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「
タ

リ

」

と

「
テ

ア

リ

」

山

下

和

弘

は

じ

め

に

所
謂
、
完
了

・
存
続

の
助
動
詞

「
タ
リ
」
は
、
「
テ
ア
リ
」
が
融
合
し

て
出
来

た
も

の
で
あ

る
。
そ
う
し

て
、
「
タ
リ
」
の
成
立
後

「
テ

ア
リ
」
は
次
第

に
勢
力

を
失

い
、

つ
い
に
は

「
タ
リ
」

に
圧
倒
さ
れ
る

に
至

っ
た
。

こ
の
こ
と
に

つ
い

て
春

日
和
男
氏
は
、

即
ち
先
づ

テ
ア
リ
は
散

文
的
用
語
と
し

て
の
特
色

が
起

り
、
次

い
で
タ

リ
は
散
文

に
侵
入
し

て
テ
ア
リ

の
領
域

を
漸
次
狭

め

て
行

つ
た
も

の
で

あ
ら
う
が
、
そ

の
際
保
守

的
な
僧
侶
等

の
文
体

で
は
テ
ア
リ
が
や

ゝ
抵

抗
力
を
持

つ
て
タ
リ
と
暫

く
対
立
共
存

し
た
。
然

し
そ
れ
も

さ
う
長

い

こ
と

で
は
な
く
、

や
が
て
タ
リ
の
勢
力

の
前

に
は
か
な

く
も
潰
え
去

つ

注
　

た
と

い
ふ
こ
と
に
な
り
は
し
な

い
か
。

以
上

の
よ
う

に
、
「
タ
リ
」
「
テ

ア
リ
」
併
用

の
時
期

で
あ

る
上
代
か
ら
、
「
タ

リ
」

主
用

で
あ
る
中
古

に
か

け
て
の
状
況
を
推
定
し
、
結
論
づ
け

て
お
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
従
来
、
上
代

に
指
摘
さ
れ
る

「
テ
ア
リ
」
と
、
中
世
以
降

、
現

代

に
至

る

「
テ
ア
ル
」
と

の
関
連

は
注
意
さ
れ

て
い
な
か

っ
た
が
、
柳

田
征

司

氏
は
、

1
、
近
代
語

の

「
テ
ア
ル
」

は
、

い
わ
ゆ
る
完

了
の
助
動
詞

「
タ
リ
」

の
原
形

で
あ
る
と

こ
ろ

の

「
テ
ア
リ
」
の
生

き
の
び
て
い
た
も

の
が
、

復

活
し
た
も
の

で
あ
る
。

2
、
古
代

の
間

「
テ
ア
リ
」

の
形
を
劣
勢
な
が
ら
存
続
さ
せ

て
い
た

の

は
、

「
テ
侍

リ
」
と
断
定

の

「
ニ
テ
ア
リ
」

の
形

で
あ

っ
た
。

3
、
「
テ

ア
ル
」
は
、

い
わ
ゆ
る
完

了

の
助
動
詞

「
タ
リ
」
が
進
行
態

・

既
然
態

の
意
味
を
表
わ
さ
な
く
な

っ
た
た
め

に
、
そ
れ

に
か
わ

っ
て

注
二

復
活
す

る
こ
と
と
な

っ
た
。

こ
の
よ
う

に
述

べ
、
「
タ
リ
」
主
用

の
中
古

に
あ

っ
て
も

「
テ
ア
リ
」
は
滅

ん
だ

わ
け

で
は
な
く
、
生
き
伸
び

て
現
代

に
至
る

こ
と
を
論
じ
ら
れ
た
。
柳

田
氏

の

こ
の
論

は
助
動
詞

「
タ
リ
」

の
研
究

に
新

た
な
視
点

を
与

え
る
も
の
で
あ

る
と

い
え
よ
う
。
本

稿
は

こ
れ
ら
の
研
究
を
踏

ま
え
た
上

で
、
「
タ
リ
」
と

「
テ

ァ
リ
」

の
関
係

に

つ
い
て
重

ね

て
考

察
を
試

み
る
も
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
は
中
世
末

の

「
タ

(タ

リ
)
」
と

「
テ
ア
ル

(
テ
ア
リ
)
」

の
関
係

に

つ
い
て
述

べ
て
み
よ
う
と
思
う
。

注
三

ま
ず
、

「虎
明
本
狂
言
」

の
用
例
を

い
く
ら
か
示
す
。

○
さ
て
く

世
間

に
は

に
た
物
が
有
と
は

い
へ
ど
も
、
今

の
者

の
ほ
ど
、

ぶ
あ

く
に
に
た
も

の
は
な

ひ

(ぶ
あ
く
)

○

た
の
ふ
だ

ひ
と

に
申
た
ら
は
…
…

(
鼻
取

ず
ま
ふ
)

○
惣
じ

て
、

は
じ
め
た
道

は
と
を
ひ
も

の
じ
や

(入
間
川
)

○
あ

の
や
う

に
し
た

ひ
が
、

あ
れ
に
似

た
ゑ
ほ
し

が
あ

る
ま
ひ

(鶏
智
)

0

そ
れ
は

に
が

つ
た
事

で
ご
ざ

る

(
ひ

つ
し
き
智
)

○

そ
な
た

の
ほ
そ
く

と
し
た

口
に

て
、
身
共
ハが

ほ
に
く

ひ

つ
ひ

て
た
も

れ

(せ

つ
ぶ
ん
)

O
し
う
を
も

つ
た
者
も
お

ほ
け
れ
共
…
…

(
ぬ
け
が
ら
)

○
様
子
は
汝
が
こ
と

く
で
じ
き

に
わ
た

さ
う
ず
れ
ど
も
、
さ
い
は
ひ
め
し

つ
れ

た
太
郎

く
わ
じ
や
に
渡
す

(く
ら
ま
ま

い
り
)

こ
の
時
期
、
「
夕

(
タ
リ
)
」
は
既

に
存
続

の
意
味

を
失

っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

次

の
よ
う
な
用
例

で
具
体
的

に
示
す

こ
と
が

で
き
る
。

○
<
ζ
言
×
帥8

ωo
お

§

舜

艮
o
富
8
δ

鋤
#
震
o
つ
「
し

て
、
そ
れ
は
何
と
果

て

て
あ

っ
た
ぞ
?
」
(
「
天
草
版

平
家
物
語
」
巻

一
.
第

一
)

し
た
が

っ
て
、

「
タ

(
タ
リ
ご

が

一
見
、
存
続

の
意
味
を
表
し

て
い
る
よ
う

に
見
え

て
も
、

そ
れ
は
実

は
そ
う
で
は
な

い
と

い
う
解
釈
を
行
う
方

が
穏
当

で

あ
ろ
う
。
柳
田
征
司
氏

は

「
タ

(
タ
リ
)
」

の
終
止
法
な
ど

に
関
し
、

「虎

明
本

狂
言
」

の
用
例
を
引

い
て
、

『
…
…
事
態
と
し

て
は
そ

の
結
果
が
存
続

し
て
い

る
。
し
か
し
、
表
現
と

し
て
は
結
果

の
存
続

は
表
わ
し

て
い
な

い
』
、
ま
た
、
右

に
挙

げ
た

「
ぶ
あ

く
」

の
連
体
法

の
用
例
や
、
同
じ

「
虎
明
本
狂
言
」

の
、

○
ま
か
ぶ
ら
の
な

り
も
、

口
わ
き

の
く
わ

つ
と
耳
ま

で
き
れ
た
も
、
そ

の
ま

ゝ

よ
う
に
た

(鬼

が
わ
ら
)

に
対

し
て
、
『
形
状
動
詞

「
似

る
」
が
常

に
存
続

の
意
味
を
表

わ
す
た
め
に
、
全

体

と
し

て
存
続

の
意

に
理
解

さ
れ
る
も

の
と
見
ら

れ
る
』

と
述

べ

て
お
ら

れ

注
四

る
。と

こ
ろ
で
、
右

に
挙
げ

た

「虎
明
本
狂
言
」

の

「
タ

(
タ
リ
)
」
の
連
体
法

の

用
例
だ
が
、

こ
こ
で
は
存
続

の
意

味
に
理
解

で
き

る
も
の
を
選

ん
だ

つ
も

り
で

あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
「
テ

ア
ル

(
テ
ア
リ
)
」

の
用
例

を
見

て
み
る
と
、
「
夕

(
タ

リ
)
」

に
頻
繁

に
見
ら
れ
る
連
体
法

が
か
な
り
見

え
に
く

い
の
で
あ

る
。
以
下
、

「
テ
ア
ル

(
テ
ァ
リ
)
」

の
用
例
を
若
干
挙
げ

て
み
る
。

○

こ
と

に
は
御
歌

の
御
会

の
時
分
も

つ
て
ま
い
り
合

て
有
程

に
…
…

(松
ゆ

つ

り
葉
)

○

き
や

つ
が
き

た
ゑ
ほ
し
を

み
れ

は
、
ち
ん
じ
ゆ
ほ

こ
ら

の
、

い
が
き
に
に

て

有
程

に
…
…

(今
参
)

○
念
を
入

て
有
程

に
そ
う
じ

や
あ
ら
ふ
ぞ

(
ひ
の
酒
)

○
な

ん
じ
が
き
た

つ
て
有
程

に
…
…

(
あ
さ

い
な
)

○

そ
の
と
き

の
か
せ
ん

に
か
た
く

あ
は
れ
た
と
き
ひ

て
有
程

に
…
…

(同
)

筆
者
が
見
た
か
ぎ
り

で
は
、

「
テ
ア
ル

(
テ

ァ
リ
)
」

の
連
体
法

で
あ

る
か
も

し
れ
な

い
と
思
え
た

の
は
、
次
の
例

の
み
で
あ
る
。

0
お
や

の
命

を
申

う
け
、

た
す
か
り
た
る
た
め
し
と

こ
そ
申
伝

て
有
物
を
、
そ

の
う

へ
御

ち
か
ひ
を

や
ふ
り
給

ふ
物
な
ら

は
…
…

(鶏
猫
)

し
か
も
こ
の
場
合

の

「
物

(を
)
」
は
体
言
相
当

で
は
な

い
と

い
う
解
釈
が
可

能

で
あ

る
。
す
な
わ
ち

「
テ
ア
ル

(
テ
ア
リ
)」
は
連
体
法

に
は
使
わ
れ

て
お
ら

う112一



ず
、
「
夕

(タ
リ
)
」

が
そ
の
欠
を
補

っ
て
い
る
よ
う

に
見
え

る
の
で
あ
る
。

注
五

ま
た
、
「
醒
睡
笑
」

の

「
テ

ア
ル

(
テ
ア
リ
)
」
全
四

一
例

の
う
ち
、
助
動
詞

の
下
接
し
な

い
三
○
例

の
中

で
、
連
体
法

の
用
例

は
、

○
昔
よ
り
さ
だ
ま

つ
て
あ

る
こ
と
よ
。

(巻
之
三
)

○
…
…
銘

々
に
名
を

い
う

て
あ

る
狂
言
あ
り
。
(
巻
之

八
)

以
上

二
例

で
あ

る
。
連
体
法

に
使
わ
れ
る

こ
と
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
が
、

こ
れ
は
い
か
に
も
少
な

い
よ
う

に
見
え
る
。
連
体
法

は

「虎

明
本
狂

言
」

の
場

合

と
同
様
、
「
タ

(
タ
リ
)
」
が
多

く
そ

の
任
を
果
た
し
て
い
る
。

○

そ
れ

は
逆
馬

に
な

つ
た
物

で
あ
ら
う
。

(巻
之

四
)

○
馴
れ
た

る
わ
り
な
き
友

あ

つ
ま
り
、
(巻
之

五
)

○

や
ぶ
れ
た
ど
う
が
め
岩

の
洞

(巻
之
七
)

○
年
ふ
け
た
る
人
、

(巻
之
七
)

こ
の
現
象

に

つ
い
て
、
柳

田
征
司
氏

は
、
先

に
引
用
し
た

こ
と
を
踏

ま
え
た

う
え

で
、
『
連
体
用
法

に

「
テ
ア
ル
」

よ
り
も

「
タ
」
の
方

を
用
い
る
の
は
、
工

藤
力
男
氏

が
指
摘

さ
れ

て
い
る
よ
う

に
、

ひ
き
し
ま

っ
た
形
を
良
し
と
す
る
言

注
六

語
感
覚

か
ら
く
る
も

の
と
解
さ
れ
る
。
』
と
述

べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
解
釈

は
共
ハ

時
的

に
見

た
も
の
で
あ

り
、
正
し
い
と
思

わ
れ
る
。
少
な

い
と
は

い
え
、
「
テ

ア

ル

(
テ
ア
リ
)
」
の
連
体
法

は
確
か

に
あ

る
の
で
あ

っ
て
、
そ
う
で
あ
れ
ば

こ
れ

は
語
法

の
問
題
だ
と
は
認
め
難

い
。

と
こ
ろ
で
、

こ
の
現
象
は
中

世
期
以
降

の
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
う

で

な

い
と
す
れ

ば
、

い

つ
頃
か

ら

こ
の
よ
う
な
現
象

が
見

ら
れ
る

の
で
あ
ろ
う

か
。
次
節
以
降
、
連
体
法
の
状

況
を
中
心

に

「
タ
リ
」
と

「
テ
ア
リ
」

の
関
係

を
見

て
い
き
た

い
。

二

前
節

で
は
、
中
世
末
及
び
近
世
前
期

に
お
け

る

「
タ

(
タ
リ
)
」
と

「
テ

ア
ル

(
テ

ア
リ
)
」

の
関
係
を
、
連
体
法
を
中

心

に
見
た
。

こ
の
時
期

に
あ

っ
て
は
、

「
タ

(
タ
リ
)
」
が
存
続

の
意
味
を
失

っ
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
の
中

で
、
両
者

の
連
体
法

の
関
係
が

こ
の
よ
う

で
あ
る

こ
と

に
注
目

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
本
節
以
降

で
は
両
者

の
関
係

に

つ
い
て
中
世
末

よ
り
も
古

い
時
期

の

状
況
を
観
察
し

て
い
く
こ
と
に
す
る
。

と

こ
ろ
が
、
大
抵

の
資
料

で
は

「
テ

ア
リ
」

の
用
例
数
が
非
常

に
少
な
く
、

前
節

で
み
た
よ
う
な
現
象

が
あ
る
の
か
ど

う
か
を
確
認
す

る
こ
と
も

で
き
そ
う

 注
七

に

な

い

(表

一
)
。

(表

一
)

沙 石 集

平家物語

法華百座聞書抄

大 鏡

古本説話集
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こ
れ
ら
に
対

し
、
あ

る
程
度

ま
と
ま

っ
た

「
テ
ァ
リ
」

の
用
例
が
見
ら
れ
る



も
の
と

し
て
、

「今
昔
物
語
集
」
を
挙
げ
る

こ
と
が

で
き
る
。

注
八

こ

の

「今

昔

物

語

集

」

の

「
テ

ア

リ
」

三

五

○

例

の
う

ち

、

助
動

詞

が
接

続

す

る
も

の
を

除

く

と

、

連

体

法

と

し

て
認

め

ら

れ

そ

う

な

も

の

は

三

一
例

で

あ

る
。

以

下

、

そ
れ

ら

を

観

察

す

る

。

。

其

ノ
国

二至

.ア有

程

,r
…

:

(巻

三

・
三

〇

)

○

太

子

其

ノ国

一二住

シ
う.有

ル
程

。…

…

(
巻

四

・
四

)

○

妻

恐

ヂ
怖

.

.ア有

ル
間

…

…

(
巻

四

・
二

二
)

○

南

ノ
壁

.寄

り
至

。
有

ル
程

。…

…

(巻

九

・
三

二
)

0

暫

ク
立

留

..有

ル
間

…

…

(巻

九

・
三

四
)

0

弟

子

等

少

,出

来

。有

。
間

…

…

(巻

一
二

・
三

四
)

0
修

行

者

.止

事

元

,成

。有

ル
間

.「…

…

(巻

一
五

・
二
七

)

○

家

女

、
此

.
ヲ
見

。念

仏

ヲ申

入

.有

ル程

。
…

…

(巻

一
五

・
四

一
)

0
今

ハ
限

リ也

吻
思

..有

ル程

.二…

…

(巻

一
六

・
三

二
)

0
継

母

ヲ後

安

キ
者

.二思

テ有

ル程

二
…

…

(巻

一
九

・
二

九

)

○

此

..居

.ム
,思

。緩

テ有

ル程

.「…

…

(巻

二

四

・
八

)

○

其

夜

.火

焼

.物

語

。
,
シ
一.有

程

.…

…

(巻

二

六

・
九
)

○

其

ノ御

読

経

所

ニ居

並

..有

ル
程

二…

…

(
巻

二

八

・
八
)

○

然

ル
気

元

シ
。持

成

=.有

ル
程

一.…

…

(巻

三

〇

・
四
)

以

ヒ

の
よ

う

な

、

そ

れ

が

修
飾

す

る
体

言

が

「程

」

及

び

「
間

」

で
あ

る
例

注
九

が

二

八

例

あ

っ
て

(「
程
」

二
〇

例

、

「
間
」

八

例

)
、

「
程

」

「
間

」

以

外

は

、

○

面

背

。
廻

テ有

ル事

也

(巻

九

・
三
五

)

○

馬

二乗

"
ア侍

来

。
云

,

(巻

一
六

・
二
八

)

○

抜

取

豚
ア髪

ト
ヲ奪

取

テ
…

…

(巻

二
九

・

一
八

)

こ

の

三
例

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

て

「
タ
リ

」

の
場
合

は
、

○

道

ノ邊

う破

壊

㌣

寺

ノ
有

坤
…

…

(巻

二

・

一
六

)

○
然

.
パ佛

ノ御
弟
子

ノ中

.阿
難
尊
者
勝

肺タ
人
也
,
…
…

(巻

四

・
こ

○
實

二心

「一非
ズ
経

ヲ講

ス
ル
,聞
キ
タ
ル功
徳
如
此
シ
…

…

(巻
六

・
四
八
)

○
角
生
タ
ル馬
来

.リ

(巻

一
○

・
三
九
)

○
可
然
ク
。出
,
ル水
也

(巻

一
二

・
二

一
)

○
忽

う.老
夕
。翁
船
ヲ
指

.…
…

(巻

一
六

・

こ

○
此
ク
殿
上
人
ノ
数
立
タ
ル
前
ヲ
渡
ル
.ニ…
…

(巻

一
九

・
二
五
)

○
両
岸

曲

タ
ル
木
有
リ

(巻
二
五

・

=
二
)

○
此
ク
恐
.
事
.
知
タ
ル
若
キ
殿
上
人
四
五
人
.
.
…
…

(巻

二
八

・
四
)

以
上

の
よ
う
な
、
「
程
」
「
間
」
以
外

の
名
詞

が
付
く
例

が
圧
倒
的

に
多

い
。
(表

二
)
は
そ

の
よ
う
な
名

詞
が
付

く
用
例
数

を
示

し
た
も

の
で
あ

る

(他

の
助
動

詞
が
接

続
す
る
場
合

を
除

く
)
。

(表

二
)

す
な
わ
ち
、
「
テ
ア
リ
」

の
場
合

は

「程
」

「
間
」

に
集
中
し

て
い
る
の
に
対

し
、
「
タ
リ
」

の
場
合

は
そ
れ
以
外

の
も

の
が
多

い
と

い
う

わ
け

で
あ

る
。

こ
れ
は
、
中
世
末

に
見

ら
れ
る

「
タ

(
タ
リ
)
」
と

「
テ
ア
ル

(
テ
ア
リ
)
」

の
連
体
法

に
お
け
る
関
係

と
軌
を

一
に
し

て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

中
世
期

に
あ

っ
て
は
連
体
法
以
外

で
は
両
者

は
全
く
意
味
を
異
に
す
る
。

こ

れ
に

つ
い
て
、
「
今
昔

物
語
集
」
で
は
ど
う
か
と

い
う
と
、
両
者

と
も
存
続

の
意

味
を
持

っ
て
い
る
よ
う

で
あ
る

(
そ
れ
以
外

の
こ
と
に

つ
い
て
は
い
ま
の
と
こ
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ろ
、
明
ら
か

で
は
な

い
)
。

そ
う
す
る
と
、
「
タ
リ
」

が
存
続

の
意

味
を
失

っ
て

い
く

に
あ
た

っ
て
、
「
テ
ア
リ
」
が
そ

の
役

目
を
単
独

で
担

う
よ
う
に
な

っ
た
の

だ
が
、

「
テ
ア
リ
」

は
連
体
法

に
は
使

わ
れ
に
く
い
と
い
う
事
情

が
あ

っ
た
た

め
、
そ
れ

に
関
し

て
の
み
、
主
と
し

て

「
タ

(
タ
リ
)
」
が
存
続

の
意
味
を
担

い

続

け
た

の

で
は
あ

る
ま

い
か
。

こ
の
よ
う

に
考

え
る
と
、
中

世
末

に
お
け

る

「
タ

(
タ
リ
)
」
と

「
テ
ア
ル

(
テ
ア
リ
)
」

の
連
体
法

の
関
係
と

「
今
昔
物
語

集
」

の

「
タ
リ
」
と

「
テ
ア
リ
」

の
そ
の
関
係
を
結
び
付
け

て
見
る

こ
と
が

で

き

る
よ
う

に
思
う
。

と

こ
ろ
で
、
「今
昔
物

語
集
」
に
見
ら
れ

る
こ
の
よ
う
な
現
象

は
、
こ
れ
以
前

の
時
期

に
あ

っ
て
も
見
ら
れ
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
次
節

で
は
そ

の
こ
と
を
観
察

し

て
み
た

い
。三

 

中
世
末

に
見
ら
れ
る

「
タ

(
タ
リ
)
」
と

「
テ

ア
ル

(
テ

ア
リ
)
」

の
連
体
法

に
お
け
る
関
係

と

「今
昔
物
語
集
」

で
見

ら
れ
た

「
タ
リ
」
と

「
テ
ア
リ
」

の

連
体
法

に
お
け
る
関
係
と

が
結
び
付

け
て
捉

え
ら
れ

る
可
能
性
が
あ

る
こ
と
を

前
節

で
見

た
が
、

こ
こ
で
は

「
今
昔
物
語
集
」
以
前

の
状
況
が
ど
う

で
あ

っ
た

か
を
観
察

し

て
み
よ
う
と
思

う
。

た
だ
し
、
中
古
期

の
文
献

の

「
テ
ア
リ
」

の注
十

用
例

は
、
「
タ
リ
」
と
比
較

で
き

る
ほ
ど
の
数
を
持

っ
て
い
な

い
。
柳
田
氏

の
論

よ
り
そ
の
調
査
結
果
を
借
り

て
示
す
と

(表
三
)

の
通
り

で
あ
る
。

し
か
も
、

こ
の
時
期

に
あ

っ
て
は

「
今
昔
物
語
集
」

の
よ
う

に
ま
と
ま

っ
た

用
例
数
を
持

つ
文
献
を
見
出
す

こ
と
が

で
き
な
か

っ
た

の
で
、
比
較
的

用
例

数

の
多

い

「
源
氏
物
語
」
と

「
枕
草
子
」

の
用
例
を
、
以
下
、
見

て
み
る

こ
と
に

す

る
。

(表

三
)

タ

リ

テ

ア

リ

資

料

竹取物語

伊勢物吾

土佐日記

平中物語

大和物語

落窪物語

枕 草 子

源氏物語

 

注
十
一

ま
ず
、
「
源
氏
物
語
」

で
あ

る
。
「
源
氏
物
語
」

の

「
テ
ア
リ
」

の
う
ち
、
助

動
詞

の
接
続
し
な

い

一
一
例

の
中

で
、
連
体
法
は
、

○
…
…
も

て
あ
が
め

て
後
見
だ

つ
に
罪
隠
し

て
な
む
あ
る
た
ぐ
ひ
も
あ
め
る
を

…
…

(東
屋
)

○
…
…
と
思

ひ
た
ま

へ
し
人
、
世

に
落
ち
あ
ぶ
れ

て
あ
る
や
う
に
、

ひ
と
の
ま

ね
び
は

べ
り
し
か
な

(手
習
)

こ
の
二
例

で
あ
る
。
ま
た
、
「
源
氏
物
語
」
に
お
け
る

「
テ
侍

リ
」
は

一
一
六
例

で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
助
動

詞
が
接
続

し
た
五
七
例
を
除

い
た
五
九
例

の
う
ち

連
体
法

の
用
例
は
、

○
隣

の
こ
と
知

り

て
は

べ
る
者
呼

び
て
…
…

(夕
顔
)

○
あ
ひ
知

り

て
は

べ
る
人

々
、

…
…

(須
磨
)

○

い
と

か
し

こ
き

は
田
舎

び

て
は

べ
る
挟

に

つ

つ
み
あ

ま
駄
ぬ

る
に
や

(明

石
)

一115一



○

い
と
よ
く
を
さ
め

て
は
べ
る
心
を
と

て
…
…

(
夕
霧
)

○
西

の
御
前

に
寄
り

て
は

べ
る
木
を
…
…

(
竹
河
)

○

こ
の
三
月

に
、
年
老

い
て
は

べ
る
母

の
…
…

(手
習
)

以
上

で
あ
る
。
あ
ま
り

に
用
例
数

の
少

な

い
中

で
の
も

の
で
あ
り
、

こ
れ
ら
の

み
を
以

て
ど
う

こ
う
言
え
る
も
の

で
は
な
い
が
、

そ
の
現
れ
か

た
が

「
今
昔
物

語
集
」

の

「
テ
ァ
リ
」

の
連
体
法

の
も
の
と
違

う
こ
と
は
あ

る
程
度
見

て
と
れ

る
か
も
し
れ
な

い
。

注
十
二

ま
た
、

「枕
草
子
」

を
見

て
み
る
と
、

「
テ

ア
リ
」

二
五
例

の
う
ち
助
動
詞

の

接
続

し
な
い

一
五
例

の
中

で
連
体
法

の
も
の
は
、

0

し
ひ
給

ひ
し
事

な
と
い
ひ
て
あ

る
事

あ
ら
ふ
か

は

(八
八
段
)

○

お
も

ひ
か
け
侍

ら
し
な

と
い

ひ
て
あ

る

こ
ろ
か

う
ら

ん
せ
さ
せ
給

て
…
…

(
一
〇

四
段
)

○
物

い
ひ
や
り
文
と

り

つ
か

せ
な
と
し

て
あ

る
さ
ま
…
…

(
二
四
二
段
)

こ
の
三
例

で
あ

る
。
ま
た
、
「
テ
侍

リ
」
二

一
例

の
う
ち
助
動
詞

の
接
続
し
な

い

一
〇
例

の
中

に
は
連
体
法

は
な

い
。
他

の
文
献

の
状
況
も
お
お
む
ね
似
た
よ
う

な
も

の
で
あ

っ
て
、
「
テ
ア
リ
」
「
テ
侍

リ
」

の
連
体

法

の
状
況
が

「
こ
う

で
あ

る
」
と
は
確

言
で
き
る
も
の

で
は
な
い
。
「
今
昔
物
語
集
」
に
お
け
る
状

況
と
は

違
う
よ
う
だ
と

い
う

こ
と
が
お
ぼ
ろ
げ

に
見
え
は
す
る
も

の
の
、

そ
れ
を

い
う

た
め

に
は
そ
も
そ
も
用
例
数
そ

の
も

の
が
足
り
な
い
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
用
例
数

が
少

な
す
ぎ

る
と

い
う

こ
と

は
反
面
、
圧
倒
的

な

「
タ
リ
」

と
比
較

し
た
と
き
、
「
テ
ア
リ
」
が

「
タ
リ
」
と
こ
れ

と
い

っ
た
違

い
を
持

っ
て

い
な
い

(何
ら
か

の
違

い
が
あ

っ
た
可
能
性

ま
で
は
否
定

で
き
な

い
に
せ
よ
)

こ
と
を
意
味

し

て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

も

と
も

と
、
「
タ
リ
」
は

「
テ
ア
リ
」
が
融
合
し

て
で
き
た
も

の
で
あ
る
。
春

日
和
男
氏

に
よ
れ

ば
、
上
代

に
あ

っ
て
は

「
タ
リ
」
と

「
テ
ァ
リ
」
は
位
相
上

注
十
二

の
差
異
を
も

っ
て
共
存
し

て
い
た
と

い
う

こ
と

で
あ
り
、
そ
う

で
あ
る
な
ら
ば

両
者

に
意
味

・
用
法
等

の
差
異

は
考

え
な

い
ほ
う
が
良

い
こ
と

に
な
ろ
う
。

す

な

わ
ち
、
「
タ
リ
」
と

「
テ
ア
リ
」
は
あ
る
時
期

ま
で
は
、
位
相

に
関
す
る

こ
と

を
除
き
、

こ
れ
と

い

っ
た
差
異
を
持

っ
て
い
な
か

っ
た
と

い
う

こ
と
が

で
き
る

の
で
は
な

い
か
。

こ
と

に
中
古
期

に
あ

っ
て
は
文
献
に
現
れ
た
様
相

か
ら
の
み

見
れ
ば
、
「
テ
ア
リ
」
は

「
タ
リ
」
に
従
属

し
て
い
る
よ
う

に
も
見

え
る
。
右

に

挙
げ
た

い
く

つ
か

の
用
例
は

い
ず
れ
も

「
タ
リ
」

の
意
味

・
用
法
等

の
範
疇

に

包
含
さ
れ
る

の
で
あ
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
「
今
昔
物

語
集
」

か
ら
後
、

「
タ
リ
」

と

「
テ
ア
リ
」

の
関
係

が
連
体
法

に
関
し

て
中
古

期
以
前
と
は
違

う
様
相
を
呈

し
て
い
る
と

い
う

こ
と

は
、
両
者

の
関
係

に
何
ら
か

の
変
化

が
生

じ

た
と
は
考

え
ら
れ
な

い
だ
ろ
う

か
。

す
な
わ
ち
、
中
世
末

の

「
タ

(
タ
リ
)
」

と

「
テ
ア
ル

(
テ
ア
リ
)
」

の
関

係

は

「今
昔
物

語
集
」

に
見
ら
れ
る

「
タ
リ
」
と

「
テ
ア
リ
」

の
関
係
が
あ

っ

て
初
め

て
可
能

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

そ
う
し

て
、

そ
れ
が
ど
う
も

見
ら
れ
な

い
と
思

わ
れ
る
中
古
期
以
前

の

「
タ
リ
」
と

「
テ
ア
リ
」

の
関
係
か

ら
は
中
世
末

の
状
況

は
い
か
に
も
生
じ

に
く

い
と
考
え
ら
れ
る
が
ど
う

で
あ
ろ

う
か
。

ま
た
、

「今
昔
物
語
集
」

の

「
タ
リ
」
と

「
テ
ア
リ
」

の
用
例
数
を
見
る
と
、

巻

に
よ

っ
て
は

「
テ
ア
リ
」
が

「
タ
リ
」

の
十
分

の

一
ほ
ど

の
用
例
数

を
持

っ

注
十
四

て
い
る

(表

四
)
。
こ
れ
は
中
古
期

の
諸
文
献

の

「
タ
リ
」
に
対
す
る

「
テ
ア
リ
」

の
数
か
ら
考
え
れ
ば
、
多

い
と

い
え
る
数

で
あ
ろ
う
。

こ
れ
く
ら
い
の
比
率

で

あ
れ
ば
、
「
テ
ア
リ
」
が

「
タ
リ
」
に
従
属
し

て
い
る
と
言
う

の
は
難
し

い
。
た

だ
、

こ
の
場
合

の
両
者

の
違

い
は

い
ま
の
と

こ
ろ
、
連
体
法

に
関
す

る
こ
と
以

外
わ
か
ら
な

い
が
。

以
上

、
「
タ
リ
」
と

「
テ
ア
リ
」
の
関
係

に

つ
い
て
連
体
法
を
中
心

に
観
察
し
、
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(表
四
)

※
印

の

つ
い

た
巻

の
用
例

数
が
特

に
注

目
さ
れ
る
。

通
時
的
解
釈
を
行

っ
た
。

こ
こ
で
論

じ
た
こ
と
は
、
助
動
詞

「
タ
リ
」
が
中
世

末

に
見

ら
れ
る
よ
う
な
姿

に
な

る
に
あ

た

っ
て
、

そ
の
出
発
点
ど
な
り
得
る
状

況
を

「
テ

ア
リ
」
と

の
関
連

に
お

い
て

「
今
昔
物
語
集
」

に
指
摘
す
る

こ
と
が

で
き

る
と

い
う
こ
と

で
あ

る
。

こ
の
こ
と
か
ら
当
然
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
は
、

「
今
昔
物
語
集
」

に
お
け

る
状
況
が
ど

の
よ
う
な
理
由

で
生
じ
た

の

か
、
ま

た
、

こ
れ
以
後
ど

の
よ
う
な
力
が
働

い
て

「
タ

リ
」
が
存
続

の
意
味
を

失

っ
て
い

っ
た
か

で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
こ
と

に

つ
い
て
は
今
後
、
更

に
考
察

を

進
め

て
い
き
た

い
。

注

一
、
『存
在
詞

に
関
す

る
研
究
』

(昭

四
三

・
風
間
書
房
)
二
五
五
頁
○

二
、

「近
代
語

「
テ
ア
ル
」」

(『愛
媛
国
文
と
教
育
』

一
九
昭
六

二

・

一
二
)
。

三
、

テ
キ

ス
ト

は
池
田
廣
司
氏

・
北
原
保
雄
氏

『大
蔵
虎
明
本
狂
言
集

の
研
究
』

(本
文
篇

上
中
下
)
。

四
、

二
と
同

じ
。

五
、

テ
キ

ス
ト
は
岩
波
文
庫
版

『醒
睡
笑
』。

六
、
二
と
同

じ
。
な
お
、
こ
こ
で
柳
田
氏

の
い
う
工
藤
氏

の
論

は

「連
体
用
法

の

「た
」
の

解
釈
i

ア
ス
ペ
ク
ト
試
論
i

」
(『岐
阜
大
学
国
語
国
文
学
』

一
六
昭
五
八

・
一
)。

現
代

に
あ

っ
て
も
連
体
法

で

「曲

が

っ
た
道
」
と
か

「
と
が

っ
た
鉛
筆
」
と
か

い

っ
た
と

き
は
、
「
夕
」

が

「
テ
イ
ル
」

よ
り
も
優
勢
な

の
が

一
般
的

で
あ
る
。

七
、
『沙
石
集
』
は
深
井

一
郎
氏

『沙
石
集
総
索
引
』、
『法
華

百
座
聞
書
抄
』

は
小
林
芳
規

氏

『法
華

百
座

聞
書
抄
総
索
引
』
、
『古
本
説
話
集
』
は
山
内
洋

一
郎
氏

『占
本
説
話
集
総

索
引
』、
『
平
家
物
語
』

『大
鏡
』

は
日
本
古
典
文
学
大
系

(岩
波
書
店
)
に
よ
る
。

八
、

テ
キ

ス
ト

は
日
本
古

典
文
学
大
系

(岩
波
書
店
)
。

九
、
こ
の
場
合

の

「程
」
「間
」
が
何
れ
も
体
言
相
当

で
あ
る
と
は
い
い
き
れ
な

い
。
接
続

助
詞
的
用
法

で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。

十
、
二
と
同
じ

十
一、
日
本
古
典
文
学
全
集

(小

学
館
)

に
よ
る
。

十
二
、
田
中
重
太
郎
氏

『校
本
枕

冊
子
』

に
よ
る
。

+
三
、

一
と
同
じ
。

十
四
、
表

の
う
ち

「タ
リ
」
の
用
例
数

は
岩
井
美
揮
子
氏
ら

「院
政
初
期

に
お
け
る
助
動
詞
タ

リ

・
リ
の
文
体
論
的
考
察

『
今
昔
物
語
』
を
中
心
に
ー

」
(『大
谷
女
子
大
国
文
』

一
〇
昭
五
五

・
三
)

の
調
査

に
よ
る
。
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