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真
淵
と
宣
長

小
野
寺
靜
子

［
巻
頭
言
］

賀
茂
真
淵
の
『
冠
辞
考
』
を
読
ん
だ
本
居
宣
長
は
、
真
淵
の
研
究
の
深
さ
を
認
識
し
敬
慕
の
念
を
抱
く
。
が
、
松
阪

に
住
む
宣
長
と
江
戸
に
住
む
真
淵
と
逢
う
こ
と
は
か
な
わ
ず
、
直
接
教
え
を
受
け
る
機
会
は
な
か
っ
た
。
宝
暦
一
三
年

（
一
七
六
三
）二
月
、
真
淵
が
田
安
宗
武
の
命
に
よ
り
大
和
・
山
城
を
訪
れ
た
復
路
の
五
月
二
五
日
、
宣
長
は
真
淵
の
旅
宿
、

新
上
屋
を
訪
れ
真
淵
と
逢
う
。
生
涯
に
一
度
だ
け
の
二
人
の
懇
談
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
真
淵
六
七
歳
、
宣
長
三
四
歳
、
真

淵
は
そ
の
六
年
後
没
す
る
。
そ
の
年
の
一
二
月
二
八
日
、
宣
長
は
真
淵
の
入
門
許
諾
を
知
ら
せ
る
村
田
伝
蔵
の
書
状
を
受

け
取
り
、
翌
明
和
元
年（
一
七
六
四
）一
月
、
真
淵
に
誓
紙
を
届
け
正
式
に
県
門
の
一
人
と
な
る
。
以
降
、
宣
長
は
書
簡
に

よ
っ
て
真
淵
の
教
え
を
う
け
る
こ
と
に
な
る
。
古
事
記
の
注
釈
を
書
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
宣
長
は
そ
の
こ
と
を
真
淵
に

伝
え
る
と
、
真
淵
は
「
古
言
を
得
た
る
う
へ
な
ら
で
は
あ
た
は
ず
、
万
葉
を
よ
く
明
ら
む
る
に
こ
そ
あ
れ
」（『
玉
勝
間
』）

と
い
う
自
説
に
そ
っ
て
、
ま
ず
万
葉
集
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
教
え
諭
し
た
。
そ
の
教
え
に
よ
っ
て
宣
長
は
万
葉
集
の

研
究
に
勤
し
み
、
や
が
て
三
二
年
の
歳
月
を
か
け
て
『
古
事
記
傳
』
を
完
成
さ
せ
る
。『
古
事
記
傳
』
は
現
在
で
も
古
事

記
研
究
上
必
見
の
書
で
あ
る
。
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平
成
二
二
年
一
二
月
、
私
は
は
じ
め
て
松
阪
を
訪
れ
、
宣
長
ゆ
か
り
の
地
を
探
索
し
た
。
宣
長
の
家
は
松
坂
公
園
内
の

本
居
宣
長
記
念
館
の
近
く
に
移
さ
れ
保
存
さ
れ
て
い
た
。
宣
長
は
医
者
を
生
業
と
し
な
が
ら
研
究
に
励
ん
だ
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
家
で
医
者
と
し
て
病
人
を
受
け
入
れ
、
家
族
を
養
い
、
教
え
を
乞
い
訪
れ
る
人
々
に
講
義
を
行
い
、
古
事
記
、

源
氏
物
語
な
ど
の
古
典
研
究
や
歌
道
、
古
道
に
つ
い
て
の
書
を
著
し
て
い
た
の
か
と
思
う
と
感
慨
深
い
も
の
が
あ
っ
た
。

三
四
歳
で
敬
愛
す
る
真
淵
を
師
と
し
、
教
え
に
従
い
万
葉
集
の
研
究
に
励
み
、
書
簡
で
具
体
的
な
教
え
を
う
け
る
と
い
う

状
況
を
宣
長
は
至
上
の
喜
び
と
し
て
研
究
に
打
ち
込
ん
だ
に
ち
が
い
な
い
。
真
淵
も
ま
た
、
出
色
の
弟
子
を
得
、
教
え
る

こ
と
に
張
り
合
い
を
持
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

伝
説
的
な
松
阪
の
一
夜
に
よ
っ
て
県
門
の
一
人
と
な
り
え
た
宣
長
を
思
い
、
私
は
二
人
の
深
く
結
び
つ
い
た
師
弟
関
係

に
想
像
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
た
が
、
記
念
館
に
展
示
さ
れ
て
い
た
真
淵
か
ら
の
あ
る
書
簡
の
激
し
い
調
子
に
驚
い
た
。
そ
の

こ
と
が
ず
っ
と
気
が
か
り
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
書
簡
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
確
か
め
る
こ
と
も
な
く
過
ご
し
て
き
た
。

今
年
の
九
月
、
再
び
本
居
宣
長
記
念
館
を
訪
れ
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
館
長
・
吉
田
悦
之
氏
か
ら
ご
教
示
い
た
だ
く
こ

と
が
で
き
た
。
そ
の
書
簡
は
明
和
三
年（
一
七
六
六
）九
月
一
六
日
付
け
の
も
の
で
、
記
念
館
所
蔵
で
は
な
い
の
で
私
が
最

初
に
訪
れ
た
こ
ろ
期
間
限
定
で
展
示
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

宣
長
宛
の
書
簡
は
「
来
簡
集
」
と
し
て
『
本
居
宣
長
全
集
』
別
巻
三（
筑
摩
書
房
、
平
成
五
年
九
月
）に
収
め
ら
れ
て
い

る
。
改
め
て
そ
の
書
簡
を
確
認
し
て
私
は
次
の
部
分
に
衝
撃
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

詠
歌
の
事
よ
ろ
し
か
ら
ず
候
、
既
に
た
び
〳
〵
い
へ
る
如
く
、
短
歌
は
巧
み
な
る
は
い
や
し
と
い
ふ
は
、
よ
き
歌
の

上
に
て
も
、
言
よ
ろ
し
く
心
高
く
調
子
を
得
た
る
は
、
少
し
も
巧
み
の
無
ぞ
よ
き
也
、
そ
れ
に
む
か
へ
て
は
よ
き
歌
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と
い
へ
ど
巧
み
有
は
い
や
し
き
也
、
ま
し
て
風
姿
に
も
意
の
雅
俗
に
も
か
ゝ
は
ら
で
、
只
奇
言
薄
切
の
意
を
い
へ
る

は
惣
て
論
に
も
た
ら
ぬ
事
也
、

短
歌
は
技
巧
に
走
っ
て
い
る
の
は
取
る
に
足
り
な
い
、
よ
い
歌
で
あ
っ
て
も
同
様
で
奇
抜
な
こ
と
ば
、
薄
っ
ぺ
ら
い
心
を

歌
う
の
は
論
ず
る
に
た
り
な
い
、
と
い
う
真
淵
の
歌
に
対
す
る
考
え
を
明
確
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

真
淵
も
宣
長
も
歌
人
で
も
あ
っ
た
。
宣
長
は
す
で
に
一
九
歳
か
ら
二
二
歳
に
か
け
て
詠
じ
た
歌
を
宝
暦
元
年

（
一
七
五
一
）に
『
栄
貞
詠
草
』
と
し
て
出
し
て
い
る
し
、
宝
暦
八
、九
年
こ
ろ
に
は
『
排あ
し
わ
け
を
ぶ
ね

蘆
小
船
』
で
、
歌
と
は
何
か
、

何
故
歌
を
詠
む
の
か
と
い
う
和
歌
の
根
本
的
な
問
題
に
対
峙
し
、
ど
の
よ
う
な
歌
を
詠
む
べ
き
か
を
示
し
て
い
る
。
宣
長

の
詠
歌
の
姿
勢
は
中
古
の
和
歌
の
風
雅
さ
を
重
ん
じ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
真
淵
は
上
古
風
を
よ
し
と
す
る
考
え
で
、

ど
の
よ
う
な
歌
を
め
ざ
す
か
に
つ
い
て
は
す
で
に
二
人
に
は
相
容
れ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。

ま
た
こ
の
書
簡
中
に
は
、

い
は
ば
い
ま
だ
万
葉
其
外
の
古
書
の
事
は
知
給
は
で
異
見
を
立
ら
る
ゝ
こ
そ
不
審
な
れ
、
か
様
の
御
志
に
候
は
ば
向

後
小
子
に
御
問
も
無
用
の
事
也
、
…
…
惣
而
信
じ
給
は
ぬ
気
顕
は
な
れ
ば
、
是
ま
で
の
ご
と
く
答
は
為
ま
じ
き
也
、

し
か
御
心
得
候
へ
、

と
も
あ
る
。
真
淵
の
「
万
葉
撰
者
巻
の
次
第
」
に
つ
い
て
の
見
解
は
独
特
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
ま
た
の
研
究
の
結

果
と
い
う
自
負
を
持
つ
か
ら
、
異
見
を
述
べ
ら
れ
る
と
そ
の
よ
う
な
志
で
い
る
な
ら
ば
こ
れ
以
降
私
へ
の
質
問
は
無
用
で
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あ
る
、
…
…
信
じ
な
い
気
が
み
え
た
ら
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
答
え
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
、
そ
の
よ
う
に
心
得
よ
、
と
激

し
い
言
葉
を
発
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
激
し
さ
は
真
淵
の
宣
長
へ
の
期
待
の
大
き
さ
で
も
あ
り
、
宣
長
に
自
説
が

理
解
さ
れ
な
い
無
念
さ
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
る
。

何
を
受
け
継
ぎ
、
何
を
引
き
渡
す
の
か
、
こ
れ
は
私
た
ち
の
課
題
で
も
あ
る
。
宣
長
は
自
分
の
詠
歌
や
研
究
の
姿
勢
は

妥
協
し
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
真
淵
の
学
問
の
姿
勢
を
学
び
古
事
記
の
世
界
観
、
源
氏
物
語
「
も
の
の
あ
は
れ
」
論
な
ど
、

現
代
の
私
た
ち
に
問
題
提
起
を
し
続
け
て
い
る
。

（
お
の
で
ら　

せ
い
こ
・
北
海
学
園
大
学
大
学
院
教
授
）






