
室
城
秀
之
校
注

　
　
『
う
つ
ぼ
物
語

全
』

佐
　
　
藤

信

一

　
つ

い
に

出
た
。
待
望
久
し
い
『
う
つ
ほ
物
語
」
の
新
し
い
注
釈
、
室
城

秀
之
先
生
の

『う
つ
ほ
物
語
　
全
』
が
刊
行
を
見
た
。

　
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
『
う
つ
ほ
物
語
」
と
言
う
作
品
は
不
幸

な

作
品

で
あ
る
。
今
日
入
手
し
得
る
、
し
か
も
全
部
揃
っ
た
テ
キ
ス
ト
は

皆
無
に

等
し
い
。
ま
た
そ
の
置
か
れ
た
本
文
の
状
況
に
し
て
も
、
最
善
本

と
さ
れ
る
前
田
尊
経
閣
文
庫
本
を
根
幹
に
置
く
の
が
通
説
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
れ
で
も
意
の
通
じ
な
い
箇
所
が
多
す
ぎ
る
。
本
文
の
重
複
・
錯
簡
も
散

見
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
注
釈
の
基
盤
で
あ
る
本
文
の
決
定
か
ら
開
始
せ
ね

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
室
城
先
生
の
こ
と
ば
に
よ
れ
ば
、
「
「
う
つ
ほ
物

語
』
は
、
物
語
文
学
史
上
貴
重
な
作
品
な
の
だ
が
、
そ
の
伝
本
に
は
、
重

複
や

欠
文
を
は
じ
め
、
ど
の
よ
う
な
本
文
上
の
処
理
を
行
な
っ
て
も
処
理

で
き
な
い
矛
盾
が
多
く
存
在
し
、
研
究
を
さ
ま
た
げ
て
き
た
」
（
「
解
説
」

九
四
六
頁
）
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
合
理
的
な
本
文
を
作
る
近
世
の
研
究

動
向
を
否
定
し
、
近
代
の
研
究
は
矛
盾
を
そ
の
ま
ま
認
め
る
成
立
論
の
方

向
へ
と
流
れ
て
き
た
。
だ
が
室
城
先
生
は
そ
の
方
向
と
は
一
線
を
画
す
る
。

「
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
研
究
は
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
だ
が
、
物
語
の
本

文

そ
の
も
の
の
解
釈
の
追
求
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
解
釈
が

困
難
な
箇
所
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
合
理
的
に
説
明
す
る
た
め
に
、
安
易

に

成
立
過
程
上
の
問
題
へ
と
逃
げ
込
ん
で
は
な
ら
な
い
」
（
「
解
説
」
九
四

七
頁
）
と
い
う
「
あ
た
り
ま
え
」
の
こ
と
が
な
い
が
し
ろ
に
さ
れ
て
き
た

こ
と
へ
の
警
鐘
と
受
け
取
れ
よ
う
。

　
そ
の
「
本
文
そ
の
も
の
の
解
釈
」
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

の

が
、
先
生
に
よ
る
語
彙
・
語
法
の
研
究
で
あ
る
。
従
来
よ
く
見
受
け
ら

れ
た

『源
氏
物
語
』
な
ど
の
女
流
仮
名
文
学
作
品
の
語
彙
の
み
な
ら
ず
、

漢
籍
の
訓
点
語
に

対
す

る
研
究
の
成
果
を
取
り
込
ん
だ
新
し
い
読
み
が
示

さ
れ
て
い
る
箇
所
が
多
く
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
『
う
つ
ほ
物
語
』
を
読
み

解
く
こ
と
で
、
「
平
安
時
代
前
期
か
ら
院
政
期
、
さ
ら
に
は
鎌
倉
時
代
へ

と
、
地
下
の
水
脈
の
よ
う
に
続
い
て
ゆ
く
こ
と
ば
の
歴
史
が
確
か
め
ら
れ

る
」
（
「
解
説
」
九
五
〇
頁
）
の
で
あ
る
。
現
状
で
は
『
源
氏
物
語
』
こ
そ

が
平
安
時
代
の
文
学
研
究
の
中
心
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し

て
一
石
を
投
じ
た
注
釈
書
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　

そ
の
注
釈
書
と
し
て
の
体
裁
は
各
頁
毎
に
校
異
・
注
釈
を
示
し
、
前
田

家
本
を
底
本
に
し
た
校
訂
本
文
を
提
示
し
て
い
る
。

　
巻
末
に
先
生
と
齋
藤
正
志
氏
と
の
作
成
に
よ
る
略
系
図
と
、
芳
賀
繁
子

氏

と
の
作
成
に
か
か
る
「
う
つ
ほ
主
要
テ
キ
ス
ト
ペ
ー
ジ
対
照
表
」
と
を

付
す
。

　

こ
の
『
う
つ
ほ
物
語
　
全
』
は
何
よ
り
も
読
み
や
す
い
。
こ
の
注
釈
を

通
し
て
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
が
よ
り
開
か
れ
た
作
品
に
な
る
で
あ
ろ
う
こ

と
を
喜
び
と
し
た
い
。

（平
成
七
年
一
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一
五
日
刊
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）
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