
な
け
れ
ば
考
え
つ
か
な
い
洗
練
さ
れ
た
手
法
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
手
法
を
、
後
続
の
我
々
は
大
い
に
学
ぶ
べ
き
で
あ
る
。

　

第
六
章
の
論
文
は
今
回
読
み
直
し
て
、
感
嘆
し
た
。
口
幅
っ
た
い
申
し

よ
う
で
恐
縮
だ
が
、
傑
作
だ
と
思
う
。
問
い
は
こ
う
で
あ
る
。
次
の
傍
線

部
は
、
①
御
導
師
が
時
刻
に
遅
れ
て
参
上
し
た
（
つ
ま
り
、
遅
刻
し
て
来

た
）
こ
と
を
言
う
の
か
、
そ
れ
と
も
②
時
刻
に
参
上
し
な
か
っ
た
（
つ
ま

り
、
そ
の
時
に
い
な
か
っ
た
）
こ
と
を
言
う
の
か
。

　

⑶�
灌
仏
ゐ
て
奉
り
て
、
御
導
師
遅
く
参
り
け
れ
ば
、
日
暮
れ
て
御
方
々

よ
り
童
べ
出
し
、
布
施
な
ど
、
お
ほ
や
け
ざ
ま
に
変
ら
ず
、
心
々
に
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し
給
へ
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
源
氏
物
語
〉

　

現
代
語
の
感
覚
か
ら
す
れ
ば
前
者
だ
ろ
う
が
（
例
え
ば
「
遅
く
起
き
た

朝
」
は
目
が
覚
め
て
い
る
）、
は
た
し
て
ど
う
か
。
一
見
、
些
細
に
見
え

る
か
も
し
れ
な
い
こ
の
問
題
か
ら
出
発
し
て
、
い
く
つ
も
の
可
能
性
を
検

討
し
な
が
ら
、最
終
的
に
は
②
の
解
釈
が
正
し
い
こ
と
を
証
す
る
の
だ
が
、

そ
の
論
証
過
程
が
豊
富
か
つ
明
晰
で
あ
る
。
先
行
研
究
が
「
結
果
的
表
現
」

と
称
す
る
語
り
方
の
問
題
、「
遅
く
参
り
け
れ
ば
」
の
構
造
（
意
味
の
係

り
受
け
）、
形
容
詞
「
遅
し
」
の
語
義
、「
遅
く
＋
動
詞
」
と
い
う
句
形
に

見
ら
れ
る
共
通
性
（
す
べ
て
②
を
表
す
）、「
遅
れ
て
＋
動
詞
」
と
の
相
違

（
こ
れ
が
①
の
意
味
を
表
す
）、
漢
語
「
遅
参
」
と
の
類
義
牲
、「
遅
く
＋

動
詞
」の
院
政
期
以
降
の
意
味
拡
張（
②
の
他
に
①
も
表
す
よ
う
に
な
る
）、

こ
れ
ら
を
次
々
と
取
り
上
げ
な
が
ら
、
一
つ
の
結
論
に
収
斂
し
て
い
く
。

そ
の
展
開
は
読
ん
で
い
て
胸
が
躍
り
、
読
後
に
た
め
息
が
出
た
。
こ
れ
ほ

ど
読
ま
せ
る
論
文

0

0

0

0

0

0

は
な
か
な
か
な
い
。

　

右
の
「
遅
参
」
や
、
先
の
「
夜
前
」「
夜
部
」、
ま
た
語
彙
編
第
八
章
の

「
け
そ
ん
」（「
家
損
」で
は
な
く「
気
損
」が
正
し
い
と
解
く
）の
調
査
に
、

先
生
は
古
記
録
を
資
料
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
和
文
資
料
の
語
彙
を
研

究
す
る
際
に
、
変
体
漢
文
資
料
に
ま
で
目
を
配
る
研
究
は
現
在
で
も
多
く

な
い
。
ま
し
て
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
の
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
も
な
か
っ

た
、
三
十
年
前
の
論
文
執
筆
当
時
に
は
、
皆
無
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
う
。
徹
底
し
た
文
献
調
査
と
、
用
例
の
吟
味
は
、
先
生
の
研
究
を
特
徴

づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
特
徴
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
編
に
収
め
ら
れ
た
諸
論
文
に
も
如
実

に
表
れ
る
。『
日
本
文
典
』
や
『
日
葡
辞
書
』、
天
草
版
『
伊
曽
保
物
語
』

の
記
述
を
読
解
す
る
際
、
先
生
は
、
普
通
に
は
入
手
し
に
く
い
ポ
ル
ト
ガ

ル
語
辞
書
や
文
法
書
を
数
多
く
駆
使
さ
れ
る
。
第
十
一
章
の
論
文
で
も
そ

う
な
の
だ
が
、
原
論
文
は
根
拠
と
し
た
資
料
の
記
述
を
邦
訳
文
で
載
せ
、

原
文
は
割
愛
し
て
い
た
。
今
回
は
紙
尾
康
彦
氏
（
開
成
学
園
）
の
手
で
ポ

ル
ト
ガ
ル
語
原
文
が
付
さ
れ
、
参
照
の
便
を
図
っ
て
い
る
。

　

最
後
の
二
章
の
論
文
は
、『
日
葡
辞
書
』
所
載
の
名
詞
を
取
り
上
げ
、

語
釈
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を
厳
密
に
読
解
し
考
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、『
邦

訳
日
葡
辞
書
』
の
訳
文
を
訂
正
す
る
も
の
で
あ
る
。
特
に
第
十
五
章
の
論

文
で
は
、
日
本
語
・
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
語
学
的
な
資
料
ば
か
り
で
な
く
、

動
物
百
科
の
類
も
参
照
し
な
が
ら
、『
日
葡
辞
書
』の「
サ
メ
」「
フ
カ
」「
ワ

ニ
」
の
正
体
に
迫
っ
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
先
生
が
も
の
さ
れ
た
う
ち
で

最
も
執
筆
年
が
新
し
く
、
実
は
こ
れ
以
降
に
も
口
頭
発
表
だ
け
で
活
字
に

さ
れ
て
い
な
い
「
ア
サ
ガ
ヲ
（
朝
顔
）」「
チ
ド
リ
（
千
鳥
）」
に
関
す
る

研
究
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
狭
い
語
学
研
究
の
枠
に
収
ま
ら
ず
、「
日
葡
辞

書
の
博
物
誌
」
と
で
も
呼
べ
そ
う
な
領
域
へ
先
生
の
関
心
が
向
か
っ
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
イ
タ
リ
ア
で
「
ア
サ
ガ
ヲ
」
の
発
表
を
聞
い
た
、
さ
る
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高
名
な
言
語
学
者
か
ら
「
こ
れ
こ
そ
大
学
者
の
研
究
だ
と
思
っ
た
」
と
う

か
が
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
先
生
に
は
ぜ
ひ
活
字
に
し
て
公
刊
し
て
く
だ
さ

る
よ
う
願
い
申
し
上
げ
た
い
。

　

先
生
の
論
文
は
論
旨
明
快
で
と
て
も
読
み
や
す
い
。
非
常
に
高
度
で
複

雑
な
こ
と
も
平
明
に
書
か
れ
て
い
る
。
漫
然
と
一
読
し
た
だ
け
で
は
、
そ

の
問
題
の
真
の
難
し
さ
に
気
づ
か
な
い
く
ら
い
、文
章
が
わ
か
り
や
す
い
。

語
彙
編
第
十
章
の
「
ハ
ッ
ケ
ヨ
イ
」
の
語
源
を
解
く
論
文
な
ど
は
そ
の
最

た
る
も
の
だ
ろ
う
。
問
題
が
面
白
い
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
こ
の
論
文
は
日

本
語
に
関
す
る
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
採
ら
れ
た
り
、
某
国
立
大
学
の
二
次
試

験
の
国
語
の
問
題
に
出
題
さ
れ
た
り
し
た
こ
と
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
先
生
の
研
究
は
、
も
し
自
分
が
同
じ
こ
と
を
ゼ
ロ
か
ら
始
め

る
と
し
た
ら
と
想
像
す
る
と
、
恐
ろ
し
く
手
強
い
問
題
に
高
い
障
壁
を
い

く
つ
も
越
え
て
挑
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
気
づ
く
。
解
き
方
、
越
え
方

が
あ
ま
り
に
鮮
や
か
な
の
で
、
読
者
は
そ
こ
に
思
い
が
至
ら
な
い
の
で
あ

る
。
先
生
の
論
文
を
き
ち
ん
と
理
解
す
る
に
は
、
読
者
の
側
に
相
応
の
学

力
が
求
め
ら
れ
る
の
で
、
若
い
研
究
者
に
と
っ
て
は
、
す
ば
ら
し
い
教
材

に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
吉
田
永
弘
氏
（
國
學
院
大
學
）
を
は
じ
め
と
す
る
本
論
文
集

の
実
現
に
尽
力
さ
れ
た
方
々
と
、
出
版
を
快
く
引
き
受
け
ら
れ
た
（
と
う

か
が
う
）
和
泉
書
院
に
、
先
生
の
教
え
子
の
一
人
と
し
て
、
一
日
本
語
研

究
者
と
し
て
深
く
感
謝
を
表
す
る
。

（
Ａ
５
判
、
二
六
四
頁
、
和
泉
書
院
、
平
成
二
八
年
五
月
、
定
価

九
一
八
〇
円
）


