
平
安
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
　
「
た
ま
た
ま
」
「
た
ま
さ
か
に
」

「
ま
れ
に
」
　
の
意
味
用
法
に
つ
い
て

土
　
居
　
裕
美
子

一
、
は
じ
め
に

語
彙
史
を
考
え
る
に
は
、
個
々
の
語
の
相
互
の
関
係
を
捉
え
、
そ
の
変
遷
を

(
1
)

追
っ
て
い
く
方
法
が
有
効
で
あ
る
。
従
釆
、
意
味
や
形
態
に
着
目
し
て
、
個
々

の
譜
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
様
々
な
考
察
が
な
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
身
体

や
動
植
物
、
食
物
な
ど
の
名
称
語
彙
、
比
較
的
意
味
分
野
を
限
定
し
や
す
い
感

(

2

一

党
・
感
情
語
彙
の
変
遷
に
つ
い
て
の
研
究
が
あ
る
。
更
に
‥
収
近
の
語
彙
史
研
究

へ

3

)

は
、
意
味
範
囲
の
限
定
の
容
易
で
な
い
分
野
に
も
広
が
り
を
見
せ
つ
つ
あ
る
。

本
稿
も
ま
た
、
語
史
を
一
語
一
語
個
別
に
追
う
の
で
は
な
く
、
語
彙
と
し
て
の

ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
す
る
立
場
に
立
ち
、

一
連
の
副
詞
語
彙
を
取
り
上
げ
、
意
味
用
法
の
関
係
と
、
そ
の
変
化
に
つ
い
て

考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

平
安
・
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
、
「
起
こ
る
国
数
が
少
な
い
こ
と
」
を
表
す
副
詞

「
た
ま
た
ま
」
は
、
漢
文
訓
読
文
、
和
漢
混
清
文
に
多
く
、
和
文
に
少
な
く
用

い
ら
れ
る
。
こ
れ
に
類
す
る
意
味
用
法
を
持
つ
も
の
と
し
て
、
「
た
ま
さ
か
に
」

(
4
)

「
ま
れ
に
」
が
學
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
三
語
は
部
分
的
に
重
を
る
意
味
用
法
を
持

ち
な
が
ら
関
連
し
あ
っ
て
お
り
、
そ
の
関
係
は
、
時
代
と
共
に
変
化
し
、
ま
た

文
体
に
よ
っ
て
も
違
い
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
平
安
・
鎌
倉
時

へ

5

一

代
に
お
け
る
、
和
文
、
漢
文
訓
読
文
、
和
漢
混
清
文
を
対
象
と
し
て
、
こ
れ
ら

三
譜
の
意
味
用
法
の
差
異
性
と
共
通
性
、
並
び
に
そ
の
適
時
的
変
化
に
つ
い
て

考
察
す
る
。

(
6
)

二
、
和
文
に
お
け
る
用
例
の
検
討

(

7

一

和
文
に
わ
け
る
三
語
の
出
現
状
況
は
次
負
、
表
1
の
枝
に
な
る
。

ま
ず
、
和
文
に
お
け
る
「
た
ま
た
ま
」
の
意
味
用
法
を
、
用
例
に
即
し
て
具

体
的
に
検
討
し
た
い
。

①
(
源
氏
1
女
五
)
　
わ
は
え
ぬ
つ
み
に
あ
た
り
は
へ
り
て
し
ら
ぬ
よ
に
ま
と

27

ひ
は
へ
り
L
を
た
ま
〈

は
や
け
に
か
す
ま
へ
ら
れ
た
て
ま
つ
り
て
は
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ま
た
と
り
み
た
り
い
と
ま
な
く
な
と
し
て
(
源
氏
物
話
　
朝
顔
　
六
四
〇
③
)

サ

ノ

ー

7

リ

②
此
御
方
に
め
し
つ
か
は
せ
給
は
ぬ
人
を
は
世
に
辱
な
く
畏
を
な
し
よ
に
す
そ

ろ
は
し
く
云
思
へ
り
た
ま
〈
召
つ
か
は
せ
拾
を
は
世
に
日
出
度
う
ら
や
ま

し
く
思
ひ
て
幸
人
と
そ
っ
け
た
る
　
(
栄
花
物
語
　
巻
第
六
　
二
〇
一
⑲
)

③
嵯
峨
院
　
(
中
略
)
紋
冶
部
卿
の
朝
臣
、
公
人
と
し
て
侍
り
し
あ
と
だ
に
身

を
公
に
し
た
が
へ
て
唐
土
の
使
に
参
で
あ
た
の
風
に
あ
ひ
て
多
く
の
年
父

母
の
顔
も
あ
ひ
み
ず
し
て
、
悲
し
き
臼
を
見
て
、
た
ま
〈
帰
り
侍
り
て

後
、
わ
な
じ
京
に
い
く
ぱ
く
も
侍
ら
ぬ
ほ
ど
に
な
く
な
り
侍
り
に
き
。

(
宇
津
保
物
語
　
楼
上
　
下
一
九
〇
三
⑲
)

④
律
師
(
忠
こ
そ
)
山
伏
も
い
か
で
か
と
心
ざ
し
侍
れ
ど
、
殿
の
仰
言
給
は

ら
ぬ
を
な
げ
き
侍
る
に
、
た
ま
〈
仰
給
へ
れ
ば
と
申
シ
給
フ
。

(
字
津
保
物
語
　
国
諸
　
中
一
八
一
③
)

⑤
(
伊
周
)
あ
さ
ま
し
う
か
た
し
け
な
く
か
な
し
く
て
お
は
し
ま
す
と
も
U

L
た
ま
〈
た
ひ
ら
か
に
お
は
し
ま
さ
は
御
産
の
お
り
い
か
に
せ
さ
せ
給

は
ん
す
ら
む
　
　
　
　
　
　
　
(
栄
花
物
語
　
券
第
五
一
六
五
⑫
)

用
例
①
は
、
一
度
左
遷
さ
れ
て
い
た
光
源
氏
が
、
運
よ
く
再
び
官
職
に
就
く

こ
と
が
で
き
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
用
例
②
も
ま
た
、
職
や
位
に
つ
く
こ
と

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
用
例
③
の
、
店
か
ら
「
た
ま
〈
帰
り
侍
り

て
」
も
、
人
生
に
お
い
て
、
原
則
と
し
て
一
回
限
り
で
起
こ
る
事
柄
に
用
い
ら

れ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
用
例
④
は
、
律
師
忠
こ
そ
の
、
長
い
間
の
願
い

が
叶
う
と
い
う
幸
運
が
偶
然
起
こ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
用
例
⑤
は
、
仮

28



定
条
作
句
と
し
て
、
可
能
性
の
小
さ
い
幸
運
が
起
こ
る
こ
と
を
想
定
す
る
場
面

に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
用
例
を
中
心
に
、
和
文
に
お
け
る
す
べ
て
の

「
た
ま
た
ま
」
を
縮
め
た
も
の
が
次
の
表
2
で
あ
る
。

(
表
2
)

修
飾
さ
れ
る
述
部
に
つ
い
て
は
、
あ
る
喘
・
位
に
就
く
こ
と
、
す
な
わ
ち
人

生
で
一
回
限
り
で
起
こ
る
こ
と
が
四
例
　
(
ま
か
り
つ
く
・
ま
か
り
入
・
数
ま
へ

ら
る
・
刀
口
し
使
は
す
)
、
そ
の
他
も
、
二
度
三
度
起
こ
る
こ
と
は
想
定
さ
れ
狂
い
、

た た
ま
た
ま

ま
た

の ま

宇 と
り

栄 源 枕 字

津 か 花

物

氏

物
草

子

津

保 へ
ば 保

物 や
物
ラ五Prl

物

三二丘Prl ラ五Pfl 子liPrJ 壬五Prl

言古 話 話 話 話 話　話　　　 話　講　話 地
藷

彷ミ 源 rp
ノLンヽ　　　lこ将 周 氏 進 忠　 の　　　 こ　峨　英 心

生 )　 方　　　 そ　院　 )
芭 会

話
き

大 よE 源 生 仲　 北　け　仲　俊　 藤
主

人 の　だ

将 子 氏 昌 も
忠　 方　の　忠　 蔭　英

体

蓬

型

準
え
に

喜 雲

お　こ二
は　ブリ
喜 喜

捨

云

数
ま
へ

丘

:と
ノ

道
に

滞 買 芸

。　り

述

部

け ら ま ま　こ　 く　　 待　つ
り れ

た
か
り

召 上 る　 ‡ E

て
ま
つ
る

入
物
す

有
り
難
し

つ
れ
し

も　世
L　に

〔　 ロイ反　出
定　度
蒼 天

あ 同
ら　文
わ脈
れ に
る
三五m句



そ
の
場
m
り
の
偶
然
前
を
で
き
ご
と
が
起
こ
る
こ
と
を
示
す
も
の
が
中
心
で
あ

る
。
ま
た
、
同
じ
文
脈
に
現
れ
る
語
句
に
注
目
す
れ
ば
、
「
世
に
口
出
度
幸
人
」

や
「
あ
り
が
た
し
」
「
う
れ
し
」
の
よ
う
に
、
そ
れ
が
起
こ
れ
ば
幸
運
で
あ
る
と

い
う
表
現
が
特
徴
的
に
見
-
ブ
l
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
和
文
に
お
け
る
「
た
ま
た

ま
」
は
、
起
こ
る
可
能
性
が
小
さ
い
事
柄
(
特
に
、
思
い
が
け
な
く
、
一
回
眠

り
で
起
こ
る
事
柄
)
が
実
現
し
た
場
合
や
、
そ
の
実
視
を
仮
想
し
た
場
合
に
用

い
ら
れ
、
そ
の
偶
然
性
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
「
た
ま
さ
か
に
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
、
用
例
の
多
い
源
氏
物

語
の
用
例
に
陳
っ
て
検
討
す
る
と
、
そ
の
川
法
は
、
大
き
く
次
の
二
つ
に
分
類

で
き
る
。

す
ま
へ
さ
せ
給
へ
　
　
　
　
　
　
　
(
源
氏
物
語
　
若
紫
一
七
八
③
)

D
U

「
た
ま
た
ま
」
と
同
じ
く
、
思
い
が
け
な
く
、
一
回
限
り
で
起
こ
る

事
柄
に
用
い
ら
れ
る
も
の
一
偶
然
性
を
表
す
一

起
こ
る
回
数
は
少
な
い
が
、
時
間
的
間
隔
を
開
け
て
何
度
か
起
こ
り

得
る
事
柄
に
用
い
ら
れ
る
も
の
　
(
頻
度
の
小
を
表
す
一

③
(
夕
空
　
い
か
乍
ら
む
か
ん
H
に
も
あ
り
け
る
を
も
し
た
ま
さ
か
に
お
も

ひ
ゆ
る
し
た
ま
は
、
あ
L
か
ら
む
な
を
よ
か
ら
む
事
を
こ
そ
と
う
る
は
し

き
し
に
お
は
し
て
　
　
　
　
　
　
(
源
氏
物
語
　
夕
霧
一
三
三
五
⑧
)

用
例
①
は
、
柏
木
が
長
い
年
目
を
か
け
て
女
三
の
宮
を
思
い
続
け
て
い
た
の

が
、
や
っ
と
望
み
が
か
な
っ
た
、
と
い
う
文
脈
で
用
い
ら
れ
、
そ
の
幸
運
が
偶

然
起
こ
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
用
例
②
③
は
、
仮
定
条
作
り
に
用
い
ら
れ
、

可
能
性
が
小
さ
い
事
柄
が
起
こ
る
こ
と
を
仮
想
す
る
も
の
で
あ
る
。
先
の
「
た

ま
た
ま
」
と
同
じ
く
、
A
に
分
類
さ
れ
る
も
の
は
、
そ
の
偶
然
性
に
押
え
て
、

文
脈
的
に
は
幸
運
性
を
読
み
取
れ
る
も
の
が
多
い
が
、
「
た
ま
さ
か
に
」
の
場
合

は
用
例
③
「
思
ひ
許
し
給
は
ば
悪
L
か
ら
ん
」
の
よ
う
に
、
よ
く
な
い
こ
と
が

起
こ
る
こ
と
を
想
定
す
る
も
の
も
存
す
る
。

盲
の
用
例
)

④
一
源
氏
1
紫
)
　
い
か
に
き
こ
ゆ
へ
き
事
お
は
く
つ
も
り
に
け
り
と
お
は
え

30

几
ハ
体
的
な
用
例
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

(
A
の
用
例
)

①
年
を
へ
て
思
ひ
わ
た
り
け
る
こ
と
の
だ
が
封
が
織
は
い
か
な
ひ
て
心
や
す
か

ら
ぬ
す
ち
を
か
き
つ
く
し
た
る
こ
と
は
い
と
見
所
あ
り
て
あ
は
れ
な
れ
と
い

と
か
く
さ
や
か
に
は
か
く
へ
し
や
　
(
源
氏
物
語
　
若
菜
下
　
二
九
二
⑨
)

む
と
す
ら
ん
ひ
と
ひ
ふ
っ
か
た
ま
さ
か
に
へ
た
、
る
を
り
た
に
あ
や
し
う

い
ふ
せ
き
心
ち
す
る
も
の
を
と
て
み
す
ま
き
あ
け
て
は
し
に
い
さ
な
ひ
き

こ
え
給
へ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
(
源
氏
物
語
　
須
磨
　
四
一
二
⑥
)

⑤
色
〈
の
か
み
に
て
た
ま
さ
か
に
か
よ
ひ
け
る
御
ふ
み
の
返
こ
と
い
つ
、

む
つ
そ
あ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
(
源
氏
物
語
　
橋
娘
一
五
四
一
⑦
一

②
(
尼
1
源
氏
一
の
た
ま
は
す
る
こ
と
の
す
ち
た
ま
さ
か
に
も
お
ほ
し
め
し

か
は
ら
ぬ
や
う
侍
ら
は
か
く
わ
り
な
き
よ
は
ひ
す
き
侍
り
て
か
な
こ
b
す
か

⑥
ゆ
め
な
と
に
い
と
た
ま
さ
か
に
み
え
給
と
き
な
と
も
あ
り
お
を
し
さ
ま
な

る
女
な
と
そ
ひ
給
ふ
て
み
え
給
へ
は
な
こ
り
心
ち
あ
し
く
な
や
み
な
と
し



け
れ
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
源
氏
物
語
　
王
室
　
七
二
一
⑧
)

⑦
い
と
、
人
め
の
た
え
は
つ
る
も
さ
る
へ
き
こ
と
、
思
な
か
ら
い
と
か
な
し

く
な
ん
な
に
と
も
み
さ
り
し
山
か
つ
も
お
は
し
ま
さ
て
後
た
ま
さ
か
に
さ

し
の
そ
き
ま
い
る
は
め
つ
ら
し
く
も
お
も
は
え
拾

(
源
氏
物
語
　
経
本
一
五
七
一
④
)

用
例
④
は
、
光
源
氏
が
須
磨
に
流
さ
れ
る
時
、
紫
の
上
に
、
「
一
日
二
日
離
れ

る
時
で
さ
え
、
気
が
ふ
さ
が
る
よ
う
な
心
地
が
す
る
の
に
」
と
言
っ
て
い
る
も

の
で
、
以
前
に
二
人
が
隔
た
っ
た
こ
と
の
あ
る
経
験
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
用
例
⑤
は
、
「
五
つ
六
つ
ぞ
あ
る
」
と
い
う
語
句
か
ら
、
そ
の
や

り
と
り
が
何
度
か
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
用
例
⑥
は
、
「
時
な

ど
も
あ
り
」
と
い
う
表
現
や
副
詞
「
い
と
」
が
つ
い
て
頻
度
が
小
さ
い
こ
と
の

程
度
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
夢
に
あ
ら
わ
れ
た
の
が
一
回
限
り
で
は

な
か
っ
た
と
苧
え
ら
れ
る
。
用
例
⑦
は
、
「
め
づ
ら
し
」
と
い
う
語
が
學
ら
れ
る

こ
と
か
ら
、
国
数
は
少
な
い
な
が
ら
も
、
時
々
は
山
賊
が
現
れ
る
こ
と
が
あ
っ

た
と
わ
か
る
。

ま
た
、
い
わ
ゆ
る
形
容
動
詞
と
し
て
の
　
「
た
ま
さ
か
な
り
」
も
、
同
様
の
観

点
か
ら
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
か
な
り
く
ろ
た
に
と
か
い
ふ
か
た
よ
り
あ
り
く
ほ
う
し
の
あ
と
の
み
ま

れ
〈
は
み
ゆ
る
を
例
の
す
か
た
み
つ
け
た
る
は
あ
ひ
な
く
め
つ
ら
し
き

に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
源
氏
物
語
　
手
習
　
二
〇
三
七
⑥
)

⑲
(
琉
中
将
)
う
ら
め
し
と
お
も
ふ
事
も
あ
ら
む
と
心
な
か
ら
か
は
ゆ
る
む

り
〈
も
侍
り
L
を
み
し
ら
ぬ
や
う
に
て
ひ
さ
し
き
と
た
え
を
も
か
う
た

⑧
は
か
な
き
ひ
と
く
た
り
の
御
返
の
た
ま
さ
か
な
り
し
も
た
え
は
て
に
た
り

七
月
に
な
り
て
そ
ま
ひ
り
給
ひ
け
る
め
つ
ら
し
う
あ
は
れ
に
て
い
と
、
し

き
脚
思
ひ
の
は
と
か
き
り
な
し
　
　
(
源
氏
物
語
　
若
紫
一
七
六
⑤
一

⑨
山
へ
の
は
る
人
な
り
と
て
も
こ
な
た
の
み
ち
に
は
か
よ
ふ
人
も
.
岩
村
引

ま
さ
か
な
る
人
と
も
お
も
ひ
た
ら
す
　
(
源
氏
物
語
　
青
木
　
五
六
④
)

用
例
⑧
は
「
返
事
が
た
ま
さ
か
で
あ
っ
た
の
も
絶
え
て
し
ま
っ
た
」
と
あ
り
、

絶
え
果
て
る
以
前
に
は
何
度
か
や
り
と
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
用
例
⑨

⑲
も
、
破
線
で
示
し
た
よ
う
な
譜
句
か
ら
、
「
た
ま
さ
か
に
」
が
、
何
度
か
起
こ

り
得
る
事
柄
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
一

ら
の
用
例
を
見
る
と
、
先
の
　
「
五
つ
六
つ
」
や
「
時
な
ど
も
あ
り
」
　
の
よ
う
に
、
　
3
1

袖
数
回
を
示
す
語
句
、
ま
た
、
「
絶
え
果
て
に
た
。
」
や
「
久
し
き
と
だ
え
」
の
ー

よ
う
に
、
以
前
は
何
度
か
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
語
句
が
學
ら
れ
る

も
の
が
多
い
。

源
氏
物
語
以
外
の
用
例
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
即
ち
、
先
述
の
A
　
(
思

い
が
け
な
く
、
一
回
限
り
で
起
こ
る
事
柄
に
つ
い
て
m
い
ら
れ
、
偶
然
性
を
表

す
)
用
例
⑪
㈲
の
よ
う
な
も
の
と
、
B
　
(
起
こ
る
可
能
性
は
小
さ
い
が
、
何
度

か
起
こ
り
得
る
事
柄
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
、
頻
度
の
小
を
表
す
)
用
例
⑬
⑩
の

よ
う
な
も
の
と
が
存
す
る
。

(
A
の
用
例
)

⑪
い
と
雉
き
あ
き
な
ひ
な
り
。
し
か
れ
ど
も
、
も
し
天
竺
に
た
ま
さ
か
に
も



て
わ
た
り
な
ば
、
長
者
の
あ
た
り
に
と
ぶ
ら
ひ
求
め
む
に
、
な
き
物
な
ら

ば
使
に
そ
へ
て
金
を
ば
返
し
た
て
ま
つ
ら
ん
と
言
へ
り

(
わ
う
け
い
の
文
　
竹
取
物
語
)

⑲
里
あ
ふ
よ
し
も
な
く
て
、
か
ろ
う
じ
て
築
地
を
越
え
て
、
こ
の
事
入
り

八
乗
3
)
和
文
に
お
け
る
「
た
ま
さ
か
に
」
の
分
類

に
け
り
。
骨
に
も
の
言
ひ
伝
へ
さ
す
る
人
に
、
た
ま
さ
か
に
あ
ひ
に
け
り
。

さ
て
、
そ
れ
し
て
「
築
地
を
越
え
て
な
む
参
り
釆
つ
る
」
と
言
は
せ
け
る

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
平
中
物
語
　
第
二
十
四
話
.
五
三
畢

盲
の
用
例
)

⑬
こ
の
三
四
の
宮
な
と
た
ま
さ
か
に
も
ま
い
ら
せ
た
ま
ふ
わ
り
は
い
み
し
う

そ
め
つ
ら
か
に
う
つ
く
し
み
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
け
る

(
栄
花
物
譜
　
券
箪
二
一
六
④
)

⑲
よ
る
に
な
り
て
、
聖
字
引
い
封
手
J
ま
や
か
に
て
あ
り
。
出
封
軋
…
岩

た
ま
さ
か
な
り
け
り
。
あ
さ
ま
し
き
こ
と
、
め
な
れ
た
れ
は
い
ふ
か
ひ
な

く
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
蛸
蛤
日
記
)

用
例
⑪
は
、
仮
定
条
件
句
に
用
い
ら
れ
る
も
の
、
用
例
⑬
は
、
男
が
思
い
が

け
な
く
「
常
に
も
の
言
ひ
伝
へ
さ
す
る
人
」
に
出
会
う
も
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら

も
、
偶
然
正
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
B
に
分
類
し
た
用
例
⑬
は
、
「
参

ら
せ
給
ふ
折
は
」
の
語
句
か
ら
、
時
々
は
来
る
こ
と
が
あ
る
と
分
か
る
。
用
例

⑲
は
、
形
容
動
詞
「
た
ま
さ
か
な
り
」
の
例
と
な
る
が
、
「
め
づ
ら
し
き
」
と
い

う
語
か
ら
、
回
数
が
少
を
い
な
が
ら
も
時
々
は
文
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
分
類
結
果
を
ま
と
め
た
も
の
が
次
の
表
3
で
あ
る
。

.汁

栄 狭 質

物

浜

′ヽ

和 源 枕

JIL

子

落 宇 蛸 平 竹.

/
/

花 衣
松
中

堕

LJ

泉

式
氏 ㌫三

津

保

物

蛤 中 1保

物 物
部

物 物 ‖ 物 物

三五
PLl

三丁こ
PLl

三五
Prl

物

三五
PH

日

記 す丘
Pll

三五
Pfj

壬五
PP

記 iTこ
い11

三Ii
PLl

7 3 1 2 1

A

前

然

些

*
4

3 3

尋

2 2 1 1 2

*
4

1 8

8

2 1 4 2

B

重

度

の
土
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*
　
「
た
ま
さ
か
の
」

(
　
)
形
容
動
詞
「
た
ま
さ
か
な
り
」
連
用
形
以
外

B
の
意
味
用
法
が
主
流
で
あ
り
、
A
の
意
味
用
法
は
七
例
と
少
な
く
、
竹
取

物
語
や
平
中
物
語
の
よ
う
な
初
期
の
和
文
に
軍
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、



修
飾
さ
れ
る
述
部
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

A
…
…
思
ひ
許
す
・
思
し
召
し
変
は
ら
ず
・
叶
ふ
・
も
て
渡
る
・
会
ふ
・

輿
つ
・
(
歌
ヲ
)
遣
る

B
…
…
来
ル
　
(
通
ふ
・
参
る
・
渡
る
・
訪
ふ
・
訪
ね
寄
る
・
見
え
訪
ふ
・

立
ち
寄
る
・
見
ゆ
・
さ
し
覗
く
)

文
ヲ
迫
ル
　
(
も
の
す
・
き
こ
え
さ
す
・
き
こ
ゆ
)

会
り
　
(
会
ふ
・
対
面
す
)
・
(
釆
ル
ノ
ヲ
)
待
つ
・
(
遊
ビ
ナ
ド
)

す
・
(
装
束
ナ
ド
)
　
す
・
あ
り
・
出
づ
・
出
し
入
る
・
へ
だ
つ
・

な
り
も
て
ゆ
く

両
者
を
比
較
し
、
あ
え
て
特
徴
を
指
摘
す
る
な
ら
ば
、
B
に
分
類
し
た
用
例

で
は
、
「
釆
ル
」
「
文
ヲ
遣
ル
」
「
会
り
」
「
釆
ル
ノ
ヲ
待
ツ
」
を
始
め
と
し
て
、

日
常
的
に
行
わ
れ
る
行
動
や
、
人
と
人
と
の
行
き
来
に
関
す
る
語
が
多
く
見
ら

れ
る
。
こ
の
こ
と
も
「
た
ま
さ
か
に
」
が
何
度
か
起
こ
り
得
る
事
柄
に
つ
い
て

用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
か
ら
、
和
文
に
お
け
る
「
た
ま
さ
か
に
」
は
、
本
来
起
こ
る
回
数
が
少

な
い
事
柄
が
、
思
い
が
け
な
く
一
回
限
り
で
起
こ
る
と
い
う
偶
然
性
を
表
し
、

一
方
で
ま
た
、
時
間
的
間
隔
を
間
け
て
何
度
か
起
こ
る
と
い
う
頻
度
の
小
を
も

表
す
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

次
に
、
「
ま
れ
に
」
は
、
大
き
く
次
の
二
つ
に
分
類
で
き
る
。

B
　
「
た
ま
さ
か
に
」
と
同
じ
く
、
起
こ
る
国
数
は
少
な
い
が
時
間
的
間

隔
を
開
け
て
何
度
か
起
こ
り
得
る
事
柄
に
用
い
ら
れ
る
も
の
　
(
頻
度

の
小
を
表
す
)

C
　
物
事
の
放
出
が
少
な
い
こ
と
を
表
す
も
の
　
(
放
尿
の
小
を
表
す
)

具
体
的
な
用
例
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

(
B
の
用
例
)

①
片
時
他
に
と
ま
る
事
な
く
、
引
叫
q
内
裏
に
参
り
て
は
、
即
ち
い
そ
ざ
ま

か
で
つ
、
、
例
あ
り
L
や
う
に
、
宮
仕
へ
も
せ
ず
、
限
り
な
く
思
フ
。

(
字
津
保
物
語
　
嵯
峨
院
　
二
四
八
⑨
)

②
は
か
な
き
こ
と
に
て
も
み
と
ふ
ら
ひ
き
こ
ゆ
る
人
は
な
き
御
身
を
り
た
、

御
せ
う
と
の
せ
む
し
(
押
帥
)
の
君
は
か
り
そ
引
山
可
も
京
に
い
て
た
ま

ふ
時
は
さ
し
の
そ
き
給
へ
と
　
　
　
(
源
氏
物
語
　
蓬
生
　
五
二
二
①
)

③
あ
さ
り
(
阿
閥
梨
)
も
い
か
、
と
お
は
か
た
に
封
抽
出
を
と
つ
れ
き
こ
ゆ
れ
と

今
は
な
に
L
に
か
は
ほ
の
め
き
ま
い
ら
む
　
(
源
氏
物
語
経
本
一
五
七
一
⑪
)

へ
C
の
用
例
〉

④
か
の
す
ま
は
む
か
し
こ
そ
人
の
す
み
か
な
と
も
あ
り
け
れ
い
ま
は
い
と
さ

と
は
な
れ
心
す
こ
く
て
あ
ま
の
い
ゑ
た
に
ま
れ
に
な
と
き
、
給
へ
と

(
源
氏
物
語
　
須
磨
　
三
九
五
③
)

⑤
侍
従
、
難
な
ど
い
ふ
若
き
人
々
の
み
候
へ
ば
、
年
に
そ
へ
て
人
目
割
れ
軸
山

の
み
な
り
ゆ
く
古
郷
に
、
い
と
心
ぼ
そ
く
て
お
は
せ
L
に

(
堤
中
納
言
物
語
　
思
は
ぬ
方
に
と
ま
り
す
る
少
将
　
川
〇
二
⑲
)

C
に
分
類
し
た
も
の
は
、
主
語
に
「
家
」
や
「
人
口
」
と
い
う
、
人
物
で
な

い
具
体
物
を
と
り
、
そ
の
数
が
少
な
い
こ
と
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

33



い
わ
ゆ
る
形
容
動
詞
と
し
て
の
　
「
ま
れ
な
り
」
も
、
同
様
に
分
顆
で
き
る
。

(
B
の
用
例
)

⑥
な
の
め
な
る
き
は
の
さ
る
へ
き
人
の
つ
か
ひ
た
に
引
出
か
け
に
い

と
め
つ
ら
し
く
ま
ち
よ
ろ
こ
ひ
捨
て
所
に
つ
け
た
る
さ
か
な
な
と
し
て
さ

以
上
、
和
文
に
お
け
る
「
た
ま
た
ま
」
「
た
ま
さ
か
に
」
「
ま
れ
に
」
に
つ
い

て
考
察
し
て
き
た
。
こ
の
三
語
の
関
係
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

る
か
た
に
も
て
は
や
し
給

(
源
氏
物
語
　
橋
娘
一
五
一
四
①
)

(
C
の
用
例
)

⑦
す
ま
は
い
と
心
は
そ
く
あ
ま
の
い
は
や
も
引
L
を
人
し
け
き
い
と

ひ
は
し
給
ひ
し
か
と
　
　
　
　
　
　
(
源
氏
物
語
　
明
石
　
四
五
一
①
)

以
上
の
用
例
を
中
心
に
、
分
類
し
て
数
値
を
示
し
た
も
の
が
次
の
表
4
で
あ
る
。

(
表
4
)
和
文
に
お
け
る
「
ま
れ
に
」
の
分
類

計

十 堤
中

大

鏡

栄 狭 源 宇

梓

傑

物

′ヽ
夜

日

記

堕

lj物

花

物

衣

物

氏

物

i五
PrJ

三五
D口

三五
PLl

三五
PrI

吾五
PH

1 7

*
1

1 9

*
1

7
B

再

度

の
7 1 1 2 2 1 小

2 1 1
C

薮

最

の
8 1 1 2 2 2 小

ま た た

れ
ま
さ
か

ま

た

に に ま

あ る事柄 が起 こる

回数 が極 めて少 な い

の　 物 起 時 事　 思
′」、の こ　 間 柄　 い
」　 敦 る　 的 が　 が

最 0　問 起　 け
が 「　 暗 こ　 な
少 郷　 を る　 く

0　　　　ヽな 度　 開

い の　 け
　「′い　て 偶　 回

　 「
」　 何 然 誠

数 度 性　 り
j達̀ か 」　 の

C B A

*
　
「
ま
れ
の
」

(
　
)
形
容
動
詞
「
ま
れ
な
り
」
連
用
形
以
外

「
た
ま
た
ま
」
と
「
た
ま
さ
か
に
」
と
は
、
(
あ
る
事
柄
が
起
こ
る
回
数
が
極

め
て
少
な
い
こ
と
)
を
表
す
点
で
共
通
し
て
い
る
が
、
「
た
ま
た
ま
」
は
、
(
思

い
が
け
な
く
、
一
回
限
り
の
事
柄
が
起
こ
る
と
い
う
偶
然
性
)
を
表
す
。
「
た
ま

さ
か
に
」
は
、
「
た
ま
た
ま
」
と
同
じ
意
味
用
法
を
持
つ
一
方
で
、
回
数
は
少
な

い
が
八
時
間
的
間
隔
を
間
け
て
何
度
か
起
こ
る
と
い
う
頻
度
の
小
)
を
表
す
古
川

で
、
「
た
ま
た
ま
」
と
異
な
る
。
「
ま
れ
に
」
は
、
「
た
ま
さ
か
に
」
と
同
じ
く
、

(
頻
度
の
小
)
を
表
す
一
方
で
、
(
数
最
の
小
)
を
表
す
点
で
「
た
ま
さ
か
に
」

と
異
な
る
。
三
語
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
重
な
り
あ
い
な
が
ら
、
異
な
る
意
義
特

徴
を
右
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
語
に
共
通
す
る
意
義
特
徴
で
あ
る
、
(
あ
る
事
柄
が
起
こ
る
回
数
が
極
め
て



少
な
い
)
　
こ
と
は
、
単
に
客
観
的
な
回
数
の
少
な
さ
だ
け
で
な
く
、
究
極
的
に

は
、
一
回
し
か
起
こ
ら
な
い
こ
と
、
起
こ
る
こ
と
が
予
想
し
雉
い
こ
と
が
実
現

す
る
場
合
の
偶
然
運
に
も
つ
な
が
る
。
こ
れ
が
「
た
ま
た
ま
」
の
持
つ
「
偶
然

性
」
と
い
う
意
義
特
徴
と
関
連
し
て
い
る
。
一
方
で
、
(
起
こ
る
回
数
が
少
な

い
)
こ
と
は
、
そ
れ
が
「
で
き
ご
と
」
で
は
な
く
、
‖
パ
体
物
に
つ
い
て
用
い
ら

れ
る
場
合
に
は
、
よ
り
客
観
的
な
「
数
最
の
小
」
を
表
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

が
、
「
ま
れ
に
」
の
持
つ
　
「
数
最
の
小
」
、
言
い
替
え
れ
ば
「
希
少
性
」
と
い
う

(
〇
一

意
義
特
徴
と
関
連
す
る
。
つ
ま
り
、
(
あ
る
事
柄
が
起
こ
る
回
数
が
極
め
て
少
な

い
)
と
く
く
ら
れ
る
三
語
の
共
有
的
意
義
特
徴
は
、
大
き
く
は
「
偶
然
性
」
「
希

少
性
」
と
い
う
二
つ
の
方
向
に
広
が
る
も
の
で
あ
り
、
前
者
の
意
義
特
徴
を
租

う
も
の
と
し
て
「
た
ま
た
ま
」
が
、
後
者
の
意
義
特
徴
を
抱
う
も
の
と
し
て
「
ま

れ
に
」
が
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
中
問
に
位
置
し
、
「
偶
然
性
」

と
「
顔
度
の
小
」
と
の
意
義
特
徴
を
担
う
も
の
と
し
て
「
た
ま
さ
か
に
」
が
存

す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、
漢
文
訓
読
文
に
お
け
る
用
例
の
検
討

漠
文
訓
読
文
に
お
け
る
、
三
譜
の
出
現
状
況
は
次
の
表
5
の
様
に
な
る
。
「
た

ま
た
ま
」
が
、
今
回
の
調
査
の
範
囲
で
は
平
安
後
期
の
資
料
、
具
体
的
に
は
コ
‖
同

野
山
龍
光
院
蔵
妙
法
蓮
華
竺
以
降
に
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
「
た
ま
さ
か
に
」

は
、
平
安
初
期
の
資
料
に
偏
っ
て
學
ら
れ
る
。

.il

小

計

広 神 興 1t l.り1旺 ブミ知 不 法 石 石 g11lf 法 1糾l il二 西 ′ト 山
理 。理 山 山 山 埋 山 畠 川

本
礼ミ
Jf

陵
郎
.こ

野
山
龍
光
続

Jlと

義

刊!
控1

けl
墜

空

紺
7JT

華

義
上

山 山 三丘
戒

華

壁
∬Hニiミ

蒼 大 装 天 Jl 間

り 末

史
子　tt

」
▼　こ

、r
.イ　し°こ

・吏 ′し
▼　こ・4　L

笹
′J、

遇 文
尚
tと

jlE

イ・
÷′ヽlH
ミ丘

日
氏
文

蔵
大
r吉

イ・
蔵
八

自

氏
文

大
童宣
′.】

管
見

nH
瓔

蔵
地
蔵

∋rミ
袖
呪

ユ琉

長

蝉

?少
粥

減
便

.況

耕
中
退

玄
費

栽
西
域

蔵
十
輪
紹

蔵
十
指
糸至

師
表
曹

本

金
光

願
終
四
分
flt

妙
塗

連集 西
望
記

二テ:
文
殊
儀
軌

集 思

、If
癒

記
紙
北日

栽
妙
法

南
海
雷
鋸
内
法
佃

十
輪
経

心
泉堅

保
四
年
那

十
戒
威
儀
経

大
イ・
頂

所用

天

ご1-r1~′
祐
古
郡

記 明
日_111
欄
王
経

華
糸堅

墜
帥
佃

選 畔
蕗

Jヒ
維 Ll郡

23

7 1 1 3 2 遇
夕

マ

タ

~7

3 2 1 命

7 1 1 5 酔

1 1 J融

5 1 1 2 1 通

5

1 1 1男 ク
マ
サ
カ

2 2 1
1 1 脱

1 1 幸

9

2

I

1 1 希 T マ
ナ レ
ユ ニ

3 2 1 捕

4 3 1 ∵＼l
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其
体
的
な
用
例
の
検
討
を
行
う
。
ま
ず
「
た
ま
た
ま
」
は
、
和
文
の
場
合
と

同
じ
く
、
思
い
が
け
な
く
、
一
回
限
り
で
起
こ
る
事
柄
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
。

用
例
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

(

-

U

依

也

　

　

　

　

　

　

　

　

'

7

、

①
生
(
レ
)
テ
彿
二
遇
(
ハ
)
不
輿
夕
)
微
書
二
乗
(
リ
)
テ
預
メ
條
ヲ
聞
ケ
リ
l
血

末
法
二
生
(
シ
タ
リ
)
何
ノ
掃
依
ス
ル
所
(
カ
)
ア
ラ
バ
又
慶
(
フ
)
ラ
グ
ハ
少

(
ク
)
シ
テ
拙
家
(
ス
ル
)
コ
ト
ヲ
得
テ

(
興
福
寺
本
大
意
恩
寺
三
戒
法
師
偶
　
巻
第
七
2
9
7
)

'

▼

′

l

l

②
菅
遊
方
シ
テ
彼
二
在
(
ク
ニ
)
ニ
因
(
リ
)
テ
ー
匝
l
光
儀
ヲ
瞳
キ

(
興
福
寺
本
大
意
恩
寺
三
蔵
法
師
博
　
巻
第
七
塑

ユ

　

　

　

〈

と

)

キ

　

　

タ

マ

′

l

③
菩
提
樹
ヨ
リ
赴
て
方
(
に
)
鹿
園
に
詣
キ
タ
マ
シ
時
一
一
長
者
適
威
光
を
披

TLr

(
る
)
。
其
(
の
)
行
路
(
の
)
資
(
に
)
随
て
遂
に
弼
密
を
献
(
ず
)

(
石
山
寺
戒
大
唐
西
域
記
　
巻
第
一
3
7
3
)

④
若
(
し
)
少
し
所
得
有
れ
は
便
(
ち
)
以
(
て
)
足
(
り
)
ぬ
と
為
す
。
後
(
に
)

t

-

・

〔
於
〕
親
友
合
遇
(
ひ
)
て
之
を
見
て
〔
而
〕
足
(
の
)
言
を
作
(
さ
)
く

(
龍
光
院
戒
妙
法
蓮
華
経
　
巻
第
四
　
五
百
弟
子
受
記
品
　
八
⑬
)

'

マ

ノ

.

1

⑤
美
ヲ
西
川
二
振
ヒ
功
ヲ
東
閣
二
掃
ス
ー
囲
l
右
道
二
逢
7
時
惟
我
力
息
ナ
リ

(
興
福
寺
本
大
意
恩
章
二
蔵
法
師
倍
　
巻
第
十
2
7
0
)

_

▼

・

⑥
仙
は
威
力
右
(
リ
)
能
く
災
梓
を
作
す
健
心
を
遂
ケ
不
は
必
(
ず
)
隕
怒
を

ナ

起
(
し
)
國
ヲ
も
毀
ヒ
祀
ヲ
モ
滅
(
し
)
テ
ム

(
石
山
寺
蔵
人
唐
西
域
記
　
巻
第
五
6
0
9
)

用
例
①
は
、
人
の
出
生
に
関
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
用
例
②
～
⑤
は
、
そ

の
場
限
り
の
場
面
的
な
事
柄
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
解
せ
る
。
ま
た
、
用
例
⑥

は
、
左
訓
に
「
モ
シ
」
と
も
あ
り
、
仮
定
条
作
句
と
な
る
。

次
に
「
た
ま
さ
か
に
」
を
見
る
と
、
こ
れ
も
「
た
ま
た
ま
」
と
同
じ
く
、
思

い
が
け
な
く
、
一
国
限
り
で
起
こ
る
事
柄
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
其
体

的
な
用
例
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
人
徳
世
誰
我
等
木
(
よ
り
)
独
光
来
の
中
に
在
(
り
)
て
曾
し
発
根
を
種
(
ゑ
)

t

′

.

'

l

き
。
独
党
乗
の
器
も
成
熱
す
る
こ
と
能
〈
は
)
末
に
後
に
復
、
遇
大
乗
の
法

(
を
)
説
(
き
)
た
ま
ふ
(
を
)
聞
(
き
)
ツ
。

(
正
倉
院
戒
地
蔵
十
輪
経
　
巻
第
七
　
第
五
)

②
罪
の
人
聞
き
己
(
り
)
て
命
を
詭
(
ら
む
)
が
為
の
故
に
即
(
ち
)
畳
髪
を
剃
り

t

'

一

袈
裟
を
求
覚
す
。
偶
力
に
一
ツ
片
を
得
て
自
ラ
其
の
頸
に
繋
(
け
)
ツ
。

(
東
大
寺
戒
地
戒
十
輪
経
　
巻
箪
二
之
二
親
)

'
▼
サ
カ

③
王
の
日
(
く
)
大
樹
仙
人
幸
　
二
顧
ミ
テ
姉
セ
ム
コ
ト
ヲ
求
ム
。
而
(
る
)
を

ハ
'
.
カ
l
,
-
こ

汝
が
曹
輩
昔
て
命
に
従
へ
ふ
)
こ
と
莫
シ
。
仙
人
は
威
力
有
へ
り
)
能
く
災
梓

を
作
す
。
　
　
　
　
　
　
　
(
石
山
寺
戒
大
店
西
域
記
　
巻
第
五
6
0
9
)

④
掟
　
複
作
是
念
至
克
復
憂
慮
l
　
替
日
　
此
は
巳
に
柴
(
む
)
と
念
ふ
。
子
に

t

▼

t

ヽ

財
を
付
(
く
る
)
こ
と
尤
(
け
む
)
。
所
以
に
憂
(
へ
)
膿
ふ
。
子
い
脱
に
訓
ヒ

碩
(
ず
れ
)
は
蔓
(
に
)
契
(
か
ら
)
不
(
と
)
す
る
や
〔
哉
〕

(
法
華
正
玄
賛
　
第
六
m
聖

用
例
①
は
、
「
ま
だ
成
熟
℃
て
い
な
い
と
き
に
法
を
聞
い
た
」
と
い
う
文
脈
の

中
で
、
そ
の
偶
然
性
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
。
用
例
②
③
の
「
た
ま
さ
か
に
」
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も
同
様
に
、
頻
度
で
は
な
く
、
そ
の
場
面
で
の
偶
然
性
を
表
し
て
い
る
。
ま
た

「
脱
」
字
で
読
ま
れ
た
、
用
例
④
の
「
た
ま
さ
か
に
」
は
、
仮
定
条
件
句
と
し

て
、
文
脈
的
に
は
「
万
二
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
以
上
か
ら
、

漢
文
訓
読
文
に
お
い
て
「
た
ま
た
ま
」
と
「
た
ま
さ
か
に
」
と
は
、
意
味
用
法

を
ほ
ぼ
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
思
い
が
け
な
く
、
一
回
眠
り
で
起
こ
る

事
柄
に
用
い
ら
れ
、
そ
の
偶
然
性
を
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
「
ま
れ
に
」
を
見
る
。
こ
れ
は
和
文
の
場
合
と
同
根
、
B
、
郷
度
の
小

を
表
す
も
の
と
、
C
、
放
出
の
小
を
表
す
も
の
と
が
存
す
る
。
具
体
的
な
用
例

は
次
の
よ
う
に
な
る
。

(
B
の
用
例
)

▼
レ

①
支
遁
力
啓
朝
二
組
セ
ラ
ル
ト
称
(
セ
)
シ
モ
斯
ノ
澤
ヲ
聞
(
ク
)
コ
ト
窄
ナ
リ

(
興
福
寺
本
人
意
思
寺
三
蔵
法
師
侍
　
巻
第
九
)

マ
レ

②
始
を
原
ネ
終
を
要
す
る
に
能
く
正
く
説
(
く
)
こ
と
窄
ナ
リ
此
レ
指
事
之
実

錨
(
に
し
)
て
尚
シ
衆
論
〔
之
〕
若
(
キ
)
ナ
リ
。

(
興
聖
寺
戒
大
店
西
域
記
　
4
9
0
)

(
C
の
用
例
)

ウ

③
礫
石
多
シ
播
シ
楯
レ
ト
モ
滋
カ
ラ
不
稀
二
少
ナ
シ
遂
に
空
荒
を
致
(
し
)
絶

て
人
止
(
ま
)
る
こ
と
無
(
し
)
　
　
　
　
(
興
聖
寺
戒
大
唐
西
域
記
　
塑

タ
ニ

④
況
ヤ
玄
(
の
)
邦
(
の
)
　
〔
之
〕
絶
遠
ナ
ル
ヲ
ヤ
〔
哉
〕
。
然
モ
〔
而
〕
、
鈎

マ

レ

　

　

　

　

　

　

　

　

マ

・

奇
(
の
)
〔
之
〕
客
世
に
庫
仁
〔
シ
〕
て
間
二
至
て
頗
ル
記
注
を
存
(
す
)
レ

ド
〔
も
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
石
山
寺
戒
大
唐
西
域
記
　
序
5
1
1
)

こ
こ
で
一
度
、
和
文
と
漢
文
訓
読
文
と
を
比
較
し
て
締
め
る
。

「
た
ま
た
ま
」
と
「
ま
れ
に
」
と
は
、
漢
文
訓
読
文
で
も
和
文
で
も
意
味
用

法
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
和
文
で
の
「
た
ま
さ
か
に
」
が
A
　
(
偶

然
性
)
、
B
　
(
頻
度
の
小
)
　
二
つ
の
意
味
を
あ
わ
せ
持
つ
の
に
対
し
、
漢
文
訓
読

文
で
の
「
た
ま
さ
か
に
」
は
、
A
　
(
偶
然
性
)
を
表
す
の
み
で
あ
っ
た
。

A
偶
然
性
　
B
頻
度
の
小
　
C
数
最
の
小

こ
こ
で
、
「
た
ま
た
ま
」
と
「
た
ま
さ
か
に
」
と
の
差
異
を
、
更
に
考
え
て
み

る
こ
と
と
す
る
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
漢
文
訓
読
文
に
お
け
る
「
た
ま
た
ま
」

と
「
た
ま
さ
か
に
」
と
の
出
現
状
況
を
比
較
す
る
と
、
「
た
ま
た
ま
」
は
平
安
後

期
以
降
に
、
「
た
ま
さ
か
に
」
は
平
安
初
期
に
集
中
し
て
嬰
ら
れ
る
仰
向
に
あ

る
。
ま
た
、
和
文
に
わ
け
る
「
た
ま
さ
か
に
」
の
う
ち
、
漠
文
訓
読
文
に
お
け

る
「
た
ま
た
ま
」
「
た
ま
さ
か
に
」
と
同
じ
く
、
偶
然
性
を
表
す
A
に
分
類
さ
れ

た
も
の
は
、
竹
取
物
語
や
平
中
物
語
と
い
っ
た
、
や
い
時
期
の
和
文
資
料
で
あ

っ
た
。
こ
の
二
つ
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
「
た
ま
た
ま
」
と
「
た
ま
さ
か
に
」
と

の
差
異
性
の
一
つ
に
、
新
古
関
係
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
更
に
考
え
れ
ば
、
平
安

初
期
に
見
ら
れ
た
、
偶
然
性
を
表
す
A
の
「
た
ま
さ
か
に
」
は
、
平
安
後
期
以

降
、
「
た
ま
た
ま
」
に
取
っ
て
変
わ
ら
れ
、
漢
文
訓
読
文
に
む
い
て
は
語
自
体
が
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減
少
し
て
い
く
。
一
方
、
和
文
に
わ
い
て
は
、
偶
然
性
を
表
す
意
味
川
法
を
失

う
代
わ
り
に
、
B
(
頻
度
の
小
)
の
意
味
川
法
を
持
つ
こ
と
に
よ
り
、
「
た
ま
た

(qこ

ま
」
と
共
存
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。

四
、
和
漢
混
清
文
に
お
け
る
用
例
の
検
討

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
そ
の
近
時
的
変
化
を
準
え
る
た
め
に
、
院

政
、
鎌
倉
期
の
和
漢
混
清
文
に
お
け
る
川
例
を
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
出
現

状
況
は
次
の
表
6
の
よ
う
に
な
る
。
「
た
ま
さ
か
に
」
は
、
今
回
調
大
凡
し
た
似
り

に
お
い
て
は
二
例
の
み
で
あ
っ
た
。

‖
パ
体
的
に
意
味
川
汰
を
考
察
す
る
。
ま
ず
、
川
例
の
少
な
か
っ
た
「
た
ま
さ

か
に
」
か
ら
検
討
す
る
。

①
后
言
璧
自
ッ
太
子
ノ
心
動
ご
雉
ノ
今
日
ソ
前
二
千
死
去
ノ
見
ム
」
ハ
猶
免
"
ノ
′

大
末
佐
加
‡
遠
来
り
。
ヤ
来
7
"
卜
準
。
待
タ
′
J
ム
ー
ノ

(
親
和
‖
院
本
三
宝
絵
　
上
1
4
オ
7
)

②
旧
郁
は
あ
は
れ
め
で
た
か
り
つ
る
郁
ぞ
か
し
。
(
中
略
)
さ
れ
ど
も
今
は
辻

々
を
み
な
掘
き
(
ツ
)
て
事
な
(
ン
)
ど
の
た
や
す
う
ゆ
き
か
ふ
事
も
な
し
。

.汁

光 保 閃 宇 党 打 古 法 机

聞
紀

11
物

I 治
す合

ガJ ニ盲如1
U
句 訓

抄

1上1
記

フし
物

l友 本 孝又
指

f耳
集

説 作
百

ll院

義

釈

聴

集

記

行 三~丘
りLl

壬五
ロ11

遺

物

三丁こ
。Ll

平

家

物

壬TL
P LI

鱒

H 三

話

矩

座

聞
1 ト

杢

抄 絵

詞

12 4 1 4 1 2 た ま た ま

1 1 1 た ま さ か に

0 た ま さ か の

0 (形 容 動 l甘)

4 1 3 ま れ に

1 1 ま れ の

15 3 2 6 4 (形 容 動 詞 )

38

た
ま
さ
か
に
ゆ
く
人
も
こ
車
に
の
り
路
を
へ
て
こ
そ
と
を
り
け
れ
。

(
覚
一
本
平
家
物
語
　
巻
第
五
　
三
三
六
③
)

用
例
①
は
、
「
帰
り
来
た
る
」
こ
と
を
仮
想
す
る
文
脈
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、

「
万
一
」
と
い
う
意
味
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
用
例
②
は
、
頻
度
の
小
を
表
す

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。



次
に
、
「
た
ま
た
ま
」
に
つ
い
て
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
峯
-
返
γ
琴
読
㌢
我
末
夕
甘
ヨ
り
金
ノ
色
乃
猷
モ
ノ
右
ト
聞
サ
リ
λ
7
日
り
是
を
見
ノ

若
ン
適
ク
マ
是
ヲ
箪
ン
テ
皮
ヲ
剃
丁
王
。
奉
タ
ラ
ハ
我
家
ハ
悦
ヒ
市
丁
孫
ノ
世
∵
マ
テ
財
。

畢
】
成
ナ
ラ
ム
ト
云
フ
　
　
　
　
　
　
　
(
観
智
-
院
本
三
宝
絵
　
上
2
2
オ
6
)

②
‖
等
親
モ
子
モ
思
ハ
カ
リ
ナ
キ
ヨ
リ
ア
ル
事
也
。
カ
、
ル
モ
ノ
外
l
引

宮
仕
ヲ
忠
立
ト
モ
サ
ル
振
舞
ラ
ス
ル
ウ
ヘ
ハ
心
二
人
ル
主
モ
ナ
シ
。

(
十
訓
抄
　
中
第
七
　
四
⑥
)

③
祇
王
入
道
殿
に
申
け
る
は
、
「
あ
そ
び
も
の
の
推
参
が
つ
ね
の
な
ら
ひ
で
こ

そ
さ
ぶ
ら
へ
。
其
上
年
も
い
ま
だ
を
さ
な
ふ
さ
ぶ
ら
ふ
な
る
が
、
遥
々
思

た
っ
て
ま
い
り
て
さ
ぶ
ら
ふ
(
党
一
本
平
家
物
語
　
巻
第
一
九
六
⑲
)

④
在
中
平
中
ト
テ
、
ツ
カ
ヒ
テ
世
ノ
ス
キ
モ
ノ
ト
云
レ
ケ
ル
カ
、
此
侍
従
ヲ

シ
メ
〈
ト
ケ
シ
ャ
ウ
シ
ケ
レ
ト
モ
ツ
レ
ナ
カ
リ
ケ
リ
。
或
時
ハ
タ
マ
〈

出
合
タ
リ
ケ
レ
ト
モ
、
エ
モ
イ
ハ
ス
ス
カ
シ
ヲ
キ
テ

(
十
訓
抄
　
上
第
一
五
六
②
)

用
例
①
は
、
仮
定
条
件
句
に
用
い
ら
れ
る
も
の
、
m
例
②
③
は
、
「
思
い
立

つ
」
と
い
う
一
回
的
な
動
作
を
表
す
動
詞
を
修
飾
し
て
い
る
。
用
例
④
「
あ
る

時
は
た
ま
た
ま
出
会
た
り
け
れ
ど
も
」
も
、
そ
の
時
に
限
っ
て
起
こ
っ
た
事
柄

に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
和
漢
混
清
文
に
お

け
る
「
た
ま
た
ま
」
は
、
和
文
、
漢
文
訓
読
文
で
の
意
味
用
法
と
同
じ
く
、
思

い
が
け
な
く
、
一
回
限
り
で
起
こ
る
事
柄
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
、
偶
然
性
を
表

す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

最
後
に
「
ま
れ
に
」
は
、
和
文
や
漢
文
訓
読
文
で
の
意
味
用
法
と
比
べ
て
大

き
な
変
化
は
な
い
。
つ
ま
り
、
起
こ
る
可
能
性
は
小
さ
い
が
、
時
間
的
間
隔
を

開
け
て
何
度
か
起
こ
り
得
る
事
柄
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
、
B
、
頻
度
の
小
を
表

す
も
の
と
、
具
体
物
を
主
語
と
し
て
、
C
、
数
最
の
小
を
表
す
も
の
と
が
あ
る
。

(
B
の
用
例
〉

①
…
…
悪
は
雨
露
に
を
か
さ
れ
て
、
体
現
さ
ら
に
あ
ら
は
な
り
。
住
持
の
僧

も
な
け
れ
ば
、
引
相
可
さ
し
入
物
と
て
は
、
月
日
の
光
ば
か
り
な
り
。

(
党
一
本
平
家
物
語
　
巻
第
五
　
三
五
六
⑪
)

へ
C
の
用
例
)

③
八
月
十
口
あ
ま
り
に
、
福
原
よ
り
ぞ
の
ぼ
り
給
ふ
。
何
事
も
皆
か
は
り
は

て
て
、
ま
れ
に
の
こ
る
家
は
、
門
前
ふ
か
く
し
て
庭
上
露
し
げ
し
。

(
党
一
本
平
家
物
語
　
巻
第
五
　
三
三
八
⑪
)

し
た
が
っ
て
、
和
文
か
ら
和
湊
混
清
文
へ
と
い
う
流
れ
の
中
で
「
た
ま
た
ま
」

「
た
ま
さ
か
に
」
「
ま
れ
に
」
を
見
る
と
、
変
化
の
あ
っ
た
の
は
、
「
た
ま
さ
か

に
」
の
用
例
数
の
減
少
、
「
た
ま
た
ま
」
の
用
法
の
拡
大
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

五
、
ま
と
め

以
上
、
和
文
、
漢
文
訓
読
文
、
和
漢
混
清
文
を
対
象
と
し
て
、
平
安
鎌
倉
時

代
に
お
け
る
「
た
ま
た
ま
」
「
た
ま
さ
か
に
」
「
ま
れ
に
」
の
意
味
用
法
に
つ
い

て
考
察
し
た
。
そ
の
基
本
的
な
関
係
に
つ
い
て
は
先
に
、
和
文
で
の
考
察
の
と

こ
ろ
で
ま
と
め
、
表
に
し
た
。
ま
た
、
三
語
の
間
係
の
、
和
文
と
漢
文
訓
読
文

39



と
の
問
に
お
け
る
違
い
に
つ
い
て
は
、
漢
文
訓
読
文
で
の
考
察
の
と
こ
ろ
で
触

れ
た
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
後
の
適
時
的
変
化
を
考
察
し
、
‖
頂
後
の
ま
と
め
と
し

た
い
。用

例
数
の
多
寡
を
措
い
き
、
単
純
化
し
て
示
す
と
、
次
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

ま　 れ　 に た ま さかに た　 ま　た　 ま

却 f‖

文

湊 刺 和

文

けさ 利 和

文

湊
湊 文 漠 文 漢 文
堪 訓

ihのじ

堪 訓
jlまの仁

混 型

前〔】 附 1 j
文 文 文 文 文 文

A
平
安
初

B

C
A A

平
安
中

B

C

B

C

A

B
A A

平
安
後

B

C

B

C

; B

i C
A B A A A

院

政

B

C

B

C

B

C
B A A A

鎌

倉

A
偶
然
性
　
B
頻
度
の
小
　
C
数
H
の
中

上
か
ら
下
へ
と
い
う
時
間
の
流
れ
の
中
で
、
「
た
ま
た
ま
」
は
、
漢
文
訓
読
文

と
和
文
と
に
お
い
て
「
た
ま
さ
か
に
」
に
や
や
遅
れ
て
、
具
体
的
に
は
平
安
後

期
以
降
に
、
A
の
意
味
用
法
を
持
つ
語
と
し
て
現
れ
、
以
後
定
着
す
る
。

「
ま
れ
に
」
は
、
漢
文
訓
読
文
、
和
文
、
和
漢
混
清
文
に
お
い
て
、
変
わ
ら

ず
B
一
頻
度
の
小
)
、
C
　
(
放
尿
の
小
)
　
の
意
味
用
法
を
持
ち
続
け
る
。

「
た
ま
さ
か
に
」
は
、
平
安
初
期
に
は
A
の
意
味
用
法
を
持
つ
語
と
し
て
存

托
す
る
が
、
漢
文
訓
読
文
に
お
い
て
は
、
「
た
ま
た
ま
」
の
現
れ
る
平
安
後
期
以

降
、
ほ
と
ん
ど
用
例
が
見
ら
れ
な
く
な
る
。
し
か
し
、
和
文
に
お
い
て
は
、
A

の
意
味
用
法
は
減
少
し
な
が
ら
も
、
B
の
意
味
用
法
を
持
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、

平
安
後
期
以
降
に
も
多
く
用
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
鎌
倉
時
代
以
降
、
利
湊
混

清
文
に
至
っ
て
は
、
漢
文
訓
読
文
の
場
合
と
同
校
、
用
例
敗
が
減
少
し
て
行
く

こ
と
と
な
っ
た
。

和
文
で
多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
「
た
ま
さ
か
に
」
が
、
和
漢
混
清
文
で
は
減

少
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
ひ
と
つ
に
は
い
わ
ゆ
る
和
漢
混
清
文
と
い
う
文
体

が
、
湊
文
訓
読
文
の
文
体
的
な
特
散
を
も
受
け
継
ぐ
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
つ

ま
り
、
漢
文
訓
読
文
で
は
平
安
後
期
以
降
用
例
が
減
少
す
る
こ
と
を
受
け
て
、

院
政
期
以
降
の
相
浦
混
清
文
に
わ
い
て
も
、
川
例
数
が
減
少
す
る
と
考
を
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
ま
れ
に
」
の
存
在
も
ひ
と
つ
の
要
因
と
考
そ
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
「
た
ま
さ
か
に
」
は
、
和
文
で
は
B
　
(
郷
度
の
小
)
　
の
意
味
用
法
を
持

つ
こ
と
に
よ
っ
て
「
た
ま
た
ま
」
と
性
格
を
異
に
し
、
共
存
す
る
も
の
の
、
元

来
和
文
、
漢
文
訓
読
文
を
通
じ
て
B
の
意
味
用
法
を
持
ち
続
け
る
「
ま
れ
に
」

が
存
し
た
た
め
、
独
自
性
を
持
ち
得
ず
、
減
少
し
て
い
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
「
た
ま
さ
か
に
」
の
変
化
の
要
因
を
、
具
体
的
に
明

一

1

0

一

ら
か
に
す
る
こ
と
が
今
後
の
大
き
な
課
題
の
ひ
と
つ
に
な
る
。

本
稿
は
、
三
語
の
大
ま
か
な
関
係
を
述
べ
た
に
過
ぎ
ず
、
な
お
上
代
文
献
や
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和
歌
の
用
例
を
含
め
、
綿
密
な
調
査
が
必
要
で
あ
る
。
今
後
更
に
、
意
味
用
法

の
重
な
り
を
中
心
に
考
察
を
深
め
て
行
く
と
と
も
に
、
意
味
的
に
関
連
の
あ
る

他
の
語
を
加
え
た
分
析
を
考
え
て
い
る
。

注(
1
)
佐
藤
喜
代
治
「
国
語
語
彙
の
歴
史
的
研
究
し
　
(
昭
和
四
六
年
十
一
月

明
治
強
‥
続
)
　
前
田
雷
桝
r
国
語
語
柴
史
研
究
j
　
(
昭
和
六
十
年
十
月

明
治
書
院
)
　
等

(
2
)
宮
地
敦
子
r
身
心
語
彙
の
史
的
研
究
」
(
明
治
書
院
　
昭
和
五
十
四
年
)

前
川
雷
甜
　
注
(
1
)
文
献
　
安
部
沼
哉
「
温
度
形
容
語
彙
の
歴
史
-
意

味
構
造
か
ら
見
た
語
桒
史
の
試
み
-
」
　
(
r
文
芸
研
究
し
1
0
8
　
昭
和
六

十
年
一
月
)
　
等

(
3
)
安
部
清
哉
「
動
詞
ワ
カ
ツ
・
ワ
ク
等
の
意
味
・
用
法
と
語
嚢
史
」
(
「
国

語
学
研
究
」
　
2
4
　
昭
和
五
十
九
年
十
二
月
)
等

(
4
)
　
「
た
ま
さ
か
に
」
「
ま
れ
に
」
は
、
い
わ
ゆ
る
形
容
動
詞
の
連
用
形
で
あ

る
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
、
副
詞
「
た
ま
た
ま
」
と
の
比
校

の
た
め
、
そ
の
連
用
修
飾
用
法
を
中
心
に
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

(
5
)
用
例
を
検
索
す
る
に
あ
た
り
、
翻
刻
、
索
引
の
公
刊
さ
れ
て
い
る
文
献

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
紙
幅
の
都
合
上
、

全
て
を
記
せ
な
い
が
、
そ
の
学
恩
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ

る
。

(
6
)
先
行
の
脚
論
考
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

池
田
亀
鑑
「
「
さ
が
」
「
さ
が
な
」
「
た
ま
さ
か
」
の
語
義
」
　
(
r
国
語
と

国
文
学
し
　
二
十
四
巻
六
号
　
昭
和
二
十
二
年
)

木
之
下
正
雄
「
平
安
女
流
文
学
の
こ
と
ば
」
　
(
至
文
堂
　
昭
和
四
十
三

年
十
一
月
)

(
7
)
築
畠
裕
「
平
安
時
代
に
お
け
る
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
し
(
東
京

大
学
出
版
会
　
昭
和
三
十
八
年
十
月
)
　
で
御
指
摘
の
あ
る
よ
う
に
、
出

現
状
況
か
ら
、
「
た
ま
た
ま
」
は
漢
文
訓
読
語
、
「
た
ま
さ
か
に
」
は
和

文
語
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
表
2
に
示
し
た
よ
う
に
和
文
に

ぉ
け
る
「
た
ま
た
ま
」
は
、
十
一
例
中
八
例
が
会
話
文
に
用
い
ら
れ
る
。
一

但
し
そ
の
会
話
主
は
、
北
の
方
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
漢
文
訓
読
に
探
　
4
1

く
関
わ
る
と
は
言
え
を
い
者
も
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
文
体
的
特
徴
に
ー

つ
い
て
は
更
に
視
点
を
変
え
た
考
察
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

(
8
)
数
童
の
小
を
表
す
「
ま
れ
に
」
は
、
「
希
少
性
」
の
み
き
ら
ず
究
極
的
に

は
数
封
の
少
な
い
物
に
対
す
る
価
値
観
を
表
す
「
費
重
さ
」
の
方
向
へ

派
生
し
て
行
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
が
、
現
段
階
で
は
そ
の
こ
と
を
積

極
的
に
証
明
で
き
る
よ
う
な
考
察
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

(
9
)
現
段
間
で
は
、
鎌
倉
時
代
物
語
の
調
査
が
ま
だ
進
ん
で
い
な
い
た
め
、

和
文
に
お
け
る
「
た
ま
さ
か
に
」
の
栄
花
物
語
以
降
の
出
現
状
況
に
つ

い
て
は
、
今
後
慎
重
に
検
討
し
た
い
。

(
1
0
)
小
林
隆
「
変
化
の
要
因
と
し
て
の
語
彙
体
系
」
(
r
国
語
学
研
究
し
2
4
　
昭



和
五
十
九
年
十
二
月
)
　
で
は
、
語
彙
の
意
味
関
係
の
変
遷
の
実
態
を
記

述
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
要
因
に
つ
い
て
の
考
察
が
重
要
で
あ
る
と

の
御
指
摘
が
あ
る
。

-
　
広
畠
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
…
一
丁

付
記本

稿
は
、
国
語
学
会
中
国
四
国
草
郡
軍
二
十
七
回
大
会
　
軍
成
四
年
十
一
月

十
四
日
於
徳
㍍
大
学
)
　
で
の
口
頭
発
表
を
も
と
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

席
上
、
ま
た
そ
の
他
の
折
に
、
小
林
芳
規
先
生
、
開
一
征
先
生
、
原
阜
志
先

生
を
は
じ
め
と
し
て
、
多
く
の
方
々
よ
り
九
日
重
な
脚
教
示
を
賜
っ
た
。
ま
た
、

稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
は
、
菅
原
拉
大
先
生
に
懇
切
な
御
指
導
を
賜
っ
た
。

こ
こ
に
記
し
て
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
る
。
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