
煮,

金
澤
博
士
還
暦
祝
賀
會
編
纂

,

金

鶏

、.

還

暦
罷

竃
ψ

、　

つ
つ

,u

語
學

乃
研
究

鴨

'

麟

三

省

堂



繭

所

謂

「ヲ
」
に
通
ず

ろ
助

詞

「ガ
」
に
就

い
て

●

dヒ
ロ

澤

義

則

　
　
字
が
書

け
ぬ
。

　
　
添

が
要

る
。

　
　
菓
子
が
好
き
だ
。

　
　
水
が
飲

み
た

い
。

　
　
金

が
欲
し

い
。

　
　
蛇
が

こ
は

い
。

以
上
は
吉
岡

郷
甫

氏

の

「
口
語
法
」

か
ら
借
用
し
た

例

で
あ
る
。
こ
れ

ら
に
用

ひ
ら
れ

て
る
る

「
ガ
」

は
、

目
的

格
を
表
は
す
も
の
と
説
く

の
が
普
通

の
や
う

で
あ
る
が
、

私
は
三
矢
重
松
氏
が

そ

の
著

「高
等

日
本
文
法
」
四
百

五
十
七
頁
に

　
　
　
　
　
　

所
謂
「
ヲ
」
に
通
ず
る
助
詞
「
ガ
」
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」



　
　
　
　
　
　

所
謂
「
ヲ
」
に
通
ず
る
助
詞
「ガ
」
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。　
　
　
　
　

昌

「
茶
が
飲
み
た

い
」

な
ど
は
腱
賢
路

の
如
く
も
見
ゆ
れ
ど
、

然

ら
ず
、

な
ほ
主
格
な
り

と

い
っ
て
ゐ
ら
れ
る

の
に
從

ひ
た

い
と
思
ふ
。
但
し
三
矢

氏
は
そ
の
理
由
を
説

い
て
ゐ
ら
れ
な

い
や
う

で
あ
る

か

ら
、　
一
言
卑
見
を
申
述

べ
て
見
た

い
。

「蛇
が

こ
は

い
」

の

「
麗
が
」
を

日
的

語
と
見

よ
う
と
す
る

の
は
、

こ
の
文
章
が

「
蛇
を

こ
は
く

思
ふ
」

と

い
ふ

意
味
だ
か
ら
だ
と

い
ふ
に
あ

る
や
う

で
あ

る
。
中

に
は
明
か
に
さ
う

明
言

し
て
あ
る
文
法
書

も
あ

っ
た
や
う

に
記

憶
し

て
み
る
。

一
慮

は
尤
も
な
や
う

で
は
あ
る
る
が
、

文
法

の
所
説
と
し

て
は
ど
ん
な
も

の
で
あ

ら
う
か
。

　

文
法

は
い
ふ
ま
で
も
な
く
、

形
式
を

取
扱
ふ
學

問
で
あ

る
。
意
味

は
同
じ
か
ら
う

と
も
、

形
式
が
違

っ
て
み
た

ら
相
異
な
る
文
章

と
し
て
取
扱
は
な
け

れ
ば
な

る
ま

い
。
と

い
っ
た
ら
ば
、
「言

語
は
不
完
全

で
あ

る
、

例

へ
ば
同

じ

一
つ
の
主
格
を

表
は
す
に
も

「
の
」

と

い
ふ
助
詞
が
あ
り
、
「
が
」

と

い
ふ
助
詞
が
あ
る
で
は
な

い
か
、

ま
た
そ

の

「
の
」

や

「が
」

は
時

に
は
主
格
を

表
は
し
、

時
に

は
.所
持
格
を

表
は
す
と

い
ふ
や
う

な
事
實
が
あ

る
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　

へ

い
か
、

だ
か
ら
、
「
が
」

は
い

つ
で
も
主
格
を
表

は
す
も

の
と
極
め
て
か

」
る
必
要
も
な

い
で
は
な

い
か
、

時

に
は

目
的
格
を
表
は
す

こ
と
も
あ

る
と
説

い
て
差

支
な

い
で
は
な

い
か
」
と

い
ふ
や
う
な
論
が
出

て
氷
る
か
も
知

れ
ぬ
。

然

し

「
こ
は

い
」

が
形
容
詞
で
あ

る
上
は
、

そ
れ
が

目
的

語
を
要
求
す

る
と
説

か
う
と
す

る
の
は
無

理
で
は
無

か

ら
う
か
。



繭

　

へ
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

「
蛇

が

こ
は

い
」

と

は

い
は

れ

る
が

、
「
蛇

を

こ

は

い
」

と

は

い
は
れ

な

い
。

ま

た

「
蛇

を

こ
は

く

思

ふ
」

と

い

は

れ

る

が
、
「
蛇
が

こ
は
く

思

ふ
」

と

は

い
ば

れ

な

い
。

そ

こ

に
注

意

し

て
も

ら

ひ
た

い
の

で
あ

る

。
　

「
蛇

を

こ

は
く

思

ふ
」
と

い
ふ
文

章

に

於

て
、
「
蛇

を
」

は

「
思

ふ
」
と
交

渉
す

る

の

で
あ

っ
て
、
「
こ
は
く

」

は

い

は

団

「思

ふ
」

を

修

飾
す

る
ま

で

で
あ

る
。
「
思

ふ
」

が

他

動

詞

(馳
鋤
綱
凝
郁
偏
名
鰯
廊
鋼
嬬
"
畷
詠
甜
㈱
脚
猟
叡
)
で
あ

る

か

ら
、
「
蛇

を
」

と

い

ふ

目

的

語

を
要

求
す

る

の

で
あ

る
。

即

ち

「
蛇

を

こ

は
く

思

ふ
」

と

い
は
れ

る
所

以

で
あ

る
。

而

し

て

「
蛇

を

こ

は

い
」

と

い
は

れ
な

い
の

は
、
「
蛇

を
」

と

い
ふ

目
的

語
を

要

求
す

る

「思

ふ
」

と

い
ふ

や
う

な

言

葉

が

無

い
か
ら

で

あ

る
。

な

ほ

類

例

に

よ

っ
て
説

明
を

進

め

で
見

よ

う

。

　

　

コ
ッ
プ
が

盆

に
載

せ

て
あ

る

。

こ

の

「
コ
ッ
プ
が
」

も

「
蛇

が

こ
は

い
」

の

「蛇

が

」

と

同

種

同
格

の
言

葉

と

し

て
、

帥

ち

目

的

語

の
例

と

し

て

畢

げ

ら
れ

て

る

る

の

で
あ

る

。

試

み

に

こ

の
文

章

の

「
あ

る
」

を
除

い

て
見

た

ら

ば
ど

う

な

る

か

。

「
コ
ッ
プ
沖

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

む
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　
　　
　
　
　　

盆

に
載

せ

た
」

と

い
は

れ

ま

い
。

こ
の

時

に

は

「
コ
ッ
プ
を

盆

に
載

せ
た
」

と

い
は

な
け

れ

ば

文

を

成

さ

ぬ

で
あ

ら

う

。

こ

れ

は

「
載

せ

る
」

と

い
ふ
轟、口
葉

が

他

動

詞

で
あ

り
、

從

っ
て
口

的

語
を
要

求

す

る

か

ら

で
あ

る

。

け

れ

ど

も

「
コ
ッ
プ
が

盆

に

載

せ

て
あ

る
」

に
於

て

は

「
コ
ッ
プ
が
」

は

「
あ

る
」

と
交

渉

す

る

の

で
あ

っ
て
、
「
載
ぜ

て
し

と
は
姦

上
に
直
接
交
渉
を
持

っ
て
は
み
な

い
の
で
あ

る
。
帥
ち

「
載
せ

て
」

は
た

い

「
あ

る
」

に
謝
し

て

　

　
　

　
　

　

所
謂
「ヲ
」
に
通
ず
る
助
詞
「
ガ
」
に
就
い
て
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所
謂
「
ヲ
」に
通
ず
る
助
詞
「
ガ
」
に
就
い
て
　
　
　
　
.　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四

修

飾

關
係

に
立

っ
て
る

る

だ

け

な

の
で
あ

る

。

だ

か

ら
『
「あ

る
」

が

あ

れ

ば

「
コ
ッ
プ
が

」

と

い

は

れ

る

け

れ

ど

も
、

「
あ

る
」

が

無

け

れ

ば

「
コ
ッ

プ
が
」

と

は

い
は

れ

な

く

な

る

の
で

あ

る

。

「
あ

る
」

が

無

け

れ

ば
、
「
コ
ッ

プ

が
」

と

い
は
れ

な

く

な

る

と

い
ふ
事

實

は
、

明

に

雨

語
間

の
交

渉

を

謹

援

立

て

て

み

る

の

で
あ

る

。

さ

て
「
あ

る
」

は
自

動

的

で
あ

る

か

ら
、

目
的

語

を
要

し

な

い
。

部

ち

こ

の
場

合

「
コ
ッ
プ
を
」

と

い

は
れ

な

い
・の

は
當

然

で
あ

る

。

　

「
載

す
」

や

「
思

ふ
」

は
他

動

詞

だ

か

ら
、
「
を
」

を

支

配

す

る

こ
と

が

出

来

る
が

、

「
こ
は

い
」

は

形

容

詞

で
あ

り
、

「
あ

る
」

は
自

動

詞

だ

か
ら
、　

「
を
」
　
を

支

配

す

る

こ
と

は
出

来

な

い

の
で
あ

る
。

か

く

て

「
を
」

に

導

か

れ

た

「蛇
」

や

「
コ
ッ
プ
」

は

目
的

語

で
あ

り
、
コ
が
L

に
導

か
れ

た

「
蛇
」

や

「
コ
ッ

プ
」

は

主

語

で
な

け

れ

ば

な
ら

な

い
筈

で
あ

る
。

け
れ
ど
も
、

こ
の
場
合
の

「あ
る
」
は
意
味
の
上
で
は
不
完
盆

存
在

で
あ

っ
て
、
(紹

簸

隷

都

響

朧

瞭
)

「
載

せ

て
」

と

い
ふ
修

飾

的
補

助
成

分

を

籍

り

て
、

そ

の
用

途

を

完

う

す

る
事

が

出

来

て
み

る

の

で
あ

る

。

か

う

し

て

「
で
あ

る
」

は
、

古
く

「
て
あ

り
」

が

約

合

し

て
助

動

詞

の

「
た

り
」

と

な

り
、
「
に
あ

り
」

が

釣

合

'し

て
助

動

詞

の

「
な
り
」

と
な

つ
売

と

同

じ
穫

路

を

た

ど

っ
て
、
「
た

る
」

と

い
ふ

一
種

の
助
動

詞

に

な

っ

た

の

で
あ

る
。

　
　

コ
ッ
プ
が

盆

に

載

せ

た

る
。



極

「
た
る
」

は
助
動
詞

で
は
あ

る
が
、

こ
の
文
章

か
ら

「
た
る
」

を
除

い
た
な

ら
ば
、
「
コ
ッ
プ
が
」

と
は

い
は
れ
な

く
な
る
。

こ
の
場
合

「
た

る
」
が
無
け

れ
ば

「
コ
ツ
ブ
」

を
主
語
と
す

る
文
法
的
結
合
は
不
能

に
陥

っ
て
、

丈

の

成
立
を
見
る

こ
と
は
出
来
な
く
な

る
の
で
あ

る
。
即
ち

「
コ
ッ
プ
が
」

の
文
法
的
直
接
交
渉
は

「
た

る
」

と

の
問

に
行
は
れ

る
の
で
あ

っ
て
、
「載

せ
」

は
丈
法
的
補

助
成
分
た

る
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ

る
。

か
う
ル
た
事
情
は
次

の

文
章

に
於

て
も
見
ら
れ

る
。

　
　

水
が
飲
み
た

い
。

　
　

需
が
書
き
た

い
。

こ
れ
ら

の
文

か
ら

「
.た

い
」

を
除

い
て
、
「
水
が
飲
む
」
「
叢
が
書
く
」

と

い
は
う
と
し

て
も
そ
れ
は
出
来
な

い
。
ま

た

「
た
い
」
を
川

ひ
た
ら
、
「
水
を
飲
み
た

い
」
、
叢
を
書
き
た

い
L
と

は

い
は
れ
な

い
。
(
小
説

の
中
な
ど
に
時

々
こ

ん
な
形
が

見
え
て
み

る
が
、

そ
れ
は
作
家
が
、
「
水
を
飲

む
」
「
書
を
書
く
」

と

い
ふ
形
か
ら
誤

ワ
て
類
推

し
た
人
爲

的
作
例

で
あ

っ
て
、
決

し
て
自

然
に
存
在

し

て
み
る
言
語
現
象

で
は
な

い
)

こ
の
事
實

は

「
が
」
と

「
た

い
」

と

の

　

交

渉

を

物

語

る
も

の

で
あ

り
、
「
た

い
」

を

除

い
た
場

合

に

は
、
「
水

を

飲

む
」
「
書

を
書

く
」

な

ど

必

ず

「
を
」

を
要

求

す

る

の
は
、

「
水
」

と

「飲

む
」
、
「
霊
」
・と

「
書

く
」

の
交

渉

を

物

語

る

も

の
で
あ

り
、
「
飲

む
」
「
書

く
」

が

日
的

語
を

要

求
す

る
語

で
あ

る

か

ら

で
あ

る

。
　

　

　

　

・

　

　
　

　

　

　

所
謂
「ヲ
」
に
通
ず
る
助
詞
「ガ
」
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　

　

　

　
　

　

所
謂
「ヲ
し
に
通
ず
る
助
詞
「
ガ
」
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

「
水
が

」
「
霊
が
」

と

い
ふ
形

に

於

て
文

を
構

成

し

よ

う

と

し

た
な

ら
ば
、
「
た

い
」

と

い
ふ

助
動

詞

が

是

非

必
要

で

あ

る
。

言

葉

を
換

へ
て

い
ふ

な

ら

ば
、
「
水
」

と

「飲

む
」
、
「
書
」
と

「
書

く
」

と

の
文

法

的

交

渉

は
直

接

で

な

く

な

つ
●て
、

「
水
」

や

「
叢
」

の
文

法

的

流

接

交

渉

は

「
た

い
」

に

移

っ

て
み

る

の
で
あ

る
。

而

し

て

「
飲

む
」
や

「
書

■く
」

は
こ
の
場
合

「
た

い
」

の
補
助
成
分

と
し
て
活

い
て
る
る
に
過
ぎ
な

い
の
で
あ

る
。

　
け
れ
ど
も
、

か
う
し
た
形
式
的
文
法
的
交
渉
を
意
義
解

轟

の
問
題
と
切
り
は
な
さ
れ
た
も

の
と
し
て
取
扱

っ
た

ら
ば
非
常

な
誤

で
あ
る
。

文
法
上

に
そ
れ
だ
け

の
交
渉
を
持

つ
と

い
ふ
こ
と
は
、
意
味
が

そ
れ
だ
け
形
式

の
上

に

反
映
し
て
み
る
わ
け

で
あ

る
か
ら
、

こ
の
事
實
を
無

視

し
た
解
粋
を
加

へ
て
は
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。
　
「
水
」
や

「
書
」
が

「
た

い
」

と
丈
法
的
直
接
交
渉
を
持

つ
と

い
.ふ

こ
と
は
、
「
た

い
」

の
持

っ
て
る
る
希
望

の
意
味
が
強
く

動

い
て
み
る
の
で
あ

っ
て
、
「
飲
む
」

や

「
書
く
」

と

い
ふ
成
分
は
、

こ
の
場
合
自

明
の
意
味

と
し

て
形
式
的

に
加

へ
ら
れ
て
る
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
忘
れ

て
は
な
ら
な

い
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
本
論

に
は
要

の
な
わ
事

で
あ

っ
て
、

序
を
以
て
形
式

と
意
義
と

の
交
渉
を

一
言

し
た

ま
で
で
あ

る
。

　
以
上
述

べ
來

つ
た
と

こ
ろ
で

　
　
蛇
が

こ
は

い
。
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

.

　

'
水
が
飲
み

た
い
。



　

　

コ
ッ
プ
が

盆

に
載

せ

て
あ

る
。

右

の
語

例

に

於

て

は
、　

「
蛇

が
」
　
「
水

が

」

「
コ
ッ

プ
が

」

で
な

け

れ

ば

な

ら

ぬ

こ
と
、

「
蛇

を
」

「
水

を
」
　
「
コ
ッ

プ

を

」

で

は
な

ら

ぬ

こ
と
、

部

ち

「
蛇

が

」

「
水
が
」

「
コ
ッ
プ
が

」
は
主

語

で
あ

っ
て
、
目
的

語

で

は
な

い
と

い
ふ

こ
と

は
明

に

な

っ
た

こ
と

と

思

ふ
。

そ

の
他

の
諸

例

も

か
う

し

た
論

法

で
解
決

せ

ら

れ

る

の
だ

か

ら
、

煩

を

避

け

て
省

略

し

よ

う

と
思

ふ

。

　

然

し
先

入
主

と

い
ふ

こ
と

は
可

な

り
深

く

人

の
判

断

力

を

支

配
す

る
も

の

で
あ

る

か

ら
、

な

ほ

こ

の
説

に
轟

然

た

ら

ぬ
人

も
多

か
ら

う

と

思

ふ

の
で
、

更

に

一
言

説

き

添

へ
て
お

か
う

。

　

　

東

京

は
人

口
が

多

い
。

　

　

鳥

獣
鍛

魚

皆

性

あ

り

。

　

こ

れ

ら

の
文

章

に

於

て
、
「
人

口
が
」

「
性
」

を

主

語

と

見

る

こ
と

を

疑

っ
た

文

法
家

は

一
人

も

無

か

っ
た

や

う

に

思

ふ

。
誰

が
解

剖

し

て
も
、

「
人

口
が
」

「
性
」

を
主

語

と

し
、

「
多

い
」

「
あ

り
」

を

そ

の
述

語

と

し

て
あ

る
。

常

盤

の

こ
と

で
あ

る
。

但

し
前

記

の

「
蛇

が

こ

は

い
」

に
於

け

る

[
こ
は

い
」

が

「
蛇

は

こ

は

い
も

の
だ
」

と

い

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヤ

ふ

意

味

に

つ
か
は

れ

て

み
な

い
と
同

じ
く

、

こ

の

「
多

い
」

は

「
人

口
は
多

い
も

の

だ
」

と

い
ふ

意

味

に
使

は
れ

て
は

み
な

い
。
彼

が

「
蛇

を

こ
は

く

思

ふ
」

と

い
ふ
意

味

に
用

ひ

ら
れ

て
る

る
が

如
く

、

此

は

「
人

口
を

多

く

有

　

　

　

　

　

　

所
謂
「
ヲ
」
に
通
ず
る
助
詞
「
ガ
」
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七

"



　
　
　
　
　

　

所
謂
「
ヲ
」
に
通
ず
る
助
詞
「
ガ
」
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

つ
」
と

い
ふ
意
味

に
川

ひ
ら
れ

て
る
る
。

「
性
有

り
」

の
例

に
於

て
も

こ
の
場
合

「
性
と

い
ふ
も

の
が

存
在

し
て

み
る
」

と

い
ふ
意
味

で
は
な
く
、

「
性
を
有

っ
て
み
る
」

と
い
ふ
意
味

で
あ
る
。
「
こ
は

い
」
が
蛇
を

叙
述

し

て
み

な

い
と

い
ふ
な
ら
ば
、

「
多

い
」

や

「
あ

り
」

も

「
人

口
」

や

「
性
」

を
叙
述
し

て
み
な

い
と

い
は
な
け
れ

ば

な

る
ま

い
。
ま
た

「
蛇
が
」

は
目
的
語

で
あ

っ
て
、

「
蛇
を
」

と

い
ふ
と
同
様

で
あ

る
と
解
く

な
ら
ば
、

「
人

々
が
」

や

「
性
」

は
目
的
語

で
あ

っ
て
、

「
人

口
を
」

「
性
を
」

と

い
ふ
と
同
様

で
あ

る
と
解

か
な
け
れ
ば
な

る
ま

い
。

「
蛇
が
」

と

「
こ
は
い
」

と

の
交
渉
、

「
人

口
が
」

と

「多

い
」

と

の
交
渉
、

「
性
」

と

「あ

り
」

と

の
交
渉
、　
三

者
皆

全
く
同

一
で
あ

る
。
然

る
に

「
人

口
が
多

い
」

や

「
性
あ
り
」

の
時
に
は
、
「
人
口
が
」
や

「
性
」
を
主

語
と

解

い
て
疑

は
な

い
者
が
、

「蛇
が

こ
は

い
」

の
時
に

「
蛇
が
」

を
主
語
と
解
く

こ
と
を
拒
ま
う

と
す

る
の
は
、
ど
う

し
た
わ
け

で
あ
ら
う

か
。
た

讐
彼

は
総
主

の

「
私

は
」

と

い
ふ
や
う
な
語
が
省
略

せ
ら
れ

て
あ
り
、

此
は
総
主

の

「
東
京
は
」

や

「
鳥
獣
贔
負
」
.が
打
出
さ
れ

て
あ

る
と

い
ふ

鮎
に
於

て

相
違

し
て
み
る
ば
か
り

で
は
な

い
か
。
・
是

に
於

て
先

入
主
が

人
心
を
支
配
す

る
こ
と

の
深
き

に
今
更
な
が
ら
驚

か
ざ

る
を
得
な

い
の
で
あ

る
。

　
草
野
清
民
氏
が
そ

の
総
主
説

の
中

で
、
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　

-

　
　
「
性
有
り
」

「
限
無

し
」

(
慾

は
限
無

し
)

等

ノ

一
種

ノ
説
話

二
野

シ
テ
は
、
費

用

ノ

際
に
再
度

ノ

主

語

ノ
必

'

要

ア

〃
聖

、

頗

薫

著

ナ

ル

ニ
ア

繍フ
ズ

ヤ
、
コ
レ

ハ

「う

ら

(
心
)
や

ま

し

(
荻
)
」
「
て
(質

)
が

た

し

(
堅
)
」
ナ



　
　
ド

ノ

一
読
話

ノ
蒋

ジ
テ

ー
ノ
形
容
詞

ト
ナ

リ
、
然

〃
上

ハ
實
用

ノ
際

二
更

ニ
ソ
ノ
主

語
ヲ
取

ル
ト

一
般

ナ
ソ
、

と
説

い
て
ゐ
ら
れ
る
。
面
白

い
着

眼

で
あ

る
。

「
う
ら
」

と

「
や
ま
し
」

と
が

熟
合

し
な

い
以
前

に

於
け

る
雨
語

は
、
主
述

の
關
係
に
於

て
結
合

し
て
み
た
の
で
あ

る
。

け
れ
ど
も
、

そ

の
關
係

は
熟

合

し
て

一
語
を
爲
す

べ
き
性

質

の
も
の
で
あ

っ
た
の
で
あ

る
。
即

ち

「
う

ら
」

は

「
や
ま
し
」

に
謝

し

て
意
義

上
の
補
助
成
分

で
あ

っ
た

の
で

あ

る
。

つ
ま
り
私

の
所
謂
補

語

の

一
種
で
あ

っ
た

の
で
あ
る
。

「
て
が

た
し
」

の

「
て
」

と

「
か
た
し
」

と
の
交

渉
事
情
も
同
断

で
あ

る
。
而

し
て
所
謂
絡
主

に
よ

っ
て
導

か
れ
る
文

の
主
述
關
係
は
、
か
う

し
た
事
情

の
下

に
遣

か

れ

て
あ

る
の
が
常

で
あ

る
。
補

語
に
就

い
て
は
古
く
そ

の

一
班
を
駿
表
し
た

こ
と
も
あ

る
が
、

こ
れ
ら

の
事
に
關

し

て
は
、
す

べ
て
総
主
論

を
披
露
す

る
機
會

に
譲

っ
て
お
き
た

い
と
思
ふ
。

　

附
言
、

こ
の
、

問
題
に
せ
ら
れ

て
る
る

「が
」
ほ
、

所
謂
総
主

の
劣
略

せ
ら
れ
て
み
る
文
章

に
表
は
れ

て
く

る

　

こ
と
は
、
最
初
に
墨
げ

て
お

い
た
例
に
よ

っ
て
も
察

せ
ら
れ
よ
う
。
但

し

　
　
　

馬
に
盛
俵
が
附
け

て
あ
り
ま

し
た
。

　
　
　

コ
ッ
プ
が
盆
に
載

せ
て
あ
り
ま
し
た
。

　

の
如
き
は

　
　
　

潟
は
盛
儀
が
附
け

て
あ
り
ま

し
た
。
　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

.

　
　
　
　
　
　

所
謂
「ヲ
」
に
通
ず
る
助
.詞
「
か
し
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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所
謂
、
ヲ
」
に
通
ず
る
助
詞
「
ガ
」
に
就
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
.　
　
　
　
　
　
　

言

.

　
　
盆

は

コ
ツ
ブ
が

載

せ
て
み
り
ま
し
た
。

と

い
は
れ

る
文
章

で
あ

っ
て
、

所
謂
総
主

に
潰

か
ば
置

か
る

べ
き
成
分

の

「
馬
」

や

「
盆
」
が
、
.
他

の
形

に
於

て
、
既

に
打
出
さ
れ

て
あ

る
か
ら
、

原
形

の
ま

Σ
で
は
別

に
絡
主
を
加

へ
る
こ
と
は
出
来
庇

い
の
で
あ

る
。
な

ほ
こ
の

「が
」

の
問
題
は

口
語
法
に
於

て
の
み
取
扱
は
れ

て
る
る
の
で
、
現
代

語
に
な

っ
て
初
め

て
現
は
れ
た

現
象

で
あ
る
や
う

に
誤
解

し
て
み
る
人
も
あ

る
や
う

で
あ

る
。
が
、

か
う

し
た
構
成
法
に
よ

る
単

語

の

結

成

は
、
往
昔

か
ら
在

存
し

て
み
る
の
で
あ

っ
て
、

源
氏
物

語
や
枕
草

子
な
ど
に
も
そ

の
例
は
乏
し
く

な

い
。
固
よ

り
文
章
語
に
於
て
は
、

「
が
」
が
主
格
を
示
す

こ
と
が
稀

で
あ

る
か
ら
、

「
が
」

に
導

か
れ
た
例
は
或
は
見
當

ら

な

い
か
も
し
れ
な

い
。


