
〈
研

究

論

文

６

〉

鶴
峯
戊
申
の
文
法
論

―
―
「
格
」
概
念
の
変
容
―
―

一

全
人

類
共
通

の
完
全
言
語
へ
の
空
想
は
、
あ
ら
ゆ
る
文
化
に
見
ら
れ
る
現

象
だ
と
エ
ー
コ
は
述
べ
て

い
る
が
、
さ
し
ず
め
鶴
峯
戊
申
（
し
げ
の
ぶ
、
一
七

八
八
―
一
八
五
九
）
の
言
語
論
は
近
世
日
本

に
お
け
る
そ
の
恰
好
の
例
証
と

な

る
だ
ろ

う
。
彼

は
、
一
八
三
三
年

に
『
語
学
新
書
』
と
い
う
言
語
理
論
書
を

著
し
て

い
る
の
だ
が
、
そ
の
序
に
「
天
下

の
言
語
か
れ
こ
れ
同
じ

か
ら
ざ
れ

ど
も
【
…
】
そ
の
語
法
に
於
て
は
と
も
に
一
種
に
し
て
、
其
法
た
ゞ
一
つ
に

し
て
二
つ
あ
る
こ
と

な
し

。」

と
述

べ
ら
れ
て

い
る
通
り
、

こ
れ

は
一

種
の

普
遍
文
法
の
構
想
で
あ

る
。
し

か
し
実
際
の
と
こ
ろ
、
オ
ラ
ン
ダ
文
典
を
断

片
的
に
模
し
た
日
本
語
文
法

の
試
み

で
あ
り
、
「
西

洋
言
語

学
の
輸
入

の
先

駆
を
な
し
た
も
の
」
（
時
枝
誠
記
）
と
の
評
価
も
あ
る
一
方
で

、
言
語
学

的
な

精
密
さ
に
は
ほ
ど
遠
く
、
内
容
的

に
は
「
竹
を
木

に
つ
な
ぐ
よ

う
な
混

在
」

畑
中
　
建
　
二

（
杉
本
つ
と
む
）
で
し
か
な
い
、
と
い
う
見
方
も
さ
れ
て
い
る
。

小

稿
で

は
、

彼
の

言
語
理

論
そ

の
も
の

の
探
究

と

い
う
よ

り

は
、
「
格

（
c
a
s
e
）
」
と
い
う
文
法
上
の
概
念
に
注
目
し
、
鶴
峯
に
至
る
ま
で
の
そ
の
変

容
過
程
を
辿
る
こ
と

に
よ

っ
て
、
汎
文
法
主
義
と
で
も
い
う
べ
き
彼
の
突
飛

な
言
語
論
を
思
想
史
的

に
解
明
す
る
一
助
と
し
た
い
。
こ
こ
で
い
う
格
と
は
、

一
言
で
い
え
ば

「
名
詩
句
と
結
び
付

い
た
文
法
範
疇
で
、
文
中
で
そ
の
名
詞

句
の
統
辞
上
の
機
能
を
表
現
す
る
」
（
『
ラ
ル
ー
ス
言
語
学
用
語
事
典
』
）
も
の
で

あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
法
史
上
重
要
な
ト
ピ
ッ
ク
と
な
っ
て
い
る
概
念
で
あ

る
。
日
本
で
は
江
戸
期
の
オ
ラ
ン
ダ
語
研
究
を
通
じ
て
そ
の
概
念
が
導
入
さ

れ
、
「
格
」

と
い
う
術
語
が
与
え
ら
れ
て

い
が

議
論
の
混
乱
を
避
け
る
た
め
、
予

め
形
態
格
と
意
味
格
と
い
う
格

に
関
す

る
二
つ
の
視

点
の
区

別
を
導
入
し
て
お
こ
う
。
ま
ず
形

態
格
と

は
「
名
詩
句

の
形
態
上

の
し

る
し
」

を
格

の
メ
ル

ク
マ
ー
ル
と
す

る
見
方
で
あ
る
。
こ
の



場
合
、

か
た
ち
の
多
様
性
が
そ

の
ま
ま

当
該
言
語
の
格
の
ヴ
ァ
リ

エ
ー

シ
ョ

ン
と
な

る
。
一
方
、
意
味

格
と

は
「
名
詞
句

（
の
表
わ
す
対
象
）
が
動
詞
の

表

わ
す
動

作
・
行
為
な
ど

に
お
い
て
果
た
す
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
－

『
動
作

主
』
『
場
所
』
『
道
具
』

等
－

」
（
松
村
一
登
）
に
注
目
す

る
場
合

を
い
う
。

こ
こ
で
は
、
表
面

的
な
形

で
は
な
く
、

い
わ
ば
そ

の
名
詞
の
文
の
中
で

の
関

係
性
か
ら
、
格
が
決
定
さ
れ
る
こ
と

に
な

る
。
従

っ
て
。
形
態
格

に
比

べ
哲

学
的
文
法
の
視
点
に
近
い
。
図
式
的

に
い
え
ば

、
あ
る
言
語

に
お
い
て

「
主

格
」
と

は
何
か
、
と
い
う
問

い
が
立
て

ら
れ

た
場
合

に
、
「
主
格

と
は
語
尾

が

～
と
な

る
形
で
あ
る
」

と
い
う
説

明
が
形

態
格
の
視

点
、
「
主

格
と

は
動

作
主
の
こ
と
で
あ

る
」
と

い
う
説

明
が

意
味
格
的
視
点
に
よ
る
も

の
と
い
う

こ
と

に
な
ろ
う
。
結
論
を
先
取
り
す

る
な
ら
、
形

態
格
か
ら
意
味

格
へ
と
い

う
言
語
思

想
上
の
変
容
を
小
稿
で

は
提
示

し
よ
う
と
し
て

い
る
。

二

ゆ
き
が
か
り
上
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
古
典
文
法
か
ら
格
の
概
念
の
変
化
を
確
認

し
て
お
こ
う
。
ラ
テ
ン
語
文
法
が
、
先
行
す

る
ギ
リ

シ
ャ
語
文
法
を
も
と

に

形
作

ら
れ
た
と
き
、

格
が
ひ

と
つ
付

加
さ
れ
て

い

る
。

つ
ま

り
、
五

格
で

あ

っ
た

ギ
リ

シ
ャ
語

に
対
し
、

ラ
テ

ン
語
で

は
「
奪
格
」
’が
加

わ
り
六

格
と

な

っ
た
の
で
あ

る
。
こ

の
間

の
事
情

に
つ
い
て

。
言
語
学
史
家

の
ロ
ウ
ビ
ン

ズ
は
次

の
よ

う
に
述
べ
て

い
る
。

【
・・・
】

ギ
リ

シ
ア
語
が
五

、
ラ
テ
ン
語
が
六
と
い
う
格
体
系

の
一
層
明

瞭
な
対

立
は
、

こ
の
両

言
語
を
学
ぶ
も
の
な
ら
誰
に
で
も

そ
う
で

あ

っ

た
よ

う

に

、

ワ

ロ
ー

に

も

強

い

印

象

を

与
え

た
。

ラ

テ

ン
語

は

、

形

の

上

か

ら

奪

格

を

区

別

し

た

が

、

そ

れ

は

ワ

ロ
ー

に

よ

れ

ば

、
「
そ

れ

に

よ

っ
て

行

為

が

遂

行

さ

れ

る
者

」

と

注

釈

さ
れ

て

い

る
。

奪

格

は

、

ギ

リ

シ

ア
語

の

属

格

形

と

与

格

形

の

意

味

お

よ

び
統

語

機

能

の

多

く

を

共

有
し

て

い

る

た

め

に

、
「
ラ

テ

ン

格
」

と

も

「
第

六

格

」

と

も

呼

ば

れ

た
。
【
…

】

ギ
リ

シ
ア

の

先

人

と

同

様

、

そ

れ

ぞ

れ

の

格

を

特

色

づ

け

る

よ

う

な
典

型

的

な
意

味
や

関

係

を

一

つ
設

定
す

る

こ
と

で

、

彼

は
満

足
し

た
。

こ

こ
で

確

認
で

き

る

の

は

、

ラ

テ

ン
語

の

形

態

に

即
し

て

格
が

付

加

さ
れ

た

こ

と

。

つ

ま
り

形

態
上

の

要

請

か

ら
第

六

格

が

設

け
ら

れ

、
し

か

る
後

に

意

味

が

そ

こ

に
配

当

さ

れ

て

い

る

こ

と
で

あ

る
。

形

態
格

が

意

味

格

よ
り

優

先

さ

れ
て

い

た
。

言

い

換

え

れ

ば

、

言
語

の

個

別

性

が
意

識

さ
れ

、
形

態

的

な

違

い

が

敢

え
て

は

捨

象

さ

れ

て

は

い

な

か

っ

た
の

で

あ

る

。

こ

れ

に

比

し

て

、

次

に

注

目

す

る

十

八

世

紀

オ
ラ

ン
ダ

文

法

は

大

い

に

事

情

が

異

な

る
。

当

時

の

オ
ラ

ン
ダ

文

法

家

の

代
表

者

は
、

一

七

〇

六

年

に

十

八
世

紀

の

最

初

の

網

羅

的

文

法

を

作

っ
た

モ
ー

ネ

ン

（
Ａ
ｒ
ｎ
ｏ
ｌｄ
　
Ｍ
ｏ
ｏ
ｎ
ｅ
ｎ
）
、

ま

た

長

期

に
渡

っ
て

広

く

、

日

本

に

ま
で

流

布

し

た

文

法

書

を

著

し

た

セ

ウ

ェ

ル

（
Ｗ

ｉｌ
ｌｅ
ｍ

　
Ｓ
ｅ
w
ｅ
ｌ
）

な

ど

で

あ

る
が

。
彼

ら

が

行

っ
て

い

た

の

は
、

理

想
的

言
語

た

る

ラ
テ

ン
語

の
文

法

的

枠

組

み

を

流

用
し

て

オ
ラ

ン

ダ
語

文

法

を
記

述
す

る
と

い

う

、

い

わ

ゆ

る

「
や

ぶ

に

ら

み

文

法
」

で

あ

り

、
格

に

関

し
て

も

ま

さ

に

そ

う

で

あ

っ
た
。

一
般

に
、

オ
ラ

ン

ダ
語

に

は
冠

詞

・
代

名

詞

等

に

つ

い
て

主

格

・

属

格

・

与
格

・
対

格

の

四

つ

の

格

変
化

が

あ

る
と



さ
れ
て

い
る
（
た
だ
し
今
日
で

は
廃
れ

、
一
部

の
決
ま

っ
た
言
い
回
し
に
残

存
し
て

い
る
に
過

ぎ
な
い
）
が

、
次
表

に
あ
る
と
お
り
、
彼
ら
は
ラ
テ
ン
語

に
倣

っ
て

六
格

を
立
て
て

い
た
の
で
あ

る
。

当
然
の
こ
と
だ
が
、
六
格
に
よ
る
区
分

は
、

オ
ラ
ン
ダ
語

の
名
詞
の
形
態

変
化

と
は
対

応
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
当
時
格
が
専
ら
意
味
格
と
し
て
把

握
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
実
際
、
B
a
k
k
e
r
 
十
 
Ｄ
ｉ
ｂ
ｂ
ｅ
ｔ
ｓ
は
モ

ー
ネ

ン
に
よ
る
格

の
説
明
を
引
用
し

つ
つ
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。

我

々
の
考
え

に
よ
れ

ば
、
こ

の
こ

と
か
ら
明
ら
か
な
の

は
、
モ
ー
ネ

ン

が

格

の

も

と

で

格
形

態

（
ｎ
ａ
ａ
ｍ
ｖ
ａ
ｌｓ
ｖ
ｏ
ｒ
ｍ
ｅ
ｎ
）

を

理

解

し

て

い

る

の

で

は

な

く

、

む
し

ろ
格

関

数

（
ｎ
ａ
ａ
ｍ
ｖ
ａ
ｌｓ
ｆｕ
ｎ
ｃ
ｔ
ｉｅ
ｓ
）

を

理
解

し

て

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
…
」
格
は
十
八
世
紀
全
体
を
通
じ
て
関

数

（
ｆｕ
ｎ
ｃ
ｔ
ｉｅ
ｓ
）

と
し

て

見

な

さ

れ

て

い

る

。

そ

れ

ゆ

え

に
、

格

は

六

で

あ

り

え

た

の

だ
。

人

々
が

形

態

に

注

目
し

て

い

た
な

ら

ば

、

こ

の
数

に

帰

着

す

る

こ

と

は

な

か

っ

た

だ

ろ

う

。
（
Ｂ
ａ
ｋ
ｋ
ｅ
ｒ
十
Ｄ
ｉｂ
ｂ
ｅ
ｔ
ｓ

ｐ
． ８
９
）

こ

こ

で

「
格

形

態

」
「
格

関

数
」

と

呼

ば
れ

て

い

る
も

の
は

、
「
形
態

格

」

「
意

味

格

」

の
区

別

と

ほ
ぼ

一

致

す

る
も

の

だ

ろ

う

。

ラ

テ

ン

語

が

モ
デ

ル

と

し

て

君

臨

し

、

そ

れ

に

由

来
す

る

六
格

が

意

味

に
関

す

る

規

範
的

な

範

疇

と

し

て

捉

え

ら

れ

て

い
た
文

法

書

。

そ

う

し

た
十

八

世

紀

の

蘭
文

法

書

が

、

ま

さ

に

江

戸

期

の

日

本

に

流

れ
、

蘭

学

者

た
ち

に

よ

っ
て

盛

ん

に
研

究

さ

れ

る

こ

と

に

な

る
の

で

あ

る
。

三

一
八
一
五
（
文
化
一
二
）
年
、
京
都
の
蘭
方
医
で
あ
る
藤
林
普
山
（
一
七
八

一
-
一
八
三
六
）
に
よ
っ
て
『
和
蘭
語
法
解
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
日
本

に

お

い
て

「
蘭
語

文

法
研

究

が

花

開

い

た

文

化

年

間
」
（
斉
藤
信
）
の
序

幕

を

飾

る

本
書

は

、

前

掲

の

セ

ウ

ェ
ル

等

の

オ

ラ

ン

ダ
語

文

法
書

を

も

と

に
記

述

さ

れ

た
も

の
で

、

日
本

で

初

め

て
刊

行

さ

れ

た

蘭
文

典
と

し

て

広

く

読

ま
れ

た
。

オ

ラ

ン

ダ
語

の
運

用

能

力

が

さ

ほ

ど
で

は

な

か

っ
た
と

推

測

さ
れ

る
鶴

峯

戊

申

も

、

蘭

文

法

の
知

識

を

本
書

に

大
き

く

依

存

し

て

い

た

と

考
え

ら

れ



て

い

る
。

藤

林

は

、

い

わ

ゆ

る

格

を

「
言

格

」

と

訳

し

、

六
格

を

示

し

て

そ

れ

ぞ

れ

に

「
主

格

・
生

格

（
今

日

い
う

属

格

）
・
與

格

・
役

格

（
同

じ

く

対

格

）
・
呼

格

・
奪

格

」

と

い
う

名

称

を
与

え

て

い

る
。

さ

ら

に
、

格

が

冠

詞

・
名

詞

・

代

名

詞

・
分

詞

に

の
み

関

わ

る

も

の
で

あ

る

こ

と

を
適

切

に

述

べ

た
上

で

、

「
学

者

能

此

ノ

六
格

ヲ

辨

セ

ザ

レ

ハ
彼

書

二
對

シ
テ

奈

何

ト

モ

定

詳

ス

ペ

キ

ヤ

ウ

ナ

シ
。

假

令

ハ

ｉｋ
　
ｋ
ｅ
ｎ
　
ｈ
ａ
ａ
ｒ
　ｎ
ｉｅ
ｔ

．

ト

ア

ル

ト

モ

『
吾

彼

女

を

知

ラ
ヌ
』
（
正
課
）
卜
云
コ
ト
歟
『
彼
女
吾
を
知
ラ
ヌ
』
（
誤
澤
）
卜
云
コ
ト
歟
、

解

ス

ベ

カ

ラ

ザ

ル

ガ
如

シ
。
」

と

し

て

、

格

の

理

解

が

オ

ラ

ン

ダ

語

学

習

の

上

で

重

要

で

あ

る

こ

と

を

述

べ

て

い

る

。

藤
林

の

格

の

理

解

は

ヨ

ー

ロ

ッ

パ
文

法

に

即

し

た
、

ほ

ぼ

正

確

な
も

の
と

い

う

こ

と

が

で

き

る

だ

ろ

う

。

し

か
し

、

日

本

語

話

者

に
蘭

文

法

を
解

説

す

る

こ

と

を

目

的

と

す

る
本

書

は
、

も

と

も

と

の

蘭

文

典

を

必
然

的

に
変

容

し

、

違

っ
た

様

相

を

帯

び

さ

せ

る

こ

と

に
な

っ

た
。

そ

の
結

果

、
蘭

文

法

を

学

ぶ

者

に
図

ら

ず

も

一
種

の

誤

解

に

も

と

づ

く

幻
想

を

与
え

か

ね

な

い

よ

う

な

記

述

が
生

ま

れ
て

い

る

の

で

あ

る

。

こ

こ

で

は

、

そ

う

し

た

変

容

の

う

ち

格

を

め

ぐ

っ
て

の

二

つ

の

点

に

注

目

し

た

い

。

第

一

の

点

は

、

藤

林

が

専

ら

意

味

格

と

し

て

格

を

把

握

し

て

い

る
こ

と

で

あ

る

。

彼

は

蘭

文

典

か

ら

六

格

を

受

け

入

れ

、

次

表

に

見

ら

れ

る
よ

う

に
六

格

に

応

じ

た

オ
ラ

ン
ダ

語

の

格

変

化

を

示

し

、

日

本

語

の

訳

語

を

付

し

て

い

る
。

し

か
し

、

そ

の

六

格

が

そ

も

そ

も

は
ラ

テ

ン
語

の

形

態

に
起

因

し

て

い

る
と

い

う
事

実

は
全

く

示

さ
れ

て

い
な

い
。

藤

林

自

身

の

ラ
テ

ン
語

文

法

の

知
識

の
有

無
は
不
明
で

あ
る
が
、
少
な
く
と
も
読
者
に
は
背
景

と
し
て

の
ラ

テ
ン
文
法

は
不
可

視
と
な

っ
て
い
る
。
起
源
の
捨
象
に
よ
っ
て

普
遍
性

の
装

い
が
強
化
さ
れ
、
あ
た
か
も
超
越
的
な
意
味
範
疇
と
し
て
六
格
が
与
え

ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
読
ん
だ
日
本
語
話
者
が
、
オ
ラ
ン
ダ
語
―
―
日
本
語

と
い
う
一
見
全
く
別
の
言
語

に
す
ら
共
通
す

る
普
遍
的
な
範
疇
と
し
て

格
を

理
解
し
た
と
し
て
も
何
ら
不
思
議
は
な
い
だ
ろ
う
。

藤
林
の
格
規
定
の
注
目
し
た
い
第
二
点
は
、
表

に
も
既

に
示
さ
れ
て
い
る

と
お
り
、
冠
詞
と
助
詞
と

の
対
応
関
係
を
措
定
し
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
彼

は
、
「
性
言
（
＝
冠
詞
）
」
を
「
必
竟
我
邦
ノ
『
テ
ニ
ヲ
ハ
』
二
當
ル
モ
ノ
ナ

リ
」
と
し
、
定
冠
詞
を
「
キ
ツ
ト
限
テ
指
ス
所
二
冠
ス
ル
『
テ
ニ
ヲ
ハ
』
」
、

不
定
冠
詞
を
「
限
ラ
ズ
シ
テ
、
バ
ツ
ト
指
ス
所
二
冠
ス
ル
『
テ
ニ
ヲ
ハ
』
」



と

し

て

説

明

し
て

い

る
。

例

え

ば

、
「
主

格
」

と

は

「
事

物

ノ

主

ド

ル

所
以

」

で

あ

り

、

冠

詞

の

主

格

ｄ
ｅ

，　
ｈ
ｅ
ｔ

，　ｅ
ｅ
ｎ
，
　ｅ
ｅ
ｎ
ｅ

等

は

、
「
『
は
　

が
　

や

の
　

も
　

ぞ
　

こ

そ
　

な

る

も

の

』

等

ヲ

以

テ

譯

ス
ペ

キ

ナ
リ
」

と

述

べ

て

い
る

。

格

変

化

す

る

オ

ラ

ン

ダ
語

の

冠

詞

を

日

本

語

の
助

詞

に

準

え

て

説

明

す

る

の
は

、

藤

林
以

前

に

も

あ

っ
た

こ

と

で

は
あ

る
が

、

ひ

と

ま

ず

は

上

手

い
方

法

だ

と

い
え

る

だ

ろ

う

。

藤

林

の
文

例

を

見

て

み

よ

う

。

も

と

の
文

の

右

に

各

単

語

の
訳

の

ル
ビ

。

後

に

全

体

の

訳

文

が

示

さ

れ

て

い
る

。

こ

の
よ
う

に
彼

は
冠
詞
を
処
理
し
、
日

本
語
と

の
対
応

を
は
か
る
の
で

あ

る
。
し

か
し

、
自
明

の
こ
と
だ
が
冠
詞

は
助

詞
で

は
な
い
。
多
く
の
固
有
名

詞

を
は
じ

め
冠
詞

の
つ

か
な

い
事

例
も
あ
る
。
そ
こ
で
藤
林
は
冠

詞
が
対

応

し

な
い
助
詞

、
助
詞
が
対
応

し
な

い
冠

詞

に
つ

い
て
、
「
口
」

と
い

う
あ
る

種

の
ゼ
ロ
記

号
を
用

い
る
こ
と

に
よ
っ
て

。
両
者
の
齟
齬
を
埋
め
合
わ
せ
よ

う
と
す

る
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、

次
の
よ
う
に
で

あ
る
。

最

初
の
文

例
で

は
固
有
名
詞

の
前
、
冠
詞

の
存
在
が
期
待

さ
れ

る
所

に

「
口
」
が
挿
入
さ
れ
て

い
る
。

二
つ
目

の
例
は
「
句
」
で

あ

っ
て
、
冠
詞

は

あ
る
も

の
の
日
本
語

に
訳
す
と
助
詞
は
不
要

に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で

助

詞

の
代

わ
り

に
「
口
」
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は

『
和
蘭
語

法

解
』

に
数

例
見

る
こ
と
が
で
き

る
。
も
ち
ろ

ん
こ
れ

は
日
本
語

置
換

に

よ
っ
て
派
生
す

る
問
題
で
あ
り
、

セ
ウ

ェ
ル
の
文
法
書

に
は
存
在
し
な
い
、

藤
林
自
身
の
独

創
的
工
夫
で
あ
ろ
う
。

藤
林
自
身

は
、
オ
ラ
ン
ダ
語

に
造
詣
が
深
く
、
実
際

の
用
法

に
即
し
て
理

解
を
し
て

お
り
、
助
詞

と
冠
詞
が
単
純

に
対
応
す
る
と
い
う
硬
直
し
た
考
え

を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
、
先
の
例
の
よ
う
な
冠
詞
―
助
詞
が

対
応
し
え
な
い
場
合
に
、
例
外

と
し
て
別
扱

い
す
る
こ
と
も
で
き

た
は
ず
だ
。

し

か
し
そ
う

は
せ
ず
、
あ
え
て

「
口
」

と
い
う
記
号
に
よ
る
例
外
事

例
の
処

理
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
選
択
の
背
後

に
は
、
彼
自
身
。
諸
言
語

に
通

底
す

る
普
遍
的
意
味
格
の
範
疇
が
存
在
す
る
こ
と
へ
の
強
固
な
期
待
な
い
し

信
頼
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
「
縦
ヒ
自
餘

ノ
諸
言

ハ
其
區
域

二
因

テ
殊

ナ
ル
コ
ト
ア
リ

ト
雖
モ
、
此
言
［
蘭
語

の
冠
詞

＝
日
本
語
の
助
詞

］
ノ

ミ
挙
図
通

シ
テ
異

ナ
ル
コ

ト
ナ

シ
。」

と
ま
で
言

い
切

っ
て

い
る
の

だ
。

と

も

あ
れ
、
冠
詞
－

助
詞
を
対
応
さ
せ
る
表
現
は
、
オ
ラ

ン
ダ
語
と
日
本
語
と

の
強

い
対
応
関
係
を
読
者
に
措
定
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、

オ
ラ
ン
ダ
語
の
名
詞



の
前
に
は
「
て

に
を
は
」

に
対
応
す
る
も
の
が
必
ず
存

在
す
る
は
ず
だ
と
い

う
「
法
則
」
を
印
象
づ
け
る
の
で
あ
る
。

四

鶴
峯
戊
申
が
行

っ
た
の
は
、
藤
林
の
格
認
識
を

さ
ら

に
一
層
彼

な
り

に
拡

張
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
観
念
的
文
法
の
鍵
概
念
と
し
て

、
本
来

的
に
は
記
述

的
規
則
で

あ

っ
た
格
を
超
越

的
法
則

と
し
て
再

強
化
し

提
示
す

る
こ

と
で

あ

っ
た
。

鶴
峯
が
立
て
た
格
は
九
格
で
あ
る
。
蘭
文
法
に
由
来
す

る
六
格
－

能
主
格
、

所

生
格
、
所
與
格
、
所
役
格
、
所
奪
格
、
呼
召
格

に
加
え
て
、
彼

は
現
在
格
、

過

去
格
、
未
来
格
の
三
つ
の
時
制
を
動
詞
に
関
わ
る
格
と
し
て
付
加
し
た
の

だ

っ
た
。
こ
の
点
で

、
格
と
時
制
と
を
混
同
せ
ず
、

ヨ
ー

ロ
ッ

パ
文
法
に
忠

実

に
格
を
捉
え
て

い
た
藤
林
と
は
既

に
異
な
っ
て

い
る
。

ま
さ
に
鶴
峯
の
観
念
文

法
に
お
い
て

は
、
格
と
は
単
な
る
文
法
上
の
範
疇

で

は
な
い
。
言
語
学
的
な
厳
密
さ
を
失
う
一
方
で
、
い
わ
ば
万
能
の
思
考
の

フ
ィ
ル

タ
ー
と
し
て
広
範
に
活
用

さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
彼
は
、

文

法
と
社
会
秩
序
と
の
突
飛
な
ア
ナ
ロ
ジ
ー
さ
え
も
語

っ
て
い
る
。

語
法

卜
（

言
語
文
字
ノ
品
格
ヲ
明
カ

ニ
ス
ル
ヲ
云

フ
。
言
語
文
字

二
品

格
ア
ル

バ
猶
人
倫

二
帝
王
親
王
王
公

将
相
士
農
工
商

ノ
品
別
ア
ル

ガ
如

シ
。

コ
レ
ヲ
知
ラ

ズ
バ
有
ル
ペ

カ
ラ

ズ
。
（
鶴
峯
戊
申
『
語
法
或
問
』
草

稿
）

こ
れ
は
、
「
格
」
と
い
う
訳
語

か
ら
社
会
秩

序
と
し
て

の
「
品
格
」

を
連

想
し
、
両
者
を
重
ね
合
わ
せ
た
も
の
で

あ
ろ

う
。

鶴
峯
の
文
法
構
想
が
日
本
語
特
有
の
「
係
り
結

び
」
に
ま
で
も
及

ん
で

い

る
こ
と

も
見
て

お
き
た
い
。
周

知
の
通
り
、
本
居

宣
長

は

『
て

に

を
は
紐

鏡
』
『
詞
の
玉

緒
』
に
お
い
て

係
り
結

び
の
分
析
を
行

い
、
呼

応
関
係

か
ら

三

つ
の

タ
イ
プ
を
分
類
し
、
そ
の
例
外

（
「
変
格
」
）
も
置
い
て

い
る
。
こ
の

分

類
は
専
ら
形
態
を
記
述
す
る
視

点
か
ら

の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま

た
具

体

的
事
例
の
存
在
を
尊
重
す

る
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
ッ
ク
な
分
析
で

あ
る
が
故

に
、

例
外

（
＝
「
変
格
」
）

を
認

め
る
も
の
で
あ

っ
た
。
本
居
は
こ
こ
で

は
か
ら
ず

も

「
格
」

と
い
う
用
語
を
使

っ
て

い
る
の
だ
が
、
無
論
そ
れ
は
歌
の
こ
と
ば

の
定
ま
り
と
い
っ
た
程
度
の
意
味
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
法
の
「
格
」
と

は
異

な
っ
て

い
る
。

鶴
峯

は
、
こ
の
本
居
的
な
係
り
結
び
の
「
格
」
さ
え

も
自
ら
の
理
論
に
組

み
入
れ
て

い
る
の
だ
。
彼
は
、
本
居
の
「
係
り
」
の
分

類
を
参
照
し
、
そ
れ

を
主
格

（
彼

の
い
う
「
能
主

格
」
）
の
下

位
区
分

と
し
て

自
ら
の
理
論

に
包

括
し
て

い
る
。
こ
こ
で
例
外
と
い
う
項
目
が
消
え
て

い
る
こ
と
を
見
逃
せ
な

い
。
例
え
ば

、
「
春
き

に
け
り
と

お
ど
ろ

か
れ

ぬ
る
」

と
い
う
事
例

に
つ
い

て
、
宣
長

は
こ
れ
を
例
外
と
し
て
扱

っ
た
の
だ
が
、
鶴
峯
は
そ
れ
を
批
判
す

る
。
こ
の
場

合
、
係
助
詞
「
ぞ
」
は
先
行
す
る
語
に
「
こ
め
た
る
も
の
」
で

あ
り
、

い
わ
ば
不
可
視
な
が
ら
存
在
す
る
と
し
て

「
第
二
能
主
格
」
に
包
含

し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
鶴
峯
は
分
類
に
お
い
て

は
本
居
宣
長
を

継
承
し
つ
つ
も
、
規
則
で
あ

っ
た
も
の
を
例
外
を
許

さ
な
い
法
則
へ
と
換
骨

奪
胎
を
行
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。



五

鶴

峯

に
至

る

格

概

念

の

変

容

を

次

の

よ

う

に

ま

と

め

る

こ

と

が

で

き

る
。

（
一

）

十

八

世

紀

初

期

オ
ラ

ン
ダ

文

法

で

は

、

形

態

格

か

ら

も

っ
ぱ

ら

意

味

格

へ

と

変

容

、

六

格

が

意

味

論

的

規

範

と

し

て

把

握

さ

れ

て

い

た
。
（
二

）

藤

林

の

蘭

文

典

で

は

。

六

格

が

完

全

に

意

味

格
化

（
ラ

テ

ン
文

法

が

不

可

視

化

）

し

、

普

遍

性

が
再

強

化

さ

れ

た
。

ま

た

、

冠

詞
－

助

詞

の

対

応

関

係

を

示

す

こ

と

に

よ

り

、

日

本

語

に

も

六

格

が

適
用

で

き

る

こ

と

を

示

唆

し

た
。

（
三
）

鶴
峯

の

文

法

論

で

は

、

係

り

結

び

ま

で

も

包

括

す

る

観

念

的

で

普

遍

的

な

言
語

の
法

則

体

系

と

し

て

格

が

規

定

さ

れ

た

。

ま

た

、

社

会

秩

序

と

の

ア

ナ

ロ

ジ

ー
も

語

ら

れ

る

こ

と

に

な

っ
た

。

以

上

、

鶴
峯

の

理

論

的

背

景

の

一
面

を

瞥

見

し

た
。

彼

の

理

論

は
そ

れ

単

独

で

は

突
飛

な

空

想

に

過

ぎ

な

い

か
も

し

れ

な

い

が

、

当

時

の

オ

ラ

ン

ダ
ー

日

本

の
学

的

脈

絡

を

ユ

ニ

ー

ク
な

形

で

反

映

し

て

い

る

も

の

と

し

て

再

考
す

る

こ

と

が

必
要

で

は

な

か

ろ

う

か

。

（
１
）
　
福
井
久
蔵
撰
輯
『
国
語
学
大
系
』
第
１
巻
、
厚
生
閣
1
9
3
8
所
収
。
[
　
]

内

は
引
用

者
。
な
お
、
引
用
に
当
た

っ
て
一
部
表
記
を
改

め
た
箇
所
が

あ
る
。

（
２
）
　
日
本
に
お
け
る
「
格
」
と
い
う
術
語
そ
の
も
の
の
受
容
・
定
着

に
つ

い
て

は

杉
本

、
信
貴
の
研

究
を
参
照
。

（
３
）

『
和
蘭

語
法
解

』
と
鶴
峯

の
文
法
論

と
の
関
係

に
つ

い
て

は
、

杉
本

１
９
９
１

参
照
。

（
４
）
　
文
法

の
性
格
を
考
え
る

た
め
に
、
「
規

則
」

と
「
法
則
」

と
の
区
別

を
し

た

い

。

三

枝

博

音

は

、

カ

ン

ト

に

因

り

つ

つ

、

規

則

（

Ｒ

ｅ
ｇ

ｅ

ｌ
）

と

法

則

（

Ｇ

ｅ
ｓ
ｅ

ｔ
ｚ

）

と

を

概

ね

次

の

よ

う

に

区

別

を

し

て

い

る

。

規

則

と

は

、

実

際

的

で

、

誤

差

や

例

外

を

許

容

す

る

よ

う

な

合

理

性

で

あ

り

、

技

術

知

の

領

域

に

属

す

も

の

。

一

方

、

法

則

と

は

例

外

を

全

く

許

さ

ず

、

一

つ

で

も

例

外

が

あ

れ

ば

そ

の

体

系

自

体

が

無

効

と

な

っ

て

し

ま

う

よ

う

な

、

よ

り

厳

し

い

理

、

と

い

う

こ

と

が

で

き

る

。

具

体

的

に

は

、

論

理

学

や

数

学

の

合

理

性

が

こ

れ

に

当

た

る

だ

ろ

う

。
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８
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究
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史
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書

林

。

三

枝
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音
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９

５
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哲
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１
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の
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の
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P
Ｈ
Ｉ
Ｌ
Ｏ
Ｌ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
Ｅ
』
　
６
。

（

は

た
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じ

、

日
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史
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大
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院

）
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