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如

巾

《

研
究
ノ

ー

ト
》

中
国
語
時
態
接
尾
辞
d
e

に

つ

い

て

金

丸

邦

三

一

中
国

語
の

完
了
鰻
は
ふ

つ

う
動
詞
接
尾
辞
｢

了
+

や

｢

過
+

な

ど
に

よ

っ

て

表
わ

さ

れ

る
｡

と
こ

ろ

が
､

｢

彼
は
い

つ

北
京
に

着
い

た

の

か
+

と

い

う
間
に

対

す
る

答
と

し

て
､

｢

彼
ほ

昨
日

北
京
に

着
い

た

の

だ
+

と
い

う
時

､

中
国
語
で

は
､

●

他
咋
天

到
的
北
京

｡

と

言
い

､

ま

た
､

｢

君
は

何
を

書
い

た

の

か
+

と
い

う

問
に

対

し
て

､

｢

ぼ

く
は

詩
を

書
い

た
の

だ
+

と

答
え
る

時
､

中
国
語
で

は
､

●

我
写

的
詩

｡

の

如
く

言
っ

て
､

い

ず
れ

も

｢

了
+

を

用
い

な
い

の

が

普
通
で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
な

時
､

な

ぜ

｢

了
+

を

用
い

な
い

で

｢

的
=

計
+

を

使
う
の

か

と

い

う
こ

と
に

つ

い

て

は
､

ほ

ぼ

次
の

よ

う
な

説
明
が
な

さ

れ

る

だ

ろ

う
｡

即
ち

､

こ

れ

ら
の

｢

的
+

は

過
去
の

事
実
に

つ

い

て

述
べ

る

も

の

で

は

あ

る

が
､

表
現
の

重

点
は

動
作
そ

の

も
の

に

は

な

く
､

動

作
･

事

態

が

到

達
･

実
現
さ

れ

た
こ

と
､

な
い

し

は

現
存
し
て

い

る

こ

と

を

承
認
し

た

上

で
､

そ

れ

に

附
随
し

た

事
柄
に

つ

い

て

述
べ

る

も

の

で

あ

る
｡

こ

の

点
､

動
作

･

事
態
の

完
了

､

な
い

し

は

新
事
態
の

開
始
に

重

点
を

置
く

｢

了
+

と

は

異
る

の

で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

は
､

同
一

句
中
で

｢

的
･

了
+

を

は
っ

●

き

り

使
い

わ

け
て

い

る

｢

傭
看
友
艮
今
天

啓
他
上

的
白
班

､

現
在
又

接
着

●

上

了
夜

班
+

(

『

千

万

不

要
忘

記
』

)

の

如
き

例
に

よ
っ

て

白
か

ら

明

白
で

あ

ろ

う
｡

で

は
､

こ

の

種
の

｢

的
+

は
､

歴
史
的
に

見
た

場
合

､

如
何
に

し
て

こ

の

よ

う
な

機
能
を

持
つ

よ

う
に

な
っ

た
の

で

あ
ろ

う
か

｡

ま

た
､

こ

の

よ

う
な

｢

的
+

に

語
法
上

ど
の

よ

う
な

地

位
を

与
え
る
ぺ

き

で

あ

ろ

う
か

｡

〓

い

ま

現

代
中
国
語
に

於
け
る

｢

的
+

の

用
法
を

見
る

に
､

派
生

的
な

特

殊
な

も
の

を

除
い

て
､

ほ

ぼ

次
の

七

顆
に

ま

と

め

る
こ

と

が

で

き
よ

う
｡

㈲

状
語
に

接
尾
す
る

慢
慢
児
的
走

肘

定
語
に

接
尾
す
る

我
的
書

自
的
紙

異
音
的
人

的

名
物
化
す
る

我

的

白
的

買
書
的

榔

句
末
に

置
い

て

語
気
を

示
す

他
不

会
害
傭
的

脚

動
詞
に

接
尾
し

､

既
に

起
こ

っ

た

動
作
を

承
認
し

た

上
で

､

そ

れ

に

附
随
す
る

事
柄
を

説
明
す
る

7 βう
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他
咋
天
到
的
北
京

廟
写

的
甚
磨
?

㈹

動
詞
に

接
尾
し

､

動

作
の

行
わ

れ
た

場
所

･

到
達
点
を

示

す

主
席
団
坐

的
台
上

抱
的
郡
児

㈲

動
詞
に

接
尾
し

､

補
語
を

導
く

突
的
眼
都
紅
了

こ

れ

ら

｢

的
+

の

来
源
を

近

世
中
国
語
に

求
め
る

と
､

㈱
は

地
､

糊
付

仙
は

底
､

㈲
㈹
㈲
は

得
､

こ

の

三

つ

を

得
る

こ

と

が

で

き

る
｡

こ

の

う
ち

､

本
稿
で

考
察
の

対

象
と

す
る
の

は

主
と

し
て

何
の

｢

的
+

で

あ

る

が
､

い

ま

こ

れ

を

改
め

て

｢

計
+

と

記
す
こ

と

に

す
る

｡

(

但

し
､

引

用

例
に

つ

い

て

は

そ
の

ま

ま

に

す

る
｡

)

さ

て
､

こ

の

d
O

の

来
汝
に

つ

い

て

は

従
来
あ
ま

り

考
察
さ

れ
て

い

な

い

が
､

｢

底
+

と

す
る

の

が
一

般
の

よ

う
で

あ

る
｡

太

田

辰
夫
氏
は

､

『

中

国
語
歴
史
文
法
』

に

於
て

､

計

の

来
汝
は

必

ず
し

も

明
か

で

は

な
い

が

と

断
り
つ

つ

も
､

｢

こ

れ

は

『

地
』

の

系

統
を

び

く

も
の

で

あ

る

は

ず
は

な
い

か

ら
､

『

底
』

か

『

得
』

の

ど

ち
ら

か

と
い

う
こ

と

に

な

る
｡

助

動

詞
の

『

得
』

が

完
了
を

あ
ら

わ

す
も
の

は

元

明
に

も

あ
る

｡

し

か

し
､

以

上
の

例
か

ら
み

て
､

こ

れ

が

『

得
』

か

ら

出
た

と

す
る

こ

と

は

無
理

で

あ

る

よ

う
で

､

『

是
』

が

多
く

用
い

ら

れ

る

と
こ

ろ
か

ら
み

て
､

同

動
詞

句

の

『

是
…

…

的
』

の

形
式
を

と

る

も
の

の

変
型
と
み

る
ぺ

き

で
､

し

た

が

っ

て
､

『

的
』

は

『

底
』

の

系
統
に

属
す
と
い

う
べ

き

で

あ

ろ

う
｡

+

と
､

計

の

来
汲
を

｢

底
+

で

あ

る

と

推
定
さ

れ

て

い

る
｡

そ
こ

で

挙

げ

ら

れ

て

い

る

例
は

次
の

五
つ

で

あ

る
｡

m

廟
害
的
甚
磨
病
?

(
『

張

天

師
』

2
)

仏

書
童
小

奴
才

､

穿
的
誰
的
衣
服
?

(

『

金

瓶
梅
』

3 5
)

伽

既
是
這

等
起
的
病

､

偏
如
今
只
不

要
気

､

慢
慢
的
将
養

｡

(

『

菟
家

債

が

主
』

2
)

7

仙

傭
足
部
嘉
討
来
的
薬
?

(

『

金
』

5 0
)

何

個
家
大
娘
子

､

也
是
我

説
胡
媒

｡

(

『

金
』

3
)

こ

れ

ら
の

｢

的
+

=

計

が

｢

得
+

か

ら

出
た

と

す
る
こ

と
は

無
理

で

あ

る

よ

う
だ

と

太
田

氏
は

述
べ

ら

れ

て

い

る

が
､

そ
の

根
拠
に

つ

い

て

は

何
ら

説
明
さ

れ

て

い

な
い

｡

た

だ
､

こ

の

種
の

文
に

は

｢

是
+

が

多
く

用

い

ら

れ
て

い

る

こ

と

か

ら
､

同
動
詞
句
｢

是
…

…

的
+

の

形
式
の

変
型
と

み

る
べ

き

だ

と
さ

れ

て

い

る
｡

し

か

し
､

こ

れ
に

つ

い

て

は

な

お

検
討
す

べ

き

問
題
が

あ
る

よ

う
に

思
わ

れ

る
｡

三

ま

ず
m

惚

に

於
て

は
､

｢

是
+

を

補
う
と

普
通
の

同
動
詞

句
に

な

る

と

太
田

氏
は

言
わ

れ

る
｡

つ

ま

り
､

こ

れ

を

蓑
が

え

せ

ば
､

こ

の

種
の

文
で

は

｢

是
+

が

省
略
さ

れ

て

い

る

の

だ

と

い

う
こ

と
に

な

る
｡

こ

の

よ

う
に

(

1
)

説
く
学
者
は

他
に

も

少
な

く

な
い

が
､

果
し

て

妥
当
で

あ

ろ

う
か

｡

｢

是
+

を

補
う
こ

と

に

よ

り
､

構
造
と

意
味
に

変
化
が

あ

る
こ

と
は

い

ま

敢
て

問

わ

な
い

に

し

て

も
､

で

は
こ

れ

と

同
じ

構
造
の

次
の

如
き

例
は

､

一

体
ど

の

よ

う
に

説
明
し

た

ら
よ

い

の

で

あ

ろ

う
か

｡

●

ア
､

傭

是
指
的
甚
磨
?

(

『

千

万

不

要

忘
記
』

)

●

イ
､

傭
這
是
面

的
甚
磨
冴
?

(

『

一

家
人
』

)

●

ウ
､

廟
這
是
説
的
甚
靡
話
?

(
『

掃
蛾
奔

月
』

)

●

エ

､

兵
是
過
的
甚
暦
日

子
!

(

『

少

年
遊
』

)

こ

れ

ら
の

｢

的
=
n

訂
+

は

そ
の

前
後
と

固
く

結
び
つ

い

て

い

て
､

も

は

也

ゼ
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如

め

や

｢

是
+

を

補
う
こ

と

は
で

き

な
い

し
､

か

と

言
っ

て
､

後
程
検
討
す
る

愉

仙

風

例
の

よ

う
な

修
飾
連
語
的
な

も
の

と

も

ち
が

う
｡

と

す
れ

ば
､

山

惚
の

如
き

も
こ

れ

ら

諸
例
と

同
様

､

｢

的
+

の

後
の

｢

是
+

が

省
か

れ

た

も

の

と

す
る
の

は

妥
当
で

な
か

ろ

う
｡

ま

た
､

か

り
に

｢

是
+

が

省
略
さ

れ

た

も

の

と

す
る

な

ら

ば
､

山

廿

の

｢

害
的
+

｢

穿
的
+

は

対

質
に

属
す

る

も

の

と
い

う
こ

と

に

な

り
､

そ

れ

が

な

ぜ

初
め

に

述
べ

た

よ

う
な

計

の

機
能
を

持
つ

の

か

説
明
が

困

難
に

な

る

で

あ

ろ

う
｡

か

く
て

､

仙

胤

の

如
き

を

同

動
詞
句
の

省
略
形
と

見
る

の

は

妥
当
で

は

な

く
､

従
っ

て
､

そ

の

｢

的
+

の

来
汝
を

｢

底
+

と

す
る

の

は

正

し
い

と

は

言
え

ま
い

｡

次
に

矧

仙

㈲

を

検
討
す
る

こ

と

に

し

よ

う
｡

こ

の

う
ち
胤

は

｢

是
+

の

主
語
が

見
え

な
い

が
､

文
脈
か

ら

想
定
し

得
る

｢

傾
+

を

補
っ

て

考
え

る

こ

と

に

す
る

｡

こ

れ

ら
の

例
は

主
語
と

述
語
を

等
号
で

結
べ

な
い

の

で
､

普
通
の

同

動
詞
句
と

は

認
め

軽
い

｡

(

｢

我

是
来

看

傾
的
+

の

如

き
は

､

当

面

議

論
の

対

象
と

は

な

ら

な
い

｡

)

そ
こ

で

太
田

氏
は

こ

れ

を

｢

同
動
詞

句
の

非
論
理

的
表
現
+

と
さ

れ

て

い

る
｡

そ

し

て
､

矧

拙
か

ら

｢

的
+

と

そ

の

前
後
だ

け

を

切

取
っ

て

み

る

と
､

｢

這
等
起
的
病
+

｢

討
来
的
薬
+

は

(

2
)

修
飾
連
語
の

名
詞

的
な

も
の

と

な
る

と

指
摘
さ

れ

て

い

る
｡

こ

れ

ら

の

｢

的
+

の

来
汝
が

何
で

あ
る

か

は

特
に

明
言
さ

れ

て

い

な
い

が
､

名
詞
を

修
飾
し

て

い

る

以

上

当
然
｢

底
+

と

さ

れ

る

の

で

あ

ろ

う
｡

と

す
れ

ば
､

こ

れ

ら

の

例
を

｢

同
動
詞
句
の

非
論
理

的
表
現
+

と

見
る
こ

と
に

は

す
ぐ

さ

ま

賛
成
し

か

ね

る
｡

な
ぜ

な

ら
､

こ

れ

ら
の

｢

的
+

は
､

先
に

分

類
し

た

｢

底
+

系
の

仙

顆
に

属
し
て

定
諸
に

接
尾
す
る

｢

的
+

と

は

本
来
別
の

も

の

と

考
え

ら

れ

る

か

ら
で

あ

る
｡

そ

れ

は
､

例

え

ば
､

｢

這
是
誰
買
的

●

書
?
+

に

対

す
る

答
と
■し
て

の

｢

我
買
的
書
+

と
､

｢

傭

買

約

甚

磨
?
+

に

対

す
る

答
と

し

て

の

｢

我

買
的
書
+

と
を

比

較
し

て

み

れ

ば

白
か

ら

明

瞭
で

あ

ろ

う
｡

同
じ

く

｢

我
買
的
書
+

で

も
､

こ

の

二

つ

の

中
の

｢

的
+

は

全
く

別
個
の

も
の

な
の

で

あ
る

｡

｢

起
的
病
+

｢

討
来
的
薬
+

｢

説
的
媒
+

な

ど
は

､

実
は

む

し

ろ

支
配
連
語
と

言
う
べ

き

で

あ

る

が
､

形
式
上
の

類

似
か

ら

名
詞
的
修

飾
語
と

混
同
さ
れ

て
､

主
語
と
の

間
に

｢

是
+

を

挿
ん

で

非
論
理

的
な

同
動
詞
句
を

構
成
す
る

よ

う
に

な
っ

た

も
の

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

種
の

混
同
は

､

或
は

も
っ

と
一

般
的
な

健
棒
を

も
つ

も
の

と

考
え

ら
れ

る
｡

い

ま

敢
て

大
胆
な

想
定
を

試
み

る

な

ら

ば
､

等
し

く

｢

動
詞
＋

的
十

名
詞
+

の

型
を

と
っ

て

い

て

も
､

こ

れ

を

歴
史
的
に

見
れ

ば
､

臭
っ

た
二

つ

の

系
統
の

も
の

が

混
同
-
統
合
さ

れ

た

も

の

で

は

な

い

か
｡

即

●

●

●

●

●

●

ち
､

例
え

ば
､

｢

煎
(

薬
)

的
人
+

の

如
き

も
の

と
､

｢

煎
的
薬
+

の

如
き

｢

的
+

を

取
り

去
る

と

支
配

構
造
を

な

す
も

の

と

は
､

現
代
語
で

は

等
し

く

名
詞
的
修
飾
連
語
と

見
な

さ

れ
る

が
､

本
来
は

別
個
の

も
の

だ
っ

た
の

で

は

な
い

か
｡

前
者
の

｢

的
+

は

明
か

に

｢

底
+

系
の

も
の

で

あ

る

が
､

後
者
の

は

｢

得
+

系
の

も
の

で

あ
っ

た

の

が
､

そ

れ

が

｢

底
+

｢

得
+

が

｢

的
+

に

統
合
さ

れ

る

過
程
で

､

後
者
が

前
者
に

吸

収
さ

れ

て

い

っ

た

も

の

で

は
な

か

ろ

う
か

｡

こ

の

推
定
を

力
づ

け
る

も
の

と

し

て
､

次
の

よ

う

な

例
が
あ

る
｡

昨
夜
念
経

､

更
不

是
別
人

､

即
是
新
買
到
膿
奴

念

経
之

声
｡

(

教
壇

変

文

…
『

鳩
山

遠

公

話
』

)

｢

新
買
到
購
奴
+

は

｢

到
+

を

介
し
て

動
賓
構
造
の

修
飾
連
語
と

な
っ

て

い

る

が
､

こ

の

｢

到
+

が

｢

得
+

に
､

更
に

｢

的
+

に

な
っ

た

も
の

と

考●

え
る

の

は

無
理

で

あ

ろ

う
か

｡

ま
た

､

こ

れ

を

逆
に

見
る

な

ら
､

｢

姿
的

'

〔

/

鵡
婦
児

､

也
姓
李
+

(

東

堂

老
0
)

の

如
き

は
､

｢

姿
得

姐
麻
児

､

(

他
)

指



一 橋論叢 第五 十 五 巻 第五 号 ( 62 )

也
姓
李
+

か

ら

修

飾
連
語
化
し

た

も
の

と

は

考
え

ら

れ

な
い

だ
ろ

う
か

｡

こ

の

よ

う

な

混
同
に

よ

る

同
化
は

､

本

来
獲
得

･

結
果
を

表
わ

す

｢

得
+

系
の

､

補
語
を

導
く

｢

的
+

に

つ

い

て

も

生

じ
て

い

る
｡

例
え

ば
､

｢

他

(

3
)

写

的
好
+

の

｢

写

的
好
+

を

主

述
構
造
と

見
る
の

が

そ

れ

で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

は

｢

的
+

の

同
一

性
に

関
す
る

大
き

な

問
題
に

係
る
こ

と

で

あ

り
､

本

稿
の

意
図
は

そ

こ

に

は

な
い

の

で
､

こ

の

間
題
に

つ

い

て

こ

れ

以

上

深

入

り

す
る

つ

も

り

は

な
い

｡

た

だ
､

誤
解
を

招
か

ぬ

よ

う
一

言
す
れ

ば
､

こ

こ

で

は
､

｢

起
的
病
+

な

ど

を
､

現
代
語
の

次

元
で

､

名
詞

的

修

飾

連

語
と

見
る

か

香
か

を

論
議
し

ょ

う
と

し
た

の

で

は

な

く
､

歴

史

的
に

見

て
､

こ

れ

ら

の

｢

的
+

が

｢

底
+

系
の

も

の

で

あ

る

と

は

考
え

ら
れ

ぬ

と

い

う
こ

と

を

言
い

た

か
っ

た
の

で

あ

る
｡

さ

て
､

仰

仙

㈲
の

｢

起
的
病

･

討
来
的
薬

･

説
的
媒
+

な

ど
は

､

外
見

上

名
詞
的
修
飾
連
語
の

如
く

見
え

て

も
､

実
は

形
式
上
の

類
似
か

ら

混
同

さ

れ

て

い

る

だ

け
で

あ
り

､

従
っ

て
､

こ

れ

ら
の

｢

的
+

も

や

は

り

｢

底
+

系
統
の

も
の

と

す
る

こ

と

は

で

き

な
い
｡

こ

の

こ

と

は
､

｢

他
去
年
結
的

婚
+

の

如
き

明
か

に

支
配
連
語
を

構
成
す
る

も

の

や
､

｢

他

咋
天
到
的
北

京
+

の

如
き

用
例
に

於
て

一

層
は
っ

き
り

す
る

で

あ

ろ

う
｡

い

ま
こ

の

種

の

用
例
を

若
干
挙
げ

て

見
よ

う
｡

●

オ
､

不

知
弄
的
甚
磨
鬼
?

(

『

金
』

5 0
)

●

カ
､

他
前
天
搬
的
家
(

『

少

年

遊
』

)

●

キ
､

這
是
充
的
堺

家
子
大
方
?

(

『

青

松
嶺
』
)

●

ク
､

五
二

年
俺
傾

一

塊
進
的
廠
(

『

新
故
事

集
』

)

●

ケ
､

国
子
年
年
是
五

好
社
員

､

新
近

入

的

党
(

『

千
万
』

)

●

コ

､

我

是
前
天
約
的
他
(

『

同
』

)

サ
､

為
抗
美
援
朝
指
献
是
我

椚
工

人
帯
的
頭
(

『

春
葦

秋

実
』

)

以
上
の

語
例
の

｢

的
=

計
+

は
､

ど

う
見
て

も

｢

底
+

系
統
の

も

の

と

は

考
え

ら

れ

な
い

｡

な
ぜ

な
ら

､

例
え

ば
､

ケ
･

コ

に

於
け
る

｢

入

的
+

｢

約
的
+

が

そ
れ

ぞ
れ

党
･

他
を

修
飾
し

て

い

る

と

考
え
る

の

は

滑
稽
だ

か

ら
で

あ

る
｡

人

或
は
こ

れ

ら
は

山

～

旧

例
の

如
き

も
の

の

影
響
を

受
け
て

で

き

た

特

異
な

も
の

と

言
わ

れ

る

か

も

知
れ

な
い

｡

そ
れ

は

考
え
ら

れ

る
こ

と

で

あ

る
｡

と

す
れ

ば
､

こ

れ

ら

を

以

て

山

～
㈲

を

説
明
す
る

の

は

論
理
の

倒
錯

で

あ
る

と

言
う
だ

ろ

う
｡

し

か

し
､

m
～

㈲
､

ア

ー

サ

各
例
は

､

文
型
に

多
少
の

差
異
は

あ
っ

て

も
､

そ

れ

ら
の

｢

的
=

計
+

の

機
能
は

終
始
共
通

し
て

い

る

の

で

あ

る
｡

そ
の

機
能
は

初
め

に

説
明
し

た

通
り
で

あ
る

が
､

そ

れ

は

｢

底
+

か

ら

は
つ

い

に

説
明
で

き

な
い

も
の

で

あ
る

｡

d
2

の

想
定
し

得
る

来
源
が

｢

底
+

と

｢

得
+

し
か

な
い

と

す
る

な

ら

ば
､

｢

底
+

で

は

な
い

以

上
､

当
然

｢

得
+

と
い

う
こ

と

に

な

る
｡

そ

し

て
､

｢

得
+

は

確
に

計

に

対
し

て

強
い

親
近

性
を

持
っ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

そ
こ

で
､

次
に

｢

得
+

と

d
e

と
の

関
係
に

つ

い

て

考
察
す
る

こ

と

に

し

よ
ゝ

フ
｡

(

1
)

骨
毅
夫

『

ク

的
〃

字
底
用

法

与

分

化
』

(

河

北

人

民

出

版

社
)

で

は
､

｢

他

唱

的
甚

顔
歌
?
+

を

｢

他

唱

的

是
甚

磨
歌

?
+

と

解

し
､

倉
石

武
四

郎

｢

現

代

語

法
に

お

け
る

二

三

の

問
題
+

(

『

中

国

語

学
』

-

N

∞

)

で

も
こ

の

見

解
を

支

持
さ

れ

て

い

る
｡

(

2
)

｢

説

的

集
+

に

つ

い

て

は
､

太

田

氏

は
こ

れ

ら

と

区

別
し

て

支

配
連

語

と

見
て

い

る
｡

し
か

し
､

こ

れ

ら

を

修

飾

連

語
と

す
る

太

田

氏
の

立

場
か

ら

す
れ

ば
､

説

媒
と

同

義
の

倣

殊
に

､

｢

這

媒

倣

得
好
+

乃∂

佃

巾

佃
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(

『

金
』

2
)

｢

老

身
倣

了
一

世

炭
+

(

同
上
)

の

如
き

用

例
が

あ
る

以

上
､

殊

更
区

別

す
る

必

要

は

な
い

の

で

は

な

か

ろ

う

か
｡

(

3
)

『

北

京
口

語

語

法
』

一

八

頁
脚

註
､

重

力
『

中

国

語

法

理

論
』

第
1 4

節
｡川

-

獲
得
の

意
味
を

も
つ

動
詞
｢

得
+

は
､

漠
代
に

は

他
の

動
詞
に

後
置
さ

れ

る

よ

う
に

な
り

､

や

が

て

唐

代
に

な
る

と

完
全
に

接
尾
辞
化
し
て

可
能

を

表
わ

す
｢

得
+

を

派
生

す
る

に

至
り

､

更
に

は

｢

得
+

の

後
に

補
語
を

後
置
す

る
よ

う
に

な
っ

た
｡

一

方
､

な
お

そ

の

本
来
の

意
味
と

動
詞
性
を

保
ち

な

が

ら
ほ

ぼ

接
尾
辞
化
し

た

｢

得
+

も

長
い

間
広
く

用
い

ら

れ
て

い

た
｡

例
え

ば
､

'

字
文

綬
接
待
書

､

展
開
看

｡

(

『

簡

肪

和

尚
』

)

●

近
臣
拾
得
昔
時

､

上

有
幾
句
言
語

｡

(

『

宜

和

遺

事
』
)

●

奪
待
人
口

牛
羊
馬
匹
回

来
了

｡

(

『

虎
頭
牌
』

3
)

な

ど

が
そ

れ

で

あ

る
｡

こ

れ

ら
の

｢

得
+

は

明
か

に

事
物
の

獲

得
を

意
味

す
る
が

､

次
の

如
き

例
で

は
､

そ

れ

が

知
覚
的
な

獲
得
を

意
味
し
て

い

る
｡

●

都
皮
匠
原
人
也
知
得
錯
認
了

｡

(

『

錯
認

屍
』

)

●

正

研
墨

､

覚
得
手
重

｡

(

『

簡

貼

和

尚
』

)

●

聴
得
有
人

説
､

因
此

来
者

｡

(

『

合

同

文

字
』

)

ま
た

､

獲
得
の

概
念
は

､

こ

れ

を
一

歩
推
し

進
め

る

と
､

動
作

･

事
態

の

到
達

･

実
現
を

意
味
す

る
｡

●

到
得
来
年

､

一

挙
成
名
了

｡

(

『

簡

肪

和

尚
』

)

●

我
出
的
街
門
来

､

試
着
哨

｡

(

『

鷹
合

羅
』

4
)

只
見

婆
子
行
得
数
歩

､

再
走
回

来
｡

(

『

洛

陽
三

怪
』
)

●

過
得
衆
安
橋

､

失
却
了
女
子

所
在

｡

(

『

彩

鸞
燈

伝
』
)

●

授
得
右
相
都
巡

官
帯
武
功
郎

｡

(

『

宣

和

過

事
』

)

な
お

､

到
達

･

実
現
と

可
能
と

は

概
念
的
に

は

極
め

て

近

接
し

た

も
の

で

あ
る

か

ら
､

次
の

如
き
い

ず
れ

と

も

決
し

難
い

用
例
も

少
く

な
い

の

で

あ

る
｡

●

傭
捨
的
宋
引
草

､

我
一

発
媛
傭

｡

(

『

救

風
塵
』

3
)

●

這
両

日

才
吃
的
好
些
児
了

｡

(

『

金

瓶

梅
』

3 8
)

▲一

妾
身
是
児
女
夫
妻

､

窓
下
的
薬
殺
男
児
?

(

『

魔

合

尿
』

2
)

●

老
漠
是
寒
家

､

急
切

裏
不

曾
備
的
喜
酒

｡

(

『

李

達
負
剃
』

3
)

こ

れ

ら

語
例
で

は

み

な

｢

的
+

に

作
っ

て

い

る

が
､

そ

れ

は
こ

の

時
期

に

接
尾
辞
化
し
た

｢

得
+

な

ど

が

音
韻
変
化
に

よ

り

｢

的
+

字
で

表
記
さ

れ

る

よ

う
に

な
っ

た

た

め
で

､

特
に

意
識
的
な

も

の

で

あ
っ

た
の

で

は
な

'

●

い
｡

そ

れ

は
､

例
え

ば
､

｢

拳
頭
上

也
立

待
人

､

泥
膵
上

走
得
馬

､

人
面

●

上

行
的
人
+

(

『

金
瓶
梅
』

2
)

の

如
く

､

｢

得
･

的
+

が

混

用
さ

れ

て

い

る

例
が

多
い

こ

と

か

ら

言
え

る
こ

と
で

あ
る

｡

さ
て

､

到
達
な

い

し

は

実
現
さ

れ

た

動
作

･

事
態
は

､

そ
の

結
果
に

重

点
を

置
く

と

所
謂
結
果
補
語
を

と

る
こ

と
に

な

る
｡

●

瞭
的
我

去
取
塩

酵
｡

(

『

賓

娩

菟
』

4
)

●

将
毒
薬
薬
的
親
夫

身
故

｡

(

『

魔

合

羅
』

3
)

●

害
的
我

不

茶
不

飯
､

只

是
思
想
着
傭

｡

(

『

救

風

塵
』

3
)

●

郡
個
女
子
看
的
備
中
意
了

｡

(

『

張

生

煮

海
』

3
)

●

冬
天
啓
廟
妹
子

温
的
舗
蓋
児
煤
了

｡

(

『

救

風
塵
』

1
)

●

傭
看
他
叫
的
拳
邪

甜
｡

(

『

金

瓶

梅
』

3 2
)

7 29
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脱
的
衣
服
早

了
､

冒
了
些

風
寒

｡

(

『

魔

合

羅
』

1
)

●

舎
起
把
判
子
来

､

打
得
殺
猪
也

似
叫

｡

(

『

簡

貼

和

尚
』

)

●

滞
舷
看
見
了

､

説
得
魂
不

附
体

｡

(

『

洛

陽
三

怪
』

)

こ

れ

ら

諸
例
中

､

初
め

の

三

例
は

｢

的
+

に

導
か

れ

た

結
果
補
語
が

主

述

構
造
を

な

し
､

そ

の

主
語
と

｢

的
+

の

前
の

動
詞
と
が

支
配
関
係
を

持

っ

て

い

る
｡

こ

れ

ら

は

句
形
式
か

ら

見
れ

ば
､

む

し

ろ

兼
語
式
に

近
い

も

の

で

あ
る

｡

次
の

例
で

は
､

｢

中
意
+

の

主
体
は

｢

傭
+

で

は

な

く
､

｢

邪

個
女
子
+

で

あ
っ

て
､

こ

れ

は

む

し

ろ

連
動
式
に

近
い

も

の

で

あ

る
｡

そ

の

次
の

三

例
で

は
､

賓
語
の

後
に

補
語
が

来
て

､

現
代
語
の

標
準
的
な

結

果
補
語
式
と

は

そ
の

語
序
が

異
る

｡

こ

れ

ら

の

賓
語
を

､

｢

把

月

娘

咲

的

満
心

歓
喜
+

(

『

金
』

･

3 2
)

の

如
く

提
前
す
る

用
法
が

時

代
の

下
る

と

共

に

優
勢
に

な
っ

て

い

っ

た
の

で

あ

ろ

う
｡

最
後
の

二

例
は

､

賓
語
な

い

し

は

補
語
連
語
の

主
語
が

省
略
さ

れ

て

い

る

形
で

あ

る
｡

い

ず
れ

に

せ

よ
､

以

上

の

諸
例
で

は
､

賓
語
或
は

補
語
連
語
の

主
語
と

｢

的
+

の

前
の

動
詞

と

は

支
配

関
係
を

持
ち

､

｢

的
+

は

到
達

･

実
現
さ

れ

た

動

作
･

事
態
の

結
果
の

叙
述
に

重

点
が

置
か

れ

て

い

る

の

で

あ
る

｡

と
こ

ろ
が

一

方
､

結
果
の

叙
述
に

重

点
を

置
か

ず
に

､

動
作

･

事
態
が

実
現
さ
れ

て

現
存
す
る
こ

と
､

或
は

持
続
し
て

い

る
こ

と

を

承

認
す
る

言

い

方
が

あ
る

｡

●

シ
､

可
是
他
説
的
有
孫

子

屋
裏
熱
闘

｡

(

『

金

瓶
梅
』

3 1
)

●

ス
､

我

前
日

見
傾
這
裏
打
的
酒

､

道
吃
不
上

口
､

我

所
以

撃
的
這
緯
酒

来
｡

(

同
3 8
)

●

セ
､

家
嘉
備
的

幾
件
葬
儀

､

聯
表
千
里

鷲
毛
之
意

｡

(

同
55
)

●

ソ
､

父

親
母

親
好
小

手

児
也

､

則
与
的
鯛
這
些

東
西

｡

(

『

合

汗

杉
』

1
)

シ

の

｢

説
的
+

は

只
｢

言
っ

た
+

と
い

う
の

で

は

な

く
､

現
に

そ

う

劫一7

｢

言
っ

て

い

る
+

と
い

う
の

で

あ

り
､

ス

･

セ

の

｢

肇
的

･

備

的
+

も

｢

(

現
に
)

持
っ

て

来
て

い

る
･

用
意
し
て

あ

る
+

と
い

う
の

で

あ
る

し
､

ソ

は

こ

の

句
の

前
に

､

｢

老
参
与
了
我

十
両

銀
子

､

一

読
綿
団
襖

､

…
‥
･

｡

+

と
い

う
句
が

あ
っ

て
､

｢

与
え

た
+

と

い

う
こ

と

は

す
で

に

承

認

ず
み

の

こ

と

な
の

で

あ
る

｡

こ

れ

ら

は

先
に

挙
げ

た

｢

到
得
来
年
+

以
下
五

例
の

如
き

も
の

と
つ

な

が
る

も

の

で

あ

る
｡

さ

て
､

実
現
さ

れ

た

動
作

･

事
態
の

承
認
と

言
っ

て

も
､

多
く
の

場
合

は
､

承
認
す
る

こ

と

自
体
に

目
的
が

あ

る
の

で

は

な

く
､

承
認
し

た

上

で

そ
の

動
作
に

附
随
し
た

事
柄
に

つ

い

て

述
べ

よ

う
と

す
る
こ

と

に

な

る
｡

次
の

諸
例
の

如
き

が

即
ち

そ

れ
で

あ
る

｡

●

i

タ
､

備
忘
的
笑

､

我

例
説
的
正

経
話

｡

(

『

金

瓶

梅
』

3 5
)

チ
､

傾
造
花
箋
上

写

的
甚

磨
文
字
?

(

『

彩

鸞
燈
』
)

ッ
､

誰
知
他
幹
的

甚
磨
営
生

｡

(

『

金

瓶
梅
』

5 0
)

】
.

●

テ
､

是
部

一

個
下
的
毒
薬
?

(

『

鷺

娘

菟
』

2
)

●

...

j

ト
､

敲

得
半
日

門
､

才
有
人

出
来

｡

(

『

金

瓶

梅
』

5 4
)

こ

れ

ら
の

例
で

は
､

そ

れ

ぞ

れ

｢

説
･

写
･

幹
･

下
･

敲
+

と
い

う

動

作
が

現
に

行
わ
れ

た

こ

と
､

な
い

し

は

そ
の

結
果
が

持
続
し

て

い

る

こ

と

を

承
認
し

た

上
で

､

そ

れ

ら
の

動
作
に

附
随
し

た

事
柄
=

傍
線
部
分
を

述

べ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

こ

れ

ら

の

例
が

､

先
に

示
し

た

太
田

氏
の

挙
例
仙

～

㈲

と

何
ら

異
る

所
な
い

こ

と
､

も

は

や

言
う
ま
で

も

な
い

だ

ろ

う
｡

こ

こ

ま
で

発
展
し
た

｢

的
+

が
､

即
ち

先
に

幾
つ

か

の

｢

的
+

の

用
法
中
㈹

現
に

分

深
さ

れ

た

｢

的
+

､

つ

ま

り

d
e

な

の

で

あ

る
｡

以

上
の

考
察
に

よ
っ

て
､

(

訂

の

来
源
を

｢

祷
+

と

す
る
の

が

妥

当
で

血

ポ
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如

め

あ
る

こ

と

が

わ

か
っ

た
｡

そ
こ

で

最
後
に

､

現
代
語
法
の

中
で

､

計

を

ど
の

よ

う
に

取
扱
っ

た

ら
い

い

か

に

つ

い

て

二
言

し
て

お

き

た
い

｡

五

d

e

が

｢

底
+

系
統
の

も
の

で

は

な

く
､

｢

得
+

を

来
渡
と

す

る

も
の

で
､

両
も

現
代
語
に

於
て

も
､

先
に

も

述
べ

た

如

く
､

｢

這
是
誰

買
的
書
?
+

●

に

対

す
る

答
え

と

し

て

の

｢

我

買
的
書
+

と
､

｢

傭
買
的
甚

磨
?
+

に

対

●

す
る

｢

我
買
的
書
+

と

は
､

表
面
的
に

は

同
じ

形
を

し

て

い

て

も
､

こ

れ

ら
二

つ

の

｢

的
+

は

別
個
の

も
の

で

あ
る

か

ら

に

は
､

後
者
の

｢

的
+

=

計

を

㈲
叫
類
の

｢

的
+

と

同
じ

に

扱
う
こ

と

は

妥
当
で

な

い

｡

で

は
､

こ

の

d

e

を

ど

う
処
遇
し

た

ら

よ
い

だ

ろ

う
か

｡

も

う
か

な

り

前
の

こ

と

だ

が
､

『

中
国

語
文
』

(

-

課
-

こ
N

)

に

朱
徳
概
州

民
が

｢

説
ク

的
″

+

と

題
す
る

論
文
を

発
表
し

､

そ

れ

を

め

ぐ
っ

て

意

義

深
い

論
争
が

展
開
さ

れ

た

が
､

ご

く

最
近

に

も
､

言
一

兵

氏
が

｢

区

分

ク

的
″

的
同
音
素
問
題
+

(

-

岩
山

･

h

)

｢

関
干

動
詞
后
綴

〝

的
″

+

(

-

貰
ぃ

･

e

と

題
す
る

二

論
文
を

相
継
い

で

発
表
し
て

い

る
｡

後
の

方
は

前

論

文

を

部
分
的
に

補
足
し

た

も
の

で

あ
る

が
､

実
は
い

ま

問
題
に

し

て

い

る

d
e

の

取
扱
い

に

つ

い

て

有
益
な

示

唆
を

与
え
て

く
れ

る

も
の

で

あ
る

｡

言
氏

の

論
文
で

は

計
の

歴
史
的
考
察
は

全
く

な

さ

れ
て

い

な
い

が
､

こ

の

計

は

朱
氏
の

言
う

｢

名
詞
性
的
后
附
成
分
+

と

は

同
一

の

も
の

で

は

な
い

こ

と

を

鋭
く

反

論
し

た

後
､

d
e

は

同
じ

く

動
詞
に

接
尾

す
る

｢

了
･

過
+

と

そ

の

性
質
が

類
似
し
て

い

る

点
を

指

摘
し

､

最

後
に

､

｢

如

果
承

認

ク

了
″

･

〝

過
″

是
動
詞
的
后
綴

､

郡
末

〝

的
″

也
是
動
詞
的

一

種
后
綴

｡

+

と

結
論
し

て

い

る
｡

｢

了
･

過
+

の

類
似
性
に

つ

い

て

は
､

何

旦
呂

氏
に

よ
っ

て

初
め
て

指
摘
さ

れ

た

わ

け

で

は

な

い
｡

『

現

代
漢
語
語
法
講
話
』

に

も
､

こ

の

穿

は

過
去
の

事
柄
に

つ

い

て

言
う
の

だ

と

述
べ

ら
れ

て

い

る

し
､

倉
石
先
生

の

前
掲
論
文
に

も
､

｢

了
+

と

計

と

の

差

異
に

つ

い

て

適
切

な

説
明
が

な

さ

れ
て

い

る
の

は
､

勿
論
そ

の

類
似
性
を

意
識
さ

れ

て

の

こ

と
と

思
わ

れ

る
｡

｢

了
+

が

動
作
の

完
了

､

な
い

し
は

新
事
態
の

開

始

を
､

｢

過
+

が

動

作
の

過
去
を

意
味
し
､

且

つ

共
に

動
詞
に

接
尾
す
る

と

い

う
点
で

､

計
と

親
近

関
係
を

持
つ

こ

と
は

言
氏
の

指
摘
の

通
り

で

あ
る

が
､

こ

こ

で

更
に

次
の

諸
点
を

追
加
指
摘
し

て

お

き

た
い

｡

先
ず

､

同
じ

く

動
詞
に

接
尾
す

●

る

｢

着
+

に

も

計
と

類
似
す
る

点
が

あ

る
｡

例
え

ば
､

｢

傭
手
芸
金
的
甚

●

磨
東
西
?
+

の

｢

的
+

は

｢

個
手

裏
舎
着
甚
靡
東
西
?
+

の

｢

着
+

に

近

似
し

て

い

る
｡

た

だ
､

こ

の

種
の

｢

着
+

は

計

と

は

異
り

､

実
現
さ

れ

た

動
作

･

事
態
の

持
続
そ
の

も
の

に

視
点
が

置
か

れ
､

描
写

性
が

極
め
て

強
い

の

で

あ

る
｡

次
に

､

｢

台
上

坐
着
主
席
団
+

を

言
い

換
え

た

｢

主
席

●

_

団
坐
在
台
上
+

や

｢

主
席
団
坐
得
台
上
+

の

｢

在
+

｢

得
+

の

如
き

も

計

に

顆
似
し

た

も

の

を

持
つ

｡

第
三

に

は

精
巣
補
語
を

導
く

｢

得
+

で

あ

る

が
､

こ

れ

に

つ

い

て

は

既
に

前
節
で

述
べ

た

通

り
で

､

も
は

や

説
明

を

要

し

な
い

で

あ

ろ

う
｡

計

及
び

｢

了
･

過
･

着
･

在
･

得
+

な

ど
が

等
し

く

動
詞
に

接
尾

し

て
､

動
作
の

時
間
的
様
態

､

即
ち

時
態
を

表
わ

す
機
能
を

持
つ

と
い

う
こ

と

か

ら
､

こ

れ

ら

を

｢

時
態
接
尾
辞
+

と

す
る

の

が

適
当
で

あ

る

と

考
え

る
｡

(

一

九

六

六

二

丁

二

〇
)

(

一

橋
大

学

講

師
)
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