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『

伊
勢
物
語
』

成
立
私
考
　
第
四

稿

『

伊
勢
集
』

冒
頭

歌
群
と

の

か

か

わ

り

ー

　
　
　
　
　
　

　
　

井

上

英

明

　
奥
書
が

藤
原
定
家
の

手
に

な

る

『

伊
勢
物
語
』

の

流
布
本
と

い

う
の

は、

も
っ

ぱ

ら

鎌
倉
中
期
か

ら

室
町

初
期
に

か

け

て

流
布
し

た

と
い

わ

れ、

爾
来、

権
威
あ

る

写

本
と

し

て

現

在
に

な

お

多
く

の

読
者
に

迎

え

ら

れ

て

い

る
。

定
家
の

伝
え

た

『

勢

語
』

の

テ

ク

ス

ト

は

主

に

武

田

本、

天

福
本
な

ど

が
こ

ん

に

ち

行
わ

れ

て

い

る

が
、

就
中、

天
福
本
と

称
せ

ら

れ

る

写
本
の

末
尾
は

長
い

漢
文

体
の

識
語
を

も

つ

こ

と

で

有
名
で

あ

る。

そ
の

主

た

る

内

容
は

ー
1

『

勢
語
』

の

題

号
、

作
者
を

め

ぐ
っ

て

だ

が、

現
在
の

学
界
で

は

お

お

む

ね

否

定
に

か

た

む

く
。

だ

が、

い

わ

ゆ

る

「

狩
使

　
　
　
　

　
ず

　

ヲ

リ

　

ラ

フ

ヲ

本
」

を

「

伊
行

所
爲、

不
レ

可
レ

用
レ

之
」

と

断
罪
し

た

と

こ

ろ

な

ぞ、
『

勢
語
』

の

主

人
公

「

昔
男
」

の

一

代
記
と

し

て

の

文
芸

的
な

理

会
に、

定
家
一

流
の

見
識
を

示
し

た

も

の

と

し

て、

一

考
に

値
す

る

も

の
、

と

い

う
よ

り

依
然
と

し

て

研

究
者
に

か

ぎ

り

な

い

示
唆
を

あ

た

え

る

も

の

と

い

っ

て

よ

い
。

『

伊
勢
物
語
』

成
立

私

考

井
上

英
明

＊

言

語
文
化
学
利

　
教
授

　
日

本
古
典
文
学

　
定
家
は

こ

の

奥
書
に
、

『

伊
勢
物
語
』

の

「

根
源
」

に

つ

い

て

の

区
々

た

る

「

古

ん

読
」

と

し

て

「

在
原
中

瞥
記
」

を

挙

吠

つ

づ

け

て

「

又

云、

伊

筆
作
也．

或
云・

生

年
＋
三

．

 
蕃

．

也
・

俳

菰

蚤
文

龍

鳥

縢
二

伊
勢
物

認一
」

と

し、

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
ツ

テ
　

　

　
　

　

　
ヲ

　
　

ズ

ル

ニ

　

ヲ

　

　
　
　ニ
　
　ア
　

　

ノ
　

　

ヲ

学
問
的
良
心

さ

な

が

ら

に

「

以
二

此
兩
説一
案
レ

之、

更
難
レ

決
レ

之
」

と

書
き

つ

け

て

い

る
。

　
近

代
の

学
問
は

実
証
主

義
と

い

う
こ

と

に

な
っ

て

い

る
。

業

平
自
記
説、

伊
勢
の

御
の

筆
作
説、

題
号
の

由
来
に

つ

い

て

の

「

更
難
決
之
」

と
い

う
態
度
は

当

り

前
と

い

え

ぱ

当

り

前
だ

が、

永
ら

く

伝
承
の

時
代
に

あ
っ

て
、

か

か

る
「．
古
人
説
」

が

流

布
し

て

い

た

こ

と

は、

そ

の

真
偽
は

と

も
か

く、

い

ち

が

い

に

妄
誕
と

し

て

斥
け

る

わ

け

に

も
い

か

な
い

。

　

業
平
の

自
記
と

推
測
さ

れ

る

部
分
は

、

原
伊
勢
物
語

と

し

て

旧

稿
で

追
究
し

て

き

た

と

こ

ろ

で

あ

る

が
、

現

在
の

定
家
系
本
『

勢
語
』

自
二

十
五

段
を

全

体

と

し

て

み

る

と

き
、

章
段
の

内
容
は

た

が

い

に

齟
齬
し、

こ

の

説
は

ま
っ

た

く

成

り

立

た

な
い

で

あ

ろ

う
。

さ

ら

に

伊
勢
の

御
が

「

生

年
十

三

而
書
也
」

と
い

う

古
人

の

説
は

定

家

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
タ

ワ

の

逡
巡

も

さ

る

こ

と

な

が

ら、

と

て

も

信
じ

ら

れ

る

話
で

は

な
い

。

さ

ら

に

「

似
＝

ノ

　

ノ

　

ノ

　

　

　
　
ニ

　
　

　
　
ニ

　　
ス

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　

ト

彼
家
集
文
體→

故
号．一
伊
勢
物
語一
」

と

い

う

の

が、

『

伊
勢
集
』

を

真
似
て

書
い

た

か

ら

伊
勢
物
語
と

い

う
の

で

あ

る

と

い

う

意
味
で

あ

れ

ば、

ど

う

読
ん

で

も

本
末
転

倒
で

あ

ろ

う
。

　

周
知
の

よ

う
に
、

こ

ん

に

ち

の

『

伊
勢
集
』

の

祖
型
は、
『

源

氏
物
語
』

の

書
き

出
し

に

先
鞭
を
つ

け

た

「
い

つ

れ

の

御
時
に

か

あ

り

け

む
」

で

始
ま

る

群
書
類

従
系

本

（

以

下

類

従
本
）

・

歌
仙
家
集
系
本
で

あ

る
。

平
安
末
期
の

書
写

に

か

か

る

と

い

わ

れ

る

西

本

願
寺

本

系
の

書
き

出
し

は、
「

寛
平

み

か

ど

の

御

時
」

と

あ

り、

沸
記
の

「

寛
平
」

が

本
文
に

紛
れ

こ

ん

だ

も

の

と

み

ら

れ

て

い

る
。

こ

の

注

記
に

よ

っ

て

「

い

つ

れ

の

御
時
」

の

時
間
的
幅
を

考
え

る

と、

宇
多
天
白
h

の

女

御
温
子

艇

膳
儒

臥

激
〇

七）
が

七

条
后
と

し

て

入

内
し

た

宇
多
帝
の

仁
和

四

年

穴
八

八）

か

ら

醍11
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明

星

大

学
研
究
紀
嬰

【

R
本

文

化，
子

部
・
…
口
語
文
化
学

科】

第
卜

号

　
二

〇
〇一

年

醐

帝
の

延

喜
七

年

冗
〇

七）、
・

呈

太

后
と

し

て

崩
御
す

る

ま

で

の．
．
卜
年

間
と

な

る．、

伊
勢

の

御
の

生

没
は

未
詳
と

さ

れ

る

が、

仮
り

に

温
子

と

同

年
輩
と

す
れ

ば

＋

六

歳

頃
か

ら

三

卜

六

歳
頃
ま

で

で
、

女

性
と

し

て

の

人

牛

の

ほ

ぼ

半
生

を

覆
い

つ

く

し

て

い

る
。

　

現
行
「

伊
勢
集
』

の

テ

ク

ス

ー
・

の

冒

頭
部
は、

こ

の

二

十
年
と

い

う
宮
仕

え

の

が

な

り

長
い

歳
月

に、

作
者
伊
勢
御
の

身
に

ふ

り

か

か

っ

た

た

だ

な

ら

ぬ

体
験
を、

時

間

的
経
緯
に

多
少

の

行
き

違
い

は

あ

る

も
の

の
、

だ

い

た

い

時
の

流
れ

に

そ

っ

て

展

開
妻、」
せ

た

歌
日

記

の。・
丁．」
き

仮
構
の

物
語
だ

と
い

っ

て

よ

い
。

因

み

に

「

伊
勢
集
』

の
ロ
目

頭
部

は

歌
仙
家≠
焦準
本

で．
二

十
．

首、

西

本
願

」

寸

太
：

鏑酬
従
本
で

三

十・一
二

γ
目

と

数

え

ら

れ

る
。

　一

段
・
一

段
を

と
っ

て

み

れ

ば
か

な

り

長
い

時
間
的
構
成
を

も

つ

も

の

も

あ

る

に

せ

よ、

お

お

よ
多、、
「

昔、

男
あ

り

け

り
」

の

パ

タ

ー

ン

で

書
き

出
さ

れ、

｛

段、
　一

段、

時
間

の

経

過

が

さ

だ

か

で

な
・

＼

各
段
の

次

第
は

た

が

い

に

有
機
的

達
絡甲
の

稀哺
溥

な、
　
い

わ

ゆ

る

櫛
の

歯

式
の

貿
勢

語
］

よ

り

も、
　
こ

の

『

伊
勢
隼
嘗

の

祖
型
の

方
が

物
語

的
歌

日

記
と

し

て、

よ

り

濃
密
な

内
的
時
間
が

流
れ
、

そ
れ

ゆ

え

に

新
し

く、
、．

白

い

か

え

れ

ば

女

性

の

心

理
の

必

然

を

よ

り

深
刻
に

表
現

し

て

い

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か
。

　一
．

々

の

詞
ノ

カ

キ

ヤ

ウ

女

ノ

笋丁
ト

く

エ

ズ
」
〔
『

占

今

集
注

ご

と

い

う
の

は

藤脚
原

顕
昭

の

直
観
で

あ

る

が
、

『

伊
勢
集
」

は

ど

う

読

ん

で

も

女

性
の

第
で

あ

る．．

定
家

の．＝
R

う
「

夊
體
」

が

今

日

の

修
辞
学
で

い

う
い

か

な
71
∴
鬥

容
の

も

の

か

判
然

と

し

な

い

が
、

そ

の

意
図

と

す

る

と
こ

ろ

が

当
時
の
｝

般
的
な

文
章
様
式
で

あ
っ

た

に

し

て

寸

罰、

伊レ
勢
の

御
に

「

勢
齢

叩

』

の

よ
・
フ

な

臼

己
蘭

刷

晦
の
、

奔
放
に

し

て
、

し

か

も亠
畏

切

き

わ

ま

り

な
い

戯
著

ほ
童
凵

け

な

か
ッ

た

に

ち

が

い

な
い

。

し

た

が

っ

て
、

む

し

ろ

伊

動刀
の

御
が

レ
ニ

記

戚

の

時
分

に

原
「

伊レ
勢
物
語
」

を
坐
印

写

し

た
の

で
、
ツ
て

れ

が

い

つ

し

か

彼

女

の

『

伊
勢
集
』

も

「

勢
語
」

の

口

吻

を

彷
彿
さ

せ

る

に

す

ぎ

な

い

と

解
す
れ

ば
、

形

式

論
と

し

て

ほ

肯
け

よ

う
。

さ

ら
に

文

学
史
的
に

言
・

て

も、

平
安
時
代

の

12

　

　
　

　

　

　

　
　

　

ー

物
語

に

は、

作
者
の

名
を

以
っ

て

題

捗
と

し

た

例
は

ま

ず
見

当
ら

な
い

よ

う
で

あ

る

か
・
り、
『

伊
勢
物
証

叩

』

の

作
者
が

伊
勢
の

御
で

あ

ろ

へ・
は

ず

も

な

い
。

口

　

専

門
家
の

報
丘
凵

に

よ

れ

ば

現
存
『

伊
熱四
集
」

の

伝

本
は
、

さ

き
の

歌

仙
家ザ
集
本
・

類
従

本
に

加

え

て

西

本
願
寺
本
の．一、
系

統
に

分
か

れ
、

そ

れ

ぞ

れ

か

な

り

複
雑
な

書

写
過

程
が

追

認
さ

れ、

本

文

は

複
雑
な

異
同

を

し

め
し
、

二

ん

に

ち

そ

れ

は

後
人
の

た

ん

な

る

誤
写
と

い
・
つ

べ

き

も
の

で

は

な

く、

意
図

的
な

改
変
が

加

わ

っ

て

い

る

と

も

推
定

さ

れ

て

い

る．．

　
…

方、

こ

の

家
集
に

お

け

る

端

書
の

歌
物
語
の

部
分
だ

け

を

と

っ

て

み

て

も
、

す

で

に

「

後
撰
和

歌
集
』

と

の

問
に

詞
書
や

作
者

記

名

を

め

ぐ
っ

て

矛

盾
が

あ

り、

か

つ

こ

の

胃

頭
の

笛

所
そ

の

も
の

の

叙

述

に

も

歴

史
的
年

次
に

さ

か

ら

う

記

載

が

あ

る

こ

と

か

ら、

、

伊
勢
集
』

の

成
立

期
ほ

『

後

撰
和
歌
集
』

以

降
で

あ

り、

作

者
に

中

古
歌

仙
の

一

人画
女

洪冖
法
師闘
生

没

未

詳
永
観

元
年
へ
九

八

三
）
〜

永
延、
＝

年
（
九

八

九〕
天

王

寺
別

当

を

擬
し、
『

占
八

−

和・
歌
亠
ハ

帖旧
』

成、
M儲
期

に

近

い

と

す

る

説

が、

か

つ

て

後
藤

利

盤
に
・

よ

．

て

提

婁
c

れ

た

・

し、
が

あ

・
。

［

鶚
器
憐
蝋

噸

欝臨
黛
郎

認
簫
臨

鵡
糎
鯲
態

舜 
辮
懿

饗．

蚩
趨
調
溌

」

・

の

ユ

↑

ク

な

新
説

に

対

し

て

当

時、

た

だ

ち

に

関
根
慶
r
氏
に

よ

っ

て

反

論
が

出
さ

れ、

鎗
喉

鱗
鞍
鞭
噺

難
轄
噂
『

纂
集
』

震
亨
作
者

を

め

ぐ

そ
の

活
発

な

議
論
の

な
艶
亡

れ

た

往

時
が

懐
か

し

く

回

想
さ

れ

る

が
、

そ

の

後
も

研
究
は

間

断

な

く

続
け

ら

れ

て

い

る

も
の

の、
　
こ

の

問
題
の

す
べ

て

が

解仙
伏

し

た

こ

と

は

寡
聞
に

し

て

聴
か

な
い

。

　

そ

も

そ

も

「

伊
勢
集
」

が

『

後
撰
和
歌
集
」

の

後
に

出
た

と

す

る

説
の

根

拠

は、

女

主

人

公、

伊
勢
の

御
の

歌
二

首、

西

本
願
寺厂
兼

本
で

十
七

番

目

と

白
三

卜

四

番

目
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の

歌、17134

親
の

譲
り

け

る

女
を

い

な

と

せ

じ

と

も
い

ひ

放
ち

て

と

申
し

け

れ

ば

否
せ

と

も

云

ひ

放
た

れ

ず
う
き

も
の

は

　

　

　

　
身
を

ら

と

も

せ

ぬ

よ

な

り

け

り

　

　

　

伏
見

に

て

名
に

立

ち

て

ふ

し

み

の

里

と
い

ふ

こ

と

は

　

　

　

　
も

み

ち

を

床
に

敷
け

ば

な

り

け

り

と

い

う

の

が
、

『

伊
勢
集
』

で

は

女

主

人
公、

伊
勢
の

御
の

詠
ん

だ

歌
で

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず、
『

後
撰
和
歌
集
』

で

は

こ

れ

を

「

読
人

し

ら

ず
」

と

す

る

か

ら

で

あ

る
。

『

後
撰
和

歌
集
』

の

撰
者
が

確
実
に

『

伊
勢
集
』

を

資
料
と

し

て

い

た

と

す

れ

ば、

こ

の

説
は

説
得
力
を

も

つ
。

し

か

し

研
究
者
の

近

時
の

著
作
に

お

い

て

は、

「

伊
勢
集
』

の

構
成
を

西

本
願
本
寺
で

た

ど

る

と、

つ

ぎ

の

よ

う
で

あ

る
。

繝
張
崚

紅

黐
野
濺

鑿
釈

落
平
成
八

嵐
間
書
房

 
歌
物
語
化
部
分
1

〜
33
お

よ

び

 

＠

屏
風
歌
部
分
34
〜
86

的

雑
纂
部
分
87
〜

鏘

口
古
歌
群
混
入

部
分
跚

〜
輔

困
増
補
部
分
姐

〜
槻

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

各
歌
を

含
む

章
段

は

主
人

公

の

伊
勢
の

御
を

『

伊
勢
物
語
』

成
立

私

考

井
上

英

明

「

大
和
に

親
あ

る
」

と

か
、

「

を

ん

な
」

あ

る

い

は

「

こ

の

人
」

な

ど

と

第
三

人

称
で

統
一

し、

他
の

登

場
人
物
も

実
名
を

直
叙
し

な

い

態
度
に

終
始
し

て

い

る
。

ほ

ぼ

完

全

に

仮

構
さ

れ

た

世
界
で

あ

る

こ

と

か

ら、

勅
撰
集
の

撰
者
は

伊
勢
の

御
の

実

作
と

断
定
す

る
の

に

躊
躇
し

た

の

で

あ

ろ

う。

た

だ
、

こ

の

ω

の

部
分、

三

十．
二

首

の

歌

で

『

後
撰
和
歌
集
』

や、

そ
の

後
の

勅
撰
集
が

伊
勢
の

御
の

筆
作
と

確
定
し

な
い

の

は
、

西

本
願
寺
本
系
で

8
・

17
・

20
・

33
と

わ

ず
か

四

首
に

す

ぎ

ず、

し

か

も

類
従

本
系
と

西

本
願
寺

本
系
と

で

は

歌
順
が

乱
れ

、

か

つ
、

一
つ

の

ま

と

ま
っ

た

話
柄
群

か

ら

孤
立

し

た

も

の

と

な
っ

て

い

る
。

と

く
に

西

本
願
寺
本
系
の

ト
七

番
目
の

歌
で

仲
平
の

「

兄

な

る

人
」

時
平

と

の

関
係
の

後
、

も

と
の

恋
人

、

後
の

批
把
左

大
臣

、

仲
平

が

伊
勢
の

御
の

あ

る

じ

温

子

の

病
中
に

も

か

か

わ

ら

ず
、

彼
女
の

「

う

し

と
お

も

ふ

心
」

も

無
視
し
、

「

よ

ひ

の

ま

に

は

や

慰
め

よ、

い

そ
の

か

み

ふ

り

に

し

床
も

う

ち
は

ら

ふ

べ

く
」

と

強
引

露
骨
に

迫
っ

て

き

た
、

そ

の

直
後
に、
「

人

数
と

も

思

は

ぬ
」

男

が

言
い

寄
っ

て

来
て

も

返

歌
も

し

な

い

彼
女

の

硬

直
ぶ

り

で

あ

る
。

か

く

伊
勢
の

御
は

プ

ラ

イ

ド

の

高
い

女

性
で

あ

る。

　

つ

ぎ

に

百
三

十
四

番
目
の

「

伏
見
に

て
、

名

に

立

ち

て

ふ

し

み

の

里

と

い

ふ

こ

と

は

も

み

ち

を

床

に

敷
け

ば

な

り

け

り
」

と

い

う

歌
は、

 
雑

纂
部
分
に

入

る
。

困

は

三

百
首
近

く
の

歌
群
を

容
し、

本
集
の

過
半
を

占
め

る
。

こ

の

歌
は

た

し

か

に

『

後

撰
和
歌
集
』

で

は

詠
人

知
ら

ず
と

な
っ

て

い

る

が
、

類
従

本
系
で

は

冒
頭
部
の

歌
物

語

の

部
分
で
、

仲
平
と

の

恋

物
語
（
1
〜
8）

の

八

首
目
の

直

後
に

署
か

れ

て

い

る
。

で、

こ

の

八

首
目
の

「

み

も

は

て

ず
空

に

消
え

な

で

か

ぎ

り

な

く
い

と

ふ

う

き

世
に

身
の

か

へ

り

く

る
」

と

い

う
一

首
が

自
己

凝
視
の

痛
切

な

歌
で

あ

る

の

に

対

し

て、

こ

の
一

首
は

旅
の

途
中、

地

名
に

興

じ

て

詠
ま

れ

た

語
戯
に

類
す

る

も

の

で
、

伊
勢

の

御
の

歌
境
と

は

対

極
に

あ

る

も
の

と

い

っ

て

よ
い

だ

ろ

う
。

　

の
と

同
の

歌
群
は

確
実
に

伊
勢
の

御
の

作
と

断

定
で

き

る

も

の

は

な

く、

私
見
に

よ

れ

ば、

ω
向
の

み

が

実
作
で、

そ

れ

が

『

伊
勢
集
』

の

古
型
で

あ

っ

た

の

で

は

な13
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c／

○

イ・

14

い

か

と

思

わ
れ

る
。

わ

れ

わ

れ

が

主

張
し

た

い

の

は

家
集
の

編
纂
と

い

う
の

は
、

種

　
コ　　ヤ

の

作
業
に

過

ぎ

ず、
　一

方、

物
語
化
は

あ

く

ま

で

も

仮
構
の

中
に−
具

実
を

造
形

す

る

し　
　ヤ

創…
作卩
だ
・・）

い

う
こ

と

で

あ

る
。

過
去
の

攤
相蝉
の

助

勸
抑

副

は

『

抑
F

勢
物
語
』

の

文

体
の

盲
穴

髄
と

も

い

え

る

が
、

過

ぎ

し

目

の

恋

愛
や

爵
然

と

の

交
感
あ

る

い

は

こ

れ

と
の

ヘ

　

　

　

　

　

　
セ　　セ　　あ

体
化、

も

し

く

は

現

在
化
は

伊
勢
の

御
に

と
っ

て、

意
志

的
な

図

想
の

行
為
の

茸
諸

化
を

通

し

て

し

か

あ

り

え

な

か

っ

た

二

と、

さ

ら

に

そ

れ

は

過
去

の

霞
己

像
を

生
々

し

く

再
現

す

る

こ

と

で

あ
っ

て、

こ

う

し

た

こ

と

は、

自
己

が

語

り

予

の

、

私
｛

か

ら

突
き

離
さ

れ．

仮
空
の

中
に

自
己

を

定

立

さ

せ、

自
己

を

消
却

す

る

こ

と

に

よ

っ

て、

逆
に

作
品

の

中
に

現
存
し

よ

う

と

す

る

衝
勤
に

他

な

ら

な

い
。

す

ぐ

れ

た

臼
伝

的
作
品

を亠
失

現

す

る

の

は、

ま

さ

に

こ

の

衝
動
で

あ

る
。

そ

し

て

こ

う

し

た

衝
動
に

某
つ

く

文

学
的

方
法

は

人

名
、

年

次、

地

名

の

記
述
を
つ

ね

に

忘
れ

な
い

中
國
の

六

朝
志
怪
小

説
や

轡
代
伝
奇
文

に

は

見
当

ら

な
い

日

本
占
代
物
語
・

冂

記
文

芸
独

得
の

現

象
な

の

で

あ

る
。

　
つ

い

で

に

安
法

法
師
作
者

説
の

根
拠
に

も

触
れ

て

お

く

と、

　

　

　

　

　

ナ

シ

類
従
木

い

せ

と

い

ふ

人
の

歌
ど

も

の

題
か

き

あ
つ

め

て

や

れ

る

に

久
木

生

ふ

る

河
原
の

宿

の

遠

近

に

　

　

　

児

ゆ

る

も

の

ノ

＼
君

に

い

は

せ

ん

れ

る

よ

う
に

思
わ

れ

る
。

　

ロ

　一

酋
の

下

の

句、
…

み

ゆ

る
涙
廿

の

ノ

史
ー

君
い

は

せ

ん
L

の

、

み

ゆ

る
」

は

『

伊

畝
韋
果
』

巻
頭
の

琳

嚇

円
二

記

に

お

い

て、
平−
仲
が

伊レ
勢
の

御冖
に
「
国
兄・
ツ．」

と吋
た

け

で

畝・…

い

は

せ

む
」

と

し
ψ ．
凡

二
−
・」
と

吻

合

す

る
。

冖．
唱
に

い

は

せ

む
」

の

「

君
一

は

砂

勢
の

御

と

す

る
。

従

え

な

い
−
こ

い

う

説

も

あ

る

が
。

状

遜

兼
．
後

藤
祥
チ
．
平

聞
山

紀

〜

校
駐

諦い

九
鬮
・

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ド
こ
マじ　

　

ヒ

　一

首
の

前
の

ニ

レ一、一
番

歌
に

「
貰
之
を

よ

み

あ

つ

め

た

る

歌
の

集
を

恵

慶
か

り

て

返

す
と

て

歌
よ

め

ろ

皆
人
々

よ

み

し
」

と

い

う
講
書
き

を

受
け

て
、

「

き

の

家

の

く

せ

に

残
れ

ろ

言

の

葉
は

花
こ

そ

た

む
れ

麋
の

上

迄
」

と

歌
が

あ

り、

つ

づ

け

て

　

　

　
へ

「
こ

れ

は

本
あ

る

こ

と

な

る
」

と

住
記

す

る。

こ

の

注

記

は
一．
伊
勢
集
』

と

の

対

照

の

上

に

書
か

れ

た

も

の
、

つ

ま

り

『

伊
勢
集
』

は

「

家
の

集
」

1
一．
本
L

と

し

て

は

ま

と

ま
っ

て

は

い

な

い

が、
『

貫
之

集
』

は
「

本
」

に

あ

る

の

だ

と

わ

ざ

わ

ざ

念
を

押
し

た

表
現

で

あ

る
。

　

だ

い

た

い

以

上

の一．．
つ

が、

さ

き
の

後
藤
利

雄

氏
の

か

か

げ

た

前

提

で

あ

る
。

同

時

に

『

押
勢
集
』

巻
頭
歌
物
語
の

作
者
を

安
法

法

師
に

見

立

て

た

根
拠

で

あ

る
。

面

自
い

着…
眼

で

あ

る

が
、

異
論
も

あ

る

よ

う

な

の
．

で
、

こ

こ

で

い

さ

さ

か

私
見

を

加
え

て

お

く．、

N 工工
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と
い

う
五

十・
一

番
R
の一
詞
圭
悶

と

歌

の

解
釈
に

あ

る
。

そ

の、
咳

点
を

し

る

せ

は
、

　
固 ．
、

か

き

集
め

て

＝
乞

た

ん

に

…

掻
き

あ

つ

め

て
L

と

と

れ

ば
、

歌
も

同

時
に

付

随
し

て

い

る

は

ず
で

あ

る

か

ら
、

特
に

「

歌
ど

も
の

題
」

と

断
わ

る

必

要

は

な

い
。

　

　

　

　

　

　

　

へ

し

た

が

7

て
・
＝い
は

譱
田

き

集
め
［

で

あ

る
。

そ

れ

で

は

な

ぜ
、

．
歌
ど

も

題
」

と

　

　

　

　

　

　

　

へ
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　し
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　モ
　

い
　

モ

断
わ

っ

た

か
、

そ

れ

は

題
を

自
分
な

り

に

書
き、

そ

れ

ら

を

集

め

た

場
合

に

限

ぎ

ら

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ　　も　　う　　ヘ　　セ　　も
　　し　
　も　　も

　
ま

ず
、

の
に

つ

い

て

は
、

「

伊
勢
と

い

ふ

入

に

題
が

あ
っ

た

か

ら

こ
・
て 、

特
に

後

藤
氏
の

需

い

方
を

そ

の

ま

ま

欝

り

れ

ば、
一

歌

ど

も

の

題

を

二

と

わ
っ

た
」

と

も

い

え

る

の

で

は

な
か

ろ

う

か
。

こ

の

際、

も

し、

氏
の．
門

わ

れ

る

よ

う

に、

伊
勢
の

御
の

歌
を

も

と

に

し

て
、

新
し

く

安
法

法
師
が

霽
い

て

集
め

た

の

意
に

と

れ

ば、
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へ

「

い

せ

と
い

う

人
の

歌
ど

も

に

題

か

き

集
め

て

や

れ

る

に
」

と

あ

る

の

が

自
然
だ

し、

助
詞
の

あ

る

な

し

で

は

文
意
が

大
き

く

異

な
っ

て

く

る

よ

う

で

あ

る
。

も

と

も

と

後

藤
説
は

『

伊
勢
集
』

巻
頭
の

歌
日

記、

な
い

し

歌
物
語
化
の

部
分
の

み

を

当

初
か

ら

独
立

し

た

も
の

と

み

な

し、

こ

れ

と

そ

れ

以

後
の

囚
⇔
困
の

各
部
分
を

切

り

離
し

て

考
え、

他
の

多
く
の

研

究
者
が

家
集
か

ら

物
語
へ

と
い

う
コ

ー

ス

を

考
え

る

の

と

は

逆
に
、

物
語

か

ら

家
集
へ

の

推
移
を

前
提
と

し

て

い

る
。

こ

の

前
提
に

わ

れ

わ

れ

も

『

伊
勢
物
語
』

の
一

代
記
生

成

と
い

う
こ

と

に

関
連
し

て、

賛
成
せ

ざ

る

を

え

な

い
。

既
述

の

ご

と

く、
「

物
語
化
」

と

当

時
の

第
三

人

称
に

よ

る

歌
凵

記

化
は

文

学
的
に

は

「

想
像
力

臣

創
造
力
」

の

問
題
で

あ

り
、

虚
構
に

よ

る

リ

ア

リ

テ

ィ

の

実
現
化
で

あ

り、

恋

と

死

と

旅
と

い

う

切

実
な

体
験
を

仮
構
化
す

る

強
い

意
図

が

は

た

ら

い

て

い

る

の

で

あ

っ

て、

た

ん

な

る

家
集
編
纂
や

勅
撰
集
な

ど

の

部
立
、

な
い

し
マ

ニ

ュ

ア

ル

に

し

た

が

う
歌
の

配
列
と

は、

そ

も

そ

も
の

文
学
的
次
元
を

異
に

す
る

か

ら

で

あ

る
。

　

し

か

し、

い

ま
こ

こ

で

安
法

法
師
を

作
者
と

し

て
、

伊
勢
の

御
の

歌
を

「

題
」

に、

現
存
『

伊
勢
集
』

冒
頭
の

三

十
余
首
を

地

の

文
と

の

か

か

わ

り

に

気
を

く

ば

り
つ

つ

再
読
す
る

と、

こ

れ

が

は

た

し

て

歌
の

「

題
」

と

言

え

る

も

の

で

あ

ろ

う
か

。

　

ま

ず、
「

い

つ

れ

の

御
時
に

あ

り

け

ん「一

と

い

う
書
き

出
し

が、

他
の

諸
本
よ

り

古
態
を

示

し

て

い

る

こ

と

は

多
く
の

研

究

者
の

一

致
し

た

見

解
で、

平
安
時
代
の

物

語
文
学
の

形
態
と

し

て

は
、

見

方
に

よ
っ

て

は

画

期
的
な

も

の

で

あ

る
。

『

伊
勢
物

語
』

の

登

場
人

物
が

業
平、

五

条
后、

二

条
后
な

ど

と
、

そ

れ

ぞ

れ

実
在
の

人

物
を

推
定
で

き

る

よ

う
に、

か

れ

と
こ

れ

で

は

つ

か

ず
は

な

れ

ず、

こ

の

家
集
の

女

主

人

公

も

宇
多
帝
女

御
の

温
子

に

仕
え

る

う
ち
に
、

藤
原
仲
平
と

の

恋、

そ

し

て

そ

の

破

局
か

ら

故
里

の

大
和
に

く

だ

り、

周

辺

の

風
物
を

点
綴
し

な

が

ら

傷
心
の

道
行
き

と

な

り、

心

の

傷
手
の

癒
え

る

こ

ろ、

ふ

た

た

び

あ

る

じ

の

御
息
所
温

子

か

ら

の

お

召

し

が

あ
っ

て

京
に

の

ぼ

る
。

す

る

と

ま
た

仲
平
が

寄
り

を

戻
そ

う

と

迫
り、

弟
の

時

『

伊
勢
物
語
」

成

立

私
考

井
上

英

明

平
ま

で

が

言
い

寄
る
。

一

方、

源
敏
相、

平
貞
文
と

お

ぼ

し

き

男
た

ち
か

ら

も

懸
想

さ

れ、

こ

れ

を

拒
み

つ

づ

け

て

い

る

う
ち
に
、

宇
多
帝
の

寵

を

う
け

、

皇
子

を

産
む。

そ

の

後、

帝
の

譲
位、

落
飾
と

つ

づ

き、

皇
子

も

八

歳
（
西

本

願
寺

本
五

歳）

で

薨
ず

る
。

新
帝
醍
醐
天

皇
の

即

位
で

温
子

は

中
宮
と

な

る

が、

延

喜
七

年
六

月

八

日

に

崩

御
と

い

う
悲
運

に

遭
遇
す

る
。

そ

の

後、

敦
慶
親
王

と

関
係
が

生
じ、

中

務
を

生

む

が、

こ

の

親
土

と

も

死

別
。

特
に

は

じ

め
の

部
分

は

こ

う
し

た

史
実
や

地

名
を

彷
彿

さ

せ

て

展
開
す
る

ニ

レ
年
問
の

悲
傷
の

生

涯

を
三

十
首
余
の

哀
切

な

贈
答
歌
で

組

み

た

て

た

歌
物
語
で

あ

る
。

多
少
矛
盾
も

あ

る

が、

だ

い

た

い

に

お
い

て

話
は

時

間
の

流
れ

に

そ

っ

て

お

り、

場
面

も

転
瞬
の

妙
を

心

得
て

お

り、

心

理

的
に

も

奥

が

深

く、

自
然
や

季
節
の

描
写

も

た

ん

な

る

歌
の

詞
書
の

枠
を

超

え

て

散
文

の

域
に

達
し

た

と

こ

ろ

が

あ

る
。

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

ヘ
　
　
　　　　モ

　
か

く

な

る

L
は、

は

た

し

て

こ

れ

が

伊
勢
の

御
の

歌
の

題

だ

と

い

え
る

で

あ

ろ

う

か
、

と

い

う
の

が

わ

れ

わ

れ

の

率
直
な

疑
問

で

あ

る
。

さ

ら
に

か

さ

ね
て

「

い

つ

れ

の

御
時
に

か

あ

り

け

ん

…

…
」

と

い

う

物
語

的
書
き

出
し

は

類
従
本
系
の

も

の

で
、

西

本
願
寺
本
系
に

は、

既
述
の

ご

と

く、
　

寛
平
の

み

か

と
の

御
時
L

と

あ

る

が
、

後
藤
利
雄
氏
は
こ

の

類
従
本
を

古
型
と

す
る

方
な
の

で

あ

る
。

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
へ

　
も

ッ

と

も

す

で

に

か

か

げ

た

安
法

法
師
の

歌
の

詞
書
を、
「

伊
勢
と

い

う
人
の

歌

た
　
　も
　
　
　
　

　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　　
　
　
　
　　ヤ
　
　あ
　
　ヘ
　
　へ

ど

も

書
き

あ
つ

め

て

題
と

し

た
」

と

解
釈
す
る

な

ら、

譲
歩
も

で

き

よ

う
が
、

ど

う

み

て

も

そ

の

解
釈
は

い

さ

さ

か

牽
強
で

あ

り、

あ

ま

り

に

も

付
会
の

説
で

あ

ろ

う
。

 

　

つ

ぎ

に

 
に

つ

い

て
。

後
藤
利
雄
氏
は
こ

の

安
法
法
師
作
者
説

を

出

さ

れ

る

前

に、

『

枕
草

子
』

で

よ

く

引
用

さ

れ

る

例
の、
「

と

く

と

く

と

い

ふ

に、

あ

や

し

く

い

せ

の

物
語
な

り

や

と

て

見
れ

は
」

の

条
り

が
、

実
は

『

伊
勢
集
』

の

平
仲
と

伊
勢
の

御
に15
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tへ
「
）

年

16

お

け

る

　．
兄
つ

L

隅
答
を

指
す

こ

と

か

ら、

『

伊
勢

物
語
』

は

伊
勢
の

御
の

歌
口

記

だ
っ

た

…

…
−．

」

い

う

二

れ

又

新
し

い

説
を

出

さ

れ

た
e13

祁
｝

二

蜀

門
．
・

　

猛一．

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ピゴ
　トレず
ノ　　
　

　

　　
ロ
　

　

　
　

　

　　
け　　

倒
ー．

当

時

の

こ

の

斬
新
な

着
想
の

当

否
は

し

ば

ら

く

措
く
。

氏
に

よ

る

こ
、

『

伊
勢

物
瓢

叩

』

な

ら

ぬ

「

伊
勢
の

御
の

物
語
」

の

作
者
に

安
法
法
師
を

あ

て

る

こ

と

に

よ
ッ

て、

こ

の

作
者
と

清
少．
納
言
の

父、

清
原一
兀

輔
と
の

親
交
を

推
定
す
る

の

で

あ

る
。

そ
の

根
拠
は

つ

ぎ
の

二

つ

の

詞
書
で

あ

る
。

さ

き

の

周
防
の
宀

寸、
75

輔
右

う

ま

の

じ
武

う

兼
澄
を

題
に

し

て

よ

む、

花
の

も

と

に

て

め

づ
・
り

ー“
き・
人

に

あ
へ

る

（
、

安
法
黒

仏

師
舘

果
』

π
）

　

　

　

　

　

　

　　
せ
ニぽ

三

月
十
一

冂．・
月
二

謳
一
ピ

、．
冗

輔
・

兼
澄
な

ど

し

て

詠
め

る

（
−

同

冶
集
L82

）

同

〔

ジ
）

・
久

年
ヘ

ヂ、
い

ふ

ム璃
ゾ

ゆ

た訊
く
い

は

才
て
こ

“

b

な

く

よ

は

ふ

を

返

幕
も

ぜ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ　　も

ざ

り

け

れ

ば
こ

こ

ら

の

年

月

に、
灰

ぬ

れ

と

な

と

か

み

つ

と
の

み

の

給
は

ぬ

と

い

へ
む

け

る

そ

れ

よ

り

此

ノ

女
を

み

つ

と

そ

つ

け

た

り

け

る

を

と
こ

摯

を

こ

せ

だ｝
り

け

る

立

編
り

ふ

み

ゆ
か

さ

ら

ば

濱「
壬

鳥

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヒ　
　ら
　

　し　
　ヤ
　　サ　
　　

　

　

　

あ
し

」

・
琳

つ

LG

み」
に

世引
い
日
ほ
ル

エ

i〕
や・

　

　

　

　

　

返

し

・
と

し
へ

ぬ

る

こ

と

思

は

ず・
は

濱
r

「
良

厨

　

　

　

ヤ　
も　
も

　

し　
ヒ

　

で
　

　　
も

　

も　
ゐ
　

レ　
セ　
へ
　

も

　

　

　

ふ

み−・
」

ど

め

て

た

に

み

べ

き

物
か

は
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こ

の

二

つ

の

詞
書
か

ら

氏
は

次
の

よ

う

に

推
測
さ

れ

る
。

す

な

わ

ち、
「

伊
勢
の

御
の

物
語
」

が

父

元

輔
を

通

し

て
、

清

少

納、．．口
の

R
に

触

れ

る

と

こ

ろ

と

な

り、

そ

れ

が

右

に

引
い

た

「

枕
草
子
』

に

お

け

る

頭
中

将
の

消
息
文
へ

の

比

喩
と

な
っ

て

あ

ら

わ

れ

た

の

だ

と

い

う
。

　
…、
枕
蒙
F・

』

の

「

あ

や

し

く

い

せ

の

物
語
云

々
」

空
条
は

古
来、

諸
注

の

難
渋

し，ヴ
、

き

た

と
こ

ゑ、
あ

り、

今
載

ら

デ、
正

解
を

得
な

い

が
、

結
局、

現
存
の

「

伊
勢

物

超
を

指
す

と

い

う
・
γ
こ

に

落
ち
つ

い

て

い

る
。

そ

れ

が

後
藤
氏
に

よ
・

て、

女

法
法

師
の

作
に

か

か

る

「
伊
勢
の

御
の

物
語
」、

推
論
は

明
快
で

は

あ

る

も

の

の、

今
も

っ

て

い

さ

さ

か

疑

点
な

き

を

え

な

い
。

　

ま

ず、
，
饗

法
法
師
の

歌
03

下

の

句、
「

み

ゆ

る

も
の

−

ー
ー

君

に

い

ほ

せ

ん

　
が、

平・
仲凵
と
郁げ
勢
の

御
∵
．」
の

有
名
な

や
り

と

り、

す

な

わ

ち、

伊←
勢
の

御

に

平・
仲
の

懸
湘
心

文

を

た

だ

「

見

つ
」

と

だ

け

「
い

は

せ

ん
」

と

し

た

こ

と

に

通

ず

る

と

い

う、

そ

の

こ

と

が

『

伊
勢

集
』

に

お

け

る、

　

宥
は

類
従

本
に

よ

る

が
、

　
こ

こ

は

類
従
太一
と

同

系

と
い

わ

れ

る

歌
仙
家
集

本

は

い

ず・
れ

も凵
屶

が

女

に

「

日
如

つ

」

と
三ロ
ク

た

の

に

対
し

て、

西
∵

本悶
韻

寺・
本

系
で

は

女
が

男

に

「

見
つ

」

と．
謳
っ

た

本
文
で
、

逆
関

係
に

あ

る

が、

男
の

「

立

帰

り
」

の

歌
で
、

や

は

り

女

が

男
に

「

見
つ

」

と

な

る

ぺ

き

文

の

欠

落
が

予

想

さ

れ

る

と

二

ろ

で

あ
る

。

繭

謎
轡」
前
掲

書

兄
＋

九

頁
）

。

諸
本
に

お

い

て

文

意
の

乱

れ

る

と
こ

ろ

で

あ

る

が、

こ

の

「、
兄
つ

問

答
」

は

た

し
か

に

平

仲
・

伊

勢
の

御
の

そ

れ

を

指
し

て

い

る

と

い

う

の

は

い

か

に

あ

り

そ

う

な

こ

と

て

あ

る
。

　

そ

乙

弔、
八

ノ、
［、
枕
朴

早ツ
r

』

に

お

け

る

頭
中．
癬H
斎
慰

循

と
焦

們

少’
納
言
ロ

ー
こ

の

関

係
を

再
彰、

す

る

と、

そ

の

内

容
は

ま

ず

は

お

お

ら

か

に、

つ

ぎ
の

よ

う

に

た

ど

ら

れ

る
。

す

な

わ

ち

ー、
−

頭
中
将

の

消

息
文

を

持
参
し

ψ 、
凡

使

者

を、
−

い

ね、

今
き

二

え

む．「

と

追

っ

「
払

っ

た

後、

ふ

た

た

び

や

ラ

て

来
た

使
い

の

者
が
、
「

さ

ら

ば
ワ

て

の

あ

り

つ

る

文

を

賜
は

り

来
−、
」

な

む

仰
せ

ら

れ

け

つ

る、

と

く

と

く
」

と

せ

き

た

て

る

の

で

あ

る

が、

こ

こ

で

は

使
者
は

清
少

納
謡

が

返

事
を

ド
さ

ら

な

い

の

で

あ

れ

ば、

手

紙
を

返

し

て
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く

れ、

と

だ

け

言
っ

て

い

る

の

で

あ
っ

て、

な

に

も

平
仲
の

よ

う
に、

せ

め

て

「

見

た
」

と

だ

け

言
っ

て

下

さ

い

と

い

う
懇
願
の

意
味
は

な

い

よ

う

で

あ

る
。

さ

ら

に

こ

　

　
　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
ノ　　
ノ

　
　　　
　
　
　　　
ノ

の

場
面
で

は

清
少
納
言

が

頭
中
将
の

「

蘭
省
花
時
錦
帳
下
」

の

末
句
を

連
座
に

答
え

た

例
の

吹
き

語
り

に

主

眼
が

あ

り、

平

貞
文

と

伊
勢
の

御
の

よ

う

な

恋
愛
感
情
は
一

切

な

い

も

の

と

み

て

よ

い

の

で

は

な

か

ろ

う
か

。

ど

ち

ら

も

男
を

馬
鹿
に

し

て

い

る

点
で

は

共
通

す

る

が、

伊
勢
の

御
と

清
少

納
言
と

で

は、

対
男
性
観
が

ま

る

で

違
う

乙

と

も

か

さ

ね

て

考
慮
に

入
れ

る

べ

き

で

は

な

か

ろ

う
か
。

し

か

し
一

歩
譲

っ

て

事

が

手
紙
の

や

り

と

り

に

か

か

わ

る

こ

と

で

あ

る

し、

当

時、
『

伊
勢
集
』

の

こ

の

場

面
が

有
名
な

も

の

で

あ
っ

た

と

す

る

な

ら

ば、
『

伊
勢
物
語
』

の

「．
長

岡
の

母

よ

り

業
平
へ

、

と

み

の

事
と

て

御
文
あ

り

と

い

へ

り、

頓
は

急
々

の

事
な

れ

ば

な

り
」

と

い

う
『

春
曙
抄
』

の

注
よ

り

も
、

こ

こ

は

『

伊
勢
集
』

の

「

見
つ

」

問
答
へ

の

連
想

が

は

た

ら

い

た

と

言

え

ば

言

え

な

く

も

な

い
。

そ

う

す
れ

ば、
「

そ

ん

な

に

返
事
を

す

ぐ
さ

ま

よ

こ

せ

と

仰
せ

ら

れ

る

の

な

ら、

ま

る

で

あ

の

け
っ

た

い

な

伊
勢
の

御
と

平
仲
の

色
恋
い

沙
汰

の

噺
み

た
い

じ
ゃ

ご

ざ

い

ま

せ

ん

か
。

そ

れ

な

ら

わ

た

く

し

も

た

だ
、

　ハ

イ

見
マ

シ

タ

ワ

に

し

て

お

き

ま

し
ょ

う
か

…

…
」

く

ら

い

の

想
像
は

ゆ

る

さ

れ

て

し

か

る

べ

き

か

も

し

れ

な

い
。

し

か

し、

だ

か

ら

と

い

っ

て、
「

あ

や

し

く

い

せ

の

物
語
」

が

父
元

輔
ゆ

か

り
の

人、

安
法
法
師
の

撰
に

か

か

る

『

伊
勢
集
』

巻

頭
の

物
語

を

踏
ま

え

て

い

る

と

い

う
の

は、

や

は

り

感
情
と

論
理

の

飛

躍
が

あ

る

よ

う

に

思

わ

れ

る
。

こ

の

問
題
に

対

し

て

当

時、

関
根
氏
か

ら

反
論
が

あ
っ

た

の

も

当

然
の

成
り

行
き

で

あ
っ

た。

　

関
根
慶
子

氏
の

反

論
の

要
点
は
つ

ぎ

の

よ

う
で

あ

る
。

す
な

わ

ち、

平

仲
と

伊
勢

の

御
と

の

「

見
つ

」

問
答
は、
『

伊
勢
集
』

冒
頭
の

歌
物
語
の

メ

イ

ン

プ

ロ

ッ

ト

で

は

な

く、

あ

く

ま

で

も

物
語
の

傍
流
に

書
き

添
え

ら

れ

た

エ

ピ

ソ

ー

ド

に

す
ぎ

な

い

か

ら、
「

い

せ

物
語
」

と

い

っ

た

だ

け

で、

た

だ

ち
に

「

見

つ

問
答
」

を

連
想

さ

せ

る

の

は

無
理、

と

い

う
乙

と

で

あ

る
。

『

伊
勢
物

語
』

成
立

私
考

非
L
英
明

　
こ

れ

に

対
し

て

後
藤
氏

は

み

ず
か

ら

答
え

て

い

る

よ

う

に、

あ
る

書
の

な

か

か

ら

印
象
的
な

部
分
を

任
意
に

取
り

出
し

て

比

喩
に

用
い

る

乙

と

は

清
少

納
言
の

自
由

で

あ

る

か

ら、

客
観
性
と

い

う
こ

と

か

ら

言
え

ば

つ

い

に

説

得
力
百
パ

ー

セ

ン

ト

と

い

う
わ

け

に

い

か

な

い

だ

ろ

う。

た

だ、

関
根
氏
が

『

伊
勢
物
語
』

に

つ

い

て

紫
式
部

と

清
少

納
言

の

知
識
の

落
差
と

矛

盾
を

指
摘
し

て

い

る

の

に

対

し

て、

後
藤
氏

は

二

人
は

同
じ

主

人
に

仕
え

た

人

で

は

な

い、

同
じ

後
宮
に

あ

っ

て

も

仕
え

る

主
人

が

違

え

ば、

古

代
で

は

社
会

を

異

に

す

る

の

も

同
然
で、

そ
こ

に

お
の

ず
か

ら

異

な
っ

た

教
養
・

常
識
が

生

ま

れ

る

の

は

当

然
だ

と

さ

れ

る

が
、

こ

れ

は

十
分
に

再

考

の

余
地

あ

り

と

思

わ

れ

る
。

　

紫
式
部
が

清
少
納
言
を

ラ

イ

バ

ル

視
し、

宮
中
に

お

け

る

彼
女

の

動

静
を

強
く

意

識
し

て

い

た

こ

と

は、

『

紫
式

部
日

記
』

に

お

け

る
、

こ

の

大

作
家
に

し

て

は

異
例

と

も

い

え

る

清
少
納．
言

へ

の

私
怨
に

み

ち

た

人
物
評

の

伝
え

る

と

二

ろ

で

あ

る
。

『

枕
草
子
』

の

既
述
の

ご

と

き

段
を

書
く

よ

う
な

清
少
納
言
こ

そ、

紫
式
部
の

嫌
悪

の

念
を
い

だ

か

せ

る

も
の

で

あ
っ

た
二

と

は

そ

の

酷
評
ぶ

り

か

ら

疑
い
、
尺

な
い

。

そ

の

こ

と

は

逆
に

紫
式
部
が

清
少

納
言
の

教
養
の

程
度
と

性
格
の

主
我
的
な

こ

と

を

熟

知
し

て

い

た
こ

と

を

物
語
る

の

で

は

あ

る

ま

い

か
。

　
『

源
氏
物

語
』

の

「

絵

合
」

の

巻

に

出

て

く

る

『

伊

勢
物
語
』

は、

明
ら

か

に

「．
在
五

が

物
語
」

で

あ

る
。

「

昔
男
」

の

き

わ

め

て

ヒ

ュ

ー

メ

ン

な
一

代
記

で

あ

る。

そ

れ

は

軽
薄
な

『

正

三

位
』

に

対
し

て

旗
色

が

わ

る

く

な

る

と、
「

世
の

つ

ね

の

あ

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

う　
　

ヘ
　　ヤ　　ヤ
　
　ヘ　　へ
　
　や
　　へ　
　ね

だ
ご

と

の

ひ

き

つ

く

ろ

ひ

に

飾
れ

る

に

お

さ

れ

て、

業
平
が

名
を

腐
す
べ

き
」、

あ

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　
　
へ
　

　
も

　
　へ
　

　り
　

　　
　

　セ
　
　あ

る

い

は、
一

兵
衛
の

大

君
の

心

高
さ

は、

げ

に

捨
て

難
け

れ

ど、

在
中

将
の

名
を

ば

　

　

ヒ　
　も

た
　　
マ

く

た

さ

じ
L

と

弁

護
に

ま
わ

る

こ

と

で

う
な

ず
か

れ

る
。

そ

し

て

こ

こ

は、

『

竹

取
』

・
『

宇
津
保
』

・
『

正

二

位
』

・
『

伊
勢
物
語
』

と

あ

い

対

立

さ

せ

た

絵
物
語

競
合
の

場
面

で

あ

る
。

も

し、

紫
式

部
と

清
少
納
言

の

時
代
に

あ
っ

て
、

『

伊
勢
物
語
』

が

厳
然
と

し

て

伊
勢
の

御
の

「

物
語
」

で

あ
っ

た

な

ら、

言
い

換
え

れ

ば
、

安

法
法
師17
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要
〔

日

木

文
化冒
 ・
締
・
．．

昼

，凡
化融
ー

】
第

十
ワ

　
一
り

○一

卑

作

？．
伊
勢
の

御
の

物
石

が

た

ゑ．
κ

ポ

ピ

ご

了
で

な

く

と

も、

あ

る

私
度、

知

ら

わ

て

い

た

の

な

ら．
、

こ

の
、

土

う
た

却

識
上

の

矛
盾

ま

当
の

宮
雫
の

「

厂

氏
抄
五

農

の

読
者

層
が

納
孫

す
る

は

ず
義

な

か

っ

た

で

あ

ろ

う。

　

紫
式

部
に

お

け

る

『

伊
勢
物．，
叩

」

と

清
少
納
口
に

お

け
る

「

い

せ

の

物
叩

」

と

で

は、

こ

の

両

女

性
訪
月

家
の

対
文
μ

子

作
ロ

叩

へ

の

価
値
恤

鯤

L
」、

そ

れ

が

出一
て
！
丶

る

状
況

が

あ

ま

り
に

も

異
六、
る

こ

と

に

深
い

注

意
を

払
わ

な

く

て

は

な

ら

な

い

と

思
う

。

し

か

も
〕

」

源
氏

物
語
］

「．
絃
合旨

の

巻
の

一

伊
勢
物

−

皿

は、
、

削

斎
宮
梅

壷
方
と

権
中
納

卩

〔
か

つ

て

の

員
申−
将
）

の

姫
君
弘

徽
殿

女
御冂
力
と

の

絵
合

わ

せ

な

の

だ

が
、

そ
の

後
ユ

へ

し
孑

貼

当

然
の

こ

と

な

が

ら

光
源
氏
と

権
中

納
言・
渚一
の

権
力
争
い

が

あ

り
、

そ

れ

が、

い

わ

ば

芸
術
的
価
値
を

め

ぐ
っ

て

の

表

現
の

競
争
を

前．
尸

と

す

る

も

の

で

あ
る
。

一

方
に

「

枕
草
子
」

に

出
て

く

る

「
い

せ

の

物
王

卩

」

は
、

同

じ

書
物

で

は

あ
っ

て

も
、

き

わ

め

て

主

情
的
な

随
筆
形

式
に
お

け

る

作
者
の

私
生

活
を

自
慢
ず

る

も

の

で、

し

か

も・广
コ

さ

の…
砺

面

で

口

を
つ

い

て

出

た

セ

リ

フ

に

す

ぎ

な
い
。

憶
測

を

た

く

ま

し

く

す

れ

ば、

作
品

か

ら

う
か

び

L
が

る

イ

メ

ー

ジ

と

は

う・
，

は

ら

に
、

伊
勢
の

御
は

紫
式
部
力

、

清
少
納一…＝
目

と

同
じ

受
領
階
級
の

出
身
で

あ

る
。

す
な

わ

ら
、

父
親
は

藤
原

継
蔭
で
、

極
位
は

従
五

位
大
和
守
で

あ

り

な

が

ら
、

彼

女
は

宮
仕

え

で

は

こ

の

二

人

な

ど

の

及

び

も

つ

か

ぬ

あ

や

に
・

し

；・〕
貴
所
か

ら

愛

さ

れ

た

の

で

あ
7
．

宇
多
帝

の

彼
女

に

対
す
7
「
臨

愛
ぶ

り

は、
［、
大

和
物
語
』

な

ど

か

ら

う

か

が

う
こ

と

が

で

き

る

し、

帝
の

第
二

宀

子

敦
聖
親
下
の

籠
も

得

て、

中

務
厂

産
ん

だ
二

と

は

す
で

に

述

べ

た、、

し

か
薮ワ
「

源
氏

物
語
］

に

お

け

る

伊
勢
の

御
は

宇
多
帝
亭
子、
眈

の

長
恨
歌
の

屏
風

に

歌
を

詠

ん

だ

こ

と

（
「

桐
ナ
．
℃ 、
「

空
嬋
．

の

巻
末
に

は、
「

空
蝉
の

弼
に

置

く

露
の−
不

陰
に

て

し
の

び

ん

丶
が
う

る

袖
か

な
」

と

『

伊
勢

集
』

胃
項
の

歌

が

そ

の

ま

ま

引
か

れ、

さ

ら

に

七

栄

后
崩
後
に

伊
勢
の

御
が

詠
ん

だ

歌
を

薫
大
将

が
一

わ

が

涙

を

ば

ぬ

ば

玉

二

ぬ

か

ん

と

う
ち

誦
じ

給
へ

る
、

伊
勢
の

御
も

か

く

こ

そ

あ

り

け

め
　

、
　

角
｝

と

ち

リ、

作
者

紫
式
部
の

伊
勢
の

御
ど

刈

す

る

傾
倒
た

だ

な
・

ぬ

も

の

が

　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
18

あ

る
。

む

ろ

ん

人
ヱ

に

対

す
る

深
い

内

省
と

強
靱
な

現
実
凝
視
は

紫
式

部
の

方
が

伊

執，
の

御
よ

り

は

る

か

に

深
刻
で

あ

る

が、

恋
愛
に

？
さ

ま

と

う

倦
怠
と

曼
愁

と

絶
望

は

紫
武

部
を

い

っ

ヱ

ノ

可

憐
に

し

た

女
の

姿
態
で

あ
り
、

そ

れ

が

輌
少
納一

に

は

滑

稽
に

う
つ

“ノ、

郷
揄
・

嗤
笑
の

対
象

と

な
っ

た

の

で

あ

る
。

し

た

が
っ

て

『

枕
H

r
』

の

方

は

あ

く

ま

で

伊
熱

の

御冖
の

晒

ぱ

な

し

で

あ
っ

て、

そ

れ
ギ

現
存
『

伊
勢

集
」

巻
頭
の

部
分
を

指
す

か

も

し

れ

　
い

し
、

　一

方
で、
「

平

仲
物
語
』

第
二

段
の

話
柄
に

か

か

わ

る

の

か

も

し

れ

な

い
。

と
い

う
の

む、

こ

の

，

見

つ

」

問

答
は

」
平

仲
物
語
」

に

『

伊
聴

集
』

と

ほ

ぼ

同

じ

内
容
で

卦

も

し、

当

時
か

ら

よ

ほ

ど

喧

伝
さ

れ

た

と

み

え
、

後
の

『

大

和

物
語
』

・
『

俊
秘
抄
」

・
『

今・
片

物
…

』

・
「

西

公

詩
抄
ヤ

「

桐
火

桶
」

・
訂

敝
耄
口

記
物
噛
叩

』

な

ど

に

ア

ネ

ク

ド

…

ト

と

し

て
、

あ

る

い

は

平
仲冖
　

の

関
速
を

離
れ

て

も
、

阯
の

女
流
歌
人

と

し

て

語
り

継
が

れ、

と

く

に

中
匿

能
楽

論

の

一

つ

で、

世
阿

弥
が

息
甲

の

元

能

に

秘

伝
し

た

と

い

わ

れ

る

『

三

道
圏

遮

謄

ヨ

　
　

　

　

　
　
　

　

　
あタ
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　

　ド
　
レ　

　
　

　

　

　
　
　

　

　キド　ぜ　　

な

ど

で

は
一

男
体
L

の

遊
士

の

業
平
・
丑
憎
t
・

光

源
氏
に

対
し、
「
女

体
」

の

「

舞

歌
遊

風
の

名
望
の

人
一

と

し
ザ

＼

小

町
・

祗
王
・

静
・

百

万

な

ど

と

並

び

称

せ

ら

れ

て

く

る

の

で

あ

る
。

　
こ

こ

で

は

諸
注
い

ず

れ

も

定
解
を

得
て

い

な

い

「

枕

苧
r」…

の

　

あ

や
し

う
い

せ

の

物
語
L

が

実
ほ

伊
勢
の

御
と

半

仲
の

「

見
つ．一

問

合

を

踏
ま
え

た

も

の

と

す

勹

説

を

否
定

し

て

い

る

の

弔、
は

な

い．、

む

し

ろ

旧

注

に

比
し

て

こ

の

大

胆

な

新
説
は
ム

理

穫
と

い、
q、
こ

と

か

ら

す

れ

は

心

惹
か

れ

る

も
の

で

あ

る。

け

れ

ど

も

既

述

安
汁
法

師

の

「

毒

と

そ

の

欺
の

一

解

を

も

っ

て

『

伊
勢
集
』

』
頭
の

歌

物
訂
の、
哩

を
［、
存
勢
物

語
 

と

な

し
、

か

つ

こ

れ

を

安
法

み

丁

か

ら

の

筆

作
に

な

る

も

の

と

し

て
、

た

だ

ち

に
」

枕．
丁

子
］

の

比
喩

の

出
典
と

す

る

こ

と

に

は

躊
躇
せ

ざ

る

を

え

∫

い

と
い

う
こ

と

で

あ

る
。

安
法

法
師
の

歌
と

詞

書
の
ヒ

輒

解
は

結

論
は

異
な

る

に

し

て

も、

閧

根
厦

予

氏
の

説
く

ご

と

く、
コ

伊
勢
と

い

う

歌
人
の

詠
ん
．

恥

、ぜ
る

歌
の

題

を

あ

れ
二

れ

ヨ
日

冫
首

隼
の

て

（
或
る

人
）

に

遣
わ

し

た

際
に

添
え

た

歌
一

i
−

1

「

河
原
の

邸
宅

の

盗
く
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近

く

見
え

る

物
々

で

す。

こ

れ

を

題

と

し

て
、

あ

な

た

に

詠
ん

で

い

た

だ

き

ま
し
ょ

う
L

（
同
氏
「

前

掲
論
文
…）

と

い

う

の

が

穏
当
だ

と

思

う。

し

た

が

っ

て、

安
法
法

師

の

劃
日

か

彙
か

か

孰
分

題

は、

冒
頭
の

歌
日

記
を

除
外
し

た

家
集
的
部
分
で

あ
っ

た

と

思
わ

れ

る
。

書
き

集
め

た

と

い

う
の

は

創
作
し

た

と

い

う
の

で

は

な

く、

書
写

く

ら

い

の

意
味
に

と

る

の

を

妥
当
と

す

る
。

国

　

　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　

　
　

　
　

　
　
　

　
モ
　

　へ
　
　も
　
　あ

　

ヨ
に

つ

い

て

は
こ

れ

の

み

を

も

っ

て、
『

伊
勢
集
』

の

方

に

は

本
が

な
い

と

は

言

い

え

な

い

だ

ろ

う。

　

こ

こ

で

国

文
学
研
究
の

専
家、

と

く

に

文

献
学
に

詳
し

い

方
々

に

気
恥
ず
か

し
い

素
朴
な

疑
問
を

呈

し

た

い
。

そ

れ

は
一

般
に

当
時
に

あ
っ

て、

作
者
名
未
詳
の

『

伊

勢
物
語
』

・
『

平

仲
物
語
』

・
『

伊
勢
集
』

や、

そ

の

他、

自
叙
伝
的
な

私
家
集
の

類
を

と

り

あ
つ

か

う
場
合、

そ

れ

ら
の

作
者
や

成
立

期
は

原
作
の

加

筆
者、

あ

る

い

は

最

終
的
な

校
訂

者
と

そ

の

時
期
を

指
す
の

か
、

そ

れ

と

も

あ

く

ま

で

作
品
の

オ

リ

ジ

ナ

ル

な

形

態
の

作
者
と

そ
の

出
現

期
を

指
す
の

か、

ど

う

も

最
近
ま

す

ま

す

曖
昧
な

よ

う
で

あ

る
。

書
物
と

し

て

の

成
立

期
は

作
品

の

真
の

成
立

期
で

は

な

く、

そ

の

最
終

的
校
訂
者
も

編
者
で

は

あ

っ

て

作
者
で

は

な

い
。

特
定

化
さ

れ

た

あ

る

時
期
や、

真

の

作
者
を

追
い

求

め

る

こ

と

の

重
要
さ

は

文
学
史
の

必

然
的
要
求

で

あ

る
。

原
作
を

誤
写
し、

歌
や

話
柄
の

配
列
を

乱
し

た

後
代
の

凡
手
に

作
者

の

栄
慧
自

を

あ

た、
尺

、

そ

の

時
期
を

作
品

の

成

立

期
に

し

て

し

ま

う
よ

う
で

は、

写

本
で

伝
わ

る

作
品

は

大

半

は

後
人

の

擬

作
と

な
っ

て

し

ま

う
。

あ

た

り

さ

わ

ら

ず
の

結
論
と

い

う
の

は、

す
べ

て

実
証
と

客
観
と

合
理

主

義
に

お

い

て

正

し

い

だ

ろ

う

が、

そ

の

正

し

さ

の

み

を

も

っ

て

し

て

は

新
し

い

個
性
の

出
現、

特
異
な

才
能
や

価
値
の

発
見

と

い

う、

学
問
的

努
力

を

骨
抜
き

に

し

て

し

ま

う
の

で

は

な
い

だ

ろ

う

か
。

『

伊

勢
物
語
』

成
立

私
考

井
上

英
明

　
本
誌
前
稿
に

お

い

て、

わ

れ

わ

れ

は

例
え

ば

承
平
五

年
の

作
者、

紀

貫

之

の

筆
に

な

る

『

土

佐
日

記
』

の

作
品
と

し

て

の

形
態

と

内

容
上

の

出
現
の

必

然

性
を

探
ろ

う

と

し

て、

貫
之
以

前
の

文
人
た

ち
の

作
を

検
討
し

た

の

も

か

か

る

疑
問
か

ら

で

あ

る
。

こ

の

作
品
の

ユ

ニ

ー

ク

な

点、

そ

れ

を

表
現
す

る

言
語
形
態
の

特
色

ー
時
間
的
経

過
や
プ

ロ

ッ

ト
、

登
場
人
物
や

文
体

−、
そ

れ

ら

が

生

み

出

さ

れ

て

く

る

創
作
心

理
過

程
の

追
尋
こ

そ

は

当
時
の

仮
名
散
文
の

発

達
史
を

同

時

に

見
極
め
る
ア〕
と

で

も

あ

り、

そ

う

し

た

知
性
と

感
性
に

よ

る

想
像
力

を

駆
使
す

る

努
力

の

な

か

で、
『

土

佐
日

記
』

に

は

貫
之

の

個
性
に

お

い

て

出
現

の

必

然
性
が

見
え

て

く

る

の

で

あ

る。

原
伊
勢
物
語
も

『

土

佐
日

記
』

と

の

か

か

わ

り

に

お

い

て

先
行
を

予
測
で

き
、

自
撰

貞
文
集
も

そ

の

成
立

を

し

か

る

べ

き

時
期
に

推
定

で

き

る

の

で

あ

る
。

　
し

か

る

に、
『

伊
勢
集
』

は

と

い

う
と、

い

ま
こ

れ

を

安
法
法
師
作

と

す

る

と、

果
し

て

安
法
に

お

い

て

伊
勢
の

御
の

恋
愛
を

歌
物
語
に

す

る

必

然
性
が

あ
っ

た

の

か
。

も

し、

既

述
の

安
法
法
師
の

歌
と

詞
書
が

そ

の

自
撰
家
集
に

存

せ

ず、

清
原
元

輔
の

家
集
に

紛
れ

こ

ん

で

い

た

ら、
『

伊
勢
集
』

冒
頭
は

元
輔
の

作、

し

た

が

っ

て

清
少

納
言
も

そ

れ

を

読
ん

で

い

て

…

…

と

い

う
形
式
論
理、

こ

う
し

た

単
純
思

考
は

現
存

『

伊
勢
物
語
』

に

貫

之
の

歌
が

あ

る

か

ら

（
二

首
）

、

作
者
は

紀
貫
之

で

あ

る

と

い

う

の

に

等
し

い

の

で

は

あ

る

ま

い

か
。

　

安
法
法
師
は

諸
家
の

研
究
の

教
え

る

と
こ

ろ

に

よ

る

と
、

百
十
一

首
に

よ

り

な

る

自
撰
家
集
し

か

そ

の

生

涯
の

形
跡
と

作
風

を

た

ど

る

資
料
は

な

い
。

伝
本
は

書
陵
部

本、

三

手

文
庫
本、

神
宮
文
庫
本、

静
嘉
堂
文

庫
本、

そ
の

他
が

知

ら

れ

る

が、

現

存
諸
本
は

お

お

む

ね

同
系
だ

と

の

・

と

で

あ
る

。

織
礬
薫
欝
齢
繻

響。
坪

師

　
生

没
も

と

よ

り

未
詳

。

『

中
古
歌
仙
三

十

六

人
伝
』

は

つ

ぎ
の

よ

う
に

簡
単

に

記
載
す

る
。

安
法
法

師
。

大

納
言

源
昇
卿
孫。

内
匠

頭
嫡
男

。

母
大
納
言
源
昇
卿
孫

。

内

匠
頭19
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明

屋

大

学

儂
究
紀
嬰

【

凵

本

文

化
学

部

二…
凵

語
文
化
学

科】

第
十
号

　
二

〇

の．一
年

20

嫡
男。

母

神
砥
　
伯
大

伯

大

中
臣
安
則
女
。

俗
名

趨
云

々

　
嵐
日

陵
部
本ゐ
英
堂
陶

に

よ

れ

ば、

安
法
は

内
匠　
頭
の

六
田
刀 、
　

俗…
名
は

邇
み句

つ

づ

る
。

　
こ

の

簡
略
な

履

歴

か

ら

み
る

と、

安

法
法

師
は

河
原

左

大

臣
源
融
の

曾
孫
に

あ

た

り、

し
か

も

時
代
を

伊
勢
の

御
の

娘
、

中
務
と

同

じ

く

す

る
。

家
集
が

白
撰
だ

と

す

る

と、

文
体
は

「

伊
勢
集
』

と

は

違
い
、

明

ら

か

に

男

性
の

筆
に

属
す

る
。

のド
ち後

の

世
に

児
む

人

は、

す

け

る

や

う

に

思

ふ

べ

け

れ

ど、

多

く
の

年．
に、

か

の

は

ら

の

山

の

す

ま

ひ、

二

」

ろ

ぼ

そ

き

折
節
の
、

あ

は

れ

な
る

こ

と
の

た

叙

が

た

け

れ

ば、

雰
必

掌
獄、
秘
か

紐

蓼
忽

慰
・

松
風
の

あ

は

れ

総
迩

ほ

ど、

を

し

ど

り

の

裳
か
の

声、

月

影
の

裟
嬢
蓼

雁

輩
恕
嬢
い

か・

あ

は

れ

な

る

折
節
に

人
知
れ

ず
い

ひ

集
め

た

る．
百

の

葉、

さ

ま

み
＼
に

多
か

れ

ど、

た
・、
…

二

ぞ

お

ぼ

ゆ

る

を

書
き

集
め

た

る

な

り

代
の

ち
が

い

も

歴

然
と

し

て

い

る
。

　

さ

ら

に

こ

の

『

安
法
法

師

藩
の

貞

を

翻

』
L

み

る

と、

そ

二

に

現

出

す

る

場
而

は、

河

原
に

お

け

る

作
兜．
晩
年
の
、

父

游
は

多
く
が

男

性
で

あ

り、

折
節
の

詠
ば

か

り

が

つ

ら

ね

ら

れ、
｛
私

的
切串
央
孜

妖

体
験
の

作
ほ

ぽ

と

ん

ど凵
児

あ

た

ら

な

い
。

　＝
H

っ

て

み

れ

ぱ

風
訟

侃

韻
事、

　
こ

の

法
師
が隔
伊

熱刀
の

御冖
の

若

き
ロ

マ

ン

ス

を

あ
の

よ

う
な

第

三

人

称
の

仮
構
の

世

界

に

め

ん

め

ん

と

綴
り、

さ

ら

に

彼
女
の

老

父
の

心
づ

く

し

に

ま
で

思

い

を

は

せ

て

創
作
す

る

と

は
一

応
考
え

に

く
い

二

と

で

あ

る
。

　

そ

れ

で

は

『

伊
勢
集
』

冒
頭
の

歌
物

語、

な

い

し

歌

日

記

は

誰
が

書
い

た

か
。

　
『

拾
遺

集
』

雑
秋
に、

天

暦
の

御
時、

伊
勢
が

家
の

集、

め
し

た

り

け
れ

ば、

ま

ゐ

ら

す

と

て

膕

し

ぐ
れ

つ

つ

ふ

り
に

し

宿
の．．．
口

の

葉
は

か

き

あ
つ

む

れ

ど

と

ま

ら

ざ

リ

ナ

リ
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一

文

中、

漢
文

調
の

対

句
を

混
じ

え、

措
辞

も

概
念
的
で

空
疎
に

ひ

び

き、
『

伊

勢

藩
の

書
き

出
し

の

よ

う

な、

作

者
を

突
き

離
し

た

古

樸
な

和

辛
・

憙
一

読
、

質

を

異

に

し

て

い

る
。

ま

た

巻

末
の

屏
風

絵
を

所
望
さ

れ

た

折
の

詞
書
に
、

「

名

ど

も

喬

は

じ、

し

の

び

て

詠
め

と

あ

り

つ

れ

ば．一

と

い

う
よ

う

な

措
辞
は、

安

法
の

隠
者

文

人
と

し

て

の

作
歌
態
度
を

彷
佛
さ

せ、

と

て

も

『

伊
勢
集
』

の

h
う

な

物
語

化
へ

の

意
思
は
つ

ゆ

ほ

ど

に

も

み

ら

れ

な

い
。

現

存
『

伊
勢
集
』

の

巻
尾

は

あ

る

じ

温

于

の

崩
御
の

月

日

を

明
示

し、

そ

の

愁
嘆
の

あ

り

さ

ま

は

「

い

ら

な

く

悲

し
／

＼

仕
う

ま
つ

り

し

人

さ

な

が

ら

集
ま

り

て

泣

き

わ

ぶ

る
」

と

書
か

れ、

仏
事
に

い

そ

ぐ

女
房

た

ち

が

組

糸
を

繕…
り

合

わ

せ

が

終…
わ
っ

た

後
の
、
、

陶

を

な

か

め

て

な

む
…
・
こ

い

う

荘
然
た

る

姿

宙
あ
作
者
は
…

下

な

る

△
と

し

て

描

き

出

し

て

痛

切

で

あ

る
。

作

者
が

女
性
．

男

性
と

い

う

違
い

も

あ

る

が、
　一

方、

伊
勢
の

御
と

安

法
法
師
と

は

時

　
　
　

御
か

へ

し

ワリ姻
汢

日

よ

り

名亠卩
囲

き

宿
の

言

の非
某

は

こ

の

本
に

こ

そ

お

ち
つ

も

る

て

ふ

と

あ

る
。

こ

れ

か

ら

勅
撰
集
の

た

め

に

娘
の

中
務
が

家
の

集
を

整

理

し

よ

う

と

し

た

こ

と

が抛
規

わ

れ、

そ

の

時．
の

守

伊剃
勢

が

家
の

集
ー

は

お

そ

ら

く

原

作

を

た

ぶ

ん

に

改

め

た

も

の

で

あ
っ

た

だ

ろ

う

が
、

『

後
撰
集
』

で

み

る

と、

す
で

に

か

か

げ

た一
．

首

か

ら

分
か

る
、
出
う

に、

そ

の

資
料
と

な
っ

た

の

は

現

存
『

伊

勢
集
』

巻
頭
の

部
分
そ

の

ま

ま

と

は

ま

ず

考
え

ら

れ

な

い
．

だ

が、
「

古
A

、

隼
省

雑
ド
に

は
、

例
の

　

歌
め

し

け

る

時
に

奉
る

と
て、

よ

み

て

奥
に

書
き
つ

け

奉
る

と

て

二

ー

宙
川
の

音
に

の
．
望
ご

・、

論
。

し

藁、
を

み

を

早

な

が

ら

兇
る

よ

し

も

が

な
」

が

西

本

願

寺

本
系
三

＋

…
 
首
H

に

あ

る

の

で
、

「

古

今

集
』

以晶
肘

に

自
腿

供

の

家

集
が

あ

っ

た

こ

と

は

自

明

で

あ
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る
。

し

か

し

こ

の

歌
は

類
従
本
に

見

え

な

い
。

あ

る

い

は

西

本
願
寺
本
が

『

古
今

集
』

の

記
載
を

見
て、

そ

の

権
威
に

お

さ

れ
こ

こ

に

入

れ

た

の

か

も

し

れ

な
い

。

西

本
願
寺
本
系
の

『

伊
勢
集
』

は

七

条
后
の

薨
去
直
後
の

エ

ピ

ソ

ー

ド

で

終
わ

っ

て

い

る

が
、

す

で

に

諸
家
の

説
い

て

き

た

よ

う

に、

本
来
な

ら

類
従
本、

巻
頭
の

歌
物
語

の

部
分
の

末
に

あ
っ

た

と

い

わ

れ

る
。

類
従
本
は

七

条
后
の

薨
去

を

悼
む

長

歌
で

終

わ

る。

ま

た

類
従
本
は

同
じ

く

巻
末
に

も

う
一

篇
追
悼
の

返

事
と

し

て

長
歌
を

載
せ

る
。

こ

の

方
が

わ

れ

わ

れ

に

は

逆
に

自
然
な

気
が

す

る
。

さ

ら

に

類
従
本
で

は

冒
頭

の

部
分、

仲
平
と

伊
勢
の

御
の

ロ

マ

ン

ス

を
一

い

つ

れ

の

御
時
に

か

あ

り

け

む
」

で

始
め、

「

女
」

・
「

男
」

と

朧
化
の

表
現

を

と
っ

た

の

に

対
し、

西

本
願
寺
本
系
で

は

「

寛
平

の

み

か

ど
の

御
時
一

と

な

り、
「

び

は

の

お

と
冒

の

御
返

し
一

と

記

名
志
向
が

つ

よ

い
。

か

く

後
者
は

前
者
の

虚
構
の

実
話
化
を

望
む

後
人

が

整
理

し

た

か

の

よ

う

に

思

わ

れ

る
。

伊
勢
の

御
と

恋

に

お

ち

た

時
の

時
平
は

ま

だ

少
年
時
代
で

、

「

お

と

ど
」

な

ど

で

は

な

か

っ

た

は

ず
で

あ

る
。

そ

う
と

ら

な

い

人

も
い

る

が
、

類
従
本
で

は

と

に

か

く

女

主

人

公
の

身
辺

に

登

場

す
る

人
物
は

す
べ

て

無
記
名
で、

し

か

も

敬

語
の

使
い

方
は、

尊
敬

、

謙
譲、

相
手

に

対
し

て

き

ち

ん

と

ま

も

ら

れ

て

お

り、

伊

勢
の

御
の

立

場
か

ら、

彼
女

に

密
着
し

て

事
件
が

進

行
す
る

の

で

あ

る
。

す
で

に

こ

の

歌
物
語
は

仲
平

と

の

恋
の

破
局
か

ら

伊
勢
の

御
の

大

和
で

の
一一．
ケ

月
の

生

活
を

送

る

様
子
が

描
か

れ

る

が、

こ

れ

は

類
従
本
で

八

首
目

の

「

み

も

は

て

ず
」

ま
で

で

あ

る
。

そ

し

て

九
首
目
の

「

名
に

た

て

て
」

が

『

後
撰
集
』

で

「

よ

み

人

し

ら

ず
」

と

な

り、

こ

う

し

て

類
従
本
系
と

西

本
願
寺

本
系
で

は

す
で

に

触
れ

た

よ

う
に

矛
盾
を

き

た

し

て

い

る
。

　

も

う
一

つ

は

同
じ

く

類
従
本
で

十
八

首
目、

菅
原

道
真
の

左
降
（

延

喜
元
年）

が

述
べ

ら

れ

る

と

こ

ろ

の

直

前
の

歌
で

あ

る
。

こ

の

辺

か

ら

叙
述
が

史
実
の

年
次
に

矛

盾
し

て

乱

れ

る
。

す
な

わ

ち、

同

じ

く

二

十
四

番
目
の

歌
は

時
間
が

逆
行

し、

伊
勢

の

御
が

宇
多
天

皇
に

召

さ

れ

た

こ

と、

皇
子

を

産
ん

だ
こ

と、

温
子
の

立

后
と

い

っ

「

伊
勢

物
語
』

成
立

私
考

井
上

英
明

た

寛
平

八
・

九
年
の

事
実
が

出
て

く

る

の

で

あ

る
。

こ

の

後
は、

宇
多
帝
の

譲
位
落

飾
の

こ

と

が

書
か

れ、

そ

れ

ぞ

れ

寛
平
九
年
九
月

か

ら

昌

泰
二

年
七

月

と

矛
盾
な

く

す
す

み、

二

十
八

番
目
の

歌
の

詞

書
は

さ

き

に

産
ん

だ

皇

子
が
「
八

つ

」

に

な

っ

た

と

あ

り、

と

い

う
こ

と

は

物
語
の

事
実
が

延
喜
に

入
っ

た

こ

と

を

示

し

1
最

後
に

七

条
后
の

崩
御、

延
喜
七

年
六

月

八

日

〔
『

紀
略
』

は

七
口、
『

家
集
』

は

八

日

と

す

る）

の

愁
傷
を

叙
し

て

い

る
。

だ

か

ら

『

古
今
集
』

に

み

え

る

跋

は

必

要
で

な
か

ワ

た

と

思

わ

れ

る
。

　

か

く

し

て

『

伊
勢
集
』

冒
頭
の

歌
物
語
を

全

体
と

し

て

眺

め

る

と、

そ

れ

は

あ

き

ら

か

に

『

古
今
和
歌
集
』

成
立

以

後
の

も
の

だ

と
い

え

る
。

　

そ

れ

で

は

『

伊
勢
集
』

の

こ

の

冒
頭
部
分

は

『

後
撰
集
』

以

後、

は

て

は

『

古

今

和
歌
六

帖
』

頃
の

成
立

（
原
型

が

実
作
と

し

て

創
作
さ

れ

た

時
期）

の

成
立

な

の

だ

ろ

う

か
。

わ

れ

わ

れ

は

ひ

た

す
ら

『

伊
勢
集
』

冒
頭
の

部
分
を

凝
視
す
る

他

は

な

い
。

そ

し

て

そ

の

修
辞

の

特
色
に

注
目

し、

そ

れ

が

そ

ん

な

に

時
代
を

降
る

も
の

で

は

な

い

こ

と

に

想
い

到
ら

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

。

〔六｝

　

仲
平
と

の

恋
の

破
局
か

ら

大
和
に

下
っ

て

古
寺
巡
礼
を

し

た

条
り

（
本
文
は

西
本

願
寺
本
）

　

　

　
み

　

づ
き

山

と

に

三

月

ば

か

り

あ

り

け

る

に、

竜
門
と

い

ふ

寺
に

詣
で

た

り

け

り
。

正

月

十
一

ば

か

り

な

り

に

け

り
。

こ

の

寺
の

さ

ま

は、

雲
の

中

よ

り

滝
は

落
つ

る

や

う
に

見

ゆ。

山

の

人
の

家
と

い

ふ

は、

い

た

う

年
経
て
、

岩
の

上

に、

苔
八

重

む

し

た

り。

み

し

ら

ぬ

心

地

に、

い

と

か

な

し

う

物
の

み

あ

は

れ

に

お

ぼ

え

て

ヤ　　　ヤ　
　　あ　　　ヘ
　　
　へ　　　リ
　　
　マ　　　
も

涙
は

滝
に

お

と

ら

ず
。

橋
の

も

と

に

し

ば

し

あ

る

に、

い

と

暗
う
な

り

ぬ
。
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明
早

人

学
研
究
紀
駿

〔

目

本
文

化

学
部
・
嵩．
謂

文

化

学
科】

第
十
岑

　

TOO

一
年

｛

雨

や

降
ら

ん

と

す

ら

ん
L

供
な

る

入
と

ふ．、

法

師
ー4
は

ら
一

雪

ぞ

降
ら

ん

と

す

る
ー

と

い

ふ

構．
こ

に
、

い

み

じ・
つ

大

き

な

る

雪
か

き

く

ら

し

降
れ

ば、

人
〜

丶

「

歌
詠
ま

む
」

と

い

ふ

に
、

こ

の

詣
で

た

る

人

　

　

　

　

　

　

きぬ

　

　

裁
ち

縫
は

ぬ

衣
離

眉

し

入
も

な

き

も
の

を

　

　

　

　

　

　

何
や

ま

ひ

め

の

謝
さ

ら

す

ら

ん

と

詠
み

た

り

け
れ

ば、

さ

ら

に

こ

と

人

詠
ま

ず
な

り

に

け

り
。

い

ま

は

み

に

い

で

て
、

越
部
と

い

ふ

所
に

や

ど

り
ぬ

。

り

し

を

お

も

ぴ

い

で

て

見

も

果

て

ず

そ

ら

に

消
え

な
で

か

ぎ

り

な

く

　

　

　

　

　．
厭

ふ・
り

き

世

に宀
身

の

か

へ

り
！
丶

る

と
一

入
こ

ち
て
、

か

の

御
卜

寸

の

あ

は

れ

な

へ
　

　あ
　

　
も

　

　へ
　

　
も　　の
　

　へ
　

　も
　

　モ
　

　の
　

　も
　

　
も

　

　へ
　

　ら　　モ
　

　ち

袖
も

し

ぼ

る

ば

か

り

に

泣
き

ぬ

ら

し

け

り

　

右
の
，

乂

章
は
．

種
の
一

柬
下

り
 

な

ら

ぬ

「

大

和
下

り
．

の

紀
行
文
で

あ

る
。

こ

れ

を

後
代
の

や

は

り

女

流
の

筆
に

な

る

『

蜻
蛉
口

記
』

の

…

初
瀬
」

や
冖

泉
川

の

橋

寺
｝、

そ

れ

に

「

椿
市
」

あ

た

り

の

本
格
的
な

紀

行
文

と

く

ら

べ

て

み

る

と、
　，

読

そ

の

相
達
は

判
然
た

る

も

の

が

あ

る
。

だ

が

こ

こ

で

両
者
が

同

じ

く

紀

行
文
と
い

う

形
態
の

共
通

性
に

着
目

し

て
、

作
者
の

潤

に

触
れ

る

光
量
を

ど
の

よ

う

な

文
体
で

そ

の

感
動
が

表
現
ざ

れ

て

い

る

が

を

見
る

と、
『

伊
勢
集
』

で

は

右
に

引
い

た
一

文
の

中
で、

主

人
公

は

二

度
も

落
涙
す
る
。

　

そ

こ

で

い

ま、

同

じ

紀
行

文
を

も

つ

「

蜻
蛉
日

記
』

の

安
和
元

年、

九

月、

作
者

22

が

初
瀬
へ

旅
立

ち、

宇
治
の

院
か

ら

泉
川

の

橋
寺
を

経
て

椿
市
に

泊

し、

初
瀬
の

御

堂

に

至

る

あ

た

り

の
、

叙
鳳

阻

描

写

に

注
血

思

し

て

み

る

と、

ま
ず・
歌
で、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ヘ
　
　モ
　　
ヒ
　

　て
　
　

で
　

　ロ
　　へ

H

か

ひ

し
の

び

や

か

な

れ

ば、

よ

う

つ

に

つ

け

玉
叡

も

ろ

く

お

ぼ

ゆ

椿
市
よ

り

初
瀬
の

御
堂

に

進
み

行
く

際

に
、

こ

ん

ど

は

地
の

文
で
、

口

な

で

う

二

と

な

き

み

ち

も、

山

ふ

か

き

心

ち

す

れ

ば
、

い

と

あ

は

れ

に
、

水
の

こ

ゑ

も

れ

い

に

す

ぎ、

き

り

は

ま

し

て

た

ち

わ

た

り、

木
の

葉
い

ろ

い

ろ

に

見

え

た

り
。

水

は

石

が

ち

な

る

な

が

よ

り

わ

き

か

へ

り

ゆ

く
。

ゆ

ふ

日

の

さ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

へ　
　て　
　

う
　　し
　　も

し

た

る

さ

ま

な

ど

を

み

る

に
、

な

み

だ

も

と

ど

ま

ら

ず

　
つ

づ

い

て

長

谷
寺
に

宿
泊

中、
「
め

に

み

え

ぬ

も

の

の
、

い

み

じ

げ

に

し

も

あ

ら

ぬ

が
」 、

と

し

て、

他
人

が

は

た

で

聞
い

て

い

る

こ

と

を

気
づ

か

ず
に、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
も　　う
　　　
　

　も　　あ
　　ロ
　　へ　
　
も　
　
ヘ　
　ヤ

円

　
の

」

し

り
串．
を

き

く

も

あ

は

れ

に

て
、

た

だ

な

み

だ

の

み

ぞ

こ

ぼ

る

る

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
へ

　
『

蜻
蛉
冂

記
』

の

作
者
が

風
物

や

人

情
へ

の

感

動
に

涙

と
い

う

表
現

を

使

う
の

は、

「

伊
勢
集
』

の

場
合
と

岡
工

で

あ

る

が
、

両

者

は

作

者
の

態
度
や

意
識

の

」

で

か

な

り

相
違

す

る

か

の

よ

う

で

あ

る
。

つ

ま

り、
『

蜻
蛉

目

記
』

は

作
者
の

目

に

ふ

れ

る

対
象
へ

の

感
動
の

修
辞

で

あ

る
。

ま

た

そ

の

感
動
の

比

喩
で

あ

り、

喚
情
化
の

象
徴

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ゴ

ン　ド
ぢ

メ
ヨドげ
つ
ン

で

も

あ

る
。

そ

こ

に

実
際剛
の

動
作
の

写

実
的
士

衣

現、

意

味
伝尸
達

の

機
能…
は

稀
薄
で

あ

る
。
、

出

り

分
り

や

す

く

い

え

ば
、

作
者
は

涙
は

こ

ぼ

し

て

い

て

も
、

実
際
に

は

泣

い

て

は

い

な

い

の

で

あ

る
。

　

し

か

る

に

「

伊
勢
集
』

の一
涙

は

落
涙
と

い

う

有
為
∵

て

の

も
の

を

指
し

て

い

る
。

比
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喩
や

換
情
の

比

喩
で

は

な

い
。

落
涙
・

流
悌
は

実
際
の

行
動
で

あ

り、

感
情
を

直
接

　

　

　

　

　
　

　

　
イ

ン

フ

オ

メ

イ

シ

ヨ

ン

の

身
体
で

表
現
し、

意

味

伝

達
そ

の

も
の

と

い

っ

て

よ

い
。

　

余
談
だ

が
、

人

間
の

性
情
の

表
現
で
、

奈
久
（

『

新
撰
字
鏡
』

）

に

始
ま

る

感
情
表

現
は、

涙、

哭、

泣、

欷
…

（

『

類
従
和
名
抄
』
）

、

涕
泣

（

『

伊
呂
波
字
類
抄
』

） 、

哭

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
レ

ホ

タ

ル

慟、

哭
泣、

呱

々

（
『

書
言

字
考
節
用

集
』

九
）

、

泣
々

（

『

類
聚
名

義
抄
』

五
）
、

濫
瀦
（

同

上
）

な

ど、

わ

が

国

の

古
辞
書
に

み

え

る

よ

う

に、

東
ア

ジ

ア

か

ら

南
太

平
洋
に

及
ぶ

。

い

わ

ば

哭
泣
は

「

礼
」

そ

の

も

の

で

あ

る。

わ

が

国
に

お

い

て

も

『

古
事
記
』

の

ス

サ

ノ

ヲ

の

命
以

来、
「

泣
キ

イ

サ

チ

ル

」

と

い

う
感
動
の

表
現
は、

神
々

の

哄
笑
な

ら
ぬ

神
々

と

の

号
哭
で

あ
っ

て、

大
い

な

る

「

美
徳
」

で

さ

え

あ
っ

た
。

た

と

え

ば

『

古
今
和
歌
六

帖
』

四

恋
ざ

ふ

の

お

も

ひ
L

の

中
の

つ

ぎ

歌
な

ど

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

の

言
語

で

は

ど

う

し

て

も

表
現

で

き

な

い
。

君

に

よ

り
よ

」

よ

 

よ

」

と

よ
」

と

ね

を

の

み

ぞ

な

く

よ

」

よ
」

よ

」

よ
」

と

　

こ

の

「

美
徳
」

は

当
然
の

こ

と

な

が

ら

男
・

女

を

問
わ

ず
後
代
の

文

学
に

貴
紳
男

女

の

美
し
い

姿
態
の
一

つ

と

し

て

受
け

継
が

れ

て

い

く。

恋
の

英
雄
に

し

て
、

権
謀

術
数、

数
々

の

栄
光
に

み

ち

た

ス

ー

パ

ー

ス

タ

ー

光
源
氏
も

例
外
で

は

な

い
。

ア〕
こ

に

『

源
氏
物
語
』

の

「

泣

く
」

が

い

か

に

翻
訳

困

難
か

、

言
い

か

え

れ

ば

翻
訳
は

「

文
化
の

翻
訳
」

ま
で

行
き
つ

か

ね

ば

な

ら

な

い

例
を
一

つ

だ

け

引
い

て

お

く
。

　

た

と

え

ば、

写

実
小
説
と

さ

え

い

わ

れ

て

き

た

『

源
氏

物
語
』

の

「

尋
木
」

の

巻、

〔

源
氏）

い

か

で

か

聞
ゆ
べ

き
。

世
に

知
ら

ぬ

御
心

の

つ

ら

さ

も、

あ

は

れ

も、

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
ヘ
　
　へ
　　も

浅
か

ら

ぬ

思

出
は、

さ

ま

ざ

ま

め
づ

ら

か

な

る

べ

き

例
し

か

な、

と

て

う

ち
泣

も
　

　ヘ
　

　へ
　
　あ
　

　も

き

給
ふ

気
色

い

と

な

ま

め

き

た

り

と

あ

る

が
、

こ

の

条
り

は

空

蝉
に

よ
っ

て

拒
ま

れ

た
一

夜
が

過

ぎ

て

翌

朝
の

光

源

氏

の

姿
態
で

あ

る
。

と

く

に

「

帚
木
」

で

年
上

の

人
妻
の

空
蝉
に

迫

る

若
き

光

源
氏

の

挙
動
は

す
で

に

色
恋
に

お

い

て

老

練
で

あ

る

か

の

よ

う
に

描
か

れ

て

い

る
。

そ

こ

で

右
の

場

面

に

お

い

て

は

源
氏
の

生

理

に

お

い

て

泣
く

べ

き

必

然
性
は

少
し

も

な

く、

た

だ

た

だ

き

ぬ

ぎ

ぬ

の

口

惜
し

さ

に

堪
え

き

れ

な
い

光
源

氏
の

姿
態
の

「

な

ま

め

か

し
」

さ

を

強
調
し

て

い

る

に

す
ぎ

な

い
。

　

涙
と

か

泣
く

と

い

う

表
現

は

わ

が

平
安
朝
の
、

と

く

に

女

流
文

学
作
品
の

キ

ー

ワ

ー

ド

と

も

い

う
べ

き

も

の

で

あ

る

が
、

な

に

も

落
涙
の

徳
は

平

安
時
代
の

女

流
文
学

の

専
売
で

は

な
い

。

中
世

の

軍
記
物
語

の

代
表
作
『

平
家
物
語
』

に

お
い

て

も

天

皇

を

は

じ

め
、

平
家
の

公
達
か

ら

天
台
管
主

の

老
僧
に

至
る

ま

で

泣
か

ぬ

も

の

は
い

な

い

の

で

あ

る
。

こ

れ

ら
が

直
訳

さ

れ

て

は

た

だ

ち

に

英
語
圏
な

ど

に

満
足
な

理

解
が

得
ら

れ

よ

う
と

は

思

わ

れ

な
い

。

さ
っ

そ

く

こ

の

物
語
の

高
名
な

英
訳
は
つ

ぎ
の

よ

う

に

な

っ

て

い

る
。

す

な

わ

ち、

右、
「

尋
木
」

の

引
用

文
の

当

該
箇
所
は、

・
鼠
o
≦

o

譽
一
ω

8q

器
芝
ω

8
団
o

亀
閏
o
「

日

巴
尠

ヨ

（

暗
橇
と

ゴ
Φ

（

濠
蠶
沖
）

ω

巴
ρ
「

巴
・゚

ヨ
αq

三
の

く

98

一

ゴ

讐

ぎ
Φ

日
鉱
山

O
＝

三
〇

（

モ

蠧
）

日
面

葺

冪
襞・

　
ア

ー

サ

ー

・

ウ
ェ

イ

リ

ー

訳
で

あ

る

が、

ご

覧
の

よ

う
に

「

う
ち

泣

き

給
ひ

て
」

は

「

中
将
に

聞
こ

え

よ

が

し

に

声
を

大

き

く

し

て
」

と

な
っ

て

い

る

だ

け

で

あ

る。

英
国

の

宮
廷

の

男
性
貴
顕
は
こ

こ

で

は

泣
く

理

由
が

分
か

ら

な
い

か

ら

で

あ

る
。

『

源
氏

物
語
』

の

酎

際
価
は、

必

然
的

に

「

文

化
移
転
」

と

い

っ

た

深
刻
な

問

題

を

か

か

え

て

い

る

の

で

あ

る。
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明
庁

人嵩
酬

　

　
要

【
　
！

又

化．
学ツ

。

・
　
　

（
　
r

秘
】

　

1
宀

ウ

卜

24

！D

　

以

⊥、

く

ど

く
D．一
述
べ

て
さ、脳
た

よ
・、

』

「
伊
誇
集
　

冒
項
の

蕨
物
語

ぱ
．

蜻
蛉
H

記
一

よ
り

も

は

る

か

に

」

渦

阪

な
の

で

あ

9

　

そ

し

て

カ

か
…
し

ヂ

μ

の

占
舘

叺

慮

表
現
の

丘
儿

蹤
は
，

こ

い

え

げ…
や

は
鱈、
あ

の
4

」

珠
を
つ

ら

ね

た

よ・
り論
な

同

押
兵

物
五−
一

し

か

な

い
。

・
丁・
な

わ
委

つ、

足
ず
り
才．
し
イ
L

担

　
　
ら

か

ひ

な
ー
“

　（
バ
L
し

皆
人、

乾
飯
の

⊥

へ

こ

涙

お

と

し

て
、

憾

と

び

に

け

り

（

九
段）

屮

嘸
の

殀

を

な

が

せ

ど・・
：・・
ヘ
バ

十
九

段
）

　
「

血一
涙
」

が

巾−
旧

四

原

牛

と

い

っ

て

も
A
ヲ

さ・
フ

フ
て

の

よ

う

な

日

伊
目

較
乂

千

の

問
逆

で

は

な

い

だ

ろ

う
。

こ

こ

は

失

際
に

泣

く

と
い

う
行
為
の

直，
夫

が

重
亥
な
の

で

あ

る
。

4
輪一
法
け

後

代
の

文
学
か
・
，

み

た
轟

棚

見
で、

『

伊
熱四
集
一

に

あ

る

「

さ

ら

凶

こ

と

び

と

よ

ま

ず
な

り

に

け

り
［

と
い

っ

た

文
体
も

や
必
、

り

「

押
勢
物．．
叩

』

の

「

皆
人

よ

ま

ぶ

な

り

に

け
ー

　
（
一
ハ

十
九

段）

や

一
こ

の

歌
め

C
て

や

み

に

　

り
一
〔
八
一

−

七

段
）

な

ど

の

彰
轗

な

し

に

は

考
え

♂

れ

’圦
い
。

し

か

も

「

伊
勢
物

　｝

の

二

う

し

た

段
ほ

わ

れ

わ

わ

ゆ

か

2
」

指

揃
し

た
一

代
−

と

し

て

空
伊

勢
物
玉

一

の

←

型宀

禦
黨
．
〜

器
詑
幌 ，

僕

転

ズ

擁
銃
働 ．
−

卿
−

班
冴

存
す

る

の

で

あ

る
。

か

・、
し

て

亭
鼕
算
］

冒
陶
の

祀

行

ぽ、

伊
熱

物

の

∫

ト

り

や、

伊
勢

．
窟

宮
へ

う

〜

冫

の

使
い

の

段
）

U
冠

一
み

れ

る

文

添
よ

・

い

・

そ

コ｛

ら
だ

が
、

・
て

も

，
し

ゲ、、

な

お

［

伊
ヤ

物
匚
、

「

散
又

柱
致
と

も
」

う
べ
・
ご

寺

梦
簡
ア

又

体

汗
し

卆．
β

峯

累、
は

転

か

ラ

か

そ

し

て

・

き

：

掲

げ

た
．「、
ー

rH

訓
配
、

も

旧冖
じ
の
麗

和

）

文
斗」
は

い

え、
・、

　ヴ
て

女
輒一
の
龍
＋

冖

仮

疋

し

な
が

ら

も

や

け

ノ

修
奇

そ

の
・

し

の、
，．

五
叩

桟
」
類
す

る

友
均

が

め

だ

ち、

抽
か

れ

た

人

物
・

風
吊

k

　

概
念

的
だ

と

い

う
印

象
丸

強
く

せ

ざ

る

を

え

な

い
。

そ

れ

は

f
者
が

だ

め

し

男
性
た

か

ら

で

あ

る

に

ち
．

々

い

れ
、竪
。

「

伊
熱

隼
」

と

肺

十

佐

卩

L
一

の
・
九

後
鬨
係

は

わ

か

」

な

い
。

し

か

し、

お

そ

ら

く

伊
執、
の

御
↓

写〜
長
元

年
（

九一．一
五
）

に

亡

く

な
っ

た

ト．
艮

文
兮

　

自
捗
家

集
−

に

H
＞

の

こ

と
が

卞

か

れ

て

い

る

の

を

見

て、

女
の

虚

や

い

を

く

す

ぐ

ら

れ

な

が

ら

亡

き

平
仲
を

し

の

ん

だ
で

あ

ろ

う。

あ

る

い

け

『

伊
勢
物

語
］

の

古

型
た、」
P
に

し、

そ

の

中

の

市・
ド
リ

の

文
学

−

や、

− ー

辺

に

み

る

目

撰
歌
（

家
集）

な

ど
の

た

ん

な

る

登
有

…

り

的

な

『
癌
H

と

は

决
走
約
に

遅

う、

虐

樵旧
の

物

語
乃

ヂ

櫨…
と

斬
新
さ

に

お

ど

ろ

き、

勅
撰
歌
入
の

第
一

入

者
と

し

て

帝
や

視

工

の

罷
ゲ

受

塗

子

ま

で

な

し

た

女

の

矜
恃
に

ま
か

せ

て、

か

け

て

も亠
辛

せ

と

は

い

え

な

い

崢

「
に
、

　
旭

く

往
時
こ

岡

想
し、

喧
与

を

は

ば

　
ク

れ

る

痛

恨
の

青
春

を

物
五

…

化

し

た

の

で

は

な

か

ろ

う
ノ

、

串
仆
の

進

行、

歌
の

配
列
に

多
少
つ

矛
盾
が

あ
ッ

て

も、

こ

れ

が

叡
物

諸

で

あ

る

う

き

ツ、

問．
颶

ド

年
冶

的
寿
耐

で

は

な

く、

悁
緒
の

響
き

合
い

で

は

埴

か

ろ．
う

か
。

　

以

L、

わ

れ

わ

れ

ぽ

現

存
の

も
平

仲
物

口

」 、
ー

L
で

日

混
」

を’
が

用

し

つ

つ

　

伊

勢
束
』

に

及

ん

だ
、

こ

づ

し

た

物
五

−

的
私
豕

集

や

β
己

マ
ニ
ム

の

源

流
を

」
ど

勾

と
イ」、

ど

う

し

て

も

突
き
・

王

た

ら

ざ

る

を

え

な

い

の

世
均

「

伊

勢
初

−

・

す

な

わ

ち

「

在

五

が

初、
『

」

の

存
在
で

あ
る
。

　
つ

ぎ
つ

ぎ

に．．
r

者
の

老

見

報
吉
に

か

か

孑

ナ

本
の

頻

を

矛

盾
な

く

校
ム
［

し、

と

く

に

人
名
・

官
位
・

地

名
・

年
次
鳳
と

を

整

合
す

れ

ば

す

る

ほ

ど、

成
．
年
代
の

正

し

さ

は

す
べ

て

後
代
鵡

も
っ

て

い

け、

よ

い

と

い

う
こ

と

N 工工
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に

な

る
。

し
か

し

そ

の

正

確
さ

は

書
物
と

し

て

の

そ

れ

で

あ
っ

て

作
者
の

新
し

い

感

性
や

情
念
の

発

見
で

は

な

か

ろ

う
。

　

か

つ

て

の

津
田

左

右
吉
は
一

種
の

合
理

主

義
に

徹
し

た

歴

史
学
者
で

あ
っ

て、

こ

こ

に

わ

た

し
ご

と

き

も

の

が

そ

の

厖

大
な

著
述
を

云
々

す

る

資
格
な

ど、

ま
っ

た

く

と

い

っ

て

い

い

ほ

ど

無
い

の

だ

が
、

津
田

博
士

の

神
代
史
の

研
究
は、

テ

ク

ス

ト

の

内
容
と

叙
述
の

整
合
性
の

矛
盾
を

摘
出

す
る

こ

と

に

よ

っ

て
、

例、
兄

ば

『

古
事
記
』

に

定
着
し

た

筆
作
以

前
の

ア

ル

カ

イ

ッ

ク

な

神
々

の

生

涯
を、

当
時
の

宮
廷
の

一

回

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

も
　　　モ

的
に

成
っ

た

創
作
物
に

し

た
。

そ

れ

は

学
者
と

し

て

の

偉
大

な

否

定
の

精
神
か

も

し

れ

な

い

が
、

書
物
と

し

て

成
立

す
る

『

古
事
記
』

よ

り

も
、

わ

れ

わ

れ

は、

日

本
民

族
の

創
占
か

ら
の

伝
承

の

推
移、

人
は

神
た

る

（
新

井
白

石）

心

情
の

歴
史
を、

そ

し

て

そ

の

複
雑
な

経
路
を、

残
さ

れ

た

現

存
の

『

古
事
記
』

の

テ

ク

ス

ト

そ
の

も

の

か

ら

逆
に

た

ど

る

こ

と

の

方
に

関
心

が

あ

る
。

そ

う

し

た

感
慨
に

ひ

た

り

な

が

ら

ぴ

と

ま

ず
拙
稿
の

筆
を

お

く
。
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成
十
三

年
師
走
二

十
七

日
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