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中
古
語
に
お
け
る
動
詞
の
用
法

　
　

│
│
上
代
語
か
ら
の
継
承
と
独
自
の
達
成
│
│

佐
佐
木　

隆

一

　

中
古
の
諸
文
献
に
見
え
る
個
々
の
表
現
や
言
い
ま
わ
し
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
『
萬
葉
集
』
の
某
歌
を
背
景
と
す
る
も
の
だ
と
か
、
こ
れ

は
『
萬
葉
集
』
の
某
歌
か
ら
学
ん
だ
も
の
だ
と
か
と
い
う
か
た
ち
で
、
上
代
の
歌
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
解
説
が
注
釈
の
類
に
し
ば
し
ば

見
え
る
。
し
か
し
、
古
代
語
を
研
究
す
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
は
断
片
的
で
そ
の
場
限
り
の
指
摘
に
と
ど
ま
る
と
い

う
点
で
、
い
さ
か
不
満
を
禁
じ
え
な
い
。
中
古
の
文
献
に
見
え
る
特
定
の
語
句
が
上
代
の
そ
れ
と
か
か
わ
り
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
の
だ
か
ら
、
確
か
に
そ
れ
ら
は
史
的
な
観
点
に
立
つ
指
摘
な
の
だ
が
、
結
局
は
中
古
の
語
句
を
上
代
の
そ
れ
に
引
き
戻
し
た
か
た
ち
の

解
説
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
は
、
中
古
で
の
達
成
や
独
自
性
を
指
摘
す
る
か
た
ち
で
の
解
説
で
は
な
い
と
い
う
点
に
、
あ
る
種

の
物
足
り
な
さ
が
残
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
中
古
の
文
献
に
現
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
構
文
の
う
ち
、
動
詞
を
用
い
た
数
種
の
構
文
の
あ
り
か
た
に
、
言
及
の
対
象
を
限
定

す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
示
す
文
脈
上
・
表
現
上
の
特
徴
を
、
上
代
語
か
ら
中
古
語
へ
と
い
う
史
的
な
観
点
に
立
っ
て
検
討
す
る
だ
け
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で
な
く
、
中
古
に
お
け
る
構
文
面
で
の
達
成
と
独
自
性
と
は
ど
の
よ
う
な
点
に
あ
る
か
に
つ
い
て
、
私
見
を
具
体
的
に
述
べ
る
。

　

当
面
の
資
料
と
な
る
べ
き
、
分
量
の
面
で
上
代
の
文
献
を
代
表
す
る
『
萬
葉
集
』
と
、
中
古
の
早
い
時
期
に
成
立
し
た
『
竹
取
物
語
』

『
伊
勢
物
語
』『
古
今
和
歌
集
』『
土
佐
日
記
』
な
ど
と
の
間
に
は
、
言
語
面
で
一
〇
〇
年
か
ら
一
五
〇
年
以
上
、
見
か
た
に
よ
っ
て
は
二

〇
〇
年
に
近
い
時
代
的
な
開
き
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
に
あ
げ
た
中
古
の
四
作
品
で
は
、
上
代
か
ら
受
け
継
い
だ
構
文
も
あ
る
程
度

の
変
容
を
遂
げ
て
い
る
可
能
性
が
、
十
分
に
想
定
で
き
る
。
ま
た
、
そ
れ
だ
け
の
長
い
期
間
に
は
、
動
詞
を
用
い
た
構
文
が
新
た
な
用
法

を
獲
得
し
て
は
い
て
も
、
特
に
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

　

以
下
の
論
述
で
は
、
上
代
語
の
構
文
を
取
り
上
げ
た
近
時
の
小
論
に
基
づ
い
て）

1
（

、
上
代
語
か
ら
中
古
語
に
か
け
て
起
こ
っ
た
構
文
の
変

化
と
、
中
古
に
な
っ
て
新
た
に
獲
得
さ
れ
た
構
文
の
用
法
と
を
、
表
現
や
言
い
ま
わ
し
の
実
例
を
見
な
が
ら
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

そ
の
実
例
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
右
の
四
作
品
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、『
源
氏
物
語
』
が
成
立
す
る
以
前
に
成
立
し
た
、

比
較
的
古
い
い
く
つ
か
の
作
品
か
ら
も
、
必
要
に
応
じ
て
実
例
を
引
用
す
る
こ
と
が
あ
る
。

二

　

近
時
の
小
論
の
な
か
で
、
上
代
語
に
関
し
て
最
も
多
く
の
例
を
あ
げ
、
ま
た
最
も
多
く
の
角
度
か
ら
検
討
を
加
え
た
の
は
、「
同
族
目

的
語
構
文
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
特
定
の
動
詞
を
用
い
る
時
に
だ
け
成
立
す
る
構
文
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
も
最
初
に
、
同
構
文

に
属
す
る
表
現
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

上
代
の
文
献
に
見
え
る
具
体
的
な
同
族
目
的
語
構
文
の
例
と
し
て
は
、「
眠い

を
寝ぬ

」「
音ね

を
泣
く
／
音
を
鳴
く
」「
心
を
思
ふ
」
と
い
う

三
種
の
表
現
が
こ
れ
ま
で
た
び
た
び
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
ま
た
、
三
種
の
表
現
に
似
た
点
の
あ
る
例
と
し
て
、「
命
生
く
／
命
死
ぬ
」
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と
い
う
表
現
も
同
時
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
か
多
か
っ
た
【「
命
生
く
／
命
死
ぬ
」
で
は
、
名
詞
の
「
命
」
が
目
的
語
で
は
な
く
主
語

と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
あ
え
て
言
え
ば
、「
同
族
主
語

0

0

構
文
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
の
例
で
あ
る
】。

　

ま
た
、
近
時
の
小
論
で
は）

2
（

、
右
に
あ
げ
た
四
種
の
表
現
の
ほ
か
に
、
次
の
二
十
種
ほ
ど
の
表
現
も
同
族
目
的
語
構
文
あ
る
い
は
そ
れ
に

準
じ
る
構
文
だ
と
認
め
た
う
え
で
、
用
法
・
意
味
の
あ
り
か
た
を
一
つ
一
つ
検
討
し
、
私
見
を
述
べ
た
。

楯た
て

（
を
）
立
つ　

　

遣つ
か

ひ
を
使
は
す　

　

印お
し
てを

押
す　

　

祝の
り
と詞

を
告の

る　
　

鏡
を
見
る　

　

形
見
を
見
る　

　

目
を
見
る　

　

夢
を

見
る　
　

守ま
も

る　
　

嘆
き
（
を
）
嘆
く　
　

枕
を
ま
く　
　

言こ
と

を
云い

ふ　
　

耳
を
聞
く　
　

言
（
を
）
問
ふ　
　

声
（
を
）
呼
ぶ　
　

手
（
を
）
握
る　

　

足
（
を
）
踏
む　

　

香か

を
嗅
ぐ

　

こ
れ
ま
で
検
討
さ
れ
て
き
た
四
種
の
同
族
目
的
語
構
文
は
、
ど
れ
も
中
古
語
へ
と
継
承
さ
れ
た
。
し
か
し
、
四
種
の
具
体
的
な
言
い
ま

わ
し
に
お
い
て
は
、
時
に
は
明
瞭
な
変
化
が
、
ま
た
時
に
は
微
妙
な
変
化
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
に
起
こ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
「
眠い

を
寝ね

」
あ
る
い
は
無
助
詞
の
「
眠い

寝ぬ

」
は
、『
萬
葉
集
』
に
四
十
余
例
あ
る
。
こ
れ
に
相
当
す
る
言
い
ま
わ
し
は
中
古
に
も
あ
り
、

「
夜
は
安
き
眠い

も
寝
ず
」〔
竹
取
二
〕、「
起
き
伏
し
夜
は
眠
こ
そ
寝
ら
れ
ね
」〔
古
今
十
二
・
六
〇
五
〕、「
吾
や
眠
を
寝
ぬ
」〔
同
十
五
・
七

六
七
〕、「
夜
は
眠
も
寝
ず
」〔
土
佐
一
月
二
十
日
〕
の
四
例
が
、
四
作
品
の
な
か
に
見
え
る
。

　

四
例
の
う
ち
三
例
に
共
通
す
る
の
は
、「
夜
は
」
を
伴
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
上
代
の
例
で
は
、
寝
る
こ
と
は
一
般
に

夜
に
行
う
動
作
だ
と
い
う
理
由
か
ら
だ
ろ
う
か
、
あ
え
て
「
夜
は
」
と
い
う
語
句
を
添
え
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
上
代
語
に
は
、「
夜よ

眠い

も
寝
な
く
に
（
用
伊
母
祢
奈
久
尓
）」〔
萬
五
・
八
三
一
〕
の
よ
う
に
「
夜よ

眠い

」
と
い
う
複
合
名
詞
が
あ
っ
た
。
ま
た
、「
安や

す
い眠

な
寝
し
め

（
安
宿
勿
令
寐
）」〔
萬
十
九
・
四
一
七
九
〕
の
よ
う
に
、「
安
き
眠
」
に
相
当
す
る
「
安や

す
い眠

」
と
い
う
複
合
名
詞
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
そ
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れ
ら
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
眠
を
寝
」
の
具
体
的
な
状
況
を
表
す
こ
と
が
十
分
に
可
能
だ
っ
た
。
中
古
語
で
は
、
上
代
語
に
あ
っ

た
「
夜
眠
」
を
用
い
ず
に
、「
眠
を
寝
」
に
「
夜
は
」
を
添
え
た
り
、
上
代
語
の
「
安
眠
」
を
「
安
き
眠
」
と
表
現
し
た
り
し
た
と
い
う

の
は
、
つ
ま
り
は
言
い
ま
わ
し
が
そ
れ
だ
け
分
析
的
に
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
点
に
、
上
代
語
と
中
古
語
の
時
代
差
が
よ

く
表
れ
て
い
る
【
よ
り
分
析
的
な
表
現
へ
と
い
う
時
代
的
な
流
れ
は
ほ
か
の
い
く
つ
か
の
点
に
も
現
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
前
稿
で

も
具
体
的
に
述
べ
た
】。

　
「
音ね

を
泣
く
」「
音
鳴
く
」
は
、『
萬
葉
集
』
に
三
十
余
例
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
中
古
へ
と
継
承
さ
れ
た
。『
伊
勢
物
語
』
の
歌
に
、

「
音
を
こ
そ
泣
か
め
」〔
伊
勢
六
五
〕
の
例
が
見
え
る
。
ま
た
、『
古
今
和
歌
集
』
に
は
十
を
超
え
る
例
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
「
音
を
…
」

と
「
音
に9

…
」
と
の
二
種
に
分
か
れ
る
。『
土
佐
日
記
』
に
は
、
地
の
文
に
「
音
の
み
ぞ
泣
く
」〔
土
佐
一
月
九
日
〕
が
あ
り
、
歌
に
「
音

を
ば
泣
く
」〔
同
〕
が
あ
る
【『
伊
勢
物
語
』
の
章
段
を
表
す
の
に
一
般
に
は
「
六
十
五
」「
百
二
十
」
な
ど
の
表
示
を
用
い
る
が
、
本
稿

で
は
そ
れ
を
「
六
五
」「
一
二
〇
」
の
よ
う
に
簡
略
化
し
て
表
示
す
る
】。

　
『
萬
葉
集
』
に
比
べ
れ
ば
、
四
作
品
だ
け
で
は
歌
の
資
料
が
ひ
ど
く
少
な
い
。
そ
こ
で
、『
古
今
和
歌
集
』
に
続
く
『
後
撰
和
歌
集
』
に

ま
で
調
査
を
広
げ
る
と
、
同
集
に
は
二
十
を
超
え
る
「
音
を
泣
く
／
音
に
鳴
く
」
の
例
が
見
え
る
。
二
十
余
例
の
う
ち
、
上
代
に
例
が
見

え
な
い
の
は
、「
音
は
泣
か
れ
け
る
」〔
後
撰
四
・
一
八
五
〕
や
「
音
は
泣
か
る
ら
む
〔
同
十
・
六
六
一
〕
の
よ
う
な
、
主
格
の
「
は
」
を

伴
い
、
か
つ
「
泣
く
」
の
部
分
に
「
泣
か
る
」
と
い
う
自
発
の
表
現
を
用
い
た
言
い
ま
わ
し
で
あ
る
。
上
代
か
ら
あ
る
表
現
が
中
古
に
な

っ
て
拡
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
い
か
に
も
中
古
ふ
う
の
言
い
ま
わ
し
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
「
心
を
思
ふ
」
は
、
上
代
で
は
歌
だ
け
で
な
く
散
文
に
も
用
い
ら
れ
、『
萬
葉
集
』
に
三
十
を
超
え
る
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
中
古
で
は
、

早
い
時
期
の
例
が
歌
に
少
数
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。『
古
今
和
歌
集
』
に
は
、「
山
の
井
の
浅
き
心
を
思
は
ぬ
に
…
」〔
古
今
十
五
・
七
六

四
〕
と
「
玉
の
緒
の
短
き
心
思
ひ
あ
へ
ず
…
」〔
古
今
十
九
・
一
〇
〇
二
〕
の
二
例
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
に
つ
い
て
も
『
萬
葉
集
』
に
類
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似
す
る
表
現
が
見
え
る
か
ら
、『
萬
葉
集
』
の
影
響
を
直
接
に
受
け
た
表
現
の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、「
心
を
思
ふ
」
を
変
形
し
た
と
言
え

る
「
思
ふ
心
」
も
、『
古
今
和
歌
集
』
に
三
例
あ
る
。
し
か
し
、「
心
を
思
ふ
」
が
そ
れ
以
降
の
人
々
に
あ
ま
り
好
ま
れ
な
か
っ
た
表
現
で

あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
実
例
は
諸
文
献
に
散
発
的
に
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、

　

1　

わ
た
つ
み
の　

沖
を
深
め
て　

思
ひ
て
し　

思
ひ
は
今
は　

い
た
づ
ら
に　

な
り
ぬ
べ
ら
な
り
… 

〔
古
今
十
九
・
一
〇
〇
一
〕

　

2　

深
く
の
み　

思
ふ
心
は　

葦
の
根
の　

分
け
て
も
人
に　

逢
は
む
と
ぞ
思
ふ 

〔
後
撰
十
・
六
八
〇
〕

と
い
う
二
首
に
見
え
る
、「
沖
を
深
め
て
思
ひ
て
し
思
ひ
は
…
」
と
「
深
く
の
み
思
ふ
心
は
…
」
と
は
、
た
が
い
に
類
似
す
る
表
現
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
表
現
を
極
度
に
単
純
化
す
れ
ば
、
一
方
は
「
思
ふ
思
ひ
」
と
な
り
、
他
方
は
「
思
ふ
心
」
と
な
る
。
両
歌
で
は
、
類
似
す

る
構
文
の
な
か
で
「
思
ひ
」
と
「
心
」
と
が
、
名
詞
と
し
て
対
応
し
て
い
る
。
2
の
「
思
ふ
心
」
は
、
同
族
目
的
語
構
文
の
「
心
思
ふ
」

を
変
形
し
た
も
の
に
一
致
す
る
表
現
で
あ
り
、
そ
の
目
的
語
の
「
心
」
に
代
わ
っ
て
、「
思
ふ
」
の
連
用
形
名
詞
が
用
い
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
。

　

上
代
の
「
八や

尺さ
か

の
嘆
き
（
を
）
嘆
け
ど
も
（
八
尺
乃
嘆
嘆
友
）
…
」〔
萬
十
三
・
三
三
四
四
〕
は
、
同
族
目
的
語
構
文
の
一
例
で
あ
る
。

そ
れ
を
変
形
し
た
も
の
が
、「
吾
が
嘆
く
八や

尺さ
か

の
嘆
き
（
吾わ

が
な
げ
く
や
さ
か
の
な
げ
き

嗟
八
尺
之
嗟
）
…
」〔
萬
十
三
・
三
二
七
六
〕
だ
と
言
え
る
。「
嘆
き
（
を
）

嘆
く
」
で
は
、「
嘆
く
」
と
い
う
他
動
詞
の
目
的
語
が
、
そ
の
ま
ま
他
動
詞
の
連
用
形
を
名
詞
に
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
1
の
「
思

ひ
て
し
思
ひ
」
も
ま
た
、
同
族
目
的
語
構
文
な
ら
ば
、「
心
（
を
）
思
ふ
」
と
同
意
の
「
思
ひ
（
を
）
思
ふ
」
と
い
う
言
い
ま
わ
し
に
な

っ
た
だ
ろ
う
、
と
推
定
で
き
る
。
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け
る
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
） 

九
八

　

上
代
に
実
例
が
な
く
、
中
古
の
四
作
品
に
見
え
る
同
族
目
的
語
構
文
の
表
現
に
は
、「
船ふ

な

歌う
た

歌
ひ
て
…
」〔
土
佐
一
月
九
日
〕
に
対
し
て

「
歌
ふ
船
歌
」〔
同
一
月
二
十
一
日
〕
が
あ
る
。
ま
た
、「
も
の
も
も
の
し
た
ば
で
、
ひ
そ
ま
り
ぬ
」〔
同
一
月
九
日
〕
は
「
物
を
物
す
」
の

例
で
あ
り
、「
物
も
召
し
上
が
ら
ず
に
、
ひ
っ
そ
り
と
寝
て
し
ま
っ
た
」
の
意
で
あ
る
。
一
方
、「
恋
ひ
を
し
恋
ひ
ば
…
」〔
古
今
十
一
・

五
一
二
〕
は
、
同
族
目
的
語
構
文
の
例
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
反
復
に
よ
る
強
調
表
現
だ
と
見
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、

強
調
の
た
め
に
同
族
目
的
語
構
文
を
用
い
た
の
だ
と
も
言
え
そ
う
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
け
れ
ば
、
同
構
文
が
新
た
な
用
法

を
獲
得
し
た
こ
と
に
な
る
。

　
「
同
じ
か
ざ
し
を
挿
し
こ
そ
は
せ
め
」〔
後
撰
十
二
・
八
〇
九
〕、「
吾
が
恋
の
数
を
数か

ぞ

へ
ば
…
」〔
後
撰
十
二
・
七
九
五
〕
な
ど
も
、
上

代
に
は
見
え
な
い
同
族
目
的
語
構
文
の
例
で
あ
る
。
前
者
の
言
い
ま
わ
し
に
は
「
か
ざ
し
」
が
含
ま
れ
て
い
る
が
、
こ
の
語
は
も
と
も
と

「
髪
挿
し
」
の
意
だ
と
解
説
し
て
い
る
専
門
的
な
古
語
辞
典
が
、
複
数
あ
る
。
そ
れ
に
従
え
ば
、「
か
ざ
し
を
挿
す
」
の
も
と
の
語
構
成
は

「
髪
挿
し
を
挿
す
」
だ
か
ら
、
こ
れ
は
同
族
目
的
語
構
文
の
例
で
あ
る
。
類
似
す
る
上
代
の
散
文
の
例
に
は
、
宣
命
の
「
印お

し
てを

押
し
て

（
印
乎
押
天
）
…
」〔
二
八
詔
〕
が
あ
り
、
そ
の
「
印お

し
て」

は
「
押
し
手
」
に
由
来
す
る
。

　

さ
き
に
、「
同
族
主
語

0

0

構
文
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
だ
と
述
べ
た
「
命
生
く
／
命
死
ぬ
」
だ
が
、『
萬
葉
集
』
に
は
「
命
生
く
」
が
五
例
あ

り
、「
命
死
ぬ
」
が
七
例
あ
る
。『
古
事
記
』
の
「
命
は
な
殺し

せ
た
ま
ひ
そ
（
伊
能
知
波
那
志
勢
多
麻
比
曽
）」〔
記
三
〕、『
日
本
書
紀
』
の

「
命
死
な
ま
し
（
伊
能
致
志
儺
磨
志
）」〔
紀
八
一
〕
な
ど
の
例
も
あ
る
。
中
古
で
は
、
地
の
文
に
「
命
死
な
ば
い
か
が
せ
む
」〔
竹
取
七
〕

が
あ
り
、
歌
に
「
わ
び
は
て
て
死
ぬ
る
命
を
救
ひ
や
は
せ
ぬ
」〔
竹
取
一
五
〕、「
死
ぬ
る
命
生
き
も
や
す
る
と
…
」〔
古
今
十
二
・
五
六

八
〕
な
ど
と
あ
る
の
が
、
め
ず
ら
し
い
例
で
あ
る
。
ま
た
、「
わ
づ
ら
ひ
て
心
地
死
ぬ
べ
く
お
ぼ
え
け
れ
ば
…
」〔
伊
勢
一
二
五
〕
と
い
う

例
も
あ
る
。
そ
の
後
は
、
数
は
少
な
い
が
、
散
文
に
「
命
生
く
／
命
死
ぬ
」
や
助
詞
「
を
」
を
伴
っ
た
「
命
を
生
く
」
の
例
が
ま
ま
見
ら

れ
る
【「
命
を
生
く
」
で
あ
れ
ば
、
同
族
目
的
語
構
文
と
呼
び
う
る
】。



中
古
語
に
お
け
る
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
） 

九
九

　

上
代
に
は
例
の
見
え
な
い
も
の
だ
が
、「
命
生
く
／
命
死
ぬ
」
の
類
例
だ
と
見
て
よ
い
表
現
が
、
中
古
の
四
作
品
の
な
か
に
二
例
あ
る
。

そ
れ
は
、

　

3　

か
く
歌
ふ
に
、
船
屋
形
の
塵ち

り

も
散
り
、
空
行
く
雲
も
漂た

だ
よひ

ぬ
。 

〔
土
佐
十
二
月
二
十
七
日
〕

　

4　

春は
る

霞が
す
み

　

霞か
す

み
て
去い

に
し　

雁
が
ね
は　

今
ぞ
鳴
く
な
る　

秋
霧
の
上
に 

〔
古
今
四
・
二
一
〇
〕

に
含
ま
れ
る
、「
塵ち

り

も
散
り
」
と
「
春は

る

霞が
す
み

霞
み
て
」
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
中
古
に
入
っ
て
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
言
い
ま
わ

し
だ
ろ
う
。

　

3
の
「
塵ち

り

」
は
、
も
と
も
と
連
用
形
名
詞
の
「
散
り
」
だ
か
ら
、「
塵
（
が
）
散
り
」
で
は
主
語
と
述
語
動
詞
と
が
同
源
の
語
に
な
っ

て
い
る
。
4
の
「
春は

る

霞が
す
み

霞
み
て
」
は
、「
春
霞
（
が
）
霞
ん
で
」
の
意
と
「
春
霞
で
（
飛
ぶ
姿
が
）
霞
ん
で
」
の
意
と
が
か
け
て
あ
る
。

上
代
の
表
現
で
は
、
名
詞
の
「
霞
」
に
つ
い
て
は
「
立
つ
」「
た
な
び
く
」「
居
る
」
な
ど
の
動
詞
を
用
い
る
の
が
一
般
で
あ
る
。
し
か
し
、

な
か
に
は
、「
春
霞
」
を
「
春か

す
が日

」
の
枕
詞
に
し
た
「
春
霞
春
日
の
里
の
…
」〔
萬
三
・
四
〇
七
〕
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。「
春
霞
に
よ
っ

て
霞
む
春
日
の
里
」
と
い
う
か
か
り
か
た
で
あ
る
。
こ
う
し
た
用
法
か
ら
、
4
の
「
春
霞
（
が
）
霞
み
て
」
と
い
う
表
現
が
新
た
に
生
ま

れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
、
と
推
定
で
き
る
。

　

言
う
ま
で
も
な
く
、「
霞
」 

は
も
と
も
と
「
霞
む
」
の
連
用
形
名
詞
で
あ
り
、「
霞
み
て
」
の
主
語
は
複
合
語
の
「
春
霞
」
で
あ
る
。
主

語
と
述
語
動
詞
の
ど
ち
ら
が
複
合
語
に
な
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
ら
は
同
源
の
語
で
あ
り
、
言
い
ま
わ
し
が
同
族
目
的
語
構
文
の
一
例
で
あ

る
こ
と
に
違
い
は
な
い
【
現
代
語
の
同
族
目
的
語
構
文
の
例
と
し
て
、「
歌
を
歌
う
」「
踊
り
を
踊
る
」
が
頻
繁
に
引
用
さ
れ
る
。
こ
れ
ら

の
目
的
語
が
複
合
語
に
な
っ
た
、「
子
守

9

9

歌
を
歌
う
」「
盆9

踊
り
を
踊
る
」
と
い
う
表
現
も
ま
た
、
同
族
目
的
語
構
文
の
例
で
あ
る
】。



中
古
語
に
お
け
る
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
） 

一
〇
〇

　

4
の
「
春
霞
（
が
）
霞
ん
で
」
と
い
う
言
い
ま
わ
し
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
曇
れ
る
雲
無
く
な
り
て
…
」〔
土
佐
一
月
十
七
日
〕
と
い
う

例
を
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。「
曇
れ
る
雲
」
を
、
助
動
詞
を
省
略
し
て
単
純
化
す
れ
ば
「
曇
る
雲
」
と
な
る
が
、
こ
れ
は
主

述
関
係
に
あ
る
「
雲
（
が
）
曇
る
」
を
変
形
し
た
表
現
だ
と
見
る
こ
と
が
可
能
性
で
あ
る
。「
雲
（
が
）
曇
る
」
の
実
例
は
見
出
し
え
て

い
な
い
が
、「
命
（
が
）
生
く
」「
命
（
が
）
死
ぬ
」
と
「
生
く
る
命
」「
死
ぬ
る
命
」
と
の
関
係
か
ら
は
、「
雲
（
が
）
曇
る
」
に
対
し
て

「
曇
る
雲
」
が
想
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

三

　

現
代
人
に
と
っ
て
は
ひ
ど
く
意
外
な
こ
と
で
あ
り
、
小
論
で
も
そ
の
実
例
を
掲
げ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が）

3
（

、
上
代
語
に
は
正
反
対
の

意
味
を
表
す
二
種
の
動
詞
、
つ
ま
り
反
義
を
も
つ
動
詞
を
直
接
に
重
ね
る
こ
と
が
よ
く
あ
っ
た
。
次
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
そ
う
し
た
構

文
の
あ
り
か
た
で
あ
る
。

　

ま
ず
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』『
萬
葉
集
』
か
ら
実
例
を
一
つ
ず
つ
あ
げ
て
み
る
。

　

5　

伊い

知ち

遅ぢ

島し
ま　

美み

島し
ま

に
着
き　

鳰に
ほ

鳥ど
り

の　

迦か

豆づ

伎き

伊い

岐き

豆づ

岐き　

し
な
だ
ゆ
ふ　

楽さ
さ
な
み浪

路ぢ

を　

す
く
す
く
と　

吾
が
行い

ま
せ
ば
や
…

 

〔
記
四
二
〕

　

6　

稲い
な

蓆む
し
ろ

　

川か
は

副そ
ひ

柳や
な
ぎ

　

水
行ゆ

け
ば　

儺な

弭び

企き

於お

己き

陀た

智ち　

そ
の
根
は
失う

せ
ず 

〔
紀
八
三
〕

　

7　

た
ま
き
は
る　

命
絶
え
ぬ
れ　

立
ち
躍を

ど

り　

足
す
り
叫
び　

伏ふ
し

仰あ
ふ
ぎ

　

胸
打
ち
嘆
き
… 

〔
萬
五
・
九
〇
四
〕



中
古
語
に
お
け
る
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
） 

一
〇
一

　

5
の
長
歌
は
、
旅
に
出
て
い
る
作
者
が
そ
の
途
中
で
見
た
情
景
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
引
用
し
た
部
分
に
あ
る
「
鳰に

ほ

鳥ど
り

の
潜か

づ

き
息

づ
き
」
は
、「
鳰
鳥
が
（
水
に
）
潜
っ
た
り
、（
水
面
に
出
て
）
息
を
し
た
り
す
る
、
そ
の
よ
う
に
（
私
が
）
息
を
し
て
…
」
の
意
で
あ
る
。

水
鳥
に
よ
く
見
ら
れ
る
、「
潜か

つ

く
」「
息
づ
く
」
と
い
う
正
反
対
の
二
種
の
所
作
を
組
み
合
わ
せ
、
作
者
自
身
の
行
為
の
比
喩
に
仕
立
て
た

も
の
で
あ
る
。

　

6
の
歌
の
「
水
行
け
ば
靡な

び

き
起
き
立
ち
…
」
は
、
川
岸
に
生
え
て
い
る
柳
の
動
き
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
、「
水
が
（
流
れ
て
）
行

け
ば
、（
そ
れ
に
従
っ
て
）
靡
い
た
り
起
き
上
が
っ
た
り
し
（
て
は
い
る
が
）
…
」
の
意
で
あ
る
。「
靡
き
起
き
立
ち
」
と
い
う
三
種
の
動

詞
の
連
接
は
、「
靡
く
」
と
そ
の
反
義
を
表
す
「
起
き
立
つ
」
の
二
語
と
を
組
み
合
わ
せ
も
の
で
あ
る
。「
靡な

び

く
」
は
横
に
な
っ
て
揺
れ
動

く
こ
と
、「
起
き
立
つ
」
は
そ
こ
か
ら
垂
直
の
状
態
に
戻
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
水
の
流
れ
に
対
応
し
て
結
局
は
「
そ
の
根
は
失

せ
ず
」、
つ
ま
り
自
分
は
逆
境
に
あ
っ
て
も
く
じ
け
は
し
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

7
の
長
歌
で
は
、
子
を
亡
く
し
た
親
が
ひ
ど
く
悲
し
む
さ
ま
を
、「
立
ち
躍
り
」「
足
す
り
叫
び
」「
伏
し
仰
ぎ
」「
胸
打
ち
嘆
き
」
と
い

う
四
種
の
激
し
い
動
作
を
描
写
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
み
ご
と
に
表
現
し
て
い
る
。
四
種
の
動
作
の
う
ち
、「
伏
し
仰
ぎ
」
が
反
義
の
動

詞
を
重
ね
た
も
の
で
あ
り
、
言
う
ま
で
も
な
く
、「
伏
す
」
は
下
方
を
向
い
て
床
や
地
面
に
体
を
近
付
け
る
こ
と
、「
仰あ

ふ

ぐ
」
は
逆
に
上
方

に
顔
を
向
け
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
上
代
語
の
言
い
ま
わ
し
は
、「
天
雲
の
行
き
帰
り
な
む
（
去
還
奈
牟
）
も
の
故
に
…
」〔
萬
十
九
・
四
二
四
二
〕、「
年
は
来き

経ふ

（
岐
布
）
と
も
…
」〔
同
五
・
八
三
〇
〕、「
伏
し
居
（
臥
居
）
嘆
け
ど
…
」〔
同
二
・
二
〇
四
〕
そ
の
他
、
右
に
あ
げ
た
ほ
か
に
も
ま
だ

ま
た
例
が
あ
る
【「
佐
保
の
山
辺
を
上の

ぼ

り
下く

だ

り
（
上
下
）
に
」〔
萬
十
・
一
八
二
八
〕
や
、「
生
き
死
に
（
生
死
）
の
二
つ
の
海
を
…
」〔
萬

十
六
・
三
八
四
九
〕
な
ど
は
、
反
義
の
動
詞
の
連
接
形
式
が
そ
の
ま
ま
連
用
形
名
詞
に
転
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
名
詞
化
し
た

例
と
、
反
義
の
動
詞
の
連
接
形
式
が
動
詞
の
ま
ま
機
能
し
た
例
と
は
、
時
に
は
識
別
が
困
難
な
場
合
も
あ
る
。
そ
の
点
に
留
意
す
る
必
要



中
古
語
に
お
け
る
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
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一
〇
二

が
あ
る
】。

　

反
義
の
動
詞
の
連
接
は
、
現
代
語
の
例
で
言
え
ば
、「
窓
を
開
け
閉
め
た
」「
く
じ
に
当
た
り
外は

ず

れ
る
」「
坂
を
上の

ぼ

り
下く

だ

る
の
は
つ
ら
い
」

な
ど
の
組
み
合
わ
せ
に
あ
た
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
動
詞
の
組
み
合
わ
せ
は
、
聞
き
手
や
読
み
手
を
混
乱
さ
せ
る
。
現
代
語
で
は
、
二

種
の
動
詞
が
連
接
し
た
も
の
は
意
味
的
に
密
接
に
結
び
付
い
て
い
る
た
め
に
、
右
に
あ
げ
た
組
み
合
わ
せ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
詞
の
表

す
意
味
が
、
明
確
な
矛
盾
・
齟
齬
を
生
じ
る
の
で
あ
る
【
二
種
の
動
詞
の
連
接
形
式
を
、
動
詞
と
し
て
で
は
な
く
連
用
形
名
詞
と
し
て
使

え
ば
、
現
代
語
で
も
表
現
は
自
然
な
も
の
に
な
る
。「
こ
の
戸
は
開
け
閉
め
す
る
の
が
つ
き
い
」「
も
の
に
は
当
た
り
外
れ
が
あ
る
」「
あ

の
長
い
坂
の
上
り
下
り
は
、
祖
父
に
は
も
う
無
理
だ
」
の
よ
う
に
で
あ
る
】。

　

か
つ
て
指
摘
さ
れ
た
こ
と
だ
が
、
上
代
語
に
は
「
語
り
継
ぐ
」〔
萬
五
・
八
七
三
〕
に
対
し
て
「
語
り
し9

継
げ
ば
（
語
之
告
者
）
…
」

〔
萬
二
・
三
一
三
〕
が
あ
り
、「
行
き
別
る
」〔
萬
二
・
一
五
五
〕
に
対
し
て
「
行
く
雲
の
行
き
や9

別
れ
む
（
逝
哉
将
別
）」〔
萬
十
・
一
九

二
三
〕
が
あ
る
。
二
種
の
動
詞
が
連
接
し
た
も
の
の
間
に
一
つ
の
助
詞
が
位
置
す
る
、
こ
う
し
た
言
い
ま
わ
し
の
数
は
、『
萬
葉
集
』
だ

け
で
も
一
〇
〇
を
超
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
上
代
語
で
は
二
種
の
動
詞
の
意
味
的
な
結
び
付
き
が
緩
く
て
弱
か
っ
た
の
だ
と
か
、

当
時
は
二
種
の
動
詞
が
意
味
的
に
結
び
付
い
た
、
現
代
語
の
複
合
動
詞
の
よ
う
な
も
の
は
ま
だ
存
在
し
な
か
っ
た
の
だ
、
と
か
と
言
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
と
お
り
だ
ろ
う
。

　

同
じ
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
言
語
的
な
現
象
は
、
ほ
か
に
も
数
種
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
、
右
で
見
た
よ
う
な
、
反
義
を
表
す
動
詞
の
連
接

で
あ
る
。
動
詞
の
意
味
的
な
結
び
付
き
が
緩
く
て
弱
い
も
の
で
あ
り
、「
潜か

つ

き
息
づ
き
」「
靡な

び

き
起
き
立
ち
」「
伏
し
仰
ぎ
」
は
、
た
と
え

ば
「
潜
き
、
ま
た
息
づ
き
」「
靡
い
て
は
、
起
き
立
ち
」「
伏
し
た
り
、
仰
い
だ
り
」
の
よ
う
に
表
示
し
う
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
、
と
考
え

ら
れ
る
。
現
に
、「
梅
の
花
咲
き
散
る
（
佐
伎
知
流
）
春
の
…
」〔
萬
二
十
・
四
五
〇
二
〕
の
「
咲
き
散
る
」
も
、
反
義
の
動
詞
が
直
接
重

な
っ
た
も
の
だ
が
、「
い
た
づ
ら
に
咲
き
か9

散
る
ら
む
（
開
香
将
散
）」〔
萬
二
・
二
三
一
〕
は
、
同
じ
「
咲
き
散
る
」
の
間
に
助
詞
が
位



中
古
語
に
お
け
る
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
） 

一
〇
三

置
す
る
表
現
で
あ
る
。
二
種
の
動
詞
の
意
味
的
な
関
係
が
緩
く
て
弱
か
っ
た
た
め
に
、
当
時
の
人
々
は
、
二
種
の
動
詞
が
表
す
二
種
の
現

象
の
間
に
時
間
差
を
感
じ
取
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

二
種
の
動
詞
の
連
接
し
た
も
の
が
意
味
的
に
緩
い
関
係
に
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
中
古
語
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
に
想
定
で
き
る
。

「
い
く
そ
た
び
行
き
帰
る
ら
む
」〔
伊
勢
九
二
〕
に
対
し
て
、
同
じ
二
種
の
動
詞
の
間
に
「
や
」
が
あ
る
「
む
な
し
き
空
に
行
き
や9

帰
ら

む
」〔
後
撰
十
三
・
九
七
〇
〕
の
よ
う
な
例
が
少
な
か
ら
ず
見
え
る
。
ま
た
、
反
義
の
動
詞
が
直
接
に
連
な
っ
た
、「
こ
の
国
の
海
山
よ
り
、

龍た
つ

は
下お

り
上の

ぼ

る
も
の
な
り
」〔
竹
取
一
一
〕、「
よ
ご
と
を
放
ち
て
、
立
ち
居
、
泣
く
泣
く
呼
ば
ひ
た
ま
ふ
こ
と
…
」〔
竹
取
一
二
〕、「
立
ち

居
る
雲
や
ま
ず
」〔
伊
勢
六
七
〕、「
浮
き
沈
む
玉
」〔
古
今
十
・
四
二
七
〕、「
起
き
伏
し
夜
は
眠い

こ
そ
寝
ら
れ
ね
」〔
同
十
二
・
六
〇
五
〕、

「
裁た

ち
縫
は
ぬ
衣き

ぬ

着
し
人
も
…
」〔
古
今
十
七
・
九
二
六
〕、「
酔ゑ

ひ
言
に
こ
こ
ろ
よ
げ
な
る
言
し
て
、
出
で
入
り
に
け
り
」〔
土
佐
十
二
月

二
十
六
日
〕、「
岸
の
波
立
ち
返
る
」〔
土
佐
二
月
三
日
〕
な
ど
の
例
が
、
四
作
品
の
な
か
に
見
え
る
【「
裁
ち
縫
は
ぬ
衣
着
し
人
」
は
仙
人

の
こ
と
で
、
仙
人
は
裁
っ
た
り
縫
っ
た
り
し
て
い
な
い
、
無
縫
の
天
衣
を
身
に
つ
け
て
い
た
、
と
い
う
人
々
の
想
定
を
さ
す
。
言
う
ま
で

も
な
く
、「
裁
つ
」「
縫
ふ
」
は
布
で
物
を
作
る
際
に
必
要
な
正
反
対
の
行
為
で
あ
る
】。

　
『
後
撰
和
歌
集
』
に
も
こ
の
種
の
連
接
は
多
く
、「
咲
き
散
る
見
れ
ば
…
」〔
後
撰
二
・
四
七
〕、「
裁
ち
縫
ふ
わ
ざ
は
あ
え
ず
ぞ
あ
り
け

る
」〔
同
五
・
二
二
五
〕、「
明
け
暮
ら
し
守
る
田
の
み
を
刈
ら
せ
つ
つ
…
」〔
同
五
・
二
六
八
〕、「
遅
れ
先
立
つ
露
や
置
く
ら
む
」〔
同

七
・
三
八
一
〕、「
い
づ
か
た
へ
と
か
行
き
帰
る
ら
む
」〔
同
十
三
・
九
四
二
〕、「
下
り
上
り
行
く
雲
の
身
は
…
」〔
同
十
五
・
一
〇
七
九
〕

そ
の
他
の
例
が
あ
る
。

　

上
代
語
で
も
中
古
語
で
も
、
連
接
し
た
二
種
の
動
詞
が
意
味
的
に
緩
く
弱
い
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
ま
た
、
反
義
を
表
す
二
種

の
動
詞
さ
え
直
接
に
連
接
し
え
た
こ
と
な
ど
を
、
右
で
確
認
し
た
。
そ
れ
に
は
然
る
べ
き
理
由
が
あ
る
。
上
代
語
に
そ
な
わ
る
そ
の
よ
う

な
構
文
的
な
特
徴
が
、
中
古
語
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
・
言
い
ま
わ
し
と
し
て
、
発
展
的
か
つ
生
産
的
に
発
揮
さ
れ
た
こ
と
を
、
次
に
具



中
古
語
に
お
け
る
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
） 

一
〇
四

体
的
に
見
て
い
く
た
め
で
あ
る
。

　
『
萬
葉
集
』
に
は
、
潮
の
干
満
を
詠
み
込
ん
だ
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

　

8　

沖
つ
島　

荒あ
り

磯そ

の
玉
藻　

潮し
ほ

干ひ

満み
ち　

い
隠
り
行
か
ば　

思
ほ
え
む
か
も 

〔
六
・
九
一
八
〕

　

9　

荒あ
ら

津つ

の
海　

之し

保ほ

悲ひ

思し

保ほ

美み

知ち　

時
は
あ
れ
ど　

い
づ
れ
の
時
か　

我
が
恋
ひ
ざ
ら
む 

〔
十
七
・
三
八
九
一
〕

　

前
の
歌
の
「
潮し

ほ

干ひ

満
ち
」
は
「
潮
（
が
）
引
き
満
ち
」
の
意
で
あ
り
、
そ
の
「
干
満
ち
」
は
反
義
の
動
詞
が
連
接
し
た
も
の
で
あ
る
。

前
項
の
「
干ひ

」
は
、
単
音
節
の
上
二
段
動
詞
「
干ふ

」
の
連
用
形
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
と
の
歌
の
「
潮し

ほ

干ひ

潮
満
ち
」
は
「
潮
（
が
）
引
き
、

潮
（
が
）
満
ち
」
の
意
で
、
単
純
な
対
句
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。『
伊
勢
物
語
』
に
見
え
る
、

　

10　

岩
間
よ
り　

生
ふ
る
み
る
め
し　

つ
れ
な
く
は　

潮し
ほ

干ひ

潮
満
ち　

か
ひ
も
あ
り
な
む 

〔
伊
勢
七
五
〕

と
い
う
歌
の
「
潮し

ほ

干ひ

潮
満
ち
」
は
、
反
義
の
動
詞
が
連
接
し
た
「
潮し

ほ

干ひ

満
ち
」
を
、
9
と
同
様
に
わ
か
り
や
す
く
分
析
的
に
言
い
直
し
た

か
た
ち
の
表
現
で
あ
り
、
よ
り
中
古
語
的
な
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

四

　

さ
き
に
あ
げ
た
「
下お

り
上の

ぼ

る
も
の
」「
行
き
帰
る
ら
む
」「
出
で
入
り
に
け
り
」
な
ど
の
中
古
語
の
例
で
は
、
二
種
の
動
詞
の
う
ち
前
項



中
古
語
に
お
け
る
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
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一
〇
五

が
連
用
形
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
後
項
は
以
下
の
文
脈
に
応
じ
た
活
用
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
反
義
語
の
連
接
形
式
に
き
わ
め
て

近
い
上
代
語
の
例
に
、
間
に
接
続
助
詞
の
「
て
」
が
位
置
す
る
「
梅
の
花
咲
き
て9

散
り
な
ば
（
咲
而
落
去
者
）
…
」〔
萬
十
・
一
九
二
二
〕、

「
立
ち
て9

居
て
（
立
而
居
而
）
待
て
ど
待
ち
か
ね
…
」〔
萬
十
九
・
四
二
五
三
〕、「
難な

に

波は

道ぢ

を
行
き
て9

来
ま
で
と
（
由
伎
弖
久
麻
弖
等
）

…
」〔
萬
二
十
・
四
四
〇
七
〕
そ
の
他
の
例
が
あ
る
。

　

花
に
つ
い
て
「
咲
き
て9

散
る
」
と
表
現
す
る
場
合
は
、
自
然
現
象
と
し
て
「
咲
く
」
が
先
で
「
散
る
」
が
あ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
人

間
の
所
作
を
表
す
「
立
ち
て9

居
て
」
の
場
合
は
、
常
に
「
立
つ
」
が
先
で
「
居
る
」
が
あ
と
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
じ
っ
と
し
て
い

ら
れ
ず
に
「
立
つ
」「
居
る
」
と
い
う
所
作
を
く
り
返
す
と
い
う
こ
と
な
の
だ
が
、
表
現
の
習
慣
と
し
て
先
に
「
立
つ
」
と
言
い
、
次
に

「
居
る
」
と
言
っ
た
、
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
、
構
文
上
の
特
徴

0

0

0

0

0

0

か
ら
言
え
ば
、
二
種
の
動
詞
の
間
に
「
て
」
が
あ
る
表
現
は
、

も
と
も
と
二
種
の
所
作
の
先
後
関
係
を
問
わ
な
い
も
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
、
二
種
の
反
義
語
の
間
に

「
て
」
が
あ
る
か
な
い
か
に
関
係
な
く
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
構
文
の
系
統
を
引
く
の
が
、「
秋
霧
の
晴
れ
て9

曇
れ
ば
…
」〔
古
今
十
九
・
一
〇
一
八
〕、「
日
照
り
て9

曇
り
ぬ
」〔
土
佐
一
月
二
十

三
日
〕
な
ど
の
、
自
然
現
象
を
描
写
し
た
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
ら
反
義
の
動
詞
を
組
み
合
わ
せ
た
例
も
、
も
と
も
と
の
構
文
と
し
て
は
、

「
晴
る
」
と
「
曇
る
」
の
ど
ち
ら
が
先
で
ど
ち
ら
が
あ
と
か
、「
照
る
」
と
「
曇
る
」
の
ど
ち
ら
が
先
で
ど
ち
ら
が
あ
と
か
、
と
い
う
こ
と

を
問
題
に
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、

　

11　

河
内
の
国
、
生
駒
の
山
を
見
れ
ば
、
曇
り
み
晴
れ
み
、
立
ち
居
る
雲
止
ま
ず
。 

〔
伊
勢
六
七
〕

と
い
う
文
の
「
曇
り
み
晴
れ
み
」
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
、『
古
今
和
歌
集
』
の
「
晴
れ
て
曇
れ
ば
」
と
は
逆
の
順
序
の
組
み
合
わ
せ
に
な



中
古
語
に
お
け
る
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
） 

一
〇
六

っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
は
、
同
じ
構
文
の
前
項
が
動
詞
で
後
項
が
形
容
詞
と
い
う
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
た
例
だ
が
、

　

12　

世
の
中
は　

夢
か
う
つ
つ
か　

う
つ
つ
と
も　

夢
と
も
知
ら
ず　

あ
り
て9

無
け
れ
ば 

〔
十
八
・
九
四
二
〕

　

13　

世
の
中
に　

い
づ
ら
我
が
身
の　

あ
り
て9

無
し　

あ
は
れ
と
や
言
は
む　

あ
な
憂う

と
や
言
は
む 

〔
十
八
・
九
四
四
〕

と
い
う
『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
の
、「
あ
り
て9

無
け
れ
ば
」「
あ
り
て9

無
し
」
と
い
う
表
現
も
あ
る
。
ど
ち
ら
の
表
現
も
、
現
代
人
が
単
純

に
読
め
ば
「
あ
る
と
い
う
の
か
、
な
い
と
い
う
の
か
」
と
い
う
よ
う
に
、
文
意
を
理
解
す
る
の
に
と
ま
ど
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
「
あ

っ
て
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
な
く
て
あ
る
よ
う
な
も
の
だ
」
の
意
だ
か
ら
、「
あ
り
」「
無
し
」
の
ど
ち
ら
が
主
で
ど
ち
ら
が
従
か
、

と
い
う
こ
と
は
も
と
も
と
問
題
に
す
る
必
要
が
な
い
。
や
は
り
、
表
現
の
習
慣
と
し
て
「
あ
り
」
が
先
に
な
り
「
無
し
」
が
あ
と
に
な
っ

た
に
す
ぎ
な
い
。
あ
る
か
な
い
か
中
途
半
端
な
状
態
だ
と
い
う
の
だ
か
ら
、
語
の
先
後
を
問
わ
な
い
の
は
論
理
的
に
も
当
然
の
こ
と
で
あ

る
【『
蜻
蛉
日
記
』
に
は
、「
生
き
て
生
け
ら
ぬ
」〔
中
〕
と
い
う
例
が
あ
る
。「
生
き
て
は
い
て
も
、
生
き
て
い
な
い
の
と
同
じ
だ
」
の
意

で
あ
る
】。

　

反
義
の
動
詞
の
間
に
複
合
助
詞
の
「
て
は
」
が
置
か
れ
た
、「
行
き
て
は

9

9

来
ぬ
る
…
」「
濡
れ
て
は
干
ぬ
る
…
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。

　

14　

い
た
づ
ら
に　

行
き
て
は

9

9

来
ぬ
る　

も
の
ゆ
ゑ
に　

見
ま
く
欲
し
さ
に　

誘い
ざ

な
は
れ
つ
つ 

〔
伊
勢
六
五
〕

　

15　

立
ち
返
り　

濡
れ
て
は

9

9

干
ぬ
る　

も
の
ゆ
ゑ
に　

生
田
の
浦
の　

さ
が
と
こ
そ
見
れ 

〔
後
撰
九
・
五
三
三
〕



中
古
語
に
お
け
る
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
） 

一
〇
七

　

こ
れ
ら
は
、「
て
」
だ
け
が
間
に
あ
る
場
合
と
は
異
な
り
、「
行
き
来
ぬ
る
」「
濡
れ
干
ぬ
る
」
を
反
復
す
る
状
況
を
表
す
【
14
と
同
じ

歌
は
、『
古
今
和
歌
集
』〔
十
三
・
六
二
〇
〕
に
も
出
て
い
る
】。

　

次
の
歌
の
「
上
れ
ば
下
る
」
も
、
14
の
「
行
き
て
は
来
ぬ
る
」
や
15
の
「
濡
れ
て
は
干
ぬ
る
」
に
き
わ
め
て
近
い
表
現
で
あ
る
。
結
局

は
「
上
っ
た
り
下
っ
た
り
す
る
」
の
意
で
あ
り
、
厳
密
に
「
上
る
」「
下
る
」
の
順
序
を
問
わ
な
い
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

16　

最
上
川　

上
れ
ば
下
る　

稲
船
の　

い
な
に
は
あ
ら
ず　

こ
の
月
ば
か
り 

〔
古
今
二
十
・
一
〇
九
二
〕

　
「
上
れ
ば
下
る
」
で
は
反
義
の
動
作
の
間
に
、
事
実
上
そ
れ
な
り
の
時
間
差
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
は
「
川
藻
も
ぞ
枯
る
れ
ば
生
ゆ

る
（
干
者
波
由
流
）」〔
萬
二
・
一
九
六
〕
や
、「
止や

め
ば
継
が
る
る
（
止
者
継
流
）
恋
も
す
る
か
も
」〔
同
三
・
三
七
三
〕
な
ど
の
よ
う
な
、

上
代
に
既
に
あ
っ
た
言
い
ま
わ
し
の
系
統
を
引
く
も
の
か
も
知
れ
な
い
。「
枯
る
」
と
「
生
ゆ
」、「
止
む
」
と
「
継
ぐ
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ

反
義
を
も
つ
動
詞
で
あ
る
。

　

反
義
の
動
詞
を
重
ね
た
言
い
ま
わ
し
の
一
種
に
、
11
の
「
曇
り
み
晴
れ
み
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
動
詞
の
連
用
形
に
接
尾
辞
の

「
み
」
を
付
し
、
そ
れ
を
「
│
│
み
│
│
み
」
と
い
う
形
式
で
反
復
す
る
構
文
が
あ
る
。
こ
の
形
式
は
、

　

17　

梓
弓　

引ひ
き
み
ゆ
る
へ
み

見
緩
見　

思
ひ
見
て　

す
で
に
心
は　

寄
り
に
し
も
の
を 

〔
十
二
・
二
九
八
六
〕

　

18　

は
ね
縵か

づ
ら

　

今
す
る
妹
が　

う
ら
若
み　

咲ゑ
み
み
い
か
り
み

見
慍
見　

付
け
し
紐
解
く 

〔
十
一
・
二
六
二
七
〕

　

19　

脇わ
き

挟ば
さ

む　

子
の
泣
く
ご
と
に　

男
じ
も
の　

負お
ひ
み
む
だ
き
み

見
抱
見　

朝
鳥
の　

音
の
み
泣
き
つ
つ
… 

〔
三
・
四
八
一
〕



中
古
語
に
お
け
る
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
） 

一
〇
八

な
ど
を
始
め
と
し
て
、『
萬
葉
集
』
に
五
種
・
七
例
あ
る
。
意
味
的
に
、
現
代
語
の
「
…
…
し
た
り
…
…
し
た
り
し
て
」
と
い
う
言
い
か

た
に
相
当
す
る
。
同
集
に
は
ほ
か
に
、
17
の
「
引
き
み
緩
へ
み
」
に
近
い
「
梓あ

づ
さ

弓ゆ
み

引
き
て
緩
へ
ぬ
大ま

す
ら
を夫

や
…
」
が
一
例
あ
り
、
ま
た
18

の
「
笑
み
み
怒
り
み
」
に
近
い
「
笑
み
み
笑
ま
ず
も
う
ち
嘆
き
…
」
が
一
例
あ
る
。
ど
の
例
に
も
共
通
す
る
の
は
、
人
間
の
行
為
を
表
す

動
詞
に
「
み
」
を
付
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
構
文
に
属
す
る
言
い
ま
わ
し
は
、
中
古
の
四
作
品
の
な
か
に
一
つ
だ
け
見
え
る
。
そ
れ
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
11
の
「
曇
り
み
晴

れ
み
」
と
い
う
例
で
あ
る
。
ほ
か
に
、
比
較
的
古
い
例
を
探
し
て
み
る
と
、『
落
窪
物
語
』
に
「
泣
き
み
笑
ひ
み
し
た
ま
ふ
」〔
巻
二
〕
と

い
う
名
詞
化
し
た
例
が
あ
り
、『
蜻
蛉
日
記
』
に
「
泣
き
み
笑
ひ
み
…
」〔
中
・
下
〕
が
二
例
、「
照
り
み
曇
り
み
…
」
が
一
例
あ
る
。
ま

た
、『
蜻
蛉
日
記
』
に
見
え
る
「
降
り
み
降
ら
ず
み
…
」〔
下
〕
と
「
玉
の
緒
の
絶
え
ず
絶
え
ず
み
…
」〔
下
〕
の
二
例
は
、
特
定
の
動
詞

の
あ
と
に
、
同
じ
動
詞
に
打
ち
消
し
の
「
ず
」
と
接
尾
辞
の
「
み
」
と
を
付
し
て
、「
│
│
み
│
│
ず
み
」
と
い
う
形
式
に
仕
立
て
た
も

の
で
あ
る
。
中
古
の
文
献
で
は
、
人
間
の
行
為
を
表
す
動
詞
に
限
ら
ず
、
天
候
と
い
う
自
然
現
象
を
表
す
動
詞
に
も
「
み
」
が
付
く
、
と

い
う
か
た
ち
で
用
法
が
拡
張
さ
れ
て
い
る
【『
蜻
蛉
日
記
』
に
見
え
る
「
玉
の
緒
の
絶
え
ず
絶
え
ず
み
…
」
は
道
綱
の
詠
ん
だ
歌
に
見
え

る
も
の
だ
が
、
11
以
下
の
「
│
│
み
│
│
み
」
は
す
べ
て
散
文
の
部
分
に
用
い
ら
れ
て
い
る
】。

　

反
義
の
動
詞
を
重
ね
た
表
現
で
も
、
中
古
に
は
類
義
の
二
語
を
重
ね
た
も
の
に
、
そ
れ
と
反
義
の
二
語
を
重
ね
た
も
の
を
連
接
さ
せ
た
、

四
語
を
連
接
さ
せ
て
用
い
た
例
が
見
え
る
。
手
紙
を
読
も
う
と
す
る
場
面
に
、「
お
と
ど
、
押
し
放
ち
引
き
寄
せ
て
見
た
ま
へ
ど
、
え
見

た
ま
は
で
…
」〔
落
窪
巻
二
〕
と
あ
る
の
が
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。
老
眼
の
た
め
に
手
紙
が
読
め
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
押
し
放

ち
」
と
「
引
き
寄
せ
」
と
は
正
反
対
の
動
作
で
あ
る
。
よ
り
古
い
『
延
喜
式
』
の
祝
詞
に
、「
参ま

ゐ
入
り
罷ま

か

り
出
づ
る
（
参
入
罷
出
）
人

の
名
を
問
ひ
知
ら
し
…
」〔
御
門
祭
〕
と
い
う
例
が
あ
り
、「
参
ゐ
入
り
」
と
「
罷
り
出
づ
る
」
と
が
正
反
対
の
動
作
で
あ
る
の
に
類
似
す

る
。
だ
か
ら
、「
押
し
放
ち
引
き
寄
せ
」
は
伝
統
的
な
構
文
を
用
い
た
表
現
で
あ
る
。



中
古
語
に
お
け
る
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
） 

一
〇
九

五

　

結
果
的
に
反
義
を
表
す
も
の
の
組
み
合
わ
せ
に
な
る
が
、
特
定
の
動
詞
と
、
そ
の
動
詞
に
打
ち
消
し
の
「
ず
」
を
付
け
た
も
の
と
を
重

ね
た
言
い
ま
わ
し
が
、
中
古
語
に
は
多
く
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
前
項
と
し
て
の
動
詞
が
連
体
形
に
な
る
も
の
、
連
用
形
に
な
る
も
の
、
已

然
形
に
な
る
も
の
の
、
計
三
種
が
あ
る
。

　

構
文
的
に
単
純
な
の
は
、
動
詞
の
連
体
形
と
、
同
じ
動
詞
に
「
ず
」
の
連
体
形
を
付
け
た
も
の
と
を
重
ね
た
、「
知
る
知
ら
ぬ
」
と
い

う
よ
う
な
言
い
ま
わ
し
で
あ
る
。『
古
今
和
歌
集
』
の
例
を
あ
げ
る
。

右
近
の
馬
場
の
ひ
を
り
の
日
、
向
か
ひ
に
立
て
た
り
け
る
車
の
下
す
だ
れ
よ
り
、
女
の
顔
の
ほ
の
か
に
見
え
け
れ
ば
、
詠
む

で
つ
か
は
し
け
る
、

 

在
原
業
平
朝
臣

　

20　

見
ず
も
あ
ら
ず　

見
も
せ
ぬ
人
の　

恋
し
く
は　

あ
や
な
く
今
日
や　

な
が
め
暮
ら
さ
む 

〔
十
一
・
四
七
六
〕

　
　
　
　
　

返
し　

 

詠
み
人
知
ら
ず

　

21　

知
る
知
ら
ぬ　

何
か
あ
や
な
く　

わ
き
て
言
は
む　

思
ひ
の
み
こ
そ　

し
る
べ
な
り
け
れ 

〔
十
一
・
四
七
七
〕

　

前
歌
の
「
見
ず
も
あ
ら
ず
見
も
せ
ぬ
」
は
、「
見
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
見
た
と
い
う
の
で
も
な
い
」
の
意
で
あ
る
。

し
っ
か
り
と
は
見
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
言
い
ま
わ
し
に
意
味
的
に
対
応
す
る
の
が
あ
と
の
歌
の
「
知
る
知
ら
ぬ
」



中
古
語
に
お
け
る
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
） 

一
一
〇

で
あ
り
、「（
私
を
）
見
て
知
っ
た
と
か
、
知
ら
な
い
と
か
」
の
意
で
あ
る
【
右
と
ほ
ぼ
同
じ
記
事
・
歌
が
、〔
伊
勢
九
九
〕
に
見
え
る
】。

　

21
の
「
知
る
知
ら
ぬ
」
と
は
異
な
り
、「
か
れ
こ
れ
知
る
知
ら
ぬ
送
り
す
」〔
土
佐
十
二
月
二
十
一
日
〕
の
「
知
る
知
ら
ぬ
」
は
、「
知

っ
て
い
る
者
、
知
ら
な
い
者
」
の
意
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
人
物
を
さ
す
。
連
体
形
が
人
物
を
さ
す
と
い
う
の
は
、「
い
ざ
此こ

間こ

に
行
く

も
行
か
ぬ
も
（
行
毛
不
去
毛
）
遊
び
て
帰ゆ

か
む
」〔
萬
四
・
五
七
一
〕
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
既
に
上
代
語
に
あ
っ
た
が
、「
知
る
知
ら

ぬ
」
の
よ
う
に
二
つ
の
連
体
形
が
無
助
詞
の
ま
ま
で
、
し
か
も
並
立
的
に
用
い
ら
れ
た
も
の
は
例
が
見
あ
た
ら
な
い
。『
古
今
和
歌
集
』

や
『
後
撰
和
歌
集
』
に
見
え
る
、

　

22　

筑
波
嶺
の　

峰
の
紅も

み
ち葉

葉ば　

落
ち
積
も
り　

知
る
も
知
ら
ぬ
も　

な
べ
て
か
な
し
も 

〔
古
今
二
十
・
一
〇
九
六
〕

　

23　

こ
れ
や
こ
の　

行
く
も
帰
る
も　

別
れ
つ
つ　

知
る
も
知
ら
ぬ
も　

相あ
ふ

坂さ
か

の
関 

〔
後
撰
十
五
・
一
〇
八
九
〕

な
ど
の
歌
の
「
知
る
も
知
ら
ぬ
も
」「
行
く
も
帰
る
も
」
の
よ
う
に
、
並
立
の
助
詞
の
「
も
」
を
伴
っ
た
も
の
が
、
上
代
語
か
ら
継
承
し

た
言
い
ま
わ
し
だ
ろ
う
。

　

連
体
形
で
は
な
く
連
用
形
を
用
い
た
も
の
だ
が
、「
杖つ

え

突
き
も
突
か
ず
も
（
杖
策
毛
不
衝
毛
）
行
き
て
…
」〔
萬
三
・
四
二
〇
〕
や
「
咲

く
花
を
折
り
も
折
ら
ず
も
（
折
毛
不
折
毛
）
…
」〔
萬
十
九
・
四
一
四
七
〕
な
ど
の
よ
う
に
、
類
似
す
る
言
い
ま
わ
し
で
は
並
立
の
「
も
」

を
付
け
る
の
が
、
上
代
語
で
は
通
例
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
知
る
知
ら
ぬ
」
の
よ
う
に
無
助
詞
の
ま
ま
で
並
立
形
式
に
す
る
の
は
、
中
古

語
で
新
た
に
獲
得
さ
れ
た
簡
潔
な
言
い
ま
わ
し
だ
と
言
え
る
【
形
容
詞
を
用
い
た
「
賤
し
き
も
良
き
も
盛
り
は
あ
り
し
も
の
な
り
」〔
古

今
十
七
・
八
八
八
〕
に
は
「
も
」
が
あ
り
、「
高
く
賤
し
き
苦
し
か
り
け
り
」〔
伊
勢
九
三
〕
に
は
そ
れ
が
な
い
】。

　

前
項
と
し
て
の
動
詞
が
連
用
形
に
な
り
、
後
項
と
し
て
の
同
じ
動
詞
が
「
ず
」
を
伴
う
、
と
い
う
か
た
ち
の
組
み
合
わ
せ
が
あ
る
。
や



中
古
語
に
お
け
る
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
） 

一
一
一

は
り
、
中
古
の
文
献
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

24　

数
々
に　

思
ひ
思
は
ず　

問
ひ
が
た
み　

身
を
知
る
雨
は　

降
り
ぞ
増
さ
れ
る 

〔
伊
勢
百
七
〕

　

25　

咲
き
咲
か
ず　

吾
に
な
告
げ
そ　

桜
花　

人
伝
て
に
や
は　

聞
か
む
と
思
ひ
し 

〔
後
撰
二
・
六
一
〕

　

前
歌
の
「
思
ひ
思
は
ず
」
を
承う

け
る
「
問
ふ
」
も
、
あ
と
の
歌
の
「
咲
き
咲
か
ず
」
を
承
け
る
「
告
ぐ
」
も
、
い
わ
ゆ
る
引
用
動
詞
で

あ
る
。
つ
ま
り
、「
思
ひ
思
は
ず
」「
咲
き
咲
か
ず
」
は
一
種
の
引
用
表
現
で
あ
り
、「
思
っ
て
く
れ
る
か
、
思
っ
て
く
れ
な
い
か
と
」「
咲

い
た
と
か
、
咲
か
な
い
と
か
と
」
の
意
で
あ
る
。

　

次
の
歌
に
見
え
る
「
あ
り
き
あ
ら
ず
」「
止
め
む
止
め
じ
」
も
同
じ
系
統
の
言
い
ま
わ
し
だ
が
、
引
用
表
現
が
「
は
」
を
伴
っ
て
お
り
、

そ
れ
が
主
格
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。

　

26　

い
に
し
へ
に　

あ
り
き
あ
ら
ず
は　

知
ら
ね
ど
も　

千
歳
の
た
め
し　

君
に
始
め
む 

〔
古
今
七
・
三
五
三
〕

　

27　

別
れ
を
ば　

山
の
桜
に　

任
せ
て
む　

止
め
む
止
め
じ
は　

花
の
ま
に
ま
に 

〔
古
今
八
・
三
九
三
〕

　

こ
れ
ら
と
は
違
い
、
前
項
の
動
詞
が
已
然
形
と
な
り
、
そ
れ
が
接
続
助
詞
を
伴
っ
た
も
の
を
同
じ
動
詞
が
承
け
る
、
と
い
う
構
文
の
例

が
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
中
古
に
な
っ
て
新
た
に
獲
得
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

　

28　

梓
弓　

引
け
ど
引
か
ね
ど　

昔
よ
り　

心
は
君
に　

寄
り
に
し
も
の
を 

〔
伊
勢
二
四
〕



中
古
語
に
お
け
る
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
） 

一
一
二

　

29　

秋
の
夜
の　

草
の
と
ざ
し
の　

わ
び
し
き
は　

あ
く
れ
ど
あ
け
ぬ　

も
の
に
ぞ
あ
り
け
る

 

〔
後
撰
十
三
・
八
九
九
〕

　

こ
れ
ら
の
「
引
け
ど
引
か
ね
ど
」「
明
く
れ
ど
明
け
ぬ
」
で
は
、
後
項
の
動
詞
が
打
ち
消
し
の
「
ね
」「
ぬ
」
を
伴
っ
て
い
る
た
め
に
、

句
と
し
て
は
反
義
の
表
現
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、「
引
こ
う
が
引
く
ま
い
が
」「
明
け
る
け
れ
ど
明
け
な

い
」
の
意
で
あ
る
。
後
者
は
「（
夜
が
）
明
け
て
も
（
戸
を
）
開あ

け
な
い
」
の
意
だ
か
ら
、「
明
く
」
と
「
開あ

く
」
で
語
義
に
違
い
が
あ
る

が
、
和
語
と
し
て
は
同
じ
下
二
段
活
用
の
「
あ
く
」
で
あ
る
。

　

次
の
歌
は
、
秋
に
は
日
本
に
飛
来
し
、
春
に
は
北
へ
帰
っ
て
行
く
「
雁か

り

」
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
「
仮か

り

（
に
日
本
に
留
ま
る
）」
と
言
っ

て
鳴
く
、
と
見
な
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

30　

秋
ご
と
に　

来
れ
ど
帰
れ
ば　

た
の
ま
ぬ
を　

声
に
立
て
つ
つ　

か
り
と
の
み
鳴
く 

〔
後
撰
七
・
三
六
三
〕

　
「
来
れ
ど
帰
れ
ば
」
の
「
来
」
と
「
帰
る
」
は
反
義
の
動
詞
で
あ
り
、「
来
」
と
「
帰
る
」
の
間
に
は
時
間
差
が
あ
る
。
そ
の
点
で
、
16

の
「
最
上
川
上
れ
ば
下
る
稲
船
の
…
」
の
「
上
れ
ば
下
る
」
に
よ
く
似
た
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
。

　

続
い
て
、
次
の
歌
の
構
成
は
ど
う
か
。

　

31　

春
の
色
の　

至
り
至
ら
ぬ　

里
は
あ
ら
じ　

咲
け
る
咲
か
ざ
る　

花
の
見
ゆ
ら
む 

〔
古
今
二
・
九
三
〕



中
古
語
に
お
け
る
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
） 

一
一
三

　

単
純
に
言
え
ば
、
第
二
句
は
「
至
り
至
ら
ぬ
│
里
」
と
掛
か
り
、
第
四
句
は
「
咲
け
る
咲
か
ざ
る
│
花
」
と
掛
か
る
。
し
か
し
、
細
か

く
言
え
ば
、
前
者
は
「
至
る
│
里
、
至
ら
ぬ
里
」
を
、
そ
し
て
後
者
は
「
咲
け
る
│
花
、
咲
か
ざ
る
花
」
を
、
そ
れ
ぞ
れ
短
縮
し
た
か
た

ち
の
言
い
ま
わ
し
で
あ
る
。

　

同
種
の
短
縮
化
を
さ
ら
に
推
し
進
め
た
の
が
、
理
解
し
に
く
い
表
現
を
含
む
、

　

32　

恋
し
き
が　

か
た
も
か
た
こ
そ　

あ
り
と
聞
け　

立
て
れ
居
れ
ど
も　

無
き
心
地
か
な 

〔
古
今
十
九
・
一
〇
二
四
〕

と
い
う
歌
の
、
第
四
句
「
立
て
れ
居
れ
ど
も
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
種
の
表
現
を
の
ち
に
生
む
こ
と
に
な
る
構
文
・
表
現
は
既
に
上

代
に
あ
っ
た
よ
う
で
、
そ
の
一
例
が
「
立
て
れ
ど
も
居
れ
ど
も
（
立
礼
杼
毛
居
礼
杼
毛
）
共
に
戯た

は
ぶれ

…
」〔
萬
五
・
九
〇
四
〕
だ
ろ
う
。

「
立
て
れ
」
は
「
立
つ
」
に
完
了
・
存
続
の
「
り
」
が
付
い
た
も
の
だ
が
、
文
脈
面
で
「
立
つ
」
と
「
居
り
」
も
ま
た
反
義
を
表
す
動
詞

で
あ
る
。

　

反
義
の
動
詞
を
用
い
た
も
の
で
は
な
い
が
、
表
現
を
短
縮
化
し
た
と
い
う
点
で
典
型
的
な
の
は
、
次
の
歌
で
あ
る
。

　

33　

月
や
あ
ら
ぬ　

春
や
昔
の　

春
な
ら
ぬ　

吾
が
身
一
つ
は　

も
と
の
身
に
し
て 

〔
伊
勢
四
〕

　

第
一
句
の
「
月
や
あ
ら
ぬ
」
と
い
う
表
現
は
、
一
般
的
に
言
え
ば
「
月
が
あ
る
の
か
」
の
意
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
句
に
続
い

て
「
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
」
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
第
一
句
が
「
月
や
昔
の
月
な
ら
ぬ
」
の
短
縮
形
式
で
あ
る
こ
と
が
自
然
に
わ
か
る
、

と
い
う
構
成
の
歌
で
あ
る
。
歌
を
読
み
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
前
の
表
現
に
対
し
て
一
瞬
い
だ
い
た
疑
問
が
た
だ
ち
に
解
消
す
る
と



中
古
語
に
お
け
る
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
） 

一
一
四

い
う
の
は
、「
謎
解
き
」
で
は
な
く
「
謎
解
け

0

0

」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
高
度
な
技
法
で
あ
る
。
こ
う
し
た
短
縮
化
は
、
や
は
り
中
古
に
な
っ

て
か
ら
工
夫
さ
れ
た
技
巧
的
な
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

六

　

や
は
り
、
現
代
人
に
は
内
容
的
に
矛
盾
す
る
と
し
か
は
思
え
な
い
も
の
だ
が
、
上
代
の
文
献
に
は
、「
家
見
れ
ど
、
家
も
見
か
ね
て
」

〔
萬
九
・
一
七
四
〇
〕
と
い
う
よ
う
な
言
い
ま
わ
し
の
例
が
少
な
か
ら
ず
見
え
る
。「
宿
借か

ら
ば
、
宿
貸
さ
む
か
も
」〔
萬
七
・
一
二
四
二
〕、

「
寄
す
と
も
、
寄
ら
じ
」〔
常
陸
国
風
土
記
四
〕「
伺さ

も

候ら

へ
ど
、
伺
候
ひ
え
ね
ば
」〔
萬
二
・
一
九
九
〕
そ
の
他
の
例
が
あ
り
、
こ
の
言
い
ま

わ
し
は
特
定
の
動
詞
に
限
っ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る）

4
（

。

　

同
じ
動
詞
や
同
源
の
動
詞
な
ど
を
、
前
項
と
後
項
と
し
て
組
み
合
わ
せ
た
こ
の
種
の
言
い
ま
わ
し
で
は
、
前
項
の
動
詞
と
後
項
の
動
詞

の
表
す
意
味
・
内
容
が
互
い
に
異
な
っ
て
い
る
。
多
く
の
場
合
、
前
項
の
動
詞
は
意
図
を
表
し
、
後
項
の
動
詞
は
意
図
し
た
こ
と
の
実
現

を
表
す
。「（
か
つ
て
住
ん
で
い
た
）
家
を
見
よ
う
と
し
た
が
、（
そ
の
）
家
も
見
え
ず
」「
宿
を
借
り
よ
う
と
し
た
ら
、
宿
を
貸
し
て
く
れ

る
だ
ろ
う
か
」
の
よ
う
に
、
組
み
合
わ
せ
た
二
つ
の
動
詞
の
間
に
は
、
あ
る
種
の
ア
ス
ペ
ク
ト
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、

二
つ
の
動
詞
の
意
味
に
矛
盾
・
齟
齬
が
生
じ
ず
、
そ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
種
の
言
い
ま
わ
し
に
は
、
右
に
あ
げ
た
例
で
も
わ
か
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
未
定
表
現
と
既
定
表
現
と
が
あ
り
、
ど
ち
ら
も
中
古

語
に
受
け
継
が
れ
た
。

　

34　

ふ
と
御み

幸ゆ
き

し
て
御ご

覧ら
ん

ぜ
ば
、
御
覧
ぜ
ら
れ
な
む
。 

〔
竹
取
十
七
〕



中
古
語
に
お
け
る
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
） 

一
一
五

　

35　

ま
ね
べ
ど
も
、
え
ま
ね
ば
ず
。 

〔
土
佐
一
月
十
八
日
〕

　

前
の
例
は
、
何
と
か
し
て
か
ぐ
や
姫
の
姿
を
見
た
い
と
願
う
帝
に
対
し
、
造

み
や
つ
こ
ま
ろ

麿
つ
ま
り
翁
が
奏
し
た
こ
と
ば
で
あ
る
。「
急
に
狩
り
の

御
幸
を
し
て
御
覧
に
な
ろ
う
と
さ
れ
た
ら
、
き
っ
と
御
覧
に
な
れ
る
で
し
ょ
う
」
の
意
の
未
定
表
現
で
あ
る
。「
御
覧
ぜ
ば
」
は
「
御
覧

に
な
ろ
う
と
さ
れ
た
ら
」
と
い
う
意
図
を
表
す
。「
御
覧
ぜ
ら
れ
な
む
」
は
、「（
そ
の
意
図
が
実
現
し
て
）
御
覧
に
な
れ
る
で
し
ょ
う
」

の
意
を
表
す
。

　

あ
と
の
例
は
、
あ
る
人
物
の
詠
ん
だ
歌
に
対
し
て
『
土
佐
日
記
』
の
作
者
が
述
べ
た
こ
と
ば
で
あ
る
。「（
そ
の
歌
の
と
お
り
に
私
も
口

に
出
し
て
）
言
っ
て
み
よ
う
と
し
て
も
、
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
意
の
既
定
表
現
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、「
ま
ね
ぶ
」
は

「
ま
ね
て
再
現
す
る
」
の
意
だ
が
、
二
つ
の
そ
れ
の
間
に
は
や
は
り
意
図
・
実
現
と
い
う
、
ア
ス
ペ
ク
ト
の
相
違
が
あ
る
。

　

次
の
歌
の
第
一
句
・
第
二
句
に
用
い
ら
れ
た
「
行
く
」「
行
き
や
ら
れ
」
の
間
に
も
、
意
味
の
相
違
が
あ
る
。

　

36　

行
け
ど
な
ほ　

行
き
や
ら
れ
ぬ
は　

妹
が
績う

む　

小
津
の
浦
な
る　

岸
の
松
原 

〔
土
佐
二
月
五
日
〕

　

簡
単
に
言
え
ば
、「
小
津
の
浦
の
岸
の
松
原
は
、
延
々
と
続
い
て
い
て
行
き
尽
く
せ
な
い
」
の
意
の
既
定
表
現
で
あ
る
。『
萬
葉
集
』
に

は
、
右
の
第
一
句
・
第
二
句
と
よ
く
似
た
状
況
を
詠
み
込
ん
だ
、「
来
れ
ど
、
来
か
ね
て
」〔
九
・
一
七
三
三
〕
と
い
う
表
現
が
見
え
る
。

「
来
れ
ど
、
来
か
ね
て
」
は
、「
あ
る
場
所
ま
で
は
や
っ
て
来
た
が
、
そ
れ
以
上
は
さ
き
に
進
め
ず
に
」
の
意
だ
が
、
な
か
な
か
状
況
が
把

握
し
に
く
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
右
の
「
行
け
ど
、
な
ほ
行
き
や
ら
れ
ぬ
は
」
は
、「
な
ほ
」
と
「
や
ら
れ
ぬ
」
と
が
加
え
ら
れ
て
い
る

か
ら
、
状
況
が
よ
く
わ
か
る
。
中
古
の
歌
の
方
が
、
表
現
に
お
い
て
よ
り
分
析
的
に
な
っ
て
い
る
。



中
古
語
に
お
け
る
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
） 

一
一
六

　
『
後
撰
和
歌
集
』
に
見
え
る
「
死
出
の
山
、
越
ゆ
と
も
越
さ
む
」
は
、
以
上
の
類
例
で
あ
る
。

　

37　

も
ろ
と
も
に　

い
ざ
と
言
は
ず
は　

死
出
の
山　

越
ゆ
と
も
越
さ
む　

も
の
な
ら
な
く
に 

〔
後
撰
十
三
・
九
六
二
〕

　
「
一
緒
に
さ
あ
、
と
言
っ
て
誘
わ
な
け
れ
ば
、
死
出
の
山
は
越
え
よ
う
に
も
越
え
ら
れ
な
い
の
だ
」
と
い
う
意
味
の
歌
で
あ
る
。「
越

ゆ
」
は
「
越
え
よ
う
と
す
る
」
の
意
、「
越
さ
む
」
は
「（
実
際
に
）
越
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
」
の
意
で
あ
る
。「
越
ゆ
」
と
「
越
す
」

と
は
同
源
の
語
だ
が
、
別
の
動
詞
で
あ
る
。

　

同
じ
動
詞
や
同
源
の
動
詞
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
次
の
「
親
の
あ
は
す
れ
ど
も
、
聞
か
で
な
む
あ
り
け
る
」
は
無

視
で
き
な
い
例
で
あ
る
。

　

38　

男
は
こ
の
女
を
こ
そ
得
め
と
思
ふ
、
女
は
こ
の
男
を
と
思
ひ
つ
つ
、
親
の
あ
は
す
れ
ど
も
、
聞
か
で
な
む　

あ
り
け
る
。

 

〔
伊
勢
二
三
〕

　
「
親
の
あ
は
す
れ
ど
も
」
は
、「
女
の
親
が
、
女
を
ほ
か
の
男
と
結
婚
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
」
の
意
だ
か
ら
、「
あ
は
す
」
は
意
図
を
表

す
。
ま
た
、「
聞
か
で
な
む
あ
り
け
る
」
は
「（
女
は
実
際
に
）
そ
れ
に
耳
を
貸
さ
な
い
で
い
た
」
の
意
で
あ
り
、
実
際
の
事
態
を
述
べ
た

も
の
で
あ
る
。「
親
の
あ
は
せ
む
と
す
れ
ど
も
、
女
は
あ
は
で
な
む
あ
り
け
る
」
と
、
ほ
ぼ
同
意
の
言
い
ま
わ
し
で
あ
る
。
前
項
と
し
て

の
動
詞
が
意
図
を
表
す
に
は
、
そ
れ
が
後
項
と
し
て
の
動
詞
と
同
じ
も
の
で
あ
る
必
要
が
な
く
、
ま
た
前
項
と
後
項
の
動
詞
が
同
源
の
も

の
で
あ
る
必
要
も
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
こ
の
例
に
よ
っ
て
よ
く
わ
か
る
。



中
古
語
に
お
け
る
動
詞
の
用
法
（
佐
佐
木
） 

一
一
七

七

　

と
こ
ろ
で
、「
地つ

ち

さ
へ
裂
け
て
照
る
日
（
地
副
割
而
照
日
）」〔
十
・
一
九
九
五
〕
や
「
池い

け

水み
づ

に
影
さ
へ
見
え
て
咲
き
に
ほ
ふ
（
可
気
左

倍
見
要
氐
左
伎
尓
保
布
）
馬あ

酔し

木び

の
花
」〔
二
十
・
四
五
一
二
〕
や
「
袖
さ
へ
濡
れ
て
朝あ

さ

菜な

摘
み
て
む
（
袖
左
倍
所
沾
而
朝
菜
採
手
六
）」

〔
六
・
九
五
七
〕
な
ど
の
よ
う
に
、
連
用
修
飾
語
と
被
連
用
修
飾
語
と
の
関
係
が
現
代
語
と
異
な
る
言
い
ま
わ
し
が
、
上
代
語
に
は
少
な

か
ら
ず
あ
っ
た）

5
（

。
こ
れ
ら
の
言
い
ま
わ
し
も
ま
た
、
現
代
人
が
読
む
場
合
に
大
き
な
違
和
感
を
与
え
る
。
現
代
語
と
し
て
は
、「
土
ま
で

裂
け
る
ほ
ど
に
照
ら
す
日
」「
池
の
水
に
影
ま
で
映
し
て
、
色
も
く
っ
き
り
と
咲
い
て
い
る
馬
酔
木
の
花
」「
袖
ま
で
濡
ら
し
て
朝
の
菜
を

摘
も
う
」
な
ど
と
表
現
す
れ
ば
、
わ
か
り
や
す
く
な
る
。
つ
ま
り
、「
照
る
」「
見
え
て
」「
濡
れ
て
」
な
ど
の
自
動
詞
を
用
い
た
表
現
を
、

他
動
詞
を
用
い
た
「
照
ら
す
」「
映
し
て
」「
濡
ら
し
て
」
な
ど
に
入
れ
換
え
れ
ば
、
現
代
語
と
し
て
よ
り
自
然
な
も
の
に
な
る
。
同
じ
よ

う
な
修
飾
成
分
・
被
修
飾
成
分
の
例
は
ほ
か
に
も
数
が
多
い
の
で
、
次
に
は
こ
う
し
た
構
文
に
つ
い
て
考
え
る
。

　

右
に
あ
げ
た
実
例
の
よ
う
に
、
上
代
語
の
表
現
で
は
、
単
に
事
態
を
描
写
し
た
連
用
修
飾
成
分
を
そ
の
ま
ま
被
修
飾
成
分
の
前
に
置
く

こ
と
が
可
能
だ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
代
語
で
は
両
成
分
の
意
味
的
な
関
係
を
考
慮
し
て
、
自
動
詞
・
他
動
詞
を
使
い
分
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
現
代
語
で
は
、
文
を
構
成
す
る
語
句
ど
う
し
の
意
味
関
係
が
そ
れ
ほ
ど
に
緊
密
な
の
だ
が
、
上
代
語
で
は
逆
に
そ
れ
が
緩

く
て
弱
か
っ
た
の
で
あ
る
【
上
代
語
で
は
、
現
代
語
の
よ
う
に
は
自
動
詞
・
他
動
詞
の
対
が
揃
っ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
言
語
的
な
事

情
も
あ
る
】。

　

中
古
の
四
作
品
を
見
る
と
、
右
の
「
袖
さ
へ
濡
れ
て
朝
菜
摘
み
て
む
」
に
よ
く
似
た
、「
袖
浸ひ

ち
て
…
」
と
い
う
『
古
今
和
歌
集
』
の

表
現
が
あ
る
。
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39　

袖
浸ひ

ち
て　

む
す
び
し
水
の　

凍こ
ほ

れ
る
を　

春
立
つ
今
日
の　

風
や
解
く
ら
む 

〔
一
・
二
〕

　
「
浸ひ

ち
」
は
他
動
詞
「
浸ひ

た
し
」
の
自
動
詞
で
あ
り
、
第
一
句
・
第
二
句
を
直
訳
す
れ
ば
、「
袖
が
濡
れ
て
す
く
い
上
げ
た
水
が
…
」
の

よ
う
に
な
る
。
現
代
語
な
ら
ば
、
や
は
り
他
動
詞
を
用
い
て
「
袖
を
濡
ら
し
て

0

0

0

0

手
で
す
く
い
上
げ
た
水
が
…
」
と
言
う
は
ず
の
と
こ
ろ
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
で
は
そ
う
し
た
調
整
を
す
る
こ
と
も
な
く
、
連
用
修
飾
成
分
の
「
袖
浸
ち
て
」
が
そ
の
ま
ま
、
被
修
飾
成
分
で

あ
る
「
む
す
び
し
…
」
の
前
に
置
か
れ
た
よ
う
に
見
え
る
。

　

さ
ら
に
、
上
代
の
「
池
水
に
影
さ
へ
見
え
て
咲
き
に
ほ
ふ
馬あ

酔し

木び

の
花
」
に
似
た
、
修
飾
・
被
修
飾
の
関
係
を
示
す
表
現
が
、『
後
撰

和
歌
集
』
に
あ
る
。

　

40　

賀
茂
河
の　

水み
な

底そ
こ

澄
み
て　

照
る
月
を　

行
き
て
見
む
と
や　

夏な
つ

祓ば
ら

へ
す
る 

〔
四
・
二
一
五
〕

　
「
水み

な

底そ
こ

澄
み
て
照
る
月
」
の
直
訳
は
「
水
底
が
澄
ん
で
照
る
月
」
と
な
る
が
、
そ
れ
は
現
代
語
と
し
て
不
自
然
で
あ
る
。
わ
か
り
や
す

く
言
い
換
え
れ
ば
、「
水
底
が
澄
ん
で
見
え
る
ほ
ど
に
、
明
る
く
照
ら
す
月
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
池
の
水
に
影
ま
で
映
し

て
、
色
も
く
っ
き
り
と
咲
い
て
い
る
馬
酔
木
の
花
」
と
い
う
意
味
の
、「
池
水
に
影
さ
へ
見
え
て
咲
き
に
ほ
ふ
馬
酔
木
の
花
」（
既
出
）
に

そ
の
状
況
が
似
て
い
る
。

　

一
方
ま
た
、「
水
底
澄
み
て
」
と
い
う
状
況
が
実
現
し
た
の
は
、「
照
る
月
」
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
現
代
人
に
は
、
修
飾
成

分
と
被
修
飾
成
分
と
を
逆
に
配
置
し
て
「
照
る
月
に
水
底
澄
み
て
」
と
で
も
す
る
の
が
よ
り
自
然
だ
、
と
思
わ
れ
る
。「
水
底
澄
み
て
」
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と
「
照
る
月
」
と
は
ど
ち
ら
も
作
者
が
目
に
し
た
情
景
で
あ
る
こ
と
は
確
か
な
の
だ
が
、
作
者
は
そ
れ
ら
を
単
純
に
並
べ
た
だ
け
だ
、
と

い
う
印
象
を
受
け
る
。

　
『
竹
取
物
語
』
に
は
、

　

41　

こ
れ
を
か
ぐ
や
姫
聞
き
て
、「
我
は
こ
の
皇
子
に
負
け
ぬ
べ
し
」
と
胸
つ
ぶ
れ
て
思
ひ
け
り
。 

〔
六
〕

と
い
う
散
文
の
例
が
あ
る
。
く
ら
も
ち
の
皇
子
が
、
か
ぐ
や
姫
の
要
求
し
た
と
お
り
に
「
蓬
萊
の
玉
の
枝
」
を
手
に
入
れ
て
帰
っ
て
来
た
、

と
聞
い
た
姫
の
心
情
を
、
こ
の
文
で
は
「
胸
つ
ぶ
れ
て
思
ひ
け
り
」
と
描
写
し
て
い
る
。
現
代
語
で
な
ら
ば
、「
胸
が
つ
ぶ
れ
る
ほ
ど
に

思
い
悩
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
胸
つ
ぶ
れ
て
」
を
そ
の
ま
ま
「
思
ひ
け
り
」
の
前
に
置
く
と
い
う
の
は
、
現
代
人
の
感
覚
で
は

唐
突
す
ぎ
る
の
だ
が
、
当
時
は
そ
れ
で
何
も
問
題
が
な
か
っ
た
。『
落
窪
物
語
』
に
も
「
胸
つ
ぶ
れ
て
思
ふ
」
と
い
う
表
現
が
複
数
出
て

い
る
が
、
そ
の
う
ち
「
胸
う
ち
つ
ぶ
れ
て
思
ふ
」〔
巻
二
〕
は
用
法
が
異
な
り
、
期
待
し
て
喜
ぶ
状
況
を
描
写
す
る
の
に
用
い
ら
れ
て
い

る
。

　
『
竹
取
物
語
』
の
冒
頭
近
く
に
「
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、
い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
」
と
あ
り
、
そ
の
「
い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た

り
」
と
41
の
「
胸
つ
ぶ
れ
て
思
ひ
け
り
」
と
は
同
種
の
構
文
に
属
す
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
妥
当
な
指
摘
で
あ
り
、
同
じ
指
摘
が
、

『
伊
勢
物
語
』
の
、

　

42　

笛
を
い
と
お
も
し
ろ
く
吹
き
て
、
声
は
を
か
し
う
て
ぞ
、
あ
は
れ
に
歌
ひ
け
る 

〔
六
五
〕
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に
見
え
る
、「
を
か
し
う
て
ぞ
」
と
「
歌
ひ
け
る
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
。

　

た
だ
し
、
同
種
の
構
文
に
属
す
る
例
は
数
が
少
な
い
。

八

　

本
稿
で
は
、
動
詞
が
構
成
す
る
数
種
の
構
文
・
言
い
ま
わ
し
を
取
り
上
げ
、
上
代
か
ら
中
古
へ
の
変
化
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
か
を
、
多
く
の
実
例
を
掲
げ
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
は
、
上
代
か
ら
継
承
し
た
中
古
の
表
現
で
は
、
ど
う
い
う

点
が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
変
化
し
て
い
る
か
を
、
検
討
の
中
心
に
据
え
た
。
そ
の
結
果
を
簡
単
に
言
え
ば
、
中
古
で
は
上
代
の
も
の
を

素
直
・
単
純
に
継
承
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
多
く
の
場
合
に
、
上
代
の
も
の
に
工
夫
を
加
え
て
用
法
を
発
展
・
拡
大
さ
せ
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
当
然
と
言
え
ば
当
然
だ
が
、
特
定
の
構
文
・
言
い
ま
わ
し
を
、
単
純
に
上
代
か
ら
継
承
し
て
用
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ

ら
に
時
代
の
要
請
に
応
じ
る
か
た
ち
で
変
更
を
加
え
て
用
い
て
い
る
、
と
い
う
点
を
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
。
継
承
し
た
も
の
に
変
更

を
加
え
て
用
い
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
一
つ
の
創
造
に
属
す
る
行
為
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

註（
1
）　

小
著
『
上
代
日
本
語
構
文
史
論
考
』〔
二
〇
一
六
年
、
お
う
ふ
う
〕
の
第
Ⅰ
部
第
一
章
。

（
2
）　
（
1
）
に
あ
げ
た
小
著
の
第
Ⅰ
部
第
一
章
と
、「
上
代
語
の
同
族
目
的
語
構
文
を
再
考
す
る
」〔
学
習
院
大
学
文
学
部
『
研
究
年
報
』
第
64
輯
、
平

成
三
十
年
三
月
〕。
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（
3
）　

こ
れ
に
つ
い
て
小
論
の
筆
者
が
最
初
に
言
及
し
た
の
は
、
二
〇
一
七
年
十
二
月
十
六
日
に
学
習
院
女
子
大
学
で
開
催
さ
れ
た
、
古
事
記
学
会
の
月

例
会
に
お
い
て
で
あ
る
。
当
日
は
「
上
代
日
本
語
は
ど
の
よ
う
な
言
語
か
│
│
歌
句
の
続
き
か
た
か
ら
│
│
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
講
演
し
た
が
、

そ
の
場
で
配
布
し
た
資
料
の
「
互
い
に
反
義
を
表
す
動
詞
が
直
接
に
重
な
る
」
の
箇
所
に
上
代
の
実
例
を
挙
示
し
、
解
説
を
付
し
て
あ
る
。
そ
の
後
、

「
上
代
日
本
語
の
動
詞
の
用
法
│
│
動
詞
連
接
の
意
味
的
な
分
属
と
反
義
語
の
連
接
│
│
」〔
学
習
院
大
学
文
学
部
『
研
究
年
報
』
第
65
輯
、
平
成
三

十
一
年
三
月
〕
で
も
、
詳
し
く
私
見
を
述
べ
た
。

（
4
）　

注
（
1
）
に
あ
げ
た
小
著
の
第
Ⅰ
部
第
四
章
。

（
5
）　

注
（
1
）
に
あ
げ
た
小
著
の
第
Ⅰ
部
第
六
章
。
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