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伊
勢
物
語

の
章
段
配
列
に
関
す
る

一
考
察

　
助

動

詞

の

用

法

か

ら
　

(
そ

の

二
)

遠

藤

康

子

.

伊
勢
物
語
、
全

=

一五
段
の
章
段
配
列

に
加
え
ら
れ
て
い
る
作
者

(も
し
く
は
作
者
群
)
の
意
図
性
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
そ

の
話
柄

の
内
容
、
主
人
公
と
み
な
さ
れ
て
い
る

「
む
か
し
男
」

の
年
令

、
舞

台
と
な

っ
て
い
る
地
方
、
章
段
の
長
短
等
の
諸
方
面
か
ら

既

に
解
明

さ
れ
て
い
る
。
今

「
物
語

の
祖
」
と
い
わ
れ
る
こ
の
歌
物
語
の
章

段

配
列
上

の
意
図
性
、
類
聚
性
を
、
各
章
段
中
に
用
い
ら
れ

て
い
る
助

動
詞
や
助
詞
の
用
法
か
ら
証
明
し
て
み
よ
う
。

古
く
橘
守
部
が

「
伊
勢
物
語
箋
」
の
提
要

に
「

わ
ぎ
と
お
な
じ
て

に
を
は
を
か
さ
ね
て
か
け
る
こ
と
あ
り
」
と
述
べ
て
以
来
、
伊
勢

物

語

に
お

い
て
は
、
あ
る
特
定
の
助
詞
や
助
動
詞
が
、
特
定
の
章
段

や

特
定

の
文
章

に
集
中
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
は

一
般
に
注

目
さ
れ
て
い
る
。

伊
勢

物
語
の
申
に
は
、
地
の
文
に
延

一
二
七
九
、
和
歌

に
延
四

一

八
、
延
数
合
計

一
六
九
七
の
助
動
詞
が
用
い
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
一

六
九
七
の
助
動
詞
の
分
布
表
を
作

っ
て
み
る
と
、
同

一
章
段
も
し
く

は
配
列
上
近
接

し
た
章
段
の
申
に
、
同
じ
助
動
詞
が
多

用
さ
れ
て
い

る
事
実
を
明
ら
か
に
認
め
る
事
が
出
来
る
。
こ
の
事
実

は
、
直
接
的
、

に
章
段
の
長
短
と
関
連
性
を
有
す
る
。

一
般

に
長
い
章
段
に

は
多
数

の
助
動
詞
が
、
短
い
章
段
に
は
少
数
の
助
動

詞
が
用
い
ら

れ
る
の
は

当
然
の
事
で
あ
る
。
し
か
し
、
伊
勢
物
語
の
各
章

段
中
の
助
動
詞

の

分
布

は
、
か
か
る
数
値
的
な

一
般
論
に
よ

っ
て
不

問
に
附
す
事
が
出

来
な
い
ほ
ど
の
集
申
性
を
見
せ
て
い
る
の
で
み
る
。

こ
の
事
実
か
ら
、
次
の
二
つ
の
疑
い
が
生
じ
る
。

第

一
は
、
伊
勢
物
語
が
各

地
方
に
残
っ
て

い
た
数
個
の
説
話
群
を

と
り
ま
と
め
て

一
つ
の
物
語
の
形
態
を
構
成

し
て

い
る
も
の
で
は
な

い
か
と
い
う
疑

い
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
各
地
方
の
説
話
群

に
は
、

そ
の
地
方
の
方
言
的
な
言
語
表
現
が
お
の
ず

か
ら
残

っ
て
い
る
で
あ

ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
あ
る
地
方
、
あ
る
階

級

に
の
み
用
い
ら
れ
る
特

殊
な
言
語
表
現
が
そ
れ
ぞ
れ
の
章
段
に
集
中
的
に
用
い
ら

れ
て
い
る

の
も
当
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
事

は
、
伊

勢
物
語
中
の
和



(
註
三
)

歌
が
す

こ
ぶ
る
民
謡
性
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
事
、
及
び
、
伊

勢
物

語
は
、

部
分
的
に
で
は
あ
る
が
、
そ
の
舞
台
と
な

っ
.て
い
る
場
所
に

よ
っ
て
類
聚
的

に
編
纂

さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も

「
伊
勢

斎
宮

に
関
す

る
物
語
」

「
一
般
に
東
下
り
と
い
わ
れ
て
い
る
旅
の
物
語
」

等
が
大
体
、

一
カ
所
に
集
め
ら
れ
て
い
る
事
、
等
か
ら
、

一
応
疑

っ

て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
疑
い
を
念
頭
に
を
い
て
、
伊
勢
物
語
を
再
読
し
て
み

る
と
、

次

の
諸
点
に
気
附
く
。
即
ち
、

①

伊
勢
物
語
の
よ
う
な
男
女
の
恋
を
主
と
し
た
物

語
は
、
あ
な
が

ち
特

定
の
地
方
に
の
み
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
た
よ
う
な

性
質

の

も

の
で
は
な
く
、
諸
国
に
地
名
や
人
名
を
変
え
て
伝
え

ら
れ
て
い

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
文
申
に
、
稀
に
し
か
国
有
名
詞
が

用
い
ら

れ
ず
、
男
、
女
、
と
い
う

一
般
名
詞
で
書
き
つ
い・
ら
れ
て

い
る
の

も
尤
も
で
あ
る
。

②

伊
勢
物
語
の
各
種
伝
本
、
異
太
・の
存
在
を
考
慮
に

入
れ
、
そ
こ

に
見

ら
れ
る
章
段
配
列
の
異
同
を
考
え
に
入
れ
て
も
、
伊

勢
物
語

に
は
、
そ
れ
ほ
ど
顕
著
に
し
て
明
瞭
な
同
系
統
の
物

語
の
魂
は
見

ら
れ
な
い
。
従

っ
て
、
物
語
が
行
な
わ
れ
た
舞

台

に
よ
っ
て
小
話

が
集

ま

つ
て
い
る
の
は
、
各
地
方
に
残

っ
て
い
る
民
話

や
説
話
の

集
積
だ
か
ら
と
い
う
よ
り
も
、
も

っ
と
朴
撰
な
も
の
で
あ
り
、
作

者

の
幼
稚
な
創
作
意
識
も
し
く
は
類
聚
の
意
図
か
ら
集

め
ら
れ
た

と
い
う
方
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。

,
ー

③

伊
勢
物
語
は
、
全
章
段
を
通
じ
て
、
素
朴
で
は
あ
る
が
、

統

一

、
さ
れ
た
表
現
意
識
に
基
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
今
集
と
同

歌
を
有
す
る
章
段
に
つ
い
で
、
古
今

集

の
詞
書
と
、
勢
語
の
地
の

文
と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
勢
語
の
地

の
文
の
表
現
意
識
に
は
統

一
性
が
み
ら
れ
る
事

、
及
び
そ
こ
に
み
ら
れ
る
表
現
意
識

は
、
伊

勢
物
語
の
全
章
段
に
通
じ
る
事
か
ら
証
明

さ
れ
る
。

以
上
の
事
か
ら
、
伊
勢
物
語
は
、
数
個
の
説
話
群
の
寄
せ
集
め
で

は
な
い
事
が
分
る
。
勿
論
、
話

の
素
材
や
物
語
の

ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス

を
示

し
て
い
る
和
歌
は
、
当
時
人
口
に
胸
灸

し
た
も

の
を
と
り
入
れ

た
で
あ
ろ
う
し
、
物
語
の
内
容
も
云
い
伝
え
や
聞
き
伝
え
が

多
く
導

入
さ
れ
て
い
る
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
の
事
巴
、
章
段
配
列
上
の
物

語

の
構
成
と
は
関
連
づ
け
ら
れ
ぬ
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
地

方
地
万

に
残

っ
て
い
る
方
言
的
言
語
表
現
は
、
章
段

配
列
上
に
あ
ら
わ
れ
た

表
現
意
識
と
は
無
関
係

で
あ
る
。

第
二
の
疑
い
は
、
何
は
と
も
あ
れ
、
同

一
個
人
に

関
す
る
話
、
同

一
の
場
所
で
行
な
わ
れ
た
話
が

あ
る
程
度

一
カ
所
に
集

め
ら
れ
て
い

る
の
は
事
実
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
類
聚
性
が
、
表
現

上
の
ー
も

う
少
し
具
体
的
に
云
え
ば
、
本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
助
動

詞
や
助

詞
の
使
用

の
集
申
性
　
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
い
う

事
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
特
定
の
助
動
詞
に
つ
い
て
は
明
ら
か

に
証
明

さ
れ
る
。
例
え
ば
、
尊
敬

の
助
動
詞
ス
、
サ

ス
は
、
勢

語
中
、
二
七

(註
四
》

例
で
あ
る
が
、
そ
の
三
分
の

一
の
九
例
が
七
七
段
か
ら
八

二
段
ま
で

職



の

う
ち

、

七
九

段

を

除

く

五
章

段

に

用

い
ら

れ
て

い

る
。

そ

し

て

こ

み
や
び

の
五
章

段
は
、
惟
喬
親
王
そ
の
他
の
貴
族

の
風
流

の
生

活
ぶ
り
を
記

し
て
い
る
部
分
な
の
で
あ
る
。
ス
、
サ
ス
の
使
用

の
集

中
性
は
こ
の

点
か
ら
説
明
さ
れ
つ
く
し
て
十
分
で
あ
る
。
勿
論
、
助
動

詞

と
い
う

も
の
の
性
質
か
ら
考
え
て
こ
覧
い
う
説
明
が
附
け
ら

れ
る
の
は
当
然

す
ぎ
る
事
な
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
伊
勢
物
語
に

お
い
て
は
、
そ
の

よ
う
に
は
説
明
し
得

ぬ
い
く

つ
か
の
例
が
あ
る
事
を
知
ら

ね
ば
な
ら

ぬ
。
今

、
例

を
、
タ
リ
と
り
に
と

っ
て
考
え
て
み
よ
う
。

伊
勢
物
語
の
中
に
は
、
九
二
例

の
タ
リ
と
九
五
例

の
り
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
今
、

こ
の
タ
リ
と
り
の
分
布
状

態
を
そ
れ
ぞ
れ
図
示

し

て
み
る
と
、
そ
の
分
布
は
、
そ
れ
ぞ
れ
数
個
の
グ
ル
ー
プ
を
作

る
。

即
ち
タ
リ
九
二
例
の
分
布
は
、

一
二
五
段
中
の
半
数
に
も

満
た
ぬ
五

三
段
中
に
集
中
さ
れ
、
し
か
も
タ
リ
の
使
用
さ
れ
て
い
る
章

段
は
お

互
い
に
関
連
性
を
有
し
て
い
る
。

つ
ま
り
そ
の
五
三
段
は
、

と

い
う

よ

う
な

グ

ル

ー

プ

に
分

け

ら

れ

る

の
で

あ

る
。

(
数

字

は

段
数

・
印
は
タ
リ
の
使
用
さ
れ
て
い
な
い
章
段
を

示
す
)

リ
九
二
例
の
分
布
の
群
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く
、
タ
リ
と
り
は
章

段
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
集
中
的
に

用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
各
群
は
、
物
語
の
内
容
に

よ

っ
て

分
類

し
た
グ
ル
ー
プ
の
存
在
と
は

一
応
無
関
係
で

あ
る
。

又
、

こ
の
分
布

の
各
グ
ル
ー
プ
を
比
較
し

て
み
る
と
、
二
十
段
か

ら
三
十
段
ま
で

、
三
十
段
か
ら
五
十
段
ま

で
、
五
十
段
か
ら
七
十
段

ま
で
及
び
、

一
二
十

段
前
後
に
は
、
タ
リ

と
り
の
分
布
の
ず
れ
が
認

め
ら
れ
る
。

こ
の
分
布
の
ず
れ
は
、
作

者
が
意
識
的
無
意
識
的
に
物

語
の
あ
る
部
分
で
は
タ
リ
を

多
用
し
、
あ

る
部
分
で
は
り
を
多
用
し

て
い
る
事
を
示
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
タ
リ
の
意
味
は
、
存
在
継

続
、
完
了
、
確
認
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
に

云
わ
れ
て
い
る
。
特
に
上
代

の
用
例
に
お
い
て
は
殆
ん

ど

「
動
作

の
継
続
中
か
動
作

の
結
果
が
存
続
し
て
い
る
場
合
に
用
い

ら
れ
る
。

(
春
日
和
男
先

生

講

義
ノ
ー
ト
よ
り
)
」
も
の
で
あ

っ



た
ら
し
い
。
リ
は
タ
リ
と
同
じ
く
存
在
継
続
の
意

を

表

わ

す
。
タ

リ
、
り

の
用
法
の
差
は
、
リ
が
動
作

の
現
存
又

は

進

行

を

あ
ら
わ

し
、
タ

リ
が
動
作

の
結
果
の
存
在
を
あ
ら

わ
す
と
考
え
る
向
き
が

一

般

で
あ

る
。
勿
論

こ
の
場
合
に
、
タ
リ
に
お

い
て
動
作
が
現
存
又
は

存
続
し
て
い
よ
う
が
、
動
作
そ
の
も

の
は
完

全
に
終
了
し
て
い
よ
う

が
問
題
で
は
な
い
。

伊
勢
物
語

の
全
用
例
タ
リ
、
リ
を
検
討
し

て
み
る
と
、
タ
リ
と
り

を
全
く
同
じ
よ
是

用
い
た
例
が
多
い
茎

く
同
じ
ど

こ
ろ
か
反

対

に
用

い
た
方
が
、
完
了
継
続
の
意
味

の
多
少

に
よ

っそ

タ
リ
と
り

を
区
別
す
る
と
い
う
原
理
に
適
う
て
い
る
個
所

が

少

く

な

い
。
か

く
、
タ
リ
、
り

の
意
味
の
違
い
が
問
題
に
な
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、

タ
リ

と
り
の
使
用

の
ず
れ
は
表
現
意
識

の
上
か
ら
の
、
章
段

配
列

の
意
図

に
よ
る
も

の
と
し
か
考
え
ら
れ
ぬ
。

こ
の
よ
う
に
伊
勢
物
語
の
助
動
詞

の
使
用

は
、
章
段
の
配
列
が
意

識
的
で
あ

っ
た
事
を
裏
附
け
る
が
、

こ
れ
だ
け
で
は
、
助
動
詞

の
用

法
と
章
段
配
列

の
意
図
性
と
の
関
連
を
証
明
す
る
に
は
、
ま

だ
不
足

で
あ
る
。
即
ち

伊
勢
物
語
の
表
現
意

識
に
、
助
動
詞
の
使
用
が
、

ど

の
よ

う
に
具
体
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

か
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
は
、
伊
勢
物
語

の
よ
う
な
歌
物
語

に

お

い

て

は
、
直
接

に
、
文
未

の
口
調
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

伊
勢
物
語
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
助
動
詞
で
は
、

ケ
リ
が
圧
倒

的

に
多
く
、
五
八
二
と
い
う
数
値
を
示
し
て

い
る
コ

こ
の
五
八
二
の

ケ

リ

が
伊

勢

物

語

に
特

殊

な

調

子

を
与

え

て

い
る

事

は

確

か

で

あ

る
。

勿

論

、

住

ミ

ケ

リ
、

行

キ

ケ

リ
、

帰

リ

ケ
リ

の
如

く
、

動

詞

に

直

接

結

び

つ
い

て
用

い

ら

れ

て

い

る

も

の

が
多

い

が
、

そ

れ

と

共

に
、

ア
リ

ケ
リ

、

タ

リ

ケ

ワ

、

リ

ケ

リ

、

ニ
ケ
リ

、

テ

ケ

リ

、

ナ

リ

ケ
リ

、

ザ

リ

ケ
リ

、

ハ
ベ

リ

ケ
リ

、

ナ

カ

リ

ケ

リ

と

い

う

よ

う

に
、

助

動

詞

や

補
助

動

詞

、

形

容

詞

等

と
結

び

つ
い

て

多

用

さ

れ
、

物

語

の
語

感

に
統

一
を
与

え

て

い

る
。

ア

リ

ケ

リ
、

ハ
ベ

リ

ケ

リ
、
・
ナ

カ

リ

ケ

リ
等

は
、

ケ

リ

が

結

び

つ
い

て

い

る

も

の

が
、

助

動

詞

で

は

な

い

し
、

用
例

数

も

さ

し

て
多

く

は

な

い
か

ら

、

こ

こ

で

と

り

上

げ

ぬ

事

に
し

て
、

今

、

タ

リ

ケ

リ
、

リ

ケ

リ
、

ニ
ケ

リ

、

テ

ケ

リ
、

ナ

リ

ケ

リ
、

ザ

リ

ケ

リ

に

つ

い
て
、

そ

の
分

布

を
調

べ

て

み

よ

う
。

(
第

一
表

参

照

)

こ

の
表

を
見

る

と
、

例

え
ば

、

タ

リ

ケ

リ

と

い

う
表

現

が
用

い

ら

れ

る
と
、

五
段

か

ら
十

段

ぐ

ら

い
は

続

け

て

タ

リ

ケ

リ

が
、

リ

ケ

リ
、

ニ
ケ
リ

等

を
圧

し

て
用

い

ら

れ
、

そ

の
後

十

段

ぐ

ら

い
は

、

タ

リ

ケ

リ

を

全

く

用

い

な

い
章

段

が

続

く

、

と

い

う

よ

う
な

変

化

が

く

り

返

さ

れ

て

い
る

。

こ

の
事

は

、

ニ
ケ

リ
、

リ

ケ

リ
、

ナ
リ

ケ
リ

、

に

つ
い

て

も

同
様

に

云

え

る
。

(
テ

ケ
リ

は

用

例

が

少

な

い

の

で
、

何

と
も

云

え

狙

が
、

一
段

に

一
例

、

五
段

に

一
例

、

六

段

に

二
例

、

八

三
段

に

二
例

、

八

五

段

に

一
例
、

と

い

う

よ

う

に
、

集

中

的

に
用

い

ら

れ

て

い

る
事

は
間

違

い

な

い
。

)

こ
う

い

う
集

中

性

は

、

近

接

章

段

に

関

す

る
だ

け

で

な
く

、

一
つ
の
章

段

内

に

お

い

て

も

云

え

る

ノ



、
第

一

表



事

で

あ

る
。

例

え

ば

、

二
四

段

に

お

い

て
、

(
前

略

)

…

…
待

ち

わ

び

た

り

け

る

に

い

と
懇

に

い

ひ

け

る
人

に

今

宵

あ

は
む

と
契

り

た

り

け

る
に
、

こ

の
男

来

た
り

け

り
。

こ
の

戸

開

け
給

へ
と
叩

き

け

れ
ど

、
開

け

で

歌

を

な

む

よ

み

て

出

し

た
り

け

る
。

あ

ら
玉

の

年

の
三
年

を
待

ち

わ

び

て

た

ゞ
今

宵

こ

そ

新

枕

す

れ

と

い
ひ

出

し

た
り

け

れ
ば

…

…

(
中

略

)

…

…

と

い

ひ

け

れ

ど

男

帰

り

に

け
り

。

女

い

と
悲

し

く

て
後

に

立

ち

て

追

ひ
ゆ

け

ど

え

追

い

つ
か

で
清

水

の
あ

る
所

に
臥

し

に

け
り

。

…

…

(
中

略

)

…

…

と

書

き

て
そ

こ
に

い

た

づ

ら

に

な

り

に

け

り

。

と
、

前

半

が

タ

リ

ケ

リ

で

統

一
さ

れ
、

後

半

が

ニ

ケ

リ

で
ま

と

め
ら

れ

て

い

る

よ

う

な
場

合

も

多

い
が

、

こ
れ

は
、

章

段

の

配

列

と
は

一

応

無

関

係

で
あ

る

か

ら
詳

論

し

な

い
。

次

に

ザ
リ

ケ

リ

は

否

定

の
表

現

で
あ

り

、

ナ
リ

ケ
リ

は

断

定

の
表

現

で

あ

る

た

め
、

内

容

に

よ

っ
て
使

用

を

制

限

さ

れ
、

表

現

意

識

の

統

一
性

だ

け

で
片

づ

け

る

わ

け

に

ゆ

か

な

い
が

、

一
般

に
、

完

了
、

継

続

を

あ

ら

わ

し

て

い
る

と

云

わ

れ

て

い

る

タ

リ

ケ

リ

、

リ

ケ

リ

、

ニ
ケ
リ

も

分

布

に

つ
い

て

は
、

タ

リ

ケ

リ
、

リ

ケ
リ

、

ニ
ケ

リ

の
表

現

し

て

い

る
内

容

に

大
差

が

な

い
以

上
、

そ

の
使

用

に

は
、

言

辱

語

表

現

上

の
創

作

意

識

が
働

ら

く

余

地

が

多

い
れ

け

で
あ

る

。
今

、
,

タ

リ

ケ
リ

、

リ

ケ

リ
、

ニ
ケ

リ

の

分

布

を

図

示

し

て

み

る

と
、

第

二

図

の
如

く

な

る
。

第二図(字 数は段数をあらわす)

つ
ま

り
勢

語

一
ご

五
段

の
あ

る
部

分

で

は

、

も

っ
ぱ

ら
語

尾

が

タ

リ

ケ

リ

で
止

め

ら

れ
、

あ

る
部

分

で

は

ニ
ケ

リ
、

あ

る
部

分

で

は
リ

ケ
リ

が

集

中
的

に
用

い

ら

れ

て

い

る
事

が

あ

き

ら
か

で
あ

る
。

こ
の

三
者

の
分

布
状

態

に

は
、

か

な
り

の
グ

ル

ー
プ

性

が

あ

り
、

し

か

も

そ

の
分

布

に

は
ず

れ

が

見

ら

れ

る

の
で

あ

る
。

こ

う

い

う
現

象

が

生

じ

て

い

る

の

に

は
、

一
一
つ
の
原

因

が

考

え

ら

れ

る
。

即

ち
、

①

タ

リ

ケ

リ
、

リ

ケ

リ
、

ニ
ケ

リ

の
意

・

味

、

承
接

は
、

現

在
、

我

々
に

は
、

同

じ

よ

う

に
把

握

さ

れ
る

が
、

そ

の
実
、

大

差

が

あ

ウ
た

の
で

は

な

い
か

。

②

物

語

の
内

容

に

よ

る
類

聚

性

が

、

間

接

的

に
、

こ
う

い

う
結

果

を

生

じ

た

の

で

は

な

い

か
。

ま
ず

、

①

の
疑

問

に

つ
い

て
、

私

は
結

論

と

し

て
、

少

く

と

も
伊

勢

物
語

に

お

い

て

は
、

タ
り

ケ
リ

、

リ

ケ

リ

、

ニ

ケ

リ

の
意

味

、

用

法

に
差

別

は

全

く

な

い
と

思



(
註
五
》

う

。

た

ズ
意

味

や
内

容

に

は
区

別

は

な

い
が
、

結

び

つ

く

動

詞

や

助

動

詞

に

お

の
ず

か

ら
制

限

が

見

え

て

い
る

。

タ

リ

ケ

リ

、

リ

ケ

リ

、

ニ
ケ

リ

を

従

え

て

い

る
動

詞

の
種

類

は
、

タ

リ

ケ
リ

ニ

六
、

リ

ケ

リ

九
、

ニ
ケ

リ

三

三

、

合

計

六

八

を

数

え

る

が

、

そ

の

う

ち
、

三

者

に

共

通

な

動

詞

は

一
例

も

な

く
ゲ

い
ず

れ

か

二

者

に

共

通

な

動

詞

も
非

常

に

少

い
。

タ

リ

ケ

リ
、

リ

ケ

リ

に
共

通

な

動

詞

が

、

「
読

む
」

「
遣

る

」

「
ま

さ

る
」

の

三
例

で
あ

り
、

リ

ケ
リ

と

ニ
ケ

リ

に

共
通

な
動

詞

は

「
給

ふ

」

の

一
例

で
あ

り

、

タ

リ

ケ
リ

、

ニ
ケ

リ

に
共

通

な
動

詞

は

、

「
来

」

「
出

づ

」

「
居

」

「
知

る
」

の

四

例

で

あ

る

。

そ

の

上
、

来

タ

リ

ケ
リ

の

六
例

と
、
.
来

ニ
ケ

リ

の

七
例

と

だ

け
が

均

衝

の

と

れ

た
数
値

を
示

し

て

い
る

の

で

あ

っ

て
、
・
他

は
、

「
よ

め

リ

ケ

リ

」

十

三

例

、

「
よ

み
タ

リ

ケ
リ

」

一
例

、

の

如

く

、

い
ず

れ

か

が

圧

倒

的

な

数

値

を
示

し

て

い

る
。

こ
の

事

は
、

ケ

リ

を
従

え

て

い
な

い
タ

リ
、

リ

、

二
の
全

用

例

に

つ

い

て

も

云

え

る
。さ

て
、
タ

リ

、
リ

、
及

び

二

の
原

形

ヌ

の

上

に
来

る

動

詞

に

区

別

が

あ

る
だ

ろ

う

か

。

古

来
、

ツ

と

ヌ

の
間

で

は
、

「
ヌ

は
自

動
詞

及

び

受

身

形

に

つ
づ

き

、

ツ

は
他

動

詞

及

び
便

役

形

に

つ
づ

く

の
が

原

則

の

よ

う

に

お

も

わ

れ

る
。

」

(春

日
政

治

博

士

「
西

大

寺

本

金

光

明

最

勝

王

経

古

点

の
研

究

」

)

と

い

わ

れ

て
来

た

が

、

そ

れ
も
、

宣

長

の
如

く

「
つ
る
」

「
ぬ
る

」

ど

ち

ら

で
も

よ

い
も

の
も

あ

り

、
又

「
け

る

」

「
た

る

」

に

て
代

用

可

能

な

も

の

も
多

い

(
玉
霰

)

と

い

●

う

程

度

の
大

体

の
も

の

で

あ

る

。

元
来

、

タ

リ

と
り

の
上

に
来

る

動

詞

に

は

区

別

は

な
く

、

ま

し

て

、

タ

リ

、

リ

と

ヌ

の

上

に

来

る
動

詞

の
区

別

も

な

い
。

従

っ
て
、

こ

こ

に

み
ら

れ

る

一
種

の
制

限

は

、

タ

リ
、

リ
、

ヌ
そ

の
.も

の

の
性

質

に

よ

る

も

の
で

は

な
く

、

こ

の
物

語

だ

け

に

み

ら

れ

る
特

殊

な
も

の

で
あ

る
事

が

分

る

。
竹

取

物

語

、

土

佐

日

記

申

の
、

タ

リ

ケ

リ
、

リ

ケ

リ
冨

ニ
ケ

リ

の
上

接

動

詞

の
調

査

か

ら

も
、

こ

の
制

限

ば
、

伊

勢

物

語

に
特

有

の

も

の
で

あ

る

事

が

証

拠

づ

け
ら

れ

る
。

以

上

述

べ
た

と

こ
ろ

か

ら
、

タ

リ

ケ

リ
、

リ

ケ

リ
、

ニ

ケ

リ

の
使

用

に

み

ら

れ

る
集

中
性

は
、

タ

リ

、

リ

、

ヌ

の
言

語

学

的

性

質

に

由

来

す

る
も

の

で

は

な
く

、

こ

の

物
語

の

著

者

の
言

語

意

識
　

又

は
、

創
作

意

識

と

い

っ
て
も

よ

い
も

の
　

に

由
来

す

る
も

の

な

の

で

あ

る
。次

に
②

の
疑

問

に

つ
い

て

は
、

先

ず

、

物

語

の

内

容

に

よ

る
類

聚

性

と

い

う
も

の
も

、

極

め

て
漠

然

と

し

た

も

の
で

あ

っ
て

、

明

瞭

な

形

を
認

め

る
事

は
不

可

能

で

あ

る

事

を
挙

げ

ね

ば

な

ら

ぬ
。

今

、

物

語

の
内
容

に
よ

っ
て
何

ら
か

の

グ

ル

ー
プ

性

が

見

ら

れ

る
も

の

を
集

め
、

図

示

し

て

み

る

と
、

第

三
図

の
如

く

な

る

。

前

掲

第

二
図

と
、

第

三

図

を

比

較

し

て

み

る

と
、

内

容

に

よ

る

類

聚

性

と
、

タ

リ

ケ

リ

、

リ

ケ
リ

、

ニ
ケ
リ

の
分

布

は

無

関

係

で

あ

る
事

が

、

分

る

で

あ

ろ

う
。

以

上
、

考

え

得

る

二

つ
の

原
因

が

否

定

さ
れ

る

以

上

、

タ

リ

ケ



主人公の年令

場所

人物

容内

第三図(数 字は段数をあらわす)

リ
、
リ
ケ
リ
、

ニ
ケ
リ
の
分
布
の
ず
れ

は
、
明
ら
か
に
、
表
現
意
識
-
文
末
の

口
調
を
整
え
、
全
体
に
あ
る
程
度
の
特

徴
的
語
法
の
流
れ
を
与
え
よ
う
と
い
う

言
語
意
識

の
あ
ら
わ
れ
に
他
な
ら
な
い

事
が
、
お
の
ず
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
た

わ
け
で
あ
る
。

同
様
の
手
続
き
で
処
理

し

て

み

る

と
、
接
続
助
詞
の
二
、
ヲ

に

つ

い
て

も
、
同
様
の
事
が
い
え
る
。
即
ち
、
接

続
助
詞
、

二
、
ヲ
は
、
全
く
同
じ
様
な

用
法
で
用
い
ら
れ
る
事
が
あ
る
が
、
伊

勢
物
語
の
中
で
も
そ
う
い
う
用
例
が
多

く
、
そ
れ
が
、
近
接
章

段

、に

お

い
て

は
、
あ
る
程
度
、
統

一
的
、
集
中
的
に

用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
又
、
接

続
助
詞
バ
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
類
聚

性
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

以
上
の
事
か
ら
、
私
は
、
言
語
表
現

上
か
ら
も
、
伊
勢
物
語
の
章
段
配
列
に

は
、
作
者

(も
し
く
は
作
者
群
)
の
綿

密
な
創
作
意
識
、
表
現
意
識
が
、
作
用

し
て
い
る
と
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
伊
勢
物
語
の
作
者
は
、

歌
を

中
心
と
し
た
百
数
十
個

の
小
話
を
、

一
見
、

「
昔
あ

り
け
る
男
」
の

一
代
記
に
見
え
る
が
如
く
、
内
容
的
に
組
み
た
て
た
の
と
同

時
に
、

言
語
表
現
の
上
か
ら
も
、
統

一
性
、
類
聚
性
を
意
図
し
て
章

段
配
列

を
行
い
、
物
語
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

註

一
イ
、
福

田
良

輔
先
生

「
勢
語
中

の
疑
問

の
歌
三
首

」

(言
語

と
文
学

第

一

輯
所
載
)
昭

和
十
年
参
照

ロ
、
倉
野
憲
司
博
士

「
伊
勢
物
語

の
研
究
」

(
日
本
文
学
講
座

3
所
載
)

昭
和
九
年
参
照

註

二

こ
こ
に
あ
げ
た
数
値

は
、
定
家
本
系
統
、
天

福
本

(
池
田
亀
鑑

博
士
の

「
伊
勢
物
語

に
就
き
て

の
研
究

」
校
本
篇

の
底
本
」
)

に
よ

る
も

の
で
あ

る
。
他

の
系
統

の
異
本

や
、
小
式
部
内
侍
本
、
皇
太
后
宮
越
後
本

の
如
き

特
殊

な
異
本

に
の
み
存
在
す

る
残
存
章
段
を
加
え
れ
ば

、
も

っ
と
増
加

し

だ
数

値
を
得
ら
れ

る
。
伊
勢
物
語

の
伝
本
研
究

の
現

在

の
段
階

に
お

い
て

は
、
勢
語

が
現
在

の
形

に
構
成
さ

れ
る
に
至

っ
た
経
路
を
明
確

に
し
得

な

い
の
で
我

々
は
、
残
さ
れ
て
い
る

一
二
五
段
を

そ
の
ま
ま

の
形
で
処

理
す

る
よ
り
他
な

い
。

私
は
、
現
存

の
諸
伝
本

の
章
段
配
列

の
比

較

研

究

の

結
果
、
現

存
諸
本

の
章
段
配

列

に
は
、
さ

し
て
問
題
と
す
べ
き
異

同
が
認

め
ら
れ

な
い
と

い
う
結
論

に
達
し

て
い
る
。

註
三

伊
勢
物
語

の
民
謡
性

に
つ
い
て
は
、
福

田
良
輔
先
生

に
よ

っ
て
論
及
さ

れ

て
い
る
。

「
伊
勢

物
語

の
民
謡
性

」

(国
語
国
文
六
巻

一
号
所
載
)
を

参
照
さ

れ
た

い
。



註
四

こ

の
数
値

は
、
地
の
文

の
中
だ
け

の
も
の
で
あ
る
。
和

歌

に
お
け
る
言

語
表
現

と
地

の
文

の
言
語
表
現

と
は
自
ら
異

る
わ
け
で
あ
る
か
ら
同

日
に

論
ず

る
事
は
出
来

な
い
。
今
後
本

稿

に
お

い
て
は
、
特

に

断

ら

な

い
限

り
、
地

の
文

の
中

の
助
動
詞
だ

け
を
問
題

に
す
る
。

註

五

リ
、
タ

リ
が
そ

こ
に
含
ま
れ
惹
存
在
、
継
続

の
観
念

の
多
少

に
ょ

っ
て

区
別
さ

れ
る
が
如
く

ッ
、

ヌ
も
同

様

に
区

別
さ
れ
る
。

「又

は
単

に
動

作
の
完
了
を
あ
ら
わ
す

と
し
、

ッ
は
完

了
と
共

に
そ
の
結
果

を
予
想
す
る

も

の
で
あ
る
」

(小
林
好

日
博
士
、
国
語

国
文

法
要
義
)
と

い
う
説

に
従

う

の
が
妥
当
の
よ
う
で
あ
る
。

タ
リ
、
リ
、

ヌ
の
間

に
は
、
存
在
、
継
続

の
意

の
多
少

と

い
う
問
題
が

あ
る
だ
け
で
、

そ
れ
以
上

、
は

っ
き
り

し
た

区

別
を
も

っ
て
用

い
ら

れ
て
は

い
な

い
の
で
あ
る
。

○○○

御

願

い

移
動

、
住
所
変
更
等
が

ご
ざ

い
ま
し
た
時
は
、

知
ら

せ
願

い
ま
す
。

す
み
や
か
に
、

お

本
誌
運
営

上
、

困
難
を
き

た
し

て
お
り

ま
す

の
で
.誌
費

未
納

の
向

き
は
何
と

ぞ
御
配
慮

を
お
願

い

い
た
し
ま
す

。

次
号

原
稿
は
昭
和
三
十

三
年

六
年
末
日
締

切
で
、
九
月
発
刊
と
予

定

い
た
し

て
お
り
ま
す
。
奮

っ
て
御
投
稿
下
さ

い
。


