
い
わ
ゆ
る
複
倉
動
詞
後
項
の
意
義
論
的
考
察

1

源

氏

物

語

を

資

料

と

し

て

　

ー

1

東
　
　
　
　
辻
　
　
　
　
保

n
H

一
大
つ

日
　
　
次

は
じ
め
に

一
、
後
置
率

二
、
後
項
動
詞
と
意
義
範
疇
と
の
関
係

三
、
前
項
動
詞
と
後
項
動
詞
と
の
意
義
関
係

四
、
補
助
動
詞
と
の
関
係

む

す

び
は
じ
あ
に

こ
こ
で
拉
合
動
詞
七
は
、
動
詞
連
用
形
に
他
の
動
詞
が
視
合
し
て
で
き
た
も

の
を
い
う
。
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
平
安
時
代
に
は
校
合
動
詞
が
存
在
し
な
か
っ

た
と
す
る
説
も
有
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
い
ま
触
れ
な
い
。
小
稿
で
は
、

『
源
氏
物
語
大
成
索
引
篇
』
に
楯
合
動
詞
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
考

察
の
対
象
と
す
る
。

校
合
動
詞
の
前
項
と
後
項
と
の
意
味
関
係
に
つ
い
て
は
、
既
に
先
学
に
よ
る

高
論
が
有
り
、
ま
た
、
後
項
な
か
ん
ず
く
補
助
動
詞
的
要
素
の
意
味
に
つ
い
て

q
一

も
、
す
ぐ
れ
た
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
源
氏
物
語
の
複
合
動
詞
が
ど
の
よ
う
な
動
詞
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
て
い
る
か
を
、
と
く
に
後
項
の
動
詞
（
以
下
「
後
項
動
詞
」
と
称
す
る
。
）

に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
後
項
と
し
て
使
用
さ
れ
る
度
数
が
、
動
詞
に

よ
っ
て
著
し
く
異
な
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
い
ま
、
使
用
度
数
の
多
い
も
の
か

ら
十
位
ま
で
並
べ
て
み
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
（
　
）
は
使
用
度
数
を

表
す
。
な
お
、
度
数
の
数
え
方
に
つ
い
て
は
、
注
4
を
参
照
さ
れ
た
い
。

出
づ
（
－
O
S
、
果
つ
（
笥
）
、
置
く
（
㌶
）
、
合
ふ
（
雷
）
、
居
る
（
巴
）
、
渡
る

，
て

（
∽
3
、
な
す
（
u
u
）
、
初
む
（
∽
告
、
ゆ
く
（
u
O
）
、
あ
り
く
（
お
）

こ
れ
ら
の
語
が
、
源
氏
物
語
全
体
で
は
ど
の
く
ら
い
使
わ
れ
て
い
る
の
か
、
寿

岳
章
子
氏
の
『
源
氏
物
語
基
礎
語
彙
衰
』
　
（
以
下
「
基
礎
語
彙
表
」
と
略
称
す

る
。
）
　
に
引
き
当
て
ゝ
み
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
∧
　
V
は
、
動
詞
内

の
順
位
を
示
す
。

出
づ
＜
N
－
V
、
置
く
＜
宣
V
、
屠
る
＜
畠
V
、
渡
る
＜
N
N
V
、
な
す

＜
監
V
、
行
く
＜
3
V

こ
れ
以
外
の
語
は
、
「
基
礎
語
彙
表
」
に
は
出
て
こ
な
い
。
一
方
、
「
基
礎
語

乗
衷
」
の
動
詞
を
使
用
率
に
よ
っ
て
一
位
か
ら
十
位
ま
で
拾
っ
て
み
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
。

あ
り
、
す
、
忠
ふ
、
見
る
、
お
ぼ
す
バ
き
こ
ゆ
、
い
ふ
、
は
べ
り
、
の
た

．
ま
ふ
、
な
る

こ
の
よ
う
に
し
て
、
後
項
と
し
て
の
使
用
度
は
、
源
氏
物
語
全
体
で
の
使
用
率

と
全
く
一
致
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
か
ら
、
複

合
動
詞
後
項
に
は
、
そ
れ
独
自
の
秩
序
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え

る
に
至
っ
た
。

一
、
後
置
率
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動
詞
が
複
合
動
詞
を
構
成
す
る
場
合
、
前
項
と
な
る
か
後
項
と
な
る
か
の
い

ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
。
動
詞
に
は
、
高
率
で
後

項
に
用
い
ら
れ
る
語
と
そ
う
で
な
い
語
と
の
有
る
こ
と
が
予
測
せ
ら
れ
る
。
そ

．
4

こ
で
、
次
の
よ
う
に
し
て
、
各
動
詞
の
後
置
率
を
求
め
る
。

率置後ニ
001×

後項としての異なり校合度数

前項としての異なり校合度数＋後項としての異なり複合度数

別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
後
置
率
－
3
パ
ー
セ
ン
ト
の
語
に
つ

い
て
は
、
諸
索
引
類
を
検
し
た
う
え
、
源
氏
物
語
以
外
に
お
い
て
も
前

項
に
用
い
ら
れ
た
例
の
見
当
ら
な
い
も
の
に
○
印
を
付
け
た
。

そ

　

　

　

　

　

　

　

　

↓

C

後
遺
率
－
0
0
パ
ー
セ
ン
ー
ト
の
語
の
中
、
「
初
む
」
　
「
敢
ふ
」
　
「
止
す
」

カ

　

　

　

　

　

　

　

お

は

　

　

く

「
か
ぬ
」
　
「
そ
す
」
　
「
交
ふ
」
　
「
し
ろ
ふ
」
　
「
果
す
」
　
「
含
む
」
な
ど

は
、
従
来
か
ら
同
語
辞
お
に
お
い
て
、
接
尾
辞
（
語
）
と
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
専
ら
洩
合
語
内
部
で
後
遺
さ
れ
る
点
に
注

意
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
従
来
、
接
尾
辞
と
も
、
あ
る

い
は
補
助
動
詞
と
も
さ
れ
て
い
な
い
語
で
も
、
後
置
率
－
0
0
パ
ー
セ
ン

ト
の
語
が
多
い
。

次
に
、
後
帯
革
を
見
て
、
と
く
に
気
付
い
た
二
点
を
挙
げ
る
。
第
一
．

に
、
『
基
礎
語
彙
衰
』
で
は
動
詞
の
第
一
位
を
占
め
て
い
る
「
あ
り
」

が
、
後
置
率
で
は
一
六
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
（
前
項
例
5
）
　
で
あ
る
こ
と

で
あ
る
。
後
項
例
は
「
残
り
有
り
」
一
例
で
あ
る
。
思
う
に
、
こ
れ

は
、
存
在
詞
「
あ
り
」
が
動
詞
に
下
接
し
た
場
合
、
上
接
音
節
と
合
し

て
い
わ
ゆ
る
完
了
の
助
動
詞
「
り
」
と
化
し
た
結
果
で
あ
っ
て
、
と
く

に
存
在
の
意
を
強
調
す
る
場
合
以
外
は
、
「
あ
り
」
が
後
項
と
な
っ
て

校
合
動
詞
を
構
成
す
る
こ
と
は
無
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
「
恩
ふ
（
－
N
．
り
＝
後
置
率
）
」
　
「
思
す
（
P
u
）
」
　
「
思
は
す

（
P
－
）
」
「
思
し
め
す
（
－
P
3
」
　
「
言
ふ
（
－
N
．
3
」
　
「
語
る
（
－
○
）
」
　
「
問

ふ
（
－
○
）
」
　
「
宝
ふ
（
－
P
S
L
　
「
見
る
（
－
N
．
∽
）
」
　
「
見
ゆ
（
P
3
」
　
「
閑

く
（
－
P
－
）
」
　
「
聞
ゆ
（
－
．
u
）
」
　
「
読
む
（
可
．
3
」
　
「
書
く
（
N
P
e
」
な
ど
、
人
間

の
基
本
的
認
識
や
行
為
と
深
い
関
係
を
有
す
る
動
詞
の
後
置
率
が
、
悉
く
極
め

て
低
い
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
現
象
が
何
に
起
因
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
俄
か

に
明
ら
か
に
L
が
た
い
の
で
あ
る
が
、
後
㌍
率
と
動
詞
の
意
義
と
の
問
に
、
何

ら
か
の
関
係
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

二
、
後
項
動
詞
と
意
義
範
癌
と
の
閣
膵

後
項
動
詞
を
意
義
分
類
し
て
考
察
し
た
と
こ
ろ
を
述
べ
た
い
。
意
義
分
類
l
こ

当
っ
て
は
、
国
立
国
語
研
究
所
編
『
分
類
語
裏
表
』
　
（
第
二
版
）
を
基
準
と
し

と
じ

た
。
別
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
数
貴
化
し
て
粒
め
れ
ば
＜
表
1
V
の
よ

7

う
に
な
る
。
意
義
範
疇
を
「
N
．
－
抽
象
的
関
係
」
　
「
N
．
∽
精
神
お
よ
び
行
為
」

「
N
．
∽
自
然
現
象
」
に
三
分
し
た
の
も
、
『
分
類
語
彙
表
』
に
従
っ
た
も
の
で

あ
る
。こ

こ
で
、
意
義
範
疇
別
に
数
値
を
詳
し
く
検
討
し
て
み
よ
う
。
後
㌍
率
五
〇

パ
ー
セ
ン
ト
台
を
境
と
し
て
、
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
四
九
パ
ー
セ
ン
ト
以

下
と
で
、
動
詞
の
出
現
率
に
差
が
無
い
と
仮
説
を
立
て
、
2
Ⅹ
検
定
を
試
み
る

こ
と
と
す
る
。
そ
の
結
果
は
＜
表
2
V
に
記
し
た
ど
と
く
、
各
範
疇
と
も
に
有

意
で
あ
る
。
即
ち
、
出
現
率
に
差
が
煩
い
と
は
言
え
な
い
。
か
く
て
、
後
置
率

六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
動
詞
が
四
九
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
動
詞
よ
り
も
多
い

と
認
め
ら
れ
る
。

た
だ
、
後
置
率
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
0
動
詞
に
は
、
源
氏
物
語
で
は
、
後
項

と
し
て
の
用
例
が
一
例
の
み
と
い
う
も
の
が
多
く
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
認
め
る

に
は
、
危
険
が
無
く
は
な
い
。
そ
こ
で
、
第
一
節
に
述
べ
た
ど
と
く
、
源
氏
物

語
以
外
の
作
品
に
も
後
項
の
例
し
か
見
出
せ
な
い
数
値
（
＝
修
正
椿
）
に
よ
っ

て
、
同
様
の
検
定
を
試
み
る
と
、
そ
の
結
果
は
、
＜
表
2
V
に
記
し
た
ど
と
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く
、
意
義
範
疇
に
よ
っ
て
変
動
が
生
ず
る
。
即
ち
、
「
精
神
お
よ
び
行
為
」
と

「
自
然
現
象
」
と
で
は
、
後
置
率
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
と
四
九
パ
ー
セ
ン
ト

以
下
と
で
、
動
詞
の
出
現
率
に
差
が
有
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
れ

に
対
し
て
「
抽
象
的
関
係
」
で
は
、
依
然
と
し
て
有
意
差
が
認
め
ら
れ
る
。
こ

こ
に
「
抽
象
的
関
係
」
の
特
徴
を
調
い
知
る
わ
け
で
あ
る
。

つ
い
で
、
意
義
範
疇
相
互
の
比
較
検
討
を
試
み
よ
う
と
思
う
。
た
ゞ
し
、

r
自
然
現
象
」
は
絶
対
数
が
少
い
の
で
比
較
の
対
象
か
ら
外
し
、
「
抽
象
的
関

係
」
と
「
精
神
お
よ
び
行
為
」
と
の
問
で
、
後
置
率
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の

動
詞
の
出
現
率
に
差
が
無
い
と
仮
説
を
立
て
、
p
検
定
を
試
み
る
と
、
＜
表

3
V
に
記
し
た
ど
と
く
、
有
意
で
あ
っ
て
差
が
無
い
と
は
言
え
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。
即
ち
、
「
抽
象
的
関
係
」
の
方
が
「
精
神
お
よ
び
行
為
」
よ
り
も
後
項

動
詞
の
出
現
率
が
高
い
と
見
て
よ
い
。

以
上
の
考
察
か
ら
、
「
抽
象
的
関
係
」
の
動
詞
が
他
の
意
義
範
疇
の
動
詞
に

比
べ
て
、
最
も
出
現
皮
が
高
い
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

更
に
「
抽
象
的
関
係
」
の
内
邦
を
詳
し
く
見
る
こ
と
と
し
た
い
。
＜
表
4
V

Q
H

を
参
照
さ
れ
た
い
。

一
見
し
て
「
N
．
－
巴
の
多
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
「
抽
象
的
関
係
」

全
体
の
約
七
二
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
る
。
即
ち
、
「
改
新
・
変
換
」
　
「
動
き
」

「
移
動
・
発
着
な
ど
」
　
「
出
入
り
」
等
の
意
義
範
疇
が
量
的
に
最
も
優
勢
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
ほ
ど
の
大
き
い
語
詞
群
落
は
、
「
精
神
お
よ
び
行

為
」
や
「
自
然
現
象
」
に
は
見
ら
れ
な
い
。
因
み
に
「
精
神
お
よ
び
行
為
」
の

内
部
を
詳
し
く
見
る
と
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。
＜
表
5
V
を
参
照
さ
れ
た
い
。

「
N
．
U
E
　
（
「
感
覚
・
疲
労
・
睡
眠
」
　
「
努
力
・
忍
耐
」
な
ど
）
が
大
群
落

を
な
し
て
い
る
が
、
「
精
神
お
よ
び
行
為
」
全
体
の
約
四
八
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

で
あ
っ
て
、
「
N
．
】
巴
の
七
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
は
遠
く
及
ば
な
い
。
な
お
、

「
自
然
現
象
」
内
部
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
述
べ
る
べ
き
こ
と
が
無
い
の
で
省

略
す
る
。

三
、
前
項
動
詞
と
後
項
動
詞
と
の
意
義
関
係

意
義
璃
噂
を
盛
準
と
し
て
見
た
場
合
の
、
前
項
動
詞
と
後
項
動
詞
と
の
組
合

せ
は
、
理
論
上
に
も
実
際
に
も
、
次
の
九
通
り
が
存
在
す
る
。

「
抽
象
的
関
係
」
I
「
抽
象
的
関
係
」
　
（
ま
さ
り
ゆ
く
・
か
は
し
そ
む
・
お

き
そ
ふ
…
…
）

「
抽
象
的
関
係
」
－
「
精
神
お
よ
び
行
為
」
　
（
や
り
な
す
・
お
き
ま
ど
は
す

・
あ
は
せ
い
と
な
む
…
…
）

「
抽
象
的
関
係
」
－
「
自
然
現
象
」
　
（
入
れ
し
む
・
ゐ
し
づ
ま
る
・
す
ぎ
に

は
ふ
…
…
）

「
精
神
お
よ
び
行
為
」
－
「
抽
象
的
関
係
」
　
（
た
す
け
は
つ
・
馴
ら
し
そ
む

・
す
さ
び
ち
ら
す
…
…
）

「
精
神
お
よ
び
行
為
」
－
「
精
神
お
よ
び
行
為
」
　
（
す
さ
び
く
ら
す
・
あ
が

め
か
し
つ
く
・
な
れ
つ
か
う
ま
つ
る
…
…
）

「
精
神
お
よ
び
行
為
」
－
「
自
然
現
象
」
　
（
な
げ
き
し
を
る
・
し
の
び
や
つ

す
・
の
ど
ひ
た
ゞ
ら
す
…
…
）

「
自
然
現
象
」
－
「
抽
象
的
関
係
」
　
（
に
は
ひ
あ
ふ
・
ぬ
れ
そ
ふ
・
や
せ
お

と
ろ
ふ
…
…
）

「
自
然
現
象
」
－
「
精
神
お
よ
び
行
為
」
　
（
ひ
び
き
の
の
し
る
・
な
り
さ
わ

ぐ
・
や
つ
れ
し
の
ぶ
…
…
）

「
自
然
現
象
」
－
「
自
然
現
象
」
　
（
と
ど
ろ
き
ひ
び
く
・
あ
を
み
や
す
・
や

せ
あ
を
む
…
…
）

そ
れ
ぞ
れ
の
組
合
せ
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
例
数
が
有
る
も
の
な
の
か
、
調
べ
て
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み
た
結
果
は
、
＜
麦
6
V
の
と
お
り
で
あ
る
。
資
料
に
は
、
源
氏
物
語
所
用
の

後
項
動
詞
が
前
項
と
な
っ
て
枯
成
さ
れ
て
い
る
接
合
動
詞
の
す
べ
て
を
用
い

た
。こ

の
裏
は
、
た
と
え
ば
前
項
・
後
項
共
に
「
抽
象
的
関
係
」
の
動
詞
の
用
い

ら
れ
た
組
合
せ
例
は
、
五
六
七
組
有
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。
表
か
ら
一
見
し

て
、
前
項
「
精
神
お
よ
び
行
為
」
、
後
項
「
抽
象
的
関
係
」
と
い
う
組
合
せ
が

最
も
多
数
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

い
ま
、
結
合
す
る
前
項
・
後
項
相
互
の
芯
義
屯
腐
別
結
合
率
に
差
が
無
い
と

い
う
仮
説
を
立
て
1
、
㍍
検
定
し
て
み
る
と
結
果
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

宅
＝
－
芦
∽
　
翌
監
禁
　
（
X
ギ
e
】
＝
－
∽
・
N
コ
　
皿
堅
滑
亡

ゆ
え
に
有
意
で
あ
る
。
即
ち
、
結
合
率
に
差
が
無
い
と
は
言
え
な
い
。

か
く
て
、
前
項
動
詞
と
後
項
動
詞
と
の
結
合
に
お
い
て
は
、
「
精
神
お
よ
び

行
為
」
と
「
抽
象
的
関
係
」
と
の
組
合
せ
が
最
も
多
く
、
つ
い
で
「
精
神
お
よ

び
行
為
」
と
「
精
神
お
よ
び
行
為
」
、
「
抽
象
的
関
係
」
と
「
抽
象
的
関
係
」
、

「
抽
象
的
関
係
」
と
「
精
神
お
よ
び
行
為
」
の
胞
に
少
く
な
っ
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
。
と
く
に
、
後
項
に
は
「
抽
象
的
関
係
」
の
動
詞
の
来
る
こ
と
が
多

く
、
会
体
の
約
六
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
知
る
。

こ
の
事
実
は
、
同
時
に
、
前
節
に
述
べ
た
と
こ
ろ
の
、
複
合
動
詞
後
項
に
は

「
抽
象
的
関
係
」
の
動
詞
の
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
最
も
多
い
、
と
い
う
こ
と
を

更
に
確
認
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

四
、
補
助
動
詞
と
の
関
係

柄
助
動
詞
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
「
動
詞
の
う
ち
、
本
来
の
、
独
立
し
て
用

い
ら
れ
る
と
き
の
意
味
を
変
じ
、
他
の
語
の
下
に
つ
い
て
、
補
助
的
に
用
い
ら

9

れ
る
も
の
」
と
規
定
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。

後
項
動
詞
と
福
助
動
詞
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
後
項
動
詞
の
原
義
あ
る
い

は
実
質
的
意
味
の
稀
薄
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
、
柵
助
動
詞
と
認
め
よ
う
と
す

る
立
場
が
有
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
鈴
木
丹
士
郎
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

0「
実
質
的
意
味
の
稀
薄
の
度
合
に
も
語
に
よ
っ
て
差
異
が
見
ら
れ
る
。
」
こ
と

で
あ
り
、
ま
た
、
後
項
動
詞
は
、
す
べ
て
そ
の
語
本
来
の
意
味
に
何
ほ
ど
か
の

変
容
を
来
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
校
合
と
は
そ
う
．
い
う

も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
意
味
の
変
容
の
度
合
に
よ
っ
て
、
捕
助
動

詞
に
入
れ
る
か
入
れ
な
い
か
を
定
め
る
こ
と
は
、
極
め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
ろ

．
つ
0

わ
た
く
L
は
、
後
項
動
詞
と
禰
助
動
詞
と
は
連
続
す
る
も
の
と
考
え
た
い
。

禰
助
動
詞
た
る
条
件
と
し
て
は
、
は
じ
め
に
引
い
た
ど
と
く
、
H
実
質
的
意

味
が
変
容
を
来
し
て
い
る
こ
と
。
口
他
の
語
の
下
に
つ
く
こ
と
。
臼
補
助
的
に

用
い
ら
れ
る
こ
と
。
の
三
つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
ず
H
の
、
実
質
的
意
味
の
変
容
と
い
う
こ
と
は
、
勿
論
一
語
一
語
の
意
味

に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
が
、
右
に
述
べ
た
ど
と
く
、
そ
の
判
定
の
容
易
で
な
い

場
合
が
少
く
な
い
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
よ
り
普
遍
的
に
、
意
義
範
疇
と
の

関
係
を
調
べ
て
み
よ
う
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
式
部
良
明
氏

l
は
、
複
合
動
詞
後
項
の
う
ち
、
補
助
動
詞
的
要
素

一
七
五
語
（
二
一
〇
種
）
を
凡
時
論
的
に
整
理
さ
れ
、
三
期
二
五
挿
迂
分
類
さ

れ
た
。
そ
こ
に
掲
げ
ら
れ
た
動
詞
の
一
々
に
つ
い
て
、
『
分
類
語
彙
表
』
の
意

義
範
扇
に
照
し
合
せ
て
み
た
結
果
、
次
の
二
二
語
を
除
い
て
、
他
の
一
五
三
語

は
す
べ
て
「
抽
象
的
関
係
」
の
語
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

＜
除
く
語
∨
な
す
、
ま
ど
ふ
、
ま
よ
ふ
、
し
ら
が
ふ
、
し
ろ
ふ
、
歩

か
ほ

く
、
取
る
、
す
か
す
、
す
く
、
敢
ふ
、
果
す
、
遂
げ
る
、
惜
し
む
、
誤

つ
、
誤
る
、
そ
そ
く
る
、
そ
び
れ
る
、
は
ぐ
れ
る
、
忘
れ
る
、
得
る
、
こ
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く
る
、
た
く
る
。

＜
「
抽
象
的
閥
係
」
の
語
∨
　
あ
が
る
、
あ
げ
る
、
あ
ま
る
、
い
る
、
か

へ
る
、
き
は
め
る
、
き
る
、
く
つ
が
へ
る
、
こ
む
、
と
め
る
、
し
め
る
、

た
つ
、
た
て
る
、
ち
ぎ
る
、
ち
ら
す
、
つ
け
る
、
つ
め
る
、
と
は
る
、
ぬ
く
、
の

ぼ
る
、
は
て
る
、
は
ら
ふ
、
は
る
、
ま
く
る
、
合
す
、
合
ふ
、
重
な
る
、

か
よ
ふ
、
乱
る
、
広
が
る
、
そ
ろ
ふ
、
ま
は
す
、
め
ぐ
る
、
か
か
る
、
来

る
、
あ
た
る
、
至
る
、
受
け
る
、
及
ぶ
、
届
く
、
加
へ
る
、
添
ふ
　
（
以
下
省
略
）

こ
の
よ
う
に
、
「
抽
象
的
関
係
」
の
動
詞
が
品
的
に
他
の
意
義
竜
時
に
比
べ

て
榎
劫
で
あ
る
と
こ
ろ
は
、
複
合
動
詞
後
項
の
場
合
と
似
通
っ
て
い
る
。

次
に
条
件
の
口
と
し
て
あ
げ
た
「
他
の
語
の
下
に
つ
く
こ
と
。
」
と
い
う
条

件
を
満
足
す
る
も
の
は
、
後
置
率
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
後
項
動
詞
が
ま
ず
挙

・
げ
ら
れ
る
。
式
部
氏
の
挙
げ
ら
れ
た
一
七
五
語
の
後
置
率
を
、
源
氏
物
語
の
場

合
に
引
き
当
て
て
み
る
と
、
∧
去
7
V
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
表
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
後
置
率
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
動
詞
が
七

〇
パ
ー
セ
ン
ト
強
を
占
め
、
四
九
パ
ー
セ
ン
ト
以
下
の
動
詞
と
は
頸
著
な
差
が

認
め
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
補
助
動
詞
が
、
主
と
し
て
後
置
率
五
〇
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
の
動
詞
で
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
捕
助
動
詞
の
三
条
件
を
、
源
氏
物
語
の
後
項
動
詞
に
当
て
は
め
る

と
、
次
の
よ
う
に
具
体
的
に
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

A
後
置
率
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
（
隆
正
値
）
　
で
、
「
抽
象
的
関
係
」
　
に
属

し
、
補
助
的
に
用
い
ら
れ
る
語
　
（
　
）
は
、
後
項
と
し
て
の
異
な
り
複
合

度
数
。
そ
の
下
は
複
合
動
詞
の
一
例
。
以
下
同
じ
。

－ハー

そ
む
（
u
N
扱
ひ
そ
む
）
、
止
す
（
－
雪
口
ひ
さ
す
）
、
あ
っ
む
（
－
望
己
ひ
集

む
）
、
換
ふ
　
（
－
H
古
き
か
ふ
）
、
か
ぬ
　
（
】
○
争
ひ
か
ぬ
）
、
込
む
八
四
）
（
①

ま

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

お

こ

来
こ
む
）
、
交
ず
（
竺
己
ひ
交
ず
）
、
あ
ま
る
（
↓
忠
ひ
あ
ま
る
）
、
追

す
（
‡
一
口
ひ
お
こ
す
）
、
そ
す
（
？
言
ひ
そ
す
）
、
増
す
（
の
忠
ひ
増

や

す
）
、
止
む
八
四
）
（
の
思
ひ
や
む
）
、
う
ど
か
す
（
－
押
し
動
か
す
）
、
交

ふ
　
（
ふ
散
り
か
ふ
）
、
ま
が
ふ
　
（
ふ
散
り
ま
が
ふ
）
、
患
は
す
（
三
言
ひ

回
す
）
、
め
ぐ
ら
す
（
ふ
思
ひ
め
ぐ
ら
す
）
、
し
ろ
ふ
（
誓
言
ひ
し
ろ

ふ
）
、
ち
が
ふ
八
四
）
（
〕
飛
び
ち
が
ふ
）
、
ひ
ろ
ぐ
（
竺
己
ひ
ひ
ろ
ぐ
）
、

く
つ
が
へ
る
（
N
さ
れ
く
つ
が
へ
る
）
、
さ
く
＜
下
二
∨
（
N
追
ひ
さ

く
）
、
し
ぞ
く
（
N
ゐ
ざ
り
し
ぞ
く
）
、
す
く
む
（
胃
　
（
N
書
き
す
く
む
、
）

す
ぐ
る
（
N
引
き
す
ぐ
る
）
、
つ
む
＜
環
∨
二
聞
き
つ
む
）
、
と
と
の
は

る
（
N
生
ひ
と
と
の
は
る
）
、
と
は
す
（
N
吹
き
と
は
す
）
、
延
ぶ
（
N

見
の
ぶ
）
、
は
ふ
＜
下
二
∨
　
（
N
振
り
は
ふ
）

1
例
の
も
の
は
省
略
す
る
。
四
、
下
二
は
活
用
の
種
類
。
以
下
同
じ
。

B
後
置
率
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
（
修
正
値
）
で
「
抽
象
的
関
係
」
以
外
の
意
義

範
疇
に
属
し
、
補
助
的
に
用
い
ら
れ
る
語

敢
ふ
　
（
豊
富
ひ
敢
ふ
）
、
つ
か
は
す
（
竺
言
ひ
っ
か
は
す
）
、
は
や
す

（
皇
昌
ひ
は
や
す
）
、
あ
や
ま
つ
　
（
N
L
お
や
ま
つ
）
、
果
す
（
N
書
き

お
は
す
）
、
か
ず
ま
ふ
　
（
N
忠
し
か
ず
ま
ふ
）
、
む
つ
か
る
　
（
N
泣
き
む

つ
か
る
）
、
を
か
す
（
N
言
ひ
を
か
す
）

C
後
置
率
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
（
源
語
で
）
　
で
「
抽
象
的
関
係
」
に
属
し
、
栢

助
的
に
m
い
ら
れ
る
語

と

は
つ
　
（
宗
あ
き
は
つ
）
、
つ
づ
く
＜
下
二
∨
　
（
－
買
口
ひ
つ
づ
く
）
、
止
む

（
〓
掛
け
と
む
）
、
あ
っ
＜
下
二
∨
　
（
u
射
あ
っ
）
、
ち
ら
す
（
空
言
ひ

ち
ら
す
）
、
つ
ぐ
（
∞
追
ひ
っ
ぐ
）
、
満
つ
八
四
）
（
∞
住
み
み
つ
）
、
あ
が

る
　
（
↓
起
き
あ
が
る
）
、
消
つ
　
（
二
呂
ひ
け
つ
）
、
お
よ
ぶ
　
（
の
思
ひ
お

よ
ぶ
）
、
と
ど
ま
る
（
の
落
ち
と
ど
ま
る
）
、
み
だ
る
八
四
）
（
竺
一
口
ひ
み
だ

る
）
、
つ
づ
く
（
四
）
（
切
迫
ひ
つ
づ
く
）
、
く
だ
る
（
－
恩
ひ
く
だ
る
）
、
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の
く
八
田
）
（
－
立
ち
の
く
）
、
触
る
（
芸
口
ひ
ふ
る
）
、
さ
ま
よ
ふ
（
か
立

ち
さ
ま
よ
ふ
）
、
ま
が
ふ
（
－
飛
び
ま
が
ふ
）
、
こ
す
（
∽
吹
き
越
す
）
、

し
く
（
∽
降
り
し
く
）
、
す
ご
す
（
山
見
す
ど
す
）
、
な
は
る
（
い
ゐ
な

は
る
）
、
は
づ
す
（
“
取
り
は
づ
す
）
、
を
り
（
∽
思
ひ
を
り
）
　
2
例

以
下
の
も
の
は
省
略
。
以
下
同
じ
。

D
後
置
率
l
0
0
パ
ー
セ
ン
ト
（
源
語
で
）
で
「
抽
象
的
関
係
」
以
外
の
意
義

範
疇
に
屈
し
、
柿
助
的
に
用
い
ら
れ
る
語

あ
り
く
（
お
吉
ひ
あ
り
く
）
、
う
（
－
N
古
き
得
）
、
因
ず
（
か
忠
ひ
因

ず
）
、
送
る
（
“
見
送
る
）
、
く
ら
ぶ
（
∽
見
く
ら
ぶ
）
、
ま
よ
ふ
（
山

吹
き
ま
よ
ふ
）

以
上
、
後
項
動
詞
の
う
ち
で
、
補
助
動
詞
に
最
も
近
い
も
の
を
求
め
る
た
め

に
、
後
置
率
・
窓
義
範
鴫
お
よ
び
付
属
性
望
二
つ
を
条
件
と
し
て
立
て
ゝ
み

た
。
こ
の
試
行
に
誤
り
が
無
い
と
仮
定
し
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
後
置
率
そ
の

も
の
は
連
続
的
で
あ
る
ゆ
え
に
、
ど
こ
か
に
一
組
を
画
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。
ま
た
、
意
表
範
暗
に
し
て
も
、
従
来
柵
助
動
詞
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
す

べ
て
が
「
抽
象
的
関
係
」
に
属
す
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
も
決
定
的
条

件
と
は
成
し
が
た
い
。
と
す
れ
ば
、
後
項
動
詞
は
、
柵
助
動
詞
に
最
も
近
い
も

の
か
ら
遠
い
も
の
ま
で
、
連
続
的
に
並
ん
で
い
る
こ
と
に
な
り
、
補
助
動
詞
と

後
項
動
詞
と
は
、
明
確
に
区
別
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。む

す

び

複
合
動
詞
後
項
の
性
格
を
、
後
置
率
お
よ
び
意
義
範
櫓
と
い
う
二
つ
の
角
度

か
ら
考
え
て
き
た
。
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
を
悶
単
に
並
べ
て
「
む
す
び
」
と
し

た
い
。

（
一
）
後
項
に
は
、
後
置
率
の
高
い
語
の
来
る
こ
と
が
多
く
、
意
義
で
は
「
抽
象

的
関
係
」
、
中
で
も
「
改
新
・
変
換
・
動
き
」
等
、
「
N
．
－
巴
の
範
疇
に
属

す
る
も
の
が
最
も
多
い
。

（
ニ
）
前
項
動
詞
と
後
項
動
詞
と
の
結
合
を
、
三
つ
の
意
義
範
疇
の
組
合
せ
と
考

え
る
と
、
前
項
「
精
神
お
よ
び
行
為
」
、
後
項
「
抽
象
的
関
係
」
と
い
う
組

合
せ
が
最
も
多
い
。
と
く
に
後
項
に
は
「
抽
象
的
関
係
」
に
属
す
る
動
詞
の

来
る
こ
と
が
多
い
。

（
三
）
柵
助
動
詞
と
後
項
動
詞
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
る
と
、
後
項
動
詞
は
、
補

助
動
詞
に
最
も
近
い
も
の
か
ら
遠
い
も
の
ま
で
、
連
続
的
に
並
ん
で
お
り
、

両
者
を
明
確
に
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

（注）
1
　
山
田
孝
雄
『
日
本
文
法
学
概
論
』

松
下
大
三
郎
『
改
撰
標
準
日
本
文
法
』

斎
賀
秀
夫
「
語
構
成
の
特
質
」
　
（
『
柄
座
現
代
国
語
学
1
』
所
収
）

．
関
一
雄
「
中
古
中
世
の
い
わ
ゆ
る
複
合
動
詞
に
つ
い
て
ー
源
氏
・
栄
花
・

宇
治
拾
遺
・
平
家
の
四
作
品
に
お
け
る
ー
」
　
（
『
国
語
学
』
三
二
躊
）
、

「
『
い
で
た
つ
』
と
『
た
ち
い
づ
』
」
　
（
『
山
口
大
学
文
学
会
志
b
一
五
－

一
）
　
ほ
か
。

2
　
林
和
比
古
「
補
助
用
言
と
そ
の
派
生
問
題
に
つ
い
て
」
　
（
『
栖
本
博
士
還

暦
記
念
国
語
学
論
集
』
所
収
）

武
郎
良
明
「
校
合
動
詞
に
お
け
る
抽
助
動
詞
的
要
素
に
つ
い
て
」
　
（
冒
口

語
民
俗
学
論
だ
』
所
収
）

3
　
『
計
克
国
語
学
4
1
』
　
（
昭
和
4
2
・
7
・
3
1
）
所
収

4
　
「
奉
る
」
　
「
給
ふ
」
　
「
侍
り
」
等
の
敬
語
系
補
助
動
詞
を
除
く
。
異
な
り
．

度
数
を
調
べ
る
に
当
り
、
次
の
操
作
を
施
し
た
。
①
「
う
ち
あ
か
む
」
　
「
う
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ち
あ
ぐ
」
等
の
「
う
ち
」
は
、
明
ら
か
に
接
頭
辞
と
考
え
ら
れ
る
の
で
除
く
。

「
か
き
」
　
「
さ
し
」
等
は
入
れ
る
。
◎
「
も
て
あ
が
む
」
な
ど
の
「
も
て
」

は
語
性
が
明
ら
か
で
な
い
の
で
除
く
。
⑨
「
ゑ
ん
ぜ
ら
れ
は
つ
」
　
「
の
た
ま

は
せ
つ
く
」
の
ご
と
く
、
助
動
詞
の
介
入
し
た
も
の
は
除
く
。
④
　
「
く
す

（
届
）
」
　
「
く
ん
ず
」
、
「
う
ず
（
倦
）
」
　
「
う
ん
ず
」
は
表
記
上
の
ゆ
れ

と
見
て
同
語
と
す
る
。
⑤
「
す
ご
す
」
　
「
す
ぐ
す
」
、
「
か
な
し
む
」
　
「
か

な
し
ぶ
」
、
「
い
く
」
　
「
ゆ
く
」
、
「
ま
つ
は
す
」
　
「
ま
と
は
す
」
、
「
つ

か
う
ま
つ
る
」
　
「
つ
か
ま
つ
る
」
な
ど
は
別
語
と
し
な
い
。
◎
「
い
で
た
ち

ま
ゐ
る
」
な
ど
の
三
語
お
よ
び
そ
れ
以
上
の
複
合
に
つ
い
て
は
、
別
に
調
査

し
た
結
果
、
2
＋
1
、
2
十
2
等
に
そ
の
構
成
を
分
割
し
得
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
従
っ
て
、
た
と
え
ば
右
の
例
で
は
、
「
い
で
た
つ
」
と
同
様
に
扱

う
。
な
お
、
校
合
の
基
本
が
二
語
校
合
で
あ
る
こ
と
は
、
既
に
山
田
孝
雄
博

士
が
述
べ
て
を
ら
れ
る
。
注
1
参
照
。

宮
島
達
夫
『
古
典
対
照
語
い
哀
』
を
は
じ
め
、
次
の
公
刊
の
索
引
を
用
い

た
。
『
訴
窪
物
語
総
索
引
』
　
『
大
和
物
語
語
彙
引
』
　
『
更
級
日
記
総
索
引

『
平
中
物
語
本
文
と
索
引
』
　
『
㌫
物
語
総
索
引
』
　
『
浜
松
中
納
言
物
語
総
索

引
』
　
『
夜
の
寝
党
総
索
引
』
　
『
梁
霞
秘
抄
総
索
引
』
　
『
古
本
説
話
集
総
索

引
』
　
『
今
昔
物
語
集
文
節
索
引
巻
二
、
三
、
五
、
七
、
十
二
　
十
二
、
十

三
、
十
七
、
二
十
二
、
二
十
三
、
二
十
四
、
二
十
五
、
二
十
七
、
二
十
九
、

三
十
、
三
十
こ
　
『
平
家
物
語
総
索
引
』

た
と
え
ば
「
か
か
や
く
」
は
、
光
を
表
す
一
方
で
羞
恥
を
表
す
が
、
こ
の

よ
う
な
多
義
性
の
語
は
複
数
の
意
義
窮
暗
に
入
れ
た
。
こ
の
処
理
に
該
当
し

と

た
の
は
次
の
諸
語
で
あ
る
。
つ
つ
む
、
あ
ら
は
す
、
な
は
す
、
止
む
、
と
く

（
四
）
、
ま
が
ふ
八
四
）
、
や
ぶ
る
八
四
）
、
わ
づ
ら
ふ
、
か
か
や
く
、
あ
か
す
、
い
そ

ぐ
、
い
だ
す
、
い
づ
、
起
す
、
み
だ
る
、
八
四
）
具
す
、
す
ぐ
、
よ
す
、
．
ま
さ

る
、
．
立
つ
八
四
）
、
居
る
、
わ
た
る
、
わ
か
る
＜
下
二
V
、
た
づ
ぬ
、
を
さ
む
、

に
は
ふ
（
八
四
）
は
四
段
、
＜
下
二
V
は
下
二
段
を
表
す
。
）

多
義
性
は
、
二
語
の
用
法
上
の
分
化
と
見
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
。
そ
れ
ゆ

え
に
、
後
置
率
の
井
出
に
当
っ
て
は
、
意
義
分
化
を
考
慮
し
て
い
な
い
。
こ

の
種
の
後
置
率
は
別
表
で
は
（
　
）
に
入
れ
た
。

7
　
意
義
分
化
の
結
果
、
意
義
範
疇
が
、
た
と
え
ば
「
N
．
こ
と
「
N
．
巴
あ
る
い
は

「
N
．
巴
に
わ
た
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
語
は
、
範
疇
別
に
後
置
率
を
算

出
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
裏
か
ら
は
除
い
て
あ
る
。
注
6
に
掲

げ
た
前
半
の
十
一
語
（
つ
つ
む
…
…
い
そ
ぐ
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
意
義
分
化

が
同
〓
息
義
範
暗
に
と
ど
ま
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
注
6
に
掲
げ

た
後
半
の
十
五
語
（
い
だ
す
…
…
に
は
ふ
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

8
　
＜
表
4
V
＜
衷
5
V
の
数
値
は
、
後
置
率
に
関
係
無
く
別
表
か
ら
拾
っ
た

総
数
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
＜
表
1
V
の
合
計
数
に
は
合
致
し
な
い
。

9
　
『
日
本
文
法
大
辞
典
』
　
「
補
助
動
詞
」
の
項
。
吉
田
金
彦
氏
執
筆

1
0
　
「
動
詞
の
問
題
点
」
　
（
『
品
詞
別
日
本
文
法
講
座
3
』
所
収
）

1
1
　
注
2
参
照
。

（
付
記
）

小
考
は
、
そ
の
大
要
を
昭
和
五
〇
年
度
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
春
季
研
究

集
会
に
お
い
て
発
表
し
た
。

（
高
知
大
学
助
教
授
）
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＜別表＞「将」とは、「後項としての異なり複合度数」のことである。
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消　　　　ゆ

－36－



う　づ　も　る

は　さ　む

○　浸　す

おこすく下二才

お　　よ　ぶ

の　く　＜四＞

越　　　　す

や　る（遥）

わ　た　す

わ　た　　る

い　た　　る

越　　　　ゆ

移　　　　る

移　　　　す

立つ＜四＞

た　ど　る

○すぶ（滑）

さ　ま　よ　ふ

○めぐらふ

す
　
　
す

べす
　
　
流

1　　　　4　　　　5

0　　　　00　　　　011　　　　　　1

0　　　　4

00　　　　0　　　　11　　　　8　　　　7

－37－



た　だ　よ　ふ

め　ぐ　る

○と　はす

と　は　る

○さきだつ

わ　た　る

か　よ　ふI18

過　　　　ぐ

の　が　る

逃　　　　ぐ ：i：：：：

し　り　ぞ　く

○　し　ぞ　く

進　　　　む

○　往　ぬ

か　へ　す

来

去　　　　る

行　　　　く

か　へ　さ　ふ

か　へ　る

おもむく＜下二＞

－38－



落　　　　つ

2．1541l赦　　す

しづむく四＞

しづむ＜下ニ＞

お　ろ　す

お　る（下）

○　し　ろ　ふ

あはす＜下二＞

．解　　　　く

○みだるく四＞

○まがふく四＞

あふ　く四＞

散　ら　す

へだつ＜下二＞

‘散　　　　る

わく＜下二＞l S

ひらくく四＞

と　　　　　っ

！重　　ぬ

つ　も　る

結　　　　ぶ

ゆ　　　　ふ

○　あ　っ　む

○つむ（集）

あ　っ　ま　る

つ　　ど　ふ

つ　る（連）

ゐ　る（率）

具　　　　す

紙幅の都合によ　り、

以下省略する。




