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副
詞
か
ら
み
た
日
本
霊
異
記

原

栄

一

日
本

霊
異

記

は
、
言

語
上

そ

の
基

調
と

な
る
も

の
が
漢

文

訓
読

語
で

あ

る
と

い
う

こ
と

は
大

方

の
認

知

さ
れ

る
と

こ
ろ
で

あ

ろ
う
。

し
か

る

に
、

片

仮
名
交

り

文

(和

漢

混
交

文

)
の
先
駆

を

な
し

た
と

も

い
え
る

こ
の
変

体
漢

文

に
、

語
彙

面
か

ら
み

て

い
わ
ゆ

る
和

文
語

が
柳

か
な

が
ら
で

も

混

在
す

る

こ
と

は
、
当

然

の

こ
と
と

は

い
え
、
言

語
体

系

に
占

あ
る
変

体
漢

文

の
位

置
を
考

察

す
る

上

に
お

い

て
見

逃
す

こ
と

の
で

き
な

い
事
柄

で

あ

る
。

更

に
ま

た
、
訓

読
文

に
も

和
文

に
も

見

ら
れ

る
用
語

.て
あ

り
な

が
ら

、

さ

ほ
ど

広
範
に
使

わ
れ
ず

、

し

か
も
霊

異

記

に
お

い
て
屡

々
用

い
ら
れ

る

語
も
若

干

存
在

す

る
。

こ
れ

ら
が

変
体
漢

文

の
用

語
も

し
く

は

日
常

的

通

俗
的

言

語
で

あ

っ
た
か

ど
う

か
と

い
う
よ

う
な

こ
と
を

推
定

す
る

ま
で

に

は
至

ら

な

い
が
、
と

も

か
く

、

こ
れ
ら

を

一
群
と

し

て
認

め

う
る

の
で

は

な

い
か
、

し

か
し

て

こ
の

一
群

こ
そ
変

体
漢

文
あ

る

い
は
片

仮
名
交

り
文

の
実
体
を
知

る
上

に
不
可
欠
な
も

の
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

こ

こ
で

、
霊

異
記

の
体

系
的

位
置

づ

け
を

仮

に
試

み

る
な

ら
ば
、

下
図

の
よ

う

に
仮
定
.て
き

る

の
.て
は
な

か
ろ

う
か
。

和
文

語

の
混
在

が
B

圏

に

霊 異記

和 文語訓 読 語

属
し

、
霊

異
記

に
お

い
て
特

に
用

い

ら
れ

る
語

群
が

C
圏

に
包
含

さ

れ
る

と
み

る

こ
と
は
.て
き

な

い
だ

ろ

う
か
。

さ

て
、
霊

異
記

の
副
詞

を

こ
こ
に
と

り
あ
げ

、

こ
れ
ら

の
様

相
を

み

て
ゆ

き
た

い
と

思
う
が

、

こ

の
場

合
、

A

圏

の
語
す

な
わ
ち

訓
読

語
も

併

せ

て

と
り

あ
げ

た

い
。

こ
れ
は
B

C
と

の

対

比

に
お

い

て
意

義
あ

る

こ
と
と

思

わ
れ

、
ま

た
、
関

連
深

い
今
昔

物

語

集

の
副
詞

の
性
格

を
把

握
す

る
上

に

お

い
て
、

ひ

い
て
は

通
時

的

に

副
詞

を
考

察

す

る
上

に
お

い
て
看

過
し

が

た

い
要
素

を
も

っ
て
い
る

か
ら
で

あ

る
。

な

お
、

こ
と
わ

っ
て
お

か
な

け
れ
ば

な
ら

な

い

こ
と

は
、
訓

に

つ
い
て

で
あ

る
。

訓
注
を

も

つ
も

の
も
あ

る
が

、

こ
れ
ど

メ
も

検
討

の
余
地

が

な

い
と

い
う
も

の
で

は

な
く
、

残

る
大

半

の
も

の

は
訓

点
資

料

か
ら
得

た
訓

1=



を
参
考

に
し

て
、

用
字
法

な

ど
か

ら
推

定
し

た
訓

で
あ

る

。

こ
れ
ら

の
中

に
は
全

く
見

当
違

い
の
訓

が
あ

る

こ
と
を

虞

れ

る
が

、
漸

次

こ
れ

は

正
し

た

い
と

思
う

。
ま

た

、
考

え
を

進
め

る

に
あ

た
り
、

築
島

裕
博

士
著

『
平

安
時

代

の
漢
文

訓

読
語

に

つ
き

て

の
研
究
』

を

主
な
参

考

書
と

さ

せ

て
い

た
だ

い
た

。

二

 

ま

ず
、

程
度

副

詞
で

極
度

を
あ

ら
わ

す
も

の
に
、

「
甚

」

「
極
」

「
太

」

「
大
」

「
最

・
尤
」

が

あ

る
。

ω

「
甚

」

(
ハ
ナ

ハ
ダ

)

用

例

二
十

五
は

、

そ
の
機
能

上
殆

ど

が
形

容
詞

「
熱

・
近

・
痛

・
臭

な

ど
」

を
修

飾

し

て
お
り

、

「
飢

」
を

修
飾

す

る
例

(
下

16

)
も

、
動

詞

ウ

ウ
で

訓
ま

れ

る

べ
き

も

の
.て
あ

る
か
も

し

れ
な

い
が

、
形

容
詞

ヤ

ワ
シ
と

も

訓

あ
る

と

こ
ろ
で

あ

る
。
ま

た

、

「
不
脱

」

を
修
飾

す

る
例

(中

埴

)

は
異
例

と

す

べ
き
で

あ

る
が

、
今

昔
物

語
集

が

「
何

ゾ
此

ヲ
惜

テ
不

許

ル

」

(
20
-

17

)
と
し

て

い
る

こ
と

と
、

「
願

罪
脱

賜
」

(
下
6

)

の
如

き

語
序

を
と

る
も

の
も

あ

る

こ
と
か

ら

、

「
其

」

の
誤
字

と

い
う

こ
と
も

考

え
ら

れ
な

い

こ
と

は
な

い
。

こ
の
よ

う

に
み
る

と
、

用
字
面

に
お

い
て
か

な

り

の
限
定

が

あ

っ
た

と

い
う
霊

異

記

の
特

徴

は
す
で

に
見
出

す

こ
と
が

で
き

、

し
か

も
全

般

的

に
み

て

い
え
る

こ
と

で
あ

る
が

、

一
字

一
訓

の
傾

向
が

ほ
ぼ
認

め
ら

れ

る
と

い

っ
て
よ

い
よ
う
で

あ

る
。

こ
の
よ
う

な
観

点

か

ら

「
甚

」

に
イ

ト

の
訓

が

あ

っ
た

と
は
思

わ

れ
ず
、

副

詞
用
法

以
外

の

莫
過
斯

甚

(
上
即

)
先

過
斯

甚

(中

40

)
無
述

此

甚

(下

26

)
甚
流

頭

於
粉

粟
粒

以

啖
糠

(上

序

)

の
例

に
よ
り

、

ハ
ナ

ハ
ダ

の
訓

を
与

え

て
よ

い
と

思
う

。
今

昔
物

語
集

の

相
当

部
分

の
多

く

は
、

そ

の
ま

ま

「
甚

タ
」

と
し

て

い
る
が

、

「
有

甚

譜

}

国
」
(
上

30

)を

,「
極

テ
藷

キ
所

有

リ
」

(
20
1

16

)
の
よ

う

に
、

「
極

テ
」

2

に
し

た
も

の
も

み
ら

れ

る
。
霊

異

記

の

「
極
」

は

「
甚

」

ほ
ど

自
由

に
用

い
ら

れ

て
は
お

ら
ず

、

「
甚

」

の
方

に

一
般
的

な

用
法

が
あ

っ
た

よ
う

に

思
わ

れ

る
。

@

「
極

」

(
キ

ハ
メ
テ
)

1

錐

極

熱
悩
而

(
中

7

)
2

極

熱
鉄

柱
立
之

(中

7

)

3

極
熱

之

柱
而

所

引

(
中

7

)

4

極
熱

如

燭

(下

22

)

5

極

窮

発

食

(上

13

)
6

極

窮

裸
衣

(
中

16

)
7

極
窮

命
活

%
由

(中

27

)
8

極

窮

亮

比

(
中

42

)
9

極
窮

無
比

(
下

11

)
10

11

極

窮

女

(
中

27

・
42

)

こ

の
よ
う

に
、

「
極
」

は
ー

～
4

の

「
極
熱

」
と

5

～
11

の

「
極
窮

」

の

二
通
り

に
し

か
用

い
ら

れ
な

い
。

こ
れ

ら
は

音
読

す

る
も

の
か

と
も

考

え
ら

れ

る
が
、

「
極
熱

」

は

「
甚

熱
」

(
上
30

・
中

7

・
7

・
下
22

)
と

同
じ

用
法

.て
あ
り

、

ハ
ナ

ハ
ダ

に
倣

っ
て
キ

ハ
メ
テ
の
訓
を

も

つ
も

の
と

み

て
よ

い
で
あ

ろ
う
。

「
極
窮

」
は

、
管

見

に
よ
る

と
、
漢

籍

に
あ

っ
て

「
貧
窮

」

ほ
ど

に
語

が
熟

し

て
は

い
な

い
よ
う

で
あ

る
が
、

こ
こ
で

は

「

貧
窮

」

の
例

(中

14

・
14

・
銘

・
器

・
鈎

・
42

)
と

同
様
、

一
慣

用

と
な

っ
て
い

る
。
今
昔

物

語
集

は

「
極

テ
貧

シ
」
と

し

て
、

「
窮

」
を

マ
ヅ

シ

と
訓

ん
だ
も

の
の
よ

う
で
あ

る

が
、
霊

異

記
で

マ
ヅ

シ

に
は

「
貧
」

(
上

33

・
中

14

・
20

・
34

・
34

・
34

)
を

用

い
た
と

思
わ

れ
、

「窮

」
に
は
他

に

窮

女

王

(
中

14

)
窮

報

(
中

14

)
窮

愁

(中

認
)

な
ど

の
例
が

み
ら

れ

る
が

、
と
り

わ

け

施
水
既

窮

諸
天
感

応

竜
神
降

雨

(上

25

)

の

「
窮

」

は
キ

ハ

マ
ル
と
訓

む

の
が
適

当
で

あ

る
と

こ
ろ
か

ら
、

「
窮
」



に
は
困
苦

の
意

の
キ

ハ

マ
ル
と

い
う
訓

が
あ

っ
た

の
で

は

な

い
か
と

思
わ

れ
る
。
情
態
性

の
動
詞
を
修
飾
す
る
の
に

「大

」
が
専
ら
使
わ
れ
、

「甚
」
「
極

」
が

こ
れ

に
当

ら

な

い
も

の
と
す

る
と

、

「
極
窮

」

は
、

キ

ハ
メ
テ
キ

ハ

マ
ル
と
訓

む

よ
り

、
む

し
ろ

二
字

を

キ

ハ
マ
ル
と
訓

ん
だ

方

が

よ

い
よ
う

⊂
あ

る
。

「
甚

」

が

こ

の
よ

う
な

変
体
漢

文

で

か
な

り
自

由

に
用

い
ら
れ

る
の
に
対

し

、
「
極

」
は

限
ら

れ
た

用
法

で
あ

る

こ
と

が
知

ら

れ
る
。
こ
の

ハ
ナ

ハ
ダ
と

キ

ハ
メ
テ
は
共

に
A

圏

に
属
す

る

訓

読
語
で

あ

る
が

、
次

に

D
圏

の
和

文

語

に
入
れ

ら
れ

る
も

の
に

つ
い
て
み

る
。

　「太

」

(
イ

ト

)

イ

ト
は

ハ
ナ

ハ
ダ

に
対
す

る

和
文

語
と

さ

れ
る
も

の
で
あ

る
。
従

っ
て

訓
点

資
料

に
お

い

て
は
稀

な
も

の
と

し

て
と
り

扱
わ

れ

て
お

り
、

「
太

」

に
イ

ト

と
施

訓

し

た
例

も
多

く

は
な

い
。

さ

て
霊

異

記
.て

の
副

詞

用
法

の

「
太

」
は

1

狂
王
宇

遅

邪

見
太

甚
護

法
加

m討

(
中

35

)

2
息

利

強
徴

太

甚
非

理
或

十
倍

徴
或

百

倍
徴

(ド

26

)

3

不
蜷

因
果

之
賎

心

太
甚

也

(
下

35

)

4
未

見

如
此

人
太

甚

作

罪

(下

37

)

う
一

の
四
例
で

あ

る
が

、
2

3

に

、
太
携

(
真
福
寺
本

)

、
論

・
(同

上

)
と
訓

注

か
あ

り

、

イ

ト
と
訓

む

こ
と

は
間

違

い
な

い

よ
う
.て
あ

る
○
和

文
語

が

用

い
ら

れ

る

こ
と
は

興
味

あ

る

こ
と
.て
あ

る
が

、
用
法

は
特

定

の
と

こ
ろ

に

眠
ら

れ

て

い
る
。

す
な

わ
ち

、

す

べ
て
が

「
甚

」

(
ハ
ナ

ハ
ダ

シ

)
を
修

即
す

る
場

合

に

の
み

用

い
ら
れ

る
。

よ

っ
て
2

の
例

な

ど
は

「
太
甚

非

理

は
り

四
と

訓

む

べ
き
も

の
で

は

な
く

、

「
息
利

を
強

ひ

て
徴

る

こ
と
太
甚

し
。

非
理

に

…
…

」
と

訓
ま

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

こ
の

ほ
か

に

「大

出

ト
お
鎮
輻
)
と

い
う
訓

注
が

あ

る
。
本

文

は

「
有

大
快

肥

女
」

と

、

こ
れ

も

「
大

」

で
あ

る
が

、

「
快
」

(
タ
ク

マ
シ
ク
)
を
修

飾

す
る

も

の
と
す

れ
ば

、

「
太
甚

」

の
用
例

か
ら

み

て
異
例

と

は
な

る
が
、

形
容

詞
修

飾
で

あ

る

こ
と

か
ら

、
本

文
と

訓
注

共

に

「
太

」

の
誤
字

と
す

べ
き

も

の

の
よ

う
.て
あ

る
。

「大

」
は

次

に
み

る
よ

う

に
動

詞
を

修

飾
す

る
も

の
.て
あ

り

、

ま
た

、
霊

異
記

に
限

り
情

態
副

詞
と

は
な

し
が

た

い
も

の
で
あ

る
。

ニ

「
大

」

(
オ

ホ
キ

ニ
)

そ
も

そ
も

オ
ホ

キ

ニ
と

い
う
副

詞

に
は
、
情

態

副
詞
と

程
度

副
詞

と

が

あ

る
。
た

と

え
ば
、

源
氏

物

語

に
、

a
六
十

僧

の
布
施

な

ど
、
大

き

に
お
き

て
ら

れ

た
り
。

(蜻

蛉

)

b

(薫

)
「
…

…

心
な

が
ら

、
か
な

は

ぬ
心

つ
き

そ
め
な

ば
、
大
き

に
思

ひ

に
違

ふ

べ
き

こ
と

な
む

侍

る

べ
き
凶

(橋

姫

)

の
よ

う
な

例
が

二
つ
ず

つ
み
ら

れ

る
が
、

a
は

「
大

々
的

に
、
大

袈
裟

に

」

の
意

で
情

態

副
詞

に
、

b
は

「
非
常

に
」

の
意

を
も

つ
も

の
と
し

て
程

度

副

詞

に
分

け

ら
れ

る
。

程
度

副

詞

の
オ

ホ
キ

ニ
は
ど
ち

ら

か
と

い
え
ば

訓

読

語
で
あ

り

、
源
氏

物

語

に
お

い
て
も
薫

の
詞

と
し

て

一
例
見
出

さ

れ

る

に
す
ぎ

な

い
。
が
し

か

し
、

訓
点
資

料

に
程
度

副

詞
と
し

て
頻

出
す

る

と

い
う
も

の
で
も

な

い
。

従

っ
て

一
般

の
訓
点

資

料

に
比
し

て
霊

異
記

.て
頻

繁

に
用

い
ら

れ
る

こ
と

が
特

に
注

目
さ

れ
る

。
全

用
例
が

程
度

副
詞

で

あ

る

が
、

そ

の
修

飾

す
る

語
は

陛

(中

27

・
27

・
27

)
恐

(
中
20

・
26

)
怖

(
中

20

)
催

(
中
7

)

・

悲

(中

2

・
下

13

・
17

)
哀

(下

4

)

・
哺

泣

(
上
10

)
叩犬

(中

15

)

・
歓
喜

(
中

34

・
下

7

)
喜

(
上

5

)

・
恥

(
中

14

・
29

・
31
?

)
塊

(

上
10

)
歎

(
中

7

)
・
嵯

(中

訓

)
・
怪

(中

15

・
32

・
下

4

・
17

)
・

富

(中

14

・
15

・
28

・
33

)
痛

(
下
28

)

・
恨

(
下

15

)

・
賀

(
上

32

)

・
謄

暉

(
中

30
)
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の
如
き
情

態
性

の
動

詞
で

あ

る
。
和

文

に
お

い

て
こ
れ
ら

の
動
詞

を
修

飾

す

る
程
度

副

詞

は
、

い
と

い
た

く
お

ち
禅

り

て

(源
氏
物
語

若
葉
ド

)

い
た
く
泣

き

て

(同

)

い
と

い

た

く
恥
ぢ

ら

ひ
し
め

り

て

(同

)

い
と

い
た
く
喜

び
聞

え

さ
せ
給

ふ

(

若
葉
L
)

い
た

く
歎
く

歎

く
ゐ
ざ

り
出

で
給

へ
り

(同

)

の
よ

う

に
、

イ

タ
ク

(
ウ

)
で
あ

る
が

、
霊
異

記

の

「
大

」

は
イ

タ
ク
.て

は
な

く
オ

ホ
キ

ニ
と
訓

む

べ
き
で

あ

ろ
う
。

「
大

」
に
相

当
す

る
と

こ
ろ

を
、
今

昔
物

語
集

も

三
宝
絵

詞
も

例
外

な
く

オ

ホ
キ

ニ
と
し

て

い
る

こ
と

が
判

断

の

一
助

と
な

る
。

大

キ
ニ
驚

テ
(
今
昔

14
1

37

)
大

二
富

テ

(同

12
1

25

)大

ニ
ア
ヤ
シ
フ

(三
宝
絵
詞
b
`
-

観
智
院
本
ー
-
)
オ

ホ
キ

ニ
タ

フ
午

・
カ

ナ

シ
・

テ

(
同
中

17

)
お
ほ

き

に
な

き

て

い
は

く

(薙

論

刺

n

)
お

ほ
き

に
あ
や
し

ひ

て

(同
中

15
)

な
ど

が

そ

の

一
部

で

あ
る

が
、

三
宝
絵

詞

東
大
寺

切

が
オ

ホ
キ

ニ
と
し

て

い
る
点

は
注
意

す

べ
き
で

あ

る
。
東

大
寺

切
が
漢

文

調
を

用
語
上

か
罵
り
修

正
排

除

し
た
点

は
春

日
和

男
先

生

に
よ

っ
て
既

に
指

摘
さ

れ

て
い

る
。

こ

の
傾
向
を

も

つ
東
大

寺

切

に
、

オ

ホ
キ

ニ
が

イ

タ
ク
な
ど

と
は
修

正
さ

れ

ず

に
残

っ
て

い
る

こ
と

は
、

オ
ホ

キ

ニ
が

訓
読

譜
系

の
語
で

あ

っ
た

に
せ

よ

、
訓
読

語

と
し

て
特

別

に
意

識

さ
れ

て

い
な
か

っ
た

の
で

は

な

い
か

と

い
う

こ
と
を
考

え

さ
せ

る
。

と
す

る
と

、
オ

ホ
キ

ニ
は
訓
読

語

と
和
文

語

以
外

の
存

在

と
し

て
、
先

に
示
し

た
図

の
C
圏

に
属
す

る
語
と

し

て
み
る

こ
と
は

で
き

な

い
だ
ろ

う
か

。

㈱

「最

.
尤

」

(
モ
ト

モ
戴
本

ナ
ノ

ー
有

塔
木

未
造
俺

什

伏
而
最

朽

(下

28
)

2
寄
、昧
言
年
少

占

モ
最
吉

王

也

(下

38

)
3
聖
武

太
上

天
皇

尤
造

大

仏
長
紹
法

種

(中

序

)

右

の
よ
う

に
用

例
は
極

め

て
少

く

、

1
は
異
同

が
あ

り
、

2
は
歌

謡
、

3
は
序

に
み

ら
れ

る
例
で

、
特

殊
な

と

こ
ろ

に
用

い
ら

れ

た
も

の
で

あ

る

こ
と
が
知

ら

れ
る
。

な

お
、
平
安

初
期

ま
で

み
ら

れ
な

い
と

さ
れ

る

「
頗

」

(
ス

コ
ブ

ル
M
は

こ
こ
で

も
な

く
、

「
至

」

(
イ

タ
リ

テ
)
も
使

わ
れ

て

い
な

い
。

次

に
は
、

極
度

に
対

す
る
中

度
と

で
も

い
う

べ
き
も

の
を

示
す

程
度

副

詞

「
脚
」

「
少

・
小
」

に

つ
い
て
み
る
。

　「P耶
」

(
イ
サ

サ
カ

一こ

1
脚
注

側
聞
号

日

日
本

国

現
報

善
悪
霊

異
記

(上

序

)
2
見
之

池
中
有

柳
木

頭

(中

17
)

3
我
大
師

柳

何
有

過
失
蒙

此
賊
難

(中

22
)
4
脚

備

斉

食
供

於
三
宝

(下

4

)

イ
サ

サ
カ

ニ
が
訓
読

語
と

し

て
、

イ
サ

サ
カ
は
和

文
語

と
し

て

一
応

分

け
ら

れ
る
も

の
で

あ

る
が
、

こ
こ
.て
は

訓
読
語

に
準

じ

て
よ

い
と
思
わ

れ

る
。
今

昔
物

語
集

で

は
、

2
3

4
の

「柳

」
を
避

け

た
跡

が
窺

わ

れ
る
が

、

こ
の

こ
と

は
、
今

昔
物

語
集

に
お

い
て

「
柳

二
」
が

否
定
辞

を

伴
う

こ
と

⑥

が
多

く

な
る
ら

し

い
事

実

と
考

え
合

わ

せ
な

け
れ
ば

な
ら

な

い

こ
と

の
よ

う
で

あ

る
。

イ
サ

サ
カ

ニ
の
語
性

を
史

的

に
観

る
上

に
お

い
て
参

考

の

一

例
と

な

る
.て
あ

ろ

う
。

　「少

・
小

」

(
ス

コ
シ
)

訓

点

と
和
文

と
共

通

の
語
で
あ

る

が
、
意
外

に
使
用

さ
れ

て

い
な

い
。

1
請
経

試
納

函
自

少
延

(中

6

)
2
3
草
小

生

(下

22

・
22
)

4
如
法

花

経
説

…
小

低
頭

(下

29

)

右

の
う
ち

ス

コ
シ
と
訓

む

べ
き

確

例
は

ー

の
み

に
す

ぎ
な

い
。

な
お
、

「
僅

」

(
ワ
ヅ
カ

ニ
)

は

「
辛

う
じ

て
」

の
意
味

を
も

つ
よ

う
で
あ

り

、

情

態
副

詞

の
と

こ
ろ
.て
と

り
あ
げ

る

。
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累
加

を

あ

ら
わ

す
も

の
に
は

「
増

」

「
弥

」

「
重

」

「
更

」
な

ど
が

み

ら

れ
る
。

こ
れ
ら

を
程

度

副
詞

と
す

る

か
情

態

副
詞

と

す

る
か

に
は
多

少

問
題

が
あ

る

け
れ

ど
も

、

こ

こ
で

は
便
宜

上

す

べ

て
を
程

度

副
詞

と
し

て

扱

う

こ
と

に
す

る
。

㈲

「
増

」

(
マ
ス

マ

ス
)

「
弥
増

」

(
イ

ヤ

マ
シ

ニ
)

1
増

発
誓

願

(
中

5

)
2
増

加
精

進

(中

6

)
3

増
信

因

果

(
中

19

)
4

増
心

恐

(
中

20

)
5
増

信

三
宝

(中

20

)
6

増
加

磐
勲

(
中

34

)
7
増

発
信

心

(下

22

)
8

増
怪

(下

27

)

9
亦
弥

増

病

(
中

5

)
10
弥

増
固

捲

(
中
31

)

9

10

の

「
弥

増
」

は

、

イ

ヨ
イ

ヨ

マ
ス

マ
ス
と
訓

む

よ
り

も

、

万
葉
集

の
伊
夜

麻
之

斥

(十

ヒ

・
三
九

八
五

)

に
倣

っ
た

が
よ

い
.て
あ

ろ
う
。

イ

ヤ

マ
シ

ニ
は
特

に
訓
読

語
と

い
う
も

の
で

は
な

く

、

イ

ヨ
イ

ヨ
と

同
様

、

訓
点

和
文
共

通

語

と
し

て
み

る

べ
き
も

の

の
よ
う

で
あ

る
。

訓
点

語
と

し

て
意

識
さ

れ

て

い
た

マ
ス

マ
ス
は
、

三
宝
絵

詞

東
大

寺

切

に
お

い

て

2

ま
す
　

ふ

か
く

つ
ゝ
し

み

い
の

る

(
中

10

)

写
ま
す
　

三
ほ

う
を

ゐ
や
ま

ふ

(
中

12

)

の
よ
う

に
、
修

正

さ

れ
る

こ
と

な
く

マ
ス

マ
ス
と

し

て

い
る
が

、

こ
れ
は

変
体

漢
文

全
般

に
お

け
る

マ
ス

マ
ス

の
使

用
度

と

と
も

に
考

究

す

べ
き

一

課

題
で
あ

ろ
う
。

し

か
し

、
今
昔

物

語
集

に
な
る

と
、

P

弥

ヨ
実

ノ
心

ヲ
発

シ

テ

(
20
-

15

)
2

弥

ヨ
祈
念

ス

ル
間

(
12
=

%

)

創

弥

ヨ
増

リ

(
20
1

15

)
10

弥

ヨ
固

ク
捲

テ
不

開

ス

(
12

-
2

)

と
、

イ

ヨ
イ

ヨ
に
し

て

い
る
。

今
昔

物
語

の
副
詞

へ
の
興
味

は

こ

の
よ

う

な
と

こ
ろ

に
も
寄

せ

ら
れ

る
。

⑨

「
弥

」

(
イ

ヤ
)

先

に
あ
げ

た

「
弥

増
」

の
他

に
、

「
弥

」

は
次

の

二
例
で

あ

る

。

1
寄

詠
言

…
弥

発

時

々
恨

卿

耶

(
下
38

)

2

未
償

利
銭

弥
遙

年
月

猶
徴

乞
之

(下

4

)

1

は
下

認

の
歌

謡

に
見
ら

れ

る
も

の
で

、
歌

語

と
し

て
イ

ヤ
と
訓

む
例

で

あ

ろ

う
。

2
は

異
同

を
も

つ
例

で
あ

り
、

前

田
本

に
は

こ
れ
が

な

い
。

三

宝

絵

詞
も
今

昔
物

語

集
も

「
弥

」

に
相

当

す

る
語
を
欠

い
て

い
る

の
で

、

こ

こ
は
恐

ら
く

真
福

寺
本

の
方

に
誤
り
が

あ

っ
た

の
で
は

な

い
か
と
推

察

さ

れ

る
。

こ
の

よ
う

に
み

る
と
、
同
義

語
と

目
さ

れ
る

マ
ス

マ
ス
と

イ

ヨ
イ

ヨ
は
、

マ
ス

マ
ス
が

専

ら
用

い
ら

れ
、

和

文

に
も
用

い
ら

れ
る

こ
と
が

あ

っ
た

イ

ヨ
イ

ヨ
は
締

め
出

さ

れ

て

い
る

こ
と

が
知

ら
れ

る
。

「
重

」

(
カ

サ
ネ

テ
)
は
十

一
の
用
例

が
あ

り
、
特

に
述

べ
る

べ
き

こ

と

は

な

い
。

今
昔

物

語
集

で

は

「
重

ネ

テ
」

の
ほ
か

「
強

二
」

「
遂

二
」

と

し
た

も

の
が
あ

る

。

図
日
「
更

」

(
サ

ラ

ニ
)

「
更

」

は
肯
定

文

と
否
定

文

と

に
両
用

さ
れ

て

い
る
が

、
否
定

文

に
お

け

る

「
更

」

の
機
能

は
否
定

強

調

に
あ
り

、
陳
述

副

詞
と
す

べ
き

.て
あ

る

か

ら

、

こ
こ
で

は
肯
定

文

の

「
更

」

に

つ
い

て
み
る
。

用
例

三
十

三

の
う

ち

今
昔

物

語
集

と
関

連
す

る
例

の
み
を

あ
げ

る
と

、

1
更

為
其

父
広

修
功

徳

(
上

10

)
2

更
請

我
等

…

(
上
32

)
3

更
停

知

識

(
上
35

)
4
更

為
其

母
重

修

功
徳

(
中

15

)
5
更
載
船

(
中
27

)
6
更

秦

皇
后

(上

5

)
7
更

為
夫

妻

(
上
31

)
8

更
浮
出

(中

30

)
9

更
還

来

(中

22

)
10
更

還

(中

25

)

の
如
き

で
あ

る
が

、

「
更
」

に
当

る
と

こ
ろ
を
今
昔

物

語
集

は
す

べ
て
他

の
語
を

も

っ
て
あ

て
て
お

り
、

「
更

二
し
と

す

る

こ
と

は
な

い
。

1

～

3
亦

σ

然

レ
バ

㍗
遂

に
免

シ
テ

⑧

即
チ

9

不
過

ズ

シ

テ
ー0

5



不
能

シ
テ

の
よ

う

に
し

て

い
る
。

今
昔

物
語

集

に
お

け
る

サ

ラ

ニ
は
否

定
文

に
用

い

ら
れ

る
陣
述

副

詞
用
法

が
多
文く

、
肯
定

文

に
用

い
ら

れ
る

こ
と
が

非
常

に

少

い

こ
と

は
知

ら
れ

て

い
る
が

、

こ
の

こ
と
と
当

然

関
係
し

て
い
る
.て
あ

ろ
う
。

す

な
うわ
ち

、

サ
ラ

ニ
が
情

態

あ

る

い
は
程
度

副
詞

と
し

て

の
機

能

か
ら
陣
述

副

詞
と

し

て

の
機

能

へ
移

行
し

、
今
昔

物
語
集

の
頃

に
は

サ

ラ

ニ
は
否

定

強
調

に
用

い
る

べ
き

も

の
と

い
う
意

識
が

強
か

っ
た

た
め

に
、

「
更

」
を

他

の
語
で

あ

ら
わ

し
た

の
で
あ

ろ

う
。

こ
れ
が

否
定

文

に
用

い

ら

れ
た

「
更

」

の
場

合

に
は

、

「
更

不
還

出
」

(上

30

)
を

「
更

二
返
出

ル
事

先

シ
」

(
20
-

16

)
の
よ
う

に
、

そ

の
ま
ま

「
更

二
」

と
し

て

い
る

の
で
あ

る

。

三

さ

て
、
陳
述

副
詞

に

つ
い

て
は
、
拙

稿

「日
本
霊

異

記

の
文

体

と
訓
読

旨

に
お

い
て
多
少

触

れ

て
い
る

の
で
、

そ

の
大
略

を
述

べ
、
補

う

べ
き

も

の

に

つ
い
て
み

て
ゆ
き

た

い
。

「
若

」

(
モ

シ
)

の
仮

定
用

法

は
引

用
経
典

に
十

例
、

本
文
中

に
は
僅

か
六
例

し

か
見

ら

れ
な

い
が
、

国

語
本
来

の
用

法
と

思
わ

れ

る
疑
問

用
法

は
本

文
中

の
み

に
、
原

則
と

し

て
助

字

を
付

し
、
十

七
例

あ

ら
わ

れ
る
。

こ

の
あ

た
り

に
和

化
漢

文

の
本
色

が
あ

る

よ
う
で

あ

る
。
ま

た
、
否

定
文

及
び

反
語
文

に
用

い
ら

れ
る

「
更
」

(
サ

ラ

ニ
)
は

意
義

上
和
化

し

て
お

り

、
否
定

強

調

の
機
能

し
か

有
し

て
い
な

い
し
、

同
様

に

「
曾

.
都

」

(

カ

ッ
テ

)
も

す

べ
て
原

義
を

失

い
、
単

な

る
否

定

を
強

調
す

る
陣
述

副

詞

ゆ

と

な

っ
て

い
る
。

こ
れ

は
記
紀

風
土

記

な
ど

の
傾
向

か

ら
み

て
当
然

と

い

っ
て
よ

い
。

用
例

に

1
実
我

母
曾

不
知

(
中

15

)
2
我

都
不
知

(中

別

)
3
都

無
所

焼
損

(

下

10

)

な

ど

あ

る
が
、

三
宝

絵
詞

・
今

昔
物

語
集

は
、

r
ま

こ
と

に
我

さ
ら

に
し

ら
さ

り
け

り

(中

11

)
2
わ

れ
さ

ら

に
し
ら

す

(
中

14
)
2
我

レ
更

二
同
年

ノ
人

ヲ
不
知

ス

(
20
-

19

)
3
少

モ
焼

ケ
損

セ

ル
所
死

シ

(
12
-

29

)

と
し

て

い
る
。

こ
れ
は

、

カ

ッ
テ
が

サ

ラ

ニ
の
よ

う

に
、
否
定

強

調
と
し

て
平
安

中
期

以
後

広
範

に
用

い
ら

れ
な

か

っ
た

こ
と
を

示
し

て

い
る
。
更

に
、

「
何

況
」

(
イ

カ

ニ
イ

ハ
ム

ヤ
)

の
用
法

に
、
単

な

る
強

調
表

現
と

化

し
た
例

を
見
出

す

こ
と
が

.て
き

る
。

反

語
文
で

は
な

く
平
叙

さ

れ
た
文

を
強

め

て
い

る
例

(中

1

)
、

「
山豆
」

(
ア

ニ
)
が
反

語
を
導

く

役
割

を

な
し

、

イ
カ

ニ
イ

ハ
ム
ヤ
は
単

な

る
強
調

と
し

て
使
わ

れ

て

い
る
例

(
上

12

・下

餌

)
な

ど
が
見

ら

れ
る
。

こ
の
ほ
か

に

つ
い

て
は
個

々
検
討

す

る
。

①

「
密
T
」

(
ム
シ

ロ
)

用
法

は

二
通
り
あ

り

、

a
反
語

と
b
逆

接

仮
定

条
件

と

に
分
け

る

こ
と

が
で

き
る

。

a
1

誠
知

現
報
甚

近
寧

不
慎

敦
也

(
上
29

)

2
鳴

呼

恥
焚
不
償

他
債

寧

応

死
耶

(
中

30

)

3
我
別

知
之

能

見
父

儀
寧

視
底

玉
亦

得
父

骨
哀

哉
痛

哉

(下

4

)

b

4
寧

託
悪

鬼

錐
多

濫
言
而

…

(上

19

)

5
寧

所
迫
飢
難

食

沙
土

…

(
上

20

)

6
寧
飢

苦

所
迫

錐
飲

銅
湯

而
…

(
中
9

)

反

語

用

法

の

「寧

」

に

は

、

イ

カ

ニ
ゾ

、

イ

ヅ

ク

ニ
ゾ

の

訓

も

あ

る

が

、

寧

ロ
得

二}ム

ヤ
仏

菩

提

を

東
大
寺
本
金
剛
般
若
経
讃
述
仁

和
元
年
点

・
大
坪
博
士
に
よ
る

の
例
と
同

じ
く

、

ム

シ

ロ
と
訓

む

べ
き
も

の
で
あ

ろ

う
。
霊

異
記

に
お

け
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る
反

語
表

現

の
場
合

、

1
2

の
例
で

も
わ

か

る
よ
う

に
、

軟

・
耶

・
哉

・

乎

な
ど

の
助
字

を
付

け

る

こ
と

が
多

い
の
で
あ

る
が

、
3

の

「
父

骨

」

の

後

に
は
助
字

が

見
ら

れ
な

い
。

こ
れ

は
、
文

末

に

「
哀
哉
痛

哉

」
が
あ

る

こ
と

に
よ

っ
て
助

字
を
省

い
た
も

の
か

、
あ

る

い
は
、

b

a
両

機
能

を
果

し

て

い
る
も

の
か
と
考

え

ら
れ

る
。

こ
れ

に
よ

る
と

、

「
寧
ろ
底

な

る
玉

を
視

る

と

い

へ
ど
も

、
亦

、
父

の
骨
を
得

め

や
」

の
よ

う

に
訓

み
下

す

こ

と
が

で
き

る

。
b

に
あ

っ
て
は
、

「
寧

錐

」

の
如

く
、

「
錐
」

を
加

え

て
逆

接

条
件

で
あ

る

こ
と
を

明

示
し

て
い

る
。

こ
れ
も

誤
解

な
く

読

ま

せ
る
た

あ

の
配

慮

と
思

わ

れ
る
。
6

を
今

昔

物
語

集
が

α
讐

ヒ
銅

ノ
湯

ヲ
飲

ト
云

ト

モ

(
20
-

21

)

と
し

て
い
る

が
、
霊

異

記

に
タ

ト
㎡

の
例

は
全

く

な

い
。

タ
ト

ヒ
は

古
事

記
に
な
く
日
本
書
紀
に
は
見
ら
れ
雰

で
あ
る
が
、
こ
の
間
の
事
情
が
霊

異
記

に
も

反
映

し

て

い
る

の
で

あ

ろ
う
か

。
と

も
か

く
、

ム
シ

ロ
は
仏

典

の
影
響

か
、

も
し

く

は

タ
ト

ヒ
よ
り
も

一
般
的

な

語
で

は

な
か

っ
た
か

と

臆
測

さ

れ
る

。

㈲

「
敢

・
肯
」

(
ア

ヘ
テ
)

a
否

定
文

・
b

反

語
文

に
用

い
ら

れ
る

ほ
か
、

c
肯

定
文

に
も

用
例

が

あ

る
。

a
1
敢

久

不
延

(
下

3

)
2
依

貧
家

不
得
敢
之

へ
中
20

)

b
3

何
貧
敢

能
絵

溢

飽
盈

(中

14

)
4
山豆
敢
忘

突

(
中
32

)
5
錐
百
姓

敢

誹
之

耶

(下

39

)
6
敦

肯

抵

其

重
憂

(上

32

)

c
7

不
慮
之

外
敢

其
妹

来

(中

42

)
8
不

合
死
期

故
更

敢

返

(下

35

)

肯
定
文

の

ア

ヘ
テ
は
説
文

に
い
う

「
進
取
也

」

の
意

で
あ

り

、
情
態

副
詞

に
入
れ

る

べ
き
で

あ

る
が
、

反
語

文

の

ア

ヘ
テ

に

つ
い

て
も

こ
の

こ
と

が

言

え
る

よ
う

で
あ

る
。

反
語

文
と

は

い
え
、

3
4

6
は

そ

れ
ぞ

れ

「
何

・

山豆
・
敦
」

に
よ
り
反

語
が
導

か

れ

て
お
り

、

「
敢

」

は
直
接

に
関
与

し

て

い
な

い
の
で
あ

る
。

ま

た
、
否

定
文

の
2

の

「
敢

」
も

ア

ヘ
テ

ス

ル

コ
ト

と
で
も

訓
む

べ
き
特

殊

な
例
で

あ

り
、
た

だ
1

と
5

と
が
否
定

と

反
語

を

伴

う
陳
述

副

詞
と

い
う

こ
と
が

で
き

る
。

以
上

の
こ
と
か
ら

、

霊
異
記

の

ア

ヘ
テ
は
否
定

・
反

語

を
伴

う
陳
述

副
詞

と
し

て
の
意

識

は
ま
だ

そ

れ
ほ

ど
強

い
も

の
で
は

な
か

っ
た

と
す

べ
き
で

あ
り

、
む

し
ろ
情

態
副

詞

と
し

て

の
意

識
が

強
か

っ
た

と
思
わ

れ

る
。
今

昔
物

語
集

の

ア

ヘ
テ

は
否
定

辞

⑳

を
伴

う
陳
述

副
詞
で

あ

る
が

、

「更

」
の
場

合
と

同
様

、
否
定

文

の

「
敢

」

は

そ
の
ま
ま

r
敢

テ
不
可

久

ス

(
16
1

27

)

と
し

て

い
る
が
、

他

の
6

(
12
=

16

)

.
7

(
16
i

10

)
な
ど

は

「
敢

」

の
相
当

部

分
を
と

り
除

い
て

い
る
。

こ

こ
に
お

い
て
も
、

ア

ヘ
テ
が
否

定

の
陳
述

副

詞

へ
移

行
す

る
過

程
を

窺
視

で
き

る
。

働

「
慎

」

(
ユ
メ
)

副

詞

用
法

の

「
慎
」

は

1
慎
以

黄
泉
之

事

勿
妄
宣

伝

(
上

30

)
2
慎
之

莫
忘

癸

(上

30

)
3
慎

勿

知
他

(中

7

)
4
慎
黄

竈
火

物
莫

食

(
中
7

)
5
慎

莫
誹
僧

(
中

11

)

6
慎
待

不
忘

(下

12

)
7
当
慎

信

心
応
讃

彼
徳

(下

20

)

の
如

き
例

が

み
ら
れ

、

こ
の
う

ち
1

～
6

は
す

べ

て
禁

止
を
あ

ら

わ
す

「

勿

・
莫

・
不
」
と
応

じ

て
お
り

、
禁
止

表

現

の
陳
述

副

詞
と
し

て
よ

い
で

あ
ろ

う
。

1
に
訓
注

「
慎

舳
」

(
興
福
寺
本

)
が

あ
り

、

こ
れ
は

正
当

な
訓

と

し

て
他

に
適

用
で
き

る
と

思
わ

れ

る
。
万
葉

集

の
常
套

句
で

あ

る

「
　

ナ

ユ
メ
」

「
ユ
メ

ナ
」

以
来
、

ユ
メ
は
漢

文
訓

語
用

語
と
し

て
ご

く

稀

で
あ

っ
た

が
、
変

体
漢

文

に
あ

っ
て
は
か
な

り
自
在

に
使

わ

れ
た

の
で

は
な

い
か
と
考

え
ら

れ

る
。

こ
れ

は
純
然

た

る
和
文

語
で

も
な
か

っ
た
よ
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う
で

あ
り

、
源

氏
物

語

の
ユ
メ

・
ユ
メ

ユ
メ
は

源
氏

・
薫

・
匂

宮

・
八

宮

・
物

怪

の
詞

に
限
ら

れ

て
い

る
。
恐

ら
く

こ
の
語
は

オ
ホ

キ

ニ
な

ど

と
同

様

に
、
C

圏

に
入

り
う

る
語
で

は
な

か

っ
た

ろ

う
か

。
漢
文

訓

読

に
お

い

て
、

「
慎

」
は

ツ

ツ
シ
ミ

テ
と

訓
ま

れ
る

こ
と

が
多

か

っ
た
よ

う

で
あ

る

が

、
7

は

べ
シ

(
当

)

に
応

じ

る
例
で

あ
り

、
情

態

副

詞

と
し

て

ツ
ツ
シ

ミ
テ
と

訓
む

べ
き

で
あ

ろ
う
か

。
し

か
し

、

労

去

(
ル
)
コ
ト
ヲ
為

(
・
)

(鰍
鷺

謹

鞭

鯉

碓
)

に
よ

る
と
、

「
ユ
メ
ー
=

ベ
シ
」

と
訓
ま

れ
な

い
で

も

な

い
。

「
慎

」
を

ツ
ツ
シ

ム
と

訓
む

べ
き

例

は
動

詞

に
み
ら

れ
、

し
か

も

、

何
唯

慎
乎
他

国

伝
録

(
上

序

)
人
不
慎

乎

(
下
序

)

の
よ

う
に
、

序

に
用

い
ら
れ

て
い
る
。

㈲

「
当

・
方
」

(
マ
サ

ニ
)

「
当

」
を

「
マ
サ

ニ
=

ベ

シ
」

の
よ

う

に
再
読

す

る
と
思
わ

れ

る
も

の

に

「
当

知
」

十

三
例
が

あ

る
。

こ
れ
は

、

「
誠

(
諒

.
実

)
知

(
委

)
」

「
明

(闘

・
晰

・
咄

)
知

(
委

)
」
「定

知

(委

)
」

「
乃
知

」

「
故
知

」

「
是

知

」
と

と
も

に

一
類
型

を
な

す
も

の
.て
あ

っ
て

、

こ
れ
ら

の
訓
み

に

倣
え
ば

「
当

に
知
り

ぬ

」
と

で
も

な

ろ
う
。

し
か

し

な

が
ら

「
当

」

を
単

に
ベ

シ
と

訓

ん
だ
と

思

わ

れ
る
例

必

当
同

往
生

西
方

(
中
2

)
唯

当
流

罪

於
信
濃

国

(
下

7

)

も
あ

り
、

し
か

も
説

諭
す

る
場

面

に
使
わ

れ

る

の
で

、

再
読

し

て
よ

い
の

で

は
な

い
か

と
思

う
。

さ

て
、
類
型

を

な
し

た

「
当

知

」

に
準

じ

た
珍

し

い
例方

知
観

音
大

悲

法
師

深
信

　

(
下
3

)

が

あ

る
。

「
方
知

」
を

「
当
知

」
と

同
型

と
み

れ
ば

、

「
方

」

を

「
マ
サ

ニ
ー

ベ

シ
」

と
再
読

し
た

こ
と

が
考

え
ら

れ

る
。

漢
文

訓

読

.て
こ

の
よ

う
な

こ
と

は

あ

り

え
な

い
で
あ

ろ
う
が

、
後

に
み

る

よ
う

に
、

霊

異

記
で

は

「
当

」

「
方
」

の
区
別

に
か

な
り

曖

昧
な
点
が

認

め
ら

れ

る

こ
と

か
ら

、

「
方

」

を
再
読

す

る

こ
と
を

全
く

指
斥

す

る

こ
と

も

で
き

な

い
。

こ
の
珍

例

に
注

目
し

、

こ
れ
を

除
去

し

た

の
が

前

田
本

の
書

写
者

で

あ

る
。

書

写

者

が

正
格

な
漢

文

で
は

用

い
ら
れ

な

い
尊

敬

の
助
動

詞

と
し

て

の

「
給

(

賜

・
既

)
」
を

す

べ

て

(
下
6

・
13

・
36

・
38

)
省

略
あ

る

い
は
近

似

の

吻

、

文

字

に
改

め

て
い
る

こ
と
は

既

に
検

討
し

た

こ
と

が
あ

る
が

、
こ

こ
で
も

、

「
方

」
を
再

読

し
な

け
れ
ば

な

ら
な

い
奇
態

に
疑

念

を
も

ち

、
除

い
た
も

の
で

あ

ろ
う
。

こ
の
ほ
か
陳

述

副

詞

の
例

と
し

て
、

1
2
我
当
上
居
(
上

10
・中

15
)
3
当
相
欲
捉
之
者

(中

24
)
4
方
将
垂
死
(
上
24
)

な

ど
あ

る

が

、
3

は

「
当

」
に

「
欲

」
が

応
じ

、
4

は

「
方

」

に

「
将

」

⑬

(
ム

ト

ス
)
が

応
じ

る
も

の
.て
あ

ろ

う
。

次

に
、

情

態

副
詞

と
し

て

の

マ
サ

ニ
は
、

「
方

」

の
例

1
方

愁

棄

家
逃

返

(
下

26

)
2
方

得

問
之

(
下

35

)
3

方

今

農

節

不
可

行

也

(
上

25

・
方

今

は
熟

語
と

す

べ
き

か
?

)

の
ほ
か

、

「
当

」

に
か

な
り

み

ら

れ
る

。

1

当
是
召

衣

女

也

(
中

お

)
2
当

此
我

家

也

(中

25

)
3
当

経

也

(
下

6

)
4

当
余

是
也

(
下

16

)
5

是
当

(
中

5

)
6

当
実

願

覚
師

也

(上

4

陶
)
7

当

願
免

罪

(
中

7

)
8
当

到

猴
之
家

(
上

18

)
9

当

如

聞
有

(
中

19

)

10
念
我

当

射

(
中

認

)

こ
れ
ら

に
は
情

態

副
詞

と

い
う

よ
り

も

、

二
次

的

に
陳
述

副

詞

に
近

い
も

の
が

あ

り

、

6

7
は

そ
れ

ぞ
れ

「
実

」

(
マ
コ
ト

ニ
)

「
願

」

(
ネ
ガ

バ

ク

ハ
)
を

単

に
強

調
し

て

い
る
例

と
み

ら

れ
る
。

こ
の
よ

う
な
強

調

の
用

法

が

後

の
和

文

に
お
け

る
反

語

ム

ヤ
、

ジ
ヤ

に
応

ず

る
用
法

に
も

な

る

の

.て
あ

ろ

う

が

、
と
も

か

く
、

「
当
」

が
情

態

副
詞
と

し

て
も

用

い
ら

れ

て

一8一



い

る
の

は
事
実

で

あ
り

、

こ

の
点

、
訓

点
資

料

に
み
ら

れ

る

「
当
」

と
は

異

っ
た

一
面

を
示

し

て

い
る
。

な
お

、

マ
サ

ニ
と
訓

ま

れ

る

「
正
」

は
、

、昧
言

正
相

木
本

者
大

徳

食
肥
而

乎

来
也

(下

認

)

の
よ
う

に
歌

謡

に
見
出

さ

れ

る

に
す

ぎ

な

い
。

陳

述

副
詞

に

つ
い
て

は

、
以

上

の
他

に

「
蓋

」

「
恰

」

な
ど

が
あ

る
。

α◎

非
常

に

「
訓

読
特

有

語
的

」
と

い
わ

れ

る

「
蓋

」

(
ケ
ダ

シ
)
は

、
疑

問

や
仮

定

条
件

に
応

ず

る
用

法

は
な

く
、
漢

文
本

来

の
用
法

が
後

文

の
強

調

部

(上

17

)
と
中

序

と

に
あ

ら
わ

れ
る

。

「
恰

」

に
は
訓
注

「
恰

蝦
駄
加
」

(損
輔
上
13

)
が

あ

り
、

「
如

」

(
上

13

)
と

「
似

」

(上

18

)
と

に
応

じ

て
い
る
。

陳
述

副

詞
を

検
討

す

る
う
ち

に
間

々
情

態

副
詞

が
介

入

し

た
が

、
次

に

は
情
態

副
詞

の
様
相

を
探

る

こ
と

に
す

る
。

四

情
態

副

詞

に
は
訓

読
特

有

語

に
対

す

る
和
文

語

が

二

三
見
出

さ

れ

る
。

㈲
日
「
兼

」

(
カ

ネ

テ

)

「
前

以

て
」

の
意

の
カ
ネ

テ
は

和
文

語
で

あ
り

、
霊

異

記

に
は

訓
読

語

ア

ラ
カ
ジ

メ
と

訓

む

べ
き

「
豫

.
預

」
字

の
副

詞

用
法

は

な
く

、
す

べ
て

カ
ネ

テ
が

用

い
ら

れ

る
。

1
兼
委

末

事

一
聞

十
訴

一
言

不
漏

(上

序

)
2
兼

心

知
逃

副

人
令

守

(

中

15

)
3
兼

復
近

親

(
中

33

)
4
将

雨
降
時

兼

潤
石

板

(中

2

)
5
表

相
先

兼
作

物

形

(
下

認

)
6
災
相

先
兼

表

後
実

災
来

也

(下

認

)

三
宝
絵

詞
も

今

昔
物

語

集

も

2
か

ね

て
う

た

か

ひ
て
人

を

そ

へ
て

(
中

11

)

㌘

兼

テ
其

ノ
心

ヲ
知

テ
人

ヲ
副

ヘ
テ

(
12

-
25

)

の
如

く

カ
ネ

テ
と

し

て

い
る
が

、

カ
ネ

テ
は

ア

ラ
カ
ジ

メ
に
対

し

、
訓

読

以

外

で
は

案
外

広

く

用

い
ら
れ

た

語
で

は
な

か

っ
た
か

と
思

わ

れ

る
。
万

葉

集

の
長

歌

に

…
.言

は
ま
く

も

ゆ

ゆ
し

か
ら

む
と

豫
兼

而
知

り

せ
ば

千
鳥

鳴

く

そ
の
佐

保

川

に
・…

(六

・
九

四
八
作

者

未
詳

)

と
、

同
義

語

を
重

ね
た

例
が

あ
る

が

、
万
葉

の

ア
ラ
カ
ジ

メ
に
は

訓
読

語

と
し

て
の
意
識

は

な
か

っ
た
ら

し

く
、
後

に
訓
読

語
と

し

て
固
定

化
し

た

の
で

あ

ろ
う
。

㈱

「
締

」

(
ヒ
タ
ダ

)

訓

注

「
縄
砒
太
」
(上

21
韻
輔

・
中

10
輻
野
)
「
縄

起
多
」
(下

2
頴
鞠
)が

あ

り

1

石
別

自
縄

臨

涌
釜

両

目
抜

入
於

釜

(
上

21

)
2
副
共

往
縄

至

郡
部

内

於

山
直

里

(
中

10

)
3

是
人
縄

死

生
犬

殺
我

(
下
2

)
4

還
綾

見

乃
蘇

(
中

16

)
5
還
縄

見

更
甦

之
也

(
中

19
)
6
縄
放

走
入

病
弟

子
室

(
下

2

)
7
度
彼

椅
畢

緩

見
甦

還

(下

22
)
8
緩

放

還
来

(
下

23

)
9
締

見

九

間
大

堂
朴

(
下
以

)
10
緩
自

黄

泉
還

来

(
下

37

)

の

「
緩

」
は
す

べ
て

ヒ

タ
ダ
と

訓
む

べ
き

も

の
で
あ

ろ

う
。

ヒ

タ
ダ

は
、

わ

ず

か

に
斉

明

紀

古
訓

に
あ

る

こ
と

が
知

ら

れ
る

く
ら

い
で

、
訓
点

資

料

に
も

和
文

に
も

殆

ど
見

ら
れ

な

い
と

言

っ
て

よ

い
。

こ
れ

を
今
昔

物

語
集

は
、

1,
4

5
8

み

な

「
緩

」

の
相

当
部

を
避

け

て
お

り
、

た
だ

2

の
み
が

「
緩

二
郡

ノ
内

二
至

ル
一こ
(
20

=

30

)と
し

て
、
ワ
ヅ

カ

ニ
と
訓

ま

せ
た

よ
う

で

あ

る
。

霊
異

記

の

「
縄

」
は
次

に
あ

げ

る

「
僅

」

(
ワ
ヅ

カ

ニ
)
と

は

区
別

さ
れ

て
い
る

よ
う

で
あ

り

、
耳
慣

れ

な

い
語
で

あ

る
と

は

い
え
、

頻

用
さ

れ

て

い
る

こ
と

に
は
注

意

す

べ
き

で

あ

ろ
う
。

ヒ
タ
ダ

は
、

阪
倉

篤

㎝

義

博

士

の
お
考

え

の

よ
う

に
、

ヒ

タ

〔
直

.
頓

〕
と

い
う

語
基

に
接

尾
語

タ

へ
連
濁

し

て

ダ

)
が

接

し

て
副
詞

的

機

能

を
果

す

語
で

あ

る

に
ち

が

い
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な

い
。

そ

の
意
味

は
、

穐

見
更

甦

之
也

(中

19

)
編
見

甦

還

(下

22

)

の

「
纏

」

の
用
法

が

即
見

甦

還

(上

30

)

即
見

甦
返

(
下

23
)

の

「
即
」

と
大

体
同

じ
用
法

で

あ
る

と

こ
ろ
か

ら
、

こ
の
種

の

「
即
」

の

意

に
近

い

「
咄
嵯

に
」
と

い
う

よ
う

な
意
味

で

は
な

か
ろ

う
か
。

他

の
国

語
資
料

に
見
出

し
が

た

い
ヒ

タ
ダ

が

十

例
も
あ

ら
わ

れ
る

と
な

る
と

、

こ

れ

が

日
常

的

な
語
で

は

な
か

っ
た
か

、

し
か
し

て

「纏

」

字
を

借
り

て

こ

の
語

に
あ

て
た

の
で

は

な

い
か
、

な
ど

と
臆
測

を
拡

げ

た
く

な
る
。

こ
の

語

は

さ
き

に
仮
設

し

た
C
圏

に
含

ま
せ

る
語
で

は

な

い
だ

ろ

う
か
。

の

「
僅

」

(
ワ
ヅ

カ

ニ
)

1
但
我

僅
活

耳

(下

4

)
2
僅

償
本

銭

(
下

4
)

3
競
出
九

人
僅

出

(

下

13
)

4
焼
塩

之

人
住
処

僅
依

泊
也

(下

25
)

5
寸

心
之

願
僅

当
所

望

(下

30

)

「
僅
」

は

「
辛

う

じ

て
」

の
意
で

使
わ

れ
た

ら
し

く
、

1
を

三
宝
絵

詞

・
今
昔

物

語
集

が

そ
れ
ぞ

れ

r

我
も

ほ
と

ほ
と

し

く

で
わ

つ
か

に
い
き

た
る
な

り

(中

15
)
r
我

モ

殆

シ
キ
程

ニ
テ

生

タ

ル
也

(
14
～
38

)

の
如

く

し

て

い
る

。

「
纏

」

と
は

区
別

し

て
使

わ
れ

た

よ
う
で

あ

る
。

勃
,
「
威

・
悉

」

(
コ
ト
ゴ

ト
ク

)

「
皆

」

(
ミ

ナ
)
「
惣

」
(
ス
ベ

テ
)

訓
読

語

コ
ト
ゴ

ト

ク
も
、

こ
れ

に
相

当
す

る

ミ
ナ

・
ス
ベ
テ
も
、

霊
異

記

に
は
あ
ら

わ
れ

る
。

ま
ず

、

コ
ト
ゴ

ト
ク
は
、

1
威

奉
免

(上

10

)
2
威

倶
起

而
疾

避

(
上

23
)

3
威

所
祐

乎
哉

(
上

33

)
4
国
司

郡
卿

悉
喜

(中

31
)

5
天
星
悉

動

(下

38
)

6
既
悉

破
損

(
下

24
)

7
法

会

之
衆

悉
皆
号

突

(中

15
)
8

発
火
惣

家
皆

悉
焼

滅

(

下

10

)
9
九

間
大
堂

什
如

微
塵

皆
悉

折
催

(下

24

)
10
挙
皇

太

子
大

臣

百

官
皆
悉

加
入

其
知

識

(下

35
)

の
よ
う

に
、

「威

」

が
上

巻

に
、

「
悉

」

が
中
下

巻

に
使
わ

れ

て

い
る
。

7
は

「
悉

皆
」

、

8
9

10
は

「
皆

悉

」
と

し

て
お
り
、

熟

語
と
し

て

用

い

た

に
せ

よ
、

コ
ト
ゴ

ト

ク
ミ

ナ

・
ミ
ナ

コ
ト
ゴ

ト

ク
の
よ

う

に
訓

む
も

の

で

あ

ろ
う
。
今

昔
物

語
集

は

ギ

国

ノ
司

郡

ノ
司

皆
貴

フ

(
12
=

2

)
3
火

出
来

テ
家
皆

焼

ヌ

(
12
-

29

)
.7
法
会

二
来

レ
ル
道

俗
男
女

此

ヲ
見

テ
悲

ム
テ
泣

ク
音

(
12
=

15
)

と
し

て
、

「
悉

」
を
と

ら
ず

に

「
皆

」

と
し

て

い
る
。
霊

異
記

の

「
皆
」

は
引

用
文
中

の
例
を
除

き

二
十
八

例
で

あ
る

が
、

こ
れ
も

亦

、
今
昔

物
語

集

共

通
例
十

二
は
例
外

な

く

「
皆

」
と

し

て

い
る

。

「
惣

」

は
、

1
彼
市

人
惣
皆

悦
安

穏

(
中

4
)

2
発
家
惣

家
皆

悉
焼

滅

(下

10
)

3

賊

盗
秋

丸
惣

意
悸
然

不
得

隠
事

(下

27

)

の
三
例

(
下

26

に
異

同
例

一
)
.て
あ

る
が

、
2

3

に
は
、

「
惣

家

抄
肋
「7

(下

-o
鶏

)

「
惣

"
帥
刀
」

(下

27
輔
田
)
と

い
う
訓
注

が
あ

り
、
全

部

の
意

と

し

て

「惣

家

」

「
惣

意

」

は

シ

カ

シ

ナ
ガ

ラ
と

訓

ま

れ

る

も

の
.て

あ

ろ

う

。
た

だ

1

の

み

が

ス

ベ

テ

と

訓

ま

れ

る

例

で

あ

り

、
今

昔

物

語

集

は

,1

市

ノ

人

皆

喜

ヒ

ト

シ

テ

平

カ

ニ

…

(
23
1

17

)

と

し

て

「惣

」

に
か

か

わ

っ
て

い
な

い
。

図

「
遊

遁

・
偶

」

(
タ

マ
サ

カ

ニ
)

1
彼

父
避
遁

次

於
有

児

之
家

(
上

9
)
2
日
夜
奉

恋
八
,
避
遁

遇

(
上

35
)
3

遊
遁
得
聞
沙
底
有
音
(
中
39
)
4
日
夜
奉

恋
今

遊
遁

而
逢

(
中

17

)
5
何
偶

今

逢
(中

19
)6
偶
得
此
蟹
(
中
8
)
7
有
縁

偶
値

(
中

39

)
8
偶

値
法
事

(下

4

)

1

2
3

に
は
そ

れ
ぞ
れ

「
選

遁

上

35

興
福

寺
本

「避

上
音
口
反
ド
后
反

二
合
太
万
左
加
ホ

一上
音

解
反

下
音
果
遠

反

二
A
ロ
タ

マ
サ
カ

ニ
、

中

39

上

9

高
野

本

興
福

与
本

遊
遁
土
音

解
ド

の
訓
注
が
あ
り
、
ま
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た
5

に
も

、
轟

確

・

(
中
19

傾

)
と

あ
り

、

・」
れ
ら

の
訓
注

に
従

え

ば

、

「
漣

遁
」

「
遇

」

を

タ

マ
サ
カ

ニ
と
訓

む

こ
と

に
な
る

。

タ

マ
サ
カ

ニ
は

、
訓
点

に
も
多

く

の
例
を

見

る
語
で

は
あ

る
が

、

タ

マ
タ

マ
と

い
う

訓

読
語

の
方

が
漢

文

訓
読

に
は
使

わ

れ

る

こ
と

が
多

く
、

し
か
も

和
文

に

お

い
て
は
、

タ

マ
サ
カ

ニ
の
方

が

一
般

に
用

い
ら
れ

て

い
た
よ

う
で
あ

る
。

か
く

み
る

と
、

訓
注

を

こ
の
ま

ま
と

り
入

れ
た

場
合

に
は

、
和
文

語

に
近

い
語
を

用

い

て

い
る

こ
と

に
な

る
。

三
宝
絵

詞

・
今
昔

物

語
集

は
、

才

今

不
思

ザ

ル
ニ
値
奉

レ
リ
(
12
-

17

)3
適

マ
此

ノ
音

ヲ
沙

ノ
中

二
聞

キ
成

シ

ツ

(
12
=

12

)
3
適

マ
今

値

リ

(
14
-

31

)
6
た
ま

た
ま

こ
の
か

に
を

え
た
り

(中

13

)
7
縁

有

テ
既

二
我

レ

ニ
値

給

ヘ
リ

(12
=

12

)

の
よ

う
に
、

タ

マ
サ
カ

ニ
と
は

し

な

い
で

、

タ

マ
タ

マ
と

し

て
い
る
。

わ

「
暫

」

(
シ

マ
ラ
ク
)

「
暫
ホ

身
謳

眉
存

之

」

(
下
序

)
の
訓
注

に

「暫
ホ
知
所
良
」

(
幕
編

)

「
餌

簿

㌧

(榴

本

)
と
あ

り

、
真

福
寺
本

に

シ
バ
ラ

ク
の
古

形

シ

マ
ラ
ク

が

見
ら

れ

る
。

1
暫
間

生

国
王

之
子

耳

(
下

39

)
2

暫
間

寄
他

倉
F

(上

29

)
3
暫

間

迫
間

作

碁

(中

18

)
4
暫

頃
請

耳

(中

19

)
5
暫
頃

修
行

時

(
下
24

)
6

暫

俳
徊

(
上
30
)
7
暫

示
東

西

(
上
35

)
8

暫
免
耳

(
中
24

)
9

暫
此

留

(
中

25

)
10

暫

待

(下

3

)
11

不
得

暫
停

(
F

18

)

右

の
よ
う

に
、

「
暫

間
」

「
暫

頃

」

「
暫

」
と

し

て
用

い
ら

れ
、

4

に

は

「
暫
頃

好
匹

(
高
野
本

)
と

い
う
訓
注

が
あ

る
。

5

の

「
頃

」

を
前

田
本

が

「
間

」

に
し

て

い
る
が
、

こ

こ
に
も
書

写

者

の
手

が
加

わ

っ
た

の
で

は

な

い
か
と

考

え
ら

れ
る

。

シ

マ

(
バ
)

ラ
ク
に
対

し

て
和

文

で

は

シ
バ

シ
が

用

い
ら

れ

る

の
.て
あ

る
が

、

こ

こ
で

は

シ

バ
シ
と
訓
ま

れ

た
跡

を
探

る

こ

と
が

で
き

な

い
。
今

昔

物
語
集

.て
は
2

α
7

8
9

10

す

べ
て

「
暫

ク
」

と

し

て
お
り

、

三
宝

絵

詞
も

⑧

「
し
は

ら
く

」
で
あ

る
。

ω

「
良

久
」

(
ヤ
ヤ

ピ
サ

ニ
)

訓
注

.良
久
編

狩

(

興
福

上
お
寺
本
)
、良
久
蕎

い
杜
・
(中
撫

野
)
が
あ

り

、

ヤ
ヤ

ピ
サ

ニ
あ

る

い
は

ヤ

ヤ
ピ

サ

ニ
ア
リ

テ
と

訓
ま

れ
る
も

の
.て
あ

る
。1

良
久

主

来

(上

訪

)
2
良

久
蘇

起

(中

10

)
3
良

久

乃
免

(上

11

)

4
良

久
乃

光
指

西
飛

行

(
上
22

)
5

良
久

俳
徊

(
中
22

)
6
良

久

俳
徊

不

得
忍
過

(中

26

)
7
良

久
彼

霊
駿
忽

不

現

(下

27

)

の
ご

と
き

用
例
で

あ

る
が
、

こ
の
語
は

訓
点
資

料

に

法
師
顧
視
シ
テ
掌
(
ヲ
)合
(
セ
)
テ
蔵
忽
義

輻
特
体
濾

誤

毒

編

伝
)

良

久

(
シ
ク
)

シ
テ
手

ヲ
以

テ
髪

ヲ
挙

(
ケ
)

テ

(珊
、
巻

)

と
見

ら

れ
る

一
方

、

源
氏

物
語

に
お

い

て
も

や

や
久
し

く

ひ

こ
じ

ろ

ひ
あ

け

て
入

り
給

ふ

(僅

)

や
や
久

し

う
思

ひ
め
ぐ

ら
し

て

(
玉
璽

・
河
内

本

「
や
や

」

)

の
よ
う

な
例
を

僅
か

で
は

あ

る
が
拾

収
で

き

る
。
ま

た

三
宝
絵

詞

.
今

昔
物

語
集

も

2
暫
有

テ
活

リ
起

タ
リ

(20

-

30

)
　

良
久

ク
有

テ
箱

ノ
主
来

レ
リ

(
12

1

17

)
　

や

や
ひ

さ
し

く
あ
り

て

(
中

6

)
4

久

ク
有

テ
光

西

ヲ
指

テ
飛

ヒ
行

ヌ

(
11
1

4

)
写
良

久

ク
俳
徊

シ
テ

(
12
1

13

)
6

良
久

ク

其

ノ
所

二
俳

個

ソ
テ

(
12
i

11

)

と
、

2
を
除

き
大
体

「
良
久

」
を

そ

の
ま
ま

う

け
て
お

り
、

こ

の
語

に
は

か
な

り
広

い
使

用
範
囲

が
あ

っ
た

の
.て
は

な

い
か

と
考

え
ち

れ
る

。
延

喜

二
十

一
年

の
京
極

御
息

所
歌

合

に
も

見
ら

れ
る

語
で
あ

る
が

、
変
体

漢
文

に
お

い
て
自
在

に
用

い
ら

れ
た

語
で

は
な

か

っ
た
か
と

推
察

さ
れ

る
。
仮

定
し

た
C

圏

に
入

る

語
で

は
な

か

ろ
う
か
。

H



㈲

「
疾

」

(
ト

ク
)

「
早

」

(
ハ
ヤ
ク

)

「
疾

」

は

ト
ク
と
訓

む

べ
き
も

の
と
推

定

す

る
が

、

こ
れ

に

よ

る
と
、

1

日
疾
隠
此

仏
像

(上

5

)
2
威
倶

起
疾

避

(
上

23

)
3

趨
馬
疾

前

(

中

22

)
4
疾
走

如

飛
鳥

(
中
41
)
〔
形
容

詞
と

し

て

、
走

疾
如

鳥

飛

莫

(上

2

)
〕

5
疾
走

如

狐

(中

41

)
6

日
速

還

疾

修

(
下

9

)

7
召
使

五
人
共

副
疾

往

(下

23

)

の

「
疾

」
は

B
圏

の
語

と

い
う

こ
と

に
な

る
。

6

は

「
速

」

(
ス
ミ

ヤ
カ

ニ
)

と
並

べ
用

い
て

い
る
。
ま

た

ハ
ヤ

ク
も

和
文

語

の
類

で
あ

る
が
、

用

例

は8

日
殺
吾

之
兄

欲
来
故

早
去

(
上
12

)
9

日
∵
・・願

我
施

福
早

睨
急

施

(

中

34

)
10
明

日
早
起

見

堂
内

(
下
28

)

の

三
例

に
す

ぎ
ず

、

9
も

「
急
」

(
ス
ミ
ヤ
カ

ニ
?

)
と
並

べ
て

い
る
。

今

昔

物
語
集

で

は

3

馬

ヲ
馳

テ
疾

ク
進

テ

(
12
1

13

)
8

云

ク
我

ヲ
殺

セ
リ

シ
我

力
兄
此

二
来

ニ
タ
リ
我

レ
速

二
去

ナ

ム
ト

ス

(19
-

31

)

の
よ
う

に
、

そ

の
ま
ま

「
疾

ク
」
と
す

る
も

の
、

「
速

二
」

と

改

め

る
も

の
な

ど
で

あ

る
が

、
霊

異
記

で

こ
の
よ

う
な
和

文
語

が

使

わ

れ

て
い
る

こ

と

は

、

日
常

の
身
近

な

こ
と
ば

が
た

ま
た
ま

入

っ

て
き

た

も

の
と
み

る

こ

と

が
で
き

よ

う
。

訓
読

語
で

あ

る
と

こ
ろ

の

ス
ミ
ヤ

カ

ニ

・
タ
チ

マ
チ

ニ

は
、

次

の
よ

う
な

用
字

に

よ

っ
て
百

例
ち

か
《
見
出

さ

れ

る
。

速

・
速
忽

・
急

・
造

・
樋

・
颯

・
慌
然

・
忽

・
忽

然

・
忽

卒

・
検

・
億

・

一

修
…忽

・修
…条

・
奄
然

・
勃

然

・
頓

右

の
う
ち

に

は
、

あ
る

い
は

ト
ク

・
ハ
ヤ
ク
と

訓
む

べ

き
も

の

、
あ

る

い

は
他

訓

の
も

の
な
ど

が
あ

る

の
か
も

し

れ
な

い
が
、

訓

読
語

が

圧
倒

的

に

多

い
こ
と

に
は
変

わ

り
あ

る
ま

い
。

情
態

副

詞

に
も

、

い
わ

ゆ

る

訓
読

語

の
副
詞

が
多

く
見

出

さ

れ

る

の
は

勿

論

の

こ
と

で
あ

る

。

用
法

上

目
立

つ
例

を

一
二
拾

う
と

、

「
幸

」

(
サ

イ

ハ
ヒ

ニ
)

は

五
例
中

四
例

が

命
令

文
し

か
も

願

い
銚
え

る

場

合

に

用

い

ら

れ
、

「
具

」
(
ツ
ブ

サ

ニ
)は

二
十
例

中
十

七
例

ま

で
が

「
陳

」

「述

」

に
か
か

っ
て
「
ツ
ブ

サ

ニ
ー
ー

ヲ

ノ
ブ

」
と

い
う
慣

用
句
を

な

し

て

い
る

。

「
委

曲

」

(
ツ
バ
ビ

ラ
ケ

ク
)
は

訓
注

が
あ

る
が

、

中
5

の

一
例

の
み

で

あ

る
。

「
詳

」

は

「
詳
醐
」

(上

序

頴
林
)
と
あ

り
、

「
不
詳

」

(
上

序

)

の

一
例

を
除

き

す

べ
て

「
未
詳

」

と
し

て
し

か
用

い
ら

れ
な

い
。

こ

の

ほ

か

訓
注

が
あ

る
も

の

に
、

「
逓
ψ
功
」
(
中
2

)
「轍

獄
姫
」

(
上

認

)

「
葦

"
許
」

(中

25

)

.
護

餓

甑
縣

胡
販
.
」
(上
⑳
)

「
藁

功
・
(中

16

)
な

ど
、

和

文

語

カ

タ

ミ

ニ
、

タ

ハ
ヤ

ス

ク

・
シ

バ

シ

バ

・

ミ

ソ
カ

ニ

に

対

す

る

も

の

が

あ

る
。

以

下

、

「漸

」

「
凡

」

「
重

」

「訂

・
熟

」

等

々

の
副

詞

が

あ

る

け

れ

ど

も

、

省

略

す

る

こ

と

に

す

る

。

五

霊

異
記

の

副
詞

の
用
法
を

通

覧
す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
変
.体

漢

文

の
副

詞

の

一
断
面

の
わ

ず
か

で

は
あ

る
が

の
ぞ
く

こ
と
は
で
き

た

と
思

う

。

「

太

」

(
イ

ト

)

「
兼

」

(
カ
ネ

テ
)

「
疾

」

(
ト

ク
)

「
選
遁

」

(
タ

マ

サ

カ

ニ
)
と

い
う

よ
う

な
和
文

語

が
混

在
し

て
い
る

こ
と
は

、

変
体
漢

文

を

特
徴
づ

け
る

一
要
素

で
あ
る
が
、

日
常
会
話
語
的

要
素

の
入
り
う

る
素
地

が

あ

る

こ
と

を

示
す

も

の
で
あ

ろ
う
。

ま
た

、
霊

異
記

に
お

い

て
非
常

に

目
立

っ
た

存

在

の
語

が
あ

る

。

た

と
え
ば

、

「
即
」

(
ス
ナ

ハ
チ

)
が

顕

著

な
例

で
あ

る
が

、
源
氏

物
語

に

二
例
し

か
見

ら
れ

な

い
の

に
対

し

、

百

五

十

二
例

の
多

き

に
達

し

て
い

る
。

こ
れ

ほ
ど

の
用
例

で

は

な

い
が

、
程

度

副
詞

の

「
大
」

(
オ

ホ
キ

ニ
)
、
そ

れ

に
「
慎

」

(
ユ
メ

)

「
穐

」

(

一12一



ヒ

タ
タ

)

「
良
久

」

(
ヤ

ヤ
ピ

サ

ニ
)
な
ど

、
訓

読
文

及

び
和

文

に
比

べ

る
と
相

対
的

に
か

な

り
多

く

の
用
例

が
見

ら

れ

る
語

は
、
変

体

漢
文

に
お

い

て
自

由

に
用

い
ら

れ
た

語
で

は
な

い
か

と
考

え

ら

れ

る
。

さ
ら

に

、
訓

読

語
と

い
わ

れ

る
も

の

の
中

に
も

、
変

体

漢
文

に
よ
く

な

じ
む

こ
と

の
で

き

た
語

と
で
き

な

か

っ
た
語

と
が

あ

る
よ

う
で

あ

り
、

「
甚

」

「
極

」

の

使

用
状
態

か
ら

そ

れ
が
感

じ

ら

れ
る
。

霊

異
記

と
今
昔

物

語
集

と

の
関

連
が

密

接
で

あ

る

こ
と

は
今

更

い
う
ま

で

も

な

い
が

、
今

昔

物

語
集

が

回
避

し

て
い

る
語

と
し

て
、

「
聯

」

(
イ

サ

サ
カ

ニ
)
肯
定

文

の

「
更

」

(
サ

ラ

一一
)

「
敢

」

(
ア

ヘ
テ

)
な

ど
が

あ

り
、
こ
れ
ら

の
語

は
今

昔

物

語

集

に
お

い

て
.
否
定

辞

を
伴

う
陳

述

副

詞

と

な

っ
て
い

る
。

ま

た
、

「
悉

」

(
コ
ト

ゴ

ト

ク
)
を

「
皆

」

に
、

「
増

」

(
マ
ス

マ
ス
)
を

「
弥

ヨ
」

に
し

て

い
る

反
面

、

「
遊

遁

」

(
タ

マ
サ

カ

ニ
)
を

「
適

マ
」

と
し

て
い

る
な

ど
、

今
昔

物

語
集

の
語
彙

語
法

研

究

の
分

野

に
は
多

く

の
興

味
あ

る
問

題

が
放

置

さ

れ

て
い

る

こ
と
を

教

え

て

く

れ
る

。

⑥

日
本
古
典
文

学
大
系

『今

昔
物

語
集

二
』

三
四
七

ぺ

ω

佐
賀
東
も口同
校

国
語
科

「副

詞
さ
ら

に
考

」
東
高

紀
要

1

(昭
釣

・
11

)
の
下
村

清
氏

の
ご
調
査

北
よ
る
と

、
本
朝

部
に
お
け

る
否
定

を
伴

う
例

の
全

用
例

に
対

す
る
割
合
は
97
%
と
な

っ
て
い
る
。

⑧

大
分

工
業
高

等
専
門
学
校

研
究
報

告
第

2
号

(昭
如

・
1

)

③

大
坪
併
治
博
士

「
都

・
曽

」

(
『訓
点

語
の
研
究
』

所

収

)

㈹

久
山
善
正
氏

「
タ
ト

ヒ

(
仮
使
、
仮
令

)
に

つ
い
て

の

一
考
察

」

訓
点

語
と
訓

点

資
料
第
11
輯

㎝

日
本
古
典
文
学
大

系

『今

昔
物

語
集

一
』

四
五

二
ぺ

「
同
二
』

三

四
三
ぺ

②

⑧

に
同
じ

。

㈹
霊
異
記

の

「
将

」

の
用
例

五
十
⊥ハ
は
す

べ
て
辞
訓

ム

ト

ス
で

訓
ま
れ
る
も

の
で

あ
る
。

0の

⑤
の
書
九
七

ぺ

㈲

阪
倉
篤
義
博

士

『語
構
成

の
研
究
』

二
九
八

・
三
二

八
ぺ

㈲

⑤

の
書
八

八
九

ぺ

註
①

特
に
、
第

五
章

漢
文
訓
読
語

の
文
法

、
第

二
節
体

言
-
副
詞
。

②
小

泉
道
氏

『校
注

真
福
寺
本

日
本
霊
異
記
」
・訓
点

語
と
訓
点
資
料

第
22
輯
頭
注

に
よ
る
。

③
春

日
和
男
先
生

「
三
宝
絵
詞
東

大
寺
切
の
研
究
-

関
戸
家
冊
子

の
本
文

と
用
字

ー

」
九
州
大
学
文
学
部

四
十
周
年
記
念

論
文
集

(昭
41

・
1

)
に
よ
る
。
以
下

三
宝
絵

詞
を
平
仮
名
で

記
し
た
も

の
は

こ
の
東
大
寺

切
で
あ

る
。

④

同

「
三
宝
絵
詞
東
大
寺

切
管
見
ー
主
と

し

て
関
戸

家
冊
子
と
観
智
院

本
と

の
比

較

に
よ
る
=

」
国
語
国
文
暫
巻
11
号

⑤
築
島

裕
博
士

「平
安
時
代

の
漢
文
訓
読
語

に

つ
き

て
の
研
究
』

五

二
三
ぺ

本

稿

の
大

要

は
、

本
年

五
月

二
十

二
日
に

、
九

大

国
語

国
文

学
会

で

口
頭
発

表
し

た

。

そ

の
際

、
福

田
先

生

、
中

村
先

生

、
春

日
先

生

、

鶴
久

先
生

、

原

口
裕

氏

か

ら
御
意

見

を

賜
わ

り
、

そ
れ

を
参

考

に
し

て
補

正
し

た
も

の
で

あ

る
。

こ
こ
に
記

し

て
謝
意

を
表

す

る
次

第
で

あ

る
。
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