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近
世
上
方
語
に
お
け
る
接
続
助
詞
ケ

レ
ド
モ
の
発
達

坂

口

至

近
世
ヒ
方
語

の
文
法
的
変
遷

の
解
明
を

一
つ
の
課
題
と
し

て
、
断
続
的

に
調

査
し

て
い
る
が
、
本
稿

で
は
逆
接

の
接
続
助
詞
ケ

レ
ド

モ
の
発
達
過
程

に

つ
い

て
、

こ
れ
ま

で
知
り
得
た

こ
と
を
報
告
し
た

い
。

接
続
助
詞
ケ

レ
ド

モ
の
発
達
過
程

に

つ
い

て
の
研
究

は
、
各
種

の
国
語
史

の

概
説
書

な
ど

で
簡
単

に
触

れ
ら
れ

る
以
外

は
、
目

下

の
と

こ
ろ
西

田
絢

子
氏

「
『
け
れ
ど
も
』
考
ー

そ
の
発
生

か
ら
確
立

ま

で
ー
」

(東
京
成
徳
短
大
紀
要

一

一
、

昭
五
三
)

と
い
う
論
文
を
見

る
に
過
ぎ

な
い
よ
う

で
あ

る
。
西
田
氏

は
、

ケ

レ
ド

モ
が
成
立

し
た
中
世
後
期
か
ら
、
逆
接
確
定
条
件

の
接
続
助
詞
と
し

て

主
流
と

な

っ
た
近
世
末
期

ま
で
の
長

い
期
間
を
、
多
数

の
資
料
を
駆
使
し

て
記

述

し
、
次

の
よ
う
な
結
論
を
得

て
お
ら
れ

る
。

「
け
れ

ど
も
」

の
語
史

は
、
左

の
四
期

に
分
け
る

こ
と
が

で
き
る
。

I

発
生
期

室
町
時
代
後
期

(推
量

の
助
動
詞

「
ま
い
」
「
う
」
に
下
接

し
た
例
が
み
ら
れ
る
。
「
ま

い
け
れ
ど
も
」
の
形
が

「
け
れ
ど
も
」
の
起

源

で
は
な

い
か
。
)

Ⅱ

発
達
期

一

江
戸
時
代
初
期

(
ま
い
」
「
う
」

の
他
、
「
た
い
」
「
た
」

な
ど

の
助
動
詞
、

ま
た
形
容
詞
、
動
詞
、
動
詞
型
活
用

の
語

に
下
接
し

た
例

が
み
ら
れ

る
。
)

皿

発
達
期
口

江
戸
時
代
中
期

(す

べ
て
の
活
用
語

に
下
接
す
る
可
能

性

を
そ
な

え
る
よ
う

に
な
り
、
用
例
数
も
増
加

す
る
。
)

Ⅳ

確
立
期

江
戸
時
代
後
期

(
接
続

助
詞
と
し

て
の
み
な
ら
ず
、
接
続

詞

・
終
助
詞
と
し

て
も
用
い
ら
れ
、
「
け
ど
も
」
の
よ
う
な
語
形
も

あ
ら

わ
れ

て
、

い

っ
そ
う
現
代

語
化

す
る
。
)

こ
の
論
文

に
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
極

め
て
多

い
が
、
近
世
上
方
語

の
解
明

と

い
う
筆
者

の
立
場

か
ら
は
、

な
お
次

の
よ
う
な
点
を
問
題
と
し
た

い
と

こ
ろ

で
あ
る
。

(
1
)

こ
の
論
文

で
は
、
上
方
語

の
資
料
と
江
戸
語

の
資
料
と
が
明
確

に
区

別
さ
れ

て
い
な
い
。
上
方
語
と
江
戸
語

の
そ
れ
ぞ
れ

の
変
遷

に
同

一
の
言
語
現

象

で
も
場
合

に
よ

っ
て
は
大
き
な
違

い
が
あ

る
こ
と
は
、
近
世
語
研
究
者

の
常

識

で
あ

る
。
従

っ
て
、
ケ

レ
ド
モ
の
語
史

の
時
代
区
分
を
試
み
る
際
に
は
、
そ

れ
ぞ
れ
別
個

に
調
査
し
た
結
果
を
用

い
る
べ
き

で
あ
る
。

(
2
)

ケ

レ
ド

モ
に
と

接
す
る
語

が
、

ま
ず
助
動
詞

に
始
ま
り
、

漸
次
動
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詞

・
形
容
詞
な
ど

に
及
ぶ
と

さ
れ

る
が
、
動
詞
と
形
容
詞

の
差
異
は
有

る

の
か

ど
う
カ

(
3
)
近
世
語

の
、
特

に
文
法
現
象

の
記
述
に
不
可
欠
と
思
わ
れ
る
位
相
差

の
観
点

が
こ
の
論
文

に
は
み
ら
れ
な

い
。

二

 

ま
ず
、
調
査
資
料

に
関
し

て
は
、
何
ら
か

の
形

で
近
世
上
方
語
を
反
映

す
る

も

の
の
う
ち
、
質

・
量
と
も

に
あ

る
程
度
以
上
兼
ね
備
え
た
も

の
と
し

て
、
筆

者

は
今

の
と
こ
ろ
、
能
狂
言
資
料

・
歌
舞
伎
資
料

・
浄
瑠
璃
資
料

・
洒
落
本
資

料

・
噺
本
資
料

の
五

つ
を
考
え

て
い
る
。

こ
れ
ら
は
、

そ
れ

ぞ
れ

に
性
格

の
異
な

っ
た
も

の
で
あ
り
、
同
列

に
扱

う

こ

と
に
は
当
然
危
険
が
伴

う
が
、
今
回

は
あ
ま
り
資
料

の
性
格

に
深
入
り
す
る
余

裕

が
な
い
の
で
、

こ
れ
ら

の
資
料
か
ら
帰
納

で
き
る
大
ま
か
な
傾
向

を
記
述
す

る
に
止

ど
め
た
い
と
思
う
。

方
法
的

に
は
、
ま
ず
は
西
田
氏
と
同
じ
よ
う

に
、
旧
来

の
接
続
動
詞

ド
ま
た

は
ド
モ
と

の
対
比

に
よ

つ
て
ケ
レ
ド
モ
の
発
達
状
況
を
把
握
す
る
、

と
い
う
行

き
方
を
採

り
た

い
と
思
う
。
言
う
ま

で
も
な
く
、
ケ

レ
ド
モ
が
、
ド
や
ド

モ
の

持

っ
て
い
た
意
味

・
用
法
を
総

て
引
き
継

い
で
い
る
訳

で
は
な
く
、

ケ

レ
ド

モ

以
外

の
表
現
を

せ
ざ

る
を
得
な

い
場
合
や
、
未
だ

に
ド
モ
で
し
か
表
現

で
き
な

い
場
合
も
あ

る
の
で
、
同
じ
く
文
法
事
項
と

い

っ
て
も
、
例

え
ば
二
段

活
用

の

一
段
化
な
ど

の
よ
う
な
単
純
な
歴
史
的
交
替
現
象
と
は
性
格

の
異
な
る
も
の

で

あ

る
が
、

こ
れ

に

つ
い
て
も
別

の
機
会

に
考
え
る

こ
と
と
し
た

い
と
思

う
。

以
ド
、
各
種

の
資
料
か
ら
得
ら
れ
た
数

字
を
表
に
ま
と
あ
、

そ
れ
ら
を
年
代

順

に
並

べ
て
傾
向
を
見

て
行
く

こ
と
に
す
る
。

な
お
、
各
表

は
本
稿
末
尾

に
調

査
文
献
と

と
も

に

一
括

し
て
掲
げ

る
。
本
文
と

の
対
照

に
不
便

で
あ
る
が
、
表

数

の
多

さ
を
考
慮
し

て
の
こ
と

で
あ

る
。
諒
解
を
乞

い
た

い
。

近
世
期
を
、

こ
こ
で
は
便
宜
的

に
四
期

に
分
け

て
い
る
。
各
種

の
資
料

が
比

較
的
集
中

し
て
い
る
元
禄
期

(
一
六
八
八
よ
り
)
か
ら
享
保
期

(
一
七
三
六
ま

で
)

に
か
け
て
の
ほ
ぼ
五
十
年
と
へ
宝
暦
期
を
中
心
と
し
た
前
後

の
ほ
ぼ
五
十

年

(
一
七

三
六
～
八
九
)
を

二

つ
の
柱
と
し

て
、
前
者

の
前

の
時
期
、
後
者

の

後

の
時
期

の
四
期

で
あ

る
。

ま
ず
、
第

一
期

の
貞
享

(
一
六
八
四
～
八
八
)
以
前

の
実

態
を
、
表

の
見
方

を
説

明
し
な

が
ら
見

て
行
く
。

こ
の
時
期

に
は
、
能
狂
言
本

(表

1
)

と
噺
本

(表

2
)

の
資
料

が
あ

る
。
能
狂

言
本

の
み

は
、

一
本
だ
け

で
も
言
語
量
が
か

な
り
あ

り
、
流
派

の
違

い
も
あ
る

の
で
、
文
献
ご
と

に
数
値

を
出

し
た
。
表

の

見
方

で
あ

る
が
、
西

田
氏

に
従

い
、
」L
接
語
ご
と

に
分
類
し

て
い
る

(
参
考
ま

で
に
、
本
稿

の
各
表

の
後

に
、
西
田
氏

の
調
査
結
果

の
表
を
引
用
し

て
い
る
。

随
時
参
照

さ
れ

た
い
)
。
ゴ

チ

ッ
ク
で
な

い
数
字
は
、
該
当
す
る
用
例

の
延

べ
数

で
、

ゴ
チ

ッ
ク
の
数
字

は
、
新
形

ケ
レ
ド
モ

・
ケ

レ
ド
が
旧
来
型
ド

モ

・
ド
と

合

わ
せ
た
用
例
数

に
占
め

る
比
率
を
示
す
。
空
欄
は
用
例
ナ

シ
を
示
す
。
ま
た
、

指
定

の
助
動
詞

ナ
リ
や
意
志
推
量

の
助
動
詞

ウ
な
ど
を
別
扱

い

に
し
た

の
は
、

こ
れ
ら
が
近
世
全
期
を
通
じ

て
、

一
方

の
接
続
助
詞
し
か
下
接
さ
せ
な
い
た
その

で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、

ケ
レ
ド
モ
と

ド
モ
の
勢
力
分
布

を
見
る
た
あ
に
は
、

ど

ち
ら
の
接
続
助
詞
を
も
取

る
可
能
性

の
あ
る
語

で
比
較

す
る

こ
と
が
必
要

と
考

え
た
わ
け
で
あ

る
。

表

に
よ

っ
て
、

こ
の
時
期
、
ケ

レ
ド
モ
は
、
中
世
後
期

と
同
じ
く
、

ほ
と
ん

ど
助
動
詞

マ
イ
と

ウ
に
し
か
付
か
な

い
こ
と
が
分
か
る
。
噺
本

に
、

過
去

の
助

動
詞

タ
に
付

い
た
例
が
見
ら
れ
る
が
、

こ
れ
を
含
む
作

品
は
、

『
け
ら
わ
ら
ひ
』

と

い
う

一
六
八
〇
年
刊

の
も

の
で
、

も
は
や
第

二
期

の
直
前

と
言

え
る
。
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次

に
第

二
期

に
移

る
。

こ
の
時
期

の
代
表
的

口
語
資
料

で
あ

る
近
松

の
世
話

物
浄
瑠
璃

(表

3
)
と
、
近
松

に
対
抗
す

る
紀
海
音

の
世
話
物
浄
瑠
璃

(表
4
)

の
調
査
結
果
を
、
歌
舞
伎

の
絵
入
狂
言
本

(表

5
)
や
噺
本

(
表
6
)

の
そ
れ

比
較
し

て
見
れ
ば
、
前
者

の
特
異
性

が
浮
か
び
上
が

っ
て
来

る
よ
う

で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
絵
入
狂
言
本

や
噺
本

の
場
合

は
、
ケ

レ
ド
モ
の
用
例
数

は
か
な

り

違
う
け
れ
ど
も
、
夕
な
ど
の
助
動
詞

に
下
接
す

る
こ
と
が
多

い
の
に
対
し

て
、

浄
瑠
璃

の
場

合
に
は
そ
れ
ら
が
な
く
、

用
例

は
少
な

い
け
れ
ど
も
動
詞

に
下
接

す

る
割
合

が
高

い
と

い
う
事
実

で
あ

る
。

こ
れ

の
意
味

に

つ
い
て
は
、
後

に
改

め
て
考

え
る
こ
と
に
す

る
。

次

の
宝
暦
期

(
一
七
五

一
～
六
四
)
を
中
心
と
し
た
第
三
期

で
は
、

歌
舞
伎

台
帳
資
料

(表

7
)
、
洒
落
本
資
料

(表
8
)
、
噺
本

資
料

(表
9
)

の
三
種

の

資
料
を
調

べ
た
が
、
や
は
り
洒
落
本

に
新
し

い
ケ

レ
ド

モ
が
高

い
比
率

で
現

れ

て
お
り
、
他

の
様

々
な

こ
と
ば
と
同
様
、
そ

の
口
語
性

の
高

さ
を
物
語

る
よ
う

で
あ
る
。

こ
こ
で
も
、

助
動

詞
に
下

接
す

る
ケ

レ
ド
モ
の
割
合

が
依
然
と
し

て

高

い

こ
と
が
分

か
る
。
動
詞

と
形
容
詞

に

つ
い
て
は
有
意

の
差
か
ど
う
か
判
然

と
し
な

い
。

最
後

に
、
寛
政
期

(
一
七
八
九
～

一
八
〇

一
)
以
降

の
第

四
期

で
は
、
洒
落

本

(表

10
)
と
噺
本

(表
11
)
を
調
査
し
た
。
こ
の
時
期

の
洒
落
本

に
至

っ
て
、

よ
う
や
く

ケ

レ
ド
モ
が

ド
モ
を
押
さ
え

て
優
位

に
立
ち
、
噺
本

で
も
拮
抗

状
態

に
近

く
な

っ
て
い
る
。

な
お
、

こ
の
時
期

に
は
、

こ
れ
ら

の
資
料

の
外
に
、
本

居
宣

長

の

『古
今
集

遠
鏡
』
(
一
七
九
三
成
)
と
、
心
学
道
話

集

(中
沢
道
二

「
道

二
翁
道
話
集
』
お

よ
び
柴
田
鳩
翁

『
鳩
翁
道
話
集

』
と

い
う
よ
く
知

ら
れ
た
口
語
文
献

が
あ

り
、

こ
れ
ら

に
ケ

レ
ド

モ
が
比
較
的
多

く
現

れ
て
い
る
の
で
、
参
考

ま
で
に
表

に
し

て
い
る
。
(表

12
、
表

13
、
表
14
)
。
『
古
今
集
遠
鏡
』
は
、
宣
長
自
身

の
序
文

に

よ
れ
ば
、
京

都
あ
た
り
の
話

し
言
葉
を
用

い
て
、
時

に
女
性

の
言
葉
も
交
え

て

当
代

語
訳

し
た
と
の
こ
と
で
あ

る
が
、

ケ

レ
ド
モ
に
関
す
る
限
り
、
当
時

の
上

方
語
を
比
較
的

よ
く
反
映
し

て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
心
学
道
話
集
に

つ
い

て

は
、
概
説
書
等
を
見

る
と
、

口
語
資
料
と
し

て
は
特
殊
と
も
述

べ
ら
れ

て
い
る

が
、
中
沢
道

二
の
も

の
に
お
け
る
ケ

レ
ド

モ
に
限
れ
ば
、

な
か
な
か
口
語
性

が

高

い
と
言
え

そ
う

で
あ
る
。
む
し
ろ
、

よ
く
知

ら
れ

た

「鳩
翁
道
話
集
』

の
方

が
、
年
代
的

に
は
下
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

問
題

の
あ

る
資
料
と

い
う

こ
と

に

な
る
。

こ
の
時
期

の
、
他

の
特
徴
と
し

て
は
、
動
詞
、
形
容
詞

に
下
接
す
る
ケ

レ
ド

モ
の
比
率

が
、
助
動
詞

の
場
合

の
そ
れ

に
次
第

に
近
付

い
て
来

て
い
る

こ
と
、

さ
ら

に
、
動

詞
と
形
容
詞

の
間

に
有

意
差

が
あ
り

そ
う
だ
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ
の
有
意
差
、

つ
ま
り
形
容
詞

に
ケ

レ
ド
モ
が
ド

接
す
る
場
合

の
方

が
や

や
遅
れ
気
味

で
あ

る
と

い
う

こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
は
こ
う

い
う
理
由
が
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、

元
の
形
容
詞

已
然
形

+
ド

モ
の
形
態

そ

の
も

の
に
、
例

え
ば
良

ケ

レ
ド
モ
と
か
楽

シ
ケ

レ
ド
モ
の
よ
う

に
、
見
せ
掛
け

の
ケ

レ
ド

モ
の
形
が
含

ま
れ
て
い
る
た
あ

に
、
接
続
助
詞

の
ケ

レ
ド

モ
と
は
無
関
係

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
と
し

て
そ
の
よ
う

に
意
識
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
、
助
動
詞

や
動
詞

の
場
合

で
発
達
し

て
来

た
ケ
レ
ド
モ
の
中

に
紛

れ

て
、
新

し
い
形

へ
の
移
行
が

や
や
緩
慢

に
な

っ
た

の
で
は
な

い
か
と

い
う

こ

と

で
あ

る
。

次

に
、
資
料
ご
と

の
変
遷
を
眺
め

て
み
る
と
、
歌
舞
伎
資
料
、
洒
落
本
資
料
、

噺
本
資
料

そ
れ
ぞ
れ

に
、
後

の
時
代

の
も

の
が
、
確
実

に
新

し
い
ケ

レ
ド
モ
の

勢
力
を
伸
ば
し
た
姿
を
反
映
し

て
お
り
、
そ

の
程
度

は
様

々

で
あ
る
が
、
例

え

ば
歌
舞
伎
資
料

で
の
詞
章

の
固
定

化
、

あ
る
い
は
噺
本
資
料

で
の
前
代

の
本

の

焼
き
直
し
や
盗
み
取
り

に
よ
る
文
章

の
占
さ
と
い

っ
た
、

し
ば

し
ば
指
摘

さ
れ
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る
資
料
的
限
界
が
、

こ
の
接
続
助
詞
ケ

レ
ド

モ
に
関
し
て
は
当

て
嵌

ま
ら
な
い

よ
う

で
あ

る
。

以
上

に
よ

っ
て
、
各
期

の
概
観
を
終
え
る
が
、

こ
れ
ら
を
西
田
氏

の
調
査
結

果
と
比
較
し

て
み
る
と

(末
尾

の
参
考
表
を
参
照
の

こ
と
)
、
大
体

に
お
い
て
氏

の
も

の
と

一
致
し

て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

た
だ
、
最
後

の
確
立
期
、

こ
れ
は
筆

者

の
第
四
期

に
ほ
ぼ
重
な
る
が
、

こ
の
時
期

の
ケ

レ
ド

モ
の
勢
力

は
、
筆
者

の

調
査

よ
り
か
な
り
強

い
と

い
う
結
果

に
な

っ
て
い
る
。
従

っ
て
こ
れ
は
、

江
戸

語

の
資
料

に
お

い
て

一
層
ケ

レ
ド

モ
の
比
率

が
高

い
と
い
う
こ
と
を
示

し
て
い

る
よ
う

で
あ
る
。

ま
た
、
や
は
り
確
立
期

に
お
い

て
、
動
詞

と
形
容
詞

の
ケ

レ

ド
モ
の
比
率
を
比
較
し

て
み
る
と
、

形
容

詞

の
方

が
高

く
な

っ
て
い
る
が
、
筆

者

の
で
は
先

に
述

べ
た
よ
う

に
む
し
ろ
逆

に
な

っ
て
い
る
。

こ
の
辺

は
、
先
程

述

べ
た
理
屈
も
含

め

て
検
討
し
直

す
必
要

が
あ
る
か
も
知

れ
な
い
。

と

こ
ろ

で
、
西

田
氏

は
上
接

語

に
よ
る
ケ

レ
ド

モ
の
発
達

の
遅
速

に
関
し

て
、
只
㎜
詞

に
よ
る
違

い
だ
け

で
な
く
、

そ
れ
ら
の
語
性
も
含

め
た
傾
向
を
、
次

の
よ
う

に
ま
と
め

て
お
ら
れ
る
。

「
け
れ
ど
も
」

の
発

達
課
程

に
お
け
る
傾
向

は
、
上
位
語
と
な

る
語

の
活

用

の
面

で
は

〈
語
形
変

化

の
な
い
、
も

し
く
は
安
定

し
て
い
な

い
語
か

ら
語

形
変

化

の
あ
る
語

へ
〉
、
そ
の
語

の
歴
史

の
面

で
は

〈新
し

い
語
か
ら
古
く
か

ら

の
語

へ
〉、
そ

の
後

の
表

現
性

の
上

か
ら
は

〈
よ
り
辞
的
な
語
か
ら

よ
り
詞

的
な
語

へ
〉
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
。

こ
の
指
摘

に
は
ほ
と
ん
ど
賛
成

で
あ
る
。

た
だ

一
つ
付
け
加
え

る
こ
と
が

で

き
そ

う
な

の
は
、

丁
寧

の
助
動

詞

マ
ス
に
注
目

し
た

い
の

で
あ

る
が
、
再

び

(表

6
)
、

(表

7
)
、

(表

9
)
を
眺
め

て
み
る
と
、

マ
ス
が
他

の
助
動
詞
よ
り

ケ

レ
ド

モ
の
付
く
比
率

が
か
な

り
低

い
と

い
う
事
実
が
目
を
引
く
。

こ
れ
は
、

マ
ス
と

ケ

レ
ド
モ
が
共
起
し

に
く

い
理
由
が
あ

っ
た
か
ら
と
考

え
ら
れ
る
。

そ

れ
は
、

ケ
レ
ド
モ
が
丁
寧
な
表
現
あ
る

い
は
改
ま

っ
た
表
現

に
使

い
に
く
か

っ

た
こ
と
を
示
す

の
で
は
な

い
か
。
傍
証
と
し

て
、
表

に
は
出

し

て
い
な
い
け
れ

ど
、
動
詞

の
中

で
も
丁
寧
語
と
し

て
用

い
ら
れ
る
ゴ
ザ

ル
は
、

や
は
り
ケ

レ
ド

モ
と
共
起
し

に
く

い
よ
う

で
あ
る
し
、
動
詞

の
二
段
活

用
が
残
存

し
て
い
る
場

合

は
ド
モ
に
付
き
易
く
、
逆

に

一
段

化
し
た
も

の
は
ほ
と
ん
ど
ケ

レ
ド

モ
に

つ

い
て
い
る
よ
う

で
あ

る
。

こ
れ
ら
は

い
ず
れ
も
、

こ
と
ば

の
新

旧
と
も
無
関
係

と

は
言
え
な

い
が
、
く
だ
け
た
場
面

で
の
表
現
な
の
か
、
改

ま

っ
た
場
面

で
の

表
現
な

の
か
と

い
う
捕
ら
え
方
が
、

一
層
真
実

に
近

い
と
考

え
ら
れ
る
。

次

に
、
位
相
差

に
関
す
る
調
査
結

果
を
述

べ
た
い
。

こ
こ
で
は
ま
ず
、

ケ
レ
ド
モ
が
か
な
り
発
達
し
て
お
り
、
武
士
、

町
人
、
男

性
、
女
性

が
満
遍

な
く
登
場

す
る
歌
舞
伎
台
帳

に
注
目
す

る
。
(表

15
)
が

そ
の

実
態

で
あ

る
。

一
目

で
位
相
差
が
明
確

に
現
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か

る
。
武
士

は
、
新
し

い
ケ

レ
ド

モ
の
使
用
頻
度

が
極
端

に
低

く
、

そ
こ
に
は
具
体
的

に
は

出
し

て
い
な

い
が
、
ケ

レ
ド

モ
の
11
例

は
す

べ
て
助
動
詞

に
下
接

し
た
も

の
で

あ
る
。
そ
し

て
町
人
女
性
が
新
し
い
ケ

レ
ド

モ
の
使

用
率

が
最
も
高
く
、
次

い

で
町
人
男
性
、
そ
し

て
武

士
と
い
う
順
序

は
、
他

の
文
法
的
変
遷
、
例
え
ば

二

段
活
用

の

一
段
化
と
全
く
同
じ
傾
向

を
示

し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。

ま
た
、

(表
16
)

と

(表

17
)

は
、
洒
落
本

で
位
相
差
を
見

た
も

の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
女
性

は
遊
女

を
主

と
す

る
遊
郭
関
係
者
、
男
性

は
町
人
が
中
心
と

な
る
が
、
や
は
り
は

っ
き
り
と
し
た
傾
向

が
出

て
い
る
。
近
世

の
末
期

に
な
る

と
、
徐
々

に
男
女
差

が
縮

ま

っ
て
来

る
様
子

も
窺
う

こ
と
が
出
来

る
よ
う

で
あ

る
。な

お
、
噺
本

で
は
、
武
士

と
女
性

の
発
話
頻
度
が
か
な

り
低

い
せ

い
も
あ
り
、

は

っ
き
り
と
し
た
傾
向
を
見

い
だ
す

こ
と

は
で
き
な

い
よ
う

で
あ
る
。
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三

 

以
下

は
、
付
け
足
し
と
し

て
、

い
く

つ
か

の
付
随

し
た
問
題

に
触
れ

て
お
き

た

い
と
思
う
。

イ
、
近
松

・
海
音
世
話
物
浄

瑠
璃

の
ケ

レ
ド

モ

ま
ず
、
概
観

の
初

め
の
方

で
述

べ
た
、
近
松

と
紀
海
音

の
世
話
物
浄
瑠
璃

の

ケ

レ
ド

モ
の
現
れ
方

が
、
絵

入
狂
言
本

や
噺
本

と
違

っ
て
い
る
点

に

つ
い
て
考

え

て
み
る
。

次
に
、

そ
の
全

用
例

を
挙
げ

る
。

(
近
松
)

※
人

の
か
ね
を

こ
と
づ
か
り
し
ば

し
の
や
ど
を
か
す

け
れ
共
。

(『
大
経
師
昔

暦
』
)

※
け
ふ

の
は
た
ら
き
半

日
払

ひ
に
せ
ふ
け
れ
ど
。

(『
薩
摩
歌
』
)

(海
音
)

※
土

百
性

は
す

る
け
れ
ど
子

を
ぬ
す
人

に
は
う
み
付
け

ぬ
。

(『
挟

の
白
紋
』
)

※
先
順

礼

の
法

を

も

っ
て
ぼ

う
ふ

る

こ
と
は

ふ
る
け

れ
ど

(
『
三
井
寺

開

帳
』
)

※
い

ゝ
た
い
事
も
有

け
れ

ど
。

い
は
ぬ
し
あ

ん
と
計

に
て

(『
同
』
)

※
い
や
は
や
け
ふ
の
さ
め

た
こ
と
十
万

に
く
れ

て
ゐ
る
け
れ
ど
。

(『
傾
城
三

度
笠
』
)

※
そ
ち
に
は
は
ら
が
た
と

け
れ
ど
。
了
簡
し

や
と
有
け
れ

は
。

(『
同
』
)

こ
の
問
題

に

つ
い
て
は
、
か

つ
て

『
文
献
探
究
』

18
号

で
紀
海
音

の
用
語
意
識

を
考
察

し
た
際

に
触
れ

た
こ
と

が
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
紀
海
音

の
浄
瑠
璃

の
詞

章

は
韻
律
性

が
非
常

に
高
く
、

そ
の
韻
律
性
を
満
足
さ
せ
る
た
め

に
、
種

々
の

言
語
操
作

が
行

わ
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
、

ケ
レ
ド
モ
の
用

い
方
も
そ

の

一
つ

で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
あ

る
。
用
例

で
説
明
す
る
と
、
動
詞
に
下
接
す
る

初
め

の
4
例

は
、

ケ
レ
ド
以
外

の
逆
接

の
接
続
助
詞
、

つ
ま
り
ド
、
ド

モ
、
も

し
く

は
ガ
を
用

い
て
は
、
七
五

の
韻
律
を
満
た
さ
ず
、
後
半

が
四
音

以
ド

の
字

足
ら
ず

に
な

っ
て
し
ま
う

の
で
あ
る
。
字

余
り
に
た

い
し

て
、
字
足

ら
ず
が
避

け
ら
れ

る
の
は
韻
文

の
伝
統

で
、
海
音

の
行

き
方

も
例
外

で
は
な
い
。
次

の
、

助
動
詞

ウ
が
短
呼
さ
れ
た
も

の
に
下
接
し
た
例

に

つ
い
て
は
、

ド
、

ド
モ
は
も

と
も
と
付
か
な

い
け
れ
ど
も
、
ガ
を
用
い
よ
う
と
し

て
も
や
は
り
字
足

ら
ず
と

な

る
。
従

っ
て
、

海
音
は
詞
章

の
韻
律
性

を
壊

さ
な
い
よ
う
に
す

る
た
め

に
、

当
時

の
ケ

レ
ド
モ
は
夕
な
ど

の
助
動

詞
に
下
接

し
易

い
と
い
う
口
語

の
状
態
を

そ

の
ま
ま
持
ち
込
む

の
を
避
け
た
の
だ
と
解
釈

し
た
い
の
で
あ

る
。

こ
の
海
音

の
行
き
方

に
対
し

て
、

近
松

の
韻
律

に
対
す

る
姿
勢

は
、
ず

っ
と
穏

や
か

で
は

あ
る
が
、

こ
こ
に
挙

げ
た
例

を
見
る
限

り
、
海
音

と
全
く
同

じ
方
針

で
臨

ん
で

い
る
と
考
え

て
よ
い
と
思

う
。

と
も

あ
れ
、

こ
の
時
期

の
浄
瑠
璃
詞
章

に
関
し

て
は
、
韻
律

を
重
視

し
た
言
語
分
析

が
も

っ
と
必
要
な

の
で
は
な

い
か
と
思
わ

れ
る
。

ロ
、
疑

問
例

※
ち

っ
と
も
気

づ
か
ひ
す
る
な
。
我

々
悪
人
と

一
味
と
思

ふ
け
れ
ど
も
、
金

く
さ
う

で
は
な
い
。

(歌
舞
伎
脚
本

『
好
色
伝
受
』
、

一
六
九
三
、

日
本
名

著

全
集

に
よ
る
)

新
し

い
言

語
現
象

が
発
生

し
た
場
合
、

そ
の
最
初
期

の
用
例
が
、

い

つ
、
ど

う

い
う
文
献

に
現

れ
る
か
は
、
国
語
史
を
記
述
す

る
際

に
重
要
視
さ
れ
る

こ
と

の

一
つ
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
挙
げ

た
歌
舞
伎

『
好
色
伝
受
』

の
例

は
、
普
通

の

動
詞

に
下

接
し

た
ケ

レ
ド
モ

の
最
も

早

い
も

の
と
し

て
、
湯

沢
幸
吉
郎
氏

の

『
徳
川
時
代
言
語

の
研
究
』

や
明
治
書
院

の

『
日
本
文
法
大
辞
典
」

に
取
り
上

げ
ら
れ

て
い
る
も
の

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が

こ
れ

は
ど
う
も
誤
認

で
は
な

い
か
と
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思
わ
れ

る
。
ま
ず

「
思
う

ケ
レ
ド
モ
」

で
は
意
味

が
よ
く
通

ら
な
い
。
こ
こ
は
、

相
手
が
、
自
分
達

は
悪
人

の

一
味
だ
と
心
配
し

て
い
る

の
で
は
な
い
か
と
思

っ

た
話
者

の
こ
と
ば

で
、
傍
線

の
部
分

は
、
「
オ

モ
オ

ウ
ケ

レ
ド
モ
」
と
読
む

べ
き

で
あ

る
。

つ
ま
り

ケ
レ
ド
モ
は
動
詞

に
下
接

し

て
い
る

の
で
は
な
く
、
推
量

の

助
動
詞

ウ
に

つ
い
て
い
る

の
で
あ
る
。
助
動

詞

の
ウ
が

「
ふ
」

と
表
記

さ
れ
、

動
詞

の
活
用
語
尾
が
送
ら
れ
な

い
の
は
、
こ
の
時
期
普

通
の

こ
と
で
あ
る
。
『好

色
伝
受
』

の
原
本

は
見

て
い
な

い
が
、

こ
の
翻
字
本

の
こ
の
部
分

は
恐

ら
く
原

本

の
ま

ま
で
は
な

い
か
と
想
像
す
る
。
と

こ
ろ

で
、

こ
の
部
分

を
誤

認
さ
れ
て

い
る
と
思

っ
た

の
は
、
別

に
理
由
が
あ
る
。

そ
れ
が
、
今

回

の
ケ

レ
ド

モ
の
全

体
的
な
調
査
結
果
か
ら
導
き
出
せ
る
も

の
で
あ

っ
て
、

こ
の
部
分

の
発
話
者

は

武
士

で
あ
る
が
、
先

に
述

べ
た
よ
う

に
、
武

十
が
用

い
る
ケ

レ
ド

モ
は
、

一
七

○
○
年
代

の
半
ば
頃

で
も
ま
だ
助
動
詞

に
下

接
し
た
も

の
し
か
見
出

し
て
い
な

い
か
ら

で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
孤
例

の
可
能

性
は
い

つ
の
場
合

で
も
否
定

で
き

な

い
が
、

こ
の
場
合
は
や
は
り
無
理
と
考
え
る
。

ハ
、

ケ

レ
ド
モ
と

ケ
レ
ド

こ
れ

ま
で
、
ケ

レ
ド
モ
と
ケ

レ
ド
を

一
括

し

て
扱

っ
て
き
た
が
、
末
尾

の
モ

の
有
無

に

つ
い
て
、
(表

18
)
に
簡
単

に
ま
と
め

て
み
た
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
既

に
十
八
世
紀

の
前
半
か
ら
、
末
尾

の
モ
を
落

と
す
形
が

一
般

に
な

っ
た
よ
う
で

あ

る
。
面
白

い
の
は

『
古
今
集
遠
鏡
』

で
、

ケ

レ
ド

モ
も
し
く
は
ケ

レ
ド
の
発

達
状
況

で
は
、
当
時

の
口
語

に
近

い
と
述

べ
た
が
、
末
尾

の

モ
の
有
無

で
は
必

ず
し
も

そ
う

で
は
な

い
。
尤
も
、

こ
れ
は
個
人
差
、

あ
る
い
は
文
体
差

の
問
題

と
し

て
処
理
す

べ
き
も

の
か
も
知

れ
な
い
。

二
、
ケ

ド
の
出
現

最
後

に
、

こ
の
接
続
助

詞

の
最
も
新

し
い
語
形

ケ
ド
の
出
現

に

つ
い
て
触
れ

て
お
き
た
い
。
『徳

川
時

代
言

語
の
研
究
』
や

『
日
本

国
語
大
辞
典
』

で
は
、

ケ

ド
の
最
も
早

い
例
と
し

て
、

一
七
三
二
年

の

『
忠
臣
金
短

冊
』

と
い
う
浄
瑠
璃

本

(筆
者
未
見
)
を
挙
げ

て
い
る
が
、
今
回

の
調
査

で
は
、

※
そ
り
や
わ
し
ら
も
し
ら
ぬ
け
ど
、
(噺
本

『
新
製
欣
々
雅
話
」
、

一
七
九
九
、

遊
女
)

※
お
か
た

ふ
お
ま
す
け
ど

(洒
落
本

『
北
川
硯
殻
』
、

一
八
二
七
、
芸
子
)

の
よ
う

に
、
か
な
り
後

の
例
し
か
見
出

せ
な
か

っ
た
。

そ
れ
も
頻
度

は
か
な

り

低
く
、
遊
里
関
係

の
女
性

の
発
話

に
限
ら
れ

て
い
る
。

四

以
上
、
近
世
上
方
語

に
お
け
る
接
続
助
詞
ケ

レ
ド

モ
の
発
達
状
況

を
簡
単

に

見

て
来

た
。
各
種

の
資
料
と
も

に
、
内
部
差
を
捨
象

し
た
も

の
し
か
出

す

こ
と

が
で
き
な
か

っ
た
が
、

実
際

に
は
、

例

え
ば
同
じ
洒
落
本
資
料

で
も
、

本

に

よ

っ
て
ケ

レ
ド
モ
が

ほ
と

ん
ど
出
な

い
も

の
、
逆

に
ケ

レ
ド

モ
ば
か
り
と
い
う

本
も
あ

る
。

そ
の
本

の
資
料
的
価
値

の
判
定

に
、
こ

の
ケ

レ
ド

モ
も
役

に
立

つ

と

い
う

こ
と
を
意
味
す

る
筈

で
あ
る
か
ら
、
そ

の
方
向

の
検
討

も
課
題

と
す

べ

き

で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
今
回
、
時
間

の
都
合

で
調

べ
得
な
か

っ
た
資
料
、
例

え

ば
近
松

や
海
音
以
降

の
浄
瑠
璃
資
料
、
あ
る

い
は
上
方
滑
稽
本
資
料

な
ど
に

つ

い
て
も
引
き
続
き
調
査
す

る
必
要
が
あ
る
。

さ
ら

に
、
視
野
を
広
め

て
、
ケ

レ
ド
モ
が
種
々

の
逆
接
確
定
条
件
表
現
を
表

す
助
詞

の
中

で
ど

の
よ
う
な
位
置
を
占

め

て
い
る

の
か
に

つ
い
て
も
、
改
め

て

考
え

る
必
要
が
あ
る
。
今

日
、
接
続
助

詞
ケ

レ
ド

モ
と
接
続
動
詞
ガ

は
、
文
体

差

に
よ
る
使

い
分
け
と

い
う
点

で
も
、
役
割

を
分
担

し
て
い
る
が
、

そ
の
発
祥

が
近
世
期

に
あ
る

の
か
ど
う
か
、

な
ど
興
味

は
尽
き

な
い
。
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注

1
専
ら

ケ
レ
ド
モ
の
起
源

に

つ
い
て
論
じ
た
も

の
に
、
中
野
容
子
氏

「接
続
助
詞

〈け
れ
ど

も
〉

の
成
立
」

(「
成
践
国
文
」
14
、

昭
和

55
)

が
あ
る
。

2
発
生
期

で
あ
る
中
世
後
期

の
ケ

レ
ド
モ
に

つ
い
て
は
、

本
稿

の
趣
旨

に
従

っ
て

一
切
触

れ
な

い
こ
と

に
し
た

い
。

3
近
世
上
方
語

の
文
法
的
変

遷
に

つ
い
て
は
、

諸
家

の
研
究

が
積

み
重

ね
ら
れ

て
来

て
い

る
が
、
な
お
不
充
分
な
点
が
多

い
。
特

に
、
個

々
の
文
法
的
現
象

に

つ
い
て
近
世
全
期
を

通
史
的

に
眺
め
た
研
究

が
非
常

に
少

な
い
こ
と
が
問
題

で
あ

る
。

も
ち

ろ
ん
、

こ
れ

に

は
、
資
料

の
偏
り

に
よ
る
制
約
、
研
究
者

の
興
味

の
あ
り
か
な
ど
、
止
む
を
得
ぬ
事
情

も

存
す
る
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
通
史
と
は
、

一
つ

一
つ
の
資
料
を
詳
細

に
調

べ
、
相
互

に
比

較
検
討
し
た
後
に
初

め
て
描

け
る
も

の
で
あ

っ
て
、

今

は
ま
だ
そ

の
段
階

で
は
な

い
と

考
え
る
研
究
者

も
多

い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
尤
も

で
は
あ
る
が
、

全
体
を
常

に
視
野

に

入
れ
て
お
く
こ
と
で
、

個

の
特
異
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る

こ
と
が
可
能
に
な
り
、

あ

る
い
は
個
に
対
す

る
新

た
な
視
点
が
得
ら
れ
る

こ
と
も
あ
り
得
る
。

本
稿
も
そ

の
方

向

を
目
指

す
も
の
で
あ

る
。

4
西
田
氏

は
、
近
世
期
を

ほ
ぼ
世
紀
ご
と

に
三
期

に
分
け

て
お
ら
れ
る
。

5
数

字
は
い
ず
れ
も
会
話
文
中

の
用
例
。
以
下
同
じ
。
な
お
、
虎
明
本

の
数
字
は
、
小
林
賢

次

氏

「大
蔵
流
狂
言
台
本

に
お
け

る
逆
接
条
件
表
現
」
(
「言
語
と
文
芸
」
99
、
昭
61
)
を

引

用
さ
せ
で

い
た
だ

い
た
。
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表
〉

(表
1
)
能
狂
言
本
資
料

(表
3
)
近
松
世
話
物
浄
瑠
璃
本
資
料

大
蔵
流
虎
明
本

(
一
六
四
二
)
11
臨
川
書
店
、
和
泉
流
和
泉
家
古
本

(天
和
頃
)
=
日
本
庶
民
文
化
史

料
集
成
、
狂
言
記
正
編

(
=
ハ六
○
)
目
勉
誠
社

(表
2
)
噺
本
資
料

(第

一
期
)

曽
根
崎
心
中

(
一七
○
三
)
薩
摩
歌

(
一七
〇
四
)
心
中
二
枚
絵
草
紙

(
一
七
○
六
)
卯
月
の
紅
葉

(
一七
〇
六
)
卯
月
の
潤
色

(
一
七
〇
七
)
堀
川
波
鼓

(
一
七
〇
七
)
五
十
年
忌
歌
念
仏

(
一
七
〇
七
)
心

中
重
井
筒

(
一
七
〇
七
)
心
中
万
年
草

(
一七
○
八
)
丹
波
与
作
待
夜
の
小
室
節

(
一七
〇
八
)
淀
鯉
出

世
滝
徳

(
一
七
○
八
)
心
中
刃
は
氷
の
朔
日

二

七
〇
九
)
冥
途
の
飛
脚

(
一七

一
　)
今
宮
の
心
中

二

七

一
一
)
タ
霧
阿
波
鳴
門

(
一
七

一
二
)
長
町
女
腹
切

(
一
七

一
二
)
大
経
師
昔
暦

(
一七

一
五
)
生
玉

心
申

(
一七

一
五
)
鑓
の
権
三
重
帷
子

(
一七

一
七
)
山
崎
与
次
兵
衛
寿
の
門
松

(
一七

一八
)
博
多
小

女
郎
波
枕

(
一七

一
八
)
心
中
天
の
網
島

(
一七
二
○
)
女
殺
油
地
獄

(
一七
二

一
)
心
中
宵
庚
申

二

七
二
こ
)
臼
岩
波
近
松
全
集
、
岩
波
文
庫
、
角
川
文
庫

(表
4
)
紀
海
音
世
話
物
浄
瑠
璃
本
資
料
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昨
日
は
今
日
の
物
語

(寛
永
以
前
)
わ
ら
い
く
さ

(
一
六
五
六
)
私
可
多
咄

(
一六
七

一
)
宇
喜
蔵
主

古
今
咄
揃

(
一
六
七
八
)
当
世
軽
ロ
咄
揃

(
　
六
七
九
)
軽
目
大
わ
ら
ひ

(
う
六
八
〇
)
当
世
手
打
笑

二

六
八

一)
当
世
ロ
ま
ね
笑

二

六
八

一)
腰
噺
本
大
系
、
け
ら
わ
ら
ひ

(
一
六
八
○
)
□
古
典
文
庫

椀
久
末
松
山

(
「
七

一
〇
)
な
ん
ば
橋
心
中

二

七

一
〇
)
快
の
白
絞

(
一七

一〇
)
今
宮
心
中
丸
腰

連
理
松

(
一
七

一
一
)
三
井
寺
開
帳

(
一
七

=

一)
傾
域
三
度
笠

(
一七

=
二)
八
百
や
お
七

(
一七

一

五
)
二
十
五
年
忌

(
一七

一
九
)
心
中
二
ッ
腹
帯

(
一
七
二
二
)
=
紀
海
音
全
集



(表
5
)
歌
舞
伎
絵
入
狂
言
本
資
料

(表
6
)
噺
本
資
料

(第

二
期
)

大
隈
川
源
左
衛
門

(
一
六
八
八
)
大
織
冠

(
一
六
八
八
)
金
岡
争

(
一
六
九
〇
)
娘
親
の
敵
討

(
㎜六

九

一
)
四
国
辺
路

二

六
九

一
)
心
中
八
嶋

(
一
六
九
三
)
日
本
阿
闇
世
太
子

(
で六
九
四
)
連
理
松

二

六
九
五
)
入
鹿
大
臣

(
一
六
九
七
)
代
々
の
御
神
楽

(
一
六
九
八
)
富
貴
大
王

(
一
六
九
九
)
傾
城
二
見

の
浦

(
一六
九
九
、
二
替
)
傾
城
花
筏

(
一
六
九
九
)
小
野
小
町

(
一
六
九
九
)
福
寿
海

(
一
六
九
九
)

傾
城
ぐ
ぜ
い
の
舟

(
一
七
○
○
、
二
替
)
鎌
倉
正
月
買

(
一
七
○
○
)
本
朝
廿
四
孝

(
う七
○
○
)
傾
城

奈
良
土
産

(
一
七
○

一
、
二
替
)
日
本
記
索
箋
鳴
尊

(
一
七
〇

一
)
新
小
町
栄
花
車

(
う七
○

一
)
傾
城

在
原
寺

(
一
七
〇
二
、
二
替
)
女
郎
来
迎
柱

(
一
七
〇
二
)
丹
波
国
血
汐
乃
水
風
呂

(
う七
○
二
)
四
ツ

橋
娘
殺
し

(
一
七
○
二
)
壬
生
秋
の
念
仏

(
一七
〇
二
)
和
歌
三
神
影
向
松

(
一七
〇
五
)
傾
城
元
女
塚

(
一七
○
六
)
天
満
屋
心
中

(
一
七
○
六
)
難
波
重
井
筒

(
一七
○
八
)
梅
丸
大
嶋
台

(
一
七
〇
八
)
厳
嶋

姫
滝

(
一七
○
九
)
傾
城
竹
生
嶋

(
一
七

一
〇
、
二
替
)
傾
城
柏
の
大
黒
天

(
一
七

一
三
、
二
替
)
傾
城

十
三
鐘

(
一
七

一
五
)
傾
城
錦
産
衣

(
一
七

一
六
、
二
替
)
傾
城
夫
立
石

(
一
七

一
六
、
二
替
)
成
相
観

音
縁
起

(
一七

一九
)
傾
城
八
万
日

(
一七
二
○
、
二
替
)
目
翻
刻
絵
入
狂
言
本
集
上

・
下

軽
口
露
が
は
な
し

(
=
ハ
九

一
)
当
世
軽
口
遊
小
僧

(
㎜
六
九
四
)
露
新
軽
口
は
な
し

(
一六
九
八
)

露
五
郎
兵
衛
新
は
な
し

(
一七
〇

一)
百
登
瓢
箪

(
一七
○

一)
軽
口
御
前
男

(
一七
○
三
)
軽
口
ひ
や

う
金
房

(
一
七
〇
四
頃
)
軽
口
あ
ら
れ
酒

(
一
七
○
五
)
露
休
置
土
産

(
一
七
○
七
)
軽
口
星
鉄
炮

二

七

一
四
)
軽
口
出
宝
台

(
一
七

一
九
)
軽
口
機
嫌
嚢

(
一
七
二
八
)
当
世
座
狂
は
な
し

(
一七
三
○
)
咲

顔
福
の
門

(
一
七
三
二
)
軽
口
独
機
嫌

(
一
七
三
三
)
軽
口
蓮
莱
山

(
一七
三
三
)
=
噺
本
大
系

(表
7
)
歌
舞
伎
台
帳
資
料
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傾
城
嵐
山

(
一
七
三
九
)
珊
三
年
忌
挟
白
絞

(
一
七
四
〇
)
傾
城
室
町
桜

(
一七
四
三
)
菊
水
由
来
染

(
一
七
四
三
)
傾
城
千
引
鐘

(
一
七
四
四
)
昔
形
吉
岡
染

(
一
七
四
五
)
幼
稚
子
敵
討

(
一七
五
三
)
傾
城

里
大
集

(
一
七
五
七
)
三
拾
石
鐙
始

(
　七
五
八
)
傾
城
花
城
山

(
一
七
六
四
)
11
歌
舞
伎
台
帳
集
成



(表

8
)

洒
落
本
資
料

(第

三
期
)

(表
10
)
洒
落
本
資
料

(第

四
期
)

穿
当
珍
話

(
一
七
五
六
)
月
花
余
情

(
一
七
五
八
以
前
)
新
月
花
余
情

(
一
七
五
七
)
聖
遊
廓

(
一
七

五
七
)
陽
台
遣
編

(
「
七
五
七
以
前
)
雄
閣
秘
言

二

七
五
七
以
前
)
原
柳
巷
花
語

(宝
暦
年
間

…
七
五

一
～

一七
六
四
)
郭
中
奇
諏

(
一
七
七

一
)
風
流
裸
人
形

(
一七
七
八
)
虚
辞
先
生
穴
賢

(
一
七
八
〇
)

短
華
蘂
葉

(
一七
八
六
)
11
酒
落
本
大
成

埣
の
す
じ
書

(
一
七
九
四
)
北
華
通
情

(
一
七
九
四
)
う
か
れ
草
紙

(
一七
九
七
)
阿
蘭
陀
鏡

(
一
七

九
八
)
十
界
和
尚
話

(
一七
九
八
)
身
体
山
吹
色

(
一
七
九
九
)
南
遊
記

(
一
八
〇
〇
)
当
世
嘘
の
川

二

八
〇
四
)
籍
潜
妻

(
一
八
○
七
)
当
世
廓
中
掃
除

(
一
八
○
七
)
箱
ま
く
ら

(
一
八
二
二
)
花
街
風
流
解

(
一
八
二
四
)
深
色
挾
睡
夢

(
一
八
二
六
)
北
川
蜆
殻

(
㎜
八
二
七
)
回
洒
落
本
大
成

(表
9
)
噺
本
資
料

(第
三
期
)

(表
11
)
噺
本
資
料

(第
四
期
)
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軽
口
初
売
買

(
一
七
三
九
)
軽
口
福
お
か
し

(
一
七
四
○
)
軽
口
新
歳
袋

(
一
七
四

一
)
軽
口
耳
過
宝

(
一
七
四
二
)
軽
口
若
夷

(
一
七
四
二
)
軽
口
へ
そ
順
礼

(
一
七
四
六
)
軽
只
瓢
金
苗

(
一
七
四
七
)
軽
口

笑
布
袋

(
一
七
四
七
)
軽
口
浮
瓢
単

(
一
七
五

一
)
軽
口
腹
太
鼓

(
一七
五
二
)
軽
口
豊
年
遊

(
一
七
五

四
)
□
合
恵
宝
袋

(
一
七
五
五
)
軽
口
東
方
朔

(
一
七
六
二
)
軽
口
は
る
の
山

二

七
六
八
)
絵
本
軽
口

福
笑

(
一
七
六
八
)
軽
口
片
頬
笑

(
一七
七
〇
)
絵
本
珍
宝
艸

(
一七
七
二
頃
)
新
軽
只
恵
方
宝

(
一
七

七
二
頃
)
軽
口
大
黒
柱

(
一七
七
三
)
軽
口
五
色
帯

(
一
七
七
四
)
年
忘
噺
角
力

(
一
七
七
六
)
立
春
噺

大
集

(
一七
七
六
)
夕
涼
新
話
集

(
㎝
七
七
六
)
時
勢
話
大
全

(
一
七
七
七
)
時
勢
話
綱
目

(
一七
七
七
)

絵
本
初
春
咄
の
種

(
}
七
八

一
頃
)
春
帖
咄

(
…
七
八
二
〉
歳
旦
話

(
一七
八
三
〉
=
噺
本
大
系

軽
口
四
方
の
春

(
一
七
九
四
)
軽
口
筆
彦
咄

(
一
七
九
五
)
鳩
灌
雑
話

(
一七
九
五
)
雅
興
春
の
行
衛

(
二
七
九
六
)
騰
が
茶

(
一
七
九
七
)
庚
申
講

(
Ⅲ七
九
七
)
新
話
違
な
し

(
一七
九
七
)
新
製
欣
々
雑
話

(
【七
九
九
)
曲
雑
話

二

八
〇
〇
)
笑
の
友

二

八
〇

「
)
新
撰
勧
進
話

(
一
八
〇
二
)
麻
疹
噺

(
一
八

○
三
)
玉
尽

一
九
噺

二

八
〇
八
)
謄
の
宿
か
え

(
一
八

一
二
)
会
席
噺
袋

(
一
八

一
二
)
花
競
二
巻
噺

(
一八

一
四
)
春
興
噺
万
歳

(
一
八
二
二
)
小
倉
百
首
類
題
話

(
一
八
二
三
)
落
噺
願
懸
鎖

(
一
八
二
六
)

噺
栗
毛

(
一
八
三
〇
)
噺
の
魁
二
編

(
一
八
四
四
)
落
噺
千
里
籔

(
一
八
四
六
)
ー-
噺
本
大
系
、
大
寄
噺

の
尻
馬

(半
紙
本

一
～
三
編
、
天
保
以
降
)
大
寄
噺
の
尻
馬

(小
本

一
～
六
編
、

一
八
五
四
頃
)
ーー
伝
承

文
学
資
料
集
成



(表
12
)
『古
今
集
遠
鏡
』

(表
15
)
歌
舞
伎
台
帳
資
料

「集
遠
鏡

二

七
九
三
成
)
11
本
居
宣
長
全
集

(表

13
)

『道
二
翁
道
話
集
』

(表
16
)
洒
落
本
資

料

(第

三
期
)

(表

17
)
洒
落
本
資
料

(第

四
期
)

一33一

 

(表
14
)

『鳩
翁
道
話
集
』

道
二
翁
道
話

(
一
七
九
五
～

一
八
二
四
)
=
初
篇
～
岩
波
思
想
大
系
、
二
～
六
篇
～
岩
波
文
庫
、
鳩
翁

道
話

(正

皿
八
三
五
、
続

一
八
三
六
、
続
々
一
八
三
九
)
=
正
～
岩
波
思
想
大
系
、続
、続
々
～
岩
波
文
庫



(表

18
)

期二第

 

第三期期 四 第

噺

本

歌
舞
伎

台
帳

洒

落

本

噺

本

洒

落

本

噺

本

古
今

集
遠
鏡

道

二
翁
道
話

鳩

翁

道

話

ケ

レ
ド

モ

ケ

レ

ド

比

率

%

〈引

用

表
〉

注()内 が 「ど も」 の用例数「けれども」 「ども」の用例数

計

動
詞

・
動
詞
型
活
用
の
語

形
容
詞

(
シ
タ
活
)

形
容
詞

(
タ
活
)

そ
の
他
の
助
動
詞

ぬ

(ざ
れ
)

だ

(な
れ
)

た

(た
れ
)

た
い

(た

け
れ
)

ぺ
い

(
べ
け
れ
)

う

(う
ず
れ
)

ま

い

(ま
じ
け
れ
)

上 位 語

()内 は「ども」の

上位語の已然形

期

発 生 期

発 達 期 一

発 達 期 口

確 立 期

一34一


