
真
淵

・
宣
長
の
擬
古
文
の
作
為
性

―
富
士
谷
成
章

の
和
文
と

そ
の
「か
ら
」
「か
ら
に
」
観
と

の
比
較
を
通
し

て
―

塚

本

泰

造

は
じ
め

に

塚

本

（
二
〇
〇

一
）

で
は

、
本

居
宣
長

の
代
表

的
な

著
述

の
文
章

（擬

古
文

）
T
）
に
、
次

の
よ

う
な

「
か
ら
」

の
用

法

が
常

に
見

ら
れ

る
事

を
指

摘

し
た
。

外
国

を
内

に
な
し

た

る
言

の
み
常
に
多

か

る
は
、

か

ら
ぶ

み
を

の
み

よ

み
な

れ
た

る
か

ら

の
、

ひ
が

こ
と
な

り

か
し

（玉
勝

間

思

想

大
系

P
25

傍

線
部

は

塚
本
。

以

下
同

じ
）

そ
は
書

紀
を

一
わ
た

り

見

て
、

か

の
か
ざ

り
多

か
る

こ
と

を
、
よ

く

も
考

へ
ず
、

文

の
ま

ゝ
に
意
得

る
か
ら

、
さ

も

（上
代

か
ら

文
字

は

あ

っ
た

と
）

思
ふ
ぞ

か

し

（古
事

記
伝

全

集
九

巻

P
17
）

こ
う

し
た

「
か
ら

」
は
、

明

ら
か

に
、
擬
古

文
が

範
と

し
た

中
古

和
文

か

ら
逸

脱

し
て

い
る
。

そ

し

て

「か

ら
」
が
用

い
ら
れ

る

の
は
、

因
果
関

係

の
表

現

の
な

か

で
、
そ

の
原

因

・
理
由
を
批

判
的

に
強

調
す

る
時

で
あ

る
。

こ
れ

は
学

問
上

の
確
信
を

背

景

に
、

新
し

い
表

現
欲
求

が
逸

脱

し
た

「
誤

用

」
を
生

ん

だ

も

の
と
考

え
ら

れ
る
。

そ

れ

は
ま
た

日
本

語

の
分
析
性

・

論

理
性

が
強

ま

り
表

現
が
分

化
す

る
傾

向

、
事
態

を

さ
ら

に
細

か
く
分

け

て

「ば

」
や

「故

に
」

だ
け

で
は
表

し
き

れ
な

い
よ

う
な
新

し

い
表
現

を

作

り
出
す

傾

向

の
反
映

で
も
あ

る
。

さ

ら

に
塚

本

（
二
〇

〇

二
）

で
は
、

宣

長

の
擬
古

文

の
先

達

で
も
あ

る

賀
茂

真
淵

の
文
章

に
も

、

因
果
関

係

の
表

現

の
中

で
、
同
様

な
事

情

の
も

と

に
逸

脱

し

た

用
法

を

示
す

「
か
ら

に
」

「
か
ら

は
」

が

あ

る

こ
と
を

指

摘

し
た
。

（
「な

び

け

こ

の
山

」
と
幼

稚

な
願

い
を

そ

の
ま

ま
出

し
た

の
は

「
ま

こ
と

の
ま

こ
と
」

で
あ

る
が
）

後

世

人
は
此

心
を

忘
れ

て
、

巧

み
て

の
み
幕

は
よ

む
か

ら

に
、

皆

そ
ら
ご

と

ゝ
成

ぬ
、

（
万
葉

考

全

集

一
巻

P
1

2
0
）

侍
宿

と
書

か
ら
は

、

こ

（
「侍

宿
」
）

は
殿
宿

也
、

（
万
葉

考

全

集

一
巻

P
1

4
2
）

特

に
宣

長

の
場

合

、

「
か
ら

に
」

か

ら

「
に
」

を

理
由

を

示

す

こ
と

な

く
省

か
せ

て
、

「
か
ら

」
を

「
の
」

と

承
接

で
き

る

ほ

ど

に
使

い
こ
な

し
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て

い
る
。

い
わ

ば

「
暴
挙

」

を
侵
す

ほ
ど

表
現

欲
求

が
強

い
の
で
あ

る
。

こ
う

し
た

用
法

・
形
態

の
改

変

は
、
は

た
し

て
ど

の
程
度

意

図
的

に
な

さ

れ
た

も

の
で
あ

ろ
う

か
。

無

知

で
あ

っ
た
が

ゆ
え

に
誤

用
を

生

じ
た
と

は
考

え

に
く

い
と
す

れ
ば

、

こ

の
行

為
は

か
な

り
確
信

犯
的

な

も

の

で
あ

る
。本

稿

で
は
、

そ

の
作

為
性

を

、
富

士
谷

成
章

の
和
文

.2
》
と

の
比

較
を

通

し

て
検

証
す

る
。
成

章

は
、

ほ
ぼ

同
じ
表

現

上

の
土

台

（考
究

対

象

・

和

文
指

向

を
共

有

し
、

『
非

な

る

べ
し
』

や

『
あ

ゆ

ひ
抄
』

に
見

ら

れ

る

よ
う

な
批

判
的

言
説

も
行

っ
た
）

を
持

ち
、

同

じ
時
代

に

そ

の
表
現

活
動

が

一
定

の
評
価

を
受
け

て
い
た

か
ら

で
あ

る
。
さ

ら

に
足
立

（
一
九
九

〇
）

に

よ
れ
ば

天
明

四
年

に
宣

長
は

『
あ

ゆ
ひ
抄

』

の
説

に
接

し

て
い
た
。

あ

わ

せ

て
、

「
か
ら

に
」

か
ら

「
に
」
を

省

か

せ
た

理

由

の

一
端

を
成

章

の

解
釈

に
求

め

て
み
る

ユ̂
。

成
章

の
和
文

に

「
か
ら
」
「
か
ら
に
」

ど
の
よ
う

に
あ
ら
わ
れ
て

い
る
か

は

真

淵

・
宣
長

の
擬
古

文

と
、
成

章

の
和
文

と

で
、

因
果

関
係

の
表

現
を

担

う
接
続

助
詞

（的

に
振

る
舞

う
も

の
）

に
は
、

次

の
よ

う
な
違

い
が
あ

る

（4
）。真

淵

ば

ゆ
ゑ

（
に
）

よ

り

か

ら
に

か

ら

は

宣

長

ば

ゆ
ゑ

（
に
）

よ
り

か

ら
に

か

ら

成
章

ば

ゆ
ゑ

（
に
）

よ
り

成
章

の
和
文

に
お
け

る
使

用
状

況
を

詳
し

く
見

る
と

、
表

1
の
結

果

と

な

る
。

し

た
が

っ
て
、
成

章

の
和
文

に

お

い
て
は
、

真

淵
や

宣
長

の
擬

古
文

に

お
け

る

逸

脱

し
た

用

法

の

「
か
ら

」

「
か
ら

に
」

は
見

ら

れ
ず

、
伝

統
的

和

文

の
法

を
越

え
な

い

「ば
」

「ゆ

ゑ

に
」

「
よ
り

」

で
統

一
さ
れ

て

い
る
。

言
及

こ
そ

す
れ

、
実

際

に

「
か
ら

に
」

「
（
の
）

か

ら
」

を
使

っ
て

い
る
の

は
散

文

で
は
な

く

和
歌

の
表

現

の
中

だ

け

で
あ

る
。

人
く

と
も

な

け
は
な

る

へ
し

う
く

ひ
す

の

こ
ゑ
き

く

か
ら

に
朝

い
せ

ら
れ

ぬ

（家

父
遺

詠

抜
粋

全

集

下
巻

P
59
）

和

歌

に
お

け

る

「
か
ら

に
」

の
用
法

は
中

古

の
和

歌

に
よ

く
見
ら

れ

る
も

の

で
あ

る
。

そ

の
用

例

の
内

訳
は

な

か
む

る
か

ら

に

3
例

（な

か
む

る
か

ら
や

1
例

を
含

む
）

ふ
く

か

ら
に

2
例

み

る
か

ら
に

2
例

き

く
か

ら

に

1
例

い
ず

れ
も
勅

撰

集

に
先
例

が
あ

る

三̂
。
同
じ

く
和

歌

に
見
ら

れ

る

「か
ら

」

を

含

む
熟

語

は
、3

列

わ
れ
か
ら

折
か
ら

身
か
ら

ヘ

ユ

心

力
ら

神

か
ら

人
か

ら

日
 
よ
ダ旧

1
伊

1
例

1
例

1
例

こ
れ
ら

も
同

様

に
先

例

の
あ

る
も

の
で
あ

る

、̂
）。
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表1*引 用例 ・言及例{}

文 献 成 立 文語から 文語か らに 文語からも 文語つから 文語か ら（熟語） 俗語から 俗語からに 俗語からして

非なるべ し 明和1成 立、寛政7刊

仮名札五式 明和2.3成 立 、没後 刊行

万葉類語 稿本あゆひ抄以前 {1}

月次和歌末巻 明和4

かざし抄 明和4成 立、同刊行? {2} {1} 17

稿木あゆひ抄 明和4～ 安永2? {9} {1} {1} 3{2} 8 1
7

よそひ木抄 明和4～ 安永2

六運略図 稿本あゆひ～あゆひ抄前後

明和五年月令 明和5

五級三差 安永2～

安永七年詠草 安永7

あゆひ抄 安永7 {6} {1} {3} 1{2} 11 1 1

北辺和文集 ～天明7 1

北辺成章家集 天明7～ 弘化3 ・

家父遺詠抜粋 1 6（1例 か らや ） 9

板下本北辺家集

精撰本北辺成章家集

写木 北辺先生家集

板本 北辺成章家集 弘化3刊 行

歌文珍書保存会北辺成章家集 明治43刊 行

三先生一夜百詠限時百詠和歌 寛政7 1

北辺七体七百首 寛政9刊 1

懐紙和歌残簡 晩年か

白菊奇談 晩年か―
換玉帖 没後、遺説―
和歌書式 ?

―
かなふだ新五式 ?
―

打聞 ? 1
―
七夕三十五番歌合 ? {1}―



こ
の
結

果

か
ら

、

同
じ
中

古
和
文

を
範

と

し
た
表

現

で
あ

っ
て
も
、
ま

た

同
時

代

の
文
語

の
な

か

に
お

い
て
も
、
真

淵
や

宣
長

の

「
か
ら

に
」
「
か

ら

」

の
用
法

は
、

特
異
な

も

の

で
あ

っ
た

可
能

性
が
強

い
と
思

わ

れ
る
。

さ
ら

に
宣

長

の
俗
語

・
口
語

で
は
、

カ

ラ

シ
テ

テ
カ

ラ

カ
ラ

ハ

カ

ラ

ニ

ハ

（『
梅
桜

草

の
庵

の
花

す

ま

ひ
』

『
古

今
集

遠
鏡

』
）

と

い
う

形

で
現
れ

る

の
で
あ

っ
て
、
俗

語

・
口
語

の

「か

ら
」

が

そ

の
ま

ま

擬
古

文
に

現
れ

て

い
る

の
で
は
な

い
。

一
方

、
成
章

の
俗
語

・
口
語

に

お

い
て

は
、
格

助

詞

「カ

ラ
」

お
よ

び

「
カ

ラ

シ

テ
」

「
カ

ラ

ハ
」
が

見

ら

れ
、
接

続
助

詞
相

当

の
例
も

一
例
あ

る
。

言

ふ
な

れ
ば

（
ワ
イ

ソ
ヂ

ヤ
カ

ラ
）

（か
ざ

し
抄

全

集

上

P
86

以

下
里
言

訳

の
カ
タ

カ
ナ

は

（

）

に
記
す

）

俗

語

「
カ
ラ

ニ
」

も
意
識

し

て

い
た
よ

う

で
あ

る
。

（何

つ
ゝ
）
丸

か
か

し
ら

を
た

》
い

て
カ
ラ

ニ
と

い
ひ
け

る
を
き

ゝ
て

こ
れ

こ
そ

は
ま

こ
と
に

つ
ゝ
に
も
あ

つ

へ
き

詞
な

れ
と

お

ほ
え
き

（稿
本
あ

ゆ

ひ
抄

全
集

上

P
3
5

5
）

又
此
例

の

「
つ
ゝ
」

は

.
里

に

『
て
か
ら

に
』

と
言

ふ
に

当
た

れ
り

と

て
.

口
つ

か
ら
伝

へ
ら

れ
た

る
事
あ

り

.

（あ

ゆ

ひ
抄

全
集

上

P
9

4
6
）

「
つ

つ
」
に
似

た

ニ

ュ
ア

ン
ス
を
持

つ
も

の
と

し

て
把

握

し

て
い
た

ら
し

い
。

こ
う
し

た
俗

語

「カ

ラ
」

を
意
識

で
き

た

に
も
か

か
わ

ら
ず

、

い
わ

ば
潔

癖

に

「か

ら
」

「
か
ら

に

」
を
散

文

で
使

わ

な

い
よ
う

に

し

て

い
る

の

で
あ
る
。

そ

れ

で
は
、
真

淵

・
宣

長
と

の
差

異
、
す
な

わ
ち
成

章

の
和

文

（散

文
）

に

「か

ら
に
」

「か
ら

」
が

見
ら

れ
な

い
原

因

は
ど

こ
に
あ

る

の
だ
ろ

う
か
。

二

成
章
は

「
か
ら
」
「
か
ら
に
」
を

ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て

い
た

の
か

成
章

の
和

文

に
お

い
て
は
、

原
因

理
由

の
前

件

と
そ

の
後
件

を

つ
な
ぐ

こ
と
ば

と

し

て

「か

ら
」

は
全

く

見
ら

れ
な

か

っ
た

。
和

歌

に
見

ら
れ

る

「
か

ら

に
」

も
伝

統

的

な

用

法

に

の

っ
と

っ
た

も

の
で

あ

り
、

一
種

の

「
引
用

」

に
基
づ

く
使

用
法

で
あ

る
。
真

淵

・
宣
長

の
よ
う
な

逸
脱

し
た

用

法
が

見
ら

れ
な

い

の
は
、

表

現
欲

求
が

そ

こ
に
な

か

っ
た

か
ら

で
は
な

く

ヱ̂
、

「か

ら

（に
）
」
が

原
因

理
由

を
担

う

も

の
と

し

て
把

握
さ

れ

て

い

な

い
か
ら

で
あ

る
。

ま
ず

、
真

淵

と
宣

長
が

ど

の
よ

う
に

「
か
ら
」

を
と

ら
え

て
い
た

か
、

塚
本

（
二
〇

〇

一
）

（
二
〇
〇

二
）

で
検

討

し
た
例

を

再
び

引
用

す

る
と
、

（
「君
自

二
」

キ
ミ

カ
ラ

ニ
に

対

し
）

か
ら

は
、
よ

り

に
も

ゆ
ゑ

に
も

縛

し

通
は

せ

り
、
別

記
あ

り
、

（
万
葉
考

全
集

一
巻

P
2

0
6
）

此
巻

に
、

思
就

西
、

君
自

二
、

懸

ル
將

明
、

と
よ

め

る
、

こ

の
か
ら

は
、

従

と

も
故

と
も

聞

ゆ
、
ま

つ

故
は

、
ゆ

ゑ
と

も

い

ひ
て
、
物

の

本

あ
り

因
有

る
事

を

い

へ
り
、

然

れ
ば
、

上

の
言

の
意

を
受

て
加

留

我
由

恵

と

云
は
、

此
有

之

由

て
ふ

言
に

て
、

上

に

い

へ
る
事

を
由
縁
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と

し

て

い
ふ

こ
と

ば
也
、

さ

て
此

か

る
が

ゆ
ゑ

を
約

め

て
か

れ
と

も

い

へ
り

、

…
其

加

礼
と
加

良

は
音

通

へ
り
、
傍

て
、

君
加

良
爾

を
、

君

由
恵

爾
と

い
ひ
て
も
聞

ゆ

め
り
、

（万
葉
考

別

記

全
集

二
巻

P
3
0

7
）

【
ま
た

加
良

爾

と

い
ふ
辞
、

故
と

い
ふ
意

に
近

け

れ
ば

、
加

禮

は
、

加

良

の
活
転

き
た

る
か
と

も
思

へ
ど
、

然

に

は
あ
ら

じ
、

加
良

は

別

な

る

べ
し
、

（古

事

記
伝

全

集
九

P
40
）

（因
己
物

而

「オ

ノ
ガ

モ
ノ
カ
ラ
」
に

・つ
い
て
）
さ

て
此

母
能
加

良

は
、

常

に

云
辞

の
も

の
か
ら

【
思

ふ
も

の
か
ら

、

云
ぬ
も

の
か
ら

の
た
ぐ

ひ
、
】

と
は
異

に
し

て
、
物

は

己
が
物

に

て
、

【
辞

に
非
ず

】
加

良

は
、

宇

の
如

く
因

て

の
意

な

り
、
古
今

集

【
恋

四

】
に
、

己
が

物
か

ら
形

見
と
や

見
む
是

と

同
く

て
、
加
良

の
意

は
姑

く

異
な

り
、

（古
事

記
伝

全

集

一
一

P
5
4

4
）

「
思
ふ

か
ら
と

い
ふ

べ
き

所
を
、

「思

ふ
も

の
か

ら
と

い
ふ

「あ

ら
ぬ

故

に

と

い
ふ

べ
き

所

を
、

「あ

ら

ぬ
物

か

ら

と

い

ふ
た
ぐ

ひ

い
と
お

ほ
き

は
、
た

ゞ
か

ら
と

い
ふ
と
、

同

じ
意

と
思

ひ
誤

れ

る
な

め

り
、

た

ゞ

か
ら
と
物

か

ら
と

は
、
お

ほ
か

た
う

ら
う

へ
の
た
が

ひ
あ

る
を

や

、

（
玉
あ
ら

れ

全

集

五

P
4
8
2
）

と
も

に

「
か
ら
」

を

「
ゆ
ゑ
」

「か

れ

（故

）
」

と
照

ら

し
合
わ

せ

て
、

大

き
く

は
原

因
理
由

を
担

う
も

の
と

し
て
把
握

し
て

い
る
。

そ
れ

で
は

、
成

章

の

「か

ら
」

「
か
ら

に
」
観

は
ど

う

で
あ

ろ

う
か
。

成
章

の
品
詞
分

類
に

お

い
て
、

「
か
ら
」

「か

ら

に
」

は
脚
結

の
十

九
家

の
十
三

「余

利
家

」

の
な

か

に
位

置
づ

け

ら
れ

て

い
る
。

「余
利

家

」

に

所
属

す

る

こ
と
ば

は
、

「
何

よ
り

・
何

か
ら

・
何

か
ら

に

・
何
も

の
か
ら

・

何

つ

か
ら

・
何

ゆ
ゑ

・
何

も

の
ゆ

ゑ
」

で
あ

る
。

接
続

助
詞

「ば

」

は
同

じ
十

九
家

の

「波
家

」

に

「
に
ご

る

は
」
と

し

て
所

属
し

て

い
る
。

し
た

が

っ
て
、

装

（
い
わ

ゆ

る
用

言
）

を
承

け

る

「ば

」

「
ゆ
ゑ

」

「
よ
り
」

と

同
じ
範

疇

に

属
す

る

の
で
あ

る
か

ら
、

「か
ら

」

「
か
ら

に
」

は
、

因
果

関

ロ

係

の
表

現

が
複

文

で
表
さ

れ

る
と

き
に

、
接

続
助

詞
的

な
振

る
舞

い
を

見

せ

て
も
よ

い
は
ず

で
あ

る
。

し

か
し

、

「
か
ら
」

「
か
ら

に
」

の

口
語
訳

を
見

る
と
、

そ

れ

は
事

態

の

土
ハ起
を

担

い
こ
そ
す

れ
、

原
因

理
由

を
担

う

も

の
で
は
な

い
。

「何

か
ら

」

の
条

に
お

い

て
、

「
か
ら
」

に

つ
い
て

は
、

二
例

は
よ

そ

ひ
を
う

く

…
里

に

一
ヨ
リ

ハ
ヤ

一
ト

云
ト

ハ
ヤ

―
と

い

ふ

（稿
本

あ

ゆ

ひ
抄

全

集
上

P
3
9

8
）

第

二

「装

か
ら

」

と

い
ふ
。

里

『
よ

り
は
や
』

『
と

い
ふ
と

は
や
』

な

ど

言

ふ

（あ

ゆ

ひ
抄

全

集
上

P
8

1
5
）

と

し

て

い
る
。

「ば
」

が

「
ニ
ヨ
ツ
テ
」
、

「ゆ

ゑ
」

が

「
里

同
」

（稿

本

で

は

「其

ワ
ケ

」

「
ソ

レ
カ
為

二
」

「
其

子
細

テ
」
）

と
訳

を

当

て

て

い
る

の

と

比

べ
る
と

、

原
因

理
由

を

明

確

に
担

う

も

の

で
は
な

い
。

「
か
ら

に
」

に
対

し

て
は
、

何

か
ら

に

名

を
う

け
た

る

は
有

も
や

し
け

ん
思

ひ

い
て
ら

れ
す

あ

ら

ま

し
か

は

一
例

の
か
ら

に

に
も

し

の
く

は

ゝ
り
た

る
な

ら

ま
し

八

代

集

に

は
よ
そ

ひ
あ

ゆ

ひ
を

の
み

う
け
た

る

お
ほ

し

只

か
ら

の

二
例
也

（稿
本

あ

ゆ

ひ
抄

全

集
上

P
3
9

8
）

何

か

ら

に

名

を
承

た

る
は
有

も
や

し
け

む

.
思

ひ
出

で
ず

も
し

あ
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ら

ま
し

か
ば

「
何
か

ら
」

の

}
例

に

「
に
」

文
字

の
加

ン
り
た

る
な

ら

ま
し

（以
上
割

注
）

「何

か
ら

」

の
二
例

と
同

じ

（
あ
ゆ

ひ
抄

全
集

上

P
8

1
6
）

と

い
う

よ
う

に

「
か
ら
」
と

同

じ
も

の
と
し

て

い
る

8̂
》。

こ
れ

は
例
歌

の

「か
ら

に
」

の
俗
語

訳

に
お

い
て
も

一
貫
し

て

い
る
。

住

の
江

の
松
を

秋
風
吹

く

か
ら

に

（ト

云
ト

ハ
ヤ
）

…

置

か
ら

に

（ト

云
ト

ハ
ヤ
）
千

ぐ
さ

の
色

に
な

る
も

の
を

…

「
つ
る

か
ら
に

（タ
ゾ

ト

云
ト

ハ
ヤ
）
」

（
あ
ゆ

ひ
抄

全

集

上

P
8

1
6

・
8

1
7
）

特

に
、
「ば

」
と
共
起

し

て

い
る
歌

の
場
合
、
そ

の
差

が

顕
著

に
表

れ

る

,̂
}。

逢

ふ
か
ら

も

（ト

云
ト

ハ
ヤ
ソ

レ
デ

モ
）
…
思

へ
ば

（
フ

ニ
ヨ
ツ
テ
）

（
か
ざ

し
抄

全
集

上

P
1

3
7
）

吹

か
ら

に

（ト

云
ト

ハ
ヤ
）
秋

の
草

木

の
萎

る
れ
ば

（
ル

ニ
ヨ
ツ
テ
）
…

（
か
ざ

し
抄

全
集

上

P
2

5
1
）

一
方
宣

長

の
方

は
、

「か

ら
に
」

の
俗

語
訳

（『
古

今
集

遠
鏡

』
）

に

カ

ラ

シ
テ

4
例

ト

ソ

ノ

マ

マ

2
例

テ

カ
ラ

ー
例

と
あ

る
よ
う

に
、
事

態

の
土
ハ起

の
み
な
ら
ず

原

因
理
由

を
表

す

こ
と
ば

と

し

て
も
把
握

し

て
い
る

の
で
あ

る
。

以

上
、
成

章

に

お

い

て
は

「
か
ら

」

「か

ら

に
」

は
、

接

続
助

詞

的

な

振

る
舞

い
を

見
せ

る
も

の
と

し
て
把
握
さ

れ

て

は

い
た

が
、

原
因

理
由

の

表

現
を
担

う

も

の
で
は
な

か

っ
た
。
ま
た

歌

の

こ
と
ば

に
限

定
さ

れ
た

も

の

で
も
あ

っ
た

。

「
か
ら

」

「
か
ら

に
」

に

つ
い
て
は
、

成
章

の
和
文

に
法

を
超

え

る
用
法

は
あ

り

え
な

い
。
逆

に
そ

の

こ
と

は
真

淵

・
宣

長

の
擬

古

文
が

同

じ
素
材

か
ら

成

り
立

つ
は
ず

の
表
現

で
あ

る

に
も

か
か

わ
ら
ず

、

法
を
超

え

た

も

の
を

含

む

こ
と
を

示
唆

す

る

の
で
あ

る
。

さ

ら

に
宣

長

に
は

「か

ら

の
」

「
か

ら
な

り
」

の
よ

う

に
、

大

胆

に
作

為
を
施

さ

れ

た

「
か
ら

」

の
用
法

が
少

か
ら

ず

見
ら

れ

る

（塚

本

（二
〇

〇

一
）

で
は

44
例
）
。

そ

は
巻

の
は

じ
め

つ
か

た
に

、
宰

相
中

将

と
あ

る
此
官

に
任
ぜ

ら
れ

た

る
を
、

十

六

の
時

と

し
給

ふ
か

ら

の
誤
也

（源
氏

物

語

玉

の
小
櫛

全
集

四

P
2

7

4
）

又
り

と

る
は
、

上

の

て
に
を

は

の
か

ゝ
り

に
よ

り

て
、

異

な

る

こ
と

な

る
を
、

た
が

ひ

に
誤

れ
る

と

こ
ろ

の
お

ほ
か

る

は
、

近

き
世

の
人

、

す

べ
て

て

に
を

は

の
と

ゝ
の

へ
を

し

ら
ざ

る
故

に
、

い
つ

れ

に

て
も

同

じ

こ
と
と

心
得

て
、

お
ろ

そ

か
に

思

へ
る

か
ら
也

（源

氏
物

語

玉

の
小
櫛

全

集

四

P
3
1

6
）

つ
ま

り
、

「
か
ら

に
」

か
ら

「
に
」
を

省
き

、

「
故
」

と
似

た

よ
う

な
振

る

舞

い
が

で
き

る

よ
う

に
し
た

と
考

え

ら
れ

る

の

で
あ

る
。

こ
う

し
た
用

法

は
中

古
和

文

お
よ

び
和

歌

に
は
ま

っ
た

く

見
ら

れ
な

い
。

意
味

的

に

「故

」

に
近

い
も

の
と
把

握

し
た
上

で

「に
」

を

省
く

根
拠

は

ど

こ
に
求

め
ら

れ

る
だ

ろ
う

か
。
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三

「
か
ら
に
」

か
ら

「
に
」
を

省

い
て
よ

い
理
由
は
ど
こ
に
求

め
ら
れ

る
か

「
か
ら

に
」

か
ら

「
に
」
を
省

く

に
は
、

ま
ず

前
提

と
し

て
、

「
に
」
が

あ

っ
て
も
な

く

て
も
意
味

が
変

わ
ら

な

い
と

把
握

し

て

い
る

こ
と
が

必
要

で
あ

る
。
成
章

の
論

に
は
、

そ
う

し
た

「
に
」

の
形
式

性
を

主

張

し
て

い

る
箇

所
が
随

所

に
見
え

る
。

何

な

か
ら

に
…

に
も

し

の
有
無

お
な

し
心
な

れ
は

（稿
本

あ
ゆ

ひ
抄

全
集

上

P
4

3
8
）

何

か
ら

に

名
を

承
た

る
は
有

も
や

し
け
む

.
思

ひ
出

で
ず

も

し
あ

ら
ま

し
か
ば

「何

か
ら
」

の

一
例
に

「
に
」

文
字

の
加

ン
り
た

る
な

ら
ま

し

（
あ
ゆ

ひ
抄

全
集

上

P
8

1
6
）

「
つ
か

ら
」
と

も

「
つ
か

ら
に

」
と
も
詠

め

り

「
に
」

文
字

添

ひ
添

は
ぬ

心
変

は

る
事

な

し

（同

P
8

1
9
）

「
ゆ
ゑ
」

「ゆ

ゑ

に
」

「
に
」
文
字

添

ひ
添

は
ぬ

心
多

く
変

は

ら
ず

（同

P
8

2
0
）

又

「何

み
に

」
と

「
に
」

文
字

を
加
ふ

る
も

只
同

心
也

.

（同

P
9

9
7
）

中

昔
よ

り
は

「な

べ
に
」

と

「
に
」
文
字

添

ひ

て

の
み
詠

め
り

心

は
同

じ
.

（同

P
1

0
1

1
～

1
0

1
2
）

「
か
ら

に
」

と

「
か
ら
」

が

同

じ
意
味

だ

と

し

て
、
次

に
問

題

と
な

る

の
は

ど
ち
ら

を
典

型
と
す

る

か

で
あ

ろ
う
。

す
な

わ
ち

、
古

の
こ
と

に
関

わ
る
学

問

の
立
場

か
ら

し

て
、

中
古

和
文

に
典
拠

を
留

め

る
か
、

万
葉

・

古

事
記

に
ま

で
典

拠
を

押

し
広
げ

る

か

で
あ

っ
た
と

考

え
ら

れ
る
。
宣

長

は

当
然

己
が

学
問

の
向

か

う
と

こ
ろ

と

し

て

「か
ら

」

の
頻

出
す

る
上
代

文
献

皿̂）に
本

来

の
姿

と
用

法
を

求

め
得
た

で
あ
ろ

う
。
成

章

も
上
代

の
文

献

に
考

察

を
進

め
た

と

き

に
、

「
か

ら
」

に
遭

遇

し

こ
れ

を
採

用

す

る

可

能

性

は
あ

っ
た
と

み

て
よ

い
。

研

究

の
早

期

に

万
葉

に

「か

ら
」
を

認
め

て

い
る
か
ら

で
あ

る
。

神
随

（
「随

」

の
右

訓

に

「
マ
、
」
左

訓

二

「
カ

ラ
」
）
爾

有
之

（ナ

ラ

シ
）

（万
葉

類

語

全
集

上

P
1

0
8

7
）

ま

た
、

「よ

り
」

と

の
比
較

に
お

い
て
古

代

で
は

「
か

ら
」

の
方

が
頻

用

さ

れ
た

と
述

べ

て
も

い
る
。

「よ

り
」

「
か
ら
」

も
と

よ

り
同

じ
詞

に
や

.
大

舟

に

昔

よ

り
昔
か

ら

と

歌

へ
り

.
上

つ
世

に
は

「よ

り
」
少
く

「
か
ら
」
多

し

「よ

り
」

は

「
ゆ
」
と

も
詠

め

り

.
中

昔

よ
り

は

「よ

り
」
多
く

「
か
ら

」

少

く
な

り

て

.
中

頃

の
末
よ

り

は

.
ひ

と

へ
に
寄

に
は

「
よ

り
」
と

の
み
詠

む
事

に
な

れ

る
を

.
今

の
里

言

に
は

.

又

『
か

ら
』
と

の
み

言

ひ

て

『
よ

り
』

と

言
ふ
事

す

く
な

き

は

.
今

の
古

に
帰

る
な

り

（
あ
ゆ

ひ
抄

全

集
上

P
8
0

9

同
様

の
言

は
稿

本
あ

ゆ

ひ
抄

全

集
上

P
3
9

6
）

し
か

し
な

が
ら

そ

の
和
文

は
、

「
か
ら
」

「
か
ら

に
」

の
使
用

状
況

か
ら

見

れ
ば
、

あ

く
ま

で
伝

統
的

な
歌

学

の
範

囲
内

で
表

現
さ

れ

て
お

り
、
国

学

に
お

け
る

、
異

議
申

し
立

て
の
欲
求

・
革
新

性

を
支

え

に
、

規
範

か
ら

逸

脱

し
た
表

現
を

使

っ
て
ま

で
主

張

す

る
も

の

で
は
な

か

っ
た

の
で
あ

る
。
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お
わ
り
に

以
上

、
成

章

の
和
文

と
比
較

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
真

淵

・
宣
長

の
擬
古

文

の
作

為
性

を
検

証

し
て
み

た
。
結

果
と

し

て
、

同

じ
古
を

考
究

の
対
象

と

し
、

時

に
当
時

の
学
問

・
学

説

に
対
し

て
論
拠

を
示

し

て
異

見
を
述

べ

る
も

の

で
あ

っ
た

が
、

そ

の
表

現

に
は
違

い
が

見
ら
れ

た
。

成
章

の
和
文

に
お

い
て

は

「か

ら
」

「
か
ら

に
」
は
中

古

和

文

の
用

法

に
則

っ
て
法

を

越

え
ず

に
使

わ
れ

て
お

り
、

一
方
、

国
学

の
真
淵

・
宣

長

の
擬
古

文

に
お

い
て

は
逆

に
表

現

欲
求

に
ふ
さ

わ
し

い

こ
と

ば
を
求

め

て
、

古
語

と

し

て

の

「
か
ら
」

「
か
ら

に
」

に
、
新

し

い
、

逸
脱

し

た
用
法

を
与

え

て

い
た
。

そ

の
作
為

性

と
は
、

具
体
的

に
は
、
中
古

に

と
ど

ま
ら
ず

に

、
上

代

か
ら

使

わ
れ
続

け

て

い
た

こ
と
ば

を

再
利

用
す

る

こ
と

で
あ

っ
た
。

そ

の
背

景

に
は
因

果
表

現
を

よ
り
細

か

に
表
現

し
分
け

よ
う

と
す

る

日
本
語

の
流

れ

が

働

い
て

い
る

の
で
あ

る
。

【注

】
（1
）
中
村

幸
彦

（
一
九
五
五
）

の
定
義
に
よ
る
。

（2
）
竹

岡

（
一
九
六
二
）

の
指
摘
に
よ
る
。

な

お
、
成
章

の
学
問
は
伝
統
的
歌
学
を
引
き
継

い
だ

面
が
強
く
、
文
章
も
擬
古
文

的
な
も

の
も
あ
り
、
読

本
的
な
も

の

（『白
菊
奇
談
』
）
）
も
あ
る
が
、
伝

統
的
歌
学

の
和
文

が
主
流

で
あ

る
の
で
、
そ
の
文
章

の
総

称
と
し
て

「和
文
」
を
使

う
。

（
3
）
以
下
、
富
士
谷
成
章

の
著

述
本
文
は
、
竹
岡
正
夫

（
一
九

六

一
）
（
一
九

六
二
）

に
よ
る
。
な
お
論
証
に
支
障

の
な

い
限

り
表
記
を
省

略
し
た
と
こ
ろ
が
あ

る

。

（
4
）
俗

語
の
混

入
と
見
ら
れ

る

「か
ら
」
は
対
象
と

し
な

い
。

（
5
）
た
と
え
ば
、
古
今
集
に

「
ふ
く

か
ら
に
」
二
首

、
後
撰
集

に

「み
る
か
ら
に
」
三

首
、

「き
く
か
ら

に
」

二
首
、
新
古
今
集

に

「な

が
む
る
か
ら

に
」

一
首
。

（
6
）
た

と
え
ば

「わ

れ
か

ら
」

「心

か
ら
」

「身

か
ら
」

（わ
が

み
か
ら
）

「人

か
ら
」

（あ

ふ
人
か
ら
の
）
が
古
今

集
に
、
「折

か
ら
」
が
拾
遺
集

に
、
「神
か
ら
」
は
万
葉

集

に
見
え

る
。

（
7
）
『
非
な
る

べ
し
』

以
外
に
も
、
た
と

え
ば

『
あ
ゆ

ひ
抄
』

に
次

の
よ
う
な

批
判
的

言
説

が
見
え
る
。

又
縁
を

え
に

と
詠

み
て

え
に
し
あ
れ
ば

な

ど
詠
め
る
を

.
ひ
が
心
得
し
て

え
に

し

と
詠

み
捨

つ
べ
き
詞

の
や
う
に
詠
む

は
.
さ
す
が
に
近
昔

に
も
見
ぬ
ひ
が

ご
と
也

え
に
は
深
し
な

な
ど

こ
そ
.
源
氏

に
も
詠

み
た
れ

.
（全
集
上

P
7

6

6
）

（8
）
た
だ

し

「ん
か

ら
に
」

の
場

合
は
位

相
差

を
意
識

し
、
俗
語

訳
を

「チ

ヤ
ト
云

テ
」

「ナ

レ

ハ
ト

テ
」

（『
稿
本
あ

ゆ
ひ
抄

』
全
集
上

・
P
3
9
8
）

「ば
と

て
」

「な

れ
ば
と

て
」

「ぢ

や
と
て
も
」

（『
あ

ゆ
ひ
抄
』
全
集
上

・
P
8
1
7
）

と
し
て
逆
接

に
近

く
な

っ
て
い
る
。

（9
）

「ば
」

の
訳
も

ほ
ぼ

ニ
ヨ

（ツ
）

テ
で

一
貫

し
て

い
る

（あ

ゆ
ひ
抄

全
集
上

P
7
1
9
な

ど
）。

（10
）
『
万
葉
集

一
』

〈日
本
古
典
文
学
大

系

4
>

P
三
六
三
～
三
六

四
参

照
。

参
考
文
献

足
立
巻

一

（
一
九
九
〇
）
『や
ち
ま
た
』
（河
出
書
房
新
社
）
（た
だ
し

『
や
ち
ま
た

下
』

「
九
九
五
朝
日
文
芸
文
庵
版
の
本
文
を
参
考
と
し
た
）

上
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竹
岡
正
夫

（
一
九
六

一
）
『
富
士
谷
成
章
全
集

上
』

（風
間
書
房
）

竹
岡
正
夫

（
一
九
六
二
）
『
富
士
谷
成
章
全
集

下
』
（風
間
書
房
）

塚
本
泰
造

（二
〇
〇

一
）
「本
居
宣
長
の
著
述

（擬
古
文
）
に
見
ら
れ
る

「か
ら
」
に
つ

い
て
」
『
筑
紫
語
学
論
叢
』
（風
間
書
房
）

塚
本
泰
造

（二
〇
〇
二
）
「賀
茂
真
淵
の
著
述

（擬
古
文
）
に
お
け
る

「か
ら
」
系
の
こ

と
ば
」
『
国
語
国
文
学
研
究
』
三
七

中
村
幸
彦

（
一
九
五
五
）
「擬
古
文
」
『
国
語
学
辞
典
』
執
筆
項
目

（
つ
か
も

と

た

い
そ
う
/
第

三

三

回
卒

・
宮

崎

女

子
短
大

）
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