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【
エ
ッ
セ
イ
】

複
合
動
詞
の
森

―
辞
苑
閑
話
・
五

―

工　

藤　

力　

男

B
asic E

nglish

と
基
礎
日
本
語

印
欧
語
一
般
に
い
え
る
こ
と
ら
し
い
が
、
特
に
英
語
学
習
の
要
諦

は
前
置
詞
に
あ
る
と
い
う
。
遂
に
英
語
を
使
い
こ
な
す
に
至
ら
ず
生

を
お
え
る
、
英
語
落
第
生
の
自
分
の
経
験
か
ら
も
そ
う
思
う
。

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
のO

rthological Institute

が
発
表
し
た“

B
asic 

E
nglish”

（1930

）
は
、
八
百
五
十
語
で
日
常
の
普
通
の
こ
と
が
ら

は
表
現
で
き
る
、
と
い
う
確
信
を
も
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
オ
グ
デ
ン
ら
の
強
調
す
る
動
詞
不
使
用
の
原
理
に
た
っ
て
い
る

こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
作
用
語
（operators

）
と
し
て
補

わ
れ
た
動
詞
は
、com

e, do, get, have

な
ど
の
十
八
語
に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
や
は
り
作
用
語
（directive

）
と
し
て
補
っ

た
前
置
詞
は
廿
四
語
で
、
動
詞
よ
り
は
る
か
に
多
い
。
本
体
で
あ
る

八
百
五
十
語
の
内
訳
は
、
名
詞
が
六
百
、
形
容
詞
が
百
五
十
、
接
続

詞
・
冠
詞
・
代
名
詞
・
副
詞
が
百
で
あ
っ
た
（『
現
代
英
語
学
辞
典
』

成
美
堂　

1973

）。

こ
れ
に
刺
戟
さ
れ
て
日
本
語
に
も
類
似
の
試
み
が
な
さ
れ
た
。
よ

く
し
ら
れ
た
の
は
、
英
文
学
者
・
土
居
光
知
の
『
基
礎
日
本
語
』

（1933

）
一
千
百
語
（「
聞
く
」
の
重
出
で
実
数
は
一
千
九
十
九
）
で
あ

る
。
内
訳
は
、
名
詞
と
代
名
詞
あ
わ
せ
て
六
百
六
十
四
語
で
あ
る
の

に
対
し
て
、
動
詞
は
七
十
語
で
あ
る
。
動
詞
志
向
型
の
日
本
語
に
し

て
は
動
詞
が
少
な
い
印
象
を
う
け
る
。
だ
が
、「
恐
れ
」「
問
い
」

「
眠
り
」
な
ど
、
動
詞
連
用
形
の
転
成
名
詞
が
百
六
十
四
語
に
上
る
。
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「
勉
強
す
る
」
の
よ
う
な
《
名
詞
‐
サ
変
動
詞
》、「
恐
れ
を
な
す
」

の
よ
う
な
《
名
詞
‐
助
詞
‐
基
本
動
詞
》
で
も
表
現
で
き
る
。
そ
し

て
、「
学
び
始
め
る
」
の
よ
う
な
《
動
詞
‐
動
詞
》
の
複
合
動
詞
の

発
達
が
著
し
い
。
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
も
、
か
な
り
の
多
く
の
表
現
が

可
能
で
あ
る
。

わ
た
し
た
ち
は
そ
の
複
合
動
詞
を
ほ
と
ん
ど
意
識
せ
ず
に
言
語
生

活
を
営
ん
で
い
る
。
だ
が
、
ひ
と
た
び
立
ち
ど
ま
っ
て
考
え
る
と
、

さ
ま
ざ
ま
の
興
味
ぶ
か
い
こ
と
、
不
可
解
な
こ
と
に
遭
遇
す
る
。

複
合
動
詞
は
深
い
森
で
あ
る

東
京
外
国
語
大
学
の
留
学
生
日
本
語
教
育
セ
ン
タ
ー
な
ど
で
長
く

留
学
生
の
教
育
に
携
わ
っ
た
姫
野
昌
子
さ
ん
は
、
自
身
の
著
書
『
複

合
動
詞
の
構
造
と
意
味
用
法
』（
ひ
つ
じ
書
房　

1999

）
の
「
ま
え
が

き
」
の
冒
頭
を
、「
多
く
の
日
本
人
は
気
づ
い
て
い
な
い
が
、
日
本

語
の
複
合
動
詞
は
、
実
に
豊
か
で
さ
ま
ざ
ま
な
陰
翳
に
満
ち
た
用
法

を
備
え
て
い
る
。」
の
一
文
で
始
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
形
態

は
理
に
か
な
っ
て
い
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
母
語
に
な
じ
み
す
ぎ
て
、

そ
の
仕
組
み
が
み
え
な
い
の
だ
と
い
う
。

姫
野
さ
ん
は
続
け
て
、
最
初
に
担
当
し
た
ク
ラ
ス
で
の
経
験
を

語
っ
て
い
る
。「
家
の
中
に
駆
け
込
む
」
と
は
い
え
る
の
に
、「
家
の

中
に
歩
き
込
む
」
と
い
え
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
と
問
わ
れ
て
立
往
生

し
た
と
い
う
の
だ
。
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
、
複
合
動
詞
と
の
長
い
挌

闘
が
本
書
に
結
実
し
た
。
こ
れ
は
、
わ
た
し
の
し
る
限
り
、
複
合
動

詞
を
標
題
に
も
つ
専
書
の
嚆
矢
で
あ
る
。

本
書
以
前
に
も
以
後
に
も
、
複
合
動
詞
に
関
す
る
お
び
た
だ
し
い

論
文
と
数
点
の
著
書
が
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
全
貌
は
な
か
な
か
把
握

で
き
な
い
。
あ
る
角
度
か
ら
問
題
が
解
明
さ
れ
て
も
、
別
の
角
度
か

ら
み
る
と
違
っ
た
疑
問
が
わ
い
て
く
る
の
で
あ
る
。
複
合
動
詞
は
さ

な
が
ら
森
で
あ
る
。
し
か
も
、
い
く
つ
か
の
異
な
る
樹
種
の
森
か
ら

な
る
深
く
大
き
な
森
で
あ
る
。
一
つ
の
樹
種
の
森
に
つ
い
て
考
え
た

結
果
が
、
他
の
そ
れ
ら
に
も
適
用
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
へ
た
を

す
る
と
、
挌
闘
す
る
う
ち
に
呑
み
こ
ま
れ
か
ね
な
い
。

わ
た
し
も
左
記
の
二
篇
で
数
本
の
木
と
挌
闘
し
た
こ
と
が
あ
る
。

「
複
合
動
詞
論
序
説
―
―
と
れ
た
て
・
生
ま
れ
た
て
―
―
」（『
成
城

国
文
学
』
廿
一
号　

2005.3

）

「〈
立
ち
上
げ
る
〉
非
文
の
説
」（『
成
城
文
藝
』
百
九
十
二
号　

2005.9

）

詳
し
く
か
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
日
本
語
で
は
原
則
と
し

て
、《
他
動
詞
‐
自
動
詞
》
の
複
合
動
詞
は
許
さ
れ
る
（
例
、
繰
り
あ

が
る
）
が
、《
意
思
の
自
動
詞
‐
他
動
詞
》
の
複
合
は
許
さ
れ
な
い
。
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「
立
ち
上
げ
る
」
が
許
さ
れ
る
な
ら
、「
伸
び
上
げ
る
」「
起
き
上
げ

る
」「
飛
び
上
げ
る
」
も
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
立
ち
上
げ

る
」
は
極
め
て
特
殊
な
条
件
下
に
発
生
し
た
、
鬼
子
の
複
合
動
詞
だ

と
い
う
ほ
か
な
い
。

複
合
動
詞
考
察
の
三
篇
め
に
あ
た
る
本
稿
で
は
、「
込
む
」
を
後

項
と
す
る
語
に
つ
い
て
考
え
る
。
複
合
動
詞
の
後
項
と
し
て
の
「
込

む
／
こ
む
」
は
、
原
則
と
し
て
〈
‐
込
む
〉
の
よ
う
に
か
き
、
他
の

語
に
つ
い
て
も
同
様
に
す
る
。
用
例
に
は
通
し
番
号
を
附
し
、
言
及

箇
所
に
は
傍
線
を
施
す
。

作
り
込
む

初
め
に
「
作
り
込
む
」。
こ
の
語
に
遭
遇
し
た
の
は
四
年
余
り
前
、

自
動
車
メ
ー
カ
ー
に
勤
務
す
る
愚
息
の
ブ
ロ
グ
中
、
東
京
モ
ー
タ
ー

シ
ョ
ー
に
設
定
し
た
企
画
の
狙
い
を
説
明
し
た
箇
所
に
あ
っ
た

（2009.11.9

）。

1　

以
前
は
ス
ト
リ
ー
ミ
ン
グ
で
の
映
像
配
信
が
流
行
っ
た
こ

と
も
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
あ
れ
だ
と
全
体
の
雰
囲
気
は
掴

（
マ
マ
）め

て
も
、
ク
ル
マ
の
か
っ
こ
良
さ
や
細
部
の
作
り
こ
み
は
伝
わ

ら
な
い
。

文
脈
か
ら
お
お
よ
そ
の
意
味
は
想
像
で
き
る
が
、
初
見
の
語
だ
っ
た

の
で
質
問
を
送
る
と
、
返
信
が
き
た
。

2　
「
細
部
ま
で
気
を
つ
か
い
、
こ
だ
わ
っ
て
制
作
す
る
」
と

い
う
よ
う
な
意
味
合
い
で
良
く
使
い
ま
す
。「
ペ
ー
ジ
は
で

き
た
け
ど
、
作
り
こ
み
が
甘
い
」
み
た
い
な
感
じ
で
。
ア
ウ

デ
ィ
の
記
事
に
も
「
作
り
込
み
品
質
」
と
い
う
言
葉
が
出
て

る
し
、
か
な
り
一
般
的
な
用
語
だ
と
思
い
ま
す
。

と
あ
る
ほ
か
、「Yahoo!

知
恵
袋
」
と
い
う
質
問
箱
を
参
照
す
る
よ

う
に
、
と
も
書
い
て
あ
っ
た
。
そ
の
質
問
箱
を
開
い
て
み
る
と
、
ベ

ス
ト
ア
ン
サ
ー
が
紹
介
さ
れ
て
い
た
。
即
日
の
回
答
だ
と
い
う
。

3　

例
え
ば
試
作
品
な
ど
で
「
こ
の
製
品
は
も
っ
と
作
り
込
み

が
必
要
だ
」
と
か
で
使
わ
れ
ま
す
。
こ
の
場
合
は
も
っ
と
製

品
と
し
て
販
売
す
る
に
相
応
し
い
完
成
度
に
持
っ
て
い
く
、

と
理
解
さ
れ
る
と
良
い
と
思
い
ま
す
（2006.4.28

）。

予
想
と
余
り
違
わ
な
い
回
答
で
あ
っ
た
が
、
わ
た
し
の
気
づ
い
た
日

付
よ
り
さ
ら
に
三
年
半
も
早
い
。
な
お
、
ヤ
フ
ー
で
「
作
り
こ
み
」

を
検
索
す
る
と
、
驚
く
べ
し
、
そ
の
時
点
で
百
二
十
二
万
余
の
数
字

が
あ
っ
た
。

日
本
語
の
辞
書
や
い
か
に
と
、
中
型
の
辞
書
『
大
辞
泉
』（2005

）

を
み
る
と
、
名
詞
「
造
り
込
み
」
を
掲
げ
て
、「
日
本
刀
で
刀
身
の
造

形
。
鎬
（
し
の
ぎ
）
造
り
・
平
造
り
な
ど
。」
と
い
う
記
述
が
あ
る
だ
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け
で
あ
る
。
こ
れ
は
特
殊
化
し
た
語
義
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
般
的
な

語
義
を
掲
示
し
な
い
の
は
辞
書
と
し
て
怠
慢
で
は
な
い
か
。
他
の
中

型
辞
書
を
み
る
と
、『
大
辞
林
』
第
三
版
（2006

）
は
「
つ
く
り
こ

み
」
の
項
を
た
て
な
い
。『
広
辞
苑
』
第
六
版
（2008

）
は
「
作
り
・

造
り
」
の
子
見
出
し
に
「
造
り
込
み
」
を
掲
げ
、
刀
剣
に
関
す
る
三

行
の
説
明
が
あ
る
。『
大
辞
泉
』
と
同
じ
特
殊
義
で
あ
る
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（2001　

以
下
、『
日
国
大
』
と
略
記
）

の
「
つ
く
り
こ
み
」
は
、
そ
の
一
般
的
な
語
義
を
「
つ
く
り
こ
む
こ

と
。
仕
込
ん
で
お
く
こ
と
。」
と
し
て
、
随
筆
「
耳
嚢
」（1784

～

1814

）
の
用
例
「
当
年
造
込
の
酒
三
四
本
変
り
て
大
き
な
る
損
せ
し

と
語
け
れ
ば
」
を
あ
げ
て
い
る
。

居
体
言
「
つ
く
り
こ
み
」
の
基
に
な
っ
た
動
詞
「
つ
く
り
こ
む
」

に
つ
い
て
、『
広
辞
苑
』
は
中
世
語
の
下
二
段
他
動
詞
「
作
り
籠
む
」

を
の
せ
る
が
、
現
代
語
に
は
関
心
を
払
わ
な
い
。『
大
辞
林
』
第
三

版
に
は
左
記
の
記
述
が
あ
る
。

細
部
に
わ
た
っ
て
精
密
に
製
作
す
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
シ

ス
テ
ム
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
に
つ
い
て
い
う
こ
と
が
多
い
。

「
検
索
機
能
を
―
・
む
」

当
代
の
用
法
を
衝
い
た
も
の
で
あ
る
。『
日
国
大
』
に
は
、
四
段
活

用
の
他
動
詞
と
し
て
室
町
時
代
か
ら
大
正
期
ま
で
の
用
例
が
い
ろ
い

ろ
み
え
る
。
辞
書
に
よ
っ
て
扱
い
が
大
き
く
異
な
る
。
小
型
辞
書
は

紙
幅
が
な
い
が
、
中
型
辞
書
は
編
者
の
方
針
が
反
映
し
や
す
い
の
だ

ろ
う
。

と
ま
れ
、「
つ
く
り
こ
む
／
つ
く
り
こ
み
」
は
、
近
年
、
コ
ン

ピ
ュ
ー
タ
ー
や
自
動
車
産
業
な
ど
の
世
界
で
多
く
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
あ
り
よ
う
は
、「
立
ち
上
げ
る
」
に
似
て

い
る
。
あ
の
非
文
の
複
合
動
詞
を
許
容
さ
せ
た
の
は
、
新
し
い
メ

カ
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
世
界
が
急
速
に
広
が
り
、
英
語start up

に
対
応
す
る
日
本
語
の
動
詞
が
至
急
に
求
め
ら
れ
た
ゆ
え
ら
し
い
。

〈
‐
込
む
〉
動
詞
の
意
味

思
い
返
す
と
、
こ
れ
ま
で
に
も
い
ろ
い
ろ
と
気
が
か
り
な
〈
‐
込

む
〉動
詞
が
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
書
き
と
め
て
お
い
た
も
の
を
少
々
、

出
現
順
に
並
べ
る
。

4 

何
も
女
郎
の
一
疋
位
相
手
に
し
て
三
五
郎
を
擲
り
た
い
事

も
な
か
つ
た
け
れ
ど
、
万
燈
を
振
こ
ん
で
見
り
や
あ
唯
も
帰

れ
な
い
、（
樋
口
一
葉
「
た
け
く
ら
べ
」
十　

1895

）

5　
（
病
み
上
が
り
の
少
年
が
街
へ
で
て
）
公
園
に
、歩
み
込
ん
だ
。

み
ど
り
色
の
芝
生
が
、
大
き
く
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
。（
吉
行

淳
之
介
「
童
謡
」　1961

）
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6　

多
く
の
先
輩
、
友
人
を
十
五
年
戦
争
の
戦
陣
の
な
か
で

失
っ
て
き
た
。
良
い
す
ぐ
れ
た
人
間
が
死
に
、
つ
ま
ら
ぬ
自

分
は
生
き
の
び
た

―
と
い
う
思
い
を
抱い
だ

い
て
戦
後
に
入
り

こ
ん
だ
。（
光
文
社
カ
ッ
パ
・
ブ
ッ
ク
ス
『
無
名
戦
士
の
手
記
』

あ
と
が
き　

1975
）

7　
（
平
成
十
八
年
に
上
梓
し
た
『
奥
会
津
歳
時
記
』
は
）
六
百
余

季
語
と
や
や
少
な
め
の
歳
時
記
だ
が
、
約
五
分
の
一
に
相
当

す
る
奥
会
津
だ
け
の
百
四
十
七
の
季
語
を
拾
い
込
ん
だ
。

（
榎
本
好
宏
『
季
語
の
来
歴
』
平
凡
社　

2007　

p.87

）

8　

そ
れ
ぞ
れ
に
ち
が
っ
た
は
ず
の
花
の
絵
が
ら
も
ま
る
で
お

ぼ
ろ
で
、（
中
略
）
そ
ん
な
は
か
な
い
影
の
う
ち
で
も
最
も

は
か
な
い
稲
科
植
物
の
葉
ず
え
の
と
が
り
に
消
え
こ
ん
で
い

く
。（
黒
田
夏
子
『
a
b
さ
ん
ご
』
文
藝
春
秋　

2013　
p.8

～9 

）

こ
れ
ら
が
自
分
の
目
に
と
ま
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
現
行
の
辞
書
数

点
を
み
る
と
、
動
詞
の
連
用
形
に
つ
い
て
複
合
語
を
作
る
〈
‐
込

む
〉
の
意
味
記
述
に
は
さ
し
た
る
差
が
な
い
。『
大
辞
泉
』
の
五
分

類
を
か
り
る
。

A　

中
に
入
る
。「
風
が
吹
き
込
む
」「
飛
び
込
む
」「
殴
り
込

む
」

B　

中
に
入
れ
る
。「
書
き
込
む
」「
詰
め
込
む
」「
呼
び
込
む
」

C　

あ
る
状
態
を
そ
の
ま
ま
ず
っ
と
し
つ
づ
け
る
。「
座
り
込

む
」「
黙
り
込
む
」

D　

す
っ
か
り
そ
の
状
態
に
な
る
。「
冷
え
込
む
」「
老
い
込

む
」

E　

徹
底
的
に
事
を
行
う
。「
教
え
込
む
」「
煮
込
む
」「
使
い

込
ん
だ
万
年
筆
」

〈
‐
込
む
〉
動
詞
の
表
わ
す
意
味
を
簡
潔
に
ま
と
め
る
と
、
A
は

自
動
詞
用
法
・
B
は
他
動
詞
用
法
で
と
も
に
内
部
へ
の
移
動
、
C
は

行
為
・
状
態
の
持
続
、
D
は
状
態
の
深
化
、
E
は
徹
底
的
な
遂
行

と
い
え
よ
う
か
。
そ
う
捉
え
た
う
え
で
、
自
分
の
目
が
上
引
の
4
乃

至
8
に
と
ま
っ
た
の
は
な
ぜ
か
を
考
え
て
み
る
。

4
の
「
振
こ
む
」
に
つ
い
て
は
、
こ
の
く
だ
り
に
先
だ
つ
「
二
」

に
、
横
町
と
本
町
の
少
年
た
ち
の
喧
嘩
を
叙
し
て
、「
万
燈
を
振
廻

す
」
が
数
回
み
え
る
。
す
る
と
、
こ
の
「
振
こ
む
」
は
A
か
E
に
相

当
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
5
は
、
公
園
と
い
う
区
画
に
入
っ
た
の
だ
か

ら
A
で
あ
る
が
、
ど
ん
な
入
り
か
た
な
ら
「
歩
み
込
む
」
と
い
え
る

の
か
定
か
で
な
い
。
6
の
「
入
り
こ
む
」
は
理
解
で
き
な
い
。
人
間

が
生
き
て
新
し
い
時
代
を
迎
え
る
こ
と
を
「
入
り
込
む
」
と
表
現
し

う
る
と
は
思
え
な
い
。
7
は
、
百
四
十
の
季
語
を
拾
っ
て
六
百
余
の

歳
時
記
に
い
れ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
B
か
。
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8
は
、
二
百
余
字
で
一
文
を
な
す
冒
頭
と
末
尾
で
あ
る
。
初
め
に

「
花
の
絵
が
ら
も
ま
る
で
お
ぼ
ろ
で
」
と
あ
る
の
で
、
末
尾
の
「
消

え
こ
ん
で
い
く
」
は
「
花
の
絵
が
ら
が
」
に
対
す
る
述
語
ら
し
い
。

な
ら
ば
、
こ
の
〈
‐
こ
む
〉
の
意
味
は
D
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
小

説
自
体
、
わ
た
し
の
理
解
を
こ
え
た
作
品
な
の
だ
が
。

複
合
動
詞
の
数

そ
れ
に
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
の
複
合
動
詞
が
あ
る
も
の
だ
。
用
例

を
拾
い
な
が
ら
つ
く
づ
く
そ
う
思
う
。
現
代
日
本
語
に
は
ど
れ
ほ
ど

の
複
合
動
詞
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

動
詞
本
来
の
用
法
が
弱
ま
り
、
複
合
語
の
後
項
で
接
尾
辞
と
し
て

用
い
ら
れ
た
ば
あ
い
、
例
え
ば
〈
‐
過
ぎ
る
〉
に
よ
る
複
合
動
詞
が

辞
書
に
の
る
機
会
は
さ
ほ
ど
多
く
あ
る
ま
い
。「
言
い
過
ぎ
る
／
飲

み
過
ぎ
る
／
遊
び
過
ぎ
る
」
な
ど
、
い
く
ら
で
も
作
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
載
録
さ
れ
る
の
は
よ
ほ
ど
の
幸
運
に
恵
ま
れ
た
語
だ
ろ
う
。
学

校
文
法
で
助
動
詞
と
す
る
接
尾
辞
、
受
動
の
「
れ
る
／
ら
れ
る
」
な

ど
の
つ
い
た
語
も
辞
書
に
登
載
さ
れ
に
く
い
。
原
則
と
し
て
そ
れ
の

つ
い
た
語
は
無
限
に
派
生
し
う
る
。

か
か
る
制
約
の
中
で
、
辞
書
に
登
載
さ
れ
た
複
合
動
詞
を
数
え
た

人
が
あ
る
。
石
井
正
彦
『
現
代
日
本
語
の
複
合
語
形
成
論
』（
ひ
つ

じ
書
房　

2007

）
に
そ
え
ら
れ
た
三
つ
の
資
料
の
Ⅰ
、「「
既
成
の
複

合
動
詞
」
造
語
成
分
の
連
接
表
」
で
あ
る
。
石
井
さ
ん
は
、
四
つ
の

資
料
、『
学
研
国
語
大
辞
典
（
初
版
）』、『
新
明
解
国
語
辞
典
（
第
三

版
）』、『
岩
波
国
語
辞
典
（
第
二
版
）』、『
国
立
国
語
研
究
所
資
料
集
7　

動
詞
・
形
容
詞
問
題
語
用
例
集
』
か
ら
、
二
千
五
百
弱
の
複
合
動
詞

を
採
集
し
た
。
用
い
ら
れ
た
造
語
成
分
は
八
百
二
種
だ
と
い
う
。

当
面
の
〈
‐
込
む
〉
は
最
も
数
が
多
く
、「
上
が
り
込
む
」「
当
て

込
む
」「
射
込
む
」
な
ど
百
五
十
語
で
あ
る
。
第
二
位
以
下
は
、「
暴

き
出
す
」
な
ど
〈
‐
出
す
〉
の
九
十
四
語
、「
煽
り
付
け
る
」
な
ど

〈
‐
付
け
る
〉
の
八
十
五
語
、「
編
み
上
げ
る
」
な
ど
〈
‐
上
げ
る
〉

の
八
十
四
語
と
続
く
。〈
‐
込
む
〉
動
詞
の
多
さ
は
突
出
し
て
い
る
。

上
引
の
4
か
ら
8
ま
で
の
用
例
に
み
え
る
〈
‐
込
む
〉
動
詞
の
う

ち
、
石
井
さ
ん
の
リ
ス
ト
に
の
っ
て
い
る
の
は
、「
振
り
込
む
」「
入

り
こ
む
」
で
、
他
の
三
つ
は
見
あ
た
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
語
が
わ
た

し
の
目
に
と
ま
っ
た
の
は
、
偶
然
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

姫
野
さ
ん
の
著
書
の
巻
末
に
も
「
付
．
複
合
動
詞
リ
ス
ト
」
が
あ

り
、〈
‐
あ
が
る
〉
か
ら
〈
‐
ま
く
る
〉
ま
で
三
十
三
の
後
項
に
よ

る
複
合
動
詞
が
の
っ
て
い
る
。
総
数
は
二
千
四
百
語
弱
。
採
集
方
法

は
石
井
さ
ん
と
異
な
り
、
小
学
校
全
学
年
の
国
語
教
科
書
（
教
育
出

版　

1973

）、朝
日
新
聞
と
讀
賣
新
聞
（1975

～9 8

）、雑
誌
『
P
H
P
』
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（1975
～9 8

）
の
ほ
か
、
文
学
作
品
、
放
送
番
組
か
ら
も
得
た
と
い

う
。
当
然
、
辞
書
に
の
ら
な
い
実
際
の
用
例
が
多
く
み
ら
れ
る
。

姫
野
さ
ん
の
リ
ス
ト
か
ら
多
い
順
に
若
干
あ
げ
る
と
、「
あ
い
し

あ
う
」
な
ど
〈
‐
あ
う
〉
の
三
百
十
九
語
、「
あ
が
り
こ
む
」
な
ど

〈
‐
こ
む
〉
の
二
百
八
十
五
語
、「
か
い
き
る
」
な
ど
〈
‐
き
る
〉
の

二
百
五
十
一
語
で
、
以
下
、〈
‐
だ
す
〉〈
‐
あ
げ
る
〉〈
‐
つ
け
る
〉

な
ど
と
続
く
。〈
‐
こ
む
〉
に
は
、「
累
積
を
表
す
「
～
こ
む
」
は
代

表
的
な
語
の
み
提
示
」
と
注
記
す
る
よ
う
に
、
数
値
が
絶
対
的
な
意

味
を
も
つ
わ
け
で
は
な
い
。
が
、
辞
書
掲
載
語
を
調
べ
た
石
井
さ
ん

の
資
料
に
よ
っ
て
も
、
実
際
の
用
例
を
求
め
た
姫
野
さ
ん
の
資
料
に

よ
っ
て
も
、〈
‐
込
む
〉
動
詞
は
極
め
て
多
く
、
そ
の
組
み
合
わ
せ

の
語
種
も
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

入
り
込
む

実
例
6
に
み
た
「
入
り
込
む
」
に
つ
い
て
考
え
る
。

作
例
「
天
窓
か
ら
雨
が
入
り
込
む
」
と
表
現
さ
れ
る
事
態
は
、

〈
‐
込
む
〉 の
な
い 「
雨
が
入
る
」 だ
け
で
も
表
現
で
き
る
が
、 〈
‐
込

む
〉
が
つ
く
と
特
別
な
暗
示
的
意
味
（
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
）
が
加
わ

る
。
例
え
ば
「
一
斥
候
が
軍
陣
に
入
り
込
ん
で
攪
乱
し
た
」
は
、
ほ

ぼ
中
立
的
な
記
述
と
解
釈
で
き
る
。
が
、
書
き
手
・
読
み
手
が
い
ず

れ
の
側
の
者
か
で
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
は
大
き
く
か
わ
る
。
斥
候
の
側

の
者
な
ら
好
ま
し
い
事
態
、
反
対
側
の
者
な
ら
好
ま
し
か
ら
ざ
る
事

態
と
感
ず
る
だ
ろ
う
。〈
‐
込
む
〉
の
使
用
に
は
慎
重
で
な
く
て
は

な
ら
な
い
と
思
う
。

わ
た
し
が
〈
‐
込
む
〉
に
違
和
感
を
覚
え
た
、
一
著
者
に
よ
る
実

例
三
つ
を
あ
げ
る
。

9　
（
明
治
維
新
、
東
京
周
辺
の
県
か
ら
流
入
し
た
）
こ
れ
ら
の
人

た
ち
の
職
業
は
多
種
多
様
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
商
人
と
し
て

入
り
こ
ん
だ
も
の
も
あ
り
、（『
話
し
言
葉
の
日
本
史
』p.33　

吉
川
弘
文
館　

2011

）

10　

キ
リ
シ
タ
ン
資
料
と
は
、
室
町
後
期
に
日
本
に
入
り
込
ん

だ
イ
エ
ズ
ス
会
宣
教
師
ら
に
よ
る
「
辞
書
・
文
法
書
・

読リ
ー
ダ
ー本
」
な
ど
の
言
語
資
料
で
あ
る
。（
同　

p.164

）

11　
（
巨
大
な
人
口
空
白
地
に
な
っ
た
）
武
家
屋
敷
に
新
政
府
の
官

吏
が
入
り
込
む
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、（
括
弧
書
き
省
略
）

明
治
初
年
の
東
京
山
の
手
は
、
荒
蕪
の
地
と
化
し
た
の
で
あ

る
。（
同　

p.200

）

こ
の
語
感
は
自
分
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
姫
野
さ
ん
も
、

〈
‐
込
む
〉
類
の
複
合
動
詞
の
章
の
ま
と
め
に
、
そ
れ
を
次
の
四
つ

の
「
ニ
ュ
ア
ン
ス
」
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
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a　

全
体
が
す
っ
か
り
奥
深
く
入
る
と
い
う
感
じ
が
あ
る
。

b　

い
っ
た
ん
入
っ
た
ら
動
か
な
い
と
い
う
固
定
感
が
あ
る
。

c　

予
期
せ
ぬ
も
の
が
入
る
と
い
う
抵
抗
感
が
あ
る
。

d　

人
の
行
動
を
表
す
場
合
、
意
思
性
や
目
的
意
識
が
強
い
と

い
う
感
じ
が
あ
る
。

9
・
10
・
11
に
わ
た
し
の
語
意
識
が
反
応
し
た
の
は
、
こ
の
b
・
c

ゆ
え
だ
と
思
う
。
日
本
語
の
歴
史
に
関
す
る
研
究
者
の
著
述
な
の
だ

か
ら
、
特
に
10
な
ど
は
客
観
的
に
か
く
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

月
刊
の
総
合
誌
『
選
択
』
の
連
載
「
宮
中
取
材
余
話
」
⑮
に
次
の

叙
述
が
あ
る
。

12　

宮
内
庁
幹
部
の
中
に
は
「
番
組
に
度
々
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
が

入
り
込
み
、
芸
能
タ
レ
ン
ト
が
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
よ
う

な
民
放
に
両
陛
下
の
映
像
を
提
供
す
る
の
は
気
が
進
ま
な

い
」
と
い
う
人
も
い
る
。（2009.11　

p.89

）

こ
れ
は
「
ニ
ュ
ア
ン
ス
」
c
の
例
で
あ
る
。

名
古
屋
本
社
版
『
朝
日
新
聞
』、
東
海
経
済
の
面
に
「
ビ
ジ
ネ
ス

交
差
点
」
が
あ
る
。
そ
の
中
の
記
事
に
、

13　

国
内
の
主
要
観
光
地
の
表
情
は
い
ま
ひ
と
つ
さ
え
な
い
。

景
気
回
復
の
中
に
あ
っ
て
も
、
観
光
客
の
入
り
込
み
が
依
然

低
迷
し
て
い
る
か
ら
だ
。（2007.6.24

）

が
あ
っ
た
。
J
R
東
海
相
談
役
の
談
話
を
記
者
が
文
章
化
し
た
も
の

ら
し
い
。
記
者
は
、
こ
の
「
入
り
込
み
」
を
、
ど
う
よ
み
、
ど
う
理

解
せ
よ
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
の
ち
に
、
教
育
テ
レ
ビ
の
高
校
講
座

「
地
理
」
の
「
余
暇
と
観
光
産
業
」
の
回
で
用
例
14
に
遭
遇
し
た
。

14　
「
観
光
入
込
客
数
」（2010.7.14

）

東
京
の
お
台
場
ら
し
い
商
店
街
を
映
し
た
場
面
の
字
幕
の
文
字
で
あ

る
。
首
都
大
学
東
京
の
某
先
生
は
こ
れ
を
「
イ
リ
コ
ミ
」
と
よ
ん

だ
。
観
光
業
界
用
語
ら
し
い
が
、
し
ろ
う
と
に
は
難
し
い
。

〈
‐
込
む
〉
動
詞
い
ろ
い
ろ

取
り
あ
げ
た
い
語
は
な
お
多
い
が
、
す
で
に
多
く
の
紙
幅
を
費
や

し
た
。
以
下
、
若
干
の
語
に
絞
る
。

前
節
の
「
入
り
込
む
」
に
似
た
用
例
の
多
い
〈
‐
込
む
〉
動
詞
に

「
映
／
写
り
込
む
」
が
あ
る
。
朝
日
新
聞
東
京
版
の
「
泉
麻
人
の
東

京
博
物
館
」
は
、
昭
和
年
代
の
新
聞
の
記
事
や
写
真
を
考
察
す
る
、

わ
た
し
の
好
き
な
連
載
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
篇
「
一
九
六
二
年　

東

京
ア
ル
バ
ム
」
①
の
「
東
京
ス
タ
ジ
ア
ム
」。

15　

こ
の
記
事
写
真
で
見
逃
せ
な
い
の
が
、
ス
タ
ジ
ア
ム
の
背

景
に
写
り
こ
ん
だ
「
お
化
け
煙
突
」。
千
住
桜
木
町
の
火
力

発
電
所
に
立
っ
て
い
た
も
の
で
、（2006.2.26

）
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「
写
り
」
に
あ
え
て
〈
‐
こ
む
〉
を
そ
え
た
意
図
は
不
明
で
あ
る
。

こ
の
た
ぐ
い
は
、
い
ま
氾
濫
し
て
い
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
百
科
事
典
『
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
』
に
は
、
さ

ら
に
理
解
に
苦
し
む
例
が
あ
る
。

16　

京
都
の
旅
館
の
シ
ー
ン
に
お
い
て
、
笠
智
衆
と
原
節
子
が

枕
を
並
べ
て
眠
っ
て
い
る
と
、
一
瞬
床
の
間
に
置
か
れ
た
壷

が
写
り
込
む
カ
ッ
ト
の
意
味
（
映
画
「
晩
春
」）

小
津
安
二
郎
の
映
画
の
こ
の
場
面
に
つ
い
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
た

ち
は
近
親
相
姦
の
含
意
と
解
釈
す
る
と
い
う
の
だ
か
ら
穏
や
か
で
な

い
。
演
出
者
の
意
図
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

時
に
正
統
法
の
用
例
に
あ
う
と
う
れ
し
い
。
例
え
ば
、
東
海
テ
レ

ビ
の
番
組
「
ニ
ュ
ー
スJA

PA
N

」
の
特
集
「
警
鐘　

肺
が
ん
X
線

健
診
の
限
界
」（2010.11.30

）
か
ら
メ
モ
し
た
文
言
で
あ
る
。

17　

肋
骨
、
鎖
骨
、
血
管
、
心
臓
な
ど
が
写
り
こ
み
、
そ
の
陰

に
な
っ
て
癌
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
。

『
朝
日
新
聞
グ
ロ
ー
ブ
』
の
最
新
号
「
む
し
に
ま
な
ぶ
」（2014.3.2
）

の
「
虫
に
学
ん
だ
主
な
技
術
」
に
も
あ
る
。
蛾
の
目
の
構
造
を
利
用

し
て
、
光
の
反
射
を
防
ぐ
フ
ィ
ル
ム
を
実
用
化
し
た
と
い
う
記
事
の

説
明
に
、

18　

室
内
の
照
明
の
映
り
込
み
が
少
な
い
液
晶
テ
レ
ビ
画
面
な

ど
に
応
用
さ
れ
て
い
る
。

暗
示
的
意
味
c
の
例
で
あ
る
。〈
‐
込
む
〉
動
詞
は
、
17
・
18
の
よ

う
に
こ
そ
用
い
る
べ
き
だ
、
と
わ
た
し
は
考
え
る
。

用
例
4
は
、『
日
国
大
』
が
他
動
詞
①
の
用
例
の
第
一
に
あ
げ
て

い
る
が
、
初
出
が
明
治
期
と
い
う
の
は
い
さ
さ
か
不
審
で
あ
る
。
こ

の
複
合
動
詞
前
項
の
「
振
る
」
は
基
本
動
詞
と
称
す
べ
き
語
で
、
同

辞
書
は
そ
の
意
味
を
廿
一
に
わ
け
て
記
し
、
そ
の
⑥
を
「
み
こ
し
を

勢
い
よ
く
か
つ
ぎ
動
か
す
。
神
輿
・
神
宝
な
ど
を
荒
々
し
く
か
つ

ぐ
。」
と
し
て
平
安
時
代
の
用
例
を
あ
げ
て
い
る
。『
た
け
く
ら
べ
』

の
用
例
は
、
そ
の
神
輿
を
「
万
燈
」
に
替
え
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
意
味
は
E
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

「
指
定
さ
れ
た
口
座
に
振
り
込
む
」
の
意
味
は
B
、「
イ
チ
ロ
ー
選

手
は
八
十
本
を
ふ
り
こ
ん
だ
」
で
は
E
で
あ
ろ
う
。
E
の
類
は
自
動

詞
に
よ
る
「
走
り
こ
む
／
滑
り
込
む
」、
他
動
詞
に
よ
る
「
投
げ
込

む
／
打
ち
込
む
」
と
多
く
、
後
者
は
「
三
十
球
を
投
げ
こ
ん
だ
」
の

よ
う
に
、
概
し
て
両
義
的
で
あ
る
。

経
済
報
道
、
中
で
も
株
価
と
外
国
為
替
の
レ
ー
ト
に
は
「
割
り
込

む
」
が
全
盛
で
あ
る
。
株
価
は
千
円
刻
み
、
為
替
レ
ー
ト
は
十
円
刻

み
で
基
準
を
設
定
し
、
そ
れ
を
下
回
る
と
、
変
動
の
幅
に
関
わ
ら

ず
、
必
ず
「
割
り
込
む
」
と
い
う
。
そ
の
単
純
化
は
、
あ
る
意
味
で
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は
明
快
だ
と
も
い
え
る
。

一
方
、
明
確
な
基
準
の
な
い
数
値
の
低
落
は
、
ほ
と
ん
ど
「
落
ち

込
む
」
と
表
現
さ
れ
る
。
挙
例
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
朝
日
新
聞
の

「
G
8
財
務
相
会
合
」
の
記
事
（2006.9.14

）
か
ら
ひ
く
。「
米
国
も

4
月
の
鉱
工
業
生
産
指
数
は
0
・
5
％
減
と
落
ち
込
み
の
度
合
い
は

和
ら
い
だ
」、「
ユ
ー
ロ
圏
16
カ
国
鉱
工
業
生
産
は
1
・
9
％
減
と
8

カ
月
連
続
の
大
き
な
落
ち
込
み
だ
っ
た
」、「
成
長
率
の
落
ち
込
み
が

大
き
い
ラ
ト
ビ
ア
」。
真
に
落
ち
込
ん
だ
の
は
ど
こ
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
冬
、
米
国
を
襲
っ
た
寒
波
に
つ
い
て
、
一
月
八
日
十
九
時
の
ラ

ジ
オ
の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
の
気
温
を
「
氷
点
下
十
五

度
ま
で
落
ち
込
み
」
と
報
じ
た
。
こ
れ
は
廿
二
時
の
ニ
ュ
ー
ス
で
も

同
じ
で
あ
っ
た
。

そ
の
他
動
詞
形
「
落
と
し
込
む
」
に
も
流
行
の
兆
し
が
あ
る
。

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
指
揮
者
が
「
得
た
知
識
を
も
う
一
度
自
分
の
中
に
深

く
落
と
し
こ
み
」、
日
本
語
学
者
が
「
作
り
出
さ
れ
た
言
語
資
料
を

（
中
略
）
抽
象
的
な
言
語
シ
ス
テ
ム
お
よ
び
言
語
史
に
落
と
し
込
ん

で
い
く
」
と
か
い
て
い
る
。
後
者
に
接
し
た
と
き
、
同
業
者
の
末
席

に
あ
る
わ
た
し
は
実
に
憂
鬱
で
あ
っ
た
。

生
成
無
限

姫
野
さ
ん
が
最
初
に
担
当
し
た
教
室
で
、「
歩
き
込
む
」
を
非
文

と
学
ん
だ
留
学
生
な
ら
、
用
例
6
は
ど
う
か
と
問
う
に
違
い
な
い
。

現
に
そ
う
し
た
実
例
も
多
い
か
ら
で
あ
る
。
作
家
た
る
者
、
既
成
の

語
で
は
表
現
し
え
な
い
と
い
う
思
い
が
あ
る
の
か
、
時
に
そ
う
し
た

造
語
を
行
う
。

石
井
さ
ん
の
著
書
の
巻
末
に
あ
る
資
料
2
は
、「
新
造
の
複
合
動

詞
」
一
覧
で
あ
る
。
二
十
世
紀
、
泉
鏡
花
か
ら
原
田
宗
典
ま
で
、
小

説
を
主
と
し
、
若
干
の
随
筆
・
評
論
な
ど
か
ら
、
辞
書
に
は
と
ら
れ

な
か
っ
た
五
百
十
九
語
を
の
せ
て
い
る
。
多
く
は
、
簡
潔
さ
を
求
め

る
ゆ
え
に
一
語
化
を
急
い
だ
結
果
な
の
だ
が
、
あ
え
て
そ
う
し
た
表

現
を
用
い
て
独
自
の
文
体
と
す
る
作
家
も
あ
る
。〈
‐
込
む
〉
動
詞

な
ど
三
つ
を
あ
げ
る
。

19　

家
を
引
越
歩
い
て
も
面
白
く
な
い
、（
田
山
花
袋
「
蒲
団
」

1907

）

20　

大
型
ポ
ス
タ
ア
が
、
そ
こ
に
集
り
散
る
群
衆
の
眼
を
牽
い

て
い
た
。（
井
上
靖
「
闘
牛
」1949

）

21　

犬
が
（
鼠
を
）
押
さ
え
く
わ
え
こ
ん
で
（
野
坂
昭
如
「
死
児

を
育
て
る
」1969

）

こ
の
一
覧
に
、
5
・
7
・
8
の
複
合
動
詞
は
見
あ
た
ら
な
い
。
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人
間
は
言
語
を
操
る
動
物
で
あ
る
。
だ
が
、
も
は
や
新
し
い
語
根

を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
語
根
を
操
作
し
て
複
合
語
や
派
生

語
な
ら
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
こ
そ
言
語
を
操
作
す
る
ホ
モ
‐

ロ
ク
ェ
ン
ス
の
特
権
だ
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
か
く
て
複
合
動

詞
の
森
は
、
確
実
に
広
が
り
、
深
ま
る
こ
と
だ
ろ
う
。

接
辞
は
、
使
い
な
れ
る
に
つ
れ
て
意
味
が
意
識
さ
れ
に
く
く
、
接

辞
と
し
て
の
機
能
を
は
た
さ
な
く
な
る
。
そ
の
点
に
関
し
て
わ
た
し

は
二
篇
の
論
を
か
い
た
。

「
接
辞
の
陥
穽
―
―
日
本
語
雑
記
・
八
―
―
」（『
成
城
文
藝
』
二
百

九
号　

2009.12

）

「
字
音
接
辞
〈
化
〉
の
論
」（『
成
城
国
文
学
』
廿
八
号　

2012

）

本
稿
を
書
き
進
め
る
う
ち
に
、
こ
れ
は
「
陥
穽
」
で
は
な
く
「
宿

命
」
な
の
だ
、
と
考
え
る
に
至
っ
た
。

わ
た
し
の
目
に
つ
い
た
究
極
の
複
合
動
詞
は
、
雑
誌
『
選
択
』

（2010.6

）
の
論
説
「
中
国
の
ゲ
オ
ポ
リ
テ
ィ
ー
ク
」
に
あ
っ
た
。

22　

ロ
シ
ア
極
東
部
に
溢
れ
込
む
中
国
人
（p.7

）

〈
‐
込
む
〉
は
遂
に
外
部
へ
の
動
き
を
も
表
現
す
る
に
至
っ
た
の
だ
。

書
き
手
は
反
論
す
る
だ
ろ
う
か
、
そ
う
で
は
な
い
、
意
味
D
の
用
例

で
あ
る
と
。

 

（
平
成
廿
六
年
三
月
六
日
啓
蟄
）

附
記　

成
稿
直
前
に
、
影
山
太
郎
編
『
複
合
動
詞
研
究
の
最
先
端　

謎
の
解
明
に
向
け
て
』（
ひ
つ
じ
書
房　

2013.12.26

）
を
手
に
し
た
。

発
行
日
は
前
年
末
と
あ
る
が
、
わ
た
し
の
手
に
届
い
た
の
は
二
月

末
で
あ
っ
た
。
十
五
篇
の
論
文
の
中
に
、
山
口
昌
也
さ
ん
の
「
複

合
動
詞
「
～
込
む
」
と
前
項
動
詞
の
格
関
係
―
「
複
合
動
詞
用
例

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
用
い
た
分
析
―
」
が
あ
る
。W

eb

か
ら
半
自
動

的
に
構
築
し
た
『
複
合
動
詞
用
例
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』
に
よ
っ
た
論

文
で
あ
る
。
対
象
と
す
る
「
～
込
む
」
は
、
一
千
以
上
の
用
例
を

も
つ
百
四
十
語
だ
と
い
う
。
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
を
処
理
し
た
論
文

で
、
拙
稿
と
は
方
法
も
視
点
も
目
的
も
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

前
稿
「
さ
ま
よ
え
る
〈
憂
い
〉」
の
補
足

そ
こ
に
あ
げ
た
北
原
保
雄
さ
ん
の
説
は
次
の
二
論
文
に
み
え
る
。

「
形
容
詞
の
ウ
音
便
―
そ
の
分
布
か
ら
成
立
の
過
程
を
さ
ぐ
る

―
」

（『
國
語
國
文
』36 

―8 　

1967

）

「
形
容
詞
「
ヒ
キ
シ
」
攷
―
形
容
動
詞
「
ヒ
キ
ナ
リ
」
の
確
認

―
」

（
同
右　

37 

―5 　

1968

）


