
『蜻

蛉

日

記

』

地

の
文

の
助

動

詞

「た

り

」

「け

り

」

「め

り

」

そ

の
テ
ク

ス
ト
構
成
機
能
を
め
ぐ

っ
て

坂

田

一

浩

は
じ
め
に

蜻
蛉

日
記

地

の
文

の
助
動

詞

に

つ
き

、

タ
イ

ト

ル
に
挙
げ

た

三

つ
を

中

心

に
検

討
を

試

み
た

い
。

中
古
散

文
資

料

に

み
ら
れ

る
助
動

詞

の
分
析

に

あ

た

っ
て
は
、

そ

の
テ
ク

ス
ト
構

成
機

能

に
対
す

る
再
検
討

も

近
年

な
さ

れ

て
き

て
お
り

(「
け

り
」

論

に
お

い
て
特

に
顕

著

で
あ

る
)
T
)、
本
稿

も

基

本
的

に
は

こ
の
線

に
沿
う

も

の
で
あ

る

。

で
は
今

回
な

ぜ
あ
え

て
こ

の

三

つ
の
助
動

詞
を

取
り

上
げ

る

の
か

。
そ
も

そ
も

日

記
文
学

の
テ

ク

ス
ト

構

造
を

分
析

す

る

に
は
、
記

主

の
視
点

を
軸

と

し
た

「
視

界
構
成

」

の
あ

り

よ
う

を
明

ら

か

に
す

る
作

業

が
不

可
欠

で
あ

る
と
考

え

ら
れ

る
が

、

こ

れ
ら

の
助
動

詞

は
そ

の
構
成

の
あ
り

よ
う

を
端

的

に
示
し

て

い
る
と
見

ら

れ
る

か
ら

で
あ

る
。

さ
ら

に
今

回

の
考

察

を
通

じ

て
私
が
特

に
強
調

し
た

い
の
は
、

こ

の
よ
う

な
分
析

を
行

う

に
際

し

て
は
特

に
、

異
な

る
助
動

詞

の

テ
ク

ス
ト
内

に
お
け

る
相

互
作

用

に
目

を
配

る
必

要
が
あ

る
と

い
う

点

で
あ
り

、
本

稿

の
眼

目
も
詮

ず

る
と

こ

ろ
、

こ

の

一
点

に
尽
き

る
。

、

分
析
に
あ
た

っ
て
の
視
点

本
稿

に
お

い
て
検

討

を
行
う

、
蜻

蛉

日
記

地

の
文

の

「
た

り
」

「
け
り

」

「
め
り

」

の
う

ち

、

テ

ク

ス
ト
構

成

機
能

に
関

し

て
最
も

分

析

が
進

ん

で

い
る

の
は

「
け
り

」

で
あ

ろ
う

。

平
安
女

流

日
記

文
学

の
中

で
も

本
作

品

は

と
り

わ
け

「
け

り
」

が
多

用
さ

れ
、

そ
れ

が
作

品

の
文
末

表
現

の
基

調

を

な
し

て

い
る

こ
と
は

既

に

い
く

つ
か

の
先
行

研

究
が

述

べ
る
と

こ

ろ

で

あ

り
、

そ

こ
か
ら

さ
ら

に

テ
ク

ス
ト
構

成

の
あ
り

よ
う

に
関

し

て
も
、

蜻

蛉

作

者

は

、
自

己
体

験

の
記

述

と

い
う

客

観

世

界

を

、
助

動

詞

「
け

り
」

の
統
括

し
な

い
規

定

で
表

現

し

、
体

験
記

述

の
補
足

と

い

う
主

観

世
界

を
、
助

動

詞

「
け
り

」

の
統

括

す

る
規
定

で
表

現

し
た
。

(塚

原
鉄
雄

一
九

八

一
)

右

の
よ
う

な
指

摘

が
な

さ
れ

て

い
る
。

し
か

し
筆

者

の
み

る
と

こ
ろ
、

本

作

品

の

「
け

り
」

に
対

す

る
従
来

の
分

析

に
お

い
て
欠

落
、

も

し
く

は
不

十

分

で
あ

る
と
思

わ
れ

る
視
点

が
少

な

く
と
も

二

つ
あ

る

(「
た

り
」

「
め

り

」

に
お

い
て
も
事

情

は

同

じ
)
。

一
つ
は
、
活

用

形

の
違

い
を
考

慮

に
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入

れ
ず

一
括

し

て
そ

の
意
味

、
機

能

が
問

題
と

さ
れ

て

い
る
点

。
今

一
つ

は
、
当

該

助
動

詞

が

用

い
ら
れ

る
際

、
表

現

主

体

の

「
視
界

構

造
」
(、
)が

ど

の
よ
う

に
反
映

さ

れ

て

い
る

か

に
関
す

る
省
察

が

不
十

分

で
あ

る
と

い

う

点

で
あ

る
。
前

者

は
文
法

形
式

に
関
わ

る
問

題
、

そ
し

て
後
者

は
当

該

助

動

詞
が
述

べ
立

て
る
事
態

内
容

の
、
作

品
世

界

に
お
け

る
位

置
づ

け

に

関

す

る
も

の

で
あ

る

、
と
も

い
え

よ
う

。

前
者

の
視

点

の
必
要

性

に

つ

い
て
は
後

述

の
調
査

結
果

が
自

ず
と

語

る

で
あ

ろ
う

か
ら

こ

こ
で
は

述

べ
ず

、
今

は
後

者

に
関

し

て

の
み
触

れ

て
お

く

。

そ
も

そ
も
表

現
主

体

の
経
験

(見

聞
内

容

)
を
助

動

詞
が

述

べ
立

て

る
場
合

、

一
部

の
も

の

(と

り

わ
け

テ

ン
ス

・
ア

ス

ペ
ク
ト

・
ム

ー
ド

の

助

動

詞
)

に
お

い
て
は
従
来

か

ら
、

そ
れ

が
ど

の
よ
う

な
視

界

の
枠
組

み

を

反

映

し

て

い
る

か
が

問

題
と

さ

れ

て
き

た
。

「
け

り
」

論

に
お

け

る
竹

岡

正
夫

(
一
九

六
三
)

の

「
物

語

の
あ

な

た
な

る
世

界
」

な
ど

は
そ

の
代

表

的

な
も

の

で
あ

る
。

こ
の
よ
う

な
構

造

を
把
握

す

る

こ
と

は

、
表

現
主

体

が

現
実

の
経
験

事
態

か

ら
作

品
世

界
を

再
構
成

す

る

に
あ

た

っ
て
ど

の

よ
う

に

テ
ク

ス
ト
構
成

が

な
さ

れ
た

か
を

明
ら

か

に
す

る
こ
と

に
、
当

然

な

が

ら
繋

が
る

問
題

で
あ
り

、

こ

の

「
視

界
構
造

」

の
あ

ぶ
り

出
し

は
、

助

動

詞

に
よ
る

テ

ク
ス
ト
構

成
機

能
を

解

明
す

る

に
あ
た

っ
て
不
可
欠

と

な

る
前

提
作

業

で
あ

ろ
う

。
し

か
し
従

来

の
考
察

で
は
分
析

に
あ
た

っ
て

の
体
系

的

な
枠
組

み

の
設
定

が

不
十

分
だ

っ
た

た
め

、
局
所

的

な
見
解

に

と

ど
ま

る
き

ら

い
が
あ

っ
た
。

こ

の
点

を

踏
ま
え

本
稿

で
は
以

下

の
二

つ

の
枠
組

み
を

導

入
す

る
こ
と

と

す

る
。

ま
ず

は
当

該
助

動
詞

が

述

べ
立

て
る
事
態

が

、
表

現
主
体

が

嘱
目

し
、

か

つ

「
こ

な
た

」
と

意

識

さ
れ

た
領

域

で
生
起

し

て

い
る
出

来
事

(
「
こ

な

た
事
態

」

と
呼

ぶ
)

か
、

あ

る

い
は

、
主
体

に
と

っ
て
①

あ
な

た
と

意

識

さ
れ

た
め

の
ま

へ
事
態

ま

た
は

②
非

め

の
ま

へ
事

態

(①

②
を

あ
わ

せ

て

「
あ

な
た
事

態

」
と
呼

ぶ
)

で
あ

る
か
と

い
う

区
別

(3
)。

た
だ

し

こ

の

視
点

を
今

回

の
解
析

対
象

で
あ

る
日
記

文
学
作

品

に
導

入
す

る

に
は
、

こ

れ

を
額

面
通

り

に
受

け

取

る
わ
け

に
は

い
か
ず

、
若

干

の
読

み
換

え

が
必

要

で
あ

ろ
う

。

そ
も

そ
も

、

ス
ポ

ー

ツ
の
実
況

中
継

の
よ
う

に
体
験

時
即

発
話

時

が
近

似

的

に
せ
よ
成

り

立

っ
て

い
る
言

語
活

動
と

は
対

極
的

に
、

日
記

を
書

く

と

い
う
行

為

に
お

い
て
は
通

常
、
体

験

時
と
叙

述

時
(4
)と

の
間

に
は
何

ら

か

の
隔

た
り

が
あ

る
。

こ

の
こ
と

を
念

頭

に
お

い
た
上

で
次

の
よ

う
な

一

節

を
読

め
ば

、

夜
う

ち

ふ
け

て
外

の
方

を
見

出
し

た
れ

ば
、

堂
は

高
く

て
、

下

は
谷

と

見
え

た
り

。
片
岸

に
木
ど
も

生

ひ

こ
り

て
、

い
と
木

ぐ
ら

が
り

た

る
、

二
十

日

の
月
夜

ふ
け

て

い
と

あ
か

か
り

け
れ

ど
、

木
か

げ

に
も

り

て
、

と

こ
ろ
ど

こ

ろ
に
来

し
か

た
ぞ

見
え

わ
た

り
た

る
。

見

下
ろ

し

た

れ
ば

麓

に
あ

る
泉

は
鏡

の
ご
と

見

え

た
り

(、
)。

(天

禄

元
年

七

月

)

鵬

右

の
よ
う

に
あ
た

か
も
体

験

時

に
お
け

る
め

の
ま

へ
事

態
を

述

べ

て

い
る

か

の
よ
う

に
見
え

る
も

の
は

、
ど

こ
ま

で
も

「
擬

制
的

め

の
ま

へ
」

で
あ

る

こ
と

、

一
目
瞭

然

で
あ

る
。
元

来

「
こ
な

た
～

あ
な

た
」
事

態

の
対

立

は

極

め

て

現
場

依

存

的

な

概
念

で
あ

る
が

、
そ

も

そ

も

日
記

に
お

け

る

「
現
場

」
は

、
現

場
性

を
装

い

つ
つ
も

常

に
叙

述

時
か

ら

の
逆
照

射
を
受
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け

る
と

い
う

二
重

性

の
上

に
成

り
立

っ
て

い
る
。

こ

の
意
味

で
、

日
記
文

学

作
品

に
お

い
て

「
こ
な

た
～

あ
な

た
」
事

態
と

い
う

構
造

を

見

る
際

に

は
絶
え

ず

そ

の
背

後

に
あ

る
体
験

時
⑪

叙

述
時

の
対

立
構
造

に
も

目
を

配

る
必
要

が
あ

る

の

で
あ

る

。

今

一
つ
の
枠
組

み
は

、
述

べ
立

て
事

態

に
お

け

る

「
わ

が

こ
と
」

「
ひ

と

ご
と

」
(、
)
の
区

別

で
あ

る
。

そ
れ
は

端
的

に

い
え
ば

、
表

現
主
体

に
と

っ

て
、

述

べ
立

て

る
事

態

が

「自

己

」

「自

己
以

外
」

の

い
ず

れ

に
属
す

る

(と
認

識

し

て

い
る
)

か

、
と

い
う

区

別

で
あ

る
。
本

作
品

は
後

述
す

る

と

こ
ろ

で
も

明

ら

か
な

よ

う

に

(第

三

節
参

照
)
、

「
わ

が

こ
と

」

「
ひ
と

ご
と
」

を
峻

別

し
た
叙

述

が
随
所

に
見

出

さ
れ

る
。

こ

の
よ
う

な
記
主

の

表

現
意

識

、
さ

ら

に
広

く

は
日

記
と

い
う

テ

ク

ス
ト

の
も

つ

「自

照

」
性

か
ら

し

て
も

、

こ

の
概

念
を

分
析

の
基

準

と
す

る

こ
と
は
妥

当

で
あ

る
と

思

わ

れ
る
。

ま

た
、

こ
こ

に
提

示
し

た

二
組

の
概

念

を
対

比
し

て

み
る

に
、

「
こ
な

た
事
態

～

あ
な

た
事

態
」
は
主
体

に
と

っ
て

の
物

理

的
親
疎

を

、
「
わ

が

こ
と

～

ひ
と

ご
と
」

は

、
心

理
的
親

疎

を
そ

れ
ぞ

れ
象
徴

的

に
示
す

指

標

と

い
え

よ
う

(,
)。

以

下

こ
れ
ら

の
枠
組

み

に
よ

り

つ
つ
、
各

助
動

詞

に

つ
い
て
具
体

的
分

析

を
行

っ
て
ゆ
く

こ
と

と
す

る

。

一
一
、

蜻
蛉
日
記
に
お
け
る

表
現
機
構

「た
り
」

「け
り
」

の

本

節

に

お

い

て
は
ま

ず

、
蜻

蛉

日
記

地

の
文

の

「
た
り

」
「
け

り

」

に

つ
い
て
個
別

に
検

討
を
試

み
る
。

ま
ず

は

「
た
り

」
か

ら
。

結
論

か
ら

い
え

ば
蜻

蛉

日
記

に
お
け

る

「
た

り

」
は

、
記
主

の
経
験

を
、

体
験
時

の
視
点

に
立

ち

つ
つ
眼
前

の

「
こ
な

た
事

態
」
と
し

て
述

べ
立

て
る

の
に
用

い
ら

れ
る
。
例
え

ば
次

の
よ
う

な
物

詣

に
お
け

る
情

景
描
写

の
例
な

ど
は
、

そ

の
典
型

的
な
も

の
と

い
え

よ
う

。

①
暑

け
れ

ば
、

し
ば

し
戸

お
し

あ
け

て
見

わ
た

せ
ば

、
堂

い
と

高
く

て

立

て
り

。
山

め
ぐ

り

て
、

ふ
と

こ
ろ

の
や
う

な

る
に
、

木
立

ち

い
と

繁

く
お
も

し

ろ
け

れ
ど

、
闇

の
ほ
ど
な

れ
ば

、

い
と
暗

が
り

て
ぞ
あ

る
。
行

ふ
と

て
法
師

ば

ら
そ

そ
け

ば
、

戸
お

し
あ

け

て
念
調

す

る
ほ

ど

に

、
時

は
山

寺

わ
ざ

の
螺

四

つ
吹

く

ほ
ど

に
な
り

に
た

り
。

(天

禄

二
年

六
月

)

慨

本
作

品

に
お

け

る

「
た

り
」

の
使

用
場

面
を

つ
ぶ
さ

に
検
討

す

る
に
、

こ

こ
に
挙

げ
た

よ
う

な
記
主

嘱

目

の
情

景

に

つ
い
て

の
描

写

(物
詣

の
場

面

に
集

中

し

て
現
わ

れ

る
)

に
加
え

、
記

主
自
身

の
動
作

・
心

理
描

写

(次

例

②
)
、
記
主

の
も

と

に
到
来

し

た
消
息

・
和

歌

(③

)
、
あ

る

い
は
夫

兼

家
を

は

じ
め

と
す

る
近
親

者

の
到

来

(④
)
、
以
上

の
ケ

ー
ス
が

「
た
り

」

の
用
例
全

体

の
八
割

以

上
を
占

め

て
お

り
、

こ
れ

ら
は

い
ず

れ
も

表
現

主

体

に
と

っ
て

の

「
こ
な

た
事
態

」

で
あ

る
。

②
今

日
ま

で
音

な
き

人
も

思

ひ
し

に
た
が

は

ぬ
心
ち

す

る
を
、
今

日
よ

り

四

日
、
か

の
物

忌

み
に

や
あ
ら

ん
と

思

ふ
に
ぞ

、
少

し

の
ど

め
た

劃

。

(天

禄

三
年

二
月
)

㎜

③
あ

な
た

に
も

ま
だ
起

き

て
琴

ひ
き

な
ど

し

て
、
か

く
言

ひ
た

り
。

ひ
き

と
む

る
も

の
と

は
な

し

に
逢
坂

の
関

の
く

ち

め

の
音

に

そ
そ

287



ぼ

つ
る

(康
保

二
年

七
月

)

69

④

思

ひ
や

る
心

の
そ

ら

に
な
り

ぬ
れ

ば
け

さ
は

し
ぐ

る
と

見

ゆ
る
な

る
ら

ん

と

て
、
返

り

ご
と

書

き

あ

へ
ぬ

ほ

ど

に
、
見

え

た

り
。

(天
暦

八
年

九

月
)

24

以

上

の
点

か
ら

、
本
作

品

に
お

け

る
地

の
文

の

「
た

り
」

は
眼
前

の
こ
な

た
事
態

を
表

す
も

の
と

み

て
誤

ら
な

い
で
あ

ろ
う

。

わがこと ひ と ご と

文末 54 92

接続節末 6 57

連体節末 7 27

引用節末 3 19

計 70 195

次

に

「け

り
」

に
関
し

て
考
察

を
進

め

る
。
ま

ず

は
活

用
形

に
よ

る

テ

ク

ス
ト
構
成

機
能

の
相

違
を

確

認
す

る
た

め

の
指

標

と
し

て
、
各

活

用
形

ご
と

に

「わ

が

こ
と

・
ひ
と

ご

と
」

の
占

め

る
比
率

を
調
査

し

て

み
る
。

表

1

に
示

し
た

の
が

そ

の
結

果

で
あ

る
(,
)。

左

の
表
を

見

る

に
、
文
末

形

(,
)で
は

「
わ
が

こ
と

/
ひ
と

ご

と
」

が
ほ

ぼ

1
対

2

の

比

で
現

わ

れ

表1)か げろふ 日記 地の文の

「け り」 と 「わが こと」

「ひ とごと」

て

い
る

の
に
対

し
、
接
続

形

で

は

わ

が

こ

と

は

ひ

と

ご

と

の
約
十

分

の

一
で
あ
り

、

そ

の

比

率

に

大

き

な

違

い

が

み
ら

れ
る
。
換

言
す

れ
ば

、

「
け

り
」

は

接

続

形

に
お

い

て

は

文

末

形

に

比

べ
、
「
ひ

と
ご

と
」
を

述

べ
立

て
る
場

合

が
圧
倒

的

に
多

い
。
さ
ら

わがこと ひ とごと

文末 51 190

接続節末 83 67

連体節末 20 108

引用節末 1 9

計 155 274

参考)

用言+「 ば」 261 202

表2)か げろふ 日記地の文の 「た

り」における 「わが こと」

「ひ とごと」

に

そ

の

特

異

性

を

浮

き

彫

り

に

す

る

た

め

に
、

「
た

り

」

に

お

い

て

同

様

の

調

査

を

行

っ
た

結

果

得

ら

れ

た

数

値

を
示

し

て

み
る

(表

2
)
。

こ
ち

ら

で

は

接

続

形

で

わ

が

こ

と

を

述

べ

立

て

る

例

の
方

が
む

し

ろ
多

く

(表

2
参
考

欄

に
示

し
た

よ
う

に
、

助
動

詞
な

し

の

ニ

ュ
ー
ト

ラ

ル
な
接
続

形

、
例
え

ば

用
言

+

「
ば
」

に

お
け

る
両
者

の

比

率
を

み

て
も

、
「
た

り
」

と

同
様

の
傾
向

を

示

し

て

い
る
)
、

「
け
り

」

接
続

形

に
お

け

る
わ
が

こ
と

の
占

め

る
比
率

の
少

な
さ

は
際

立

っ
て

い
る
。

次

に

そ

の
意

味
す

る
と

こ

ろ
を

明
ら

か

に
す

る

た

め

に
、
「
け

り

」
接

続

形

の
具
体

例

に

つ
き
、

そ

の
述

べ
立

て
事

態

の
特

徴
を

い
ま

少

し
詳

し
く

み

て

い
く

こ
と
と

す

る
。

そ
も

そ
も
蜻

蛉

日
記

に
お

い
て
接

続

形

の

「
け

り
」

で
述

べ
立

て
ら

れ

る
事

柄

は
、

「
ひ
と

ご
と

」
事

態

で
あ

る
こ
と

に
加

え

、
「
あ

な
た
事

態

」
、

わ

け

て
も
そ

れ
が

記
主

の
視

野

に
入
ら

な

い
、
非

め

の
ま

へ
事

態

で
あ

る

場
合

が
多

く

を
占

め

る
。
次

例

に
お
け

る

「
開
け

て
け

れ
ば

」
と

「
開

く

れ

ば
」

の
対

比
は

そ
れ

を
明

瞭

に
示
し

て

い
る
。

⑤
門

た
た

く

に
お
ど

ろ
か

れ

て
、
あ

や

し
と
思

ふ

ほ
ど

に
、

ふ
と
開

け
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て
け

れ
ば

、
心

さ
わ

が
し

く
思

ふ
ほ

ど

に
、
妻

戸

口
に
立

ち

て

「
疾

く

あ
け

、

は

や
」

な

ど
あ

な
り

。
前

な
り

つ
る
人

々
も

み

な
う

ち
と

け
た

れ

ば
、

逃
げ

隠

れ

ぬ
。

見
苦

し

さ

に

ゐ
ざ

り

よ
り

て
、

「
や
す

ら
ひ

に
だ

に
な
く

な
り

に
た
れ
ば

、

い
と

か
た

し

や
」
と

て
開

く
れ

圃

、

「
さ
し

て

の
み
ま

ゐ
り

く
れ

ば

に
や
あ

ら

ん
」
と

あ
り

。

(
天
禄

三
年

二
月
)

㎜

こ

こ

で

「
開

け

て

『
け
れ

ば
』
」
が

用

い
ら
れ

る

こ
と

に
よ

り
、

そ

の
動

作

が
他

者

に
よ

る
も

の

で
あ

る

こ
と

、
さ

ら

に
記
主

か
ら

み

て

「
あ

な
た

な
る
空

間
」

で
行

わ

れ

て

い
る

こ
と

が
示

さ
れ

、
他
方

そ

れ
と

の
対
応

に

よ

っ
て
、
「
開

く

れ
ば

」
と

い
う

動
作

が

「
こ
な

た
」

に

お

い

て
行

わ

れ

て

い
る

こ
と

が
特

定

さ
れ

る

の
で
あ

る
。

一
方

、

「
け

り
」

の
述

べ
立

て
事

態

が
記

主

の
視

界

に

な

い
と

い
う

こ

と

の
延

長
と

し

て
、

次

例

の
よ
う

に
、

「
け
り

」

が

い
わ

ゆ

る
間
接

経

験

と

い
わ
れ

る
用
法

を
示

し

て

い
る
も

の
も
散

見

さ
れ

る
。

⑥

か
く

て
異
腹

の
せ
う
と

も
京

に
て
法
師

に
て
あ

り
、

こ

こ
に
か

く
言

ひ

い
だ

し

た
る
人

、
知

り

た
り

け
れ

ば
、

そ
れ

し

て
呼

び

と
ら

せ

て

語

ら

は

す

る

に
、

「
(中
略

)
」

な

ど
言

ひ

お
き

て
、
又

の
日
と

い
ふ

ば

か
り

に
山
越
え

に
も

の
し
た
り

け

れ
ば

、
異
腹

に
て

こ
ま
か

に
な

ど
し
も

あ

ら
ぬ
人

の
、

ふ
り
は

へ
た

る
を
あ

や
し
が

る
。
何

ご
と

に

よ
り

て
な

ど
あ
り

け

れ
ば

、
と
ば

か

り
あ

り

て
こ

の
こ
と

を
言

ひ

い

だ

し

た
り

け
れ
ば

、
ま

つ

と
も

か
く
も

あ

ら

で
、

い
か

に
思
ひ

け

る

に
か

、

い
と

い
み
じ
う

泣
き

泣
き

て
、
と

か
う

た
め

ら
ひ

て
、

「
(中

略

)
」

と
あ

り
け

れ
ば

、
又

の
日
帰
り

て
、

さ

さ
な

ん
と
言

ふ

。

(天

禄

三
年

二
月

)

肪

ま
た

「
け

り
」

が
記
主

の
直
接

関
与

し
得

な

い
、
事

態

の
背
景

を
述

べ

立

て

て

い
る
も

の
と
し

て
、

「
お
膳

立

て

の

『け

れ
ば
』
」
と

で
も

名
づ

け

る

べ
き

用
例

が
、

本
作

品

に
は

い
く

つ
か
見

ら
れ

る
。

⑦
供

な

る

べ
き

人
な

ど
、
さ

し
置

き

て
け

れ
ば

、
さ

て
わ

た
り

ぬ
。

(安

和

二
年

七
月

)

皿

⑧
湯

屋

に
も

の
な
ど
敷

き

た
り

け
れ

ば
、
行

き

て
臥

し

ぬ
。
(天

禄
元

年

七

月
)

窟

⑨
京

に
は

、
昼

さ

る
よ
し

言

ひ
た
り

つ
る
人

々
心
づ

か

ひ
し
、

塵

か

い

払

ひ
、

門
も

あ
け

た
り

け
れ

ば
、

我

に
も

あ

ら
ず

な

が
ら

下
り

ぬ
。

(
天
禄

二
年

六
月
)

騰

⑩
さ

る
用
意

し

た
り

け
れ

ば
、
鵜

飼

か
ず

を

つ
く

し
て

ひ
と
川

浮
き

て

さ

わ
ぐ

。

(
天
禄

二
年
七

月
)

恥

右

の
諸

例

に
共
通

し

て
み
ら

れ

る
構

造

は
、
前

件

で
記

主

に
対
す

る
奉

仕

と

し

て

の
、
従

者

の
下
準

備

の
様

子
を

述

べ
、
後
件

で
記
主

が
そ

の
奉

仕

を

受

け

る

さ

ま

が
描

写

さ

れ

て

い
る
、

と

い
う

も

の

で
あ

る

。

こ

こ

で

「
け

れ
ば

」

が
提
示

し

て

い
る

の
は
、

い
わ
ば

楽
屋

裏

の
出
来

事

で
あ
り

、

そ

の
背

景
提

示
性

が
如

実

に
現
わ

れ

て

い
る
。

以
上

を
簡
単

に
ま
と

め

る
と
次

の
よ
う

に
な

ろ
う

か

。
す

な
わ

ち
接

続

形

の

「
け
り

」

に
お

い
て
は

、

a

「
ひ
と

ご

と
」

を
述

べ
立

て

る
も

の
が
大

半

(
63
例

中

57
例

)

を
占

め

る
。

b

基

本

的

に
、
体

験

時

に

お

け

る
経

験

主

体

の
現

場

の
視

点

に
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立

っ
た
叙

述
を

示
す

も

の
が
多

い
。

c

経

験
主

体

に
と

っ
て

の
非

め

の
ま

へ
の
あ

な
た
事

態

を
述

べ
立

て
る
も

の
が
多

数
を

占

め

る
。

こ

の
よ
う

に

「
け
り
」

接
続

形

に
お

い
て

「
ひ
と

ご

と
」

か

つ

「
あ

な
た

事

態

」
が
多

く
見

ら

れ

る

の
は

、
「
け

り

」
が

も

つ
背

景

提

示
性

と

、
接

続

節

の
従

属

性

が

そ

こ

で
重

ね

合

わ

さ

り
、

結

果
、

主
体

に
と

っ
て

の

「
疎
」

あ

る

い
は

「
ワ
キ
」

な

る
事

態

の
述

べ
立

て
を

相
乗

的

に
誘

発

す

る
た

め
だ
と

考
え

ら

れ
る

。

一
方

、
文

末

に
現

わ
れ

る

「
け
り
」

に
は
、

ひ
と

ご
と

、
わ

が

こ
と

が

等

し
く

み

ら
れ

、
さ

ら

に
こ
な

た
、
あ

な

た

の
両
事
態

も
と

も

に
見
出

さ

れ
る

。

こ
れ
ら
を

見

や
す
く

す

る
た

め

に
、

い
く

つ
か

に
場

合

分
け

し

つ

つ
示

し

て
み
よ
う

。

1

体
験

時

の

「
け
り
」

I
1

1

こ
な

た
事
態

(
現
場

目
賭

)

の

「け

り
」

⑪
心

ぼ

そ
う

て
な

が
む

る
ほ

ど

に
、
出

で
し

日

つ
か
ひ

し

ゆ
す

る

つ
き

の
水

は
、

さ
な

が
ら
あ

り

け
り

。

(康

保

三
年
九

月
)

78

1
1

2
1

a

あ
な

た
事

態

(現
場

目
賭

)

の

「け

り
」

⑫
を

か

し
さ

に
、

や
を

ら
端

の
方

に
た

ち

い
で

て
見

い
だ

し

た
れ
ば

、

月

い
と

を

か
し

か
り
げ

剛

。

(天

延

二
年

一
月
)

蜥

⑬
帳

の
ほ

こ
ろ
び

よ
り

か
き

分
け

て
見
出

せ
ば

、

す

の
こ

に
と
も

し
た

り

つ
る
火

は
、

は
や
う

消
え

に
げ

剛

。

(天

延

二
年

四
月
)

㎜

I
1

2
1

b

非

め
の
ま

へ
の
、
あ
な

た
事
態

を
述
べ
立
て
る

「
け
り
」

⑭
落

忌

の
ま
う

け
あ

り

け
れ

ば
、
と

か
う

も

の
す

る

ほ
ど
、

川

の
あ

な

た

に
は
按

察

使

の
大

納

言

の
領

じ

給

ふ
と

こ
ろ
あ

り
け

る
、

こ

の
ご

ろ

の
網

代
御
覧

ず

と

て
こ

こ
に
な

ん
も

の
し

給

ふ
と
言

ふ
人

あ

れ
ば
、

(安

和
元

年
九

月
)

96

⑮
助

(
11
道

綱
)
、
寮

の
使

に
と

て
祭

に
も

の
す

べ
け
れ

ば
、
そ

の
こ
と

を

の
み
思

ふ
に
、

人

(
11
遠
度

)

は

い
そ
ぎ

の
果

つ
る
を
ま

ち
け

り
。

(
天
延

二
年

四
月
)

㎜

1

事
態

に
対

す

る
叙

述

時
点

か
ら

の
捉

え
直

し

(叙

述
時

の
「
け

り
」
)

豆
1

1

わ

が

こ
と

⑯
か

や
う

に
胸

つ
ぶ
ら
は

し
き
折

の
み
あ

る
が

、
世

に
心

ゆ

る
び
な

き

な

ん
、

わ
び

し
か

り
け

る
。

(康
保

三
年

八
月

)

79

⑰

「
め

で
た

の
こ
と

や
」

と
そ

、
心

に
も

あ
ら

で
う

ち
言

は

れ
け

る
。

(
天
禄

三
年

五
月
)

鰯

⑱
心

の
鬼

は
、

も
し

、

こ
こ
近
き

と

こ

ろ
に
障

り
あ

り

て
、
帰

さ

れ

て

に
や
あ

ら

ん
と
思

ふ

に
、
人

は
さ

り
げ

な
け

れ
ど

、
う

ち
と

け
ず

こ

そ

思

ひ
あ
か

し
げ
創

。

(天
禄

三
年

閏

二
月
)

謝

豆
1

2

ひ
と
ご

と

⑲
そ

の
ほ
ど

の

(兼
家

ノ
)
心

ば

へ
は

し
も

、

ね

ん
ご

ろ
な

る
や
う

な

り

け
り

。

(
天
暦
九

年
)

28

⑳

絶

え

ぬ

る
か
影

だ

に
あ
ら

ば
問

ふ

べ
き
を

か
た

み

の
水
は

み
く

さ

ゐ

に
け
り

な

ど
思

ひ
し

日
し
も

(兼

家

)
見
え

た

り
。

例

の
ご
と

に

て
や

み
に

け

り
。

(康
保

三
年

八
月

)

78

⑳

(小

弓

ノ

コ
ト

ヲ
)

つ
ご
も

り

が
た

に
せ
む

と
定

む

る
ほ
ど

に
、
(中
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略

)

天
下

人

々
な
が

る
る

と
、

の
の
し

る
こ
と
出

で
き

て
、
紛

れ

に

げ
酬

。

(安

和

二
年

三

月
)

m

⑳

(兼
家

ハ
)

た
だ

な
り

し
折

は

さ
し
も

あ

ら
ざ

り
し
を

、

か
く
心

あ

く

が

れ

て
、

い
か
な

る
物
も

こ
こ

に
う

ち

お
き

た

る
物

と

ど
め

ぬ
癖

な
ん
あ

り

け
る
。

(天

暦
十
年

秋

)

34

皿

時
点

表

示

⑳
今

は

三
月

つ
ご
も

り

に
な

り

に
け
り

。

い
と

つ
れ
、、つ
れ
な

る
を

、
:
・

(
天
禄

二
年

三
月

)

醜

⑳

こ

の
月

七

日

に
な
り

に
け

り
。
今

日

ぞ

「
こ
れ
縫

ひ

て
。

つ

つ
し
む

こ
と
あ

り

て
な

ん
」
と

あ

る
。

(天
禄

三
年

三
月

)

脚

⑳

そ

の
月

、

三
た
び

ば

か
り

の
ほ

ど

に
て
、
年

は

越
え

に
け

り
。

そ

の

ほ
ど

の
作
法

、
例

の
ご
と

な
れ
ば

し

る
さ
ず

。

(天
禄

元
年

十

二
月
)

即

⑳

雪
風

い
ふ

か
た

な
う
吹

り

く
ら

が
り

て
わ

び
し

か
り

し

に
、
か

ぜ
お

こ
り

て
臥

し
な

や
み

つ
る

ほ
ど

に
、

霜
月

に
も

な
り

ぬ
、

し
は
す

も

過

ぎ

に
げ

酬

。

(天
延

元
年
冬

)

蜥

体

験
時

の

「
け
り

」

で
は

「
こ
な
た
事

態

～
あ

な
た
事

態
」

の
二
分
類

が

、

一
方
叙

述
時

の

「
け
り

」

で
は

「
わ

が

こ
と
～

ひ
と

ご
と
」

の
二
分
類

が

な
じ

み

や
す

い
。

こ
れ
は

理
由

の
あ

る

こ
と
と

思
わ

れ

る
。
ま

ず
、
体

験

時

の
視

点

に
立

っ
て

「
わ

が

こ
と
」
を

「
け
り
」

に
よ

っ
て
述

べ
た

て

て

い
る
と

明
確

に
断

定

で
き

る
例

が
甚
だ

少

な

い
。
あ
え

て
挙

げ

る
と
す

れ

ば

次

の

一
例

と

な

ろ
う

か

。

⑳

い
つ
か
、
御
あ

り

き
は

な
ど

言

ふ
ほ
ど

に
、
涙
う

き

に
け

り
。
(康

保

三
年

三

月
)

74

そ
も

そ

も
体
験

時

の
視
点

か

ら

「
わ
が

こ
と

」

の
描
写

を
行
う

の
は
主

に

「
た

り

」

の
役
割

で
あ

り

(
そ

れ
は

ま

た
、
外

面

的

描

写

に
と

ど
ま

る
傾

向

が

強

い
)
、

そ
れ

に

対

し

て

「
け

り
」

が

わ

が

こ
と
を

述

べ
立

て

る
場

合

は
、
叙

述
時

の
視
点

と

い
う

高

み

に
立

っ
た
上

で
、

当
該
事

態

を
後

付

け

的

に
総
括

す

る
傾
向

を
持

つ

(そ

こ
か
ら

、
事
態

の
内
面

・
本

質
を

掘

り

下
げ

た
描

写
も

可
能

と
な

る
)
。

こ

の
傾
向

は
叙

述
時

の

「
ひ
と

ご
と

」

(
H

1
2
)
に
な

る
と

、
さ

ら

に
顕
著

に
現

わ
れ

る
。

例
え

ば
⑲

は
、
こ

の

後

に
起

こ

る

「
町

の
小

路

の
女

」

の

一
件

を

踏
ま
え

な

い
と

出

て
こ
な

い

措
辞

だ

し
、

⑳

で
は
後

の
安

和

の
変

に
よ
り
行

事

が
お

流

れ
に
な

っ
た

経

緯

を
傭

鰍
的

な
視

野
か

ら
述

べ

て

い
る
。
ま

た
⑳

の

「
け
り

」
は

、

一
つ

の

エ
ピ

ソ
ー
ド
末

に
位

置
し

て
お

り
、

当
該

ス
ト

ー

リ
ー
全

体
を

見
渡

し

た

上

で
、
話

に
オ

チ
を

つ
け

る
も

の
と

い
え

よ
う

。

こ

の
よ
う

に
叙
述

時

の
視

点

に
立

っ
て
述

べ
る
場

合
、
対

象
事

態

そ

の
も

の
を

ひ
と

つ
の
大

き

な

「
あ

な
た

」
事
態

と

し

て
捉
え

、
時

間
、
空

間

を
傭

鰍
的

視
点

か
ら

見

る

傾
向

が
顕
著

と

な

る
た
め

、

い
き

お

い
そ

こ

で
は
、

体
験

時

の
現
場

の

視
点

に
立

っ
た

「
こ
な

た
～

あ
な

た
」

の
区

別
が

解
消

さ

れ
、
代

わ

っ
て

「
わ

が

こ
と
～

ひ
と

ご
と

」
の
対
立
軸

が
前

面

に
出

て
く

る
も

の
と

思
わ

れ

る

(m
)Q

ま
た

、
皿
に
掲

出

し
た
時

点
表

示

の

「
け
り

」
に
は
、
体
験

時

(⑳

⑳
)
、

叙

述
時

(⑳

⑳
、

特

に
⑳
は

時

の
経
過

を
傭

鰍
し

た
叙

述

で
、
体

験
時

の

視

点

で
は

あ

り
得

な

い
)
、

い
ず

れ

の
場

合
も

あ

る

が
、

そ
も

そ

も

「
時

点

」
の
述

べ
立

て
と

は
、
「
わ
が

こ
と

～

ひ
と

ご

と
」
「
こ
な

た
～
あ

な

た
」
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を

超
越

し

た
事
態

(渡

辺
実

一
九

九

一
に
従
え

ば

「
よ
そ

ご
と

」
)
で
あ

る
。

別

に

一
項

目
と

し

て
立

て
た
所

以

で
あ

る

。

さ

ら

に
時

点
表

示

の

「
け
り

」
は

、
⑳

の
よ
う

な
話

の
オ
チ

に
用

い
ら

れ
た

「
け
り

」
と

と
も

に

、
場

面
転
換

機
能

を
有

し

て

い
る
も

の
と

み
ら

れ
、

こ
れ
も

本
作

品

に
お

け
る

テ

ク

ス
ト
構

成
機

能

を
考
え

る
上

で
は
不

可
欠

な

一
面

で
あ

る

が
、
今

回

の
考
察

で
は
割
愛

せ
ざ

る
を

得

な

い
。

さ

て
、
接

続
形

に
お

い
て
特

に
顕
著

で
あ

っ
た

「
け
り
」

の
背

景
提

示

性

は

、
「
た

り
」
と

の
共

起

に
よ

っ
て
そ

の
機

能
を

一
層
は

っ
き

り
と

示
す

。

次

節

で
は

こ

の
点

に

つ
い
て
検

討
す

る

こ
と
と

し
た

い
。

三

、

蜻
蛉
日
記
テ
ク
ス
ト
上
に
お
け
る

「た
り
」

「け
り
」
の
連
動
と
両
者
の
表
現
領
域

蜻

蛉

日
記

に
お

い
て
は

、
「
け

り
」

～

「
た

り
」

共
起

構

文

が

し
ば

し

ば

見

ら
れ

る
。

テ

ク
ス
ト
構

成

に
お

け
る

両
助
動

詞

の
連
動

性

を

み
る
た

め

に
、
本
節

で
は

こ
れ
に

つ
い
て
検
討

を
行

う

。

⑱
今

は

ひ
と
り

を

た

の
む
た

の
も

し
人

(
11
倫

寧

)
は

、

こ

の
十

よ
年

の
ほ
ど

県
あ

り
き

に
の
み

あ
り

、
た

ま
さ

か

に
京

な

る
ほ

ど
も

四
五

条

の
ほ
ど

な
り
け

れ
ば

、

わ
れ

は
左
近

の
馬

場

を
片
岸

に
し
た

れ
ば

、

い
と

は
る

か
な
り

。

(康
保

三
年

八
月

)

77

⑳
片

岸

に
木

ど
も
生

ひ

こ
り

て
、

い
と
木

ぐ

ら
が

り
た

る
、

二
十

日

の

月

夜

ふ
け

て

い
と

あ

か
か

り
け

れ
ど

、
木
陰

に
も

り

て
、

と

こ
ろ
ど

こ
ろ

に
来
し

か
た

ぞ
見
え

わ

た
り

た

る
。

(
天
禄

元
年
七

月

)

騰

⑳
客

人

の
御

方

に
と

お
ぼ

し
か

り
け

る
文

を
、
持

て
た
が

へ
た

り
。
(安

和

元
年

五
月

)

86

⑳
か

し

こ
に
も
女

方

に

つ
け

て
申

し

つ
が

せ
け

れ
ば

、

そ

の
人

の
返

り

ご

と
見

せ

に
あ
り

。

(
天
延

二
年

三
月

)

脳

⑳
助

を
あ

け
く

れ
呼

び
ま

と
は

せ
ば

、

つ
ね

に

(遠
度
ノ
モ
ト
ニ
)
も

の

す

。
女
絵

を

か
し

く
か

き
た

り
け

る
が

あ
り

け

れ
ば
、

取
り

て
懐

に

入

れ

て
も

て
来
た

り
。

(天
延

二
年

四

月
)

鍋

⑳
さ

て
し

ば
し

ば
夢

の
さ

と
し

あ
り

け
れ

ば
、

違

ふ
る
わ
ざ

も

が
な

と

て
、
七

月

、
月

の

い
と

あ

か
き

に
、

か
く

の
給

へ
り

。

(安

和

元

年

七

月
)

87

⑭
ま

し

て
こ
れ

よ
り

は
、

な

に
せ

ん
に
か

は
あ

や

し
と
も

も

の
せ

ん
と

思

ひ

つ
つ
暮

ら
し

明
か

し

て
、
格

子
な

ど
あ

ぐ

る
に
、

見
出

し
た

れ

ば

、
夜

、
雨

の
降

り
け

る
け

し
き

に

て
、
木

ど
も

露

か
か
り

た
り

。

(
天
禄
元

年

五
月
)

皿

こ
れ

ら

の
例

で

は
、

「
け
り

」
が

従

属
節

に
用

い
ら

れ

て
背

景
事

態

の
述

べ
立

て
を
、

一
方

「
た

り
」

は
主
節

末

に
位

置
し

て
前

景
と

な

る
事

態

を

示

し

て

い
る
。

⑱
～

⑳
は
空

間

的
背

景
⑪
前

景

の
例

で
あ

る
。

こ

の
う
ち

⑱

の
例

に
お

い
て

「
け
り

」
と

「
た

り
」

を
置
換

す

る

こ
と
は

困
難

で
あ

ろ
う

。
な

ぜ

な

ら
、

「
た

れ
ば
」

が
述

べ
立

て
る

「
左

近

の
馬
場

」

は
記
主

の
居
住
地

、

す

な
わ

ち

「
こ
な

た
な

る
」

空
間

で
あ

り
、

一
方

「
け

れ
ば

」
が

提
示

す

る

四
五
条

は

記
主

か
ら

み

て

「
あ

な
た

な

る
」
場

所
だ

か
ら

で
あ

る
。

ま
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た
⑳

の
例

で
は
文

末

の

「
あ

り
」
は

「
た
り

」
に
極

め

て
近

い
機
能

を
担

っ

て

い
る
。

こ
こ

で

「
か
し

こ
」

と

い
う

語

が
用

い
ら

れ

て

い
る
点

に
も

留

意

し

た

い
。

「
け

り
～

た
り

」
共
起

構

文

は
こ

の
よ
う

な
空

間
的

遠
近

の
み
な

ら
ず
、

時

間
的

な
遠

近
法

を
示

す
場

合
も

あ

る
。

⑳
⑳

が
そ

の
例

で
あ

る
が

、
⑭

で
は

、

「木

ど

も
露

か

か

り

た
り
」

と

い
う

嘱

目

の
事

態

を
述

べ
る

に
あ

た

っ
て
、
「
雨

の
降

り

け

る
」
夜

を

そ

の
時

間

的

な
奥

行

と

し

て
提
示

し

て

い
る

の
で
あ

る
。

そ

の

一
方

で
実

際

の
用

例

に
お

い
て
は

、
空

間
、

時
間

の
両

遠
近
法

は

戴

然
と

区
別

で
き

る
も

の
で
も

な

い
よ
う

で
あ

る
。

例
え
ば

⑳

の
例

で
は

空

間

的
遠

近

の
中

に
も

、
「
け

れ

ど
」

で
述

べ
立

て
ら

れ

る
月

明

か
り

か

ら

、
文

末

の

「
た
り
」

で
描

写

さ
れ

る
、
木

蔭

に
漏

れ

る
月

の
光

へ
の
視

点

の
移

動

に
時

間
的
落

差

が
感

じ
ら

れ
る

の
で
あ

り

、

一
方

⑳

の
例
も

、

「
け

れ
ば

」
は

こ

れ
ま

で

し
ば

し
ば

夢

の
さ
と

し

が
あ

っ
た
時

間

的
経

過

を

示
す

と
と

も

に
、
空

間
的

あ

な
た

、
あ

る

い
は
伝

聞
事
態

と
も

見
う

る

も

の
で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な
空

間
、
時

間

が
な

い
交

ぜ
と

な

っ
た
あ

り
方

は
、
高

橋
亨

(
一
九
九

一
)

が

「
心
的

遠
近

法
」

と

述

べ
る
あ

り
方

に
極

め

て
近

い
も

の
と

い
え

る

。

さ

ら

に

こ

の
、

「
け

り

～
た

り
」

共
起

構

文

に

よ

る
遠
近

法

構
成

と

い

う

あ
り

方

は
、
坂

田

一
浩

(
二
〇

一
〇
)

の
中

で
平
安

朝
屏

風
歌

詞
書

の

動

詞
叙

法

に

つ

い
て
論

じ

た
際

に
言

及
し

た
、

a
貫

之

が
土
左

の
日
記

か
き

た

る
、

い

つ
と

せ
を

す
ぐ

し
け

る

に
、
家

の
あ

れ
た

る
と

こ

ろ

く

ら

べ
こ
し

波
路

も
か

く
は

あ
ら
ざ

り

き
蓬

生
原

と
な

れ

る
宿

か

な

(
恵
慶
集

・

一
八
二
)

b
女

ぐ

る
ま
、

も

み
ち
見

け

る

つ

い
で

に
、
ま

た
、

も

み
ち

お
ほ

か
り

け

る
人

の
家

に
き

た
り

。

よ

う
、、つ
よ
を

の
べ

の
あ

た
り

に
す

む
人

は

め
ぐ

る
く

や
秋

を

待

つ
ら

ん

(安

和

二
年

八
月

)

鵬

右

の
例

と
も
軌

を

一
に
す

る
も

の
で
あ

る
。

と
り

わ
け

b

の
例
は

蜻
蛉

日

記

の
例

で
あ

る

こ
と
が
特

に
注
目

さ
れ

る
。

こ

の
よ
う

に

日
記
本

文

の
な

か

に
屏

風
歌

詞
書

が
あ

た
か

も
埋

め
込

み
構

造

の
よ
う

に
な

っ
て

い
る
点

か

ら
も

、
両
者

の
テ

ク

ス
ト

構
成

に
お

け

る
連

続

性
が

考
え

ら

れ

て
し
か

る

べ
き

で
あ

ろ
う

。

こ

の

「
け

り
」

と

「
た
り

」

の
連

動

に
よ

り
形

成
さ

れ

る
遠
近

法
と

は
、

換

言
す

れ
ば

「
あ

な
た
事

態

～

こ
な
た
事

態

」

の
対
立

か
ら

な

る
視
界

構

造

と

い
う

こ
と

に
な

る
が
、

そ
れ

は
ま

た
、

一
文

の
中

に
と

ど
ま

ら
ず

、

セ
ン

テ

ン
ス
を
も

超
え

て
構

成
さ

れ

る
。
例
え

ば
前

掲

⑳

の
例

に
後
続

す

る

の
は見

れ
ば

釣
殿

と
お

ぼ
し

き
高
欄

に
お

し
か
か

り

て
、
中

島

の
松
を

ま

ぼ

り
た

る
女

あ
り

。
そ

こ
も

と

に
、
紙

の
端

に
、

書
き

て
、

か
く

押

し

つ
く

。

(中

略
)

さ

さ
が

に

の

い
、、つ
こ
と
も

な

く
吹

く
風

は
か

く

て
あ
ま

た

に
な

り

ぞ
す

ら
し
も

と

も

の
し

て
、
も

て
帰

り
置
き

け

り
。

と

い
う

一
節

で
あ

る
が

、
こ

こ
に

お

い
て

「
も

て
帰
り

置
き

け
り

。
」
は
⑫
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の
引

用

中

の

「も

て
来

た
り

」

し

て

い
る

の

で
あ

る

。

四

、

と

、

「
あ

な
た

～

こ
な

た

」

の
対
応

を

な

蜻
蛉
日
記
に
お
け
る

と
表
現
領
域

「
め
り
」
の
表
現
機
能

次

に
本
作

品

中

の

「
め
り

」

に
関
す

る
考

察

に
移

る
。

そ
も

そ
も
平

安

和

文

に
お
け

る

「
め
り

」

の
表

現
機
能

に
関
し

て
は

、

『あ

ゆ
ひ
抄
』

に

め
り

は
他

に
ま

か
せ

て
言

ふ

ゆ
ゑ

に
遠

く

、
我

が
上

に
は

い
は
ず

。

(稿

本

『あ

ゆ
ひ
抄

』
)

右

の
よ
う

な
極

め

て
示

唆
的

な

言
及

が
み

ら
れ

る
。

こ

こ
で
ま
ず

注

目
す

べ
き

は

「
我

が
上

」
、

す

な
わ

ち

「
わ

が

こ
と

」
を

述

べ
立

て
な

い
と

い

う

指
摘

で
あ

ろ
う

。

こ

の
点

に

つ
き

、
蜻

蛉

日
記

に
お
け

る
具
体

的
様

相

を

み

る

に
、
地

の
文

の

「
め
り

」
は
全

六

八
例

、
う

ち

「
わ
が

こ
と

」
を

述

べ
立

て
た
も

の
は
見

出

さ
れ
ず

、

こ

の
点

、

「
た
り

」

「
け
り

」

の
あ

り

よ
う
と

は
対

照
的

で
あ

る

(n
)。
次

に

「
た
り

」
「
け
り

」
に
お

い
て
試

み
た

と

同
様

、
活

用
形

に
よ
る

テ

ク
ス
ト
構

成
機

能

の
相
違

を

み

る
た
め

、
文

末

形
と

接
続

形

に
分
け

た

上

で
用
例
を

検

す

る
に
、
接

続
節

末

の

「
め
り
」

(
11
め
れ

ば

・
め

れ
ど

)

に
お

い
て
は

全

十
九

例

中
十

二
例

で

「
わ

が

こ

と

」
と

の
対

照
叙

法

が
見

ら
れ

、
き

わ
め

て
特
徴

的

な

テ
ク

ス
ト
構
成

の

あ

り
方

を
示

し

て

い
る
。

⑳
見

る
人

も

い
と
あ

は

れ

に
、
忘

る
ま

じ
き

さ
ま

に
語

ら

ふ
め
れ

ど
、

人

の
心

は

そ
れ

に
し

た
が

ふ

べ
き

か

は
と

思

へ
ば
、

た
だ

ひ
と

へ
に

か

な
し
う

心

ぼ
そ
き

こ
と
を

の
み
思

ふ
。

(
天
暦

八
年
十

月

)

25

⑳
さ

れ
ど

こ

こ
に
は

例

の
ほ
ど

に
通

ふ
め

れ
ば

、
と

も
す

れ
ば

心
、、つ
き

な
う

思

ふ
ほ

ど

に
、

こ
こ
な

る
人

、
片

言
な

ど
す

る

ほ
ど

に
な
り

て

ぞ

あ

る
。

(
天
徳

二
年
)

44

⑳
椿
市

に
か

へ
り

て
、
落

忌
な

ど
言

ふ
め

れ
ど

、
わ

れ

は
猶
精

進
な

り
。

(
天
禄

二
年
七

月
)

既

⑱
若

き
人

こ
そ

か

や
う

に
言

ふ
め
れ

、
我

は
は

る

の
よ

の

つ
ね

、
秋

の

つ
れ
づ

れ
、

い
と

あ
は

れ
深
き

な

が
め

を
す

る
よ

り

は
、
残

ら

ん
人

の
思

ひ
出

に
も
見

よ
と

て
、
絵

を

か
く

。

(
天
禄

三
年
九

月

)

麗

こ
こ

に
挙
げ

た

い
ず
れ

の
例

に
お

い
て
も
、
「
め

れ
ば
/

め

れ
ど
」
に

よ

つ

て
ひ
と

ご
と
事

態

を
述

べ
立

て

つ
つ
、

そ
れ

に
後

続
す

る
部

分

で
自
己

の

心
情

の
吐
露

(～
と

思

ふ
)
、

一
人

称

の

「
わ

れ
」
が
見

ら

れ
る
と

い

っ
た
、

共

通
し

た
構

造
が
看

取

さ
れ

る
。

一
方

、
文
末

形

に
お

い
て
は
、

こ

の
よ
う

に
顕

著
な

形

で

の
対

照
叙

法

は
確

認

し
が

た

い
。
そ

れ

で
は
文
末

形

(お

よ
び
非

対

照
叙
法

の
接

続
形

)

に
お

い
て
、

「
め
り

」
は

ど

の
よ

う

な

テ

ク

ス
ト
構

成
機

能

を

示

し

て

い

る

の
だ

ろ
う

か
。

こ

こ
で
再

び
参

照
さ

れ

る
べ
き

は
「
他

に
ま

か

せ

て
言

ふ
ゆ
ゑ

に
遠
く

」

と

い
う

、
さ
き

に
引
用

し
た

『あ

ゆ
ひ

抄
』

の

一
節

で
あ

る
。
そ

の
意

味

す

る
と

こ

ろ
は
甚

だ
含
蓄

に
富
む

だ
け

に
、
多

少

難
解

な
も

の
を

含

ん

で

い
る
が

「
他

に
ま

か
せ

て
言

ふ
」

と
は

、

や
や
俗

な
表

現
を

用

い
れ
ば

、

言
質

を

取
ら

れ
な

い
た

め

に
発
話
主

体

が
本

来
負
う

べ
き
言

明

の
責
任

を

回
避

す

る
、

と

い
う

こ
と

で
あ

ろ
う

し

、

ゆ
え

に

「
遠

く
」

と
は

つ
ま

り
、
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こ

の
よ
う

な
態
度

か

ら
生

じ
た

、
表

現
主
体

が
当

該
対

象

に
対

し

て
と

る
、

心

理
的

距
離

の
謂

い
で
あ

る
と
解

さ

れ
る

。
そ

し

て
こ

の

「
遠

さ
」
と

い

う

こ
と

が
、

「
め
り

」

に

よ
る

テ

ク

ス
ト
構

成

機
能

を

解

明
す

る
上

で

の

一
つ
の
鍵
と

な

る

の
で
あ

る
。

こ

の
こ
と

を
確

認
す

る
た

め

に
、

こ
な
た

事

態
を

述

べ
立

て
る

「
た
り

」

を
指
標

と

し

つ
つ
、

「
め
り

」
と

「
た
り
」

が
近
接

し

て
現

わ
れ

て

い
る
例

に
お

い
て
、
両
者

の
関
係
性

を

み

る
こ
と

か
ら

は
じ

め
る

。

⑲
十

日
。

お

ほ

や
け

は

八
幡

の
祭

の
こ
と

の

の
し

る
。
我

は

、
人

の
ま

う

づ

め
る
と

こ
ろ
あ

め
る

に
、

い
と

し

の
び

て
出

で
た

る
に
、

昼

つ

方

帰

り

た

れ
ば

、
あ

る

じ

の
若

き

人

々
、

「
い
か

で
も

の
見

ん
。
ま

だ

渡

ら
ざ

な
り
」

と
あ

れ

ば
、
帰

り

た

る
車

も

や
が

て
出

だ
し
立

つ
。

(
天
禄

三
年

三
月

)

脚

⑩
返

り

ご
と
も

の
し

て
、

い
と
よ
げ

に
あ
め

れ
ど

、
よ

に
も

あ
ら

じ
、

今

は
人

し

れ
ぬ

さ
ま

に
な

り

ゆ
く

も

の
を

、
と

思
ひ
す

ぐ

し

て
、
あ

さ
ま

し
う
う

ち
と

け

た
る

と

こ
ろ
お

ほ
く

て
あ

る
と

こ

ろ
に
、
午

時

許

に

「
お

は
し
ま

す

ー

」
と

の
の
し

る
。

(天

禄

三
年

二
月
)

㎜

⑪

わ
が

し
る

人
、

お
ほ

か
た

の
こ
と

を
行

ひ

た
め

れ
ば

、
人

々
お

ほ
く

さ
し
あ

ひ

た
り
。

(康

保
元
年

七

月
)

64

⑫

三
月

三
日

、
節
供

な

ど
物

し
た

る
を

、
人

な
く

て
さ
う

ざ
う

し
と

て
、

こ

こ
の
人

々
、

か
し

こ

の
侍

に
、
か
う

書
き

て
や

る
め
り

。
た

は

ぶ

れ

に
、

桃

の
花
す

き
者

ど
も

を

西
王

が
そ

の
あ

た
り

ま

で
た
つ

ね

に
そ

や

る

す

な
わ

ち
か

い
連

れ

て
来
た

り
。

(安
和

三
年

三

月
)

期

⑬
人

々

「
御

か

ゆ
」
な
ど

け

し
き
ば

む

め
れ
ば

、
「
例

食

は
ぬ
も

の
な

れ

ば

、
な

に
か

は
な

に

に
」
と

心

よ

げ

に
う

ち

い
ひ

て
、

「太

刀
と

く

よ

」
と
あ

れ
ば

、
大
夫

と
り

て
す

の
こ

に
片

膝

つ
き

て
ゐ

た
り
。

(天

禄

三
年

二
月

)

鵬

こ
れ
ら

の
例

に
お

け

る

「
め

り
」

と

「
た
り

」

の
対
応

を
注

意
深

く
検

討

し

て

み

る
と

、
「
わ

が

こ
と

～

ひ
と

ご

と
」

の
対
立

の
代

わ
り

に

「
た

り

11
近
O

め
り

11
遠

」
と

い
う

関
係
性

が
前

面

に
出

て

い
る
も

の
が
多

い
。

⑱

の
例

は
さ
き

ほ

ど
見

た

「
わ
が

こ
と

～

ひ
と
ご

と
」

の
対

照
叙

法

の
例

と

し

て
本
来
挙

げ

る

べ
き

も

の
で
あ

る
が
、

こ

こ
で
は

「
め
り
」

と

「
た

り

」

の
対
応

に
よ

っ
て
、
ひ

と
ご

と

の
遠
、

わ
が

こ
と

の
近

の
対

立
を

構

成

し

て

い
る
点

が

注
目

さ
れ

る
。

⑩
も

同
様

の
構

造
と

し

て
解
釈

で
き

る
。

す

な
わ

ち

「
あ
さ

ま
し
う

う

ち
と

け
た

る
」

こ
な

た
事

態

に
対

し
、
兼

家

か

ら

の
文

の
到
来

を
、
心

理

的
距

離
を

と
り

つ

つ

「
め
れ
ど

」

で
述

べ
立

て
て

い
る

の
で
あ

る
。

ま
た

、
⑪

と
⑫

は
同

じ
構

造

の
も

の
と

し
て
理

解

で
き

る
。
す

な
わ

ち
両

例
と

も

「
め
り

」

に
よ

っ
て
記

主

か
ら
は

や

や
間

遠

な
と

こ

ろ
で
行

わ
れ

た
下

準
備

(⑪

)

や
伏

線

(⑫

)

が
述

べ
立

て
ら

れ

、
そ

の
帰
結

・
効

果

が

「
人

々
お
ほ

く

さ

し
あ

ひ

た
り

」

「
す
な

わ

ち

か

い
連

れ

て
来
た

り
」

と

い
う

こ
な
た
事

態

と
し

て
記

主

の
目

の
前

に
た

ち

現
わ

れ
た

、

こ

の
よ
う

に
捉
え

る

こ
と
が

で
き

る
。

⑬

に
お

い
て

は
、

「
め
り
」

が
述

べ
立

て
る
、
人

々
が

「
け

し
き

ば
む

」
事

態
と

、

「
た
り

」

に
よ
り

描
写

さ
れ

る
大
夫

(道

綱

)

の
挙
動

と

で
は
、

明
ら

か

に
記
主

の

視

界
と

し

て
は
前

者
が
遠

、
後

者

が
近

と
な

る
。
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今
度

は

目
を
転

じ

て
、
視

界
構

造

に
お

け

る

「
め

り
」
と

「
け
り

」

の

対

応

関
係

に

つ
き

、

み

て
ゆ
く

。

そ
も

そ
も

蜻
蛉

日
記

に
お

い
て

「
め
り

」
は

、
記
主

周

辺

の
侍

女

・
従

者

の
挙

動

に
し
ば

し
ば

用

い
ら

れ

て

い
る
が
、

同
様

の
事
態

に

「
け

り
」

が
用

い
ら

れ
る

こ
と
も

あ

る
。

そ

の
場

合

、
両
者

に
は

こ
な

た

で

の
従

者

の
挙

動

に

は

「
め

り

」
、
あ

な

た

(先
方

)

に

お
け

る
挙

動

に
は

「
け
り

」

と

い
う

使
用

区

分

の
存

在

が
確

認
さ

れ
る

。

⑭
と

ば

か
り
あ

れ
ば

、
文

さ

さ
げ

て
来

る
者
あ

り

。
そ

こ

に
と
ま

り

て

御

文
と

言

ふ
め
り

。

(安
和

元
年

九
月

)

91

・
三
月

三
日

、
節
供

な

ど
物

し
た

る
を

、
人

な
く

て
さ
う

ざ
う

し
と

て

こ

こ

の
人

々
、

か
し

こ

の
侍

に

か
う

書

き

て

や

る
め
り

。

(安

和

二

年

三
月

)

皿

〈
⑫

に
既
出

〉

⑮

人
と
り

て
入
り

ぬ
る

ほ
ど

に
、
使

は

か

へ
り

に
け
り

。
か

し

こ
に
、

い
か

や
う

に
か
定

め

お
ぼ

し
け

む
は
知

ら
ず

。
(
安
和

二
年

六
月

)
m

⑯

さ

て
、
そ

の

こ
ろ
、
帥

殿

の
北

の
方

、

い
か

で
に
か
あ

り

け

ん
、
さ

さ

の
所

よ
り

な
り

け
り

と

聞
き

た
ま

ひ

て
、

こ

の
六

月
所

と
お

ぼ
し

け
る
を

、
使

、
持

て
た
が

へ
て
、

い
ま

一
所

へ
持

て

い
た

り
け

り
。

(
安
和

二
年

六
月

)

皿

こ
れ

ら

の
対

応

か

ら
、

「
け

り
」

は
視

界

構

造

の
上

で
は

「
め
り

」

よ
り

も

さ

ら

に
遠

い
領

域
を

指

し
示

し

て

い
る

と

い
う

想
定

も
成

り

立

つ
で
あ

ろ
う

。

こ
の
点

、
次

の
例

は
ど
う

で
あ

ろ
う

か

。

⑰
祭

の
日
、

い
か

が
は
見

ざ

ら

ん
と

て
出

で
た
れ

ば
、

北

の
列

に
な

で

ふ
こ
と
も

な

き
び

り

ょ
う

毛

、
後

、

口
う

ち

お

ろ
し

て
立

て
り
。

口

の
か
た

、
簾

の
し

た
よ

り
き

よ
げ

な

る
掻
練

に
紫

の
織

物
重

な
り

た

る
袖

ぞ

さ
し

出

で
た
め

る
。
女

車

な
り

け
り

と
見

る
と

こ

ろ
に
、
(中

略

)
お

ど

ろ
き

て
目
を

と
ど

め

て
み
れ

ば
、

か

れ
が
出

で
来

つ
る
車

の
も
と

に
は

、
赤
き

人

、
黒
き

人

押

し
凝
り

て
、

数
も

し
ら

ぬ

ほ
ど

に
立

て
り
け

り
。

よ
く

見
も

て

い
け
ば

、
見

し
人

々
の
あ

る
な
り

け

酬

と
思

ふ
。

(天
延

二
年

十

一
月
)

甥

こ

の
用

例

に
見

ら

れ

る

「
た

り

(
り
)
」

か

ら

「
め

り
」
、

「
め

り
」

か

ら

「
け

り

」

へ
の
推

移

は

、
視
点

が

記
主

自

身

の
周
囲

か

ら
次

第

に
遠

く

へ

及

ん

で

い
く

過
程

を
端

的

に
表
し

て

い
る
。

そ
れ

は
あ

た

か
も
映

画

に
お

い
て
、

カ

メ
ラ

の
ア

ン
グ

ル
を
徐

々
に
手

前

か
ら

遠
方

に
転

じ
、

か
な

た

の
対

象

に
狙

い
を

定
め

て
ズ

ー

ム
イ

ン
す

る
か

の
よ
う

な
効

果
を

生

み
出

し

て

い
る
。

⑱
さ

る
心

ち
な

か
ら

ん
人

に

ひ
か
れ

て
、

又
、

知
足

院

の
わ
た

り

に
も

の
す

る
日
、
大

夫
も

ひ

き
続

け

て
あ

る
に
、

車
ど

も
帰

る

ほ
ど

に
、

よ

ろ
し
き

さ

ま

に
見
え

け

る
女

車

の
し

り

に
続
き

そ

め
に
け

れ
ば

、

お

く
れ
ず

追

ひ
来

け
れ

ば
、
家

を

見

せ
じ
と

に

や
あ
ら

ん
、

と
く

紛

れ
行

き

に
け

る
を

、
追

ひ

て
た

、つ
ね
は

じ
め

て
、

又

日
か
く

言

ひ
や

る
め

り
。

(歌
)

と

て

や
り

た

る

に
、

さ
ら

に
お

ぼ
え

ず

な
ど

言

ひ

け

ん
か

し
、

さ
れ

ど
ま

た
、

(歌
)

と

い
ひ

や
り

け
り

。

(天

禄

三
年

四

月
)

蹴

右

の
例

で
は

、
「
け

り
」

の
連

続
使

用

の
中

に
あ

っ
て
、
「
め
り
」

が

一
つ

だ

け
顔

を
覗

か
せ

て

い
る
が

、

こ
こ

で

「
け

り
」

が
述

べ
立

て
て

い
る
事
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態

は

お
そ

ら
く

、
記
主

の
視

界

の
圏
外

に
あ

っ
た
出

来
事

で
あ

ろ
う

(外

出

の
帰

り

に
道
綱

が
女

車
を

見

つ
け

、
母

の
車

か
ら

は
ぐ

れ

て
追

跡

し

て

い

っ
た
も

の
と
読

め

る
)
。
伝

聞
事

態

と

も
読

み
取

れ

る
文
脈

で
あ

る
。

こ
れ

に
対

し

て

「
か
く

言

ひ

や
る
め
り

」

と

い
う

の
は
記
主

の
目

の
届
く

範

囲

で
起

こ

っ
た
事
態

と
見

得

る
。

こ

の
よ
う

に
見

て
く

る
と

、
「
め
り
」
が
述

べ
立

て

る
視

界
領

域

は

「
た

り

」
と

「け

り
」

の
中

間

に
位

置
、、つ
け
ら

れ

る

の
で
は
な

い
か

と

い
え

そ

う

で
あ

る
。

ご
く

単
純

に
図
式
化

す

れ
ば

、
記
主

の
視
点
を

中

心
と

し

て
、

「
た
り

」
1

「
め
り

」
1

「
け

り

」

の
各

領
域

が
、

同
心

の
三
重

円

を

描

い
て

い
く

イ

メ
ー
ジ

で
あ

る
(些
。
あ
え

て

い
え
ば

「
め
り
」

が

示
す
領

域

は
、

「
た
り

」

に
お
け

る

「
こ
な

た
事

態
」
、
「
け

り
」

の

「
あ
な

た
事

態
」

に
対

し

て
、

「
そ

な
た

事
態

」

と

で
も

い
う

べ
き
も

の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
(B
)。

五

、

蜻
蛉
日
記
に
お
け
る

「た
り
」

「め
り
」

1
そ
の
視
界
構
造
の
背
景
に
あ
る
も
の

「
け

り

」

前
節

ま

で

の
考

察

に
お

い
て
、
蜻
蛉

日

記
中

の

「
た
り
」

「
め
り
」

「
け

り

」

が
織
り

な
す

テ
ク

ス
ト
構
成

の
諸

相

と
、

そ

の
基

盤
を

な

す
視

界
構

造

に

つ
い
て
明

ら
か

に
し

て
き

た
。
本

節

で
は

さ
ら

に
、

こ

の
よ
う

な
視

界

構
造

の
本

質
を

違
う

角
度

か

ら
捉
え

つ
つ
、

そ
れ

が
は

た
し

て
何

に
根

ざ

し

、
当
時

の
言

語
生

活

に
と

っ
て

い
か

な

る
意

味

を
も

つ
か

に

つ
い
て

検

討

し

て

い
く

。

そ

の
前

に
我

々
が

ま

ず

認
識

し
な

け

れ

ば

な

ら
な

い
の
は

、
当

時

の

人

々

(平

安

貴

族

)

の
事

態

把

握

に

お

け

る
物

理
的

制

約

・
障

碍

が
、

我

々
現

代
人

の
感
覚

で
は
測

り
か

ね

る
も

の
だ

っ
た

で
あ

ろ
う

と

い
う

こ

と

、
だ

か
ら

こ
そ

我

々
は
、

当
時

の
作

品

の
読

解

に
あ

た

っ
て
そ

の
制

約

か

ら
生

じ

る
、
そ

の
時

代
な

り

の

「
視

野
」

に
想

像
的

に
分

け
入

っ
て

い

か

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
と

い
う

こ
と

で
あ

る
。

こ

の
点

に

つ
き

も
う
少

し

具
体

的

に
述

べ
る
。

そ
も

そ
も

当
時

の
人

々

が

あ

る
事

物

な
り

、
事
態

な

り
を
直

接

目

の
当

た

り

に
す

る
機
会

と

い
う

の
は
、

我

々

の
想

像
以

上

に
少
な

か

っ
た

の
で
は

な

い
か
。

ま
ず

、
当

時

の
殿
舎

・
調
度

の
あ
り
方

に
起

因

す

る
も

の
と
し

て

「
物
越

し

に
」
見

る
、

と

い
う

こ
と

が
あ

る
。

さ
ら

に
当
時

の
生
活

習
慣

に
よ

り
、
夜

間

あ

る

い

は
暗

所

に

て
事

態

を
把
握

す

る

こ
と
が
多

か

っ
た

、
と

い
う

こ
と

が
あ

る
。

あ

る

い
は
、
祭

り

、
儀
式

な

ど

に
お

い
て
物

理
的

な
制

約

か
ら
そ

の
次

第

を
遠

く

に
見

る
、

と

い
う

こ
と
も
当

然
多

か

っ
た

は
ず

で
あ

る
。

視
覚

に

お

け

る
こ

の

「
障

、
暗

、
遠

」

の
三

つ
の
遮
蔽

要

素
は

、
平
安

朝

の
作

品

の
場

面

描
写

に
絶
え

ず
付

き

纏
う
も

の
と

い

っ
て
よ

い
。

そ
し

て
こ

の
よ

う

な
状

況

に
お
け

る
知
覚

の
あ
り

よ
う

を
反

映
し

た
言

語
形

態
が

当
時

の

言

語

に
お

い
て
存
在

し

て

い
た
と

し

て
も
何

ら
不

思
議

は
な

い
で
あ

ろ
う

。

そ

れ
が

と
り
も

直

さ
ず

こ

こ
で

の
考

察

対
象

で
あ

る

「
た
り

」
、

「
め
り

」
、

「
け

り

」
を

は

じ
め

と
す

る

一
連

の
助
動

詞

だ

っ
た

の
で

は
な

い
か
と

私

は
考

え

る
。

動

詞

で

い
え

ば

「
垣

間

見

る
」

「
ほ

の
見

る
」

と

い
う

の
が

ま

さ

に
こ

の
よ
う

な
状

況
を
端

的

に
表

す

こ
と
ば

で
あ

ろ
う

。

こ
れ
ら

の
語

が
当

時
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の
言
語

生
活

に
お

い
て
持

つ
比
重

は

、
例
え

ば
伊

勢
神

宮

の
遷
御

の
儀

を

、

誰

で
も

イ

ン
タ

ー
ネ

ッ
ト
を

通

し

て
比
較

的
至
近

距

離
か

ら

の
画
面
と

し

て
見

る

こ
と

が

で
き

る
よ
う

な
状

況

に
あ

る
現
代

人

の
想
像

を
絶

す

る
も

の

で
あ

っ
た

ろ
う

。
我

々
が
当
時

の
作

品

を
読
解

す

る

に
あ

た

っ
て
は
何

よ
り
も

こ
の
点

に
思

い
を

い
た

さ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

「
た

り

」
「
め

り
」

「
け

り
」

が

当

時

の
貴

族

階
級

の
生

活
空

間

・
生

活

様

式
と

、

そ
れ

に
対
応

し

て
形
成

さ

れ
た
空

間

認
識

の
あ

り
方

に
根
ざ

し

た
視
界

構
造

の
表

示
形

式
と

し

て
機
能

し

、
そ

の
反
映

と

し

て
テ

ク

ス
ト

構

成

が

な

さ
れ

る
ー

こ

の
よ
う

に
考

え

た

場
合

、

「
た
り

」

の
現

場
直

視

に
対

し

て
、

「
め

り
」

は
現

場

の
事

態

に
臨

ん

で
、
あ

た

か
も

簾

や
蚊

帳

を

通

し

て
見

る

ご
と
き

視
覚

の
あ
り

よ
う

を
示

し

て

い
た
と

思

わ
れ

る
。

『
あ

ゆ

ひ
抄
」

に

い
う

「
め

り
」

の

「
遠

さ
」

は
、

こ

の
よ

う

な
と

こ

ろ

に
も
胚

胎

し

て

い
る
と

み

る

べ
く
、
と

り

わ
け

「
物

越
し

に
」

目

の
前

の

事

態

を

目

に
す

る

こ
と

の
多

か

っ
た

貴

族

の
女

性

に
と

っ
て
、

「
め

り
」

は
そ

の
知
覚

様
式

を
端

的

に
表

明
す

る

の
に
格
好

の
も

の
と

し

て
機
能

し

て

い
た

の
で
は

な

い
か
。
例

え

ば
、

⑲
車

さ

し
わ

た
し

て
、
幕

な

ど
ひ
き

て
、
後

な
る

人
ば

か
り

を
下

ろ
し

て
、

川
に
向

か

へ
て
、
簾

ま
き
あ

げ

て
見

れ
ば

、
網
代

ど
も

さ

し
わ

た
し

た
り

。

(安

和
元

年
九

月
)

90

右

の
例

で
は

「簾

ま
き

あ
げ

て
見

」
た

か

ら

こ
そ
、
そ

の
視

界

が

「
た
り
」

で
表

現
さ

れ
得

た
と
も

考
え

ら

れ
、
ま

た

、

⑳

さ
な

が
ら

さ
し
渡

り

ぬ
め

り
。
ま

た

鯉
、
鰭

な

ど
し
き

り

に
あ

め
り

。

あ

る
好

き
も

の
ど

も
、
酔

ひ
あ

つ
ま

り

て
、

又
中
略

)
」

と
も

言

ふ

め

り
。

(安

元
元
年

九
月

)

96

右

の
例

に
お

け

る

「
め

り
」

の
局
所

的

、
集

中
的

使
用

な
ど

も
、

障
屏

具

に
よ

る
間
接

的
隔

て
を

通
し

て

の
視

野

を
表

現
し

た
も

の
と

み

て
そ

の
理

由

が
は

じ
め

て
納

得

で
き

る

の
で
は
な

い
か

。

そ

の

一
方

で

「
け
り

」
は

⑤
⑰

の
例

か
ら
も

窺
え

る
よ
う

に
、

目
を

凝

ら

し

て
漸
く

認
め
う

る
か
な

た

の
視

界

、
あ

る

い
は

こ
な
た

か
ら

は
伝

聞

に
よ

っ
て
し

か
知

り
得

な

い
決
定

的
な

隔
絶

、
あ

な
た

な

る
世
界

を
表

し

て

い
た

と

い
え

よ
う

。

以
上

の
消
息

を
各

助
動

詞

ご
と

に
簡

潔

に
表

現

す

る
と
以

下

の
よ
う

に

な

ろ
う

か
。

た
り

11
直

視

め
り

11
隔
見

・
灰
見

け
り

11
遥

望

・
伝

聞

和

語

で
は

そ

れ

ぞ
れ

、
「
た
だ

に
/

物

越

し

に
/

あ

な

た

に
」

見

る
、

と

い

っ
た

と

こ
ろ

で
あ

ろ
う

。

「
た
り

ー

め
り

ー

け

り
」

に
よ

る
同

心
円
状

の
空
間

的
視

界
構

成

は
ま

た

、
表

現
主
体

の
、
対
象

と

の
心

理
的

距
離

(親

疎
)

を
も
象

徴

し
得

る
。

例
え

ば
第

二
節

に
挙
げ

た
体

験
時

の
こ
な
た
事

態

を
表

す

「
け
り

」

(
⑪
、

⑳

)
は
、

い
ず

れ
も

い
わ

ゆ

る

「気

づ
き

の

「け

り
』
」
で
あ

る
が

、
そ
も

そ
も

「
け
り

」

に
お
け

る
気

づ
き

の
用

法
は

、
事
態

を

表
現

主
体

の
心

理

に
な
じ

ま
な

い
も

の
と

し

て

「
異
化

」

す

る
作

用

を
も

つ
と

考
え

ら

れ
る
。

そ

の
た

め
、

こ
れ

ら

の
例

で
は
、
空

間

的

こ
な
た

の
事

態
を

述

べ
立

て
な
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が
ら

、
心
理

的

に
は

そ
れ
を

「
あ
な

た
事
態

」
と

し

て
捉
え

て

い
る
も

の

と

解
釈

さ

れ
よ
う

。

ま

た
、

「
め

り
」

は

そ

の
物

理

面

で

の

「遠

さ
」

が
心

理

的

「
遠

さ
」

に
転

じ
る

可
能
性

を
常

に
は
ら

む
助
動

詞

で
あ

る
。

こ

の
こ
と

を
示

す
例

と

し

て
次

に
、

記
主

の
夫
兼

家

、
子

の
道
綱

の
挙

動

に

「
め
り

」
が

用

い

ら
れ

た
ケ

ー

ス
を

そ

れ
ぞ

れ
挙
げ

て
み
る

。
ま
ず

は
兼

家

の
場
合

で
あ

る
。

⑪

さ
れ
ど

こ

こ

に
は
例

の
程

に
通

ふ
め

れ
ば

、
と
も

す

れ
ば

心
づ
き

な

う

思

ふ
程

に
、

(天
徳

二
年

)

44

⑫

か
く

て
あ

る
ほ
ど

に
立

ち

な
が

ら
も

の
し

て
日

々

に
と

ふ
め
れ

ど
、

た
だ
今

は
何

心
も

な
き

に
、
稼

ら
ひ

の
心
も

と

な
き

こ
と

、
お

ぼ

つ

か
な
き

こ
と

な
ど

、

む

つ
か
し
き

ま

で
書
き

つ
づ
け

て
あ

れ
ど

、
物

お

ぼ
え
ざ

り

し

ほ

ど

の

こ
と

な

れ

ば

に

や
、

お
ぼ
え

ず

。

(康

保

元

年

七
月

)
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⑪

で
は

「心

づ
き

な
う

」

の

一
語

に
よ

っ
て
も

記
主

の
兼
家

に
対

す

る
心

の
隔

た

り
を

推

し
量

る

こ
と

が

で
き

、

「
め

れ
」
も

そ

の
よ
う

な

心
情

に

沿

っ
て
用

い
ら

れ
た
も

の
と

理
解

で
き

る

。
ま

た
⑫

の
例

で
は

「
も

の
お

ぼ
え
ざ

り

し
」
時

の
こ
と
と

て
兼

家

の
日

々

の
来

訪
も

「
お
ぼ
え

ず
」

と

い

っ
た
け
疎

さ

が

「
め
れ

ど
」

の

一
言

に
よ
く
表

れ

て

い
る
。

他
方

、
道

綱

の
挙
動

に
お
け

る

「
め
り

」

の
使

用

に
関

し

て
は
、
道

綱

の
、
女

性
と

の
和

歌

の
贈
答

に
関
す

る
場

面

(
下
巻

)

に
集

中

的

に

「
め

り

」

が
現
わ

れ

て

い
る
と

い
う
事

実

が
注

目
さ

れ
る

。

⑬
小

鷹

の
人

(
11
道

綱
)

鷹

ど
も
外

に
た
ち

い
で
て
あ

そ

ぶ
。
も
あ

れ

ば

、
例

の
と

こ
ろ

に
お
ど

ろ
か

し

に
や

る
め
り

。

狭
衣

の

つ
ま
も
結

ば

ぬ
玉

の
緒

の
絶
え

み
絶
え

ず

み
世
を

や

つ
く

さ

ん

(天

延
元
年

九

月
)

鵬

⑭

葛

城

や
神

代

の
し

る
し
深

か
ら

ば
た

だ

一
言

に
う
ち

も
と

け
な

む

返

り
ご

と
、

こ
た

び
は

な
か

め
り

。

(
天
延

二
年
十

一
月

)

獅

⑮
負

け
じ

と
思

ひ
顔

な
め

れ
ば

、
ま

た
、

大

空
も

く

も

の
か
け

は
し

な
く

は

こ
そ
通

ふ
は

か
な

き
嘆

き
を

も

せ
め

(天

延

二
年

十

一
月

)

獅

⑯
た

ち
か

へ
り

「
い
と
ほ

し
う

」
な

ど
言

ひ

て
、

わ
が

お
も

ふ
人

は
誰

そ
と

は

み
な
せ

ど
も

な
げ

き

の
枝

に
や
す

ま

ら

ぬ
か
な

な

ど
ぞ

言

ふ
め

る
。

(
天
延

二
年
十

二
月
)

㎜

異
性

と

の
和
歌

の
や
り

取
り

を
目

に
す

る

に

つ
け

、
我

が
子

道
綱

が
母

の

手

か
ら

離
れ

、
母

の
関
知

し

得
な

い
領

域
を
獲

得

し

て

い
く

過
程

に
あ

る

こ
と
を

実
感

し
た

記
主

に
と

っ
て
、
我

が
子

の
こ

の
よ

う
な

行
動

を
描

写

す

る

に
は
、
「
た
り

」
や

「
け
り

」
で
は
帯

に
短

し
裡

に
長
し

で
、
「
め
り

」

の
間
合

い
を

必
要

と
し

た

の
で
は

な

い
だ

ろ
う

か

。
恋

に

目
覚

め
自
立

し

つ
つ
あ

る

「
道

綱

の
世
界

」

は
そ

の
母

に
と

っ
て
、

「
め

り
」

が
表

す

心

的

距
離
感

を
も

っ
て
は

じ
め

て
、

的
確

に
表

現
し
う

る
も

の
だ

っ
た

の

で

あ

る
(M
)Q

さ

て
こ
れ

ま

で
本
節

に
お

い
て
論

じ

て
き

た

の
は
、

体
験

時

の
視
点

に

立

っ
た

視
覚
構

造

で
あ

っ
た

。
そ

の

一
方

で

「
け

り
」

に

は
、
体

験
時

の

み

な
ら

ず
叙

述
時

の
視
点

に
立

っ
た
用

法
が

見
ら

れ

る
こ
と

、
第

二
節

に
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お

い
て
指
摘

し

た
通
り

で
あ

る

。

で
は

こ

の
よ
う

な

「
け

り
」

の
用
法

は

、

こ
こ

で
み

て
き

た
視
界

構
造

に
対

し

て
、

い
か

な

る
関
係

に
立

つ
も

の
で

あ

ろ
う

か
。

「
け
り

」

は
現

場

に
身

を

置

い
た

叙
述

に
用

い
ら

れ

て

い
る

場

合

は
現
場

に
お
け

る
遠
近

法

を
示

し

て

い
る
と

み

ら
れ

る
が

、
叙

述
時

の
視
点

で
の
述

べ
立

て

に

つ
い
て
は

現
場
時

と
叙

述
時

の
問

の
遠

近
法

を

示

し

て

い
る
と
見

ら

れ
る

。
す

な
わ
ち

、
叙

述
時

の

「
け

り
」

は
述

べ
立

て

の
対
象

(体

験

事

態
)

を
、

叙

述

の
時

か

ら

み

て
、
「
時

間

的
あ

な

た

事

態
」

と

し

て
捉

え

て

い
る

の
で
あ

る
。

そ

こ
で
は
第

二
節

に
お

い
て
挙

げ

た
例

⑯

～
⑱

に
み

ら
れ

る
よ
う

な

わ
が

こ
と
事

態

を
も

一
種

の
あ

な
た

事

態
と

し

て
述

べ
立

て

て

い
る

の

で
あ

る

。

つ
ま

り
叙

述
時

の

「
け

り
」

が
示
す

叙
法

と

は
、

現
場

の
視
点

・
視

界
構

成

そ

の
も

の
を

客
体

化

し
、

ひ
と

ご

と

・
わ

が

こ
と

を

ひ

っ
く

る

め

て
叙

述

の
時

に
軸

足
を

置

い
て

「
あ

な
た
事

態
」

と

し

て
眺

め

る
も

の
で
あ

る
と

い
え

よ
う

。

ま
と
め
に
か
え

て

以

上
述

べ

て
き

た

こ
と
を

要
約

す

る
と
次

の
よ
う

に
な

る
。

①

蜻
蛉

日
記

地

の
文

に
お

け
る

「
た
り

」

「
め
り

」

「
け
り
」

は

記
主

の
体

験
時

に
お
け

る
視
界

構
造

を

テ

ク

ス
ト

上

に
形

成

す

る
。

②

こ
の
う
ち

、

・
「
た
り

」

は
わ

が

こ
と

・
ひ
と

ご
と

を

問

わ
ず

こ
な

た
事

態

を
述

べ

立

て
る
。

・
「
け
り

」

は
あ

な

た
事

態

で
、

接
続

節

中

に

お

い

て
は
と

り

わ
け

ひ

と

ご
と

を
述

べ
立

て

る
。

・
「
め
り
」

は

前

二
者

の
中
間

に
位

置
す

る

そ

な
た

事
態

で
、

ひ
と

ご

と

を
述

べ
立

て

る
。

③

こ

の
よ
う

な
視

界
構

造
は
物

理

的
遠

近
と

同
時

に
心

理
的

親
疎

を
も

表

象

す

る
。

④

そ
れ

は
ま

た
、
当

時

の
生
活

空

間

・
生
活
様

式

に
根

ざ

し
、

こ
れ
ら

を

反
映

す

る
も

の
で
あ

る
。

⑤
叙

述

時

の

「
け

り
」

は
体

験
事
態

を

客
体
化

し

、
そ

れ
を

叙
述

の
時

点

か
ら

「
あ

な
た
事

態

」
と

し

て
眺
め

る
視
点

を

も

つ
。

【注
】

(
1
)
井
島
正
博

(二
〇
〇
九
)
な
ど

が
そ
の
代
表
的
な
も

の
で
あ

る
。

(
2
)

こ
こ
で

い
う

「
視
界
」
と

は
、
物

理
的

:
心
理
的
双
方

の
レ
ベ
ル
に
お

い
て

の

も

の
で
あ

る
。
こ

の
こ
と
は
第
四
節

に
お

い
て
改
め

て
論
じ

る
。

(
3
)

こ
こ
で

い
う

「め

の
ま

へ
」

「非
め

の
ま

へ
」
に

つ
い
て
は
坂

田

一
浩

(二
〇
〇

九
)
を
参
照
。
簡
単

に
言
え

ば
、
表

現
内

容
が
発
話
時

に
お
け
る
表

現
主
体
嘱
目

の

事
態

か
否

か
と

い
う
区
分

で
あ

る
。

(
4
)

こ
れ
ら

の
概
念
規
定

に

つ
い
て
は
三
谷
邦
明

(
一
九

七
四
)
、
糸

井
通
浩

(
一
九

八
六
)
、
渡
辺
久
壽

(
一
九

九
〇
)
に
そ

の
多
く
を
負
う

。

(
5
)
以

下
、
掲
出

本
文
は
岩
波
文
庫
版

『蜻

蛉
日
記
』

(今

西
祐

一
郎
注
)

に
よ

っ
た
。

用
例

下
の
ア
ラ
ビ

ア
数
字
は
同
書

に
お
け
る
頁
数
を
示
す
。

(
6
)
渡

辺
実

(
一
九
九

一
)

で
は

「
話
手
自
身

の
こ
と

(「わ
が

こ
と

」
と
呼
ぶ
)
と

し

て
把
握
す

る
か
、
話
手

に
関
わ
り

な
く
成

立
す
る
こ
と

(「ひ
と
ご
と
」
と
呼

ぶ
)
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と

し

て
把
握

す

る
か
」

の
区
別

で
あ
る
と
述

べ
る
。
ま

た
、
蜻

蛉
日
記

に
お
け

る

「わ
が

こ
と

～
ひ
と
ご
と
」

に
関

し
て
は
神
尾
暢
子

(
一
九

八

一
)
に
具
体
的
な
考

察

が
あ
る
。

(7
)

「
A
わ

が
こ
と
～
B
ひ
と
ご
と
」
「
α
こ
な
た
事

態
～
β
あ
な
た
事
態

」
両
対
立
軸

は
相
互
に
排
他
的
な

(ヨ
耳
轟
ξ

Φ
×
o日
巴
く
Φ
)概

念
で
は
な

い
。
そ

の
た

め
両
項

の

掛

け
合
わ

せ
で
2

×
2

11
4
通
り

の
ケ

ー
ス
が
理
論
上

は
想
定

で
き

る
。
た
だ

し

「わ
が

こ
と

」
か

つ

「あ
な
た
事
態
」

の
場
合

の
み
、
実
際

の
用
例
が
非
常

に
ま

れ

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

BA

○○α

○△β

(8
)

こ
こ
で

い
う

「引

用
節

」
で
は
会
話
中

の
例

は
除
き
、
「
あ
さ
ま
し
さ

に
、
見

て

け

り
と
だ
に
知
ら

れ
ん
と
思
ひ

て
書
き

つ
く
。
」

の
よ
う
な

心
内

語
引
用
節
末
尾

の

も

の
に
限

っ
た
。

(9
)

以
下

便
宜

上
、
文

末

の

「け
り

」
を

「文
末

形
」
、
接
続

節

末

の

「
け
り
」
を

「接
続
形
」
と
呼

ぶ
。

(10
)

1
に
比

べ
、

「け
り
」

の
動
作
主

に
記
主
、
兼
家
な
ど
人

物
が
多

く
、
情
景
描

写

が
影

を
ひ
そ
め

る
の
が
何

よ
り

そ
れ
を
裏
付
け
る
。

(11
)

「た
り
」
は
わ
が
こ
と
～
ひ
と
ご
と

に
関
し
て
は

ニ
ュ
ー
ト

ラ
ル
、
「け
り
」
は
接

続

形
に
お

い
て
の
み
強

い
ひ
と
ご
と
性
を
示

し
、
「め
り
」

は
基
本
的
に
ひ
と
ご
と

性

の
助
動
詞
で
あ

る
と

い
え

よ
う

。

(12
)

「た

め
り
」

「た
り

け
り
」

の
よ
う

な
複

合
形

の
存

在
を

も

っ
て
、

「た
り
」

が

「め
り
」
「け

り
」
と

そ
れ
ぞ
れ
等
位
的
関
係

で
視
界
構
造

を
形
成
す
る
と

い
う
本
稿

の
捉
え

方

に
対

し
て
反
論

す
る
向
き

が
あ
る
か
も

し
れ
な

い
。
助
動
詞

の
相

互
承

接
と

い
う
観

点
か
ら
見

る
限

り
、

い
か
に
も

「
た
り

」
は

「め
り
」
「
け
り
」
と
は

表

現
の
次
元
を

異
に
す

る
よ
う

に
見
え

る
。
し
か

し
こ
れ
ら
助

動
詞
複
合
形

に
お

け

る

「た
り
」
は
、
当
該
事
態

の
現
実
に
お
け

る
生
起

の
確
実
性

、
既
然
性

、
持
続

性
を
示

し
て

い
る

の
で
あ
り

(こ

の
こ
と
は
⑪

の

「行

ひ
た
め
れ
ば
」
を

「行
ふ
め

れ
ば
」

に
置
き
換
え

て
み
れ
ば

一
目
瞭
然
で
あ

ろ
う
)
、
他

の
助
動

詞
が
下
接
し
な

い
露

出
形

の

「
た
り
」
が
示
す

め

の
ま

へ
性
、
こ
な

た
事

態

の
述
べ
立

て
と

い
う

特
性

は
、
他

の
助
動

詞

の
下
接

に
よ
り
も

は
や

こ
こ
で
は
希
薄

化
し

て
い
る
も

の

と
私

は
見

る
。

(
13
)

こ
の
よ
う
な

三
重

円
形
式

に
よ
る
事
態

把
握
は
古

代
人

の
事

態
認
識

の
基

本
構

造
と

し
て
、
至

る
所

に
そ

の
片
鱗
を
覗

か
せ

て

い
る
よ
う

に
思
わ
れ

る
。
言
語
表

現

の
レ
ベ
ル
で
ま
ず
想
起
さ
れ

る
の
は
例
の

「
コ
ソ
ア

(1ー
カ
)
」

の
構
造

で
あ
り

、

さ

し
づ

め

コ
は

「
た
り
」

に
、

ソ
は

「
め
り
」
に
、
ま
た

ア

(1ー
カ
)

は

「
け
り
」

と

そ
れ
ぞ
れ
、
何

ら
か

の
対

応
を
持

つ
と

い
え

る
か
も
し

れ
な

い

(
竹
岡

正
夫
も

「
け
り
」
を

「物
語

の
あ

な
た
な
る
世
界
を
述

べ
立

て
る
も

の
」
と
定
義

し
て

い
る
)。

ま
た

、
西
郷
信
綱
は
古
事
記
神
話

に
み
ら
れ
る
世
界
観

と
し

て
、
「高

天
原
-

葦
原

の
中

つ
国
-
黄

泉

の
国
」

の
三
重
構

造
を
指
摘
す

る
が
、
同
時

に

こ
れ
は
、
古
代

人

の
生
活
圏
認

識
に
お

け
る

「中
心
-

周
縁
」
構
造

の
反
映

で
あ

っ
た
と

述

べ
る

(『古
事
記

の
世
界
』

岩
波
新
書
、

二
六
頁

)。

(
14
)
ち

な
み

に
女
性

と

の
和
歌

の
贈
答

の
場
面
以
外

で

の
道
綱

の
動
作

は

「
た
り
」

「け
り
」
に
よ
る
叙
述

が
中
心
で
、
「め
り
」
に
よ
る
述
べ
立

て
の
例
は
確
認
で
き

な
い
。
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古
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子

(
一
九
八

一
)

「蜻
蛉
日
記

の
表
現
と
文
体

1

『ひ
と
』
と

『わ
れ
』
と

ー
」

『
一
冊
の
講
座

蜻
蛉
日
記
』

(有
精
堂
)

坂

田

一
浩

(二
〇
〇
九
)
「
『め
の
ま

へ
性
』
と

い
う
観
点

の
導

入
に
よ
る
古
代
語
助
動

詞

の
分
類
に
関
す

る

一
卑
見

」

『国
語
国
文

学
研
究
』
四
四
号

坂

田

一
浩

(二
〇

一
一
)
「平
安
朝
屏

風
歌
詞
書

の
叙
述
様
式

-

動
詞
叙
法

、
と
り
わ

け

『け
り
』

の
使
用
を
め
ぐ

っ
て
ー
」

『国
語
国
文
学
研
究
』

四
六
号

高
橋

亨

(
一
九
九

一
)

『物
語
と
絵

の
遠
近
法
』

ぺ
り
か
ん
社

竹
岡
正

夫

(
一
九

六
三
)
「
助
動
詞

『け
り
』
の
本
義

と
機
能
」

『言
語
と
文
芸
』

五
巻

六

号

塚
原
鉄

雄

(
一
九
八

一
)
「蜻
蛉

日
記

の
方
法
」
『
一
冊

の
講
座

蜻
蛉

日
記
』

(有
精
堂
)

所
収

三
谷
邦

明

(
一
九
七
四
)
「古

代
叙
事
文
芸

の
時
間

と
表

現

(下
)
1

源
氏
物
語

に
於

け

る
時
間
意
識

の
構
造
1
」

『文
学
』

一
九

七
四

・
二

渡
辺
久

壽

(
一
九
九
〇
)

「蜻
蛉
日
記

の
意
識
構
造

」
『女
流

日
記
文

学
講
座
』
第

二
巻

渡
辺

実

(
一
九
九

一
)

「わ
が
こ
と

・
ひ
と
ご
と

の
観
点
と
文
法
論
」
『国
語
学
』

一
六

五

本
稿
は
、
第

=

八
回
黒
髪
古
典
研
究
会

で
の
発
表
内
容
を
も
と

に
し
た
も
の
で
す
。

席
上
、
多

く

の
方

々
か
ら
貴
重

な
ご
意
見

を
賜
り
ま

し
た
。
こ

こ
に
記
し

て
感
謝

申
し

上
げ
ま
す
。

(さ
か
た

か
ず
ひ
ろ
/
大
学
院
文
学
研
究
科
第
二
九
回
修
了
)
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