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『

伊
勢
物
語
』

成
立
私
考
　
第
五

稿

ー
『

大
和
物
語
』

と

の

か

か
わ

り

i
　

　

　
　
　
　

　

　

井

上

英

明

　

紀
貫
之
は

伊
勢
の

御
の

没

後
、

い

く

ば

く

も

な

い

天

暦
八

年
（
九

五

四）

頃
に

卒

し

た

と
い

わ

れ

る

が、

こ

の

両

人
が

歴
仕

し

た

宇
多
・

醍
醐
・

朱
雀
・

村
上

四

代
の

宮
廷
サ
ロ

ン

に

流
布
す
る

歌
・

説
話
の

旧

聞
軼
事
は

、

こ

の

天

暦
年
間
に

成
立

し

た

と

い

わ

れ

る

『

大

和
物
語
』

に

お

い

て

う
か

が

い

知
る

こ

と

が

で

き

る
。

　

と

こ

ろ

で
、

幕
末
の

国
学
者、

前
田

夏
蔭
の

撰
述
に

か

か

る

『

大
和
物
語
纂
註
』

の

書
き

出
し

は、

師
の

清
水

浜
臣
の

説
の

祖
述
か

ら

始
ま

る
。

−
浜
臣
云

。

此
物
語
の

大
む

ね

は、

打
聞

に

し

て、

作
物
語
に

は

あ

ら

ず
。

歌
を

も

と

に

て

文
は

す

ゑ

な

り
。

撰
集
家
集
な

と

の

端
書
に

近

し
。

さ

れ

は、

作
者
の

歌
と

お

ほ

し

き

は

な

し
。

み

な

古
今

の

人
々

の

歌
を
、

打
聞
に

し

る

し

た

る

は

か

り

な

り
。

伊
勢
物
語
に
、

文
勢
の

似
か

よ

い

た

る

所
も

あ

れ

と、

よ

く

考
へ

れ

は、

伊
勢
に

は

事
遠

く

し

て
、

中
中
に

宇
治
大
納
言
物
語
の

か

き

ふ

り

に

ち
か

し
。

さ

れ

は、

作
り

物
語
に

は

あ

ら

す

し

て、

打
聞
物
語

な

り
。

其

打
聞
の

歌
を

か

き

と

め

む

と

て、

文

は

つ

た

な

し
。

こ

れ

ま
こ

と

に

拙
き

に

は

「

伊
勢
物
語
』

成
立

私

考

井
上

英
明

＊

、一一．目
語
文
化
学
科

　
教
授

　
日

本
古
典
文
学

あ

ら

す
。

注
ω

云
々
。

伊
勢
な

と
の

や

う
に
、

わ

さ

と

つ

く

り

構
へ

し

も

の

な

ら

ね

は

な

り

　
要
旨
は

『

大
和
物
語
』

が
『

伊
勢
物
語
』

の

よ

う
な

仮
作
物
語
（

虚
構
）

で

は

な

く

「

打
聞
き

物
語
」 、

す

な

わ

ち

直
接
に

聞
い

た

「

実
話
」

だ

と

い

う
こ

と

で

あ
る
。

し

た

が

・

て
、

加
茂
真
淵

（ 一
兀

禄
十
−
明
和亠
ハ

｝

六

九
七

−
一
七

六

九
）

が

す
で

に

『

大

和
物
語

直

蟹
（

藩

慰

に

お

い

て、
『

伊
勢
物
語
』

を

「

文
の

様、

い

に

し
へ

に

な

ら

ひ

て

こ

と

少

な

く

て

心

こ

も

り、

み

や

び

か

に

し

て

物
あ

つ

し
」

と

し
、

『

大
和
物
語
』

の

方
は

「

文

は

つ

た

な

し
。

こ

れ

ま
こ

と

に

拙
き

に

は

あ

ら

ず。

伊
勢
な

と

の

や

う
に、

わ

さ

と

つ

く

り

構
へ

し

も

の

な

ら

ね

は

な

り
」

と

断
じ

て

い

る
。

「

打

聞
」

で

あ

る

か

ら
に

は

『

大

和
物
語
』

は

創
作
で

は

な

く
、

聞
き

書
き

だ

か

ら、

素
材
が

口

碑
・

伝
説
の

類

で

あ

れ、
「

事
実
」

の

記
録

と

い

う
こ

と

に

な

る。

物
語
や

小

説
の

よ

う
に

語

り

手

と

作
者
の

問
の

緊
張
や

背
反

と

い

っ

た

デ
ィ

ス

タ

ン

ス

は

な
い

。

語
り

手

の

語
る

ま

ま

に

聞
き

手
は

記
録
し

た

だ

け

で、

そ

の

結
果

が

今

日

私
共

の

目
に

す

る

『

大

和

物

　
　
　

　

　
テ

ク

ス

ト

語
』

と

い

う
作
品
に

な

っ

た

と

思

わ

ざ

る

を

え

な

い
。

『

大
和
物
語
』

は

少

な

く

と

も
一

回

的
な

筆
録
で

は

な

い

と
い

わ

れ

る
。

そ

の

こ

と

は
い

く
つ

か

の

章
段
の

末
尾

の

語
句
が

注
記

め
い

た

も

の

で

あ

る

こ

と

に

よ
っ

て

判
然
と

す
る
。

す
で

に

専
家
に

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
注
 

よ
っ

て

一

部
指
摘
さ

れ

て

い

る

こ

と

で

は

あ

る

が、

つ

ぎ
の

よ

う

な

語
句
で

あ

る
。

す
な

わ

ち、
「

人
忘
れ

に

け

り
」

（

八

段
）

、

「

よ

か

ら

ぬ

は

忘
れ

に

け

り
」

（

二

十

九

段
）

、

「

御
返

し

は

聞

か

ず
」

（

三

十
六

段
）

、
「

御
返

事
は

あ

り

け

れ

ど、

人

は

え

知

ら

ず

（

四

十
五

段
） 、
「

返
し、

を

か

し

け

れ

ど
、

え

聞
か

ず
」

（

六

十

五

段）
、

「

親

王

の

御
歌
は

い

か

が

あ

り

け

む、

忘
れ

に

け

り

（

七

十
八

段
）

、

「

こ

と

人
の

も

あ

り

け

ら

し
」

（

八

十
段
） 、
「

返
し

は、

え

聞
か

ず、
（

八

十
四

段
）

、

「

と

な
ん
、

返

し
は

知
ら

ず
（
百

十
三

段
）

、
「

歌
は

い

と

お

ほ

か

り

け

れ

ど
、

え

聞
か

ず
」

（

百
二

十
四

段
）

、

「

聞
か

ね

ば

書
か

ず
」

（

百
三

十
五

段
） 、
「

人

の

い

ひ

け

る

ま

ま

な

り
」

（

百
四11
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明
昂

犬

学
研
究
紀
妥

冒
本

文

化
学
部
・
．篇［

語

文

化
学

科】

第
レ
一
号

二

〇

Q
三

年

12

レ
七

段
）

：

：

：

と
い

っ

た
旦ハ
合
い

に
、

筆・
録
の

体
で

あ

る

こ

と

は

間

違
い

な
い

。

　

と

こ

ろ

で
、

「

大
和
物
語
』

に

は、
［

、

竹
取

物
語
』

・
「

伊
勢

物
語
』

・
『

伊
勢
集
」

・

｛．
平
仲
物
語
」「

か

ら

『

う
つ

ほ

物
語
」

・
『

落
窪
物
語
』

・
、

「

源

氏
物

語
』

を

経
て

「

今

昔
物
語

集
』

等
に

至

る

ま

で、

時

代
を

「

昔
」

に

設

定
す

る、

い

わ

ゆ

る

モ

ノ

ガ

タ

リ

の

冒
頭
表

現

を

襲
っ

て

は

い

な

い
。

還
日

L

な

る

語

は

消

え

て、

登
場

人

物
も

実

名
を

記

し

て

時
代
設
定
も
…

読
明

確

な

章
段
が

日

立

つ
。

　

難
波
喜
造
氏

の

所
説
に

依
る

と、
「

大

和
物
語
』

は
、

先
行
文
献
の

他
に

口

伝
え

の

話

柄

を

素
材
と

し

て

お

り
、

か

つ

胃

公

忠
集
』

・
『

兼
輔
集
』

・
『

朝
忠
集
』

・
『

三

条

右
大

臣

集
』

等
の

私
家
集
と

こ

れ

を

対
比

す

る

に
、

そ

の

直
接
の

親
子
関
係
は

無
い

　

　
　

　

　
、
圧

勒

と

の

こ

と

で

あ

る
・

作
り

物
語
」

と
一

打
聴
物
語．一

と

の
、

形

態
・

内
容
を

異
に

す

る

ゆ

え

ん

で

あ

る
。

『

大

和
物
語
』

の

素
材
を

す
べ

て

歌
反
占、

歌
が

た

り

に

限
定

し

て

し

ま

う
こ

と

は

大

い

に

問
題

が

あ

る

が、

す
で

に

拙
文
の

第
一

稿
か

ら

主

題
に

し

て

来
た

『

伊
勢
物
語
』

の

成
立

と

の

関

連
に

お

い

て

見

れ

ば、

第
百

六

十

六

段
の

末

尾

の
一

節
が

当

然
問
題
と

な

る

で

あ

ろ

う。

を

施
し

た

語

句
に

菩
日

す

る

と、

複
数
表
現
で

あ

る

か

ら

お

そ

ら

く
こ

の

末
尾
の

段

の

み

を

指
す

の

で

は

な

く、

六

段
す
べ

て

に

わ

た

る

も

の

で

あ

ろ

う、

と
い

う

の

が

高
橋
正

治
氏

の

説
で

あ

る
。

同

氏
の

所
説
は

次
の

よ

う
で

あ

る
。

−

ー
形

態
の

上

か

ら

各
段
の

書
き

出
し

を

見

る

と、
「

在
中
将
一、
、

一
条
の

后

宮

：・
…

」

（

白

六、
T
．

段
） 、
「

又

在

中
将、

内
裏
に

さ

ぶ

ら

ひ

け

る

に

…

…
」

（
自

六

卜

二

殴）、
　
「

在
山
ー

将、
　
鴫

加

宮
 
よ

酒

ソ

」

　〔
百

六
レ
ー

一…
段）
、

　
コ

＋

π

中
将
の

も

と

に
一

二
日

六

十
四
叭

扠
） 、
　
「

水

尾
の」
鴬

の

御口
時
L

　（
百
L

ハ

十
五

段）、
　
「議
仕
巾−
将
物
口

兀

に
申
…

で

て
」

（
百

六

十

六

段）

と

な

っ

て

い

る
。

『

大
和

物
語
」

で

は

大

休
同
一

入
物

を

主

人
公

と

す

る

段
章
の

続
く

時
は
、

あ

と

の

段
章
は、
「

お

な

じ
」

と

受
け

る

が

普
通
で

あ

る。

こ

こ

で

は

白
L

ハ

十
五

段

以
外
は

す
べ

て

「

在
中
将
」

で

は

じ

ま

る

の

は、
「

皆

男
あ

り

け

り
」

な

ど

本
文

を

そ

の

ま

ま

置
き

か

え

た

よ

う

な

形

跡
と

も

兇
ら

れ

る
。

乙

の

六

段

は

『

伊
勢
物
語
』

か

ら

と

り

入

れ

ら

れ

た

と

　
　

　

　

　
　
　

　

注
剛

考
え

て

よ

さ

そ

う
で

あ

る

（
ド
騒
）
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も
　

　

　

　ヘ
　

　ト
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　ヤ
　

　う

二

れ

ら

は

物
語

に

て

世

に

あ

る

こ

と

ど

も

な

り

　

右

は

『

伊
塾洲
物…
語
』

九

十
九

段
の

「

右
近
の

馬

場
の

ひ

を

り

の

日
」

の

条
り

の

男

女

の

贈
答
歌
を

中
心

に

や

や

暴

露
的
に

II
−

他
に

例
を
い

え

ば

『

伊
勢
物
語
」

で

は

た

ん

に

「

中
将

な

り

け

る

男
」

と

あ

る

の

に
、

『

人
和
物
語
』

は

「

在

中
将
」

と

官

位
が

記
名

化
さ

れ

る

…・
ー

語
っ

た
一

段
の

末
尾
の

文

句
で

あ

る
。

さ

ら

に

諸
注
釈
の

す

で

に

指
摘
し

て

来
た

ご

と

く、

こ

の

百
六

十
六

段
は

そ

れ

以

前
の

百

六

レ
｝

段
か

ら

臼

六

十

五

段
ま

で
、

『

伊
勢
物
語
』

の

内
容
を

連
続
的

に

収
載
す

る

も
の

で

あ

る
。

す

な

わ

ち、
．

二

段、

七

十
六

段
、

百

段、

五

十
一

段、

五

f
二

段、

自
二

十

五

段、

九

十
九
段、

討
七

段
に

相
当

す

る。

そ
こ

で

既

掲
百

六

十

六

段
末
尾
の

 

文

の

傍
点

　

し

か

る

に
一

方、

岩
波
古

典
大

系
本

「

大
和
物
語
』

の

校
注
者、

阿

部
俊
予
・

今

井

源
衛
の

面

氏
は、

当
該
章
段
の

「

補
注
一

六
二
」

ー
・宀
お
い

て、

こ

の

段

が

『

伊
勢

物
語
」

に

関
係
を

も
つ

こ

と

は

た

し
か

で

あ
る

が、
「

現

存
の

伊

勢
物

語
そ

の

も

の

と

は

必

ず
し

も

考
え

ら

れ

な

い
」

と

断
っ

て、
『

占

本
業
乎
集
』

か

ら

の

発

展

過

程

の
…

つ

の

段
階
の

そ

れ

で

あ
っ

た

と

考
え

ら

れ

る

と
い

う。

こ

の

考
え

は

池

田

亀
鑑

氏
の

成，
鼠

払

硼

の

踏
襲
と

も
惟榊
さ

れ

る

が、

両
氏
の

「

発

展
過

程
の
一

つ

の

段
階
ご

と

さ

れ

る

根
拠
と

な

る

べ

き

も

の

は、

既
掲、
『

伊
勢
物
語
』

・
『

大

和
物
語
』

と

の

内

宀
谷

に

お

け

る

共

有

段
巾．、
航
弟一．．
段
の

み、

「

大

和
物
蓋
叩

』

が

『

伊
勢
物
鉱
胴

』

の

内宀
谷

を

無

祝
し

て

い

る

乙

と

に

あ

る

も

の

と

思

わ

れ

る
。

　

す

な

わ

ち、

『

伊
勢
物
語
」

の

末
尾

第
百
ニ

ー
五

段
は、
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む
か

し

お

と

こ

わ

づ

ら

ひ

て

心

地
死

ぬ

べ

く
お

ぼ

え

け

れ

ば
、

つ

ひ

に

ゆ

く

道
と

は

か

ね

て

き
」

し

か

と

き

の

ふ

け

ふ

と

は

思

は

さ

り

し

を

で

あ

る

が
、

で

あ

る
。

『

大

和
物
語
』

で

は

そ

の

百
六

十
五

段、

全
文

は

左

に

か

か

げ

る

通
り

1

水
尾

の

帝
の

御
時、

左

大
弁
の

む
す

め、

弁
の

御
息
所
と

て

い

ま

す

か

り

　

け

る

を、

帝
御
ぐ

し

お

ろ

し

た

ま

う
て

の

ち

ひ

と

り
い

ま

す
か

り

け

る

を
、

　

在
中
将
し

の

び

て

通
ひ

け
り

。

中
将、

病
い

お

も

く

し

て

わ

づ

ら

ひ

け

る

を、

　

も

と

の

妻
ど

も

も

あ

り、

こ

れ

は
い

と

し

の

び

て

あ

る

こ

と

な

れ

ば
、

え

い

　

き

も

と

ぶ

ら

ひ

た

ま

は

ず、

し

の

び

し

の

び

に

な

む

と

ぶ

ら

ひ

け

る

こ

と

　

日

々

に

あ

り

け

り。

さ

る

に
、

と

は

ぬ

日

な

む

あ

り

け

る

に、

病
も

い

と

お

　

も

り

て、

そ

の

日

に

な

り

に

け

り。

中
将
の

も

と

よ

り、

〔1｝

つ

れ

づ

れ

と

い

と

ど

心

の

わ

び

し

き

に

け

ふ

は

と

は

ず
て

暮
し

て

む

と

や

と

て

お

こ

せ

た

り。
「

よ

は

く

な

り

に

た

り
」

と

て
、

い

と

い

た

く

泣
き

さ

わ

ぎ

て
、

返
り

ご

と

も

せ

む
と

す

る

ほ

ど

に、
「

死
に

け

り
」

と

聞
き

て
、

い

と

い

み

じ

か

り

け

り
。

死
な

む

と

す

る

こ

と、

今
々

と

な

り

て

よ

み

た

り

け

る
。

 

つ

ぴ

に

ゆ

く

道
と

は

か

ね

て

聞
き

し

か

ど

き

の

ふ

け

ふ

と

は

思

は

ざ

り

　

し

を

『

伊

勢
物
語
』

成
立
私

考

井
ヒ

英
明

と

よ

み

て

な

む

絶
え

は

て

に

け
る
。

　

 
歌
に

ω
歌
が

付
着
し、

在
中
将
業．
平
が

病
い

を

得
て

死

に

至

る

ま

で

の

長
い

描

写

で

あ

る
。

　

ま

た
、

も

う
一

つ

は、

『

伊
勢
物
語
』

第
九
十
九
段、
「

右

近

の

馬
場
の

ひ

を

り
の

日

…
」

と

『

大

和
物
語
』

第
百

六

十
六

段
で

あ

る

が
、

話
の

内

容
は

ほ

と

ん

ど

同

じ

で

は

あ

る

も

の

の
、

か

ん

じ

ん

の

贈
答
歌
が

違
っ

て

い

る
。

今、

両

歌
の

や

り

と

り

を

抜
書
し

て

み

る
。

H
『

伊
勢
物
語
』

第
九
十

九
段。

　

見
ず
も

あ

ら

ず
見

も

せ

ぬ

人

の

恋
し

く

は

あ

や

な

く

今

日

や

な

が

め

暮

さ

　

む

返

し

　

し

る

し

ら
ぬ

何
か

あ

や

な

く

わ

き

て

い

は

む

思
ぴ

の

み

こ

そ

し

る

べ

な

り

　

け

れ

の

ち

は

た

れ

と

し

り

に

け

り

（
塗
籠

本
系
の

み

ナ

シ
）

『

大

和
物
語
』

第
百

六

十
六

段
。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

け

　
ふ

　

見

ず
も

あ

ら

ず
見
も

せ

ぬ

人
の

恋

し

き

は

あ

や

な

く

今
日

や

な

が

め

暮
さ

　

む

と

あ

れ

ば、

女、

返
し、

　

見
も

見

ず
も

た

れ

と

知
り

て

か

恋

ひ

ら

る

る

お

ぼ
つ

か

な

み

の

今
日
の

な

13
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明
早

大
学
研
究
紀

要
〔
日

本
文
化
学
部
・
言

語
文

化
学
科
】

第
1
一
弓

　．
皿
OO

三

年

　

が

め

や

と

そ

い

へ

り

け

る
。

こ

れ

ら

は

物
語

に

て

世
に

あ

る

こ

と

ど

も

な

り。

　
右

の

IH

の

関
係
を

そ

の

ま

ま

読
め

ば、
『

伊
勢
物
語
』

と

『

大

和
物
語
』

と

で

は、

前
者
の

男
女
邂

逅
の

場
面

が、

は
つ

か

に

か

そ

け

き

余

韻
を

ひ

び

か

せ

て

ロ

マ

ン

チ

ッ

ク

な

の

に

対
し
て
、

後
者

の

ー

こ

の

女

の

顔
い

と

よ

く

見
て

け

り。

も

の

な

ど
い

ぴ

か

は

し

け

り

…
」

の

条
り

な

ど
、

譜

り

と

聞
き

手
（
読

者
）

の

問
に

ニギ
テコ　
ケ

　コ
　アゴ
ス
ケ
ン

ス

美

的

距

離
な

ど
一

切

な

い
。

前
者

に

く

ら

べ

て

読
者
の

興
味
は、

も
っ

ぱ

ら、

あ

か

ら

さ

ま

な

事
実
の

報
告
に

あ

る

こ

と

で

は、

こ

の

章
段

も

例
外

で

は

な

い
。

そ

れ

で

は

右

掲
末
尾
の

二

節
の

傍
線
の

条

り

は

「

伊
勢
物
語
』

を

指
す
の

で

あ

ろ

う

か
。

こ

の

こ

と

は

す
で

に

『

大
和
物
語
』

の

古
注

が

気
づ

い

て

来
た

と

こ

ろ

で

あ

る
。

後

学
に

示
唆
す
る

と

こ

ろ

の

大

き

い

も

の

を

挙
げ

る

と、

つ

ぎ

の

よ

う
な

文

言

で

あ

江
勵

ろ

う
。

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　

ち
　
　
　り　　　も
　
　
　う

　
こ

の

な

り

ひ

ら

の

も
の

か

た

り

は

世
が

た

り

に

か

た

り

に

か

た

り
つ

た

へ

て

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
も　
　　も　　
　モ
　
　　
も　　　も
　
　　へ

た

れ

も

し

る

へ

き

事
と

も

な

る
へ

し

と

に

や

又
い

せ

物
語
な

と

に

て

世
に

つ

た

ふ

る

こ

と

f

も

な

り

と

も

侍
る

へ

し
（
北
村

季
吟
「

大

和
物
語

抄
丘

承

応
二

登

六

五

三
〉）

　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
ヘ　
　　カ
　　
　ヘ　　　
へ　
　　も
　　
　も　　　ヘ　　　へ
　　
　　　　　
も　　　も
　　　し　
　　も　　　　　　　
　　
　　
　　
　　　も　　　も

捌

乙

は

よ

の

入
の

な
へ

て

い

ひ

つ・
き

て

し

れ

る

　

ふ

る

こ

と

な

り

と

記

者
の

　

こ

と

は

れ

る

也
（
高
橋

残
夢
『

大

祁
物

語
管

窺
抄
」

文

政
年

間
み

．

八
一

八

−
一

　

八

二

九
〉）

　

則

は

「

世

が

た

り
し 、

つ

ま

り

匪

問
の

噂
話
で、

当

時
の

人

に

既

知
の

事
実、

そ

し

て

そ

れ

は

す

で

に

「

伊
勢
物
語
そ

の

他
」

の

作
品

を

通

し

て

世
間

に

伝
わ

っ

て

い

14

る

も
の

だ、

と

い

う
こ

と

で

あ

ろ

う
。

　
働

は

『

古
事
記
』

以

来、

特
に

『

万

葉
集
』

の

人
麿
や

赤
人
の

長
歌
に

み

ら

れ

る

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　
ん
スヒ
ご

ニ

「
語

り

継
ぎ一．
茜

ひ

継
ぎ

ゆ

か

ん
」

式

の

「

旧

辞
−

に

お

け

る

「

語
り
」

の

伝
統
で

あ

り、

そ

れ

を

筆
録
す
る
　

記

者
｝

は

国

文

学
史
を

遠
く

遡
っ

て、

太

安
万

侶
に

淵
源

を

も

つ

と

い

っ

て

も

よ

い
。

だ

が
、

こ

う
し

た

お

お

ら

か

な

指
摘
で

は

満
足

出

来

な

い

の

が

近

代
の

国

文
学
で

あ

る
。

『

炉
勢
物
語
」

と

『

大

和
物

語
』

の

問
の

書
承
関

係
を

追
究

す

る

の

が

文

献
学
の

メ

リ

ッ

ト

で

あ

る

が、

広

く

伝
承

と
い

う

こ

と

か

ら

す

れ

ぼ、

デ

メ

リ

ッ

ト

も

ま

た

存
在
す

る

と

い

っ

て

よ

い
。

　
ま

ず、

こ

の

『

大

和
物
語
』

の

末
尾
の

皿

記

者
L

の

，

こ

と

は
…

に

は

異
本
が

あ

　
　
　

　

　

　
　
　
・

挂

6

る

こ

と

が

知
ら

れ

て

い

る
。

こ

の

引

用
文

は、
一
条

家
本
系

統
の

「

為
家

本
一

だ

が
、

よ

り

実
証
的
と

い

わ

れ、

か

つ

清
輔
・

顕
昭
等
の

六

条
家
に

ゆ

か

り
の

深
い
、

い

わ

ゆ

る

六

条

家
本

系
統
の

「

鈴
鹿
本
」

二

勝
命
本
」

・

御
巫

本
に

は、

こ

れ

ら

骸
語

に

で
鈴

慮
に

あ

る
は

り．

ほ

藤．
の

こ

き
も

な

り

と

あ

り、

顕
昭

（

吠

謙
−

溌
猶
）

の

苦
今
集

注
』

の

記

述
と

奇
し

く

も

薮
し

て

い

る
。

『

伊
勢
物
語
』

の

「

見
ず
も

あ

ら

ず
」

の

歌
の

沖

に

み

え

る

顕
昭

の

「

普

通
な

ら
ぬ

本
」

の

こ

と

を

指
す
の

だ

が、

お

そ

ら

く

六

条
家
所
伝
の

改
注
・

合

理

化

で

あ

ろ

う
。

だ

が、

こ

の

「
普
通
な

ら
ぬ

木
」

の

所
在

を

突
き

と

め

る

方
策

は

ま
っ

た

く

無
い

。

た

だ、

右

に

掲
げ

た

ー

の

削

歌
は

［

伊
勢

物
語
L

に

存

在
せ

ず、

流
布

本
『

業
平
集
』

に

も

無
く、

ひ

と

り

酉

本
願
寺
本
『

業
平

集
」

と

雅
平
本

『

業
平

集
』

の

中
で
、

「

他
本
」

と

あ

る

中

に

存
す
る

も

の

で

あ

る
。

こ

の

こ

と

に

関
す

る

か

ぎ

り、

少
な

く

と

も

『

伊
勢
物
語
』

と

の

書
承

関

係

は

否
定
さ

れ

な

け
れ

ば

な

ら

な

い
。

あ

る

い

は
ご

く

漫
然
と、

当
時、

別
個
に

行

わ

れ

て

い

た

も
の

と

思

わ

れ
る

原
「
伊
勢
物
語
」

と

「

在
中
将
集
」

か

ら

各
々

採
り、

付
加
さ

れ

た

と

み

れ

ば、

問
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題
は
一

応
解
消
さ

れ

よ

う
が、

そ

れ

に

し

て

も

こ

う

し

た

態
度
は
い

か

に

も

根
拠
薄

弱
だ

と

い

わ

れ

て

も

仕
方
が

な
い

。

　
H
も

ま
た、

贈
答
歌
の

内、

女

の

返

歌
が

『

伊
勢
物
語
』

と

『

大
和
物
語
』

で

は

異
っ

て

い

て、

現

行
の

『

伊
勢
物
語
』

・
『

大

和
物
語
』

と

の

間
の

書
承
関
係
を

否
定

す

る

も

の

で

あ

る
。

し

か

る

に、

こ

の

末
尾

の

記
述
は、

当

時
そ

の

よ

う

な

内
容
を

も

つ

『

伊
勢
物
語
』

が

現
実
に

流
布
し

て

い

た

こ

と

を

証
し、

そ

れ

は

六

段
中、

各

段
の

す
べ

て

を

含
む

も
の

を

指
し

た

に

違
い

な

い
。

と
こ

ろ

が
、

こ

こ

で

顕
昭

『

古

今

集
註
』

の

中
で、
『

古

今
利
歌
集
』

巻
十
一

恋
一

の

「

見

ず

も

あ

ら

ず
」

の

歌
の

注
を
ふ

た

た

び

熟
視
し
て

み

る
。

全
文

は

つ

ぎ
の

よ

う

で

あ

る
。

　

　
但
普

通

伊
勢
物
語
に

は

古
今
の

ま

」

の

贈
答
也

。

普

通
な

ら

ぬ

本
に

は

此

の

返

歌
を

女

の

返

し

と

て
、

見
も

見
ず
も

誰
と

し

て

か

（
下
略
）

と

あ

る
。

要
す

る

に
、

「

普
通
伊
勢
物
語
」

と

「

普
通
な

ら

ぬ

伊
勢
物
語
」

が

顕
昭

寓
目

下
に

存
在
し

た

わ

け
で

あ

る
。

し

た

が

っ

て、

当

時、

現
行
『

伊
勢
物
語
』

と

は

若
干

内
容
の

違
っ

た

「

伊
勢
物
語
」

が

流
布
し

て

い

た

も

の

と

み

る

ほ

か

な
い

。

た

だ

し、

前
稿
で

「 ，
半

仲
物
語
』

と

『

大

和
物
語
』

と

の

間
に

お

け

る

内

容
上

の

矛

盾
を

指
摘
し

た

と

き
、

両
者
に

は

少

な

く

と

も

書
承
上

の

親
子

関

係
は

無
い

と
い

う

説
に

私
は

賛
意
を

示
し

て

お

い

た
。

そ

の

理

由
と

し

て

は
、

内
容
自
体
が

大
き

く

矛

盾
す

る

こ

と

が

第
一

の

理

由
で

あ
っ

た

が
、

就
中、

そ

の

末
尾
に、
「

そ

の

返
し

そ

れ

よ

り

ま
つ

く
も

う

た

は

お

ほ

か

れ

と

え

聞
か

ず
」

と

あ

る

に

よ

る

が、

そ

の

主

た

る

根
拠
で

あ

っ

た
。

つ

ま

り、
『

大

和
物
語
』

の

方
は

ほ

ぼ

完
全
に

口

頭
に

よ

る

　
　
　
　
　
　　も
　
　　
も　　　も

伝
承

を

打
ち

聞
き

し

た

作
品

だ

と

い

う
こ

と

を

考
え

て

の

こ

と

で

あ

る。

　
し

か

る

に、

目
下

、

検
討
中
の

『

伊
勢
物
語
』

の

本
文
と

『

大
和
物
語
』

の

そ

れ

と

の

内
容
上

の

矛
盾
の

み

を

も
っ

て、

こ

れ

も

ま

た

文
献
上

の

親
子

関
係
を

否
定
し
、

『

伊
勢
物
語
』

成

立

私
考

井
上

英

明

か

つ
、

乙

の

作
晶

の

す
べ

て

の

内
容
を

「

歌
が

た

り
」

の

系

譜
に

よ

っ

て

こ

と

ご

と

く
一

律
化
し

よ

う
と

す

る

偏
向

は

大
い

に

改
め

ら

れ

て

し

か

る

べ

き

で

あ

ろ

う
。

や

は

り
、

こ

こ

は

「

並

日

通
な

ら

ぬ

伊
勢
物
語
」

の

実
録
化
と

し

て、

あ

る

程
度

の

書
承

関
係
を

認

め

る

べ

き

で

あ

る

よ

う

に

思

わ

れ

る
。

同
時
に

さ

き

に

紹
介

し

た

高
橋
正

治
氏
の

判
断
も

首
肯
さ

れ

る

べ

き

か

と

思
う
。

し

か

し
、

両

作
者
が
、

な

お

こ

り
づ

ま
に

繰
り

返

す
が
、

フ

ィ

ク

シ

ョ

ン

と

実
録
と

い

う
言
述
の

時
・

空、

作
者
↓
語

り

手
↓
記
者
↓
読
者

と

い

う

系
列
を

異

に

す

る

テ

ク

ス

ト

で

あ

る

こ

と

は、

こ

こ

で

も

十
分
に

銘
記

さ

れ

て

お

か

ね

ば

な

ら

な

い

の

で

あ

る
。

　
『

大

和
物
語
』

は

さ

き

の

難
波
浩
氏
の

所
説
の

通
り、

作
歌
に

ま
つ

わ

る

歌
語
り

と

歌
反

古
の

記
述

か

ら

な

る

も

の

で、

作
品

の

内
容
は

前
半
が

宇
多
・

醍
醐
両

帝
を

中
心

と

す

る

宮
廷

サ

ロ

ン

の

歌
に

ま
つ

わ

る
ゴ

シ

ッ

プ

に

素
材
を

も

と

め
、

後
半
は

六

歌
仙
か

ら

『

万

葉
集
』

の

口

碑
・

伝
説
に

ま

で

及

ん

で

い

る
。

そ

の

成
立

年

時
に

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　ち

つ

い

て

は

天

暦
八

年
崩
御
の

大

皇

太

后
隠
子
に

つ

い

て

の

記
述

、

「

故

后
の

宮
」

（

八

十
一

段
）

の

故
の

字
が

勝
命
本
で

は

書
き

入

れ

と

な
っ

て

い

る

と
の

こ

と

な
の

で、

後
人

の

補
筆
だ

と

す

れ

ば、

他
の

諸
段
は

す
べ

て

天

暦
五

年

（

九
五
一
）

以

前
の

記

事
内
容
と

し

て

齟
齬
を

来
さ

な
い
、

よ
っ

て

そ

の

成
立

も

そ

の

頃
と

さ

れ

る

の

が
一

　

　

注
削

般
で

あ

る
。

そ

う
す
る

と、

天

暦
五

年
よ

り

さ

か

の

ぼ

る

こ

と

わ

ず
か

六

年、

天

慶

八

年
の

十
月
ま

で

に

死

没
し

た

と

さ

れ

る

貫
之
が

（
安
田

氏

蔵

和
歌
十

種
序
に

よ

る

萩

谷

朴
氏

説。

通

説
は

天

暦
九

年
） 、

『

大

和
物
語
』

に

流
れ

込
む

『

伊
勢
物
語
』

の

形
姿

と

内
容
を

知
ら

な

か
っ

た

は

ず

は

あ

る

ま
い

。

そ

し

て

こ

の

天

暦
五

年
は

折
し

も

第

二

の

勅
撰
和
歌
集
に

詔
が

下
さ

れ

た

年
で

あ

る
。

　

か

く

し

て
、

『

古
今
和
歌
集
』

か

ら

『

後
撰
利
歌
集
』

．
頃
ま

で

は、

お

お

よ

そ

貫

之

の

生

活
体
験
の

枠
内
に

あ

る

時
期
で

あ

り、

さ

ら

に

言

え

ば、
『

⊥

左

目

記
』

が

成
立

し

た

の

は

『

大

和
物
語
』

の

素
材
が

テ

ク

ス

ト

と

し

て

形
を

成

す

直
前
の

こ

と15
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明

星

大
学
研
究
紀

要
【
口

本−
乂

化
学
部
・
言

語

文

化

学
科
M

第．
「

皿
号

　
二

〇

〇
三

年

で

は

な

か

っ

た

だ

ろ

う
か
。

『

大

和
物
語
』

が

す

で

に

「

物
語

と

し

て

の

伊
勢
物
語
」

の
法

侃

布
を亠
嗣

提
と

し

て

い

る

か

ら

に

は、
聞
取

終
的
に

は

わ

れ

わ

れ

の

考
え

る

原
コ

伊

勢

物
駈
叩

一

の

成

立

期

の
｝

応
の

R
安
と

し

て、

こ

の

天

暦
五

年
あ

た

り

に

嘉
日

男
L 、

あ

る

い

は

仮
空
の

「

ナ

リ

匕

ラ
一

像
の
”

代
記

が

歌
が

た

り

と

し

て、

さ

ら

に

は

実

在
の

「

在
中
将
」

と

し

て、
『

大

和
物
語
』

に

記
載
ざ

れ

て

い

っ

た

の

で

は

な

い

だ

ろ

う
か
。

　

拙
論
の

第
一

稿
か

ら

五

回

に

わ

た

り
、

稿
を

重
ね

て

本
稿
に

至

る

ま

で

の

縷
説
を

要
約
す
る

と
、

お

の

ず

と

導
き

出
さ

れ

る

結
論
は

大

略
つ

ぎ

の

項
目
に

分
か

た

れ

よ

》
つ。

　

日

『

古
今
和
歌
集
』

に

収
載
す
る

と

こ

ろ

の

業
平
歌
三

卜
首
の

内、

そ

の

大

半
は

す
で

に

詞

書
き

と
い

う

よ

り

も、

す
で

に

物
語

化
さ

れ

た

も

の

と

し

て

先

行
す

る

こ

と
。

　

口

『

平
仲
物
語
』

の

粉

本、

仮
説

上

の

「

臼
撰
貞

文

集
」

は、

現

存
同

平

仲
物

　

　

か

ら

み

る

に、

『

伊
勢
物
語
』

の

形

態
・

内
容
の

面

を

強
く

攴
配

し

て

い

る

と

推
測
さ

れ

る

こ

と
。

　

白

『

伊
勢
集
』

冒
頭
の

歌
日

記

は

現
行
本
に

お
い

て

後
人
の

加
筆
を

認

め

る

も

の

の
、

大
略、

伊
勢
の

御
の

白
作
に

か

か

る

も

の

で

あ

ろ

う。

諸
本
の

校
合
と

史
実

の

最
終
的
整
合
性
か

ら
い

う

と、

娘
の

中
務
あ

た

り

が

『

伊
勢
集
』

の

作
者
と

す

る

説

が

あ

る

が
、

母

予

共

に

三

十
六

歌
仙
の

高
名

な

歌
人

と

は

い

え、

母
の

伊
勢
の

御
に

比

し

て

娘
の

作
風

は

あ

く

ま

で

も

温

雅、

流
麗
に

過

ぎ

て、

女

と

し

て

の

痛

恨
の

青

春、

恋
愛
に

お

け

る

情
感
の

き

ら

め

く

言

語

化
に

欠
け

て

い

る
。

さ

ら

に

『

伊
勢

集
』

は
、

『

伊
勢
物
語
』

・
『

平
仲
物
語
』

よ

り、

語
り

の

構
造
に

お

い

て
一

段
と

写

実
化
し、

近

代
小

説
に

向
け

て

と

い

う
条
件
の

も

と

で

は
、

文
学
形
態
的
に

「

進

歩
し

し

て

い

る

が
、

そ

の

文
休

、

修
辞、

語
法
等
は

『

伊
勢
物
語
』

の

古
撲
・

朴
訥

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

16

に

近

い

こ

と
。

　

四

『

桑

佐
日

記
』

は

紀

行
性
よ

り

み

て
、

『

伊
勢
物
語
』

の

東
下

り

に

そ

の

先
蹤

を

負
い

、

修
辞
に

お

い

て

は

語
戯
・

俳
諧
を

受
け

継
ぎ、

が

つ
、

在
五

中
将
・

惟
喬

親
王
へ

の

敬
慕
の

情
が

激
し

い

こ

と
。

　

 

『

大
和
物
語
』

は

す

で

に

原
一、

伊
勢
物
語
L

の

流
布
を

証

す

る

こ

と。

　

因

作
品

と

し

て

の

『

平
仲
物
語
』

・
『

伊
勢
集
』

・
『

上

佐
日

記
』

を

通

読
し

た

と

き、

『

伊
勢
物
語
』

に

は

都
鄙
に

繰
り

広
げ
ら

れ

る

人

間
の

あ

ら

ゆ

る

悲
・

喜

劇
が

す
べ

て

「

み

や

び
一

な

る

純
粋
感
情
に

聚
斂
さ

れ

て

い

く
の

に

対
し
て
、

先

き

の

二

つ

の

作
品
は

多
分
に

現

実

的、

理

知

的、

実
話
的、

感
傷
的

、

私
的、

自

己

愛
的
要

素
の

強
い、

い

わ

ゆ
る

凵

常
写

実
の

傾
向
に

偏
し、

こ

の

対
照

は

と

り

も

な

お

さ

ず、

貞
観
〔
八

五

九

−
八

七

六）

と

寛
平

（
八

八

九

−
八

九

七）
・

昌

泰
〔
八

九
八

・
九

〇

〇）
・

延
喜
（

九
〇

　
I−
九
二

二
）

の

各

時
代

思

潮
の

差

が

歴
然
と

し

て

い

る

こ

と
。

　

面

こ

れ

ま

で

の

卑
見
を

統
…

的

に

ま

と

め

て

み

て、

わ

れ

わ

れ

の

原
「

伊
勢
物

語
」

を

透
視
す
る

と、

つ

ぎ

の

諸
段
が

浮
か

び

上
っ

て

来
る

。

も

と

よ

り

文
章
が

現

行
の

も
の

と

同
じ

だ

と

す

る

の

で

は

な
い

。

括
弧

は

初
見

で

あ

る
。

二

段
（
『

占
今

集
し〕、
　

◎、
二

段
（
『

大
和

物
語
』〕
、

　
四

段
（．
古
今
集
当）、
　

六

段
〔
『

新　

撰

和

歌

集
 
、

七

段
（
『

後

撰

集
ヒ
、

◎

九
段

麁
古

今

集
』）
、

十
七

段

自

古

今

集
L）、

十
九

段
（
「

古

今
集
』

） 、

◎
二

十
五

段

〔
『

古
八，
集
し
、

四

十
一

段
〔
『

占

今

集
」）、

四

十

血

段

弁

後
撰

集」
じ

、

四

十
七

段

読

後

撰
集
』）、

四

十
八

段
（

『

古

今

集
』）、

五

十
一

段
（
『

占
今

集．
C
、

五

十、
．

段
（

目

大

和
物
語
』）
、

五

卜
九

段
〔
『

古

今
集
』）
、

六

十
九

段
（
『

古
A

，

集
』）

、

七

十
六

段

（

「

古

今
集
』）、

八

十
段

〔

『

古

今

集
ト）、

◎
八

十
二

段

（

『

占

今
集
』

）

八

十

三

段
（
『

古
今

集
」）
、

八

十

四

段

〔
「

古

今

集
し
、

八

十
七

段

角
＋
［

今
集
』）
、

八

十
八

段
（
『

占

今

集
b
、

九

十
七

段
（
『

占

今

集
』）、

九
十

九

段
（
「

古
八

厂

集
』）、

百一、一
段
（
『

古
A

’

集
』

） 、

百
六

段

硯
古

今

N 工工
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集
』）、

首

七

段
（
『

占

今

集
』）、

今

集
』）
、

計
三

十
一

段
。

百
二

十
三

段
〔

『

古

今

集
』）

百

二

十

五

段
（

『

古

　

◎
印

は

明

ら

か

に

後
人
の

加
筆
と

思

わ

れ

る

箇
所
が

あ

り、

現
行
の

ま

ま

と

は

到

底
考
え

ら

れ

ぬ

章
段
で

あ

る
。

も

ち
ろ

ん
、

こ

れ

ら

以

外
の

章
段
も

や

は

り

原

「

伊

勢
物
語
」

に

算
入

し

て

も

よ

い

諸
段
が

若
干

存
在
す
る

で

あ

ろ

う。

し

か

し、

そ

の

こ

と

は

結
局、

原
「

伊
勢
物
語
」

が、

は

た

し

て

虚
実
を

交
え

た

昔
男、

在
中
将
の

一

代
記
の

構
想
で

創
作
さ

れ

て

い

た

か
、

い

な
い

か

に

か

か

わ
っ

て

く

る
。

換
言
す

れ

ば、

完
本

と

し

て

の

現

行
『

伊
勢
物
語
』

の

天

福
本
以

ド、

権
威
あ

る

諸
伝
本
の

す
べ

て

に

通

じ

る

と
こ

ろ
の

「

初
冠
り

本
」

を

原
型

と

し

て

認
め

て

よ

い

か、

否
か

と
い

う
こ

と

で

あ

る
。

私
は

本
誌

の

過

去
一

連
の

論
考
で

「

初
冠
り

本
」

に

対

立

す

る

か

に

見
え

る

非
現

存
（

断
片
の

み

有
り

）

の

異

本
を

単
独
に

論
じ

る

こ

と

を

斥
け、

「

初
冠

り

本
」

を

原
型

と

す

る

仮
説
に

立

ち
、

話
を

進
め

て

来
た

。

そ

う

し

な

け

れ

ば

光

源
氏
の

一

生
の

原
型
た

る

わ

が

在
五

中
将
の

そ

れ

を

物
語
の

ヒ

ー

ロ

ー

と

し

て

想
定

す
る

こ

と

は

不

可

能
な

事
で

あ
っ

た

か

ら

で

あ

る
。

　
一

九
七

〇
年
代
か

ら

わ

が

国
に

お

い

て

も
流
行
し

出
し

た、

い

わ

ゆ

る

「

物
語

学
」

で

い

う

と

こ

ろ

の

語

り

手、

聴
き

手
、

記
録
者、

読
者
な

ど

の

一

切

の

分
析
に

優
先
す
る

の

が、

す

で

に

旧

套
に

堕
し

た
か

に

み

え

る

主

人
公
の
一

代
記
へ

の

直
観

だ

か

ら

で

あ

る
。

さ

ら

に

こ

う

し

た

直
観
が

昔
男
と

し

て

実
像
を

結
ぶ

ナ

リ

ヒ

ラ

の

生

涯
の

時
・

空
を

織
り

ひ

ろ

げ、

そ

の

創
作
過
程
が

ナ

ラ

ト

ロ

ジ

ー

の

テ

ク

ニ

ッ

ク

を

後
か

ら

要
請
す

る

か

の

よ

う

で

あ

る
。

　

注
ω

引
用

文
は

『

大
和
物
語
古
註
釈
大
成

　
目

本
文

学
古

註
釈
大

成
』

（
日

本
図

書

　

　
　
セ

ン

タ

ー。

昭

54）、

句
読
点
は

私
に

ふ

る
。

　

注
 

婀
擲

黻
解

校
注
『

大
和

物
語
』

（
岩
波、

口

本
古

典

文
学
大

系−

昭

32）
。

南
波
浩

　

　
　
校
注
『

大

和
物
語
』

（

朝
目、

日

本
古
典

全

書、

昭

36
）

。

高
橋
正

治
校
注
・

訳

『

伊
勢

物
語
』

成
立

私

考

井
上

英
明

　

　
『

大
和
物
語
』

（
小

学

館、

日

本
古

典

文

学
全

集、

昭
50
第
三

版）

そ

れ

ぞ

れ

の

　

　
「

解
説
」

参
看

。

注
 

難
波
喜
造
「

大
和
物
語
の

素
材
」

（一
日

本
文

学

史
研

究
L

十
三

号、

昭

26
．

　

　
6

） 。

注
凶

高
橋
正

治
『

大
和
物
語
』

（
塙
書
房、

昭

37
・
10
） 、

六

七

−
七
三

頁。

注
 

雨
海
博
洋
編
著
『

大

和
物
語
諸
注
集
成
』

（

桜
楓
社、

昭

58
）

六

二

六

頁。

注
 

難
波
浩
『

前
掲
圭
日

』

「

補
注
」

＝
二

五
。

注
m

轜
欝
校
注
『

前
掲
書
』

扁
注
L

一
亠
ハ

ニ
。

付
記

。

『

大
和

物
語
』

・
『

伊
勢
物
語
』

本
文
の

引

用
文

は

注
喞

の

高
橋
正

治
校

　
　
　

注
・

訳
本
に

依
っ

た
。

　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
（

平
成
十
四

年

師

走
二

十

四

日

稿
）
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