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現
代
日
本
語
動
詞
活
用
論
（
大
木
）

現
代
日
本
語
動
詞
活
用
論

大
　
　
木
　
　
一
　
　
夫

1　

は
じ
め
に

　

現
代
日
本
語
の
活
用
に
つ
い
て
、
現
代
日
本
語
文
法
研
究
を
先
導
し
た
寺
村
秀
夫
は
次
の
よ
う
に
い
う）

1
（

。

　
　

（1）　

 

文
語
文
法
の
既
成
の
概
念
か
ら
離
れ
、
現
代
の
日
本
語
の
活
用
の
さ
ま
を
虚
心
に
見
て
そ
れ
を
形
の
上
で
整
理
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の

結
果
に
は
大
き
な
差
が
な
い
は
ず
で
あ
る
。 

（『
日
本
語
の
シ
ン
タ
ク
ス
と
意
味
Ⅱ
』
41
頁
）

こ
れ
は
、
き
わ
め
て
広
く
知
ら
れ
る
学
校
文
法
流
の
活
用
整
理
│
│
文
語
文
法
の
枠
を
維
持
し
た
形
を
も
つ
│
│
の
呪
縛
を
離
れ
て
、
現
代
日
本
語
の
活

用
を
整
理
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
整
理
の
結
果
に
大
き
な
差
が
出
て
く
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
い
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
た
し
か
に
、
現
在
、

学
校
文
法
流
の
枠
組
を
現
代
日
本
語
の
分
析
と
し
て
全
面
的
か
つ
積
極
的
に
支
持
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
わ
れ
る
し
、
諸
家
の
活
用
分
析
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
点
で
共
通
す
る
側
面
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
寺
村
の
述
べ
て
い
る
こ
と
は
、
一
往
、
肯
う
べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
、
現
実
と
し
て
は
、
分
析
結
果
に
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
く
ら
い
の
差
異
が
あ
る
と
い
う
の
が
ほ
ん
と
う
の
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
こ
の
寺
村
の
述
べ
て
い
る
こ
と
は
誤
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

実
は
、
寺
村
が
（1）
で
い
う
と
こ
ろ
は
、
単
に
「
活
用
を
整
理
す
る
と
き
、
そ
の
結
果
に
大
き
な
差
は
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

で
は
、
寺
村
の
こ
の
発
言
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
鍵
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
点
を
考
え
な
が
ら
、
現
代
日
本
語
動
詞
の
活
用

に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
く
。
あ
る
い
は
、
こ
の
よ
う
な
視
座
を
も
っ
て
現
代
日
本
語
動
詞
形
態
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論
を
す
す
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

2　

こ
れ
ま
で
の
動
詞
活
用
論

　

で
は
、
こ
れ
ま
で
の
動
詞
活
用
論
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
動
詞
活
用
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
言
及
は
、
専
門
の
論
考
以
外
に
も
比
較
的

体
系
的
な
い
わ
ゆ
る
文
法
書
と
い
う
べ
き
書
物
に
示
さ
れ
た
も
の
も
あ
り
、数
か
ぎ
り
な
い
。
こ
こ
で
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
主
だ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
、

動
詞
活
用
に
つ
い
て
の
分
析
の
方
針
を
軸
に
整
理
し
、
そ
の
立
場
の
問
題
点
を
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

2
・
1　

学
校
文
法
的
な
分
析

　

さ
て
、
動
詞
活
用
の
分
析
と
し
て
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
学
校
文
法
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
現
代
日
本
語
に
対
す
る
学
校
文
法
の
活

用
整
理
に
つ
い
て
の
批
判
は
、
寺
村
秀
夫
に
よ
る
批
判
に
ほ
ぼ
つ
き
る
と
い
っ
て
よ
い）

2
（

。
そ
れ
は
、
（i）
活
用
形
の
認
定
、
定
義
、
命
名
が
無
原
則
で
一
貫

性
が
な
い
、
（ii）
多
く
の
説
明
に
事
実
に
合
わ
な
い
点
が
あ
る
、
（iii）
現
代
語
の
活
用
の
記
述
に
と
っ
て
は
意
味
が
な
く
不
必
要
と
思
わ
れ
る
点
も
い
く
つ
か

あ
る
、
と
い
う
批
判
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
（ii）
は
語
幹
が
定
義
に
合
わ
な
い
認
め
方
を
さ
れ
て
い
る
と
か
、
仮
定
形
「
書
け
」
は
仮
定
の
意
味
を
表
し
て

い
な
い
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
（iii）
は
上
一
段
と
下
一
段
の
区
別
は
不
要
、
終
止
形
と
同
形
の
連
体
形
も
不
要
で
あ
る
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
文
語
文
法
の
枠
組
に
し
た
が
う
こ
と
に
よ
る
問
題
で
、
現
在
の
現
代
日
本
語
文
法
論
に
お
い
て
は
こ
の
活
用
分
析
を
と
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
ず

な
い）

3
（

。
た
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
問
題
点
は
あ
り
な
が
ら
も
、
こ
の
枠
組
の
原
理
に
し
た
が
う
か
ぎ
り
、
問
題
と
な
る
形
式
は
網
羅
し
て
い
る
と
い
う
の
は

間
違
い
な
い
と
こ
ろ
で
、
そ
の
点
で
は
一
定
程
度
の
理
は
あ
り
、
留
意
し
て
お
く
必
要
は
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

4
（

。

2
・
2　

文
法
的
な
意
味
・
機
能
に
も
と
づ
く
分
析
（
1
）

　

と
こ
ろ
で
、
活
用
と
は
語
形
の
問
題
で
も
あ
る
が
、
活
用
形
の
変
化
で
文
法
的
意
味
が
変
わ
る
と
い
う
現
象
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
文
法
的
意
味
・
文
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現
代
日
本
語
動
詞
活
用
論
（
大
木
）

法
的
な
機
能
を
基
準
に
し
て
、
活
用
分
析
を
お
こ
な
う
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
ま
ず
視
点
と
さ
れ
る
の
は
文
法
カ
テ
ゴ
リ
の
う
ち
の
ム
ー

ド
（
法
）
の
側
面
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
印
欧
語
の
活
用
が
、
人
称
・
数
・
性
の
ほ
か
、
ム
ー
ド
の
表
し
わ
け
に
か
か
わ
る
も
の
だ
と
い
う
理
解
に
し
た
が

う
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
で
は
語
形
を
十
分
に
と
ら
え
き
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
ム
ー
ド
以
外
の
他
の
文
法
カ
テ
ゴ
リ
や
、「
切

れ
続
き
」
を
考
え
合
わ
せ
て
分
析
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
活
用
分
析
に
は
、
三
上
章
・
阪
倉
篤
義
・
芳
賀
綏
ら
の
考
え
方
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
三
上
章
の
場
合
、
時
期
に
よ
っ
て
名
称

が
異
な
り
、
若
干
の
出
入
り
も
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
﹇
表
1
﹈
の
よ
う
に
な
る）

5
（

。
三
上
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
のconjugation

と
共
通
す
る
概
念
へ
「
活
用
」

概
念
を
向
け
直
す
べ
き
だ
と
し）

6
（

、
ま
ず
ム
ー
ド
を
軸
に
活
用
形
を
認
め
て
い
く
。
三
上
の
ム
ー
ド
の
把
握
は
﹇
表
1
﹈
右
の
よ
う
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
も

と
に
連
用
形
（
中
立
形
）
を
加
え
る
形
で
基
本
系
統
の
一
系
列
（「
取
リ
・
取
ル
」
等
）
を
認
め
る
。
そ
し
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
語
と
共
通
す
る
活
用
を
認

め
る
の
に
必
要
な
「
座
標
」
と
し
て
テ
ン
ス
を
掲
げ
、
完
了
系
統
の
系
列
（「
取
ッ
テ
・
取
ッ
タ
」
等
）
を
認
め
た
の
が
、﹇
表
1
﹈
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

阪
倉
篤
義
は
﹇
表
2
﹈
の
よ
う
に
活
用
形
を
示
す）

7
（

。
こ
の
う
ち
の
基
本
活
用
形
・
第
二
類
活
用
形
・
第
三
類
活
用
形
と
い
う
枠
組
は
「
陳
述
」、
す
な

わ
ち
、「
表
現
さ
れ
た
事
が
ら
に
対
す
る
話
し
手
の
立
場
か
ら
す
る
判
断
、
な
い
し
は
自
ら
の
態
度
を
表
明
し
て
、
文
を
言
い
定
め
る
」
は
た
ら
き
の
性

格
の
違
い
に
よ
っ
て
わ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
種
の
う
ち
、
基
本
活
用
形
の
類
は
論
理
的
・
形
式
的
、
す
な
わ
ち
客
体
的
な
陳
述
で
あ
り
、

第
三
類
活
用
形
は
言
語
主
体
の
情
意
に
か
か
わ
る
主
体
的
な
陳
述
、
第
二
類
活
用
形

は
そ
の
両
面
を
も
つ
も
の
と
す
る
。
こ
の
話
し
手
の
立
場
か
ら
す
る
判
断
・
態
度
と

い
う
も
の
が
ム
ー
ド
に
か
か
わ
る
も
の
だ
と
考
え
れ
ば
、
こ
の
活
用
形
の
整
理
は
、

ま
ず
は
ム
ー
ド
に
も
と
づ
く
整
理
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
三
類
は
、
さ

ら
に
切
れ
続
き
で
わ
け
ら
れ
る
。
基
本
活
用
形
で
い
え
ば
、
基
本
形
は
終
止
用
法
と

な
り
、
中
止
形
は
中
止
用
法
、
連
体
形
は
連
体
用
法
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
第
三
類

活
用
形
で
い
え
ば
、
命
令
形
は
終
止
的
陳
述
と
な
り
、
仮
定
条
件
形
は
「
バ
」
に
連

な
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
三
類
に
つ
き
、
種
々
の
形

表 1　三上章の活用表とムード
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を
切
れ
続
き
か
ら
整
理
を
す
る
。
た
だ
し
、「
書
く
ら
し
い
」
で
い
え
ば
、
こ

の
う
ち
の
「
ら
し
い
」
の
部
分
は
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
面
か
ら
考
え
る
と
、
一
定

程
度
自
立
性
が
あ
る
と
い
え
る
こ
と
か
ら
、「
書
く
ら
し
い
」
全
体
を
一
活
用

形
と
し
て
立
て
る
こ
と
は
避
け
、「
ら
し
い
」
を
と
り
の
ぞ
い
た
「kak

-u

」
の

部
分
を
活
用
形
と
し
て
推
想
形
と
す
る
。こ
の
よ
う
に
し
て
整
理
を
し
た
の
が
、

﹇
表
2
﹈
で
あ
る
。

　

逆
に
、
切
れ
続
き
を
第
一
の
視
点
と
す
る
も
の
に
芳
賀
綏
の
分
析
が
あ
る）

8
（

（﹇
表
3
﹈）。
芳
賀
は
、
ま
ず
、
切
れ
続
き
で
終
止
・
連
用
・
連
体
と
わ
け
、
そ

の
う
ち
の
終
止
に
つ
き
「
モ
ド
ゥ
ス
」（
い
わ
ば
ム
ー
ド
）
の
点
か
ら
、
述
定-

断
定
・
述
定-

推
量
・
伝
達
命
令
の
よ
う
に
わ
け
て
い
る
。
な
お
、「
歌
わ
な
い
」

「
歌
っ
た
」「
歌
い
そ
う
だ
」
の
傍
線
部
は
、派
生
に
と
も
な
う
変
化
形
と
さ
れ
、

活
用
形
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
分
析
は
、
活
用
が
さ
ま
ざ
ま
な
文
法
的
意
味
・
機
能
を
表
し

わ
け
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
点
で
魅
力
の
あ
る
議

論
な
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
大
き
な
問
題
を
抱
え
て
も
い
る
。
そ
れ
は
同
じ
形

式
が
別
活
用
形
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
右
の
例
で
い
え
ば
、
阪
倉
の
基
本
形kak

-u

と
い
う
形
は
、
同
時
に
連
体
形
・
推
想
形
・

否
定
推
想
形
・
想
像
形
で
も
あ
り
、
芳
賀
で
い
え
ば
断
定
形
「
歌
う
」
は
連
体
形
で
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
は
機
能
が
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
別

活
用
形
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
し
、
そ
の
機
能
も
無
秩
序
に
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
で
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
機
能
を
わ
け
て
別
活
用
形
に
す

べ
き
な
の
か
と
い
う
点
で
疑
問
な
し
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
点
は
実
は
す
で
に
松
下
大
三
郎
が
「
迂
愚
な
活
用
図
」
と
し
て
の
「
写
実
的
活
用
図
」

と
い
う
い
い
か
た
で
批
判
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て）

9
（

、文
法
的
な
意
味
・
機
能
に
も
と
づ
く
活
用
分
析
に
お
い
て
は
問
題
に
な
り
が
ち
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

表 2　阪倉篤義の活用表表 3　芳賀綏の活用表
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現
代
日
本
語
動
詞
活
用
論
（
大
木
）

　

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
分
析
は
、
逆
に
必
要
な
活
用
形
が
網
羅
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
も
心
配
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
阪
倉
の
よ
う
に
活
用
形
と
す

る
部
分
を
短
く
設
定
す
れ
ば
、
形
の
上
で
は
網
羅
的
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
機
能
か
ら
み
た
際
、
13
活
用
形
で
そ
れ
で
十
分
な
の
か
と
い
う
点

で
は
確
信
が
も
て
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
三
上
・
芳
賀
の
場
合
は
、
活
用
部
分
を
も
う
少
し
長
く
み
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
9
〜
10
の
形
を
わ
け
て

お
く
と
い
う
こ
と
で
十
分
な
の
か
、
や
は
り
、
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
結
局
は
、
こ
れ
ら
の
議
論
に
お
い
て
何
な
ら
活
用
で
何
な
ら
活
用
で
は
な
い
の
か
の
基
準
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
、
ま
た
は
、

活
用
形
を
ど
の
よ
う
な
手
続
き
で
認
め
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
三
上
・
芳
賀
の
よ
う
な
語

形
の
と
ら
え
か
た
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、「
取
り
つ
つ
・
歌
い
つ
つ
」「
取
る
と
・
歌
う
と
」
と
い
っ
た
形
が
な
ぜ
活
用
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
の
か
と

い
う
こ
と
は
っ
き
り
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、「
歌
わ
な
い
」
や
「
歌
っ
た
」
の
よ
う
に
活
用
形
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
た
理
由
が
あ
る
程
度
わ
か
る
場
合

も
な
い
で
は
な
い
も
の
の
、総
じ
て
そ
の
判
断
の
根
拠
は
お
ぼ
つ
か
な
い
。
も
っ
と
も
、三
上
章
の
よ
う
に
「
く
わ
し
く
は
将
来
の
研
究
に
ゆ
ず
り
、こ
ゝ

で
は
だ
い
た
い
の
方
針
を
述
べ
、
さ
し
当
っ
て
の
前
進
に
間
に
合
う
程
度
に
活
用
形
を
立
て
よ
う）

10
（

」
な
ど
と
い
う
よ
う
な
場
合
も
あ
っ
て
、
あ
る
い
は
厳

密
な
網
羅
性
を
志
向
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
最
終
的
に
は
、
そ
の
点
を
詰
め
て
お
か
な
け

れ
ば
、
不
十
分
の
謗
り
は
ま
ぬ
か
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

2
・
3　

文
法
的
な
意
味
・
機
能
に
も
と
づ
く
分
析
（
2
）

　

そ
の
点
で
、
活
用
形
を
認
め
る
方
針
を
明
瞭
に
示
す
議
論
が
あ
る
。
文
法
的
な
意
味
・
機
能
に
も
と
づ
く
分
析
と
し
て
は
渡
辺
実
の
議
論
が
あ
る
。
渡

辺
は
切
れ
続
き
、
な
か
で
も
自
身
の
構
文
理
論
に
も
と
づ
く
構
文
的
職
能
に
し
た
が
っ
て
活
用
形
を
認
め
る）

11
（

。
そ
の
よ
う
な
枠
組
を
認
め
る
に
あ
た
り
、

渡
辺
は
①
統
叙
を
託
さ
れ
、
か
つ
陳
述
も
し
く
は
再
展
叙
を
託
さ
れ
る
形
態
の
み
を
活
用
形
と
認
め
る
、
②
陳
述
・
再
展
叙
の
ど
の
特
定
職
能
が
託
さ
れ

る
か
で
判
別
す
る
、
③
形
態
の
異
同
に
こ
だ
わ
ら
ず
職
能
の
異
同
に
基
準
を
置
く
と
い
う
方
針
を
立
て
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
活
用
形
を
認
め
る
。
活
用

形
を
認
め
る
方
針
の
明
確
な
議
論
で
あ
る
。
渡
辺
の
認
め
る
構
文
機
能
と
し
て
の
職
能
は
、
連
体
・
連
用
・
誘
導
・
接
続
・
並
列
・
陳
述
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
各
職
能
に
対
応
す
る
連
体
形
・
連
用
形
・
誘
導
形
・
接
続
形
・
並
列
形
と
陳
述
に
対
応
す
る
2
種
の
形
、
独
立
形
・
陳
述
形
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
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な
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
自
身
が
関
係
構
成
的
職
能
を
託
さ

れ
成
分
を
形
成
す
る
も
の
、
他
の
形
態
意
義
的
単
位
と
連

結
し
て
関
係
構
成
的
職
能
を
託
さ
れ
成
分
を
形
成
す
る
も

の
、
そ
れ
自
体
が
関
係
構
成
的
職
能
と
託
さ
れ
て
成
分
を

形
成
し
た
後
、
重
ね
て
成
分
形
成
の
た
め
の
要
素
が
付
加

的
に
表
現
さ
れ
た
も
の
に
わ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
成
分
該
当
・

成
分
構
成
・
成
分
発
展
の
用
法
と
位
置
づ
け
る
。
た
だ
し
、

「
読
も
（
う
）」「
読
ま
（
な
い
）」
な
ど
に
お
け
る
「
読
も
」

「
読
ま
」
の
部
分
に
は
職
能
を
認
め
る
の
は
困
難
で
あ
る

（
②
に
反
す
る
）
こ
と
か
ら
、「
読
も
う
」「
読
ま
な
い
」

全
体
を
予
測
用
言
・
否
定
用
言
と
し
活
用
形
と
は
認
め
な

い
。
そ
の
よ
う
に
し
た
結
果
の
活
用
体
系
が
﹇
表
4
﹈
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
方
針
の
明
確
な
議
論
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
教
科

研
の
議
論
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
独
立
し
な
い
形
式
は
語
で

は
な
く
す
べ
て
語
の
一
部
で
あ
る
、
と
い
う
立
場
か
ら
活

用
を
と
ら
え
る
立
場
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
は
、
動

詞
の
活
用
で
い
え
ば
、
動
詞
に
後
接
す
る
非
自
立
形
式
は

す
べ
て
動
詞
本
体
込
み
で
活
用
形
と
な
る
と
い
う
考
え
方

で
あ
る
か
ら
、
活
用
形
整
理
の
方
針
は
明
確
な
も
の
と
い

　 表 4　渡辺実の活用表
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現
代
日
本
語
動
詞
活
用
論
（
大
木
）

え
る
。
こ
の
教
科
研
は
現
代
日
本
語
の
動
詞
形
態
に
関
し
て
積
極
的
に
発
言
し
て
き
た
研
究
グ
ル
ー
プ
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
メ
ン
バ
ー
、
高
橋
太
郎

の
活
用
論
を
み
る）

12
（

。
こ
れ
は
分
析
視
点
と
し
て
、
文
法
カ
テ
ゴ
リ
の
う
ち
先
に
み
た
ム
ー
ド
・
テ
ン
ス
を
含
め
、
そ
れ
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
文
法
カ
テ
ゴ

リ
を
観
点
と
し
、
そ
れ
に
切
れ
続
き
の
側
面
も
加
え
た
整
理
で
あ
る
。
単
語
が
文
の
な
か
で
と
る
か
た
ち
を
語
形
、
単
語
の
語
形
変
化
の
セ
ッ
ト
を
パ
ラ

ダ
イ
ム
と
呼
び
、
動
詞
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
示
し
た
も
の
を
動
詞
の
活
用
表
と
す
る
（﹇
表
5
﹈）。
動
詞
の
語
形
は
、
ま
ず
屈
折
、
す
な
わ
ち
語
尾
の
と
り

か
え
を
基
礎
と
し
て
つ
く
ら
れ
る
。こ
れ
は「
よ

む
、
よ
ん
だ
、
よ
む
だ
ろ
う
、
よ
も
う
、
よ 

め
…
」の
よ
う
な
も
の
で（﹇
表
5
﹈縦
軸
）、ム
ー

ド
・
テ
ン
ス
の
文
法
カ
テ
ゴ
リ
を
表
し
わ
け
る

も
の
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
や
は
り
文

法
カ
テ
ゴ
リ
と
し
て
の
て
い
ね
い
さ
・
み
と
め

か
た
を
表
し
わ
け
る
接
尾
辞
の
つ
い
た
形
「
よ

み
ま
す
・
よ
ま
な
い
」
を
加
え
る
（﹇
表
5
﹈

横
軸
）。
さ
ら
に
、
終
止
形
・
連
体
形
・
中
止
形
・

条
件
形
・
譲
歩
形
と
い
う
「
機
能
」
―
―
い
い

か
え
れ
ば
、
切
れ
続
き
―
―
と
呼
ば
れ
る
枠
組

に
よ
る
整
理
を
加
え
て
「
せ
ま
い
意
味
で
の
語

形
」
と
す
る
。
た
だ
、
そ
の
外
側
に
も
さ
ら
に

語
形
は
あ
る
と
考
え
、﹇
表
6
﹈の
よ
う
に
受
身
・

使
役
等
の
接
尾
辞
を
つ
け
た
「
よ
ま
れ
る
・
よ

ま
せ
る
」
な
ど
の
文
法
的
な
派
生
動
詞
、「
よ

表 5　高橋太郎の活用表（1）
動詞の基本的な活用表
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み
は
じ
め
る
」
な
ど
の
文
法
的
な
複
合
動
詞
、「
よ
ん
で
い
る
」

な
ど
の
文
法
的
な
く
み
あ
わ
せ
動
詞
を
認
め
る
。そ
れ
ら
に
加
え
、

「
よ
み
つ
つ
」
な
ど
の
副
動
詞
、動
詞
の
連
体
形
に
「
の
」
を
く
っ

つ
け
る
動
名
詞
、「
よ
み
た
い
」「
よ
み
そ
う
だ
」
な
ど
の
文
法
的

な
派
生
形
容
詞
、
さ
ら
に
は
、
終
助
辞
・
接
続
助
辞
の
つ
く
か
た

ち
す
べ
て
を
含
め
て
語
形
と
し
、
そ
れ
が
パ
ラ
ダ
イ
ム
、
す
な
わ

ち
活
用
を
な
す
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
渡
辺
や
教
科
研
の
議
論
は
活
用
分
析
の
方
針
が

明
確
な
も
の
で
、
そ
の
点
で
は
歓
迎
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
し

て
、
こ
れ
ら
の
議
論
の
方
針
に
し
た
が
え
ば
、
論
理
的
に
は
活
用

形
は
網
羅
的
に
と
ら
え
ら
れ
、漏
れ
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、

い
ず
れ
に
お
い
て
も
―
―
そ
の
語
形
が
膨
大
に
な
る
か
ら
か
（
と

く
に
い
わ
ゆ
る
助
詞
類
が
付
加
さ
れ
る
形
は
相
当
膨
大
に
な
ろ

う
）
―
―
そ
の
す
べ
て
の
形
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
と
く
に

教
科
研
の
場
合
は
、
き
わ
め
て
膨
大
な
活
用
体
系
が
構
築
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
の
全
貌
は
示
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
ま
た
、
高
橋
の
示
す
も
の
で
い
え
ば
、
そ
の
中
核
と
な
る
「
せ
ま
い
意
味
で
の
語

形
」（﹇
表
5
﹈）
の
メ
ン
バ
ー
も
、
な
ぜ
そ
れ
ら
が
そ
の
メ
ン
バ
ー
と
な
る
の
か
は
明
瞭
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、「
よ
ま
な
い
・
よ
み
ま
す
・
よ
み
ま
せ

ん
」
は
文
法
的
な
派
生
動
詞
で
﹇
表
5
﹈
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
が
、同
じ
文
法
的
な
派
生
動
詞
で
あ
っ
て
も
、「
よ
ま
れ
る
・
よ
ま
せ
る
」
は
そ
の
メ
ン
バ
ー

で
は
な
い
。
そ
の
あ
た
り
の
整
合
性
に
は
問
題
が
あ
る
。
加
え
て
い
え
ば
、
渡
辺
の
終
止
形
と
連
体
形
、
高
橋
の
終
止
形-

断
定
形-

非
過
去
形
と
連
体

形-

非
過
去
形
の
よ
う
に
同
形
に
も
か
か
わ
ら
ず
別
活
用
形
に
な
る
と
い
う
も
の
が
、
や
は
り
み
ら
れ
、
先
に
掲
げ
た
も
の
に
ま
し
て
「
迂
愚
な
活
用
図
」

表 6　高橋太郎の活用表（2）

語構成などのてつづきによって動詞的なカテゴリーを実現する形式
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現
代
日
本
語
動
詞
活
用
論
（
大
木
）

と
し
て
の
「
写
実
的
活
用
図
」
に
陥
っ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

2
・
4　

形
態
に
も
と
づ
く
分
析

　

以
上
の
よ
う
に
文
法
的
な
意
味
・
機
能
に
も
と
づ
く
分
析
は
、
網
羅
性
と
い
う
点
や
同
形
式
異
活
用
形
と
い
う
点
で
問
題
を
含
む
。
こ
れ
に
対
し
て
、

形
態
に
も
と
づ
く
分
析
は
、
形
態
を
と
り
あ
げ
る
方
針
が
し
っ
か
り
し
て
い
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
問
題
は
論
理
的
に
は
お
こ
ら
な
い
。
そ
う
い
う
点
で
、

寺
村
秀
夫
の
活
用
論
は
形
態
を
と
り
あ
げ
る
方
針
を
示
し
た
上
で
活
用
形
を
整
理
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
が
﹇
表
7
﹈
の
よ
う
な
活
用
表
で

あ
り
、
次
が
寺
村
の
活
用
整
理
の
方
針
で
あ

表 7　寺村の活用表

る）
13
（

。

　
　

（2） 　

（i）　

 

活
用
語
尾
は
単
一
の
形
態
素
で

あ
る
こ
と
。

　
　
　
　

（ii）　

 

活
用
語
尾
た
る
形
態
素
に
は
、

そ
れ
で
そ
の
発
話
が
言
い
切
り

に
な
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、

そ
れ
に
固
有
の
描
叙
類
型
的
意

味
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

　
　
　
　

（iii）　

 

形
態
的
に
同
一
で
あ
る
活
用
語

尾
は
、
構
文
的
機
能
は
違
っ
て

も
、
同
一
の
活
用
形
と
す
る
。

逆
に
、
構
文
的
機
能
は
同
一
、

ま
た
は
似
通
っ
て
い
て
も
、
形



東
北
大
学
文
学
研
究
科
研
究
年
報
　
第
69
号

10

態
的
に
異
な
る
も
の
は
別
の
活
用
語
尾
と
し
、
呼
び
名
の
上
で
も
区
別
す
る
。

こ
の
（i） 
（iii）
―
―
と
く
に
後
者
は
同
形
式
異
活
用
形
を
避
け
る
も
の
―
―
か
ら
す
れ
ば
、
寺
村
の
分
析
は
形
態
的
な
と
こ
ろ
に
基
盤
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
寺
村
は
（ii）
の
よ
う
に
「
描
叙
類
型
的
意
味
」
と
い
う
意
味
も
問
題
に
す
る
。
そ
も
そ
も
、
寺
村
に
お
け
る
活
用
と
は
「
話
し
手
の
態

度
を
表
わ
す
べ
く
ど
う
し
て
も
述
語
が
そ
こ
か
ら
一
つ
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
形
態
素
の
体
系
」
で
、「
唯
一
の
必
須
ム
ー
ド
が
活
用
」
と
さ
れ
、

実
は
文
法
的
な
意
味
も
問
題
に
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、こ
の
形
態
的
側
面
と
意
味
的
側
面
と
で
齟
齬
が
お
き
な
け
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、

事
実
は
、
ム
ー
ド
「
保
留
」
の
な
か
に
複
数
の
形
式
が
あ
り
、
異
な
る
形
で
ム
ー
ド
を
表
し
わ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、

寺
村
自
身
、
活
用
形
と
ム
ー
ド
は
一
対
一
に
は
対
応
し
な
い
と
述
べ
て
お
り
、
そ
れ
は
右
の
規
定
と
齟
齬
が
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
加
え
て
、
や
は

り
活
用
形
の
網
羅
性
の
問
題
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
書
き
つ
つ
」「
書
き
な
が
ら
」
な
ど
が
あ
ら
わ
れ
な
い
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
寺
村
が
示

す
指
針
に
し
た
が
い
、
寺
村
が
別
途
助
動
詞
と
認
め
る
よ
う
な
も
の
を
丁
寧
に
考
え
て
い
け
ば
、﹇
表
7
﹈
の
よ
う
な
表
が
導
き
出
さ
れ
る
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
実
際
に
、
ど
の
よ
う
に
指
針
に
し
た
が
っ
て
活
用
形
を
認
め
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
細
部
は
、
具
体
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
点
で
、
そ
の
方
針
が
明
確
な
形
態
的
な
分
析
と
し
て
ハ
イ
コ
・
ナ
ロ
ク
、
江
畑
冬
生
の
議
論
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
き
わ
め
て
注
目
す
べ
き

も
の
と
い
え
る）

14
（

。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
そ
の
評
価
も
含
め
て
後
に
ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
。

　

2
・
5　

拡
大
活
用
論

　

右
の
よ
う
に
、
活
用
論
に
お
い
て
は
形
式
と
文
法
的
意
味
と
の
齟
齬
が
問
題
に
な
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
点
を
解
消
す
る
た
め
に
、
活
用

の
範
囲
を
拡
大
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
議
論
が
あ
る
。
野
田
尚
史
の
拡
大
活
用
論
で
あ
る）

15
（

。
文
法
カ
テ
ゴ
リ
を
表
す
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
言
語
の
「
活
用
」
と

切
れ
続
き
を
表
す
日
本
語
の
「
活
用
」
は
全
く
違
う
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
言
語
の
違
い
と
い
う
よ
り
「
活
用
論
」
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
、
文
法

カ
テ
ゴ
リ
の
値
を
指
定
す
る
「
内
の
活
用
」
と
文
中
の
他
の
成
分
と
の
関
係
を
指
定
す
る
「
外
の
活
用
」
を
措
定
し
、
そ
の
上
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
言
語

と
日
本
語
を
比
べ
て
み
る
と
、
述
語
の
構
造
と
い
う
点
で
は
、
両
者
の
違
い
は
小
さ
い
と
す
る
。
そ
こ
で
、「
語
」
と
し
て
の
形
態
変
化
で
は
な
く
、「
文

の
成
分
」
と
し
て
の
述
語
の
構
造
を
考
え
る
「
拡
大
活
用
論
」
を
提
案
し
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
の
言
語
の
「
活
用
」
を
統
一
的
に
記
述
で
き
る
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現
代
日
本
語
動
詞
活
用
論
（
大
木
）

と
す
る
。
こ
れ
は
、
た
し
か
に
そ
の
と
お
り
で
は
あ
る
。
た
だ
、
述
語
の
構
造
を
比
べ
る
の
で
あ
れ
ば
、
述
語
・
用
言
（
複
合
体
）
の
構
造
論
と
い
え
ば

よ
い
の
で
あ
っ
て
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
「
活
用
」
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
の
点
は
不
審
で
あ
る
。

2
・
6　

問
題
点
ま
と
め

　

以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の
活
用
論
を
み
て
く
る
と
、
次
の
よ
う
な
点
で
問
題
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　

（3） 

a　

 

何
な
ら
活
用
で
、
何
な
ら
活
用
で
は
な
い
の
か
の
基
準
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

　
　
　

b　

 

活
用
形
を
ど
の
よ
う
な
手
続
き
で
認
め
た
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、
活
用
形
を
認
め
る
具
体
的
な
指
針
と
、
実
際
に
そ
の
指
針
を
運
用
し
た
そ
の
手
続
き
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
指
針
を
決
め
る
た
め
に
は
、
次
の
点
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

　
　

（4）　

そ
も
そ
も
活
用
論
は
何
の
論
で
あ
る
の
か
。

こ
の
点
で
い
え
は
、
右
の
よ
う
に
文
法
カ
テ
ゴ
リ
を
優
先
に
考
え
る
考
え
方
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
、
ム
ー
ド
と
い
っ
た
よ
う
な
文
法
的
意

味
か
ら
の
整
理
で
は
、
形
態
と
文
法
的
意
味
と
の
間
で
齟
齬
が
生
ま
れ
、
う
ま
く
整
理
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
し
、
あ
る
文
法
的
な
形
式
が
ど
の
よ

う
な
文
法
的
意
味
を
表
す
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
―
―
だ
か
ら
、
活
用
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
言
語
の
よ
う
に

文
法
カ
テ
ゴ
リ
的
意
味
を
表
し
た
り
、
日
本
語
の
よ
う
に
切
れ
続
き
を
表
し
た
り
す
る
―
―
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
形
の
整
理
に
文
法
カ
テ
ゴ
リ
を
組
み
合

わ
せ
よ
う
と
す
る
の
は
、
ま
ず
は
「
素
直

0

0

」
と
は
い
い
に
く
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
寺
村
の
言
い
方
（
＝
（1）
）
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
れ
ば
、「
形

の
上
で
」「
虚
心
に
見
て
」
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
問
題
を
考
え
る
た
め
に
は
、
形
態
の
整
理
と
し
て
「
虚0

心
に
見
て

0

0

0

0

」
い
く

0

0

こ
と
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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3　

こ
こ
で
の
考
え
方

　

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
活
用
の
論
は
、
ま
ず
は
形
態
の
分
析
記
述
＝
形
態
論
と
考
え
、
形
態
論
の
基
本
に
そ
っ
て
記
述
す
る
。
つ
ま
り
、
形
態
論
の
常
識

的
な
概
念
・
用
語
で
記
述
す
る
、
い
い
か
え
れ
ば
、
策
を
弄
せ
ず
、「
普
通
」
に
考
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る）

16
（

。
そ
の
理
由
は
以
前
に
も
述
べ
た
が
、
語

の
認
定
や
形
態
素
の
分
類
の
基
準
や
概
念
は
言
語
を
は
か
る
尺
度
・「
も
の
さ
し
」
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
あ
る
特
定
の
言
語
体
系
を
記
述
す

る
の
に
都
合
の
よ
い
規
定
の
し
か
た
を
す
る
の
は
望
ま
し
く
な
い
か
ら
で
あ
る）

17
（

。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
し
た
が
っ
て
、
次
に
形
態
論
の
た
め

の
基
本
的
な
概
念
を
提
示
す
る）

18
（

。

　
　

（5） 

a　

語
基base : 

語
の
構
成
要
素
の
中
で
、
あ
ら
ゆ
る
接
辞
（affix

）
を
取
り
除
い
た
後
に
残
る
部
分
。
語
構
造
の
基
幹
的
要
素
。

　
　
　

b　

 

接
辞affix : 

語
基（base

）に
添
加
さ
れ
て
主
に
文
法
的
意
味
を
表
す
語
構
成
上
の
要
素
。
語
基
と
の
位
置
関
係
に
よ
っ
て
接
頭
辞（prefix

）、

接
中
辞
（infix

）、接
尾
辞
（suffix
）
に
わ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、文
法
的
性
質
に
よ
っ
て
、派
生
接
辞
（derivation

）
と
屈
折
接
辞
（inflection

）

と
に
区
別
さ
れ
る
。

　
　
　

c　

 

活
用conjugation : 

動
詞
・
助
動
詞
の
屈
折
（inflection

）
の
こ
と
。
名
詞
の
曲
用
（declension

）
に
対
す
る
。
活
用
に
は
、
接
辞
（affix

）

に
よ
る
も
の
と
、
母
音
ま
た
は
ア
ク
セ
ン
ト
の
交
替
に
よ
る
も
の
と
が
あ
る
。

　
　
　

d　

語
幹stem

 : 

語
（w
ord

）
の
構
成
要
素
の
一
つ
で
、
屈
折
接
辞
（inflection

）
を
除
い
た
後
に
残
る
部
分
。

　
　
　

e　

 

屈
折inflection : 

語
が
文
法
機
能
を
果
た
す
た
め
に
行
う
語
形
変
化
の
こ
と
。
屈
折
に
は
大
別
し
て
、
接
辞
（affix

）
の
添
加
に
よ
る
も
の

と
、
母
音
（
稀
に
子
音
）
ま
た
は
ア
ク
セ
ン
ト
の
交
替
に
よ
る
も
の
と
が
あ
る
。

　
　
　

f　

 

派
生derivation : 

単
一
語
ま
た
は
合
成
語
に
接
辞
（affix

）
を
加
え
た
り
、
一
部
分
の
音
韻
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
語

を
作
る
こ
と
。

こ
の
よ
う
な
形
態
論
的
な
概
念
に
よ
っ
て
語
形
を
整
理
す
る
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
の
立
場
で
あ
る
。
文
法
カ
テ
ゴ
リ
や
「
描
叙
類
型
的
意
味
」
の
よ
う

な
文
法
意
味
的
な
側
面
を
認
定
の
基
準
と
は
し
な
い
。
そ
れ
は
、
繰
り
返
す
が
、
活
用
と
い
う
形
態
現
象
が
文
法
カ
テ
ゴ
リ
や
「
描
叙
類
型
的
意
味
」
を
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現
代
日
本
語
動
詞
活
用
論
（
大
木
）

反
映
す
る
か
は
、
保
証
の
か
ぎ
り
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
概
念
に
つ
き
、
考
え
て
お
く
べ
き
は
、
（5） 

e
屈
折
と
（5） 

f
派
生
の
区
別
で
あ
る
。
（5） 

c
の
よ
う
に
動
詞
・
助
動
詞
の
屈
折
（inflec-

tion

）
を
活
用
と
規
定
す
る
わ
け
な
の
で
、
こ
の
概
念
が
活
用
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
重
要
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
派
生
接
辞
と
屈
折
接
辞
の
区
別
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
L
・
J
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
の
示
す
と
こ
ろ
に
し
た
が
う
こ
と
に
す
る）

19
（

。

（6）

性
質

派
生

屈
折

意
味
上
の
作
用

大
き
な
変
化

小
さ
な
変
化

Ａ

語
類
へ
の
作
用

転
換
し
う
る

転
換
し
な
い

Ｂ

生
産
性

限
定
的

非
限
定
的

C

対
立
要
素
の
範
例

な
い

あ
る

D

意
味
上
の
予
測
可
能
性

な
い
（
個
々
に
み
る
し
か
な
い
）

予
測
可
能

E

配
置

語
根
の
内
寄
り

語
根
の
外
寄
り

F

も
ち
ろ
ん
、
当
該
の
接
辞
が
こ
の
条
件
で
截
然
と
わ
け
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
知
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
条
件
が
ど
の
程
度
あ
て
は
ま
る
の
か

と
い
う
こ
と
を
考
え
、
屈
折
接
辞
か
派
生
接
辞
か
を
考
え
て
い
く
。

　

も
う
一
点
考
え
て
お
く
べ
き
は
、
そ
れ
は
、
語
（
単
語
）
と
い
う
単
位
に
つ
い
て
で
あ
る
。
形
態
論
が
問
題
に
す
る
の
は
「
語
の
形
」
で
あ
る
か
ら 

―
―
動
詞
と
い
う
語
の
形
態
を
考
え
る
に
は
動
詞
の
一
部
分
と
は
い
え
な
い
要
素
、
つ
ま
り
、
動
詞
以
外
の
も
の
、
あ
る
い
は
動
詞
以
外
の
も
の
の
一
部

ま
で
含
ん
で
検
討
し
て
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
か
ら
―
―
当
然
、
語
と
い
う
単
位
が
認
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
語
の
認
定
に
は
さ
ま

ざ
ま
な
考
え
方
が
あ
り
、
簡
単
に
は
解
決
し
な
い
問
題
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
語
認
定
の
手
続
き
が
明
瞭
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
認
定
方
法
が
広
く
適

用
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
服
部
四
郎
の
考
え
方
に
し
た
が
う
こ
と
に
す
る）

20
（

。
服
部
四
郎
の
形
式
の
分
類
は
次
の
（7）
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の



東
北
大
学
文
学
研
究
科
研
究
年
報
　
第
69
号

14

う
ち
問
題
と
な
る
の
は
自
立
し
な
い
形
式
（
非
自
立
形
式
）
の
う
ち
、
附
属
形
式
と
附
属
語
で
あ
る
。
後
者
は
語
で
あ
る
か
ら
、
語
と
し
て
の
動
詞
の
一

部
分
で
は
な
い
。
逆
に
前
者
は
語
よ
り
も
小
さ
な
単
位
で
あ
る
か
ら
、
動
詞
の
一
部
分
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　

（7）　

服
部
四
郎
の
形
式
分
類

　

そ
し
て
、
こ
の
附
属
語
と
附
属
形
式
を
区
別
す
る
に
あ
た
っ
て
、
服
部
は
次
の
3
つ
の
原
則
を
掲
げ
る
。

　
　

（8）　

原
則
Ⅰ　

職
能
や
語
形
変
化
の
異
な
る
色
々
の
自
立
形
式
に
つ
く
も
の
は
自
由
形
式
（
す
な
わ
ち
「
附
属
語
」）
で
あ
る
。

　
　
　
　

原
則
Ⅱ　

 

二
つ
の
形
式
の
間
に
別
の
単
語
が
自
由
に
現
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
各
々
は
自
由
形
式
で
あ
る
。
従
っ
て
、
問
題
の
形
式
は
附
属
語

で
あ
る
。

　
　
　
　

原
則
Ⅲ　

 

結
び
つ
い
た
二
つ
の
形
式
が
互
に
位
置
を
取
り
か
え
て
現
れ
得
る
場
合
に
は
、
両
者
と
も
に
自
由
形
式
で
あ
る
。

原
則
Ⅰ
は
接
続
多
様
性
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
つ
き
得
る
も
の
の
種
類
が
多
い
と
い
う
の
は
、
独
立
度
が
相
対
的
に
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
原
則
Ⅱ

は
挿
入
可
能
性
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
ひ
と
つ
の
語
の
内
部
に
は
別
の
語
を
挿
入
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
か
ら
、
そ
れ
を
許
す
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
ら
は
独

形
式

附
属
形
式

自
由
形
式

非
自
立
形
式

附
属
語
の
み
の
結
合
（
例
「
に
も
」　

 「
か
ら
は
」 

）

単
語
（
＝
最
小
自
由
形
式
）

自
立
語
を
含
む
単
語
連
結

附
属
語 

自
立
語 

自
立
形
式

��������

��������

�����

�����������
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現
代
日
本
語
動
詞
活
用
論
（
大
木
）

立
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
原
則
Ⅲ
は
転
換
可
能
性
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
位
置
の
転
換
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
的
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
服
部
原
則
に
よ
っ
て
自
由
形
式
、
す
な
わ
ち
附
属
語
と
認
め
ら
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
自
身
が
語
で
あ
る
か
ら
、
動
詞
の
一

部
分
で
は
な
い
。

　

こ
の
附
属
語
の
よ
う
な
も
の
は
、
先
述
の
教
科
研
の
よ
う
に
、
独
立
し
な
い
形
式
（
つ
ま
り
非
自
立
形
式
）
は
語
と
は
い
え
な
い
と
い
う
立
場
に
あ
っ

て
は
語
と
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
非
自
立
的
で
は
あ
る
も
の
の
接
辞
の
よ
う
に
語
の
一
部
で
な
く
、
語
と
認
め
る
べ
き
も
の 

―
―
接
語clitic

（
あ
る
い
は
倚
辞
）
―
―
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
近
年
、
積
極
的
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
宮
岡
伯
人
も
こ
の
よ
う
な
語
の

重
要
性
を
説
き
、
接
辞
と
接
語
（
倚
辞
）
の
区
別
は
重
要
で
あ
る
と
す
る）

21
（

。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
も
こ
の
接
語
を
認
め
、
語
と
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

　

以
下
、
こ
の
よ
う
な
形
態
論
的
概
念
に
し
た
が
っ
て
、
現
代
日
本
語
動
詞
の
形
態
・
活
用
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
が
、
現
代
日
本
語
と
い
っ
て

も
さ
ま
ざ
ま
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
現
代
日
本
語
の
書
き
こ
と
ば
口
語
体
（
共
通
語
）
を
対
象
と
し
、
具
体
的
な
デ
ー
タ
は
、
国
立

国
語
研
究
所
『
現
代
日
本
語
書
き
言
葉
均
衡
コ
ー
パ
ス
』（B

C
C

W
J

）
を
用
い
る
こ
と
に
す
る）

22
（

。
そ
れ
は
、B

C
C

W
J

に
よ
れ
ば
現
代
日
本
語
（
共
通
語
）

の
形
態
を
、
お
お
む
ね
も
れ
な
く
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
―
―
も
ち
ろ
ん
内
省
で
も
把
握
で
き
る
と
は
い
え
る
が
、
そ
の
場
合
、
周
辺
的
な
形
式
を
は

ず
し
て
考
え
て
し
ま
う
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
―
―
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

4　

動
詞
の
一
部
で
は
な
い
非
自
立
形
式
を
と
り
の
ぞ
く

　

さ
て
、
現
代
日
本
語
動
詞
の
活
用
分
析
を
す
す
め
て
い
く
が
、
ま
ず
は
、
動
詞
の
一
部
と
は
い
え
な
い
非
自
立
形
式
を
と
り
だ
し
て
お
く
。
動
詞
に
後

接
す
る
非
自
立
形
式
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
動
詞
の
一
部
で
な
け
れ
ば
、
明
ら
か
に
活
用
語
尾
で
は
な
い
―
―
そ
れ
は
同
時
に
、
そ
の
よ
う
な
形
式
は
動

詞
形
態
論
と
し
て
扱
う
こ
と
の
で
き
な
い
形
式
で
も
あ
る
―
―
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
動
詞
の
一
部
と
は
い
え
な
い
非
自
立
形
式
と
は
、
さ
き
の
服
部
の
分

類
（7）
で
い
え
ば
附
属
語
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
附
属
語
と
は
、
（8）
の
服
部
原
則
Ⅰ
〜
Ⅲ
の
い
ず
れ
か
を
み
た
す
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

で
は
、こ
の
服
部
原
則
を
み
た
す
動
詞
後
接
形
式
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
。
こ
れ
に
あ
た
る
も
の
はB

C
C

W
J

で
考
え
れ
ば
、品
詞
が
助
詞
・
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助
動
詞
と
さ
れ
る
形
式
の
な
か
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
が
、
そ
の
う
ち
の
主
に
名
詞
に
後
接
す
る
助
詞
、
す
な
わ
ち
、
格
助
詞
・
副
助
詞
（
一
部
を
の
ぞ

く
）・
係
助
詞
は
、
明
ら
か
に
動
詞
の
部
分
で
は
な
い
。
こ
れ
は
接
続
多
様
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
附
属
語
に
な
る
。
た
と
え
ば
、「
は
」
に
は
動
詞

に
後
接
す
る
「
い
く
ら
お
し
た
っ
て
、
鳴
り
は
し
な
い
よ
」
の
よ
う
な
例
が
あ
る
が
、
同
時
に
「
私
は
」「
本
は
」「
白
く
は
な
い
」
の
よ
う
に
、「
職
能

や
語
形
変
化
の
異
な
る
色
々
の
自
立
形
式
に
つ
く
」（
服
部
原
則
Ⅰ
）
の
で
、附
属
語
と
い
う
こ
と
に
な
る）

23
（

。
し
た
が
っ
て
、問
題
に
な
る
の
は
助
動
詞
と
、

動
詞
に
後
接
す
る
こ
と
が
多
い
助
詞
、
す
な
わ
ち
接
続
助
詞
・
終
助
詞
と
で
あ
る
。

　

ま
ず
、B

C
C

W
J

の
動
詞
後
接
助
動
詞
の
う
ち
、﹇
表
8
﹈
に
掲
げ
る
も
の
で
、「
原
則
Ⅰ
」
と
さ
れ
る
も
の
は
、
動
詞
に
後
接
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
他
の
職
能
や
語
形
変
化
の
異
な
る
形
式
に
つ
く
も
の
で
あ
る
の
で
、
服
部
原
則
Ⅰ
か
ら
附
属
語
、
す
な
わ
ち
語
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る）

24
（

。

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
動
詞
だ
け
で
は
な
く
、
形
容
詞
・
名
詞
に
も
後
接
し
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
動
詞
の
一
部
分
と
は

い
え
な
い
。

　
　

（9） 

a　

つ
う　
　

お
金
を
も
ら
う
っ
て
こ
と
は
、（
動
詞
） ： 

調
整
が
難
し
い
っ
て
事
情
も
（
形
容
詞
） ： 

な
ん
だ
、
こ
の
野
郎
っ
て
。（
名
詞
）

　
　
　

b　

 

で
す（
で
し
ょ
う
）　　

ど
う
し
た
ら
で
き
る
で
し
ょ
う
か
？（
動
詞
） ： 

何
が
嬉
し
い
で
し
ょ
う
か
？（
形
容
詞
） ： 

い
い
映
画
で
し
ょ
う
か
？

（
名
詞
）

　
　
　

c　

 

ら
し
い　
　

い
ろ
い
ろ
な
体
験
を
す
る
ら
し
い
。（
動
詞
） ： 

寂
し
い
ら
し
い
の
で
す
。（
形
容
詞
） ： 

本
人
な
り
に
考
え
た
結
果
ら
し
い
」（
名

詞
）

た
だ
し
、
こ
こ
に
み
え
る
「
た
」「
ず
」
は
、
こ
の
表
か
ら
は
接
続
多
様
性
を
み
た
す
よ
う
に
み
え
る
が
、
単
純
に
語
と
す
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
後
に
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
。

　

ま
た
、
こ
の
﹇
表
8
﹈
の
な
か
に
は
動
詞
と
の
間
に
別
語
が
入
る
も
の
が
あ
る
。「
原
則
Ⅱ
」
と
あ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

（10） 

a　

ご
と
し　
　

仲
間
入
り
を
す
る
が
ご
と
き
女
性
議
員
（「
が
」）

　
　
　

b　

つ
う　
　

ど
っ
ち
が
正
し
い
と
思
う
か
っ
て
事
（「
か
」）

　
　
　

c　

だ　
　

帰
る
の
を
待
つ
の
だ
。（「
の
」）
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（10） 
a
は
附
属
語
で
あ
る
「
が
」
が
動
詞
「
す
る
」
と
「
ご
と
し
」
の
間
に
あ
ら
わ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
動
詞
と
当
該
の
形
式
の
間
に
別
語
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、「
二

つ
の
形
式
の
間
に
別
の
単
語
が
自
由
に
現
れ
る
」（
服
部
原
則
Ⅱ
）
か
ら
、「
ご
と
し
」
が

附
属
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

（10） 

b
も
附
属
語
「
か
」
が
動
詞
「
思
う
」
と
「
っ

て
」
の
間
に
、

（10） 

c
も
附
属
語
「
の
」
が
動
詞
と
「
だ
」
の
間
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
や

は
り
、
服
部
原
則
Ⅱ
か
ら
語
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、﹇
表
8
﹈
の
う
ち
、「
ご
と
し
」「
で
す
」「
ら
し
い
」
な
ど
、
表
中
に*

が
付

さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
さ
ら
にgoto

-si

やdes
-u, rasi -i

の
よ
う
に
分
析
で
き
る
。

こ
の
う
ち
の
末
尾
の
形
態
素
は
、後
述
す
る
屈
折
接
辞
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ら
の
語
は
、
こ
こ
で
は
〈
助
動
詞
〉
と
呼
ん
で
お
く
こ
と
に
す
る）

25
（

。*

が
付
さ
れ
て

い
る
も
の
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
不
変
化
の
附
属
語
で
あ
る
の
で
、〈
助
動
詞
〉
に
対
応
さ

せ
て
〈
助
詞
〉
と
呼
ん
で
お
く
。

　

な
お
、
こ
の
﹇
表
8
﹈
の
「
き
、
ご
と
し
、
し
め
る
、
む
、
ら
し
」「
じ
ゃ
」
の
網
掛

を
ほ
ど
こ
し
た
語
は
文
語
形
、
あ
る
い
は
方
言
形
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
共
通
語
の
通
常

の
形
式
と
は
い
い
に
く
い
と
思
わ
れ
る
。
実
際
に
全
用
例
数
も
10
〜
30
例
程
度
に
と
ど

ま
っ
て
お
り
、
頻
繁
に
使
わ
れ
る
と
は
い
え
な
い
。
文
語
形
は
威
厳
の
あ
る
言
い
方
と
い

う
印
象
を
与
え
た
り
、
硬
い
文
体
と
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
か
ぎ
ら
れ
た
形
式
で
あ
る
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
、B

C
C

W
J

の
動
詞
後
接
の
接
続
助
詞
・
終
助
詞
・
副
助
詞
を
み
る
が
、
こ
れ
ら

は
多
く
の
も
の
が
語
で
あ
る
。
次
の
﹇
表
9
﹈
に
掲
げ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら

表 8　BCCWJ助動詞のうちの附属語

総数 動詞
接続

上接語
原則

動詞 形容詞 形状詞 名詞 その他

き 18 16 ○ なり Ⅰ 文語

ごとし 28 1 ○ の、が Ⅱ 文語

しめる 10 8 ○ ○ か Ⅱ 文語

じゃ * 18 1 ○ ○ ○ の Ⅰ・Ⅱ 方言

ず 2,330 1,090 ○ ○ なり、べし ※

た 28,585 20,905 ○ ○ ○ だ ※

だ 28,130 313 ○※ ○ ○ ○ の、から Ⅰ・Ⅱ ※動詞＋「だろう」等

つう 162 18 ○ ○ ○ か、だ Ⅰ・Ⅱ 「という」縮約形

です 7,028 136 ○※ ○ ○ ○ の、を Ⅰ・Ⅱ ※動詞＋「でしょう」

なり 114 3 ○ ○ ○ Ⅰ

む * 14 10 ○ 名詞たり Ⅰ

らし 15 3 ○ ○ Ⅰ

らしい 177 47 ○ ○ ○ ○ Ⅰ
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は
、
や
は
り
附
属
語
で
あ
っ
て
、
動
詞
の
一
部
分
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
動
詞
に
後
接
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
場
合
、
形
容
詞
に
も
後
接
す
る）

26
（

。

さ
ら
に
は
、
形
状
詞
（
い
わ
ゆ
る
形
容
動
詞
語
幹
）・
名
詞
に
後
接
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
接
続
多
様
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
服

部
原
則
Ⅰ
を
み
た
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
も
語
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　
　

（11） 

a　

 

け
れ
ど
（
接
続
助
詞）

27
（

）　　

専
門
が
あ
る
の
は
分
か
る
け
ど
。（
動
詞
） ： 

以
前
ほ
ど
で
は
無
い
け
ど
（
形
容
詞
）

　
　
　

b　

 

な
が
ら
（
接
続
助
詞
）　　

そ
ん
な
こ
と
を
言
い
な
が
ら
、
男
の
人
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
り
す
る
と
（
動
詞
） ： 

射
程
は
短
い
な
が
ら

連
射
の
で
き
る
弓
を
（
形
容
詞
） ： 

穏
や
か
な
口
調
な
が
ら
、「
本
気
で
臨
ん
で
い
る
」
と
（
名
詞
）

　
　
　

c　

 

な
（
終
助
詞
）　　
「
お
も
し
ろ
い
こ
と
い
う
な
」（
動
詞
） ： 

ち
ょ
っ
と
「
お
か
し
い
な
」
と
思
っ
て
（
形
容
詞
） ： 

あ
ぁ
、喧
嘩
な
。（
名
詞
）

　
　
　

d　

 

ね
（
終
助
詞
）　　

断
然
強
い
と
思
う
ね
。（
動
詞
） ： 

結
構
、
面
白
い
ね
♥
（
形
容
詞
） ： 「
そ
れ
は
思
い
や
り
ね
」（
名
詞
）

　
　
　

e　

 

た
り
（
副
助
詞
）　　

人
に
渡
し
た
り
商
用
利
用
す
る
と
（
動
詞
） ： 

痛
か
っ
た
り
、（
形
容
詞
） ： 

近
頃
雨
降
っ
た
り
な
ん
だ
り
で
（
名
詞
）

こ
の
う
ち
、

（11） 

b
の
「
な
が
ら
」
は
、「
そ
ん
な
こ
と
を
言
い
な
が
ら
、
男
の
人
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
り
す
る
と
」
の
よ
う
な
逆
接
を
表
す
よ
う

な
用
法
と
、「
フ
ァ
イ
ル
選
択
の
と
き
、C

trl

の
キ
ー
を
押
し
な
が
ら
選
ぶ
と
」
の
よ
う
な
並
行
的
な
事
態
を
表
す
用
法
が
あ
り
、
両
者
を
わ
け
る
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
両
者
と
も
同
時
的
意
味
を
表
す
形
式
と
し
て
同
形
式
と
し
て
み
て
お
く
こ
と
に
す
る）

28
（

。
ま
た
、「
電
話
を
取
る
な
り
罵
声
」

の
「
な
り
」
は
、
名
詞
「
な
り
」（「
子
ど
も
な
り
の
考
え
」、
あ
る
状
態
そ
の
ま
ま
）
と
同
じ
も
の
と
考
え
る
。
一
方
、「
な
」
は
、「
お
も
し
ろ
い
こ
と

い
う
な
」
の
よ
う
な
念
押
し
・
詠
嘆
を
表
す
よ
う
な
も
の
と
、「
あ
ま
り
物
珍
し
そ
う
に
あ
た
り
を
見
る
な
。
物
見
と
間
違
え
ら
れ
る
ぞ
」
の
よ
う
な
禁

止
を
表
す
も
の
が
あ
る
。
両
者
は
そ
の
意
味
が
か
な
り
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
別
の
形
式
と
み
る
こ
と
に
す
る
。
す
る
と
、
前
者
の
念
押
し
や
感
嘆

を
表
す
も
の
は
接
続
多
様
性
を
も
つ
が
、
後
者
の
禁
止
を
表
す
も
の
は
動
詞
後
接
に
か
ぎ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
前
者
は
語
、
後
者
は
附
属
形
式
と
み
る
こ

と
に
な
る
。

　

同
時
に
、
こ
の
﹇
表
9
﹈
の
な
か
に
は
、
服
部
原
則
Ⅱ
を
み
た
す
も
の
も
あ
る
。

　
　

（12） 

a　

け
れ
ど
（
接
続
助
詞
）　　

藤
川
だ
っ
て
、
も
っ
と
い
け
た
と
思
う
ん
だ
け
ど
。（「
だ
」）

　
　
　

b　

か
（
終
助
詞
）　　

最
後
ど
う
な
る
の
か
教
え
て
下
さ
い
。（「
の
」）
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表 9　BCCWJ助詞のうちの附属語

総数 動詞
接続

上接語
原則

動詞 形容詞 形状詞 名詞 その他

が 3,959 541 ○ ○ だ Ⅰ・Ⅱ

から 1,550 308 ○ ○ だ Ⅰ・Ⅱ

けれど 676 74 ○ ○ だ Ⅰ・Ⅱ

し 543 132 ○ ○ だ Ⅰ・Ⅱ

たって 20 19 ○ ● Ⅰ ●非コア

て 32,172 29,138 ○ ○ らしい ※ ※

と 2,287 1,908 ○ ○ だ Ⅰ

とも 67 4 ○ ○ ○ なり Ⅰ

ながら 606 494 ○ ○ ○ ○ しかし Ⅰ 「平行」意と「逆接」
意と同語とみる

なり 7 7 ○ ■ Ⅰ ■名詞「なり」と同語
とみる

ば 1,963 1,379 ○ ○ だ ※

い 20 1 ○ だ、か、わ Ⅰ・Ⅱ

か 6,172 291 ○ ○ ○ ○ の、 ま た、
そう

Ⅰ・Ⅱ

かしら 28 2 ○ ○ ○ の Ⅰ・Ⅱ

さ 114 4 ○ ○ ○ ○ だ、の Ⅰ・Ⅱ

じゃん 11 2 ○ ○ ○ ○ Ⅰ

ぜ 18 4 ○ ○ だ Ⅰ・Ⅱ

ぞ 85 36 ○ ○ ○ だ Ⅰ

で 10 1 ○ ○ ねん、や Ⅰ・Ⅱ 方言形

な 733 66 ○ ○ ○ だ、は、よ Ⅰ・Ⅱ 禁止「な」は附属形式。
他は語

ね 1,400 38 ○ ○ ○ ○ だ、は、の、
よ

Ⅰ・Ⅱ

ねん 13 1 ○ や Ⅰ 方言形

の 227 68 ○ ○ だ Ⅰ・Ⅱ

ばい 4 1 ○ ○ Ⅰ 方言形

べい 4 2 ○ だ Ⅰ 方言形

もの 36 2 ○ ○ だ Ⅰ・Ⅱ

や 24 8 ○ ○ Ⅰ 一部、方言形

よ 1,344 112 ○ ○ ○ ○ だ、の、わ、
そう

Ⅰ・Ⅱ

わ 141 27 ○ ○ だ Ⅰ・Ⅱ

たり 669 571 ○ ○ ○ だ Ⅰ・Ⅱ

って 751 34 ○ ○ ○ ○ だ、の、な Ⅰ・Ⅱ
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c　

ね
（
終
助
詞
）　　

英
語
は
通
じ
る
の
ね
と
（「
の
」）

　
　
　

d　

っ
て
（
副
助
詞
）　　

も
う
気
配
が
伝
わ
っ
て
く
る
ワ
ケ
、
始
ま
る
な
っ
て
。（「
な
」）

こ
れ
ら
は
、
動
詞
と
こ
れ
ら
の
形
式
の
間
に
、「
そ
の
他
」
に
示
し
た
よ
う
な
形
式
「
だ
」「
の
」「
な
」
と
い
っ
た
附
属
語
―
―
た
と
え
ば
、「
だ
」
で
あ

れ
ば
、「
本
だ
・
読
む
の
だ
・
白
い
か
ら
だ
」
の
よ
う
に
原
則
Ⅰ
を
み
た
す
形
式
―
―
が
介
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
原
則
Ⅱ
を
み
た
す
こ
と
か
ら
、
や

は
り
、
こ
れ
ら
も
附
属
語
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
﹇
表
9
﹈
中
の
原
則
Ⅱ
を
み
た
す
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
同
時
に
原
則
Ⅰ
も
み
た
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
こ
に
み
え
る
「
ば
」「
て
」
は
、
こ
こ
か
ら
は
接
続
多
様
性
を
み
た
す
よ
う
に
み
え
る
が
、
単
純
に
語
と
す
る
こ
と
に
問
題
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
後
に
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

　

以
上
の
﹇
表
9
﹈
に
掲
げ
ら
れ
た
も
の
は
、
1
形
態
素
で
あ
っ
て
屈
折
接
辞
を
も
た
な
い
接
語
で
あ
る
か
ら
、
さ
き
と
同
様
〈
助
詞
〉
と
呼
ん
で
お
く

こ
と
に
す
る
。
ま
た
、﹇
表
8
﹈
と
同
様
に
、﹇
表
9
﹈
も
網
掛
の
語
は
方
言
形
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
共
通
語
の
通
常
の
形
式
と
は
い
い
に
く
い
も
の
で

あ
ろ
う
。
全
用
例
数
も
数
例
か
ら
せ
い
ぜ
い
10
例
を
こ
え
る
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、B

C
C

W
J

で
接
続
助
詞
・
終
助
詞
・
副
助
詞
と
さ
れ
る
も
の
は
、「
つ
つ
」「
ど
」「
な
（
禁
止
）」「
つ
」
を
の
ぞ
き
、
服

部
原
則
Ⅰ
／
Ⅱ
を
み
た
す
こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
も
附
属
語
で
あ
っ
て
、
動
詞
の
一
部
分
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

5　

動
詞
の
一
部
で
あ
る
非
自
立
形
式

5
・
1　

派
生
用
言
を
形
成
す
る
派
生
接
辞

　

次
に
動
詞
に
後
接
す
る
非
自
立
形
式
の
う
ち
、
語
で
は
な
く
、
動
詞
の
一
部
分
で
あ
る
も
の
を
検
討
す
る
。
問
題
と
な
る
の
は
、B

C
C

W
J

で
品
詞
が

助
動
詞
と
さ
れ
る
形
式
で
あ
る
。
先
に
﹇
表
8
﹈
と
し
て
掲
げ
た
も
の
は
、
そ
れ
自
身
が
語
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
と
、

次
の
﹇
表
10
﹈
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
、
基
本
的
に
は
動
詞
に
直
接
接
続
す
る
か
、
こ
れ
ら
ど
う
し
が
接
続
す
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
動
詞
の
み

に
後
接
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
動
詞
と
こ
れ
ら
と
の
間
に
別
語
が
入
る
こ
と
は
な
い
も
の
で
、
服
部
原
則
Ⅱ
の
挿
入
可
能
性
は
な
く
、
ま
た
、
同
Ⅲ
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現
代
日
本
語
動
詞
活
用
論
（
大
木
）

の
転
換
可
能
性
も
な
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
附
属
形
式
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
の
形
式
を
さ
ら
に
分
析
す
る
と
、
唯
一
「
ま
い
」
を
の
ぞ
き
（
後
に
検
討
す
る
）、
た
と
え
ば
、「
さ
せ
る
」
で
あ
れ
ば
、sase

-ru, 

sase
-

∅, sase
-yoo, sase

-ro

、「
れ
る
」
で
あ
れ
ば
、re

-ru, re
-

∅, re
-yoo, re

-ro

の
よ
う
に
、
ま
た
、「
て
る
」
で
あ
れ
ば
、te

-ru, te
-ro

の
よ
う
に

表 10　BCCWJ助動詞のうちの附属形式

総数 動詞接続

させる 87 87 

じ 1 1 文語

せる 1,050 1,049 

たい 1,071 1,032 

たがる 17 16 

たり 48 5 完了「たり」は附属形式。文語

たる 3 3 「てやる」縮約形。方言形

ちまう 8 8 「てしまう」縮約形

ちゃう 161 155 「てしまう」縮約形

ちゃる 2 2 「てやる」縮約形。方言形（九州か）

てく 9 9 「ていく」縮約形

てらっしゃる 7 7 「ていらっしゃる」縮約形

てる 1,228 1,147 「ている」縮約形

とく 23 23 「ておく」縮約形

とらす 1 1 「ておらす」縮約形。方言形（九州か）

とる 5 5 「ておる」縮約形。方言形

ない 5,595 5,078 

なんだ 1 1 方言形

ぬ 6 6 文語。完了「ぬ」

はる 11 6 方言形

べし 418 395 

へん 12 11 方言形

まい 33 31 

まじ 2 2 文語

ます 7,778 7,040 

やがる 14 8 

やす 1 1 方言形

よらす 1 1 方言形

よる 1 1 方言形

られる 1,758 1,734 

り 573 573 動詞がきわめて限定的。

れる 6,148 6,144 
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な
り）

29
（

、
さ
ら
に
、「
な
い
」「
た
い
」
で
あ
れ
ば
、na

-i, na
-ku

、ta
-i, ta

-ku

の
よ
う
に
な
り
、
複
数
の
形
態
素
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
末

尾
の
形
態
素
は
、
動
詞
あ
る
い
は
形
容
詞
の
末
尾
部
分
に
類
す
る
も
の
と
い
え
る
。

　
　

（13）　

食
べ
る  

さ
せ
る 　
　

れ
る 

 

高
い 

 
 

な
い 
 

た
い

　
　
　
　

tabe
-ru  

sase
-ru 　

　

re
-ru 

 taka
-i 

 
 na

-i 
 

ta
-i

　
　
　
　

tabe
-

∅  
sase

-

∅ 　
　

re
-

∅ 
 taka

-ku 
 na

-ku 
 

ta
-ku

　
　
　
　

tabe
-yoo 

sase
-yoo  　

re
-yoo 

 taka
-kereba　

　

na
-kereba 

ta
-kereba

　
　
　
　

tabe
-ro  

sase
-ro 　

　
re

-ro

こ
こ
に
み
ら
れ
る
動
詞
末
尾
形
態
素
お
よ
び
形
容
詞
末
尾
形
態
素
は
、
後
に
活
用
語
尾
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
こ
の
附
属
形
式
の
末
尾
の
形
態
素

も
屈
折
接
辞
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
末
尾
の
接
辞
を
の
ぞ
い
た
も
の
が
、
こ
こ
で
問
題
と
す
べ
き
も
の
に
な
る
が
、
こ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
派
生
接
辞
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ

ら
は
、
派
生
接
辞
と
屈
折
接
辞
の
差
異
を
示
し
た
さ
き
の
（6）
で
い
え
ば
、
ま
ず
、
（6） 

D
対
立
要
素
の
範
例
（
そ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
な
か
の
ひ
と
つ
が
必
ず

選
択
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
）
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、sase

（-ru

）
で
い
え
ば
、sase

（-ru

）
が
用
い
ら
れ
な
い
場
合
、
そ
の

代
わ
り
に
別
の
形
が
必
ず
選
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
（
逆
に
、tabe

-ru

の

-ru

で
あ
れ
ば
、-yoo

と
か

-ro

、-

∅

か
ら
必
ず
ひ

と
つ
選
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。
そ
し
て
、tabe

-sase
-ru

の
よ
う
に
な
る
こ
と
か
ら
、
よ
り
語
根tabe

に
近
い
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
接
辞
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
（6） 

F
語
根
の
内
寄
り
（
語
幹
に
近
い
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
上
述
の
「
な
い
」「
た
い
」
は
こ
れ
ら
が
動
詞
に
後
接
し
た
形
式
全
体

を
み
れ
ば
、「
食
べ
な
い
」「
読
ま
な
い
」（
打
消
）、「
食
べ
た
い
」「
読
み
た
い
」（
希
望
）
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
動
作
を
表
す
と
い
う
よ
り
も
何

ら
か
の
状
態
を
表
す
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
、
語
形
変
化
も

（13）
の
よ
う
に
形
容
詞
に
類
似
す
る
形
に
な
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
形
容
詞
的

な
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
わ
ば
、
動
詞
に
つ
い
て
形
容
詞
的
な
も
の
に
す
る
と
い
う
（6） 

B
語
類
を
変
え
る
は
た
ら
き
を
も
つ
と
い
っ
て

よ
い
。
加
え
て
、
使
役
や
受
身
の
意
味
が
付
け
加
わ
る
、
あ
る
い
は
、
状
態
的
な
意
味
に
変
わ
る
と
い
う
こ
と
で
、
（6） 

A
意
味
の
変
化
も
大
き
い
と
い
っ

て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
接
辞
は
上
記
（6）
の
う
ち
の
、
A
意
味
上
の
作
用
・
B
語
類
へ
の
作
用
・
D
対
立
要
素
の
範
例
・
F
配
置
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現
代
日
本
語
動
詞
活
用
論
（
大
木
）

と
い
う
点
で
派
生
接
辞
の
性
格
を
そ
な
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
は
派
生
接
辞
と
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
は
動
詞
で
あ
れ

ば
か
な
り
規
則
的
に
後
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
C
生
産
性
は
高
い
（
非
限
定
的
で
あ
る
）
と
い
っ
て
よ
い
し
、
ま
た
、
そ
の
接
辞
が
付
加
さ
れ
れ

ば
、
そ
の
接
辞
の
も
つ
意
味
が
規
則
的
に
加
わ
る
こ
と
か
ら
、
E
意
味
の
予
測
可
能
性
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
点
で
、
派
生
接
辞
の
特

徴
を
す
べ
て
み
た
す
わ
け
で
は
な
い
が
、
総
合
的
に
み
て
、
派
生
接
辞
と
考
え
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、﹇
表
10
﹈
に
掲
げ
た
附
属
形
式
の
う
ち
、「
さ
せ
る
・
せ
る
」
と
「
ら
れ
る
・
れ
る
」
は
異
形
態
で
あ
る
。
意
味
は
同
じ
で
あ
る
し
、
こ
の
組

の
う
ち
の
前
者
「
さ
せ
る
・
ら
れ
る
」
は
、「
食
べ
る
・
起
き
る
」
の
類
の
動
詞
に
、
後
者
「
せ
る
・
れ
る
」
は
「
読
む
・
走
る
」
の
類
に
後
接
し
て
相

補
的
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　

（14） 

a　

tabe
-sase

-ru, oki -sase
-ru/ tabe

-rare
-ru, oki -rare

-ru 

　
　
（
食
べ
る
・
起
き
る
類
）

　
　
　

b　

yom
-ase

-ru, hasir
-ase

-ru/ yom
-are

-ru, hasir
-are

-ru 

　
　
（
読
む
・
走
る
類
）

た
だ
し
、「
起
き
る
・
起
き
さ
せ
る
」
をoki -ru
・oki -sase

-ru

と
す
る
に
対
し
て
は
、「
読
ま
せ
る
」
の
動
詞
不
変
化
部
分
はyom

で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
読

ま
せ
る
」
はyom

-ase
-ru

の
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
精
確
に
い
え
ばsase

-ru

とase
-ru

と
が
異
形
態
を
な
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
か
ら
、
先
に
み
た
附
属
語
の
場
合
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
附
属
形
式
に
も
文
語
形
、
あ
る
い
は
方
言
形
と
い
う
べ
き
も
の
が
あ
る
。﹇
表
10
﹈

の
網
掛
の
形
式
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も
用
例
数
は
多
く
な
く）

30
（

、
方
言
形
を
含
め
こ
れ
ら
は
共
通
語
の
通
常
の
形
式
と
は
考
え
ず
、
後
に
全
体
を
整
理
す
る
に

あ
た
っ
て
は
割
愛
す
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、「
た
り
」
の
う
ち
、
附
属
形
式
で
あ
る
も
の
は
、「
学
問
し
た
る
者
」
の
よ
う
な
、
い
わ
ゆ
る
完
了
を
表
す

形
式
で
あ
っ
て
、「
百
済
王
た
る
わ
た
く
し
」
の
よ
う
な
コ
ピ
ュ
ラ
形
式
は
接
続
多
様
性
を
も
つ
語
で
あ
る
（
い
ず
れ
も
文
語
形
）。

　

さ
て
、
以
上
の
考
え
方
に
そ
っ
て
派
生
接
辞
を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る）

31
（

。（　

）
内
は
接
辞
の
概
略
的
な
意
味
で
あ
る
。

　
　

（15） 

a　

 （s

）ase
-ru

（
使
役
）、tagar

-u

（
希
望
）、tim

aw
-u

（
完
了
）、tyaw

-u
（
完
了
）、tek

-u

（
移
動
）、tera

Qsyar
-u

（
尊
敬
）、te

-ru

（
継
続
）、

tok
-u

（
設
置
）、m

as
-u

（
丁
寧
）、yagar

-u

（
卑
属
）、（r

）are
-ru

（
受
身
）、r

-i

（
完
了
）

　
　
　

b　

ta
-i

（
希
望
）、na

-i

（
打
消
）、be

-si

（
義
務
）、

こ
の
う
ち

（15） 

a
は
派
生
接
辞
の
し
た
が
え
る
接
辞
が
動
詞
的
な
も
の
、

（15） 

b
は
形
容
詞
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
派
生
接
辞
は
動
詞
に
つ
い
て
、
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使
役
な
り
希
望
な
り
、
打
消
な
り
の
意
味
を
付
加
し
、
そ
の
後
に
続
く
屈
折
接
辞
の
ホ
ス
ト
に
な
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
拡
張
さ
れ
た
語
幹
を
形
成
す
る

も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、（s

）ase
-ru

はtabe
-sase

と
い
う
拡
張
さ
れ
た
語
幹
（
使
役
派
生
動
詞
語
幹
）
を
形
成
し
、「
食
べ
さ
せ
る
」

tabe
-sase

-ru
と
い
う
使
役
派
生
動
詞
を
つ
く
る
も
の
で
あ
る
。na

-i

はtabe
-na

と
い
う
拡
張
語
幹（
打
消
派
生
形
容
詞
語
幹
）を
形
成
し
、「
食
べ
な
い
」

tabe
-na

-i

と
い
う
打
消
派
生
形
容
詞
を
つ
く
る
も
の
で
あ
る
。
結
局
、
こ
れ
ら
は
拡
張
語
幹
を
形
成
す
る
派
生
接
辞
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
派
生
用
言
を
形
成
す
る
派
生
接
辞
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

5
・
2　

動
詞
に
後
接
す
る
屈
折
接
辞
（
活
用
語
尾
）

　

さ
て
、
動
詞
の
一
部
分
で
あ
る
要
素
を
さ
ら
に
み
る
と
、
次
の

（16）
の
よ
う
な
部
分
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
部
分
の
あ
り
方
の
類
型
は
、
お
よ

そ
3
種
（
〜
4
種
）
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
3
類
を
示
す）

32
（

。
具
体
的
に
は
「
持
つ
」「
起
き
る
」「
す
る
」
で
あ
る
。

　
　
　

（16）　
　
　
　

持
つ
（R

C

） 
 

　
　

起
き
る
（R

V

） 
 

す
る
（IS

）

　
　
　
〈
終
止
〉　　

m
ot

-u  

持
つ 

　
　

oki -ru 

起
き
る 

 
su

-ru 
 

す
る

　
　
　
〈
条
件
〉　　

m
ot

-eba 

持
て
ば 　
　

oki -reba 

起
き
れ
ば 

su
-reba  

す
れ
ば

　
　
　
〈
命
令
〉　　

m
ot

-e  

持
て　

 　
　

oki -ro 

起
き
ろ*  

si -ro/se
-yo 

し
ろ/

せ
よ

　
　
　
〈
成
立
〉　　

m
ot

-i  

持
ち 

　
　

oki -

∅ 
起
き 

 
si -

∅ 
 

し

　
　
　
〈
意
志
〉　　

m
ot

-oo 

持
と
う 　
　

oki -yoo 

起
き
よ
う* 

si -yoo 
 

し
よ
う

こ
れ
ら
の
う
ち
、「
持
つ
」
で
い
え
ば
、mot

-

、「
起
き
る
」
で
い
え
ばoki -
の
部
分
は
動
詞
の
中
核
的
意
味
に
か
か
わ
る
基
幹
的
要
素
で
あ
る
。
ま
た
、「
す

る
」
の
場
合
は
、su
-, si -, se

-

の
よ
う
な
複
数
の
形
が
あ
る
が
、-ru

や

-reba
な
ど
接
辞
の
ホ
ス
ト
で
あ
っ
て
、
中
核
的
意
味
に
か
か
わ
る
基
幹
的
要

素
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
に
続
く
（r

）u, 

（r

）eba, e/ro/yo ,i/

∅, 
（y
）oo

の
部
分
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
1
つ
が
必
ず
選
ば
れ
る
も

の
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
品
詞
転
換
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
語
根
の
外
寄
り
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
屈
折
接
辞
、
す
な
わ
ち
活
用
語
尾
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
活
用
語
尾
に
つ
い
て
は
、
そ
の
代
表
的
な
意
味
に
よ
り
〈　

〉
内
に
名
称
を
与
え
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ら
が
活
用
語
尾
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現
代
日
本
語
動
詞
活
用
論
（
大
木
）

で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
ホ
ス
ト
と
な
るm

ot
-, oki -, su

-/si -/se
-

の
部
分
は
語
幹stem

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、「
持
つ
」
は
語
幹m

ot

に

-u, 
-eba, e

な
ど
の
活
用
語
尾
が
つ
く
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
起
き
る
」
で
あ
れ
ば
、
語
幹oki

に

-ru, 
-reba, 

-ro

な
ど
の
活
用
語
尾
が
つ
く
。
そ

し
て
、「
す
る
」
の
場
合
は
複
数
の
語
幹
を
も
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
持
つ
」
の
終
止

-u

と
「
起
き
る
」「
す
る
」
の

-ru

は
同
機

能
で
相
補
分
布
を
な
す
こ
と
か
ら
異
形
態
で
あ
る
と
い
え
る
。
同
様
に
、-eba/ -reba

、-e/ -ro/ -yo

、-i/ -

∅
、-oo/ -yoo

も
そ
れ
ぞ
れ
異
形
態
で
あ
る
。

な
お
、「
持
て
ば
」「
起
き
れ
ば
」
は
、「
少
な
け
れ
ば
」「
こ
れ
な
ら
ば
」
な
ど
に
も
「
ば
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、m

ot
-e

-ba

（m
ot

-e =
ba

）/oki -re
-ba

（oki -re =
ba

）
の
よ
う
に
「
ば
」
を
切
り
出
す
と
い
う
可
能
性
も
な
く
は
な
い
。
が
、e/re

だ
け
を
形
態
素
と
は
認
め
に
く
い
こ
と
か
ら
、-eba, 

-reba

と
認
め
る
こ
と
に
す
る
（
こ
こ
で
は
、「
少
な
け
れ
ば
」
はsukuna
-kereba

、「
こ
れ
な
ら
ば
」
はkore =

nar
-aba

と
考
え
る
。-

は
接
辞
境
界
（
形
態

素
境
界
）、=

は
接
語
境
界
を
表
す
）。

　

こ
れ
ら
の
6
形
態
の
ほ
か
に
、B

C
C

W
J

助
動
詞
の
な
か
で
は
「
ま
い
」、
同
助
詞
の
な
か
で
は
「
つ
つ
」「
な
」（
禁
止
）
が
1
形
態
素
で
あ
っ
て
、
か

つ
附
属
形
式
、
す
な
わ
ち
動
詞
の
一
部
分
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
も
語
根
の
も
っ
と
も
外
寄
り
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
上
記
の
屈
折
接
辞
の
一
群

と
み
な
し
て
お
く
。
す
る
と
、
活
用
語
尾
と
し
て
次
の

（17）
の
よ
う
に
な
る）

33
（

。

　
　
（
17
）　　
　
　
　
　
　

持
つ
（R

C

） 
 

　

起
き
る
（R

 V

）  

す
る
（I S

）

　
　
　
　
〈
打
消
意
志
〉　

m
ot

-um
ai　

持
つ
ま
い 

　

oki -m
ai/rum

ai  
 

su
-m

ai/rum
ai

 
 

 
 

 
 

　
　
　

起
き
ま
い/

起
き
る
ま
い 

　
　

す
ま
い/

す
る
ま
い

　
　
　
　
〈
同
時
〉　　
　

m
ot

-itutu 

持
ち
つ
つ 

　

oki -tutu　
　

起
き
つ
つ  

si -tutu　
　

し
つ
つ

　
　
　
　
〈
禁
止
〉　　
　

m
ot

-una 

持
つ
な 

 

　

oki -runa　
　

起
き
る
な  

su
-runa　

 

す
る
な

　

さ
ら
に
考
え
る
べ
き
形
式
は
若
干
残
っ
て
い
る
が
、
以
上
か
ら
動
詞
の
種
類
に
つ
い
て
い
え
ば
、
所
属
動
詞
の
多
さ
か
ら
考
え
て
、「
持
つ
」「
起
き
る
」

の
よ
う
な
動
詞
が
基
本
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、「
す
る
」（
さ
ら
に
「
来
る
」）
類
が
少
数
の
不
規
則
な
動
詞
で
あ
る
と
い
え
る
。「
持
つ
」
類
を
子
音
語
幹

動
詞
、「
起
き
る
」
類
を
母
音
語
幹
動
詞
と
呼
び
、
正
格
活
用regular conjugation

の
動
詞
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
す
る
」「
来
る
」
は
変
格
活

用irregular conjugation

の
動
詞
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
す
る
」
の
よ
う
な
変
格
動
詞
はsu

-/si -/se
-

（/ -sa

）
の
よ
う
に
、「
来
る
」
はku

-/ko
-/ki -
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の
よ
う
な
複
数
語
幹
を
も
つ
。
以
上
、「
持
つ
」
類
は
、regular conjugation

か
つ
子
音
動
詞consonant verb

で
あ
る
の
でR

C

、「
起
き
る
」
類
は

regular conjugation

か
つ
母
音
動
詞vow

el verb

で
あ
る
の
でR

V

と
略
称
す
る
。「
す
る
」はirregular conjugation

の
サ
行
動
詞
で
あ
る
の
でIS

、「
来

る
」
は
同
カ
行
動
詞
で
あ
る
の
でIK

と
す
る
。

5
・
3　

問
題
と
な
る
も
の

　

こ
こ
で
、
先
に
保
留
し
て
き
た
い
く
つ
か
の
形
式
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
は
、B

C
C

W
J

助
動
詞
の
う
ち
の
「
ず
」「
た
」、

B
C

C
W

J

助
詞
の
「
て
」
で
あ
る
。

　

こ
の
う
ち
の
、
ま
ず
「
ず
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
﹇
表
8
﹈
に
よ
れ
ば
動
詞
に
も
形
容
詞
に
も
後
接
し
て
、
あ
た
か
も
接
続
多
様
性
を
も
つ
よ
う
に
み
え

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
ず
」
が
動
詞
に
つ
く
場
合
、
た
と
え
ば
、「
な
る
」
で
い
え
ばnar

-azu

の
よ
う
に
な
る
が
、
形
容
詞
に
つ
く
場
合
、「
少

な
い
」
で
い
え
ばsukuna

-karazu

の
よ
う
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、動
詞
に
つ
い
て
い
る
も
の
は

-azu

、形
容
詞
に
つ
い
て
い
る
も
の
は

-karazu

と
な
り
、

同
じ
形
式
と
は
い
い
に
く
い）

34
（

。
そ
う
な
る
と
、動
詞
に
つ
く

-azu

は
接
続
多
様
性
を
も
つ
と
は
い
え
な
く
な
り
、こ
れ
は
附
属
形
式
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
お
、-azu

は
、-az

-u

な
ど
の
よ
う
に
複
数
形
態
素
か
ら
な
り
、
ま
た
、-an

-u

（
n
系
と
呼
ぶ
。-az

-u

は
z
系
）
の
よ
う
な
異
形
態
を
も
っ
て
い
る

と
い
え
る
。
そ
れ
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る）

35
（

。

　
　

（18）　

z
系

　
　
　
　

な
ら
ず　
　

nar
-az

-u 

　
　
　

考
え
ず　
　

kangae
-z

-u

　
　
　
　

な
ら
ざ
る　

nar -az
-aru 

　
　
　

考
え
ざ
る　

kangae
-z

-aru

　
　
　
　

n
系

　
　
　
　

な
ら
ぬ　
　

nar
-an

-u 

　
　
　

考
え
ぬ　
　

kangae
-n

-u*

　
　
　
　

な
ら
ん　
　

nar
-an

-

∅ 

　
　
　

考
え
ん　
　

kangae
-n

-

∅

　
　
　
　

な
ら
ね
ば　

nar
-an

-eba 

　
　
　

考
え
ね
ば　

kangae
-n

-eba*
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現
代
日
本
語
動
詞
活
用
論
（
大
木
）

こ
こ
で
は
、
と
り
あ
え
ず
こ
れ
ら
を
打
消
語
幹
（
打
消
派
生
語
幹
）
を
形
成
す
る
派
生
接
辞
と
し
て
お
く
。

　

次
に
「
た
」
で
あ
る
。
こ
れ
もB

C
C

W
J

助
動
詞
「
た
」
と
し
て
み
れ
ば
、
上
接
語
に
は

（19） 

a
の
よ
う
に
、
動
詞
の
み
な
ら
ず
形
容
詞
、
あ
る
い
は
「
名

詞
＋
だ
」
の
よ
う
な
も
の
も
可
能
で
あ
り
、
接
続
多
様
性
の
点
か
ら
し
て
語
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。
が
、
や
は
り
こ
こ
で
は
そ
の

よ
う
に
は
考
え
な
い
。

　
　

（19） 

a　

書
い
た
、
読
ん
だ
、
食
べ
た
、
高
か
っ
た
、
き
れ
い
だ
っ
た
、
本
だ
っ
た

　
　
　

b　

kai -ta　
　

yon
-da　

　
tabe

-ta　
　

taka
-katta　

　

kirei =
da

-
Qta　

　

hon =
da

-
Qta

　
　
　

c　

kai -te　
　

yon
-de　

　
tabe

-te　
　

taka
-kute

そ
れ
は
、

（19） 

a
を
形
態
素
に
分
割
す
る
と
す
れ
ば
、

（19） 

b
の
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（yon

-da

のda

はta

の
異
形
態
）。「
高
か
っ
たtaka

-ka
Qta

」

や
「
き
れ
い
だ
っ
たkirei =

da
-

Qta

」
にta
は
あ
る
が
、そ
れ
を
切
り
出
し
た
残
り
のka

Q, Q

の
部
分
が
意
味
を
担
う
と
は
い
え
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、

-ka
Qta, 

-
Qta

と
考
え
る
こ
と
に
な
り
、=

ta

（=
da
）
と
い
う
語
を
認
め
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る）

36
（

。
こ
の
こ
と
は
「
て
」
も
同
様
で
あ
り
、
動

詞
に
つ
く
も
の
は

-te

（
そ
の
異
形
態
と
し
て

-de
）、
形
容
詞
に
つ
く
も
の
は

-kute

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
は
、
先
に
み
た

（16） 

（17）
と
と
も
に
、

そ
れ
ら
か
ら
必
ず
1
つ
が
選
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
品
詞
転
換
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
語
根
の
外
寄
り
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
屈
折
接
辞
と
考

え
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
、B

C
C

W
J

で
は
「
た
」
の
活
用
形
と
し
て
、
仮
定
を
表
す

-tara/ -dara

が
あ
る
。
ま
た
、
例
示
を
表
す
副
助
詞
「
た
り
」-tari/ -dari

も
あ
る
。

こ
の
形
も
現
代
日
本
語
と
し
て
は
、
こ
れ
以
上
形
態
素
に
切
り
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
形
容
詞
に
つ
く
場
合
は
、「
忙
し
か
っ

た
ら
」isogasi -ka

Qtara

、「
な
か
っ
た
り
」na

-ka
Qtari

の
よ
う
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
も
接
続
多
様
性
の
認
め
ら
れ
な
い
1
形
態
素
で
、

（16） 

（17）
の

屈
折
接
辞
の
類
や

-ta/ -da

、
あ
る
い
は

-te/ -de

と
同
類
と
考
え
ら
れ
る
。
や
は
り
、
こ
れ
ら
も
屈
折
接
辞
で
あ
ろ
う
。
な
お
、B

C
C

W
J

で
は
「
た
」

の
活
用
形
に
は
、-taroo

（-daroo

）
の
形
が
あ
る
が
、
例
数
が
少
な
い
（
コ
ア
12
例
）
こ
と
か
ら
周
辺
の
形
と
し
て
扱
っ
て
お
く
。

　

ま
た
、B
C

C
W

J

助
詞
「
つ
」（「
持
ち
つ
、
持
た
れ
つ
」）
も
12
例
と
少
数
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
位
置
づ
け
と
し
て
は
屈
折
接
辞
と
い
う
こ
と
に
な
り
は

す
る
が
、
周
辺
形
式
と
し
て
扱
っ
て
お
く
。
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一
方
、
語
幹
の
側
を
み
て
お
く
と
、「
持
つ
」
と
同
様
の
屈
折
接
辞
を
も
つ
「
付
く
」「
読
む
」
な
ど
（R

C

類
）
は
、m

ot
-, tuk

-, yom
-

の
よ
う
な
通

常
語
幹
と
と
も
に
、m

o
Q
-

（
語
幹
末
子
音t, r,w

）, tui -

（
同k, g

）, yo
N
-

（
同n, b, m

）
の
よ
う
な
音
便
語
幹
を
も
ち）

37
（

、
こ
れ
ら
の

-ta/ -da

等
、
す
な

わ
ち
、
屈
折
接
辞
（i）ta/da

〈
完
了
〉、
（i）te/de

〈
継
起
〉、
（i）tara/dara

〈
仮
定
〉、 

（i）tari/dari

〈
例
示
〉
を
と
も
な
う
場
合
は
、
音
便
語
幹
に
と
も
な
う

こ
と
に
な
る）

38
（

。

　
　

（20）　
〈
完
了
〉　　

m
o

Q
-ta　

 

持
っ
た 

oki -ta　

    

起
き
た 
si -ta　
　
　

 

し
た

　
　
　
　
〈
継
起
〉　　

m
o

Q
-te　

 

持
っ
て 

oki -te　

    

起
き
て 

si -te　
　
　

 

し
て

　

以
上
、
こ
こ
ま
で
示
し
て
き
た
現
代
日
本
語
動
詞
の
活
用
語
尾
を
整
理
す
る
と
、
次
の

（21）
の
よ
う
に
な
る
。 

（  

）
お
よ
び /

は
異
形
態
を
示
す
。R

C

類
で
は
【
A
】
が
基
本
語
幹
に
、【
B
】
が
音
便
語
幹
に
つ
く
。

　
　
（
21
）　
〈
終
止
〉 

-

（r

）u

、〈
条
件
〉-
（r

）eba

、〈
命
令
〉-e/ -ro/ -yo

、〈
成
立
〉-i/ -

∅
、〈
意
志
〉-

（y

）oo

　
　
　
　
　
〈
打
消
意
志
〉 

-

（r

）um
ai

、〈
同
時
〉-
（i

）tutu

、〈
禁
止
〉-

（r

）una　
【
A
】

　
　
　
　
　
〈
完
了
〉 

-

（i

）ta/ -da

、〈
継
起
〉-
（i
）te/ -de

、〈
仮
定
〉-

（i

）tara/ -dara

、〈
例
示
〉-

（i

）tari -/ -dari　
【
B
】

6　

現
代
日
本
語
動
詞
の
活
用
と
動
詞
の
諸
形
態

　

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
現
代
日
本
語
動
詞
は
語
幹
に
右

（21）
の
よ
う
な
活
用
語
尾
を
し
た
が
え
る
形
態
を
も
つ
。
ま
た
、
語
幹
の
後
に
次
の

（22）
の

よ
う
な
派
生
接
辞
を
し
た
が
え
、
語
幹
と
と
も
に
派
生
語
幹
と
な
り
、
派
生
用
言
を
形
成
す
る
（
こ
の
う
ち
、

（22） 

a 

b
は

（15）
の
再
掲
）。

（22） 

a
は
動
詞
的

派
生
語
幹
、

（22） 

b
は
形
容
詞
的
派
生
語
幹
、

（22） 

c
は
特
殊
な
派
生
語
幹
と
な
る
。

　
　

（22） 

a　

 （s

）ase
-ru

（
使
役
）、tagar

-u

（
希
望
）、tim

aw
-u

（
完
了
）、tyaw

-u
（
完
了
）、tek

-u

（
移
動
）、tera

Qsyar
-u

（
尊
敬
）、te

-ru

（
継
続
）、

tok
-u

（
設
置
）、m

as
-u

（
丁
寧
）、yagar

-u

（
卑
属
）、（r

）are
-ru

（
受
身
）、r

-i

（
完
了
）

　
　
　

b　

ta
-i

（
希
望
）、na

-i

（
打
消
）、be

-si

（
義
務
）
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現
代
日
本
語
動
詞
活
用
論
（
大
木
）

　
　
　

c　
（a

）z -u/ （a

）n -u

（
打
消）

39
（

）

　

以
上
を
表
の
形
で
整
理
す
る
と
、
次
の
﹇
表
11
﹈
の
よ
う
に
な
る
。
派
生
語
幹
の
部
分
に
は
代
表
的
な
も
の
を
掲
げ
、
派
生
語
幹
と
そ
れ
に
と
も
な
う

屈
折
接
辞
の
う
ち
〈
終
止
〉
を
つ
け
て
示
す
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
表
中
網
掛
部
分
は
、
別
語
幹
に
つ
く
た
め
そ
の
箇
所
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
表
す
。

7　

こ
こ
で
の
議
論
の
位
置

　

こ
こ
ま
で
、
現
代
日
本
語
動
詞
の
活
用
体
系
、
お
よ
び
動
詞
形
態
の
概
略
に
つ
い
て
、
そ
の
認
め
方
の
手
続
き
を
検
討
し
な
が
ら
、
個
々
の
形
式
を
具

体
的
に
整
理
し
た
。
実
は
、
形
態
的
な
整
理
の
手
続
き
を
一
定
程
度
示
し
な
が
ら
、
現
代
日
本
語
の
動
詞
形
態
を
記
述
し
た
議
論
に
は
、
先
に
も
ふ
れ
た

よ
う
に
ハ
イ
コ
・
ナ
ロ
ク
、
江
畑
冬
生
の
議
論
が
あ
っ
た）
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。
そ
れ
ら
の
議
論
に
お
け
る
動
詞
形
態
記
述
の
帰
結
を
﹇
表
12
﹈（
ナ
ロ
ク
）・﹇
表
13
﹈（
江
畑
）

に
ま
と
め
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
﹇
表
12
﹈﹇
表
13
﹈
に
お
け
る
活
用
（
屈
折
接
辞
）
の
部
分
を
こ
こ
で
の
議
論
と
対
照
し
た
も
の
が
、
次
の
﹇
表
14
﹈
に

な
る
。

　

こ
の
﹇
表
14
﹈
に
よ
れ
ば
、
ハ
イ
コ
・
ナ
ロ
ク
の
記
述
結
果
に
は
、
こ
こ
で
の
〈
成
立
〉-i/ -

∅

、〈
打
消
意
志
〉-

（r

）um
ai

、〈
同
時
〉-

（i

）tutu

、〈
禁

止
〉-

（r

）una

が
活
用
形
と
は
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、
こ
こ
で
派
生
接
辞
と
認
め
た

-

（a

）zu

が
活
用
形
と
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
場
合
、

こ
こ
で
の
議
論
と
同
様
な
扱
い
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
江
畑
冬
生
の
議
論
は
、〈
同
時
〉-

（i

）tutu

が
活
用
形
と
認
め
ら
れ
て
い
な
い

点
や
、-

（a

）zu

、-naide

を
活
用
形
と
認
め
て
い
る
点
を
の
ぞ
け
ば
、
こ
こ
で
の
議
論
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
こ
で
の
議
論
と
ナ

ロ
ク
、
江
畑
と
が
異
な
る
点
は
、
一
定
程
度
の
検
討
が
必
要
で
、
議
論
の
わ
か
れ
る
可
能
性
が
皆
無
と
は
い
え
な
い
箇
所
と
い
う
こ
と
も
で
き
る）
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。
こ
の

よ
う
に
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
3
議
論
の
活
用
に
つ
い
て
の
帰
結
は
―
―
検
討
の
手
続
き
に
お
い
て
若
干
の
異
な
り
が
あ
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
え
る
も
の

の
―
―
ほ
ぼ
妥
当
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
の
議
論
の
最
初
に
、
寺
村
秀
夫
が
活
用
の
整
理
に
つ
い
て
示
唆
す
る
と
こ
ろ
に
ふ
れ
た
が
、
そ
れ
は
、「
現
代
の
日
本
語
の
活
用

の
さ
ま
を
虚
心
に
見
て
そ
れ
を
形
の
上
で
整
理
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
に
は
大
き
な
差
が
な
い
は
ず
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
3
議
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　（屈折接辞） 派生語幹（派生接辞）

同
時

禁
止

完
了

継
起

仮
定

例
示

継
続
動
詞
語
幹

設
置
動
詞
語
幹

丁
寧
動
詞
語
幹

卑
属
動
詞
語
幹

受
身
動
詞
語
幹

希
望
形
容
詞
語
幹

打
消
形
容
詞
語
幹

打
消
特
殊
語
幹

itutu una imas-u iyagar-u are-ru ita-i ana-i az-u/an-u

itutu una ita ite itara itari ite-ru tok-u imas-u iyagar-u are-ru ita-i ana-i az-u/an-u

ta te tara tari te-ru tok-u

da de dara dari de-ru dok-u

tutu runa ta te tara tari te-ru tok-u mas-u yagar-u rare-ru ta-i na-i z-u/n-u

runa

rare-ru na-i z-u/n-u

tutu ta te tara tari te-ru tok-u mas-u yagar-u ta-i

runa

tutu ta te tara tari te-ru tok-u mas-u yagar-u ta-i na-i

z-u/n-u

re-ru

表 13　江畑冬生の動詞活用体系

語幹 動詞を派生 動詞以外を派生 屈折接辞

kak-

mi-

-（s）ase
-（r）are
-（r）e

—

主節 /連体節 : -（r）u, -ta

主節 : -e/-ro, -（r）una, -（y）oo, -（u）mai

主節 /連用節 : -te, -naide

連用節 : -∅, -zu, -tara, -tari, -（r）eba

-na, -ta, -yasu, -niku -i（形容詞と同様）

-soo -da（形容動詞と同様）

-∅,-tsutsu, -nagara, -kata, -te —
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現
代
日
本
語
動
詞
活
用
論
（
大
木
）

表 11　現代日本語動詞活用体系・動詞形態

活用種類 語幹種 行・段 語例 語幹

活用語尾

終
止

条
件

命
令

成
立

意
志

打
消
意
志

動詞

正格
活用

子音
語幹 RC

通常語幹
サ以外 持つ mot- u eba e i1 oo umai

サ 話す hanas- u eba e i1 oo umai

音便語幹

カ・ガ 付く tui-

タ・ラ・ワ 行う okonaQ-

ナ・バ・マ 読む yoN-

母音
語幹 RV

エ段 考える kangae-

ru reba ro/
yo ∅ yoo mai/

rumaiイ段 起きる oki-

変格
活用

カ変 IK

基本語幹

来る

ku- ru reba rumai

未然語幹 ko- i2 yoo

成立語幹 ki- ∅ rumai

サ変 IS

基本語幹

する

su- ru reba rumai

第二語幹 si- ro ∅ yoo mai

未然語幹 se- yo

態語幹 sa-

表 12　ハイコ・ナロクの動詞活用体系・動詞形態表

1.　活用語尾
･（r）u（非過去）、･（r）eba（条件）、･（y）oo（意志・推量）、･e, ･ro, ･yo（命令）、
･（a）zu（否定）
・Te（接続）、・Ta（過去）、・Tara/・Taraba（条件）、・Tari（例示）

2.　活用語幹を形成する派生接辞
 2a　動詞語幹を派生するもの

 2a.1　語幹に接続するもの
.（r）are･ru（受身・可能等）、.（r）e･ru（可能）、.（s）sase･ru（使役）、.（s）as･u（使役）
.（a）n･u（否定）

 2a.2　語基に接続するもの
.mas･u（丁寧）、.yagar･u（軽蔑）、.u･ru/.e･ru（可能）、.kaner･u（不可能）

 2b　形容詞語幹を派生するもの
.（a）na･i（否定）、.ta･i（願望）
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論
の
帰
結
か
ら
考
え
る
に
、
寺
村
の
い
う
「
虚
心
に
見
て
そ
れ
を
形
の
上
で
整
理

す
る
」
と
は
、
い
わ
ば
こ
の
3
議
論
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
結
果

と
し
て
、「
結
果
に
は
大
き
な
差
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
も
の
な
の
で
は

な
い
か
。
つ
ま
り
、
現
代
日
本
語
動
詞
の
活
用
記
述
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ

る
と
は
い
え
、
こ
こ
で
示
し
た
あ
た
り
が
、
形
の
上
で
「
虚
心
に
」
み
た
記
述
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
同
時
に
、
動
詞
形
態
の
整
理
と
い
う
点
か
ら
み
た
と
き
、
こ
こ
で
示
し
た
派

生
接
辞
の
主
な
も
の
が
、
派
生
用
言
の
語
幹
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
も
、
お
お
む
ね
共
通
す
る
と
こ
ろ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
だ
、
基
本
的
な
と
こ
ろ
は
同
様
と
は
い
っ
て
も
、
周
辺
部
分
に
な
る
と
記
述
の

方
針
に
よ
っ
て
差
が
出
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
の
議
論
の
よ
う
に
、
コ
ー
パ
ス
を
使
っ
て
一
定
程
度
の
量
を
も
っ
て
実
現
し
て
い
る
形
式
は
と

り
あ
げ
て
い
く
と
い
う
方
針
を
と
れ
ば
、
派
生
接
辞
を
比
較
的
多
く
認
め
る
こ
と
に
な
る
し
、
一
方
、
内
省
な
ど
で
非
規
範
的
な
形
式
は
、
ま
ず
は
と
り

あ
げ
る
の
を
控
え
る
と
い
う
立
場
を
と
る
と
す
れ
ば
、
認
め
ら
れ
る
派
生
接
辞
は
い
き
お
い
少
な
く
な
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
ナ
ロ
ク
・
江
畑
の
掲

げ
る
派
生
接
辞
を
こ
こ
で
の
も
の
と
比
べ
た
﹇
表
15
﹈
を
み
れ
ば
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
ナ
ロ
ク
はte

-ru

の
よ
う
な
話
し
こ
と
ば
で
頻
用
さ
れ
る
よ
う
な

縮
約
形
を
「
話
し
こ
と
ば
に
お
い
て
統
語
的
構
成
体
か
ら
接
尾
辞
に
移
行
し
つ
つ
あ
り
、
生
産
的
に
多
く
の
動
詞
に
後
接
す
る
ア
ス
ペ
ク
ト
形
式
」
と
し

て
掲
げ
て
は
い
る
も
の
の
、tek

-u, tok
-u

の
よ
う
な
一
般
に
積
極
的
に
ア
ス
ペ
ク
ト
形
式
と
は
し
な
い
よ
う
な
も
の
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

こ
れ
ら
はte

-ru

に
準
ず
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
で
、﹇
表
15
﹈
で
は
そ
の
よ
う
な
扱
い
の
も
の
と
考
え
た
が
、
そ
れ
を
含
め
な
け
れ
ば
、
か
な
り
の
も

の
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
内
省
に
よ
る
江
畑
の
議
論
も
、
や
は
り
そ
う
い
う
も
の
は
、
ま
ず
は
認
め
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
点
は
、
こ
こ
で
の
議
論

と
大
き
く
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
、
も
と
よ
り
こ
れ
は
、
現
代
日
本
語
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
ど
こ
ま
で
含
め
て
記
述
す
る
か

と
い
う
と
こ
ろ
に
か
か
わ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
諸
形
式
の
形
態
論
的
な
ス
テ
イ
タ
ス
の
認
め
方
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

表 14　ナロク・江畑の活用体系との対照

ナロク 江畑
-（r）u〈終止〉 ○ ○
-（r）eba〈条件〉 ○ ○
-e/-ro/-yo〈命令〉 ○ ●
-i/-∅〈成立〉 － ○
-（y）oo〈意志〉 ○ ○
-（r）umai〈打消意志〉 － ○
-（i）tutu〈同時〉 － 派生
-（r）una〈禁止〉 － ○
-（i）ta/-da〈完了〉 ○ ○
-（i）te/-de〈継起〉 ○ ○
-（i）tara/-dara〈仮定〉 ○ ○
-（i）tari-/-dari〈例示〉 ○ ○

　派生 -（a）zu -zu

　－　 － -naide

●…-yoなし
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に
は
、
留
意
し
て
お
く
べ
き

で
あ
ろ
う
。そ
う
い
う
点
で
、

こ
こ
で
の
議
論
は
、
現
代
日

本
語
の
書
き
こ
と
ば
口
語
体

の
記
述
、
そ
れ
もB

C
C

W
J

を
資
料
に
し
た
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
が
前
提
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

8　

お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
、
記
述
の

方
針
・
具
体
的
手
続
き
を
示

し
な
が
ら
、現
代
日
本
語
の
動
詞
活
用
を
中
心
と
し
た
動
詞
形
態
を
記
述
し
て
き
た
が
、こ
れ
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
動
詞
に
か
ぎ
っ
た
議
論
な
の
で
あ
っ

て
、
形
態
分
析
が
必
要
な
の
は
形
容
詞
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
し
、
ま
た
、
こ
こ
で
屈
折
接
辞
を
し
た
が
え
る
派
生
接
辞
を
扱
っ
た
が
、
そ

れ
ら
も
含
め
て
、
動
詞
以
外
の
形
式
の
形
態
記
述
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
を
精
緻
に
す
す
め
た
と
こ
ろ
で
、
あ
ら
た
め
て
動
詞
形
態
を

精
査
し
直
す
必
要
が
出
て
く
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
検
討
に
ゆ
だ
ね
る
ほ
か
は
な
い
。

表 15　ナロク・江畑の派生接辞記述との対照

ナロク 江畑

動詞系

（s）ase-ru（使役） ○ ○

tagar-u（希望） － －

timaw-u（完了） □ －

tyaw-u（完了） □ －

tek-u（移動） －* －

teraqsyar-u（尊敬） －* －

te-ru（継続） □ －

tok-u（設置） －* －

mas-u（丁寧） ○ －

yagar-u（卑属） ○ －

（r）are-ru（受身） ○ ○

 r-i（完了） － －

－ .（s）as-u（使役） －

－ .（r）e-ru（可能） ○

－ .u-ru/.e-ru（可能） －

－ .kaner-u（不可能） －

形容詞系

ta-i（希望） ○ ○

na-i（打消） ○ ○

be-si（義務） － －

－ － -yasu-i

－ － -niku-i

その他

（a）z-u/
（a）n-u（打消） △  活用

－ － -soo-da

－ － -nagara

－ － -kata

－ － -te

　□…接尾辞に移行しつつある
　*…言及はないが、□に準ずる
　△… zは活用、nは○
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注

（
1
）　

寺
村
秀
夫
『
日
本
語
の
シ
ン
タ
ク
ス
と
意
味
Ⅱ
』
く
ろ
し
お
出
版
一
九
八
四
41
頁
。

（
2
）　

寺
村
秀
夫
注
1
。
前
掲
書
、
第
4
章
。

（
3
）　

も
っ
と
も
、教
育
上
で
古
典
文
法
導
入
の
た
め
の
前
段
階
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
意
味
は
あ
る
。
な
お
、本
論
に
お
け
る
手
続
き
に
し
た
が
っ
て
古
代
語
動
詞
の
分
析
を
す
す
め
る
と
、

お
お
む
ね
学
校
文
法
的
な
体
系
が
導
き
出
さ
れ
る
。
大
木
一
夫
「
古
代
日
本
語
動
詞
の
活
用
体
系
―
古
代
日
本
語
動
詞
形
態
論
・
試
論
―
」『
東
北
大
学
文
学
研
究
科
研
究
年
報
』

59
二
〇
一
〇 

。

（
4
）　

た
と
え
ば
、
奥
村
三
雄
は
お
お
む
ね
学
校
文
法
流
の
枠
組
を
示
す
が
、
終
止
形
と
同
形
で
あ
る
連
体
形
を
排
し
、
ま
た
、「
起
キ
レ
バ
」
の
う
ち
の
「
バ
」
は
他
と
も
結
び
つ
く
共

通
要
素
で
あ
る
が
、
残
り
の
「
起
キ
レ
」
は
「
バ
」
と
し
か
結
び
つ
か
な
い
の
で
「
起
キ
レ
バ
」
で
一
語
と
み
な
し
、
仮
定
形
と
す
る
と
い
う
よ
う
な
処
置
を
お
こ
な
う
。
ま
た
、

語
幹
も
切
り
出
し
て
お
ら
ず
、
結
果
、
寺
村
（ii） 

（iii）
の
批
判
が
か
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
同
時
に
形
態
の
網
羅
性
も
保
た
れ
て
い
る
。
奥
村
三
雄
「
方
言
の
動
詞
―
活
用
体
系

の
面
を
中
心
に
―
」
鈴
木
一
彦
・
林
巨
樹
編
『
研
究
資
料
日
本
文
法
2 

用
言
編
（
一
）
動
詞
』
明
治
書
院
一
九
八
四
。

（
5
）　

こ
の
﹇
表
1
﹈
は
、『
現
代
語
法
新
説
』
の
も
の
。
三
上
章
は
『
現
代
語
法
序
説
』『
文
法
小
論
集
』
な
ど
で
も
動
詞
活
用
に
言
及
す
る
が
、
枠
組
は
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、

益
岡
隆
志
「
動
詞
の
活
用
を
め
ぐ
っ
て
」『
日
本
語
文
法
の
諸
相
』
く
ろ
し
お
出
版
二
〇
〇
〇
も
参
照
。
三
上
章
『
現
代
語
法
新
説
』
刀
江
書
院
一
九
五
五
（
く
ろ
し
お
出
版
復
刊

一
九
七
二
）、
三
上
章
『
現
代
語
法
序
説　

シ
ン
タ
ク
ス
の
試
み
』
刀
江
書
院
一
九
五
三
（
く
ろ
し
お
出
版
復
刊
一
九
七
二
）、
三
上
章
『
文
法
小
論
集
』
く
ろ
し
お
出
版

一
九
七
〇
。

（
6
）　

三
上
章
注
5
前
掲
書
『
現
代
語
法
序
説　

シ
ン
タ
ク
ス
の
試
み
』

156
頁
。

（
7
）　

阪
倉
篤
義
「
日
本
語
の
活
用
―
動
詞
の
活
用
を
中
心
に
―
」
岩
淵
悦
太
郎
他
編
『
現
代
国
語
学
Ⅱ 

こ
と
ば
の
体
系
』
筑
摩
書
房
一
九
五
七
。

（
8
）　

芳
賀
綏
『
日
本
文
法
教
室
』
東
京
堂
一
九
六
二
な
ど
。

（
9
）　

松
下
大
三
郎
『
標
準
日
本
口
語
法
』
中
文
館
書
店
一
九
三
〇
、
第
四
章
第
十
二
節
。。

（
10
）　

三
上
章
注
5
前
掲
書
『
現
代
語
法
序
説　

シ
ン
タ
ク
ス
の
試
み
』

159
頁
。

（
11
）　

渡
辺
実
『
国
語
構
文
論
』
塙
書
房
一
九
七
一
、
第
九
節
。

（
12
）　

高
橋
太
郎
『
動
詞
九
章
』
ひ
つ
じ
書
房
二
〇
〇
三
、
第
2
章
。
他
に
、
鈴
木
重
幸
「
動
詞
の
活
用
形
・
活
用
表
を
め
ぐ
っ
て
」
言
語
学
研
究
会
編
『
こ
と
ば
の
科
学
2
』
む
ぎ
書
房

一
九
八
九
、
鈴
木
重
幸
『
形
態
論
・
序
説
』
む
ぎ
書
房
一
九
九
六
や
奥
田
靖
雄
の
議
論
な
ど
も
あ
る
。
仁
田
義
雄
は
こ
の
枠
組
に
近
い
立
場
を
と
る
。
仁
田
義
雄
「
語
と
語
形
と
活

用
形
」
三
原
健
一
・
仁
田
義
雄
編
『
活
用
論
の
前
線
』
く
ろ
し
お
出
版
二
〇
一
二
。

（
13
）　

寺
村
秀
夫
注
1
前
掲
書
42
頁
、
44
〜
45
頁
。

（
14
）　

ハ
イ
コ
・
ナ
ロ
ク
「
日
本
語
動
詞
の
活
用
体
系
」『
日
本
語
科
学
』
4
一
九
九
八
、
江
畑
冬
生
「
統
語
法
か
ら
見
た
日
本
語
動
詞
の
活
用
体
系
」『
人
文
科
学
研
究
』

133
二
〇
一
三
。

な
お
、
金
田
一
春
彦
に
よ
る
動
詞
語
形
変
化
の
記
述
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
記
述
と
し
て
は
、
か
な
り
注
目
す
べ
き
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
帰
結
に
い
た

る
ま
で
の
手
続
き
は
示
し
て
い
な
い
。
市
河
三
喜
・
服
部
四
郎
編
『
世
界
言
語
概
説 

下
』
研
究
社
一
九
五
五
の
「
日
本
語
」
の
「
Ⅲ
．
文
法
」
に
お
け
る
「
5. 

動
詞
」。
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現
代
日
本
語
動
詞
活
用
論
（
大
木
）

（
15
）　

野
田
尚
史
「
動
詞
の
活
用
論
か
ら
述
語
の
構
造
論
へ
―
日
本
語
を
例
と
し
た
拡
大
活
用
論
の
提
案
―
」
三
原
健
一
・
仁
田
義
雄
編
『
活
用
論
の
前
線
』
く
ろ
し
お
出
版
二
〇
一
二
な
ど
。

（
16
）　

こ
の
考
え
方
は
、
次
の
議
論
も
同
様
。
大
木
一
夫
注
3
前
掲
論
文
。
ま
た
、
大
木
一
夫
「
中
世
後
期
日
本
語
動
詞
形
態
小
見
」
青
木
博
史
・
小
柳
智
一
・
吉
田
永
弘
編
『
日
本
語
文

法
史
研
究
4
』
ひ
つ
じ
書
房
二
〇
一
八
。

（
17
）　

大
木
一
夫
注
3
前
掲
論
文
。
文
法
概
念
を
い
た
ず
ら
に
拡
張
す
る
こ
と
の
問
題
は
、
大
木
一
夫
『
文
論
序
説
』
ひ
つ
じ
書
房
二
〇
一
七
の
X
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
18
）　

こ
こ
で
の
定
義
は
、
基
本
的
に
、
田
中
春
美
他
編
『
現
代
言
語
学
辞
典
』
成
美
堂
一
九
八
八
に
よ
る
。

（
19
）　

L
・
J
・
ウ
ェ
イ
リ
ー
『
言
語
類
型
論
入
門 

言
語
の
普
遍
性
と
多
様
性
』（
大
堀
寿
夫
他
訳
）
岩
波
書
店
二
〇
〇
六
。
ハ
イ
コ
・
ナ
ロ
ク
注
14
前
掲
論
文
も
ほ
ぼ
同
様
の
基
準
を
掲

げ
て
お
り
、
あ
る
程
度
一
般
的
と
考
え
ら
れ
る
。

（
20
）　

服
部
四
郎
「
附
属
語
と
附
属
形
式
」『
言
語
研
究
』
15
一
九
五
〇
（
服
部
四
郎
『
言
語
学
の
方
法
』
岩
波
書
店
一
九
六
〇
所
収
）。

（
21
）　

宮
岡
伯
人
『「
語
」
と
は
何
か 
エ
ス
キ
モ
ー
語
か
ら
日
本
語
を
み
る
』
三
省
堂
二
〇
〇
二
。
倚
辞
・
接
語
を
認
め
る
傾
向
は
近
年
は
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
名
称
は
別
に
し
て
も
、

ハ
イ
コ
・
ナ
ロ
ク
注
14
前
掲
論
文
も
、
そ
の
よ
う
な
語
を
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
非
自
立
的
な
形
態
素
の
認
定
に
つ
い
て
は
、
江
畑
冬
生
「
形
態
素
タ
イ
プ
の
認
定
―
日
本
語
動
詞

に
お
け
る
屈
折
を
例
に
―
」『
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
ピ
ア
協
会
研
究
年
報
』
28
二
〇
一
四
も
参
照
。

（
22
）　

国
立
国
語
研
究
所
『
現
代
日
本
語
書
き
言
葉
均
衡
コ
ー
パ
ス
』https://pj.ninjal.ac.jp/corpus_center/bccw

j/

（
中
納
言2.4

、
デ
ー
タ
バ
ー
ジ
ョ
ン1.1, 2018

）。B
C

C
W

J

は
原
則

と
し
て
コ
ア
デ
ー
タ
を
用
い
る
（
動
詞136,192
例
に
も
と
づ
く
）。
非
コ
ア
デ
ー
タ
を
用
い
る
場
合
は
、
例
文
を
目
視
で
確
認
し
、
非
コ
ア
デ
ー
タ
利
用
の
旨
を
注
記
す
る
。

（
23
）　

他
に
、「
に
」
の
場
合
を
考
え
れ
ば
、「
食
う
に
困
る
」「
生
き
る
に
は
欠
か
せ
な
い
」
の
よ
う
な
動
詞
後
接
の
も
の
が
あ
る
と
同
時
に
「
砂
の
奥
底
深
く
に
吸
い
込
ま
れ
」
の
よ
う

な
形
容
詞
後
接
の
も
の
、「
私
に
任
せ
て
く
だ
さ
い
」「
毎
週
土
曜
日
に
」
の
よ
う
な
名
詞
後
接
の
も
の
が
あ
り
、
や
は
り
、
服
部
原
則
Ⅰ
を
み
た
す
附
属
語
で
あ
る
。

（
24
）　

B
C

C
W

J

の
動
詞
後
接
の
「
だ
」
は
「
だ
ろ
う
、
で
あ
ろ
う
、
な
ら
、
じ
ゃ
な
い
」
の
よ
う
な
も
の
、「
で
す
」
は
「
〜
で
し
ょ
う
」
の
形
で
あ
る
。
こ
れ
を
、「（
本
）
だ
」「（
本
）

で
す
」
等
と
同
じ
語
と
認
め
る
か
と
い
う
点
で
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、「
問
題
だ
ろ
う
」「
問
題
な
ら
」
や
、
（9） 

b
な
ど
の
よ
う
な
形
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
い
ず
れ
に
し

て
も
動
詞
の
一
部
分
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

（
25
）　

こ
の
〈
助
動
詞
〉
は
、
学
校
文
法
やB

C
C

W
J

の
「
助
動
詞
」
と
は
概
念
が
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
同
名
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
で
問
題
で
あ
る
と
も
い
え
る
が
、
そ
の
一
方
で
、

比
較
的
常
識
的
な
命
名
で
あ
り
、大
木
一
夫
注
3
前
掲
論
文
等
で
も
こ
の
よ
う
な
名
称
で
呼
ん
だ
こ
と
も
あ
る
こ
と
か
ら
、こ
こ
で
も
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
お
く
。〈
助
詞
〉
も
同
様
。

（
26
）　
﹇
表
9
﹈
の
●
は
、
非
コ
ア
デ
ー
タ
の
例
で
あ
る
。「
ど
ん
な
に
早
く
た
っ
て
夜
七
時
半
く
ら
い
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、」
の
よ
う
な
例
。

142
例
あ
る
。

（
27
）　

見
出
し
は
「
け
れ
ど
」
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
「
け
ど
」
も
含
ん
で
い
る
。「
け
れ
ど
」「
け
ど
」
の
い
ず
れ
で
も
語
で
あ
る
。

（
28
）　
「
な
が
ら
」
の
並
行
的
な
事
態
を
表
す
用
法
を
別
に
す
る
と
、
そ
れ
は
動
詞
の
み
に
接
続
す
る
こ
と
に
な
り
、
附
属
形
式
と
し
て
扱
う
こ
と
に
な
る
。
江
畑
冬
生
は
派
生
接
辞
の
扱

い
で
あ
る
。
江
畑
冬
生
注
14
前
掲
論
文
。

（
29
）　

こ
こ
で
の
形
態
素
の
示
し
方
は
便
宜
的
な
も
の
で
あ
る
。
精
確
な
分
析
は
後
述
。

（
30
）　

他
に
例
数
が
比
較
的
少
な
い
も
の
に
は
、「
ち
ま
う
」「
や
が
る
」
の
よ
う
な
卑
属
的
な
も
の
、「
て
く
、
と
く
」
の
よ
う
な
話
し
こ
と
ば
で
は
普
通
に
み
ら
れ
る
が
、
書
き
こ
と
ば

で
の
使
用
が
回
避
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
文
体
的
に
低
い
形
式
が
あ
る
。

（
31
）　

（15） 

a
のtera

Qsyar
-u

のQ

は
、
促
音
を
表
す
。
以
下
、
同
じ
。

（
32
）　

（16）
中
の*

は
、
非
コ
ア
デ
ー
タ
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、oki -ro

の
形
が
実
際
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
、
非
コ
ア
デ
ー
タ
に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
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の
類
の
動
詞
全
体
で
は
、
コ
ア
デ
ー
タ
内
に

-ro

を
も
つ
も
の
が
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
以
下
、
同
様
。

（
33
）　

（17）
は
「
す
る
な
」
以
外
は
、
非
コ
ア
デ
ー
タ
に
も
と
づ
く
。

（
34
）　

あ
る
い
は
、
形
容
詞
の
場
合
に
み
ら
れ
る

-kar

を
派
生
接
辞
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
み
か
た
を
と
る
場
合
、-kar

は
、
打
消
特
殊
接
辞
接
続
の
た
め
の
特
殊

派
生
接
辞
と
考
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
接
辞
の
機
能
は
は
っ
き
り
せ
ず
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず
は
避
け
て
お
く
。-kar

を
切
り
出
す
と
す
る
と
、
文
語
的
で
は
あ
る
が
「
べ

し
」
にbe

-kar
-a

-zu

に
も
み
ら
れ
る
こ
と
に
は
な
る
の
で
あ
る
が
。
ハ
イ
コ
・
ナ
ロ
ク
注
14
前
掲
論
文
参
照
。

（
35
）　

（18）
の*

は
非
コ
ア
デ
ー
タ
に
よ
る
。
な
お
、BC

C
W

J

に
は
「
国
益
は
考
え
に
ゃ
い
け
ま
せ
ん
。」
の
「
に
ゃ
」
を
「
ず
」
の
活
用
形
と
認
め
て
い
る
が
、こ
こ
で
は
「
考
え
な
け
れ
ば
」

の
変
種
と
考
え
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
形
は
非
コ
ア
デ
ー
タ
に
5
例
あ
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、「
ず
」
の
一
端
だ
と
し
て
も
、
周
辺
的
な
も
の
で
あ
る
。

（
36
）　

-ka
Qta, -

Qta

を

-ta

の
異
形
態
と
す
る
と
い
う
考
え
方
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
場
合
、
形
が
か
な
り
異
な
る
こ
と
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（
37
）　
「
行
く
」
は
語
幹
末
子
音
が
k
で
あ
る
が
、Q

末
の
音
便
語
幹
に
な
る
。

（
38
）　

子
音
語
幹
動
詞
の
う
ち
、「
話
す
」
な
ど
の
語
幹
末
が
サ
行
に
な
る
も
の
は
、音
便
語
幹
を
も
た
な
い
。-ta

等
は
次
の
よ
う
な
異
形
態
に
な
る
。hanas

-ita

〈
完
了
〉、hanas

-ite

〈
継

起
〉、hanas

-itara

〈
仮
定
〉、hanas

-itari

〈
例
示
〉。

（
39
）　
（a

）z -u

は
、-u

の
他
に

-aru

の
屈
折
接
辞
を
、（a

）n -u

は
、-u

の
他
に

-

∅

の
屈
折
接
辞
を
と
も
な
う
も
の
と
考
え
る
。

（
40
）　

ハ
イ
コ
・
ナ
ロ
ク
、
江
畑
冬
生
注
14
前
掲
論
文
。

（
41
）　

江
畑
冬
生
は
、「
否
定
の
関
わ
る
4
つ
の
形
態
素
（-zu, 
-naide, 

-

（r

）una, 
-

（u

）mai

）
が
先
行
研
究
の
活
用
表
か
ら
欠
落
す
る
傾
向
に
あ
る
」
と
し
て
、B

. B
lock

、
寺
村
秀
夫
、

益
岡
隆
志
・
田
窪
行
則
、
ハ
イ
コ
・
ナ
ロ
ク
、
角
田
三
枝
の
議
論
を
一
覧
表
に
し
て
示
し
て
い
る
。
江
畑
冬
生
注
14
前
掲
論
文
。B

lock, B
. “Studies in colloquial Japanese I 

Inflection. ” Journal of the A
m

erican oriental society. 66
-2

一
九
四
六
、
寺
村
秀
夫
注
1
前
掲
書
、
益
岡
隆
志
・
田
窪
行
則
『
基
礎
日
本
語
文
法 

改
訂
版
』
く
ろ
し
お
出
版

一
九
九
二
、
ハ
イ
コ
・
ナ
ロ
ク
注
14
前
掲
論
文
。
角
田
三
枝
「
日
本
語
の
動
詞
の
活
用
表
」『
立
正
大
学
国
語
国
文
』
45
二
〇
〇
七
。

東
北
大
学
文
学
研
究
科
研
究
年
報　

第
69
号
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An Analysis of Verb Inflection in Modern Japanese

Ooki Kazuo

　　Teramura Hideo, one of the scholars who led the debate on Japanese grammar in the late 20th 
century, famously said, “Even if we were to distance ourselves from the prescriptive notions of 
Classical Japanese grammar and analyze Modern Japanese verb inflection based on a purely open-

minded structural analysis, the results of our analysis would be largely similar to what we already 
have.”　The results of the various analyses of Modern Japanese verb inflection by contemporary 
scholars, however, yield substantial differences that cannot be simply overlooked.　Thus, what was 
the true intention of Teramura’s statement?
　　In this paper, with respect to Teramura’s statement, I provide a novel analysis of Modern 
Japanese （the written vernacular） verb morphology and an inflectional paradigm thereof, while 
clarifying each step of my analysis.　The results of my analysis, in the words of Teramura, could 
largely be said to represent an “open-minded” description of Modern Japanese verb inflection.
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