
跡
見
学
園
女
子
大
学
国
文
学
科
報

第
三
十
号

(平
成
十
四
年
三
月
十
八
日
)

物
語
史

の
輪
郭
と
初
期
物
語
成
立

の

一
様
相

神

野

藤

昭

夫

は
じ
め
に

は
じ

め

に
、
本
稿

の
な
り

た
ち

に

つ
い
て
述

べ
て
、

お
断

り
を

し

て
お

き

た

い
。

本
稿

は
、

東
方
学

会

の
依
頼

に
よ
り

、
英
文

に
よ

る
学

術
雑

誌
と

し

て

公

刊
さ

れ

て

い
る

「〉
○
日
〉
〉
ω
H》
日
HO
>
」

83
号

(二
〇
〇
二
年
八
月
刊
行

予
定
)

に
掲
載

予
定

の
邦
文

原
稿

と

し

て
執
筆

し
た
も

の
で
あ

る
。

同
号

は

、
「
物

語

研
究

の
現
在

」
と

題

す

る
特

集

を
組

み
、
福

田
秀

]
氏

の
緒

言
以

下
、

神

野
藤

昭
夫
、

室
城

秀
之

、

日
向

]
雅

、
辛
島

正
雄

、

三
角
洋

一
の
諸
氏

の
論

文
が

こ

の
順
序

に
掲

載

さ
れ

る
予
定

で
あ

っ
℃
、
論

者

に

は
、

表
題

の
よ
う

な

テ
ー

マ
が

も
と

め
ら

れ
た

わ
け

で
あ

る
。

し
た
が

っ
て
、
本

稿
は
英

文

に
よ

る
論

文
と

し

て
広
く

海
外

で
読

ま
れ

る

こ
と
を
前

提

に
執
筆

し

た
も

の

で
あ

っ
て
、

邦
文

原
稿

じ
た

い
は
筐

底

に
と

ど
め

お
く

つ
も

り

の
も

の
で
あ

っ
た
。

し

か

る

に
、

平
成

十

四
年

度

よ

り

、
国

文

学

科

が

、
美

学

美

術
史

学

科

・
英

文
学

科

・
文
化
学

科

と
統
合

改
組

さ

れ
、
新

た

な
構
想

の
も

と

に

人
文

学

科
と

し

て
発
足
す

る

に
あ

た
り

、
跡
見

学

園
女

子
大
学

「
国
文
学

科
報

」

と
し

て
は
終

刊
号

を

迎
え

る
こ
と

と
な

っ
た
。

そ

の
掉

尾
を

飾

る

号

の

一
端

に
加

わ
り

た

い
と

い
う
願

い
を

抱

い
た
も

の
の
、

い
ま
新

稿
を

起

こ
す
だ

け

の
余
裕

が
な

い
。

そ

こ
で
、

東
方

学
会

の
お
許

し
を
得

て
、

本
稿

を
発

表
す

る

こ
と

に
し
た

次
第

で
あ

る
。

海

外

の
読
者

を
意

識

し
、
ま

た
翻

訳

し
や
す

い
よ

う

に
、
引

用
な

ど
も

で
き

る
だ

け
現

代
語

訳

の
形
式

に
あ

ら
た

め

て
あ

る
こ
と

や
、

内
容

的

に

は
、

論
者

の
既

発
表

の
著

者

や
論
文

と
重

な
る

と

こ
ろ
が
多

い
が
、

こ
と

さ
ら

に
書
き

改

め

る
こ
と

を
せ
ず

に
、
ふ
り

が

な
等

を
省
略

し

た
ほ

か
は

ほ
ぼ

原
態

の
ま

ま
と

し
た

。
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物
語
史
の
輪
郭
を
ど
う
み
る
か

本
稿

は

、
物

語

の
時
代
を

鳥

瞰
し

て
、
物

語

史
を

め
ぐ

る
基
本

的

な
問

題
を
考

え

る

こ
と

、

お
よ
び

『源

氏
物

語
』

以
前

の
物

語

世
界

の
特
色

、

特

に
初

期

の
物

語
が

ど

の
よ
う

に
成

立
し

て
き

た
か

、
そ

の
様
相

の

一
角

に
光
を

当

て
る

こ
と
を

課
題

に
し
た

い
。

物
語

と

よ
ば

れ
る
時

代

は
、

い
つ
ご

ろ
か
ら

い
つ
ご
ろ
ま

で
を

範

囲
と

考

え
た

ら

よ

い
か
。

そ

の
始

ま
り

は

、
九
世

紀
末

ご

ろ
と

み
る

こ
と

に

つ

い
て
は
さ

ほ
ど
異

論

は
な

い
だ

ろ
う
。

し
か

し

、
物
語

の
時

代
を

ど

こ

で

ど

う
線

引
き

す

る
か
と

い
う

こ
と

に

つ
い
て
は

、
曖
昧

な
ま

ま
、

熱
心

に

は
論
議

さ

れ

て
こ
な
か

っ
た

と

い
え

よ
う

。

長

い
間
、

物
語

は
、

十

一
世
紀

初
頭

の

『
源
氏

物
語

』

の
出
現

を
文

学

的
ピ

ー
ク
と

し
、

十

一
世
紀

半
ば

過
ぎ

の
物

語
流

行

の
最
盛

期

に
は

『
狭

衣

物
語

』

や

『夜

の
寝
覚

』

あ

る

い
は

『浜

松
中

納
言

物
語

』

の
よ
う

な

物

語
群

を
生

み
出

す
が

、

や
が

て

『と

り
か

へ
ば

や
物

語
』

の
よ
う

な
物

語

を
も

っ
て
、
そ

の
ジ

ャ
ン
ル
と

し

て

の
実

質
的

な
生
命

力
を

終
え

る
、

と

い
う

イ

メ
ー
ジ

が
多

く

の
人

々

の
脳
裏

を

支
配

し

て
き

た

。
物

語
史

に

お

け

る
後

期
物

語

と
か
末

期
物

語

と

い
う

時

代
区

分
も

ま
た

、
基
本

的

に

は

平
安

時
代
を

出

る

こ
と

が

な
か

っ
た

の
で
あ

る
。

鎌

倉

時
代

(
一
一
九
二
～

一
三
三
三
)
か
ら

南
北

朝
時

代

(
一
三
三
三
～

一

三
九

二
)
、
さ

ら

に
室

町
時

代

の
初
期

あ

た
り
を

下

限
と

し

て
登

場
す

る
物

語
群

に

つ
い
て
は

、

こ
れ
を
擬

古
物

語
と

称

し

て

一
線
を

画

し
、
物

語
史

と

し

て
は
質
量

と
為

に
残

余

の
も

の
と
見

な

さ
れ

、
ま
と

も
な

評
価

対
象

と
し

て
は
軽

ん

じ
ら

れ

て
き

た
。
〈
擬

古

〉
と

は
古

い
時
代

の
も

の

に
似

せ

た
、

及
ば

な

い
作

品

、
そ

れ
じ

た

い
に
は
価

値

が
認

め
ら

れ
な

い
と

い
う

ニ
ュ
ア

ン
ス
を
も

つ
。

そ

れ

に
対

し

て
、

こ
れ
ら

の
物

語
群

を

、
鎌
倉

時

代

物
語

、
中

世
小

説
、

あ

る

い
は
中
世

物
語

な
ど

の
呼

称
を

選
び

と

る
立

場

は

、
〈
擬
古

〉
と

い
う

価
値

判
断

を
排

し

て
対
象

を
捉
え

よ
う

と

す

る
点

に
お

い
て
進

ん

で
は

い
る

が
、
平
安

時

代

の
物
語

と

は

一
線

を
画

し

て
み

よ
う
と

す

る
点

で
は
、

軌
を

一
に
す

る
と

こ
ろ
が

あ

る
。

し
か

る

に
、
最

近

で
は

『
中
世

王
朝
物

語

全
集

』

の
刊
行

に
代
表

さ

れ

る
よ
う

に
、

後
者

の
物

語
群

を

〈
中
世

王
朝

物
語

〉
と

呼
称

し
よ
う

と

す

(
1
)

る
提
唱

が
な

さ
れ

、
し

だ

い
に
定
着

す

る
傾
向

に
あ

る
。

こ
れ

に
対

応

す

る
概
念

は

〈
王
朝
物

語

〉
で
あ

る
か

ら

、
中
世

王
朝

物
語

と

い
う

概

念
は

、

王
朝

物

語
と

し

て

の
連
続

性
を

認

め

る

一
方

で
、

中
世
を

冠
す

る
こ
と

に

よ

っ
て
、
不

連
続
性

あ

る

い
は
従
来

の
王
朝
物

語

と

の
差

異
化

が

図
ら

れ

て

い
る
と

み
る

こ
と

が

で
き

る
。

そ

こ
に
従
来

の
物

語
史

理
解

の
更

新

が

図

ら
れ

て

い
る
点
を

評
価

す

る

こ
と

が

で
き

よ
う

。

し
か

し

、
物

語

の
時

代
を

大

き
く

捉
え

、

次

な
る

お

伽
草

子

(室
町
物

語

・
室
町
時
代
物
語

・
物
語
草
子

・
中
世
小
説
な
ど
と
も
よ
ば
れ
る
)

の
時

代
と

の
大

局
的

な
把

握
を

考
え

る
と

き
、

そ

の
差
異

を

明
瞭
化

す

る
呼
称

を
採

用
す

る

こ
と

の
是
非

は

、
な
お

今
後

の
課

題
と

し

て
残

さ
れ

て

い
る
。

い

っ
た

い
、

こ
れ

ま

で

の
物

語
研

究
は

、
寥

寥
た

る
現

存
す

る
物

語
を

対
象

と
す

る
も

の
で
あ

っ
た
。

現
存

す

る
平
安

時
代

物
語

は
、
十
編

か
ら

な

る
短
編

物
語

集

で
あ

る

『堤

中
納

言
物

語
』

の
諸

作
品

を
個

々
に
数
え

た
と

こ

ろ
で
、

二

〇
編
を

こ
え

る
か

ど
う

か

に
過
ぎ

な

い
。
中

世
王
朝

物
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語
は

、
本
文

と

し

て
は

『鎌

倉

時
代

物
語
集

成

』
七
巻

が

三

四
編

の
物

語

を

収

め
、
、口
語
訳

に
注

ま

で

つ
け
た

『
中

世
王
朝

物

語
全
集

』

二
三
巻

が

二
九
編

あ
ま

り

の
物
語

を
収

め

る
予
定

で
、

現
在

刊
行

中

で
あ
範

。
数

だ

け

み

て
も

、

現
存

す

る
平
安

時
代

物
語

の
数

を
上

回

っ
て
お
り

、
物

語

と

い
う

ジ

ャ

ン
ル
や
物

語
史

を
ど

う
把

握
す

る

か
、
あ

ら

た
め

て
問

題

の
捉

え
直

し

が
求

め
ら

れ

て

い
る
状

況

に
あ

る
と

い
え

よ
う
。

し

か
し

、
現

在
ま

で
残

っ
て

い
る
物
語

を
研

究
す

れ
ば

、
か

つ
て

の
物

語
史

の
時
代

の
実
態

を
反
映

す

る
姿

が
お

の
ず

か
ら

浮
か
び

上

が

っ
て
く

る
と
考

え

て
よ

い
の
か
ど
う

か
。

あ

る

い
は
、

そ
れ

ら

の
物

語

は
、
歴

史

と

い
う

評
価

の
荒

波
を

く
ぐ

り

ぬ
け
た

優

れ
た
作

品
群

で
あ

る
と

考
え

て

よ

い
の
か
ど
う

か

、
と

い
う

こ
と

に
な

る
と

、
当

然

の
こ
と

な
が

ら
、

そ

う

か

ん
た
ん

に
肯

定

で
き

な

い
。

現
存
す

る
物

語

の
背
後

に
は
、
膨

大

な
失
わ

れ

た
物
語

が
あ

っ
た
と
考

え

て

み

る
必

要

が

あ

る
。
今

は
散

逸

し

た

物

語

世
界

が

幻

の
よ
う

に
広

が

っ
て
い
る
。

幸

い
、
そ

れ
ら

の
中

に
は

、
物

語

の
名

称

だ
と

か
、

さ
ら

に
は
物

語

の
内

容
を
推

測

さ
せ

て
く

れ

る
資

料

が
あ

る
。

こ
れ

ら

の
物

語

群

は
、

長
ら

く

<
散
逸

物

語

〉
と

呼
ば

れ

て
き

た
。
存

在

の
痕

跡
を
具

体

的

に
残

し

て

い
る

の
で
あ

る
か
ら

、
厳

密

に

い
え

ば

こ
れ
ら

を

〈
散

逸

物

語

〉
と

呼

ぶ

の
は

矛
盾

し

て

い
る
が
、

既

に
学
術

用
語

と
し

て
定
着

し

て

い
る

の
で
、

こ

こ
で
は

そ

の
ま

ま
使

用
す

る

。

こ
れ
ま

で
の
散
逸

物

語
研
究

は

、
第

一
に

、
ど

の
よ
う

な
物

語

が
存
在

し
た

か
、
そ

の
痕

跡
を

集

め
、
そ

の
目
録

を

充
実

さ
せ

る

こ
砲

、
第

二

に
、

そ

の
よ
う

な
化

石
的

痕
跡

か
ら

物
語
内

容

を
復

原
す

る

こ
と

に
関
心

が
注

(4
)

が
れ

て
き
た

。
第

三

に
、
現
在

で
は

さ
ら

に
、
そ

こ
か

ら

の
応

用

と
し

て
、

物

語
史

の
空

白
部

を
、

散
逸

物
語

に
よ

っ
て
埋
め

る

こ
と

へ
と
研

究

の
関

心

が
移
行

し

て
き

て

い
範

。

し
か

し
、

こ

の
よ
う

な
散
逸

物
語

研
究

の
発

想

は
、

現
存
す

る
物

語
を

前
提

と

し
た
研

究

で
あ

っ
て
、

ほ

ん
と
う

は
、

発
想

を
逆

転
さ

せ
な

け
れ

ば

い
け
な

い
の
で
は

な

い
か
。

つ
ま

り
、
第

四
に
、
散

逸

し
た
物

語

の
側

に
立

っ
て
、
現
存

す

る
物

語
を

眺
め

る
視
点

が

必
要

で
あ

る
。

こ
の
よ
う

な
視

点
を

持
た

な

い
と

、
現
存

す

る
物
語

を
歴

史
的

に
た

ど

れ
ば
、

そ
れ

が
物

語
史

の
典

型
的

反
映

と

い
う

こ
と

に
な

っ
た
り

、
既
存

の
物

語

を
優

れ
た

作
品

の
歴

史
と

し

て
固
定

化

し
て
し

ま
う

こ
と

に
な
り

か
ね

な

い
。
散

逸

し
た
膨

大

な
物

語

の
歴
史

の
う
え

に
、
た
ま

た
ま

現
存

す

る
物

語
が
、

そ

こ

ご
こ
に
浮

遊

し

て

い
る

に
す
ぎ

な

い
の
で
は
あ

る
ま

い
か

。

そ
う

い
う
柔

軟
な

、
逆

転

し
た
捉
え

方

が
必

要

で
あ

っ
て
、

物
語

の
全

容
を
捉

え

よ
う

と
す

る
と

き
、

そ

の
よ
う

な
発

想
が
き

わ

め

て
重

要

(
6
)

な
意

味
を
も

つ
と
考
え

ら

れ
る

。

と

は

い
え

、

こ

の
よ
う
な

研
究

目
標

を
解

明
す

る

た
め

の
方
法

が
具

体

的

に
確

立

し

て
い
る
わ

け

で
は

な

く
、
こ

の
よ
う

な
問

題
意
識

の
も

と

に
、

個

々
の
事

例

に
即

し

て
工
夫

を
凝

ら
す

ほ
か

な

い
と

い
う

の
が
、

現
在

の

研

究
状
況

で
あ

る
。

さ

て
、

あ

ら
た

め

て
そ

の
よ
う
な

散
逸

し
た

物
語

群
ま

で
視

野
を

広
げ

て
、
散

逸

物
語

を
、

A

「
平
安

時
代

に
属

す

る
物
語
」

と

B

「鎌

倉

時
代

に
属

す

る
物
語
」

に
分
け

て
、

そ

の
あ
ら
ま

し

を
数

量
的

に
示

し

て
み
る

(
7
)

こ

と

に

し

た

い
。
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今
、
A
に
つ
い
て
は
時
代
区
分
を
試
み
に
ほ
ど
こ
し
た
が
、
こ
れ
ら
は

も

っ
ぱ
ら
依
拠
資
料
に
よ
る
制
約
が
大
き
い
。
B
に
つ
い
て
は
時
代
区
分

が
困
難
で
あ
る
。
そ
こ
で
散
逸
物
語
を
資
料
別
に
整
理
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
B
に
は
A
に
入
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
や
室
町
時
代
物
語

(お

伽
草
子
)
に
入
れ
る
べ
き
も
の
、
物
語
と
し
て
認
定
す
る
に
は
妥
当
を
欠
く

か
も
し
れ
な
い
も
の
を
内
包
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
さ
ら
に
散
逸
物

語
と
し
て
認
定
し
て
よ
い
か
ど
う
か
、
判
断
に
迷
う
事
例
も
あ
る
が
、
あ

く
ま
で
お
お
よ
そ
の
数
量
を
示
す
と
こ
ろ
に
目
安
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の

数
・も
算
入
し
て
あ
る
こ
と
を
お
断
り
す
る
。

B
の
鎌
倉
時
代
に
属
す
る
物
語
の
最
大
の
資
料
宝
庫
は
、
文
永
八
年

(
一
二
七

一
)
に
成
立
し
た
、
物
語
内
の
歌
を
勅
撰
集
に
準
じ
て
編
纂
し
た

『風
葉
和
歌
集
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
所
載
歌
数
の
分
類
を

試
み
て
あ
る
。
所
載
歌
数
の
多
寡
が
物
語
の
分
量
を
あ
る
程
度
反
映
し
て

い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
傾
向
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

A
平
安
時
代
に
属
す
る
物
語

ω

『竹
取
物
語
』
の
前
後
◇

一
〇
世
紀
前
半
ま
で
の
物
語

号
二
編

②

『う

つ
ほ
物
語
』
の
前
後
◇

一
〇
世
紀
中
頃
か
ら
後
半
の
物
語

↓

=

編

紛

『源
氏
物
語
』
の
前
後
◇

一
〇
世
紀
後
半
か
ら

一
一
世
紀
初
頭
の
物
語

[
▽
二
六
編

ω

『狭
衣
物
語
』
の
前
後
◇

一
一
世
紀
末
ま
で
の
物
語

①
天
喜
三
年

(
一
〇
五
五
)
成
立
の
物
語

[▽
一
七
編

②

一
一
世
紀
中
頃
ま
で
に
成
立
し
た
物
語

(『
更
級
日
記
』
と
そ
の
奥
書
所

引
の
物
語
)

[▽
五
編

③

二

世
紀
後
半
ま
で
に
成
立
し
た
物
語

(平
安
後
期
物
語
所
引
の
物
語
)

[
▽
一
四
編

④

三

世
紀
ま
で
に
成
立
し
た
物
語

(『無
名
草
子
』
に
よ
る
)〇

四
編

㈲

『無
名
草
子
』
以
前
の
物
語
◇

一
二
世
紀
の
物
語

①

一
二
世
紀
前
半
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
物
語

(主
に

『無
名
草
子
』
に

よ
る
)

号
九
編

②

一
二
世
紀
後
半
の
物
語

(『無
名
草
子
』
に
よ
る
)

[▽
四
編

,③

『無
名
草
子
』
に
よ
ら
な
い
一
二
世
紀
の
物
語

(
一
二
世
紀
以
前
成
立

の
可
能
性
を
も
含
む
物
語
)

母
五
編

④
平
安
時
代
の
物
語
と
推
定
さ
れ
る
も
の
及
び
疑
義
を
残
す
物
語

号
八
編

、
B
鎌
倉
時
代
に
属
す
る
物
語

ω

『風
葉
和
歌
集
』
に
よ
る
物
語

㈲
二
〇
首
以
上
の
物
語

号
三
編

㈲

一
九
首
か
ら

一
〇
首
の
物
語

亭

一
〇
編

ω
九
首
か
ら
五
首
の
物
語

畢
二
四
編
,

ω
四
首
か
ら
三
首
の
物
語

[
▽二
四
編

㈲
二
首
か
ら

一
首
の
物
語

.

号
八
四
編

ω
逸
名
物
語

ヒ

β
八
編

②

『和
歌
色
葉
集
』
(寛
文
版

・巻
三
・
物
語
名
)
に
よ
る
物
語
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[▽
三
六
編

㈹

『蔵
玉
和
歌
集
』
に
よ
る
物
語

号
七
編

ω
そ
の
他
の
資
料
に
よ
る
物
語

[▽九
編

(8
)

㈲

物
語

断
簡

に
よ
る
逸

名

(未
詳
)
物
語

[
▽
二
〇
編

A
と

し

て
掲
出

し
え

た
も

の

一
〇

五
編
、

B
と

し

て
掲
出

し
え

た
も

の

二
二

五
編
、

あ
わ

せ

て
散
逸

物
語

と

し

て
リ

ス
ト

ア

ッ
プ

で
き

た
も

の
は

三
三

〇
編

に
及

ぶ
。

こ

の
数

は
、

ひ
と

つ
ひ

と

つ
の
資

料

に

つ
い
て
、

研

究

者

の
判
断

に
揺

れ
が

出

て
く

る
に
ち

が

い
が
、

ひ
と

つ
の
目
安

に
な

る

で
あ

ろ
う

。

本
稿

で
は

、
こ
れ
ら

の

デ
ー
タ
を

詳
細

に
検

討
す

る

こ
と

は
し
な

い
が
、

現
存

す

る
物

語

の
数

に
お

い
て
も

、
散
逸

物

語

の
数

に
お

い
て
も

、
鎌
倉

時
代

以

降
も

、
お

び
た

だ
し

い
数

の
物

語
が
作

り
続

け

ら
れ

て

い
る
と

い

う
事

実

が
明

ら
か

と
な

る
。
も

と

よ
り

、
も

は

や
そ

の
存

在

の
痕

跡
さ
え

残

さ
な

い
、
文

字

通
り

の
散
逸

し

た
物

語
世

界
を
想

定

し
た

な
ら
ば

、

そ

の
数

の
分
布

に
大
き

な

変
動

が
出

て
く

る

に
ち

が

い
な

い
。

し
か

し
な

が

ら

、
こ

れ
だ

け

の
デ
ー

タ
を
も

っ
て
し

て
も
、
物
語

と

い
う

ジ

ャ
ン
ル
が

、

平
安

時
代

を
黄

金
期

と
す

る
も

の
で
あ

っ
て
、
鎌
倉

時
代

以
降

の
物

語

は

質
量

と
も

に
衰

退

し

て
ゆ
く
と

い
う

物
語

史
像

は
慎

重

な
修
正

を
も

と

め

ら

れ

て

い
る
と

い
え

る

の

で
は
な

い
だ

ろ
う

か
。

少

な

く

と

も

い
わ

ゆ
る

中

世

王
朝

物

語

の
作
者

や

そ

の
読

者

た
ち

に

と

っ
て
は
、
自

分
た

ち

の
物
語

は
ジ

ャ
ン

ル
と

し

て
王
朝

物
語

と

ひ
と

つ

づ
き

の
も

の
で
あ

っ
て
、
別
物

と

は
考
え

て
い
な
か

っ
た

と
判

断
さ

れ

る

の
で
あ

る
。

で
は
、
彼

ら

が
同

一
と
認

識

し
て

い
た
物

語
と

は
ど

の
よ
う

な

も

の
で

あ

っ
た

ろ
う

か
。

そ
れ

は
基

本
的

に
は

〈
作

り
物

語

〉
と

い
う

概
念

に
帰

結

さ

せ
る

こ
と
が

で
き

る
と

考
え

る
。

〈
作

り
物

語

〉
と

い
う

概

念

は
、

現
在

、
虚

構

に
よ

る
物

語
と

い
う
意

味

の
学

術
用

語
と

し

て
広
く

用

い
ら
れ

て

い
る
が

、

こ
こ

で
は
共
時

的

概

念

と
し

て

の
学
術

用
語

の
用
法

か

ら
ひ

と
ま
ず

距

離
を

お

い
て
、

そ

の
用

例

や
観
念

に

つ
い
て
検

討
を
加

え

て

み
る

こ
と

に
し
よ
う

。

い

っ
た

い

〈
作
り

物

語

〉
と

い
う

呼
称

は

、

一
二
世
紀

後
半

に
成

立

し

た

歴
史
物

語

で
あ

る

『今

鏡
』

に

「
作

り
物

語

の
ゆ
く

へ
」
と

し

て
出

て

く

る
も

の
を
初

例
と

す

る
。

『
風
葉

和
歌
集

』

の
序

文

で
は
、

『
古
今

和

歌

集

』
の
序

文

の
修
辞

を
利

用

し

て
、
「
つ
く

り
も

の
が
た
り

の
う

た
と

い
ふ

も

の
な

む

い

つ
は

り

な

れ
た

る

人

の

い
ひ
出

で
た

る

こ
と

に

の
み

な
り

て
、
ま

め
な

る
所

に
は

ほ

に

い
だ
す

べ
き

に
も

あ

ら
ざ

め
れ

ば

(「作
り
物

語
」
の
中
の
歌
は
、
う
そ
い
つ
わ
り
を
い
う
こ
と
に
馴
れ
た
人
が
詠
ん
だ
も
の
ば
か

り
で
あ

っ
て
、
あ
ら
た
ま

っ
た
公

の
場
に
表
だ

っ
て
出
せ
る
も
の
で
も
な
い
の
で
)」

と

述

べ
ら

れ

て

い
る
。
社

会
的

に
認

め
ら

れ

る
こ
と

な
く

む
な

し
く

埋
も

れ

て

い
る
、

い
つ
は

り

11
虚
構

に
よ

る
物

語

〈
作
り

物
語

〉
の
中

の
歌
を

救
済

し
、

認
知

し
よ
う

と

い
う

意
図

か
ら

出
た

も

の

で
あ

る
と

の
宣

言

で

あ

る
が
、

「
つ
く
り
も

の
が
た
り

」
と

限
定

す

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
現

に
、

歌
物

語
、

説
話

的
な

物
語

、
歴

史
物

語

の
類

に
み
え

る
歌

は
排

除
さ

れ

て

い
る

の
で
あ

る
。

こ
こ

に
は
、
物

語

と
は

〈
作

り
物

語

〉

の
こ
と

で
あ

る
と
す

る
明
確

な

ジ

ャ

ン
ル
意

識

が
認

め
ら

れ
る

。
「
も

の
が
た

り

(物
語
)
」
が
談
話

を
意

味
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す

る
な
ら

ば
、
「
物

語

(も
の
が
た
り
)」
は

想
像

力

に
も

と

つ
く
虚

構

を
本

質
と

は
し

な

い
。
虚

構

の
も

の
で
あ

っ
て
も

、

本
当

の
も

の
と

し

て
語
ら

れ

る

の
が
物

語

で
あ

っ
た

。
物

語
が

虚
構
以

外

の
な

に
も

の

で
も

な

い
こ

と
を

、
本
物

に
似

せ

て
作

ら
れ

た
も

の

で
あ

る

こ
と
を

明
確

に
意

識

し
言

明

し
た
と

こ

ろ
に
、
〈
作

り
物

語

〉
の
語

の
出

現

が
あ

っ
た
と

い

っ
て
よ

い
。鎌

倉

時
代

の
初

頭

に
成

立
し

た

『無

名
草

子
』

に
は

〈
作

り
物

語

〉
と

い
う
用

語

は
み
え

な

い
が

、
物
語

は

〈
書
く

〉
も

の
で
は
な

く
、
〈
作

る

〉

も

の

で
あ

る

こ
と

を

明

確

に
使

い
分

け

て

い
る

こ
と

に

注

目

さ
せ

ら

れ

る
。

紫

式

部

が

『
源

氏
物

語

』
を

「作

り
」
、
清

少

納

言

が

『
枕
草

子

』

を

「書

き
集

め
」

た

の
を
は

じ

め
と

し

て
、

前

に
申

し
述

べ
た

い
く

つ
か

の
物

語

は
、
多

く

は
女

性

の
手

に

な

っ
た
も

の

で
は

な

い
で

し

ょ
う

か
。

(新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『無
名
草
子
』
二
六
三
頁
)

こ

こ
で
は

「書

く
」

と

「
作

る
」

と

が
明

ら
か

に
使

い
分

け
ら

れ

て

い

る
。
清

少
納

言

の

『
枕

草
子

』
は

「
書

く
」

こ
と

に
よ

っ
て
成

立

し
た

作

品

な

の
で
あ

っ
た

。

「
『
枕
草

子
』

と

い
う

作

品

に
、
自

分
自
身

で

「
劃

剖

あ

ら
わ

し

て
」

い
ま
す

か
ら

、

こ
こ

で
ば

こ
ま
か

に
申

し
上
げ

る

に
は

及

び

ま
せ

ん
」

(
二
六
七
頁
)
、

「
そ

の

『枕

草

子
』

こ
そ

、
彼
女

の
心

の
様

子

が

よ
く
見

え

て
、

た

い
そ
う

興
味

深
く

思
わ

れ
ま
す

。
あ

れ

ほ
ど

興
味

深

く
も

、
す

ば
ら

し
く

も

、
り

っ
ぱ

で
あ

る

こ
と

ど
も

を

、
残
ら

ず

「
書
き

記

し
」

た
中

に
、
皇

后
定

子

の
、
り

っ
ぱ

で
、
栄
華

の
盛

り

に
あ

っ
て
、

天
皇

の
寵

愛
を

一
身

に
集

め

て

い
ら

っ
し

ゃ

っ
た

こ
と
ば

か
り

を
、

恐

ろ

し

い
ほ
ど
ま

ざ

ま
ざ
と

「
書
き

出

し
」
て
」
(二
六
七
頁
)
な
ど

と

い
う
叙

述

は
、
次

の

『
源

氏
物

語
』

に

つ

い
て
の
叙

述
と
対

照

し

て
み
る

な
ら
ば

、

書

き

分
け

の
意

識
は
明

瞭

で
あ

る
と

い
え

よ
う
。

そ
れ

に
し

て
も
、

こ

の

『源

氏
物

語
』
を

「作

り

」
出

し
た

こ
と

は
、

ど
う
考

え

て
も
、

現
世

に
お

い
て
だ
け

で
は
な
く

、
前

世
か

ら

の
因

縁

に
よ
ろ
う

か
と

珍

し
く
思

わ

れ
ま
す

。

～

こ

の
物

語

よ
り
あ

と

の
物
語

は

、
考
え

て

み
る
と

た

い
そ
う
簡

単

な
は

ず

で
す
。
『
源
氏

物

語

』
を

ひ
と

つ
の
知
識

と

し
て

「
作

る
」

と

し
た

ら
、

『
源

氏
物

語
』

よ
り

ま

さ

っ
た

も

の
を

「作

り
」

出
す

人

も

き

っ
と

あ

る

こ

と

で

し

ょ
う

。
そ

れ
が

わ
ず

か

に

『
う

つ
ほ
』

『竹

取
』

『
住

吉
』

な
ど

ぐ

ら

い
を

物
語

と
し

て
見

て

い
た
程

度

で
、
あ

れ

ほ
ど

の
傑
作

に

「
作

り
」

あ

げ
た

の
は

、

ふ

つ
う

の
人

間

の
し
わ
ざ

と
も

思

わ
れ

な

い
こ

と

で
す

。

(
一
八
八
頁
)

、

『
無
名

草
子

』

で
は
、

物
語

は

〈
作

る

〉
も

の
で
あ

る
と
す

る
用

例
は

、

複

合
語
を

含

め
、

一
四
例

に
及
ん

で

い
る
。
し
か
も

こ
の
場
合

の

「
作

る
」

と

い
う

語

に
は
、
あ

ら
た

に
物

を
制

作
す

る
と

い
う
意

味

に
と

ど
ま

ら
ず

、

無

い
も

の
を
あ

る

か

の
よ
う

に
語

る
、
ま

さ

に
仮
作

す

る
と

い
う
語

感
を

潜

め

て

い
る

の

で
あ

る
。

す
な

わ
ち

物

語

の
本

質

は

〈
作

る

〉
と

こ
ろ

に

あ
り

、
物

語

の
本
流

は

く
作
り

物
語

V
に
あ

る
と

い
う
認

識

が
あ

っ
た

こ

と
を

認

め
る

こ
と

が

で
き

る

こ
と

に
な

る
。

こ

の
よ
う

な

〈
作

り
物

語

〉
観
念

は
、

こ

れ
ら

の
用
例

の
出

現
よ

り
も

遙
か

以
前

に
生

ま
れ

出

て

い
た

と
推

測

さ
れ
よ

う
。
今
、
そ

の
よ
う

な

〈
作

り
物

語

〉
意
識

を
遡

る
な

ら
ば

、
そ

の
明

瞭
な

分
水

嶺
は

『源

氏
物

語
』
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に
あ

る
と

み

て
よ

い
。
こ

の
よ
う

な

〈
作

り
物

語

〉
意
識

が

、
『
栄
花

物

語
』

や

『大
鏡

』
な
ど

の
歴

史
物

語

や

『
今
昔

物

語
集
』
な
ど

の
説
話
物

語
と

、

ゆ
る

や
か
な
線

引
き

機

能
を

果
し

て
、
物

語

な

る
も

の

の
範

疇
を

明
確
化

し

、
し

か

る
後

に
、
〈
作

り

物
語

〉
の
語

例

が
出

現
す

る
と

み

ら
れ

る

の

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な

物
語

な

る
も

の

の
意

識

に
注

目
す

れ
ば

、
平
安

か
ら

鎌
倉

さ
ら

に
南

北
朝

以
降

に
ま

で
裾

野
を

広
げ

て

い
る
物

語
群

を
切

断

し

て
捉

え

る
よ
り
も

、

む

し
ろ
連

続
性

の
方

を
重

視
す

べ
き

で
あ

る
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

『源

氏

物

語
』
を

山

巓

と
す

る

物

語

の
山

脈

は
、
基

本

的

に
は

ひ
と

つ
づ
き

の
も

の
と

し

て
捉
え

る

の
が

適
切

で
あ

る
。
物

語

は
平
安

時

代
を

も

っ
て
終

焉
を

迎
え

、
そ

の
の
ち

の
物
語

は
擬

古
物

語
と

よ

ん
で
、

残

余

の
よ
う

に
捉
え

る
旧

来

の
見
方

は
捨

て
ら

れ
る

べ
き

で
あ

る
。

さ
ら

に

い
え

ば

、
中

世
王
朝

物

語
と

い
う
概

念
も

ま

た
、
あ

く
ま

で
物

語

と
し

て

の
連

続
性

を
前

提

と
し

た
う
え

で
、
そ

の
不
連

続
性

を

い
う
だ

け

の
特

質

を
ど

う
明

ら

か

に
す

る

か
と

い
う
課

題
を

残

し

て

い
る
。

こ

の
よ
う

な

〈
作
り

物
語

〉
と

い
う

山
並

み

が
ゆ

る
や
か

に

下

っ
て
、

そ
れ
と

重
な

る

よ
う

に
し

て
あ
ら

た
な

山
並

み
が

立
ち

現
れ

て
く

る
。

そ

れ

が
お

伽
草

子

(室
町

時
代

物
語

)
と

い
う

、
物

語
山

脈

に
お
け

る
あ

ら

た

な
ジ

ャ
ン
ル

の
登
場

と
し

て
、
物

語

史

の
ゆ
く

す
え

を
展

望
す

る

こ
と

が

で
き

る
と
考

え

る
。

こ
れ

に
対

し

て
、
時

間
を

遡

っ
て
分

水
嶺

の
向

こ
う

側

は

、
『
源

氏
物

語
』

以
前

の
物

語

世
界
と

い
う

こ
と

に
な
る

が
、

そ

こ
で
は
物

語

な
る
も

の
が
、
必

ず

し
も

一
定

の

く
作

り
物

語

V
意
識

で
固
定
化

さ

れ

て

い
た
わ

け

で
は

な
く

、
流

動
性

と
多
様

な
広

が

り

に
満
ち

て

い
た
と

み

る
こ
と

が

で
き

る

こ
と

な

る
。
端

的

な
例

で

い
え

ば

、

『伊

勢

物

語
』

に
代

表

さ

れ

る

歌
物

語
が
あ

る

し
、
物

語
流

行

の
刺
激

が

『
蜻
蛉

日
記
』

の
よ
う

な
物

語

に
準
ず

る
文

学
を

生

み
出

し
、

さ
ら

に
は

野
性
と

混
沌

に
満

ち
溢

れ
た

『
う

つ
ほ

物
語

』
の
よ
う

な
物

語

の
登

場

は
、
物

語
史

が
豊

穰
な

可
能

性
を

孕

ん

で

い
た

こ
と
を

示
唆

し

て

い
る
。

し
か

る

に
、

『
源
氏

物

語
』

の
出
現

は

、
そ

れ

が
物

語

な

る
も

の
の
典

型
と

な

る
こ
と

に
よ

っ
て
、
そ

れ
ま

で

の
物

語

が
も

っ
て

い
た
多

様

で
雑

多

な

可
能

性
と
広

が

り
が

、
〈
作

り
物

語

〉
と

い
う

標
準

化

さ
れ

た
ジ

ャ
ン

ル
意

識

の
確

立

へ
と

収

斂

さ

せ

ら

れ

て

ゆ
く

の
で
あ

る
と

い
え

よ
う

。

『伊

勢

物

語
』

は

〈
作

り
物

語

〉
と

し

て
は

認
定

さ
れ

な

い
こ
と

に

よ

っ

て
、
物

語

の
枠
組

み
か

ら
排

除

さ
れ

る
こ
と

に
な

る
。
具
体

的

に
は
、
『
無

名

草
子

』

に
お

い
て
も

、
ま

た

既
に

ふ
れ
た

よ
う

に

『
風
葉

和
歌

集
』

に

お

い
て
も
、
批
評

あ

る

い
は
採

歌

の
対
象

か

ら
は

は
ず

さ
れ

る

の
で
あ

る
。

そ
う

し
た

『源

氏
物

語
』

と

い
う
分

岐
点

を
も

ち
な

が
ら

、
物

語

の
時

代

は
、

大
局

か
ら

眺

め
る
な

ら
ば

、
九

世
紀

末
か

ら

一
五
世

紀

の
初
め

ま

で
、
約

五

〇
〇
年
余

り

に
及

ん
だ

と
把
握

で
き

る

の
で
は
な

か

ろ
う

か

。

『
は
こ
や
の
と
じ
』
か
ら
み
た
初
期
物
語
の
成
立
事
情

さ

て
、
そ

の
よ
う

な
物

語
史

の
始

発
部

に
お
け

る
状

況
は

、
ど

の
よ
う

な
も

の
で
あ

っ
た

か
。
こ
れ
ま

で

の
初
期

物
語

の
世

界

に
対
す

る
認

識
は

、

き
わ

め

て
数
少

な

い
物
語

を
基

盤

に
、
物

語
史

像
を

組

み
立

て
よ
う

と

し

て
き

た
。

こ
れ

ま
た

決

し

て
数

多
く

な

い
と

は

い
う

も

の

の
、

散
逸

し
た
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物
語

の
存

在
が

じ

ゅ
う

ぶ
ん
視

野

に
収

め
ら
れ

て
は

い
な

い
と

い
う

憾

み

が
あ

る
。
〈
作

り

物

語

〉
に
収

斂

さ

せ
ら

れ

る

『
源

氏
物

語

』
以

後

の
物

語

に
比

較
す

る
な

ら
ば

、

『
源
氏

物

語
』

以
前

の
物

語
世

界

は
、

も

っ
と

多

様

な
広

が
り

と
混

沌

に
満
ち

て

い
た

こ
と
を

少

し
ず

つ
明
ら

か

に
す

る

こ
と

が

で
き

る

の
で
は
な

い
か

。

こ
こ

で
は
、

物
語

史

の
初
期

に
存

在

し
、
今

は
失

わ
れ

た
物

語
を

と
り

(
9
)

あ
げ

て
、
物

語

が
成

立
し

て
く

る
様

相
を

探

っ
て

み
た

い
。

『源

氏
物

語

』

(「蓬
生
」
巻
)

で
、
高

貴

な
生

ま

れ
な

が
ら

、
時

代

か
ら

取
り
残

さ

れ
、

落
魄

の
生

活
を
続

け

て

い
る
末

摘
花

と

い
う

姫

君
が

、
古

か
ら
も
り

は

こ

や

と

じ

び
た

厨
子

か
ら
①

「唐

守

、
藐
姑

射

の
刀
自

、

か
ぐ

や
姫

の
物

語

の
絵

に

描

き

た
る
を

」
慰

め

に

み
て

い
た
と

い
う

。
『
か

ぐ

や
姫

の
物
語

』
(
11

『竹

取
物
語
』
)
が

、
初

期

物

語

の
代
表

と

す

る
物

語

と

す

れ
ば

、

『唐

守

』

や

『
藐
姑

射

の
刀
自

』
も

ま

た
同
時

期

の
物

語
と

み
ら

れ
る
。

こ

こ
で
注

目

し

た

い

の
は
、

『
藐

姑
射

の
刀
自

』

で
あ

る

。

こ

の
物

語

(10
)

の
基
本

資
料

は

、

こ

の
ほ

か

に
②

『風

葉
和

歌
集

』
(巻
+
四

・
恋
四

・
九
七

七
)
、

『
源
氏
物

語

』

の
注
釈

書

で
あ

る
③

④

『河

海
抄

』

(「玉
鬘
」
「行
幸
」

巻
)
、
⑤

『花

鳥

余

情
』

(「
藤
袴
」
巻
)
、
⑥

『
源

氏

物

語
若

紫

巻
古

註

』
、

⑦

『実

隆

公

記
』

(延
徳
三
年

2

四
九

こ

二
月
九

日
の
条
)
、
⑧

泉

州

本

『
伊
勢

物
語

』
な

ど

に
み
え

、
読

解

に
き
わ

め

て
困
難

な
資

料
を

含
む

が
、
・

内

容

の
大

要
を
伝

え

て
く

れ

る

の
は

、
②

で
あ

る
。

て
り

み
ち

ひ
め

と
り

か

へ
さ
れ
給

ひ

て
よ
ま

せ
給

ひ

け

る

は

こ
や

の
と
じ

の
ふ

と
だ
ま

の
帝

の
御
歌

い

へ
ど

い

へ
ど

い
ふ
に
心

は
な

ぐ
さ
ま

ず

恋
し

く

の
み
も

な
り
ま

さ

る
か

な

(
て
り
み
ち
ひ
め
を

〈
は
こ
や
の
と
じ
に
〉
取
り
戻
さ
れ
た
の
ち
に
お
詠
み
に

な

っ
た
歌
/
は
こ
や
の
と
じ
物
語
の
ふ
と
だ
ま

の
帝

の
歌
/

い
く
ら
嘆
き
を

口
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
て
り
み
ち
姫
を
取
り
返
さ
れ
て
し
ま

っ
た
こ
の
つ
ら

い
気
持
ち
は
慰
め
ら
れ
な

い
。
恋
し
さ
ば
か
り
が
い
よ
い
よ
募

っ
て
く
る
。
)

「
は
こ

や
」
と

い
う

の
は
、

『荘

子

(讐

蟲

p
ひq
包

』

の

「逍

遙
遊

」
に

み

え

る
仙

人

の
住

む

世
界

と

し

て
知

ら

れ

て

い
る
が

、
そ

の
仙
界

の
刀

自

(年
輩
の
女
性
を
敬
意
を

こ
め
て
よ
ぶ
語
)
と
地

上

の

ふ
と
だ

ま

の
帝

と

の
間

で
、

て
り

み
ち

姫
と

い
う
女

性

を
め

ぐ

る
争

奪

が
あ

り
、
結

局

、
姫

は
仙

界

に
帰

っ
て

い

っ
た
話

で
あ

る

と
推

測
さ

れ

る
。

と

こ

ろ
で
、
右

に
あ

げ

た
資

料

の
う

ち

、
特

に
注

目

し
た

い
の
は

、
⑧

、
で
あ

る
。

こ
れ

は
現
在

広

く
知

ら
れ

て

い
る
定
家

本

『
伊

勢
物

語
』

一
二

五
段

の
中

に
は

み
え

な

い
別
系

統

の
本
文

で
あ

る
が

、
,
原
本

は

戦
災

で
消

失

し

、
活
字

翻

刻

に
よ

っ
て
研

究
が

な
さ

れ

て
き

た

も

の
で
あ

る
。

む
か

し
を
と

こ
す

"
う
な

る
所

に
行

て
夜

あ
け

て
か

へ
り

け
る

を
人
ぐ

い
ひ
さ
は
ぎ
け
れ
は

囘

月
し
あ

れ
ば

あ

け
む
物

と

は
し

ら
ず

し

て
夜

ふ

か
く

こ
し

を
ひ
と

み

け
む

か
も

こ

の
事

ど
も

は

㈲

に
は
も

せ

に
お

ふ
る
あ

さ

で
か

つ
み
は

や
す

は

こ

や

の
と

じ

の
さ
き

の
ご
と

し
も

(泉
州
本

『伊
勢
物
語
』
)

前
半

の
詞
書

は
、
「昔

、
男
が

な
ん
と

い
う

こ
と
も

な

い
女

の
も

と

に
出
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か
け

、
夜

が
明

け

て
帰

っ
た
と

こ

ろ
、

そ
れ
を

見
と

が

め
た
人

々
が

騒
ぎ

た

て
た

の

で
」

と

い
う

こ
と
だ

ろ
う

。

そ
れ

に
対

し

て
㈲

の
男

の
歌

は
、

「
月

が

明

る
か

っ
た

か

ら
、

夜

が
明

け
た

か

ど
う

か

わ

か
ら

ず

に
、

ま
だ

夜
が

深

い
う

ち

に
帰

っ
て
き

て
し
ま

っ
た

の
を

人
が

見
と

が
め

た

の
だ

ろ

う
」

の
意

か
。

た
だ

し

、

こ
こ

の
部

分
は

、
伝

為
氏

本
と

よ
ば

れ

る

テ
キ

ス
ト

に
異

文

が
あ
り

、

な
お

か

つ
㈲

の
歌

は
、

『
万
葉
集

』
(巻
十

一
・
二
六

七
三
)
及
び

『古

今
和

歌

六
帖
』
(第
五

・
二
七
三
六
)
に
類

歌
が

み
え

る
が

、

こ
こ

で
は
深

入
り
を

せ
ず

に
、
大
局

を
押

さ
え

る

に
と

ど
め

る
。

そ
れ

に
対

し

て
、
後
半

部

は
ど
う

か
。

こ
こ
は
泉

州
本

の
み

に
み
え

る

独
自

箇

所

で
あ

る

が
、

い

っ
た

い
ど
う
解

釈

し
た

ら
よ

い
の
か
、
難

解

な

部

分

で
あ

る
。

後
半

部

の
詞
書

は

、
前
半

部

の
よ
う

な

話

に
対

し

て
、

こ

の
こ
と

は

こ
う

い
う

こ
と
と

同
じ

だ
と

、
語

り
手

が

つ
け
加
え

て

い
る

と

い
う

形

式

に

な

っ
て

い
る

の
で
は

な

い
か
。

「
庭

い

っ
ぱ

い
に

は
え

て

い

る
麻

手

の
姿

の
よ
う

に
、
朝

こ

っ
そ
り
女

の
家
を

出

て
ゆ

こ
う

と

し

て

い

る

の
か

。
は

こ

や

の
と

じ

の
手

先

の
よ
う

に
」
と
解

釈

で
き

よ
う

か
。
「
あ

さ
」

に
は

「
麻
」

と

「
朝

(出
)
」

と

が
か

け
ら

れ

て

い
る

こ
と

に
な

る
。

「
麻
」

は
ま

っ
す
ぐ

に
伸
び

て

二
、
三

メ

ー
ト

ル
の
高

さ

に
な

る

。
そ

の

葉

は
す

っ
く

と
伸

び
た

茎

の
先

に
両
手

を
広

げ
た

よ
う

に

つ
い
て
お
り

、

人

の
姿

に
見

立

て
ら

れ

て

い
よ
う

。

こ
こ

に
出

て
く

る

「
は

こ
や

の
と

じ

」
は

、

「藐

姑

射

の
刀
自
」

の
物

.語
と

同
じ
と

見

て
み

た

い
の

で
あ

る
。

す

る
と

「
つ
み
は

や
す
」

母

「
は

こ
や

(
の
と

じ

)」

と

い
う

形
容

関
係

が
気

に
な

っ
て
く

る
。

「
つ
み

は
や

す
」
は

「
摘

み
は

や
す
」

(摘
み
取

っ
て
も
て
は
や
す
)
の
意
味

で
は
な

い
だ

ろ
う

。
と

す
れ

ば
ど
う

解
釈

で
き

る
か
。

こ
こ

の

「
つ
み
は

や
す
」
は

「柘

(
つ
み
)
生

や
す

」
で
は
な

か

ろ
う

か

。

九
世

紀
末

年

に
成
立

し
た

漢
字

の
字

音

・
字
義

・
和

訓
を

施

し
た

『
新
撰

字
鏡

』

に
は

「
柘
」

が

「
豆
美

之

木

(
つ
み
の
き
)」

と

訓

が

つ
け
ら

れ

て

い
る
。
ま

た

一
〇
世

紀
前
半

に
成
立

し
た

源
順

の
手

に
な

る
最

初

の
漢
和

辞

書

『倭

名

類

聚

抄
』

に

は
、

「
毛

詩
注

」

に
よ

っ
て

「
桑

柘
」

と

示

さ

れ
、

音

が

「射

(シ
ャ
)
」
、

訓

が

コ
豆
美

(
つ
み
)
」
と

あ
り

、
さ

ら

に

「蠶

所
食

也

(蠶

の
食
す
る
と

こ
ろ
な
り
)」

と

み
え

る
。

「
柘
」

は

蚕

の
食

べ
る

桑

、
山
桑

の
こ
と
を

意
味

し

て

い
る
こ
と

に
な
る
。

山

桑

の
生
え

て

い
る

世
界

そ
れ

が

「
は

こ
や
」
だ

っ
た

の
で
あ

る
。

そ

う

い
う
観

念

が

「
柘

(
つ
み
)
生

や
す
は

こ

や

の
と

じ
」
と

い
う

表

現
を
成

り

立
た

し
め

て

い
る

の
で
あ

る
。

で

は
、

「
は

こ

や
」

に
は

「
柘
」

が

生
え

て

い
た

の
だ

ろ
う

か
。

そ

こ

つ
み
の
え

で
想
起

さ
せ

ら
れ

る

の
が

「柘

枝
伝

説
」

と

の
関

係

で
あ
る

。

こ

の
伝

説

に

つ
い
て
、

ω

『
万
葉
集

』
、
②

『
懐

風
藻
』
、
㈹

『
続

日
本
後

紀

』
な

ど

よ

っ
て
、
そ

の
輪
郭

を

知

る
こ
と

が

で
き

る
が
、

特

に

『
懐

風
藻
』
で
は
、

「柘

」
と

「
藐
姑
射

」
と

が
結

び

つ
け
ら

れ
語

ら
れ

て

い
る

こ
と

に
注
目

さ

せ
ら

れ
る
。

す
な

わ
ち

『
懐

風
藻

』
に
み
え

る
、
吉

野

で

の
詠

詩

、
十
名

、

十

五
首

の
う

ち
、

八
首

ま

で
が
な

ん
ら

か

の
か
た

ち

で
柘
枝

伝
説

を
踏

ま

え

て

い
る

の
で
あ

る
。

そ

の
典
型

的
な

例
を

二
、

三
示

す
な

ら
ば

、
高

向
諸

足

(
一
〇
二
。
日
本

古
典
文
学
大
系
69
所
収

『懐
風
藻
』
の
通
し
番
号
。
以
下
同
じ
。)

は
、
次

の
よ

う

な
意

味

の
詩
を

残

し

て

い
る
。
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昔

、

こ

の
吉

野

川
で

は
魚
を

釣

っ
て

い
た
男

が

い
た

が
、
と

こ

ろ

が
今

、

こ
こ

に
は
天

子

に
従
う

貴
族

た
ち

が

い
る
。

彼
ら

は
琴
を

弾

い
て
仙

人

と
た

わ
む

れ
た

り
、

川
遊

び
を

し

て
仙
女
と

親

し

み
あ

っ

つ
み
の
え
ひ
め

う
ま
し
ね

て
い
る
。
す
る
と
冷
た
い
波
間
に
柘
枝
媛
と
美
稲
の
相
聞
歌
が
聞
こ

え

て
く
る
よ
う
だ
。
あ
の
春
の
霞
の
風
景
は
、
今
秋
の
風
に
吹
か
れ

こ

や

て

い
る
。
誰

が
あ

の

「
姑
射
」

の
嶺

は
ど

こ
だ

ろ
う

か

な
ど

と

い
お

う

か
。

帝
が

お
車

を
と

ど

め

て

い
る

こ

の
と

こ

ろ
こ
そ

か

の
望

仙
宮

そ

の
も

の
な

の
だ

。

こ

の
詩

は

、
昔

、
魚
を

釣

っ
て

い
て
流
れ

て
き

た
柘

の
枝
を

拾

っ
た
と

こ
ろ
、

そ
れ

が
柘
枝

媛

に
変

じ
、

二
人

は
愛
を

交
わ

し
あ

っ
て
、
藐

姑
射

の
世

界
と

交
流

し
た

と

い
う
伝

説
を

下
敷

き

に
、
吉

野

の
地
を

神
仙

の
地

に
見

立

て
よ
う

と
し

た
も

の
で
あ

っ
た
。

紀

男
人

(七

二
)
は

「
か

の
美

稲

が
、

流
れ

て
き

た

柘

の
枝

に
出
会

っ

た
と

い
う

中
洲

に
立

っ
て
、
枝

が
流

れ

て
来

は

し
な

い
か

と
去
り

か

ね

て

い
る
」

と

歌

い
、

中
臣

人

足

(四
五
)
も

「
あ

る
朝

、
美

女

に
変

じ
た

柘

の
枝
と

出
逢

っ
た

民

が

い
る
」
と

い
い
、
藤

原
万

里

(九
八
)
も

ま
た

「
美

稲

と
柘

枝
媛

の
恋

歌

の
声
音

は
遠

い
昔

の
こ
と
だ

が
、

今
、

谷
間

に
は

笙

が
新

た

な
音
色

を
響

か

せ

て

い
る
」

と
表

現

し

て

い
る
。

『
懐

風
藻

』

の
吉

野

の
詠

詩

の
な

か

で
は
、

人

々
は
、

こ

の
よ
う

に
柘

枝
伝

説
と

い
う

古

い
伝

承

を

共

通

の
話

材

に
取

り

上
げ

て

い
る

の
で
あ

る
。彼

ら

の
柘

枝

伝
説

の
受

容

の
あ
り

か
た

は
、

丹
塀

広
成

(九
九
)
が

「
美

稲
が

仙
女

に
逢

っ
た

吉

野

の
地

は
洛

洲

に
同
じ

だ
」

と
歌

っ
て

い
る
が
、

「
洛

洲
」

の
語

が
中

国

の

『
文

選

(≦
9
×
愚

⇒
ご

巻

十
九

に
出

て
く

る
曹

植

(o
い
o
N
馘
)

の

「洛

神

賦

(冨
α
ω
置
9
注

)」

に
見

え

る

よ
う

に
、
柘

枝

媛

を
仙

女

に
見
立

て
、
そ

の

こ
と

に
よ

っ
て
吉

野

の
地
を
仙

地
と

し

て
イ

鹽
メ
ー
ジ

化

し
よ
う

と

し

て

い
る
。

古
伝

承
が

神
仙

譚
的

枠
組

み

の
中

で
理

解

さ
れ

て
い
る

こ
と
は

明
ら

か

で
あ

る
。

で
は

、
彼

ら
は

、
吉

野

の
地

に
伝

わ

る
土

着

の
伝

承

そ

の
も

の
を
漢
詩

の
中

に
昇
華

さ
せ

て

い
る
と

み

て
よ

い
の

で
あ

ろ
う

か

。

や
ま
び
め
の

こ
こ
で
、
想
起
さ
れ
る
の
が

『万
葉
集
』
巻
第
三
に
み
え
る

「
仙

つ
み
の
え

柘
枝

の
歌
三
首

」
(三
八
八
～
三
九
〇
)
で
あ

る
。
三

八
八
番

歌
は

次

の
と
お

り

で
あ

る
。

き

し

み

た
け

さ
が

い
も

あ
ら

れ
降

り
吉

志
美

が
岳

を
険

し

み
と
草

取
り

か
な

わ
妹

が
手
を

取

る

(三
八
八
)

右

の
歌

は

「吉

志
美

が
岳

が

、
け
わ

し
く

て
、
草

に

つ
か
ま

り

そ

こ
な

っ

て
、
妻

の
手

を

取
る
」

の
意

で
あ

る

が
、

そ

の
左

注

に

「右

の

一
首

の
和

う
ま
し
ね

つ
み
の
え
や
ま
び
め

歌
は
、
あ
る
伝
承
で
は
、
吉
野
の
人
味
稲
が
柘
枝
仙
媛
に
与
え
た
歌
で
あ

る
と
伝
え
る
。
だ
が

『柘
枝
伝
』
を
見
た
が
、
こ
の
歌
は
出
て
こ
な
い
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
三
八
八
番
歌
を
含
ん
だ
古
伝
承
が
存
在

し
、
そ
れ
を
書
記
し
た

『柘
枝
伝
』
と
い
う
著
作
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る
。
と
こ
ろ
が
三
八
八
番
歌
は

『柘
枝
伝
』
に
み
え
な
い
と
の
注
で
あ
る
。

三
入
入
番
歌
の
和
歌
が
生
か
さ
れ
記
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
れ
が
漢
文

に
よ
っ
て
書
か
れ
た
伝
奇
作
品
、
そ
れ
も
神
仙
譚
的
潤
色
を
加
え
た
作
品

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
な
お
、
三
八
九
、
三
九
〇
番
歌

は
柘
枝
伝
説
を
聞
い
た
男
た
ち
が
詠
ん
だ
歌
で
あ

っ
て
、
三
八
八
番
歌
と
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は
位
相
を
異
に
す
る
。

あ
ら
た
め
て

『万
葉
集
』
の
三
入
入
番
歌
を
他
の
類
歌
と
つ
き
あ
わ
せ

て
、
こ
の
歌
が
ど
の
よ
う
な
場
で
歌
わ
れ
た
も
の
か
を
考
え
る
と
、
男
女

が
山
な
ど
に
集
ま
り
詠
み
交
わ
さ
れ
た
恋
歌
に
由
来
す
る
と
判
断
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
性
格
の
歌
を
含
む
と
こ
ろ
の
伝
承
を
も
と
に
神
仙

譚
的
漢
文
伝
奇
と
し
て
の

『柘
枝
伝
』
が
書
か
れ
、
そ
南
し
た
共
通
教
養

の
も
と
に

『懐
風
藻
』
の
詠
詩
は
登
場
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
と
み
る

の
が
適
切
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た

『続
日
本
後
紀
』
の
嘉
祥
二
年

(八
四
九
)
三
月
二
六
日
に
み
え
る

情
報
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

時
の
仁
明
天
皇
の
四
十
賀
を
祝
っ
て
、
興
福
寺
の
大
法
師
た
ち
が
奉
っ

は
る
か

た

絵

の
中

に
、

「吉

野

の
女

」

が

「
眇

に
天

に
昇

っ
て
ゆ
く

」
あ

り

さ
ま

を
え

が
き

、
そ
れ

に
長

歌
が
添

え

ら
れ

た
と

い
う
。
そ

の
長
歌

の
中

に

「柘

ふ
る
こ
と

の
由

求

む
れ
ば

(柘
の
由
来
を
た
ず
ね
る
と
)
と

い
う

一
節

が
み
え

、
「
故
事

」

と

し

て
、

く
ま

し

ね

あ
ま

つ
め

き
た

三
吉
野
に

あ
り
し
熊
志
禰

天
女
の

来
り
通
ひ
て

そ
の
後

せ
め

ひ

れ
こ
ろ
も

は

譴

蒙
り

て

眦
礼

衣
着

て

飛
び

に
き

と
云

ふ

(吉
野
の
地
に
住
ん
で
い
た
熊
志
禰
の
も
と
に
、
天
女
が
や

っ
て
き

て
暮
ら
し

て
い
た
が
、
そ
の
後
、
天
女
は
天

の
と
が
め
を
受
け
、
ひ
れ
こ
ろ
も
を
身
に

つ
け
て
、
天

へ
飛
び
去

っ
た
と
伝
え

て
い
る
)

と

語

っ
て

い
る
。

ω

か

ら
㈹

の
資
料

か

ら
う

か
が
え

る
古

伝
承

と

し

て
の
柘
枝

伝
説

の
骨

格

は
、

川
上

か
ら
流

れ

て
き

た
も

の
が
姿

を
変

え
結

婚
す

る
と

い
う

く
丹

塗

り
矢

型

〉
と
よ

ば
れ

る
説

話

に
、

や
が

て
天

へ
と
去

っ
て
ゆ
く

と

い
う

〈
天
人
女

房
譚

〉
と

か

〈
羽
衣
伝

説

〉
な
ど

と

よ
ば

れ
る

〈
白
鳥

処
女

説
話

〉

の
話
型

が
複
合

し

た
も

の
と

理
解
す

る

こ
と

が

で
き

る
。

以
上

の
よ
う

な

情
報
を

も

と

に
糸

を

た
ぐ

り
寄

せ

る
よ
う

に
、
結

び

つ

け

て

み
る
な

ら
ば

、
ど

の
よ
う

な

こ
と

が
み
え

て
く

る

だ

ろ
う

か

。

古

伝

承
と

し

て
の

〈
柘

枝
伝

説

〉
が
あ

り

、
そ

れ
を
も

と

に
し

た
と

こ

ろ

の

『柘

枝
伝

』

と
よ
ば

れ

る
漢
文

伝
奇

作

品
が
あ

る

こ
と
。

こ
の

こ
と

が
ま

ず
確

認

さ
れ

る
。
次

に
こ
れ

が

『
は

こ
や

の
と

じ

』
と
な

ん

ら
か

の

関
係

を
も

っ
て

い
る

こ
と

が
推

測

さ
れ

る
。

そ

の
関
係

は
ど

の
よ
う

な
も

の
か
。
両
者

の
対
応

関
係

を

図
示

し

て
み
る

な
ら
ば

、
次

の
よ
う

に
な

る
。

『
柘
枝
伝

』

の
場

合

『は

こ

や

の
と

じ
』

の
場

合

美
稲

(熊
志
禰
と
も
)

=柘
枝
媛

藐
姑
射
(「譴
」
に
よ
る
天

へ
の
回
帰
)

ふ
と
だ

ま

の
帝

=

て
り

み
ち
姫

は

こ
や

の
と
じ

に
よ

る
奪
還

こ

の
よ
う

に

み
る

な

ら
ば

、

『柘

枝

伝
』

と

『
は

こ

や

の
と

じ
』

と

は

〈
は

こ

や

〉
を

共
有

す

る
対
応

構
造

を
持

っ
て

い
る
こ
と

が
わ

か

る
。

『
は

こ
や

の
と
じ

』
は
た

だ
ち

に

『柘

枝
伝

』
の
翻

案

で
あ

っ
た
と

は
言

い
え

な

い
が

、
『
柘

枝
伝
』
の
影

響

下
に
成

立

し
た
物

語

で
あ

っ
た
と

の
推

測

は

で
き

る

の
・で
は
な

い
か
。

古

伝
承

と

し

て
の

〈
柘

枝
伝

説

〉
が

い
き
な

り

『
は

こ
や

の
と

じ
』
と

い
う

物

語

へ
と
、
直

結

す

る

の

で
は
な

く

、

『柘

枝

伝
』

と

い
う

漢
文

伝

一 ユ1一
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奇

を
媒
介

に

『は

こ

や

の
と

じ
』

と

い
う

物

語
が

成
立

し

て
く

る
と

い
う

道
筋

を

想
定

す

る
こ
と

が

で
き

る
こ
と

に
な

る

の
で
あ

る
。

こ
れ
ま

で
、
初
期

の
物

語

の
成
立

は

、
中

国

の
六
朝
以

来

の

「志

怪
小

説
」

や
唐

代

の

「伝

奇
小

説
」

に
触

発

さ
れ

て
日
本

版

の
漢
文

伝
奇

群

が

生
ま

れ
、

そ
う

い
う

も

の
と
踵

を
接

す

る
よ
う

に

し

て
物

語

が
誕
生

し

て

く

る

の
で
は
な

い
か

と
、

仮
説

と

し

て
は
説
か

れ

て
き
た

。

し
か
し

、
そ

れ
は

仮
説

の
域

を
出

な
か

っ
た

わ
け

で
あ

る
が

、

こ
こ

で
は
、

そ
う

し
た

道
筋

を
旦
ハ体
的

に
考
え

て
み

る
手

掛

か
り

が
得

ら
れ

た

こ
と

に
な
る

。

『
は

こ
や

の
と

じ
』
は

『
柘
枝

伝

』
を
単
純

に
和
文
化

し

た
も

の
で
は
な

い
だ

ろ
う

。

『
は

こ

や

の
と

じ
』
資

料

の
中

の
⑥

『
源

氏
物

語

若
紫

巻

古

註
』
に
は
、
「
か
ら
く

に
の
う
ど

む
げ

の
あ

り

が
た
き

御
心

」
と

い
う
表

現

が

『
は

こ
や

の
と

じ
』

の
逸

文
と

し

て
出

て
く

る
。

「
中

国

(げ
ん
み
つ
に

は
イ
ン
ド

つ
ま
り
天
竺
と
あ
り
た

い
と
こ
ろ
だ
が
)

の
三

千
年

に

一
度

花
を

開

く

だ
け

と

い
う

「
優
曇

華
」

の
よ
う

に
、
ま

こ
と

に
ま

れ
な

あ
り

が
た

い

御

心
」

と

い
う

の
は
、

ふ
と

だ

ま

の
帝

の

て
り

み
ち

姫

に
対

す

る

心

で

あ

っ
て
、

二
人

の
間

に
は
き

わ
め

て
人

間
的

な
感
情

の
交
流

が
あ

っ
た

と

推

測

で
き

る
情

報

で
あ

る
。

さ
ら

に
⑤

『
花
鳥

余

情
』
「
藤
袴
」
巻

の

「う

つ
た

へ
に
御
事

を

い
な

み

の

の
い
な

み
き

こ
ゆ
る

に
も
」

も
ま

た

『
は

こ

や
の
と

じ
』

の
文
章

の

一
節

が
端

切
れ

の
よ
う

に
残

さ

れ
た
も

の
。

こ
れ

は
、

は

こ
や

へ
と
取

り
戻

さ

れ
る
姫

の
拒

絶

の
表
現

で
は
あ

る
ま

い
か
。

既

に
掲
出

し
た
②

の
歌

は
、

ふ
と
だ

ま

の
帝

が
み
ず

か
ら

の
も

の
と

す

る

こ
と

が

で
き

た

て
り

み
ち

姫
を

奪

い
返
さ

れ

て
、
絶

望
的

な
嘆

き

の
中

で

姫
を

追
慕

し

て

い
る
物
語

の
最

終
的

な
場

面

へ
と
連

な

る

一
こ
ま

に
あ

て

嵌

め
る

こ
と

が

で
き

る
。

こ

の
よ
う

な

心
情

を

描

く
細

部

に
注

目

す

る
な

ら
ば

、

『
は

こ

や

の
と

じ
』

は

、

『柘

枝
伝

』

に
拠

り

つ

つ
、

神
仙

譚

的

な

で
き

ご
と

を

綴

る

こ

と
か

ら
、

で
き

ご
と

の
こ
こ

ろ
を
綴

る
物

語

へ
と
離

陸

し

て

い
た

の
で
は

な

い
か
と

判
断

で
き

よ
う

。

既

に
指
摘

の
あ

る
セ

こ
ろ
だ

が
、

『
は

こ
や

の
と

じ
』

は

『竹

取
物

語
』

と
も

共
通

の
構

造
を
も

っ
て

い
る
わ

け

で
あ

っ
た
。

『
は
こ

や

の
と

じ
』

の
場

合

ふ
と
だ

ま

の
帝

=

て
り

み
ち
姫

は
こ

や

の
と

じ

に
よ

る
奪

還

『竹
取
物
語
』
の
場
合

帝=か
ぐ
や
姫

「月
の
都
へ
の
回
帰

地
上

と
仙

界
あ

る

い
は
天

上
、
帝

と

姫

の
人
間

的
な

感
情
交

流

、
姫

の

異

界

へ
の
帰

還
と
帝

の
か
ぎ
り

な

い
追

慕
、

な
ど

両
者

の
関

係
は

、
き

わ

め

て
深

い
も

の
が
あ

る

。

『柘

枝

伝
』

と

『
は

こ
や

の
と
じ

』
と

の
関

係
を
重

視

す
れ

ば
、

『
は

こ

や

の
と

じ
』

は

『竹

取
物

語
』

に
先

行

し

て

い
た

の
か
も

し

れ
な

い
。
少

な
く

と
も

『竹

取
物

語
』

は

こ

の
よ

う
な

作
品

群

の
う

え

に
成

立
し

た
す

ぐ
れ

た
作

品
と

し

て
評
価

さ
れ

た
と

み

る
こ
と

が

で
き

る
。

『
は
こ

や

の
と

じ
』
と

『
竹
取

物
語

』
を

比
較

し

て
、
『
は
こ

や

の
と

じ
』

の
側

に
欠

落
し

て

い
る

の
は
、
『
竹
取

物
語

』
に
お
け

る

五
人

の
求

婚

譚

に

あ
た

る
部

分

で
あ

る

。
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そ

れ
を

補
う

か

の
よ
う

に
存

在

し

て

い
る

の
が

『唐

守
』
で
あ

る
。
『か

ら
も

り
』

と

い
う

物

語
は

、
か

ら
も

り
長

者

の
娘

に
恋

し
た
男

が
、

難
儀

の
す
え

に
、
長

者

の
家

に
た
ど

り

つ
く
が

、
彼

が
出

会

っ
た

の
は
尋

常

で

は
な

い
女

性

で
あ

っ
た
と

い
う

話
ら

し

い
。
長

者

の
家

の
門
を

入

る
こ
と

(11
)

が
じ

た

い
が
難

題

に
匹
敵

す

る
と
考
え

ら

れ

て

い
る
よ
う

に
、

難
題
求

婚

譚

の
様

相

を
も

つ
。
と

す

れ
ば

、

『
は

こ

や

の
と

じ
』
と

『
か
ら

も

り
』

と
を

、
合

成

し
た
と

こ

ろ
に

『
竹
取

物
語

』

の
位
相

が
あ

る
と

い
う

こ
と

に
な

ろ
う

。

『竹

取

物
語

』
は

、
も
ど

よ
り

怪
奇

な

で
き

ご
と
を

そ

の
も

の

へ
の
興
味

か
ら

、

こ
れ
を

伝
承

し
よ

う
と

し
た

り
、

神
仙

譚

そ

の
も

の
の
再
現

を

め

ざ

し
た
も

の
で
は
な

い
。
異

な

る
世

界

へ
の
憧

れ
と

断
絶

と
を
え

が

い
て
、

こ
の
世
を

根
拠

づ

け
、
人

間
と

い
う

存
在

を
凝

視

し
た
と

こ
ろ
そ

の
主
題

が
あ

る
。

『
源

氏
物

語

』

「絵

合
」

巻

が
、

『
竹

取

物

語
』

を

「
物

語

の
出

で
来

は

じ

め

の
親

(物
語
が
歴
史

に
登
場
し
て
き
た
こ
ろ
の
代
表
的
作
品
)」

と
規

定

し

た
と

き

、

こ
れ
は
物

語

が

『竹

取
物

語

』
を

源
流
と

し

て
展

開
し

て
き

た

と

い
う

こ
と

の
事
実

の
反
映

と

い
う

よ

り
、

ジ

ャ

ン
ル
と
し

て

の
物

語

な

る
も

の
を
は

っ
き

り
意

識
し

た

『
源
氏
物

語

』
と

そ

の
時
代

が
、

過
去
を

捉
え

な

お
し

た
と
き

の
、
新

た
な

文
学
史

的

発
見

と
し

て
、

こ

の
よ
う

な

物

語
把
握

が

な
さ

れ
た
も

の
と
理

解
す

べ
き

で
あ

ろ
う

。
実

際

の
初
期

の

物

語
は

そ

の
世
界

は
、
も

っ
と
多

様

で
雑
多

な
広

が
り

を
も

っ
て

い
た

こ

と

を
想

像

し
て
よ

い
と
考

え

る

こ
と
が

で
き

る
。

」

注(
1
)

「中
世
王
朝

物
語
」
を
名
乗

っ
た
研
究
書

に
は
、
大

槻
修

『中
世
王
朝
物

語

の
研
究
』

(世
界
思
想
社

一
九
九
三
年
)
、
大
槻
修

・
神

野
藤
昭
夫

編

『中
世

王
朝
物

語
を

学
ぶ
人
の
た
め
に
』

(世
界
思
想
社

一
九
九
七
年
)
、
辛
島

正
雄

『中
世
王
朝
物
語
史
論
』
上
下

(笠
間
書
院

二
〇
〇

一
年
)
な
ど
が
あ
る
。

(
2
)

市

古
貞

次

・
三
角
洋

一
編

『鎌
倉

時
代

物
語
集

成
』

一
～
七

巻

笠
問
書

院

一
九

八
八
年

～

一
九
九

四
年
。

な
お
別
巻

が
二
〇
〇

一
年

に
出
て
完
結

し

た
。
『中
世
王
朝
物
語
全
集
』

二
三
巻

笠
間
書
院
。

(
3
)

近
世
の
目
録
学
的
著
作

は
、
横
山

重

・
巨
橋
頼
三
編

『物
語
艸
子
目
録
』
(角

川
書
店

一
九
七

一
年

)
に
収
め
ら
れ
て

い
る
。

(
4
)

代
表
的
業
績

に
、
松

尾
聰

『平
安
時
代

物
語
・の
研

究
』

(東
寶
圭
旦
房

一
九

五
五
年

)、
小
木
喬

『散
逸
物
語

の
研
究

平
安

・
鎌
倉
時
代
編
』
(笠
間
書
院

一
九
七
三
年

)、
、樋

口
芳
麻
呂

『平
安

・
鎌
倉
時
代
散
逸
物
語

の
研
究
』

(ひ
た

く
書
房

一
九
入
二
年
)
が
あ
る
。

(5
)

物
語
史
的
展
望
の
な
か
で
散
逸
物

語
を
論
じ
た
も

の
に
は
、
三
角
洋

一

『物

.語

の
変
貌
』

(笠
間
書
院

一
九
九
六
年
)
か
あ

る
。

(6
)

神
野
藤
昭
夫

『散
逸

し
た
物
語
世
界

と
物
語
史
』

(若
草
書
房

一
九

九
八

.

年
)
は
、
こ

の
よ
う
な
問
題
意
識

の
も
と
に
書
か
れ

て
い
る
。

(7
)

具
体
的
な
物
語
名
お
よ
び
依
拠
資

料
に

つ
い
て
は
、
神
野
藤
前
掲
書
を
参
照

さ
れ
た

い
。

(8
)

神
野
藤
前
掲
書

の
第
二
刷

で
は

一
編
追
加
し
た
。

(9
)

以
下

の
論
は
、
「
『は

こ
や
の
と
じ
』
か
ら

み
た
物
語

の
成
立
と
初
期
物
語
像
」

(神

野
藤
前
掲
書
)

及
び

「ふ
る

こ
と

・
漢
文

伝

・
物
語
1

『は

こ
や

の
と

じ
』
再
考
』」
(『文
学

・
語
学
』

一
六
六
号

全
国
大
学
国
語
国
文
学
会

二

〇

〇

〇
年
三
月
)
で
、
詳
細

に
論
じ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
な
お
仮
説

の
域
を
出

る
も

の
で
な

い
と
判
断
す
る

の
で
、
私
見
を
整
理
し
、
広
く
批
判
を
得
る

こ
と

を
願

っ
て
い
る
。

(10
)

こ
こ
の
資
料

の
詳
細
に

つ
い
て
は
、
神
野
藤
前
掲
書
を
参
照
さ
れ
た

い
。

(11
)

『光

言
句
義
釈
聴
集

記
』
(高
山
寺
資
料
叢
書

7

『明
恵
上
人
資
料
第
二
』
東

チ
ヤ

ウ
ジ

ャ

イ

ヘ

ホ

フ
モ
ン

ニ

京
大
学
出
版
会

一
九
七
八
)

に

「カ

ラ
モ
リ
長
者
力
家
.ハ
法
門

二
似
タ
リ
、

ワ

レ

ヨ

シ

イ

ヒ

マ
コ
ト

イ

ヨ

シ

イ

フ

シ

我
能

ク
知
リ
タ
リ
ト
云

テ
ア
レ
ハ
実

二
入

ル
、
能

ク
知
リ
タ
リ
ト
云
ト

モ
知

ラ
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ナ
リ

ス

ハ
イ

ラ
ル

マ
シ
キ
也
」

と
あ
る
。
「
か
ら
も
り
長
者

の
家

は
法
門
に
似

て
い

る
。
私
は
よ
く
知

っ
て
い
る
と

い
い
そ
の
通
り

で
あ

れ
ば
中

に
入

る
こ
と

が
で

き

る
。

よ
く
知

っ
て
い
る
と

い

っ
て
も
ほ

ん
と
う

に
知
ら
な
け
れ
ば
中

に
入

る

こ
と

は
で
き
な
.い
。」

の
意
で
あ

ろ
う
。
同

書
の
脚
注

に

「か
ら
も

り

の
家

の

門

に
入
る

こ
と
自
体
が

一
つ
の
難
題

(古
物
語

の
世
界

で
の
)
で
あ

つ
た
こ
と

を
本
書

の
行
文
が
語

つ
て
ゐ
る

の
で
は
な

い
だ
ら
う
か
。」
と
記

し
て
い
る
。
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