
謙
譲
の
補
助
動
調
に
つ
い
て
の

序

論

（
省
略
）

［表 1J 

ま ま た き き
ゐ

すう
て

ヲ， 、同
」 』

合計 ら ま え ゆ 語 作 品
す てコ さ

る す

1 53 1386 106 1424 数
2970 源氏物語

0.03 1.8 46.7 3.6 47.9 % 

2 3 166 6 50 数
227 落窪物語

0.9 1.3 73.1 2.6 22.0 % 

6 10 51 4 25 数
96 枕草子

6.3 10.4 53.1 4.2 26.0 % 

107 ／ 4 ／ ／ 数
111 

レ／ ／ ／ 
讃岐典侍日記

96.4 3.6 % 

39 31 231 ／ 3 数
304 

／ 
宇治捨遺物語

12.8 10.2 76.0 1.0 % 

考
察国

文
学
科
四
年

A 
7 

子

村

JI頂

本

論

%は、各作品に於ける各語の占める割合。

第
一
章
使
用
状
況

第
一
節
各
々
の
語
の
各
作
品
に
於
け
る
概
観

各
作
品
に
お
い
て
、
謙
譲
の
補
助
動
調
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ

て
い
る
か
、
そ
の
概
観
を
計
量
的
に
わ
か
り
や
す
く
示
し
た
の
が
、

表
ー
で
あ
る
。

先
ず
自
に
つ
く
の
は
、
『
源
氏
物
語
』
（
以
後
『
源
氏
』
と
示
す
）

に
於
け
る
使
用
頻
度
数
の
多
き
で
あ
る
。
作
品
の
量
の
違
い
は
あ
る

に
せ
よ
、
注
目
す
べ
き
事
実
で
あ
る
。

さ
ら
に
作
品
ど
う
し
を
比
較
し
易
い
よ
う
に
、
各
作
品
の
動
詞
全

体
に
対
す
る
各
語
の
割
合
を
ま
と
め
た
の
が
表
2
で
あ
る
。
こ
れ
で

も
『
源
氏
』
が
四
三
・
四
怖
と
最
も
多
い
割
合
を
示
し
て
い
る
。
ま

た
、
『
讃
岐
典
侍
日
記
』
（
以
後
『
讃
岐
』
と
示
す
）
も
四

0
・
四
協

と
使
用
頻
度
数
は
一
一
一
語
で
あ
る
が
高
い
割
合
を
示
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
『
讃
岐
』
は
、
堀
河
・
鳥
羽
帝
と
い
う
二
代
に
わ
た
る
宮
仕

え
が
そ
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
『
源
氏
』
に
つ
い
て
は
、
多

-27ー
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t表 2]

ま
すまう

fこ き き 五

動詞計l口"-
ゐ て 」 」 三ロ五ロ

すら ま え ゆ の 圭ロ五ロ f乍 品
つ さ 言J口十" る す

53 1386 106 1427 2970 68,427 数
源氏物語

0.01 0.8 20.3 1.5 20.8 43.4 l,000 %0 

2 3 166 6 50 227 11, 708 数
落窪物語

0.2 0.3 14.2 0.5 4.3 19.4 l,000 %。

日 10 51 4 25 96 10,776 数
枕草子

0.6 0.9 4.7 0.4 2.3 8.9 1,000 %。

107 ／ 4 ／ ／ 1l1 2,747 数

｜／ ｜／ I/ 
讃岐典侍日記

39.0 1.5 40.4 1,000 %0 

39 31 231 ／ 3 304 20,276 数

｜／ 
宇治捨遺物語

1. 9 1.5 11.4 0.1 15.0 1,000 先。

※
 

く
の
登
場
人
物
を
配
し
て
、
そ
の
人
間
関
係
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
た

め
に
、
や
は
り
敬
語
の
使
用
は
不
可
欠
で
謙
譲
の
補
助
動
詞
も
多
く

使
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
表
l
に
あ
わ
せ
て
図
ー
を
見
て
も
ら
う
と
よ
く
わ
か
る
と

お
も
う
が
、
『
源
氏
』
『
落
鐙
物
語
』
（
以
後
『
落
窪
』
と
示
す
）
『
枕

草
子
』
（
以
後
『
枕
』
と
示
す
）
に
お
い
て
は
、
「
き
こ
ゆ
」
「
き
こ
え

動詞合計は、各作品に於ける動詞の延べ語数。
%。は、動詞合計に対する各語の割合。

〔図1〕

源氏物語

侍
記

典
日

岐讃

落窪物語

枕草子

字治捨遺
物語

100 

まゐらす

90 80 

援護まうす

70 60 

霊たてまつる
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さ
す
」
「
た
て
ま
つ
る
」
の
三
語
で
全
体
の
約
八
五
%
か
ら
九
八
%

を
占
め
て
い
た
の
に
対
し
て
、
『
讃
岐
』
に
関
し
て
は
、
「
ま
ゐ
ら

す
」
が
九
六
・
四
%
を
占
め
、
『
宇
治
捨
遺
物
語
』
（
以
後
『
宇
治
』

と
示
す
）
に
関
し
て
は
、
「
た
て
ま
つ
る
」
で
七
六
%
を
占
め
る
形
と

な
る
。
こ
れ
ら
は
、
明
ら
か
に
時
代
の
変
化
と
共
に
使
用
さ
れ
る
語

が
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
十
世
紀
末
か
ら

十
一
世
紀
初
め
の
三
作
品
に
お
い
て
「
き
こ
ゆ
」
「
た
て
ま
つ
る
」
が

主
に
使
用
さ
れ
、
十
二
世
紀
初
め
の
『
讃
岐
』
、
十
三
世
紀
の
『
宇

治
』
で
「
き
こ
ゆ
」
が
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
ま

た
「
ま
ゐ
ら
す
」
は
、
「
き
こ
ゆ
」
と
は
反
対
に
三
作
品
で
は
数
例
し

か
み
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
、
『
讃
岐
』
で
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
を
占
め
、

『
宇
治
』
で
も
十
二
・
八
%
の
使
用
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

十
一
世
紀
後
半
頃
勢
力
が
変
化
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
『
宇
治
』
に
つ
い
て
は
、
他
の
和
文
系
の
作
品
と
違
っ
て
文

体
が
和
漢
混
濁
の
体
で
あ
る
の
で
、
「
た
て
ま
つ
る
」
と
「
ま
う
す
」

で
約
八
五
%
の
使
用
は
、
非
和
文
系
の
文
章
と
し
て
の
特
徴
の
現
れ

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

第
二
節
各
作
品
に
於
け
る
使
用
頻
度
数

i

『
源
氏
物
語
』

「
き
こ
ゆ
」
と
「
た
て
ま
つ
る
」
の
使
用
頻
度
数
の
多
さ
が
目
立

つ
。
二
語
で
勢
力
を
二
分
し
な
が
ら
全
体
の
九
四
・
六
%
を
占
め
る
。

ま
た
、
他
作
品
と
比
べ
て
も
「
き
こ
ゆ
」
の
使
用
頻
度
数
が
多
い
の

は
『
源
氏
』
の
特
徴
と
い
え
る
。

続
い
て
「
地
の
文
」
と
「
会
話
文
」
で
の
使
用
を
ま
と
め
た
の
が

表
3
で
あ
る
。
全
体
的
に
「
地
の
文
」
で
の
使
用
が
多
い
が
、
「
き
こ

え
さ
す
」
の
み
「
会
話
文
」
で
の
使
用
が
多
く
、
約
八
割
を
占
め
る
。

こ
れ
は
、
注
森
野
宗
明
氏
が
動
調
の
「
き
こ
ゆ
」
「
き
こ
え
さ
す
」
に

つ
い
て
｜
｜
「
き
こ
え
さ
す
」
は
、
「
き
こ
ゆ
」
に
対
し
て
最
高
敬
語

の
関
係
に
な
る
が
、
成
立
は
お
く
れ
た
ら
し
い
。
〈
中
略
）
地
の
文
で

は
「
き
こ
ゆ
」
専
用
で
、
会
話
文
で
の
み
、
待
遇
的
評
価
の
強
弱
の

度
を
反
映
し
た
「
き
こ
え
さ
す
」
、
「
き
こ
ゆ
」
が
対
立
、
言
い
分
け

ら
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
会
話
に
集
中
す
る
と
い
う

点
で
、
「
き
こ
え
さ
す
」
は
、
か
な
り
情
意
性
の
強
い
語
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
｜
｜
！
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
補
助
動
調
「
き

こ
え
さ
す
」
に
つ
い
て
も
、
「
会
話
文
」
に
於
い
て
待
遇
関
係
の
差
、

特
に
敬
意
を
高
め
る
為
に
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

次
に
各
語
を
活
用
形
別
に
分
け
る
と
表
4
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ

［表3]

源氏物語 作 品

ま
すまう

た き き
ゐ て

、開 、F
」 」

すら ま えさ
ゆ 語

子コ
る す

1 27 933 20 1075 数 地
の

100 50.9 67.3 18.9 75.5 %1 文

。26 453 86 349 数

。49.1 32.7 81.1 24.5 %1 

1 53 1386 106 1424 数 lロ.. 

0.03 1.8 46.7 3.6 47.9 %2 計

地の文 会話文 各語全体

2056 914 
(69.2%) (30.8%〕 の 比
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で
わ
か
る
の
が
、
圧
倒
的
に
連
用
形
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
連
用
形
の
用
例
を
み
て
み
る
と
、

－
作
法
世
に
め
づ
ら
し
き
ま
で
、
も
て
か
し
づ
き
き
こ
え
た
ま
へ

り
。
（
桐
壷
）

ー
は
、
源
氏
が
元
服
し
た
後
、
左
大
臣
が
婿
と
し
て
自
邸
に
迎
え
て

も
て
な
す
と
い
う
場
面
で
、
動
作
の
為
手
左
大
臣
へ
の
敬
意
と
し
て

尊
敬
語
「
た
ま
ふ
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
動
作
の
為
手

へ
の
尊
敬
語
「
た
ま
ふ
」
を
伴
っ
た
形
は
、
表
4
1
ー
の
よ
う
に
各

語
と
も
高
い
割
合
を
一
示
す
。
こ
れ
は
敬
語
の
使
用
が
場
面
に
よ
る
人

物
相
互
の
関
係
を
区
別
す
る
の
に
必
要
で
あ
っ
た
為
に
出
た
一
つ
の

［表4J「源氏物語」活用形分類

活用形 未然 連用 終止 連体 巳然 命令

き こゆ 175 981 108 117 41 2 

きこえさす 15 69 8 14 。。
たてまつる 335 733 138 148 22 10 

ま うす 9 36 5 3 。。
まゐら す 。 。。。。

「源氏物語」連用形

活用形 連用 給ふ % 

き こゆ 981 729 74.3 

きこえさす 69 38 55. l 

たてまつる 733 351 47.9 

ま うす 36 28 77.8 

まゐらす 1 1 100 

［表4]-I 

傾
向
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
「
ま
ゐ
ら
す
」
の
使
用
に
つ
い
て
だ
が
、
「
動
詞
＋
ま
ゐ
ら

す
」
の
形
で
、
「
ま
ゐ
ら
す
」
が
補
助
動
詞
か
本
動
詞
か
迷
っ
た
が
唯

一
、
一
例
み
ら
れ
た
。

2
あ
ま
り
知
ら
ず
顔
な
ら
ん
も
ひ
が
ひ
が
し
う
な
め
げ
な
り
、
と

思
し
お
こ
し
て
、
ほ
の
め
か
し
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ふ
を
り
を
り
も

あ
る
に
、
（
宿
木
）

女
ニ
の
宮
と
の
縁
組
を
薫
が
申
し
出
る
こ
と
を
帝
が
期
待
し
て
い

る
の
を
、
薫
も
知
ら
ぬ
顔
も
出
来
な
い
と
、
進
ま
ぬ
心
を
奮
い
起
こ

し
て
帝
に
女
官
を
い
た
だ
き
た
い
と
、
ほ
の
め
か
し
申
し
上
げ
る

折
々
も
あ
る
、
と
い
う
意
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
為
手
薫
、
受
手
帝
で
、

他
の
例
の
よ
う
に
「
物
」
が
存
在
せ
ず
、
「
ー
を
差
し
上
げ
る
」
意
の

謙
譲
の
動
詞
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
補
助
動
詞
と
す
る
。

以
上
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
『
源
氏
』
に
於
け
る
「
ま
ゐ
ら
す
」
の

使
用
は
、
一
例
で
、
「
地
の
文
」
で
の
使
用
と
な
る
。

HH

『
落
窪
物
語
』

「
た
て
ま
つ
る
」
の
使
用
頻
度
数
が
多
い
。
「
き
こ
ゆ
」
の
使
用
頻

度
数
の
割
合
は
『
源
氏
』
に
比
べ
る
と
少
な
い
が
、
「
き
こ
ゆ
」
と

「
た
て
ま
つ
る
」
で
勢
力
を
分
け
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

「
地
の
文
」
と
「
会
話
文
」
で
の
使
用
は
表
5
を
見
て
も
ら
う
と

わ
か
る
が
、
「
会
話
文
」
で
の
使
用
が
多
い
。
こ
れ
は
、
も
と
も
と
作

品
が
継
子
い
じ
め
の
説
話
を
元
に
し
て
い
る
の
で
、
作
品
全
体
の

「
会
話
文
」
の
割
合
が
多
く
、
謙
譲
の
補
助
動
詞
が
「
会
話
文
」
に

占
め
る
割
合
も
多
く
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
ま
ゐ
ら
す
」
の
使
用
は
二
例
で
そ
の
一
例
は
、
次
の
例
で
あ
る
。
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［表 5J 

落窪物語 作 口口口

ま ま Tこ き き
ゐ う て 」 」

ら す ま え ゆ 圭ロ五日

す ペコ さ
る す

。。56 。12 数 地
の。0 33.7 0 24.0 %1 文

2 3 110 6 38 数 議文iヨhミ
100 100 66.3 100 76.0 %1 

2 3 166 6 50 数 メ口』

0.9 1.3 73.1 2.6 22.0 %2 計

地の文 会話文 各語全体

68 159 
(30.0%) (70.0%) の 上七

3
中
納
言
「
・
：
御
帯
も
さ
ら
に
か
与
る
翁
の
身
に
は
、
閣
の
夜
に

侍
（
る
）
ベ
け
れ
ば
、
か
へ
し
ま
ゐ
ら
せ
ん
と
思
ひ
給
ふ
れ

ど

、

・

：

」

（

巻

之

一

一

一

）

中
納
言
（
忠
頼
）
が
衛
門
督
（
道
頼
）
へ
手
紙
の
返
事
を
書
い
た

中
の
一
節
で
、
中
納
言
か
ら
頂
い
た
御
石
帯
も
自
分
の
よ
う
な
老
人

の
身
に
は
、
闇
夜
に
錦
を
着
た
よ
う
な
も
の
で
ご
ざ
い
ま
ず
か
ら
お

返
し
申
し
上
げ
よ
う
と
存
じ
ま
す
、
と
い
う
意
で
あ
る
。

こ
れ
は
御
石
帯
と
い
う
「
物
」
が
、
返
す
対
象
物
と
し
て
存
在
す
る

が
、
一
度
頂
い
た
物
を
再
び
同
一
人
物
に
差
し
上
げ
る
と
い
う
こ
と

は
な
い
の
で
、
謙
譲
の
動
詞
で
は
な
く
、
や
は
り
こ
れ
は
謙
譲
の
補

助
動
詞
と
し
て
、
「
お
返
し
申
し
上
げ
よ
う
」
と
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
「
ま
ゐ
ら
す
」
は
、
二
例
、
「
会
話
文
」
に
使
用
さ

れ
て
い
る
。

…m
『
枕
草
子
』

「
た
て
ま
つ
る
」
が
最
も
多
い
使
用
頻
度
数
を
示
し
、
そ
れ
に

「
き
こ
ゆ
」
が
次
ぐ
か
た
ち
で
、
二
語
で
全
体
の
八
割
近
く
を
占
め
、

『
落
窪
』
に
似
た
傾
向
を
示
す
。
ま
た
、
「
ま
う
す
」
の
使
用
頻
度
数

の
割
合
が
『
源
氏
』
や
『
落
窪
』
に
比
べ
て
多
い
。
こ
れ
は
、
註
森
野

宗
明
氏
が
動
調
「
ま
う
す
」
に
つ
い
て
l
主
体
下
位
意
識
か
ら
は
、

客
体
に
対
す
る
臣
従
的
態
度
の
端
的
な
表
出
に
適
し
て
お
り
、
「
お

ほ
せ
ら
る
」
の
場
合
同
様
、
「
枕
草
子
」
の
よ
う
に
、
同
じ
く
女
性
の

文
章
で
も
、
「
ま
う
す
」
偏
重
の
作
品
を
生
む
こ
と
に
も
な
っ
た
。

と
あ
る
よ
う
に
、
謙
譲
の
補
助
動
調
「
ま
う
す
」
に
つ
い
て
も
、
作

者
の
臣
従
的
主
体
下
位
意
識
が
強
く
か
ら
み
つ
い
て
使
用
が
多
く

な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
表
ー
か
ら
は
『
源
氏
』
や
『
落
窪
』
と
特
別
に
違
っ

た
傾
向
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
表
2
に
於
い
て
動
詞
全
体
に
体
す

る
割
合
を
見
る
と
、
五
作
品
で
最
も
少
な
い
の
が
こ
の
『
枕
』
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
『
枕
』
が
大
き
く

ω類
衆
的
な
段
、

ω日
記
的
な
段
、

例
随
想
的
な
段
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
、
謙
譲
の
補
助
動
詞
の
使
用
が

宮
廷
生
活
の
話
が
中
心
と
な
る

ω日
記
的
な
段
に
集
中
し
て
い
る
た

め
に
、
謙
譲
の
補
助
動
調
の
、
作
品
全
体
の
動
詞
に
対
す
る
割
合
が

少
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

「
地
の
文
」
と
「
会
話
文
」
で
の
使
用
は
、
表
6
よ
り
、
全
体
と

し
て
「
地
の
文
」
の
使
用
が
多
い
。
「
ま
う
す
」
は
、
「
会
話
文
」
で

の
使
用
が
多
い
が
こ
れ
は
「
ま
う
す
」
が
、
臣
従
的
主
体
下
位
意
識

が
強
く
か
ら
み
つ
い
て
使
用
さ
れ
た
ら
し
い
と
述
べ
た
よ
う
に
、

『
源
氏
』
の
「
き
こ
え
さ
す
」
同
様
「
会
話
文
」
で
待
遇
関
係
の
差

q
d
 



［表 6]

枕 草 子 作 品

ま ま fこ き き
ゐ

すう
て ~ 、，

」 」

ら ま え ゆ 宝ロ玉ロ

す つ さ
る す

6 3 39 3 12 数 地
の

100 30.0 76.5 75.0 48.0 %1 文

。7 12 13 数
文会話

0 70.0 23.5 25.0 52.0 %1 

6 10 51 4 25 数 1ロ~ 

6.3 10.4 53.1 4.2 26.0 %2 言十

地の文 会話文 各語全体

63 33 
(65.8%) (34.4%) の 比

を
出
す
た
め
に
、
特
に
使
用
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
ま
ゐ
ら
す
」
に
つ
い
て
は
、
六
例
が
補
助
動
詞
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
索
引
で
は
七
例
と
次
の
例
も
挙

げ
て
あ
る
。

4
桜
の
汗
杉
、
蔵
黄
、
紅
海
な
ど
い
み
じ
う
、
汗
杉
長
く
引
き
て
、

取
次
、
ぎ
ま
ゐ
ら
す
る
、
い
と
な
ま
め
き
を
か
し
。
（
一

O
O段）

4
は
、
朝
の
御
手
水
を
淑
景
舎
に
差
し
上
げ
る
場
面
で
、
御
手
水

を
運
ぶ
童
女
の
着
物
姿
の
説
明
が
あ
り
、
そ
の
後
「
取
次
、
ぎ
ま
ゐ
ら

す
る
」
と
あ
る
。
御
手
水
を
運
ぶ
の
は
童
女
と
下
仕
え
と
記
し
て
あ

る
の
で
、
そ
れ
を
直
接
淑
景
舎
に
渡
す
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、

女
房
が
下
仕
え
の
手
か
ら
受
け
取
っ
て
淑
景
舎
に
差
し
上
げ
る
と
い

う
意
に
と
る
ほ
う
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
こ
の
例
は
謙
譲
の

動
詞
で
あ
り
、
補
助
動
詞
の
例
か
ら
省
い
た
。

以
上
に
よ
り
、
「
ま
ゐ
ら
す
」
は
六
例
で
、
全
て
「
地
の
文
」
で
の

使
用
で
あ
る
。

－

W

『
讃
岐
典
侍
日
記
』

「
ま
ゐ
ら
す
」
の
使
用
頻
度
数
が
多
く
、
一
語
で
全
体
の
九
六
・

四
%
を
占
め
る
。
「
き
こ
ゆ
」
「
き
こ
え
さ
す
」
「
ま
う
す
」
の
使
用
は

見
ら
れ
な
い
。
「
た
て
ま
つ
る
」
が
わ
ず
か
に
四
例
だ
け
使
用
さ
れ

て
い
る
。
十
二
世
紀
に
入
り
、
前
の
三
作
品
と
は
、
謙
譲
の
補
助
動

詞
で
使
用
さ
れ
る
語
が
変
化
し
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
表
2
の

動
調
全
体
に
対
す
る
割
合
は
、
作
品
の
大
き
さ
に
し
て
は
『
源
氏
』

に
次
い
で
四

0
・
四
偽
と
高
い
数
値
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ

の
内
容
が
堀
河
・
鳥
羽
帝
へ
の
宮
仕
え
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
為
に
、

自
然
に
敬
語
の
使
用
量
が
増
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
地
の
文
」
と
「
会
話
文
」
に
つ
い
て
は
、
表
7
か
ら
「
地
の
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［表7]

讃岐典侍日記 作 品

ま ま た き き
ゐ

すう
て 』 』

ら ま え ゆ 宝ロ玉ロ

す つ さ
る す

78 3 I 数 地
の

72.9 75.0 %1 文

29 1 数
会話文

27 .1 25.0 %1 

107 数 A日、

3.6 I %2 自十

地の文 会話文 各語全体

81 30 
(73.0%〕 (27.0%) の 比



［表8J 

宇治拾遺物語 f平 品

ま ま Tこ き き
ゐ う て 」~ 」ト

ら す ま え ゆ 圭ロ五日

す つ さ
る す

10 8 94 0 数 地
の

25.6 25.8 40.7 0 %1 文

29 23 137 3 数
ぷ話文＂＇斗' 

74.4 74.2 59.3 100 %1 

39 31 231 3 数 l口'-

12.8 10.2 76.0 I 1.0 %2 言十

地の文 会話文 各語全体

112 192 
(36.8%) (63.2%〕 の 上iヒ

文
」
で
の
使
用
が
多
い
。

V

『
宇
治
捨
遺
物
語
』

「
き
こ
ゆ
」
の
使
用
が
三
例
で
全
体
の
一
%
し
か
な
い
。
ま
た
、

「
き
こ
え
さ
す
」
の
例
は
一
例
も
な
い
。
『
源
氏
』
が
書
か
れ
て
約
一
一

百
年
た
ち
、
『
讃
岐
』
で
は
使
用
が
見
ら
れ
な
い
点
と
合
わ
せ
て
、

『
宇
治
』
の
頃
に
は
、
「
き
こ
ゆ
」
系
が
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
る

の
が
う
か
が
え
る
。

「
た
て
ま
つ
る
」
に
加
え
て
「
ま
う
す
」
の
使
用
が
や
や
多
い
の

は
、
「
き
こ
ゆ
」
系
の
衰
退
の
為
だ
け
で
な
く
、
一
節
で
も
述
べ
た
よ

う
に
文
体
が
和
漢
混
鴻
の
体
で
あ
る
の
で
、
中
古
の
和
文
系
で
は
避

け
ら
れ
た
硬
い
ひ
び
き
を
も
っ
「
た
て
ま
つ
る
」
と
「
ま
う
す
」
の

使
用
が
増
え
た
の
だ
ろ
う
。

動
詞
全
体
に
体
す
る
割
合
は
、
十
五
%
と
『
枕
』
に
次
い
で
低
く
、

こ
れ
は
こ
の
作
品
が
説
話
集
で
あ
る
が
故
に
『
源
氏
』
の
よ
う
な
作

者
に
よ
る
人
物
関
係
へ
の
細
か
な
配
慮
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
為
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
地
の
文
」
と
「
会
話
文
」
で
の
使
用
は
、
表
8
か
ら
わ
か
る
よ

う
に
「
会
話
文
」
で
の
使
用
が
多
い
。
こ
れ
は
、
こ
の
作
品
が
伝
承

さ
れ
た
説
話
を
編
集
し
て
出
来
て
い
る
こ
と
か
ら
、
お
そ
ら
く
作
品

全
体
の
「
会
話
文
」
の
量
が
多
く
、
謙
譲
の
補
助
動
詞
の
使
用
も
、

「
会
話
文
」
で
の
使
用
が
多
く
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
ま
ゐ
ら
す
」
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
『
讃
岐
』
の
よ
う
な
極
端
な

使
用
は
な
い
が
、
「
き
こ
ゆ
」
系
と
入
れ
替
わ
る
か
の
よ
う
に
使
用

数
を
伸
ば
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

第
二
章
待
遇
関
係

i
『
源
氏
物
語
』

各
語
を
比
較
し
な
が
ら
、
待
遇
関
係
を
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

敬
意
の
受
手
側
を
、
人
物
や
位
で
ま
と
め
た
の
が
次
の
表
9
1
1
で、

さ
ら
に
待
遇
の
基
準
を
そ
ろ
え
る
た
め
に
作
者
に
限
定
し
た
の
が

「
地
の
文
」
で
の
敬
意
で
表
9
l
E
に
な
る
。

「
き
こ
ゆ
」
と
「
た
て
ま
つ
る
」
が
、
上
位
の
神
仏
か
ら
朝
廷
、

皇
族
、
股
上
人
、
そ
れ
に
無
位
無
名
の
不
特
定
の
一
般
の
人
々
ま
で

幅
広
い
階
層
に
使
わ
れ
て
い
る
。
勢
力
を
三
分
し
て
い
た
が
、
待
遇

関
係
の
違
い
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

「
き
こ
え
さ
す
」
は
、
特
に
「
地
の
文
」
で
の
敬
意
を
見
て
も
ら

う
と
わ
か
る
が
、
受
手
側
が
帝
や
院
、
宮
、
源
氏
等
身
分
の
高
い
方

に
限
ら
れ
、
そ
の
他
の
一
例
も
、
内
大
臣
へ
の
敬
意
で
高
か
っ
た
よ
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人名・位 きこゆ きこえさす たてまつる まうす まゐらす

神 仏 11 。 22 3 。
朝 廷 。 4 。

帝 13 2 37 4 
院 22 4 42 5 。

東 官 12 4 27 。 。
后・女御 88 4 73 4 。
源 氏 281 17 231 11 。

宮 102 15 116 5 。
匂 宮 88 10 88 2 。

蕪 61 8 68 2 。
タ 霧 36 2 31 。 。
紫の上 86 1 94 1 。
女＝の宮 68 7 77 。 。
落葉の官 41 2 41 。 。
玉 霊 64 1 64 1 。
浮 舟 35 7 61 。 。

尼 16 。 7 。 。
女 房 2 1 。 。
人（々 ） 7 。 3 。 。
そ の 他 403 27 334 14 。

［表9-I］「源氏物語」に於ける待遇関係・全体

うである。もともと「きこえさす」の語構成自体が、「

う」の謙譲語「きこゆ」の未然形「きこ》え」に、使役の助

動調「さす」のついたもので、人を介してさせるというこ

とで敬意を表し、「きこゆ」に比べて敬意が高かったこと

が予想されたように、身分のある人々に限って使用された

ようである。

「まうす」に関しては、ほとんどが男性の使用で、しか

も改まった意を表すときに使用され、身分の高い人へはも

ちろんだが、主体・客体聞に身分の隔たりがあるときに使

人名・位 きこゆ きこえさす たてまつる まうす まゐらす

神 仏 7 。 17 。
朝 廷 。 。 1 1 。

帝 12 2 28 4 
院 16 4 28 2 。

東 宮 12 3 25 。 。
后・女御 74 。 50 3 。
源 氏 246 5 189 5 。

宮 76 4 80 3 。
匂 宮 72 67 2 。

薫 42 。 39 。
タ 霧 28 。 30 。 。
紫 の 上 69 1 65 。
女ニの官 48 1 56 。 。
落葉の宮 32 。 24 。 。
玉 霊 48 。 36 。 。
浮 舟 4 。 21 。 。

尼 7 。 3 。 。
女 房 。 。 。 。
人（々 〕 5 。 2 。 。
そ の 他 288 1 200 4 。

「地の文」f表 9-Il］「源氏物語」に於ける待遇関係・
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用
さ
れ
て
い
る
。

「
ま
ゐ
ら
す
」
は
一
例
だ
け
と
は
い
え
、
帝
に
対
し
で
し
ょ
う
さ

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
か
な
り
高
い
敬
意
で
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い

え
る
。

un
『
落
窪
物
語
』

『
源
氏
』
と
同
様
に
「
き
こ
ゆ
」
「
た
て
ま
つ
る
」
が
広
い
階
層
で

使
わ
れ
、
「
き
こ
え
さ
す
」
が
高
い
謙
譲
意
識
の
と
き
に
特
に
使
わ

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
神
仏
や
帝
へ
の
敬
意
が
な
い
の
に
敬
意
が
高

い
と
い
う
の
は
、
物
語
が
『
源
氏
』
と
違
っ
て
宮
廷
生
活
が
中
心
に



［表10］「落窪物語」に於ける待遇関係

人名・位 きこゆ きこえさす たてまつる まうす まゐらす

帝 。 。 3 。 。
中宮 。 。 2 。 。
道額・少将 5 。 16 。 。

中将 1 。 5 。 。
衛門督 3 

大納言 。 。 。 。
大将 1 1 3 。 。
左大臣 。 1 3 。 。

忠頼・中納言 3 。 18 。 。
大納言 。 4 。 。

落窪 24 2 56 2 1 

北の方 2 。 13 。 。
三の君 。 。 12 。 。
四の君 2 。 9 。 。
落窪の子供達 。 8 。 。
女房達 2 。 5 。 。
その他 7 16 。 。

な
っ
て
お
ら
ず
自
然
と
敬
意
を
受
け
る
側
が
限
ら
れ
て
く
る
。
「
き

こ
え
さ
す
」
の
敬
意
は
、
道
頼
と
女
君
（
落
窪
の
君
）
と
河
漕
の
和

泉
守
邸
の
叔
母
に
限
ら
れ
る
。
し
か
も
道
頼
、
女
君
へ
の
使
用
は
、

物
語
も
半
ば
過
ぎ
、
地
位
を
確
立
し
た
の
ち
で
の
使
用
で
、
為
手
が

中
納
言
な
ど
道
頼
か
ら
の
庇
護
を
受
け
る
側
で
、
身
分
の
格
差
が
歴

然
と
し
て
い
る
の
で
謙
譲
意
識
は
高
か
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ま

た
河
漕
が
叔
母
に
使
用
し
て
い
る
例
も
、
叔
母
に
援
助
を
願
い
で
て

い
る
文
で
の
使
用
で
、
阿
漕
が
恐
縮
し
て
い
る
分
敬
意
は
高
く
な
っ

て
い
る
と
い
え
よ
う
。

「
ま
う
す
」
「
ま
ゐ
ら
す
」
に
つ
い
て
は
、
用
例
が
少
な
い
の
で
判

断
し
難
い
が
、
道
頼
や
落
窪
の
君
へ
の
敬
意
で
、
官
向
か
っ
た
も
の
と

い
え
る
。出

『
枕
草
子
』

「
き
こ
ゆ
」
「
た
て
ま
つ
る
」
「
ま
う
す
」
が
広
い
階
層
で
使
わ
れ

て
い
る
の
が
わ
か
る
。
た
だ
為
手
と
受
手
の
身
分
関
係
を
見
て
み
る

ん」、
5 

（
一
二
段
）

中
宮
「
：
・
問
ひ
聞
え
さ
せ
給
ふ
を
、
・
：
」

為
手
村
上
帝
受
手
宣
耀
殿
の
女
卸

中
宮
「
見
送
り
聞
え
む
」

為
手
中
宮
定
子
受
手
淑
景
舎

う
ら
み
聞
え
て
、

為
手
藤
二
一
位
受
手
一
条
帝

取
ら
せ
奉
り
給
ふ
よ
、

為
手
関
白
受
手
権
大
納
言

「
き
こ
ゆ
」
と
「
た
て
ま
つ
る
」
で
は
、
為
手
（
主
体
〉
の
方
が
身

分
が
高
い
場
合
が
、
「
き
こ
ゆ
」
に
は
か
な
り
あ
り
［
5
・
6
］
、
「
た

て
ま
つ
る
」
に
も
み
ら
れ
る

7
6
］
。
ま
た
為
手
と
受
手
の
身
分
格
差

が
あ
ま
り
な
い
場
合
の
使
用
も
あ
る
［
5
・
6
］。

と
こ
ろ
が
「
ま
う
す
」
の
用
例
を
み
て
み
る
と
、

女
法
師
「
・
：
と
り
申
し
つ
れ
」

為
手
女
法
師
受
手
仏

語
り
申
し
給
ひ
け
れ
ば
、

為
手
頭
の
弁
受
手
道
隆

6 

（一

O
O段）
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7 

（
二
二
三
段
）

8 

（
一
二
四
段
）

9 

（
八
三
段
）

10 

（
一
二
八
段
）



た
だ
責
め
に
責
め
申
し
、

為
手
藤
三
一
位
受
手
一
条
帝

9
、
印
、
日
の
よ
う
に
、
必
ず
為
手
の
方
が
身
分
が
低
く
、
し
か
も

身
分
格
差
が
あ
る
と
き
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
註
森
野
宗
明
氏
が
、

主
従
関
係
と
い
っ
た
身
分
上
の
格
差
が
極
端
に
大
で
あ
り
、
そ
の

支
配
下
に
隷
属
し
て
い
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
客
体
に
対
す

る
下
位
者
の
動
作
等
の
叙
述
に
集
中
し
て
い
る
。
ー
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
『
枕
』
で
は
、
こ
の
「
臣
従
的
下
位
意
識
」
を
あ
ら
わ

す
た
め
に
、
女
性
層
で
は
敬
遠
さ
れ
が
ち
な
「
ま
う
す
」
を
使
用
し

11 

（
一
三
三
段
）

t表11］「枕草子JVこ於ける待遇関係

人名・位 きこゆ きこえさす たてまつる まうす まゐらす

神 仏 。 。 6 1 。
帝 2 1 8 1 

院 。 。 。 1 。
后・女御 8 3 14 1 5 

1r 。 。 2 。 。
関 l~l 。 。 7 1 。
大納言 2 。 3 。 。
中納言 1 。 。 。 。
大 夫 。 。 。 。
中 将 3 。 4 。
頭の弁 1 。 3 。 。
作 者 6 。 1 3 。
女 房 1 。 。 。 。
その他 2 。 6 。

〔表12］「讃岐典侍日記」に於ける待遇関係

人名・位 たてまつる まゐらす

神仏 。 2 

帝・堀河 2 77 

鳥羽 11 

仁明 。 1 

院・後冷泉 。 1 

後三条 。
白河 。

后 。
内侍 。 1 

関白（忠実〕 。 1 

摂政殿 。 3 

中将（忠通） 。 2 

藤三位 1 。
作者 。 5 

て
い
る
と
い
え
る
、
だ
ろ
う
。

「
き
こ
え
さ
す
」
と
「
ま
ゐ
ら
す
」
は
、
ほ
ぼ
同
じ
勢
力
で
、
帝
、

中
宮
、
女
院
と
い
っ
た
限
ら
れ
た
人
々
に
使
わ
れ
、
か
な
り
高
い
謙

譲
意
識
を
示
し
て
い
た
。

－

W

『
讃
岐
典
侍
臼
記
』

「
ま
ゐ
ら
す
」
は
『
源
氏
』
や
『
枕
』
の
例
か
ら
、
帝
や
院
、
后

な
ど
、
か
な
り
高
い
謙
譲
意
識
の
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
始
め
て
い

る
が
、
こ
の
『
讃
岐
』
で
は
、
中
心
は
帝
、
院
へ
の
使
用
で
あ
る
が
、

敬
意
は
高
い
が
、
そ
れ
以
外
の
股
上
人
や
作
者
に
も
使
用
さ
れ
て
い

る

-36ー

V

『
宇
治
捨
遺
物
語
』

「
た
て
ま
つ
る
」
が
最
も
広
い
階
層
で
使
わ
れ
、
「
ま
う
す
」
が
主

従
関
係
な
ど
身
分
格
差
が
あ
る
と
き
に
使
用
さ
れ
た
。

「
ま
ゐ
ら
す
」
は
、
帝
や
皇
族
に
限
ら
れ
た
使
用
で
な
く
な
っ
て

い
る
。
『
讃
岐
』
よ
り
も
広
い
階
層
で
使
わ
れ
て
い
る
。



f表13］「宇治拾遺物語Jに於ける待遇関係

人名・位 きこゆ たてまつる まうす まゐらす

神 仏 。 136 5 10 

僧・聖・上人等 。 18 7 5 

朝 廷 。 4 。 。

天 皇 。 3 

王 様 。 。

皇太子 。 7 。 。

后 。 8 。 。

位・名のある人 27 12 18 

その他 2 24 7 3 

ロ
女
「
・
：
い
か
で

か
、
お
ろ
か
に
は
思

い
参
ら
せ
ん
。
：
・
」

（一

O
八）

為
手
（
親
が
昔

仕
え
た
）
女
受
手

（
親
に
先
立
た
れ

た
）
女

ロ
の
よ
う
に
、
名
も

な
い
女
へ
も
使
わ
れ

て
い
る
。

但
し
、
為
手
と
受
手

［表14]

作 ロEロ' 動作表現語 精神表示語

2195 775 
源氏物語

〔73.9%) 〔26.1%〕
174 53 

落窪物語
(76. 7%〕 (23.3%) 

82 14 
枕草子

(85.4%〕 (14.6%) 
96 15 

讃岐典侍日記
(86.5%) (13.5%) 

276 28 
宇治拾遺物語

(90.8%〕 ( 9.2%〕

の関係をみると、親同士

の主従関係が女同士にも

残っているようで、そこ

にあらわれる敬意は高

かったようである。つま

り、「まゐらす」は、他作

品同様謙譲意識は高いも

のとして表現されている

が、その使用範囲が、一

般の人にも敬意が向けら

れるようになってきてい

るといえる。これはまた、

作 動作表現語 精神表示語
歪同日!i 

品 数 %1 %2 数 %1 %2 

きこゆ 790 55.5 36.0 634 44.5 81.8 
源

きこえさす 55 51.9 2.5 51 48.l 6.6 
氏

たてまつる 1307 94.3 59.5 79 5.7 10.2 
物

まうす 42 79.2 1.9 11 20.8 1.4 
語

まゐらす 1 100 。目05 。 。 。

きこゆ 16 32.0 9.2 34 68.0 64.2 
落

きこえきす 4 66. 7 2.3 2 33.3 3.8 
窪

たてまつる 150 90.4 86.2 16 9.6 30.2 
物

まうす 2 66. 7 1.1 1 33.3 1.9 
語

まゐらす 2 100 1.1 。 。 。

きこゆ 18 72.0 22.0 7 28.0 50.0 
枕

きこえきす 4 100 4.9 。 。

草 たてまつる 51 100 62.2 。 。 。

まうす 8 80.0 9.8 2 20目。 14.3 
子

まゐらす 1 16. 7 1.2 5 83.3 35.7 

きこゆ
讃

きこえきす
肢

たてまつる 4 100 4.2 。 。 。
典

まうす
侍

まゐらす 92 86.0 95目8 15 140 100 

きこゆ 2 66.7 。目7 1 33.3 3.6 
字

きこえきす
治

たてまつる 219 94.8 79.3 12 5.2 42.9 
捨

まうす 24 77.4 8.7 7 22.6 25目。
遺

まゐらす 31 79.5 11目2 8 20目528.6 

［表15]
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※ %1は、一つの語の中でのそれぞれの占める割合。
%21:t、各作品での各語の占める割合。



「
き
こ
ゆ
」
系
の
衰
退
に
伴
っ
て
、
「
ま
ゐ
ら
す
」
が
勢
力
を
広
げ
て

い
っ
た
表
れ
と
も
い
え
る
。

「
き
こ
ゆ
」
は
、
身
分
関
係
と
い
う
よ
り
も
、
為
手
の
受
手
へ
の

恋
情
な
ど
か
ら
あ
え
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。

第

三

章

上

接

語

各
作
品
の
上
接
語
を
動
作
表
現
語
と
精
神
表
示
語
に
分
け
、
そ
の

割
合
を
示
し
た
も
の
が
表
日
で
あ
る
。
動
作
表
現
語
を
上
接
す
る
語

が
圧
倒
的
に
多
い
。
と
こ
ろ
が
表
団
で
各
語
を
見
て
み
る
と
そ
の
傾

向がまた違ってくる。先ず%ーを見てみると、『源氏』の

「きこゆ」「きこえさす」では、全体の割合に比べ精神表示

語が四四・五%、四八・一%と大きくなり、『落窪』の「き

こゆ」、『枕』の「まゐらす」では、それぞれ六八%、八三

・二一%と逆転している。次に%2を見てみると、動作表現

語では、「たてまつる」（『讃岐』は「まゐらす」）が高く、

精神表示語では「きこゆ」の割合が高くなっている。この

ことから、「たてまつる」が動作表現語に承接し易く、「き

こゆ」が精神表示語に承接し易いと予想される。そこで

「きこゆ」と「たてまつ

る」の上接語をもう少し詳

しく見てみたいと思う。

「きこゆ」と「たてまつ

る」の上接語を使用頻度数

の高いものから並べたのが

次の表団である。（比較し

易いよう、『源氏』の用例

を使用）これでわかると思

うが、使用頻度数が高い語

に於いて、「きこゆ」と「た

てまつる」の上接語で重な

るものはない。しかも「き

こゆ」には精神表示語が見

える、が、「たてまつる」に

は一語も見えない。但し、

上接語 頻度数

1 見 5 8 2 

2 見え 7 5 

3 見せ 3 9 

4 入れ 3 4 

渡し 3 4 

5 知らせ 1 8 

はじめ 1 8 

6 後れ 1 5 

7 参ら・せ 1 3 

8 知ら・れ 1 2 

似 1 2 

9 置き 1 1 

書か・せ 1 1 

10 得 9 

聞かせ 9 

据ゑ 9 

11 下ろし 8 

せ・させ 8 

まかで・させ 8 

別れ 8 

12 念じ 7 

「たてまつる」［表16］源氏物語「きこゆ」

上接語 頻度数

思ひ※ 2 7 9 

2 恨み※ 4 2 

とぶらひ 4 2 

3 もてなし 3 7 

4 忠、ひ出で※ 3 4 

教へ 3 4 

5 頼み※ 3 3 

6 譲り 2 6 

7 語らひ 2 4 

語り 2 4 

8 尋ね 2 3 

9 めで※ 2 2 

10 そそのかし 2 1 

11 かしづき 2 0 

12 待ち 1 9 

13 答へ 1 8 

許し 1 8 

14 扱ひ 1 7 

15 恋ひ※ 1 6 

16 訪れ 1 4 

17 馴れ 1 3 
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［表17］「きこゆ」「たてまつるJの比較

し
易
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
、
各
上
接
語
の

「
き
こ
ゆ
」
「
た
て
ま
つ
る
」
に

上
接
す
る
数
を
比
較
し
て
み
た

い
と
思
う
。
比
較
す
る
上
接
語

は
、
前
に
挙
げ
た
使
用
頻
度
数

の
高
い
も
の
で
あ
る
。

表
げ
よ
り
「
き
こ
ゆ
」
に
上

接
す
る
数
が
多
い
も
の
は
、

「
た
て
ま
つ
る
」
に
上
接
し
に

く
く
、
「
た
て
ま
つ
る
」
に
上

接
す
る
数
が
多
い
も
の
は
、

「
き
こ
ゆ
」
に
上
接
し
に
く
い
。

「
き
こ
ゆ
」
と
「
た
て
ま
つ

る
」
は
相
互
に
排
除
し
な
が
ら

上
接
語
に
承
接
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
ま
た
、
上
接
語
が
、

も
と
も
と
異
な
り
語
数
が
動
作

表
現
語
の
方
が
多
い
の
で
、
全

体
的
な
数
の
割
合
で
は
表
れ
て
こ
な
い
が
、
使
用
頻
度
数
の
多
い
も

の
を
挙
げ
て
み
る
と
、
精
神
表
示
語
が
「
き
こ
ゆ
」
に
上
接
す
る
場

合
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

次
に
、
『
枕
』
の
「
ま
ゐ
ら
す
」
で
も
精
神
表
示
語
の
割
合
が
多

か
っ
た
の
で
、
そ
の
上
接
語
を
見
て
み
た
い
と
思
う
。
表
団
の
通
り

で
あ
る
。
『
枕
』
の
「
ま
ゐ
ら
す
」
は
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
ま

-39ー

上接語 奉る きこゆ

見 5 8 2 7 

見え 7 5 3 

見せ 3 9 1 

入れ 3 4 。
渡し 3 4 6 

知らせ 1 8 。
はじめ 1 8 1 

後れ 1 5 7 

参ら・せ 1 3 。
知ら・れ 1 2 1 

似 1 2 。
置き 1 1 。
書か・せ 1 1 。
得 9 。
聞かせ 9 。
据ゑ 9 。
下ろし 8 。
せ・させ 8 。
まかで・させ 8 。
別れ 8 1 

念じ 7 4 

上接語 きこゆ 奉 る

思ひ※ 2 7 9 

恨み※ 4 2 2 

とぶらひ 4 2 。
もてなし 3 7 2 

思ひ出※ 3 4 3 

教へ 3 4 4 

頼み※ 3 3 

譲り 2 6 。
語らひ 2 4 。
語り 2 4 。
尋ね 2 3 1 

めで※ 2 2 4 

そそのかし 2 1 

かしづき 2 0 6 

待ち 1 9 。
答へ 1 8 。
許し 1 8 

扱ひ 1 7 

恋ひ※ 1 6 2 

訪れ 1 4 。
馴れ 1 3 2 

［表18]

上接語 頻度数

思ひ 3 

推しはかり

思ひやり

取り次ぎ

こ
の
こ
と
は
、
「
た
て
ま
つ
る
」
に

数
多
く
上
接
す
る
語
が
、
「
き
こ
ゆ
」

に
全
く
上
接
し
な
い
と
い
う
こ
と
を

示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ

れ
の
上
接
語
、
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
き
こ

ゆ
」
「
た
て
ま
つ
る
」
に
よ
り
上
接



ゐ
ら
す
」
の
使
用
さ
れ
始
め
た
具
体
的
な
例
の
初
め
と
い
え
る
。
だ

か
ら
、
そ
の
段
階
で
「
ま
ゐ
ら
す
」
が
精
神
表
示
語
に
承
接
し
易
い

と
な
る
と
、
こ
れ
は
「
き
こ
ゆ
」
の
勢
力
範
囲
に
入
っ
て
い
る
と
い

え
る
。
つ
ま
り
待
遇
関
係
に
於
い
て
、
「
き
こ
ゆ
」
系
の
「
き
こ
え
さ

す
」
と
、
ほ
ぼ
同
じ
高
い
敬
意
で
使
用
さ
れ
た
の
と
同
時
に
、
そ
の

上
接
語
に
於
い
て
は
、
「
き
こ
ゆ
」
に
上
接
し
易
い
精
神
表
示
語
に

承
接
し
て
い
る
。
「
き
こ
ゆ
」
の
表
退
と
、
「
ま
ゐ
ら
す
」
の
伸
張
は
、

相
対
的
に
進
行
し
て
い
る
と
い
え
る
。

以
上
、
上
接
語
の
特
徴
と
し
て
は
、
「
き
こ
ゆ
」
と
「
た
て
ま
つ

る
」
が
相
互
に
排
除
し
な
が
ら
、
上
接
語
に
承
接
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
ま
ゐ
ら
す
」
の
伸
張
す
る
様
子
が
、

上
接
語
の
種
類
か
ら
も
う
か
が
え
た
。

結

び

今
ま
で
各
作
品
各
語
ご
と
に
、
使
用
頻
度
数
、
待
遇
関
係
、
上
接

語
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
三
点
を
合

わ
せ
て
考
え
、
各
語
の
性
質
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。

「
き
こ
ゆ
」
は
、
『
源
氏
』
の
使
用
量
の
多
さ
が
、
他
の
作
品
と
比

較
し
て
も
多
く
、
こ
れ
は
註
森
野
宗
明
氏
が
、

l

「
き
こ
ゆ
」
系
の
よ

う
な
腕
曲
感
を
喚
起
し
や
す
い
語
が
活
発
に
用
い
ら
れ
た
そ
の
背
景

に
は
、
た
し
か
に
、
王
朝
貴
族
社
会
の
優
美
典
雅
を
好
む
、
情
緒
豊

か
な
生
活
態
度
、
生
活
様
式
の
あ
り
ょ
う
を
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
ー

と
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
き
こ
ゆ
」
の
性
質
が
、
『
源
氏
』

に
描
か
れ
る
王
朝
貴
族
社
会
の
文
化
に
、
あ
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
の
作
品
に
し
ろ
、
中
古
、
「
き
こ
ゆ
」
の
使
用
が
全
盛
期
で

あ
っ
た
の
は
確
か
で
、
十
二
世
紀
に
入
る
と
衰
退
し
、
中
世
で
は
ほ

と
ん
ど
使
用
さ
れ
な
く
な
る
。
使
用
は
広
い
階
層
に
向
け
て
使
用
さ

れ
る
。
ま
た
上
接
語
は
、
「
た
て
ま
つ
る
」
と
相
対
的
に
使
用
さ
れ
、

特
に
「
思
ひ
」
に
代
表
さ
れ
る
精
神
活
動
を
表
す
動
詞
に
承
接
す
る
。

「
き
こ
え
さ
す
」
は
、
「
き
こ
ゆ
」
ほ
ど
使
用
量
は
多
く
な
い
が
、

高
い
敬
意
で
使
用
さ
れ
る
。
上
接
語
は
、
「
き
こ
ゆ
」
と
似
た
傾
向
を

一
京
し
、
そ
の
使
用
時
期
も
、
「
き
こ
ゆ
」
と
共
に
、
十
二
世
紀
に
入
る

と
使
用
さ
れ
な
く
な
る
。

「
た
て
ま
つ
る
」
は
、
『
讃
岐
』
を
例
外
と
し
て
、
ど
の
作
品
で
も

高
い
使
用
頻
度
数
で
、
時
代
の
変
化
に
変
わ
ら
ず
使
用
さ
れ
る
。
敬

意
は
、
神
仏
、
天
皇
か
ら
、
名
も
な
い
一
般
の
人
々
と
最
も
広
い
階

層
に
向
け
て
使
用
さ
れ
る
。
上
接
語
は
、
「
き
こ
ゆ
」
と
相
対
的
に
、

身
体
的
動
作
の
よ
う
に
具
体
的
外
在
的
で
客
体
へ
の
働
き
か
け
が
直

接
と
ら
え
ら
れ
や
す
い
よ
う
な
動
作
を
表
す
動
調
に
承
接
す
る
。
特

に
、
「
見
」
に
承
接
す
る
例
が
多
か
っ
た
。

「
ま
う
す
」
は
、
こ
れ
も
『
讃
岐
』
は
例
外
と
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
各
作
品
、
使
用
量
は
多
く
な
い
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
待

遇
関
係
に
於
い
て
、
主
体
と
客
体
の
身
分
の
格
差
が
大
き
く
、
主
従

関
係
に
あ
る
人
物
聞
で
使
用
さ
れ
る
。

「
ま
ゐ
ら
す
」
は
、
中
古
の
半
ば
過
ぎ
ま
で
は
、
使
用
例
が
少
な

く
、
十
二
世
紀
に
入
り
、
『
讃
岐
』
の
よ
う
に
使
用
量
が
多
く
、
ま
た

『
宇
治
』
で
も
使
用
量
が
中
古
の
作
品
よ
り
あ
る
こ
と
か
ら
、
十
一

世
紀
後
半
か
ら
、
「
ま
ゐ
ら
す
」
が
伸
張
し
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。
敬

意
は
、
使
用
さ
れ
は
じ
め
た
頃
は
、
帝
や
皇
族
な
ど
か
な
り
高
い
敬

意
の
表
現
と
し
て
使
用
さ
れ
、
中
世
の
作
品
で
は
、
敬
意
は
高
い
よ
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う
だ
が
、
使
用
さ
れ
る
階
層
が
広
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
上
接
語

は
は
じ
め
「
思
ひ
」
な
ど
精
神
表
示
語
に
つ
き
易
か
っ
た
が
、
『
讃

岐
』
で
は
、
「
思
ひ
」
と
共
に
「
見
」
に
か
な
り
承
接
し
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
、
「
き
こ
ゆ
」
「
き
こ
え
さ
す
」
の
衰
退
と
重
ね
て
考
え
る
と
、

「
ま
ゐ
ら
す
」
が
先
ず
、
「
き
こ
え
さ
す
」
の
敬
意
の
高
い
階
層
に
勢

力
を
伸
ば
し
、
さ
ら
に
「
き
こ
ゆ
」
の
勢
力
ま
で
範
囲
を
広
げ
、
上

接
語
に
つ
い
て
は
「
た
て
ま
つ
る
」
の
範
囲
に
も
わ
た
っ
て
い
と
い

え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
き
こ
ゆ
」
系
の
衰
退
と
、
「
ま
ゐ
ら
す
」
の

伸
張
は
表
裏
と
な
っ
て
進
行
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

以
上
、
五
作
品
五
語
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
が
敬
語
史
的
な
も

の
ま
で
は
、
調
査
作
品
・
量
の
不
足
で
、
確
定
的
な
こ
と
は
い
え
な

い
と
思
う
が
、
こ
の
五
作
品
に
於
け
る
と
い
う
こ
と
で
、
私
な
り
に

考
察
出
来
た
と
思
う
。
初
め
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
為
手
の
動
作
を

表
す
動
詞
に
つ
け
て
、
受
手
に
敬
意
を
示
す
と
い
う
、
ニ
段
構
え
を

と
る
こ
の
謙
譲
表
現
に
、
密
接
に
関
わ
っ
て
く
る
人
間
の
心
理
が
印

象
に
残
っ
た
。

註

森
野
宗
明
「
古
代
の
敬
語
E
」

（
『
講
座
国
語
史
5
敬
語
史
』
大
修
館
書
店
〉

参
考
文
献

。
森
野
宗
明
「
古
代
の
敬
語
E
」

（
『
講
座
国
語
史
5
敬
語
史
』
大
修
館
書
店
）

〈
〉
宮
地
裕
「
源
氏
物
語
・
枕
草
子
の
敬
語
」

（
『
敬
語
講
座
第
2
巻
上
代
・
中
古
の
敬
語
』
明
治
書
院
）

。
築
島
裕
「
日
本
語
の
文
体
」

（
『
岩
波
講
座
日
本
語
刊
文
体
』
岩
波
書
店
）

〈
〉
宮
地
達
夫
編
『
古
典
対
照
語
い
表
』

笠
間
索
引
叢
刊
4

統
計
表

ω品
詞
別
統
計
笠
間
書
院

。
江
口
正
弘
「
『
落
窪
物
語
』
の
語
糞
と
文
体
に
つ
い
て
の
一
考
察
」

〈
『
国
文
学
孜
』
第
五
十
五
号
抜
刷
昭
和
四
十
六
年
二
月
〉

。
辻
村
敏
樹
「
敬
語
の
変
遷
の
と
ら
え
方
・
中
古
」

（
『
月
刊
文
法
』
四
三
年
一
二
月
明
治
書
院
）

。
杉
崎
一
雄
「
謙
譲
語
」

（
『
月
刊
文
法
』
四
一
一
一
年
一
一
一
月
明
治
書
院
）

〈
〉
永
江
和
子

「
謙
譲
の
補
助
動
詞
に
関
す
る
一
考
察

－
平
安
鎌
倉
期
の
和
文
資
料
に
よ
る
｜
」

（
熊
本
女
子
大
学
二
十
三
回
生
卒
業
論
文
）

。
徳
永
京
子
「
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
謙
譲
の
補
助
動
調
の
研
究
」

（
熊
本
女
子
大
学
二
十
七
回
生
卒
業
論
文
）
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