
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

今井源衛監修 福井迪子・工藤重矩・田尻英三編『校
本馬内侍集と総索引』

西丸, 妙子
筑紫女学園短期大学非常勤講師

https://doi.org/10.15017/12166

出版情報：語文研究. 35, pp.61-62, 1973-08-31. 九州大学国語国文学会
バージョン：
権利関係：



今
井
源
衛
監
修

福
井
辿
子

・
工
藤
重
矩

・
田
尻
英
三
編

『
校
本
馬
内
侍
集

と
総
索
引
』

西

丸

妙

子

本
書

は
、
笠

間
索

引
叢

刊

の

一
冊

で
あ

る

が
、
語
葉
索

引

の
み
な

ら
ず

、

他

に
、
馬

内
侍
集

に
関
す

る

い
く

つ
か

の
研
究
成

果

が
収

め
ら
れ

て

い
る

も

の
で
あ

る
。

即

ち
、

最
初

の
校

本

の
部

は
、
福

井
氏

に
よ

る
も

の

で
あ

る

が
、

底
本

は

「契

沖

自
筆

本
」

(
三
手

文
庫
蔵

)
を

用

い
、
対

校

に
当

っ
て
は

、

『

私
家

集
伝
本

書

目
」

に
記

さ

れ
た

七
本

が
揃

え
ら

れ
て

い
る
。

こ
れ

に
よ

っ
て
現
在

知
ら

れ

て

い
る
馬
内

侍

集

の
写

本

の
す

べ
て

が

一
覧

で
き

る

こ

と

と
な

っ
た
。

次

の
総
索

引
部

は
、
昭
和

四

十

一
年

、
今

井
教

授

に
よ

る

「
馬

内

侍
集
」

の
演

習

の
授

業

に
出
席

し
た

、
学
部

三
年

生
十

七
名

の
自

発
的

発
案

と
作

業

に
よ

っ
て

一
応

整
理

が
な

さ
れ

て

い
た
も

の
を

、
当
時

大
学

院
生

で
あ

っ
た
福

井

・
工
藤

・
田
尻

の
三
氏

が
さ

ら

に
手

を
加

え

ら

れ
完

成
を

み

た
も

の

で
あ

る
。
そ

こ
で
は

詞
書

の
部

と
和
歌

の
部

に

分
け

、

全
語

彙

に
わ

た

っ
て
検
索

が
な

さ
れ

て

い
る
。
=
つ
い
で
、
集
中

の
和
歌

の

各
句

索
引

が
作

ら

れ

て

い
る
。

更

に
は

「
か
け

こ
と

ば
」

と

い
う

、
な

か

な

か
厄
介

な
事

柄

に

つ

い
て
、
福

井

・
工
藤

両
氏

が

丹
念

に
調

べ
あ
げ

ら

れ
、

そ

の
各

々
の

こ
と
ば

の
持

つ
両
意

義

を
附

し

て

一
覧
表

を
作

り
あ

げ

て
お
ら

れ
る
。

ま

た
次

の
和

歌

配
列

表

は
、
比

校

に
用

い
ら
れ

た
八
本

の

和

歌

に

つ
い
て
、

配
列

の
異

同
や
歌

の
欠

落

、
増
補

を
整

理
さ

れ

た
も

の

で
あ
る
。

最

後

に
載

せ
ら
れ

て

い
る
影
印

部

は
、
校

本
作

成

に
当

っ
て
底

本

と
さ

れ

た
契

沖
筆

、

三
手

文
庫

蔵
本

馬
内
侍

集

の
全
貌

で
あ

る
。

さ

て
、

そ

の
間

に

、
福
井

氏

の
研
究

に
よ

る
二

つ
の
論
文

が
収

め
ら

れ
て

い
る
。

ま
ず

一
つ
は

「
馬
内

侍
集

伝
本

考
」

で
あ

る
。

そ

こ
で
は

、
ま
ず

現
存

す

る
馬

内
侍

集

の
伝
本

の
八
本

に

つ

い
て
、
書

誌

的
概

略

が

の
べ
ら
れ

る
。

つ
い
で
、
完

本
七

本

の
各
本

間

の
共
通

異
文

数

に
よ
り

、
各

伝
本

間

の
親

疎

に

つ
い
て
お

お
よ

そ

の
見

当
を

つ
け

た
上

で

、
各

々

の
伝
本

に

つ

い
て

の
詳

細

が
の

べ
ら
れ

て

い
る
。

そ
れ

に
よ

る
と

14

・
16
番
目

に
当

る
歌

を

持

っ
系
統
本

(契

沖
本

・
今

井
似

閑
本

・
写
字

台
文
庫

本

・
本
居

文
庫
本

続
群
書

類

従
本

)
と

、
そ
う

で
な

い
系
統
本

(
御
所
本

・
群
書

類

従
本

)

の
二

つ
に
大
き

く
分

け
ら

れ
、

さ
ら

に
各
本

間

の
関
係

に
よ

っ
て
、

諸
本

の
系

統

図
を
作

成
す

る

に
ま

で
至
ら

れ

て

い
る
。

ま

た
二

系
統

の
分

岐
点

は

祖
型

に
か

な
り
近

い
時

期

で
あ
ろ
う

こ
と
、

さ
ら

に
も
う

一
本

の
抄

出

本

で
あ

る
水

野
家

旧
蔵
本

は
、
五
五

首

の
歌

の
み

の
抄

出
本

で
は
あ

る
が

、

書

写
年

代

の
下
限

が
平
安

末

か
鎌
倉

極
初

期

と

い
う
古

さ

に
よ

っ
て
、
完

本

の
誤
写

の
訂

正
に
役

立

つ
ほ
か

、
二
系

統

に
分
け

ら
れ

た
所

以

の
、
14

・
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16
番

の
歌

が
馬

内
侍

集

の
祖
型

に
存

し

た

こ
と
を
立
証

す

る
手
懸

り

と
も

な
る
重

要

な
本

で
あ

る
。

そ
う

し

て
以
上

の
研

究

か
ら
、

現
存
本

で
は
契

沖

本

を
最

善
本

と
目

さ

れ
、

ゆ
え

に
校
本

作
成

に
当

っ
て

の
底
本

と
も
さ

れ

た
わ
け

で
あ

る
。

こ
の
御
論

考

に
裏
う

ち

さ
れ

た
完
壁

な

る
校
本

お
よ

び
索

引

に
よ

っ
て

、
わ

れ
わ

れ
は

何
ら

煩
雑
な

手
続

き
も

、
不

安
も

な
く

馬
内
侍

集

を

用

い
る

こ
と
が

で
き

る
よ
う

に
な

っ
た
。

校

本

や
索
引

を
作

る
苦

労

が
大
変

な
も

の
で
あ

る

こ
と
を

思
う
時

、

自
ら

労

せ
ず

し

て
自

分

の
研

究

に
使

わ

せ
て
も

ら
え

る

こ

の
種

の
本

に

は
、
多

少

の
後

め
た
さ

を

感

じ

る
位

に
、

そ

れ
ほ

ど

に
国

文

学
、

国
語

学

の
研
究

の
基

盤

と
し

て
貴

重

な
本

で
あ

る

こ
と
は

今
更

の
べ
る
ま

で
も

な

い
。

福

井
氏

の
論

文

の
も
う

一
つ
は

「
馬
内
侍

集

の
編
纂

意

識
に

つ
い
て
」

と
題
す

る
も

の

で
あ

る
。

ま
ず

、
集
中

の
馬
内

侍

の
変

愛
歌

の
百
分
比

を

当
代

の
女

流
歌

人

と
比

べ
て

み
る
と

、
そ

れ
は

小
町

や
和
泉

式
部

よ

り
も

高

い
こ
と
、

そ
れ

は

こ

の
集

の
基

調

を
知

る

こ
と

で
も
あ

る
と

の
べ
・ら
れ

る
。

つ

い
で
、
集
中

の
詠
歌

年

代

に

つ

い
て
、

可
能

な
限

り

の
推
定

を
試

み

ら
れ

、
二

○
余

首

の
歌

に

つ

い
て

一
応

の
見

当
を

つ
け

ら

れ
て

い
る
。

そ
し

て
当

家
集

は
天
禄

元

年
頃

よ
り

、
晩

年

、
彼

女
が
宇

治

に
隠
棲

す

る

頃

ま

で
の
歌

を
収

め

た
も

の
で
あ

る

こ
と
も
知

ら

れ
る
。

そ

こ
で
本

論

に

入

っ
て
、

一
応
雑

纂

形
態

を

と

る

こ
の
集
も

、
自

撰

で
あ

る
以
上

そ

こ
に

は
何

ら
か
の
編
纂

意

識

が
あ

る

の
で

は
な

い
か

と

い
う

こ
と
を

探
ら

れ
る
。

そ

の
方

法

は
、

一
首

一
首

の
歌

や
詞
書

に

つ
い
て
、

あ
ら

ゆ
る
角

度

か
ら

検

討

さ

れ
て

い
る

も

の

で
あ

る

が
、

す

る
と

そ

こ
に
は

、
お

よ
そ
無

関
係

と
思

わ

れ
る
歌

の
排
列

に
お

い
て
も

、

連
想

な

ど

の
興

味

に
よ
る
排

列

の

部
分

や

、
ま

た

い
ろ

い
ろ

な
要

素

に

お
け

る
対
照

関
係

に
よ

る
排
列

や

尻
取

り
遊

び

の
よ
う

な
言

葉

の
連
繋

に
よ

る
場
合

、

こ
と

ば

の
類
似

に
よ

る
場

合

な
ど

、
実

に
多
岐

に
わ
た

っ
て
、

前
後

の
歌

が
結

び

つ
き
排

列
さ

せ
ら
れ

る
要
素

が

あ
る

ご
と

を
見
出

し

て
お

ら
れ

る
。

そ
し

て
、

そ
れ

ら

は
あ

る

場
合

に
は

「
主
想

」

と

「
連
想

に
よ
る

副
想

」

と

の
二
重

の
編
纂

意

識
を
見

い
出

し

て
複
雑

な

排
列
意

識

と
し

て
捉

え

ら
れ

る
場
合

も
.小
さ

れ
る
。

以
上

の
よ
う

な

こ
と
は

一
首

一
首

に

つ

い
て
説

明

が
な
さ

れ

て

い

る

の
で
、

限
り
あ

る

紙
面

で
は

こ
れ
以

上
具

体
的

に
述

べ
る

こ
と
が

で
き

な
く

て
申

し
訳
け

な

い
が
、
雑
纂

と

い
わ

れ
る
家

集

の
編
纂

形
態

で
あ

っ

て
も

、
そ

れ

は
単

に
蕪

雑

さ

で
は
片
付

け

ら
れ

な

い
編
者

の
底

流

の
意

識

を
明

ら
か
に
し

て
見

せ
ら

れ
た

こ
と

は
鮮

か

で
あ
る
。

私

家
集

の
編
纂

意

識

と

い
う

も

の
は
、
す

で
に
編
者

の
文
学

へ
の
志
向

と
し

て
、

わ

れ
わ

れ

の
重

要
な

課
題

で
あ

る
。

ま
し

て
自

撰

で
あ

る
場
合

、

そ
れ

は
歌

そ

の
も

の
と
絡

み
あ

っ
て
、

歌

の
作

ら
れ

た
時
点

と

は
ま

た
異

な

っ
た
次

.兀
の
文

学
的

要
素

を

は
ら

ん

で
来

る
場

合

も
あ

る
は
ず

で
あ
る
。

そ

の
よ
う

な
意

味

を
考

え
る
時

、

こ
の
論
文

に
示

さ
れ

た

ご
と
き

編
纂
意

識

の
検

討

は
多

く

の
私

家
集

に

つ
い
て
為
さ

れ

ね
ば
な

ら
な

い
こ
と

で
あ

ろ
う

、
し

か
し

隠

さ

れ
た
編
纂

意

図

と

い
う

よ
う

な
複
雑

な

も

の
を
探

り
出

す

に
は
、

各

各

の
和

歌

に

つ

い
て

の
正
し

い
解

釈

と

い
う

前
提

が

必
要

な

こ
と
を
思

う

時

、
私
家

集

の
研

究

の
困
難

な

咳
面

に
ま

た
し

て
も
思

い
至

る

の
で
あ

る
、

氏

は

つ
と

に
馬
内

侍
集

の
全

歌

に

つ

い
て

の
詳

細
な

解
釈

を
な

し

終
え
ら

れ

て

い
る
。

そ

の
上

に
立

っ
て
述

べ
ら

れ
る
御

研
究

は

ま
さ

に
ゆ
ら

ぐ

こ

と
な

い
確

か
な

も

の
で
あ

る
。

(
昭
和

四
十

七
年

七
月

笠

間
書

院
刊

二
二
九

頁

三
五

〇

○
円

)
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