
時
評

古
語
辞
典
を
引
く

　
平
安
時
代
の
和
歌
を
研
究
し
、
週
の
五
日
を
古
典
の
教
師
と
し
て
働
く
私

は
、
普
通
の
人
よ
り
も
少
し
だ
け
古
語
辞
典
を
引
く
機
会
が
多
い
だ
ろ
う
と

思
う
。
い
つ
だ
っ
た
か
、「
未
来
」
の
歌
人
で
あ
る
野
口
あ
や
子
に
、
お
す

す
め
の
古
語
辞
典
を
聞
か
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
歌
を
も
の
す
る
人
々
は
、
普

通
の
人
よ
り
も
、
も
し
か
し
た
ら
、
気
に
な
る
話
題
か
も
し
れ
な
い
。
そ
ん

な
こ
と
を
思
っ
て
古
語
辞
典
の
こ
と
を
書
い
て
み
よ
う
と
思
う
。

　
辞
典
に
は
、
何
巻
に
も
わ
た
る
大
型
の
も
の
か
ら
、
高
校
で
買
わ
さ
れ
た

よ
う
な
卓
上
の
も
の
ま
で
あ
る
。
図
書
館
に
あ
る
よ
う
な
大
型
も
の
に
、
例

え
ば
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』
や
、
現
代
語
が
メ
イ
ン
で
あ
る
が
日
本
最
大

の
国
語
辞
典
で
あ
る
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
私
は
小

学
館
の
『
古
語
大
辞
典
』
が
好
き
で
買
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
卓
上
の
古
語
辞
典
は
持
っ
て
い
る
人
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
高
校
で
買

わ
さ
れ
た
も
の
を
使
っ
て
い
る
と
い
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
実
は
数
年
前
か
ら
、
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
を
見
据
え
て
か
、
各
社
の
古

語
辞
典
が
改
訂
を
行
い
、
内
容
面
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
面
と
も
に
進
歩
し
て
い
る
。

私
の
手
元
に
は
、
気
に
入
っ
て
購
入
し
た
卓
上
の
古
語
辞
典
が
四
冊
あ
る
。

『
三
省
堂
全
訳
読
解
古
語
辞
典
』、『
旺
文
社
全
訳
古
語
辞
典
』、『
ベ
ネ
ッ
セ

古
語
辞
典
』、『
岩
波
古
語
辞
典
』
で
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
紹
介
し
よ
う
。

　
例
え
ば
入
学
し
た
て
の
高
校
生
な
ど
、
古
典
や
文
語
の
初
学
者
に
最
良
と

思
わ
れ
る
の
が
、『
三
省
堂
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
非
常
に
読
み
や
す
く
、
オ
ー

ソ
ド
ッ
ク
ス
な
記
述
で
語
彙
の
広
が
り
に
力
を
い
れ
た
コ
ラ
ム
も
面
白
い
。

　
も
う
少
し
、
レ
ベ
ル
を
あ
げ
て
、
進
学
校
の
古
典
を
頑
張
り
た
い
生
徒
に

は
、『
旺
文
社
』
を
勧
め
る
。
特
に
文
法
に
関
す
る
項
目
は
、
気
付
か
さ
れ

る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
、
も
し
歌
会
に
若
山
牧
水
が
や
っ
て
来
て
、

・
明
日
の
こ
と
は
明
日
ぞ
さ
だ
め
む
と
に
か
く
に
寝い
ね

む
と
お
も
へ
つ
か
れ
し

　
も
の
を
（『
白
梅
集
』
所
収
。
本
文
は
『
若
山
牧
水
全
歌
集
』
短
歌
新
聞
社
）

こ
ん
な
歌
を
出
し
た
ら
ど
う
す
る
だ
ろ
う
か
。「
作
者
は
今
、
疲
れ
て
い
る
。

『
つ
か
れ
し
』
の
『
し
』
は
過
去
の
助
動
詞
な
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
使
う
の
は

間
違
い
で
は
？
」
と
指
摘
し
た
く
な
る
人
は
、『
旺
文
社
全
訳
古
語
辞
典
』
の

過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
項
目
を
読
む
と
良
い
。（
平
安
時
代
の
語
法
を
規
範

と
す
る
学
校
の
古
典
文
法
で
は
殆
ど
教
え
な
い
が
、）
中
世
以
降
の
語
法
と
し

て
「
完
了
・
存
続
（
〜
て
い
る
）」
の
用
法
が
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
実
は
、

文
語
文
の
文
法
と
学
校
の
古
典
文
法
は
基
本
的
に
重
な
る
が
、
ま
れ
に
異
な

る
事
が
あ
る
。
知
っ
て
い
る
こ
と
も
辞
書
を
引
く
と
発
見
が
あ
る
の
だ
。

　『
旺
文
社
』
と
と
も
に
、
あ
る
程
度
古
典
文
法
が
身
に
つ
い
て
い
る
文
語

歌
人
に
は
、『
ベ
ネ
ッ
セ
古
語
辞
典
』
も
良
い
。『
ベ
ネ
ッ
セ
』
に
は
、
高
校

生
用
も
の
も
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
大
人
用
。
先
程
の
過
去
の
助
動
詞
「
き
」

を
見
る
と
、
そ
も
そ
も
「
き
」
で
表
さ
れ
る
の
は
ど
の
時
点
の
こ
と
な
の
か

と
か
、「
け
り
」
と
の
違
い
が
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の

辞
典
に
は
附
録
に
小
冊
子
の
名
歌
名
句
鑑
賞
辞
典
も
付
い
て
い
る
。

　
逆
に
ク
ロ
ウ
ト
向
け
の
辞
書
も
あ
る
。
そ
れ
が
『
岩
波
古
語
辞
典
』
だ
。

こ
れ
は
、
用
言
を
連
用
形
に
し
て
載
せ
て
あ
る
。
最
も
使
わ
れ
や
す
い
形
が

連
用
形
だ
か
ら
だ
と
い
う
。
普
通
の
辞
書
と
単
語
の
形
が
異
な
る
不
便
な
辞

書
だ
。
た
だ
し
、
編
者
の
一
人
、
国
語
学
の
泰
斗
大
野
晋
渾
身
の
序
と
助
動

詞
解
説
に
し
び
れ
る
逸
品
で
も
あ
る
。こ
れ
も
私
が
好
き
な
辞
書
の
一
つ
だ
。

御
手
洗
靖
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