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「
い
か
め
し
」
「
い
か
め
い
」
と
の
関
連
か
ら
1

坂

　

　

詰

　

　

力

　

治

目
　
次

は
じ
め
に

一
、
奈
良
・
平
安
時
代
に
お
け
る
「
い
か
し
」
と
「
い
か
め
し
」

二
、
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
い
か
し
」
と
「
い
か
め
し
」

三
、
室
町
時
代
に
お
け
る
「
い
か
い
」
「
い
か
め
し
」
「
い
か
め
い
」

お
わ
り
に

は
じ
め
に

形
容
詞
「
い
か
（
厳
）
し
」
は
「
い
か
め
し
」
と
類
義
語
の
関
係
に
あ
る
。
こ
の
語
は
用
例
は
多
く
な
い
が
早
く
奈
良
時
代
に
見
え
、
「
上

代
語
の
確
例
は
終
止
形
相
当
の
形
が
体
言
を
限
定
し
た
。
、
助
詞
「
の
」
を
従
え
た
。
す
る
形
ば
か
。
で
、
そ
の
限
り
シ
ク
活
用
と
さ
れ
る

が
、

る
」

『
い
か
づ
ち
（
雷
）
』
『
い
か
し
ほ
（
塩
）
』
の
『
い
か
』
も
同
じ
語
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
構
成
か
ら
は
『
ク
』
活
用
と
考
え
る
こ
と
も
で
き

Tl」

と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
平
安
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
替
わ
っ
て
「
い
か
め
し
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。

こ
の
「
い
か
め
し
」
は
平
安
時
代
に
あ
っ
て
は
特
定
の
文
献
に
集
中
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、
多
く
の
文
献
か
ら
も
そ
の
用
例
を
見
出

形
容
詞
「
い
か
（
厳
）
し
」
の
消
長
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す
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
「
い
か
め
し
」
の
使
用
状
況
は
中
世
以
降
に
な
る
と
徐
々
に
少
な
く
な
り
、
室
町
時
代
に
は
「
い
か
め
い
」

と
「
い
か
め
し
い
」
の
二
語
形
が
用
い
ら
れ
て
く
る
が
、
や
が
て
「
い
か
め
い
」
は
姿
を
消
し
、
「
い
か
め
し
い
」
が
生
き
残
っ
て
い
く
。
一

方
、
平
安
時
代
以
降
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
「
い
か
し
」
は
中
世
後
期
の
室
町
時
代
頃
か
ら
「
い
か
い
」
「
い
か
う
」
の
形
で
復
活

し
、
連
体
修
飾
語
や
連
用
修
飾
語
と
し
て
頻
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
経
緯
を
辿
る
形
容
詞
「
い
か
し
」
に
つ
い
て
、
類
義
語
「
い
か
め
し
」
「
い
か
め
い
」
と
の
文
法
史
な
い
し
は
語

彙
史
的
な
関
わ
り
を
考
慮
し
な
が
ら
、
そ
の
消
長
を
考
察
し
よ
う
と
思
う
。

一
奈
良
・
平
安
時
代
に
お
け
る
「
い
か
し
」
と
「
い
か
め
し
」

「
い
か
し
」
と
「
い
か
め
し
」
の
う
ち
、
奈
良
時
代
に
あ
っ
て
は
前
述
の
よ
う
に
「
い
か
し
」
が
用
い
ら
れ
、
「
い
か
め
し
」
は
ま
だ
用
い

ら
れ
て
い
な
い
。
平
安
時
代
に
な
る
と
「
い
か
し
」
に
替
わ
っ
て
「
い
か
め
し
」
が
新
し
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
平
安
時
代
の
和

（2）

文
系
の
文
学
作
品
、
二
五
作
品
に
よ
っ
て
両
君
の
使
用
状
況
を
探
っ
て
み
る
と
、
表
1
に
示
し
た
よ
う
な
数
値
が
得
ら
れ
る
。

表
1
か
ら
、
「
い
か
し
」
と
「
い
か
め
し
」
と
の
平
安
時
代
に
お
け
る
現
れ
方
の
違
い
を
明
確
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
奈
良

時
代
に
用
い
ら
れ
た
「
い
か
し
」
が
二
五
作
品
の
う
ち
、
中
期
の
長
編
物
語
の
『
宇
津
保
物
語
』
（
1
例
）
と
『
源
氏
物
語
』
（
2
例
）
の
二
作

品
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
現
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

○
か
、
る
ほ
ど
に
、
東
国
よ
り
、
宮
古
に
か
た
き
あ
る
人
、
む
く
ゐ
せ
む
と
お
も
ひ
て
、
四
五
百
人
の
兵
に
て
、
人
は
な
れ
た
る
と
こ
ろ

を
も
と
む
る
に
、
こ
の
山
を
み
し
め
て
、
お
そ
ろ
し
げ
に
同
l
別
封
も
の
ど
も
、
ひ
と
山
に
み
ち
て
、
め
に
見
ゆ
る
と
り
け
だ
物
、
い
ろ

（3）

を
も
き
ら
は
ず
こ
ろ
し
く
へ
ば
、
（
前
田
家
本
字
津
保
物
語
・
俊
蔭
）

○
す
こ
し
も
う
ち
ま
ど
ろ
み
給
ふ
夢
に
は
、
か
の
姫
君
と
お
ぼ
し
き
人
の
い
と
清
ら
に
て
あ
る
所
に
い
き
て
と
か
く
引
き
ま
さ
ぐ
り
、
う

つ
つ
に
も
似
ず
、
猛
く
同
l
別
封
ひ
た
ぶ
る
心
出
で
来
て
、
う
ち
か
な
ぐ
る
な
ど
見
え
給
ふ
こ
と
、
度
か
さ
な
り
に
け
り
。
（
湖
月
抄
本
源



（4）

氏
物
語
・
葵
）

○
顔
を
見
む
と
す
る
に
、
昔
あ
。
け
む
目
も
鼻
も
な
か
り
け
る
目
鬼
に
や
あ
ら
む
と
、
む
く
つ
け
き
を
、
頼
も
し
う
同
軸
剖
さ
ま
を
人
に

見
せ
む
と
思
ひ
て
、
衣
を
引
き
ぬ
が
せ
む
と
す
れ
ば
、
う
つ
ぶ
し
て
声
立
つ
ば
か
り
泣
く
。
（
同
・
手
習
）

こ
れ
ら
の
例
は
い
ず
れ
も
ク
活
用
の
連
体
形
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
奈
良
時
代
で
の
「
終
止
形
相
当
の
形
が
体
言
を
修
飾
す
る
」
働

き
を
継
承
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
意
味
は
「
人
の
性
状
や
行
為
に
関
し
て
用
い
、
他
を
威
圧
し
、
恐
れ
さ
せ
る
よ

う
な
荒
々
し
い
さ
ま
、
剛
胆
な
さ
ま
を
表
」
し
、
第
一
義
の
「
樹
木
の
繁
茂
、
世
の
繁
栄
、
武
器
の
鋭
利
、
心
情
の
篤
実
な
ど
の
、
い
ち
だ

（5）

ん
と
目
立
つ
さ
ま
。
ひ
と
き
わ
優
れ
て
い
る
さ
ま
に
、
畏
敬
の
念
を
伴
っ
て
い
」
う
意
味
は
見
ら
れ
な
い
。

一
方
、
「
い
か
し
」
に
替
わ
っ
て
現
れ
た
「
い
か
め
し
」
は
表
1
が
示
す
よ
う
に
、
二
五
作
品
の
う
ち
、
ほ
ぼ
半
数
の
一
四
作
品
、
す
な
わ

ち
竹
取
物
語
・
宇
津
保
物
語
・
購
蛤
自
記
・
落
窪
物
語
・
源
氏
物
語
・
笠
物
語
・
夜
の
寝
覚
・
浜
松
中
納
言
物
語
・
更
級
日
記
・
狭
衣
物
語
・

栄
花
物
語
・
大
鏡
∴
舐
華
百
座
間
書
抄
・
松
浦
宮
物
語
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
る
違
い
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、

そ
の
こ
と
は
平
安
時
代
に
お
け
る
こ
の
語
の
使
用
状
況
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

い
か
し

い
か
め
し

表
1

語物取竹 0 1

語物勢伊 0 0

記日佐土 0 0

語物日日イ木っ
大 0 0

語物将少峯武多 0 0

語物保津宇 1 08

記日輪輯 0 1

語物中平 0 0

語物窪落 0 01

子草枕 0 0

76

0

語物氏源 2

記日部式泉日日末っ
0

語物笠 0 1

記日部式紫 0 0

語物言納中堤 0 0

覚寝の夜 0 1

語物言納中松浜 0 2

記［口級更 0 1

語物衣狭 0 2

語物花栄 0 51

鏡大 0 2

記日侍典岐讃 0

0

0

0

0

抄書聞座育華法 1

集話説本古 0

3語物宮浦松

形
容
詞
「
い
か
（
厳
）
し
」
の
消
長
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（6）

平
安
時
代
に
隆
盛
を
極
め
た
「
い
か
め
し
」
の
そ
の
意
味
と
用
法
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
遠
藤
好
英
氏
が
詳
細
に
検
討
し
て
お
ら
れ
る
の

で
、
こ
こ
で
は
そ
の
成
果
に
基
づ
い
て
遠
藤
氏
が
対
象
と
さ
れ
て
い
な
い
文
学
作
品
の
意
味
と
用
法
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
る
こ
と
に
す
る
。

遠
藤
氏
は
平
安
時
代
に
あ
っ
て
一
度
に
花
開
い
た
感
を
呈
す
る
『
宇
津
保
物
語
』
に
見
え
る
ー
「
い
か
め
し
」
の
全
用
例
（
八
〇
例
）
に
つ
い

て
、
何
を
「
い
か
め
し
」
と
表
現
し
て
い
る
か
、
そ
の
対
象
と
な
る
事
柄
を
（
1
）
人
間
　
（
2
）
人
事
　
（
3
）
建
物
　
（
4
）
自
然
　
（
5
）
そ
の

他
　
の
五
つ
に
整
理
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
特
徴
的
な
点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
ほ
ぼ
同
じ
ぐ
ら
い
の
多
い
用
例
数
を
有
す

る
『
源
氏
物
語
』
の
「
い
か
め
し
」
の
用
例
（
七
六
例
）
を
検
討
し
て
『
宇
津
保
物
語
』
の
用
法
と
比
較
し
、
さ
ら
に
平
安
時
代
末
期
の
『
今

昔
物
語
集
』
に
お
け
る
「
い
か
め
し
」
の
全
用
例
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
、
考
察
の
結
果
を
「
『
宇
津
保
物
語
』
か
ら
『
源
氏
物
語
』
へ
と
多

様
化
の
道
を
辿
っ
た
『
い
か
め
し
』
の
意
味
・
用
法
」
は
、
「
『
今
昔
物
語
集
』
を
は
じ
め
、
軍
記
物
語
な
ど
中
世
の
資
料
で
は
次
第
に
狭
く

な
り
、
固
定
化
す
る
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
『
宇
津
保
物
語
』
に
お
い
て
「
い
か
め
し
」
の
表
現
の
対
象
と
す
る
（
1
）
の
人
間
に
つ
い
て
の
特
徴
的
な
こ
と
は
、
「
人
に
恐

ろ
し
さ
や
畏
怖
心
を
抱
か
せ
る
こ
と
を
さ
」
し
、
「
力
が
表
面
に
現
れ
て
視
覚
的
に
捉
え
ら
れ
る
形
と
な
り
、
そ
れ
が
与
え
る
『
恐
ろ
し
さ
』

の
心
情
で
あ
」
り
、
（
2
）
の
人
事
に
つ
い
て
は
、
「
祓
・
前
駆
・
参
詣
・
経
供
養
・
神
楽
」
「
産
義
の
祝
い
や
大
饗
、
相
撲
節
会
、
非
時
、
祝

宴
、
馳
走
」
な
ど
、
儀
式
や
設
備
な
ど
に
つ
い
て
「
作
法
に
則
り
、
き
ち
ん
と
立
派
で
あ
り
、
堂
々
と
し
て
い
る
」
さ
ま
を
表
現
し
、
（
3
）

の
建
物
に
つ
い
て
は
、
「
反
橋
・
釣
殿
・
宮
・
大
殿
・
堂
・
産
屋
・
蔵
寝
殿
」
な
ど
、
「
力
が
背
景
に
感
じ
ら
れ
る
宏
壮
な
屋
敷
」
で
「
畏
怖

感
を
与
え
る
」
も
の
で
あ
り
、
（
4
）
の
自
然
物
に
つ
い
て
は
、
「
河
・
楊
・
梅
・
栗
・
杉
の
木
・
木
の
陰
」
な
ど
、
「
大
き
い
こ
と
」
や
「
恐

怖
の
心
を
抱
か
せ
る
」
も
の
や
、
「
馬
・
黄
牛
・
牝
猿
・
め
ぐ
ま
お
ぐ
ま
」
な
ど
、
動
物
の
場
合
も
「
大
き
な
図
体
」
を
表
す
の
に
用
い
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
『
宇
津
保
物
語
』
の
全
用
例
か
ら
「
い
か
め
し
」
は
結
局
「
作
法
に
叶
い
、
壷
々
と
し
て
立
派
で
力
や
権
威
に
対

す
る
畏
怖
感
を
含
む
性
質
を
さ
」
し
、
「
人
・
人
事
、
建
物
の
外
観
、
自
然
に
対
し
て
も
使
わ
れ
る
が
、
形
の
大
き
い
こ
と
、
数
の
多
さ
に
関

係
す
る
場
合
が
多
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



こ
の
『
宇
津
保
物
語
』
に
お
け
る
「
い
か
め
し
」
の
意
味
と
用
法
は
『
源
氏
物
語
』
に
な
る
と
い
さ
さ
か
異
な
っ
た
様
相
を
呈
し
て
く
る

と
い
う
。
ま
ず
、
用
法
上
か
ら
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
次
の
二
つ
の
特
色
が
指
摘
で
き
る
と
い
う
。
一
つ
は
「
い
か
め
し
」
の
連
体
形

の
使
用
が
多
く
な
り
、
被
修
飾
語
に
「
事
」
「
わ
ざ
」
な
ど
の
形
式
名
詞
を
伴
い
、
「
い
か
め
し
」
が
「
抽
象
的
観
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い

る
」
と
い
う
こ
と
、
二
つ
に
は
、
「
連
用
形
の
副
詞
と
し
て
働
く
場
合
で
、
被
修
飾
語
に
形
容
詞
が
来
る
例
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
ら
二
つ
の
用
法
は
『
宇
津
保
物
語
』
に
は
ほ
と
ん
ど
見
え
な
い
形
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
「
い
か
め
し
」
の
表
現
の
対
象
も
『
源
氏

物
語
』
で
は
、
人
事
に
関
し
て
は
「
視
覚
に
も
強
く
訴
え
る
性
格
」
や
「
評
価
に
関
し
て
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
」
も
の
も
表
し
、
自
然
に
関
し

て
は
花
や
風
や
波
な
ど
に
対
し
も
用
い
ら
れ
、
「
い
か
め
し
」
の
表
現
対
象
の
広
が
り
が
『
宇
津
保
物
語
』
と
の
間
に
差
を
生
じ
て
い
る
と
い

う
。
こ
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
で
は
「
い
か
め
し
」
は
「
威
勢
や
力
を
背
景
と
し
た
強
い
印
象
を
内
容
と
し
な
が
ら
も
、
視
覚
や
聴
覚
に

も
ま
た
が
っ
て
用
い
、
修
飾
の
範
囲
を
広
げ
て
い
る
の
が
見
て
と
れ
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
『
源
氏
物
語
』
の
傾
向
は
平
安
末
期
の
『
今
昔
物
語
集
』
に
見
え
る
「
い
か
め
し
」
の
用
例
に
つ
い
て
考
え
る
と
さ
ら
に
一
層

進
展
す
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
『
今
昔
物
語
集
』
の
全
用
例
（
二
六
例
）
に
つ
い
て
活
用
形
と
何
を
修
飾
す
る
か
を
検
討
し
、

そ
の
結
果
を
『
源
氏
物
語
』
の
場
合
と
比
較
し
て
み
る
と
、
次
の
四
点
に
差
が
見
え
て
く
る
と
い
う
。

す
な
は
ち
、
『
今
昔
物
語
集
』
は
「
い
か
め
し
」
の
被
修
飾
語
に
関
し
て
、

1
　
産
養
や
大
饗
な
ど
の
儀
式
が
見
当
た
ら
な
い
。

2
　
形
式
名
詞
の
事
・
苦
も
見
ら
れ
な
い
。

「
い
か
め
し
」
が
述
格
に
立
つ
時
の
主
語
に
は
、

3
　
御
願
・
画
風
、
花
房
、
風
の
吹
き
ざ
ま
も
な
い
。

4
　
勢
の
場
合
だ
け
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

形
容
詞
「
い
か
　
（
厳
）
し
」
の
消
長
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こ
う
し
た
事
実
か
ら
、
『
今
昔
物
語
集
』
　
で
は
「
い
か
め
し
」
の
意
味
・
用
法
は
『
源
氏
物
語
』
よ
り
狭
く
、
固
定
化
の
方
向
を
示
し
て
い

る
と
い
う
。

そ
こ
で
、
平
安
時
代
の
和
文
作
品
二
五
の
う
ち
、
「
い
か
め
し
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
『
宇
津
保
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
を
除
い
た
『
竹

取
物
語
』
か
ら
『
松
浦
宮
物
語
』
ま
で
の
一
二
作
品
に
お
け
る
「
い
か
め
し
」
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
、
活
用
形
と
何
が
あ
る
い
は
何
を

「
い
か
め
し
い
」
と
表
現
し
て
い
る
か
（
そ
の
内
容
を
括
弧
で
示
す
）
を
整
理
し
、
右
に
示
し
た
遠
藤
氏
の
考
察
結
果
に
照
ら
し
確
認
す
る
こ

と
に
す
る
。

（
1
）
　
連
用
修
飾
語
と
し
て
の
用
法

○
（
あ
る
じ
＝
饗
応
）
い
か
め
し
う
仕
う
ま
つ
る
（
『
竹
取
』
）
　
○
（
一
条
の
太
政
大
臣
の
加
茂
神
社
参
詣
の
さ
ま
）
い
か
め
し
う
の
1
し
る
（
『
婿

輪
』
）
　
○
（
結
婚
の
祝
宴
の
準
備
）
　
い
か
め
し
う
し
給
ふ
　
（
『
落
窪
』
）
　
○
（
御
調
度
）
　
い
か
め
し
う
し
か
へ
て
（
『
同
』
）
　
○
（
法
要
）

い
か
め
し
う
し
は
て
給
ふ
（
『
同
』
）
　
○
（
精
進
落
ち
）
い
か
め
し
う
し
給
ひ
て
（
『
同
』
）
　
○
（
法
事
）
い
か
め
し
う
お
き
（
掟
）
て
給

ひ
け
り
（
『
同
』
）
　
○
（
馬
の
は
な
む
け
）
い
か
め
し
う
し
給
ふ
（
『
同
』
）
　
○
（
賀
の
事
）
い
か
め
し
う
し
給
へ
ど
（
『
同
』
）
　
○
（
葬
式

供
養
な
ど
）
い
か
め
し
う
し
給
ひ
け
る
（
『
同
』
）
　
○
（
三
の
君
）
い
か
め
し
う
て
（
筆
者
注
、
「
し
て
」
カ
）
待
ち
給
ふ
（
『
董
』
）
　
○
（
寝

殿
・
廓
な
ど
）
　
い
か
め
し
う
造
り
ひ
ろ
げ
給
ひ
し
か
ば
（
『
寝
覚
』
）
　
○
（
文
を
作
り
あ
そ
び
給
ふ
さ
ま
）
　
い
か
め
し
く
お
も
し
ろ
し
（
『
浜

松
』
）
　
○
（
関
白
殿
の
姫
君
）
　
い
か
め
し
う
の
1
し
り
て
（
『
同
』
）
　
○
（
関
寺
）
い
か
め
し
う
造
ら
れ
た
る
を
（
『
更
級
』
）
　
○
（
一
候

殿
）
　
い
か
め
し
う
猛
に
お
ぼ
し
掟
て
た
り
つ
れ
ば
（
『
栄
花
』
）
　
○
（
中
台
尊
＝
大
日
如
来
）
厳
し
く
ま
し
ま
し
て
（
『
同
』
）
　
○
（
四
天

王
）
　
い
か
め
し
く
し
て
た
1
せ
給
へ
り
（
『
同
』
）
　
○
（
仏
）
厳
し
く
お
は
し
ま
す
（
『
同
』
）
　
○
（
中
台
尊
）
い
か
め
し
う
お
は
し
ま
す

（
『
同
』
）
　
○
（
御
堂
万
燈
会
）
い
か
め
し
う
め
で
た
し
（
『
同
』
）
　
○
（
御
法
事
）
い
か
め
し
う
せ
さ
せ
給
て
（
『
同
』
）
　
○
（
布
施
）
い

か
め
し
う
せ
さ
せ
給
へ
り
（
『
同
』
）
　
○
（
法
隆
寺
）
　
い
か
め
し
う
を
き
（
掟
）
　
て
さ
せ
た
ま
へ
る
（
『
大
鏡
』
）

（
2
）
　
述
格
に
立
つ
用
法
（
そ
の
時
の
主
格
に
立
つ
語
を
示
す
）



○
槍
皮
の
桟
敷
（
『
落
窪
』
）
　
例
の
人
（
＝
大
将
）
（
『
同
』
）
　
○
法
事
の
諸
行
事
（
『
栄
花
』
）
　
○
公
私
ご
と
（
『
同
』
）
　
○
僧
俗
（
『
同
』
）

○
御
座
し
ま
す
程
の
有
様
（
『
同
』
）
　
○
か
の
寺
（
＝
山
階
寺
）
（
『
大
鏡
』
）
　
○
つ
は
物
（
＝
兵
）
（
『
松
浦
宮
』
）
　
○
（
燕
王
の
）
お
の
が

か
た
ち
　
（
『
同
』
）

（
3
）
連
体
修
飾
語
と
し
て
の
用
法
（
そ
の
被
修
飾
語
を
示
す
）

○
御
堂
（
『
狭
衣
』
）
　
○
寺
（
『
同
』
）
　
○
男
（
『
栄
花
』
）
　
○
事
〈
形
式
名
詞
〉
（
『
同
』
）
　
○
男
君
（
『
同
』
）
　
○
大
威
徳
の
龍
王
の
形
（
『
法

華
百
座
』
）
　
○
舟
の
さ
ま
（
『
松
浦
宮
』
）

『
宇
津
保
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
と
の
二
作
品
に
多
用
さ
れ
て
い
る
「
い
か
め
し
」
が
平
安
時
代
の
他
の
和
文
の
作
品
に
ど
の
程
度
用

い
ら
れ
、
そ
の
意
味
と
用
法
に
変
化
が
見
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
、
作
品
ご
と
に
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
使
用
頻
度
と

い
う
こ
と
か
ら
は
『
宇
津
保
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
以
外
で
は
『
落
窪
物
語
』
と
『
栄
花
物
語
』
の
二
作
品
に
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
例
、
∵
五
例
と

い
う
よ
う
に
些
か
使
用
数
の
多
さ
が
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
他
は
一
、
二
例
に
す
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
作
品
ご
と
の
用
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
全
体
的
に
は
広
く
人
事
に
つ
い
て
の
事
柄
に
関
す
る
表
現
が
目
立
っ
て
は
い
る
が
、
『
宇
津
保
物
語
』
『
源
氏
物
語
』
の
用

法
の
域
を
出
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。

二
　
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
い
か
し
」
と
「
い
か
め
し
」

平
安
時
代
に
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
「
い
か
し
」
は
、
鎌
倉
時
代
に
は
表
2
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
ほ
ぼ
完
全
に
姿
を
消
し
て

い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
鎌
倉
時
代
の
文
学
作
品
、
二
〇
作
品
と
い
う
限
定
は
あ
る
も
の
の
、
「
い
か
し
」
の
奈
良
時
代
か

ら
平
安
時
代
へ
の
使
用
状
況
の
推
移
に
連
関
す
る
結
果
を
示
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

に
見
ら
れ
る
「
い
か
し
」
の
次
の
一
例
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

○
汝
が
、
そ
の
経
書
奉
る
と
て
、
魚
を
も
く
ひ
、
女
に
も
ふ
れ
て
、
清
ま
は
る
事
も
な
く
て
、
心
を
ば
女
の
も
と
に
置
き
て
、
書
奉
り
た

形
容
詞
「
い
か
（
厳
）
し
」
の
消
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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〇

れ
ば
、
其
功
徳
の
か
な
は
ず
し
て
、
か
く
叫
叫
引
武
き
身
に
生
れ
て
、
な
ん
ぢ
を
ね
た
が
り
て
、
（
巻
八
ノ
四
　
敏
行
朝
臣
事
）

こ
の
文
章
の
内
容
は
、
人
々
に
請
わ
れ
て
法
華
経
を
二
百
部
ほ
ど
書
き
奉
っ
た
敏
行
と
い
う
歌
よ
み
が
潔
斎
す
る
こ
と
も
な
く
、
た
だ
上

の
空
で
法
華
経
を
書
き
奉
っ
た
の
で
、
そ
の
功
徳
も
か
な
わ
ず
、
こ
う
い
う
「
い
か
う
武
き
身
に
生
れ
」
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

（7）

の
「
い
か
う
」
は
「
い
か
く
」
の
ウ
音
便
形
で
あ
り
、
そ
の
意
味
は
「
荒
々
し
い
、
恐
ろ
し
い
」
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
平
安

（8）

時
代
に
わ
ず
か
に
尉
い
ら
れ
た
「
い
か
し
」
の
用
例
か
ら
鑑
み
、
室
町
時
代
に
多
用
さ
れ
て
く
る
「
い
か
し
」
の
連
用
形
「
い
か
く
」
の
ウ

音
便
形
「
い
か
う
」
の
副
詞
的
用
法
、
す
な
わ
ち
そ
の
動
作
や
状
（
情
）
態
の
程
度
の
甚
だ
し
い
さ
ま
を
表
す
用
法
の
さ
き
が
け
の
例
と
考
え

ら
れ
な
く
も
な
い
。

な
お
、
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
は
「
い
か
し
」
に
替
わ
っ
て
平
安
時
代
以
降
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
「
い
か
め
し
」
が
三
例
見
ら
れ
る
。

一
例
は

○
甲
斐
の
す
ま
ひ
（
相
撲
）
、
大
井
光
遠
は
、
ひ
き
ふ
と
に
い
か
め
し
く
、
力
つ
よ
く
、
足
は
や
く
、
み
め
こ
と
が
ら
よ
り
は
じ
め
て
、
い

み
じ
か
り
し
相
撲
な
り
。
（
巻
三
一
ノ
六
　
大
井
光
遠
妹
強
力
事
）

の
よ
う
に
、
主
格
（
こ
こ
で
は
大
井
光
遠
）
の
述
格
と
し
て
、
そ
の
体
つ
き
が
「
い
か
め
し
」
（
が
っ
し
り
し
て
い
る
）
と
言
い
表
し
た
も
の
で
あ

り
、
他
の
二
例
は

○
し
ろ
く
高
き
築
地
を
、
遠
く
つ
き
ま
は
し
て
、
門
を
い
か
め
し
く
立
て
た
り
。
（
巻
六
ノ
九
　
僧
伽
多
行
羅
刹
国
事
）

○
博
打
一
人
…
…
い
か
め
し
く
お
そ
ろ
し
げ
な
る
声
に
て
、
天
の
下
の
顔
よ
し
と
よ
ぶ
。
（
巻
九
ノ
八
　
博
打
聾
人
の
事
）

の
よ
う
に
、
連
用
形
と
し
て
、
対
象
と
な
る
門
を
「
立
て
た
り
」
す
る
様
を
修
飾
し
た
り
、
博
打
の
呼
ぶ
声
に
対
し
て
「
い
か
め
し
く
お
そ

ろ
し
げ
」
な
さ
ま
で
あ
る
と
表
現
し
て
い
る
。

奈
良
時
代
に
用
い
ら
れ
た
「
い
か
し
」
に
替
わ
っ
て
、
平
安
時
代
の
『
宇
津
保
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
を
中
心
と
し
て
多
用
さ
れ
た
「
い

か
め
し
」
も
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
は
表
2
に
示
し
た
よ
う
に
、
二
〇
文
学
作
品
の
う
ち
、
わ
ず
か
に
四
作
品
に
九
例
し
か
見
ら
れ
な
い
。
し



か
し
、
こ
の
こ
と
は
必
ず
し
も
「
い
か
め
し
」
が
や
が
て
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
南

北
朝
時
代
頃
に
成
立
し
た
歴
史
物
語
と
し
て
の
『
増
鏡
』
に
は
「
い
か
め
し
」
が
一
七
例
も
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

表
2
に
表
さ
れ
て
い
る
「
い
か
め
し
」
の
使
用
の
実
態
は
大
き
く
表
現
素
材
に
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

表
2い

か
し

い
か
め

し

コし羞幸御島厳院倉高 0 0

記霞升院倉高 0 0

子草名無 0 0

友居閑 0 0

記丈方 0 0

るまきまた 0 0

集夫大京右院日IJ
PL．フT

建 0 0

語物元保 0 ．3

語物治平 0 0

語物家平 0 0

語物逼拾治宇 1 3

記道海 0 0

記がきむ竹 0 0

行紀関東 0 0

紗訓十 0 2

記［口夜六十 0 0

集石沙 0 0

ねたたう 0 0

記R
【

侍内務中 0 0

草然徒 0 1

そ
こ
で
以
下
、
「
い
か
め
し
」
の
用
い
ら
れ
て
い
る
鎌
倉
時
代
の
文
学
作
品
、
す
な
わ
ち
保
元
物
語
・
宇
治
拾
遺
物
語
・
十
訓
抄
・
徒
然
草

の
四
作
品
に
お
け
る
「
い
か
め
し
」
の
意
味
と
用
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
（
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
「
い
か
め
し
」
に
つ
い
て
は
既
に
触
れ
た
）

ま
ず
、
『
保
元
物
語
』
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
い
か
め
し
」
は
三
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

○
其
殿
（
守
殿
す
な
わ
ち
清
盛
）
の
弓
勢
い
か
め
し
く
い
ふ
と
も
、
（
中

白
河
殿
へ
義
朝
夜
討
ち
に
寄
せ
ら
る
る
事
）

の
一
例
は
、
「
い
か
め
し
く
い
ふ
と
も
」
と
あ
る
が
、
文
脈
上
「
い
か
め
し
と
い
ふ
と
も
」
と
あ
り
た
い
と
こ
ろ
で
、
諸
本
に
は
そ
の
よ
う
な

本
文
を
取
る
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
い
か
め
し
」
を
終
止
形
と
と
っ
て
主
格
「
弓
勢
」
の
述
格
と
解
す
る
こ
と
に
す
る
。
他
の
二
例
の
う

ち
、
一
例
は

形
容
詞
「
い
か
　
（
厳
）
　
し
」
の
消
長
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○
か
や
う
に
事
が
ら
い
か
め
し
き
の
み
に
あ
ら
ず
。
（
上
　
訴
院
御
所
各
門
々
固
め
の
事
付
け
た
り
軍
評
定
の
事
）

の
よ
う
に
、
主
格
「
こ
と
柄
」
の
述
格
と
し
て
準
体
言
「
の
み
」
に
掛
か
る
用
法
で
あ
り
、
一
例
は

○
あ
な
叫
呵
呵
U
の
御
事
候
や
。
（
中
　
白
河
殿
攻
め
落
す
事
）

の
よ
う
に
、
感
動
表
現
に
お
け
る
語
幹
の
用
法
と
し
て
の
も
の
で
あ
る
。

『
十
訓
抄
』
　
に
見
ら
れ
る
二
例
は
、

○
ヨ
ソ
ホ
ヒ
イ
カ
メ
シ
ウ
シ
テ
住
ケ
ル
程
こ
、
（
上
　
第
一
不
施
人
恵
事
）

○
広
タ
イ
カ
メ
シ
ク
人
モ
カ
ヨ
ハ
ヌ
所
ニ
テ
、
（
下
　
第
七
可
専
思
慮
事
）

の
よ
う
に
、
連
用
修
飾
語
と
し
て
城
に
住
ん
で
い
る
様
子
と
述
格
と
し
て
住
ん
で
い
る
所
の
さ
ま
を
そ
れ
ぞ
れ
表
し
て
い
る
。

『
徒
然
草
』
　
の
一
例
は
、

○
（
資
季
）
大
納
言
入
道
、
負
に
な
り
て
、
所
課
い
か
め
し
く
せ
ら
れ
た
り
け
る
と
ぞ
。
（
第
百
三
十
五
段
）

の
よ
う
に
、
連
用
修
飾
語
と
し
て
「
所
課
＝
課
せ
ら
れ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
（
罰
と
し
て
）
供
卸
を
設
け
る
こ
と
」
を
「
い
か
め
し

く
　
（
お
お
が
か
り
に
）
」
し
た
と
言
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
か
ら
は
、
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
「
い
か
め
し
」
の
意
味
・
用
法
の
特
徴
は
見
出
せ
な
い
。

三
　
室
町
時
代
に
お
け
る
「
い
か
い
」
「
い
か
め
し
」
「
い
か
め
い
」

古
代
語
か
ら
近
代
語
へ
の
過
渡
的
時
期
に
あ
た
る
室
町
時
代
に
は
、
活
用
に
お
け
る
連
体
形
の
終
止
形
統
合
作
用
と
い
う
現
象
が
起
き
て

く
る
。
そ
の
た
め
、
形
容
詞
に
お
い
て
も
古
代
語
の
連
体
形
語
尾
の
「
1
（
し
）
き
」
が
イ
音
便
化
し
た
「
－
（
し
）
い
」
が
そ
の
ま
ま
の
形

で
終
止
形
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
代
に
は
、
奈
良
時
代
に
用
い
ら
れ
平
安
時
代
以
降
用
い
ら
れ
な
く
な
る
「
い
か
し
」
が

「
い
か
い
」
と
い
う
形
で
復
活
し
、
「
い
か
め
し
」
が
「
い
か
め
い
」
「
い
か
め
し
い
」
と
い
う
ふ
う
に
変
化
し
て
い
る
。



そ
こ
で
、
以
下
、
「
い
か
し
」
「
い
か
め
し
」
が
そ
れ
ぞ
れ
に
変
化
し
た
語
形
が
室
町
時
代
に
お
け
る
諸
文
献
に
ど
の
よ
う
な
形
で
用
い
ら

れ
て
い
る
か
を
検
討
す
る
。

室
町
時
代
に
お
け
る
口
語
資
料
三
文
献
と
文
語
資
料
六
文
献
と
の
計
一
八
文
献
に
見
ら
れ
る
「
い
か
い
」
「
い
か
め
い
」
「
い
か
め
し
」

は
表
3
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
表
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
ま
ず
平
安
時
代
以
降
影
を
潜
め
て
ほ
と
ん
ど
文
献
に
現
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
い
か
し
」
が
口
語
の
世

界
に
お
い
て
「
霊
い
」
の
形
で
復
活
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
献
ご
と
に
使
用
数
の
偏
。
が
顕
著
に
現
れ
て
は
い
る
が
、
文
語

資
料
に
は
全
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
当
時
の
口
語
と
し
て
定
着
し
て
い
た
も
の
と
い
え
る
。
し
か
も
「
い
か
い
」
は
、
次
の
よ

う
に
、
ウ
音
便
「
い
か
う
」
の
形
で
副
詞
的
用
法
（
「
た
い
そ
う
・
ひ
ど
く
・
は
な
は
だ
し
く
」
の
意
の
程
度
を
表
す
）
を
と
る
も
の
と
連
体

形
「
い
か
い
」
で
連
体
修
飾
語
の
用
法
を
と
る
も
の
と
の
二
つ
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
。
「
い
か
う
」
と
「
い
か
い
」
の
使
用
分
布
は
表
4
の
よ

う
に
な
る
。

一ヽ
、一
、J

tv
ヵ

ーレ

い
か
め

い

い
か
め
し

言狂本明虎 94 nu 4

抄語論 2 0 0

抄詩杜 0 12 41

抄書漠 81 51 4

抄林桂宝真文古 3 1 5

抄谷山 31 00 0

抄子荘 51 1 1

抄規清丈百 1 61 4

抄倶兼「じ糸書本R
H

2 0 0

抄源桃紀書本日 1 1 0

語物家平本草天 0 0 0

語物ポソエ本草天 1 0 0

曲謡本屋車 0 0 0

語物我出
目

0 0 0

鏡増 0 0 71

記経義 0 0 1

業作御のストンサ 0 0 0

ナリチド 0 0 0

ンタシリキ

い
か

ぅ

、．
ゝ

、J

、∨
ヵ

、レ

言狂本明虎 92 02

抄語論 2 0

抄書漠 6 31

抄林桂宝真文古 1 2

抄谷山 4 9

抄子荘 2 31

抄規清文百 0 1

抄倶兼紀書本日 0 2

抄躇杉紀書本日 0 1

語物ポソエ 1 0

形
容
詞
「
い
か
　
（
厳
）
し
」
の
消
長



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

「
い
か
う
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
七
文
献
か
ら
一
例
ず
つ
用
例
を
示
す
。

○
此
間
は
叫
利
引
ほ
ね
を
お
っ
た
に
、
（
『
虎
明
本
狂
言
』
三
本
の
柱
）

○
大
学
ノ
八
条
目
ヲ
有
刺
判
子
清
力
難
ジ
タ
ゾ
（
『
論
語
抄
』
子
張
第
十
九
）

○
重
文
志
ニ
ハ
楚
人
ト
云
タ
ホ
ド
ニ
斎
超
ハ
有
刺
引
チ
ガ
ウ
タ
ホ
ド
ニ
、
（
『
漢
書
抄
』
巻
三
3
5
ウ
）

○
気
1
ハ
有
刺
剖
大
ナ
ル
心
ゾ
（
『
古
文
真
宝
桂
林
抄
』
乾
1
5
オ
）

〇
一
且
ハ
気
ニ
チ
ガ
ウ
タ
ガ
後
こ
ハ
イ
l
刺
剖
信
ゼ
ラ
レ
タ
ゾ
（
『
山
谷
抄
』
一
8
8
ウ
）

○
歌
ウ
タ
フ
キ
ケ
ン
モ
有
マ
イ
ト
思
へ
バ
劃
打
挙
テ
ウ
タ
ウ
ヨ
　
（
『
荘
子
抄
』
二
1
8
オ
）

（9）

○
あ
る
烏
、
と
っ
と
肥
え
た
鳩
を
見
て
、
同
刺
引
（
y
C
O
）
羨
ま
し
う
思
う
て
、
（
『
エ
ソ
ポ
物
語
』
烏
と
鳩
の
事
）

「
い
か
う
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
七
文
献
の
全
用
例
の
う
ち
、
副
詞
的
用
法
と
し
て
程
度
を
表
し
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、

『
漢
書
抄
』
　
に
わ
ず
か
に
一
例
で
は
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
連
用
中
止
法
と
し
て
用
い
ら
れ
た
か
と
思
わ
れ
る
例
が
あ
る
。

○
流
行
吹
止
ト
テ
流
レ
ハ
劃
ア
ナ
ノ
ヤ
ウ
ナ
処
二
逢
ハ
止
ラ
ウ
ゾ
（
巻
一
4
2
ウ
）

連
体
修
飾
語
と
し
て
の
「
い
か
い
」
は
、
そ
れ
を
受
け
る
被
修
飾
語
の
内
容
が
「
事
物
の
形
態
・
規
模
が
大
き
く
て
、
人
に
威
圧
感
を
感

じ
さ
せ
る
さ
ま
で
あ
る
」
こ
と
を
表
し
た
り
、
「
そ
の
も
の
か
ら
発
動
さ
れ
る
勢
い
が
、
並
外
れ
て
甚
だ
し
い
さ
ま
で
あ
る
」
こ
と
を
表
し
た

（10）

り
、
「
事
態
の
程
度
や
数
量
が
一
般
の
基
準
に
外
れ
て
い
て
、
普
通
よ
り
甚
だ
し
く
度
が
過
ぎ
て
い
る
意
を
強
調
し
て
い
う
」
　
の
に
用
い
ら
れ

る
。
「
い
か
い
」
　
の
被
修
飾
語
に
立
つ
具
体
例
を
文
献
ご
と
に
示
す
。

『
虎
明
本
狂
言
』
ゐ
場
合

事
（
形
式
名
詞
）
　
　
満
足
　
　
け
で
ん
（
怪
顔
）
　
　
さ
む
（
寒
）
さ

手
が
ら
（
柄
）
　
　
日
　
　
大
　
　
ぶ
げ
ん
し
ゃ
　
（
分
限
者
）
　
　
顔

ゐ
な
し
（
居
成
＝
家
構
え
ノ
意
）
　
　
御
は
ら
だ
ち
（
腹
立
）

ち
が
ひ
　
（
違
）

こ
れ
ら
の
う
ち
、
形
式
名
詞
「
事
」
と
結
合
し
て
用
い
ら
れ
た
「
い
か
い
こ
と
」
　
に
つ
い
て
は
、



○
や
れ
く
同
l
剖
ひ
l
事
を
な
げ
だ
ひ
た
、
ま
づ
と
が
し
め
（
宗
論
）

の
よ
う
に
、
そ
れ
全
体
で
「
事
態
が
一
般
の
基
準
に
外
れ
て
い
て
、
甚
だ
し
く
度
が
過
ぎ
て
い
る
こ
と
」
の
意
味
を
表
す
も
の
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
種
の
用
例
は
他
の
文
献
に
わ
た
っ
て
多
く
見
ら
れ
る
。

な
お
、
次
の
よ
う
な
例
は
用
法
的
に
は
連
用
修
飾
語
「
い
か
う
」
が
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
現
代
語
に
お
い
て
「
凄
く
寒
か

っ
た
」
を
「
凄
い
寒
か
っ
た
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
場
合
が
あ
る
が
、
そ
れ
に
通
ず
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
漢
語
に

断
定
の
助
動
詞
が
接
し
た
も
の
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

○
よ
う
に
た
と
う
人
じ
ゃ
と
い
ふ
て
、
同
封
叫
満
足
じ
ゃ
と
言
た
ら
は
よ
か
ら
ふ
程
に
（
秀
句
傘
）

『
漢
書
抄
』
　
の
場
合

事
・
モ
ノ
（
物
、
者
）
（
形
式
名
詞
）
　
　
大
臣
　
大
義
ノ
事
　
名
望
　
チ
ガ
ヒ
（
違
）

『
古
文
真
宝
抄
』
　
の
場
合

モ
ノ
（
形
式
名
詞
）
　
　
隠
居
処

知
音

『
山
谷
抄
』
　
の
場
合

サ
キ
（
先
）
ノ
事
　
楽
（
ラ
ク
）
　
　
ワ
ヅ
ラ
ヒ
（
煩
）
　
　
者
　
毒
　
功
　
知
者
　
鳥
　
広
さ

こ
の
抄
に
も
次
の
よ
う
な
副
詞
的
に
用
い
ら
れ
た
「
い
か
い
」
の
例
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

○
内
裡
カ
ラ
休
沐
ノ
暇
ヲ
賜
テ
宿
ニ
イ
ル
ガ
引
楽
デ
ア
ル
ニ
（
「
鑓
ウ
）

『
荘
子
抄
』
　
の
場
合

事
・
者
（
物
）
（
形
式
名
詞
）
　
　
大
蛇
　
人
　
魚
　
体
　
チ
ガ
ヒ
（
違
）

『
百
丈
清
規
抄
』
　
の
場
合

ブ
ン
ゲ
ン
　
（
分
限
）

形
容
詞
「
い
か
　
（
厳
）
し
」
の
消
長
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『
日
本
書
紀
兼
倶
抄
』
　
の
場
合

事
（
形
式
名
詞
）
　
　
吉
事

『
日
本
書
紀
桃
源
抄
』
　
の
場
合

脚
ロ
　
（
客
櫓
）

次
に
、
「
い
か
め
し
」
　
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

室
町
時
代
に
は
「
い
か
め
し
」
も
「
い
か
し
」
と
同
様
に
、
「
い
か
め
い
」
と
い
う
口
語
形
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
シ
ク
活
用

と
し
て
の
本
来
の
「
い
か
め
し
（
い
）
」
も
同
時
に
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
両
語
に
は
用
法
の
違
い
が
あ
る
の
か
ど
う
か
を
、

形
態
と
意
味
と
か
ら
探
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
「
い
か
め
い
」
に
つ
い
て
、
各
文
献
に
お
け
る
活
用
形
の
現
れ
方
を
見
て
み
る
と
、
表
5
の
よ
う
に
な
る
。

Iv レヽ Jヽ・ヽV 一ヽlv 一ヽ、・V
ヽ
＿

カ ヽ
一

’刀 ’ヵ jヽtヵ Jヽカ

め め

か

ら

め

シフ

め

い

め

け

れ

言狂本明虎 2 0 0 0 0

抄詩杜 1 1 4 51 0

抄書漠 1 0 2 21 0

抄宝真文古 nu 0 0 1 0

抄谷山 0 0 0 8 0

抄子荘 0 0 0 1 0

抄規清丈百 1 0 0 31 2

「
い
か
め
い
」
は
、
「
事
物
の
形
態
が
異
常
に
強
大
で
あ
り
、
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す

（11）

る
語
と
し
て
、
用
法
は
限
定
さ
れ
て
お
り
、
連
体
修
飾
語
に
立
つ
用
例
が
多
数
を
占
め
て
い
る
」

と
い
わ
れ
る
語
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
表
5
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
い
か
い
」

と
同
様
、
ウ
音
便
形
「
い
か
め
う
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
語
幹
の
用
法
が
見
ら
れ
た
り
、

未
然
形
や
己
然
形
の
例
な
ど
も
見
ら
れ
、
そ
の
使
用
は
用
例
数
こ
そ
多
く
は
な
い
が
、
広
く
各

活
用
形
に
及
ん
で
い
る
こ
と
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

語
幹
の
用
例
は
、
「
い
か
め
の
鬼
」
（
『
虎
明
本
狂
言
』
閣
罪
人
・
清
水
）
の
ほ
か
は
い
ず
れ
も
「
ア

ラ
」
「
ヤ
ラ
」
「
ア
＼
」
と
い
う
感
嘆
詞
に
接
続
し
た
も
の
で
、
現
代
語
で
の
「
あ
ぁ
、
痛
（
い
た
）
－
・
」

と
い
う
表
現
と
同
じ
も
の
で
あ
ろ
う
。
未
然
形
と
己
然
形
の
用
例
は
『
杜
詩
抄
』
と
　
『
百
丈
清

規
抄
』
と
に
、
次
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。



○
見
ル
ニ
汝
（
ヲ
）
気
概
ハ
イ
カ
メ
カ
ラ
ン
　
（
『
杜
詩
抄
』
十
九
5
ウ
）

○
華
厳
ハ
功
徳
ハ
イ
カ
メ
ケ
レ
ド
至

一
乗
声
聞
ハ
如
然
如
畢
ア
不
知
ゾ
（
『
百
丈
清
規
抄
』
一
3
0
ウ
）

○
法
華
モ
園
教
デ
イ
カ
メ
ケ
レ
ド
モ
華
厳
ニ

ハ
ヲ
ト
リ
タ
ゾ
　
（
同
）

「
い
か
め
い
」
は
シ
ク
活
用
「
い
か
め
し
」
の
ク
活
用
化
し
た
室
町
時
代
の
口
語
で
は
あ
る
が
、
文
語
と
口
語
と
が
混
在
す
る
抄
物
文
献

の
中
に
あ
っ
て
は
こ
の
よ
う
に
文
語
的
表
現
を
と
っ
て
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
い
か
め
い
」
の
表
す
意
味
は
「
い
か
め
し
」
と

同
じ
で
あ
り
、
「
い
か
め
い
」
の
見
ら
れ
る
六
文
献
に
お
け
る
「
い
か
め
い
」
の
主
格
に
立
つ
語
と
被
連
体
修
飾
語
に
立
つ
語
は
人
物
（
の
評

価
）
、
人
事
（
官
位
・
志
‥
心
・
尊
宿
・
所
領
・
大
富
人
・
儒
者
・
認
・
王
孫
）
、
能
力
（
智
・
才
・
才

Jヽ1v ・ヽV 一ヽヽレ1 一ヽヽ・V lv 、・V jヽlv

Jヽカ ＿ヽ’刀 Jヽ’刀 jヽカ Jヽカ ヽ
メ

カ 、jT刀
め め め め め め め

し し し し し し し

か

ら

か

っ

ろ
ノ Jヽ1v か

る

け

れ

言狂本明虎 0 0 1
＿

1 0 0 0

抄詞杜 3 2 1 1 5 1 1

抄書漢 0 0 2 2 0 0 0

抄林桂宝真文古 0 0 0 1 4 0 0

抄子荘 0 0 0 ハU 1 0 0

抄規清丈百 0 0 2 1 1 0 0

格
・
大
才
）
、
植
物
（
桃
の
実
・
木
・
芋
茎
）
、
動
物
（
黄
魚
・
鶴
）
、
地
形
（
山
）
や
場
所
、
建
物
（
橋
・

塔
）
、
事
（
形
式
名
詞
）
・
事
柄
な
ど
で
あ
っ
て
、
「
い
か
い
」
と
同
様
に
多
岐
に
亘
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
平
安
時
代
以
降
用
い
ら
れ
て
い
る
シ
ク
活
用
「
い
か
め
し
」
は
室
町
時
代
に
は

活
用
の
連
体
形
の
終
止
形
統
合
作
用
に
よ
っ
て
、
終
止
・
連
体
形
に
「
い
か
め
し
い
」
の
語
形

を
と
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
各
文
献
に
現
れ
る
「
い
か
め
し
」
の
活
用
形
は
文
献
に
よ

る
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
表
6
に
示
し
た
よ
う
に
多
様
で
あ
る
。

「
い
か
め
し
」
は
文
語
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
し
て
考
え
る
と
き
、
表
3
の
下
段
に
示
し
た

文
語
資
料
に
現
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
平
安
時
代
に
盛
行
し
た
「
い
か

め
し
」
で
は
あ
っ
て
も
、
す
で
に
こ
の
語
の
用
い
ら
れ
方
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
献
の
内
容
に
大
き

く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
表
1
か
ら
窺
え
る
よ
う
に
、
「
い
か
め
し
」
の
現
れ

る
数
値
は
文
献
に
よ
っ
て
著
し
い
差
異
を
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
宇
津
保
物
語
』
と
『
源
氏

物
語
』
と
に
集
中
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
「
い
か
め
し
」
は
平
安
時
代
後
期
、
鎌
倉
時
代
に
降

形
容
詞
「
い
か
（
厳
）
し
」
の
消
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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六
八

る
に
し
た
が
っ
て
そ
の
使
用
数
を
大
き
く
減
じ
て
い
く
が
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
歴
史
物
語
の
『
栄
花
物
語
』
と
説
話
集
の
『
今
昔
物
語
集
』

に
は
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
見
る
と
、
室
町
時
代
の
文
語
資
料
の
う
ち
、
『
源
氏
物
語
』
　
『
栄
花
物
語
』
な
ど
の
影

響
を
強
く
受
け
て
い
る
と
言
わ
れ
る
歴
史
物
語
の
　
『
増
鏡
』
　
に
　
「
い
か
め
し
」
が
数
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
も
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
文
献
の
素
材
内
容
に
よ
っ
て
大
き
く
そ
の
使
用
が
左
右
さ
れ
る
「
い
か
め
し
」
が
、
室
町
時
代
に
あ
っ
て
は
、
口
語
資
料

と
さ
れ
る
文
献
に
も
「
い
か
め
い
」
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
「
い
か
め
し
」
の
活
用
形
の
実
態
と
何
を
「
い
か
め
し
」
と
表
現
し
て
い
る
か
、
そ
の
対
象
に
つ
い
て
文
献
ご
と
に
検
討
す
る
。

命
令
形
を
除
く
他
の
活
用
形
が
一
通
り
見
ら
れ
る
の
は
『
杜
詩
抄
』
だ
け
で
あ
っ
て
、
他
の
文
献
で
は
連
用
形
、
終
止
・
連
体
形
の
「
い

か
め
し
う
」
と
「
い
か
め
し
（
い
）
」
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
現
象
は
「
い
か
め
い
」
の
場
合
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
。
終
止
形
「
い
か
め

し
」
　
の
五
文
献
六
例
の
う
ち
、
感
嘆
詞
「
ヤ
ラ
」
「
ア
ラ
」
と
結
び
つ
い
た
語
幹
の
用
法
が
二
例
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
い
か
め
し
い
」
　
の
う

ち
、
述
格
に
立
つ
用
法
を
と
っ
た
も
の
は
四
文
献
一
一
例
中
、

○
誼
ハ
イ
カ
メ
シ
イ
ゾ
　
（
『
古
文
真
宝
抄
』
乾
7
3
オ
）

○
イ
カ
ニ
人
ガ
面
目
ヲ
失
ト
云
ト
モ
失
ト
モ
不
思
又
イ
カ
メ
シ
イ
ト
云
ト
モ
心
ニ
ス
ン
ナ
イ
事
ト
思
ゾ
　
（
『
荘
子
抄
』
一
1
4
オ
）

○
勲
労
ガ
イ
カ
メ
シ
イ
ホ
ド
ニ
魯
ヲ
宋
邑
ニ
シ
テ
　
（
『
百
丈
清
規
抄
』
一
3
9
ウ
）

の
三
例
で
あ
り
、
他
は
連
体
修
飾
語
と
し
て
の
用
法
で
あ
る
。
「
い
か
め
し
い
」
　
の
被
修
飾
語
に
な
っ
て
い
る
の
は
「
大
官
贈
号
、
大
官
人
、

儒
者
、
者
、
人
、
様
」
な
ど
で
、
そ
の
意
味
は
先
の
「
い
か
い
」
と
同
様
、
「
事
物
の
形
態
・
規
模
な
ど
が
壮
大
で
、
そ
の
物
と
し
て
の
体
裁

が
立
派
に
整
っ
て
い
る
さ
ま
で
あ
る
」
こ
と
を
表
し
た
り
、
「
事
物
の
性
質
な
ど
が
普
通
一
般
と
違
っ
て
い
て
、
価
値
や
程
度
の
高
い
す
ば
ら

（12）

し
い
も
の
で
あ
る
」
　
こ
と
を
表
し
た
り
、
「
事
物
の
状
態
が
普
通
一
般
の
基
準
を
は
る
か
に
超
え
た
程
度
で
あ
る
」
　
こ
と
を
衷
し
て
い
る
。

「
い
か
め
し
」
の
口
語
形
「
い
か
め
い
」
を
有
し
な
が
ら
、
室
町
時
代
の
口
語
資
料
に
お
い
て
「
い
か
め
し
（
い
）
」
を
と
も
に
用
い
て
い

る
の
は
大
体
抄
物
資
料
に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
抄
物
の
文
体
が
口
語
と
文
語
の
混
合
体
を
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。



そ
し
て
、
両
語
が
ほ
ぼ
同
じ
用
法
と
意
味
と
を
担
い
な
が
ら
、
平
安
時
代
以
降
姿
を
消
し
た
「
い
か
し
」
が
室
町
時
代
に
再
び
語
形
を
変
え

（13）

て
復
活
し
た
「
い
か
い
（
う
）
」
を
巻
き
込
ん
で
、
「
い
か
い
（
う
）
」
「
い
か
め
い
」
は
専
ら
口
語
の
世
界
に
お
い
て
用
い
ら
れ
、
「
い
か
め
し
」

は
文
語
の
世
界
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

お
わ
り
に

奈
良
時
代
に
お
い
て
用
い
ら
れ
た
形
容
詞
「
い
か
（
厳
）
し
」
が
、
平
安
時
代
に
「
い
か
め
し
」
に
と
っ
て
替
わ
ら
れ
、
鎌
倉
時
代
に
あ
っ

て
も
ほ
と
ん
ど
そ
の
姿
を
見
せ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
室
町
時
代
に
な
っ
て
口
語
の
世
界
に
「
い
か
い
」
「
い
か
う
」
の
形
で
復
活
す
る
過

程
を
、
「
い
か
め
し
」
と
「
い
か
め
い
」
と
の
関
わ
り
か
ら
見
て
き
た
。

平
安
時
代
に
「
い
か
め
し
」
が
「
い
か
し
」
に
と
っ
て
替
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
や
「
い
か
し
」
が
室
町
時
代
に
「
い
か
い
」
「
い
こ
う
」

と
い
う
形
で
再
び
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
語
が
各
時
代

に
お
い
て
い
か
な
る
文
献
に
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
き
た
か
の
過
程
を
辿
る
こ
と
は
で
き
た
。
そ
の
結
果
、
「
い
か
し
」
か
ら
生
ま
れ
変
わ

っ
た
「
い
か
い
（
う
）
」
は
「
い
か
し
」
本
来
の
意
味
・
用
法
す
な
わ
ち
「
人
の
性
状
や
行
為
に
関
し
て
用
い
、
他
を
威
圧
し
、
恐
れ
さ
せ
る

（14）

よ
う
な
荒
々
し
い
さ
ま
、
豪
胆
な
さ
ま
を
表
す
」
こ
と
を
ほ
と
ん
ど
放
棄
し
て
、
連
体
修
飾
語
、
連
用
修
飾
語
と
し
て
「
程
度
の
甚
だ
し
い

さ
ま
」
や
「
具
体
的
な
物
の
大
き
さ
・
長
さ
・
量
の
多
さ
」
を
表
現
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
、
一
方
、
平
安
時
代
に
「
い
か
し
」
に
と

っ
て
替
わ
っ
た
「
い
か
め
し
」
は
、
平
安
末
期
以
降
次
第
に
そ
の
使
用
が
衰
退
し
て
い
く
が
、
室
町
時
代
に
な
っ
て
、
一
つ
は
ク
活
用
に
変

化
し
た
「
い
か
め
い
」
の
語
形
で
口
語
の
世
界
で
用
い
ら
れ
、
「
い
か
い
（
う
）
」
と
共
存
す
る
こ
と
に
な
り
、
；
は
活
用
に
お
け
る
連
体
形

の
終
止
形
統
合
作
用
と
い
う
現
象
か
ら
「
い
か
め
し
い
」
と
い
う
語
形
が
現
れ
、
平
安
時
代
の
意
味
・
用
法
を
引
き
ず
り
な
が
ら
文
語
の
世

界
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

室
町
時
代
に
お
い
て
「
い
か
い
（
う
）
」
「
い
か
め
い
」
「
い
か
め
し
（
い
）
」
は
言
文
二
途
の
場
に
お
い
て
、
表
3
に
示
し
た
よ
う
な
用
い
ら

形
容
詞
「
い
か
（
厳
）
し
」
の
消
長
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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れ
方
を
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
言
す
な
わ
ち
口
語
の
「
い
か
い
」
と
「
い
か
め
い
」
は
「
連
用
修
飾
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
点
で

音
便
形
『
い
か
う
』
が
　
『
い
か
め
う
』
よ
り
や
や
多
い
と
い
う
相
違
は
あ
る
が
、
共
に
連
体
修
飾
語
に
多
用
さ
れ
、
抄
物
な
ど
の
実
例
に
お

（15）

い
て
は
」
「
意
義
上
ほ
と
ん
ど
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
」
る
。
そ
し
て
、
「
い
か
め
い
」
と
「
い
か
め
し
」
　
で
は
「
い
か
め
い
」

が
連
体
修
飾
語
に
立
つ
用
例
が
多
い
の
に
対
し
、
「
い
か
め
し
」
は
連
用
修
飾
語
に
立
つ
用
例
が
多
く
、
両
語
の
意
味
の
区
別
は
ほ
と
ん
ど
認

め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
お
、
両
語
の
う
ち
「
い
か
め
い
」
は
江
戸
時
代
に
か
け
て
衰
退
し
て
い
く
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
工
藤
力
男
氏
の
詳
細
な
論
考
が

（16）
あ
る
。

注（
1

（
2

（
3

（
4

（
5

（
6

（
7

（
8

中
村
幸
彦
・
岡
見
正
雄
・
阪
倉
篤
義
編
『
角
川
古
語
大
辞
典
第
一
巻
』
　
の
「
い
か
し
」
　
の
項
に
拠
る
。

拙
論
「
し
ば
ら
く
　
（
暫
く
）
考
－
　
「
し
ば
し
」
と
の
比
較
か
ら
」
　
（
『
文
学
論
藻
』
第
六
十
八
号
、
平
成
六
年
二
月
）
　
に
倣
う
。

宇
津
保
物
語
研
究
会
編
『
宇
津
保
物
語
　
本
文
と
索
引
（
本
文
編
）
』
　
に
拠
る
。

吉
沢
義
則
著
『
対
校
源
氏
物
語
新
釈
　
巻
二
　
に
拠
る
。

注
　
（
1
）
　
文
献
に
同
じ
。

佐
藤
喜
代
治
編
『
語
誌
I
（
講
座
日
本
語
の
語
彙
9
）
』
　
の
「
い
か
め
し
」
の
項
（
頁
3
6
～
4
1
）

『
今
昔
物
語
集
』
　
に
見
え
る
同
話
で
は
、
こ
の
部
分
「
噴
ノ
高
キ
身
ト
生
レ
テ
」
と
あ
る
。

平
安
時
代
に
　
『
宇
津
保
物
語
』
　
に
一
例
、
『
源
氏
物
語
』
　
に
二
例
と
わ
ず
か
に
用
い
ら
れ
た
「
い
か
し
」
は
い
ず
れ
も
連
体
修
飾
語
と
し
て
の
も

の
で
あ
っ
て
、
連
用
修
飾
語
と
し
て
の
用
法
は
な
い
。
「
い
か
し
」
が
連
用
形
「
い
か
く
」
の
ウ
音
便
形
を
と
っ
て
一
般
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な

る
の
は
室
町
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
も
程
度
の
甚
だ
し
い
さ
ま
を
表
す
副
詞
的
用
法
で
あ
る
。

（
9
）
　
原
文
は
ロ
ー
マ
字
表
記
。
い
ま
、
漢
字
仮
名
交
じ
り
に
改
め
る
。



01112131

室
町
時
代
語
辞
典
編
修
委
員
会
編
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
　
室
町
時
代
編
こ
の
「
い
か
い
」
の
項
に
拠
る
。

注
（
1
0
）
文
献
「
い
か
め
い
」
の
項
の
（
参
考
）
に
拠
る
。

注
（
1
0
）
文
献
「
い
か
め
い
」
の
項
に
拠
る
。

注
（
1
0
）
文
献
「
い
か
い
」
の
項
の
（
参
考
）
に
拠
る
。

な
お
こ
こ
で
は
、
抄
物
に
お
い
て
「
い
か
い
」
と
「
い
か
め
い
」
と
に
意
義
上
の
区
別
が
さ
れ
て
い
な
い
例
と
し
て
、

〇
百
乗
主
項
刺
有
事
ゾ
。
車
二
間
二
甲
士
三
人
、
歩
卒
七
十
二
人
、
牛
三
疋
、
馬
四
疋
ヅ
ツ
ガ
ア
ル
ホ
ド
ニ
、
百
乗
ハ
イ
石
釧
l
刃
有
事
ゾ
。

十
）

○
引
険
難
ゾ
。
天
下
険
難
ゾ
。
天
下
険
難
ガ
イ
カ
メ
シ
イ
ト
云
心
ゾ
。
天
下
ノ
水
ガ
流
ル
レ
ド
モ
盈
タ
メ
ゾ
。
引
深
谷
ゾ
。

（
『
史
記
抄
』

（
『
周
易
抄
』

三
）

の
二
例
を
掲
げ
て
い
る
が
、
『
漢
書
抄
』
に
も
「
い
か
い
」
と
「
い
か
め
い
」
と
に
は
意
義
上
の
区
別
を
示
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
例
が
、
次
の

よ
う
に
見
え
る
。

〇
百
ト
十
ト
ハ
ナ
ニ
ガ
文
ノ
カ
ハ
リ
マ
デ
ハ
ア
ル
ベ
キ
ゾ
不
利
引
チ
ガ
イ
ゾ
（
巻
四
1
0
ウ
）

〇
百
ト
千
ト
ハ
ナ
ニ
ガ
文
ノ
カ
バ
リ
バ
カ
リ
デ
ハ
ア
ル
ベ
キ
ゾ
引
チ
ガ
イ
ゾ
（
巻
四
1
2
ウ
）

注
（
1
）
文
献
に
同
じ
。

注
（
1
0
）
文
献
「
い
か
い
」
の
項
の
（
参
考
）
に
拠
る
。

「
中
世
形
容
詞
の
終
焉
」
（
『
論
集
日
本
文
学
・
日
本
語
　
3
　
中
世
』
所
収
、
後
に
『
日
本
語
史
の
諸
相
　
工
藤
力
男
論
考
選
』
に
転
載
）

付
記

本
稿
で
調
査
対
象
と
し
た
文
献
の
用
例
数
は
、
『
古
典
対
照
語
い
表
』
（
宮
島
達
夫
氏
編
）
で
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
利
用
し
、
そ

れ
以
外
の
も
の
に
つ
い
て
は
文
献
ご
と
の
索
引
を
利
用
し
た
。
ま
た
、
取
り
あ
げ
た
用
例
の
出
典
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
は
そ
の
本
文
に
拠
っ
た
。
た
だ
し
、
虎
明
本
狂
言
は
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究
』
（
本
文
篇
上
・
中
・
下
）
、
抄
物
は
論
語
抄
（
『
論

語
抄
の
国
語
学
的
研
究
（
影
印
篇
）
』
を
利
用
）
以
外
は
『
抄
物
資
料
集
成
』
に
拠
っ
た
。
エ
ソ
ポ
物
語
は
『
エ
ソ
ポ
の
ハ
プ
ラ
ス
　
本
文
と
総
索
引
』

形
容
詞
「
い
か
　
（
厳
）
し
」
の
消
長



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

に
拠
っ
た
。

な
お
、
用
例
の
表
記
に
あ
た
っ
て
は
原
文
の
か
な
を
漢
字
に
直
し
た
り
、
濁
音
符
を
付
し
た
り
し
た
も
の
が
あ
る
。

七
二




