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十

訓
抄

の
文
章

に

つ
い
て

接

続

語

を
中

心

と

し

て

楢

田

良

照

一
は

じ

め

に

「
十
訓

抄
」

の
成

立

が
、
そ

の

「
自
序
」

に
よ

っ
て
建
長
四

年

(
襯
年

)

で
あ

る

こ
と
、

に

つ

い
て
異
論

は
な

い
よ
う

で
あ

る
が

、
編
者

に

つ
い
て

は

「古

今

著
聞

集
」

の
編
者

で
も

あ

る
橘

成
季

を

は
じ

め
と
し

て
数

人
が

具
体

的

に
指
摘

さ
れ

て

い
る
。

が
、
従
来

よ

り
、
殊

に
昭

和

33
年
、

永
井

義
憲

氏

に
よ

っ
て

「
六
波
羅

二
郎

左
衛
門

即

ち
紀
州

の
豪

族
湯
浅

宗

業
」

と
の
轟

麹
提
出

さ
れ

て
以
来

、
妙

覚
寺
本

「
十
訓
抄

」

の
奥
書

に
よ

る
、

「
六

波
羅

二
郎

左
衛
門

入
道

」
な

る

人
物

が

「
十
訓

抄
」

の
編
者

と
し

て

有

力

の
よ
う

で
あ
り

、
最

近

で
は
永
積
安

明
氏

が

そ

の
説

に
基

き

「
十
訓

抄
」

の

「
思
想

」

に

つ

い
て
論
を

展
開

さ
れ

て

い
る
。

更

に
氏

は
先

に

「

十
訓
抄

」

の
書

誌
的

な
問

題

に

つ
い
て
も
述

べ
ら

れ
る

こ
と

が
あ

っ
た
。

し

か
し

、

こ
の
説
話

集

に

つ

い
て

の
本

格
的

研
究

は

、
そ

の
知
名
度

に

比
し

て
近
時

、

全
般
的

に

少
な

い
よ
う

に
見
う

け

ら
れ

、

こ
の
点

に

つ
い

て
永

積
氏

は
、

そ

の

「
教
学

的
思

想

」

が

「
近

代
主
義

的

な
自
由

思
想

」

に
よ

っ
て
否
定

さ
れ

た
た

め
、

と
説

明
さ
れ

て

い
る
。

と
す

れ
ば
、

「
十

訓
抄
」

の
そ

の

「
知
名

度
」

と

は
近
世

近
代

を
通

じ
て
盛

ん

に
受
容

研
究

さ
れ

た

「
残

光
」

に
す

ぎ
な

い
も

の
と
も

考
え

ら
れ

よ
う

。

同
じ

こ
と
は

「語

学

的
」
研

究

の
面

に
限

っ
て
も

該
当
し

、
わ
ず

か
に

菊
沢
季

生
氏

の
代
名

詞

に
関

す

る
調
査

、

及

び
柳

田
国

男
氏

の
語

学
面

に

お
け

る
曇
厨

が
そ

の
語
学

的

ア
プ

ロ
ー
チ

と
し

て
見
出

せ

る

の
み
で
、
全

般

的
な

研
究

と

い
う

も

の
は
や

は
り
殆

ど
な

さ

れ
て

い
な

い
よ
う

で
あ

る
。

そ

の
理

由

に

つ
い
て
は
充

全
な

準
備

が
な

い
の
で
、
未

だ
確

た
る

説
明

は

な
し
得

な

い
が
、

お
そ

ら
く

そ

の
文
語

的

性
格

が

一
に
は
予

想
さ

れ

て

い

る

の
で
は
な

い
か

と
考

え
ら
れ

る
。

つ
ま

り
、

一
読
し

て
わ

か
る

よ
う

に

「
十
訓

抄
」

が

い
わ
ゆ

る

「
和

漢
混
清

文
」

に
よ

っ
て
記
さ

れ

て
お
り
、

従
来

の
国

語
学

の
主

目
的

た
る

「
口
語

性
」

の
探
索

は
実
り
多

い
も

の
の

よ
う

に
は
見

え
な

い
の
で
あ
る
。

し

か
も

「
和
漢

混
清

文
」

と

い
う

問
題

点
か
ら

は
、

よ
り
前

期

の

「
今
昔

物
語

集
」

等

に
お

い
て
多

く

が
期
待
さ

れ
、
成

果
を
あ

げ

て

い
る
よ
う

で
あ

る
。

そ

の
点

か
ら

は

「
十
訓
抄

」
は

周
辺
的

説
話
集

と
し

て

の
位
置

に
あ

る
と
も

考
え

ら

れ
て
も

い
よ
う
。

二

に
は
国
語

学

資
料

と
し
て

の
底
本

の
問

題

が
想
定

さ
れ

る
。

た
と
え

ば

「
十

訓
抄

詳
解
」

を

は
じ
め

と
し

て
両

「
国
史

大
系
」

等

で
は
流

布
本

系

諸
本

が
翻
字

使

用
さ

れ
て

い
る
が

、
先

の
永

積
氏

の

「
解
説

」

に
よ
れ

一
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ば
、

よ

り
善
本

と
さ

れ
る

べ
き

も

の
は
、

従
来

異
本

系

と
称

さ
れ

る

一
群

の
も

の
で
あ

る

と

い
う
。

し

か
し

こ
れ

ら
は
巻

七

と
巻

十
後

半
部

と
を

欠

落
し

て
お
り

、

「
十

訓
抄

」

の
充

全

な
形
態

を
残

し

て

い
な

い
。

つ
ま
り

流

布
本

系
異

本
系

相
互

に
長
短

を
有

す

る
訳

で
あ

る

が
、
更

に

は
字
句

の

異

同
な

ど
も

一
の
問
題

と

し

て
調
査

を
要

す

る
点

で
あ

ろ
う
。

以
上

の
二
点

の
他

に
も

た

と
え

ば
、

そ

れ
が
思

想
面

に

お

い
て
拒
否

さ

れ

た
、

と

い
う

こ
と
が

ひ

い
て
は
語

学

的

に
扱
わ

れ
る
機

会

の
減

少
を

も

も

た

ら
し

た

の
で

は
な

い
か

と

い
う

、

付
帯

的
理

由

な
ど
も

考
え

ら

れ
る

か
と
思

う
。

二

目
的
及
び
方
法

以
上

の
様

な

「
十

訓
抄

」

に

つ

い
て

こ
の
稿

で
は
、

そ
れ

を

「
国
語

が

ど

の
よ

う

に
変

遷
し

た
か

、

文
芸
上

の
表

現

の
領
域

が
ど

の
よ
う

に
拡
張

さ
れ

た

か
」

と

い
う

点

か
ら

よ
り

は
、

む
し

ろ
先
ず

説
話

集

と
し

て
、

よ

り
限
定

す

れ
ば

「
少

年

の
た

ぐ

ひ
を
し

て
心

を

つ
く

る
た
よ

り
と

な
さ

し

め

ん
が

た
め

(
序

)」

に
編

纂

さ

れ
た

と

い
う

教
訓

的
説

活
集

と
し

て
、

「

十
訓
抄

」

が

ど

の
よ
う

な

表

現
を

と

っ
て

い
る

か
、
説

話

の

「
集

」
と
し

て
語
彙

及

び

用
法

の
面

に
お

い
て
如
何

な

る
性
格

を
有

し

て

い
る

か
、

と

い
う

点

か
ら
考

察

し
た

い
。

よ
り
具

体
的

に
は
、

「
十

訓
抄

」

に
お

け
る

文

の
構

成
法

と

い
う

観

点

か
ら
接

続

詞
及

び
接
続

助

詞
的

語

に

つ

い
て
、各

々
ど

の
よ

う

な
語
彙

.用

法

で
あ

っ
て
、

か

つ
相

互

に
ど

の
よ
う

な
関

係
を

有

し

て

「
十
訓

抄
」

の

文

を
形
成

し

て

い
る
か

あ

る
状

況
を

一
文

を
す

る

か
二
文

以
上

と

す

る

か
、
前
者

の
場
合

に
は

ど

の
よ
う

な
語

に
よ

っ
て
な
さ

れ

る
か
、
後

者

の
場
合

に
は
そ

の
た
め

に
接
続

詞
を

用

い
る

か
否

か
、
用

い
る

と
す

れ

ば

ど

の
よ
う

な

語
を

用

い
る
か

に

つ

い
て
考

察
し

「
集

」
と

し

て

の
そ

の
態

度
を

明

ら
か

に
し
た

い
と
思
う

。

な
お

、
そ

の
際
何

ら
か

の
比
較

の
対

象
を

設
け

る

こ
と
が
よ

り
明
確

に

そ

の
性
格

を
特

徴

づ
け
る

に
有
効

で
あ

る

と
考

え

ら
れ
、

最

終
的

に
は
時

間
的

に
近

い

「
発
心
集

」

「
宇
治
拾

遺
物

語
」

「
愚

管
抄

」

「
教
訓
抄

」

「
撰
集
抄

」

「
古
今
著

聞
集

」

「
沙

石
集

」
等

と

の
比
較

検
討

を
行

な

い

た

い
と
考

え

て

い
る
が
、
調

査

の
進
捗

上

こ

こ
で
は

「
古

事
談

」

の
み
を

扱

っ
た
。

十
訓
抄

以
下
か
と
略
称
)の
用
例

は
異
本
系

の
岩

波

文
庫
本

と

蜥
嗣

国
史

大

系

(流
布
本
系
部
分
)と

に
共
通
す

る
部

分

に

つ

い
て
、

異
同
を

調
査

し

て
用

い

論

の
中

で

の
用

例

は
前

者

に
よ

っ
て
示

し

た
(
用
例
の
下
の
算
用
数
字
は
巻
及
び
説

話
糞

党
ま

た
、
「古

事
談

へ以
下
事
と
略
称
)は

蜥
綿
国
史

大
系

に
よ

っ
た
。

(カ
ッ
コ

内

は
巻
数

)
。

三

接
続
詞
に
つ
い
て

三

の

一

十

訓
抄

に
お
け

る
接
続

詞

抄

中

に
見
え

る
接
続

詞

は
次

の
如

く

で
あ

る
。

か

・
れ

ど
も

(
1

)

さ
り

け
れ

ど

(
1

)

し

か
る
を

(
1
)

し

か
れ
ど

も

(
3
)

こ
の
ゆ

へ
に

(
5

)

こ
の
た
め

(
1
)

か

・
れ
ば

(
6
)

さ
ら

ば

(
1

)

し

か
ら
ば

(
1
)

し

か
れ
ば

(
7
)

そ

の
ゆ

へ
に

(
2
)

ゆ

へ
に

(
5

)

そ

の
う

ち

(
27
)

そ

の
あ

ひ
だ

(
3

)

し

か

の
み
な
ら
ず

(
4
)

し

か
も

さ

り

と

も

(
2

)

し

か

る

に

(
1

)

こ

れ

に

よ

り

て

(
13

)

さ

れ

ば

(
6

)

そ

の

た

め

に

(
2

)

よ

り

て

(
1

)

そ

の

と

き

(
18

)

さ

て

(
32

)
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こ

・
に

(
1

)

の

ち

に

(
1

)

そ

も

く

(
7

)

以

下

順
次
考

察
し

て
ゆ

き

た

い
。

「
し

か
る
を

」

は

「
今
昔

物

語
集

」

に
お

い
て

は
、
①

心

話
会

話
中

に

②

「
他
を

圧
倒

す

る
態
度

」

に
よ

っ
て
、
③

巻

20
以
前

に
、
用

い
ら
れ

る

の
が
原

則

で
あ

り
、
他

の

「
打
聞

集

(
3
例

)
」
「
古
本

説

話
集

(
1
例

)
」
「宇

治
拾

遺
物

語

(
1
例

)
」
「
百

座
法

談
聞
書

抄

(
3
例

)」
等

の
諸

説
話
集

で
も

同

様

で
あ

る

が
、
地

の
文
中

に
用

い
ら

れ

て

い
る
例
外

と
し

て

「打
聞

集

」

「
百
座
法

談
聞
書

抄

」

に
各

1
例
見

出

せ
る

と

い
う
。

抄

に
お

い
て
は

、

①

…

…
各

天
下

の
権
を

と

れ
り
。

し

か
る
を

帝
よ

を

の
が
れ

て
花
山

に

お

は
す

る
よ

し
を
き

・
て
両
人

を

ひ
て
参

上

の
と

こ
ろ
に

(%

)

と
地

の
文
中

に
用

い
ら

れ

て

い
る
。

先

の

「
例
外

」
と
な

る
も

の
に

つ

い
て
は

、
そ

の
二

の
資
料

が

「
口
頭

語

に
近

い
」

と

い
う
性

格

に
よ
る

と

説

明
さ

れ

て

い
る

が
、
抄

に

つ
い
て
は
未

だ

そ

の
よ
う

な
点

に

つ
い
て
の

調
査

が
な
さ

れ

て

い
な

い
の
で

こ
こ
で

の
結
論

は
保

留
し

て
お
き

た

い
。

「
し

か
る

に
」

は

「
し
か

れ
ば
」

と
同

じ
く

訓
読

語

に
属

す

る
が

、
文
庫

本

(以
下
異
と
略
)

で
は
2
例
み
え
る
。
う
ち
1
例
は

②

将
軍
す

で
に

せ
ま
り

て
ほ

と

寸
ま
ぬ

が
れ

が
た
し
。

し

か
る

に
義
家

光
任

等

…
:

(

)

と
あ
る
の
が
、
蜥
襯

国
史
大

系
本

(以
下
泌
と
略
〉
で

は

②

…

…
殆

ま
ぬ

か
れ

が
た

か
り

け
れ

ば
義
家

光
任

等

…

と
な

っ
て

い
て
助
詞

に
よ

っ
て

一
文

に
接
続

さ

れ
て

い
る
。

同
様

の

こ
と
は

「
し

か
れ

ど
も
」

に

つ
い
て
も

い
え

、
異

の
6
例

の
う

ち

3
例

は

「然

し

て
」

や
助

詞

「な

が

ら
」

に
よ

っ
て
表

現
さ

れ

て

い
る
。

厳
密

な

調
査

で
は

な

い
が
印
象

と

し

て
は
概

し

て
異

の
方

が
よ

り
短

文

で

接
続

詞

を
用

い
る

こ
と
も

多

く
、
流

は

よ
り

長
文

で
あ

る
と

の
傾
向

が
感

じ
ら

れ
る
。

「
さ

り

と
も

」

は
和

文
語

で
あ
り

、
異

に

は
3
例

み
え

る
が

う

ち

1
例

は
流

で
は
欠

い
て

い
る
。

残
り

2
例

は
心

話

発
話
文
中

に
用

い

ら
れ

て

い
る
。

順
接

の
接

続
詞

の
う

ち

「
し

か

れ
ば
」

「
し

か
ら

ば
」

「
こ
の
ゆ

へ
に
」

「
こ
れ
に
よ

り

て
」

「
ゆ

へ
に
」

は
訓
読

語

で
あ
る

が
、

そ

の
う

ち

「
こ

れ

に
よ

り

て
」

が
抄
中

で
は
主

と

し

て
使

用
さ

れ

て

い
る
。

用
例

は
各

巻

の
序

に
4
例

と

各
話

末

に
、

た
と

え
ば

③

死

た
る

や

つ
に

て
な
や

み

ふ
し

た
り

け
り
。

こ
れ

に
よ
り

て
子

ど
も

ひ
き

ぐ
し

て
…
…
命

い
き

に
け
り
。

(潔

)

の
よ
う

に

「け

り
」

ま
た

は

「
り
」

に
よ

っ
て
終

止
す

る
説
話

的

終
止

文

に
6
例

な
ど
、

13
例

の
う

ち

12
例
ま

で
が
地

の
文

中

に
用

い
ら
れ

て

い

る
。
残

り

1
例
も

、
参

河
守
知

房

が
伊
家

を

、

④

…
…
和

歌

の
か

た
は
頗
彼

に
は
を

と
れ
り
。

是

に
よ

り

て
如

此

い
は

る
、
尤
奇

怪
也

。

と

な
じ

っ
て

い
る
場

面

で
あ

り

、

こ

の
話

に
は
他

に
「
…
…
に

あ
ら
ず

」

「
頗
」

「尤

奇
怪

也
」

「
べ
か
ら
ず

」

と

い

っ
た
語

が
発
話

文
中

に
用

い

ら
れ

て

い
る

こ
と
を
考

え
る

と
、
他

の
地

の
文

に
お

け
る

と
同
じ

く
訓
読

語
的
語

性
を

存
し

て

い
る
と
考

え

て
よ

か
ろ
う
。

「
こ

の
ゆ

へ
に

」

は

「
史

記

(
李

斯

)
」

の
訓

読
文

と
思

わ
れ

る
箇
所

に

⑤

文

に
云

「
山
は

ち

い
さ
き
塊

を
ゆ

づ
ら
ず

。
此

故

に
た

か
き

こ
と
を

な
す
。

海
は

細
き
な

が

れ
を

い
と

は
ず

。
此

故

に

ふ
か
き

こ
と
を

な

す
。

(大
山
不
壊
故
能
成
其
大
、
河
海
不
措
細
流
故
能
就
其
深
)

(
18
/
序

)

と

し
て

2
例
、

唐

の
話

(
鬼

)

の
中

の
発
話

に
2
例

、

及
び
秦
始

皇
帝

に
関
す

る
話

の
末

に
、

⑥

此
故

に
彼

松

に
位

を

さ
づ
け

て
五

大
夫

と

い

へ
り
。

(潔

)
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の
よ
う

な

説
話

的

終
止
文

に

1
例
見

え
、
先

の

「
こ
れ

に
よ
り

て
」

と
共

に
訓
読

調

の
、

固

い
表

現

に
与

か
る

と
考
え

ら

れ
る

が
、

用
法

の
点

か

ら

そ

の
傾

向

は
よ

り
強

い
も

の
と
思

わ
れ

る
。

「
よ

り

て
」
は

「
こ
れ
に

よ
り

て
」

と
機

能

の
上

だ
け

で
な
く

形

の
上

か
ら
も
競

合
す

る

た
め

か
、

2
例

の
み

で
あ
る
。

し

か
も

そ

の
2
例
共

に

同

文
話

を
事
中

に
見
出

せ
る
。

⑦

抄

小
雑

色

よ
り

て

こ
れ
を

か
ら

む

(よ
り
て
小
雑
色
こ
れ
を
と
ら
ふ
流
)
(葱
)

⑦

変

傍

伴
小
雑

色
捕

得

了

(
4

)

⑧

抄

漸

に
其

功
を

お

へ
け

り
。

伍
件

の
在

廟

に
…
…

(属

)

⑧

事

漸

々
終
其

功
果

。
伍

件
在

臆

二
・-

(
5
)

数

の
点

か
ら

だ
け

で
な
く

、
右

の
よ
う

な

状
況

か
ら
も

、

こ
の
語

は
抄

に
お

い
て
積

極
的

に
使

用
さ

れ

た
も

の
で
は

な

い
と
考
え

ら
れ

る
。

「
故

に
」
は

⑨
劃
d

維
摩

経

に
は

「
質

実

こ
れ
浄

土
な

り
」

と
と
き

た
ま

へ
り
。
(鬼

)

の
よ
う

な
解

説

の
文

に

4
例

、
漢

の
昭

儀

か
ら
元
帝

へ
の
発
話
中

に
1
例

用

い
ら

れ
て

い
る
。
使

用

状
況

か
ら
し

て

「
こ
の
ゆ

へ
に
」
よ

り

は
、
よ

り
積

極
的

に
抄

に
お

い
て
は
使

用
さ

れ
て

い
る

の
で
は
な

い
か
と
思

わ
れ

る

が
用
例

数

の
点

で
は
同

じ

で
あ

る
。

「
し

か
れ

ば
」

は
7
例
中

6
例
ま

で
が

⑭

し

か
れ

ば
文

に
云
な

る

ご
と
く

過
を

ゆ
る

し
て
只

賢
才

を
み

る

べ
し

(
1
/
序

)
の
よ
う

に
「
べ
し
」
あ

る

い
は

「
ま
じ

」
を
伴

っ
て
、
編
者

の
説

得

的
な

強

い
態

度

を
表

現
し

て

い
る
が
、

こ
の
点

「
字

治
拾
遺

物
語

」

で

も

「
べ
き

に
あ
ら
ず
(1
例
)」「
べ
き

な
り
(2
例
ピ
「
な
り
(
1
例
ピ

を
伴

っ
て
同

傾

向

に
あ

る
。
が
、
抄

で
の
例
全

て
が
地

の
文
中

に
見
出

せ
る
に
対

し

「宇

治

拾
遺

」

で
は
そ

の
4
例
共

に
、

発
話
文

中

に
見
え

「
し

か
る
を

」
と

同

様

の
差

異

が
認

め
ら
れ

る
。

こ
の
軌

を

一
に
す

る

二
語

の
み

か
ら
判
断

す

る
な

ら
ば
抄

に
お
け

る

「
口
頭
性

」

の
問

題

は
あ
な

が
ち

に
否
定

し

去
ら

れ
る

べ
き

で
は
な

い
よ
う

で
あ

る
。

少

な
く

と
も

「
宇
治

拾
遺

」

の
発
話

文
や

「
打
聞

集
」

「
百

座
法

談
聞
書

抄
」

の
地

の
文

と

「
口
頭

性
」

を
同

じ
く
す

る

面

が
抄

の
地

の
文

に
あ

る

と
予
想

で
き

よ
う
。

「
し

か
れ
ば

」

の
残
り

1
例

は

⑪

そ
も

く

人
間

八
苦

の
な

か
に
怨

憎
会

苦

と

い

へ
る
、
物

の
う

ら

め

し
き

事
也
。

国
王

大

臣
も
是

を

は
な
れ
ず

。

況
そ

の
以

下
を

や
。

然
ば

こ

・
ら

に
も

の

・
か
な

は

ぬ
事
世

の
な

ら

ひ
そ

か
し
と

お
も

ひ

な
し

て

…
…
…

都
を

い
つ

る
た
ぐ

ひ
こ
れ
あ

り
。

(
考

)

と

用

い
ら
れ

て

い
る
。

「
さ

れ
ば
」

は

「
し

か
れ
ば
」

と

訓
読

文
和

文

の
対

立
を

示
す

語

で
あ

る

と
さ

れ
る

が
、
抄
中

で
は
、

⑫

さ

れ
ば

あ
る

経

に
は

「
…
…
…

」

と
と
か

れ
た

る
と

か
や
。
(
2
/

序

)

の
よ
う

に
編
者

の
解

説

の
部
分

に
用

い
ら

れ
る

こ
と

に
よ

っ
て
用
法
上

の

対

立
を

示
し

て

い
る
。

同

じ
く

二
形
対

立

の
語

と

し
て

示
さ

れ
る

「
さ
ら

ば
」

「
し

か
ら

ば
」

は
発
話

文
中

に
各

々
1
例

ず

つ
用

い
ら

れ
て

い
る
。

「
か

・
れ
ば
」
の
6
例

の
う

ち

4
例

は

「
ま
じ

き
な

り
(1
例
ピ
「
べ
し
(2
例
ご

「
べ
か
ら
ず
(-
例
)」
を
伴

い
、

「
し

か
れ

ば
」

の
用
法

に
近

い
。

し

か
し

「

さ
れ

ば
」

と
共

に
/
序

シ
序
に
各

1
例

.用

い
ら

れ
、
和

歌
引

用

の
直

後

に
2
例
用

い
ら

れ

て

い
る
点

を
考

え
る

と
位
相

上

は

「
さ
れ

ば
」

に
近

い

も

の
が
あ

る
と
考

え

ら
れ

る
。

「
そ

の
ゆ

へ
に
」

は
神
仏

の
加

護

に
関
す

る
話

(属

)

の
中

の
、

そ

の

神
仏

の
示
現
を

帰
結
す

る
文

に

2
例
用

い
ら
れ
、

「
そ

の
た

め

に
」

は
そ
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の
加
護

を
願

望
し

て

「
そ

の
た
め

に
…
…

…

ス
ル
」

と

い
う

形

で
、
同
じ

く

2
例

用

い
ら
れ

て

い
る
。

⑬

其

ゆ

へ
に
当
座

に

お
は
し

ま
し

け
れ

ど
も
聯

の

わ
づ
ら
ひ
な
し
。
(搦

)

⑭

そ

の
た

め

に
七

ヶ
寺

に
し

て
誠

諦
を
修

せ
ら

れ
け

り
。

(え

)

「
し

か

の
み
な
ら
ず

」

「
こ

・
に
」

「
と
き

に
」
等

は

い
つ
れ
も
中

国

話

ま
た

は
古
代

の
天
皇

に
関

す

る
話

の
中

に
わ
ず

か

に
用

い
ら

れ

て

い
る

の
み

で
あ

る
。

⑮

し

か

の
み
な
ら
ず

楊

寳
は
黄

雀

の
病
を

助

て
そ

の
酬
を
う

け

(κ

)

⑯

天
皇
使

を

つ
か

は
し

て
大
臣
を

珠

せ
ら

る
。

こ

・
に
大

臣

…
…

(鬼

)

⑰

時

に
司
馬
相

如

と
云
け

る
も

の
身

は
ま

つ
し
け

れ

ど
も
…

…
…

(名

)

以

上
考

察
し

き

た

っ
た
点

に
よ

っ
て
抄

に
お
け

る
接
続

詞

に

つ

い
て
ま

と
め
れ

ば
、

1
訓
読

系

の
語

は
そ

の
由

来
を

反
映

し

て
か
、
使

用

に
際

し

て
説
話
内

容

、
解

説
批

評
部

分
な

ど

の
限
定

が
認

め
ら
れ

、

か

つ
同
じ

訓
読

語

内

に
お

い
て
も
、

た

と
え
ば

「
よ

り
て
」

よ
り

は

「
こ
れ
に
よ
り

て
」

の
方

が
積
極

的

に
使
用

さ
れ

て

い
る
ら
し

い
な

ど

の
各

々
の
選
択

も

み
ら

れ
る
。

2ま
た

、

「
し

か

る
を
」

「
し

か
れ

ば
」
な

ど

の
よ
う

に
他

の
説
話
集

で
は
会

話

に
用

い
ら
れ

る

と
さ
れ

る
語

が
抄

で
は
地

の
文

に
用

い
ら

れ

て

い
る

と

い
う

現
象

も
あ

り
、
抄

の
文

の

「
口
語
性

」

と

い
う

点

で
注
目

で
き

る
。

3
和

文
系

の
語

は
比
較

的

少
な
く

、
本
朝

説
話

中

の
発
話

文

に
用

い
ら

れ
る

こ
と

が
多

く

、
ま

た
訓
読

語

と
対
立
す

る
語

等

に
お

い
て
は

用

法

に
役

割

の
分
担
も

み
ら
れ

る
。

4

し
か
し

、
右

の
よ
う

な

い
く

つ
か

の
特

徴

が
認

め
ら
れ

は
す

る
も

の

の
抄

に
お
け

る
接

続
詞

は
概

し

て
、
異
な

り

・
の

べ
の
各

々
の
語
数

に
お

い

て
少
な

い
の
で

は
な

い
か
と
考

え
ら

れ

る
。

三

の
二

古
事

談
と

の
比
較

以
上

の
結

論

に

つ
い
て
、
特

に
そ

の
4
に
注
目

し

て
、
以

下
比
較

的

に

時

代

の
近
接

し

て

い
る

「
古
事

談
」

を
対
象

に
と
る

こ
と

に
よ
り

明
確

な

考

察
を

加
え

た

い
。

約

40
年

の
前

後
関

係

に
あ

る

こ
の
二

の
説
話
集

に
お

け

る
相
互

の
差

異

は
、
今

日

の
研
究

段
階

か
ら

は
む
し

ろ
両
集

の
編

纂
態

度

に
帰
す

る
点

が
多

い
の
で

は
な

い
か
と
考

え
ら

れ
る

か
ら

で
あ

る
。

古

事
談

に
見

え

る
接
続

詞
は
次

の
如

く

で
あ

る
。

謝
冨

)

.婆

如
つが

瀧藤

鶉
漱
)

於
矩

(
4
)

以

是
(
2
)

以
之

(
2

)

職

鷺

鐙
)
け
禦

て
(
2
)し
か
叶
と
い
へ
ど
も

而

(
68

)

然

而

(
31

)

碓

レ
然

(
11

)

サ

リ

ト

モ

(
1

)
サ

レ
ド

(
1

)

チ

時

(
34

)

其

時

(
31

)

後

(
4

)

此

時

(
5

)

変

て
鷲

)

嚇
モ
(・
)

懲

露

ず

、

故

(
2

)

し
か
れ

然

バ

(
7

)

而

二

(
1

)

謹

晒
蝶

こ
の
あ
い
だ

趾

間

(
8

)

其

間

(
2

)

以

上
よ

り

み
る

に

一
侃
」

か
抄

と
は
逆

に
優
勢

で
あ

り

、
ま

た

「
畏

」

「
而

」

「
然
而
」

「
干

昭
」
な

ど

の
訓
読
語

の
他

に
、
記
録

語
と

さ
れ

る

「

然
間

」
な

ど
も
多

数
用

い
ら

れ
抄

と
は
異

な

っ
た
様
相

を

示
し

て

い
る
。

更

に

「
サ

リ
ト

モ
」

「
サ

レ
バ
」

「
サ

レ
ド
」

と

い

っ
た
少

数

の
和
文
語

は
全

て
発
話

文
中

に
用

い
ら

れ
て

い
る
点

も
特
徴

的

で
あ

る
。

即

ち
、
説

話
本

文

に

お

い
て
も
批
評

感
想
部

分

に
お

い
て
も

訓
読
記

録
語

と

し

て
の

接
続

詞
が
多

数

用

い
ら

れ

て

い
る

こ
と

が
抄

と
比

較
し

て

の
事

の
特

徴

で

あ

っ
て
、

そ
れ
を

い
い
か
え
る

な
ら

ば
、
抄

で
は
少
数

の
接
続

詞

が
限
定

的

に
用

い
ら

れ
、
事

で
は
接
続

詞

の
多

用

に
よ
り

明
快

な
表

現
が

な
さ
れ
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て

い
る

と
予
想

で
き

よ
う
。

し

か
し

、

こ

の
段

階

で
は
ま

だ
.

あ
る

い
は

そ

の
差

と

い
う

も

の
は
説

話

内

容

の
相
違

・
か
た
よ
り
に
よ
る
も

の
で
そ
れ
を

各

々

の
集

の
編
纂

態
度

に
由
来

す

る

と
断
定
す

る

に

は
至
ら

な

い
、
と
も

考

え
ら

れ
る
。

従

っ
て

こ

こ
で
両

集

に
存
す

る
同

文
的

説
話

の
該

当
箇
所

の
比
較

に
よ
る
結

論
を

も
加

え

た

い
。

同

文
話

と
み

な
し

た
も

の
は

「
十
訓
抄

詳
解

」

で
同
話

と

指

摘

す

る

54
話

の
う

ち

42
話

で
、
更

に

そ

こ
か
ら
異

に
欠

い
て

い
る
巻

七

と
巻

十
後

半

と

に
属

す

る
8
話

を
除

き
残

り

34
話

を

直
接

の
対
象

と
し

た
。

1

上
の
例
は
地
の
文

の
み
で
、
発
話
文

中
に
は
、
該
当
例

は
見
え
な
い
。

⑱

抄

い
ま

だ
と
を

く
は

よ
も

ゆ
か
じ
。

と
く
く

よ

び

か

へ
し

て
と

ら
せ
さ

せ

た
ま

へ
」

と
有

け

れ
ば
…

…

…

(漏

)

⑱

、事

遠

ク
不

行
以

前

二
早
可

返
給

云

々
。

伍
小

尼

公
-
…

(
3

)

二

一

㊧ ⑳ ⑲ ⑲
事・抄 事・抄・

 

右

に
若
干

の
対

応
例

を
示

し
た

が
、

話

に
お
け

る
例

を
含

め
て
も

何
ら

表

の
傾

向

に
変
動

を
き

た
す

こ
と

は
な

い
。

つ
ま

り
、

1

「
伍

」

「
而
」

「
畏
」

「
干

時
」

な
ど
訓

読
語

系
を

中
心

と
し

て
事

で

は
接
続

詞

が
多

用

さ
れ

て

い
る

が
、

抄

で
の
使

用
は

そ

の
彦

に
す

ぎ
な

い
。

2
事

に
対
応

す

る
例

の
彦

以
上

を
助

詞
的

語

に
よ

っ
て

一
文

に
結

合
し

て
表
現
す

る

の
が
抄

に
お
け

る
傾
向

で
あ

る
。

3
少

し
く
詳

し
く

み
れ

ば

「
伍

」

「
笈
」

「
而

」

「
干
陀
」

「
其

時
」

な

ど

に
特

に
以

上

の
傾
向

が
著

し
く
、

中

で

「
伍

」

に
対
応
し

て

用

い
ら
れ

て

い
る

「
依

之
」

が
抄

に
み

え
る
、

な

ど
。

4
以

上

の
結
論

は
先

に
両
集

の
総

数
を
相

互

に
比
較

し

て
結
論

し
た
点

に
何
ら
岨

酷

を
生

ぜ
し

め
る

こ
と
は

な

い
が
、

た
だ

「其

時

」
が
抄

に
お

い
て
も

比
較
的

多
数

用

い
ら
れ

て

い
る

に
も

か

か
わ
ら
ず

、

こ

の
表

で
は
考

が
不
対

応

で
あ
る

点

が
注
目

さ
れ

る
。

そ
れ

が
如
何

な

る
理
由

に
よ

る
も

の
か

愛
と
え
ば
「其
時
」
の
語
性
、
抄
の
態
度
、な
ど
〉

に

つ

い
て
は
未
考

で
あ

る
。

両
集

に
お
け

る
接
続

詞

に

つ
い
て

の
最

終
的

な
ま

と
め
を

す

れ
ば
、
抄

に
お

い
て
は
接
続

詞

の
用

い
ら
れ

る

こ
と
少
な

く
、

か

つ
用

い
ら
れ

る
場

合

に
は
先

に
考
察

し

た
よ
う

に
、

い
く

つ
か

の
状
況

に
お

い
て
用

い
ら

れ

る

の
み

で
大

半

は
助

詞
的
語

に
よ

っ
て
長

文
化

し

た
表

現

、
あ

る

い
は
接

笛

を

ぬ
き

い
だ

し
て
還

城
楽

の
は
を

ふ
く
。
大
地
と

"
ま
り

て

(鬼

)

笛

ヲ
抜

出
テ

吹

二
還
城
楽
破

。一
袈

大
蛇

来

留

テ

(
6

)

泣

々
か

へ
り

た
ま

ふ
割

、
長

者

俄

に
座

を

た
ち

て

(
%

)

聖

人
乍

二
涕
泣

一
退

帰
。

干

時

件

長

者

俄
起

レ
座

(
3
)

異

に
欠

け
る

た

あ
に
削

除
し

た

8
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続
詞

を
用

い
ず

に
文

が
連
続

し

た
表
現

、
等

が
と

ら
れ
、
事

に
お

い
て
は

訓
読

語
を

中
心

と
し

て
明
確

な
短

文

の
連

続

に
よ

る
表
現

が

み
ら
れ

る
、

と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う
。

四

接

続

助
詞

的
語

に

つ
い
て

四

の

一

十
訓

抄

に
お
け

る
接

続
助

詞
的
語

先

の
接

続

詞
に

続

い
て
、

次

に
抄
中

の
接

続
助

詞
的
語

に

つ
い
て

調
査

し

そ

の
文
構

成

に

つ

い
て

の
結
論

を
求

め

た

い
。

用

言

に
接
続

し

て
副

詞
句

を
形

成
す

る
助

詞

乃
至

助

動
詞
相

当
語

の
主

な

る
も

の
は

「
て
」
を

除
き

次

の
如

く

で
あ

る
。

け

れ
ば

(
捌

)

ば

(
謝

)

に

(
鰯

)

ほ
ど

に

(
83
)

に

よ
り

て
(
29
)
あ

ひ
だ
(
に
)
(
31
)
ゆ

へ
(
に
)
(
7
)
と

こ
ろ
(
に
)
(
7
)

(
が

)
た
め

(
に

)
(
9

)
ど
も

(
慨

)

と
も

(
40

)

を

(
94

)

ど

(
40

)

が

(
40
)

と

い

へ
ど
も

(
21

)ば

と
て

(
7

)

と

て
も

(
5

)

て
も

(
4

)

も

の
を

(
3
)

(
21

)

と

き

(
711

)

て

の
ち

(
30

)

つ

・

(
15

)

な

が
ら

(
30

)

ま

・
に

(
15

)

う

へ
(
に

)
(
6

)
お
り
り

(
7
)

ま

で

(
8

)

右

の
う

ち

、

順
接
条

件

句
を

形
成
す

る
「
に
よ

り
て
」
「
(
が
)
た

め
(
に
)
」

「
ゆ

へ
(
に

)
」
は

訓
読

語

で
あ

っ
て
、
各

々

「
け

れ
ば
」

「
ば

」
等

よ
り

は

よ
り
緊

密

・
明
確

な
修

飾

の
機
能

を
有

し
、
か

つ
特

に

「
け

れ
ば
」

が
そ

の

殆

ど
を

地

の
文
中

に
、
片

寄

る

こ
と
な
く

全
巻

を
通
じ

て
見

出

せ
る

に
対

し
て
、

た

と
え

ば
、

⑳

天
魔

の
為

に
芳

恩
施

し

た
ま

ふ
事
あ

る

に
よ
り

て
天
魔

な

に
ご

と
に

て
も

命

に
よ

り

て
其

恩

を

・
く
る

べ
き

よ
し
を

請
申

に

(ぎ

)

(⑫
兄

弟

三

人
あ

り
け

る

が
中

に
あ

た

る
ゆ

へ
に
付

た
り

け
る
と
か
や
(搦

)

㊧

周
武

王
段

紺

を
う

た

ん
が
た

め

に
義

兵

を
あ
げ

て

(
宮

)

の
よ
う

に
、
中
国

説
話

、
解
説

批
評

、
天
皇

の
発
話

等

限
ら

れ
た
用
法

が

先

の
訓
読
系

接
続

詞
と

同
じ
く

認

め
ら
れ

る
。

「あ

ひ
だ
(
に

)
」
は
変
体

漢
文

資
料

、
「
と
き
」
は
訓
続

・
変
体
漢

文

・和

文
各

資
料

に
、

「
ほ
ど

に
」

は
変
体

漢
文

及
び
和

文
資

料

に
用

い
ら

れ

る

語

で
あ

る
が
、
抄

中

で
は

「
と
き
」

が
最

も
多
く

「
あ

ひ
だ

(
に

)」
が
最
も

少
な

い
。
従

っ
て

こ
の
三
語

の
割
合

か
ら
抄

の
文
体

に

つ
い
て
判
断
す

る

な
ら

ば
、
訓

読
文

体
と
和

文
体

と

の
間

に
位

置
す

る
も

の
と
考
、え
ら
れ
る
.

「
あ

ひ
だ
(
に
)
」
は

そ

の
殆

ど
が
今

昔
物

語
集

や
古
事

談
な

ど
と

同
話

で

あ

る
場
合

に
用

い
ら

れ
て

い
る
点

、
抄

に
お
け

る
そ

の
使
用
態

度

の
点

か

ら

注
目

さ
れ

る

(事
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
)。

「
と

こ
ろ
(
に
)

」
は
「
あ

ひ
だ

(
に
)
」
と
略
同
じ
意

味

・機

能

を
有

し

、
か

つ

同

じ
く
記

録
語

に
属
す

る

か
と
思

わ
れ

る

の
で
あ

る
が
同

一
話

で

の
共
存

は

一

の

み
で

一
致

の
割
合

は
高

く
な

い
。

か
っ
こ
内
は

鰹

の
用

⑳

抄

八
幡

楽
人

元
正

…
…
上

洛

の
あ

ひ
だ
樫
生

の
と

ま
り

に
し

て
心

神
違
例

亡

ぜ
る

が
ご

と
し
。

…
…
…
。

き

い
の
思

ひ
を
な

し

て
巫

女

に
う

ら

な
は
し

む

る
所

に
吉

備
津
宮

の
詫

宣
し

給

て
云

(%

)

⑳

事

元

正
…

…
上
洛

之
間

於
室
泊

俄
心
神

違
例

如
亡
。

…

…
…
。

成
奇

異
之
思

令

巫
卜
之
盧
舌

美

津

「
宮
」
詫
宣

給
云

々
。

(
6

)

逆

接
条
件

句
を

形
成
す

る
語

の
う

ち

「
と

い

へ
ど
も
」

の
み
が
訓
読

語

で
あ

る
が
位

相
上

同
義
的

に
対

立
す

る
と

い
わ

れ
る

「
ど
」

に
比
し

て
も

少
数

で
あ

り
、
使

用
場

面
も
他

の
訓
読

語

と
同
じ

く
序

、
中
国
説

話

、
あ

る

い
は
、

一7一



⑮

皆

こ
れ
辺

鄙

の
民

の
間
を

は
な

れ

た
ま

は
ず

と

い

へ
ど
も
各

権
者

の

化

現
な

り
。

(
鬼

)

の
よ
う

に
解

説

・
評

語

に
用

い
ら

れ
る

と

い
う

限
定

が
あ

る
。

逆
接

の
語

で
主

な

も

の
は

「
ど
も

」

「
を
」

「
に
」

「
と
も
」

「
ど
」

と

い

っ
た
和

文

に
普

通

に
用

い
ら
れ

る
語

で
あ

り
、
ま

た
順

接

に
お

い
て

も

「
け

れ

ば
」

「
ば

」

「
ほ
ど

に
」
等

和

文
語

が
中
心

と
な

っ
て

い
る
。

「

訓

読
及

び
記

録
系

の
語

は

や
は

り
、
幾

分

か

の
場

面

の
限
定

の
上

で
少
数

が
用

い
ら
れ

て

い
る

と

い
う

こ
と
が

で
き

よ
う

。

四

の
二

古

事

談

と

の
比

較

次

に
先

の
接
続

詞

の
場
合

に
同

じ
く
事

に
お
け

る
例

、
及

び
同

文
話

で

の
様

相

と

い

っ
た

点

か
ら
抄

に

お
け

る
助
詞

的
語

の
用
法

に

つ
い
て

の
ま

と
め

を
得

た

い
。

古
事
談
に
お
け
る
助
詞
的
語
の
主
な
も
の
は

之

時

(
992

)

之

後

(
611

)

之

故

(
16

)

ヲ

(
24

)

ガ

(
20

)

之
間

(
㎜

)

用
言

十
依

(
65

)

錐

(
69
)

ド

(
17

)

乍

(
34

)

ケ

レ

バ

(
512

)

之

程

(
二
)

(
10

)

二

(
85

)

ト

モ

(
7

)

之

虚

(
92

)

バ

(
74

)

ド

モ

(
20

)

物

ヲ

(
5

)

以
上

で
あ

る

が

「
ケ

レ
バ
」

「
バ
」

「
ド

」

「
ド

モ
」

「
ト

モ
」

「
ヲ

」

「
程

二
」
等

和

文
語

が
相

対

的

に
少

な
く

「
之
間

」

「
之
虚

」

「依

」

「

錐
」
等

訓
読

記
録

語

の
多

用
が

認

め
ら
れ

る
、

ま

た

「
之

時
」

は
抄

の

「

け
れ

ば
」

に
匹
敵

す

る
使

用
頻
度

を
占

め

て

い
る
が
、

「
之

間
」

と

「
之

虚

」

と

の
割

合

は
抄

に
お

け
る

と
略

同
じ

で
あ
り

い
つ
れ

に
お

い
て
も

「

之
虞
」

は
劣

勢

で
あ

る
と

い
え

る
。

な

お
、

「う

へ
(
に
)
」
は
記

録
語

で
あ

ろ
う

と

の
こ
と

で
あ

る
が
抄

に

は
幾
分

見
出

せ
た

も

の

の
、
事

に

お

い
て

は

見
出

せ
な

か

っ
た
。

し

か
し
先

の
表

2
に

示
し

た
よ
う

に
記
録
語

「
之

間
」

と

の
共
存

の
割
合

は
高

い
の
で
あ
り

、
記
録

語
を
多

分

に
使

用
す

る

事

に
見
え

な

い
の
は

い
か

に
も
解
し

が

た

い
。
記

録
語

を
種

々
の
面
か

ら

明
ら

か

に
す

る

一
の
手

が
か

り
と
し

て
注

目
し

て
お
き

た

い
。

次

に
同
文

語

に
お
け

る
傾
向

を
参

照
す

る
。

表

3

の
ー

(
発
話

文

)

表

3

の
1
及

ひ
3

の
2
よ

り
知
れ

る
点

は

ー
、
発
話

文
中

に
お
け

る
対

応

に
は

「
と

い

へ
ど
も

」

と

「
錐

」

の
対

応
を

除

い
て
差

異

が
認
め

ら
れ
な

い
が

、
地

の
文

の
対

応

で
は
概

し

て
、
抄

で
は

「
に
」

「
け

れ
ば

」

「
て
」
を
中

心

と
し

、
他

方

事

で
は

「
之
間

」

「
ケ

レ
バ
」

「
之
時

」
を
主

と
す

る
と

い
う

相

違

が
み
ら

れ
、
各

々
和

文
的

、
記
録

文
的

傾
向

に
あ

る

こ
と
が
認

め
ら

れ

る
。

⑳

抄

…
…

と
云
け

る
を
き

・
入
ず

な
を
す

ぎ
け

れ

ば

㊧

事

…
…

云

々
。
不

聞

入
此

言
猶
不

留
之

時

(
4

)

(漏

)
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⑳

抄

か
く

の
ご
と
く
度

々
敬
礼
を
な
し
て
泣

々
か

へ
り

た
ま
ふ
と
き
(
%

))

⑳

事

如

此
数

ヶ
度
敬
礼

之
後

聖
人

乍
涕

泣
退
帰

。

干
時

…

…

(
3
)

表

3

の
2

(
地

の
文

)

抄

の
例

の
約
潔

は

「
け
れ

ば
」

「
に
」

「
て
」

を
中

心
と

し

て
事

の
終
止

文
に
対

応
し

て

い
る

こ
と
。

「
之
間
」

「
之

虞
」

「
之
後

」

「
之

時
」

「
錐
」

等
も

「
け

れ
ば
」

等
に
よ

っ
て
表
現

さ
れ

る
割
合

が
高

く
、
か

つ
抄

の
「
と

こ
ろ

(
に

)」

は
事

の

「
之
間
」

「
之
虞

」
に
対

応
す

る

が
、
「
(
の
)
あ

ひ
だ

(
に

)」

は

「
之
間

」

に
の
み
対

応
す

る
。

と
す

れ

ば
事

か
ら
抄

へ
の

「書

承
」
の
可
能
性
を
考
慮

す

れ
ば
抄

に

お
け
る

「
(
の
)あ

ひ

だ
(
に
)
」
と

い
う
語

は
消

極
的

に
受
容

さ

れ
た

の
で
は
な

い
か
と
も
考

え
ら

れ

る
。

ま

た
、

「
之
後

」

「
之

時
」

の
約

半
数

が
抄

で

「
て
」
等

に

対
応
し

て

お
り
、

両
集

の
総
数

の
う

え
で
も

同
様

の
傾
向

を
示
す

と

い
う

点
も

そ
れ

が
位
相

的
な

対
立
を

示
す
も

の
で
あ

る
か
否

か

不

明

で
あ

っ
て
先

の

「
其
時

」
等

と
共

に
今
後

の
他

の
説
話

集

と

の
比
較

に
よ

る
結
論

に
侯

ち
た

い
と
思
う
。

以

上
を

要
約
す

れ

ば
、
抄

で
は

「
け

れ
ば
」

「
に
」

「
て
」
等

が
最
も

普
通

に
用

い
ら

れ
、

か

つ
そ

れ
は

事

の
終

止
文

や
訓
読

・
記
録
語

に
も
対
応

し

て
抄

の
文
を
和

文
体
的

に
長
文
化
す

る
働

き
を

示
し

て

い
る
と

い
う

こ

と

が
で
き
よ
う

。
五

十

訓

抄

の
文

章

最
後

に
抄

に

お
け
る
文

の
形
成

と

い
う

観

点

か
ら
結
論

を
求

め
れ

ば
、

接
続

詞
を
用

い
る

こ
と

が
少
な
く

、接
続

助
詞
的

な
語

に
よ

る
長
文

(
複

文

重

文

)

の
成

立
が

そ

の
原

則

で
あ

り
、

か

つ
そ

こ
に
用

い
ら
れ

る
少
数

の

訓
読

・記
録
語
も
あ
る
特
定

の
状
況

(た
と
え
ば
中
国
説
話
・
古
代
天
皇
説
話
あ
る
い
は

解
説
批
評
部
分
、
等
》
の
も
と

に
使
用

さ
れ

る
と

い
う

傾
向

が
顕

著

で
あ
る
。

こ
れ

は
そ

の

「
自
序

」

に

「
少

年

の
た
ぐ

ひ
」
が

「
め

や
す

か
ら
ん
」
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た

め

「
み

・
ち

か

ゝ
ら

ん
」

た
め

「
其

詞
」
を

「
和
字

を
先

と
し

て

か
な

ら
ず

し

も
筆

の
費

を

か

・
ず
」

と
記

し

た
、
そ

の
態
度

に
よ

っ
て
、

む
ろ

ん
そ

の

「
少

年

の

た
ぐ

ひ
」

「
和
字

」
等

の
範

囲

が
問

題

と
は
な

る

が
、

以
上

の
調
査

、

あ

る

い
は

「
序

文
風

に
書

い
て
あ
る

文
章

が
く

ね
く

ね
し

晶

い
る
と
い
う
感
想
等
か
ら
結
論
す
れ
ば
、
か
の
文
は
大
方
に
お
い
て

和
文

的

表

現
を

志
向

さ

れ
た

、

と
考

え

る

こ
と
が

で
き
よ
う
。

し

か
し
、

先

に
も

触

れ
た

が
各
巻

の
序

、
解

説

・批

評
部

分
等

の
「
す

・

め
」

「
い
ま
し

あ
」

る

文
に

お

い
て
は

訓
読
語

と
し

て

の
接
続

詞
及

び
接

続

助
詞

的
語

が
、

そ

の
た
め

に
用

い
ら

れ
、

か

つ
そ

れ
ら

の
語

の
中

に
は

「支

配

的

立
場

の
者

、
他

を

圧
倒
す

る
態

度

の
者

が
」
「
心
話
・
会
話

の
中

で
用

い
」

る
程

度

で

「
口
頭

語
」
的

で
あ

る
も

の
も

見
出

せ

る
。

従

っ
て

こ
れ

ら

の
部
分

に

つ
い
て

は
そ

の
限
り

に

お

い
て

「
打
聞

集
」

「
百
座

法

談
聞
書

抄

」
等

と

同
程
度

に

「
口
頭
語

に
近

い
」

と
考

え
る

こ
と
が
で
き

、

抄

の
叙
述

態
度

に

つ

い
て
も

予
測

で
き

る

の
で
あ

る

が
結

論

は
な

お
保
留

し

て
調
査

を
続

け

た

い
。

次

に
抄

に

つ
い
て

の
以
上

の
結

論

が
説
話

集
全

体
、
特

に
鎌

倉
期

の
説

話
集

の
う

ち

に

ど

の
よ
う

な

位

置
を
占

め

る

こ
と
に
な

る
か

、

い

い
か
え

れ
ば
時
間

的

に
近

接
す

る
諸

説
話

集
を

一
の
共
時

態

と
み
な

し

て
そ

の
表

現

の

「
幅
」

が
如

何

で
あ

り
抄

は
ど

の
よ
う

な
位

置

に
あ
る

の
か

、
を
考

察
す

る
為

に
そ

の
第

一
の
対

象

と
し

て

「古
事

談

」
を

選
ん
だ

。

そ

の
結

論

と
し

て
は
、

助

詞
的
語

よ

り

は
接
続

詞

に
お

い
て
語
彙

の
異

な
り

が
著

し

い
。

つ
ま

り
助

詞
的
語

で
は
抄

に
全

く
用

い
ら

れ
な

い
事

の
助

詞
的
語

は
殆

ん
ど

見

え
ず

、
事

に

お
け

る
と

は
異
な

っ
た
語

に
よ

っ
て
抄

が
表
現
す

る
と

い
う

割
合

も
接

続
詞

に
比

す

れ
ば
少

な
く

、

一
方
接
続

詞

に

つ

い
て

は
そ

の
逆

で
あ

る
か
ら

で
あ

る
。

ま

た
、
接

続
詞

の
種
類

及

び
総
数

に

お
い
て
抄
は
事
に
比
し
て
少
な
く

そ

の
大

部
分

を
助

詞
的
語

に
よ

る
接
続

と

い
う

形

で
表
現

し

て

い
る

こ
と

も
認

め
ら

れ
た
。

以

上
は
抄

が

「
和
字

」
を
先

と
す

る
と

い
う

積
極

的
態

度

の
表
わ

れ

と

み
な
す

こ
と
が

で
き
よ
う
。
が

、
他
方

た
と
え

ば
「
(
の
)
あ

ひ
だ

(
に

)」
に
み

た
よ
う

に
、
あ

る

い
は
全

く

の
同
文

と
も

い
え

る
箇
所

が
多
数

見
出

せ
る

と

い
う

点

か
ら
も

、
そ

こ
に
仮

に
書

承
と

い
う

こ
と
を
考

慮
す

る

と
す

れ

ば

、
以
上

の
よ
う

な
積
極

的

面

の
他

に
、
受

動
的

消
極
的

面
を

も
抄

の
表

現
中

に
想
定

す

る

こ
と
が

で
き
る

か
、
と
考

え

る
。

こ
れ
ら

の
問
題

は
抄

の
言

語
生

活
を
考

察
す

る
う

え

で
重

要
な

問
題

で
あ

ろ
う

と
思

わ

れ
る

が

他

の
部
面

(た
と
え
ば
副
詞
、
助
詞

一
般
な
ど
)

に

つ

い
て

の
調

査

と
共

に
後
考

に
侯
ち

た

い
と
思
う

。

藤
岡
継
平

「十
訓
抄
考
」
永
積
安
明

「十
訓
抄
の
世
界
」
日
本

の
説
話
4
所
収

「十
訓
抄
ー
そ
の
成
立
と
作
者
ー
」
国
文
学
3
巻
11
号

「十
訓
抄
の
世
界
」
日
本
の
説
話
4
所
収

岩
波
文
庫

「十
訓
抄
」
解
説

註
3
に
同

「国
語
研
究
」
9
巻
11
号

「十
訓
抄
に
現
れ
た
代
名
詞
」

日
本
文
学
講
座
Ⅲ

「中
世
の
文
学

・
史
論
抄
物
ー

特
に
十
訓
抄
に
つ
い
て
ー

」

計
㎝
話
の
う
ち
68
話
が
欠
け
る
こ
と
に
な
る
。

註
7
に
同

佐
藤
武
義

「今
昔
物
語
集
に
お
け
る

「
「話
用
語
+
を
」
に
つ
い
て
」「国
語
学
研
究
」5

峰
岸
明

「今
昔
物
語
集
に
於
け
る
変
体
漢
文
の
影
響
に
つ
い
て
=

「間
」
の
用
法
を

め
ぐ
っ
て
ー

「
国
語
学
」
36

同
「
和
漢
混
漢
文
の
語
葉
」
日
本
の
説
話
7
所
収

註
7
に
同
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