
複
合
辞
の
通
時
的
研
究

―
―
「-

か
ら
し
て
」
を
中
心
に
―
―

安

志

英

一

は
じ
め
に

本
研
究
は
、
近
代
日
本
語
法
の
一
つ
で
あ
る
複
合
辞
の
初
出
と
そ
の
変
遷

過
程
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
一
環
で
あ
り
、
本
稿
で
は
特
に
「
―
か

ら
し
て
」
を
中
心
に
通
時
的
観
点
に
基
づ
く
分
析
・
考
察
を
通
じ
て
、
当
時

の
使
用
実
態
と
変
遷
を
明
確
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

周
知
の
よ
う
に
、「
か
ら
し
て
」
は
、
格
助
詞
「
か
ら
」
と
副
助
詞
「
し

て
」
が
結
合
し
て
「
起
點
・
終
点
・
範
囲
」
の
意
味
を
表
す
複
合
辞
（
注
１
）

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
―
か
ら
し
て
」
に
つ
い
て
『
日
本
語
文
型
辞
典
』

に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。（
注
２
）

【
か
ら
し
て
／
を
は
じ
め
】

共
に
起
点
を
示
す
表
現
で
あ
る
が
、
性
格
が
か
な
り
異
な
る
。「
か
ら

し
て
」
は
体
言
を
受
け
�
〜
か
ら
後
��
〜
か
ら
は
じ
め
て
�
と
い
っ

た
時
間
的
・
空
間
的
起
点
、
さ
ら
に
は
�
〜
を
は
じ
め
と
し
て
��
〜

が
ま
ず
�
と
い
う
現
状
認
識
に
お
け
る
起
点
を
表
す
。
現
状
認
識
に
お

け
る
起
点
と
は
、
普
通
は
ま
ず
問
題
に
な
ら
な
い
（
そ
う
あ
っ
て
は
困

る
）
事
物
を
起
点
と
し
て
取
り
上
げ
、
全
体
に
わ
た
っ
て
そ
う
云
え
る

こ
と
を
強
調
す
る
用
法
で
あ
る
が
、
逆
に
言
え
ば
、
あ
る
範
囲
の
中
か

ら
特
に
重
要
な
事
物
を
取
り
出
し
て
示
す
用
法
と
い
う
こ
と
に
も
な

る
。
全
体
と
し
て
、「
か
ら
し
て
」
の
場
合
は
起
点
の
み
を
取
り
出
す

表
現
で
、
終
点
は
全
く
意
識
さ
れ
て
い
な
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。
語
調

を
整
え
て
強
調
す
る
「
し
て
」
に
よ
っ
て
文
語
的
色
彩
を
帯
び
て
い
る

が
、
意
味
的
に
は
格
助
詞
「
か
ら
」
と
大
差
は
な
い
。

○
そ
ん
な
こ
と
か
ら
し
て
一
人
の
女
性
と
の
帰
命
な
近
づ
き
が
始
ま
っ
た

り
し
た
の
で
。

○
「
第
一
秋
か
ら
し
て
思
っ
た
よ
り
か
関
心
し
な
か
っ
た
の
サ
…
…
」

○
「
こ
の
ご
ろ
、
ド
レ
ス
か
ら
し
て
違
う
も
ん
だ
ね
。
元
々
、
あ
の
コ
脚

が
き
れ
い
な
ん
で
す
。」

ま
た
、「
か
ら
し
て
」
に
は
、
視
点
を
表
す
「
か
ら
す
る
」「
か
ら
い
う
と
」

「
か
ら
み
て
」
等
と
重
な
る
用
法
も
あ
る
。

ａ

外
見
か
ら
し
て
か
な
り
の
資
産
家
ら
し
い
。

ｂ

体
罰
は
教
育
的
見
地
か
ら
し
て
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。

ｂ
は
「
か
ら
す
る
と
」
等
と
同
様
に
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
ａ
に
は
、
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起
点
か
ら
全
体
に
わ
た
る
こ
と
を
強
調
す
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
残
存
し
て
お

り
、
用
法
の
連
続
性
が
感
じ
ら
れ
る
。

な
お
、「
か
ら
し
て
」
に
は
、
動
詞
の
「
見
る
」
を
受
け
て
「
見
る
か
ら

し
て
」
の
形
で
、「
見
る
か
ら
に
」
と
同
様
の
意
を
表
す
用
法
が
あ
る
。
こ

れ
に
も
、
起
点
の
意
識
が
は
た
ら
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

「
を
は
じ
め
」
も
時
間
的
・
空
間
的
起
点
と
現
状
認
識
的
起
点
を
示
す
が
、

し
ば
し
ば
「
ま
で
」
と
呼
応
し
て
「
〜
を
は
じ
じ
め
…
ま
で
」
の
形
で
起
点

か
ら
終
点
ま
で
の
範
囲
を
明
確
に
す
る
。終
点
が
明
示
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、

「
〜
を
は
じ
め
み
ん
な
…
」
の
よ
う
な
形
で
、�
そ
の
他
の
も
の
�
が
常
に

認
識
さ
れ
て
い
る
点
が
、「
か
ら
し
て
」
と
の
置
き
換
え
を
許
さ
な
い
理
由

と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
現
状
認
識
的
起
点
の
用
法
で
は
、
代
表
的
な

も
の
を
挙
げ
て
、�
そ
れ
を
第
一
の
も
の
と
し
て
�
取
り
上
げ
る
と
い
う
ニ
ュ

ア
ン
ス
と
な
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
現
代
日
本
語
に
お
い
て
「
か
ら
し
て
」
は
、
起
点
と
視

点
を
示
し
た
り
、
理
由
を
示
し
た
り
す
用
法
で
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
「
か
ら
し
て
」
に
関
す
る
先
行
研
究
を
検
討
し
て
み
る
と
、「
か
ら
し
て
」

が
ど
の
よ
う
な
変
化
の
過
程
を
経
て
、
現
在
の
用
法
と
し
て
定
着
し
た
か
に

つ
い
て
の
研
究
は
現
在
見
当
た
ら
ず
、
辞
書
類
に
若
干
の
記
述
し
か
さ
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
―
か
ら
し
て
」
の
変
遷
過
程
を
解
明
す
る
た
め
そ

の
全
体
像
を
見
渡
し
、
ま
た
同
じ
よ
う
な
意
味
で
使
用
さ
れ
た
「
―
よ
り
し

て
」
と
の
比
較
考
察
を
通
し
て
複
合
辞
「
か
ら
し
て
」
の
変
化
の
過
程
を
ま

と
め
る
。

二

複
合
辞
「
か
ら
し
て
」
の
変
化
様
相

二
、
一

複
合
辞
「
―
か
ら
し
て
」
の
初
出

現
在
、「
―
か
ら
し
て
」
が
い
つ
か
ら
複
合
辞
と
し
て
使
用
さ
れ
た
か
に

関
す
る
通
時
的
研
究
が
全
く
進
め
ら
れ
て
い
な
い
状
況
で
、「
―
か
ら
し
て
」

の
初
出
と
し
て
推
定
さ
れ
る
の
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
記
述
さ
れ
て

い
る
用
例
（
１
）
と
用
例
（
２
）
で
あ
る
。

（
１
）
東
周
と
云
は
考
王
弟
か
ら
し
て
の
事
ぞ

『
史
記
抄

三
・
周
本
紀
』

（
２
）「
美
し
い
顔
を
し
て
君
子
を
陥
れ
た
り
す
る
ハ
イ
カ
ラ
野
郎
は
一
人

も
な
い
と
信
ず
る
か
ら
し
て
、
君
の
如
き
温
良
篤
厚
の
士
は
必
ず
其
地
方

一
般
の
歓
迎
を
受
け
ら
れ
る
に
相
違
な
い
」

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』

前
述
し
た
よ
う
に
、
格
助
詞
「
か
ら
」
と
「
し
て
」
が
結
合
し
た
「
か
ら

し
て
」
は
、
ま
ず
用
例
（
１
）
の
よ
う
に
「
〜
か
ら
後
」「
〜
か
ら
は
じ
め

て
」
の
よ
う
な
起
点
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
な
意
味
用

法
は
一
四
七
七
年
成
立
と
知
ら
れ
て
い
る
「
史
記
抄
」
で
使
わ
れ
て
い
る
の

を
見
る
と
、
お
そ
ら
く
そ
れ
以
前
か
ら
こ
の
よ
う
な
表
現
が
使
用
さ
れ
て
い

た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
用
例
（
２
）
の
よ
う
に
接
続
助
詞
「
か
ら
」
と

「
し
て
」
が
「
〜
故
に
」「
〜
か
ら
」
と
解
釈
で
き
る
用
法
は
、「
坊
っ
ち
ゃ

ん
」
の
成
立
時
期
で
あ
る
一
九
〇
六
年
頃
か
ら
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
と
推

測
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
調
査
で
は
、
先
行
研
究
の
検
討
を
通
じ
て
得

た
例
と
古
典
テ
キ
ス
ト
（
注
３
）
を
対
象
に
し
て
複
合
辞
「
か
ら
し
て
」
と

「
よ
り
し
て
」
を
抽
出
し
、
そ
の
様
相
を
考
察
す
る
。
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二
、
二

本
調
査
で
の
複
合
辞
「
―
か
ら
し
て
」
の
様
相

本
調
査
で
は
格
助
詞
「
か
ら
」
と
「
し
て
」
が
結
合
し
て
起
点
の
意
味
を

表
す
用
例
が
四
例
、
接
続
助
詞
「
か
ら
」
と
「
し
て
」
が
結
合
し
て
理
由
を

示
す
例
が
四
例
見
え
た
。
こ
れ
を
整
理
し
て
表
に
す
る
と
、
次
の
〈
表
１
〉

の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
起
点
を
示
す
用
例
を
見
て
み
る
と
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
で
は
、

一
四
七
七
年
頃
の
用
例
を
そ
の
初
出
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
に
次

ぐ
も
の
の
一
つ
と
し
て
、
用
例
文
（
３
）
の
よ
う
に
「
狂
言
集
」
で
確
認
す

る
こ
と
が
で
き
た
。「
大
名
狂
言
」
類
の
「
粟
田
口
」
か
ら
の
用
例
で
、
太

郎
冠
者
と
、
粟
田
口
と
名
乗
る
人
と
の
会
話
の
中
に
あ
ら
わ
れ
る
。

（
３
）
太
郎
冠
者
「
あ
れ
が
頼
う
だ
お
方
の
お
声
で
お
り
ゃ
る
。

粟
田
口
「
ハ
ハ
ア
、
お
声
か
ら
し
て
お
大
名
さ
う
に
ご
ざ
る
。

『
狂
言
集
』
７６

太
郎
冠
者
が
「
そ
れ
が
主
人
の
声
で
す
」
と
言
う
と
、
粟
田
口
が
太
郎
冠

者
に
「
声
か
ら
大
名
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
ね
」
と
皮
肉
な
口
調
で
話
を
す
る

場
面
で
使
わ
れ
て
い
た
。

ま
た
、
洒
落
本
の
一
七
一
〇
年
成
立
の
『
野
白
内
証
鑑
』
で
も
、
そ
の
用

例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
調
査
で
は
起
点
を
示
す
用
例
は
ほ
と
ん

ど
会
話
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
用
例
文
（
４
）
の
よ
う
に
、
地
の
文

で
状
況
を
説
明
し
て
い
る
も
の
も
１
例
確
認
で
き
た
。

（
４
）「
は
や
酔
の
さ
め
ぬ
う
ち
に
」
と
、
客
こ
と
さ
ら
に
床
を
い
そ
ぎ
、

あ
ふ
か
ら
し
て
床
の
所
作
、万
初
心
に
は
づ
か
し
さ
う
に
し
て
見
せ
、

其
の
跡
は
啼
い
て
き
か
せ
て
よ
ろ
こ
ば
ず
、

『
野
白
内
証
鑑
』
２２５

そ
し
て
用
例
（
４
）
と
同
様
に
、
洒
落
本
の
「
甲
駅
新
話
」
で
も
起
点
を
示

す
用
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
や
は
り
会
話
で
使
用
さ
れ
て
い
た
。

（
５
）
谷
「
第
一
、
う
ぬ
が
名
か
ら
し
て
気
に
い
ら
ね
へ
。
蕎
麦
切
へ
入
る

饂
飩
の
粉
じ
や
ア
あ
る
め
へ
し
、
つ
な
ぎ
だ
の
な
ん
だ
の
と
、
お
し

の
強
へ
。

『
甲
駅
新
話
』
７４

ま
た
、
用
例
（
６
）
は
、
滑
稽
本
の
「
浮
世
床
」
の
会
話
で
使
わ
れ
て
い

る
用
例
で
あ
り
、
以
上
の
用
例
を
介
し
て
「
か
ら
し
て
」
は
、
会
話
で
主
に

使
用
さ
れ
た
表
現
と
判
断
さ
れ
る
。

（
６
）
亀
「
コ
ウ
∨
剃
刀
を
落
と
す
め
へ
ぜ
。
留
は
し
か
ら
れ
ね
へ
。
ナ
ア

留
。
ア
レ
見
や
、
親
方
か
ら
し
て
あ
れ
だ
も
の
を
」

熊
「
ヲ
ヤ
∨
能
は
∨
」

亀
「
こ
い
つ
は
す
て
き
と
美
し
い
」

『
浮
世
床
』
２７１

以
上
、
起
点
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
か
ら
し
て
」
の
用
例
の
特
徴

を
調
べ
て
み
た
。
用
例
は
多
く
は
な
い
が
、
本
調
査
で
抽
出
さ
れ
た
用
例
は

表
１
本
調
査
に
お
け
る
「
か
ら
し
て
」
の
抽
出
用
例
の
様
相

作
品

起
点

理
由

狂
言
集

粟
田
口

１

浮
世
草
子

野
白
内
証
鑑

１

洒
落
本

甲
駅
新
話

１

古
契
三
娼

１

滑
稽
本

浮
世
床

１

東
海
道
中
膝
栗
毛

１

近
世
随
想
集

排
蘆
小
船

２
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ほ
と
ん
ど
会
話
で
使
わ
れ
て
い
る
特
徴
を
示
し
た
。
こ
れ
は
『
日
本
国
語
大

辞
典
』
の
「
か
ら
し
て
」
の
初
出
で
記
述
さ
れ
て
い
た
『
史
記
抄
』
の
ジ
ャ

ン
ル
的
な
特
徴
と
も
通
じ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
当
時
の
口

語
的
表
現
が
含
ま
れ
て
い
る
「
史
記
抄
」
の
用
例
を
見
て
も
わ
か
る
よ
う

に
、「
―
か
ら
し
て
」
は
口
語
的
特
徴
を
維
持
し
な
が
ら
会
話
文
で
使
用
さ

れ
た
こ
と
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
、
理

由
を
示
す
「
―
か
ら
し
て
」
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
起
點
の
「
か
ら
し

て
」
と
同
様
に
、
抽
出
さ
れ
た
用
例
は
多
く
は
な
い
が
、
従
来
の
先
行
研
究

で
は
、一
九
〇
八
年
の
近
代
作
品
で
の
用
例
が
初
出
と
推
測
さ
れ
て
い
る
が
、

本
調
査
で
は
用
例
（
７
）
の
よ
う
に
一
七
八
七
年
頃
か
ら
す
で
に
使
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
７
）
お
よ
し
「
そ
れ
で
も
湯
治
か
ら
帰
た
客
人
に
聞
し
た
が
、
気
色
の
い

∨
処
だ
と
ね
へ
」

お
品
「
先
高
輪
の
茶
屋
か
ら
し
て
、
新
か
と
く
、
中
か
と
く
、
一
チ

力
、
七
チ
力
な
ぞ
と
、
他
所
に
な
い
家
名
が
ご
ざ
り
や
す
。

『
古
契
三
娼
』
９０

ま
た
、
起
點
の
意
味
を
表
す
用
例
と
同
様
に
会
話
で
二
例
が
見
ら
れ
た
。

こ
れ
が
用
例
文
（
７
）
と
用
例
文
（
８
）
で
あ
る
。

（
８
）
弥
次
「
お
く
の
が
此
男
の
せ
う
ば
い
さ
」

北
八
「
そ
れ
だ
か
ら
、
質
に
お
く
時
の
算
用
か
ら
し
て
か
ゝ
ら
に
や

ア
か
は
れ
や
せ
ぬ
。
此
ぬ
の
こ
は
ど
ふ
し
て
も
、
壱
〆
よ
り
外
は
貸

め
へ
か
ら
、
弐
朱
ば
か
り
に
か
は
に
や
ア
損
が
い
く
」

『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
３９１

特
記
す
べ
き
も
の
で
は
起
点
を
示
す
用
例
の
内
、
会
話
で
は
な
く
、
地
の

文
か
ら
抽
出
さ
れ
た
用
例
が
１
例
あ
っ
た
が
、
理
由
を
示
す
例
で
も
、
用
例

文
（
９
）
と
用
例
文
（
１０
）
の
よ
う
に
会
話
が
な
い
場
合
で
も
、
使
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
こ
れ
は
「
―
か
ら
し
て
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

文
体
の
中
で
使
用
さ
れ
始
め
た
こ
と
を
示
す
例
と
考
え
ら
れ
る
。

（
９
）
故
に
善
き
歌
を
詠
み
出
づ
れ
ば
、
鬼
神
も
感
じ
人
も
め
づ
る
か
ら
し

て
は
、
善
き
歌
詠
ま
む
と
巧
む
心
も
や
や
出
で
来
る
よ
に
な
り
て
、

奈
良
の
歌
の
頃
に
至
り
て
は
、
よ
ほ
ど
巧
み
に
な
り
て
、
そ
の
歌
の

善
悪
を
か
れ
こ
れ
言
ふ
や
う
に
な
れ
ば
、
上
手
あ
り
下
手
あ
り
、
こ

れ
を
学
び
心
懸
く
人
あ
り
。

『
排
蘆
小
船
』
３６５

（
１０
）
世
の
干
よ
こ
の
味
を
知
ら
ず
し
て
、
正
風
の
た
だ
中
な
る
べ
し
と
思

ひ
て
、
そ
の
体
を
願
へ
ど
も
、
さ
や
う
に
教
ゆ
る
人
の
歌
か
ら
し
て
、

分
に
過
ぎ
て
飛
び
た
る
こ
と
免
れ
が
た
け
れ
ば
、
そ
の
歌
を
手
本
に

す
る
時
は
、
い
よ
い
よ
そ
れ
を
羨
み
て
、
世
間
の
人
分
に
過
ぐ
る
こ

と
な
ほ
な
ほ
増
さ
る
べ
し
。

『
排
蘆
小
船
』
３８９

以
上
、
古
典
的
な
作
品
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
「
か
ら
し
て
」
の
様
相
を

調
べ
た
。
抽
出
さ
れ
た
用
例
は
少
な
か
っ
た
が
、
当
時
の
使
用
実
態
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
点
で
、
そ
の
意
義
が
あ
る
。

本
調
査
で
は
「
―
か
ら
し
て
」
の
抽
出
さ
れ
た
用
例
が
少
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
お
そ
ら
く
「
か
ら
し
て
」
が
、
他
の
表
現
で
代
用
さ
れ
て
使
用
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
思
わ
れ
る
。
で
は
、「
―
か
ら
し
て
」
が
成
立

す
る
以
前
に
は
、
ど
の
よ
う
な
表
現
が
使
用
さ
れ
た
の
か
。

周
知
の
よ
う
に
助
詞
「
か
ら
」
が
成
立
す
る
以
前
は
、「
―
よ
り
」
が
使

用
さ
れ
た
。
そ
れ
な
ら
、「
か
ら
」
と
「
し
て
」
が
結
合
し
た
「
―
か
ら
し

て
」
と
「
よ
り
」
と
「
し
て
」
が
結
合
し
た
「
―
よ
り
し
て
」
は
、
ど
の
よ
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う
な
関
連
性
を
持
っ
て
変
化
・
発
展
し
て
き
た
の
か
。

「
―
よ
り
し
て
」
に
関
す
る
研
究
を
見
る
と
、「
―
か
ら
し
て
」
と
同
様
、

こ
れ
に
関
連
す
る
研
究
は
皆
無
で
あ
る
。「
日
本
国
語
大
辞
典
」
に
よ
る
と
、

「
―
よ
り
し
て
」
の
初
出
と
し
て
推
測
さ
れ
る
用
例
は
西
大
寺
本
『
金
光
明

最
勝
王
経
』
平
安
初
期
（
八
三
〇
年
頃
）
点
で
使
用
さ
れ
て
い
る
用
例

（
１１
）
で
あ
る
。

（
１１
）
座
従
（
ヨ
）
り
し
て
起
ち

西
大
寺
本
『
金
光
明
最
勝
王
経
」
平
安
初
期
点

以
降
、
用
例
（
１２
）
と
用
例
（
１３
）
の
よ
う
に
『
更
級
日
記
』『
春
色
梅

美
婦
禰
』
な
ど
用
例
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
す
べ
て
起
点
を
示
す

意
味
で
の
み
使
用
さ
れ
て
い
る
。

（
１２
）
東
の
山
ぎ
は
は
、
比
叡
の
山
よ
り
し
て
、
稲
荷
な
ど
い
ふ
山
ま
で
あ

ら
は
に
見
え
わ
た
り
」

『
更
級
日
記
』

（
１３
）「
寒
梅
の
雪
間
に
開
く
頃
よ
り
し
て
、
立
春
の
日
数
を
算（
か
ぞ
）へ
」

人
情
本
『
春
色
梅
美
婦
禰
』

そ
こ
で
、
本
研
究
で
は
、「
―
か
ら
し
て
」
の
定
着
過
程
の
解
明
の
た
め

に
「
―
よ
り
し
て
」
の
用
例
も
一
緒
に
抽
出
し
て
み
た
。
こ
れ
に
よ
り
、「
―

か
ら
し
て
」
と
「
―
よ
り
し
て
」
が
ど
の
よ
う
な
相
関
関
係
を
持
ち
、
変
化

し
て
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

表
２
を
見
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、「
―
よ
り
し
て
」
の
場
合
、
合
計
七
九

個
の
用
例
が
抽
出
さ
れ
た
。「
―
か
ら
し
て
」
と
比
較
す
る
と
、
江
戸
時
代

に
な
る
と
そ
の
使
用
例
が
著
し
く
減
っ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。「
よ

り
」
の
成
立
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
あ
る
が
、「
後
」
の
意
味
を
持
つ
「
ゆ

り
」
が
最
も
古
い
形
で
、
こ
こ
か
ら
「
ゆ
」「
よ
り
」「
よ
」
が
派
生
さ
れ
て

平
安
時
代
以
降
、「
よ
り
」
が
多
く
使
わ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
（
注
４
）

を
考
え
て
み
る
と
、「
よ
り
」
と
「
し
て
」
の
組
み
合
わ
せ
が
「
か
ら
」
と

「
し
て
」
の
組
み
合
わ
せ
よ
り
時
期
的
に
早
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

つ
ま
り
、「
―
よ
り
し
て
」
が
「
―
か
ら
し
て
」
よ
り
も
早
く
定
着
し
て

使
わ
れ
始
め
て
お
り
、
そ
れ
が
原
因
と
な
っ
て
「
―
か
ら
し
て
」
の
発
生
が

遅
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
一
定
の
時
期
に
使
用
優
位
を
占
め
て
い

た
「
―
よ
り
し
て
」
に
も
、
そ
の
用
法
に
変
化
が
起
き
始
め
て
い
る
。
以
下

の
用
例
を
介
し
て
、
そ
の
様
相
を
見
て
み
た
い
。

（
１５
）
乙
「
そ
れ
な
ら
ば
有
様
を
言
う
て
聞
か
さ
う
。
有
様
は
、
そ
ち
の
頼

う
だ
者
と
例
の
一
勝
負
し
た
れ
ば
、
某
の
仕
合
は
せ
が
よ
う
て
金
銀

は
申
す
に
及
ば
ず
、
汝
ま
で
も
打
ち
勝
っ
た
。
今
日
よ
り
し
て
は
某

が
方
の
太
郎
冠
者
ぢ
ゃ
ほ
ど
に
、
そ
う
心
得
い
。

『
狂
言
集
』「
縄
綯
」
２０８

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
同
様
に
狂
言
の
作
品
で
「
―
よ
り
し
て
」
も

抽
出
さ
れ
た
が
、
こ
の
「
か
ら
し
て
」
と
「
よ
り
し
て
」
が
こ
の
時
期
に
な

る
と
、
同
じ
意
味
で
一
緒
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、

こ
の
頃
に
な
っ
て
か
ら
、
以
前
優
位
を
占
め
て
い
た
「
よ
り
し
て
」
が
そ
の

勢
力
が
減
り
、「
か
ら
し
て
」
が
徐
々
に
多
用
化
さ
れ
始
め
た
と
い
え
る
。

ま
た
、「
よ
り
し
て
」
の
場
合
は
、
体
言
接
続
が
ほ
と
ん
ど
だ
っ
た
が
、

用
例
（
１６
）
の
よ
う
に
中
世
軍
記
物
を
中
心
に
用
言
接
続
の
用
例
が
増
加
す

る
変
化
も
現
れ
始
め
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

（
１６
）
重
盛
、
池
殿
に
こ
の
由
申
さ
れ
け
れ
ば
、
涙
を
流
し
た
ま
ひ
て
、「
あ

は
れ
、
恋
し
き
昔
か
な
。
忠
盛
の
時
な
ら
は
、
こ
れ
程
軽
く
は
思
は

れ
奉
る
ま
じ
。
過
去
に
、
頼
朝
に
我
が
命
を
助
け
ら
れ
て
あ
り
け
る

や
ら
ん
。
聞
く
よ
り
し
て
い
た
は
し
く
、
不
便
に
思
ふ
な
り
。
頼
朝
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斬
ら
れ
ば
、
我
も
生
き
て
何
か
せ
ん
。
干
死
に
せ
ん
」
と
て
、

『
平
治
物
語
』
５４５

先
に
提
示
し
た
用
例
（
３
）
で
見
た
よ
う
に
、
本
調
査
で
は
、
も
う
一
つ

の
特
徴
と
し
て
、
も
と
も
と
「
―
よ
り
し
て
」
が
持
っ
て
い
な
か
っ
た
用
法

で
あ
る
「
―
か
ら
し
て
」
の
理
由
を
示
す
用
法
が
、
用
例
（
１７
）
の
よ
う
に

「
よ
り
し
て
」
で
も
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

（
１７
）「
堅
意
地
な
る
年
寄
り
心
に
、
女
郎
を
『
水
く
さ
き
物
の
や
れ
』『
こ

は
き
物
の
や
れ
』
と
思
ふ
心
よ
り
し
て
、
か
く
ま
で
は
折
檻
す
る
ぞ

か
し
。
何
と
そ
な
た
に
も
、
女
郎
を
と
ど
か
ぬ
心
あ
る
も
の
と
や
思

す
」
と
問
へ
ば
、

『
仮
名
草
子
』「
た
き
つ
け
草
」
３６９

以
上
の
用
例
を
見
る
と
、「
―
か
ら
し
て
」
と
「
―
よ
り
し
て
」
が
ど
の

よ
う
な
相
関
関
係
を
持
ち
、
変
化
を
し
て
き
た
の
か
を
端
的
に
示
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、「
―
か
ら
し
て
」
が
定
着
す
る
ま
で
「
―
よ
り

し
て
」
は
、
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
の
中
で
使
用
さ
て
き
た
が
、
室
町
以

降
「
―
か
ら
し
て
」
と
「
―
よ
り
し
て
」
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
―

か
ら
し
て
」
の
意
味
が
分
化
・
発
展
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
「
―
よ
り
し
て
」
は
、
そ
の
意
味
用
法
が
縮
小
し
て
い
き
、
現
代

日
本
語
で
は
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
「
起
点
・
終
点
・
範
囲
」
の
意
味
を
表
す
複
合
辞
「
か
ら
し
て
」

を
中
心
に
、
そ
の
変
化
の
様
相
を
考
察
し
て
き
た
。
本
研
究
を
通
じ
て
得
ら

れ
た
結
果
を
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

一
つ
目
、
本
調
査
で
は
格
助
詞
「
か
ら
」
と
「
し
て
」
が
結
合
し
て
起
点

の
意
味
を
表
す
用
例
４
例
と
、
接
続
助
詞
「
か
ら
」
と
「
し
て
」
が
結
合
し

て
理
由
を
示
す
４
用
例
を
確
認
で
き
た
。

表
２
本
調
査
に
お
け
る
「
―
よ
り
し
て
」
の
抽
出
用
例
の
様
相

用例數

２

１

１

４

１

２

１

５

１

１

２

６

１

１

２

５

２

３

４

５

２

３

１

２

１

１

４

２

１

作品

うつほ物語

枕草子

和漢朗詠集

更級日記

浜松中納言物語

夜の寝覚

狭衣物語

栄花物語

大鏡

保元物語

平治物語

平家物語

とはずがたり

宇治拾遺物語

曾我物語

太平記

狂言集

義経記

室町物語草子集

仮名草子集

好色五人女

男色大鑑

日本永代蔵

雨月物語

春告鳥

東海道中膝栗毛

排蘆小船

しりうごと

近世説美少年録
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二
つ
目
、「
か
ら
し
て
」
の
ほ
と
ん
ど
の
用
例
は
、
会
話
で
使
用
さ
れ
て

お
り
、
こ
れ
は
「
か
ら
し
て
」
が
口
頭
語
を
中
心
に
使
用
さ
れ
た
表
現
で
あ

る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

三
つ
目
、
理
由
を
示
す
「
か
ら
し
て
」
の
場
合
、
そ
の
初
出
を
１
９
０
６

年
の
作
品
で
の
用
例
と
推
測
し
て
い
た
が
、
本
調
査
を
通
じ
て
１
７
８
７
年

頃
か
ら
す
で
に
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

四
つ
目
、
本
調
査
で
は
、「
か
ら
し
て
」
と
「
よ
り
し
て
」
を
比
較
し
て
、

様
相
を
調
べ
た
。
調
査
の
結
果
、「
か
ら
し
て
」
が
定
着
す
る
ま
で
「
よ
り

し
て
」
は
、
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
た
が
、
室
町

以
降
「
か
ら
し
て
」
と
「
よ
り
し
て
」
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
か

ら
し
て
」
の
意
味
が
分
化
発
展
し
て
い
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
た
。
ま
た
、

「
よ
り
し
て
」
の
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
変
化
の
過
程
の
中
で
、
そ
の
意

味
用
法
が
縮
小
さ
れ
て
い
き
、
結
局
は
、
現
代
日
本
語
で
は
ほ
と
ん
ど
使
用

さ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

今
後
は
本
調
査
を
も
と
に
そ
の
範
囲
を
広
げ
、「
起
点
・
終
点
・
範
囲
」

を
示
す
複
合
辞
「
を
は
じ
め
」「
に
か
け
て
」「
を
通
じ
て
」「
に
わ
た
っ
て
」

な
ど
を
中
心
に
そ
の
変
化
の
過
程
に
着
目
し
、
同
様
に
意
味
と
の
間
で
の
複

合
辞
の
変
遷
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
な
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
。

注

（
１
）
松
木
正
恵
（
１９９０
）「
複
合
辞
の
認
定
基
準
・
尺
度
設
定
の
試
み
」『
早
稲

田
大
学
日
本
語
教
育
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
２
、
早
稲
田
大
学
日
本
語
研
究
教

育
セ
ン
タ
ー
、p.27-52.

か
ら
抜
粋
。
複
合
辞
と
い
う
の
は
、
い
く
つ

か
の
語
が
一
ま
と
ま
り
に
な
っ
て
、
そ
の
一
ま
と
ま
り
が
固
有
の
「
付
属

語
」（
辞
）
的
な
意
味
を
担
う
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
る
形
式
を
指
す
。

た
と
え
ば
、「
に
つ
い
て
」、「
て
ほ
し
い
」
な
ど
が
こ
れ
に
属
し
、「
て
」

「
ほ
し
い
」
の
よ
う
な
語
が
複
合
し
て
一
ま
と
ま
り
と
な
り
、
固
有
の
意

味
に
な
っ
た
表
現
で
あ
る
。複
合
辞
を
提
唱
し
た
の
は
永
野
賢
（
１９５３
）
で
、

現
代
語
表
現
の
分
析
の
た
め
に
は
、助
詞
・
助
動
詞
・
接
続
詞
と
い
っ
た
、

従
来
の
文
法
単
位
を
越
え
た
辞
的
単
位
が
必
要
だ
と
説
き
、
複
合
辞
の
認

定
を
主
張
し
た
。
そ
の
後
、
松
木
（
１９９０
）
は
、
永
野
の
複
合
辞
を
継
承
・

発
展
さ
せ
、
複
合
辞
を
助
詞
・
助
動
詞
の
用
法
に
倣
っ
て
分
類
し
、
形
式

全
体
で
一
つ
の
助
詞
と
同
様
の
働
き
を
す
る
も
の
を
助
詞
性
複
合
辞
（
格

助
詞
性
複
合
辞
、
係
助
詞
性
複
合
辞
、
副
助
詞
性
複
合
辞
、
接
続
助
詞
性

複
合
辞
、
並
列
助
詞
性
複
合
辞
、
終
助
詞
性
複
合
辞
）、
形
式
全
体
で
助

動
詞
と
同
様
の
働
き
を
す
る
も
の
を
助
動
詞
性
複
合
辞
に
分
け
て
い
る
。

今
回
の
対
象
で
あ
る
「
〜
か
ら
に
は
」
は
助
詞
性
複
合
辞
で
あ
る
。

（
２
）
森
田
良
行
他
（
１９８９
）『
日
本
語
文
型
辞
典
』
ア
ル
ク
、pp.31

〜33.

（
３
）﹇
１
﹈
竹
取
物
語
（
９
世
紀
末
期
頃
）﹇
２
﹈
伊
勢
物
語
（
平
安
中
期
）

﹇
３
﹈
土
佐
日
記
（
９３５
）﹇
４
﹈
大
和
物
語
（
９５１
頃
）﹇
５
﹈
宇
津
保
物
語

（
９７２
？
）﹇
６
﹈
か
げ
ろ
ふ
日
記
（
９７４
）﹇
７
﹈
落
窪
物
語
（
１０
世
紀
後

半
？
）﹇
８
﹈
源
氏
物
語
（
平
安
中
期
成
立
）﹇
９
﹈
枕
草
子
（
平
安
中
期

成
立
）﹇
１０
﹈
紫
式
部
日
記
（
１０１０
頃
）﹇
１１
﹈
和
泉
式
部
日
記
（
１０１０
頃
）

﹇
１２
﹈
堤
中
納
言
物
語
（
１０５５
）﹇
１３
﹈
更
級
日
記
（
１０５９
頃
）﹇
１４
﹈
大
鏡

（
１１３４
？
）﹇
１５
﹈
今
昔
物
語
集
（
１２
世
紀
？
）﹇
１６
﹈
夜
の
寝
覚
（
平
安
後

期
成
立
）﹇
１７
﹈
狭
衣
物
語
（
１０６０
？
）﹇
１８
﹈
栄
花
物
語
（
１０２８
？-

１１０７
？
）

﹇
１９
﹈
住
吉
物
語
（
１２２１
頃
）﹇
２０
﹈
将
門
記
（
１０
世
紀
半
ば
）﹇
２１
﹈
浜
松

中
納
言
物
語
（
平
安
後
期
）﹇
２２
﹈
と
り
か
へ
ば
や
物
語
（
平
安
後
期
）

﹇
２３
﹈
方
丈
記
（
１２１２
）﹇
２４
﹈
平
家
物
語
（
１２２０
？
）﹇
２５
﹈
宇
治
拾
遺
物
語

（
１２２１
頃
）﹇
２６
﹈
保
元
物
語
（
１３１８
？
）﹇
２７
﹈
徒
然
草
（
１３２９
以
降
）﹇
２８
﹈

平
治
物
語
（
１４４６
以
降
）﹇
２９
﹈
曽
我
物
語
（
１４
世
紀
前
半
）﹇
３０
﹈
無
名
草

子
（
１１９６
〜
１２０２
頃
）﹇
３１
﹈
と
は
ず
が
た
り
（
１３１３
？
）﹇
３２
﹈
十
訓
抄
（
鎌
倉

中
期
）﹇
３３
﹈
沙
石
集
（
鎌
倉
中
期
）﹇
３４
﹈
太
平
記
（
１３７０
頃
）﹇
３５
﹈
狂
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言
集
（
中
世
）﹇
３６
﹈
謡
曲
集
（
中
世
）﹇
３７
﹈
義
経
記
（
室
町
初
期
）

﹇
３８
﹈
室
町
物
語
（
中
世
）﹇
３９
﹈
松
浦
宮
物
語
（
室
町
初
期
）﹇
４０
﹈
仮

名
草
子
（
近
世
）﹇
４１
﹈
浮
世
草
子
（
近
世
）﹇
４２
﹈
井
原
西
鶴
集
（
近

世
）﹇
４３
﹈
近
松
門
左
衛
門
集
（
近
世
）﹇
４４
﹈
浄
瑠
璃
集
（
近
世
）﹇
４５
﹈

西
山
物
語
（
１７６８
）﹇
４６
﹈
雨
月
物
語
（
１７７６
）﹇
４７
﹈
春
雨
物
語
（
１８０８
）﹇
４８
﹈

黄
表
紙
（
近
世
）﹇
４９
﹈
洒
落
本
（
近
世
）﹇
５０
﹈
滑
稽
本
（
近
世
）﹇
５１
﹈

人
情
本
（
近
世
）﹇
５２
﹈
東
海
道
中
膝
栗
毛
（
１８１０-

１８２２
）﹇
５３
﹈
近
世
随
想

集
（
近
世
）

（
４
）
山
口
明
穂
他
（
２００１
）「
日
本
語
文
法
大
辞
典
」p.832.
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（
補
注
）
こ
の
論
文
は
、韓
国
の
日
本
語
文
学
会
誌
に
投
稿
し
た
論
文
を
加
筆
・

修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
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人
文
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学
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教
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