
日
本
語
動
詞
接
尾
語
「
め
く
」
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て

李

静

玟

一

は
じ
め
に

動
詞
接
尾
語
と
は
、
つ
ね
に
他
の
語
の
後
に
付
い
て
動
詞
を
派
生
す
る
接

尾
語
の
こ
と
を
い
う
。
こ
の
よ
う
な
語
構
成
上
の
特
徴
か
ら
、
動
詞
接
尾
語

は
結
合
す
る
語
の
語
基
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
種
類
に
分
類
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
の
中
で
も
「
め
く
」
は
上
接
す
る
品
詞
の
種
類
が
多
い
た
め
造
語

力
が
高
い
、
い
わ
ば
最
も
接
尾
語
ら
し
い
接
尾
語
と
も
い
え
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
か
ら
収
集
し
た
「
め
く
」
の

付
く
二
九
五
語
の
派
生
動
詞
を
対
象
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
に
つ
い
て
分

析
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
分
析
を
通
じ
て
、
動
詞
接
尾
語
「
め
く
」

の
意
味
・
用
法
の
特
徴
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

二

辞
書
に
お
け
る
意
味
記
述

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版

小
学
館

二
〇
〇
一

め
・
く

【
一
】〔
接
尾
〕（
五
（
四
）
段
型
活
用
）
名
詞
や
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
語

幹
、
副
詞
、
擬
声
語
、
語
根
な
ど
に
付
い
て
動
詞
を
つ
く
る
。
そ
の
よ
う
な

状
態
に
な
る
、
そ
れ
に
似
た
よ
う
す
を
示
す
、
な
ど
の
意
を
表
わ
す
。「
春

め
く
」「
人
め
く
」「
罪
人
め
く
」「
な
ま
め
く
」「
こ
と
さ
ら
め
く
」「
わ
ざ

と
め
く
」「
ざ
わ
め
く
」「
ほ
の
め
く
」
な
ど
。

『
大
辞
林
』
第
三
版

三
省
堂

二
〇
〇
六

め
く
（
接
尾
）〔
動
詞
五
﹇
四
﹈
段
型
活
用
〕
名
詞
や
副
詞
、
形
容
詞
や
形

容
動
詞
の
語
幹
に
つ
い
て
、
…
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
、
…
ら
し
い
な
ど
の

意
を
表
す
。

夏
め
く
、
な
ま
め
く
、
こ
と
さ
ら
め
く
、
時
め
く
、
ち
ら
め
く
、
ひ
し
め
く
、

ざ
わ
め
く

『
岩
波
国
語
辞
典
』
第
七
版

岩
波
書
店

二
〇
一
一

め
・
く
（
接
尾
）《
名
詞
・
副
詞
な
ど
に
付
け
、
五
段
活
用
動
詞
を
作
る
》

…
ら
し
く
な
る
。
…
の
傾
向
を
帯
び
る
。「
春
―
」「
色
―
」「
わ
ざ
と
―
・

い
た
親
切
」「
遠
い
昔
の
遺
跡
―
・
い
た
た
た
ず
ま
い
」
▽
最
後
の
例
の
よ
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う
な
「
め
く
」
は
、
直
前
の
体
言
と
い
う
よ
り
「
遠
い
昔
の
遺
跡
」
全
体
に

付
く
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

以
上
辞
書
に
お
け
る
意
味
記
述
を
ま
と
め
て
み
る
と
、「
め
く
」
は
、
名

詞
お
よ
び
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
語
幹
、
擬
声
語
・
擬
態
語
な
ど
の
様
々
な

品
詞
に
付
い
て
動
詞
を
作
る
接
尾
語
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
意
味
と
し
て

は
、「
〜
ら
し
く
な
る
」「
〜
の
よ
う
で
あ
る
」
の
よ
う
に
接
続
す
る
語
が

持
っ
て
い
る
性
質
や
状
態
の
発
現
や
、
そ
う
い
う
傾
向
を
帯
び
る
と
い
う
意

を
表
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
古
語
辞
典
に
お
け
る
意
味
記
述
を
見
て
お
く
。

『
岩
波
古
語
辞
典
』
補
訂
版

岩
波
書
店

一
九
九
〇

め
・
き
〘
接
尾
〙《
名
詞
・
形
容
詞
語
幹
・
副
詞
に
つ
い
て
》
四
段
活
用
の

動
詞
を
つ
く
る
》

㊀
本
当
に
…
ら
し
い
様
子
を
示
す
。
…
の
本
当
の
姿
を
最
も
よ
く
示
す
。「
春

―
・
き
」「
今
―
・
き
」
な
ど
。「
雨
そ
そ
ぎ
も
な
ほ
秋
の
し
ぐ
れ
―
・
き
て

う
ち
そ
そ
げ
ば
」〈
源
氏

蓬
生
〉

㊁
一
見
…
ら
し
く
見
え
る
姿
を
示
す
。「
親
―
・
き
」「
な
ま
―
・
」
な
ど
。

「
唐
―
・
い
た
る
船
作
ら
せ
給
ひ
け
る
」〈
源
氏

胡
蝶
〉

㊂
《
擬
音
語
・
擬
態
語
に
つ
い
て
》
…
と
い
う
音
を
立
て
る
。
…
と
い
う
動

作
を
す
る
。「
そ
よ
―
・
き
」「
む
く
―
・
き
」
な
ど
。「
世
界
さ
ら
―
・
き

の
の
し
り
合
ひ
た
り
」〈
今
昔

一
〇
、
三
六
〉

『
古
語
林
』
大
修
館
書
店

一
九
九
七

め
・
く
〘
接
尾
カ
四
〙〔
カ
行
四
段
活
用
動
詞
を
つ
く
る
〕

㊀
〔
体
言
、
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
語
幹
、
副
詞
に
付
い
て
〕
〜
の
よ
う
に

な
る
。
〜
ら
し
く
な
る
。
〜
ら
し
く
見
え
る
。
例：

「
春
め
く
」「
池
め
く
」

「
親
め
く
」「
古
め
く
」「
こ
と
さ
ら
め
く
」

㊁
〔
音
や
よ
う
す
を
表
す
語
に
付
い
て
〕
〜
と
音
を
立
て
る
。
〜
の
よ
う
な

動
作
を
す
る
。

例：

「
そ
よ
め
く
」「
ざ
わ
め
く
」「
ほ
と
め
く
」「
き
ら
め
く
」

『
新
全
訳
古
語
辞
典
』
大
修
館
書
店

二
〇
一
七

め
・
く
﹇
接
尾
カ
四
﹈〔
カ
行
四
段
活
用
動
詞
を
つ
く
る
〕

㊀
〔
体
言
、
形
容
詞
・
形
容
動
詞
の
語
幹
、
副
詞
に
付
い
て
〕
〜
の
よ
う
に

な
る
。
〜
ら
し
く
な
る
。
〜
ら
し
く
見
え
る
。
例：

「
春
め
く
」「
こ
と
さ

ら
め
く
﹇
わ
ざ
と
ら
し
く
見
え
る
﹈」

㊁
〔
音
や
よ
う
す
を
表
す
語
に
付
い
て
〕
〜
と
音
を
立
て
る
。
〜
の
よ
う
な

動
作
を
す
る
。
例：

「
そ
よ
め
く
」「
ほ
と
め
く
﹇
こ
と
こ
と
と
音
を
立
て

る
﹈」こ

の
よ
う
に
現
代
語
辞
書
に
は
な
い
「
〜
と
い
う
音
を
立
て
る
」
と
い
う

記
述
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
も
、『
岩
波
古
語
辞
典
』
で

は
、
他
の
辞
書
と
は
違
っ
て
「
め
く
」
の
「
〜
ら
し
く
な
る
」
の
意
味
を
、

接
続
す
る
品
詞
の
性
質
に
よ
っ
て
さ
ら
に
二
つ
に
分
け
、
㊀
と
㊁
の
項
目
で

説
明
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
め
く
」
を
分
析
す
る
た
め
に
は
、
現
代
語
辞
書
の

意
味
記
述
だ
け
で
は
な
く
、
古
語
辞
書
の
意
味
記
述
も
参
考
に
し
な
が
ら
、

さ
ら
に
細
か
く
意
味
を
分
類
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
次
で
は
、「
め
く
」
に
接
続
す
る
語
を
取
り
上
げ
、
品
詞
別
に
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分
類
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の

分
析
を
通
じ
て
、
動
詞
接
尾
語
「
め
く
」
の
意
味
・
用
法
の
特
徴
を
も
っ
と

明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

三

動
詞
接
尾
語
「
め
く
」
の
意
味
・
用
法

三
�
一
「
め
く
」
の
分
類

「
め
く
」
の
分
類
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
先
行
研
究
に
よ
る
分
類
か
ら
目
を

通
す
こ
と
に
す
る
。

（
一
）
阪
倉
篤
義
（
一
九
六
六
）

接
尾
語
と
接
す
る
語
基
の
種
類

一＝

名
詞

二＝

「
さ
や
」「
し
づ
」
の
ご
と
き
、
い
わ
ゆ
る
語
根
。「
た
を
」「
き
ら
」

の
ご
と
き
象
徴
辞
（
擬
声
語
・
擬
態
語
）
を
ふ
く
む
。

三＝

「
す
ず
ろ
」「
あ
き
ら
」「
た
ひ
ら
」「
た
し
か
」
の
ご
と
き
、
形
容
動

詞
語
幹
乃
至
は
副
詞
の
類
。
み
ぎ
の
（
二
）
に
比
し
て
、
そ
の
あ
ら
わ
す
概

念
は
さ
ら
に
明
確
で
、
独
立
性
が
つ
よ
い
。

四＝

形
容
詞
。
語
基
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、「
い
た
」「
ひ
ろ
」
の
ご
と

き
語
幹
部
分
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
み
ぎ
の
（
二
）
と
本
質
的
に
は
同
性

格
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
形
容
詞
語
幹
に
な
り
得
る
点
で
、
そ
れ
ら
と
は
概

念
内
容
に
差
が
あ
ろ
う
と
考
え
て
、
別
に
た
て
る
。

五＝

動
詞

（
二
）
関
一
雄
（
一
九
七
九
）

㊀
名
詞
語
基

㊁
形
容
詞
語
幹
語
基

㊂
形
容
動
詞
語
幹
語
基

㊃
副
詞
語
基

㊃
動
詞
連
用
形
語
基

（
三
）
山
口
豊
（
一
九
九
三
）

㊀
名
詞
を
語
基
と
す
る
も
の

㊁
語
根
（
擬
声
語
・
擬
態
語
を
含
む
）
を
語
基
と
す
る
も
の

㊂
形
容
動
詞
語
幹
乃
至
は
副
詞
を
語
基
と
す
る
も
の

㊃
形
容
詞
を
語
基
と
す
る
も
の

㊄
動
詞
を
語
基
と
す
る
も
の

ま
ず
、
阪
倉
（
一
九
六
六
））
と
山
口
（
一
九
九
三
）
の
分
類
で
は
、
他

と
は
違
っ
て
語
の
語
基
で
は
な
く
語
根
を
二
の
項
目
に
入
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
語
根
と
い
う
の
は
す
で
に
品
詞
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
、
形
容

詞
や
形
容
動
詞
、
名
詞
な
ど
品
詞
の
語
幹
と
重
な
る
場
合
が
多
い
の
で
、
こ

の
項
目
は
改
め
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
三
の
項
目
で
は
形

容
動
詞
と
副
詞
を
一
緒
に
扱
っ
て
い
る
が
、
副
詞
の
場
合
、
擬
声
語
・
擬
態

語
ま
で
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
こ
れ
も
ま
た
別
の
項
目
に
分
類
し
直

し
た
方
が
よ
か
ろ
う
。

次
に
、
関
（
一
九
七
九
）
は
動
詞
接
尾
語
を
上
接
す
る
語
の
語
基
別
に
五

つ
の
項
目
に
分
類
し
、
形
容
動
詞
と
副
詞
は
別
の
項
目
に
分
け
て
い
る
。

以
上
の
先
行
研
究
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
動
詞
接
尾
語
を
次
の
よ
う
に
六
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語数

８６

８

２４

７

６９

９４

１１

１

語基

（一）名詞

（二）形容詞語幹

（三）形容動詞語幹

副 詞

擬声語

擬態語

（五）動詞の連用形

（六）語素

（
四
）副
詞

表
一

語
基
に
よ
る
接
尾
語
「
め
く
」
の
語
数

語数

３

７５

３６

５１

９４

１３

３

５

初出

奈良時代

平安時代

鎌倉時代

室町時代

江戸時代

明治時代

大正

昭和

上代

中古

中世

近世

近代

現代

表
二

接
尾
語
「
め
く
」
の
初
出
年
代

つ
の
項
目
に
分
類
し
て
み
た
。

「
結
合
す
る
語
基
に
よ
る
分
類
」

（
一
）
名
詞

（
二
）
形
容
詞
語
幹

（
三
）
形
容
動
詞
語
幹

（
四
）
副
詞
（
擬
声
語
・
擬
態
語
・
感
動
詞
を
含
む
）

（
五
）
動
詞
の
連
用
形
ま
た
は
動
詞
の
語
根

（
六
）
語
素

さ
ら
に
、
上
記
の
項
目
に
基
づ
い
て
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
か
ら
収
集
し

た
二
九
五
語
を
分
類
し
た
結
果
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

表
一
を
見
る
と
、「
め
く
」
は
（
一
）
か
ら
（
六
）
ま
で
す
べ
て
の
語
基

と
結
合
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
中
で
も
名
詞
と
副
詞
と
の
結
合
が
圧
倒
的
に

多
い
。

ま
た
、
次
の
表
二
を
見
る
と
、

「
め
く
」
は
奈
良
時
代
か
ら
す
で
に
そ
の
姿
が
現
れ
、
平
安
時
代
か
ら
江

戸
時
代
に
渡
っ
て
著
し
い
造
語
力
を
見
せ
て
い
る
。こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、

動
詞
接
尾
語
の
特
徴
を
分
析
す
る
に
あ
た
っ
て
「
め
く
」
は
も
っ
と
も
適
し

て
い
る
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
。

以
上
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
次
に
「
め
く
」
と
結
合
す
る
語
基
を
一
つ
ず

つ
取
り
上
げ
、
意
味
面
に
お
い
て
、
よ
り
詳
し
く
分
析
を
加
え
る
こ
と
に
す

る
。
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語数
０
３１
２
５
３０
８
２
３

初出
奈良時代
平安時代
鎌倉時代
室町時代
江戸時代
明治時代
大正
昭和

上代
中古
中世

近世
近代

現代

表
三
「
名
詞
＋
め
く
」
の
初
出
年
代

三
・
二
「
め
く
」
の
意
味

（
一
）
名
詞
を
語
基
と
す
る
も
の

三
・
一
で
も
述
べ
た
よ
う
に
対
象
と
す
る
二
九
五
語
の
内
、
名
詞
と
結
合

す
る
「
め
く
」
の
語
例
は
八
六
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
語
例
ご
と
に
『
日
本
国

語
大
辞
典
』
に
よ
る
初
出
年
代
を
調
べ
た
結
果
、
表
三
の
通
り
で
あ
る
。

表
三
を
み
る
と
、「
名
詞
＋
め
く
」
は
平
安
時
代
と
江
戸
時
代
に
集
中
し

て
多
く
造
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
結
合
す
る
名
詞
の
性
格
に
よ
っ

て
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る

〈
名
詞
の
性
格
〉

㊀
季
節
や
自
然
を
表
す
場
合

秋
め
く
、
春
め
く
、
夏
め
く
、
冬
め
く
、
時
雨
め
く
、
露
め
く

㊁
人
の
様
子
や
性
格
を
表
す
場
合

主
め
く
、
大
人
め
く
、
親
め
く
、
女
め
く
、
学
者
め
く
、
玄
人
め
く
、

子
め
く
、
上
衆
め
く
、
人
め
く
、
益
荒
男
め
く
、
召
人
め
く
、
山
賤
め
く

㊂
時
や
場
所
を
表
す
場
合

田
舎
め
く
、
唐
め
く
、
古
代
め
く
、
寺
め
く
、
当
世
め
く
、
時
め
く
、

都
め
く
、
昔
め
く
、
屋
敷
め
く
、
山
里
め
く

ま
ず
、季
節
や
自
然
現
象
に
か
か
わ
る
名
詞
と
結
合
す
る
場
合
の
「
め
く
」

は
、「
秋
め
く
―
秋
ら
し
く
な
る
」
の
よ
う
に
「
〜
ら
し
く
な
る
」「
〜
の
よ

う
な
感
じ
に
な
る
」
と
い
う
意
味
を
表
す
。
ま
た
、
㊀
の
項
目
に
該
当
す
る

語
例
の
初
出
の
時
期
も
、
次
の
よ
う
に
平
安
時
代
に
集
中
し
て
い
る
の
が
特

徴
で
あ
る
。

初
出：

秋
め
く
（
一
一
七
七
年
）、春
め
く
（
九
四
五
年
）、夏
め
く
（
一

一
七
八
年
）、冬
め
く
（
一
〇
〇
一
〜
一
四
年
）、時
雨
め
く
（
一

〇
〇
一
〜
一
四
年
）

次
に
、人
の
様
子
や
性
格
に
か
か
わ
る
名
詞
と
結
合
す
る
場
合
の
「
め
く
」

は
、「
主
め
く
―
い
か
に
も
主
人
ら
し
い
様
子
を
す
る
」「
親
め
く
―
親
の
よ

う
に
ふ
る
ま
う
」
の
よ
う
に
、「
〜
に
見
え
る
」「
〜
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
」

と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
「
め
く
」
は
「
親
が
る
」
の
よ

う
に
「
が
る
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
語
例
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
項
目
で
「
め

く
」
は
、

（
一
）「
学
問
も
な
い
癖
に
、
学
者
（
ガ
ク
シ
ャ
）
め
い
た
事
を
云
っ
て

は
済
ま
な
い
」

坑
夫
〔
一
九
〇
八
〕〈
夏
目
漱
石
〉
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語数
０
２
１
１
３
１
０
０

初出
奈良時代
平安時代
鎌倉時代
室町時代
江戸時代
明治時代
大正
昭和

上代
中古
中世

近世
近代

現代

表
四
「
形
容
詞
＋
め
く
」
の
初
出
年
代

語数
１
６
２
３
９
１
１
１

初出
奈良時代
平安時代
鎌倉時代
室町時代
江戸時代
明治時代
大正
昭和

上代
中古
中世

近世
近代

現代

表
五
「
形
容
動
詞
＋
め
く
」
の
初
出
年
代

（
二
）「
わ
が
御
く
し
げ
殿
に
の
給
ひ
て
、
装
束
な
ど
も
せ
さ
せ
、
ま
こ

と
に
お
や
め
き
て
あ
つ
か
ひ
給
ふ
」

＊
源
氏
物
語
〔
一
〇
〇
一
〜
一
四
頃
〕
帚
木

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
よ
り

の
よ
う
に
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。

最
後
に
、
時
や
場
所
を
表
す
名
詞
と
結
合
す
る
場
合
の
「
め
く
」
は
、「
田

舎
め
く
―
田
舎
風
に
見
え
る
」「
昔
め
く
―
昔
風
で
あ
る
」
の
よ
う
に
い
か

に
も
そ
の
も
の
の
雰
囲
気
を
感
じ
さ
せ
る
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
。
こ

の
場
合
、「
田
舎
び
る
」
の
よ
う
に
「
び
る
」
と
交
替
で
き
る
語
例
も
見
ら

れ
る
。

（
二
）
形
容
詞
を
語
基
と
す
る
も
の

形
容
詞
の
語
基
と
結
合
す
る
「
め
く
」
の
語
例
は
、
対
象
と
す
る
二
九
五

語
の
内
、
八
語
し
か
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
場
合
も
名
詞
の
場
合
と
同
じ
く
、
結
合
す
る
形
容
詞
の
性
格
に
よ
っ

て
「
め
く
」
の
意
味
が
少
し
違
っ
て
く
る
。
例
え
ば
、「
幼
め
く
」
の
場
合

の
「
め
く
」
は
「
ど
こ
と
な
く
幼
い
感
じ
が
あ
る
」
と
い
う
意
味
を
表
し
て

い
る
が
、「
余
所
め
く
」
の
場
合
は
「
よ
そ
よ
そ
し
く
ふ
る
ま
う
」
と
い
う

意
味
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、「
古
め
く
」
は
、「
古
び
て
み
え
る
」
を
意
味

す
る
の
で
、
こ
の
場
合
は
「
め
く
」
の
代
わ
り
に
「
び
る
」
を
用
い
る
こ
と
も

で
き
る
。
他
に
「
形
容
詞
＋
め
く
」
の
語
例
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

詳
し
め
く：

精
通
し
て
い
る
よ
う
に
よ
そ
お
う

も
ろ脆
め
く

：

も
ろ
く
な
る
。
砕
け
や
す
く
な
る
。

若
め
く

：

若
々
し
く
見
え
る
。

（
三
）
形
容
動
詞
を
語
基
と
す
る
も
の

形
容
動
詞
の
語
基
と
結
合
す
る
「
め
く
」
の
語
例
は
、
対
象
と
す
る
二
九

五
語
の
内
、
二
四
語
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
表
五
の
初
出
の
時
期
を
見
る
と
、

名
詞
を
語
基
と
す
る
「
め
く
」
の
場
合
と
同
じ
く
平
安
時
代
と
江
戸
時
代
に

現
れ
た
語
例
が
も
っ
と
も
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
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語数
擬態語
１
１２
１７
２９
２９
３
０
１

擬声語
１
２２
１０
１１
２１
０
０
０

副詞
０
３
０
１
３
０
０
０

初出

奈良時代
平安時代
鎌倉時代
室町時代
江戸時代
明治時代
大正
昭和

上代
中古
中世

近世
近代

現代

表
六
「
副
詞
＋
め
く
」
の
初
出
年
代

そ
し
て
、
形
容
動
詞
を
語
基
と
す
る
「
め
く
」
は
、

派
手
め
く：

派
手
に
見
え
る
さ
ま
で
あ
る
。

神
秘
め
く：

神
秘
的
な
感
じ
に
な
る
。
神
秘
的
な
様
相
を
呈
す
る
。

皮
肉
め
く：

皮
肉
の
よ
う
に
な
る
。
皮
肉
の
意
味
合
い
を
こ
め
る
。

賢
し
ら
め
く：
賢
し
ら
に
ふ
る
ま
う
。

の
よ
う
に
、
結
合
す
る
形
容
動
詞
の
様
子
や
状
態
を
「
〜
と
感
じ
る
」「
〜

の
よ
う
に
見
え
る
」
と
い
う
よ
う
に
表
す
場
合
が
多
い
。

ま
た
、「
め
く
」
の
中
に
は
、「
親
切
め
く：

い
か
に
も
親
切
そ
う
な
言
動

を
す
る
」
の
よ
う
に
結
合
す
る
形
容
動
詞
の
状
態
を
強
調
す
る
意
味
で
用
い

ら
れ
て
い
る
語
例
も
見
ら
れ
る
。

（
三
）「
年
老
（
と
し
よ
り
）
の
癖
に
厭
味
た
ら
し
く
酌
し
て
呉
る
る
も

却
っ
て
其
親
切
め
い
た
が
胸
悪
く
」

＊
い
さ
な
と
り
〔
一
八
九
一
〕〈
幸
田
露
伴
〉
七
五

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
よ
り

強
調
を
表
す
「
め
く
」
の
場
合
、（
三
）
の
よ
う
に
文
章
の
中
で
は
マ
イ

ナ
ス
の
意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
。

（
四
）
副
詞
を
語
基
と
す
る
も
の

副
詞
を
語
基
と
す
る
「
め
く
」
の
語
例
は
一
七
〇
語
で
、
対
象
と
す
る
二

九
五
語
の
約
六
割
を
占
め
る
と
い
う
よ
う
に
他
を
圧
倒
し
て
い
る
。
ま
た
、

副
詞
の
中
で
も
擬
声
語
・
擬
態
語
は
そ
れ
ぞ
れ
、
六
九
語
と
九
四
語
で
、「
副

詞
＋
め
く
」
の
語
例
は
殆
ど
が
擬
声
語
と
擬
態
語
を
語
基
と
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
初
出
時
期
も
、
表
六
を
見
る
と

平
安
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
絶
え
ず
に
造
ら
れ
、
用
い
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
分
か
る
。

こ
こ
で
は
、「
め
く
」
と
結
合
す
る
副
詞
を
そ
の
性
格
に
よ
っ
て
擬
声
語
、

擬
態
語
、
そ
れ
以
外
の
副
詞
の
三
つ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
や
特
徴
に

つ
い
て
分
析
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
擬
声
語
と
擬
態
語
を
除
い
た
副
詞
を
語
基
と
す
る
「
め
く
」
の
意

味
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。

き
っ
と
め
く

【
急
度
―
】

物
事
が
荒
立
っ
て
き
つ
く
な
る
。
い
か
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に
も
、
か
ど
だ
つ
。

こ
と
さ
ら
め
く

【
殊
更
―
】
殊
更
の
よ
う
に
な
る
。
わ
ざ
と
ら
し
く

な
る
。
わ
ざ
と
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
と
さ
ら
ぶ
。

わ
ざ
と
め
く

【
態
―
】
こ
と
さ
ら
心
を
用
い
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。
ま
た
、
わ
ざ
と
ら
し
く
感
じ
ら
れ
る
。

さ
っ
ぱ
り
め
く

い
か
に
も
さ
っ
ぱ
り
し
て
み
え
る
。
は
っ
き
り
す

る
。
区
別
が
あ
る
。

上
記
の
語
例
を
み
る
と
、
副
詞
と
結
合
す
る
場
合
の
「
め
く
」
は
、
名
詞

を
語
基
と
す
る
「
め
く
」
と
同
じ
く
「
〜
ら
し
く
な
る
」「
〜
の
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
」「
〜
に
み
え
る
」
と
い
っ
た
状
態
や
様
子
を
表
す
意
味
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
場
合
も
数
は
少
な
い
が
、
平
安
時

代
と
江
戸
時
代
に
そ
れ
ぞ
れ
三
つ
の
語
例
が
見
ら
れ
る
。

次
は
、
擬
声
語
を
語
基
と
す
る
「
め
く
」
の
意
味
・
用
法
の
特
徴
に
つ
い

て
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
擬
声
語
＋
め
く
」
は
平
安
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に

渡
っ
て
、
大
い
に
造
語
力
を
発
揮
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
も
「
名
詞
＋
め
く
」

と
同
じ
く
平
安
時
代
と
江
戸
時
代
に
多
く
の
語
が
用
い
ら
れ
始
め
た
こ
と
が

分
か
る
。

き
し軋
め
く

：

き
し
き
し
と
音
が
す
る
。
き
し
む
。

ひ
し犇
め
く

：

ひ
し
ひ
し
と
音
が
す
る
。
ぎ
し
ぎ
し
鳴
る
。

か
か
め
く：

鳥
獣
が
鳴
く
。
か
か
鳴
く
。

か
ら
め
く：

か
ら
か
ら
音
が
す
る
。

か
り
め
く：

歯
で
堅
い
も
の
を
か
み
砕
く
と
き
、
か
り
か
り
と
音
が

す
る

こ
そ
め
く：

こ
そ
こ
そ
と
音
を
立
て
る
。

ご
そ
め
く：

ご
そ
ご
そ
と
音
が
す
る
。

さ
さ
め
く：

さ
や
さ
や
と
音
を
た
て
る
。

さ
ら
め
く：

高
い
音
や
と
ど
ろ
く
音
が
す
る
。
ま
た
、
さ
あ
っ
と
い
う

音
が
す
る
。

ざ
ら
め
く：

ざ
ら
ざ
ら
と
音
が
す
る
。

ざ
わ
め
く：

声
や
音
が
さ
わ
が
し
い
感
じ
に
な
る
。
ま
た
、
多
く
の
も

の
が
ど
こ
と
な
く
さ
わ
ぎ
動
く
感
じ
に
な
る
。

そ
よ
め
く：

そ
よ
そ
よ
と
音
が
す
る
。

ど
し
め
く：

ど
し
ど
し
音
を
た
て
る
。
大
声
で
ど
な
り
ち
ら
す
。
騒
ぎ

た
て
る
。

ま
た
、
語
基
と
な
る
擬
声
語
は
物
の
音
や
声
を
表
し
て
い
る
た
め
、
こ
の

場
合
の
「
め
く
」
の
意
味
は
「
〜
と
い
う
音
を
立
て
る
」「
〜
と
音
が
す
る
」

と
な
る
の
は
当
然
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
二
の
辞
書
の
意
味
記
述
か
ら

も
分
か
る
よ
う
に
、
現
代
語
辞
書
で
は
こ
の
意
味
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
ら

れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
擬
声
語
は
「
め
く
」
と
結
合
す
る
他
の
語
基
と
比

べ
て
も
そ
の
歴
史
が
古
く
、
一
語
化
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、「
め
く
」
と
結
合
す
る
擬
声
語
に
は
、「
き
し
き
し
」「
か
ら
か
ら
」

「
ざ
ら
ざ
ら
」
の
よ
う
に
物
が
ぶ
つ
か
っ
た
り
、
擦
れ
た
り
す
る
時
の
音
や

「
こ
そ
こ
そ
」「
ざ
わ
ざ
わ
」「
ど
し
ど
し
」
の
よ
う
に
人
が
立
て
る
音
、「
そ

よ
そ
よ
」「
さ
や
さ
や
」
の
よ
う
に
動
物
や
自
然
現
象
に
よ
る
音
な
ど
が
あ

る
。（
こ
の
よ
う
に
音
の
種
類
に
よ
っ
て
も
用
い
ら
れ
た
時
期
が
そ
れ
ぞ
れ

違
う
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。）

最
後
に
、「
擬
態
語
＋
め
く
」
の
語
例
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
て
み
る
。

表
六
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
擬
態
語
は
「
め
く
」
と
結
合
す
る
語
基
の

中
で
最
も
造
語
力
に
優
れ
て
い
る
。
特
に
、
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
ま
で
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に
多
く
の
語
例
が
集
中
し
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
擬
態
語
は
人
や
物
の
状
態
、
動
き
な
ど
を
ま
ね
し
て
表
し
た
語
で

あ
る
の
で
、
擬
態
語
と
結
合
す
る
「
め
く
」
は
、
一
つ
は
「
〜
の
状
態
に
な

る
」、
も
う
一
つ
は
「
〜
と
い
う
動
作
を
す
る
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ

る
。

「
め
く
」
が
状
態
を
表
す
場
合

き
ら煌
め
く

：

き
ら
き
ら
と
輝
い
て
い
る
。
美
し
く
光
り
輝
く
。
き
ら
き

ら
す
る
。

と
ろ惚
め
く

：

眠
気
を
も
よ
お
し
て
う
と
う
と
と
す
る
。
と
ろ
と
ろ
と
す

る
。

滑
め
く

：

ぬ
ら
ぬ
ら
す
る
。

き
ろ
め
く：

目
が
き
ら
き
ら
輝
く
。
ま
た
、
き
ょ
ろ
き
ょ
ろ
動
く
。

ば
さ
め
く：

ば
さ
ば
さ
と
乱
れ
た
感
じ
に
な
る
。

ひ
り痺
め
く

：

し
び
れ
る
。
ま
た
、
皮
膚
な
ど
が
刺
激
さ
れ
て
痛
む
。
ひ

り
ひ
り
す
る
。

ひ
ら閃
め
く

：

光
が
瞬
間
的
に
ひ
か
っ
て
消
え
る
。
ぴ
か
っ
と
一
瞬
ひ
か

る
。
き
ら
め
く
。

ふ
わ
め
く：

布
な
ど
が
ふ
わ
ふ
わ
と
は
た
め
く
。

す
ら
め
く：

す
ら
す
ら
と
、
流
暢
に
こ
と
が
進
行
す
る
。
順
調
に
行
な

わ
れ
る
。
う
ま
く
い
く
。

お
ど
め
く：

お
ど
お
ど
す
る
。
こ
わ
が
る
。
お
そ
れ
る
。
驚
く
。

「
め
く
」
が
動
作
を
表
す
場
合

く
る眩
め
く

：

く
る
く
る
と
回
る
。

む
く
め
く：

虫
な
ど
が
む
く
む
く
と
気
味
悪
く
動
く
。
う
ご
め
く
。

う
じ
め
く：

思
う
よ
う
に
行
動
で
き
な
い
で
、
ぐ
ず
ぐ
ず
す
る
。
ま
た
、

も
じ
も
じ
す
る
。

う
ろ
め
く：

う
ろ
う
ろ
す
る
。

ふ
ら
め
く：

ふ
ら
ふ
ら
と
動
く
。
ゆ
れ
動
く
。

ぶ
ら
め
く：

ぶ
ら
ぶ
ら
と
ゆ
れ
動
く
。
ぶ
ら
ぶ
ら
す
る
。
ぶ
ら
つ
く
。

う
ご
め
く：

（
イ
モ
ム
シ
な
ど
が
這
う
よ
う
に
）
絶
え
ず
少
し
ず
つ
動

く
。
お
ご
め
く
。
蠢
動
（
し
ゅ
ん
ど
う
）
す
る
。

よ
ろ
め
く：

足
ど
り
が
ふ
ら
つ
い
て
よ
ろ
よ
ろ
す
る
。
よ
ろ
け
る
。
よ

ろ
ぼ
う
。

「
擬
態
語
＋
め
く
」
も
「
擬
声
語
＋
め
く
」
と
同
じ
よ
う
に
「
〜
と
い
う

動
作
を
す
る
」
と
い
う
意
味
記
述
は
現
代
語
辞
書
に
は
載
っ
て
い
な
い
。
擬

態
語
も
擬
声
語
も
古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
で
、
現
代
日
本
語
に
も

多
く
そ
の
語
例
が
残
っ
て
い
て
、「
め
く
」
が
派
生
す
る
動
詞
の
大
半
を
占

め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現
代
語
辞
書
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
意
味
記
述

が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
五
）
動
詞
を
語
基
と
す
る
も
の

動
詞
（
ま
た
は
動
詞
の
語
根
）
と
結
合
す
る
「
め
く
」
は
一
一
語
で
あ
っ

て
、
表
七
を
見
る
と
そ
の
数
は
少
な
い
が
、
中
古
か
ら
近
世
ま
で
用
い
ら
れ

つ
づ
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
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語数
０
２
４
２
２
０
１
０

初出
奈良時代
平安時代
鎌倉時代
室町時代
江戸時代
明治時代
大正
昭和

上代
中古
中世

近世
近代

現代

表
七
「
動
詞
＋
め
く
」
の
初
出

「
動
詞
＋
め
く
」

い
き
り‐

め
・
く

【
熱
―
】〔
自
カ
四
〕：
息
ま
く
よ
う
な
風
情
で

あ
る
。
い
き
り
た
っ
た
様
子
で
あ
る
。

い
そ‐

め
・
く

【
急
―
】〔
自
カ
四
〕：

忙
し
そ
う
に
行
動
す
る
。

い
そ
い
そ
と
行
な
う
。

い
り‐

め
・
く

【
煎
―
・
焦
―
】〔
自
カ
四
〕：

（
器
の
中
で
物
が

煎
ら
れ
る
と
き
の
よ
う
に
）
動
き
騒
ぐ
。
い
ら
立
つ
。
ひ
し
め
く
。

も
み
合
う
。

こ
び‐

め
・
く

【
媚
―
】

〔
自
カ
五
（
四
）〕：

な
ま
め
か
し
い

感
じ
に
な
る
。

た
わ
ぶ
れ‐

め
・
く
﹇
た
は
ぶ
れ：

﹈

【
戯
―
】〔
自
カ
四
〕：

た

わ
む
れ
た
そ
ぶ
り
を
す
る
。
ふ
ざ
け
た
ふ
り
を
す
る
。

ど
よ‐

め
・
く

【
響
動
―
】

〔
自
カ
五
（
四
）〕（
一
）「
ど
よ
む

（
響
動
）【
一
】（
一
）」
に
同
じ
。
ど
や
め
く
。（
二
）
揺
れ
動
く
。

動
揺
す
る
。

も
た
れ‐

め
・
く

【
凭
―
】

〔
自
カ
四
〕：

い
か
に
も
甘
え
、
頼

り
に
し
て
い
る
様
子
に
な
る
。

か
ら‐

め
・
く
〔
自
カ
四
〕：

や
せ
て
、
あ
ぶ
ら
け
が
な
く
な
る
。
や

せ
ほ
そ
る
。
干
か
ら
び
る
。
か
さ
か
さ
す
る
。

こ
ぜ
り‐

め
・
く
〔
自
カ
四
〕：

こ
せ
こ
せ
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

た
だ‐

め
・
く
〔
自
カ
四
〕：

（「
胸
が
た
だ
め
く
」
の
形
で
）
は
げ

し
く
動
悸
が
す
る
。
ど
き
ど
き
す
る
。

の
の‐

め
・
く
〔
自
カ
四
〕：

の
の
し
り
騒
ぐ
。
わ
い
わ
い
言
う
。
声

高
に
呼
ぶ
。
わ
め
く
。
の
の
し
る
。

「
め
く
」
の
主
な
働
き
は
動
詞
を
派
生
す
る
文
法
的
な
役
割
で
あ
る
。
そ

の
た
め
、
上
記
の
語
例
の
よ
う
に
「
め
く
」
と
結
合
す
る
動
詞
に
は
、
動
作

性
よ
り
も
人
の
感
情
や
物
の
状
態
を
表
す
性
格
の
動
詞
（
ま
た
は
動
詞
の
語

根
）
が
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
動
詞
と
結
合
す
る

「
め
く
」
は
そ
の
動
詞
が
表
す
状
態
や
感
情
を
さ
ら
に
強
調
し
て
「
〜
の
よ

う
に
見
え
る
」「
〜
ら
し
く
な
る
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

四

今
後
の
課
題

本
稿
で
は
、
現
代
語
に
お
け
る
「
め
く
」
の
意
味
分
析
に
留
ま
っ
て
し

ま
っ
た
が
、
今
後
は
、
史
的
変
遷
の
過
程
に
そ
の
重
点
を
置
き
、
さ
ら
に
丁

寧
に
分
析
を
加
え
て
い
き
た
い
。
ま
た
、「
め
く
」
と
交
替
す
る
「
つ
く
」

と
「
だ
つ
」
に
対
す
る
分
析
も
同
時
に
行
っ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
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