
本
居

　宣
長
（
も
と
お
り 

の
り
な
が
）

　『
江
戸
時
代
中
期
の
国
学
者
・
賀
茂
真
淵

（
か
も
の
ま
ぶ
ち
）
は
、『
万
葉
集
』
な
ど
の

古
典
研
究
を
行
い
、
古
代
日
本
人
の
精
神
を

研
究
し
ま
し
た
。
以
前
、『
万
葉
集
』
巻
一
・

四
十
八
の
歌
（
東
野
炎
立
所
見
而
反
見
為
者

月
西
渡
）が
賀
茂
真
淵
ら
の
研
究
に
よ
っ
て
、

「
東
（
ひ
む
か
し
）
の
野
に
炎
（
か
ぎ
ろ
ひ
）

の
立
つ
見
え
て
か
へ
り
み
す
れ
ば
月
傾
（
つ

き
か
た
ぶ
）
き
ぬ
」
と
訓
が
定
ま
っ
た
こ
と

を
ご
紹
介
し
ま
し
た
。

　
こ
の
賀
茂
真
淵
の
門
下
生
の
ひ
と
り
に
本

居
宣
長
（
享
保
十
五
年
・
一
七
三
〇
～
享
和

元
年
・
一
八
〇
一
）
が
い
ま
し
た
。

　
宣
長
は
、現
在
の
三
重
県
松
阪
市
出
身
で
、

『
古
事
記
』、『
日
本
書
紀
』、『
万
葉
集
』、
平

安
文
学
な
ど
の
研
究
を
行
い
、
多
く
の
書
物

を
著
し
ま
し
た
。
自
宅
の
「
鈴
屋
（
す
ず
の

や
）」
で
は
、
門
人
を
集
め
て
講
義
を
行
い

ま
し
た
。
な
お
、
こ
の
自
宅
は
、
松
阪
城
内

に
移
築
さ
れ
、
現
在
は
「
国
特
別
史
跡 

本

居
宣
長
旧
宅
」と
し
て
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
代
表
的
な
書
物
の
ひ
と
つ
に『
古
事
記
伝
』

が
あ
り
ま
す
。
当
時
、
十
分
に
解
読
で
き
て

い
な
か
っ
た
『
古
事
記
』
の
解
読
に
成
功
し
、

こ
の
書
物
を
著
し
ま
し
た
。『
古
事
記
伝
』

の
執
筆
は
、
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
に
始

ま
り
、
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
に
よ
う
や

く
終
え
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
版
本
と
し

て
の
刊
行
は
、
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）
か

ら
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
に
か
け
て
行
わ

れ
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
長
い
年
月
を
か
け
て
完
成
し

た
『
古
事
記
伝
』
は
、『
古
事
記
』
の
註
釈

書
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
の
ち
の
古
代
文

学
や
古
代
史
の
研
究
に
も
大
き
な
影
響
を
与

え
て
い
ま
す
。
現
在
の
『
古
事
記
』
の
註
釈

書
は
、基
本
的
に
は
宣
長
の
採
用
し
た
読
み
・

解
釈
に
そ
の
後
の
研
究
に
よ
る
訂
正
を
加
え

た
も
の
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も

過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
宣
長
は
、
各
地
を
旅
し
ま
し
た
。
明
和
九

年
（
一
七
七
二
）
に
は
、
宇
陀
の
地
を
歩
い

て
い
ま
す
。
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将
棋
の
藤
井
聡
太
４
段

が
、
29
連
勝
と
、
新
記
録
を

達
成
し
ま
し
た
。

　
将
棋
の
世
界
で
は
、
お
互

い
が
何
十
手
も
先
ま
で
、
読

み
あ
い
、
そ
の
せ
め
ぎ
あ
い
の
中
で
、

相
手
の
最
も
嫌
が
る
手
を
指
す
こ
と

が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
妙
手
と
な
り
、

勝
利
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
プ
ロ
棋
士
は
日
夜
、
将
棋
の
い
ろ

い
ろ
な
場
面
を
想
定
し
て
、
指
し
方

を
研
究
し
て
い
ま
す
が
、
藤
井
４
段

に
限
ら
ず
、
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
が

考
え
る
「
最
善
の
手
」
を
参
考
に
指

し
方
の
研
究
を
す
る
若
手
棋
士
が
、

最
近
、
増
え
て
い
る
そ
う
で
す
。

　
将
棋
の
世
界
は
、
勝
負
の
世
界
だ

か
ら
こ
れ
で
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
が
交
流
す
る

現
実
の
社
会
で
は
、
相
手
の
嫌
が
る

こ
と
を
す
る
と
、
ト
ラ
ブ
ル
に
つ
な

が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
日
本
に
は
昔
か
ら
「
我
が
身
を
つ

ね
っ
て
人
の
痛
さ
を
知
れ
」
と
い
う

こ
と
わ
ざ
が
あ
り
、
自
分
の
体
を
強

く
つ
ね
れ
ば
、
痛
い
と
感
じ
る
よ
う

に
、
他
人
も
同
じ
よ
う
に
痛
く
て
つ

ら
い
の
だ
か
ら
、
し
て
は
い
け
な
い

と
、
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
を
作
ら
な
い

よ
う
戒
め
て
い
ま
す
。

　
た
だ
残
念
な
が
ら
、
つ
ね
ら
れ
て

み
な
い
と
そ
の
痛
み
が
想
像
で
き
な

い
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
価
値
観
の
違

い
か
ら
、
意
図
的
に
相
手
の
嫌
が
る

こ
と
を
し
た
つ
も
り
が
な
く
て
も
ト

ラ
ブ
ル
に
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
で
も
、
相
手
に
思
い
や
り
の

心
を
も
っ
て
接
す
れ
ば
、
納
得
は
し

て
も
ら
え
な
く
て
も
、
自
分
の
こ
と

を
理
解
し
よ
う
と
努
力
し
て
く
れ
た

と
い
う
気
持
ち
が
、
相
手
に
伝
わ
り

ま
す
。

　
将
棋
の
よ
う
に
人
工
知
能
の
手
を

借
り
ず
と
も
、
自
ら
の
発
言
や
行
動

に
つ
い
て
、
過
去
の
ト
ラ
ブ
ル
の
原

因
を
参
考
に
し
て
「
最
善
の
手
」
を

考
え
る
、
相
手
を
打
ち
負
か
す
の
で

は
な
く
、
お
互
い
に
相
手
を
大
切
に

し
、
気
持
ち
を
伝
え
合
う
こ
と
で
、

ト
ラ
ブ
ル
の
多
く
は
避
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
実
際
の
生
活
の
中
で
、

あ
な
た
に
と
っ
て
「
最
善
の
手
」
が

ど
ん
な
こ
と
か
、
い
っ
し
ょ
に
考
え

て
み
ま
せ
ん
か
。

「
最
善
の
手
」
っ
て
、
ど
ん
な
手
？


