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二

段

活

用

の

一
段

化

時

期

一

室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
の
最
も
大
き
な
文
法
的
変
化
の

一
つ
に

二
段
活
用
動
詞
の

一
段
化
の
現
象
が
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
現
象
に
つ
い
て
は
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、
ど
う
い
う
理
由

で
、
変
化
が
起
こ
っ
た
の
か
と
い
う

一
点
を
取
り
上
げ
て
も
、
ま
だ
確
定
を
み

て
い
な
い
の
が
、
現
状
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
二
段
活
用
の

一
般
化
が
行
わ
れ

た
時
期
を
考
え
る
の
を
そ
の
主
目
的
と
す
る
の
だ
が
、
あ
わ
せ
て
、
そ
の
理
由

に
つ
い
て
も
、
考
え
る
出
発
点
と
し
て
み
た
い
。

従
来
、
二
段
活
用
動
詞
が

一
段
化
し
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
島
田
勇
れ

に

よ
り
、
延
享

（
一
七
四
四
―
二
七
四
八
）
ご
ろ
と
い
う
主
張
が
な
さ
れ
、
そ
の

後
多
く
の
人
が
こ
の
意
見
に
従
い
、
定
説
と
な
っ
た
感
が
あ
る
。
江
戸
時
代
の

中
期
に
は
、
二
段
活
用
動
詞
の

一
段
化
が
完
了
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
島
田
の
論
文
を
読
み
直
し
て
み
る
と
、
島
日
の
口
調
は
、
「
そ

の

一
段
化
が
活
発
に
な
っ
た
の
は
中
世
以
後
の
こ
と
で
、
近
世
前
期
は
二
段
活

用
の
使
わ
れ
た
最
後
の
時
期
」
と
し
、
「
更
に
前
期
と
後
期
と
の
境
目
に
あ
た

る
享
保
―
宝
暦
間
に
は
二
段
活
用
は
口
語
か
ら
ほ
と
ん
ど
姿
を
消
し
て
し
ま
お

′lヽ

林

賢

章

う
と
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。」
と
慎
重
で
あ
り
、
延
享
と
い
う
時
代
を

必
ず
し
も
表
に
は
出
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
広
く

「
享
保
―
宝
暦
間
」
と
い

う
曖
味
な
表
現
に
よ
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
か
。

本
稿
で
は
、
表
題
の
よ
う
に
二
段
活
用
動
詞
の

一
段
化
時
期
を
、
こ
の
島
田

の
論
文
を
出
発
点
と
し
て
考
え
直
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
０
こ
の
現
象

が
京
阪
に
比
べ
て
、
関
東
で
は
先
行
し
て
起
こ
っ
て
い
た
こ
と
、
②
下
三
段
動

詞
に
比
べ
て
、
上
二
段
動
詞
の
一
段
化
は
先
行
し
て
起
こ
っ
た
こ
と
、
０
語
幹

が

一
音
節
の
動
詞
で
は
、
中
世
末
に
は
既
に

一
段
化
が
完
了
し
て
い
た
こ
と
な

ど
は
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
前
提
と
な
る
事
項
で
あ
ろ
う
か
ら
、
本
稿
で
問
題

に
な
る
の
は
、
京
阪
に
お
け
る
下
三
段
動
詞
の
、
し
か
も
語
幹
が
二
音
節
以
上

の
動
詞
の
一
段
化
時
期
の
、
そ
れ
も
完
了
し
た
時
期
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
主
対
象
と
す
る
の
は
前
記
の
動
詞
と
そ
の
時
期
で
あ
る
が
、
そ
の
出
発

点
と
し
て
は
、
島
田
の
考
え
た
江
戸
中
期
か
ら
、
そ
の
対
象
も
上
下
の
二
段
動

詞
と
し
、
語
幹
の
音
節
数
は
問
題
と
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
上

一
段
動
詞
と
語

幹
の
音
節
数
が

一
つ
の
動
詞
の
使
用
頻
度
は
下

一
段
動
詞
と
語
幹
の
音
節
数
が

二
つ
以
上
の
動
詞
の
そ
れ
に
比
べ
る
と
格
段
に
少
な
く
、
考
察
の
現
場
で
は
事

実
下
三
段
動
詞
が
そ
の
主
対
象
と
な
る
の
は
当
然
で
あ
る
。



二

島
田
の
論
が
江
戸
中
期
を
問
題
に
し
て
い
た
の
で
、
本
稿
で
も
そ
の
時
代
か

ら
考
察
を
始
め
る
。
「補
註
蒙
求
国
字
解
」
（安
永
七

〈
一
七
七
八
〉
年
刊
）
や

「唐
詩
選
国
字
解
』
（寛
政
三

〈
一
七
九

一
〉
年
序
）
な
ど
は
、
こ
の

一
段
化
が

新
財

一
耗

尋

鰍
壕
“
％
殖

）
藤

（数
つ

。 実
♂

鋒

踊

９
）

・
「
尽
る
」
（
１４
ウ
６
）
な
ど
、
漢
字
表
記
の
た
め
に
、　
一
段
化
し
て
い

」
い
マ
精
「
剣
訓
い

力ヽ 出
嚇
経
一
樹
岬
に
な
「
範
稀
期
乳
一
劃
獅
劉
詠
る
も
の
だ

も
ち
ろ
ん
、　
一
般
論
と
し
て
は
、
こ
の
表
か
ら

一
段
化
現
象
は
起
き
て
い
な

い
と
判
断
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
が
、　
一
例
見
え
る

「
ミ
エ
ル
」
か
ら
少
な

く
と
も
、
「
見
ゆ
」
に
関
し
て
は
、
こ
の
作
品
中
で
も
、　
一
段
化
が
起
き
て
い

る
と
言
え
る
点
は
指
摘
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

『補
註
蒙
求
国
字
解
」
の
巻

一
の
冒
頭
部
分
の
調
査
結
果
で
あ
る
。
そ
の
結

果
を

一
言
で
言
え
ば
、
「唐
詩
選
国
字
解
」
と
全
く
正
反
対
の
結
果
で
あ
る
と

言
え
る
。
つ
ま
り
、
「補
註
蒙
求
国
字
解
」
で
は

一
段
化
が
完
了
し
た
結
果
を

現
し
、
「唐
詩
選
国
字
解
』
で
は
、　
一
般
論
と
し
て
、　
一
段
化
が
行
わ
れ
て
い

な
い
と
い
う
結
果
が
現
れ
て
い
る
。
同
時
代
の
同
種
類
の
著
作
で
あ
り
な
が
ら
、

結
果
に
は
大
き
な
差
が
生
じ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
結
果
を
見
て
、
こ
の
時
代
口
語
の
世
界
で

一
段
化
が
完
了

し
て
い
な
か
っ
た
、
少
な
く
と
も
半
分
位
は
完
了
し
て
い
な
い
と
言
う
人
は
な

か
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
、
「唐
詩
選
国
字
解
」
は
そ
の
実
態
を
反
映
し

て
お
ら
ず
、
「補
註
蒙
求
国
字
解
』
こ
そ
が
実
態
を
反
映
し
て
い
る
と
言
う
で

あ
ろ
う
。
変
化
が
起
こ
る
時
、
起
き
た
も
の
と
起
き
て
い
な
い
も
の
が
文
献
の

中
に
併
存
す
る
時
は
、
起
き
た
と
言
う
事
実
こ
そ
問
題
に
す
る
が
起
き
て
い
な

い
と
言
う
こ
と
は
問
題
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
は
確
認
し
た
い
。
そ

の
こ
と
は
、
「唐
詩
選
国
字
解
』
中
の

「
ミ
エ
ル
」
に
も
見
え
た
。

そ
れ
と
共
に
、
安
永
年
間

〈
一
七
七
二
―

一
七
八

一
〉
よ
り
相
当
前
に
こ
の

変
化
は
お
こ
っ
て
い
た
と
予
想
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
「補
註
蒙
求
国

謳

”
¨
藤

幅

が

れ

聟

』

・ の
続

』
蜘
れ

た ヵ、
な ‐こ
吋
れ
牡
浸
農

く表―I〉「唐詩選国字解J(巻 1)よ り

〇

下 サ ル

カ ク ル

見 二 Lル

聞  L,レ

隠 ル ヽ

見 ユ ル

見 二L,レ

見 二 Lル

〈10オ 10)

(11オ 4)
(11ウ 10〉

(12オ 8

(12オ 9

(13ウ 3

(13ウ 6

(14オ 1

〈14オ 3)
(14ウ 11)

(15オ 3)
(15オ 4)
(15オ 4)
(15オ 5)
(15オ 6)
(15オ 7)
(15オ 8)
(15オ 8)
(15ウ 1)

〈15ウ 1)

(   ″   )

く以 下 略 〉

く表―Ⅱ〉「補註蒙求国字解J(巻 1)よ り

〇  明 ラ メ ル   (4オ 4)

○  タ ス ケ ル    (4ウ 11)

○  仕 ヘ ル     (5オ 5)

〇  タ ス ケ ル    〈5オ 11)

○  サ セ ル     (6ウ 5)
○  ア ケ ル     (6ウ 7)
○  仕 ツ メ ル   (7オ 8)
×  ウ レ フ ル    (7ウ 3)
X サ ク ル      (7ウ 7)

○  イ マ シ メ ル   〈7ウ 8)
〇  似 セ ル      (7ウ 9)

〇  ツ タ テ ル    (8オ 2)

○  ス ヱ ル     (8ウ 9)
○  ツ フ レル    (11オ 3)

〇  カ タ メ ル   (11オ 11)

×  コユ ル      (12オ 6)
○  イ士ラ ヽセ ル    (12オ 7)

○  ニ ケ ル     (12オ 8)

〇  サ ヽヘ ル    (12ウ 8)
X ‐ タ ツ ル     (13ウ 6)
X  ,uル  ヽ         (13ウ  6 )

X 相 忘 ル  ヽ   (13ウ 9)
X カロフ ,レ      (14ウ 10)

く以 下 略 〉



と
は
考
え
に
く
い
。
例
え
ば
、
「唐
詩
選
国
字
解
』
の
著
者
服
部
南
郭
は
天
和

三

〈
一
六
八
三
〉
年
に
生
ま
れ
、
宝
暦
九

〈
一
七
五
九
〉
年
に
亡
く
な
っ
て
い

る
。
『唐
詩
選
国
字
解
」
の
文
章
が
南
郭
の
口
吻
り
を
伝
え
る
も
の
と
す
る
と
、

一
般
に
そ
の
ひ
と
の
言
語
の
基
礎
は
十
歳
こ
ろ
に
固
ま
る
と
さ
れ
る
か
ら
、
南

郭
の
十
歳
ご
ろ
元
禄
の
末
年
の
言
語
事
情
を
反
映
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

２つ
。屋

上
屋
を
架
す
愚
は
こ
の
当
た
り
で
や
め
、
今
ま
で
、
こ
う
し
た
資
料
を
扱

う
際
、
出
版
年
次
に
引
っ
張
ら
れ
す
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
間
を
提
出

し
て
、
次
に
進
む
こ
と
に
す
る
。

三

次
に
、
心
学
道
話
も
見
直
し
て
お
く
。
こ
こ
で
も
、
二
人
の
人
物
を
扱
っ
て

強
た機
「鴫喘は無毅
蔵
舞
郊
躁
醸
‘
≪

断
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
心
学
道
話
は
ほ
ぼ
全
文
振
仮
名
が
つ
け
ら

れ
て
お
り
、
前
節
で
見
た
よ
う
な
漢
字
表
記
の
た
め
に
判
断
が
で
き
な
い
ケ
ー

ス
は
ほ
と
ん
ど
な
い
点
は
付
け
加
え
て
お
く
。

こ
こ
で
も
、
前
節
に
見
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
堵
庵
に
は
、　
一
段
化
が
起
こ

ら
ず
、
松
翁
に
は
そ
れ
が
起
こ
っ
た
、
少
な
く
と
も
よ
り
そ
の
傾
向
を
強
く
示

し
て
い
る
と
い
う
対
立
的
な
結
果
が
現
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
先
に
み
た
よ
り
さ

ら
に
厄
介
な
問
題
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
こ
れ
ら
二
人
は
と
も
に
、
京
都
の
商
家

の
出
身
で
あ
り
、
そ
の
出
身
地
や
身
分
に
お
い
て
も
全
く
差
が
な
い
。
た
だ
、

手
島
堵
庵
は
享
保
二

〈
一
七

一
八
〉
年
に
生
ま
れ
、
布
施
松
翁
は
享
保
十

〈
一

七
二
五
〉
年
に
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
生
年
の
時
期
に
わ
ず
か
の
差
が
あ
る
が
、

そ
の
わ
ず
か
の
差
が
、
こ
れ
ほ
ど
の
結
果
の
差
に
な
っ
て
現
れ
る
と
は
考
え
ら

れ
な
い
。
こ
こ
で
も
、
前
節
で
述
べ
た
こ
と
、
こ
の
結
果
は
、　
一
段
化
現
象
が

起
き
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
さ
ら
に
松
翁
の
生
年
か
ら
考
え
る
と
、
享

保
の
末
年

〈
一
七
三
五
〉
こ
ろ
に
は
、　
一
段
化
の
現
象
は
起
こ
っ
て
い
た
と
も

言
え
よ
つヽ
。

く表―Ⅲ〉『有べか ヽりJ(巻上 )

×

Ｏ

ｘ

Ｏ

×

ｘ

Ｏ

×

ｘ

ｘ

Ｏ

ｘ

ｘ

ｘ

×

×

うれ
愁 ふ る

場み
爵るヽ

最ギる

書るヽ
進むる

縦
する

離 る
ヽ

(2・ 2)
(2・ 3)
(2・ 4)
(3 ・ 15)

(4・ 6)
(6・ 1)

(8 ・ 16)

(10・ 11)

(10・ 12)

(10・ 12)

(11 ・ 7)
(12・  5)
(12・ 8)
(13・ 12)

(14・ 5 )

(14 ・ 11)

く以 下 略 〉

″クな料話賭』一一

く表―Ⅳ〉「松翁道話J(第 一編 )

○

○

○

○

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

ぞ F｀  |::L;
つ ぶ れ る   (2・ 14)

雪 ね る    (4・ 9)

もうけ る    〈6・ 8)

資[2｀ lλ :Υ
;

きか ― る     (13・ 6)

見 せ る         (14・  9)
ク          (15・  5)

夕 ::]
査12    1:::ユ :

算,I:る    |::::;

言:みる   1多 ::;

雷:亀 るヽ 旧:【
;

渡1こる 糧::;



く表―Ⅵ〉「軽口大わらひJ

○  付 る     (79下 )

○ 套Fねる   (84上 )

〇  落 る     (88上 )

〇  も うけ る    (89下 )

○  お ち る     (89T)
○  付 け る    (98上 )

○  はへ る    (98上 )

〇  た ヽきあ げ る  (107上 )

X おつ る     (107」 ■)

X うまる ヽ   (108上 )

×  仰 らる  ヽ   (108上 )

X う まる ヽ   (18L)
○  にげ る    (111下 )

△  被下 る    (113上 )

△  尋 る        (114上 )

四

次
に
、
近
年
古
典
文
庫
か
ら

一
連
の
出
版
物
と
し
て
我
々
の
簡
単
に
目
に
す

る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
上
方
狂
言
本
を
見
て
お
く
。
上
方
狂
言
本
は

縛
嚢

鴎

露

輻

夭

薦

蒜

『唐
詩
選
国
字
解
』
で
行
っ
た
と
お
な
じ
よ
う
に
、
二
段
動
詞
の

一
段
化
の
現

象
を
調
べ
て
み
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
、
漢
字
表
記
に
よ
り
、　
一
段
化
し
た
か

ど
う
か
判
断
不
明
の
用
例
も
上
げ
て
お
く
。
全
体
の
用
例
数
が
少
な
く
、
『補

註
蒙
求
国
字
解
」
な
ど
と
同
じ
よ
う
に
し
て
は
、
判
断
に
い
さ
さ
か
、
誤
差
が

生
じ
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

漢
字
表
記
に
よ
り
判
断
不
明
の
部
分
は
確
か
に
多
く
、　
一
見

一
段
化
は
進
ん

で
居
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
「
出
る
」
―
こ
れ
に
付
い
て
は
、
他
本
に

「
い

ず
る
」
「
い
で
る
」
の
両
表
記
が
見
ら
れ
る
―
を
除
く
と
、
平
仮
名
書
き
で

一

段
化
し
た
か
ど
う
か
、
確
認
で
き
る
動
詞
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ

一
段
化
が
完
了

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

五

さ
ら
に
、
時
代
を
遡
っ
て
、
延
宝
時
代
に
刊
行
さ
れ
た
二
つ
の
笑
話
集

『軽

「
一
ユ 大
れ
れ

〉 ひ
″
一
ｕ
ｔ
ａ

見
〈

↑
な
鍛
「
〉
年
刊
）、
「当
世
手
打
笑
』
（延
宝
九

『
軽
口
大
わ
ら
ひ
」
の
用
例
の
う
ち

「
お
つ
る

（
Ｗ
上
と

に
つ
い
て
は
、

く表―VI〉「饗:夕:き 明星茶屋J

〇  聞へ る    (143・ 5)
〇  よせ れ     (151・ 5)
○   くれ る      (152・  1)
△  出 る       (155・  5)
△  出 れ      (155・ 8)
〇  か くれ る    〈155・ 9)
△  イする      (156・ 1)
△  出 る       (156・  3)

^ 出 る       (156・ 11)
△  出 る      (157・ 6)
〇  ふ せ る    (157・ 6)
△  出 る       (157・  7)
X あ ず くる    (158・ 10)

〈表―帽〉『当世手打笑J

07る    (124上 )

○ 祈 りかへる  (12下 )

○  あ|す る      (128上 )

X 
ゎRる     (132下 )

○   尋 る     (134下 )

○  そ |デ る     (134下 )

〇  や け る    (146下 )

〈表―V〉『福寿九』

X  か くる       (78・  1)
○  くれ る    (78・ 10)

〇   はね る       (80・  3)
○  とめ れ      (80・ 3)
×  な さる ヽ   (84・ 3)
△  立 れ     (84・ 8)
O  う ろ /_´ヽる     (87・  8)
△  立 る      (92・ 4)
×  0ウ くる         (94・  6)
△  出 る       (105・  5)
△  出 る      (111・ 1)

〇  ね れ      (111・ 7)
〇  ふせ れ     (117・ 5)
×  か くる      (119・  7)
△  尋 る       (119・ 10)

〇  ふせ れ     (119・ 11)



「
お
ち
る

（
８９
下
と

の
用
例
が
あ
り
、
「
尋
る

（
１１４
上
と

の
用
例
に
つ
い
て
は
、

『当
世
手
打
笑
』
の

「
尋

る

（
３
下
と

の
用
例
に
よ
り
、　
一
段
化
し
て
い
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
か
ら
、
以
上
二
つ
の
実
話
集
中
の
用
例
か
ら
は
、　
一
段
化

が
完
了
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

た
だ
、
前
の
節
で
み
た

「福
寿
丸
』
覇
棚
れ
卸
さ
明
星
茶
屋
」
で
も
、
本
節
で

見
た

『軽
口
大
わ
ら
ひ
」
「当
世
手
打
笑
」
で
も
、
当
該
の
本
を
除
く
と
そ
の

類
書
で
は
、
つ
ま
り
、
「福
寿
丸
』
罫
親
匈
き
明
星
茶
屋
』
の
場
合
、
三
十
余
部

の
上
方
狂
言
本
類
、
「軽
口
大
わ
ら
ひ
』
『当
世
手
打
笑
』
の
場
合
、
当
該
年
こ

ろ
に
出
版
さ
れ
た
噺
本
で
は
、
こ
の
現
象
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
述
べ
て
置
か

な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
し
か
も
、
そ
の
比
率
は
限
り
無
く
零
パ
ー
セ
ン
ト
に
近

い
数
値
で
あ
る
こ
と
を
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
現
象
は
同
時
平
行
的
に
記
録
に

残
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
前
節
ま
で
に
、
述
べ
て
き
た
。
む
し
ろ

一
つ
で
も
、

そ
の
結
果
を
示
す
も
の
が
あ
れ
ば
そ
う
し
た
変
化
は
起
こ
っ
て
い
た
と
考
え
て

よ
い
わ
け
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
詳
し
く
身
分
な
ど
の
位
相
差
を
こ
こ
で
は
考

え
な
い
が
、
と
い
う
よ
り
考
え
ら
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
、　
一
般
論
と
し
て
延

宝
八
、
九

〈
一
六
八
〇
、　
こ

年
に
は
、
二
段
動
詞
の

一
段
化
は
ほ
ぼ
完
了
し

て
い
た
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
書
く
人
の
年
齢
を
考
慮
に
い
れ
る

と
、
二
段
動
詞
の

一
段
化
時
期
は
、
さ
ら
に
時
代
は
遡
る
で
あ
ろ
う
。
中
世
か

ら
近
世
に
か
け
て
の
変
化
で
あ
っ
た
と
よ
り
強
く
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

六

江
戸
中
期
か
ら
出
発
し
て
、
時
代
を
遡
る
形
で
、
二
段
活
用
の

一
段
化
の
現

象
を
考
え
て
き
た
。
つ
ま
り
、
中
世
末
に
は
、
語
幹
が

一
音
節
の
動
詞
の

一
段

化
現
象
は
起
こ
っ
て
い
た
が
、
延
宝
末
年
こ
ろ
に
は
、
上
方
で
も
、
こ
の
変
化

が
、
語
幹
が
二
音
節
の
動
詞
で
も
お
き
て
お
り
、
ほ
は
、
完
了
し
て
い
た
の
で

は
な
い
か
。
そ
う
考
え
る
時
、
動
詞
に
比
べ
て
そ
の
変
化
が
遅
い
と
さ
れ
な
が

ら
、
元
禄
時
代
に
は
そ
の

一
段
化
の
現
象
の
見
ら
れ
る
助
動
詞
の

「
る

。
ら

る
」
の

一
段
化
現
（饗

も
無
理
な
く
説
明
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
ま
ず
語
幹
が

一
音
節
の
動
詞
で
お
こ
り
、
次
に
語
幹
が
二
音
節
の
動

詞
、
さ
ら
に
、
助
動
詞
へ
も
そ
の
変
化
を
ひ
ろ
げ
て
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
二
段

活
用
の
一
段
化
の
現
象
の
よ
っ
て
来
る
べ
き
理
由
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。

従
来
、
助
動
詞
の
一
段
化
現
象
が
動
詞
の
そ
れ
に
遅
れ
る
の
は
、
動
詞
に
お

い
て
も
多
音
節
の
動
詞
の

一
段
化
は
遅
く
な
る
傾
向
が
あ
る
が
、
助
動
詞
が
動

詞
の

一
部
と
認
識
さ
れ
た
た
め
こ
の
傾
向
の
な
か
に
位
置
し
た
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
本
調
査
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
語
幹
の
音
節
数
の
多
寡

に
よ
り
、　
一
音
節
と
二
音
節
以
上
の
動
詞
と
の
差
程
に
は
っ
き
り
と
、
そ
の

一

段
化
に
遅
速
が
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

と
す
れ
ば
、
助
動
詞
の

一
段
化
現
象
は
動
詞
の
そ
れ
に
引
っ
張
ら
れ
た
結
果

で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
動
詞
の
内
部
で
な
ぜ
語
幹
が

一
音
節
の
動
詞
と

二
音
節
以
上
の
動
詞
に

一
段
化
に
お
い
て
、
遅
速
の
差
が
出
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

動
詞
の
表
記
と
そ
の
背
後
の
意
識
に
つ
い
て
は
か
っ
て
述
べ
た
こ
と
が
あ

（る．ｏ
ざ

そ
こ
で
も
少
し
ふ
れ
た
こ
と
だ
が
い
や
は
り
、　
一
段
化
の
現
象
は
、
意

味
の
留
保
の
問
題
に
起
因
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

活
用
の
知
識
の
な
か
っ
た
時
代
に
お
い
て
は
、
動
詞
を
体
言
形
と
用
言
形
の

二
つ
の
形
で
理
解
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
今
日
風
に
い
う
な
ら
、
運
用
形
と
終

止
形
で
あ
る
。
平
安
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
広
く
起
き
た
、
連
体
形

が
終
止
形
に
と
っ
て
か
わ
る
現
象
は
、
こ
う
し
た
意
識
の
安
定
を
大
き
く
揺
る

が
し
た
は
ず
で
あ
る
。
従
来
の
終
止
形
の
語
形
の
安
定
が
崩
れ
、
そ
れ
が
、
ま



ず
、
意
味
の
留
保
が
よ
り
難
し
い
語
幹
が
単
音
節
の
動
詞
で
起
こ
り
、
さ
ら
に

語
幹
が
二
音
節
以
上
の
動
詞
に
も
拡
大
し
て
い
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

七

本
稿
の
用
例
だ
け
で
は
、　
一
段
化
時
期
を
、
延
宝
こ
ろ
と
確
定
す
る
こ
と
は

難
し
い
こ
と
を
承
知
の
う
え
で
あ
え
て
、
事
実
を
並
べ
て
み
た
。
少
な
く
と
も
、

延
享
こ
ろ
に

一
段
化
が
完
了
し
た
と
い
う
よ
う
な
安
全
な
意
見
に
は

一
石
を
投

じ
え
た
と
思
う
。

上
方
狂
言
本
と
並
ん
で
、
元
禄
こ
ろ
の
語
学
資
料
と
し
て
よ
く
使
用
さ
れ
る

浄
瑠
璃
本
に
つ
い
て
、
そ
の
文
語
性
が
強
い
点
も
指
摘
し
て
お
い
て
よ
か
ろ
う
。

菅
原
智
洞
と
い
っ
た
人
物
を
観
察
す
る
時
、
こ
の
浄
瑠
璃
の
詞
や
意
識
の
世
界

は
、
勧
化
物
の
世
界
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
そ

の
こ
と
は
言
え
る
。
浄
瑠
璃
を
、
例
え
、
そ
れ
が
世
話
物
で
あ

っ
て
も
当
時
の

口
語
世
界
を
そ
の
ま
ま
反
映
し
て
い
る
と
は
言
い
に
く
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、　
一
段
化
の
背
景
に
つ
い
て
、
詳
し
く
述
べ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う

次
の
問
題
を
残
し
て
、
本
稿
を
終
わ
り
た
い
。

注（１
）
島
田
勇
雄

「近
世
後
期
の
上
方
語
」
３
国
語
と
国
文
学
」
３６
巻
一
号
）

（２
）
（　
）
内
の
数
と
記
号
は
、
用
例
所
在
場
所
を
示
す
。
順
に
丁
数
と
そ
の
表
裏
、
二
行
割

注
と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
二
行
を
一
行
と
数
え
た
行
数
を
示
し
た
。

（３
）
表
中
の
○
×
は
一
段
化
が
お
き
て
い
る
か
、
ど
う
か
に
対
応
し
て
お
り
、　
一
段
化
し
て
い

る
と
判
断
で
き
る
も
の
に
は
○
を
、
で
き
な
い
ま
も
の
に
は
×
を
付
し
た
。

（４
）
「補
註
蒙
求
国
字
解
」
が
大
正
三
年

『諫
漢
文
叢
書
」
の
一
冊
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
際
、
久

保
天
随
は
そ
の
解
説
の
中
で
、
「著
者
の
伝
記
に
至
り
て
は
、
浅
学
未
だ
之
を
考
ひ
得
ず
、

敢
て
大
方
の
指
教
を
侯
つ
と
云
爾
。」
と
述
べ
て
い
る
。

（
５
）
「恥
道
話
全
集
」
第
四
巻

（昭
和
三
年
忠
誠
堂
刊
）
に
よ
る
。
（　
）
内
は
そ
の
頁
数
と
行

数
を
示
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
４４

（
６
）
「郭
道
話
全
集
」
第
二
巻
に
よ
る
。
（　
）
内
は
、
同
じ
く
そ
の
頁
数
と
行
数
を
示
す
。

（
７
）
祐
田
善
雄

・
鳥
越
文
蔵
編

『
上
方
狂
言
本
　
一
こ

（古
典
文
庫
第

一
人
七
冊
　
昭
和
３８
年

刊
）

（
８
）
武
藤
禎
夫

・
岡
雅
彦
編

「噺
本
大
系
　
第
五
巻
」
（昭
和
５０
年
　
東
京
堂
出
版
刊
）

（
９
）
松
村
明
編

「珈
麒
続
助
動
詞
動
詞
詳
説
」
（昭
和
４４
年
　
学
燈
社
刊
）
の

「
れ
る

・
ら
れ
る

―
受
身

〈
現
代
語
こ

（執
筆
者
　
土
屋
信

一
）
に
、

「
近
代
前
期
の
資
料
に
は
次
の
よ
う
な
例
が
散
見
す
る
。

金
が
見
え
ね
ば

一
番
に
疑
は
れ
る
は
俺
や
そ
な
た
ぢ
や
。
（傾
城
江
戸
桜

・
元
禄
ｎ
）

耳
に
入
れ
ば
。
夜
明
け
ま
で
括
ら
れ
る
。
（心
中
天
の
網
島
、
下

。
一早
保
５
ご

と

あ

る
。

（１０
）
拙
稿

「動
詞
表
記
の
二
類
型
」
η
青
須
我
波
良
」
第
１４
・
・５
号
）

―
同
志
社
女
子
大
学
助
教
授
―


