
複
合
動
詞

「

j

こ
む
」

の
分
類
と
そ
の
用
法

は
じ
め
に

日
本
語
の
動
詞
の
中
に
は
「
食
べ
る
、
飲
む
、
見
る
、
読
む
、
話

す
、
あ
る
、
富
む
」
な
ど
の
よ
う
に
、
一
語
で
事
物
の
動
作
、
作
用

や
存
在
、
状
態
を
表
す
も
の
の
ほ
か
に
、
「
笑
い
こ
ろ
げ
る
、
走
り

回
る
、
食
べ
歩
く
、
飛
び
込
む
、
そ
び
え
立
つ
」
な
ど
の
よ
う
に
二

つ
の
動
調
を
組
み
合
わ
せ
て
表
現
す
る
複
合
動
詞
と
呼
ば
れ
る
も
の

が
あ
る
。
日
本
語
話
者
に
と
っ
て
は
ど
ち
ら
の
表
現
も
意
識
せ
ず
に

使
い
こ
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
日
本
語
学
習
者
に
と
っ
て
は

そ
う
で
は
な
い
。
日
本
語
の
教
科
書
の
中
で
、
一
語
の
動
調
（
単
純

動
調
）
に
比
べ
、
複
合
動
調
が
学
習
項
目
の
中
で
占
め
る
割
合
が
低

い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
れ
を
使
い
こ
な
す
に
は
時
間
と
こ
つ

が
い
る
。

本
稿
で
は
複
合
動
調
と
称
さ
れ
る
語
群
の
中
か
ら
「
飛
び
こ
む
、

買
い
こ
む
、
考
え
こ
む
」
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
J
こ
む
」
を
選
び
、

辞
書
の
説
明
だ
け
で
は
分
か
り
に
く
い
実
際
の
方
法
と
そ
の
分
類
を

甲

斐

子

朋

研
究
の
対
象
と
し
た
。

研
究
方
法
と
し
て
は
、
先
行
研
究
で
あ
る
姫
野
氏
（
一
九
七
八
）

の
巻
末
リ
ス
ト
か
ら
、
複
合
動
詞
「
J
こ
む
」
（
二
七
五
語
）
を
得

る
と
と
も
に
、
リ
ス
ト
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
J
こ
む
」
の
実
際
の

用
例
を
「
C
D
l
R
O
M
版
新
潮
文
庫
の
一

O
O冊
」
ゃ
、
「
類

語
国
語
辞
典
」
な
ど
か
ら
抽
出
し
、
そ
れ
を
分
析
、
分
類
し
た
。
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一
、
日
本
語
教
材
に
お
け
る
複
合
動
詞
の
扱
わ
れ
方

森
田
良
行
氏
（
一
九
七
八
）
の
調
査
に
よ
る
と
、
『
例
解
国
語
辞

典
』
（
時
枝
誠
記
編
、
中
京
出
版
昭
和
三
こ
の
中
の
動
詞
比
率

は
以
下
の
〔
表
乙
の
通
り
で
あ
る
。
こ
の
中
の
複
合
動
詞
数
は
一
、

八
一
七
語
で
、
一
一
一
九
、
二
九
%
と
な
っ
て
お
り
、
動
詞
全
体
の
中
で

約
四
割
を
複
合
動
調
が
占
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



表一、『例解国語辞典』の動詞比率（森田二九七八より）

D C B A 

空複複単

言十
見合合純

出動動動

し詞詞詞

(2) (1) 

四
見

、 、、 出
一，」、一五八 O し

四七一八 宝開五口

九三七三 数

九 一三四 比

九 三二九五 率、、、
九 二四二 O （ 

)¥ 二 九七 % 
） 

単
一
の
和
語
動
詞
動
調
＋
動
詞
、
動
詞
＋
動
詞
造
語

成
分

C

サ
変
複
合
動
調

D

名
調
、
形
容
動
詞
語
幹
、

接
頭
辞
＋
動
詞
、
動
詞
的
造
語
成
分
、
動
調
的
接
尾
辞
（
森
田
氏

A 

B 

に
よ
る

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
数
値
は
『
例
解
国
語
辞
典
』
に
収
録
さ
れ
た

語
数
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
こ
れ
よ
り
は
る
か
に
多
く

の
複
合
動
詞
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
と
森
田
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ

う
に
、
実
際
に
新
聞
な
ど
の
中
に
で
て
き
た
複
合
動
調
「
J
こ
む
」

に
つ
い
て
探
し
て
も
、
載
っ
て
い
な
い
語
が
い
く
つ
も
あ
っ
た
。
こ

の
よ
う
に
辞
書
に
載
っ
て
い
な
い
複
合
動
調
の
数
を
含
め
る
と
、
実

際
の
日
本
語
の
表
現
の
中
で
、
複
合
動
調
が
占
め
る
割
合
は
か
な
り

高
く
な
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
多
く
の
場
合
初
級
日
本
語
の
教
科

書
の
中
で
複
合
動
調
の
占
め
る
割
合
は
低
い
よ
う
で
あ
る
。

日
本
語
教
材
の
一
つ
で
あ
る
『
文
化
初
級
日
本
語
I
・
H
』
に
つ

い
て
、
見
出
し
語
の
動
詞
を
調
べ
て
み
る
と
、
「
あ
る
、
い
る
、
い

く
、
お
き
る
、
す
る
：
：
：
」
の
よ
う
な
単
純
動
調
が
二
八
七
語
「
勉

強
す
る
、
運
動
す
る
、
買
い
物
す
る
：
：
：
」
と
い
っ
た
サ
変
動
詞
が

八
四
語
、
「
ご
覧
に
な
る
、
差
し
上
げ
る
：
：
：
」
な
ど
の
敬
語
動
調

が
四
語
、
「
J
て
あ
る
、

J
て
い
く
、

J
て
お
く
：
：
：
」
等
、
日
本

語
教
育
界
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
て
形
」
の
表
現
、
「
形
容
調
＋
す
ぎ

る
（
例
・
：
遠
す
ぎ
る
と
、
「
動
詞
＋
接
尾
辞
（
例
：
・
な
ら
い
た
が
る
と

と
い
う
表
現
を
除
い
た
複
合
動
調
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

－
あ
て
は
ま
る
・
あ
る
き
は
じ
め
る
・
い
い
だ
す
・
う
け
い
れ
る

．
う
け
と
る
・
う
り
だ
す
・
か
た
づ
く
・
か
た
づ
け
る

・
く
み
た
て
る
・
に
あ
う
・
の
り
お
く
れ
る
・
の
り
か
え
る
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・
は
な
し
あ
う
・
は
り
か
え
る
・
ひ
き
だ
す
・
ま
き
も
ど
す

．
ま
に
あ
う
・
み
か
け
る
・
も
ち
こ
む

（
計
一
九
語
）

こ
れ
ら
の
複
合
動
詞
を
含
め
た
全
動
詞
の
数
は
三
九
五
語
（
二
八

七
＋
八
四
＋
四
＋
一
九
H
一
二
九
四
）
、
複
合
動
詞
は
動
調
全
体
の
数

の
約
五
%
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
『
文
化
初
級
日
本
語
』

に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
森
田
氏
に
よ
る
と
早
稲
田
大
学
語
学
研

究
所
編
の
『
外
国
学
生
用
日
本
語
教
科
書
・
初
級
』
に
お
い
て
二
二

八
語
の
動
詞
が
あ
る
中
で
、
複
合
動
詞
は

・
思
い
出
す
・
と
け
こ
む
・
ま
に
あ
う
・
申
し
上
げ
る

．
役
立
つ

の
五
語
に
す
ぎ
ず
、
ほ
か
に
動
調
的
造
語
成
分
（
複
合
動
詞
の
後
接



部
分
）
と
し
て

ー
お
わ
る
、

J
だ
す
、

J
つ
づ
け
る
、
ー
は
じ
め
る

の
四
語
が
現
れ
る
だ
け
だ
と
述
べ
て
い
る
。

日
本
語
学
習
者
が
複
合
動
調
が
使
え
な
い
か
ら
と
い
っ
て
日
常
の

生
活
に
支
障
を
き
た
す
わ
け
で
は
な
い
。
初
級
の
教
科
書
の
中
の
単

純
動
調
で
説
明
し
よ
う
と
思
え
ば
、
大
ま
か
な
説
明
に
な
る
が
可
能

で
あ
る
。
し
か
し
、
細
部
の
微
妙
な
差
異
を
表
現
す
る
と
き
に
は
、

複
合
動
詞
に
よ
る
表
現
を
使
っ
た
ほ
う
が
日
本
語
話
者
に
と
っ
て
は

表
現
さ
れ
た
内
容
が
よ
り
鮮
明
に
そ
の
差
異
を
描
写
し
て
い
る
と
感

じ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
会
社
な
ど
で
、
顧
客
か
ら
あ
る
注
文
を

引
き
受
け
た
場
合
、
そ
れ
が
か
な
り
面
倒
な
手
続
き
を
要
す
る
も
の

で
あ
る
と
言
い
た
い
と
き
、
以
下
の
よ
う
な
二
つ
の
表
現
が
成
り
立

つ。
a、
我
が
社
は
、
厄
介
な
問
題
を
か
か
え
る
こ
と
に
な
る
。

b
、
我
が
社
は
、
厄
介
な
問
題
を
か
か
え
こ
む
こ
と
に
な
る
。

a
と
b
が
表
す
状
態
は
微
妙
に
違
う
。
こ
の
微
妙
な
差
は
「
こ
む
」

を
「
か
か
え
る
」
と
い
う
動
詞
に
後
接
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ

る
も
の
で
あ
る
。

二
、
複
合
動
詞
「
J
こ
む
」
が

複
合
動
調
全
体
の
中
で
占
め
る
位
置

「
複
合
動
詞
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
は
ど
の
よ
う
な
語
構
成
の
種

類
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
森
田
氏
（
一
九
七
八
）
が
複
合
動
調
と
し
て

あ
げ
て
い
る
も
の
を
み
て
み
る
。

①
動
調
＋
動
調

（
呆
れ
返
る
、
明
け
放
す
、
食
っ
て
か
か
る
、
受
け
て
立
つ
、
な
ど
）

②
動
詞
的
造
語
成
分
や
接
尾
辞
と
複
合
し
た
も
の

（
当
て
込
む
、
洗
い
た
て
る
、
あ
わ
て
ふ
た
め
く
、
な
ど
）

③
サ
変
複
合
動
調

（
愛
す
る
、
相
対
す
る
、
汗
す
る
、
値
す
る
、
甘
ん
ず
る
、
な
ど
）

一
相
手
取
る
、
相
成
る

④
名
調

J

一
青
ざ
め
る
、
垢
じ
み
る

⑤

形

容

調

語

幹

一

動

調

一

赤

茶

け

る

、

垢

抜

け

る

⑥
形
容
動
調
語
幹
一
＋
動
調
的
造
語
成
分
一
赤
み
走
る
、
赤
ら
む

⑦
接
頭
辞
一
動
調
的
接
尾
辞
一
悪
た
れ
る
、
汗
ば
む

－
秋
め
く
、
甘
っ
た
れ
る

森
田
氏
は
「
1
こ
む
」
の
「
こ
む
」
を
動
調
的
活
用
を
す
る
接
尾

辞
と
と
ら
え
、
「
動
詞
＋
動
調
」
の
範
鴫
に
入
れ
て
い
な
い
。

次
に
寺
村
氏
（
一
九
八
四
）
が
ア
ス
ペ
ク
ト
形
式
の
認
定
を
行
う

際
に
、
「
動
詞
連
用
形
＋
動
調
」
と
い
う
複
合
形
態
素
を
、
そ
れ
を
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構
成
す
る
前
項
、
後
項
の
独
立
性
と
い
う
点
か
ら
四
つ
の
タ
イ
プ
に

分
類
し
た
も
の
に
つ
い
て
見
て
み
る
。

イ
V
I
V
－
－
－
呼
ピ
入
レ
ル
、
握
リ
ッ
プ
ス
、
殴
リ
殺
ス
、
な
ど

ロ
V
I
v
－
－
－
降
リ
始
メ
ル
、
呼
ビ
カ
ケ
ル
、
思
イ
切
ル
、
な
ど

ハ

V
I
V
－
－
－
サ
シ
出
ス
、
振
リ
向
ク
、
引
キ
返
ス
、
な
ど

ニ

V
I
v
－
－
－
払
イ
下
ゲ
ル
、
（
話
ヲ
）
切
り
上
ゲ
ル
、
（
芸
ヲ
）
仕
込

む

V
・i
・
－
単
独
で
使
わ
れ
る
と
き
の
意
味
、
文
法
的
特
徴
が
複
合
体
の

中
で
も
保
持
さ
れ
て
い
る
も
の
。

v：
：
：
単
独
で
使
わ
れ
る
と
き
の
意
味
、
文
法
的
特
徴
が
複
合
体
の

中
と
は
全
く
、
あ
る
い
は
か
な
り
違
っ
て
い
る
も
の
。

寺
村
氏
は
複
合
動
調
「
J
こ
む
」
の
「
こ
む
」
を
動
詞
と
見
な
し
、

そ
の
中
で
「
単
独
で
使
わ
れ
る
と
き
の
意
味
、
文
法
的
特
徴
が
複
合

体
の
中
の
場
合
と
は
全
く
、
あ
る
い
は
か
な
り
違
っ
て
い
る
も
の
よ

と
し
て
扱
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
そ
れ
ま
で
意
味
と
格
関
係
か
ら
分
類
さ
れ
る
こ

と
の
多
か
っ
た
「
動
詞
連
用
形
＋
動
調
」
の
複
合
動
詞
を
、
森
山
氏

（
一
九
八
八
）
は
更
に
構
造
の
違
い
か
ら
次
の
三
つ
に
分
類
し
て
い

マ
令
。

〈
複
合
動
詞
の
分
類
〉

①
統
語
論
的
複
合
動
詞

し
か
け
る
、
し
は
じ
め
る
、
し
だ
す
、
し
つ
づ
け
る
、
し
お
わ
る
、

し
そ
こ
な
う
、
し
の
こ
す
、
し
わ
す
れ
る
、
し
す
ぎ
る
、
し
（
や

り
）
合
う
、
し
（
や
り
）
返
す

②
半
統
語
論
的
複
合
動
調

や
り
き
る
（
し
き
る
）
、
や
り
遂
げ
る
（
し
遂
げ
る
）
、
や
り
あ
げ

や
り
尽
く
す
（
し
尽
く
す
て
や
り
お
お
す

る
（
し
あ
げ
る
）
、

（
し
お
お
す
）

③
語
業
論
的
複
合
動
詞

V
V型
・
・
・
前
項
が
接
頭
語
的
な
も
の

（
う
ち
た
て
る
、
ぶ
っ
こ
ろ
す
、
と
り
ま
と
め
る
、
等
）

v
v・
－
－
後
項
が
接
尾
語
的
な
も
の

意
味
的
な
中
核
は
前
項
で
あ
る
が
、
格
関
係
は
接
尾
語

の
部
分
に
よ
っ
て
決
ま
る
。

（
殴
り
込
む
、
飲
み
込
む
、
申
し
付
け
る
、
逃
げ
込
む
、

飛
び
掛
か
る
、
等
）

V
V
型
：
・
ど
ち
ら
も
意
味
を
残
し
、
「
J
し
て
J
」
の
形
に
な
っ

-101一

て
い
る
も
の

（
ひ
っ
ぱ
り
あ
げ
る
、
歩
き
疲
れ
る
、
ず
り
落
ち
る
、
等
）

v
v型
：
・
意
味
が
不
透
明
に
な
っ
て
い
る
も
の

（
仕
込
む
、
打
ち
解
け
る
、
等
）

森
山
氏
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
複
合
動
調
後
項
「
こ
む
」
は
、
複
合

動
調
の
語
構
造
か
ら
見
る
と
、
「
語
実
論
的
複
合
動
詞
」
に
位
置
し
、

複
合
動
詞
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
は
、
接
尾
辞
と
し
て
扱
う
場
合



と
、
動
詞
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合
と
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

本
論
で
は
以
上
の
こ
と
か
ら
「
こ
む
」
を
「
子
供
ら
、
お
父
様
、

長
め
、
落
ち
め
：
・
」
な
ど
を
含
む
接
尾
辞
と
区
別
す
る
た
め
、
動
調

と
し
て
扱
う
立
場
を
と
る
。

二
、
複
合
動
詞
「
J
こ
む
」
に
つ
い
て
の
先
行
研
究

姫
野
氏
（
一
九
七
八
）
は
、
複
合
動
詞
「
J
こ
む
」
を
大
き
く

「
内
部
移
動
」
と
「
程
度
進
行
」
と
に
分
け
て
い
る
。
姫
野
氏
に
よ

れ
ば
、
「
内
部
移
動
」
に
属
す
る
も
の
は
、
「
J
こ
む
」
と
い
う
複
合

動
詞
の
う
ち
約
八
割
を
占
め
て
お
り
、
そ
の
特
徴
は
、
主
体
あ
る
い

は
対
象
が
あ
る
領
域
の
中
へ
移
動
す
る
こ
と
を
表
す
と
あ
る
。
姫
野

氏
は
「
に
」
で
示
さ
れ
る
移
動
先
を
、
さ
ら
に
「
移
動
先
の
領
域
の

形
態
的
特
徴
」
か
ら
次
の
よ
う
な
七
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
い
る
。

①

閉

じ

た

空

間

②

固

体

①

流

動

体

④
間
隔
の
あ
る
集
合
体
ま
た
は
組
織
体
⑤
動
く
取
り
組
み
体

＠
自
己
の
内
部
（
自
己
凝
縮
体
）
⑦
そ
の
他

「
程
度
進
行
」
に
属
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
特
徴
と
し
て

動
作
・
作
用
の
程
度
が
進
行
す
る
こ
と
を
表
す
と
し
、
「
程
度
進
行
」

に
属
す
る
語
を
、
「
進
行
の
様
態
」
に
し
た
が
っ
て
次
の
三
つ
の
グ

ル
ー
プ
に
分
類
し
て
い
る
。

①
固
着
化
②
濃
密
化

③
累
積
化

姫
野
氏
は
「
内
部
移
動
」
に
属
す
る
語
の
分
類
基
準
に
、
「
移
動

先
の
領
域
の
形
態
的
特
徴
」
を
用
い
て
い
る
が
、
日
本
語
学
習
に
と
っ

て
は
、
こ
の
こ
と
だ
け
か
ら
「
内
部
移
動
」
を
表
す
「
J
こ
む
」
の

全
体
像
を
理
解
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
姫
野
氏
が
あ
げ
て
い
る
「
内
部
移
動
」
｜
2
の
例
文

「
針
金
が
体
に
食
い
こ
む
」
と
い
う
文
を
学
習
者
が
学
習
す
る
と

き
、
分
類
に
よ
れ
ば
、
「
食
い
こ
む
」
の
主
体
の
移
動
先
は
「
固
体
」

を
表
す
と
習
う
わ
け
だ
が
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
ど
の
よ
う
に
説
明

す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
一
時
間
自
の
授
業
が
、
休
み
時
間
に
食
い
こ
む
」

こ
の
場
合
の
「
食
い
こ
む
」
の
移
動
先
は
固
体
で
は
な
い
。
①
j

⑦
の
う
ち
の
ど
こ
に
当
て
は
め
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
「
流
れ
こ
む
」
、
「
溶
き
こ
む
」
の
移
動
先
は
①
の
「
閉
じ

た
空
間
」
と
さ
れ
て
い
る
が
、
「
溶
け
こ
む
」
、
「
溶
か
し
こ
む
」
、

「
沈
み
こ
む
」
な
ど
の
移
動
先
は
③
の
「
流
動
体
」
と
さ
れ
て
い
る
。

姫
野
氏
に
よ
る
①
と
③
の
定
義
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

①
「
閉
じ
た
空
間
」
と
は
、
外
部
と
一
線
を
画
す
る
境
界
線
に
よ
っ

て
生
じ
る
領
域
で
あ
る
。
そ
れ
が
建
築
物
の
よ
う
な
立
体
空
間

で
あ
っ
て
も
、
単
な
る
ゴ

l
ル
や
木
の
下
と
い
う
よ
う
な
平
面

上
の
領
域
で
あ
っ
て
も
よ
い
。

例
：
・
「
飛
び
こ
む
」
と
い
う
動
調
の
移
動
領
域
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・
：
家
、
茂
み
、
海
、
自
の
中
、
実
業
界

こ
の
例
に
つ
い
て
姫
野
氏
は
こ
れ
ら
の
移
動
領
域
の
形
態
は
一
様

で
は
な
い
が
、
「
あ
る
境
界
（
わ
く
ぐ
み
）
を
越
え
、
内
部
に
入
る
」

と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

③
「
流
動
体
」
と
は
、
水
や
汁
な
ど
の
液
体
、
泥
な
ど
液
体
に
準

じ
る
も
の
、
空
気
な
ど
の
気
体
を
い
う
。

＠
に
分
類
さ
れ
て
い
る
語
は
全
部
で
9
語
で
あ
る
が
、

（
漬
か
り
こ
む
、
溶
け
こ
む
、
ひ
た
り
こ
む
、
し
ず
み
こ
む
、
も

ぐ
り
こ
む
〔
自
動
詞
〕
、
漬
け
こ
む
、
溶
か
し
こ
む
、
ひ
た
し
こ
む
、

沈
め
こ
む
、
〔
他
動
詞
〕
。
こ
の
中
で
自
動
調
で
あ
る
も
の
は
「
し
ず

み
こ
む
」
を
除
い
た
全
て
が
、
姫
野
氏
の
分
類
に
よ
る
①
「
閉
じ
た

空
間
」
を
も
移
動
領
域
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

例
・
：
「
太
郎
は
新
し
い
職
場
に
溶
け
込
ん
だ
。
」

「
毎
日
の
よ
う
に
、
子
供
た
ち
は
躍
の
よ
う
に
そ
こ
ら
を
飛

び
歩
き
、
伊
豆
屋
の
広
い
庭
に
も
ぐ
り
込
ん
だ
し
、
：
」

「
あ
す
な
ろ
物
語
」

こ
の
よ
う
に
、
「
内
部
移
動
」
に
属
す
る
語
を
「
移
動
領
域
の
形

態
的
特
徴
」
に
よ
っ
て
分
類
し
て
も
、
そ
の
移
動
領
域
が
一
つ
に
は

収
ま
り
切
れ
ず
、
二
つ
に
ま
た
が
る
語
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
。

ま
た
「
内
部
移
動
」
の
七
項
そ
れ
ぞ
れ
に
〈
〔
N
〕
が
〔
N
〕
に

J
こ
む
〉
（
姫
野
氏
H
H
N
は
名
詞
を
表
す
）
な
ど
の
文
型
が
あ
げ
ら

れ
て
い
る
が
、
主
体
と
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
情
報
が
「
名
調
」
と

い
う
だ
け
で
は
あ
い
ま
い
で
、
主
体
は
「
人
」
な
の
か
、
「
物
」
な

の
か
、
「
事
柄
」
な
の
か
、
ま
た
は
こ
れ
ら
の
ど
れ
で
も
主
体
と
な

り
得
る
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
て
も
、
こ
の
分
類
方
法
だ
け
で
、
日
本

語
学
習
者
に
「
内
部
移
動
」
に
属
す
る
複
合
動
詞
「
J
こ
む
」
を
説

明
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。

次
に
森
田
氏
に
よ
る
分
類
を
み
て
み
る
。
森
田
氏
は
「
基
礎
日
本

語
辞
典
」
（
角
川
書
店
）
（
一
九
八
八
）
に
お
い
て
、
ま
ず
、
複
合
動

調
「
J
こ
む
」
が
自
動
詞
で
あ
る
か
、
他
動
調
で
あ
る
か
で
大
き
く

二
分
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を

①
「
あ
る
領
域
へ
と
入
っ
て
い
く
よ
う
に
な
る
／
い
く
よ
う
に
す

る
場
合
」

②
「
動
作
・
状
態
を
よ
り
深
い
域
へ
と
進
め
入
れ
る
場
合
」

と
に
分
け
て
い
る
。

自
動
調
で
①
に
属
す
る
語
は
次
の
よ
う
な
助
詞
と
の
結
び
付
き
が

見
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。

〈
〉
「
：
・
ガ
：
・
ニ

J
込
む
」
・
：
「
に
」
格
は
，
：
：
：
の
中
に
。
で
、
場

所
・
事
柄
を
表
す
と
し
、
姫
野
氏
の
よ
う
に
、
「
移
動
領
域
の
形

態
」
に
よ
る
分
類
は
し
て
い
な
い
。
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
前

項
動
調
の
特
徴
は
、
動
作
性
の
動
調
や
移
動
を
表
す
動
詞
等
と
し
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
「
こ
む
」
は
n
そ
の
場
所
や
、
事
柄
の
中
に
入
っ

て
い
く
e
と
い
う
具
体
的
な
行
為
・
作
用
を
表
す
と
分
析
し
て
い
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る
。
こ
の
「
J
こ
む
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
も
の
は
、
意
志
的
、

無
意
志
的
自
然
現
象
な
ど
種
々
の
例
が
見
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。

自
動
詞
で
②
に
属
す
る
語
は
次
の
よ
う
な
文
型
を
と
り
、

〈
〉
「
：
・
ガ
J
込
む
」
・
：
主
と
し
て
状
態
性
の
動
調
、
ま
た
は
動
き

を
伴
わ
ぬ
動
作
性
の
動
詞
に
つ
い
て
、
そ
の
状
態
や
行
為
が
よ
り

深
ま
っ
て
い
く
さ
ま
を
表
す
。
か
ひ
ど
く
：
・
だ
。
の
強
調
と
な
る
と

分
析
し
て
い
る
。

他
動
詞
で
①
に
属
す
る
語
は
下
の
よ
う
な
助
調
と
の
関
係
を
と
る
0

0

「
・
：
ヲ
：
・
ニ
｝
，
‘
込
む
」
・
：
「
に
」
格
は

H
i
－
－
－
の
中
に
。
で
、
場

所
を
表
す
。
こ
の
「
に
」
格
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
話
題

の
場
所
の
中
に
入
れ
て
い
く
ω
と
い
う
具
体
的
な
行
為
と
な
る
と

し
て
い
る
。

例
・
：
「
相
手
を
窮
地
に
追
い
込
む
」
「
新
手
を
前
線
に
送
り
込
む
」

「
手
帳
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
書
き
込
む
」

人
や
事
物
を
あ
る
場
所
・
状
況
へ
と
入
っ
て
い
く
よ
う
に
す
る
。

〔
あ
る
領
域
の
中
へ
入
れ
る
〕
と
い
う
点
で
、
具
体
的
な
行
為
で

あ
り
、
〔
：
・
し
て
入
れ
る
／
：
・
し
な
が
ら
入
れ
る
／
：
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
入
れ
る
〕
と
い
う
意
味
関
係
を
な
す
と
し
て
い
る
。

次
に
、
他
動
詞
で
②
に
属
す
る
語
を
次
の
よ
う
な
3
つ
に
分
け
て

い
る
。a

、

O

「・：ヲ
J
込
む
」
・
：
対
象
に
対
し
て
そ
の
動
作
ゃ
、
行

為
が
深
く
入
っ
て
い
く
。
つ
ま
り
、
か
そ
の
対
象
を
十
分
に
行

う
”
こ
と
。

例
・
：
「
遺
産
を
当
て
込
む
」
「
食
料
を
買
い
込
む
」

「
仕
事
を
た
く
さ
ん
抱
え
込
む
」
「
た
く
さ
ん
着
物
を
着

込
む
」

「
疾
病
神
を
し
ょ
い
込
む
」
「
草
を
刈
り
込
む
」

b
、
〈
〉
「
：
・
ニ
・
：
ヲ
J
込
む
」
・
：
特
定
の
相
手
に
対
し
て
あ
る

行
為
を
十
分
に
行
う
こ
と
。
汐
徹
底
的
に
・
：
す
る
。
行
為
で
あ
っ

て
、
「
に
」
格
は
y
：
に
対
し
て
。
の
意
味
で
あ
り
、
先
に
上
げ

た
他
動
調
で
①
に
属
す
る
語
と
は
似
て
非
な
る
文
型
と
し
て
い

ヲ

Q

。
「
犬
に
芸
を
教
え
込
む
」
「
女
中
に
行
儀
作
法
を
仕
込
む
」

「
頭
に
た
た
き
込
む
」
「
頼
み
込
む
」
「
女
に
金
を
つ
ぎ
込
む
」

c
、
〈
〉
「
：
・
ヲ
・
：
卜
J
込
む
」
：
・
か
そ
の
対
象
を
：
・
で
あ
る
と

完
全
に
：
す
る
。
精
神
的
判
断
。
「
A
ヲ
D
卜
J
込
む
」
で
、

A

l
Dと
見
な
す
。

例
：
・
「
嘘
を
本
当
と
思
い
込
む
」
「
息
子
を
不
良
少
年
と
決
め
込
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む」「
相
手
を
ひ
と
か
ど
の
人
物
と
見
込
ん
で
期
待
す
る
。
」

「J
と
」
で
括
ら
れ
る
部
分
（
句
）
は
、
「
A
ハ
D
ダ
ト

j
込
む
」

の
形
を
と
る
場
合
も
多
い
と
し
て
下
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
い
る
。

「
今
日
は
月
曜
日
だ
と
思
い
込
ん
で
、
日
曜
日
に
学
校
へ
行
く
」

「
弟
も
行
く
も
の
と
決
め
込
ん
で
準
備
を
進
め
る
」



再
び
、
日
本
語
学
習
者
の
立
場
か
ら
こ
の
分
類
を
見
て
み
る
こ
と

に
す
る
。

ママ

γ
が
こ
こ
に
い
た
と
き
は
便
利
だ
っ
た
。
今
で
は
私
に
は
ひ

ろ
過
ぎ
る
の
で
食
堂
の
机
を
私
の
部
屋
へ
運
び
込
ま
な
け
れ
ば

な

ら

な

か

っ

た

。

（

異

邦

人

）

例
え
ば
、
日
本
語
学
習
者
が
上
の
よ
う
な
文
章
を
読
み
、
こ
こ
で

の
「
込
む
」
の
働
き
を
知
ろ
う
と
し
た
と
き
、
森
田
氏
の
分
類
を
参

考
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
該
当
す
る
文
型
を
探
す
と
、
「
・
：
ヲ
：
・

ニ
J
込
む
」
と
い
う
、
他
動
詞
の
①
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
込
む
」

は
，
「
J
に
」
で
表
さ
れ
る
場
所
の
中
に
入
れ
て
い
く
。
と
い
う
具
体

的
な
行
為
を
表
す
。

〔
食
堂
の
机
を
運
ん
で
私
の
部
屋
へ
入
れ
る
〕
と
い
う
よ

う
な
意
味
関
係
に
な
る
。

で
は
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
ど
こ
に
該
当
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
み
ん
な
は
社
長
に
ほ
れ
込
ん
で
い
る
よ
う
で
す
よ
。
」

（
女
社
長
に
乾
杯
）

こ
の
「
ほ
れ
込
む
」
は
、
文
型
に
よ
れ
ば
自
動
調
の
①
「
・
：
ガ
：
・

－一J
込
む
」
に
あ
た
る
が
、
森
田
氏
は
、
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る

前
項
動
詞
の
特
徴
は
、
動
作
性
の
動
詞
や
移
動
を
表
す
動
詞
等
と
し
、

そ
れ
ら
に
つ
い
て
「
こ
む
」
は
9

そ
の
場
所
ゃ
、
事
柄
の
中
に
入
っ

て
い
く
e
と
い
う
具
体
的
な
行
為
・
作
用
を
表
す
と
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
「
ほ
れ
込
む
」
の
前
項
動
調
「
ほ
れ
る
」

は
、
自
動
詞
の
②
の
「
主
と
し
て
状
態
性
の
動
詞
、
ま
た
は
動
き
を

伴
わ
ぬ
動
作
性
の
動
調
に
つ
い
て
、
そ
の
状
態
や
行
為
が
よ
り
深
ま
っ

て
い
く
さ
ま
を
表
す
。
，
ひ
ど
く
・
：
だ
e
の
強
調
と
な
る
」
の
ほ
う
が

適
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
文
型
に
よ
る
分
類
だ
け
で
は
当
て
は

め
切
れ
な
い
例
が
い
く
つ
も
見
ら
れ
る
。

車
輸
が
ぬ
か
る
み
に
め
り
込
む
。
（
類
語
国
語
辞
典
）

こ
の
場
合
も
自
動
詞
の
①
の
文
型
に
あ
た
る
が
、
こ
の
前
項
動
詞

は
現
在
で
は
単
独
で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
車
輪
が
ど
の
よ
う

に
し
て
ぬ
か
る
み
に
入
る
の
か
が
、
日
本
語
学
習
者
に
と
っ
て
は
と

ら
え
に
く
い
の
で
は
な
い
か
。

複
合
動
詞
「
J
込
む
」
の
中
に
は
、
「
め
り
込
む
」
の
ほ
か
に
も
、

「
仕
込
む
」
「
す
っ
こ
む
」
な
ど
、
前
項
が
現
在
で
は
単
純
動
詞
と

し
て
は
使
わ
れ
て
い
な
い
も
の
や
、

「
食
い
込
む
・
：
針
金
が
体
に
食
い
込
む
」
、

「
振
り
込
む
・
：
私
は
彼
の
口
座
に
一
万
円
振
り
込
ん
だ
」

こ
の
よ
う
に
、
前
項
動
詞
の
意
味
、
文
法
的
特
徴
が
、
単
独
で
使

わ
れ
て
い
る
場
合
と
複
合
動
詞
の
中
と
で
違
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
語
は
取
り
出
し
て
、
別
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
分
類
し
た
方
が

繁
雑
に
な
ら
な
い
。
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四
、
複
合
動
調
「
J
こ
む
」
の
分
類
基
準
及
び
そ
の
分
類
方
法

今
回
筆
者
が
行
っ
た
分
析
に
よ
る
と
、
現
在
の
複
合
動
詞
「
J
こ

む
」
の
用
法
は
、
以
下
の
四
つ
に
分
け
ら
れ
る
。

i
、
複
合
動
詞
後
項
の
「
こ
む
」
が
、
単
純
動
調
「
こ
む
」
の
用

法
と
同
じ
で
、
「
あ
る
場
所
い
っ
ぱ
い
に
人
や
物
が
入
り
合

う
。
ま
た
、
用
事
な
ど
が
一
度
に
重
な
り
合
う
。
」
と
い
う

働
き
を
も
っ
例
が
二
例
。
（
と
り
こ
む
、
た
て
こ
む
）

日

u
、
複
合
動
調
後
項
の
「
こ
む
」
が
、
単
純
動
調
「
こ
む
」
の
用

法
と
同
じ
「
複
雑
に
入
り
組
む
。
精
巧
に
作
ら
れ
る
。
」
と

い
う
働
き
を
も
っ
例
が
一
例
。
（
い
り
こ
む
）

泊
、
複
合
動
詞
後
項
の
「
こ
む
」
が
「
J
の
中
に
入
れ
る
／
入
る
」

と
い
う
働
き
を
持
つ
用
法
が
一
五

O
例。

w
、
複
合
動
詞
後
項
の
「
こ
む
」
が
、
「
十
分
に
ー
す
る
。
す
っ

か
り
J
す
る
。
」
な
ど
の
よ
う
な
、
前
項
動
詞
の
程
度
を
深

め
る
用
法
が
一

O
八
例
。
（
※
－
m
、－
w
の
両
方
に
属
す
る
も

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
用
法
と
し
て
教
え
た

0

）

こ
の
分
類
の
う
ち
泊
と
－
w
の
用
法
に
つ
い
て
、
前
項
動
詞
が
単
純

動
詞
の
と
き
の
格
支
配
と
複
合
動
調
「
J
こ
む
」
の
格
支
配
に
は
ど

の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
。
ま
た
、
「
こ
む
」
が
前
項
動
調
の
何

の
程
度
を
深
め
て
い
く
の
か
に
つ
い
て
分
析
を
行
っ
た
。

ま
ず
、
複
合
動
詞
「
J
こ
む
」
を
「
前
項
動
調
が
単
純
動
詞
の
み

の
形
で
、
現
在
で
も
使
わ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
。
」
と
い
う
観
点

か
ら
A
と
B
に
分
け
た
。
（
「
J
こ
む
」
の
分
類
表
参
照
）

次
に
A
：
・
「
現
在
で
も
使
わ
れ
て
い
る
も
の
」
の
中
で
、
「
前
項

動
詞
の
意
味
が
単
純
動
詞
の
と
き
と
複
合
動
詞
の
と
き
と
で
同
じ
か

否
か
」
と
い
う
点
で
、

A
1
と
A
2
に
分
け
た
。
し
た
が
っ
て
、
前

項
動
調
の
種
類
に
よ
り
、
複
合
動
詞
「
J
こ
む
」
を
次
の
三
つ
の
グ

ル
ー
プ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

k

前
項
動
詞
が
単
純
動
調
の
と
き
、
現
在
で
も
使
わ
れ
て
お

E

一
J
：
り
、
そ
の
意
味
が
複
合
動
詞
の
中
で
も
生
き
て
い
る
も
の
。

一
k
！
前
項
動
詞
が
単
純
動
詞
の
と
き
、
現
在
で
も
使
わ
れ
て
い

」
；
る
が
、
そ
の
意
味
が
複
合
動
詞
の
中
で
は
異
な
る
も
の
。
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B 

前
項
動
調
が
単
純
動
調
の
形
を
と
る
と
き
、
現
在

で
は
使
わ
れ
て
い
な
い
も
の
。

次
に
、

A
1、
A
2
、
B
に
属
す
る
語
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
こ
む
」

に
「
入
る
／
入
れ
る
」
と
い
う
語
に
代
表
さ
れ
る
〔
内
部
へ
の
動
き
〕

を
表
す
働
き
が
あ
る
か
無
い
か
で
ァ
、
イ
に
分
け
、
ァ
の
「
入
る
／

入
れ
る
」
の
意
味
を
表
す
動
き
が
あ
る
も
の
を
、
複
合
動
調
全
体
で

自
動
詞
か
、
他
動
詞
か
と
い
う
点
か
ら
更
に
二
つ
に
分
け
た
。

〔
内
部
へ
の
動
き
〕
を
表
す
「
J
こ
む
」
の
前
項
動
詞
に
は
、
次

の
よ
う
な
違
い
が
み
ら
れ
る
。



ωa：
・
花
子
が

楽

屋

に

駆

け

る

楽

屋

に

駆

け

こ

む

O

楽

屋

に

逃

げ

る

O

b
－
－
－
花
子
が
楽
屋
に
逃
げ
こ
む

O

そ
こ
で
、

A
1
の
ア
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
、
前
項
動
詞
が
単
純
動

調
の
と
き
動
作
の
方
向
を
表
す
「
J
に
／
J
へ
」
を
格
支
配
す
る
か

し
な
い
か
に
よ
っ
て
二
分
し
、
そ
れ
ら
の
単
純
動
調
が
自
動
詞
か
他

動
詞
か
で
最
後
の
分
類
を
し
た
。

A
l
の
イ
で
は
、
「
こ
む
」
が
、
前
項
動
調
の
何
の
程
度
を
深
め

て
い
る
か
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
を
七
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し
た
。

A
2
と
B
に
つ
い
て
は
、
前
項
動
調
の
意
味
と
文
法
的
特
徴
が
複

合
動
詞
の
中
で
は
変
わ
っ
て
お
り
、
前
項
動
詞
＋
「
こ
む
」
と
扱
う

よ
り
も
「
j
こ
む
」
を
一
語
と
し
て
扱
っ
た
方
が
日
本
語
学
習
者
に

と
っ
て
は
理
解
し
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
、
こ
れ
以
上
の
分

類
を
行
っ
て
い
な
い
。

泊
、
－
w
の
用
法
の
「
J
こ
む
」
に
つ
い
て
の
分
類
は
、
次
の
分
類

表
の
と
お
り
で
あ
る
。

× 

b
・
・
・
花
子
が

ωa：
・
花
子
が
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Al（ア）①

Al（イ）①

② 

A2（ア）①

② 

A2（イ）

B （ア）①

② 

B （イ）

② 

③ 

おどりこむ、おれこむ、かけこむ、射しこむ、さまよいとむ、すべりこむ、てりこむ、ど
なりこむ、とびこむ、はいこむ、はしりこむ、ふきこむ、ふりこむ、まいこむ、まよいこ
む、まわりこむ、もつれζむ、よろけこむ

攻めこむ、ふみこむ、わりこむ／なぐりこむ、きりこむ／もちこむ、つれこむ

うまりこむ、うもれこむ、おちこむ、ころがりこむ、ころげこむ、しずみこむ、しのびこ
む、しみこむ、ずれこむ、っかりこむ、とけこむ、にげこむ、のりこむ、はいりこむ、は
まりこむ、ひたりこむ、まぎれこむ、まじりこむ、もぐりこむ

なし

なし

④

⑤

⑥

 あみこむ、追いζむ、押しζむ、折りこむ、織りこむ、かつぎこむ、組みこむ、けずりこ
む、こすりこむ、鋤きこむ、すくいこむ、擦りこむ、たたきこむ、たたみこむ、つっこむ、
ぬいこむ、ねじり ζむ、ねりこむ、ひきずりこむ、ひねりこむ、ふるいこむ、吹きこむ、
ふみこむ、まるめとむ、もみこむ／ききこむ、とりこむ、すいこむ、すすりこむ、のみこ
む、よみこむ／みこむ

なし

いれこむ、うえこむ、うずめとむ、うちこむ、うっしこむ、うみこむ、うめとむ、えがき
こむ、おくりこむ、おとしこむ、かかえこむ、書きこむ、掻きこむ、かくしこむ、きざみ
こむ、滋みこむ、くりとむ、くわえとむ、けずりこむ、けりこむ、さしこむ、きそいこむ、
しずめこむ、しぼり ζむ、刷りこむ、擦りこむ、そそぎこむ、だきこむ、つぎこむ、つけ
こむ、つみこむ、とかしζむ、とじこむ、ながしこむ、なげこむ、ぬりこむ、はとびこむ、
はさみこむ、はめとむ、はらいこむ、ひきこむ、ひたしこむ、ほうりこむ、ほりこむ、ま
きこむ、まげこむ、まぜこむ、まねきこむ、まぶしこむ、もりこむ、よぴこむ、くるみこ
む、つつみこむ

⑦ 

⑧ 

おもいこむ、きおいこむ、きめこむ、しんじこむ、みこむ／ほれこむ／おぼえこむ

かんがえこむ、こまりこむ、しょげこむ、だまりこむ、弱りこむ、おちこむ、しずみこむ、
ふさぎこむ、老いこむ、おいぽれこむ、老けこむ、ほ・けこむ、やつれこむ、よわりこむ／
ひえこむ

③ うたいこむ、およぎこむ、かきこむ、きたえとむ、なげこむ、はしりこむ、弾きこむ、よ
みこむ／あらいこむ、にこむ、掃きこむ、みがきこむ／おしえこむ、おがみこむ、たのみ
こむ、なきこむ／

④ 買いこむ、かりこむ、きこむ、かぶりこむ、たくわえこむ、たベこむ、ためこむ、はきこ
む、めかしこむ、かかえこむ、しよいこむ、せおいこむ、くらいこむ／きせとむ、かぶせ
こむ、はきこむ

きれこむ、はげこむ、わりとむ／っかいこむ、はきこむ、刈りこむ、けずりこむ、きりこ
む、そりこむ、しぼりこむ／

あがりこむ、 L亭がみこむ、すわりこむ、たおれこむ／かたりこむ、はなしこむ、ねむり
こむ／

追いむこ、急きこむ、おさえとむ、ふうじこむ、のぞきこむ、だましこむ、まがりこむ、
まげとむ、めくりこむ、め〈れこむ／ねこむ、住みこむ、とまりこむ

⑤

⑥

⑦

 

くいこむ、くりこむ、つつつこむ、ひっつこむ

ぷちとむ、ぷっ ζむ、ふりこむ

さしこむ、ふみこむ／あてこむ、たたみとむ、たらしこむ、のみこむ、はりこむ、みこむ／
いれこむ、うちこむ、たれこむ／つけこむ、はりこむ、もうしこむ／うりこむ／きめこむ／
ふれこむ、

いりこむ、すっこむ、談じこむ、なだれこむ、ねじこむ、のめりこむ、めりこむ、へこむ

鋳こむ、くけこむ、 Lこむ、たくしこむ、ねじこむ

咳きこむ、へたりこむ、めかしこむ／しこむ
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N2 

〔～こむ〕

〈「～こむ」の分類表〉

A 
前項Vが単純Vの

降、離でも使われ
ているもの

B 
音順Vが単純Vの

除醜噌われて
いないもの

醐が単純v 「自胴①

複合V全体で ！ とらない L欄②

Al 
古瀬Vの意味が複

合Vの中でも生きて
いるもの

(7) 
「こむ」に
f入る／油引
の麟あり

（イ）
ー「入る／入れる」
の意味なし

とf.をとる） ｜ 

劇育・思新繭①

4濯・身体例糟②

動作の輔③

量の蓄積④

領域創砂⑤

状態の長刻化⑥

その他 ⑦ 

複合V全体で

(7) 「自胴①
「「入る／泊る」｜ヒ巴をとる）

｜の鵬り ｜齢V鉢で

A2 I 」醐闘②
醐問献が単 ！ 出をとる）

純V制時と複合Vの一寸
昨で異なるもの い｛イ）

L 「入る／入れる」
の意味なし

複合V全体で
「師踊①

(7) I 
｜ 佳て～にをとる）

「「入る／泊るJ→ 一一
i Iの献制 ｜ 
J ｜複合V全体で
「 」他胴②

いイ） 住て～にをとる）
」「入る／川崎」 一一
の意味なし

-109一

{:: 

{:: 



ま
と
め

今
回
の
分
析
の
中
で
大
き
な
位
置
を
占
め
る
「
格
支
配
」
と
「
前

項
動
調
の
種
類
」
い
う
観
点
か
ら
複
合
動
詞
「
J
こ
む
」
を
み
て
み

る
と
、
前
項
動
詞
の
違
い
に
よ
り
次
の
二
つ
に
大
き
く
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

a
・
：
前
項
動
詞
が
単
純
動
詞
の
と
き
、
複
合
動
詞
「
j
こ
む
」
の

格
支
配
と
異
な
る
格
支
配
を
す
る
も
の
。

b
：
・
前
項
動
詞
が
単
純
動
調
の
と
き
、
複
合
動
調
「
J
こ
む
」
の

格
支
配
と
同
じ
格
支
配
を
す
る
も
の
。

a
に
属
す
る
も
の
は
前
項
動
詞
が
単
純
動
詞
の
と
き
、
動
作
の
方

向
を
示
す
「
J
に
／
へ
」
を
必
須
補
語
と
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
こ

こ
で
は
A
1
ア
の
①
②
⑥
に
属
す
る
語
に
あ
た
る
。
（
分
類
表
参
照
）

b
に
属
す
る
も
の
は

a
以
外
の
も
の
で
、

A
1
ア
の
③
③
と
A
1

付
の
①
J
⑦
で
あ
る
。

b
に
属
す
る
「

1
こ
む
」
の
表
現
は
「
こ
む
」

を
と
っ
て
も
一
つ
の
文
と
し
て
成
り
立
つ
。
日
本
語
学
習
者
に
と
っ

て
は
前
項
動
詞
の
格
支
配
を
き
ち
ん
と
押
さ
え
て
お
け
ば
、
学
習
段

階
の
早
い
時
期
か
ら
「
J
こ
む
」
の
表
現
が
可
能
に
な
っ
て
く
る
と

考
え
ら
れ
る
。

a
に
属
す
る
も
の
は
、
「
内
部
移
動
」
の
具
体
的
な

説
明
に
当
た
る
語
で
あ
る
。

「
内
部
移
動
」
の
用
法
で
は
、
「
こ
む
」
は
前
項
動
詞
が
自
動
詞
の

も
の
に
も
、
ま
た
他
動
詞
の
も
の
に
も
後
援
す
る
が
、
そ
の
後
接
方

法
に
は
一
定
の
傾
向
が
み
ら
れ
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
複
合
動
詞

「J
こ
む
」
の
自
他
と
そ
れ
ぞ
れ
の
前
項
動
詞
の
自
他
と
は
無
関
係

で
は
な
か
っ
た
。
複
合
動
調
「
J
こ
む
」
全
体
が
他
動
詞
の
場
合
に

は
前
項
動
調
も
他
動
詞
で
あ
り
、
自
動
詞
は
な
い
。
複
合
動
詞
「
J

こ
む
」
全
体
が
自
動
調
の
場
合
は
、
前
項
動
詞
が
動
作
の
方
向
を
示

す
「
？
に
／
へ
」
を
と
る
も
の
で
は
、
前
項
動
詞
も
自
動
調
だ
け
で

あ
っ
た
が
、
「
J
に
／
へ
」
を
取
ら
な
い
も
の
で
は
前
項
動
詞
に
は

自
動
詞
も
他
動
詞
も
み
ら
れ
た
。

ま
た
、
「
こ
む
」
は
、
複
合
動
詞
の
後
項
に
立
つ
こ
と
が
最
も
多

い
動
調
（
森
田
一
九
七
八
）
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
「
こ
む
」

が
最
も
多
く
の
前
項
動
詞
に
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
「
こ

む
」
の
用
法
の
中
に
「
内
部
移
動
」
と
「
程
度
進
行
」
の
二
つ
の
用

法
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
要
因
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「J
こ
む
」
は
「
内
部
移
動
」
と
「
程
度
進
行
」
の
用
法
を
も
つ
こ

と
で
、
動
作
動
調
だ
け
で
な
く
状
態
動
詞
も
前
項
動
調
と
な
る
の
で
、

前
項
動
調
と
な
り
う
る
動
詞
の
数
が
多
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
姫

野
氏
に
よ
る
と
「
こ
む
」
の
ほ
か
に
同
じ
く
内
部
移
動
を
表
す
も
の

と
し
て
「
J
こ
め
る
」
「
J
い
る
」
「
J
い
れ
る
」
が
あ
る
が
、
こ
の

中
で
「
程
度
進
行
」
の
働
き
を
持
つ
も
の
は
「
J
い
る
」
だ
け
で
あ

る
。
し
か
し
「
J
い
る
」
全
体
の
数
は
羽
語
し
か
な
く
、
そ
の
数
は
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少
な
い
。

〔
今
後
の
研
究
課
題
］
「
J
こ
む
」
に
つ
い
て
の
分
析
だ
け
で
は
、



他
の
複
合
動
調
と
の
関
係
に
つ
い
て
明
確
な
違
い
や
、
重
な
る
部
分

な
ど
を
比
較
す
る
に
は
不
十
分
で
あ
っ
た
の
で
、
今
後
「
J
こ
む
」

と
似
た
複
合
動
詞
の
表
現
を
分
析
し
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。
そ
れ

ら
の
表
現
と
「
J
こ
む
」
の
類
似
点
、
相
違
点
を
明
か
に
し
、
「
J

こ
む
」
の
用
法
の
分
類
で
未
解
決
の
部
分
を
解
決
す
る
糸
口
を
探
し

た
い
。ま

た
、
「
J
こ
む
」
の
表
現
の
う
ち
、
今
回
の
分
析
の
条
件
を
満

た
し
て
い
な
が
ら
不
自
然
に
思
わ
れ
る
も
の
と
、
そ
う
で
な
い
も
の

の
違
い
が
ど
こ
か
ら
出
て
く
る
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
、
日

本
語
学
習
者
の
表
現
の
誤
り
が
、
ど
の
よ
う
な
点
で
誤
り
な
の
か
を

知
る
手
掛
り
と
し
た
い
。
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