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言
語
の
用
語
例
の
推
移
の
問
題
は
、
今
よ
り
も
も
つ
と
盛
ん
に
研
究
せ
ら
れ
て
よ
い
こ
と
ゝ
思
ふ
。
凡
ど

ん
な
語
に
も
、
語
原
又
は
第
一
義
に
と
ゞ
ま
つ
て
ゐ
る
と
言
ふ
の
は
見
ら
れ
な
い
の
が
、
事
実
で
あ
る
。

我
々
の
国
に
、
語
彙
の
撰
述
が
は
じ
ま
つ
て
か
ら
、
随
分
長
い
年
代
を
経
て
ゐ
る
。
殊
に
明
治
以
後
は
、

外
国
の
辞
書
編
纂
の
方
法
な
ど
が
参
考
せ
ら
れ
て
、
相
応
な
効
果
が
あ
が
つ
て
来
て
ゐ
る
。
だ
が
其
等
の

本
に
、
語
々
の
意
義
を
発
生
的
に
記
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
だ
ら
う
か
。
第
一
義
か
ら
、
正

し
く
順
を
逐
う
て
、
並
べ
て
あ
る
と
思
は
れ
ぬ
も
の
が
多
い
。
其
と
今
一
つ
、
辞
書
記
述
の
上
に
は
表
し

難
い
こ
と
だ
が
、
略
語
に
つ
い
て
、
一
往
の
反
省
を
し
て
も
よ
い
と
思
は
れ
る
ふ
し
が
多
い
。
此
は
必
し

も
辞
書
に
限
つ
た
こ
と
で
は
な
い
。
一
般
の
語
意
研
究
の
上
に
も
、
語
の
中
に
或
は
、
語
の
裏
に
張
り
つ

い
て
、
消
極
的
な
表
現
を
し
て
ゐ
る
場
合
が
、
よ
ほ
ど
の
ぶ﹅
あ﹅
ひ﹅
を
持
つ
て
ゐ
る
。
却
て
句
や
文
章
の
省

略
な
ど
に
な
る
と
、
其
を
通
過
せ
ぬ
こ
と
に
は
、
解
釈
が
つ
か
ぬ
こ
と
に
な
る
の
で
、
曲
り
な
り
に
も
、

省
略
法
な
ど
言
ふ
語
で
、
こ
の
消
極
表
現
を
言
う
て
ゐ
る
こ
と
が
あ
る
。

併
し
実
は
、
そ
ん
な
稀
に
し
か
現
れ
て
来
な
い
と
謂
つ
た
現
象
で
は
な
い
。
あ
ま
り
あ
り
過
ぎ
て
、
話
し

な
が
ら
不
注
意
に
通
つ
て
居
る
。
そ
の
間
に
、
其
等
の
省
略
せ
ら
れ
た
形
だ
け
に
添
う
て
、
其
な
り
の
別

殊
の
妥
当
性
を
抽
き
出
し
て
遣
つ
て
ゐ
る
。
す
る
と
逆
に
語
原
を
追
求
し
て
、
其
ら
し
い
も
の
に
想
到
し
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て
、
仮
り
の
安
定
状
態
を
得
て
ゐ
る
と
言
つ
た
こ
と
が
多
い
。
此
為
に
、
　
　
語
原
学
方
面
は
ま
づ
よ
い

と
し
て
　
　
解
釈
学
の
方
面
で
は
、
相
当
な
失
敗
を
重
ね
て
来
て
ゐ
る
。

正
確
な
比
較
研
究
に
立
つ
て
言
ふ
の
で
は
な
い
が
、
此
略
語
作
用
と
言
ふ
べ
き
も
の
が
、
日
本
語
に
は
殊

に
激
し
い
や
う
で
あ
り
、
日
本
語
発
達
の
径
路
に
、
其
が
不
思
議
な
単
純
化
性
能
を
表
し
た
り
、
表
現
を

自
由
・
柔
軟
に
し
て
ゐ
る
所
が
多
い
と
言
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

私
は
、
日
本
語
の
副
詞
表
情
に
、
気
を
と
ら
れ
て
凡
半
生
を
過
し
て
来
た
。
旧
来
の
思
慕
の
情
調
を
湛
へ

た
日
本
の
文
章
・
詞
章
の
、
国
人
の
心
を
お
び
く
美
し
さ
も
、
之
に
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
こ
と
が
多
い
と
信
じ

て
ゐ
る
。
自
分
で
書
く
章
段
も
、
副
詞
表
情
を
発
揮
す
る
こ
と
に
費
さ
れ
て
来
た
気
が
す
る
。
ま
し
て
古

代
・
中
世
の
文
学
・
非
文
学
を
通
じ
て
、
文
体
の
中
心
に
な
つ
て
居
る
も
の
は
、
副
詞
句
　
　
副
詞
状
・

形
容
詞
状
の
叙
述
語
句
を
こ
め
て
　
　
だ
と
考
へ
ら
れ
て
、
久
し
く
こ
の
方
面
に
注
意
だ
け
は
し
て
来
た
。

私
よ
り
も
若
い
日
本
言
語
学
者
の
誰
か
の
さ
ゝ
や
か
な
出
発
点
に
で
も
な
れ
ば
よ
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

う﹅
た﹅
た﹅
で
あ
ら
う
。
ウ
ク
ツ
タ
（
ク
？
）
と
思
は
れ
る
註
が
ウ
タ
カ
タ
の
誤
写
な
ら
ば
、
此
か
ら
の
話
と

も
関
聯
が
あ
る
の
だ
。
が
、
恐
ら
く
此
は
、
驟
を
訓
む
ウ
タ
ツ
ク
と
同
義
が
あ
る
か
ら
と
も
思
は
れ
る
。
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此
外
に
、
イ
ヨ
ヽ
ヽ
・
ウ
タ
ヽ
が
出
て
ゐ
る
。
此
序
に
近
い
行
を
見
る
と
、
輒
輒
に
も
タ
チ
マ
チ
・
ス
ナ

ハ
チ
・
ホ
シ
イ
マ
ヽ
な
ど
あ
る
中
に
、
こ
ゝ
に
も
ウ
タ
ヽ
と
言
ふ
註
が
交
つ
て
ゐ
る
。
ど
う
考
へ
て
も
、

さ
う
言
ふ
訓
の
出
る
理
由
が
な
い
。
恐
ら
く
写
字
の
錯
誤
で
は
な
か
ら
う
か
。

色
葉
字
類
抄
に
は
、
転
に
ウ
タ
ヽ
と
訓
じ
た
次
に
、
云
重
詞
也
と
あ
つ
て
、
後
は
解
し
難
い
数
字
が
あ
る
。

其
次
に
、
倍
同
と
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、
此
も
イ
ヨ
ヽ
ヽ
・
ウ
タ
ヽ
と
訓
じ
て
よ
い
訣
だ
。
転
・
倍
共
に
イ

ヨ
ヽ
ヽ
と
註
す
る
の
は
、
当
然
で
あ
る
。
仮
り
に
ず
つ
と
降
つ
て
、
嘉
慶
の
平
他
字
類
抄
を
見
る
。
其
に

も
、
転
ウ
タ
ヽ
テ
ン
、
と
あ
る
。

漢
字
典
の
記
載
法
を
思
ふ
と
、
解
説
者
の
、
用
語
例
に
関
す
る
限
界
が
、
時
に
は
近
過
ぎ
た
り
、
遠
ざ
か

り
過
ぎ
て
ゐ
る
こ
と
が
多
い
。
同
じ
用
語
例
に
あ
る
も
の
を
、
わ
ざ
〳
〵
意
義
の
別
な
も
の
ゝ
や
う
に
分

割
し
て
説
明
す
る
場
合
が
、
尠
く
な
い
の
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
、
イ
ヨ
ヽ
ヽ
・
マ
ス
ヽ
ヽ
を
、
ウ
タ
ヽ
と

言
ふ
日
本
語
で
、
其
を
訳
し
分
け
て
訓
を
つ
け
る
と
、
全
く
別
の
用
語
例
に
あ
る
も
の
と
見
え
る
。
だ
が

実
は
、
ウ
タ
ヽ
と
イ
ヨ
ヽ
ヽ
と
の
間
に
は
、
其
ほ
ど
の
区
別
は
な
い
の
で
あ
る
。
倍
の
字
が
、
イ
ヨ
ヽ
ヽ

の
意
義
を
持
つ
て
ゐ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
而
も
同
時
に
ウ
タ
ヽ
と
訓
む
だ
け
の
内
容
を
持
つ
て

ゐ
る
事
も
知
れ
る
。
即
、
ウ
タ
ヽ
と
イ
ヨ
ヽ
ヽ
と
が
あ
る
時
期
に
は
、
一
つ
の
意
義
を
め
ぐ
る
隣
接
語
だ

つ
た
の
で
あ
る
。
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其
は
殆
同
じ
内
容
の
新
旧
並
行
の
同
義
語
だ
つ
た
り
、
又
階
段
を
異
に
し
て
ゐ
る
と
言
ふ
だ
け
の
近
義
語

の
場
合
も
あ
り
、
其
か
ら
又
、
飛
び
離
れ
た
意
義
の
語
で
あ
り
な
が
ら
、
あ
る
一
つ
の
語
に
対
し
て
、
同

じ
位
置
に
据
ゑ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
と
す
る
と
、
本
来
の
意
義
の
中
か
ら
、
似
よ
り
の
方
面
を
分
化
し

て
、
右
の
語
に
関
係
し
て
行
く
。
「
う
た
ゝ
」
と
「
い
よ
〳
〵
」
と
は
、
同
義
語
で
な
い
か
も
知
れ
ぬ
　

　
さ
う
見
る
方
が
適
切
ら
し
い
が
、
仮
り
に
か
う
言
ふ
風
に
考
へ
て
　
　
が
、
あ
る
時
期
に
お
い
て
、
あ

る
種
の
叙
述
的
な
語
句
に
接
す
る
時
に
は
、
非
常
に
近
義
を
発
揮
し
た
の
だ
と
言
へ
る
。
う
た
て
の
方
か

ら
言
へ
ば
、
い
よ
〳
〵
と
殆
同
じ
用
語
例
に
入
る
こ
と
に
な
る
。

併
し
此
語
の
用
語
例
は
、
積
極
・
消
極
の
両
方
面
が
あ
る
。
嫌
悪
の
情
を
表
す
場
合
が
相
当
に
あ
つ
た
の

を
、
文
章
語
の
上
で
は
次
第
に
忘
却
し
て
行
つ
た
。
さ
う
し
て
積
極
的
と
も
言
ふ
べ
き    

愈        

益    

イ
ヨ
ヽ
ヽ
マ
ス
ヽ
ヽ

と

同
義
の
方
面
に
進
ん
で
行
く
中
に
、
古
典
語
と
な
つ
て
し
ま
つ
て
、
主
と
し
て
漢
籍
に
固
定
し
た
訓
法
ば

か
り
に
用
ゐ
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。
さ
う
し
て
、
ウ
タ
ヽ
以
外
に
、
あ
つ
た
形
の
こ
と
な
ど
は
忘
ら
れ

て
し
ま
つ
た
。
此
が
今
日
も
尚
多
く
の
場
合
意
味
不
明
な
訓
読
法
の
一
つ
と
し
て
、
漢
文
の
訳
読
に
残
つ

た
転
の
字
の
訓
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
一
方
、
同
一
の
語
で
あ
つ
て
、
書
き
物
に
は
寧
其
よ
り
も
古
く
、
形
が
見
え
て
居
り
、
後
に
音

韻
分
化
に
よ
つ
て
、
う
た
ゝ
を
派
出
し
た
と
思
は
れ
る
う
た
て
が
あ
る
。
う
た
て
が
ま
づ
あ
り
、
後
に
至
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つ
て
、
う
た
て
・
う
た
ゝ
並
行
せ
ら
れ
、
其
が
又
岐
れ
て
、
う
た
ゝ
は
漢
文
訳
語
に
附
属
し
て
、
古
典
語

化
し
て
残
存
し
、
う
た
て
は
、
律
文
・
散
文
に
通
じ
て
用
ゐ
ら
れ
、
後
長
く
口
語
の
上
に
保
存
せ
ら
れ
て
、

方
言
に
は
今
も
遣
ふ
地
方
が
あ
る
、
と
謂
つ
た
風
に
、
別
々
の
道
を
通
つ
て
来
て
ゐ
る
。
方
言
う
た
て
は
、

う
た
て
い
と
形
容
詞
に
扱
は
れ
て
、
大
抵
は
嫌
悪
倦
怠
感
を
起
さ
せ
る
対
象
に
向
つ
て
の
表
情
と
な
つ
て

ゐ
る
。
近
代
の
用
語
例
は
、
や
は
り
其
と
同
じ
で
、
形
は
う
た
て
し
を
思
は
せ
る
う
た
て
い
の
外
に
、
う

た
て
の
・
う
た
て
な
な
ど
が
あ
る
。
中
世
の
初
め
　
　
平
安
期
の
日
記
・
物
語
・
短
歌
類
に
あ
る
も
の
は
、

う
た
て
あ
り
が
標
準
形
で
、
う
た
て
し
と
言
ふ
形
は
、
卑
俗
な
感
じ
を
持
た
せ
た
も
の
ら
し
い
。
と
こ
ろ

が
極
め
て
微
力
な
用
語
例
だ
が
、
う
た
ゝ
あ
り
と
言
ふ
形
が
、
稀
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
此
が
、
う
た
て

・
う
た
ゝ
並
行
時
代
で
、
と
り
た
て
ゝ
用
語
例
に
区
別
が
な
い
や
う
だ
。
「
花
と
見
て
折
ら
む
と
す
れ
ば
、

女
郎
花
う
た
ゝ
あ
る
さ
ま
の
名
に
こ
そ
あ
り
け
れ
（
古
今
）
」
「
思
ふ
こ
と
な
け
れ
ど
濡
れ
ぬ
我
が
袖
は

う
た
ゝ
あ
る
野
べ
の
萩
の
露
か
な
（
後
拾
遺
）
」
「
さ
ら
ぬ
だ
に
雪
の
光
り
は
あ
る
も
の
を
う
た
ゝ
あ
り

あ
け
の
月
ぞ
や
す
ら
ふ
（
式
子
内
親
王
集
）
」
古
今
以
後
の
短
歌
に
、
う
た
ゝ
あ
り
が
標
準
形
の
や
う
に

と
ら
れ
て
、
う
た
て
あ
り
が
本
格
的
で
な
い
や
う
に
見
え
　
　
唯
う
た
て
だ
け
を
副
詞
の
や
う
に
据
ゑ
た

も
の
は
、
相
応
に
あ
る
　
　
る
の
は
、
な
ぜ
だ
ら
う
。
平
安
期
を
通
じ
、
更
に
中
世
中
期
と
言
ふ
べ
き
鎌

倉
期
に
も
、
ま
だ
生
き
て
　
　
擬
古
文
用
の
語
と
し
て
ゞ
な
く
　
　
散
文
に
は
、
多
く
遣
は
れ
て
ゐ
る
の
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は
、
平
常
語
と
し
て
は
、
勢
力
が
あ
つ
て
も
、
文
学
語
・
学
術
語
　
　
即
、
古
典
語
　
　
と
し
て
は
、
位

置
を
う
た
ゝ
あ
り
に
譲
つ
て
行
つ
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
か
。

更
に
溯
る
と
、
万
葉
に
五
例
ま
で
あ
つ
て
、
い
づ
れ
も
う
た
て
と
訓
む
べ
き
で
、
亦
あ
り
を
伴
う
て
居
な

い
。
菟
楯
（
イ
）
・
宇
多
手
（
ロ
）
・
得
田
直テ
（
ハ
）
・
得
田
価テ
（
ニ
）
・
宇
多
弖
（
ホ
）
と
あ
つ
て
、

ウ
タ
ヽ
と
訓
ま
ぬ
方
が
正
し
い
。
「
…
…
下
な
や
ま
し
も
。
（
イ
）
こ
の
頃
」
（
巻
十
、
一
八
八
九
）

「
…
…
見
ま
く
ぞ
欲
し
き
。
（
ロ
）
こ
の
頃
」
（
巻
十
一
、
二
四
六
四
）
「
（
ハ
）
こ
の
頃
恋
の
し
げ
し

も
」
（
巻
十
二
、
二
八
七
七
）
「
（
ニ
）
異ケ
に
心
い
ぶ
せ
し
」
（
同
、
二
九
四
九
）
「
秋
と
い
へ
ば
、
心

ぞ
い
た
き
。
（
ホ
）
異
に
花
に
な
ぞ
へ
て
見
ま
く
欲ホ
り
か
も
」
（
巻
二
十
、
四
三
〇
七
）
。
此
等
も
あ
り

の
形
を
下
に
踏
ん
で
ゐ
る
と
言
へ
ぬ
こ
と
も
な
い
。
だ
が
、
さ
う
見
な
い
の
が
、
此
形
か
ら
言
つ
て
正
し

い
だ
ら
う
。
（
イ
）
を
含
ん
だ
例
は
、
「
う
た
て
下
悩
ま
し
も
。
こ
の
頃
は
」
で
あ
り
、
（
ロ
）
の
あ
る

例
は
、
「
う
た
て
見
ま
く
ぞ
欲
し
き
。
こ
の
日
頃
よ
」
で
あ
る
。
甚
悩
し
い
・
極
め
て
見
た
い
気
が
す
る

と
言
つ
て
よ
い
と
こ
ろ
で
、
之
を
情
な
く
も
、
つ
ら
く
も
、
心
憂
く
も
な
ど
訳
す
る
の
は
、
さ
う
訳
し
て

も
わ
か
る
と
言
ふ
だ
け
で
、
か
う
言
ふ
例
が
、
見
ら
れ
る
と
ほ
り
悲
観
す
べ
き
方
へ
偏
つ
て
ゐ
る
と
こ
ろ

か
ら
、
さ
う
し
た
次
義
・
三
義
が
生
じ
て
来
た
の
で
あ
る
。
（
ハ
）
は
、
こ
の
日
頃
、
恋
ひ
心
が
頻
繁
に

起
つ
て
、
「
う
た
て
恋
ひ
の
し
げ
し
も
」
で
あ
り
、
「
愈
う
た
て
心
い
ぶ
せ
し
」
が
（
ニ
）
。
「
秋
と
言
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へ
ば
益
う
た
て
心
ぞ
い
た
き
」
或
は
、
「
花
に
な
ぞ
へ
て
、
う
た
て
見
ま
く
欲
り
か
も
」
と
言
ふ
風
に
置

き
替
へ
て
見
ら
れ
る
の
が
、
（
ホ
）
で
あ
る
。
此
中
（
ホ
）
は
、
う
た
て
の
関
聯
す
る
所
が
、
二
様
に
見

ら
れ
る
。
此
は
ど
ち
ら
か
ゞ
正
し
い
と
言
ふ
よ
り
、
副
詞
の
位
置
が
流
動
し
て
ゐ
る
為
に
、
恰
も
二
つ
の

語
句
に
繋
り
を
持
つ
て
ゐ
る
や
う
に
な
る
、
日
本
語
に
お
け
る
副
詞
の
特
別
な
関
聯
性
を
考
へ
る
必
要
が

あ
る
。
此
等
も
亦
、
甚
・
極
め
て
な
ど
訳
し
て
当
る
も
の
だ
。

之
を
愈
・
益
と
言
ひ
か
へ
て
も
誤
り
で
は
な
い
。
「
い
よ
〳
〵
甚
し
く
な
り
」
「
ま
す
〳
〵
極
ま
り
た
る

状
態
」
に
進
ん
で
ゆ
く
状
態
を
言
ふ
の
で
、
謂
は
ゞ
甚
と
愈
と
の
間
を
動
揺
し
て
ゐ
る
も
の
と
言
ふ
こ
と

が
出
来
る
。
さ
う
し
て
、
昔
風
に
訳
す
れ
ば
、
す
べ
て
嫌
悪
・
憂
鬱
な
ど
言
ふ
べ
き
心
理
を
表
し
た
も
の

と
言
ふ
こ
と
も
出
来
る
。
だ
が
其
は
、
甚
又
は
愈
或
は
其
間
に
在
る
感
情
の
程
度
か
、
進
行
を
示
す
だ
け

の
副
詞
で
、
其
自
身
に
は
、
如
何
や
う
の
心
理
か
は
描
写
し
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
其
下
に
あ
る
悩
ま
し

・
見
ま
く
ほ
し
・
い
ぶ
せ
し
・
い
た
し
（
又
は
、
見
ま
く
ほ
る
）
な
ど
言
ふ
心
の
状
態
の
推
移
や
、
激
し

さ
を
示
す
だ
け
の
語
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

（
ホ
）
の
う
た
て
で
考
へ
ら
れ
る
や
う
に
、
副
詞
は
、
直
接
に
即
く
べ
き
語
か
ら
游
離
し
易
い
の
が
、
日

本
語
に
お
け
る
事
実
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
其
語
自
身
の
接
続
す
べ
き
語
と
の
結
び
つ
き
が
極
め
て
緩
い
。

平
安
期
以
後
の
短
歌
に
お
け
る
副
詞
に
は
、
殊
に
こ
の
傾
向
が
甚
し
い
。
勿
論
散
文
の
上
に
も
、
其
が
あ
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つ
て
、
文
章
成
分
の
転
換
の
傾
向
を
、
一
層
激
し
く
し
て
ゐ
る
も
の
と
言
へ
る
。

言
語
殊
に
文
章
語
に
お
い
て
は
、
類
型
表
現
を
重
ね
て
、
な
る
べ
く
独
創
の
苦
痛
を
避
け
よ
う
と
す
る
。

其
で
新
し
い
表
情
を
欲
す
る
こ
と
が
尠
く
、
あ
り
来
り
の
形
で
す
ま
し
て
置
か
う
と
す
る
。
甚
た
の
し
い

こ
と
に
も
、
愈
嬉
し
い
時
に
も
、
う
た
て
の
遣
は
れ
る
理
由
は
あ
つ
て
も
、
類
型
表
現
の
習
慣
や
、
類
型

に
妥
協
す
る
懶
惰
性
が
、
さ
う
は
さ
せ
な
い
。
不
快
な
心
を
表
現
す
る
方
へ
偏
つ
て
行
く
。
さ
う
し
て
遂

に
は
、
う
た
て
其
も
の
が
嫌
悪
の
情
調
を
表
す
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
や
う
に
な
る
。
即
、
結
果
か
ら
言
へ

ば
、
叙
述
語
に
添
う
て
ゐ
た
副
詞
が
、
肝
腎
の
対
象
を
失
ひ
、
遂
に
は
、
叙
述
語
自
身
と
見
な
さ
れ
る
職

分
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
「
う
た
て
憂
鬱
な
り
」
と
言
ふ
と
こ
ろ
が
慣
し
と
な
つ
て
、
う
た
て
ば
か
り
を

遣
つ
て
、
「
憂
鬱
な
り
」
と
感
じ
る
様
に
な
つ
て
来
る
。
叙
述
部
脱
落
と
、
副
詞
の
游
離
性
と
か
ら
、
さ

う
し
た
結
果
を
生
じ
る
の
で
あ
る
。

　
　
…
…
地
を
惜
ア
タ
ラし
と
こ
そ
、
我
が
汝ナ
兄セ
の
命
か
く
し
つ
れ
と
詔ノ
り
直
せ
ど
も
、   

猶 

其 

悪 

態 

不 

止 

ナ
ホ
ソ
ノ
ア
シ
キ
ワ
ザ
ヤ
マ
ズ
シ

　
　
而   テ
転
。
（
神
代
記
）

　
　
こ
ゝ
に
、
大
長
谷
王
の
御
所
に
侍
ふ
人
等
白
さ
く
、 
宇 

多 

弖 

物 

云 

王 

子 

故 

応 

慎  
ウ
タ
テ
モ
ノ
イ
フ
ミ
コ
ナ
レ
バ
コ
コ
ロ
シ
タ
マ
ヘ

。
亦
宜     

ミ
ヽ
ヲ
モ

　
　
堅     

御    

身  

カ
タ
メ
タ
マ
フ
ベ
シ

、
と
白
し
き
。
（
安
康
記
）

神
代
記
の
転
を
、
宣
長
は
「
ウ
タ
テ
ア
リ
」
と
訓
ん
で
ゐ
る
。
巧
妙
な
訓
で
あ
る
が
、
中
世
の
臭
ひ
が
す
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る
。
後
に
ウ
タ
ヽ
と
訓
ま
れ
る
字
が
、
ウ
タ
テ
ア
リ
に
宛
て
ら
れ
る
理
由
は
あ
る
や
う
だ
が
、
ま
だ
し
も

逆
に
読
み
上
げ
て
「
あ
し
き
わ
ざ
う﹅
た﹅
て﹅
・
も●

・
に●

・
と●

な
ど
言
ふ
接
尾
語
に
よ
ら
ず
と
も
、
十
分
に
副

詞
機
能
を
発
揮
し
た
も
の
で
あ
つ
た
。
其
が
類
型
表
現
の
為
に
、
憂
鬱
・
嫌
厭
の
甚﹅
し﹅
さ﹅
を
表
す
こ
と
が

多
か
つ
た
。
中
世
の
初
め
、
略
語
表
現
が
盛
ん
に
行
は
れ
た
人
々
の
間
で
、
叙
述
部
の
為
の
修
飾
部
だ
け

を
遣
つ
て
、
叙
述
部
の
代
理
ま
で
さ
せ
る
様
に
な
つ
た
。
其
結
果
、
修
飾
部
が
叙
述
部
と
な
つ
た
。
さ
う

し
て
、
う﹅
た﹅
て﹅
・
し●

・
き●

な
ど
言
ふ
形
容
詞
語
尾
を
完
全
に
持
つ
に
は
到
ら
な
く
、
却
て
別
の
形
が
叙
述

部
と
し
て
役
に
立
つ
為
に
出
来
て
来
た
。
其
が
、
う﹅
た﹅
て﹅
あ﹅
り﹅
を
つ
け
れ
ば
、
完
全
な
叙
述
部
と
し
て
立

つ
こ
と
が
出
来
る
。
此
ま
ゝ
で
も
、
事
実
に
お
い
て
、
叙
述
能
力
を
持
つ
て
ゐ
る
。
唯
う
た
て
あ
り
の
場

合
、
語
尾
を
つ
け
て
、
副
詞
か
ら
形
容
詞
（
あ
り
を
複
合
し
た
）
を
構
成
し
た
の
で
あ
る
。
よ
く
あ
り
・

こ
ひ
し
く
あ
り
を
類
推
の
基
礎
に
し
て
ゐ
る
。
さ
う
し
て
単
に
叙
述
部
ば
か
り
に
止
ら
ず
、
自
由
な
動
詞

状
形
容
詞
と
し
て
、
連
体
形
も
出
来
て
来
た
。
さ
う
し
て
、
完
全
に
悲
観
・
嫌
厭
の
情
を
専
ら
に
言
ふ
こ

と
に
な
つ
た
。
此
頃
か
ら
一
方
音
韻
分
化
し
た
う
た
ゝ
の
形
が
、
う
た
ゝ
あ
り
と
も
な
り
、
悲
感
を
表
す

と
共
に
、
積
極
感
を
も
示
す
こ
と
に
な
つ
た
が
、
此
は
訓
読
専
門
の
語
と
な
つ
て
行
つ
た
ら
し
く
、
専
ら

う
た
ゝ
と
言
ふ
形
の
死
語
と
し
て
、
今
日
ま
で
も
残
つ
た
。

う﹅
た﹅
て﹅
と
し
て
残
り
、
煩
雑
・
困
惑
・
倦
怠
な
ど
の
情
調
を
表
す
語
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
る
地
方
が
、
相
応
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に
あ
る
。

「
う
た
て
＋
…
…
」
と
謂
つ
た
形
の
句
が
、
う
た
て
だ
け
を
残
し
た
脱
落
句
と
な
る
前
に
、
う
た
て
が
既

に
叙
述
性
能
を
持
つ
て
来
て
ゐ
る
の
だ
。
さ
う
し
て
、
副
詞
で
あ
る
為
に
、
其
位
置
は
自
由
で
あ
る
が
、

と
も
か
く
も
不
整
形
叙
述
語
と
し
て
の
力
だ
け
は
持
つ
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
尚
も
、
其
自
身
不
整
備
形
な

る
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
ゐ
る
為
に
、
あ
り
を
補
ふ
こ
と
に
よ
つ
て
、
語
形
を
完
成
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
だ
が
さ
う
し
て
も
、
う
た
て
を
様
式
上
形
容
動
詞
風
に
し
て
、
叙
述
部
感
を
完
う
し
よ
う
と
し
た
ゞ

け
で
あ
る
。
此
は
、
後
に
説
く
「
あ
さ
ま
し
」
そ
の
他
の
場
合
に
も
く
り
返
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
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