
書

評

白
江
恒
夫
著
﹃
祭
祀
の
言
語
﹄

馬

場

治

平
成
二
十
四
年
四
月
十
日
発
行

皇
學
館
論
叢
第
四
十
五
巻
第
二
号

抜
刷



書

評

皇
學
館
論
叢

第
四
十
五
巻
第
二
号

平

成

二

十

四

年

四

月

十

日

白
江
恒
夫
著
﹃
祭
祀
の
言
語
﹄

馬

場

治

は

じ

め

に

白
江
恒
夫
著
﹃
祭
祀
の
言
語
﹄︵
以
下
︑
著
者
・
本
書
︶
は
︑
平
成
十

七
年
九
月
に
皇
學
館
大
学
よ
り
博
士
︵
文
学
︶
の
学
位
を
受
け
た
論
文
を

基
と
し
て
平
成
二
十
三
年
五
月
に
公
刊
さ
れ
た
︒

著
者
は
書
名
に
つ
い
て
︑﹁﹃
祭
祀
の
言
語
﹄
と
は
祭
祀
に
関
す
る
言
語

の
意
で
あ
る
が
︑
本
書
は
そ
の
解
釈
に
つ
い
て
研
究
す
る
こ
と
を
主
目
的

と
す
る
︒
⁝
⁝
祭
祀
は
︑
言
語
と
行
為
の
二
つ
の
要
素
で
構
成
さ
れ
る
︒

⁝
⁝
祭
祀
の
言
語
と
い
え
ば
︑
祭
祀
を
構
成
す
る
要
素
で
あ
る
言
語
︵
祈

り
の
言
葉
︶
と
︑
も
う
一
方
の
要
素
で
あ
る
行
為
に
関
す
る
言
語
も
含
ま

れ
る
︒
祭
祀
の
言
語
の
研
究
を
め
ざ
す
本
書
は
︑
祭
祀
に
関
わ
る
言
語
の

解
釈
を
主
目
的
と
す
る
の
で
︑
研
究
に
は
文
献
資
料
を
用
い
る
︒﹂︵
序
説
︶

と
述
べ
る
︒
具
体
的
に
は
︑
﹃
延
喜
式
﹄
祝
詞
及
び
神
名
帳
︑﹃
古
事
記
﹄

﹃
日
本
書
紀
﹄﹃
古
語
拾
遺
﹄
を
対
象
と
し
た
祭
祀
叙
述
本
文
の
解
釈
研
究

で
あ
る
︒

一

本
書
の
構
成

本
書
は
︑
表
記
・
語
彙
・
表
現
の
三
編
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
︒
章
立

て
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

第
一
編

表
記

第
一
章

延
喜
式
祝
詞
古
写
本
間
の
仮
名
の
異
同

︱
転
写
の
際
の
書
き
替
え
範
囲
︱

第
二
章

延
喜
式
祝
詞
の
正
訓
字
表
記
と
仮
名
表
記

第
三
章

延
喜
式
祝
詞
の
大
字
仮
名
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第
二
編

語
彙

第
一
章

稱
辞
竟
奉

︱
祭
ら
れ
る
神
と
祭
る
人
と
の
関
係
︱

第
二
章

幣
帛
ヲ
稱
辞
竟
奉
ル

第
三
章

神
前
ヲ
マ
ツ
ル

第
四
章

｢
坐
﹂
字
と
神

第
五
章

玉
留
魂

第
六
章

高
山
之
伊
恵
理

第
三
編

表
現

第
一
章

｢
皇
親
神
漏
伎
命
・
神
漏
弥
命
﹂
考

︱
古
事
記
神
話
と
祝
詞
の
関
係
︱

第
二
章

大
殿
祭
祝
詞
の
考
察

第
三
章

大
祓
詞
の
完
成

︱
記
・
紀
の
神
話
と
の
関
係
︱

第
四
章

天
石
屋
戸
祭
祀
の
伝
承

第
五
章

『
中
臣
祓
訓
解
﹄
か
ら
﹃
中
臣
秡
注
抄
﹄
ヘ

︱
そ
の
本
文
語
句
の
変
化
︱

二

本
書
の
特
徴

本
書
の
特
徴
は
︑
﹃
祭
祀
の
言
語
﹄
と
い
う
書
名
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
︒

即
ち
︑
人
間
社
会
特
有
の
﹁
祭
祀
﹂
と
い
う
文
化
現
象
を
反
映
し
た
記
録

さ
れ
た
言
葉
の
分
析
に
よ
っ
て
﹁
神
と
人
﹂
の
紐
帯
を
見
出
そ
う
と
す
る
︒

し
か
し
︑
﹁
祭
祀
と
は
︑
人
間
の
も
つ
力
を
越
え
る
存
在
︵
こ
こ
で
は
︑

こ
れ
を
カ
ミ
と
呼
ぶ
︶
を
認
知
し
畏
れ
て
祭
る
の
で
あ
る
が
︑
祭
る
側
の

人
間
が
順
序
・
次
第
に
則
り
一
定
の
所
作
を
連
続
し
て
行
う
中
で
︑
カ
ミ

に
対
す
る
期
待
や
要
求
・
祈
願
等
を
主
な
内
容
と
す
る
祈
り
の
言
葉
を
奏

上
す
る
こ
と
で
あ
る
︑
と
考
え
ら
れ
る
︒﹂︵
序
説
︶
と
す
る
だ
け
で
︑
概

念
規
定
と
し
て
は
聊
か
広
義
で
漠
然
と
し
て
い
る
︒﹁
祭
祀
﹂
の
原
義
は
︑

﹁
神
霊
や
祖
先
を
祭
る
﹂
だ
か
ら
︑
本
来
は
︑
宗
教
学
や
民
俗
学
の
概
念

で
あ
る
︒
そ
れ
を
国
文
学
や
国
語
学
の
研
究
対
象
と
す
る
に
は
︑
例
え

ば
︑
恩
師
西
宮
一
民
先
生
の
﹃
上
代
祭
祀
と
言
語
﹄︵
桜
楓
社
︑
平
成
二

年
一
月
︶
の
如
く
時
代
を
冠
す
る
な
ど
︑
も
う
少
し
限
定
を
加
え
る
べ
き

で
は
な
か
っ
た
か
︒
内
容
か
ら
す
る
と
︑﹃
神
祇
祭
祀
の
言
語
﹄
の
方
が
︑

﹁
祭
ら
れ
る
神
と
祭
る
人
﹂
と
の
関
係
性
に
焦
点
が
絞
ら
れ
︑
よ
り
相
応

し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
印
象
を
持
っ
た
︒

｢神
�
祭
祀
﹂
と
い
う
概
念
規
定
も
難
し
い
が
︑
西
宮
秀
紀
氏
﹁
神
�

祭
祀
﹂︵﹃
列
島
の
古
代
史

ひ
と
・
も
の
・
こ
と
﹄
７
﹁
信
仰
と
世
界
観
﹂

所
収
︒
岩
波
書
店
︑
平
成
十
八
年
五
月
︶
の
﹁
神
�
祭
祀
と
は
︑
基
本
的

に
王
権
・
国
家
に
よ
る
︑
王
権
・
国
家
の
た
め
の
神
々
の
祭
祀
形
態
で
あ

る
﹂
が
適
切
だ
と
思
わ
れ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
祝
詞
が
収
載
さ
れ
て
い
る

﹃
延
喜
式
﹄
自
体
︑
日
本
国
の
頂
点
と
し
て
天
皇
を
推
戴
す
る
中
央
集
権
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の
律
令
国
家
が
定
め
た
編
纂
法
典
︵
施
行
細
則
︶
だ
か
ら
で
あ
る
︒

著
者
の
研
究
方
法
は
︑
皇
學
館
伝
統
の
訓
詁
注
釈
を
基
本
と
し
て
お

り
︑
﹃
延
喜
式
﹄
祝
詞
の
諸
本
を
博
覧
し
た
本
文
校
合
か
ら
祭
祀
叙
述
の

意
味
解
釈
を
試
み
る
こ
と
が
基
軸
と
な
っ
て
い
る
︒
新
見
の
呈
示
も
あ
る
︒

し
か
し
︑
残
念
な
が
ら
︑
特
に
︑
宣
命
体
︵
宣
命
書
き
︶
と
深
く
関
係

す
る
第
一
編
と
第
二
編
に
お
い
て
︑
参
看
す
べ
き
国
語
学
的
な
先
行
研
究

の
知
見
が
採
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
箇
所
も
い
く
つ
か
見
受
け
ら
れ
る
︒

そ
こ
で
︑
気
付
い
た
そ
の
箇
所
に
つ
い
て
指
摘
し
な
が
ら
批
評
さ
せ
て

い
た
だ
く
こ
と
と
す
る
︒

三

第
一
編

表
記

の
考
察
に
つ
い
て

祝
詞
宣
命
は
︑
呪
祷
奏
宣
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
倭
文
体
︵
毛
利

正
守
先
生
﹁
和
文
体
以
前
の
﹁
倭
文
体
﹂
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵︿﹃
萬
葉
﹄
第

一
八
五
号
︑
平
成
十
五
年
九
月
﹀
が
提
唱
︒
従
来
の
﹁
変
体
漢
文
体
﹂﹁
和

化
漢
文
体
﹂
の
捉
え
方
を
超
え
︑
積
極
的
な
国
語
文
体
創
造
の
意
欲
︑
日

本
語
文
述
作
の
志
向
が
充
分
に
反
映
さ
れ
た
新
た
な
分
類
︶
の
散
文
資
料

で
あ
る
︒
こ
の
文
体
把
握
に
よ
っ
て
表
記
属
性
は
規
定
さ
れ
る
︒

日
本
語
の
語
序
に
概
ね
従
っ
て
書
き
下
し
︑
凡
そ
自
立
語
や
語
幹
な
ど

表
意
的
に
用
い
た
漢
字
︵
正
訓
︶
は
大
字
︑
付
属
語
や
語
尾
な
ど
表
音
的

に
用
い
た
漢
字
︵
仮
名
︶
は
小
字
で
書
き
分
け
る
と
い
う
特
徴
的
な
示
差

機
能
を
持
つ
祝
詞
宣
命
に
代
表
さ
れ
る
文
体
表
記
で
あ
る
宣
命
体
︵
宣
命

書
き
︶
も
︑
こ
の
属
性
に
お
い
て
定
位
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
︑
こ

の
前
提
が
示
さ
れ
て
い
な
い
︵

・

頁
は
従
来
型
の
概
説
︶︒

25

26

従
っ
て
︑
漢
字
専
用
時
代
の
上
代
共
時
文
献
に
お
け
る
表
記
体
系
の
一

つ
と
し
て
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
︑﹃
延
喜
式
﹄
祝
詞
の
内
部
徴
証

だ
け
に
よ
る
︑
大
字
か
小
字
か
︵
形
態
的
な
差
異
︶︑
正
訓
か
仮
名
か
︵
用

法
的
な
差
異
︶︑
と
い
っ
た
用
例
報
告
に
止
ま
り
︑
現
象
の
背
後
に
あ
る

国
語
意
識
の
在
り
方
に
ま
で
考
察
が
及
ん
で
い
な
い
︒

以
下
︑
そ
の
顕
著
な
具
体
例
︵
引
用
箇
所
は
太
字
に
し
︑
頁
数
を
示
す
︶

を
挙
げ
な
が
ら
批
評
さ
せ
て
い
た
だ
く
︒

｢右
の
小
字
訓
仮
名
﹁
津つ

﹂
三
例
は
︑
大
字
表
記
さ
れ
る
の
が
通
例
で

あ
っ
た
も
の
が
︑
何
等
か
の
事
情
に
よ
っ
て
小
字
表
記
さ
れ
た
も
の
と
考

え
て
良
さ
そ
う
で
あ
る
﹂︵

頁
︶

15

｢何
等
か
の
事
情
﹂
と
は
︑
語
構
成
意
識
に
よ
る
分
析
的
表
記
で
あ
ろ

う
︒﹃
続
日
本
紀
﹄
宣
命
に
も
︑﹁
天
津
日
嗣
﹂︵
第
一
詔
︑
文
武
元

︿
六
九
七
﹀
年
︶
︑﹁
天
津
日
継
﹂︵
第
三
十
七
詔
︑
天
平
神
護
元
︿
七
六
五
﹀

年
︶
の
用
例
が
見
え
る
︒
宣
命
大
書
体
に
よ
る
熟
し
た
一
語
か
ら
︑
連
体

修
飾
の
助
詞
ツ
を
付
属
語
と
見
な
し
た
小
書
体
に
よ
る
二
語
に
国
語
意
識

が
通
時
的
変
化
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
︒
故
に
︑
祝
詞
の
転
写
に
お
け

る
文
字
列
で
も
正
訓
か
仮
名
か
の
下
位
分
類
と
し
て
普
遍
的
に
大
字
は
膠

着
︑
小
字
は
分
節
︑
と
い
っ
た
意
識
が
表
記
に
反
映
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら

白
江
恒
夫
著
﹃
祭
祀
の
言
語
﹄︵
馬
場
︶
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れ
よ
う
︒

｢
こ
の
小
字
音
仮
名
は
︑
転
写
の
際
に
筆
者
の
好
み
や
家
の
違
い
に

よ
っ
て
同
音
異
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
﹂︵

頁
︶

16

｢
同
音
異
表
記
﹂
と
は
要
す
る
に
︑
一
音
節
に
対
し
て
当
時
︑
複
数
存

在
し
た
萬
葉
仮
名
字
母
に
お
け
る
選
択
志
向
の
反
映
で
あ
る
︒
小
字
訓
仮

名
﹁
女め

﹂
﹁
部へ

﹂
に
つ
い
て
︑
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
適
否
か
ら
転
写
の

新
古
を
論
ず
る
の
は
よ
い
が
︑
注
で
﹁
島
原
泰
雄
氏
か
ら
﹁
平
安
時
代
以

降
︑﹃
歌
﹄
と
﹃
哥
﹄
の
違
い
が
家
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
﹂
と
い
う
教
示
を

得
た
﹂
︵

頁
︶
と
補
足
す
る
の
は
︑
字
体
の
問
題
な
の
で
異
質
で
あ
る
︒

23

総
じ
て
︑
北
川
和
秀
氏
﹁
続
日
本
紀
に
み
え
る
﹁
弖
﹂﹁
氐
﹂
の
書
き

分
け
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
五
味
智
英

先
生
追
悼

上
代
文
学
論
叢
﹄
所
収
︒
笠
間
書
院
︑
昭

和
五
十
八
年
十
二
月
︶
の
﹁
編
纂
さ
れ
た
文
献
一
般
に
つ
い
て
言
え
る
こ

と
で
あ
る
が
︑
特
定
の
文
字
や
語
が
︑
そ
の
文
献
の
特
定
の
箇
所
の
み
に

集
中
し
て
現
れ
て
い
る
時
︑
そ
の
原
因
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
場
合
が
考

え
ら
れ
る
︒
第
一
に
は
︑
原
史
料
の
相
違
に
由
来
す
る
場
合
︑
第
二
に
は
︑

そ
の
文
献
の
編
纂
過
程
に
由
来
す
る
場
合
︑
そ
し
て
︑
第
三
に
は
︑
文
献

の
書
写
の
過
程
に
由
来
す
る
場
合
で
あ
る
﹂
を
考
慮
し
た
踏
み
込
み
が
あ

れ
ば
︑
更
に
校
合
作
業
が
生
か
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

｢
祝
詞
の
中
に
は
︑
音
仮
名
で
あ
る
の
に
大
字
で
記
さ
れ
た
例
が
か
な

り
見
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
と
い
う
理
由
を
尋
ね
て
み
る
と
︑
次

の
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒
㈠
あ
て
る
べ
き
正
訓
字
が
無
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
も
の

㈡
正
訓
字
で
記
せ
ば
読
み
に
く
か
っ
た
も
の

㈢
正
訓

字
で
記
せ
ば
複
数
の
読
み
が
あ
る
の
で
︑
読
み
の
決
定
に
迷
い
が
生
じ
る

も
の

㈣
読
み
に
く
い
地
名

㈤
読
み
に
く
い
神
名
﹂︵

頁
︶

27

㈠
は
︑
漢
文
体
の
﹃
日
本
書
紀
﹄
訓
詁
の
水
準
か
ら
考
え
る
と
簡
単
に

は
言
え
ま
い
︒﹁
一
書
曰
︑
⁝
⁝
天
万
尊
生
二

沫
蕩
尊
一︒
⁝
⁝
沫
蕩
︑
此

云
二

阿
和
那
伎
一︒﹂
︵
神
代
上
︶
の
如
く
︑
無
理
に
漢
訳
し
よ
う
と
思
え
ば

で
き
る
︒
祝
詞
の
場
合
︑﹁
呪
祷
奏
宣
﹂
の
口
誦
に
供
す
る
音
読
重
視
の

実
用
的
な
倭
文
体
な
の
で
︑
敢
え
て
無
理
を
し
な
か
っ
た
だ
け
か
も
し
れ

な
い
の
で
あ
る
︒

㈠
の
具
体
的
な
用
例
と
し
て
︑﹁
狭
久
那
多
利
尓

下
賜
水
乎

﹂︵
廣

︶
116

﹁
磐
根
木
根
履
佐
久
弥
弖

﹂︵
次

︶﹁
神
等
乃

伊
須
呂
許
比
阿
礼
比
坐
乎

﹂

230

︵
殿

︶﹁
高
山
之
伊
恵
理
短
山
之
伊
恵
理
乎

﹂︵
祓

︶
等
を
挙
げ
︑
﹁
そ

284

325

れ
ぞ
れ
動
詞
の
連
用
形
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
︑
⁝
⁝
延
喜
式
祝
詞
成
立
時
に

は
既
に
古
語
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
﹂︵

頁
︶﹁
漢
字
へ
の
翻
訳
が
し

28

に
く
い
か
或
い
は
不
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
仮
名
書
き
し
た
の
だ
が
︑
自
立

語
や
自
立
語
を
含
む
語
で
あ
る
か
ら
大
字
で
記
し
た
と
考
え
ら
れ
る
﹂

︵

頁
︶
と
す
る
が
︑
こ
こ
も
大
字
は
膠
着
︑
小
字
は
分
節
︑
と
い
っ
た

29切
れ
目
の
有
無
と
い
う
国
語
意
識
の
反
映
で
あ
る
︒

現
代
語
で
も
﹁
遊
び
﹂
﹁
歩
き
﹂
等
︑
ｉ
母
音
で
終
わ
る
動
詞
の
連
用

形
は
転
成
し
て
名
詞
化
し
易
い
性
質
が
あ
り
︑
語
幹
語
尾
の
別
な
く
一
語

と
し
て
独
立
す
る
傾
向
が
強
い
︒
故
に
︑
表
記
も
膠
着
し
て
大
字
と
な
る
︒
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㈡
の
具
体
的
な
用
例
﹁
美
頭
乃

御
舎
﹂︵
祓

︶
で
︑﹁
ミ
ヅ
は
正
訓
字

312

﹁
瑞
﹂
︵
祈

︑
次

︑
殿

︶
の
例
も
あ
る
が
︑
大
祓
に
お
い
て
祝
詞
を

3263

243

267

流
暢
に
宣
読
す
る
に
は
仮
名
書
き
の
方
が
安
全
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
﹂

︵

頁
︶
と
す
る
の
は
︑
祝
詞
に
よ
っ
て
口
誦
性
の
優
劣
が
あ
る
の
か
不

30審
で
あ
る
︒
い
ず
れ
も
︑﹁
瑞ミ
ヅ

能ノ

御ミ
ア

舎ラ
カ

﹂
と
い
う
定
型
句
に
お
い
て
︑
二

音
節
の
定
着
訓
ミ
ヅ
が
︑
た
と
え
厳
粛
な
祭
祀
の
場
に
お
け
る
宣
読
で

あ
っ
て
も
︑
﹁
読
め
な
い
﹂﹁
読
み
に
く
い
﹂
な
ど
と
い
う
こ
と
は
考
え
に

く
い
︒
述
作
者
に
は
別
の
国
語
意
識
が
働
き
︑
仮
名
書
き
と
な
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
即
ち
︑
表
意
︵
語
義
︶
重
視
よ
り
も
表
音
︵
語
形
︶

重
視
の
意
識
で
あ
る
︒

有
坂
秀
世
氏
は
︑
こ
れ
を
﹁
用
字
法
の
固
定
性
と
流
動
性
﹂︵﹃
上
代
音

韻
攷
﹄
所
収
︒
三
省
堂
︑
昭
和
三
十
年
七
月
︶
と
呼
び
︑﹁
二
つ
の
相
反

す
る
傾
向
が
同
時
に
働
く
結
果
︑
自
然
︑
用
字
法
に
不
統
一
を
生
じ
︑
同

じ
語
を
人
に
よ
り
場
合
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
の
形
で
綴
る
よ
う
に
な
る
﹂

と
説
き
︑
用
字
法
の
固
定
性
を
弱
め
て
そ
の
流
動
性
を
大
な
ら
し
め
る
特

殊
の
事
情
と
し
て
︑
萬
葉
仮
名
字
母
の
数
多
さ
を
指
摘
す
る
︒

更
に
﹁
美
頭
乃

御
舎
﹂
に
は
︑
字
面
の
意
識
も
働
い
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒
即
ち
︑
ミ
ヅ
と
い
う
語
形
を
明
示
し
つ
つ
︑﹁
美
し
い
頭
︵
屋

根
︶
﹂
を
連
想
︵
人
間
で
も
建
物
で
も
最
上
部
の
第
一
印
象
で
識
別
︶
さ

せ
る
と
い
う
技
巧
的
な
用
字
︵
祓
う
べ
き
穢
に
対
す
る
美
の
暗
示
︶
で
あ

ろ
う
︒

｢宇
豆
能

幣
帛
﹂︵
祈

︶
が
﹁
珍
︵
貴
︶
能

幣
帛
﹂
で
な
い
理
由
も
同

12

様
︵
豆
の
樹
の
枝
ぶ
り
か
ら
幣
帛
の
形
状
を
連
想
︶
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒

㈢
の
具
体
例
で
は
﹁
伊
加
志

穂
﹂
︵
祈

︶﹁
伊
賀
志

御
世
﹂︵
久

︶
等

16

190

を
挙
げ
︑﹁
イ
カ
シ
穂
︑
イ
カ
シ
御
世
は
そ
れ
ぞ
れ
﹁
厳
穂
﹂﹁
厳
御
世
﹂

が
正
訓
字
で
あ
る
が
︑﹁
厳
﹂
に
は
イ
ツ
︑
イ
ツ
ノ
︑
イ
カ
︑
イ
カ
シ
︑

ミ
カ
︵
ミ
イ
カ
︶
等
の
読
み
が
考
え
ら
れ
る
の
で
︑﹁
厳
﹂
と
記
さ
れ
て

い
た
な
ら
祝
詞
奏
上
者
は
何
れ
の
読
み
に
従
う
べ
き
か
迷
う
で
あ
ろ
う
﹂

︵

頁
︶
と
す
る
が
︑﹁
茂
御
世
﹂
︵
祈

︑
春

︶
の
例
も
あ
る
の
で
不

31

54

91

審
で
あ
る
︒

｢勢
い
が
盛
ん
で
あ
る
︒
穀
物
の
稔
り
や
︑
樹
木
の
繁
茂
や
世
の
繁
栄

し
て
い
る
状
態
に
対
し
て
い
う
﹂
︵﹃
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
﹄
︶
と

い
う
形
容
詞
の
字
義
と
し
て
は
︑﹁
厳
﹂︵
﹃
文
選
﹄
羽
猟
賦
﹁
凌
二

堅
冰
一

犯
二

嚴
淵
一

﹂
李
善
注
﹁
厳
言
レ

可
レ

畏
也
﹂︶
よ
り
﹁
茂
﹂︵﹃
説
文
解
字
注
﹄

﹁
艸
木
盛
皃
﹂︶
の
方
が
適
切
で
あ
る
︒﹁
厳
﹂
は
︑
﹃
日
本
書
紀
﹄
の
訓
注

に
﹁
亦
大
臣
所
遣
群
卿
者
︑
従
来
如
二

厳
矛
厳
矛
︑
此
云
二

伊
箇
之
倍
虚
一

︑
取
レ

中
事
一︑
而
奏

請
人
等
也
﹂︵
舒
明
天
皇
即
位
前
紀
︶
と
見
え
︑﹁
厳
め
し
く
神
威
あ
る
矛
﹂

の
意
の
如
く
用
い
る
の
が
正
し
い
︵
但
し
︑
﹁
茂
槍
乃

中
執
持
弖

﹂︿
中
臣

寿
詞
﹀
の
用
例
も
あ
る
︶︒
﹃
続
日
本
紀
﹄
宣
命
に
は
︑﹁
朕
乎

助
奉
仕
奉

事
乃

重
支

労
支

事
乎

⁝
⁝
常
労
弥

重
弥

所
念
坐
久止

宣
﹂︵
第
二
詔
︶
の
如
く
︑

イ
カ
シ
キ
︵
体
言
︶
と
イ
カ
シ
ミ
︵
ミ
語
法
︶
の
両
語
形
が
見
え
る
︒
宣
命

に
仮
名
書
き
例
は
な
い
が
︑﹃
書
紀
﹄
の
訓
注
﹁
天
豊
財
重
日
重
日
︑
此
云
二

伊

柯

之

比
一

︒

白
江
恒
夫
著
﹃
祭
祀
の
言
語
﹄︵
馬
場
︶
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足
姫
天
皇
﹂
︵
皇
極
天
皇
即
位
前
紀
︶
に
よ
っ
て
推
定
で
き
る
︒

同
字
異
訓
・
同
訓
異
字
は
︑
日
本
語
に
摂
取
さ
れ
た
漢
字
の
常
で
あ
る
︒

正
訓
か
仮
名
か
の
同
語
異
表
記
は
︑
表
意
︵
語
義
︶
重
視
か
表
音
︵
語
形
︶

重
視
か
の
国
語
意
識
に
よ
る
︒
確
か
に
︑
奏
宣
の
台
本
と
し
て
﹁
読
み
誤

ら
な
い
こ
と
﹂
は
必
要
条
件
だ
が
︑
十
分
条
件
で
は
な
い
︒

㈣
の
具
体
例
と
し
て
地
名
︑
志シ

貴キ

・
曽ソ

布フ

・
宇ウ

陀ダ

・
都ツ

祁ゲ

・
志シ

貴キ

嶋
・

宇ウ

奈ナ

堤デ

を
挙
げ
︑
磯
城
・
添
・
菟
田
・
鬪
鶏
・
磯
城
嶋
・
雲
梯
と
記
せ
ば

読
み
に
く
か
っ
た
も
の
︵﹁
雲
梯
﹂
以
外
は
﹃
書
紀
﹄
に
見
え
る
︶
と
考

え
ら
れ
る
と
述
べ
︑
﹁
同
じ
地
名
で
も
︑
祝
詞
に
は
﹁
飛
鳥

あ

す

か

﹂︵
祈

︑
次

61

︑
雲

︶
﹁
石
寸

い

は

れ

﹂︵
祈

︑
次

︶
等
が
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
ら

241

534

61

241

は
読
み
慣
れ
見
慣
れ
て
い
た
の
で
仮
名
書
き
す
る
必
要
が
無
か
っ
た
の
で

あ
ろ
う
﹂
︵

頁
︶
と
す
る
が
︑
三
音
節
を
﹁
雲
梯
﹂
で
は
な
く
一
字
一

32

音
式
に
﹁
宇
奈
堤
﹂
と
す
る
︵
し
か
し
︑﹁
飛
鳥
﹂
は
﹁
明
日
香
﹂
で
は

な
い
︒
﹁
石
寸
﹂
は
﹃
古
事
記
﹄
下
巻
に
﹁
御
陵
︑
在
二

石
寸
掖
上
一

﹂︿
用

命
天
皇
﹀
と
見
え
︑
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
頭
注
は
﹁﹃
石
寸
﹄﹂
の

﹃
寸
﹄
は
﹃
村
﹄
の
偏
を
略
し
た
も
の
で
︑﹃
石
村
い
は
れ

﹄︒﹃
村
﹄
の
意
の

古
語
と
し
て
︑
ア
レ
と
い
う
語
が
あ
っ
た
﹂
と
す
る
︶
以
外
︑
二
音
節
二

字
︵
﹁
添
﹂
の
み
一
字
︶
の
固
有
名
表
記
の
動
機
と
し
て
は
不
審
で
あ
る
︒

地
名
は
日
本
の
地
理
・
歴
史
・
民
俗
等
を
包
摂
す
る
風
土
意
識
を
反
映

し
た
文
化
的
記
号
で
あ
り
︑
国
語
意
識
や
風
土
記
編
述
の
官
命
﹁
畿
内
七

道
諸
国
︒
郡
郷
名
著
二

好
字
一︒
⁝
⁝
﹂︵﹃
続
日
本
紀
﹄
和
銅
六
年
五
月
条
︶

等
の
制
度
と
相
俟
っ
て
付
け
ら
れ
た
由
緒
あ
る
土
地
の
名
前
で
あ
る
︒
少

な
く
と
も
︑﹃
延
喜
神
名
式
﹄︵
神
名
帳
︶
に
記
載
さ
れ
た
当
時
の
官
社
の

国
郡
別
一
覧
や
﹃
倭
名
類
聚
抄
﹄
国
郡
部
の
地
名
と
照
合
し
た
慎
重
な
判

断
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒

㈤
の
具
体
例
で
聊
か
不
審
な
分
析
は
﹁
櫛
御
氣ケ

野
命
﹂︵
雲

︶
に
つ

515

い
て
で
あ
る
︒﹁﹁
訓
仮
名
＋
正
訓
字
＋
音
仮
名
＋
正
訓
字
＋
正
訓
字
﹂
の

構
成
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
神
名
を
正
訓
字
表
記
す
れ
ば
﹁
奇
御
食
野

命
﹂
ま
た
は
﹁
奇
御
膳
野
命
﹂
と
な
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
れ
で
は
︑

ク
シ
ミ
ケ
ノ
ノ
命
と
は
読
み
に
く
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
﹂︵

頁
︶
と
す

33

る
が
如
何
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
神
名
の
語
構
成
は
︑
﹁
訓
仮
名
︵﹁
霊
妙
で
あ

る
﹂
意
の
形
容
詞
の
基
本
型
ク
シ
︶
＋
訓
仮
名
︵
甲
類
・
敬
語
接
頭
語
︶

＋
音
仮
名
︵
乙
類
・
食
物
の
意
の
一
音
節
語
︶
＋
正
訓
字
︵﹁
地ナ

﹂
の
母

音
交
替
形
︶
＋
正
訓
字
︵
神
を
尊
崇
し
て
呼
ぶ
時
に
そ
の
名
の
下
に
連
体

助
詞
ノ
を
介
し
て
付
け
る
語
︶﹂
で
︑﹁
霊
妙
な
食
物
を
産
出
す
る
平
野
の

神
﹂
が
釈
義
の
︑
農
耕
と
食
物
を
司
る
穀
霊
神
で
あ
ろ
う
︒﹁
御
膳
﹂
で

は
ミ
ケ
と
読
み
に
く
か
っ
た
と
い
う
の
も
︑﹁
大
御ミ

膳ケ

都
神
﹂﹁
皇
御
孫

命
能

長
御ミ

膳ケ

能
遠
御ミ

膳ケ

登

聞
食
故
﹂︵
祈
年
祭
︶
の
用
例
が
あ
る
の
で
納
得

で
き
な
い
︒

『萬
葉
集
﹄
に
は
︑
更
に
物
事
を
褒
め
尊
ぶ
意
を
示
す
形
状
言
オ
ホ
を

冠
し
た
︑
訓
字
主
体
の
﹁
⁝
⁝

川
之
神
母
大オ
ホ

御ミ

食ケ

尓

仕
奉
等
⁝
⁝
﹂︵
巻

一
・

番
歌
︶
と
一
字
一
音
の
﹁
⁝
⁝
於オ

保ホ

美ミ

氣ケ

尓

都
加
倍
麻
都
流
等

38
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⁝
⁝
﹂︵
巻
二
十
・

番
歌
︶
の
用
例
が
あ
る
︵﹁
御ミ

氣ケ

﹂
は
な
い
︶︒
故
に
︑

4360

祝
詞
の
﹁
御ミ

氣ケ

﹂
は
両
者
が
交
錯
し
た
よ
う
な
用
字
で
あ
る
の
で
︑﹁
御ミ

﹂

が
訓
字
か
仮
名
か
の
判
別
は
微
妙
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
氣ケ

﹂
も
音
仮
名
で

は
あ
る
が
︑
元
来
は
形
声
の
漢
字
で
︑﹃
説
文
解
字
﹄
が
﹁
饋
レ

客
之
芻

米
也
︑
从
レ

米
气
聲
︑
春
秋
傳
曰
︑
齊
人
來
氣
二

諸
侯
一︑
⁝
⁝
氣
或
从
レ

食
﹂

と
記
述
す
る
よ
う
に
︑
字
源
や
字
義
か
ら
﹁
食
﹂
と
の
関
係
が
深
い
こ
と

が
分
か
る
︒

な
お
︑﹃
古
事
記
﹄
上
巻
の
出
雲
神
話
で
は
︑
須
佐
之
男
命
が
八
俣
大
蛇

退
治
の
際
に
櫛
名
田
比
売
を
神
聖
な
﹁
櫛
﹂︵
邪
気
払
い
の
呪
能
が
あ
る
道

具
︶
に
変
え
︵
こ
の
呪
術
自
体
が
霊
妙
で
﹁
奇
し
﹂︶︑
髪
に
挿
し
た
と
見

え
る
の
で
︑
こ
の
古
伝
承
の
縁
に
よ
る
連
想
的
用
字
法
か
も
し
れ
な
い
︒

訓
仮
名
に
つ
い
て
は
︑
橋
本
四
郎
氏
﹁
訓
仮
名
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
萬
葉
﹄

第
三
十
三
号
︒
萬
葉
学
会
︑
昭
和
三
十
四
年
十
月
︶
に
﹁
祝
詞
に
は
か
な

り
多
数
あ
る
が
︑
全
体
の
文
字
環
境
の
他
に
︑
延
喜
式
を
通
じ
て
見
る
文

字
面
と
い
う
点
か
ら
︑
他
と
同
列
に
は
置
け
な
い
で
あ
ろ
う
﹂﹁
正
訓
か

仮
名
か
の
別
が
明
確
で
な
い
こ
と
は
︑
体
系
の
未
確
立
な
段
階
で
は
︑
文

字
の
表
意
表
音
の
二
重
性
を
生
か
し
た
効
率
の
高
い
文
字
選
択
に
他
な
ら

な
い
の
で
あ
る
﹂
﹁
訓
仮
名
の
成
立
に
は
︑
文
字
に
対
す
る
訓
の
定
着
が

前
提
に
な
る
︒
訓
の
定
着
の
た
め
に
は
︑
そ
の
文
字
の
そ
の
意
味
に
対
す

る
表
意
的
な
使
用
頻
度
が
高
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
⁝
⁝
訓
仮
名
が
︑

伝
達
効
果
の
減
退
を
恐
れ
て
正
訓
と
の
両
用
を
避
け
る
こ
と
は
初
め
か
ら

望
み
薄
だ
っ
た
わ
け
で
︑
む
し
ろ
両
用
が
自
然
の
姿
で
あ
る
﹂﹁
両
用
法

の
衝
突
を
乗
り
越
え
て
な
お
か
つ
訓
仮
名
が
選
ば
れ
る
理
由
は
︑
⁝
⁝
仮

名
で
あ
る
と
と
も
に
意
義
表
象
を
喚
起
し
易
い
と
い
う
二
重
の
性
格
に
よ

る
も
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
い
っ
た
指
摘
が
あ
り
︑
重
要
で
あ
る
︒

正
訓
字
﹁
将
﹂
に
つ
い
て
︑
同
文
脈
・
同
内
容
の
﹁
向
股
尓

泥
畫
寄
弖

取
作
牟

奥
津
御
年
乎

﹂︵
祈

︶
と
﹁
向
股
尓

埿
畫
寄
弖

取
将
作
奥
都
御
歳
乎

﹂

15

︵
廣

︶
等
を
比
較
し
︑﹁
し
か
し
︑
よ
り
正
確
な
表
記
と
し
て
は
仮
名
書

111

き
に
す
る
の
が
望
ま
し
い
の
で
︑
仮
名
表
記
が
多
い
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
﹂︵

頁
︶
と
す
る
︒
し
か
し
︑
漢
文
的
語
序
表
記
・
漢
文
助
字
に
関

34

し
て
は
︑
表
記
だ
け
で
な
く
文
体
や
語
法
の
観
点
か
ら
も
分
析
す
る
必
要

が
あ
ろ
う
︒
穀
物
の
熟
す
る
時
期
を
示
す
﹁
御
年
︵
歳
︶﹂
を
共
通
項
と

す
る
連
体
形
ト
リ
ツ
ク
ラ
ム
の
表
記
の
相
違
は
︑
句
読
意
識
の
差
に
よ
る

の
で
は
な
い
か
︒
即
ち
︑﹁
取
作
牟

﹂
は
一
語
に
近
い
膠
着
︑﹁
取
将
作
﹂

は
漢
字
と
倭
語
の
対
応
関
係
の
固
定
化
が
著
し
い
短
句
型
を
利
用
し
た
倭

文
表
記
だ
が
︑
返
読
を
要
し
て
︑﹁
取
り
︑
作
ら
む
﹂
と
分
節
︵
奏
宣
の
際

の
息
継
ぎ
と
は
限
ら
ず
︶
意
識
が
介
在
し
た
反
映
で
は
な
い
か
と
考
え
る
︒

｢し
か
し
︑﹁
令
﹂
の
字
は
シ
ム
と
読
む
習
慣
が
出
来
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
︒
そ
れ
故
に
正
訓
字
表
記
を
と
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
﹂︵

頁
︶
は

35

当
然
で
︑
問
題
は
︑
日
本
語
の
語
順
に
従
い
使
役
の
助
動
詞
シ
ム
を
付
属

語
と
し
て
小
字
仮
名
で
書
き
添
え
ず
︑
漢
文
助
字
を
借
用
し
た
措
辞
に
よ

り
倒
置
表
記
す
る
例
の
方
が
優
勢
な
点
で
あ
る
︒﹁
令
仕
奉
﹂
等
を
返
り
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点
な
し
に
ツ
カ
ヘ
マ
ツ
ラ
シ
メ
と
確
実
に
読
め
た
の
は
︑
当
時
の
識
字
層

が
漢
文
訓
読
の
句
法
に
習
熟
し
て
い
た
か
ら
で
あ
り
︵
シ
ム
は
﹁
訓
読
特

有
の
語
彙
﹂
に
分
類
さ
れ
る
︶︑
倭
文
体
の
祝
詞
で
は
あ
る
が
︑
文
章
語

と
し
て
の
枠
組
み
に
は
漢
文
訓
読
の
支
え
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
証
拠
と
言

え
る
︒

築
島
裕
氏
﹃
平
安
時
代
の
漢
文
訓
讀
語
に
つ
き
て
の
研
究
﹄︵
東
京
大

学
出
版
会
︑
昭
和
三
十
八
年
三
月
︶
に
﹁
㈠
奈
良
時
代
に
は
用
ゐ
ら
れ
て

ゐ
た
の
に
︑
平
安
時
代
の
和
文
で
は
用
ゐ
ら
れ
な
く
な
つ
て
し
ま
つ
た
語

で
︑
そ
れ
が
訓
讀
語
の
中
で
は
平
安
時
代
に
も
依
然
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
て

ゐ
る
も
の
︒
こ
れ
に
は
例
へ
ば
︑
接
尾
語
の
﹁
ユ
・
ラ
ユ
﹂﹁
シ
ム
﹂︑

⁝
⁝
こ
れ
ら
は
夫
〻
和
文
の
方
に
對
應
す
る
同
義
語
が
あ
る
︒﹁
シ
ム
﹂

に
對
す
る
﹁
す
・
さ
す
﹂︑
⁝
⁝
こ
の
現
象
を
﹁
訓
讀
語
の
古
語
的
性
格
﹂

と
名
附
け
る
﹂
﹁
漢
文
訓
讀
語
は
︑
文
體
史
的
に
見
る
時
は
︑
そ
れ
だ
け

が
純
粹
の
形
で
漢
文
訓
讀
の
際
に
用
ゐ
ら
れ
て
後
世
に
及
ん
だ
ば
か
り
で

な
く
︑
一
方
で
は
片
假
名
交
り
文
・
變
體
漢
文
・
和
漢
混
淆
文
な
ど
の
形

と
し
て
︑
他
種
の
文
體
と
非
常
に
深
い
關
係
を
保
ち
つ
つ
︑
後
世
に
及
ん

だ
︒
後
世
の
文
章
の
體
は
︑
平
安
時
代
の
和
歌
や
和
文
よ
り
も
︑
寧
ろ
こ

れ
ら
の
漢
文
訓
讀
語
や
和
漢
混
淆
文
な
ど
の
勢
力
の
方
が
强
か
つ
た
と
さ

へ
言
ひ
得
る
﹂
と
い
っ
た
考
察
が
あ
り
︑
重
要
で
あ
る
︒

｢
い
っ
た
い
︑
﹁
不
﹂
と
い
う
助
字
は
︑
仮
名
書
き
に
す
る
方
が
却
っ
て

意
味
的
な
混
乱
を
招
き
易
い
︒
又
︑﹁
不
﹂
と
書
く
方
が
早
い
し
︑
意
味

も
と
り
易
か
っ
た
の
で
必
ず
正
訓
字
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
﹂︵

頁
︶
は
︑

37

表
意
︵
語
義
︶
重
視
か
表
音
︵
語
形
︶
重
視
か
の
国
語
意
識
に
お
い
て
前

者
が
優
勢
な
典
型
で
あ
る
が
︑
倭
語
で
打
消
の
助
動
詞
﹁
ズ
・
ジ
・
ザ
リ
﹂

に
相
当
す
る
表
記
も
文
章
語
の
枠
組
み
と
し
て
は
漢
文
句
法
の
規
制
が
強

く
︑
そ
れ
で
い
て
文
脈
か
ら
読
み
分
け
が
容
易
で
あ
る
程
︑
短
句
と
し
て

倭
文
に
馴
化
し
て
い
る
理
由
は
︑
祝
詞
起
草
者
に
お
い
て
も
や
は
り
漢
文

訓
読
の
習
熟
が
背
景
に
あ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒

『続
日
本
紀
﹄
宣
命
に
は
︑﹁
荷
重
波

不
堪
自
加
止

﹂︵
第
五
詔
︶
や
﹁
天

地
乃

福
毛

不
蒙
自

﹂︵
第
四
十
五
詔
︶︑
﹁
定
不
賜
奴
仁
己

曽
阿
礼

﹂︵
第
三
十
一
詔
︶

等
の
よ
う
に
︑﹁
不
﹂
を
不
読
字
と
し
て
お
き
な
が
ら
︑
更
に
そ
の
語
形

を
小
字
仮
名
で
書
き
添
え
て
補
読
す
る
表
意
表
音
相
互
表
示
の
特
異
例
が

見
え
︑
宣
命
体
表
記
の
成
立
と
漢
文
訓
読
法
の
交
渉
が
想
起
さ
れ
る
︒

｢さ
て
︑
正
訓
字
﹁
如
﹂
は
﹁
如
レ

│
﹂﹁
如
二

│
一

﹂
と
返
る
表
記
︵
１

～
５
︶
以
外
に
︑﹁
│
ノ
如
ク
﹂
と
い
う
用
例
︵
６
～
９
︶
が
数
多
く
あ
る
︒

そ
れ
は
︑
﹁
如
﹂
は
国
文
的
語
序
表
記
に
も
適
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒

５
の
第
二
例
﹁
湯
津
如
二

磐
村
一

﹂
は
純
漢
文
で
は
考
え
ら
れ
な
い
語
序

で
あ
り
︑
５
の
第
一
例
﹁
如
二

湯
津
磐
村
一

﹂
こ
そ
純
漢
文
体
で
あ
る
︒

５
の
第
二
例
な
ど
は
︑
視
覚
的
に
近
い
返
読
の
法
を
用
い
た
も
の
で
︑
返

る
こ
と
を
忘
れ
る
の
を
防
ぐ
表
記
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
﹂︵

頁
︶

38

は
︑
術
語
が
語
序
か
ら
文
体
へ
と
飛
躍
し
て
い
る
︒
祝
詞
は
句
単
位
で
漢

文
式
の
語
序
が
介
在
す
る
も
︑
文
末
の
述
部
動
詞
は
︑
必
ず
﹁
宣

ノ
リ
タ
マ
フ﹂
か
﹁
申
マ
ヲ
ス
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︵
白
︶
﹂
で
結
ば
れ
る
の
で
︑
あ
く
ま
で
倭
文
体
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
視
覚

的
に
近
い
返
読
の
法
﹂﹁
返
る
こ
と
を
忘
れ
る
の
を
防
ぐ
表
記
﹂
と
は
破

格
の
こ
と
だ
ろ
う
か
︒﹁﹁
如
﹂
は
国
文
的
語
序
表
記
に
も
適
し
て
い
た
﹂

な
ら
ば
︑
何
故
﹁
湯
都
磐
村
乃

如
久

﹂︵
次

︶
の
如
く
宣
命
体
に
し
な
か
っ

217

た
の
だ
ろ
う
か
︒

築
島
裕
氏
﹃
平
安
時
代
語
新
論
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
︑
昭
和
四
十
四

年
六
月
︶
に
﹁
﹁
ご
と
し
﹂
は
普
通
一
語
と
し
て
﹁
比
況
の
助
動
詞
﹂
と

さ
れ
て
ゐ
る
が
︑
﹁
ご
と
﹂
は
本
來
體
言
で
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
︑﹁
布
か

た
衣
の
み
る
の
其
等
わ
ゝ
け
さ
が
れ
る
﹂︵
萬
葉
五
ノ
八
九
二
︶
の
や
う

な
連
用
修
飾
格
に
立
つ
獨
立
の
用
法
も
多
く
見
ら
れ
る
︒
⁝
⁝
﹁
ご
と

し
﹂
は
︑
上
代
に
は
頻
に
用
ゐ
ら
れ
た
が
︑
平
安
時
代
に
は
使
用
範
圍
が

限
ら
れ
︑
訓
點
に
は
多
く
見
え
る
が
︑
和
文
に
は
あ
ま
り
用
ゐ
ら
れ
ず
︑

こ
れ
と
同
じ
意
味
の
﹁
や
う
な
り
﹂
が
多
く
用
ゐ
ら
れ
た
︒
た
ゞ
語
幹
の

﹁
ご
と
﹂
だ
け
は
︑
和
歌
・
散
文
を
通
じ
て
廣
く
行
な
は
れ
た
﹂
と
い
っ

た
考
察
が
あ
り
︑
重
要
で
あ
る
︒
ま
た
︑
島
田
勇
雄
氏
﹁﹁
ご
と
し
﹂
の

意
味
に
つ
い
て
﹂︵
神
戸
大
学
文
学
部
開
設
記
念
特
輯
号
文
学
篇
﹃
研
究
﹄︑

昭
和
三
十
年
三
月
︶
に
﹁﹁
ご
と
し
﹂
は
奈
良
朝
か
ぎ
り
で
一
般
人
の
口

語
に
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
く
な
り
︑
以
後
は
僧
侶
を
中
心
と
す
る
社

会
︵
漢
学
者
も
含
む
︶
の
用
語
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
少
な
く
も
平
安

朝
で
は
︑
﹁
ご
と
し
﹂
は
僧
侶
社
会
に
︑﹁
や
う
な
り
﹂
は
貴
族
社
会
に
と

い
う
ふ
う
に
︑
言
語
社
会
の
違
い
に
よ
り
使
い
分
け
が
あ
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
︒
⁝
⁝
文
語
と
口
語
と
が
分
れ
た
の
が
平
安
中
期
で
あ
つ
て
︑
そ

れ
以
前
は
い
わ
ば
言
文
一
致
の
時
代
で
あ
つ
た
ろ
う
か
ら
︑
仮
名
文
学
作

品
に
現
れ
る
も
の
は
つ
ま
り
口
語
で
あ
つ
た
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
簡
単
に

き
め
こ
ん
で
し
ま
え
な
い
の
で
あ
る
︒
貴
族
の
中
で
も
漢
学
者
た
ち
は
学

問
の
性
質
上
僧
侶
と
の
交
流
は
深
か
つ
た
で
あ
ろ
う
し
︑
い
わ
ゆ
る
博
士

家
と
仏
家
と
の
交
渉
は
︑
訓
読
用
語
に
つ
い
て
も
︑
前
者
が
後
者
か
ら
か

な
り
多
く
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
当
然
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
っ
た

考
察
も
あ
り
︑
神
�
祭
祀
へ
の
仏
教
や
漢
訳
仏
典
の
影
響
を
勘
案
す
る
こ

と
は
重
要
で
あ
る
︒

内
部
徴
証
は
大
切
だ
が
︑
築
島
氏
や
島
田
氏
の
如
く
当
時
の
日
本
社
会

に
お
け
る
言
語
の
環
境
や
使
用
と
い
っ
た
巨
視
的
な
観
点
か
ら
も
俯
瞰

し
︑
祝
詞
起
草
者
の
国
語
意
識
や
識
字
能
力
︑
依
拠
し
た
典
籍
等
も
考
慮

し
な
け
れ
ば
︑
現
象
に
迎
合
し
た
解
釈
に
陥
る
虞
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
︒
漢
字
専
用
の
奈
良
朝
か
ら
︑
平
仮
名
や
片
仮
名
も
交
え
る

平
安
朝
へ
と
通
時
的
に
文
字
環
境
が
変
化
し
た
と
は
言
え
︑
律
令
や
国
史

と
い
っ
た
公
文
書
は
正
格
の
漢
文
体
で
記
録
さ
れ
た
事
実
か
ら
す
る
と
︑

そ
の
規
制
は
依
然
と
し
て
強
く
︑
漢
文
訓
読
と
い
う
回
路
を
通
じ
︑
新
た

に
語
序
や
格
表
示
を
整
え
た
倭
文
体
︵
言
霊
の
威
力
を
信
じ
た
真
仮
名
宣

命
体
と
し
て
現
代
祝
詞
に
も
踏
襲
︶
と
い
う
規
範
で
表
記
す
る
際
に
も
︑

影
響
が
及
ん
だ
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒
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四

第
二
編

語
彙

の
考
察
に
つ
い
て

第
一
章
で
は
︑
延
喜
式
祝
詞
の
形
式
段
落
の
末
尾
に
頻
出
す
る
常
套
句

﹁
稱
辞
竟
奉
﹂
︵
字
体
が
新
旧
混
在
す
る
の
は
底
本
に
従
っ
た
と
の
由
︶
を

通
し
て
︑
祭
神
と
祭
祀
者
と
の
関
係
の
定
位
を
探
る
︒
ま
ず
︑
具
体
的
な

用
例
の
分
類
表
を
掲
げ
︑
本
居
宣
長
﹃
大
祓
詞
後
釋
﹄﹁
つ
け
そ
へ
ぶ
み
﹂

の
説
を
吟
味
し
︑
タ
タ
ヘ
ゴ
ト
ヲ
ヘ
マ
ツ
ル
の
語
義
は
︑﹁
ほ
め
る
言
葉

を
こ
と
ご
と
く
申
し
あ
げ
る
﹂﹁
ほ
め
る
言
葉
を
き
わ
め
つ
く
し
て
申
し

あ
げ
る
﹂
と
な
る
と
す
る
︒
次
に
︑
神
�
と
職
員
の
﹃
令
義
解
﹄
に
は
﹁
賛

辞
﹂
︑
﹃
令
集
解
﹄
に
は
﹁
稱
辞
﹂
と
﹁
賛
辞
﹂
の
二
種
が
あ
る
こ
と
に
注

目
し
︑﹁
祝
詞
に
お
い
て
は
︑﹁
稱
辞
竟
奉
﹂
は
頻
出
す
る
が
﹁
賛
辞
竟
奉
﹂

の
例
は
皆
無
で
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
類
似
し
た
意
味
を
も
つ
﹁
稱
辞
﹂
と
﹁
賛

辞
﹂
の
中
か
ら
﹁
稱
辞
﹂
に
統
一
し
た
の
で
は
な
く
︑﹁
稱●

辞
﹂
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
⁝
⁝
﹁
賛
辞
﹂
と
い
う
語
で
は
言
い
表
せ
な

い
意
味
が
﹁
稱
辞
﹂
と
い
う
語
に
は
存
し
た
の
だ
﹂︵

頁
︶
と
い
う
見

79

解
を
示
し
︑
漢
籍
注
や
古
辞
書
に
よ
っ
て
類
義
語
の
字
義
を
吟
味
し
裏
付

け
て
い
る
︒

『
令
集
解
﹄
は
︑
清
和
天
皇
の
貞
観
年
間
︵
八
五
九
～
八
七
六
︶
に
明

法
博
士
の
惟
宗
直
本
が
編
纂
し
た
令
の
先
行
諸
注
釈
書
の
集
大
成
で
あ

り
︑
延
長
五
年
︵
九
二
七
︶
成
立
の
藤
原
忠
平
等
﹃
延
喜
式
﹄
は
﹃
令
集

解
﹄
を
参
看
で
き
た
で
あ
ろ
う
︒
だ
が
︑
本
書
で
は
所
引
の
﹁
釋
云
︑
説

文
曰
︑
祝
者
為
二

祭
主
一

賛
辞
者
也
︒﹂
の
出
典
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
︒

原
典
に
は
︑﹁
祝

祭
主
贊
詞
者

从
示
从
儿
口

一
曰
从
兌
省

易
曰
兌
爲
口

爲
巫
﹂
と
あ
る
の
で
︑
﹃
令
集
解
﹄
は
改
編
本
か
ら
の
孫
引
き
で
あ
る
︒

﹁
賛
辞
﹂
は
﹁
贊
詞
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
句
読
も
﹁
祭
主
二
贊
詞
一
者
﹂

の
方
が
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︵﹁
主
﹂
は
名
詞
シ
ュ
で
は
な
く
︑
動

詞
ツ
カ
サ
ド
ル
︶
︒

こ
こ
は
︑
表
記
例
Ａ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
大
祓
の
起
源
を
語
る
古
伝
承

の
一
節
﹁
乃
使
二

忌
部
首
遠
祖
太
玉
命
執
取
一︑
而
広
厚
称
辞
祈
啓
矣
︒
﹂︵
神

代
紀
第
七
段
︶
の
用
字
を
踏
襲
し
た
も
の
と
単
純
に
考
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
だ
ろ
う
か
︒
な
ぜ
な
ら
︑﹃
延
喜
式
﹄
編
纂
時
に
祝
詞
全
体
で
形
式

段
落
の
切
れ
目
毎
に
神
主
・
祝
部
等
が
共
に
﹁
称
レ

唯
﹂︵
承
知
の
声
を

出
せ
︶
と
の
指
示
に
対
応
さ
せ
た
用
字
と
解
す
る
と
納
得
し
易
い
か
ら
で

あ
る
︒

次
に
︑
上
接
す
る
格
助
詞
に
よ
っ
て
﹁
稱
辞
竟
奉
﹂
の
用
例
を
三
種
に

分
類
し
︑
次
の
よ
う
な
結
論
を
導
き
出
し
て
い
る
︵

頁
よ
り
摘
記
︶︒

96

Ａ
﹁︵
体
言
︶
ト
稱
辞
竟
奉
﹂
＝
祭
祀
の
目
的
に
添
っ
て
︑
祭
神
や
神
殿

を
そ
の
よ
う
︵
体
言
︶
に
命
名
す
る
こ
と
で
﹁
⁝
⁝
ト
シ
テ
﹂
と
い
う

資
格
を
付
与
し
て
お
祭
り
申
し
上
げ
る
意
︒

Ｂ
﹁︵
用
言
︶
ト
稱
辞
竟
奉
﹂
＝
本
貫
地
か
ら
遷
座
し
て
い
る
祭
神
の
活

動
や
機
能
を
祭
祀
者
側
が
具
体
的
に
示
し
て
お
祭
り
申
し
上
げ
る
意
︒
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Ｃ
﹁

ニ
稱
辞
竟
奉
﹂
＝
勅
使
や
幣
帛
使
が
差
遣
さ
れ
る
祭
の
祝
詞
に

見
ら
れ
る
の
で
︑
元
々
そ
こ
に
鎮
座
し
て
い
る
神
に
対
す
る
祭
祀
で
は

な
く
︑
神
を
新
た
に
そ
の
処
に
お
迎
え
し
て
お
祭
り
申
し
上
げ
る
意
︒

こ
の
分
類
は
︑
祭
祀
の
事
情
や
祝
詞
の
機
能
を
重
視
し
た
も
の
で
あ
る
︒

Ａ
の
﹁
命
名
す
る
﹂
と
は
︑﹃
岩
波
古
語
辞
典
﹄
の
﹁
基
本
助
詞
解
説
﹂

の
記
述
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
が
︑
祭
祀
の
現
場
に
お
い
て
初
め
て
対

象
を
名
付
け
る
か
の
如
き
印
象
を
与
え
て
し
ま
う
の
で
︑
既
存
の
状
態
性

概
念
を
反
映
し
た
名
を
﹁
称
呼
す
る
﹂
と
表
現
す
る
方
が
穏
当
で
あ
ろ
う
︒

Ｂ
は
︑
直
前
の
用
言
︵﹁
看
﹂﹁
賜
﹂﹁
賜
﹂﹁
坐
世

﹂
と
い
っ
た
敬
語
の
補

助
動
詞
の
命
令
形
︶
だ
け
を
承
け
る
だ
け
で
は
な
く
︑
祝
詞
の
話
法
か
ら

す
れ
ば
︑
引
用
句
全
体
を
承
け
る
格
助
詞
と
捉
え
る
方
が
穏
当
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
︒
な
ぜ
な
ら
︑
具
体
的
な
祈
願
内
容
は
用
言
だ
け
で
成
り
立
っ

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
Ｃ
は
︑
祭
神
が
祭
祀
を
受
け
る
地
名
や
場
所
を

明
確
に
指
定
す
る
格
助
詞
ニ
が
宣
命
小
書
体
﹁
尓

﹂
で
表
記
さ
れ
︑﹁
止

︵
登
︶
﹂
と
同
じ
く
省
略
さ
れ
た
例
を
見
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
各
用

例
を
分
析
し
︑
祭
神
と
祭
祀
者
と
の
位
置
関
係
に
注
目
し
て
い
る
︒
特
に

﹁
本
貫
地
に
鎮
座
し
て
い
る
か
︑
本
貫
地
か
ら
遷
座
し
た
か
﹂
に
よ
っ
て

祭
神
と
の
関
係
や
祭
神
へ
の
姿
勢
の
変
化
を
認
め
︑
そ
れ
が
祭
祀
者
の
祝

詞
表
現
に
反
映
さ
れ
る
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
祭
政
一
致
の
性
格
を
色
濃
く
伝
え
る
時
代
性
お
よ
び
平
安
朝

以
降
の
本
文
改
変
を
考
慮
す
る
と
︑
青
木
紀
元
氏
﹃
祝
詞
全
評
釈
延
喜
式
祝
詞

中

臣

寿

詞

﹄

︵
右
文
書
院
︑
平
成
十
二
年
五
月
︶
が
広
瀬
大
忌
祭
の
文
章
構
成
に
つ
い

て
考
察
し
た
︑
次
の
評
が
な
お
補
足
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

｢こ
の
祝
詞
は
︑
朝
廷
か
ら
派
遣
さ
れ
た
勅
使
の
読
む
祝
詞
で
あ
る
︒

最
初
に
祈
年
祭
の
祝
詞
の
よ
う
な
神
主
・
祝
部
等
に
宣
り
聞
か
せ
る
言
葉

が
な
く
︑
い
き
な
り
﹁
広
瀬
の
川
合
に
称
へ
辞
竟
へ
奉
る
皇
神
の
御
名
を

白
さ
く
︑
⁝
⁝
﹂
と
あ
る
の
で
︑
て
っ
き
り
神
に
向
か
っ
て
奏
上
す
る
祝

詞
か
と
思
っ
て
読
み
進
む
と
︑
段
末
に
至
っ
て
︑﹁
称
へ
辞
竟
へ
奉
ら
く

を
︑
神
主
・
祝
部
等
諸
聞
き
食
へ
よ
と
宣
り
た
ま
ふ
︒﹂
と
結
ん
で
あ
っ

て
︑
神
主
・
祝
部
等
に
向
か
っ
て
宣
り
聞
か
せ
る
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
る
︒
宣
読
体
の
祝
詞
の
成
り
立
ち
が
︑
こ
こ
に
明
示
さ
れ
て
い
る
︒

⁝
⁝
朝
廷
か
ら
派
遣
さ
れ
た
勅
使
は
︑
神
に
向
か
っ
て
祝
詞
を
奏
上
し
な

が
ら
︑
時
々
思
い
出
し
た
よ
う
に
人
間
の
方
へ
向
き
返
っ
て
︑
宣
り
聞
か

せ
て
い
る
こ
と
を
印
象
づ
け
る
︒
今
日
の
我
々
か
ら
見
る
と
︑
専
ら
神
に

奏
上
す
る
祝
詞
と
し
て
一
貫
さ
せ
れ
ば
︑
人
間
の
誠
意
が
神
に
通
じ
て
よ

い
と
思
わ
れ
る
の
に
︑
ど
う
し
て
時
々
人
間
の
方
を
振
り
向
く
中
途
半
端

な
二
面
性
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
︒
そ
れ
は
︑
朝
廷
か
ら
派
遣

さ
れ
た
勅
使
の
持
つ
二
面
の
性
格
︑
す
な
わ
ち
神
に
仕
え
る
祭
祀
者
で
あ

る
と
同
時
に
︑
祭
儀
を
つ
か
さ
ど
る
行
政
者
で
あ
る
と
い
う
両
面
の
立
場

を
担
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︒
⁝
⁝
﹂

第
二
章
で
は
︑
な
ぜ
︑﹁
幣
帛
ヲ
献
ル
︵
奉
ル
︶・
祭
ル
﹂
で
は
な
く
︑

﹁
幣
帛
ヲ
稱
辞
竟
奉
ル
﹂
と
表
現
す
る
の
か
と
問
題
提
起
し
︑
論
証
す
る
︒

白
江
恒
夫
著
﹃
祭
祀
の
言
語
﹄︵
馬
場
︶
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こ
こ
で
は
︑
語
彙
の
意
義
を
漢
籍
﹃
周
禮
﹄
に
求
め
て
い
る
︒
即
ち
︑﹁
一

曰
祭
祀
以
馭
二

其
神
一

﹂︵
天
官
・
大
宰
︶︑﹁
及
祀
之
日
贊
二

玉
幣
爵
之
事
一

鄭
玄
注
︿
曰
︑
旦
明
也
︒
玉
幣
︑
所
二

以
禮
阿

神
︑
玉
與
幣
︑
各
如
二

其
方

之
色
一︒
﹀
﹂︵
天
官
・
大
宰
︶
で
あ
る
︒
儒
家
が
重
視
す
る
経
書
で
あ
り
︑﹃
儀

禮
﹄
﹃
禮
記
﹄
と
共
に
三
禮
の
一
で
も
あ
る
﹃
周
禮
﹄
に
よ
っ
て
裏
付
け

る
の
は
︑
一
定
の
作
法
・
形
式
に
則
っ
て
行
わ
れ
る
儀
式
に
つ
い
て
の
文

献
と
い
う
性
格
を
踏
ま
え
た
妥
当
性
が
あ
る
と
思
う
︒

し
か
し
︑
こ
の
観
点
は
既
に
︑
林
古
溪
氏
﹁
祝
詞
と
三
禮
﹂︵
東
京
大

学
﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
第
十
五
巻
第
四
号
︶
に
あ
る
の
で
︑
先
行
研
究
と

し
て
引
用
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
︒
即
ち
︑﹁
延
喜
式
祝
詞
は
︑
原
始

的
な
も
の
で
は
無
く
︑
原
始
的
の
小
部
分
中
に
︑
或
は
附
加
せ
ら
れ
︑
或

は
攙
入
せ
ら
れ
︑
或
は
又
原
始
が
削
除
せ
ら
れ
︑
叙
述
の
順
序
も
多
分
錯

雜
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
ら
う
︒
而
し
て
︑
そ
の
後
入
的

﹅

﹅

﹅

な
附
加
的
な

部
分
は
︑
い
づ
れ
も
支
那
文
献
の
影
響
で
あ
る
︒﹂﹁
延
喜
式
祝
詞
中
で
︑

支
那
の
影
響
を
受
け
て
を
る
こ
と
ば

﹅

﹅

﹅

又
は
類
似
の
思
想

﹅

﹅

に
つ
い
て
︑
多
少

書
い
て
見
る
︒
主
と
し
て
︑﹁
三
禮
﹂
の
本
文
な
ど
と
見
合
せ
て
見
る
の

で
あ
る
︒
﹁
祝
﹂
と
い
ひ
︑﹁
祝
詞
﹂
と
い
ふ
文
字
が
︑
支
那
傳
來
の
こ
と

で
あ
る
の
は
勿
論
の
こ
と
で
あ
る
が
︑﹁
は
ふ
り
﹂
と
い
ひ
︑﹁
の
り
と
﹂

と
い
ふ
名
が
表
す
事
實
と
︑﹁
祝
﹂
や
﹁
祝
詞
﹂
の
示
す
事
實
と
が
︑
全

く
無
關
係
で
あ
り
得
た
か
ど
う
か
︑﹁
祝
﹂
の
職
が
︑
支
那
文
化
傳
來
以

前
に
已
に
あ
の
形

﹅

﹅

﹅

で
嚴
存
し
て
ゐ
た
だ
ら
う
か
︑
ど
う
か
︑
私
は
疑
ふ
の

で
あ
る
︒﹂

右
は
︑
祭
祀
の
言
語
が
如
何
に
在
来
固
有
の
大
和
言
葉
を
盛
り
込
ん
で

い
よ
う
と
も
︑
漢
字
︵
形
・
音
・
義
の
三
要
素
を
備
え
︑
概
念
に
対
応
す

る
語
を
表
す
表
語
文
字
︶
を
用
い
た
漢
字
文
で
綴
ら
れ
て
い
る
以
上
︑
訓

詁
や
語
形
の
前
提
と
な
る
本
質
的
な
疑
問
で
あ
り
︑
重
要
で
あ
る
︒

と
も
あ
れ
︑﹁
幣
帛
ヲ
稱
辞
竟
奉
ル
﹂
か
ら
︑
祭
神
と
祭
祀
者
で
は
後
者

︵
皇
御
孫
命
＝
天
皇
︶
が
主
体
で
︑
前
者
は
従
属
で
あ
る
点
が
強
調
さ
れ

た
が
︑
今
後
は
︑
現
人
神
で
あ
る
天
皇
の
祭
祀
場
面
に
お
け
る
命
令
と
祈

願
と
い
う
二
方
向
の
敬
語
表
現
や
上
下
関
係
の
解
明
が
課
題
と
な
ろ
う
︒

第
三
章
は
︑﹁
神
前

カ
ミ
ノ
マ
ヘ

ヲ
マ
ツ
ル
﹂
に
つ
い
て
考
察
す
る
が
︑
宣
命
書
き

﹁
皇
神
乃

前
乎

﹂︵
龍

︶
で
あ
っ
て
も
や
は
り
︑
漢
語
﹁
神
前
﹂
の
典
故

142

を
検
討
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
︒
即
ち
︑﹃
世
説
新
語
﹄
任
誕
の
劉
伶
傳

に
﹁
供
二

酒
肉
於
神
前
一︑
請
レ

伶
祝
誓
︒﹂
と
あ
り
︑﹁
祭
壇
﹂
の
意
味
で

あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒
ま
た
︑
漢
字
﹁
前
﹂
の
意
味
理
解
と
し
て
﹃
篆
隷

萬
象
名
義
﹄
で
字
義
を
︑﹃
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
﹄
で
倭
訓
を
確
認
す

る
の
も
よ
い
が
︑
具
体
的
な
用
例
解
釈
な
ら
ば
︑
空
間
的
・
視
覚
的
な
用

法
は
﹃
漢
書
﹄
厳
助
傳
の
﹁
此
則
陛
下
深
計
遠
慮
之
所
レ

出
也
︒
事
効

見
レ

前
︒﹂︑
顔
師
古
注
︿
前
謂
二

目
前
一︒﹀
等
を
︑
時
間
的
な
用
法
は
﹃
禮
記
﹄

檀
弓
の
﹁
我
未
二

之
前
聞
一

也
︒
﹂︑
鄭
玄
注
︿
前
猶
レ

故
也
︒﹀
等
を
引
く

方
が
適
切
で
効
果
的
だ
と
考
え
る
︒

第
四
章
で
は
︑﹁
坐
﹂
字
と
神
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
︒
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ま
ず
︑
﹁
延
喜
式
祝
詞
に
は
︑﹁
坐
﹂
字
を
伴
っ
て
記
さ
れ
る
神
が
散
見

す
る
︒
祝
詞
に
お
け
る
﹁
坐
﹂
字
に
は
動
詞
と
補
助
動
詞
の
二
種
の
用
法

が
見
ら
れ
︑
こ
れ
を
﹁
坐ま
す

﹂
と
﹁
坐
い
ま
す

﹂
の
い
ず
れ
に
読
ん
で
も
︑
尊
敬
の

意
を
表
わ
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
﹂︵
137

頁
︶
と
い
う
出
だ
し
が
気
に
な
っ
た
︒
な
ぜ
な
ら
︑
上
代
の
接
頭
語
イ
に

敬
語
動
詞
マ
ス
が
付
い
た
イ
マ
ス
は
マ
ス
と
同
義
に
用
い
ら
れ
る
が
︑
両

語
形
と
も
四
段
活
用
は
自
動
詞
︑
下
二
段
活
用
は
他
動
詞
と
い
う
使
い
分

け
が
あ
り
︑
こ
れ
は
﹁
神
と
神
を
祭
る
者
﹂﹁
祭
る
神
と
祭
ら
れ
る
神
﹂

の
関
係
性
を
識
別
す
る
た
め
に
重
要
だ
か
ら
で
あ
る
︒
ま
た
︑
動
詞
﹁
在

り
・
居
り
﹂
﹁
行
く
・
来
る
﹂
い
ず
れ
の
尊
敬
語
か
の
識
別
も
重
要
で
あ

る
が
︑
例
え
ば
︑
岩
井
良
雄
氏
﹃
祝
詞
宣
命
語
法
考
﹄︵
笠
間
書
院
︑
昭

和
五
十
六
年
四
月
︶
は
︑﹁
坐
す

尊
敬
語
の
う
ち
︑
も
っ
と
も
広
く
使

わ
れ
︑
祝
詞
に
も
宣
命
に
も
︑
し
ば
し
ば
見
え
る
︒
も
と
﹁
い
ま
す
﹂
の

﹁
い
﹂
の
省
略
形
で
︑﹁
あ
り
﹂﹁
居
り
﹂﹁
来
る
﹂﹁
行
く
﹂
の
尊
敬
語
と

し
て
使
わ
れ
︑
ま
た
動
詞
の
連
用
形
に
添
え
尊
敬
の
意
を
加
え
る
︒
奈
良

時
代
で
︑
平
安
時
代
に
は
︑
す
で
に
古
典
語
と
な
っ
た
︒﹂
と
指
摘
し
︑

祝
詞
宣
命
の
用
例
を
挙
げ
︑﹁
以
上
﹁
あ
る
﹂﹁
居
る
﹂
の
尊
敬
語
︒﹁
行
く
﹂

﹁
来
る
﹂
の
尊
敬
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
例
は
︑
祝
詞
・
宣
命
に
は
現
れ

な
い
︒
し
か
し
︑
万
葉
集
に
は
︑
次
の
例
が
あ
る
︒﹂
と
報
告
し
て
い
る

︵﹁
行
く
﹂
が
巻

・
三
九
九
六
﹁
麻
之
奈
婆
﹂︑﹁
来
る
﹂
が
巻

・

17

19

四
二
七
〇
﹁
座
牟
等
知
者
﹂︶︒

次
に
︑
漢
字
﹁
坐
﹂
の
意
味
理
解
と
し
て
原
本
系
﹃
玉
篇
﹄
か
ら
空
海

が
抄
録
し
た
﹃
篆
隷
萬
象
名
義
﹄
の
﹁
坐

徐
果
反

守
ゝ
止
ゝ
﹂
を
引

き
︑﹁
国
語
﹁
ま
す
・
い
ま
す
﹂
を
表
記
す
る
の
に
︑﹁
守
る
・
と
ど
ま
る
﹂

意
を
有
す
る
漢
字
﹁
坐
﹂
を
用
い
て
い
る
﹂︵

頁
︶
と
す
る
が
︑
や
は

138

り
具
体
的
な
用
例
解
釈
な
ら
ば
︑﹃
春
秋
左
氏
傳
﹄
桓
公
十
二
年
︑
楚
と

絞
の
戦
争
記
録
の
一
節
﹁
楚
人
坐
二

其
北
門
一︒
而
覆
二

諸
山
下
一︒﹂
︑
杜
預

注
︿
坐
猶
レ

守
也
︒﹀
等
を
引
く
方
が
︑﹁
一
定
の
場
所
に
止
ま
っ
て
守
る
﹂

の
意
が
よ
く
伝
わ
る
と
思
う
︒
と
に
か
く
︑
訓
詁
注
釈
に
際
し
て
は
︑
可

能
な
限
り
原
典
に
当
た
る
べ
き
で
︑
節
略
本
に
依
拠
し
な
い
方
が
無
難
だ

ろ
う
︒

｢一

皇
御
孫
命
・
天
皇
に
関
す
る
も
の
﹂
の
用
例
と
し
て
︑
①
天

皇
我

大
命
尓

坐
世

︵
春

︶︑
②
天
皇
我

御
命
尓

坐
世

︵
平

︶︑
③
天
皇
我

御

77

163

命
尓

坐
︵
伊

︶
を
挙
げ
︑﹁
イ
マ
セ
と
読
む
が
︑
意
味
は
︑
イ
マ
セ

431
454

バ
の
形
で
考
え
る
の
で
︑﹁
天
皇
の
お
言
葉
で
ご
ざ
い
ま
す
の
で
﹂
と
な

る
﹂︵

頁
︶
と
あ
っ
さ
り
述
べ
る
が
︑
こ
こ
は
︑
三
宅
淸
氏
﹃
祝
詞
宣

139

命
研
究
﹄︵
私
家
版
︑
昭
和
五
十
年
十
二
月
︶
の
論
﹁
大
命
に
坐
せ
﹂
を

参
看
す
べ
き
あ
る
︒
氏
は
︑
賀
茂
眞
淵
﹃
祝
詞
考
﹄︑
本
居
宣
長
﹃
大
祓

詞
後
釋
﹄﹃
續
紀
歴
朝
詔
詞
解
﹄︑
鈴
木
重
胤
﹃
延
喜
式
祝
詞
講
義
﹄
等
の

説
を
確
認
し
た
上
で
︑
敷
田
年
治
﹃
祝
詞
辨
蒙
﹄
説
﹁
坐
世

は
坐
世

者
︵
マ

セ
バ
︶
と
云
フ

︑
者
︵
バ
︶
を
略
け
る
古
語
の
一
格
に
て
︑
此
例
萬
葉
に

多
し
︑
然
︵
サ
ル
︶
を
考
に
世
は
衆
︵
ス
︶
の
誤
リ

と
見
て
︑
改
メ

た
る

白
江
恒
夫
著
﹃
祭
祀
の
言
語
﹄︵
馬
場
︶
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は
中
々
に
非
な
り
︑
續
紀
十
五
の
宣
命
に
︑
天
皇
大
命
坐
世

︵
ス
メ
ラ
ガ

オ
ホ
ミ
コ
ト
ニ
マ
セ
︶
云
々
︑
猶
多
か
り
﹂︑
次
田
潤
﹃
祝
詞
新
講
﹄
説

﹁﹁
坐
せ
﹂
は
敬
語
動
詞
﹁
ま
す
﹂
の
已
然
形
で
あ
つ
て
︑
後
の
文
法
に
於

け
る
﹁
ま
せ
ば
﹂
に
相
當
す
る
意
を
表
し
て
︑
下
の
﹁
廣
前
に
白
さ
く
﹂

へ
係
る
の
で
あ
る
﹂
等
を
見
出
し
︑
近
代
の
諸
注
釈
書
が
文
法
的
関
係
を

解
き
明
か
し
た
と
信
じ
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
︑﹁
以
下
こ
れ
か
ら

詔
ふ
事
が
﹁
天
皇
か
大
命
﹂
で
あ
る
と
言
ふ
事
の
前
口
上
と
し
て
言
ふ
言

葉
で
あ
る
だ
ら
う
か
︒
前
口
上
と
見
る
さ
う
言
ふ
解
釋
は
﹁
坐
せ
ば
﹂
の

主
體
と
し
て
﹁
今
詔
り
た
ま
は
く
は
﹂
も
し
く
は
内
容
を
單
純
に
表
示
す

る
と
﹁
こ
の
詔
は
﹂
と
言
ふ
や
う
な
も
の
を
主
體
と
見
︑
そ
れ
が
卽
ち
﹁
天

皇
が
大
命
﹂
に
坐
せ
ば
と
言
ふ
意
に
見
る
の
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
が
︑

し
か
し
さ
う
言
ふ
﹁
こ
の
詔
は
﹂
と
言
ふ
や
う
な
主
格
に
對
し
て
﹁
坐
す
﹂

と
言
ふ
述
語
を
用
ゐ
る
事
が
︑
一
般
に
適
當
で
あ
る
と
は
思
は
れ
な
い
の

で
あ
る
﹂
と
疑
義
を
呈
し
︑﹁
大
命
︑
宣
命
は
一
般
に
或
る
形
を
も
つ
た

も
の
で
あ
り
︑
又
詔
宣
に
際
し
て
も
一
種
の
き
ま
り
の
型
が
あ
つ
た
の
で

あ
る
︒
宣
命
使
は
宣
命
版
位
に
つ
い
て
宣
命
す
る
の
が
き
ま
り
で
あ
つ

た
︒
版
位
に
坐
せ
て
宣
命
す
る
形
式
を
ふ
む
も
の
で
あ
つ
た
︒
さ
う
言
ふ

外
形
的
な
面
ば
か
り
で
は
な
い
︒
天
皇
の
御
意
を
た
だ
内
證
の
非
公
式
の

言
葉
と
し
て
言
ふ
の
で
は
な
く
︑
天
下
に
宣
布
發
命
す
る
所
の
﹁
大
命
﹂

と
言
ふ
も
の
と
し
て
詔
ふ
の
で
あ
る
︒
さ
う
言
ふ
﹁
大
命
に
坐
せ
詔
り
た

ま
は
く
﹂
は
單
に
﹁
の
り
た
ま
は
く
﹂
よ
り
も
一
層
鄭
重
な
表
現
で
あ
る
︒

天
皇
が
そ
れ
を
大
御
言
の
座
に
奉
齋
し
て
大
命
と
し
て
詔
ふ
と
言
ふ
の
が

本
來
の
意
味
で
あ
つ
た
﹂
と
結
論
付
け
て
い
る
︒
祝
詞
宣
命
の
言
語
主
体

に
関
わ
る
重
要
な
指
摘
で
あ
ろ
う
︒
﹁
坐
﹂
は
語
彙
論
よ
り
は
む
し
ろ
︑

敬
語
体
系
に
つ
い
て
句
法
や
構
文
と
い
っ
た
枠
組
み
か
ら
の
分
析
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
る
︒

｢二

神
に
関
す
る
も
の
﹂
に
つ
い
て
は
︑
'
祝
詞
を
唱
え
て
い
る
所

(
神
の
坐
す
︵
鎮
座
す
る
︶
所

)
神
に
対
し
て
求
め
ら
れ
る
機
能
と
い

う
三
つ
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
︒
特
に
︑
祝
詞
を
唱
え
る
祭
祀
場
か
ら
遠

隔
地
に
鎮
座
す
る
神
へ
申
し
上
げ
る
際
に
は
︑
神
名
の
前
に
﹁︵
鎮
座

地
︶
尓

坐
﹂
を
冠
し
て
神
の
鎮
座
地
を
明
示
す
る
形
式
が
用
い
ら
れ
た
と

の
指
摘
は
重
要
で
あ
る
︒
但
し
︑
宣
命
書
き
さ
れ
た
﹁
山
口
尓

坐
﹂︵
廣

︶
114

と
︑
小
字
仮
名
﹁
尓

﹂
を
書
き
添
え
ず
同
様
の
文
脈
か
ら
類
推
し
て
読
み

添
え
る
﹁
山
口
坐
﹂︵
祈

︶
と
の
相
違
は
︑
祝
詞
作
成
の
新
旧
を
判
別

61

す
る
手
掛
か
り
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
︑
祝
詞
本
文
に
お
け
る
﹁
尓

﹂

を
網
羅
し
︑
存
在
の
場
所
を
表
す
格
助
詞
ニ
の
表
示
・
非
表
示
の
規
則

性
・
恣
意
性
を
検
証
す
る
必
要
は
あ
る
と
考
え
る
︒

お

わ

り

に

以
上
︑
評
者
が
指
摘
し
た
点
は
︑
本
書
が
も
た
ら
し
た
成
果
や
新
見
の

価
値
を
大
き
く
損
な
う
も
の
で
は
な
い
と
思
う
が
︑
今
回
は
紹
介
で
は
な
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く
書
評
な
の
で
︑
お
座
な
り
の
賛
辞
は
控
え
︑﹁
言
わ
ず
も
が
な
﹂
の
こ

と
を
敢
え
て
申
し
上
げ
た
︒
著
者
に
は
ご
寛
恕
を
願
う
ば
か
り
で
あ
る
︒

な
お
︑
著
者
と
は
別
の
観
点
か
ら
︑
千
田
憲
氏
﹃
延
喜
式
祝
詞
要
論
﹄

︵
岩
波
講
座

日
本
文
學
︑
昭
和
六
年
十
一
月
︶
が
﹁
祝
詞
に
現
れ
た
祈
願
は
︑

一
言
に
し
て
盡
せ
ば
︑
現
世
に
關
す
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
︒
現
世
の
事

物
に
關
し
て
︑
其
の
現
在
︑
又
は
將
來
の
幸
福
を
祈
る
も
の
ば
か
り
で
あ

る
︒
﹂
と
述
べ
︑
祝
詞
の
祈
願
に
お
け
る
記
述
の
方
法
は
︑
次
の
三
様
の

い
ず
れ
か
一
つ
を
採
用
し
て
い
る
の
を
常
と
す
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒

⑴
何
々
の
供
物
を
獻
ず
る
か
ら
︑
何
々
の
こ
と
を
成
し
給
は
れ
︒

⑵
何
々
の
事
を
成
し
給
は
る
な
ら
ば
︑
何
々
の
供
物
を
奉
ら
う
︒

⑶
何
々
の
供
物
を
獻
ず
る
か
ら
︑
何
々
の
事
を
成
し
給
は
れ
︑
こ
の
願
意

の
や
う
に
成
し
給
は
ら
ば
︑
更
に
何
々
の
時
に
︑
何
々
の
供
物
を
奉
ら
う
︒

こ
れ
ら
は
︑
現
世
利
益
に
生
き
る
人
々
が
祭
祀
の
言
語
を
発
す
る
動

機
︑
即
ち
︑
災
禍
罪
穢
を
遠
ざ
け
︑﹁
五
穀
豊
穣
︑
子
孫
繁
栄
﹂
の
祈
願

を
実
現
す
る
為
に
は
代
償
を
払
う
と
の
交
換
条
件
を
神
々
に
提
示
す
る
と

い
う
農
耕
稲
作
民
族
の
心
性
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
︑
興
味
深
い
︒

︵
ば
ば

は
じ
む
・
金
沢
星
稜
大
学
人
間
科
学
部
教
授
︶

白
江
恒
夫
著
﹃
祭
祀
の
言
語
﹄︵
馬
場
︶
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