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「不
十
分
終
止
」

の
史
的
展
開

旧
終
止
形
残
存
の
文
法
史
的
意
義

ー

京

健

治

1

本
稿

の
目
的

室
町
期

に
お
け

る
活
用
語

の
大
き
な
変
動

の
ひ
と

つ
に
、
終
止
連
体
形
A
旦

が
あ
げ

ら
れ
よ
う
。

つ
ま
り
、
前
代

に
は
連
体
形
と
し

て
使
わ
れ

て
い
た
語
形

が
文
を
終
止

さ
せ

る
機
能
を
も
果
た
す

こ
と
が

一
般
化
し
、

そ
れ
ま

で
終
止
形

と
し
て
使

わ
れ
て
い
た
語
形

は
使
わ
れ
な
く
な

る
、
と

い
う
現
象

で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
中
世

の
口
語
資
料
と

さ
れ

る
キ

リ
シ
タ

ン
資
料
や
抄
物

に
口
語

で
は
用

い
ら
れ
な

い
と

さ
れ

る
旧
終
止
形
が
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

例

え
ば
、

『天
草
版
平
家
物
語
』

に
は
、

1
忠
盛
も
伝

へ
聞

い
て
思

は
る
る
は

"
わ
れ
は
長
袖

の
身

で
も
な
し
,
武
士

の

家

に
生
ま
れ
た
者
が
、

(4
)

2
さ
て
五
智
院

の
但
馬

は
長
刀

の
鞘
を
は
つ
し
,
甲

の
鑛
を
か
た
む
け

て
、
橋

は
引

い

つ
,
敵

に
は
あ

ひ
た
し
,
鍼
を
か
た
む
け

て
立

っ
た
と

こ
ろ

に
、

(
1
2
6
)

の
よ
う
な
例

(
1
で
は
形
容
詞

「
し
」
語
尾
、
2
で
は
助
動
詞

「
つ
」
「
た
し
」
)

が
み
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は

一
般

に
は
当
時

の
口
語

に
お

い
て
消
滅

し

た
と
さ
れ
る
旧
終
止

形

で
あ
る
。
擬
古
文
等

に
旧
終
止
形
が

み
ら
れ

て
も
さ

ほ

ど
国
語
史
上

の
問
題

と
は
な
り
に
く

い
で
あ

ろ
う
○
し
か
し
、
少
な
く
と
も
中

世

以
降

の
口
語
資
料

と
し
て
位
置
付

け
ら
れ

て
い
る
キ
リ
シ
タ

ン
資
料

・
抄
物

資

料
な
ら
び
に
狂

言
資
料

に
み
ら
れ

る
こ
と

は
注
目
し

て
い
い
し
、
国
語
史
的

意

義
を
考
え
る

こ
と
は
無
意
味

な
こ
と

で
は
な
か

ろ
う
。
今
回
、

こ
の
問
題
を

取
り
上

げ
る
の
は
こ
れ
ら
旧
終
止
形

が
終
止
連
体
形
合

一
後

に
も
何
故

に
残
り

得

た

の
か
、

と
い
う
点
も

さ
る
こ
と
な
が

ら
、
旧
終
止
形
が

口
語

の
世
界

に
生

き
続

け
た
と
考

え
る

こ
と
に
よ

っ
て
、

こ
れ

ま
で
明
ら
か

に
さ
れ
得
な
か

っ
た

い
く

つ
か

の
間
題

が
解
決

で
き
る
の
で
は
な

い
か
と

い
う
考
え
が
あ

っ
て
の
こ

と

で
あ
る
。

そ
の
う
ち
、
本
稿

で
は
次

の
二

つ
の
問
題
を
取
り
上
げ

る
こ
と

に

す
る
。

d
接
続
助
詞

「
し
」

の
成
立
事
情

⑨
助
動
詞

「
う
ず
」

「
う
ず

る
」

の
併
存
状
況

2

中
世

の
口
語
資
料

に
み
ら
れ
る
旧
終
止
形

中
世

の
口
語
資
料

に
み
ら
れ

る
旧
終
止
形

に
は
次

の
よ
う
な
も

の
が
み
ら
れ

1



る
。

ま

ず

、

キ

リ

シ
タ

ン
資

料

か

ら
見

て

い

く

こ
と

に
す

る
O

り
4

●

-

『天
草
版
平
家
物
語
』

『
天
草
版

平
家
物
語
』

に
お
け
る
旧
終
止
形
を
分
類
整
理
す

る
と
次

の
通
り

で

あ
る
。

ω

形
容
詞

旧
終
止
形

3
妓

王
は
さ
れ
ば
と

て
今

さ
ら
人

に
対
面
し

て
,
遊
び
た

は
む
れ
う
ず

る
こ
と

で
も
な

け
れ
ば
,
文
を
と

り
入

る
る

こ
と
も
な
し
,
ま
し

て
使

ひ
に
あ

ひ
し

ら

ふ
ま

で
も
な
か

っ
た
.

(
9
8
)

4
駆

け
や
ぶ

っ
て
通
ら
う
と
す

る
と

こ
ろ

で
,
暗
さ
は
暗
し
,
し
か
し
か
入
道

の
孫
と
も
知
ら
ず
,

(
1
5
)

②

助
動
詞
旧
終
止
形

⑥

「
つ
」

5
す

で
に
船

を
い
だ
さ
う
ず
る
と
ひ
し
め
き
あ

へ
ば

,
俊
寛
乗

っ
て
は
お

り
,

お
り

て
は
乗

っ
つ
,
あ
ら
ま
し
ご

と
を
せ
ら
れ

た
.

(
7
5
)

6

こ
の
北

の
方

は
新
大
納
言

の
娘

で
,
こ
の
腹

に
六
代
御
前
と
申
し

て
十

に
お

な
り
あ
る
若
者
も
ご
ざ

っ
つ
,
夜
叉
御
前
と
申
し

て
,
八

つ
に
お
な
り
あ
る

姫
君

も
ご

ざ

っ
た
が
,

(
1
8
4
)

b

「
た
し
」

7
さ
て
五
智
院

の
但
馬

は
長
刀

の
鞘
を
は
つ
し
,
甲

の
綴
を
か
た
む
け

て
,
橋

は
引

い

つ
,
敵

に
は
あ

ひ
た
し
,
鐡
を
か
た
む
け

て
立

っ
た
と

こ
ろ
に
,

(
1
2
6
)

⑥

「
な
り
」

8
実
盛
心
は
猛
け
れ
ど
も
、

老
武
者

な
り
,
手

は
負

う

つ
,
二
人

の
敵
を
あ

ひ

し
ら

は
う
と
す

る
ほ
ど

に
,

手
塚
が
下

に
な

っ
て
,

つ
ひ

に
首
を

と
ら
れ

た

.

2

・
2

狂
言
資
料

(
1

7

0
)

さ
ら

に
、
キ
リ

シ
タ
ン
資
料

に
み
ら
れ
た
旧
終
止

形
は
狂
言
台
本

に
も
見
出

さ
れ
る
。

ω

形
容
詞
旧
終
止

形

9
耳
も
遠
し
、

目
も
悪
し
、
中

に
も
、
腰

が
か
が
う
て
、
月

日
が
、
拝

ま
れ

い

で
、
是

が
、
迷
惑

な

(狂
言
六
義

「
腰
折
」
)

10
愚
僧

が
思

ふ
は
夜
も
長

し
、
夜
も
す
が
ら
宗
論
を
し

て
、
ど
ち
な
り
と
も
あ

り
が
た
い
と
聞

き
い
れ
た
方

の
弟
子

に
な
ら
う
と
思
ふ
が
、
何
と
あ
ろ
う
そ

(虎
明
本

「
し
う
ろ
ん
」
)

11
此
扇
子

は
京
扇
子

で
も
な
し
、
又
さ
し
古
し
も
せ
ぬ
も

の
を
、
是
を
そ
な
た

へ
お
ま
す

る
で
も
お

り
な

い
そ
。

(虎
寛

本

「
入
間
川
」
)

②

助
動
詞
旧
終
止
形

⑥

「
た
し
」

12
相
撲
は
見
た
し

・
相
手
は
な
し

・
し
よ
せ
ん
身
共

か
と
ら
う
と
い

ヘ
ト
云

(和
泉
家
占
本

『
六
義
』
「
鼻
取
相
撲
」
)

b

「
つ
」

13
こ
と
は
り
は
申

つ

・
木

の
本

て
御
酒
を

ま
い
れ

ト
云

テ

(和
泉
家
古
本

『
六
義
』
「
花
折
新
発
意
」
)

⑥

「
た
り
」

14
出
ば

や
と

は
お
も

へ
ど
も
、
も

つ
と

い
は
取
た
り
、
五
本
付
は

つ
け
た
り
、

愛
成
窓
か
ら
ち
よ
か
と
見

て
、
入

つ
出

つ
も
だ
え
た
。

(
虎
寛
本

「麻
生
」
)

キ

リ
シ
タ
ン
資
料

に
比

べ
て
、
使
用
語
彙

に
や
や
偏

り
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、

や
は
り
形
容
詞
旧
終
止
形
や
助
動

詞

「
つ
」

は
比
較
的
用

い
ら
れ
て
い
る
。

一2一



こ
れ
ま

で
み
た
よ
う

に
キ
リ

シ
タ

ン
資
料
、
狂
言
資
料

に
は
当
時

一
般

の
口

語

で
は
消

え
た
と
さ
れ
る
助
動
詞

「
つ
」
「
ぬ
」
「
た
り
」
「
な
り
」
の
旧
終
止
形

や
形
容
詞

旧
終
止
形

が
共

通
し
て
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と

は
旧
終
止

形
が
何
故

に
中
世

以
降

の
口
語
資
料

に
み
ら
れ
る
の
か
を
考

え
る
う
え

で
大
変

重
要

で
あ
る
。

と
い
う
の
は
確

か
に
口
語
資
料
と

は
い

っ
て
も
書
き

言
葉

に
は

違

い
な
い
か
ら
、

た
ま
た
ま
古
語

(
口
語

で
は
用

い
ら
れ
な

い
)
が
混
入
し

て

い
る
だ

け
な

の
だ
と
す

る
見
方
も
可
能

で
あ

る
。
特

に

『
天
草
版
平
家
物
語
』

の
よ
う
に
原
拠
本

の
あ

る
文
献

に
関
し

て
は
原
拠
本
中

の
占
語
が
そ

の
ま
ま
引

用

さ
れ

た
だ

け
で
あ

る
と
も

い
え
る

で
あ

ろ
う
が
、
そ
れ

に
し

て
は
そ

の
用
例

が
形
容
詞
、
助
動
詞

「
つ
」
「
ぬ
」
「
た

り
」
「
な
り
」
な
ど

に
限
ら
れ

て
お
り
、

さ
ら
に
そ
れ
ら

が
い
く

つ
か

の
異
な

る
資
料

に
も
共
通
し

て
み
ら
れ
る

こ
と
な

ど
偶
然
と

は
お
も
え
な

い
の
で
あ
る
。

原
処
本
中

の
占
語
が
た
ま
た
ま

『
天
草
版
平
家
』

に
も
引
用
さ
れ
た
だ
け

で

は
な

い
か
と

い
う
点

に
関
し

て
は
、

そ
う

と
は
言

い
き
れ
な

い
よ
う

に
お
も

う
。

『
天
草
版
平
家
』
(
1
8

4
ペ
ー
ジ
)
に

「
つ
」
の
旧
終
止

形
が
み
ら
れ
る
が
、

6
こ
の
北

の
方

は
新
大
納
言

の
娘

で
,

こ
の
腹

に
六
代
御

前
と
申

し

て
十

に
お

な
り
あ
る
若
者
も
ご
ざ

っ
つ
,
夜
叉
御
前
と
申
し

て
,
八

つ
に
お
な
り
あ
る

姫
君
も
ご
ざ

っ
た
が
,
…

(
1
8
4
)

原
拠
本

に
近

い
と
さ
れ
る

「
百
二
十
句
本
」

で
は
、

こ
の
箇
所

は
次

の
よ
う

に
な

っ
て
い
る
。

「
…
此
腹

ニ

・
六
代

御
前

ト

テ

・
十

歳

ニ
ナ

ラ
セ
玉

フ

・
若
君

ヲ
ワ
シ

マ

ス

・
夜
叉
御

前

ト
テ

・
八

ニ
ナ

ラ
セ
玉

フ

・
姫
君

マ
シ
マ
ス

・
…
」

(巻
第
七

六
九
)

こ
の
よ
う

に

}
致
し

て
い
な
い
の

で
あ
る
。

こ
う
い

っ
た
例

が
み
ら
れ
る
こ

と

は
、
旧
終
止
形

「
つ
」
が
当
時

の
口
語

に
も
生

き

て
い
た

こ
と

の
根
拠

と
な

り
う

る
と
お
も
わ
れ
る
。

や
は
り
、

こ
れ
ら
旧
終
止
形
が
当
時

の
口
語

に
も
生

き

て
い
た
た
め
に
口
語

資
料

で
あ
る
キ
リ

シ
タ

ン
資
料

、
狂

言
資
料

に
み
ら
れ
る
と
考

え
た
ほ
う
が
よ

い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

3

旧
終
止
形
の
用
法

連
体

形
終
止

の

一
般
化

に
伴

っ
て
、
終
止
形

は
連
体
形

に
そ
の
座
を
奪
わ
れ

て
い
く
の

で
あ
る
が
、

そ
の
消
滅

し
た
終
止
形

の
中

に
残
存
し

た
も

の
が
あ

る

と
い
う

こ
と
は
、
そ

こ
に

〈何

ら
か
の
あ

る
特
殊
な
表
現
価
値
〉
が
あ

っ
た

の

で
は
な
い
か
と
推
察

さ
れ
る
。

以
ド
、

旧
終
止
形

の
用
法
を
検
討
す

る
。

ま
ず
、

『天
草
版
平
家
物
語
』
中

の
旧
終
止
形
を

み
て
み
る
と
、

15
こ
の
北

の
方

は
新
大
納
言

の
娘

で
,

こ
の
腹

に
六
代
御
前
と
申
し

て
十

に
な

り
あ

る
若
者

も
ご
ざ

っ
つ
,
夜
叉
御
前
と
申
し

て
,
八

つ
に
お
な
り
あ
る
姫

君
も

ご
ざ

っ
た
が
,

(
1
8

4
)

16
五
月
雨

の

こ
ろ
で
あ

っ
た
れ
ば

,
村
雨

の
絶
え
間

の
月

の
い
で
た

に
,
敵
は

無
案
内

な
り
,
わ
が
身

は
案
内
者
な
れ
ば
,

(
1
1
1
)

17
こ

ゝ
は
山
も
高
し

,
谷
も
深
し

,
四
方

は
岩
石
ぢ
や

ほ
ど

に
、
搦
手

へ
も
た

や
す

う
は
よ
も
ま

は
ら
じ
,

(
1
6
5
)

18
甲

の
鍼
を
か

た
む

け
て
,
橋

は
引

い

つ
,
敵

に
は
あ

ひ
た
し
,
鍼
を
か
た
む

け
て
立

っ
た
と

こ
ろ
に
,

(
1
2
6
)

15
は
助
動
詞

「
つ
」
、

16
は

「
な

り
」
、

17
は
形
容
詞
旧
終
止
形

で
あ
る
が
、

こ

れ
ら

の
用
法

は
い
つ
れ
も
中
止
法
と
な

っ
て
い
る
。
17
は

「
山
も
高
し
、
谷

も

3



深
し
」

の
よ
う

に
形
容
詞
旧
終

止
形

が
、

18

で
は

「
つ
」

と

「
た
し
」

の
よ
う

に
助
動
詞
旧
終

止
形
に
よ
る
中
止
法

の
並
列

し
た
例

で
あ

る
。

こ
の
よ
う
に

『天
草
版
平
家
物
語
』

の
旧
終
止
形
を
検
討
し

た
と

こ
ろ
、
そ

れ
ら
は
、
「
つ
」
で
あ
れ
、
「
た
し
」
で
あ
れ
、
形
容
詞

で
あ
れ
、
い
つ
れ
も

「
意

味

が
十
分

に
切

れ
ず

に
.ト
に
続

い
て
い
く
用
法
」
と

い
え
る
。

そ
れ
で
は
、
狂
言
資
料

で
は
ど
う

で
あ

ろ
う
か
。

狂
言
台
本

の
旧
終
止
形

の
用
法
も

『
天
草
版

平
家
物

語
』
の
例
同
様
、
「
そ

こ

で
文
が
終
止
す

る
の
で
は
な
く
、
後

に
続
く
感
じ

の
す

る
用
法
」

(以
下
、
「
不

十
分
終
止
」
用
法
と

よ
ぶ
。
)

で
あ
る

こ
と
が
指
摘

で
き
る

の
で
あ
る
。

19
相
撲

は
見
た
し

・
相
手

は
な
し

・
し
よ
せ
ん
身
共
か
と
ら
う
と

い
ヘ
ト
云

(和
泉
家
古
本

『
六
義
』
鼻
取
相
撲
)

14
出
ば
や
と
は
お
も

へ
ど
も
、
も

つ
と

い
は
取
た
り
、

五
体
付

は

つ
け
た
り
、

愛
成
窓
か
ら
ち
よ
か
と
見

て
、

入

つ
出

つ
も
だ
え
た
。

(虎
寛
本

「麻
生
」
)

19

・
14

に
は
助
動
詞

「
た
し
」
「た

り
」
「
つ
」
、
形
容

詞

「
な
し
」
の
旧
終
止

形
が
み
ら
れ
る
が
、

こ
れ
ら
も
そ
の
用
法

は
中
止
法

で
あ

る
と

い
え
よ
う
。

19

で
は

「
相
撲

は
見
た

い
し
、
相
手

は
な
い
し
…
」
の
よ
う
な
用
法

で
あ

る
。

抄
物

の
例

は
省

く
が
、

こ
れ
も
狂
言
資
料

や
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
同
様
、
中
止

法

で
あ

っ
た
。

さ
て
、

こ
こ
で
、

キ
リ
シ
タ

ン
資
料
、
狂
言
資
料

に
み
ら
れ
た
旧
終
止

形

に

つ
い
て
こ
れ
ま

で
に
明
ら
か

に
し
た

こ
と
を
整
理
し

て
お
き
た

い
。

ω
形
容
詞
旧
終
止
形
、
助
動
詞

「
つ
」
「
ぬ
」
「
た
り
」

「
な
り
」
「
た
し
」

な
ど

が
共
通
し

て
み
ら
れ
る
。

d
旧
終
止
形

の
用
法

は

「不
十
分
終
止
」
用
法

で
あ
る
。
(対
句
的
表
現
を
構
成

す
る
例

が
多

い
。
)

田
⑨
か
ら
、

旧
終
止
形

に
は
終
止
連
体
形
合

一
後

に
も

「
不
十
分
終
止
」
と

し

て
残
存
し

た
も

の
が
あ

っ
た
と
考
え

て
も
よ
さ
そ
う

で
あ
る
。

次

の
例
は
旧
終
止
形
と
新
終
止
形
と
が

一
文

に
現
わ
れ
た
も

の
で
あ
る
が
、

20
そ
う
じ

て
そ
れ
が
し

ハ
、
人

の
行
な
と
い
ふ
所

ヘ
ハ
ゆ
き
た
し
、

又
ミ
な
と

い
ふ
も

の

ハ
ミ
た
い
、
此
ぶ
す

ハ
ち
と
ミ
た

い
事

で

ハ
な

い
か

(祝
本

「
ぶ
す
」
)

14
出
ば
や
と
思

へ
共
、

元
結

は
取

つ
た
り
、
額
付

け
は
付

け
た
り
、

こ

ゝ
な

る

窓

で
ち
よ
か
と
見

て
、

入

つ
つ
出

つ
悶

へ
た

(狂
言
六
義

「
三
人
夫
」
)

20
は
前
句

が
旧
終
止
形

で
あ

り
、
後
句
が
新
終
止
形

の
対
比
が
明
瞭
な
例

で

あ
る
。

14
に

つ
い
て
は
旧
終
止
形

と
新
終
止
形
と

の
対
比

で
は
な

い
が
、
旧
終

止
形

に
よ
る
中
止
法

「
つ
」
と

口
語
終
止
形

「
た
」

に
よ

る
言

い
収
め
と
な

っ

て
い
る
点

に
着
目
し

た
い
。

こ
の
よ
う

に
旧
終
止
形

に
よ
る
中
止
法
と
新
終
止

形

に
よ
る

「
一
般

の
文
終
止
」
と
が
併
存
し

て
お
り
、
旧
終
止
形
が
中
止
法

と

し

て
積
極
的
な
働
き
を
し

て
い
る

の
で
あ
る
。

そ
れ

で
は
、
旧
終
止
形
を
用

い
る
と
な
ぜ

「
不
十

分
終
止
」

と
な
る
の
で
あ

ろ
う
か
、
そ

の
点

に

つ
い
て
も
触
れ

て
お
か
ね
ば
な

る
ま
い
。

こ
の

「
不
十
分
終
止
」

の
よ
う
な
表
現
法

が
文
献
上

よ
く
み
ら
れ
る
よ
う

に

な
る

の
は

『
今
昔
物
語
集
」

や

『平
家
物
語
」

あ
た
り
か
ら
、
と

の
指
摘
が
既

に
な
さ
れ

て
い
る
。

そ

こ
で
、

こ
の
よ

う
な
終
止
連
体

形
合

一
以
前

に
お
け

る
終

止
形

に
よ
る

「
不
十

分
終
止
」

の
例

を
詳
し

く
み
て
み
る
と
、

こ
れ
ら

の
な
か

で
も

っ
と
も

多
く

み
ら
れ
る
の
が
形
容
詞

の
例

で
あ

る
。
例
え
ば
、

21
心
地

ハ
悪

シ
寝
入

テ
物

ハ
不
見

ズ
成

ヌ

レ
バ
…

(今
昔
)

22
其
勢
穐

に
三
百
余
騎
、
北

の
門
、
縫
殿

の
陣
を

か
た
め
給

ふ
。
所
は

ひ
ろ
し
、

勢

は
少
し
、

ま
ば
ら

に
こ
そ
み
え
た
り
け
れ

(
平
家
)

「
つ
」
「
ぬ
」

の
例
も
み
ら
れ
る
。
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23
船

ハ
疾

ク
出

ッ
虎

ハ
落
来

ル
程

ノ
遅

ケ

レ
バ
…

(今
昔
)
.

24
高
橋
心

は
た
け
く

お
も

へ
ど
も
、
運
や

つ
き

に
け
ん
、
敵
は
あ
ま
た
あ
り
、

い
た
手

は
お
う

つ
、

そ
こ
に
て
遂

に
う
た
れ

に
け
り

(平
家

)

25
年

ハ
罷

リ
老

ヌ
罪

ニ
ハ
員

モ
不
知

ズ
造

リ
積

テ
候

フ

(今
昔
)

26
斉
藤
別
当
心
は
た
け
く
お
も

へ
ど
も
、

い
く
さ
に
は
し

つ
か
れ
副
、
其
上
老

武
者

で
は
あ
り
、
手
塚

が
下

に
な

り
に
け
り

(平
家
)

こ
う

い

っ
た

「
不
十

分
終
止
」

の
特
徴

と
し
て
は
、
対
句
的
表
現
を
と

る
も

の
が
多

い
と

い
う
こ
と
も
あ
げ
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
既

に
指
摘

し
た
と
お
り
、
終
止
連
体
形
合

一
以
前

の

「
不
十
分
終

止
」

に
多
く
現
わ
れ
た
形
容
詞

や

「
つ
」
「
ぬ
」
「
た
り
」
「
な
り
」
が
、
中
世
以

降

の
口
語
資
料

に
お
い
て
も

「不
卜
分
終
止
」
と
し

て
用

い
ら
れ

て
い
る

の
で

あ

る
。

こ
う
い

っ
た
こ
と
か
ら
、
旧
終
止
形

の
残
存
理
由
を
考
え

て
み
る
と
、

終
止
連
体
形
合

一
以
前

に
用

い
ら
れ
た

「
不
十
分
終
止
」

に
よ
る
表
現
が
終
止

連
体
形
合

一
後

に
も
、
「
不
十
分
終
止
」
用
法
と
し

て
口
語

の
世

界

に
生

き
続

け

て
い

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

4

「不
十
分
終
止
」
の
史
的
展
開

キ
リ

シ
タ

ン
資
料
、

な
ら
び
に
狂

言
資
料

と
い

っ
た
中
世

の
口
語
資
料

に
み

ら
れ
る
旧
終
止
形

を
検
討

し
た
。

こ
れ

ら
旧
終
止
形

は

「
終
止
形

で
あ
り
な
が

ら
意
味

が
十
分

に
切

れ
ず

に
下

に
続

い
て
い
く
用
法

(不
十
分
終
止
)
」
と
し

て

用

い
ら
れ

て
い
た
。

つ
ま
り
、

キ
リ
シ
タ

ン
資
料
、

な
ら
び

に
狂
言
資
料
と

い

っ
た
中
世

の
口
語
資
料

に
み
ら
れ

る
旧
終
止
形

は
、
た
ま
た
ま
そ
う

い

っ
た

古
形
が

口
語
資
料

に
混
入
し
た
と

い
う

の
で
は
な
く
、

「
不
十
分
終
止
」

と

い

う
、
あ

る
特
殊
な
用
法
ゆ
え

に
生
き
続
け
た
も

の
な

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う

に

旧
終
止
形

の
な
か

に

「
不
十
分
終
止
」

用
法

と
し
て
終
止
連
体
形
合

一
後

に
も

残

存
し
た
と
考

え
る
こ
と
に
よ
り
、
従
来
問
題
と

さ
れ

て
き
た

い
く

つ
か

の
冨

語
現
象

が
説

明
さ
れ
得

る
の

で
あ
る
。

」
什

●
-
置

接
続
助
詞

「し
」
の
成
立
事
情

形
容
詞
旧
終
止
形
が

「
不
十
分
終
止
」
用
法
と
し

て
生

き
続
け

て
い
た
が
、

こ
の
用
法
を
背
景
と
し

て
生
じ
た

の
が
接
続
助
詞

「
し
」

で
あ
る
。

接
続
助
詞

「
し
」

の
成
立

に
関
し

て
お
さ
え

て
お
き
た
い
の
が
、
次

の
二
点

で
あ
る
。

①

「
ま
じ
し
」
と

い
う
語
形
が
み
ら
れ
る

こ
と
。

27
今

コ
・
ニ
イ

マ
メ
カ

シ
ク
次
公
力
字

ヲ
引
キ

コ
ト

モ
ヲ
カ

シ

・
、
又
宋
彦
材

カ

コ
ト

ヲ
次

公
力
引

ク

コ
ト

モ
ア
ル

[
日

イ

ツ
レ
辺

二
彦
材

ノ
ニ
字

ハ

ア

マ
リ

テ
見

へ
夕

28
鮫

ヲ
キ
リ
虎

ヲ
刺

ヤ
ウ

ナ
ル
事

ハ
我

ハ
老

テ
無
力
程

ニ
ナ

ル

[
図

又
此

ノ
剣

ヲ
侃

ハ
官
吏

力
帯
牛
偏
糟

ト
云

テ
シ
カ

ル

ヘ
キ

ソ

(5
)

(『
四
河
入
海
』
2
例
と
も
)

こ
の

「
ま

じ
し
」

の
用
法

は
2
例
と
も

「
不
十
分
終
止
」

で
あ
る
。
ま
た
、

こ
の

「
ま
じ
し
」
な
る
語
形
は
形
容
詞
終
止
形

の

「
不
十

分
終
止
」

と
深

く
関

わ

っ
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。

こ
こ
で
も
う

一
度
、

形
容

詞

の

「
不
十
分
終
止
」

の
例
を
示
そ
う
。

29
愚
僧
が
思
ふ
は
夜

も
長

し
、
夜

も
す
が
ら
宗
論

を
し
て
、

ど
ち
な
り
と
も
あ

り
が
た

い
と
聞
き
い
れ
た
方

の
弟

子
に
な
ろ
う
と
思

ふ
が
、
何
と
あ

ろ
う

そ

(虎
明
本

「
し
う
ろ
ん
」
)

一
般

の
文
終
止

と

「
不
十
分
終
止
」

と
の
差
異
を
再
検
討
し

て
み
る
と
、
例

え
ば
、

d
を
旧
終
止
形

に
よ
る

「不
十
分
終
止
」
用
法
、
b
を
新
終
止
形

に
ょ

一5一



る

一
般

の
文

終
止
と
す

れ
ば
、

d

愚
僧

が
思

ふ
は
夜
も
長

し

b

愚
僧

が
思

ふ
は
夜
も
長

い

の
よ
う
に
、
両
者

の
違

い
は

「
長
し
」
「
長

い
」
に
お
け
る
語
尾

「
し
」
と

「
い
」

で
あ
る
。

当
時

の
口
語
終
止
形

で
あ

る
助
動
詞

「
ま
じ

い
」
を

「
不
十
分
終
止
」
と
し

て
用

い
る
際

に
、
形
容
詞
終
止
形

の

「
不
十
分
終
止
」
の
用
法

に
な
ら
い
、
「
ま

じ
い
」

の

「
い
」
を

「
し
」
と
す
る

こ
と
。

(ま
じ

い
↓
ま
じ
し
)
に
よ
り

「
不

十
分
終
止
」
と

し
て
用

い
た
も

の
で
あ

ろ
う
。
そ
し

て
、
「
ま
じ

い
」
に
形
容
詞

終
止
形

の

「
不
十
分
終
止
」

の
用
法
が
適
用
さ
れ
た

の
は
そ
れ
が
形
容

詞
型
活

用

で
あ

る
と

い
う
形
容
詞
と

の
近
似
性

に
よ
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
と
お
も
わ
れ

る
。②

「
し
」

の
初
期

の
例
お
よ
び
上
接
語

の
広
が
り
方

接
続
助
詞

「
し
」

の
初
期

の
例
が

「
ま

い

・
う
」

に
下
接

す
る
形

で
現

れ
る

こ
と
。
特

に

「
ま

い
」

に
下
接
す
る
例

(
「
ま
い
し
」
)

が
先
行

す
る
こ
と
。

そ

の
後
、
動
詞

・
助
動
詞

に
勢

力
を
伸
ば
し
、

そ
し
て
、
形
容
詞

に
下
接
す

る
よ

う

に
な
る
。
さ
ら

に
、
接
続
助
詞

「
け
れ
ど
も
」

の
成
立
事
情

(「
ま

い
」
が
関

与
し
た

こ
と
)
と
先

の
上
接
語

の
広

が
り
方

が

「
け
れ

ど
も
」

の
そ
れ
と
同
じ

様
相

を
呈
す
る
こ
と
。

以
上

の

こ
と
か
ら
、
「
し
」
は
図

の
よ
う
な
過
程
を
経

て
成
立
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。

(参
考

ま
で
に

「
け
れ
ど
も
」

の
成
立
過
程
も
示
し
た
。
)

接
続
助
詞

「
し
」

は

「不
十
分
終
止
」
と
し

て
用

い
ら
れ

た

「
ま
じ
し
」
と

い
う
語

に
引
か
れ

て
生
じ

た

「
ま

い
し
」

か
ら
遊
離
独

立
し

て
助
詞
化

し

て

い

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
活
用
語

の
終
止
形

に
接
続
す
る

「

口
語

に
お
い
て
は
文
末

に

「
し
」
を
ド
接
す

る
ー
と

い
う
用
法
と
も
整
合
す

る
し
、
何

よ
り
も

「
し
」

の
遊
離
独
立
し

て
い
く

こ
と

に
無
理
が
な

い
よ
う

に

思
わ
れ

る
。

』
唖

●
り
乙

助
動
詞

「
う
ず
」
「
う
ず
る
」
の
併
存
状

況

30
此

れ
文

関
東

に
見

れ
ば
、
人
も
失

は
う
ず
,
我
身
も
果

て
う
ず
る
.

(天
草
版
平
家
物
語
)

31
左
右
無

う
走

り
出

る
な
ら
ば
、
あ
れ
も
逃
げ
う
ず
、
所
詮
武
略
を
し

て
近
付

か
う
ず

る
。

(
天
草

版
伊
曽
保
)

室
町
期

に
お
け
る

こ
の
よ
う
な

「
う
ず
」
と

「
う
ず

る
」
と

の
併
存
状
況

は
、

連
体
形
終
止

の

一
般
化

に
対

す
る
例
外
的
な
現
象
を
示
す
も

の
と
し

て
注
日
[
さ

れ
、

こ
れ
ま
で
に
も
多
く

の
論
考
が
だ

さ
れ

て
き
た
。
特

に
、
そ

の
通
時
論
的

解
釈
を

め
ぐ

っ
て
は
大
塚
光
信

・
山
内
洋

一
郎
氏

に
論
考
が
あ

る
。

①
終
止
連
体
合

一
に
際
し
、
終
止
形

「
う
ず
」
が

一
旦
、
連
体
形

「
う
ず
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る
」
を
包
括
し
、

そ
の
後

「
う
ず
る
」
が
勢
力
を
増
し

て
い
く
と

い
う

変
遷

の
過
程
を
示
し

て
い
る
。

(
大
塚
説

)

②
助
動
詞

「
ウ
ズ
」
も
他

の
活
用
語
同
様
、
連
体

形
が
終
止

形
を
包
括
し
、

終
止
連
体
両
形
は

「
う
ず
る
」
と
な

っ
た
。

そ
し

て
、
終
止
法

に
み
ら

れ
る

「
う
ず
」
と

い
う
語
形

に

つ
い
て
は
終
止
連
体

合

一
後

に
新
終
止

形

で
あ
る

「
う
ず
る
」

の

「
る
」

が
脱

落
し
た
も
の

で
あ
る
。(山

内
説
)

大
塚
論

文

の
よ
う
に

「
ウ
ズ
」

を
終
止
形
連
体
形
合

一
の
唯

一
の
例
外
と
す

る

に
は
解
決

す

べ
き
多

く

の
問
題

が
残

さ
れ

て
い
る
と

い
え
よ
う
。

そ
れ
よ
り

は
、
山
内
論
文

の
よ
う
に

「
ウ
ズ
」

も
活

用
語

一
般

の
動
き

に
合

わ
せ
て
連
体

形
が
終
止
形

を
包
括

し
た
と
考

え
る
ほ
う
が
無

理
が
な

さ
そ
う
で
あ

る
。
と
な

れ
ば
、
終
止
連
体
両
形

に
あ

ら
わ
れ
る

「
う
ず
」
と

い
う
語
形
が
問
題
と
な

っ

て
く

る
。
山
内
氏

は

「
う
ず

る
」

の

「
る
」
脱
落
と
さ
れ

る
が
、

こ
の
点

に
関

し
て
も
問
題
点

が
な

い
わ
け

で
は
な

い
。

こ
の

「う
ず
」
と

い
う
語
形

に
関
し

て
、
筆
者

は
旧
終
止
形

で
あ

る

「
う
ず
」
が

「
不
十
分
終
止
」
と
し

て
終
止
連

体
形

合

一
後

に
も
生
き

残

り
得

た
も

の
と
考
え

て

い
る
。

そ

の
根
拠
と

し

て

は
、
「
う
ず
」

の
用
法
が
あ
げ
ら
れ

る
。
「
う
ず
」

の
用
法

の
特
色
と
し

て
は

1

文
終
止
と
な

る
用
法
が
多

い
。

2

対
句
的
表
現
乃
至
中
止
法

に
用

い
ら
れ
る
。

と

い

っ
た

こ
と
が
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

い
く

つ
か
例
を
示
す
な
ら
ば
、

32
ひ
と

つ
き

の
内
を
、
廿

五
日
は
上
京

へ
ま
い
ら
ふ
ず
、

五
日
そ
な
た

へ
ゆ
か

ふ

(虎
明
本

「
ど
ん
太
郎
」
)

33
三
十

一
字

よ
り
お
ほ
ひ
も
あ

ら
ふ
ず
、
す

く
な

ひ
も
あ

ら
ふ
ま
で
よ

」

(虎
明
本

「
は
ぎ
大
名
」
)

34
身
共

は
御
酒
を

一
つ
た
ぶ
る
ほ
ど
に
、
夏

は
酒
を

ひ
や
し
す

ま
ひ
て
た
も
ら

う
ず
、
冬

は
か
ん
を
し
す

ま
ひ
て
、
馬

に
か

つ
こ
う
す

る
ほ
ど

の
ま
し

て
や

も
ら
う
ず
、
身
共

は
ぶ
た

つ
し
や
者

じ
や
程

に
、

(虎
明
本

「
人
馬
」
)

32

・
33
は

「
う
ず
」

の
対

句
的
表
現

の
前
句

に

「
不
卜
分
終
止
」

と
し

て
み
ら

れ
た
例

で
あ
る
。
34
は

「
不
十
分
終
止
」
の

「
う
ず
」
が
並
列

し
た
例

で
あ

る
。

「
う
ず
」

の
こ
の
よ
う
な
特
色

は
旧
終
止
形

の

「
不
十
分
終
止
」
と

一
致
す
る

の
で
あ

る
。

第
三
節

で
み
た
よ
う
に
旧
終
止
形

に
よ
る

「
不
十
分
終
止
」
用
法
も
対
句
的

表
現
が

み
ら
れ

た
。
例
え
ば
、

35
さ
れ
ど
も
味
方

は
多
し
,
敵

は
少
な
し
,
矢

に
も
当
た
ら
ず
,
か
け
回
る
を

た
だ
お
し
並

べ
て
組
め
組
め
と
矢
倉

の
上
か
ら
下
知
し
た
れ
ど
も
,

(天
草
版

平
家
2
6
6
)

36
こ
ろ
は
十
月

二
を

日
の
夜
な
れ
ば
,
暗
さ

は
暗
し
,
雨
は
降
る
,
昌
尊
が
頼

む
と

こ
ろ
の
兵
さ
ん
ざ
ん

に
か
け
散
ら
さ
れ
,

(天
草
版

平
家
3
7
7
)

35

・
36

の
傍
線
を
引

い
た
箇
所
は
対

句
的

表
現
と
な

っ
て
お
り
、

そ

こ
に
旧
終

止
形
が

「
不
卜
分
終
止

」
と
し

て
…機
能

し

て
い
る
。

さ
ら

に
、
「
う
ず
」
が
旧
終
止

形

の

「
不
十

分
終
止
」
と

の
関
連

を
深

め
る
も

の
と
し

て
、
「
う
ず
」
と

「
う
ず
る
」

と
の
用
法

の
差

異
が
あ
げ

ら
れ
よ
う
。

37

「
我
昨

の
約
束

の
如

く
、
海

の
水

を
悉

く
飲

み
尽

さ
う
ず

,
し
か
れ

ど
も
先

づ
諸

の
川

の
流
れ
を
堰

き
と
め
ら
れ
い
、

そ
の
後
海

を
悉

く
飲

ま
う
ず

る
」

(天
草
版
伊
曽
保

4
1
8
)

38

「左
右
無

う
走

り
出

る
な
ら
ば
,
あ
れ
も
逃
げ
う
ず

,
所
詮
武
略
を
し

て
近

付

か
う
ず

る
」

(天
草
版
伊
曽
保

4
5
9
)

の
よ
う
に
、
文
中

に

「
う
ず
」

が
、
文
末

に

「
う
ず

る
脇

が
用
い
ら
れ

て
い
る

が
、
こ
の
対
応
も
次

の
よ
う
な
旧
終
止
形

の

「
不
十

分
終
止
」
、
新
終
止
形

に
ょ
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る

;
う口
い
収

め
」

と
い

っ
た
用
法
と

一
致
す

る
の
で
あ

る
。

20
そ
う
じ

て
そ
れ
が
し

は
、
人

の
行
な
と

い
ふ
所

へ
は
ゆ
き
た
し
、
又
み
な
と

い
ふ
も

の
は
み
た
い
、
此

ぶ
す

は
ち
と

み
た

い
事

で
は
な

い
か(祝

本

「
ぶ
す
」
)

39
人

の
お
主
と
云
も

の
は

・
き
け
ん
の
よ
ひ
事

も
あ
り
又

あ
し
い
事
も

あ
る

(和
泉

家
古
本

「
日
近
米

骨
」
)

「
う
ず
」
「
う
ず
る
」
と

の
関
係

は
20

の

「
た
し
」
と

「
た

い
」
の
そ
れ
と
同

じ
状
況

に
あ
る
と
み

て
よ

い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

さ

て
、
「
う
ず
」

が
対
句
的
表
現
乃
至
中

止
法

に
用

い
ら
れ
る
理
由

と
し

て
、

従
来

次

の
よ
う
に
説
か
れ

て
き
た
。

①

山
内
洋

一
郎
氏

ウ
ズ

ル
の
発
音

の
長

さ

・
落

ち
着

き
、

ル
の
持

つ
和

ら
か
さ
に
対
し
、
　増

音

の
短
く
強

い
語
感

の
ウ
ズ
が

こ
の
よ
う
な
形
式

に
合
致

し
た
の
で
あ

ろ

う
。

②
蜂
谷
清

人
氏

中
止
、法
な

い
し
対
句
的
表
現
を

「
う
ず

(
る
)
」
の
語
類

に
よ

っ
て
示
す
と

す

る
と
、
「
う
ず
」
か

「
う
ず

る
」
を
用

い
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
わ
け

で
あ

り
、

そ
の
際
、
同
じ
く
終
止
法
と
し

て
用

い
ら
れ

て
い
る
両
形

の
う
ち
、

体
言
的

・
固
定
的
感
じ

の
強

い

「
う
ず

る
」
よ
り
も
、
語
感
上
後

に
続
く

感
じ

の
強

い

「
う
ず
」
が

一
般
的

に
用

い
ら
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
と
解

し

う
る
よ
う

に
思
う
。

③
安

達
隆

一
氏

「
ウ
ズ
」
が

一
般

に
純
粋

な
終
止

と
し

て
、

し
か
も
、
中
止
法
、
対
句
的

表
現

に
使

用
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
は
、

「
ウ
ズ
」

の
も

つ
語
感

・
語
勢

の

強

さ
に
由
来
す

る
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う

に

「
う
ず
」
が
中
止
法
と
し

て
用

い
ら
れ
る
理
由
を
語
感
上

の
問

題
と

し

て
処

理
す
る
も

の
が
多

い

の
で
あ

る
が
、

こ
れ

ら

の
説

は
い
ず
れ

も

「
う
ず
」
と

「
う
ず
る
」
と

い
う
二

つ
の
語
形

の
存
在

を
前
提

と
し
て
お
り
、

そ
う
し
た
上

で

「
う
ず
」

と

「
う
ず
る
」

の
う
ち

で
ど
ち
ら
を
中
止
法

と
し

て

用

い
る
か

に
際
し
、
語
感
上
続

く
感

じ
の
す
る

「
う
ず
」

が
選
ば

れ
た
と
説
明

す
る
の

で
あ
る
。
い
う
ま

で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の
説

に
は
何
故

に

「
う
ず
」
「
う

ず
る
」

が
併
存

し
て
い
る
の
か
と
い
う
根
本

の
論
証

が
欠
け

て
い
る
。

そ
れ

よ

り
は
、
〈
旧
終
止
形

が
あ
る
表
現
価
値
を
も

っ
て
終
止
連
体
形
合

一
後

に
も

口

語
と

し
て
残

り
続

け
た
も

の
が
あ

っ
た
〉

こ
と
、
そ
れ
ら
旧
終
止
形

の
用
法
と

「
う
ず
」
の
用
法
と

の
共
通
性
を
考
え
合

わ
せ

て
、
「う
ず
」
と

い
う
語
形

に

つ

い
て
、

こ
れ

は
本
来

の
旧
終
止
形

で
あ

っ
て
、

そ
れ
が

「
不
十
分
終
止
」
と

い

う
特
殊
な
用
法
ゆ
え

に
終
止
連
体
合

一
後

に
も
残
り
得
た

の
で
は
な

い
か
と
考

え
た

ほ
う
が

よ
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
考
え
る

こ
と

に
よ
り
、

「
う

ず
」
と

「
う
ず

る
」

の
異
な

っ
た
二

つ
の
語
形

の
併
存
も
理
解

で
き
る

の
で
あ

る
Q中

世
資
料

に
お
け
る

「
う
ず
」
と

「
う
ず
る
」

の
併
存
状
況

を
国

語
史

の
流

れ

に
即
し

て
考
え

て
み
る
と
、
終
止
連
体

形
合

一
に
際

し
、
助
動
詞

「
ウ
ズ
」

も

一
般

の
活
用
語
同
様
、
連
体

形

「
う
ず
る
」
が
終
止
形

「
う
ず
」
を
包
括

し
、

終
止

法

・
連
体

法
と
も
に
用

い
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ

る
。
し
か

し
、

旧
終
止
形

で
あ
る

「
う
ず
」

は

「
不
十
分
終
止
」
と

い
う
特
殊
な
言

い
回
し

に

用

い
ら
れ
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
残

り
得

た
と

い
う

こ
と

に
な

る
の
で
あ
る
。

そ

の

「
不
十
分
終
止
」

の

「
う
ず
」
と

一
般

の
口
語
終
止
形

で
あ

る

「
う
ず

る
」

と

が
併
存

し
て
用

い
ら
れ

た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
如
実

に
反
映
し

て
い
る

の
が

キ

リ
シ
タ
ン
資
料

で
あ
り
、
狂
言
資
料
な

の
で
あ
る
。
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5

お
わ

り
に

終
止
連
体
形
合

一
後

に
も

み
ら
れ

る
旧
終
止
形

の
用
法
を
検
討

し
、

そ
れ
が

「不
十
分
終
止
」

と
い

っ
た
用
法

ゆ
え
に
残
存

し

つ
づ
け

て
い
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。

そ
う
い
う
流
れ
を
文
法
史

に
取
り
入
れ

る
こ
と

に
よ
り
、

こ
れ
ま

で
問
題
と

さ
れ
て
き

た
現
象

が
説
明
し
得

る
の
で
は
な

い
か
、

そ
の

一
試
論
と

し
て
接
続
助
詞

「
し
」

の
成
立
、
助
動
詞

「
ウ
ズ
」

(「
う
ず
」
「
う
ず
る
」

の
二

つ
の
語
形
)

の
二

つ
の
問
題
を
取
り
上
げ

た
。

こ
の
何
ら
関
連

の
な
さ
そ
う
な

現
象

が

「
不
十
分
終
止
」

に
よ
る
旧
終
止
形
残
存
を
背
景
と
し

て
い
た

こ
と
が

示

せ
た
も

の
と
お
も
う
が
、
考
察
が
十
分

で
な

い
点
も
多

々
あ
る
と
お
も
わ
れ

る
。
諸
賢

の
批
正
を
請
う
次
第

で
あ
る
。

囲

中
世

以
降
に
み
ら
れ
る
旧
終
止
形

に
関
し
て
、
専
ら

「
は
さ
み

こ
み
」
の
観
点

か

ら
論
じ
ら
れ
た
も

の
に
出
雲
朝
子
氏

「「
は
さ
み
こ
み
」
に

つ
い

て
「
文
法
史
的
考

察
-

う」
(
『国
語
学
』

1
4
3
)
が
あ
る
。

本
書

の
引
用
は
、

亀
井
高
孝
阪
田
雪
子

『
ハ
ビ
ヤ

ン
抄

平
家

物
語
』

に
よ
る
。

用
例

の
後

の

(

)

の
数
字
は
原
版

の
ペ
ー
ジ
数
で
あ
る
。

「不
十
分
終
止
」
と
い
う
用
語
に
関
し
て
は
、
鈴
木
浩
氏

「接
続
助
詞

「し
」
の

成
立
」
(『
文
芸
研
究
』
64
)
が
松
下
大
三
郎
氏

の

「
不
十
分
終
止
格
」
と
い
う
用
語

を
利
用
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
本
稿
も
そ
れ
に
従

っ
た
。

「
不
十
分
終

止
」

の
よ
う
な
表

現
法

に
言

及
し
た
も
の
と
し

て
は
、

山
田
孝
雄
氏

『平
家

物
語

の
語
法
』

こ
の
よ
う
な
表

現
法

に

つ
い

て
、

次

の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

終
止
形

の
終
止

の
用
法
に
立

て
る
も
の

ゝ
用
例
中
、

特

別

の
現
象

を
呈
す
る

も

の
あ
り
。

即
ち
次

の
如
く
条
件
を
並
列
し

て
示
す
か

の
如
く
に
用
ゐ
た
る

も

の
な
り
。

船

ハ
少

シ
浪
風

ハ
ハ
ケ
シ
カ
リ
ケ
リ
踏
沈

メ
テ

一
人

モ
不
残
皆
死

ニ
ケ

リ

(四
、
二
十
九
、
オ
)

暗
サ

ハ
ク

ラ
シ
雨

ハ
ヰ

ニ
イ
テ
降

ル
道

ハ
セ

ハ
シ
心

ハ
先

ニ
ト

ハ
ヤ

レ

ト
モ
不
及
力
道
ナ

レ
ハ
馬
次

第

ニ
ソ
懸

タ
リ
ケ

ル

(二
末
、

五
十

八
、

ウ
)

こ
れ
ら
は
、
こ
の

「終
止
形
」
に
て
示

さ
れ
た
る
述
語
を
有
す

る
句

が
、
次
な

る
句

の
条
件
な
る
か

の
如

き
意
味

を
呈

す
る
も

の
な

る
を

以
て
、

普
通

の
終

止

と
同

一
視
す
る

こ
と
は
能

は
ず
。

(傍
線
…
京
)

京
極
興

一
氏

(「終
止

形
に
よ
る
条
件
表
現
1

「
平
家
物

語
」
を
中
心
と
し

て
-
」

(『成
践
大
学
文
学
部
紀
要
』
昭

41

・
1
)

日
本
占

典
文

学
大
系

『今
昔
物

語
集
』

の
解
説

な
ど
が
あ
る
。

『
四
河
入
海
』
の

「ま
じ
し
」
に

つ
い
て
は
湯
沢
幸
吉
郎
氏

『室
町
時
代
言
語

の

研
究
』

(
2
1
6

ペ
ー
ジ
)

に
既

に
指
摘
が
あ
る
。

接
続
助

詞

「
け
れ
ど
も
」

の
成
立

に
関

し
て
は
、

西
田
絢
子

氏

「
『け
れ
ど
も
』
考

そ

の
発
生
か
ら
確
立
ま

で

」

(「東
京
成
徳
短
期
大
学
紀
要
』
昭
53

・
4
)

に
詳
し
い
。

大
塚
光
信
氏

「
ウ
ズ
と
ウ
ズ

ル
」

(『国
語
国
文
』
第

25
巻

9
号
)

山
内
洋

一
郎
氏

「助
動
詞

「う
ず
」

に

つ
い
て
「
連
体
形
終
止

の
異
例
と
し

て

=
」

(『広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』

23
巻

3
号
)

注

(
7
)
の
山
内
論
文

の
他

に
、
蜂
谷
清
人
氏

「助
動
詞

「う
」
「
う
ず
」
「う
ず

る
」

の
語

形

・
用
法

に
関
す

る

一
考
察

(『
国
語
学
』
86
)

「天
草
版
平
家
物
語

の

「
ウ

・
ウ
ズ

・
ウ
ズ

ル
」
に

つ
い
て
一
ー

い
わ
ゆ
る
原
拠

本
と

の
比
較
を
通
し

て
み
た
ー
」

(『
解
釈
』
昭

47

.
2
)

〈使

用

テ
キ

ス
ト
〉
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。
亀
井
高
孝
阪
田
雪
r

『
ハ
ビ
ヤ
ン
抄
平
家
物
語
』

(吉
川
弘
文
館

.
昭
41
)

。
日
本
古
典
文
学
大
系

『今
昔
物
語
集
』

(岩
波
書
店
)

。
日
本
占
典
文
学
大
系

『平
家
物
語
』

(岩
波
書
店
)

。
斯
道
文
庫
古
典
叢
刊
之

二

『
百
二
十
句
本
平
家
物
語
』

(汲
古
書
院

・
昭
45
年
1
月
)

。
池

田
広
司

・
北
原
保
雄

『大
蔵
虎
明
本
狂
言
集

の
研
究
本
文
篇
』

(表
現
社

・
昭
48
)

。
笹
野
堅
校
訂

『能
狂
　茜
』

(岩
波
文
庫

・
昭
17
～
20
)

。
日
本
庶
民
文
化
史
料
集
成

『狂
言
』

(三

一
書
房

・
昭
50
)
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