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

李

静

玟

一

は
じ
め
に

日
本
語
に
お
い
て
動
詞
接
尾
語
「
つ
く
」
は
主
に
擬
声
語
・
擬
態
語
の
語

基
と
結
合
し
て
動
詞
を
作
る
働
き
を
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
擬
声
語
・
擬
態

語
を
動
詞
化
す
る
の
が
「
つ
く
」
の
主
な
役
割
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
め
く
」

「
だ
つ
」
の
よ
う
に
様
々
な
種
類
の
品
詞
と
結
合
し
て
動
詞
を
派
生
す
る
他

の
動
詞
接
尾
語
と
は
区
別
さ
れ
る
「
つ
く
」
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な

点
に
注
目
し
て
本
稿
で
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
か
ら
収
集
し
た
「
つ
く
」

が
派
生
す
る
派
生
動
詞
を
対
象
と
し
、
結
合
す
る
語
基
と
意
味
別
に
分
類
を

行
い
、
分
析
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
分
析
を
通
じ
て
、
動
詞
接
尾
語

「
つ
く
」
の
意
味
・
用
法
お
よ
び
語
構
成
上
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
』

つ
・
く
〔
接
尾
〕

（
四
段
型
活
用
）
擬
声
語
・
擬
態
語
な
ど
に
つ
い
て
こ
れ
を
動
詞
化
し
、

そ
う
い
う
動
作
を
す
る
状
態
、
そ
の
よ
う
な
様
子
を
示
す
状
態
に
な
っ

て
く
る
意
を
表
わ
す
。「
が
た
つ
く
」「
ぶ
ら
つ
く
」「
ふ
ら
つ
く
」
な
ど
。

『
大
辞
林
』
第
三
版

三
省
堂

二
〇
〇
六

つ
・
く
（
接
尾
）〔
動
詞
五
﹇
四
﹈
段
型
活
用
。
動
詞
「
付
く
」
か
ら
〕

擬
声
語
・
擬
態
語
に
付
い
て
、
そ
う
い
う
様
子
に
な
る
と
い
う
意
を
表

す
。
が
た
つ
く
、
ご
た
つ
く
、
べ
た
つ
く

『
大
辞
泉
』
小
学
館
一
九
九
八

つ
・
く
﹇
接
尾
﹈《
動
詞
五
（
四
）
段
型
活
用
。
動
詞
「
付
く
」
か
ら
》

擬
声
語
・
擬
態
語
な
ど
に
付
い
て
、
そ
の
よ
う
な
よ
う
す
を
示
す
状
態

で
あ
る
意
を
表
す
。「
が
た
―
・
く
」「
ふ
ら
―
・
く
」

『
新
明
解
国
語
辞
典
』
三
省
堂
二
〇
一
二

つ
・
く
（
造
語
・
五
型
）

〔
擬
声
語
・
擬
態
語
に
付
い
て
〕
そ
の
物
音
・
動
作
・
様
子
が
認
め
ら

れ
る
。「
が
た
―
／
べ
た
―
／
ぶ
ら
―
」
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『
明
鏡
国
語
辞
典
』
第
二
版

大
修
館
書
店

二
〇
一
〇
年
一
二
月

つ
・
く
【（
付
く
）】〘

接
尾〙

《
擬
声
語
・
擬
態
語
に
付
い
て
五
段
活

用
の
動
詞
を
作
る
》

そ
の
よ
う
な
よ
う
す
を
示
す
状
態
で
あ
る
。「
が
た
―
・
ぱ
ら
―
・

ち
ら
―
・
む
か
―
・
ま
ご
―
」

『
ベ
ネ
ッ
セ
表
現
読
解
国
語
辞
典
』
ベ
ネ
ッ
セ

二
〇
〇
三
年
五
月

未
記
載

『
岩
波
国
語
辞
典
』
第
七
版

岩
波
書
店

二
〇
一
一
年
一
一
月

未
記
載

『
現
代
国
語
例
解
辞
典
』
第
五
版

小
学
館

二
〇
一
六
年
一
月

﹇
つ
・
く
﹈〘

接
尾〙

（
五
段
型
活
用
）
擬
声
語
、
擬
態
語
な
ど
に
付

い
て
こ
れ
を
動
詞
化
し
、
そ
う
い
う
動
作
を
す
る
状
態
、
そ
の
よ
う
な

様
子
を
示
す
状
態
に
な
っ
て
く
る
意
を
表
す
。「
が
た
つ
く
」「
ぐ
ら
つ

く
」「
ふ
ら
つ
く
」
な
ど
。

『
集
英
社
国
語
辞
典
』
第
三
版

集
英
社

二
〇
一
二
年
一
二
月

つ
・
く
【
付
く
・
附
く
】

⑲
《
補
助
》（
擬
態
語
・
擬
音
語
に
付
い
て
、
動
作
・
状
態
・
音
な
ど

が
）
そ
う
な
っ
て
く
る
。「
ふ
ら
―
」「
べ
と
―
」「
が
た
―
」

『
新
潮
現
代
国
語
辞
典
』
第
二
版

新
潮
社

二
〇
〇
〇
年
二
月

未
記
載

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

声
語
・
擬
態
語
な
ど
に
付
い
て
動
詞
を
作
る
接
尾
語
で
あ
り
、「
そ
う
い
う

様
子
や
状
態
に
な
る
、
そ
う
な
っ
て
く
る
」
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
調
査
の
対
象
と
し
た
上
記
の
現
代
日
本
語
辞
書
の
中
で
「
つ
く
」

を
接
尾
語
と
し
て
認
定
し
て
い
る
の
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
を
は
じ
め
と

し
た
六
冊
で
、『
集
英
社
国
語
辞
典
』
で
は
「
つ
く
」
を
動
詞
の
項
目
に
入

れ
て
補
助
動
詞
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
残
り
の
三
冊
の
辞
書
で
は
動
詞
「
つ

く
」
以
外
、
接
尾
語
と
し
て
の
「
つ
く
」
に
対
す
る
意
味
記
述
は
見
当
た
ら

な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
各
辞
書
で
は
接
尾
語
の
認
定
に
お
い
て
違
い
が
生
じ
て
い
る

の
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
動
詞
接
尾
語
「
つ
く
」
が
動
詞
「
つ
く
」
か
ら
接
尾

語
に
定
着
し
た
、
い
わ
ば
動
詞
由
来
接
尾
語
で
あ
る
た
め
、
本
動
詞
の
意
味

が
ま
だ
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
古
語
辞
書
に
お
け
る
意
味
記
述
を
以
下
の
辞
書

『
全
文
全
訳
古
語
辞
典
』『
岩
波
古
語
辞
典
』『
三
省
堂
全
訳
読
解
古
語
辞
典
』

『
古
語
林
』『
新
全
訳
古
語
辞
典
』『
角
川
最
新
古
語
辞
典
』『
古
語
大
辞
典
』

『
新
明
解
古
語
辞
典
』『
旺
文
社
古
語
辞
典
』

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
室
町
時
代
編
四

か
ら
調
べ
た
結
果
、
動
詞
接
尾
語
と
し
て
の
「
つ
く
」
に
対
す
る
意
味
記
述

は
一
つ
も
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
動
詞
接
尾
語
「
つ
く
」

は
「
め
く
」
な
ど
の
他
の
動
詞
接
尾
語
に
比
べ
、
わ
り
と
新
し
く
用
い
ら
れ

た
語
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。
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以
上
辞
書
に
お
け
る
意
味
記
述
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
次
で
は
、『
日
本

国
語
大
辞
典
』
か
ら
収
集
し
た
動
詞
接
尾
語
「
つ
く
」
が
派
生
す
る
派
生
動

詞
を
対
象
と
し
、
結
合
す
る
語
基
の
品
詞
別
に
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
。
ま
た
、
も
う
一
つ
の
課
題
と
し
て

類
義
関
係
に
あ
る
「
め
く
」
と
比
較
を
行
う
こ
と
に
す
る
。
こ
れ
を
通
じ
て

動
詞
接
尾
語
「
つ
く
」
の
意
味
・
用
法
お
よ
び
語
構
成
上
の
特
徴
を
さ
ら
に

明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

三

動
詞
接
尾
語
「
つ
く
」
の
意
味
・
用
法

三
．
一
「
つ
く
」
の
分
類

動
詞
接
尾
語
は
、
結
合
す
る
語
基
の
品
詞
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
種
類
に

分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。こ
の
よ
う
な
特
徴
に
注
目
し
て
、こ
こ
で
は
『
日

本
国
語
大
辞
典
』
か
ら
収
集
し
た
二
一
四
語
の
動
詞
接
尾
語
「
つ
く
」
か
ら

な
る
派
生
動
詞
を
対
象
と
し
、
結
合
す
る
語
基
を
中
心
に
分
類
を
試
み
る
こ

と
に
す
る
。

ま
ず
、
李
（
二
〇
一
八
）
で
も
触
れ
た
よ
う
に
以
下
の
先
行
研
究
を
参
考

に
し
な
が
ら

（
一
）
阪
倉
（
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
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
（
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

次
の
よ
う
に
動
詞
接
尾
語
を
結
合
す
る
語
基
に
よ
っ
て
六
つ
の
項
目
に
分

類
を
し
て
み
た
。

「
結
合
す
る
語
基
に
よ
る
分
類
」
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（
一
）
名
詞
を
語
基
と
す
る
も
の

（
二
）
形
容
詞
を
語
基
と
す
る
も
の

（
三
）
形
容
動
詞
を
語
基
と
す
る
も
の

（
四
）
副
詞
を
語
基
と
す
る
も
の

（
五
）
動
詞
を
語
基
と
す
る
も
の

（
六
）
語
素

上
記
の
項
目
に
基
づ
い
て
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
か
ら
収
集
し
た
二
一
四

語
を
分
類
し
て
ま
と
め
た
結
果
が
表
一
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
辞
書
で
は
ま

だ
「
つ
く
」
が
接
尾
語
と
し
て
認
定
さ
れ
て
い
な
い
語
例
も
見
つ
か
り
、
次

の
九
語
の
派
生
動
詞
も
対
象
に
含
め
て
分
類
を
行
っ
た
。

う
ぼ
つ
く

が
り
つ
く

ど
し
つ
く

ぱ
ら
つ
く

あ
だ
つ
く

う
と
つ
く

お
じ
つ
く

ね
ば
つ
く

の
ろ
つ
く

表
一

語
基
に
よ
る
「
つ
く
」
の
語
数

（
＊
副
詞
が
擬
声
語
と
擬
態
語
の
両
方
の
意
味
を
同
時
に
持
つ
場
合
）

語数

２

０

４

０

３０

１６７

１２

１

０

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

擬声 · 擬態 *

（五）動詞の連用形

（六）語素

（
四
）副
詞

表
一
を
見
る
と
、「
つ
く
」
と
結
合
す
る
語
基
は
他
の
品
詞
に
比
べ
、
副

詞
が
圧
倒
的
に
多
く
、
そ
の
語
数
は
全
体
の
九
割
以
上
を
占
め
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
副
詞
の
中
で
も
、
擬
声
語
と
結
合
す
る
語
例
は
三
〇
語
、
擬
態

語
と
結
合
す
る
語
例
は
一
六
七
で
、
擬
声
語
よ
り
も
擬
態
語
の
方
が
は
る
か

に
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
つ
の
副
詞
が
擬
声
語
と
擬

態
語
の
両
方
の
意
味
を
同
時
に
持
っ
て
い
る
語
例
も
一
二
語
が
見
つ
か
っ

た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
も
動
詞
接
尾
語
「
つ
く
」
の
主
な
働
き
は
擬
声
語
・

擬
態
語
を
動
詞
化
す
る
の
で
あ
る
こ
と
が
証
明
で
き
る
。

ま
た
、
次
の
表
二
を
見
る
と
、

表
二

「
つ
く
」
の
初
出

（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
よ
り

初
出
が
未
詳
で
あ
る
の
は
除
く
）

語数

０

１

２

６

１４８

２９

７

１１

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
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「
つ
く
」
は
上
代
か
ら
中
世
ま
で
は
そ
の
語
数
が
極
め
て
少
な
く
、
近
世

に
入
っ
て
か
ら
爆
発
的
な
増
加
を
見
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
中
世
ま
で

は
わ
ず
か
九
語
の
語
例
し
か
見
当
た
ら
な
か
っ
た
の
が
、
近
世
に
な
る
と
一

気
に
増
え
、江
戸
時
代
だ
け
で
も
一
四
八
語
も
用
い
ら
れ
始
め
る
の
で
あ
る
。

以
降
、
近
代
期
に
な
っ
て
語
数
は
激
減
し
て
い
る
も
の
の
、
四
六
語
の
語
例

が
新
し
く
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、「
つ
く
」
が
動
詞
接
尾
語
の
中
で
も
わ

り
と
新
し
い
語
で
あ
る
も
の
の
、
造
語
力
は
高
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
以
上

の
こ
と
を
踏
ま
え
、
次
で
は
動
詞
接
尾
語
「
つ
く
」
の
意
味
・
用
法
に
つ
い

て
詳
し
く
分
析
を
行
う
こ
と
に
す
る
。

三
・
二
「
つ
く
」
の
意
味
・
用
法

表
一
で
も
触
れ
た
よ
う
に
動
詞
接
尾
語
「
つ
く
」
は
語
例
の
九
割
以
上
が

副
詞
と
結
合
す
る
と
い
う
偏
り
を
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
数
は
少
な
い
も

の
の
、
名
詞
、
形
容
動
詞
、
動
詞
と
も
結
合
す
る
語
例
が
見
つ
か
っ
た
た
め
、

こ
こ
で
は
「
つ
く
」
と
結
合
す
る
語
基
を
一
つ
ず
つ
取
り
上
げ
、そ
の
意
味
・

用
法
に
つ
い
て
分
析
を
加
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

（
一
）
名
詞
を
語
基
と
す
る
も
の

名
詞
と
結
合
す
る
「
つ
く
」
の
語
例
は
全
部
で
二
語
見
つ
か
り
、
語
例
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、（
）
は
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
か
ら
調

べ
た
初
出
年
度
で
あ
る
。

け
ば
つ
く
（
一
九
三
三
〜
三
七
）：

け
ば
だ
つ
よ
う
で
あ
る
。そ
そ
け
る
。

む
ら
つ
く
（
一
六
九
六
）：

あ
ち
こ
ち
に
む
ら
が
る
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
よ
り

「
け
ば
つ
く
」
と
「
む
ら
つ
く
」
は
両
方
と
も
近
世
か
ら
用
い
ら
れ
は
じ

め
た
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
け
ば
つ
く
」
は
「
け
ば
だ
つ
」
と
、「
む
ら
つ

く
」
は
「
む
ら
が
る
」
と
交
替
で
き
る
。

ま
た
、「
け
ば
」「
む
ら
」
と
い
う
名
詞
と
結
合
す
る
場
合
、「
つ
く
」
は

単
に
「
〜
の
状
態
に
な
る
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
名
詞
の
状
態
や
様
子

が
も
っ
と
強
く
な
る
と
い
う
強
調
の
意
味
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
、「
副
詞
＋
つ
く
」
と
の
最
も
違
う
点
で
あ
る
。

（
二
）
副
詞
を
語
基
と
す
る
も
の

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
か
ら
収
集
し
た
二
一
四
語
の
中
で
副
詞
と
結
合
す

る
「
つ
く
」
の
語
例
は
擬
態
語
が
三
〇
語
、
擬
態
語
が
一
六
七
語
で
語
例
の

殆
ど
を
占
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
つ
く
」
は
主
に
擬
声
語
と
擬
態
語
を
動

詞
化
す
る
文
法
的
機
能
を
担
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
れ
で
は
、「
つ
く
」

と
結
合
す
る
副
詞
を
擬
声
語
と
擬
態
語
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
・
用
法

に
つ
い
て
分
析
を
行
う
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、擬
声
語
を
語
基
と
す
る
「
つ
く
」
の
語
例
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

じ
ゃ
り
つ
く：

砂
や
小
石
で
じ
ゃ
り
じ
ゃ
り
す
る
。

か
た
つ
く：

か
た
か
た
と
音
が
す
る
。

が
ら
つ
く：

が
ら
が
ら
と
音
が
す
る
。

ぎ
し
つ
く：

ぎ
し
ぎ
し
す
る
。

ぐ
び
つ
く：

飲
み
た
い
、
食
べ
た
い
と
い
う
欲
望
の
た
め
に
の
ど
が
鳴

る
。
ぐ
び
ぐ
び
す
る
。

げ
ら
つ
く：

げ
ら
げ
ら
と
大
声
で
笑
う
。

こ
そ
つ
く：

こ
そ
こ
そ
と
音
を
さ
せ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
音
を
た

て
て
動
く
。

こ
と
つ
く：
こ
と
こ
と
と
音
が
す
る
。

め
き
つ
く：
め
き
め
き
い
う
。
き
し
ん
で
音
を
出
す
。
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け
ら
つ
く：

け
ら
け
ら
笑
う
。
ふ
ざ
け
る
。

（
が
り
つ
く

ぐ
び
つ
く

ご
そ
つ
く

ご
と
つ
く

ご
ろ
つ
く

ざ

わ
つ
く

じ
ゃ
き
つ
く

ぜ
り
つ
く

ち
ゃ
ぶ
つ
く

ち
ゃ
ら
つ
く

ど
か
つ
く

ど
し
つ
く

ど
た
つ
く

ど
ぶ
つ
く

は
た
つ
く

ば
さ

つ
く
ば
た
つ
く
ぱ
り
つ
く
ぶ
つ
つ
く
が
や
つ
く
め
り
つ
く
）

「
つ
く
」
に
上
接
す
る
擬
声
語
が
、「
げ
ら
つ
く

こ
そ
つ
く

け
ら
つ

く

め
き
つ
く
」
な
ど
の
よ
う
に
人
の
笑
い
声
や
人
が
意
図
的
に
出
す
音
の

場
合
、「
つ
く
」
は
「
〜
と
い
う
音
を
た
て
る
」
と
い
う
他
動
詞
的
な
働
き

を
す
る
。
一
方
、「
じ
ゃ
り
つ
く

か
た
つ
く

が
ら
つ
く
」
の
よ
う
に
結

合
す
る
擬
声
語
が
自
然
や
物
か
ら
す
る
音
の
場
合
は
「
〜
の
音
が
す
る
」
と

い
う
自
動
詞
的
な
働
き
を
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
擬
声
語
と
結
合
す

る
「
つ
く
」
は
意
味
の
添
加
よ
り
は
文
法
的
機
能
に
そ
の
重
点
が
置
か
れ
て

い
る
と
い
え
る
。

表
三

「
擬
声
語
＋
つ
く
」
の
初
出

（
初
出
が
未
詳
で
あ
る
の
は
除
く
）

語数

０

０

０

０

２２

２

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

ま
た
、
表
三
を
見
る
と
、
擬
声
語
と
結
合
す
る
「
つ
く
」
の
語
例
は
中
世

ま
で
は
一
例
も
見
当
た
ら
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
語
例
の
す
べ
て
が
近
世
以

降
か
ら
用
い
ら
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

表
四
「
つ
く
」
と
結
合
す
る
擬
声
語
の
初
出

（『
日
本
国
語
大
辞
典
』
よ
り
）

語数

０

２

１

５

１８

２

０

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

ま
た
、
表
四
を
み
る
と
、「
つ
く
」
と
結
合
す
る
擬
声
語
も
六
割
以
上
が

近
世
以
降
か
ら
見
ら
れ
は
じ
め
、
中
で
も
江
戸
期
に
も
っ
と
も
そ
の
数
が
増

加
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
も
ま
た
同
じ
時
期
に
「
つ
く
」
の
造
語

力
を
高
め
た
大
き
な
理
由
で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。

次
は
、
擬
態
語
を
語
基
と
す
る
「
つ
く
」
に
つ
い
て
分
析
を
し
て
み
る
。

擬
態
語
と
結
合
す
る
「
つ
く
」
の
語
例
は
一
六
七
語
で
そ
の
数
は
も
っ
と
も

多
い
。
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表
五

「
擬
態
語
＋
つ
く
」
の
初
出

語数

0

1

2

5

115

27

3

8

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

ま
た
、
表
五
を
見
る
と
、
擬
態
語
を
語
基
と
す
る
「
つ
く
」
の
語
例
も
擬

声
語
の
場
合
と
同
じ
く
近
世
期
に
入
っ
て
か
ら
多
く
用
い
ら
れ
は
じ
め
た
の

が
わ
か
る
。
中
世
期
ま
で
わ
ず
か
八
語
し
か
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
が
、
江
戸

時
代
に
な
っ
て
一
気
に
急
増
し
た
の
で
あ
る
。

表
六
「
つ
く
」
と
結
合
す
る
擬
態
語
の
初
出（『

日
本
国
語
大
辞
典
』
よ
り
）

語数

0

6

16

17

101

16

2

4

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

さ
ら
に
、
表
六
の
よ
う
に
「
つ
く
」
に
上
接
す
る
擬
態
語
の
初
出
時
期
を

調
べ
た
結
果
、
そ
の
語
数
は
ま
っ
た
く
違
う
が
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
急
増

す
る
と
い
う
点
は
同
じ
で
あ
っ
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
近
世
期
に
入
っ
て

擬
態
語
と
い
っ
た
副
詞
が
発
達
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
文
法
的
機
能
を
担
う

「
つ
く
」
か
ら
な
る
派
生
動
詞
が
急
増
し
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

ま
た
、
擬
態
語
は
「
い
ら
い
ら
」
の
よ
う
に
状
態
を
表
す
も
の
と
「
ひ
ら

ひ
ら
」の
よ
う
に
動
作
を
表
す
も
の
に
分
け
ら
れ
る
た
め
、擬
態
語
を
語
基
と

す
る「
つ
く
」か
ら
な
る
派
生
動
詞
も
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

状
態
を
表
す
擬
態
語

い
ら
つ
く：

（
思
う
よ
う
に
い
か
な
か
っ
た
り
不
快
な
こ
と
が
あ
っ
た
り

し
て
）
気
持
が
た
か
ぶ
る
。
い
ら
い
ら
す
る
。

ぬ
ら
つ
く：

ぬ
ら
ぬ
ら
と
す
る
。
ぬ
め
ぬ
め
と
す
る
。

む
し
つ
く：

蒸
し
暑
く
感
じ
る
。
む
し
む
し
す
る
。

か
ら
つ
く：

か
ら
か
ら
に
乾
く
。
干
か
ら
び
る
。

き
ら
つ
く：

き
ら
き
ら
光
る
。
き
ら
め
く
。

ね
ば
つ
く：

ね
ば
ね
ば
す
る
。
べ
た
つ
く
。

動
作
を
表
す
擬
態
語

ゆ
ら
つ
く：

ゆ
ら
ゆ
ら
と
ゆ
れ
る
。
ゆ
れ
う
ご
く
。
ふ
ら
つ
く
。

う
ご
つ
く：

少
し
ず
つ
動
く
。
動
揺
す
る
。
う
ご
め
く
。

か
さ
つ
く：

忙
し
そ
う
に
働
く
。
忙
し
い
思
い
を
す
る
。

ふ
ら
つ
く：

ふ
ら
ふ
ら
ゆ
れ
動
く
。
ま
た
、
足
も
と
が
不
安
定
で
、
ふ
ら

ふ
ら
す
る
。

ど
ぶ
つ
く：
水
な
ど
が
た
ま
っ
て
ゆ
れ
動
く
。

ひ
く
つ
く：
わ
ず
か
に
ふ
る
え
動
く
。
ひ
く
ひ
く
す
る
。
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ひ
ら
つ
く：

布
や
紙
な
ど
薄
く
軽
い
も
の
が
垂
れ
下
が
っ
て
風
な
ど
に
揺

れ
動
く
。
ひ
ら
ひ
ら
す
る
。

び
く
つ
く：

こ
ま
か
く
振
れ
動
く
。
び
く
め
く
。
ま
た
、
こ
わ
が
り
恐
れ

て
ふ
る
え
る
。
び
く
び
く
す
る
。

こ
の
よ
う
に
擬
態
語
を
語
基
と
す
る「
つ
く
」は
、「
〜
の
状
態
に
な
る
」
の

意
味
と
し
て
用
い
ら
れ
、ほ
と
ん
ど「
す
る
」に
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
三
）
動
詞
を
語
基
と
す
る
も
の

動
詞
と
語
基
と
す
る
語
例
は
「
じ
れ
つ
く
」
が
唯
一
で
あ
る
。『
日
本
国

語
大
辞
典
』
の
意
味
記
述
を
み
る
と
、「
じ
れ
つ
く
」
の
「
つ
く
」
を
接
尾

語
し
て
認
定
し
て
い
る
。

じ
れ
つ
く
（
一
七
八
〇
）：

い
ら
い
ら
し
て
腹
を
立
て
る
。

普
通
、
動
詞
と
結
合
す
る
場
合
、「
つ
く
」
は
接
尾
語
で
は
な
く
、
補
助
動

詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。

し
が
み
つ
く：

し
っ
か
り
と
取
り
つ
く
。
力
を
こ
め
て
す
が
り
つ
く
。

し
ゃ
ぶ
り
つ
く：

離
れ
な
い
よ
う
に
し
っ
か
り
し
が
み
つ
く
。
む
し
ゃ
ぶ

り
つ
く
。
さ
ぶ
り
つ
く
。

こ
の
場
合
の
「
つ
く
」
は
本
来
動
詞
の
意
味
が
ち
ゃ
ん
と
残
っ
て
い
て
ど

こ
か
へ
密
着
す
る
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
。
一
方
、「
じ
れ
つ
く
」
の

場
合
、「
つ
く
」
は
動
詞
と
し
て
の
意
味
は
も
う
無
く
な
り
、
じ
れ
て
い
る

状
態
に
な
っ
て
く
る
と
い
う
意
を
表
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
じ
れ
る
」
と

い
う
動
詞
は
い
ら
い
ら
す
る
気
持
ち
を
表
す
状
態
動
詞
で
あ
る
た
め
、
接
尾

語
「
つ
く
」
と
結
合
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
わ
れ
る
。
ち
な
み
に
、「
じ

れ
つ
く
」
は
「
い
ら
だ
つ
」
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。

三
．
三

「
つ
く
」
と
「
め
く
」

動
詞
接
尾
語
の
中
で
そ
の
働
き
か
ら
見
て
も
っ
と
も
「
つ
く
」
に
近
い
の

が
「
め
く
」
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
次
の
よ
う
に
「
つ
く
」
と
「
め
く
」
は

交
替
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
つ
く
」
と
「
め
く
」
の
交
替

う
ご
つ
く
―
う
ご
め
く

う
じ
つ
く
―
う
じ
め
く

が
ぶ
つ
く
―
が
ぶ
め
く

き
ら
つ
く
―
き
ら
め
く

ち
ら
つ
く
―
ち
ら
め
く

の
ら
つ
く
―
の
ら
め
く

は
た
つ
く
―
は
た
め
く

び
く
つ
く
―
び
く
め
く

よ
ろ
つ
く
―
よ
ろ
め
く

と
ろ
つ
く
―
と
ろ
め
く

ぶ
ら
つ
く
―
ぶ
ら
め
く

ざ
わ
つ
く
―
ざ
わ
め
く

そ
れ
で
は
、「
つ
く
」
と
「
め
く
」
は
い
つ
か
ら
用
い
ら
れ
始
め
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

「
つ
く
」
は
表
一
で
も
触
れ
た
よ
う
に
初
出
時
期
が
近
世
以
降
で
あ
る
語

例
が
全
体
の
九
割
を
超
え
て
い
る
。

表
七
「
め
く
」
の
初
出

（
李
（
二
〇
一
八
）
よ
り
）

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
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一
方
、
表
七
を
見
る
と
、「
め
く
」
は
そ
の
初
出
時
期
が
古
く
、
中
古
か

ら
近
世
に
か
け
て
す
ぐ
れ
た
造
語
力
を
発
揮
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま

た
、
名
詞
か
ら
副
詞
、
動
詞
な
ど
の
様
々
な
品
詞
と
結
合
す
る
の
が
特
徴
で

あ
る
。

表
八
「
副
詞
＋
め
く
」
の
初
出
時
期

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

ま
た
、
擬
声
語
と
擬
態
語
に
お
い
て
も
表
八
を
み
る
と
「
め
く
」
は
中
古

か
ら
近
世
に
渡
っ
て
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
が
「
つ

く
」
と
の
最
も
異
な
る
点
で
あ
る
と
い
え
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
「
つ
く
」
は
擬
声
語
と
擬
態
語
を
動
詞
化
す
る
だ
け
に

特
殊
化
さ
れ
て
い
る
接
尾
語
で
あ
る
と
断
言
で
き
る
。

四

今
後
の
課
題

本
稿
で
は
、
調
査
の
対
象
を
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
を
は
じ
め
と
し
た
辞

書
だ
け
に
限
定
し
て
し
ま
っ
た
が
、
今
後
は
古
典
文
学
な
ど
の
資
料
を
用
い

て
実
例
を
見
な
が
ら
の
分
析
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
め

く
」
と
「
つ
く
」
が
交
替
す
る
語
例
に
つ
い
て
も
っ
と
丁
寧
に
分
析
を
す
る

必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
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言
語
表
現
研
究
９
』
兵
庫
教
育
大
学

一
九
九
三

川
瀬
卓
「
象
徴
詞
を
動
詞
化
す
る
形
式
変
遷
」『
語
文
研
究
九
九
』
九
州
大
学

国
文
学
会

二
〇
〇
五

楊
淑
雲
「
擬
態
語
の
派
生
動
詞
に
つ
い
て
」『
国
語
学
研
究
三
二
』
一
九
九
三

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

文
学
』
立
教
大
学
日
本
文
学
会

二
〇
一
八
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『
大
辞
林
』
第
三
版

三
省
堂

二
〇
〇
六

『
岩
波
国
語
辞
典
』
第
七
版

岩
波
書
店

二
〇
一
一

『
大
辞
泉
』
小
学
館
一
九
九
八

『
新
明
解
国
語
辞
典
』
三
省
堂
二
〇
一
二

『
明
鏡
国
語
辞
典
』
第
二
版

大
修
館
書
店

二
〇
一
〇
年
一
二
月

『
ベ
ネ
ッ
セ
表
現
読
解
国
語
辞
典
』
ベ
ネ
ッ
セ

二
〇
〇
三
年
五
月

『
現
代
国
語
例
解
辞
典
』
第
五
版

小
学
館

二
〇
一
六
年
一
月

『
集
英
社
国
語
辞
典
』
第
三
版

集
英
社

二
〇
一
二
年
一
二
月

『
新
潮
現
代
国
語
辞
典
』
第
二
版

新
潮
社

二
〇
〇
〇
年
二
月

（
い

じ
ょ
ん
み
ん

本
学
日
本
学
研
究
所
研
究
員
）
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