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,

評

ー
O
F

賀
コ
e
S

S

監
e
r

〓
コ

d

こ
ぶ
a

や
記

訂
日

計

)ゝ

知

恵

b
Q
軒
お

､

わ

h

ざ
籠

Ⅰ

山

川

喜

久

男

本
書
(

二

八

三

貢
)

は
ス

エ

ー

デ
ン

の

ウ

プ

サ

ラ

大
草
教
授

S
.

申

巳
】

甘
g
r

e

臼

の

監

修
に

よ
る

英
語

英

文

学

研

究

叢
書

｡

H
s
∽

P

冨

㌍
ロ

P

S
t

邑
e

㌃
β

ぎ
g
-

昏
J

昌
g

仁

品
e

呂
d

J
-

冒
P
t

亡

詔
羊

の

第
十
奄

と

し
て

､

一

九
五

一

年
に

刊
行
さ

れ

た

も

の

で

あ

る
｡

著
書
の

ー
･

警

告
→
･

-

旨
P

は

S
･

声

巳
-

甘
内

岩
n

の

門
弟
で

あ

る

が
､

本
書
の

内
容
か

ら

極

め
て

有
能
な

英
語
学
着
で

あ
る

こ

と
が

推
察
さ

れ

る
｡

英
文

学
史
上
い

わ

ゆ
る

｢

ド

ラ

イ

デ
ン

の

時
代
+

を

出
現
さ

せ

た

十
七

世
紀
英

国
文
壇
の

大

御
所
ジ

ョ

ン

･

ド

ラ

イ

デ
ン

(

J

O

F
ロ

0
1

且
e

ロ
)

(

二
ハ

三
一

1
一

七

〇

〇
)

の

散
文
に

現
わ

れ

た

英
語
の

動
詞
の

統
語
法

を

封

象
と

し

た

研
究

で
､

こ

の

分
野
で

は

類
書
を

見
な
い

有
意
義
な

努
作
で

あ

る
｡

採
り

上

げ

ら
れ

た

圭
材
は

､

ド

ラ

イ

デ
ン

の

散
文
劇

･

詩
劇
の

序
文
ま

た

は

厳
題
文

･

評
論
及
び

書
簡
集
で

､

そ
の

う
ち

舐
文
の

箇
所

･

ラ

テ
ン

語
か

ら
の

翻
諾

の

部
分

･

他
の

作
家
と
の

合
作
に

な
る

文
章
な

ど

は

取
り

除
い

た

と
い

う

が
､

五

十
三

編
に

わ

た

る

作
品
を

刻
明
に

調
べ

上

げ
た

跡
が

見
ら

れ

る
｡

朗

英
文
学
史
で

｢

ド

ラ

イ

デ
ン

の

時
代
+

と

言
え

ば
､

十
七

世
紀
中
葉
に

及
ぶ

､

､

､

ル

ト
ン

(

一

六

〇

八

1
七

四
)

に

よ
っ

て

代
表
さ

れ

る

消
散
主
義

の

時
代
に

次
ぐ

も
の

で

あ

る
｡

こ

の

王

政

復
啓
期
は

､

前
時
代
の

厳
粛
荘

重

な

理

想
主
義
的
思
潮
に

対
す
る

反
動
と

し
て

､

現
世
的
な

理
性
と

常
識

を

尊
ん
だ

､

散
文
的
精
神
の

長
頭
に

ふ

さ

わ

し
い

時
代
で

あ
っ

た
｡

､

､

､

ル

ー
ン

の

時
代
に

見
ら

れ

る

ラ

テ
ン

語

風
の

荘
重
な

文
健
か

ら

祝
皮
し
て

､

簡

潔
で

的
確
な

文
髄
の

俸
統
の

基
礎
が

ド

ラ

イ

デ
ン

に

よ
っ

で
築
か

れ

た

と

言
え
る

の

も
､

そ

う
い

う

時
代
思

潮
の

推
移
に

應
じ
た

も
の

で

あ

る
｡

新
し
い

文
燈
の

特
徴
が

ド

ラ

イ

デ
ン

に

よ
っ

て

創
始
さ

れ

た

も
の

で

は

な

い

に

し
て

も
､

平
明
で

し

か

も

均
斉
の

あ
る

威
厳
を

備
え

た

ド

ラ

イ

デ
ン

の

散
文
は

､

茸
に

昔
時
並

び
に

後
世
の

散
文
作
家
た

ち
の

亀
鑑
と

す
る

に

足
る

も
の

で

あ
っ

た
｡

英
国
に

お

け
る

｢

近
世
散
文
の

最
初
の

垣

匠
+

の

･

名
は

､

ド

ラ

イ

デ
ン

を

科
す
る

至
言
で

あ
る

と

言
わ

な

け
れ

ば

な

ら

な
い
｡

ド

ラ

イ

デ
ン

は
･

享
た

､

国
語
に

闇
し
て

多
大
な

闘
心
を

も

ち
､

そ

の

造

詣
も

非
凡
な

も

の

で

あ
っ

た

と

言
わ

れ
る

｡

一

六

六
四

年
に

は

王

立

美
術

院
の

委
員
に

任
命
さ

れ
､

特
に

国
語
改
良
に

意
を

用
い

､

一
ま

た

早
く
か

ら

フ

ラ
ン

ス

の

ア

カ

デ
､
､

､

-

に

匹

敵
す
べ

き

国
家
的
な

言
語
統
制
機
関
が

英

国
に

も

設

置
さ

れ
る

こ

と

を

提
唱
し
て

い

た

と
い

う
｡

ド

ラ

イ

デ
ン

が

仲

間
の

文
士

た

ち
の

作
品
に

見
ら

れ
る

文
法
上
の

問
題
に

も
､

公
正

な

批
判

を

下
し

て

い

た
こ

と

は
､

遺
さ

れ

て

い

る

彼
の

書
簡
中
か

ら

知
る

こ

と

が

で

き

る
｡

ド

ラ

イ

デ
ン

自
身
の

英
語
に

見
ら

れ

る

保
守
的
な

一

面
は

､

こ

の

鮎
か

ら

繹
明

さ

れ

よ

う
｡
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6 6

も
っ

と

も
こ

れ

は
､

第
二

部
の

不

定
詞
の

項
に

扱
う
ぺ

き

問
題
と

し

て

い

る

の

か

も

し

れ

な
い

｡

第
二

章
は

前

章
の

構
文
に

関
連
し

て

｢

態
+

を

簡
単
に

扱
っ

て

い

る
｡

二

重
目

的
語
に

伴
な

う
動
詞
が

受
動
態
で

表
わ

さ

れ
る

場
合

､

｢

人
+

が

圭

畠
と
な

る

か

｢

物
+

が

主
語
と

な
る

か

と
い

う
こ

と

は
､

個
々

の

動
詞
に

よ
っ

て

慣
用
が

異
な

り
､

現
代
英
語
で

も

微
妙
な

問
題
で

あ
る

｡

そ

れ

は

夷
語
の

構
文
法
の

本
質
に

係
わ
る

も

の

で

あ

り
､

こ

の

種
の

研
究
に

お
い

て

も
､

も
っ

と

詳
細
な

考

察
が

な
さ

れ

て

も

よ
い

も

の

と

思

わ

れ

る
｡

｢

人
+

を

主
語
と

す
る

受
動
構
文
の

費
達
は

既
に

十
六

世
態
に

完

成

し

て

い

る
が

､

ド
ラ

イ

デ
ン

で

は
.
ま

だ
､

｢

物
+

を

主
語
と

す
る

構
文
の

方
が

､

今
日
に

お

け
る

よ

り

も

好
ま

れ

て

い

る

趣
き

が

あ

る
｡

現
に

○

串
0
→

や

勺

馬
に

は

｢

物
+

を

蓋
冒
す
る

構
文
し
か

見
ら
れ

ず
､

g

誉
の

｢

人
+

を

主
語
と

す
る

構
文
と

し
て

は
､

弓
e

弓
内

管

害
さ

叶

Q

串

邑
等
乳

§
チ

･

(

毎
1
.

ト
叫

3
訂
1

訂
ヨ

ロ
)

と
い

う
古
く

か

ら
の

慣
用
法
が

あ

る

だ

け
で

あ

り
､

ま

た

p
e

→

日
-

t

の

宅
○

弓

小

{

叶

叶

2
p
増

訂

七

等
ヨ

琵
乱

∋
缶

叶

Q

g

や
:

(

幹
苧
琵

-

h

)

の

構
文
は

､

今
日

よ

り
一

層
容
易
に

見
出
さ

れ

る
｡

一

鰭
に

こ

の

よ

う
に

純
粋
に

膵
納
的
な

調
査
の

結
果
か

ら
､

に

わ
か

に

統

語
法
の

史
的
段
階
を

推
定

サ
る
こ

と
は

危
険
で

あ

る

が
､

具
鰹
的
な

資
料

と

し
て

､

確
か

に

大
き

な

頗
向
を

知
り

得
る

有
力
な

指
針
に

は

な
る

｡

第
三

章
｢

呼
應
+

で

は
､

特
に

集
合
名
詞
を

主
語
と

す
る

女
の

多
数
の

用
例
が

､

こ

の

部
門
の

研
究
に

貴
重

な

資
料
を

提
供
し

て

い

る
｡

結
論
と

し
て

､

ド

ラ

イ

デ
ン

は

今
日
に

お

け

る

よ

ぅ

も

複
数
的
思
考
に

傾
い

て

い

る

と
い

う
｡

示
定

代
名
詞
の
･
星
口
e

で

は
､

単
数
呼
應
と

複
数
呼
應
と
の

ご

ー■J
り

1一′ノ】

勺
+

甲

良
-

､

一

間
に

浮
動
状
態
が

見
ち
れ

る

と

述
べ

､

現
代
英
語
に

多
い

複
数
構
文
と

の

封
照
を

示
唆
し

て

い

る

が
､

有

名

な

韻

文
の

例
の

誉
…
已
1

訂

甜

訂
p

く
e

軋

琵
等
e

顎
t

F
e

訂
汀
(

ゝ
訂
臼

S
倉

吉
勺
昌

阜
を

連
憑
さ

せ

も

す

る
｡

関
係
詞
節
を

含
む

I

m
P
y

訂

芭
○

弓
e

み

ど
t

e
-

-

害

弓

卜

葛
牛

乳
訂
勺
-

弓

ど
…

葛
～

t

F
e

E
β

g

O
れ

胃
2
-

∽
}

弓

訂
t

甲

n

e

巴
e

已
O

h

匂
○

弓
e

→

)

∂
声

F
P
d

d

(

払
打
札

キ
琵

-

○
)

の

よ

う
な

呼
應
法
に

は
､

い

か

に

も

自
ら

文
法
の

純
正

を

唱
え

た
ド

ラ

イ
デ
ン

の

面
目
を

窺
わ

せ
る

も
の

が

あ
る

が
､

反
面
こ

う
い

う

語
法
を

必
要
と

す
る

と
い

う
こ

と

自
髄
が

､

そ

の

文

髄
の

い

か

に

も

古
風
で

格
式

張
っ

た

も
の

で

あ

る

こ

と

を

物
語
っ

て

い

る

と

言
え
る

｡

第
四

季
の

｢

時
制
+

に

は
､

進
行
形
と

未
来
形
を

除
い

た

詩
形
式
が

扱

わ

れ

て

い

る
｡

現
在
形
で

は
､

｢

史
的
現

在
+

が

戯
曲
文
だ

け

に

見
ら

れ
､

し
か

も

そ

れ

す
ら

も

普
通
で

な
い

と
い

う
こ

と
や

､

僕
件
文
の

膵
結
節
に

お

け
る

完

H

p

計

雷
e

ロ
}

づ
U

ロ

葛
缶

i

已
巴
-

旨
-

叫

d
-

胃
○

く
e

岩
P

(

旨
マ
･

ト
叫

∋
訂
→

訂
ヨ

£
)

.
の

よ

う
な

用
法
が

､

や

は

り

戯
曲
文
に

お

い

て
､

生

生
し
い

印
象
を

産
み

出
し
て

い

る

と

い

う

記
事
な

ど

が

注
意
さ

れ

る
｡

し

か

し
こ

の

章
で

主
力
を

注
い

で

い

る

の

は
､

完
了

形
に

お

け
る

F
P

く
e

と

訂

の

用
法
で

あ
る

｡

欒
他
の

意
を

含
む

自
動
詞
の

過
去
分
詞
と

共
に

､

F
P

≦
川

と

共
に

♂
0

も
､

か

な

り
の

勢
力
を

留
め
て

用
い

ら

れ
て

い

る

状
､

態
が

､

詳
細
に

記
述
さ

れ

て
い

る
｡

注
意
す
べ

き

な

の

は
､

ど
r

諾

が

特

に

叙
想
的
な

過
去
完
了

形
や

実
了
不

定
詞
の

場
合
に

多
く

現
わ

れ
る

と
い

う

観
察
で

あ
る

｡

そ

れ

は

明
確
に

圃
分

.
さ

れ
る

時
間
表
現
の

手
段
と

し

て

F
P

く
e

が

訂
よ

り

も

ふ

さ

わ

し
い

カ
を

持
っ

て

い

る

た

め
で

あ
る

が
､

.

～
ノ

ーl
､

(
f
r



完
了
形
の

助

動
詞
と

し
で

､

そ

の

表
現
上
の

藩
性
に

従
い

､

訂
く
e

が

訂

に

取
っ

て

代
る
ぺ

き

機
運
を

宿
し
て

い

る

現

象
で

あ
る

｡

そ

の

他
､

現
在
の

時
と

無
関
係
に

過
去
の

時
を

表
わ

す
現
在
完
了
形
や

､

反
封
に

現
在
に

お

け
る

結
果
を

表
わ

す
過
去

形
の

用
法
な

ど

に
､

常
時
の

確
立
し
お

う
せ

て

い

な
い

時
制
髄
制
の

賓
状
が

現
わ

れ
て

い

る
｡

個
々

の

形
式
に

つ

い

て

は
､

マ

ロ

リ
ー

(

?
･

+
一

四

七

こ

や

シ

ェ

イ

ク
ス

ビ

ァ

に

用
例
が

庖

る

と
い

う

F
P

く
e

g
O

ズ
=
F
P
く
e

)

が
ド

ラ

イ

デ
ン

に

見

出
さ

れ

ず
､

F
P

づ
e

f

O
→

叩

阜

訂
(

r
巴
m
O
∽

t

巾

名
g

O
t
t

e

ロ

が

あ
っ

て

も
､

I

f

O

コ
叫
e

什

(

=
H

d
O

ロ
､

t

3
日
e

m

訂
ユ

(

こ

の

用
例
の

最
初
は

､

O

E

D

で

は
一

八
四

七

年
と
い

う
)

の

用
法
が

蓉
達
し
て

い

な
い

､

な

ど
の

記
事

が

興
味
を

引
く

｡

ま

た

中

篭
P
l

巳
t

e

り

A
日

d
l

｡

2 .

〇

宏

訂
軋

Q

増
血

莞
丸

{

F
e

′
河
O

m
戸
口

賢
む

由
e

弓
叶

t

け

E
敬

ロ
e

弓

告
P

日
監
､

日
日

2 .

亡
払

司
P
申

す
ロ

→
ロ

(
h

ぎ
叶

買
認

諾
)

の

よ

う
な

､

p

許
e

l

に

導
か

れ
る

従
節
内
の

過
去
完
了
形

が
､

受
動
態
の

場
合
を

除
け

ば
､

今
日
の

よ

う
に

過
去
形
に

代
え

ら

れ
る

こ

と

が

な
い

と

述
べ

て

い

る
の

は
､

ド
ラ

イ

デ
ン

の

英
語
の

厳
格
さ

を

思

わ
せ

る
｡

第
五

章
は

｢

相
･

損
充
形
+

と

題
し

､

い

わ

ゆ
る

進
行
形
を

考
察
し
て

い

る
｡

こ

～

で

は

ま

ず
進
行
形
の

本
質
を

､

七
ペ

ー

ジ

に

わ

た
っ

て
､

諸

家
の

説
を

参
照
し

な
が

ら

検
討
し
､

こ

の

形
式
が

｢

進
行
+

と
い

う
基
本

的
観
念
を

も

と
に

し
て

､

具
膿
的
文
脈
に

従
い

､

種
々

の

副
次
的
機
能
を

浮
き

立
た

せ

る

も
の

で

あ

る

と

結
論
し
て

い

る
｡

本
章
の

序
説
と

し
て

､

こ

の

種
の

特
殊
研
究
に

は

不

相
應
と

思
わ

れ
る

ほ

ど

の

も

の

で

あ
る

が
､

6 7

既
に

か

な

り

多
面
に

わ

た
っ

て
ぺ

そ
の

現
代
的
特
性
を

蓉
探
し

て

い

る

進

書

評

行
形
の

諏
査
に

､

慎
重
を

耕
し

た

態

度
が

敵
わ
れ

る
｡

進
行
私
の

副
次
的

機
能
は

､

ド

ラ

イ

デ
ン

の

散
文
に

お
い

て
､

永
久
的
な

纏
梗
や

反

復
を

表

わ

す
も
の

､

動
詞
の

意
味
内
容
を

強
調
す
る

命
令
法
に

お

け

る

も
の

､

話

手
の

動
作
に

封
す
る

関
心
を

反
映
し

､

､
あ

る

い

は

描
窟
に

檜
蓋
的
情
緒
的

色
彩
を

添
え

る

完
了
形
に

お

け
る

も
の

な

ど
に

､

現
わ
れ

て

い

る
｡

た
ゞ

未
来
進
行
形
で

､

巳
1
･

A
払
t

O

ロ

等

蓋

訂

篭
軋
声
q

ど
t

O

C

訂
∽

す
H

e

p

弓
e

¢

打

F
e

星
U

e

…

…
(

ト

琵
琶
h

宗
)

に

お

け
る

弓
≡

訂
g
O
-

臼

的

は
ス

イ
ー

ト

な
ど

に

従
っ

て
､

已
-
-

g
O

に

よ
っ

て

表
わ
さ

れ

勝
ち
な

主
語
の

意
志
的
行
為
と

し

て

の

意
味
を

排
除
し
て

､

純
粋
に

未
束
の

出
爽
事
と

し

て

の

意
味
を

明
ら

か

に

打
ち

出
す
カ
を

も
つ

と

説
い

て

い

る

の

は

よ

い

が
､

同

類
の

解
粋
が

冒
じ

弓

H

ぎ
言
e

ロ
｡

点
F

H

∋

邑
訂

.
笥

首

(

由
e

3
ぎ
h

首

卜

害
缶

N

窒
)

に

お

け

る

2
宏
t

訂

的
○

旨
的

に

も

興
え

ら

れ

る
べ

き

も
の

と

思
わ

れ

る
｡

こ

の

用
例
に

は
､

動
作
の

強
調
と

情
緒

的

含
蓄
と
い

う
説
明

を

加
え

ら

れ
て

い

る

だ

け

で

あ

る

が
､

プ
ァ

ン

･

デ

ル

･

ラ

ー

ン

が

説
く
よ

う
に

､

や

は

り

日

宏
t

g
O

に

よ
っ

て

表
わ

さ

れ

勝
ち

な

話
手
の

意
志
の

要
素
を

背
面
に

押
し
や
っ

て
､

状
況
に

よ

る

唐
突

な

思
い

つ

き
の

優
言
で

あ

る
こ

と

を

暗
示
す
る

娩
曲
的
表
現
で

あ

る

と
い

う
解
繹
の

あ
て

は

ま

る

も
の

で

あ

ろ

う
｡

そ

れ

は

と

も

角
､

急
-

-

す
0

的
○

訂
g

に

し
ろ

目

星
t

訂
的
○

旨
粥

に

し

ろ
､

極
め

て

近
代
的
な

口

語
調

の

表
現
法
が

､

ド

ラ

イ

デ
ン

に

見
ら

れ

る
こ

と

は
､

注
目
さ

れ

て

よ
心

｡

し

か

し

ま

た

反
面

､

現

代
英
語
で

は

進
行
形
を

用
い

る

ぺ

き

と
こ

ろ
に

単
純
形
を

用
い

て
､

古
風
な

趣
き

を

示
し
て

い

る

用
例
も

あ

り
､

各
ロ
e

7

p

s
甘

m
】

首
○

ロ
叫

訂

官
長
旨

軍
i

t

m
O

く
e

払

g
e

P
t
-

巧

打
1

弓
p

a
…

…
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･
鵬

一

橋

漁

業

第
三

十

七

春

希
一

助

■･
(

ゝ

蒜
叫

Q

き

§
乳

ゝ

蒜

§
訂

N

窒
)

に

お

け
る

よ

う
な

従
来
の

語
法
に

代
っ

て
､

受
動
態
の

進
行
形
が

出
現
す

る

ま

で

に

至
っ

て

い

な
い

(

但
し
i

仇

廿
e

訂
的

甘
P

空
け

払

の

形
式
が

一

般
化
し
た

の

は

十
九
世
紀
に

は
い

っ

て

か

ら

で

あ

る
)

｡

な

お

瀾
要
で

､

副
次
的
機
能
を

も
つ

進
行
形
が

､

ド

ラ

イ

デ
ン

の

散
文

中
､

論
説
文
よ

り

も

戯
曲
文
に

多
く

見
ら
れ

る

と

述
べ

て

い

る
の

は
､

そ

の

用
法
が

口

語
的
で

生

彩
に

富
む

文
鮭
に

適
す
る

も

の

で

あ

る
こ

と

を

賓

静
し

て

い

る
｡

第
六

章
｢

法
+

で

は
､

各
種
の

法
の

選
定
は

､

現
代
英
語
に

お

け

る

ほ

ぜ
で

な

く

て

も
､

ド
ラ

イ

デ
ン

に

お
い

て

も
､

多
分
に

文
髄
的
配
慮
に

左

右
さ

れ

る

と
い

う
｡

ま

ず
仮
定
法
で

は
､

條
件
を

表
わ

す
目
的
語
節
に

見

ら
れ

る

H
､

-

-

t

p

打
e

m
小

口
e

O

p
t

F

ゴ
ロ

F
①
.

-
H

町

F
O

已
P

ビ
e

g
-

P
d

i

t

等

等
Q

(

ゝ
→
}

ぢ
監
守

害
さ

00

n
)

の

よ

う
な

用
法
が

､

今
日
に

お

け
る

以

上

に

叙
法
的
表
現
が

自
由
で

あ
る

こ

と

を

示
し

て

い

る
｡

條
件
文
の

辟
結
節

に

町

F
O

已
P

(

司
○

已
e

け

示

と
い

う
迂
言
形
式
と

並
ん
で

､

限
定
法
の

弓
e

蒜

が

用
い

ら

れ
る

割
合
の

統
計
を

示

し
､

前
者
は

琵

な

ど
に

導
か

れ
る

條
件
節
を

伴
な

う

場
合
に

最
も

多
く

､

後
者
は

i

t

宅
軍
内

亡
ロ

g
P

邑
○

ロ

P

望
e

■t

O

-

①

P

く
e

.
冒
β

t

O

t

F
e

日

ぎ
t

F
(

旨
U

[

叫

計
声

官
記
声

竜
山
)

の

よ

う
な

不

定
詞
句
が

保
件
を

表
わ

す
文
に

､

特
に

多
い

と
い

う
｡

同
じ

構
造
に

お

け
る

仮
定
法
過
去
完
了
形
の

用
法
は

､

過
去
形
の

場
合
よ

り

も

盛
ん

で

あ

る

と
い

う
鮎
に

も
､

現
代
英
語
と
の

特
異
な

対
照
が

現
わ

れ
て

い

る
｡

僚
件
節
内
に

用
い

ら

れ
る

仮
定
法
現
在
形

訂

が

優
勢
で

あ

る
.の

が
､

ま
た

著
し
い

蒋
徴
で

あ
る

が
､

■
三

人
構
革
傲
の

場
合

､

直
腰
港
の

首

t

-

が

用
い

ら
れ

る

場
合
と
で

､

必
ず
し
も

意
味
の

差

異
が

認
め

ら
れ

な
い

と

■
朗

述
べ

て

い

る

の

は
､

文
題
拍
手
段
と

し
て

の

法
の

性
格
を

示
唆
し
て

い

る
｡

今
日
の

口

語
に

見
ら

れ

る

弓
e

蒜

に

代
る

直
接
法

司
p
∽

の

用
法
は

､

常

時
薇
生
の

蔚
し
を

表
わ

し

て

い

る

が
､

ド

ラ

イ

デ
ン

で

は

ま

だ

そ
の

用
例

が

見
受
け

ら
れ

な

い
｡

面
白
い

の

は
､

F
P

P

訂
t
t

e

叫

の

用
例
が

二

つ

し

か

な

く
､

そ

れ

よ

り

も

ぎ

冨
e

賢

が

逢
か

に

普
屈
な
こ

と
で

あ
る

｡

時

や

譲
歩
を

示
す
副
詞
節
に

あ
っ

て

は
､

慣
定
法
現
在
形
が

､

次
第
に

影
を

薄
め
つ

1

あ

る

状
態
が

見
ら

れ

る

が
､

特
に

{

F
O

仁
的

F

の

後
で

､

一

六
一

一

年
刊
行
の

欽
定
詩
聖
書
で

は

訂
が

通
則
で

あ

る

と
い

う
の

に
､

ド

ラ

イ

デ
ン

で

は

訂

が

i

払

よ

り

も

幾
分
多
い

程
度
で

あ

る

と

述
べ

て

い

る

の

が
､

注
意
さ

れ

る
｡

次
に

命
令
法
で

は
､

動
詞
の

前
に

添
わ

れ
る

今
日

強
調
的
な

d
O

と

見

倣
さ

れ

る

も
の
■
や

､

目
的
を

示
す
不
定
詞
を

従
え
る

g
O

が
､

b
タ

き
ー

訂
Q

計

巴
】
-

ロ
ワ

g
0

0

n

二
〇

〇
-

○

β
e
-

(

普
S

叫

旨

句
3 .

e
-

会
-
)

＼

旨
→

t

オ

b
∽

e

f

ロ

g
]

巨
d

d
タ

笥
､

昌
づ

遥
t

F
e

m
t

O

m
y

∽
小

∽
t

e

ワ
‥

(

』
切

払
q

さ

已
音
声

会
β

の

よ

う
に
+

起
源
的
な

並

立
形
で

現
わ

れ

て

い

る
こ

と
に

注
意
さ

れ

る
｡

な
お

受
動
態
の

命
令
法
や

完
了
の

意
の

ど

g
O

β
e

は

見
ら

れ

る

が
､

ビ
P

く
e

d

q
ロ

e

は

ま

だ

現
わ

れ
て

い

な
い

｡

第
八

草
は

｢

∽

H
A
F
P

と

W
I

P
H

上

で
､

未
来
時
制
の

形
態
素
と

し

て

の

用
法
と

濁
自
の

意
義
に

よ

る

用
法
と

に

大
別
し

､

そ
の

各
主

に

つ

い

て

精
密
な

再
分
を

行
っ

て
､

記
述
し
七
い

る
｡

そ
の

霞
分
は

必
ず
し

も

明

確
で

な
い

七

と
を

著
者
確

認
め

､

事
資
疑
問
に

思
わ

れ

る

箇
虚
も

見
嘗
る

■
が

､

こ

の

微
妙
な

項
象
の

虚
盟

丑
と

し
て

､

一

つ

の

典
型
を

壌
亦

し

洗

為

.

一

.

､

ノ
l

･t

･･
∴
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