
古
典
語
複
合
動
詞
の
後
項
「
あ
ふ
」
に
つ
い
て

徳

本

文

は
じ
め
に

「
あ
ふ＝

あ
う
」
は
上
代
か
ら
現
代
ま
で
使
い
続
け
ら
れ
て
い
る
後
項
動

詞
で
あ
り
、
現
代
語
で
も
使
用
頻
度
が
非
常
に
高
い
。
そ
の
た
め
か
、
古
典

の
現
代
語
訳
に
お
い
て
古
典
語
の
「
あ
ふ
」
と
現
代
語
の
「
あ
う
」
が
同
じ

よ
う
に
相
互
動
作
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
意
味
の
通
り
に
く
い
こ
と
が
し
ば
し

ば
あ
る
。

類
義
の
後
項
動
詞
に
「
か
わ
す＝

か
は
す
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
現
代
語

で
は
使
用
頻
度
、
生
産
性
が
高
い
と
は
言
え
な
い
。（
１
）林（
一
九
九
六
）
に
よ

れ
ば
、「
あ
ふ＝

あ
う
」
は
古
典
語
に
お
い
て
も
現
代
語
に
お
い
て
も
使
用

頻
度
の
非
常
に
高
い
後
項
動
詞
で
あ
り
、「
か
は
す＝

か
わ
す
」
は
現
代
語

に
お
い
て
結
合
力
の
衰
退
し
た
後
項
動
詞
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
前
項
動

詞
「
あ
ふ
（
あ
ひ
〜
）」
も
相
互
動
作
を
表
す
が
、
こ
れ
は
現
代
語
に
お
い

て
は
生
産
性
を
失
っ
て
い
る
。

本
稿
で
は
、
上
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
の
資
料
か
ら
採
取
し
た
複
合

動
詞
を
中
心
に
、『
平
安
時
代
複
合
動
詞
索
引
』
お
よ
び
『
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
』
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
用
い
て
検
索
し
た
複
合
動
詞
も
加
え
て

「
〜
あ
ふ
」
の
用
例
を
分
析
し
、「
〜
か
は
す
」「
あ
ひ
〜
」
と
比
較
す
る
こ

と
に
よ
り
、
そ
の
意
味
と
歴
史
的
な
変
遷
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

な
お
、
こ
こ
で
い
う
「
複
合
動
詞
」
と
は
「
動
詞
連
用
形
＋
動
詞
」
の
形

の
も
の
と
す
る
。

一

後
項
動
詞
「
あ
ふ
」
の
意
味
と
分
類

『
古
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
で
は
「
あ
ふ
」
を
【
合
ふ
】
と
【
会
ふ
】

の
２
項
目
に
分
け
て
記
述
し
て
い
る
。【
合
ふ
】
の
記
述
は
「
①
一
つ
に
な

る
。
相
和
す
る
。
②
つ
り
あ
う
。
③
合
致
す
る
。
④
（
動
詞
の
連
用
形
に
つ

い
て
）
互
い
に
…
し
あ
う
。
共
同
し
て
…
す
る
。」、【
会
ふ
】
は
「
①
会
う
。

②
偶
然
に
出
く
わ
す
。
③
面
と
向
か
う
。
④
（
男
と
女
が
）
面
会
す
る
。
交

合
す
る
。
⑤
対
抗
す
る
」
と
あ
る
。『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
に
記

述
さ
れ
て
い
る
意
味
も
ほ
ぼ
同
じ
で
、
あ
ふ
【
逢
・
合
・
会
】
の
意
味
と
し

て
、「
①
合
う
。
集
合
す
る
。
②
逢
う
。
遭
遇
す
る
。
③
結
婚
す
る
。
④
戦

う
。
⑤
二
つ
の
も
の
が
と
も
に
す
る
動
作
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
ａ
補
助
動
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詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合

ｂ
接
頭
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
」
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
あ
ふ
」
の
意
味
は
幅
広
く
、
ま
た
、
単
独
の

動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
場
合
と
、
動
詞
連
用
形
に
下
接
し
て
補
助
動
詞
的

に
用
い
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
複
合
動
詞
の
後
項
と
し
て
の
「
あ
ふ
」
は
す

べ
て
が
補
助
動
詞
的
な
役
割
を
持
つ
わ
け
で
は
な
く
、
単
独
の
動
詞
と
し
て

の
意
味
を
そ
の
ま
ま
持
つ
も
の
と
、
補
助
動
詞
的
な
意
味
を
持
つ
も
の
に
分

け
ら
れ
る
。

筆
者
は
動
詞
連
用
形
＋
動
詞
の
形
態
の
語
を
次
の
よ
う
に
分
類
し
て
い

る
。Ⅰ

実
質
的＝

前
項
・
後
項
共
に
動
詞
と
し
て
の
実
質
的
な
意
味
を
持
つ
。

Ａ

前
項
と
後
項
が
意
味
上
対
等
な
も
の
（
継
起
、
並
立
、
同
時
進

行
等
）

こ
れ
は
前
項
と
後
項
が
そ
れ
ぞ
れ
に
別
の
概
念
を
表
す
た
め
、

複
合
動
詞
と
は
認
め
に
く
い
。

Ｂ

修
飾
関
係＝

前
項
と
後
項
が
修
飾
関
係
に
あ
り
、
ど
ち
ら
か
に

重
点
が
あ
る
。

Ⅱ
形
式
化＝

前
項
・
後
項
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
動
詞
と
し
て
の
実
質
的
意

味
が
弱
く
な
り
、
他
方
に
対
し
て
補
助
的
な
役
割
を
果
た
す
。
ま
た
、

複
数
の
動
詞
と
結
合
し
、
造
語
機
能
を
持
つ
。

Ａ

接
頭
辞
的
用
法

Ｂ

補
助
動
詞
的
用
法

Ｃ

転
義

接
頭
辞
化
、
補
助
動
詞
化
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
山（
２
）本（
一
九
八
四
）
を

参
考
に
、「
文
の
主
語
と
の
間
に
格
関
係
が
成
立
し
な
い
自
動
詞
、
前
項
、

あ
る
い
は
後
項
動
詞
の
目
的
語
と
の
間
に
格
関
係
が
成
立
せ
ず
、
独
自
の
目

的
語
も
持
た
な
い
他
動
詞
は
形
式
化
し
て
い
る
」
と
し
た
。

二

古
典
語
に
お
け
る
後
項
動
詞
「
あ
ふ
」

後
項
動
詞
「
〜
あ
ふ
」
は
前
述
の
通
り
、
本
来
の
動
詞
と
し
て
の
意
味
を

保
持
し
て
い
る
も
の
と
、
補
助
動
詞
的
に
使
わ
れ
て
い
る
も
の
に
大
別
で
き

る
が
、
さ
ら
に
補
助
動
詞
的
用
法
の
「
あ
ふ
」
を
次
の
３
種
に
分
類
し
た
。

①

相
互
動
作＝

複
数
の
主
体
に
よ
る
同
一
の
動
作
で
、
互
い
を
動
作
の

対
象
と
す
る
、
あ
る
い
は
互
い
に
そ
の
動
作
の
影
響
を

及
ぼ
す
も
の
。

②

同
一
動
作＝

複
数
の
主
体
に
よ
る
同
一
の
動
作
で
、
互
い
を
動
作
の

対
象
と
せ
ず
、
互
い
に
そ
の
動
作
の
影
響
も
及
ぼ
さ
な

い
も
の
。

③

際
会＝

複
数
の
主
体
に
よ
る
偶
発
的
な
同
一
の
動
作
や
、
偶
発
的
に

そ
の
場
面
に
遭
遇
す
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
。
現
代
語
で

は
「
い
あ
わ
せ
る
」
等
の
「
〜
あ
わ
せ
る
」
に
当
た
る
。

二
・
一

動
詞
「
あ
ふ
」
の
補
助
動
詞
化

上
代
に
お
い
て
は
補
助
動
詞
的
用
法
と
認
め
ら
れ
る
用
例
は
見
ら
れ
な

い
。
た
と
え
ば
、『
万
葉
集
』
に
は
後
項
動
詞
「
あ
ふ
」
は
述
べ
１７
語
、
異

な
り
語
で
１２
語
あ
る
が
、
ど
れ
も
単
独
の
動
詞
と
し
て
の
意
味
と
格
関
係
を

保
っ
て
い
る
。「
潜
き
あ
ふ
」「
漕
ぎ
あ
ふ
」「
し
ぐ
ひ
あ
ふ
」「
行
き
あ
ふ
」

な
ど
は
「
会
ふ
」
つ
ま
り
「
対
面
」「
邂
逅
」
の
意
味
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

１

お
お
ふ
ね
に

を
ぶ
ね
ひ
き
そ
へ

か
づ
く
と
も

し
か
の
あ
ら
を
に
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か
づ
き
あ
は
め
や
も

大
船
尓

小
船
引
副

可
豆
久
登
毛

志
賀
乃
荒
雄
尓

潜
将
相
八
方

（
万
葉
集
巻
十
六
・
三
八
六
九
）

２

た
ま
ほ
こ
の

み
ち
に
ゆ
き
あ
ひ
て

よ
そ
め
に
も

み
れ
ば
よ
き
こ

を

い
つ
と
か
ま
た
む

玉
桙
之

道
尓
行
相
而

外
目
耳
毛

見
者
吉
子
乎

何
時
鹿
将
待

（
万
葉
集
巻
十
二
・
二
九
四
六
）

１
で
は
「
作
者
が
潜
く
」「
作
者
が
（
荒
雄
に
）
あ
ふ
」
が
成
立
し
、
２

で
は
「
作
者
が
行
く
」「
作
者
が
（
娘
に
）
あ
ふ
」
が
成
立
す
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら
は
前
項
・
後
項
共
に
本
来
の
動
詞
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と

い
え
る
。

平
安
時
代
に
入
っ
て
補
助
動
詞
的
用
法
の
「
あ
ふ
」
が
見
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
。
た
と
え
ば
『
竹
取
物
語
』
の
「
そ
し
り
あ
ふ
」
と
い
う
語
を
例
に
見

て
み
る
。

３

を
の
を
の
仰
承
り
て
ま
か
り
出
ぬ
。（
中
略
）「
か
か
る
す
き
事
を
し
た

ま
ふ
こ
と
」
と
そ
し
り
あ
へ
り
。

（
竹
取
物
語
）

「
大
伴
大
納
言
の
従
者
た
ち
が
（
大
納
言
を
）
そ
し
る
」
は
成
立
す
る
が

「
従
者
た
ち
が
あ
ふ
」
は
こ
の
文
脈
に
お
い
て
成
立
し
な
い
。
こ
の
こ
と
か

ら
こ
の
よ
う
な
「
あ
ふ
」
は
本
来
の
意
味
と
格
関
係
を
失
っ
て
補
助
動
詞
化

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
あ
ふ
」
を
後
項
動
詞
と
す
る
複
合
動
詞
の
主
体
に
は
非
生
物
も
見
ら
れ

る
が
、こ
れ
ら
の
多
く
は
補
助
動
詞
的
用
法
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。た
と
え
ば

後項動詞あふ （ ）＝異なり語

源氏

１５７（６８）

５５（１８）

１０５（５１）

０（０）

７７（４７）

１４（７）

拾遺

５（３）

４（２）

１（１）

０（０）

０（０）

１（１）

後撰

１（１）

１（１）

０（０）

０（０）

０（０）

０（０）

古今

０（０）

０（０）

０（０）

０（０）

０（０）

０（０）

土左

４（３）

０（０）

４（３）

０（０）

４（３）

０（０）

伊勢

３（３）

２（２）

１（１）

０（０）

１（１）

０（０）

竹取

４（３）

１（１）

３（２）

０（０）

３（２）

０（０）

宣命

０（０）

０（０）

０（０）

０（０）

０（０）

０（０）

記紀歌謡

３（２）

３（２）

０（０）

０（０）

０（０）

０（０）

１７（１２）

１７（１２）

０（０）

０（０）

０（０）

０（０）

総 数

本来の意味

補助動詞的

相 互 動 作

同 一 動 作

際 会

表一
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４

あ
ま
の
し
ら
く
も

わ
た
つ
み
の

お
き
つ
み
や
へ
に

た
ち
わ
た
り

と
の
ぐ
も
り
あ
ひ
て

安
麻
能
之
良
久
母

和
多
都
美
能

於
枳
都
美
夜
敝
尓

多
知
和
多
里

等
能
具
毛
利
安
比
弖

（
万
葉
・
四
一
二
二
）

５

古
道
に
我
や
ま
ど
は
む
い
に
し
へ
の

野
中
の
草
は
し
げ
り
あ
ひ
に
け

り

（
後
撰
・
三
七
五
）

６

月
の
隈
な
き
に
、
雪
の
光
り
あ
ひ
た
る
庭
の
あ
り
さ
ま
も

（
源
氏
・
賢
木
）

７

法
華
三
昧
お
こ
な
ふ
堂
の
懺
法
の
声
、
山
お
ろ
し
に
つ
き
て
聞
こ
え
く

る
、
い
と
尊
く
、
滝
の
音
に
響
き
あ
ひ
た
り
。

（
源
氏
・
若
紫
）

４
は
い
く
つ
も
の
雲
が
、
５
は
何
本
も
の
草
が
広
が
っ
て
い
る
さ
ま
で
、

ど
ち
ら
も
複
数
の
も
の
が
一
つ
に
な
る
意
味
で
あ
る
。
６
は
月
の
光
が
雪
の

光
と
ひ
と
つ
に
な
っ
て
輝
き
を
増
す＝

反
射
す
る
さ
ま
、
７
は
懺
法
の
声
と

滝
の
音
が
融
合
し
て
聞
こ
え
る
こ
と
を
表
し
、
ど
れ
も
単
独
の
動
詞
と
し
て

の
「
合
ふ＝

一
体
化
」
と
い
う
意
味
を
保
持
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
５
で
は

「
草
が
し
げ
る
」「
草
と
草
が
あ
ふ
」、
７
で
は
「
懺
法
の
声
が
響
く
」「
懺

法
の
声
が
滝
の
音
に
あ
ふ
」
が
成
立
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
補
助
動
詞

化
し
て
い
な
い
も
の
と
す
る
。
一
部
例
外
は
あ
る
が
、
非
生
物
主
体
に
よ
る

「
〜
あ
ふ
」
の
多
く
は
補
助
動
詞
化
せ
ず
に
単
独
の
動
詞
の
意
味
を
保
持

し
、
こ
れ
は
現
代
語
に
至
る
ま
で
変
わ
ら
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

二
・
二

複
数
主
体
の
同
一
動
作
を
表
す
「
〜
あ
ふ
」

『
竹
取
物
語
』
か
ら
『
源
氏
物
語
』
ま
で
の
補
助
動
詞
的
後
項
動
詞
「
あ

ふ
」
の
意
味
は
表
一
に
あ
る
通
り
、
ほ
と
ん
ど
が
単
な
る
同
一
動
作
で
あ
り

相
互
動
作
を
表
す
も
の
は
な
い
。

８

か
く
の
ぼ
る
ひ
と
び
と
の
な
か
に
京
よ
り
く
だ
り
し
と
き
に
み
な
ひ
と

子
ど
も
な
か
り
き
。
い
た
れ
り
し
く
に
に
て
ぞ
子
う
め
る
も
の
ど
も
あ

り
あ
へ
る
。

（
土
左
）

９

限
り
な
く
と
ほ
く
も
来
に
け
る
か
な
と
わ
び
あ
へ
る
に（

伊
勢
・
九
段
）

１０

人
が
ら
の
あ
は
れ
に
情
あ
り
し
御
心
を
、
上
の
女
房
な
ど
も
恋
ひ
し
の

び
あ
へ
り
。

（
源
氏
・
桐
壺
）

１１

御
前
な
る
人
々
も
め
で
あ
へ
り
。

（
源
氏
・
少
女
）

１２
「
さ
も
見
苦
し
う
。
あ
ら
ざ
り
し
御
癖
か
な
」
と
、
御
達
も
憎
み
あ
へ
り
。

（
源
氏
・
夕
霧
）

１３

古
人
ど
も
の
ま
か
で
散
ら
ず
、
曹
司
曹
司
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
な
ど
参
う

の
ぼ
り
集
ま
り
て
、
い
と
う
れ
し
と
思
ひ
あ
へ
り
。（
源
氏
・
藤
裏
葉
）

１４

古
代
の
人
ど
も
は
も
の
め
で
を
し
あ
へ
り
。

（
源
氏
・
手
習
）

１５

山
の
鳥
ど
も
、
そ
こ
は
か
と
な
う
囀
り
あ
ひ
た
り
。
（
源
氏
・
若
紫
）

１６

法
師
、
童
べ
も
、
涙
を
落
し
あ
へ
り
。

（
源
氏
・
若
紫
）

１７

み
な
お
の
お
の
加
階
し
の
ぼ
り
つ
つ
、
お
よ
す
け
あ
へ
る
に

（
源
氏
・
少
女
）

１８

こ
の
御
供
の
人
々
の
と
か
う
行
き
ち
が
ひ
、
涼
み
あ
へ
る
を
見
た
ま
ふ
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な
り
け
り
。

（
椎
本
）

３
の
『
竹
取
物
語
』
の
例
で
は
大
納
言
の
従
者
た
ち
が
互
い
を
「
そ
し

る
」
の
で
は
な
く
そ
れ
ぞ
れ
が
同
じ
対
象＝

大
納
言
を
「
そ
し
る
」
こ
と
を

表
し
て
い
る
。
９
の
「
わ
び
あ
ふ
」
も
そ
の
場
の
人
々
が
み
な
同
じ
心
情
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
心
情
は
互
い
へ
は
向
い
て
い
な
い
。

『
源
氏
物
語
』
に
は
後
項
動
詞
「
あ
ふ
」
が
数
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
ら
も
相
互
動
作
を
表
し
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
、
１０
の
「
恋
ひ
し

の
び
あ
ふ
」
は
、女
房
達
が
亡
き
桐
壺
更
衣
を
し
の
ぶ
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

女
房
達
の
感
情
は
互
い
で
は
な
く
、
第
三
者
で
あ
る
桐
壺
更
衣
に
対
す
る
も

の
で
あ
る
。
同
様
に
１１
は
中
宮
の
周
囲
の
女
房
達
が
そ
ろ
っ
て
紫
の
上
を
ほ

め
る
、
１２
は
夕
霧
の
不
誠
実
に
対
し
て
雲
居
雁
の
周
囲
の
女
性
た
ち
が
皆

苦
々
し
く
思
う
と
い
う
意
味
で
、
ど
れ
も
前
項
の
表
す
感
情
が
主
体
同
士
で

は
な
く
第
三
者
に
向
い
て
い
る
。
複
数
の
主
体
の
間
に
会
話
が
成
立
し
て
い

る
場
合
も
あ
る
が
、「
恋
ひ
し
の
ぶ
」「
憎
む
」
等
の
動
詞
の
対
象
が
主
体
同

士
で
あ
る
も
の
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
８
は
土
佐
へ
下
る
と
き

は
子
供
が
お
ら
ず
、
土
佐
で
子
供
を
産
ん
だ
人
が
一
人
な
ら
ず
い
た
と
い
う

意
味
だ
が
、
こ
の
前
項
「
あ
り
」
は
１７
の
「
お
よ
す
け
あ
ふ
」
の
前
項
「
お

よ
す
く
」、１８
の
「
す
ず
み
あ
ふ
」
の
「
す
ず
む
」
と
共
に
も
と
も
と
影
響
を

及
ぼ
す
対
象
を
持
た
な
い
語
で
あ
り
、
相
互
動
作
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な

い
。以

上
の
こ
と
か
ら
平
安
中
期
ま
で
の
後
項
動
詞
「
あ
ふ
」
は
相
互
動
作
を

表
さ
な
い
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

二
・
三

際
会
を
表
す
「
あ
ふ
」

『
時
代
別
国
語
大
辞
典
室
町
時
代
編
』
の
「
あ
ふ
」
に
「
あ
る
動
作
が
、

た
ま
た
ま
特
定
の
時
点
や
場
面
に
際
会
す
る
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
が
、
こ

れ
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
『
拾
遺
和
歌
集
』
に
１
語
、『
源
氏
物
語
』

に
７（
３
）語あ
っ
た
。

拾
遺：

す
み
あ
ふ

源
氏：

あ
き
あ
ふ
、
お
は
し
あ
ふ
、
き
あ
ふ
、
ま
う
で
あ
ふ
、
ま
う
で
き
あ

ふ
、
ま
ゐ
り
あ
ふ
、
ま
ゐ
り
き
あ
ふ

１９

万
世
を
み
か
み
の
山
の
ひ
び
く
に
は

野
洲
河
の
水
澄
み
ぞ
あ
ひ
に
け

る

（
拾
遺
・
六
〇
三
）

２０

妻
戸
の
細
目
な
る
よ
り
、
障
子
の
開
き
あ
ひ
た
る
を
見
入
れ
た
ま
ふ
。

（
源
氏
・
常
夏
）

２１

月
お
も
し
ろ
か
り
し
夜
、
内
裏
よ
り
ま
か
で
は
べ
る
に
、
あ
る
上
人
来

あ
ひ
て
、
こ
の
車
に
あ
ひ
乗
り
て
は
べ
れ
ば

（
源
氏
・
帚
木
）

２２

か
き
抱
き
て
障
子
の
も
と
に
出
で
た
ま
ふ
に
ぞ
、
求
め
つ
る
中
将
だ
つ

人
来
あ
ひ
た
る
。

（
源
氏
・
帚
木
）

２３

を
り
し
も
う
れ
し
く
参
で
来
あ
ひ
た
る
を
。

（
源
氏
・
宿
木
）

１９
は
三
上
山
の
山
が
鳴
る
の
に
呼
応
す
る
よ
う
に
同
じ
時
に
麓
の
野
洲
川

の
水
が
澄
み
渡
っ
た
と
い
う
意
味
、
２０
は
妻
戸
が
細
目
に
開
い
て
い
る
時
に

ち
ょ
う
ど
障
子
も
開
い
て
い
た
た
め
に
部
屋
の
中
を
の
ぞ
き
こ
む
こ
と
が
で

き
た
と
い
う
描
写
で
あ
る
。
２１
は
話
者
が
内
裏
か
ら
退
出
し
た
ち
ょ
う
ど
そ
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の
時
に
知
り
合
い
の
殿
上
人
が
や
っ
て
き
た
の
で
一
緒
に
車
に
乗
っ
た
、
２２

は
源
氏
が
空
蝉
を
か
き
抱
い
た
時
に
ち
ょ
う
ど
女
房
が
や
っ
て
き
た
、
２３
は

薫
が
浮
舟
と
の
偶
然
の
出
会
い
を
喜
ぶ
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
ど
れ
も
前
項

の
動
作
・
行
為
が
偶
然
タ
イ
ミ
ン
グ
の
よ
い
、あ
る
い
は
悪
い
場
面
に
起
こ
っ

た
こ
と
を
表
し
て
お
り
、
同
一
動
作
で
も
相
互
動
作
で
も
な
い
用
法
が
現
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

二
・
四

『
源
氏
』
以
降
〜
鎌
倉
時
代
初
期
の
「
〜
あ
ふ
」

『
平
安
時
代
複
合
動
詞
索
引
』
か
ら
『
源
氏
』
以
降
の
資
料
で
相
互
動
作

を
表
す
可
能
性
の
あ
る
「
〜
あ
ふ
」
を
探
し
た
と
こ
ろ
、
２４
〜
２６
の
例
が
見

つ
か
っ
た
の
で
、
検
討
し
て
み
た
。

２４

上
達
部
二
人
立
ち
て
向
ひ
あ
ひ
て

（
栄
花
物
語
）

２５

花
山
院
中
納
言
兼
雅
（
略
）
定
能
、
雅
賢
、
実
教
な
ど
、
蓮
華
王
院
に

あ
り
し
時
、
習
ひ
あ
ひ
た
り
し
に
具
し
て

（
梁
塵
秘
抄
口
伝
）

２６

力
極
テ
取
合
ト
モ
輒
ク
難
打
シ
。

（
今
昔
物
語
集
）

（
ち
か
ら
い
み
じ
く
て

と
り
あ
ふ
と
も
た
や
す
く
う
ち
が
た
し
）

２７

四
郎
左
衛
門
尉
頼
賢
（
略
）
為
朝
の
固
め
て
射
合
ひ
切
り
合
ひ
戦
ひ
け

る
大
炊
御
門
西
門
を
駆
け
避
き
て
（
略
）
散
々
に
ぞ
戦
ひ
た
る
。

（
保
元
物
語
）

２８

重
盛
の
郎
等
、
与
三
左
衛
門
尉
景
康
、
鎌
田
に
む
ず
と
組
む
。
上
に
な

り
下
に
な
り
、
組
み
合
ひ
け
る
を
（
略
）
与
三
左
衛
門
を
討
ち
取
る
。

（
平
治
物
語
）

２９

薄
手
負
ひ
て
な
ほ
返
し
合
は
せ
て
戦
ふ
も
あ
り
、
火
出
づ
る
程
に
ぞ
も

み
合
ひ
け
る
。

（
平
治
物
語
）

３０

即
ち
良
正
、
声
を
揚
げ
案
の
如
く
討
ち
合
ひ
、
命
を
棄
て
て
各
合
戦
す
。

即
良
正
、
揚
声
如
案
討
合
、
棄
命
各
合
戦
。

（
将
門
記
）

前
述
の
通
り
、「
あ
ふ
」
に
は
そ
れ
だ
け
で
「
面
と
向
か
う
」
と
い
う
意

味
が
あ
る
た
め
、
２４
の
栄
花
物
語
の
例
は
そ
れ
に
当
た
る
と
も
思
わ
れ
、
補

助
動
詞
的
用
法
と
す
る
か
ど
う
か
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
２５
は
訳
で
は

「
互
い
に
習
い
あ
っ
て
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
数
人
で
一
緒
に
習
っ
た
と
い

う
解
釈
も
成
り
立
ち
、
前
後
の
文
脈
か
ら
見
れ
ば
む
し
ろ
そ
の
方
が
妥
当
だ

と
思
わ
れ
る
。
２６
の
今
昔
物
語
集
の
例
は
相
撲
の
描
写
の
中
の
取
り
組
み
合

う
と
い
う
意
味
で
、
こ
れ
は
相
互
動
作
と
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

次
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
で
検

索
し
た
と
こ
ろ
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
成
立
と
言
わ
れ
る
『
保
元
物
語
』『
平

治
物
語
』
の
用
例
が
見
つ
か
っ
た
。
ど
れ
も
軍
記
物
の
合
戦
の
描
写
で
、
２７

は
互
い
に
向
か
っ
て
弓
を
射
る
、
互
い
に
切
り
つ
け
る
、
２８
は
互
い
に
取
り

組
む
、
２９
は
互
い
に
も
み
合
う
と
い
う
意
味
で
、
相
互
動
作
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
れ
ら
か
ら
、
平
安
後
期
以
降
の
、
特
に
和
漢
混
交
文
に
お
い
て
後
項
動
詞

「
あ
ふ
」
に
相
互
動
作
を
表
す
用
法
が
現
れ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
加

（
４
）藤（
二
〇
〇
六
）
は
「
〜
あ
う
（
あ
ふ
）」
は
中
世
に
な
っ
て
か
ら
新
た
な

前
項
と
結
合
し
た
例
が
多
い
と
指
摘
し
て
い
る
が
、
平
安
中
期
ま
で
は
複
数

主
体
の
同
一
動
作
と
際
会
の
み
だ
っ
た
後
項
動
詞
「
あ
ふ
」
の
意
味
が
、
相

互
動
作
に
も
広
が
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
３０
に
示
し
た
よ
う
に
、
記
録
体
と
い
う
変
体
漢
文
の
一
種
で
あ
る

『
将
門
記
』
に
「
討
合＝

討
ち
合
ふ
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
。
今
後
、

漢
文
と
の
関
係
も
探
っ
て
ゆ
き
た
い
。
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三

後
項
動
詞
「
か
は
す
」
に
つ
い
て

『
万
葉
集
』
か
ら
『
源
氏
物
語
』
の
後
項
動
詞
「
か
は
す
」
は
表
二
通
り

で
あ
る
。

三
・
一

後
項
動
詞
「
か
は
す
」
の
補
助
動
詞
化
に
つ
い
て

３１

み
な
と
か
ぜ

さ
む
く
ふ
く
ら
し

な
ご
の
え
に

つ
ま
よ
び
か
は
し

た
づ
さ
は
に
な
く

美
奈
刀
可
是

佐
牟
久
布
久
良
之

奈
呉
乃
江
尓

都
麻
欲
妣
可
波
之

多
豆
左
波
尓
奈
久

（
万
葉
・
二
〇
一
八
）

３２

や
す
の
か
は

な
か
に
へ
だ
て
て
む
か
ひ
た
ち

そ
で
ふ
り
か
は
し

夜
洲
能
河
波

奈
加
尓
敝
太
弖
々

牟
可
比
太
知

蘇
泥
布
利
可
波
之

（
万
葉
・
四
一
二
五
）

『
万
葉
集
』
に
お
け
る
「
〜
か
は
す
」
は
異
な
り
語
で
３
語
で
あ
る
。
数

は
少
な
い
が
、「
〜
あ
ふ
」
と
は
異
な
り
、
単
独
の
動
詞
と
し
て
の
意
味
と

格
関
係
を
失
っ
て
い
る
た
め
、
上
代
に
お
い
て
す
で
に
補
助
動
詞
化
し
て
い

る
と
し
て
問
題
な
い
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
３３
の
「
ふ
り
か
は
す
」
を

例
に
と
る
と
、「
袖
を
ふ
る
」
は
成
立
す
る
が
、「
袖
を
か
は
す
」
は
成
立
し

な
い
か
ら
で
あ
る
。

補
助
動
詞
的
用
法
が
多
い
が
、
わ
ず
か
に
本
来
の
意
味
を
保
持
し
て
い
る

も
の
も
あ
る
。「
う
ち
か
は
す
」「
さ
し
か
は
す
」
等
で
あ
る
。
た
と
え
ば

３３

白
雲
に
羽
う
ち
か
は
し
と
ぶ
雁
の
か
ず
さ
へ
見
ゆ
る
秋
の
よ
の
月

（
古
今
集
・
一
九
一
）

３４

柏
木
と
楓
と
の
、
も
の
よ
り
け
に
若
や
か
な
る
色
し
て
枝
さ
し
か
は
し

た
る
を

（
源
氏
・
柏
木
）

３３
は
雁
が
羽
を
連
ね
て
飛
ぶ
の
意
で
「
雁
が
羽
を
か
は
す
」
が
成
立
し
、
３４

は
柏
木
と
楓
が
枝
を
交
差
さ
せ
る
の
意
で
「
柏
と
楓
が
枝
を
か
は
す
」
が
成

立
す
る
た
め
、
前
項
が
接
頭
辞
的
用
法
で
、
後
項
は
本
来
の
動
詞
の
意
味
を

保
持
し
て
い
る
も
の
と
す
る
。

三
・
二

後
項
動
詞
「
か
は
す
」
の
意
味

３５

院
に
も
い
か
に
思
さ
む
、
故
前
坊
の
同
じ
き
御
は
ら
か
ら
と
い
ふ
中
に

も
、
い
み
じ
う
思
ひ
か
は
し
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ひ
て

（
源
氏
・
葵
）

３６

尼
君
と
は
か
な
く
戯
れ
も
し
か
は
し
、
碁
打
ち
な
ど
し
て
ぞ
明
か
し
暮

ら
し
た
ま
ふ
。

（
源
氏
・
手
習
）

３７

「
あ
は
れ
、
い
と
寒
し
や
」「
今
年
こ
そ
な
り
は
ひ
に
も
頼
む
所
す
く

な
く
（
略
）
北
殿
こ
そ
聞
き
た
ま
ふ
や
」
な
ど
、
言
ひ
か
は
す
も
聞
こ

ゆ
。

（
源
氏
・
夕
顔
）

３８

夕
ば
へ
を
見
か
は
し
て
、
女
も
か
か
る
あ
り
さ
ま
を
思
ひ
の
外
に
あ
や

し
き
心
地
は
し
な
が
ら

（
源
氏
・
夕
顔
）

３９

か
た
み
に
宿
る
所
も
問
ひ
か
は
し
て

（
源
氏
・
玉
蔓
）

４０

古
き
契
り
の
二
つ
な
き
ば
か
り
を
う
き
世
の
慰
め
に
て
、
か
た
み
に
ま

た
な
く
頼
み
か
は
し
た
ま
へ
り
。

（
源
氏
・
橋
姫
）
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ま
ず
『
万
葉
集
』
の
例
を
見
る
と
、

主
体
は
す
べ
て
生
物
で
相
互
動
作
の
み

を
表
す
。
３１
で
は
た
づ
が
妻
と
互
い
に

呼
び
合
う
、
３２
で
は
男
女
が
互
い
に
袖

を
振
り
合
う
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
「
〜
か
は
す
」
も

無
生
物
主
体
は
な
く
、
す
べ
て
相
互
動

作
で
あ
る
。
ま
ず
、
１３
の
「
思
ひ
あ
ふ
」

と
３５
の
「
思
ひ
か
は
す
」、
１４
の
「
し

あ
ふ
」
と
３６
の
「
し
か
は
す
」
を
比
べ

て
み
る
。
１３
の
「
思
ひ
あ
ふ
」
は
年
老

い
た
女
房
達
が
み
な
そ
れ
ぞ
れ
に
う
れ

し
い
と
思
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る

が
、
３５
の
「
思
ひ
か
は
す
」
は
桐
壺
院

と
亡
き
東
宮
と
は
仲
が
よ
か
っ
た＝

互

い
に
大
切
に
思
っ
て
い
た
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
１４
の
「
し
あ
ふ
」
は
年
寄
り

た
ち
が
み
な
こ
ぞ
っ
て
薫
の
君
を
ほ
め

た
こ
と
で
あ
る
が
、３６
の
「
し
か
は
す
」

は
浮
舟
が
尼
君
と
ち
ょ
っ
と
し
た
冗
談

を
言
い
合
っ
た
り
す
る
こ
と
を
表
し
て

い
る
。
こ
の
２
例
か
ら
も
「
あ
ふ
」
と

「
か
は
す
」
の
相
違
は
明
ら
か
で
あ

る
。
ま
た
、「
言
ひ
か
は
す
」
で
は
３７

の
よ
う
に
Ａ
が
Ｂ
に
言
葉
を
か
け
、
Ｂ
が
Ａ
に
返
事
を
す
る
と
い
う
形
の
描

写
が
多
く
見
ら
れ
、
一
同
が
第
三
者
に
つ
い
て
同
時
に
同
じ
こ
と
を
言
っ
て

い
る
と
い
う
「
〜
あ
ふ
」
と
は
異
な
り
、
そ
の
言
葉
が
互
い
に
向
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
３９
、
４０
で
は
「
か
た
み
に
」
と
い
う
相
互

動
作
を
表
す
副
詞
と
共
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
こ
の

よ
う
に
、
少
な
く
と
も
『
源
氏
物
語
』
ま
で
は
、「
あ
ふ
」
は
主
に
同
一
動

作
、「
か
は
す
」
は
相
互
動
作
を
表
し
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

『
源
氏
物
語
』
以
降
の
「
〜
か
は
す
」
に
つ
い
て
は
今
後
詳
細
に
検
討
し

た
い
が
、
前
述
の
加
藤
（
二
〇
〇
六
）
で
は
、
軍
記
物
に
お
い
て
「
か
わ
す

（
か
は
す
）」
が
少
な
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
〜
か
は
す
」
は
中
世

の
軍
記
物
に
使
わ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
平
安
後
期
の
説
話
集
で
あ
る

『
今
昔
物
語
集
』
に
も
ま
っ
た
く（
５
）見ら
れ
な
い
。
前
述
の
通
り
『
今
昔
物
語

集
』『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』
に
相
互
動
作
の
「
あ
ふ
」
が
使
わ
れ
て
い

る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
和
漢
混
交
文
と
い
う
文
体
と
の
関
連
も
検
討
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

四

前
項
動
詞
「
あ
ふ
」
の
意
味
と
変
遷

古
典
語
で
複
数
の
主
体
に
よ
る
同
一
の
動
作
を
表
す
語
に
、
前
項
動
詞

「
あ
ふ
」＝

「
あ
ひ
〜
」
が
あ
る
。「
あ
ひ
」
は
辞
書
に
は
「
あ
ふ
」
の
用

法
の
一
つ
と
し
て
記
述
さ
れ
る
と
共
に
、
接
頭
辞
「
あ
ひ
」
と
し
て
も
項
目

を
立
て
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
接
頭
辞
的
用
法
の
複
合
動
詞
の
前
項
と

し
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。「
あ
ひ
」
は
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
』
に

は
「
①
動
詞
に
接
し
、
と
も
に
・
た
が
い
に
・
い
っ
し
ょ
に
の
意
を
そ
え
る
。

②
動
詞
に
接
し
そ
れ
を
強
調
す
る
。」
と
あ
る
。
下
っ
て
、
日
葡
辞
書
に
は

後項動詞かはす （ ）＝異なり語

源氏

３０（２７）

２（２）

２８（２５）

拾遺

０（０）

０（０）

０（０）

後撰

０（０）

０（０）

０（０）

古今

１（１）

１（１）

０（０）

土左

１（１）

０（０）

１（１）

伊勢

３（３）

０（０）

３（３）

竹取

１（１）

０（０）

１（１）

宣命

０（０）

０（０）

０（０）

記紀歌謡

０（０）

０（０）

０（０）

万葉集

５（３）

０（０）

５（３）

総 数

本来の意味

補助動詞的

表二
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「
こ
の
語
は
、
ま
た
、
一
種
の
助
辞

で
あ
っ
て
、
時
に
そ
れ
自
身
は
何
の

意
味
を
も
示
さ
な
い
で
、
動
詞
と
合

し
て
そ
れ
に
一
種
の
力
を
添
え
、
あ

る
い
は
、
優
雅
さ
を
加
え
る
場
合
が

あ
る
」
と
記
述
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

間
に
「
あ
ひ
」
の
主
た
る
意
味
が
転

じ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

『
万
葉
集
』
か
ら
『
源
氏
物
語
』
の

「
あ
ひ
〜
」
の
意
味
を

①

相
互
動
作＝

複
数
の
主
体

に
よ
る
同
一

の
動
作
で
、

互
い
を
動
作

の
対
象
と
す

る
、
あ
る
い

は
互
い
に
そ

の
動
作
の
影

響
を
及
ぼ
す

も
の
。

②

同
一
動
作＝

複
数
の
主
体

に
よ
る
同
一

の
動
作
で
、

互
い
を
動
作

の
対
象
と
せ

ず
、互
い
に
そ
の
動
作
の
影
響
も
及
ぼ
さ
な
い
も
の
。

③

そ
の
他＝

単
に
言
葉
の
調
子
を
整
え
る
も
の
。
単
独
主
体
に
よ
る

動
作
は
こ
こ
に
入
れ
る
。

の
三
種
に
分
類
し
た
も
の
が
次
の
表
で
あ
る
。

相
互
動
作

４１

あ
ひ
み
ぬ
は

い
く
び
さ
さ
に
も

あ
ら
な
く
に

こ
こ
だ
く
あ
れ
は

こ
ひ
つ
つ
も
あ
る
か

不
相
見
者

幾
久
毛

不
有
國

幾
許
吾
者

戀
乍
裳
荒
鹿

（
万
葉
・
六
六
五
）

４２

む
か
し
、
お
と
こ
、
い
と
う
る
は
し
き
友
あ
り
け
り
。
片
時
さ
ら
ず
あ

ひ
思
ひ
け
る
を

（
伊
勢
・
四
六
段
）

４３

あ
ひ
知
れ
る
人
、
来
と
ぶ
ら
ひ

（
源
氏
・
帚
木
）

４４

入
道
は
か
の
国
の
得
意
に
て
、
年
ご
ろ
あ
ひ
語
ら
ひ
は
べ
れ
ど
、
私
に

い
さ
さ
か
あ
ひ
恨
む
る
事
は
べ
り
て

（
源
氏
・
明
石
）

同
一
動
作

４５

こ
ぞ
み
て
し

あ
き
の
つ
く
よ
は

て
ら
せ
ど
も

あ
ひ
み
し
い
も
は

い
や
と
し
さ
か
る

去
年
見
而
之

秋
乃
月
夜
者

雖
照

相
見
之
妹
者

弥
年
放

（
万
葉
・
二
一
一
）

４６

あ
め
つ
ち
と

あ
ひ
さ
か
え
む
と

お
ほ
み
や
を

つ
か
へ
ま
つ
れ
ば

た
ふ
と
く
う
れ
し
き

前項動詞あふ （ ）＝異なり語

源氏

６２（１６）

５０（７）

７（４）

５（５）

拾遺

２１（３）

２０（３）

１（１）

０（０）

後撰

１７（３）

１８（３）

０（０）

０（０）

古今

１５（３）

１５（３）

０（０）

０（０）

土左

０（０）

０（０）

０（０）

０（０）

伊勢

１６（８）

１５（７）

１（１）

０（０）

竹取

２（１）

２（１）

０（０）

０（０）

宣命

２４（１２）

４（４）

１９（７）

１（１）

記紀歌謡

３（２）

３（２）

０（０）

０（０）

万葉集

１２３（２０）

１０１（１４）

２２（７）

０（０）

総 数

相互動作

同一動作

そ の 他

表三
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天
地
与

相
左
可
延
牟
等

大
宮
乎

都
可
倍
麻
都
礼
婆

貴
久
宇
礼

之
伎

（
万
葉
・
四
二
七
三
）

４７

あ
る
上
人
来
あ
ひ
て
、
こ
の
車
に
あ
ひ
乗
り
て
は
べ
れ
ば

（
源
氏
・
帚
木
）

４５
の
「
あ
ひ
み
る
」
は
昨
年
の
月
を
共
に
見
た
妹
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

相
互
動
作
で
は
な
い
。「
あ
ひ
み
る
」
は
相
互
動
作
の
場
合
と
同
一
動
作
の

場
合
と
が
あ
る
。
４７
の
「
あ
ひ
の
る
」
は
車
に
同
乗
す
る
こ
と
で
あ
り
、
同

一
動
作
で
あ
る
。

そ
の
他

４８

行
に
相
応
へ
慈
し
び
救
ひ
賜
ふ
と

行
爾
相
應
天
慈
備
救
賜
止

（
続
日
本
紀
・
宣
命
・
天
平
神
護
二
年
十
月
二
十
日
）

４９

重
き
病
を
あ
ひ
助
け
て
な
ん
、
参
り
て
は
べ
り
し
。（
源
氏
・
若
菜
下
）

柏
木
が
病
を
お
し
て
参
上
し
た

５０

そ
の
御
後
は
か
ば
か
し
う
相
継
ぐ
人
も
な
く
て

（
源
氏
・
松
風
）

５１

顔
の
色
あ
ひ
ま
さ
り
て
、
常
よ
り
も
光
る
と
見
え
た
ま
ふ
。

（
源
氏
・
紅
葉
賀
）

５２

小
野
に
は
べ
り
つ
る
尼
ど
も
あ
ひ
訪
ひ
は
べ
ら
ん
と
て
、
ま
か
り
寄
り

た
り
し
に

（
源
氏
・
手
習
）

４８
は
仏
が
人
々
の
勤
行
に
こ
た
え
て
く
だ
さ
る
の
意
で
、「
あ
ひ
こ
た
ふ
」

の
主
体
は
仏
だ
け
で
あ
り
、
４９
の
「
あ
ひ
た
す
く
」
は
柏
木
が
病
を
お
し
て

参
上
し
た
と
い
う
意
味
で
、
主
体
は
柏
木
一
人
で
あ
る
。
５０
の
「
あ
ひ
つ
ぐ
」

は
相
続
す
る
の
意
、
５１
は
源
氏
の
容
色
が
ひ
と
し
お
ま
さ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
主
体
は
複
数
で
は
な
い
。
５２
も
僧
都
が
尼
た
ち
を
訪
ね
る
場
面

で
、
前
後
の
文
脈
か
ら
い
っ
て
互
い
に
訪
れ
合
う
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、

こ
れ
ら
は
単
に
語
調
を
整
え
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
あ
ひ
〜
」
に
は
三
つ
の
意
味
が
あ
り
、
表
三
に
示
し
た

通
り
、『
万
葉
集
』
で
は
「
あ
ひ
〜
」
は
総
数
１２３
語
、
異
な
り
語
で
２０
語
で

あ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
で
は
総
数
６２
語
、
異
な
り
語
１６
語
で
あ
る
。
こ
の

数
だ
け
で
単
純
に
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、『
源
氏
物
語
』
の
複
合

動
詞（
６
）の総
語
数
か
ら
考
え
る
と
、
時
代
と
と
も
に
「
あ
ひ
〜
」
の
使
用
頻
度

は
減
少
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
他

の
資
料
に
お
い
て
も
「
あ
ひ
〜
」
は
「
お
も
ふ
」「
か
た
る
」「
み
る
」
等
ご

く
限
ら
れ
た
後
項
動
詞
と
し
か
結
合
し
て
い
な
い
。

『
万
葉
集
』
に
は
、
明
ら
か
に
単
独
の
主
体
に
よ
る
動
作
で
あ
る
、
つ
ま

り
相
互
動
作
で
も
同
一
動
作
で
も
な
い
も
の
は
見
ら
れ
ず
、
現
在
ま
で
の
と

こ
ろ
筆
者
が
確
認
し
た
単
独
主
体
に
よ
る
動
作＝

語
調
を
整
え
る
「
あ
ひ

〜
」
の
も
っ
と
も
古
い
用
例
は
４８
の
宣
命
の
例
で
あ
る
が
、『
万
葉
集
』
に

は
解
釈
が
諸
説
あ
る
用
例
も
あ
る
た
め
、
今
後
さ
ら
に
検
討
し
た
い
。『
源

氏
物
語
』
で
は
単
独
主
体
の
例
が
５
例
あ
り
、
こ
れ
も
多
い
と
は
言
い
難
い

が
、「
あ
ひ
〜
」
全
体
の
数
が
減
る
中
で
単
独
主
体
の
例
が
現
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
こ
の
こ
ろ
に
は
「
あ
ひ
〜
」
が
本
来
持
っ
て
い
た
複
数
の
主
体
に

よ
る
動
作
を
表
す
と
い
う
機
能
が
薄
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

五

ま
と
め
と
今
後
の
課
題

『
万
葉
集
』
か
ら
『
源
氏
物
語
』
を
中
心
に
、
平
安
後
期
と
鎌
倉
初
期
資
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料
も
一
部
加
え
て
「
〜
あ
ふ
」
の
用
例
を
検
討
し
、「
〜
か
は
す
」
と
「
あ

ひ
〜
」
と
比
較
し
た
結
果
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

�
上
代
か
ら
平
安
中
期
ま
で
は
「
〜
あ
ふ
」
は
相
互
動
作
の
意
味
は
な
く
、

主
に
同
一
動
作
を
表
し
、
相
互
動
作
は
「
〜
か
は
す
」
と
「
あ
ひ
〜
」
が

表
し
て
い
た
。

�
平
安
時
代
に
は
際
会
を
表
す
「
あ
ひ
〜
」
が
見
ら
れ
る
。

�
平
安
後
期
か
ら
、
和
漢
混
交
文
に
相
互
動
作
を
表
す
「
〜
あ
ふ
」
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。

�
「
あ
ひ
〜
」
は
上
代
か
ら
複
数
の
主
体
に
よ
る
相
互
動
作
と
同
一
動
作
を

表
し
て
い
た
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
使
用
頻
度
と
生
産
性
が
低
く
な

り
、
複
数
の
主
体
に
よ
る
動
作
と
い
う
意
味
が
徐
々
に
薄
れ
、
語
調
を
整

え
る
役
割
が
増
え
て
ゆ
く
。

「
〜
あ
ふ
」
の
意
味
の
拡
大
と
「
あ
ひ
〜
」
の
意
味
の
変
化
、「
〜
か
は

す
」
の
衰
退＝

造
語
力
の
低
下
が
時
代
的
に
重
な
る
と
思
わ
れ
る
が
、
今
後

さ
ら
に
詳
細
に
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

《
テ
キ
ス
ト
》

『
万
葉
集
』（
お
う
ふ
う
、
一
九
七
七
年
）

日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
代
歌
謡
集
』『
竹
取
物
語
』『
土
左
日
記
』『
伊
勢

物
語
』

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
続
日
本
紀
』『
古
今
和
歌
集
』『
後
撰
和
歌
集
』

『
拾
遺
和
歌
集
』

日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
栄
花
物
語
』『
梁
塵
秘
抄
口
伝
』『
今
昔
物
語

集
』『
保
元
物
語
』『
平
治
物
語
』『
将
門
記
』

《
参
考
文
献
》

東
辻
保
和
他
『
平
安
時
代
複
合
動
詞
索
引
』（
清
文
堂
、
二
〇
〇
三
年
）

伊
藤
博
他
『
万
葉
集
全
注
』（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
）

北
村
季
吟
『
八
代
集
抄
』（
有
精
堂
、
一
九
六
〇
年
）

阪
倉
篤
義
『
語
構
成
の
研
究
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
六
年
）

関

一
雄
『
国
語
複
合
動
詞
の
研
究
』（
笠
間
書
院
、
一
九
七
七
年
）

姫
野
昌
子
『
複
合
動
詞
の
構
造
と
意
味
用
法
』（
ひ
つ
じ
書
房
、一
九
九
九
年
）

『
邦
訳
日
葡
辞
書
』（
岩
波
書
店
、
一
九
八
〇
年
）

注

（
１
）
林
翠
芳
「
古
典
語
複
合
動
詞
か
ら
現
代
語
複
合
動
詞
へ
」『
同
志
社

国
文
学
』
４４
（
同
志
社
大
学
、
一
九
九
六
年
）

（
２
）
山
本
清
隆
「
複
合
動
詞
の
格
支
配
」（『
都
大
論
究
』
二
一
（
東
京
都

立
大
学
、
一
九
八
四
年
）

（
３
）
現
在
の
と
こ
ろ
前
項
の
敬
語
は
別
の
語
と
し
て
処
理
し
て
あ
る
た

め
、「
く
」「
お
は
す
」「
ま
ゐ
る
」
は
そ
れ
ぞ
れ
１
語
と
な
っ
て
い
る
。

（
４
）
加
藤
奈
保
子
「
複
合
動
詞
の
歴
史
的
変
遷

「
〜
か
は
す
」「
〜
あ

ふ
」
を
例
に
」『
語
彙
研
究
』
３
（
語
彙
研
究
会
、
二
〇
〇
六
年
）

（
５
）
『
平
安
時
代
複
合
動
詞
索
引
』
に
拠
る
。

（
６
）
筆
者
の
採
取
し
た
デ
ー
タ
で
は
、「
動
詞
連
用
形
＋
動
詞
」
の
形
態

は
、『
万
葉
集
』
で
二
七
一
二
、『
源
氏
物
語
』
で
一
五
一
四
四
で
あ
る
。

（
と
く
も
と
あ
や

大
学
院
後
期
課
程
在
学
生
）
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