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一

EE一
、
助
動
詞
の
終
止
形

打、消

ま
し
じ

平
安
初
頭
の
伊
勢
物
語
の
助
動
詞
の
研
究
に
当
っ
て
、
前
代
の
万
葉
集
と
次
代

の
源
氏
物
語
の
助
動
詞
と
を
比
較
し
た
の
が
前
に
掲
げ
た
表
で
あ
る
。
三
時
代
を

比
較
し
て
み
る
と
、
そ
の
変
動
が
面
白
く
う
か
が
え
る
が
、
そ
の
詳
細
は
他
日
に

譲
る
こ
と
と
し
て
、
こ
L
で
は
前
表
に
基
い
て
そ
の
推
移
を
辿
っ
て
み
よ
う
。

先
ず
「
受
身
」
に
つ
い
て
み
る
と
、
「
ゆ
」
「
ら
ゆ
」
は
専
ら
奈
良
時
代
に
用
い

ら
れ
、
平
安
時
代
に
は
こ
れ
に
代
っ
て
「
る
」
「
ら
る
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
勿
論
奈
良
時
代
に
も
「
る
」
「
ら
る
」
が
用
い
ら
れ
た
例
は
あ
る
白
で

あ
る
け
れ
ど
、
そ
の
数
は
僅
か
で
、
万
葉
集
に
は
見
当
ら
な
い
。
叉
平
安
時
代
に

も
「
ゆ
」
「
ら
ゆ
」
が
用
い
ら
れ
な
く
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
動
詞
化
し
て
し

ま
っ
て
い
る
。
「
る
」
「
ら
る
」
は
源
氏
物
詩
で
は
各
活
用
形
が
大
体
そ
ろ
っ
て
い

る
が
、
伊
勢
物
語
で
は
共
に
連
用
形
の
み
で
あ
る
o

こ
れ
は
そ
の
発
生
の
途
上
に

あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
、
或
は
伊
勢
が
源
氏
に
比
べ
て
量
が
少
い
た
め
た
ま

／
＼
他
の
活
用
形
が
現
わ
れ
て
い
な
い
の
か
分
ら
な
い
が
、
ほ
ぼ
同
時
代
と
考
え

匪
匪
陵
際
民

F
F
E
F
I’t
T
f
J

一（ 16 ）ー

ら
れ
る
竹
取
物
語
を
み
て
も
、
「
る
」
の
未
然
・
連
体
、
「
ら
る
」
の
連
用
が
見
ら

れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

「
可
能
」
に
お
け
る
「
ゆ
」
「
ら
ゆ
」
と
「
る
」
「
ら
る
」
と
の
関
係
は
「
受
身
」

の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
可
能
の
助
動
詞
に
は
別
に
「
ペ
し
」
「
ベ
か
り
」

が
あ
る
が
J

こ
れ
は
万
葉
・
伊
勢
・
源
氏
共
に
見
受
け
ら
れ
る
o

「
自
発
」
に
お
け
る
「
ゆ
」
「
ら
ゆ
」
「
る
」
「
ら
る
」
も
ほ
ぼ
受
身
の
場
合
と

同
様
で
あ
る
が
、
竹
取
物
誌
に
は
「
る
」
「
ら
る
」
も
見
当
ら
、
ず
、
土
佐
日
記
に

は
「
る
」
の
己
然
形
が
見
出
さ
れ
る
。

「
般
垣
間
」
は
万
葉
時
代
で
は
サ
行
四
段
の
「
す
」
が
用
い
ら
れ
、
平
安
時
代
に

は
「
る
」
「
ら
る
」
と
「
す
」
「
さ
す
」
「
し
む
」
と
が
こ
れ
に
代
る
こ
と
に
な
る

が
、
伊
勢
物
語
で
は
「
ら
る
」
の
連
用
形
二
例
、
「
す
」
の
連
用
形
一
例
が
見
ら

れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
竹
取
物
語
に
は
比
較
的
多
く
、
「
る
」
の
連
用
・
連
体
、
「
ら

る
」
の
運
用
・
終
止
・
己
然
、
「
す
」
の
未
然
・
運
用
・
終
止
、
「
さ
す
」
の
連
用
・



連
休
な
ど
可
成
り
多
用
さ
れ
て
い
る
o

伊
勢
物
語
で
は
こ
の
よ
う
に
敬
語
の
助
動

詞
の
使
用
が
少
い
の
で
、
注
意
し
て
よ
く
調
べ
て
み
る
と
、
補
助
動
詞
「
た
ま
ふ
」

が
六
十
二
例
の
他
「
お
は
し
ま
す
」
「
ま
つ
る
」
等
の
語
の
あ
る
こ
と
が
発
見
さ

れ
た
。
伊
勢
物
語
で
は
こ
の
よ
う
な
詰
を
多
く
用
い
た
た
め
に
敬
語
の
助
動
詞
を

必
要
と
し
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
或
は
叉
伊
勢
物
語
時
代
に
は
、
前
代

の
「
す
」
は
す
た
れ
、
次
代
の
「
る
」
以
下
の
助
動
詞
は
ま
だ
十
分
発
達
し
て
い

な
か
っ
た
た
め
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
「
し
む
」
は
源
氏
物
詩
に
お
い
て
も
連
用

形
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

「
使
役
」
で
は
万
葉
集
に
は
「
し
む
」
が
用
い
ら
れ
、
源
氏
物
語
で
は
「
す
」

「
さ
す
」
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
o

（
尤
も
前
記
敬
語
の
「
し
む
」
は
使
役

だ
と
見
る
説
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
0

）
伊
勢
物
語
で
も
「
す
」
「
さ
す
」
は
可
成
り

の
用
例
が
見
う
け
ら
れ
る
。
な
お
平
安
時
代
で
は
「
し
む
」
は
男
子
用
語
で
、
女

子
は
専
ら
「
ず
」
「
さ
す
」
を
用
い
た
た
め
、
「
し
む
」
の
用
例
が
少
い
の
だ
と
言

わ
れ
て
い
る
。

「
過
去
」
の
助
動
詞
に
は
「
き
」
「
け
り
」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
万
葉
・
伊
勢
・

源
氏
共
に
見
ら
れ
て
、
問
題
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
未
然
形
「
せ
」
「
け

ら
」
は
上
代
に
の
み
あ
っ
て
、
平
安
時
代
に
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
。
な
る
ほ
ど
表
で
は
「
け
ら
」
は
万
葉
だ
け
で
あ
る
が
、
「
ぜ
」
は
伊
勢
に

も
源
氏
に
も
出
て
く
る
。
し
か
し
伊
勢
の
一
例
、
源
氏
の
二
例
は
共
に
和
歌
で
あ

っ
て
、
平
安
時
代
に
は
和
歌
に
の
み
見
ら
れ
る
特
殊
現
象
と
の
こ
と
で
あ
る
。
な

お
「
き
」
「
け
り
」
に
つ
い
て
は
多
少
調
査
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
け
れ
ど
も
、

ま
だ
不
十
分
な
の
で
他
日
を
期
し
た
い
。

「
未
来
」
の
助
動
詞
に
は
「
む
」
「
ま
し
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
准
量
の
項
で

ふ
れ
る
こ
と
に
す
る
o

「
完
了
」
の
助
動
詞
「
つ
」
「
ぬ
」
「
た
り
」
「
り
」
は
万
葉
・
伊
勢
・
源
氏
共

に
見
ら
れ
、
問
題
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
「
つ
」
の
命
令
形
は
万
葉
と
伊
勢
の

み
で
、
「
ぬ
」
の
命
令
形
は
源
氏
だ
け
に
見
ら
れ
る
。

「
動
作
の
継
続
」
を
あ
ら
わ
す
助
動
詞
に
「
ふ
」
が
あ
る
由
で
あ
る
が
、
こ
れ

は
上
代
に
あ
る
だ
け
で
、
伊
勢
物
語
に
も
源
氏
物
語
に
も
見
当
ら
な
い
。

「
推
量
」
の
助
動
詞
に
は
「
ら
む
」
「
め
り
」
「
ら
し
」
「
ま
し
」
「
む
」
「
け
む
」

「
ベ
し
」
「
ぺ
か
り
」
が
あ
る
が
、
先
ず
問
題
に
な
る
の
は
「
め
り
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
万
奨
集
に
は
見
当
ら
な
い
。
山
町
博
士
は
奈
良
朝
文
法
史
で
、
奈
良
時
代

に
あ
る
と
一
言
わ
れ
る
僅
か
な
用
例
は
す
べ
て
疑
わ
し
い
も
の
の
み
で
あ
る
と
言
っ

て
居
ら
れ
る
o

伊
勢
物
語
で
は
そ
の
確
実
な
用
例
が
見
ら
れ
る
。
次
に
「
ま
」
の

未
然
形
「
ま
せ
」
は
、
主
と
し
て
上
代
に
存
在
し
た
も
の
で
、
そ
れ
以
後
で
は
歌
に

の
み
見
ら
れ
る
由
で
あ
る
が
、
伊
勢
の
一
例
も
歌
で
あ
る
。
こ
れ
も
過
波
期
を
示

す
一
例
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
。
「
ベ
し
」
の
己
然
形
は
源
氏
の
み
に
見
ら
れ
る

が
、
「
こ
そ
」
の
結
び
は
万
葉
時
代
に
は
巳
然
形
で
な
く
連
休
形
で
結
ん
で
い
た
の

で
、
そ
の
せ
い
で
万
葉
に
は
見
当
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
伊
勢
物
語
に
も
見
当

ら
な
い
。

「
希
望
」
の
助
動
詞
は
普
通
「
た
し
」
「
た
か
り
」
「
ま
ほ

L
」
「
ま
ほ
し
か
り
」

と
さ
れ
て
い
る
が
、
発
生
は
何
れ
も
比
較
的
新
ら
し
い
ら
し
く
、
伊
勢
物
語
に
は

一
例
も
足
当
ら
な
い
。
万
葉
に
は
「
た
し
」
の
連
休
形
が
見
当
る
の
み
で
、
「
た

か
り
」
は
源
氏
物
語
に
も
そ
の
用
例
が
な
い
。
た
立
し
松
田
陪
聴
氏
の
国
文
法
入
門

に
よ
れ
ば
、
方
環
時
代
に
は
希
望
の
助
動
詞
「
こ
そ
」
が
あ
っ
て
、
伊
勢
に
も
そ

の
命
令
形
「
こ
そ
」
の
変
形
「
こ
せ
」
が
一
例
あ
る
と
い
っ
て
居
ら
れ
る
o

伊
勢

物
語
で
は
「
ま
ほ
し
」
が
「
ま
く
ほ
し
き
」
の
形
で
二
一
例
見
出
さ
れ
る
の
み
で
あ

る
o

こ
の
よ
う
に
伊
勢
物
詩
に
は
希
望
の
助
動
詞
は
な
い
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ

る
が
、
で
は
希
望
を
一
示
す
の
に
は
ど
ん
な
詔
を
も
っ
て
し
た
か
を
調
査
し
て
み
る

と
、
助
詞
の
「
な
む
」
「
が
な
」
「
な
：
：
：
そ
」
や
助
動
詞
「
む
」
叉
は
命
令
形
の

形
で
設
へ
の
気
持
を
表
現
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
が
分
っ
た
。

「
比
況
」
の
助
動
詞
「
ご
と
し
」
は
、
万
葉
集
伊
勢
物
語
に
は
見
ら
れ
る
が
、
源
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氏
物
語
に
は
見
当
ら
ず
、
た
立
一
車
問
幹
の
「
ご
と
」
が
し
き
り
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

「
指
定
」
・
「
な
り
」
は
コ
一
者
共
に
見
ら
れ
る
が
、
万
葉
で
は
体
言
に
っ
ぽ
く
も
の

の
み
で
、
用
一
一
－
一
一
一
の
連
体
形
に
つ
く
の
は
見
当
ら
な
い
。
伊
勢
で
は
連
体
形
に
っ
ぽ

く
も
の
七
倒
、
体
言
に
続
く
の
は
数
多
い
。
「
た
り
」
は
三
者
共
に
見
当
ら
ず
、
奈

良
時
代
は
皆
無
で
、
平
安
時
代
で
も
稀
に
し
か
用
い
ら
れ
て
い
な
い
由
で
あ
る
。

「
詠
嘆
」
は
「
な
り
」
と
「
け
り
」
と
で
あ
る
が
、
「
な
り
」
は
最
近
「
伝
聞
」
と
さ
れ
て

き
て
い
る
が
、
ま
だ
論
議
の
的
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
表
に
見
ら
れ
る
処
で

は
特
に
述
べ
る
こ
と
も
な
い
が
、
「
な
り
」
の
連
用
形
は
伊
勢
の
み
に
見
ら
れ
る
。

「
打
消
」
の
「
ず
」
寸
さ
り
」
「
じ
」
共
に
殆
ん
ど
揃
っ
た
形
を
示
し
て
い
る
。

「
ず
」
を
「
て
」
で
う
け
る
「
、
ず
て
」
の
形
は
、
平
安
時
代
に
は
約
ま
っ
て
「
で
」

と
な
っ
た
が
、
伊
勢
物
語
に
も
三
十
一
日
間
見
ら
れ
る
。
文
章
の
簡
潔
な
伊
勢
物
語

，
の
文
章
を
よ
り
簡
潔
に
す
る
に
役
立
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
叉
伊
勢
物
語
は
短

歌
を
中
心
に
し
た
歌
物
語
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
語
調
を
整
え
る
の
に
よ
り
多
く
用

い
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。
「
ず
」
は
ザ
行
と
ナ
行
と
に
ま
た
が
る
ゆ
え
、
そ
の

語
源
に
つ
い
て
は
い
ろ
f
＼
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
山
田
博
士
が
平
安
朝
文
法
史

で
「
連
用
形
の
形
と
し
て
前
期
に
は
『
に
』
と
い
ふ
形
あ
り
し
が
、
こ
の
期
に
は

そ
の
活
勢
を
失
い
て
僅
か
に
『
え
に
』
と
い
ふ
語
に
そ
の
面
影
を
止
む
る
の
み
」

と
言
わ
れ
る
そ
の
「
え
に
」
が
、
伊
勢
物
語
に
一
例
見
出
さ
れ
る
。
「
じ
」
の
己
然

形
は
源
氏
物
語
の
み
で
あ
る
。
「
ま
じ
」
は
万
葉
時
代
に
は
「
ま
し
じ
」
で
終
止

形
連
体
形
が
存
し
た
が
、
平
安
時
代
に
な
る
と
「
ま
じ
」
に
代
っ
た
。
伊
勢
物
語

で
は
連
用
形
「
ま
じ
う
」
「
ま
じ
か
り
」
が
各
一
例
見
出
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。

以
上
表
に
基
い
て
万
葉
・
伊
勢
・
源
氏
の
助
動
詞
を
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

伊
勢
物
語
の
助
動
詞
は
、
前
代
の
万
葉
時
代
の
名
残
を
と
ぽ
め
る
も
の
が
あ
る
か

と
思
う
と
、
次
代
の
源
氏
時
代
の
先
駆
を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
見
ら
れ
て

や
は
り
両
時
代
の
中
間
的
、
過
渡
的
様
相
を
呈
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

（
第
三
回
卒
業
生
）

一

卒

業

論

文

題

目

一

一
第
一
回
生
（
昭
和
二
十
八
年
三
月
卒
業
）

一

一

瀬

幸

子

－

万

葉

女

性

歌

の

形

成

様

相

と

そ

の

展

開

一

一
石
松
幹
子
萩
原
朔
太
郎
「
月
に
吠
え
る
」
及
び
「
青
猫
」
の
詩
語
～

一

に

あ

ら

わ

れ

た

音

律

美

一

一
市
原
三
津
子
宇
治
十
帖
に
関
す
る
試
論
「
浮
舟
論
」

一
上
回
み
そ
ら
万
葉
濁
音
に
関
す
る
一
宏
祭

一

戸

根

か

っ

江

更

級

日

記

に

つ

い

て

一

一
脇
山
ミ
キ
子
栄
華
物
語
に
現
れ
た
平
安
朝
貴
族
の
宗
教
生
活
に
対
す
一

一

る

一

考

察

一

岩

野

幸

子

高

村

光

太

郎

論

「

智

恵

子

抄

」

の

詩

と

詩

法

一

第
ニ
回
生
（
昭
和
二
十
九
年
コ
一
月
卒
業
）

一
井
上
恵
美
（
池
袋
）
建
礼
門
院
右
京
大
夫
の
研
究

奥
村
美
津
代
澱
石
と
鴎
外
ー
そ
の
青
年
論
に
つ
い
て

一
手
島
ゆ
り
子
（
尾
崎
）
宇
津
保
物
語
の
研
究
l
特
に
家
族
婚
姻
関
係
に
つ
い
て
l

－

一

鎌

田

和

子

n
芥
川
竜
之
介
H

「
羅
生
門
」
「
戯
作
三
味
」
に
表
わ
れ
一

一

た

歴

史

小

説

家

と

し

て

の

作

風

－

一

田

中

信

子

夏

目

激

石

論

1
草
枕
を
中
心
と
し
て
1

第
一
一
一
回
生
（
昭
和
三
十
年
一
コ
月
卒
業
）

一

橋

恵

美

子

田

山

花

袋

論

（

私

小

説

を

問

題

と

し

て

）

－

－
村
映
子
宇
治
の
大
君
と
中
君
の
性
格
に
つ
い
て

悦

教

子

芭

蕉

暁

年

の

人

佐

観

－

田

克

伊

勢

物

語

の

助

動

詞

研

究

序

説

一

一

賀

玲

子

万

葉

集

の

助

詞

に

対

す

る

一

考

察

一

一

日

向

信

子

私

小

説

と

志

賀

直

哉

一

々
美
佐
子
島
崎
藤
村
論
｜
家
を
中
心
と
し
て

l

カ
エ
子
平
安
朝
文
学
に
あ
ら
わ
れ
た
る
婚
姻
形
態

i
特
に
落
窪
一

一

物

語

に

つ

い

て

｜

一

豊

子

露

伴

文

学

の

旅

一

－
郁
子
宮
本
育
合
子
の
文
学
（
道
標
）
を
中
心
と
し
て

孝
子
様
口
一
一
築
論
ー
そ
の
日
記
資
斜
を
め
ぐ
っ
て

l

玲
子
西
鶴
と
近
松
の
謂
究
｜
共
通
素
材
を
基
礎
と
し
て

i

一

一

和

子

西

行

論

i
山

家

集

を

中

主

に

し

て

｜

一

一

ト

シ

啄

木

短

歌

の

コ

一

行

形

成

に

つ

い

て

一

一

美

恵

子

夏

目

激

石

論

三

部

作

i
「
三
四
郎
」
「
そ
れ
か
ら
」

「門」
l
を
中
、
む
と
し
て
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