
沖
縄
古
語
シ
ノ
を
め
ぐ
っ
て

田

中

綾

一、

ﾍ
じ
め
に

合
、
特
に
断
り
の
な
い
部
分
の
傍
線
・
傍
点
は
、

も
の
で
あ
る
）
。

も
と
も
と
原
文
に
あ
る

　
沖
縄
の
古
代
歌
謡
集
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
は
、
テ
ル
カ
ハ
と
テ
ル
シ

ノ
と
呼
ば
れ
る
太
陽
神
が
対
語
と
し
て
登
場
す
る
。
こ
の
う
ち
、
テ
ル
カ

バ
の
カ
バ
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
本
来
太
陽
を
意
味
す
る
語
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
解
釈
が
定
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
テ
ル
シ
ノ
の

シ
ノ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
意
味
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
本
稿
で
は
主

に
、
そ
の
シ
ノ
の
原
義
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

二
、
テ
ル
カ
バ
と
テ
ル
シ
ノ

　
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
テ
ル
カ
バ
と
テ
ル
シ
ノ
の
両
語
は
、
共
に
太
陽

神
を
表
す
語
と
さ
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
は
仲
原
善
忠
・
外
間
守
善
『
お
も

ろ
さ
う
し
辞
典
総
索
引
・
第
二
版
』
（
角
川
書
店
）
で
両
語
の
詳
し
い
説

明
を
見
て
み
る
こ
と
と
す
る
（
本
稿
で
他
文
献
か
ら
記
述
を
引
用
す
る
場

て
る
か
は
（
照
る
日
V
　
太
陽
。
日
神
。
「
て
だ
」
が
太
陽
の
物
質
性

　
を
い
う
の
に
対
し
て
、
太
陽
の
神
性
を
示
す
。
「
か
は
」
が
太
陽

　
の
古
名
で
あ
り
、
新
名
称
「
て
だ
」
の
出
現
で
神
性
を
示
す
よ
う

　
に
な
っ
た
と
考
え
る
。
原
注
に
も
「
て
だ
也
」
（
四
－
二
〇
七
）
、

　
「
て
だ
の
事
」
（
四
－
一
五
四
）
、
「
て
だ
ノ
事
也
」
（
四
－
一
九
九
）
、

　
「
御
日
之
事
」
（
五
－
二
三
一
）
、
「
御
日
の
事
」
（
五
－
二
三
三
）
、

　
「
御
日
ノ
事
」
（
十
三
－
七
六
六
）
と
あ
る
。
『
混
集
（
坤
、
乾

　
坤
）
』
に
「
御
日
の
事
」
と
あ
る
。

　
囮
き
み
く
か
、
い
の
ら
は
、
1
か
、
ま
ふ
ら
は
（
三
⊥
一

　
二
）

て
る
－
し
の
　
太
陽
。
日
神
「
て
る
か
は
」
の
異
称
。
太
陽
を
意
味

　
す
る
「
て
る
か
は
」
の
「
か
は
」
が
本
来
の
太
陽
を
意
味
し
た
よ

　
う
に
、
「
て
る
し
の
」
も
「
し
の
」
に
本
来
の
意
味
が
あ
っ
た
の
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で
あ
ろ
う
。
「
し
の
」
の
原
義
は
未
詳
で
あ
る
が
、
仲
原
善
忠
氏

は
「
し
の
の
め
」
の
「
し
の
」
と
関
係
が
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
。

原
注
に
は
「
御
月
之
事
」
（
五
－
二
三
三
）
と
あ
る
。
「
て
る
か
は
」

参
照
。

圃
て
る
か
は
が
、
お
ざ
し
、
ー
か
　
お
ざ
し
（
丁
三
九
）

　
次
い
で
、

明
を
見
る
。

外
間
守
善
『
お
も
ろ
語
辞
書
』
　
（
角
川
書
店
）
に
お
け
る
説

て
る
か
は
囲
闘
囲

圓
圓
御
日
の
事

　
囲
圏
太
陽
。
「
て
だ
」
が
太
陽
の
物
質
性
を
い
う
の
に
対
し
、

　
「
て
る
か
は
」
は
、
太
陽
の
神
性
を
示
す
。
「
か
は
」
が
太
陽
の

　
古
名
で
、
「
て
る
」
は
照
る
の
意
の
美
称
辞
だ
っ
た
と
考
え
る
。

　
原
注
に
「
御
日
の
事
」
、
お
も
ろ
原
注
に
「
て
だ
也
」
「
御
日
の

事
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
き
み
く
　
　
　
い
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ぶ

　
お
も
ろ
例
「
君
々
が
、
祈
ら
ば
、
て
る
か
は
が
、
守
ら
ば
」
（
3
－

　
2
5
・
一
一
二
）

て
る
し
の
囲
一
岡
囲

團
四
右
に
同

　
囲
國
太
陽
。
原
注
に
「
右
に
同
」
と
あ
る
の
は
、
前
出
語
「
て

　
る
か
は
」
に
同
じ
の
意
。
日
神
「
て
る
か
は
」
の
異
称
。
前
項
参

　
照
。
お
も
ろ
原
注
に
「
御
月
之
事
」
と
あ
る
が
間
違
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
ざ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
ざ

　
お
も
ろ
例
「
て
る
か
は
が
、
御
差
し
、
て
る
し
の
が
、
御
差
し
」

（
1
－
3
9
・
三
九
）

　
こ
の
よ
う
に
、
テ
ル
カ
バ
の
カ
バ
に
つ
い
て
は
、
一
般
に
、
太
陽
を
表

す
語
と
解
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
テ
ル
シ
ノ
に
つ
い
て
は
、
月
と
太
陽

の
二
つ
の
解
釈
が
あ
り
、
シ
ノ
と
い
う
語
に
つ
い
て
も
明
確
な
説
明
は
な

さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
『
お
も
ろ
語
辞
書
』
で
は
注
釈
と
し
て
外
間
説

が
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
は
テ
ル
シ
ノ
を
「
月
」
と
見
る
説
は

否
定
さ
れ
、
テ
ル
カ
バ
の
異
称
、
つ
ま
り
、
太
陽
や
太
陽
神
の
み
を
表
す

語
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。

　
続
い
て
、
仲
原
善
忠
『
お
も
ろ
新
釈
』
（
琉
球
文
教
図
書
）
の
中
に
シ

ノ
ノ
メ
と
テ
ル
シ
ノ
と
の
関
係
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
部
分
が
あ
る
の

で
、
次
に
引
用
す
る
。

テ
ル
カ
バ
は
、

　
　
カ
　

照
る
日
で
、

五
日
六
日
の

1
ー
と
見
ら
れ
る
。
シ
ノ
ノ
メ

（
東
雲
）
の
シ
ノ
も
、
お
そ
ら
く
日
を
意
味
す
る
語
で
、
シ
ノ
ク
リ

ヤ
（
日
を
繰
る
人
、
吉
日
を
選
ぶ
人
）
コ
イ
シ
ノ
（
右
と
同
義
か
）

な
ど
の
語
が
あ
る
。
（
八
〇
頁
。
傍
線
引
用
者
）

　
テ
ル
カ
バ
の
対
語
は
テ
ル
シ
ノ
で
、
テ
ル
カ
が
照
る
日
な
ら
ば
、

照
る
シ
ノ
も
照
る
日
又
は
照
る
月
の
い
つ
れ
か
に
ち
が
い
な
い
。
対

語
は
必
ら
ず
し
も
同
義
語
で
は
な
い
か
ら
、
実
体
を
明
ら
め
る
こ
と

は
出
来
な
い
が
、
シ
ノ
ノ
メ
（
あ
か
つ
き
）
の
シ
ノ
と
何
等
の
関
係

が
な
い
か
。
（
二
四
四
頁
。
傍
線
引
用
者
）
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こ
の
二
種
の
記
述
の
う
ち
き
二
四
四
頁
の
記
述
で
は
、
テ
ル
シ
ノ
が

「
月
」
で
あ
る
可
能
性
も
認
め
て
い
る
が
、
入
○
頁
の
方
で
は
、
外
間
説

と
同
じ
よ
う
に
、
「
月
」
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
、
シ
ノ
は
「
日
」
を
指

す
語
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
仲
原
説
で
は
、
大
和
古
語
と
沖

縄
古
語
の
シ
ノ
は
同
源
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
（
大
和
古
語
と
の
関
連

に
つ
い
て
は
本
稿
の
「
六
」
で
述
べ
る
）
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
テ
ル
カ
バ
に
対
す
る
見
解
は
、
「
太
陽
」
「
日
神
」

と
い
う
こ
と
で
一
致
し
異
論
が
な
い
が
、
テ
ル
シ
ノ
に
つ
い
て
は
、
先
行

研
究
を
参
照
し
て
も
、
明
確
な
見
解
は
出
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

三
、
美
称
辞
シ
ノ

　
テ
ル
カ
ハ
と
テ
ル
シ
ノ
に
つ
い
て
現
行
の
解
釈
を
見
て
き
た
と
こ
ろ
で
、

以
下
、
テ
ル
シ
ノ
の
原
義
を
考
え
て
い
く
。
そ
の
際
に
問
題
と
す
べ
き
点

は
、
や
は
り
シ
ノ
の
部
分
で
あ
ろ
う
。
テ
ル
は
、
そ
の
語
形
か
ら
考
え
て

も
、
「
照
る
」
の
意
味
以
外
は
考
え
ら
れ
そ
う
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
シ
ノ
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
は
、
美
称
辞
と
し
て
使
わ
れ

る
シ
ノ
を
見
て
み
る
。
こ
の
「
聖
な
る
」
と
い
う
意
味
の
美
称
辞
シ
ノ
が
、

実
際
ど
の
よ
う
な
語
に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
を
、
沖
縄
古
語
大
辞
典
編
集

委
員
会
『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』
（
角
川
書
店
）
か
ら
列
挙
す
る
。

し
の
－
い
き
あ
ひ
【
し
の
－
い
き
逢
ひ
】
固
①
神
同
士
の
出
会
い
。

　
「
し
の
」
は
「
し
の
た
ば
る
」
の
「
し
の
」
と
同
じ
で
、
聖
な
る
、

　
立
派
な
、
の
意
で
あ
ろ
う
。
《
う
ら
ち
ゃ
う
え
ー
ね
i
／
い
ち
ゃ

　
た
る
／
し
ぬ
ち
ゃ
う
、
入
ー
ね
i
／
ゆ
や
た
る
》
［
固
ウ
三
三
〇
－

　
六
七
］
②
立
派
な
行
き
逢
い
。
《
浦
い
き
あ
い
　
め
し
や
う
ち
／

　
せ
ん
い
き
や
あ
ひ
／
め
し
や
う
ち
》
品
圓
ウ
四
九
－
四
五
］
國
闊
凹

　
し
ぬ
ち
ゃ
う
え
ー
・
し
ぬ
ち
ゃ
う
ゑ
ー
・
し
ぬ
ち
ゃ
え
ー
・
し
ぬ

　
ち
や
う
ブ
え
・
せ
ん
い
き
や
あ
ひ
・
せ
ん
い
き
や
わ
い

し
の
－
た
ば
る
【
し
の
田
原
】
固
　
田
圃
の
美
称
。
「
し
の
」
は
、

　
聖
な
る
、
の
意
の
接
頭
辞
。
《
し
ぢ
く
引
き
わ
け
て
／
ち
が
目

　
型
　
挿
し
植
ゑ
て
／
し
の
田
原
　
持
ち
下
ち
／
桝
の
　
型
　
さ
し

　
植
ゑ
て
》
昌
固
ク
五
九
－
十
七
］
翻
囮
し
の
た
は
る
・
し
の
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た

　
原
・
し
る
田
は
る
・
し
る
田
ば
る
・
し
ん
ち
ゃ
ば
る
・
し
ん
ぬ
田

鷹
し
の
み
ち
固
未
詳
語
。
「
立
派
な
水
」
か
、
「
立
派
な
溝
」
か
。

　
《
く
み
の
ー
し
み
て
い
／
し
ん
ち
ゃ
ば
る
／
し
ぬ
み
ち
／
た
た
ん

　
つ
ぬ
／
か
ふ
ー
さ
ー
が
》
具
固
ウ
三
三
六
－
五
九
］
圃
し
ぬ

　
み
ち

し
の
み
ど
り
固
田
圃
の
美
称
。
り
っ
ぱ
な
田
。
語
源
は
璽

　
な
る
緑
」
で
、
青
々
と
稲
の
葉
の
茂
っ
た
田
を
い
う
か
。
あ
る
い

　
は
、
「
し
の
実
取
り
」
か
。
《
た
・
み
き
よ
が
／
し
の
た
は
る
／
し

の
み
と
り
／
雨
ほ
し
や
に
／
水
ほ
し
や
に
》
［
固
オ
三
六
七
］

圃
幽
し
の
み
と
り

し
の
－
み
ば
る
【
し
の
み
原
】
固
田
畑
の
美
称
。
立
派
な
畑
。

　
《
な
も
じ
　
お
し
わ
け
て
／
し
る
田
ば
る
／
し
の
み
ば
る
　
降
り

　
下
る
ち
へ
　
た
ば
う
れ
》
吊
圓
ウ
五
六
－
二
五
］
繭
囮
し
の
み

　
は
る
・
し
の
み
ば
る
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同
辞
典
に
は
、
美
称
辞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
右
の
五
語
し
か
見
当
た

ら
な
い
。

　
こ
こ
で
、
こ
の
五
語
の
う
ち
、
シ
ノ
タ
バ
ル
、
シ
ノ
ミ
ド
リ
、
シ
ノ
ミ

バ
ル
の
三
語
が
、
田
圃
ま
た
は
田
畑
の
美
称
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
。
そ
し
て
、
残
る
シ
ノ
イ
キ
ア
ヒ
、
シ
ノ
ミ
ヂ
の
二
語
は
、

見
出
し
語
で
は
確
か
に
「
し
の
ー
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
語
形
欄
を
見
る

と
「
し
ぬ
ー
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、
「
し
の
ー
」
と
は
書
か
れ
て
い
な

い
。
シ
ノ
イ
キ
ア
ヒ
の
説
明
で
は
、
「
『
し
の
』
は
『
し
の
た
ば
る
』
の

『
し
の
』
と
同
じ
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
シ
ノ
ミ
ヂ
の
説
明
で
は
、
「
『
立

派
な
水
』
か
、
『
立
派
な
溝
』
か
。
」
と
記
さ
れ
、
い
ず
れ
も
美
称
辞
シ
ノ

と
の
結
び
付
き
が
示
さ
れ
て
は
い
る
が
、
語
形
が
「
し
の
ー
」
で
は
な
く

「
し
ぬ
ー
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ら
二
語
の
シ
ノ
は
美
称
辞
シ
ノ
と
は
違

う
も
の
と
考
え
て
お
い
た
方
が
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
そ
う
す
る
と
、
シ
ノ
が
美
称
辞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
語
は
、
全
て
田

圃
や
畑
に
関
係
す
る
語
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
偏
り
を
考
慮
す
る
と
、
シ

ノ
を
単
に
「
聖
な
る
」
の
意
の
美
称
辞
と
し
て
片
付
け
る
前
に
、
そ
の
原

義
を
問
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

　
そ
こ
で
一
案
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
考
え
を
提
示
し
た
い
。
シ
ノ
は
、

「
聖
な
る
」
の
意
を
表
す
美
称
辞
と
さ
れ
て
い
る
が
、
元
来
、
田
圃
や
畑

に
関
す
る
具
体
的
な
何
か
を
意
味
し
て
い
た
語
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
勿
論
、
美
称
辞
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
シ
ノ

が
意
味
し
て
い
た
具
体
的
な
何
か
は
、
そ
の
も
の
が
「
聖
な
る
」
も
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、
そ
の
「
聖
な
る
」
も
の
と
は
何
で
あ
ろ
う
。

　
『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』

見
ら
れ
る
。

に
は
、
以
下
の
よ
う
な
美
称
辞
シ
ノ
の
説
明
が

し
の
國
園
光
・
太
陽
の
原
義
か
ら
派
生
し
て
、
「
聖
な
る
」
の

　
意
の
美
称
辞
と
な
る
。
「
し
の
い
き
あ
ひ
」
「
し
の
た
ば
る
」
な
ど
。

　
團
「
て
る
し
の
」
「
あ
け
し
の
」
の
「
し
の
」
、
「
て
る
し
な
」

　
の
「
し
な
」
は
、
光
・
太
陽
の
義
か
ら
太
陽
の
霊
性
・
神
性
を
い

　
う
語
に
な
っ
た
も
の
。
日
本
語
の
「
し
の
の
め
」
の
「
し
の
」
も

　
関
係
あ
る
か
。

　
こ
の
説
明
に
よ
る
と
、
テ
ル
シ
ノ
の
シ
ノ
の
原
義
は
「
光
、
太
陽
」
で

全
く
問
題
が
な
い
か
の
よ
う
だ
。
し
か
し
、
同
辞
典
の
テ
ル
シ
ノ
の
項
で

は
な
ぜ
か
原
義
未
詳
と
さ
れ
て
お
り
、
一
貫
し
た
説
明
に
な
っ
て
い
な
い
。

　
村
山
七
郎
「
し
な
て
る
・
て
る
し
の
考
」
（
『
国
語
学
』
第
八
二
集
、
昭

和
四
五
年
九
月
）
は
、
シ
ノ
の
原
義
を
光
と
す
る
点
で
、
右
記
の
シ
ノ
の

説
明
と
結
果
的
に
同
じ
で
あ
る
。
村
山
説
で
は
、
ま
ず
テ
ル
シ
ノ
が
「
太

陽
、
日
神
」
の
み
な
ら
ず
「
御
月
之
事
」
を
も
意
味
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、

一
方
で
、
「
太
陽
」
を
表
す
テ
ル
カ
バ
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
シ
ノ
を
も

と
も
と
「
光
」
の
意
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
。
さ
ら
に
、
大
和
古
語
の
枕

詞
シ
ナ
テ
ル
の
シ
ナ
と
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
お
け
る
シ
ノ
、
そ
れ
と
シ

ナ
と
は
母
音
交
替
の
関
係
に
あ
り
、
こ
れ
ら
の
語
は
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア

系
言
語
の
け
ぎ
o
績
（
光
〉
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
結
論
付
け
て
い
る
。

　
確
か
に
、
『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』
や
村
山
説
に
言
う
よ
う
に
、
光
や
太

陽
は
「
聖
な
る
」
も
の
と
な
り
得
る
か
ら
、
そ
こ
か
ら
霊
性
を
表
す
よ
う
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に
な
っ
た
と
い
う
見
解
は
首
肯
で
き
る
。
そ
し
て
、
シ
ノ
が
光
や
太
陽
を

意
味
す
る
と
い
う
説
も
一
応
理
解
は
で
き
る
。

　
し
か
し
、
光
、
太
陽
か
ら
霊
性
に
結
び
付
き
、
さ
ら
に
「
聖
な
る
」
の

意
の
美
称
辞
と
な
っ
た
と
す
る
と
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
シ
ノ
が
美

称
辞
で
あ
る
語
に
、
田
圃
や
畑
に
関
連
す
る
も
の
が
目
立
つ
と
い
う
点
は

ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
事
実
と
シ
ノ
の
原
義
と

の
結
び
付
き
を
合
理
的
に
説
明
す
る
た
め
に
は
、
田
圃
や
畑
に
関
連
す
る

具
体
的
な
何
か
を
シ
ノ
が
指
し
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
シ
ノ
が
「
光
」
を
表

す
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
美
称
辞
シ
ノ
が
成
立
し
て
い
っ
た
と
考
え
る
べ

き
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
前
提
に
立
っ
て
、
シ
ノ
が
元
来
指
し
て
い
た

も
の
に
つ
い
て
、
次
に
考
え
て
い
き
た
い
。

四
、
大
和
古
語
と
の
つ
な
が
り

　
外
間
守
善

述
が
あ
る
。

『
日
本
語
の
世
界
9
』
（
中
央
公
論
社
）
に
注
目
す
べ
き
記

　
稲
を
意
味
す
る
古
代
日
本
語
の
「
し
ね
」
も
、
沖
縄
古
語
で
解
く

と
す
れ
ば
「
あ
ま
み
き
よ
　
し
ね
り
き
よ
」
（
祖
先
神
）
が
「
あ
ま

み
人
　
し
の
み
人
」
（
祖
先
神
）
と
通
ず
る
と
こ
ろ
か
ら
「
し
ね
」

と
「
し
の
」
は
通
ず
る
こ
と
に
な
る
し
、
稲
に
対
す
る
尊
崇
の
気
持

か
ら
、
照
り
輝
い
て
美
し
い
も
の
、
聖
な
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
し

の
」
「
し
ね
」
と
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
（
一
入

九
頁
。
傍
線
引
用
者
）

　
こ
の
よ
う
に
、
外
間
説
で
は
、
シ
ノ
と
大
和
古
語
で
稲
を
表
す
シ
ネ
と

が
同
源
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。
こ
れ
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
シ
ノ
と

シ
ネ
と
は
、
血
を
共
通
の
語
根
と
し
て
も
つ
同
源
の
語
で
、
シ
ノ
が
結
び

付
い
て
い
た
あ
る
も
の
と
は
、
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
稲
」

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
、
シ
ネ
と
い
う
語
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
シ
ネ
は
、
大
野

晋
・
佐
竹
昭
広
・
前
田
金
五
郎
『
岩
波
古
語
辞
典
補
訂
版
』
（
岩
波
書
店
）

に
、

し
ね
【
稲
】
　
「
い
ね
」
に
同
じ
。
他
の
語
の
下
に
つ
く
時
に
使
う
。

　
「
＋
握
（
舵
．
了
を
浅
甕
（
罐
）
に
醸
め
る
大
御
酒
」
〈
紀
顕
宗
即
位

　
前
〉
。
「
御
（
み
）
1
つ
く
女
（
娃
み
）
」
〈
神
楽
歌
四
九
〉

と
あ
る
よ
う
に
、
大
和
古
語
で
は
、
稲
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
沖
縄
古
語
に
は
、
シ
ラ
タ
ネ
と
い
う
、
稲
に
対
す
る
尊
崇

の
気
持
ち
を
伴
う
語
が
あ
る
。
こ
の
語
に
関
す
る
説
明
を
『
沖
縄
古
語
大

辞
典
』
で
見
て
み
る
。

し
ら
－
た
ね
【
白
種
子
】
団
固
囲
夢
①
き
れ
い
な
種
子
。

　
《
竜
宮
か
ら
／
あ
ま
ち
ゃ
に
／
し
ら
ち
ゃ
に
／
わ
し
ぬ
と
い
が
／

く
く
り
も
ー
ち
》
［
固
オ
一
入
一
－
四
］
②
稲
の
こ
と
。
オ
モ

　
ロ
原
注
に
「
稲
之
事
、
爪
生
茂
た
る
を
言
」
（
一
五
巻
＝
〇
三
）

　
と
あ
る
。
爪
は
ノ
ギ
の
こ
と
か
。
《
た
い
ら
　
ま
さ
り
き
よ
か
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あ
か
は
ん
た
　
の
ほ
て
　
お
ほ
た
は
る

ね
の
　
よ
り
な
ひ
く
　
き
よ
ら
や
》
［
団

《
穂
花
　
咲
き
出
れ
ば
　
ち
り
ひ
ぢ
も

な
び
き
あ
ぶ
し
ま
く
ら
》
［
國
全
一
四
九
］

ね
」
［
［
回
ウ
一
五
八
－
七
］
は
、
「
白
種
子
」

（
語
形
略
。
傍
線
引
用
者
V

み
や
れ
は
　
し
ら
ち
や

　
一
六
巻
一
一
六
七
］

つ
か
ぬ
　
白
ち
や
ね
や

　
圃
國
「
し
ら
き
や

　
か
（
歌
謡
大
成
）
。

　
先
の
外
間
説
で
は
、
こ
の
よ
う
な
稲
の
捉
え
方
を
ふ
ま
え
て
、
シ
ネ
、

シ
ノ
が
「
聖
な
る
」
も
の
に
至
る
過
程
を
「
稲
に
対
す
る
尊
崇
の
気
持
か

ら
」
と
説
明
す
る
。
ま
た
、
た
わ
わ
に
実
っ
た
稲
穂
が
風
に
靡
く
様
は
、

キ
ラ
キ
ラ
と
、
照
り
輝
く
よ
う
に
美
し
く
見
え
る
。
そ
の
情
景
は
、
ま
さ

に
「
し
ら
ち
ゃ
ね
の
　
よ
り
な
ひ
く
　
き
よ
ら
や
」
と
い
う
オ
モ
ロ
の
一

節
と
重
な
る
。
こ
の
こ
と
を
考
え
て
も
、

　
　
し
の
1
1
稲
↓
照
り
輝
く
美
し
い
も
の
↓
（
光
）
↓
「
聖
な
る
」
も
の

と
い
う
変
化
の
図
式
は
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
シ
ノ
と
い
う
語
が
本
来
的
に
は
「
稲
」
を
表
し
た
も
の

だ
と
仮
定
す
る
と
、
先
に
見
た
シ
ノ
タ
バ
ル
、
シ
ノ
ミ
ド
リ
、
シ
ノ
ミ
バ

ル
の
三
語
が
全
て
田
圃
、
田
畑
に
関
す
る
語
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
と
見

事
に
符
合
す
る
。

　
シ
ノ
は
本
来
、
照
り
輝
く
美
し
い
も
の
で
あ
る
「
稲
」
を
指
す
語
で
、

そ
こ
か
ら
光
る
も
の
に
対
す
る
美
称
と
し
て
の
用
法
が
生
じ
、
「
聖
な
る
」

意
の
美
称
辞
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の

結
論
で
あ
る
。

五
、
神
祭
り
シ
ノ
グ
と
シ
ノ

　
次
に
、
神
祭
り
シ
ノ
グ
に
つ
い
て
触
れ
た
い
。
沖
縄
に
は
神
祭
り
シ
ノ

グ
が
古
来
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
。
シ
ノ
グ
は
、
収
穫
後
、
次
の
農
作
に
移

る
前
に
行
わ
れ
る
、
稲
の
豊
作
の
感
謝
と
予
祝
の
祭
り
で
あ
る
。

　
こ
の
シ
ノ
グ
の
語
源
に
関
し
て
は
、
外
間
説
、
仲
原
説
が
あ
る
の
で
、

『
沖
縄
古
語
大
辞
典
』
に
お
け
る
シ
ノ
グ
の
補
説
で
そ
の
語
源
説
を
確
認

し
て
お
く
。

團
シ
ヌ
グ
は
、
シ
ノ
グ
ラ
、
シ
ノ
グ
リ
、
シ
ノ
グ
ル
、
シ
ノ
グ

レ
と
活
用
す
る
動
詞
か
ら
き
た
名
詞
と
い
わ
れ
（
伊
波
普
猷
「
祭
式

舞
踏
」
）
、
語
源
的
に
は
、
シ
ノ
（
日
）
ク
リ
（
繰
り
）
と
す
る
説

（
仲
原
善
忠
「
お
も
ろ
新
釈
」
全
集
二
巻
二
四
五
）
、
シ
ノ
（
聖
な

る
）
コ
ネ
リ
（
踊
り
）
と
み
る
見
方
（
外
間
守
善
）
な
ど
が
あ
る
。

オ
モ
ロ
の
「
し
の
く
り
よ
わ
る
」
（
二
巻
七
五
）
、
「
し
の
こ
て
」
（
二

一
巻
＝
二
九
九
）
、
「
し
の
く
り
や
」
（
一
一
巻
六
三
七
）
な
ど
の

「
し
の
く
り
」
に
つ
な
が
る
。

　
私
見
で
は
、
こ
の
シ
ノ
グ
の
シ
ノ
も
、
元
来
「
稲
」
を
表
し
、
美
称
辞

へ
と
展
開
し
て
い
っ
た
シ
ノ
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
る
。
シ
ノ
グ
が
、
神
祭

り
と
い
う
神
聖
な
行
為
で
あ
る
以
上
、
外
間
説
に
言
う
よ
う
に
、
シ
ノ
グ

の
シ
ノ
が
美
称
辞
的
意
味
を
表
し
て
い
る
と
す
る
説
に
は
従
う
べ
き
で
あ

る
。
ま
た
、
シ
ノ
グ
が
、
豊
作
へ
の
感
謝
や
予
祝
を
す
る
神
祭
り
で
あ
る
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こ
と
か
ら
、
シ
ノ
グ
の
シ
ノ
が
元
来
「
稲
」
を
表
し
た
と
考
え
る
の
は
自

然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
シ
ノ
が
田
畑
に
関
係
す
る
語
と
結
び
付

き
、
最
終
的
に
「
聖
な
る
」
の
意
の
美
称
辞
と
な
る
こ
と
も
用
法
の
展
開

と
し
て
あ
り
え
よ
う
。
（
た
だ
し
、
シ
ノ
グ
の
グ
が
何
で
あ
る
か
は
不
明
）
。

　
こ
う
し
て
、
シ
ノ
グ
が
美
称
辞
シ
ノ
と
結
び
付
く
と
見
る
と
、
シ
ノ
が

「
稲
」
を
表
し
た
と
い
う
先
の
結
論
が
よ
り
確
実
な
も
の
に
な
っ
て
く
る

だ
ろ
う
。

六
、
大
和
古
語
シ
ノ
ノ
メ
と
の
関
係

　
最
後
に
、
大
和
古
語
シ
ノ
ノ
メ
と
沖
縄
古
語
シ
ノ
と
の
関
係
に
つ
い
て

触
れ
て
お
く
。

　
「
二
」
で
見
た
通
り
、
仲
原
説
で
は
、
シ
ノ
ノ
メ
の
意
味
を
（
あ
か
つ

き
）
と
示
し
、
シ
ノ
ノ
メ
の
シ
ノ
と
、
テ
ル
シ
ノ
の
シ
ノ
と
の
関
係
を
示

唆
し
て
い
る
の
だ
が
、
果
た
し
て
そ
れ
は
正
し
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、

シ
ノ
ノ
メ
に
関
す
る
諸
説
を
、
④
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
）
、
⑧

『
角
川
古
語
大
辞
典
』
（
角
川
書
店
）
、
◎
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
・
上
代

編
』
（
三
省
堂
）
の
順
に
列
挙
す
る
。

④
し
の
の
め
【
東
畳
三
《
名
》
　
①
東
の
空
に
明
る
さ
が
、
わ
ず
か
に

　
動
く
こ
ろ
。
転
じ
て
、
あ
け
が
た
。
夜
明
け
。
（
用
例
略
）
②
明

　
け
方
に
、
東
の
空
に
た
な
び
く
雲
。
（
用
例
略
）
③
（
1
す
る
）

　
明
け
が
た
の
光
を
受
け
る
こ
と
。
暁
光
を
受
け
て
い
う
ど
ら
れ
る

　
こ
と
。
（
用
例
略
）

⑧
し
の
の
め
【
東
雲
・
篠
目
】
《
名
》
夜
明
け
方
。
暁
（
勤
）
が
明

　
け
方
に
近
づ
き
な
が
ら
ま
だ
明
け
や
ら
ぬ
間
。
後
朝
（
き
ぬ
ぎ
ぬ
）
の
別

　
れ
の
刻
時
で
あ
る
。
古
代
の
原
始
的
住
居
に
お
い
て
は
、
明
か
り

　
取
り
に
篠
竹
（
し
の
だ
け
）
を
粗
く
交
錯
さ
せ
て
編
ん
だ
。
こ
れ
を
篠
目

　
（
シ
ノ
ノ
〆
）
と
い
い
、
明
け
方
に
近
づ
く
と
こ
こ
か
ら
明
り
が
さ
し
て

　
く
る
の
で
、
「
し
の
の
め
の
明
く
」
と
い
う
言
い
方
が
生
じ
、
そ

　
の
「
し
の
の
め
」
が
独
立
的
に
明
け
方
を
意
味
す
る
名
詞
に
用
い

　
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
（
用
例
略
）

◎
し
の
の
め
【
細
竹
目
】
《
名
》
　
未
詳
。
篠
を
編
ん
で
作
っ
た
簾
の

　
よ
う
な
も
の
を
い
う
か
。
そ
れ
ぞ
れ
修
飾
語
を
受
け
、
序
詞
と
し

　
て
、
同
音
の
シ
ノ
ブ
の
シ
ノ
を
起
こ
し
、
ま
た
、
簾
の
奥
に
こ
も

　
っ
て
ひ
と
に
逢
わ
な
い
意
の
「
人
に
は
し
の
び
」
に
続
く
。
（
用

　
例
略
）
↓
い
な
の
め
・
い
な
の
め
の

◎
い
な
の
め
【
稲
目
】
　
未
詳
。
稲
藁
を
あ
ら
く
編
ん
で
住
居
の
壁

　
に
し
、
採
光
・
通
風
の
用
と
し
た
、
そ
の
編
み
目
と
い
う
説
も
あ

　
る
。

◎
い
な
の
め
の
　
枕
詞
。
明
ケ
去
ル
に
か
か
る
。
か
か
り
方
未
詳
。

　
（
用
例
略
）
【
考
】
④
稲
の
穂
に
出
そ
め
る
の
を
イ
ナ
ノ
メ
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
ナ
　
　
　
メ

　
い
、
そ
れ
に
夜
の
明
け
そ
め
る
の
を
た
と
え
た
、
＠
寝
ノ
目
の
明

　
　
　
　
イ
ナ

　
ク
、
④
鮨
ノ
目
ノ
赤
、
㊥
シ
ノ
ノ
メ
同
様
明
け
行
く
空
を
い
う
と

　
す
る
説
な
ど
、
諸
説
が
あ
る
。
類
語
シ
ノ
ノ
メ
は
、
万
葉
で
は

　
「
小
竹
之
眼
」
「
細
竹
目
」
と
記
さ
れ
、
こ
れ
と
「
稲
目
」
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
ノ

　
え
合
わ
せ
る
と
き
、
両
者
は
、
お
の
お
の
文
字
通
り
、
小
竹
ノ
目
、
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稲
ノ
目
で
、
原
始
的
住
居
に
、
篠
や
稲
を
粗
く
織
っ
た
採
光
・
通

風
の
窓
が
わ
り
の
む
し
ろ
、
そ
の
す
き
ま
な
ど
の
意
か
と
い
わ
れ

る
。
（
中
略
）
イ
ナ
ノ
メ
は
、
後
世
シ
ノ
ノ
メ
が
明
ク
の
枕
詞
と

し
て
使
用
さ
れ
て
い
く
う
ち
に
語
源
が
忘
れ
ら
れ
て
夜
明
け
の
意

に
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
と
同
様
、
明
け
方
を
指
し
た
も

の
か
と
も
思
わ
れ
る
。
↓
し
の
の
め
・
め
［
目
］

　
こ
の
よ
う
に
、
シ
ノ
ノ
メ
に
関
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
が
あ
る
の
が

現
状
で
あ
る
。

　
私
見
は
、
シ
ノ
ノ
メ
と
イ
ナ
ノ
メ
と
を
つ
な
げ
て
考
え
る
点
で
◎
『
時

代
別
国
語
大
辞
典
・
上
代
編
』
の
説
に
近
い
。
シ
ノ
ノ
メ
の
シ
ノ
は
稲
の

こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
こ
こ
で
、
『
万
葉
集
』
に
見
え
る
イ

ナ
ノ
メ
と
い
う
語
を
見
て
み
る
。

　
　
あ
ひ
み
ら
く
　
　
あ
き
だ
ら
ね
ど
も
　
　
い
な
の
め
の
　
　
あ
け
さ
り
に
け
り
　
　
ふ
な
で
　
せ
　
む
つ
ま

　
　
相
見
久
　
厭
錐
下
足
　
稲
目
　
明
去
来
理
　
舟
出
為
牟
鷹

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
一
〇
・
二
〇
二
二
）

　
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
万
葉
集
』
（
小
学
館
）
に
は
、

い
な
の
め
の
1
明
ク
の
枕
詞
。
こ
の
あ
と
シ
ノ
ノ
メ
の
語
が
二
四
七

　
八
・
二
七
五
四
と
見
え
る
が
、
そ
れ
と
こ
の
イ
ナ
ノ
メ
と
は
共
に
、

　
原
始
的
住
居
で
篠
や
稲
藁
認
が
編
ま
れ
て
出
入
り
ロ
に
垂
さ
れ
、

　
採
光
・
通
風
の
役
目
も
し
て
い
た
の
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
後
世
で

　
は
『
伊
京
集
』
に
「
篠
目
、
シ
ノ
ノ
メ
、
早
朝
之
義
、
東
布
」
と

　
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
う
ち
シ
ノ
ノ
メ
が
夜
明
け
の
意
味
に
転
ず
る
。

　
（
三
巻
・
入
一
頁
）

と
あ
り
、
シ
ノ
ノ
メ
の
シ
ノ
を
「
篠
」
イ
ナ
ノ
メ
の
イ
ナ
を
「
稲
」

え
て
い
る
。
伊
藤
博
『
万
葉
集
釈
注
五
』
（
集
英
社
）
で
は
、

と
捉

稲
の
目
の
　
「
明
け
」
の
枕
詞
。
「
稲
の
目
」
は
、
窓
の
な
い
古
代
の

　
家
屋
の
明
か
り
取
り
や
煙
出
し
部
分
の
稲
藁
の
編
み
目
。
そ
の
目

　
が
明
け
方
に
明
る
く
な
る
の
で
か
か
る
ら
し
い
（
井
出
至
「
『
し

　
の
の
め
・
い
な
の
め
』
孜
－
原
始
的
住
居
と
『
め
』
1
」
万
葉
第

　
二
十
号
参
照
V
。
（
四
四
五
頁
）

と
あ
り
、
こ
こ
で
も
イ
ナ
ノ
メ
の
イ
ナ
を
「
稲
」
と
捉
え
て
い
る
。

　
薪
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
万
葉
集
』
の
解
釈
の
よ
う
に
、
イ
ナ
ノ
メ

を
「
稲
の
目
」
と
す
れ
ば
、
シ
ノ
ノ
メ
を
「
篠
の
目
」
と
す
る
こ
と
は
、

至
っ
て
自
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
シ
ノ
ノ
メ
の
シ
ノ
も
イ
ナ
ノ
メ

の
イ
ナ
と
同
じ
よ
う
に
「
稲
」
と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
つ
ま
り
、
美
称
辞
シ
ノ
が
元
来
「
稲
」
を
表
す
語
で
あ
っ
た
、
と

い
う
先
の
私
見
を
そ
の
ま
ま
シ
ノ
ノ
メ
の
シ
ノ
に
も
当
て
は
め
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
根
拠
と
し
て
、
山
口
佳
紀
『
古
代
日
本
語
文
法
の
成
立
の
研
究
』

（
有
精
堂
）
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
、
サ
行
の
頭
語
子
音
の
脱
落
の
例
を
い

く
つ
か
並
べ
て
み
る
（
五
七
頁
）
。
名
詞
の
例
に
は
次
の
語
が
あ
る
。

　
　
イ
（
代
名
詞
）
　
　
　
シ
（
代
名
詞
）

　
　
イ
（
息
）
　
　
シ
（
息
）

　
　
ウ
ガ
ラ
（
族
）
　
　
　
ス
ガ
ラ
（
春
）

一75一



　
　
ウ
ヂ
（
氏
）
　
　
　
ス
ヂ
（
筋
）

山
口
説
に
よ
る
と
、
こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
サ
行
の
頭
語
子
音
が
脱
落
し
た

形
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
シ
ノ
と
イ
ナ
も
、

　
　
イ
ナ
（
稲
）
　
　
　
シ
ノ
（
稲
）

と
い
う
関
係
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
の
際
に
問
題
と
な
る
の
は
、
ナ
と
ノ
の
母
音
の
違
い
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
点
は
、
母
音
交
替
が
生
じ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
く

『
古
代
日
本
語
文
法
の
成
立
の
研
究
』
に
、

『
お
も
ろ
さ
う
し
器
顧
引
・
第
二
版
』
（
「
て
る
し
の
」
の
項
）
に
は
、

テ
ル
シ
ノ
の
シ
ノ
は
、
シ
ノ
ノ
メ
の
シ
ノ
と
関
係
が
あ
ろ
う
と
す
る

仲
原
善
忠
の
説
を
紹
介
し
て
い
る
。
シ
ノ
ノ
メ
の
シ
ノ
が
「
光
」
の

意
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

　
　
い
な
の
め
（
稲
目
）
の
明
け
さ
り
に
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
一
〇
・
二
〇
二
二
）

と
あ
る
イ
ナ
ノ
メ
の
イ
ナ
は
、
シ
ナ
（
光
）
の
頭
子
音
脱
落
形
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
（
一
四
九
頁
。
傍
線
引
用
者
）

と
あ
り
、
こ
こ
で
は
、
傍
線
部
分
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
シ
ノ
と
シ
ナ
と

が
同
じ
く
光
の
意
を
表
す
ら
し
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
イ
ナ
は
シ
ナ
の
頭

子
音
脱
落
形
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
先
に
挙
げ
た
村
山

七
郎
「
し
な
て
る
・
て
る
し
の
考
」
に
、

枕
詞
「
シ
ナ
照
ル
」
の
シ
ナ
と
「
お
も
ろ
」
の
「
照
る
シ
ノ
」
「
照

る
シ
ナ
の
真
庭
」
の
シ
ノ
～
シ
ナ
と
は
同
一
語
と
見
る
こ
と
が
で
き

、
る
。
日
・
琉
語
と
も
に
シ
ナ
は
「
光
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
、

と
結
論
で
き
る
。
（
十
八
頁
。
傍
線
引
用
者
）

と
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
記
述
で
は
、
光
を
意
味
す
る
シ
ノ
と
シ
ナ
と
は
母
音
交
替
の

関
係
に
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
シ
ノ
と
シ
ナ
と
が
そ
の
よ
う
な
関
係

に
あ
る
と
す
れ
ば
、

　
　
イ
ナ
（
稲
）
　
　
　
シ
ノ
（
稲
）

と
す
る
、
先
の
私
見
は
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
以
上
の
事
柄
を
総
合
す
れ
ば
、
結
局
、
シ
ナ
（
n
a
S
　
）
シ
ネ
（
・
㎝
℃
）

シ
ノ
（
n
O
．
鋭
一
）
イ
ナ
（
°
m
唄
）
イ
ネ
（
．
m
℃
）
は
全
て
「
稲
」
を
意
味
す

る
語
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

七
、
ま
と
め

　
本
稿
で
は
、
テ
ル
シ
ノ
の
シ
ノ
に
つ
い
て
、
主
に
そ
の
原
義
を
中
心
に

考
え
、
本
来
「
稲
」
を
表
す
語
で
あ
っ
た
と
結
論
付
け
た
。
さ
ら
に
、
神

祭
リ
シ
ノ
グ
と
の
関
わ
り
も
検
討
す
る
こ
と
で
、
そ
の
結
論
を
よ
り
強
固

な
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
、
シ
ノ
が
本
来
「
稲
」
を
意
味
し
た
も
の
だ
と

結
論
付
け
た
か
ら
と
い
っ
て
、
「
光
、
太
陽
の
原
義
」
と
い
う
説
を
全
て

否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
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①
本
来
シ
ノ
は
、
「
稲
」
と
い
う
具
体
的
な
も
の
を
表
し
た
。

②
「
稲
」
は
照
り
輝
く
美
し
い
も
の
、
尊
崇
す
べ
き
も
の
と
し
て
捉
え

　
　
ら
れ
て
い
た
。

③
そ
こ
か
ら
、
シ
ノ
に
「
照
り
輝
く
、
光
り
輝
く
美
し
い
も
の
」
と
い

　
　
う
美
称
的
な
用
法
が
派
生
し
て
い
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
原
義
を
「
光
・
太
陽
」
と
し
て
片
付
け
て
し
ま
わ
ず
、

そ
の
前
段
階
に
「
稲
」
を
想
定
す
れ
ば
、
美
称
辞
シ
ノ
の
付
く
語
に
、
田

圃
や
畑
に
関
係
す
る
も
の
が
目
立
つ
と
い
う
事
実
に
説
明
が
つ
く
。
ま
た
、

神
祭
り
シ
ノ
グ
と
美
称
辞
シ
ノ
と
を
結
び
付
け
て
考
え
る
場
合
に
も
、
シ

ノ
が
「
稲
」
を
表
す
語
で
あ
っ
た
と
す
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
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