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一
、

　

本
居
宣
長
は
宝
暦
二
年
、
二
十
三
歳
の
時
上
京
し
、
堀
景
山
の
宅

に
止
宿
し
漢
学
を
学
び
、
又
、
武
川
幸
順
に
は
医
学
を
学
ん
だ
が
、

上
京
後
ま
も
な
く
契
沖
の
『
百
人
一
首
改
観
抄
』
を
「
人
に
借
り
て
」

読
み
、
歌
学
び
に
目
ざ
め
た
。
こ
の
こ
と
は
「
玉
勝
間
二
の
巻
、
お

の
が
物
学
び
の
あ
り
し
や
う
」
に
書
か
れ
て
い
て
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
宣
長
に
あ
っ
て
は
「
歌
学
び
」
と
い
う
の
は
（
一
）
歌
と
は
何

か
と
い
う
歌
の
本
質
論
（
二
）
歌
の
解
釈
（
三
）
作
歌
の
三
つ
を
さ

し
て
い
る
。『
百
人
一
首
改
観
抄
』
は
契
沖
の
死
後
、
孫
弟
子
の
樋

口
宗
武
が
そ
の
友
人
堀
景
山
と
協
力
し
て
延
享
五
年
、
出
版
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
当
時
の
歌
学
者
た
ち
の
説
と
は
異
な
る
た
め
無
視
さ

れ
、
宣
長
は
こ
の
書
を
求
め
本
屋
を
た
ず
ね
た
が
無
く
、「
え
う
ず

る
人
な
き
故
に
す
り
出
さ
ず
」（『
玉
勝
間
』
二
の
巻
、
ふ
み
ど
も
今

は
え
や
す
く
な
れ
る
事
）
と
い
う
有
様
で
あ
っ
た
。
僅
か
な
初
刷
り

以
外
に
は
存
在
し
な
い
本
を
宣
長
は
ど
う
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
た

か
。「
人
に
借
り
て
」
と
は
誰
か
ら
か
。
堀
景
山
の
周
辺
の
人
を
さ

す
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
敬
語
な
し
の
表
現
は
景
山
を
さ
す
と
は
考

え
ら
れ
な
い
。
私
は
景
山
の
子
で
、
在
京
中
宣
長
と
親
し
か
っ
た
蘭

沢
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。

　
　
　
　
　
二
、

　

さ
て
宣
長
は
『
改
観
抄
』
を
み
て
感
動
し
、『
古
今
余
材
抄
』『
勢

語
臆
断
』
な
ど
契
沖
の
書
を
次
々
と
よ
み
写
し
て
、
従
来
の
歌
学
び

の
説
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
契
沖
を
尊
信
し
た
。
こ
の
こ
と

は
帰
郷
後
書
か
れ
た
『
あ
し
わ
け
を
ふ
ね
』
に
見
え
て
い
る
。
即
ち

コ
ヽ
ニ
、
難
波
ノ
契
沖
師
ハ
、
ハ
ジ
メ
テ
一
大
明
眼
ヲ
開
キ
テ
、

此
道
ノ
陰
晦
ヲ
ナ
ゲ
キ
、
古
書
ニ
ヨ
ツ
テ
、
近
世
ノ
妄
説
ヲ
ヤ

尾

崎

知

光

宣
長
の
歌
学
び
の
開
眼

︱
︱ 『
百
人
一
首
改
観
抄
』
の
衝
撃 

︱
︱
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ブ
リ
、
ハ
ジ
メ
テ
本
来
ノ
面
目
ヲ
ミ
ツ
ケ
エ
タ
リ
、
大
凡
近
来

此
人
ノ
イ
ツ
ル
迄
ハ
、
上
下
ノ
人
々
、
ミ
ナ
酒
ニ
ヱ
ヒ
、
夢
ヲ

ミ
テ
ヰ
ル
如
ク
ニ
テ
、
タ
ハ
イ
ナ
シ
、
此
人
イ
テ
オ
ト
ロ
カ
シ

タ
ル
ユ
ヘ
ニ
、
ヤ
ウ
〳
〵
目
ヲ
サ
マ
シ
タ
ル
人
々
モ
ア
リ
、
サ

レ
ト
マ
ダ
目
ノ
サ
メ
ヌ
人
ガ
多
キ
也
、
予
サ
ヒ
ハ
ヒ
ニ
、
此
人

ノ
書
ヲ
ヨ
ミ
テ
、
サ
ツ
ソ
ク
ニ
目
ガ
サ
メ
タ
ル
ユ
ヘ
ニ
、
此
道

ノ
味
、
ヲ
ノ
ツ
カ
ラ
心
ニ
ア
キ
ラ
カ
ニ
ナ
リ
テ
、
近
世
ノ
ヤ
ウ

ノ
ワ
ロ
キ
事
ヲ
サ
ト
レ
リ
、
コ
レ
ヒ
ト
ヘ
ニ
、
沖
師
ノ
タ
マ
モ

ノ
也

と
あ
る
。
宣
長
は
「
サ
ツ
ソ
ク
ニ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
は
世

間
普
通
の
説
に
従
っ
て
い
た
が
、
何
か
し
ら
疑
問
に
思
う
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
記
『
あ
し
わ
け
を
ふ
ね
』
は
そ
の
冒
頭
か
ら

詩
歌
の
本
質
を
論
じ
た
も
の
で
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
契
沖
の
影
響
で
あ

る
。
契
沖
の
学
問
に
つ
い
て
は
既
に
『
あ
し
わ
け
を
ふ
ね
』
以
前
に
そ

の
『
古
今
余
材
抄
』
の
写
本
の
跋
に
宣
長
の
記
し
た
漢
文
の
文
章
が
あ

る
。
こ
れ
は
宝
暦
六
年
で
在
京
中
の
も
の
で
、
こ
こ
で
は
特
に
世
間

の
学
問
を
「
設

ケ二

怪 

誕 

奇 

僻 

之 

説
ヲ一

、
會
レ

儒 

牽
キレ

佛
ヲ

高
二

妙 

其 

言
一

而 

駭
二

世
ノ

聽 

聞
一

焉
。
動 

稱
ン二

新 

秘
ト一

隠
二

見 

微 
顕
一

其 

解 

愈 

繁
、
愈　

惑
」
と
批
判
し
、「
因 

私 

淑 

而 

手
二

冩 

之
一

藏
二

巾 

笥
一

俟
二

同 

志
一

云
」
と
い
う
文
句
が
あ
り
、最
後
に
「
私
淑
」

と
い
う
語
も
あ
る
。
宣
長
は
以
来
、
真
淵
に
入
門
す
る
ま
で
契
沖
を

「
契
沖
師
、
沖
師
」
と
呼
び
、『
石
上
私
淑
言
』
下
に
も
そ
れ
が
み
え

る
。『
石
上
私
淑
言
』
に
は
す
で
に
真
淵
の
説
が
多
く
引
か
れ
賛
成

し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
契
沖
も
師
と
す
る
こ
と
は
変
わ
ら
な

い
。
こ
の
称
号
を
用
い
な
く
な
る
の
は
翌
明
和
元
年
、
真
淵
に
入
門

し
て
以
後
で
、
殊
に
晩
年
で
は
、『
玉
勝
間
』
で
「
駑
駘
」
と
も
よ

ん
で
い
る
が
、
歌
学
に
つ
い
て
は
そ
の
影
響
は
後
に
ま
で
つ
づ
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
三
、

　

さ
て
次
に
『
百
人
一
首
改
観
抄
』
の
内
容
を
検
討
し
、
宣
長
が
開

眼
し
た
の
は
い
か
な
る
点
か
に
つ
い
て
見
て
み
た
い
。当
時
の
通
説
、

否
、
定
説
と
さ
れ
て
い
た
の
は
幽
斉
の
『
玄
旨
抄
』
で
、
こ
れ
は
宗

祗
の
抄
を
う
け
つ
い
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
の
百
人
一
首
の
解
が

す
べ
て
誤
り
で
は
な
い
。
し
か
し
契
沖
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、

歌
に
対
す
る
根
本
の
姿
勢
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
好
例
は
冒

頭
の
天
智
天
皇
の
歌
で
あ
る
。
幽
斉
の
抄
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
部

分
を
抄
出
す
れ
ば
、

さ
て
哥
の
心
は
秋
の
田
の
庵
の
其
時
過
て
秋
も
末
に
な
り
ゆ
き

苫
な
と
も
朽
は
て
ゝ
露
を
ふ
せ
く
た
よ
り
な
き
ま
ゝ
に
露
の
た

ふ
〳
〵
と
を
き
あ
ま
り
た
る
こ
と
く
我
袖
の
ぬ
る
ゝ
よ
し
也
。

其
故
は
王
道
の
御
述
懐
の
御
哥
也
。
此
君
九
州
に
お
は
し
ま
す

時
世
を
お
そ
れ
給
て
苅
萱
の
関
を
す
へ
て
往
来
の
人
を
名
の
ら

せ
通
し
給
事
あ
り
。
天
子
の
御
身
に
て
御
用
心
な
と
あ
る
事
は

王
道
も
は
や
時
過
る
に
や
と
覚
し
め
す
御
心
也
。（
中
略
）

御
説
に
は
天
智
天
皇
九
州
に
御
座
有
し
事
日
本
記
其
外
呈
代
記
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等
に
見
え
ず
。
不
審
。
此
御
製
の
奥
義
は
諒
闇
の
御
哥
也
。
平

民
の
者
も
倚
廬
と
て
父
母
喪
の
時
つ
ゝ
し
み
居
る
所
也
。
天
子

は
諒
闇
の
時
父
御
門
の
御
か
な
し
ひ
に
つ
き
て
か
り
庵
を
作
り

か
た
は
い
に
し
て
板
敷
を
さ
け
あ
し
の
簾
を
か
け
苫
に
ふ
し
塊ツ

チ
ク
レ

を
枕
に
す
と
い
ふ
也
。

と
い
う
こ
と
で
、
我
が
袖
手
の
露
は
天
子
の
衣
の
露
、
恵
み
の
露
と

解
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
先
帝
斉
明
天
皇
が
九
州
の
地
で
没
せ
ら
れ

た
諒
闇
の
悲
し
み
の
涙
の
露
と
も
解
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
契
沖
は
、

我
衣
手
は
と
は
古
来
此
我
を
天
子
の
我
に
し
て
民
の
上
を
お
ほ

し
め
し
や
り
て
よ
ま
せ
給
へ
る
と
執
す
る
故
に
釈
し
損
す
る

也
。
万
葉
古
今
等
の
七
夕
歌
に
あ
る
ひ
は
牽
牛
と
な
り
或
は
織

女
と
な
り
て
よ
め
る
が
如
く
是
は
土
民
の
わ
れ
に
て
天
子
の
御

身
を
お
し
下
し
て
ま
た
く
土
民
に
成
て
辛
苦
を
い
た
は
り
て
よ

ま
せ
給
ふ
が
有
が
た
き
な
り
。（
中
略
）

し
か
る
を
王
道
お
と
ろ
へ
さ
せ
給
ふ
述
懐
の
御
歌
と
い
ひ
あ
る

ひ
は
哀
傷
の
御
歌
な
り
と
い
ふ
。
皆
部
立
に
も
題
に
も
歌
に
も

見
え
ぬ
推
量
の
ひ
か
こ
と
な
り
。
述
懐
哀
傷
共
に
不
吉
の
事
な

る
を
巻
頭
に
お
か
れ
な
ん
や
。
こ
れ
皆
さ
き
に
い
ふ
こ
と
く
我

を
天
子
の
我
と
見
る
よ
り
お
こ
れ
り
。

と
批
判
す
る
。「
我
が
衣
手
」
と
い
う
の
は
あ
く
ま
で
こ
の
歌
の

「
作
者
の
我
」
で
あ
る
と
し
、
歌
と
し
て
の
自
主
性
と
も
い
う
べ
き

も
の
を
し
っ
か
り
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
。『
古
今
余
材

抄
』
の
跋
で
「
會
レ

儒 

牽
キレ

佛
…
…
動 

稱
ン二

新 

秘
ト一

隠
二

見 

微 

顕
一

其 

解 

愈 

繁
、愈

�

惑
。」
と
宣
長
が
の
べ
た
点
を
指
摘
し
た
も
の
で

あ
る
。
こ
の
解
を
よ
ん
で
宣
長
は
『
あ
し
わ
け
を
ふ
ね
』
の
冒
頭
の

歌
の
本
質
論
を
の
べ
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
宣
長
は

後
に
改
観
抄
を
入
手
し
、
書
入
れ
て
「
契
沖
ノ
説
ハ
証
拠
ナ
キ
コ
ト

ヲ
イ
ハ
ズ
、
他
ノ
説
ハ
多
ク
ハ
証
拠
ナ
シ
」
と
い
う
が
、
こ
れ
は
確

か
か
否
か
の
問
題
と
は
異
な
る
。
正
、
不
正
の
問
題
で
あ
る
。
右
の

書
入
れ
は
、
そ
の
契
沖
の
説
を
後
に
冷
静
に
か
み
し
め
た
時
で
の
批

判
で
あ
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、

最
初
に
改
観
抄
を
み
た
時
の
宣
長
の
感
動
が
よ
く
理
解
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

（
お
ざ
き　

さ
と
あ
き
ら
）




