
盧
以
緯

『
助
語
辞
」
と
毛
利
貞
斎

の
著
作

、國

金

、
海

二

＼

＼

こ
れ
鳳
中
国
に
お
い
て
億
じ
め
て
著
わ
さ
れ
た
古
漢
語

(
い
わ
ゆ
る
漢
文
)

の
助
辞

(字
)
に
関
す
る
専
門
書
と
、
そ
れ
だ
わ
が
国
に
渡
来
し
て
ど
の
よ
う

に
研
究
ざ
れ
た
か
に
つ
い
て
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

唐

の
柳
宗
元

(七
七
三
」
八

一
九
)
の

「
復

二杜
温
夫

一書
」

に

「
但
見
三
生
用
二

助
字

一、
不
レ
当
二律
令

一
。
…
…
所
謂
乎
歟
邪
哉
夫
者
疑
辞
也
。
矣
耳
焉
也
者
決
辞

也

。
今

生
則

一
レ之

。」
.(
あ

な
た
の
助
字

の
用
い
方

は

文
法

に

か
な

っ
て
い
ま

せ
ん
。
…
…
い
わ
ゆ

る
乎
歟
邪
哉
夫

は
疑
辞

で
す
。
矣
耳
焉
也

は
決
辞

で
す
。

い
ま
あ

な
た
は

こ
れ
を
混
ぜ

て
い
ま
す

。)
と
あ

り
、
ま

た
明
代

に

「
之
乎
者
也

巳
焉
哉
、
用
得
来

的
好
秀
才
」

(之
乎
者
也

巳
焉
哉

な
ど

の

助
辞

を

用

い
ら
れ

る
す
ば

ら
し
い
学
生

)
と
い
う
諺
が
あ

っ
た
と
い
う
が
、

こ
れ
ら

の
こ
と

か
ら

中

国
に
お

い
て
も
昔

か
ら
助
辞

の
用

い
方
が

い
か
に
む
ず

か
し

か

っ
た
か
と

い

う

こ
と
が
わ

か
る
o

、

'

、

こ̀
の
助
辞

に
関
す

る
専
門
書
を
は
じ

め
て
著
述

し
た

の
が
盧
以
緯

で
あ
り
、

そ

の
書
名

は

『
助
語
辞
』
と
言
わ
れ
た
。

そ
れ
が
わ
が
国

に
渡
来
し

て
、
そ

の
解

説
と
研
究

と
を
は
じ
め

て
行

っ
た

の

が
毛
利
貞
斎

で
あ
り
、
・そ
れ
ら
を
書
き
と
ど
め
た
も

の
を

『
鼇
頭
助
語
辞
』

と

『
訓
蒙
助
語
辞
諺
解
大
成
』
と
言

っ
た
。

助
辞
と
は

.
中
国

の
古
漢
語

に
お

い
て
語

の
分
類

は
南

宋
時
代

の
詩
論

の
隆

盛
と
と
も
に

重
視
さ
れ

て
き
た
よ
う

で
あ
る
。

こ
れ
は
詩

の
構
成
、
と
く

に
対
句

の
技
法

の
面
か
ら
語

の
区
分
が

必
要

と
な

っ
た
か
ら

で
あ
り
、
「
実
字
」
「
虚
字
」
と

い
う
用
語
が
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

こ
の

「
実
字
」
と
は
、
現
代
中
国
語
法

で
い
う

「
名
詞
」
と

「
数
詞
」

が

こ
れ

に
あ
た
ウ
、

「
虚
字
」
と
は
そ
れ
以
外

の
す
べ

て
の
語

を
言

っ
た
よ
う

で
あ
る
。
ま
た
、
時

に
は

「
虚
字
」
を

「虚
活

字
」

と

「虚

死
字
」

と
に
分

け

る
場
合
も
あ
り
、
前

者
は

「
動
詞
」
を
指

し
、
後

者
は
虚
字
中

の
そ
れ
以
外

の

も

の
を
指

し

て
い
る
。

こ
れ
ら

の
語

の
分
類

は
詩

論

の
中

の
こ
と
で
あ

る
が
、

こ
れ
以
後
清
朝
末
期

に
西
欧
的
な
体
系

的
語
法
研
究

が
始

ま
る
ま
で

の
中

国
に
お
け
る
語

の
分
類

、一

(注
1
)

般
と
考
え
ら
れ
る
。

(注
2
)

こ
の
中
で
最

も
理
解

し
づ
ら

い
も

の
が
虚

死
字

で
あ
り
、
特

に

こ
れ
に
含
ま

れ
る
助
辞

と
呼

ば
れ

て
い
る

「
之
」
「
乎
」
「
者
」
な
ど

の
類

で
あ

っ
た
。
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し
ご

の
助
辞
と
は
、
日

本
語

の
助
詞

・.助
動
詞

の
よ
う
な
働

き
を
す
る
も

の
で

あ
り
、
'あ
く
ま
で
本
体

に
対
す
る

「
助
」
的
な
も

の
、
実

に
対
す
る

「
虚
」
的

な
も

の
で
あ
9,
、
そ

の
理
解

の
困
難
さ

の
原
因
に

つ
い
て
、
牛

島
徳
次
先
生
は

「
こ
の

『
虚
』
的

・

『
助
』
的
な
語

の
最
も
大
き
な
特
徴

の

一
つ
は
、

こ
の
語

然
用

い
ら
れ
な
く
な

る
と
、
そ

の
後

の
人

々
に
は
全
く
と

い

っ
て
も

い
い
程
そ

(注
3
)

の
意
味
内
容
が
分
ら
な
く
な

っ
て
し
ま
う

こ
と

に
あ
る
。
」
と
述
べ

て
い
る
。

し
か
し
分

か
ら
な

い
竜

の
を
分
か
ら
な

い
ま
ま

に
す
ま

せ
る

こ
と

は
で
き
ず

に
、
そ

の
研
究

に
は
じ

め
て
着
手
し
た

の
が
盧
以
緯

で
あ
り
、
小

冊
子

で
あ
る

と
は
い
え
最
初

の
専
門
書

を
書
き
著
わ

し
た
の
で
あ

る
。

(注
1
)

青
木
正
児
氏
は

『
中
国
文
学
報
』
(第
四
冊
)
で

「実
字
は
名
詞
を
主
と
し
て

形
容
詞
中
の
数
詞
の
み
が
之
に
加
は
り
、
虚
活
字
は
動
詞
、
虚
死
字
は
副
詞

・
形
容

詞

・
前
置
詞

・
同
動
詞
其
他
の
助
辞
を
含
む
の
で
あ
る
。
是
は
詩
語
に
就
い
て
論
ぜ

ら
れ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
推
広
め
て
一
般

の
文
法
に
及
ぼ
す
と
し
て
も
、
品
詞
の
分

類
は
此
の
三
分
法
を
以
て
尽
す
こ
と
が
出
来
よ
う
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

.(注
2
)

『
対
牀
夜
語
』
(宋
、
范
晞
文
)
に
も

「
虚
活
字
は
極
め
て
下
し
難
し
、
虚
死

字
ば
尤
も
易
か
ら
ず
α
蓋
し
是
れ
死
字
と
雖
も
、
之
を
し
て
活
か
し
め
ん
と
欲
す
、

此
れ
難
し
と
為
す
所
以
な
り
。
」
と
あ
る
。

(注
3
)

『助
字
考
』
東
京
教
育
大
学
文
学
部
国
文
学
漢
文
学
論
叢
。

ま
た
牛
島
先
生

は
こ
れ
に
続
け
て
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て

い
る
。
「何
が
分
ら
な
い
の
か
、
な
ぜ
分

ら
な
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、
最
も
簡
単
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、

こ
と
ば
の
は
し
は
し
に
つ
け
加
え
ら
れ
る
つ
け
た
し
の
こ
と
ば

(中
に
は
こ
と
ば
と

も
言
え
ぬ
息
づ
か
い
程
度
の
も
の
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
)
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
生

き
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
感
情
の
所
産
.
生
理
の
所
産
で
あ
る
か
ら
、
一
た
び
こ
れ

が
用
い
ら
れ
な
く
な

っ
た
暁
は
、
何
人
も
再
現
し
得
ず
、
更
に
は
理
解

し
得

な

い

(も
し
く
は
理
解
の
甚
だ
困
難
な
)
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
」

訓
読
と
助
辞

で
は
わ
が
国

で
は
ど
う

で
あ

っ
た
ろ
う

か
。

漢
文
を
直
接
理
解
す

る
の
で
は
な
く
、
訓
読

と
い
う
方
法
を
経

て
理
解
す

る

わ
が
国
民

に
は
中
国
人

に
も

ま
し
て
助
辞
を
理
解
す

る
こ
と
は
困
難
だ

っ
た

に

ち
溺

い
な

い
。

ま
ず
漢
文

の
訓
読

に
つ
い
て
み
て
み
た
い
。

v

馳わ
が
国

に
漢
文
が

い
つ
渡
来

し
た
か
は
明

か
で
は
な

い

が
、
『
古
事
記
』
応

わ

に

き

し

神
天
皇

の
条

に

「
百
済

の
和
邇
吉
師
が
論
語
十
巻
と
千
字
文

一
巻
を
朝
廷

に
献

,

上

し
た
。
」

と

あ

り
、
ま

た

『
日
本
書
紀
』
応
神
十

六
年

の
条

に

「
王
仁
ボ
百

う
じ
の
わ
き
い
ら
つ
こ

済

よ
り
来

て
、
太
子

の
莵
道
稚
郎
子
が

こ
れ

を
師

と
し
て
諸
典
籍
を
習

っ
た
。」

と
あ

る
。

こ
れ
ら
諸
典
籍
が
具
体
的

に
は
ど

の
よ
う

に
読

ま
れ

た
か
も
さ
だ

か

で
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
典
籍

は
当
時

の
人

々
に
と

っ
て
は
外
国
語
文

で

あ

っ
た
は
ず

で
あ
り
、

そ
の
最
初

は
、

わ
れ
わ
れ
が
外
国
語

を
学

ぶ
よ
う

に
音

読

し
、
翻

訳
と

い
う
形

で
取
意

し
た
の
で
は
な

い
か
と
推
測

さ
れ
る
。

そ
し

て
遅
く
と
も
平
安
朝

初
期

ま
で
に
は
、
現

在
訓
点
資
料

に
み
ら
れ
る
よ

う
に
、

日
本
語
と
は
言
語
の
系
統

も
性
質

も
ま

っ
た
く
異

な
る
漢
文

を
、

そ
の

表
記
の
ま
ま
で
日
本
語
に
合
わ
せ
な
が
ら
訳
読
す
る
と
い
う
方
法
-

訓
読
を

工
夫

し
た

の
で
あ
る
。

"

」

漢
文
を
、
そ

の
原
形

の
ま
ま

で
目
本
語
文
と
し

て
訓
読

す
る

こ
と
は
、
ω
述

語
や
目
的
語

(
補
語
)
な
ど

の
位
置
が
異
な
る

こ
と
、
⑭

日
本
語

の
助
詞

・
助

動
詞
や
敬
語
な
ど
は
漢
文

で
は
漢
字

で
表
記
し

な

い

こ

と
、
09
漢

文

に
あ
る

「
之
」
「
乎
」
「
也
」
な
ど

の
助
辞
が
う
ま
く
目
本
語

に
あ

て
は
め
ら
れ
な

い
こ

と
等
、

い
く

つ
か

の
困
難
が
あ

っ
た
が
、
以
下

の
よ
う
な
方
法

で
そ
れ
ら
を
克

服

し
て
訓
読

と
い
う
方
法
を
成
立

し
た

の
で
あ
る
。
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.
,④

ば
、

返
り
点

を
付

す
。
⑭

は
、

日
本
語

の
助
詞

・
助
動
詞

・
敬
語

な
ど

を

読

み
添

え
る
.
㊨

は
、
文
脈

に
応

じ
て
自
由

に
読

ん
だ
り
、
読

ま
な

か

っ
た
り

(注
4
)

圄

し
た
,α

こ
の
よ
う

に
し
て
生
ま
れ
た
訓
読
法

に
よ

っ
て
読

ま
れ
だ
訓
読
文

そ
の
も

の

は
、
そ

の
時

々
の
日
本
語
の
文
と
あ
ま
り
違

わ
な
か

っ
た
も
の
で
あ

り
、
時
代

漉
際
り
、
種
々
の
韃

訓
読
が
固
定
し
て
い
づ
た
と
は
い
え
今
日
か
ら
比
べ

れ
ば

.
わ
り
み

い
自
由

に
読

ま
れ
て

い
た
の
で
あ

る
。
助
辞
も
前
述

の
よ
う

に

い
ろ

い
ろ
、に
読

ん
だ
リ
ボ
読

で
す
ま
ぜ
た
り
し
て

い
た
が
、

日
本
語

に
あ

て
は

め
て
考
え
ら
れ
な

い
も
の
が
あ

る
な
ど
、
理
解

す
る
の
に

一
番
困
難

で
あ

つ
た

よ
う
だ
。

.鎌
倉
期
ま
で
続
い
た
こ
の
よ
う
な
訓
読
法
に
大
き
な
変
化
-

特
に
助
辞
の

誹
法

に
つ
い
て
ー

が
お
こ
づ
た
。
そ
れ
は
朱
子
新
註
を
信
奉
す
る
学
者
な
ど

に
よ

っ
て
主
張

ざ
れ
た
新

し

い
訓
法

で
あ

る

(
朱
子
学

摂
取
に
よ
る
読

み
方

の

違

い
ば
考

え
な

い
)び

,
.ま

ず
不
二
庵

岐
陽
方

秀
(・=
三
ハ
一
1

一
四
二
四
)
は
、
「
文
字
読

ミ
ヲ

ハ
無
レ落
-

ロ

タ

マ

タ

マ

字
棣

二
、
唐
音

二
読

ミ
度
也
。
其

ノ
故

ハ
、
偶

一
句
半
旬

ソ
ラ

ニ
覚

ユ
ル
時
、

ル

コ

ト

ヨ

ヲ
キ
字
、

不
レ
知
レ
有
ご
其

ノ
何

ノ
字

一、

口
惜

哉
。」

と

主
張

し
、
漢
文

は
音
読

す
べ
き
も

の
で
あ
る
と
し
、
訓
読

す
る
な
ら
ぽ
落
字

な
き
よ
う
に

(
す
べ
て
の

(注
6
)

字
を
読

む
よ
う
に
)

す
べ
き

で
あ

る
と
し
て

い
る

。

ま
た
岐
陽
の
弟
子

畠
条
兼
良
く
一
四
〇
二
d

一
四
八

一
)
は

『
大
学

童

子
訓
』
に

お

い
て
助
辞

「
甫
]
字

な
ど
も
読

ま
ね
ば
な
ら

ぬ
と

し
、

そ
れ

に
続
げ

て
次

の

よ
う
に
述
べ

て

い

る
.
「
本
註

エ
、
,
而

ノ
字

ナ
ト

ノ
ヤ

ス
メ
詞

ヲ
.
訓

ニ
ハ
読

マ
ス
6
新

註

ゴ
点

ヲ
加

ハ
、
,、懿
鬮助

ノ
字

か
テ
'モ
丶

ヨ
マ
ル

・
程

匹
辞

ヲ

ハ
、
悉

ク
読

ベ
キ

ナ
リ
。
其

故

ハ
、

本
経

ヲ

ハ
、

必

ソ
ラ

ニ
誦

ス

ヘ
キ

モ
ノ
也
。
其

字

ヲ
落

シ
施
誦
ヅ

レ

ハ
、

ヤ
ズ

メ
字
ノ
在
拆

ヲ

ハ
、

ソ
ラ

ニ
ヲ
永

ヘ
ヌ
、

別

二
又

文
章
ヲ

ナ
ス
為

ニ
モ
益

ナ
ギ
也

。
…
ゴ
・故

島
新
註

ヲ
学

ハ
ソ
者

ハ
、

幽
掌

ノ
ヤ

ス

メ
詞

ヲ

モ
残

サ
ス
誦

ス

ヘ
キ
也
。」

と
。

そ

し
て
岐
陽

・
兼
良
な
ど

の
説

を
整
理

し
て
著
述

し
、
後
世
の
訓
読
法

に
最

も
大
き

な
影
響

を
与
え

た
も

の
に
桂
庵
玄
樹
(
一
四
二
七
ー

一
五
〇
八
)
の

『
桂
庵

和
尚
家
法
倭
点
』
が
あ

る
。
そ

れ
は
、
漢
学

に
つ
い
て
種

々
の
解
説
を
載
せ

て

お
り
、
助
辞

に

つ
い
て
の
項

を
み
る
と
、
'そ

の
主
な
竜

の
に
づ
い
て

の
よ
み
方

を
説

き
、
「
剿
」
字

の
項

で
は

『
古
点

二
、
上

ノ
,字

ノ
下

ニ
テ
、
ト
キ
ソ

ハ
ト
点

ズ

ス

ニ

ル
時

ハ
、

ス

ヵ

ハ
チ

ト

ヨ

ム
山爭

マ

レ

ナ

リ

。

故

二
新

註

二
、
朱

ご

テ
、
㎡則
毎

レ

ク

レ

メ
ナ
リ

ギ
カ

ス

ノ

ミ

シ
ヲ

字
如

μ此
点

ス

ル
ナ
リ
。
,是
為

レ
可
レ
正
二
古
点
読
落

一也

。」

と
述

べ
、
助
辞
を
読

み
落

さ
な

い
よ
う

に
す

べ
き

で
あ

る
こ
と
を
主
張

し
て
い
る
。

こ
の
主
張

は
、
新

し
く
伝
来

し
た
朱
子
新
註

を
学
ぼ
う

と
す

る
老

に
と

っ
、て
へ

は
、
す

べ
て
を
見
直

し
て
み

る
と
い
う
当
然
な
姿
勢

で
あ

る
と

と
も

に
、
,文
字

面

を
見

な
く

て
も
訓
読
文

に
よ

っ
て
原
漢
文

を
想
起

で
き
、
漢
作
文
力

を
増
進

す
る
こ
と
に
な

っ
た
。
し
か
し
す

べ
て
の
字

を
読

む

こ
と
に
よ

っ
て
、
乎
安
朝

か
ら
続

い
た
博

士
家
流

の
訓
読
法

の
特
徴
で
あ

ウ
た
自
由
な
翻
訳
調

に
近

い
亀

(注
7
)

の
と
ば
異
な
り
ヤ
直

訳
調
な
生
硬
さ
が
急

に
増
え

て
き
た
。

江
戸
時
代

に
な
り
、
朱
子
学

が
官
学

と
な

る
に
お
よ
ん
で
、
桂
庵
和
尚
な
ど

め
助
辞

に
関

す
る
考
え
方
が

ま
す
ま
す
注
自

さ
れ
る

の
は
当
然
な
成
り
行
き

で

あ
り
、

そ
れ
に
対

す
る

一
般

の
関

心
も
深
く
な

っ
て
き
た
時
、
中
国

か
ら
そ

の

専
書

『
助
語
辞

』
が
渡
来

し
て
き
た

の
で
あ
る
。

・

(注
4
)

た
と
え
ば
清
原
宣
賢

入
一
匹
七
五
-

一
五
五
〇
)
鳶
の

『
論
語
集
騨
レ
の
巻

首
に

ゴ
置
字
大
略
不
レ読
レ
之
、
当
レ読
之
置
字
点
γ
之
」
と
あ
る
。
不
読
文
字
を
「置

字
」
ま
た
は
,「
ヤ
ス
メ
字
」
と
言

っ
た
.

(注
5
)

官
職
の
世
襲
に
ょ
る
加
点
本
の
父
子
伝
授
が
行
わ
れ
た
ご
と
、
遣
唐
使
都
廃

止
さ
れ
臼
中
交
流
途
絶
に
よ
る
学
問
的
水
準
の
低
下
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
ゆ
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(
注

◎
)

『
桂
庵
和
尚
家
法
倭
点
』
、
に

「
不

二
和
尚
日
」
と
し

て

そ
の
説

が

記
さ
れ

て

い
る
。

(注

7
)

こ
σ
訓
読
法

に
よ

る
生
硬
さ

に
つ
い
て
は
当
時
よ

り
疑
問

が
も
た
れ
、
兼
良

に
学

痘
だ
桃

源
瑞
仙

(
一
四
三
〇
1

一
四
八
九
)
も

そ
の
著

『史
記
抄
』

で

「
日
本

ノ
当
世
様

二
之
字

ヲ
ツ

ヨ
ク
読

タ
カ
リ
テ
、
之
之

ナ
ン
ト
読

マ
テ

ハ
恥
辱

ノ
ヤ

ウ

昌

心
得

タ
ソ
。
昔

ハ
サ
ウ
モ
ナ
ケ
レ

ハ
コ
ソ
、
総

テ

ニ
点

シ
タ

ハ
ナ
イ

ソ
。
語

ノ
助
辞

チ
ヤ
ホ
ト

ニ
可
レ読

理
テ

ハ
ナ
イ
ソ
。
」
と
述
べ

て
い
る
。

『
語
助

』
の
発

見

こ
の

『
助
語
辞

』
は
江
戸
初
期

に
渡

っ
て
き

た
も

の
と
思

わ
れ
る
が

は

っ
き

り
し
た
年
代

は
わ
か
ら
な

い
。
.

中
国
で
は
あ
ま
り
か
え
り
み
ら
れ
ず
、

ほ
と
ん
ど
見

る
こ
と
が

で
き
な

い
の

で
、
寛

永
十
八
年

(
一
六
四

一
)
刊

の
和
刻
本

『
新
刻
助
語
辞
』

(序

に

は

『
助

譜
辞

』
と
あ
る
)

を
、

そ
の
ま
ま
の
複
刻
本

で
あ

る
と
し
て
書
誌
的
な

こ
と
を

み
る
と
次

の
ご
と
く

で
あ

る
。

『新

刻
助
語
辞

』

一
巻

。
東
嘉

(
現
、
浙
江
)

の
人
、
盧

以

緯

(
允
武
)

の

著

。
.明

の
銭
唐

の
人
、
胡

文
煥

(
徳
甫
)

の
校
。

「
万
暦

壬
辰

(
一
五
九
二
)
季

秋
吉

旦
、
銭
唐
胡

文
煥
、
識
於
文
会

堂
」

と
あ

る
胡
民

の
序
文

に
よ
れ
ば
、
胡

氏

が
偶
然

に
入
手

し
た
盧

以
緯

の

『
助
語

』

一
帙

を
編
校

し
て
刊
行

し
た
も

の

で
あ
る
σ
は
じ
め
は
単
刊

本
で
あ

っ
た
か
、
胡
氏

に
よ
る
『
格
致
叢
書
』
中

の

一

冊

で
あ

っ
た
か
は
不
明

で
あ
る
が
、

日
本

に
は

『
格
致
叢
書

』
の

一
冊

と
し
て

(注
8
)

舶

来
し
、
寛

永
十
八
年

に
単
刊
本

と
し
て
世

に
出

た
の
を
は
じ
め
寛
永
十
九
年

(
一
六
四
二
)
刊
、

延
宝
二
年

(
一
六
七
四
〉
刊

な
ど

が
あ

り
、
明
治
期

に
な

っ
て

も
十
四
年

(
一
八
八

一
)
に
中
村

敬
宇

の
序

を
そ
え
た

『
助
語
辞
解
』
が
刊
行

さ

れ

て
い
る
ゆ

・
㌘

・

・

、

著
者

の
盧
以
緯

に
つ
い
て
は
、
東
嘉

の
人
と

い
う
以
外

は
全
く
知

ら
れ
て
お

ら
ず
、
『
助
語
辞
』
の
成
立
年
代
も

不
明

で
あ

り
、
編
校

し
た
胡
文
煥
が
明
代

の

人

で
あ

る

こ
と
に
よ
り
、
盧
以
緯

も
明
代

の
人
と
考

え
ら
れ
て
い
た
。

と

こ
ろ
が

一
九

六
二
年
、
陳
望
道
氏
が
北
京
図
書
館

の
『
奚
嚢
叢

書
』
中

か
ら

゜

°

(注
9
)

盧

以
緯

の

『
語
助

』
を
発
見

し
、

そ
れ
に
は
泰
定
元
年

(
一
三
二
四
、

元
の
晋
宗

の
時
代
)
の
胡

長
孺

の
序
が
あ

る

こ
と
が

わ
か

っ
た
。

そ
し
て

一
九

七
九
年
版

の

『
辞
海

』
の

「
語
助
」

の
項

に
は

「
書
名
。
作
者
盧
以
緯
、
字
允
武
、
元
永

嘉

(
今
属
浙
江
)
人

。
捜
集
語
助
辞
百
余
、
闡
釈
其
意
義
、
分
析
其
用
法
、.
為

中
国
研
究
虚
字

用
法
最
早
的
専
書

。
今
伝
明
嘉
靖
年
間
刊
行
的
《
奚
嚢
広
要
》

叢
書
本
和

万
暦
年
間
胡
文
煥
編
輯
的
《
格
致
叢
書
》
本
。
奚
嚢
本
有
泰
定
元
年

(
=
三

一
四
年
)
胡
長
孺
序
、
格
致
本
更
名
《
新
刻
助
語
辞
》
、
刪
去
胡
序
、

内
容
亦
略
有
刪
節
。
」

と

あ

り
、

こ
の
項
を
執
筆

し
た
胡
裕
樹
氏
は
、
第

一
、

奚
嚢
本
が
原
本

で
あ

り
、
格
致
本
や
そ

の
他

の
版
本

は
そ

の
改
編
本

で
あ
る

こ

と
、
第

二
、

こ
の
書

の
原
名

は

『
語
助
』

で

あ

り
、
『
助
語
辞
』
は
後

に
改

め

た
も

の
で
あ

る

こ

と
、
第

三
、
『
語
助
』

の
成
立

は

一
三

ご
四
年
よ
り
も
前

で

あ

り
、

こ
の
こ
と
に
よ
り
中
国

に
お
け

る
虚
字
用
法

に
つ
い
て
の
専
書
成
立

の

(注
10
)

時
期

は
大

い
に
早

め
ら
れ
た

と
述

べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
著
作

で
あ

る
が
万
暦
年
間
以
後

は
現
在

に
至

る
ま
で
広
く
世

に

流
布
す

る
こ
と
な
く
見

る
人
も
無

か

っ
た

よ
う

で
あ

る
。

し
か
し
胡
裕
樹
氏

の

言
う
ご

と
く
虚
字

(
助
辞
)
研
究

の
嚆
矢
と
し

て
見
直
さ
れ
る
べ
き
書
物

で
あ

る
こ
と
に
よ
り
、
最
近
、
劉
長
桂

・
鄭
濤
両
氏

は
そ

の
点
校
を
行

い

一
九

八
四

年

に

『
助
語
辞
』
を
出
版

し
た
が
、
そ

の
底
本

と
な

っ
た
の
が
後
述
す

る
毛
利

貞
斎
が
注

を
施

し
た
天
和

三
年
刊

の

『
鼇
頭
助
語
辞
』

で
あ

る
。

(注
8
)

平
野
彦
次
郎
氏

『徳
川
時
代
に
於
け
る
助
字

・
虚
字

・
実
字
の
著
書
に
就
て

(上
)』
(
『斯
文
』
九
-
九
)
お
よ

び
戸
川
芳
郎
氏

『
漢
語
文
典
叢
書
』
(第
六
巻
)
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に
よ

る
。

(注
9

・
10
)

と
も

に
劉
長
桂

・
鄭
濤
点
校

『
助
語
辞
』

の
胡
裕
樹
氏

の
序

に
よ
る
。

な

お
、
『
奚
嚢
叢
書
』
本
に

序
文

を

識

し
た
胡
長
孺

は

『
元
史
』
巻

一
百
九
十

に

そ

の
伝
が
あ
る
。
ま
た
序
文
と
削
除
さ
れ
た
部
分
は
、
劉

・
鄭
点
校

『
助
語
辞
』

に

見
ら
れ
る
。

『
助
語
辞
』

に
つ
い
て

で
は
こ
れ

は
ど

ん
な
書
物
な

の

だ

ろ

う

か
。

や
は
り
和
刻
本

『
新
刻
助
語

辞
』

に
よ

っ
て
述

べ
て
み
よ
う

(
訓
点

は
主

に
そ

れ
に
よ
る
)
。

そ
れ

は
、
わ
れ

わ
れ
が

い
わ
ゆ

る

「
助
辞
」
と
考
え

て
い
る

「
也

・
矣

・
焉

…
…
且

・
思

・
斯
」
な
ど

一
一
六
語

に
つ
い
て
、

メ

モ
程
度

に
簡
略

に
書

か
れ

ハ

レ

テ

ル

ニ

ノ

ス

ノ

ヲ

た
も

の
で
あ

る
。
例

え
ば

「
則
」

の
説
明

は

「
此
是
因
レ
有
二
上
意

一発
二
下
語

一」

と

い
う
九
字

で
あ
る
。
し

か
し

こ
の
よ
う
な
簡
略
な
も

の
ば

か
り

で

は

な

く

「
乎

・
歟

・
邪
」

の
項
を
み
る
と
次

の
よ
う

で
あ

る
。

ノ

バ

ク

ハ

ヒ
テ

タ

メ

ハ

ス

ノ

ト

レ

ノ

ノ

ノ

乎
字
多

疑
而
未

レ定
之
辞
、
或
為
二
間
語

一、
只
是
俗

語
麼

乎
字
之
意

、
歟
字

ノ

ハ

ノ

　

ス

ノ

ノ

ニ

ノ

リ

キ

シ

テ

シ

テ

邪
惇
鶲
二
句
絶
之
余
等

尸、
亦
類
冗
坪
字
紘
意

一、
此

三
字
靖
下
蜘

二鮒

"
人
説
語

而

質
フ
之
者
上
、
邪
字
間
有

下
帯
二
疑
怪

一之
意
上
、
句
中
央
着

二乎
字

輔、
如
下

ス
ル
ノ

ゴ

ノ

ノ

ノ

ト

ト

ノ

ノ

ヒ

シ

テ

浴
二
乎
沂

一之
類
上
、
此
乎
字
与
二
於
字
夫
字

一相
近
、
却
有
二
詠
意

一、
攻
二
乎
異

ロ

シ

シ

コ
ル

ス

キ
ニ
ハ

ノ

ノ

ナ
ル
カ

端

一、意

微
激
作
、
非
レ
若
二
於
字
之
詳
安

一
也

こ
の
例
文

か
ら
本

書

の
内
容

を
み
る
と
、

ま
ず
次

の
三
点
が
明

か
に
な
る
。

O
、

「乎
」

を
当
時

の
俗
語

「
麼
」

に

あ

て
は
め

て
、
そ

の
意
義
を
解
き
あ

か

そ
う
と
す
る
。

⇔
、
「
疑

而
未
定
之
辞
」
と
あ
る
よ
う
に
、

助
辞

の
類
別
を

こ
こ
ろ
み

て
い
る
。

こ
の
類
別

は
朱
熹

の
そ
れ
に
従

っ
た
も

の
が
多

く
、

そ

の
用
語
も

「
疑
辞
」

「
発
語
之
辞
」

「歎

辞
」

「
禁
止
之
辞

」

「
反
語
之
辞

」

「語

助
之
辞

」
「
語

辞
」

「
語
助
」

「
歎
声
」
な
ど
朱
註

に
み
ら
れ
る
も

の
が
多

い
。

⇔
、
「
浴
乎
沂
」

ば

『
論
語
』
先
進
篇
、
「
攻
乎
異
端
」

は
同
じ
く
為
政
篇

の
文

で
あ

り
、
用

い
た
例
文
は

『
論
語
』

『
孟
子
』
な
ど
四
書
と

『
詩
経
』

『
書

経
』
な
ど

五
経

か
ら

の
も

の
が
ほ
と
ん
ど
を
占

め

て
お
り
、

そ

の
解
説

も
朱

熹

の

『
四
書
集
註
』

『
詩
経
集
伝
』
な
ど
を
基

に
し

て
い
る
。
口

の

「
疑
而

未
定
之
辞
」
も

『
論
語
』
雍
也
篇

の
朱
註

「
乎
者
疑
而
未
定

之
辞

」

に
よ

っ

'
て
い
る
。

シ
テ

シ
テ

ニ

レ
ル

ニ

次

に

「
庸

・
顧

・
殆
」

の
項
を
み
る
と
、

「
然

非

二語

助

一而
有
下
似
二
語
助

一

ノ者
上
」
(
前
後
略
す
)
と
述

べ
、
朱

熹

の
説

を
引

い
て

「
殆

」
を

「
危
」

の
意

で

は
な
く

「
発
語
辞
」

に
用

い
る

こ
と
も

あ
る
こ
と
を
言

い
、

ま
た
自

ら
は

「
西

ノ
曹

地

忍

レ
之

」

は

「
但

忍

レ之

」

と

言

う

の

と

同

じ

よ

う
な

意

味

で
あ

る

と

し
、

(注
11
)

(注
12
)

「地
」
を

「但
」
の
意
に
す
る
場
合
-

実
字
な
ど
の
助
辞
へ
の
転
成
ー

も

あ
る

こ
と
を
は

っ
き
り
記

し
て

い
る
。

以
上

の
よ
う
に
本
書

は
朱
熹

の
助
辞

に
関
す

る
考

え
方

を
盧
以
緯
が
祖
述

し

(注
13
)

た
の
み

の
感
も
あ

る
が
、
中
国

に
お
け

る
助
辞
研
究

の
最
初

の
専
書

と
し
て
記

憶

さ
れ
る
べ
き
も

の
で
あ

る
。

(注

11
)

こ
れ
は
毛
利
貞
斎
に
よ
れ
ば

『
漢
書
』

の
顔
師
古

の
注

に
よ

っ
て
い
る
。

(注

12
)

こ
の
考
え
方

は
、
わ

が
国

の
助
辞
に
対

す
る
考

え
方

を
も

決
定
し
た
も

の
で

あ
り
、
伊
藤
東
涯

(
一
六
七
〇
1

一
七
三
六
)

の

『操
觚
字
訣
』

の

「語

辞
」

の
項

に
は

「此

篇

ニ
ハ
、
文
章

ノ
語
辞

、
及
ビ
虚
字

ノ
語
辞

二
近
キ
モ
ノ
、
或

ハ
虚
字

ノ

和

訓

ニ
テ
、
語
辞

ト
ナ
シ
テ
読

ム
モ
ノ
ノ
大
概

ヲ
ノ
ス
。
」
と
述

べ
ら

れ
て

お

り

、

荻
生
徂
徠

(
一
六
六
六
ー

一
七

二
八
)

の

『
訓
訳
示
蒙
』

の

「
助
語
」

の

項

に

も

「
総

シ
テ
助
語

ハ
製
字

ノ
始

ヨ
リ
助
語

二
作
リ

タ
ル
字

ハ
少

シ
、
皆
多

ク

ハ
仮
借

シ

テ
助
語

二
用

タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
、
皆

ソ
レ
ソ
レ
ノ
本
字

ノ
意

ヲ
軽
ク
使

ヒ
タ

ル
モ
ノ
ナ

リ
。」
と

記
さ
れ

て
い
る
。
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(注
13
)

盧
以
緯
が
朱
子
学
を
信
奉
し
て
い
た
こ
と
は
、

『
語
助
』
の
序
文
を
識
し
た

胡
長
孺
が
朱
熹
の
流
れ
を
く
む
学
者
を
師
と
し
て
い
た
こ
と
が
前
述
の

『
元
史
』
列

伝
中
に
あ
る
こ
と
も
傍
証
に
な
ろ
う
。

『
鼇
頭

助
語
辞
』
に

つ
い
て

前

述

の
よ
う
に
、

こ
の

『
助
語
辞

』
が
江
戸
時
代

初
期

の
い
つ
日
本

に
渡

来

し

て
き
た
か
、

ま
た

『
格
致
叢
書
』
よ
り
誰
が
単
刊
本
と
し
、
加
点

し
た
か
は

明

か
で
は
な

い
が
、
朱

子
学

が
隆

盛

に
な
る

に
つ
れ

て
朱
註
が
多
く
引

用
さ
れ

て
い
る

こ
の
書
が
人

々
の
注
目
を

ひ
く

の
は
当
然

の
こ
と
で
あ

っ
た
ろ
う
。

そ
し

て
こ
れ

に
い
ち
早
く
注
釈
を
施

し
た

の
が
毛
利
貞
斎

で
あ
り
、
そ

の
書

を

『
鼇
頭
助
語
辞
』
と
言

い
、
天
和

三
年

(
一
六
八
三
)
に
刊
行
さ
れ
た
。

旨

毛
利
貞
斎

は
、
大
阪

の
人
、
名

は
瑚
珀
、
字

は
虚
白
、
通
称

は
香
之
進
、
貞

斎

は
そ

の
号
。
京
都

で
講
説

し
著
書
も
多

い
が
生

没
年

は
不
詳
。

元
禄

(
」
六

八
八
ー

一
七
〇
四
)
ご
ろ

の
人

で
あ

る
こ
と
は
間
違

い
な

い
。

广

こ
の

『
鼇
頭
助
語
辞
』

は
、

『
助
語
辞
』

の
序
文

を
は
じ
め
す

べ
て
を
複
刻

し
、

そ
の
書
名

の
通
り
頭
部

と
左
右

を
広
く

と

っ
て
、

そ

こ
に
序
文

・
本
文

の

一
語
ず

つ
の
注
釈

を
記

し
た
も

の
で
あ

る
。

こ
れ
に
は
注
釈
者

の
氏
名

は
無

い

が
、
後

に

述

べ

る

『
訓
蒙
助
語
辞
諺
解
大
成
』

の

「
要
之

・
要
知
」

の
項

に

ノ

ス

「
予
ガ
先
年
所

レ著
鼇
頭
漫
滅

二
及

ベ
ル
ガ
故

二
…
…
」

と

あ

り
、
ま

た

「
然

ス

ヲ

則

.
然

而

・
不
然

」

の
項

に

は

「
予
ガ
鼇
頭

二
記

シ
タ

ル
故

二
今
略

レ之
」
な

ど
と
あ
る

こ
と
か
ら
も
貞

斎
自
身

の
注
釈

で
あ

る

こ
と
は
間
違

い
な

い
。

そ

の
注
釈

の
内
容

は
、
原
書

が
簡
略

に
す
ぎ

る
た
め

に
、

韻
書

・
字

書
を
引

い
て
盧

以
緯

の
記
述
を
補

っ
て
い
る
と
と
も
に
、
原
書
が
引

用
し
た
句

の
出
典

を
詳
細

に
調
べ
あ
げ

て
い
る
。

例

え
ば
前

に
記

し
た

「
乎

・
歟

.
邪
」

の

「
乎
」

に
つ
い
て
み
る
と

「
乎
、

ノ

ニ

ニ

ハ

に

ニ

ニ

ノ

韻
会
虞
韻
云
、
説
文
乎
語
之
余
也
、

…
…
広
韻
極
辞
也
、

一
日
疑
辞
也
」
と
あノ

り
、

ま
た

「
邪
」

の
項

に
あ

る
例
文

「
攻
乎
異
端
」
、に

つ
い
て
は

「
論
譜

為
政

ニ

ノ

ル

ハ

ノ

ミ

篇

云
、
子

日
攻
二
乎
異
端

一斯

害
也

巳
」

と
記

し
て
い
る
。

・

注
釈

に
用

い
た
書

は
朱
熹

の

『
集
註
』
本
が
最
も
多

い
の
は
原
書

の
性
格
上

も

っ
と
も
な

こ
と
で
あ

る
が
、

そ
の
他

の
目
立

つ
こ
と
は
韻
書
類
が
多
く
用

い

ら
れ
て
い
る
が
字
書
類

は

『
爾
雅
』
・
『
字
彙
』
と
も

匿
数

か
所

嶋
し
か
用

い
ら

れ
て
い
な

い
こ
と
で
あ

る

(
『
説
文
』

は
韻
書
類

に
引

用
さ
れ
て
い
る
慰

の
が

多
く

記
さ
れ
て

い
る
)
。

な
お
、

用

い
ら
れ
て
い
る
韻
書
は

『
広

韻
』

『
集
韻
』

『
増
韻
』

『
韻
会
』

『小
補

韻
会

』

(
『
韻
会
小
補

』
か
)

『
洪
武

正
韻
』

『
五
車
韻
瑞
』
な
ど

で

あ
り
、

当
時

の
学

者

の
使

用
し
た
韻
書

の

一
端

を
知

る

こ
と
が

で
ぎ
る
。

一

こ
の

『鼇

頭
助
語
辞

』

に
は
貞
斎

自
身

の
助
辞

に
関

す
る
考

え
方

は

一
つ
も

述
べ
ら
れ

て
い
な

い
が
、
助
辞
研
究

の
重
要

さ
を
認
識

し
わ
が
国

に
お
い
て
そ

の
端
緒
を
開

い
た
も

の
と
し
て
評
価

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

『訓
蒙
助
語
辞
諺
解
大
成
』
と
そ
の
影
響

そ
れ

か
ら
約

二
十
五
年
後
、
宝
永
五
年

(
一
七
〇
八
V
に

『
訓
蒙

助
語
辞
諺
解

大
成
』
が

同
じ
く
毛
利
貞
斎

に
よ

っ
て
著
述
さ
れ
た
。

こ
れ
も
本
文
中

に

「盧

シ

氏

ノ
解
語
短

フ

シ

テ
、
初
学

二
無
レ
補
」
と
述
べ

て
い
る

よ
う

に
、
や
は
り
原

書
が
簡
略

に
す
ぎ

る
た
め
に
そ

の
注
釈

を
施

し
た
も

の
で
あ
る
。

『
鼇
頭
助
語

辞

』
が

主
と
し
て
朱
註

と
韻
書

と
を
引
挙

し
て
語
釈

し
た
の
と

は
異
な

っ
て
、

「
諺
解
」

つ
ま
り
俗
語

に
よ

っ
て
解
釈

し
た
も

の
で
あ

る
.
(
「
俚
諺
抄
」

「
国

字
解
」

と
言
う
の
と
同
じ
で
あ

る
)
。

そ

の
内
容

を
検
討

し
て
み
る
と
、
次

の
よ
う
な

こ
と
が

わ
か
る
。

O
、
語

釈
に
は
主
に
朱
註

と
韻

書
な
ど
を
用
い
て
い
る
が
、
そ
れ

に
加
え

て
字
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書
類
を
多
く
引

い
て
い
る
。

こ
れ

は
慳
俗

の
語

に
よ
る
注
釈

の
た
め
に
は
是

非
多
く

の
参
考
文
献
が
必
要

で
あ

っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

用

い
ら
れ

て
い
る
字
書

は

『
爾
雅
』
『
釈
名
』
『
揚
子
方
言

』
『
説

文
』
『
説

文

繋
伝

』
『
佩
鵤

集
』
『
塊

雅
』

『海
篇
』

『
字
彙

』
な
ど
で

あ

り
、

そ

の
他

『
揚
子
法

言
』
『顔

氏
家

訓
』
『容
斎
随

筆
』
『
童
蒙
訓
』
『
文
章

一.貫

』
『
操

觚

字

要
』
'
な
ど
を
引

用
し

て
い
る
ρ

ま
た
邦
人

の
著
作
と
し

て
は

『
語
録
解
義
』
が
あ

り
、
中
国

の
俗
語

へ
の

関
心
も
う

か
が
え
る
。

⇔

、
原
文
解
説

の
た
め

に
多
く

の
例
文
を
挙
げ

て
そ

の
説

を
補
完

し
よ
う
と
し

て
い
る
。

レ

ノ

例

え
ば

「
也

・
矣

・
焉
」

め
項

を
み
る
と
原
文

で
は

「
是
旬
意
結
絶
処
、

ハ

ハ

ハ

モ

タ

ナ
リ

也
意
平
、
矣
意
直
、
焉
意
揚
、
発
声
不

レ
同
、
意
亦
自
別
」

と
あ

り
、
「
也
」

に

つ
い
て
は

「
意
平
」

と
記

す
の
み
で
あ

る
。

・
し
か
し
本

書
で
は

「
也
」

に

つ
い
て
韻
書

・
字

書
に
よ
る
解

釈

の
外

に

キ

ル

ノ
ベ
シ
ク

ス

ラ

リ

イ
ヒ
オ
ハ
リ

「
也
意
平

ト

ハ
、
所
二
説

述

一
ノ
語
事
理

ヲ
舒
布

コ
ト
推
乱
離

ト
言
訖
タ

ル
時

ク

ノ

コ

リ
ト

ド

コ

ホ

ル

コ

ト

ニ

ハ
、

必

ス
用

ル
故

ヘ

ニ
、

句
意

無

二
残

滞

一

シ
テ
、

平

々
タ

ル
ト

ナ

リ
、

ノ

ノ

ト
キ
ハ

ニ

シ

フ
ン
ヅ

例

ヲ
挙

ケ
テ
示

サ
バ
、
論
語
学
而
篇

二
、
有

子
日
信
近
二
於
義

一言
可
レ復

也

シ

ア
チ
ハ
ヒ

ス

…
…

ノ
類

ヲ
見

テ
可
二

味

察

匚

と

『
論
語
』

の

文

を
六
例
挙
げ

て
解
説

を
お

こ
な

っ
て
い
る
。

⇔
、
原

文

の
解
説

不
足

を
補
う
と
と
も

に
自
身

の
考
え
方
を
述
べ

て
い
る
。

ハ

ノ

ノ

「鳴

呼

・
吁
」

の
項
を
例

に
と

る
と
、

そ

こ
で
は

「
鳴
呼
嗟
歟
之
辞
、、
其
意

フ
シ
テ

ナ
リ

モ

ノ

ノ

ヤ
ム

シ

.
重
而
切
、

吁
亦
咨
嗟

之
辞

、
其
意

稍
軽
」
と
あ
る
が

「
吁
」

に
つ
い
て

「
吁

ナ
ド

ノ

ハ
物

二
驚

ロ
キ

タ

ル
時

発

ス

ル
士尸
ナ
リ

。
其

驚

ニ

ハ
悲

シ

フ

コ
ト

モ

ア
リ

、

マ
ラ

カ
ピ
ア
ヤ

又
喜

ブ

コ
ト

モ
ア
リ
テ
、

一
ニ

ハ
不
レ定

。
又
疑
怪

シ
ヒ
テ
驚

ク

コ
ト
ア
リ
」

'
と
単

に

「
咨
嗟
之
辞
」

の
み
で
な

い
こ

と
rを

『
書
経
』
八
堯
典

)

の

「
吁
、

ス

ナ
ラ
ソ
ヤ

ア
ヘ

シ

カ
ク
ノ

レ

レ

囂
訟
、

可
乎
。
L
と

同

じ

く

皐
陶
謨

の

コ
禺
日
、

吁
、
成
若

レ時
、
惟
帝
其

ン
ス

ヲ

難
レ
之
。
」
を
述

べ

て

い

る
。
前

者
を

「驚

キ
怪

フ
ノ
声
」
と
し
、
後
者

を

ル

ウ
ケ
カ
バ

「
意

二
不
レ
肯
辞

ヲ
聞

テ
、
此

ノ
声

ヲ
発

ス
ル
」
と
し

て
い
る
。

以
上

三
点
が
本
書

の
主
な
特
徴

で
あ

り
、

『
鼇
頭
助
語
辞
』

に
は

一
つ
も
み

ら
れ
な

か

っ
た
原
書

に
対
す
る
批
判
的
な
見
方
や
貞
斎
自
身

の
助
辞

に
関
す
る

考
え
方
が

い
た

る
所

に
述

べ
ら
れ

て
お
り
、
単
な

る

『
助
語
辞
』

の
国
字
解

で

は
な
く
、
邦
人

の
助
辞

に
関
す

る
は
じ

め
て
の
解
説

書
と
し

て
評
価
さ
れ
る
べ

き
も

の
で
あ

る
。

次

に
本
書
が
後
世

に
及
ぼ

し
た
影
響

に

つ
い
て
述

べ
た
い
。
そ
れ

は
こ
れ
が

俚

語

(
口
語

)
で
書

か
れ
た

こ
と
と
鴇

わ
が
国

の
助
詞

・
助
動
詞

と
の
関
連

に

お

い
て
と
ら
え
疹
れ
て

い
る

こ
と
で
あ

る
。

ま
ず

貞
斎
自
身

が

「
也

・
矣

・
焉

」

の
項

で

「
狸
語

ヲ
下

ス
」

と
記

し
て
い

る
よ
う

に
、

原
書

に
な
ら

っ
て
わ
が
国

で
は
じ
め
て
俚
語

に
よ

っ
て
字
義

を
解

釈
し

て
い
る

こ
と

で
あ
る
。
二
例
を
挙
げ
る
。

「
所
以
」
に

つ
い
て
は

「
ユ
エ

ソ
ト
読

ム
時
、
俗
語

ノ
イ

ワ
レ
ト
云

フ

ニ
同
ジ
」
と
述

べ
、

「
然
」

に

つ
い
て

ナ
ル
ホ
ド

は

「
信
ズ

ル
辞
三

用

ル
時

ハ
、

シ
カ
リ
ト
訓
ジ

テ
、
俗
語

ノ
成
程
其

ノ
通

リ
ト

タ
シ
カ

ウ
ケ
ガ
ヒ
ク
ミ

云

ヒ
テ
、
我

ヨ
リ
他
人

ヲ
腿

二
肯
与

シ
タ
ル
辞

二
同
ジ
」
と
解

釈
し

て
い
る
。

こ
の
よ
う

に
僅
語
を
用

い
て
解

釈
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な

っ
た

の
は
、
前

に
記

し
た
よ
う
な
漢
文
を
文
全
体

で
理
解
し
そ

の
中

で
お

の
お

の
の
語
を
、
そ

れ

に
あ
た
る
当
時

の
口
語

に
近

い
よ
み
方
を
し
た
方
法
が
姿

を
け
し
ハ
あ
る
固

定
し

て
し
ま

っ
た

よ
み
方
だ
け
が
訓
読

文
中

に
残

っ
て
い
る

の
で
、

一
般
庶
民

犀
億
そ
れ
を
取
意
す
る

こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
た
た

め
で
あ
ろ
う
コ
侵

F

こ
れ
以
後
、
す
べ

て
の
助
辞

に
関
す
る
専
書

は
こ
の
体
裁
を
と
り
、
ま
た
東

涯

に

『
操
觚
字
訣
』
、
尸徂

徠

に

『
訳
文
筌
蹄
』
な

ど

と

い
う
慳
語

に
よ

っ
て
字
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義

を
解
釈

し
た
字
書
類
が
出
現
す

る
よ
う

に
な

っ
た
の
で
あ

る
。

次

に
、
貞
斎

は
助
辞

(
助
語
)

を
序
文

の
解
説

に
お

い
て

「
助
語

ト

ハ
、
文

ハ
サ
ミ

章
連
綿

ス

ル
語
句

ノ
間

二
、
彼

ノ
之
乎
者
也
矣
焉
哉
等

ノ
字

ヲ
、
挾
雑

ヘ
テ
所

ニ

ス
ル

セ

著

述

一
ノ
人

ノ
志
意

不
二混
乱

一、
此

レ
ヲ

取

リ
テ

観
覧

ス
ル
者

モ
能

ク
悟
入
サ

セ
ン
ガ
為

メ

ニ
加

ル
ヲ
云
」
と
定
義

し
、

ま
た
そ
れ
を
和
歌

に
関

連

づ

け

て

「
例

セ
バ
我

力
国

ノ
倭

歌

と
、

コ
ソ

・
ケ
リ

・
ナ
リ

・
カ

ル
ラ
ン

・
カ
リ

ケ
リ

テ

ニ

ハ

ナ
ド

ノ
出
于
葉

ト
同
ジ

ク
、
僅

カ

ノ
文
字

ヲ
句
中

二
挾

入

レ
テ
、
疑

ヒ
ノ
意
、

決
定

ノ
語
、
悲
歎

ノ
心深
キ
、
歓
楽

ノ
成
皿
ソ
ナ
ル

マ
デ
、
明
白

ナ
ラ
シ
ム
ル
ノ
具

ヘ
ト
ス
ル
ヲ
助
語

ト
云
」
と
述
べ
、
そ
れ
が
わ
が
国

の
助
詞

・
助
動
詞
な
ど

に

(注
14
)

あ
た

る
も

の
で
あ
る
と
理
解

し

て
い
る
。
こ
れ
ら

の
理
解

は
東
涯

の

「
文
有

二
虚

実

一、
而
実
為
レ
主
、
虚
為
レ
賓
。
天
地
日
月
山
川
草
木
、
字
之
実
者
也
。
覆

載
照

臨
流
峙
生
栄
、
字
之
虚
者
也
。
所
下
-
以
道
二
賓
主
之
際

一通
中
虚
実
之
用
上
者
、
其

(注
15
)

助
辞
乎
。
」
(
『
助
字
考
』
序
)
と

い
う
考
え
方
、
徂
徠
が
少
し
疑
問
を
も
ち
な

が
ら
も

「
也
矣
焉
兮
」

の
項

で

「
倭
歌

ノ
テ

ニ
ヲ

ハ
ニ
直

シ
テ
云

ハ
で
、

也

ハ

ナ
リ
、
矣

ハ
ケ
ル
、
焉

ハ
ケ
レ
、
的
当

ト

ハ
云

カ
タ

ケ
レ
ド

モ
カ
ク
モ
ア
ラ
ン

(注
16
)

カ
。
」

(
『
訓
訳
示
蒙
』
巻
三
)
と
述
べ

て
い
る

の
と
似
か
よ

っ
て

お

り
、
現

在

で
も

ほ
ぼ
首
肯
し
う
る
考
え
方
と
も
言
え

る
。

以
上
本
書
が
及
ぼ
し
た
影
響
を
東
涯

・
徂
徠

に
つ
い
て
の
み
み

て
き
た
が
、

俚
語
を
も

っ
て
字
義

を
解

釈
す
る
方
法
は
、
後

に
富
士
谷
成
章

(
一
七
三
八
i

一

七
七
九
)
が

「
か
ざ

し
」

「
あ
ゆ
ひ
」

に
詳
細

な

口
語

訳
を

つ
け
た

学
問

の
方

法
と
軌
を

一
に
す
る
も
の
で
あ

り
、
ま
た
、

和
歌
と

の
関

係

に
お

い
て
み
る
考

え
方
は
成
章

の
兄
皆

川
淇
園

(
一
七
三
四
ー

一
八
〇
七
)
の

『
助
字
詳
解

』
に
み
ら

れ
る

『
古

今
和
歌
集

』
な
ど

を
用

い
て
の
解

釈
に
何

ら
か
の
示
唆

を
与

え
た
で

あ
ろ
う
。

(注
14
)

わ
が
国
の
こ
と
ば
を
漢
文
の
そ
れ
に
例
え
た
も
の
に

「
和
歌
手
爾
葉
者
唐
土

之
置
字
也
。」
と

い
う

の
が

『
手
爾
葉
大
概
抄
』
(室
町
初
期
以
前
に
成
立
)一
に
あ

る
。

シ
マリ

(注

15
)

徂

徠
は

「
助
語

ハ
文

ノ
関
鍵

ナ
リ
、
実
語

ヲ
引

マ
ハ
ス
モ
ノ
ナ
リ
。」

(
『
訓

訳
示
蒙
』
巻

一
)
と
述

べ
て
い
る
。

(注

16
)

東

涯
も

『
操
觚
字
訣
』
(巻
之
三
)

の

「
最

・
尤
」

の

項

な
ど

で
、
和
歌

の

詞
を
用

い
て
解

説
を
行

っ
て
い
る
。
.

本
文
中
に
記
さ
な
か
っ
た
参
考
文
献

足
利
衍
述

『鎌
倉
室
町
時
代
之
儒
教
』

中
田
祝
夫

『古
点
本
の
国
語
学
的
研
究

・
総
論
篇
』

小
林
芳
規

『平
安
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
漢
籍
訓
読
の
国
語
史
的
研
究
』

(
な

お
、
貞

斎
に

は
、
享
保
二
年
く

一
七

一
七
V
刊

『
重
訂
冠
解

助
語
辞
』

が
あ
る
が
触
れ
な
か

っ
た
。
ま
た
、
引
用
文

の
表
記
は
、

必
ず

し
も
引

用

原
拠

の
表
現

の
ま
ま

で
は
な

い
。)

"
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