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室
町
時
代
に
お
け
る
シ
ク
活
用
形
容
詞
に
関
す
る
考
察 

 
 
 
 
 
 
 

于
艶
麗 

 

―
―
合
成
形
容
詞
の
語
構
成
を
中
心
に
―
― 

  

 

一 

は
じ
め
に 

  

日
本
語
の
歴
史
に
お
い
て
、
古
代
か
ら
近
代
へ
推
移
す
る
過
渡
期
に
当
り
、
古
代

語
の
継
承
と
近
代
語
の
生
成
発
展
と
い
う
二
面
が
交
錯
し
て
複
雑
な
様
相
を
呈
し

つ
つ
、
次
第
に
近
代
語
の
輪
郭
を
現
す
に
至
る
の
が
室
町
期
で
あ
る
。
『
時
代
別
国

語
大
辞
典
（
室
町
時
代
編
）』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
シ
ク
活
用
形
容
詞
が
四
八
四
語

で
あ
り
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典
（
上
代
編
）』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
一
四
一
語
の
３

倍
以
上
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
七
六
語
が
上
代
編
に
も
見
出
し
語
と
し
て
収

録
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
お
よ
そ
四
〇
〇
語
の
シ
ク
活
用
形
容
詞
が
新
出
語
で
あ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
語
が
、
語
構
成
上
に
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ

て
い
る
の
か
、
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
調
査
し
た
資
料
に
シ
ク
活
用
形
容
詞
の

収
録
語
数(

見
出
し
語
の
み)

は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

『
万
葉
集
』
八
六
語 

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
（
上
代
編
）
』
一
四
一
語 

『
日
葡
辞
書
』
二
二
二
語 

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
（
室
町
時
代
編
）』
四
八
四
語 

『
大
辞
林
』（
第
二
版
）
三
九
六
語 

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
八
九
六
語 

 

本
稿
は
、
主
に
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
（
室
町
時
代
編
）』
に
収
録
さ
れ
て
い
る

シ
ク
活
用
形
容
詞
四
八
四
語
を
対
象
と
し
て
、
上
代
と
比
較
し
な
が
ら
、
室
町
時
代

に
お
け
る
シ
ク
活
用
形
容
詞
の
語
構
成
変
化
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 

二 

重
ね
形
を
と
る
語
幹 

  

『
上
代
シ
ク
活
用
形
容
詞
に
関
す
る
考
察
』(

注
１)

で
考
察
し
た
よ
う
に
、
上
代

で
は
、
「
ト
ホ
ト
ホ
シ
・
ナ
ガ
ナ
ガ
シ
・
タ
ヅ
タ
ヅ
シ
・
オ
ホ
ホ
シ
」
な
ど
、
形
容

詞
語
幹
や
擬
声
語
を
重
ね
た
形
を
語
幹
と
す
る
シ
ク
活
用
形
容
詞
が
い
く
つ
か
見

ら
れ
た
。
実
は
、
こ
の
よ
う
な
造
語
法
は
、
さ
ら
に
範
囲
を
拡
げ
て
次
の
時
期
に
持

ち
越
さ
れ
、
現
在
ま
で
も
そ
の
命
脈
を
保
っ
て
い
る
。 

 

機
能
と
し
て
は
、
重
ね
形
を
語
幹
と
す
る
も
の
は
、
状
態
の
表
現
と
情
意
の
強
調

 2 

と
二
つ
の
面
か
ら
考
え
ら
れ
る
。「
タ
ギ
タ
ギ
シ
」
は
前
者
で
あ
り
、
凹
凸
・
高
低
・

深
浅
の
あ
る
状
態
を
い
う
。「
ト
ホ
ト
ホ
シ
・
ナ
ガ
ナ
ガ
シ
」
は
後
者
で
あ
り
、
主

観
的
な
感
情
あ
る
い
は
心
理
状
態
を
表
現
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
「
ナ
ガ
シ
」
の
も

つ
客
観
性
に
対
し
て
、「
ナ
ガ
ナ
ガ
シ
」
は
主
観
に
お
い
て
必
要
以
上
に
長
い
と
判

断
す
る
気
持
を
表
す
。
ま
た
、
単
な
る
「
ト
ホ
シ
」
に
対
し
て
、
「
ト
ホ
ト
ホ
シ
」

は
そ
の
距
離
を
感
嘆
を
も
っ
て
眺
め
た
り
す
る
心
理
状
態
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
（
注
２
）
。
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
（
上
代
編
）』
の
見
出
し
語
の
中
で
、
こ
の
よ

う
な
造
語
法
を
用
い
る
シ
ク
活
用
形
容
詞
は
一
八
語
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
一
八
語

の
語
幹
に
つ
い
て
詳
し
く
分
析
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
る
。 

Ａ 

擬
声
語 

 

き
ら
き
ら
し 

こ
ご
し 

 

「
き
ら
き
ら
し
」
の
「
キ
ラ
」
は
情
態
的
意
義
を
も
っ
た
擬
声
語
で
あ
る
。 

 

「
こ
ご
し
」
の
「
コ
ゴ
」
は
重
複
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
擬
声
語
で
あ
る
。 

Ｂ 

形
容
詞
語
幹
あ
る
い
は
形
容
詞
的
意
味
要
素
を
持
つ
も
の 

い
つ
つ
し 

お
ど
ろ
お
ど
ろ
し 

お
ほ
ほ
し 

く
だ
く
だ
し 

く
ま
く 

 

ま
し 

す
が
す
が
し
（
そ
が
そ
が
し
） 

た
ぎ
た
ぎ
し 

と
ほ
と
ほ
し 

な

が
な
が
し 

を
さ
を
さ
し 

 

「
イ
ツ
・
オ
ド
ロ
・
ク
ダ
・
ク
マ
・
ス
ガ
・
ト
ホ
・
ナ
ガ
・
ヲ
サ
」
は

そ
れ
ぞ
れ
「
厳
・
驚
・
細
砕
・
隈
・
清
・
遠
・
長
・
長
」
と
漢
字
で
表
記

で
き
、
ま
た
「
オ
ホ
シ
」「
タ
ギ
シ
」
と
い
う
形
容
詞
の
存
在
が
推
測
で
き

る
た
め
、「
お
ほ
ほ
し
」
と
「
た
ぎ
た
ぎ
し
」
も
こ
の
種
類
に
分
類
し
た
。 

Ｃ 

動
詞
連
用
形 

 

わ
き
わ
き
し 

 

「
ワ
キ
」
は
動
詞
「
別
ク
」
の
連
用
形
で
あ
る
。 

Ｄ 

名
詞 

 

う
や
う
や
し 

た
づ
た
づ
し 
ひ
ね
ひ
ね
し 

ゆ
ゆ
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
を
し 

「
ヱ
ヤ
・
ヒ
ネ
・
ユ
・
ヲ
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
礼
・
古
／
干
稲
（
倉
に
積 

 
 
 
 

み
あ
げ
て
古
く
な
っ
た
稲
を
ヒ
ネ
と
い
っ
た
か
も
し
れ
な
い
）・
斎
・
雄
」

で
あ
る
。
ま
た
、
上
代
編
に
見
出
し
語
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、

同
じ
構
成
を
持
つ
形
容
詞
に
「
め
め
し
」
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
う
や
な

し
（
無
礼
）」「
た
づ
が
な
し
」
と
い
う
語
の
存
在
に
よ
っ
て
、「
た
づ
た
づ

し
」
を
こ
の
種
類
に
分
類
し
た
。 

 

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
（
室
町
時
代
編
）』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
重
ね
た
形
を
語

幹
と
す
る
シ
ク
活
用
形
容
詞
は
九
七
語
で
あ
る
（
注
３
）。
そ
の
う
ち
、
上
代
編
に

も
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
の
は
一
〇
語
で
あ
る
。
上
代
編
と
比
べ
て
み
る
と
、
重

ね
形
を
語
幹
と
す
る
も
の
の
割
合
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
（
上
代
十
二
・
八
％
→
室

町
二
〇
・
〇
％
）
。
そ
し
て
、
新
出
語
の
う
ち
、
形
容
詞
語
幹
と
名
詞
を
重
ね
て
語

幹
と
す
る
の
が
多
く
占
め
て
い
る
（
表
１
を
参
照
）。 

 

？ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ 

 

未
定 

名
詞 

動
詞
連
用
形 

形
容
詞
語
幹 

擬
声
語 

構
成 

―
― 

五
語 

一
語 

一
〇
語 

二
語 

上
代
編
（
一
八
語
） 

一
二
語 

四
〇
語 

六
語 

三
八
語 

一
語 

室
町
時
代
編
（
九
七
語
） 
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艶
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―
―
合
成
形
容
詞
の
語
構
成
を
中
心
に
―
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一 

は
じ
め
に 

  

日
本
語
の
歴
史
に
お
い
て
、
古
代
か
ら
近
代
へ
推
移
す
る
過
渡
期
に
当
り
、
古
代

語
の
継
承
と
近
代
語
の
生
成
発
展
と
い
う
二
面
が
交
錯
し
て
複
雑
な
様
相
を
呈
し

つ
つ
、
次
第
に
近
代
語
の
輪
郭
を
現
す
に
至
る
の
が
室
町
期
で
あ
る
。
『
時
代
別
国

語
大
辞
典
（
室
町
時
代
編
）』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
シ
ク
活
用
形
容
詞
が
四
八
四
語

で
あ
り
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典
（
上
代
編
）』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
一
四
一
語
の
３

倍
以
上
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
七
六
語
が
上
代
編
に
も
見
出
し
語
と
し
て
収

録
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
お
よ
そ
四
〇
〇
語
の
シ
ク
活
用
形
容
詞
が
新
出
語
で
あ
る
こ

と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
語
が
、
語
構
成
上
に
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
っ

て
い
る
の
か
、
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
調
査
し
た
資
料
に
シ
ク
活
用
形
容
詞
の

収
録
語
数(

見
出
し
語
の
み)

は
次
の
通
り
で
あ
る
。 

『
万
葉
集
』
八
六
語 

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
（
上
代
編
）
』
一
四
一
語 

『
日
葡
辞
書
』
二
二
二
語 

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
（
室
町
時
代
編
）』
四
八
四
語 

『
大
辞
林
』（
第
二
版
）
三
九
六
語 

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
八
九
六
語 

 

本
稿
は
、
主
に
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
（
室
町
時
代
編
）』
に
収
録
さ
れ
て
い
る

シ
ク
活
用
形
容
詞
四
八
四
語
を
対
象
と
し
て
、
上
代
と
比
較
し
な
が
ら
、
室
町
時
代

に
お
け
る
シ
ク
活
用
形
容
詞
の
語
構
成
変
化
に
つ
い
て
考
察
す
る
。 

 

二 

重
ね
形
を
と
る
語
幹 

  

『
上
代
シ
ク
活
用
形
容
詞
に
関
す
る
考
察
』(

注
１)

で
考
察
し
た
よ
う
に
、
上
代

で
は
、
「
ト
ホ
ト
ホ
シ
・
ナ
ガ
ナ
ガ
シ
・
タ
ヅ
タ
ヅ
シ
・
オ
ホ
ホ
シ
」
な
ど
、
形
容

詞
語
幹
や
擬
声
語
を
重
ね
た
形
を
語
幹
と
す
る
シ
ク
活
用
形
容
詞
が
い
く
つ
か
見

ら
れ
た
。
実
は
、
こ
の
よ
う
な
造
語
法
は
、
さ
ら
に
範
囲
を
拡
げ
て
次
の
時
期
に
持

ち
越
さ
れ
、
現
在
ま
で
も
そ
の
命
脈
を
保
っ
て
い
る
。 

 

機
能
と
し
て
は
、
重
ね
形
を
語
幹
と
す
る
も
の
は
、
状
態
の
表
現
と
情
意
の
強
調

 2 

と
二
つ
の
面
か
ら
考
え
ら
れ
る
。「
タ
ギ
タ
ギ
シ
」
は
前
者
で
あ
り
、
凹
凸
・
高
低
・

深
浅
の
あ
る
状
態
を
い
う
。「
ト
ホ
ト
ホ
シ
・
ナ
ガ
ナ
ガ
シ
」
は
後
者
で
あ
り
、
主

観
的
な
感
情
あ
る
い
は
心
理
状
態
を
表
現
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
「
ナ
ガ
シ
」
の
も

つ
客
観
性
に
対
し
て
、「
ナ
ガ
ナ
ガ
シ
」
は
主
観
に
お
い
て
必
要
以
上
に
長
い
と
判

断
す
る
気
持
を
表
す
。
ま
た
、
単
な
る
「
ト
ホ
シ
」
に
対
し
て
、
「
ト
ホ
ト
ホ
シ
」

は
そ
の
距
離
を
感
嘆
を
も
っ
て
眺
め
た
り
す
る
心
理
状
態
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う
（
注
２
）
。
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
（
上
代
編
）』
の
見
出
し
語
の
中
で
、
こ
の
よ

う
な
造
語
法
を
用
い
る
シ
ク
活
用
形
容
詞
は
一
八
語
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
一
八
語

の
語
幹
に
つ
い
て
詳
し
く
分
析
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
分
け
ら
れ
る
。 

Ａ 

擬
声
語 

 

き
ら
き
ら
し 

こ
ご
し 

 

「
き
ら
き
ら
し
」
の
「
キ
ラ
」
は
情
態
的
意
義
を
も
っ
た
擬
声
語
で
あ
る
。 

 

「
こ
ご
し
」
の
「
コ
ゴ
」
は
重
複
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
擬
声
語
で
あ
る
。 

Ｂ 

形
容
詞
語
幹
あ
る
い
は
形
容
詞
的
意
味
要
素
を
持
つ
も
の 

い
つ
つ
し 

お
ど
ろ
お
ど
ろ
し 

お
ほ
ほ
し 

く
だ
く
だ
し 

く
ま
く 

 

ま
し 

す
が
す
が
し
（
そ
が
そ
が
し
） 

た
ぎ
た
ぎ
し 

と
ほ
と
ほ
し 

な

が
な
が
し 

を
さ
を
さ
し 

 

「
イ
ツ
・
オ
ド
ロ
・
ク
ダ
・
ク
マ
・
ス
ガ
・
ト
ホ
・
ナ
ガ
・
ヲ
サ
」
は

そ
れ
ぞ
れ
「
厳
・
驚
・
細
砕
・
隈
・
清
・
遠
・
長
・
長
」
と
漢
字
で
表
記

で
き
、
ま
た
「
オ
ホ
シ
」「
タ
ギ
シ
」
と
い
う
形
容
詞
の
存
在
が
推
測
で
き

る
た
め
、「
お
ほ
ほ
し
」
と
「
た
ぎ
た
ぎ
し
」
も
こ
の
種
類
に
分
類
し
た
。 

Ｃ 

動
詞
連
用
形 

 

わ
き
わ
き
し 

 

「
ワ
キ
」
は
動
詞
「
別
ク
」
の
連
用
形
で
あ
る
。 

Ｄ 

名
詞 

 

う
や
う
や
し 

た
づ
た
づ
し 

ひ
ね
ひ
ね
し 

ゆ
ゆ
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を
を
し 

「
ヱ
ヤ
・
ヒ
ネ
・
ユ
・
ヲ
」
は
そ
れ
ぞ
れ
「
礼
・
古
／
干
稲
（
倉
に
積 

 
 
 
 

み
あ
げ
て
古
く
な
っ
た
稲
を
ヒ
ネ
と
い
っ
た
か
も
し
れ
な
い
）・
斎
・
雄
」

で
あ
る
。
ま
た
、
上
代
編
に
見
出
し
語
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
な
い
が
、

同
じ
構
成
を
持
つ
形
容
詞
に
「
め
め
し
」
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
う
や
な

し
（
無
礼
）」「
た
づ
が
な
し
」
と
い
う
語
の
存
在
に
よ
っ
て
、「
た
づ
た
づ

し
」
を
こ
の
種
類
に
分
類
し
た
。 

 

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
（
室
町
時
代
編
）』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
重
ね
た
形
を
語

幹
と
す
る
シ
ク
活
用
形
容
詞
は
九
七
語
で
あ
る
（
注
３
）。
そ
の
う
ち
、
上
代
編
に

も
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
の
は
一
〇
語
で
あ
る
。
上
代
編
と
比
べ
て
み
る
と
、
重

ね
形
を
語
幹
と
す
る
も
の
の
割
合
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
（
上
代
十
二
・
八
％
→
室

町
二
〇
・
〇
％
）
。
そ
し
て
、
新
出
語
の
う
ち
、
形
容
詞
語
幹
と
名
詞
を
重
ね
て
語

幹
と
す
る
の
が
多
く
占
め
て
い
る
（
表
１
を
参
照
）。 

 

？ Ｄ Ｃ Ｂ Ａ 

 

未
定 

名
詞 
動
詞
連
用
形 

形
容
詞
語
幹 

擬
声
語 

構
成 

―
― 

五
語 

一
語 

一
〇
語 

二
語 

上
代
編
（
一
八
語
） 

一
二
語 

四
〇
語 

六
語 

三
八
語 

一
語 

室
町
時
代
編
（
九
七
語
） 
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三 
接
尾
辞 

  

古
代
日
本
語
の
形
容
詞
は
、
形
態
的
特
徴
に
よ
っ
て
ク
活
用
と
シ
ク
活
用
の
二
つ

の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
語
幹
か
ら
み
る
と
、
ク
活
用
形
容
詞
は
、
外
形
的
・

状
態
的
属
性
を
表
す
語
幹
に
シ
が
つ
い
た
も
の
が
多
く
、
シ
ク
活
用
形
容
詞
は
、
情

意
を
表
す
語
幹
に
シ
の
つ
い
た
も
の
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

ク
活
用 

 

赤
・
熱
・
厚
・
青
・
薄
・
遅
・
多
・
重
・
堅
・
軽
・
黒
・
狭 さ

・
寒
・
茂
・

白
・
長
・
柔 に

こ

・
早
・
広
・
深
・
太
・
古
・
細
・
短
・
安
・
弱
・
若 

 
 
 
 
 
 

な
ど 

 

シ
ク
活
用 

懇
あ
か
ら

・

惜
あ
た
ら

・

憤

い
き
ど
ほ
ろ

・

訝
い
ぶ
か

・
愛 か

な

・
悔 く

や

・
苦 く

る

・
恋 こ

ほ

・
羨 と

も

・

懐
な
つ
か

・
侘 わ

び 
 
 
 
 

な
ど 

 

上
代
シ
ク
活
用
形
容
詞
の
語
構
成
は
、
主
に
次
の
二
点
に
絞
ら
れ
る
。
一
つ
は
、

語
幹
に
接
尾
辞
「
シ
」
が
つ
い
た
単
純
形
容
詞
が
多
い
。
こ
れ
と
関
連
し
て
動
詞
と

同
源
で
あ
る
も
の
も
多
い
（
二
二
語
）。
も
う
一
つ
は
、「
う
た
が
は
し
」
の
よ
う
に

動
詞
か
ら
の
派
生
形
容
詞
が
非
常
に
多
く
見
ら
れ
る
（
四
二
語
）
。
後
世
に
よ
く
見

ら
れ
る
接
尾
辞
に
よ
る
合
成
形
容
詞
は
極
め
て
少
な
い
。 

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
（
上
代
編
）
』
収
録
語
の
中
で
、「
う
ら
ぐ
は
し
・
か
ぐ
は

し
・
な
ぐ
は
し
・
は
な
ぐ
は
し
・
ま
ぐ
は
し
・
き
ほ
し
・
み
が
ほ
し
・
み
ほ
し
」
の

よ
う
に
、
後
ろ
に
「
く
は
し
」「
ほ
し
」
が
接
続
す
る
語
が
見
ら
れ
た
が
、「
ほ
し
」

は
現
代
語
助
動
詞
「
た
い
」
に
相
当
し
て
、
接
尾
辞
と
は
性
質
が
異
な
っ
て
い
る
。

「
く
は
し
」
は
美
妙
・
美
麗
・
楽
の
意
で
、
す
べ
て
美
的
な
快
感
を
お
ぼ
え
た
も
の

に
つ
い
て
い
う
語
で
あ
り
、
接
尾
辞
の
性
質
を
帯
び
る
も
の
の
、
実
質
的
な
意
味
が

や
や
強
い
、
そ
し
て
、
後
世
に
は
そ
の
影
響
が
及
ば
な
い
。
ま
た
、「
ぐ
ま
し
」
と

「
が
は
し
」
は
接
尾
辞
で
あ
る
が
、「
な
み
だ
ぐ
ま
し
」
と
「
み
だ
り
が
は
し
」
の

そ
れ
ぞ
れ
一
語
だ
け
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
上
代
シ
ク
活
用
形
容
詞
の
語
構
成
に

関
し
て
は
、
接
尾
辞
の
存
在
感
が
非
常
に
薄
い
よ
う
で
あ
る
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
室
町
時
代
シ
ク
活
用
形
容
詞
の
語
構
成
の
中
で
、
接
尾
辞
に
よ

る
造
語
は
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
。「
が
ま
し
」「
ら
し
」「
が
は
し
」「
め
か
し
」

「
ら
か
し
」
な
ど
の
接
尾
辞
を
用
い
る
語
は
九
一
語
で
あ
る
（
注
４
）。
そ
し
て
、

そ
れ
以
降
「
が
ま
し
」
や
「
ら
し
」
が
さ
ら
に
発
展
し
て
、「
く
ろ
し
」「
た
ら
し
」

の
よ
う
な
活
発
な
造
語
力
を
持
つ
接
尾
辞
も
現
れ
始
め
る
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』

に
収
録
さ
れ
て
い
る
接
尾
辞
を
用
い
る
語
は
お
よ
そ
三
二
四
語
で
、
語
数
を
比
べ
る

と
、
次
の
通
り
で
あ
る(

表
２
を
参
照)

。 

 

日
国 

室
町 
上
代 

 

八
五 

五
〇 

― が
ま
し 

四 四 一 が
は
し 

一
二 

― ― く
ろ
し 

四
五 

― ― た
ら
し 

九 六 ― め
か
し 

三 二 ― ら
か
し 

一
六
一 

二
九 

― ら
し  4 

 

四 

そ
の
他
の
合
成
形
容
詞 

 

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
（
上
代
編
）』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
シ
ク
活
用
形
容
詞
の

中
で
、
合
成
形
容
詞
（
動
詞
の
派
生
形
容
詞
を
除
く
）
は
一
八
語
で
あ
る
。 

そ
し

て
、
ク
活
用
形
容
詞
と
比
べ
る
と
、「
う
ら
・
お
も
ひ
・
こ
こ
ろ
・
く
は
し
・
ほ
し
」

な
ど
、
組
み
立
て
に
用
い
る
語
が
よ
り
集
中
し
て
い
る
。
構
造
も
「
名
詞
＋
形
容
詞
」

と
「
動
詞
連
用
形
＋
形
容
詞
」
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。 

 

  

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
（
室
町
時
代
編
）』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
シ
ク
活
用
形
容

詞
四
八
四
語
の
う
ち
、
接
尾
辞
に
よ
る
合
成
形
容
詞
及
び
動
詞
に
よ
る
派
生
形
容
詞

を
除
く
と
、
そ
の
他
の
合
成
形
容
詞
は
お
よ
そ
七
〇
語
で
あ
る
。
上
代
編
に
も
見
出

し
語
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
わ
ず
か
四
語
で
あ
る
。
構
造
か
ら
み
る
と
、
次

の
こ
と
が
わ
か
る
。（
表
３
を
参
照
）。 

 

Ａ
「
名
詞
＋
形
容
詞
」
が
さ
ら
に
範
囲
を
拡
げ
て
用
い
ら
れ
た
（
三
五
語
）。 

Ｂ
「
形
容
詞
＋
形
容
詞
」
が
現
れ
始
め
た
（
四
語
）。 

Ｃ
「
動
詞
連
用
形
＋
形
容
詞
」
が
ま
だ
数
少
な
い
（
六
語
）。 

Ｄ
「
接
頭
辞
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
）
＋
形
容
詞
」
が
多
く
出

現
し
て
い
る
（
二
四
語
）。 

 特
に
、
上
代
に
比
べ
て
、
接
頭
辞
あ
る
い
は
よ
く
用
い
る
名
詞
な
ど
、
合
成
形
容

詞
の
構
成
成
分
が
よ
り
豊
か
に
な
っ
て
い
る
。 

う
ら 

お
も
ひ 

こ
こ
ろ 

も
の 

い
や 

う
そ 

こ 
 

こ
と 

ひ
と 

上
代 

四
語 

二
語 

 

三
語 

 

二
語 

室
町 

三
語 

一
語 

 

六
語 

 

四
語 

二
語 

三
語 

七
語 

九
語 

二
語 

 

ま
た
、
室
町
時
代
以
降
も
「
こ
」
「
も
の
」
な
ど
の
接
頭
語
が
さ
ら
に
多
く
用
い

ら
れ
、
「
い
け
」「
く
そ
」
な
ど
の
新
し
い
接
頭
語
も
現
れ
は
じ
め
た
。
ち
な
み
に
、

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
お
け
る
「
～
し
い
型
」
形
容
詞
が
用
い
る
接
頭
語
は
次
の

よ
う
で
あ
る
。 

 

「
あ
い
」
二
語 

「
い
け
」
六
語 

「
う
そ
」
三
語 

「
く
そ
」
二
語 

「
け
」
一

語 

「
け
ち
」
一
語 

「
こ
」
二
〇
語 

「
し
ち
」
二
語 

「
し
ゃ
」
一
語 

「
し

ょ
」
一
語 

「
す
」
一
語 

「
そ
ら
」
一
語 

「
ど
」
一
語 

「
な
ま
」
四
語 

「
ひ

ち
」
一
語 

「
も
の
」
一
四
語 

 

も
の
（２
語
） 

ほ
し
（
３
語
） 

く
は
し
（４
語
） 

こ
こ
ろ
（
３
語
） 

お
も
ひ
（
２
語
） 

う
ら
（
４
語
） 

も
の
か
な
し
・も
の
こ
ひ
し 

き
ほ
し
・み
が
ほ
し
・み
ほ
し 

か
ぐ
は
し
・な
ぐ
は
し
・は
な
ぐ
は
し
・
ま
ぐ
は
し 

こ
こ
ろ
が
な
し
・こ
こ
ろ
ぐ
る
し
・こ
こ
ろ
こ
ひ
し 

お
も
ひ
が
な
し
・
お
も
ひ
ぐ
る
し 

う
ら
が
な
し
・う
ら
ぐ
は
し
・う
ら
ご
ひ
し
・う
ら
ご
ほ
し 
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三 

接
尾
辞 

  

古
代
日
本
語
の
形
容
詞
は
、
形
態
的
特
徴
に
よ
っ
て
ク
活
用
と
シ
ク
活
用
の
二
つ

の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
。
語
幹
か
ら
み
る
と
、
ク
活
用
形
容
詞
は
、
外
形
的
・

状
態
的
属
性
を
表
す
語
幹
に
シ
が
つ
い
た
も
の
が
多
く
、
シ
ク
活
用
形
容
詞
は
、
情

意
を
表
す
語
幹
に
シ
の
つ
い
た
も
の
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

ク
活
用 

 

赤
・
熱
・
厚
・
青
・
薄
・
遅
・
多
・
重
・
堅
・
軽
・
黒
・
狭 さ

・
寒
・
茂
・

白
・
長
・
柔 に

こ

・
早
・
広
・
深
・
太
・
古
・
細
・
短
・
安
・
弱
・
若 

 
 
 
 
 
 

な
ど 

 

シ
ク
活
用 

懇
あ
か
ら

・

惜
あ
た
ら

・

憤

い
き
ど
ほ
ろ

・

訝
い
ぶ
か

・
愛 か

な

・
悔 く

や

・
苦 く

る

・
恋 こ

ほ

・
羨 と

も

・

懐
な
つ
か

・
侘 わ

び 
 
 
 
 

な
ど 

 

上
代
シ
ク
活
用
形
容
詞
の
語
構
成
は
、
主
に
次
の
二
点
に
絞
ら
れ
る
。
一
つ
は
、

語
幹
に
接
尾
辞
「
シ
」
が
つ
い
た
単
純
形
容
詞
が
多
い
。
こ
れ
と
関
連
し
て
動
詞
と

同
源
で
あ
る
も
の
も
多
い
（
二
二
語
）。
も
う
一
つ
は
、「
う
た
が
は
し
」
の
よ
う
に

動
詞
か
ら
の
派
生
形
容
詞
が
非
常
に
多
く
見
ら
れ
る
（
四
二
語
）
。
後
世
に
よ
く
見

ら
れ
る
接
尾
辞
に
よ
る
合
成
形
容
詞
は
極
め
て
少
な
い
。 

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
（
上
代
編
）
』
収
録
語
の
中
で
、「
う
ら
ぐ
は
し
・
か
ぐ
は

し
・
な
ぐ
は
し
・
は
な
ぐ
は
し
・
ま
ぐ
は
し
・
き
ほ
し
・
み
が
ほ
し
・
み
ほ
し
」
の

よ
う
に
、
後
ろ
に
「
く
は
し
」「
ほ
し
」
が
接
続
す
る
語
が
見
ら
れ
た
が
、「
ほ
し
」

は
現
代
語
助
動
詞
「
た
い
」
に
相
当
し
て
、
接
尾
辞
と
は
性
質
が
異
な
っ
て
い
る
。

「
く
は
し
」
は
美
妙
・
美
麗
・
楽
の
意
で
、
す
べ
て
美
的
な
快
感
を
お
ぼ
え
た
も
の

に
つ
い
て
い
う
語
で
あ
り
、
接
尾
辞
の
性
質
を
帯
び
る
も
の
の
、
実
質
的
な
意
味
が

や
や
強
い
、
そ
し
て
、
後
世
に
は
そ
の
影
響
が
及
ば
な
い
。
ま
た
、「
ぐ
ま
し
」
と

「
が
は
し
」
は
接
尾
辞
で
あ
る
が
、「
な
み
だ
ぐ
ま
し
」
と
「
み
だ
り
が
は
し
」
の

そ
れ
ぞ
れ
一
語
だ
け
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
上
代
シ
ク
活
用
形
容
詞
の
語
構
成
に

関
し
て
は
、
接
尾
辞
の
存
在
感
が
非
常
に
薄
い
よ
う
で
あ
る
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
室
町
時
代
シ
ク
活
用
形
容
詞
の
語
構
成
の
中
で
、
接
尾
辞
に
よ

る
造
語
は
大
き
な
割
合
を
占
め
て
い
る
。「
が
ま
し
」「
ら
し
」「
が
は
し
」「
め
か
し
」

「
ら
か
し
」
な
ど
の
接
尾
辞
を
用
い
る
語
は
九
一
語
で
あ
る
（
注
４
）。
そ
し
て
、

そ
れ
以
降
「
が
ま
し
」
や
「
ら
し
」
が
さ
ら
に
発
展
し
て
、「
く
ろ
し
」「
た
ら
し
」

の
よ
う
な
活
発
な
造
語
力
を
持
つ
接
尾
辞
も
現
れ
始
め
る
。
『
日
本
国
語
大
辞
典
』

に
収
録
さ
れ
て
い
る
接
尾
辞
を
用
い
る
語
は
お
よ
そ
三
二
四
語
で
、
語
数
を
比
べ
る

と
、
次
の
通
り
で
あ
る(

表
２
を
参
照)

。 

 

日
国 

室
町 

上
代 

 

八
五 

五
〇 

― が
ま
し 

四 四 一 が
は
し 

一
二 

― ― く
ろ
し 

四
五 

― ― た
ら
し 

九 六 ― め
か
し 

三 二 ― ら
か
し 

一
六
一 

二
九 

― ら
し  4 

 
四 
そ
の
他
の
合
成
形
容
詞 

 

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
（
上
代
編
）』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
シ
ク
活
用
形
容
詞
の

中
で
、
合
成
形
容
詞
（
動
詞
の
派
生
形
容
詞
を
除
く
）
は
一
八
語
で
あ
る
。 

そ
し

て
、
ク
活
用
形
容
詞
と
比
べ
る
と
、「
う
ら
・
お
も
ひ
・
こ
こ
ろ
・
く
は
し
・
ほ
し
」

な
ど
、
組
み
立
て
に
用
い
る
語
が
よ
り
集
中
し
て
い
る
。
構
造
も
「
名
詞
＋
形
容
詞
」

と
「
動
詞
連
用
形
＋
形
容
詞
」
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。 

 

  

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
（
室
町
時
代
編
）』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
シ
ク
活
用
形
容

詞
四
八
四
語
の
う
ち
、
接
尾
辞
に
よ
る
合
成
形
容
詞
及
び
動
詞
に
よ
る
派
生
形
容
詞

を
除
く
と
、
そ
の
他
の
合
成
形
容
詞
は
お
よ
そ
七
〇
語
で
あ
る
。
上
代
編
に
も
見
出

し
語
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
わ
ず
か
四
語
で
あ
る
。
構
造
か
ら
み
る
と
、
次

の
こ
と
が
わ
か
る
。（
表
３
を
参
照
）。 

 

Ａ
「
名
詞
＋
形
容
詞
」
が
さ
ら
に
範
囲
を
拡
げ
て
用
い
ら
れ
た
（
三
五
語
）。 

Ｂ
「
形
容
詞
＋
形
容
詞
」
が
現
れ
始
め
た
（
四
語
）。 

Ｃ
「
動
詞
連
用
形
＋
形
容
詞
」
が
ま
だ
数
少
な
い
（
六
語
）。 

Ｄ
「
接
頭
辞
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
相
当
す
る
も
の
）
＋
形
容
詞
」
が
多
く
出

現
し
て
い
る
（
二
四
語
）。 

 特
に
、
上
代
に
比
べ
て
、
接
頭
辞
あ
る
い
は
よ
く
用
い
る
名
詞
な
ど
、
合
成
形
容

詞
の
構
成
成
分
が
よ
り
豊
か
に
な
っ
て
い
る
。 

う
ら 

お
も
ひ 

こ
こ
ろ 

も
の 

い
や 

う
そ 

こ 
 

こ
と 

ひ
と 

上
代 

四
語 

二
語 

 

三
語 

 

二
語 

室
町 

三
語 

一
語 

 

六
語 

 

四
語 

二
語 

三
語 

七
語 

九
語 

二
語 

 

ま
た
、
室
町
時
代
以
降
も
「
こ
」
「
も
の
」
な
ど
の
接
頭
語
が
さ
ら
に
多
く
用
い

ら
れ
、
「
い
け
」「
く
そ
」
な
ど
の
新
し
い
接
頭
語
も
現
れ
は
じ
め
た
。
ち
な
み
に
、

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
お
け
る
「
～
し
い
型
」
形
容
詞
が
用
い
る
接
頭
語
は
次
の

よ
う
で
あ
る
。 

 
「
あ
い
」
二
語 

「
い
け
」
六
語 

「
う
そ
」
三
語 

「
く
そ
」
二
語 

「
け
」
一

語 
「
け
ち
」
一
語 

「
こ
」
二
〇
語 

「
し
ち
」
二
語 

「
し
ゃ
」
一
語 

「
し

ょ
」
一
語 
「
す
」
一
語 

「
そ
ら
」
一
語 

「
ど
」
一
語 

「
な
ま
」
四
語 

「
ひ

ち
」
一
語 

「
も
の
」
一
四
語 

 

も
の
（２
語
） 

ほ
し
（
３
語
） 

く
は
し
（４
語
） 

こ
こ
ろ
（
３
語
） 

お
も
ひ
（
２
語
） 

う
ら
（
４
語
） 

も
の
か
な
し
・も
の
こ
ひ
し 

き
ほ
し
・み
が
ほ
し
・み
ほ
し 

か
ぐ
は
し
・な
ぐ
は
し
・は
な
ぐ
は
し
・
ま
ぐ
は
し 

こ
こ
ろ
が
な
し
・こ
こ
ろ
ぐ
る
し
・こ
こ
ろ
こ
ひ
し 

お
も
ひ
が
な
し
・
お
も
ひ
ぐ
る
し 

う
ら
が
な
し
・う
ら
ぐ
は
し
・う
ら
ご
ひ
し
・う
ら
ご
ほ
し 
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終
わ
り
に 

 

上
代
シ
ク
活
用
形
容
詞
は

懇
あ
か
ら

・

惜
あ
た
ら

・

憤

い
き
ど
ほ
ろ

・

訝
い
ぶ
か

・
愛 か

な

・
悔 く

や

・
苦 く

る

・
恋 こ

ほ

・
羨 と

も

・

懐
な
つ
か

・
侘 わ

び 

な
ど
の
情
意
的
意
味
要
素
を
基
本
と
し
て
、
同
じ
形
状
言
を
用
い
る
ク

活
用
形
容
詞
、
形
容
動
詞
、
動
詞
と
意
味
の
上
で
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
室
町
時
代
に
お
い
て
は
、
重
ね
た
形
を
語
幹
と
す
る
造
語
法
が
広
く
行
わ
れ
、

よ
り
多
く
の
語
彙
が
作
ら
れ
て
、
さ
ら
に
、
接
頭
辞
と
接
尾
辞
の
発
展
に
よ
っ
て
、

大
量
な
合
成
形
容
詞
が
現
れ
た
。
上
代
と
比
べ
て
、
室
町
時
代
に
は
シ
ク
活
用
形
容

詞
の
語
構
成
に
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
重
ね
形
を
と
る
も
の

の
中
で
、「
こ
と
こ
と
し
」「
も
の
も
の
し
」
の
よ
う
な
、
名
詞
を
重
ね
た
も
の
も
多

く
な
っ
て
き
た
こ
と
や
、
「
が
ま
し
」
と
「
ら
し
」
な
ど
の
客
観
的
意
味
要
素
を
持

つ
接
尾
辞
の
多
用
や
、
「
い
や
」
「
う
そ
」
「
こ
」
な
ど
程
度
や
評
価
の
意
味
要
素
を

持
つ
接
頭
辞
の
出
現
及
び
複
合
形
容
詞
の
中
に
「
こ
と
」「
ひ
と
」
な
ど
の
「
名
詞

＋
形
容
詞
」
構
造
の
増
加
な
ど
か
ら
見
る
と
、
シ
ク
活
用
形
容
詞
の
客
観
的
あ
る
い

は
評
価
的
要
素
が
重
く
な
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
上
代
以
降
に
活
用
と
情
意
性

の
対
応
関
係
が
緩
和
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
の
も
、
こ
う
い
う
語
構
成
の
変
化
と

関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。 

注
１ 

 

立
教
大
学
大
学
院 

日
本
文
学
論
厳(

第
九
号)

 

二
〇
〇
九
年
八
月 

注
２ 

 

例
（
１
）「
あ
し
ひ
き
の
山
鳥
の
尾
の
長
永
夜
を
ひ
と
り
か
も
ね
む
」 

（
万
二
八
〇
二
） 

 
 
 
 

例
（
２
）「
八
千
矛
の
神
の
命
は
八
島
国
妻
枕
き
か
ね
て
登
富
登
富
斯 

高
志
の
国
に
賢
し
女
を
有
り
と
聞
か
し
て
」（
記
神
代
） 

注
３ 

「
ぎ
や
う
ぎ
や
う
し
・
げ
う
げ
う
し
・
げ
ふ
げ
ふ
し
・
ば
ば
し
・ 

い
ま
い
ま
は
し
・
か
ろ
が
ろ
し
」
の
六
語
を
除
く
。 

注
４ 

「
あ
い
さ
う
ら
し
・
い
ま
め
か
は
し
・
お
お
そ
れ
が
ま
し
・
げ
ふ
ら
し
・ 

じ
つ
ら
し
・
せ
か
ら
し
い
」
の
六
語
を
除
く
。 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
う 

え
ん
れ
い 

大
学
院
後
期
課
程
在
学
生
）

 6 
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