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『
捷
解
新
語
」

の
改
修

ー

原
因

・
理
由
表
現
を
中
心
と
し
て
ー

申

忠

均

(1
)

『捷
解
新
語
』
は

「倭
学
講
習
以
捷
解
新
語
為
津
筏
」
と
称
せ
ら
れ
た
よ
う

に
、
何
度
も
大
幅
な
改
修
を
加
え
な
が
ら
、
重
用
さ
れ
た
。
所
謂
原
刊
本
の
他

に
、
『改
修
捷
解
新
語
』、
『重
刊
改
修
捷
解
新
語
』
な
ど
の
改
修
本
を
今
日
見
る

(2
)

こ
と
が
出
来

る
。

こ
の
改
修

に

つ
い
て
、
従
来
、
原
刊
本

は
通
俗
的

な
言
葉

で

綴

ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
改
修
本

(重
刊
本

を
含
む
)

は
言
葉
遣

い
の
点

で

や
や
規
範
性

の
高

い
言

い
回
し
を
取
る
傾
向

に
あ
る
と
指
摘

さ
れ

て
い
る
。

そ
の
規
範
性

に
関
わ
る
と
思
わ
れ
る
要
素

の

一
つ
に
文
章
語
的

な
言

い
回
し

の
増
加
が
あ
り
、

一
見
す
る
と
改
修
本

と
重
刊
本

は
口
頭
語
資
料
と
し

て
の
価

値
が
原
刊
本
よ
り
落
ち
る
か

に
も
見
え
る
。

し
か
し
、

は
た
し

て

一
概

に
そ
の

よ
う

に
言

っ
て
よ

い
も

の
か
ど
う
か
、

こ
こ

で
は
原
因

・
理
由

の
表
現
形
式
を

取
り
上
げ

て
、
改
修
と
口
頭
語
と

の
関
連

に

つ
い
て
少

し
ば
か
り
考
え

て
み
た

い
と
思
う
。

二

(3
)

原
刊
本

の
巻
九

の
冒
頭

は
次

の
よ
う

に
始
ま

っ
て
い
る
。

①
此

の
頃

は
館
中
も
徒
然

に
御
座
る

ホ
ド

ニ
、
笑

い
の
種

に
も
、
廻

し
振

舞

い
を

し
た
い
と
思
う
が
如
何
御
座
る
か
。

さ
て
さ
て
最
う
好
う
御
座
る
。
此
方

か
ら
先

に
申

す
と
思

う
て
御
座
れ
ど

も
、
御
話

の
序
遅
れ
ま

る
し
た
に
、
斯

う
仰
し
ら
る
ホ
ド

ニ
、
我
等
心
中

が
相
届
け
か
と
、
猶
目
出
た
う
御
座

る
。

然
う
仰
し
ら
る

ホ
ド

ニ
、
恭
な
う
御
座

れ
ど
も
、
②
と
か
く
我
等
が
申
し

出

い
た
事
ぢ

ゃ
ホ

ド

ニ
、
③

明

日
よ
り
我
等

が
し
ま

る
せ
う

ホ
ド

ニ
、

各

々
も
左
様
に
心
得

さ
し
ら
れ
。

こ
の
部
分
を
改
修
本

に
求

め
る
と
、
次

の
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。

①

此

の
頃
は
館
内

も
徒
然

に
御
座
り
ま
す

る

一一
ヨ
リ
、
代
わ
る
く

に
振

舞

い
を
し

て
慰

み
た
う
御
座
り
ま
す

る
が
如
何
御
座

り
ま
せ
う
か

さ

て
さ

て
最

う
好

う
御
座

り
ま

せ
う
。
此
方
よ
り
先
に
申
そ
う
と
思
う

て

居

ま
し
た
に
、
御
話
致
し

て
居
ま
し
た

ユ
エ
遅
れ
ま
し
た
に
、
斯
様

に
仰

せ
ら
る
る

ニ
ヨ
リ
、
我

々
心
差
が
相
届
き
ま
し
た
か
、
猶

目
出

た
う
御
座

り
ま
す

る
。

左
様

に
仰

せ
ら
れ

ま
し

て
恭
な
う
御
座
れ
ど
も
、
②

と
か
く
我

々
が
申

し
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た
事

で
御
座

る

ユ
エ
、
③
明

日
よ
り
我

々
が
始
あ
ま
せ
う
ホ

ド

ニ
、

各
々

も
然
様

に
御
心
得
な

さ
れ
ま
せ

い
。

原

刊
本
と

改
修
本

の
巻
九

の
冒
頭
部
を
対

照
し
な

が
ら

一
読

す
る
と
、
原

因

・
理
由

の
表
現
形
式
と
思
わ
れ
る
も

の
に
幾
種
類
か

の
変
化

が
あ
る
こ
と
が

注
目

さ
れ

る
.
第

一
句
が
、
原
刊
本

で
は
①

「
徒
然

に
御

座
る
ホ
ド

ニ
」
で
あ

っ

た
の
が
、
改
修
本

で
は
①

「
徒
然

に
御
座
り
ま
す
る

ニ
ヨ
リ
」

の
よ
う
に
、

ホ

ド

ニ
か
ら

ニ
ョ
リ
に
直
さ
れ
た
か
と
思
え
ば
、
③

「
明
日
よ
り
我
等

が
し
ま
せ

う
ホ
ド

ニ
」

は
改
修
本

で
は
③

「
明
日
よ
り
我
々
が
始

め
ま
せ
う
ホ
ド

一こ

と

ホ
ド

ニ
が

そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ

て
い
る
。

一
方
、
②

「
と
か
く
我
等

が
申

し
出

い
た
事
ぢ

ゃ
ホ
ド

一こ

か
ら
②

「
と
か
く
我

等
が
申

し
た
こ
と
事

で
御
座

る

ユ

エ
」
と

ユ
エ
に
改
め
ら
れ

て
い
る
句
も
あ
る
。

原
刊
本

で
は
全

て
ホ
ド

ニ
と

い

う
表
現
形
式
を
採

っ
て
い
た

こ
れ
ら
に
別
々
の
改
修

が
為

さ
れ

て
い
る
こ
と

に

な

る
が
、
以
下

こ
の
問
題

に

つ
い
て
考

え

て
み
た
い
。

ま
ず
、
巻
九

の
冒
頭
部

の
よ
う
な
原
因

・
理
由

の
表
現
形
式

の
改
修
が

『
捷

解
新
語
』
全
体

に
連
な
る
事
柄

で
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す

る
必
要
が
あ
る
だ

(
4
)

ろ
う
。
次

の
表

一
)

を
参

照
さ
れ
た
い
。

表

一
)
か
ら
、
原
因

・
理
由

の
表
現
形
式

に
お

い
て
著
し

い
変

化
を
見

せ
て

い
る

の
は
、

ホ
ド

ニ
、

ユ
エ
、

ニ
ヨ
リ
の
三
者

に
係
わ
る
も

の
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
り
、

し
か
も
、
原
刊
本
か
ら
改
修
本

に
か
け

て
、
ホ
ド

ニ
は

一
二
○
例

ほ

ど
減

っ
て
い
る
の
に
対
し
、

ユ
エ

・
ニ
ヨ
リ
が
そ

の
分
増
え

て
い
る
こ
と
も
読

み
と
れ

る
。
現

に
、

二
五
九
例
あ

っ
た
原
刊
本

の
ホ
ド

ニ
の
う
ち
、

一
四
〇
例

が
改
修
本

に
残
存
し
、
四

一
例

は

ニ
ヨ
リ

に
改

め
ら
れ

て
お
り
、

三

一
例

は

ユ

エ
に
置
き
換
え
ら
れ

て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
三
者

の
数

の
増
減
か
ら
、
右

に

挙
げ
た
巻
九

の
冒
頭
部

の
よ
う
な
改
修

が
そ

こ
だ
け
に
限

ら
れ

た
も

の
で
は
な

く
、
全
巻

に
通
じ

て

一
貫
す
る
改
修

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

要
す
る

に
、
『
捷
解
新

語
』
の
原
刊
本

か
ら
改
修
本

に
か
け

て
の
原
因

・
理
由

の
表
現
形
式

の
改
修
に
は
④

ホ
ド

ニ
の
踏
襲
、
㊥

ホ
ド

ニ
か
ら

ユ
エ
へ
の
置
き

換
え
、
㊦
ホ
ド

ニ
か
ら

ニ
ヨ
リ

へ
の
改
め
と

い
う
三

つ
の
パ
タ

ー
ン
が
あ
る

こ
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と
に
要
約
出
来

る
こ
と

に
な

る
が
、
以
下
、

こ
の
三

つ
の
パ
タ

ー
ン
が
併

存
す

る
こ
と
に

つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

以
前
濱

田
敦
氏
は
原
刊

『
捷
解
新
語
』

の
ホ
ド

ニ
の
多

く
が
改
修
本

で
は

ニ

ヨ
リ
に
改
め

ら
れ
、
原
刊
本

に
は
極
あ

て
希

で
あ

っ
た

ユ
エ
が
改
修
本

で
は
著

し
く
増
加
し

て
い
る

こ
と
な
ど
を
指

摘
さ
れ

て
、

そ
の
う
ち

の

ニ
ヨ
リ
に

つ
い

(5
)

て
、
次

の
よ
う

に
説
か
れ
た

こ
と
が
あ
る
。

こ
の
様

に

「
ほ
ど

に
」
が
減
少

し
、
「
に
よ
り
」
が
増
加
す

る
と

い
う
傾
向

は
、

(中
略
)
そ
れ
は

一
種

の
文

語
的
表
現

と
云

う
べ
き
も

の
で
あ

る
が
、

同
時

に
、
『改
修
捷
解
新
語
』
な
ど
に
よ

っ
て
代
表

さ
れ
る

「
さ
や
う
し
か

れ
ば
」

的
文
体

に
属

す
る
も
の
と
も

云
え
る
で
あ

ろ
う
。

な
お
、

同
様
な

こ
と

が

ユ
エ
に

つ
い
て
も
言
え

る
か
と
思
わ
れ
る
。
当
時

の

諸

口
頭
語
資
料

や
、
原
刊
本

で
の
用
例
な
ど
か
ら

ユ
エ
は

口
頭
語

で
は
な
く
文

(6
)

章
語

で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か

る
が
、

そ
の

ユ
エ
が

「
さ
や
う
し
か
れ
ば
」
的
文

体

の
中

に
違
和
感
な
く
、
し
か
も
相
当

の
数

で
現
れ

て
い
る

こ
と
な
ど
か
ら
、

右
記

の
濱
田
氏

の
指
摘
は

ニ
ヨ
リ
だ
け

で
は
な
く
、

ユ
エ
に
も
該
当
す

る
も

の

と
言

っ
て
よ
か
ろ
う
。

結
局
、
原
刊
本

の
ホ
ド

ニ
か
ら
改
修
本

の
ニ
ヨ
リ
、

ユ
エ
へ
の
改
修

は

「
口

頭
語
か
ら
文
語
的
表

現

へ
」
と

い
う
改
修
態
度

に
よ
る
も

の
だ

と
い
う

こ
と
を

(7
)

窺
知
す
る
事
が
出
来

る
。

三
=

幽

原
因

・
理
由

の
表
現
形
式

に
係
わ

る
改
修

の
態
度

に

「
口
頭
語
か
ら
文

語
的

表
現

へ
」

が
あ

っ
て
、

そ
の
結
果
改
修
本
が
文
章
語
的
性
格
を
増
し

て
き
た

の

は
右

の
通

り
で
あ
る
が
、
未
だ
、
依
然
と
し

て
残
る
問
題

が
あ
る
。
唯
単

に

「
口

頭
語

か
ら
文
語
的
表
現

へ
」
と

い
う
意
識
だ
け
が
改
修

の
要
因
と
し

て
働

い
た

と
し
た
ら
、
原
刊
本

の
全

て
の
ホ
ド

ニ
を
改
修
本

の

ニ
ヨ
リ
か

ユ

エ
の

一
方

に

置

き
換
え
れ

ば
良
か

っ
た
は
ず

で
あ
る

が
、
改
修

本

の
状

況

は
そ
う

で
は
な

い
。

つ
ま
り
、
ど
う

い
う
性
格

の
ホ
ド

ニ
が
そ

の
ま
ま
踏
襲

さ
れ
、

ま
た

ニ
ヨ

リ

・
ユ
エ
に
替
え
ら
れ
た
ホ

ド

ニ
に
は
ど
う
い
う
特
徴

が
あ

る
か
と

い
う

の
が

残

っ
て
い
る
問
題

で
あ
る
。

原
刊
本

の
ホ
ド

ニ
の
改
修
本

で
の
残
存

と
置
き
換

え
の
併
存

は

日
体
何
を
表

し

て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題

に
関

し
て
は
改
修
を
経

た
結
果

の
改
修
本

で
の
三
者

の
現
れ
方

を
分
析
す

る
こ
と

に
よ

っ
て
は
じ
め

て
答
え
が
得
ら
れ
る

だ
ろ
う
。

そ
れ

で
、
改
修
本

に
残
存

し
て
い
る
ホ
ド

ニ
と
、

ニ
ヨ
リ
と

ユ
エ
に

置

き
換

え
ら
れ
て
い
る
非

ホ
ド

ニ
と

に
分
け

て
考
察
を
進
め

て
い
く

こ
と

に
す

る
。事

新

し
く
言
う
ま

で
も
な
く
、
接
続
表
現
形
式
は
前
件

と
後
件

を
繋

ぎ
合

わ

せ
る
機
能
を
持

っ
て
お
り
、

そ
の
前
件
と
後
件
が
表
現
形
式

の
選
択

に
影
響

を

及
ぼ
す
と
思
わ
れ

る
の
で
、

こ
れ

に
着

目
し
、
表

現
形
式

の
上
接

語
と
後
件
文

の
内
容
と

い
う
観
点
か
ら
改
修
本

の
ホ
ド

ニ
と
非

ホ
ド

ニ
を
見

て
み
る
こ
と

に

す

る
。

先
ず
、
上
接
語

の
こ
と

で
あ
る
が
、
前
掲

用
例
③

や
、
次

の

④
封

進
物
を
請
取
り
ま
せ
う
ホ
ド

ニ
、
然
様

に
御
心
得
な

さ
れ

て
御
出
な

さ
れ
ま
せ
い
。
(改
、
巻

二
、

二

一
)

⑤

程
な

く
、

返
事

が
参
り

ま
せ
う

ホ
ド

ニ
、

然

う
心
得
な

さ
れ
ま

し
…

(改
、
巻

五
、
九
)

の
よ
う
に
、

ホ
ド

ニ
の
上
接
語

に
あ
る
特
徴
が
見
受
け
ら
れ
る
。
そ

こ
で
、

ホ

ド

ニ
と
非

ホ

ド

ニ
が
そ
れ

ぞ
れ
受
け

る
上

接
語
を

調

べ
て
み
る
と
、
次

の
表

二
)

の
よ
う
に
な

る
。
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と
も
あ

っ
て
、
前
件

が
推
量

・
意
志

の
場
合

は
ホ
ド

ニ
を
採
る
と

い
う

パ
タ

ー

ン
が
認
め
ら
れ
る
か
と
思

わ
れ

る
。

一
方
、
右

に
挙
げ

た
④
か

ら
⑦
ま

で
の
四
例

の
後
件
文
は
、
三
例

が
命

令
、

(8
)

一
例

が
依
頼

と
い
う
内
容

の
も

の
で
あ

る
が
、

ホ
ド

ニ
の
後
件
文

の
意
味

内
容

に
も
目
立

つ
と
こ
ろ
が
あ

る
。
表
三
)
を
参
照
さ
れ
た

い
。

表

三
)

右

の
表

か
ら

は
、

ホ
ド

ニ
と
推
量

・
意
志

の
助
動
詞
ウ

の
間
に
強

い
対
応
関

係

が
あ

る
こ
と
が
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
か
と
思
わ
れ
る
。
助
動
詞

ウ
に
下
接

す

る
五
三
例

の
う
ち
、

四
九
例

(約
九
二
%
)
が
ホ
ド

ニ
に
よ

っ
て
後
件

と
結

ば
れ

て
い
る
。
尚
、

こ
の

「
助
動
詞
ウ

+
ホ
ド

ニ
」

の
数

は
改
修
本

の

一
四
二

例

の
ホ
ド

ニ
の
三
分

の

一
に
当
た
る
も

の
で
も
あ

っ
て
、
原
因

・
理
由

の
表
現

形
式
と
し

て
の
ホ
ド

ニ
と
推
量

・
意
志

の
助
動
詞

ウ
と
の
密
接

さ
を
物
語

っ
て

い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

又
、
推
量

・
意
志

の
助
動
詞
と

い
う
点

で
は
否
定

の

マ
イ
の
場
合
も
同
じ

で

あ
る
が
、

⑥
別

の
事
も
御

座
る
ま
い
ホ
ド

ニ
、
明

日
御
覧
な
さ
れ
ま
せ

い
。
(改
、
巻

一
、
二
三
)

⑦

今
度

居
取

っ
て
も
例

に
は
成

り
ま
す

る
ま

い
ホ
ド

ニ
、
居
取

っ
て
ゆ
る

り
と
語
り
ま
せ
う
。

(改
、
巻
三
、

一
〇
)

の
よ
う
に
、
改
修
本

に
お

け
る

マ
イ

の
三
例
も
全

て
ホ
ド

ニ
を
受
け

て
い
る

こ

表
三
)
か
ら
は

一
四
二
例

の
う
ち
五

三
%

に
当

た
る
七
五
例

の
ホ
ド

ニ
の
後

件

文
が
命
令

・
依
頼

の
内
容

で
あ

る
こ
と
が
わ
か

る
が
、

こ
の
七
五
例

の

「
ホ

ド

ニ
+
命
令

・
依
頼
文
」
は
、
「非

ホ
ド

ニ
+
命
令

・
依
頼
文
」
の
約
三
倍

に
も

及
ぶ
数

で
あ
る
。

つ
ま
り
、
後
件
文

の
内
容
が
命
令

・
依
頼

の
場

合
は
、
表

現

形

式
と
し

て
非

ホ
ド

ニ
よ
り

は
ホ
ド

ニ
を

以

っ
て
現

れ
る
傾
向

が
改
修
本

に

一4一



あ

っ
た

こ
と
が
見
受

け
ら
れ
る
。

右

の
二
点
、

つ
ま
り
上
接
語

に
推
量

・
意
志

の
助
動
詞
が
多

い
こ
と
と
後
件

文

に
命
令

・
依
頼
文
が
多

い
こ
と
と

は
相
反
す
る
も

の
で
は
な
く
、

用
例
④

か

ら
⑦

ま
で
の
よ
う

に
、
軌
を

一
に
す

る
こ
と
も
看
過

で
き
な

い
こ
と
は
言

う
ま

(9
)

で
も
な

い
。

さ
て
、
右

に
述

べ
て
き
た
改
修
本

に
お
け
る
ホ
ド

ニ
の
傾
向
ー

ホ
ド

ニ
が
推

量

・
意
志

の
助
動
詞
と
結
び
付
く

こ
と
の
多

い
こ
と
と
、
命
令

・
依
頼

の
後
件

文
と
呼
応
す

る
こ
と

の
多

い
こ
と
ー

は
、

日
本

語
史

の
中

で
ど

う
位
置
づ
け

で

き
る
だ
ろ
う
か
。
概

ね

『捷
解
新
語
』

と
同

じ
時
期

に
書
写
さ
れ
た
大
蔵
流
狂

言
台
本

に
見
ら
れ
る
、
小
林
千
草
氏

の
、
次

の

ホ
ド

ニ
は
、
虎
明
本

(虎
清
本
)
か
ら
虎
寛
本

に
か
け

て
勢
力
を
失

っ
て

い

っ
た
が
、
上
接
語

が

(
ハ
)
推
量

・
希
望
を
表
わ
す
助
動
詞
群

の
場
合

と
、
後
件

が

(
d
)
命
令

(
e
)
依
頼

の
場
合

に
は
、

ニ
ヨ

ッ
テ
を
抑

え

(10
)

る
力
を
保
有
し

て
い
た
。

の
指
摘
と
、
『
捷
解
新
語
』
に
お
け
る
ホ
ド

ニ
の
傾
向
と
は

一
脈
相

通
ず
る
も

の

か
と
思
わ
れ
る
。

ま

た
、
資

料

の
性
格

や
細

か
な
と

こ
ろ

で
の
違

い
が
存
す

る

こ
と

な
ど
も

あ

っ
て
、

一
概

に
は
言
え
な

い
が
、

原
因

・
理
由

の
表
現
形
式

の
全
体

の
中
か

ら
ホ
ド

ニ
が
占

あ
る
比
率

も
、
図

一
)
に
見
る
よ
う
に
、
原
刊
本
と
虎
明
本
が
、

改
修
本

と
虎
寛
本

が
そ
れ

ぞ
れ
近
似
値

を
見

せ

て
い
る

こ
と
も
看
過
出
来

ま

い
。

虎 寛 本 改 修 本 原 刊 本 虎 明 本

図

じ
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結
局
、
原
刊
本
か
ら
改
修
本

に
か
け

て
の

『捷
解
新
語
』

に
お
け
る
ホ
ド

ニ

の
変
化
は
、

日
本
語
史
上

の
流
れ
を
あ
る
程
度
反
映
す

る
も

の
と
認
め
得

る
の

で
あ

っ
た
。

三
ー

二

さ

て
、
改
修

の

一
軸

の

「
ホ
ド

ニ
↓

ホ
ド

ニ
」
が

口
頭
語

の
反
映
な
ら
、

他

方

の
軸

の

「
ホ
ド

ニ
↓
非

ホ
ド

ニ
」
も

や
は
り
口
頭
語

の
反
映

で
な

い
と
、
歯

車

が
合

わ
な

い
こ
と

に
な

る
。
故

に
、
「
ホ
ド

ニ
↓

ユ

エ
」
と

「
ホ
ド

ニ
↓

ニ
ヨ

リ
」

の
非

ホ
ド

ニ
タ
イ
プ
の
有

り
様
を
検
討
し
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
。

こ

こ
で
、

既

に
挙

げ

た
小

林
氏

の
指

摘
を
も

う

一
度
想

い
起

こ
し

て
み

よ

5



う
。
同
氏

の
指
摘

を
裏
返
す

と
、
上
接
語

が
助
動
詞

ウ
な
ど

の
場
合
と
、
後
件

の
内
容

が
命
令

・
依
頼

の
場
合

以
外

に
は
、

ニ
ヨ
ッ
テ
が

ホ
ド

ニ
を
蚕
食
し

て

行

き

つ
つ
あ

つ
た
と
い
う
こ
と

に
な

る
。

ホ
ド

ニ
の
場
合

で
見
た
よ
う

に
、
も

し
も

『捷
解
新
語
』

が
口
頭
語
史

に
お
け

る
原
因

・
理
由
表
現

の
流
れ
を
そ

の

ま
ま
反
映

し
て
い
る
な
ら
、
改
修
本

に
は
非

ホ
ド

ニ
と
し

て

ニ
ヨ

ッ
テ
が
現
れ

て
い
る
は
ず

で
あ

る
。
し

か
し
、
改
修
本

に
原
因

・
理
由

の
表
現
形
式
と
思
わ

し
き

ニ
ヨ
ッ
テ
は

一
例
も
な

い
。

そ
の
代
わ

り
、
右

に
見

て
き
た
よ
う
に
、

ニ

ヨ
リ
と

ユ
エ
が
増

え
て
い
る
が
、
改
修
本

で
の

ニ
ヨ
リ

・
ユ
エ
の
問
題

は
、

結

局

口
頭
語

に
お
け
る

ニ
ヨ
ッ
テ
と
深
く
係
わ

っ
て
い
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

非

ホ
ド

ニ
、

つ
ま
り

ニ
ョ
リ
と

ユ
エ
の
上
接

語
を
表

二
)

に
見
る
と
、

推

量

・
意
志

の
助
動
詞

ウ
と

ホ
ド

ニ
が
堅
く
結
ば
れ

て
い
る
よ
う
な
強

い
対
応

関

係

が
見

ら
れ

る
こ
と

は
な

い
。
但
し
、
ホ

ド

ニ
と
非
ホ
ド

ニ
の
い
ず
れ
に
も
結

び
付

い
て
い
る
動
詞
、
丁
寧

の

マ
ス
ル
、
過
去

・
完
了

の
タ
、
打

ち
消

し
の

ヌ

な
ど

の
助
動
詞

の
場
合
は
、

こ
れ
ら

の
そ
れ
ぞ
れ
が
非

ホ
ド

ニ
を
受
け
て
い
る

数
が

ホ
ド

ニ
を
採
る
数
よ
り
若
干
上
回

っ
て
い
る

こ
と
に
は
注
目

す
る
必
要

が

あ

る
だ

ろ
う
。

ま
た
、
表
三
)

の
よ
う

に
、
後
件
文

に
お

い
て
は
、
命
令

・
依
頼
文
と

ホ
ド

ニ
と

の
密
接
さ
が
認
め
ら
れ
た
が
、

そ
の
他

の
推
量

・
意
志
な
ど

の
後
件
文

で

は
ホ
ド

ニ
と
非

ホ
ド

ニ
が
ほ
ぼ
同

じ
割
合

で
用

い
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
僅

か
な
差

で
は
あ
る
が
、

⑧
此

の
程

は

一
円
此

方

へ
は
御

座

ら
ぬ

ユ
エ
、
最

う
御
残

り
多
も
御
座

り
、
腹
も
立
ち
ま
す

る
。

(改
、
巻

二
、

一
八
)

⑨
対
馬
を
御
立
あ

る
様

に
と
申
し
ま
し
た
事

で
御

座
る

ニ
ヨ
リ
、
今

は
自

由

に
差
引
き
が
成
り
ま
せ
ん
…

(改
、
巻
六
、

一
七
)

の
よ
う
な
、
後
件
文

の
内
容
が
事
実

の
客
観
的
叙
述

の
場
合

は
三

一
例

(六

二

%
)
が
非

ホ
ド

ニ
と
結

び
付

い
て
お

り
、

一
九
例

(三
八
%
)

の
ホ
ド

ニ
を
抜

い
て
い
る

こ
と
は
、
「
ニ
ヨ

ッ
テ
は
、
後
件
が
事
実

の
客
観
的
叙
述
を
表
す
場

合

(
11
)

か
ら
使

わ
れ
出

し
」

た
大
蔵
流
狂

言
台
本

の
実
態
も
あ
る

こ
と
か
ら
、
目
を
留

め

て
お
い

て
よ
か
ろ
う
。

こ
う
見

て
く
る
と
、
改
修
本

に
見
ら
れ

る
非

ホ
ド

ニ
の
傾
向
ー

命
令

・
依
頼

以
外

の
内
容

を
持

つ
後
件
文
と
呼
応
す

る
場
合
と
、
助
動
詞

ウ
以
外

の
上
接

語

に
結

び
付

く
場
合

は
、
非

ホ
ド

ニ
が

ホ
ド

ニ
と
伯
仲
す
る
か
、
や
や
優
位

を
占

め
る
=

は
、
大
蔵
虎
明
本
か
ら
虎
寛
本

に
か
け

て
の

ニ
ヨ

ッ
テ
の
勢
力

の
推
移

と
大
同
小
異

で
あ

る
こ
と

が
注
視
さ
れ

る
。

こ
れ

に
、
原
刊
本
か
ら
改
修
本

に

か
け
て
の
ホ
ド

ニ
の
勢
力
減
少

の
諸
様
相
が
狂
言
台
本

の
そ
れ
と
近
似

し

て
い

る
こ
と
も
考

え
合
わ

せ
る
と
、
改
修
本

の
非
ホ

ド

ニ
の
右

傾
向
は
日
本
語

の
口

頭
語
史

に
お

け
る

ニ
ヨ

ッ
テ
の
実
態
を
あ
る
程
度
か
た
ど

っ
て
い
る
こ
と
が
わ

か

っ
て
く

る
か
と
思
わ
れ

る
。

つ
ま
り
、
従
来
言
わ
れ

て
き
た
よ
う
に
、

ホ
ド

ニ
か
ら

ニ
ヨ
リ

・
ユ
エ
へ
の
改
修
は
唯
単

に
文

語
的
表
現

へ
の
置

き
換

え
で
は

な
く
、

そ
の
裏

に
は

口
頭
語

の
実
態
が
秘

め
ら
れ

て
い
た
の
で
あ

る
。
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改修本 原刊本虎明本 虎寛本

図

二
)

採

っ
て
現
れ

て
も

よ
さ
そ
う
な

の
に
、
と

い
う
よ
り
、
片
方
が
自

然

で
あ
る
の

に
、
何
故
改
修
本

に
は
両
形
が
用

い
ら
れ

て
い
る

の
か
が
そ
れ

で
あ
る
。

そ
の
答
え

は
、
概
ね

二

つ
の
こ
と
か
ら
説
明

で
き
そ
う

で
あ
る
。
ま
す
考

え

ら
れ

る
の
は
、
改
修

に
携
わ

っ
た
人
が
単
数

で
は
な
く
、
複
数

で
あ

っ
た
と
考

え
ら
れ

て
い
る
こ
と

で
あ
る
。

ニ
ョ
リ
と

ユ

エ
の
出
現
状
況
を
巻
毎

に
調

べ
て

み

る
と
、
表
四
)

の
よ
う

に
、
巻

二

・
三
に
は

ユ
エ
し
か
現
れ

て
い
な

い
の
に

対
し
、
巻
六

で
は

ユ

エ
は

一
例

し
か
な

く

ニ
ヨ
リ
が

}
三
例
も
と
頻
用

さ
れ

て

い
る
。
ま
た
、

巻

一
・
九

は

ニ
ヨ
リ
が

ユ
エ
の
使
用
率

の
二
倍

に
も
な
る
。

こ

の
こ
と

は
、

和
語

に
す

る
か
漢

語

に
す

る
か
な
ど

の
問
題
を
含

む

日
本
語

本

文
、
音
注

の
表

記
、

ま
た
朝
鮮
語
対
訳
文

の
表
記
な
ど

の
あ
ら
ゆ
る
方
面

で
見

受
け
ら
れ

る
巻
別

の
改
修
意
識

の
差
異
な
ど
と
同
じ
く
、
複

数
だ

っ
た
ろ
う
と

(
12
)

思

わ
れ
る
改
修
者

の
意
識

の
不
統

一
に
よ

る
も

の
か
も
知
れ
な

い
。

一
7

一

 

畢
寛
す
る

に
、

図
二
)

の
よ
う
に
、
原

刊
本

か
ら
改
修
本

に
か

け
て
の
ホ
ド

ニ
の
踏
襲
も
、

ホ
ド

ニ
か
ら
非

ホ
ド

ニ
へ
の
置
き
換

え
も
所
詮

は
口
頭
語
史

の

反
映
と

い
う

こ
と
に
な
る
。
但

し
、
非

ホ
ド

ニ
の
タ
イ
プ
は
当
時

の

ニ
ヨ
ッ
テ

を
そ

の
ま
ま
導
入
す

る
こ
と
に
止
ま

ら
な
く
、
「
口
頭
語
か
ら
文
語
的
表
現

へ
」

の
改
修

と
い
う
大
原
則

に
従

っ
て
、

一
捻

り
し

た
形
、

つ
ま
り

ニ
ョ
リ
と

ユ
エ

と
し
て
現
れ

て
い
た
の
で
あ

る
。

し
か
し
、
疑
問

は
依
然
と
し

て
残

っ
て
い
る
。
非

ホ
ド

ニ
が

ニ
ヨ

ッ
テ
の
捻

ら
れ
た
形
だ

と
し

た
ら
、

そ
れ

は

ニ
ヨ
リ
か
若

し
く

は

ユ

エ
の

一
方
だ
け

を

若

し
く
は
、
朝
鮮
語
対
訳

の
方
か
ら

ニ
ヨ
リ
と

ユ
エ
の
両
立

の
問
題
を
解

き

ほ
ぐ
す

こ
と
が
出
来

る
か
も
知
れ
な

い
。
改
修
本

に
お
け
る

ニ
ヨ
リ
と

ユ
エ
の

(
ま
た
ホ
ド

ニ
も
)
朝
鮮
語
対
訳

の
当

て
方
は
そ
れ
ぞ
れ
違

う
傾
向
を
見

せ

て



い

る
か

ら

で
あ

る
。

こ
れ

ら

に

は
、

例

え

ば

、

⑩

明

日

よ

り
我

々

が
始

め

ま

せ

う

ホ

ド

ニ
、

〔ω
工

舞

8

>
r
民
㌣

ω
7
巳
〕

(改

、

巻

九

、

三

)

⑪

と

か

く

我

々

が

申

し

た
事

で
御

座

る

ユ

エ
、

〔の>
r
.o
口
1
9
9。
7
.γ
臨
「

.団
Φ
昌

(改

、

巻

九
、

三
)

⑫

館

中

も
事

淋

し

い

一一
ヨ
リ
、

〔館

ー
中

=
一㌣

ω
巨

色

ヨ
=
ゴ
〉
ー
ヨ
曽
ご

(改
、

巻
九

一
六
)

の
よ

う

な
、

三

つ
の
朝

鮮

語

が
対

訳

と

し

て
付

さ
れ

て

い

る
。

こ

の
三

者

に
係

わ

る

対
訳

朝

鮮

語

を
表

に

す

る

と
、

表

五

)

の

よ
う

に
な

る
。

表

五

)

表
五
)
に
よ
る
と
、

ニ
ヨ
リ
の
場
合
は
八
九
%

に
当
た
る
四
九
例

が

「「
b
筐

を
採

っ
て
お

り
、
全
例

「「
巳
」
を
採

っ
て
現
れ

て
い
る
ホ
ド

ニ
に
傾
斜

し
て
い

る
の
に
対

し
、
そ
れ
と
は
逆

に
、

ユ
エ
の
場
合

は

「
占

こ

よ
り
も

「涛

竿
.団
Φ
ご

と

「ー
ヨ
巴
」
の

「
名
詞
化
語
尾
+
助
詞
」

の
対
訳
が
当

て
ら
れ

て
い
る

の
が
二

倍
強

で
あ
る
。
朝
鮮
語
対
訳

の
面

で
は
、

ユ
エ
が
ホ

ド

ニ
の
対
極

に
あ

っ
て
、

そ
の
間
、

ホ
ド

ニ
寄

り
の
所

に

ニ
ヨ
リ
が
位
置
す
る
と

い
う
形
勢

で
あ

っ
て
、

ユ
エ
と

ニ
ョ
リ
が
傾
向
を
異

に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

尚

、
こ
の

「占

一」
は
当
時
原
因
を
表
す
語
尾
と
し

て
最
も
よ
く
使
わ
れ

て
い

た
も
の

で
あ
る
姪
罵
『捷
解
新
語
』
に
お

い
て
は
偶
然
確
定
表
現
や
単
純
接

続

の

対
訳
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
お
%

因
果
性
の
薄
く
な

っ
て
い
る

颪

も
見
せ

て
い
る
。
そ
れ

に
対
し

て
、
「ー
評
一ー
.団
①
凶」
と

「
「
日
p
ご

の

「
謁
澗
化
語
尾

+
助

詞
」

の
場
合
は
原
因

・
理
由

の
関
係
を
強
く
表
す
も

の
で
あ

る
。

と
な
る
と
、

ニ
ヨ
リ

で
結

ば
れ
る
場
合

と
、

ユ
エ
に
よ

っ
て
結
ば
れ
る
場
合

と

の
間

に
は
、
前
件

と
後
件

の
因
果
性

に
強
弱

の
差
が
現
れ

て
く
る
か

に
思
わ

れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
因
果
性

の
強
弱

と
い
う

バ

ロ
メ
ー
タ
ー
を

そ
の
ま
ま

ニ

ヨ
リ
と

ユ

エ
の
相

補
的

価
値

と
し

て
認
め
て
、
改
修
本

に
お

け
る

ニ
ヨ
リ
と

ユ

エ
の
両
立

の
問
題

の
答

え
と
し

て
援

用
し
得

る
か
ど
う
か

は
問
題

で
あ
る
。
勿

論
、
そ

の
可
能
性
は
全

く
排
除

し
得

な
い
が
、

そ
れ

よ
り
は
、

ニ
ヨ
リ
と

ユ
エ

の
対
訳
が
朝
鮮
資
料
全
体
を
通
し

て
、

パ
タ
ー

ン
化

し
て
あ

る
こ
と

に
注
意
す

べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。

お
そ
ら
く
、
「
故
」
と
い
う
表
記
の
類
似

に
由
来
す

る
も

の
か
と
思
わ
れ

る
、

ユ
エ

(故
)
イ

コ
!
ル

「
「
ぎ

(
故
)
1
「。
」
、
ひ
い
て
は

ア
匹
1
.巻

ご

と

「ー
日
巴
」

な
ど

の

「
名
詞
化

語
尾

+
助
詞
」

と
の
等
式
概
念
と
、
ま
た
音
相
を
同
じ
く
す

る

こ
と
か
ら

ニ
ョ
リ
即
ち

「占

ご

と

い
う
先

入
観
な

ど
、

一
種

の
固
定
し
た
対

訳
意

識
が
当
時

の
人

々
に
あ

っ
て
、

そ
の
影
響

で
改
修
本

で
の

ニ
ヨ
リ
と

ユ

エ

の
併

用
が
行

わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思

わ
れ

る
。

そ
れ
は
、

『
隣
語
大
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方
』
『
交
隣
須
知
』
な
ど
に
も
綿

々
と
受

け
継

が
れ
る
こ
と
か
ら
も
推
察

で
き
る

が
、

改
修
本

に
お
け
る

ニ
ヨ
リ
と

ユ
エ
の
併
存

は
、

日
本
語

に
お
け
る

ニ
ヨ
リ

と

ユ

エ
そ
れ
自
体

の
問
題
と

い
う
よ
り
、
朝
鮮
語

の

「i
巳
」
は

ホ
ド

ニ
か

ニ
ヨ

リ
に
訳
す

べ
き

で
、

「「
貯
7
.団
Φ
ご

と

マ
ヨ
巴
」

な
ど
は

ユ
エ
に
相
応
し
い
と

い

っ
た
具
合

の
対
訳
意
識

に
因

る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
当
時

の
口
頭
語

の

ニ
ヨ
ッ
テ
を
文
語
的
表
現

へ
と

い
う
改
修
方
針

の
下

で
文
章
語
化
す

る
際

に
、
あ
る
対
訳
意
識
が
働

い
て
、

ニ
ヨ
リ
と

ユ
エ
の

併
用

が
行

わ
れ
た
と
思
わ
れ

る
が
、

こ
の
こ
と

に

つ
い
て
は
、
右

記

『
隣
語
大

方
』
な
ど

の
他
朝
鮮
資
料

の
状
況
を
も
合
わ
せ

て
詳
し
く
検
討
す

べ
く
、
今
後

の
課
題

に
し
た

い
。

四

以
上
、

『
捷
解
新
語
』

に
お
け
る
原
因

・
理
由

の
表
現
形
式
を
検
討
し
た
結

果
、
次

の
こ
と
が
言
え
る
か
と
思
わ
れ
る
。

原
因

・
理
由

の
表
現
形
式

の
原
刊
本

か
ら
改
修
本

に
か
け

て
の
改
修

は
、
④

ホ
ド

ニ
の
踏
襲
、
㊥

ホ
ド

ニ
か
ら

ユ
エ
へ
の
置
き
換

え
、
⑤

ホ
ド

ニ
か
ら

ニ
ヨ

リ

へ
の
改
め
と
い
う
三

つ
の
流

れ
を
採

っ
て
い
る
。

そ

の
う
ち
、
④

は
上
接
語
、
呼
応
す
る
後
件

文

の
内
容
、
対
訳
朝
鮮
語
か
ら
、

助
動
詞
ウ

+
ホ
ド

ニ
、
ホ
ド

ニ
+
命
令

・
依
頼
文
/

「リ
一1
一(①ー
=口o一=
ゴ
日」

の
強

い

対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
る
が
、

こ
れ

ら
は
口
頭
語
史

の
反
映
と
思
わ
れ
る
。

⑦

と
対
立

す
る
◎
、
◎
も

口
頭
語
史

に
お

い
て
の

ニ
ヨ

ッ
テ
の
成
長
ぶ
り
を

忍
ば
せ
る
節

が
あ
り
、
「
口
頭
語
か
ら
文
語
的
表
現

へ
」
と

い
う
大
原
則

の
も
と

で

ニ
ヨ

ッ
テ
を
文
章
語

の

ニ
ヨ
リ

・
ユ
エ
と

い
う
捻

っ
た
形

で
表
し
た
も

の
と

思

わ
れ
る
。

ま
た
、
◎
と
⑤

の
併
存

の
理
由

は
巻
別
分
布
や
対
訳
朝
鮮

語
に
見

ら
れ
る
偏

り
な
ど
か
ら
求

め
ら
れ

そ
う

で
あ

る
が
、
詳
し

い
検
討

の
必
要
が
あ

り
、
今
後

の
課
題

に
し

た
い
。

注

 

『
捷
解

新
語
文

釈
』

の
凡
例

以
下
、
原
刊
本

『捷
解
新
語
』
(
一
六
七
六
年
刊
)
は
原
刊
本
、
『
改
修
捷
解
新
語
』

(
一
七

四
八
年
刊
)
は
改
修
本
、
『重
刊
改
修
捷
解
新
語
』

(
一
七
八

一
年
刊
)

は

重
刊
本
と
そ
れ
ぞ
れ
略
称
す
る
。
な
お
、
本
稿

で
い
う

『捷
解
新
語
』
と

は
こ
れ

ら
を

一
括
す
る
名
称

で
あ
る
。

本
文
は
平
仮
名

で
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
便
宜

を
図

る
た
め
漢
字
仮
名
交
じ
り
文

に
直
し
た
。

原
因

・
理
由

の
表
現
形
式
と
し

て
の
テ
の
数

は
、
朴
喜
南
氏

の

「
『捷
解
新
語
』
に

よ
る
敬
語

の
構
文
論
的

研
究
ー
従
属
節

の
陳
述
性

の
関

わ
り

に

つ
い
て
ー
」

(『岡

大
国
文
論
稿
』

一
九
)

に
よ
る
。

『
捷
解
新
語
』

に
お
け
る
、

こ
の
接
続
助
詞

テ
の
数
を
如
何

に
解
釈
す
る
か
は
甚

だ
難
し
そ
う
で
あ
る
。
大

蔵
流
狂
言
台
本

や
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
な
ど

で
は

テ
の
数

が
さ
ほ
ど
多

く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ

ぞ
れ

の
資
料

の
性
格
な
ど
を
も
考
慮

に

入
れ

て
考
え
る
必
要

が
あ

る
と
思
わ
れ

る
。

尚

、
特

に
改
修
本
に
な
る
と
、
「～

テ
恭
な
し
」、
「
テ
目
出

た
し
」
、
「～

テ
有
難

し
」

な
ど
の

「～

テ
+
感
情
表
現
」
と

い
う

パ
タ
ー
ン
化
が
認
め
ら
れ
る
。

○
然
様
に
仰

せ
ら
れ
ま
し

テ
恭
な
う
御
座
れ
ど
も
、

(改
、
巻
九
、

三
〇
)

○
是
ま
で
御
渡

り
な

さ
れ

ま
し

テ
、

何

よ
り
目
出
た
う
存
じ
ま
す
る
。

(改
、

巻

五
、

二
七
)

○
御

互
い
に
御
話
を
致
し

ま
し

テ
、
有
難
く
存
じ
ま
す
る
。
(改
、
巻
七
、
三

三
)

こ
の

『捷
解
新
語
』

に
お

け
る
、
原
因

・
理
由

の
表
現
形
式

の
テ
と
感
情
表
現

の

密
着

に

つ
い
て
は
、
別
稿
を
期
し
た

い
。

濱
田
敦
氏
、
「接
続
」

(『国
語
国
文
』
三
七
ー

四
、
後

『
朝
鮮
資
料
に
よ
る
日
本
語

研
究
』
所
収
)

二
九
八
～

二
九
九
頁
参
照
。
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原
刊
本

に
は
、

○
尤
も
、
参
を
以

て
、
御
礼
申
入
る

べ
き
候
え
ど
も
、

今
朝

よ
り
、
気
相
悪

し
く

候

ユ
エ
、
其

の
儀
無
く
候

(原
、
巻
十
、
六
)

な
ど

の
候
文
体

の
巻
十

に
四
例
と
、

○
信
使

よ
り
頻
り

に
止
め
さ
し
ら
る

ユ
エ
、
太
守
船
を
押

し
寄

せ
て

(原
、
巻
八
、

三

一
)

○
真

に
仰
し
ら
る
様

に
両
国
誠
信

の
ユ
エ
、
珍
し
い
所

を
見
物

の
み
な
ら
ず
、
此

の
様
な
接
待

に
逢
う

て

(原
、
巻
八
、
二
八
)

の
よ
う

に
、
地

の
文

(見
方
に
よ

っ
て
は
、
会
話

に
挟

み
込
ま
れ

た
物
語
風

の
文

と
も
見
受
け
ら
れ
る
)
と
、
改
ま

っ
た
場
面

で
畏

ま

っ
た
口
調
を
以

て
使

わ
れ

た

も

の
の
二
例
が
あ
る
。

で
、
原
刊
本

の

ユ
エ
も
文
章
語
、

ま
た
は
そ
れ

の
特
殊
な

現
れ
と
し

て
受
け
と
め

て
よ
か
ろ
う
。

こ
こ
で
言
う
文
語
的
表
現
と
は
、

ロ
ド
リ
ゲ

ス
の

「書
物

に
は
純
粋

に
し

て
典
雅

な
言
葉
が
含
ま
れ

て
ゐ
る
」
(「
日
本
大
文
典
」
、
緒
言
)
と
言
う
も

の
で
あ

っ
て
、

そ
う

い
う
言
葉
遣

い
は

「話
し
言
葉

と
書
き
言
葉

と
を
混
合

し
た
も

の

で
あ

っ

て
、
誰

に
で
も

理
解

さ
れ
る
」

(同
上
、

六
六

四
頁
)

も
の
で
も
あ
り
、

そ
れ

は

「洗
練
さ
れ
た
上

品
な
会

話
に
上
達

し
よ
う
」
と
す

る
際

に
大

い
に
役
立

つ
も

の

で
あ
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
文
章
語
的

で
は
あ

る
け
れ
ど
も
、
実
生
活

で
の
会
話

と
乖
離
し
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
規
範
性

の
あ

る
言
葉
と
し

て
理
解
さ
れ
、
ま

た
あ
る
場
面

で
は
使

わ
れ
て
い
た
も

の
と

い
う
意
味
と
し

て
の
文
語
的
表
現

で
あ

る
。

後
件
文

の
意
味
内
容
の
判
断
基
準

に

つ
い
て
は
、
永

野
賢
氏

の

「
「か
ら
」
と

「
の

で
」
は
ど
う
違

う
か
」
(『国
語
国
文
学
』
昭
和

二
七
年

二
月
号
)
を
参
考

に
し
た
。

安

田
氏

は
、

こ
の
現
象

は
確
定
し
た
も

の
と
し

て
提
示
し

て
も
よ

い
世

界
を

「非

已
然
」

と
し

て
朧
化
し

て
い
る

「亜
確
定
」

の
概
念
、

つ
ま
り
娩
曲
性

に
因

る
と

さ
れ
た

(安
田
章
氏
、
「練
度
」

(『国
語
国
文
』
六
三
「

四
)

一
二
頁
参
照
)。

尚
、
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
「助
動
詞

ウ
+
ホ
ド

ニ
」
の
四

一
例

の
う
ち

三

六
例

(八
八
%
)
の
対
訳

に
用

い
ら
れ

て
い
る
、
「「
「「
δ
あ
7
巳
」
で
あ
ろ
う
。
「助

動
詞

ウ
+
ホ

ド

ニ
」
と

の
強
い
関
連

性
を
暗
示
し
て
い
る
と
思

わ
れ
る
、
壬
申
倭

乱

(文
禄

慶
長

の
役
)

以
前

の
中
期

朝
鮮
語
資
料

で
は
余

り
例
を
見

ら
れ
な

い

(辻
星
児
氏
、
「
原
刊

「捷
解
新
語
」
の
朝
鮮
語
に

つ
い
て
」
(『国
語
国
文
』
四
四

-

二
)
二

一
頁
参
照
)
と
さ
れ
る

「1
『ー屏
㊤ー
ω一「
昌
一」
は
、
そ
の
形
を
分
解
す

る
と

「「
(連
体
語
尾
、
主
と
し

て
推
量
や
意
志

の
意
味
を
持

つ
)

+
訂

ω
(
形
式
名
詞
、

コ
ト
)
十
.一
(指
定
詞
、
デ

ア
ル
)

+
巳

(接
続
語
尾
、
ノ
デ
)
」
で
あ

っ
て
、
意
味

は

「～
だ

ろ
う
か
ら
」
に
な
り
、
「～

だ
か
ら
」
と
確
言

し
て
も

よ
い
事
柄
を
娩
曲

に
表
現
す
る
も

の
で
あ
る
。

こ
れ
も
、
安

田
氏

の
言

わ
れ
る

「亜
確
定
」
と
し

て

の
ホ
ド

ニ
の
断
面
を
呈
し

て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
と
思

う
。

小
林
千
草
氏
、
「中
世

口
語

に
お
け

る
原
因

・
理
由
を
表
す
条
件
句
」
(『
国
語
学
』

九
四
)
三
七
頁
参
照
。

同
上

新
裕
美
氏
、
「『捷
解
新
語
』
に
於

け
る
漢
語
「
改
修
態
度
を
中
心
と
し

て
ー

」
(『大

友
信

一
博
士
還
暦
記
念

辞
書

・
外
国
資
料

に
よ
る
日
本
語
研
究
』
所
収
)
、
安
田
章

氏
、
「捷
解
新
語

の
改
修
本
」
(『国
語
国
文
』
五
六
-

三
、
後

『外
国
資
料
と
中
世

国
語
』
所
収
)

な
ど
を
参
照

李
基
文
氏
、
『国
語
史
概
説
』

(改
訂
版
)

一
六
六
頁
参
照

例
え
ば
、

○
最
前
人
を
遣

わ
し
ま
し
た
れ
ば
、
彼
方
よ
り
も
御
呼
び
な
さ
る
る
と
申
す
事

で

御
座
る
。

〔留
』
〉
ヨ
ー
.葦

「
℃
o
「⇒
9。
一-、o「
う
己

(改
、
巻

二
、
三
五
)

な
ど
が
あ
る
。

前
間
恭
作
、

『韓
語
通
』

一
八
二
頁

な
ど
参
照

〔付
記
〕
本
稿
は
、
一
九
九
四
年

一
月
に
提
出
し
た
修
士
論
文
の

一
部
を
も
と
に
し
た
、
同

年
六
月
五
日
の
九
州
大
学
国
語
国
文
学
会
で
の
発
表
を
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
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