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語文105(2015・12 大阪大学国語国文学会）

「
サ
テ
」
は
、
古
代
語
に
も
現
代
語
に
も
そ
の
使
用
が
見
ら
れ
る
語
で
あ

り
、
指
示
副
詞
「
サ
」
に
接
続
助
詞
「
テ
」
が
付
い
た
構
成
を
持
つ
。
こ
れ

ま
で
「
サ
テ
」
は
、
「
サ
テ
」
と
同
じ
く
古
代
か
ら
そ
の
使
用
が
見
ら
れ
る

「
カ
ク
テ
」
と
比
す
る
形
で
、
糸
井
通
浩
(
-
九
八
七
）
、
西
田
隆
政
（
二
〇

(
l
)
 

0
-
）
、
岡
崎
友
子
（
二

0
―
-
）
ら
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
中
で

も
岡
崎
は
、
こ
の
岡
崎
（
二

0
-
―
)
に
お
い
て
、
「
サ
テ
」
が
指
示
詞
か

ら
接
続
語
に
変
化
し
た
過
程
を
、
タ
イ
プ

A
か
ら
タ
イ
プ

E
の
五
段
階
に
分

類
し
て
論
じ
て
い
る
。
こ
の
五
つ
の
タ
イ
プ
分
類
は
、
「
サ
テ
」
の
「
サ
」

が
有
す
る
指
示
機
能
の
有
無
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
岡
崎
は
「
サ
」
に
指
示

機
能
が
あ
る
タ
イ
プ
を

A
.
B
、
指
示
機
能
が
な
い
タ
イ
プ
を

C
.
D
.
E

と
し
て
い
る
が
、
中
古
の
和
文
資
料
に
は
、
こ
の
五
つ
の
タ
イ
プ
の
ど
こ
に

も
分
類
で
き
な
い
「
サ
テ
」
が
認
め
ら
れ
る
。

は
じ
め
に

「
サ
テ
」

(
l
)
聞
こ
え
わ
づ
ら
ひ
て
、
あ
こ
ぎ
返
事
書
く
。
「
御
文
は
、
御
覧
じ
つ

れ
ど
、
ま
め
や
か
に
苦
し
げ
な
る
御
け
し
き
に
て
な
む
、
御
返
事
も
。
さ
て
、

い
と
長
げ
に
は
、
な
ど
か
。
い
つ
の
ほ
ど
に
か
短
さ
も
見
え
た
ま
は
む
。
ま

た
、
頼
も
し
げ
な
く
と
も
、
う
し
ろ
や
す
く
の
た
ま
は
む
」
と
書
き
て
や
り

つ
。
帯
刀
、
見
せ
た
て
ま
つ
り

に
恥
づ
か
し
と
思
ひ
た
り
つ
る
に
、
気
の
の
ぽ
り
た
ら

む
」
と
、
ほ
ほ
ゑ
み
て
の
た
ま
ふ
。
さ
て
、
あ
こ
ぎ
、
た
だ
一
人
し
て
、
言

ひ
合
す
べ
き
人
も
な
け
れ
ば
、
心
―
つ
を
ち
ぢ
に
な
し
て

（
『
落
窪
物
語
』
巻
之
一

(
l
)
の
例
の
「
さ
て

1
」
は
、
そ
の
直
前
の
「
帯
刀
ー
ほ
ほ
ゑ
み
て
の

た
ま
ふ
。
」
と
は
場
面
が
転
換
し
て
お
り
、
関
わ
る
人
物
も
異
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
「
サ
テ
」
は
直
前
文
を
承
け
な
い
「
サ
テ
」
で
あ
る
と
言
え

る
。
そ
れ
だ
け
な
ら
、
従
来
い
わ
ゆ
る
「
転
換
」
の
用
法
と
し
て
整
理
さ
れ

て
き
た
「
サ
テ
」
と
言
え
よ
う
が
、
こ
れ
は
直
前
文
を
跳
び
越
し
、
な
お
か

の
直
前
文
を
跳
び
越
す
用
法
に
つ
い
て

四
九
頁
）

百

瀬

み

の

り
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つ
跳
び
越
し
た
直
前
文
よ
り
前
部
の
「
聞
こ
え
わ
づ
ら
ひ
て
、

1
と
書
き
て

や
り
つ
。
」
と
は
場
面
が
続
い
て
お
り
、
関
わ
る
人
物
も
同
じ
で
あ
っ
て
、

事
態
の
時
間
的
・
空
間
的
な
連
続
が
あ
る
「
サ
テ
」
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
は
、
「
直
前
文
の
場
面
か
ら
転
換
」
し
、
か
つ
「
直
前
文
よ

り
前
部
の
場
面
と
連
続
」
し
て
い
る
文
脈
中
に
置
か
れ
て
い
る
「
サ
テ
」
な

の
で
あ
る
。

本
論
で
は
こ
の
よ
う
な
用
法
を
も
つ
「
サ
テ
」
を
『
跳
び
越
し
の
サ
テ
』

と
名
付
け
、
こ
の
は
た
ら
き
に
注
目
す
る
。
具
体
的
に
は
、

①
中
古
の
和
文
資
料
に
お
け
る
「
サ
テ
」
の
用
例
中
で
、
『
跳
び
越
し
の
サ

テ
』
は
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か

②
な
ぜ
「
サ
テ
」
に
こ
の
よ
う
な
用
法
が
あ
る
の
か

に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

ま
ず
、
論
者
が
ど
う
い
う
用
例
を
『
跳
び
越
し
の
サ
テ
』
の
例
と
見
て
い

る
か
を
確
認
し
て
お
く
。
「
サ
テ
」
に
つ
い
て
考
え
る
の
に
、
本
論
で
は
先

述
の
岡
崎
（
二

0
-
―
)
に
よ
る
「
サ
テ
」
の
分
類
の
枠
組
み
を
利
用
し
た

い
。
以
下
に
、
そ
の
分
類
の
枠
組
み
を
岡
崎
（
二

0
-
―
)
よ
り
抜
粋
し
て

示
す
。

（
以
下
、

X
は
先
行
す
る
言
語
的
文
脈
、
ま
た
は
現
場
・
記
憶
内
、

Y
は
言

語
的
文
脈
）

タ
イ
プ
A
~

（
論
者
注
二
「
サ
テ
」
が
）
指
示
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
X

『
跳
ひ
越
し
の
サ
テ
』
に
つ
い
て

内
の
事
態
を
指
示
対
象
と
し
、

Y
内
の
語
（
句
）
・
節
、
ま
た
は

Y

（文）

に
係
り
、
そ
れ
ら
の
表
す
事
態
を
修
飾
・
限
定
す
る
。

タ
イ
プ

B
止
指
示
詞
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。

X
内
の
事
態
を
指
示
対
象
と

し
、

X

内
の
事
態
（
条
件
•
原
因
等
）
に
よ
り

Y

の
表
す
事
態
が
起
こ
る
、

ま
た
は

X
内
の
事
態
に
引
き
続
き

Y
の
表
す
事
態

(
X
と
Y
は
関
わ
る
人
物

が
共
通
す
る
、
ま
た
時
間
的
・
空
間
的
に
連
続
す
る
等
）
が
起
こ
る
こ
と
を

示
す
。

タ
イ
プ
C
」
指
示
詞
と
し
て
の
機
能
は
形
式
化
し
て
い
る
。

X
内
の
事
態
に

Y
の
表
す
事
態
を
添
加
す
る

(
X
と
Y
は
関
わ
る
人
物
が
異
な
る
、
時
間

的
・
空
間
的
に
隔
た
り
が
あ
る
等
）
、
ま
た
は
話
題
が
転
換
す
る
こ
と
を
示

す。タ
イ
プ
D
~

タ
イ
プ
C

と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、

X

が
言
語
的
文
脈
で
な
い

も
の

(
X
が
現
場
の
状
況
等
）
。

タ
イ
プ

E
こ
指
示
詞
と
し
て
の
機
能
は
形
式
化
し
て
い
る
。

X
と
Y
の
表
す

事
態
を
関
係
づ
け
る
の
で
は
な
く

(
X
が
な
い
場
合
も
あ
る
）
、
感
情
を
表

す

。

（

以

上

、

岡

崎

（

二

0
1
―
)
七
ニ
ー
七
三
頁
よ
り
抜
粋
。
）

右
の
岡
崎
の
分
類
を
踏
ま
え
、
本
論
で
用
例
採
集
資
料
と
し
て
い
る
中
古

の
和
文
資
料
か
ら
、
各
々
の
タ
イ
プ
に
分
類
さ
れ
る
用
例
を
挙
げ
、
（
）

内
に
適
宜
現
代
語
訳
を
示
す
。

タ
イ
プ

A

(
2
)
く
ら
つ
ま
ろ
申
す
や
う
、
「
燕
子
う
ま
む
と
す
る
時
は
、
尾
を
捧
げ
て
、

七
度
め
ぐ
り
て
な
む
う
み
落
と
す
め
る
。
さ
て
七
度
め
ぐ
ら
む
を
り
、
引
き
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あ
げ
て
、
そ
の
を
り
、
子
安
貝
は
取
ら
せ
た
ま
へ
」
と
申
す
。
（
そ
ん
な
ふ

う
に
七
度
廻
る
と
き
に
）
（
『竹
取
物
語
』
、
五
二
頁
）

タ
イ
プ

B

(
3
)
故
右
京
の
大
夫
の
、
人
の
む
す
め
を
し
の
び
て
え
た
り
け
る
を
、
親

聞
き
つ
け
て
、
の
の
し
り
て
あ
は
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
わ
び
て
か
へ
り
に
け
り
。

さ
て
、
朝
に
よ
み
て
や
り
け
る
。
（
そ
う
し
て
、
翌
朝
に
歌
を
詠
ん
で
や

る
。
）（
『大
和
物
語
」
、
二
九
四
頁
）

タ
イ
プ
C

(
4
)
あ
る
人
の
、
こ
の
波
立
つ
を
見
て
よ
め
る
歌
、
霜
だ
に
も
置
か
ぬ

か
た
ぞ
と
い
ふ
な
れ
ど
波
の
中
に
は
雪
ぞ
降
り
け
る
さ
て
、
船
に
乗
り

し
日
よ
り
今
日
ま
で
に
、

二
十
日
あ
ま
り
五
日
に
な
り
に
け
り
。（
波
の
中

に
は
な
ん
と
雪
が
降
っ
て
い
る
こ
と
よ
。
さ
て
、
船
に
乗

っ
た
日
か
ら
今
日

ま
で
に
）
（
『土
佐
日
記
」
、
三一

頁）

タ
イ
プ

D

(
5
)
さ
て
、
こ
の
男
、
そ
の
年
の
秋
、
西
の
京
極
、
九
条
の
ほ
ど
に
い
き

け
り
。
（
こ
の
男
は
あ
る
年
の
秋
、
西
の
京
極
、
九
条
の
辺
り
に
行
っ
た
。
）

（
章
段
冒
頭
二
『
平
中
物
語
」
、
五
ニ
ニ
頁
）

タ
イ
プ

E

(
6
)
「
田
舎
び
た
る
人
ど
も
に
、
忍
び
や
つ
れ
た
る
歩
き
も
見
え
じ
と
て
ロ

か
た
め
つ
れ
ど
、
い
か
が
あ
ら
む
、
下
衆
ど
も
は
隠
れ
あ
ら
じ
か
し
。
さ
て
、

い
か
が
す
べ
き
。
（
〈
蕉
大
将
は
、
浮
舟
と
の
仲
立
ち
を
弁
の
尼
君
に
頼
む
。〉

大
将
は
、
「
田
舎
び
た
人
た
ち
に
、
忍
び
や
つ
れ
た
姿
を
見
せ
ま
い
と
口
止

め
を
し
て
お
い
た
の
で
す
が
、
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
。
下
人
た
ち
に
は
分

か
っ
て
し
ま
う
で
し
ょ
う
。
さ
て
、
ど
う
し
た
も
の
か
。
）
（『
源
氏
物
語
」
、

宿
木
、
四
九
五
頁
）

『
跳
び
越
し
の
サ
テ
」
は
、
「
サ
テ
」
直
前
の
文
と
の
関
係
を
見
る
と
タ
イ

プ
C
の
よ
う
で
あ
る
が
、
直
前
の
文
よ
り
さ
ら
に
前
の
部
分
と
の
関
係
を
見

る
と
タ
イ
プ

B
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
タ
イ
プ

B
と
タ
イ
プ

C
は、

「サ

テ
」
に
指
示
詞
機
能
が
認
め
ら
れ
る
か
否
か
と
い
う
点
で

一
線
を
画
す
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
も
う

一
度

(
l
)
の
用
例
を
見
て
み
る
。

(l
)
聞
こ
え
わ
づ
ら
ひ
て
、

＇あ
こ
ぎ
返
事
書
く
。
＇
「
御
文
は
、
’
'
御
覧
じ
つ

れ`

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

,

'

 

ど
、
ま
め
や
か
に
苦
し
げ
な
る
御
け
し
き
に
て
な
む
、
御
返
事
も
。
さ
て
、

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

ヽ
9

9

9

9

9

9

,

い
と
長
げ
に
は
、
な
ど
か
。
い
つ
の
ほ
ど
に
か
短
さ
も
見
え
た
ま
は
む
。
ま

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

,

 

た
、
頼
も
し
げ
な
く
と
も
、
う
し
ろ
や
す
く
の
た
ま
は
む
」
と
書
き
て
や
り

づ，
6

，
＇
帯
刀
、
見
せ
た
て
ま
つ
り
た
れ
ば
、
「
い
み
じ
く
さ
れ
て
物
よ
く

言
ふ

べ
き
者
か
な
。
む
げ
に
恥
づ
か
し
と
思
ひ
た
り
つ
る
に
、
気
の
の
ぽ
り
た
ら

む
」
と
、
ほ
ほ
ゑ
み
て
の
た
ま
ふ
。
さ
て
、
あ
こ
ぎ
、
た
だ

一
人
し
て
、

言

ひ
合
す
べ
き
人
も
な
け
れ
ば
、
心

―
つ
を
ち
ぢ
に
な
し
て

（「
落
窪
物
語
j

巻
之

一
、
四
九
頁
）

右
の

(l
)
の
例
の
実
線
部

「
さ
て
」
以
下
の
引
用
文
は
、
そ
の
直
前
の

網
掛
け
部
「
帯
刀
ー
ほ
ほ
ゑ
み
て
の
た
ま
ふ
。
」
と
は
場
面
が
転
換
し
て
お

り
、
関
わ
る
人
物
も
異
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
サ
テ
」
は
場
面
や
人
物
な

ど
の
連
続
性
が
な
く
、
直
前
文
を
承
け
な
い

「
サ
テ
」
で
あ
る
。
こ
こ
に
注

61 



目
す
る
と
こ
の
「
サ
テ
」
は
、
前
出
の
分
類
の
タ
イ
プ

C
に
相
当
す
る
と
考

え
ら
れ
る
。
同
時
に
、
「
帯
刀
ー
ほ
ほ
ゑ
み
て
の
た
ま
ふ
。
」
よ
り
前
部
の
点

線
部
「
聞
こ
え
わ
づ
ら
ひ
て
、
＼
と
書
き
て
や
り
つ
。」

と
は
場
面
や
関
わ

る
人
物
が
続
い
て
お
り
、
点
線
部
と
「
さ
て
」
以
下
の
引
用
文
で
表
さ
れ
て

い
る
事
態
の
時
間
的
・
空
間
的
な
連
続
が
見
て
取
れ
る
。
こ
ち
ら
に
注
目
す

る
と
、
こ
の
「
サ
テ
」
は
、
網
掛
け
部
を
跳
び
越
し
て
、
そ
れ
よ
り
前
の
部

分
で
あ
る
、
点
線
部
の
「
ー
と
書
き
て
や
り
つ
。
」
と
連
続
性
が
あ
り
、
タ

イ
プ

B
に
相
当
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
「
サ
テ
」
は
、

「
サ
テ
」
の
指
示
詞
機
能
の
残
存
の
有
無
に
注
目
し
て
見
た
際
に
、
矛
盾
し

た
二
つ
の
タ
イ
プ
に
属
し
て
い
る
例
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

次
の
例
も
同
様
で
あ
る
。

(
7
)
「盆
『）
＇
応
が
な
ぎ
叙
だ
事
を
恥
，
＇
ま

i
i
と
び
大
事
を
も
言
び
お
ば
忠

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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9

9

9

9

9

9

9

9

9
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た
る
に
か
ひ
な
か
ら
ず
、
竜
田
姫
と
言
は
む
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も
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女
の
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手
に
も
劣
る
ま
じ
く
、
そ
の
方
も
具
し
て
、
う
る
さ
く
な
む
は
べ
り
し
」
と
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9
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9
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9
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て
、
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
出
で
た
り
。
中
将
、
「
そ
の
織
女
の
裁
ち
縫
ふ
方

を
の
ど
め
て
、
長
き
契
り
に
ぞ
あ
え
ま
し
。
げ
に
、
そ
の
竜
田
姫
の
錦
に
は
、

ま
た
、
し
く
も
の
あ
ら
じ
。
は
か
な
き
花
紅
葉
と
い
ふ
も
、
を
り
ふ
し
の
色

あ
ひ
つ
き
な
く
は
か
ば
か
し
か
ら
ぬ
は
、
露
の
は
え
な
く
消
え
ぬ
る
わ
ざ
な

り
。
さ
あ
る
に
よ
り
、
か
た
き
世
と
は
定
め
か
ね
た
る
ぞ
や
」
と
言
ひ
は
や

し
た
ま
ふ
。
「

ii、
ま
た
同
じ
こ
ろ
、
ま
か
り
通
ひ
し
所
は
、
人
も
立
ち

ま
さ
り
、
心
ば
せ
ま
こ
と
に
ゆ
ゑ
あ
り
と
見
え
ぬ
べ
く
、
う
ち
詠
み
、
走
り

中
古
の
「
サ
テ
」
に
つ
い
て

右

(
7
)
の
例
も
先
述
の

(
1
)
の
例
と
同
じ
で
あ
る
。
実
線
部
「
さ

て
」
以
下
の
引
用
文
は
、
そ
の
直
前
文
の
網
掛
け
部
「
中
将
＼
言
ひ
は
や
し

た
ま
ふ
。」

を
跳
び
越
し
て
、
点
線
部
「
は
か
な
き
あ
だ
事
を
も
、

＼
思
ひ

出
で
た
り
。」

と
連
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
サ
テ
」
も
、
直
前
文

と
の
関
係
を
見
る
と
タ
イ
プ

C
に
当
た
る
が
、
そ
れ
を
跳
び
越
し
て
さ
ら
に

前
の
部
分
と
の
関
係
を
見
る
と
タ
イ
プ

B
に
当
た
る
。
こ
の

(
7
)
の
「
サ

テ
」
も

B
と
C
、
二
つ

の
タ
イ
プ
に
属
し
て
い
る

『跳
び
越
し
の
サ
テ
』
の

例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
節
で
は
、
前
節
で
示
し
た

『跳
び
越
し
の
サ
テ
』

ど
れ
く
ら
い
見
ら
れ
る
の
か
を
確
認
す
る
。

が
中
古
の
資
料
に

三
＿
．
用
例
採
集
資
料
及
び
用
例
の
分
類
方
法
に
つ
い
て

調
査
対
象
は
下
記
の
中
古
の
物
語
資
料
と
す
る
。

調
査
資
料

1

『
竹
取
物
語
」
『
伊
勢
物
語
」
『
大
和
物
語
』
『
平
中
物
語
』
『
土

佐
日
記
』
『
落
窪
物
語
」
『
堤
中
納
言
物
語
』
『
源
氏
物
語
」

な
お
、
資
料
に
お
け
る
地
の
文
、
対
話
文
な
ど
の
「
サ
テ
」
の
使
用
場
面

の
違
い
は
、
考
察
対
象
で
あ
る

『跳
び
越
し
の
サ
テ
』
の
全
用
例
数
自
体
の

問
題
（
表
l
参
照
）
な
ど
か
ら
、
今
回
は
特
に
問
題
と
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

ま
た
、
分
類
は
前
出
の
岡
崎

（二

0
1
―)

の
五
分
類
を
用
い
る
。

書
き
、

（
『源
氏
物
語
』、

帯
木
、
七
七
頁
）

2
 

6
 



（表 1)

「サテ」 A B C D E その他 計

「竹取物語」 1 1 

゜゚ ゜
(ii) 1 3 

『伊勢物語」

゜
10 

゜゚ ゜ ゜
10 

「大和物語」

゜
29 

゜゚ ゜
(i) 8 (ii) 1 38 

「平中物語」 6 35 

゜
2 

゜
(i) 1 44 

「土佐日記」

゜
2 2 

゜゚
(ii) 1 5 

「落窪物語』 3 11 3 

゜゚
(i) 2 (ii)4 23 

「堤中納言物語」

゜
4 

゜゚ ゜
(i) 1 (ii) 1 6 

「源氏物語J 43 41 4 1 1 (i) 8 (ii) 6 104 

四
一
．
「
サ
テ
」
と
「
カ
ク
テ
」

-
．
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
先
行
研
究
で
は
「
サ
テ
」
は
「
カ
ク
テ
」
と

比
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
「
カ
ク
テ
」
も
「
サ
テ
」
も
古
代
語

か
ら
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
指
示
副
詞
「
カ
ク
」
、
「
サ
」
に
接
続
助
詞

「
テ
」
が
付
く
と
い
う
語
構
成
上
の
類
似
な
ど
か
ら
、
対
立
す
る
語
と
し
て

認
識
さ
れ
て
き
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
。

で
は
、
こ
の
『
跳
び
越
し
の
サ
テ
j

が
も
つ
跳
び
越
し
機
能
は
、
『
カ
ク

テ
』
も
有
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
検
証
す
る
こ
と
で
、

「
サ
テ
」
と
「
カ
ク
テ
」
の
差
異
に
つ
い
て
述
べ
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で

改
め
て
「
サ
テ
」
が
跳
び
越
し
機
能
を
も
つ
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

四

「
サ
テ
」
の
直
前
文
を
承
け
な
い
用
法
に
つ
い
て

三
．
二
．
調
査
結
果
（
表
1
)
に
資
料
を
対
象
に
調
査
し
た
結
果
に
つ
い
て

（表
1
)
「
サ
テ
」
の
五
分
類

・
数
値
は
例
数
を
表
す
。

•
そ
の
他

(
i
)分
類
A
.
B

に
ま
た
が
る
例
数
。

(
"
1
1
)

分
類
B
.
C

に

ま
た
が
る
例
数
。

三
．
三
．
デ
ー
タ
の
扱
い

本
論
で
は
（
表
1
)
中
の
「
そ
の
他
」

(
"
1
1
)

に
注
目
す
る
こ
と
と
す
る
。

こ
れ
は
、
『
跳
び
越
し
の
サ
テ
」
が
タ
イ
プ

B
と
タ
イ
プ

C
に
ま
た
が
る
タ

イ
プ
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
論
末
に
、
こ
の
「
そ
の
他
」
の

(
"
1
1
)

に
分
類

さ
れ
た
『
跳
び
越
し
の
サ
テ
」
の
用
例
を
示
す
。
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（表2)

「カクテ」 A B C D E その他 計

「竹取物語」

゜
1 

゜゚ ゜
(i) 1 2 

「伊勢物語」

゜
1 

゜゚ ゜
(i) 1 2 

「大和物語」 5 13 

゜゚ ゜
(i) 21 (ii) 1 40 

「平中物語J 1 2 

゜゚ ゜
(i) 2 5 

『土佐日記j

゜゚ ゜゚ ゜
(i) 7 7 

「落窪物語」 16 7 5 1 

゜
(i) 1 30 

『堤中納言物語』 3 

゜゚ ゜゚ ゜
3 

「源氏物語」 98 18 2 

゜゚ ゜
118 

(
8
)
道
に
て
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
、
血
の
流
る
る
ま
で
打
ぜ
さ
せ
た
ま
ふ
。

ま
ず
、
「
カ
ク
テ
」
の
跳
ぴ
越
し
機
能
の
有
無
を
確
認
す
る
。

（表
2
)
「
カ
ク
テ
」
の
五
分
類

・
数
値
は
そ
の
例
数
の
実
数
を
表
す
。

•
そ
の
他

(
.
1
)分類
A
.
B

に
ま
た
が
る
例
数
。

(
[
1
1
)

分
類
B
.
C
に
ま
た
が
る
例
数
。

（表
2
)
に
よ
れ
ば
、
「
そ
の
他
」
の

(
"
1
1
)

に
分
類
さ
れ
る
例
は
一
例
の

(
2
)
 

み
で
、
「
カ
ク
テ
」
に
は
跳
ぴ
越
し
機
能
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
で
は
な
ぜ

「
サ
テ
」
に
は
認
め
ら
れ
る
跳
び
越
し
機
能
が
「
カ
ク
テ
」
に
は
な
い
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
次
節
で
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

四
．
二
．
「
カ
ク
テ
」
の
総
括
性

次
頁
の
表
は
、
岡
崎
（
二

0
0
二
）
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。

こ
の
表
よ
り
、
カ
ク
系
列
の
指
示
副
詞
は
照
応
用
法
と
直
示
用
法
、
サ
系

列
の
指
示
副
詞
は
照
応
用
法
と
観
念
用
法
が
そ
の
主
用
法
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
指
示
副
詞
「
カ
ク
」
と
指
示
副
詞
「
サ
」
は
共
に
照
応
用
法
を
有
し

て
い
る
が
、
直
示
用
法
に
つ
い
て
は
「
カ
ク
」
は
有
し
て
お
り
、
「
サ
」
に

は
僅
か
し
か
見
ら
れ
な
い
。

金
水
(
-
九
九
九
）
は
、
上
代
の
コ
系
列
の
照
応
用
法
は
、
現
代
語
よ
り

も
直
示
用
法
と
の
間
が
よ
り
近
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、

以
下
に
「
カ
ク
テ
」
の
用
例
を
見
て
い
く
。
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古代語 コ系列 カク系列 ソ系列 サ系列 カ系列

（ア系列）

（中古） （指示代名詞） （指示副詞） （指示代名詞） （指示副詞） （指示代名詞）

照応用法 ． ． ． ． 
直示用法 ． ． ※ ※ ． 
観念用法 ． ． ． 

（●はその用法の例が多く見出され、※は僅かしか見られないことを示す。）

（岡筋 （二00二） 八頁より抜粋。）

禄
得
し
甲
斐
も
な
く
、
み
な
取
り
捨
て
さ

せ
た
ま
ひ
て
け
れ
ば
、
逃
げ
う
せ
に
け
り
。

か
く
て
、
こ
の
皇
子
は
、
「
一
生
の
恥
、

こ
れ
に
過
ぐ
る
は
あ
ら
じ
。（『
竹
取
物

語
j

、
三
六
頁
）

(
9
)
母
北
の
方
見
る
に
、

帥
は
い
と
も

の
も
の
し
く
、
あ
り
さ
ま
も
よ
け
れ
ば
、

「
さ
言
へ
ど
も
、
や
む
ご
と
な
き
人
の
し

た
ま
へ
る
こ
と
は
、
こ
よ
な
か
り
け
り
」

と
喜
ぶ
。
か
く
て
い
と
い
そ
が
し
。
（
「
落

窪
物
語
」
、
巻
之
四
、
三
二
七
頁
）

こ
れ
ら
の
「
カ
ク
テ
」
は
照
応
用
法
で

は
あ
る
が
直
示
用
法
、
つ
ま
り
「
カ
ク

テ
」
以
前
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
物
語
内
容

を
直
接
知
覚
、
認
識
し
て
述
べ
て
い
る
用

法
に
近
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
物
語
は

話
題
の
一
っ
ひ
と
つ
を
積
み
重
ね
て
順
に

語
る
形
で
文
脈
を
形
成
す
る
の
で
、
そ
の

文
脈
の
中
で
直
示
用
法
に
近
い
照
応
用
法

で
「
カ
ク
テ
」
が
は
た
ら
け
ば
、
そ
の
関

係
付
け
は
、
物
語
の
文
脈
そ
の
も
の
を
文

脈
の
流
れ
の
と
お
り
の
ま
ま
に
関
係
付
け

一
道
に
て
、
く
ら
も
ち
の
皇
子
、

血
の
流
る
る
ま
で
打
ぜ
さ
せ
た
ま
ふ
。

禄
得
し
甲
斐
も
な
く
、
み
な
取
り
捨
て
さ
せ
た
ま
ひ
て
け
れ
ば
、
逃
げ

う
せ
に
け
り
。

四

三
．
「サ
テ
」
の
階
層
性

一
方
、
「
サ
テ
」
の
構
成
要
素
で
あ
る
指
示
副
詞
「
サ
」
の
照
応
用
法
は
、

前
述
の
指
示
副
詞
「
カ
ク
」
の
照
応
用
法
と
は
異
な
り
、
直
示
用
法
と
の
近

(3
)
 

似
性
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。

ま
ず
、

「跳
び
越
し
の
サ
テ
」
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
サ
テ
」
の
例

を
示
す
。

(10)
「
（
略
）
意
田
姫
と
言
は
む
に
も
つ
き
な
か
ら
ず
、

＇織
女
の
手
に
も
劣

）
の
皇
子
は
、
「

一
生
の
恥
、
こ
れ
に
過
ぐ
る
は
あ
ら
じ
。

~ 
＋ 

(8) 

る
も
の
と
な
り
、
そ
れ
は
累
積
的
、
総
括
的
な
接
続
と
な
る
。
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る
ま
じ
く
、
そ
の
方
も
具
し
て
、
う
る
さ
く
な
む
は
べ
り
し
」
と
て
、
い
と
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あ
は
れ
と
思
ひ
出
で
た
り
。
中
将
、
「
そ
の
織
女
の
裁
ち
縫
ふ
方
を
の
ど
め

て
、
長
き
契
り
に
ぞ
あ
え
ま
し
。
＼
さ
あ
る
に
よ
り
、
か
た
き
世
と
は
定
め

か
ね
た
る
ぞ
や
」
と
言
ひ
は
や
し
た
ま
ふ
。
「

ii、
ま
た
同
じ
こ
ろ
、
ま

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9
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9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

,

 

か
り
通
ひ
し
所
は
、
人
も
た
ち
ま
さ
り
（
（
左
馬
頭
は
）
「
染
め
も
仕
立
も
巧

＇い
v,
＇
犬
じ
だ
女
で
い
だ

，6
]

＇’と

言
っ
＇
団
が
が
い
ぞ
う
が
，

6

，
だ
と
思
い
だ
い

で
い
な
，6

，
＇
（
略
）
（
左
馬
頭
は
）
「
糾
寸
、
ま
た
同
じ
頃
に
通
っ
て
お
り
ま

し

た
別
の
女
は
）
（
『源
氏
物
語
j

‘

帯
木
、
七
七
頁
）

(11)
中
納
言
、
＇「（略）
＇券

は
何
か
賜
は
ら
む
。'’
ま
た
も
参
ら
せ
ま
ほ
し
く

な
む

5
,

＇(
『
落
窪
物
語
』
、
巻
之
一
二
、
二
四
一
頁
）
ー
お
と
ど
の
御
返
り
、
「
や

が
て
昨
日
は
さ
ぶ
ら
は
む
と
思
う
た
ま
へ
し
か
ど
、
方
の
塞
が
り
て
は
べ
り

し
か
ば
な
む
。
合
よ
り
は
い
と
う
れ
し
く
、
明
け
暮
れ
も
さ
ぶ
ら
ひ
ぬ
べ
し

と
思
ひ
た
ま
へ
し
を
、
命
の
ぴ
て
な
む
。
さ
て
、
賜
は
せ
た
る
券
は
賜
は
る

ま
じ
き
よ
し
は
、
聞
こ
え
は
べ
り
し
を
、
な
ほ
か
う
せ
さ
せ
た
ま
ふ
、
御
勘

当
の
深
き
な
め
り
と
、
か
し
こ
ま
り
思
ひ
た
ま
ふ
る
。
（
屯
納
言
ば
＞
，
＇
「
地
券

• 
な
ど
ど
う
し
て
い
た
だ
け
ま
し
ょ
う
。
さ
ら
に
別
の
土
地
を
さ
し
上
げ
た
＜

存
じ
ま
炉

6
'

]

＇'
（
略
）
「
さ
て
、
お
届
け
い
た
だ
き
ま
し
た
地
券
は
、
い
た
だ

き
か
ね
る
由
を
申
し
上
げ
ま
し
た
の
に
）
（
「落
窪
物
語
』
、
巻
之
三
、
二
五

三
頁
）(10)(11)

は
共
に
、
「
サ
テ
」
以
降
の
文
は
そ
の
直
前
の
網
掛
け
部
は

承
け
ず
、
そ
こ
を
跳
び
越
し
て
点
線
部
の
場
面
と
連
続
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

先
述
の
「
カ
ク
テ
」
が
「
カ
ク
テ
」
以
前
の
文
脈
部
分
を
総
括
的
に
ま
と
め

こ
れ
に
つ
い
て
、
甲
田
(
-
九
九
五
）
は
、
「
さ
て
」
と
「
と
こ
ろ
で
」

の
違
い
を
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る

D
is
c
o
u
r
s
e
の
構
造
の
違
い
に

よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
甲
田
は
「
さ
て
」
と
「
と
こ
ろ
で
」
を
含
む

D
is
c
o
u
r
s
e
の
構
造
を
考
え
る
た
め
に
、
〈
T
o
p
ic
〉〈
S
e
g
m
e
n
t
〉〈
D
e
t
a
i
l〉

と
い
う
階
層
を
用
い
、
説
明
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
考
え
方
を
応
用
し
て
、

こ
の

『跳
び
越
し
の
サ
テ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
構
造
を
（
圃
）
に
示
す
。

(10)
を
図
示
し
て
み
る
と
（
圃
）
の
よ
う
に
『
跳
び
越
し
の
サ
テ
」
は
階

層
性
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
文
脈
は
図
の
最
下
層
の
「
区
切
り
内

の
文
」
と
し
て、

〈
染
め
、
仕
立
の
巧
い
女
〉《
頭
中
将
の
言
い
は
や
し
〉

《
別
の
女
の
、
人
品
の
良
さ
》
と
続
く
。
そ
れ
が
文
よ
り
上
位
の
「
話
題
内

の
区
切
り
」
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
文
脈
は

《
以
前
の
女
の
話
〉《
別
の

女
の
話
〉
と
、
同

一
話
題
（
「
雨
夜
の
品
定
め
」
）
内
で
区
切
ら
れ
た
別
の
小

話
（
エ
ピ
ソ
ー
ド
）
で
あ
り
、
そ
れ
が
さ
ら
に
上
位
に
位
置
す
る
「
雨
夜
の

品
定
め
」
と
い
う

―つ

の
話
題
内
に
収
ま
っ
て
お
り
、
「
サ
テ
」
は
大
き
な

―
つ
の
話
題
の
中
で
の
小
話
の
区
切
り
目
を
示
す
と
こ
ろ
で
用
い
ら
れ
て
い

る
。
(10)
（11)
は

「跳
び
越
し
の
サ
テ
j

の
例
で
あ
る
が
、

(10)
の
場

合、

《
頭
中
将
の
言
い
は
や
し
〉
が
元
か
ら
あ
っ
た
話
に
挿
入
さ
れ
た
形
を

取
る
た
め
、
「
サ
テ
」
直
前
文
と
「
サ
テ
」
以
降
の
文
に
連
続
性
が
な
い
よ

う
に
見
え
、
そ
の
上
、
「
サ
テ
」
が
同
一
話
題
内
で
の
小
話
の
区
切
り
を
示

す
位
置
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
結
果
、
「
サ
テ
」
以
降
の
文
は
、
「
サ

て
指
示
し
て
接
続
し
て
い
た
の
と
は
異
な
る
型
の
接
続
で
あ
る
。
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話題：「雨夜の
品定め」

話題内の区切

り：以前の女の

話

区切り内の文 1
：染め、仕立の

巧い女

．
 

話題内の区切
り：別の女の

話

区切り内の文 2: 頭
中将の言いはやし

区切り内の文 3
：別の女の、人

品の良さ

10' 
ヽ

テ
」
直
前
文
を
跳
び
越
し
て
、
直
前
文
よ
り
前
部
の
文
と
場
面
や
人
物
な
ど

に
つ
い
て
連
続
性
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
『
跳
び
越
し
の
サ
テ
』
以
外
の
、
文
中
で
指
示
詞
と
し
て
機
能
し

て
い
る
の
で
は
な
い
「
サ
テ
」
に
つ
い
て
も
示
す
。
【
タ
イ
プ

A
】
と
【
タ

イ
プ

B
】
は
「
サ
テ
」
に
指
示
詞
と
し
て
の
機
能
が
あ
る
タ
イ
プ
な
の
で
、

こ
こ
で
の
目
的
に
は
合
わ
な
い
た
め
考
察
対
象
と
は
せ
ず
、
【
タ
イ
プ

C
】

と
【
タ
イ
プ

D
】
に
つ
い
て
考
え
る
。

【
タ
イ
プ

C
】
(12)
沐
浴
な
ど
せ
む
と
て
、
あ
た
り
の
よ
ろ
し
き
と
こ
ろ
に

下
り
て
行
く
。
海
を
見
や
れ
ば
、
雲
も
み
な
波
と
ぞ
見
ゆ
る
海
女
も
が
な

い
づ
れ
か
海
と
問
ひ
て
知
る
べ
く
と
な
む
歌
よ
め
る
。

ii、
十
日
あ

ま
り
な
れ
ば
、
月
お
も
し
ろ
し
。
船
に
乗
り
始
め
し
日
よ
り
、
船
に
は
紅
濃

く
、
よ
き
衣
着
ず
。
（
『
雲
も
み
な
波
の
よ
う
に
見
え
る
。
海
女
が
い
る
と
い

い
の
に
な
あ
、
ど
ち
ら
が
海
な
の
か
聞
い
て
知
る
の
に
』
と
歌
を
詠
ん
だ
。

さ
て
、
十
日
過
ぎ
な
の
で
月
が
と
て
も
良
い
。
船
に
乗
り
始
め
た
日
か
ら
）

（
「
土
佐
日
記
」
、
二
九
頁
）

【
タ
イ
プ

D
】
(13)
さ
り
け
れ
ば
、
久
し
く
も
長
居
で
、
帰
り
来
に
け
り
。

（章
段
が
変
わ
っ
て
）
さ
て
、
こ
の
男
、
そ
の
年
の
秋
、
西
の
京
極
、
九
条

の
ほ
ど
に
い
き
け
り
。
（
そ
う
い
う
わ
け
で
長
居
も
せ
ず
に
帰
っ
て
来
た
の

だ
っ
た
。
（
章
段
が
変
わ
り
）
こ
の
男
は
あ
る
年
の
秋
）
（
『
平
中
物
語
j

、
五

ニ
ニ
頁
）
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右
図
に
よ
れ
ば
（
籾
）
は
前
出
の
（
前
）
と
同
じ
構
造
で
あ
る
こ
と
が
示

せ
る
。
紙
幅
の
都
合
上
、
文
脈
の
最
下
層
に
位
置
す
る
「
区
切
り
内
の
文
」

は
省
略
す
る
が
、
文
よ
り
上
位
の
「
話
題
内
の
区
切
り
」
を
考
え
て
み
る
と
、

こ
こ
の
文
脈
は

《女
た
ち
の
沐
浴
と
詠
歌
の
話
》
と

《
十
日
あ
ま
り
の
月
と

邪
気
祓
い
の
話
》
と
い
う
、
《
室
津
滞
留
》
と
い
う
同
一
話
題
内
で
区
切
ら

れ
た
別
の
小
話
で
あ
り
、
そ
れ
が
さ
ら
に
上
位
に
位
置
す
る

《
室
津
滞
留
〉

と
い
う
―
つ
の
話
題
内
に
収
ま
っ
て
い
る
構
造
を
も

っ
て
お
り
、
「
サ
テ
」

話題：室津滞留

話題内の区切
り：女たちの

沐浴と詠歌の話

話題内の区切
り ：十日あまりの
月と邪気祓いの話

12' 

は
―
つ
の
話
題
の
中
で
、
小
話
の
区
切
り
目
を
示
す
と
こ
ろ
で
用
い
ら
れ
て

い
る
。

右
図
に
示
し
た
（
け
）
も
前
出
の
（
籾
）
と
同
じ
構
造
で
あ
る
。
こ
こ
で

話題：平中の物語

話題内の区切り：
摂津国長洲の浜にての
女への便りと詠歌の話

サ

テ

話顆内の区切り：
西の京極、九条あたりの

家での話

13' 

68 



も
紙
幅
の
都
合
上
文
脈
の
最
下
層
の
「
区
切
り
内
の
文
」
は
省
略
す
る
。
文

よ
り
上
位
に
位
置
す
る
「
話
題
内
の
区
切
り
」
を
考
え
て
み
る
と
、
こ
の
文

脈
は
、
《
摂
津
国
長
洲
の
浜
に
て
の
女
へ
の
便
り
と
詠
歌
の
話
》
と
《
西
の

京
極
、
九
条
あ
た
り
の
家
で
の
話
》
と
い
う
、
「
平
中
の
物
語
」
と
い
う
同

一
の
話
題
内
で
区
切
ら
れ
た
別
の
小
話
で
あ
る
。
そ
れ
が
さ
ら
に
上
位
に
位

置
す
る
「
平
中
の
物
語
」
と
い
う
―
つ
の
話
題
内
に
収
ま
っ
て
い
る
構
造
を

も
ち
、
「
サ
テ
」
は
―
つ
の
話
題
の
中
で
、
小
話
の
区
切
り
目
を
示
す
位
置

に
置
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
（
籾
）
、
（
げ
）
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
『
跳
び
越
し
の
サ
テ
」

に
限
ら
ず
「
サ
テ
」
は
大
き
な
―
つ
の
話
題
内
で
、
小
話
の
区
切
り
を
示
す

場
合
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
、
同
一
話
題
内
で
の
区
切
ら
れ
た
別
の
小

話
と
い
う
の
は
、
同
じ
話
題
に
属
し
て
は
い
る
が
、
話
題
の
焦
点
と
な
る
箇

所
（
焦
点
と
な
る
人
物
、
事
態
な
ど
）
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
点
に
お
い
て
「
サ
テ
」
は
先
述
の
「
カ
ク
テ
」
と
は
異
な
る
。

「
カ
ク
テ
」
は
そ
れ
以
前
の
部
分
を
累
積
し
て
ま
と
め
、
総
括
的
な
接
続
を

行
う
。
一
方
「
サ
テ
」
は
―
つ
の
話
題
内
に
所
属
し
て
い
る
こ
と
を
表
明
し
、

な
お
か
つ
小
話
の
区
切
り
目
を
示
す
。
そ
し
て
、
こ
の
「
サ
テ
」
の
も
つ
、

―
つ
の
話
題
内
で
は
た
ら
き
、
そ
の
中
の
小
話
の
区
切
り
を
表
す
こ
と
で
構

築
し
て
い
く
階
層
性
は
、
「
サ
テ
」
の
、
直
示
用
法
と
の
近
似
性
か
ら
解
放

(
4
)
 

さ
れ
た
用
法
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
か
ら
、
「
カ
ク
テ
」
と
「
サ
テ
」
は
、
は
た
ら
く
レ
ベ
ル
が
異
な
る

五
『
跳
び
越
し
の
サ
テ
』
の
意
味
に
つ
い
て

と
考
え
ら
れ
る
。
「
サ
テ
」
が
も
つ
跳
び
越
し
機
能
が
「
カ
ク
テ
」
に
は
な

い
こ
と
も
、
両
者
の
は
た
ら
く
レ
ベ
ル
の
違
い
に
よ
り
説
明
で
き
る
と
考
え

ら
れ
る
。

前
節
ま
で
に
、
『
跳
び
越
し
の
サ
テ
』
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
こ
こ

で
は
『
跳
び
越
し
の
サ
テ
」
に
区
切
り
目
を
示
す
用
法
が
あ
る
こ
と
の
意
義

に
つ
い
て
注
目
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

五
．
一
．
「
サ
テ
」
の
具
体
的
な
指
示
対
象
を
も
た
な
い
用
法
に
つ
い
て

岡
崎
（
二

0
0
二
）
に
よ
れ
ば
、
古
代
語
の
指
示
副
詞
「
サ
」
は
、
指
示

代
名
詞
で
は
「
ソ
ノ
」
「
ソ
レ
」
「
ソ
コ
」
な
ど
の
ソ
系
列
で
あ
り
、
現
代
語

で
は
指
示
副
詞
も
「
ソ
ウ
」
「
ソ
ン
ナ
ニ
」
「
ソ
ウ
シ
テ
」
「
ソ
レ
ホ
ド
」
な

ど
ソ
系
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
考
え
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

現
代
語
で
は
、
現
場
に
も
先
行
文
脈
に
も
、
確
た
る
指
示
対
象
が
存
在
し

な
い
場
合
に
も
指
示
詞
の
ソ
系
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。

(
1
4
)
A
；
お
出
か
け
で
す
か
。

B
i
え
え
、
ち
ょ
っ
と
そ
こ
ま
で
。
（
金
水

一
九
九
九
、
八
五
頁
）

(
1
5
)
A
：
私
の
メ
ガ
ネ
知
ら
な
い
？

B
;
そ
の
辺
に
置
い
て
る
ん
じ
ゃ
な

い
の
。
（
金
水
一
九
九
九
、
同
）

(16)
彼
は
そ
こ
ら
の
学
者
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
学
識
と
経
験
を
持
っ
て

い
る
。
（
金
水
一
九
九
九
、
同
）
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金
水
(
-
九
九
九
）
は
、
こ
れ
ら
の
例
で
表
さ
れ
て
い
る
ソ
系
を
、
「
言

語
外
世
界
に
確
定
的
な
値
を
あ
ら
か
じ
め
持
た
な
い
」
ソ
系
列
の
指
示
詞
を

用
い
た
慣
用
表
現
と
し
て
、
『
曖
昧
指
示
の
ソ
』
と
し
て
い
る
。

岡
崎
は
岡
崎
（
二

0
0
六
）
「
感
動
詞
・
曖
昧
指
示
表
現
・
否
定
対
極
表

現
に
つ
い
て
ー
ソ
系
（
ソ
・
サ
系
列
）
指
示
詞
再
考
ー
」
に
お
い
て
、
こ
れ

ら
に
つ
い
て
、
田
窪
・
金
水
(
-
九
九
六
）
の
談
話
管
理
理
論
を
用
い
て
説

明
す
る
。
岡
崎
に
よ
れ
ば
、
「
感
動
詞
・
曖
昧
指
示
表
現
・
否
定
対
極
表
現

は
先
の
照
応
用
法
と
同
じ
く
、
先
行
文
脈
か
ら
（
時
に
は
一
般
知
識
領
域
内

の
活
性
化
さ
れ
た
情
報
を
参
照
し
）
推
論
を
行
い
、
得
ら
れ
た
要
素
を
指
示

対
象
と
す
る
（
指
示
対
象
は
不
定
な
部
分
を
含
む
も
の
も
あ
る
）
。
そ
し
て
、

こ
れ
ら
の
指
示
対
象
は
、
談
話
情
報
領
域
内
に
一
時
的
に
格
納
さ
れ
て
い
る

要
素
で
あ
る
。
但
し
、
感
動
詞
・
曖
昧
指
示
表
現
・
否
定
対
極
表
現
の
先
行

文
脈
と
は
、
照
応
用
法
の
よ
う
に
同
一
ま
た
は
直
前
の
も
の
と
は
限
ら
ず
、

ま
た
音
声
化
・
書
記
化
さ
れ
て
い
な
い
発
話
者
の
心
内
の
み
の
言
語
文
脈
で

あ
っ
て
も
よ
い
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
は
一
般
知
識
領
域
内
の
情
報
だ
け
で
は

な
く
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
記
憶
領
域
内
の
活
性
化
さ
れ
た
情
報
も
参
照
し
、
推
論

を
行
う
場
合
も
あ
る
」
（
岡
崎
（
二

0
0
六
）
、
八
二
頁
よ
り
抜
粋
）
と
の
説

明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

『
跳
び
越
し
の
サ
テ
』
は
、
金
水
や
岡
崎
の
述
べ
る
『
曖
昧
指
示
』
と
関

連
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。
『
跳
び
越
し
の
サ
テ
』
は
、

直
前
部
を
跳
び
越
え
た
、
「
サ
テ
」
前
部
と
場
面
の
連
続
は
あ
る
も
の
の
、

そ
の
前
部
に
指
示
対
象
と
す
る
べ
き
具
体
的
な
要
素
、
先
行
部
が
あ
る
と
い

う
よ
り
、
「
サ
テ
」
以
降
の
部
分
が
直
前
部
を
跳
び
越
え
た
、
「
サ
テ
」
前
部

と
同
一
話
題
内
に
所
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
が
そ
の
本
義
で

あ
る
と
考
え
た
方
が
、
そ
の
機
能
を
と
ら
え
や
す
い
。
つ
ま
り
、
直
前
部
を

跳
び
越
え
た
、
「
サ
テ
」
前
部
と
の
間
に
見
ら
れ
る
場
面
や
人
物
の
連
続
性

は
、
「
サ
テ
」
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
文
脈
に
よ
る
連
続
で
あ
り
、
文
脈
中

に
特
定
的
な
先
行
部
を
も
た
ず
、
具
体
的
に
前
出
部
分
の
ど
こ
を
も
指
示
し

な
い
の
が
、
『
跳
び
越
し
の
サ
テ
』
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
具

体
的
な
指
示
箇
所
が
文
脈
中
に
は
求
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
着
目
し
、
『
跳
び

越
し
の
サ
テ
』
は
曖
昧
指
示
表
現
と
の
関
連
を
考
え
て
よ
い
面
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
、
次
節
で
は
こ
の
『
跳
び
越
し
の
サ
テ
』
が
物
語

の
中
で
ど
の
よ
う
に
は
た
ら
い
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

五
．
二
．
「
サ
テ
」
の
物
語
の
構
造
化
機
能

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
『
跳
び
越
し
の
サ
テ
』
の
「
サ
テ
」
は
、
直
前

部
で
は
な
い
「
サ
テ
」
前
部
の
ど
こ
か
を
特
定
的
、
具
体
的
に
指
示
す
る
の

で
は
な
く
、
直
前
部
で
は
な
い
「
サ
テ
」
よ
り
前
部
と
「
サ
テ
」
よ
り
後
部

が
同
一
話
題
内
に
所
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
「
サ
テ
」
で
あ
る
。

こ
こ
で
再
び
（
圃
）
を
見
て
み
る
。

(
W
)
に
よ
れ
ば
、
「
サ
テ
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
の
は
同
一
話
題
に
属
す
る
、
【
話
題
内
の
区
切
り
】
の
境
目
で
あ

る
。
し
か
し
、
境
目
で
は
あ
る
が
同
一
話
題
内
で
あ
る
の
で
、
話
題
そ
の
も

の
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
「
サ
テ
」
は
物
語
中
に
い
く
つ
か
現
れ

る
話
題
の
下
で
、
そ
れ
に
則
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
く
物
語
の
末
端
の
各
部
を

ま
と
め
、
【
話
題
内
の
区
切
り
】
と
な
る
―
つ
の
話
題
中
の
[
小
見
出
し
]

に
当
た
る
ま
と
ま
り
を
示
す
こ
と
で
、
物
語
を
整
理
し
、
そ
れ
を
構
造
化
す
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本
論
で
は
、
先
行
研
究
で
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
、
「
サ
テ
」
の
直
前
文

を
跳
び
越
す
用
法
、
『
跳
び
越
し
の
サ
テ
』
に
つ
い
て
示
し
た
。
具
体
的
に

_,_ 
Iヽ

ま
と
め

る
機
能
を
も
つ
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
物
語
は
構
造
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ

の
内
容
へ
の
複
数
の
視
点
か
ら
の
言
及
が
可
能
と
な
り
、
ま
た
同
一
時
系
列

に
生
じ
た
複
数
の
場
面
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
述
べ
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
な
ど

と
、
様
々
な
益
を
与
え
ら
れ
る
。

「
サ
テ
」
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
、
論
中
で
い
く
つ
か
図
示
し
た
こ
の
よ
う

な
物
語
の
構
造
化
は
、
五
一
．
で
示
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
が
特
定
的
、
具

体
的
な
対
象
を
指
示
し
て
い
な
い
「
サ
テ
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
可
能
と
な

る
。
『
跳
び
越
し
の
サ
テ
』
は
同
一
話
題
中
の
話
を
区
切
り
、
区
切
る
こ
と

で
話
に
【
話
題
内
の
区
切
り
】
と
し
て
の
[
小
見
出
し
]
に
当
た
る
ま
と
ま

り
を
い
く
つ
か
作
る
。
そ
の
よ
う
に
、
同
一
話
題
内
で
、
小
さ
く
話
を
区
切

り
、
ま
と
め
る
こ
と
で
、
大
き
な
―
つ
の
【
話
題
】
に
属
す
る
小
さ
な
話
の

終
わ
り
と
始
ま
り
ー
【
話
題
内
の
区
切
り
】
と
し
て
の
[
小
見
出
し
]
を
示

す
こ
と
ー
が
そ
の
機
能
の
中
枢
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、

「
サ
テ
」
が
特
定
的
、
具
体
的
な
対
象
を
指
示
し
な
い
か
ら
こ
そ
、
別
の
言

い
方
を
す
れ
ば
、
「
サ
テ
」
が
実
質
的
な
指
示
詞
性
を
失
っ
て
、
形
式
化
、

文
法
化
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
可
能
と
な
る
「
サ
テ
」
の
用
法
で
あ
る
と
考
え

ら
れ
る
。
『
跳
び
越
し
の
サ
テ
』
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
「
サ
テ
」
の
存

在
は
、
こ
の
よ
う
な
「
サ
テ
」
の
形
式
化
ー
指
示
詞
で
は
な
く
接
続
詞
と
し

て
は
た
ら
く
「
サ
テ
」
の
存
在
ー
の
証
左
と
な
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

よ、＇ ①
中
古
の
和
文
資
料
に
お
け
る
「
サ
テ
」
の
用
例
中
に
は
、
先
行
研
究
で
述

べ
ら
れ
て
き
た
「
サ
テ
」
の
用
法
で
は
説
明
で
き
な
い
、
『
跳
び
越
し
の
サ

テ
』
の
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
「
サ
テ
」
以
降
の
部
分
が
、
「
サ
テ
」
の
直
前

部
を
承
け
ず
に
そ
こ
を
跳
び
越
え
た
「
サ
テ
」
前
部
と
同
一
話
題
内
に
所
属

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
用
法
で
あ
り
、
物
語
の
構
造
化
に
寄
与
す
る
。

②
「
サ
テ
」
の
こ
の
用
法
に
つ
い
て
は
、
「
サ
テ
」
が
具
体
的
、
実
質
的
な

指
示
詞
性
を
失
い
、
形
式
化
、
文
法
化
し
て
い
っ
た
結
果
、
獲
得
し
た
一
用

法
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。

こ
の
二
点
を
述
べ
た
。

な
お
、
『
跳
び
越
し
の
サ
テ
」
以
外
の
、
先
行
研
究
で
は
言
及
さ
れ
て
い

な
い
「
サ
テ
」
の
用
法
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

注(
l
)

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
で
は
「
サ
テ
」
を
「
接
続
語
」
と
し
て
扱
う
。

(
2
)

「
大
和
物
語
』
九
六
段
の
章
段
冒
頭
「
か
く
て
九
の
君
、
侍
従
の
君
に
あ

は
せ
た
て
ま
つ
り
た
ま
ひ
て
け
り
。
」
の
例
。
前
段
九
五
段
を
跳
び
越
し
、

九
四
段
と
場
面
や
登
場
人
物
が
同
じ
で
あ
り
、
物
語
事
態
の
時
間
的
・
空
間

的
な
連
続
が
あ
る
。

(
3
)

岡
崎
（
二

0
0
二
）
、
藤
本
（
二

0
0
八
）
に
よ
れ
ば
、
指
示
副
詞
「
サ
」

が
直
示
用
法
を
獲
得
し
た
の
は
、
中
世
後
期
か
ら
近
世
期
に
か
け
て
と
考
え

ら
れ
る
。

(
4
)

金
水
(
-
九
九
九
）
は
こ
れ
を
「
非
直
示
用
法
」
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
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使
用
テ
キ
ス
ト

す
べ
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
発
行
）
に
よ
る
。

「
竹
取
物
語
』
『
伊
勢
物
語
」
「
大
和
物
語
』
「
平
中
物
語
』
片
桐
洋
一
福
井
貞
助

高
橋
正
治
清
水
好
子
校
注
・
訳
一
九
九
四
年
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

2
 

ー『
土
佐
日
記
』
菊
地
靖
彦
木
村
正
中
伊
牟
田
経
久
校
注
・
訳
一
九
九
五

年
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

13

「
落
窪
物
語
」
『
堤
中
納
言
物
語
j

三
谷
栄
一
＿
―
-
谷
邦
明
稲
賀
敬
二

訳
―
1
0
0
0
年
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
17

『
源
氏
物
語
」
阿
部
秋
生
秋
山
虔
今
井
源
衛
鈴
木
日
出
男

九
九
四
ー
一
九
九
八
年
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
2
0
1
2
5

参
考
文
献

池
上
禎
造
(
-
九
四
七
）
「
中
古
文
と
接
績
詞
」
「
國
語
・
國
文
」
第
十
五
巻
第
二

0
号
、
京
都
帝
国
大
学
国
文
学
会
、
一
ー
九
頁
。

糸
井
通
浩
(
-
九
八
七
）
「
中
古
文
学
と
接
続
語
ー
「
か
く
て
」
「
さ
て
」
を
中
心

に
ー
」
「
日
本
語
学
』
第
六
巻
第
九
号
、
明
治
書
院
、
八
四
ー
九
四
頁
。

岡
崎
友
子
（
二
0
0
二
）
「
指
示
副
詞
の
歴
史
的
変
化
に
つ
い
て
ー
サ
系
列
・
ソ

系
を
中
心
に
ー
」
「
国
語
学
』
第
五
三
巻
第
三
号
、
（
ニ
―

o)、
国
語
学
会
、

-
|
―
七
頁
。

岡
崎
友
子
（
二
0
0
六
）
「
感
動
詞
・
曖
昧
指
示
表
現
・
否
定
対
極
表
現
に
つ
い

て
ー
ソ
系
（
ソ
・
サ
系
列
）
指
示
詞
再
考
ー
」
「
日
本
語
の
研
究
』
第
二
巻

第
二
号
、
日
本
語
学
会
、
七
七
ー
九
一
頁
。

岡
崎
友
子
（
二
0
1
―
)
「
指
示
詞
系
接
続
語
の
歴
史
的
変
化
ー
中
古
の
「
カ
ク

テ
・
サ
テ
」
を
中
心
に
ー
』
『
日
本
語
文
法
の
歴
史
と
変
化
』
青
木
博
史
編

く
ろ
し
お
出
版
、
六
七
ー
八
七
頁
。

金
水
敏
・
木
村
英
樹
・
田
窪
行
則
(
-
九
八
九
）
「
日
本
語
文
法
セ
ル
フ
・
マ
ス

タ
ー
シ
リ
ー
ズ

4

指
示
詞
」
＜
ろ
し
お
出
版

校
注
・
訳 校

注

指
示
詞
」

金
水
敏
・
田
窪
行
則
編
(
-
九
九
二
）
「
H
本
語
研
究
資
料
集
ー

つ
じ
書
房

金
水
敏
(
-
九
九
九
）
「
日
本
語
の
指
示
詞
に
お
け
る
直
示
用
法
と
非
直
示
用
法

の
関
係
に
つ
い
て
」
「
自
然
言
語
処
理
」
六
ー
四
、
言
語
処
理
学
会
、
六
七

ー
九
一
頁
。

金
水
敏
（
二
0
0
0
)
「
指
示
詞
ー
「
直
示
」
再
考
ー
」
中
村
明
編
「
現
代
日
本

語
必
携
」
「
別
冊
園
文
学
』
五
三
、
學
燈
社
、
一
六
0
|
―
六
一
二
頁
。

金
水
敏
•
岡
崎
友
子
・
曹
美
庚
（
二
0
0
二
）
「
指
示
詞
の
歴
史
的
・
対
照
言
語

学
的
研
究
1

日
本
語
・
韓
国
語
・
ト
ル
コ
語
ー
」
「
シ
リ
ー
ズ
言
語
科
学

4

対
照
言
語
学
」
生
越
直
樹
編
、
東
京
大
学
出
版
会
、
ニ
―
七
ー
ニ
四
七
頁
。

甲
田
直
美
(
-
九
九
五
）
「
転
換
を
表
す
接
続
詞
「
さ
て
」
「
と
こ
ろ
で
」
「
で
は
」

を
め
ぐ
っ
て
」
『
日
本
語
と
日
本
文
学
」
ニ
―
‘
筑
波
大
学
日
本
語
日
本
文

学
会
編
、
三
一
ー
四
二
頁
。

田
窪
行
則
・
金
水
敏
(
-
九
九
六
）
「
複
数
の
心
的
領
域
に
よ
る
談
話
管
理
」
「
認

知
科
学
」

vol.3,No.3,
日
本
認
知
科
学
会
、
五
九
ー
七
四
頁
。

塚
原
鉄
雄
(
-
九
五
八
）
「
接
続
詞
」
「
続
日
本
文
法
講
座

1

文
法
各
論
編
」
、

明
治
誉
院
、
一
五
六
ー
一
七
四
頁
。

西
田
隆
政
（
二
0
0
1
)
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
指
示
語
「
さ
て
」
の
用
法
ー
平

安
和
文
で
の
接
続
詞
的
用
法
の
展
開
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
「
国
語
語
集
史

の
研
究
」
二
十
、
国
語
語
彙
史
研
究
会
、
和
泉
書
院
、
一

1

一
七
ー
一
三
九
頁
。

長
谷
川
哲
子
（
二
0
0
0
)
「
転
換
の
接
続
詞
「
さ
て
」
に
つ
い
て
」
『
日
本
語
教

育
」
一
0
五
号
、
日
本
語
教
育
学
会
、
ー
ニ
ー
―
―
1
0
頁
。

浜
田
麻
里
(
-
九
九
五

a)
「
い
わ
ゆ
る
添
加
の
接
続
語
に
つ
い
て
」
「
複
文
の
研

究
（
下
）
』
仁
田
義
雄
編
、
く
ろ
し
お
出
版
、
四
三
九
ー
四
六
一
頁
。

浜
田
麻
里
(
-
九
九
五

b
)
「
サ
テ
、
デ
ハ
、
シ
カ
シ
、
ト
コ
ロ
デ
ー
転
換
の
接

続
詞
ー
」
「
日
本
語
類
義
表
現
の
文
法
（
下
）
複
文
・
連
文
編
」
宮
島
達

夫
・
仁
田
義
雄
編
、
く
ろ
し
お
出
版
、
六

O
O
I六
0
七
頁
。

濱
千
代
い
づ
み
（
二
0
0
七
）
「
『
平
家
物
語
j

に
お
け
る
「
さ
て
」
の
用
法
」 ひ
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（
も
も
せ
・
み
の
り

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）

「
岐
阜
聖
徳
学
園
大
学
国
語
国
文
学
』
第
二
六
号
、
岐
阜
聖
徳
学
園
大
学
国

語
国
文
学
会
、
八
四
ー
六
一
頁
。

藤
本
真
理
子
（
二

0
0
八
）
「
ソ
系
列
指
示
詞
に
よ
る
聞
き
手
領
域
の
形
成
」
「
語

文
」
九
〇
輯
、
大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会
、
四
0
ー
五
一
二
頁
。
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5 (源氏・帯木） 4 (源氏・帯木） 3 (源氏・帯木） 2 (大和） 1 (竹取）
靡）

106頁 87頁 77頁 373頁 56頁 頁数

地・文頭 対話 ・文頭 対話・文頭 地・文頭 地・文頭 場面

面ば澪i りし をり けり める灯：世配： こねーベ 織女 ＾みあな：ざ るなりさ！ 用例
ろた そが ！ 373契：れ！ ° る：

巴^ ＇の：
に‘ つこ 女かる 弓と の引在く； ： 

‘るのじの； gらる：ば： 品む時：105': 

さ1円あ：
まぞf'-:手： ず ：゚ヽ： ‘よ ’

もき 申： か や どに： さ1な^ ＇女： -頁すなり＇： 
てり： のてしな— せ ： 通り L.. の て！劣も： てが 370の！

さ1こ ：、一し：
と裁、' ' の-り、-頁 紺五 vヽ ，

の語i;;以 ば：
て しむ：

と 納中： たと‘ べ： ひ言縫ち v け'る'i っ‘‘’ 男お 1を： ヽ --,， ， , 
六か ＇ ' 

よ す残り る： しひ どま ： はなまば； カ、れょ：
日し言： りかめ！ 所は はふ紅じ： ‘じたな ぐしば：あり - の： に いをれ； や夏ばく： くえ、か： ゃきひ：-千
て仰きば， 立函 fこ言ば： し＇ヽ ＇

れにひ い 姫こ←：i巴まは':
分fこの糾ぞ

竹すとて： のとど
＾せ I: ふせ男： ~ 頁 まどと ：の：
106言上： ーを、むし： ふめ思がも

のむり ： かをは：

四にに： てさ 1 とも
。てひ：： よ はの春 たばぃ！

1も： ― ‘出'' 長tう男 i-: ち‘ひ：
はて心てな： 77 1 で:： 具し； れにぶ のぶけ：

胃塁 ベ‘ は、む：

れい得な -, 柘 夏かだて： しなり り ‘る＇
世 ひ。：＇ 

はら： ばと さ細： た り゚ ' " ＾き、：
k -L_ あり ~19 ・ べむ！

＾久しがてなきも： 
-, さ1き：'ぅ'： 373みて男

L-ずら '---と； : 
87 らさ ： て世元る：

gぎ、の！ 皐と ~ 頁
-頁ま<'て ： ‘ と さ： は 磁

の： 昴をの： まは邑な<: とわど： ＾ 56 は 1
とた： かのかは！ た定め ： ぞれtも： 頁ヽ いそ
す申。ま； ざらわしば 同中 む＇： 思と ： ひれ

へ： たかべ！ じか栂ば ふの ： けよ

「跳び越しのサテ』の用例

9 は(堤な中だ納の言女物御語） ・ 8 (源氏・橋姫） 7 (源氏・常夏） 6 (源氏・若紫） 翻．）

475頁 154頁 248頁 203頁 頁数

対話・文頭 対話 ・文頭 対話・文頭 対話・文頭 場面

ばのか人｀伯 とんと見！君： の殿御本iぬ溶：
めるし： -., 用例

方ヽ か々 ' ' 恨返どた：は： し '゚' は人がか
＾ 475 るに咆 み事り御心 ま: ': もく に ＇^思； '---にし：の：
! -, さた'~· た ふ：姫君： 参は 246は：， とな ：゚国

さ1まと：そ： まは動き ：゚ ： これぬ g九 問ん＾＇の；
て、にへ：' o、: ふ ‘ の^＇ そと 界 屯 ひは 202前：＇ 

てき：こ： ゜な ぬ 152御返 思の I : たべ円の：
斎、_:の： 1^ 54 どペ~頁 ' ， せた口 い今：

ふま けり 大臣明， ＇ 宮を人It~ぇ •国' ~頁かく宮-¥ェりヽ； ' 
° ま疾と日：

ばむ：出 見言 i- ' ＾ひ i＜言に： ゜る 新魯： 
せ ひ- : 

248 っ ふて： ~'-の：
、 しー'"'' 四る力‘も： 203と後 ： 何-‘~と’：か＇： たつも、い：

ひ'-'
円せ申にの；とそでが： まづと：

を、つな,iと；はけ iむ てむ：
か裔‘：御；

っ 、，
ば‘す：ざ ，た点や： し けな ： 

定に面覧 ぷの 、1め：

めれけ-頁ず， りま ばr闘 しどあ な ＾なか：
きる！ し。ふ。よ＇ ： 

ぶ しずらヽ ま：＇ 
203かし：

.._~L— ~Lー＇' まーと ： な た ひ： 巴なづ：
えと罪と： ろさ 1御か； るま一棄： → かき：
たのを言 な て気色 し： i ふ・手;でて

さ1法師 た：
またへ： ‘き＇ てる：
ふま 離 ば： まらそをを！＇ な → 渡り； ‘ま家
-れヽ： の見を： らさ ' そさい：へむ ＇ 

ばて 1 だとばと~:
ょ、あr1てか；

のりと：
号ロ 、てざ，＇ ‘し＇ ‘‘ま＇ むしい：
ヘ 北、 、； L.. ばいく'： も女 P、ひ： すたた：

74 
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12 巻(落之窪ー物）語・

106頁

対話・文頭

＾もき： -.: 
1~ かは：＇, あ~-：' • !¥rき‘と：を：

あ：ざ
しO'へ：

2'I Bi 1~! 
てし''
、：し：
て， 1-・

同む：ゴ'-• さ，
ひ と：ぃ：
よ ''
しし一 の：な：

た：む：
'o, 

とま： ：
はへ：，使：＇ 

もしば：び＇ヽっ，
、_,:け：
あて：

なやは：
のしべ：
たもくれ：
ひま ば＇： 

I ,, 
そ。とな＇！ 

※実線は「跳び越しのサテ」、網掛部は跳び越し部分、点線は同一話題の

先行部。

11 之(落ー窪）物語・巻

49頁

地・文頭

てら累き刀むい！‘む‘‘：つ：
言← 見う；の：
ひ と な゚ せし：ほ：
合す ‘ たろ：ど：

ほむてや：に：

ベほげます＜；か：
きゑ 1-つ ：短：
人もみ恥づ りの：さ：

てたた：も：
なのかれま：駆ス
けれ たしばは： ： 

まと、§ た：
ばふ思-,'-:ま：
~ 0 ひい ：は：
49さ11.こみと ：が-頁てり じ ー百~き·：＇ 。：

‘っくて：ま：※頁数は、今回テキストとした、新親日本古典文学全集（小学館発行）

による。

あるさ ：が
こにれや：、：
ぎ‘てり：甑

‘ 気物~: も：
たのよ＾：し：
だのく 48げな： 
ーぽ言! : 
人りふ く：
したべ帯と！

14 巻(落之窪三物）語 ・

253頁

消息 ・文頭

る思→＼゚-,券: 
まひは'： 
じた A"7何'＇ 
きま ： 
ょへよか：
ししり U易：
はをは ば

、いら：

凰ヽ 命とがのつ o:
ぴれま
て し だ
なむ く、も＇： 

。明参

囁釦て せ：
、れま：

賜もぼ
はさし：
せぶく ：
たらな：
るひむ：
券ぬ゜：
はべ 2^41 
賜じ
はと ｀ 頁

10 (土佐日記）
番号
（資料）

55頁 頁数

地・文頭 場面

りいに開 用例
‘とあき：

水はづしi
つけ i つら たけ より：： 
る りも：
と つま：
こゆるし：
ろれ人て：
あどの':
り゚ ‘心しヽ：

志もぷ
5^5 は 、か：
芭せ荒ひ；

むれな：
と fこく：
す。る芍

さIi_: て ぽし—• ： ， ， 

、'{。れ：
池破！
め＾れ：
い 55た：
て 頁ヽる：

窪ま I 家゚：

13 巻(落之窪二物）語・ 濡ふ
120頁 頁数

対話 ・文頭 場面

静心と＇： →喜＇： 用例
~ロ-'  

なふ：の：
くに君
て、 ‘：を：

一 面お！

＂の：てれ：
'i-' 

し、¥。賜-:： 

つぁへ；
か-れ：
'-~ ぱ：
とぎ、：
芸戸 ょ ~~· : 
への＇

ばぢ炉

砿のが
頁ヽ -ヽ 人：

とに
よは：
りあ：

も‘ ずら： ： 

iゃ：
Lヽ _＇ ＇ 


	059_ページ_1_1L
	059_ページ_1_2R
	059_ページ_2_1L
	059_ページ_2_2R
	059_ページ_3_1L
	059_ページ_3_2R
	059_ページ_4_1L
	059_ページ_4_2R
	059_ページ_5_1L
	059_ページ_5_2R
	059_ページ_6_1L
	059_ページ_6_2R
	059_ページ_7_1L
	059_ページ_7_2R
	059_ページ_8_1L
	059_ページ_8_2R
	059_ページ_9_1L
	059_ページ_9_2R



