
　 一=蟇一;㍉=τ=二

踟齢嫁課憂

の

一
方

面

と

し

て

の
言

語

文

學

の
研
究

は
、

日
本

文

學

研
究

史

上

に
重

要

な

意
義

を
有

し

て
居

る

こ
と

を
否

定

す

る

こ
と

は

出
來

な

い
。

　
　

附
記
　
國
學

に
關
す

る
參
考
交
獻
は
多

い
。

ご
三
の
著
を
あ
げ

て
お
く
。
國
學
史
概
論

　
芳
賀
矢

一
、
國
學
史
　
藤
.

　

岡
作
太
郎
、
國
學

の
研
究
　
河
野
省
三
、
國
學

の
史
的
研
究
　
伊

東
多

三
郎
、
近
世
史

の
發
展
と
國
學
者

の
蓮
動
　
竹

　

岡
勝
也
、
契
沖
傳
　
久
松
潜

一
、
本
居
宣
長
　
村

岡
典
嗣
、
日
本

思
想
史

の
研
究
　
村
岡
典
嗣
、
國
學
そ

の
成

立
と
國

　

丈
學

と

の
關
係
　
久
松
潜

一
、
國
學

の
批
剣
　

西
郷
信
綱
。

丶

究 吏

21≧7



228

文

獻

學

池

田

龝

鑑

一　

日
本
文
獻
學

の
成
立

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

も　　ヘ　　へ

　

「
時

」

は

た

え
ず

古

典

の
形
態

を
破

壞

し
、

内

容

を

不

明
瞭

に

し

て

行
く
。

こ

の
喪

わ

れ

て
行

く

原
本

的

ヘ
　
　へ

性
格
を
再
建
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
文
獻
學
で
あ
る
。

　
日
本
の
文
獻
學
は
遠
く
奈
良
時
代
以
前

の
朝
廷
及
び
寺
院
に
附
屬
し
た
寫
經
事
業
に
そ
の
萌
芽
を
見
、
鎌

倉
初
期
の
藤
原
定
家
、
源
光
行

・
親
行
父
子
の
源
氏
物
語
研
究
を
初
め
、
三
條
西
實
隆
、
細
川
幽
齋
な
ど
の

學
者
を
生
み
、
叉
、
江
戸
時
代
に
は
國
學
と
い
う
形
で
契
沖

・
宣
長

・
濱
臣
等
の
業
績
が
示
さ
れ
て
は
い
る

が
、
文
獻
學
的
方
法
の
自
覺

の
上
に
立
ち
、
批
到
と
解
釋
と
の
學
と
し
て
、
體
系
を
整
え
る
に
至

っ
た
の
は

明
治
以
後
の
事
で
あ
る
。

　
日
本
文
獻
學
と
い
・っ
名
稱
は
わ
が
國
、
本
來
の
學
問
の
名
稱
で
は
な
く
、
上
田
萬
年
博
士
、
芳
賀
矢

一
博

士
が
、
圭
と
し
て
ド
イ
ツ
文
獻
學
ー
b
財
躊
亀
》鰍
①
の
譯
語
と
し
て
用
い
ら
れ
、
以
後
、
　
一
般
に
親
し
ま
れ
る

に
至

っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
譯
語
に
際
し
て
用
、い
ら
れ
た

岬
文
獻
…」
と
言
う
言
葉
は
論
語
に
見
え
、
朱
子

「{



扁菷一 繍

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

ヘ　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

　

　

の
註

に

よ
れ

ば

「
文
典

籍

也

。

獻

賢

也

」

と

し

て

い
る

か
ら

、

本

來

の
意

味

は

古

代

を
知

る
爲

の
書

籍

や
古

　

　
老

の
言

な
ど

を
ま

僞、
包

括

す

る
廣

い
意

味

で
あ

っ
た
。

△
、
日

「
文
獻

」

と
呼

ぶ
場

合

に
は

、

そ

の
本

來

の
意

　

　
昧

と

し

て
含

ま

れ

て

い
た

と
思

わ
れ

る

口
碑

傳

承

の
類

を
民

俗

學

の
研
究

對

象

に
讓

っ
て
、

文
書

の
類

の
み

　

　
を
意

味

す

る
わ

け

で
あ

る
。

　

　

　
さ

て

一
方

こ

の

「
文
獻

學
」

な

る
譯

語

を
與

え

ら

れ

な

い
以
前

の

フ
ィ

ロ

ロ
ギ

ー

の
性

格

は
ど

の
よ

う

な

　

　
も

の
で

あ

っ
た

か

。
芳

賀

博

士

の
講

ぜ

ら

れ

た

日
本

丈

獻

學

の

性

格

は

ア

ウ

グ

ス
ト

・
ベ

ッ
ク

》
に
騎
障
斡

　

　
ゆ
α
爵

財

の
體

系

に
よ

る

も

の
と
言

わ

れ

て

い

る
。

然

し
西

歐

の
文

獻

學

の
歴

史

を
眺

め

る
と

そ

の
性

絡

に

　

　
は
幾

つ
か

の
變

遷

が

見

ら

れ

る
。

そ

の
第

一
は
最

も

初
期

の
文

獻

學

で
、
古

代

の
言

語

的

事
實

を
究

明

す

る

、

　

　
事

を
以

て
目

的

と

し
、

ギ

リ

シ

ャ
人

に
よ

っ
て
そ

の
基

礎

が

作

ら

れ

た
。
,部

ち
廣

義

の
言

語

學

的

・
文
法

　

　
的

・
辭

書

的

性

格

は

、

文
獻

學

の
最

初

か
ら

持

っ
て

い
た
性

絡

で
あ

る
と

言

え

る
。

　

　

　
次

に
第

二
は

十

八

・
九

世
紀

の
ド

イ

ツ
文
獻

學

で

あ

り
、

扱

う

…對
象

は
ギ

リ

シ

ャ

・
ロ
ー

↓・
の
全

文

化

領

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

ヘ　　ヘ
　　ヘ　
　ヘ　
　ヘ　
　ヘ　
　へ

　

　
域

に
わ

た

っ
て
、

そ

れ

が

本
來

い
か

に
あ

っ
た

か

と
言

う
歴

史

家
態

度

を
以

て
臨

ん

だ
。

然

し

、

こ

の
古
代

　

　
學

的

文
獻

學

に
も

、

對
象

を
文
獻

に

の

み
限

り

、
「
認
識

せ

ら

れ

ざ

る
も

の

x
認
識

」
を
任

務

と

す

る

哲

學

に

　

　
對

し

て
、
「
入
間

の
精

紳

的

所

産

ー

t
認

識

せ

ら
れ

た

も

の

N
認

識

」
が

文
獻

墨

の
使
命

で
あ

る
と

し

て
、

總

史究
　
體

的
ギ

リ

シ
'
ヤ
古

代

の
完

全

な
輪

郭

を
描

き
上

げ

よ

う

と

す

る

立

揚

が

あ

る
。

ア
ウ
グ

ス
ト

・
ヴ

ォ

ル

フ

　

　
蟹
誌
①
α
ユ
o
げ

》
試
ぴq
償
警

奚

o
需
、

そ

の
高

弟

ベ

ッ
ク

の
立

揚

が

こ
れ

で
あ

る
。

ま

さ

し
く

歴

史

的

・
古

代
學

的

22曾
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脚

文
獻
學
と
呼
ば
れ
る
べ
き
性
格
を
持

っ
た
こ
の
學
風
は
、
上
田

・
芳
賀
兩
博
士
に
よ
っ
て
我
が
國
に
取
り
入

れ
ら
れ
て
以
來
と
い
う
も
の
、
「
文
獻
學
」
の
代
表
的
性
格
と
見
な
さ
れ
る
に
至

っ
て
い
る
。

　
然
し
第
三
に
、
こ
の
歴
史
科
學
的

・
古
代
學
的
文
獻
學
に
對
立
す
る
も
の
と
し
て
、
人
道
圭
義
的
文
獻
學

と
竜
言
う
べ
き
も
の
が
あ
る
。
即
ち
、
古
代
を
わ
れ
わ
れ
の
知
識
欲
の
對
象
と
し
て
、
そ
れ
が

、い
か
に
あ
っ

た
か
と
言
う
事
を
追
求
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
が
同
時

に
人
格

の
深
化
、
文
化
の
高
貴
化

の
た
め
に
活

用
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
は
既
に
文
藝
復
興
期
の
文
獻
學
に
お
い
て
は
も
と
よ
り
、

や
や
下

っ
て
ゲ
ー
テ
、

シ
ラ
ー
な
ど
の
時
代
に
お
い
て
展
開
し
た
影
響
を
見
れ
ば
た
だ
ち
に
肯

け
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
從

ッ
て
、
文
獻
…の
中
で
も
文
藝
的
文
獻
が
最
も
重
親
さ
れ
、
文
藝

に
對
す
る
確
賞
な
言

語
的

・
文
法
的
知
識
に
も
と
つ
く
解
釋
に
よ
つ
て
、
古
代
文
化
の
中
核
を
な
し
て
高
く
聾
立
す
る
天
才
の
人

闇
像
を
浮
ぴ
あ
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
文
獻
學
者
本
來
の
任
務
で
あ
る
と
考

へ
る
の
で
あ
る
。
こ
の

や
う
な
形
で
な
さ
れ
る
古
代
思
慕
、
浪
漫
的
な
探
求
意
欲
、
獨
自

の
價
値
到
斷
…は
、
あ
る
意
味

で
わ
が
國
の

近
世
國
墨

の
性
格
に
も
指
摘
出
來
る
所
で
あ
ろ
う
。
ベ
ッ
ク
な
ど
の
歴
史
圭
義
的
立
揚

に
對
立

し
な
が
ら
、

近
代
の
文
獻
學

の
大
き
な
別
流
を
な
す
こ
の
立
揚
が
、
文
法
的
批
到
的
學
派

の
圭
領
た
る
ゴ

ッ
ト
フ
リ
ー

ド

・
ヘ
ル
マ
ン

O
O
詳
ゆ
δ
自
出
¢
錘
昌
碧
昌
斉
肱ど
に
よ

っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
事
は
興
味
あ
る
こ
と
と
い
わ
ね
●

ば
な
ら
ぬ
。
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一

耕 突 史

二
　
文
獻
學
と
隣
接
諸
領
域

　
芳
賀
博
士
の
講
ぜ
ら
れ
た
日
本
文
獻
學
に
は
、
前
述

の
よ
う
に
ベ

ッ
ク
な
ど
の
ド
ィ
ッ
文
獻
學
に
類
似
す

る
點
が
あ
る
と
同
時
に
、
古
典
的
文
獻

の
中
で
特
に
藝
術
的
文
獻
を
重
要
な
素
材
と
す
る
點
で
、

ヘ
ル
マ
ン

な
ど
の
考
え
方
と
同
じ
傾
向
が
指
摘
出
來
る
。

　
實
は
こ
の
日
本
文
獻
學
の
内
部
に
あ
る
二
つ
の
性
格
は
、
嚴
密
に
は
た
が
い
に
對
立
し
抗
爭
す
る
も
の
で

あ

っ
て
、
そ
の
い
ず
れ
か

一
方
を
強
調
す
る
事
に
よ

っ
て
、
文
獻
學
の
目
的

・
方
法

・
對
象
な
ど
は

一
見
し

て
全
く
異
な
る
相
貌
を
呈
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

　
第

一
に
は
文
獻
學
内
部

に
於
け
る
事
實
的
な
も
の
と
原
理
的
な
も
の
と
を
求
め
る
二
性
格

で
あ
る
。
偶
然

的
な
個

々
の
事
實
の
羅
列
、
全
體
と
何
等
關
聯
を
も
た
な
い
書
誌
的
解
諡
な
ど
は
、
あ
る
い
は
學
問
以
前

の

も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
然
し
叉
」
事
實
を
無
覗
し
た
方
法
的
抽
象
性
は
、
そ
の
塞
虚
さ
の
た
め
に
科

學
的
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
文
獻
學
自
身
に
内
包
さ
れ
る
た
が
い
に
訣
別
し
え
な

い
二
性
格

の
、

相
互
依
存
の
か
た
ち
か
ら
、
文
藝
學

・
民
俗
學

・
歴
史
學
な
ど
、
近
接
諸
科
學
と
の
交
渉

の
道
が
ぴ
ら
け
て

來
る
わ
け
で
あ
る
。

　
第
二
に
古
代
人
の
殘
し
た
遺
産
の
中
で
最
も
重
要
な
遺
産
と
し
て
の
文
學
作
品
は
、
天
才
と
し
て
の
「個
」

で
あ
る
。
し
か
も
そ
の

「
個
」
は

一
つ
の
秕
會
的

・
歴
史
的
環
境

の
諸
關
聯
の
も
と
に
お
い
て
は
じ
め
て
可
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能
な
存
在
で
あ
る
。
鯉個
L
は
そ
の
中
に
全
體
性
を
表
出
す
る
と
し
て
も
、
な
お
そ
の
「
個
」
を
位
牌
緊つ
け
る

全
體
的
な
も
の
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
こ
に
も
近
接
諸
科
學
と
交
渉
す
る
可
能
性
が
存
在
す
ろ
わ
け
で

あ
る
。
更
に
こ
れ
と
關
聯
し
て
文
獻
學
は
古
代
の
靜
止
し
た
斷
面
を
見
る
の
か
、
そ
の
轉
變
す
る
運
動
に
お

い
て
こ
れ
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
も
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
文
獻
學
的
考
察

と
歴
史
學
的
考
察
と
の
間
に
區
別
を
置
か
な
か

っ
た
ベ
ッ
ク
の
見
解
…は
是
認
さ
れ
て
よ
い
が
、
こ
こ
に
導
・き

入
れ
ら
れ
る
價
値
到
斷
…に
つ
い
て
は
、
歴
史
學
と
の
間
に

一
線
を
劃
す
べ
き
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　
次

に
注
意
さ
れ
る
事
は
文
獻
學
自
體
に
内
在
す
る
科
學
的
な
も
の
と
藝
術
的
な
も
の
と
の
封
立
で
あ
る
。

文
獻
學
は
科
學
で
あ
る
以
上
、
客
觀
的

・
實
驗
的
精
神
に
よ

っ
て
貫
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し

對
象

の
選
擇
を
は
じ
め
、
古
典
的
寫
本
の
處
理
の
揚
台
に
ま
で
、
藝
術
的
靈
感
に
導
か
れ
ざ

る
を
得
ぬ
こ
と

は
實
際
に
文
獻
墨
的
研
究
に
從
事
す
る
者
の
等
し
く
承
認
す
る
所
で
あ
る
..
特
に
天
才

の
祕
密
を
さ
ぐ
る
こ

と
は
、
歴
史
的

・
科
學
的
方
法
で
行
き
づ
ま

っ
た
所
を
、
藝
術
的
直
觀
に
よ

っ
て
架
橋
せ
ざ
る
を
得
な
い
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
丈
獻
學
に
と
っ
て
は
宿
命
的
と
も
言
え
る
恣
意
的
志
向
が
し
ば
し
ば
科
學
的
精
紳

を
蔽
わ
し
め
、
他
の
壓
力
に
屈
從
せ
し
め
る
隙
を
與
え
、
非
科
學
的
な
方
面
に
誘
導
さ
れ
る
如
き
例
は
わ
れ

わ
れ
の
記
憶
に
新
し
い
所
で
あ
る
。
同
時
に
詩
に
對
す
る
關
心
を
ま

っ
た
く
持
た
な
い
學
究

に
は
人
麻
呂

の

本
質
は
理
解
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
淨
土
教
的
人
間
觀
に
何
ら
の
關
心
を
持
た
な
い
考
證
家
に
は
源
氏
物

語
三
部

の
組
織
は
理
解
し
難

い
で
あ
ろ
う
.、
こ
の
よ
う
な
交
獻
學
内
部
に
對
立
す
る
諸
要
素

を
い
か
に
調
和
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一讌鳳

窯

す

る

か

の
端

緒

は

、

生

き

た

嗣
人

」
と

し

て

の
、

研

究

者

の
人

間
構

造

に
見

出

さ
れ

る
べ

き

も

の
で

あ

ろ
う
。

三
　
文
獻
學
の
對
象

研 究 史

-
さ

て
、

日

本

夊
獻

學

は
先

に
述

べ

た

よ

う

に

べ

田・
ク

に
よ

っ
て
代

表

さ

れ

る
歴

史

墨

的

文
獻

學

の
性

格

を

受

け

つ

い
だ

所

か

ら
、

今

日
、

わ

が

國

に
お

い
て
普

通

「
文

獻

學
」

の
名

で
呼

ば

れ

る
内

容

に

は
、

多

岐

に

わ

た

る
素

材

的

部

門

が
雜

居

し

て

い

る
よ

う

で
あ

る
。

、
文

獻

墨

を

剛
國
學

」

の
別

名

と

見

た

り
、

い
わ

ゆ

る

…
國

文
學

L

の
異

名

と

見

た

り
、

或

は

闇
書

誌

學

」
、

一
解

題

」
、
「
訓
詰

註

釋
」
、

叉

、
「
本

文

批

評
」
、

「
歴

史

的

考

證

」

と

同

一
覗

す

る
が
如

き

で

あ

る
。

い
わ

ば

よ

い
意

味

で
は

綜

合

性

・
包

容

性

、

悪

い
意
味

で

の
無

個

性

・
、雜

學

性

と

い

っ
た

言
葉

で

あ

ら

わ

さ

れ

る
點

の
あ

る
事

は
否

定

し

難

い
。

ベ

ッ
ク

の
言

う

古

典

的
古

代

の

コ
總
體

的

文

化

L

を
朋

か

に
し

よ

う

と
す

る
文

獻

學

の
素

材

的

組

織

の
中

に
は

、
獨

立

し

た
、

ま

た
は

當

然

獨

立

す

べ

き
多

く

の
諸

科

學

が
雜

居

し

て

い

る

に
過

ぎ

な

い

の
で

あ

っ
て
、

た

と

え

文
獻

學

が
人

間

の

精

紳

の
所

産

を
縱

軸

に

お

い

て
觀

察

す

る

の
で

は

な
く

、
横

軸

に
お

い
て
觀

察

す

る

の

で
あ

る

と
解

答

し

て

も

、

そ

こ

に
は

「
歴

史

」

の
意

味

が

喪

失

し

て
、

ベ

ッ
ク

の
歴
史

的

文
獻

學

の
體

系

が
崩

壞

す

る

の
み

な
ら

ず

、

決

し

て

「
文
獻

學

」

と

い
う

屋

根

を
必

要

と

は

し

な

い

の

で
あ

る
。

叉
、

ヘ
ル

マ

ン

.
パ

ウ

ル
　

出
①
学

　
　

　

　

　
　

　

　

　
　

　

　

　

　

ク
ル
ッ
ぞ
ア
リヴ
イ
セ
ン
シ
ヤ
フ
ト

日
孚。
P
β

囹
帥
信
一
　
の
よ
う

に
文

獻

學

を
・文
　

化

　

科

　
學

と
命

名

し

て
見

て
も
、

所
詮

、

總

體

像

と

い
う

も

の

は
蜃

氣

樓

に
似

た
存
在

に
過

ぎ

な

い
。
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こ
の
點
、
橋
本
進
吉
博
士
が

「文
獻
を
資
料
と
し
て
各
種

の
研
究
に
用
ひ
る
爲
に
は
、
先
づ
第

一
に
文
獻

自
身
の
性
質
を
明
ら
か
に
し
て
、
之
を
如
何
に
し
て
取
扱
ふ
べ
き
か
を
考

へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

立
揚
か
ら

「
か
や
う
な
文
獻
自
身
の
性
質

を
明
か
に
し
、
そ
の
取
扱
方
法
を
考

へ
る
學
問
を
文
獻
學
と
名
づ

け
る
の
が
よ
丶い
と
思
ふ
」
と
規
定
さ
れ
た
事
は
、
文
獻
…學

の
概
念
を
純
粹
に
把
握
す
る
上
に
極
め
て
重
要
な

考

え
方
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
こ
れ
は
文
獻
學
を
言
語
學
に
接
近
せ
し
め
た
事
に
も
な
る
が
、
か
よ
う
な
言

語

・
文
獻
は
、
す
べ
て
人
間
精
神
の
所
産
で
あ
る
以
上
、
必
ず

「
意
味
」
を
も
つ
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
う
い

う

「
言
葉
」
の
研
究
が
文
獻
學

の
本
質
的
な
も
の
を
な
す
と
い
う
事
が
出
來
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヘ　　ヘ　　ヘ　　ヘ　　へ

　
與
え
ら
れ
た
言
語

.
文
獻
に
お
け
る
原
本
的
性
格
の
確
認
と
文
獻

一
般

に
通
ず
る
諸
法
則

の
探
求
が
文
獻

學

の
使
命
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
こ
こ
に
言
う

「
原
本
的
性
格
」
と
け
決
し
て
單
な
る
書
籍

の
原
始
形
態
ー

ー
例
え
ば
作
者

の
自
筆
本
と
い
う
よ
う
な
形
式
的
方
面
だ
け
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
の

言
語
な
い
し
文
獻
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
圭
體
に
お
い
て
は
、
何
が
認
識

さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
事
を
復

原
的
に
追
求
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
文
獻
本
文
は
は
た
し
て
作
者
が
自
作
と
し
て
責
任
を
お
い
得
る
も

の

で
あ
る
か
、
作
者

の
い
わ
ん
と
し
た
眞
意
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
ハ、
た
の
か
、
作
者
を
し

て
そ
の
作
品
を

成
立
せ
し
め
た
要
因
お
よ
び
そ
の
過
程
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
売
か
な
ど
の
根
本
問
題

に
解
答
を
與
え

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
同
じ
く
隨
筆
と
呼
ば
れ
る
枕
草
子
と
徒
然
草
と
を
、
今
日
流
布
す
る
形

態

の
類
似
か
ら
、

一
時

の
思
い
つ
き
め
い
た
比
較
論
を
し
て
見
て
も
、
こ
の
兩
書
の
文
獻
學
的
研
究
が
果
し

2各4



1

　

　

・
、㌻
奮

奪
・

F
。,簿
彡

廳
鰲

蟹

　
　兎
、

㌧　
　
ーぐ

、
ぴ

一}
ー
墾　
　『

て
そ
の
比
較
論
を
支
え
る
結
果
を
生
む
か
否
か
は
保
證

の
限
り
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
枕
草
子
の
原
本
的
性

格
、
徒
然
草

の
原
本
的
性
格
に
は
今
日
の
常
識

を
訂
正
す
べ
き
大
き
な
祕
密
が
ま
だ
ま
だ
潜
ん
で
い
る
よ
う

で
あ
る
。

　
從

っ
て
文
獻
學

の
對
象
規

定
を
こ
の
よ
う
に
定
め
る
事
は
、

一
見
、
そ
の
領
域
を
甚
だ
狹

い
も

の
に
す
る

よ
う
に
も
見
え
る
け
れ
ど
も
、
實
は
そ
の
内
實
を
純
粹
、
か
つ
豐
富

に
す
る
事
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

研:究 史

　
　
　
　
　
　
　
　
四
　

文
獻

學

の
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
クリ
ヂイ
ク　
　
　
　
　ヘルメ
ノイ
テイ
ク

　
ベ
ッ
ク
が
文
獻
學
の
形
式
理
論
と
し
て

「
批
到
」
と

「解
　
　
釋
」
と
を
古
代
學

の
素
材
的
諸
學
に
先
行

せ
し
め
る
態
度
は
、
「
日
本
文
獻
學
」
の
成
立
に
當

っ
て
も
そ
の
ま
ま
受
け
つ
が
れ
た
。
原
本
的
性
格
は
常
に

破
損
せ
ら
れ
た
も

の
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
前
に
示
さ
れ
る
。
「批
到
」
と
は
こ
の
研
究
對
象

が
資

料

と
し
て

純
粹
な
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
、
更
に
は
そ
の
眞
僞
に
つ
い
て
の
科
學
的
考
察

で
あ
る
。
「解
釋
」
と
は
原

作
者

の
主
體
が
認
識
し
た
も
の
1

意
味
の
根
源
性

へ
の
追
體
驗
、
再
認
識
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
活
動
は

相

互

に
前

提

と

な
り

合

い
な

が

ら
進

行

す

る
も

の
で

あ

っ
て
、

あ

た

か
も

呼

吸

と

生
命

と

の
關

係

の
よ

う

に

科

學

的
規

律

の
も

と

に
、

原

本

性

と

い
う

無

限

の
彼

方

に
向

っ
て

と
ど

ま

る
事

な

く
交

錯

展

開

し

て
行

く

。

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

テ
ク
ス
ト
ロゲ
シ
ヒ
テ

　

こ

の
批
到

的

方

法

論

の
確

立

に
よ

っ
て

ま
ず

文

獻

學

が

か

ち

と

っ
た
領

域

は

「
本

文

史

」

で
あ

る
。

現

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

シ
　
ユ　
テ
ム
　
マ

に
保

存

せ

ら

れ

て

い
る
寫

本

を
、

系
統

的
關

係

に

よ

っ
て
歴

史

的

に
整

頓

し
、

こ

の

「
本

丈

系
譜

」

の
設

定



;

螂
　

「

は
、
無
秩
序
に
羅
列
せ
ら
れ
た
寫
本
素
材
を
單
純
化
し
て
示
す
事
が
出
來
る
。
恣
意
の
全
く
介
入
す
る
餘
地

　
　
　
　
ヴア
のア
ンテ

の
な
い

「異
　
文
」

一
覽
表

(
校
本

・
校
異
)
を
基
礎
と
す
る
事
に
よ

っ
て
、
寫
本
の
客
觀

的
な
價
値
評
價

が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
カ
ー
ル
一
ラ
ハ
マ
ン

囚
碧
一
ヒ
碧
財
日
き

p
に
よ

っ
て
確
立
さ
れ
た
こ
の

「
改

訂
」
国
日
①遣
◎
9
鉱
○
と

「吟
味
」
肉
Φ8
塁
ご

と
に
よ

っ
て
、
…
低
部
批
到
L
巳
①α
窪

囚
ユ
ぼ
犀
か
ら
文
獻
の
構

造
を
解
明
し
そ
の
成
立
を
明
か
に
す
る

「高
部
批
到
」
口pα
財
①お

囚
誌
鉱
パ

へ
の
道
が
開
か
れ

る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
低
部
批
到
の
結
果
と
七
て
著
者
自
筆
本
に
近
い
も
の
、
或
は
今
ロ
に
於
て
は
そ
れ
以
上
に
進
む
事

が
不
可
能
に
近

い
校
本
の
作
成
が
な
さ
れ
る
に
至

っ
た
も
の
も
二
三
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

一
つ
に
は
か
か

る
結
果
が
方
法
的
自
覺
に
立

っ
た
が
故
に
の
み
な
し
得
る
竜
の
で
あ
る
點
に
、
近
世
國
學
が
往

々
に
し
て
陥

る
所
で
あ

、っ
た
恣
意
的
な
改
訂
に
よ
る
原
本
的
な
も
の
の
改
悪
と
は
趣
を
異
に
す
る
科
學
性

が
保
證
さ
れ
る

わ
け
で
あ
る
。
こ
う
概
觀
す
る
事

に
よ
っ
て
、
近
世
の
國
學
が
そ
の
性
格
に
お
い
て
近
似
し

て
い
る
た
め
に
、

國
學
即
文
獻
學
と
考
え
る
事
が
畑訣
り
で
あ
る
事
も
ほ
ぼ
明
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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五
　
文
獻
學
的
國
文
學
と
そ
の
限
界

　

既

に

明

か

で

あ

る
よ

う

に

文
獻

學

は
國

學

と

同

じ

も

の
で
も

な
く

、

叉

、

國

文

學

と
等

し

い
盗

の

で
も

な

い
。

唯

、

文

獻

篳
者

と

い
え

ど
も

、

作

品

の
價
値

規

定

を
全

く
行

わ

な

い
と

い
う

の
で

は

な
く

、

作

晶

の
歴

史
.的

觀

察

か
ら

全

く

手

を
引

く

・と

、い
う

の

で
竜

な

い
。

そ

れ
は

文

獻

簗

的

國

文
學

の
限

界

を
越

え

て
、
他

の

一 ㌦

竃



　 難一

研 究 吏

領
域
に
身

を
置

い
て
す
る
發
言
で
あ
る
。
こ
れ
は
邏
げ
難

い
事
で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
を
張
く
意
識
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。

　
國
文
學
の
墨
問
機
構
は
文
獻
墨
的

・
文
藝
學
的

・
歴
史
墨
的

・
民
俗
學
的
の
西
部
門
が
、
人
間
の
内
臓
諸

器
官
と
同
じ
有
機
的
な
つ
な
が
り
を
以
て
組
織
し
て
い
る
と
私
は
考
え
る
。
文
獻
學
的
國
文
學

の
對
象
と
方

法
と
は
、
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
文
獻
學
的
國
文
學
で
あ
る
限
り
、
そ
の
對
象
と
す
る
所
は

文
藝
的
作
畆
で
な
け
れ
ば
な
ぢ
ぬ
。
古
文
書

・
記
録
の
類
は
對
象
と
し
て
で
は
な
く
、
材
料
と
し
て
重
視
さ

れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
文
獻
學

一
般
と
の
相
異
は
こ
の
點
を
除

、い
て
考
え
ら
れ
な
い
。

　
從

っ
て
ふ
た
た
び
繰
返
す
な
ら
、
日
本
の
文
藝
的
作
品
の
原
本
的
性
格
、
ー
i
原
作
者
に
よ
っ
て
經
驗
さ

れ
た
作
品
形
象

の
絡
局
的

・
根
源
的
な

一
點
と
し
て
、
作
者

の
精
神
を
も
含
め
た
自
筆
本
ー
ー
を
追
求
す
る

事
が
目
,的
と
さ
.れ
る
。

　
細
か
な
實
例
を

一
つ
あ
げ
て
見
よ
う
。
枕
+早
子
の
雪
の
山
の
段
は
、
長
徳
四
年
十
二
丹
十

日
の
大
雪
に
、

職

の
御
曹
司
の
庭
に
雪
め
山
を
作
り
、
中
宮
が
「
こ
の
雪

の
山
ぱ
何
時
頃
翫
で
淌
え
ず
に
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
」

と
た
ず
ね
ら
れ
た
時
、
他

の
女
房
た
ち
が
十
日
餘
り
と
答
え
た
の
に
、
清
女

一
人
、
來
年
正
月
十
五
日
設
で

と
斷
言
し
た
事
に
始
ま
る
。
年
を
越
え
、
正
月
十
三
日
の
夜
の
大
雨
に
も
消
え
ず
殘

っ
て
い
た
雪
が
、
十
五

日
に
は

一
夜
に
し
て
淌
え
去

っ
て
い
た
。
失
望
落
膽
し
て
清
女
が
そ
の
由
を
啓
す
る
と
、
中
宮
は
、
十
四
日

夜
、
人
を
や

ウ
て
取
り
捨

て
さ
せ
た
の
だ
と
笑
わ
れ
た
。
他

の
女
房
た
ち
か
ら
嫉
妬
さ
れ
て
も
と
の
配
慮
で
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鬮
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あ

る
。

こ

の
中

の
清

女

が
啓

す

る

言
葉

に

　

　
身

は

な

げ

つ
と

て

ふ

た

の

か
ぎ

り

も

て
き

た

り

け
む

ほ
う

し

の
や

う

に

す

な

は

ち
も

て

き

た
り

し

が

あ

　

　

さ
ま

し

か
り

し

こ
と

(
三
卷

本

に

よ

る
)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　　
　　
　　
　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　

と

あ

る
。

春

曙

抄

本

で

は

「
皆

き

え

つ
と

て
ふ

た

の

か
ぎ

り

ぴ

き

さ
げ

て
も

て
き

た

り

つ

る
。

ぼ
う

し

の
や

う

に

て
」

云

云

と

あ

る
。

春

曙

抄

に
從

え
ば

、

雪

を
と

り

に

や

っ
た
使

が

「
雪

は

皆
淌

え

て
し

ま

つ
た

」

と

い

っ
て
雪

を

入

れ

る

た

め

の
箱

の
ふ

た
だ

け

ぶ

ら

下

げ

て
歸

っ
て
來

た
。

そ

の
ふ

た

を
帽

子

の
よ
う

に

か

ぶ

っ
て
す

ぐ

歸

っ
て
來

た

の
が
心

外

だ

っ
た

と

い

っ
た
意

味

に

な

る
。

然

し
實

は

傳
能

因

所
持

本

第

一
類

(
三

條

西

家

本

)

に
は

「
ほ

う

し
」

に
法

師

の
字

を
あ

て
て

い
る

か
ら

、

こ

の
書
寫

さ
れ

た
室

町
時

代

に
は

法

師

と

書

い

て
あ

っ
た
事

が
知

ら

れ

る

し
、
「
身

は

な

げ

つ
」
と

あ

る

三
卷

本

は

春

曙

抄

本

の
よ

う

に

は
解
釋

出

來

　

　

　

　

　

　

　

　
ヒ
マ
　
ラ
ヤ

な

い
。
實

は

釋

迦

が
雪

山

で
修

行

中

、
「
諸

行

無

常

、
是

生
滅

法
」

の
偈

の
後

牟

を

き
く

た
め

に
餓

え

て

い
る

　

　

　

ヘ
　　ヘ　
　ヘ　
　へ

羅

刹

に
身

を
投

げ

て
教

を
乞

う

た
故

事

を

ふ
ま

え

て
、
「
身

は

投

げ

て
し

ま

ひ

ま

し

た
」
と

酒

落

を

と
ば

し

た

或

る
法

師

の
事

を

、

こ

こ
に

巧

み

に
結

び

つ
け

て
、

定

子

に
啓

上

し

た

の
で

あ

る
。

部

ち

春

曙

抄

本

に
よ

る

限

り
、

こ

の
部

分

の
作

者

の
主
題

的

意

圖

は

杢

く

無

硯

さ

れ

て
し

ま

っ
て

い

る

事

に

な

る
。
「
み
は
」
、

「
み

な
」

の

一
字

の
相
違

と

、
「
法
師

」
「
帽

子

」

の
字

の
宛

て
方

で
、

原

本

的

な
も

の
が

い

か

に
變

貌

す

る

か

を

示
す

例

と

す

る

に
足

り

る

で
あ

ろ

う
。

　

枕

草

子

の
現

存

諸
本

が
、

〇

三
卷

本

第

一
類

・
第

二
類

。

口
傳

能

閃

所

持

本

第

一
類

・
第

二
類

。

国

堺

本
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究 史

第

一
類

・
第
二
類
。
㈲
前
田
家
本
の
四
系
統
に
分
類
さ
れ
た
の
は
き
わ
め
て
最
近

の
事
で
あ
り
、
若
干

の
異

読
は
出
た
と
し
て
竜
大
綱
に
お
い
て
變
る
事
は
あ
る
ま
い
。
從
來
使
わ
れ
て
い
た
春
曙
抄
本

は
傳
能
因
所
持

本
第
二
類
の
系
統

の
古
活
字
本
に
三
卷
本
末
流

の
本
文
が
混
入
し
た
混
態
本
文
で
あ

っ
て
、

こ
れ
に
よ
っ
て

作
者
清
少
納
言
の
認
識
し
た
も

の
は
何
か
を
う
か
が
う
事
は
不
可
能
で
あ
る
。
文
藝
學
的
な
、
或
は
歴
史
學

的
な
發
言
は
、
若
し
そ
れ
が
科
學
的
客
觀
性
を
保
と
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
明
か
に
さ
れ
た

「
個
」

の
意

味
と
か
た
ち
と
に
絶
對
に
從
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
然
し
逆
に
文
獻
學
に
於
て
も
、
こ
の
作
品

が
、
古
代
貴
族

瓧
會
の
竜
と
に
お
け
る
受
領
の
家
に
生
れ
た

一
女
性
の
作
で
あ
る
事
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
作
者

の
閲
歴

・
教
養

・
思
想
な
ど
を
始
め
、
時
代
の
言
語

・
風
俗

・
藝
術
そ
の
他

の
古
代
學
的
萬
般

の
知
識

の
總

和
を
以
て
し
な
い
限
り
、
原
本
的
性
格

の
追
求
は
不
可
能
に
近
い
。
枕
草
子
の
原
本
は
類
聚
的
な
部
分
、
日

記
的
な
部
分
、
隨
想
的
な
部
分
の
三
部
か
ら
成
り
、
第

一
部
は
長
徳
二
年
秋
に
、
第
二
部
は
長
保
二
年
、
定

子
崩
後
ま
も
な
く
、
第
三
部
は
長
和
六
年
、
兄
致
信

の
歿
後
ま
も
な
く
成
立
し
、
そ
れ
ら
が
加
筆
修
正
さ
れ

て
ま
と
め
ら
れ
た
と
考
え
、
定
子
皇
后
の
遺
さ
れ
た

一
品
脩
子
内
親
王
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
が
、
こ
の
私

の
高
部
批
到
も
萬
般
に
渉
る
知
識

の
綜
和
と
し
て
生
ま
れ
た
も

の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

こ
の
稿
の
筆
者
は
徒
然
草
を
批
到
す
る
た
め
に
百
數
十
種
の
寫
本
を
調
査
し
た
が
、
こ
れ
は
數
量
を
誇

る

た
め
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
か
ら
見
出
さ
れ
る
慶
長
以
前
の
古
寫
本
の
も
た
ら
す

「
意
味
」

を
求
め
る

た
め
の
操
作
で
あ

っ
て
、
正
徹
本
な
ど
從
來
知
ら
れ
て
い
た
徒
然
草
本
文

に
つ
い
て
、
「
徒
然
草
に
異
本
な
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　」

し
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
誤
解
を
解
き
、
更
に
そ
の
成
立
の
事
情
に
つ
い
て
の
手
が
か
り
を
得
て
、

師
に
お
い
て
認
識
さ
れ
た
も
の
の
か
た
ち
を
明
か
に
し
よ
う
と
念
願
し
た
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

兼
好
法
　
黝

　

一
體
、
原
作
者

へ
の
復
歸
と
い
う
こ
と
は
口
で
言
う
ほ
ど
容
易
な
事
で
は
な
い
。
文
獻

一
般
に
共
通
す
る

法
則
的
な
も
の
を
見
出
す
と
い
う
根
本
信
條
に
立

っ
て
、
そ
の
原
本
性
を
追
求
す
る
こ
と
は
、
時
あ

っ
て
文

藝
學
者

の
ポ

エ
テ
、イ
カ
ル
な

一
面
に
走
り
た
く
な
る
衝
動
を
克
服
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
叉
、
時

あ

っ
て
、
古
代

國
家
崩
壞
期
に
於
け
る
世
代

の
鬪
爭
と
い
う
、
作
品
生
産
の
背
後
に
あ
る
歴
史
的
意
味
を
追
求
す
る
、
,學
界

の
新
し
い
魅
惑
的
な
課
題

へ
の
關
心
を
さ
え
押
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
も
あ
る
。
毅
然
と
し
て
自
己
の
道

に
專
心
す
る
以
外
に
方
法
が
殘
さ
れ
て
い
な
い
ほ
ど
、
そ
れ
は
嶮
し
く
高
く
聳
え
た
道
程
で
あ
る
。
國
文
學

の
機
能
的
體
系
内
に
あ

っ
て
、
各
分
野
が
共
存
し

つ
つ
、
協
調
し
て
行
く
た
め
に
は
、
同
時

に
四
つ
の
部
門

が
論
爭
に
滿
ち
た
自
己
確
立
を
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他

の
諸
亠ハ刀法
に
比
し
て
唖
見
基
礎
的
な
部

門
を
擔
當
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
所
か
ら
、
他
の
活
動
に
對
し
て
～優
.先
的
發
言
權
を
持

っ
て
い
る
か
の
如

き
恫
掲
的
言
辭
を
弄
す
る
存
在
C
は
決
し
て
な
い
。
他
の
諸
方
法
と
協
力
し
、
そ
れ
ら
の
相
互
的
發
展
に
よ

っ
て
國
文
學
に
・寄
與
す
る
一時
に
、
文
獻
學
的
㌧万
法
の
意
・味
が
あ
る
。
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