
木村:稲 作 語 源 誌51

稲

作

語

源

誌

木$

村

紀

子

太
古
、
こ

の
日
本

の
島

々
に
お

い
て
、

「
飢

え
」
を
し

の
ぐ
た
め

に
稲
を

「
植
え
」

育

て
る
人
々
の
営
み
の
中

で
、
人
は
稲

に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
稲
は
人
に
な
ぞ
ら

え
ら
れ

て

多

く
の
言
葉

が
生
ま
れ

て
来
た
。
現
在
も
常

用
し

て
い
る
人

の
身
体
部
位
名

「
メ

・

ナ

・
ホ
ホ

・

・
カ
ラ

(
ダ
)

な
ど
も
、

も
と
は
と

い
え
ぱ
、

人
と
稲
と

の
密
接

な

か
か
わ
り
と

一
体
感

の
中

で
生
ま
れ
た
も

の
で
あ
る
。

「
む

つ
き
、

き
さ
ら
き
」
な
ど
、
語
義
語
源

が
今

一
つ
暖
昧
な
古
語

月
名
も
、

「
と

し
11
稲

の
稔
り
」
力

神
ご
と
と

の
深

い
か
か
わ
り

の
中

で
い
か

に

「
来
経
」
ゆ
く

か

を
順
次

名
づ
け
た
も

の
で
あ
り
、
神
名

や
古

い
熟
語
、

祝
詞
、
古
代
歌
謡
等

の
言
葉

の

中

に
、

そ

の
ま
ま

の
形

で
そ
の
痕
跡

を
尋
ね
る

こ
と
が

で
き

る
も

の
で
あ

る
。

太
陰

暦
導

入
以
前

の

「
稲
作
暦
」

と
も

い
え
る
古
語
月
名

の
語
義
を
明
ら
か

に
し
、

あ
わ

せ

て

「
ヨ
ネ
」
と

「
コ
メ
」
と

い
う
米

の
同
義
的
並
用
語

の
今

に
至
る
来
歴
を
た

ど

っ
て
、
稲
作

語
源
誌
と
し
た

い
。

口
も
イ
ネ
と
ヒ
ト
の
語
彙
対
応

カ
ナ
と
い
う
音
節
文
字
に
よ
る
言
語

音
把
握
を
千
数
百
年
に
わ
た

っ
て
し
て
来

た
日
本
語
は
、
他
言
語
に
比
べ
て
と
く

に
母
音

の
数
が
少
く
、
五
十
音
図
に
整
理

さ
れ
て
い
る
音
節
の
シ
ス
テ
ム
も
概
し
て
単
純
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
五
十

音
の
ラ
行
音
を
除
く
ほ
と
ん
ど
の
音
は
、

一
音
節
の
ま
ま
で

一
つ
な
い
し
複
数
の

も
の
の
名
前
に
な

っ
て
も
い
る
よ
う
に
、
日
本
語
の
意
味
を
担
う
音
の
最
小
単
位

は
、

一
音
節
な
い
し
二
音
節
で
成
り
立

っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
単
純
な
音
と
意
味

と
の
関
係
は
、
必
然
的
に
多
く
の
同
音
異
義
語
を
生
み
、

一
つ
の
音
の
連
ら
な
り

に
い
く
つ
も
の
重
層
し
た
意
味
を
感
じ
と
る
習
慣
や
、
そ
れ
に
よ
る
掛
詞

・
秀
句

・

洒
落
と
い
っ
た
言
葉
遊
び
も
、
古
来
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
来
た
。
け
れ
ど
も
ま
た
、

た
と
え
ば

「
足
と
葦

(
ア
シ
)

・
川
と
皮

(カ
バ
)

・
鹿
と
蚊
と
日
と
香

(ヵ
)

・

子
と
篭
と
粉
と
木

(
コ
)
」
と
い

っ
た
同
音
語
に
つ
い
て
は
、
偶
然
同

一
音
で
あ

る
に
過
ぎ
ず
、
意
味
的
な
繋
り
は
あ
ま
り
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
当
然
の
こ
と
だ

と
感
じ
て
い
る
。

ハ
ナ
と
い
う
音
の

「花
」
と

「鼻
」
、
メ
と
い
う
音

の

「芽
」
と

「
目
」
、

ハ

と
い
う
音
の

「
葉
」
と

「
歯
」
な
ど
も
、
植
物
の
部
位
と
人
の
顔
の
部
位
と
い
う

対
応
を
な
し
て
い
て
、
何
ら
か
の
連
想
が
そ
こ
に
働

い
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、

や
は
り
偶
然
の

一
致
だ
ろ
う
と

一
般
に
は
片
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
の
語
を

つ
ぎ
に
表
示
す
る
よ
う
な
さ
ら
に
多
く
の
対
応
群
と
し
て

見
て
み
る
と
、
そ
れ
は
、
偶
然
の

一
致
な
ど
で
は
な
く
、
日
本
語

の
き
わ
め
て
原

初
的
な
語
群
と
し
て
い
わ
ば
古
拙
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

つ
ま
り
そ
れ
ら
は
、
単
に
人
と
植
物
と
い
う
の
で
な
く
、
人
と
、
植
物

の
中
で
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子

音

音

い
ね
(

穀
草
)

用
言

ひ
と
(

人
草)

n

ネ

根

ハ

フ
〉サスフカシ

根

メ

芽

タ

ツイヅ

目

ク

キ

茎

タ
ツ
〉

〈
歯V

茎

k

皿

ハ

葉

ハ

ユソロ

フオツ

歯

lPー

ハ

ナ

ー
ビ

ラ花

サ
ク
〉

ロ
ビ
ル鼻

1
ホ

穂

イ
ヅ

頬

ミ
、

ー
ノ
ル実モー

ナ
ル

ーナ

リ身

カ

ラ

殻

モ

ミ

ーイナー

ヌ

ク
〉

ーダ体(柄)ナ
キ

ー

I

n

タ

ネ(サ)

種
(
核)

マ

クオツ

胤

千

も
稲

(
あ
る
い
は
毅
草
)
に
限
定
さ
れ
る
語
彙
対
応
と
し
て
あ

っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

ヘ

ヘ

ネ

ネ
は
、

「
根
の
国

・
大
和
島
根

・
根
堅
州
国
」
な
ど
と
い
っ
た
神
話
の
中

の
重
要
な
語
に
も
か
か
わ
り
、
ナ
ル

(成
)
や
ナ
シ

(無
)
と
共
通

の
子
音

n
を

も

つ
こ
と
に
も
そ
れ
な
り
の
意
味
が
あ
る
が
、
も
と
も
と
そ
れ
は
、

○
ま
き
む
く
の

日
代
の
宮
は
・・…
・…
竹
の
ネ
の

ネ
足
る
宮

木
の
ネ
の

ネ
延
ふ
宮

八
百
土
よ
し

い
き
づ
き
の
宮

(記

雄
略
)

と
い
う
よ
う
に
、
土
に
定
着
し
生
育
し
て
い
る
木

・
草

・
竹
な
ど
が
、
地
下
に
充

足
し
延
ば
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
暗
い
地
下
の
世
界
が

「
根
の
国
」

で
あ

る
。
し
た
が

っ
て
、
地
上
で
動
き
ま
わ
っ
て
い
る
人
や
獣
な
ど
が
も
ち
ろ
ん
同
様

な
形
態
の
ネ
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
。

「根
が
や
さ
し
い

・
根
が
暗
い

・
根
が
正
直
」
と
い
っ
た
ヒ
ト
に
つ
い
て
言
わ

れ
る
ネ
の
、

「
心
根

・
性
根
」
に
か
か
わ
る
性
格

の
根
本
を
言
う
も
の
も
、
あ
る

い
は

「息

の
根
を
と
め
る
」
な
ど
命
の
も
と
を
い
う
も
の
も
、
古
代
の
用
例
は
と

く
に
見
当
ら
ず
、
比
較
的
新
し
い
近
世
あ
た
り
の
比
喩
的
用
法
か
と
み
ら
れ
る
。

へ

O
山
が

つ
の
垣
ほ
に
生
ひ
し
な
で
し
こ
の
も
と
の
根
ざ
し
を
た
れ
か
尋
ね
ん

(源
氏

常
夏
)

と
い
っ
た
人
の
出
自
を
い
う
場
合
も
、
比
喩
用
法
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
か
。

「大

和
島
根

・
岩
根

・
尾
根

・
屋
根
」
等
も
、
雄
略
記
の
歌
の
場
合
と
と
も
に
、
草
木

の
根
か
ら
の
類
推
用
法
と
み
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
イ
ネ
と
ヒ
ト
の
語
彙
対
応
に
お
い
て
、
ど
ち
ら
が
原
発
的
か
は
、
少

く
と
も

「
根
」

に
関
す
る
限
り
は
あ
く
ま
で
イ
ネ
の
方

で
あ
る
。
も
と
よ
り
、

「
イ
ネ

・
ヨ
ネ

・
シ
ネ

・
タ
ネ

・
サ
ネ
」
な
ど
の
ネ
も
、

「根
」
.と
か
か
わ

っ
て

い
る
可
能
性
が
大
き
い
。

メ

崇
神
紀
に
は
、

「大
田
田
根
子
」
と
い
う
女
巫
名
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、

タ
ネ

(種
)
は
も
と
も
と

「
田
根
」
か
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
タ
ネ
を
、

　

　

ヘ

へ

O
ゆ
種
蒔
く

荒
木
の
小
田
を

(万

一
一
一
〇
)

　

と

い
う

よ

う

に

マ
ク

と

、

ふ

つ

う
数

日

を

経

て

メ

(
芽
)

が
出

る
。

た

だ

し

音

の
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上

か

ら

す

る

と

、

そ

れ

は

む

し

ろ

ミ

(実

)

か

ら

メ

(
芽
)

が

出

る

と

い

う

こ

と

だ

っ
た

の
だ

ろ

う

。

メ

ゑ

さ
て
、
芽
は
実
が
さ
け
て
出
て
く
る
が
、
目
も
や
は
り
顔
面
の
身
が
裂
け
、
横

向
き
の
芽
の
よ
う
な
形

で
、
生
気
の
輝
き
を
発
し
て
い
る
。

ヘ

へ

　

へ

　

○
を
と
め
に

直
に
逢
は
む
と

わ
が
割
け
る
ト
メ

(紀

紳
武
)

○
能
く
人
眼
を
割
き
下
げ
た
る
に
似
た
り
。
…
故
、
目
割
と
号
く
。

(播
磨
風
土
記

筋
磨
郡
)

と
い
う
よ
う
に
、
閉
じ
た
状
態
も
も

つ
目
が
、
割
け
て
生
気
を
発
す
る
こ
と

へ
の

関
心
が
注
目
さ
れ
る
。

ハ

人
の
歯
は
、
髪
と
共
に
、
自
然

の
生
命
現
象
と
し
て
も
草
木
と
の
類
似
性

が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
乳
歯
が
落
ち
て
永
久
歯
に
生
え
替
わ
る
、
そ

し
て
多
く
は
老
年
に
落
ち
て
ゆ
く
生

の
営
み
は
、
ま
さ
し
く
草
木
の
葉
が
、
春
に

は
新
た
に
生
え
茂
り
、
秋
に
は
落
ち

る
営
み
と
同
様
で
、

「
ハ
ユ
・
オ
ツ
」
と
い

う
動
詞
、
そ
し
て
生
え

「
ソ
ロ
フ
」

と
い
う
状
態
を
い
う
動
詞
も
、
歯

と
葉
で
全

く
同
様
に
用
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
葉
が
生
え
て
く
る
と
こ
ろ
が
ク
キ

(茎
)
な
ら
、

歯
が
生
え
る
の
は
歯
グ
キ
で
あ
る
。

こ
の
点
で
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ぱ
人
よ
力

も
穀
草
な
ど
の
方
が
初
発
の
名
の
よ
う
に
見
え
る
。
ク
サ
と
ク
キ
の
ク
も
通
い
合

う
音
と
し
て
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し

て
、

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
命
名

が
、
外
見
の
類
似
性
よ
り
も
、
生
命

の
営
み
に
お
け
る
類
同
性
に
よ

っ
て
、
同

一

音
に
よ
る
名
を
も

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ハ
ナ

さ
て
、
稲
は
、

ハ

(葉
)
が

一
定
生
え
そ
ろ
う
と
、
そ
の
ナ
カ
か
ら
ホ

(

穂
)
が
出
、

ハ
ナ

(花
)
が
咲
く
。

ハ
・
ハ
ナ

・
ホ
の
子
音
は
、
古
く
P
音
に
近

ハム

い
音
だ

っ
た
と
見
ら
れ
て
お
り
、

い
わ
ば
ポ

ッ
と
出
た
り
、
パ

ッ
と
咲

い
た
り
す

る
も
の
が
穂
や
花
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
花
と
鼻
と
の
類
似
は
、
花
の
咲
い
た
状

態
よ
り

ツ
ボ
ミ
の
状
態
で
似
る
と
見
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
の
顔
の
中

で

中
心
的
な
存
在
は
、

「
目
鼻
だ
ち
」

「
目
鼻
を

つ
け
る
」
と
い
う
よ
う
に

「
目
」

に
つ
い
で

「鼻
」

で
あ
ろ
う
が
、
む
し
ろ
息
が
出
入
り
し
、
い
の
ち
の
発
現

の
先

端

で
あ
る
と
こ
ろ
が
、
花
に
類
す
る
と
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
花
は
咲
い
て
後

シ
ボ

ム
が
、
鼻
も
ま
た
ス
ボ

マ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。

な
お
、

「
花
ビ
ラ
」
に
対
し
て

「
ロ
ビ
ル
」
と
い
う
の
は
、
形
態
と
ヒ
ラ
、
め
く
運
動
に
ょ
る
命
名
で
あ
ろ
う
。

ホ

ホ
は
、
と
く
に
稲
な
ど
の
穀
草
に
お
い
て
大
切
な
存
在
で
あ
る
。

へ

　

へ

　

○
其
の
秋
の
垂
穎
、
八
握
に
莫

々
然
ひ
て
甚
快
也
。

(神
代
紀
上
)

○
木
綿
垂
で
の

神
の
幸
田
に

稲
の
ホ
の

諸

ホ
に
し
で
よ

こ
れ
ち
ほ
も

な
し

(押
楽
歌
)

と
い
う
よ
う
に
、
水
穂

の
国
の
実
り
の
前
提
と
し
て
の
ホ

(穂
)
は
、
稲
の
生
育

過
程
の
様
々
な
姿
の
中
で
最
も
そ
れ
ら
し
い
快
い
姿
と
見
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ

ホ

り
、
穂
の
充
実

こ
そ
は
、

「
国
の
富
」
(
祀

応
丼
)
に

つ
な
が
る
。

「
ボ
ツ
真

の

国
」
「
国
の
真
ホ
ろ
ぱ
」
の
ホ
も
、
も
と
は
と
い
え
ぱ
こ
の
穂
で
あ
ろ
う
。
と
こ

ろ
で
、

こ

ほ

○
吾
が
恋
ふ
る

丹
穂

の
面
わ

(万

二
〇
9
二
)

○
さ
丹
嬬
ふ

妹
を
念
ふ
と

(万

一
九
=

他
)

と
い
う
表
現
に
見
ら
れ
る
、
処
女
の
さ
っ
と
紅
を
さ
す
丸
く
張

っ
た
頼
が
、
そ
の

「丹
穂
」
と
い
う
用
字

の
よ
う
に
、
赤
味
を
帯
び
ポ

ッ
と
出
る
穂
が
充
実
し
て
ミ

の
り
ゆ
く
様
と
同
類
に
見
な
さ
れ
た
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
で
は
な
ぜ
頬
は
、
他

の
語
の
よ
う
に

「
ホ
」

で
な
く

「
ホ
ホ
」
と
反
復
さ
れ
る
の
か
は
、
全
く
単
純
に

頬
は
顔
面
に
左
右

二
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
メ
メ

(目
)

・
ミ
ミ

(
耳
)

・
テ

テ

(手
)

・
チ
チ

(乳
)
」
な
ど
、
後
世

メ
メ

・
テ
テ
な
ど

一
部
は
幼
児
語
と
さ

れ
て

一
音
が
正
当
な
も
の
と
さ
れ
、
ミ
ミ
と
ホ
ホ
で
は
重
複
形
が
正
当
語
の
位
置

に
あ
る

(
チ
チ
は
そ
の
中
間
か
)
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
そ
れ
ら
は
、
左
右

二
つ
そ
な

わ
る
も
の
と
し
て
重
複
形
を
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
。
む
ろ
ん
言
葉
の
偶
然
性
は
、

マ
ユ

ア
シ

「
眉
」
や

「
足
」
の
よ
う
に
二
音
節
と
な
り
重
複
形
と
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
。

と
も
か
く
、

「
ホ
ホ
」

の
命
名
も
ま
た
、

「
穂
」
が
先
立
ち
、
そ
れ
に

「
頬
」
が

対
応
し
た
と
見
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ミ

穂
が
充
実
す
る
こ
と
を

「
ミ
ノ
ル
」
と
い
う
。
ミ
ノ
ル
と
は

「
実
成
る
」
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良奈

で
あ

ろ

う
。

ヘ

へ

　

ヘ

へ

0
人
と
成

事
は
嘆
き
を

わ
く
ら
ば
に

成
れ
る
吾
身
は

(万

一
七
八
五
)

へ

　

　

○
橘
は

己
が
枝
々

な
れ
れ
ど
も

(天
智
紀
)

く

と
い
う
よ
う
に
、
人
の

「身
」
も
果
実
も
と
も
に

「
な
る
」
の
で
あ
り
、
す
ぺ
て

の
も
の
の
生
成

・
転
化

・
生
滅
を
い
う

「
な
る
」
と
い
う
動
詞
が
、
身
に
も
実
に

も
同

一
に
対
応
す
る
。
そ
の
点

で
ミ
と
い
う
同

一
音

の

「
実
」
と

「身
」
と
は
、

こ
れ
ら
の
対
応
語
彙
の
中
で

ハ
と
共

に
語
の
用
法
上
の
同

一
性
が
高

い
。

カ
ラ

モ
ミ

(
モ
実

籾
)
か
ら
実
を

と
る
と

モ
ミ
ガ
ラ
が
残
る
。

「
な
づ
き

の

田
の
稲
ガ
ラ
」

(
記

景
行
)
と
い

っ
た
収
穫
後
の
茎
な
ど
も
カ
ラ
と
い
う
。
カ

ラ
は
、

「
カ

バ
・
カ

ス
・
カ
ヒ

(卵

・
貝
・
蚕
)
」

の
カ
な
ど
と
も
通
う
、
概
し
て

へ

硬
い
外
殻
の
こ
と

で
、

「
モ
ヌ
ケ
ノ
カ
ラ
」
と
い
う
よ
う
に
中
実

(身
)
の
な
く

な

っ
た
場
合
に
使
う
こ
と
が
多
い
。

人
も
、

「
ナ
キ
ガ
ラ
」
と
は
中
身
が
喪
失
し

た
残
骸
、

「
カ
ラ
ダ
」
は
単
に
外
殻

を
い
う
の
が
も
と
と
見
ら
れ
、

「
カ
ラ
が
大

き
い

・
小
ガ
ラ
な
人
」
な
ど
と
い
う
用
法
も
あ
る
。
カ
ラ
も
ま
た
ミ
と
同
様
、
意

外
に
語
法
上
の
同

一
性
が
高

い
も
の

で
あ
る
。
な
お
、
カ
ラ
と
近
似
の
意
か
と
見

な
さ
れ
る

「
モ
ミ
」
の
モ
は
、

モ
ヌ
ケ
の
モ
で
あ
り
、
人
の
場
合
、

「も
屋

・
も

が
り
」

の
モ
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

タ
ネ

収
穫
さ
れ
た
稲
の
う
ち
、
翌
年
の
た
め
に
種
子
と
す
る
も
の
が
タ
ネ
で
あ

イ
ナ
ノ
ネ

る
。
稲
種
は
と
く
に

「
斎
庭

の
穂
」

(
古
語
拾
遺
)
か
ら
残
し
た
と
い
う
が
、
そ

れ
が

「
ユ
ダ
ネ
」

(万
=

一
〇
前
掲
)
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
が
蒔
か
れ
て
芽
を
出

し
根
を
下
ろ
し
、
ま
た
新
た
な
稲
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
人
の
場
合
も
、
と
く

に
男
性
に
即
し
て

「
タ
ネ
」
あ
る
い
は

「
子
ダ
ネ
」
と
い
っ
た
用
い
方
を
す
る
が
、

こ
れ
も
稲
の
方
が
先
行
す
る
用
語
で
あ
る
の
は
、
タ
ネ
が
先
述
の
よ
う
に

「
田
根
」

で
あ

っ
た
可
能
性
か
ら
し
て
確
実

で
あ
る
。
た
だ
し
、

○
女
鳥
の

わ
が
王
の

織
う
す

服

誰
が
タ
ネ
う
か
も

(記

仁
徳
)

○
か
く
さ
ま
に
な
り
来
に
け
ら
し
す
ゑ
し
タ
ネ
か
ら

(万

三
七
六
一
)

へ

　

と
い
う
よ
う
に
、
こ
と
の
生
じ
る
も

と
に
な
る
も
の
と
い
っ
た

一
般
化
し
た
用
法

へ

も

古

く

か

ら

あ

る
。

も

っ
と

も
、

単

に
も

の

の
生

じ

る

根

源

の
意

で
は

、

「
物

実

、

我

物

に

因

り

て
成

れ

り

」

(
記

神
代

)

と

い

っ
た

サ

ネ

の
方

が

本

来

だ

と

見

ら

れ

る
。

「
李

衡

ヵ
ム
ジ
ノ
サ
ネ

・
桃

核

モ
、
ノ
サ
ネ

・
辮

ウ
リ
ノ
サ
ネ
」

(
和
名
抄
)

な

ど

果

実

の
核

も
、

も

と

も

と

タ
ネ

で
な

く

サ
ネ

で
あ

っ
た

。

○
ウ
ツ
シ
キ
青
人
草

(記

神
代
)

○
顕
見
蒼
生

〈
ウ
ツ
シ
キ
ア
ヲ
ヒ
ト
ク
サ
〉

(神
代
紀
上
)

と
い
っ
た

「
あ
を
ひ
と
く
さ
」
は
、
漢
語

「
蒼
生
」

の
和
訓
と
い
う
の
で
な
く
、

要
す
る
に
人
と
は
、
八
千
草

の
中
の

「
サ
キ
草
」
な
ら
ぬ

「
人
草

(記

神
代
)

・

人
民

ヒ
ト
ク
サ

(和
名
抄
)
」

に
す
ぎ
な
い
と
い
う
把
え
方
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
人

は
、
太
古
、
自
ら
の
身
体
細
部

へ
の
関
心
に
ま
し
て
、

「
食
ひ
て
活
く
べ
き
」

(

ハこ

神
代
紀
上
)
食
物
-

穀
草

(稲
)
に
切
実
な
関
心
を
注
ぎ
、
そ
れ
と
の

一
体
感
に

も
と
つ
い
た
言
葉

(
認
識
)
の
世
界
を
構
築
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

■
一、

ト
シ
と
ツ
キ
の
呼

称

「
と
し
」
と

い
う
語

で
現
在
指
さ
れ
て
い
る
も

の
は
、
人

の
年
齢
、
そ
し

て

と
し

と
し

「
今
年
」

「年
が
経

つ
」
と
い
っ
た
抽
象
的
な
暦
年
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
語

が
古
く

「稲

の
稔
り
、
稲
作
の
営
み
」
と
い
っ
た
意
味
を
も
ち
、

　

へ

○
今
年
一一月
に
御
年
初
め
賜
は
む
と
し
て
、
…
…
…
取
り
作
ら
む
奥

つ
御
年
を
、

八
東
穂
の
茂
し
穂
に
、
皇
神
等
の
依
さ
し
奉
ら
ば
、
初
穂
を
ぱ
千
穎
入
百
穎

に
奉
り
置
き
て

(祈
年
祭

祝
調
)

　

へ

○
我
が
欲
り
し
雨
は
降
り
来
ぬ
か
く
し
あ
ら
ぱ
言
挙
げ
せ
ず
と
も
ト
シ
は
栄
え

む

(万

四
=
ゴ四
)

と
い
う
用
法
で
残
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

「
御
年
の
神
」
は
、

「怒
を

発
し
て
堪
を
以
て
其
の
田
に
放

つ
。
苗
葉
忽
に
枯
損
て
篠
竹
に
似
れ
り
。
」
と
崇
も

　

　

な
す
も
の
の
、

「
其
の
教
に
従
ふ
と
き
、
苗
葉
復
た
茂
り
、
年
穀
豊
稔
な
り
。」
(
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古
語
拾
遣
)
と
豊
穣
も
も
た
ら
す
、
稲
作
支
配
の
神
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り

「と
し
」
と
は
、

「
ネ
」

「
ミ
」
な
ど
と
全
く
同
様
に
、
同

一
音

(語
)

で
、
ま
ず
は
稲
、
そ
し
て
人
、
さ
い
ご
に
抽
象
化
し
た
時
の
経
過
と
い
う
意
味
の

展
開
を
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

ヘ

へ

　

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

O
あ
ら
た
ま
の

と
し
が
来
経
れ
ば

あ
ら
た
ま
の

つ
き
は
来
経
ゆ
く

(記

景
行
)

ヘ

へ

　

へ

O
あ
ら
た
ま
の

き

へ
ゆ
く
と
し

の
限
り
知
ら
ず

て

(万

入
八
一
)

ヘ

へ

○
宗
形

の
大
神
云
、
我
が
産
む
ぺ
き
月
尽
、
故
支
閑
丘
と
い
ふ
。

(播
磨
風
土
記

託
賀
郡
)

な
ど
に
見
る
と
、

「
あ
ら
た
ま
」
の

「
と
し
」
も
、
そ
の
細
区
分
さ
れ
た

「
つ
き
」

サ

ル

も
、

「
き

へ
ゆ
く
」
も
の
と
し
て
把
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
の

「来
経
」
と
い
う
動

詞
の
意
味
は
、
直
接
的
に
は
単
に
漢
字
を
宛

て
る
と
お
り
で
あ
ろ
う
が
、
常

に

「来
」
と

「
経
」
が
複
合
し
て
用
い
ら
れ
る
独
特
の
ひ
び
き
も
あ
り
、
本
居
宣
長

が

『
真
暦
考
』
に
特
別
の
術
語
風
に
扱

っ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。

「
き

へ
」
と

は
、
人
が

「
と
し
11
稲
作
」
に
よ

っ
て

「来
経
」
ゆ
く
時
間
-

将
来

の
時
間
を

初
め
て
明
確
に
意
識
す
る
よ
う
に
な

っ
た
あ
か
し
の
言
葉
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ

な
い
。
た
だ
し
そ
れ
は
、
抽
象
的
な

「
時
間
」
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ

「
と
し

・

つ
き
」
は
つ
ね
に

「あ
ら
た
ま
」
と
し

て

「来
経
」
ゆ
く
の
だ
と
い
う
語
法
に
注

目
す

べ
き
だ
ろ
う
。
新
年
と
は
、
年
が

「
あ
ら
た
ま
」
る
の
で
あ
る
が
、
ど
の
よ

う
に
あ
ら
た
ま
る
か
は

「
あ
ら
魂
」
が

「来
」
る
と
い
う
形
で
あ
ら
た
ま
る
の
だ

と
い
っ
た
把
え
方
で
あ
る
。

「
と
し
」
と
は
、
人
々
が
い
わ
ば

「
う
え

(飢
)
」
ず
に
生
き
得
る
後

の
日

々

の
た
め
の

「う
え

(植
)
」
る
営
み
の

一
周
り
で
あ
る
。
そ
の
長
い

一
周
り
の
折

節
を
、
同
じ
く

「
あ
ら
魂
」
の

「来
経
」
ゆ
く
も
の
と
し
て
把
え
ら
れ
た

「
つ
き
」

が
区
切

っ
た
。
そ
の

「
つ
き
」
が
、
中
国
伝
来

の
太
陰
暦
の
よ
う
に
、

「
来
経
」

る
順
に
単
純
に
数
で
数
え
て
ゆ
く
と
い
う

の
で
は
な
か
っ
た
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で

の
問
題

で
あ
る
。

「
む
つ
き

・
き
さ
ら
き

・
や
よ
ひ
・…
{
」
と
い
う
月
の
古
名
は
、

「
さ

つ
き

・

み
な
づ
き
」
あ
た
り
に
特
に
察
し
易
い
よ
う
に
、
稲
作
と
の
か
か
わ
り
が
窺
わ
れ

る
も
の
の
、
古
来
ど
の
語
も
そ
の
い
わ
れ
が
今

一
つ
鮮
明
に
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え

ま
た
平
安
期
以
降
語
源
説
が
盛
ん
だ

っ
た
言
葉
で
も
あ
る
。
き
わ
め
て
古
そ
う
な

和
語
と
み
ら
れ
な
が
ら
、
そ
の
和
語
の
古

い
意
味
や
用
例
を
尋
ね
る
楊
合
の

一
級

資
料
で
あ
る
万
葉
集
や
倭
名
類
聚
抄
に
、
手
が
か
り
が
得
ら
れ
に
く
い
所
が
、
は

な
は
だ
厄
介
で
不
思
議
な
語
彙
で
も
あ
る
。

日
本
書
紀
に
よ
る
と
、
欽
明
天
皇

一
四
年
六
月
に
初
め
て
暦
博
士

・
暦
本
の
伝

来
の
こ
と
が
記
さ
れ
、
持
統
天
皇
四
年
十

一
月
に

「始
め
て
元
嘉
暦
と
儀
鳳
暦
と

を
行
ふ
」
と
太
陰
暦
の
正
式
採
用
と
見
ら
れ
る
記
述
が
あ
る
が
、
と
も
か
く
日
本

書
紀

・
万
葉
集
の
題
詞

・
古
事
記
継
体
天
皇
以
降
の
没
年
記
載
な
ど
、
月
は
す
べ

て
太
陰
暦
の
数
字
に
よ

っ
て
い
る
。
.万
葉
集
歌
の
中
に
出
る
場
合
も
、

ム
ツ
キ
ニ

例

・
サ
ツ
キ

一
例
の
仮
名
書
き
以
外
は
、
数
字

で
し
か
出
な
い
。
ま
た
、
万
葉
集

歌
で
は
、
春
夏
秋
冬
の
四
季

へ
の
関
心
の
高
さ
、
歌
数
の
多
さ
に
比
ぺ
、
相
対
的

に
用
例
が
少
な
い
よ
う
で
、

二
・
三

・
八

・
十

一
月
は
皆
無
、
比
較
的
多
い
五
月

(
+
八
例
)

・
九
月

(+
三
例
)

・
十
月

(四
例
)
以
外
の
月
は
、
各

一
、

二
例
が

あ
る
だ
け
で
あ
る
。
歌
の
内
容
も
、

ヘ

ヘ

へ

O
武
都
紀
た
ち
春
の
来
た
ら
ば
か
く
し
こ
そ
梅
を
を
き
つ
つ
楽
し
き
を

へ
め

(
八

一
五

)

ヘ

へ

0
木
の
暮
れ
の

四
月
し
立
て
ぱ

夜
こ
も
り
に

鳴
く
雷
公
鳥

(四
=
ハ
六
)

ヘ

ヘ

へ

　

〇

四
月
と

五
月
と
の
間

に

薬
鶉

仕
ふ
る
時
に

(三
入
八
五
)

ヘ

へ

　

0

ほ
と
と
ぎ
す
鳴
か
む
佐
都
奇
は
さ
ぶ
し
け
む
か
も

(三
九
九
六
)

　

へ

O
不
尽
の
嶺
に
降
り
置
く
雪
は
六
月
の
十
五
日
に
消

ぬ
れ
ば
そ
の
夜
降
り
け
り

(三
二
〇
)

ヘ

へ

○
天
の
河

白
浪
し
の
ぎ
噂…
:
…
七
月
の

七
日
の
夕
は

吾
も
悲
し
も

(
二
〇
八
九
)
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へ

〇
六
月
の
地
さ

へ
割
け
て
照
る
日

に
も

(
一九
九
五
)

ヘ

へ

〇
九
月
の

し
ぐ
れ
の
時
は

黄
葉
を

折
り
挿
頭
む
と

(四
二
三
)

ヘ

へ

〇
十
月
し
ぐ
れ
の
雨
に
ぬ
れ
つ
つ
か

(三
二
=
二
)

　

へ

　

〇
十
二
月
に
は
沫
雪
降
る
と
知
ら
ね

か
も
梅
の
花
咲
く
含
め
ら
ず
し
て(

一
六

四
八
)

と
い
う
よ
う
に
、
総
じ
て
天
象
や
風
物
を
詠
む
も
の
で
、
格
別
農
事

に
か
か
わ
るへ

と
見
ら
れ
る
歌
は
な
い
。
た
だ
、
歌
数

の
多

い
四
月

・
五
月
で
ホ
ト
ト
ギ
ス

(時

へ

鳥
)
を
詠
む
も
の
が
多
く
、
九
月

・
十
月

で
は
シ
グ
レ

(時
雨
)
を
詠
む
も
の
が

多

い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
く
ら
い
で
あ
る
。

倭
名
類
聚
抄
で
は
、
十
巻
本
に
は
関
係
部
門
が
な
く
、

二
十
巻
本
巻
第

一
末
尾

に
付
さ
れ
た

「歳
時
部
」
に
、

「
一
月

・
二
月
」
等

々
が
載
る
が
、

「
和
名
」
と

し
て
の

「
ム
ツ
キ

・
キ
サ
ラ
キ
」
等

々
は

一
切
付
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
和
名

抄
と
時
代
の
近
い
和
文
作
品
に
は
、

ヘ

ヘ

へ

　

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

ヘ

へ

○
し
も

つ
き
し
は
す
の
降
り
氷
り
、

み
な
づ
き
の
照
り
は
た
た
く
に
も

(竹
取
)

へ

　

へ

○
又
の
と
し
の
む

つ
き
に
、
梅
の
花
ざ

か
り
に

(伊
勢
)

ヘ

ヘ

へ

○
そ
れ
の
年
の
し
は
す
の
は

つ
か
あ
ま
り
ひ
と
ひ
の
ひ

(土
佐
)

へ

　

へ

　

ヘ

ヘ

へ

　

へ

○
み
な

つ
き
も
は
て
ぬ
。
ふ
つ
き

に
な
り
ぬ
。
八
月
ち
か
き
こ
こ
ち

(蜻
蛉

下
)

な
ど
と
、
ご
く
普
通
に
用
い
ら
れ
て

い
る
。

言
葉
の
性
格
上
、
常
用
和
語
だ
っ
た
と
見
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
万
葉
集

と
和
名
抄
の
い
わ
ば
例
外
的
な
扱
い
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
つ
の
要
因
が
考
え
ら

れ
る
。

一
つ
は
、
外
来
の
精
密
な
月
齢

方
式
と

「む

つ
き

・
き
さ
ら
き
」
は
、
必

ず
し
も

一
致
対
応
す
る
も
の
で
は
な
い
と
見
ら
れ
た
こ
と
、
今

一
つ
は
、
万
葉
記

録
時
に
お
い
て
、
す
で
に
的
確
な
正
訓
字
を
宛
て
ら
れ
な
い
程
意
味
不
明
だ

っ
た

へ

　

へ

　

ヘ

へ

か
、
神
名
に
類
す
る
よ
う
な
特
異
な
意
味

で
、
字
を
宛
て
よ
う
も
な
か
っ
た
か
で

あ
る
。

現
在
、

「
む
つ
き

・
き
さ
ら
き
」

に
漢
字
を
宛
て
る
場
合
、

一
般
に

「睦
月

・

如
月

・
弥
生

・
卯
月
」
な
ど
と
表
記
し
て
い
る
が
、
こ
の
書
き
方
が

一
般
化
し
た

の
は
、
室
町
期
の
節
用
集
以
後
だ
と
見
ら
れ
る
。
平
安
期
の
辞
書
で
は
、
色
葉
字

類
抄
が
、

「
一
月

。
二
月
」
等
の
数
で
の
表
記
に

「む

つ
き

・
き
さ
ら
き
」
の
訓

み
を
挙
げ
る
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
節
用
集
の
用
字
の
も
と
は
、
す
で
に
平
安

期
に
あ
る
程
度
な
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
語
源
説
の
さ
き
が
け
と
し

て
藤
原
清
輔
の

『
奥
義
抄
』

に
あ
る
解
釈
が
、
ほ
ぼ
現
行
表
記
に
繋
り
、
ま
た
鎌

倉
中
期
の
僧
の
手
に
な
る

『
名
語
記
』
が
、
通
説
と
し
て
ま
ず
挙
げ
る
語
源
説
も

ほ
ぼ
こ
の
線
で
あ
る
こ
と
か
ら
分
か
る
。

と
こ
ろ
で
、

「睦
月

・
如
月
」
な
ど
は
、
陰
暦
月
名
な
ど
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が

あ
る
が
、
果
た
し
て
そ
れ
ら
は
、
月
の
満
ち
欠
け
を
も
と
に
決
あ
た
陰
暦
月
だ

っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
暦
伝
来
以
前
に
日
本
に
は
陰
暦
が
あ

っ
た

と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
神
話
の
中
で
天
照
大
神

の
弟
に

「
月
読
命
」
が
居
り
、

「
こ
よ
み
」
が

「
日
読
み
」

で
あ
る
か
ら

「
月
よ
み
」
も
明
ら
か
に
月
を
数
え
て

い
た
こ
と
を
示
す
語
と
み
ら
権

「
つ
き
た
ち

●
も
ち

ら

き
こ
も
り
」
な
ど
も
、

月

へ
の
暦
的
関
心
を
示
す
語
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
も
し

「
月
を
よ
む
」

こ
と
の
み
に
よ

っ
て
月
を
数
え
て
い
た

の
な
ら
、
な
ぜ

「き
さ
ら
き

・
や
よ
ひ

・
し
は
す
」
な
ど

「
つ
き
」
の
つ
か
な
い

月
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
太
陰
暦
は
、
ほ
ぼ
三
年

に
一
度
、
十
九
年
で
は

七
度

「閏
月

(ウ
ル
フ
は
閏
の
単
な
る
和
訓
か
)
」
を
加
え
な
い
と
徐
々
に
季
節
が
ず

れ
て
し
ま
う
が
、
十
二
か
月
の
名
の
中

で
そ
の
こ
と
は
ど
う
解
決
し
て
い
た
の
だ

ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、

「
と
し
」
が
農
事
の

一
周
り
で
あ
る
以
上
、

「
と
し
つ
き
」

と

「
と
し
」
と

一
体

で

「
来
経
」
ゆ
く
と
さ
れ
る

「
つ
き
」
も
、
基
本
的
に
は
農

事
に
か
か
わ
る
と
見
る
こ
と
で
大
部
分
解
決
す
る
。
民
俗
学
な
ど
で
は
、
古
語
月

のる
り

名
の
ほ
と
ん
ど
が
農
事
名
で
あ
る
と
い
う
の
は
自
明
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
、
様

々
な
曲
折
を
経
て
近
代
ま
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
限
り
の
農
事
と
そ
の

儀
礼
に
即
し
た
解
釈

に
と
ど
ま
る
し
か
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
が
残
る
。
言
葉
が
、
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古
層
に
不
変
の
部
分
を
持
ち
な
が
ら
も
、
様
々
な
文
化
的
外
因
に
よ

っ
て
変
容
し

つ
つ
太
古
か
ら
今
に
伝
承
さ
れ
て
来
て

い
る
と
い
う
あ
り
様
に
、
全
く
同
様
と
言

っ

て
も
よ
い
の
が
民
俗
伝
承
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
そ
の
と
き
ほ
ぐ
し
は
、
多
く
の

古
文
献
に
よ

っ
て
時
々
の
古
体

の
知
ら
れ
る
言
葉
よ
り
も
、
な
か
な
か
容
易
で
は

な
い
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
奥
義
抄
的
堂
上
風
解

釈
で
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
古
語
月
名
の
解
明
に
は
、
民
俗
学

・
神
話
学
等

の
援

用
が
不
可
欠
で
も
あ
る
。
ま
ず
は
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
後

々
も
継
承
さ
れ
た
奥
義

抄
の
解
釈
に
よ
る
宛
字
を
掲
出
し
て
後
、
具
体
的
な
考
察
を
す
す
め
て
ゆ
き
た
い
。

な
お
、

ひ
ら
が
な
部
分
を
省
け
ば
、

そ
の
ま
ま
漢
字
表
記
と
な
る
よ
う
に
記
し
、

か

っ
こ
の
中
の
数
字
は
、
現
行
太
陽
暦
で
の
対
応
月
を
目
安
と
し
て
示
し
た
。

ぴ
つ

つ
ぴ

ほ

オ
ら
ぼ

睦

ぴ

月

(
2
～
3
)

衣

ぬ

更

着

(
3
～

4
)

や

よ
ひ

う

つ
辱

い
弥

生

(
4
～
5
)

の

つ
き

早

な

へ
月

(
6
～
7
)

み
み

つ
げ

文

ひ
ら

き

月

(
8
～
9
)

な
ガ
つ
き

ょ

長

月

(
10

～

11
)

し
も

つ
き

霜

ふ

り
月

(
皿
～
-
)

撃
さ
ら
鯉

さ

つ
歯

卯

の
は

な

月

(
5
～
6
)

み

な

つ
ぐ

水

づ

無

し

月

(
7
～
8
)

は

つ
の

葉

お

ち

月

(
9
～
10
)

か
み

な

つ
サ

神

無

し

月

(
11
～
12
)

し

は
す

師

走

づ

き

(
-
～
2
)

如
月
、
皐
月
は
、
宛
字

に
困

っ
た
節
用
集
等
が
漢
籍

の

『
爾
雅
』
よ

り
引
い
て
来
た
と
み
ら
れ
る
も
の
。

さ
て
、
古
語
月
名

の
全
部
に
せ
よ

一
部
に
せ
よ
、
農
事
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ

へ

る

一
番
の
根
拠
は
、

「
さ
つ
き
」
の
存
在
で
あ
る
。

「さ
つ
き
」
は
、

「
さ
乙
女

・

さ
苗

・
さ
水
垂
れ

・
さ
鍬
」
等
の
、
同

一
と
み
ら
れ
る
サ
を
も
つ
語
が

「
田
植
」

に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
り
、
折
し
も

田
植
時
の
月
で
あ
る
し
、
現

に
田
植
の
こ
と

を

「
さ

つ
き
」
と
い
う
地
域
も
あ
る

と
い
う
こ
と
で
、

い
わ
ば

「
田
植
月
」
の
意

味

に
違
い
な
い
と
見
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
記
紀
万
葉
等

の
中
に
、

「
田
植
」

そ
の
も
の
の
こ
と
を

「
さ
」
と
い
う
例
は
見
当
ら
な
い
。
ま
た
、

「
さ
苗

・
さ
乙

女
」
な
ど
独
立
語
に
あ
え
て
接
頭
さ
せ
る
用
法
か
ら
、
そ
こ
に
特
別
の
意
味
が
感

じ
ら
れ
る
と
し
て
、

「
さ
」
と
は

「神
稲
」
の
こ
と
と
断
定
す
る
説
も
見
ら
れ
る
。

し
か
し

「神
稲
」
な
る
も
の
を

「
さ
」
と
い
う
古
例
も
、
あ
る
い
は

「
さ
な
田
」

な
ど
が
そ
れ
に
関
わ

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
程
度
で
、
ま
た
な
い
の
で
あ
る
。

へ

「さ
」
と
い
う

一
音

の
た
し
か
な
古
例
は
、

「
投
ぐ
る
サ
の
遠
離
り
居
て
」

(

　

ひ
と

さ

万

三
三
三
〇
)

「
荒
し
男

の
い
を
サ
手
挾
み
」

(
万

四
四
三
〇
)

「
一
箭
」

(天

武
紀
上
)
と
い
っ
た
矢
の
意
の

「さ
」

で
あ
る
。

こ
れ
は
、

「
さ
つ
矢

・
さ
つ
弓

・

さ

つ
男

・
さ

つ
人
」
と
い
っ
た
、
も

っ
ぱ
ら
狩
に
か
か
わ
る

「
得
物
矢
」

(万

六
一
)
と
そ
の
行
為
を
す
る
人
に
か
か
る

「
さ
つ
」
と
同
類
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

前
掲

の

「
四
月
と
五
月
と
の
問

に
薬
が
り
仕
ふ
る
時
に
」
と
い
う
万
葉
集
歌

の

へ

「薬
狩
」

の
対
象
と
な
る
の
は
、

「
さ
壮
鹿
」
の
角
だ
ろ
う
か
。

へ

と
こ
ろ
で
、

「さ
ち
」
.と
い
う
語
は
、

「幸
」
以
前
の
意
味
と
し
て

「海
さ
ち

・

山
さ
ち
」
神
話
で
有
名
な
狩
や
漁
の
得
物

(道
具
)
を
指
す
が
、
そ
の
得
物

(
道

具
)
に
よ
る
豊
か
な
得
物

(食
料
)
が
ま
た
海
の

「
さ
ち

(幸
)
」
、
山

の

「
さ

ち

(
幸
)
」
で
あ
る
。
漁
具
は
、
海
幸
彦
の
場
合
、

「
鉤
」

(記
・
紀
)
と
記
さ

れ
る
が
、
狩
と
同
じ
よ
う
に
槍
状
の
も
の
で

「
さ
す
」
の
が
、
今
も
残
る
原
始
的

な
漁
浅
で
、
さ
ら
に
進
む
と
、

「
さ
手

(小
綱
)
」
を
使

っ
た
り
も
し
た
と
い
う

へ

　

発

展

だ

っ
た

だ

ろ

う
。

お

そ

ら

く
、

も

と

も

と

「
さ

ち
」

で

「
さ

し
」

て

と

っ
て

　

　

　

い
た

ゆ

え

に

、

「
さ

で
」

に

な

っ
て
も

「
さ

で
さ

す

」

(
万

三
八

・
神
楽
歌
)

と

い

っ
た

の

で
あ

る
。

そ

し

て
、

「
さ
す

」

と

は

、

「
さ

ち

(幸

)
」

を

獲

得

す

る

　

行
為
と
し
て
し
だ
い
に
儀
礼
的
な
意
味
合
も
も
ち
、
占
有
す
る
意
で

「
し
め
さ
す
」

ヘ

へ

と
か

「
い
ざ
さ
さ
ば
よ
ろ
し
な
」

(記

応
神
)
な
ど
と
も
言
わ
れ
、

「く
し

(櫛
・

串
)
を
さ
す
」
と
い
っ
た
呪
術
的
行
為
と
意
味
に
も
つ
な
が

っ
た
。

「
八
雲
さ
す

・

五
百
枝
さ
す

・
う
ち
ひ
さ
す

・
さ
す
竹
の
」
等
の
枕
詞
的
な
語
の
中
の

「
さ
す
」

も
、
当
然
そ
う
い
っ
た
意
味
に
つ
な
が
る
も
の
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
、

「
さ
」
と
は
、
本
来
人
が
は
じ
め
て
木
や
石
を
削

っ
て
作

っ
た

道
具
と
も
言
え
る
先

の
と
が

っ
た
矢
状
の
も
の
の
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
を
使
う
行

為
、
そ
れ
で
得
ら
れ
る
得
物

の
す
ぺ
て
に
か
か
わ
り
、
そ
の
限
り
で
古
代
的
に
は

大
変
神
聖
な
意
味
を
担
う
音

(語
)
で
あ
る
。
そ
の
幸
を
も
た
ら
す
行
為
は
、
ま
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た
、
た
と
え
ば
、
大
物
主
神
が
丹
塗
矢
と
な

っ
て
美
人
を
婚
う
神
話
な
ど

へ
の
展

開
も
窺
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
人
の
生
殖
も
ま
た

「さ
」
な
る
行
為
と
、
そ
れ
を

受
け
て
豊
か
に
産
む
行
為

で
あ
る
点
、

「幸
」

の
獲
得
行
為
と
何
ら
変
わ
る
も
の

で
は
な
い
。

稲
作
儀
礼
や
芸
能
が
、
多
く
男
女
の
生
殖
の
営
み
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
な
さ
れ
、

伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
広
く
知

ら
れ
た
事
実

で
あ
る
。

「
さ

つ
き
」
と
は

「
さ
苗
」
を
田
に

「
さ
す
」
月
、
そ
し

て
そ
の

「
さ
」
は
、

「海
さ
ち

・
山
さ
ち
」

の
時
代
か
ら
全
く
変
わ
ら
ず
、
生
き

る
た
め
の

「
さ
ち
」
を
得
る
行
為
と
手
段
と

目
的
と
結
果
の

一
体
と
な

っ
た
古
拙
で
未
分
化
な
意
味
を
担
う
、
神
聖
な
言
で
あ

っ

た
。「

さ

つ
き
」
に
つ
い
で
、
稲
作
と

の
か
か
わ
り
が
考
え
ら
れ
易
い
の
は

「
み
な

づ
き
」

で
あ
る
。

「泉
水
枯
れ

つ
き

た
る
」
と
い
う
奥
義
抄
的
実
感

や
、

○
み
な
づ
き
の
地
さ

へ
割
け
て
照

る
日
に
も

(万

一
九
九
五
)

○
み
な
づ
き
の
照
り
は
た
た
く
に
も

(竹
取
)

な
ど
の
古
例
か
ら
し
て
、
農
事
に
か
か
わ
る
と
否
と
に
よ
ら
ず
、

「
水
無
月
」
と

見
る
こ
と
は
、

「
正
理

ニ
カ
ナ

ヘ
ル
モ
ノ
ナ
ラ
ム
」

(名
語
記
)
と
い
う
よ
う
に
、

時
節
の
感
覚
に
か
な

っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
近
来
は
む
し
ろ

「水
な
月

(水
の
月
)
」

と
と
る
の
が

一
般
の
よ
う
で
あ
り
、

こ
れ
は
、

「
水
な

ロ
・
水
な
上

・
水
な
底

・

と

水
な
門
」
な
ど
か
ら
の
類
推
と
、
田
に
水
を
は
る
月
と
し
て
の
農
事
的
解
釈
を
こ

ホ

た

め
た
と
り
方
だ
ろ
う
。
し
か
し
問
題

は
、

「
水
な
口
」
等
が
、

「
眼
な
子

・
手
な

心

・
田
な
上
」
な
ど
、

「ー

ナ
ー
」

と
い
う
形
の
も
の
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、

「
ナ
」

の
上
の
語
と
下
の
語
と
の
関
係
が
、
下
が
上
の
部
分
と
し
て
の
意
味

に
な

ヘ

へ

る
語
法
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ

る
い
は
ま
た
、

「
イ
ザ
ナ
ギ

・
イ
ザ
ナ
ミ
」

の

「
ナ
」
も
、

「水
な
口
」
な
ど
の

「
ナ
」
だ
と
み
る
神
話
学
の
通
説
が
あ
る
よ

う
で
あ
り
、
そ
れ
に
類
す
る
と
考
え

る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
天
地

初
発
神
話
は
、
と
く
に
古
事
記
で
、

「く
ら
げ
な
す
た
だ
よ

へ
る
」
と
か

「
塩
こ

を
ろ
こ
を
う
に
か
き
鳴
し
て
」
と
か
と
、
稲
作
な
ど
ど
は
無
縁
の
濃
厚
な
海

の
イ

ハ
リ
リ

メ
ー

ジ

で
成

り
立

っ
て
お

り
、

そ

の
中

で

「
イ

ザ

ナ

ギ

・
イ

ザ

ナ

ミ
」

を

自

然

に

ヘ

へ

と
ら
え
る
な
ら

「
い
ざ
凪
」
と

「
い
ざ
波
」
で
あ
り
、

「奈
岐
、
奈
美
」
と
い
う

甲
類
仮
名
も

「凪

・
波
」
に
合
致
す
る
。
と
も
か
く
、

「水
の
月
に

説
は
、
漠
然

と
し
た
意
味
上
で
は
と
も
か
く
、
語
法
上
か
ら
は
か
な
り
疑
問
が
残
る
も
の
で
あ

る
。神

名
等
の
固
有
名
詞
中
に
、
古
語
と
し
て
め
手
が
か
り
を
求
め
る
な
ら
、
む
し

ろ

「
足
ナ
ヅ
チ

・
手
ナ
ヅ
チ

・
櫛
名
田

(奇
稲
田
)
姫
」
と
い
う
組
合
せ
の
、

八

股

の
を
ろ
ち
神
話
の
神
名
が
注
目
さ
れ
る
。

「
奇
稲
田
姫
」

(紀
)
に
対
す
る

な
づ

な
つ

「
足
な
つ
ち

・
手
な
つ
ち
」
は
、

「足
撫

・
手
撫
」
し
て
愛
育
す
る
意
な
ど
と
い

う
竹
取
物
語
風
の
解
釈
も
あ
る
が
、

「な
つ
」
と
は
、

ヘ

へ

　

O
ナ
ヅ
キ
の
田
の

稲
が
ら
に

稲
が
ら
に

は
ひ
も
と
ほ
ろ
ふ

と
こ
ろ
づ

ら

(記

景
行
)

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
浅
小
竹
原

腰
ナ
ヅ
ム
/
海
が
行
け
ば

腰
ナ
ヅ
ム

(

同

)

ヘ

へ

O
由
良
の
門
の

門
中
の
海
石
に

触
れ
立

つ

ナ
ヅ
の
木
の

さ
や
さ
や

(詔

仁
穂
)

ヘ

ヘ

へ

○

幅
一漬
也
、
漸
也
、
浮
也
、
清
也
、
奈
津
久

又
比
太
須

又
水
」小
豆
久

又
宇
留
保
須

(新
撰
字
鏡
)

な
づ

な
ど
か
ら
、
明
ら
か
に

「
水
に
漬
く
」
こ
と
で
あ
る
。

「
足
な
つ
ち

・
手
な
つ
ち
」

は
、

「奇
稲
田

(さ
な
田
)
」
の
泥
水
に
手
足
を
潰
け
て
仕
え
る
者
の
意
で
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
手
肱
に
水
沫
画
き
垂
り
、
向
股
に
泥
画
き
寄
せ
て
、
取
り
作
ら
む
奥

つ
御
年

を

八
束
穂
の
い
か
し
穂
に

皇
神
等
の
依
さ
し
ま

つ
ら
ば
、(祈

年
祭

祝
詞
)

と
い
う
祝
詞
の
表
現
に
対
応
す
る
神
名
で
あ
ろ
う
。

「
み
な
づ
き
」
と
は
、
そ
の

な
つ

よ
う
な

「
水
漬
」
月
の
意
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
古
語
月
名
の

「
つ
き
」

は
、
も
と
も
と

「
月
」
の
こ
と
で
は
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
語
感
が
、

折

ロ
信
夫
な
ど
か
ら
提

示
さ
れ
て
お
り

(
こ
の
こ
と
は
後
に
検
討
)
、
あ
る
い
は

「
な
づ
き
」
と
い
う
語
の
あ
る

「水
な
づ
き
」
も
、

そ
う
し
た
可
能
性
が
あ
る
か
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も
し
れ
な
い
。
な
お
、
脳
髄
の
こ
と
を

ナ
ヅ
キ
と
い
う

(出
雲
風
土
記
・
新
撰
字
鏡

・

和
名
抄
他
)
の
は
、
脳
み
そ
と
泥
田
の
類
同
性
に
よ
る
の
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、

泥
田
も
人
の
脳
の
ご
と
く

(む
し
ろ
逆
に
)
そ
こ
か
ら
稲
の
力
が
発
現
す
る
ど
ろ
ど

ろ
し
た
根
元
で
あ
る
と
い
う
把
え
方
で
あ
る
。

「
み
な
づ
き
」
に
音
の
上
で
通
う
月
に

「
か
む
な
づ
き
」
が
あ
る
。

「な
つ
む
」

と
い
う
動
詞
に
、
名
義
抄
は
、

「泥

・
阻
」
の
漢
字
を
対
応
さ
せ
て
い
る
が
、
要

ヘ

ヘ

へ

も

　

へ

す
る
に

「
な
つ
く

・
な
つ
む

・
な
つ
さ
ふ
」
と
は
、
ど

っ
ぷ
り
漬
か
る
意
を
基
本

に
展
開
し
て
い
る
動
詞
群
で
あ
り
、
潰

か
る
対
象
が

「泥
田

・
海
水

・
小
竹
原

・

夏
草
」
な
ど
と
な
れ
ば
、

「
な
つ
」
と
は
古
代
人

に
は
か
な
り
日
常
的
な
行
動
感

覚
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し

て
、

ヘ

ヘ

へ

○

ま
す
ら
を
の
心
は
な
く
て
秋
萩
の
恋

の
み
に
や
も
ナ
ヅ
ミ
て
あ
り
な
む

(
万

二
=
=
一)

と
、
身
ば
か
り
か
、
心
も
そ
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
こ
と
も
あ

っ
た
と
い
う
。
お

な
つ

そ
ら
く

「
か
む
な
づ
き
」
と
は
、

「
水
潰
き
」
暮
ら
し
た
夏
に
対
し
、
収
穫
を
終

な
づ

え
た
冬
は

「
神
漬
き
」
暮
ら
す
と
い
う

の
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。

ヘ

へ

　

へ

○
み
て
ぐ
ら
に
な
ら
ま
し
も
の
を
す

べ
神

の
み
手
に
と
ら
れ
て
な
つ
さ
は
ま
し

を

(神
楽
歌
)

○
篠

の
葉
に
雪
降
り

つ
も
る
冬
の
夜

に
豊

の
遊
び
を
す
る
が
た
の
し
さ

(同
)

と
こ
ろ
で
、
後
世
で
は
、

「霜
月
祭
り

・
霜
月
神
楽
」
な
ど
と
呼
ば
れ
、

「神

ハユ

遊

・
神
楽
は
霜
月
の
も
の
で
あ
る
」
と
も
言
わ
れ
、

「し
も
つ
き
」
こ
そ
神
に
深

く
な
じ
む
月
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
そ
れ
が
な
ぜ

「
霜
」
月
な
の
か
、

「
し
も
」

は
あ
る
い
は

「
霜
」
で
は
な
か

っ
た

の
だ
ろ
う
か
。

○
し
も
つ
き

・
し
は
す
の
降
り
氷
り
、

(竹
取
)

と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

「
し
も
つ
き
」
は
極
寒

の
真
冬
で
あ
る
。
そ
し
て
、

へ

○
霜
八
た
び

置
け
ど
枯
れ
せ
ぬ

榊
葉
の

た
ち
栄
ゆ
ぺ
き

神
の
巫
女
か

も

(神
楽
歌
)

へ

○
う
つ
く
し
き

小
目
の
篠
葉
に

霰
降
り

霜
降
る
と
も

な
枯
れ
そ
ね

小
目
の
篠
葉

(播
磨
風
土
記
)

へ

○
さ
壮
鹿
の
妻
よ
ぶ
山
の
岳
辺
な
る
早
田
は
刈
ら
じ
霜
は
降
る
と
も

(万

二
二
二
〇
)

な
ど
に
歌
わ
れ
る
よ
う
に
、
霜
は
多
く
の
草
木
を

「
霜
枯
れ
」
さ
せ
る
も
の
で
あ

ハエる
。
の
み
な
ら
ず
、

へ

　

○

み
な
の
わ
た

か
黒
き
髪
に

い
つ
の
間
か

霜
の
降
り
け
む
(万

八
〇
四
)

と
人
の
頭
に
も
降

っ
て
老
い
の
兆
し
を
表
わ
す
。

「
霜
」
と
は
、
い
の
ち
あ
る
も

の
の
い
の
ち
の
衰
え
を
も
た
ら
す
忌
む
べ
き
も
の
、
あ
る
い
は
、

ヘ

ヘ

へ

○
吾
、
今
夜
夢
み
ら
く
、
白
霜
多

に
降

り
て
吾
が
身
を
ぱ
覆

ふ
と
。
是
、

ヘ

ヘ

ヘ

へ

何

の
祥

ぞ
。

(
仁
穂
記
)

ヘ

ヘ

ヘ

へ

○
大
鳥
の
羽
に

や
れ
な

霜
ふ
れ
り

や
れ
な

誰
か
さ
い
ふ

千
鳥
ぞ
さ

い
ふ

か
や
ぐ
き
ぞ
さ
い
ふ

み
と
さ
ぎ
ぞ

京
よ
り
来
て
さ
い
ふ

(風
俗
歌
)

と
、
い
の
ち
の
衰
え
の
予
兆
と
し
て
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「し
も

つ
き
」
は
、

ひ
た
す
ら
忌
み
こ
も
り
神
を
祭
る
べ
き
と
き
と
し
て
、
そ
の
ま
ま

「霜
」
が
あ
て

ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
平
安
和
歌
な
ど
で
は
、

「頭
に
霜
」

と

「頭
に
雪
」
が
、
老
い
の
兆
と
し
て
共
存
す
る
が
、
極
寒
月
が

「
霜
月
」
で
あ
っ

た
の
は
、
こ
れ
ら
の
語
の
発
生
が
西
南
日
本
の
比
較
的
温
暖
な
気
候
を
背
景
に
も

つ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
稲
は
人
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
、
人
は
稲
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
、

「
と
し
」

マ
マ

は
来
経
ゆ
く
。

「稲
と
人
間
と
誕
生
に
関
す
る
信
仰

の
行
事
が
、
曽
て
は

一
つ
で

ハユ

あ

っ
た
」
と
い
う

「仮
定
」
は
、

「仮
定
」
以
上
の
確
信
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る

が
、
と
も
か
く
、
来
る

「
と
し
」
の
は
じ
め
の

「む

つ
き
」
に
か
え

っ
て
そ
の
こ

と
を
検
し
て
ゆ
き
た
い
。

民
俗
伝
承
と
し
て
の
稲
作
儀
礼
は
、
長
い
年
月
の
間
に
様
々
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ

ソ
に
展
開
し
な
が
ら
も
、
結
局
、
人
の
生
殖
の
営
み
に
稲
の
実
り
を
付
会
し
、
そ

の
事
を
繰
り
返
し
行
う
こ
と
に
よ

っ
て
実
り
を
予
祝
し
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
よ
う
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ハこ

に
見
え
る
。
た
と
え
ば
、
旧
暦
む
つ
き
に
行
わ
れ
る
大
和
の
飛
鳥
坐
神
社
の
御
田

祭
に
お
け
る
男
女
交
合

の
儀
礼
も
、

い
わ
ば
人
と
稲
の
ミ
ノ
リ

(身
生
り
)
の
予

祝
を

一
体
化
し
た
も
の
に
他
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。

O
高
天
原
に
神
留
り
ま
す
皇
睦
神
ろ
き
の
命

・
神
う
み
の
命
も
ち
て
…
…
今
年

二
月
に
御
年
初
め
た
ま
は
む

と
い
う
祈
年
祭
祝
詞
の
場
合
、

「
睦
神
ろ
き
の
命

・
神
う
み
の
命
」
と
い
う
睦
ぶ

の
の
　

男
女
神
に
ょ

っ
て
、

「
御
年
」
が
初
め
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

「
む
つ
き
」

の
ム
ッ
と
は
、

「
む

つ
ぶ
」
の
ム
ッ
以
外
に
宛
た
る
語
は
な
く
、
こ
れ
も
通
行
ど

お
り
の

「
睦
」

の
字
で
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

で
は

「む
つ
き
」
の
キ
と
は
、

「
月
」

の
ツ
が

「
む

つ
」
の
ツ
と

一
体
化
し
た
も
の
と
し
て
す
ま
さ
れ
る
だ
ろ
う

か
。古

語
月
名
に
対
す
る
疑
問
の
ひ
と

つ
に
、

「
き
さ
ら
ぎ

・
や
よ
ひ

・
し
は
す
」

の
三
月
は
、
な
ぜ

「
つ
き
」
が
下
接
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の

た
め
に
・
逆
に

「
つ
き
」
の
つ
く
月

で
も

「
む
つ
・
う
つ
ま
で
が
語
根
ら
し
届
祀
」

と
い
う
感
じ
を
否
定
し
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
む
ろ
ん
先
述
の
よ
う
に
、
早
く

か
ら

「
月
」
が
読
ま
れ
て
い
た
ら
し

い
と
こ
ろ
か
ら
も
、

「
つ
き
」
の
下
接
す
る

大
部
分
は
た
し
か
に

「月
」

で
、
記
紀
万
葉
等

の
文
献
周
辺
の
人
々
に
は
も
ち
ろ

ん
す
べ
て

「
月
」
と
思
わ
れ
て
い
た

の
で
あ
ろ
う
。
万
葉
集
の
わ
ず
か
な
仮
名
書

き
例
の

「
武
都
紀

・
佐
都
奇
」

の
キ
も
乙
類
仮
名

で

「
月
」
と
同
じ
で
あ
る
し
、

「
ム
ツ
キ
た
ち
」
と
、
新
月
が

「
た

つ
」
と
い
う
言
い
方
も
な
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
推
測
で
言
う
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
場
私
は

「む

つ
き
」
の
キ
の
そ
の
は

セ

じ
め
は
、

「来

(甲
類
)
」
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
を
も
つ
。
そ
の

わ
け
は
、
ま
ず
は
素
朴
に
音
が

「
ム
ッ

。
キ
」
と
わ
か
れ
る
感
じ
か
ら
、
ま
た
、

へ

「
と
し
」
が

「
来
経
」
ゆ
く
も
の
と

い
う
こ
と
か
ら
、
そ
し
て
つ
ぎ

の

「
き
さ
ら

き
」
が
、
音
に
素
朴
に
合
う
意
味
を
宛

て
る
な
ら

「
来
更
来
」
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
今

一
つ
、
現
代
も

「お
正
月
が
や

っ
て
来
る
。」

　

ヘ

ヘ

へ

「
早
く
来
い
来
い
お
正
月
。
」
な
ど
と
言
う
か
ら

で
あ
る
。

「
春
さ
ら
き
」
は
、

「春
分
」
の
訓
と
さ
れ
る

(仁
徳
紀
)
と
こ
ろ
か
ら
も
、

「寒
く
て
更
に
衣
を
着
る
」

(臭
義
抄
)
と
い

っ
た
解
釈
は
、
む
ろ
ん
無
理
な
こ

じ
つ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
語
中
の
切
れ
目
が

「
キ

・
サ
ラ
キ
」

「キ

・
サ
ラ

・
キ
」

「
キ
サ
ラ

・
キ
」
の
三
つ
し
か
あ
り
得
ず
、

「
サ
ラ
キ
」
も

「
キ
サ
ラ
」
も
今

一

つ
意
味
が
と
れ
な
い
と
な
れ
ば
、

「
き
更
き
」

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
点

は
共
感
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、

「
き
さ
ら
き
」
が

「
来
更
来
」
か
と
考
え
る
理
由

は
、
人
の
場
合
の
男
女
の
睦
み
の
後
産
む
日
を
迎
え
る
ま
で
の
期
待
感
が
、
そ
こ

に
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り

「睦
来
、

来
更
来
、
や
よ
日
」
と
い
う
風
に
、

「
さ
つ
き
」
に
向
け
て
月
日
の

「来
経
」
ゆ

く
こ
と
を
待
ち
こ
が
れ
る
命
名
、
と
い
う
見
方
で
あ
る
。

「
や
よ
ひ
」
は
、

「
イ

ヤ

・
オ
ヒ

(生
)
」
と
み
る
の
が

一
般
で
あ
る
が
、
も
し
そ
う
な
ら

「
ヤ
オ
ヒ
」

　

と
は
な

っ
て
も

「
ヤ
ヨ
ヒ
」
と
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

「
や
よ
日
」
は
、

と
く
に
こ
だ
わ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
も
単
純
素
朴
に
音
の
ま
ま
に
宛
て
ら

れ
る
意
味
で
と

っ
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

「あ
ら
魂
の
睦
神
が
来
た
、
そ
れ
来
た
来
た
、
や
よ
日
よ
経
て
よ
。
」
と
い
う
、

必
ず
し
も
月
の
満
ち
欠
け
に
は
か
か
わ
ら
な
い
、
田
植
時
に
至
る
ま
で
の
時
の
経

過
を
期
待
す
る
命
名
、
そ
れ
が

「
む
つ
き

・
き
さ
ら
ぎ

・
や
よ
ひ
」
・
で
あ
ろ
う
。

　
ノ

　
ノ

「う
づ
さ
」
の
ウ
と
い
う
音
に
は
、

「
産
む
」
と

「打

つ
」
と
の
か
か
わ
り
が

考
え
ら
れ
る
。
柳
田
国
男
は

「
産
む
」
説

(海
上
の
道
)
、
折

口
信
夫
は

「打

っ
」

説

(山
の
霜
月
舞
)
、
の
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
平
安
時
代
の
宮
廷
で
儀
礼
化

し
て
い
た

「
卯
杖
」
や
、
各
地
に
様
々
な
ヴ

ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ソ
で
伝
承
さ
れ
て
来

ハヨ

た
田
の
精
霊
や
新
妻
を

「
う

つ
」
農
耕
儀
礼
を
参
照
す
れ
ば
、

「
う
つ
」
の
可
能

性
が
か
な
り
高
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
、

　

ヘ

へ

　

　

O
た
ら
ち
し

吉
備
の
ま
鉄
の

さ
鰍
持
ち

田
打
っ
如
す

手
拍
子
て
子
等

吾
は
夢
ひ
せ
む

(播
磨
風
土
記

美
直
郡
)

と
、

「
さ
鰍
」

で
田
を

「う

つ
」
月
で
あ
る
。

(う

つ
つ
き
↓
う
づ
き
)

さ
て
、
そ
の
よ
う
に
し
て
い
よ
い
よ

「
さ
つ
き
」
を
迎
え

「
み
な
づ
き
」
を
経
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た
後
の

「ふ

つ
き
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
が

「
文
月
」
で
な
く
、
そ
れ
を

訓
じ
た

「
ふ
み
づ
き
」
で
も
な
か
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
月
、
陰

暦
七
月
は
、
稲
の
実
り
に
と

っ
て
大

切
な
も
の
と
さ
れ
る

「
稲
妻
」
の
は
た
た
く

月
で
あ
る
。
和
名
抄
に
は
、
神
霊
類

と
さ
れ
る

「
雷
公

・
雷
」

に

「
イ
カ
ヅ
チ

・

ナ
ル
カ
ミ

・
イ
ナ
ビ
カ
リ

・
イ
ナ
ツ
ル
ビ

・
イ
ナ
ヅ

マ
」

の
和
名
を
付
し
、
観
智

院
本
名
義
抄
の

「
電
」
に
は
、

「
イ
ナ
ビ
カ
リ

一
云
イ
ナ
ツ
ル
ビ
又
云
イ
ナ
ヅ
マ

ヒ
カ
リ

ヒ
ラ
メ
ク

イ
ナ
タ
マ
」

と
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
古
事
記
に
よ
る
と
、

イ
ザ
ナ
ギ
の
命
が
カ
グ
ツ
チ
神
を
斬

っ
た
刀

の
本
に
着
い
た
血
か
ら
成

っ
た
神
に

「建
御
雷
之
男
神
」
が
あ
る
が
、
そ
の

「亦

フ

ツ

フ

ワ

の
名
は
建
布
都
神
、
亦
の
名
は
豊
布
都

神
」
だ
と
い
う
。
書
紀
第
七
書
に
は
、
そ

フ

ツ

の
際
成

っ
た
神
の
筆
頭
は
雷
神
で
、

あ
る
い
は
又
、
数
柱
の
神
と
共
に

「児
経
津

主
神

・
倉
稲
魂
」
な
ど
も
成

っ
た
と

い
う
。

ま
た
、
常
陸
国
風
土
記
に
は
、

あ

つ

○
天
地
の
権
輿
、
…
…
…
天
よ
り
降

り
来
し
神
、
み
名
は
普
都
大
神
と
称
す
。

葦
原
の
中
津
国
に
巡
り
行

で
ま
し
て
、
山
川
の
荒
ぶ
る
梗
の
類
を
和
平
し
た

　

　

ヘ

ヘ

へ

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ま
ひ
き
。
…
…
即
ち
白
雲
に
乗

り
て
蒼
天
に
還
り
昇
り
ま
し
き
。

(信
太
郡
)

な
ど
と
あ
る
。
フ
ッ
神
の
神
話
上
の
重
層
的
な
意
味
は
と
も
か
く
、
右
に
挙
げ
た

だ
け
で
も
そ
れ
が

「
雷
」
や

「稲
魂
」

に
大
い
に
か
か
わ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と

が
明
瞭
だ
ろ
う
。

「
ふ
つ
き
」
と
は

「
フ
ツ

(神
)
来
」
で
あ
り
、
後
に

「稲
づ

ま

・
稲

つ
る
び
」
と
呼
称
を
か
え
て
、
そ
の
稲

の
実
り

へ
の
役
割
が
伝
承
さ
れ
た

の
だ
と
見
ら
れ
る
。

「
と
し
」
の
実
り
に
か
か
わ

っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
二
神
、

ム
ヅ
と
フ
ツ
に
つ

い
て
は
、
各
々
の
来
臨

へ
の
期
待
を
反
映
し
て
、

「
月
」
と
な
る
以
前
の

「
ム
ツ

来

・
フ
ツ
来
」
だ

っ
た
こ
と
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
は
づ
き
」

の
時
期
は
、
い
よ
い
よ
実
り
の
秋

で
あ
る
。
こ
れ
を

ハ
ナ

(花
)

や
ホ

(穂
)
と
の
か
か
わ
り
で
意
味
づ
け
る
こ
と
は
や
さ
し
い
が
、
音
の
上
で
は
、

た
と
え
ば

「穂
月
」
と
す
る
と
、
な
ぜ

ホ
が

ハ
に
替
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
が
、

「
穂
」
の
重
視
か
ら
し
て
不
自
然
で
あ
る
。
や
は
り
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
来

た
他
の
も
の
と
同
様
、
単
純

に
そ
の
ま
ま
の
音
に
よ
る
根
跡
を
求
め
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
と
な
れ
ば

「
は
つ
」
と
は

「
初
」
以
外
に
考
え
よ
う
が
な
い
。

○
初
穂
を
ぱ
、
千
穎
八
百
穎
に
奉
り
置
き
て

(祈
年
祭

祝
詞
)

つ
い
に

「
わ
せ
の
に
ひ
な

へ

(新
粟
初
嘗
)
」

(常
陸
風
土
記

筑
波
郡
)
の
と
き

が
来
た
の
で
あ
る
。

「
は
つ
物
」
を
と
り
わ
け
珍
重
し
て
、
神
に
も
供
え
人
も
賞

味
す
る
感
覚
は
、
日
本
人
に
今
も
な
お
健
在
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
長
い
心
身
の

労
き
の
果
て
に
待
ち
か
ね
た

「
は
っ
」
穂
の
月
が

「
は
づ
き
」

で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。

ヘ

へ

　

　

○
即
ち
其
の
稲
種
を
以
て
、
始
め
て
天
狭
田
及
び
長
田
に
殖
う
。
其
の
秋

の
垂

穎
、
八
握
に
莫
莫
然
ひ
て
甚
快
し
。

(神
代
紀
上
)

「狭
田
」
す
な
わ
ち

「
サ
田
」
あ
る
い
は

「
サ
な
田
」
と
は
、

「鰭
の
サ
物

・

サ
猪

・
サ
牡
鹿

・
サ
野

つ
鳥

(
雑
)
」
な
ど
狩
漁
上
の

「
サ
」
に
も
通
う

「
サ

(

神
僕
)
」

の
田
で
あ
り
、
新
嘗

の
た
め
の
特
別
の
田
で
あ
る
か
ら
、
要
す
る
に
狭

ハど

か

っ
た

の

で

あ

ろ

う
。

な

お
、

「
わ

さ

(
早
稲
)

田
」

と

は
、

た

ぶ

ん

「
吾

サ

田
」

お
く

て

で
、
語
義
明
瞭
な

「
晩
稲
ー
奥

手
」
に
対
し
、
語
義
不
明
の

「
早
稲
ー
ワ
セ
」
は
、

「
ワ
サ
田
」

の
ワ
サ
の
露
出
形
と
し
て
出
来
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ワ
セ
と

オ
ク
テ
は
、
品
種
的
な
も
の
か
目
的
や
収
穫
時
期
に
よ
る
名
称
か
今

一
つ
不
明
で

あ
る
が
、
万
葉
集

や
神
楽
歌
に
し
ば
し
ぱ
歌
わ
れ
る
の
は

「
ワ
サ
田

・
ワ
サ
穂

・

ワ
セ
」

で
あ

っ
て

「
オ
ク
テ
」
で
は
な
い
と
こ
ろ
か
ら
は
、

「
わ
さ
田
」
は
、
新

嘗
の
初
穂
を
刈
る
特
別
の
田
だ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
お
そ
ら
く

「
お
く

て
」
の
植
え
ら
れ
た
も

っ
ぱ
ら
人
の
食
す
る
長
方
形
の
田

(
田
植
や
瀧
瀧
の
便
に
よ
る

だ
ろ
う
か
)
が

「
長
田
」
だ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

.「
は
づ
き
」
が

「狭
田
」

の

刈
入
月

で
あ
る
の
に
対
し
、

「
な
が

つ
き
」
と
は

「
長
田
」
の
刈
入
月
だ
っ
た
と

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ

て
、
最
後

の

「
し
は
す
」
は
、
折

口
信
夫
説
の
と
お
り

「
仕
果
つ
」
の
音
転

と
と
り
た
い
。
何
を

「仕
果

っ
」
な
の
か
と
い
え
ぱ
、
今
年
の

「
と
し
」
を
終
え

へ

た

と

い

う

こ

と

で
、

「
い
は

ひ
来

し

神

は

ま

つ
り

つ
」

(
神
楽
歌
)

と

い
う

こ

と
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良奈

で
仕
果
て
た
の
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ

る
。

以
上
の
と
お
り
、
神
名
と
同
じ
ほ
ど

の
古
さ
を
も

っ
て
、
漢
字
と
の
対
応
は
結

局
は
な
は
だ
難
し
い
、
稲
作
暦
ど
し

て
の
古
語
月
名
に
、
あ
え
て
漢
字
を
宛
て
並

べ
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

む

つ
き

き
さ
ら
き

や
よ
ひ

う
づ
き

さ
つ
き

み
な
づ
き

ふ

つ
き

は
づ
き

な
が

つ
き

か
む
な
づ
き

し
も
つ
き

し
は
す

睦
来
↓
睦
月

来
更
来

ヤ
ヨ
日

打
月

挿
月

水
潰

く
月
V

フ
ツ
来
↓

フ
月

初
月

長
月

神
漬

〈
月
〉

霜
月

仕
果
ツ

〈
ス
〉

L_1一L_IL_」

は
る

な
つ

あ
き

ふ
ゆ

と
こ
ろ
で
、
空
の
月
は
、
日
本
の
気
候

で
は
む
し
ろ
冬
期
の
方
が
日
々
眺
め
る

こ
と
が
可
能

で
、
稲
作
の
な
さ
れ
る
春
分
か
ら
秋
分

に
か
け
て
の
期
間
は
、
雨
や

曇
り
の
日
も
多
く
、
正
確
に

「
よ
む
」

こ
と
が
難
し
い
年
も
多
い
。
と
こ
ろ
が
、

冬
場
の
月
名
の
方
が

「ー

ツ
キ
」
と
は
な
ら
ず
、
夏
場
を
中
心
に

「ー

ツ
キ
」

が
並
ぶ
と
こ
ろ
か
ら
は
、
そ
の
期
間
は
あ
る
程
度

「
月
」

に
よ

っ
て
期
間
を
は
か

る
必
要
が
あ

っ
た
か
ら
で
、

「
う
づ
き
」
か
ら

「
し
も

つ
き
」
ま
で
が
、
語
源
は

何
に
せ
よ

「1

月
」
と
さ
れ
た
の
は
比
較
的
早
く
、
そ
れ
ゆ
え
も
と
の
意
味
が

不
明
に
な

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
す
な
わ

ち
、

「
し
は
す
」
か
ら

「
や
よ
ひ
」
ま

で
は
必
ず
し
も

「
月
」

の
単
位
で
は
か
ら

れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
示
唆
し

て
い
る
。
な
お
月
は
、
空

で
は
雲
に
隠
れ
て

い
て
も
、

○
う
べ
な
う
べ
な

君
待
ち
難
に

我
が
着
せ
る

襲
の
裾
に

ツ
キ
立
た
な

む
よ

(記

景
行
)

と
い
う
、
若
い
女
性
の
生
理
に
よ
っ
て
期
間
を
は
か
る
こ
と
は
可
能
で
、
農
耕
儀

礼
と
女
性
と
の
神
秘
的
な
か
か
わ
り
は
、
そ
の
あ
た
り
に
も
あ

っ
た
か
も
知
れ
な

い
。月

に
せ
よ
日
に
せ
よ
、
文
字
に
よ
る
暦
が
な
い
時
代
の

「
よ
み
」
は
、

「
刻
木

結
縄
」

(晴
書
倭
國
傅
)
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
か
と
見
ら
れ
る
が
、
大
和
建
東
征
神

話
中
の
有
名
な

「
か
が
な
ぺ
て

夜
に
は
九
夜

日
に
は
十
日
を
」
の
語
る
と
こ

ハ
ヨ

う
か
ら
し
て
も
、
刻
木
で
も
し
な
い
限
り
、
十
日
程
度
の
日
も
多
く
の
人
々
に
は

正
確

に
数
え
る

(よ
む
)
こ
と
は
で
き
な
い

(
あ
る
い
は
数
え
る
意
識
も
な
く
必
要
も
な

く
暮
す
)
と
い
う
常
態
が
、
太
古
の
日
々
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
素
朴
な
状
況
と
、
大
陸
の
複
雑
な
太
陰
暦
と
の
出
会
い
と
折
合
い
が

い
か
に
な
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
農
事
は
農
事
と
し
て
、
そ
れ
に
直
接

か
か
わ
ら
な
い
大
宮
人
た
ち
は
、
外
来

の
高
文
化
導
入
ば
か
り
に
執
心
だ

っ
た
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
太
陰
暦
は
、

「
閏
月
」
が
設
け
ら
れ
る
が
、

「始
め
て
元

嘉
暦
と
儀
鳳
暦
と
を
行
ふ
」
と
記
さ
れ
る
持
統
天
皇
四
年
の
翌
々
六
年
は
、
五
月

(さ
つ
き
)
に
閏
月
が
入

っ
た
。
そ
ん
な
暦
で
、

「
と
し
」
を
ス
ム
ー
ズ
に
運
ぶ

こ
と
な
ど
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

「む

つ
き

き
さ
ら
き
」
等
の
十
二
区
分
は
、
い
わ
ば
全
体
陽
暦
、
部
分
陰
暦

の

「稲
作
暦
11
と
し
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
う
づ
き
」
か
ら

「
し
も
つ
き
」
ま

で
は
、

「
月
」
の
満
ち
欠
け
も
見
な
が
ら
、
ど
の
年
も
お
お
よ
そ
同
じ
日
数
の
月

と
し
て
そ
の

「
き

へ
」
が
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
が
、

「
し
は
す
」
か
ら

「
や
よ
ひ
」
ま
で
は
、
必
ず
し
も
個
々
の
月
の
長
さ
も
年
ご
と
の
そ
の
始
ま
り
の

日
も
同
じ
に
め
ぐ
り
来
る
も
の
で
は
な
か

う
た
の
で
あ
る
。
現
代
で
も
ヒ
ソ
ズ
ー

ハ
ヨ

暦
な
ど
古
い
暦
法
を
持

つ
所
で
は
、
聖
職
者
が
年
の
始
め
の
日
を
決
め
る
と
い
う

が
、

「
む

つ
」
が

「
来
る
」

日
は
、
た
と
え
ば
現
行
陽
暦
の
二
月
末
あ
た
り
の
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　む

「満
月
の
日
」
だ

っ
た
こ
と
な
ど
も
、

ム
ツ
と
モ
チ

(望
)
の
音
の
近
さ
か
ら
も

十
分
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し

て
、
閏
月
に
あ
た
る
調
整
は
、

「
し
は
す
」

や

「き
さ
ら
き

・
や
よ
ひ
」
の
あ
た
り

で
、

一
年
ご
と
に
お
の
ず
と
な
さ
れ
る
わ

け
で
、
閏
月
を
も

つ
太
陰
暦
の
厄
介
さ
と
は
、
太
古

の

「
と
し
」
は
無
縁

で
あ

っ

た
。

「
は

る

・
な

つ

・
あ

き

・
ふ

ゆ

」

も

農

事

に

か

か

わ

っ
て
、

「

(
畢

)
浄

な

あ

ゐ

る

・

(
田
に
)
漬

づ

・

(
田
に
)

飽

き

・

(
田
を
)

埴

ゆ

」

か

と
、

一
部

通

説

を

ふ

ハむ

ま
え
と
り
あ
え
ず
考
え
て
い
る
が
、

「
季
節
」
と
か

「
四
季
」
と
か
に
対
応
す
る

和
語
の
な
い
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、

い
わ
ば

「
を
り
ふ
し
」

の
田
と
の
か
か
わ
り

の
呼
称
で
あ

っ
て
、
き

っ
ち
り

一
年
を
四
分
し
て
と
い
う
命
名
で
も
な
か

っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
万
葉
宮
廷
歌
人

の

「春

・
夏

・
秋

・
冬
」

へ
の
高
い
関
心

と
言
挙
げ
も
、
実
は
か
な
り
抽
象
的
な
外
来
感
覚

の
部
分
も
多
い
の
で
は
な
い
か

と
い
う
感
も
す
る
の
で
あ
る
。

記
紀
万
葉
が
、
月
名
を

一
挙

に

「
一
、

二
、

三
」

で
記
載
し
て
い
る
背
景
に
は
、

大
宮
人
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
古
来
の
感
覚
の
喪
失
が
あ

っ
た
も
の
と
見
な
さ
れ

る
。

三
、

ヨ
ネ
と

コ
メ

日
本
人
に
は
、
米
田

・
米
倉

・
米
山

・
米
沢

・
米
村
等
々
と

「米
」
の
つ
く
姓

が
沢
山
あ
る
。
そ
れ
ら
の
よ
み
は
、
人
に
よ

っ
て

「
ヨ
ネ
」

「
コ
メ
」

い
ず
れ
の

場
合
も
あ
る
が
、
出
会
い
に
よ
る
漠
然
と
し
た
印
象
は
も
ち
ろ
ん
、
た
と
え
ば
電

話
帳
で
該
当
欄
を
引
き
比
べ
て
見
れ
ば

明
ら
か
な
よ
う
に
、
圧
倒
的
に

「
ヨ
ネ
ー
」

の
人
が
多

い
。

苗
字
だ
け
で
な
く
名
前
に
つ
い
て
も
、

一
世
代
前
の
明
治
生
れ
の
農
村
部
の
人
々

に
は
、
女
性
に
は

「
ヨ
ネ

(米
)

・
イ
ネ

(稲
)

・
タ
ネ

(種
)
」
な
ど
が
代
表

的
な
名
と
し
て
あ
り
、
男
性
も

「
米
作

・
米
造

・
米
吉
」
な
ど

「
ヨ
ネ
ー
」
と
い

う
名
が
よ
く
付
け
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
名
前
の

「
米
」
が
、

「
コ
メ
」
.で
あ

っ

た
こ
と
は
稀
だ
と
思
わ
れ
る
。

現
代
日
本
の

「
米
」
は
、
常
用

(当
・ん)
漢
字
の
訓
に

「
ヨ
ネ
」
が
採
ら
れ
な

か
っ
た
こ
と
や
、

マ
ス

・
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
な
ど
か
ら
、
急
速
に

「
コ
メ
」
に
統

一
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
右
の
姓
名
の
あ
り
様
を
見
る
限
り
、
近
来
ま
で
む
し

ろ
米
ど
こ
ろ
と
言
わ
れ
る
地
域
な
ど
を
中
心
に

「
ヨ
ネ
」
の
方
が
親
し
い
言
葉
だ

っ

た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
じ
が
す
る
。

昭
和
四
十
年
代
後
半
に
刊
行
さ
れ
た
日
本
国
語
大
辞
典

(小
学
館
)

で

「
ヨ
ネ

ー
」

と

「
コ
メ
ー
」
の
項
目
を
引
き
比
べ
て
見
る
と
、
圧
倒
的
に

「
コ
メ
ー
」

の

コ
メ

項
目
が
多
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
掲
出
さ
れ
た

「米
1
」
の
各
種
熟
語
が
、

用
例
に
見
る
限
り
、
主
に
近
世
語
と
し
て
出

て
来
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
た
だ

し
近
世
の
も
の
で
漢
字
表
記
し
か
な
い
も
の
は
す
べ
て

「
コ
メ
」
と
訓
ん
で
す
ま

せ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
し
、
文
献
は
、
概
し
て
都
の
米
消
費
者
の
言
葉
に
片
寄

っ

て
残
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
よ
う
な
傾
向
か
ら
単
純
に
何
か
が
言
え
る
と
い
う
わ

け
で
も
な
い
。

さ
か
の
ぼ

っ
て
、
月
名
和
名
を
残
さ
な
か

っ
た
和
名
抄
は
、
十
巻
本

・
二
十
巻

本
の
各

「稲
穀
部
」

の
、
ほ
ぼ
同
様
な
項
目
に
多
数
の
米
の
和
名
を
残
し
て
い
る
。

和
名
を
主
体
に
十
巻
本
で
拾

っ
て
み
る
と
、

「
ヨ
ネ

(米
)

・
ウ
ル
シ
ネ

(杭
)

・

モ
チ
ノ
ヨ
ネ

(梗
)

・
マ
シ
ラ
ゲ

ノ
ヨ
ネ

(繋
米
)

・
シ
ラ
ゲ
ヨ
ネ

(稗
米
)

・
ヒ

ラ
シ
ラ
ゲ
ヨ
ネ

(編
)

・
ヤ
キ
ゴ
メ

(編
米
)

・
モ
ミ
ョ
ネ

(糖
米
)
」
と
、
多
様

な
呼
称
が
あ
る
。
ま
た
、
新
撰
字
鏡
に
は
、

「
ヨ
ネ
ア
ラ
フ
・
ヨ
ネ
カ
ス
・
ヨ
ネ

カ
フ

・
ヨ
ネ
シ
ラ
ク

・
ヨ
ネ
ス
ク
フ
・
米

ヒ
ル
」
な
ど
と
動
詞
と
結
合
し
た
用
語

も
仮
名
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
両
書
と
も

「
ヨ
ネ
」
が

主
流
で
、

「
コ
メ
」
に
つ
い
て
は
、
和
名
抄
に

「
ヤ
キ
コ
メ

・
コ
メ
サ
キ

(卵
)
」

が
、
新
選
字
鏡
に

「
コ
メ
ノ
サ
キ

(粉
)
」
が
出
る
の
み
で
あ
る
。
ま
た
、
観
智

院
本
名
義
抄
で
も
法
下
二
十
九
に
見
え
る

「米
」
の
訓
は

「
ヨ
ネ
」
の
み
、

つ
づ

く

「稲
米
」
に
は

「
イ
ネ
ノ
ヨ
ネ
」
と
あ
る
。

多
く
の
平
安
か
な
文
学
は
、

「米
」
な
ど
ほ
と
ん
ど
無
縁
の
世
界
が
展
開
し
て



第23号大 学 紀 要

 

良奈

い
る
が
、
中
で
土
佐
日
記
に
、

ヘ

へ

O
か
ち
と
り
昨
日
釣
り
た
り
し
鯛

に
、
銭
な
け
れ
ば
よ
ね
を
と
り
か
け
て
お
く

ら
れ
ぬ
。

(
一
月
+
五
目
)

な
ど
、
四
例
の
ヨ
ネ
が
あ
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。

「
米
」
は
、
以
上
に
見
る
限
り

少
く
と
も
平
安
中
ご
ろ
ま
で

「
ヨ
ネ
」

と
言
わ
れ
る
の
が
普
通
だ

っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
平
安
末
期

に
成
立
し
た
色
葉
字
類
抄
に
は
、

「
ヨ
」

「
コ
」

い
ず
れ
も
飲
食
部
冒
頭
に

「
米
」
を
挙
げ
、

「
ヨ
ネ

・
コ
メ
」
と
も
に
訓
と
し
て

い
る
。
ま
た
、

「
二
」
で
し
ば
し
ば
引
用
し
た
名
語
記
に
は
、

○

コ
メ
ヲ
ヨ
ネ
ト
ナ
ツ
ク
如
何
、
答

ヨ
ネ

ハ
米
也
。

と
あ
り
、

「
コ
メ
」
の
方
を
主
体
と
す
る
よ
う
な
言
葉
づ
か
い
が
な
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
徒
然
草
に
は
、
依
然

「
ヨ
ネ
」

の
み
二
例
が
見
え
る
。

覧

ヘ

へ

○

こ
の
娘
、
た
竺
粟
の
み
食
ひ
て
更

に
よ
ね
の
た
ぐ
ひ
を
食
は
ざ
れ
け
れ
ば
、

(四
+
段
)

ヘ

へ

○
よ
ね

つ
き
ふ
る
ひ
た
る
に
似
た
れ
ぱ
粉
雪
と
い
ふ
。

(百
八
+
四
段
)

ま
た

一
方
、
平
安
鎌
倉
期
和
文
系

の
作
品

で
は
群
を
抜
い
て

「
米
」

の
用
例
が

多
く
、
八
話
で
二
十
四
例
を
拾
う
こ
と
が

で
き
る
宇
治
拾
遣
物
語

で
は
、
現
存
写

本

の
善
本

(陽
明
文
庫
本
・
伊
達
本
)
に
よ
れ
ば
、
多
く
ほ

「
米
」

で
書
か
れ
る
中

に
、

つ
ぎ
の
よ
う
な

「
こ
め
」

の
仮
名
書
き
例
が
見
ら
れ
る
。

ヘ

へ

○
そ
の

(大
饗
の
)
お
ろ
し
こ
め
の
座
に
て
芋
粥
す
す
り
て
舌
う
ち
を
し
て
、

(利
仁
暑
預
芋
粥
)

ヘ

へ

○
明
れ
ば
こ
め
食
は
せ
、
銅
薬
に
こ
そ
げ

て
く
は
せ
な
ど
す
れ
ぱ
、
(雀
報
恩
事
)

「
米
」
の
出
る
八
話
は
い
ず
れ
も
宇
治
拾
遣
中
で
は
比
較
的
古
い
平
安
中
ご
ろ

ハヨ

ま
で
に
は
成
立
し
て
い
た
物
語
と
見
ら

れ
る
が
、
よ
く
知
ら
れ
た

「
長
谷
寺
参
篭

男
預
利
生
事
」
に
は
ま
た
、

○
此
鳥
羽
の
ち
か
き
田
三
丁
、
稲
す

こ
し
米
な
ど
と
ら
せ
て

み
た
り

け
る
米

・
稲
な
ど
と
り
を
き
て
、

な
ど
と
、

「
稲
」
と

「米
」
を
あ
え
て
列
挙
し
た
所
が
注
目
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、

精
米
さ
れ
た
も
の

(米
)
と
さ
れ
な
い
ま
ま
の
も
の

(稲
)
の
区
別
で
あ
ろ
う
か
。

コ
ノ

イ
ネ

あ
る
い
は
、
米
と
稲

(あ
る
い
は
ヨ
ネ
)
の
区
別
な
の
だ
ろ
う
か
。
宇
治
拾
遣
中
の

「
米
」
の
、
漢
字
か
仮
名
害
き
か
は
、
現
存
の
写
本

・
版
本
等
で
所
に
よ
り
異
な

る
場
合
も
あ
る
が
、
仮
名
書
き
の
ヨ
ネ
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

「
ヨ
ネ
」

と
読
む
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
場
合
も
右
の

「長
谷
寺
参
篭
男
」

の
場
合
も
含
め
、
半
分
く
ら
い
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
音
の
上
か
ら
見
て
ヨ
ネ
は
、
当
然
イ
ネ

・
シ
ネ

・
タ
ネ
と
い
っ
た

語
と

一
群
を
な
し
、
そ
れ
に
対
し
て
コ
メ
は
、
類
音
類
義
の
語
が
他
に
見
当
た
ら

ヘ

へ

な

い
孤

立

的

な

語

で
あ

る

。

さ

ら

に
、

「
イ

ネ
ー

イ

ナ

田

・
ヨ
ネ
ー

ヨ
ナ

虫

・
ワ

ヘ

セ
ー

ワ

サ

田
」

と

い

っ
た

古

代

語

名

詞

に

一
般

的

な

交

替

音

(
被
覆
形
)
を

コ

メ

は

も

た

な

い
。

ま

た

、

「
日
本

で
古

く

稲

が

二

・
ヌ

・
ナ

・
ネ

の
ご

と

き

頭

に

n

ハむ

を
持

つ
呼
び
名
で
よ
ば
れ
た
」
と
し
て
、
東
ア
ジ
ア
に
そ
の
広
が
り
を
見
、
稲
作

伝
来

コ
ー
ス
ま
で
探
ろ
う
と
す
る
試
み
は
、
証
と
さ
れ
る
漢
字
の
訓
読
に
問
題
も

多
い
も
の
の
、
興
味
深

い
説

で
、
そ
の

n
音
と
は

「
一
」
で
述
べ
た
ネ

(根
)
に

通
じ
る
も
の
で
も
あ
る
。
あ
る
い
は
、
イ
ネ
は
、
多
く
の
根
の
中
で
も
特
別
の
カ

イ

ハヨ

を
も
つ

「斎
根
」
、
タ
ネ
は
、
用
字
が
あ
る
と
お
り
の

「
田
根
」
、
そ
し
て

「
稲

つ
け
ば
か
が
る
吾
が
手
」

(万
一=

一
七
)
と
揚
い
て
得
ら
れ
た
も
の
が

「
ヨ

(善
?
)

根
」
と
い
う
あ
た
り
が
、
自
然
な
と
ら
え
方
か
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
万
葉
集

や
記
紀
歌
謡
等
の
古
代
の
歌
に
は
、
イ
ネ
や
ワ
セ

(早
稲
)

な
ど
は
折
々
見
ら
れ
る
も
の
の
、

ヨ
ネ
は
歌
わ
れ
ず

(
ワ
セ
に
対
す
る
オ
ク
テ
も
な
い
)
、

コ
メ
に
つ
い
て
は

一
例
の
み
、

○
岩
の
上
に

小
猿

コ
メ
焼
く

コ
メ
だ
に
も

食
げ
て
通
ら
せ

"山
羊
の
を

ぢ

(皇
極
紀
)

わ
び
う
た

と
い
う
、
何
か
と
問
題
を
も
つ
童
謡
の
例
が
そ
れ
と
さ
れ
る
。
果
た
し
て
そ
の

ハ
ヨ

「渠
梅
」
が
米
の
こ
と
な
の
か
疑
問
も
残
る
が
、
万
葉
集
に
は
、

○
魯
癬
粍
ル
か

(来
め
や
も
)

(万

天

一
三
)
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と
訓
ま
せ
る
ら
し
い

「
米
」
の
用
字

が
あ
り
、
む
し
ろ
そ
の
あ
た
り
か
ら
、

コ
メ

の
万
葉
時
代
語
と
し
て
の
存
在
が
窺

わ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
柳
田
国
男
は
、
よ
り
古

ハち

い
と
こ
ろ
で
地
名

「
久
米
」
に
注
目
し
関
連
を
求
め
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の

「来

目
歌
」
の
、

へ

　

O
み

つ
み
つ
し

久
米
の
子
等
が

粟
生
に
は

菲

一
本

(神
武
記
紀
)

に
つ
い
て
は
、

「大
和
地
方
に
未
だ
稲
作
の
行
は
れ
て
ゐ
な
く
て
畑
作
に
よ

っ
て

ゐ
た
こ
と
を
お
ぼ
ろ
げ
に
示
す
も
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
盤

」
と
い
う
別
の
見
方
も

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

コ
メ
と
い
う
語
が
他
語
と
の
類
縁
性
に
乏
し
く
、
ま
ず
は
和
名
抄

等
で
焼
米
や
循

に
つ
い
て
の
み
出
る

こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
の
コ
に
は

「
小

(焼

い
て
も
砕
か
れ
て
も
小
さ
く
な
る
)
」
の
意

味
を
感
じ
る
の
が
古
代
語
と
し

て
は
普
通

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「小
」
は
、

「
小
鳥

・
小
屋

・
小
道

・
小
山
」
な
ど
と
、

「大
」
に
対
す
る
と
い
う
よ
り
も
通
常

の
も
の
よ
り
は
小
ぶ
り
と
い
う
意
味
を
も

っ

ロ

メ

て

一
語
に
熟
し
た
場
合
が
多
い
。

つ
ま
り

コ
メ
と
は
、

「
小
米
」
な
の
で
は
な
い

タ

か
。

「
米
」
は
}

メ
の
代
表
的
な
万
葉
仮
名
で
あ
る
が
、
と
い
う
こ
と
は
当
時
日

本
に
入

っ
て
い
た

「
米
」

の
漢
字
音

の
最
も
通
用
し
て
い
た
音
と
い
う
こ
と
で
も

あ
り
、

「
よ
ね
」
の
こ
と
は
、
外
来
語

で
は

「
メ
」
と
い
う
の
だ
と
い
う
く
ら
い

は
、
当
時
知
る
人
も
多
く
居
た
で
あ
ろ
う
。

コ
メ
と
は
、

「
外
来
種
の
ふ
つ
う
よ

り
小
さ
め
の
米
」
と
い
う
言
い
方

で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
。
外
来
語
系
の
語
に

コ
「
小
」
が
接
頭
す
る
例
に
は
、
他
に
も

「
小
僧

・
小
鉢
」
な
ど
が
あ
り
、
や
は
り

一
般
の
僧
や
鉢
よ
り

「
小
ぶ
り
」
の
意

で
あ
る
。

お
そ
ら
く

「
コ
メ
」
と
同
じ
こ
ろ
、
似
た
対
応
を
も

っ
て
成
立
し
た
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
も
の
に
馬
に
つ
い

て
の

「
ウ
マ
」

「
コ
マ
」
が
あ
る
。
馬
の
基

本
名

(音
)
は
、

○
立
田
山
み
マ
近
づ
か
ぱ

(
万

八
七
七
)

0
青

の
マ
放
れ
ぽ
と
り
繋
げ

(催
馬
楽
)

と
い
う
よ
う
な

「
マ
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

「
マ
グ
サ

(馬
草
)

・
マ
ヤ

(馬
屋
)

・

マ
ク

ス

シ

(
馬
医
)

・

マ
ゴ

(
馬
子
)

」

等

と

、

後

々

ま

で
そ

う

で
あ

る

が

、

こ

マ

れ
も
万
葉
仮
名
の
マ
を
表
記
す
る
代
表
的
な
仮
名
と
し
て
の

「
馬
」
が
あ
る
。
そ

れ
は
音
仮
名
と
も
訓
仮
名
と
も
言
え
る
も
の
、
つ
ま
り
馬
は
、
半
島

・
大
陸
の
言

葉
と
和
語
は
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
詳
細
は
別
稿
と
し

た
い
が
、
記
紀
で

「
馬
」
に
つ
い
て
の
記
述
を
丁
寧
に
見
る
と
、
半
島
か
ら
も
た

ら
さ
れ
た
良
馬
と
共
に
乗
馬
の
習
慣
が
入
り
、
外
来
種
の
良
馬
を
ウ

マ
、
そ
れ
に

対
し
そ
の
時
点

で
の
在
来
の
小
ぶ
り
の
も
の
が

コ

(小
)

マ
と
さ
れ
た
ら
し
い
こ

と
を
窺
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
、

コ
マ
が
在
来
馬
の
こ
と
と
し
て
ウ
マ

よ
り
も
よ
り
和
語
的
だ

っ
た
た
め
に
、
平
安
以
降
の
歌
語
と
な
り
、
ま
た
馬
の
別

名
と
し
て
根
づ
.よ
く
残

っ
た
と
見
ら
れ
る
。

コ
メ
が
、
馬
の
揚
合
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
、
.
「
メ
」
が
外
来
音
で
あ
る
こ
と
が

明
確

で
、
そ
の
限
り
で
外
来
種
に
対
応
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
古
代
の
出
土
米
は
、
長

・
短

・
大

・
小
様
々
で
あ
る
こ
と
が
報
じ
ら
れ
、

む

り

概
し
て
赤
粒
の
も
の
が
主
流
だ

っ
た
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
そ
れ
ら

が
要
す
る
に

「
ヨ
ネ
」
、

コ
メ
は
む
し
ろ
短
粒
の
と
く
に
精
白
米
の
こ
と
で
、
平

安
期
の
貴
族
社
会
な
ど
で
は
、
し
だ
い
に
そ
れ
が
米

一
般
と
な

っ
て
い
っ
た
と
い

う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
き
に
挙
げ
た
宇
治
拾
遣
の

「大
饗
の
お
ろ
し
コ
メ
」

へ

　

へ

と
か
、
雀
の
薬
用
の

「
コ
メ
」
と
か
は
、
・平
安
期
の
コ
メ
の
あ
り
様
を
う
か
が
う

に
興
味
深
い
例
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
室
町
末
期
の
日
葡
辞
書
で
の

「米
」
は
、

コ
メ
に
は

「
コ
メ
ヲ
ツ

カ
ゆ
ゲ
チ

ス

ク

・
コ
メ
袋

・
コ
メ
船

・
コ
メ
揚
槌

・
コ
メ
蔵

・
コ
メ
虫

・
コ
メ
ノ
俵

・
コ
メ
粒

・

コ
メ
屋
」
と
多
数
の
語
を
掲
げ
る
の
に
対
し
、

ヨ
ネ
の
方
は

「
コ
メ
に
同
じ
」
と

す
る
ば
か
り
で
、
他

に

一
語
も
接
頭
熟
語
を
掲
げ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
同
時
代

の
節
用
集
諸
本
が
、

ヨ
ネ
は
ほ
と
ん
ど
全
部
が
載
せ
る
が
、

コ
メ
を
載
せ
る
の
は

半
数
程
度
と
い
う
状
態
に
対
し
て
や
や
特
異
な
あ
り
様
で
あ
る
。
江
戸
末
の
和
英

語
林
集
成
で
さ
え
、

ヨ
ネ
接
頭
語
と
し
て

「
ヨ
ネ
グ
ラ

・
ヨ
ナ
ム
シ

・
ヨ
ネ
ツ
キ

ム
シ
」
が
拾
い
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
太
古
か
ら
現
代
ま
で
人
と
競

っ
て
米
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を
好
み
食
す
る

「穀
象
虫
」
の
こ
と
は
、
平
安
期
の
辞
書
は
、
和
名

・
名
義

・
色

葉
に
ヨ
ナ
虫
、
節
用
集
類
で
は
伊
京
集
に

コ
メ
虫
、
同
葡
辞
書
は
右
の
よ
う
に
コ

メ
虫
、
和
英
語
林
集
成
は
ヨ
ナ
虫

・
コ
メ
虫
両
方
を
載
せ
て
い
る
。
布
教
目
的
で

日
葡
辞
書
を
編
纂
し
た
イ

エ
ズ
ス
会
宣
教
師
た
ち
の
日
本
語

へ
の
態
度
は
、
理
解

語
彙
は
な
る
べ
く
広
く
、
表
現
語
彙

は
京
を
中
心
と
し
た
当
時
の
品
位
あ
る
標
準

的
な
言
葉
を
使
え
る
こ
と
を
意
図
し

て
い
魅

「米
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
ヨ

ネ
は
卑
俗
な
言
葉

で
コ
メ
が
公
家
方

か
ら
出
た
上
品
な
言
葉
と
い
う
感
覚
を
持

っ

て
い
た
こ
と
を
語
る
も
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
。

江
戸
期
、
幕
府
の
統
制
の
も
と
に
、

「米
相
場

・
米
市
場

・
米
両
替

・
米
切
手
」

な
ど
と
、

コ
メ
を
冠
し
た
物
々
し
い
言
葉
が
生
ま
れ
て
使
わ
れ
、

「
コ
メ
」
は
い
っ

そ
う
公
的
な
響
き
を
伴

っ
て
普
及
し
た
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し

一
方
、

よ
ね

○
そ
れ
な
ら
ば
銭

八
十
と
、
松
葉
屋
の
か
る
た
と
、
浅
草
の
米
ま
ん
ぢ
う
五
つ

と
、
世
に
是
よ
り
ほ
し
き
物
は
な
ひ
。

(好
色
五
代
女
四
-
二
)

ヘ

へ

と
、

「
江
戸
に
隠
れ
な
き
名
物
」
と
し
て
喧
伝
さ
れ
た

「
よ
ね
饅
頭
」
が
、

「川

崎

の
万
年
屋
、
鶴
と
亀
と
の
よ
ね
饅
頭
」
と
も
歌
わ
れ
る
ほ
ど
競

っ
て
売
ら
れ
て

も
い
た
し
、

「
よ
ね
団
子
」
と
い
う
の
も
あ

っ
た
。
庶
民
の
言
葉

で
あ

っ
た

「
ヨ

ネ
」
は
、

コ
メ
の
公
用
化
に
も
め
げ
ず
健
在
で
、
そ
れ
が
現
代
の
苗
字
な
ど
に
残

っ

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

コ
メ
は
、
そ
の
語

の
文
献
に
登
場

し
た
当
初
か
ら
、
い
わ
ば
生
産
者
の
言
葉

ヨ

ネ
に
対
し
、
消
費
者
の
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
、
近
代

に
到

っ
た
よ
う
な
と
こ
ろ

が
あ
る
。
農
業
従
事
者
の
人
口
比
が

一
割
を
下
る
と
い
う
現
代
の
日
本
で
、
地
名

・

姓
名
以
外
で

「
ヨ
ネ
」

の
使
用
が
消

え
ゆ
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
稲
作
と
そ

の
言
葉
の
長
い
長
い
伝
承
の
う
え
で
、
誠
に
感
慨
深
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注

(
1
)
拙
稿

「
日
本
語
音
感

の
構
造
」

(奈
良
大
学

紀
要
第

二
十

二
号
)

(
2
)
原

始
的

な
生
活
形
態

を
残

す
部
族
集

団
に
お

い
て
、
生
活

の
根
を
支

え
る
牛

・
馬

や

そ
の
他
神
的

と
見
な
さ
れ
る
鳥

・
獣

な
ど

へ
の

一
体
感

の
風
習

が
あ
る
こ
と
は
、
最
近

は
テ
レ
ビ
な
ど

で
も
直

接
報
じ
ら
れ

て
い
る
。

(
3
)
松
村
武
雄

『
日
本
神

話

の
研
究
』

(
培
風
館
)
第

二
巻
第

八
章
。

(
4
)
石
上
堅

『
日
本
民
俗

語
大
辞

典
』

(
桜
楓
社
)
に
は
、

一
。
二

・
四

・
五

・
十

・
十

一
月
に
限
り
、
農
事

と
密
接
に
か
か
わ
る
意

の
記
事
が
あ
る
。

他
の
月

の
記
事
が
な

い

の
も
注
意
さ
れ
る
。

(
5
)

「
海

人
」

と

の
か
か
わ
り
が
注
意

さ
れ

て
い
る
。

松
前

建

『
日
本
神
話
の
新
研

究
』

(桜
楓
社
)
第

一
章
。

(
6
)
折

ロ
信
夫

「
霜

及
び
霜

月
」

(中
央
公
論
社

全
集
第
十
五
巻

)

(
7
)
近
世

に
も

「
霜

の
鎌
」

「
霜

の
剣
」
な
ど
と

い

っ
て
、

草
を

一
挙

に
枯
ら
す
も

の
と

す
る
把
え
方

が
あ
る
。

(,8
)
柳

田
国
男

「
倉

稲
魂
考
」

(筑
摩
書
房

全
集
第

三
十

一
巻

)

(
9
)
小

野
重
朗

『
農

耕
儀
礼

の
研
究
』

(弘
文
堂
)

野

本
寛

一

『
稲
作
民
俗

文
化
論
』

(雄
山
閣
)

(
10
)

「
睦
」

は
、

「
皇
陸

」
と
上
に

つ
く
の
で
な
く
、

本
居
宣
長

「
大
祓
詞
後
釈
」

に
い

わ
れ
る

よ
う

に

「
下

に

つ
く
言
」

で
あ

る
。
祝

詞
は
、

や
た

ら
冠

辞
と

な

っ
て
い
る

「
皇
」

を
除

い

て
読

む
と
、
意

味
が
わ
か
り

や
す

い
。

(
U
)
注

(
6
)
に
同
じ
。

(
12
)
注

(
9
)
に
同
じ
。

萩
原
秀

三
郎

『
稲

を
伝
え
た
民
族
』

(
雄
山
閣
)
第
四
章
。

(
13
)
柳
田
国
男
他

『
稲
の
日
本
史
』

(筑
摩
書
房
)
上

「
赤

米
」

(盛
永
太
郎
)

一
〇
四

頁
。

ヘ

ヘ

ヘ

へ

(
14
)

「
水

の
上
に
数

か
く
如
き
わ
が
命
」

(
万
二
四
三

三
)

「
指
折
り

か
き
数

ふ
れ
ば
七

種

の
花
」

(同

一
五
三
七
)
の

「
か
く
」
と

い
う
動
詞
は
、

「
よ
む
」

と
と
も

に
も
と

も
と

「
文
字
」

で
な
く

「数

」
に
応

じ
る
も

の
だ

っ
た
。

つ
ま
り

「
か
く
」
と
は
何
か

ヘ

へ

に
刻
す

の
で
あ
る
。

な
お
、

「
よ
む
」

は
,ど
ち

ら
か
と

い
え
ぱ
月

な
ど

に
よ
り
先

を
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「
よ
む
」
も

の
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
。

(
15

)
N
H
K
取
材
班

『
雲

南
小
凱

民
族

の
天
地
』

(
日
本
放
送
出
版
協
会

)
に
紹

介
さ

れ

る
榛
族

の
タ
イ
暦
も
、

一
年

は
陽

暦
、
月
は
陰
暦
、
正
月
は
太
陽
暦

(
世
界

暦
)
の
四

月
中
旬

の
由

で
あ

る
。

(
16

)
柳

田
国
男

「
新

た
な
る
太
陽
」

「
月
曜
通
信
」

(
全
集
第
十

三
巻

V

(
17
)

「
な

つ
」
以
外

は
、

す

で
に
諸

説
が
あ
る
。

日
本

国
語
大
辞
典

(
小

学
館

)

「
日
本

民
俗
語
大
辞
典
」

(
注
4
)
参
照
。

「
あ
き
」

は
、

「
あ
く
」

で
な
い

の
は
な
ぜ
か
疑

問

で
は
あ

る
。

(
18
)
拙

稿

「
宇
治
拾

遺
物

語

の

(
書
き
入
れ
V

か
た
」

(鈴
木
教
授

退
任

記
念
国
文
学
諭

集

)
他
。

(
19
)

『
稲

の
日
本

史
』

上

「稲

と
言
語
」

(
加
藤

一
郎

)

(
20
)

「
斎
庭
」

(古

語
拾
遺
V
に
ま
く

「
ユ
種
」

(
万

一
一
一
〇
V
と
し

て
感
覚
が
伝

承

さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

(
勿
)
米

は
、

「
岩

の
上
」

な
ど

で
焼
く
も

の
だ
ろ
う
か
。

「
コ
メ
」

に
は
別
に
魚

の

コ
メ

(
小
目
か
)
と
い
う

の
が
あ
り
、
和
名
抄

・
名
義
抄

を
は
じ
め
、

易
林
本
節
用
集

に
も

載
る
。

(
盟
)

「
瑞
穂

国

に
つ
い
て
」

(
全
集
第

三
十

一
巻
)

『
稲

の
日
本
史
』

上

「
稲
と
水
」

(
23
V
安

藤
広
太
郎

『
日
本
古
代
稲
作
史
研
究
』

(
農
林

協
会
)
五

一
頁
。

(
別
)

『
稲
の
日
本
史
』
上

(
茄
V
土
井
忠

生
他

『
邦
訳

日
葡
辞
書
』

(岩
波

書
店
)
解
題
。
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