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古
代

日
本
語

に
お
け
る

「
信
ず
」

の
成
立
ま

で

は
じ
め
に

「神

・
仏
を
信
ず
る
」
か
否
か
と
は
、
宗
教
的
な
心
情
を
問
う
言
葉
と
し
て
今

日
き
わ
め
て
普
通
の
言
い
方
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
宗
教
心
の
根
本
に
か
か

わ
る
と
さ
れ
る

「
信
」
と
い
う
心
の
は
た
ら
き
を
指
す
語
は
、
「信
ズ
」
と
漢
字

音

の
ま
ま
で
サ
変
動
詞
化
し
て
い
る
あ
り
方
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
古
来

つ
い
に

動
詞
と
し
て
の
固
定
的
な
和
訓
が

つ
か
な
か
っ
た
語
で
あ
る
。

万
葉
集
に
は
、
「
信
」

一
字
で

一
語
に
あ
た
る
正
訓
表
記
と
み
ら
れ
る
も
の
が

六
例
あ
る
が
、
う
ち
五
例
は
副
詞
的
に

「
マ
コ
ト
」
と
訓
め
る
も
の
、

一
例
だ
け

が
、

　

○
百
千

遍
恋
ふ
と

い
ふ
と
も
諸
弟
等
が
練
の
言
葉
は
吾
は
不

レ信

(七
七

四
)

と

い

う
動

詞

用
法

で

、

こ
れ

に

は

「
タ

ノ

マ
ー
ジ

(
ズ

)
」

の
定

訓

が

あ

る

。

他

マ

ツ
チ

マ

グ

シ

に

「
信

土

・
信

櫛

」

と

訓

め

る

用
字

が

見

ら

れ

る

か

ら

、

「
マ
」

と

い

う

訓

も

す

で

に
古

く

あ

っ
た

の
だ

ろ

う

。

ま

た

、

古

事

記

で
は

、

「
信

」

字

す

べ

て

八

例

中
マ

コ

ト

ノ

三
例
は
や
は
り
副
詞
的
な

「
マ
コ
ト
」

で
訓
め
る
も
の
、
二
例
は
神
名
中
に

「信

ゐミ

コ

ト
命

」

と

あ

る

も

の
、

さ

ら

に

二

例

は

「
可

レ
謂

二
無

信

一
既

行

二
其

信

一
」

(
仁

徳

記

)

と

あ

っ
て
名

詞

的

な

用

法

と

見

ら

れ

る

が

か

な

り

難

訓

、

そ
し

て

一
例

だ

け

が

、
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○

是
に
其
の
将

軍
、
既
に
信

レ詐
、
弓
を
弼
し
兵
を
蔵
め
き
。

子

(
仲
哀

記
)

タ

ノ

と
い
う
動
詞
用
法
の
も
の
で
あ
る
。
古
事
記
伝
が
こ
れ
に
つ
い
て

「
信
は
、
多
能

ミ

テ

美

弓

と

訓

む

べ
し

」

と

だ

け

記

す

の

は

、

右

の
万
葉

集

歌

の
定

訓

例

に
拠

っ
た

の

だ

ろ

う

。

た

だ

し

、

近

来

の
岩

波

古

典

文

学

大

系

・
思
想

大

系

な

ど

は

、

「
ウ

ケ

テ
」

と

訓

ん

で

い

る
。

こ
れ

は
、

日
本

書

紀

中

の
動

詞

的

用
法

の

「
信

」

に
付

さ

れ

た

平

安

期

か

ら

の
古

訓

が

、

一
貫

し

て

「
ウ
ク

」

で

あ

る

こ
と

を

参

考

に

し

た

も

の
だ

ろ

う
か

。

一
方

、

平

安

期

の
古

辞

書

類

で

は

、

新

撰

字

鏡

の

「
信

」

は

無

訓

、

和

名

抄

は
無

出

、

類

聚

名

義

抄

(
図
書

寮

本

・
観

智

院

本

)

の

「
信

受

」

の
項

に

は

じ

め

て
、

「
マ

コ
ト

・
ノ
ブ

・
オ

モ

ヒ

デ

・
カ

タ

ミ

・
ツ
カ

ヒ
」

が

「
信

」

の
名

義

と

し

て

挙

げ

ら

れ

て

い

る

。

さ

ら

に

色

葉

字

類

抄

(
三

巻

本

)

に

は

、

「
サ

ネ

(
眞

)

・
ッ
カ

ヒ

(使

)

・
ツ
カ

フ

(
仕

)

・
ト

シ

(
俊

)

・
ノ

ブ

(
延

)

・
マ

カ

ス

(
任

)

・
マ
コ
ト

(
實

)
」

の
中

に

「
信

」

字

が
見

ら

れ

る

(
か

っ

こ
内

は

各

冒

頭

漢

字

)
。

こ
れ

ら

の
う

ち

動

詞

は

、

「
ツ
カ

フ

・
ノ
ブ

・

マ
カ

ス

」

の

三

つ
の

み

で

、
「
タ

ノ

ム
」

も

「
ウ

ク
」

も

挙

げ

ら

れ

て

い
な

い

。

い

ず

れ

に

し

て

も

、

そ

れ

ら

和

語

の
動

詞

の
漢

字

表

記

に

「
信

」

を

用

い
た

と

い
う

の

で
な

く

、
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漢
文
中
の

「
信
」
を
場
合
に
よ

っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
訓
む

(意
訳
す
る
)
程
度

の
も

の
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
万
葉
集

に
お
け
る
タ
ノ
ム
の
正
訓
表
記
は

「
愚
」

(23
例
)
か

「侍
」
(6
例
)
が

一
般

で
あ
る
し
、
ウ
ク
も
、
万
葉

・
古
事
記
と

も
も

っ
ぱ
ら

「
受
」
表
記
だ
と
見
ら
れ

る
。

と
こ
ろ
で
、
外
来
宗
教
で
あ
る
仏
教
受
容
に
あ
た

っ
て
の
日
本
書
紀
の
記
述
は

つ
ぎ
の
よ
う
で
あ

っ
た
。

　

　

　

　

○
西
蕃

の
献
れ
る
仏
の
相
貌
端
厳

し
。
全
ら
未
だ
曽

て
有
ず
。
可

レ礼

以

不
。

…

・

　

　

情
願

ふ
人
稲
目
宿
禰
に
付
け
て
試
に
令

二礼
拝

一.

(
欽

明

紀
十

三
年

)

　

　

　

O

篤
く
敬

二三
宝

閃
三
宝
と
は
仏

・
法

・
僧
也
。

(
推
古
紀
十

二
年

憲
法

十

七
条

)

あ
る
い
は
ま
た
、
皇
極
紀
三
年
の
常
世
神
出
現
に
つ
い
て
は
、

　

へ

　

○

此
は
常

世
神
也

。
祭

二
此
神

一者

、
富

と
寿

と
を

致
す

。

と
あ
る
。
新
来
新
出
の
神

(仏
)
に
い
か
に
対
処
す
る
か
の
選
択
は
、
そ
れ
を
信

ず
る
か
否
か
と
い
う
心
理
的
な
問
題
で
は
な
く
、
ま
ず
は
そ
の
神

(
仏
)
を

「
ゐ

や
ま
ひ

(礼

・
敬
)
」
「を
う
が
み

(拝
)
」
「
ま
つ
る

(祭
)
」
か
否

か
と
い
う
行

為
の
問
題
だ

っ
た
と
、
そ
れ
ら
は
記
述

し
て
い
る
。
国
神
に
せ
よ
蕃
神
に
せ
よ
神

(仏
)
々
が
い
ま
す
の
は
疑
う
余
地
の
な
い
自
明
の
こ
と
で
、
そ
れ
を
、
い
わ
ば

「信
ず
」
と
い

っ
た
い
い
方
を
し
な
い
の
は
、
ち
ょ
う
ど
現
代
の
我
々
が
目
に
見

え
な
い
空
気
や
電
気
の
存
在
を

「信
ず
る
」
と
は
言
わ
な
い
あ
り
様

に
類
似
し
て

い
る
。
し
か
し
、
空
気
が
汚
れ
た
り
薄

く
な
れ
ば
息
苦
し
く
な
る
よ
う
に
、
よ
き

神
的
環
境
を
整
え
な
け
れ
ば

(神
祭
り
を
し
な
け
れ
ば
)
、

○
我
が
国
家

の
天
下

に
モ
と
ま
し
ま
す
は
、
恒

に
天
地
社
稜

の
百
八
十
神
を

以
て
春
夏

秋
冬
祭
拝
た
ま
ふ

こ
と
を
事
と
す
。
方

に
今
改
め

て
蕃
神
を
拝

み
た
ま
は
ば

、
恐
る

ら
く
は
国
神

の
怒
を
致
し
た
ま
は
む
。

(欽
明

紀
十
三
年
)

○
辛
亥

に
蘇
我
大
臣
患
疾
す
。
卜
者
に
問
ふ
。
ト
者
対

へ
て
言

は
く

、
「
父

の
時

に
祭

り
し
仏
神

の
心

に
崇
れ
り
」
と

い
ふ
。
…
…
…
大
臣

、
詔
を
奉
り
て
、
石
像
を
礼
び

拝

み
て
、
寿
命
を
延

べ
た
ま

へ
と
乞
ふ
。
是
の
時

に
、
国

に
疫
疾

行
り
て
民
死

ぬ
る

者
多

し
。
三
月
丁
巳

の
朔

に
、
物
部
弓
削
守
屋
大
連

と
中

臣
勝

海
大
夫
と
奏

し
て
日

さ
く

「
…
…
考
天
皇
よ
り
陛
下
に
及
る
ま
で
に
、
疫
疾

流
く
行
り
て
国
の
民
絶

ゆ
べ

し
。
豊

専
蘇
我
臣
が
仏
法
を
興
し
行
ふ
に
由
れ
る
に
非
ず

や
」
と
ま
う
す
。
詔
し

て

日
は
く
、
「
灼
然
な
れ
ば
仏
法
を
断
め
よ
」
と
の
た
ま
ふ
。
丙

戌

に

、
物

部
弓

削
守

屋
大
連

…
…
仏
像
と
仏
殿
と
を
焼
く
。
既
に
し
て
焼
く
所

の
余
の
仏
像
を
取

り
て
難

波
の
堀
江
に
棄

て
し
む
。
是

の
日
に
雲
無
く
し
て
風
ふ
き
雨
ふ
る
。
…
…
此
の
時

に

属

り
て
天
皇
と
大
連
と
卒

に
瘡
患
み
た
ま
ふ
。
…
…
又
瘡

発
で

て
死
る
者
国

に
充
盈

て
り
。
…
…

「
是
仏
像
を
焼
き
ま

つ
る
罪
か
」
と
い
ふ
。

(
敏
達
紀
十

四
年

)

と
い
う
よ
う
に
、
人
々
は
生
き
苦
し
か

っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
仏
教
受
容
に
か
か
わ

っ
て
日
本
書
紀
は
三
度

「
信
」
に
よ
る

記
述
を
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
う
ち
二
度
は
、
敏
達
紀

・
用
明
紀
の
そ
れ
ぞ
れ
冒

頭
部
に
お
い
て
、

　

　

○
天
皇
、
不

レ信

二仏

法

ひ
而

愛

二文

史

¶

(
敏
達
紀

)

　

○

天

皇

、

信

二仏

法

一尊

二
神

道

コ

(
用

明

紀

)

と

、

概

記

を

す

る

と

こ

ろ
、

今

一
つ
は

、

○
是

(
舎
利

の
奇
瑞
)

法

、
修
行
不

レ解
。

に
由

り

て
、

　

馬
子
宿
禰

・
池
辺
氷
田

・
司
馬

達
等

、
深

二信

仏

(
敏

達
紀

十
三
年

)

と

あ

る

も

の

で
あ

る

。

こ
れ

ら

は
、

た

と

え

ば

階

書

倭

國

傳

に

、

○
無
文
字
、

　信
巫
蜆
。

唯
刻
木
結
縄

、
敬
仏
法
、
於
百
済
求
得
仏
経
、
始
有
文
字
、
知
ト
籏
、
尤
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と
あ
る

「信
」
と
同
様
な
用
法
だ
ろ
う

が
、
書
記
古
訓
は
先
述

の
よ
う
に
、
す
べ

て
こ
れ
ら
に

「
ウ
ク
」
を
あ
て
て
い
る
。
な
お
ち
な
み
に
、
孝
徳
紀
冒
頭
概
記
に

は
、

　

○

(
天
皇

)
尊

二
仏
法

門
軽

二
神

道

幻

と
あ
り
、
崇
峻
紀

・
推
古
紀

・
督
明
紀

に
は
そ
の
種
の
記
述
は
見
ら
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
平
安
期
和
文
の
主
要
な
十
二
作
品
に
お
け
る
漢
語
語
幹

の
サ
変
動

詞
に
つ
い
て
の
佐
藤
武
義
氏
の
考
察
、
宮
島
達
夫
編

『
古
典
対
照
語
い
表
』
、
そ

　
　
　

の
他
各
作
品
の
語
彙
索
引
等
を
参
照
す
る
と
、
平
安
中
ご
ろ

(
仮
に
更
級
日
記
あ

た
り
)
ま
で
の
和
文
作
品

の
、
少
く
と
も
五
作
品
以
上
に
見
ら
れ
、
か
つ
使
用
度

数
が
二
十
度
以
上
に
わ
た
る
漢
語
語
幹

の
サ
変
動
詞
と
し
て
、

念
ず

.
具
す

・
奏
す

・
調
す

(
請
ず
)

・
怨
ず

・
啓
す

・
困
ず

・
興
ず

・
調

ず

・
制
す

・
屈
す

(
屈
ず
)

・
領
ず

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
現
代
語
で
も
あ
る
程
度
常
用
さ
れ
て
い

る
も
の
は

「
念
ず

・
興
ず

・
制
す

・
屈
す
」
ぐ
ら
い
で
、
他
は
文
語
的
な
表
現
中

ま
れ
に
用
い
ら
れ
る
と

い
っ
た
程

の
も

の
と
な

っ
て
い
る
。
平
安
公
家
の
意
識
に

迎
え
ら
れ
て
頻
用
さ
れ
た
耳
新
し
い
外
来
語
も
、
多
く
は
、
二
、
三
の
和
語
に
よ
っ

て
言
い
替
え
可
能
な
も
の
で
、
現
代
に
至
る
ま
で
に
い
つ
し
か
和
語
が
勢
力
を
圧

　　
　

し
戻
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
逆
に
、
問
題

の

「
信
ず
」
は
、
宇
津
保
物
語
に

一
例
、

源
氏
物
語
に
七
例
出
る
の
み
で
、
「
念
ず
」
な
ど
と
比

べ
、
平
安
期
和
文
中

の
常

用
漢
語
と
は
い
え
な
い
。
神

・
仏
と

の
心
的
な
か
か
わ
り
は
、
そ
れ
ら
の
作
品
に

反
映
し
た
限
り
の
公
家
の
日
常
で
も
、
ま
だ

「信
ず
」
と
い
う
あ
り
様
で
は
な
か

っ

た
と
思
わ
れ
る
。
な
ら
ば
ど
ん
な
言
葉

が
、
「
信
ず
」
以
前
に
、
神

・
仏
と

の
心

の
つ
な
が
り
を
表
現
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
り
あ
え
ず
は
、
さ
き
の
訓
読
語

を
手
が
か
り
に
見
て
ゆ
く
し
か
な
い
だ

ろ
う
。

一
、

ウ

ク

万
葉
集
の
中
で
、
動
詞

「
ウ
ク
」

つ
ぎ
の
三
例
だ
け
で
あ
る
。

で

訓

め

る

も

の
は
、

「
受

」

と

表

記

さ

れ

る

　

ω
風

に
散

る
花
橘

を
袖

に
受

て
君
が
御
跡
と
思
ひ

つ
る
か
も

(
一
九
六
六

)

　

②

-
…
琴

ひ
き
と

吾
を
召

す
ら
め
や

か
も
か
く
も

命
受
む

と
-
…
東

の

中

の

　

み
門

ゆ

参

り
来

て
命
受

れ
ば

…

・

(
三
八
八
六

)

「
は
じ
め
に
」
で
挙
げ
た
七
七
四
番
歌

の

「信
」
唯

一
の
動
詞
の
例

「
練
乃
言

　

羽
者

吾
波
不
信
」
は
、
助
辞
を
明
記
し
た
表
記
法
か
ら
し
て
他
に
助
辞
を
補

っ

て
は
訓
め
ず
、
た
と
え
ば

「
ウ
ケ
ー
ジ
」
と
三
音
節
に
は
訓
み
に
く
い
。

ま
た
、
古
事
記
の

「
受
」
は

つ
ぎ
の
七
例
で
、
古
事
記
の
場
合
も

「
ウ
ク
」
で

訓
ま
れ
て
い
る
の
は

「
信
」
以
外
で
こ
の
字
の
み
で
あ
る
。

　

㈹
故
、
受

レ命
罷
り
行

で
ま
し

し
時

、
伊
勢
大
御
神
宮

に
参
入

り

て
、

(
中

景
行

)

　

傾
又
、
百
済
国

に

「
若
し
賢

し
き

人
有

ら
ば
貢
上
れ
」
と
科

せ
賜

ひ
き

。
故

、
受

レ命

貢
上
れ

る
人
、
名
は
和
迩
吉
師

。

(中

応
神

)

　

㈲
大

日
下
王
は
不

レ受

二勅
命

一

(下

安
康
)

　

㈲
故
、
受

二取
其
横
刀

一し
時

、
其

の
熊
野

の
荒
ぶ

る
神

、
自

ら
皆
切

り
什

さ
え

き
。

(中

神
武
)

　

㎝
圷

に
其

の

一
言
主
大
神

、
手
を

打
ち
て
受

二其
捧
物

¶

(下

雄
略
)

㈹
故
、
其

の
弟
、
御
偲

の
十
拳
剣

を
破

き
て
五
百
鉤
を
作

り
て
償

え
ど
も
取
ら
ず
。
亦

　

一
千
鉤
を
作
り

て
償

へ
ど
も
不

レ受

、

(上

神
代
)

働
大
殿
破
れ
壊
れ

て
悉

に
雨
漏
れ

ど
も
、
都

て
脩

め
理

る
こ
と

な
く

、
械

を
以

ち

て

　受

・其
漏
雨

門
漏
ら
ざ

る
処

に
遷

り
避

け
ま
し
き

。

(下

仁
徳
)

さ

て

、

こ

れ

ら

の
例

に

よ

る

限

り

で

「
受

ー

ウ

ク
」

は

、
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他
か
ら
言

(
み
こ
と
)
を
受
け
る

②
㈹
ゆ
㈲

他
か
ら
物
を
受
け
る

㈲
㎝
㈹

自
然
落
下
物
を
受
け
る

ω
働

ひ
と

に
大
別
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
他
か
ら
言
や
物
を
受
け
る
と
は
、

単
に
落
下
物
を
受
け
る
場
合
と
同
様
と

い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
言
や
物
に
あ
ら

わ
さ
れ
た
相
手

の

「
意
を
う
け
と
る
」

こ
と
だ
と
い
う
こ
と
が
、
と
く
に
㈲
や
㈹

お
ほ
み
こ
と

の

「不
受
」

の
場
合
な
ど
か
ら
明
ら
か
に
見
て
と
れ
る
。
㈲
の

「
不
受
勅
命
」
と

　

は
、
勅
命
に
従
わ
ず
む
し
ろ
謀
叛
の
意
が
あ
る
こ
と
、
⑧
で
は
、
海
幸
彦
が
自
分

　

の
鉤
を
失

っ
た
山
幸
彦
を
恕
さ
な
い
意
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
、
ω
の
歌

に
お
け
る
自
然
物

「
花
橘
」
の
場
合
も

、
そ
れ
を

「
受
く
」
と
い
う
行
為
は
、

「君
が
御
跡
ー

君
の
心
」
を
受
け
る

こ
と
な
の
だ
と
思
い
入
れ
を
す
る
こ
と
も

へ

で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
現
代
語
で
も
、
あ
る
言
葉
や
行
為
が

「人
に
う
け
た
」
と

　

　

は
、
そ
の
意
に
叶

っ
て
好
評
を
博
し
た

こ
と
を
い
う
。
「
う
く
」
と
は
そ
の
よ
う

に
、
そ
の
根
本
に
、
も
の
や
こ
と

(
言

・
行
為
)
の
背
後
の

「意
を
う
け
る
」
意

味
を
も

つ
語
で
あ

っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
ω
～
働
の
用
例
中
半
数
は

「命

(御
言
)
を
受
く
」
と
い
う

も
の
で
あ
り
、
そ
の
場
合

「
う
く
」
は
上
位
者
の

「言
」
を
下
位
者
が

「
う
け
た

ま
は
る
」
あ
り
様
で
あ
る
。
逆
に
㎝

の
場
合
は
、
「
捧
物

(
さ
し
上
げ
物

)」
を

う
け
る
の
は

一
言
主
大
神
で
あ

っ
て
、

こ
れ
は
う
け
る
側
が
上
位
者
で
あ
る
。
㈹

も
、
「不
受
」
と
い
う
の
は
兄
で
あ
る
か
ら
上
位
者
と
も
い
え
る
。
㈲
の

「横
刀
」

は
天
か
ら
下

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
該
部
分
は
単
に
そ
れ
を
伝
達
者
か
ら
手
に

受
け
取
る
意
で
あ
る
。
言
を

「
う
け
た
ま
は
る
」
の
は
下
位
者
、
物
を

「
う
け
た

ま
ふ
」
の
は
上
位
者
と
い
う
あ
り
様
が
、
あ
る
程
度

「
う
く
」
の
通
例
だ

っ
た
と

考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
、

　

　

○
恋
せ
じ
と

み
た
ら
し
川

に
せ
し

み
そ
ぎ
神

は
う
け
ず
も
な
り
に
け
る
か
な

(
伊
勢

六
五
段
)

と

い
う

、

伊

勢

物

語

・
古

今

集

(
五

〇

一

下

二
句

「
う

け

ず

ぞ

な

り

に
け

ら

し

も

」
)

そ

れ

ぞ

れ

唯

一
例

の

「
う

く

」

の
場

合

は

ど

う
だ

ろ

う

か
。

神

は

、

「
男

」

の

「
恋

せ
じ

」

と

い

う

「
意

を

う

け
」

つ
け

な
か

っ
た

と

一
応

う

け

と

れ

る

が

、

物

語

前

文

に

「
陰

陽

師

・
巫

よ
び

て
、

恋

せ
じ

と

い

ふ
被

の
旦
ハし

て
」

と

あ

る

か

ら
、
具
体
的
に
は
そ
の
意
を
あ
ら
わ
す

「被
の
具
1

も
の
」
を
う
け
な
か

っ
た

の
で
あ
る
。

「う
く
」
と
は
、
古
く
神
と
人
と
の
相
互
意
志
疎
通
手
段
に
か
か
わ
る
語
で
あ

る
。
こ
こ
か
ら
お
の
ず
と
、
難
義
と
み
ら
れ
て
い
る
古
代
呪
術
用
語

「
う
け
ふ
」

の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
。

　

　

　

○
故
、
曙
立
王

に
科

せ
て
、
宇
気
比
白

さ
し
め

つ
ら
く
、
「
此

の
大

神

を
拝
む

に
因

り

　

　

へ

て
、
誠

に
験
有
ら
ば

、
是

の
鷺
巣
池

の
樹

に
住
む
鷺
や
、
宇
気
比

落

ち
よ

。
」
と

ま

　

　

　

を
さ
し
め
き
。
如
此

詔
り
た
ま
ひ
し
時

、
宇
気
比
し
其

の
鷺
、
地

に
堕
ち

て
死

に
き
。

　

　

へ

又

「
宇
気
比
活
き

ょ
。
」
と
詔
り
た
ま

へ
ば

、
更

に
活

き

ぬ
。

(
古
事
記

中

垂
仁
)

○
皇
御
孫
命

の
詔
り
た
ま
は
く
、
「神
等
を
ば
天

つ
社

・
国

つ
社

と
忘

る
る
事

な
く
、

遺

つ
る
事

な
く
、
称
辞
寛

へ
奉

る
と
思
ほ
し
行
は
す
を
、
誰
れ

の
神
ぞ
、
天

の
下

の

公
民
の
作
り
作
る
物
を
成

し
た
ま
は
ず
傷

へ
る
神
等
は
、
わ
が
御
心
ぞ
と
悟
し
奉
れ
」

　

　

　

と
宇
気
比
賜

き
。
是
を
以
て
、
皇

御
孫
命

の
大
御
夢

に
悟
し
奉

ら
く

、
「
天

の
下

の

公
民

の
作

り
作

る
物
を
、
悪
し
き
風
荒
き
水
に
相

は
せ

つ
つ
、
成
し

た
ま
は
ず
傷

へ

る
は
、
我

が
御
名

は
、
天
の
御
柱

の
命

・
国

の
御
柱

の
命
」
と
、
御
名
は
悟
し
奉
り

て
、
「
…
…
…
」
と
悟
し
奉
り
き
。

(
祝
詞

竜

田
風
神

祭
)

　

　

「
う

け

ふ

」

と

は

、

人

の
側

の
意

を

あ

ら

わ

す

こ

と

(
言

・
行

為

)
を

、

神

が

　

　

「
う

け

」

た

か

ど

う

か

を

、
さ

ら

に
神

の
側

か

ら

の
意

を

あ

ら

わ

す

こ
と

(
事

・
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夢
中

の
悟
し
)
に
よ

っ
て

「
う
け
」
る

(承
認
す
る
)
こ
と
で
あ
る
。
動
詞
接
尾

辞
の
フ
は
、
お
お
か
た
の
動
詞
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
が
付
く
こ
と
に
よ
っ
て

一
般

に
い
わ
れ
る
よ
う
に
継
続

・
反
復
の
意
を
添
え
る
が
、
動
詞
の
意
味
が
、
相
手

の

存
在
を
前
提
に
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
の
場
合
、
た
と
え
ば

「語
る
ー
語
ら
ふ
」

　ヨ
　

「
呼

ぶ
1

呼

ば

ふ

」

の
対

応

に

明

ら

か

な

と

お

り

、
相

手

と

の
交

互

作

用

(
語

り

あ

ふ

・
呼

び

あ

ふ

)

の
意

に

な

る

。

「
う

く

ー

う

け

ふ

(
う

け

あ

ふ

)
」

も

、

そ

れ
と

同
様

で

あ

ろ

う

。

も

っ
と

も

、

し

ば

し

ば

「
神

は

う

け

ず

も

な
り

に

け

る

か

　

な
」

と

い
う

わ

け

で

、
神

話

中

は

と

も

か

く

現

実

は

、

「
う

け

ふ

」

は

成

立

し

な

い

こ

と

が
多

い
か

ら

、

　

　

　

○
都
路
を
遠
み
か
妹
が
こ
の
頃
は
得
飼
飯
て
寝
れ
ど
夢
に
見
え
来
ぬ(万

葉

七
六
七
)

　

　

○
相
思
は
ず
君
は
あ
る
ら
し
ぬ
ば
玉
の
夢
に
も
見
え
ず
受
旱
て
寝
れ
ど(同

二
五
八
九
)

と
い
っ
た
例
に
お
い
て
、
後
世
の
目
に
は
単
な
る
祈
誓
の
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
。

「
う
く
」
は
こ
う
し
て
、
本
来
は
い
わ
ば
大
変
神
秘
的
な
神

・
人
交
信
に
か
か

　
る
　

わ

る

用

語

で

あ

っ
て
、

神

の

「
さ

と

し

」

や

日

の
御

子

た

る
大

君

の

「
み

こ
と

」

　
　
　

を

「
う

く

」

と

は

、

そ

の
意

を

自

ら

に

帯

す

る

こ
と

で
あ

っ
た

。

日

本

書

紀

の

ウ

「信

二仏
法

一」
と
い
う
記
述
を
、
よ

り
古
代
和
語
的
に

「
仏
法

ヲ
信

ク
」
と
と

る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
天
皇
が
仏
法
の
心
を
帯
す
る
こ
と
で
あ
り
、
後
に
い
う

「
仏

法
を
信
ず
」
と
は
す
こ
し
意
味
合
が
ず
れ
る
。
む
し
ろ
今
昔
物
語
集
に
散
見
さ
れ

る
つ
ぎ
の
よ
う
な

「
ウ
ク
」
に
近
い
だ

ろ
う
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

○
自
宗

・
他
宗

ノ
顕
教

ヲ
習

ヒ
、
真
言

ノ
蜜
教

ヲ
受

ル

ニ
、
深

ク
其

ノ
心

ヲ
得

テ
、
皆

玄
底

ヲ
極

メ
タ
リ
。

(巻
十

ニ
ー
第
三
十

二
)

　

へ

○

日
夜

二
法
花
経

ヲ
読
請

シ
、
阿
弥

陀

ノ
大
呪

ヲ
受

ケ
持

チ
テ
、
専

二
仏
法
帰
依

シ
ケ

リ

o

(巻
十
五
-
第

三
十
五

)

さ

て
、

「
は

じ

め

に
」

で

見

た

よ

う

に

、

万
葉

集

で
も

古

事

記

で
も

「
信

」

は

大

半

が

「
マ

コ
ト
」

と
訓

ま

れ

る

も

の

で
あ

る

。

古

事

記

の
訓

み
方

の
適

否

は
と

も

か

く

、

万

葉

集

の
場

合

は

、

マ

コ
ト

の
仮

名

書

き

五

例

、

正

訓
字

「
真

」

の

八

例

に
徴

し

て
も

、

「
信

」

の

マ

コ

ト
も

定

訓

と

し

て

よ

い
も

の

で

あ

る

。

「
信

」

を

マ

コ
ト
と

す

る

の

は

、

へ

　

〇
九

に
日
は
く

、
信

は
是
義

の
本
な
り
。
事
毎

に
信
有
る

べ
し
。
其
れ
善
悪
成
敗

、
要

　

　

　

ず
信

に
在
り

。
群
臣
共

に
信
あ
ら
ば
、
何
事
か
成
ら
ざ
ら
む
。
群
臣
信

元
く
は
、
万

の
事
悉

に
敗

れ
む
。

(
推
古
紀
十
二
年

憲
法
十

七
条

)

と
い
う
、
む
し
ろ
儒
教
的
な

「信
」
の
訳
語
で
あ
ろ
う
が
、
万
葉
歌
等
に
お
け
る

和
語
の

「
ま
こ
と
」
の
あ
り
様
は
、

　

○
其

の
八
俣
遠
呂
智

、
信
言

ひ
し
が
如
来

つ
。

(
古
事
記
上

神
代

)

　

○
聞
き
し
如
真
貴

く
奇

し
く
も
神

さ
び
居

か
こ
れ

の
水
嶋

(
万
葉

二
四
五
)

　

○
世

の
中

の
人

の
辞

と
思
ほ
す

な
真

そ
恋

し
逢

は
ぬ
日
を
多
み

(
同

二
八
八
八
)

　

○
世

の
中

は
信

二
代

は
往

か
ざ

ら
し
過
ぎ

に
し
妹

に
逢

は
な
く
思

へ
ば

(
同

一
四

一
〇
)

へ

○
あ
ら
玉

の
年

の
緒
長

く
か
く
恋

ひ
ば
信
吾

が
命
全

か
ら
め

や
も

(
同

二
八
九

一
)

と

い
う

よ

う

に

、

目

に

見

る

こ
と

(
事

)

・
体

験

す

る

こ
と

(
事

)

が

「
言

ひ

し

ご

と

・
聞

き

し
ご

と

」

つ
ま

り
言

葉

で
言

わ

れ

て

い

る
と

お

り

で
あ

っ
た

と

き

、

そ

の
言

葉

を

、

世

の
中

の
軽

挑
浮

薄

な

「
人

の
言

羽

」

で

な
く

「
ま

こ
と

(
言

11

事

)
」

と

い

っ
た

の

で
あ

る

。

さ

き

の

「
う

け

ひ

」

と

は

、

た

と

え

ば

垂

仁

記

の

場

合

、

「
此

の
大

神

を

拝

む

に

因

り

て

験

有

り

。
」

と

い
う

言

が

「
ま

こ

と

」

か

否

か

た

し

か

め

る
手

段

と

も

い
え

る
。

竜

田

風
神

祭

祝

詞

で
は

、

夢

に

「
悟

し

奉
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る
」
神
の
御
言
は

「ま
こ
と
」
と
し

て
う
け
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
類
聚
名
義
抄

の
挙
げ
る

「
信
」
の
二
字
熟
語
は

「
信
受
」

一
つ
の
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
仁
王

経
等
の
経
末
の
常
套
句
、

　

　

〇

一
切
大
衆

、
聞
仏
所

説
、
皆
大
歓
喜

、
信
受
奉
行
。

な
ど

か

ら

、
「
信

仰

」

や

「
信

心

」

よ

り
平

安

期

い

ち

は

や

く

僧

な

ど

に

通

用

し

て

い

た
漢

語

と

み

ら

れ

、

　

　

○
導
師
見

て
義
を
宣

べ
て
教
化
す
。
信
受

せ
ず

し
て
日
は
く
、

(
日
本
霊
異

記

中

十

一
)

　

　

○
仏
法

ニ
ヲ
イ

テ
信
受

ス
ル
事

ナ
シ
。

(法
華
百
座

聞
書
抄

六
月
廿
六

日
)

ま
こ
と

と

い
う

よ

う

に
用

い
ら

れ

て

い
た

。

お

そ

ら

く

そ

れ

は

、

「
信

と

し

て
受

く

」

と

い

っ
た

語

感

で
と

ら

え

ら

れ

て

い
た

も

の

で
あ

ろ

う

。

「
信

」

は

、

万

葉

集

の

「
信

櫛

」

(
三

七

九

一
)

「
信

土

山

」

(
一
六

八

〇

)

の
例

か

ら

し

て

「
マ
」

と

い
う

訓

も

古

く

も

っ

て

い

た

と

み

ら

れ

る

が

、

そ

の

　

ヒ

　

「
マ
」

と

は

む

ろ

ん

「
ま

こ
と

」

「
ま

な

(
真

名

)
」

の

マ
と

同

一
で

あ

る

。

現

　

代

語

の

「
ま

に

う

け

る

」

と

い
う

慣

用

表

現

は

、

文

献

上

の

用
例

は
近

世

以
後

の

も

の

の

よ

う

で

あ

る

が

、

お

の
ず

か

ら

古

代

の

「
う

く

」

の
実

感

を

今

に

よ
く

遺

し

た
言

葉

に

な

っ
て

い
る

。

一
一
、

タ

ノ

ム

「
た

の
む

」

は

、

万
葉

集

で

は

、

仮
名

に

よ

る

三

例

の

ほ
か

一
般

に
は

「
侍

」

(
6
例

)

か

「
愚

」

(
23

例

)
で
表

記

さ

れ

て

い

る

。

「
侍

・
愚

」

が

タ

ノ

ム

の

表

記

で
あ

る

こ
と

は

、
「
大

船

乃

於

毛

比

多

能

無

ホ

」

(
九

〇

四

)

と

い
う

仮

名

の
例

と

同

じ

句

が

「
大

舟

之

思
侍

而

」

(
三

三

〇

二

)

「
大

舟

之

思

愚

而

」

(
一
六

七

.
二
〇
七

他

)
な
ど

と

あ

る

こ
と

か

ら

明

ら

か

で
あ

る
。

ま

た

そ

の

慣

用

句

は

、

「
た

の
む

」
と

は

つ
ま
り

大
船

に
乗

っ
た

思

い
に

な

る

こ
と

だ

と

い
う

感

覚

が

、

こ

の
海

原

の
中

つ
国

に
お

い
て
古

く
か

ら

の
も

の
で
あ

っ
た

こ
と
を

証

明

し

て
も

い

る

。

と

こ
ろ

で
、

万

葉

七

七

四
番

歌

の

「
不
信

」

が

「
タ

ノ

マ
ー

ジ

(
ズ

)
」

と

訓

ま

れ

る

の
は

、

そ

の
歌

と

同

じ

大

伴
家

持

の
歌

に

、

へ

た
の
め

○
事

の
み
を
後
も
逢

は
む
と
懇
ろ

に
吾
を
令
愚

て
逢
は
さ
ら
む
か
も

(七

四
〇

)

と

い

う

の
が

あ

り

、

時

代

は

下

る

が

、

へ

　

　

　

　

　

○

い

つ
は
り
と
思

ふ
も

の
か
ら

い
た
づ
ら
に
た
が
ま
こ
と
を

か
我
は
た

の
ま
む

(
古
今
集

七

一
三
)

へ

　

　

　

　

　

　

へ

○
思
は
ず
は
あ
り
も
す
ら
め
ど
言
の
葉
の
を
り
ふ
し
ご
と
に
た
の
ま
る
る
か
な

(伊
勢

五
五
段
)

な
ど
に
お
け
る

「言
を
た
の
む
」
と
い
う
文
脈
に
、
「
練
の
言
羽
は
吾
は
不
信
」

が
類
似
す
る
か
ら
だ
ろ
う
。
家
持
等
後
期
万
葉

の
宮
廷
歌
人
の
感
覚
は
、
事
か
ら

切
り
離
さ
れ
た
言
葉
の
上
だ
け
で
世
界
を
構
築
し
そ
こ
に
遊
ぶ
、
む
し
ろ
古
今
集

的
な
宮
び
の
感
覚
に
つ
な
が
る
側
面
が
あ
る
。
そ
う
し
た
中
で
、

　

　

○

た
ら
ち

ね
の
母

の
命

の
言

に
あ
ら
ば
年

の
緒
長
く
愚
め
過
ぎ
む
や

(
一
七
七

四

人
麻
呂
歌
集

)

と

い

う

「
母

の
言

」

以
外

、

一
般

に

「
世

の
中

の
人

の
言

」

の
た

の
み
難

さ
を

ふ

ま

え

、

あ

え

て

「
信

(
人

の

言
)
」

の
否

定

「
不
信

」

を

「
た

の
ま

じ

」

に

あ

て

て
み

た

、
こ
れ

は
家
持

の
言

語

観

に

よ

る

試

み

の
表

記

だ

っ
た

の
か

も

し

れ

な

い
。

し

か

し

な
が

ら
、

「
大

船

の
思

ひ

」

で

「
た

の

む
」

の

は

、

も

と

も

と

言

葉

と

い
う

よ
り

、

　

　

　

○
駿
河
の
海
お
し

へ
に
生
ふ
る
浜

つ
づ
ら
汝
を

た
の
み
母

に
た
が

ひ
ぬ
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(
三
三
五
九

東
歌

)

　

　

○
隼

人
の
名
に
負
ふ
夜
声
灼
く
吾
が
名
は
告
り

つ
妻
と
侍
ま
せ

(
二
四
九
七

)

　

　

　

○
吾

が
王

皇
子

の
命

の
…
…
天
の
下

四
方

の
人

の

大
船

の

思
愚
み

て

天

つ

水

仰
ぎ
て
待

つ
に
…
…

(
一
六
七

人
麻
呂

)

と

い

っ
た

夫

・
妻

・
君

な

ど

人

の
存

在

自

体

な

の
だ

と

「
た

の
む
」

の
歌

一
般

は

歌

っ
て

い
る

。

「
た

の
む

」

と

は

、

ま

ず

は

「
千

年

の
如

く

」

(
四

七

〇

)

と

願

っ

て
共

に
生

き

て

ゆ
く

特

定

の
人

の
力

を

希

求

す

る

こ
と

、

さ

ら

に

、

そ

の
人

と

共

に
あ

る

将

来

を

期

待

す

る

こ
と

で
あ

る
。

け

れ

ど

も

、

い
か

に

「
千

年

に
障

る

事

無

く

万

世

に

か

く

し

あ

ら

む

と

」

(
三

三

〇

二

)

た

の
ん

で

も

、

　

へ

○

さ
な
葛

後

も
逢

は
む
と

大
舟

の

思
愚
め
ど

現
に
は

君
に
は
逢
は
ず

夢

に
だ

に

逢

ふ
と

見
え
こ
そ

天

の
足

夜
に

(
三
二
八

一
)

と

、

人

の
心

は

「
た

の
み

」

が

た

く

、

さ

ら

に
は

、

　

　

○
生

け
る
者

死
ぬ
と

い
ふ
事
に

免
か
れ

ぬ

物

に
し
あ
れ
ば

愚
め
り
し

人

の

ご
と
ご
と

草
枕

旅
な
る
間
に
…
…
夕
闇
と

隠
り
ま
し

ぬ
れ

…
…

(
四
六
〇

)

と
、

つ
い
に
は
そ
の
命
さ
え

「た
の
み
」
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
歎
き
の
歌

が
、
「
た
の
む
」
の
出
る
万
葉
集
歌
三
十
三
首
の
半
数
近
く
に
の
ぼ

っ
て
い
る
。

と
ま
れ
万
葉
集
の

「
た
の
む
」
と
は
、
も

っ
ぱ
ら
人
と
人
と
の
関
係
に
お
い
て

用
い
ら
れ
る
言
葉
で
あ
り
、
「
う
く
」

の
よ
う
な
神
と
人
と
の
関
係
に
か
か
わ

っ

た
も
の
は
な
い
。
古
事
記
に
三
例
あ
る

「
侍
」
、
書
紀
歌
謡
中

の

「
畝
傍
山
木
立

薄
け
ど
た
の
み
か
も
」
(
野
明
紀
)
な
ど
も
、
す
べ
て
人
あ
る
い
は
人
相
当
に

「
た

の
む
」
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
万
葉
集
で
も

っ
ぱ
ら
神
に
対
し
て
用
い
ら

　　

　

れ

る
類

似

の
用

語

は

、

「
こ

ひ

の
む

」

(
8

首

)

で

あ

る

。

　

　

　

　

○
天

っ
神

あ
ふ
ぎ
許
比
乃
美

地

っ
神

伏
し

て
額

つ
き

(
九
〇

四
)

　

　

　

　

○
天
地

の
神
を
許
比
能
美
長

く
と
そ
思

ふ

○
ち

は
や
ぶ
る

神

の
社
に

照
る
鏡

倭
文

に
と
り

そ

へ

つ
と
き

に

(
四
四
九
九
)

　

　

　

　

己
比
能
美

て

吾
が
待

(
四
〇

一
一
)

ま

た

、

た

だ

「
の
む

」

と

訓

ま

れ

て

い
る

も

の
も

四

例

あ

り

、

こ
れ
も

も

っ
ぱ

ら

神

祇

に

対

し

て

い
る

。

の

ま
ぬ

○
ち
は
や
ぶ
る
神

の
社
を
不

レ祈
日
は
な
し

(
二
六

六
〇

)

の

ま
ぬ

○
ち
は
や
ぶ
る
神

の
社
を
不

レ疇
日
は
な
し

(
二
六

六

二
)

の
む

○
天
地

の

神
祇
を

そ
吾
が
祈

い
た
も
す

べ
な
み

(
三
二
八
四

・
三
二
八
)

こ

れ

は

、

　

　

○

叩

頭

、

此

云

二廼

務

一

○
大
白
等

三

人
、

但
叩

頭
、

(
崇
神

紀
十

年
)

　

　

陳

二己
罪

過

門
共
乞

二更

生

、
因

日

二能
美
郷

¶

(肥
前
国
風
土
記

藤
津
郡
)

と
あ
る

「
の
む
」
と
み
ら
れ
て
お
り
、
「
の
む
」
と
は
本
来
神
祇
に
叩
頭
す
る
ー

ぬ
か

つ

く

動

作

を

い
う

よ

う

で

あ

っ
た

。

そ

し

て
、

「
こ

ひ

ー

の
む

」

の

「
の

む

」
、
「
た

ー

の
む

」

の

「
の
む

」

も

、

も

と

は

そ

の

「
の
む

」

で
あ

っ
た

と

す

る

と

、

「
た

ー

の
む

」

の

「
た

」

と

は

何

で
あ

ろ

う

か

。

こ

れ

は

、

「
た

ー

よ

る

(
依

)
」

「
た

ー

す

く

(助

)
」
「
た
ー

が

ふ

(交

)
」

「
た

ー

む

か

ふ

(
向

)
」

な
ど

、

い
ず

れ
も

他

と

の
関

係

を

い
う

動

詞

に

接

頭

し

て

い
る

タ

と

同
様

な
も

の
だ

と

み
　ア
　

ら
れ
る
か
ら
、
そ
の

「
た
」
は

「手
」
だ

っ
た
と
い
う
説
を
肯
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
す
る
と

「
た
の
む
」
と
は
、
「
の
む
」
(神
祇
や
上
位
者
に
ぬ
か
つ

い
て
加
護

や
恕
し
を
乞
う
)
と
き
と
同
様
な
心
情
表
出
が
手
に
よ

っ
て
行
わ
れ
る
、

つ
ま
り

お
そ
ら
く
か

つ
て
は
相
手
に
対
す
る
合
掌
か
何
ら
か
の
手
の
動
作
を
伴

っ
た
拝
礼

　　
　

で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
人
々
の
神
祇

へ
の
か
か
わ
り
様
が
、
と
く
に
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文
献
を
残
し
た
上
層
部
を
中
心
に
、
外
来
宗
教
に
よ

っ
て
揺
さ
ぶ
ら
れ
変
容
し

つ

つ
あ

っ
た
記
紀
万
葉
の
記
さ
れ
た
時
代
、
本
来
行
為
と
心
情
が

一
体

で
あ

っ
た
神

祭
り
に
か
か
わ
る
言
葉
は
、
た
と
え
ば
、
行
為
の
み
が
表
面
化
し
た

「う
く
⊥
受
」、

心
情
の
み
が
表
面
化
し
た

「
た
の
む
ー
侍

・
愚
」
と
い
う
よ
う
に
、
意
味
が
ず
れ

た
り
片
よ

っ
た
り
し
な
が
ら
漢
字
表
記
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
後
期
万
葉
あ
た
り
の
用
語
よ
り
も
、
平
安
期
か
な
文

に
残
さ
れ
た
用
語
の
ほ
う
が
、
は
る
か
に
古
層

の
、
あ
る
い
は
十
着

の
感
覚
に
根

ざ
し
た
和
語
を
伝
え
て
い
る
と
み
ら
れ
る
場
合
は
い
く
ら
も
あ
る
。
そ
う
し
た
古

層
の
和
語
は
、
時
に
は
中
世
以
降
の
文
献
に
は
じ
め
て
掬
い
上
げ
ら
れ
て
い
る
可

能
性
も
あ
る
し
、
「ま
に
う
け
る
」
に
端
的
な
よ
う
に
、
現
代
も
半
ば
無
意
識
に

使

っ
て
い
る
日
常
語
の
中
に
ひ

っ
そ
り
と
息
づ
い
て
い
る

こ
と
も
あ
る
。
「
た
の

む
」
の
平
安
期
和
文
で
の
用
法
は
、
お
お
む
ね
は
万
葉
の
例
同
様
の

「
人
を
た
の

む
」
こ
と
で
は
あ
り
な
が
ら
も
、
中
に

つ
ぎ
の
よ
う
な
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。

ヘ

へ

　

　

　

　

　

　

　

○
な

つ
ご
ろ
も
た

つ
や
と
そ
見
る
ち
は
や
ぶ
る
神
を
ひ
と

へ
に
た

の
む
身
な
れ
ば

(
蜻
蛉
日
記

下
)

　

　

　

　

　

○
住
吉

の
神
を

た
の
み
は
じ
め
た
て
ま

つ
り
て
此
十
八
年
に
な
り
ぬ
。

(
源
氏

明
石
)

へ

　

　

　

　

　

　

へ

○
夢

の
う
ち

に
あ

ひ
み
ん
こ
と
を

た
の
み

つ
つ
く
ら
せ
る
宵

は
寝

む
か
た
も
な
し

(古
今
集

五
二
五
)

　

　

　

　

○

こ
の
夢
ば
か
り
そ

の
ち

の
た

の
み
と
し

け
る
。

(更
級

日
記
)

夢
と
は
、
そ
の
中
で
神
仏
の
お
告
げ
や
さ
と
し
を
う
け
る
こ
と
の
で
き
る
世
界

　
　
　

で
あ
る
。
「
神
を
た
の
む
」
「夢
を
た

の
む
」
と
い
う
表
現
が
記
紀
万
葉

に
見
ら

れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が

「人
を
た
の
む
」
表
現
か
ら
派
生
し
た
も
の
だ

と
思
い
難
い
の
は
、
先
述
し
た

「た
の
む
」
が
含
む

「
の
む
」
の
意
味
か
ら
し
て

明
ら
か
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
平
安
公
家
の
仏
法

へ
の
傾
倒
ぶ
り
か
ら
考
え
て
も
、

　

　

へ

　

　

　

　

○
幼
く
よ
り
と
り
わ
き

て

(
仏
を
)
た
の
み
き

こ
ゆ
る
し
る
し
、

こ
の
折
な
む
見
る

べ

く
侍
。

(
夜

の
寝
覚

巻

一
)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

○
何
況
ヤ

(仏
法
を
)
フ
カ
ク
信
シ
ア
ッ
ク
タ
ノ
ミ
タ
テ
マ
ツ
ラ
セ
タ
マ
タ
ム
功
徳
ヲ

ヤ
。

(法
華
百
座
聞
書
抄
)

と
い
っ
た

「
仏
を
た
の
む
」
と
い
う
表
現
も
、
「
神
を
た
の
む
」
場
合
と
同
様
、

少
く
と
も
平
安
中
ご
ろ
に
は
ご
く
ふ
つ
う
の
用
法
だ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
文
献
上
で

「仏
を
た
の
む
」
と
い
う
表
現
が
も

っ
と
も
顕
著

な
あ
り
様
を
み
せ
る
の
は
、
院
政
期
以
降
に
、
平
安
中
ご
ろ
よ
り
伝
承
さ
れ
て
い

る
物
語
を
中
心
に
編
纂
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
梅
沢
本
古
本
説
話
集
で

あ
る
。
同
書
は
、
上
巻
が
歌
物
語
、
下
巻
が
霊
験
物
語
と
し
て
類
纂
さ
れ
て
い
る

が
、
「
た
の
む
」
は
、
上
巻
に
五
例
、
下
巻
に
十
三
例
の
合
計
十
八
例
見
ら
れ
麺
・

上
巻
の
場
合
は
、

　

　

　

○

た
の
み
て
は
久

し
く
な
り
ぬ
住
吉

(
神
)

の
松

(第
五

)

　

　

　

○

た
の
も
し
き
人

も
な
き
ま
ま

に

(
男
君
を
)
た

の
み
て
あ
る
に

(第

二
十
八
)

　

　

　

　

　

　

○
た

の
む

べ
き
乳
母

の
心
ば

へ
う
ち
と
く

べ
く
も
あ
ら
ず
、
た
の
む

べ
き
せ
う
と

の
だ

に
あ
ら
ば

…
…

(
同
)

　

　

　

○
夕
暮
は

(
人
を

)
た
の
む
心
に
な
ぐ
さ
め

つ

(
第
三
十
五
)

と

、

四
例

は

人

を

た

の
む

も

の
、

一
例

が

神

を

た

の
む

も

の

で
あ

る

。

と

こ
ろ

が

下

巻

で

は

、　

　

　

へ

　

○

わ
が
た
の
み
奉
り
た
る
観
音
た
す
け
給

へ
。

(
第
四
十

八
)

　

　

　

○

心
細

き
ま
ま
に
、
「
こ
の
寺
の
観
音
た

の
み
て
こ
そ
は
、
か
か

る
雪

の
下

・
山

の
中

に
も
臥

せ
れ
、
た
だ
び
と
だ

に
声
を
高
く
し

て
南
無
観
音
と
申
す
に
、
も

ろ
も

ろ
の

　

　

　

　

　

願

ひ
み
な
満

ち
ぬ
る
こ
と

な
り
。
年
ご
ろ
仏
を
た

の
み
奉
り
て
、
こ
の
身

い
と
か
な



木村:古 代 日本語におけ る 「信 ず」の成 立まで

 

9

　

　

　

ヘ

へ

し
。
日
ご
ろ
観
音

に
心
さ
し
を

一
つ
に
し

て
、
た
の
み
奉

る
し
る
し
に
今

は
死
に
は

　

へ

　

　

　

べ
り
な
ん
ず
。
同
じ
き
死

に
を

、
仏
を

た
の
み
奉

り
た
ら
む
ば
か
り
に
は
、
終
を

も

た
し
か

に
乱
れ
ず
と

り
も

や
す

る
。

(第

五
十
三
)

　

　

　

○
年
ご
ろ
仏
を

た
の
み
て
行

ふ
こ
と

や
う
や
う
年
積

り
に
た
り
。

(
同
)

○
観
音

の
お
は
し
ま
す
御
前

に
ま
ゐ
り

て
、
「
助

け
た
ま

へ
」
と
申

し

つ
つ
、

そ
れ

ば

　

　

　

か
り
を
た

の
む

こ
と

に
は
し
け
る
。

(
第
五
十
四
)

　

　

　

○
何
事
も

(私
ー
男
を

)
た
の
み
ま
ゐ
ら
せ
ん
。

(
同
)

○
物
た

ぶ
る
所
も

な
く
、
あ
は
れ
と
申

す
人
も

な
け
れ
ば
、
仏

(
観
音
)

の
給
は
ん
物

　

　

　

　

　

を
食

べ
て
、
仏
を

師
と
た
の
み
奉
り
て
さ
ぶ
ら
ふ
な
り
。

(
第
五
十
八
)

へ

　

　

　

　

○

た
の
み
奉

り
た
る
砒
沙
門
、
助
け
給

へ
。

(
第
六
十

一
)

○
幼
く

よ
り
観
音

経
を
よ
み
た
て
ま

つ
り
、
持
ち
た

て
ま

つ
り
た

り
け

れ
ば

、
「
助

け

　

　

　

　

　

給

へ
」
と
思
ひ

い
り
て
、
ひ
と

へ
に
た
の
み
奉
り

て
、

(
第
六
十
四
)

へ

　

ヘ

へ

　

○
観
音

た
の
み
奉

ら
ん
に
、
そ

の
験
な
し
と

い
ふ

こ
と
は
あ
る
ま
じ
き
な
り
。

(
同
)

　

　

　

　

　

ヘ

へ

○
年

ご
ろ
た
の
み
ま
ゐ
ら
せ
た
る
仏

(
観
音
)
を
捨

て
ま
ゐ
ら
せ

て
は
、

い
か
が
は
ま

か
ら
ん

(
第
六
十
七

)

と
い
う
十
三
例
中
十

一
例
ま
で
が
、
観
音
を

「た
の
み
奉
る
」
も
の
で
あ
る
。
下

巻
は
全
二
十
四
話
中
観
音
に
か
か
わ
る
物
語
は
十
話
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の
六
話

に
右
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
こ
の
十
話
中
に
は
、
今
昔
物
語
集

・
宇
治
拾
遺

物
語
に
ほ
ぼ
同
文
で
重
出
す
る
も
の
が
七
話
、
今
昔
の
み
に
重
出
す
る
も
の
が

一

話
あ
る
が
、
「
た
の
む
」
を
持

つ
右
の
も
の
の
う
ち
、
第
四
十
八

・
第
六
十
七
は

他
に
重
出
し
な
い
物
語
、
そ
し
て
、
重
出
し
て
い
る
第
五
十
四

・
第
五
十
八

・
第

六
十
七
で
は
、
今
昔

・
宇
治
拾
遺
の
対

応
部
分
で
も

「
た
の
み
た
て
ま

つ
る
」
と

い
う
表
現
と
な

っ
て
い
る

(「砒
沙
門

た

の
み
奉
る
」
第
六
十

一
は
今
昔

で
は

「吉
祥
天
た
の
み
奉
る
」
と
あ
る
)
。

ま
た
、
今
昔
物
語
集
本
朝
付
仏
法
巻
第
十

一
～
二
十
に
お
い
て
の

「
た
の
む
」

の
頻

出

度

数

は

、

巻

十

一

(
3

)

・
巻

十

二

(
5
)

・
巻

十

三

(
4
)

・
巻

十

四

(
4

)

・
巻

十

五

(
1

)

・
巻

十

六

(
19

)

・
巻

十

七

(
13

)

・
巻

十

八

(
欠

　
け
　

巻
)

・
巻
十
九

(
6
)

・
巻
二
十

(
9
)
で
あ
る
が
、
断
然
多
出
す
る
巻
第
十
六

と
は
観
音
謂
の
巻
で
あ
る
。

さ
て
、
右
の
よ
う
な
平
安
期
和
文
に
よ
る
観
音
利
生
の
物
語
に
登
場
し
、
ひ
た

す
ら

「
た
す
け
給

へ
」
と
観
音
に

「
た
の
み
た
て
ま
つ
る
」
人
々
は
、
ほ
と
ん
ど

が
観
音
よ
り
他
に

「
た
の
む
人
」
と
て
な
い
極
貧
無
名

の
男
女
で
あ

っ
た
。
い
わ

ゆ
る
観
音
信
仰
は
、
す
で
に
飛
鳥

・
白
鳳
の
頃
よ
り
上
層
部
を
中
心
に
浸
透
し
て

(
12
)

い
た
と
い
わ
れ
、
そ
の
証
と
し
て
当
時
か
ら
平
安
期
に
わ
た

っ
て
造
ら
れ
た
大
小

多
く
の
観
音
彫
像
が
現
存
し
て
も
い
る
。
人
々
は
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な
像
に
ま

ず
は
人
と
同
様
な
身
近
さ
で

「
た
の
め
」
る
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
れ
た
。
そ
し
て
、

娑
婆
世
界
に
変
化
の
身
を
現
じ
て
遊
び
給
う
観
音
は
、
た
だ
声
を
高
く
し
て

「
た

す
け
給

へ
」
「
南
無
観
音
」
と
唱
え
れ
ば
、
そ
の

「
音
声
を
観
じ
」

て
ど
ん
な
苦

海
か
ら
も
た
す
け
給
う
の
だ
と
い

っ
た
、
法
華
経
普
門
品
か
ら
出
た
平
明
な
教
化

が
、
い
か
に
平
安
前
期
の
民
衆
の
心
を
と
ら
え
浸
透
し
て
い
た
か
を
、
そ
れ
ら
の

　
お
　

物
語
は
語
り
残
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
も

っ
と
具
体
的
に
は
、
粉
河
寺
縁
起
絵
に

お
い
て
、
童
の
行
者
が
山
中
の
庵
に
行
い
出
し
た
観
音
を
拝
む
人
々
の
、
手
を
振

り
大
歓
喜
し
て
う
ち
仰
ぐ
姿
に
、
そ
の
受
け
容
れ
ら
れ
様
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
場
合
の
、
観
音

へ
の
帰
依
の
心
を
表
わ
す
言
葉
-

人
々
の
観
音

へ
の
心
情

の
向
け
方
は
、
も

っ
ぱ
ら

「
た
す
け
給

へ
」
と

「
た
の
み
た
て
ま

つ
る
」
だ

っ
た

の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
「
た
の
む
」
と
は

「人
を
た
の
む
」

の
だ
と
い
う
表

現
の
方
が
文
献
上
圧
倒
的
に
多
出
す
る
状
況
の
中
で
、
観
音
が
そ
の
延
長
上
に
き

わ
め
て
人
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
、

○
物
た
ぶ
る
所
も
な
く
、
あ
は
れ
と
申
す
人
も
な
け
れ
ば

、

　

　

　

　

　

　

　

仏
を
師
と
た

の
み
奉
り

て
さ

ぶ
ら

ふ
な
り
。

仏
の
給
は
ん
物

を
た
べ
て
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○
覚
豪
法
印
と

て
、

(長
谷
寺
参
詣

男
事

古
本
説
話

・
宇
治
拾
遺
同
文
)

　

　

　

　

へ

　

　

　

　

法
性
寺

殿
の
仏

の
如
く
に
た
の
ま
せ
給

へ
る
お
は
し
き
。

(
今
鏡
第
七

武
蔵
野

の
草
)

と
い
っ
た
、
平
安
期
に
お
け
る
仏
教
受
容
の
あ
り
様
を
も
彷
彿
さ
せ
る
。
ち
な
み

　
け
　

に
、
宇
治
拾
遺
物
語
は
、
観
音
の
物
語
を
六

つ
、
地
蔵
の
物
語
を
五

つ

(古
本
説

話
に
は
地
蔵
物
語
は
な
い
)
収
め
る
が
、
地
蔵
物
語
に
お
い
て

「
た
の
み
た
て
ま

つ
る
」
と
い
う
用
語
は
見
ら
れ
ず
、

　

　

　

　

　

　

　

へ

　

○

心
に
だ
に
も
深

く
A・心
じ

つ
れ
ば

、
仏
も
見
え
給
ふ
な
り
け
り
と
信
ず

べ
し
。

(
尼
地
蔵
見
奉
る
事

)

　

へ

　

　

○
い
さ
さ
か
帰
依
の
心
を
い
た
し
て
…
…
。

　

へ

　

　

　

よ
み
が

へ
り
て
後
は
、
殺
生
を
な
が
く
断
ち

て
地
蔵

に
仕
う
ま

つ
り
け
り
。

(
多
田
新
発
意
郎
等

の
事

)

　

　

　

へ

　

へ

○
こ
の
法
師
信
心
を

い
た
し

て
…
…
。

　

　

　

へ

　

こ

の
地
蔵
を
、
妻
子
ど
も
練
色
し
供
養
し
奉
り

て
、
な
が
く
帰
依
し
奉
り
け

る
。

(
因
幡
国
別
当
地
蔵
作

さ
す
事

)

○
古
き
地
蔵

の
、
物

の
中

に
捨

て
置
き
た
る
を
き
と
見
奉
り

て
、
時

々
衣
被
り
し

た
る

　

　

　

　

　

ヘ

へ

を
う
ち
脱
ぎ
、
頭
を
傾
け

て
す

こ
し
す

こ
し
う

や
ま

ひ
を
が

み

つ
つ
行
く
と
き
も

あ

り
け
り
。

(山

の
横
河

の
賀
能
地
蔵

の
事

)

と
い
っ
た
表
現
に
な

っ
て
い
る

(
「
四
宮
河
原
地
蔵

の
事
」
に
は
該
当
用
語
な

し
)。

今
昔
物
語
集
巻
第
十
二
に
は
、
三
十

二
の
地
蔵
潭
が
あ
る
が
、
観
音
諏
の
よ
う

に
、
宇
治
拾
遺
の
も
の
と
同
文
脈
で
重

な
る
も

の
は
な
く
、
類
話
と
見
ら
れ
る
も

の
が
二
つ
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
観
音
諏
は
、
今
昔
編
纂
当
時
、
す
で

に
個
々
に
語
り
口
を
固
定
さ
せ
た
も
の
が
流
布
し
て
い
る
程
発
生
が
古
く
、
そ
れ

に
対
し
地
蔵
調
は
、
ま
だ
生
成
途
中
の
混
沌
と
し
た
多
様
性
を
も

っ
て
い
る
状
態

と
い
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も

っ
ぱ
ら
こ
の
世
で
の
利
生
の
説
か
れ
る
観
音

に
対
し
、
地
蔵
は
、
地
獄
で
の
救
済
を
中
心
に
説
か
れ
る
こ
と
が
多
い
と
こ
ろ
か

ら
、
ま
ず
は
、
仏
教
的
な
地
獄
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
死
後
の
世
界
と
し
て
人
々
に
お

そ
れ
を
も

っ
て
土
ハ有
さ
れ
る
ま
で
時
間
を
要
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、

右
の
宇
治
拾
遺
の
用
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
心
の
向
け
方
を
表
現
す
る
用

語
も
、
観
音
に
対
す
る
よ
う
に
は
ま
だ
固
定
せ
ず
、
「念
ず

・
帰
依

・
信
心
」
と

い
っ
た
観
念
的
な
漢
語
出
自
の
も
の
か
、
日
本
書
紀
の
仏
教
受
容
初
期

の
記
述
と

同
じ
よ
う
な

「う
や
ま
ひ
を
が
む
」
で
あ
る
こ
と
は
、
い
か
に
も
筆
録
時
に
お
け

る
語
り
生
成
の
初
期
性
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
で
興
味
深
い
。

た
だ
、
今
昔
物
語
集
巻
第
十
七
で
は
、
三
十
二
の
地
蔵
調
中
に
四
例
、
つ
ぎ

の

　

　

　

へ

よ
う
な
地
蔵
の
本
誓

・
悲
願
を

「た
の
む
」
用
例
が
み
ら
れ
、

、

、

、

、

、

、

、

○
浄
源

、
地
蔵

ノ
本

誓

ヲ
深
ク
愚
テ
、
蜜

二
其

ノ
法

ヲ
行

テ
、

其

ノ
法

ヲ
行
ヒ
キ
。

　

　

　

ヘ

へ

○
我

レ
念
仏

ヲ
唱

へ
、
地
蔵
菩
薩

ノ
悲
願

ヲ
愚

ム
。

　

　

　

　

○
我

レ
地
蔵

菩
薩
也
。
汝
ヂ
勲

二
我

レ
ヲ
愚

テ
ト
云

ヘ
ド
モ

:
地
蔵

ノ
誓

ヲ
愚

テ

(
第
九
)

(
第
十
七
)

(
第
十

一
)

そ

の
他

、
吉

祥

天

や

妙

見
菩

薩

を

「
タ

ノ

ム
」

と

い
う

例

も

一
例

ず

つ
出

る

。

さ

ら

に
下

っ
て

、

発

心
集

に

な

る

と

、

「
た

の
む

」

は

、

　

へ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ

　

　

　

　

　

　

　

　

○
必
ず
仏

の
擁
護
し
給

ふ
ら
む
と
は
た
の
む

べ
か
ら
ず

。
…
…
仏
天

の
護
持
を
た

の
む

は
あ
や
う
き
事
也
。

(
第
三
-
七
)

　

　

　

へ

　

　

　

　

へ

○
阿
弥
陀
を
た

の
み
奉
り

て
、

ひ
ま
な
く
名
号
を
と

な

へ
極
楽
を
願

ふ
。

(第

二
i
八
)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

○
懇
ろ

に
弥
陀

の
悲
願
を

た
の
み

(第
六
ー
十

一
)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

○
仏

の
悲
願
を
た

の
み
た
て
ま

つ
ら
ん
ば
か
り
こ
そ
賢

か
ら
め

(第
七
-
十

二
)
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な
ど
と
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し

て
、
平
安
期
お
そ
ら
く
民
間
の
観
音
信
仰
の

場
で
の
用
語
と
し
て
育
ま
れ
た

「た
の
む
」
は
、
院
政
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
、

　

　

　

へ

　

　

○
自
力
の

こ
こ
ろ
を
ひ
る
が

へ
し

て
、
他
力
を

た
の
み
た
て
ま

つ
れ
ば
、
真
実
報
土
の

往
生
を
と
ぐ
る
な
り
。

(
歎
異
抄
)

　

　

　

　

　

　

○
ひ
と

へ
に
本
願
を
た

の
み
ま

い
ら
す
れ
ば

こ
そ
、
他
力

に
て
は
さ
ぶ
ら

へ
。

(
同
)

と

い

う

よ

う

な

、
「
あ

み
だ

」

を

、

人

の
よ

う

に

「
た

の
む

」

と

い

う

よ

り

も

、

そ

の

「
悲

願

・
本

願

」

を

い
わ

ば

「
信

ず

る
」

と

い
う

の

に
等

し

い
信

仰

用

語

と

し

て

確

立

し

た

の
だ

っ
た

。

現

代

語

の

「
た

の
む

」

は

、

一
般

に

は
人

に
あ

る
特

定

の
物

事

を

依

頼

す

る

こ

と

で

あ

る

が

、

唯

一

「
苦

し

い
と

き

の
神

だ

の

み
」

と

い
う
表

現

に

固

定

し

て

、

神

・
仏

へ
の

「
た

の
む

」

が

生

き

て

い

る
。

現
代

、

多

く

の
人

々

は

日

頃

は

神

・

仏

な

ど

「
信

じ

」

て

い
な

く

て
も

、

切

羽

つ
ま

っ
た
苦

し

さ

の
中

で

「
お

助

け

下

さ

い
」

と

「
神

だ

の
み

」

を

す

る
と

い

う

わ

け

で

あ

る

。

し

か

し

そ

れ

は

、

　

　

　

○
小

児
の
母
を

た
の
む
は
、
ま
た
く
そ

の
ゆ
ゑ
を
知
ら
ず
。

た
だ

、
た
の
も
し
き
心
あ

　

　

る
な
り
。
名
号

を
信
敬

せ
む

こ
と
、
か
く

の
如
し
。

(
一
言
芳
談

下

)

と
い
う
説
を
受
け
る
な
ら
ば
、
日
常

意
識
し
て
い
な
い
ほ
う
が
は
る
か
に
深
く
神

仏
の
い
ま
す
世
界
に
身
を
ま
か
せ
て
い
る
の
だ
と
い
う
言
い
方
も
可
能
な
の
か
も

　
ほ
　

し
れ
な
い
。
神
や
仏
を
頭
で

「信
じ
」
て
い
な
く
と
も
、
苦
し
い
と
き
に
は
、
ど

の
神
に
も
あ
れ
仏
に
も
あ
れ

「
た
の
む
」
こ
と
の
で
き
る
心
性
は
、
無
意
識
の
宗

教
性
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
と
ま
れ

「
た
の
む
」
は
、
そ
の
よ
う
に
日
本

人
の
宗
教
的
心
性
を
あ
ら
わ
す
も

っ
と
も
根
元
の
言
葉
、
古
代
か
ら
多
く
の
人
々

の
口
か
ら
心

へ
と
生
き

つ
づ
け
て
来
た
古
層
の
和
語
と
し
て
、
今
も
細
々
と
か
す

か
な
命
を
宿
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
観
音
や
阿
弥
陀
仏
を

「た
の
み
た
て
ま

つ
っ
」

た
古
代

・
中
世

の
人
々
と
同
じ
く
ら

い
に
、
人
が
ど
う
し
よ
う
も
な
く
死
ぬ
ほ
ど

つ
ら

い
思

い

に
沈

む

と

き

、

で

あ

る

。

ふ
と
そ
の
心
に
よ
み
が
え

っ
て
く
る
こ
と
が
あ
る
の

三
、
信
ズ
と

マ
カ

ス

平
安
期
和
文
で

　
お
　

一
例

で

あ

る

。

「
信
ず
」
の
古
例
と
み
ら
れ
る
の
は
、
宇
津
保
物
語
の
つ
ぎ
の

　

○
か
し

こ
ま
り

て
信

つ
つ
侍
を
、
今

は
身

を
す

て
て
も

こ
も
り
侍
り

つ
れ
。

(
蔵
開

下
)

し
か
し
、
「
は
じ
め
に
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
他
に
は
源
氏
物
語

に
七
例
が
数

え
ら
れ
る
程
度
で
、
平
安
中
ご
ろ
ま
で
の
和
文
作
品
に
は

「
信
ず
」
は
見
ら
れ
な

い
も
の
が
多
い
。
院
政
期
あ
た
り
の
も
の
で
も
、
大
鏡

一
例

・
今
鏡
な
し

・
古
本

説
話
集

一
例
と
い
っ
た
状
態
で
、
公
家
男
女
の
日
常
語
の
中

で
、
「念
ず
」
な
ど

の
よ
う
に
は
頻
用
さ
れ
な
い
も
の
の
よ
う
だ
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
中
で
の

数
少
い
用
例
は
、

　

　

　

○
中
将

い
み
じ
く

(
左
馬
頭
の
言
を
)
信

じ

て

つ
ら
づ

ゑ
を

つ
き

て
む

か

ひ
居

給

へ

り
。

(
源
氏

帯
木

)

　

　

　

○
人

の
み
か
ど
も
夢
を
信
じ

て
国
を
た
す
く
る
た
ぐ
ひ
多
う
侍
れ
ど
、

(
同

明
石
)

　

　

○

い
と
興
あ
る

こ
と
か
な
。
更

に
こ
そ

(
そ
の
言
を
)
信
ぜ

ら
れ
ね
。

(
大
鏡

序
)

　

　

○
仏

の
御
法
を
信
ぜ
ん
人
は
疑
ふ

べ
き
も
あ
ら
ず
。

(
古
本
説
話

下
)

な

ど

と

あ

っ
て

、

一
見

現

代

の

「
信

ず

る

」

と

異

な

る

感

じ

は

な

く

、

お

お

む

ね

万
葉
集

の

「
信
」
1

ま
こ
と
と
し
て
う
け
と
る
意
を
ひ
い
た
用
い
方
で
あ
る
。

け
れ
ど
も

一
方
で
、
作
品
の
性
格
に
仏
教
色
が
濃
い
も
の
で
は
、
百
座
聞
書
抄
七

例

・
今
昔
本
朝
仏
法
部
七
十
四
例

・
発
心
集
二
十

一
例
と
い
う
よ
う
に

「
信
ず
」

が
頻
出
す
る
。
ま
た
そ
れ
ら

「
信
ず
」
を
も

つ
作
品
で
は
、
そ
れ
と
並
ん
で
名
詞
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扱
い
の

「信
」
が
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
語
法
で
用
い
ら
れ
る
場
合
も
見
ら
れ
る
。

へ

　

　

　

　

○
昔

シ
仏
法

二
信

ヲ
イ
タ
サ
ズ
破
戒

ナ

ル
モ
ノ
ア
リ
キ
。

ソ
ノ
名

ヲ
不
信

ノ
男

ト
イ

ヒ

キ
。

(
法
華
百
座
聞
書
抄
)

へ

　

　

　

○

ひ
た
い
に
手
を
あ

て

＼
、
信
を
な
し

つ
つ
聞
き
ゐ
た
り
。

(
大
鏡

第

一
巻
)

　

へ

　

○
汝

ヂ
本

ノ
国

二
返

テ
弥

ヨ
信

ヲ
凝

テ

(
今
昔

巻
十
三
ー
第
六
)

　

　

　

　

○
其

ノ
後
弥

ヲ
信

ヨ
肢

シ
テ
戒

ヲ
タ

モ
チ

(
同

巻
十
九
-
第
三
十
九
)

結
局

「
信
」
も

「
信
ず
」
も
、
院
政
期
あ
た
り
ま
で
は
ま
だ
外
来
語
感
覚
か
ら

抜
け
き
れ
な
い
ま
ま
、
僧
な
ど
を
中
心
と
し
た
階
層
か
ら
し
だ
い
に
日
常
語
化
し

つ
つ
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に

「
信

・
信
ず
」
の
院
政
期
前
後
の

「語
り
」

言
葉
で
記
さ
れ
た
作
品
を
中
心
に
そ
の
頻
出
度
数
を
表
に
す
る
と

つ
ぎ
の
よ
う
で

あ
る
。

信

ず
信

法華百座聞書抄 7 1

大 鏡 1 2

今 鏡 0 0

今昔本朝仏法 74 24

〃 世 俗 8 2

古 本 説 話 上 0 0

〃 下 1 1

発 心 集 21 14

方 丈 記 0 0

歎 異 抄 22 1

一 言 芳 談 7 5

今
昔
の
場
合
の
よ
う
な
同

一
作
品
、
発
心
集
と
方
丈
記
の
よ
う
な
同

一
筆
者
の

も
の
で
も
、
明
ら
か
に
仏
教
色
の
濃
い
も
の
で
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

た
だ
し
仏
教
色
が
濃
い
作
品
で
も
、

　

　

 ○

見

ル
人

々

ア

ハ

レ
ガ

リ

カ

ナ

シ
ビ

テ
、

実

二
太

子

ノ
御

子

ナ

リ

ト
信

ジ

ケ

ル
。

　

　

○
天
皇
敢

テ

(奇
瑞

の
報

告
を
)
不
信
給

ズ
。

○
東
尾

の
聖
是

(他
聖

の
身
灯

の
噂

)
を
聞

て
、

　

　

信
ぜ
ざ

る
程

に
、

(
法
華
百
座
聞
書
抄
)

(
今
昔

巻
十

一
ー
第
二
十
三
)

「
狂
惑

の
事

に
こ
そ

あ
ら
め

」
と

て

(
発
心
集

第
八
-
三
)

と
い

っ
た
、
さ
き
の
源
氏
や
大
鏡
の
例
と
同
様

の
、

い
わ
ば

「
信
仰
」
で
な
く

「信
用
」
の
意
の
例
も
ま
じ
り
、
「信
ず
」
は
、
む
し
ろ
初
期
は
必
ず
し
も
仏
信

仰
の
用
語
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

な
お
、
院
政
期
末
の
色
葉
字
類
抄
で
は
、
「
信
」
を
上

に
も

つ
二
字
漢
語

(
畳

　

　

　

　

字

)

と

し

て

「
信

仰

・
信

貴

・
信

心

・
信

受

・
信

施

」

を

収

め

る

が

、

一
方

今

昔

　

　

　

物
語
集
全
体
で
使
わ
れ

て
い
る
同
様

の
漢
語
は
、
「
信
仰

・
信
貴

・
信
敬

・
信

　力

・
信
施
」
で
、
相
互
に
傍
点
を
付
し
た
二
語
ず

つ
重
な

っ
て
い
な
い
。
百
座
聞

書
抄
で
は
今
昔
に
な
い

「信
心

・
信
受
」
の
二
語
の
み
が
出
、
発
心
集
に
は

「
信

心

・
信
仰

・
信
施

・
信
楽
」
の
四
語
が
出
る
。
今
昔
に
出
な
い

「
信
心
」
や
、
百

座
聞
書
抄
に
な
い

「
信
仰
」
な
ど
現
代
通
用
の
も
の
も
、
院
政
期
ご
ろ
ま
で
は
、

特
定
教
団
等
で
頻
用
さ
れ
る
こ
と
は
あ

っ
て
も
、
必
ず
し
も
広
く

一
般
に
常
用
さ

れ
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、

こ
れ
ま
で
挙
げ
た
用
例
に
も
見
ら
れ
た
と
お
り
、
「信
」
と

は

「不
信
」
と
表
裏

一
体
の
語
で
あ
る
。

○

コ
ノ

(法

華

)
経

ハ
、

一
偶

一
句

ヲ
タ

モ
チ

タ

テ

マ

ッ
ル

ニ
、
命

ノ

ビ
病

ノ
ゾ

カ

ズ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ト

イ

フ

コ
ト

ナ

シ
。

何

況

ヤ

、

フ
カ

ク
信

ジ

ア

ツ

ク

タ

ノ

ミ

タ

テ

マ

ツ
ラ

セ

タ

マ

ハ

ム
功

徳

ヲ

ヤ

。

(法

華

百

座

聞

書

抄

)

と

、

い
か

に

あ

り

が

た

い
仏

法

・
仏

説

で

あ

っ
た
と

し

て
も

、

単

に
言

葉

で
説

か

れ

る
だ

け

で

は

、

　

　

　

○

サ

レ

バ
仏

説

ヲ
信

ゼ

ヌ

ニ

ハ
候

ハ
ズ
。

タ
ダ

凡

夫

ノ

ッ

タ

ナ

ク

ハ
ベ

ル

コ

ト

ハ
、

カ
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ク

ハ
郎
引
ダ

仏
へ
肱
ド

モ
、
ナ

ヲ

ヲ
ポ

ッ
カ

ナ

ク
候

ナ

リ
。

(同

)

と
い
う
よ
う
に
、
現
報

・
奇
瑞
を
目
の
あ
た
り
に
し
な
い
限
り
、
「
ま
こ
と
」
と

す
る
に
は
お
ぼ

つ
か
な
い
。
し
た
が

っ
て

「
信
」
と
は
、
さ
き
の
用
例
に
お
け
る

述
語
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
あ
え

て

「
お
こ
し
」
「
い
た
し
」
「
こ
ご
ら
す
」
必

要
の
あ
る
き
わ
め
て
意
志
的
な
心
情
で
あ
る
。
そ
れ
は
神

・
仏
の
存
在
を
自
明
と

し
て
単
純
に

「た
の
み
奉
る
」

こ
と
の
で
き
に
く
い
懐
疑
的
な
心
を

つ
ね
に
裏
に

も

っ
て
い
る
。

院
政
期
末
か
ら
鎌
倉
期
に
わ
た

っ
て
、
き
び
し
い
社
会
不
安
を
背
景
に
し
、
過

去
の
多
様
な
知
識
が
錯
雑
し
、
人
々
の
間
に
何
ご
と
も
容
易
に
は
ま
こ
と
と
し
え

　
り
　

な
い
大
き
な
懐
疑

・
不
信
の
わ
だ
か
ま
る
中
で
、
そ
れ
ゆ
え
に

「信
ず
」
は
、
と

く
に
浄
土
教
系
の
僧
の
用
語
と
し
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
熱
い
宗
教
性
を
付
与
さ
れ

た
の
で
あ
る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

○

ロ
ハ様

も
な
く
、
三
宝

を
信
ず
る
心
を
発
す

べ
き
な
り
。
設

ひ
三
宝
を
信
ず

る
に
、
罪

を

得
る
事

と
聞
と

も
、
力
な
く
是
を
信
仰
し

た
か
ら

ん
を
ば
如
何

せ
ん
。

(栂
尾
明
恵

上
人
遺
訓

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

○

わ
れ
ら
が
ご
と
く
下
根

の
凡
夫
、

一
文
不
通

の
も

の
の
、
信
ず

れ
ば

た
す
か
る
よ
し

　

　

　

　

　

へ

　

　

　

　

　

　

　

う
け
た
ま
は
り
て
信

じ
さ
ぶ
ら

へ
ば
、

さ
ら

に
上
根

の
ひ
と

の
た
め
に
は
い
や
し
く

と
も
、
わ
れ
ら
が
た
め
に
は
最
上

の
法

に
て
ま
し
ま
す

。

(歎

異
抄

)

　

　

　

へ

　

　

　

　

へ

○
名

号
は
信

ず
る
も
信
ぜ

ざ
る
も
、
唱

ふ
れ
ば
他
力
不
思
議

の
力

に
て
往

生
す
。
自

力

我

執
の
心
を
以
て
、
と
か
く
も

て
あ

つ
か

ふ
べ
か
ら
ず

。

(
一
遍

播
州

法
語
集
)

「信
ず
る
心
を
発
す
」
と
は
、
わ
が
意
志
か
ら
と
い
う
の
で
は
な
い
、
お
の
ず

か
ら
信
じ
た
か
ら
ん
心
が
発
露
す
る
の
で
あ
る
。
「
信
ず
」
と
は
、
上
根

の
知
識

者
が
い
か
に
疑
お
う
と
、
た
だ

「
信
ず
る
」
者
に
は
最
上
の
法
な
の
で
あ
る
。

「信
」
は

「不
信
」
に
対
す
る
と
い
う

の
な
ら
、
「信
ず
る
」
か
否
か
と

い
っ
た

こ
と

は

も

う

ど

う

で
も

よ

い
。

た

だ

「
信

じ

た

か

ら

ん

心

」

に

ま

か

せ

、

「
よ

き

人

の
仰

せ

」

に

ま

か

せ

、

「
こ

の
身

を

仏

法

に
ま

か

せ
」

る

こ

と

、

た

だ

そ

れ

だ

け

な

の
だ

と

、

「
信

ず

」

の
意

味

は

深

ま

っ
た
。

と

こ
ろ

で
、

色

葉

字

類

抄

の

「
信

」

の
和

訓

に

辞

書

類

で
は

は

じ

め

て

見

ら

れ

る

「
マ
カ

ス
」

は

、

も

と

も

と

、

　

　

　

　

　

　

○
舟

の
ゆ
く
に
ま
か
せ
て
海

に
た
だ
よ
ひ
て
、

(
竹
取
)

　

　

　

　

　

○
鶴
亀
も
千
歳

の
後

は
知
ら
な
く
に
あ
か
ぬ
心
に
ま
か
せ
は
て
て
ん

(古
今
集

三
五
五

)

○
男

、
妻

ま
う
け
て
心
か
は
り
は
て
て
、
こ
の
家

に
あ

り
け
る
物
ど
も
を
今

の
妻
が
り

　

　

　

　

か
き
払

ひ
て
も
て
運
び
行
く
。
心
う
し
と
思

へ
ど
も
な
を

ま
か
せ
て
み
け
り
。

(大
和

百
五
十
七

)

と
い
っ
た
、
意
識
を
能
動
的
に
は
た
ら
か
さ
な
い
で
、
お
の
ず
か
ら
の
心
の
ま
ま
、

他
の
な
す
が
ま
ま
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
と
く
に

「
信
」
と
か
か

わ

っ
て
和
文
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
が
目
に
入
る
の
は
、
や
は
り
色
葉
字
類
抄
の

こ
ろ
、

　

　

　

　

　

　

　

　

○
世

を
厭

ひ
て
心
を
仏
道
に
ま
か
せ
し
よ
り
、
み
か
ど
の
御
事

と

て
も
あ
な
が
ち
に
尊

か
ら
ず
。

(
発
心
集

第
四
-
三
)

　

　

　

へ

　

　

　

　

　

　

　

○
命
を
ほ
と
け
に
ま
か
せ
奉
り

て

(
同

第
六
-
十

一
)

(
18
)

と
い
う
発
心
集
の
二
例
あ
た
り
か
ら
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
歎
異
抄
に
お
い
て
、

○
親
鷺
に
お
き

て
は
、
「
た

ゴ
念
仏
し

て
弥
陀

に
た
す
け
ま

い
ら

す

べ
し

」
と

、

よ
き

人

の
仰
を
か
ふ
む
り

て
、
信
ず
る

ほ
か

に
別

の
子
細
な
き
な
り
。
念
仏
は
、
ま

こ
と

に
浄
土

に
う
ま
る

＼
た
ね

に
て
や
は

ん
べ
る
ら
ん
。
ま
た
、
地
獄

に
を

つ
べ
き
業
に

て
や
は
ん

べ
る
ら
ん
。
惣
じ

て
も

て
存
知
せ
ざ
る
な
り
。
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○
自
力

の
こ
こ
ろ
を

ひ
る
が

へ
し
て
、
他
力
を
た

の
み
た

て
ま

つ
れ
ば
、
真
実
報
土

の

往
生
を
と
ぐ

る
な

り
。

○
信
心
さ
だ
ま
り
な
ば

、
往

生
は
弥
陀
に
は
か
ら
れ
ま

い
ら
せ

て
す
る

こ
と
な
れ
ば
、

我
は
か
ら

ひ
な

る
べ
か
ら
ず

。
…
…
わ
が
は
か
ら
は
ざ
る
を
自
然
と
ま
う
す
な
り
。

こ
れ
す
な
は
ち
他
力

に
て
ま
し
ま
す
。

と

、

く

り

返

し

説

か

れ

る

の
は

、

「
わ

が

は

か

ら

ひ

」

を

捨

て

、

い

わ

ば

「
他

力

　

　

　

　

に

ま

か

せ

よ

」

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

と

こ

ろ

が

歎

異
抄

で

は

、
「
ま

か

す

」

は

、

　

　

ご
く
普
通
の

「
心
に
ま
か
す
」
(
古
代
語
の

「
ま
か
す
」
の
用
例
の
大
半
を
占
め

る
)
と
い
う
系
列
の
、

　

　

　

　

　

○
な
に
ご
と
も
、
(
親
鷺

の
)
心

に
ま
か
せ
た
る
こ
と
な
ら
ば

、
往

生

の
た
め

に
千

人

こ
ろ
せ
と

い
は
ん

に
、
す
な

は
ち

こ
ろ
す

べ
し

。

の

一
例

が

あ

る

の

み

で

、

「
他

力

を

た

の
む

」

と

い

っ
た

「
た

の
む

」

八

例

、

「
弥

陀

の
本

願

を

信

ず

」

と

い

っ
た

「
信

ず

」

二
十

一
例

、

さ

ら

に

「
愚
身

の
信

心

」

と

い

っ
た

「
信

心

」

三

十

三

例

に
対

し

、

い
わ

ば

信

仰

用

語

と

し

て

は

一
切

用

い
ら

れ

て

い
な

い
。

「
た

の

む

」

の
方

は

、

「
本

願

を

信

ず

・
本

願

を

た

の
む

」

と

同

一
段

で

「
信

ず

」

の

言

い
替

え

に
も

な

っ
て

い

る

の

に
対

し

、

親

鷺

に

お

い

て

は

、
「
ま

か

す

」

は

、

意

識

的

な
信

仰

用

語

で

は

な

か

っ
た

の

で

あ

る

。

こ

れ

に

対

し

て

、

「
ま

か
す

」
を

も

っ
と

も

意

識

的

な

用

語

と

し

た

の

は

、

　

　

　

○
信
と

い
ふ
は
、

「
ま
か
す
」
と
よ
む
な
り
。
他

の
意

に
ま

か
す
る
故

に
、
人
の
言
と

　

　

　

　

　

書

り
。
我
等
は
即
ち
法
に
ま
か
す

べ
き
な
り
。

(播
州
法

語
集

)

　

　

　

へ

　

　

　

○
す

べ
て
思
量
を
と

ゴ
め

つ
つ

仰

で
仏

に
身
を
ま
か
せ

出
入

る
息
を

か
ぎ
り
に
て

南
無

阿
弥
陀
仏

と
申

べ
し

(百
利

口
語

結
句

)

と

い

う

一
遍

で

あ

っ
た

。

た

だ

、

さ

き

の
発

心

集

の
例

や

、

　

　

へ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

○
真
実

に
こ
の
身
を
仏

に
ま

か
せ
た
て
ま

つ
る
心
を
ば
、
人
ご
と

に
起
さ
ざ
る
な
り
。

(
一
言
芳
談

下

松
蔭

の
顕
性
房
)

　

　

　

○

讐

バ
舟

二
乗

リ

テ
行

ニ

ハ
、
故

実

ヲ
知

ラ
ズ

、

ユ
ク

様

ヲ
知

ラ
ザ

レ
ド

モ
、

ヨ
キ

船

　

　

　

　

　

師

ニ
マ
カ
セ
テ
行

ケ
バ
、
知

リ
タ
ル
モ
知

ラ
ザ

ル
モ
、
彼
岸

二
到

ル
ガ
如

シ
。
善
知

識

二
随

テ
、
衆

ト
共

二
行

テ
私

ナ
ケ
レ
バ
、
自
然

二
道
人
也
。

(
正
法

眼
蔵
随

聞
記

一
)

と

い

っ
た

用

例

も

あ

る

か

ら

、

や

は

り

「
信

」

は

「
ま

か
す

」

で

あ

る

と

い

っ
た

語

感

は

、

当

時

の
僧

た

ち

に
か

な

り

広

く

あ

っ
た

の
だ

ろ

う

。

と

こ
ろ

で
、

右

の
随

聞

記

の

「
ま

か

す

」

の
例

は

、

つ
ぎ

の
梁

塵
秘

抄

の
歌

に

重

ね

て
み

る

と

、

明

ら

か

に

「
た

の
む

」

と

も

重

な

り
合

っ
た

用

い
ら

れ
方

で

あ

る

こ
と

が

わ

か

る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

○
観
音
ふ
か
く
た

の
む

べ
し

弘
誓

の
海
に
舟
う
か

べ

沈
め
る
衆
生
を
引
き
乗
せ

て

菩
提

の
岸
ま
で
こ
ぎ
渡

る
(法
文
歌
観
音
品

一
九

八
)

辞
書
的
な
意
味
と
し
て
は
と
く
に
類
義
語
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

「た
の
む
」

「信
ず
」
「ま
か
す
」
は
、
鎌
倉
仏
教
の
用
語
の
中
で
仏

へ
の
絶
対

「
信
」
を
い

う
言
葉
と
し
て
、
き
わ
め
て
近
い
心
情
を
こ
め
て
重
複
使
用
さ
れ
た
。
し
か
し
、

そ
の
混
用
の
中
で
、
「
信
ず
」
が
、
外
来
語
出
自

の
観
念
性
を
払

っ
て
、
「
た
の

む
」
や

「
ま
か
す
」
に
近
い
心
情
や
実
感
を
帯
び
る
よ
う
に
な
り
、
以
後

「た
の

む
」
や

「
ま
か
す
」
を
圧
し
て
、
日
本
語
で
宗
教
的
心
性
を
表
わ
す
も

っ
と
も
中

心
の
用
語
と
な
り
得
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
室
町
末
期

の
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
の
中
で
、
そ
れ
ら
は
つ
ぎ
の
よ
う

な
用
い
ら
れ
方
を
し
て
い
る
。
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〇

一
切
人
間

に
後
世
を
扶
か

る
道

の
掟
を
弘

め
よ
と
の
御
事

也
。
是
即
学
者
達
の
宣

ふ

ヘ

へ

　

　

　

　

　

ご

と

く

、

三

の
事

に
極

ま

る
也

。

一
に

は

、

信

じ
奉

る

べ
き

事

、

二

に

は

、

た

の
も

　

　

し
く
存
じ
奉

る
べ
き
事
、

三
に
は
身
持

を
以
て
勤
む

べ
き
事
、
是
也
。

(
ど
ち
り

い
な

の
序
)

「
ま

か

す

」

は

、

「
う

く

」

や

「
た

の
む

」

と

異

な

り
、

も

と

も

と

何

ら

の
宗

教
性
-

神

々
へ
の
心
情
や
行
為
を
指
す
意
味
も
も

っ
て
は
い
な
か

っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
か
、
現
代
語
の
中
に
も
結
局
、
「
神
だ
の
み
」
に
類
す
る
よ
う
な
表
現
は
残

し
て
い
な
い
。
た
だ
、
「
お
ま
か
せ
し
ま
す
。
」
と

い
う
、
相
手
の
力
を
信
頼
し

て
す
べ
て
を
委
ね
る
心
を
表
わ
す
対
人
関
係
の
挨
拶
用
語
と
な

っ
て
、
ご
く
日
常

的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
相
手
に

「
ま
か
せ
る
」
と
は
、
相
手
に
い
わ
ば
仏
の
よ

う
な
慈
悲
の
心
と
無
擬
の
力
を
認
め
、
凡
夫
た
る
卑
小
な
自
ら
は
、
そ
の
心
の
ま

ま
で
あ
る
と
い
う
最
上
の
敬
意
の
表
明

で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て

「
ま
か
さ
」

れ
た
方
も
、
い
い
気
に
な

っ
て

「
悪
い
よ
う
に
は
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
、
「
ま
か
す
」
が
鎌
倉
仏
教

の
中
で
独
得

の
意
味
に
深
ま
ら
な

け
れ
ば
、
現
今
、
欧
米
人
な
ど
に
誤
解
を
招
き
易
い
と
言
わ
れ
た
り
す
る
、
自
己

の
主
体
放
棄
と
も
と
れ
る
そ
う
し
た
対
人
関
係
意
識
は
育
ま
れ
な
か

っ
た
か
も
し

れ
な
い
。注

(
1
)
佐
藤
武
義

「
中
古

の
物
語

に
お

け
る
漢

語
サ
変
動

詞
」
(
国

語
学

研
究

3
号

)

用
語

の
認
定

や
複
合
語

の
扱

い
等

で
語
数

の
把
握
は
各
論
著
で
か
な
り

の
差
が
み

ら
れ
、
厳
密
な
数

は
提
示
し

に
く
い
。

(
2
)
外
来
植
物

の
生
態

に
似

た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

一
時
的

に
き
わ
め

て
優
勢
な
も

の
で

も

、
長
期

に
わ
た

っ
て
根

つ
い
て
し
ま
う
と
は
限
ら
な

い
。

(
3
)

「
よ
ば

ひ
」
は
、
「
い
ち
じ
ろ
く
わ
が

名

は
告

り

つ
妻

と

た

の
ま
せ

」

(万

葉

二

四
九
七

)
と
い
う
よ
う
に
、
も
と
男
女
が
野
外

で
高
ら
か

に

「
よ
ぴ
あ

ふ
」
こ
と

だ

っ
た
と
、
中
国
雲
南
省
少
数
民
族

に
現
存
す
る
歌
謡
の
あ
り
方
な
ど
か
ら
も
類

推
さ
れ
る
。

う
け
も
ち
の
か
み

う
か
の
み
た
ま

(
4
)
保
食
神

・
稲
魂

の

「
う
け
」
と

は
、
天

の
下

の
公
民

の
作
物
を
成
す

こ
と
を

「
う

け
も
ち
」
「
う
け
あ

ふ
」
、
人

々
の
生

活
保
障

の
神

と

い
う

意

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

(
5
)
相
手

の
言
葉
を
承
諾

す
る
意

の

「
こ
と
う
け
」
と

い
う
語
が

、
今
昔
物
語
集

・
古

本
説
話
集

に
初
出

す
る
が
、
お
そ
ら
く
、
も

っ
と
古
く

か
ら
あ

っ
た
用
語

で
あ

ろ

う

。

(
6
)
東
歌

(
上
野
国
)
に

「
伊
香
保
風
吹
く
日
吹
か
ぬ
日
あ
り
と
い

へ
ど
吾

が
古
非
能

未

し
時
な
か
り
け
り
」
(
三
四

二
二
)
と

い
う
の
が
あ
る
が

、

こ
の
対
象

は
人

か

も
し
れ
な

い
。

(
7
)
和
訓
栞
に

「
た

の
む
」

は

「
手
祈

の
義
也
」
と
あ
る
。
ま
た
岩
波
古
語
辞
典

「
た

よ
り
」

の
項

に

「
手
寄

り
」
が
原
義
と
あ

る
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(
8
)

「
ひ
た

い
に
手
を

あ
て

＼
、
信

を
な
し

つ
っ
聞

き

ゐ
た
り

」

(大

鏡

一
)
「
そ

こ

ら

み
ち

た
る
僧
俗
上
下

、
し
る
も
し
ら
ぬ
も
な
く
願
を

た
て
、
ぬ
か
を

つ
き

の

、

　

へ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

し

る
。
…
…
た
だ

ひ
た
い
に
て
を
あ

て
て
、
立

ち
居

礼
拝

し

た

て
ま

つ
ら

ぬ

な

し

」
(
栄

華

楚

王

の
夢
)

岩
波
古
典
文

学
大
系

『
大
鏡
』
第

一
巻
補
注
四
五
参
照
。

(
9
)
拙
稿

「
古
代
社

会

の
声
わ
ざ
人
た
ち
1

夢
語
り

・
調
歌

・
猿
楽

を
め
ぐ

っ
て
ー
」

(
国
語
国
文
第

56
巻
第

5
号

)

(
10
)
山
内
洋

一
郎

『
古
本
説
話
集
総
索
引
』

(風
間

書
房

)

に
よ

る
。

(
11
)

『
今
昔
物
語
集
文
節
索
引

』
(笠
間
索
引
叢
刊

)
に
よ
り
、

四
段
活

用

・
下

二
段

活
用

・
名
詞
形

「
た
の
み
」
を

一
括

す
る
。

(
12
)
速
水
侑

『
観
音
信
仰

』
(
民
衆
宗

教

史
叢
書

⑦

)

(
13
)
現
存
本

が
原
本

か
模
本

か
の
議
論
が
あ
る
が
、
院
政
期
末

ご
ろ
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
の
は
確
か
な
よ
う
で
あ
る
。

(
14
)

一
九
八
話

中

一
二
〇
ほ
ど
は
院
政
期
前

に
成
立
し
て

い
た
と
見
ら
れ
る
も
の
、
残

り
の
う
ち
四
〇
話
ほ
ど
は
院
政
期

の
も

の
と
見
ら
れ
る
。

」
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拙
稿

「
宇
治
拾
遺
物
語

の

『書

き
入
れ
』
か
た
」
(鈴

木
教
授

退
任

記

念
国
文

学

論
集

)
参
照
。

(
15
)

「
確
か

に
人

は

一
層
本
来

的
に
、
神
を
ば
、
〈
受
け
る
〉

こ
と

に
お

い
て
よ
り
も

む

し
ろ
〈
無
し

に
済

ま
す
〉
こ
と
に
お

い
て
受
容

す
る
も

の
な

の
で
あ
る
。
」
(
マ

イ

ス
タ
ー

・
エ
ッ
ク

ハ
ル
ト
著

相
原
信
作
訳

『
神

の
慰
め

の
書

』
)
と

い
う

中

世

キ
リ

ス
ト
教
神
秘
主
義
者

の
言
は

こ
こ
に
近

い
だ
ろ
う
か
。

(
16
)
こ
の
部
分
本
文

に
疑
問

が
あ
り
、
「
信
じ

つ
つ
」
で
は
な

い
か
も

し

れ
な

い
。

(
17
)
拙
稿

「
塵
袋
の
中
世
-

言

語
意
識
を
め
ぐ

っ
て
ー
」
(
国
語
国
文
第

50
巻
第
8
号
)

「
か
た
り
と
書
ー

四
鏡
に
お
け

る
語
り
手
設
定

の
丹
精
1
」

(
奈
良

大

学
紀
要

第

十
号

)

(
18
)
訓
点
語

に
は
、
大
慈

恩
寺

三
蔵
法

師
伝
承
徳
点
に
み
ら
れ
る

。
(
築
島

裕

『
平

安

時
代

の
漢
文
訓
読

に

つ
き

て

の
研
究
』
参
照
)

　

大
平
記
巻
第
十

三
藤
房

卿
遁
世
事
に

「
何
地
卜
云
方

モ
ナ
ク
足

二
信

テ
出
給

ピ
ケ

リ
。」
と

い
う

用
例

が

み
え

る
。

ConcerningtheWord」Shinzu信 ず σ

ThatCameintoExistenceinAncientJapanese

NorikoKIMURA

Summary

Today,theword`shinzuru信 ず る'inmostpopularlyusedwhentheJapanese

peoplesaythattheyhavefaithingodsandBuddhas.However,thewordcamefrom

theChinese`shin信'whichwasconjucatedasJapanese.

InancientJapanesethereweresuchverbsas`ukuう く',`tanomuた の む',

and`makasuま か す',whichindicatedtherefeelingswhentheybelievedingods

andBuddhas.Thethreeverbsabovementionedand`shinzu'weremixedup,mainly

inKamakuraBuddhism.

Duringthetime,`shinzu'acquiredtherealisticmeaninginJapanese.


