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格

助
詞
「
に
て
」
の
形
成
と

言
語

に
お
け
る
交

替
現
象

添

田

建

治

郎

一

は
じ
め
に

こ
の
報

告

に
あ

た
り

、
結
論

を

得

た

い
と
願

っ
た
課

題

は
、
詞
辞

連

合

の
ど

の
様
な

形
態

か
ら

、

い
か
な

る
経

過
を

た
ど

っ
て
、
複

合

の
辞

、
ま

た
は
単

一
の
辞

が
形
成

さ

れ
て

い
く

の
か
、

つ
ま

り
、

言
語

に

お
け

る
交

替

現
象

の
具

体
的

な

形
態

に
関

し
て

で
あ

っ
た
。

そ

の

一
特

殊
な

場
合

と
し

て
、
か

っ
て
、

二
語

「
と

・
て
」
、

接
続

助

詞

「
と

て
」
、

副
助

詞

「
と
て

」
を

取
り
上

げ

て
考
察

し

た

こ
と

が
あ

っ

た
。

結

論

の
詳
細

に

つ
い
て
は

、
今

は
触

れ
な

い
こ
と
と
す

る

が
、

一
言

で
言

え
ば

、

二

つ
の
助
詞

「
と

」
と

「
て
」
と

に
挾

さ
ま

れ

た
動
詞

「
い

ふ
」

が
、

形
式
的

表

現

と
化
し

て
、

助
動

詞

と
解
さ

れ

る
段
階

に
至

っ
て

省

略

さ

れ

、

複

合

の
辞

、

ま

た

は

単

一
の
辞

を
形
成

し

、
そ

の
後

、
単

一
の
辞

「
と

て
」

の
形

態

に
お

い
て
、
機

能
的

用
法

を
拡

大
し

て

い
く

、

そ

の
場
合

に
、

「
と
て
」

成
立

の
起

源

と
な

っ
た
形

態
も

、
ま

た
、
新

た

に

形
成

さ

れ
た

「
と

て
」

と

い
う

形
態

も
併

存

し
て

い
る

と

い
う

こ
と

て
あ

っ
た
。

こ
の
度

は

、
格

助
詞

「
に
て
」

の
形

成
を

取
り
上

げ

て
考
察

し

、
先

に

述

べ
た
課
題

、

「
言
語

に
お
け

る
交

替

現
象

の
具
体

を

明
ら

か

に
す

る
」

の
、

今

一
方

の
特

殊

な
場

合

に
お
け

る
解

答
を

求

め
、

「
と

て
」

、

「
に

て
」

の
形
成

に

つ
い
て
、
互

い
の
結
論

の
傍
証

と
し

た

い
と
考

え

る
○

註
1
、
二
語

「と

・
て
」
と
は
、

只

と
も

か
く
も
御
心

し
て
お
ぽ
さ
ん
か
た
に
し
な
し
給

へ
と
の
給

へ
ば
を
と

て
立
ぬ

(
落

窪
物
語

)

の
様
な
引
用
文

(発
話

文
)
を
引

用
す

る
も

の
を
、
ま
た
副
助

詞

「
と
て
」
と

は
、と

し

へ
ぬ
る
古
里

と
て
こ
と
に
み
す

て
が
た
き

こ
と
も
な
し

(源
氏
物
語

)

の
様
に
意
味
を
限
定
す
る
副
助
詞

と
し
て
の
用
法

を
そ
れ
ぞ

れ
指

し
て
用

い
た
..

　
こ

れ
ま

で

の
研

究

(
山
口
大
学
文竿
業
論
文

)

格

助
詞

「
に
て
」

の
成

立

に
関
し

、
通

説

(
後
述

)

に
対
し

て
な

さ
れ

た

こ
れ
ま

で

の
研
究

の
到

達
段

階
を

概
観

し

て
み
る

と
、
山
田
孝

雄
氏

は
、

『
日
本
文

學
概

論
』

棚

ペ
ー

ジ

に
、
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上

の

「
に

」

と

「
し

て

」

と

の
結

合

膿

た

る

「
に

し

て

」

は

そ

の

中

間

の

「
し

」

を

略

し

て

「
に

て

」

と

す

る

こ

と
あ

り

。

こ

の

「
に

て

」

も

亦

「
に

し

て

」

と

同

じ

く

種

々

の

用

法

を

あ

ら

は
す

も

の
な

り

。

と

説

明

さ

れ

て

お

ら

れ

る
。

佐

伯

梅

友

氏

も

同

様

に

『
國

語

學

」

(
第

26

集

)

4

ペ

ー

ジ

に

、

「

『
に
あ

り

』

か

ら

『
で
あ

る

』

へ
」

と

題

し

て

、

山
崎
良
幸
氏
は
、
『
蜘
本
の
文
法
機
能
難
押

鵬
研
究
」
(風
間
書
房
刊
)
姻
ぺ

ー

ジ
に
、

ま

た
倉

持

保

男
氏

は
、

『
國
文

學
』

(
昭
和

42

・
1
臨
時

増
刊

号

)
53

ペ
ー

ジ
に

お

い
て
、

同

一
趣
旨

の
説

明

を
そ

れ
ぞ

れ
な

し

て
お

ら

れ

る
。

な

お

、
春

日
和

男
氏

は
、

山

田
孝

雄
氏

が

『
日
本

文
法

論
』

88
ぺ
7

ー

ジ

で
、

「
『
あ

り
』

と

『す

』

と

の
交

渉
」

と
題

し

て
、

「
あ

り
」

が
存
在

の
義

よ
り

し

て
軍

に
決
定

要
素

を

示
し
各

種

の
語

に

熟
合
口
し
て
其

の
存
在
性
を
あ
ら
は

せ
る

こ
と
は
既

に
述

べ
た
り
。

「
す

」

も
亦
其

の
普
遍

的
動

作

を
示
す

よ

り

一
轄

し

て

一
種

の
決
素

詞

と
な

れ

る

こ
と
頗

多
し
。
こ

、
に
於

い
て

「
あ

り
」

と

「す

」

と

の
交
渉

生
ず
。

「す

」

が
輩

に
決
素

と
な

れ
る
も

の
は
殆
其

の
動
作

性
を

亡
失

し

「
あ

り

」

の
決

素

と
な

れ

る
も

の
と
其

の
作
用

に
於

い
て
更

に
異
な

る

こ
と

な

し
。

と
説

明

さ
れ

た
指
摘

を
受

け

て
、

『
存

在
詞

に
関
す

る
研
究

」

(
風
間
書

房
刊

)
32
1

33

ペ
ー

ジ
に

お

い
て
、

「
あ
り

」

と

「
す
」

と

の
交
替

の
可

能
性

を

、
そ

の
論
拠

を

種

々

の
場

合
口
に
わ

た

っ
て
示

し
な

が
ら

、
全
般

的

に
説
明

さ
れ

て

い
る

が
、
氏

の
論

は
、

「

『
に

て
』

の
成

立

」

の
み

に
限

定

し

て

の
論

で
は
な

い
。

以
上

の
人

々
の
立
場

は

、

「格

助

詞

『
に
」

+
動

詞

(
助
動

詞

)

『
す

の
連

用
形

『
し
」

+
接
続

助
詞

『
て
』

の
形
態

か

ら
、

『
し
』

を
略

す

る

こ
と

に
よ

'
で
格

助

詞

『
に

て
』

が
成

立

し

た
と
す

る
方

場
」

と

い
う

こ

と

で
ま

と

め
ら

れ

る
も

の
で
あ

る
。

こ
れ

に
対
し

て

一
方

に
は
、
松
村

明

氏

が
、

『
國

文

學
』

(昭

和

34

・

7

)
58
、

59

ペ
ー

ジ
で
、

「
に

て
」

は
元
来

「
に
」
と

「
て
」

と

が
複

合

し
て

で
き
た
語

で
あ

る
。

「
に
」

は
格

助
詞

、

「
て
」

は
接
続

助
詞

か
ら

で
た
も

の
と
考

え
る
の

が

一
般

で
あ

る

が
、
発
生

を
考

え

る
場
合

に
は
格

助
詞

の

「
に
」
と
接

続

助
詞

の

「
て
」

と

か
ら

で
き
た

と

い
う

よ
り

は
む
し

ろ
、

「
に
」

と

「
て

」

と

が
複
合

し

た

「
に
て
」

と

い
う
語

か

ら
、
格

助
詞

と
し

て
の

機
能

の
も

の
が

で
き

て
き

た
と
見

る

べ
き

で
あ

ろ
う
。

と
述

べ
て
お

ら
れ

る
様

に
、

「
『
に
」

と

『
て
』

と

の
複

合
、

次

い
で
格

助
詞

『
に

て
」

が

そ

こ
か
ら
成

立
す

る
。

」

と

い
う

立
場

の
も

の
が
あ

る

わ

け

で
、

こ
の
立
場

を
鈴
木

英

夫
氏
も

、
『
貼
順
藷
助

詞
助
動

詞
詳

説
』
(
学

燈

社
刊

)
獅

ペ
ー

ジ

で
述

べ
て
お
ら

れ
る
。

現
在

ま

で
の
と

こ
ろ
、
格

助

詞

「
に
て
」

の
成

立

に

つ
い
て
は
、
大

別

し

て

こ

の
二

つ
の
考

え
方

が

た
て

ら
れ

て

い
る

と
み
ら

れ
る
。

こ
れ
ら

の

考

え
方

の
上

に
、
次

の
二

つ
の
課
題

を
た

て
て
、
格

助

詞

「
に
て
」

の
成

立
を
考

え

て

い
く

こ
と

と
し

た

い
。

①
場

所
を

あ

ら
わ
す
格

助

詞

「
に
て
」

の
成

立
と

い
う

観
点

か

ら
、
松

村

明
氏

の
論

の
検
討
。

②

状
態

、
原
因

、
手
段
、
方
便

、
資

格
、

年
令

を
あ

ら
わ

す
格

助
詞

「
に

て
」

と
、
場

所
を

あ
ら

わ
す
格

助
詞

「
に
て
」

と

の
、
成

立
時

に

お

け

る
関
係

を
も

と

に
し

て
、
格

助
詞

「
に
て
」

の
す

べ

て
の
用
法

の

成

立
を

い
か

に
説

明
す

る
か
。

こ
の
二

つ
で
あ

る
。
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日

格

助

詞

「
に

て
」

の
成

立

①

場
所
を

あ

ら
わ
す

格
助

詞

「
に

て
」

の
成
立

と

い
う
観

点

か
ら

、

松
村

明

氏

の
論

の
検

討
。

先

に
紹

介

し

た
松

村

明
氏

の
論

は
、

こ
れ
ま

で

の
通

説

へ
の
警
鐘

と
し

て

、
傾
聴

に
値

す

る
も

の
と
思

う

が
、

同
時

に
問

題

と
な
る

点
も

含
ん

で

い
る
。

通

説

の

い
う

「格

助

詞

に
直

接

接
続

助
詞

が
下
接

し

た
も

の
」

の

非

は
、
佐

伯
梅

友
氏

が
、
『
國
語

學
』

(第

26
集

)
で
指
摘

さ

れ

た
と

こ
ろ

で
あ

り
、

一
般

論

と
し

て
も

、

「
接

続

助
詞

『
て
』

は
本

来

は
用
言

に
下

接
す

る
」

と

い
う

こ
と

で
通
説

の
立

場

は
弱

い
。

松

村
氏

の
考

え

の
前
半

部

(
二

般

で
あ
る

が
、

発
生

を
考

え

る
場
合
口
に

は
」

の
く

だ
り

)

の
表

現
は

、
そ

の
点

に
対
す

る

配
慮

で
あ

ろ
う

が
、

後
半
部

に
は
納
得

の

い
か

な

い
も

の
が
残

る
。
私

は
、春

日
和

男

氏

の
考

え
方

を

足
場

に
、

そ

の
上

に

成

立
後

の
「
に

て
」
の
用
法

の
種

々
相

を
と

ら
え

な
が

ら
、
で
き
う

る

限
り

、

帰
納

的

結
論

を
導

き
出

す
様

、
努

め

る

つ
も

り

で
あ

る
。

そ

の
過
程

で
、

松
村

明

氏

の
考
え

方

へ
の
検

討
も

、

一
般
論

と

は
ま

た
異
な

っ
た
角
度

か

ら
成

し

得
る

と
考

え

て

い
る
。

ま
ず

、
格
助

詞

「
に

て
」

の
用
法

の
中

で
、

後
世
最

も
多

く

用
例

を
見

る

こ
と

の
で
き

る
、

場
所
を

あ

ら
わ
す

格

助
詞

「
に

て
」

の
成

立
過

程

に

つ

い
て
考

え

て

い
く

こ
と

と
す

る
。
格

助

詞

「
に

て
」

の
成

立

頭
初

の
用

法

は
、
別

表

1
に
見

え

て
お
り

、
そ

れ
は

連
用
修

飾
格

と

し

て

の
、
場

所

を
あ

ら
わ
す

も

の

に
限

定
さ

れ

て

い
る
。

今

、
格

助
詞

「
に

て
」

の
初

出

例
を
見

出
す

こ
と

の
で
き

る
万
葉

集

に
お

い
て
、
場
所

を
あ

ら

わ
す
格

助

詞

「
に

て
」

の
用
例
を

検
し

て

み
る

と
、
次

の
三
例
を

見
出

す
。

1
、
還

る

べ
く

時

は
成

り
け

り
京
師

に
て

(
へ
小
而

)
誰

が
手
本

を

か
わ

が
枕

か

む

(
万
葉

集

、
巻

3
/

娚
番

)

2
、
旅

に

て

(
八
小
弓
【)
も
喪

無

く
早
来

と
吾
妹

子

が
結

び
し

紐

は
な

れ

に
け
る

か
も

(
同

、
15
/
71

)

3

、
家

に

て

(
八
小
底

)
も

た
ゆ

た

ふ
命

波

の
上

に
浮

き

て
し

居

れ
ば
奥

庭
知

ら
ず

も

(
同

、
17
/

89

)

こ

の
内

、
資

料

2

の

「
旅

に

て
」

の

「
に
」

も
、

資
料

3
の

「家

に
て
」

の

「
に
」

と
同

じ
く

、
場

所
を

あ

ら
わ
す

格

助
詞

で
あ

っ
た

こ
と

は
、

家

に
あ

れ
ば

(家

有
者

)
笥

に
も

る
飯

を
草

枕
旅

に
し

あ

れ
ば

(
旅

八
小
之
有
者

)
椎

の
葉

に
も

る

(
万
葉
集

2
/

囎

)

の
歌

の
傍
線

部
、

「
家

に
あ

れ
ば
」

と

「
旅

に
し
あ

れ

ば
」

と

の
対
応

か

ら

見

て
も
十

分
明

ら

か

で
あ
る
。

今

、

こ
の
資

料

1
、

2
、

3

に
、

便
宜

そ

れ
ぞ

れ
次

の
ー
、

H
、

m
を

対
応

さ

せ

て
み
る
。

1
、

こ
れ
や

こ

の
大

和

に
し

て

(
余

四
手

)
は

わ
が
恋

ふ
る
紀

路

に
あ

り

と

ふ
名

に
負

ふ
背

の
山

(
万
葉

集

1
/

35

)

H
ω
旅
蜜

q

(客
在
而
)
恋
ふ
れ
ば
苦
し
い
つ
し
か
も
都
に
行
き

て
吾

が
目
を

見

む

(
同

12
/

13

)

回

旅

に
し

て

(
八小
為
而

)
妻

恋
す

ら

し
霊

公
鳥

神
名

火

山

に
さ
夜

ふ

け

て
鳴

ー

(
同

10
/

93

)

8

旅

に
し

て

(
八
小
之
昼

)
物

思

ふ
時

に
霊

公
鳥

も

と
な
勿

鳴

き
そ
吾

が
恋

ま

さ
る
〔誌
生

(

81

同

15
/

37

)

二

旅
d

し

て

(
人
小
有

而

)
物

を

そ
思

ふ
白

波

の
邊

に
も
沖

に
も

寄
す

と

は
無

し

に

(
同

12
/

15

)

m
㈲
家

に
あ

り

て

(
余
阿

利
弓

)
母
が

と
り

見
ば

慰

む
る
心

は
あ

ら

ま

し

死
な

ば
死

ぬ

と
も

(
同

5
/

謝

)

日回
家

に
し

て

(
人
小
之
亘

)
恋

ひ

つ
つ
あ
ら
ず

は
汝

が
侭

け

る
太

刀

に
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な

り

て
も
齎

ひ

て
し
か

も

(
同

20
/
34

)

こ
の

(
1
-

1
)
、

(
2
-

H

)
、

(
3
1

m

)

の
対

応

を

み
る
時

に
、

そ

れ
ぞ

れ

に
お

い
て
、

「
に
あ
り

て
」

、

「
に
し

て
」

、

「
に

て
」

の
上

接

語

が
、

「
地
名

、
旅

、
家

」
、
と

い
う

具
合

に
同

一
で
あ
る

こ
と
が
看

取

さ

れ

る
。

が
、

こ
れ

の
み
を

も

っ
て
し

て

は
、

「
に
あ

り

て
」

、

「
に
し

て
」

、

「
に
て
」

を
同

一
資

格

の
表
現

と
断
定

す

る

こ
と

は

で
き

な

い
。

し

し
、

こ
れ

ら

「
に
あ

り
て
」

、

「
に
し

て
」

、

「
に
て
」

を
含

む
句

が
、

ひ
と
ま

と

ま
り

と
し

て
、

「
主
体

(主

語

)

の
存

在
す

る
場

所
を

あ

ら
わ
す

」

と

い
う

表
現

場
面

に
た

っ
て

い
る

こ
と
は

、

い
ず

れ

も
否
定

で

き

ず

、

一
歩

を
進

め

て
、

「
に
あ

り

て
」

、

「
に
し
て
」
、

「
に
て
」
が
、

場

所

を
あ

ら
わ
す

同

等

の
表

現

と
し

て

の
可
能

性

の
あ

る

こ
と
は
、

少
く

と
も

指
摘
す

る

こ
と
が

で
き
る
。

つ
ま
り

、

こ
れ

だ
け

の
資
料

を
示
す

こ

と

に
よ

っ
て
も

、

「
あ
り

」

蔀

「
し

」

蔀

「
零

」

と

い
う

式

と
し

て
は
十

分

に
成

り
立
ち

得

る
と
思
う

。

そ
し

て
、

こ
の
様

な
ア

ラ

ビ
ア
数
字

と

ロ

ー

マ
数

字

と

で
示
し

た
対
応

が

、
「
に
あ

り

て
」
、
「
に
し

て
」

「
に

て
」

の
表
現

上

の
近
似

関
係

を
示
す

に
と

ど
ま
ら
ず

「
『
あ

り
』
、

『
し

』
、

『
零
』

互

い
に
相

当
す

る
表

現

(
以

下

「
あ

り

」
ー

「
し
」
ー

「
零

」

で

あ

ら

わ
す

)
と
し

て
意

識

さ
れ

て

い
た
」

と

い
う
有

意

性
を

示
す
も

の
で

あ

る

こ
と

を
、
次

の
資
料

を
も

と

に
説

い
て

い
き

た

い
と
考

え
る
。

4
、

こ
こ

に
し

て

(
此
間

在

而

)
筑
紫

や
何

庭
白
雲

の
た
な

び
く

山

の

方

に
し
あ

る
ら

し

(
万

葉
集

4
/

脳

)

5
、

こ

こ
に
し

て

(
此

間
為

而

)
家

や
も
何
虞

白
雲

の
た
な

び
く

山
を

越

え

て
来

に
け

り

.

(
同
、
3
/

脚

)

破

線

を
施

し

た
部
分

は
、

全
く

同

等

の
表

現
場

面

に
た

つ
も

の

で
あ

る
。

た

・・
、
資
料

4

の
場

合
、

『
万

葉
集

本
文
篇

」

(塙
書

房

刊

)

が
、
ま

た

『
注
繹

』

、

『
全
注

繹
』

、

『
私
注

」

が
訓

ん

で

い
る

ご
と

く
、

「
こ

こ

に
あ

り

て
」

と
も
訓

め

る
字
面

で
あ

る
。

『
万
葉
集

本
文
篇

」

等

の
様

に

「
こ

こ
に
あ
り

て
」

と
訓

む
場

合

に
は

、
資
料

4
と

5
と
が

共
存

し

て

い

る
事

実
か

ら
、

「
あ

り
」

と

「
し

」
と

が
同
等

表

現

の
も

の
と
し

て
、
交

替

の
可
能

性

の
あ

る

こ
と
を

示
す

も

の
で
あ

ろ
う

し
、

ま
た

、
資
料

4
に

訓
ん
だ
様
に

「
こ
こ
に
し
て
」
と
す

る
場
合

、

「
在

」

の
字

が
、

「
し
」

と

も
訓

む

こ
と

の
あ

る

こ
と
を

示
し

て

い
る
と

言
え

る

(
11

の
ロ

ー2
/

15
の

場
合

も
同

様

)
。

前

者

の
場
合

、

つ
ま

り
、

「
こ

こ
に
あ

り

て
」

と
訓

ん

だ
場

合
ロ
、

「
あ
り

」
1

「
し

」

が
成

り

立

つ
と
考

え
ら

れ
る

わ
け

で
あ

り

後
者

の
場

合
口
、

つ
ま
り

、

「
こ
こ
に
し

て
」

と
訓

ん

だ
場

合

に
も

、
「
在

」

の
字
を
、

「し
」
と
訓
む
様
な
場
面

に
使

う

と

い
う

、
そ

の
背

景

に
、

「
あ

り
」
1

「
し
」

の
関
係

が
、

表

現
主
体

に
意

識

さ
れ

て

い
る

こ
と
が
条

件

と
し

て
考

え
ら

れ
る

の
で
あ

る
。

こ
の
様

に
見

て
く

る
と

、
先

に
述

べ
た
、

ア

ラ

ビ
ア
数
字

と

ロ
ー

マ
数

字

の
対

応

が
、

一
層
意

味
あ

る
も

の
と
な

り
、

「
家

に
あ

り
て

」
と

「
家

に
し

て
」

と

が
、
ま

た
、

「
旅

に
あ

り

て
」
と

「
旅

に
し

て
」

と
が
、

同

等

表

現

の
も

の
と
考

え
ら

れ
、
代

替
可

能

と

い
う

こ
と

で
の

「あ

り
」
1

「
し

」

と

い
う

と

こ
ろ
ま

で

は
証
明

し
得

た

と
言

い
得

る
。
そ

れ

で
は
、
そ

れ
が

「零

」
に
相

当
す

る

こ
と

は
、

い
か

に
し

て
説

明
さ

れ
る

べ
き

で
あ

ろ

う

か
。

別

表

2
に

示
し

た

の
は
、
格

助
詞

「
に
し

て
」
、

「
に
て
」

の
内

で

、
場
所

を
あ

ら

わ
す

用
法
を

の
み
と

っ
て
、

そ

の
分
布

を
見

た
も

の

で

あ

る
が

、
同
じ

く

状
態

、
原

因
、
手

段

、
方
便

、
資
格

、

年
令

の
用
法

を

一
括

し

て
採

っ
た
別

表

3
と

比

べ
て
顕
著

に
異

な

る
現
象

が

み
ら
れ

る
が

こ
の
両
別

表

が
異

な
る
分

布

現
象

を
呈
す

る

理
由

に

つ

い
て

は
、
ま

た
後
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に
述

べ
る

こ
と
と

し

て
、

こ

こ
で
は

取
り

あ

え
ず

、
別

表

2
を
見

て

い
く

こ
と
と
す

る
。

ま
ず

、

地

の
文

に
限

っ
て
見

る
と

、
宣

命

に
お

い
て
は

「
に
し

て
」

で

あ

ら
わ
し

て

い
た
場

所

の
意

味

が
、

竹
取

物
語

以
後

は

「
に
て
」

に

よ

っ

て
多

く
荷

な

わ

れ

て

い
る

こ
と
が
看

取

さ

れ
る
。
和

歌

に
お

い
て
も

、
万

葉
集

に
萌

芽

を

み
せ

た
場
所

を

あ

ら
わ
す

格

助
詞

「
に

て
」

が

、
万

葉
集

で

こ
そ

「
に
し

て
」

22
例

に
対

し

て

「
に

て
」

3
例

と
、
や

、
「
に
し

て
」

に

一
歩

を
譲

っ
て
は

い
る
も

の
の
、
竹

取
物

語

以
後

は
、
全

く

「
に

て
」
の
独

壇
場

の
感

が
あ

る
。

つ
ま

り

、
場

所
を

あ
ら

わ
す
格

助

詞

の
用
法

は
、
万

葉

集
を
境

と
し

て
、

そ

れ
以
前

は

「
に
し

て
」
、

以
後

は

「
に
て
」

で
も

っ
て
荷

な

わ
れ

て

い
る

と

い
え
る
。

別
表

3
が
、
別

表

2
と

は
異
な

っ
た

分

布
現

象
、

つ
ま
り

、
最

初

か
ら

「
に
て
」

の
形
態

で

の
用
例

が
多

く

み

ら
れ

る
と

い
う

こ
と

、
そ

れ

に
、

守

旧
的

表

現
を

こ
と
と
す

る
和

歌

に

お

い
て
、

場
所

を
あ

ら

わ
す

格
助

詞

「
に
て
」

が
、

別
表

2
に

み
る
様

に
、

万

葉
集

か

ら
登
場

し

、
別

表

3

(
別
表

1

)
に
よ

れ
ば

、

そ
れ

が
他

の
意

味

用
法

を
も

つ
こ
と
な
く

土
左

日
記

ま

で
続

い
て

い
る

の
に
対

し
、

同
じ

和

歌

に
あ

っ
て
、
状
態

、

原
因

、
手

段

、
方

便
、

資
格

、

年
令
を

あ

ら
わ

す

格

助
詞

「
に
て
」

は
、

別
表

3
に

み
る
様

に

、
文
献

資
料

に
よ

る

限
り

、

で
は
伊

勢
物

語

が
初

出

で
、
古

今

集

に
は
皆

無

で
あ

る

こ
と
、
な

ど

は
共
ハ

々
、
場

所

を
あ

ら
わ
す

格

助

詞

「
に

て
」

と
、

状
態
、

原
因

、
手

段

、
方

便
、
資

格

、
年

令
を

あ

ら
わ
す

格

助
詞

「
に
て

」
と

が
、
別

途

の
成

立

の

過
程

を

た
ど

っ
た

こ
と
を

意
味

し

、
別

表

3
を

、

「
に

て
」

自
身

内
部

で

の
意

味
的

わ

た
り
行

き

に
よ

る
用
法

の
拡

大

の
事

実
を

示
す

も

の
で
あ

る

と
す

る
な

ら
ば

、そ
れ

と

は
異

な

っ
た
成

立

の
仕

方

が
、
場
所

を
あ

ら

わ
す

格

助

詞

「
に

て
」

に
は
あ

っ
た
と
考

え
ら

れ
る
。

「
し

」

と

「
零

」

と

の

交
替

の
可
能
性

、

つ
ま
り

、

「
し
」

1

「
零

」

の
成
り

立

つ
可
能

性

は
、

ま

た
強

ま

っ
た

と

い
う

こ
と

が

で
き

る
。

今

一
つ
、

「
に
あ

り

て
」
↓

「
に
し

て
」
↓

「
に
て
」

の
変

遷
を

証
す

る

、
注

目

に
値

す

る

現
象

が

み
ら

れ
る
。

別

表

4
は
、

「家

、

道
、

旅
、

こ
こ
、

よ
そ

」

に
、

い
か

な
る

語

が
下
接

し

て

「
主
体

(主

語

)

の
存
在

す

る
場
所

」
を

あ

ら
わ

し

て

い
る

か
を

み
た

も

の
で
あ

る
。

こ
れ

に
よ
る

と
、

万
葉

集

に
お

い
て

こ
そ
、

「
に
あ
り

て

」
、

「
に
し

て
」

、
「
に
て
」

の
三

種

が
み

ら
れ

る

の

で
あ

る

が
、

以
後

は

「
に
て
」

に
よ

っ
て
行
な

わ

れ
、

表
現

と
し

て

も
慣

用
化

し

て

い
る
。

例

え
ば

、

「
こ
こ
に

て
」

の
例

は
、

文
献

資
料

に

よ

る
限
り

で
は
、
後

撰

集

の
詞
書

の
例

が

そ

の
初

め

で

あ

る
が
、

こ
れ
な

ど

は
、

「
に
あ

り

て
」

か

ら

「
に
し

て
」

、
次

い
で
「
に

て
」

へ
、

の
か

っ
て
起

こ

っ
た

一
連

の
変

遷
を

、
後

世

の
人

々
が
学

ん
だ

結

果

と
言
う

べ
き

で

は
な

い
か

と
も

思
う
。

と
も
あ

れ

、

「
に
あ

り

て
」

↓

「
に
し

て
」
↓

「
に
て
」

の
変

遷

の
過

程

は
、
実

質
性

の
あ

る
表
現

と

し

て

の
、

「
或

る
場

所

に
あ

る
」

こ
と

か
ら
、
そ

れ

の
形
式

化
し

た
表

現

へ
。

そ
し

て
、

「
も

の

の
あ

る
場

所

そ

の
も

の
」
を

あ

ら
わ
す

様

に
な

っ

て
き

た

過
程

で
あ

っ
た
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ

の

「
あ

り
」
1

「
し
」

ー

「
零
」

の
妥

当

で
あ

る

こ
と

の
証

左

と
し

て
、
同

様

の
変
遷

例

を
他

に
求

め

て
傍
証

と
し

た

い
と
思
う

。

6
、
よ

そ

に
ゐ

て

(外

居

而

)
恋

ふ
る

は
苦

し
吾

妹
子

を

つ
ぎ

て
相

見

む
事

許

せ
よ

(
万
葉

集

4
/

珊

)

7
、
よ

そ

に
し

て

こ
ふ
れ

ば
く

る
し

い
れ

ひ
も

の
お
な

じ
心

に

い
ざ

や

む
す

び

て
ん

(古

今
集

11
/

翻
)

8
、
よ

そ

に
て
も

花
見

る

ご

と
に

ね
を

ぞ
な
く

わ

が
身

に
う

と
き
春

の

つ
ら

さ

に

(後

撰
集

3
/

87

)
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こ

の
内

、

資

料

6
、

7

の
破

線

部

分

は

、

類

似

し

た

表

現

場

面

に

お

け

る

も

の

で
あ

り

、

こ

の
対

応

か

ら

、
「
ゐ

」

と

「
し

」

と

が

交

替

可

能

の
も

の

と

し

て

あ

り

、

し

か

も

、

資

料

6

、

7

、

8

共
ハ
に

同

じ

く

「
よ

そ

」

に

下

接

し

、

第

一
句

に

あ

っ
て

、

一
句

全

体

で

「
主

体

(主

語

)

の

存

在

す

る

場

所

」

を

あ

ら

わ

し

て

い
る

。

加

え

て

、

別

表

4

に

み

る

様

に

、

「
よ

そ

に

ゐ

て

」

か

ら

「
よ

そ

に

し

て

」

へ
、

そ

し

て

、

「
よ

そ

に

て

」

へ
、

と

の
変

遷

と

み

る

こ

と

が

で

き

、

以

上

総

合

し

て

、

「
ゐ

」
　

「
し

」
　

「零

」

の
成

り

立

つ

こ
と

が

明

ら

か

で

あ

る

。

こ

の

結

論

は

、

先

の

「あ

り

」

リ

「
し

」
　

「零

」

の
考

え

と

、

相

互

補

完

の
関

係

に

た

つ

も

の

で

あ

る

。

つ
ま

り

、
「
ゐ

」
-

「
し

」
　

「
零

」

の

、

一
方

に

お

け

る

成

立

は

、

「
あ

り

」
　

「
し

」
　

「
零

」

の
成

立

す

る

十

分

な

傍

証

に

な

る

と

思

う

。

以
上

、
場

所
を

あ
ら

わ
す
格

助

詞

「
に
て
」

の
成

立

は
、
山

田
孝

雄
氏

が
、

『
日
本

文
法

論
」
　

ペ
ー

ジ
で
述

べ

て
お
ら

れ
た
様

に
、
「
あ

り
」

と

「し
」
と
が
相
当

の
も

の
と
し
て
意

識

さ
れ
、
次

い
で
山
崎
良

幸

氏

が
、

『
諦
本
の
文
法
機

能

嘱

紺
醗

研
究

』

姻
ペ
ー

ジ

で
言
わ

れ

た
様

に
、
そ

の

「
し
」

が
本

来
持

っ
て

い
た

、
動
作

・
作

用

の
概
念

を
失

な

っ
て
、

判
断

を

あ

ら
わ
す

、

助
動

詞

に
転
じ

(
陳
述

の
有

無

が
分

明

で
な

い
故

、
便
宜

格

助
詞

「
に
し

て
」

に
分

類
し

た
。

)
そ

の

「
し
」

が
結

局
省

略

さ
れ

て

い
く

の
で
あ

る
。

そ

の
過

程

と

い
う

の
は
、

9
、

広
橋

を
馬

越
し

が
ね

て
心

の
み
妹

が

り
遣

り

て
吾

は
此

庭

に
し

て

(註
10
)8

(傘

思

天

)

(万

葉
集

14
/
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)

の

「し

」

の
様

な

、
動
作

・
作

用

な

ど

の
実

質
性
を

未

だ

に
持

っ
た
述
定

力

の
あ

る
形
態

か
ら
、

述
定

力
を

消
失

し

て

い
く

過
程

で
あ

る
と

い
う

こ

と
が

で
き

る
と
思
う
。

場

所

を
あ

ら
わ
す

格

助
詞

「
に
」

+
動

詞

「
あ

り
」

の
連

用
形

「
あ

り
」

+
接
続

助

詞

「
て

」
、

と

い
う
形

態

か
ら

、
同

じ
格

助
詞

「
に
」
+
動

詞

「
す

」

の
連

用
形

「
し

」
+
接
続

助
詞

「
て

」

へ
、

次

い
で
、

同
じ
格

助

詞

「
に

」
+
動

詞

「
す

」

の
う形
式

化
し

た

、
助
動

詞

「す
」
、
そ
の
連
用
形

「
し
」
+
接
続

助
詞

「
て

」

岱
、
そ
し

て
、

「
し

」

を
省

略
し

て
、
場

所

を
あ

ら

わ
す
格

助
詞

「
に

て
」

へ
、
と

い
う

過
程

で

あ
る
。

以

上

の
、
場

所
を

あ

ら
わ
す

格

助
詞

「
に
て

」

の
成

立

に

つ

い
て

み

れ
ば
、

私

の
立
場

か

ら
は
、
松

村

明
氏

の
考

え

方

の
後
半

部

に
は
疑

問

が
残

る
。

註

2
、
同
論
文

4
ペ
ー

ジ
の
6
ー

8
行
。

3
、
別
表

1
は
格
助
詞

「
に
て
」
を
意
味
用
法

に
よ

っ
て
各
作
品
中

に
み
た
分

布

表
で
あ
る
。
別
表

1
は
和
歌

に
お

い
て
、
後
出

の
別
表

7
は
地

の
文

に
お

い
て

作
成
し

た
も

の
で
あ
る
。

発
話

文
、
心
中
思
惟

文
、
手

紙
文

の
用
例
数

は
少

な

く
、

こ
の
場
合
有
意

味
的
と
は
判
断

で
き
ず
引

か
な
か

っ
た
。

4
、
佐
竹
昭
広

、
木
下
正
俊

、
小
島

憲
之
共
著

の

『
万
葉

集

本
文
篇

』
、

澤
潟
久

孝
氏

の

『
注
鐸
』
、
武

田
佑
吉

氏

の

『全
註
繹
」

、
土
屋
文
明
氏

の
『
私
注
』
、

い
ず
れ
も

「
に
あ

り
て

一
と
訓
む
。

5
、
例

え
ば
、

舟

に
て
み
ま
か
る

の

「
に
て
」
は
場
所
を
あ

ら
わ
し
、

一
方

に
、

舟

に
て
わ
た
る

が
手
段
を

あ
ら
わ
す

「
に
て
」
で
あ
る
よ
う
な
事
態

が
あ

る
か
ら

で
あ
る
。

6
、
同
様

の
例

と
し
て
、

此
盧

に
し
て

(此
間
在

而
)
春
日
や
何
虜
雨
障

り
出

で
て
行
か
ね
ば
恋

ひ

つ
つ
そ
居
る

(万
葉
集

8
/
57
〉

1

が
あ

る
。
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7
、
原
因

の
意
味

用
法
は
、
状
態

、
手

段
、
方
便
、
資
格
、

年
令

と
は
ま
た
異
な

る
発
生

の
も

の
と
考
え
、
○

で
囲
ん
で
別

に
記
し

た
。

8
、
場
所
を
あ

ら
わ
す
格
助
詞

「
に
」
は
取
り
上
げ
な

い
。

9
、

「よ
そ

に
し

て
」
、

「よ

そ
に
て
」

の
例

は
、
万
葉
集

、
新

撰
万
葉
集

に
そ

れ
ぞ
れ
早
く
姿

を
み
せ
る

が
、
説

明
の
都
合
上
、
資
料

6
、
7
、
8

に
示
し

た

例
を
使
用
し

た
。

10
、

こ
の

「
に
し

て
」
は
格
助
詞

と
は
み
ら
れ
な

い
。

11
、

こ
れ
を
格
助

詞

「に
し

て
」
と
規

定
す
る

に
従
う
。

②

状

態
、

原

因
、
手

段

、
方
便

、

資
格

、
年
令

を

あ

ら
わ
す

格

助
詞

「
に

て
」

と
、

場
所

を
あ

ら

わ
す

格
助

詞

「
に
て
」

と

の
、
成

立

時

に
お
け

る
関

係
を

も
と

に
し

て
、

格
助

詞

「
に
て
」

の
す

べ

て

の
用
法

の
成

立

を

い
か

に
説

明
す

る
か
。

中
古

に
お
け

る
格

助

詞

「
に

て
」

の
意
味

用
法

は

、
既

述
し

た
、

場
所

を
あ

ら
わ
す

も

の
に

の
み
限
定

さ

れ

た
も

の

で
は
な

く
、

状
態

、
原

因
、

手

段
、
方

便
、

資
格

、
年
令

な

ど

の
意

味

用
法

が

み
え

て

い
る
。

格

助
詞

「
に
て
」

の
成

立
を

い
う
時

に
は
、

こ
れ
ら

の
意
味

用
法

の
成

立
を

も

含

め
て
説

明
さ

れ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

場

所
を

あ

ら
わ
す

格
助

詞

「
に
て
」

の
成

立

の
経

過

と
し

て
、
①

で
述

べ
た
様

な
私
案

の
ご

と
き
過

程

が
、
あ

っ
た
と
し

て
も
、

そ

の
様
な

成
立

過
程

が

、
格

助
詞

「
に

て
」
の
意

味

用
法

の
ど

こ
ま

で
を
説

明

し
得

る

の
か
、

ど

こ

か
ら
以
後

は
別

種

の
説

明
を
要

す

る

の
か
、

そ

の
点
を

明

ら

か
に
す

る

必
要

が
あ

る

と
思

う
。

今

、
考

え

ら

れ
る
格

助

詞

「
に
て
」

の
用
法

の
成

立

の
道

筋

を
列

挙
す

る

と
、

①

、

「
に
あ

り

て
」
↓

格

助

詞

「
に
し

て

」

の
全

意

味
用
法
↓

こ
れ
を

そ

の
ま

・
受

け
継

い
で
、
格

助
詞

「
に

て
」

の
全
意

味

用
法
。

②

、

「
に
あ

り

て
」
↓

場
所

を
あ

ら

わ
す
格

助

詞

「
に
し

て
」
↓

場
所

を
あ

ら

わ
す
格

助

詞

「
に
て
」
↓

意
味

的

わ
た

り
行
き

に
よ
る
格

助

詞

「
に

て
」

の
全
意

味
用

法
.

③
　

「
に
あ

り

て
」
↓

場
所

を
あ

ら

わ
す
格

助

詞

「
に
し

て
」
↓

場
所

を
あ

ら

わ
す

格
助

詞

「
に
て
」
。

　
助

動
詞

「
に
て
」
↓

状

態
を

あ

ら
わ
す

格

助
詞

「
に
て
」
↓

意

味

的

わ
た
り

行
き

に
よ
る
格

助

詞

「
に
て
」

の
、

場
所

以
外

の
意

味

用
法

。

④
イ

、
③

の
ω

と

同
様
。

　
助
動

詞

「
仁

て
」
↓

状
態
を

あ

ら

わ
す

格

助
詞

「
に
て
」
↓

意

味

的

わ

た
り
行

き

に
よ

る
格

助
詞

「
に
て
」

の
、

場
所

、
原

因
以
外

の
意

味

用
法
。

　「に
よ

り
て

」
↓

原

因
を

あ

ら
わ
す

格
助

詞

「
に

て
」
○

以
上

四

つ
で
あ

る
。

言
語

に
お
け

る
交

替

現
象

を
考

え
る
立

場

か
ら
、
詞
、

辞

の
複

合

し
た

ど

の
様

な
形

態

か
ら
辞

が

い
か

に
し

て
成

立
す

る

の
か
、

そ

の

一
特
殊

の
場

合

と
し

て
、
格

助
詞

「
に
て

」

の
す

べ
て

の
意

味
用
法

の
成

立
を
考

え

て

い
き
た

い
と
思

う
。

ま
ず

、
①

の
考

え
方

の
検

討

か
ら
始

め

た

い
と
思
う
。

別

表

5
、
6
は
、

格

助

詞

「
に
し

て
」

の
、
地

の
文
と
和

歌
文

中

の
用
例

の
分

布
を

う小
し

た

も

の
で
あ

る
が

、

い
ず

れ
も

、
場

所
を

あ

ら
わ
す

用
法

に

用
例

が
集

中

し

て

い
る
。

一
方

、
別
表

7
を

み
る
と
、

状
態

、
原

因

の
用
法

が
、

文
献
資

料

に
よ
る

限
り

で
は

、
竹
取

物
語

に
初

出
例

が
見

出
さ

れ

て
、
順

次
、
手

段
、
方

便

、
資
格

と
あ

ら

わ
れ

、
年
令

の
意

味

用
法

が

一
番

遅
く

に
大
和

一46う



物

語

に
初
見

さ

れ

る
。

以

上

に
お

い
て
、

格

助
詞

「
に
し

て
」
自
身

に
、

格

助
詞

「
に
て
」

に

み
ら

れ

る
す

べ
て

の
意

味

用
法

が
揃

っ
て

い
る
と

い

う

事
実

は
指
摘

さ

れ
ず

、

当
然

の

こ
と
な

が

ら
、

結

局
格

助

詞

「
に
し

て
」

の
意
味

用
法

を
そ

の
ま

・
受
け

継

ぐ

こ

と

に
よ

っ
て
、
格

助

詞

「
に
て

」

の
全
意

味

用
法

が
成

立
し

た

と

い
う

様

な

こ
と

は
考

え

ら
れ

な

い
。

格

助

詞

「
に
て
」

の
意

味

用
法

の
獲

得

の
仕
方

は

、

む
し

ろ
段

階

的

と

い
う

べ

き

で
あ

る
。

こ
れ
ら

の

こ
と

か
ら

し

て
、
①

に
よ

る
説

明
は

妥
当

と
は
思

わ
れ
な

い
。

次

に
、
②

の
考

え
方

の
検
討

に
移

る

こ
と

と
す

る
。

②

に
あ

っ
て
は
、

場
所
を

あ

ら
わ
す

格

助
詞

「
に

て
」

の
成

立

に

つ
い
て

は
①

に
説

明

し

た

立
場
を

踏
襲

し

て

い
る

が
、

問
題

と
な

る

の
は

、
そ

の
場

所

を
あ

ら

わ
す

格
助

詞

「
に

て
」

か
ら
、

発

展
的

に
状
態

、

原

因
、
手

段

、

方
便

、
資

格

年
令

な
ど

の
意

味
用
法

が
生

ま

れ

て
く

る
も

の
で
あ

る

か
ど

う

か
と

い
う

こ
と
で
あ

る
。

場
所

を
あ

ら

わ
す

格

助
詞

「
に

て
」

そ

れ
自

体

が
、
状

態

、

原
因

、
手

段
、

方
便

、
資

格

、
年

令

と
意

味

的

に
わ

た

り
行

く

こ
と

は
考

え
難

い
と
思

わ
れ

る
が
、

格

助
詞

「
に
」

に
場
所

を
あ

ら
わ
す

用
法

が
あ

り

、

一
方

に

、
同
じ

格

助
詞

「
に
」

が
原

因

や
時

を

あ

ら
わ

し
得

る

こ
と

か
ら
、
格

助

詞

「
に
」

と
同

じ

様

に
場
所

を

あ

ら
わ

し
得

る

と

こ
ろ

の
格

助

詞

「
に

て
」

に
対

し

て
、

類
推

を

力

と
し

て

、
そ

の
原

因

、
時

の
意

味

が
新
た

に
付
与

さ

れ
る

こ
と
は

な

い
の
で
あ

ろ
う

か

と

の
疑

問

が
残

る
。

し

か
し

、
そ

れ

で
は
、

時
を

あ

ら

わ
す

「
に
」

の
意

味

が
加

わ

っ
て
生

ま

れ
た

と
考

え

得

る
年
令

の
用
法

は

よ

い
と
し

て
も

、

年
令

の
用
法

よ

り
早

く

例

の
み
え

る
状

態
、

手
段

、

方

便
、

資
格

の

「
に
て
」

の
成

立

を

い
か

に
説

明
す

べ
き

か
、
何

故

年
令

の
用
法

の
成

立

が

一
番

遅

れ

る

こ
と

に
な

っ
た

の
か
。
②

の
考

え
方

は
、

こ
の
点

に

つ
い
て

の
説

明

に
説

得

力
を

も

た
な

い
..
再
考

の
余

地

は

残

し

て
お

く

に
し

て
も

、

同
じ
類

推

が

も

っ
と

起

こ
り
易

い
場

面

が
あ

る
様

に
思

う

の

で
あ

る
。

そ

れ
を
次

に
含

み
述

べ

る

こ
と
と

し

て
、
③

の
考

え
方

の
検
討

に
移
り

た

い
と
思

う

が

、
③

、
④

の
考

え
方

に
あ

っ
て
は

、

た

.・
原

因
を

あ

ら
わ

す
格

助

詞

「
に

て
」

の
成

立

の

一
点

に

つ

い
て

の
み
説

明

が

異
な

る
も

の
で
あ

る
故

、

一
致

す

る
点

に

つ

い
て

は
あ

わ

せ

て
考
察

す

る

こ
と

と
す

る
。

連

用
修

飾

格

と
し

て

の
、

状
態

を

あ

ら
わ

す
格

助

詞

「
に

て
」

は
、

場

所
を

あ

ら

わ
す

用
法

に
次

い
で
古

く

、
竹

取
物

語

か

ら
例

が

み

え
て

い
る
、

10
、

御

か
り

み
ゆ

き
し

給

は

ん
や
う

に

て
み

て
ん
や

(
竹

取
物

語

、

56
ペ
ー

ジ
)

こ
の
状
態

を
あ

ら

わ
す

格

助

詞

「
に
て
」

が

、
場
所

を

あ
ら

わ
す

用
法

か

ら
意

味
的

に
わ

た
り

動

い
て

、
発

展
的

に
用
法

を
拡

大

し

た
結

果

成

立
し

た
と
す

る
考

え
方

に

は
疑

問

の
残

る

こ
と

は
先

に
述

べ
て
お

い
た
が

、
例

え
ば

格
助

詞

「
に
」

に
お

け

る
原

因
や

時

の
意

が
、

そ

こ

に
類

推

、
付

与

さ
れ

た

と
考

え
る

こ
と

に
よ

っ
て

こ
の
疑
問

を
解

く

よ
り

も
、

も

っ
と
合

理
的

な
別

の
考

え

方
、

場

面

が
あ

る
様

に
思
う

。

11
、

こ
れ
を

み

て
う

ち

と
な

る
人

の
毛

と
も
物

に
お
そ

わ
る

・
よ

う
う口

I

L
「
」
ヨ

ー
ー

て

あ

ひ
た

・
か
は

ん
心

も

な

か
り

け

り

(
竹

取
物

語
、

63

ペ
ー

ジ

)

12
駅

裟

さ
ま
し
が
り
て
よ
り
て
か

、
へ
た
て
ま
つ
れ
り
制
釦

ら
め
に
て
鍵

廉

(竹
取
物
甑羅

↑

ジ
)

13
、
大
臣

こ
れ
を

見
給

ひ
て
.か
ほ

うは
草

の
葉

の
色

に

て
居
給

へ
引

(
竹
取

物
語

、

44

ペ
ー

ジ
)

14

、

乏

御
子

は

た

つ
も

は
し

た

ゐ
る

も

は
し

た

に
て

ゐ
給

へ
り

一47一



(
竹
取
物

語

、

40

ペ
ー

ジ
)

15
、
や
ぎ

の
や
す

の
り
と

い
ふ
ひ
と
あ

り

・

・

(中

略

)
d
網

ぞ

た

・

は
し

き
や
う

に

て
む
ま

の
は
な

む
け

し

た
が(

土

左

日
記

、

28

ペ
ー

ジ

)

16
、
な

ん

で
う

心
ち
す

れ

ば
か

く
物
を

思

ひ
た

る
さ
ま

に

て
月
を

見

た

ま

ふ
ぞ

(
竹
取
物

語

、

56

ペ
ー

ジ
)

例

え
ば
、
資

料

11

の

「
に

て
」

の
前

件

は
、

「
内
外

な

る
人

の
心

ど
も

」

の
状
態

に

つ
い
て
肯

定

判
断
を

な

し
た
も

の
で
、
後

件

は
、
主

語

「
心
」
、

述
部

「
な

か
り
け

り
」

と

い
う

構
成

で
あ

っ
て
、
前

件

に
対

し

て
独

立

し

た
文

を
形
成

し

て
お
り

、
前

、
後

半
は
格

関
係

に

は
た

っ
て

は

い
な

い
。

つ
ま

り
、

「
に
て
」

は
明
ら

か

に
助
動

詞

「
な

り
」

の
連

用

形

「
に
」

+

接
続

助
詞

「
て
」

の
形

の
助
動

詞

「
に
て
」

の
中
止
法

と
し

て

の
用
法

で

あ
る
。

こ
れ

に
対

し

て
資
料

12
が

11
と
異

な

る
点

は
、

「
に
て
」

の
後
件

に
お
け
る
述

部

「
ふ
し

た
ま

へ
り

」

の
主

語

「
中
納

言
」

が

伏

せ
ら
れ

て

あ
る
点

に
あ

る
。
資

料

11

に
お
け

る
後
件

の
主

語

「
心
」

に
相

当
す

る
位

置

の
語

が
略

さ

れ
て

い
る
わ

け

で
あ

る
。

「
に
て

」

の
前

件

中

の
「
御

め
」

は

「
ふ
し
給

へ
り
」

の
主

語

で
は

な
く

、
述

部

「
し
ら

め

に
て
」

の
主
語

で
あ

る
わ

け

で
、
「
に

て
」
は
中

止
法

の
用
法

を
保

っ
た
助

動
詞

で
あ

り
、

後
件
は
、
前
件

に
対
し
て
独
立
性

が
依
然
と
し
て
残
る
。

資
料

13

は
、

「
に

て
」

の
後
半

の
述

部

「居

給

へ
り

」

の
主

語

「
大

臣
」

が
前
件

中

に
み

え

て

い
る
形

で
あ

っ
て
、

そ

の

「
大

臣
」

=

「居

給

へ
り

」

の
構

文

が
、
前

件
中

の

「
か

ほ
」

ー

「色

に
て
」
の
構

文
を
包

み
こ
ん

で

い
る
形
を

と

り
、

「
に
て

」

の
中
止
法

的
意

味
合
口
い
が
や

・
薄

れ

て

い
る
様

で
あ

る
。

資
料

14

は
、

「
は
し

た

に
て
」

と

「
ゐ

給

へ
り
」

の
主
語

が
共
ハ
に

「
御
子

」

と

解
さ

れ
る

も

の
で
、

そ

の
点

資
料

13
よ

り
も

一
歩

進
ん

で

「
に

て
」

は
中

止
法

的
意

味
合
口
い
を
薄

く
し

、
連

用
修

飾
格

に
た

つ
と

み
ら

れ
る

が
、

助

動
詞

の
中

止
法

と

解
し
う

る
場
合
口
が

ま

だ
散
見

す

る
。

資

料

15
も

一
見

す

る

と
、

14
と
同
様

に
考

え
ら

れ

そ
う

で
あ

る

が
、

「
こ
れ

」
うー
「
し

た
る
」

は
係

結

び

の
上

か

ら
も

明

ら
か
な

構
文

で
あ

っ
て
、

「
た

・
は
し
き

や
う

に

て
は

」

「
む
ま

の

は
な
む

け
す

」

と

い
う

行
為

を

状
態

的

に
単

に
修
飾

し

た
も

の

に
す

ぎ
ず

、

「
こ
れ
」

i

「
し

た
る

」

の
構

文

の
中

に
包

み

こ

ま

れ
て

い
る
。

つ
ま

り
、

「
に

て
」

に
中
止

法
的

意

味
合

い
が
な
く

な

り

前
後

件

は
、
前

件

が
後
件

の
意

味

に
限

定
を

与

え
た

り
す

る

、
謂
ゆ

る
装

定
的

格
関

係

に
あ

る

わ
け

で
、
連

用
修

飾
格

に
た

っ
て

い
る

と

い
え
る
○

そ

れ
は

、
共

々

「
に

て
」

の
前
件

の
述

定

性

の
消

失

と

後

件

の
独

立

性

の
消

失

と

い
う

こ
と
を
意

味

す

る
も

の

で
あ

り

、
そ

れ

が
直

接

的

に
状
態

を
あ

ら

わ
す
格

助

詞

「
に

て
」

の
成

立

を
も

た

ら
し

た
も

の

で
あ
ろ

う

が

そ

の
背
景

に
は
、
右

に
述

べ
た
文

構
造

上

の
変
化

が

一
つ
に
は

あ
り

、

二

つ
に
は

、
助
動

詞

「
に
て
」

が
上

接
語

に
状

態
性

の
体

言

を
持

つ
場

合

の

あ

っ
た

こ
と

が
考

え
ら

れ
る
。

た

、・
、

状
態

性

の
体
言

を
上

接
す

れ

ば
格

助
詞

と

し

て
の
状
態

の
意

味

用
法

が
生

ま

れ

て
く

る

と

い
う

わ

け

の
も

の

で
な

い
こ
と

は
、

状
態

性

の
体
言

に
下

接

し
な

が
ら

、
助

動
詞

と
し

て

の

用
法

の
ま

、
で
あ

る
例

が
数

多

い
こ
と
か

ら
も

明
き
ら

か

で
あ

る
。

以
上

の
説

明

か
ら

、

状

態

に

つ

い
て
の
肯
定

判

断
を

な
す

助
動

詞

「
に
て
」
↓

状
態

を

あ
ら

わ
す
格

助

詞

「
に

て
」

の
成

立

過
程

の
あ

っ
た

こ
と
を
考

え

る
。

こ

の
状

態
を

あ

ら
わ
す

格

助
詞

「
に

て
」

か
ら
な

ら
ば

、
手

段
、

方
便

、
資

格
、

年
令

を
あ

ら

わ
す

「
に

て

」
が

、
意
味

的

わ

た
り
行

き

に
よ

っ
て
形

成

さ
れ

る

こ
と
は

、
容
易

に

説

明
す

る

こ
と
が

で
き

そ
う

で
あ

る
。
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17
、
け

ふ
す
ぎ

ば
し

な
ま

し
物
を

夢
d
訓
q
も

い
つ

こ
を

は

か
と
き

み
が

ど

ば
ま
し

(
後
撰

集
　

)

18
、
う

つ

・
に

て
た
れ

ち
ぎ
り

け

ん
定

め

な
き
夢

路

に
ま

ど

ふ
わ
れ

は

わ
れ

か
は

(
後
撰

集
　

)

こ
の
例

の
様

な
状

態
を
あ

ら

わ
す
格

助
詞

「
に
て
」

に
あ

っ
て
、

そ
う

い

う
状
態

を
伴

な

い
な

が
ら
、
後

件

の
行
為

(傍

点
部

分

)
が
な

さ

れ
、

一

定

時
間
継

続

の
後

に

至

っ
て
、

そ

の
様

な
状

態

に
あ

る

こ
と
、
ま

た

は
積

極

的

に
、
そ

の
様
な

状
態

に
置

く

こ
と
が
、

「
に
て
」

以
下

の
行
為

を

も

た
ら
す
条

件
な

り
、
手

段
な

り

と
し

て
意
識

さ

れ
る
様

に
な

れ
ば

、
手

段

を

あ
ら

わ
す
格

助
詞

の
意
味

用
法

が
生

ま

れ
、
定

着
す

る
。

19
、

さ

て
し

に

た
る
と
も

こ
の
人

の
あ

ら
む
や
う

を

ゆ

め
に

て
も
う

つ

・
に

て
も

き
き

み

せ
た
ま

へ

(
大
和

物
語

、
鵬

段

)

20
、

・

・
と

の
た
ま
は

せ
た

れ
ば

た
は

ぶ
れ

に
て
も

さ
聞

え
さ

せ
給

は

せ
し

こ
と
な

れ
ば
か

た
じ

け
な
く

て
ま
ゐ

り
ぬ

(
紫
式

部

巳
記
、

75

ぺ
)

こ
れ
ら

は
そ

の
典
型

で
あ

る
。

こ
の
手

段

が
、
時

に
応

じ

て

の
特

別
な

便

宜

の
手

段

と

い
う

一
面
が
強

く
出

る

こ
と

に
な

れ
ば
、

方
便

と
し

て

の
用

法

と
な
る

の

で
あ

る
。

21
、

は
を

は
じ

め
る
を

は

て
に

て
な
が

め
を

か
け

て
時

の
寄
よ

め

と
人

の

い
ひ
け

れ

ば
よ

み
け
る

(古

今
集

、

10
/

娚

)

他

の
組

み
合

わ
せ

で
歌

を

詠
む

こ
と
も
考

え
ら

れ
る

の

に
、
こ
こ
で

は
「
は

を

は
じ

め
る
を

は

て
」

と
し

て
詠

ん
だ
も

の

で
、
詠
歌

の

一
便

宜

の
手
段

と
な

っ
て

い
る

の
で
あ

る
。

手

段
、方

便

は
意
味

的

に
近
接

し

た
用
法

で

あ

る
。

一
方

、
状
態

の
用
法

が
手

段

の
用
法

に
漸

次

わ
た

り
行
く

こ
と

の
証

左

と
し

て
、

22
、

御
歌

を
よ

み
て

つ
か

は
す

か
や
う

に
御
心

を

た

が
ひ

に
な
ぐ

さ

め

給

ほ
ど

に

・

・

(竹

取
物

語

、

58
ペ

ー

ジ
)

の
例

を
あ

げ

る

こ
と
が

で
き

る
。

「
か

や
う

に

」
は

連
用
修

飾

格

に
た

ち

「
な
ぐ

さ

め
」

る
時

の
態

度
を

状
態

的

に
示

し

て

い
る
。

そ
れ

が
手

段

の

様

に
理
解

さ
れ

る
様

に
な

る

こ
と

は
、

資
料

22

の
解
釈

に
あ

た

っ
て
も
読

み
取

る

こ
と
が

で
き

る

が
、

一
方

に

「木

活
字

+
行
甲
本

」

で

は

こ

の
部

分

「
か
や
う

に
て
」

と
あ

っ
て
、

「
御
歌

を

よ

み
て

つ
か

は
す

」

こ
と
を

「
な
ぐ

さ

め
」

る
た

め

の
手

段

と
し

て

い
る

こ
と

が
窺

え
る
。

次

い
で
、

23
、
御

せ
う

と

ほ
り

か
は

の
お

と

.・
た
ら
う

く

に

つ
ね

の
大
納

言

ま
だ

下
ら
う

に
て
内

へ
ま

い
り

た

ま

ふ
に

・
・

(
伊
勢
物

語

、

6
段

)

こ
れ

は
先

の
説

明

で
言

え
ば
、

資
料

14

の

「
前

後

件

の
主

語

が
等

し

い
」

と

い
う

段

階

に
あ

た

る
も

の
で
、

「
内

へ
ま

い
る

」
行
為

に
付
随

し

て
、

「
ま

だ
下

ら
う
」

で
あ

る
と

い
う
主

体

(
主
語

)
の
状
態

(
状
況

)
が
共
ハ

に
そ

こ
に
あ
る

こ
と

を
示

し

て

い
る
。

か

・
る
後
件

に
お
け

る
行

為

に
相

伴

な

っ
て
付

随
す

る

状
態

(状

況

)
が
、

そ

の
行
為

に
際

し

て
或

る

一
定

期

間
必

ら
ず

つ

い
て

回
り

、
そ

の
行

為
を

も

た
ら
す

条
件

と
も

な

り
、
第

三
者

も

そ

の
状
態

を
行

為
者

に
と

っ
て
あ

る

べ
き
姿

と
し

て

理
解
す

る

と

き

、
後

件

の
行
為

を

も

た
ら
す

そ

の
条

件

が
、

社
会

的
な

あ

る
地
位

、

資

格

と
な

っ
て
付
与

さ

れ
る
。

か
く

て
、

24
、
昔

お
と

こ
伊

勢

の
齋

宮

に
内

の
御

つ
か

ひ
に
て

ま

い
り
け

れ
ば

、

(
伊
勢

物
語

、

71
段

)

の

ご
と
き

、
資
格

を

あ

ら
わ
す

格
助

詞

「
に
て
」

の
意
味

用
法

が
生
ま

れ

て
く

る

の
で
あ

る
。

「49一



年
令

を
あ

ら
わ
す
格

助

詞

「
に
て

」

に

つ
い
て
も
、

25
、

し

が
の
山

こ
え
に
て

よ

め
る

(古

今

集
、
6
/

謝

)

26
、
ち

・
が
お
も

ひ
に
て

よ

め
る

(古

今
集

、

16
/

測

)

な
ど

の
例

で
は
、

「
に
て
」

の
上
接

語

が
そ

れ
ぞ

れ

「
山

こ

え
」
、

「
お

も

ひ
」
な

ど

の
動

詞
連

用
形

か
ら

の
転
成

名
詞

で
あ

る

こ
と

か
ら

も
、
「
に

て
」

を
含

め
て

そ
れ
ら

が
、

後
件

の
行
為

の
な

さ

れ

て

い
る
時

の
状
態

を

あ

ら
わ
し

、

「
に
て
」

は
、

状
態

を
あ

ら
わ
す

格

助
詞

で
あ

る

と
処
理
す

べ
き

で
あ

ろ
う

が
、

こ
の
様

な
行

為

の
な
さ

れ

て

い
る
時

の
状
態

が
、

行

為

を
な
す

時

の
場
面

、
場
合

と

し
て
特

別

に
他

の
場
面

、
場

合

と
区
別

さ

れ
る
時

、
時
態

の
意

味
合

い
が
生
じ

て
ぎ

て
、

「
に
あ

た

っ
て
」

の
意

と

解
す

る
道

が
開

か

れ
、
後

に
そ

れ

が
、

27
、

さ

い
ひ
け

る
も
し

る
く

お

と

こ
も

せ

で
甘

九

に

て
な

む
う

せ

た
ま

ひ

に
け

る

(
大
和

物
語

、
期
段

)

の
様

な
事
態

と
し

て

の
年
令

を
あ

ら
わ
す

格
助

詞

「
に
て
」

の
用
法

を
生

み
出
す

に
至

る

の
で
あ

る
。

こ

・
に
、
格

助
詞

「
に
」

の
、
時

を
あ

ら

わ

す
意

味
用
法

の
類

推

が
働

い
た
と
す

れ

ば
、
よ

り

ス
ム
ー
ズ

に
説

明

が

つ

き

そ
う

で
あ
る
。
②

に
お

い
て
考

え

る
よ
り

も
、

こ
の
場
合

の
方

が
類
推

は
起

こ
り
易

か

っ
た
と
思
う
。

以
上

、
状
態

、
手

段
、
方

便

、
資
格

、
年

令
を

あ

ら
わ
す

格
助

詞

「
に

て
」

の
成

立

に

つ

い
て

は
、
松
村

明

氏

の

「
『
に
」

と

『
て
』

と
が
複

合

し

た

『
に
て
」

と

い
う
語

か
ら
格

助

詞

と
し

て
の
機
能

の
も

の
が

で
き

て

き

た

と
見
る

べ
き

で
あ

ろ
う
。

」

の
指

摘

は
、

一
見

、
私
案

と

一
致
す

る

様

で
は
あ

る
が
、
氏

の
場

合

に
は

、
未
分

明

の

「
に
て
」

か
ら

跡
動

講

と

格

助

詞
と

が
機
能

分
化

し

て

い

っ
嬬
廼
き

れ

る

の
で
あ

る
か
ら

、
跡

動
講

「
に
て

」

か

ら
述
定

性

の
消

失
、

「
に

て
」
後

件

の
独

立

性

の
消

失

と
共
ハ

に
格

助

詞

「
に

て
」

が
発

生
し

た

と
す

る
私

案

と
は
異

な

る
。

資

料
を

み

た
場

合

、
助

動

詞

の

「
に
て
」
は
万

葉
集

に
4
例

み
え

、
格

助
詞

「
に
て

」

は
場

所

を
み

ひ

か
ホ

恥
決

の
み
が

3
例

み

え
て

い
る

が
、

こ
の
両
者

を
未

分

明

の

「
に

て
」
か

ら

の
機

能

分

化
し

た
両

形

と
み

る
か

、
そ

れ
と

も
、

場
所

を

あ

ら
わ
す

格

助
詞

「
に

て
」
は

別
途

の
成

立

と
し

、
万
葉

集
中

の

助

動
詞

4
例

に
端
を

発

し

て
、

状
態

以

下

の
格
助

詞

と
助
動

詞

と

が
成

立

し

た

と
す

る

か
、
結

局

の
と

こ
ろ

、

こ

の
場
所

を

あ

ら
わ
す

格

助
詞

「
に

て
」

の
成

立
を

ど
う

説

明
す

る

の
が
正

し

い
の
か
が
岐

路

と
な

る
。

さ

て
、
③

と
④

の
考

え
方

の
分

岐
点

で
あ

る
、

原
因

を
あ

ら

わ
す
格

助

詞

「
に
て
」

の
成

立
を

い
か
に
処

理
す

る

か
、
を

考

え

て

い
く

こ
と
と
し

た

い
。

今

、
原

因
、
手

段

の
意
を

あ

ら
わ

し
得

る

「
に
よ

り

て
」

の
用
例

の

分
布

を

み
て

み
る

と
、

別
表

8

の
状
況

を

示
し

て

い
る
。

私

は

、
手

段

の

用
法

は

「
に
よ

り

て
」

か
ら

の
成

立

に
よ

る
も

の

で
は
な

い
と
考

え

る

の

で
あ

る

が
、

そ
れ

は
、
宣

命

以
後

、
手

段

の
意
を

あ

ら
わ
す

「
に
よ

り

て
」

が
全

く
姿

を

み

せ
ず

、

一
方

に
言

語

に
お

け
る
交

替
時

に
、
例

え
ば

「
と

て
」
成

立

の
起
源

と
な

っ
た

「
と

い
ひ

て
」

が
、

「
と

て
」
成

立
後

も
併

用

さ
れ

、
ま

た
場
所

を
あ

ら

わ
す
格

助
詞

「
に
て
」
に
お

い
て
も

、
「
に
し

て
」

が
少
な

い
な

が
ら

併
用

さ
れ

て

い
る

こ
と
な

ど

と
は
異
な

っ
た
現

象
を
呈

し

て

い
る

こ
と

か
ら
考

え

て

の
こ
と

で
あ

る
。
つ
ま

り
、
「
に
よ
り

て
」
で
も

っ
て
手
段

を
あ

ら

わ
す

例

が
宣
命

以
後

、
祝

詞
を

除

い
て
和

文

に
な

い
の
は

別

途

に
成
立

し

た
格

助
詞

「
に
て
」

に
全

く

そ

の
表

現
を
委

ね
た
結

果

と

考

え

る

の
で
あ

る
。

と

こ
ろ

が
、
原

因
を

あ

ら
わ
す
格

助

詞

「
に

て
」

の

場

合

に
は
事

情

が
異

な
り

、
起

源

と
み
ら

れ

る

「
に
よ
り

て
」
も

「
に

て
」

に
併
行

し

て
使

用

が
み
ら

れ
、

「
と
て
」

や
、
場

所

を
あ

ら
わ
す

格

助
詞

「
に
て

」
の
場
合
と
同
様
の
傾
向
を

み

せ
て

い
る
。

「
に
よ
り

て
」

、

「
に

「50う



て
」

が
類

似

し
た
表

現
場

面

に
た

っ
て

い
る
場
合

の
あ

る

こ
と
も

、

28
、
夏

虫

の
身
を

い
た

づ
ら

に
な
す

こ
と
も

ひ
と

つ
お
も

ひ

に
よ
り

て

な

り
け

り

(
古
今

集

11
/

膨

)

29
、
京

に

て
は

・
が
お
も

ひ

に
て

ひ
さ
し
う

ま

か
ら

で

か
の

た
か

・
た

に
侍

け
る

人

に

い
ひ

つ
か
は

し
け

る

(
後
撰

集
、
16
/
囎

)

な

ど
に

み
ら
れ

る
と

こ
ろ

で
あ
る
。

「
に
よ

り
て
」

、

「
に
て
」

の
上
接

語

は
、
共

に
転
成

名
詞

「
お
も

ひ
」

で
あ

る
。

以
上

か
・ら
し

て
、

「
に
よ

り

て
」
↓

原

因
を
あ

ら

わ
す
格

助
詞

「
に
て
」

の
過
程
を

認
め

る
が
、

こ
の
過
程

を
も

た
ら

し
た
背

景

に
、
資
料

29
の
「
お

も

ひ
」
が

動
詞

連
用
形

か
ら

の
転
成

名

詞
で
あ

る

こ
と

か
ら
も

知

れ
る
様

に
、

状
態

を
あ

ら

わ
す
格

助

詞

「
に
て

」

の
前

件

が

後

件

の
行

為

を

も

た
ら
す

必
然

的

傾
向
を

も

て
ば
、

原
因

の
意
を

あ

ら
わ

し
得

る

様

に
な

る

と

い
う

状
況

の
あ

っ
た

こ
と
は
考

え
ら

れ

る
。

,

30
、
か

・
る
あ

ひ
だ
に

ふ
な
ぎ

み

の
病

者
も

と
よ

り

こ
ち

こ
ち
し

き

ひ

と
に
て

か
や
う

の

こ
と

さ
ら

に
し

ら
ざ

り
け

り

(
土
左

日
記

、

53

ペ
ー

ジ
)

な

ど
は
原
因

へ
の
道
を

開

い
て

い
く
助
動

詞

の
例

で
は
な

か

ろ
う

か
。

こ

こ
で
は
④

の
考

え
方
を
基

本

と
し

つ

・
も

、
③

も
同
時

に
補

足
的
な

推
進

力

と
し

て
力

の
あ

っ
た
と

い
う

こ
と
を
考

え

る
。

以
上

、
和

文

に
お

い
て
格
助

詞

「
に
て
」

の
成

立

を

み
て
き

た

が
、
漢

文
訓
読

の
世

界

で
は
、
格

助
詞

「
に

て
」

は
場
所

を

あ

ら
わ
す

も

の
に
限

定

さ

れ
、

用
例
も

極
少

な
く
、

「
に
し

て
」

が
大
半

を
占

め

て

い
る
。

な

お
、
原

因

、
手
段

は
も

っ
ぱ

ら

「
に
よ

り
て

」
、
資

格

は

「
と
し

て
」

で

も

っ
て
表

現
さ

れ
て

い
る
。

こ
れ
ま

で
述

べ
き

た

っ
た
と

こ
ろ

、
私

は

「
に
あ

り

て
」
、

「
に
し

て
」

を

起
源

と
し

て

、
場
所

を

あ

ら
わ
す

格

助
詞

「
に
て
」

を
成

立

に
導

び

い

た
力
を

奈
辺

に
求

め

る
か

と

い
う

こ
と

に

つ

い
て
言
え

ば
、

万
葉

集

に
お

け

る
資

料

2
、

3

に
あ

っ
て

は
、
係

助
詞

「
も
」

を
付

し

て
強
意

を
表

現

す

る
必

要

と
、
字

余

り
を

避
け

る
意

志

と
が

同
時

に
あ

っ
た

こ
と
を
認

め

得

る
。

そ
れ

は
別

表

4

に
み
る

「
よ

そ
」

に
下
接
す

る
場

合
も

同
様

で
あ

る
。

共
ハ
に
音

数
律

の
調

整

の
必
要

が
そ

の
力

で
あ

る
。

ま
た

、
別
表

2
の

場
所

を
あ

ら

わ
す
格

助

詞

「
に
て
」

が
万

葉
集

に
そ

の
初

例

が

み
え
る

の

に
対
し

、
別

表

3

の
状

態

、
手

段
、

方
便

、
資

格
、

年
令

を
あ

ら

わ
す
格

助

詞

「
に

て
」

は
、
資

料

に
よ

る
限

り

で
は
、

初
出

例

が
竹
取

物
語

の
地

の
文

に
、
秘
験

で
は
ず

っ
と
遅

く
、
伊
勢

物
語

で
は
じ

め

て
み

え
て

い
る
・

こ
れ
は

一
方

が
音

数
律

の
調

整

の
必
要

か

ら
字
余

り

を
避

け
る

た

め
に
、

「
に
し

て
」

よ
り

「
し

」
を

略

し

て
音

数

を
減
ず

る

こ
と
に
よ

っ
て
成
立

し

、

一
方

が
音

数
律

の
調
整

の
必

要

と
は
無

縁

の
、

状
態

を
あ

ら
わ
す

助

動
詞

「
に

て
」
か

ら
、

音
数

を
減

ず

る
作
業

を
持

つ
こ
と
な

く
成

立

し
、

意
味

用
法

を
自

身
内

部

で
拡

大
し

て

い

っ
た

こ
と
を
端

的

に
物

語

っ
て

い

る

と
思
う
。

こ
れ

は
先

の
私

の
格

助
詞

「
に

て
」
成

立

に

つ
い
て

の
説

明

を
肯

定
す

る
も

の
で
あ

る
。

原
因

を
あ

ら

わ
す
格

助

詞

「
に
て

」

に

つ

い

て
も

、
こ
れ

が
「
に
よ
り

て
」

か

ら
音
数

律

の
調

整

の
必
要

に
よ

っ
て
成
立

し

た

と

い
う

様
な

こ
と
で
な

い
こ
と

は
、
和

歌

に
こ

の
用
法

が
皆

無

で
あ

る

こ
と
か
ら

し

て
判

ぜ
ら

れ
る
。

註

12
、
全
意
味
用
法

と
は
、
場
所
、
状
態
、
原
因
、
手

段
、

方
便
、
資
格
、
年
令

の

意
味
用
法
を
指
し

て
用

い
た
。

13
、
逆
に
、
状
態
性

の
体
言
を
上
接

せ
ず

に
状
態

を
あ
ら
わ
す

格
助
詞
「
に
て

一が

生

ま
れ
る

こ
と
は
な

か

っ
た
で
あ

ろ
う

こ
と
は
、
資
料

14
相
当

の
文
型

を
も

つ

一51「



資
料
30

に
お

い
て
、

「
に
て
」
か
状
態
を
あ
ら
わ
す

こ
と
な
く
あ

る
こ
と
か
ら

明
ら
カ

て
あ
る
。

14
、

「事
態
」
を
客
観
的
概
念

、

「
状
態
」
を
・王
観
的
概
念

と

い
う
使

い
分
け
は

し

て
い
な

い
。

15
、
松
村
氏

の
前
掲
書

59
ペ
ー
ジ
、
鈴
木
氏

の
前
掲
書
謝

ペ
ー
ジ
参

照
。

16
、
○
で
囲

っ
た

の
は
、
格

助
詞

「に
て
」

の
原
因

と
手
段

を
あ

ら
わ
す
用
法

の

例
を
数
値

で
そ
れ
ぞ

れ
示
し
た
も

の
で
あ
る
。

17
、
祝
詞

は
宣
命

の
時
代

に
ま
で
遡
り
う
る
表
現
形
式

と
み
る
。

四

お
わ
り
に

以
上

、
格

助
詞

「
に
て
」

の
全
意

味
用
法

の
成

立

過
程

に

つ

い
て
述

べ

き

た

っ
た

が
、
課

題
と

し

て
の
、

こ
の

「
言
語

に

お
け
る
交

替

現
象

の
旦
ハ

体
」

を
考

え
る

に

、
次

の
二
点

が
抽

象

さ

れ
る
よ
う

で
あ
る
。

㈲

「
辞

+
詞

+
辞

」
↓

「辞

+
辞

+
辞

」
↓

「
辞

」

と

い
う

過
程

と
、

「
辞

」

(
助
動
詞

)

が
述
定
性

を

失
な

い
、
別

の

「辞

」

(助

詞

)

を
作

る

と

い
う
形

と

が
、
言

語

に
お
け

る
交
替

現
象

と
し

て

み
ら

れ

る

が
、

一
た
び
成

立
し

た

「辞

」

は
そ

の
後
、

独
自

に
意

味
用
法

を

拡
大
す

る
。

E

「
辞

」
成

立

の
起

源

と
な

っ
た

「辞

+
詞

+
辞

」

、
「
辞

+
辞

+
辞

」

は

、

「辞

」
成

立
後

も
併
行

し

て
使

用
さ

れ
る
。
(
但

し
、
慣

用
的

に

固
定

し

た
表

現

は
除
く
。

)

こ
の
二
点

に
つ
い
て
は

、
さ
ら

に
傍
証

を
求

め
て
検
証

し

て

い
か
な
く

て
は

な

ら
な

い
。
吉

田
金

彦
氏

の

「
否
定
辞

『
で
』
『ず

し

て
』
の
用
法
」

「
國

語

學

」

第

52
集

)
、

そ
れ

に
春

日
和

男
氏

の

「
存

在

詞
に
関
す

る

研
究
」

細

ー

珈

ペ
ー

ジ
の

「
ず

て
」

「ず

し

て
」
に
関
す

る
論
考

を

も

再
検

討
し

な

が
ら
、

「
と

て
」

「
に

て
」

「ず

て
」

に
お

い
て
、

言
語

に
お
け

る
交

替

現
象

の

一
結
論

を
求

め
る

心
積

り
で
あ

る
。

た
だ

、

こ
れ

ま

で
の
調
査

で

言
語

交
替

の
類

型

必

し

て
、
場
所

を
あ

ら

わ
す

格
助

詞

「
に
し

て
」
「
に
て
」
、

「
か
く

し

て
」

「
か
く

て
」

の

一
群

と
、
否
定

辞

「ず

し

て
」
「ず

て
」
、

「
形
容

詞
連

用
形

+
し

て
」
「
形
容

詞
連

用
形

+
て
」
の

一
群

と

の
、
異
な

っ

た
交
替

の
過
程

を
も

つ
二

つ
を
考

え

て

い
る
が

、

こ
の
点

に

つ

い
て
は

、

別

に
稿
を

準
備

す

る

つ
も

り

で
あ

る
。

か

て
て
加

え

て
、
和

文
と
漢

文
訓

読

文
、

そ

の
他

の
位

相

の
異
な

る
表

現
様
式

相
互

が
、

い
か
に
影
響

し
あ

い
な

が
ら

存
在

し

て

い
た
か
、

こ
の
点

の
判
断

は
、
言

語
交
替

を

論
ず

る

場

合
口
に
な

い
が
し

ろ

に
で

き
な

い
問

題
を

含
ん

で

い
る
よ
う

に
思
う

。

(
付
記

)
宣

命

は

「
続

日
本

紀
宣

命

講

」
、

歌
合

は
萩

谷
朴

氏

の

「
歌

合
口
大
成

」

の
内
、

寛
平

五

年
前

の
資

料
を

、
新

撰

万
葉
集

は
北

岡

文

庫

の

「新

撰

万
葉

集

」
、

後
撰
集

は

「
国

歌
大

系
本

」

(
小
松
茂

美

氏

の

「
後
撰

和
歌

集

校
本
と
研
究
」
を

別

に
異
本

資

料

と
し

て
用

い

た
。

)
に

つ
い
て
調
査

し

、
そ

れ
以

外

は
す

べ
て
、
岩

波
書

店

刊

の

日
本
古

典

文
學
大

系
本

文

を
用

い
た
。

な

お
資

料

は
異
本

と

の
校
合

の
上

、
問

題

の
な

い
も

の
を
用

い
た
。

出
典

と
な

っ
た

文
献

に

ペ
ー

ジ
数

を
付

し
た

も

の
は

い
ず

れ
も

日
本
占

典

文
學
大

系
本

文

に
よ

る
。
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別
表

1

格

助
詞

「
に
て
」

(和
歌

)

別

表

2

格
助
詞

(場
所

を
あ
ら
わ
す
も

の
)

古

事

記

日

本

書

紀

宣

ムロロ

 

万

葉

集

竹

取

物

語

歌

合口

 

新
撰

万

葉

集

古

今

集

祝

詞

 

土

左

日

記

伊

勢

物

語

後

撰

集

大

和

物

語

落

窪

物

語

か
げ
ろ

ふ
日
記

和
泉
式
部
日
記

紫
式

部

日
記

更

級

日

記

堤
中
納
言
物
語

新

古

今

集

金防

丈

記

椀

集

徒

然

草

場
所

31
》

1

1《
631531222172

状
態

212

原
因

(1)

手
段

22

方
便

1

資
格

レ

年
令

(時

)
不
明
2

0

は
訓

み
が
確

定
し
な

い
も

の

◇

は
下
巻
の
例

「
は
」
分
明
で
な

い
も

の

0

は
異
本

に
例
の
あ
る
も

の

不

明
と
は
意

味
の
と
れ
な

い
も

の

古

事

記

由

本

書

紀

」
阻

命

防

葉

集

竹

取

物

語

歌

合

新

撰

万

葉

集

古

今

集

祝

詞

 

土

左

日

記

伊

勢

物

語

後

撰

集

大

和

物

語

落

窪

物

語

か

げ

ろ

ふ

日

記

和

泉

式

部

日

記

紫

式

部

則

級

日
日

記記

 

堤

中

納

言

物

語

新

古

今

集

防

丈

記

金

塊

集

徒

然

草

に

し

て

地

の

文

1211
〆

1

和

歌

22

 

11(2)

 

2

・

に

て

地

の

文

2148101144

 

81220

 

21110

 

56635

和

歌

31-
+

①

631531222172
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別
表

3

格
助
詞

(状
態

、
手

段
、
方
便
、
資
格

年
令
を
あ
ら

わ
す
も

の
〉

古

事

記

日

本

書

紀

宣

命

万

葉

集

竹

取

物

語

歌

合

新
撰

万
葉
集

古

今

集

祝

詞

土

左

日

記

伊

勢

物

語

後

撰

集

大

和

物

語

落

窪

物

語

か
げ
ろ
ふ
日
記

和
泉
式
部
日
記

紫
式
部

日
記

更

級

日

記

堤
中
納
言
物
語

新

古

今

集

方

丈

記

金

椀

集

徒

然

草

に

し

て

地
の
文

(1>(1)111

 

2

ー
1311

和
歌(2)(1)

に

て

地
の
文

餌
①
臼の

1
13
+
①

519

 

8

④

B
+
①①

30

⑨

43

①
、 到6

、①〔1}1②

15

 

-o

①
(1)

 

24

②

和
歌

対22111

不
明
-

不
明
2

別

表

4

古

事

記

日

本
書

紀

宣

命

万

葉

集

竹

取
物

語

歌

合

新
撰
万
葉
集

古

今

集

祝

詞

土

左

日

記

伊

勢
物

語

後

撰

集

大
和

物

語

落

窪
物

語

か
げ
ろ
ふ
日
記

和
泉
式
部
昭
記

紫
式
部
日
記

更

級
日

記

堤
中
納
言
物
語

新
古

今

集

方

丈

記

金

塊

集

徒

然

草

家

に
あ
り
て

1

に
し
て

1

に
て

1211411

道

に
あ
り
て

に
し
て

「

1

一

に
て

14111131

旅

に
あ
り
て

・
由

に
し
て

3
+
ω

に
て

111

こ

こ

に
あ
り
て

②

に
し
て

2
う向

に
て

156111

よ

そ

に
あ
り
て

2

に
し
て
に
て
、

111「1

11

ー

2121「2

 

321
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別

表

5

格

助
詞

「
に
し

て

」

(地

の
文

)

別
表

6

格

助

詞

「
に
し

て

」

(和

歌

)

場
所

状
態

原
因

手
段

方
便

資
格

年
令

(時
)

古

事

記

日

本

書

紀

宣

命

万

葉

集

竹

取

物

語

歌

合口

 

新

撰

万

葉
集

古

今

集

祝

詞

土

左

日

記

伊

勢

物

語

後

撰

集

大

和

物

語

落

窪

物

語

か

げ
ろ
ふ
日
記

和
泉
式
部
日
記

紫

式

部

昭
記

更

級

日

記

堤
中
納
言
物
語

新

古

今

集

方

丈

記

金

塊

集

徒

然

草

古

事

記

日

本

書

紀

宣

命

万

葉

集

竹

取

物

語

歌

合口

 

新

撰

万

葉
集

古

今

集

祝

詞

土

左

日

記

伊

勢

物

語

後

撰

集

大

和

物

語

落

窪

物

語

か
げ
ろ
ふ
日
記

和
泉
式
部
日
記

紫

式

部

日
記

更

級

日

記

堤
中
納
言
物
語

新

古

今

集

方

丈

記

金

塊

集

徒

然

草

場
所

状
態

原
因

手
段

方
便

資
格

年
令

(時

〉
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別

表

7

格

助
詞

「
に

て
」

(
地

の
文

)

別
表

8

「
に
よ
り

て
」

(/

は
未
調
査

)

古

事

記

日

本

書

紀

宣

全
ロロ

 

万

葉

集

竹

取

物

語

歌

合口

 

新

撰

万

葉
集

古

今

集

祝

詞

 

土

左

日

記

伊

勢

物

語

後

撰

集

大

和

物

語

落

窪

物

語

か
げ

ろ
ふ
日
記

和
泉
式
部
日
記

紫

式

部

日
記

更

級

日

記

堤
中
納
言
物
語

新

古

今

集

方

丈

記

金

塊

集

徒

然

草

場
所

状
態

原
因

手
段

方
便

資
格

年
令
」時

)

古

事

記

日

本

書

紀

宣

命

万

葉

集

竹

取

物

語

歌

合

新
撰
万
葉
集

古

今

集

祝

詞

土

左

日

記

伊

勢

物

語

後

撰

集

大

和

物
語
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