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定

家

本

と

の
対
校

を

と

お

し

て

山

口

康

子

伊

勢
物

語
は

、
古

く
か

ら
諸
家

に
論

が
あ

る

と
お

り
、
又

、
片
桐

洋

一

氏

が

そ

の
高

著

「
伊

勢
物

語

の
研
究

」

に
お

い

て
文
献
学
的

方
法

を
も

っ

て
詳
述

さ
れ

た
と

お
り
、

お

そ
ら
く

は
、

そ

の
原
型

は
現
存

諸
本

の

い
ず

れ

に
も
似

ず

、
東
下

り

、
二
条

后

、
惟
喬

親
王

、
斎

宮
な

ど
に
関

す

る
そ

れ

ぞ
れ

独
立
し

た
歌

語
り

を
中
核

と

し

て
、
お

ゝ
よ
そ
古
今

集
成
立

前
後

か

ら
、
後

撰
集

成
立

前
後

ぐ
ら

い

の
期

間

に
、

不
断

に
成
長

、
増

益
を

く

り

か
え
し

て
現
存

諸
本

の
形

に
な

っ
た
も

の
で

あ

ろ
う
。
定

家

の
書

写
本

が
あ

ら
わ

れ

て
か
ら

は
、
定

家

の
権

威
も

力
あ

っ
て
か
、
定

家
本

以
外

の

写
本

は
少

く
な

り
、

現
存
諸

本
も

そ

の
大
半

は

一
二
五
段
、

二
○
九

首
を

有
す

る
定

家
本

系
統

の
も

の
で
あ

る

。
か
か

る

事
情

が
判

明
す
る

に

つ
れ

て
、
近

年

の
伊
勢

物
語

研
究

は
、

諸
伝

本

の
系

統
樹
立

お
よ
び
定

家

の
手

の
加

わ

っ
て
い
な

い
原

型

伊
勢
物

語

の
追
求

に
力

点
が

お
か

れ
た
か

と
思

わ

れ
る
。

昭
和
九

年
、

池

田
亀

鑑
博

士

の

「
伊
勢
物

語

に
就
き

て
の
研
究
」

が
出

版

さ

れ

る
や
、
再

び

、
池

田
博
士

の
権

威
お

よ
び

研
究

の
便
も

あ

っ
て
、

そ

の

「
校
本

篇
」

の
底

本

に
使

用
さ

れ
た
天

福
本

系
統

、

三
条

西
家

旧
蔵

本

、

伝
定
家

筆
本

が
、

あ
た

か
も

代
表

的
な

伊
勢

物
語

の
本
文

の
如

く

一

般

に
通

用
し

て
い
る
が

、

そ
れ

に
し

て
も
、

現
存
完

本

の
う
ち

も

っ
と

も

章
段

数

、
歌
数

の
少

な
い

一

一
五
段

、

一
九

八
首

の
塗

籠
本
系

統

の
諸
本

は

、
定
家

本
と
大

巾

に
本
文

の
ち

が
う

伝
本

と
し

て
そ

の
価
値

を
認

め
ら

れ

て
き

た
。

現
存
塗

籠
本
系

統
諸
本

の
祖
本

、
本

間
美

術
館
蔵

の
民
部
卿

局

筆
本

の
価
値

に

つ
い

て
、
南
波

浩
氏

は

「
定

家

の
爪

跡
を

経
な

い
鎌

倉

初

期

以
前

の
姿

を
示

す
」

と
考

え

て
お
ら

れ
る
。
定

家

本
系

統

の
諸

本
が

有

す

る

一
二
五
章
段

よ
り
も

章
段

数

の
多

い
、

い
わ

ゆ
る
広
本

系

の
諸
本

は
、
巻

末

に
小

式
部

内
侍

本
、

皇
太
后

宮
越

後
本

な

ど

に
み

ら

れ
る
独
特

な

章
段

を

、
補

っ
た
た
め

に
多

く
な

っ
て
い
る
も

の
でて
、
巻
末

増
補

を

行

な

っ
て

い
な

い
も

と

の
姿

は
、

む
し

ろ

一
二
五
段

よ
り

も
小

さ

い
。
勿
論

、

一
二
五
段
本

で
あ

っ
て
も

増
補

が
行

な
わ

れ
た

こ
と

は
疑

い
な

い
が
、
形

と
し

て
は

、
初
冠

か
ら
終

焉
ま

で

の

一
代

記
的
な

体
裁

を

保

っ
て

い
る
。

一
体
、
同

一
物

語

の
伝

本
が

き
わ

だ

っ
て
異
な

っ
て

い
る
と

い
う
事
情

は
ど

の
よ

う

に
説

明
さ

れ
る

べ
き
で

あ

ろ
う
か
。

伊
勢

物

語
が
現

存
諸
本

の
形

に
成

長
す

る
ま

で

に
く
り

か

え
し
た

と
考

え
ら

れ
る

不
断

の
増
益
を

考
え

れ
ば

、
異
本

が
生

じ
る

の
も
当

然
だ

と
は

い
え

る
が

、
し
か

し
、

異

な

っ
て

い
る
と

い

っ
て
実

際

に
ど

れ
ほ
ど

の
相
違

が
あ

る
の
で

あ

ろ
う

か
。



伝
本

の
系

統
樹
立

の
た
め

に
共
ハ
通
異
文

、

独
自

異
文
を

用

い
る
方
法

と

は

別

に
、
諸

本
間

の
異
同

の
全
体
的

な

相
違

の
実
態

を
把

握
す

る

こ
と
が

、

重
要

な

の
で

は
な

い
か
と

思
わ

れ

る
。

今

、
初

冠
本

の
う

ち
で

明
確

な
増
補

を
除

け
ば

も

っ
と
も

章
段

数

の
多

い
定

家
本

と
も

っ
と

も
少

な

い
塗
籠

本

の
間

の
異
同

の
実
態

を
把

握
す

る

こ
と

に
よ
り

、
主
と

し

て
塗
籠

本

の
成
立

に
関

す

る
推
論

を
試

み
、
塗

籠

本

本
文

の
特
徴

を

見
き
わ

め

た

い
。
底
本

と
し

て
、
定
家

本
は
天

福

二
年

書

写

の
三
条

西
家

旧
蔵
本

、

伝
定
家

筆
本

(
池

田
亀
鑑
博

士
翻
刻

本

)
を

、

塗

籠
本

は
本

間
美

術
館

蔵
、

民
部

卿
局

筆
本

(福

井
貞
助

氏

翻
刻

本

)
を

用

い
る
。
両

本

の
異
同

を
大

小
を

問
わ

ず
す

べ
て
抽
出

し
、
整

理
し

て
み

る
。1

章

段
序

に

つ

い
て

初

冠

に
始
ま

り
終
焉

に
終

る
章

段

配
列

の
大

よ

そ
は
か
わ

ら
ず

、

そ
の

中

で

、
⑥
塗

籠
本

が
、

天
福

本

の
26

32

39
菊

茄

67
77
94

期

鵬
雄
段

の
十

一

章

段

を
欠

き
、

㊥
天
福

本

に
は

な
い

一
章
段

(
伊
勢
物

語

に
就
き

て
の
研

究

、

校
本

篇

の
B

)
を
天
福

本

6
段

の
次

に
加

え

る
。

こ
れ
ら

の
十

二
章

段

を
除

き
、

両
本

に
共
ハ
通
す

る

=

四
章

段

の
異

同
を
検

討
す

る
。
共
ハ有

す

る
章

段
で

歌
数

の
ち
が

う

の
は

、
天

福
本

でて
い

っ
て
9
36

11
12
の
四
章

段
で

あ

る
。

9
36

段
は
塗

籠
本

が

一
首

多
く

、
11

12

段

は

一
首
少

な

い
。

い
ず

れ
も
段

末

の

一
首

の
出

入
り

でて
あ
る
。

又

、
共
ハ有

す

る
章

段
で

、
章

段

の
統
合

、
分
離

の
あ

る
も

の
は
、

◎
天
福

本

8
段

9
段

を
塗
籠
本

で
は

合

し

て

一
段
と

し
、

最
後

に

一
首

を
付
加

し

て

い
る

こ
と
、
⑫

天
福
本

45

段

が

和
歌

二
首

を
続

け

て
記

し

て

い
る

の

に
対

し
、
塗

籠

本
で

は

一
首
ず

つ
に
分

け
塗
籠
本

の
41
段

42

段

を
構

成
し

て
い
る

こ
と
、

㊤
天
福

本
弱
段

を

、
塗

籠
本
で

は
天

福
本

偽
段

と
合

し

て

一
段

と
し

て
い
る

こ
と

、
㊤

天

福

本

82
段

が

、
塗
籠

本
で

は

77

段
花

段

の

二
段

に
分

け
ら

れ

て

い
る

こ
と
、

の
四
点

で
あ

る
。

又
、
段

序
が

異

な

っ
て

い
る
の
は

、
◎

天
福
本

恥
段

が

塗

籠
本

16
段

と
し

て
天

福
本

15
段

の
次

に
位
置

し

て

い
る

こ
と
、
⑪

天
福

本

72

段
が
塗

籠
本

で

は
、
天
福

本

75
段

の
次

に
置
か

れ

て

い
る

こ
と

、
①

天
福

本

魍
段

が

、
塗
籠

本

76

段
と

し

て
、
天
福

本

81
段

の
次

に
置
か

れ

て

い
る

こ
と
、
①

天
福
本

認
段

が
、

塗
籠

本
で

は
末

尾
近

く
、

天
福
本

11
段

の
次

に
置
か

れ

て
い
る

こ
と
、
⑮

天
福

本

鵬

∬
鵬
の

三
段

が

、
皿

鵬

幽

鵬

の
四
段

と
、

そ
れ

ぞ
れ

そ
の
ま
ま

の
順
序
で

塗
籠

本

に
お

い

て
は
位
置

を

か
え

て

い
る

こ
と

、

の
五
点
で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
諸
点

に

つ
い

て
は
、
後

述

の
二
点
を

の
ぞ
き

、
塗

籠
本

の
章

段
序

に
、

類
聚
的

な
意
識

が
働

ら

い
て

い
る

こ
と

の
あ
ら

わ
れ

と
認
め

ら

れ

る
。
内
容

的

に
関
連

の
あ

る
類
似

の
章

段
を
集

め

て
全

体
的

な

一
貫

性
、

合
理
性

を
意

図
し

た
と

い
う

観
点

か
ら

説
明
で

き
な

い
の
は
、

⑥
塗
籠

本

に
お
け

る
十

一
章

段

の
欠
脱

の
理

由
が

、
編
纂
意

識

と

い
う
面

か
ら

は
解

明
で

き

な

い
こ
と
、

⑤

鵬

∬
朋

の
三
段
と

皿
鵬

脳
鵬

の
四
段

の
位
置
転

換

が
錯

簡

に
よ

っ
て
生

じ
た

と
考

え
ら

れ
る

こ
と
、

の

二
点
でて
あ

る
。

⑬

の
錯

簡

は
と
も

か
く

、
④

の
欠

脱
章
段

は
重
大

な
問

題

て
は
あ

る
が

、

現
存
塗

籠
本

の
章
段

配
列

に
は

、
定

家
本

に
比
し

、

よ
り
強

く
編
纂

意
識

、

類

聚
意

識
が
働

ら

い
て

い
る
事

実

は
否
定
し

得
な

い
と
思

う
。

2

段
末

注
記

に

つ

い
て

各
章

段

の
末
尾

に
時

に
存
す

る

、
実
名

や
実
名

を

推
測

さ
せ

る
注

記
的

な
文

は
、
後

人

の
窟

入

と
早

く

い
わ
れ

て
い
る

が
、

こ
の
部
分

は
両
本

に

お

い

て
ど

の
よ

う
な
状

態
を

示
す
で

あ

ろ
う
か

。
各

章
段

の
最

後

の
歌

の

後

に
本
文

を
有

す

る
章

段

は
、
天

福
本
で

六

二
章

段

、
塗

籠
本
で

五
二
章

段

と
全
体

の
ほ
ぼ
半
数

で
あ

る
が

、

そ

の
う
ち

両
本

に
共
ハ通

な
章
段

は
、

一45一



天

福
本

でて
五
七
章
段

、
塗

籠

本
でて
五

一
章

段
で

あ

る
。
伊

勢
物

語

の
場

合
、

各
章

段

は
、

和
歌

の
記
述

で
終

っ
て
も

、
物

語
と

し

て
の
機
能

を
果
し

う

る
し
、

現

に
半
数

の
章

段

に
お

い

て
は

和
歌
で

終

っ
て
い
る

の
で

あ

る
か

ら

、

こ
れ
ち

の
章
段

最
後

の
和
歌

の
後

に
存
在

す

る
本

文

の
性

格

に

つ
い

て
考

え

て
み
た

い
。

こ
れ
を
内

容

的

に
分
類
し

て
第

一
表

の
結

果
を

得
た
。

な

お
、

「
と

よ
め

り
」

な
ど

の
簡
単

な
も

の
も

、

「
物

語

の
展
開

・
説

明

」

の
項

に
数

え

て
い
る
。

こ
の
表
で

分

る
と
お

り
、

人
物

に
関

す

る
段
末

注
記

は
実
際

に
は
そ

れ

ほ

ど
多

く

は
な

い
。
天

福
本

に
お

い

て
は
、

3
5

6
砺

79

04
お
よ
び

69

02

の
各
章

段

に
存
在

し
、

塗
籠
本

に
お

い
て
は

、

そ

の
う
ち

3
6

65
79

の
各

章
段

に
存
在

す

る
。
片

桐
洋

一
氏

は
か

か
る
性

質

の

「
段

末
注

記
が

、
塗

籠

本

に
お

い

て
は
、
6
段

の
よ
う

に

そ
れ
が

な
け
れ

ば

二
条
后

が
芥

川

に

鬼

に
喰
わ

れ

て
死

ん
で

し

ま

っ
た

こ
と

に
な

る
か
ら

残
し

た
と

い
う
特

別

な

場
合
ロ
を
除

い

て
は
省
略

さ
れ

て

い
る
」

と

い
わ
れ

る
が

、
果

し

て
そ
う

で

あ

ろ
う
か

。
今

、
6
段

を
除

き
、

残

る
三
章
段

の
段
末

注
記

を
対

照
し

て
み
よ

う
。

天
福
本

3
段

二
条
の
き
さ
き

の
ま
た
み
か
と

に

も

つ
か
う
ま

つ
り
た
ま
は
て
た

ゝ
人

に

て
お
は
し
ま
し
け
る
時

の
こ
と
也

65
段

水

の
お

の
御
時
な

る
べ
し

、
お
ほ

み
や
す

ん
所
も

そ
め
と

の

ゝ
后
也
、

五
条

の
后
と
も

四
段

こ
れ
は
さ
た
か
す
の
み
こ
、
時
の

人
中

将
の
子
と
な
ん
い
ひ
け
る
あ

に

の
中

納
言
ゆ
き
ひ
ら
の
む
す
め

の
は

ら
な
り

塗
籠
本

五
条
后

の
い
ま
た
御
門

に
も

つ

か
う
ま

つ
ら

て
た

ゝ
人

に
て
お

は
し

け
る
時

の
事
な
り

二
条
の
き
さ
き
と
も
こ
の
こ
と
は

み

つ
の
を

の
御
時
事
な

る
甑
し

お
ほ
み

や
す
と

こ
ろ
と
は
む

め

虻
の

ゝ
き

さ
き
な
り

こ
れ
は
貞

数
の
親
王
、
行
平
中

納
言

の
む
す

め

の
は
ら
な
り
清

和

の
親
王
也
時

人
中
将
の

こ
と

な
む

い
ひ
け
る

と

こ
ろ
で
天

福
本

に
あ

っ
て
塗

籠
本

に
な

い
段

末

の
実
名

注

記
は

、
5

段

二
条

后

、
69
段

斎
宮

、
　

段
斎

宮
、

悩
段
斎

宮

に
関

す

る
注

記
で
あ

り

69
段

の
如

き

は
、
展

開
部

は
塗
籠

本

に
も
存

し

な
が
ら

、

人
物

注
記

の
部

分
だ

け
を
欠

く

な
ど

、
た

し
か

に
塗
籠

本

に
お

い

て
は
物

語
的
世

界

の
展
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開

と
関
係

の
な

い
段

末
注

記
が
削

除

さ

れ
た
か

の
感

を
与

え

ら
れ

る
。
し

か
し

塗
籠

本

に
存
在

す

る
前
掲

三
章

段

の
注
記

も

、

こ
れ
ら
塗

籠
本

に
存

し

な

い
四
章
段

の
注

記
と

全
く

同
性

質

の
も

の
で
あ

り

、
特
別

に
、

こ
れ

ら

の
注
記

を
残

さ
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
理
由

は

見
出

し
得

な

い
と
思

う
。

従

っ
て
段
末

注

記

の
有

無

に
関
し

て
は
、
片

桐
氏

の
い
わ

れ

る
よ
う

に
簡

単

に
結

論

づ

け
る

こ
と
が
妥

当
だ

と
考

え

る
わ

け

に
は

い
か
な

い
。

む
し

ろ

こ
れ
は

、
片

桐
氏

の

い
わ

れ

る
や
む

を
得

な

い
6

段

の
場

合

を
除

い

て
、

理
由

が
明
確

で

な

い
の
で
偶

然
と

い
う

可
能

性
も

勿
論

あ

る
が

、
斎

宮

と

二
条

后

に
関

す

る
注

記
を

省

い
た
と
考

え
る

の
が
妥

当
で

は

な

い
だ

ろ

う
か

。
塗
籠

本

に
は
、

天
福

本

に
あ

る
斎

宮

に
関

す

る
注

記
は

三
章
段

と

も
存

し
な

い
し

、

二
条

后

に
関
す

る
注

記
は

6
段

を
除

い
て
、

3
段

の
場

合
口
、

天
福
本

に

「
二
条

の
き

さ
き

」
と
あ

る

の
を

塗
籠

本

は

「
五
条

后

」

と
な

っ
て
い
る
し

、
65
段

に
は

「
二
条

の
き

さ
き

と
も

こ
の
こ
と

は

一
本

」
と
校

異

の
形
で

傍
書

さ
れ

て

い
る

に
す

ぎ

な

い
。

又

、

こ
れ

ら

の
章

段

最
後

の
和
歌

の
後

に
存

在

す
る
本

文

の
両
本

に

お

け
る
異

同
を

検
す

る
と

、
細
か

い
異

同

は
別
と

し

て
、

そ

の
有

無
や

構
文

上

の
大

差
が

あ

る
事
例

は

一
九

章
段

に
わ

た
り

、

そ

の
う
ち

の

一
一
章

段

は
塗
籠

本

に
そ

の
部

分

が
存
在

し

な

い
。

そ

れ

に
対

し

て
天
福

本

に
存

在

し

な

い

の
は

五
章
段

で

、
両
本

に
存

し
な

が
ら

表

現
そ

の
他
が

異
な

っ
て

い
る

の
は
次

の
三
例

の
み
で

あ
る
。

①

9
段

の
最

後

「
と

よ
め
り

け

れ
は
舟

(塗
籠

本

、
舟

人

)

こ
そ
り

て
な

き

に
け

り
」

の
あ

と

に
塗
籠

本
で

は

「
そ

の
河
渡

す
ぎ

て
京

に
み

し
あ

ひ

て
物

語
し

て

こ
と

つ
て
や
あ

る
と

い
ひ
け
れ

は
、

み
や

こ
人

い
か

ゝ
と
と

は

ゝ
や
ま

た
か

み

は
れ

ぬ
雲
井

に
わ

ぶ

と

こ
た

ゑ
よ
」

と
更

に
展

開
し

て

一
首

を
加

え

て

い
る
。

②

69
段

、
天

福
本

で

は

「
と

て
あ

く

れ
は

お
は
り

の
く

に

へ
こ
え

に
け
り

」

と

い
う
物

語

の
展

開
部

の
後

に

「
斎

宮

は
水

の
お

の
御

時

文
徳

天
皇

の

御

む
す

め

こ
れ
た

か

の
み

こ

の
い
も
う

と
」

と

い
う
人
物

注

記
が

あ

る
の

を

、
塗
籠

本

で
は

こ
の
注

記

だ
け

を
欠
き

、
斎

宮

の
素
性

調

べ
を

記
し

て

い
な

い
。

③

聡
段

、

天
福

本
が

「
と

な
む

よ
め

り

け
る
」

で
終

る

の
に
対

し
、
塗

籠

本
で

は
献
上

し

た
石

の
説

明
が

記
さ

れ

て
い
る

。
但
し

こ
の
部
分

の
文

章

は
天
福

本

に
お

い

て
は
歌

の
前

に
記

さ
れ

て

い
る
。

さ

て
、
段

末
注

記
1

と

い

う
よ
り
も

、
各

章
段

の
両

本
共
ハ
通

の
最
後

の

歌

の
後

に
あ

る
本
文

の
異

同
を

全
体
的

に
考

え

て
み

た
場
合

、

塗
籠

本

に

お

い
て

こ
れ
を
除

く

傾
向

、
簡

略
化

す

る
傾
向

が
あ

る

こ
と
が

分

る
。
共

通
章

段

に
お

い

て
、
最
後

の
歌

の
後

の
本

文
を

も
た

な

い
章
段

数
は

、
塗

籠

本

に
お

い
て
六
章

段
多

い
し

、

又
、
定

家
本

に

の
み
あ

る

一

一
章
段

の

場
合

と
塗

籠
本

に
の
み
あ

る

五
章
段

の
場

合
と

を
比
較

す

る
と

、
塗
籠

本

の
場
合

一
首
を

添
加

し

て

い
る
36
段

以
外

は

、

「
と
よ

み

て
た

て
ま

つ
れ

り
」

(29

段

)

「
と

て
や

み

に
け
り

」

(
餌
段

)
な
ど

の
簡

単
な

も

の
だ

け
で
あ

る

の

に
対

し

、
天
福

本

の
場
合

は
、
同
様

の
事

例
も

あ

る
が

、
(

7
段

)
お

お
む

ね
、

「
い
に
し

へ
よ

り
も
あ

は

れ

に
な
む
か

よ

ひ
け

る
」

(
22
段

)
と

か

「
と

て
心

に
も

か
な

し

と
や
思

ひ
け
ん

い
か

ゝ
思

ひ

け
ん
し

ら

す
か

し

」

(
76
段

)
と
か

「
の
ち

に
は
た

れ
と
し

り

に
け
り

」
(
99
段

)

な
ど

の
よ

う
な

や

ゝ
複
雑

な
形

の
も

の
が

多

い
。

こ
れ
を

一
概

に
塗
籠

本

編
纂

者

の
整

理

と

の
み
判

定
す

る
根

拠

は
な
く

、
む

し

ろ
、

そ

の
も

と

に

な

っ
た
本
が

、

こ
れ
ら

の
本
文

や
注

記
が

な
か

っ
た

と
ま

で

は

い
え
ぬ

に

し

て
も

、
少

く

と
も
斎

宮

や
二
条
后

に
関

す

る
注
記

は
注

記

と
し

て
明
示

し
、

い
ま

だ
本
文

に
混

入
し

て

い
な

い
形

の
本

で
あ

っ
た
と

は
考

え
ら

れ

一47一



な

い
で

あ

ろ
う
か

。

3

歌

の
承
接

に

つ
い

て

井

手
至

氏

の
注

目
す

べ
き
論
考

「
和
歌
散

文
連

接

形
式

の
変

遷

一
に

お

い
て
、
氏

は
、

歌
語

り
か

ら
歌
物

語

、
昔
物

語

、
作

り
物

語
と

い
う

順
序

で

そ
の
和
歌

と
散

文

の
連
接

形
式

に
相

違
が

あ
ら

わ

れ
、
あ

る

程
度
発

生

の
順

を
追

っ
て
時

代
的

変
遷

を
あ

と

づ
け

る

こ
と

が
で

き

る
点

を
詳
し

く

論

証

し

て
お
ら

れ
る
。

今

、
和
歌

の
前

後

に
お

い

て
両
本

に
異
同

が
あ

る
事

例
を

検
す

る
と

、

第

こ
表

の
結

果

を
得

た
。

和
歌

の
前

の
部

分

に
お

い
て
、
脱

落

(
天
福

本

に
存
し

て
塗

籠
本

に

な

い
語
句

)
は
、
大

半

「
思

ひ
け

ん
」

「
い

ひ
や

る
」

「
み

て
」

「
よ
め

る

」
な

ど

の
、

い
わ
ば

な
く

て
も
和
歌

を

提
示

す

る

こ
と
自

体

で
示

さ
れ

て

し
ま

う

よ
う
な

性
質

の
用
言

で
あ

る

の

に
対

し
、

添
加

(塗
籠

本

に

お

い

て
加

わ

っ
て
い
る
も

の
)
の
事

例
は
、

「
思

ふ

こ
と

な
き

な
ら

ね
は
を

と

こ
」

「
い

ひ
か

ひ
な
く

て
男
」

な
ど
、
多

分

に
説
明

的
要

素
が

強

く
、
又

、

男

、
女

な
ど

の
歌

の
詠

み
手
、
主

格

を
明

示
す

る
語
句

で
あ

る

。

和

歌

の
後

の
部

分
は

、
天

福
本

に

の
み
存
す

る

の
は

、
人
物

の
実

名
注

記

、
歌

の
批
評

、

解
説

な
ど

で
あ

る
が

、
塗
籠

本

に
お

い

て
加

わ

っ
て
い

る
も

の
は
、
主

語

を
明

確

に
す

る
も

の

の
他

は
描
写

的

な
も

の
で

あ

る
。

異
文

に
お

い
て
は

、
塗
籠

本
で

は
天
福

本

の

「
心

や

み
け
り

二

(
5
段

)

に
あ

た

る
語
句

と
し

て

「
し

ん
し
け

る
」

が
あ

る
が

、
不

忍
文
庫

本
で

屋

代
弘

賢
が
読

み

写
し

た

よ
う

に

「
志

」
は

「
ゑ
」
と
読

み
、

「
ゑ
ん
し

け

る

」
と
す

る

べ
き
で

あ

ろ
う
。

「
ゑ
ん
ず

」
は
源

氏
物

語

の
中

に
も

一
七

例
を

数
え

、

「
ゑ

ん
じ
は

つ
」

「
ゑ

ん
じ

お
く

」

「
ゑ
ん
じ

う

け
ぶ
」

な

ど

の
複

合

語
も
存

し

、
連

用
形

の
名
詞

用
法

「
ゑ
じ

」

「
ゑ
ん
じ

」
も
あ

っ
て
、

物
語

用
語

と
し

て

一
般

的

な
も

の
で
あ

る

が
、

「
信
ず

」
と

な

る

と

や

ゝ
特

殊
で

あ

る
。

源
氏
物

語

に
も

七
例

の
用
例

を

み
な

い
わ

け
で
は

な

い
が

、
六

例
ま

で
が

男
性

の
会

話
文

(う
ち

}
例

は
明

石
入

道

の
消
息

文

)

の
中

に
あ
り

、
残

る

一
例
も

、
雨
夜

の
品

定

め

の
場

で

、
男
性
世

界

の
描
写

に
用

い
ら

れ

て
い

る
。

こ
の
5
段

の
場

合

の
よ

う
な
表

現

に
は
不

適

で
あ

る
と
考

え
ら
れ

る
。

塗

籠
本

に
お

け
る
描

写
的
文

章
で

は

、
例

え
ば
、

63
段

「
む
ま

に
く
ら

を
か

せ

て
…

…
む

は
ら

か
ら
た

ち
と

も
し

ら
す

は
し

り
ま

と

ひ
て

一
と
か

別
段

「
と

な
む

あ
り

け

る

こ
れ

を
み

て
む

ま

に
も

の
り
あ

え
す
ま

い
る
と

て
み
ち
す

か
ら

お
も

ひ
け

る
」
な

ど
で
あ

る
。

31
段

に
お

い

て

「
と

い
ふ

を

ね
た
む

女
も

あ
り

け
り
」

と

い
う
天
福

本

の
表

現

よ
り

も
、

「
ね
た
う

を
む

な
も

お
も

ひ

け
り

」
と

い
う
塗
籠

本

の
表

現
が
、

い
わ

ば
物

語

の
中

に

は
ま
り

こ
ん
だ
姿

で
あ

る
よ
う

に
、
歌

の
前

後

の
表

現

に

つ
い
て
は
、

塗
籠
本

に
、
物

語
的
世

界

に
徹
す

る
態

度
が

あ
ら
わ

れ

て
い
る
と

思
わ

れ

る
。4

各
種

異

同

に

つ
い
て

天

福
本

と
塗

籠
本

を
対
校

し

て
、
あ

ら
ゆ

る
異
同

を
検
出

、
整

理
す

る
、
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④
語

句

の
挿

入

(
A

)
と
脱
落

(
B

)

・

構
文

に
異
同

な
く

、
語
句

が
挿
入

さ
れ

た
り
脱

落

し
た

り
し

て
い
る
事

例

は
矛

三

表

の
と
お

り
で
あ

る
。
塗
籠

本

に
脱
落

現

象

が

多

い
が

、

そ

の
た
め

に
文
意

が

不
明

確

に
な

っ
て
い

る
と

こ
ろ

は
な

く
、
塗
籠

本

に

お
け

る
文
章
表

現

の
簡

素
化

が
分

る

∂

助
詞

の
添
加

(
E

)
と
脱

落

(
F

)

(第 三表)

(第 五表)

 

㊥
助

動
詞

の
添

加

(
C

)

(第 四 表)

と
脱
落

(D

)

構

文

に
異
同

が

な
く

、
助
動

詞

だ
け
が

添

加

又
は
脱

落

す

る
事
例

は
、

そ
れ

ぞ
れ

四

一

例

、

四
○

例
あ

る
が

、
傾

向

と
し

て
は

、
塗

籠
本

に
お
け

る
リ

・
タ
リ

の
多

用
を

あ
げ

る

こ
と
が
で

き

る
。

又
添
加

の
異

な
り

語
数

に

比

し
、
脱

落

の
異

な
り
語

数
が

多

い

こ
と

は

塗

籠
本

に
お

い

て
は
、
天

福
本

に
比

し
助
動

詞

の
使

用
が
統

一
的

で
あ

る
と

い
え
よ

う
。

助

詞

に
お

い

て
は

、
両
本

に
お

い
て
顕
著

な
差

は
な

い
が

、
塗
籠

お

い

て
、

ナ

ド

・
ホ
ド

・
ノ
ミ
な
ど

の
副
助

詞

の
添
加

が
目

に

つ
く

と

と
、
塗

籠

本

に
お

い

て
ヲ
の
脱
落

が

や

、
多

い

こ
と

に
注
目

し
た

い
。
脱

落
し

て
い
る

一
四
例

の

ヲ
は
す

べ

て
目

的
格

の
ヲ
で
あ

り
、
文

意

に
変
化

は
な

い
。
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O

接
頭

語

の
添
加

(
G

)

㊨
代

名

詞

の
置
換

(J

)
と

脱
落

(
H

〉
お

よ
び

接
尾

語

の
脱
落

(
1

)

第

六
表

で
分

る
と

お
り

、
塗

籠
本

に
お

い

て
は
、

動
詞

に
接

頭

語
を

つ

け

て
表

現
す

る
形
が

多

い
。
接

頭

語

を

つ
け

る

こ
と

に
よ
り

、
意

味

の
微

妙

な
変
化

が

も
た

ら

さ
れ

る
わ

け
で

あ

り
、

表

現

に
細

か

い
配
慮

が

な

さ

れ

て
い
る

と
考

え

て
よ

い
と

思
わ

れ

る
。天

福
本

に
お
け

る

カ

ノ
を
塗
籠

本

に

お
い

て
は

コ
ノ
に

置
換

し

て

い
る

例
が

め
だ

っ
て
多

い
が

、

こ
れ
は

カ

と

コ
の

一
字

の
違

い
で

あ

り

、
変
体

仮
名

に
お

い
て

そ

の
字

体

が
相

似

し

て
い

る
と

こ
ろ
か

ら

も
、

一
概

に
、

塗
籠

本
が

物

語
を

近
称

で

書

い

て

い

る

と
だ

け
は

結
論

づ

け
得

ず

、
伝

写

の
過
程

に
お

け

る
誤

写
を

疑

っ
て
み

な

け
れ
ば

な

ら

な

い
と
思

う

。

㊦

助

動

詞

の
置
換

(
K

)

助

動

詞

の
置
換

は
第

八
表

の

二
七

例
で

あ

る

。

ケ
リ

・
タ
リ

・
ヌ
を

り

に
塗

籠

本

で
か

え

て

い
る

事
例
が

一

一
例

あ

る

。

こ
れ

は
助
動

詞

の
脱

落

添
加

の
実

状

と
見

合
わ

せ

て
、
塗

籠

本

に

お
け

る

完
了
表

現

の
特

徴

と

い

え

る
。

一
体

、

リ
と

い
う

助
動

詞

は

ア
リ

の
語

尾

と
し

て
把

握

す

べ
き

も

の
と
考

え
ら

れ

、

タ
リ

・
ケ
リ
な

ど

と

同

源
と

考

え

る

べ
き
で

あ

ろ

う
が

全

体

的

に

ケ
リ
で

口
調
を

と

と

の
え

て

い
る
伊

勢

物

語

に
お

い

て
、

そ

の

大

勢

は

か
わ

ら

な

い

に
し

て
も

、
塗

籠

本

に

お

け
る

り

の
多

用
は

、

こ
の

伝
本

の

一
つ
の
特
徴

と

い

え

る
。

レ

が

、

上
代

に
特

徴

的
な
助

動

詞

で
あ

る

こ
と

を
考

え

あ
わ

せ

る

と
、

編
纂

者

、

又

は
書

写

者

の
文

章
意

識

と

い

う
も

の
が

、
教

養

度

の
高

い
も

の
で

あ

っ
た

と
考

え
る

べ
き

で

は
な

い
だ

ろ
う

か

。

そ

こ
で

、

こ

の
両
本

に
お

け

る
、
リ

・
タ

リ

の
実
態

を

更

に
検

討

す

る
。

両
本

に
お

け

る
リ

・
タ

リ

の
上
接

語
バ

第

九

表

の
と

お

り
で

あ

る

。

数

値

が
少

な

い
の
で

確

言

は
避

け

な

け
れ

ば

な

ら
な

い
が
、

リ
も

タ
リ

も

、
塗

籠
本

が

総

数

に
お

い
て
多

い
の

に
、

上

接

語

の

一
回
使

用

語

に
お
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い
て
少

な

い
と

い
う

現
象

は
あ

る

に
し

て
も
、

上
接

語

に

つ
い

て
は
、
両

本

の
異
同

と

い
う
面

か
ら

は

お
お
む

ね
大

差
が

な

い
と
考

え

て
よ

い
。
し

か
し

、
表

示
し

た
と

お
り

、

リ
と

タ
リ

の
上
接

語
を

比
較

し

て
み

る
と

、

か

な
り
明

確

な
相
違

が

み
ら

れ
る
。

リ

は
、

イ

フ

・
ヨ
ム
と

い
う
和

歌

を

提

示
す

る
語
句

に
接

し

て

い
る
事
例

が

用
例

の
半
数

以
上

を
占

め

、
異

な

り

語
数
も

少

な

い
の

に
対

し

、

タ
リ
に

お

い
て
は

、

ヲ

コ
ス

・
イ
ヅ

・
イ

ダ

ス

・
ク
な

ど

の
人
物

の
行
動

を

示
す
語

句

に
多

く
接

し

て
い

る
が
、
多

い
と
は

い
え

、
最
高

七
例

の
使

用
数

し
か

示

さ
ず

、
異

な
り

語
数
が

多

い

こ
の
用
例

か

ら
考

え

て
、
少

の
上
接

語
が

、

四
段

・
サ
変

動

詞

に
限
ら

れ

る

と

い
う
制
限

を

こ
え

て
、
伊
勢

物

語

に
お

い

て
は

、

「
い

へ
り

」

「
よ

め

り
」
と

い
う
形
が

、

一
種

の
く
り

か

え
し
と

し

て
多

用
さ

れ
、
文

体
的

な
特

徴

を
形

づ
く

っ
て
い
る

こ
と
が

分

る
。

㊦

助

詞

の
置
換

(
L

)

助

詞

の
み

の
置

換

は
第
十

表

の
四

三
例
で

あ

る
が
、

こ
の
変
化

に

よ

っ

て
塗

籠

本

に
あ
ら

わ

れ
る
助

詞
相

は
、

一二

○
例

、

ヲ
六
例

、

ド

モ
六

例

な

ど
が

め
だ

っ
た
も

の
で
あ

る

。
助
詞

の
添

加
脱

落

の
事
例

と
考

え
あ

わ

せ
る
と

、
塗
籠

本

に
は
助
動

詞

と
同
様

に
助

詞
使

用

に
統

一
性
を

も

つ
傾

向

が
あ

る

こ
と
が

判
断

さ

れ
る

。
例

え
ば

、
塗
籠

本

に
お

け

る
ド

モ
の
多

用
で
あ

る
が

、

ド

の
女

性

語

に
対

し

て

ド

モ
が

男
性

語
で

あ

る
と
考

え
ら

れ
な

い

こ
と

も

な

い
点

を
考

慮
す

る
と

、
塗

籠
本

の
用
語

の
特
徴

の

一
端

が

あ
ら

わ

れ

て
い
る
と

い
え
よ

う
。

天
福
本

塗
籠
本

にをにぞをへばのと
か

をど
も

ばどを
ば

のぞ

天
福
本

な

む

かやよへよ
り

な
ど

し
も

に
の
み

つ
ゝ

に
て

か
と
も

塗
籠
本

はやかのににぞにつ
ゝ

てにへこ
も
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表一十第
⑦

動

詞

の
置
換

(
M

)

天
福
本

くい
ぬ

ま
う
つ

お
は
し
ま
す

い
ふ

す

塗
籠
本

い
く

・
ゆ
く

い
く

・
ゆ
く

ま
ゐ
る

お
は
す

し
る

あ
り

構

文

に
異
同

が

な
く

、
動

詞

の
み

が
置

換
し

て

い
る

事
例

は
、
全

部
で

七
九
例
あ

り

、
大

半

は

一
回

の
み

の

用
例
でて
あ

る
が
、

二
回
以
上

同

一
の

置
換
が

行
な

わ

れ

て
い

る

の
は
第

十

一
表

の
と

お
り
で

あ

る
。

塗
籠
本

に

イ

ク

・
ユ
ク

の
形
でて
あ
ら

わ
れ

る
も

の
は
六
ハ
例
で

あ

る
が
、
逆

に
天

福
本

に
イ

ク

・
ユ
ク

の
形

で
あ

ら
わ

れ

る

の
は

二
例
で

あ
り

、
塗
籠

本

の
表

現

の
特

徴
と

い
え
よ

う
。

語

の
形
態

の

表二十第

天
福
本

塗
籠
本

複
合口
動
詞
↓
単

一
動

詞

単

一
動
詞
↓
複
合
動
詞

一複
合
動
詞

の

一
部
転
換

電

一
動
詞
↓
他
の
単
動

詞

面
か

ら

み
る

と
第

十

二
表

の
と

お

り
で
あ

る

。
当
然

の

こ
と

な

が

ら
単

一
動

詞
を

他

の
単

一
動

詞

に
置
換

す

る
事

例
が
多

い
が
、

半

数
近

く
が

、
複

合
口
動

詞
で
あ

る
し

、

そ
の
う
ち

の
半

数
近

く

が
塗

篭
本

に
お

い

て
は
単

一
動

詞

と
な

っ
て
い

る
。

又

こ
れ
ら

を
意

義

の
面

か

ら
み

る
と
、

イ

ク

・
ク
な
ど

行
動

を
表

現
し

た
も

の
が
多

い
こ
と
が

め
だ

つ
の
で

意
義

的

に
分
類

し

て
み

る
と
第

十

三

表

の
と
お

り

に
な
る

。

表三十第

イ
ク

・
マ
ヰ

ル
・
ク

な
ど

の
行
動
関

係
用
語

カ
タ
ラ

フ
・
ア
ブ

・
イ
フ

な
ど

の
恋

愛
関

係
用
語

ア
リ

・
イ

マ
ス
・
ッ
カ
フ

マ
ツ
ル

な
ど

の
存
在
関

係
用
語

そ

の

他

こ
れ
ら

の
う

ち

、
意
味

内
容

に
変

化

を
生
ず

る

の
は

、
次

の
三
例

の
み

で
あ

る
。

天

福

本

塗

籠

本

①

14
段

ひ
な

ぶ

ー
↓

ひ
が
む

②

62
段

を
と

つ

る
=
↓

を
と

ろ
ふ

③

捌
段

ぬ

る

i
↓

つ
る

こ
れ
ら

三
例

は
、

す

べ
て

一
字

の
異
同

が
基

に
な

っ
て
お
り
、

別
義

の

動

詞

に
な

っ
た
当

初

の
理

由

は
、
誤
読

誤

写
で

は
な

い
か

と
疑

う
。

14
段

は
民
謡

調

の
歌

を
中

心
と

し
た

段
で

あ
り

、
ど
ち

ら

の
語

でて
も
意

味

は
通

じ

る
が
、

な

お

「
ひ
な

ぶ
」
が
物

語

の
内
容

か

ら
考

え

て
適

当
で

あ

ろ
う
。

62
段

は
い
わ

ゆ
る
広

本
系

諸
本

が

「
な
か

き
か

み
を
き

ぬ
の

ふ
く
ろ

に

い

れ

て
と
ほ

や
ま

す
り

の
な
か
き

あ
を

を

そ
き

に
け

る
」
と

い
う
女

の
様

子

を
描

写
し

た

異
文

を
有

す
る

、
人

の
国
で

の
物

語
で

、
塗
籠

本

に
も

「
を

と

傷

竺
㌦
と

い
う
書

入

れ
が

あ
り
、

文
意

も

天
福
本

の
方

が
通

じ
や

す

い
。

捌
段

は
天

福

本
が
女

の
返
歌

を
記
載

し

て

い
て
、
歌

数

に
異
同

の
あ

る
章

段
で

あ

る
が

、

こ
れ
も

「
雨

に

つ
れ

て
」
と
塗

籠
本

に
異

本

の
校
合

が
記

入

さ

れ
、

や
は

り
当
然

、

「
雨

に
ぬ

れ

て
」

で
あ

ろ
う

。
意
義

上

に
変
化

が
あ

る
と

み
ら

れ

る
三
例

は
、
す

べ
て
天
福
本

の
方

が

正
し

い
本
文

を

伝

え

て
い

る
と
考

え
ら

れ

る
。

⑭

語
句

の
置
換

(
N

)

こ

こ
に
は
、

上
述

ま
で

の
異

同
で

は
律

し
き

れ
ず

、
又
異

文

と
ま
で

は

い
え
な

い
異
同

を
収

め
た

。
第

十

四
表

の
如

き

一
八
○

例

を
得

る
。
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同
義
の
名
詞
同
志

異
義
の
名
詞
同
志

用
言
間
の
置
換

副
詞

(旬
)
関
係
の
置
換

感
動
詞
の
置
換

連
体
詞
の
置
換

接
尾
語
の
置
換

表
現
の
差
違

現
在
表
現
を
過
去
表
現
に

過
去
表
現
を
現
在
表
現
に

文
の
断
絶
を
文
の
連
続
に

文
の
連
続
を
文
の
断
絶
に

そ

の

他

こ
の
異
同

の
中
で

、

二

三

の
目

に
た

つ
特

徴
を

ひ

ろ

い
出

し

て
み
よ

う
。

塗
籠

本

に
お

い

て
、
天

福

本

の

マ
ダ
は

、
六

例
ま

で

イ

マ
ダ

に
置
換

さ

れ
、

挿

入
さ

れ

て

い
る
イ

マ
ダ

一
例
を

あ

わ
せ

て
、
天

福

本

に
お
け

る

よ
り
も
、

七

例

多

い
イ

マ
ダ
を

持

つ
。

天

福
本

に

お

い
て
は
、

イ

マ
ダ

は

二
例
で
あ

り
、

一

例
は

42
段

の
歌

「
出

て

ゝ

来

し
跡

だ

に

い
ま

だ
変

ら

じ

を
誰
が

通
路

と
今

は
な

る
ら

ん
」

で
あ

り
、
他

の

一
例

は
、
鴇

段

の
藤

原
常

行

の
惟
喬
親

王

へ
の

こ
と
ば

「
と
し

こ
ろ
よ

そ
に
は

つ
か

う
ま

つ
れ

ど
ち

か

く
は

い
ま
だ

つ
か

う
ま

つ
ら

ず

こ
よ

ひ
は

こ

ゝ
に
さ

ふ
ら
は

ん
」

で

あ

る
。

(
但
し
、

こ
の
部

分

へ
塗

籠
本
で

は

「
年
来

よ
そ

に
は

つ
か

ふ

ま

つ
れ

ど
ま

た
か
く

は
ま

い
ら

す

こ
よ

ひ
は

こ

ゝ
に
さ
ふ

ら
は

ん
」
と

な

っ
て
い
て

マ
ダ
で
あ

る
。

)

そ
し

て
そ

の
他

の
例

は
す

べ
て

一
二
例

と
も

(
う
ち

二
例

は
和
歌

)

マ
ダ
で
あ

る
。

こ
の
う
ち

の
和

歌

の

二
例

は
塗
籠

本

でて
も

マ
ダ

で
あ

る
が

、
そ

れ
以
外

の

一
〇

例

の
う
ち

、

六
例

ま
で

が
塗

籠
本

で

は
イ

マ
ダ
で

あ

り
、
残

り

の
う
ち

三
例

は
、
塗

籠

本
で

は

マ
ダ
自

体

、
も

し
く

は

マ
ダ
を
含

む
文
自

体

が
欠

け

て
い

る
。
従

っ
て
塗

籠
本

の

中

で

マ
ダ
が

用

い
ら
れ

て

い
る
の
は

、
53
　

段

の
歌

の
中

を
除

け
ば

、
40

78

段

の

二
例

だ

け
で
あ

る
。

40
段

も
78
段

も

異
文

、
異

同

の
多

い
章

段
でて

あ

り
、

当
該

部
分

に
異

同
が

あ

る
。

天
福
本

40
段
人

の
子
な

れ
は
ま
た
心

い
き
お

ひ
な
か
り
け
れ
は

と

ゝ
む
る

い
き
お
ひ
な
し
女
も

い

や
し

け
れ
は
す
ま
ふ

ち
か
ら

な
し
さ
る
あ

ひ
た

に
お
も

ひ
は

い
や
ま
さ
り

に
ま
さ

る

塗
籠

本

人
の

こ
な
れ
は
心

の
い
き

ほ
ひ
な
く

て

ゑ
と

ゝ
め
す
を
ん
な
も

い
や
し

け
れ
は

す
ま
う

ち
か

ら
な
し
さ

こ
そ

い
ゑ
ま
た

ゑ
や
ら

す
な
る
あ
ひ
た

に
思

は
い
や
ま
さ
り

に
ま
さ

る

こ
の

二
文

を

比
較

し

て
み

る
と
、
塗

籠
本

の
文

は
説

明
的

に
す

ぎ

て
お

ち

つ
か

な

い
。

78
段

の
異
同

は
前

述

の
と
お

り
で

あ

る
が
、

こ
れ
も

天
福

本

の

「
ち

か

く

は

い
ま

た

つ
か
う

ま

つ
ら
ず

」

の
方

が

そ
れ

に

ひ
か

れ

て

生

じ
た

異
文

と

お
も
わ

れ

る

「
ま

た
か

く
は

ま

い
ら
ず

」
よ

り
は
文

章
が

と
と
の

っ
て

い
る
。

す

な
わ
ち

、
塗
籠

本

に
お

け
る

マ
ダ

は
ぶ
れ

が
大

き

い
、
正

当
な

塗
籠

本
本

文
で

あ

る
か
を
疑

わ

せ
ら

れ

る
よ
う

な
部
分

に
あ

る

の
で

あ

る
か

ら
、
大

勢

は
、

「
塗
籠

本

に
お

い
て
は

マ
ダ

に
か
わ

っ
て

イ

マ
ダ
が
使

用

さ
れ

て

い
る
。
」

と
考

え

て
よ

い
と
思

わ
れ
る
。

と

こ
ろ
で

、

マ
ダ

は
イ

マ
ダ

の
略
と
考

え

ら
れ

て
お

り
、

古
く

日
本
書

紀

の
古

訓
か

ら

「
末

」
合
時

・
末

太
不

支
安

八
世
左

留
止

支

仁
」

(
神
代

紀

下

、
私

記
乙
本

)

「
末

」
及
之

死
、
末

太
之

奈
奴

ホ
」

(
景
行
紀

二
十

七
年

、
私
記

丙
本

)
の
例

が

み
え

る
と

い
わ

れ

て

い
る
し

、

一
般

に
和

文

の
物

語
類

、

日
記
類

に
は

イ

マ
ダ

を
用

い
る

こ
と

は
少

な
く
主

と

し

て

マ

ダ
が
あ

ら
わ

れ

る

の
が

常
で

あ

る
。
今

、
第

十

五
表

に
そ
れ

を
表

示
し

て

み
る

。
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万

葉

集

竹

取

物

紐

大

和

物

駈

源

氏

物

班

落

窪

物

駈

浜
松
中
納
言
物
語

蜻

蛉

日

記

和
泉
式
部
日
記

紫
式
部
日
記

更

級

日
記

方 徒 枕 後 古

丈 然 草 撰 今

記 草 子 集 集

ま
だ

い
ま
だ

源
氏
物

語

の

三
例

の
イ

マ
ダ

の
う
ち

、
二
例

は
、

冷

泉
院

お

よ
び
僧

侶

の

こ

と

ば
で

あ
り

、
残

る

一
例

は
、
薫

大
将

の
行
動
を

示

す
語

に

用

い
ら

れ

て

い
る

が
、

こ
の
例

は
河
内

本
で

は

マ
ダ

に
な

っ
て
い
る
。

又

、
枕
草

子

の

一
例

の
イ

マ
ダ
は

、
宰

相

の
中
将

が

諦

す

る
詩
句

で
あ

る
。

こ
の
用
例

分
布

か
ら

み

て
、

イ

マ
ダ
は

、
①

古

く

万

葉
集

に
用

い
ら

れ

る
歌

語

で
あ

り

、
②

男

子

の
世

界

に
生

き

の
び

、
③

和
文

系

の
女
子

の
物

語
世

界

に
は

用

い
ら
れ

な
か

っ
た

と

い
え

よ
う

。

そ

の
点

か
ら

考

え

て
、

こ
の

こ
と

は
塗

籠
本

の
成
立

に
は
イ

マ
ダ

と

い
う

用
語

に

慣

れ

て
い
る
男

性

が
深

く
か
か

わ

っ
て
い

る
と

い
え

る

一
つ
の
証
左

で

あ

る
と

思
わ

れ

る
。

又
、

こ

の
語
句

の
置
換

と

い
う

項
目

で
と

り
あ

げ

た
異

同

の
中
で

、

文

の
断

続
と

い
う
面

を
な

が
め

て
み

る
と

、

天
福
本

に
お

い

て
は
文

が
終

止

し

て

い
る
と

こ
ろ
を
、
塗

籠
本

で

は
続

け

て

い
る
事

例
が

一

一
例

あ

っ
て

反
対

の
場

合
口
の

五
例

に
比
し

多

い
が
、

一
体

に
、
塗

籠
本

は

文
が

連
綿

と

続

く
傾
向

が

あ

っ
て
、
伊
勢

物

語

の
短

文
構

成

と

い
う
文

体

的
特

徴

を
や

や

遠
ざ

か

る
感

じ

が
す

る
。

関
連

し

て
、

語
彙

は
同

じ
で

あ

っ
て
も

活

用

形

が
異

な

る
事
例

を
あ

げ

て
み

る
と
、

天

福
本

が
連

体
形

で
あ

る
と

こ
ろ

を

塗
籠

本
が

終
止

形

に
し

て

い
る
も

の
が

一
四
例
あ

り

、

そ
の
逆

は

二
例

し
か

な

い
。

天
福

本

が
終
止

形

に
な

っ
て
い

る

二
例
は

、

そ
の
天

福
本

の

方

の
形
が
文

法
的

に
み

て
正
し

い
が

、
逆

の
場

合

の

一
四
例

は
、

ま
さ

に

正
否

半

々
で
あ

っ
て
、
文

法
意

識

に
基

づ

く
も

の
で

は
な
く

、

一
種

の
慣

用
的

な

口
調
と

し

て
、
塗

籠
本

で

は
文
を

終
止

形

で
と

ど

め
る

よ
り
も

、

文
を

続

け

て
ゆ
く
態

度

を
も

っ
て
い

る
と

い
え

よ
う
。

こ
の
点

を
更

に
明
確

に
す

る
た

め

に
、
両

本

に
共

通
す

る
章
段

の
文

の

断
続

に

つ
い

て
検

す

る
と

、
異
同

が
第

十
六

表

(
次

頁

)

の
如

く

三
五
例

み

ら
れ

る

う
ち
、

塗
籠

本

の
方

が
文

を
続

け

て
い

る
事
例

が

逆

の
場

合

の

二
倍
を

し
め

て
い
る
。

か
く

し

て
、
天

福
本

に
比
し

、
塗

籠
本

に
お

い
て
は

、
文

を
長

く
続

け

る
傾
阿

が
強

い

こ
と

が
判

明
し

た
。

こ

の
よ
う

に
語
句

の
置
換

の
あ

り
方

か
ら

、
塗

籠
本

に
お
け

る
文
章

表

現

の
特
徴

が
導

び
き

出

さ
れ

て
く

る
が

、

な
お

こ
れ

ら

の
異
同

の
大
半

が

、

一
字

の
違

い
、

又

は
同
字

数
か

せ

い
ぜ

い

一
字

の
出
入

り

の
範

囲
で

起

っ

て
お
り

、
又

か
な
文

字

の
同

一
の
続
き

方

(
例

え
ば

ち
か

く
と

か
く

)
で

起

っ
て

い
る

こ
と

を
考

え

る
と

、

異
同

が
生

じ

る
原
因

の
大

半

は
誤

写
誤

読

に
あ

る
と

い
う

こ
と
を

暗
示

し

て
い

る
と
思

わ

れ
る

。
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(第十六表)

天

型

O

塗
1

。

ー

。

、
天
福
本

続

っ
塗
籠
本

断

天
-

。
ー

。

塗

。

、
天
福
本

断

っ
塗
籠
本

続

用
例
数

用
例
を
も

つ
章
段

実
例

天

福

本

か
り
し
あ
り
き

け
る

に
い
き
あ

ひ
て
み

ち

に
て
む
ま

の
く
あ
を
と
り

て
か
う
か

う
な
む
思
ふ
と

い
ひ
け
れ
は
あ
は
れ
か

り

て
き
て
ね
に
け
り
。

人

の
む
す
め
を
ぬ
す
み
て
む
さ
し
の

へ

ゐ
て
ゆ
く
ほ
と

に
ぬ
す
人
な
り
け
れ
は

く

に
の
か
み

に
か
ら
め
ら
れ

に
け
り
。

女
を
は
く
さ
む
ら
の
な
か

に
を
き
て
に

け

に
け
り
。

塗

籠

本

か
り
し
あ
り
き
け
る
み
ち

に
ゆ
き
あ

ひ
か
一本

に
け
り
。
む
ま

の
く
ち
を
と
り
て
や
う

や
う
な
む
思
と
い
ひ
け
れ
は
あ
は
れ
か

り
て
ひ
と
よ
ね

に
け
り
。

女
を

ぬ
す
み

て
む
さ
し

の
国

へ
ゆ
く

ほ

と
に
ぬ
す
人
な
り
け
れ
は
く
に
の

つ
か

さ
か
ら
あ
け
れ
は
を
ん
な
を
は
草
村

の

な
か
に
を
き

て
に
け
に
け
り
。

天

0

0

塗
「

。
1

。

複

合

形

そ
の
み
わ
さ

に
ま
う
て
た
ま
ひ
て
か

へ
さ
に
山
し
な

の
せ
ん
し

の
み
こ
お
は

し
ま
す

そ
の
山
し
な
の
宮
に
た
き
お
と

し
水

は
し
ら
せ
な
と
し

て
お
も

し
ろ
く

つ
く
ら
れ
た
る
に
ま
う

て
た
ま
う

て
と

し
こ
ろ
よ
そ
に
は

つ
か
う
ま

つ
れ
と
ち

か
く
は
い
ま
た

つ
か
う
ま

つ
ら
す

ご
よ

ひ
は
こ

ゝ
に
さ
ふ
ら
は
む
と
申
た
ま
ふ

み
こ
よ
ろ
こ
ひ
た
ま
ふ
て
よ
る
の
お
ま

し
の
ま
う
け
せ
さ
せ
給
。

そ
の
み
わ
さ

に
ま

い
り
給
て
か
ゑ
さ

に

や
ま
し
な

の
禅
師

の
み
こ
の
御
も
と
に

ま
い
り
た
ま
ふ
に
其
や
ま
し
な

の
み
や

た
き
を
と
し
水

は
し
ら
せ
な
と
し
て
お

も
し
ろ
う

つ
く
れ
り
。
ま
う

て
給
て
年

来
よ
そ
に
は

つ
か
ふ
ま

つ
れ
と
ま
た
か

く
は
ま
い
ら
す

ご
よ
ひ
は
こ
こ
に
さ
ふ

ら
は
ん
と
申
給
を
み

こ
よ
ろ

こ
ひ
給
。

よ
る

の
を
ま
し
と
こ
ろ
ま
う
け
さ
せ

給
。

う

⑭

異
文

(
0

〉

以

上

の
異
同

の
他

に
、

以
上

の
す

べ
て
の
事
例

よ

り
も

な
お
大

巾

に
異

な
る
異
文

八

二
例
を

得

て
い
る

。

こ
れ
ら

の
異
文

に

つ
い
て
は

一
覧
表

を

提

示
し

、

一
例

一
例

に

つ
い
て
各

個

に
検

討

す

る
よ
り

他
な

い

の
で
あ

る

が

、

い
た
ず

ら

に
紙
幅

を
と

る

こ
と
を

お
そ

れ

て
、

い
ま

は
、
①

塗
籠

本

の
方

に
挿

入

異
文

が
多

い
こ
と
。

(
例

え
ば

お
段

。
天

福
本

「
い
ま

は
う
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ち
と

け

て

つ
か

ら
L
塗

籠
本

「
い
ま
は

う
ち

と
け

て
か

み
を

か
し

ら

に

ま
き
あ

け

て
お
も

な
が

や
か
な

る
を

む

な

の
て

つ
か

ら
」
)
②

塗
籠
本

の

方

に
本

文

の
乱

れ
と
思

わ

れ
る
文

の
だ

ぶ

つ
き
が

あ

る

こ
と

。

(
例
え
ば

1
段

。
天
福

本

「
い
ひ
や
り

け

る
」
塗

籠
本

「
や

れ
り

け

る
を

な

ん

い
ひ

つ
き

て
や
れ

り

け
る
」

)
③

塗
籠

本

の
方

に
説
明

的
な

異
文

が
多

い
こ
と
。

(
例

え
ば
6

段
。

天
福

本

「
か
ら

う
し

て
ぬ
す
み

い
て

ゝ
い
と

く
ら
き

に

き
け
り

」
塗

籠
本

「
か

ら
う

し

て
を

ん
な

の

こ

ゝ
ろ
あ

は

せ

て
ぬ
す

み

い

て

に
け
り
」

)
な

ど

の
特
徴

的

な
傾
向

が

み
ら
れ

る

こ
と
を

あ
げ

て
お

く

に
と
ど

め
る

。

こ
れ
ら

の
異

文

の
混
入

の
過

程

に

つ
い

て
は
、
他

系
統

の

伝

本
と

の
校
合
口
を

通
さ

な
け

れ
ば

何
も

い
い
得

な

い
で

あ

ろ
う
。

　
そ

の
他

(
P

)

そ

の
他

の
異
同

と
し

て
は
、
固

有
名

詞

の
異

同
、

一
三
例

。

(例

え
ば

3

段
。

天
福
本

「
二
条

の
き

さ
き

」
塗

籠
本

「
五
条

后

」

)
語
句

の
位

置

転

換
、

一
三
例
。

(例

え
ば

4
段

。
天

福
本

「
心
さ

し
ふ
か

ゝ
り

け

る
ひ

と

ゆ
き
と

ふ

ら

ひ
け

る
を
」

塗
籠

本

「
ゆ
き

と

ふ
ら

ふ
人

こ

ゝ
う
さ
し

ふ

か

ゝ
り

け
る
を

」

)

の
他
、

全
く

意
味

不
明

の
異

同
、

一
六

例
が

あ

っ
た
。

(
例
え
ば

痴
段

。

天
福

本

「
お

ほ
み
き

」
塗
籠

本

「
お

ほ

に
ふ
き

」
。

こ

れ

ら
は
明

ら
か

に
誤

写
と
考

え

て
よ

い
で
あ

ろ
う

。

)
又
、
音

便

形

の
相

違

、
お

よ
び
仮

名
遣

の
相
違

に

は
今

回
は
触

れ
な

か

っ
た
。

又
、

和
歌

に

つ
い

て
は

、
地

の
文

の
伝
承

と

は
ま
た

異

な
る
意

識
が

あ

っ
た
と
考

え

ら

れ
、

事
実

、
和

歌

の
異

同
は

、
地

の
文

の
異

同

に
比
し

き
わ

め

て
少

な

い
。

和
歌

の
異

同
は

、

一
五
三
例

を
数

え
た

が
、

こ
れ

に

つ
い
て
も
今

回
は

言

及
し

な
か

っ
た

。
別

の
観

点

か
ら

の
検

討
が

必
要

で
あ

る
と
判

断

し
た

か

ら
で

あ
る

。

以

上
、
検

討

し

て
き

た
両

本

の
各

種

の
異

同
は

、
地

の
文

の
み
で

一
〇

三
四
箇

所
で
あ

っ
た
。

こ
れ

ら

の
異
同

が
各

章
段

に
ど

の
よ
う

に
分

布

し

て
い
る

か
を

み
る

と
、

一
章

段
内

に

三
○

箇

所

以
上

の
異

同
を

有
す

る
章

段

は
、

6
9

65
69
鴨
留

96
段

の
七
章

段
で

あ

り

、

そ
の
反

面

、
全

く
異

同

の
な

い
章
段
も

二
章

段

の
み

。て
あ

る
が

、

鵬
備
段

が

あ

っ
た
。

異

同

の
多

寡

に
よ

っ
て
章

段

の
性

質
が

決
定

で
き

る
も

の
で
は

な

い
が

、
お

お
よ

そ

の
判

定

は
可
能

で
あ

ろ
う
。

異
同

の
多

い
章

段

が

そ

の
成

立

、
伝

写

の
過

程

に
お

い

て
何

ら

か

の
形
で

複
雑

な
要

素

を
持

つ
こ
と

は
否

定

で
き

な

い
。

第
十

七
表

に
、

こ
の
異

同
箇

所
を

表
示

し

て

み
よ
う

。
両

本

に
共

通
す

る

一
一
四
章
段

の
中

で
、
異
同

の
多

い
章

段

は
比

較

的
少

な

い

こ
と
が

分

る
。

又

こ
れ
ら

の
異

同
は
、

両
本

の
共
有

章
段

に
ほ
ぼ
均

等

に
分
布
し

て
い

て
、
従

っ
て

一
般

に
長
大

な

章
段

に

は
多

く
、

短

小

な
章

段

に

は
少
な

い
。

す

な

わ
ち

あ

る
特
定

の
章
段

や

、
章
段

群

に
お

い

て
特

に
き
わ

だ

っ

て
異

同

が
多

い
と
か
少

な

い
と

か

い
う
現
象

は

み
ら

れ
な

い
。

一『



以
上
で

、

天
福
本

と
塗

籠
本

の
異
同

を

一
と

お
り
検

し
お

え
た

が
、

こ

こ
に
あ

ら
わ

れ
た

様

々
な
事

象
が

指
向

し

て

い
る

こ
と
は

、
塗
籠
本

が
持

っ
て

い
る
複

雑
な
性

格
で

あ

る

と
思

わ
れ

る
。

塗

籠
本

は
、
天

福
本

に
比

し

て
、

語
句

や
助

動

詞
な
ど

を
脱
落

す

る
傾

向

が

つ
よ

く
文
を

簡
素

化
単

純

化
し

て
い
な
が

ら

、
反
面

き
わ

め

て
説
明

的
描

写
的
で

あ

る
。

文
章
表

現

に
統

一
的

な
意

識

が
う
か

が

え
、
助

詞
や

助

動

詞

の
使
用
も

天
福

本

に
比

し

て
異

な
り

語
数

が
少

な

い
が
、
接

頭
語

の
添
加

、

副
助

詞

の
添
加

な

ど
微

妙
な
表

現
意

識

を
働
か

せ

て

い
る
あ
と

が

み
ら

れ

る
。

又
、

文

は
接
続

助

詞
な

ど
を

用

い

て
長
く
続

け

る
長

文
化

の
傾
向

が

み
ら

れ
、

伊
勢

物

語
的

な
文

体

か
ら

や

ゝ
離
れ

て
連
綿
文

体

へ

の

傾
斜

の
傾
向

を

認
め
ざ

る
を
得

な

い

の
でて
あ

る
が

、

一
方

、

語
り

口
は

物

語

的
世

界

に
徹

し

て
い

る
と

こ
ろ

が
多

く
、

和
歌

の
提

示
で

終
る
章
段

が

多

い
な
ど

、
本
来

的

な
歌

物

語

の
姿

を

伝

え

て
い
る
と

考

え
ら
れ

る
部

分

も

少

な
く

な

い
。

イ

マ
ダ

と

い
う

男

子

の
世

界

に

一
般

で
あ

る
副

詞
を

も

っ
ぱ

ら

使

用
す

る
な

ど

、
語

句

の
使

用
法

な
ど

か
ら

考

え
て
、
教
養

高

く

、
文

芸

意

識

の
強

い
男
性

が

、
全

体
的

な
見
地

か
ら
か

な
り
強
力

な
編

纂

の
手

を

加

え

た
と
考

え

ら
れ

、
塗

籠

本

の
章
段

序

は
、

そ

の
編
纂

意
識

、

類

聚

意

識
を

よ

く
あ

ら
わ

し

て

い
る
。

天
福

本

と

の
異
同

は
、
塗

籠
本

の

全

体

に
わ

た

っ
て

ほ
と

ん
ど
均

等

に
生

じ

て
お

り
、

そ

の

こ
と

か
ら
考

え

て
、

片
桐

洋

一
氏

が
文

献

学

的

に
考

証
さ

れ
た

数
次

の
成

長
を

と
げ
た
あ

と

の
、

す
な

わ
ち

現
存
本

の
形

に
近

い
と

こ
ろ
ま
でて
成
長

し
終

',
た
も

の

に
対

し

て
、
前
述

し

た
よ

う
な

男
性
編

者

の
手

が
加

わ

っ
た

と
考

え
ら

れ
る
。

け
れ

ど
も

、

い
わ
ゆ

る
段
末

注

記

の
欠

脱

の
仕
方

な
ど

か
ら
、

少

く
と
も

あ

る
種

の
注

記

が
本
文

に
混
入
す

る
以

前

の
古

い
本
を
も

と

に
し

て
編
纂

を
行

な

っ
て

い
る
と

も
疑
わ

れ

る
。

か

く
し

て
、

異
同

の
実
態

を
眺

め

て
み
る
と

、
塗

籠
本

本
文

か
様

々
な

相
矛

盾
し

た
面
を

あ
わ

せ
持

っ
て
い
る
と

い
う

そ

の
複
雑

さ
が
露

呈
さ

れ

て
き

て
、

前
述
し

た
以

上

に
は

そ
の
成
立

に
関

し

て

の
推

論
を

行
な

い
得

な

い
。
塗

籠
本

に
み
ら

れ

る
か

ゝ
る
複
雑

な
言

語
相

が

い
か

に
し

て
生

じ
、

何
を

意
味

す
る

か
を
解

明
す

る

こ
と

が
次

の
問

題

に
な

る
と
考

え
ら

れ
る
。

南
波
浩

「
新
資
料
民
部
卿
局
筆
塗
籠
本
伊
勢
物
語

に

つ
い
て
」
国
語
国
文
銘
巻

11
号
所
載
。
朝

日
新
聞
社
刊

日
本
古
典
全
書

「
伊
勢
物

語
」
の
解
説

23
ぺ
所
載
。

こ
れ
ら
の
諸
点
に

つ
い
て
、
片
桐
洋

一
氏

「
揮
勢
物
語

の
研
究
」
に
卓
論
が
あ

る
。
島

ぺ
饗

◎
響

⑪
響

島

ぺ
騨

⑪
獅
ぺ
◎
謝
ぺ
①
穿

響

⑯

腸
ぺ
。
所
載
。
氏
の
場
合
は
、
編
纂

意
識
と

い
う
面
か

ら
の
み
の
立

論
で
は
な

い
が
、
同
趣

の
記
述

に
な
る
場
合
が
多

い
の
で
、

こ
れ
ら
の
諸
点
が
、
塗

籠
本

に
お
い

て
ど
の
よ
う
に
類
纂
的
で
あ

る
か
と

い
う
点

に

つ
い
て
は
本
稿
で

は
述

べ
な
か

っ
た
。

前
掲
書

脚

ぺ
所
載
。

5
7
9
22
29
36
置

69
76
花
99
麗

幽
m
肪

捌

伽
の
各

段

29
36
餌
15
ゐ
の
各
段

文
学
史
研
究
、
5
号
所
載

大
津
有

一

「
伊
勢
物
論

に
就
き

て
の
研
究
」
補
遺
篇

28

ぺ
に
論
が
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し

て
は
片
桐
洋

一
氏

の
前
掲
書

・。oo
ぺ
89

ぺ
に
述

べ
ら
れ

て
い
る
論

60

00

と
結
論
的

に

一
致
し

て
い
る
。
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