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『万
葉
集
』
に
お
け
る

「出
づ
」
を
含
む
複
合
動
詞
に
つ
い
て

―
―
構
成
要
素
間
の
語
彙
的
意
味
関
係
の
分
析
を
中
心
に
―
―

山

口
真

紀

一
、

は

じ

め

に

 
古
典
語
の
複
合
動
詞
研
究
に
お
い
て
は
、
修
飾
関
係
や
補
助
関
係
と
い

っ
た
構
成
要
素
間
の
文
法
的
意
味
関
係
の
分
析
を
行
う
こ
と
が
中
心
に
な

さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
扱
お
う
と
す
る
動
詞
連
続
の
表
現
が

「複
合
動

詞
」
と
い
う
に
足
る
も
の
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
た
め
に
前
項
、
後
項
の

緊
密
度
を
図
る
、
と
い
う
意
味
で
有
効
な
分
類
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
何

を
も
っ
て

「複
合
」
し
て
い
る
と
み
な
す
か
は
共
時
的
感
覚
に
よ
る
と
こ

ろ
が
大
き
く
、
古
典
語
に
つ
い
て
共
時
的
感
覚
を
持
た
な
い
者
の
目
か
ら

は
そ
の
認
定
は
容
易
で
は
な
い
。
今
回
扱
う

『万
葉
集
』
に
は
前
項
、
後

項
の
意
味
が
単
純
に
プ
ラ
ス
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
表
現
が
多
数
存
在
し
て

い
る
。
こ
れ
ら
は
動
作
の
継
起
面
に
沿

っ
て
動
詞
が
並
べ
て
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
前
項
後
項
の
結
合
に
よ
る
新
た
な
意
味
の
形

成
も
見
ら
れ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
並
列
関
係
と
さ
れ
た
。
加
え
て
集
中
に
は

前
項
と
後
項
が
入
れ
替
わ
っ
て
現
れ
る
例

(「結
合
順
の
自
由
」)
も
存
在

す
る
こ
と
か
ら
こ
れ
ら
は

「複
合
」
で
は
な
く

「連
語
」
で
あ
る
と
さ
れ

て
、
「複
合
動
詞
研
究
」
の
枠
の
中
で
焦
点
を
あ
て
ら
れ
る
こ
と
が
少
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
時
間
の
流
れ
の
中
で

「複
合
動
詞
」
と
い
う
も
の
を

考
え
、
そ
の
萌
芽
を
見
る
と
い
う
視
点
を
持
て
ば
連
語
的
な
動
詞
連
続
の

表
現
で
あ
っ
て
も
、
観
察
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。

 
近
年
現
代
語
研
究
の
分
野
で
複
合
動
詞
研
究
は
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い

る
。
古
典
語
の
分
析
が
構
成
要
素
間
の
文
法
的
意
味
関
係
の
解
明
が
中
心

で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
構
成
要
素
間
の
語
彙
的
意
味
関
係
の
分
析
を
行
う

こ
と
が
中
心
で
あ
る
。
「外
国
語
と
し
て
の
日
本
語
教
育
」
の
要
請
が
背

景
に
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
前
項
と
後
項
の
語
彙
的
な
結
合
の
規
則
と
そ
れ

に
関
わ
る
意
味
関
係
の
解
明
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

 
複
合
動
詞
は
、
語
彙
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
中
に
文
法
形
式
を
持
つ
。
故

に
、
ど
ち
ら
の
側
面
か
ら
の
分
析
も
と
も
に
複
合
動
詞
の

一
面
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
と
い
え
る
。
複
合
動
詞
に
つ
い
て
は
古
典
語
と
現
代
語
が
そ

れ
ぞ
れ
独
自
に
研
究
の
積
み
重
ね
を
持
ち
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
も

一

見
両
者
の
間
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
長

い
歴
史
の
上
に
今
の
言
葉
が
あ
る
の
で
あ
り
、
現
代
語
、
古
典
語
と
い
う

区
切
り
は
流
れ
の
ど
こ
に
視
点
を
置
く
か
の
違
い
で
あ
る
。
も
と
も
と

一

つ
の
流
れ
で
あ
る
な
ら
ば
双
方
の
蓄
積
を
互
い
に
応
用
す
る
こ
と
は
当
然

可
能
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
複
合
動
詞
に
つ
い
て
の
新
た
な

一
面
が
さ
ら
に
ま
た
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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筆
者
は
こ
の
よ
う
な
立
場
に
立
ち
、
修
士
論
文
に
お
い
て
集
中
の

「行

く
」
「来
」
「過
ぐ
」
「渡
る
」
を
含
む
複
合
動
詞
表
現
に
つ
い
て
、
現
代

語
の
手
法
を
応
用
し
、
文
法
的
意
味
関
係
の
分
析
か
ら
さ
ら
に
一
歩
踏
み

込
ん
だ
語
彙
的
側
面
か
ら
の
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
語
の
結
合
や

入
れ
替
わ
り
に
は

一
定
の
法
則
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、

前
項
に
お
け
る
語
の
個
別
研
究
の
続
き
と
し
て
、
「出
づ
」
を
含
む
複
合

動
詞
を
取
り
上
げ
る
。

二
、
先
行
研
究

 
古
典

語

と
現
代

語

に

つ

い
て
、

異
な

っ
た
立

場

か
ら
分

析
が
進

め

ら

れ

て
き

て

い
る
た

め
、

そ
れ

ぞ
れ

に
分
け

て
示
す

こ

と

に
す

る
。

古
典

語

 
古

典
語

の

「出

づ
」

を
含

む
複

合
動
詞

に

つ
い
て
取

り
立

て
て
研

究

し

た

も

の

に
、

関

一
雄

氏

の

『国

語

複

合

動

詞

の
研

究

』

(
一
九

七

七

年

笠
間
書

院

)
が

あ
る
。

氏

は
第

二
章
第

一
節

「
複
合

動
詞

変
遷

上

の

一
問

題

「
他

動

詞

-

出

づ
」

か

ら

「
他

動
詞

-

出

だ

す
」

へ
」

に

お

い

て
、

「
～
出

づ

」

と

い
う
形

式

が

「～

出
だ

す
」

と

い
う
形
式

に
変

化
す

る
過

程

に

つ

い
て

言

及

し

て

い
る
。

『
源

氏

物

語
』

等

の
中

古

の

作

品

で

は

「
引

き
出

づ

」
「
思

ひ
出

づ

」

と

い
う
形

で
現

れ

て

い
た

も

の
が
、
時

代

が
下

る

に
従

い
、
「
引

き
出

だ

す
」
「
思

い
出

だ
す

」

と

い
う
形

に
変

化

し

て

い
く
点

に
着

目
し
、

そ

の
様
相

を
分
析

し

て

い
る
。

そ

の
背

景

に
は

上

位
成

分

(前

項

)

に
重

き

を
置

く
傾
向

か
ら

下
位
成

分

(後
項

)

に
重

き

を
置

く
傾
向

へ
時

代

と
共

に
移

る
と

い
う
複
合

動

詞
全
般

の
変

化

の
流

れ

が

あ
り

、
「
他

動
詞

-

出

づ
」
形

か
ら

「他

動

詞

-
出

だ

す
」

形

へ
の
変

化

も

こ
れ

の
反

映

で
あ

る
と
述

べ
て

い
る
。

 

ま

た
、
中

村

幸

弘
氏

は

『補

助

用
言

に
関

す

る
研

究

』

(
一
九

九

五

年

右

文

書
院

)

に

お

い
て
、
「
い
つ
」

の
項

に
次

の

二
例

を
挙

げ

、

そ

の
作

用
を
説

明

し

て

い
る
。

 

 

O
i

い
つ

1
独
立

動
詞

「
出

づ
」
1

 

 
 

 

・
御

衣
を
取

り
出

で
て
着

せ
む
と

す
。

(竹
取
物

語

・
九

)

 

 
 

 

・
い

に
し

へ
の
こ
と

な
ど
、

思

い
出

で
き

こ
え

け

り
。

(伊

勢

 

 
 

 

 
物

語

・
八
三

)

 

 
 

「
い
つ

」
は
、

上
接

す

る
動

詞

の
動

作

・
作

用
を

外

に
向

け

て
行

 

 

う
意

を
添

え

て

い
る
働

き
を

し

て

い
る
。

 

こ
こ

で
あ
げ

ら

れ
た
語

は
と
も

に
現
代

語

に
置

き
換

え
る

と
す

る

な
ら

ば
、

「
取

り
出

す
」

「思

い
出

す
」

と
な

る
も

の

で
あ

る
。

そ

れ

ぞ
れ

の
変

化

の
様

相

に
は
違

い
が
あ

る
と
し

て
も
、

時

を
経

て

「～

出

す
」

形

に
統

合

さ
れ

て

い
く

と

い
う
変
遷

を

た
ど

る
と

い
う
点

で
は
、

同

じ
流

れ

の
中

に
あ
る
。

し

か
し
、
古

く

「
思

ひ
出
づ

」

で
表

さ
れ

て

い
た

意
味

が
、

そ

の
ま
ま
現

代
語

の

「
思

い
出

す
」

に
全

く
重

な

り
合

う

か
と

い
う

と
簡

単

に
そ
う

と
も
言

い
き
れ
な

い
。
関

氏

の
前

掲

書

に
は
中

世
以

降

の
文
学

作

品

に

お

い
て

「
思

ひ
出

づ

」
と

「
思

ひ
出
だ

す
」

と

い
う
形

が

と
も

に
使

わ

れ

て

い
る

こ
と

が
指

摘

さ

れ

て

い
る

(第

三
章

第

三
節

 
複

合

動

詞

「
お
も

ひ

い
つ

」

と

「
お
も

ひ

い
だ

す
」
を

め
ぐ

っ
て
)
。

「
文
語

的
表

現

の
意

図
的

な
使

用
」

と

い
う
点

か
ら
両

語

の
使

い
分

け
が
分

析

さ

れ
て

い

る

が
、
両

語

の
意
味

的
な

差
異

に

つ
い
て
は

こ
こ

で
は
明
ら

か
に

さ
れ

て

い
な

い
。

全

く
同

じ
意
味

で
あ

っ
た

か
も

し
れ

な

い
が

、
意

味

の
差

が
存

在

し

て

い
た

か
も
知

れ
ず

、
そ

の
点

に

つ

い
て
は
現
段

階

で
は

は

っ
き

り

し

な

い
。

ど

ち

ら

に
せ

よ
、

現

代

語

で
は

と

も

に

「
思

い
出

す

」

と

な

り
、
私

た

ち
が

こ
れ
ら

の
語

の
意
味

を
捉

え

る
際

に
、

現
代

語

の
感

覚

に

一2一



頼

る
形

で

「
思

い
出

づ

11
思

い
出

す
」

の
よ
う

に
、

現
代

語

の

「
思

い
出

す
」

に
重
ね

て
理
解

を
行

っ
て

い
る
と
言

え

る
。

そ
も

そ
も
現

代
語

の
感

覚

を
全

て
排
除

し

て
古
典

語

を
解
釈

す

る

こ
と
は
不

可
能

で
あ
り
、

む

し

ろ
そ

こ

に
現

代
語

と
古
典

語

の

つ
な
が

り
が

あ

る
と
も
考

え

ら
れ

る

の
だ

が
、

現
代
語

と
古

典
語

の
間

に
存

す

る
こ

の
よ
う

な
微
妙

な
差

を
解

明
す

る

こ
と
は
非
常

に
難
し

い
。

 

本
稿

で
は
集
中

の
歌

に
現

れ
た

「
出

づ
」

を
含

む
複
合

動
詞

表

現
を
見

て

い
く
が
、
意

味

を
考

え
る
際

、

現
代
語

訳

を
参
照

す

る

こ
と
を
行

う
。

例

え
ば

、

「
漕
ぎ
出

(づ

)
」

は

「漕

ぎ
出

す
」

と
あ

て
ら
れ

る

こ
と
が
多

い
。

そ

の
意
味

は
現
代
語

の

「
漕
ぎ

出

す
」

で
あ

る
と

し

て
し
ま

え
ば

そ

れ
ま

で
な

の
だ
が
、

現
代

語

の

「
漕

ぎ
出

す
」

で
表

さ

れ
る
内

容

は

一
様

で
な

い
。
現
代

語

と
古

典

語

の

つ
な
が

り
を
意

識

し
な

が
ら
、

こ

の
よ
う

な
点

を
よ

り
丁
寧

に
見

て

い
き
た

い
。

 

古
典

語

に
お

い
て

「～

出

づ
」

と

「
～

出

だ
す
」

の
違

い
が
広

く
知

ら

れ

て

い
る

も

の

に
、

「見

出

づ

・
見

出

だ

す
」
、

「聞

き

出

づ

・
聞

き

出

だ
す
」

の
例

が
あ

る
。
関

氏

の
前
掲

書

や
辞
典

類

に
も
指

摘

の
あ

る
よ

う

に
、

「出

だ

す
」

を
含

む
後

者

は

よ

り
内

か

ら
外

へ
と

い
う
概

念

が
強

調

さ

れ

「
家

・
部
屋

の
内

か
ら
外

に
向

か

っ
て
物

を
言

う

」
と

い
う
意

味

を

示

し
、
「
言

い
出

づ
」

と

い
う

表

現
が

「
口

に
出

し

て
言

う
」

ほ

ど

の
意

味

で
あ
る

の

に
対

し

て
、

使

用
さ

れ

る
状

況

に
違

い
が

あ
り
、

別
語

と

し

て
認
識

さ

れ
て

い
た

こ
と
が

明
ら

か

に
な

っ
て

い
る
。

こ

の
よ
う

に
、
文

脈
、

用
法
上

の
違

い
等

か
ら

あ

る
程

度

は

っ
き
り

と
当
時

の
語

の
意

味

が

わ

か

っ
て
い
る
も

の
は
別

と

し

て
、

古
典

語

に

お
け
る
多

く

の

「
出

づ
」

を
含

む
複
合

動
詞

は
、

現
代
語

で

「
～

出
す

」

と
な

っ
て

い
る
も

の
は
、

そ

の

ま
ま

そ
れ

に
頭

の
中

で
置

き
換

え
が

行

わ

れ

て

い
る

よ
う

に
思

わ

れ
る
。

 
自

動
詞

「
出

づ
」

と
他

動
詞

「出

す
」

の
そ

の
発
生

の
時
点

で
の

か
か

わ
り

は
複
雑

で
、

上
代

に
お

い
て

「
出

づ
」

が
他

動
詞

と
し

て
解

す

べ
き

と
さ

れ
る
例

も
存

在

す
る
。

・
あ
を
に
よ
し
 
奈
良
を
来
離
れ
…
朝
霧
の
乱
る
る
心
 
署

言

わ
ば

ゆ
ゆ

し
み
…

(⑰

四
〇

〇

八
)

・
言

ふ

こ
と

の
 
恐

き
国
そ

紅

の

色

に
な
出

で
そ

思

ひ
死

ぬ
と
も

(④

六

八

三
)

「
口
に
出

し

て
」

と

一
般

的

に
他
動

詞

と

さ
れ

る
も

の
で
あ

る
。

ま

た
、

複

合
動

詞

に
は
、

次

の
よ
う

な
、

よ

み

の
段

階

で

「
出

」
を

「
出

づ
」

と

す
る

か

「
出

す
」

と
す

る

か
分

か
れ

て

い
る
例

も

あ

る
。

・
大

君

の
 
命

恐

み
 
見

れ

ど
飽

か

ぬ

…

い
や
高

に
 
山

も
越

え
来

ぬ

剣

大

刀
 
鞘

ゆ
抜

き
出

で

て
 
伊
香

山

 

い
か

に
か
我

が
せ

む
 

行
く

へ

知
ら
ず

て

(⑬

三
二

四
〇
)

こ

れ
を

『
日
本

古

典
文

学

大
系

』

は

「
い
だ

す
」

と
よ

み
、

『新

編

日

本

古
典
文

学
全

集
』

は

「
い
つ

」

と
よ

む
。

た
だ

し
、
後

者
も

訳
語

は

「抜

き
出

す
」

と
あ

て
て

い
る
。

上
代

の
他

動
詞

の

「
出
づ

」

に

つ

い
て
、

関

氏

は

「
こ

の
よ

う

な

「出

づ

」

が
他

動

詞

で
あ

る

と

も

み

な

さ

れ

る

の

は
、

上

の
動
詞

に

ひ
か
れ

て
下

の
本

来

の
自

動
詞

「
出

づ
」

が

か
り

に
他

動
詞

の
性

を
帯
び

た
が

故

で
あ

る
と
限

定

し
て
考

え

た

い
と
思
う

」

と
述

べ
、

そ

の
理
由

に
前

出

の
巻

四

の
六

三

八
番
歌

を

あ
げ

、

「
出

づ

」
が

全

く
自
由

に
他

動
詞

と

し

て
用

い
ら
れ

る
こ

と
は

な
く
、

「
言

に
出

づ
」

「
色

に
出

づ
」

と

い

っ
た
成
句

の
中

で
、
他

動
詞

的

に
用

い
ら

れ

て

い
る

に
過

ぎ

な

い
か
ら

で
あ

る
と
し

て

い
る
。
氏

に
よ
れ
ば

「
出

だ

す
」

の
最

も
古

い
確

か
な
例

は
上
代
後

半

以
降

の
次

の
歌

で
あ

る
。
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・
大

船

を
 
荒
海

に
出

だ
し
 

い
ま
す
君

 

つ
つ
む
こ

と
な

く
 

は
や
帰

り

ま
せ

(⑮

三
五
八

二
)

そ

し

て
、
複

合

動

詞

の
成

立

の
様
相

と
し

て
は
、

よ

り

早

く
成

立

し

た

「出

づ
」

が
他

動

詞

に
下

接

し

て
他

動

詞

性

を
帯

び

た
用

法

が

一
般

化

し
、

中
古

以
降

に
頻
出

す

る

「
他
動

詞
-

出

づ
」
形

式

の
複
合

動

詞

の
基

盤

に
な

っ
た

と
し

て

い
る
。

百
留
康

晴

氏

は
関

氏

の
論

を

う

け
、

「
複
合

動

詞

と
動

詞
連

接
1

「
～
出

づ
」

を
中

心

に
」

(
『国

語

と
国

文

学
』

80

二

〇

〇

三
年
東

京

大
学

)

に
お

い
て
、

「
出

づ
」

に
上

接

す

る
動

詞

の
自
他

と

い
う
観

点

か
ら
さ

ら

に
細

か
く

「
～
出

づ
」

の
歴

史

的
変
遷

を
追

い
、

「
動
詞
連

接
」

と

「複

合
動

詞
」

の
違

い
に

つ
い
て
述

べ
て

い
る
。

現
代

語

 

現
代

語

を
対
象

と
し

た
も

の

に
姫
野

昌

子
氏

の
研
究

が

あ

る
。

『
複
合

動

詞

の
構
造

と
意
味

用
法
』

「
第

5
章

「
～

で
る
」

と

「
～

だ
す

」

(
一
九

九

九
年

 

ひ

つ
じ
書

房
)
」

に
お

い
て
、

「
～

で

る
」

と

「
～

だ
す

」

を
含

む
複

合

動
詞
を

比
較

さ
せ

る
形

で
そ

の
意

味
特

徴

を
分

析

し
て

い
る
。

現

代

語

の
複
合
動

詞
研

究

は
、

先

に
触

れ
た

よ
う

に
外
国

語

と
し

て

の
日
本

語

教
育

の
立
場

か
ら

焦
点

を
あ

て
た
も

の
が
多

い
。

氏

の
詳

細
な

分
析

も

そ
れ

を
基

盤

と
し

て

い
る
。

「
～

で
る
」

に

つ
い
て

は
、
前

項

動

詞

を

そ

の
意

味

特

徴

に

よ

っ
て

「
「
外

部

へ
の
移

動
」

の
意

を

含

む

も

の
」

と

「
「
外

部

へ
の
移

動
」

の
意

を
含

ま

ぬ
も

の
」
、

「接

頭

語

等

」

の

三

つ
に

大

別

し
、
更

に
、
後

項
動
詞

「
～

で
る
」

が
同

一
の
文

脈

で

「
～

だ

す
」

に
言

い
換
え

ら
れ

る
か
ど

う

か
を
基
準

に
後

項
要

素
を

二

つ
に
わ
け

る
。

そ
し

て
前

項
動

詞

に
外
部

へ
の
移

動

の
意
が

含

ま
れ

て

い
る
場
合

に
は
、

「
出

る
」

は

「
単

に
前

項

の
動

作

・
作

用

を

強

調

し

て

い

る

に
過

ぎ

な

い
」

と
す

る
。

一
方

、
移

動

の
意
味

が
含

ま
れ

な

い
も

の

に

つ
い
て
は
、

前

項
動

詞

は
、

「
主
体

の
移
動

の
方

法

や
様
相

を
示

し

て

い
る
」

と
す

る
。

従
来

の
前

項
、

後
項

の
文

法

的
意

味

関

係

の
枠

に
入

れ

る

と
す

る
な

ら

ば
、
前

者

は
補
助

関
係

、
後

者

は
修

飾

関
係

と

し
て

ま
と
め

ら

れ
た

も

の

で
あ

ろ
う
。

ま

た
、

「～

だ

す
」

を
含

む
複

合

動
詞

に

つ

い
て

も
別

立

て

で
論

じ

ら
れ

て
お

り
、
現

代

語

で
多

様

な
意

味

変

化

を

見

せ

る

「～

だ

す
」

を
含

む
複
合

動

詞

の
意

味
構

造
が

示

さ
れ

て

い
る
。
前

述

し
た

と

お

り
、

「
出

づ
」

を
含

む
複

合

動
詞

表

現

が
時

を
経

て

「
出

だ

す

」

に
変

わ

っ
て

い
く
も

の
が
あ

る

と

い
う
流

れ

か
ら
考

え

れ
ば
、

現
代

語

の

「～

だ

す
」

の
複

合

動
詞

に
は
過

去

に

「
出

づ

(出

る
)
」

で
表
現

さ

れ

て

い
た

も

の
が
広

く
吸
収

さ

れ

て

い
る

と

い
う

こ
と

に
な
る
。

こ
れ

に
従

え
ば

、

古

く

は

「出

づ

」

で
表

現

さ

れ

て

い
る
複

合

動

詞

の
中

に
、

現

代

語

の

「出

す
」

に

つ
な
が

っ
て
く
る
意

味

も
存
在

し

て

い
る
と
考

え

ら
れ

る
。

 

「
～
だ

す
」

の
複
合

動
詞

に

つ
い
て
、
姫

野
氏

の
前

掲
書

で

は

「
出

す
」

が
後

項

に
位
置

し

た
と

き

に
担

う
意
味

特

徴

に
よ

っ
て
分
類

が
行

わ
れ

て

い
る
。

ま
ず
、

「
移
動

・
顕

在
化

」
を

表
す

語
彙

的
複

合
動
詞

と

「開

始
」

を
表

す
統

語
的

複
合

動
詞

に
分

け

る
。

前
者

に

つ
い
て

は
対

象

の
空

間
的

移
動

を
伴

う

「
移
動

」

と
伴

わ

な

い

「
顕
在

化

」

に
分
け

た
上

で
、

更

に

そ

の
下
位

分
類

と

し

て

「
移
動

」

の
下

に

「
外

部
、
前

面
、

表

面

へ
の
移

動
」

と

「
表
立

っ
た
場

へ
の
出

現
」

を
置

く
。

ま
た

「
顕
在

化

」

に
は
、

下
位

分

類

と
し

て

「
顕

現
」

「創

出
」

「
発

見
」

を
置

く
。

以
上

を
簡

単

に

ま
と

め
る

と
次

の
よ
う

に
な

る
。

 

A
 

移
動

・
顕
在

化

の

「
～

だ

す
」
 

語
彙

的
複

合
動
詞

 

 

 
 

移
動

 

…
外
部

、
前

面
、
表

面

へ
の
移
動

(例

 
家

を
飛

び

だ

 

 

 
 

 

 
 
引

 
山

か
ら
材
木

を
運

び

だ
す
)

 

 

 
 

 

 
 

…
表

立

っ
た
場

へ
の
出

現

(例

 
警
察

に
泥

棒

を
突

き
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だ
す
)

 
 
 
 
顕
在
化
…
顕
現

(例
 
足
元
を
照
ら
し
だ
す
)

 
 
 
 
 
 
 
…
創
出

(例
 
技
術
者
が
作
品
を
作
り
だ
す
)

 
 
 
 
 
 
 
…
発
見

(例
 
刑
事
が
犯
人
を
捜
し
だ
す
)

 
B
 
開
始
の

「～
だ
す
」 

統
語
的
複
合
動
詞
 
 
(例
 
車
が
動
き
だ

司
 
本
を
読
み
だ
す
)

 
更
に

「移
動
」
に
該
当
す
る
前
項
要
素
が
他
動
詞
の
場
合
は
そ
の
修
飾

関
係
に
着
目
し
、
さ
ら
に
四
つ
の
項
目
を
立
て
る
。
次
に
分
類
と
語
例
の

一
部
を
示
す
。

(1
)
方
法

「～
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
出
す
」
追

い
だ
す
 
運
び
だ
す

 
 
 
 
 
漕
ぎ
だ
す
 
取
り
だ
す

(2
)
状
態
 
「～
し
た
状
態
で
出
す
」
く
わ
え
だ
す
 
つ
ま
み
だ
す
 
持

 
 
 
 
 
ち
だ
す
 
抱
え
だ
す

(3
)
目
的
 
「～
す
る
こ
と
す
な
わ
ち
外
界
に
出
す

(開
放
、
外
部
利
用

 
 
 
 
 
等
)」
救
い
だ
す
 
助
け
だ
す
 
貸
し
だ
す
 
売
り
だ
す

(4
)
分
析
不
可
能
な
も
の
 
乗
り
だ
す
 
さ
し
だ
す

 
前
項
動
詞
の
意
味
特
徴
と
、
後
項
に
位
置
し
た
と
き
に

「出
づ
」
が
担

う
意
味
の
違
い
に
着
目
し
、
分
類
す
る
と
い
う
手
法
に
よ
っ
て
、
「～
だ

す
」
の
複
合
動
詞
が
持
つ
重
層
的
な
意
味
の
広
が
り
が
明
ら
に
さ
れ
て
い

る
。

 
先
に
、
古
典
語
の
と
こ
ろ
で
集
中
の

「漕
ぎ
出

(づ
)
」
は

「漕
ぎ
出

す
」
と
訳
が
当
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
た
。
古
曲
ハ語
、
現
代
語
の

差
は
あ
る
に
せ
よ
、
日
本
語
母
語
話
者
で
あ
る
私
た
ち
は

「漕
ぎ
出
す
」

と
い
う
訳
語
で
表
さ
れ
る
内
容
に
対
し
、
さ
し
た
る
疑
問
も
抱
く
こ
と
は

な
く
、
感
覚
と
し
て
そ
の
内
容
を
す

っ
と
理
解
す
る
こ
と
が
あ
る
程
度
可

能

で
あ

る
。

そ

の
た

め
今
見

た

よ
う
な
意

味
変

化

は
、
語

感

を
共

有

す
る

者

の
間

で
は

問
題

と

し

て
は

あ

ま

り
あ

が

ら

な

い
も

の

で
あ

る

。
し

か

し
、

「
外

国
語

と

し

て

の
日
本
語

」

と

い
う
視

点

か
ら

そ
れ

ら

を
客

観

的

に
考

え

る
と
す

る
と

、
現
代

語

で

「
漕

ぎ
出

す
」

と

い

っ
た

場
合

は

「
あ

る
場

所

か
ら
あ

る
場

所

へ
漕

い
で
出

る
」

と

い
う
単
純

な
移

動

の
意
味

の

他

に
も

「
漕
ぎ

始

め
る
」

と

い

っ
た
動

作

・
行
為

の
開

始

の
意
味

を
表

す

場
合

も
あ

り
、

そ

の
様

相

は
複
雑

で
あ

る
。

文
脈

に
よ

っ
て
ど

れ

に
あ
た

る
か
明
白

な
場
合

も

あ
れ
ば

、

い
く

つ
か

の
意
味

が
重

な
り

あ

っ
て

い
る

と
思

わ

れ
る
場
合

も

あ
り
、

意
味

の
振

り
分

け

は
容
易

で
は
な

い
が

、

こ

の
よ
う

な
意
味
変

化

の
様
相

は
古

典
語

に
お

い
て
も
現

れ

て

い
る

の
で

は

な

い
か

と
推
測

す

る
。
古
典

語

で
は
取

り
立

て
て
問
題

に
さ
れ

な

か

っ
た

語
彙

の
意

味
機
能

に
着

目

す
る

と

い
う
現
代

語

に

お
け
る

こ

の
手

法

は
、

古
典

語

に

お

い
て
も

十
分

に
応

用
が
可

能

で
あ

る
と
考

え

る
。

 
本

稿

は
古
典

語

の
そ

れ
も

『
万
葉
集

』

と

い
う
限

ら
れ

た
資
料

を

基

に

し
て

の
さ
さ

や
か
な

分
析

で
あ

る
が
、

こ
の
よ

う
な
視

点
を

持

ち

つ
つ
、

分
析

を
試

み
た

い
と
考

え
る
。

三
、
本
稿
の
目
的

 
本
稿
の
目
的
は
、
山
口
前
掲
修
士
論
文
に
引
き
続
き

『万
葉
集
』
に
現

れ
た
二
語
の
複
合
動
詞
に
つ
い
て
現
代
語
研
究
の
手
法
に
な
ら
い
、
前
項

動
詞
、
後
項
動
詞
の
意
味
特
徴
の
分
析
を
行
う
こ
と
で
、
従
来
の
文
法
的

側
面
か
ら
の
分
析
か
ら
更
に
踏
み
込
ん
で
語
彙
的
側
面
か
ら
の
分
析
を
行

い
、
そ
の
様
相
の
一
部
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
上
代
に
お
け
る

複
合
動
詞
に
つ
い
て
は
、
前
項
後
項
の
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
て
も
意
味
が

変
わ
ら
な
い
と
い
う

「結
合
順
の
自
由
」
が
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
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に

つ
い
て
も
山

口
前
掲

修

士
論

文

に
引

き
続

き
考
察

を
行

う
。

具
体

的

に

は

「
出
づ

」
が

後
項

に
位

置

し
た
も

の
と
前

項

に
位

置
し

た
も

の
を
集

中

か
ら
抽
出

し
、

意
味

特
徴

に
よ
り
分

類

し
、
比

較

を
行
う

。

な

お
、

用
例

分
析

に
は
小
学

館

の

『新

編

日
本
古

典
文

学
全

集

 
万
葉

集

1
～

4
』
を

用

い
、
本

稿
中

の
引

用
例

も

こ
れ

に
よ

っ
た
。

そ

の
他
、

必
要

に
応

じ

て

適

宜
注
釈

書

を
参

照
し

た
。

四
、
「
出
づ
」
が
後
項
に
来
る
複
合
動
詞
群

 

集
中

に
現

れ
た
、

後
項

に

「
出

づ
」

が
来

る

二
語

の
複

合
動

詞

は
全
部

で
五
七
例

で
あ

っ
た
。
先

行
研

究

の
と

こ
ろ

で
見

た
、
姫

野
氏

の
現

代
語

の
分
類

の
う

ち
後
項

の

「
出

る
」

「
出

す
」

に

つ
い

て
の
分

類

を
参

考

に

こ
れ

ら
を
分
類

す

る
基
準

を
立

て
る

こ
と
を

ま
ず
試

み
た
。

し

か
し
、
集

中

の
限

ら
れ

た
用
例

が
豊

富

な
現
代

語

の
用
例

を
基

盤

に
し

て
立

て
ら

れ

た
氏

の
分
類
項

目
全

て
に
渡

っ
て
現
れ

る

こ
と
は

な
く
、

現
代

語

で
提
示

さ
れ

た

レ
ベ
ル

に
ま

で
細

分
化

し

た
意
味

の
分

類

は
困
難

で
あ

っ
た
。

ま

た
、
現
代

語

に
は

な

い
古

典
語

独
特

の
表

現
も

あ

っ
た
。

よ

っ
て
、

現
代

語
研
究

の
分
類

を

ゆ

る
や

か
に
応

用
す

る
形

で
、
細

分
化

の
枠

を

取
り
払

い
、

も

っ
と
大

き

な
枠
組

み
で
捉

え
る

こ
と

と
し

た
。
氏

の

「
～

だ
す
」

の
分
類

の
B

に
あ

っ
た
開

始
表

現

に

つ

い
て
は
、
集

中

に
は

「
本

を
読

み

出
す
」

に
相
当

す

る
よ

う
な
移

動

の
意
味

を
全

く
持

た

な

い
開

始

の

み
を

表

し

て

い
る
と
考

え
ら

れ
る

「
出

づ
」

の
使
用

例

は
見
あ

た

ら
な

か

っ
た

た

め
、
項

目

と

し

て
立

て
な

か

っ
た
。

ま

た
、

A

の
下

位

分

類

で

あ

る

「
顕

在
化

」

に
あ

た

る

と
思

わ

れ

る
例

も

認

め

ら

れ

な

か

っ
た
。

よ

っ

て
、

「
～

で
る
」

の
分
類

と
、

「
～

だ
す

」

の
A

「
移
動

・
顕
在

化

」

の
項

目

の

「
移
動

」

と
、

そ

の
下

位
分

類
を

参
考

と
し

、
新

た
な

分
類

の
基

準

を

た

て
た
。

そ
れ

が
次

に
示

す
も

の

で
あ

る
。

①

独

立

し

た
移

動

行

為

…

「出

づ

」

の
表

す

意

味

は

そ

の
独

立

用

法

が

 

表
す

「
主
体

が
内

と

と
ら

え
ら

れ

る
あ

る
場
所

か
ら
外

と

と
ら

え
ら

れ

 

る
あ

る
場

所

へ
空

間

的

に
移
動

す

る
」

と

い
う

意
味

の
移

動
行
為

そ

の

 

も

の
で
あ

る
。
前

項

と
後

項

は
、
前
項

で
表
さ

れ

る
動

作

・
行
為

が
行

 

わ

れ
て

か
ら
続

い
て

「
出

づ
」

と

い
う
行

為
が

な
さ

れ
る

継
起
的

配
列

 

で
、

形
は
複

合

の
形
式

を

と

っ
て
い
る

が
そ
れ

ぞ
れ

が
本
動

詞

の
意
味

 

を
強

く
残

し

て

い
る
。

そ

の
意

味

で
前

項
後

項

の
独

立

性

が
最

も
高

 

い
。

文
法

的

意

味

関

係

の
分
類

で

は

い
わ

ゆ

る
並

列

関

係

と

さ

れ

た

 
 
(13
)

 

も

の
。

②

移
動

の
手

段

・
状

態

が
示

さ

れ
た
移

動
行

為
…

「
出
づ

」

が
空
間

的
移

 

動
行

為
を

表
す
点

に
お

い
て

は
①

と
同

じ

で
あ

る
が
、

前

項
動
詞

に
よ

 

っ
て

「
出

づ
」

の
移

動
行

為
が

ど

の
よ

う

に
な

さ

れ
る

か
が
説

明

さ
れ

 

て

い
る
と

い
う

点

で
①

と

異
な

っ
て

い

る
。
「
～

す

る

こ
と

に
よ

っ
て

 

出

づ
」

と

い
う
移

動

の
手

段

を

表

す
も

の
、

「
～

し
た

状

態

で
出

づ

」

 

と

い
う
移

動

の
状
態

が
説

明

さ
れ

る
。
意

味

の
重
点

は
後

項

に
あ
り

、

 

前
項

が
後

項

を
修
飾

す

る
形

と
な

っ
て

い
る
。

③

強
意

…

「
出

づ
」

の
持

つ
空
間

的
移

動

の
意
味

の
独

立
性

が
薄

れ
、

抽

 

象
化

し

た
も

の
。
意

味

の
中
心

は
前

項

に
あ

り
、
後
項

は
そ

れ
を
強

調

 

す

る
役
割

を
担

う
。

文
法

的
意

味
関

係

の
分
類

で
は
、

い
わ

ゆ
る
補

助

 

関
係

と

し

て
ま
と

め
ら

れ
た

も

の
。

後

項

の

「
出

づ
」

に

「
移

動
」

の

 

意
味

が

ど

の
程

度
認

め

ら
れ

る

か
に
よ

っ
て
、

現
代
語

の

「
出

る
」

の

 

一
般
的

な
意
味

分
類

を
参

考

に
さ
ら

に
三

つ
の
下
位

分
類

を
設

け

た
。

 

現

代
語

で
は
、

こ

の
カ
テ
ゴ

リ

ー
が
非

常

に
細

分
化

さ

れ

て

い
る
が
、

 

こ
こ

で
は
移

動
、

発
生

、
出

現

の
三

つ
の
緩

や

か
な
枠
組

み
と
し

た
。
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1
か
ら
3
に
行
く
に
従
っ
て

「出
づ
」
そ
の
も
の
の
持
つ
空
間
的
移
動

 
の
意
味
は
薄
れ
、
発
生
や
出
現
と
い
っ
た
抽
象
化
し
た
も
の
と
な
る
。

 
1
 
移
動
 
前
項
動
詞
と
補
助
的
な
関
係
に
あ
る
が
、
「出
づ
」
に
は

 
 
 
 
 
 
空
間
的
移
動
の
意
味
が
認
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
も

 
 
 
 
 
 

の
。

 
2
 
発
生
 
「出
づ
」
は
移
動
と
言
う
よ
り
も
む
し
ろ
発
生
の
意
味
を

 
 
 
 
 
 
持
つ
。
内
に
あ
る
も
の
の
一
部
が
外
に
現
れ
る
と
い
う
意

 
 
 
 
 
 
味
で
空
間
的
移
動
の
意
味
の
残
存
も
認
め
ら
れ
る
が
、
そ

 
 
 
 
 
 

の
度
合
い
は
ー
に
比
べ
明
ら
か
に
希
薄
に
な
っ
て
い
る
。

 
3
 
出
現
 
2
か
ら
更
に
移
動
の
意
味
が
薄
れ
、
出
現
と
も
言
う
べ
き

 
 
 
 
 
 

レ
ベ
ル
ま
で
抽
象
化
し
た
も
の
。
物
理
的
な
移
動
は
伴
わ

 
 
 
 
 
 
ず
、
対
象
の
状
態
の
変
化
を
表
す
。

全
て
の
項
目
に
お
い
て
意
味
の
連
続
性
は
常
に
存
在
し
て
お
り
、
絶
対
的

な
差
別
化
は
難
し
い
が
、
集
中
の
用
例
を
こ
の
基
準
に
従

っ
て
分
類
し
て

み
た
の
が
次
の
表
で
あ
る
。
な
お
、
「出
」
も

「出
づ
」
と
同
じ
意
味
を

持

つ
も
の
と
し
て
、
同
様
に
扱
っ
た
。

「
出
づ」

の
意
味特

徴

前
項
動
詞
(
用
例
数)

①独

立
し
た
移
動
行為

待
つ
(
2
)

潜

く
(

2
)

②
移
動
の
手
段
・

状態

が
示
さ
れ た移動行為

・

手

段

-

漕

ぐ
(
22
)

 

抜
く
(
1

)・状態-照る(1)追ふ(1)

③強

意

1
 移

動

生
ま
る
(
1)
 

浮
く
(
1)

 

罷
る
(
4)

2
 
発生

咲
く(
2)

 
に
ほ
ふ
(
1)

 

萌
ゆ
(
1)[石木より]生る(1)

3
 出

現

[
花
に
・

穂
に
]

咲

く(
4)

 
[
人
と]

な
る(1)

(注

1
)

集
中

に

「う

ち
出
づ
」

が
2
例

あ

っ
た
が
、
「う

ち
」

は

一
般

的

に
接

頭
辞

と

 

 

解

さ
れ
る
た
め
、
分
類

か
ら
は
除
外

し
た
。

(注

2
) 

も
う
ひ
と

つ
分
類

か
ら
除
外

し
た
も
の
に

「
思
ひ
出

(づ
)」

が
あ

る
。
用
例

 

 

数
は
十
二
例

と

「漕
ぐ
」

に

つ
い
で
多

い
が
、
「思

ひ
～
」
と
な

る
複
合
動

詞

に

 

 

つ
い
て
は
前

項

の

「思

ひ
」
が
動
詞

で
あ
る
か
と

い
う

こ
と
を
含

め
そ

の
構
成

 

 

の
型

に
つ
い
て
は

っ
き

り
し
な

い
と
こ
ろ
が
あ

る
た
め
、
や
む

な
く
今

回
は
分

 

 

類
か
ら
除
外

す
る
こ
と
に
し
た
。

用
例

の
み

一
覧

に
掲
載
し
た
。

 

そ

れ

で
は
、
各

項

目
ご

と

に
集
中

の
用
例

を
見

つ
つ
、

特

徴
を

考

え
る

こ
と

に
す

る
。

な

お
、

用
例

一
覧

は
稿

末

に
付

し

た
。

(資

料
①

「
出
づ

」

が
後
項

に
来

る
複

合
動

詞
群

 
参

照
。
)

 

ま
ず

、
前

項
後

項

の
独
立

性

が
最
も

高

い
、

①

の
用
例

か

ら
見

て

い
く

こ

と

に
す

る
。

こ
れ

は
、
前

項

で
表

さ

れ

る
動

作

・
行

為

に
引

き

続

い

て
、
後

項

で
表

さ

れ
る
動
作

・
行

為

が
行

わ
れ
る

も

の
で
、
例

え
ば

次

の

歌

の

「
来
」

「
立

つ
」

の
関

係

が
そ

れ
で
あ

る
。

・
金

門

に
し
 

人

の
来

立

て
ば
 

夜
中

に
も
 

身

は
た
な

知

ら
ず

 
出

で

 

て
そ
あ

ひ
け

る

(⑨

一
七
三

九
)

 

「来

立

つ
」

は

「
人
が

や

っ
て
き

て
立

つ
」
と

い
う
意
味

で
、

「
来

る
↓

立

つ
」

と

い
う

動
作

の
継
起

的

配
列

と
な

っ
て

い
る
。

 

「出

づ

」
を

含

む
も

の
に

つ
い

て
は
、

「
潜

く
」

「待

つ
」

の

二
語

が

該

当

し

た
。

・
天

地

の
遠

き
が
ご

と
く

…
野

島

の
海

人

の
 
海

の
底

 
飽

玉
 

さ

は

に

 

潜

き
出

 
舟

並

め
て
…
貴

き
見

れ
ば

(⑥

九

三
三
)

・
紫

の
 

粉
潟

の
海

に
 

潜

く
鳥
 

玉
潜

き
出
ば
 

我

が
玉

に
せ

む

(⑯

 

三
八

七
〇
)

 

こ

こ
で

の

「
潜

き
出
」

は

「
潜

る
↓
出

る
」

と

い
う
継
起

面

に
沿

っ
た

表
現

で
あ

る

と
考

え
ら

れ
る
。

た
だ

し
、

そ

の
構

造

は
先

に
見

た

「来

立
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つ
」

ほ
ど
単

純

で
は

な

い
。

「
潜

く
」

は

『
旺
文
社
古

語
辞

典
』

(
一
九

八

八
年

 
旺

文
社

)

に
よ

る

と
、

「①

(貝

や
海

草
を

と

る
等

の
目

的

で
)

水
中

に
も

ぐ

る
。
②

水

中

に

も

ぐ

ら

せ

る
。
」

と

あ

る
。

「
潜

き
出

」

の

「
出

」
を

そ

の
ま

ま
自

動

詞

に
解

釈

す

れ
ば

「海

人

が

(飽

玉

を

と

り

に
)

潜

っ
て
、

飽
玉

が
出

る
」

と

い
う
構
造

に
な
る
。

こ

の
歌

の
中

で
の

「飽

玉

さ

は

に
潜

き
出
」

の
表

す
内
容

と
し

て

は
、

『新

編

日
本

古

典
文

学
全

集

 
万

葉
集

』

は

「
(野
島

の
海

人

が
沖

の
暗

礁

か
ら

)
飽

玉

を
潜

っ
て
取

り
出

し

」

と
し
、

『
日

本
古

典

文
学

大

系
』

は

「潜

っ
て
取

り
出

し

て
来
」

と

し

て

い
て
、

意
味

の
面

か
ら

す

る
と

「
海

人

が

(飽

玉
を

取

り
に
)
馨

、
飽
玉
を
出
甫
」
と
い
う

「出
」
を
他
動
詞
的
と
す
る
構

造
が

考

え
ら

れ

て
い
る
も

の
か
。
次

の

「
待

ち
出

づ
」

の
例

も
似

た
よ

う

な
構

造

を
持

つ
。

・
君
来
ず

は
 

形
見

に
せ
む

と
 

我

が

二
人
 
植

ゑ

し
松

の
木
 

君
を

待

ち
出

で
む

(⑪

二
四
八

四
)

・
高

山

に
 

た

か

べ
さ
渡

り

 
高

々

に
 

我

が
待

つ
君
を

 
待

ち
出

で
む

か
も

(⑪

二
八
〇

四
)

表
記

そ

の
ま

ま

に
従

え
ば

「
わ
た

し
が
あ

な

た
を
待

っ
て
、

あ

な
た

が
出

る
」

と
な

る
が

、

『新

編

日
本

古
典

文

学

全
集

 
万

葉
集

』

に
は
次

の
よ

う

な
説

明
が

あ

る
。

 
 

君

を
待

ち
出

で
む

ー
待

チ
出
ヅ

は
、

待

っ
た
甲

斐
が

あ

っ
て
対
象

が

 

出
現

し
た

こ

と
を
、

主
語

を

一
本

化

し

て
表

現

し
た
も

の
。

こ
の
出

ヅ

 

は
他

動
詞

的

用

法
。

『
古

今
集
』

恋

歌

四

に
も

「有

明

の
月

を
待

ち
出

 

で

つ
る

か
な
」

(六
九

一
)

の
よ
う

な
例
が

あ

る
。

ま

た
、

『万

葉
集

釈

注
』

で
は

「待

ち
出

づ
」

に

つ

い
て

「
効

果

を
出

現

さ

せ
る
意

」

と
し

、
「
待

っ
て

い
た
効

果

を

見

せ

て
相

手

の
姿

を

眼
前

に

現
し

て
く

れ
る

だ

ろ
う
」

と
訳

を
付

け
て

い
る
。

『
日
本
古

典

文

学
大
系

』

は
、
巻

一

一
の
二
八

〇

四
番

歌

に

つ

い
て
、

「待

ち
出

で

む
」

を

「
待

っ

て

い
る
と

現

れ
る

だ

ろ
う
」

と

訳

し
、
「
出

ヅ

は
他

動

詞
。

こ

の
語

、
直

訳

す
れ

ば
待

ち
出

す

と
な

る
」

と

し

て

い
る
。

こ

の

「
潜

く

」

「
待

つ
」

に
接

続

し
た

「
出

づ
」

に

つ

い
て
筆
者

は
現
時
点

で

は
定
ま

っ
た
考

え
を

持

た
な

い
。

「
出

づ
」

の
他

動

詞

用
法

に

つ
い
て

は
、

は

っ
き

り

と

し
な

い
と

こ
ろ
が
あ

る

が
、

こ
れ

ら
が

「出

づ

」

の
他

動
詞

的
用

法

で
あ

る
な

ら
ば

こ
こ

で

「
出

づ
」

の
他
動

詞
的

用
法

と

で
も
言

う

べ
き

分

類
項

目
を

立

て
る

べ
き

か
も

し
れ

な

い
。

し

か
し
、

関
氏

の

「本

来
自

動

詞

で
あ

る

も

の
が
仮

に
他

動
詞

性

を
帯
び

た
」

と
す

る
見
方

に
従

い
、

本
稿

で
は
他

動
詞

的

と
解

せ
ら

れ

る
可
能

性

が

あ

る
も

の

で
も
、

「
出
づ

」

と

よ

ま

れ

て

い
る

も

の

に

つ
い
て
は
分
類

の
対

象

と
し
、

こ
こ
に
収

め
た

。

 

と
も

あ

れ
、
前

項

で
表

さ
れ

る
動

作

・
行
為

に
続

き
後
項

の

「
出

づ
」

の
行
為

が
な

さ

れ
る

と

い
う

意
味

で

は
、

動
作

の
継
起

的
配

列

で
あ
る

こ

と

に
は
違

い
な

く
、
①

に
分

類

で

き

る
も

の

と
考

え

る
。

以

前

の

「行

く
」

「来

」

の
分
析

で
も

見

た
が
、

こ
の
分

類

の
前

項

に
は

動

詞

で
表

さ

れ
る
動

作

・
行
為

が
行

わ

れ
る
順

に
示

さ
れ

る
と

い
う
意
味

で
独
立

用
法

を
持

つ
あ

ら
ゆ

る
動
詞

が
可

能
性

と

し
て
立

ち
う

る

こ
と

に
な

る
。

多
様

な
動
詞

の
組

み
合

わ

せ
を

予
想

し
て

い
た
が

、

い
わ
ゆ

る
連

語

的

と

さ
れ

る
並
列

関
係

に
該

当

し
た

の
は

二
語

の
み

で
あ
り
、

前
項
、

後

項

の
意
味

関

係

も
特
殊

な

も

の
で
あ

っ
た
。

 

次

に
、

分

類

の
②

を

見

る
。

こ

こ

に

は

「
漕

ぐ
」

「
照

る
」

「
追

ふ
」

「
抜

く
」

の

四
語

が
該

当

し

た
。

「
漕

ぐ
」

は

「出

づ

」
と

複

合

し

た

動

詞

の
中

で
最
も

数
が

多
く

二

二
例

で
あ

っ
た
。

「
漕
ぐ
」

「
抜

く
」

は
移

動

の
手
段

を

、

「追

ふ
」

「
照

る
」

は
移

動

の
状

態

を
説
明

し

て

い
る
。

一g一



・
庭
清

み
 

沖
辺

漕
ぎ
出

つ

る
 
海

人
舟

の
 

梶

取

る
間
な

き
 

恋

も
す

る

か
も

(⑪

二
七

四
六

)

「
沖

辺
漕
ぎ

出

づ
」

は

「
沖

に
漕

い
で

(漕

ぐ

こ
と

に
よ

っ
て
)
出

る
」

と
考

え
ら

れ
、

ど

の
よ
う

に

「
出

づ
」

と

い
う
移

動
行

為
が

な
さ

れ
る

の

か
、

そ

の
手
段

を
前

項

の

「
漕

ぐ
」

が
修

飾

し
、
説

明

し

て

い
る
。

「
抜

く
」

の
例

は

先

に
見

た

が

「
(剣

を

)
抜

く

こ

と

に

よ

っ

て
出

す

(出

る
)
」

で
、
同

じ

く
移
動

の
手

段

を
表

し

て

い
る
。

・
我
妹

子

や
 

我

を
思

は
ば
 

ま
そ
鏡
 

照

り
出

つ

る
月

の
 

影

に
見
え

来

ね

(⑪

二
四

六
二
)

「
照

り
出

づ
」

は
、
月

が
出

て
く

る
状

態
を
前

項

の

「
照

る
」
が
示

し

て

い
る
の

で
あ

り
、

前
項

は
後

項

で
表

さ
れ

る
移
動

行
為

が

ど

の
よ

う
な
状

態

で
行

わ
れ

て

い
る

の
か
説

明

し

て

い
る
と

考

え

ら
れ

る
。

「光

を
放

ち

な
が

ら

(光

を
放

っ
た
状
態

で
)

出

る
」
月

、

と

い

っ
た
意

味

で
あ
る
。

・
山

の
端

を
 
追

ひ
出

つ

る
月

の
 

は

つ
は

つ
に
 
妹

を

そ
見

つ
る
 
恋

し

き
ま

で
に

(⑪

二
四
六

一
)

「追

ひ
出

つ

る
月
」

は

「
山

の
端

を
目

指

し

て

(目
指

し

た
状
態

で
)
出

る
」

月

と

い
う
意

味

で
あ

る
。

こ
れ

も
同
様

に
移

動

の
状
態

を
説

明
し

て

い
る
。

 

こ

の
グ

ル
ー

プ

の
動
詞

は
、
次

に
見

る

「
生

ま

る
」

「罷

る
」
な

ど

と

違

い
そ

れ
自

体

に

「外

部

へ
の
移

動
」

の
意

味

を
持

た
な

い
。
よ

っ
て
、

前
項

は
ど

の

よ
う

に

「
出

づ
」

と

い
う
移
動

行
為

が

な
さ

れ
る

か
を
説

明

す

る
役
割

を
担

っ
て
お
り
、

そ

の
点

で
同

じ
グ

ル
ー
プ

に
属
す

る
。
意
味

の
重

点

は
あ
く

ま

で
後

項

の

「出

づ
」

に
あ

る
と
言

え

る
。

 

③

に
分

類

さ
れ
た
前

項
動

詞

に

は
、
そ

れ
自

体

に

「
外

部

へ
の
移
動

」

の
意
味

が
程

度

の
差

は
あ

れ
含

ま

れ

て

い
る
。

そ

の

た

め
、

「
出

づ
」

の

持

つ
移
動

の
意

味

は
前

項
動

詞

の
持

つ
意
味

を
更

に
強
調

す

る
働

き
を

し

て

い
る
と
考

え
ら

れ

る
。

こ

の
グ

ル
ー
プ

で
は
意
味

の
中

心

は
前
項

に
あ

る
。

「
1
 

移

動
」

に
該

当

す

る
例

を

一
つ
ひ
く
。

・
世

の
人

の
 
尊

び
願

ふ
 
七
種

の
 
宝

も
我

は
 
な

に
せ

む

に
 
我

が

中

の
 

生

ま

れ
出

で

た

る
 
白

玉

の
 

我

が

子
古

日

は
 

…

(⑤

九

〇

四
)

 

「
生

ま

る
」

そ

の
も

の

に

「
内

か

ら
外

へ
の
移
動

」

の
意

味

が

含

ま

れ

て

い
る
た

め

「
出

づ
」

の
持

つ

「
移
動

」

の
意
味

は
そ

れ

に
更

に
重

な

る

も

の
と
な

る
。

こ

の
グ

ル
ー
プ

の
前
項

動
詞

は
、
物

理
的

空
間

的
移

動

の

意

味

を
持

つ
動
作

動
詞

で
あ
る
。

 

次

に

「
2
 

発
生
」

を

見

る
。

こ
れ

に
接

合
す

る
後
項

の

「
出

づ
」

に

は
も

と
も

と

の

「
出

づ
」

が
持

つ

「内

か
ら
外

へ
」

と

い
う
意

味

は
存
在

し

て
お
り
、

空
間

的

な
移
動

の
意

味

の
残
存

も
認

め
ら

れ
な

い
わ
け

で
は

な

い
が
、

「
あ

る
場

所

か

ら
あ

る
場

所

へ
」

空
間

的

に
移

動

す

る
と

い
う

①

、
②

の
移
動

と
は

明

ら

か

に
質

が

異

な

る
、

「
変

化
」

に
近

い
も

の
で

あ
り

、
そ

の
点

で
③

「
1
 

移

動
」

と
も

区
別

さ
れ

る
も

の
で
あ

る
。

・
雁

が

ね

の
 

初

声

聞

き

て
 

咲

き
出

た
る
 

や
ど

の
秋
萩

 
見

に
来

我

が
背

子

(⑩

二
二
七

六
)

・
石

走

る
 

垂

水

の
上

の
 

さ
わ

ら
び

の
 

萌

え
出

つ
る
春

に
 

な

り

に

け

る
か
も

(⑧

一
四

一
八
)

前
項

は
自

然
現

象
を

表

す
動
詞

で
あ

る
。

 

「
3
 
出

現

」

は
、
物

理

的
空

間

的
移

動

を
伴

わ

な

い
状

態

変

化

と
も

い
う

べ
き

も

の

で
、

「
出

づ
」

の
移

動

の
意

味

は

さ
ら

に
抽

象

化

し

て

い

る
。

・
隠

り

の

み
 
恋

ふ
れ
ば

苦

し
 

な

で
し

こ
が
 
花

に
咲

き
出

よ
 
朝

な

一g一



朝

な
見

む

(⑩

一
九
九

二
)

・
は
だ

す
す

き
 

穂

に
は
咲

き
出

ぬ
 

恋

を
我
が

す

る
 
玉

か
ぎ

る
 

た

だ

一
目

の
み
 

見

し

人
故

に

(⑩

二
=
二

こ

・
世

の
人

の
 
尊

び
願

ふ
 

七
種

の
 
…

夕
星

の
 
夕

に
な

れ
ば

 

い
ざ

寝

よ

と
 

手

を

携

は

り
 
父

母

も

 
う

へ
は

な

さ

が

り

 
さ

き

く

さ

の

中

に
を

寝

む
と
 

愛

し
く

 
し
が
語

ら

へ
ば
 

い

つ
し

か
も
 
人

と

な
り

出

で

て
 
悪

し

け

く

も

良

け
く

も

見

む

と

 
大

船

の
 
思

ひ
頼

む

に

…

(⑤

九
〇

四
)

 
先

の
例

は
、

恋

人

に

「
な

で
し

こ

の
花

に
な

っ
て
現
れ
出

て

ほ
し

い
」

と
望

む

歌

で
実

際

の
移

動
行

為

は
伴

わ

ず
、

出

現

の
場

が

「
花

に
」

と

「
に
」

格

で
示

さ
れ

て

い
る
。

「
穂

に
咲

き
出
づ

」
も

同
じ
構

造

で
あ

る
。

続

く
例

も

「
人

と
し

て

一
人
前

に
な
る
」

と

い
う

意
味

で
、

移
動

の
抽

象

化

さ

れ
た
意
味

と
し

て
状
態

の
変
化

が
表

わ

さ
れ

て

い
る

と
言

え
よ

う
。

五
、
「出
づ
」
が
前
項
に
来
る
複
合
動
詞
群

 

続

い
て
、

「
出

づ
」

が
前

項

に
位

置

す

る

複
合

動

詞

群

を

見

る
。

「
出

づ

」

が
前
項

に
位

置

し
た
複

合
動

詞

は
全

部

で
五

八
例

で
あ

っ
た
。

こ

の

場

合

の

「
出

づ
」

は
全

て
単

独
使

用

の

「
出
づ
」

と

も
解

せ
ら

れ
る

も

の

で
あ

り
、
前
項

と
後
項

の
関
係

は
、
動
作

の
継
起

面

に
沿

っ
て
並
ん

で

い

る
と
解

せ

ら
れ

る
独
立

的
色

彩

の
濃

い
も

の
が
多

く

あ

っ
た
。

こ

こ
で

は

さ
し
あ

た

り
前

項

と
後

項

の
結
合

関
係

に
着
目

し
、

動
作

の
継
起

面

に
沿

っ
て
並

べ
ら

れ

て

い
る
も

の
と

そ
れ
以
外

の
も

の
に
分
け

、
意

味
関
係

を

見

て

い
く

こ
と

に
す

る
。

①前

項、

後
項
が
動
作
の
継
起
面
に
沿
って並べられているもの。

居

る
(
4
)

 

走

る
(
1
)

見

る
(
10
)

濡

る(1)立つ(12)向かふ(1)

②
そ
の
他
(

①
以

外
の
も
の)

来
(

15
)

か

へ

る
(

1
)

※

立

つ
(

13
)

 
※

「旅

に
出
る
」
意
の

「道
に
出
で
立
つ
」
(6
例
)
を
含
む
。

 

用
例

は
稿
末

に
付

し
た
。

(資
料

②

「
出

づ
」

が
前

項

に
来

る
複

合

動

詞

群

 
参

照
。
)

①

の
例

を

見

る
。

・
春

の
日

の
 

霞

め

る
時

に
 

墨
吉

の
 

岸

に
出

で
居

て
…

(⑨

一
七

四

〇

)
・

一
重

山

隔

れ
る

も

の
を

 
月
夜
良

み
 
門

に
出

で
立

ち
 

妹

か
待

つ

ら
む

(④

七
六

五
)

・
秋
風

の
 

吹

き

に
し
日
よ

り
 

天

の
川

 
瀬

に
出

で
立

ち

て
 

待

つ
と

告

げ

こ
そ

(⑩

二
〇

八
三
)

・
す

べ
も

な
く

 
苦

し
く
あ

れ
ば

 
出

で
走

り
 
去

な
な

と
思

へ
ど
 

此

ら

に
障

り
ぬ

(⑤

八

九
九
)

 

い
ず

れ
も
、
前

項

の

「出

づ
」

と

い
う
移
動

行
為

の
後

に
後

項

で
表

さ

れ

る
動

き

が

な

さ

れ

て

い

る
。

「
出

で
居

る
」

は

「
(家

か

ら
)
岸

に
出

て
、

そ

こ

に
座

っ
て

い
る
」

と

い
う
行
為

を
表

し

て
お

り
、
続

く

二
例

も

「
出

で
立

つ
」

は
、

「
(家

か
ら
)

門

の
と

こ
ろ

(
二
〇

八
三

は
瀬

)

に
出

て
、

そ

こ

に
立

っ
て

い
る
」

こ
と
を

表

し

て

い
る
。

「
出

で

走

る
」

も

同

様

で
、

「
(家

か
ら
)

出

て
、

走

る
」

と

い

っ
た
動
作

が
継

起
的

に
配
列

さ

れ
た

表
現

で
あ

る
。

な

お

「
出

で
立

つ
」

は

、
「
門

に
」

「瀬

に
」

「
庭

に
」

な

ど
、

「
出

づ
」

と

い
う
行

為

の
着
点

で
あ

り
後
項

動

詞

の
表

す

行

為

が

行

わ

れ

る
場

と
な

る
場

所
が

、

「
に
」
格

で
表

さ
れ

て

い
る

も

の
が

多

か

っ
た
。

一
方

、

「
ど

こ

か
ら
」
移

動

が
開

始

さ
れ

る

の

か
を

表

す

「
移

動

一10一

前
項
と
後
項
の
結
合
関
係

後
項
動
詞
(
用
例
数
)



行
為

の
起
点

」

に

つ
い
て
は
歌

の
中

で
明

示

さ
れ

て

い
な

い
も

の
が

ほ

と

ん

ど

で
多

く

の
も

の
が

「
家

か
ら

(出

る
)
」

を
想

定

し

て

い
る

と
思

わ

れ

た
。
ま

た
、
着

点
を

「
に
」
格

で
表

し
て

い
る

と

い
う

点

で
形
を

同

じ

く

す
る
も

の

に

「
旅

に
出

る
」
意

の

「
道

に
出

で
立

つ
」

と

い
う
表

現

が

六
例

あ

っ
た
。
語

の
構

成
を
考

え

る
と

「
家

か
ら
道

に
出

て
、

そ

こ

に
立

つ
」

と

い
う
行
為

か

ら
連

想

し

て

「
旅

に
出

る
」
意

を
表

し

て

い
る

の
か

と
考

え
ら

れ
、

こ

こ
に
含

め
る

こ
と
も
考

え

た
が
、

「
出

づ
」

も

「
立

つ
」

も
単

独
用
法

と

し
て

「
出
発

す

る
」

意

の
も

の
が
存

在

し

て
い
る

た
め
、

単

な

る
行

為

の
継

起

的
表

現

と
す

る

の

に
も
疑

問

が
残

る
。

「
道

に
出

で

立

つ
」

が

「
出

か
け

る
、
出

発

す

る
」
意

で
使

わ

れ

て

い

る

そ

の
他

の

「
出

で
立

つ
」

と
同
じ

性
質

を
持

つ
も

の
と
考

え
、

こ

こ

で
は
②

の
グ

ル

～
プ

に
分
類

す

る
こ

と

に
し

た
。

 

「②

そ

の
他
」

に
属

す
る
も

の
に
は
、

次

の
よ
う

な
例

が
あ

る
。

・
倉

橋

の
 

山

を
高

み

か
 

夜

隠

り

に
 

出

で
来

る
月

の
 

光

乏

し

き

(③

二
九

〇
)

「出

で
来

」
は
、

「
出

て
来

る
」

の
意

で
、

「出

づ
」

で
表

さ

れ
る
移

動
行

為

が
話

者

の
視
点

か
ら
す

る

と
、

「
こ
ち
ら

に
向

か

っ
て

(近

づ

い

て
)

く

る
」

こ
と
を
表

し

て
お

り
、

「来

」

は
、

「
来

る
」

と

い
う
移

動
行

為

そ

の
も

の
で
は
な
く

、
前

項
動

詞

で
表

さ
れ

る
動
き

に
話
者

と

の
関
係

性

を

付

加

す

る
働

き

を

し

て

い
る
。

現
代

語

で
対

応

関
係

を
表

す

な

ら

ば

、

「出

て
行

く
」

に
対

す
る

「出

て
来

る
」

の
関

係

に
同

じ

で
あ

る
。

・
ひ
さ

か
た

の
 

天
照

る
月

は
 

神
代

に
か
 

出

で
反

る
ら

む
 

年

は
経

に

つ

つ

(⑦

一
〇

八
〇

)

 

こ

の

「
か

へ
る
」

は
反
復

用
法

を
表

す

と
解

せ
ら

れ
る
も

の
で
あ

る
。

他

に
は
、

「
そ
び

え
立

つ
」

意

の

「
出

で
立

つ
」

が
あ

る
。

・
な
ま
よ
み
の
 
甲
斐
の
国
 
う
ち
寄
す
る
 
駿
河
の
国
と
 
こ
ち
こ
ち

の
 
国
の
み
中
ゆ
 
出
で
立
て
る
 
富
士
の
高
嶺
は
 
天
雲
も
…

(③
三

一
九
)

 

こ

こ
に
分

類

さ
れ

た

「出

で
立

つ
」
全

=

二
例

の
う

ち
、

「
そ
び

え

立

つ
」

意

の
例

は

一
例

だ
け

で
、

そ

の
他

は
全

て

「
出

発

す

る
」

「
出

か
け

る
」

意

の

「
出

で
立

つ
」

で
あ

っ
た
。

・
な

ゆ
竹

の
 

と
を

よ
る
御

子

 
さ

に

つ
ら
ふ
 
我

が
大

君

は

…
七

ふ
菅

手

に
取
り
持

ち
て
 

ひ
さ

か
た

の
 
天

の
河

原

に
 
出

で
立

ち

て
 

み
そ

ぎ

て
ま
し

を
…

(③

四

二
〇

)

・
今

日
よ

り

は
 

顧

み
な
く

て
 

大

君

の
 

醜

の
み
楯

と
 

出

で
立

つ
我

は

(⑳

四
三
七

三
)

先

に
注

(19
)
で
も

触

れ

た

が
、
単

独

用

法

で
、

「
出

づ
」

と

「
立

つ
」

に

は
出

発

を
表

す

も

の
が

あ

る
。

「出

づ
」

に

つ

い
て
も
う

一
度

用
例

を

見

て
み
る
。

・
珠

洲

の
海

人

の

沖

つ
御

神

に

 
い
渡

り

て

…
妻

の
命

の

衣

手

の

別

れ
し
時

よ
 

ぬ
ば

た
ま

の
 

夜

床
片

去

り
 

朝
寝

髪

 
掻

き

も
杭

ら
ず

出

で

て
来

し
 

月
日
数

み

つ

つ
…

(⑱

四

一
〇

一
)

四

一
〇

一
番
歌

は
、

「
都

を
出

て
き

た
」

と

い
う

ほ
ど

の
意

味

と
考

え

ら

れ

る
が
、

こ
の

「
出

づ
」

は
、
出

発

に
通

じ
る
。

注

(
19
)
の
繰

り
返

し

に

な

る
が
、

こ
の

「
出

づ
」

は
、

現
代
語

で
言

う

な
ら
ば

「
入

る
」

に
対
応

す

る
用
法

で
は
な
く

、

「帰

る
、

戻

る
」

に
対
応

す
る

用
法

で
あ

る
。

「
出

づ
」

の
表

す

と

こ
ろ
が
物

理
的
空

間

的
移
動

で
あ
る

こ
と

に

は
か
わ

り

な

い
が
、
概

念

と
し

て
は

「去

る
」

に
近
く

、
そ

の
場

を

「
離

れ
て

い
く
」

と

い
う
色

彩

を
帯
び

る
。

こ
こ
で
示

し

た

「
出

で
立

つ
」

の

「
出
づ

」

も

こ

の
用

法

の
流
れ

を
引

く
も

の
と
考

え

た

い
と
思
う
。
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「
出

づ
」

が
後
項

に
来

る
も

の

に
は
、

動
作

の
継
起

的

配
列

に
あ

た

る

も

の
は

二
例

し

か
な

か

っ
た
が
、

「
出

づ
」

が
前

項

に
来

る
も

の

に

お

い

て
は

そ

の
関

係

に
あ
た

る
も

の
が
全

体

の
半

数

を
占

め

て

い
る

と

い
う
結

果

に
な

っ
た
。

六

、

「
出
づ
」
を
含
む
複
合
動
詞
の
様
相

ー
調
査
の
ま
と
め
ー

 

以

上

「出

づ
」

が
後
項

に
来

る
複

合
動
詞

と
、
前
項

に
来

る
複

合
動

詞

に

つ
い
て
見

た
。

以
上

の
調
査

か
ら

、
集
中

に
お
け

る

「
出

づ
」

を
含

む

複

合
動

詞

の
結

合

の
あ

り
方

に

つ
い
て
ま

と
め

る
。

 

ま
ず

、

「行

く
」

「
来
」

「
渡

る
」

「
過
ぐ
」

な

ど

に
認

め

ら
れ

た
前
項

後

項

の
入
れ
替

わ
り

の
例

は
、
集
中

の

「
出

づ
」

を
含

む
も

の

に
は
存
在

し

な

い
こ
と
が

わ

か

っ
た
。

山

口
前

掲

修
士
論

文

の
調
査

で
は
、

入
れ
替

わ

っ
て
も
意

味

が
変

わ

ら
な

い
例

は
、

こ
の
調

査

で
言

う

「
「
出

づ

」
が

前

項

に
来

る
複

合
動
詞

群
1
②

そ

の
他

」

の
項

目

に
現

れ

て

い
た

。

「出

づ
」

の
場

合

は
ま
さ

に
入

れ
か
わ

っ
て
存

在

し
て

い
る
例

は
な

か

っ
た
が

、
そ

の
意

味
関
係

に
着

目
し

て
も

「
出

づ
」

が
後
項

に
位

置
し

た
場

合

に
見
ら

れ
た

、
前
項

の
動
詞

が

「
出
づ

」
を

修
飾

し

て
移
動

の
手
段

・
状
態

を
示

す

と

い

っ
た
関

係

や
、

「強

意

」

の
グ

ル
ー
プ

に
見

た
、

「出

づ

」
が
前

項

動
詞

で
表

さ
れ

る
動
作

・
行
為

の
補

助

を
す

る
と

い

っ
た

関
係

と
同

種

の

も

の
で
入

れ
替

わ

っ
て

い
る
例

も
、

認

め
ら

れ
な

か

っ
た
。

こ

の
よ
う
な

意
味

関

係

は
、

「
出

づ
」

が
後

項

に
位

置

し

た
時

に

の

み
生
じ

る
も

の

で

あ

る
と
言

え
る
。

な

お
山

口
前

掲
修

士
論

文

の
調
査

で
は
、
前

項
後

項
が

入

れ
替

わ

っ
て
出

現

し
て

お
り
な

お

か

つ
意
味

の
差
が

な

い
と
考

え
ら

れ

た
も

の
は
す

べ
て
、

「行

く
」

「
来

」
を
含

ん

だ
も

の

で
あ
り
、

そ

の
機
能

は
先

に

「出

で
来

」

の
と

こ
ろ

で
見

た
も

の
と
同
様

の
、
自

ら
方

向

を
持

っ
て

い
る
移
動
性

の
動

詞

に
話
者

と

の
関
係

性

を
付
加

す

る
と

い
う

も

の

で
あ

っ
た
。

そ

の
流

れ

に
従

え
ば

、

「
出

で
来
」

に
対

し

「
来
出

づ
」
、

と

い

っ
た

よ
う

な
形
も

あ

る
か

と
は
思

わ
れ

た
が
、

用
例

と

し

て
は
存
在

し

て

い
な

か

っ
た
。

 

動
作

の
継
起

順

に
動
詞

が
連
続

し

て
並

べ
ら

れ

て

い
る

と

い
う
関

係

に

お

い
て
は
、

ど
ち
ら

の
動

作

・
行
為

が
先

に
行

わ
れ

る

か
に
よ

っ
て
順
番

が

変

わ
る
た

め
、

そ

の
意

味

で
前

後

の
入
れ
替

わ
り

は
、
実

際

に
集

中

に

現

れ

て

い
る

か
は

別

と

し

て
、
存

在

の
可
能

性

は
十

分

に

あ

る

と

い
え

る
。
し

か
し
、

そ

れ
以
外

の
関
係

に
お

い
て

は
、
山

口
前
掲

修
士

論

文

の

結

果

と
合

わ

せ

て
も

そ

の
意
味

的
結

合
関
係

を

保
持

し

て
の
入

れ
替

わ

り

は
先

に
示

し

た
も

の
以

外

は
な

く
、

『万

葉
集

』
全

体

で
も

前

後

の

入

れ

代

わ

り
が
ど

の
程
度

自
由

に
行

わ

れ

て
い
た

か
疑
問

の
残

る

と
こ

ろ

で
あ

る
。
な

お
、

『
源
氏
物

語

』
等
中

古

の
作
品

に
は
、

「出

で
立

つ
」

の
入

れ

替

わ

り

に
あ

た

る

「
立

ち
出

づ
」

と

い
う
用
例

が

一
定

数
存

在

す

る
。

こ

の
点

に

つ

い
て
関

一
雄
氏

は
前

掲
書

に
お

い
て
、
中
古

に
な

る
と
、

両
語

に
は
別

語

と
捉

え
ら
れ

る
よ

う
な
意

味

の
違

い
が
認

め
ら

れ

る
と

し
、

そ

の
本
義

の
違

い
を

「
出

で
立

つ
」

は

「動

作
主

が
現
在

の
行

動
範

囲

を

飛

び

出

し

て
、

心
理
的

に

(多

く

は
空

間
的

に
も
)
遠

い
と
感

ず

る
志

向
点

に
向

か

っ
て
行

動

を
起

こ
す
」

と

し
、

「
立

ち
出

づ
」

は
自

分

の
行

動
範

囲
を
出

る

と

い
う
点

で
は

「
出

で
立

つ
」

と
重

な

る
が
、

こ
ち
ら

の
場

合

は
志

向
点

を
持

た
ず

、
「
自

己

の
行

動
範

囲

を
無

目

的

に
出

る
」

こ
と

で

あ
り
、

「
そ

の
場

か
ら
離

れ

れ
ば
十

分
」

で
あ

る

と
述

べ
て

い
る
。

 

集

中

に
存
在

す

る
動

詞
連

続

表

現

は
、

い
わ

ゆ

る

「
並

列

関

係
」

や

「
連

語
」

と

い

っ
た

よ
う

な
名
称

で
前

項

・
後
項

の

つ
な
が

り

の
弱

さ
ば
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か

り

に
目

が
向

け
ら

れ

が
ち

で
あ

る
が
、
今

見

て
き

た
よ
う

に
、

「
出
づ

」

が
後

項

に
位
置

し

た
場
合

に
は
語
彙

的
意

味
関
係

と

い
う
点

で
単

に

「並

べ

て
書

か

れ

て

い
る
」
以

上

の
関
係

が
存

す

る

こ
と

が

わ

か

っ
た
。
前

項

・
後

項

の
入

れ
か
わ

り
も
行

わ

れ

て

い
な

い
こ
と
か
ら

も
、
既

に

「
出

づ

」

に

つ
い
て

は

一
定

の
意
味

関
係

を
表

わ

す
た

め
の
語
順

は
決

ま

っ
て

お
り
、

そ

の
固
定
化

が
進

ん

で

い
る

の
で
は

な

い
か
。

こ
こ

に
現

代
語
複

合

動
詞

に

つ
な
が

る
初

期

の
様

相

を
認

め
る

こ
と
が

で
き

る
と
考

え

る
。

七

、

「
移
動
」
か
ら

「開
始
」

の
意
味

へ

ー
「
～
出
づ
」

の
開
始
用
法
に

つ
い
て
の
可
能
性

 

最
後

に
、

現

代
語

複
合

動

詞

に
お

い
て
強

い
造

語

力

を
も

つ
、
「
～

出

す

」

の
開
始

表
現

(「
雨

が
降

り
出

す
」

「
本

を
読

み
出

す
」

…

「
出

す
」

は
前

項

で
表

さ

れ
る
動

作

・
行

為

の
開

始

を
表

す
。
)

に

つ

い
て
、
日

本

語

の
複

合
動

詞

の
萌

芽

を
見

る

と

い
う
立

場

か
ら
考

え

て
み

る
こ
と

に
す

る
。

 

外

国
語

と
し

て

の
日

本
語

教
育

の
場

面

で
は
、
開

始

の
ア

ス

ペ
ク
ト
を

表

す

二

つ
の
複
合

動
詞

「
～

出

す
」

と

「
～
始

め

る
」

に

つ
い
て

そ

の
用

法

上
、

意
味

上

の
違

い
を

ど
う
説

明
す

る

か
が
問
題

と
な

り
、

そ

の
よ
う

な
観
点

を
持

っ
た
研
究

か

ら

い
く

つ
か

の
見
解

が

示
さ

れ
て

い
る
。

こ

の
問
題

を
ご

く
簡

単

に
示
せ
ば

、

・
雨

が
降

り
始

め
た
 

雨

が
降

り
出

し
た
 

 

・
本

を
読

み
始

め

た
 
本

を
読

み
出

し
た

と

い

っ
た
文

が
あ

る
場

合

に
、
両

者

の
違

い
を
日
本

語

を
母
語

話
者

と

し

な

い
者

に
対
し

ど

の
よ
う

に
説

明
す

る

か
、

と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

と

も

に
、

「
出

す
」

「
始

め

る
」

は

「
降

る
」

「読

む
」

と

い

っ
た
前

項

動

詞

で

示

さ
れ

る
内

容

の
開

始

の
局
面

を
説

明
し

て

お
り

、
そ

の
意

味

で

「開

始

の
ア

ス
ペ

ク
ト
を

表

す
表
現
」

と

し
て

ひ
と

つ
に
ま

と
め
ら

れ

る

こ
と
が

一
般
的

に
な
さ

れ

て

い
る
。

両
者

の
違

い
の
説

明

に
は
意
味

面

か

ら

の
も

の
や
形

式
面

か
ら

の
も

の
等

諸
説

あ

る
が
、
あ

る
程
度

共
通

の
も

の
と

し

て
提

示

さ

れ

る

も

の

に

「
意

志

を
表

す

表

現

で

の
使

用

の
可

否

」
が

あ

る
。

こ
こ

で
は
特

に
こ

の
点

に

つ
い
て
考

察
す

る
。

 

森

田
良
行

氏

は
次

の
よ

う

に
述

べ
る
。

 

 

「～

出

す
」

は

「
考

え
出

す
、

思

い
出

す

」

の
よ
う

に
、

"事

柄

の
発

 

生
、

形
成

"

の
意

の
あ

る
点
、

「
～
始

め

る
」

と
異

な

る
。

「
～
出

す
」

 

は
無

の
状

態

、
現

れ

て

い
な

い
状
態

の
も

の
が

お
の
ず

と
顕
在

化

し
、

 

動
作

・
状

態

の
変

化

と
し

て
形

を

な

す

と

い
う

気

分

が

強

い
。

だ

か

 

ら
、

人

間
行

為

に
使

わ
れ

て
も
意

志
性

が

な

い
。

「歩

き
出

し

た
、
読

 

み
出

し
た

」
な

ど

は
、

「彼

は

い
や

い
や
歩

き
出

し

た
」

の
よ

う

に
他

 

者

の
行

為

を
叙

す
場

合

か
、
「
あ

の
テ

レ
ビ
番

組

を
見
出

し

て

か
ら

、

 

土
曜

の
夜

が

楽

し

み
に
な

っ
た
。
」

「
や

っ
と
実

の
親
を
探

し
出

す

こ
と

が

で
き

た
」

の
よ
う

に
、
自
身

の
こ
と

で
も
結
果

的

に
事
実

を
叙

す

場

合

で
、

自
己

の
意

志
的

判
断

「
そ

ろ
そ

ろ
本

を
読

み
出

そ

う

か
」

な

ど

 

と
は
言

わ

な

い
。

「
ぼ

つ
ぼ

つ
時
間

だ
。
読

み
始

め

る
と
し

よ
う

か
」
、

 

「～

始

め

る
」

を
用

い
る
。

(傍
線
筆

者
)

 
 

 
 

 

 
 

 

 

(『
基
礎

日
本
語

辞
典

』

一
九

九

九
年
角

川
書

店

)

姫

野
昌

子
氏

も

『複

合

動
詞

の
構

造

と
意

味
用

法
』

「
第

5
章

5

・
4
開

始

の

「～

だ

す
」
」

に
お

い
て

「
～
出

す
」

は

「
意
志

的

表

現

に
そ

ぐ

わ

な

い
」

と
し
、

次

の
よ

う
な
例

を
挙
げ

る
。

 
 

 
 

 

?
早

く

や
り
出

せ
/
早

く
や

り
始

め
ろ

 
 

 
 

 

?
今

す

ぐ
読

み
出

し

た

い
/
今

す

ぐ
読

み
始

め
た

い
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?
今

日
中

に
論
文

を
書

き
出

し

て

お
こ
う
/
今

日
中

に
論
文

 

 

 
 

 
 
を
書

き
始

め

て
お

こ
う

日
本

語
教

師
用

の
手

引
書

の
中

に
も
、

開
始

の

「
～
出

す
」

と

「
～
始

め

る
」

の
違

い
を

「意

志

の
形

が
可
能

か
ど
う

か
」

と

い
う

点

で
説

明

し
て

い
る
も

の
が

あ

る
。

 

 

 
 

(
1
) 

急

に
雨

が

{
降

り
出

し

た
/

降

り
始

め
た

}。

 

 

 
 

(
2
) 

田
中

さ
ん

は
6
時

ご

ろ

か
ら
料

理
を

{
作

り
始

め

た
/

 

 

 
 

 
 
作

り
出

し
た

}
。

 

 

 
 

(
3
) 

6
時
ご

ろ
か
ら
料

理

を

{
作
り
始

め

よ
う
/

(?
)

作

 

 

 
 

 
 
り
出

そ

う

}。

 

 
「
～
出

す

」
も
開

始

を
表

し
ま

す
。

「
～

始
め

る
」

と
ほ

ぼ
同

じ

よ
う

 

 

に
使

え
ま

す
が

、

(
3
)

の

よ
う

な
意

志

表

現
と

と
も

に
は
あ

ま

り

 

 
用

い
ま

せ
ん
。

(傍

線
筆
者

)

 

 

(『
初
級

を
教

え

る
人

の
た

め

の
日
本
語

文
法

ハ
ン
ド
ブ

ッ
ク
』

「
§

 

 

6

1

4
 

～
始

め

る
、
～

だ

す
、

～
終

わ

る

(～

終

え

る
)
、
～

や

 

 

む
」

庵
功

雄

ほ

か
二
〇
〇

〇
年

ス
リ

ー

エ
ー
ネ

ッ
ト

ワ
ー
ク
)

 

「
～
出

す

」
が
意

志

表

現

と
と

も

に
使

わ

れ

に
く

い
こ
と
を

ど

れ
も

指

摘

し

て

い
る
が
、
森

田
氏

の
言

及

の
ほ

か

は
、
な

ぜ

「
～

出

す
」

が
意

志

表

現

に
そ
ぐ

わ
な

い
の
か
と

い
う
点

に

つ
い

て
の
説
明

は
な

く
、
ま

た
、

意

志
表

現

を

「
取

り

に
く

い
」

と

す

る
な

ら
ば

、

「
と

る
」
場

合

も
あ

る

こ
と
が
暗

示

さ
れ

て

い
る
よ

う

に
思

わ
れ

る
が
、

そ

の
点

に

つ
い
て
の
説

明

も

見

当

た

ら
な

か

っ
た
。

こ

こ

で
言

わ

れ

て

い
る

「意

志

表

現

」

の

「
意
志

」
が

ど

こ
ま

で
を
指

す

の
か

と

い
う

問
題

も
あ

る
が
、

こ

の
点

に

つ
い
て
筆
者

は
、

以
前

に
行

っ
た

、

日
本
語

母
語

話
者

に
よ

っ
て
書

か

れ

た
小
説

四
十

三
作

品
他

を
対

象

と
す

る
開

始
表

現

に

つ
い
て

の
調
査

の
結

果

か

ら
、

「歩

く
」

「
走

る
」
「
動

く
」

「駆

け

る
」
「
泣

く
」

「
笑

う
」

「
言

う
」

の
語

に

つ
い
て
、

「
～
出

そ
う

」

「～

出

し
た

い
」

等
を

含

む
表

現

の

存
在

を
確

認

し
た

。

 
古

典

語

に
お

い
て

は
、

「
出

づ
」

と

い
う
形

が

「
出

だ
す

」

と

い
う
他

動

詞

の
形
を

派
生

さ

せ
て

い
く

こ
と

は
先

に
見

た
。

集
中

に

は
現
代

語

に

見

ら

れ
る

「
本
を

読

み
出

す
」

の
よ
う

な
移
動

の
意
味

を
持

た
な

い
ま

っ

た

く

の
開

始

表
現

と
考

え

ら
れ

る
よ
う

な
例

は
存
在

し
な

か

っ
た

わ
け

で

あ

る
が

、
実

は
分

類

の
過
程

で
、

開
始

の
用
法

に
通

じ

る
の

で
は

な

い
か

と
思

わ
れ

る
用
例

が
あ

っ
た
。

こ
こ

で
は
、

「
漕
ぎ
出

(づ

)
」

を
例

に
と

り

、

こ

の
よ

う

な
例

に

つ

い
て
考

え

て
み

る
こ
と

に
す

る
。

こ
れ

は
先

の

分

類

で
移

動

の
②

に
入

れ

た
も

の
で
あ

る
。
移

動

の
意

味

の
存
在

を

前
提

と
し

て
、
以

降
例

を
見

て

い
く

こ
と

に
す
る
。

 

『
新
編

古

典

日

本
文

学

全

集

 
万

葉

集
』

で

は
、
「
漕

ぎ
出

(づ

)
」

に

全

て

「
漕
ぎ

出

す

」

の
訳
語

を

当

て

て

い
る
。

し

か
し
、

「
漕

ぎ

出

す

」

と

一
言

で
言

っ
て
も

そ

の
表

す
所

は
、

一
様

で

は
な

い
。

現
代

語

に
お

い

て

こ

の
言

葉

の
表

し
得

る
内

容

を
規

定

す

る

な

ら
ば
、

先

に
見

た

と

お

り
、

「漕

い

で
移

動

す

る
」

意

の

「
漕
ぎ
出

る
/
漕

ぎ

出

す

(
こ

の
場

合

の

「
出

る
」

と

「
出

す
」

は
共

に
移
動

を
示

し
、

用
法
上

の
意

味

の
差

は

な

い
。
)
」

と
、

「
漕

ぐ

と

い
う
動

作

を
開

始

す

る
」
意

の

「
漕

ぎ

出

す

」

に
大

別

で
き

る
。

集
中

の
次

の
歌

は

ど

の

よ
う

に
解

せ
ら

れ

る
だ

ろ

う

か
。

・
庭
清

み
 

沖

辺
漕
ぎ

出

つ

る
 

海

人
舟

の
 

梶

取

る
問

な

き
 
恋

も

す

る

か
な

(⑪

二
七
四

六
)

・
み
さ
ご
居

る
 

渚

に
居

る
舟

の
 

漕
ぎ
出

な
ば

 
う

ら
恋

し

け
む
 

後

は
相

寝

と
も

(⑫

三

二
〇

三
)
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・
竹

敷

の
 

玉
藻

な
び

か
し
 

漕
ぎ

出
な

む
 

君
が

み
船

を
何

時

と

か
待

た

む

(⑮

三
七

〇

五
)

・
大

伴

の
 

三
津

に
船
乗

り
 

漕
ぎ

出

て
は
 

い
つ

れ

の
島

に
 

盧

せ
む

我

(⑮

三
五

九
三

)

・
熟

田
津

に
 

船

乗
り

せ
む

と
 

月

待

て
ば
 

潮
も

か
な

ひ
ぬ
 

今

は
漕

ぎ
出

で
な

(①

八
)

 
先

に
分
類

の
と

こ

ろ
で
も
見

た

よ
う

に
、

こ
れ
ら

の

「
出

づ
」

に
は
す

べ
て

「移

動
」

の
意

味

が
認

め
ら

れ
る
。

こ

の
点

、
同

種

の
も

の
と
考

え

る
こ
と

が

で
き

る
。

で
は
、

こ

の

「
移
動

」

と

い
う
意

味

を
さ
ら

に
も

う

一
段

階

掘

り

下
げ

て
考

え

て

み

る
。

現
代

語

の
分

析

に
は
、

「
出

る
」

の

意
味

内
容

を
細

か
く
分
類

し

た
も

の
が
あ

る
。

こ

こ
で
は
森

田
良
行

氏

の

『基

礎

日
本

語

辞
典

』

(
一
九
九

一
年

角

川
書

店

)

よ
り

「
で
る
」

の

項

の

「
事
物

の
移
動

・
移

行
」

か
ら
、

「出

る
」

に
関

す

る
記

述

の
う

ち

集

中

の
例

に
関

係

す

る

(
1
)

と

(
2
)
を

引

用

し
、

簡

略

化

し

て
示

す
。
な

お
、
引

用

文
中

の

「
A
」

は

「
出

る
主

体
」
、

「
B
」
は

「
出

る
起

点

」
、

「
C
」

は

「
出

て
行

く
先

」

を
表

す
。
例

文

に

つ
い
て
は
、

一
部

省

略

し
た

。

 
 

 

(
1
)

「
A

ガ
B

カ
ラ

C

二

(
へ
)

出

る
」

 
 

 

 

「早

く
教

室

か
ら
出

な

さ

い
」

「
庭

へ
出

て
涼

む
」

 
 

 

 
事
物

が

あ
る
領

域

(B
)

か
ら

、
領

域
外

(C

)

へ
と
移
行

す

 
 

 

る

こ
と
。

内
側

か
ら
外

側

へ
の
移

行

で
、

「
か

ら
」
格

に

は
内

側

 
 

 

の
場

所
ま

た

は
移

動

の
出

口
が
立

つ
。

 
 

 

 
「
部

屋
、

家
、
東

京

、
日
本

…

…

か
ら
出

る
」

(起

点
)

 
 

 

 

「門

、
玄

関
、

窓
、

出

口
、
非

常

口
…

か
ら
出

る
」

(経

由

点
)

 
 

 

 

「穴

か
ら
出

る
」
な

ど

は
、
内

側

と

も
出

口

と
も
解

せ

る
例

で

あ

る
。

(
1
)

の

「
出

る
」

は

「
は

い
る
」

と
対

応

す

る
。

(傍
線

筆

者

)

(
2
)

「
A
ガ

B
ヲ
出

る
」

 

「
下
宿

を
出

る
」

「
大

学

を
出

て
社

会

人

に

な

る
」

「
日

本

を
出

て
ア

メ
リ

カ

に
渡

る
」

「
を
」

格

に
起

点

の
語

(B

)
を

入

れ
、

目
標

や
到

達
点

(
C
)
を

示
す
要

が
あ

る
場

に
は

「
…
を
出

て
」

の
あ

と

に

「
B
を
出

て
C

へ
行

く
」

の
よ
う

に
他

の
動

詞

を
用

い

て
表

す
。

 

「
下
宿

を
出

て
寮

に
移

る
」

「故

郷
を

出

て
異
国

の
空

の
下

で
暮

ら

す
」

そ

の
場

所
を

離

れ

て
、
そ

こ
か
ら

外

へ
移

り
動

く
。

"去

る
、
出

発

す
る
、

卒
業

す

る
、

お
ん
出

る
"
な

ど
、

状
況

に

よ

っ
て
種
種

 

 
 

の
意
味

を
帯

び

る
。

(2
)

の

「
出

る
」

は

「帰

る
/

戻

る
」

な

 

 
 

ど

と
対
応

す

る
。

(傍

線
筆

者
)

 

(
1
)

の

「
庭

へ
出

て
涼

む
」

の
よ

う

な

「
入

る
」

に
対

応

す

る
移

動

の
意

味

と
、

(2
)

の

「去

る
、
出

発

す

る
」
と

い

っ
た
離

れ

る
意

識

を

持

っ
た

「帰

る
、

戻

る
」

に
対
応

す

る
よ
う

な
移
動

の
意
味

は
、

集
中

の

例

に
は
認

め
ら

れ
な

い
だ

ろ
う

か
。

こ
の
視
点

を
持

っ
て
先

ほ
ど

の
五
首

の
例

を
も

う

一
度

見

る
。

 

始

め

の
歌

は

「
沖

辺

」
と

「
出

て

行

く

先
」

が

明

示

さ

れ

て

い

る
。

「
漕
ぎ

出

」

は
、

(
1
)

に
近

い
表

現

と
見

る

こ
と
が

で
き
そ

う

で
あ

る
。

続

く

二
例

は

「漕

ぎ
出

」

た
船
を

見
送

る
視
点

に
立

っ
た
人

の
歌

で
、

ど

こ
を
去

る

の

か
と

い
う
起
点

に

つ
い
て
は
歌
中

で
は
明

示
さ

れ

て

い
な

い

が

「
私

の
と

こ

ろ
」

で
あ

り
、 

「
そ

の
場

所

を
離

れ

て
、

そ

こ

か
ら

外

へ
移

り
動

く

」

と

い
う

意
味

の

(
2
)

に
近

い
用
法

と
言

え

そ

う

で
あ
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る
。

そ
し

て
最
後

の
二
例

も
同
く

(
2
)

の
グ

ル
ー
プ

に
入

る
と
考

え
ら

れ

る
。

四
例

と

も

に

「
離

れ
る
」

意
味

を
持

つ
の
で
あ

る
が

、
前

者

二
例

の
ほ
う
が

、
森

田
氏

の
言
葉

を
借

り

れ
ば

「
去

る
」

と

い
う
意

味

に
、
後

者

二
例

の
ほ
う

が
よ

り

「出

発

す
る

」
と

い
う
意

味

に
近

い
よ
う

に
思

わ

れ

る
。
出

発

と

い
う
意

味

で

は
、

巻

一
の
八
番
歌

と
類

似

し
た

「
さ
あ
、

漕
ぎ

出

そ
う
」

と

い

っ
た
内

容

の
も

の
が
他

に
も

あ

る
。

・
海

神

は
 

奇

し
き

も

の
か
…

い
ざ

子
ど
も
 

あ

へ
て
漕
ぎ

出
む
 

に
は

も
静

け

し

(③

三

八
八
)

・
天

の
川

 
波

は
立

つ
と
も
 
我

が
舟

は
 

い
ざ

漕
ぎ

出

で
む
 
夜

の
ふ

け

ぬ
間

に

(⑩

二
〇

五
九

)

 

『
動
詞

の
意
味

用
法

の
記

述
的

研
究

』

(
一
九
七

二
年

 
秀

英
出
版

)

の

「
6
 

で
る
」

の
項

で
、

現
代
語

の

「
出

る
」

の
出

発

の
用

法

に
言

及

し

て

い
る

と

こ
ろ
が
あ

る
。

以
下

記
述

を
引

用
す

る
。

 

[
0
1
1
]

出
発

す

る
こ

と

 

・
そ

の
う

ち

に
汽

車
が

す

る
す

る
出

て

い

っ
た
。

(あ
ら

く

れ
)

 

・
東

京

の
交

通

公

社

本
社

前

か
ら

出

る

志
賀

高

原

ゆ

き

の
夜

行

バ

ス

 
 

は
、

(旅

 

一
九

九

五
年

一
月
)

 

・
1
時

半
ご

ろ
汽

船

の
出

る
所

へ
行

っ
た
。

(暗
夜

行
路

・
前

)

 
 

こ
れ
ら

に
あ

た

っ
て
は
、

や

は
り
出

発
点

は

一
つ
の
点

で
あ
る

が
、

 
 

「
江
戸

を
出

る

」
な

ど

と

ち

が

っ
て

(「
江

戸

を
出

る
」

は
、

「
[
0

 
 

1
0
]

あ

る
地
点

か
ら
離

れ
る

こ

と
」

に
分
類

さ

れ

て

い
る
。

[
0

 
 

1
1
]

は

そ

の
変

種

で
あ

る
。
 

筆

者

注
)
、

さ

ら

に
、
特

定

の
地

 
 

点

を

は
な
れ

る
と

い
う

こ
と

も
問
題

で
な

く

な
り
、

た
だ

単

に
移

動

 
 

を

は
じ

め
た

こ

と
を
あ

ら
わ

し

て

い
る
。

上

に
見

る
よ
う

に
、
車

か

 
 

船

か
の
例

だ

け
だ

が
、

そ

の

ほ

か
、

た

と
え

ば
、

「
使

い

の
者

が
朝

 
 
九

時

に
出

た

か

ら

・
…
」

の
よ

う
な

ば

あ

い
も
、

こ
れ

に
属

す

る

と

 
 

み

て
よ

い
だ

ろ
う
。

 
別
語

で
置

き
換

え

る
な

ら
ば
、

こ
れ
ら

は

「
発
車

す

る
」

と
も

表

せ
る

語

で
あ

る
。

「
ど

こ

か
ら
離

れ
る

か
」

と

い
う
出

発

の
地
点

が
意

識

の
上

で
問
題

で
な
く

な

っ
た
時

、
出

発

の
意
味

は
更

に
移
動
行

為

の
開

始
を

表

す

こ
と

に
な

る
と

い
う
。

今
見

た
集
中

の

「
出
発

」

の
意

味

を
持

つ
の
で

は
な

い
か
と
述

べ
た

「
漕

ぎ
出

(づ

)
」

に

つ

い
て
も
、

「
出

発
」

が

さ
ら

に
発

展
し

た

「
移
動

行
為

の
開

始
」

と

い
う
意
味

を
も

認
め

る
余

地

は
な

い
だ

ろ
う

か
。

 
実
際

、

現
代

語

の
複
合

動
詞

の
中

に
も

「
出

発
」

と

い
う

移
動

行
為

が

「
開
始

」

表
現

に
非

常

に
近

い
で
あ

ろ
う

と
思

わ
れ

る
例

が

存
在

し

て

い

る
。

現
代

語

に
お

い
て
、

「
漕
ぎ

出

す
」

「歩

き
出

す
」

「
動

き
出

す
」

「
走

り
出

す
」

と

い

っ
た
複
合

動
詞

は

「
新

し

い
世

界

へ
の
出
発

」

の
意
味

を

も

っ
て
使

わ

れ
る

こ
と

が
あ

る
。

「新

し

い
世
界

へ
の
出

発

」

は
、

「内

と

捉

え
ら

れ
る

場
所

か
ら
外

と
捉

え

ら
れ

る
場
所

へ
の
移

動
」

と

い
う

「
出

す

」

の
意

味

の

「
外

へ
」

の
部
分

が
個

々
具
体

的
な
特

定

の
場

所

で
は
な

く

「
内

と
は

異
な

る
世
界

」

と
認
識

さ

れ
た
場

合

の
、

抽
象

化

し
た
例

と

位

置
付

け
ら

れ
よ

う
。
例

え

ば
次

の
よ

う
な
例

が
あ

る
。

・
で
き

な

か

っ
た

こ

と
を
数

え

る
よ
り

も
…
歯

ぎ

し
り
す

る

ほ
ど

の
思

い

 
出

も

あ

る

け

ど

い

つ
ま

で

も

囚

わ

れ

て

い
な

い

で
歩

き
出

そ

う

…

 

(
『産

経
新

聞
』

【朝

の
詩

】

「私

に
」

二
〇

〇
六
年

東
京

朝
刊

一
面

)

こ

の

「歩

き
出

す
」

と

い
う
表

現

は
、

「歩

き

始

め

る
」

と

置

き
換

え
が

可

能

と

い
う

点

に
お

い
て
、

一
般

に

「
開
始

」
を
表

す
表

現

と
さ

れ
る
。

「
出

す
」

の
表

す
意

味

は

「
始

め

る
」

で

あ

り
、
前

項

動

詞

の
表

す
動

作

・
行

為

の
開
始

を
表

す
後

項
要

素

で
あ

る
と

い
う
理
解

で

あ
る
。

確

か
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に
、
そ

の
よ
う

に
も
考

え

ら

れ
る
が

、

「
雨
が
降

り
出

す
」

「
本
を
読

み
出

す
」

と

い

っ
た
も

の
と

は
少
し
質

を

異

に
し
た

、
先

に
見

た

「
出

発
」

か

ら

導

か
れ

る

「
移
動

行
為

の
開

始
」

と

い
う
要

素

が
あ

る
よ
う

に
思

わ
れ

て
な
ら

な

い
。

 

以

上

の

こ
と

を
踏

ま

え

て
、
集

中

の
例

に
再

び

戻

る
。

先

ほ

ど

見

た

「出

づ

」

の
出

発

の
意
味

を
持

つ
と
考

え
ら

れ
る

も

の
の
ほ

か
に
も
、
例

え

ば
次

の
歌

な
ど

に
は

「
出
発

」

か
ら
導

か
れ
る

「
移
動
行

為

の
開
始

」

の
意
味

を
認

め

る
可
能
性

が
あ

り

は
し

な

い
だ
ろ

う

か
。

・
海

人

娘
子

 
棚

な
し
小

船
 

漕
ぎ

出

ら
し
 

旅

の
宿

り

に
 
梶

の
音

聞

こ
ゆ

(⑥

九

三
〇
)

・
磯

に
立
ち
 

沖
辺

を
見

れ
ば
 

海

布
刈

り
舟

 
海

人
漕
ぎ

出

ら
し
 
鴨

翔

る
見

ゆ

(⑦

一
二

二
七

)

・
彦
星

し

妻

迎

へ
舟

漕
ぎ

出

ら
し

 
天

の
川
原

に

霧

の
立

て
る
は

(⑧

一
五

二
七
)

三

つ
め

の
歌

を
例

に
取

る
。

こ
れ

は

「彦

星

が
舟

を
漕
ぎ

出

す
」
と

い
う

構

造

で
、
ど

こ

か
ら
出

る

の
か
と

い
う
起

点

(出

発
点
)

と
、

ど

こ

へ
向

か

っ
て
出

る

の
か
と

い
う
着
点

(
目
的
地

)

に

つ
い
て
の
意
識

が
先

に
見

た
巻

=

の
二
七

四
六
番

歌

や
巻

一
五

の
三

七
〇

五
番
歌

に
比

べ
希
薄

で

あ

る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

「移

動

」

と

い
う
意

味

の
中

に

「
漕

ぐ

こ

と

の

開

始
」

の
要
素

が
窺

わ
れ
は

し
な

い
だ

ろ
う

か
。

 

筆
者

は

こ
こ

で
こ
れ

ら

の
表

現

が

「
漕

い
で

(海

に
)
出

る
」

と

い
う

移

動

の
表

現

な

の

か
、

「
漕

い
で
出

る

11
去

る
」

と

い
う
離

反

の
意

識

を

持

っ
た
出

発

に
近

い
移

動

の
表

現

な

の
か
、

「漕

ぐ

こ
と
を

始

め

る
」

と

い
う
開

始

の
表
現

な

の

か
、

ど

れ

に
当

た

る

の
か
を
峻

別

し
よ
う

と
す

る

の
で
は
な

い
。

す

べ
て
移
動

と

い
う
枠

の
中

に
あ

る

こ
れ

ら
は
、

む
し

ろ

重
層

的

に
全

て

の
意

味

を
併

せ
持

っ
て

い
て
、
連

続
的

で
あ

る

と
考

え
る

ほ

う
が
自

然

で
あ

る
。

そ

の
意

味

の
強
弱

は

お
そ
ぢ
く

そ

の
表

現
を
受

け

取

る
人

の
語

感

に
よ

っ
て
も

左
右

さ
れ

る
も

の
で
あ

ろ
う
。

筆
者

は
、

こ

の

「
漕
ぎ

出

」

に

い
わ
ゆ

る
開
始

の

「
漕
ぎ
出

す
」

に

つ
な
が

る
そ

の
萌

芽

と

し
て

の
意
味

が
認

め

ら
れ

な

い
か
と

い
う

「
可
能

性

を
見

る
」

と

い

う
視

点

か
ら

の
整

理
を
行

っ
て

み
た
。

 

こ

れ
ら

の
例
を

、
仮

に
現

代
語

の

「
雨
が
降

り
出

す
」

ほ
ど

に

は

っ
き

り

と
開

始

の
意

味

を

示

さ

な

い

ま

で

も

「
「
～
出

づ
」

形

の
複

合

動

詞

(時
代

が
下

る

に
従

い

「
～

出
だ

す
」

形
を

も
派
生

さ
せ

て

い
く
)

の
開

始

用
法

の
は
じ

め

の
形

で
あ

る
」

と
捉

え

る
と
す

る
と
、
集

中

の
こ
れ
ら

の
例

は
、

こ

の
項

の
最

初

で
触

れ

た

現

代

語

研
究

の

「
開

始

の

「～

出

す

」

は
意

志

表
現

を

と
り

に
く

い
」

と
す

る
見
解

に
ひ
と

つ
の
示
唆

を
与

え
る

よ
う

に
思

わ
れ

る
。

・
熟

田
津

に
 

船

乗

り
せ

む
と
 

月
待

て
ば
 

潮

も
か
な

ひ

ぬ
 

今

は
漕

ぎ

出

で
な

・
海
神

は

も
静

け
し

・
天

の
川

け

ぬ
間

に

先

ほ

ど
示

し
た

こ

の
三

つ
の
歌

は
、

勧

誘

の
意
味

を
持

っ
た
意

志

の
形
を
取

っ
て

い
る
。

「
と

り

に
く

い
と
す

る
意

志

の
表
現

」

が
ど

こ
ま

で
を
指

す

の

か
あ

い
ま

い
で
、

前

提

と

も

い
う

べ
き
も

の

に

つ
い
て
記

し
た
も

の
を
見

つ
け

る

こ
と
が

で

き

な

か

っ
た

が
、
関

連

す

る
議

論

が

こ
こ

に
現

れ
た

よ
う
な

「
勧

誘
」

の

(①
八
)

奇
し
き
も
の
か
…
い
ざ
子
ど
も
 
あ

へ
て
漕
ぎ
出
む
 
に
は

(③
三
八
八
)

波
は
立
つ
と
も
 
我
が
舟
は
 
い
ざ
漕
ぎ
出
で
む
 
夜
の
ふ

(⑩
二
〇
五
九
)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
強
調
し
て
示
し
た
よ
う
に
三
つ
全
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
現
代
語
研
究
の
い
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

と
い
う
も

の
の

「意
志
」
の
定
義

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
管
見
に
入
っ
た
限
り
で
は
そ
の
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表

現
を

も
含

ん

で
な

さ
れ

て

い
る
状

況

か
ら
判
断

す

る
と
、

お
そ
ら

く

こ

こ

で
取

り

上
げ

た
例
も

広
く

「
意
志

の
表

現
」

と
し

て
含

ま
れ

て

い
る
だ

ろ
う
。

 

古
典

語

の
、

そ
れ

も
か

な
り
早

い
時
期

に
お

い
て
開

始
表

現

に
通

じ

る

と
考

え
ら

れ

る

「
出

づ
」

を
含
む
複

合
動

詞

が
、
意

志

の
表

現

と
し

て
現

れ

て

い
た

と

い
う

こ
と
は

こ
こ

で
ひ
と

つ
言

え
そ
う

な

こ
と

で
あ

る
。

そ

し

て
、

お
そ
ら

く
現
代

語

の

「
雨

が
降

り
出
す

」
と

い
う

、
移
動

の
意
味

を
全

く
含

ま
な

い
純
粋

な
開

始

の
用
法

と
と
も

に
、

同
じ

性
質

の
も

の
と

し

て
現
在

く
く

ら
れ

て

い
る
も

の
の
中

に
も
、

こ
の
流

れ

を
汲

む
も

の
が

存

在

し

て

い
る
は
ず

で
あ

る
。

先

に
行

っ
た
小
説

の
用
例

分
析

の
調
査

で

意

志

の
表

現
が
確

認

で
き

た

「
動

き
出

す
」

や

「
歩

き
出

す
」

と

い

っ
た

も

の
が
今

は
ま
ず

思

い
つ
く

が
、

こ

の
流

れ
を

汲

む
も

の
に

「意

志

の
言

い
方

が
使

え
な

い
」

と
言

い
切
れ

る
も

の
が

ど
れ
だ

け
存

在
す

る

で
あ

ろ

う

か
。

 

以

上
、

集
中

の
用
例

か
ら
現
代

語

の
開

始
表

現

に

つ
な

が

る
意
味

を
考

え

た
。

し
か

し
、
開
始

表

現

の
全

体
像

に

つ
い
て
考

え

る

に
は
、

も

っ
と

時

代

の
下

っ
た

も

の

の
例

も
見

な

け

れ
ば

確

か
な

こ

と

は
言

え

な

い
。

「
～

始

め
る
」

と

の
違

い
も
考
え

る
な

ら
ば
、

集
中

に
も

そ

の
例
が

あ

る

が
、

古
語

に
お

い
て
そ

の
用
法

に
通
じ

る

「
そ
む
」
、
「
始

む

(は

じ
む

)
」

に

つ
い
て
も
観
察

す

る
必
要

が
あ

る
。

こ

こ
で
は
、

開
始

用
法

に
通

じ

る

「
出

づ
」

の
存

在

の
可

能
性

を
指
摘

す

る

に
と
ど

め
、
今

後
他

資
料

の
分

析

を
少

し
ず

つ
行

い
な
が

ら

こ
の
点
を
考

察

し

て

い
き

た

い
と
考

え
る
。

 

本

稿

で

は
、
集

中

の

「
出

づ
」

を
含

む

複
合

動

詞

を
概

観

し
た

。

「出

づ
」

「
出

だ

す
」

の
単
独

用

法
、

そ
し

て
集

中

に

一
例

存

在

し

た

「
出

だ

す

」
を
含

む
複

合
動
詞

の
例

の
ほ
か
、

考
察

の
途
中

で
生

ま

れ

た
疑
問

も

含

め
課

題

と
し

て
残

し

た

こ
と
は
多

い
。
筆

者

は
日
本

語
教

授

の
際

の
語

彙

・
文
法
上

の
諸

問
題

を

「
日
本
語

が
使

わ
れ

て
き

た
姿

」

を
見

る

と

い

う
通
時

的

な
視
点

か
ら
考

察

し
た

い
と

い
う
希
望

を
持

っ
て

い
る
。

ま
だ

そ

の
段
階

に
は
至

ら
な

い
が
、

こ
れ
ら

の
点
も
含

め
、
今

後

さ
ら

に
多

く

の
用

例
を

見

て
考

え

て

い
き
た

い
と
思

っ
て

い
る
。

注(1
) 
文
法
的
意
味
関
係
に
つ
い
て
関

一
雄
氏
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(『国
語
複
合
動
詞
の
研
究
』

一
九
七
七
年
笠
間
書
院
)

 

補
助
関
係
…
後
項
が
前
項
を
形
式
的
に
補
助
す
る
関
係
に
あ
る
も
の
で
、
常
に

 

被
補
助
要
素
が
補
助
要
素
に
先
行
す
る
。

(帰
り
行
く

・
散
り
乱
る
)

 

修
飾
関
係
…
前
項
が
後
項
を
修
飾
す
る
関
係
に
あ
る
も
の
。
(隠
し
持
つ
・
か

 
 
 
 
 
 

へ
り
見
る
)

 
 
一
致
関
係
…
前
項
と
後
項
の
意
味
が
単
に
プ
ラ
ス
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
二
語

 
 
 
 
 
 

の
元
の
意
味
が
融
合
し
あ
っ
て
新
た
に
別
の
意
味
が
生
じ
て
い
る

 
 
 
 
 
 

と
考
え
ら
れ
る
も
の
。

(あ
ひ
思
ふ

・
出
で
立
つ
)

(2
) 
『日
本
文
法
大
辞
典
』
(
一
九
七

一
年
村
松
明
編

明
治
書
院
)
の

「複
合

 

語
」

の
項

に
は
、

「単
語

を
構
成
上

か
ら
共
時
的

に
見

た
場

合
、
独

立
し
た
語

 

が

二
つ
以
上
結
合

し
て
、
新

た
に

一
語
と
し

て
の
意
味
、
機
能

を
持

つ
に
至

っ

 

た
も

の
。
」

(傍
線
筆
者
)

と
あ

る
。

(3
) 
「
結
合
順

の
自
由
」
は
関

一
雄

氏
が
前
掲

書
第

一
章

第
三
節

上
代

の
複
合
動

 

詞

に
お
い
て
用
い
た
言
葉

で
あ
る
。
例
え
ば
次

の
よ
う
な
も

の

で
あ

る
。

 

・
石

そ
そ

き

岸

の
浦

廻

に
 
寄

す
る
波

辺

に
来

寄
ら
ば

か
 
言

の
繁
け

む

 

 

(⑦

=

二
八
八
)

 

・
大
野

ら
に
 
小
雨
降

り
し
 

く
木
の
下

に
 
よ
り
よ
り
寄
り
来

我
が
思

ふ
人

 

 

(⑪

二
四
五
七
)

(
4
) 

山

口
真
紀

(但

し
名
義

は
旧
姓
中
村
)
「
『万
葉
集
』

に
お
け
る

い
わ
ゆ
る
複

 

合
動
詞

に

つ
い
て
」

(平
成

一
二
年
度
慶
應

義
塾
大

学
大
学
院

文

学
研
究
科

国

 

文
学
専
攻
修

士
論

文
)。
対
象

と
す

る
複
合
動
詞
は
、
並
列
関
係

も
広
く
含

む
。
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「動
詞

+
動
詞
」
と

い
う
助
詞

の
介
在

等
が
見
ら
れ
な

い
、
形

の
上
で

の
複
合

 
 
を
基
準

と
し
た
。
集
中

に
は
三
語

の
複

合
も
存
在
す
る
が
対
象
は
二
語

の
も

の

 
 
に
限
定

し
た
。
本
稿
も

さ
し
あ

た
り
前

稿
に
引
き
続
き
二
語

の
複
合
を
対
象
と

 
 
す
る
。

(5
) 

関
氏

の
前
掲

書

に
あ
げ
ら

れ
て
い
る
例

を
示
す
。

 
 
袖

君

「
…
」
ち
て
、

お
ま
し
な
ど
出

す
と
て
、
圓
座

に
か
き

つ
ク
。

 
 
 
旅

ト
イ

へ
ば
わ
れ
も
悲

し
な
世

を
ウ
し
と
知
ら
ぬ
山
路

に
入
り
ぬ
と
思

へ
ば

 
 
お
な
じ
山
路

に
と

か
い
ふ
な

る

 
 
ナ
ド
、
イ
ヒ
出
し

て
、
暫
ば

か
り
あ
り
て
、

(宇
津
保
物
語
、
菊

の
宴

)

 
 
 
あ

さ
ま
し
う
、
人

の
と

か
く

い
ふ
を
、
よ
か
ら
ぬ
者

ど
も

の
い
ひ
出
つ
る
事

 
 
と
、
聞

き
に
く
く
お
ぼ
し

て
、
宣

ひ
消

つ
を
、

(源
氏
物
語

 
葵

)

(6
) 

こ
れ

と
は
、
ま
た

別

の
次
元

の
話

に
な

る
が
、
現
代
語

に
お

い
て

「～
出

 
 
す
」

「～
出

る
」
両
方

の
形

が
存
在

し
、
意
味

も
同
じ

で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る

 
 
複
合
動
詞

も
あ
る
。

 
 
『複
合

動
詞

の
構
造

と
意

味
用

法
』
「第

五
章

5

・
2

「
～
で

る
」

の
複
合

動

 
 
詞

」
(
一
九

九
九
年

ひ

つ
じ
書
房

)
に
お

い
て
、
姫

野
昌
子
氏

は
、

同

一
文
脈

 
 
に
お

い
て
現
代
語
複
合
動
詞

で

「出

す
」
と

「出
る
」

の
入
れ
替
え
が
行
わ
れ

 
 
て
も
意
味

が
変
わ
ら
な

い
も

の
と
そ
う
で
な

い
も

の
を
わ
け
、
表

に
し

て
示
し

 
 
て

い
る
。

 
 

(表
は
姫
野
氏

の
著
作

か
ら
の
引

用
で
あ
る
。
横
軸

に
前
項
動
詞

の
意
味
を

三

 
 

つ
に
わ
け

て
示
し
、
更

に
縦
軸

に

「
出
る
」
と

「出
す
」

の
言

い
換
え

の
可
否

 
 
を
示
し
て

い
る
。
今

は
、

こ
ち
ら
に
注
目
す
る
。
)

後
項
要
素

(

a
)

(
b)

同
一

の

文

脈

で

「
～
で

る
」

が

言
い

換
え
ら
れ
ぬ

も
の

「～

だ

す」

に

言
い

換
え
ら
れ
る

前
項
要
素

も
の

(

1
)

沸
き

出
る

(
"

沸
き

出

す)
 

溢

生
ま
れ
で
る

「
外
部
へ
の

移
動」

れ
で
る
 浮

き
出
る
 
浮
か
び
で

咲
き
で
る

の
意
を
含
む
も
の

る

 
に

じ
み
で
る

 
ほ
と
ば
し

り

現
れ
で
る

で
る
 
こ
ぼ
れ
で
る
 
漏
れ
で
る

萌
え
で

る

(
2)

這
い

出
る

(
11

這
い

だ
す)

輝
き
で
る

 進

み
で
る

「

外
部
へ

の

移
動」

転げ

で
る
 転

が
り
で
る

捧
げ
で
る

 歩

み
で
る

の

意
を
含
ま
ぬ
も

飛
び
で
る
 滑

り
で
る

泳
ぎ
で
る
 
躍
り
で
る

の
(
移

動

の

方

走
り
で
る

 漕

ぎ
で
る

暴
れ
で
る
 
舞
い
で
る

法
・

様
相
を
示
す

に
じ

り
で
る

 
流
れ
で
る

ひ
ょ

う
け
で

る

も
の
)

し
み
で

る

 溶

け
で

る

よ
ろ
ば
い
で

る

ふ
き
で

る

 突

き
で
る

ゆ
ら
ぎ
で
る

迷
い
で

る

 さ

迷
い

で
る

ゆ
る
ぎ
で

る

漂
い
で
る
 逃

げ
で
る

抜
き
ん
で

る

逃
れ
で
る

 抜

け
で
る

忍び

で
る
 
浮
か
れ
で
る

(
3)

は
み
で

る
(
11

は
み
だ
す)

お
ん
で
る

接
頭
語
等

さ
し
で
る

 
 
(a
)

の
言

い
換

え
可
能
な
グ

ル
ー
プ

に
つ
い
て
は
、

「数
が
多
く
、

よ
く
使
わ

 
 
れ
る
」
と
し
、
言

い
換

え
不
可
能

な
グ

ル
ー
プ
は

「古
め
か
し

い
語

が
多

い
」

 
 
と
述

べ
て

い
る
。

(7
) 

『時
代
別
国
語
辞
典

 
上
代
編
』

で
は

コ言

に
出

で
て
…
」

の
例

を
、
自
動

 
 
詞

の
例
と
し

て
も
載

せ
て

い
る
。

こ
れ

に
つ
い
て

「
(「出
づ
」

が
自

動
詞
で
あ

 
 
る
か
他
動
詞

で
あ

る
か
は
 
筆
者

注
)
は

っ
き
り
分
け
ら
れ
な

い
場
合

も
あ
る

 
 
が
、

コ
ト

ーー
イ
ヅ

の
約
音

コ
チ
ヅ

に
お

い
て
、
「あ

が
下
延

へ
を
許
知
旦

つ
る

 
 
か
も
」

(⑭

三
三
七

一
)
の
よ
う

に
、

一
般

に
他
動
詞

に

つ
く
助

動
詞

ツ
を
と

 
 
っ
た
例
も
あ

る
こ
と
か
ら
み
て
、
他
動
詞
と
し

て
の
用
法
も
あ

っ
た

こ
と
は
確

 
 
か
で
あ
る
。
」
と
し
て

い
る
。

(8
) 

注

(6
)参
照
。

(9
) 

現
代
語
研
究

で
は
、
対
象

は
複
合
動
詞
で
は
な

い
が
単
独
使

用
の

「出
る
」

 
 

「出
す
」

に

つ
い
て
同
様

の
着

眼
点
か
ら
分
析
を
行

っ
た
も

の
に

『
動
詞

の
意

 
 
味
用
法

の
記

述
的
研
究
』

(国
立

国
語
研
究
所

報
告

4
3

一
九

七

二
年

秀
英

 
 
出
版
)
第

2
部

6

「
で
る
」、

『基
礎
日
本
語
辞
典
』

(森
田
良
行

一
九
九

一
年

 
 
角
川
書
店
)

が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
分
類

の
項
目
立

て
に
差
異

は
あ
る
が
物
理
的

 
 
移
動
と

い
う
基
本
義

を
出

発
点

に
そ

の
意
味

の
変
化
を
詳
述

し
て

い
る
。
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(10
) 

参
照
し
た
注
釈
書

は
次
の
通
り

 
 
『日
本
古

典
文
学
大
系
 

万
葉
集

一
～

四
』
高

木
市
之
助

 
五
味
智

英
 
大
野

 
 
晋

一
九
五
七
年
 
岩
波
書
店

 
 
『万
葉
集
全
注
』
伊
藤
博

・
稲

岡
耕

二
他
諸
氏
 

一
九

八
三
年

有
斐

閣

 
 
『万
葉
集
釈
注
』
伊
藤
博
 

一
九
九
五
年
 
集
英
社

 
 
『万
葉
集

注
繹
』
沢
潟
久
孝

 

一
九
五
七
年
 
中
央
公
論
社

 
 
『
万
葉
集
全
註
釈
』
武

田
祐
吉

 

「
九
四
七
年
 
角
川
書
店

(11
) 

な
お
、
集
中

に
は

「出
だ
す
」
を
伴

っ
た
複
合
動
詞

が

一
例
存
在
す
る
が
、

 
 
こ
れ
も
開
始
表
現
で
は
な

い
。

 

・
ま
そ
鏡
 
か
け
て
偲

へ
ど
 

献
り
出
す
 
形
見

の
物

を
 

人

に
示
す
な
 

(⑮

 
 
三
七
六
五
)

 
 
 
ま
た
、
百
留
康
晴
氏

に
よ
れ
ば

「1
出

す
」

の
形

の
開

始
を
表
わ
す
複
合
動

 
 
詞
表
現
は
中
世
以
降

に
出
現
す
る
と
さ

れ
て
い
る
。

(「複
合

動
詞
後
項

「～
出

 
 
す
」
に
お
け
る
意
味

の
歴
史
的
変
遷
」

二
〇
〇

二
年

『文
化

』
東
北
大
学
)

(12
) 

「出
づ
」

の
独
立

用
法

の
基
本
義

が

「主
体

が
内
と

と
ら
え
ら

れ
る
あ
る
場

 
 
所

か
ら
外

と
と
ら
え
ら

れ
る
場
所

へ
空
間

的

に
移
動

す
る
」

こ
と

で
あ
る

と

 
 
し
、
物
理
的
空
間
的
な
、
主

に
人
間

に

つ
い
て
の
移

動
行

為
を
そ

の
代
表

と
し

 
 
て
あ
げ

る
こ
と
は
、
現
代
語

研
究

で
は

一
般

的

に
行

わ

れ
て

い
る

こ
と

で
あ

 
 
る
。
『動
詞

の
意
味
用
法

の
記
述

的
研
究
』

に
は

「「
で
る
」

の
も

っ
と
も
基
本

 
 
的
な
意
味
は
、
物
体
が
他

の
物
体

か
ら
、

ま
た
は

一
定

の
範
囲

の
空
間

か
ら
、

 
 
外

に
移
動

す
る

こ
と

で
あ

る
。

こ
の
う

ち

で
、
用
例

の
大

部
分

を

し
め

る
の

 
 
は
、
人
間
が
建
物

や

へ
や

の
外

に
移
動

す
る
も

の
で
あ
る
。」

と
あ

る
。
現
代

 
 
語
研
究

で

は
出

発
点

を
ま

ず

そ

こ
に
定

め

て

い
る
た

め
、
「涙

が

出

る
」

や

 
 

「風
が
出
る
」
「
(気
持
ち
が
)
態
度

に
出

る
」
と

い
っ
た
表
現

は
必
然
的

に
物

 
 
理
的
移
動
の
抽
象
化
し
た
表
現
と
し

て
位
置

づ
け
ら
れ
る
。
本
稿

で
も
現
代
語

 
 
研
究
を
指
針
と
し
て
分
類
基
準
を
た

て
る
こ
と
を
試

み
て

い
る
が
、

ま
た

一
歩

 
 
踏
み
込
ん

だ
次

元

の
問
題

と
し

て
、

「歌
集

に
出
づ
」
「色

に
出
づ

」
「言

に
出

 
 
づ
」
と

い

っ
た
表
現
も
あ
る
よ
う

に
通
時
的

に
見
た
本
動
詞

「出
づ
」

の
基
本

 
 
義
と
言
う

べ
き
も

の
が

「物
理
的

な
移
動

」
で
あ
る

か
に
つ
い
て
は
疑
問

の
残

 
 
る
と

こ
ろ

で
あ

る
。

(13
) 

山

口
前
掲

修
士
論
文

の

「
行
く
」
「
来
」

の
分
類

に
お

い
て
は
、
森
田
良

行

 

氏

の
現
代
語

の

「行
く
」

「来

る
」

の
分
類

(『動
詞

の
意
味
論

的
文
法
研
究
』

 

第

3
章

「移
動
動
詞

「行

く
」
「来

る
」
の
意
味

」

一
九
九
四
年
 

明
治
書
院
)

 

 
に
習
う
形

で
、

こ
の
並
列
関
係

に
あ
た

る
項
目
名

を

「順
次
性
」

と
し
た
。

(14
) 

注

(9
)参

照
。

現
代
語
研

究

で

一
般
的

に
参

照

さ
れ

る
二
書

を
参

考

に
し

 

 
た
。

(15
) 

コ

、
先
行
研
究

」
参
照
。
関
氏

は
他
動
詞

性
を
帯

び
た

「出

づ
」

に

つ
い

 

 
て

「前

項
の
他
動
詞

に

ひ
か
れ
て
」
と
述

べ
て

い
た
。

「潜
く
」

の
場
合

は
自

 

 
動
詞

で
あ

る
の
で

「
潜
き
出
づ
」

に

つ
い
て
は
さ
ら

に
疑
問
が
残

る
。

(16
) 

山
口
前
掲
修

士
論

文

「第

二
章
第

二
節

-
二

「
行
く
」
と

「来
」
」

(17
) 

『日
本
古
典
文
学
大
系
 
万
葉
集

』
で
は
こ

の
歌
は
、

「追
出

月
」

の

「追

」

 

 
を

「遣
」

の
誤

と
し
て

「さ
し
出
つ

る
月
」

と
よ
ん
で

い
る
。

(18
)

な
お
、

『新
編

日
本
古
典

文
学
全
集

万
葉
集
』

の
よ
み
に
従

い
分
類

か
ら

 

 
は
除

外
し
た

が
、

『古
典

文
学
大
系
』

の
よ
み

に
よ
れ
ば
、
巻

=

、

「
二
七

 

 
八
番
歌

の

「生

ふ
」
な
ど
も

こ
こ
に
該
当

す
る
。

 

・
水
底

に
 
生

ふ
る
玉
藻

の
 

生

ひ
も
出

で
ず

(大
系

 
生
ひ
出

で
づ
)

よ
し
こ

 

 
の
こ
ろ
は
 
か
く
て
通
は
む

(19
) 

集
中

の
例

を
挙
げ

る
。

 

・
都

辺
に
 

立

つ
に
近
付
く
 
飽
く

ま
で
に
 

相
見
て
行

か
な
 
恋

ふ
る
日
多
け

 

 
む

(⑰

三
九
九
九
)

 

・
珠

洲
の
海

人
の
 

沖

つ
御
神

に
 

い
渡

り
て
…
妻
の
命

の
 

衣
手

の
 

別
れ
し

 

 
時

よ
 

ぬ
ば
た
ま

の
 

夜
床
片
去

り
 
朝

寝
髪
 
掻
き
も
杭
ら
ず
 

出
で
て
来

 

 
し
 

月
日
数
み

つ
つ
…

(⑱

四

}
○

}
)

 

・
大

君
の
 

命
恐
み
 

出

で
来

れ
ば
 
我

取
り
付
き
て
 

言

ひ
し
児

な
は
も

(⑳

 

 
四
三
五
八
)

 

 
 
四

一
〇

一
の
歌

は
、

「都

を
出

て
き

た
」
と

い
う

ほ
ど
の
意
味

と
考

え
ら
れ

 

 
る
が
、
こ
の

「出
づ
」
も
、
出
発

に
通

じ
る
。
こ

の

「出
づ
」

は
、
現
代
語
で

 

 
言
う
な
ら
ば

「
入
る
」

に
対

応
す
る
用
法

で
は
な

く
、
「帰

る
、
戻

る
」

に
対

 

 
応

す
る
用
法

で
あ
る
。
表
す

と
こ
ろ
が
物

理
的
空
間
的
移
動

で
あ

る
こ
と

に
は

 

 
か
わ
り
な

い
が
、
概
念

と
し
て
は

「去

る
」

に
近
く
、
そ

の
場

を

「離
れ
て

い

 

 
く
」
と

い
う
色

彩
を
帯
び

る
。
「来
」

と
複
合
し

た
四
三
五

八
番
歌

も
同
様

で

 

 
あ
る
。
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(20
) 

移
動

の

「出
づ
」

が
持

つ
意
味

に
つ
い
て
は

「七
、

「移
動
」

か
ら

「開
始

」

 

 
の
意
味

へ
ー

「～
出

づ
」
の
動
作

・
行
為

の
開
始
を
表

す
用
法
」

に
お

い
て
詳

 

 
述

す
る
。

(21
)

例

を
示
す
。

 

・
石
そ

そ
き

岸

の
浦

廻

に
 
寄

す

る
波

辺

に
来
寄

ら
ば

か
 
言

の
繁

け

む

 

 

(⑦

一
三
八
八
)

 

・
大
野
ら
に
 
小
雨
降

り
し
く

 
木

の
下

に
 
よ
り
よ
り
寄
り
来

我
が
思

ふ
人

 

 

(⑪
二
四
五
七
)

 

・
沖

つ
島

 

い
行

き
渡

り
て
 

潜
く
ち

ふ
 
飽

玉
も
が
 
包

み

て
 
遣
ら
む

(⑱

 

 
四

一
〇
三
)

 

・
朝
さ
れ
ば
 
妹

が
手

に
巻
く
…
韓
国

に
渡

り
行

か
む
と
…

(⑮
三
六

二
七
)

(22
) 

な
お
、
集
中

に
は

「立
ち
出
む
」

の
設

り
と
さ
れ
る
次

の
例
が
あ

る
。

 

・
津
の
国
の
 
海

の
渚

に
 

船
装
ひ
 

立

し
出
も
時

に
 

母
が
目
も
が
も

(⑳

四

 

 
三
八
三
)

 

 
こ
れ

に

つ
い
て
、
関

氏

は

「
こ

の

「た

し
づ
」

は

「出

発

す

る
」
意

で
あ

る

 

 
が
、
結
合
順
か
ら
し
て
も
、
意
味

の
面

か
ら
し
て
も
異
例
で
あ
り
、
中
央
語

の

 

 
歴
史
を
見
る
立
場
か
ら
は
、
切
り
離

し
て
取

り
扱

っ
て
よ
か
ろ
う
」
と
述

べ
て

 

 
い
る
。
筆
者
も
こ
れ

に
従
う
。

(23
)

山

口
真
紀

『開
始

の

「～
出
す
」

「～
始

め
る
」
に

つ
い
て
1
小
説
作

品

の

 

 
用
例
分
析
を
中
心

に
ー
』
「
3

・
1

・
3
意
志

の
表
現

で
使

わ
れ
る

「～
出
す
」

 

 

「
～
始
め
る
」」

(二
〇
〇
六
年
度
慶
応
義
塾

日
本
語

・
日
本
文
化
教
育

セ
ン
タ

 

 
ー
日
本
語
教
育

学
講
座
修

了
論
文
)
。

一
八
九

八
年
以
降

に
発
表

さ
れ
た
小
説

 

 
を
対
象
と
し
た
。

(24
) 

注
釈
書

に
よ

っ
て
は

「漕
ぎ

出

(づ
)
」
を

「漕
ぎ
出

す
」

と
し
た
り

「
漕

 

 
ぎ
出
る
」
と
し
た
り
し

て
い
る
。

そ
の
現
れ
方
は
様

々

で
特

に
意
図
を
持

っ
て

 

 
使

い
分
け
が
な
さ
れ
て

い
る
と

い
う
印
象

は
受
け
な
か

っ
た
。

(25
) 

姫
野
昌
子
氏

『複

合
動
詞

の
構
造

と
意
味
用
法
』

「第

5
章

5

・
2

「～

で

 

 
る
」
の
複
合
動
詞
」

に
言
及
が
あ

る
。

注

(6
)
参
照
。

(26
) 

『産
経
新
聞
』

の
記
事

よ
り
引
用
し
た
現
代
語

の
用
例

を
次

に
示
す
。

 

 
 
命
を
か
け
た
世
界
を
目

の
前

に
す
る
と
、
日
常

の
悩

み
や
不
安
が
、

と
て
も

 

 
ち

っ
ぽ
け
な
も

の
に
思
え
ま

し
た
。
夢

と
希
望
を
く
れ
た
航
空

シ

ョ
;
に
感
謝

 
 
し
、
明

る
い
未
来

に
向

か

っ
て
走
り
出

そ
う
と
、
決
意
を
新
た

に
し

ま
し
た
。

 
 

(二
〇
〇

二
年

=

月

一
三
日

東
京
朝
刊

 
オ
ピ

ニ
オ

ン
面
)

(27
) 

現
代
語
訳

は

「彦

星
が
妻
迎
え
舟
を
漕
ぎ
出

し
た
ら
し

い
 

天

の
川
原

に
霧

 
 
が
立

っ
た
の
を
見
る
と
」
と
あ

て
ら

れ
て
い
る
。

(28
) 

先
述

し
た
森

田
氏

の
研
究

で
は
、

「自
己

の
意
思
的
判
断
」

に
は

「～
出
す
」

 
 
は
使

え
ず

、
「～
始

め
る
」
を
使

う
と
し
、
「
意
志
表
現
」

の
表

す
内
容

を
限
定

 
 
し
て

い
る
。
し

か
し
、
「
さ
あ
、
漕
ぎ
出

そ
う
」

と
言

っ
た
場

合

に
は

一
般

に

 
 

「
勧
誘
」
と

い
う
名
称

で
ま
と
め
ら
れ
る
も
の

の

「自
己

の
意

思
的
判
断
」

の

 
 
要
素

も
含
ま
れ
て

い
る
と
思
わ
れ

る
。

(29
) 

「複

合
動

詞

の
多
義

性

に
対

す

る
認

知

意

味
論

に
よ

る

ア

プ

ロ
ー
チ

ー

 
 

『～
出

す
』

の
起

動

の
意
味

を
中

心

に
し

て
ー
」
今

井
忍
 
 

一
九

九
三

年

 
 
『言
語
研
究
』

2
 
京
都

大
学

 
 
「開
始

の
局
面

を
取

り
立

て
る
局
面

動
詞

に

つ
い
て
ー

『～
始

め

る
』

『～

出

 
 
す
』

の
用
法
比
較
1
」

 
 
山
崎

恵
 

一
九
九
五
年

 
『阪

田
雪

子
先
生
古

希
記
念
論

文
集

日
本
語

と
日
本

 
 
語

教
育
』
三
省
堂

(30
) 

文
中

に
引
用
し
た

『産
経
新
聞
』

か
ら
の
抜
粋
も

「歩
き
出

そ
う
」
と

い
う

 
 
意

志
の
形
を
と

っ
て
い
る
。

参
考
文
献

庵
功
雄

・
高
梨
信
乃

・
中
西
久
実
子

・
山
田
敏
弘

『初
級
を
教
え
る
人
の
た
め
の
日
本
語
文
法

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』 

二
〇
〇
六
年
 
ス

 
リ
ー
エ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

伊
藤
博
 
 
 
『万
葉
集
釈
注
』 

一
九
九
五
年
 
集
英
社

伊
藤
博

・
稲
岡
耕
二
他
諸
氏
 
『万
葉
集
全
注
』 

】
九
八
三
年
 
有
斐
閣

今
井
忍
 
 
 
「複
合
動
詞
の
多
義
性
に
対
す
る
認
知
意
味
論
に
よ
る
ア
プ

ロ
ー
チ

 
ー

『～
出
す
』
の
起
動
の
意
味
を
中
心
に
し
て
ー
」
 

一
九
九
三
年

 
『言
語
研

 
究
』
2
 
京
都
大
学

沖
森
卓
也
 
 
「
古
典
語
の
複
合
動
詞
」

一
九
九
〇
年

『別
冊
国
文
学
38
古
典
文
法

 
必
携
』 

学
燈
社

沢
潟
久
孝
 
 
『万
葉
集
注
繹
』 

一
九
五
七
年
 
中
央
公
論
社
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小
嶋
憲
之
 
木
下
正
俊

東
野
治
之
 
『新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

万
葉
集
1

 
～
4
』 

一
九
九
六
年
 
小
学
館

上
代
語
辞
典
編
集
委
員
会
編

『時
代
別
国
語
辞
典

上
代
編
』
 

一
九
七
二
年

 
三
省
堂

関

一
雄

 

 

『国
語
複
合
動
詞
の
研
究
』
 

一
九
七
七
年

笠
間
書
院

国
立
国
語
研
究
所
報
告
43
 
『動
詞
の
意
味
用
法
の
記
述
的
研
究
』 

一
九
七
二
年

 
秀
英
出
版

高
木
市
之
助

・
五
味
智
英

・
大
野
晋
 
『古
典
文
学
大
系
 
万
葉
集

一
-
四
』 

一

 
九
五
七
年

武
田
祐
吉

中
村
幸
弘

『国
語
研
究
』

中
村
幸
弘

東
辻
保
和

姫
野
昌
子

百
留
康
晴

 
○
〇
二
年

『高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
人
文
科
学
』

 

『国
語
と
国
文
学
』

松
村
明

森
田
良
行

山
崎
恵

 

『～
出
す
』

 
文
集
日
本
語
と
日
本
語
教
育
』

な
お
、
国
文
学
研
究
資
料
館

(『日
本
古
典
文
学
大
系

較
の
た
め
の
用
例
を
抽
出
し
た
。

岩
波
書
店

『万
葉
集
全
註
釈
』 

一
九
四
七
年
 
角
川
書
店

「万
葉
集
中
の

「思
ひ
i
」
型
複
合
動
詞
に
つ
い
て
」

一
九
六
九
年

28
 
國
學
院
大
學

『補
助
用
言
に
関
す
る
研
究
』 

「
九
九
五
年
 
右
文
書
院

「平
安
時
代
複
合
動
詞
後
項
索
引
稿
上

・
下
」
 

一
九
七
八
、
九
年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27

・
28
 
高
知
大
学

『複
合
動
詞
の
構
造
と
意
味
用
法
』 

一
九
九
九
年
 
ひ
つ
じ
書
房

「複
合
動
詞
後
項

「～
出
す
」
に
お
け
る
意
味
の
歴
史
的
変
遷
」
二

『文
化
』
66
 
東
北
大
学

「複
合
動
詞
と
動
詞
連
接
1
「～
出
づ
」
を
中
心
に
ー
」
二
〇
〇
三
年

 
 
 

80
 
東
京
大
学

『日
本
文
法
大
辞
典
』
 

一
九
七

一
年

明
治
書
院

『基
礎
日
本
語
辞
典
』 

一
九
九

一
年
 
角
川
書
店

「開
始
の
局
面
を
取
り
立
て
る
局
面
動
詞
に
つ
い
て
ー

『～
始
め
る
』

の
用
法
比
較
1
」 

一
九
九
五
年
 
『阪
田
雪
子
先
生
古
希
記
念
論

 
 
 
 
 
 
 
三
省
堂

 
 
 
 
 
 
「日
本
古
典
文
学
本
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

『万
葉
集
』
」

 
 
 
 
 
万
葉
集
』
の
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
)
を
使
用
し
、
用
例
比
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資
料
①

「
出
づ
」
が
後
項
に
来
る
複
合
動
詞
群

①
独
立
し
た
移
動
行
為

(並
列
関
係
)

圏・
天
地

の
遠

き
が
ご

と
く

…
飽

玉
 

さ
は
に
潜

き
出

…
貴
き
見
れ
ば

(⑥
九

三
三
)

・
紫

の
 
粉
潟

の
海

に
 
潜

く
鳥
 

玉
潜

き
出
ば
 

我
が
玉

に
せ
む

(⑯

三
八
七
〇
)

國・
君
来
ず
は
 
形
見
に
せ
む
と
 
我
が
二
人
 
植
ゑ
し
松
の
木
 
君
を
待
ち
出

で
む

 

(⑪
二
四
八
四
)

・
高
山
に
 
た
か
べ
さ
渡
り
 
高
々
に
 
我
が
待

つ
君
を
 
待
ち
出
で
む
か
も

(⑪
二

 
八
〇
四
)

②
移
動
の
手
段

・
状
態
が
示
さ
れ
た
移
動
行
為

(修
飾
関
係
)

移
動
の
手
段

圏・
熟
田
津
に
 
船
乗
り
せ
む
と
 
月
待
て
ば
 
潮
も
か
な
ひ
ぬ
 
今
は
漕
ぎ
出

で
な

 

(①
八
)

・
海
神
は
 
奇
し
き
も
の
か
…

い
ざ
子
ど
も
 
あ

へ
て
漕
ぎ
出
む
 
に
は
も
静

け
し

 

(③
三
八
八
)

・
海
人
娘
子
 
棚
な
し
小
船
 
漕
ぎ
出
ら
し
 
旅
の
宿
り
に
 
梶
の
音
聞
こ
ゆ

(⑥
九

 
三
〇
)

・
朝
な
ぎ
に
 
ま
梶
漕
ぎ
出
で
て
 
見

つ
つ
来
し
 
三
津
の
松
原
 
波
越
し

に
見

ゆ

 

(⑦

=

八
五
)

・
磯
に
立
ち
 
沖
辺
を
見
れ
ば
 
海
布
刈
り
舟
 
海
人
漕
ぎ
出
ら
し
 
鴨
翔
る
見
ゆ

 

(⑦

一
二
二
七
)

・
大
船
を

荒
海

に
漕
ぎ
出
で
 
や
船
た
け

我
が
見
し
児
ら
が
 
ま
み
は
著
し
も

 

(⑦

一
二
六
六
)

・
大
船
に
 
ま
梶
し
じ
貫
き
 
漕
ぎ
出
な
ば
 
沖
は
深
け
む
 
潮
は
干
ぬ
と
も

(⑦

一

 
三
八
六
)

・
彦
星
し
 
妻
迎

へ
舟
 
漕
ぎ
出
ら
し
 
天
の
川
原
に
 
霧
の
立
て
る
は

(⑧

一
五
二

 
七
)

・
朝
開
き
 
漕
ぎ
出
て
我
は
 
湯
羅

の
崎
 
釣
す
る
海
人
を
 
見
て
帰
り
来
む

(⑨

一

 
六
七
〇
)

・
天
の
川

波
は
立

つ
と
も

我
が
舟
は
 
い
ざ
漕
ぎ
出
で
む

夜

の
ふ
け

ぬ
間

に

 

(⑩
二
〇
五
九
)

・
庭
清
み
 
沖
辺
漕
ぎ
出
つ
る
 
海
人
舟
の
 
梶
取
る
間
な
き
 
恋
も
す
る
か
も

(⑪

 

二
七
四
六
)

・
難
波
潟
 
漕
ぎ
出
つ
る
船

の
 
は
ろ
は
う
に
 
別

れ
来
ぬ
れ
ど
 
忘
れ
か
ね

つ
も

 

(⑫
三

一
七

一
)

・
み
さ
ご
居
る
 
渚
に
居
る
舟
の
 
漕
ぎ
出
な
ば
 
う
ら
恋
し
け
む
 
後
は
相
寝
と
も

 

(⑫
三
二
〇
三
)

・
玉
の
緒
の
 
現
し
心
や
 
八
十
梶
掛
け
 
漕
ぎ
出
む
船
に
 
後
れ
て
居
ら
む

(⑫
三

 

二
一
一
)

・
大
伴
の
 

三
津
に
船
乗
り
 
漕
ぎ
出
て
は
 

い
つ
れ
の
島
に
 
塵
り
せ
む
我

(⑫

三

 
五
九
三
)

・
朝
開
き
 
漕
ぎ
出
て
来
れ
ば
 
武
庫
の
浦
の
 
潮
干
の
潟

に
 
鶴
が
声
す
も

(⑫
三

 
五
九
五
)

・
大
船
に
 
ま
梶
し
じ
貫
き
 
海
原
を
 
漕
ぎ
出
て
渡
る
 
月
人
を
と
こ

(⑮
三
六

一

 

一
)

・
竹
敷
の
 
玉
藻
な
び
か
し
 
漕
ぎ
出
な
む
 
君
が
み
船
を
 
何
時
と
か
待
た
む

(⑮

 
三
七
〇
五
)

・
奈
呉
の
海
人
の
 
釣
す
る
舟
は
 
今
こ
そ
ば
 
舟
棚
打
ち
て
 
あ

へ
て
漕
ぎ
出
め

 

(⑰
三
九
五
六
)

・
防
人
の
 
堀
江
漕
ぎ
出
る

伊
豆
手
船

梶
取
る
間
な
く

恋
は
繁
け
む

(⑳
四
三

 
三
六
)

・
難
波
津
を
 
漕
ぎ
出
て
見
れ
ば
 
神
さ
ぶ
る
 
生
駒
高
嶺
に
 
雲
そ
た
な
び
く

(⑳

 

四
三
八
〇
)

・
大
君
の
 
任
け
の
ま
に
ま
に
…
朝
開
き
 
我
は
漕
ぎ
出
ぬ
と
 
家
に
告
げ
こ
そ

(⑳

 

四
四
〇
八
)

圏・
大
君
の
 
命
恐
み
 
見
れ
ど
飽
か
ぬ
…
我
が
過
ぎ
行
け
ば
 
い
や
遠
に
 
里
離
り
来

 

ぬ
 
い
や
高
に
 
山
も
越
え
来
ぬ
 
剣
大
刀
 
鞘
ゆ
抜
き
出
で
て
 
伊
香
山
 
い
か
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に
か
我
が
せ
む
 
行
く
へ
知
ら
ず
て

(⑬
三
二
四
〇
)

移
動
の
状
態

團・
我
妹
子
や
 
我
を
思
は
ば
 
ま
そ
鏡

照
り
出
つ
る
月
の
 
影
に
見
え
来
ね

(⑪
二

 

四
六
二
)

團・
山

の
端
を
 
追

ひ
出

つ
る
月

の
 
は

つ
は

つ
に
 
妹

を
そ
見

つ
る
 
恋

し
き
ま

で

に

 

(⑪

二
四
六

一
)

③
強
意

1
 
移

動

圏・
梯
立
の
 
熊
来
の
や
ら
に
 
新
羅
斧
 
落
と
し
入
れ
わ
し
 
あ
げ
て
あ
げ
て
 
な
泣

 

か
し
そ
ね
 
浮
き
出
つ
る
や
と
 
見
む
 
わ
し

(⑯
三
八
七
八
)

圏・世
の
人
の
 
尊
び
願
ふ
 
七
種
の
 
宝
も
我
は
 
な
に
せ
む
に
 
我
が
中
の
 
生
ま

 

れ
出
で
た
る
 
白
玉
の
 
我
が
子
古
日
は
 
明
星
の
 
明
く
る
朝
は
 
し
き
た

へ
の

 
床
の
辺
去
ら
ず

立
て
れ
ど
も

居
れ
ど
も

共
に
戯
れ

夕
星
の
 
夕
に
な
れ
ば

 

い
ざ
寝
よ
と
 
手
を
携
は
り
 
父
母
も

う

へ
は
な
さ
が
り
 
さ
き
く
さ
の
 
中
に

 

を
寝
む
と
 
愛
し
く
 
し
が
語
ら
へ
ば
 
い
つ
し
か
も
 
ひ
と
な
り
出
で
て
 
悪
し

 

け
く
も
 
良
け
く
も
見
む
と
…
我
が
子
飛
ば
し
つ
 
世
の
中
の
道

(⑤
九
〇
四
)

團・
天
降
り

つ
く
 
天
の
香
具
山
 
霞
立

つ
…
も
も
し
き
の
 
大
宮
人

の
 
罷
り
出

て

 
遊
ぶ
船
に
は
 
梶
樟
も
 
な
く
て
さ
ぶ
し
も
 
漕
ぐ
人
な
し
に

(③
二
五
七
)

・
天
降
り
つ
く
 
神
の
香
具
山
 
う
ち
な
び
く
 
春
さ
り
来
れ
ば
 
桜
花
 
木
の
暗
繁

 

に
…
も
も
し
き
の
 
大
宮
人
の
 
罷
り
出
て
 
漕
ぎ
け
る
船
は
 
樟
梶
も
 
な
く
て

 

さ
ぶ
し
も
 
漕
が
む
と
思

へ
ど

(③
二
六
〇
)

・
も
も
し
き
の
 
大
宮
人
の
 
罷
り
出
て
 
遊
ぶ
今
夜
の
 
月
の
さ
や
け
さ

(⑦

一
〇

 
七
六
)

・
凡
う
か
に
 
我
し
思
は
ば
 
か
く
ば
か
り
 
堅
き
御
門
を
 
罷
り
出
め
や
も

(⑪

二

 

五
六
八
)

③
強
意
2
 
発
生

圏・
雁
が
ね
の
 
初
声
聞
き
て
 
咲
き
出
た
る
 
や
ど
の
秋
萩
 
見
に
来
我
が
背
子

(⑩

 

二
二
七
六
)

・
美
夜
自
呂
の
 
す
か
へ
に
立
て
る
 
か
ほ
が
花
 
な
咲
き
出
で
そ
ね
 
こ
め
て
し
の

 

は
む

(⑭
三
五
七
五
)

團・紅
の
 
深
染
め
の
衣
を
 
下
に
着
ば
 
人
の
見
ら
く
に
 
に
ほ
ひ
出
で
む
か
も

(⑪

 

二
八
二
八
)

團・
石
走

る
 
垂

水

の
上

の
 
さ
わ

ら
び

の
 
萌
え

出

つ

る
春

に
 
な

り

に
け

る

か
も

 

(⑧

一
四

一
八
)

團
・
父
母

を
 
見

れ
ば
尊

し
…
石
木
よ

り
 
生

り
出
し
人

か
…
然

に
は
あ

ら
じ

か

(⑤

八

 

〇
〇
)

③
強
意

3
 
出

現

圏・
隠

り

の
み

恋

ふ
れ
ば

苦

し

な

で
し

こ
が

花

に
咲

き
出

よ

 
朝

な

朝

な
見

む

 

(⑩

一
九
九

二
)

・
言

に
出

で
て
 
言

は
ば
ゆ

ゆ
し
み
 
朝

顔

の
 
ほ

に
は
咲
き
出

ぬ
 

恋
も

す

る
か
も

 

(⑩

二
二
七
五
)

・
我

妹

子

に
 
逢
坂

山

の
 
は
だ

す
す

き
 
穂

に
は

咲

き
出

で
ず

 
恋

ひ
渡

る

か
も

 

(⑩

二
二
八
三
)

・
は
だ
す
す

き
 
穂

に
は
咲
き
出

ぬ
 
恋

を
我
が

す
る
 
玉

か
ぎ

る
 
た
だ

一
目

の

み

 

見

し
人
故

に

(⑩

二
一二
=

)

園・
世
の
人
の
 
尊
び
願
ふ
 
七
種
の
 
宝
も
我
は
 
な
に
せ
む
に
 
和
が
中

の
 
生
ま

 

れ
出
で
た
る
 
白
玉
の
 
我
が
子
古
日
は
 
明
星
の
 
明
く
る
朝
は
 
し
き
た

へ
の

 
床

の
辺
去
ら
ず

立
て
れ
ど
も

居
れ
ど
も
 
共
に
戯
れ

夕
星
の
 
夕

に
な
れ
ば

 

い
ざ
寝
よ
と

手
を
携
は
り

父
母
も

う

へ
は
な
さ
が
り
 
さ
き
く
さ
の
 
中
に
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を
寝
む
と
 
愛

し
く
 
し
が
語
ら

へ
ば
 

い
つ
し
か
も
 
ひ
と
な

り
出

で
て
 
悪
し

 

け
く
も
 
良

け
く
も
見
む
と
…
我
が
子
飛
ば
し

つ
 

世

の
中

の
道

(⑤

九
〇
四
)

*

「思

ひ
出

づ
」
は
今
回
分
類

対
象

か
ら
は
除
外

し
た
。
用
例

の
み
こ

こ
に
ま
と
め

て

 

示
す
。

園・
佐

保
山

に
 
た

な
び

く
霞
 
見

る
ご

と

に
 

妹

を
思

ひ
出

で
 
泣

か
ぬ

日
は

な
し

 

(③

四
七
三
)

・
思

い
出
つ

る
 
時

は
す

べ
な
み
 

豊
国

の
 
木
綿

山
雪

の
 
消

ぬ

べ
く
思

ほ
ゆ

(⑩

 

二
三
四

一
)

・
か
き

つ
は
た
 
に

つ
ら

ふ
君
を
 
ゆ
く
り

な
く

 
思

ひ
出

で

つ
つ
 
嘆
き

つ
る

か
も

 

(⑪

二
五
二

一
)

・
思
ひ
出

で
て
 
音

に
は
泣
く

と
も
 

い
ち

し
ろ
く
 
人

の
知

る

べ
く

 
嘆

か
す
な

ゆ

 

め

(⑪

二
六
〇
四
)

・
さ
夜
更

け

て
 
妹

を

思

ひ
出

で
 

し
き

た

へ
の
 
枕

も
そ

よ

に
 
嘆

き

つ
る

か
も

 

(⑫

二
八
八
五
)

・
思
ひ
出

で

て
 
す

べ
な
き
時

は
 
天
雲

の
 
奥

か
も
知

ら

ず

恋

ひ

つ

つ
そ

居

る

 

(⑫

三
〇
三
〇
)

・
思
ひ
出

つ

る
 
時

は

す

べ
な

み
 
佐

保

山

に
 
立

つ
雨
霧

の
 
消

ぬ

べ
く
思

ほ

ゆ

 

(⑫

三
〇
三
六
)

・
旅

に
し

て
 
妹

を
思

ひ
出

て
 

い
ち
し

ろ
く

 
人

の
知

る

べ
く

嘆

き

せ

む
か

も

 

(⑫

三

=
こ
三
)

・
裏
も
な
く
 
我

が
行
く
道

に
 

青
楊

の
 

萌

り
て
立

て
れ
ば
 

物
思

ひ
出

つ
も

(⑭

 

三
四
四
三
)

・

を

み
な

へ
し
 
咲

き
た
る
野
辺
を
 
行
き
巡
り

 
君
を
思

ひ
出

 
た
も
と
ほ
り
来

ぬ

 

(⑰

三
九
四
四
)

・
大
君

の
 
任

け

の
ま

に
ま
に

…
日

に
異

に
増

せ

ば

悲

し
け

く
 
こ

こ

に
思

ひ
出

 

い
ら
な
け
く
そ

こ
に
思

ひ
出
 
嘆
く

そ
ら
…
恋

ひ

つ
つ
そ
居
る

(⑰
三
九
六
九
)
)

・
大
君

の
 
命
恐

み
…
鶴
が

ね
の
 
悲
し

く
鳴

け
ば
 

は
ろ
ば
う

に
 
家
を

思
ひ
出

…

 

嘆
き

つ
る
か
も

(⑳

四
三
九
八
)

資
料
②

「出
づ
」
が
前
項
に
来

る
複
合
動
詞
群

①
前
項
、
後
項
が
動
作
の
継
起
面
に
沿

っ
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
も
の

園・
春

の
日
の
 

霞
め
る
時

に
 
墨
吉

の
 

岸
に
出
で
居
て
 
釣

船
の
…

(⑨

一
七
四
〇
)

・
時

つ
風
 
吹
飯

の
浜

に
 
出

で
居

つ

つ
 

順

ふ
命
は
 

妹
が

た
め
こ
そ

(⑫

三

二
〇

 

一
)

・
せ
む
ず

べ
の
 
た

づ

き
を
知

ら

に
…
根

延

へ
る
門

を

朝

に
は

出

で
居

て
嘆

き

 

夕

に
は
…

(⑬

三
二
七
四
)

・
白

雲

の
 
た
な
び

く
国

の
…
根
延

へ
る
門

に
 
朝

に
は
 
出
で
居

て
嘆

き
 
夕

に
は

 

…

(⑬

三
三
二
九
)

図・
月

夜

に
は
 
門

に
出

で
立

ち
 
夕

占

問

ひ
 
足

占
を

そ

せ
し
 
行

か
ま

く

を
欲

り

 

(④

七
三
六
)

・
一
重
山

隔
れ

る
も

の
を

月

夜
良

み
 
門

に
出

で
立

ち

妹

か
待

つ
ら
む

(④

七

 

六

五
)

・
な

つ
き

に
し
 
奈
良

の
都

の
 
荒
れ
行

け
ば
 
出

で
立

つ
ご
と

に
 
嘆

き
し
増

さ
る

 

(⑥

一
〇
四
九
)

・
こ

の
月

の
 
こ
こ

に
来

れ
ば
 
今

と
か
も
 
妹
が
出

で
立
ち
 
待
ち

つ
つ
あ

る
ら
む

 

(⑦

一
〇
七
八
)

・
ね
も
こ
ろ

に
 

物
を
思

へ
ば

…
朝

に
は
庭
に
出

で
立
ち
 

夕

に
は
…

(⑧

一
六

二
九
)

・
秋

風

の
 
吹

き

に

し
日

よ

り
 

天

の
川
 
瀬

に
出

で
立

ち
て
 
待

つ
と
告
げ

こ
そ

 

(⑩

二
〇
八
四
)

・
月
夜
良

み
 
門

に
出

で
立

ち
 
足

占

し

て
 
行

く
時

さ

へ
や
 
妹

に
逢

は

ざ
ら

む

 

(⑫

三
〇
〇
六
)

・
射

水
川
 

い
行

き
巡

れ
る
 

秋

の
葉

の
…

に
ほ

へ
る
時

に
 

出

で
立

ち

て
 
振

り
放

 

け
見
れ
ば
…

(⑫
三
九

八
五
)

・
春

の
苑
 
紅

に
ほ

ふ
 
桃

の
花
 

下
照
る
道

に
 

出

で
立

つ
娘
子

(⑲

四

一
三
九
)

・
谷
近
く
 
家
は
居
れ
ど
も

…
朝

に
は
 

門

に
出

で
立
ち
 

夕

に
は
…

(⑲

四
二
〇
九
)

・
古

に
 
あ

り
け
る

わ
ざ

の
…
家
離

り
 
海
辺

に
出

で
立

ち
 
朝
夕

に
…

(⑲

四
二

一

 

一
)
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・
高
円
の
 
秋
野
の
上
の
 
朝
霧
に
 
妻
呼
ぶ
雄
鹿
 
出
で
立

つ
ら
む
か

(⑳
四
一三

 
九
)

圏・
湯

種
蒔
く
 
あ

ら
き
の
小
田

を
 
求

め
む

と
 
足

結
出

で
濡

れ
ぬ
 

こ
の
川

の
瀬

に

 

(⑦

一
一
一
〇
)

圏・
す

べ
も
な
く

 
苦

し
く
あ

れ
ば

 
出

で
走

り
 
去

な
な

と
思

へ
ど
 
此
ら

に
障

り

ぬ

 

(⑤

八
九
九
)

團・大
君

の
 

遠
き
朝

廷
を
…
東
男

は
出

で
向

か

ひ
 
顧

み
せ
ず

て
 
勇

み
た
る
…

(⑳

 

四
三
三

一
)

圏・
天
飛

ぶ
や
 
軽

の
道

は
…
我
妹

子
が
 

止

ま
ず

出

で
見

し
 
軽

の
市

に
…

(②

二
〇

 

七
)

・
紀

伊

の
国

の
 
雑
賀

の
浦

に
 
出

で
見
れ
ば
 
海

人

の
灯

火
 
波

の
間

ゆ
見

ゆ

(⑦

 

一
一
九
四
)

・
い
か
と

い
か
と
 
あ

る
我
が

や
ど

に
…
花

咲
き

に
け

り
 

朝

に
日

に
 
出

で
見
る
ご

 

と
に
息
の
緒

に
…

(⑧

一
五
〇
七
)

・
雨
隠
り
 
心

い
ぶ
せ
み
 

出

で
見
れ
ば
 
春

日
の
山
は
 
色
付

き

に
け

り

(⑧

一
五

 

六
八
)

・
手
寸
十
名
相

 
植

ゑ
し
く
著

く
 
出
で
見

れ
ば
 

や
ど

の
初

萩
 
咲

き
に
け
る
か

も

 

(⑩

二

一
=
二
)

・
夜
を
寒

み
 
朝
戸

を
開
き
 
出

で
見
れ
ば
 
庭

も
は
だ

ら
に
 

み
雪
降

り
た

り

(⑩

 

二
三

】
八
)

・
我
が
背
子
を
 
今

か
今

か
と
 
出

で
見

れ
ば
 

沫
雪
降

れ
り
 
庭

も

ほ
ど
う

に

(⑩

 

二
三
二
三
)

・
春
日
な

る
 
三
笠

の
山

に
 
居

る
雲
を
 
出

で
見
る
ご

と
に
 

君
を

し
そ
思

ふ

(⑫

 

三

二
〇
九
)

・
朝
な
朝
な
 
筑
紫

の
方
を
 
出

で
見

つ

つ
 
音

の
み
そ
我

が
泣
く
 

い
た
も
す

べ
な

 

み

(⑫

三
二

一
八
)

・
見
欲

し
き
は
 
雲
居

に
見

ゆ

る
…
童

ど

も
 

い
ざ

わ
出

で
見

む
 

こ
と
放

け
ば

…

 

(⑬

三
三
四
六
)

・
天
地

と
 
共

に
も

が
も
と
…
夕

霧

に
 
衣
手

濡
れ

て
 
幸

く
し
も
 
あ

る
ら

む
ご

と

 

く
 
出

で
見

つ
つ
 
待

つ
ら
む
も

の
を
…

(⑮

三
六
九

一
)

・
大

君
の
 

遠

の
朝

廷
と
…
咲

く
花
を
 
出

で
見
る
ご

と
に
 

な
で
し

こ
が
…

(⑱

四

 

一
=
二
)

②
そ

の
他

圏・ひ
さ
か
た

の
 
天

照
る
月

は
 
神

代

に
か
 
出

で
反
る
ら

む
 
年

は
経

に

つ
つ

(⑦

 

一
〇

八
〇

)

園・
倉
橋
の
 
山
を
高
み
か
 
夜
隠
り
に
 
出
で
来
る
月
の
 
光
乏
し
き

(③
二
九
〇
)

・
雨
隠
る
 
三
笠
の
山
を
 
高
み
か
も
 
月
の
出
で
来
ぬ
 
夜
は
ふ
け
に
つ
つ

(⑥
九

 

八
〇
)

・
猟
高
の
 
高
円
山
を
 
高
み
か
も
 
出
で
来
る
月
の
 
遅
く
照
る
ら
む

(⑥
九
八

=

・
妹
が
あ
た
り
 
我
は
袖
振
ら
む
 
木
の
間
よ
り
 
出
で
来
る
月
に
 
雲
な
た
な
び
き

 

(⑦

一
〇
八
五
)

・
倉
橋
の
 
山
を
高
み
か
 
夜
隠
り
に
 
出
で
来
る
月
の
 
片
待
ち
難
き

(⑨

一
七
六

 

三
)

・
さ
夜
ふ
け
ば
 
出
で
来
む
月
を
 
高
山
の
 
峰
の
白
雪
 
隠
し
て
む
か
も

(⑩
二
三

 

三
二
)

・
奥
山
の
 
真
木
の
板
戸
を
 
押
し
開
き
 
し
ゑ
や
出
で
来
ね
 
後
は
何
せ
む

(⑪

二

 

五

一
九
)

・
高
山
ゆ
 
出
で
来
る
水
の
 
岩
に
触
れ
 
砕
け
て
そ
思
ふ
 
妹
に
逢
は
ぬ
夜
は

(⑪

 

二
七

一
六
)

・
か
く
だ

に
も
 
妹
を
待
ち
な
む
 
さ
夜
更
け
て
 
出

で
来
し
月

の
 
傾
く
ま
で
に

 

(⑫
二
八
二
〇
)

・
逢
ふ
よ
し
の
 
出
で
来
る
ま
で
は
 
畳
み
薦
 
隔
て
編
む
数
 
夢
に
し
見
え
む

(⑭

 

二
九
九
五
)

・
汝
が
母
に
 
こ
ら
れ
我
は
行
く
 
青
雲
の
 
出
で
来
我
妹
子
 
相
見
て
行
か
む

(⑯

 

三
五

一
九
)
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・
隠
り
の
み

恋
ふ
れ
ば
苦
し
 
山
の
端
ゆ
 
出
で
来
る
月
の
 
顕
さ
ば
い
か
に

(⑯

 
三
八
〇
三
)

・
大
君
の
 
命
恐
み
 
出
で
来
れ
ば
 
我
取
り
付
き
て
 
言
ひ
し
児
な
は
も

(⑳
四
三

 
五
八
)

図・
な

ま
よ
み
の
 

甲
斐

の
国

 
う
ち
寄
す

る
 
駿
河

の
国
と
 

こ
ち
こ
ち

の
 
国

の

み

 

中

ゆ
 
出

で
立

て
る
 
富
士

の
高
嶺

は
 

天
雲
も

…

(③

三

一
九
)

・
な

ゆ
竹

の
 

と
を
よ

る
御

子
…

ひ
さ
か
た

の
 

天

の
河
原

に
 

出

で
立

ち
て
…

(③

 

四
二
〇
)

・
玉
柞

の
 
道

に
出

で
立

ち
 

別
れ
来

し
 

日
よ
り
思

ふ

に
 
忘

る
時
な
し

(⑫

一三

 

三
九
)

・
紀
伊

の
国
の
 
浜

に
寄

る
と

い
ふ
 
飽

玉
…
玉
棒

の
 
道

に
出

で
立

ち
 
夕
占

を
…

 

(⑬
三
三

一
八
)

・
玉
棒

の
 

道

に
出

で
立

ち
 
あ

し
ひ
き
の
 

野
行
き
山
行

き
…

(⑬

三
三
三
九
)

・
出

で
立

た
む
 
力
を
な

み
と
 
隠
り
居

て
 
君

に
恋

ふ
る

に
 

心
ど
も
な

し

(⑰
三

 

九
七

二
)

・
玉
梓

の
 
道

に
出

で
立

ち
 

別
れ
な
ば
 

見

ぬ
日

さ
ま
ね

み
 
恋

し
け

む
か
も

(⑰

 

三
九
九
五
)

・
か
き
数

ふ
 

二
上
山

に
…
清
き
河
内

に
 

出

で
立
ち

て
 
我

が
立

ち
見

れ
ば

…

(⑰

 

四
〇
〇
六
)

・
大

君
の
 
任

き

の
ま

に
ま

に
…
玉
棒

の
 

道

に
出

で
立

ち
 

岩
根
踏

み
…

(⑱

四

一

 

一
六
)

・
玉
梓

の
 
道

に
出

で
立

ち
 

行
く
我

は
 

君
が
事

跡
を
 
負

ひ

て
し
行

か
む

(⑲

四

 

二
五

一
)

・
今

日
よ
り
は
 
顧

み
な
く

て
 
大

君
の
 

醜

の
み
楯

と
 
出

で
立

つ
我

は

(⑳

四

三

 

七
三
)

・
大
君
の
 
命

恐
み
…
群
鳥

の
 

出
で
立
ち

か
て
に
 

滞
り
…

(⑳

四
三
九

八
)

・
大

君
の
 
任

け

の
ま

に
ま

に
…
玉
棒

の
 

道

に
出

で
立

ち
 

岡

の
岬

…

(⑳

四
四
〇

 

八
)
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