
﹁
う
ひ
う
ひ
し
﹂
と
﹁
よ
だ
け
し
﹂
の
語
義
に
つ
い
て

尾

崎

知

光

一

和
泉
式
部
日
記
に
、
帥
宮
が
式
部
に
心
を
ひ
か
れ
て
も
容
易
に
外
出
で
き
な

い
こ
と
を
記
し
た

お
は
し
ま
さ
ん
と
思
召
せ
ど
、
う
ひ
う
ひ
し
う
の
み
お
ぼ
さ
れ
て
日
ご
ろ

に
な
り
ぬ
。

ま
た
、
終
り
近
く
で
、
い
よ
い
よ
式
部
を
邸
へ
迎
え
よ
う
と
し
て
、
促
さ
れ
る

と
こ
ろ
で
、
宮
の
詞
に

か
か
る
あ
り
き
の
常
に
う
ひ
う
ひ
し
う
お
ぼ
ゆ
る
に
、
さ
り
と
て
ま
ゐ
ら

ぬ
は
お
ぼ
つ
か
な
け
れ
ば

と
あ
る
﹁
う
ひ
う
ひ
し
﹂
に
つ
い
て
、
私
は
五
十
数
年
前
に
著
し
た
﹃
和
泉
式

部
日
記
考
注
﹄
で
、﹁
元
来
は
﹁
初
々
し
﹂
で
物
慣
れ
ぬ
内
気
な
意
で
あ
ら
う
が
、

当
時
の
例
を
み
る
と
﹁
お
つ
く
う
だ
﹂
の
意
に
用
ゐ
た
も
の
が
多
い
﹂
と
の
べ
、

源
氏
物
語
の
賢
木
、
玉
鬘
、
竹
河
の
文
例
を
引
い
て
説
明
し
た
。
こ
の
考
え
は

そ
の
後
も
変
ら
な
い
が
、
そ
の
後
の
源
氏
物
語
の
諸
注
釈
や
辞
書
の
説
を
み
る

と
、
私
説
の
よ
う
な
解
釈
は
あ
ま
り
見
か
け
な
い
。
近
ご
ろ
ま
た
行
幸
の
巻
を

よ
む
機
会
が
あ
っ
た
の
で
、
詳
し
く
考
え
、﹁
よ
だ
け
し
﹂
と
い
う
語
に
つ
い
て

も
考
え
て
み
た
。
以
下
が
そ
の
私
案
で
あ
る
。

二

源
氏
物
語
の
各
用
例
の
諸
注
を
紹
介
す
る
の
は
煩
わ
し
い
た
め
、
便
宜
上
、

語
義
の
研
究
上
最
も
精
密
な
岩
波
古
語
辞
典
の
項
を
あ
げ
る
。

一



う
ひ
う
ひ
・
し
︻
初
初
し
︼︻
形
シ
ク
︼︽
い
か
に
も
初
心
で
物
慣
れ
ず
、

ぎ
こ
ち
な
い
感
じ
で
あ
る
の
意
。
必
ず
し
も
現
在
の
よ
う
な
、
好
感
を
示

す
語
で
は
な
か
っ
た
︾
①
い
か
に
も
初
心
ら
し
い
。﹁［
自
分
ノ
歌
ヲ
ホ
メ

テ
］
う
ち
ゑ
み
た
る
も
、
世
づ
か
ず
、
︱
・
し
や
﹂︿
源
氏
玉
鬘
﹀
②
い
か

に
も
不
慣
れ
で
あ
る
、
物
慣
れ
な
い
。﹁［
世
間
知
ラ
ズ
ノ
私
タ
チ
ノ
］
手

つ
き
も
、
い
か
に
︱
・
し
く
、
古
め
き
た
ら
む
︵
旧
式
デ
シ
ョ

ウ
︶﹂︵
源

氏
椎
本
︶。﹁
宮
に
そ
そ
の
か
し
給
へ
ば
、﹃［
琴
ノ
］
柱
︵
ぢう

︶
さ
す
こ
と
、

︱
・
し
く
な
り
に
け
り
や
﹄
と
宣
へ
ど
面
白
う
弾
き
給
ふ
﹂︿
源
氏
少
女
﹀

③
勝
手
が
わ
か
ら
な
い
。﹁
お
ほ
や
け
に
仕
ふ
る
人
も
な
く
て
［
私
ハ
］
籠

り
侍
れ
ば
、
よ
ろ
づ
︱
・
し
う
、
よ
だ
け
う
︵
億
劫
ニ
︶
な
り
に
て
侍
り
﹂

︿
源
氏
行
幸
﹀
④
事
情
を
知
ら
ず
、
気
が
き
か
な
い
。﹁［
女
タ
チ
ハ
朝
寝
シ

テ
イ
ル
ダ
ロ
ウ
ニ
］
格
子
妻
戸
な
ど
打
ち
た
た
き
て
、
声
づ
く
ら
む
こ
そ
、

︱
・
し
か
る
べ
け
れ
﹂︿
源
氏
宿
木
﹀
⑤
初
心
者
ら
し
く
て
き
ま
り
が
わ
る

い
。﹁［
年
ト
ッ
タ
］
今
は
、
さ
や
う
の
［
妻
迎
エ
ノ
］
事
も
、
︱
・
し
く
、

す
さ
ま
じ
く
︵
興
味
ヲ
ヒ
カ
レ
ナ
イ
︶﹂︿
源
氏
若
菜
上
﹀

解
説
の
冒
頭
で
﹁
必
ず
し
も
現
在
の
よ
う
な
、
好
感
を
示
す
語
で
は
な
か
っ
た
﹂

と
す
る
の
は
正
し
く
、
そ
の
点
、﹁
若わ

か

し
﹂
が
、
若
く
て
溌
溂
と
し
て
い
る
と
い

う
現
代
語
の
感
覚
で
は
な
く
、﹁
未
熟
﹂
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
語
感
で
あ
る
の
と

通
じ
る
。
そ
し
て
、
①
と
②
と
の
説
明
は
そ
れ
で
よ
い
で
あ
ろ
う
が
、
た
だ
し

②
の
少
女
の
例
を
こ
こ
に
あ
げ
る
の
に
は
や
や
抵
抗
を
感
じ
る
。
③
以
下
に
つ

い
て
は
①
②
か
ら
の
転
義
と
し
て
の
説
明
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
私
見
と
は
異
な

る
。
そ
こ
で
、
源
氏
物
語
に
み
え
る
用
例
を
あ
げ
て
、
私
な
り
に
検
討
し
て
、

語
義
の
全
体
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

な
お
、﹃
小
学
館
古
語
大
辞
典
﹄
は
、
語
義
の
項
目
は
少
く
簡
単
で
、
特
に
、

用
例
と
し
て
、
枕
草
子
と
紫
式
部
日
記
と
を
あ
げ
て
い
る
が
、
両
書
と
も
に
本

文
上
の
問
題
の
あ
る
部
分
で
、
参
考
に
す
る
に
は
疑
問
が
あ
る
。
こ
の
点
は
、

辞
典
と
し
て
い
か
が
か
と
思
う
。

三

源
氏
物
語
の
用
例
を
順
次
あ
げ
る
。

１
、
こ
の
和
歌
は
仕
う
ま
つ
り
た
り
と
な
む
思
ひ
給
ふ
る
﹂
と
う
ち
笑
み
た

る
も
世
づ
か
ず
う
ひ
う
ひ
し
や
︵
玉
髪
︶

２
、
な
ほ
か
の
本
意
あ
る
所
に
移
ろ
ひ
給
へ
と
宣
へ
ど
、﹁
い
と
う
ひ
う
ひ
し

き
程
過
ぐ
し
て
﹂
と
聞
ゆ
る
も
こ
と
わ
り
な
り
︵
松
風
︶

３
、
御
消
息
な
ど
伝
ふ
る
人
も
い
と
う
ひ
う
ひ
し
き
人
な
ん
め
る
を
︵
橋
姫
︶

４
、
か
う
い
と
埋
れ
た
る
葎
の
下
よ
り
さ
し
出
で
た
ら
む
手
つ
き
も
い
か
に

う
ひ
う
ひ
し
く
古
め
き
た
ら
む
︵
椎
本
︶

二



５
、
人
知
れ
ぬ
心
寄
せ
な
ど
聞
え
さ
せ
侍
れ
ば
な
か
な
か
皆
人
聞
え
さ
せ
ふ

る
し
つ
ら
む
事
を
う
ひ
う
ひ
し
き
さ
ま
に
て
ま
ね
ぶ
や
う
に
な
り
侍
り

︵
蜻
蛉
︶

６
、
女
ど
ち
は
し
ど
け
な
く
朝
寝
し
給
へ
ら
ん
か
し
、
格
子
妻
戸
な
ど
う
ち

叩
き
声
づ
く
ら
む
こ
そ
う
ひ
う
ひ
し
か
る
べ
け
れ
、
朝
ま
だ
き
ま
だ
き
に

来
に
け
り
﹂
と
思
ひ
な
が
ら
、
人
召
し
て
中
門
の
あ
き
た
る
よ
り
見
れ
ば

︵
宿
木
︶

７
、
齢
つ
も
ら
ず

夕
霧
ノ
女
二
宮
ヘ
ノ
詞

、
軽
ら
か
な
り
し
程
に
、
ほ
の
す
き
た
る
方
に
面
馴
れ
な

ま
し
か
ば
か
う
う
ひ
う
ひ
し
う
も
覚
え
ざ
ら
ま
し
︵
夕
霧
︶

右
の
例
で
は
、﹁
初
心
ら
し
い
、
不
慣
れ
で
あ
る
と
い
う
、
本
来
の
意
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
も
の
で
、
説
明
の
要
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

８
、
う
ち
に
参
り
給
は
む
事
は
う
ひ
う
ひ
し
く
所
せ
く
お
ぼ
し
な
り
て
、
春

宮
を
見
奉
り
給
は
ぬ
を
お
ぼ
つ
か
な
く
お
も
ほ
え
給
ふ
︵
賢
木
︶

右
の
例
で
は
、
藤
壺
中
宮
は
桐
壺
帝
の
死
後
、
三
条
宮
に
移
り
、
出
家
し
て

い
る
。
そ
の
彼
女
︵
前
中
宮
︶
が
内
裏
に
参
る
こ
と
は
﹁
不
慣
レ
デ
﹂
と
い
う

の
は
お
か
し
い
。
も
う
今
と
な
っ
て
は
、
内
裏
に
参
る
こ
と
は
﹁
お
っ
く
う
に

な
り
、
窮
屈
に
お
思
い
に
な
っ
て
﹂
で
あ
る
。

９
、
年
頃
の
と
だ
え

源
氏
ノ
空
蝉
ニ
対
ス
ル
心

も
う
ひ
う
ひ
し
く
な
り
に
け
れ
ど
、
心
に
は
い
つ
と
な

く
只
今
の
心
地
す
る
な
ら
ひ
に
な
む
︵
関
屋
︶

、
今
は

空
蝉
ノ
心

ま
し
て
い
と
恥
か
し
う
、
よ
ろ
づ
の
事
う
ひ
う
ひ
し
き
心
地
す
れ

10
ど
、
珍
ら
し
き
に
や
、
え
忍
ば
れ
ざ
り
け
む
︵
関
屋
︶

右
も
同
じ
で
あ
る
。

、
柱
さ

大

宮

す
事
、
う
ひ
う
ひ
し
く
な
り
に
け
り
や
︵
少
女
︶

11右
は
大
宮
の
詞
で
、
琴
の
名
手
で
あ
っ
た
が
、
年
老
い
て
今
は
柱
さ
す
こ
と

も
﹁
お
っ
く
う
で
、
気
が
す
す
ま
な
く
な
っ
た
よ
﹂
と
い
う
の
で
あ
る
。﹁
不
慣

れ
﹂
で
は
な
い
。

、
昔
、
光
源
氏
な
ど
い
ふ
名
は
聞
き
わ
た
り
奉
り
し
か
ど
、
年
頃
の
う
ひ

12
う
ひ
し
さ
に
さ
し
も
思
ひ
聞
え
ざ
り
け
る
を
︵
玉
鬘
︶

都
に
居
た
昔
は
光
源
氏
の
名
は
よ
く
聞
い
て
い
た
が
、
長
い
田
舎
住
み
で
﹁
関

心
が
な
く
な
っ
て
﹂
と
い
う
意
。

、
か
く
て
物
し
給
ふ
は
、
つ
き
な
く
、
う
ひ
う
ひ
し
く
な
ど
や
あ
る
︵
常

13

三



夏
︶

内
大
臣
が
実
子
近
江
君
に
対
し
て
、
こ
ん
な
生
活
を
し
て
い
る
の
は
、
不
似
合

で
気
が
屈
す
る
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
と
慰
め
る
。

、
何
に
も
つ
か
ぬ
身
の
有
様
に
て
、
さ
す
が
に
う
ひ
う
ひ
し
く
所
せ
く
侍

14
り
て
な
む
︵
鈴
虫
︶

源
氏
が
秋
好
に
対
し
て
、
心
境
を
の
べ
る
所
で
、
万
事
臆
し
勝
ち
で
窮
屈
な
身

で
あ
る
こ
と
を
の
べ
た
も
の
。

、
そ
の
事
と
な
く
て
し
ば
し
ば
も
え
承
ら
ず
、
年
の
か
ず
添
ふ
ま
ま
に
う

15
ち
参
り
よ
り
外
の
あ
り
き
な
ど
、
う
ひ
う
ひ
し
く
な
り
に
て
侍
れ
ば
︵
竹

河
︶

夕
霧
の
玉
鬘
に
語
る
詞
。
億
劫
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
と
の
意
。

、
遥
か
な
る
所
に
う
ち
続
き
て
過
ぐ
し
侍
る
年
頃
の
程
に
、
う
ひ
う
ひ
し

16
く
覚
え
侍
り
て
な
む
参
り
も
仕
う
ま
つ
ら
ぬ
を
︵
東
屋
︶

こ
れ
は
、

の
用
例
と
よ
く
似
た
も
の
。

12

、
さ
い
つ

薫
ノ
弁
ヘ
ノ
詞

頃
宮
に
と
聞
き
し
を
、
さ
す
が
に
う
ひ
う
ひ
し
く
覚
え
て
こ
そ

17
お
と
づ
れ
寄
ら
ね
︵
東
屋
︶

こ
れ
も
同
様
で
、
気
が
す
す
ま
ぬ
、
億
劫
の
意
。

以
上
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
人
に
よ
っ
て
は
異
議
の
あ
る
も
の
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
あ
く
ま
で
も
私
解
に
よ
る
に
す
ぎ
な
い
。

四

源
氏
物
語
中
の
﹁
う
ひ
う
ひ
し
﹂
に
つ
い
て
、
検
討
し
て
き
た
結
果
を
ふ
ま

え
て
、
こ
の
語
の
意
味
を
体
系
づ
け
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

四

初
々
し

（
初
心
ラ
シ
イ
）

慣
レ
テ
イ
ル

（
ら
う
ら
う
じ
）

（
反
対
）

不
慣
レ
デ
ア
ル

未
経
験
デ
ア
ル

未
熟
デ
ア
ル

活
発

活
動
的

不
活
発

タ
ド
タ
ド
シ
イ

消
極
的
ダ

元
気
ガ
ナ
ク
ナ
ル

億
劫
ニ
ナ
ル

気
ガ
ス
ス
マ
ナ
ク
ナ
ル

引
キ
込
ミ
勝
チ

無
関
心

active inactive 



私
見
は
右
図
に
示
し
た
よ
う
に
、

初
々
し
↓
不
慣
レ
デ
ア
ル
↓
不
活
溌
↓
消
極
的
デ
ア
ル

と
い
う
よ
う
に
、
語
義
の
転
化
を
考
え
て
、
源
氏
物
語
の
用
例
を
解
い
て
み
た

の
で
あ
る
。
こ
の
語
に
つ
い
て
は
﹁
恥
か
し
い
﹂
と
い
う
よ
う
に
解
す
る
、
辞

典
や
注
釈
も
あ
る
が
、
所
謂
、﹁
少
女
の
様
に
初
々
し
く
、
恥
か
し
い
﹂
と
い
う

語
感
は
、
後
世
的
の
も
の
で
は
な
い
か
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
私
説
の
是
非
に

つ
い
て
は
用
例
に
よ
っ
て
ご
判
断
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
。

五

﹁
う
ひ
う
ひ
し
﹂
の
語
義
の
検
討
に
関
連
し
て
、﹁
よ
だ
け
し
﹂
に
つ
い
て
も
検

討
し
て
み
た
い
。
そ
れ
は

内
裏
な
ど
に
も
こ
と
な
る
つ
い
で
な
き
限
り
は
参
ら
ず
、
朝
廷
に
仕
ふ
る

人
と
も
な
く
て
こ
も
り
侍
れ
ば
、
よ
ろ
づ
う
ひ
う
ひ
し
う
、
よ
だ
け
く
な

り
に
て
侍
り
︵
行
幸
︶

の
用
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
源
氏
が
今
は
公
務
か
ら
退
い
て
い
る
身
の
こ
と
を
の

べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
の
﹁
う
ひ
う
ひ
し
﹂
に
つ
い
て
は
前
に
も
ふ
れ
た

が
、
こ
の
あ
た
り
の
句
意
を
諸
注
は
﹁
万
事
が
物
馴
れ
な
い
状
態
で
大
儀
に
︵
よ

だ
け
く
︶
な
っ
て
お
り
ま
す
る
﹂︵
岩
波
旧
体
系
︶、﹁
う
ひ
う
ひ
し
は
、
不
慣
れ

で
う
ぶ
の
意
、︵
よ
だ
け
し
は
︶
大
げ
さ
に
感
じ
ら
れ
て
お
っ
く
う
、
ぐ
ら
い
の

意
﹂︵
小
学
館
全
集
︶﹁
不
慣
れ
で
、
大
儀
に
な
っ
て
お
り
ま
す
﹂︵
新
潮
集
成
︶

と
し
、﹁
よ
だ
け
し
﹂
を
﹁
大
儀
だ
﹂
と
注
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
﹁
う
ひ
う
ひ

し
﹂
の
意
味
を
﹁
よ
だ
け
し
﹂
の
方
へ
移
し
た
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
大

体
、﹁
よ
だ
け
し
﹂
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
旧
注
以
来
明
か
で
は
な
い
。
用
例
１

︵
後
出
︶
の
箇
所
の
﹃
湖
月
抄
﹄
所
引
の
旧
注
で
は
、

よ
だ
け
く
︵
細
︶
私
勘
、
此
巻
よ
だ
け
く
と
書
る
詞
三
所
に
有
り
、
何
れ

も
聊
心
の
か
は
り
有
る
か
。
爰
に
書
る
は
い
か
め
し
く
こ
と
ご
と
し
き
を

云
ふ
歟
。
又
よ
ろ
づ
う
ゐ
う
ゐ
し
く
、
万
よ
だ
け
く
、
こ
れ
は
ま
ど
を
な

る
心
歟
。
よ
だ
け
き
御
ふ
る
ま
ひ
と
は
、
是
は
待
ち
か
ね
た
る
心
歟
。
師

説
よ
だ
け
く
と
は
の
ど
か
な
る
心
と
云
云
。

と
あ
り
、
甚
だ
お
ぼ
つ
か
な
い
説
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
源
氏
物
語
に
用
い
ら

れ
て
い
る
全
用
例
を
あ
げ
て
調
べ
て
み
る
。
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六

１
、
何
と
も
な
く
て

源

ノ

内

大

臣

ヘ

ノ

詞

積
り
侍
る
よ
は
ひ
に
添
へ
て
古
へ
の
事
な
ん
恋
し
か
り

け
る
を
、
対
面
賜
は
る
事
も
い
と
稀
に
の
み
侍
れ
ば
、
事
限
り
あ
り
て
よ

だ
け
き
御
振
舞
を
思
ひ
給
へ
な
が
ら
⋮
⋮
と
な
ん
恨
し
き
折
々
侍
る
︵
行

幸
︶

２
、
何
く
れ
の
儀
式
を
御
心
に
は
い
と
思
ほ
さ
ぬ
事
を
だ
に
、
お
の
づ
か
ら

よ
だ
け
く
い
か
め
し
く
な
る
を
︵
行
幸
︶

３
、
お
ほ
や
け
に
仕
ふ
る
人
と
も
な
く
て
こ
も
り
侍
れ
ば
、
よ
ろ
づ
う
ひ
う

ひ
し
う
、
よ
だ
け
く
な
り
に
て
侍
る
︵
行
幸
︶

４
、
女
宮
は
、
い
と
ら
う
た
げ
に
を
さ
な
き
さ
ま
に
て
、
御
し
つ
ら
ひ
な
ど

の
、
事
々
し
く
よ
だ
け
く
う
る
は
し
き
に
︵
若
菜
上
︶

５
、
う
る
は
し
か
る
べ
き
折
節
は
、
所
せ
く
よ
だ
け
き
儀
式
を
つ
く
し
て
か

た
み
に
ご
ら
ん
ぜ
ら
れ
給
ふ
︵
鈴
虫
︶

６
、
限
り
あ
る
御
身
の
程
の
よ
だ
け
さ
を
厭
は
し
き
ま
で
心
も
と
な
し
と
思

し
た
れ
ば
︵
橘
姫
︶

今
、
問
題
の
３
以
外
は
、﹁
御
身
分
柄
、
事
々
し
い
御
振
舞
を
﹂﹁
自
然
と
事
々

し
く
﹂﹁
事
々
し
く
重
々
し
く
﹂﹁
威
厳
の
あ
る
事
々
し
い
儀
式
﹂﹁
御
身
分
の
重
々

し
く
仰
々
し
い
こ
と
﹂
な
ど
と
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
語
に
つ
い
て
は
、
岩
波

の
古
語
辞
典
は
、﹁
ヨ
は
イ
ヨ
︵
愈
︶
の
転
﹂
と
す
る
。
こ
れ
は
正
解
で
あ
ろ
う
。

﹁
よ
立
つ
﹂﹁
い
よ
立
つ
﹂
な
ど
の
例
が
あ
る
。
岩
波
の
﹃
古
語
辞
典
﹄
は
次
に

語
義
と
し
て
、

①
世
間
に
対
し
て
仰
々
し
い
。

②
︵
世
間
的
に
え
ら
い
の
で
︶
大
儀
だ
。

の
二
つ
を
あ
げ
る
。
こ
れ
は
、
②
は
①
の
転
義
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
し
か

し
、
同
じ
源
氏
物
語
で
何
故
３
の
一
例
の
み
さ
よ
う
に
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
。﹁
た
け
し
﹂
の
語
義
を
同
じ
辞
典
で
見
る
と
、

平
安
時
代
の
女
流
仮
名
文
字
系
で
は
、
世
間
体
が
大
し
た
も
の
だ
、
立
派

だ
の
意
、
転
じ
て
他
人
の
手
前
、
最
高
に
振
舞
っ
て
も
、
こ
れ
が
せ
い
ぜ

い
で
あ
る
、
な
ど
の
意
。

と
し
て①

威
圧
的
で
勇
壮
で
あ
る
。

②
大
し
た
勢
い
で
あ
る
。
え
ら
い
も
の
で
あ
る
。

③
世
間
体
が
立
派
で
あ
る
。

六



④
な
し
う
る
最
高
で
あ
る
。
こ
れ
が
精
一
杯
で
あ
る
。

と
あ
る
。﹁
た
け
し
﹂
は
﹁
高
﹂
と
同
源
で
、﹁
よ
だ
け
し
﹂
は
、﹁
最
高
頂
で
あ

る
﹂
と
い
う
の
が
本
義
で
あ
ろ
う
と
私
は
思
う
。﹁
た
け
き
事
﹂
と
い
う
表
現
が

あ
る
が
、
こ
れ
は
﹁
な
し
う
る
最
高
の
こ
と
、
精
一
杯
の
こ
と
﹂
の
意
で
あ
る
。

従
っ
て
、﹃
古
語
辞
典
﹄
の
④
が
原
義
で
あ
り
、
前
に
あ
げ
た
源
氏
物
語
の
語
例

も
す
べ
て
こ
れ
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
源
氏
物
語
の
語
例
の

扱
い
方
に
つ
い
て
は
既
に
本
居
宣
長
が
さ
き
の
旧
注
を
と
が
め
て
、

俗
言
に
た
い
さ
う
な
と
い
ふ
意
に
て
、此
詞
い
づ
こ
な
る
も
み
な
其
意
也
。

注
み
な
た
が
へ
り

と
、
全
用
例
を
一
義
的
に
と
ら
え
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
は
正

し
い
態
度
で
あ
る
と
思
う
。
あ
る
語
の
意
味
が
、
同
じ
時
代
、
同
じ
言
語
社
会

に
於
い
て
、
変
化
の
許
容
範
囲
を
超
え
て
、
全
く
別
の
意
味
で
同
時
に
用
い
ら

れ
る
と
い
う
事
は
、
言
語
伝
達
の
上
か
ら
支
障
と
な
り
、
余
程
特
別
な
事
情
の

場
合
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
。
宣
長
の
﹁
た
い
さ
う
な
﹂
と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
、
分
か
り
に
く
い
が
、
問
題
の
③
に
つ
い
て
、

今
は

出
行

イ
デ
ア
リ
ク

も
、
た
い
さ
う
な
る
身
に
な
れ
り
と
也

と
注
す
る
。
出
歩
く
の
が
大
事

オ
オ
ゴ
ト

な
身
に
な
っ
た
と
の
意
で
あ
ろ
う
か
。
宣
長
の

解
釈
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
語
は
、

到
り
う
る
最
高
頂
の
状
態
、
転
じ
て
精
一
杯

と
の
意
に
解
す
べ
き
も
の
と
考
え
る
。

な
お
、
私
は
、﹁
よ
だ
け
し
﹂
の
意
味
と
し
て
、
岩
波
古
語
辞
典
の
②
を
と
ら

な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
平
安
時
代
、
源
氏
物
語
の
世
界
で
の
こ
と
で
あ
る
。
語

史
的
に
み
れ
ば
、
①
か
ら
転
じ
て
②
の
意
味
に
な
る
可
能
性
は
認
め
て
も
よ
い

で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
﹁
大
儀
﹂
と
い
う
語
自
体
が
﹁
重
大
な
儀
式
、
重
大
事
﹂

と
い
う
意
味
か
ら
﹁
骨
が
折
れ
る
こ
と
、
つ
ら
い
こ
と
﹂
へ
と
転
じ
る
︵
こ
れ

に
つ
い
て
は
、﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
に
多
く
の
例
を
あ
げ
て
詳
し
く
説
明
し
て

い
る
。︶
の
と
同
じ
方
向
で
あ
る
。﹁
お
つ
く
う
﹂
も
、
億
劫
で
、
も
と
は
数
え

き
れ
な
い
程
の
長
い
時
間
、
数
か
ら
﹁
そ
う
す
る
こ
と
が
気
が
進
ま
な
い
﹂
と

な
る
の
で
あ
る
。﹁
よ
だ
け
し
﹂
も
同
じ
傾
向
の
変
化
を
と
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
そ
れ
は
恐
ら
く
中
世
後
期
以
後
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。︵
旧
注
に
こ

の
訳
語
が
み
え
な
い
の
も
そ
う
推
測
す
る
一
因
で
あ
る
。︶

七



七

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
問
題
の
文
は
、

私
は
今
は
公
務
か
ら
離
れ
て
籠
っ
て
い
る
身
で
す
か
ら
、
万
事
お
っ
く
う

で
︵
消
極
的
︶、
こ
う
し
て
い
る
の
が
精
一
杯
と
い
う
有
様
に
な
っ
て
お
り

ま
す
。

と
解
し
た
い
と
思
う
。
源
氏
物
語
中
の
一
小
文
の
解
釈
に
つ
い
て
事
々
し
く
言

挙
げ
す
る
の
は
お
こ
が
ま
し
い
気
が
す
る
が
、
源
氏
物
語
の
文
の
解
釈
は
未
だ

納
得
の
ゆ
か
ぬ
部
分
が
多
く
残
さ
れ
て
い
て
、
諸
注
は
そ
れ
を
そ
の
場
そ
の
場

で
処
理
し
た
り
、
従
来
の
説
に
し
ば
ら
く
よ
っ
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
意
外
と

多
い
こ
と
が
気
に
か
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
旧
注
に
対
し
て
と
ら
わ

れ
ず
、
徹
底
的
に
洗
い
出
し
て
改
め
た
本
居
宣
長
に
、
敬
意
を
表
す
る
と
共
に
、

二
百
数
十
年
た
っ
て
も
未
だ
に
宣
長
を
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
嘆
く

の
で
あ
る
。

し
か
し
、
以
上
提
出
し
た
私
解
も
ま
た
あ
く
ま
で
試
解
で
あ
り
、
独
り
よ
が

り
で
、
思
わ
ぬ
誤
り
を
犯
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
解
釈
は
結
局
、
作
者
自

身
に
問
う
し
か
な
い
が
、
そ
れ
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。

︵
付
記
︶﹁
よ
だ
け
し
﹂
に
﹁
大
儀
だ
﹂
と
い
う
訳
を
与
え
た
の
は
い
つ
ご
ろ

か
ら
で
あ
ろ
う
か
。﹃
湖
月
抄
﹄
の
頭
注
や
宣
長
に
は
見
え
な
い
か
ら
、
近
代
に

な
っ
て
か
ら
と
思
わ
れ
る
。
朝
日
日
本
古
典
全
書
︵
昭

︶
は
本
文
を
﹁
世
だ

25

け
く
﹂
と
記
し
、﹁
世
離
れ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
﹂
と
注
す
る
。
こ
れ
は
古
い
有
朋

堂
文
庫
︵
大
３
︶
の
本
文
も
同
じ
で
、
ま
た
﹃
定
本
源
氏
物
語
新
解
中
﹄︵
昭
５
︶

も
﹁
世
だ
け
く
﹂
と
記
し
﹁
世
間
と
か
け
離
れ
た
や
う
に
な
り
ま
し
た
﹂
と
注

す
る
か
ら
、
古
典
全
書
は
こ
れ
ら
の
説
を
う
け
つ
い
だ
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
る

に
一
方
、﹃
対
校
源
氏
物
語
新
釈
﹄︵
昭

︶
は
﹁
万
事
し
馴
れ
な
い
せ
い
で
大

13

儀
で
困
り
ま
す
﹂
と
あ
る
。
さ
れ
ば
﹁
大
儀
だ
﹂
は
こ
の
﹃
対
校
新
釈
﹄
を
創

始
と
す
べ
き
か
と
い
う
に
、
そ
う
は
断
定
で
き
な
い
。
そ
れ
は
﹃
大
日
本
国
語

辞
典
﹄︵
大
８
︶
に
既
に
こ
の
訳
語
が
見
え
、
問
題
の
源
氏
物
語
の
文
が
例
と
し

て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
後
の﹃
大
言
海
﹄も
同
じ
で
あ
る
。︵
た
だ
し
、

﹃
言
海
﹄
に
は
、
こ
の
語
の
掲
出
は
あ
る
が
、
右
の
訳
語
は
み
え
な
い
。︶
こ
う

い
う
細
か
な
せ
ん
さ
く
は
、
源
氏
物
語
の
注
釈
史
の
研
究
に
な
り
、
本
稿
の
意

図
す
る
所
と
は
別
で
あ
る
が
、
一
言
添
え
る
こ
と
と
し
た
。
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