
Title 時枝博士の「日本文法口語篇」を読んで

Author(s) 阪倉, 篤義

Citation 語文. 1951, 2, p. 22-28

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/68370

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



こ
の
書
物
の
は
じ
め
に
時
枝
博
士
は
文
法
学
乃
至
は
文
法
学
科
の
実
践
的
意

義
と
い
ふ
こ
と
を
張
調
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
勿
論
博
士
の
独
自
な
言
語
観
に

深
く
由
末
す
る
も
の
で
あ
り
、
従
つ
て
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
所
を
す
べ
て

直
に
承
認
す
る
か
否
か
に
就
て
は
人
々
に
異
見
も
あ
ら
う
が
、
た
ゞ
少
く
も
従

来
の
日
語
文
法
が
実
践
的
体
系
と
い
ふ
面
か
ら
は
余
り
に
も
縁
遠
い
も
の
で
あ

つ
た
と
い
ふ
事
実
は
何
人
も
認
め
ざ
る
を
得
な
い
だ
ら
う
。
言
ひ
か
へ
れ
ば
、

そ
の
こ
と
ば
を
日
常
読
み
書
き
話
し
て
ゐ
る
我
々
自
身
に
は
た
う
て
い
納
得
出

阪

倉

篤

爽
な
い
論
明
が
余
り
に
も
数
多
く
含
ま
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
中
世
を
境
と
し

て
日
本
語
が
相
当
大
き
な
変
貌
を
と
げ
た
事
を
思
へ
ば
、
現
代
語
を
古
代
語
法

の
体
系
に
そ
の
ま
ヽ
当
て
は
め
て
論
か
う
と
す
る
事
に
は
本
爽
無
理
の
あ
る
事

い
ふ
ま
で
も
な
い
の
だ
が
、
無
理
と
知
り
つ
ヽ
何
と
か
年
若
い
人
達
を
納
得
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
先
生
方
の
苦
心
は
並
大
抵
で
は
な
か
つ
た
。
而
も
な
ほ

、
か
う
し
て
人
々
が
文
法
に
対
し
て
ま
づ
抱
く
縁
遠
さ
と
不
信
の
気
持
は
遂
に

抜
き
が
た
い
も
の
が
あ
つ
て
、
や
が
て
は

「
こ
と
ば
」
そ
の
も
の
に
対
す
る
興

時
枝
博
士
の
「日
本
文
法
日
〓田篇
」
を
読
ん
で

塾
我



味
ま
で
を
も
失
は
じ
め
る
に
至
り
か
ね
な
い
実
情
で
あ
る
。
日
本
文
法
、
こ
と

に
国
語
文
法
は
全
面
的
に
書
き
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
事
は
誰

し
も
痛
感
し
て
ゐ
る
し
、
又
そ
れ
を
割
合
簡
単
に
口
に
出
し
た
り
も
す
る
。
然

し
誰
も
が
自
ヶ
手
を
つ
け
る
事
を
た
め
ら
つ
て
爽
た
の
は
、
結
局
そ
れ
が
、
従

来
の
も
の
と
は
余
程
ち
が
つ
た
新
し
い
体
系
の
持
主
で
な
け
れ
ば
た
う
て
い
手

に
負
へ
な
い
困
難
な
仕
事
で
あ
る
事
を
当
然
予
想
し
た
か
ら
で
あ
つ
た
。
そ
の

意
味
で
今
回
時
枝
博
士
の
手
に
よ
つ
て
こ
の
書
物
が
書
か
れ
た
と
い
ふ
事
は
誠

に
意
義
深
い
も
の
が
あ
る
訳
で
あ
る
。

論
物
齢
ヾ
¨
か
凛
願
酬
験
紳
に
麟
場
な
機

つ 論
“
赫
ダ
吋
ホ
菫
げ
わ
¨
調
婦
け
庸

明
な
読
者
は
、
そ
こ
か
ら
直
に
比
度
の
書
物
の
内
容
を
ほ
ゞ
予
測
さ
れ
た
か
も

知
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
私
た
ち
に
と
つ
て
は
、
あ
の
理
論
が
、
語
法
上
の
事
実

の
す
べ
て
に
わ
た
つ
て
果
し
て
い
ち
ノ
ヽ
ど
の
や
う
に
適
用
さ
れ
て
行
く
の
か

と
い
ふ
事
に
、
少
し
ば
か
り
の
不
安
と
大
き
な
期
待
と
ク
残
さ
ゞ
る
を
得
な
か

つ
た
ｏ
き
う
し
て
此
臓
、
そ
の
期
待
は
や
は
り
裏
切
ら
れ
は
し
な
か
つ
た
の
で

あ
る
。
少
く
も
こ
ゝ
に
は
徒
末
の
口
語
文
法
と
違
つ
て
、
現
代
語
の
語
法
的
な

諸
事
象
が
、
話
手
の
表
現
過
泄
と
聞
手
の
理
解
過
程
と
を
反
省
す
る
と
い
ふ
一

貫
し
た
立
場
に
於
い
て
、　
一
應
納
得
の
行
く
や
う
に
整
理
さ
れ
説
明
さ
れ
て
ゐ

２υ。一
、
過
程
的
構
造
の
差
に
基
く
詞
・
辞
の
分
類
、
そ
こ
か
ら
接
続
詞
・感
動
詞
・

陳
述
副
詞
を
辞
に
入
れ
、
「れ
る
」
「ら
れ
る
」
「せ
る
」
「
さ
せ
る
」
「た
い
」

「た
が
る
」
等
を
詞
に
入
れ
る
こ
と

一
、
接
頭
語
。
接
尾
語
を
詞
と
考
へ
る
こ
と

一
、
体
言
・
用
言
の
概
念
ウ
拡
大
し
て
一
個
の
品
詞
と
す
る
こ
と

一
、
形
容
動
詞
を
認
め
な
い
こ
と

一
、
代
名
詞
の
本
質
の
規
定
の
仕
方

一
、
活
用
を
語
の
断
絶
に
よ
る
形
の
変
化
と
す
る
こ
と

一
、
音
便
形
を
認
め
な
い
こ
と

一
‐、
指
定
の
助
動
詞

「だ
」
の
活
用
形
に

「
に
」
「
と
」
「
の
」
を
認
め
る
こ
と

一
、
文
を
、
詞
と
辞
と
の
結
合
に
よ
つ
て
完
結
し
て
ゐ
る
思
想
の
表
現
と
規
定

す
る
こ
と

一
、
文
の
成
分
は
詞
に
つ
い
て
の
み
言
は
れ
る
と
し
、
助
詞

・
助
動
詞
に
思
想

を
統
一
す
る
機
能
を
認
め
る
こ
と

一
、
従
来
の
文
章
論
を
文
論
と
呼
び
、
新
な
意
味
で
の
文
章
論
を
読
く
こ
と

氣
づ
く
ま
ゝ
に
書
抜
い
て
み
て
も
、
こ
の
や
う
な
樅
末
の
も
の
に
対
す
る
著
し

い
相
違
点
を
見
出
す
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
今
は
そ
の
中
の
二
三
を
と
り

出
し
て
考
へ
て
み
た
い
と
思
ふ
。

□

代
名
詞
と
い
ふ
名
目
が
こ
の
品
詞
を
呼
ぶ
に
は
不
適
当
な
も
の
で
あ
る
之
い

ふ
事
は
従
来
も
十
分
注
意
さ
れ
て
末
た
し
、
叉
そ
の
本
質
に
つ
い
ズ
筆

名
詞
は
事
物
そ
の
も
の
の
名
目
ｏ
名
称
に
よ
つ
て
そ
の
事
物
を
表
は
す
も
の

で
あ
り
ま
す
が
、
代
名
詞
は
、
事
物
を
直
接
に
指
し
示
し
て
い
ふ
点
が
、
名

詞
と
異
る
所
で
す
。
（
橋
本
進
吉
ｏ
新
文
典
別
記
上
級
用
　
一
一一頁
）

と
い
ふ
や
う
に
読
明
さ
れ
も
し
て
末
た
。
こ
ゝ
に
橋
本
博
士
が

「表
は
す
」
と

「指
す
」
と
い
ふ
語
を
特
に
使
ひ
わ
け
、
雨
も
そ
れ
に

「直
接
に
」
と
い
ふ
修

飾
語
を
添
へ
ら
れ
た
の
は
、
恐
ら
く
話
手
と
の
関
係
と
い
ふ
も
の
を
考
慮
さ
れ

て
の
結
果
で
あ
ら
う
と
は
想
像
出
来
る
が
、
そ
れ
を
時
枝
博
士
は

「話
手
と
事

柄
と
の
関
係
概
念
を
、
話
手
の
立
場
に
於
い
て
表
現
す
る
も
の
六
八
二
頁
）
と

明
確
に
言
ひ
切
つ
て
を
ら
れ
る
。
我
々
は
こ
ゝ
に
於
て
は
じ
め
て
こ
の
品
詞
の

本
質
を
適
確
に
言
ひ
表
は
す
べ
き
言
葉
を
得
た
思
ひ
が
す
る
の
で
あ
る
「
た
ゞ



代
名
詞
と
云
は
れ
る
語
が
、
事
物
の
概
念
を
表
現
す
る
の
で
な
く
、
常
に
話

手
と
聞
手
、
話
手
と
表
現
内
容
と
の
関
係
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
に

進
ん
で
、
話
手
と
表
現
内
容
と
の
関
係
の
表
現
に
も
ス
の
や
う
な
差
別
の
表

現
が
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
即
ち
、
表
現
内
容
が
、
話
手
に
近
い
関
係
に
あ
る

か
、
聞
手
に
近
い
関
係
に
あ
る
か
、
或
は
両
者
に
対
し
て
第
二
者
的
関
係
に

あ
る
か
、
或
は
不
定
で
あ
る
か
、
の
識
別
の
表
現
で
あ
る
。
（
七
五
頁
）

と
言
け
れ
て
ゐ
る
中
の
、
話
手
又
は
聞
手

「
に
近
い
関
係
」
と
い
ふ
の
は
、

佐
久
間
鼎
博
士
が
言
は
れ
る

（現
代
日
本
語
の
表
現
と
語
法
　
五
五
頁
）
や
う

な
意
味
に
話
手
又
は
聞
手

「
を
中
心
と
す
る
関
係
」
の
意
味
に
解
す
べ
き
も
の

で
あ
ら
う
。
つ
ま
り

「
こ
」
は
、
表
現
内
容
が
話
手
を
中
心
と
す
る
円
周
内
に

含
め
ら
れ
た
も
の
と
識
別
し
て
の
表
現
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て

「
そ
」
は
、

表
現
内
容
が
聞
手
を
中
心
と
す
る
円
周
内
に
含
め
ら
れ
た
も
の
と
識
別
し
て
の

表
現
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、右
の
第
二
者
的
と
い
ふ
語
も
実
は
余
り
適
当
で
は

な
い
。
何
故
な
ら
、普
通
吾
々
は
こ
れ
を
「直
接
の
関
係
を
持
た
ぬ
」
と
い
ふ
意

味
に
解
す
る
の
で
あ
る
が
、
然
し
例
へ
ば
一
朋
の
書
物
が
話
題
に
な
つ
て
ゐ
る

時
、
「あ
れ
」
「あ
の
（本
と

と
い
ふ
代
名
詞
を
用
ゐ
た
方
が
、
「そ
れ
」
「
そ
の

（本
と
又
は
「
こ
れ
」
「
」
の
（本
と

と
い
ふ
表
現
を
用
ゐ
る
よ
り
も
却
つ
て
表

現
内
容
た
る
書
物
と
話
手
及
び
聞
手
と
の
密
接
な
関
係
を
示
す
事
が
多
い
。
異

る
の
は
話
手
と
聞
手
と
の
関
係
が
共
に
考
慮
さ
れ
て
ゐ
る
点
で
あ
つ
て
、
つ
ま

り

「あ
」
は
、
い
は
ゞ
話
手
と
聞
手
と
を
同
時
に
中
心
と
す
る
円
周
内
に
含
ま

れ
た
も
の
と
識
別
し
て
の
表
現
で
あ
る
と
言
へ
よ
う
。
聞
手
と
の
関
係
を
考

慮
し
な
い
で
は
、
話
手
は

「あ
れ
」
「
あ
そ
こ
」
「あ
ち
ら
」
等
の
代
名
詞
を
用

ゐ
得
な
い
筈
で
あ
り
、
そ
れ
を
敢
て
す
れ
ば
、
い
ゝ
気
な
独
り
合
点
に
お
ち
入

り
か
ね
な
い
０
叉
さ
う
い
ふ
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ら
の
代
名
詞
が
あ

る
場
合
「隠
語
」
と
し
て
の
特
殊
な
表
現
効
果
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

何
れ
に
し
て
も
こ
の
代
名
詞
の
論
は
甚
だ
興
味
あ
る
所
で
あ
つ
て
、
辞
と
認

め
ら
れ
た
接
続
詞
と
共
に
、
こ
れ
に
文
章
展
開
上
の
重
要
な
役
割
を
認
め
ら
れ

た
の
は
示
唆
深
い
も
の
が
あ
る
．と
言
は
ね
ば
な
ら
な
い
。

□

形
容
動
詞
に
つ
い
て
は
、
木
書
で
は
、
そ
の
存
在
を
認
め
な
い
と
い
ふ
立
場

が
と
ら
れ
て
ゐ
る
。
論
拠
と
さ
れ
る
所
は
―
―
従
来
「静
か
だ
」
「綺
麗
だ
」
の

類
を

一
語
と
認
め
て
こ
れ
を
形
容
動
詞
と
称
し
て
来
た
の
は

「
静
か
」
「綺
麗
」

等
に
激
立
の
用
法
が
な
い
と
い
ふ
事
に
基
く
の
で
あ
る
が
、
然
し
一
般
に
我
々

の
常
識
的
な
言
語
意
識
と
し
て
こ
の

「譲
か
」
「綺
麗
」
と

い
ふ
や
う
な
語
は

野
に
一
語
と
し
て
考
へ
ら
れ
、
辞
書
に
も
一
般
に
そ
の
や
う
に
探
録
さ
れ
て
あ

る
。
こ
れ
は
文
法
を
取
扱
ふ
上
の
一
つ
の
重
要
な
根
拠
で
あ
つ
て
、
軍
独
で
用

ゐ
ら
れ
な
い
と
い
ふ
事
は
必
ず
し
も
一
語
と
認
め
る
認
め
な
い
の
根
拠
に
は
な

ら
な
い
。
そ
こ
で
指
定
の
助
動
詞

「だ
｝
に

「
な
ら
」
「
で
」
「
に
」
と
い
ふ
活

用
系
列
を
認
め
て
、

「
い
は
ゆ
る
形
容
動
詞
は
一
般
に
体
言

（名
詞
）
に
指
定

の
助
動
詞
の
附
い
た
も
の
と
全
く
同
等
に
取
扱
は
れ
る
こ
と
ヽ
な
る
ピ

例
へ
ば

「彼
は
健
康
を
誇
に
し
て
ゐ
る
。」
「彼
は
非
常
に
健
康
だ
。」

こ
の
何
れ
を
名
詞
と
し
、
い
づ
れ
を
形
容
動
詞
と
す
る
か
け
容
易
に
判
断
を
下

し
得
な
い
事
で
、
要
す
る
に
そ
の
相
違
は
品
詞
の
別
で
は
な
く
、
名
詞
の
意
味

論
に
所
属
す
る
問
題
で
あ
る
、
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
（
〓
二
〇
―

一
三
二
頁
）

思
ふ
に
こ
の
論
は
、　
博
士
が

「『辞
か
だ
』
と
い
ふ
時
は
、
概
念
の
表
現
と

同
時
に
、
そ
れ
と
は
全
く
性
質
の
異
な
る
陳
述
の
表
現
が
こ
れ
に
加
は
り
、
そ

れ
が

『だ
』
に
よ
つ
て
表
現
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
自
然
意
識
が
存
在
し
て
ゐ
る

こ
と
は
事
実
で
あ
る
六
五
五
買
）
と
認
め
ら
れ
た
所
に
発
し
て
ゐ
る
。
そ
の
限

り
に
於
て
こ
れ
は
正
に
整
然
た
る
立
論
で
あ
つ
て
、
何
等
異
論
を
挿
む
べ
き
余

地
は
な
い
。
た
、
然
し
、
我
々
は
こ
れ
を
承
認
す
る
と
同
時
に
叉
、
次
の
や
う



な
立
場
を
も
肯
定
す
る
事
が
出
来
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
即
ち

Ａ
　
一
番
大
切
な
の
は
健
康
だ
。

Ｂ
　
彼
は
非
常
に
健
康
だ
。

こ
の
二
つ
の

「健
康
だ
」
を
、
我
々
の
最
も
素
朴
な
主
体
的
意
識
が
必
ず
し
も

常
に
全
く
同
一
の
表
現
構
造
を
持
つ
も
の
と
し
て
受
取
つ
て
あ
る
と
は
限
ら
な

い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
書
の
立
場
か
ら
は
、
こ
れ
は
健
康
と
い
ふ
名
詞
の

意
味
論
的
な
相
違
と
さ
れ
る
が
、
然
し
例
へ
ば
音
声
言
語
の
場
合
Ａ
の
「健
康
」

と

「だ
」
と
の
間
に
は
僅
か
ば
か
り
」
陀
グ
置
く
事
が
出
燕
る
に
対
し
て
Ｂ
に

は
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
事
か
ら
も
考
へ
ら
れ
る
や
う
に
、
既
に
Ｂ
の

「健
康

だ
」
は

（起
源
的
に
は
明
に

「健
康
」
と

「だ
」
と
の
結
合
に
な
る
も
の
で
あ

る
が
、
既
に
そ
の
や
う
な
思
想
の
分
裂
は
意
識
さ
れ
ず
）
完
全
に
一
語
と
し
て

意
識
さ
れ
て
ゐ
る
と
見
る
事
も
亦
可
能
な
や
う
に
思
は
れ
る
。
従
来
形
容
動
詞

と
い
ふ
品
詞
を
わ
ぎ
ノ
ヽ
設
け
て
来
た
の
も
、
そ
の
根
抵
に
実
は
上
の
や
う
な

意
識
が
働
い
て
ゐ
た
と
見
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
が
、
た
、
か

う
し
て

「講
か
だ
」
「綺
麗
だ
」
等
を
一
語
と
認
め
る
事
が
直
に

「静
か
」
「綺

麗
」
等
を
一
語
と
し
て
認
め
な
い
事
に
な
り
は
し
な
い
事
勿
論
で
ぁ
っ
て
、
そ

れ
は
例
へ
ば

「あ
か
」
「ぁ
ま
」
等
を
一
語

（木
書
で
体
言
と
呼
ば
れ
る
も

の
。
七
〇
頁
参
照
）と
認
め
る
と
同
時
に
又

「あ
か
い
」
「
あ
ま
い
」
等
を
も
一

語
と
し
て
認
め
る
の
に
似
た
関
係
で
あ
ら
う
。
た
、
そ
れ
ら
は
こ
の
場
合
語
の

構
成
要
素
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
訳
で
、
そ
の
意
味
で
或
い
は
先
の
Ｂ
の
「健
康
」

は
、
Ａ
の
そ
れ
が
純
然
た
る
名
詞
で
あ
る
に
対
し
て
寧
ろ
体
言
的
性
格
を
持
つ

も
の
と
言
ふ
事
が
出
来
よ
う
。
因
に
体
言
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
関
し
て
こ
の
書

物
に
は

「体
言
の
中
、
ど
こ
ま
で
を
・名
詞
と
す
る
か
の
明
瞭
な
一
線
を
劃
す
る

こ
と
は
勿
論
困
難
で
あ
る
」
と
言
ひ
、
「綺
麗
」
「ぁ
ま
」
（形
容
詞
語
幹
）
一，筈
」

「
た
ち
」
（接
尾
語
）
只
放
）館
」
只
役
）人
」
「御
」
等
を
あ
げ
て
、
「
右
の
や
う

に
、
名
詞
と
す
る
に
は
ふ
さ
は
し
く
な
い
が
、
或
る
観
念
を
表
現
し
、
か
っ
語

形
変
化
を
し
な
い
も
の
を
体
言
と
し
た
」
と
言
け
れ
て
ゐ
る
。
（
七
〇
・七
一
頁
）

か
う
し
て
今
の
立
場
に
於
て
は
、　
一
般
に

「体
言
＋
だ
」
と
い
ふ
形
で
構
成

さ
れ
全
体
で
一
つ
の
性
質
情
態
の
概
念
を
表
は
す
完
全
な
一
語

（詞
）
を
考
へ

る
事
に
な
る
。
従
つ
て
そ
の
場
合
の
「
だ
」
は
、
形
容
詞
に
お
け
る
「
い
」
等
と

同
様
、
接
尾
語
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
例
へ
ば
形
容
詞
の
場
合

一幽
同
開
同
国
団
国
一■
（■
は
零
記
号
の
陳
述
）

の
如
く
、
陳
述
は
零
記
号
の
辞
で
示
さ
れ
る
の
と
同
様
に
、
こ
の
場
合
も

一口
園
田
日
倒
旧
陽
□
興
■

と
い
ふ
図
式
的
構
造
を
持
つ
の
で
あ
つ
て

一日□Ш円回口閣圏国一囲］
（「だ」
は
鰭奪燿の表
現
）

と
は
そ
の
構
造
を
異
に
す
る
事
に
な
る
訳
で
あ
る
。

さ
て
こ
ゝ
で
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
博
士
が
形
容
動
詞
を
否
定
さ

れ
た
一
つ
の
大
き
な
原
因
け
実
に
敬
語
的
表
現
の
説
明
に
困
難
を
感
ず
る
と
い

ふ
点
に
存
し
た
事
で
あ
る
。
即
ち
、
周
知
の
如
く
博
士
の
敬
語
論
に
於
て
は
、

「静
か
だ
」
に
対
應
す
る

「静
か
で
す
」
「譲
か
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
ふ
表
現

は
、
話
手
の
間
手
に
対
す
る
直
接
的
敬
意
の
表
現
で
あ
つ
て
、
こ
れ
は
普
通
敬

辞
に
よ
つ
て
な
さ
れ
、
か
っ
敬
辞
な
る
も
の
は
判
断
辞
の
場
面
に
よ
る
変
容
と

し
て
説
明
さ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
ぁ
る
。
そ
の
篤
に
は
、
だ
―
―
で
す
―
―
で

ご
ざ
い
ま
す
　
と
い
ふ
辞
の
系
列
を
考
へ
る
事
が
便
利
で
も
あ
り
叉
必
要
で
も

あ
つ
た
の
だ
と
思
は
れ
る
。
所
で
今
も
し
右
の
や
う
に

「静
か
だ
」
と
い
ふ
一

語
の
形
容
動
詞
を
考
へ
た
時
、
こ
の
点
は
如
何
に
説
明
す
べ
き
で
あ
ら
う
か
。

そ
の
篤
に
は
敬
譲
の
助
動
詞
と
し
て
「
す
」
「
」ざ
い
ま
す
」
を
認
め
れ
ば
よ
い
。

先
に
述
べ
た
や
う
に

「議
か
だ
」
の
場
合
陳
述
を
表
は
す
辞
け
零
記
号
で
示
さ

れ
た
が
、
「静
か
で
す
」
「静
か
で
ご
ざ
い
ま
す
」
の
場
合
に
は
夫
々
こ
の

「
す
」



「
ご
ざ
い
ま
す
」
の
形
で
表
現
さ
れ
る
。
何
れ
も
そ
の
連
用
形
に
附
く
の
で
あ

Ｚ
つ
。

「
せ

。
し

。
す

。
す

。
○

・
〇
」
と
活
用
す
る
敬
語
助
動
詞
を
認
め
る
の
は
如

何
に
も
無
理
な
や
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
例

へ
ば
推
量
の
助
動
詞

「
う
」
等

を
考

へ
合
せ
れ
ば
よ
い
で
あ
ら
う
。

今

一
つ
は
、

「
静
か
だ
」

と
い
ふ
語
に
対
し
て
同
じ
く

「
静
か
で
す
」
と
い

ふ

一
語
を
考

へ
、
こ
れ

は
性
質
情
態
の
概
念
的
表
現

で
あ
る
と
同
時

に
、
又
聴

手
に
対
す
る
敬
意

の
表
現

と
も
な
つ
て
ゐ
る
と
解
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
や
う

に
調

で
あ

つ
て
同
時

に
敬
辞
を
条
ね
る
語

は
他
に
も
類
例
の
な
い
も
の
で
は
な

い
の
で
あ

つ
て
、
国
語
学
原
論

に
は
そ
の
例
と
し
て

「
は

べ

る
」
（
若
人
ど
も

な
む
は
べ
る
め
る
）
「
お
は
す
」
「
お
は
し
ま
す
」
が
あ
げ
ら
れ
て
あ
る
。

（
四

九
七
頁
）
Ｆ
」ぎ
る
」
な
ど
も
同
様

に
考

へ
得
る
も
の
で
あ
ら
う
。

□

以
上
の
や
う
に
し
て
私
は
現
在

の
所
な
ほ
形
容
動
詞
な
る
も
の
を
肯
定
す
る

立
場
も
亦
あ
り
得
る
事
を
認
め
ぎ
る
を
得
な
い
。
た
ヽ
こ
れ
に
対
し
て
は
街

一

つ
、
同
じ

「
だ
」
と
い
ふ
形
を
持

つ
語
を
、
あ
る
場
合

は
辞
（
指
定
の
助
動
詞
）

あ
る
場
合

は
詞

（
接
尾
語
）
と
、
分
け
て
考

へ
る
事

は
不
合
理
で
は
な
い
か
と

い
ふ
批
剣
を
受
け
る
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
こ
れ

は
他
に
も
そ
の
例
の
な
い
も

の
で
は
な
い
の
で
あ

つ
て
、
例

へ
ば

「
ら
し
い
」

に
つ
い
て

「
玄
関
に
来
た
の

は
お
客

さ
ん
引

＝

Ｐ

（
推
量
の
助

動

詞
）
と

「
す
つ
か
り
商
入
劉
ｕ

Ｏ
な
つ

た
」
（
接
尾
語
）
と
の
別
を
論

い
て
後
者
が

事
柄

の
属
性
概
念

の
表
現

で
あ
る

事
を
言
ひ
、
「
ら
し
い
」
と
い
ふ
推
量
判
断
が
、　
右
の
や
う
に
客
観
的
状
況
を

條
件
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
接
尾
語

の

「
ら
し
い
」
と
密
接
な
関
連
を
持

つ
こ

と
が
理
解

さ
れ
る
と
言

は
れ
て
ゐ
る
。
含
一〇
七
頁
）
又
、
「
た
」

に
つ
い
て
も

元
末
が
存
在
状
態
を
あ
ら
は
す
詞
で
あ
つ
た
所
か
ら
今
で
も
そ
の
用
法
が
あ
る

と
し
て
「尖
つ
た
帽
子
」
等
の

「
た
」
は
接
尾
語
と
見
、
回
想
確
認
を
表
は
す

助
動
詞
の

「
た
」
と
区
別
さ
れ
て
ゐ
る

（
一
九
九
頁
）。
「
な
い
」
に
つ
い
て
も

「手
紙
が
末
な
い
」
「
風
は
塞
く
な
い
」
と
い
ふ
や
う
な
否
定
判
断
は
同
時
に
、

「手
紙
」
「風
」
に
つ
い
て
の
状
態
を
表
現
し
て
ゐ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら

「爽
な

い
」
「寒
く
な
い
」
を
そ
れ
ぞ
れ
形
容
詞
と
見
る
事
も
出
来
る
と
し
て
「話
手

の
立
場
は
、
事
柄
の
客
観
的
な
事
情
に
基
づ
く
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
の
両
者

に
は
相
互
に
密
接
な
関
連
が
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。　
公
一〇

一
頁
）
と
す
れ
ば

「
だ
」
に
つ
い
て
も
当
然
同
様
の
事
が
考
へ
ら
れ
よ
う
。

こ
の
詞
辞
の
韓
換
と
い
ふ
事
に
つ
い
て
は
既
に
国
語
学
原
論
に
、
志
向
作
用

と
志
向
対
象
の
対
應
と
い
ふ
事
を
以
て
説
明
さ
れ
て
を
り

´
二
八
八
買
）、
叉

詞
よ
り
辞
へ
は
連
続
的
に
移
る
の
で
な
く
、
客
体
の
概
念
的
表
現
が
、
主
体

の
直
接
的
表
現
に
裏
返
る
こ
と
に
よ
つ
て
辞
が
成
立
す
る
と
考
へ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
（原
論
、
二
九
一
頁
）

と
も
言
け
れ
て
ゐ
る
。
い
は
ゆ
る
詞
と
辞
と
の
間
に
は
そ
の
表
現
過
程
に
大
き

な
差
異
の
存
す
る
事
は
動
か
す
べ
か
ら
ぎ
る
事
実
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
い
ち

ノ
ヽ
の
話
に
あ
た
つ
て
そ
の
何
れ
に
属
せ
し
め
る
べ
き
か
を
言
ふ
時
に
は
、「
ら

し
い
」
の
如
き
も
の
は
ま
だ
し
も
、
「
な
い
」
や
、
以
上
問
題
に
し
て
末
た
「だ
」

の
や
う
に
、
全
然
向
一
の
表
現
に
つ
い
て
相
反
す
る
二
つ
の
見
方
が
可
能
に
な

る
場
合
も
起
り
う
る
訳
で
あ
る
ｑ
殊
に
こ
の
形
容
動
詞
の
場
合
な
ど
は
、
本
書

に
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る

「明
日
か
ら
学
校
測
」
の
例
の
や
う
に
、
現
在
な
ほ
そ
の

中
間
に
描
れ
動
い
て
ゐ
る
も
の
も
多
い
の
で
あ
つ
て
、
何
れ
と
も
割
切
つ
て
は

考
へ
得
な
い
所
に
寧
ろ
こ
の

「
こ
と
ば
」
の
本
性
が
あ
る
と
考
へ
る
べ
ぎ
で
は

あ
る
ま
い
か
。
　
　
　
　
　
・

□



形
容
動
詞
を
否
定
さ
れ
る
本
書
の
立
場
か
ら
は
、
「暑
か
ら
（ぅ
と

「寒
か
つ

た^
）」
等
の
形

（橋
本
進
吉
博
士
が
形
容
詞
の
補
助
活
用
と
さ
れ
た
も
の
）
に

つ
い
て
も
、
そ
れ
た
ヽ

「暑
く
に
あ
ら
卜
う
」

「霧
く
―
ぁ
っ
―
た
」
と
い
ふ

形
に
置
き
換
へ
て
説
明
さ
れ
て
ゐ
る
。
国
語
学
原
論
で
は
な
は
、　
２

）
こ
の

「あ
る
」
を
存
在
の
概
念
の
表
現
と
し
、
こ
れ
ノ
ヽ
の
右
様
で
存
在
す
る
と
い

ふ
意
味
に
解
し
て

「暑
か
り
」
で
一
語
の
詞
即
ち
形
容
動
詞
と
す
る
立
場
と
、

全
し
「
あ
る
」
を
陳
述
と
し
、
「暑
い
」
と
い
ふ
判
断
に
更
に
判
断
が
重
加
し

た
も
の
と
解
し
て
、
「暑
い
で
す
」
「暑
う
ご
ざ
い
ま
す
」
の

「
で
す
」
「
」ざ

い
ま
す
」
と
同
様
に
考
へ
る
立
場
と
が
共
に
可
能
で
あ
る
事
を
述
べ
て
、
こ
の

野

憂

鍔

仄

趾

羹

鈍

製

難

蒻

て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
事
情
は
例
へ
ば
次
の
や
う
な
叙
述
に
よ
つ
て
知
る
事

が
出
来
る
。

「あ
る
」
に
は
動
詞
の

「
あ
る
」
と
助
動
詞
の

「
あ
る
」
と
が
あ
り
、　
…
…

動
詞
に
お
い
て
直
接
に
そ
の
活
用
形
に
付
ぐ

「う
」
「
た
」
「
ま
い
」
の
助
動

詞
は
、
形
容
詞
に
お
い
て
は
、
助
動
詞
の

「あ
る
」
を
介
し
て
付
く
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
…
…
本
書
で
は
、
「
正
し
か
ら
」
「
正
し
か
っ
」
の
よ
う
な
形

は
、
「う
」
「
た
」
の
よ
う
な
助
動
詞
・
形
容
詞
に
接
続
す
る
際
の
変
化
現
象

と
み
な
し
、
「
正
し
く
あ
ら
う
」
「
正
し
く
あ
っ
た
」
に
還
元
し
て
取
り
扱
う

べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
…
…
ま
た
、
「
正
し
く
あ
ろ
う
」
「
正

し
く
あ
つ
た
」
の
形
が
、
「
正
し
か
ろ
ヶ
」
「
正
し
か
つ
た
」
に
対
し
て
、
接

続
の
も
と
の
形
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
絶
対
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
れ
は
歴
史
的
起
源
に
さ
か
の
ば
る
取
り
扱
い
で
は
な
く
、
変
化
の
形

を
も
と
の
形
に
還
元
し
て
認
め
て
行
く
体
系
的
取
り
扱
い
で
ぁ
る
ど

（
中
等

国
文
法
別
記
口
語
篇
　
一
一一六
頁
）
　

　

、

即
ち
こ
れ
ら
は
、
「
ぼ
か
あ
宍
僕
は
）
「行
つ
ち
や
つ
た
」．等
と
同
様
一
つ
の
変

形
之
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
訳
で
あ
る
が
、
た
ゞ
考
慮
す
べ
き
事
は
、
今
あ
げ
た
や

う
な
も
の
が
単
な
る
音
声
上
の
変
Ｉ
し
て
確
に
異
常
態
と
認
め
ら
れ
る
に
対
し

て
、
「暑
か
ら
（う
と

「
正
し
か
っ
（た
と

の
や
う
な
形
は
既
に
余
り
に
も
普
遍

的
で
あ
つ
て
異
常
態
と
は
意
識
さ
れ
な
く
な
つ
て
を
り
、

「暑
く
あ
ら

（う
と

黙

謎

疑

諦

』

膨
型

詢
唯
酔

に、持
”
〔
帥
朦
」
狂

も
の
ゝ
間
に
於
て
、　
一
方
を
本
体
と
考
へ
他
方
を
変
体
と
考
へ
て
、　
一
を
以
て

他
を
読
明
す
る
事
が
適
当
で
ぁ
る
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
。
尤
も
こ
れ
に
つ

い
て
本
書
で
は
又

語
の
認
定
が
主
体
的
意
識
に
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
言
語
主
体
が
、　
フ
」れ

は
一
語
で
あ
る
」
と
い
ふ
自
党
に
於
い
て
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
が
故
に
一
語
と

認
定
す
る
の
で
な
く
、
語
の
運
用
に
於
い
て
認
め
ら
れ
る
無
自
党
的
な
意
識

に
於
い
て
云
ふ
の
で
あ
る
。
文
法
学
は
言
語
に
於
け
る
右
の
や
う
な
潜
在
意

識
的
な
も
の
を
追
求
し
、
こ
れ
を
法
則
化
す
る
の
で
あ
る
０
こ
ゝ
に
文
法
学

が
や
や
も
す
れ
ば
観
念
的
に
思
癖
的
に
な
る
危
険
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
た

ゞ
現
象
的
な
も
の
ゝ
追
求
か
ら
は
文
法
学
は
生
ま
れ
て
爽
な
い
。
（
五
五
頁
）

と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
立
場
か
ら
は
、以
上
問
題
に
し
て
来
た

「静
か
だ
」

「暑
か
ら
（う
と

「寒
か
っ
（
た
と

等
を
一
語
と
考
へ
る
事
は
軍
ｒ
現
象
的
事
実

に
の
み
執
す
る
事
に
な
る
の
で
あ
つ
て
、
文
法
学
と
し
て
は
そ
れ
ら
は
何
れ
も

本
体
た
る

「体
言
＋
だ
」
「形
容
詞
＋
あ
る
（助
動
詞
と

に
還
元
し
て
読
明
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
ふ
事
に
な
ら
う
´
た
、
そ
の
場
合
、
こ
ゝ
に
博
士

が

「無
自
党
的
な
意
識
」
或
卜
は

「
潜
在
意
識
的
な
も
の
」
と
い
ふ
概
念
を
導

入
さ
れ
て
ゐ
る
事
実
を
、
わ
れ
わ
れ
は
簡
単
に
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
。
漕
在

意
識
と
い
ふ
変
態
心
理
学
上
の
用
語
の
意
朱
す
る
所
は
誠
に
多
様
で
あ
つ
て
、



そ
の
十
分
な
理
解
は
勿
論
た
う
て
い
な
し
得
な
い
の
で
あ
る
が
、
門
外
の
者
か

ら
も
窺
ひ
得
る
常
識
的
な
考
へ
方
よ
り
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
無
意
識
界
と
も
呼

ば
れ
る
や
う
に
、
意
識
の
支
配
を
受
け
な
い
精
神
現
象
で
あ
つ
て
、
何
ら
か
の

機
会
に
Ｉ
Ｊ
或
い
は
精
神
分
析
な
ど
の
方
法
に
よ
つ
て
意
識
面
に
も
ち
末
さ
れ

る
事
は
あ
る
と
し
て
も
、
普
通
、
日
常
の
主
意
識
活
動
の
外
に
或
る
程
度
独
立

の
存
在
を
保
つ
も
の
を
言
ふ
や
う
で
あ
り
、
又
例
へ
ば
マ
イ
ア
ー
ズ
が

「
わ
れ

わ
れ
の
普
通
意
識
は
、
そ
の
下
に
横
は
つ
て
ゐ
る
溜
在
意
識
の
大
貯
蔵
所
の
一

小
部
分
に
過
ぎ
な
い
」
と
読
く
や
う
な
、
言
は
ゞ
さ
う
い
ふ
、
識
域
下
に
は
れ

た
も
の
と
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
今
も
し
文
法
学
の
追
求
し
法

則
化
せ
ん
と
す
る
も
の
が
、
言
語
に
お
け
る
か
ヽ
る
漕
在
意
識
的
な
も
の
で
あ

り
、
従
つ
て
そ
れ
は
明
確
に
対
象
化
す
る
事
の
困
難
な
も
の
で
あ
る
と
す
れ

鷲
、ヽ

ヽ文
法
学
な
る
も
の
は
観
念
的
思
弁
的
に
な
る
と
い
ふ
よ
り
は
寧
ろ
甚
だ

ぼ
や
け
た
も
の
に
な
る
危
険
が
あ
り
は
す
ま
い
か
。
尤
も
博
士
は
右
の
や
う
な

意
味
で
の
「
漕
在
意
識
」
そ
の
も
の
シ
・問
題
に
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
あ
く

ま
で

「溜
在
意
識
的
な
も
の
」
を
言
は
れ
て
ゐ
る
の
だ
と
い
ふ
事
は
わ
か
る
。

ソ
ス
ュ
ー
ル
学
論
の
ラ
ン
グ
を
こ
ゝ
に
想
ひ
合
せ
て
は
勿
論
い
け
な
い
の
だ
ら

う
け
れ
ど
も
、
何
か
し
ら
そ
れ
に
似
た
意
識
の
面
に
お
け
る
個
に
対
す
る
普
遍

。用 な の
一

。於 も ぅ
し、 私 な

い
¨
一
］
峙
一
一
一
彎
¨
¨
赫

識。に。見

（ あ。え
一
け
一
一
¨
一
一
一
｝
い
」
〕

て
云
ふ
の
で
あ
る
」
２
い
ふ
こ
と
ば
の
意
味
を
完
全
に
は
理
解
す
る
こ
と
が
出

来
な
い
。
も
し
主
体
的
意
識
を
、
か
ゝ
る
溜
在
意
識
的
な
も
の
に
於
い
て
考
へ

る
な
ど
と
い
ふ
事
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
語
の
構
造
に
於
け
る
軍
複

（
四

九
頁
以
下
）
な
ど
は
簡
単
に
言
い
切
れ
な
い
も
の
が
残
る
こ
と
に
な
る
の
で
は

な
い
だ
ら
う
か
。
さ
う
し
て
叉
、
本
書
の
胃
頭
に
張
調
さ
れ
て
ゐ
る

「実
践
的

体
系
を
持
つ
た
文
法
学
」
の

「実
践
的
」
と
い
ふ
事
を
、
「
日
常
の
具
体
的
な

言
語
の
表
現
乃
至
理
解
の
経
験
に
即
し
た
」
と
い
ふ
意
味
に
解
し
て
よ
い
と
す

れ
ば
、
そ
れ
と
こ
れ
と
は
ど
の
や
う
に
関
係
す
る
の
で
あ
ら
う
か
。
文
法
学
で

あ
る
以
上
、
実
践
的
と
い
ふ
事
に
も
省
か
ゝ
る
限
界
は
当
然
存
在
す
る
の
だ
と

解
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
、
寧
ろ
私
は
右
の
や
う
に
相
反
す
る
二
つ
の

理
解
の
契
機
を
含
む
も
の
は
、
さ
う
い
ふ
二
面
性
を
持
つ
語
と
し
て
そ
の
ま
ゝ

に
読
く
事
が
或
い
は
本
当
の
意
味
で
実
践
的
な
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
そ
し

て
そ
れ
が
本
当
の
「
こ
と
ば
」
の
法
則
な
の
で
は
な
い
か
と
も
思
ふ
。

以
上
私
は
博
士
の
言
は
れ
る
主
体
的
意
識

。
実
践
的
体
系
と
い
ふ
事
の
意
味

を
或
い
は
と
り
違
へ
て
ゐ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
ふ
気
が
す
る
。
然
し
結
局
解

決
を
得
な
い
ま
ゝ
に
敢
て
素
朴
な
形
の
ま
ゝ
で
こ
の
疑
ひ
を
提
出
し
て
み
る
の

で
あ
る
。
そ
の
や
う
な
点
に
つ
い
て
博
士
の
御
寛
恕
を
乞
ふ
と
共
に
叉
大
方
の

御
示
教
を
得
た
く
思
ふ
の
で
あ
る
。
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