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は
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に
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べ
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移

四

形
態
と
意
義
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見
た
分
布
の
推
移

四
の

一

上
接
語

・
下
接
語
の
分
布
か
ら

四
の
二

そ
の
他
の
共
起
関
係
か
ら

五

お
わ
り
に

中
世
の

「
べ
し
」
は
文
語
化
し
て
い
く
が
、
そ
の
通
時
的
変

化
に
は
微
妙
で
め
だ
ち
に
く
い
点
が
あ
る
。
そ
の
変
化
を
探
る

た
め
に
、
『蜻
蛉
日
記
』
『源
氏
物
語
』

『覚

一
本
平
家
物
語
』

『太
平
記
』
『御
伽
草
子
』
に
つ
い
て
、

い
ず
れ
も
テ
キ
ス
ト

の
最
初
か
ら
百
例
目
ま
で
の
用
例
に
お
け
る
意
義
別

・
形
態
別

の
分
布
を
調
べ
、
そ
の
分
布
状
態
の
相
違
を
総
合
し
て
、
通
時

的
変
化
の
方
向
を
う
か
が
う
こ
と
に
し
た
。
意
義
に
つ
い
て
は
、

対
象
的
意
義
と
作
用
的
意
義
の
両
立
性

に
注
意
し
て
、
独
自
に

分
類
し
た
。
各
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
文
体
の
揺
れ
も
少
な
く
は

な

い
が
、
中
世
の

「
べ
し
」
に
は
、
現
実
的
な
表
示
性
が
後
退

し
、
観
念
的
な
表
示
性
が
強
ま

っ
て
、
反
語

・
否
定

・
意
志

・

勧
誘

・
命
令
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
め
だ

っ
て
き

て
い
る
。

形
態
的
に
は
、
中
古
の
ほ
う
が
、
上
接
語

・
下
接
語
に
種

々
の

広
が
り
が
見
ら
れ
、
中
世
に
は
相
対
的

に
用
法
の
狭
ま
る
傾
向

が
う
か
が
え
る
。



一

は
じ
め
に

狭
義
の
推
量
の
助
動
詞
に
つ
い
て
は
、
そ
の
体
系
が
通
時
的
に
ど

の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
、
概
要
を
ま
と
め
て
み
た
こ

　
　

　

と
が
あ
る
。
そ
の
折
、
古
代
語
の
体
系
で
は
事
態
の
対
象
的
側
面
の

表
示
性
と
、
想
定
的
ム
ー
ド
的
な
作
用
的
側
面
と
が
濃
く
融
合
し
て

い
た
こ
と
や
、
中
世
口
語
を
経
て
近
現
代
語
で
は
、
そ
の
融
合
性
が

薄
れ
て
、
ム
ー
ド
形
式
化
が
進
行
し
た
こ
と
を
述
べ
た
。
狭
義
の
推

量

の
助
動
詞
が
、
近
現
代
語
に
か
け
て
そ
れ
ま
で
保
た
れ
て
い
た
連

体
法
や
準
体
法
を
失

っ
て
い
っ
た
の
も
、
そ
の
対
象
的
側
面
を
後
退

さ
せ
、
作
用
的
側
面
を
高
め
た
結
果
と
考
え
た
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
広
義
の
推
量
の
助
動
詞
の
中
で
も
、
事
柄
の
あ
り
よ
.

う

に
よ
り
高

い
蓋
然
性
を
認
め
る
推
定
の
助
動
詞
に
お
い
て
は
、
そ

の
体
系
全
体
と
し
て
、
対
象
的
側
面
と
作
用
的
側
面
と
の
融
合
性
は
、

通
時
的
に
も
む
し
ろ
大
き
く
は
変
わ
ら
ず
に
維
持
さ
れ
て
き
た
よ
う

で
あ
る
。
こ
こ
に
取
り
上
げ
る

「
べ
し
」
も
そ
の

一
つ
で
あ
る
が
、

「
べ
し
」
に
は
特
に
活
用
形
も
よ
く
そ
ろ
い
、
文
語
的
に
は
中
世
に

お

い
て
も
、
連
用
法

・
連
体
法
が
と
も
に
維
持
さ
れ
て
い
る
。
現
代

語
に
も
、
そ
の
語
形
の

一
部
を
残
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
に
そ
の
通
時
的
変
化
に
は
微
妙
で
め
だ
ち
に
く

い
点
が
あ

る
か
ら
、
「
べ
し
」
の
通
時
的
変
化
を
探
る
に
は
、
と
り
わ
け
そ
の

意
義
の
対
象
的
側
面
と
作
用
的
側
面
の
両
者
に
、
な
る
べ
く
も
れ
な

く
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

「べ
し
」
の
意
義

・
用
法
に
つ
い
て
は
、
中
西
宇

一
氏
の

「様
相

　
　

　

的
推
定
」
と

「論
理
的
推
定
」
に
大
別
す
る
説
が
よ
く
知
ら
れ
る
。

筆
者
も
そ
の
影
響
を
受
け
た

一
人
で
は
あ
る
が
、
対
象
的
側
面
と
作

用
的
側
面
の
区
別
を
必
要
と
考
え
る
点
で
は
立
場
を
異
に
す
る
の
で
、

こ
こ
で
は
通
説
も
考
慮
し
な
が
ら
、
独
自
に
私
見
を
ま
と
め
る
こ
と

に
す
る
。
意
義
は
形
態
に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
る
か
ら
、
形
態
の
面
に

つ
い
て
も
、
品
詞
別
な
ど
に
よ
る
上
接
語

・
下
接
語
を
は
じ
め
、

「
べ
し
」
と
共
起
し
や
す
い
語
に
つ
い
て
、
そ
の
通
時
的
な
変
化
を

探
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
古
代
語
や
中
世
語
に
お
い
て
入
手
で
き
る

「
べ
し
」
の

用
例
数
は
あ
ま
り
に
多
い
。
た
と
え
作
品
は
し
ぼ
る
に
せ
よ
、
用
例

の
全
数
調
査
を
企
て
て
取
り
組
む
ほ
ど
の
余
裕
は
な
い
。
そ
こ
で
本

稿
で
は
、
時
代
的
な
推
移
を
探
る
手
掛
り
と
し
て
、
『蜻
蛉
日
記
』

(『蜻
蛉
日
記
全
注
釈
』
、
角
川
書
店
)、

『源
氏
物
語
』
(新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
、
小
学
館
)、
『覚

一
本
平

家
物
語
』
(日
本
古
典
文

学
大
系

『平
家
物
語
』、
岩
波
書
店
、
以
下

『平
家
物
語
』
と
呼
ぶ
)
、

『太
平
記
』
(日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
)
『御
伽
草
子
』

(日
本
古
典
文
学
大
系
、
岩
波
書
店
)
と

い
う
テ
キ
ス
ト
を
選
び
、

用
法
の
数
量
的
な
分
布
に
つ
い
て
は
、
各
作
品
、
お
よ
び
、
作
品
集

(『御
伽
草
子
』
)
の
、
最
初
か
ら
数
え
て
百
例
の
中
で
の
分
布
の
み

を
調
べ
る
こ
と
に
し
た

(こ
れ
ら
の
作
品
、
お
よ
び
、
作
品
集
を
、
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以
下
、
「作
品

(集
)」
と
略
称
す
る
)。
百
例
に
し
た
の
は
、
お
よ

そ

の
見
当
が
つ
き
そ
う
な
、
切
り
の
よ
い
数
と
い
う
ま
で
で
あ
る
。

参
考
ま
で
に
い
え
ば
、
『更
級
日
記
』
の

「
べ
し
」
の
用
例
は
、
全

体

で
七
十
二
例
で
あ
る
。
百
例
と

い
う
数
は
、
そ
れ
を
ゆ
う
に
越
え

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
十
分
と
は
言
え
な
い
に
せ
よ
、

一
応
の
見
通

し
は
立
て
う
る
例
数
と
見
な
す
の
で
あ
る
。

各
作
品

(集
)
別
に
そ
の
百
例
目
の
位
置
を
示
せ
ば
、
『蜻
蛉
日

記
』
は
、
中
巻
の
天
禄
二
年
二
月
の
記
事
、
『源
氏
物
語
』
は
、
帚

木

の
巻
に
お
け
る
左
馬
頭
の
指
喰
い
女
の
体
験
談
の
途
中
、
『平
家

物

語
』
は
、
巻
二
の

「座
主
流
」

の
末
尾
、
『太
平
記
』
は
、
巻
二

の

「主
上
臨
幸
依

レ
非

二
実
事

一
山
門
変
儀
事
」
の
最
初
の
段
落
、

『
御
伽
草
子
』
は
、
「御
曹
司
島
渡
」
の
後
半
、
天
女
が
大
王
の
都

か
ら
逃
げ
帰
る
手
段
を
教
え
る
く
だ
り
ま
で
と
な
る
。

な
お
、
研
究
の
手
順
と
し
て
は
、
ま
ず
形
態
面
か
ら
通
時
的
変
化

の
方
向
を
調
べ
た
が
、
結
果
か
ら
い
え
ば
、
意
義
面
に
つ
い
て
の
調

査

の
ほ
う
が
、
推
移
の
方
向
を
知
る
上
で
は
よ
り
示
唆
的
で
あ

っ
た
。

そ

こ
で
、
本
稿
の
論
述
は
、
意
義
面
の
分
類
に
基
づ
く
分
布
調
査
と
、

そ

の
結
果
得
ら
れ
る
変
化
方
向
の
見
通
し
を
ま
ず
述
べ
、
そ
の
あ
と
、

形
態
面
に
つ
い
て
の
調
査
結
果
を
報
告
し
て
、
そ
の
見
通
し
の
確
認
・

補
強
に
役
立
て
る
こ
と
に
す
る
。

中
世
の
文
献
の
用
語
に
は
、
次
第
に
文
語
化
が
進
み
、
口
語
と
の

開
き
が
拡
大
し
て
い
く
。
調
査
対
象
に
選
ん
だ
作
品

(集
)
の
う
ち
、

中
世
の
三
点
も
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

本
稿
の
調
査
は
、
よ
り
口
語
的
で
あ

っ
た
中
古
の

「べ
し
」
が
、
次

第
に
文
語
化
し
て
い
く
、
そ
の
過
程
に
お

い
て
、
ど
う

い
う
方
向
に

変
化
し
て
い
く
か
を
探
る
こ
と
に
な
る
。

口
語
の
世
界
に
お
け
る
変

化
を
直
ち
に
探
れ
る
資
料
が
き
わ
め
て
乏
し
い
現
状
で
は
、
そ
の
方

法
に
よ
る
の
が
最
も
有
効
で
は
な

い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

二

「
べ
し
」
の
意
義
分
類

・

推
定
の
助
動
詞
に
お
い
て
、
対
象
的
側
面
と
作
用
的
側
面
と
が

一

般
に
融
合
的
で
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
述

べ
た
。
「
べ
し
」
の
意
義

に
つ
い
て
は
、
そ
の
対
象
的
側
面
と
作
用
的
側
面
を
そ
れ
ぞ
れ
に
区

別
す
る
必
要
が
あ
る
。

「
べ
し
」
の
作
用
的
側
面
の
特
徴
は
、
何
よ
り
も
あ
る
事
柄
を
論

理
的
に
当
然
の
こ
と
と
し
て
推
定
す
る
ム
ー
ド
的
な
作
用
に
あ
る
と

い
え
よ
う
。

一
般
に
推
量
の
助
動
詞
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の

ム
ー
ド
的
な
作
用
に
目
を
付
け
て
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事

柄
め
あ
て
の
推
定
作
用
を

「推
定
」
と
呼

ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。
し
か

し
、
「
べ
し
」
も
、
対
象
の
あ
り
よ
う
か

ら
離
れ
て
、
そ
の
よ
う
な

推
定
だ
け
を
担

っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
の
推
定

は
、
そ
の
対
象
に
な
る
事
柄
と
多
か
れ
少
な
か
れ
常
に
融
合
し
て
い

る
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
ま
ず

一
例
を
あ
げ
て
、
そ
の
点
を
少
し
押

さ
え
て
お
く
。

　



ω
ほ
ど
へ
て
、
た
し
か
な
る
べ
き
た
よ
り
を
た
つ
ね
て
、
か
く
の

た
ま

へ
り
。
(蜻
蛉

・
中

・
安
和
二
年
七
月
)

た
と
え
ば
こ
の
例
の

「た
し
か
な
る
べ
き
」
に
は
、
そ
の
ま
と
ま

り

に
お
い
て
、
確
か
に
相
手
に
届
く
は
ず
だ
と
推
定
さ
れ
る
事
柄
の

あ
り
よ
う
と

い
う
対
象
面
と
、
そ
の
は
ず
だ
と
い
う
作
用
面
の
推
定

と

が
融
合
し
て
い
る
。
そ
の
下
の

「た
よ
り
」
を
修
飾
し
限
定
し
て

い
る
の
は
、
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
、
「た
し
か
な
る
べ
き
」
に
融
合

し
て
い
る
、
そ
の
対
象
面
の
あ
り
よ
う

の
ほ
う
で
あ
る
と
見
て
よ
い
。

こ
の
例
の
よ
う
な
連
体
法
で
は
、

一
般
に
そ
こ
に
融
合
し
て
い
る
対

象
的
側
面
の
ほ
う
が
概
し
て
め
だ
ち
や
す

い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ

の
め
だ
ち
や
す
さ
に
差
は
あ
る
と
し
て
も
、
「
べ
し
」
に
お
け
る

対
象
面
の
意
義
と
作
用
面
の
意
義
と
は
、
何
ら
か
の
程
度
に
お
い
て

常

に
融
合
し
両
立
し
て
い
る
か
ら
、
「
べ
し
」
の
意
義

の
特
徴
は
そ

の
両
面
か
ら
捉
え
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

「
べ
し
」

の
意
義
は
、
知
ら
れ
る
よ
う
に
か
な
り
多
義
的
で
あ
る
。

意
義
の
多
様
性
は
、
推
定
を
基
本
と
す
る
作
用
面
に
も
認
め
ら
れ
る

が
、
ど
ち
ら
か
と

い
え
ば
、
推
定
の
対
象
と
な
る
対
象
面
の
事
柄
の

あ
り
よ
う

の
ほ
う
が
よ
り
多
義
的
で
あ
り
、
推
定
を
基
本
と
す
る
作

用
面
の
ム
ー
ド
的
な
働
き
も
、
対
象
面
の
事
柄
の
多
義
性
と
切
り
離

し

て
は
考
え
に
く

い
。
以
下
、
対
象
面
の
事
柄
の
あ
り
よ
う
と
、
作

用
面
の
ム
ー
ド
的
な
働
き
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ま
と
め
て
対
象
的
意
義

・

作

用
的
意
義
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

さ
て
、
「
べ
し
」

の
推
定
の
対
象
と
な
る
事
柄
の
あ
り
よ
う

ー

推
定
対
象

-

対
象
的
意
義
に
は
、
事
柄

の
現
実
的
な
あ
り
よ
う
と
、

観
念
的
な
あ
り
よ
う
と
を
大
別
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

現
実
的
な
あ
り
よ
う
に
は
、
さ
ら
に
非
時
間
的
、
な
い
し
は
、
現

存
的
な
あ
り
よ
う
と
、
時
間
の
経
過
を
成
立
要
因
と
す
る
将
来
的
な

あ
り
よ
う
と
が
区
別
で
き
る
。

そ
の
う
ち
、
非
時
間
的
、
な

い
し
は
、
現
存
的
な
あ
り
よ
う
の
推

定
対
象
は
、
そ
の
意
義
の
特
徴
か
ら

「状
態
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ

F　
o以

下
、
意
義
分
類
の
方
法
を
述
べ
る
際

の
用
例
の
引
用
は
、
本
稿

の
中
心
と
な
る
分
布
調
査
の
テ
キ
ス
ト
の
範
囲
の
例
に
限
ら
ず
、
上

代
の
資
料
を
は
じ
め
と
し
て
、
な
る
べ
く
広
い
範
囲
か
ら
引
く
こ
と

に
す
る
。

ω
の
形
容
動
詞
に
付
い
た
例
も
、
そ
の
状
態
を
対
象
的
意
義
と
す

る
も

の
で
あ
る
が
、
次

に
示
す
よ
う

に
、
形
容
詞

に
付

い
た
例

(②
)
や
、
「あ
り
」
な
ど

の
自
動
詞
に
付

い
た
例

(㈹
)
に
、
こ

の
意
義
の
め
だ

つ
例
が
多
い
。

あ
ら

ふ

②

物

皆

は
新

た

し

き

よ

し

た

だ

し

く

も

人

は

古

り

に

し

よ

ろ

し

か

る

べ

し

(応

レ
宜

)

(
万
葉

・
十

・
一
八

八

五
)

・
こ
と

人

々

の
も

あ

り

け

れ

ど

、

さ

か

し
き

も

な

か

る

べ

し
。

(土

佐

・
十

二
月

二
十

六

日

)
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・
人
の
品
た
か
く
生
ま
れ
ぬ
れ
ば
、
人
に
も
て
か
し
つ
か
れ
て
隠

じ

ね
ん

る

る

こ

と

多

く

、
自

然

に

そ

の

け

は

ひ

こ

よ

な

か

る

べ

し

。

(源

氏

・
帚

木

)

㈹

法

を

勘

ふ

る

に
、

足

嶋

も

罪

あ

る

べ

し

(在

潴
)
。

(
続

紀

.
宣

命

・
五

三
)

・
さ

る

べ
き

契

り

こ
そ

は

お

は

し

ま

し

け

め

。

(源

氏

・
桐

壼

)

・

「
縦

ひ
と

日
か

た

時

に

て
さ

ぶ

ら

ふ

と

も

、
あ

り

が

た
う

こ

そ

さ

ぶ

ら

ふ

べ
き

に
、

ま

し

て
三

と

せ

が

命

を

の
べ

て
給

ら
む

事

、

し

か

る

べ
う

さ

ぶ

ら

ふ
」

と

て
、

(覚

一
本

平

家

・
一

・
願

立

)

㈹

の
第

三

例

の

「
し

か

る

べ
う

」

は

、

先

行

文

脈

の

「
あ

り

が

た

う

」

を

う

け

て
用

い
ら

れ

て

い
る
。

「
べ
し

」

が

指

定

の
助
動

詞

「
な

り

」

に
付

い
た

、

次

の
よ

う

な

「
な

る

べ
し

」

の
形

に

は

、
推

論

的

な

判

断

の
あ

り

よ

う

も

め

だ

つ

が

、

そ
れ

は

助

動

詞

「
な

り
」

の
働

き

に
依

存

し

て

の

こ
と

で
あ

る

う

え

、

本

稿

の
通

時

的

な

分
布

調
査

で

は

、
・特

に
区

別

ほ

ど

の
意

味

は

見

出

せ
な

い
と

見

た

の

で
、

こ
こ

で

は

そ

の
対

象

的

意

義

も

、

状

態

の
中

に
含

め

る

こ
と

に
す

る

。

ω

こ

の
う

た

は
、

み

や

こ
ち

か

く

な

り

ぬ

る

よ

ろ

こ
び

に
た

へ
ず

し

て

、

い

へ
る
な

る

べ

し
。

(
土
佐

・
二
月

七

日
)

・
鳥

の
二

三

ゐ

た

る
と

見

ゆ

る
物

を

、

し

ひ

て
思

へ
ば

、

釣
り

舟

な

る

べ
し

。

(蜻

蛉

・
中

・
天

禄

元
年

六

月

)

時

間

の
経

過

を

成

立

要

因
と

す

る
将

来

的

な

あ

り

よ

う

に
は

、
事

態
の
具
体
的
な
実
現
が
実
質
的
に
見
込
ま
れ
る
あ
り
よ
う
と
、
逆
に

事
態
の
実
現
は
形
式
的
に
し
か
見
込
ま
れ
な
い
、
た
ん
に
可
能
的
な

あ
り
よ
う
と
が
区
別
で
き
る
。

そ
の
う
ち
、
具
体
的
な
実
現
が
実
質
的

に
見
込
ま
れ
る
あ
り
よ
う

に
は
、
自
然
的
な
変
化
や
も
の
ご
と
の
成
り
行
き
が
原
因
で
あ
る
場

合
と
、
む
し
ろ
人
為
的
社
会
的
に
見
通
さ
れ
る
予
定
が
原
因
で
あ
る

場
合
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
場
合
に
お
け
る
推
定
の
対
象

は
、
と
も
に
将
来
的
に
成
立
す
る
結
果
に
あ
る
と
見
う
る
う
え
、
本

稿
の
分
布
調
査
で
は
、
そ
の
差
は
あ
ま
り
積
極
的
な
意
味
を
も
ち
得

な

い
と
考
え
た
の
で
、
こ
の
調
査
の
た
め
に
推
定
対
象
を
区
別
す
る

対
象
的
意
義
と
し
て
は
、
変
化
や
な
り
ゆ
き

の
結
果
と
、
人
為
的
な

予
定
の
結
果
と
を
併
せ
て
、
「結
果
」
と
呼

ぶ
こ
と
に
す
る
。

結
果
を
対
象
的
意
義
と
す
る
例
と
見
う
る
の
は
、
た
と
え
ば
次
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
例
㈲
の
よ
う
に
、
形
容
詞
に
付
く
形
に
も
、

例
㈲
の
動
詞

・
助
動
詞
に
付
く
形
と
と
も

に
、
こ
の
意
義
の
め
だ
つ

例
が
少
な
く
な
い
。

㈲
宵
々
に
我
が
立
ち
待

つ
に
け
だ
し
く
も
君
来
ま
さ
ず
は
苦
し
か

る
べ
し

(応

二
辛
苦

一
)
(万
葉

・
十
二

・
二
九
二
九
)

・
露
な
が
ら
折
り
て
か
ざ
さ
む
菊
の
花
老

い
せ
ぬ
秋
の
ひ
さ
し
か

る
べ
く

(古
今

・
秋
下
)

㈲
雲
に
飛
ぶ
薬
食
む
よ
は
都
見
ば
い
や
し
き
我
が
身
ま
た
を
ち
ぬ

べ
し

(越
知
奴
倍
之
)
(万
葉

・
五

・
八
四
八
)
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.
こ
の
と
き

の
と
こ
ろ
に
、
子
う
む
べ
き
ほ
ど
に
な
り
て
、
(蜻

蛉

・
上

・
天
徳
元
年
夏
)

・
つ
ひ
に
世
の
中
を
知
り
た
ま
ふ
べ
き
右
大
臣
の
御
勢
ひ
は
、
も

の
に
も
あ
ら
ず
お
さ
れ
た
ま

へ
り
。
(源
氏

・
桐
壺
)

事
態
の
実
現
が
形
式
的
に
し
か
見
込
ま
れ
な
い
事
柄
の
あ
り
よ
う

は
、
事
柄
を
可
能
的
に
取
り
上
げ
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
あ
り
よ
う

の
対
象
的
意
義
は
、
通
説
に
従

い
、
「
可
能
」

と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
次
は
そ
の

一
例
で
あ
る
。

と
こ

よ

へ

つ
る
ぎ
た

ち

な

ω
常
世
辺
に
住
む
べ
き

(可

レ
住
)
も
の
を
剣
大
刀
汝
が
心
か
ら

お
そ
や
こ
の
君

(万
葉

・
九

・
一
七
四

こ

・
「…
あ
は
れ
、
死
ぬ
と
も
、
お
ぼ
し
出
づ
べ
き
こ
と
の
な
き
な

む
、
い
と
悲
し
か
り
け
る
」
と
て
、
(蜻
蛉

・
上

・
康
保
三
年

三
月
)

・
誠

二
理
世
安
民
ノ
政
、
若
機
巧
二
付
テ
是
ヲ
見
バ
、
命
世
亞
聖

ノ
才
ト
モ
称
ジ
ツ
ベ
シ
。
(太
平
記

・
一
・
関
所
停
止
事
)

対
象
的
意
義
と
し
て
の
可
能
は
、
事
態
の
実
現
が
形
式
的
に
し
か

見
込
ま
れ
な
い
あ
り
よ
う
で
あ
る
が
、
次
に
述
べ
る
適
当
や
当
為
と

い
う
、
観
念
的
な
あ
り
よ
う
に
対
し
て
は
、
な
お
現
実
的
な
あ
り
よ

う

の

一
つ
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
推
定
対
象
と
な
る
事
柄
の
観
念
的
な
あ
り
よ
う
に
は
、
さ

ら
に
二
つ
の
あ
り
よ
う
が
区
別
で
き
よ
う
。
複
数
の
動
作
的
な
選
択

肢

の
中
で
の
、
相
対
的
に
最
も
適
当
な
あ
り
よ
う
と
、
む
し
ろ
絶
対

的
に
な
す
べ
き
あ
り
よ
う
と
で
あ
る
。
相
対
的
に
最
も
適
当
と
さ
れ

る
推
定
対
象
は
、
「適
当
」
と
呼
び
、
絶

対
的
に
な
す
べ
き
あ
り
よ

う
と
し
て
の
推
定
対
象
は
、
「当
為
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
れ

ら
の
対
象
的
意
義
は
、
す
で
に
取
り
上
げ

た
現
実
的
な
そ
れ
に
比
べ

る
と
、
抽
象
度
の
高

い
も
の
に
な
る
が
、

そ
れ
は
対
象
の
捉
え
方
が

観
念
的
で
あ
る
こ
と
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
細
か
く

い
え
ば
、
す
で
に
取
り
上
げ
た
現
実
的
な
事
柄
を

推
定
対
象
と
す
る
場
合
の
推
定
を
認
知
的
な
そ
れ
と
す
れ
ば
、
推
定

対
象
が
観
念
的
で
あ
る
場
合
の
推
定
に
は
、
そ
の
作
用
自
体
に
い
わ

ば
よ
り
よ
き
道
を
求
め
る
主
体
の
情
意
が
濃
く
な
る
傾
向
も
あ
る
だ

ろ
う
。
そ
の
こ
と
が
後
述
す
る
意
志

・
勧
誘

・
命
令
な
ど

の
対
人
的

な
作
用
的
意
義
を
そ
こ
に
両
立
さ
せ
る
理
由
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。

適
当
を
対
象
的
意
義
と
す
る
例
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
。

㈹
謀
叛
の
事
に
預
り
て
隠
し
て
申
さ
ぬ
奴
等
、
粟
田
広
上

・
安
都

堅
石
女
は
、
法

の
随
に
、
斬
の
罪
に
行
ひ
賜
ふ
べ
し

(行
賜
酷)
。

然
れ
ど
も
、
思
ほ
す
大
御
心
坐
す
に
依
り
て
、
免
し
賜
ひ
な
だ

め
賜
ひ
て

(続
紀

・
宣
命

・
五
三
)

・
な
ほ
か
く
て
ぞ
あ
る
べ
か
り
け
る
を
、

(蜻
蛉

・
中

・
安
和
二

年

一
月
)

・
「
…
次
に
刀
の
事
、
主
殿
司
に
あ
づ
け
を
き
を
は
ン
ぬ
。
是
を

め
し
出
さ
れ
、
刀
の
実
否
に
つ
い
て
咎
の
左
右
あ
る
べ
き
か
」
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と
申
。
し
か
る
べ
し
と
て
、
其
刀
を
召
出
し
て
叡
覧
あ
れ
ば
、

(覚

一
本
平
家

・
一
・
殿
上
闇
討
)

適
当
を
推
定
対
象
と
す
る
場
合
の
動
作
的
な
選
択
肢
に
は
、
話
し

手

の
動
作
も
含
ま
れ
る
。
そ
の
対
象
が
話
し
手
の
動
作
で
、
か
つ
、

そ
れ
が
将
来
に
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
進
ん
で
そ
の
動
作
を
し
よ

う
と

い
う
話
し
手
の
意
志
も
、
そ
の
推
定
と

い
う
作
用
的
意
義
と
両

立

し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
作
用
的
意
義
を

「意
志
」
と
呼
ぶ
。

作
用
的
意
義
と
し
て
の
意
志
の
認
め
ら
れ
る
例
に
は
、
次

の
よ
う

な
も

の
が
あ
る
。

み

ち

と
せ

紛
三
千
年
を
見

つ
べ
き
身
に
は
年
ご
と
に
す
く
に
も
あ
ら
ぬ
花
と

知
ら
せ
む

(蜻
蛉

・
上

・
天
暦
十
年
三
月
)

・
講
堂
中
堂
す
べ
て
諸

一
宇
も
の
こ
さ
ず
焼
払
て
、
山
野
に
ま
じ

は
る
べ
き
由
、
三
千

一
同
に
僉
議
し
け
り
。
(覚

一
本
平
家

.

一
・
内
裏
炎
上
)

適
当
を
推
定
対
象
と
す
る
場
合
の
動
作
的
な
選
択
肢
に
は
、
聞
き

手

の
動
作
も
含
ま
れ
る
。
そ
の
対
象
が
聞
き
手
の
動
作
で
、
か
つ
、

そ
れ
が
将
来
に
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
動
作
を
聞
き
手
に
勧

誘
す
る
話
し
手

の
働
き
か
け
も
両
立
し
て
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

そ

の
よ
う
に
し
て
推
定
と
両
立
す
る
作
用
的
意
義
を

「勧
誘
」
と
呼

ぼ
う
。

作
用
的
意
義
の
勧
誘
が
認
め
ら
れ
る
例
に
は
、
次

の
よ
う
な
も
の

が

あ

る
。

㈲
御
輿
さ
し
よ
せ
て
、
「と
う
く

め
さ

る
べ
う
候
」
と
申
け
れ

ば
、
(覚

一
本
平
家

・
二

・
一
行
阿
闍
梨
之
沙
汰
)

・
こ
れ
よ
り
都

へ
は
、
順
風
よ
く
し
て
七
十
余
日
、
た
"
世
の
常

の
船
路
な
ら
ず
。
同
じ
く
は
是
に
と

ど
ま
り
給
ふ
べ
し
。

(伽
.

御
曹
司
島
渡
)

次
の
よ
う
に

「
べ
し
」
が
打
消
の
助
動

詞
を
伴
う
と
、
そ
の
意
義

は
行
為
の
中
止
な
ど
を
勧
誘
す
る
も
の
に
な
る
。

⑪

「…

い
ま
だ
二
代
の
后
に
た

・
せ
給

へ
る
例
を
き
か
ず
」
と
、

諸
卿

一
同
に
申
さ
れ
け
り
。
上
皇
も
し
か
る
べ
か
ら
ざ
る
由
、

こ
し
ら
へ
申
さ
せ
た
ま

へ
ば
、
(覚

一
本
平
家

・
一
・
二
代
后
)

対
象
的
意
義
が
当
為
と
見
う
る
の
は
、
事
柄
が
そ
の
状
況
下
に
お

い
て
不
可
避
で
あ
り
、
絶
対
的
に
必
要
で
あ
る
場
合
や
、
そ
の
行
動

を
拘
束
す
る
義
務

・
倫
理
な
ど
の
め
だ

つ
場
合
で
あ
る
。
す
で
に
取

り
上
げ
た
対
象
的
意
義
の
適
当
と
の
区
別
が
、
解
釈
に
よ
っ
て
揺
れ

る
例
も
な
く
は
な
い
が
、
当
為
の
例
と
認
め
ら
れ
る
の
は
、
た
と
え

ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

㈱
ま
す
ら
を
は
名
を
し
立

つ
べ
し

(立
倍
之
)
後
の
世
に
聞
き
継

ぐ
人
も
語
り
継
ぐ
が
ね

(万
葉

・
十
九

・
四

一
六
五
)

・
さ
い
ふ
く

、
も
の
か
た
ら
ひ
お
き

な
ど
す
べ
き
人
は
京
に
あ

り

け

れ

ば

、

(蜻

蛉

・
上

・
康

保

元

年

七

月

)

・
大

塔

宮

ヲ
死

罪

二
所

シ

奉

ル

ベ

キ

也

。

(
太

平

記

.
一

.
僧

徒
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六
波
羅
召
捕
事
付
為
明
詠
歌
事
)

第

二
例
の

「も
の
か
た
ら
ひ
お
き
な
ど
す
べ
き
人
」
は
、
作
者
が

遺

言
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
相
手
の
兼
家
を
さ
す
。

当
為
を
推
定
対
象
と
す
る
場
合
の
動
作
主
が
聞
き
手
の
場
合
に
は
、

そ
の
動
作
を
聞
き
手
に
命
令
す
る
話
し
手
の
働
き
か
け
も
両
立
し
て

認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
推
定
と
両
立
す
る
作

用
的
意
義
を

「命
令
」
と
呼
ぼ
う
。
命
令
の
意
義
の
認
め
ら
れ
る
例

に
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

つ
る
ぎ
た

ち

03
剣
大
刀
い
よ
よ
研
ぐ
べ
し

(刀
具
倍
之
)
い
に
し
へ
ゆ
さ
や
け

き

く

負

ひ

て
来

に
し

そ

の
名

そ

(万

葉

・
二
十

・
四

四

六

七

)

お

ま

へ

・
御
前
よ
り
、
内
侍
、
宣
旨
う
け
た
ま
は
り
伝

へ
て
、
大
臣
参
り

た
ま
ふ
べ
き
召
し
あ
れ
ば
、
参
り
た
ま
ふ
。
(源
氏

・
桐
壷
)

・
是
に
よ
ッ
て
、
源
平
両
家
の
大
将
軍
、
四
方
の
陣
頭
を
か
た
め

て
、
大
衆
を
ふ
せ
く
べ
き
由
仰
下
さ
る
。
(覚

一
本
平
家

・
一
・

御
輿
振
)

次

の
よ
う
に

「
べ
し
」
が
打
消
の
助
動
詞
を
伴
う
と
、
そ
の
表
現

は
行
為
を
禁
止
す
る
も
の
に
な
る
が
、
「
べ
し
」

の
作
用
的
意
義
と

し
て
は
、
そ
の
場
合
も
命
令
に
含
め
て
扱
う
。

04

「是
は
汝
が
も
と
ど
り
と
思
ふ
べ
か
ら
ず
。
主

の
も
と
ど
り
と

思
ふ
べ
し
」
と

い
ひ
ふ
く
め
て
き

ッ
て
ン
げ
り
。
(覚

一
本
平

fi　

・
1
・
殿
下
乗
合
)

対
人
的
な
命
令
が
、
当
為
を
推
定
対
象
と
す
る
場
合

の
推
定
と
両

立
し
う
る
作
用
的
意
義
な
ら
、
話
し
手
の
動
作
に
つ
い
て
も
、
逆
に

即
自
的
な
意
志
と

い
う
作
用
的
意
義
が
、
そ
の
推
定
と
両
立
し
う
る

と
も
考
え
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
意
志
と
い
う
作
用
的
意
義

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
適
当
を
推
定
対
象
と
す
る
場
合
の
推
定
と
両

立
す
る
あ
り
よ
う
と
認
め
て
い
る
。
適
当
と
両
立
す
る
意
志
と
、
当

為
と
両
立
す
る
意
志
と
を
区
別
す
る
の
は
、
事
実
上
不
可
能
で
あ
る

し
、
意
志
の
よ
り
本
源
的
な
姿
は
、
前
者
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
し

ば
ら
く
当
為
の
推
定
と
の
両
立
は
、
考
え
な
い
こ
と
に
す
る
。

な
お
、
適
当
の
推
定
と
両
立
す
る
聞
き
手
め
あ
て
の
働
き
か
け
を

勧
誘
と
し
、
当
為
の
推
定
と
両
立
す
る
聞
き
手
め
あ
て
の
働
き
か
け

は
命
令
と
し
た
が
、
こ
の
差
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
事
柄
に
お
け
る

複
数
の
選
択
肢
の
有
無
を
主
な
基
準
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
話
し
手

と
聞
き
手
の
身
分
差
な
ど
に
ま
で
立
ち
入
れ
ば
、
事
柄
自
体
に
選
択

肢
は
あ

っ
て
も
、
表
現
上
命
令
と
と
れ
る
場
合
も
当
然
あ
り
得
よ
う

が
、
本
稿
の
分
布
調
査
で
は
そ
こ
ま
で
立
ち
入

っ
て
は
区
別
し
て
い

な

い
。「

べ
し
」
の
作
用
的
意
義
は
、
事
柄
め
あ
て
の
推
定
を
基
本
と
す

る
が
、
対
象
的
意
義
の
あ
り
よ
う
次
第
で
、
さ
ら
に
話
し
手
に
と

っ

て
の
即
自
的
な
意
志
や
、
対
人
的
な
勧
誘

・
命
令
が
両
立
し
う
る
と

見
て
き
た
。
意
志

・
勧
誘

・
命
令
つ
い
て
は
、
事
柄
め
あ
て
の
推
定

に
対
し
て
、
以
下
ま
と
め
て
、
対
人
的
な
作
用
的
意
義
と
呼
ぼ
う
。

こ
の
場
合
の

「対
人
的
」
は
、
話
し
手
に
と

っ
て
の
即
自
的
な
作
用

化変　-m時通　凵医齠



を
含
め
た
、
や
や
広
義
な
そ
れ
に
な
る
。

以
上
に
述
べ
た

「
べ
し
」

の
各
意
義

の
相
互
関
係
を
、
対
象
的
意

義

の
別
を
中
心
に
ま
と
め
て
表
示
す
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
。
作

用
的
意
義
は
、
両
立
す
る
対
象
的
意
義

の
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ

(

)

に
入
れ
て
付
記
す
る
。

現
実
的
{ 非

時
間
的

・
現
存
的

将
来
的
蠡

鰰

ロ
ロ
ず

カ

観
念
的
{
酎
縮

幺
ル
支

肖
口

状
態

(推
定
)

結
果

(推
定
)

可
能

(推
定
)

適

当

(推

定

・意

志

・勧

誘

)

当

為

(推

宀疋

・
命

令

)

三

意
義
別
に
見
た
分
布
の
推
移

こ
の
よ
う
な
意
義
分
類
の
も
と
に
、
ま
ず

「
べ
し
」
の
通
時
的
な

変
化
の
方
向
を
探
っ
て
み
よ
う
。
す
で
に
述
べ
た
作
品

(集
)
ご
と

の
百
例
を
、
ま
ず
対
象
的
意
義
の
み
に
よ
っ
て
分
類
す
れ
ば
、
表

一

の
よ
う
に
な
る
。

蜻蛉日記 源氏物語 平家物語 太 平 記 御伽草子
广状態

現実的 結果

.可 能

35

35

15

25

36

19

15

31

8

21

33

13

15

16

20

観念的麟
6

9

16

4

19

27

11

22

34

15

計 100 100 100 100 100

表一 対象的意義別の分布

こ
の
表

一
を
通
し
て
、
ま
ず
感

じ
る
の
は
、
各
作
品

(集
)
ご
と

の
文
体
に
よ
る
揺
れ
の
大
き
さ
で

あ
る
。

こ
の
表
の
分
布
を
眺
め
る

だ
け
で
、
通
時
的
な
変
化
の
方
向

が
、
す
ぐ
に
つ
か
め
る
と
は
い
い

が
た

い
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で

も
、
次

の
よ
う
な
通
時
的
変
化
を

う
か
が
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。

ア

中
世
に
は
、
状
態
を
推
定

対
象
と
す
る
割
合
が
減
少
し

て

い
る
。

イ

中
世
に
は
、
当
為
を
推
定

対
象
と
す
る
割
合
が
増
加
し

て
い
る
。

そ
の
う
ち
、
イ
に
指
摘
す
る
当

為

の
増

加

に

つ

い
て
は
、
「
べ

し
」
の
通
時
的
変
化
に
、
そ
の
当

為
を
中
心
と
す
る
、
観
念
的
な
意

義
の
強
化
も
う
か
が
え
る
点
が
あ

る
。
試

み
に
表

一
の
対
象
的
意
義

の
別
に
よ
る
分
布
を
、
そ
の
意
義
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蜻蛉日記 源氏物語 平家物語 太 平 記 御伽草子

現実的

観念的

85

15

80

20

54

46

67

33

51

49

表二 対象的意義の大別による分布

が
現
実
的
か
観
念
的
か
に
大
別
し
て
集
計
し
直
せ

ば
、
次
の
表
二
の
よ
う
に
な
る
。
以
下
、
合
計
が

百
に
な
る
場
合
は
、
「計
」
の
欄
を
省
略
す
る
。

作
品

(集
)
別
の
揺
れ
も
大
き
い
と
は
い
う
も

の
の
、
表
二
に
は
、
大
観
し
て
次
の
よ
う
な
傾
向

が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。
符
号
は
、
表

一
に
つ
い

て
の
指
摘
に
続
く
、
通
し
符
号
で
示
す
。
以
下
、

同
じ
。

ウ

中
世
に
は
、
現
実
的
な
事
柄
を
推
定
対
象

と
す
る
割
合
が
減
少
し
、
観
念
的
な
事
柄
を

推
定
対
象
と
す
る
割
合
が
増
加
し
て
い
る
。

な
お
、
適
当
を
推
定
対
象
と
す
る
例
に
は
、
意

志

・
勧
誘

・
命
令
と
い
う
対
人
的
意
義

の
両
立
す

る
こ
と
が
あ
り
、
当
為
を
推
定
対
象
と
す
る
例
に

は
、
命
令
と
い
う
対
人
的
意
義

の
両
立
す
る
こ
と

が
あ

っ
た
。
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら

の
対
人
的
意
義
が
両
立
す
る
例
と
、
両
立
し
な

い

そ
の
他
の
例
と
の
分
布
を
併
せ
て
示
す
と
、
次
の

表
三
の
よ
う
に
な
る
。

蜻蛉日記 源氏物語 平家物語 太 平 記 御伽草子

意 志

適当 勧誘

、その他

0

0

6

2

0

14

4

1

14

5

0

6

27

2

5

計 6 16 19 11 34

当為隲 他
1

8

1

3

10

17

15

7

1ユ

4

計 9 4 27 22 15

表三 対人的意義の両立

表
三
に
よ
れ
ば
、
次
の
よ
う

な
通
時
的
変
化
が
う
か
が
え
よ

　　
o工

中
世
に
は
、
意
志

・
勧

誘

・
命
令
の
意
義
が
両
立

し
て
認
め
ら
れ
る
例
の
割

合
が
、
そ
れ
ぞ
れ
増
加
し

て
い
る
。

意

志

の
増
加
は
、
『御
伽
草

子
』
に
お
い
て
最
も
め
だ
ち
、

そ
の
他
の
割
合
を
圧
倒
し
て
い

る
。
そ
の
点
か
ら
見

て
、
「
べ

し
」

に
よ
る
意
志
の
表
示
性
は
、

極
め
て
明
示
的
に
な

っ
て
い
る

と
見

て
よ
か
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

次
の
よ
う
な
例
に
お
い
て
も
、

推
定
対
象
と
し
て
の
適
当
の
意

義
の
ほ
う
が
、
す
で
に
薄
れ
て

い
る
よ
う
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。

㈲

「あ
る
じ
関
白
と
申
す
事

の
候

へ
ば
、
ま
つ
飲
み
候

べ
し
」
と
て
、
三
度
飲
み

「べ し」の通時的変化195



て
後
に
、
中
将
殿
に
参
ら
せ
け
れ
ば
、
(伽

・
文
正
さ
う
し
)

命
令
の
増
加
に
つ
い
て
も
、
『太
平
記
』
『御
伽
草
子
』
で
は
、
命

令

の
意
義
の
両
立
す
る
例
が
、
当
為
を
推
定
対
象
と
す
る
例
の
半
数

を
越
え
る
に
至

っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
表

一
・
イ
に
指
摘
し
た
、

当
為
を
推
定
対
象
と
す
る
割
合
の
中
世
に
お
け
る
増
加
自
体
も
、
命

令
性
の
両
立
に
よ
る
点
が
あ
る
と
見
て
よ
い
。
勧
誘

の
例
の
増
加
は
、

意
志

・
命
令
ほ
ど
に
は
め
だ
た
な
い
が
、
傾
向
と
し
て
は
同
じ
方
向

に
あ
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
そ
こ
で
、
表
三

・
エ
の
指
摘
を
も
と
に
、

対
人
的
な
作
用
的
意
義
の
分
布
を
総
括
す
れ
ば
、
中
世
に
は
対
人
的

な
作
用
的
意
義
の
両
立
す
る
傾
向
が
全
体
に
め
だ

っ
て
き
た
、
と
い

う

こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
対
人
的
な
作
用
的
意
義
の
両
立
傾
向
は
、
観
念
的
な
意
義
の

強
化
傾
向
と
と
も
に
、
志
向
的
な
情
意
の
表
示
性
も
、
「
べ
し
」
に

め
だ

っ
て
く
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
後
述
す
る
反
語
表
現
・

否
定
表
現
に
お
け
る
使
用
の
増
加
傾
向
も
、
そ
れ
と
共
通
す
る
変
化

の
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、

次

に
形
態
別
の
分
布
調
査
の
結
果
を
述
べ
て
か
ら
、
そ
れ
と
絡
め
て

触

れ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

四

形
態
と
意
義
か
ら
見
た
分
布
の
推
移

四
の

一

上
接
語

・
下
接
語
の
分
布
か
ら

ま
ず
、
「
べ
し
」
の
上
接
語

・
下
接
語
の
分
布
を
調
べ
て
、
す
で

に
得
た
意
義
別
の
調
査
結
果
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
よ
う
。
上
接
語

に
つ
い
て
品
詞
別
に
調
べ
た
結
果
を
、
表

四
に
示
す
。

蜻蛉日記 源氏物語 平家物語 太 平 記 御伽草子

動

形 容 詞

形容動詞

助 動 詞

詞 52

13

2

33

61

7

3

29

72

9

2

17

74

2

1

23

92

3

0

5

表四 上接語の品詞別分布

表
四
に
よ
れ
ば
、
上
接
語
の
分
布
に
つ

い
て
通
時
的
変
化
が
比
較
的
め
だ

つ
の
は
、

次
に
三
点
で
あ
ろ
う
。

オ

動
詞
に
付
く
例
が
増
加
傾
向
に
あ

る
Q

力

形
容
詞

・
助
動
詞
に
付
く
例
が
減

少
傾
向
に
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
カ
に
指
摘
す
る
形
容
詞
に

付
く
例
の
減
少
傾
向
は
す
で
に
述
べ
た
意

義
別
の
分
布
に

つ
い
て
、
表

一
・
ア
に
指

摘
し
た
、
状
態
を
推
定
対
象
と
す
る
割
合

　ヨ
　

の
減
少
に
、
最
も
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。

形
容
詞
に
付
く
例
は
、
結
果
を
推
定
対
象

と
す
る
も

の
に
も
あ
る
が
、
そ
の
分
布
に

も
、
僅
か
な
が
ら
減
少
傾
向
が
う
か
が
え

た
。助

動
詞
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
語
別
の

分
布
を
次
の
表
五
に
示
す
。
た
だ
し
、
受

身

・
使
役

・
尊
敬
な
ど
を
意
味
す
る

「る
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蜻蛉日記 源氏物語 平家物語 太 平 記 御伽草子
る ・らる/す ・さす 4 1 10 10 1

なり(指 定) 5 4 2 2 0

たり(指 定) 0 0 1 0 0

ず 0 0 1 2 2

つ 3 7 0 3 0

ぬ 18 17 3 6 2

たり(完 了) 3 0 0 0 0

計 33 29 17 23 5

表五 上接助動詞の分布

/
ら

る
」
「す
/
さ

す
」

に
つ
い
て
は
、
細
別
す
る

意
味
が
乏
し
い
と
見
て
便

宜

一
括
し
て
示
す
。

表
五
の
分
布
で
、
比
較

的
め
だ

つ
の
は
、
次
の
点

で
あ
る
。

キ

助
動
詞

「ぬ
」
に

付
く
用
法
が
中
世
に

は
減
少
し
て
い
る
。

助
動
詞

「ぬ
」
に
付
く

用
法
と
、
「
べ
し
」
の
意

義
と
の
関
係
を
、
そ
の
例

の
多
さ
が
め
だ
つ

『蜻
蛉

日
記
』
『源
氏
物

語
』
に

つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
、

『蜻

蛉

日
記
』
で

は
、

「ぬ
」
に
付
く
十
八
例
中

の
十
例
が
意
義
的
に
は
結

果
を
推
定
対
象
と
す
る
も

の
で
あ
り
、
状
態
を
推
定

対
象
と
す
る
六
例
が
そ
れ
に
次

い
で
い
る
。
『源
氏
物
語
』
で
は
、

十
七
例
中
の
十
三
例
が
意
義
的
に
は
結
果
を
推
定
対
象
と
し
て
い
る
。

総
合
す
れ
ば
、
中
古
に
は
状
態
や
結
果
を
推
定
対
象
と
す
る
場
合
に
、

「ぬ
べ
し
」

の
形
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
の
状
況
の
中
世

に
お
け
る
後
退
が
、
「ぬ
」
に
付
く
用
法

の
相
対
的
な
減
少
傾
向
を

示
す
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
表
四

・
カ
に
指
摘
し
た
、
助
動

詞
に
付
く
例
の
減
少
傾
向
は
、
「ぬ
」
に
付
く

「ぬ
べ
し
」
の
用
法

の
減
少
に
代
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
お
、
「ぬ
べ
し
」
の
用

法

の
減
少
に
は
、
「
つ
」
と
の
分
担
体
制

の
中
世
に
お
け
る
崩
壊
と

関
係
す
る
可
能
性
も
な
く
は
な
い
が
、
そ

の
割
り
に
は

「
つ
」
に
付

く
例
が
調
査
の
分
布
上
め
だ
た
な
い
。
こ

の
調
査
の
範
囲
で
は
、
む

し
ろ
そ
の
点
ま
で
は
わ
か
り
か
ね
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

上
接
語
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
『御

伽
草
子
』
に
、
動
詞
の
未

然
形
と
見
う
る
形
に

「
べ
し
」
が
下
接
し
た
、
次
の
よ
う
な
例
が
拾

え
た
。
中
世
の

「
べ
し
」
に
、
こ
の
よ
う

に
崩
れ
た
承
接
法
が
混
じ

　
　

　

っ
て
く
る
こ
と
は
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
が
、
調
査
の
範
囲
に
も
、

そ
れ
が

一
例
顔
を
出
し
て
い
る
。

㈲

「わ
が
姫
た
ち
今
度
は
き
か
せ
べ
く
候
あ
ひ
だ
、
今

一
度
お
も

し
ろ
く
引
給

へ
」
と
申
け
る
。
(伽

・
文
正
さ
う
し
)

以
上
の
上
接
語
に
つ
い
て
の
変
化
を
、
オ

・
カ
の
指
摘
を
中
心
に

ま
と
め
れ
ば
、
次
の
ク
の
よ
う
に
い
え
よ
う
。

ク

「
べ
し
」

の
上
接
語
に
は
も
と
も
と
動
詞
が
多
い
が
、
中
世



に

は
、

そ

の
傾

向

が

よ

り

強

く

な

っ
て

い
る
。

次
に
、
下
接
語
と
文
末
用
法
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
調
べ
た
結
果

を
述
べ
る
。
下
接
語
に
つ
い
て
は
、
活
用
形
の
別
に
直
下
の
語
を
語

別
に
調
べ
、
そ
れ
を

「
べ
し
」
の
活
用
形
と
併
せ
て
、
表
六
に
示
す
。

直
下
の
語
が
活
用
語
の
場
合
は
、
そ
れ
以
下
の
あ
り
よ
う
も
例
に

よ

っ
て
異
な
る
が
、
そ
れ
以
下
の
細
か
い
あ
り
よ
う
は
切
り
捨
て
、

終
止
形
で
示
し
た
。
連
用
形

へ
の
下
接
語
に
つ
い
て
は
、
直
下
に
係

助
詞
が
介
入
す
る
場
合
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
そ
れ
を
越
え
て
、

連
用
形
と
よ
り
直
接
的
な
論
理
関
係
に
あ
る
語
の
表
示
を
優
先
さ
せ

た
。
た

と
え
ば
、
「す

べ
く

も
思

へ
ら

ず
」
は
、
「
べ
く

も
」
の

「も
」
よ
り
、
そ
の
後
の
動
詞

「思
ふ
」
と
の
関
係
を
重
視
し
て
、

「
べ
く
…
…
動
詞
」

の
形
で
ま
と
め
た
。
ま
た
、
「
い
ら
せ
給
べ
う

や

候

ら
む
」
は
、
「
べ
う

や
」

の

「や
」
よ
り
、
そ

の
後

の

「候

ふ
」
と
の
関
係
を
重
視
し
て
、
「
べ
く
…
…
補
助
動
詞
」
に
ま
と
め

た
。
連
体
形
に
つ
い
て
は
、
「
べ
き
な
り
」
の
形
を

一
般

の
準
体
法

と
は
区
別
し
て
示
し
た
の
で
、
準
体
法

に
は
、
「べ
き
な
り
」
の
形

を
除
き
、
格
助
詞
が
付
く
な
ど
し
た
明
ら
か
な
準
体
法
の
例
数
だ
け

を
示
し
て
い
る
。

表
六

下
接
語

・
文
末
用
法
の
分
布

蜻蛉日記 源氏物語 平家物語 太 平 記 御伽草子

未然形 べ か らむ

べ か らず

0

0

2

0

0

2

1

8

0

7

連用形 べ く……動詞

べ く(被語略)

べ く……補助動 詞

べ くは

べ くなが ら

べ くもが な

べ か りき

べ か りけ り

べ か りつ

0

0

3

1

1

0

0

4

2

6

2

2

0

0

1

0

3

0

0

0

2

2

0

0

3

0

0

1

0

1

1

0

0

1

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

終止形 終止法

べしかし

25

0

18

1

32

0

46

0

38

0

連体形 連体法

準体法

確言系係結の結び

38

2

4

43

6

5

18

1

0

18

0

0

22

0

0
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疑問系係結の結び 5 2 15 10 14

疑問詞……べ き 0 0 1 2 5

連体形終止法 1 0 0 0 4

べ きな り 0 4 10 8 6

べ きか(は) 1 0 3 1 1

べ きかな 1 0 0 0 0

べ き+接 続助詞 3 2 9 1 1

べ かんな り 0 0 1 0 0

べ かめ り 4 2 0 0 0

巳然形 べけれ+接 続助詞 5 0 1 0 0

確言系係結の結び 0 1 0 0 0

表
六
か
ら
、
下
接

語

・
文
末
用
法
の
分

布
に
つ
い
て
通
時
的

変
化
が
う
か
が
え
る

の
は
、
次

の
よ
う
な

点
で
あ
る
。
先
に
増

加
傾
向
を
ま
と
め
、

減
少
傾
向
は
後
に
ま

と
め
て
示
す
。

ケ

助
動
詞
の
付

く
用
法
で
は
、

未
然
形
の

「
べ

か

ら

ず
」
、
連

体
形
の

「
べ
き

な
り
」
の
形
が
、

中
世
に
増
加
し

て
い
る
。

コ

終
止
形
の
終

止
法
が
中
世
に

は
増
加
し
て
い

る
。

サ

連
体
形
に
、

疑
問
系
係
結
の
結
び
と

「疑
問
詞
…
…
べ
き
」
が
、
中
世
に
は

増
加
し
て
い
る
。

シ

連
体
形
に
、
連
体
法

・
準
体
法

・
確
言
系
係
結
が
、
中
世
に

は
減
少
し
て
い
る
。

ス

連
用
形

・
已
然
形
は
、
減
少
傾
向

に
あ
る
。

ま
ず
、
ケ
に
指
摘
す
る
用
法

の
う
ち
、

「
べ
か
ら
ず
」

の
増
加
は
、

後
に
述
べ
る
否
定
表
現
に
お
け
る
使
用
の
増
加
と
同
じ
方
向
に
あ
る

と
見
て
よ
い
。

「
べ
き
な
り
」
は
、
「
べ
し
」
の
対
象

的
意
義
を
指
定

辞

「な

り
」
の
賓
語
と
す
る
説
明
的
な
語
法
で
あ
る
が
、
す
で
に
述
べ
た
観

念
的
な
意
味
あ
い
の
通
時
的
な
強
化
と
連
動
す
る
現
象
で
あ
る
可
能

性
も
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
例
数
は

「
べ
き
に

(も
)
あ
ら
ず
」
な

ど
の
形
も
ま
と
め
て
の
分
布
な
の
で
、
こ
れ
も
否
定
表
現
に
お
け
る

　
う

　

使

用

の
増

加

に

つ
な

が

る

点

が
あ

る

。
次

に

そ

の

一
例

を

示

す

。

㈲

既

に

詔

命

を

下

さ

る

。

子
細

を

申

に
と

こ

ろ
な

し
。

た

"
す

み

や

か

に
ま

い
ら

せ

給

べ
き

な

り

。

(覚

一
本

平

家

・

一

・
二

代

后

)

・
今

度

は
待

賢

門

よ
り

入
御

あ

る

べ
き

に

て
、

中

御

門

を

西

へ
御

出

な

る

。

(覚

一
本

平

家

・

一

・
殿

下
乗

合

)

・
さ

し

て
あ

る

べ
き

な

ら
ね

ば

、

名

残

つ
き

せ

ず

思

へ
ど

も

、

空

し

き

野

辺

に
送

り

す

て
、

華

の
姿

も

煙

と

な

る

。

(伽

・
鉢

か

づ
き

)

「べ し」 の通時的変化199



蜻蛉日記 源氏物語 平家物語 太 平 記 御伽草子

終止形終止法

確言系係結の結び

疑問系係結の結び

疑問詞……べき

連体形終止法

25

4

5

0

0

19

6

2

0

0

32

0

15

1

0

46

0

10

2

0

38

0

14

5

4

計 34 27 48 58 61

表七 広義終止法の分布

し
か
し
、
表
六

・
ケ
の
指
摘
は
、

助
動
詞
の
下
接
全
体
か
ら
見
れ
ば
、

む
し
ろ
特
殊
で
あ
り
、
連
用
形
に

よ
る

「
べ
か
り
け
り
」
、
連
体
形

に
よ
る

「
べ
か
め
り
」
な
ど
は
逆

に
減
少
し
て
い
る
か
ら
、
助
動
詞

の
下
接
が
全
体
と
し
て
増
加
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。

表
六

・
コ
の
終
止
形
終
止
法
の

中
世
に
お
け
る
増
加
は
、
他
の
活

用
形
な
ど
に
よ
る
、
よ
り
広
義
の

終
止
法
の
増
加
に
も

つ
な
が
る
可

能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
コ
の
終

止
形
終
止
法
や
、
サ
の
疑
問
系
係

結
の
結
び
な
ど
の
増
加
を
中
心
に
、

「
べ
し
」
自
体
を
文
末
と
す
る
広

義
の
終
止
法
を
集
計
し
て
み
る
と
、

次
の
表
七
の
よ
う
な
分
布
に
な
る
。

表
七
の
分
布
か
ら
は
次
の
よ
う

に
い
え
よ
う
。

セ

中
世

に
は
、
「
べ
し
」
に

よ
る
広
義
の
終
止
法
が
漸
増
し
て
い
る
。

な
お
、
表
六

・
七
の
連
体
形
終
止
法
は
、
中
古
と
中
世
、
特
に
室

町
期
と
で
は
、
そ
の
表
現
性
が
明
ら
か
に
異

な
る
も

の
で
あ
る
。
中

古
で
は
、
詠
嘆
的
な
表
現
性
を
備
え
た
狭
義
の
そ
れ
で
あ

っ
た
が
、

『御
伽
草
子
』
の
四
例
は
、
連
体
形
の
終
止
形
同
化
の
進
行
に
伴
う

も
の
で
あ
り
、
活
用
語

一
般
に
と

っ
て
そ
れ
が
標
準
的
な
終
止
法
に

な

っ
て
い
く
時
代
の
趨
勢
の
反
映
と
見
て
よ
い
。
中
古
に
お
け
る
詠

嘆
的
な
終
止
法
の
そ
れ
と
し
て
の
例
は
、
調
査
の
対
象
範
囲
に
は
認

め
ら
れ
な
か

っ
た
。

し
か
し
、
連
体
形
に

「か
な
」
を
下
接
し
た

「べ
き
か
な
」
の
例

が
、
『蜻
蛉
日
記
』
の
調
査
範
囲
に

一
例
現

れ
て
い
る
。
そ
の
表
現

価
値
は
本
来
の
連
体
形
終
止
法
に
近
い
と
見
う
る
の
で
、
こ
こ
に
そ

の
例
を
示
し
て
お
く
。

⑱

「
…
…
こ
の
た
び
さ
へ
な
う
は
、

い
と

つ
ら
う
も
あ
る
べ
き
か

な
」
な
ど
、
ま
め
文
の
端

に
か
き

て
そ

へ
た
り
。
(蜻
蛉

・
上
.

天
暦
八
年
夏
)

意
義
的
に
大
別
し
て
現
実
的
な
事
柄
が
中
世
に
減
少
し
て
い
る
こ

と
は
、
す
で
に
表
二

・
ウ
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
例
⑱
の

よ
う
な
詠
嘆
表
現
と
の
共
起
は
、
逆
に
中
古
に
お
け
る

「
べ
し
」
の

現
実
的
な
事
柄
の
表
示
性
の
強
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
も

の
と
い
え
る
。

表
六

・
シ
に
指
摘
し
た
、
連
体
法
の
中
世
に
お
け
る
減
少
に
つ
い

て
も
、
少
し
補
足
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
連
体
法
に
つ
い
て
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蜻蛉日記 源氏物語 平家物語 太 平 記 御伽草子
「
状態

現実的 結果

、可能

14

11

7

11

16

8

3

5

2

2

7

7

0

5

8

観念的麟
0

6

5

3

2

6

0

2

7

2

計 38 43 18 18 22

表八 連体法の意義別分布

蜻蛉日記 源氏物語 平家物語 太 平 記 御伽草子

現 実 的

観 念 的

32

6

35

8

10

8

16

2

13

9

計 38 43 11 18 22

表九 対象的意義の大別による連体法分布

意
義
別
の
分
布
を
調
べ
る
と
、
次
の
表
八

の
よ
う
に
な
る
。

こ
の
表
八
の
意
義
別
の
分
布
を
、
現
実
的
な
意
義
と
観
念
的
な
意

義
と
で
集
計
し
な
お
す
と
、
表
九
の
よ
う

に
な
る
。

そ
こ
で
、
表
八

・
九
の
分
布
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
い
え
よ

　r
°ソ

連
体
法
の
中
世
に
お
け
る
減
少
は
、
状
態
を
推
定
対
象
と
す

る
も
の
を
は
じ
め
と
す
る
現
実
的
な
意
義
の
用
法
に
め
だ
ち
、

観
念
的
な
意
義
の
用
法
に
お
い
て
の
変
化
は
、
特
に
め
だ
た
な

い

。

さ
て
、
先
述
の
表
七

・
セ
に
指
摘
し
た
、
広
義
の
終
止
法
の
漸
増

に
、
表
六

・
シ
に
指
摘
し
た
準
体
法
の
減
少
や
、
表
六

・
ス
に
指
摘

し
た
連
用
形

・
已
然
形
の
減
少
傾
向
な
ど
を
総
合
す
れ
ば
、
下
接
語
・

文
末
用
法
か
ら
見
た

「
べ
し
」
の
用
法
は
中
世
の
ほ
う
が
狭
く
な

っ

て
い
る
こ
と
に
な
る
。
先
述
の
上
接
語
に

つ
い
て
の
ク
の
指
摘
と
、

こ
の
下
接
語

・
文
末
用
法
の
狭
ま
り
と
を
さ
ら
に
総
合
す
れ
ば
、
中

古
の

「べ
し
」
の
ほ
う
が
、
上
接
語

・
下
接
語
の
い
ず
れ
か
ら
見
て

も
、
種

々
の
用
法
に
よ
り
広
く
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
世
に
お
け
る
用
法

の
狭
ま
り
は
、
「
べ

し
」

の
文
語
化
に
伴
う
自
然
の
結
果
と
見

て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
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四
の
二

そ
の
他
の
共
起
関
係
か
ら

以
上
の
形
態
と
意
義
か
ら
見
た
調
査
で
得
ら
れ
た
通
時
的
変
化
の

傾
向
の
中
に
は
、
「
べ
し
」
と
た
だ
ち
に
接
し
な

い
語
と
の
共
起
関

係
に
も
連
続
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
す
で
に
得
ら
れ
た

変
化
の
傾
向
を
手
が
か
り
に
、
も
う
少
し
広
く

「
べ
し
」
と
の
共
起

関
係
の
変
化
を
探

っ
て
み
よ
う
。

表
六

・
サ
に
指
摘
し
た
疑
問
系
係
結
の
結
び
と

「疑
問
詞
…
…
べ

き
」
の
中
世
に
お
け
る
増
加
に
は
、
た
ん
な
る
疑
問
表
現
で
の
使
用

よ
り
も
、
反
語
表
現
に
お
け
る
使
用
の
増
加
が
予
想
さ
れ
る
。
疑
問

詞

・
疑
問
助
詞
は
、
「誰
か
は
劣
る
べ
き
」
と
か
、
「し
か
る
べ
き
身

か
は
」
の
ご
と
く
、
「
べ
し
」
と
離
れ
た
位
置
に
お
い
て
も
、
反
語

表
現
を
つ
く
る
こ
と
が
多

い
。
そ
の
よ
う
な
形
に
も

「
べ
し
」
の
用

法
と
し
て
は
連
続
性
を
認
め
る
必
要
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

そ
う
い
う
形
も
含
め
て
、
す
で
に
見
て
き
た
調
査
範
囲
で
反
語
表
現

に
用
い
ら
れ
た
例
を
調
べ
、
そ
れ
を
疑
問
詞
と
共
起
す
る
不
定
方
式

(疑
問
助
詞
も
共
起
す
る
も
の
と
、
疑
問
詞
の
み
共
起
す
る
も
の
と

　
　

　

が
あ
る
)
の
例
と
、
疑
問
助
詞
の
み
共
起
す
る
特
定
方
式
の
例
に
分

け

て
み
る
と
、
表
十
に
示
す
分
布
に
な
る
。
そ
の
傾
向
を
、
次
の
タ

に
示
す
。

蜻蛉日記 源氏物語 平家物語 太 平 記 御伽草子

疑 問詞 と共起す る例

疑問助詞のみ共起する例

2

4

0

0

17

3

13

1

15

2

計 6 0 20 14 17

表十 反語表現における使用

タ

中
世
に
は
反
語
表
現
に
お
け
る
使
用

が
増
加
し
て

い
る
。

反
語
表
現
は
、
意
味
上
、
否
定
表
現
に
通

じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
否
定
表

現
の
分
布
に

つ
い
て
も
調

べ
て
み
た
。
「
べ

し
」
の
直
下
に
打
消

の
助
動
詞
が
接
す

る

「
べ
か
ら
ず
」
に

つ
い
て
は
、
表
六

・
ケ
に

指
摘
し
た
通
り
、
中
世
に
増
加
し
て
い
た
。

そ
の
周
辺
に
は
、
「
べ
く
も
あ
ら
ず
」
「
べ
き

に
も
あ
ら
ず
」
「
べ
き
程
な
ら
ず
」
な
ど
の

形
で
、
下
に
打
消

の
助
動
詞

「ず
」
が
共
起

す
る
否
定
表
現

も
あ
れ
ば
、
「べ
き

方
な

し
」
「
べ
き
入
だ

に
な
し
」
な
ど
の
形
で
、

下
に
形
容
詞

「な
し
」
が
共
起
す
る
否
定
表

現
も
あ
る
。
表
六

・
ケ
に
取
り
上
げ
た

「
べ

か
ら
ず
」
の
形
も
、
「ず
」
が
共
起
す
る
前

者
に
含
め
、
こ
れ
ま

で
の
調
査
範
囲

で
、

「ず
」、
「な
し
」

が
そ
れ
ぞ
れ
下
に
共
起
す

る
例
数
を
示
せ
ば

、
表
十

一
の
よ
う
な
分
布

に
な
る
。
そ
こ
に
う
か
が
え
る
傾
向
を
、
次

の
チ
に
示
す
。
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蜻蛉日記 源氏物語 平家物語 太 平 記 御伽草子

「ず」が共起す る例

「なし」が共起する例

5

1

7

5

16

3

14

4

14

10

計 6 12 19 18 24

表十一 否定表現における使用

チ

中
世
に
は
否
定
表
現
に
お
け
る
使
用

が
増
加
し
て
い
る
。

思
う
に
、
反
語
表
現
は

一
般
に
疑
問
形
式

を
採
り
な
が
ら
、
表
層
と
は
逆
の
正
答
案
を

反
転
的
に
確
認
主
張
す
る
、
強
い
情
意
を
担

う
こ
と
を
特
徴
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

否
定
表
現
も
、
現
実
を
た
ん
に
模
写
し
て
も

成
り
立

つ
肯
定
表
現
に
比
べ
る
と
、
や
は
り

志
向
的

・
主
張
的
な
情
意
を
伴

い
が
ち
で
あ

る
。
反
語
表
現
と
否
定
表
現
と
は
、
そ
の
意

味
で
、
よ
り
包
括
的
に
は
志
向
的
な
情
意
性

を
共
有
す
る
と
い
え
よ
う
。

タ

・
チ
の
傾
向
は
、
中
世
に
向

か

っ
て

「
べ
し
」

の
使
用
さ
れ
る
表
現
に
、
志
向
的

な
情
意
性
が
強
ま
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る

も

の
で
あ
る
。
そ
う

い
え
ば
、
す
で
に
表
三
・

エ
に
指
摘
し
た
、
意
志

・
命
令
な
ど
の
作
用

的
意
義
の
両
立
す
る
割
合
の
中
世
に
お
け
る

増
加
も
、
そ
れ
を
示
す
も
の
で
あ

っ
た
。
し

か
し
、
そ
れ
ら
の
現
象
は
お
そ
ら
く
、
す
で

に
表
二

・
ウ
に
指
摘
し
た
、
観
念
的
な
事
柄

を
推
定
対
象
と
す
る
割
合
の
増
加
傾
向
に
も

つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
観
念
的
な
表
示
性

の
強
ま
り
を
こ
そ
本
質
と
す
る
変
化
の
、
む
し
ろ
現
象
的
な
現
れ
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
ウ

・
エ

・
タ

・
チ
の
指
摘
を
ま
と

め
れ
ば
、
次
の
ツ
の
よ
う
に
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ツ

中
世
に
は
、
観
念
的
な
事
柄
の
表

示
性
が
強
ま
り
、
そ
れ
に

伴

っ
て
よ
り
現
象
的
に
は
、
反
語

・
否
定

・
意
志

・
勧
誘

・
命

令
な
ど
の
志
向
的
な
情
意
を
担
う
傾
向
が
強
ま

っ
て
い
る
。

観
念
的
な
表
示
性
の
強
化
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
ほ
か
に
も
め
だ

つ
兆
候
が
あ
る
。
『蜻
蛉
日
記
』
『源
氏
物
語
』
で
は
、
形
容
詞
に
付

く
例
は
状
態

・
結
果
を
推
定
対
象
と
す
る
も
の
に
限
ら
れ
、
形
容
動

詞
に
付
く
例
は
状
態
を
推
定
対
象
と
す
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
『平
家
物
語
』
に
は
、
少
数

な
が
ら
、
形
容
詞
に
付
く

例
で
当
為
を
推
定
対
象
と
す
る
例
や
、
形
容
動
詞
に
付
く
例
で
適
当

を
推
定
対
象
と
す
る
例
が
、
そ
れ
ぞ
れ
次

の
よ
う
に
姿
を
表
し
て
い

る
。09

勲
功

一
に
あ
ら
ず
、
恩
賞
是
お
も
か
る
べ
し
と
て
、
次
の
年
正

三
位
に
叙
せ
ら
れ
、
(平
家

・
一
・
鱸
)

⑳
母
と
ち
是
を
き
く
に
か
な
し
く
て
、

い
か
な
る
べ
し
と
も
お
ぼ

え
ず
。
(平
家

・
一
・
祇
王
)

09
の

「お
も
か
る
べ
し
」
は
、
恩
賞
を
重
く
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
の
意
で
、
当
為
を
推
定
対
象
と
す
る
例
と
解
せ
る
も
の
で
あ
る
。

⑳
の

「
い
か
な
る
べ
し
」
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
意
で
適
当
を
推
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定
対
象
と
す
る
例
と
解
せ
る
。
形
容
動
詞
を
上
接
語
と
す
る
例
に
は
、

も
う

一
例
も
、
前
後
の
文
脈
を
含
め
て
こ
れ
と
全
く
同
文
の
例
が
同

じ
作
品
に
あ

っ
た
。
な
お
、
調
査
し
た
範
囲
の
上
接
語
形
容
動
詞
に

は
、
こ
の
二
例
以
外
に
疑
問
詞
か
ら
な
る
例
は
な
か

っ
た
。
こ
の
よ

う
な
例
の
出
現
も
、
表
二

・
ウ
で
指
摘
し
た
観
念
的
な
推
定
対
象
の

増
加
と
、
そ
の
原
因
と
な
る
観
念
的
な
表
示
性
の
強
化
の
現
れ
と
見

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

五

お
わ
り
に

「
べ
し
」
の
通
時
的
変
化
に
つ
い
て
、
本
稿
の
要
点
を
ま
と
め
る

と
、
次

の
よ
う
に
な
る
。

一
、
中
世
の

「べ
し
」
に
は
、
位
相
的
に
文
語
化
が
進
行
す
る
が
、

中
世
に
は
意
義
上
、
現
実
的
な
事
柄
の
表
示
性
が
後
退
し
、
観

念
的
な
事
柄
の
表
示
性
が
強
く
な
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
伴

っ
て
、

反
語

・
否
定

・
意
志

・
勧
誘

・
命
令
な
ど
の
表
現
に
用
い
ら
れ

る
こ
と
も
多
く
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け

い
わ
ば
志
向
的
な
情

意
の
表
示
性
が
強
ま

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

二
、
形
態
的
に
は
、
中
古
の
ほ
う
が
、
上
接
語

・
下
接
語
に
種
々

の
広
が
り
が
見
ら
れ
た
。
中
世
に
は
相
対
的
に
用
法
が
狭
く
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
も
文
語
化
に
伴
う
自
然
の
結
果
で
あ
ろ
う
。

文
語
に
お
け
る
用
法
を
含
め
て
、
調
査
範
囲
の

「
べ
し
」
に
う
か

が
え
る
通
時
的
変
化
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
た
が
、
中
世
に
な

る
と
、
口
語
の
世
界
で

「
べ
し
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
、
次
第
に

少
な
く
な

っ
て
い
っ
た
と
見
て
よ
い
。
中
古

の

「
べ
し
」
に
は
、
周

知
の
よ
う
に
打
消
の
推
定
を
表
す

「ま
じ
」
が
意
義
的
に
対
応
し
、

推
量
の
助
動
詞

「む
」
に
は
、
打
消
推
量

の

「じ
」
が
対
応
し
て
い

た
。
中
世
口
語
で
は
、
そ
の

「ま
じ
」
と

「じ
」
の
両
者
を
い
わ
ば

統
合
す
る
形
で
、
助
動
詞

「ま

い
」
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
ら
に
取

っ

て
替
わ
る
か
ら
、
中
古
語
的
な

「
べ
し
」

の
位
置
は
、
そ
の
統
合
さ

れ
た
打
消
の

「ま
い
」
と
の
相
対
関
係
だ
け
か
ら
も
、
口
語
の
世
界

で
は
衰
退
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
考
え

る
と
、
こ
れ
ら
の
通
時
的
変
化
は
、

一
面

で
は
中
世
を
境
と
し
て

「
べ
し
」
が
次
第
に
文
語
化
す
る
過
程
の
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
あ

る
。

注(1
)
山
ロ
堯
二

「推
量
体
系
の
史
的
変
容
」
(『国
語
学
』

一
六
五
集
)

(2
)
中
西
宇

一

「
「
べ
し
」

の
推
定

性

-

様
相
的
推
定

と
論
理
的
推
定

お

よ
び
意
志

1

」

(
『古
代

語
文
法
論

助
動
詞
篇
』

六
、
平
成

八
年
、
和

泉
書
院
)
に
、
氏
は
次

の
よ
う

に
そ
の
見
方
を
総
括

し
て
い
る
。

「
べ
し
」

の
推
定

は
、
〈
ソ
ウ
ダ

〉
と

〈
ハ
ズ

ダ

〉
の
二
系

列

に
大

別
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
両
者
は

い
ず
れ
も

「必
然

の
推
定
」
を
意

味
す

る
が
、
そ

の
推
定

把
握

の
仕
方
を

異

に
す

る
。
す

な

わ
ち
、

「
ソ
ウ
ダ
」
は
、
対
象
自
体
に
存

す
る
必
然

の
結
果
と

し
て
把
握
さ

れ

る

「
現
実
的

・
様
相

的

な
推
定
」

で
あ
り
、

「
ハ
ズ

ダ
」
は
、
物

2



事

の
こ
と
わ
り

に
よ
る
必
然

の
帰
結
と

し
て
把
握
さ
れ

る

「観
念
的

・

論
理

的
な
推
定
」

で
あ

る
。

氏

の
見
方

は

「
「
べ
し
」

の
多
様

な
意
味
を
整

理
す

る
上

で
宥
意
義

で
あ

ろ
う
」

(高
山
善

行
氏

書
評

『国

語
学
』

一
九
五
集
)
と
見

ら
れ

る
。
筆

者
も

そ
う
評
価

し

て
き

た
。
た

だ
、
本

稿

の
立

場
か

ら
見

れ
ば
、
そ

の

「
現
実
的
」
と

「観
念
的
」
と
は
、
と
も

に
対
象
面

の
あ

り
よ
う
と
見
な

せ
る
も
の
で
、
筆
者
も
重
視

し
た

い
観
点

で
あ

る
が
、
そ
れ
ら
と
併
用
さ

れ
て

い
る
、
「
様
相
的
」
と

「論

理
的
」

と
は
相

対
す

る
概
念
と

は
考
え

に
く

い
。
「様

相
的
」
は
現
実
的
な

対
象

面

の
あ

り
よ
う

が
中
心

に
な
り

そ
う

で
あ

る
の
に
、

「論

理
的
」

の
ほ
う

は
、
必
ず
し
も
観

念
的

な
対
象

の
あ
り
よ
う

に
限

ら
な

い
、
「
べ
し
」

の
推
定
作
用
全

体

の
特

徴
.だ
と

思

え

る
か
ら

で
あ

る
。
氏

の
大
別
法

の
基
点

と
見
う

け
ら
れ
る

〈
ソ
ウ
ダ

〉

と

〈
ハ
ズ

ダ
〉
と

い
う

二
つ
の
訳
語
も
、
用
例

の
解
釈
上

両
者
に

二
者
択

一
と

い
う
条
件
を
課
さ
な

い
限
り
、
ど
ち
ら
も
採
用
可
能

な
例
が
む
し

ろ

多

い
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

(
3
)

カ
の
形
容
詞

に
付
く
例

に
つ
い
て
は
、

「何

か
苦

し
か
る

べ
き

(ぞ
)
」

と

い
う
慣
用
句

の
例
が
、
『
平
家
物
語
』

に

一
例
、
『太

平
記
』
に

一
例
あ

る
が
、
『御
伽

草
子
』

の
三
例

は
、
す

べ
て
こ
れ

で
あ

り
、
慣
用
句

性

の

あ

る
例
を
除

い
て
、
よ
り
自
由
に
用

い
ら
れ
た
例
を

中
心

に
見
れ
ば
、
そ

の
傾
向
は
さ
ら

に
顕
著
に
な
る
。
な
お
、
こ

の
種

の
言

い
方

が
比
較
的
後

ま

で
慣
用
さ
れ
た
言

い
方

で
あ

っ
た
こ
と
は
、
以
前

に
も
触

れ
た
こ
と
が

あ

る
。
山

口
堯

二

「
反
語
副
詞

「
な

に
が
」

の
形
成
」

(
『佛
教
大

学
文
学

部
論
集
』
第
八

二
号
)
。

(
4
)
橋
本

四
郎

「
ベ
シ

・
マ
ジ

の
接
続

面

の
混

乱
」

(『
国
語
学
』

二
二
集
、

『橋
本
四
郎
論
文
集
国
語
学
編
』
昭
和
六

一
年

、
角

川
書
店
)
に
、
そ

の

広
が
り

の
見
通
し
と
、
推
量

の
助
動
詞
の
変
遷

の
方
向
と
絡
め

た
原
因

の

考
察
が
あ
る
。

(
5
)
否
定
と
共
起
す
る
例

の
有
無

も
示
す
意
味

で
、
「
べ
き

な
り
」

の
内
訳

を

い
え
ば
、
『
源
氏
物
語
』

で
は
、
「
べ
き

な
ら
ず
」

「
べ
き

に
も
あ
ら
ず
」

「
べ
き
な
め
り
」
「
べ
き
な
な
り
」
各

一
例

で
、
計

四
例
、
『
平
家
物
語
』

で
は
、

「
べ
き
な
ら
ず
」

二
例

、
「
べ
き

に

(も

)
あ
ら
ず
」

三
例
、
「
べ
き

に
て
」
三
例
、
「
べ
き

な
り
」

「
べ
き
な
れ
ど
も
」
各

一
例
で
、
計
十
例
、

『太

平
記
』

で
は
、
「
べ
き

に
あ

ら
ず
」

三
例
、
「
べ
き

な

り
」

二
例
、

「
べ
き

に
て
」
「
こ
そ
…
べ
き

な
れ
」
「
べ
き
な

れ
ど
も
」
各

一
例

で
、
計

げ

八
例
、

『御

伽
草

子
』
で

は
、

「
べ
き

に

(も
)
あ

ら
ず
」

四
例
、

「
べ
き

な
ら
ず
」
「
べ
き
な
り
」
各

一
例
で
、
計

六
例
と

い
う
分
布

で
あ

る
。

(
6
)
山

口
堯
二

『
日
本
語
疑
問
表

現
通
史
』

(平
成

二
年

、
明

治
書
院
)

の

用

語
に
よ
る
。
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