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『紐

鏡
」
再

考

赤

峯

裕

子

「

本
居
宣
長

の
語
学

に
関
す
る
業
績

の
う
ち
、
係

り
結
び

の
法
則
を
中
心
と
す

る
文
法
研
究

に

つ
い

て
は
、

こ
れ
ま
で
に
も
幾
多

の
論
考
が
あ
り
、
そ

の
実
態

は
か
な
り
明
ら
か
に
さ
れ

て
き

て
い
る
。

し
か

し
、
依
然
と
し

て
資
料
不
足
な

ど
か
ら
、
今
だ

に
解
明
さ
れ

て
い
な

い
点
も
あ
る
。
そ
の

一
つ
が
、
『
て
に
を
は

紐
鏡
』

(以
下

「
紐
鏡
』
と
略
す
)
及
び

『
詞

の
玉
緒
』
に
示

さ
れ

た
、
係
り
結

び

の
法

則
を
、
宣
長

が
ど
の
よ
う
な
過
程
を
た
ど

つ
て
体
系
的

に
理
解
し
把
握

す
る
に
到

っ
た
の
か
、
と

い
う
点

で
あ
る
。
尾
崎
知
光
氏
は

『
本
居
宣
長

の
初

期

て
に
を

は
研
究

へ
の
道
程
』

の
中

で
次

の
よ
う

に
述

べ
て
い
る
。

本
居
宣
長

の
国
語
学

に
関
す
る
業
績

の
う
ち
、
最
も
大
き
な
も
の
は
、

『
詞

の
玉
緒
』
『
紐
鏡
』

に
代
表
さ
れ
る

て
に
を
は
研
究

で
あ
る
こ
と
は
、

誰
し
も
異
論

の
な

い
と

こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
(
中
略
)
し
か
し
従
来

の
国
語
学

史
を
た
ど

る
か
ぎ
り
、
宣
長

の
研
究
は
ま

こ
と
に
突
然
変
異
的

で
あ
り
、

そ
れ
ま

で
の
旧
派

て
に
を
は
研
究

の
幼
稚

な
段
階

か
ら

一
気

に
完
成

へ
と

飛
躍
し

た
、
奇
蹟

で
あ
り
、
謎

で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
宣
長

と
い

へ
ど
も
、

は
じ
め

は
や
は
り
旧
来

の
て
に
を
は
説

の
中

に
育

っ
た
の
で
あ

る
。

そ
の

彼
が

い
か

に
し

て
比
較
的
短
期
間

の
う
ち
に
高
度
な
研
究

に
ま
で
到
達
し

た

の
か
。

こ
れ
は
宣
長

の
学
問
形
成

の
問
題

で
あ

る
と
共

に
、
広
く
国
語

学
史

の
上

で
も
重
要

な
課
題

で
あ

る
。

そ
う
し

て
、

こ
の
論
文

で
、
宣
長
が
中
世
以
来

の
歌
学
的
な

て
に
を
は
説
を
基

と
し
て
、
数
多

く
の
例
証

に
あ

た

っ
て
整
備
し

て
い

っ
た
結
果
得
ら
れ
た

の
で

あ
ろ
う
、

と
結
論
づ

け
て
い
る
。

宣
長
が
宝
暦
年
間

に
、

『
て
に
は

口
伝
』

や

『手
爾
波
大
概
抄
』
を
筆
写
し

て
い
る
事
実
を
指
摘
し
、
『
尾
花
が
本
』

(
宝
暦

三
年

記
)
、
『
在
京
日
記
』
(宝
暦
七
年
記
)
な
ど

に
は
係
り
結
び

の
法

則
に
誤
り

が
あ

る
が
、
帰
郷
後

に
は
そ
う
し
た
誤
り
が
殆
ん
ど
な
く
な

っ
て
い
る

こ
と
を

*
一

綿
密

な
調
査

で
実
証
し

て
い
る
。
さ
ら

に
、
帰
郷

の
前
後

に
著

さ
れ
た

『排
藍

小
船
』

の
中

の

「
テ

ニ
ハ
」

に

つ
い
て
の
記
述
か
ら
、

こ
の
時
期

の
宣
長

は
係

り
結
び

の
法
則

に
習
熟
し
自
ら
誤

っ
て
用

い
る

こ
と
は
な
か

っ
た
が
、

そ
れ
は

旧
来

の
て
に
を

は
学
書
を
参
考
と
し

て
独
自
に
占
典

の
学

習
か
ら
経
験
的

に
得

ら
れ
た
結
果

で
あ

っ
て
、
決
し

て

『紐

鏡
』
『詞

の
玉
緒
』
に
示

し
た
よ
う
な
法
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則
と
し

て
の
体
系

的
な
理
解

で
は
な
か

つ
た
、
と

い
う

の
で
あ

る
。

尾
崎
氏
は

『
詞

の
玉
緒

稿
』
と
称

せ
ら
れ
る
資
料

の
調
査
な
ど
も
合
わ

せ
て
、

宣
長

の

「
て
に
を
は
」

研
究

は
実

は
中
世

以
来

の
歌
学

の
伝
統
を
継
承
し
、
体

系
だ

て
る
と

い
う
性
格

を
持

っ
て
い
た
、

と
す

る
。

つ
ま

り
、
宣
長

の
体
系
づ

け
た
係
り
結
び

の
法
則
も
、
全

く
何
も
無

い
と
こ
ろ
か

ら
宣
長
が

一
人

で
発
見

し
た
も

の
で
は
な
く
、
そ
れ
ま

で
に
積

み
重

ね
ら
れ

て
き

た
歌
学
的
な

「
て
に

を
は
」
書

の
成
果
を
充
分

に
利
用
し

て
、
完
成

さ
せ
た
と

い
う
わ
け

で
あ

る
。

前

に
引
用
し
た
中

で
尾
崎

氏
が

「
突
然
変
異
的
」
で
、
コ

気

に
完
成

へ
と
飛

躍
し
た
、
奇
蹟

で
あ
り
、
謎

で
あ

っ
た
」

と
す
る
宣
長

の
結

り
結
び

の
法
則

に

関
す
る
研
究
が
、

零
か
ら
出
発
し
た
も

の
で
は
な
く
、
不
備

な
点

が
多

い
と

は

い
え
、
問
題
点
を
指
摘
し
問
題
解
決

の
糸

口
を
与

え
た
従
来

の
て
に
を

は
書

の

記
述
か
ら
出
発
し
た

こ
と
は
、
尾
崎
氏

の
指
摘

の
通

り
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

そ
れ
だ
け

の
こ
と

で
あ
ろ
う
か
。
係
り
結

び

の
法

則
の
研
究
、
即
ち

『
紐
鏡
』

や

『
詞

の
玉
緒
』
の
成
立
過
程

に
影
響
を
与
え
た
も
の
が
、
「中
世
的
思
考
」
だ

け
な

の
で
あ

ろ
う
か
。
中
世
以
来

の
伝
統
に

の

っ
と

っ
て
研
究
を
押
し
進
め

る

だ

け
で
は
、

こ
う
し
た
飛
躍
的
な
完
成

へ
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
か

っ
た
の

で
は
あ

る
ま

い
か
。

殊

に
、

『紐
鏡
』

が

一
枚

の
図
表

で
あ
る
点
を
考

え
る
と

き
、
何
か
別

の
要
素
が

そ
こ
に
深
く
関
わ

っ
て
い
る
よ
う
に
思

え
て
な

ら
な

い

の
で
あ

る
。
以
下
、

こ
の
問
題

に
対
す
る
私
な
り
の
考

え
を
述

べ
て
み
た
い
と

思

う
。

二

コ

ト

ニ
和

歌

ハ
、
一一一、口
語

ヲ
文

美

ニ

ツ

・
ル

モ

ノ

ナ

レ

ハ
、

ワ
キ

テ

テ

ニ

ハ

ヲ

エ
ラ

ヒ

ツ

・
シ

ム

ヘ
キ
事

ナ

ル

ニ
、

近

來

ノ
歌

ヲ
見

ル

ニ
、

テ

ニ

ハ
ノ

カ

ナ

ハ
ザ

ル
歌

ハ
ナ

ハ
ダ
多

シ
、
初
心

ノ
人

ハ
言

二
及

ハ
ズ
、
歴
く

ノ

歌

人

ノ
詠

ニ
モ
、
テ

ニ
ハ

ノ
カ

ナ

ハ

ヌ
事

多

シ
、

コ

レ
イ

カ

ニ
ト

ナ

レ

ハ
、

古
雅
言

ヲ
ヨ
ク
く

會
得

シ
テ
、
歌

詞

ト
ク
ト
我
物

ニ
ナ

ラ
ザ

ル

ユ

へ

也

、

平

生

ノ
俗

言

ハ
、
幼

稚

ノ
時

ヨ
リ
自

然

ニ
ナ

ラ

ヒ
得

テ
、

我

物

ニ
ナ

リ

タ

ル

ユ

ヘ

ニ
、

カ

リ

ニ

モ

テ

ニ

ハ

ノ
カ

ナ

ハ
ヌ

ト

云
事

ハ
ナ

シ
、

モ

シ

古
一雅

言

モ

ヨ
ク

ヨ

ク
ナ

ラ

ヒ
得

テ
、

我

物

ニ
ナ

リ

タ

ラ

バ
、

テ

ニ

ハ
ノ

カ

ナ

ハ
ヌ

ト
云

事

ハ
、

自

然

ト

ナ
キ

ハ
ヅ

也

、

(中

略

)

大

カ

タ

一
首

ノ

ウ

チ
、

一
ッ
モ

テ

ニ

バ
カ

ナ

ハ
サ

ル
所

ア

レ

ハ
、

其

歌

イ

カ

ニ
秀

逸

ト

イ

ヘ

ト

モ
、

ト

ル

ニ
タ

ラ
サ

ル
也

、

サ

レ

ハ
先

達

モ

コ

レ

ヲ
重

ク

ヲ
シ

へ
玉

ヒ

テ
、
其

書

又
多

シ
、

サ

レ

ト

モ

ソ

ノ
大

概

ハ
、
書

モ

シ

ル

ス

ヘ
ケ

レ
ト

モ
、

ク

ハ
シ
キ

事

ハ
書

記

シ
カ

タ

シ
、

言

語

ト

云

モ

ノ
イ

ク
千

萬

ト

モ

カ

キ

リ

ナ
キ

モ

ノ

ナ

レ

ハ
、

コ
ト
く

ク

記

シ

ヲ

シ

フ

ル
事

ア
タ

ハ
ズ

、

ロ
バ
テ

ニ

ハ

ハ
古

歌

ヲ

ヨ

ク
く

見

ナ

ラ

ヒ

ヨ
ミ

ナ

ラ
ヒ

テ
、

自

然

ト
雅

言

ノ
我

物

ニ
ナ

ル

ニ
シ
タ

カ

ヒ

テ
、

ヲ

ノ

ッ
カ

ラ
解

ス
ル

モ

ノ
也

、

教

フ
ル

ニ
詞

ナ

ク
、
書

ニ
ヨ

シ
ナ

シ
、
自

然

ト
功

ヲ

ッ

ミ

テ
、
ミ

ッ
カ

ラ

サ

ト

ル

ヘ
キ

也

、

今

ノ
世

、

テ

ニ

ハ
傳

授

ト
云

事

モ

ア

レ
ト

モ
、

コ

レ
モ

ソ
ノ
大

概

ニ
テ
、

ナ
カ

く

テ

ニ

ハ
傳

授

ヲ

シ
タ

レ
バ

ト

テ
、

コ
ト

く

ク

テ

ニ

ハ
ノ

サ

ト

ラ

ル

・
物

ニ
モ

ア

ラ

ス
、

サ

レ

ハ
傳

授

シ
タ

ル
人

ノ
歌

ニ
モ
、

テ

ニ

ハ
ノ

カ

ナ

ハ
ヌ
事
多

シ
、
又
必

シ
モ
傳
授

セ
ネ
ト
モ
、
古
言

ヲ
ヨ
ク
く

心
得

テ
、

我

モ

ノ

ニ
ナ

レ

ハ
、

テ

ニ

ハ

ハ
自

然

ト
知

ル

・
事

也

、

(後

略

)

一52-一

 

こ

こ

で
ま

ず

『
排

盧

ハ
船

』

の

「
テ

ニ

ハ
」

に

つ
い

て

の
記

述

を

引

い

て

み

よ

う

。

こ
こ
で
披
歴
さ
れ

て
い
る
宣
長

の

「
テ

ニ
ハ
」
観

は
、
『
詞

の
玉
緒
』
の
そ
れ

と
比

べ
、
大
き
な
違

い
が
あ
る
。

『詞

の
玉
緒
』

で
は
次

の
よ
う

に
言
う
。



○

て
に
を

は
は
。
神
代

よ
り
お

の
つ
か
ら
萬

の
こ
と
ば
に
そ
な
は
り

て
。

そ
の
本
末
を
か
な

へ
あ
は
す
る
さ
だ
ま
り
な
ん
有

て
。

あ
が
れ
る
世

は
さ

ら
に
も

い
は
ず
。
中
昔

の
ほ
ど
ま

で
も
.
お
の
つ
か
ら
よ
く
と

ゝ
の
ひ
て
。

た
が

へ
る
ふ
し
は
を
さ
く

な
か
り
け
る
を
。
世

く
だ

り
て
は
。
歌

に
も

さ
ら

ぬ
詞

に
も
。

こ
の
と

ゝ
の
へ
を
あ
や
ま
り
て
。
本
末
も

て
ひ
が
む

る

た
ぐ

ひ

の
み
お

ほ
か

る
ゆ
ゑ

に
。

お
の
れ
今
此
書

を
か

き
あ
ら

は
せ
る

は
。
そ

の
さ
だ
ま
り
を

つ
ぶ
さ
に
を

し

へ
さ
と

さ
ん
と

て
な
り
。二

之
巻
)

『排
藍
小
船
』

と

『
詞

の
玉
緒
』

に
お
け

る

「
テ

ニ
ハ
」
観

の
違

い
は
ま
さ

に

こ
の

一
点
、
「言
語

ト
云
モ
ノ
イ
ク
千
萬

ト
モ
カ
キ
リ

ナ
キ

モ
ノ
ナ

レ

ハ
、
コ

ト
く

ク
記

シ
ヲ
シ

フ
ル
事

ア
タ

ハ
ズ
」
と
、
「
お

の
れ
今
此
書
を
か
き
あ
ら
は

せ
る
は
。
そ
の
さ
だ
ま

り

[
〔私
注
十

て
に
を
は

の
お

の
つ
か
ら

こ
と
ば
に
そ
な

は
り
て
。

そ
の
本
と
末
を
か
な

へ
あ
は
す
る
さ
だ
ま
り
〕
を

つ
ぶ
さ
に
を
し

へ

さ
と
さ
ん
と

て
な

り
。
」
と

い
う
言
及

に
、
端
的
に
示
さ
れ

て
い
る
。

前

に
引

い
た
尾
崎
氏

の
論
文

に
指
摘
が
あ
る
通
り
、
『排
藍
小
船
』
を
著

し
た

頃

の
宣
長

は
、
個
人
的

に
は

『
て
に
は

ロ
伝
』
や

『手
爾
波
大
概
抄
』
等

の
中

世
歌
学

の
伝
統
を
引
く

て
に
を
は
書

の
学
習
や
、
古
典

の
習
熟

に
よ

っ
て
係

り

結

び
の
法
則
を
身

に

つ
け

て
い
た

こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。

し
か
し
、
個
人
的

経
験
的

に
身

に

つ
け
た
係
り
結
び

の
法
則
を
、
他

の
人

に
教

え
る
ほ
ど
体
系
づ

け
る
こ
と

が
で
き

て
い
な

い
状
態

で
あ

っ
た
。
そ
れ
は
、
宣
長

の
研
究

の

一
つ

の
段
階
と
し

て
考
え
る

こ
と
が

で
き
よ
う
。

そ

の
段
階

で
は
、
係

り
結
び

の
法

則

は
ど
の
よ
う

に
頭

の
中

に
お
さ
め
ら
れ

て
い
た
の
か
、
宣
長

以
前

の
て
に
を

は
文
法

に
お

い
て
最
高

の
内
容
を
持

つ
と
言

わ
れ
る

『
氏
廼
乎
波
義
慣
紗
』
な

ど
の
記
述
か
ら
、

そ
の
状
態
を
推
測
し

て
み
る

こ
と
は
可
能

で
あ
る
か
も

し
れ

な

い
。

之
は

い
ひ
な
か
す
域
爾
乎

波
な
り
。
曾

と
い
ふ

へ
き
を
波

と
お

さ
ゆ
る
と

き
、
幾

と
と
ま
る

へ
き
歌

の
之
と
な

る
也
○
(中
略
)
過
去

の
之
と

い
ふ
事

あ
り
。
あ
ま
た
有
も
の
ゆ
ゑ
蓋

し
か
た
し
。
今

一
つ
二

つ
を
出
す
。
飴
は

な
す
ら

へ
て
知

へ
し
。
(中
略
)
現
在

の
之

と
い
ふ
あ

り
。
當
意
を

い
ふ
と

て
白
雲

に
は
打

か
は
し
の
歌
を

ひ
け
る
物
あ

り
。
さ
ら

は
す

に
か
よ
ふ
し

な
る
に
や
お
ほ

つ
か

な
し
。
又
佗
し
悲
し
嬉
し
こ
れ
ら
を
も

い
ふ
と
あ
れ

と
、
悲

し
嬉

し
の
之

は
て
に
を

は
に
あ
ら
す
。
可

の
字

へ
く
と
も

へ
し
と

も

よ
む
如

く
躰
な

り
。
佗
し

の
之

は
わ

ひ
し
き

の
下
略
な
る

へ
し
。
佗

し

ら
に
な

と
も
よ
め

り
。
今

こ
ゝ
に
出
す
は
濁
音

の
須

に
か
よ
ふ
之

な
り
。

(歌
例
略
)

や
す
め

た
る
之
あ
り
。
是
も
あ
ま
た
有
。

い
さ

ゝ
か
出

す
。

*
二

(
『氏

遽
乎
波
義
慣
砂
』
)

『
域
趙
乎
波
義
慣
抄
』

は
、

一
字
毎

の
文
字
項
目
を
立

て
、

そ
の
文
字

に

よ

っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る

て
に
を
は

に
関
す
る

こ
と
全

て
を
列
挙
す

る
と
い
う
体

裁
を
と

っ
て
い
る
。
従

っ
て
、
「之
」

の
項

に
は
、
助
動
詞

の

「
き
」
の
速
体
形

も
、
動

詞

の
活

用
語
尾

の

「
し
」
も
、
打
消
推
量

の

「
じ
」
も
、
助
詞

の

「
し
」

*
二

も
含
ま
れ

て
い
る

の
で
あ
る
。
『春
樹
顕
秘
増
抄
』
に
も

「第

三
十
五

〇

し
も

し

の
事
」
と
し

て
、
お
よ
そ

「
し
」

と
書

き
あ
ら
わ
さ
れ
る
場
合

に

つ
い
て
記

す
。
「
し
」
と
表
記
さ
れ
る
も

の
の
分
類

区
別
は

「過
去

の
之
、
濁
音

の
須

に
か

よ
ふ
之
、
や
す
め
た

る
之
」
な
ど

で
あ
る
。
『
域
遭
乎
波
義
慣
抄
』
も

『
春
樹
顕

秘
増
抄
』
も
体
裁
は
同
じ

で
、
し
か
も
、

て
に
を

は
に
関
す

る
こ
と

は
全

て
を

記
そ
う
と
す

る
姿
勢
ま

で
も
、

大
同
小

異

の
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
。

『
紐
鏡
』
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『詞

の
玉
緒
』

の
整
然
と
し

た
、

一
つ
の
視
点

に
よ

っ
て
貫
れ
た
記
述
内
容

と

比

べ
る
と
、
と

り
と
め
が
な
く
ま
と
ま
り

に
欠
け

て
い
る
と
い

っ
た
印
象

を
受

け
る
。
中
世
以
来
蓄
積
し

た
て
に
を
は

の
知
識
を
細
大

も
ら
さ
ず
示

そ
う
と
し

た
結
果
と
考

え
る
な
ら
ば
、

こ
れ
を
体
系
的

に
ま
と
め
る
た
め
に
必
要

な
何
も

の
か
を
把

握
し

て
い
な
か

っ
た
宣
長
が
、
;
.口語

ト
云

モ

ノ
イ

ク
千
萬

ト
モ
カ

キ

リ

ナ

キ

モ

ノ

ナ

レ

ハ
、

コ
ト
く

ク

記

シ

ヲ

シ

フ

ル
事

ア
タ

ハ
ズ

」

と

い
う

気
持
ち

に
な

っ
た

の
も
無
理
か
ら
ぬ

こ
と

で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

宣
長

は

「
て
に
を
は
」
の
根
本
性
質
を
、
「
お
の
つ
か
ら
こ
と
ば
に
そ
な

は
り

て
。

そ
の
本
と
末
を
か
な

へ
あ
は
す
る
さ
だ
ま
り
」

に
あ

る
と
考
え

た
。

こ
の

「
さ
だ
ま
り
」
が
、
今
所
謂
係
り
結

び

の
法

則
で
あ
り
、
宣
長

は
、

て
に
を

は

*
⑳

の
最
も
重
要
な
原
理
と
考
え
た
係

り
結

び

の
法
則
を
取

り
上
げ
、

そ
れ
を
中
心

と
し

て

「
て
に
を
は
」
を
記
述

す
る
こ
と
を

『詞

の
玉
緒
』

の
最
大

の
目
標
と

し
た

の
で
あ
る
。
宣
長
は
、

て
に
を
は
に

つ
い
て
、
自
分
な

り
の
見
識
を
持

っ

て
い
た
。
そ

の
見
識

に
基

い

て
、

て
に
を
は
の
研
究
を
行
な

つ
た
点

に
、
従
来

の
歌
学
的
な

て
に
を
は
学
説

と
は

一
味
も

二
味
も
違
う
、
画
期
的
な
も

の
を
う

ち
立

て
る

こ
と
が

で
き
た
原
因

が
あ

る
の
で
は
な
か
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
、

宣

長
は
単

な
る
文
法
学
者

に
と
ど
ま
ら
ず
、
偉
大
な
国
学
者

で
あ

つ
た
と
い
う

こ

と

で
あ
る
。

宣
長

以
前

の
て
に
を

は
書
が
、

て
に
を
は

の
知
識

を
網

羅
し
た
だ
け
に
終

っ

て
い
た

の
に
対
し
、
『
紐
鏡
』
『
詞

の
玉
緒
』

で
は
、
係

り
結

び
の
法
則
を
体
系

的

に
呈
示
す
る

こ
と
を
眼
目
と
し

て
い
る
。
何
故
係

り
結
び

の
法
則

に
注
目
し

た

の
で
あ
ろ
う
か
。

「
て
に
を
は
」

は
漢

文

の
助
字

の
よ
う
な
も

の
だ
と

い
う
説

に
反
論
し

て
宣

長
は
次

の
よ
う
に
壬
う口
う
。

「
一
向

二
助
字

ナ
ク

テ
モ
、
文
章

ハ
キ

コ
ユ
ル
也
、

ヒ

ッ
キ
ヤ
ウ
助
字

ハ
、
文
章

ノ
飴
勢

ノ
ヤ
ウ
ナ

ル
モ
ノ
也
、
(略
)
テ

ニ
ハ
ヲ
漢

文

ニ
タ
ト

ヘ
テ
イ

ハ
バ
、

テ

ニ
ハ
ノ
タ
ガ

ヘ
ル
詞

ハ
、
漢
文

二
展
倒

ノ
ア
ル
ト

同

シ
事
也
、
(略
)

一
ッ
モ
展
倒

ア
ル
時

ハ
、
文

ヲ
ナ
サ

ス
、
」
(
『排
藍
小
船
』
)
、

「か

の
か

ら
ぶ
み
の
助
字
と

い
ふ
な
る
物
は
。
そ

の
本

と
末
と
を
あ
ひ

て
ら
し

て
。
か
な

へ
あ

は
す

る
さ
だ
ま
り
は
な
き
も

の
な
る
を
。

て
に
を
は
は
。

た
し

か

に
此
さ
だ
ま
り

の
あ
と
有

て
。
」

(『
詞

の
玉
緒
』
)
。

つ
ま
り
、

「
て
に
を

は
の

本
末
あ

は
す

る
さ
だ
ま
り
」
と
は
、
漢

文

の
語
序

に
相
当

す
る
、

そ
れ
が
整

わ

な
け
れ
ば
文
を
な
さ
な

い
重
要
な
も

の
だ
と
述

べ
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
の
点

に
留
意
し

て
、
時
枝
誠
記
氏

は

「宣
長

は
、

て
に
を

は
に
文
を
統

一

腔
た
ら
し
め
る
重
要
な
…機
能

を
認
め
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
」

と

『国
語
学

史
』

の
中

で
述

べ
て
い
る
。

し
か
し
、
宣
長

が
係

り
結
び

の
法
則
を
重
視
し
た

の
は
別

の
理
由

で
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
て
に
を
は
」
が
古
言

で
は
よ

く
整

っ
て
い
た

の
に
、
時
代
が
下
が

る
に

つ
れ

て
乱
れ
、
「
さ
だ
ま
り
」
を
わ
き

ま
え
る
人
も
少

な
く
な

っ
た
こ
と
だ
と
思

わ
れ
る
○

宣
長

が
古
言

を
至
上

の
も
の
と

し
た
こ
と

は
周
知

の
こ
と

で
あ
る
。
そ
う
し

た
国
学
者

と
し
て
の
思
想

と
も
関

わ

っ
て
、
「
て
に
を
は

の
と

Σ
の

へ
は
。
そ

の

本
末

を
か
な

へ
あ

わ
せ
て
。

い
に
し

へ
の
さ
だ
ま
り
を
あ
や
ま
た
ぬ
を
な
ん
む

ね
と
は
す

め
れ
ば

(『
詞

の
玉
緒
』
)
。
」
と

い
う
言
葉

に
示
さ
れ

て
い
る
理
由

で
、

係

リ
結
び

の
法
則
を
重
視
し
、
『
紐
鏡
』
や

『
詞

の
玉
緒
』
を
著

し
た

の
で
あ
ろ

う
。前

時
代
と
は

一
線
を
画
す
る
独
自

の
て
に
を
は
観

の
み
な
ら
ず
、
文
法
的

に

み

て
も
宣
長
が
優
れ
た
整
理
を
行

っ
て
い
る

こ
と
も
確

か
で
あ

る
。
先

に
、
『
域

遍
乎
波
義
慣
砂
』
『
春
樹
顕
秘
増
抄
』
の
例

を
示
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら

に
お

い

て
も
、
係
り
と
結

び
の

一
対

一
の
対
応

に

つ
い
て
は
、
「
曾
ー
幾
」
「
波
-
之

」

(義
慣
紗
)
な
ど
、
か

な
り
正
確

に
把
握
さ
れ

て
い
た
。
問
題
は
、
「
幾
と
と
ま

る
は
計
利
反
幾

に
て
、
け
り
と
お
な
し
氏
爾
乎
波
な
り
。」

(
同
前
)

と
し

て
、
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「
き
」
「
け

り
」
が
過
去

の
助
動
詞

と
は
い
え
、
語

の
認
定
を
誤
ま

っ
て
い
る
点

で
あ

る
。

こ
の
こ
と

は
、

こ
れ
ら

の
書
が
係
り
結
び

の
法
則

の
最
も
単

純
な
対

応
を
把
握
し

て
い
る

に
す
ぎ
な

い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

そ
れ

に
対
し

て

『
紐
鏡
』

で
は
、
同
じ
結
び
を
と
る
係

り

の
語
の
関
係
、
係

り

に
よ

つ
て
変
化
す
る
同
じ
結
び

の
語

の
活
用
形

の
関
係

を
、
係

り
と
結
び

の

対
応
関
係
と
同
時

に
、
縦
横

の
総
合

図

の
中

で
明
ら
か
に
し
た
。

つ
ま
り
、
係

り
結

び

の
法
則
を
体
系
的

に
把
握

し

て
い
る
と
二一、口
わ
れ

る
の
は
こ
の
点

に
拠

る

の
で
あ
ろ
う
。

一
つ

一
つ
の
係

り
結

び
の
正
確

な
理
解

が
こ
う
し

た
総
合
図
表
を
完
成
さ
せ

る
基
礎

と
な

っ
た
こ
と

は
間
違

い
が
な
い
。
『
詞

の
玉
緒
』
に
掲
げ
ら
れ
た
三
転

証
歌

は
、

そ
れ
を
裏
付

け
る
た
め

の
徹
底
的
な
調
査

の
過
程
を
示
す
も

の
で
あ

る
。
し
か

し
、
調
査

に
よ

っ
て
得
ら
れ
た

一
々
の
係
り
結
び
を
列
挙
す
る
だ
け

な
ら
ば
、
以
前

の
て
に
を

は
書
と

『
紐
鏡
』
と

の
間

の
差
は
さ

ほ
ど
感
じ
ら
れ

な
か

っ
た

で
あ

ろ
う
。

や
は
り
、
宣
長
が
把
握
し
た
係
り
結
び

の
法
則

の
体
系

を

一
目
瞭
然

の
形

で
図
表

に
し

て
記
し
た
と

こ
ろ

に
そ

の
卓
越
し
た
も

の
が
感

じ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
『
紐
鏡
』

で
は
、
「
は
ー
き
」
「
も
「

き
」
「
徒
1

き
」、

「
ぞ
ー

し
」

「
の
ー

し
」
「
や
=

し
」
「
何
…

し
」、

「
こ
そ
「

し
か
」

と
い
う
係
り
と

「
し
」

の
結
び

の
全

て
を
、
更

に

「
き
」
と

い
う
同
じ
結

び
を
要

求
す
る

「
は
」

「
も
」

「
徒
」
を

一
類
と
し
、
「
し
」
を
要
求

す
る

「
ぞ
」

「
の
」

「
や
」

「何
」
を

一
類

と
し
、
「
し
か
」
を
要
求
す
る

「
こ
そ
」

を

一
類
と
し

て
、

「
し
」

と
い
う

一
つ

の
助
動
詞
が
活
用
す
る

こ
と
を
認
識
し
、
形
は

「
き

・
し

・
し
か
」

と
変
化

し

て
も
同
じ
語

で
あ
る

こ
と
を
同
じ
横

の
段

に
並

べ
て
示

し
た
。
他

の
語

に

つ
い

て
も
同
様

で
、
「
は
」
「
も
」
「徒
」

の
結

び
、
「
ぞ
」
「
の
」
「
や
」
「
何
」
の
結
び
、

「
こ
そ
」
の
結
び
と
、
各

々
が
対
応
す

る
こ
と
を
あ

ら
わ
す
表

と
な

っ
て
い
る
。

『紐

鏡
』

の
独
創
性

は
、

ち
密

な
、
縦
横

の
組

み
立

て
の
し

っ
か
り
し
た
総
合

図
表

だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

ら
わ
れ

て
い
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
そ
う
考
え

た
と
き
、
宣
長

が
こ
う
し

た
図
表
を

「
中
世
的
思
考
」
だ
け

に
影
響
を
受
け

て

考

え

つ
い
た
と

は
考

え
ら
れ
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

て
に
を

は
の
説

明

に
用

い
ら
れ

る
伝
統
的

な
図
表

に
五
十
音
図

が
あ

る
○

『
手
似
葉
大
概
抄
』
に
も
、
「
こ
そ
は

エ
ケ
セ
テ
ネ

の
通
音
、
ぞ
は
ウ
ク

ス
ッ
ヌ

の
通
音
」
と

い
う
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

近
世

に
入

っ
て
、
動
詞

の
活
用

の
研

究

に
、
五
十
音
図
を
用
い
る
よ
う

に
な

っ
て
い
た
。
も

し
も
、
宣
長
が

「
中
世

的
思
考
」

に
の

っ
と

っ
て
い
た
な
ら
ば
、
先
ず
何

よ
り
も
五
十
音
図
を
利
用
し

た

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
宣
長

は
五
十
音
図
を
利
用
し
な
か

っ
た
。

そ

こ
で
改
め

て
考

え

て
み
た
い
。
宣
長

は
他

の
い
か
な

る
影
響

の
も
と

に
、
『
紐

鏡
』

の
図
表

を
考

え

つ
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

三

 

こ
こ
で

一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、
係
り
結
び

の
法

則

に

つ
い

て
の
研
究
を
す
す
め

て
い
た
、
頂
度
同
じ
頃

に
、
宣
長
は
漢
字
音

の
研
究

も
行

な

っ
て
い
た
と

い
う
点

で
あ

る
。
こ
の
間

の
事
情

に

つ
い
て
は
、
『本

居
宣

長
全

集

(筑
摩
書
房
)
」
第
五
巻

の
、
大
野
普
氏

の
解
題

に
詳
し

い
。

で
は
、
宣
長

は
い
か
な

る
動
機

で
こ
の
二

つ
の
研
究

に
足
を
踏

み
入
れ
た

の
か
。

そ
の
こ
と
を
推
測
す

る
た
め

に
、
筆
者
は
ま
ず

こ
の
二

つ
の
研
究

が
何
時
頃
成
就
し
た
も

の
か
を
考
え
た

い
。
そ

こ
で
ま
ず
、
出
版
を
も

っ

て
研
究

の
成
就

の
時
と
見
な
せ
ば
、
『
詞

の
玉
緒
』

『漢
字

三
音
考
』

の
二

著

は
、
共

に
天
明
五
年

(
一
七
八
五
)

の
刊
行

で
あ
る
。
當
年
と

っ
て
宣
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長

は
五
十
六
歳
、
ま

さ
に
圓
熟
期

に
達
し

て
の
著
作
と

い
う

べ
き
か
も
し

れ
な

い
。
し
か
し
、
『
字
音
假
字
用
格
』
は
、
そ
れ

に
先
立

つ
こ
と
九
年

の
、

安
永
五
年

(
一
七
七
六
)

の
刊
行

で
、
宣
長
は
四
卜
七
歳

で
あ
る
。
と

こ

ろ
が
、
宣
長

は
、

そ
れ

に
先
立

つ
十
五
年
、
寳
暦
卜

一
年

(
一
七
六

一
)

五
月
、
三
十
二
歳

に
し

て
、
『
字
音
假
字
用
格
』
の
初
稿
ら
し

い
浄

書
本

を

作

り
上
げ

て
い
る
。
し

て
み
る
と
、
漢
字
音

に
關
す
る
研
究
は
、

か
な
り

早

い
時
期
か
ら
進
行
し

て
い
た

こ
と
と
な
る
。

ま
た
、
安
永
を
湖

る
明
和
八
年

(
一
七
七

一
)
二
月
、
谷
川
士
清

が
本

居
宣
長

に
途

つ
た
書
簡

の
中

に
、
宣
長

の

「
字
音
か
な
遣

ひ
」
と
い
う
著

作
が
、

ま
こ
と

に
立
派
な
出
来
榮
え

で
あ
る
と
賞
讃

し
た
箇
所

が
あ
る
。

こ
れ

に
よ
れ
ば
、
明
和
八
年

に
は

『
字
音
假
字

用
格

』
は
成
稿
に
至

っ
て

い
た
。

ま
た
同
じ
頃
と
推
定
さ
れ
る
谷
川
十
清

の
書
簡

に
、

「漢
音

呉
音

辮
、
面
白
事

に
候
也
」
と
あ
る
。

こ
こ
に
い
う

「漢
音

呉
音
辮
」

と
は
、

『
漢
字
三
音
考
』

の
初
期

の
名
構

で
あ
ろ
う
と
推
定

さ
れ
る
。
從

っ
て
、

宣
長

の
漢
字
音
研
究
は
、
安
永

の
中
頃
よ
り
も
さ
ら
に
湖
る
明
和

八
年

ま

で
に
、
す

で
に
人

に
示
し
得
る
ほ
ど

に
そ

の
中
心
的
部
分

は
成
立

し
て
い

た

こ
と

に
な
る
。

な
お
、
明
和
八
年
五
月
七
日

の
谷
川
士
清

の
書
簡

に
は
、
「
ひ
も
鏡
之
御

印
刻
拝
見
仕

候
、
占
今
凋
歩
之
御
見
識

と
奉
二
信
仰

う候
、
」
と
あ

る
。
「
ひ

も
鏡

」
と
は

『
て
に
を
は
紐
鏡
』

で
あ

っ
て
、

こ
れ

は

『
詞

の
玉
緒
』

の

内

容
と

照
慮
す

る
、

係

り
詞

と
活

用
形
と

の
呼
慮

の

一
覧
表

で
あ
る
。

從

っ
て

『
て
に
を
は
紐
鏡

』

が
刊
行
さ
れ
た
と

い
う

こ
と
は
、

『
詞

の
玉

緒
』
の
う
ち

の
、
『
て
に
を
は
紐
鏡
』
と
内
容

の
照
慮
す

る
部
分
、
す
な
わ

ち
、
少

な
く
と
も

一
の
巻

の

「
三
轄
誼
歌
」
な
ど

の
、
形
式
的
な
封
鷹
を

示
す
部
分

は
、
す

で
に
成
就
し

て
い
た

こ
と
を
示
し

て
い
る
。

こ
れ

に
よ

れ
ば
、
明
和
八
年

ま
で
に
、
宣
長

の
語
學

の
二
大
業
績

で
あ
る
、

係
り
結

び
の
法
則

と
、
漢
字
音

の
研
究
と

の
中
心
は
、
す

で
に
成
立
し

て
い
た
。

そ
し
て
、
漢
字
音

の
研
究

で
は
、
宣
長

は
文
雄

の
成
果
を
よ
く
取

り
入
れ

て

い
る
こ
と
を
指
摘
す

る
。

こ
の
宣
長

の
漢
字
音

に
關
す

る
研
究

の
途
行

に
は
、
檜
文
雄

の
先

行
す
る

著
書

か
ら
、
宣
長

の
吸
収
し
た
所
が
大
き

い
。
す

で
に
述

べ
た
よ
う
に
、

寳
暦

元
年

の

『
か
な

つ
か

ひ
』

の
欄
外

に
、
檜
文
雄

の

『
和
字
大
観
抄
』

に
よ
る
書
き
込

み
が
あ

る
。
ま
た
、
『
本
居
宣
長
随
筆

』
(本

全
集
第
十

三

巻
所
収
)

の
う
ち
、
京
都
遊
學
中

に
成

っ
た
と
見
ら
れ
る
第
三
巻

に
も
、

『和
字
大
観
抄
』
か
ら

の
抄
出
が
あ
る
。
檜
文
雄

の
研
究
は
當
時

の
字
音

研
究

の
最
新

の
成
果

で
あ

っ
た
。

(中
略
)

そ
の
檜
文
雄

の
韻
學

の
特
徴
は
、
當
時

の
シ
ナ
音

の
知
識

に
よ

っ
て
、

古
來

日
本

に
傳
わ

っ
て
い
る

『
韻
鏡
』

の
内
容

を
解
繹

し
た
所

に
あ
る
。

『
韻
鏡
』
と

は
、
唐
末
宋
初

に
シ
ナ
で
制

作
さ
れ
た
漢
字

の
音
韻
表

四
十

三
枚

の
冊
子

で
あ
る
。
し
か
し
は
や
く

シ
ナ

で
は
亡
逸

し
て
、

日
本

に
だ

け
残
存
し
た
。

こ
れ
は

シ
ナ
の
音
韻

を
整

理
し
た
圖
表

で
あ
る
か

ら
、

シ

ナ
語

の
音
韻

の
研
究

に
は
、
便
利

な
圖
表

の
は
ず
で
あ

る
。

と
こ
ろ
が
平

安
時
代

に
日
本
語

で
は
六
卜
七

の
音
節

を
百
い
分

け
る
に
す
ぎ
な
か

っ
た

の
に
、
唐

代

の
シ
ナ
語

の
獲
音

は

三
千
七
百

以
上

の
音
節

の
匝
別

を
持

ち
、
そ
れ
を

『韻
鏡
」

は

こ
と
ご

と
く
圖
表

に
収
め

て
い
る
。
從

っ
て
そ

の
シ
ナ
音

の
厘
別
を
日
本

語
の
假
名

に
よ

っ
て
正
確

に
認
識
し
分
け
る

こ

と
は
、

日
本
人

に
は
極

め
て
困
難
な
作
業
と
な

る
。
そ
れ

に
封
し

て
、
檜

文
雄

は
、
唐
音

の
知
識
を
活
用
し

て
、
か
な
り
よ
く
そ

の
圖
表
を
解
繹

し
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た
。

つ
ま
り
僧
文
雄

の
所
論

は
、
そ

の
鮎

で
當
時
と
し

て
新
鮮

な
、
高

い

債
値

に
輝
く
業
績

で
あ

っ
た
。
そ
れ
は

『磨
光
韻
鏡
』

に
よ

っ
て
世

に
廣

め
ら
れ
た
。
ま
た
同
じ
著
者

は
、
『和
字
大
観
抄
』
で
は
、
さ
ら
に
日
本

の

文
字
や
、
日
本

に
お
け
る
漢
字

の
字
音

ま

で
も
概
説
し
た
。
ま
た

『
三
音

正
講
』

を
寳
暦

二
年

(
一
七
五

二
)

に
著
し

て
、
呉
音
、
漢
音
、
唐
音

に

つ
い

て
論

じ
、
漢
字

の
襲
音
を
假
名

で
説
明
し
た
。
宣
長
は

こ
の
、
當

時

最
新

の
研
究

に
鏡
く
、
關
心
を
寄
せ
た
。

そ
れ
故
、
宣
長

の
漢
字
音
研
究

が
本

格
化

し
た
際
、
僧
文

雄

の
與

え
た
影

響
は
極
め

て
大
き

い
の
で
あ

る
Q

今

日
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
宣
長

は
文
法

と
音
韻

の
各

々
の
分
野

で
業
績

を
上
げ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
区
別

は
近
代
以
降

の
西
洋
言
語
学

に
基
く
発
想

で
あ
る
。
果

し

て
宣
長

に
、
音
韻

に

つ
い
て
の
研
究
、
文
法

に

つ

い
て
の
研
究

と
い

っ
た
区
別

は
存
在
し

た
で
あ

ろ
う
か
。

係
り
結

び

の
法
則

と
、
漢
字
音

の
研
究
を
同
時
期

に
精
力
的

に
行
な

っ
て
い

た
と

い
う
点

か
ら
し
て
も
、
各

々
が
全
く
別

の
分
野

の
も

の
と
し

て
厳
密

に
と

ら
え
ら
れ

て
い
た
と

は
考
え

に
く
く
、
両
方

の
研
究

を
始

め
ざ
る
を
得

な
か

っ

た
、
宣
長

の
内
部

に
あ

る
必
然
性
も

一
つ
で
は
な
か

っ
た

の
か
。
漢
字
音

研
究

の
著
作

に
、
次

の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

殊

二
人

ノ
聲
音
言
語

ノ
正

シ
ク
美

キ

コ
ト
。
亦

隻

二
萬
國

二
優

テ
。
其
音

清

朗

ト
キ

ョ
ク

ア
ザ
ヤ
カ

ニ
シ
テ
。
讐

ヘ
バ
イ
ト

ヨ
ク
晴

タ
ル
天

ヲ
日
中

二
仰
ギ
謄

ル
ガ
如
ク
。

イ
サ

・
カ
モ
曇

リ
ナ
ク
。
又
軍
直

ニ
シ
テ
迂
曲

レ

ル
事
無

ク

シ
テ
。
翼

二
天
地
間

ノ
純
粋
正
雅

ノ
音
也
。

サ
テ
其
古

言
ノ
正

音

ハ
タ
ぐ
四
十
七

ニ
シ
テ
到

ノ
行

ノ
引

国

ト
。
引

ノ
行

ノ
例

ト

ヲ
加

フ
レ
バ
。
都

テ
五
十

ナ
リ
。
(中

略
)
サ

テ
其

五
十

ノ
音

ハ
。
縦

二
五

ッ
横

二
十
ヅ

・
相
連
リ

テ
、
各
縦
横
音
韻
調

ヒ
テ
齪

ル

・
專

ナ
ク
。
其
音
満
朗

ナ
ル
ガ
故

一三

イ
サ

・
カ
モ
相
渉

リ

マ
ギ

ラ

ハ
シ
キ
事

モ
ナ
ク
。

一
一
ノ

音

二
平
上

去

ノ
三
聲

ヲ
具

シ
テ
。
言

二
随

テ
輔
用

ス
。

(『
漢
字
三
音

考
』
皇

國

ノ
正
音
)

皇
國

ノ
古
言

ハ
五
レ

ノ
音

ヲ
出
ズ
。
是
天
地

ノ
純
粋
正
雅

ノ
音

ノ
ミ

ヲ
用

ヒ
テ
。
潤
雑
不
正

ノ
音

ヲ
厨

ヘ
ザ

ル
ガ
故
也
。

サ
テ
如
此

ク
用

ル
音

ハ
甚

少

ケ
レ
ド
モ
。
彼
此
相
連
ネ

テ
活

用

ス
ル
故

二
。
幾
千
萬

ノ
言
語

ヲ
成

ス

ト
イ

ヘ
ド
モ
。
足
ザ

ル
事

ナ
ク
鑑

ル
事

ナ
シ
。

ソ
ノ
ウ

へ

;

ロ
ノ
ウ

ヘ
ニ

モ
亦
活
用

ア
リ

テ
。
假
令

バ
言

思

ノ
如

キ

ハ
。
■

■

刻

■

ト
轄

用

シ
テ
。
イ

ハ
ム

イ
ヒ

イ

フ

イ

へ
。

オ
モ

ハ
ム

オ

モ
ヒ

オ

モ

フ

オ

モ
ヘ

ト
活

キ
。
往

還

ノ
如
キ

ハ
。
往

ハ

カ

キ

ク

列
。

還

ハ
ラ

リ

ル

レ

ト
轄

用

シ
テ
。

ユ
カ

ム

ユ
キ

ユ
ク

ユ

ケ
。

カ

ヘ
ラ
ム

カ

ヘ
リ

カ

ヘ
ル

カ

ヘ
レ

ト
活

ク
。
諸

ノ
言
皆
此

格

ニ
テ
。
第

一
音

【
ア
カ
サ
タ
ナ

ハ
マ
ヤ
ラ
ワ
】
ハ
未
然

ラ
ザ
ル

ニ
用
ヒ
。

第

二
ノ
音

【
イ
キ

シ
チ

ニ
ヒ
ミ
イ
リ
ヰ
】

ハ
方

二
然

ル
ヲ
下

へ
云
オ
ク
ル

ニ
用

ヒ
。
第
三
音

【
ウ
ク
ス
ツ
ヌ
フ
ム
ル
ウ
】

ハ
方

二
然

ル

ヲ
云
サ
ダ

ム

ル

ニ
用

ヒ
。
第
四
音

【
エ
ケ

セ
テ
ネ

ヘ
メ

エ
レ
ヱ
】

ハ
然

セ

ヨ
ト
令

ス
ル

ニ
用

フ
。
【
又
上

ニ
コ
ソ
ノ
僻

ア
ル
ト
キ

ハ
。
第
三

ノ
音

ト
同
意

ニ
ナ
ル
ナ

リ
。
】
タ

ゞ
第
五
音

【
オ

コ
ソ
ト
ノ
ホ

モ
ヨ
ロ
ヲ
】
ノ
ミ

ハ
。
如
此
ク

ナ
ル

活
用

ノ
例

ナ

シ
。
又
上
件

ノ
外

ニ
モ
種

々
ノ
活
用

ア
リ
テ
。
千
言
萬
言

各

皆
其

例
格
違

フ
コ
ト
ナ

シ
。

又
雷

ヲ
連

ネ
テ
語

ヲ
ナ
ス

ニ
。
パ
う

矧

ゾ

コ
ソ

テ

ニ

ヲ

ヤ

カ

ム

等

ノ

僻

ア
リ

テ
其
意

ヲ
分

ツ
。

凡

テ
如
此

ク
。
活
用
助
群

二
因

テ
。
其
義

細

エ
ク

ハ
シ
ク
分

ル
㌧
事
甚
妙
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ニ
シ

テ
。

外

國

ノ
言

語

ノ
能

及

ブ
所

二
非

ズ
。

凡

ソ
天

地

ノ
間

二
。

カ

ク

バ
カ

リ
言

語

ノ
精

微

ナ

ル
國

ハ
ア

ラ
ジ

ト
ゾ

思

ハ
ル

ゝ
。

(同

前

・
皇

國

、一一口語

ノ
事

)

漢
國

ハ
字
甚
多

ク
シ
テ
。

煩

ハ
シ
ク
ク
ダ
く

シ
ク
返

テ
不
便
也
。

(中

略

)

サ

テ
又

字

ハ
多

キ

故

二
。

目

ニ

コ

レ

ヲ
硯

レ
バ
義

理

ヨ
ク
分

ル

レ

ド

モ
。

字

ノ
多

キ

ニ
比

ス

レ
バ
。

音

ハ
イ

ト
少

ク

テ
。

一
音

二
数

字

敷

言

ヲ

兼

ル
故

二
。

耳

二
其

言

ヲ
聴

テ

ハ
。

義

ノ
分

ラ

ヌ

コ
ト

ッ
ネ

ニ
多

シ
。

又

音

即

言

ナ

ル
ガ
故

二
言

二
活

用

ナ

シ
。

其

例

ヲ

イ

ハ
バ
。

飲

食

ノ
如

キ

。

皇

國
冨
、ロ
ニ
テ

ハ
。

ノ

ム

ク

ラ

フ

ト

モ

ノ

マ
ム

ク

ラ

ハ
ム

ト

モ

刻

ク

ラ

ヘ

ト

モ
活

キ

テ
。

其

義

ヲ
分

ッ
ヲ
。

漢

國

ニ
テ

ハ
タ

ゞ

飲
食

ト

云

ヨ
リ
外

ナ

ク

シ

テ
。
活

カ
ザ

ル
故

二
。
(中

略

)

ノ

ム

ク

ラ

フ

モ

ノ

マ

ム

ク

ラ

ハ
ム

モ

ノ

メ

ク

ラ

ヘ

モ
。

一
ツ

ニ
シ

テ

差

別

ナ

シ
。
タ

ゞ
其

時

ノ
サ

マ
ト
。
卜

下

ノ
言

ト

ニ
随

,
テ
意

得

分

ル

ノ
ミ

ニ
コ

ソ

ア

レ
。

其

一
言

ノ

ウ

ヘ

ニ
テ

ハ
分

リ
難

シ
。

諸

ノ
言

語

皆

然
也

。

(中

略

)

サ

テ
皇

國

ノ
音

ハ
。

タ

ゞ
五

ト

ニ
シ

テ
甚

少

ケ

レ
ド

モ
。

正
音

全

備

シ

テ
閾

タ

ル
者

ナ

シ
。

漢

國

ノ
音

ハ
。

コ
レ

ニ
比

ス

レ

バ
甚

多

ケ

レ

ド

モ
。

タ

ゞ

ミ
ダ

リ

ニ
駁

雑

ニ
シ

テ
全

備

セ
ズ

。

閾

タ

ル
音
多

シ
。

(同

前

・

「
漢

國

字

多

キ

ニ
過

テ
音

足

ザ

ル
事

」
)

『漢
字

三
音
考
』

に
示

さ
れ

て
い
る
宣
長

の
見
解
は
、

日
本
語

は
五
新
音
と

い
う
正
音
を
全
備
し

て
い
る
こ
と
、
正
音
は
五
卜
音

で
中
国

の
音

の
数

よ
り

は

は
る
か

に
少
な

い
も

の
の
、
、言
葉
と
し

て
は
互
い
に
続

い
た
場
合

に
は
活
用

や

助
辞

の
は
た
ら
き

に
よ

っ
て
意
味

の
区
別
は
明
白
、

か

つ
、
容
易
と

い
う

こ
と

で
あ
る
。

語

の
活
用
も
係
り
結
び

の
法

則
も
、
文
法

と
い
う
別

の
分
野

の
問
題

で
は
な

く
、
日
本
語

の
音

の
数
が
五
十

で
完
全

で
あ
る
こ
と
と
同
様
、

日
本

の
言
語

の

精
妙

さ
を
示
す
特
徴

の

一
つ
な

の
で
あ
る
。

こ
と

に
活
用

は
五
卜
音

の
行

に

よ

っ
て
分
類
整

理
可
能

で
あ
る
た
め
に
、

一
層
音
韻

の
面
と
関
連
づ
け

て
考
え

て
い
る
。
「
皇
國
言
語

ノ
事
」

で
は
、
四
段
活
用
を
例

に
と

り
、
行
ば
か
り

で
な

く
段

の
違

い
と
そ
の
活
用
形

の
意
味

の
違

い
に

つ
い
て
述

べ
て
い
る

こ
と
は
、

先

に
見

て
き
た
通
り
で
あ

る
。

字
音

の
研
究

と
係

り
結

び
の
研
究

は
、
現
在

の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
音
韻
と

文
法

と
い
う
異

な
る
分
野

に
属
す

る
。

し
か

し
、
宣
長

に
そ
う
し
た
区
別
が
あ

る
筈

は
な
く
、

こ
れ
ま
で
見

て
き

た
よ
う
に
、
同
じ

日
本

の
古
言

の
精

妙
さ
を

具
現

し
た
特
徴

と
し
て
捉

え
ら
れ

て
い
る
。
宣
長

の
言
語
観
、
国
語
観

は
、

当

然
乍

ら
、
国
学
者
と

し
て
の
彼

の
思
想
と
か
か
わ
る
問
題

で
あ
る
が
、

こ
こ
で

は
そ
の
問
題

に

つ
い
て
語

る
こ
と

が
目
的

で
は
な

い
。

繰

り
返

し
て
言
う

が
、

宣
長

は
漢

字
音

の
研
究
と
係

り
結

び

の
研
究

を
、

各

々
別

の
分
野

の
も

の
と
し

て

一
線
を
画
し

て
研
究
し

て
い
た

の
で
は
な
い
。

と
も

に
、

日
本

の
言
語

に
関
す

る
も

の
で
あ
り
、
両
者
を
区
別
す

べ
き
理
由

は

な
か

っ
た
。
漢
字
音
研
究

で
用

い
た
方
法
や
理
論
を
係
り
結

び

の
研
究

に
用

い

る
こ
と
も

で
き
た

の
で
あ

る
。
し
か
も
、
両
研
究

は
同
じ

こ
ろ
、
平
行

し
て
な

さ
れ

て
い
た
こ
と
を
考
え

る
と
、
互

い
に
何
も
影
響

を
与

え
な
か

っ
た
と
は
考

え
ら
れ
な

い
と

こ
ろ

で
あ
る
。

そ
の
影
響
関
係
を
最
も
明
ら
か

に
し

て
い
る
の
が

『紐
鏡
』

と

『韻
鏡
』

で

*
㈹

は
な

い
か
、
と
思
う
。

題
や
用
語
は
も
と
よ
り
、
結

び
の
段
数

が
四
十
三
段

で

あ
る
と

い
う
構
成
も
、
そ
し
て
最
も
重
要
な
点
は
、
『韻
鏡
』
も

ま
た
縦
横
相
互

の
関
連
を
結
構

と
す
る
図
表

だ
、

と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
頭
子
音
別

の
縦

の
区

画
は
さ
ら
に
清
濁

に
よ

っ
て
分

け
ら
れ
、
横

の
区
画

は
四
声
及
び
韻

の
区
別
を

一58一



示
す
。
縦
と
横

の
組
み
合
わ
せ

で
、
中

国
語

の

一
つ
の
音
節
を
構
成
し

て
い
た

四

つ
の
要
素

、
頭
子
音

・
韻

・
清
濁

・
四
声
を
明
ら
か

に
す

る
の
で
あ
る
。

一

つ

一
つ
の
音

に

つ
い
て
分
析
的

で
あ

る
と
同
時

に
、
中
国
語

の
音
韻

の
枠
組

み

を
示
す
総
合
的

な
図
表

で
も
あ

る
の
だ
。

そ
の
点

『
広
韻
』
な
ど
が
同
じ
音

の

字

を
網

羅
し
、

た
だ
列
挙

し
た
の
と

は
明
ら
か

に
異
な

っ
て
い
る
。

係
り
結

び
の
法
則

の
体
系
を
、
縦
横

の
関
係
図
表

と
し

て
書
き
著

そ
う
と
し

た

『紐
鏡
』

で
は
、
宣
長
自
身
が

「
精
細

・
精
厳
」
と
認
め
た

『韻
鏡
』

の
四

十

三
枚

の
図
表

に
対

し
、
結
び

の
段
を

四
十
三
段

に
し
た
た
め

に
、
翻
酷

が
生

じ
て
い
る
○

こ
の
点

に

つ
い
て
、
次

に
見

て
み
た

い
。

四

『紐
鏡
』

の

「
二
転

・
三
転
」
す
る
結
び
が
、
全
部

で
四
十

三
段

に
な

っ
た

の
は
、

偶
然

で
は
な
い
。

偶
然

で
は
な

い
証
拠
の

一
つ
は
、

第

四

・
五

・
四

.
一
・
四
三
段

の

「
に
き
」
「
て
き
」
「
な
ん
」

「
て
ん
」

で
あ

る
。
『
詞

の
玉
緒
」

の
記
事
を
挙
げ

る
。

国

岡
囹

岡
圏

第
十
九
段

批
ぬ
は

い
は
ゆ
る
畢
劇
也
。

【
ぬ
る

ぬ
刻

も
同
じ
。
】
萬
葉

に
去

字

を
書

て
。
韻

悶

ぬ
=

ね

と
は
た
ら
く
僻
な

り
。

そ
の
よ
し
は
。

な

ん
ー

な
ば

剃

で

な
ま
し

な
ば
や

な

ど
の
な
。
又

に
き

に
け

刎

に
し

に
た
り

に
け
ん

な
ど

の
に
。
又

へ
き
え
ね

へ
た
え
ね
へ

忘
れ
ね
な
ど

の
ね
な
ど
。
皆
此

ぬ
の
は
た
ら
き
た
る
僻

に
て
。
そ

の
言

の

つ
ゴ
き

に
し
た
が
ひ
て
。
な
共

に
共

ぬ
共
ハ
ね
共
な

る
な
り
。
【
成
と
い
ふ
言

に

つ
き

て
其
例

を

一
つ
い
は
ば
。

へ
な

り
な

ん
へ
な
り
な
ば
な
ど
と

い

へ

ば
韻

と
な
る
。

へ
な
り
口
き

へ
な
り
悶

け
り
な
ど
と

い

へ
ば
副
と
な
る
。

へ
な

り
ぬ
と

い

へ
ば

ぬ
と
な

る
。

へ
な
り
ね
と

い

へ
ば
ね
と
な
る
Q

こ
れ

を
も

て

捌

劇

ぬ
,

ね

皆

一
つ
僻
な
る

こ
と
を
さ
と
る

べ
し
。
】

さ
て
此

矧

悶

ぬ
ー

ね

と
.
づ
,

矧

と
相
讐
ぶ
よ
し
有

り
。
次

の

づ
-

つ
る

の
部

に
い

へ
り
。

(後
略
)

[
U

口
国

口
團

第
二
卜
段

此
づ
,は
上
件
ぬ
、と
相
な
ら
び

て
同
意

に
て
。

か
れ
は

な

に

ぬ

ね

と

は
た
ら
き
。

こ
れ
は

つ

て

と
は
た
ら
け
り
。

さ
る
故

に
か

の

燭

悶

副

ね

と
。
此

づ
,

で
う

と

つ
ね
に
相
な

ら
ぶ
也
。

【
ぬ
と

つ
と
な
ら
び

な

に

ね

と

て
な

ら

べ
り
。
】
そ
は
ま
つ

ぬ

る
と

つ
る
と
な
ら
び
、
ぬ
れ
と

つ
れ
と
な
ら
び
。

ぬ
な
り
と

つ
な
り
と
な

ら
び
。
ぬ

べ
し
と

つ
べ
し
と
な
ら
び
。

ぬ
ら
ん
と

つ
ら
ん
と
な
ら
び
。
ぬ

ら
し
と

つ
ら
し
と
な
ら

べ
り
。
又

な
ば

と
て
ば
と
な

ら
び
、
な

ん
と

て
ん

と
な
ら
び
。
な
ま
し
と

て
ま
し
と
な
ら
べ
り
。
又
響

と

て
き
と
な
ら
び
。

に
し
と

て
し
と
な
ら
び
。

に
け
り
と
て
け
り
と
な
ら

べ
り
。

(後
略
)

(六
之
巻
)

こ
の
説
明

を
見

れ
ば

わ
か

る
よ
う

に
、

宣
長

は
決
し

て
、

「
に
き

・
に
し
」

「
て
き

・
て
し
」

「
な
ん

・
な
め
」
「
て
ん

・
て
め
」
が

一
語

で
あ
る
と
は
考

え

て
い
な
い
。
「
な

・
に
」
は

「
ぬ
」

の

一
活

用
形

で
あ

り
、
「
て
」
も

ま
た

「
つ
」

の

一
活

用
形

で
あ

る
と
述

べ
、
「
き
」
「
ん
」

に

つ
い
て
は
、
第
三
段
、
第

三
九

段

で
結

び
の

一
段
と
し

て
掲
げ

た
通
り
、
単
独

で
も
用

い
ら
れ
る

こ
と
を
示
し

て
い
る
。

し
か
も

「
ぬ
」

の
項

で
、
ド

に
接
続
す
る
語

に
よ

っ
て
形

が
変
化

す

る
こ
と
を
、茜
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
、
「
に
き
」
「
て
き
」
「
な
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ん
」
「
て
ん
」
を

一
語

の
よ
う
に

一
段

に
あ

て

て
い
る
の
は
ど
う
考
え

て
も
肯
け

な

い
。

例
え
ば
、
係
り
に
対

す
る
結

び
の
形
を
重
視

し
た
結
果
と
も
考
え
ら
れ
な
く

は
な

い
。
「
ぬ
」
「
つ
」
の
結
び

の
形
は

「
ぬ

・
ぬ
る

・
ぬ
れ
」
「
つ

・
つ
る

・
つ

れ
」
で
、
「
な

・
に
」
や

「
て
」
は
結
び

の
形

で
は
な
く
、
他

の
こ
と
ば

へ
続
く

形

で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、

「
き
」

「
ん
」

以
外

の
助
動
詞

が
接
続
す

る
こ
と
を

指
摘
し
な
が
ら
、
「
に
け
り
」
「
て
け
り
」
は

一
段
を
与
え
ら
れ
ず
、
「
に
き
」
「
て

き
」
が

一
段
を
占

め

て
い
る

の
は
や
は
り
納
得

で
き
な

い
。

矛
盾

の
第

二
点

は
、

第

二

一
段

の

一
音
動
詞

の
扱

い
で
あ

る
。

「
為

.
来

・

得

・
寝

・
経
」

の
五
語
は
、
他

の
動
詞

の
結
び

の
扱

い
と
明
ら
か

に
異
な

っ
て

い
る
。
と

い
う

の
は
、
第

二
四
段

か
ら
第

三
二
段
ま

で
の
二
段
動
詞
、
及
び
、

第
三
三
段
か
ら
第

三
八
段

ま
で
の
四
段
動
詞

の
場
合
、
活
用
す

る
行
ご
と

に
結

び

の
段
を
変
え
、

五
十
音
図

の
順

に
並

べ
て
い
る
。

さ
ら

に
、

四
段
動
詞

+
助

動
詞

「
り
」

を
結

び
と
し
た
第
十

三
段
か

ら
第
十
八
段

で
も
、
動
詞

の
語
尾

の

行

に
従

っ
て
、

「
け
り
」

「
せ
り
」

「
て
り
」

「
へ
り
」
「
め
り
」
「
れ
り
」
と
分
け

て
い
る

の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、

一
音
動
詞

に
限

っ
て
、
五
語

の
活
用
す
る
行

が
異
な
る

に
も
関
わ
ら
ず
、

ま
と
め

て

一
段

の
中

に
入
れ

て
し
ま

っ
て
い
る

の

で
あ
る
。

何
故

な
の
だ
ろ
う
か
。

そ

の
理
由

と
し

て
、

一
音
動
詞
五
語

で
は
、
活
用
す

る
行
が
五
行
し
か
な
く
、

五
十
音

図
全

て
の
行

に
渡

ら
な
い
か

ら
で
は
な

い
か
、
と
考
え

て
み
る
。
し
か

し
、

こ
の
理
由

は
他

の
動
詞

の
結
び

の
段
と
比

べ
て
み
れ
ば
間
違

っ
て
い
る

こ

と
が
わ
か
る
。

四
段
動
詞

の
語
尾

+

「
り
」
、
及
び
四
段
動
詞

で
は
、

ナ
行

・
ワ
行

を
欠

き
、

同
時

に
ま
た
、

二
段
動
詞
も
含
め

て
ア
行

の
結
び
を
欠

く
。
勿

論

こ
れ
は
そ
れ

ぞ
れ

で
活
用
す

る
語
が
な

い
た
め
だ
が
、
他

の
動
詞

で
は
、
活

用
す

る
語

の
な

い
行
を
と
ば
し

て
も
行

ご
と
に
結
び

の
段
を
示
し

て
い
る

の
に
、

一
音

動
詞

で

は
、
活

用
す
る
行

の
異
な

る
も

の
を

一
段
と
し

て
ま
と
め

て
い
る
。

一
音
動
詞
を

「
類

と
し
た
理
由
と
し

て
は
、

「語
幹

と
語
尾

の
区
別

の
で
き

な

い
も

の
を
、
語
幹

と
語
尾
を
も

つ

一
般

の
動
詞
と
区
別
し

て
、
変
種

と
し

て

一
括
し
た
た
あ
」

と
す

る
欝

氏

の
指
摘

の
方
が
説
得
力
が
あ
る
。

し
か
も
、

変
種
た
る
理
由

と
し

て
も
う

一
つ
、

こ
れ
ら

の
動
詞
は
同
じ
行

で
同

じ
よ
う
忙

活
用
す
る
他

の
語
彙
が
な

い
、
と

い
う

こ
と
も
挙
げ
ら
れ
る
。

他

の
動

詞
の
結

び

の
段

に
は
、
必

ず
用
例

と
し
て
数
語
が
挙
げ
ら
れ

て
い
る
。

こ
う
し
た
点

も

『
紐
鏡
』

の
図
表

と
し
て
の
完
成
度
か
ら
、
重
要
な
要
素

だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
た
変
種

の
動
詞
を

一
段

に
ま
と
め
る

こ
と
が
宣
長

の
本
来

の
意
図

で

あ

っ
た
と
考

え
る
の
が
妥
当

の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
と
す
る
と
、
前

に
問
題

に

し
た

「
に
き
」
「
て
き
」
「
な
ん
」
「
て
ん
」
は
結
び

の
段
数
を
四
十

三
段

に
す

る

た
め

に
、
持

ち
出

さ
れ
た
も

の
か
も
し
れ
な

い
と
思
わ
れ

て
く
る

の
で
あ
る
。

も
う

一
つ
問
題

と
な

る
の
は
、
助
動
詞

「
り
」
を
単
独

で
は
認
め
な
か

っ
た

点

で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
第
八
段

の
サ
変
動
詞

+

「
り
」
、
第
十

三
段

か
ら
第
卜

八
段

ま

で
の
四
段
動
詞

+

「
り
」
が
結
び
と
し

て

一
段
ず

つ
を
与

え
ら
れ

て
い

る
。
『紐
鏡
』
で
は
、
第
十

三
段
か
ら
第
十
八
段

の
欄

の
右

に
次

の
よ
う
な
注

が

あ
る
。

此

六
段

は
第

四
の
韻

よ
り
り
る
れ
と

つ
ゞ
き

て
留
る
な
り
万
葉

に
此
類

の

詞

を
ば
有
字
を

そ

へ
て
聞
有
成
有
立
有
と
や
う

に
書

た
り

『
詞

の
玉
緒
』
六
之
巻

「
む
す
び
僻
」

で
は
、
頂
度

「
り
」

の
接
続

し
た
部

分

の
説
明

は
な

い
。

そ
の
代
わ
り
、
七
之
巻

「文
章

の
部
」

に
、
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同
集
歌

の
は
し
書

然
ふ
る
と
し
に
春

た
ち

け
る
日
よ
め

[
回

へ
雪

の
木

に
ふ
り
か

ゝ
れ
る
を

よ
め
圏

へ
歌
奉
れ
と
仰
せ
ら
れ
し
時
よ
み
て
奉
れ
国

へ
梅
花
を
り
て

人
に
お
く
り
図

此
た
ぐ
ひ
。
上
に
ぞ

刎

や

何

な
ど
の
僻

な
け
れ
ば
。

へ
よ
め
測

奉
れ

り

へ
お
く

り
け
り

と

い
ふ

べ
き
格

な
る

を

。

り

と

い

は
ず

し

て
。

皆

る
と

い

ふ

は

い
か

に
と

い
ふ

に
。

(後

略

)

は

「
り
」
を

一
語
と
し

て
単
独

で
扱

わ
な
か

っ
た
の
で
、
厳
密

に
は
矛
盾
と

は

言
え
な

い
。
し
か
し
、

『紐
鏡
』

『詞

の
玉
緒
』

の
記
述
だ
け
を
見
る
な
ら
ば
、

「
り
」
を
認
定
し
な
い
方

が
お
か

し
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。

「
り
」

の
問
題
は
別

に
し

て
も
、

一
音
動
詞

の
扱

い
、
「
に
き
」
「
て
き
」
「
な

ん
」
「
て
ん
」
の
問
題
は
、
結
び

の
数
を

四
十
三
段

に
し
よ
う
と
し
た
操
作
が
行

わ
れ
た

こ
と
を
示
す

ひ
と

つ
の
根
拠
と
な

る
で
あ
ろ
う
。

「奉

れ
り
」
を
除

け
ば
、
他
は
全

て
正
し
く

「
り
」
を
と
ら
え
て
い
る
。
『
紐
鏡
」

の
注
記
と
あ

わ
せ
て
、
宣
長

が

「
り
」

の
接
続

の
し
か
た
を
把
握
し

て
い
た

こ

と
は
間
違

い
な

い
と
思
う
。
但
し
、

一
語
と
し

て
認
め
る
ま

で
に
は

い
た

っ
て

*
九

い
な

か

っ
た
か
も

し
れ
な

い
。
『
活
用
言

の
冊
子
』
で
は
、
ラ
変

の
活

用
を
示
し

た
第
六
会

の
と

こ
ろ
に
、
動
詞

の
語
尾

に

「
り
」

の
接
続
し
た
形
が
見
え
る
。

*
㈲

さ
ら
に
、
『玉

あ
ら
れ
』
の

「
詞
に
三

つ
の
い
ひ
ざ

ま
あ

る
事
」
で
、
終
止

形
と

「
り
」
が
接
続
し
た
場
合
、
「
り
」
が
接
続
し
た
場
合

の
意
味

の
違

い
を
述

べ
て

い
る
と

こ
ろ
で
は
、
「
咲
け

る
」
「
ち
れ
る
」
「
ふ
れ
る
」
の
よ
う
に
示
し

て
お
り
、

宣
長

は
結
局

「
り
」
を

一
語
と
し

て
、
助
動
詞
と
し

て
は
考

え
な
か

っ
た
と
思

わ
れ

る
。
む
し

ろ
、

こ
と
ば

の
き
れ

つ
づ
き
を
考
え

て
い
た

『
紐
鏡
』

や

『詞

の
玉
緒
』
を
執
筆

中

の
若

い
頃

の
方

が
、
「
り
」
を

一
語
と
し

て
扱
お
う
と
す
る

気
持
ち
が
強
か

っ
た
か
も
し
れ
な

い
。
「
り
」

の
扱

い
に

つ
い
て
は
、

『紐
鏡
』

の
注
記
が
む
し

ろ
例
外
的

で
、
宣
長
も
迷

っ
た
末

に

一
語
と
し

て
扱

う

こ
と
は

や
め
接
尾
語

の
よ
う

に
扱
う

こ
と

に
し
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

『詞

の
玉
緒
』

の

「む
す
び
辮
」
の
と

こ
ろ
で
、
「
り
」
に

つ
い
て
何
も
述

べ
て
い
な
い
点

に
実

は
案
外
大
き
な
意
味
が
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

し
か
も
、
『
紐
鏡
』
だ
け

に
限

っ
て
い
う
な
ら
ば
、
「
り
」

を

一
語

と
し
て
し

ま
う
と
、
結
び

の
七
段
が
不
用

に
な

っ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

が
、
結
局
宣
長

五

山

田
孝
雄
氏

は

『
国
語
学
史
』

の
中

で
、
宣
長

の
係
り
結
び

の
業

績

に

つ
い

*
の

て
次

の
よ
う
に
評
価
し

て
い
る
。

係
結

の
活

用
の
研
究

の
如
き

は
主
と
し

て
從
來

の
て
に
を
は
研
究

の
成

果

を
綜
合

し
、

之
を
活
眼
を
以

て
観
察
整
頓
せ
し
も

の
と

い
ふ

べ
く
、

(中

略
)
し

か
も
從
來

の
て
に
を
は
研
究
が
か
か
る
絶
大

な
る
學

説
を
生
ぜ

し

む

る
に
至

り
し
も

の
は
本
居

の
人
格

の
力

に
し

て
こ
の
人

に
し
て
、

は
じ

め

て
こ
の
成
績
を
あ
げ
得
た
り
と

い
ふ

べ
き
な
り
。

私

は
、
本
居
宣
長

の
能
力
を
過
少
評
価
す
る

の
で
も
、

伝
統
的

な
て
に
を
は

研
究
を
基
礎
と
し

て
宣
長

の
研
究
が
完
成
し
た

こ
と
を
否
定

す
る
の
で
も
、
な

い
。

そ
う
し

た
点
も
踏
ま
え

て
、
宣
長
だ
か
ら

こ
そ
完
成

さ
せ
得

た
の
は
、
宣

長
が
漢
字
音

の
研
究
と
係
り
結
び

の
研
究
を
同
時

に
行

っ
て
い
た
か

ら
で
は
な

い
か
、
と
思
う

の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

今
日
我
々
が
も

っ
て
い
る
学
問
上

の
枠

「
漢
字
音

は
音
韻

の
問
題

で
、
係
り
結

び
は
文
法

の
問
題

と
い
う
よ
う
な
も

の

ー
を
、
宣
長

に
あ

て
は
め
ら
れ
な

い
と
す
れ
ば
、
見
方

を
変

え
る
こ
と
に
よ

っ
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て
、
宣
長

の
語
学
上

の
業
績
が
完
成
さ
れ
る
過
程
は
、

更

に
新
た

に
明
ら
か

に

な

る
部
分
が
あ

る
と
思
う
。

註
*
一

こ
の

『排
藍
小
船
」
の
成
立

に

つ
い
て
は
、
大
久
保
正
氏

『排
藍
小
船

の
成
立
』
(藤

女
子
大
学
国
文
学
雑
誌
9
)、
岩
田
隆

氏

『「
排
盧
小
船
」

の
成
立

に
関
す

る
私
見
』
(名

古
屋
大
学
国
語
国
文
学
15
)、
尾
崎
和

光
氏

『
「排
薩
小
船
」

は
宝
暦
八
、
九
年

の
作
か
』

(国
語
学
史
の
基
礎
的
研
究

笠
間
叢
書
)

が
詳
し
く
論

じ
て
い
る
。

在
京
中
成
稿
説

と
帰
郷
後
成
稿
説

の
ど
ち
ら
か
と
い
う
結
論

は
未

だ
出

て
い
な
い
状
態

で
あ

る
。
な
お
、

宣
長

の
帰
郷
は
宝
暦

七
年
十

月
で
あ
る
。

*
口

国
語
学
大
系

に
拠

っ
た
。
第
十

四
巻
所
収
。

*
■

*
の
に
同
じ
。

*
四

一、乏

巻

・
四
之
巻

・
五
之
巻

の
内
容
を
見

る
と
、
例
え
ば
、
係
り
の
僻

の

「
は
」
は

他

に

「動
か
ぬ
言

に
て
結
ぶ

は
」
「
に
は
の
意

の
は
」
「
は
も
」
「轄

く
添

る
は
」
な
ど
、

伝
統
的

な

「
て
に
を
は
」
の
記
述
、
即
ち
、
同
音

・
同
文
字

の

「
て
に
を
は
」

の
様
々
な

意
味

・
用
法

の
違

い
ご
と

に
列
挙
し

て
い
る
。

*
㈲

大
野
普
氏
も

『
本
居
宣
長
全
集
』

(筑
摩
書

房
)
第
五
巻

の
解
題

で
次
の
よ
う
に
指

摘
す

る
。
「
で
は
、
宣
長

は
何
故
係

り
結
び

の
調
査
を
遂
行
し

た
か
。
私
見
に
よ
れ
ば
、

宣
長

は
、

古
文
と
宣
長
當
時

の
言
語
と

の
最
大

の
相
違
黙
を
、

古
文
に
お
け
る
係

り
結

び

の
存
在
、
宣
長
當
時

の
言
語

に
お
け
る
係
り
結
び

の
不
存

在
に
見
た
の
で
あ
る
。
」

*
ぴ⇒

『韻
鏡
』
と

『
紐
鏡
」
。
「紐
」
と

い
う
字
自
体
、
「帰
納
助
紐
字
」
と
し

て

『
韻
鏡
』

の
中

に
登
場
す
る
。
結
び

の

「
二
転

・
三
転

」
も

『韻
鏡
』

の

「内
転

・
外
転
」
と
関
係

が
あ
り
そ
う

で
あ
る
。

*
㈲

『活
用
言

の
冊
子
』

で
は
、

「得

・
寝

・
経
」

を
第

二
一二
会

に
、
「為

・
来
」
を
第
二

四
会

に
と
、
二
分
し

て
い
る
。
『詞

の
玉
緒
』

で
も

「為

・
来
」
が
変
格
活
用

で
あ
る

こ

と
に
気
付

い
て
い
る
。
「來

は
く
共
く
る
共
ハ結
ふ
詞

に
て
。
(中

略
)
へ
け
な
ん
と

い
ふ

べ

巨

せ

障

き
格
な

れ
ど
も
。

(略
)

へ
こ
な
ん
と

ひ
い
て
。」
「此

せ
は
為

の
意
也
。
【
(略
)
へ
本
あ

ら

の
小
萩
し
を
れ
し

ぬ
ら

ん
な
ど
あ
る
し
も
為

に
て
。

し

す

せ

と
は
た
ら
く
同

じ
こ
と
ば
也
。
」

た
だ
、
係
り
結

び
の
結

び
と

し
て
は
、
「得

・
寝

・
経
」
と
同
じ
よ
う

に
活
用
す

る
の
で
、

一
類
と
し
た

の
で
あ

ろ
う
。

*
⑳

「
『
て
に
を

は
紐
鏡
』

の
成
立
と
そ

の
学
説
」

国
語
学
史

の
基
礎
的
研
究
所
収
。

*
九

稿

の
ま
ま

で
終
わ

っ
た
も

の
で
、

田
中
道
麻
呂

に
協
力
を
求
め

て
完
成

さ
せ
よ
う

と

し
て
い
た
ら
し

い
。

道
麻
呂

の
死
去
し
た
天
明
四
年
を
成
立

の
下
限
と
す
る
。

全
集

第
五
巻

の
解
題

に
拠

っ
た
。
な
お
、
道
麻
呂

が
天
明

二
年

に
書
写
し

た
も

の
が

『御
國
詞

活
用
抄
』

の
全

て
の
租
本

で
あ
る
。

*
㈲

寛
政
三
年

(
一
七
九

一
)
成
立
。
宣
長
は
六
十
二
歳
。

翌
年
板
成

る
。

*
◎

時
枝
氏
も
中
世

以
来

の
伝
統

が
宣
長

の
て
に
を

は
研
究

に
色
濃
く
流
れ

て
い
る
と

す

る
。
「宣
長

が
前

期
よ
り
綴

承
し
た
て
に
を

は
研
究
な

る
も

の
は
、
ほ
ぼ
中
世
來

の
そ

れ

で
あ

っ
て
、
宣
長

は
こ
れ
を
承
け

て
、
更

に
こ
れ
を
詳
密

に
大
成
し
た

の
で
、
そ
の
大

綱

に
至

っ
て
は
中
世

の
そ
れ
と
大
差
な

い
も

の
と
認
め
て
よ
い
。
」

(『
国
語
学
史
』
)

*
白

宣
長

の
著
述
は

『
本
居
宣
長
全

集
』

(筑
摩
書
房
)
か
ら
全

て
引
用
し
た
。

一62一


