
推
定
形
式
と
テ

ン
ス

{}

高

山

善

行

一↑　 …

 

は

じ

め

に

(
l

V

中
古
語

モ
ダ
リ
テ
ィ
助
動
詞
の
中

で
、
メ
リ
、
終
止
ナ
リ

(活
用
語
終
止
形
接
続
ナ
リ
)
に
は
テ
ン
ス
形
式
が
下
接
す

る
こ
と
が
あ

る
。
し
か
し
、
そ
の
詳
し

い

実
態

に

つ
い
て
は
ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
な

い
よ
う

で
あ

る
。
本
稿

で
は
、
ま
ず
そ
れ
ら
の
実
態

に
つ
い
て
観
察
し
、
そ

の
結
果
を
も
と
に
推
定
形
式

の
特
質

に

つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。

一

研
究
史

中

古
語

の

モ
ダ

リ
テ

ィ
助
動

詞

で
あ

る

メ
リ

と
終
止

ナ
リ

は
、

一
般

に
狭
義

《
推
定

》

を
表

わ
す

と

さ

れ

る
。

ま

た
、

メ
リ

は

「視

覚

に
関

わ
る

《
推
定

》
」
、

終

(2
)

止
ナ

リ

は

「
聴
覚

に
関

わ
る

《
推
定
》
」

を
表

わ
す

と

言
わ

れ
、
そ

の
対

応

が
注
意

さ

れ

て

い
る
。

両
者

が

ム
、
ラ

ム
、

ケ

ム
な

ど

と

一
線

を
画

す

る
性
質

と

し
て
、

テ

ン
ス
形
式

の
下
接

を
挙

げ

る

こ
と
が

で
き

よ
う
。

北

原
保

雄

(
一
九

八

一
)

に
以

下

の
よ
う

な
指
摘

が

あ

る
。

と

こ
ろ

で
、

「
な

り

(推
定

・
伝
聞

)
」

と

「
め
り
」

と

は
、
推
量

の
助
動

詞

で
あ

る

(と

い
わ

れ

て

い
る

も

の
で
あ

る
)

に
も

か

か
わ

ら
ず
、

連

用
形

が
認

推
定
形
式
と
テ

ン
ス

(87)
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め
ら
れ
る
。
た
だ
、
そ
の
例
数
は
僅

少
で
あ
り
、
し
か
も
、

い
と
ど
う

れ
ふ
な
り

つ
る
雪
か
き
た
れ

い
み
じ
う

降
り
け
り
。

(源
氏

・
末
摘

花
)

か
や
う

に
こ
と
な
る
を
か
し
き

ふ
し
も
な
く

の
み
ぞ
あ
な
り
し
。

(源
氏

・
宿
木
)

す
す
め
聞

こ
ゆ
る
盃
な
ど
を

い
と
め
や
す
く
も

て
な
し
給
ふ
め
り

つ
る
か
な
と

(源
氏

・
宿
木
)

あ
ま
君
そ

の
程
ま
で
な
が
ら

へ
給

は
な
む
と
宣

ふ
め
り
き
。

(源
氏

・
若
菜
上
)

な
ど
の
よ
う
に
、
「
つ
」
あ
る

い
は

「
き
」
が
下
接
す
る
例

に
限
ら
れ
、
中
止
法
や
連
用
法

の
例
は
全
く
認
め
ら
れ
な

い
よ
う

で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
大
局
的

に
は
、
「
な
り

(推
定

・伝
聞
)
」
「
め
り
」
も

「
む
」
「
ら
む
」
「け

む
」

「
ら
し
」

「
じ
」
な
ど
と
同
類

の
助
動
詞

で
あ
る
と
み
な
し
て
よ

い
で
あ
ろ
う

が
、
「
つ
」

や

「
き
」

に
上
接
す

る
と

い
う

こ
と
は
、
「
音
が
聞

こ
え
る
」
「
目
に
見
え
る
」
と

い
う
よ
う
な
客
体
的
な
と
こ
ろ
が
残

っ
て

い
る
か
ら
か
、
あ

る
い
は
そ
の
よ

う
な
起
源
的
な
事
情

が
形
態
的

に
残
存
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
と
解
釈
せ
ざ
る
を
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
「
な
り

(推
定

・
伝
聞
)
」
や

「
め
り
」

に
は
、
現
代
語

の

「
ら
し

い
」

の
よ
う

に
客
体

の
側

に
即
し
た
表
現
と
主
体

の
側

に
即
し
た
表
現

(推
量
表
現
)
と
の
二
面
に
ゆ
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る

の
か
も
し
れ
な

い
。
こ

鋤

の
点
に

つ
い
て
は
、
も
う
少
し
掘
り
下
げ
て
考
察
す

る
必
要

が
あ
る
。

(四
五
二
頁

～
四
五
三
頁
)

ー8

メ
リ
、
終
止
ナ
リ

の
性
質
に

つ
い
て
考
え
る
上

で
重
要
な
指
摘

で
あ
る
。

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
掘
り
下
げ
た
考
察
」
が
な
さ
れ
て
い
な

い
の
が
現

状

で
あ

っ
て
、
そ
の
た
め
に
実
態

の
観
察
を
行
な
う

こ
と
が
第

一
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、

モ
ダ
リ
テ
ィ
助
動
詞

に
対
す
る
テ

ン
ス
形
式
下
接

の
問
題
は
、
現
代
語

の
研
究

に
お

い
て
も
取
ワ
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
仁
田
義
雄

(
一
九
九

一
)
で
は
モ

ダ
リ
テ
ィ
形
式

の
う
ち
テ

ン
ス
形
式
が
下
接
す

る
も

の
を
疑
似

モ
ダ
リ
テ
ィ
と
呼

ん
で

い
る
。

真

の
典
型
的
な
モ
ダ
リ
テ
ィ
は
、
言
表
事
態
や
発
話

・
伝
達

の
あ
り
方
を
め
ぐ

っ
て
の
発
話
時
に
お
け
る
話
し
手

の
心
的
態
度

の
言
語
的
表
現
で
あ
る
。
こ

う

い

っ
た

「
発
話
時
に
お
け

る
」
「
話
し
手
の
」
と

い
っ
た
要
件
を
充

た
し
た
心
的
態
度

の
表
現
を

〈真
正

モ
ダ
リ
テ
ィ
〉
と
本
章

で
は
仮

に
呼
び
、

こ
の
要
件

か
ら
外
れ
た
と

こ
ろ
を
有

し
て
い
る
心
的
態
度

の
表
現
を

〈疑
似

モ
ダ
リ
テ
ィ
〉

と
仮
称
す
る
。

(五
二
頁
～
五
三
頁
)

疑
似

モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
と
は
、
真
正

モ
ダ
リ
テ
ィ
以
外

の
用
法
を
持

つ
形
式
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
形
式
自
体
が
、
過
去
に
な

っ
た
り
、
否
定

に
な

っ
た
り
、

話
し
手
以
外

の
心
的
態
度

に
言
及
し
た
り
す

る
こ
と
が
あ

る
も

の
で
あ
る
。

(五
四
頁
)



～

「
カ

モ

シ

レ
ナ
イ
」

「
ヨ
ウ
ダ
」

「
ラ

シ
イ

」

「
タ
イ

」

「
ツ

モ
リ
ダ
」
な

ど
は
、

い
ず

れ
も

、
上

の
例

文

が

示
す

よ
う

に
、
そ

の
形
式

自

体

が
タ
形

を
取

っ
て

い
る
。

し

た

が

っ
て
、

こ
れ

ら

は
、

も

は
や

発
話
時

の
心

的
態

度
を

表
す

も

の
で
は
な

い
。

さ

ら
に

言

え

ば
、

こ

れ
ら
が
表

し

て

い
る
も

の
は
、
心

的
態

度

や

心
的

態
度

に
関
わ

る
も

の
で
あ

る
に
し

て
も

、
も

は

や

主

体
的

な
心

的
態

度

の
表

明
そ

の
も

の
と

い

っ
た
も

の
で

は
な

く

、
客
体

化

さ
れ

た
心

的
態

度

の
存

在

や
、

そ
う

い

っ
た
心
的

態
度

を
起

こ
さ

せ
る

客
観

的
な

世

界

の
様
相

と

い

っ
た
も

の

へ
と
、
移

っ
て

い
る
も

の
と

思
わ

れ

る
。

(五
五

頁
)

　
ヨ
　

モ
ダ
リ
テ

ィ
助
動
詞

に
テ

ン
ス
形
式
が
下
接
す
る
と

い
う
現
象
は
、
個
別
論

に
と
ど
ま
ら
ず
、
述
語

の
階
層

に

つ
い
て
議
論
す

る
上
に
お

い
て
も
重
要

で
あ
ろ
う
。

そ
う

い
う
点
も
含
め
て
、
現
代
語
に

つ
い
て
は
機
会
を
改
め
て
検
討
し
て
み
た
い
。

と
に
か
く
、
今
回
検
討
す
る
古
典
語
に

つ
い
て
は
、
ま
と
ま

っ
た
記
述
が
な
さ
れ

て
い
な

い
の
が
現
状
で
あ

っ
て
、
実
態
を
観
察
す

る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
以
下
、
そ
の
手
順
に

つ
い
て
説
明
す
る
。

ま
ず
、
テ

ン
ス
形
式
と
し
て
は
助
動
詞
キ
、

ツ
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
す

る
。

ツ
は

】
般

に
ア

ス
ペ
ク
ト
形
式

と
し

て
了
解
さ
れ
て
い
る
が
、
近
過
去
を
表
し
う

る
こ
と
か
良

二
次
的
に
一ア
ン
ス
的
意
味
を
表
わ
し
て
い
有

よ

っ
て
、
今
回
広
く
考
究

の
範
囲
に
含
め
る
こ
と
に
し

タ

舷
た
、
ケ
リ
竺

般

に

.
過
去
の
助
動

鋤

詞
L
と
呼
ば
れ
、
当
然
テ
ン
ス
形
式
と
し

て
扱
え
る
の
だ
が
、
実
際

に
は
メ
リ
、
終
止
ナ
リ
に
下
接
す
る
確
例

は
見
ら
れ
な

い
。
結
局
、
キ
も
し
く
は
ツ
が
下
接
す

ー

る
場
合

(以
下
、

メ
リ
キ
/

ツ
、
ナ
リ
キ
/

ツ
と
表
示
す

る
)

に

つ
い
て
見
て
い
く

こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

次
節

で
は
、
実
際
に
メ
リ
キ
/

ツ
、
ナ
リ
キ
/

ツ
の
個

々
の
用
例
を
観
察
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
。
少
数
例

の
検
討

に
な
る
し
、
相
互
承
接
の
微
妙
な
問
題
が
関

わ

っ
て
く
る
し
す
る
か
ら
、
可
能

な
限
り
異
文
を
示
す

こ
と
に
す
る
。
(
『校
本
枕
草
子
』
『
源
氏
物
語
大
成
』
な
ど
に
よ
る
)

な
お
、
資
料

と
し
て
は
中
古
初
期

～
中
期
成
立

と
さ
れ
る
、
以
下

の
和
文
文
学
作

品
を
用

い
た
。
用
例
収
集

に
用

い
た
注
釈
書
名
と
合
わ
せ
て
記
し
て
お
く
。
[
『竹

取
物
語
』
『
伊
勢
物
語
』
『
大
和
物
語
』

『平
中
物
語
』

『
土
佐
日
記
』

『
和
泉
式
部
日
記
』
『
蜻
蛉
日
記
』
以
上
、

日
本
古
典
文
学
全
集

(小
学
館
)
、

『枕
草

子
』
日
本

古
典
文
学
大
系

(岩
波
書
店
)
『
紫
式
部
日
記
』
新
日
本
古
曲
ハ文
学
大
系

(岩
波
書
店
)
『
源
氏
物
語
』
日
本
古
典
文
学
全
集

(小
学
館
)
]
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ニ

メ
リ
キ
/

ツ
の
実
態

メ

リ
キ
/

ツ
の
用

例

の
分
布

は
表

1

の
と

お
り

で
あ

る
。

平
安

初
期

作

品

で
は
、

メ
リ

キ

が

『平

中
物

語
』

に
二
例

生

起

し

て

い
る
だ
け

で
あ

る
。

メ
リ

ツ
は
用
例

が
確

認

で
き
な

い
。

つ
ま
り
、

用
例

は
平

安
中

期

に
集

中

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

(
た
だ
し
、

『蜻
蛉

日
記
』
に

は

一
例

も
用

い
ら

れ

て

い
な

い
。
)
ま

た
、

メ
リ

ツ

は

『
源
氏

物
語

』
に
二
例

用

い
ら

れ

て

い
る

だ
け

で
、

他

の
作

品

に
は
見
ら

れ

な

い
。
以

下
、

作

品
別

に
用
例

を

見
て

い
く

こ
と
に
し

よ
う
。

【平
中
物
語
】

①

「
い
と
も

の
は
か
な
き
た
よ
り
に
つ
け
て
あ
り
し
こ
と
な
な
り
。
そ

の
人
は
さ
だ
か
に
も
知
ら
じ
。
お
の
ら
も
見
し
か
ば
、
は
じ
め
わ
た
り
の
返
り
ご
と
は

す
め
り
し
。
そ
の
人
の
、
も

の

へ
い
ま
し
ぬ
め
り
し
か
ば
、
心
に
は
思
ひ
な
が
ら
、
え

せ
ぬ
ぞ
。

み
つ
か
ら

は
手
も

い
と
あ
し
、
歌
は
た
知
ら
ず
。
あ
た
ら
、

こ
と
ど
も
を
」
と
そ

い
ひ
け
る
。

の

男
が
文
使
を
介
し
て
娘
に
文
を
送
る
。
最
初
は
返
事

が
来

て
い
た
が
、
そ

の
う
ち
返
事
が
途
絶
え

/キ

て
し
ま

い
、
何
度
も
文
を
や
る
が
い
っ
こ
う

に
返
事
が
来
な
く
な

っ
て
し
ま

っ
た
。
不
審
に
思

っ
た

リメ

男
は
事
情
を
探

る
こ
と
に
し
た
。
そ
こ
で
、
そ

の
娘
付
き

の
女
房

が
返
事

の
来
な

い
事
情
を
説
明
す

肺

る
場
面
で
あ
る
.
、
最
初

の
・つ
ち
は
、
代
筆
を
す
る
人

が
返
事
を
し
て

い
た
様

子
だ

っ
た
.
と

.」
ろ

朋

が
、
そ

の
人
が
ど
こ
か

へ
い
ら

っ
し
ゃ
た
さ

つ
で
、

(お
篠

と
し
て
は
)
気

に
か
け
な

が
ら
も

お

刷

返
事

が
で
き
な

い
の
で
す
よ
.
L
と
説
明
し
て

い
る
.
「
お
の
ら
も
見
し
か
ば
」

と
あ
る
考

に
、
女

作

房
が
あ
た
か

も
自
分
自
身

の
目
で
見
た
か
の
よ
う

に
報
告
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
二
例

が
数
少

ユ表

な

い
平
安
初
期

の
例

で
、
他
は
す

べ
て
平
安
中
期
作
品
の
例

で
あ
る
。
平
安
初
期

に
用
例
が
少
な

い

＼_ ＼ メリキ

竹 取 物 語0

伊 勢 物 語0

大 和 物 語0

平 中 物 語2

土 佐 日 記0

和泉式部 日記0

蜻 蛉 日 記0

枕 草 子4

紫 式 部 日記3

源 氏 物 語51

メ リツ

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2
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の

は

、

メ

リ

、

か

で

な

い

が

、

終
止
ナ
リ
そ
の
も

の
が
ま

だ
成
立
期

に
あ

っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
平
安
初
期
、
『
平
中
物
語
』
だ
け
に
用

い
ら
れ
た
理
由
に

つ
い
て
は
明
ら

　ら

　

こ
の
作
品
は
語
法
面
に
お

い
て
特
殊
な
性
格
を
示
す

こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
検
討
し

て
い
き
た

い
。

【枕
草

子

】

②

さ

れ

ば
と

て
、

は
じ

め

つ
か
た

は
、

か
ち
あ

り

き
す

る
人

は
な

か
り

き
。

た
ま

さ

か

に
は
壺

装
束

な

ど
し

て
、

な

ま

め
き
化
粧

じ

て

こ
そ

は
あ

め
り

し

か
。

[
説
教

の
講
師

は
…

…
]

作
者

が
過

去
を

回
想
し

て

い
る
場
面

で
あ

る
。
「
自
分

が

若

い
頃

に

聴
聞

に
熱
中

し

た

が
、
そ

の
頃

は

ま

だ

一
般

の
若

い
女

性
を

見

る

こ
と
は

な

か

っ
た
。
他

の
女

性

は
、

ま

れ

に
、

お
め

か
し

を
し

て
出

か
け

た

よ
う

だ

っ
た

。
」
と

い
う

部
分

で
あ

る
。

以

下

に
校

異

を
示

し

て
お
く

。
能

因

本

で
は

「
あ

り
し

か
」
と
し

、

メ
リ

が

使

わ
れ

て

い
な

い
。

(三

)

は

め

D

(能

)
・
あ

・
り
し

か

⑲

(
前

)

・

・

・

…

(堺
)

コ
ノ
段
ナ

シ

③

「
～
。

ま

だ
上

に
お

は
し

ま
し

つ
る
折

か
ら
あ

る
を

ば
、

知

ら
ざ

り
け

る
」
と

て
、

そ
れ

よ

り
後

は
、
局

の
簾

う

ち

か
づ
き

な

ど
し
給

ふ
め
り

き
。

[
職

の
御

曹

司

の
西
面

の
…

…
]

藤

原
行

成

と

の
親
交

に

つ

い
て

の
章

段

。
行

成

が
作
者

の
寝

起

き
顔

を

の
ぞ
き

見

た

と

い
う
事

件

の
後

で
、

「
そ

れ
よ

り
後

は
…

…
」
と
後

日
談

を
語

る
。

章
段

末

尾

に
あ

っ
て

、
話

の
締

め
く

く

り

の
位

置

に
用

い
て

い
る
。

「
そ

の
と

き
以
来

、

(行
成

が
)

平
気

で
私

の
部

屋

の
簾

を
く

ぐ

っ
て
入
り

込

ん
だ
り

な
さ

る
よ
う

で
し

た
。
」

と

い
う
意

。

(三

)

・推
定
形
式
と
テ
ン
ス

へr… … 鴨
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堺口
Ω
則口

　

能口

推
定
形
式
と
テ
ン
ス

し
給

ふ
め

り
き

コ
ノ
段

ナ

シ

コ
ノ
段

ナ

シ

④

さ

て

の
ち

ぞ
、
袖

の
几
帳

な

ど
と

り
捨

て

て
、

思

ひ

な

ほ
り
給

ふ
め
り

し
。

[頭

中
将

の
す

ず

う
な

る

そ
ら

言
を

…

…
]

当

意

即
妙

の
答

え

を
し

た
作

者

の
機

知

を
評
価

し
て
、
そ

れ

ま

で
作

者

の
悪

口
を
言

い
ふ
ら
し

て

い
た

斉
信

が
考

え

を
改

め

る
話

で
あ

る
。
③

と
同

様
、
「
さ

て

の

ち

ぞ
、

…

…
」

と
時

の
表
現

を

用

い
て
後

日
談
を

語

る
。

「
後

に
、

(斉
信

が
)
機
嫌

を

直
し

た

よ
う

だ

っ
た

。
」

の
意

。
前

文

に
あ

る

「
声
な

ど
す

る
を
り

は
、

袖

を

ふ
た
ぎ

て
、

つ
ゆ
見

お

こ
せ
ず

…

…
」

と
呼

応
し

て

い
る
。

(三
)

・

(能

)

お
も

ひ
な
を

り
給

ふ
め
り

し

助

(前

)

⑲

(堺

)

コ
ノ
段
ナ

シ

⑤
左
衛
門

の
陣
ま
で
い
き

て
、
倒
れ
さ
わ
ぎ

た
る
も
あ
め
り
し
を
、

殿

の
御
服
の
こ
ろ
…
…
]

女
房

た
ち
が
大
騒
ぎ
す
る
有
様
を
描
写
的
に
表
現
し
て
い
る
。

(三
)

(能
)
あ
め
り
し
を

(前
)

(堺
)

コ
ノ
段
ナ
シ

「
か
く

は

せ
ぬ

こ
と

な
り

。
～
」
な

ど
く

す

し

が

る
者

ど
も
あ

れ

ど
。
聞

き

も

入
れ
ず

。
[
故

●



用
例
を
見
る
と
、
②
⑤
は
見
た
ま

ま
を
描
写
し
て
い
る
か

の
よ
う

で
、
様
態
性
が
強
く
顕
わ
れ
て

い
る
。

一
方
、
③
④

は
時

の
表
現

の
存
在
に
よ

っ
て
回
想
性
が

強
く
感
じ
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
、
話

の
末
尾

と

い
う
場
所
は
、
物
語

の
文
章

に
お

い
て
は
ケ
リ
が
し
ば
し
ば
位
置
す

る
場
所

で
あ
る
。

【紫

式

部

日
記

】

⑥

～
、

そ

こ
ら

の
上
達

部

・殿

上

人

に

さ
し

出

で
て
、

「
ま

ぼ
ら

れ

つ
る

こ
と
」

と
そ
、

の
ち

に
宰
相

の
君
な

ど
、

口
惜

し

が
り
給

ふ
め
り

し
。

さ

る

は
。
悪

し

く
も
侍

ら

ざ
り
き

。

た

だ
あ

は

ひ
の
さ

め

た
る
な

り
。

小

大
輔

は
、

紅

一
重

ね
、

上

に
紅

梅

の
濃

き

淡

き
五

つ
を

か
さ

ね

た
り
。

唐
衣

、

桜
。

源
式

部

は
、

濃

き

に
、

又
、

紅
梅

の
綾

ぞ
着

て
侍

る

め
り

し
。

第

一
例
、

「
の
ち

に
」

で
示

さ
れ

る
よ

う

に
後

日
談

と

し

て
描

か
れ

て

い
る
。

第

二
例
、

衣

装

の
色

に

つ
い
て

の
描
写

で
あ

る
。

⑦

右
の
大
臣
、
「
和
琴

い
と
お
も
し
ろ
し
」
な
ど
、
聞
き
は
や
し
給

ひ
、

の
身
さ

へ
冷
え
侍
り
し
か
。

酒
の
席
で
の
顕
光

の
失
態

の
あ
り
さ
ま
を
描
写
的
に
表
現
し
て
い
る
。

ざ
れ

た
ま

ふ
め

り
し

は

て

に

、

い
み
じ
き

あ

や
ま

ち

の

い
と

ほ
し
き

を

こ
そ

、
見

る
人

【
源
氏

物
語

】

[メ
リ

キ
]

⑧

(女

房

)

「
御
心

地

の
重

く
な

ら

せ

た
ま

ひ
し

こ

と
も

、

た

だ

こ

の
宮

の
御

こ
と
を
、

思

は
ず

に
見

た

て
ま

つ
り

た
ま

ひ
て
、

人
わ

ら

へ
に

い
み
じ

、
と

思
す

ア

イ

め
り

し

を
、

さ
す

が
に

こ
の
御

方

に

は
、

か
く
思

ふ
と

知

ら
れ

た
て
ま

つ
ら
じ

と
、

た

だ
御

心

ひ
と

つ
に
世

を
恨

み
た
ま

ふ
め

り
し

ほ
ど

に
、

は
か

な
き

御

く

ウ

だ
も

の
を
も

聞

こ
し

め

し

ふ
れ
ず
、

た
だ

弱
り

に
な

む

弱

ら

せ

た
ま

ふ

め
り
し

。
う

は

べ
に
は
、

何

ば

か
り

ご
と

ご
と
し

く
も

の
深

げ

に
も

も

て
な

さ

せ

た
ま

エ

は
で
、

下

の
御

心

の
限

り
な

く
、

何

ご
と

も
思
す

め
り

し

に
、

故

宮

の
御

戒

め

に
さ

へ
違

ひ

ぬ
る

こ

と

と
、

あ

い
な
う

人

の
御

上
を

思

し
悩

み
そ
め

し
な

り

」

推
定
形
式
と
テ
ン
ス

(93)

r
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推
定
形
式
と
テ
ン
ス

と
聞

こ
え

て
、

(総
角

)

メ
リ
キ

の
連
続
使

用

が
見
ら

れ

る
部
分
。

イ エ ウ イ ア

(第

一
ー
第
四
例

を

ア
ー

エ
と
す

る
)

匂
宮

が
結
婚

後
、

中

の
君

の
も
と

に
通

っ
て

こ
な

い

こ
と
を

「
世
間

体

が
悪

い
」

と
思
う

大
君

の
心

の
内

を
推
定
。

大

君
が
自

分

の
胸

の
う

ち

で
匂

宮

と
中

の
君

と

の
仲

を
恨

む
。

大

君
が
衰
弱

し

て

い
く
様

態
を

描
写
。

大

君
が
ど

こ
ま

で
も

つ
き

つ
め
て
考
え

て

い
く
と

い
う

心

の
内
を
推
定

し

て

い
る
。
「
う

は

べ
に

は
」

と

い
う
様

態
表

現
と

の
対
比

が
明
瞭

で
あ

る
。

ウ

は

メ
り

の
な

い
本
文

が
あ

る
。

エ
は

べ
カ
メ
リ
キ

、

ベ
カ
メ
り

と
す

る
も

の
が
あ
る
。

(異
文

の
な

い
場
合

は

x
で
示
す
。

以
下

同
じ
)

ア(青
)
×

(河
)
×

(別
)
×

イ(青
)
×

(河
)
×

(別
)
給
め
り
し
1

給
し
横
陽

ウ(青

)
×

(河
)
×

(別
)
給
め
り
し
ー

給
し
平

工

(94)

賢



(青

)
×

(
河
)
×

(別

)
お

ほ
す

め

り
し

に

お
ほ
す

へ
か
め
り
し
に
陽
i

お
ほ
す

へ
か
め
る
に
平

⑨
七
月

に
ぞ
后
ゐ
た
ま

ふ
め
り
し
。
源
氏

の
君
、
宰
相

に
な
り
た
ま

ひ
ぬ
。

(紅
葉
賀
)

地
の
文

の
用
例

で
あ
る
。

藤
壺
立
后

の
場
面
。
文
体
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
メ
リ
キ
/

ツ
は

『
源
氏
物
語
』
で
地

の
文
で
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
少
な

い
。
し

か
も
、

こ
の
文

の
位
置
は
段
落
の
冒
頭
部
分
で
、
③
④
と
同
様
に
ケ
リ
が
使
わ
れ
て
よ
さ
そ
う
な
場
所

で
あ
る
。
全
集
本
注

「
重
大
な
公
事

な
の
で

『
め
り
し
』
と

腕
曲

に
叙

す
る
」
古
典
集
成
注

「
物
語
作
者
と
し
て
重
大
な
国
事

に
関
す

る
記
述
を
遠
慮
し

て
、

ぼ
か
し
た
書
き
方
」
と
す
る
が
、
他
に
ど

の
よ
う
な
類
例

が
あ

る

か
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(主
目
)
き
さ
き
ゐ
給
め
り
し
ー

き
さ
き

に
ゐ
た
ま
ふ
め
り
し
横
1

き
さ
き
に
ゐ
給
め
り
し
を
陽

鋤

(河
)
×

(別
)
×

[メ
リ
ツ
]

⑩
母
君

「
…
…
身

に
あ

ま
る
ま
で
の
御

心
ざ
し

の
、
よ
う
つ
に
か
た
じ
け
な
き
に
、
人
げ
な
き
恥
を
隠
し

つ
つ
、
交
ら

ひ
た
ま

ふ
め
り

つ
る
を
、
人

の
そ
ね
み

深
く

つ
も
り
、
や
す
か
ら
ぬ
こ
と
多
く
な
り
添

ひ
は
べ
り

つ
る
に
、
-
…
.」

(桐
壺
)

桐
壺
更
衣

の
母
が
命
婦

に
向
か

っ
て
、
娘

(桐
壺
更
衣
)

の
死
に
至
る
経
緯
に

つ
い
て
語
る
場
面
。
母
が
更
衣

の
他
者
と
の
付
き
合

い
方
を
推
定
的

に
述

べ
て
い

る
。
異
文

に
つ
い
て
。

ツ
の
な

い
も

の
、

ツ
の
か
わ
り
に
キ
を
用

い
て

い
る
も

の
が
あ
る
。
《
過
去
》
と

い
う
時

の
は
ば

に
対
す
る
解
釈

の
揺
れ
を
表
わ
し
て

い
る

の

で
あ
ろ
う
。

(青
)
給

ふ
め
り

つ
る
を

給

め
る
を
肖
三

推
定
形
式
と
テ

ン
ス

騨r
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推
定
形
式
と
テ
ン
ス

(河
)
給
ふ
め
り

つ
る
を
ー

た
ま
ふ
め
り
し
を
河

(別
)
給
ふ
め
り

つ
る
を
ー

給
め
り
し
を
御
国
麦
ー

ナ

シ
陽

⑪

君

は
入

り

て
臥
し

た
ま

ひ
て
、
「
…
…
、

こ
れ

か
れ
、

灯

明
か
く

か

か
げ

て
、
す

す

め
き

こ
ゆ

る
盃

な

ど
を
、

な
」

と
、

宮

の
御
あ

り

さ
ま

を
め

や
す
く

思

ひ
出

で

た

て
ま

つ
り

た
ま

ふ
。

(宿
木

)

薫

が
匂
宮

の
新
婚

第

三
夜

の
儀

(披
露

の
祝

宴
)

の
様

子

を
回

想
す

る
。

(青
)
×

(河
)
も
て
な
し
給
め
り

つ
る
か
な
と
ー

も

て
な
し
給
め
り

つ
る
な
と
大

(別

)
×

以
上
で
個

々
の
用
例

の
観
察
を
終
わ
る
。

て
み
た
い
。

い
と
め
や
す
く
も
て
な
し
た
ま
ふ
め
り

つ
る
か

次
に
、

こ
れ
ち

の
用
例
を
通
し
て
み
た
、

メ
リ
キ
/

ツ
の
統
語
的
特
徴
、
意
味
的
特
徴
、
文
体
的
特
徴

に
つ
い
て
考
え

(96)

[統

語
的

特
徴

]

ま
ず

、

メ
リ

キ
/

ツ
の
上
接
語

に

つ
い
て
見

て

み
る

こ
と

に
す

る
。
表

2
を

参
照

さ
れ

た

い
。

上

接
語

と
し

て
目

立

つ
の
は
、

「
思
す

系
」

を

は
じ

め
、

「思

考

・
感

情
」

を
表

わ
す

も

の
が
多

い
こ
と

で
あ

る
。

こ
れ

は
、

メ
リ

の
上

接
語

の

一
般
的

な
傾

向

と
は

(
6
)

 異
な
る
も
の
で
あ
る
。

メ
リ
の
上
接
語
と
し
て
は
、
ラ
変
型
活
用
語
が
多

い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
と
り
わ
け
助
動
詞
ナ
リ

(断
定
)
が
多

い
と

い
う
。
と
こ

ろ
が
、

メ
リ
キ
/

ッ
に
ナ
リ
が
上
接
し
た
例

は

一
つ
も
な

い
の
で
あ
る
。

(そ
の
理
由
に

つ
い
て
は
後
述
。
)

次
に
下
接
語
に

つ
い
て
み
る
と
、
接
続
助
詞
が
多

い
こ
と
に
気
付
く
。

つ
ま
り
、
従
属
節

(
こ
の
場
合
は
接
続
節
)

で
の
用
法

が
多

い
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
で
、

メ
リ
キ
/

ツ
を
大
き
く
文
中
用
法
と
文
末
用
法

に
分
け

て
分
布
を
調

べ
て
み
た
。

(表

3
参
照
)



推
定
形
式
と
テ
ン
ス

と

え
ば
、
⑥
⑧

ウ

の
よ
う

な
例

で
あ

る
。
も

ち

ろ

ん
、

名

詞

を
使

っ
て

の
語
彙
的

手

段

に
よ

る

《
様

態
》

の
表
現

と

は

レ
ベ

ル
が

異
な

る
。

も
う

}
つ
は

、
特

に

『
源

氏
物

語
』

で
多

く
見

ら

れ

る
も

の
だ

が
、

人

の
動
作

、
外

見

な

ど
を
根

拠

と

し

て
、
《
思
考
》

《
感
情

》

と

い

っ
た
そ

の
人

の
心

的
内

容

を
推
定

す

る
も

の
で
あ

る
。

た

と
え

ば
、
⑧

ア
、

イ
、

エ

の
よ
う

な
例

で
あ

る
。

こ
れ

は
、
推
定

性

が
濃

厚

な
タ
イ

プ

と
言

え
よ
う

。

ど
ち

ら

の
タ
イ

プ
も

視
覚

で

と
ら

え
ら

れ
る
事
態

に
関

わ

っ
て
は

い
る

が
、
後

者

の
方

が

モ
ダ

リ
テ

ィ
助
動

詞
ら

し

い
用
法

と
言

え

よ
う

。
用
例

の
割

合

と
し

て
も
圧

倒
的

に
後
者

が
多

い
。

表3文 中用法と文末用法

『平 中 物 語』
文中 1

文末 1

『枕 草 子 』
文中 1

文末 3

『紫式部 日記』
文中 1

文末 2

『源 氏 物 語』
文中 38

文末 13

[意
味
的
特
徴
]

メ
リ
キ
/

ツ
の
対
象
と
な
る
事
態
は
大
き
く
二

つ
に
分
か
れ
る
。

一
つ
は
、
人

の
具
体
例
な
動
作
、
外
見
を
描
写
す
る
も

の
で
、
鼻様
態
性

描
写
性
が
濃
厚
な

タ
イ
プ

で
あ
る
。

(
7
)

た

傾
向
と
し
て
は
、
文
中
用
法
が
多
く
、
文
末
用
法
が
少
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
は
、
キ
が
文
中
用
法
が
多

い

こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
文
末
用
法

は
、
単
に
終
止
形
終
止
す
る
例
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
係
り
結
び
、
連
体
止
め

な
ど
、
曲
調
終
止
す
る
例

が
多

い
。
終
助
詞
が
ほ
と
ん
ど
下
接
し
な

い
の
は
、
そ
も
そ
も
終
助
詞
が
係
助
詞

の
結
び

に
な
り
に
く

い
た
め
で
あ
ろ
う
。

表2メ リキ/ツ の上接語

『平 中物語』

(返 りごとを)す1

(ものへ)い ます1

『枕草子』

(化粧 じて)あ り1

(うちかづ き)す1

思ひなほる1

(倒れさわ ぎたるも)あ り1

『紫式部 日記』

惜 しが りたまふ1

(紅海の綾ぞ)着 てはべ る1

ざれたまふ1

『源氏物語」

思す系※16

思ふ4

心+動 詞※4

嘆く2

恨む1

恋ふ1

定む2

以上、思考、感情系動詞

のたま3、2
一
言ふ1

聞こゆ2

替めきこゆ1

申したまふ1

御覧ず1

弱る1

ゐる1

紛る1

いそぐ1

いましむ1

(住い)す1

慰めかぬ1

萎えばむ1

(文通)す1

(事)そ ぐ1

※思 す 系 ・一 ・思 し嘆 く、 思 しお く、 思 し

寄 る、 思 しわ た る な ど。

※心+動 詞 … 心 寄 す 、 心 覚 む 、 心 お く

(97)
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表4文 体別用例分布

平 中 物 語 枕 草 子 紫 式 部 日 記 源 氏 物 語

会 心 地 他 会 心 地 他 会 心 地 他 会 心 地 他

メ リキ 2 4 3 36 10 3 2

メ リツ 1 1

推
定
形
式
と
テ
ン
ス使

用
場
面
と
し
て
は
、
身
分
的

に
下
位

の
者
が
上
位

の
者
に

「報
告
す
る
」
場
面

が
目
立

つ
。

こ
の
問
題
は
文
体
的
特
徴

に
深
く
関

わ

っ
て
く
る
。
典
型
的
な
も

の
は
、
先
の
⑧

の
よ
う
な
例

で
、
女
房

が
大
君

の
あ
り
さ
ま
を
薫

に
報
告
し

て
い
る
。　　

　

な

お
、
《
娩

曲
》

に

つ
い
て

は
、
定

義

の
問
題

な

ど

い
ろ

い
ろ
検

討
す

べ
き

こ
と

が
多

く
、

今
回

は
立

ち
入

ら
な

い
。

[
文
体
的
特
徴
]

文
体
別

の
用
例
分
布

に

つ
い
て
は
表
4
を
参
照
さ
れ
た

い
。

大
ま
か
な
傾
向
と
し
て
は
、
メ
リ

】
般

の
特
徴

と
差
が
無

い
と
言
え
る
。
表

4
よ
り
、
日
記

・
随
筆
で
は
地

の
文
の
み
に
用
い
ら
れ
、

会
話
文

・
心
話
文
は
用
例

が
見
ら
れ
な
い
。

一
方
、
『
源
氏
物
語
』
で
は
会
話

・
心
話

が
多
く
、
地

の
文
が
少
な

い
。
物
語
は
地

の
文

で

は
、
ケ
リ
と
い
う

「
語
り
」

の
形
式
が
選
択
さ
れ
る
た
め
、
キ
が
入
る
余
地
が
な

い
。
よ

っ
て
、

メ
リ
キ
も
排
除
さ
れ
る
。

一
方
、
キ

を
基
調
と
し
て
述

べ
ち
れ
る
随
筆

・
日
記
類
で
は
、
地

の
文
に
そ
う

い

っ
た
制
約
が
か
か
ら
な
い
。

ジ
ャ
ン
ル
に
よ

っ
て
、
分
布

が
異

鮒

な
る
背
景
に
は

こ
の
よ
う
な
事
情

が
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
通
時

的
に
見
れ
ば
、
秋
本
守
英

(
一
九
七
四
)

ー

が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
平
安
初
期
作
品
か
ら
中
期

に
か
け

て
の
文
体

の
変
容
と
メ
リ
使
用
と

の
相
関
を
想
定
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

三

ナ
リ
キ
/

ツ
の
実
態

ナ

リ
キ
/

ツ

の
用
例

分

布

は
表

5
参
照
。

【枕

草

子
】

⑫

掃
部

司
ま

ゐ
り

て
、

御

格

子

ま

ゐ
る
。
・王
殿

の
女

官
御

き
よ

め
な

ど

に
ま

ゐ
り

は

て
て
、

起

き
さ

せ
給

へ
る

に
、

花
も

な
け

れ

ば

、

「あ

な
、

あ

さ
ま

し

。

あ

の
花

ど
も

は

い
つ
ち
往

ぬ
る

ぞ
」

と
仰

せ

ち
る
。

(中

宮
)

「
あ

か

つ
き

に
、

『
花
盗
人

あ

り
』

と

い

ふ
な
り

つ
る
を
、

な

ほ
枝

な

ど

す

こ
し

と
る

に
や

と

こ
そ
聞

き

つ
れ
。

誰

が
し

つ
る
ぞ
、

見

つ
や
」

と
仰

せ
ら

る
。

塾



}

表5作 品別用例分布(ナ リキ/ツ)

ナ リキ ナ リツ

竹 取 物 語 0 0

伊 勢 物 語 0 0

大 和 物 語 0 0

平 中 物 語 0 0

土 佐 日 記 0 0

和泉式部物語 0 0

蜻 蛉 日 記 0 0

枕 草 子 1 1

紫 式部 日記 2 1

源 氏 物 語 5 1

中

宮

が
朝

起
き

て

み
る

と
、

庭

に
あ

る

は
ず

の
造

花

が
な

い
こ
と

に
気
付

く
場

面
。

「
早
朝

に
『
花

盗
人

が

い
る
』

と

い
う

声
を
聞

い
た
け

れ

ど
、

枝
を

少
し

盗

っ
て

い

っ
た
く

ら

い
に
聞

い
た
。
誰

が

盗

っ
た

の
で
す

か
、
誰

か
見

ま
し

た

か
」

と

い
う
意

。
実

際

に
声

を
聞

い
た

こ
と
に
対

し

て
用

い
て

い
る
。

ツ
は

近
過

去
を

表
し

て

い
る
。

こ

の
部

分

の
中
宮

の
会
話

は

文
末

ツ
が
基
調

と
な

っ
て

い
る
。

な

お
、
前

田
家

本

で
は
終
止

ナ
リ

が
な

く

、
単

に

「
い
ひ

つ
る
は

」

と
し

て

い
る
。

(三
)

に
は
な

・

を

(能

)

あ

か
月

…

ぬ
す

む
人
あ

り

・
と

い
ふ
な

り

つ
る

は

(前
)

に
は
な

つ

ひ

・
・

(堺
)

コ
ノ
段

ナ

シ

⑬

(中

宮

)
「
～
そ

の
女
出

で
来

て
、

い
み
じ
う
手

を
す

り

て

い
ひ
け

れ

ど
も
、

『仰

せ
ご
と

に

て
。

か

の
里

よ
り
来

た

ら

ん
人

に
、
か
く
聞

か
す

な
。
さ

ら
ば
、

屋

う

ち

こ
ぼ

た
ん
』
な

ど

い
ひ
て
、

左

近

の
司

の
南

の

築

土
な

ど

に
、

み
な
棄

て

て
け
り
。

『
い
と

堅

く

て
、

お
ほ
く

な

ん
あ

り

つ
る
』
な

ど
ぞ

い
ふ
な

り
し

か

ば
、

げ

に
二
十

日
も
待

ち

つ
け

て
ま

し
。

今
年

の
初

雪
も

降

り
添

ひ
な

ま
し

な

ど

い
ふ
。

雪

山

が
残

る
か

ど
う

か

の
賭
け

を
す

る
話

。

中
宮

が
清

少
納

言

に
対

し

て

「
『雪

が
た

い
そ
う

堅
く

て

量

が
多

い
』
と
侍

た
ち

が
言

っ
て

い
た
よ
う

だ
か
ら

、

二
十

日
ま

で
も

も

っ
た

だ
ろ
う
」

と
語

る
場

面

。

(三
)

る

な

ぞ

(能

)

い
と
た

か
く

て
お

ほ
く
な

ん
あ

り

つ

・

・
と

・
い
ふ
な

り
し

か

は

(前

)

コ
ノ
段
ナ

シ

(堺

)

コ
ノ
段
ナ

シ

(99)
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推
定
形
式
と
テ
ン
ス

【紫
式
部
日
記
】

⑭
右

の
宰
相
中
将

の
、
あ
る
べ
き
か
ぎ
り
は
み
な
し
た
り
。
樋
洗
の
ふ
た
り
と
と
の
ひ
た
る
さ
ま
ぞ
、
「
さ
と
び
た
り
」
と
、
人
ほ
ほ
ゑ
む
な
り
し
。

五
節

の
舞
姫
が
参
入
す
る
場
面
。
右

の
宰
相
中
将

(藤
原
兼
隆
)

の
方
は
な
す

べ
き
こ
と
が
す

べ
て
整

っ
て

い
る
。
樋
洗

の
童
女
が
二
人
そ
ろ

っ
て
畏
ま

っ
て

い

(
9
)

る
様

子
を
、

「
田
舎

び
て

い
る
」

と
人

々
が
笑

っ
て

い
る
、

と

い
う

意

。

⑮

女

の
声

に

て
、

「
い
つ

こ
よ
り

入
り

き

つ
る
」

と
問

ふ
な

り

つ
る

は
、

「女

御
殿

の
」

と
、
う

た
が

ひ
な
く

お
も

ふ
な

る

べ
し
。

か

つ
て
わ

が
も

の
顔

に
振

る
舞

っ
て

い
た
左
京

の
と

こ
ろ

へ
あ

た

か
も

弘
徽
殿

女
御

方

か
ら
出

し
た

よ
う

に
偽

っ
て
手
紙
を

送

る
場
面

。
女

の
声

で

入

っ
て
き

た

の
L

と
尋

ね

て

い
る

こ
と
か
ら

、

「女

御
方

か

ら

の
手

紙

だ
」

と
疑

い
も

な
く
思

い
込

ん

で

い

る
よ
う

だ
、

と

い
う

意

。

⑯
夜
さ
り

の
御
湯
殿
と
て
も
、

経
な
る
べ
し
。
又
、
挙
周

は
、

湯
殿

の
儀
式
を
回
想
す
る
場
面
。

さ
ま

ば
か
り

し
き

り

て

ま
ゐ

る
。

儀
式

お
な

じ
。

御
書

の
博
士

ば

か

り
や

か
は
り
け

む
。

史

記
文
帝

の
巻
を

そ

よ

む
な

り
し

。
七

日

の
程
、

か

は
る

が
は
る
。

(
10

)

周

辺

に

ケ

ム
、
ナ

ル
ベ

シ
と

い

っ
た
推

量
表

現

が
目
立

つ
。

「
ど

こ
か
ら

伊
勢
守
致
時

の
博
士
と
か
。
例

の
孝

(100)

 

【源
氏

物
語
】

ナ

リ
キ

の
用
例

は
後
半

の
巻

に
集
中

し

て

い
る

。

(
た

だ

し
、

ナ

リ

ツ
は

こ
の
限
り

で
は

な

い
)

⑰

(玉
髪

)

「故
宮

(11

蛍
兵

部
卿
宮

)
亡

せ
た

ま

ひ

て
、
ほ

ど
も

な
く

こ

の
大

臣

(ー

紅
梅
右

大

臣

)

の

(真
木

柱

ノ

モ
ト

ニ
)
通

ひ
た
ま

ひ
し

こ
と
を

、

い

と
あ

は

つ
け

い
や
う

に
世

人

は
も

ど
く

な
り

し

か
ど
、

思

ひ
も
消

え
ず
、

か
く

て
も

の
し

た
ま

ふ
も

、

さ
す

が
さ

る
方

に
め

や
す

か
り
け

り
。
定

め
な

の
世

や
。

い
つ

れ

に
か
よ
る

べ
き
」

な

ど

の
た
ま

ふ
。

(竹
河
)

玉
斐

の
発
話

。

「
世
間

の
人
は
非

難
し

て

い
た
よ
う

だ
け

れ
ど
」
の
意

。

積
極

的

に
対
話

と

み
な

せ
る
根

拠

は
な

く
、

独
話

と
も

み
な
し
う

る
。

別
本

に
ナ

リ
と

ケ

リ
、

メ
リ

が
交

替

し
た
本

文

が
あ

る
。



(青
)
×

(河
)
×

(別
)
も
と
く
な
り
し
か
と
ー

も
と
き
け
れ
と
西

も
と
く

め
り
し
か
と
保
1

も
と
く

め
り
し
を
国

⑱

(中

の
君
)

「
い
と
あ

は
れ
な

る
人

の
容

貌

か
な

、

い

か
で

か
う

し

も
あ

り

け

る
に

か
あ

ら
ん
。

故
宮

に

い
と
よ

く
似

た
て

ま

つ
り

た
る
な

め

り

か
し
。

故
姫

君

(11
大

君
)

は
宮

(11
入

の
宮

)

の
御

方

ざ
ま

に
、

我

は
母
上

に
似

た
て

ま

つ
り

た
る

と

こ
そ

は
、

古

人

ど
も

言

ふ
な

り
し

か
。

げ

に
似

た

る
人

は

い
み
じ

き
も

の
な
り
け

り

」

と
思
し

く

ら

ぶ
る

に
、
涙

ぐ

み

て

見

た
ま

ふ
。

(東
屋

)

中

の
君

の
心

話

(浮
舟

に

つ
い
て
の
感

想
)
。

「姉

は

父

(八

の
宮
)

に

、
自

分

は
母

に
似

て

い
る
」

と
老

人

た
ち

が
言
う

よ
う

だ

っ
た

と

い
う
意

。

ナ

リ

と
メ

リ

が
交

替

し

た
本

文

が
あ

る
。

(青

)
×

鋤

(河
)

い
ふ
な
り
し
か
ー

い
ふ
め
り
し

か
河

σ

(別
)

い
ふ
な
り
し
か
ー

い
ふ
め
り
し

か
御
宮
陽
保
国
ー

い
ふ
な
り
し
池

⑲

(浮
舟

の
母

君
)

…

…
鬼

や
食

ひ

つ
ら

ん
、

狐

め
く

も

の
や
と

り
も

て
去

ぬ
ら

ん
、

い
と
昔

物

語

の
あ

や
し

き

も

の
の
事

の
た

と

ひ
に
か

、
さ

や
う

な

る

こ

と
も

言

ふ
な

り

し
、

と

思

ひ
出

づ
。

(蜻
蛉

)

浮
舟

の
母

の
心

話
。

「昔

物
語

で

こ
う

言
う

。
」
と

い
う

述

べ
方

で
あ

る
。

カ

の
結

び
は

こ
の
例

の
み

で
終
止

ナ

り

と
し

て
は

め
ず

ら

し

い
。

「
ほ
ん

に
昔

物

語

の
不

思
議

な

魔
性

の
も

の

の
し

わ

ざ

の
話

だ

っ
た
か
、

そ

ん
な

こ

と
も

言

っ
て

い
た

よ
う

だ
。
」

(集

成
本

訳

)

(青

)
x

(河

)
x

(別

)
×

推
定
形
式
と
テ
ン
ス

喚鞠{
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推
定
形
式
と
テ
ン
ス

⑳

(僧
都

)

「
あ

や
し

く
。

か

か
る

(浮
舟

ノ
)
容

貌
あ

り

さ
ま
を

、

な
ど

て
身

を

い
と

は
し
く

思

ひ
は

じ

め
た

ま

ひ
け

ん
。
物

の
怪
も

さ

こ
そ
言

ふ
な
り

し

か
」

と
思

ひ
あ

は
す

る

に
、

…
…

(手

習
)

(
11

)

僧
都

の
心

話
。

「
物

の
怪

も

そ

の
よ
う

な

こ
と
を

言

っ
て

い
た
よ
う

だ

っ
た
。
」

の
意

。

(青
)

い
ふ
な
り
し
か
と
ー

い
ふ
な
り
か
し
か
と
二
i

い
ふ
な
り
し
か
は
と
肖

(河

)
×

(別
)
さ

こ
そ
い
ふ
な
り
し
か
と
ー

い
ふ
な
り
し
も
さ
そ
あ
な
り
し
と
保

⑳

(小
宰
相

の
君
)

「
か

の
僧

都

の
山
よ

り
出

で
し

日
な

む
、
尼

に
な
し

つ
る
。

い
み
じ

う

わ

づ
ら

ひ

し

ほ
ど

に
も
、

見

る
人
惜

し

み
て
せ

ざ
り

し
を
、

正
身

の

本

意

深
き

よ
し

を
言

ひ
て
な

り

ぬ
る
、

と

こ
そ

は

べ
る

な

り

し
か
」

と
言

ふ
。

(手

習
)

吻

小
宰

相

の
会

話
、

上
接

語

「
は

べ
り
」

は
異
例

。

σ

(青
)
侍
な
り
し

か
1

侍
し
か
榊
1

は

へ
な
り
し
か
三

(河

)
×

(別
)
侍
な
り
し
か
と

侍
し
か
と
宮
池
国
阿
桃
i

う

ち
は

へ
な
り
し
か
1

陽

次

に
ナ

リ

ツ
の
例
を

挙
げ

る
。

⑳

い
よ

い
よ

あ

や
し
う

、

ひ
な

び

た
る
限

り

に
て
、

見

な
ら

は

ぬ
心
地

ぞ
す

る
。

い
と

ど
、
愁

ふ
な

り

つ
る
雪
、

か

き
れ

た

い
じ

う

降
り

け

り
。
空

の
気

色

は

げ
し
う

、

風

吹
き

あ
れ

て
、

大

殿
油
消

え

に
け

る
を

、

点

し

つ
く

る
人

も

な
し
。

(末
摘

花

)

　
む
　

女
房
が
寒
さ
を
愁
う
場
面
を
受
け
て

い
る
。
『
源
氏
物
語
』
で
ナ
リ

ツ
は
こ
の

一
例

の
み
。

(青
)
×

h



(河
)
う

れ

ふ
な
り

つ
る

う

れ

へ
な
り

つ
る
に
七
宮
尾

大

鳳
ー

う

れ
え

な
り

つ
る
も

平

(別
)
う

れ
ふ

な
り

つ
る
ー

う

れ
う

(
へ
)

な

り
ゆ

(
つ
)

る

に
御

以
下
前
節

と
同
様
に
、
統
語
的
特
徴
、
意
味
的
特
徴
、
文
体
的
特
徴

の
三
点

に
つ
い
て
述
べ
て
み
た

い
。

[統

語
的

特
徴

]

ま
ず

、
上

接
語

に

つ
い
て
調

べ

て
み
よ
う
。

表

6
を
参

照

さ
れ

た

い
。

こ
の
表

か
ら

明
ら

か
な
よ

う

に
、
上

接
語

に

は
は

っ
き

り

し

た
特

徴

が
見

ら
れ

る
。
そ

れ

は
、
発

話
動

詞

に
限

ち
れ

る
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。
た

だ
し
、
「
も

ど
く
」

の
原
義

は

《
ま

ね
を
す

る
》

だ
が
、

こ

の
場

合

は

《非

難

す

る
》

の
意

で
用

い
ら

れ
て

い
る

の
で
、

発
話

動

詞

に
準
じ

て
扱
う

こ
と

に
す

る
。

文
中

用
法

と
文
末

用
法

に
分
け

て
み
る
と
、

メ
リ
キ

と
は

違

っ
て
文
末

用
法

が
多

い
。

ま

た
、
曲

調
終

止

が
徹

底
し

て
お
り

、

～
ナ

リ
キ

と

い
う

形

で
終
止

し

た

⑬q

例

は
見

当

た
ら
な

か

っ
た
。

順
r

表6ナ リキ/ツ の上接語

『枕草子』

言ふ2

『紫式部 日記J

ほほゑむ1

問ふ1

読む1

『源氏物語』

言ふ3

もどく1

はべ り1
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表7文 中用法 と文末用法

『枕 草 子 』
文中 2

文末 0

『紫式部 日記』
文中 1

文末 2

『源 氏 物 語』
文中 1

文末 4

　6,伊 幽レ脚 ゆ
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推
定
形
式
と
テ
ン
ス

[意
味
的
特
徴
]

通
常
、
終
止
ナ
リ
は
、
音
声

に
か
か
わ
る
事
態
に
広
く
用

い
ら
れ
る
が
、
ナ
リ
キ
/

ツ
は
上
接
語

が
発
話
動
詞
に
限
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
か
ら
、

○
○
が

「
×
×
×
×
」
と
言
う
よ
う
だ

っ
た
。

の
よ
う

に

《
伝
聞
》

(広
義
)
の
意
に
な
る
。
「
噂
」
「
言

い
伝
え
」
と

い
っ
た
漠
然
と
し
た
も

の

(⑱
⑲
)
と
、
⑬
⑮

の
よ
う

に
実
際
に
具
体
的
な
発
話
を
聞

い
た
と

す

る
も

の
と
が
あ
る
。

現
代
語
の
典
型
的
な
伝
聞
形
式
ソ
ウ
ダ
は
通
常
テ

ン
ス
形
式
が
下
接
し
な
い
(耀
・
終
止
ナ
リ
は
テ

ン
ス
形
式

が
下
接
し
う

る
か
ら
・

(
14
)

同
じ
く
伝
聞
形
式
と
は
言

っ
て
も
、
性
質
が
異
な
る
よ
う
で
あ
る
。
典
型
的
な
伝
聞
形
式
と
は
な
り
き

っ
て
お
ち
ず
、
現
代
語
の
ヨ
ウ

ダ
、
ラ
シ
イ
と
同
様

に
様
態
性
と
未
分
化

の
段
階
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
現
代
語
、
古
代
語

の

《
伝
聞
》
に

つ
い
て
は
、
プ

ロ

ト
タ
イ
プ
と
周
辺
と

い
う
観
点
か
ら
、
種

々
の
も
の
を
整
理
し
て

い
く
必
要

が
あ
ろ
う
。

表8文 体別用例分布

枕 草 子 紫 式 部 日 記 源 氏 物 語

会 心 地 他 会 心 地 他 会 心 地 他

ナ リキ 1 2 2 3

ナ リツ 1 1 1

[文
体
的
特
徴
]

文
体
的
特
徴
に

つ
い
て
は
表

8
を
参
照
さ
れ
た

い
。

ナ
リ
キ
/

ツ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
よ
る
使
用
文
体

の
違

い
と
し
て
は
、
物
語

の
地
の
文
に
用
い
ら
れ
に
く

い
こ
と
と
、
日
記

・
随
筆

の
心

話
文
に
用

い
ら
れ
て

い
な

い
こ
と
く
ら

い
で
あ
る
。
た
だ
し
、

メ
リ
キ
/

ツ
の
場
合
と
は
違

っ
て
、
用
例
数
そ
の
も

の
が
少
な
く
、
本

文
の
異
同
も
多

い
の
で
確

か
な

こ
と
は
言

い
に
く

い
。

メ
リ
キ
/

ツ
と
い
う
承
接

か
ち
の
類
推

に
よ

っ
て
成
立
し
た
可
能
性
も
考
え
ら

れ
よ
う
。

四

ま

と
め

以
上

の
実
態
を
も

と
に
、
メ
リ
キ
/
ツ
、
ナ
リ
キ
/

ツ
と

い
う
承
接
が
果

た
す
役
割
と
意
義

に
つ
い
て
述

べ
る
。

(104)

ワ



へ

先

に
述

べ
た
よ
う

に
、

メ
リ
キ
/
ツ
、
ナ
リ
キ
/

ツ
は

《
報
告
す

る
》

と
い
う
場
面
で
の
使
用
が
目
立

つ
。

こ
こ
で
典
型
的
な

「
報
告
」

の
場
面
に

つ
い
て
考
え

て
み
よ
う
。
《
報
告
す
る
》
と
い
う
発
話
行
為

が
な
さ
れ
る
と
き
、
先

に
見
た
例

の
範
囲
に
お

い
て
は
、
人

の
情
報
に
関
わ

る
も

の
が
通
常

で
あ

っ
た
。

し
か
も
、
そ

こ
で

の
事
態

は
人

の
様
態

だ
け

で
は
な
く
、
心
的
内
容
に
関
わ

っ
て
く
る
も

の
で
あ

っ
た
。
金
水
敏

(
一
九
入
九
)

の
述

べ
る
よ
う

に
、
現
代
語

の

《
報
告
す

る
》

文
体

に
お

い
て
は
、
他
者

の
心
的
状
態
を
直
接
形

で
表
現
す
る

こ
と
は
で
き
ず
、
何
ら
か
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
助
動
詞
を
付
加
し
て
間
接
形
に
し
て
表
現
す

る
必
要
が

(
15

)

あ
る
。

(太
郎

の
近
況
に

つ
い
て
報
告
す

る
場
面
)

?
太
郎

は

「
悲
し

い
」
と
思

っ
て

い
た
よ
。

太
郎

は

「
悲
し

い
」
と
思

っ
て

い
た
ら
し

い
よ
/
よ
う
だ
よ
。

お
そ
ら
く
古
典
語

で
も
事
情
は
か
わ
ら
な

い
も

の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
間
接
形
を
作
る
上
で
選
択
さ
れ
る
モ
ダ
リ
テ
ィ
助
動
詞
は
ど
れ
で
も
よ
い
と
い
う
わ
け

で
は
な
く
、

い
く

つ
か

の
条
件

が
満
た
さ
れ

て
い
る
必
要

が
あ
る
。

㈲

条
件

の

一
つ
は
、
「
《
過
去
》
を
表
わ
す

こ
と
が
で
き
る
」
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
《
報
告
す

る
》
と

い
う
発
話
行
為
は
過
去

の
事
態
に

つ
い
て
語
る
こ
と
に
な
る
の

q

で
、

こ
れ
は
当
然
の
こ
と
で
あ

る
。

で
は
、

モ
ダ
リ
テ
ィ
助
動
詞

の
中

で
ど
れ
が
条
件
を
満

た
す
だ
ろ
う
か
。
今
回
取
り
上
げ
た
メ
リ
、
終
止
ナ
リ
は
言
う

ま
で
も

な

い
が
、
《
過
去
》
を
表
わ
す
だ
け
な
ら
ケ
ム
、
ラ

ム

(
ツ
ラ
ム
の
形
)
も
可
能

で
あ

ろ
う
。

し

か
し
、
条
件

は
こ
れ
だ
け

で
は
な
い
。
も
う

一
つ
の
条
件
は
、
「
事
態
を
で
き
る
だ
け
忠
実
に
再
現
す
る

こ
と
が
で
き
る
」
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
て
言

え

ば
、
事
件

の
実
写

フ
ィ
ル
ム
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
。
報
告
者

の
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ
が
事
件
を
撮
影
し
て
、

そ
れ
を
持

ち
帰

っ
て
被
報
告
者

に
上
映
し
て
見

せ
る
。

そ
れ
と
同
様

に
、
報
告

の
表
現

と
は
、
生

々
し
く
実
際
に
起
こ

っ
た
事
態

に
な
る
べ
く
近

づ
け
た
リ
ア
ル
な
表
現
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
裏
を
返

せ
ば
、
な
る
べ

く
報
告
者

の
主
観
的
判
断

の
色
合

い

(た
と
え
ば
事
態

の
解
釈
な
ど
)
を
消
し
去
る
こ
と
が
必
要

で
あ

る
。
事
件
に
対
す
る

コ
メ

ン
ト
は
必
要
と
さ
れ
て

い
な

い
の

で
あ

る
。

さ
て
、

こ
こ
で
モ
ダ
リ
テ
ィ
助
動
詞

の
選
択
に

つ
い
て
考
え
る
と
、

ケ
ム
、
ラ
ム
は
主
観

の
色

が
出
過
ぎ
て
し
ま

い
、

こ
の
条
件
を
満
た
す

こ
と
が
で
き
な

い
。

そ

こ
で
、

メ
リ
、
終
止
ナ
リ
が
選
択
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
が
上
接
語

で
ナ
リ

(断
定
)
を
と
ら
な

い
の
は
、
ナ
リ

(断
定
)

の
機
能

に
よ

っ
て
報
告
者

の

「
推
論
」

と

推
定
形
式
と
テ

ン
ス

　軸r細蝋　噂ウ一
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(
16

)

い
う
意
味
が
卓
越
し
、
結
果
的
に
主
観
的
判
断
の
色
合

い
が
濃
厚

に
出

て
し
ま
う

か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う

に
考
え
る
と
、
メ
リ
、
終
止
ナ
リ
は
そ
の
描
写
性

に
よ

っ
て
、
《
報
告
す
る
》
と
い
う
発
話
行
為
に
適
応
し
や
す
い
形
式
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
推
定

形
式

+
テ
ン
ス
と

い
う
表
現
が
用

い
ら
れ
る
必
然
性
は
そ

の
あ
た
り
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
主
に
文
体
的
側
面

か
ら
の
要
請
に
よ

っ
て
成
立
し
た
承
接
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
先

に
指
摘
し
た
使
用
文
体
の
偏
り

(
日
記

・
随
筆
は
地
の
文
、
物
語
で
は
会
話
文

・
心
話
文

に
多

い
)
に

つ
い
て
は
、
今
後
そ
れ
ぞ
れ

の
文
体
そ

の
も

の
を

〈報
告
性
〉

の
面
か
ら
分
析
し

て
み
る
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
。

お

わ

り

に

本
稿
で
は
、

メ
リ
、
終
止
ナ
リ
に
テ

ン
ス
形
式
が
下
接
す
る
現
象
を
観
察
し
、
そ
の
特
徴

に
つ
い
て
述
べ
た
。
実
態

の
観
察

が
中
心
で
あ

っ
た
た
め
に
、
個
々
の

現
象

に
つ
い
て
は
、
問
題
提
起
に
と
ど
ま
る
部
分
が
少
な
く
な

い
。
現
代
語

の
疑
似

モ
ダ
リ
テ
ィ
形
式
と
の
対
照
、
伝
聞
表
現

の
整
理
な
ど
、
残
さ
れ
た
課
題
に

つ

㈲

い
て
は
稿
を
改
め
て
検
討
し
た
い
。

σ
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注

中
古
語

の
モ
ダ
リ
テ
ィ
助
動
詞

に
つ
い
て
は
高
山
善
行

(
一
九
九
二
)
参
照
。

こ
う
し

た
把
握
は
語
源
説

の
影
響
が
強

い
と
思
わ
れ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
単
純
な
対
立
を
な
す
か
ど
う
か
疑

わ
し

い
。

金
子
弘

二

九
八
九
V
な
ど
文
体
的
観
点
か
ら

の
研
究
も
興
味
深
い
。

メ
リ
ケ
リ
は

『源
氏
物
語
』

に
存
疑

の
例

が

一
例
あ
る
。

阪
倉
篤
義

(
一
九
九
三
)
な

ど
参

照
。

『
古
典
語
現
代
語

助
詞
助
動
詞
詳
説
』

(学
燈
社
)
に
お
け
る
メ
リ

の
項
目

(吉

田
金
彦
氏
担
当
)
参
照
。

《様
態
》
を
表
わ
す
語
彙

に

つ
い
て
は
、
渡
辺
実

(
一
九

八
二
)
参
照
。

《腕
曲
》
に

つ
い
て
は
、
他

の
助
動
詞
の
問
題
も
合
わ
せ

て
い
ず
れ
検
討
し
て
み
た
い
。

「
ほ
ほ
ゑ
む
な
り
し
」
を

「
ほ
ほ
え

み
た
り
し
」
と
す
る
本
文
が
あ
る
。

「
よ
む
な
り
し
」
を

「
よ
む
な
る

へ
し
」
と
す

る
本
文
が
あ
る
が
、
ゾ

の
結
び
に
な

っ
て
お
り
、
疑
問

が
残

る
。



(11
)

(物

の
怪
)
「
こ
の
人
は
、
心
と
世
を
恨

み
た
ま

ひ
て
、

わ
れ

い
か
で
死
な
む
、

と
い
ふ
こ
と
を
、
夜
昼
の
た
ま
ひ
し
に
た
よ
り
を
得
て
-
:
:
」

(手
習
)
を
受

け
る
。

(12
)

(女
房
)
「
あ
は
れ
、
さ
も
寒
き
年
か
な
。
命
長
け
れ
ば
、

か
か
る
世
に
も
逢

ふ
も

の
な
り
け

り
」

(末
摘
花

)
を
受
け

る
。

(13
)

ソ
ウ
ダ

ッ
タ
が

《伝
聞
》
を
表
わ
す
実
例
に

つ
い
て
は
ま

だ
見

い
だ
し
て
い
な

い
。

(14
)

森
山
卓
郎

(
一
九
九
五
)
参
照
。
森
山
論
文
は
現
代
語

の

《伝
聞
》
の
問
題
に

つ
い
て
初
め
て
正
面
か
ら

扱

っ
た
も

の
で
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多

い
。

(
15
)

「
直
接
形
」
「間
接
形
」

の
区
別

は
神
尾
昭
雄

(
一
九
九

〇
)
に
よ
る
。
な
お
、
柴
田
敏

(
一
九
九
五
)
は

「情
報

の
な
わ
張
り
理
論
」
を
用

い
て
、
メ
リ
と
終
止
ナ
リ
の

使

い
分
け
を
分
析

し
て
お
り
、
注
目
さ
れ
る
。

(
16
)

ナ
リ

の
機
能

に
よ

っ
て
断
定

の
ス

コ
ー
プ
が
拡
大
す
る

こ
と
に
よ
る
。
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と
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ス


