
授
受
動
詞
の
変
遷

吉
田
弥
生

物
の
や
り
と
り
に
関
わ
る
授
受
動
詞
は
古
代
語
で
は
現
代
語
の
「
や
る
」「
く
れ
る
」

「
も
ら
う
」
に
相
当
す
る
非
敬
語
形
の
使
用
例
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
基
本
的
に
尊

敬
語
形

�謙
譲
語
形
の
「
た
ま
ふ
」「
奉
る
」「
た
ま
は
る
」
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
言
語
の
体
系
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
時
代
が
降
る

に
し
た
が
っ
て
非
敬
語
形
が
発
達
し
、
現
在
の
形
態
に
な
っ
た
と
近
藤
泰
弘
氏
は
指
摘

し
て
い
る
。

…
結
局
、
物
の
や
り
と
り
に
は
多
く
の
場
合
、
上
下
関
係
が
含
ま
れ
が
ち
な
も
の
で
あ
り
、

純
粋
に
中
立
的
な
語
形
が
な
く
て
も
さ
ほ
ど
の
不
便
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
中
略
）

し
か
し
語
彙
の
体
系
と
し
て
は
確
か
に
不
充
分
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
近
代
に
な
っ

て
か
ら
種
々
の
授
受
動
詞
（
「
あ
げ
る
」
「
も
ら
う
」
「
く
れ
る
」
等
）
を
発
達
さ
せ
た
原
因

で
あ
ろ
う １
。

こ
の
非
敬
語
形
が
発
達
す
る
過
程
で
、
一
般
的
に
「
た
ま
ふ
」
の
類
義
語
と
考
え
ら
れ

て
い
る
「
た
ぶ
」
が
、
現
代
語
で
言
う
「
や
る

�く
れ
る

�…
て
や
る

�…
て
く
れ
る
」

と
い
う
意
味
を
表
す
非
敬
語
形
授
受
動
詞
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
を
別
稿
で
述
べ
た ２
。

本
稿
で
は
、
授
受
動
詞
が
中
古
か
ら
中
世
に
か
け
て
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
現

代
語
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
え
て
い
き
た
い
。
た
だ
し
、
尊
敬
語
形
の
補
助

動
詞
「
た
ま
ふ
」
と
謙
譲
語
形
の
「
奉
る
」
「
ま
ゐ
ら
す
」
に
関
し
て
は
用
法
の
変
化

も
あ
ま
り
見
ら
れ
ず
、
用
例
数
も
膨
大
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
調
査
の
対
象
と
し
な
い
。

ま
ず
、
中
世
以
前
の
古
代
語
の
代
表
的
な
作
品
『
源
氏
物
語
』
の
授
受
動
詞
の
用
法

を
調
べ
て
い
く
。

一
、『
源
氏
物
語
』
の
用
法

中
古
を
代
表
す
る
作
品
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
次
の
よ
う
な
授
受
動
詞
が
用
い
ら
れ

て
い
る ３
。（

）
内
は
用
例
数
で
あ
る ４
。
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中
古
か
ら
中
世
に
か
け
て

�

謙
譲
語

尊
敬
語

非
敬
語

補 本 補 本 補 本

奉
る
、
ま
ゐ
ら
す

奉
る
、
ま
ゐ
ら
す
、
た
ま
は
る
（

34）

た
ま
ふ

た
ま
ふ
（

42）、
た
ま
は
す
（

18）

や
る
（

1）

た
ぶ
（

3）、
と
ら
す
（

13）、
え
さ
す
（

3）



「
た
ぶ
」
は
次
の
例
の
よ
う
に
、
す
べ
て
本
動
詞
の
み
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
わ
た
り
の
山
が
つ
ま
で
物 も
の賜 た

び
、
（
一
巻

369
�13）

童 わ
ら
はべ
に
賜 た

ぶ
。
（
二
巻

406
�1）

布
な
ど
い
ふ
も
の
を
さ
へ
召
し
て
賜 た

ぶ
。
（
五
巻

92
�4）

い
ず
れ
も
召
使
の
よ
う
な
明
ら
か
に
目
下
の
人
間
に
与
え
る
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
た
ぶ
」
は
「
た
ま
ふ
」
よ
り
も
相
手
に
恩
恵
を
授
け

与
え
る
、
く
れ
て
や
る
と
い
う
意
味
あ
い
が
強
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
段
階

で
は
「
た
ぶ
」
を
非
敬
語
形
と
解
釈
す
る
か
ど
う
か
は
疑
問
が
残
る
。「
と
ら
す
」「
え

さ
す
」
も
す
べ
て
本
動
詞
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

駅 む
ま
やの
お
さ
に
く
し
と
ら
す
る
人
も
あ
り
け
る
を
、
ま
し
て
お
ち
と
ま
り
ぬ
べ
く
な
む
お
ぼ

え
け
る
。
（
二
巻

36
�4）

式
部
の
少
輔
に
な
む
御
文
は
と
ら
せ
侍
り
つ
る
（
五
巻

238
�3）

「
か
の
、
あ
り
し
中
納
言
の
子
は
得
さ
せ
て
ん
や
。
ら
う
た
げ
に
見
え
し
を
、
身
近
く
使
ふ

人
に
せ
む
。
上
に
も
我
た
て
ま
つ
ら
む
」
と
の
給
へ
ば
、
（
一
巻

71
�11）

「
さ
て
い
づ
こ
に
ぞ
。
人
に
さ
と
は
知
ら
せ
で
わ
れ
に
得
さ
せ
よ
。
あ
と
は
か
な
く
い
み
じ

と
思
ふ
御
形
見
に
、
い
と
う
れ
し
か
る
べ
く
な
ん
」
と
の
給
ふ
。
（
一
巻

139
�13）

「
と
ら
す
」
は
「
取
る
」
の
未
然
形
に
使
役
の
助
動
詞
「
す
」
が
接
続
し
た
も
の
が
一

語
化
し
た
も
の
、
「
得
さ
す
」
は
「
得
」
の
未
然
形
に
使
役
の
助
動
詞
「
さ
す
」
が
接

続
し
た
も
の
が
一
語
化
し
た
も
の
で
あ
る
。「
と
ら
す
」
は
他
者
に
や
る
意
味
を
表
し
、

「
得
さ
す
」
は
話
し
手
側
の
手
に
入
る
よ
う
に
さ
せ
る
、
く
れ
る
の
意
味
で
あ
る
。「
や

る
」
が
授
受
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
補
助
動
詞

1例
の
み
で
あ
っ
た
。

人

�

に
物
な
ど
食
は
せ
て
や
り
つ
。
（
五
巻

209
�7）

そ
の
他
の
例
は
い
ず
れ
も
「
文
を
や
る
」
の
よ
う
な
、
遣
わ
す
と
い
う
意
味
で
用
い
ら

れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
『
源
氏
物
語
』
で
は
非
敬
語
形
は
、
現
代
語
の
「
や
る
」
に
あ
た

る
「
や
る
」「
と
ら
す
」「
た
ぶ
」
と
、
現
代
語
の
「
く
れ
る
」
に
あ
た
る
「
え
さ
す
」

の
み
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
近
藤
氏
の
指
摘
通
り
、
非
敬
語
形
の
授
受
動
詞
は
あ

ま
り
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
特
に
、
利
益
授
受
を
表
す
補
助
動
詞
と
し
て
の
用
法
は
ほ

と
ん
ど
な
い
。
尊
敬
語
形
は
「
た
ま
ふ
」
と
「
た
ま
は
す
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
「
た
ま
は
る
」
は
本
動
詞
の
み
で
次
の
例
の
よ
う
に
、
す
べ
て
現
代
語
の

「
い
た
だ
く
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

み
な
探
韻
給
は
り
て
文
作
り
給
ふ
。
（
一
巻

274
�6）

親
王
は
、
御
衣
又
か
さ
ね
て
給
は
り
給
ふ
。
（
二
巻

184
�4）

一
例
目
は
「
み
な
探
韻
を
い
た
だ
い
て
漢
詩
を
お
作
り
に
な
っ
た
」
と
い
う
意
で
、
二

例
目
は
「
親
王
は
（
帝
か
ら
）
御
衣
を
ま
た
重
ね
て
い
た
だ
い
た
」
と
い
う
意
で
両
例

と
も
い
た
だ
く
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

次
節
で
は
、
二
世
紀
後
の
十
三
世
紀
前
半
に
成
立
し
た
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
授
受

動
詞
の
用
法
を
見
て
い
く
。

二
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
授
受
動
詞

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
で
は
次
の
よ
う
な
授
受
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る ５
。
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本
作
品
で
は
、
非
敬
語
形
の
用
例
数
が
格
段
に
増
加
し
て
い
る
。「
と
ら
す
」「
た
ぶ
」

は
本
動
詞
だ
け
で
な
く
補
助
動
詞
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
ま
こ
と
に
あ
や
し
き
こ
と
な
れ
ど
、
飛
て
き
に
け
れ
ば
、
倉
は
え
返
し
と
ら
せ
じ
。
こ
ゝ

に
か
や
う
の
物
も
な
き
に
、
お
の
づ
か
ら
物
を
も
置
か
む
に
よ
し
。
中
な
ら
ん
物
は
、
さ

な
が
ら
と
れ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
（

240
�1）

「
そ
れ
は
い
と
や
す
き
こ
と
な
り
。
た
し
か
に
我
は
こ
び
て
と
ら
せ
ん
」
（

240
�5）

横
座
の
鬼
「
こ
の
た
び
は
わ
ろ
く
舞
う
た
り
。
返
々
わ
ろ
し
。
そ
の
と
り
た
り
し
質
の

�

返
し
た
べ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
（

59
�3）

こ
の
女
の
云
、
「
わ
れ
、
こ
の
馬
の
く
ち
引
き
て
た
べ
。
道
の
ゆ
ゝ
し
く
あ
し
く
て
、
落
ち

ぬ
べ
く
お
ぼ
ゆ
る
に
」
と
い
ひ
け
れ
ど
も
、
童
、
み
ゝ
に
も
聞
き
い
れ
ず
し
て
行
に
、
（

386
�

5）

一
例
目
は
「
倉
は
返
し
て
や
れ
な
い
」
、
二
例
目
は
「
私
が
運
ん
で
や
ろ
う
」
と
い

う
意
で
、
ど
ち
ら
も
、
「
…
て
や
る
」
と
い
う
利
益
授
受
を
表
す
補
助
動
詞
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
。
三
例
目
は
「
質
の

�を
返
し
て
や
れ
」
、
四
例
目
は
「
馬
の
口
を
引

い
て
く
れ
」
と
い
う
意
で
、
や
は
り
「
…
て
や
る
、
…
て
く
る
」
と
い
う
利
益
授
受
を
表

す
補
助
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
補
助
動
詞
と
し
て
の
用
法
は
『
源
氏
物

語
』
に
は
な
い
。
用
例
数
は
少
な
い
も
の
の
、「
得
さ
す
」「
く
る
」
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

み
ち
の
く
に
よ
り
得
さ
せ
給
へ
る
馬
な
り
。
（

230
�13）

「
お
の
れ
、
も
し
い
の
ち
あ
り
て
帰
の
ぼ
り
た
ら
ば
、
其
時
返
し
得
さ
せ
給
へ
。
の
ぼ
ら
ざ

ら
ん
か
ぎ
り
は
、
か
く
て
ゐ
給
へ
れ
。
若
又
、
命
た
え
て
な
く
も
な
り
な
ば
、
や
が
て
わ
が
家

に
し
て
ゐ
給
へ
。
子
も
侍
ら
ね
ば
、
と
か
く
申
人
も
よ
も
侍
ら
じ
」
と
い
ひ
て
、
（

232
�10）

「
人
に
物
く
る
ゝ
こ
そ
、
わ
が
子
に
て
候
は
め
」
と
申
せ
ば
、
す
る
方
な
し
。
（

199
�15）

尊
敬
語
形
に
は
本
動
詞
「
た
ま
ふ
」
の
用
例
は

10例
あ
る
が
、
「
た
ま
は
す
」
は

1

例
の
み
と
少
な
い
。
本
動
詞
「
く
だ
さ
る
」
も
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
現
代
語
の
「
く

だ
さ
る
」
と
は
異
な
り
、
次
の
例
の
よ
う
に
「
下
す
」
＋
受
身

�尊
敬
の
助
動
詞
「
る
」

の
意
か
ら
離
れ
て
い
な
い
、
一
語
化
し
て
い
な
い
例
が
多
い
。

「
ふ
か
く
と
ぢ
こ
め
て
、
重
く
い
ま
し
め
て
置
け
」
と
、
宣
旨
を
く
だ
さ
れ
ぬ
。
（

429
�14）

「
か
ゝ
る
事
お
ほ
せ
下
さ
れ
た
れ
ば
、
わ
が
案
じ
た
る
こ
と
の
あ
る
は
、
い
か
ゞ
あ
る
べ
き
」

と
、
い
ひ
け
れ
ば
、
（

179
�1）

ま
た
、「
た
ま
は
る
」
は
本
来
、「
い
た
だ
く
」
の
意
で
用
い
ら
れ
る
が
、
中
世
以
後
、

主
客
が
転
倒
し
て
「
く
だ
さ
る
」
の
意
で
、
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
よ
く
知

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
で
も
、
次
の
例
の
よ
う
に
謙
譲
語
だ
け

で
な
く
尊
敬
語
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

又
ま
ど
ろ
み
い
り
た
る
夢
に
、
「
な
ど
さ
か
し
く
は
あ
る
ぞ
。
た
ゞ
給
ば
ん
物
を
ば
給
は
ら

で
、
か
く
返
し
参
ら
す
る
。
あ
や
し
き
こ
と
な
り
」
と
て
、
又
給
は
る
と
み
る
。
（

318
�6）

男
、
よ
く
や
り
は
て
て
後
、
手
か
き
あ
ら
ひ
て
、
長
谷
の
御
方
に
む
か
ひ
て
、
「
此
馬
を
生

け
て
給
は
ら
ん
」
と
、
（

231
�7）
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（
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（
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（

1）
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ら
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（
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ぶ
（

22）、
え
さ
す
（

4）、
く
る
（

2）



一
例
目
は
夢
の
中
で
神
が
女
に
対
し
て
「
授
け
る
物
を
ち
ゃ
ん
と
い
た
だ
こ
う
と
し
な

い
で
返
す
の
は
け
し
か
ら
ん
」
と
言
っ
て
、
再
び
与
え
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
箇
所
は
「
再
び
く
だ
さ
っ
た
」
と
尊
敬
語
で
解
釈
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
。

二
例
目
も
男
が
長
谷
寺
の
観
音
様
に
「
こ
の
馬
を
生
き
返
ら
せ
て
い
た
だ
き
た
い
」
と

祈
願
す
る
場
面
だ
が
、
与
え
手
は
聞
き
手
の
尊
敬
す
べ
き
他
者
で
あ
り
、
受
け
手
は
話

し
手
自
身
で
あ
る
か
ら
、
「
生
き
返
ら
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
解
釈
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
。

次
節
で
は
同
じ
く
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
『
百
二
十
句
本
平
家
物
語
』
の
授
受
動
詞

の
用
法
を
見
て
い
く
。

三
、『
百
二
十
句
本
平
家
物
語
』
に
お
け
る
授
受
動
詞

『
百
二
十
句
本
平
家
物
語
』
（
以
下
『
百
二
十
句
本
』
と
略
す
）
は
語
り
系
の
平
家
物
語

で
あ
る
。
対
象
と
し
た
慶
應
義
塾
大
学
斯
道
文
庫
蔵
本
は
漢
字
片
仮
名
交
り
文
で
、
百

二
十
句
本
系
統
の
中
で
最
も
古
く
鎌
倉
時
代
成
立
と
推
定
さ
れ
る
。
『
百
二
十
句
本
』

に
お
け
る
授
受
動
詞
を
整
理
す
る
と
次
の
表
の
よ
う
に
な
る ６
。

本
作
品
で
も
非
敬
語
形
の
用
法
が
多
様
化
し
、
と
く
に
「
た
ぶ
」
が
多
く
使
用
さ
れ

て
い
る
。
「
た
ぶ
」
は
前
述
の
『
源
氏
物
語
』
で
は
本
動
詞

3例
の
み
で
、
す
べ
て
具

体
的
な
物
品
の
授
受
を
表
す
授
受
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
に
対
し
て

『
百
二
十
句
本
』
で
は
次
の
よ
う
に
利
益
授
受
を
表
す
補
助
動
詞
と
し
て
の
用
法
が
増

え
て
い
る
。
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ラ
ハ
ヽ

�下
殿
ニ
候
フ

�諸
ノ
片 カ
タ

輪 ハ

者
ニ
交
テ

�一
千
日
カ
間

�朝
夕
宮
仕

ミ
ヤ
ツ
カ
イ
／
ミ
ヤ
ツ
キ申
ン
ト
也

�（

62
�1）

願
者

�此
ノ
卒
都
婆

�一
本
ナ
リ
共

�都
の
中
ヘ

�伝
ヘ
テ
タ
ハ
セ
玉
ヘ
ト
テ

�（

136
�2）

一
例
目
は
「
殿
下
の
命
を
助
け
て
く
だ
さ
い
」
、
二
例
目
は
「
一
本
で
も
い
い
か
ら
卒

塔
婆
を
都
へ
届
け
て
く
だ
さ
い
ま
せ
」
と
い
う
意
で
、
両
例
と
も
神
仏
に
祈
願
し
て
い

る
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
具
体
的
な
物
品
を
や
り
も
ら
い
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、

利
益
授
受
を
表
す
補
助
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

尊
敬
語
形
は
『
源
氏
物
語
』
で
は
本
動
詞
「
た
ま
ふ
」
と
「
た
ま
は
す
」
の
用
例
が

多
く
見
ら
れ
た
が
、『
百
二
十
句
本
』
で
は
「
た
ま
は
す
」
は
用
い
ら
れ
ず
、「
た
ま
ふ
」

の
用
例
も
減
少
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
動
詞
「
く
だ
さ
る
」
と
「
た
ま
は
る
」

の
尊
敬
語
と
し
て
の
用
法
が
増
加
し
て
い
る
。
た
だ
、
「
く
だ
さ
る
」
は
次
の
例
の
よ

う
に
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
同
様
に
、
あ
ま
り
一
語
化
し
て
い
な
い
。

何
者
ソ
ヤ

�シ
ヤ
ツ
ソ
ク
ビ
突
ト

�仰
下
サ
ル

�程
コ
ソ
ア
レ
（

338
�5）

鎌
倉
殿
備
前
児
嶋
ヲ

�佐
々
木
三
郎
ニ
ソ
給
リ
ケ
ル

�（

629
�3）

一
例
目
は
「『
何
者
だ
。
そ
い
つ
の
首
を
つ
け
』
と
ご
命
令
を
く
だ
さ
れ
る
や
い
な
や
」

と
い
う
よ
う
な
意
で
あ
り
、
「
く
だ
さ
る
」
は
ま
だ
、
一
語
化
し
て
い
な
い
。
二

番
目

の
「
た
ま
は
る
」
の
例
は
「
鎌
倉
殿
は
備
前
児
嶋
を
佐
々
木
三
郎
に
く
だ
さ
っ
た
」
と

い
う
意
で
あ
り
、
「
た
ま
は
る
」
は

現
代
語
で
言
う
「
く
だ
さ
る
」
の
意
の
尊
敬
語
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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謙
譲
語

尊
敬
語

非
敬
語

補 本 補 本 補 本

奉
る
、
ま
ゐ
ら
す

奉
る
、
ま
ゐ
ら
す
、
た
ま
は
る
（

72）

た
ま
ふ
、
く
だ
さ
る
（

1）、
た
ま
は
る
（

1）

た
ま
ふ
（

4）、
く
だ
さ
る
（

23）、
た
ま
は
る
（

27）

た
ぶ
（

11）

と
ら
す
（

3）、
え
さ
す
（

4）、
く
る
（

1）、
た
ぶ
（

29）



次
節
で
は
さ
ら
に
後
の
室
町
時
代
末
に
成
立
し
た
『
御
伽
草
子
』
の
授
受
動
詞
の
用

法
を
見
て
い
く
。

四
、『
御
伽
草
子
』
の
用
法

中
世
末
期
に
成
立
し
た
『
御
伽
草
子
』
に
お
け
る
授
受
動
詞
を
整
理
す
る
と
次
の
よ

う
に
な
る ７
。

非
敬
語
形
の
用
例
数
が
さ
ら
に
増
加
し
て
い
る
。
特
に
「
く
る
」
の
用
例
数
が
増
え
、

1例
の
み
で
は
あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
補
助
動
詞
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

更
科
を
ひ
と
へ
に
頼
む
、
つ
れ
て
鎌
倉
へ
上
り
て
く
れ
よ
。
（

131
�5）

こ
こ
で
の
「
上
り
て
く
れ
よ
」
の
「
く
れ
」
は
現
代
語
の
「
消
し
ゴ
ム
を
貸
し
て
く

れ
」
の
「
く
れ
」
と
同
様
の
用
法
で
あ
る
。
ま
た
、
「
た
ぶ
」
は
別
稿 ８
で
も
指
摘
し
た

が
、
本
動
詞
よ
り
も
補
助
動
詞
で
の
用
例
が
増
え
て
い
る
。
と
く
に
、
「
た
び
給
へ
」

「
た
び
候
へ
」
や
「
…
た
び
給
へ
」
「
…
た
び
候
へ
」
の
よ
う
な
「
た
ま
ふ
」
「
候
ふ
」

を
下
接
し
た
命
令

�依
頼
文
で
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
「
た
ぶ
」
は
次

節
で
扱
う
『
天
草
版
平
家
物
語
』
や
同
じ
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
の
『
サ
ン
ト
ス
の
御
作
業
』

『
天
草
版
伊
曾
保
物
語
』
で
は
も
う
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。

尊
敬
語
形
は
「
た
ま
ふ
」
の
他
、「
た
ま
は
る
」「
く
だ
さ
る
」
が
本
動
詞
、
補
助
動

詞
と
も
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
「
た
ま
は
る
」
「
く
だ
さ
る
」
は
補
助
動

詞
で
の
用
法
が
増
加
し
て
い
る
。

「
こ
れ
は
旅
の
者
に
て
候
。
御
目
を
か
け
て
た
ま
は
れ
」
（

30
�6）

懺
愧
懺
悔
を
も
仕
候
は
ゞ
、
一
句
の
御
道
理
を
も
、
御
授
け
あ
つ
て
下
さ
れ
候
へ
か
し
（

299
�4）

一
例
目
は
「
世
話
を
し
て
く
だ
さ
い
」
、
二
例
目
は
「
肝
要
な
文
句
を
お
授
け
く
だ
さ

い
ま
せ
」
と
、
両
例
と
も
話
し
手
が
与
え
手
で
あ
る
聞
き
手
に
「
…
て
く
だ
さ
い
」
と

依
頼
し
て
い
る
文
で
あ
る
。
『
百
二
十
句
本
』
で
は
「
た
ま
は
る
」
は

1例
を
除
き
あ

く
ま
で
も
物
品
の
授
受
を
表
す
本
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
『
御
伽
草

子
』
で
は
「
た
ぶ
」
と
同
様
に
補
助
動
詞
と
し
て
、
命
令

�依
頼
文
で
の
用
法
が
拡
大

し
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
か
ら
『
御
伽
草
子
』
ま
で
で
、
非
敬
語
形
の
授
受
動
詞
の

用
法
が
拡
大
し
た
こ
と
、
尊
敬
語
形
で
は
本
動
詞
「
た
ま
ふ
」
「
た
ま
は
す
」
が
あ
ま

り
使
用
さ
れ
な
く
な
り
、
代
わ
っ
て
「
く
だ
さ
る
」
や
本
来
は
謙
譲
語
で
「
い
た
だ
く
」

の
意
を
表
す
「
た
ま
は
る
」
が
現
代
語
で
言
う
「
く
だ
さ
る
」
と
い
う
意
の
尊
敬
語
と

し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
と
し
た
。

そ
こ
で
次
節
で
は
、
第
三
節
で
記
し
た
『
百
二
十
句
本
』
と
本
文
が
対
応
関
係
に
あ

る
『
天
草
版
平
家
物
語
』
の
本
文
が
一
致
し
て
い
る
箇
所
で
、
各
語
が
ど
の
よ
う
に
対

応
し
て
い
る
か
を
調
査
し
、
授
受
動
詞
の
変
遷
を
よ
り
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

五
、『
百
二
十
句
本
平
家
物
語
』
と
『
天
草
版
平
家
物
語
』
と
の
対
照

『
天
草
版
』
に
お
け
る
授
受
動
詞
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る ９
。
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（
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（

19）、
と
ら
す
（

21）、
え
さ
す
（

4）、
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る
（
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『
百
二
十
句
本
』
と
比
較
す
る
と
か
な
り
現
代
語
の
授
受
動
詞
体
系
に
近
づ
い
て
い

る
。
非
敬
語
形
で
は
現
代
語
と
同
じ
く
「
や
る
」「
く
れ
る
」「
も
ら
ふ
」
が
そ
ろ
っ
て

い
る
。
尊
敬
語
形
で
は
本
動
詞
「
た
ま
ふ
」
は
用
い
ら
れ
な
く
な
り
、
「
く
だ
さ
る
」

と
「
た
ま
は
る
」
の
み
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
補
助
動
詞
「
た
ま
ふ
」
は

13例
あ
っ
た

が
、
す
べ
て
尊
敬
の
意
を
添
え
る
の
み
で
用
い
ら
れ
て
い
た
。

次
に
『
百
二
十
句
本
』
と
『
天
草
版
』
の
本
文
が
対
応
す
る
各
語
を
見
て
い
く
。

非
敬
語
形
で
は
、
「
と
ら
す
」
は

3例
中

3例
と
も
「
と
ら
す
」
、

1例
の
み
だ
が

「
く
る
」
は
「
く
れ
る
」
で
対
応
し
て
い
た
。「
え
さ
す
」
は
『
天
草
版
』
と
本
文
が
対

応
し
て
い
な
い
た
め
省
略
す
る
。
「
た
ぶ
」
と
の
対
応
に
つ
い
て
は
別
稿

�で
も
述
べ
た

が
「
や
る
」「
く
だ
さ
る
」「
く
れ
る
」「
た
ま
は
る
」
と
対
応
し
て
い
る
。

鎌
倉
殿
ニ

�損
ト
ラ
セ
奉
ン
ス
ル
物
ヲ
ト

�思
切
テ
待
処
ニ

�（百
二
十
句

481
�7）

鎌
倉
殿
に
損
と
ら
せ
奉
ら
う
ず
る
も
の
を
と
思
ひ
き
っ
て

，待
つ
と
こ
ろ
に

，（
天
草

195
�13）

敵
ニ
頸
ヲ
ト
ラ
セ
シ
ト

�能
登
前
司

�船
ヨ
リ
飛
テ
下

�菊
王
ヲ
提
テ

�船
ニ
上 ノ
リ

玉
フ

�

（
百
二
十
句

645
�9）

能
登
殿
菊
王
が
首
を
敵
に
取
ら
せ
ま
じ
い
と
言
う
て

，

そ
れ
を
ひ
っ
さ
げ
て
船
に
お
乗
り

あ
っ
た
れ
ど
も

，（
天
草

279
�18）

馬
ノ
足
ノ
及
ン
ホ
ト
ハ

�手
綱
ヲ
下 ク
レテ
歩
セ
ヨ
（
百
二
十
句

281
�6）

馬
の
足
の
及
ば
う
ほ
ど
は
手
綱
を
く
れ
て
歩
ま
せ
い

，（
天
草

110
�1）

尊
敬
語
形
で
は
、
本
動
詞
「
た
ま
ふ
」
が
対
応
し
て
い
る
の
は

1例
の
み
で
、
次
の

よ
う
に
「
く
だ
さ
る
」
と
対
応
し
て
い
た
。

帝
皇
ノ
怨
敵
ヲ
亡
ツ
ル
者
ハ

�半
国
ヲ
賜
フ
ト
云
フ

�無
量
義
経
ニ
見
ヘ
タ
リ

�（
百
二
十

句

745
�6）

帝
王
の
怨
敵
を
滅
ぼ
い
た
者
に
は
半
国
を
く
だ
さ
る
る
と
無
量
義
経
に
見
え
た
‥
（
天
草

320
�

5）

本
稿
で
は
全
体
と
し
て
補
助
動
詞
「
た
ま
ふ
」
を
調
査
の
対
象
と
し
な
い
。
た
だ
し
、

『
天
草
版
』
に
限
定
し
て
述
べ
る
な
ら
ば
、
利
益
授
受
を
表
す
語
と
し
て
は
用
い
ら
れ

て
い
な
い
。
そ
し
て
、
『
百
二
十
句
本
』
で
用
い
ら
れ
て
い
る
補
助
動
詞
「
た
ま
ふ
」

は
次
の
例
の
よ
う
に
助
動
詞
「
ら
る
」
や
「
せ
ら
る
」
、
尊
敬
の
意
を
表
す
「
お
…
あ

り
」
と
対
応
し
て
い
て
、
「
た
ま
は
る
」
や
「
く
だ
さ
る
」
の
よ
う
な
授
受
動
詞
と
は

対
応
し
て
い
な
い
。

ハ
ヤ

�

�暇
ヲ
タ
ビ
テ

�出 イ

タ
サ
セ
玉
ヘ
ト

�申
シ
ケ
レ
ハ
（
百
二
十
句

21
�8）

は
や
は
や
い
と
ま
を
く
だ
さ
れ
て
出
さ
せ
ら
れ
い
と

，

申
し
た
れ
ば

，（
天
草

82
�11）

廿
日
ノ
命
ヲ
助
ケ
玉
ヘ
ト
テ

�出
ラ
レ
ケ
リ

�（百
二
十
句

754
�7）

二
十
日
の
命
を
助
け
ら
れ
い
と
て
い
で
ら
れ
た

．（
天
草

325
�2）

母
泣
々
抱
ヒ
テ

�信
濃
国
ニ
越
テ

�木
曽
仲
三
兼
遠
カ
許
ヘ
行
キ

�イ
カ
ニ
モ

�
�是

ヲ

長 ソ
タ
テ

�人
ニ
成

�見
セ
玉
ヘ
ト

�云
ヒ
ケ
レ
ハ

�（百
二
十
句

387
�10）

母
御
が
泣
く
泣
く
抱
い
て
信
濃
の
国
へ
こ
し
て
兼
遠
と
い
ふ
者
が
も
と
へ
い
っ
て

，

い
か

に
も
し
て
こ
れ
を
育
て
て

，

人
に
成
い
て
お
見
せ
あ
れ
と

，

言
は
れ
た
れ
ば

，（
天
草

131
�11）
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（
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（
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く
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る
（

4）、
も
ら
ふ
（
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今
ハ
疾
々
皈
リ
玉
ヘ

�今
日
ヨ
リ
後
チ
ハ

�何
ヲ
カ
覚
束
ナ
ク

�思
ヒ
玉
フ
ヘ
キ
ト
宣
ハ

�

（
百
二
十
句

756
�9）

今
は
疾
う
疾
う
お
帰
り
あ
れ

，

け
ふ
よ
り
の
ち
は

，

何
を
か
お
ぼ
つ
か
な
う
思
ひ
あ
ら
う

ぞ
と
言
は
る
れ
ば
‥
（
天
草

326
�17）

し
た
が
っ
て
、
『
百
二
十
句
本
』
で
「
…
た
ま
へ
」
と
あ
る
用
例
は
『
天
草
版
』
で

は
基
本
的
に
現
代
語
の
「
…
な
さ
い
」
で
あ
っ
て
、
「
…
し
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
よ

う
に
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
、
『
百
二
十
句
本
』

で
は
「
…
く
だ
さ
い
」
と
い
う
利
益
授
受
を
表
す
際
に
は
「
…
て
た
ま
へ

�…
た
ま
へ
」

で
は
な
く
、「
…
た
び
た
ま
へ

�…
た
ば
せ
た
ま
へ

�…
た
び
候
へ
」
な
ど
、「
た
ぶ
」

を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
。
補
助
動
詞
「
た
ま
ふ
」
が
単
な
る
尊
敬
の
意
を
表
す
補
助

動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
山
田
孝
雄
博
士
が
『
平

家
物
語
の
語
法
』
で
指
摘
し
て
い
る

�。
ま
た
、
あ
わ
せ
て
本
来
の
下
し
与
え
る
の
意
を

「
た
ぶ
」
が
表
す
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
『
天
草

版
』
で
は
も
う
「
た
ぶ
」
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
「
く
だ
さ
る
」
は
本
動
詞

9例
、

補
助
動
詞

1例
が
『
天
草
版
』
と
本
文
が
対
応
し
、
そ
の
う
ち
本
動
詞
は

7例
、
補
助

動
詞
は

1例
が
「
く
だ
さ
る
」
に
対
応
し
て
い
た
。

サ
ハ
有
ナ
カ
ラ

�院
宣
タ
ニ
下
サ
レ
ハ

�申
シ
テ
コ
ソ
見
候
ラ
ハ
メ
ト
宣
ヘ
ハ

�（
百
二
十

句

572
�11）

さ
れ
ど
も
院
宣
さ
へ
下
さ
れ
ば

，

申
し
て
見
う
ず
と
あ
れ
ば

，（
天
草

245
�4）

鎌
倉
前
右
兵
衛
佐
頼
朝

�頻
ニ
申
シ
ケ
レ
ハ

�三
位
中
将
重
衡
ヲ
ハ

�三
月
十
三
日

�関

東
ヘ
コ
ソ
下
サ
レ
ケ
レ
（
百
二
十
句

583
�10）

鎌
倉
の
前
の
右
兵
衛
の
佐
頼
朝
し
き
り
に
申
さ
れ
け
れ
ば

，

三
位
の
中
将
重
衡
を
ば
三
月

十
三
日
に
関
東
へ
こ
そ
下
さ
れ
け
れ
：
（
天
草

250
�5）

大
臣
殿

�平
大
納
言
殿
ヘ

�勅
定
趣
ヲ
条
々
申
下
サ
ル

�（百
二
十
句

573
�11）

大
臣
殿
時
忠

�へ
勅
定
の
趣
き
を
条
々
申
し
く
だ
さ
れ

，（
天
草

245
�10）

現
代
語
で
言
う
「
く
だ
さ
る
」
の
意
で
用
い
ら
れ
る
「
た
ま
は
る
」
は
本
動
詞

13例
の

本
文
が
対
応
し
て
い
る
。
そ
の
内

9例
が
「
く
だ
さ
る
」
と
対
応
し
、「
と
ら
す
」「
た

ま
は
る
」
が
各

1例
対
応
し
て
い
た
。

中
将
其
時

�盃
ヲ
傾
ケ
ラ
レ
テ

�千
手
前
ニ
賜
ル

�（百
二
十
句

589
�10）

重
衡
そ
の
と
き
盃
を
傾
け
ら
れ
て
千
手
に
く
だ
さ
る
る

．（
天
草

254
�6）

伊
勢
三
郎

�左
候
ハ

�御
幡
賜
テ
向
候
ハ
ン
ト
申
ス

�尤
サ
ル
ヘ
シ
ト
テ

�白
旗
ヲ
コ
ソ

給
ケ
レ

�（百
二
十
句

653
�11）

義
盛
さ
ら
ば
お
旗
を
く
だ
さ
れ
て
向
か
は
う
ず
と
申
す
：
も
っ
と
も
ぢ
ゃ
と
あ
っ
て

，

白

旗
を
く
だ
さ
れ
た

．（
天
草

284
�7）

申
ス
マ
テ
モ
無
ク

�軈
テ
賜
ツ
テ
ン
ケ
レ
ハ

�（百
二
十
句

742
�6）

申
す
ま
で
も
な
う
や
が
て
賜
は
っ
た
れ
ば

，（
天
草

317
�16）

申
ス
者
ン
ト
モ
有
ツ
レ
ト
モ

�玉
ハ
ラ
ヌ
ソ
（
百
二
十
句

479
�9）

申
す
者
ど
も
が
あ
っ
た
れ
ど
も

，

と
ら
せ
ぬ
ぞ
：
（
天
草

194
�5）

「
と
ら
す
」
と
対
応
し
て
い
る
例
は
「（
こ
の
馬
を
欲
し
い
と
）
い
う
者
た
ち
が
い
た
が
、

下
さ
ら
な
か
っ
た
ぞ
」
と
話
し
手
自
身
が
与
え
手
で
あ
る
の
で
一
種
の
自
敬
表
現
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
『
天
草
版
』
で
は
「
と
ら
せ
ぬ
ぞ
」
と
非
敬
語
形
で
表
現
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。

本
来
の
現
代
語
で
言
う
「
い
た
だ
く
」
の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
た
ま
は
る
」
は

本
文
が
対
応
す
る

27例
中
、

11例
が
「
た
ま
は
る
」
、

10例
が
「
く
だ
さ
る
」
と
な
っ

て
い
た
。
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頼
政
右
ノ
膝
ヲ
着 ツ

キ

�左
ノ
袖
ヲ
廣
ケ
テ

�月
ヲ
傍 ソ
ハ目
ニ
カ
ケ

�弓
脇
夾
テ
弓
張
月
ノ

�

イ
ル
ニ
任
テ
ト

�仕
テ

�御
剣
ヲ
給
ツ
テ
ソ
出
ニ
ケ
ル

�（百
二
十
句

298
�1）

頼
政
右
の
膝
を
突
き

，

左
の
袖
を
ひ
ろ
げ
て

，

月
を
傍
目
に
か
け

，

弓
を
脇
ば
さ
う
で

．

弓
張
月
の
い
る
に
ま
か
せ
て

．

と

，

つ
か
ま
っ
て

，

御
劒
を
賜
は
っ
て

，（
天
草

120
�13）

此
御
馬
賜
リ
ナ
カ
ラ

�宇
治
川
ノ
先
ヲ

�人
ニ
セ
ラ
レ
テ
候
フ
モ
ノ
ナ
ラ
ハ

�軍
サ
ニ
モ

合
ヒ
候
マ
シ

�（百
二
十
句

480
�1）

こ
の
お
ん
馬
を
賜
は
り
な
が
ら

，

宇
治
川
の
先
を
人
々
に
せ
ら
れ
て
ご
ざ
る
も
の
な
ら
ば

，

（
天
草

194
�10）

是
ハ

�父
修
理
大
夫

�幼
少
ノ
時
キ

�鳥
羽
院
ヨ
リ
賜
ラ
レ
シ
小
枝
ト
云
笛
也

�（
百
二
十

句

549
�9）

こ
れ
は
父
修
理
の
太
夫
幼
少
の
時

，

鳥
羽
の
院
か
ら
く
だ
さ
れ
た
小
枝
と
い
ふ
笛
で
ご
ざ

る

．（
天
草

233
�3）

三
歳
ノ
身

�冠
玉
ハ
リ

�生
冠

�
�名

乗
ヲ
ハ

�義
宗
ト
ソ
申
ケ
ル

�（百
二
十
句

704
�5）

三
歳
の
年
冠
く
だ
さ
れ

，

初
冠
し
て
名
の
り
を
ば
義
宗
と
申
し
た

．（
天
草

299
�13）

以
上
の
結
果
か
ら
考
察
し
て
、
非
敬
語
形
の
「
と
ら
す
」
「
く
れ
る
」
に
つ
い
て
は

『
百
二
十
句
本
』
で
も
『
天
草
版
』
で
も
同
じ
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
「
た
ぶ
」
は
別
稿

�で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
や
る
」
「
く
だ
さ
る
」
「
く
れ
る
」

「
た
ま
は
る
」
な
ど
が
『
天
草
版
』
で
は
代
わ
り
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
「
え
さ
す
」
に
関
し
て
は
『
天
草
版
』
で
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
室

町
時
代
末
期
に
「
え
さ
す
」
が
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
同
時
期
の

『
天
草
版
伊
曾
保
物
語
』
で
は
本
動
詞
が

1例
、『
サ
ン
ト
ス
の
御
作
業
』
で
も

4例
用

い
ら
れ
て
い
る

�。

自
由
を
得
さ
せ
た
れ
ば
、
（
伊
曾
保

38
�11）

彼
の
二
人
の
者
在
所
の
人
々
に
病
気
を
与
へ
、
ま
た
そ
の
祈
念
を
以
て
快
気
を
得
さ
せ
け

れ
ば
、
人
々
デ
ウ
ス
の
如
く
恭
敬
礼
拝
せ
し
む
る
も
の
な
り
。
（
サ
ン
ト
ス

53
�4）

尊
敬
語
形
で
は
『
百
二
十
句
本
』
の
本
動
詞
「
た
ま
ふ
」
に
も
「
た
ま
は
る
」
に
も
、

『
天
草
版
』
で
は
「
く
だ
さ
る
」
が
対
応
し
て
い
て
、「
く
だ
さ
る
」
の
用
法
が
拡
大
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
『
百
二
十
句
本
』
の
補
助
動
詞
「
給
ふ
」
は
『
天
草

版
』
で
は
単
に
尊
敬
の
意
を
そ
え
る
表
現
で
あ
る
こ
と
が
対
応
す
る
語
に
よ
っ
て
明
ら

か
で
あ
る
。

こ
れ
は
時
代
が
降
る
に
し
た
が
っ
て
、
よ
り
分
析
的
な
表
現
を
す
る
た
め
に
な
っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。『
源
氏
物
語
』
で
は
「
…
た
ま
へ
」
で
、「
…
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う

意
も
「
…
な
さ
い
」
と
い
う
意
も
表
現
し
て
い
た
の
が
、
鎌
倉
時
代
の
『
百
二
十
句
本
』

で
は
「
た
び
た
ま
へ
」「
た
ば
せ
た
ま
へ
」
な
ど
、「
た
ぶ
」
を
用
い
て
、
行
為
の
授
受

に
関
し
て
は
「
た
ぶ
」
に
表
現
さ
せ
、
尊
敬
の
意
は
「
た
ま
ふ
」
に
表
現
さ
せ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
傾
向
は
時
代
が
降
る
に
つ
れ
て
増
加
し
、
『
御
伽
草
子
』
で
は

「
た
ぶ
」
は
本
動
詞
で
物
品
の
授
受
を
表
す
よ
り
、
行
為
の
授
受
を
表
す
補
助
動
詞
と

し
て
の
用
法
が
大
半
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
さ
ら
に
時
代
が
降
っ
た
『
天
草
版
』
や
『
天
草
版
伊
曾
保
物
語
』、『
サ
ン

ト
ス
の
御
作
業
』
で
は
「
た
ぶ
」
は
用
い
ら
れ
ず
、
代
わ
り
と
し
て
「
と
ら
す
」
「
え

さ
す
」
「
や
る
」
「
く
れ
る
」
が
用
い
ら
れ
、
「
た
び
給
ふ
」
や
「
た
び
候
ふ
」
な
ど
尊

敬

�丁
寧
表
現
が
下
接
す
る
場
合
に
は
「
た
ま
は
る
」
や
「
く
だ
さ
る
」
が
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

謙
譲
語
形
で
は
本
来
の
現
代
語
で
言
う
「
い
た
だ
く
」
の
意
の
「
た
ま
は
る
」
も
使

用
さ
れ
て
い
る
が
、
「
く
だ
さ
る
」
も

主
客
が

転
倒
し
て
「
い
た
だ
く
」
の
意
で
用
い

ら
れ
て
い
る
。
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最
後
に
各
作
品
の
用
法
や
、
『
百
二
十
句
本
』
と
『
天
草
版
』
の
本
文
の
対
照
か
ら

考
え
ら
れ
る
室
町
末
期
ま
で
の
授
受
動
詞
の
変
遷
を
述
べ
た
い
。

ま
と
め

『
百
二
十
句
本
』
と
『
天
草
版
』
の
対
照
か
ら
考
え
ら
れ
る
各
語
の
変
化
は
次
の
表

の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
し
、
は
じ
め
に
記
し
た
よ
う
に
本
稿
で
は
補
助
動
詞
「
た
ま

ふ
」
と
「
奉
る
」
「
ま
ゐ
ら
す
」
に
関
し
て
は
対
象
と
し
な
い
た
め
、
こ
の
三
語
に
関

し
て
は
あ
く
ま
で
も
推
測
で
あ
る
。

前
節
ま
で
で
述
べ
た
よ
う
に
、
授
受
動
詞
は
中
世
に
お
い
て
古
代
語
か
ら
現
代
語
へ

と
変
化
し
て
い
く
中
で
非
敬
語
形
の
用
法
が
拡
大
し
て
い
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
中

世
末
の
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
ま
で
に
、
中
古
に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
か
っ

た
非
敬
語
形
の
本
動
詞
は
現
代
語
と
同
じ
「
や
る
」「
く
れ
る
」「
も
ら
ふ
」
が
そ
ろ
う

よ
う
に
な
っ
た
。
補
助
動
詞
は
、「
…
や
る
」「
…
く
れ
る
」
は
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、

「
…
も
ら
ふ
」
は
例
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
尊
敬
語
形
は
本
動
詞
「
た
ま
ふ
」「
た
ま

は
す
」
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
く
な
り
、
「
く
だ
さ
る
」
や
「
た
ま
は
る
」
が
用
い

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
補
助
動
詞
「
た
ま
ふ
」
は
単
な
る
尊
敬
の
意
を
表
す
補

助
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
、
利
益
授
受
を
表
し
て
い
な
い
。
そ
の
代
わ
り
に
本
動
詞
と

同
様
に
補
助
動
詞
で
も
「
く
だ
さ
る
」
や
「
た
ま
は
る
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。謙
譲
語
形
は
全
体
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
語
に
あ
ま
り
変
化
は
な
く
、
現
代
語
の

「
差
し
上
げ
る
」「
い
た
だ
く
」
に
関
し
て
は
ま
だ
、
授
受
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。
謙
譲
語
形
の
諸
語
が
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
現
代
語
へ
と
移
行
し
て

い
っ
た
か
に
関
し
て
は
今
後
さ
ら
に
調
査
し
て
い
き
た
い
。

（
注
）1

近
藤
泰
弘
「
用
言
の
敬
語
法
」
、
『
研
究
資
料
日
本
文
法
』
第

9巻
敬
語
法
編

編
者
鈴

木
一
彦

�林
巨
樹
明
治
書
院
昭
和

59年

9月
初
版

2
吉
田
弥
生
「
『
天
草
本
平
家
物
語
』
の
授
受
動
詞

�

『
百
二
十
句
本
平
家
物
語
』
と
の

比
較

�

」『
昭
和
女
子
大
学
大
学
院
日
本
文
学
紀
要
第
十
九
集
』
平
成

20年

3月
3

本
文
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
岩
波
書
店
に
拠
る
。

4

補
助
動
詞
「
た
ま
ふ
」
と
「
奉
る
」
「
ま
ゐ
ら
す
」
は
本
稿
で
は
調
査
の
対
象
と
し
な
い

た
め
、
用
例
数
は
省
略
す
る
。

5

本
文
は
日
本
古
典
文
学
大
系
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
岩
波
書
店
に
拠
る
。
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謙
譲
語

尊
敬
語

非
敬
語

補 本 補 本 補 本

（
奉
る

↓ま
ら
す

�奉
る
）、

（
ま
ゐ
ら
す

↓ま
ら
す

�奉
る

�ま
ゐ
ら
す
）

（
奉
る

↓奉
る
）、（
ま
ゐ
ら
す

↓ま
ゐ
ら
す
）、

た
ま
は
る

↓た
ま
は
る

�く
だ
さ
る

（
た
ま
ふ

↓助
動
詞
「
る

�ら
る
」

�お
…
あ
り
）、

く
だ
さ
る

↓く
だ
さ
る
、
た
ま
は
る

↓た
ま
は
る

た
ま
ふ

↓く
だ
さ
る
、
く
だ
さ
る

↓く
だ
さ
る
、

た
ま
は
る

↓く
だ
さ
る

た
ぶ

↓く
だ
さ
る
、
た
び
た
ま
ふ

�た
び
さ
ふ
ら
ふ

↓た
ま
は
る

と
ら
す

↓と
ら
す
、
え
さ
す

↓え
さ
す
、

た
ぶ

↓や
る

�く
れ
る
、

た
び
た
ま
ふ

�た
ば
せ
た
ま
ふ

�た
び
さ
ふ
ら
ふ

↓く
だ
さ
る

�た
ま

は
る
、

く
る

↓く
れ
る



6

本
文
は
慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
蔵
松
本
隆
信
解
題

�校
訂
『
斯
道
文
庫

古
典
叢
刊
之
二
百
二
十
句
本
平
家
物
語
』（
昭
和

45年

1月

�古
書
院
）
に
拠
る
。

7

本
文
は
日
本
古
典
文
学
大
系
『
御
伽
草
子
』
岩
波
書
店
に
拠
る
。

8

注
2に

同
じ
。

9

亀
井
高
孝

�阪
田
雪
子
翻
字
『
ハ
ビ
ヤ
ン
抄
キ
リ
シ
タ
ン
版
平
家
物
語
』
（
昭
和

55年

3

月
二
版
吉
川
弘
文
館
）
に
拠
る
。
以
下
『
天
草
版
』
と
略
称
す
る
。

10

注

2に
同
じ
。

11

山
田
孝
雄
著
『
平
家
物
語
の
語
法
』（
昭
和

29年

12月
寶
文
館
）

12

注

2に
同
じ
。

13

本
文
は
大
塚
光
信
校
注
『
エ
ソ
ポ
物
語
付
古
活
字
本
伊
曾
保
物
語
』（
昭
和

46年
角
川

書
店
）、
尾
原
悟
編
著
『
サ
ン
ト
ス
の
ご
作
業
』（
平
成

8年

11月
初
版
教
文
館
）
に
拠

る
。

用
例
引
用
中
の
旧
字
体
は
適
宜
新
字
体
に
改
め
た
。（
よ
し
だ
や
よ
い

日
本
語
日
本
文
学
科
）
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