
宣長・虚構された蛾古さ血

へ

し

》

へ

本
居
宣
長
は
、
古
事
記
を
「
漢
意
」
の
な
い
「
古
よ
り
云
伝
た
る
ま
”
」
、

漢
字
文
明
流
入
以
前
の
わ
が
国
の
古
伝
承
の
ま
ま
を
記
し
た
書
だ
と
主
張

へ

し

』

へ

し
た
。
今
回
は
、
こ
の
「
古
よ
り
云
伝
た
る
ま
、
」
の
構
造
に
こ
だ
わ
つ

し』へ

て
み
た
い
。
「
云
伝
た
る
ま
、
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
宣
長
の
作
り
上

げ
た
虚
構
で
あ
る
。
だ
が
、
現
在
、
そ
の
虚
構
た
る
所
以
は
も
っ
と
問
わ

れ
続
け
る
必
要
が
あ
る
よ
う
だ
。
と
い
う
の
は
、
古
事
記
が
古
伝
承
の
ま

ま
で
あ
る
は
ず
が
な
い
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
漢
字
文
明
を
爽
雑
物

と
し
て
排
す
る
一
種
の
原
形
志
向
的
な
あ
り
様
が
、
「
日
本
」
、
「
日
本
的
」

と
い
っ
た
自
己
同
一
的
な
言
説
の
核
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
た

し
た
ち
が
自
己
同
一
性
か
ら
完
全
に
自
由
に
な
れ
ぬ
以
上
、
宣
長
は
、
今

後
も
柳
田
国
男
な
ど
と
と
も
に
幾
度
も
俎
上
に
載
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
数
年
来
、
宣
長
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
カ
ル
な
言
説
に
つ
い
て
は
、
あ
ら
へ

ゆ
る
角
度
か
ら
分
析
の
メ
ス
が
入
る
よ
う
に
な
っ
た
。
本
稿
も
、
「
古
よ
り

』
』
へ

云
伝
た
る
ま
※
」
の
構
造
、
そ
の
虚
構
性
を
明
ら
か
に
す
る
形
で
同
じ
課

題
に
臨
む
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
、
宣
長
が
あ
る
異
質
な
要
因

を
巧
み
に
弥
縫
し
て
い
る
点
に
着
目
し
、
そ
の
弥
縫
の
構
造
を
刷
挟
す
る

宣
長
・
虚
構
さ
れ
た
〃
古
さ
〃

ｌ
平
安
朝
平
仮
名
文
字
の
視
線
・
「
日
本
」
Ｉ
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方
法
を
と
る
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
紙
数
の
都
合
で
見
通
し
程

』
』
へ

度
に
し
か
述
べ
ら
れ
な
い
に
せ
よ
、
弥
縫
を
施
し
て
「
云
伝
た
る
ま
、
」

の
観
念
を
作
り
上
げ
る
こ
と
の
近
世
的
な
意
味
を
問
う
て
み
た
い
。
予
め

結
論
め
い
た
こ
と
を
言
え
ば
、
こ
こ
に
近
世
の
あ
る
文
化
的
状
況
に
お
け

る
「
日
本
」
と
い
う
普
遍
観
念
の
形
成
に
か
か
わ
る
問
題
が
浮
上
す
る
よ

、フに思えるのである。

と
こ
ろ
で
、
右
の
観
点
か
ら
宣
長
を
み
る
と
き
、
無
視
で
き
な
い
の
は
、

プ
リ
ン
テ
ィ
ン
グ
パ
ブ
リ
ッ
シ
ン
グ

印
刷
か
ら
出
版
へ
の
転
換
が
も
た
ら
す
古
典
読
書
人
口
の
飛
躍
的
増
（０１）

大
と
い
う
近
世
の
新
状
況
だ
ろ
う
。
最
近
注
目
さ
れ
は
じ
め
た
よ
う
に
、

宣
長
そ
の
他
の
国
学
者
の
言
説
は
、
大
衆
的
規
模
で
の
文
字
文
明
の
普
及

を
重
要
な
条
件
と
し
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
小
論
で
正
面
か
ら
論
じ
る
の
は

不
可
能
だ
が
、
念
頭
に
は
常
に
置
い
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

カキザマ

と
り
あ
え
ず
問
題
に
し
た
い
の
は
、
「
古
事
記
伝
』
一
之
巻
の
「
文
体
の

事
」
と
題
し
た
次
の
よ
う
な
一
節
で
あ
る
。

サ
マ

す
べ
て
の
文
、
漢
文
の
格
に
書
か
れ
た
り
、
抑
此
記
は
、
も
は
ら

ム
ネ

ナ
カ
ム
カ
シ

古
語
を
伝
ふ
る
を
旨
と
せ
ら
れ
た
る
書
な
れ
ば
、
中
昔
の
物
語
文
な

山
下
久
夫

２
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カ
ナ
ガ
キ

ど
の
如
く
、
皇
国
の
語
の
ま
ゞ
に
、
一
も
じ
も
た
が
へ
ず
、
仮
字
書

に
こ
そ
せ
ら
る
べ
き
に
、
い
か
な
れ
ば
漢
文
に
は
物
せ
ら
れ
つ
る
ぞ

ヅ

と
い
は
む
か
、
い
で
其
ゆ
ゑ
を
委
曲
に
示
さ
む
、
先
大
御
国
に
も
と

ツ

文
字
は
な
か
り
し
か
ば
、
上
代
の
古
事
ど
も
も
何
も
、
直
に
人
の
口

上

に
言
伝
へ
、
耳
に
聴
伝
は
り
来
ぬ
る
を
、
や
、
後
に
、
外
国
よ
り
書

籍
と
云
物
渡
参
来
て
…
…
、

以
下
、
漢
国
か
ら
書
籍
（
文
字
）
が
流
入
し
言
語
構
造
を
異
に
す
る
わ

が
国
の
事
を
記
す
に
至
っ
た
こ
と
、
記
録
は
万
葉
集
の
端
書
も
含
め
て
悉

サマ

く
「
漢
文
の
格
」
を
と
り
わ
が
国
の
語
の
ま
ま
に
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

つ
た
こ
と
等
が
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
後
、
ま
た
以
下
の
言
が
続
く
。

か
の
物
語
書
な
ど
の
ご
と
く
、
こ
、
の
語
の
ま
、
に
物
書
事
は
、

ノ

ヒ
ラ
ガ
ナ

今
京
に
な
り
て
、
平
仮
字
と
い
う
も
の
出
来
て
の
後
に
始
ま
れ
り
、
フル

但
し
歌
と
祝
詞
と
宣
命
詞
と
、
こ
れ
ら
の
み
は
、
い
と
古
よ
り
、
古

．。卜

坐
弄
へ

語
の
ま
、
に
書
伝
た
り
、
こ
れ
ら
は
言
に
文
を
な
し
て
、
麗
く
つ
ず

キ
キ
メ
デ

リ
て
、
唱
え
挙
て
、
神
に
も
人
に
も
聞
感
し
め
、
歌
は
詠
め
も
す
る

物
に
て
、
一
字
も
違
ひ
て
は
悪
か
る
故
に
、
漢
文
に
は
書
が
た
け
れ

し

ば
ぞ
か
し
、
故
歌
は
、
此
記
と
書
紀
と
に
載
れ
る
如
く
に
、
字
音
の

力
ナ

み
を
仮
て
か
け
る
、
こ
れ
を
仮
字
と
い
へ
り
、

い
う
ま
で
も
な
く
、
宣
長
を
は
じ
め
国
学
者
た
ち
の
前
に
は
、
不
可
避

の
厳
然
た
る
事
実
が
あ
る
。
①
漢
国
か
ら
漢
字
文
明
が
も
た
ら
さ
れ
る
ま

で
の
わ
が
国
は
、
無
文
字
社
会
だ
っ
た
こ
と
。
②
古
事
記
や
日
本
書
紀
を

は
じ
め
、
わ
が
国
上
代
の
テ
ク
ス
ト
は
す
べ
て
漢
字
表
記
だ
と
い
う
こ
と
。

へ

し

』

へ

古
事
記
を
「
古
よ
り
云
伝
た
る
ま
、
」
と
す
る
宣
長
は
、
①
②
の
事
実
を

前
に
し
て
、
無
文
字
社
会
の
口
調
性
に
こ
そ
至
上
の
価
値
が
あ
る
と
し
、

古
事
記
の
漢
字
表
記
か
ら
「
古
語
の
ま
、
」
の
復
元
を
試
み
た
こ
と
に
な

ろ
う
。だ

が
、
今
、
右
の
文
脈
に
お
い
て
是
非
と
も
留
意
し
て
お
き
た
い
こ
と

が
あ
る
。
古
事
記
が
専
ら
「
古
語
」
を
伝
え
る
を
旨
と
す
る
以
上
、
「
中
昔

力
ナ
ガ
キ

の
物
語
の
如
く
、
皇
国
の
語
の
ま
ゞ
に
、
一
も
じ
も
た
が
へ
ず
、
仮
字
書

に
こ
そ
せ
ら
る
べ
き
に
」
と
か
、
「
か
の
物
語
書
な
ど
の
ご
と
く
、
こ
、
の

ノ

ヒ
ラ
ガ
ナ

語
の
ま
、
に
物
書
事
は
、
今
京
に
な
り
て
、
平
仮
字
と
い
、
フ
も
の
出
来
て

の
後
に
始
ま
れ
り
」
と
し
て
い
る
点
だ
。
す
な
わ
ち
、
古
事
記
の
「
古
語

の
ま
、
」
を
云
々
す
る
に
し
て
も
、
す
で
に
そ
こ
に
は
、
平
安
朝
の
平
仮

名
文
字
の
存
在
が
介
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
平
仮
名
で
記
し
た
平
安
朝

の
物
語
の
よ
う
な
書
こ
そ
、
「
こ
、
の
語
の
ま
、
」
に
記
し
た
典
型
だ
と
の

認識がある。
皇
国
の
言
を
、
古
書
ど
も
に
、
漢
文
ざ
ま
に
か
け
る
は
、
仮
字
と

い
う
も
の
な
く
し
て
、
せ
む
か
た
な
く
止
事
を
得
ざ
る
故
な
り
、
今

は
か
な
と
い
ふ
物
あ
り
て
、
自
由
に
か
、
る
、
に
、
そ
れ
を
す
て
て
、

不
自
由
な
る
漢
文
を
も
て
、
か
ゞ
む
と
す
る
は
、
い
か
な
る
ひ
が
こ
、

ろ
え
ぞ
や
（
『
玉
か
つ
ま
』
十
四
の
巻
）
。

要
す
る
に
、
で
き
る
こ
と
な
ら
平
安
朝
の
平
仮
名
文
字
の
よ
う
で
あ
り

』
』
へ

た
か
つ
た
わ
け
だ
。
「
云
伝
た
る
ま
、
」
を
旨
と
す
る
古
事
記
は
、
本
来
な

ら
一
音
一
音
を
あ
て
こ
む
仮
名
文
字
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
は
ず
だ
が
、
無

文
字
社
会
の
わ
が
国
に
漢
字
が
流
入
し
た
た
め
に
漢
文
表
記
に
せ
ざ
る
を

得
な
く
な
っ
た
。
も
し
、
当
時
平
仮
名
文
字
が
あ
っ
た
ら
、
「
古
語
の
ま
、
」

を
伝
え
る
に
漢
文
表
記
な
ど
用
い
る
必
要
も
な
か
っ
た
だ
ろ
う
に

○

こ
こ
に
は
、
文
字
（
漢
字
）
文
明
以
前
の
オ
ー
ラ
ル
な
世
界
と
、
平
安

朝
の
平
仮
名
文
字
と
の
奇
妙
な
結
合
が
み
ら
れ
る
。
後
者
の
視
線
が
、
前
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宣長・虚構された蝋古さ、

者
を
見
出
さ
せ
て
い
る
感
さ
え
あ
る
。
ま
た
、
宣
長
は
、
歌
と
祝
詞
、
宣

命
だ
け
は
「
言
に
文
を
な
し
て
」
神
や
人
を
感
動
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら

「
古
語
の
ま
、
」
に
書
き
伝
え
た
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
言
に
文
を
な
」

（２）

す
こ
と
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
構
造
を
指
摘
で
き
る
。
従
来
の
シ
ェ
ー
マ

で
い
け
ば
、
「
上
古
」
と
「
中
古
」
が
意
図
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
と

言えよ、フか。

だ
が
、
当
初
か
ら
こ
う
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
未
だ
格
別
に
古
事
記

を
掲
げ
ず
旧
事
紀
を
も
偽
書
と
み
て
い
な
い
頃
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
上
古
」

と
「
中
古
」
と
は
、
明
確
に
分
離
し
て
い
た
よ
う
だ
。
「
古
言
指
南
」
を
み

れ
ば
わ
か
る
。
松
坂
で
源
氏
物
語
を
開
講
し
た
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）

（３）

か
ら
同
十
三
年
に
至
る
間
に
書
か
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
こ
の
書
は
、
荻
生

祖
棟
の
古
文
辞
学
の
方
法
を
換
骨
奪
胎
し
た
よ
う
な
文
章
習
熟
論
で
、
文

章
は
「
ハ
カ
ナ
ク
ナ
ダ
ラ
カ
ナ
ル
内
二
筆
勢
」
の
備
わ
っ
た
源
氏
物
語
や

伊
勢
物
語
、
枕
草
子
等
を
手
本
と
せ
よ
、
と
強
調
し
た
も
の
。
宣
長
は
こ

こ
で
、
記
紀
や
旧
事
紀
、
祝
詞
な
ど
に
関
し
、
語
は
古
語
で
も
文
章
と
し

て
は
漢
文
の
体
を
離
れ
て
い
な
い
と
断
言
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
語
」
と

「
文
章
」
と
い
う
形
で
、
そ
れ
ら
の
書
を
平
安
朝
の
歌
物
語
と
は
っ
き
り
区

別
す
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
「
仮
名
ニ
カ
ケ
ル
物
ニ
ア
ラ
サ
レ
バ
、
吾
邦

ノ
文
章
ニ
ア
ラ
ズ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
価
値
の
中
心
は
平
安
朝
の
平
仮
名

文字である。

と
同
時
に
、
「
語
」
と
「
文
章
」
（
「
上
古
」
と
「
中
古
」
）
と
が
、
将
来

結
び
つ
き
そ
、
フ
な
気
配
が
感
じ
ら
れ
る
の
も
確
か
な
の
で
あ
る
。

今
古
文
ト
テ
書
ク
モ
、
言
ノ
ミ
古
言
ナ
リ
ト
モ
、
文
章
古
体
ニ
ア

ル

（ママ）

（ママ）

ラ
ズ
ト
知
へ
シ
、
モ
シ
旧
事
記
、
古
事
記
、
日
本
記
ナ
ド
ヲ
、
源
氏
、

カ

ン

ナ

栄
花
ナ
ド
ノ
如
ク
ニ
女
文
字
ニ
カ
キ
ヲ
キ
タ
ラ
バ
、
ソ
レ
ゾ
誠
ノ
吾

邦
ノ
古
文
ナ
ル
ベ
キ
也

記
紀
や
旧
事
紀
の
「
古
言
」
を
平
安
朝
物
語
の
平
仮
名
文
字
の
感
覚
で

綴
れ
る
な
ら
そ
れ
こ
そ
真
の
わ
が
国
の
「
古
文
」
だ
、
と
い
う
形
で
結
び

』
』
へ

つ
く
契
機
は
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
延
長
上
に
、
先
の
「
云
伝
た
る
ま
こ

に
平
安
朝
の
平
仮
名
文
字
を
介
在
さ
せ
る
構
造
が
示
さ
れ
る
は
ず
だ
。

た
だ
、
興
味
深
い
の
は
、
こ
こ
に
は
宣
長
の
あ
る
苦
渋
が
う
か
が
え
る

点
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
語
」
と
「
文
章
」
の
区
別
に
躍
起
と
な
る
こ

と
自
体
、
ど
う
や
ら
『
冠
辞
考
」
の
著
者
賀
茂
真
淵
の
出
現
に
彼
が
動
揺

し
た
こ
と
と
関
係
あ
り
そ
う
だ
か
ら
だ
。
真
淵
は
、
万
葉
主
義
に
立
っ
て
、

平
安
朝
の
歌
物
語
を
ほ
と
ん
ど
二
元
論
的
に
裁
断
し
て
く
る
人
。
宣
長
は
、

「
近
年
、
和
歌
ノ
古
学
ト
云
事
ヲ
沙
汰
ス
ル
者
ア
リ
」
と
、
名
こ
そ
あ
げ
ぬ

が
明
ら
か
に
真
淵
を
意
識
し
た
言
か
ら
切
り
出
し
、
ま
ず
そ
の
反
切
法
の

多
用
を
戒
め
た
。
が
、
話
は
直
ち
に
、
伊
勢
や
源
氏
の
文
体
と
は
別
に
記

紀
、
万
葉
祝
詞
な
ど
の
文
体
を
「
古
体
」
と
し
て
立
て
る
あ
り
様
へ
の
批

判
に
及
び
、
「
語
」
と
「
文
章
」
の
区
別
が
さ
か
ん
に
強
調
さ
れ
る
。
な
る

（４）

ほ
ど
こ
の
あ
た
り
は
、
百
川
敬
仁
氏
が
鮮
か
に
分
析
し
た
よ
う
に
、
真
淵

の
断
固
と
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
立
論
に
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
に
狼
狽
す
る
宣
長

を
語
る
に
充
分
だ
。
強
大
な
相
手
か
ら
、
懸
命
に
伊
勢
や
源
氏
を
譲
ろ
う

とする。
し
か
し
、
そ
の
後
の
思
想
的
変
遷
か
ら
み
て
も
、
彼
は
こ
の
と
き
、
真

淵
の
「
古
体
」
は
い
ず
れ
受
け
容
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
鋭
く
感
じ
と
つ

力

ン

ナ

た
に
ち
が
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
記
紀
や
旧
事
記
を
平
安
朝
の
「
女
文
字
」

の
感
覚
で
綴
る
と
い
う
の
は
、
従
来
の
立
場
を
見
失
わ
な
い
範
囲
で
打
ち

出
し
た
、
異
質
な
思
想
と
の
精
一
杯
の
妥
協
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
、
真
淵
に
対
す
る
反
発
と
服
従
と
い
う
両
義
的
な
想
い
が
余
儀
な

- ４ ５ -
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こ
う
し
た
弥
縫
の
近
世
的
な
意
味
を
問
う
こ
と
が
重
要
な
の
だ
が
、
そ

○
上
へ

の
前
に
、
「
云
伝
た
る
ま
、
」
の
構
造
に
も
重
フ
少
し
踏
み
入
っ
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
古
事
記
序
文
に
関
す
る
評
釈
。
さ
て
、
真
淵
は
、
本
文
と
序
文

と
は
別
々
の
成
立
だ
と
考
え
て
い
る
。
「
さ
て
古
事
記
序
は
奈
良
人
の
害
し

も
の
に
て
本
文
書
し
は
好
明
皇
極
二
代
を
は
過
じ
と
見
ゆ
安
万
侶
の
筆
に

（５）

て
は
決
て
な
し
」
。
す
な
わ
ち
、
本
文
は
遅
く
と
も
野
明
・
皇
極
の
代
を
降

ら
ぬ
成
立
で
太
安
万
侶
筆
で
は
な
い
の
に
比
し
、
序
文
は
（
安
万
侶
も
含

（６）

め
た
）
奈
良
朝
人
の
手
に
な
る
も
の
と
し
た
。
真
淵
が
成
立
を
分
け
て
考

え
た
の
は
、
漢
文
対
句
の
多
い
序
文
と
は
異
な
る
わ
が
国
の
〃
古
さ
″
を

本
文
に
求
め
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
当
時
、
「
古
事
記
開
題
』
そ
の
他
で

古
事
記
の
〃
古
さ
″
は
見
出
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
が
、
真
淵
も
、
国
学
者
ら

し
く
そ
れ
を
一
層
推
し
進
め
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

た
だ
、
真
淵
の
〃
古
さ
″
は
、
歸
明
・
皇
極
の
代
に
ま
で
遡
る
と
は
い

え
、
い
わ
ば
時
間
的
な
〃
古
さ
〃
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
宣
長
と
な
る
と
、

〃
古
さ
〃
の
あ
り
様
が
か
な
り
ち
が
っ
て
く
る
の
だ
。
彼
は
、
本
文
と
序
文

の
成
立
時
期
を
ず
ら
し
た
り
は
し
な
い
。
筆
録
者
も
太
安
万
侶
一
人
に
絞

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
序
文
が
陰
陽
乾
坤
な
ど
の
漢
文
調
で
綴
ら
れ
る
こ

と
に
つ
い
て
次
の
よ
、
フ
に
述
べ
る
。

く
さ
せ
た
弥
縫
策
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
結
局
彼
は
、
こ
の

弥
縫
を
最
後
ま
で
貫
き
通
す
の
で
あ
る
・
古
事
記
と
平
安
朝
の
歌
物
語
は
、

彼
の
中
で
は
生
涯
分
離
し
な
か
っ
た
。
そ
の
弥
縫
の
結
果
が
、
オ
ー
ラ
ル

レ
』
へ

な
世
界
と
平
仮
名
文
字
と
が
結
合
し
た
よ
う
な
「
云
伝
た
る
ま
、
」
の
構

造だとい、フわけだ。

３

シ
ル
シ

序
に
こ
れ
ら
の
語
の
あ
る
は
、
返
り
て
古
伝
に
さ
る
意
な
き
證
と

マ

コ

ト

カ

ザ

リ

イ

チ

ジ

ル

す
べ
き
物
に
て
、
正
実
と
虚
飾
と
の
け
ぢ
め
い
よ
ゞ
著
明
し
、
こ
れ

を
以
て
も
大
御
国
の
こ
、
ろ
ば
へ
の
、
漢
籍
の
お
も
む
き
と
は
は
る

か
に
異
な
る
ほ
ど
を
も
さ
と
る
べ
く
、
は
た
本
文
に
は
い
さ
、
か
も

シ

撰
者
の
私
を
ま
じ
へ
ざ
る
ほ
ど
も
知
ら
れ
て
、
い
と
た
ふ
と
か
し

含古事記伝』二之巻）。

序
文
の
漢
文
調
は
、
か
え
っ
て
本
文
の
純
粋
性
を
証
明
す
る
も
の
だ
と

マコｏト

カ
ザ
リ

言
う
。
「
正
実
」
↑
↓
「
虚
飾
」
の
構
図
が
明
確
な
だ
け
で
な
く
、
両
者
が
カ
ザ
リ

ま
っ
た
く
一
対
に
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
だ
。
序
文
の
漢
文
調
Ⅱ
「
虚
飾
」

マコｏ卜

が
認
識
さ
れ
る
度
合
に
応
じ
て
、
逆
に
わ
が
国
の
「
正
実
」
が
際
立
っ
て

く
る
よ
う
な
関
係
に
あ
る
。
し
か
も
、
本
文
に
は
、
撰
者
の
私
心
は
一
切

ノ

ヨ
シ

な
い
と
す
る
。
と
い
う
よ
り
、
「
又
此
朝
臣
の
意
は
、
縦
や
い
か
に
も
あ
れ
、

そ
れ
に
か
、
は
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
、
た
ず
古
伝
に
つ
き
て
こ
そ
は
、
こ

と
わ
る
べ
き
物
な
れ
」
（
「
同
』
）
と
あ
る
よ
う
に
、
本
文
は
撰
者
安
万
侶
の

意
志
を
超
え
た
「
古
伝
」
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
〃
古
さ
〃
を
云
々

す
る
た
め
に
殊
更
そ
の
安
万
侶
筆
を
否
定
す
る
必
要
も
な
い
わ
け
だ
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
あ
り
様
は
、
も
は
や
時
間
的
な
〃
古
さ
″
を
求

カ

ザ

リ

マ

コ

ト

め
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
「
虚
飾
」
を
反
照
板
と
し
た
「
正
実
」
の

観
念
、
新
な
古
伝
承
の
世
界
の
作
為
で
あ
る
。
漢
字
文
明
以
前
の
オ
ー
ラ

ル
な
世
界
を
虚
構
す
る
こ
と
で
あ
る
。
序
文
の
「
即
勅
語
阿
礼
、
令
謂
習

帝
皇
日
継
、
及
先
代
旧
辞
、
然
運
移
世
異
、
未
行
其
事
美
」
に
つ
い
て
の

評
釈
を
み
る
と
よ
い
・

ム

ミ

ハ

「
令
二
調
習
一
と
は
、
旧
記
の
本
を
は
な
れ
て
、
そ
ら
に
論
う
か
べ
て
、

其
語
を
し
ば
Ｉ
、
口
な
れ
し
む
る
を
い
ふ
な
り
、
抑
直
に
書
に
は
撰
録
し

ヅ

め
ず
し
て
、
先
か
く
人
の
口
に
移
し
て
、
つ
ら
’
、
謂
習
は
し
め
賜
ふ
は
、

-４６-



宣長・虚構された、古さ、

ノ

語
を
重
み
し
た
ま
ふ
が
故
な
り
」
、
「
彼
清
御
原
朝
御
世
に
、
調
習
ひ
お
き

ノ

つ
る
帝
紀
旧
辞
は
、
此
人
の
口
に
の
こ
れ
る
を
、
今
安
万
侶
朝
臣
に
詔
命

仰
せ
て
、
撰
録
し
め
賜
ふ
な
り
」
、
「
彼
天
皇
〔
天
武
〕
の
大
御
口
づ
か
ら
、

ノ

ヨ

ミ

シ

ヨ

ミ

シ

此
旧
辞
を
調
調
坐
て
、
其
を
阿
礼
に
聴
取
し
め
て
、
調
謂
坐
大
御
言
の
ま
ゞ

を
、
調
う
つ
し
習
は
し
め
賜
へ
る
に
も
あ
る
べ
し
」
（
以
上
、
「
同
』
）
。

多
く
の
国
学
者
に
と
っ
て
は
、
旧
記
Ⅱ
帝
紀
旧
辞
の
文
献
と
し
て
の
〃
古

さ
″
が
関
心
事
だ
っ
た
。
だ
が
、
宣
長
に
は
そ
ん
な
こ
と
は
問
題
で
は
な

い
。
阿
礼
の
謂
習
が
復
元
す
る
は
ず
の
口
調
性
が
重
要
な
の
だ
。
事
実
、

阿
礼
は
、
口
調
性
を
保
っ
た
ま
ま
生
き
の
び
筆
録
者
安
万
侶
の
前
に
立
っ

た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
天
武
天
皇
自
身
も
、
自
ら
詞
調
す
る
と
い
う
こ
と

で
、
歴
史
的
な
存
在
た
る
を
や
め
て
口
調
の
次
元
に
重
ね
ら
れ
る
の
で
あ

つ（》○こ
こ
に
は
、
時
間
的
な
〃
古
さ
″
で
は
な
く
、
古
事
記
か
ら
口
調
性
を

導
く
と
い
う
形
で
、
新
に
〃
古
さ
″
を
虚
構
し
そ
れ
を
特
権
化
せ
ん
と
す

へ

』

』

へ

る
企
て
が
富
う
か
が
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
、
「
古
よ
り
云
伝
た
る
ま
、
」
と

／
は
、
新
し
く
作
ら
れ
た
観
念
で
あ
る
。

（７）

む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
口
調
性
の
特
権
化
は
、
村
井
紀
氏
が
言
う
よ
う
に
、

実
は
そ
れ
自
体
漢
字
文
明
を
根
拠
に
し
て
し
か
成
立
し
得
な
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
逆
に
文
字
を
「
外
部
」
と
し
て
斥
け
て
声
の
世
界
、
オ
ー
ラ
ル

な
世
界
に
意
味
を
見
出
そ
、
フ
と
す
る
、
一
種
の
転
倒
で
あ
る
の
は
確
か
だ

ろ
う
。
近
世
的
に
言
え
ば
、
宣
長
が
論
敵
と
し
た
「
聖
人
ノ
道
」
の
文
明

観
（
漢
字
文
明
の
流
入
が
わ
が
国
を
野
蛮
か
ら
救
い
上
げ
た
と
す
る
儒
者

的
文
明
観
）
を
逆
手
に
と
っ
た
言
説
で
あ
る
。
同
時
に
、
出
版
文
化
の
大

衆
的
浸
透
を
俟
っ
て
は
じ
め
て
生
じ
る
音
声
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
ほ
か
な
ら

ない。

昭
和
の
は
じ
め
に
古
事
記
偽
書
説
を
唱
え
た
中
沢
見
明
『
古
事
記
論
』
、

古
事
記
が
偽
書
か
否
か
は
さ
て
お
き
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
宣
長
批
判
が
興

味
深
い
。
中
沢
の
批
判
に
は
、
宣
長
の
構
造
を
照
し
返
す
働
き
が
あ
る
よ

へ

』

』

へ

う
だ
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
論
を
突
き
つ
け
る
と
、
「
古
よ
り
云
伝
た
る
ま
、
」

が
実
は
作
為
さ
れ
た
〃
古
さ
〃
Ⅱ
虚
構
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
が
何
を
隠
蔽

し
て
作
り
出
さ
れ
た
の
か
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
・
中
沢
は
、

宣
長
の
阿
礼
口
調
説
を
否
定
し
、
阿
礼
の
謂
習
と
は
口
碑
伝
説
の
暗
謂
で

は
な
く
、
漢
文
の
ま
ま
に
記
さ
れ
て
い
た
帝
紀
旧
辞
の
読
方
を
習
っ
た
も

の
だ
と
み
た
。
そ
し
て
、
記
紀
の
ち
が
い
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

書
紀
は
書
紀
以
前
の
旧
記
の
原
文
を
そ
の
ま
、
保
存
し
て
そ
の
読

み
が
た
い
部
分
に
読
み
方
を
注
記
し
て
居
る
が
、
古
事
記
は
全
然
旧

文
を
す
て
、
読
音
に
従
っ
て
か
き
改
め
て
居
る
、
卑
近
な
臂
へ
で
い

へ
ば
書
紀
の
態
度
は
本
文
の
妾
に
振
り
仮
名
を
つ
け
た
様
な
も
の

で
、
古
事
記
の
態
度
は
全
部
仮
名
が
き
に
か
き
流
し
た
様
な
も
の
で

（下略）。

結
局
、
古
事
記
は
、
漢
字
文
明
に
か
な
り
馴
染
ん
で
き
た
時
期
に
字
音

仮
名
を
用
い
て
書
か
れ
た
偽
書
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
が
、
こ
こ
で
は
、

旧
記
の
原
文
の
読
み
難
い
部
分
に
読
み
を
注
記
し
た
日
本
書
紀
の
あ
り
様

と
、
原
文
を
ま
っ
た
く
捨
て
て
読
音
に
従
っ
て
記
し
た
古
事
記
の
あ
り
様

と
を
明
確
に
区
別
し
て
い
る
点
に
注
目
し
よ
う
。
「
振
り
仮
名
」
と
「
仮
名

が
き
」
の
区
別
だ
。

中
沢
論
の
前
提
に
は
、
こ
ん
な
考
え
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
無
文
字
社

会
の
わ
が
国
に
漢
字
文
明
の
波
が
押
し
寄
せ
た
と
き
、
ま
ず
手
当
り
次
第

４
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に
漢
文
で
記
す
し
か
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
日
本
書
紀
の
「
振
り
仮
名
」
は

そ
の
漢
文
を
わ
が
国
が
必
死
で
理
解
し
消
化
し
よ
う
と
し
た
苦
闘
の
証
で

あ
り
、
こ
れ
こ
そ
が
わ
が
国
の
〃
古
さ
″
の
実
態
で
は
な
い
の
か
。
こ
れ

に
比
し
、
古
事
記
の
よ
う
に
一
見
わ
が
国
固
有
の
字
音
仮
名
で
記
し
た
書

は
、
か
え
っ
て
漢
字
文
明
消
化
後
の
産
物
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
だ
。

宣
長
の
考
え
は
、
こ
う
し
た
事
態
を
転
倒
し
て
い
る
…
…
…

◎

し
』
へ

も
し
こ
の
解
釈
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
「
云
伝
た
る
ま
”
」
の
構
造
が
み
ご

と
に
照
し
返
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
お
そ
ら
く
、
宣
長
が
隠
蔽
し
た

も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
〃
は
じ
め
に
漢
字
（
漢
文
）
あ
り
き
〃
と
い
う
〈
歴

史
〉
だ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
か
ら
だ
。
〈
歴
史
〉
を
完
全
に
隠
蔽
し
転
倒
す

る
こ
と
で
、
文
献
と
し
て
の
〃
古
さ
″
か
ら
オ
ー
ラ
ル
な
世
界
の
虚
構
へ

の
転
換
が
お
こ
な
わ
れ
る
。
同
時
に
、
「
仮
名
が
き
」
と
い
う
後
世
の
産
物

し
』
へ

を
わ
が
国
固
有
の
伝
来
に
仕
立
て
上
げ
る
あ
り
様
は
、
「
云
伝
た
る
ま
、
」

が
ま
さ
し
く
新
に
作
為
さ
れ
た
〃
古
さ
″
だ
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い

し-《、『ノ◎中
沢
だ
け
で
は
な
い
。
す
で
に
近
世
に
お
い
て
も
、
沼
田
順
義
『
級
長

戸
風
』
の
「
端
書
」
が
、
同
じ
く
古
事
記
偽
書
説
を
掲
げ
て
宣
長
的
な
〃
古

さ
〃
を
批
判
し
て
い
た
。
偽
書
説
の
詳
細
は
省
く
が
、
順
義
は
、
口
調
者

と
し
て
の
阿
礼
を
格
別
重
視
も
せ
ず
、
ま
た
古
事
記
の
存
在
を
和
銅
四
年

か
ら
消
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
天
武
の
遺
志
の
継
承
を
す
べ
て
舎
人
親
王

か
ら
ふ
み

撰
の
日
本
書
紀
に
集
約
さ
せ
た
上
で
言
う
。
「
文
は
震
旦
書
に
ま
ね
ぴ
給
へ

や
ま
と
よ
み

れ
ど
、
も
は
ら
和
訓
を
伝
へ
、
い
に
し
へ
ぶ
り
を
う
し
な
は
じ
と
つ
と
め

や
ま
と
よ
み

給
へ
り
」
。
漢
文
に
必
死
で
「
和
訓
」
を
施
し
わ
が
国
の
古
伝
を
失
う
ま

い
と
す
る
姿
、
や
や
国
学
色
が
強
い
と
は
い
え
、
順
義
も
、
ま
た
中
沢
の

「
振
り
仮
名
」
と
同
じ
も
の
を
書
紀
に
み
て
い
る
。
や
は
り
、
〃
は
じ
め
に

漢
文
あ
り
き
″
な
の
だ
。

対
す
る
に
、
古
事
記
は
ど
う
か
。
順
義
は
、
そ
れ
を
弘
仁
年
間
以
前
に

天
武
の
詔
を
記
し
た
書
を
み
た
小
賢
し
い
男
が
安
万
侶
に
擬
し
て
書
い
た

偽
書
だ
と
す
る
。
価
値
的
に
も
、
日
本
書
紀
が
最
上
で
あ
る
の
に
比
し
、

旧
事
紀
よ
り
も
劣
る
書
と
し
て
艇
し
め
た
。
そ
の
際
、
彼
が
、
古
事
記
は

く
に
ま
な
び

「
国
学
の
わ
ざ
に
も
く
ら
か
ら
ず
、
し
き
し
ま
の
道
に
も
あ
き
ら
か
な
」
る

人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
、
と
考
え
た
点
が
面
白
い
。
つ
ま
り
、
古
事
記
く
に
ま
な
び

が
新
に
作
為
さ
れ
た
〃
古
さ
〃
だ
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
が
「
国
学

の
わ
ざ
」
や
和
歌
の
道
に
通
じ
て
い
る
こ
と
と
不
可
分
だ
と
認
識
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
宣
長
の
〃
古
さ
″
が
、
平
安
朝
歌
物
語
の
平

仮
名
文
字
の
視
線
で
見
出
さ
れ
作
り
上
げ
ら
れ
た
虚
構
た
る
こ
と
を
予
測

さ
せ
は
し
な
い
か
。
事
実
、
順
義
は
、
宣
長
を
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
の

だ。

本
居
宣
長
も
な
く
て
な
ら
ぬ
人
に
は
お
は
す
め
れ
ど
、
い
た
く
歌

書
の
言
の
葉
を
好
め
る
を
も
て
文
面
の
美
き
に
ま
ど
ひ
、
言
の
葉
の

さ
と
び
ざ
る
を
愛
て
、
こ
よ
な
き
書
ぞ
と
お
も
ひ
あ
や
ま
つ
か
ら
、

伝
を
さ
へ
つ
く
り
て
、
ほ
め
た
ふ
と
み
、
自
余
を
お
と
し
め
む
と
て
、

旧
事
紀
日
本
書
紀
を
も
い
ひ
け
つ
め
り
。

古
事
記
の
文
章
の
美
し
さ
を
見
出
し
た
も
の
が
、
実
は
歌
の
言
葉
を
愛

す
る
視
線
に
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
と
を
、
順
義
は
鋭
く
看
破
し
て
い
る
。
右
の

』
』
へ

批
判
は
、
「
云
伝
た
る
ま
、
」
の
弥
縫
を
衝
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
平

安
朝
の
平
仮
名
文
字
的
視
線
が
、
〃
は
じ
め
に
漢
文
あ
り
き
″
と
い
う
〈
歴

史
〉
を
隠
蔽
し
、
漢
字
文
明
以
前
の
オ
ー
ラ
ル
な
世
界
を
虚
構
さ
せ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

- ４ ８ -
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そ
れ
で
は
、
平
仮
名
文
字
の
視
線
で
見
出
さ
れ
た
オ
ー
ラ
ル
な
世
界
と

は
、
平
安
朝
と
弥
縫
し
た
よ
う
な
宣
長
的
口
調
性
と
は
、
い
っ
た
い
ど
ん

な
特
質
を
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
『
漢
字
三
音
考
』
に
即
く
の
が
わ

か
り
や
す
い
。
こ
の
書
は
、
漢
字
表
記
の
古
事
記
か
ら
口
調
性
を
導
く
た

め
に
、
ど
の
漢
字
に
ど
の
音
が
対
応
す
る
か
、
漢
字
の
一
字
一
宇
に
ど
の

よ
う
な
仮
名
を
当
て
る
べ
き
か
と
い
っ
た
漢
字
音
の
研
究
。
し
た
が
っ
て
、

漢
字
文
明
が
わ
が
国
に
も
た
ら
さ
れ
た
意
味
を
正
面
か
ら
論
じ
た
書
で
も

ある。「
皇
国
ニ
シ
テ
漢
字
音
ノ
始
」
の
項
で
、
彼
は
ま
ず
言
う
。
応
神
天
皇

ア

ジ

キ

ワ

ニ

の
御
世
に
、
阿
直
と
和
邇
と
い
、
７
二
人
の
博
士
が
来
日
し
て
論
語
を
は
じ

め
漢
籍
を
持
来
っ
た
。
こ
れ
が
漢
字
伝
来
の
始
め
で
あ
る
。
正
史
に
よ
る

ノ
ワ
キ
イ
ラ
ツ
コ

と
、
皇
子
宇
治
若
郎
子
は
、
二
人
を
師
と
し
て
漢
籍
を
読
み
こ
な
す
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
左
記
に
あ
げ
る
言
が
続
く
。

抑
漢
字
ノ
音
ヲ
知
ラ
デ
ハ
・
漢
籍
ハ
読
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
又
此
方

サ
ト

ニ
テ
ハ
・
訓
ナ
ク
テ
ハ
其
文
義
ヲ
解
ル
事
ア
タ
ハ
ザ
ル
ワ
ザ
ナ
ル
ニ
・

ク

彼
皇
子
ノ
サ
バ
カ
リ
善
了
達
シ
タ
マ
ヒ
テ
。
同
御
世
二
高
麗
国
王
ョ

マ
ダ

リ
使
ヲ
奉
遣
セ
シ
時
二
・
其
表
ヲ
読
タ
マ
フ
ニ
・
無
礼
ナ
ル
詞
ノ
アソノ

リ
シ
ニ
ョ
リ
テ
。
其
使
ヲ
責
タ
マ
ヒ
シ
事
ナ
ド
モ
見
エ
タ
レ
バ
・
当

カ
ミ

シ

時
既
二
此
方
ニ
テ
読
ベ
キ
音
モ
訓
モ
定
マ
レ
リ
シ
ナ
リ
。
若
音
訓
ナ

ク

リ

ク
バ
・
イ
カ
デ
カ
善
読
テ
其
表
文
ノ
無
礼
ナ
ル
ヲ
弁
へ
知
タ
マ
フ
バ

サ
ト
リ

カ
リ
ニ
ハ
了
解
タ
マ
ハ
ム
。

宣
長
が
強
く
主
張
す
る
の
は
、
「
当
時
既
二
此
方
ニ
テ
読
ベ
キ
音
モ
訓
モ

定
マ
レ
リ
」
と
す
る
点
、
す
な
わ
ち
、
漢
字
伝
来
以
前
に
わ
が
国
に
は
充

５

分
安
定
し
た
「
音
訓
」
が
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
皇
子
が
高
麗
国
の

上
表
文
に
無
礼
な
る
言
葉
を
み
つ
け
て
使
い
を
叱
責
す
る
ほ
ど
漢
文
を
読

み
こ
な
せ
た
の
も
、
そ
の
お
か
げ
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

へ

力

ナ

サ
テ
古
ノ
仮
字
ハ
・
イ
ハ
ュ
ル
万
葉
仮
字
ニ
テ
。
阿
伊
宇
延
於
ナ

メ

ド
ノ
如
ク
書
テ
。
皆
音
ヲ
用
ヒ
タ
リ
。
然
し
（
是
ニ
テ
モ
初
ョ
リ
字

音
ノ
定
マ
レ
リ
シ
事
ヲ
知
ベ
シ
。
仮
字
定
マ
ラ
デ
ハ
事
ハ
記
シ
ガ
タ

ク
。
字
音
定
マ
ラ
デ
ハ
仮
字
ハ
定
メ
ガ
タ
ケ
レ
バ
也
。

メ

こ
こ
で
も
、
「
初
ョ
リ
字
音
ノ
定
マ
レ
リ
シ
事
」
が
自
明
と
な
っ
て
い
る
。

文
字
（
漢
字
）
と
は
ま
っ
た
く
関
係
な
し
に
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
字
音
が

定
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
宣
長
の
主
張
が
、
転
倒
し
た
論
理
で
あ
る
の
は

明
ら
か
だ
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
、
漢
籍
伝
来
の
時
点
で
未
だ
「
和
読
ノ
法
」

を
も
た
ず
「
漢
国
ノ
読
法
」
に
従
う
し
か
な
か
っ
た
〈
歴
史
〉
を
隠
蔽
し

て
、
す
で
に
漢
字
文
明
流
入
以
前
に
定
ま
っ
た
字
音
が
存
在
し
た
か
の
よ

う
に
虚
構
す
る
の
で
あ
る
。
字
音
は
、
む
ろ
ん
文
字
を
媒
介
と
す
る
こ
と

な
し
に
は
成
立
し
得
な
い
音
声
。
た
と
え
、
字
音
か
ら
わ
が
国
の
「
古
語
」

を
推
測
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
文
字
と
の
か
か
わ
り
に
お
い

て
見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
宣
長
は
、
〃
は
じ
め
に
字
音
あ
り
き
〃
か
ら

出
発
す
る
こ
と
で
、
文
字
文
明
以
前
を
文
字
文
明
が
生
ん
だ
音
声
の
相
に

一
元
化
し
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
の
結
果
、
漢
字
表
記
で
あ
る
万
葉
仮
名
の

○
上
へ

表
音
性
が
、
そ
の
ま
ま
「
云
伝
た
る
ま
・
」
Ⅱ
口
調
性
に
重
ね
ら
れ
る
こ
と

になる。
シ若

イ
マ
ダ
訓
読
ノ
法
ア
ラ
ズ
シ
テ
。
タ
ザ
漢
国
ノ
直
読
ノ
法
ニ
ョ

リ
テ
。
其
意
ヲ
得
テ
書
ム
ニ
ハ
・
錯
置
ハ
ナ
キ
理
ナ
リ
。
抑
上
古
ノ

ソ
ラ
オ
ポ

読
書
ハ
訓
読
ナ
ガ
ラ
モ
。
タ
守
其
法
ヲ
闇
二
記
エ
居
テ
読
ム
コ
ト
ニ

- ４ ９ -



特集・古事記

テ
。
点
ヲ
施
ス
事
ハ
イ
マ
ダ
コ
レ
ア
ラ
ズ
。
凡
テ
無
点
ニ
テ
。
今
時

ノ

唐
本
ヲ
ョ
ム
ト
同
ジ
事
ナ
リ
ケ
ム
ヲ
。
吉
備
大
臣
ソ
レ
ニ
点
ヲ
施
ス

コ
ト
ヲ
始
メ
タ
マ
ヘ
ル
ヲ
。
誤
テ
和
訓
和
読
ヲ
始
ム
ト
ハ
云
伝
へ
タ

ノ

ル
ナ
ル
ベ
シ
。
点
法
ハ
此
大
臣
ナ
ド
ノ
作
ナ
ル
ベ
シ
。

宣
長
は
、
吉
備
真
備
が
「
和
訓
和
読
」
を
始
め
た
と
の
言
い
伝
え
を
決

し
て
肯
定
し
な
い
。
こ
れ
は
、
中
沢
や
順
義
が
書
紀
の
「
振
り
仮
名
」
や

や
ま
と
よ
み

「
和
訓
」
に
見
よ
う
と
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
漢
字
文
明
に
翻
弄
さ
れ

つ
つ
も
懸
命
に
そ
れ
を
理
解
し
消
化
せ
ん
と
す
る
苦
闘
の
〈
歴
史
〉
を
認

め
な
い
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
彼
は
、
あ
く
ま
で
、
「
漢
国
ノ
直
読
ノ
法
」

に
依
ら
な
い
わ
が
国
独
自
の
「
訓
読
ノ
法
」
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
想
定
す

る
。
苦
闘
の
証
で
あ
る
は
ず
の
「
錯
置
」
が
、
こ
こ
で
は
逆
に
ア
・
プ
リ

オ
リ
化
の
証
と
さ
れ
る
の
だ
。

ソ
ラ

し
か
も
、
彼
は
、
「
抑
上
古
ノ
読
書
ハ
訓
読
ナ
ガ
ラ
モ
。
タ
守
其
法
ヲ
闇

オ
ポ

に
記
エ
居
テ
読
」
ん
だ
の
だ
と
言
う
。
つ
ま
り
、
訓
法
を
示
さ
れ
な
く
と

も
、
充
分
暗
詞
し
て
い
た
と
す
る
。
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
、
「
上
古
」
の
人
々

が
、
「
中
古
」
の
平
仮
名
文
字
を
読
む
よ
う
な
感
覚
を
す
で
に
備
え
て
い
た

と
い
、
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
論
法
は
、
平
安

朝
の
平
仮
名
文
字
を
「
こ
、
の
語
の
ま
、
」
と
信
じ
る
者
の
み
が
言
い
得

る
こ
と
。
平
仮
名
文
字
の
視
線
が
確
立
し
て
い
な
い
と
、
決
し
て
見
出
さ

れ
な
い
「
上
古
」
像
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
中
沢
は
、
「
青
人
草
」
と
い
う
語
が
古
く
か
ら
の
伝
来
漢
語
「
蒼

生
」
の
意
訳
で
あ
る
の
を
は
じ
め
、
古
事
記
に
は
漢
字
伝
来
後
そ
の
影
響

を
受
け
て
作
ら
れ
た
「
新
国
語
」
が
少
な
く
な
い
と
し
、
古
事
記
の
一
見

国
文
ら
し
い
記
述
を
上
代
の
実
を
伝
え
る
も
の
と
み
る
宣
長
を
批
判
し

た
。
事
の
当
否
は
と
も
か
く
、
「
新
国
語
」
と
い
う
言
い
方
に
は
留
意
し
て

（８）

よ
い
。
呉
哲
男
氏
が
安
万
侶
の
「
撰
録
」
に
つ
い
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、

古
事
記
の
表
現
に
は
、
阿
礼
的
な
口
調
化
へ
の
還
元
か
ら
は
み
出
す
剰
余

の
意
識
が
ま
ず
芽
ば
え
、
そ
れ
が
安
万
侶
を
し
て
漢
文
学
的
な
「
構
成
」

エ
ク
リ
チ
ユ
ー
ル

へ
の
意
志
を
も
つ
「
書
く
行
為
へ
と
赴
か
せ
た
と
い
う
事
態
を
想
定
で

き
る
。
そ
の
漢
文
Ⅱ
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
の
多
義
的
な
意
味
の
広
が
り
を
前

提
と
し
て
は
じ
め
て
、
漢
字
の
様
々
な
和
語
化
Ⅱ
音
声
化
が
可
能
と
な
り
、

多
く
の
「
新
国
語
」
が
生
ま
れ
る
。
「
新
国
語
」
の
観
念
か
ら
、
わ
た
し
た

』
』
へ

ち
は
、
宣
長
風
の
「
云
伝
た
る
ま
、
」
が
、
漢
文
の
力
に
よ
っ
て
現
実
の

口
調
性
か
ら
離
陸
を
果
し
た
後
の
眼
で
、
あ
ら
た
め
て
価
値
と
し
て
の
口

調
性
を
見
出
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
も
よ
い
。
実
際
、
宣
長
が

常
に
論
敵
と
し
た
祖
棟
は
、
「
学
則
」
に
お
い
て
、
中
国
と
「
東
方
の
民
」

た
る
わ
が
国
と
の
超
え
ら
れ
な
い
言
語
的
な
隔
た
り
を
言
説
の
出
発
に
置

い
た
上
で
、
特
定
の
時
代
や
地
域
に
縛
ら
れ
る
音
声
か
ら
離
陸
す
べ
く
漢

文
Ⅱ
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
し
て
の
「
詩
書
礼
楽
」
を
見
出
し
て
い
た
。
そ

し
て
、
こ
の
立
場
か
ら
、
日
本
と
い
う
地
域
に
足
を
と
ら
れ
る
吉
備
真
備

（９）

の
「
和
訓
」
を
厳
し
く
斥
け
る
。
遂
一
の
例
証
は
省
く
が
、
宣
長
の
オ
ー

ラ
ル
な
世
界
の
虚
構
は
、
転
倒
す
る
に
せ
よ
、
普
遍
性
を
め
ざ
す
祖
棟
の

漢
文
と
か
か
わ
る
こ
と
な
し
に
は
成
り
立
た
な
い
。

お
そ
ら
く
宣
長
は
、
こ
う
し
た
漢
文
と
わ
が
国
の
「
古
語
」
と
の
逆
説

や
ね
じ
れ
た
関
係
を
捨
象
、
隠
蔽
し
、
古
今
集
序
に
始
ま
る
平
安
朝
の
平

仮
名
文
字
を
わ
が
国
固
有
の
も
の
と
し
て
特
権
化
し
つ
つ
、
そ
の
視
線
で

″
は
じ
め
に
字
音
あ
り
き
〃
と
い
う
オ
ー
ラ
ル
な
世
界
を
虚
構
し
た
も
の
と

思われる。
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〆院〕
し
』
へ

最
後
に
、
「
云
伝
た
る
ま
、
」
の
構
造
が
、
オ
ー
ラ
ル
な
世
界
と
平
仮
名

文
字
と
の
弥
縫
、
否
む
し
ろ
後
者
の
視
線
で
前
者
を
見
出
し
て
い
る
こ
と

の
、
近
世
的
な
意
味
に
つ
い
て
見
通
し
を
述
べ
て
お
こ
う
。

そ
も
そ
も
、
宣
長
に
あ
っ
て
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
弥
縫
が
可
能
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
真
淵
の
二
元
論
に
巻
か
れ
ず
に
そ
れ
ま
で
の
自
分
の
立

場
を
守
る
べ
く
弥
縫
を
施
し
得
た
の
に
は
、
彼
自
身
、
何
か
確
信
で
き
る

も
の
が
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
の
か
。

（旧）

こ
こ
で
、
菅
野
覚
明
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
真
淵
入
門
を
果
た
し
た

明
和
元
年
頃
か
ら
同
八
年
頃
ま
で
の
間
に
、
彼
が
一
連
の
語
学
的
著
作
に

次
々
と
着
手
し
そ
の
初
稿
を
完
成
し
て
い
る
点
を
重
視
し
た
い
。
す
な
わ

ち
、
係
り
結
び
を
中
心
と
し
た
文
法
研
究
書
（
「
て
に
を
は
紐
鏡
」
、
『
詞
の

玉
緒
』
）
、
漢
字
の
字
音
に
関
す
る
研
究
書
（
『
字
音
仮
字
用
格
」
、
『
漢
字
三

音
考
」
、
『
地
名
字
音
韓
用
例
」
）
。
菅
野
氏
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
の
語
学
的

著
作
は
、
歌
論
時
代
か
ら
宣
長
を
捕
え
て
い
た
「
詞
」
の
問
題
が
、
や
が

て
歌
論
の
枠
に
収
ま
り
き
れ
ず
あ
ら
た
め
て
別
の
形
式
に
よ
る
体
系
的
論

じ
直
し
を
迫
っ
た
結
果
ら
し
い
。
そ
し
て
、
上
記
の
著
作
を
通
し
て
宣
長

が
自
覚
し
た
も
の
は
、
日
本
語
の
客
観
的
法
則
だ
っ
た
と
言
う
。
む
ろ
ん
、

こ
の
自
覚
は
、
歌
論
時
代
の
課
題
解
決
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
『
古
事
記
伝
』

を
書
き
進
め
る
上
で
の
原
動
力
で
も
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
宣
長
は
、
「
日
本
語
」
と
い
う
普
遍
的
な
観
念
に
目
覚
め
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
平
安
朝
の
歌
物
語
の
「
文
章
」
を
規
範
と
し
て
い
た

宣
長
が
、
徹
底
し
た
「
上
古
」
の
「
古
言
」
主
義
を
と
る
真
淵
へ
の
両
義

的
な
感
情
に
苦
し
め
ら
れ
つ
つ
も
、
弥
縫
策
を
施
し
て
終
生
自
分
の
立
場

を
維
持
で
き
た
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
「
日
本
語
」
と
い
う
普
遍
的
な
視

座
を
手
に
し
得
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
彼
は
、
記
紀
・
万
葉
か
ら
三

代
集
、
源
氏
物
語
、
新
古
今
集
に
至
る
ま
で
、
個
々
の
作
品
の
枠
を
超
え

て
す
べ
て
を
見
渡
せ
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
な
視
座
を
獲
得
し
た
。
そ
の

自
信
が
、
『
古
事
記
伝
」
の
書
き
進
め
と
平
安
朝
歌
物
語
の
研
究
や
二
条
派

正
風
の
詠
歌
と
の
両
立
、
す
な
わ
ち
弥
縫
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
る
。
「
古

ヨ
ミ
ザ
マ

事
記
伝
』
一
之
巻
の
「
訓
法
の
事
」
で
は
、
全
体
が
記
紀
や
祝
詞
の
「
古

語
」
に
つ
い
て
述
べ
る
文
脈
に
あ
り
な
が
ら
、
割
注
で
突
然
、
古
今
集
や

ミ
ヤ
ピ
ゴ
ト

物
語
文
等
「
中
昔
の
雅
言
」
は
、
す
べ
て
仮
名
書
き
な
の
で
か
え
っ
て
古

カ
ラ
ケ

書
よ
り
は
「
漢
気
」
が
混
ら
ず
優
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
、
と
挾
む
。
こ

れ
も
結
局
、
平
安
朝
が
価
値
の
基
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
漢
気
」
を
混
え
な

い
「
日
本
語
」
と
い
う
一
点
の
み
が
弥
縫
の
条
件
た
る
こ
と
を
示
す
も
の

と考えてよい。

な
ら
ば
、
宣
長
の
「
日
本
語
」
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
性
格
の

も
の
な
の
か
。
紙
数
の
都
合
上
例
証
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
さ
し
あ
た
っ

て
次
の
点
に
留
意
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
⑦
『
古
事
記
伝
』
や
「
源

氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
が
、
文
の
有
機
的
な
統
一
、
矛
盾
の
な
さ
を
め
ざ
し

た
合
理
性
に
重
き
を
置
い
て
い
る
こ
と
。
④
『
古
今
集
遠
鏡
』
の
い
わ
ゆ

る
俗
語
訳
が
、
近
代
の
国
文
法
的
感
覚
に
適
合
す
る
よ
う
な
補
足
を
丁
寧

に
加
え
て
訳
し
て
い
る
こ
と
。
、
『
新
古
今
集
美
濃
の
家
づ
と
』
が
、
新

古
今
集
の
も
つ
幽
玄
や
象
徴
美
な
ど
ま
っ
た
く
無
視
し
て
、
係
り
結
び
や

語
の
呼
応
、
掛
詞
、
縁
語
等
近
代
の
国
文
法
の
柱
と
な
っ
た
側
面
か
ら
の

み
評
釈
し
て
い
る
こ
と
。

要
す
る
に
宣
長
は
、
言
語
を
各
時
代
の
特
殊
性
か
ら
引
き
離
し
、
無
色

透
明
化
し
て
空
間
的
な
等
化
物
に
仕
立
て
あ
げ
る
の
で
あ
る
。
卿
か
暴
言
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特集・古事記

め
く
が
、
宣
長
の
「
日
本
語
」
は
、
〈
近
代
〉
な
の
だ
。
〈
近
代
〉
と
な
る

こ
と
で
、
普
遍
性
を
獲
得
し
得
る
。
こ
れ
は
、
む
ろ
ん
、
文
字
文
明
の
大

衆
化
と
い
う
近
世
的
状
況
に
孕
ま
れ
た
く
近
代
〉
で
あ
る
。
出
版
文
化
の

発
達
は
、
十
八
世
紀
の
近
世
と
も
な
る
と
、
あ
る
意
味
で
文
化
的
な
均
質

空
間
の
形
成
を
促
し
、
〈
近
代
〉
を
準
備
し
つ
つ
あ
っ
た
。

『
古
事
記
伝
』
を
出
版
文
化
に
乗
せ
る
こ
と
に
余
念
の
な
か
っ
た
宣
長

は
、
文
字
文
明
の
大
衆
化
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
く
近
代
〉
の
「
日
本
語
」

に
よ
っ
て
、
〃
は
じ
め
に
字
音
あ
り
き
〃
と
い
う
オ
ー
ラ
ル
な
世
界
を
虚
構

す
る
わ
け
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
口
調
性
を
見
出
し
た
平
安
朝
の

視
線
も
、
〈
近
代
〉
の
ル
ー
ト
に
乗
っ
て
特
権
化
し
た
そ
れ
だ
っ
た
。
そ
の

意
味
で
、
弥
縫
の
構
造
は
、
文
化
的
な
均
質
空
間
と
い
う
近
世
の
状
況
を

積
極
的
に
自
分
の
言
説
に
組
み
こ
ん
だ
も
の
と
言
え
る
。
そ
れ
に
対
し
、

「
日
の
神
」
論
争
で
の
上
田
秋
成
を
は
じ
め
、
橘
守
部
、
富
士
谷
御
杖
等
に

よ
る
宣
長
的
古
代
像
へ
の
批
判
は
、
個
々
に
は
宣
長
よ
り
合
理
的
に
み
え

た
と
し
て
も
、
特
権
化
し
て
い
く
〈
近
代
〉
へ
の
警
戒
を
こ
め
た
、
〈
近
世
〉

の
側
か
ら
の
揺
れ
戻
し
だ
と
考
え
て
よ
い
。

け
れ
ど
も
、
宣
長
の
「
日
本
」
（
日
本
語
）
の
普
遍
性
は
、
そ
れ
自
体
虚

構
で
あ
る
。
し
か
も
彼
は
、
そ
の
普
遍
主
義
に
よ
っ
て
、
自
分
の
置
か
れ

て
い
た
あ
る
近
世
的
状
況
を
隠
蔽
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
十

八
世
紀
の
均
質
空
間
は
、
出
版
文
化
の
中
で
の
地
域
性
や
ジ
ャ
ン
ル
を
超

え
た
文
人
た
ち
の
交
流
が
も
た
ら
し
た
の
だ
が
、
成
立
し
た
と
き
か
ら
ま

た
新
な
問
題
が
浮
上
し
た
。
す
な
わ
ち
、
均
質
空
間
に
お
け
る
都
市
と
地

方
の
文
化
上
の
絶
え
ざ
る
差
異
と
変
容
の
問
題
で
あ
る
。
差
異
と
変
容
に

こ
だ
わ
る
意
識
は
、
地
方
に
住
み
つ
つ
都
市
文
化
を
幻
想
し
た
り
、
都
市

の
真
只
中
で
地
方
の
民
俗
を
想
い
描
か
せ
た
り
す
る
。
旅
の
往
来
や
地
方

か
ら
都
市
へ
の
人
口
流
入
が
、
他
の
地
域
へ
の
関
心
を
呼
び
起
こ
し
そ
れ

に
拍
車
を
か
け
た
。

宣
長
も
ま
た
、
松
坂
と
い
・
フ
ロ
ー
カ
ル
な
地
域
で
生
涯
を
送
り
な
が
ら
、

京
都
を
中
心
と
し
た
上
方
文
化
へ
の
憧
慣
を
も
ち
続
け
た
人
で
あ
る
。
と

同
時
に
、
彼
は
、
上
方
文
化
と
の
差
異
を
常
に
意
識
し
て
い
た
よ
う
に
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。
若
き
日
の
京
都
遊
学
で
堀
景
山
の
塾
に
学
び
な
が
ら
、

（Ⅱ）

彼
は
い
つ
も
文
化
的
劣
性
を
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
お
そ
ら
く
「
日
本
」
（
「
日
本
語
」
）
は
、
そ
う
し
た
上
方
文
化

に
対
す
る
伊
勢
松
坂
文
化
の
劣
性
を
隠
蔽
す
べ
く
考
え
出
さ
れ
た
普
遍
観

念
に
ち
が
い
な
い
。
〈
近
世
〉
人
と
し
て
の
劣
性
を
蔽
い
隠
す
た
め
に
、
〈
近

代
〉
を
最
大
限
に
利
用
し
た
の
だ
。
彼
の
「
日
本
語
」
が
、
実
際
は
古
今

集
を
は
じ
め
と
す
る
勅
撰
集
の
「
歌
語
」
に
価
値
を
置
く
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
か
ら
は
連
歌
、
俳
譜
、
狂
歌
、
川
柳
等
の
「
俗
語
」
は
排
さ
れ
て
い

た
事
実
を
思
う
が
よ
い
。
ま
さ
に
、
上
方
文
化
に
対
す
る
両
義
的
な
感
情

が
顕
で
は
な
い
か
。
宮
廷
文
化
を
幻
想
し
そ
の
視
線
で
オ
ー
ラ
ル
な
世
界

を
見
出
し
て
、
「
日
本
」
を
虚
構
し
た
人
は
、
同
時
に
、
上
方
の
合
理
主
義

も
含
む
近
世
的
な
「
俗
」
を
排
す
る
人
で
も
あ
る
の
だ
。
上
方
文
人
秋
成

は
、
そ
う
し
た
体
質
を
敏
感
に
嗅
ぎ
と
っ
た
か
ら
こ
そ
宣
長
に
挑
ん
だ
の

だ
が
、
宣
長
は
、
天
照
大
神
は
現
実
の
太
陽
だ
な
ど
と
非
合
理
な
言
を
並

べ
な
が
ら
も
、
〈
近
代
〉
を
利
用
し
た
普
遍
主
義
を
決
し
て
手
放
さ
ぬ
こ
と

で
、
〈
近
世
〉
人
た
る
相
手
を
撃
退
し
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
日
本
」
に
よ
っ
て
記
紀
、
万
葉
か
ら
平
安
朝
の

歌
物
語
ま
で
を
弥
縫
し
た
と
き
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
も
は
や
近
代
の
天

皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
支
え
た
「
国
文
」
の
観
念
で
は
な
い
か
。
い
く
ら

か
の
屈
折
は
あ
っ
て
も
、
や
が
て
こ
れ
は
、
近
代
国
文
学
の
芳
賀
矢
一
等
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宣長・虚構された帆古さ蝋

に
よ
っ
て
再
発
見
さ
れ
る
運
命
に
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
国
文
」
は
、

ま
ち
が
い
な
く
〈
近
世
〉
を
排
除
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
。
排
さ
れ
た

も
の
の
一
つ
に
、
秋
成
や
建
部
綾
足
、
伴
嵩
践
等
の
手
で
「
俗
」
の
世
界

と
も
深
く
か
か
わ
り
な
が
ら
進
め
ら
れ
た
、
「
和
文
」
の
実
践
的
可
能
性
が

あ
げ
ら
れ
よ
う
か
。
だ
と
す
る
と
、
記
紀
、
万
葉
、
平
安
朝
の
歌
物
語
を
、

「
国
文
」
と
し
て
で
な
く
「
和
文
」
と
し
て
読
む
方
法
が
要
求
さ
れ
よ
う
。

そ
れ
は
、
漢
国
が
〈
他
者
〉
と
し
て
ど
う
関
係
し
て
く
る
か
、
と
い
っ
た

問
題
を
抱
え
こ
ま
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
が
、
そ
こ
か
ら
宣
長
の
ト
ー
ト
ロ

ジ
カ
ル
な
言
説
を
相
対
化
す
る
道
も
開
け
る
の
で
あ
る
。

注
（
１
）
百
川
敬
仁
『
内
な
る
宣
長
』
（
東
大
出
版
会
、
一
九
八
七
・
六
）
、

村
井
紀
「
都
市
の
漢
意
」
会
現
代
思
想
』
４
、
一
九
九
二
・
四
）
、
同

「
契
沖
の
「
古
代
」
」
亀
日
本
学
」
Ⅳ
、
一
九
九
一
・
五
）
等
々
。

（
２
）
『
石
上
私
淑
言
」
な
ど
を
み
る
と
、
三
代
集
の
和
歌
に
お
け
る
「
詩

の
文
」
と
、
祝
詞
・
宣
命
等
の
「
言
の
文
」
と
は
、
同
じ
く
神
や
人

を
感
動
さ
せ
る
も
の
と
い
、
う
こ
と
で
、
全
然
区
別
さ
れ
て
い
な
い
。

（
３
）
筑
摩
書
房
版
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
十
四
巻
の
解
題
に
よ
る
。

（
４
）
百
川
『
前
掲
書
」
第
三
章
「
宣
長
の
意
味
」

（
５
）
斎
藤
信
幸
宛
明
和
四
年
十
二
月
廿
八
日
の
書
簡
。
同
趣
の
主
張
は
、

某
氏
宛
宝
暦
初
年
某
月
某
日
の
書
簡
、
宣
長
宛
明
和
五
年
三
月
十
三

日
の
書
簡
、
『
祝
詞
考
』
下
巻
の
伊
勢
大
神
宮
の
頭
註
な
ど
に
み
ら
れ

（
６
）
こ
の
よ
う
な
真
淵
の
考
え
は
、
偽
書
説
で
は
な
い
、
と
尾
崎
知
光

氏
は
言
っ
て
い
る
。
そ
の
と
お
り
だ
ろ
う
。
尾
崎
知
光
「
古
事
記
偽

書
説
に
お
け
る
賀
茂
真
淵
１
１
付
、
沼
田
順
義
の
場
合
Ｉ
」
（
『
記

紀
論
集
」
、
績
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
二
・
三
所
収
）
。

る
。

（
７
）
村
井
紀
『
文
字
の
抑
圧
」
（
青
弓
社
、
一
九
八
九
・
五
）
Ｉ
「
絶
対

の書物」。

（
８
）
呉
哲
男
『
古
代
言
語
探
究
」
（
五
柳
書
院
、
一
九
九
二
・
二
）
第
一

章「記紀論」。

（
９
）
祖
棟
の
こ
う
し
た
点
に
関
し
て
は
、
宇
野
田
尚
哉
「
書
を
読
む
は

書
を
看
る
に
如
か
ず
」
ｌ
荻
生
祖
棟
と
近
世
儒
家
言
語
論
Ｉ
（
意
想
」

一
九
九
二
・
十
一
）
を
参
照
。

（
皿
）
菅
野
覚
明
『
本
居
宣
長
」
（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
一
・
三
）
四
「
文

法論」。

（
Ⅱ
）
百
川
『
前
掲
書
」
は
、
京
都
と
松
坂
と
い
う
形
で
は
な
い
が
、
景

山
塾
の
儒
者
的
文
化
の
エ
ー
ト
ス
に
所
詮
乗
り
き
れ
な
い
自
分
を
思

い
知
ら
さ
れ
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
危
機
を
抱
え
こ
ん
で
い
る

宣
長
を
想
定
し
て
い
る
。
百
川
は
、
以
後
の
宣
長
の
著
作
活
動
は
こ

の
危
機
克
服
の
課
題
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
言
う
。
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