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『

竹
取
物
語
』

主
題
考
補
遺

11

比
較
文
学
に
お
け
る
「

索
材
・

出
典
」

の

問
題
を
め
ぐ
っ

て

ー

　
　
　
　
　
ホ

井
上

英
明

　

拙
論
は

本
学
科

「

紀

要
」

第
二

号
登
載
の

拙
稿

「

竹
取
物
語

主
題
考
」

の

補
遺

と

し

て

書
か

れ

る

も
の

で

あ
る
。

　

前
稿
に

お
い

て

わ
た

し

は
『

竹
取
物
語
』

を
い

わ

ゆ

る
タ
イ
プ
・

イ
ン

デ

ク

ス

風

に

み

て、

大
き
く
 
竹
取
翁
説
話
型、

 

妻
争
い

説
話
型、

◎
羽
衣
説
話
型

に

解
体
で

き
る

こ

と

を
追
認

し、

し

か

も
と

く
に

『

今
昔
物
語
集
』

所
載
の

竹
取
翁

説
話
と

対
比
し

な
が

ら、

こ

の

三

つ

の

タ
イ
プ
が

単
な
る
日

次
年
次
的
時
間
の

経

過
で

配
列
さ

れ
た

も
の

で

は

な
く、

全

体
に

わ
た
っ

て

登
場
す
る

の

は

か

ぐ
や

姫

で

あ
り、

し

た

が
っ

て

こ

の

物
語
は

こ

の

女
主
人
公
に

統
率
さ

れ

つ

つ
、

生
起
す

る
事
件
や
登
場
人
物
相
互
の

因

縁
関
係
に

よ

る

「

人
間
心
理

に

お

け
る

時
聞
」

の

必

然
的
展
開
を
み

せ

て

い

る

こ

と

を
述
べ

た
。

加
え
て

『

竹
取
物
語
』

を
モ

チ
ー

フ
・
イ
ン

デ

ク
ス

か

ら

み

て、

『

今
昔
』

所
収
の

竹
取
翁
説
話
は

「

竹
取
翁
の

賤
者

致
富
譚
」

と
し、

『

竹
取
物

語
』

の

モ

チ

ー

フ

は

「

か

ぐ
や
姫
を

中
心
と

す
る

恋

愛
物
語
」

と

み

た
の

で

あ
る

。

『
竹
取

物
語』
主
題

考
補
遺

井

上
英
明

＊

言
語
文

化
学

科

教
授

　
そ
れ

で

は
『

竹
取
物
語
』

は

そ
の

出
現
以
前
に

文
献
と

し
て

存
在

す
る

内
外
の

神
話

、

説
話、

伝
説、

物
語
的
長
歌
等
々

に

対
し

て

い

か

な
る

創
意
工

夫
を
み

せ

た

か
。

既
存
素
材
に

対

す
る

従
来
の

考
え
方
は、

お

お
む

ね
つ

ぎ
の

二

項
に

分

か

れ

よ
う。

　
日

『

竹
取
物
語
』

出
現
以
前
に

そ
の

古
型
が

漢
文
な
い

し

変
体
漢
文
と

し

て、

す
な
わ
ち

真
名
本
竹
取

物
語
と

し
て

存
在
し

た

の

で

は
な
い

か

と

い

う
仮
説
で

あ

る
。

こ

の

推
測
は
江
戸

時
代
の

加
納
諸
平
の

『

竹
取
物
語
考
』

以

来
の

も

の

で、

こ

う
し
た

説
の

代
表
は、

現

代
で

は

三

谷
栄
一
、

池
田
亀
鑑

諸

氏
な

ど
で

あ
ろ

う
。

　

口
『

竹
取
物
語
』

の

素
材
と

し

て

は

千
種
園
田

中
大
秀
の

『

竹
取

翁
物
語
解
』

以
来、

数
多
く
挙
げ
ら

れ
て

い

る
。

だ

が、

前
稿
で

指
摘
し

た

こ

の

物
語

の

私
見

に

も
と

つ

く
「

主
題
」

と

直
接
か

か

わ

る

も
の

と

し
て、

本
稿
の

対

象
と

な
る

も

の

の

み

を
予
想
す
る

と、

か

ぐ
や

姫
を
「

神
仙
」

と
す
る
一

群
の

素
材
が

浮
か

び

あ
が

る
。

す
な
わ
ち、

『

萬
葉
集
』

巻
十
六

所
載
の

「

竹
取
翁
長

歌
」 、

『

丹

後
風

土
記
』

の

「

比
治
山
」

伝
説、

『

帝
王

編
年
記
』

の

「

伊

香
小
江
」

伝
説、

そ

れ

に

例
え

ば
『

妲
娥
』

や
『

漢
武
内
傳
』

な

ど

の

中
国
か

ら

の

神
話
・

小
説、

さ

ら

に

『

佛
説
月
上
女
經
』

な
ど

で

あ
る

。

　

そ
こ

で

ま
ず
日
で

あ
る

。

こ

の

考
え
は

諸
平
の

『

考
』

が

五

入
の

貴
公
子

を
正

史
に

お

け

る
実
在
の

人
物
に

比
定
し、

か

つ

彼
等
が

持
統
・

文

武
の

両
朝
に

活
躍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ウ

ル

し

て

い

る

こ

と

か

ら、

ま

ず
原

『

竹
取
物
語
』

は
漢
文
で

こ

れ

ら
の

五
人
を

諷

刺

し、

戯
画
化
し、

し

か

る
後
に

仮
名

書
き

に

改
め

た

と

す
る

も
の

で

あ

る
。

現

今、

こ

の

画
期
的
な
仮
説
の

最
も
説
得
力
に

富
む
主
張
者
の
一

人

は

三

谷
栄
一

氏

　
　ハ
ユリ

で

あ
る

。

氏
の

説
の

独
創
の
一

つ

は

か

か

っ

て

登
場
人
物
に

対

す
る

敬
語
の

使
用

法
の

分
析
に

あ
る。

す
な
わ
ち、

女
主
人
公
か

ぐ
や
姫
と
石
作
皇
子、

阿

部
御
主

人、

大
伴
御
行、

石
上
麻
呂、

帝
に

つ

い

て

用

い

ら

れ

た
敬
語

（

尊
敬
語
と

謙
譲1
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明

星

大
学

研
究

紀
要
｛
隈

本

文
化

学
部

二．胃
R

語

文
化
学

科回
第一．｝冒
ザ

　、
九
九

圧

年

語∀

を
調
査
し

た

結
果、

　

GD
敬
語
の

頻
度
数
は

大
体、

後
半
に

な

る
ほ

ど

増
加

す
る。

　

 
か

ぐ
や
姫
へ

の

敬
語

は

初
め

の

三

段
に

は

全
く
な

い
。

後
段
少
し

増
加

す
る

　

が、

貴
公
子
た

ち

に

く
ら
べ

て

ず
っ

と

見
劣
り

が

す
る

。

　

偶
石
作
皇
子

に

対
す
る

敬
語
は

全
く
ゼ

ロ

で

あ
る

。

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　

2

き
感
想
を
い

だ

く
、

　

す
な
わ

ち、

氏
の

指
摘
さ

れ

た
既
述
三

様
の

判
断
を
そ

の

ま

ま
わ

た

し
の

と
っ

て

き
た

方
法
か

ら
す
る

と、

こ

の

判
断
に

対
し
て

ま
た

別
様
の

解
釈
の

可

能

性
も

生
じ

る
と

い

え
る

の

で

は

な

い

か、

と
い

う
こ

と

で

あ

る。
「

竹

取
物
語
』

の

私

兄
に

よ

る

「

主

題
」

を
眼
目
に

据
え、

こ

の

作
晶

に

お

け
る

敬

語
の

使
用
を
見
直

す
と

な
る

と、

要
点
は
つ

ぎ

の

如
く
で

あ
る。
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と

い

う
注
目
す
べ

き
事
実
を
提
示
さ
れ、

さ

ら

に

つ

づ

け

て、

ω
『

竹
取

物
語
』

の

文
章
は

そ

も
そ

も
変
体

漢
文
を
訓

み

下
し

た
和
文

で、

あ

ま

り
敬
認
が

用

い

ら

れ

て

い

な

か

っ

た
。

後

段
の

文

章
に

は、

敬

語
の

種

類

や、

用
法
が

複
雑
化
し

発
展

し

た
平
安
中
期
の

手
が、

さ

ら

に

加
わ

っ

て

い

る

か

も
知
れ

な
い
。

 

登

場
入

物
に

対
す
る

作
者
（
個
人
で

は

な
い
）

の

毀
誉
褒
憂
の

態
度
も
加
わ

っ

て

い

よ

う。

 

石

作
皇
子

の

話
で

は、

軽
ん

じ

た

こ

と

と

場
面
が

こ

こ

で

変
わ
っ

た

の

と

の

た

め

に、

先
行
し

た

記
録
の

面
に

添
っ

て

そ

の

ま

ま
訓
み

下

し
て

し

ま
っ

た

の

で

は

な

い

か
。

こ

れ

に

対
し

て

当
然、

藤
原
氏
を

思
わ

せ

る

車
持
皇
子

の

話
の

方
で

は

（
あ
る

い

は

あ

と

か

ら
）

心

し

て

敬
語
を

加
え
て

訓
ん

だ

の

か

も
し

れ

な
い

と

考
え
ら

れ

る。

こ

れ
は

今
の

『

竹
取
物
語．］

の

文
章
の

前
に、

変
体
漢

文
の

あ
っ

た
こ

と

を
裏
づ

け

る

現
象
と

み

て

よ
か

ろ

う。

と

結
論
づ

け

ら
れ

る
。

高
説
首
肖
す
べ

き

で、

こ

の

説
は

新
し
い

登
場
人
物
論
に

有
力
な

視
角
を
提
供
す
る

も
の

で

あ

る

が、

こ

の

敬
語
分

析
に

よ
る

真
名
本
先
行

説
に

対
し

て

私
見

を
さ
し

は

さ
む

こ

と

が

許
さ

れ

る

な
ら、

わ
た

し

は

以
ド

の

如

qP
登
場
人

物
に

対
す
る

敬
語

の

使
用
頻

度
が

後
半
に

な

る

ほ

ど

増
加

す
る

の

は、

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　ハ
ワ

ニ

か

ぐ
や

姫
が

か

っ

て

論
じ

た

如
く、

裳
着
を
十 
二

歳
で

迎

え、

十
互

歳
で

妻

問
い

が

始
ま
り、

十
八

歳
で

五

人
の

貴
公

子
へ

の

難
題
で

彼

ら

の

求
婚
を

斥
け、

二

十

一

歳

で

昇
天

す

る

と
い

う、

ま

が

り

な

り
に

も

長
編

物
語
を
志
向
す
る

「

女

の
一

生
」

が

描

か

れ
て

い

る

か

ら
で

あ

る。

さ

ら

に

「

か

ぐ
や

姫
を

中
心

と

す
る

恋
愛

物
語
」

と

い

う
正

当
で

平
凡

な
「

主
題
」

の

中
で、

竹
中
に

出

生

し

た

か

ぐ

や

姫

は

齢
を
重

ね

て

い

く
う
ち

に、

自

然
に

世
の

男
た

ち
の

崇
拝、

憧
憬、

欲
望

の

的

と

な

り、

妻
争
い

の

好

餌
と

し

て

の

価
値
が

急
上

す
る

た

め

で

あ
る。

と

く
に

「

燕
の

子

安
員
」

・
「

御
狩
の

御
幸
」

・
「

天

の

羽

衣
」

の

諸
段
で

は、

題

材
か

ら

で

は

な
く
叙
述
そ
の

も
の

が

か

な

り

微
細
に

わ
た

り、

い

わ

ゆ

る

写
実
性
を

増
し

て

い

く
。

し

か

も
こ

の

物
語
の

終

末
で

は

帝
と
天

人

と

い

う、

世

俗
か

ら

み

れ

ば

至

高
の

価
値
が

中
心

で

あ

る

か

ら．

敬
語
が

激
増
す
る

の

は

当
然

と
も
い

え

る

の

で

あ
る
。

 
か

ぐ
や

姫
に

対

す
る

敬
語
が

五

人

の

貴
公
子
に

く
ら

べ

て

少

な

い

の

は、
「

作

者
（
複
数）

の

毀
誉
褒
貶
の

態
度
」

と
い

う、

作
者
自
身
の

当
代
の

世

相
に

対
す

る

如

き
も
の

と

い

う
よ

り、

も
と

も
と

「

物
語
」

の

中
で
の

か

ぐ
や
姫
が、

賤
業

　
　
　
　

　

　
　
　
ニ

竹
取
の

翁
の

「

子

目

籠
」

と

し

て

生
誕
す
る
よ
う
に

描
か

れ

て

い

る

た

め

で

あ
っ

て、

実
社
会
の

上

で

も、

「

物
語
」

の

上

で

も、

そ

の

身
分

は

皇
族、

右
大
臣、
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大
・

中
納
言
な

ど

の

貴
種
貴
顕
よ
り
も、

当
然
の

こ

と

な
が

ら
相
隔
絶
し
て

卑
位

に

あ

る
べ

き
は

ず
の

も
の

だ

か

ら

で

あ
る。

そ

こ

で

か

ぐ
や

姫
の

加

齢
に

つ

れ

て、

最
後
に

そ

の

「

神
仏
」

と
い

う
身
許
が

暴
露
さ

れ

た
と

き、

彼
女
に

対
す
る

敬
語
が

急
増
す
る
の

も
こ

れ

ま
た

至

極
当
然
の

こ

と

と

い

っ

て

よ
い
。

個
石
作
皇
子
の

場
合
は、

そ
の

叙
述
量
が

十
行
古
活

字
本
で

数
え

れ
ば、

『

竹
取

物
語
』

全
文
千
百
十
三
行
に

対
し

て

こ

の

段
わ
ず
か

に

二

十
七

行、

丁
数
は

ほ

ん

の
一

丁
に

満
た

な
い

。

そ

し

て

そ

れ
は

ほ

と

ん

ど

説
明

文
で

あ
る

。

だ

か

ら

愚
弄

を
目
的
に

す
る
よ
り、

敬
語
を

使
用
す
る

間
も
な

か

っ

た

と

み

て

よ

い

の

で

は

な

い

か

と

思
わ

れ
る

ほ

ど
叙
述
量
が

少
な
い

。

さ

ら

に

言
え
ば

石
作
皇
子
目

仏
の

御

石
の

鉢
は

田

中
大

秀
以

来、

か

ぐ
や
姫
の

五
人
の

貴
公
子
へ

の

難
題
譚
の
一

つ

と

し
て

独
立
し

た
筋
立

て

と

な
っ

て、

現
行
『

竹
取
物
語
』

諸
注
釈
書
の

大
半
も
そ

れ

に

従
っ

て

い

る

が、

本
文
を
素
直
に

読
ん

で
い

く
と、

こ

の

石
作
皇
子
目

仏

の

御
石
の

鉢
は

難
題
譚
と
し

て

独
立

し
た
物
語
と
は

い

い

が

た

い
。

す
な
わ
ち、

前

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
イ

の

章
「

つ

ま

ど

ひ
」

に

お

い

て

「

世
界
の

を
の

こ
、

あ

て

な
る

も
い

や
し

き
も

」

が

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
イ

く

ら

せ

　
る

翁
の

家
に

押
し
か

け
て、

「

夜
を
明
か

し

日

を
く
ら
す
」

の

だ

が、

「

お

ろ

か

な

る

人
は

や
う
な
き
あ
り
き
は

よ
し

な
か

り

け
り
」

と

い

っ

て

あ
き
ら
め、

石

作
皇
子

は

「

そ
の

中
に

な
ほ

い

ひ

け
る

：

：

色
好
み

と
い

は

る

る
」

五
人
の

先
頭
に

く
る

皇
子
で

あ
る

。

し

か

も
こ

の

「

つ

ま
ど
ひ
」

の

段
で

竹
取
の

翁
の

か

ぐ
や

姫
へ

の

結
婚
の

有
無
を
言
わ
せ

ぬ

懇
願
に

対

し
て

か

ぐ
や
姫
の

持
ち

出
し

て

く
る

難
題
の

必

然
性
は、

翁
の

伝
え

る
五
人
の

男
た
ち
の

「

志
お

ろ

か

な
ら

ぬ
」

こ

と

の

事
実

性
を
試
す
こ

と

で

し
か

な
い

。

さ
ら
に

か

さ

ね
て

本
文
を

虚
心

に

た
ど

る

と、

石

作
皇
子
の

話
は

日

暮
れ
頃
に

竹
取
の

翁
の

邸
に

集
ま
っ

た
五
人

の

貴
公
子
に

対

し

て、

か

ぐ
や
姫
が

平
列

的
に

課
す
五
つ

の

難
題
の

延
長
上
に

あ

り、

い

き
お

い

「

二
、

つ

ま

ど

ひ
」

の

物
語
単
位
の

中
に

包
含
さ
れ

て

し
ま
っ

て

い

る

の

で

あ

る
。

石
作
皇
子
の

仏
の

御
石
の

鉢
の

話

は
独
立
し
た
一

章
を
立

て

て

他
の

四
人
の

『
竹

取
物

語
b

主
題

考

補
遺

井
上

英
明

貴
公
子
た

ち
の

物
語
と

区
別
が

で

き
か

ね
て

い

る

も
の

で

あ
る。

　
現
代
の

注
釈
書
の

中
で

「

仏
の

御
石
の

鉢
」

と

い

う
田

中
大
秀
以

来
の

章
段
分

け

を
あ
え
て

改
変
し、

本
文

の

流
れ
に

沿
っ

て、

「

三、

五

つ

の

難
題

−
仏
の

石
の

鉢
」

と

し、

こ

れ
を

独
立
さ

せ

な
か

っ

た

国

文

学
者
に

野
口

元

大
氏
が

い

麗。

「

仏
の

御
石
の

鉢
」

は

石
作
皇
子
の

冒
険
譚
と

し

て

の

劇
的
な
展

開

が

ま

っ

た

く
無
い
。

野
口

氏
の

新
解
に

従
わ

ざ

る

を
得
な

い

ゆ

え

ん

で

あ
り、

敬
語
を

使
用
す
る

間
も
な
か
っ

た

ゆ

え

ん

で

も
あ

る
。

　
つ

ぎ

に、

車
持
皇
子
は

藤
原
不

比
等
が

モ

デ

ル

だ

と

い

う。

こ

れ
は

諸
平
の

『

考
』

以

来
の

説
で

あ
り、

そ
の

由
っ

て

来
た
る
と

こ

ろ

は、

『

公
卿

補
任
』

「

藤

原
不
比
等
公

伝
」 、

『

帝
王

編
年
記
』

「

斉
明

天
皇
五

年
己

未
条
」 、

『

尊

卑
分

脉
』

「

藤
原
不
比
等
公
伝
」

の

記
録
を

証
に
、

藤
原
不
比
等
は

表
向

き
は

内
大
臣
大
織

冠
藤
原
鎌
足
の

二

男
で

あ
る

が、

実
際
は

天
智
天

皇
（
当
時、

皇
太
子）

が

寵
姫

　
　
　
　

　
　
　
む

す

め

御
息
所

「

車
持
公
の

女、

譽
志
古
娘
」

に

妊
娠

六

箇
月
で

鎌
足
に

賜

り、

譽
志
古

娘
は

鎌
足
の

家
室
と
な
っ

て

極
秘
裡
に

四

箇
月
を
経
て

不
比
等
を
出

生

し

た
と

い

う
。

さ
ら
に

諸
平
は

『

文
徳
實
録
』

「

嘉

祥
三

年
五

月
」

の

条

に

見

え
る

「

先

朝

之
制、

毎
皇
子

生、

以

乳
母
姓

爲
之

名
焉
」

と
引
き、
「

車
持
の

皇
子

は、

す
な

は

ち、

不
比
等
公
に

し

て、

母
の

姓
車
持
を
以
て、

名
と

し

給
へ

る

な

る

べ

し
」

と

推
定
し
た

。

い

か

に

皇
室
の

秘
事
と

は

い

え、

正

史
の

他、

確
実
に

近
い

と

さ

れ

る

古
記
録
の

伝
え
る

と
こ

ろ

で

あ
る

か

ら、

諸
平
の

推
理

は

正

し
い

と

み

て

よ

い
。

こ

の

こ

と

は

他
の

四

人
の

貴
公
子
た

ち
が

い

ず
れ

も
壬

申
の

乱

の

功
臣
で

あ

る
と

同
時
に、

持
統
・

文
武
両
朝
の

顕
官、

執
政
で

あ
る
こ

と

も
文
献
上
の

史
実

と

し

て

正
し
い

。

諸
平
の

考
証
は

文
献
史
学
の

成
果
と

し
て

首
肯
で

き
る

も
の

で

あ
る
が、

『

竹
取
物
語
』

の

中
で

の

人
物
論、

モ

デ

ル

論
と

な
る

と、

そ

の

こ

と

は

ま
っ

た

く
別
次
元
に

属
す
る

。

車
持
皇
子
は

ほ

ぼ

間
違
い

な
く
藤
原
氏
で

あ

り、

『

竹
取
物
語』

に

は

諸
平
の

い

う
よ

う
に

時
の

藤
原
氏
擅
権
に

対

す
る

諷
刺3
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明
墨
大

学

研
究
紀

要
【
日

本
文

化
学

部

二
茜

語
文
化

学
科】
第

三
号
　一
九

九
五

年

が

あ

る

か

も
知
れ

な
い

が、

そ

れ

が

こ

の

物
語
の

成
立

か

ら

二

百
年
近

く
も
の

往

古
に

実
在
し

た

顕
官
功
臣
を
あ
く
ま
で

愚
弄
す
る

理・
田

を
納
得
で

き
る

よ

う
に

説

明
す
る

の

は

至
難
の

業
で

あ
る。

た

だ
こ

こ

で

わ

た
し

の

い

い

た

い

こ

と

は、

藤

原
氏
ー1
車
持
皇
子

に

「

心

し

て

敬
語
を
加
え
て

訓

ん
だ
」

に

せ

よ、

そ

う
で

な
い

に

せ

よ、

本
文
に

お
い

て

車
持
皇

子
の

物
語
に

敬
語
が

激
増
す
る

こ

と

は

あ
く
ま

で

も
「

文
体
」

と

し
て

の

事
実
で

あ
る

。

敬
語
を
い

か

に

多
用

し

て

も
内
容
的
に

は

こ

の

皇
子

が

五
入
の

貴
公
子
中、

最
も
愚
弄
さ
れ
そ

の

悪
が

し

こ

さ
が

徹
底
的

に

暴
露
さ
れ
て

い

る
の

で

あ
る

。

つ

ま
り、

五
人
の

貴
公

子

の

内、

敬
語
が

最
も

多
く
使

用
さ

れ

た

入

物
が、

一

番
こ

っ

ぴ

ど
く
や
っ

つ

け
ら
れ
て

い

る

の

で

あ

る
。

こ

の

事
実
は

当
時
の

貴
賤
男

女
の

入

間
関
係
に

お

い

て

ど

う
解
釈
し

て

よ
い

の

か
。

『

今
昔
物
語

集
』

所
載
の

『

竹
取
翁
説
話
』

と

違
っ

て、

物
語
文

学
と

し

て

の

『

竹
取
物
語
』

の

読
者
は、

少
な
く
と

も
当
時
の

知
識
階
級、

す
な
わ
ち

貴

族

階
級
だ

と

し

な
け
れ
ば
な
る
ま
い

。

だ

と

す
れ

ば、

ご

く
常
識
的
に

い

っ

て、

こ

う
し
た
階
級
の

特
色
は

そ
の

感

受
性
が

鋭
敏
で

あ
り、

挙
措
が

洗
練
さ
れ
て

い

る

と

い

う
こ

と

で

あ
ろ

う。

人
物

を
徹
底

的
に

愚
弄
し、

戯
画
化
す
る

た
め

に

過

剰
と

も
い

え
る

敬
語
を
多
発
す
れ
ば、

そ

れ

を
使
用
し
な
い

場
合
よ
り
も、

効
果

は
い

っ

そ
う
痛
烈
で

あ
ろ

う。

三

谷

栄
一

氏
の

敬
語
使
用
分
布

図
は、

こ

の

物
語

の

読
み

方
に

い

ろ
い

ろ

な
示
唆
を

与
え
て

く
れ
る

が、

氏
の

指
摘
を
部
分
的
に

生

か

し

て

私
見
を
と

れ

ば、

以
上

述
べ

た

よ
う
に

な
る

。

　
な

お
つ

け
加

え
れ

ば、

た

し

か

に

『

竹
取
物
語
』

に

は

漢
文
訓
読
体、

も
し

く

は

物
語
音
読
論
を
想
起
さ
せ

る

文

章
が

数

多
く
存
在
す
る。

ま
た
そ
の

こ

と

は

こ

れ
ま

で

に

先
学
に・．
よ

っ

て

こ

の

物
語
の

文

章
と

『

古
事
記
』

・
『
風
土

記
』

や
『

文

選
』

の

「

海
賦
」

な
ど

の

文
体
の
一

部
と
の

類
似
が

詳
細
に

指
摘
さ

れ

て

き
た

ゆ

え
ん

で

あ
る

。

だ
が、

こ

う
し

た
漢
文
的
文
体
な
い

し
要
素
を

『

竹
取
物
語
輪

に

指
摘
し

は

じ

め

た
ら、

平
安
朝
前
期
の

散
文、

と
く
に

『

土

佐
日

記
』

な
ど

に

も

4

そ
れ
が

い

え
る

だ

ろ

う。

だ

か

ら
『

竹
取
物
語
』

に
、

例
え

ば

『

平
家
物
語
臨

や

『

曽
我
物
語
』

に

真
名
本
の

ご

と

き
先
行
作
晶

を

例
証
と

す
る

よ
り

も、

『

竹
取

物
譜
』

の

口

語
的
発
想
に

こ

そ
着
眼

す
べ

き

で

あ

ろ

う
。

つ

ま
り

縁
語、

懸
詞、

比
喩、

地

口

な

ど

の

語
戯
が

こ

の

物
語

に

お

け

る

レ

ト

リ
ッ

ク
の

生

命
で

あ

り、

そ
れ

は

国
語
で

な
け
れ

ば

表
現
不
可

能
な
の

で

あ

る
。

　
つ

ぎ
に

 
に

つ

い

て
。

も
し

『

竹
取
物
語
』

の

「

主
題
」

に

つ

い

て

の

私
解
に

い

く
ぶ

ん

と

も
妥
当
性
が

認
め

ら

れ
る

と

す
る
な
ら

ば、

こ

の

作
品

の

女

主
人

公

か

ぐ
や

姫
の

属
性
を
「

神
仙
」

と

す
る
説
に

対
し

て

は、

改
め

て

検
討

し

直
す
必

要
が

あ
る

よ

う
に

思
わ

れ

る
。

神
仙
の

「

仙
」

は

中
国
最
古
の

辞
書
と

い

わ
れ

る

『

説
文
解
字
』

に

「

僊、

長
生

僊
去
」

と

あ
る
に

よ
っ

て

本
来、

神

飃
と

書
く

の

　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　ハ
ま

が

正

し
い
。

津
田

左

右
吉
氏
の

『

脚
僊
思

想
の

研
究
』

に

よ
れ

ば、
　

「

僊
」

の

字

の

本
義
は

「

飛

揚
升
高
」

の

こ

と

で

あ
る

ら
し
い

。

し
た

が

っ

て

飃
人
は

天

に

昇

る、

あ
る

い

は

空
中
を
飛
翔
す
る

人

の

こ

と

で

あ
る
が、

『

説
文
解
宇
』

に

「

長

生
」

と
あ

る

か

ら、

僊
入
は

長
生
不
死
と
い

う
こ

と

に

な
る

。

し

か

し

か

さ

ね

て

津
田

説
に

よ

れ
ば

「

僊
」

と

い

う
語
そ
の

も
の

に

は

長
生
の

意
は

な
い

と

い

う
か

ら、

許
慎
が

そ

う
説
明

し
た

の

は

鰾…
人
11
長
生

不
死
と

い

う
考
え
が

当
時
に

あ
っ

た

か

ら
で

あ
ろ

う
と

い

う
。

そ

し
て

後
漢
時
代
に

な
っ

て
、

「

僊
」

と

「

仙
」

い

ず
れ
に

書
い

て

も

同
じ
よ
う
な
事
情
が

生
じ、

ま

た
一

方
で

僊
人
は

天

に

昇
る

入

で

あ

る

と
い

う
意

味
の

外
に、

山

に

入

る

と

い

う
意
味

が

付

加
さ
れ、

劉
煕
の

「
仙
」

の

字
の

解
釈、

「

僊
入

山
也
」

が

そ

の

推
測
を
た

す
け
る

と

い

う、

津
田

説
は

『

史
記
』 、

『

楚
辭
』

な
ど

確
実
な
文
献
に

よ
っ

て

立

論
さ

れ
て

お

り、

い

ま

に

な
お

反

対
の

余
地
は

な
く、

管
見
で

は

津
田

説

を
根

本
的
に

覆
し

た

論

は

未
見

で

あ
る。

た

だ

『

竹

取

物
語
』

に

は

『

史
記
』

「
始
宴

本
紀
」

二

十
八

年
条
の

「

海
中
有
三
紳
山、

名
日
蓬
莱、

方
丈、

瀛
洲、

偲
人
居

之
」

と

か
、

同
三

十
二
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年
条
の

「

求
僊
人
不
死
之
藥
」 、

「

封
禪
書
」

で

始
皇
帝
に

つ

い

て

述
べ

た

と

こ

ろ

に

「

三

棘
仙
…
諸
僊
人
及
不

死
之
藥
在
焉
」

と

か

「

海
中
蓬

莱、

僊
者
乃
可
見
」 、

「

僊
者
非
有
求
人
主、

人
主
者
求
之
」

な
ど

の

記
述
か

ら、

『

竹
取
物
語
』

に

神
僊

思
想
が

流
れ

て

い

る

こ

と

は

否
定
で

き
な
い
。

だ

が

そ

れ
は

は

じ
め

か

ら
こ

の

世

に

あ
り
も
せ

ぬ

蓬
莱
の

玉
の

枝
を
探
し
に

行
く
車
持
皇
子
の

仮
空

虚
偽
の

冒
険
譚

の

中
に

出
て

く
る

用
語
で

あ

り、

不
死
の

薬
も
現
世
に

お
い

て

は

つ

い

に

無
用
の

も
の

と
し

て

物
語
の

終

末
に

お
い

て

こ

の

世
の

最
高
の

権
力
者
に

よ
っ

て

不
要
と

さ
れ

て

し
ま

う
品

で

あ
り、

始
皇
帝
を
は

じ

め

と
す
る

中
国
文
人
た

ち

の

現
世
的

久
恋
の

品

で

は

な
か
っ

た

の

で

あ
る
。

　
か

ぐ
や

姫
は

神
僊

−
神
仙
な
の

か
。

彼
女
が

そ

う
し

た

女
だ

と

さ
れ

て

き
た

最
も
確
実
な
証
拠
は、

『

竹
取
物
語
』

の

有
力
な
先
行
文
献
の
一

つ

に

『

萬
葉
集
』

巻
の

十
六

に

み

え
る
「

竹
取
翁
歌
」

が

あ
る
か

ら

で

あ
る
。

就
中、

こ

の

長
歌
の

冒
頭
部
で

竹
取
の

翁
の

紹
介
と

こ

の

翁
が

九
人
の

少
女
に

出
遭
う
と

き、

つ

ぎ

の

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
うビ

よ
う
な

修
辞
的
表
現

を
み

る

か

ら

で

あ
る

。

昔
有
二

老
翁　

。

號
日

二

竹
取
翁一

也
。

二

煮
レ

羹
之
九

箇
女
子一

也
。

（

昔
老
翁
有
り
き

。

り
て

遠
く
望
む

に、

此
翁
季
春
之
月
登
レ
丘

遠
望、

忽
値

號
を
竹
取
の

翕
と
云
ふ

。

此
の

翁
季
春
の

月、

丘

に

登

　
　

　
　
　
　
　
　

こ

こ

の

た

り
　

を

と

め

た
ま

さ

か

に

羹
を
煮
る

九

箇
の

女
子

に

値
ひ

き
）

。

こ

の

一

節
が

『

竹
取
物
語
』

の

書
き
出
し、

今
は

昔、

竹
取

の

翁
と

い

ふ

も
の

あ
り

け

り
。

　
　
　
　
　
　

　
　
　
イ
　

と

　

り
　

て

野
山

に

ま
じ

り

て

竹
を
取
り
つ

つ

万
つ

の

こ

と

に

つ

か

ひ

け

り
。

名
を
ば

『
竹
取

物

語』
主
題

考
補

遺

井
上

英
明

イ

さ

ぬ

き

の

み

や

つ
こ

　

イ

ナ

シ

讃
岐
の

造
麻
呂
と

な

む
い

ひ

け

る。

と

著
し

く
類
似
す
る

か

ら

で

あ
る。

な
お

本
文
は

、

「

そ
の

中
の

中
に

本
ひ

か

る

　
　
　
イ

あ

りヨ
け

り　
ナ

シ

竹
一

筋
あ
り

け
り

。

…

…

そ
れ
を
見
れ

ば、

三
寸

ば

か

り

な
る
人
い

と
う
つ

く

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　

イ

あ
さ

こ

と

い

ふへ
に

し
う
て

ゐ

た

り
。

翕
い

ふ

よ
う、

わ
れ
朝

ご

と

に

見
る

竹
の

中
に

お

は

す
る

に

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

イ

ヨ
う

ち　
ナ
シ

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
イ

な

ん

め

り

て

知
り

ぬ
。

子

に

な
り

た

ま
ふ

べ

き
人

な
め

り。

と
て、

手
の

う
ち

に

い

れ

て

家
に

響
で

霞
・

勢
の

お

う
な
に

あ
づ

け

て

養
は

す・

考

驚
暴
・

と

限
り

な
し

。

い

と

を
さ

な
け

れ

ば

籠
に

入
れ
て

養
ふ
」

と

つ

づ

く
。

　
と

こ

ろ

が

『

萬
葉
集
』

巻
十
六
の

『

竹
取
翁
歌
』

修
辞
が

ま
っ

た

く
違
う

。

す
な
わ
ち、

で

は

女
と

の

邂
逅
と

述
べ

る

尓
之
竹
取
翁
謝
之
日、

非
慮
之

外
偶
逢
二

紳
仙
迷
惑
之

心
無
二

敢
所一
レ

禁、

狎
之
罪
希
贖
以
レ

歌、

即
作
歌
一

首
井

短
歌

近

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
た

た

た

ま

す
な
は
ち

竹
取
翁
謝
り

て

曰

は

く、

慮
は

ざ

る

外
に

偶

神
仙
に

遇
へ

り、

　
　
　

　
　
　
　
さ

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
　

な

　
　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

　
あ

が

な

迷
惑
の

心

敢
へ

て

禁
ふ

る
所
無
し

。

近
く
狎
れ

し
罪
は、

希
は

く
は

贖
ふ

に

歌
を
以
ち
て

せ

む

と、

即
ち

作
れ
る

歌
一

首
井
に

短

歌

と
つ

づ

く
。

問
題
は

竹
取
の

翁
と

女
子
は、

出
遭
い

は

違
っ

て

も、
『
萬
葉
集
』

で

は

そ

の

修
辞
に

「

非
慮
之

外
偶
逢
二

祚
仙

匸

と

漢
文
で

表
現
し
た

こ

と

で

あ

る。

こ

こ

か

ら

「

か

ぐ
や
姫
」

神
仙
説
が

出

来
た

。

　
こ

の

説
の

由
来
に

は、

国
文
学
界
に

お
い

て

は

大
き

く
分

け

て

二

つ

の

系
統
が

あ
る。

一

つ

は
民

俗
学
的
研
究
で

あ
り、

一

つ

は

万
葉
学
に

お

け

る

出
典
考
証
学

の

伝
統
で

あ
る

。

5
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明

星
大

学
研
究

紀

要
【
日

木
文
化

学

部・
言

語
文
化

学
科】
第

三
号
　一
九

九
五

年

　
『

萬
葉
集
』

巻
十
六

の

竹
取
翁
歌
は
集
中
第
二

番
と

い

わ

れ
る

屈
指
の

長

編

で、

翁
の

自
叙
伝
と

九
入
の

少
女
の

返
歌
か

ら

な
る
か

な

り

創
作
意
識
の

高
い

内

容
を

も
つ

が、

こ

の

九
人
の

少
女
た

ち

を

現
身
の

「

神
仙
」

と

し
て

そ

こ

に

生

活

入
と

し

て

の

聖
な
る

処
女
の

面
影
を
み

た

学
者
の

代
表
に

折
口

信
夫
氏
が

い

る
。

　
　

　

　
　
　
　

　

　ロ
リけ

氏
は

つ

ぎ
の

よ

う
に

説
く

。

有
名
な
学
説
で

あ

り、

後
に

こ

の

学
統
を
継
ぐ
研

究

者
も

多
い

の

で

あ
え
て

引
用

す
る

と、

　
ム

ラ

一

邑
の

處
女

が
、

家
・

村
を
離
れ
て、

山
野

に

隔
離
し

て

物
忌
み

し
て

暮
す

期

間
が

あ
つ

た
。

さ

う
し
て、

紳
聖
な
る

村
の

「

を
と

め
」

と

し

て

の

資
格

を

獲
る

爲
の

行
を
積
む。

此
が

近
代
ま
で

續
い

て、

山

籠
り
・

野

遊
び

の

風

と
な
つ

て

殘
つ

て

ゐ

る。

そ

う
し

て

日

數
も、

一

日

が

牛
日

に

な
つ

て

了
つ

た
が、

古
く
は

幾
日

か

を
籠
り

暮
し

た
ら

し
い
。

此
が

濟
む

と、

村
に

於
け

る

禪
秘

な

信
仰
行
事
に

與
る

事
が

出
来
る

様
に

な
る。

さ

う
し

た

時
期
に

在

る

處
女
に、

ゆ

く
り

な
く
山

野
で

行
き
逢
ふ

こ

と
が

あ
る。

其
が、

昔
の

人
々

に

は、

山

野
の

間
に

神
女
を
見
た、

と
云
ふ

物
語
を
生

む

動
機
に

な
っ

た。

萬
葉
集
で

譬、
几

ば、

巻
十
六

の

竹
取

翁
の

碑
女

に

逢

う
た
物
語
歌
が、

其
で

あ
る

…
…

　

さ

ら

に

折
目

氏
は

岡
じ

く
『

萬
葉
集
』

巻
五
、

松
浦
河
に

遊
ん

だ

さ

い

の

贈
答

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　
ア

サ

リ

ス
ル

　

ア

マ

ノ

コ

モ

ト

　

ヒ

ト

歌
が、

大
伴
旅
人
の

作
と

さ
れ
る

歌
の

「

興

佐
里

須
流

　
阿

末
能
古

母
等

　
比
得

ハ
イ

ヘ
ド

　

ミ

ル

ニ

シ

ラ

ェ

ヌ

　

ゥ

マ

ヒ

ト

メ

コ

ト

波
伊
倍
騰
　
美
流
尓
之
良
延

奴
　
有
麻
必

等
能
占
等
」

を
あ
げ、

こ

れ

を
「

あ
さ

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　
ウ

マ
ビ

ト

リ
す
る

海
入

の

子

ど

も
と、

人
は

言
え
ど、

見
る

に

知
ら

れ
ぬ

。

貴
人

の

子
と

」

と

訓
み

下
し、

「

有
麻
必

等
能
古
」

を
「

貴
人
た

る

處
女
」

と

し

た

の

で

あ
る

。

わ

た

し

は

こ

の

碩
学
の

言
説
に

異
を
さ

し

は

さ

む

意
図
は

ま
っ

た

く
な
い

が、

当

時
は

『

遊
仙
窟
』

や

『

文
選
』

な
ど
の

六

朝
詩
文
の

修
辞
が

文
人

間
に

流
行
し

て

6

お

り、

本
文
の

「

偶
逢
二

榊
仙
一
、

迷
惑
之

心
無
二

敢
所一
レ

禁
」

は

『

遊
仙
窟
』

の

「

忽
遇一

棘
仙・
、

不
レ

勝
二

迷
亂
．

」

を
そ

の

ま

ま

借
用

し

た

も
の
、

あ

る

い

は

字

を
違
え
た

だ

け
の

引
き
写
し
で

あ
る

と

い

っ

て

よ
い

と

考
え

る。

　

と

こ

ろ
が、

『

竹
取

物
語
』

の

か

ぐ

や

姫
に

つ

い

て

の

描
写

を
そ

の

ま

ま
読
む

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
へ
ん

ぐ

ゑ

と、

姫
に

つ

い

て

は、

翁
の

い

う
「

變
化
」

人
で

あ

り、

姫
も
翁
か

ら
い

わ

れ
て

そ

れ
を
承

知
し

て
い

る

が、

い

よ

い

よ
自
分
の

出
生

と

身
分
を

告
白
す
る
の

は

大

詰

め

の

昇
天

の

直

前
で、

「

お
の

が

身
は

こ

の

國

の

入
に

も
あ
ら

ず
。

月

の

都
の

人
な
り

」

と

言
う
ま

で、

姫
は

「

變
化
」

の

人
で

あ
り

な
が

ら、

現

世
の

女

と

し

て

振
る

舞
っ

て
い

る
。

さ
ら

に

か

ぐ

や

姫
の

帰
る

「

月
の

都
」

は

「

人

は

い

け
う

イ

コ
て　
ナ

シ

　
　

　

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　
イ

め

で

た

く

ら

に

て、

老

い

も
せ

ず
な
む、

思

ふ

こ

と

な
く

は

べ

る
」

と

こ

ろ

で

あ
り、

か

ぐ
や

姫
が

「

二

十
余
年
」

生

活

し
た

現
世

は

「

き
た

な
き
所
」

で

あ
る。

か

ぐ

や

姫
は

天
の

羽
衣
を
着
る

と

・

心

異
に

な
る
L

わ

け

で、
・

禦
吋
と

ほ

し

餐
じ

　

　

　
　
　
イ

む

思
し

つ

る

こ

と

も
う
せ

ぬ
」

と

さ

れ

て、

現
身
の

女

と
し

て

の

感
情
を
喪
う

。

現

世

に

お
け
る

か

ぐ
や

姫
が

「
神
仙
」 、

「

神
僊
」

だ

と

読
者
に

気
づ

か

せ

る

叙
述
は

他
に
一

切
な
い
。

た
だ

原
作
の

本
文
に、

竹
中
に

生

誕
し
た

「

變
化
」

の

八

で

あ

り

な
が

ら

「

女
の

身
を
持
ち
給
へ

る
」

入
物
に

す
ぎ

な
い
。

こ

れ

が

原
作
の

本
文

に

現

れ
る

か

ぎ
り

に

お

い

て

の

解
釈

の

限
界
で

あ

る
。

だ

か

ら、

か

さ

ね

て

『

萬

葉
集
』

巻
五

の

「

僕
問
日

　
誰
郷
誰
家
児
　
若
紳

仙
乎
」

と

か、

『

日

本
靈
異
記
』

上
に

み

る

「

其
の

風
流
の

事、

神
仙
に

感
應
し、

春
の

野
に

莱
を
採
り、

仙
草
を

食
ひ

て

天

に

飛
び

き
」

な
ど
は

『

遊
仙
窟
』

の

修
辞
の

借
用

が

『

萬
葉
集
』

文

入

作
家
の

文
学
的
ダ

ン

デ

ィ

ズ

ム

で

あ
り、

作
品
の

価
値
判
断
と

は

潤

物
で

あ
る
べ

き
だ

と

思
う

。

な
お
と

く
に

こ

の

「

竹
取

翁
長
歌
」

の

作
者
は

文
人
中
の

文

入
た

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　　
マサ

る

山

上

憶
良
だ

と

推
定
さ
れ
て

い

る
が、

実
際
は

か

っ

て

岡
…

男
氏
が

説
い

た

こ

　　
さり

と

く
「

九

箇
の

女
子
」

は

す
で

に

翁
を
「

呼
び

嗤
」

う
淫
奔
な
不
良
女

子
で

あ

る

ら
し

く、

松
浦
河
の

連
作
歌
も
た
ん

に

「

紀
の

裳
の

裾
ぬ

れ

て

鮎
」

を

釣
る

漁
夫
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の

娘
に

す
ぎ
な

い
。

　
折
口

信
夫
氏
の

右
に

引
い

た

高
名
な

論
説
は、

『

萬
葉
ぴ

と

の

生
活

−
及
び

そ

の

歌
』

と
い

う
題
が

つ

い

て

い

る。

老
翁
を
か

ら

か

う
少

女
た

ち
が

神
聖
な
る

少
女
で

あ
り、

現
実
に

「

神
仙
・

僊
」

で

あ
っ

た

と

し
て

も、

作
品

と

し

て

は

少

女
た

ち
の

歌
は

老
翁
の

官

能
を

く
す
ぐ
る

低
俗
な
エ

ロ

テ

ィ

シ

ズ

ム

に

す
ぎ
な

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　　
と

い
。

だ

か

ら
山

上

憶
良
と

も
、

高
橋
虫
麻
呂
の

作
に

も
擬
さ

れ
る

「

竹
取
翁

長

歌
」

の

九
人

の

少
女
た

ち
を
神
仙
　
　
神
僊
と
す
る

の

が、

こ

こ

で

の

創
作
意
図

な
の

で

あ

る。

『

遊
仙
窟』

は

た
ん

な
る

低
次
の

好
色
作
品

で

あ
る

に

も
か

か

わ

ら

ず、

神
仙
譚
に

読
ま
れ
て

き
た

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か
。

　

中
国
神
話
で

名
高
い

穽
と

妲
娥
の

話
も
西
王
母
か

ら

手
に

入
れ
た

不
死
の

薬
を

飲
ん

で

月
へ

飛
び

立

ち、

永
遠
の

月
の

女
神
と
な
る

点
で、

あ
る
部
分
で

か

ぐ
や

姫
と

共
通
す
る

が、

不
死
の

薬
を

飲
ん

で

月
へ

昇
る
と

い

う
そ
の

扱
い

方
に

お

い

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　ハ
リマ

て

妲

娥
は

「

神
僊
」

を
あ
ら
わ

す
神
話
上

の

女
で

あ
る

の

か

も
し
れ

な
い
。

だ

が

神
話
の

人
物
は

魯
迅
が

い

み

じ

く
も
述
べ

た

よ
う
に、

そ

の

中
枢
は

「

神
格」

を

属
性
に

も
つ
。

こ

れ

は

魯
迅
な
ら
ず
と

も
西
洋

神
話

学
の

常
識
的
な

見
解
で

あ

り、

同
時
に

世

界
各
地
い

か

な
る

神
話
に

も
普
遍
的
な
属
性
で

あ
る

。

か

ぐ
や

姫

は

天
人
の

迎
え

が

来
て

羽

衣
を
着
る

ま
で、

結
婚
可
能
を
留
保
し
た

現

身
の

女
性

に

す
ぎ

な

い
。

し

か

も
ふ

た
た

び

魯
迅

が

説
く
よ
う
に

「

詩
人
」

は

「

神
話
の

仇

　
　
　

　ハ
ユ

敵
」

で

あ

る。
『

竹
取

物
語』

の

「

詩
人
」

は
在
来
の

神
話・
伝
説
の

「

仇
敵
」

で

あ
っ

た

と

い

う
ほ

か

な
い

。

か

ぐ
や
姫
と

い

う
の

は
近

代
心
理

学
で

い

え
ぼ
た

ん

な
る

ナ
ル

シ

ス

ト

に

す
ぎ

な
い

に

し

て

も、

そ

こ

に

聖
観
念
を
も
ち

こ

む

の

は

読

者
の

宗
教
・

倫
理

に

お
け

る
一

つ

の

価
値
判
断
で

あ
ろ

う
が、

彼
女
に

は

い

わ
ゆ

る

「

神
格
」

と

い

う
至
高
の

属
性
は

最
後
ま
で

隠
さ
れ

て

い

る
。

　

か

く
し

て

『

竹
取

物
語
』

の

作
者
は

神
僊
思

想
や
長

生

不
死

と

い

う
「

神
話
」

か

ら
の

離
脱

者
と

し
て

新
し
い

「

物
語
」

を
創
作
し
た

も
の

と

考
え
て

よ

い

だ
ろ

『
竹
取
物

語」
主

題
考
補

遺

井
上

英
明

　
0

、
つ　

つ

ぎ
に

す
で

に

散
逸
し、

『

古
事
記
裏
書
』

、
『

元
々

集
』

巻
七、

『

塵
袋
第
一
』

な
ど

に

採
録
さ
れ

た

『

丹
後
國
風
土
記』

の

「

奈
具
社
」

の

伝
説
の

あ
ら

す
じ

を

見
て

み

罷
。

こ

の

伝
説
に

つ

い

て

は

民

俗
学
の

流
れ
を
く
む

多
く

の

研
究
者
が

『

竹
取
物
語
』

と

の

深
い

か

か

わ

り

を
指
摘
し、

そ
の

源

泉
中、

最
大
の

も
の

と

す
る
が、

た

し
か

に

『

竹
取
物
語
』

と

共

通
す
る

点
が

あ

り、

そ
れ

は

つ

ぎ
の

三

項
に

ま

と

め

ら
れ

る
。

す
な
わ
ち、

　

　
　
　
　
　
　

お

き

な

　

　

お

み

な

　

 
翁
（

こ

こ

で

は

老
夫
・

老
婦
）

が

天
女
を
発
見
し

て

養

女
と

し

た

こ

と。

　

 
天
女
の

力
（
こ

こ

で

は

醸
酒
）

で

富
を
致

し

た
こ

と
。

　

 
天
女
が

羽
衣
に

か

か

わ
っ

て

地

上
か

ら

離
れ
る

こ

と
。

と

い

う
三

点
で

あ
る

。

し

か

し
わ

れ
わ

れ

の

「

主

題
」

か

ら

み

る

と

『

竹

取
物

語
』

と

「

奈
具
社
」

で

は

決
定
的
に

異

な
る
。

後
者
の

筋
立
て

を
や
や
く
わ

し

く

た

ど
る
と、

　

 
丹
後

国
の

比
治
山

の

い

た

だ

き
の

真
名
井
に

天

女
が

八

人

降
っ

て

水
浴
す

　
る。

　

 
和
奈
佐
の

老
父、

老
婦
と

い

う
夫
婦
が

ひ

そ
か

に

天

女

の
一

人

の

衣

裳
を
取

　
り

穏
し

た

の

で、

そ

の

天
女
は

天
に

飛
行
す
る

こ

と

が

で

き
ず
地

上
に

と

ど

ま

　
る。

　

 
老
夫
婦
と

十
余
年
間
住
む

う
ち

に、

天

女
は

よ
く
酒
を
つ

く
る

た

め、

一

ぱ

　
い

の

値
は

財

車
に

積
ん

で

送

る

程
に

な
り、

老
夫
婦
の

家
は

非
常
に

裕

福
と

な

　
る

。

　

 
そ

の

後、

老
夫
婦
は

天
女
を
放
逐

し

た

の

で、

天
女
は

転
々

流
浪、

竹
野
郡

　

奈
具
社
に

至
っ

て

そ

の

地
に

と

ど

ま

る
。

こ

れ

が

そ
の

社
に

坐
す
豊
宇
賀
能
売

　

命
で

あ
る

と
い

う
。

7
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星
大

学
研
究

紀
要
【
日

本
文

化

学
部・
言
語
文

化
学

科】
第
三

号

　一
九
儿

五

年

　

こ

の

四

つ

の

物
語
単
位
を
連
結
す
る

主
題
を
吟
味
す
る

と、

や

は

り

こ

れ
も
ま

た

あ
の

『

今
昔
物
語
集
』

所
収
の

「

竹
取
翁
譚
」

と

同
じ

く、

老

夫
婦
の

致
富
譚

が

中
心
と
な
っ

て

い

る
。

天
女
は

た
ん

に

富
を
も
た

ら

す
収
入
源
と

し

て

の

異

界

の

人
と

し
て

語
ら

れ
る

の

み

で、

現
世
的
に

人
格
化
さ

れ

る
に

至

ら

な
い

こ

と
も

同

じ

で

あ
る。

さ
ら

に

天

女
と

老
夫
婦
と

の

結
び

つ

き

の

き
っ

か

け

が

天
の

羽
衣

で

あ
る

が、

『

竹
取
物
語
』

で

は

両
者
の

訣
別

の

そ

れ
で

あ
る。

し

か

し

こ

こ

で

天

女
は

天
空
へ

飛

翔
し
な
い

。

す
な
わ

ち、

「

神
僊
」

た

る

超
能
力
を
喪
っ

た

の

で

あ
る

。

な
ぜ

な
ら

こ

の

天
女
に

よ
っ

て、

老
夫
婦
の

「

致
富
」

を
主
題
と

し
た

か

ら

で

あ
る
。

し
た

が
っ

て

老

夫
婦
が

致
富
を
実
現

す
れ
ば、

も
は

や
天

女
の

必

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　
ハ
ぼソ

要
性
は

な
く
な

る
わ

け

で

あ
る

。

「

奈
具
社
」

の

伝
説
の

最

後
を
飾
る

歌、

天
の

原

　
ふ

り
放
け

み

れ
ば

　
霞
立

ち

家
路
ま
ど

ひ

て

　
行
方
知
れ

ず
も

と
、

『

竹
取

物
語
』

の

エ

ピ

ロ

ー

グ

に

出
て

く
る

帝
の

歌、

あ
ふ

こ

と

も
涙
に

う
か

ぶ

わ

が

身
に

は

死

な
ぬ

薬
も
何
に

か

は

せ

む

両
歌
は

ど

ち

ら
も
哀
韻
の

切
な
る

点
に

お

い

て

佳
歌
だ

と

思
わ

れ

る

が、

一

方
は

天
女
の

敗
残
の

歔
欷
き

で

あ
り、

他
方
は
一

天

万

乗、

至

尊
の

諦
念
の

声

で

あ

る
。

「

奈
具
社
」

と

『

竹
取
』

の

「

主
題
」

の

違
い

は

こ

こ

に

お

い

て

も
明
白
で

あ
ろ

う
。

　
→

方
ま
た、

「

羽

衣
」

に

よ
っ

て

地
上
の

富
と

幸
福
を
か

ち
え
た

「

奈
具

社
」

の

老
夫
婦
と、

同
じ

く
「

羽

衣
」

に

よ
っ

て

す
べ

て

を

喪
っ

た

『

竹
取

物
語
』

の

そ

れ

と

は
、

す
で

に

し

て

そ

の

文

学
的
「

主
題
」

を

異
に

し

た
の

で

あ
る。

取
物
語
』

の

作
者
は、

こ

う
し

た
先
行
の

伝
説
・

説
話

が

た

と
え

識
域

下
に

あ
っ

た

に

し
て

も、

創
作
に

あ
た
っ

て

は

そ

れ

ら

の

支
配
を

受
け

る

こ

と

な
く、

却
っ

　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
はザ

て

叛
逆
的
で

さ

え

あ
る

と

い

っ

て

よ

い
。

　

竹 　 8

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　
　

ふ

ろ

　

つ

ぎ
に

『

帝
王

編

手
記
』

養
老

七

年
の

条
に

収

め

る

「

伊
香
小

江
」

の

「

古

お

き

な

老
」

の

伝
え

る

伝
説
を
一

瞥
し

て

み

よ
う

。

こ

れ
は

「

奈
具
社
」

の

場
合
よ

り

も

ず
っ

と

単
純

素
朴
で

あ
る

。

わ

た

し

は

こ

の

伝
説
に

対
し

て

も
『
竹
取

物
語
』

全

体
を
支
配

す
る

「

主

題
」

を

覆
う
も
の

と

は

考
え

な
い
。

と
い

う
の

も、
「

天

の

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
う

み

　
　

　

　
　

　
　

　

　

か

は

あ

八

女、

俔
に

自
鳥
と

爲
り

て、

天

よ
り

降
り

て、

江
の

南
の

津
に

浴
み
」

し

て

い

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　
か

　

み

た

の

を
「

伊
香
刀
美
」

と
い

う
男
が、

白
鳥
の

姿
を
し

た
八

女
を
「

神
入
」

と

み

て

求
愛
の

念
を
起
こ

し、

臼
犬

を
遺
っ

て

天

の

羽

衣
を
盗
み

取

ら

し

め

る。

七

人

　

　
い

う

ね

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

い
う

と

の

「

兄
」

は

天
上

に

飛
び

去

る

が、

「

弟
」

の
一

人
は

羽
衣

を
奪
わ

れ

た

た

め

に

一

人
飛
び

去
る
こ

と

が

で

き

な
い
。

伊
香
刀

美
は

地
上

に

残
留
を

余
儀
な
く

さ
れ

　

　
い

う

と

た

「

弟
」

の

天
女
と
夫
婦

関
係
を
結
び、

あ
ま

つ

さ

え

「

意
美
志
留
」

・
「

那

志
登

美
」

と、

「

伊

是
埋

比

睇
」 、

「

奈
是
理

比
賣
」

の

二

男
二

女
を
生
む
。

後
に

天

の

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
い

う

と

羽
衣
を

捜
し

取
り
天

に

昇
っ

た
の

は

「

弟
」

の

天

女
で

は

な

く、

伊
香
登

美
の

　

　
　
　
　
　
い

ろ

は

妻
で

天
女
の

「

母
」

で

あ
り、

夫
す
な
わ

ち

天

女
の

養
父

「

伊

香
刀

美
」

は

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　

な

が

め

「

独
り

空
し

き
床
を
守
り
て、

嶮
詠
す
る

こ

と

や

ま

ざ

り

き
」

と

な

る

か

ら

で

あ

る。
　

こ

れ

ら

に

類
す
る
話
の

伝
承
は

こ

の

他
に

『

萬
葉
集
』

や

『

懐
風

藻
』

に

み

え

る

吉
野

拓
枝
の

伝
説、

さ

ら
に

降
っ

て

謠
曲
の

「

羽

衣
」

の

三

保
の

松
原
な

ど

が

　

　
　
　
　
　

　

　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　

　

　
ス

ワ

ン
コ

メ

イ

ド

ン

あ
り、

こ

れ

ら

は

タ
イ
プ
・

イ

ン

デ

ク

ス

風
に
い

う
と、

自

鳥
処
女
説
話
と

し

て

汎
世
界
的
な
ひ

ろ

が

り

を
み

せ

て
い

る

こ

と

は

す

で

に

神
話

学
・

民
俗

学
の

問
で

は

周
知

の

こ

と

で

は

あ
る。

だ

が

こ

れ

ら
は

U
本
の

古
代
人

の

習
慣
や

伝
承

説
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話
・

伝
説
の

発
想
を
知
る
上

で、

生
活
文

化
の

型

の

研
究
と

し

て

の

次
元
で

の

資

料
と
な
る
べ

き
は
ず
で
、

そ

れ

ら
を
「

物

語
文
学」

と

し

て

の

『

竹
取
物
語
』

と

平
列
同
次
元
で

扱
う
の

は
物
語
研

究
に

お

け

る
「

話
型
学
」

や

民
俗
学
的
方
法
の

陥
穽
に

は

ま
り

こ

む

危
惧
な

し

と
し

な
い

と

い

う
の

が

わ

た

し

の

考
え
で

あ
る

。

　
つ

い

で

な
が

ら
「

比
較
文
学
」

の

テ

リ

ト

リ

ー

で

『

竹
取
物
語
』

を
読
ん

で

み

る

と、

「

比
較
文
学
」

の

正

統
に

は

英
・

米
に

流
行
す
る
「
対
比
研
究
」

で

は

な

く、

フ

ラ

ン

ス

学
派
直
系
の

「

比

較
研

究
」

で、

対

象
は

「

近
代
文
学
」

（

日

本

近
代
文
学
で

は

な
い
）

に

か

ぎ
ら

れ

る
よ

う
で

あ
る

。

し
か

し、

比

較
文
学
も
日

進
月
歩、

研
究
の

対
象
を
欧
州
各

国
の

近
代
文
学
の

「

交
流
」

に

の

み

限

定
す
る

必

要
も
義
理

も
な
い
。

わ
が

日

本
文
学
は

「

交
流
」

ど
こ

ろ
か
、

お

お

む

ね
海
彼

か

ら

の

「

受
容
」

と

い

う
一

方
交
通
で、

み

ず
か

ら
の

文
学
を
外
国
へ

発
信
し、

「

影
響
」

な
ど

を
あ
た

え

る

ま
で

に

は

至

っ

て
い

な
い

。

俳
句
や
絵
画
も
技
術
的

な
も
の

に

と

ど

ま
っ

て

い

る

よ
う
で

あ
る
。

将
来
の

こ

と

は
と

も
か

く、

当
面
一

方
交
通
た
る

こ

と

を
認
め

た
上
で、

な
お

も
『

竹
取
物
語
』

の

素
材
と
し

て

有
力

な
外
国
小
説
と

い

え
ば、

す
で

に

先
学
の

指
摘
す
る
『

漢
武
内

傳
』

で

あ
ろ

う。

だ
が

こ

の

唐
土

の

稗
史
に

し
て

も
「

神
僊
」

を

実
在
す
る

も
の

と
信
じ、

そ
れ

を

西
王
母
に

向
っ

て

依
頼
す
る

漢
の

武
帝
の

心
術
と

『

竹
取
物
語
』

の

帝
の

そ
れ

と

は

決
定
的
に

異
質
な
も
の

を
認

め

ざ
る

を
え
な
い
。

　

『

漢
武
内

傳
』

を
た

ん

な
る

読
み

物
と

し
て、

と

い

う
の

は

わ
が

『

竹
取
物

語
』

と

の

か

か

わ

り
や

如
何、

な
ど

と

い

う
成
り

心
を
も
た

ず
に

読
ん

で

い

く

と、

そ
こ

に

は

「

神
仙
術
」

と

い

う
デ

ィ

シ

プ

リ

ン

に

よ
り、

長

生
不
死
に

到
達

す
る
方
法
が

す
こ

ぶ

る

現
実
性
を
も
っ

て

描
か

れ

て

お

り、

理

論
的
と

い

え
な
い

に

し
て

も
そ
う
し
た

背
景
に

は、

当
時
の

文
人
間
に

流
行
し
た

と

い

わ

れ

る
「

神

仙
傳
」

や

『

遊
仙
窟』

な
ど

を
筆
頭
と

す
る
六

朝
稗
史
官
者
流
の

「

小
人

之
説
」

や

そ

の

こ

ろ

に

浸
潤
し

た

と

い

わ
れ

る

「

養
生

論
」

の

類
い

の

存
在
が

予

想
さ

『
竹

取
物
語
』

主
題

考
補

遺

井
上

英
明

れ、

そ
う
し
た

社
会
風
潮
が

「

言
文
一

致
」

な
ど

と

は

あ
ま
り
に

も
か

け

は

な

れ

た

漢
文
学
的

修
辞
を
生
み

出
し

た

の

だ

と

臆
測
さ

れ

る
。

　
そ
れ

で

は

い

か

な
る

作
品
が

全

体
と

し

て

『

竹
取
物
語
』

の

「

主
題
」

に

深
刻

な
「

影
響
」

を
与
え

た
の

で

あ
ろ

う
か

。

か

さ
ね

て

臆
測
に

過
ぎ
な
い

が、

わ
た

し

は

や
は

り

仏

典
だ

と
考
え

る
。

つ

と

に

指
摘
さ

れ

て

い

る

『
佛
読
月
上

女

經
』

な

ど
そ
の

最
た

る
も
の

の
一

つ

で

あ
ろ

う。

つ

づ

い

て

『

捺
女
祗
域
因
縁

經
』

を

み

る

で

あ
ろ

う
。

今、

後
者
に
つ

い

て

い

さ
さ
か

の

私
見

を
加
え
る

と、

主

人
公

の

異
常
出
生、

輝
く
美
貌、

成
人
し

た

と

き
の

年
齢
の

具
体
的
な
叙

述、

さ

ら

に

専
ら

「

捺
女
」

の

美
し
さ

に

魅
せ

ら
れ
た

七

人
の

国
王
の

「

妻
ど

ひ
」

な
ど

は、

『

竹
取
物
語
』

に

き
わ

め

て

類
似
す
る

。

だ

が、

そ

の

「

主
題
」

は

ふ

た

た

び

相

違
す
る。

す
わ

な
ち、

七

人
の

国
王

の

求
婚
に

対
し

て、
「

捺
女
」

は

下

世

話

に

い

え

ば

ま
る
で

物
取
り
競
争
の

ご

と

き
セ

リ

フ

を
吐

き、

か

つ

国
王
の

一

人、

瓶

沙
王

と

い

う
男
と

つ

い

に

同
衾
し

て

し

ま

う
か

ら
で

あ
る

。

仏
典
の

「

捺
女
」

と

い

う
「

聖
女
」

に

は

か

ぐ
や
姫
の

よ
う
な
男
性
拒
絶
の

意
志
は

は

じ
め

か

ら

な
か

っ

た

の

で

あ
る

。

　

そ
こ

で

わ
た
し

が

最
も
『

竹
取

物
語
』

の

「

素
材
」

と

し

て

心

ひ

か

れ

る

の

は

　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
ロ
　り

先
に

あ
げ

た

『

月
上
女
經
』

の

方
で

あ
る

。

相
異
な
る

点
も
多
く
存
在
す
る

と

は

い

え、

ま

ず
最
も

相
似
る

点
を
挙
げ
る

と、

 
竹
取
り

の

翁
に

相
当
す
る
人
物、

「

離
車
」

（

維
摩
の

こ

と）

の

致

富
譚
で

は

な
い

こ

と
。

離
車
と
い

う
人
物
は

は

じ

め

か

ら

長
者
で

あ
る

。

 
「

妻
あ
ら

そ
ひ
」 、

す
な
わ

ち

男
か

ら
の

求
婚
が

こ

と

ご

と

く
首
尾
を
得
な

い

こ

と
。

こ

の

二

点
で

あ
る

。

ま
た、
「

主
題
」

か

ら
み

て、

直
接
の

類
似
点
と
は
い

い

が9
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明

星
火

学
研

究
紀

要
【
目

本
文
化
学

部

二
言

語
文

化
学

科扁
第
三

号
　一
九
九
行

年

た

い

女
の

身
体
の

描
写
や、

そ

の

異
常
な

成
長
ぶ

り
や、

身
体
か

ら

光
を
発
散
す

る

こ

と

や、

ま
た

多

く
の

男
た

ち
が

懸
想
し
て

い

い

寄
っ

て

き
た

こ

と

な
ど、

加

え

て

女
の

昇
天

の

際

の

描
写
な

ど
は、

『

竹
取

物
語
』

に

よ

く
似
て

い

る
と

い

っ

て

よ

い

だ

ろ

う。

た
だ、

月
女
の

因
果
応
報
が

反

復
し

て

説

き
つ

け

ら
れ

る

あ
た

り

が、

や
は

り

当
然
の

こ

と

な
が

ら

「

仏
典
」

の

境
界
に

と

ど

め

お

か

せ

て

い

る
。

　

最
後
に

物
語
文
学
の

「

主
題
論
」

な
る

も
の

は、

す
で

に

最
近

で

は

ジ

ャ

ン

ル

論
な
ど

と

と

も
に

時
代
遅
れ

な
の

か

も
し
れ

な

い
。

し

か

し

わ

た

し

は

「
素
材
」

か

ら
一

つ

の

完
成
し

た
「

作
品
」

に

至
る

契
機
と

し

て、

古
代
英
雄
叙
事

詩
研
究

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　　
ロヤ

の

古

典
的
著

述
を
残
し
た、

た
と

え
ば

ヤ

ン

・

ド
・

フ

リ

ー

ス

の

い

う
αq

譬
N・

　
　
　
　

　

　
　
　
　
　ハ
　ザ

置
Φ圃冖
Φ
コ

や

C
・

M
・

バ

ウ

ラ

の

髫
夢
o一
800

窪
巳
60

＝

二
〇

集
な
ど

の

概
念
に

今

に

な
お

固
執
せ

ざ

る

を
得
な
い
。

『

源

氏
物
語』

「

繪
合
」

の

巻
に

い

う
「

物
語
い

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　ハ
のり

で

き
は

じ

め

の

祖
」

と

し

て

の

『

竹
取
物
語
』

の

「
定
位
」

は

往
古
の

ヤ
マ

ト

を

中
心

と

し

て

伝
承

さ

れ

た

『

古
事
記
』

上
巻
の

大
国
主
神
と

兄

た
ち

「

八
十
紳
」

と

の

伝
承

や、
『

萬
葉
集
』

巻
一

の

中
大
兄

命
の

大
和
三
山

の

歌、

同
九
巻
の

勝

鹿
の

真
間
娘
子
や

上
総
の

未
珠
名
娘
子
の

歌
や、

同
十
六

巻
の

桜
児
・

縵
児
の

歌

な

ど

に

数
多

く
み

え
た

わ

が

国
古
代
の

文
学
的
主
題
た
る
「

妻
あ
ら

そ

ひ
」

の

説

話
に

想
を
得
つ

つ

も、

主
入
公
か

ぐ
や

姫
は

原
作
に

あ
ら

わ

れ
る
か

ぎ
り、

前
の

世

に

お

け

る

罪
の

あ
が

な
い

の

た

め

に

降
下
し

て

竹
中
に

出
生
し

て、

現
世

に

お

け

る

贖
罪
の

完
了
と

と

も
に

月
命
に

応
じ

て

昇
天

す
る
と

い

う、

仏

説
に

お

け
る

浄

土

的
現
世
無
力
感
の

モ

チ
ー

フ

を
覗
か

せ

な
が

ら、

旧

来
の
、

あ
る
い

は

グ
ロ

ー
バ

ル

な
説
話
の

話
型

た

る

白
鳥
処
女

説
話、

本
邦
に

お

け
る
天
人

女
房
譚
に

新

し
い

「

主
題
」

を
与
え、

地
上

の

男
た

ち

の

狂

態
を
あ
ば

き、

パ

ロ

デ

ィ

i
化
し

て

み

せ

た

か

ら

で

あ
る

。

　
卑
見

に

よ
れ
ば

比
較
文
学
に

お

け
る

「

影
響
」

な
る

概
念
は

「

　
　
か

ら

の

影

　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　

10

響
が

あ

る

か

ら
」

と

い

う
単
線

直
接
的
な
理

由
で

は

な

く、
「

；
か

ら

の

影
響

が

あ
る

に

も
か

か

わ
ら
ず
」

と

い

う
初

等
英
文

法
の

「

譲
歩
」

の

接
続
詞
が

大
切

だ
と

思
う

。

し

か

も

こ

の

物
語
は

舞
台

を
平
安

京
か

ら
の

「
周
縁
」

に

位
置

さ

せ、

貴
族
知
識
階
級
か

ら

離
れ

た

高
取

村
（

一

応
こ

の

説
に

従
う）

に

設
定
し、

奈
良
朝
の

歴
史
ヒ

の

執
政、

顕
官、

さ
ら

に

帝、

律
令
制
下

の

国
土、

あ

る
い

は

此
岸
に

属
す
る
一

切

の

価
値
を
下
層
の

舞
台

に

引

き
ず
り
降
ろ

し、

こ

の

作
品

成

立

と

推
定
さ

れ

る

九
世
紀
後
半

当
時
の

貴
族
の

現
世
的
欲
望
を
戯

画
化
し

て

い

る
。

『
竹
取
物
藷
』

の

烈
し

く、

し

か

も
透
徹
し

た
知

的
構
成
は、

尋
常
の

竜
話

と
い

う
よ

り、

む

し

ろ

作
者
の

反

時
代
的

な
哄
笑
を
き
く

思
い

が

す
る

。

　

『

竹
取

物
語
』

の

こ

う
し

た

「

主
題
」

は

後
に

な
っ

て

よ
り

深
刻
な

相
貌

を
み

せ

て

『

源
氏
物
語
』

の

宇
治
の

舞
台
の

女

主

人

公
た

ち
に

再
生
し

て

く

る
。

　

現
世
に

お

け

る

男
女

の

恋
愛
や

権
勢
に

よ

る

栄
達
の

実
現
を
信
じ

な
い

大
君
や

浮
舟
の

父
親
は、

お

の

れ
の

娘
を
「

致

富
」

の

手
づ

る

に

し

そ

う
に

も

な

い

落
睨

の

古
皇
子

だ
っ

た

の

で

あ
る
。

か

ぐ
や

姫
の

『
源

氏

物
語』

に

お

け

る

転
生
と

い

う
新
し
い

「

主
題
」

は

近
時
の

国
文

学
界
の

話

題

と

な
っ

て

い

る

と

聞
く

。

そ

の

こ

と

に

対
す
る

私
見

は

ま
た

次
稿
に

譲

る
と

し

て

未
熟
な

「

主

題
考
」

を
ひ

と

ま

ず
こ

こ

で

閉

じ
た
い

と

思
う

。

注ー

　
三

谷
栄
…
『
竹
取

物
語
評
解
』

〔
士皿
版、
有
精

堂、

昭

麺．…
十
五

年｝
…
〇

三

−一
＝
｝
頁，

霎

　
拙

稿
「
竹

取

物
語

の

時
間
的
構

成」
（コ
平
安

朝
文

学
研
究
L

第

七
号、
昭

和

三
＋

七

年〕，

3
　
野
口

元
大

校
注
「
新
潮
古
典
文

学
集
成

「
竹
取

物

語」
｛
新
潮
社、

昭
朷
矼
十
八

年∀。

4
　
津
田

左
右
吉

「
紳

僊
思

想
の

研

究」
（
『
津
田

左
右

占
全

集
L

第

レ
巻
〔
岩
波

青
店、
昭

和．一一
十
九

年）
　一
七

ニ

ー
三

三
三

頁卩

5
　
引

用
文
は、
澤
瀉

久
孝

『
萬
葉

集
注
釋 
巻
十
六

｛
中
央
公
論

裡、
昭
枳
四

十一
年
V

に

依
り．
訓
み

も
こ

れ

に

従
う。
以

ド
同
じ。

6
　
拆
口

信
夫

「

萬
葉
び

と

の

生
濤

ー
！
及

び

そ
の

歌」
黛

折
口

信
夫
全

集』
第
尢

巻、

中
央
公

論
社｝．
五

ニ

ー
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五

九
頁。

7
　
中
西

進
『

万

葉

集
の

比

較
文

学
的
研

究
第
五

章
「
竹
取

翁
歌
の

論
六」
（
八

五
一
ー

八

八
七｝
の

所

説
が

周
到

　
か

つ

説

得
力
に

と
む。

8
　
こ

の

点
に

関
し
て

は

岡一
男

氏
が

先
駆

的
で、
そ

の

文

学

史
的
解

釈
の

総

合

的
成

果

は、

岡
氏

晩

年
の

著

作

　

『
古
典
の

再
評

価
』

（
有
精
堂、
昭

和
四
十
三

年∀、

＝
二

七
−
一
五
〇

頁
に

詳
説
さ

れ
て

い

る。

9
　
神
田

秀
夫
「
万

葉
集
の

筆
録
と

万
葉

集
の

編

纂」
（
「

言
語
と

文
芸
」

五

巻

四
号）
ニ

ー

十
六

頁。

10
　
魯
迅

「
中
国

小

説
史
略』
（『
魯
迅
全

集』
第
八

巻、

人
民
文

学
出

版
社、
一
九
七

八

年
版｝
十一
頁。

11
　
注
9
に

同
じ。
な
お

引

用

文
原

書
の

当
該

箇
所
は

「

惟
神

話
蹉

生

文
章
・
而

詩
人

則

為
神
話

之

仇

敵
・
蓋

當

　

歌
頌
記

叙
之
際

・
毎
不

免

有
所
粉

飾
・
失
其

本
來
・
是
以

神
話
雖

托

詩
歌

以

光
大
・
以

存
留
・
然

亦
因

之

而
改

　

易
・
而
鎖

歇
。

」

と
い

う
文

脈
の

中
で

読
み

と
っ

て

い

た
だ

き
た

い。
す
な
わ

ち、
中
国

で
は
支

配

者

層
の

修
辞

　

的
粉

飾
に

よ
っ

て

「

自
然

神
話」
が

曲

解
破
壊
さ

れ
た

も
の

で

あ
ろ

う。
な
お、

譚
達
先

編

著
「
中

國
神

話
話
研

　

究』
（
商

務
印

書

館、
　｝
九
八
〇

年）
　一
Q
ー

十一
頁、
参

看
さ
れ

た
い。

12
　
野
凵

元
大、
注
3
「
附

録」
の

解
題
に

よ
る。
二

二

七
頁。

13
　
引
用

歌
は
『
風
土

記」
（
岩
波

古
典

文
學
大

系

本）
に

よ
る。

14
　
こ

の

点
に

関
し
て

は

岡一
男
注
8
の

論
説、
ま

た
そ

の

学
説

を
継

ぐ
奥
津

春
雄
の

『
竹
取

物
語』
に

関

す
る

い

　
く

つ

か

の

論
文

の

中、
最

近
で
は

同
氏

「

竹
取

物
語
の

定
位」
（
奥
津

春
雄

編

『
日

本
文
学
・
語
学

論
巧」
（
翰
林

　

書
房、

平
成
六

年〕
二

九

−
五

九

頁。

15
　
引
用

文
は
注

13
に

同
じ。

16
　
こ

の

「
經」
の

梗
概
を

初
め

て

後
学
に

平
易
に

し
か

も

詳
し

く
紹

介
し、
『
竹

取
物

語』
と

の

相

似
を

説
い

た

　
の

は
五

十
嵐
力

「
平
安
朝

文
學
史
』

上

巻
（
東

京
堂）
一
六
九

ー一
七
三

頁。

17
　
英
訳

本、

富
ロ

昌
 

＜
「

δω
」
由

国

幻

900
ウ

OZOp

⇒

匙

＝
閤
菊

O
肩
い

両

O
国

ZO
°
耳
 ゚

切幽
→°
→冖
ヨ
ヨ
 
「°
ピ
o
口

匹

o
口、

　
O
盈
oa

ご
巳
く、
9
霧
ψ

ち
O
ω魍
ロ

b8
°

18
　
0’
ζ゚

ゆ
o

冓
P
＝
国

幻
08

℃

O
国

→
開

メ
冖
o
コ
畠
o
ロ、
竃
薗
∩

∋
≡
鎖

コ、
一
 

鍵’
噂゚

Q。」

19
　

14
の

奥
津

春
雄

論
文

に

お
け

る
タ

ー
ム

を
借

用
さ
せ

て
い

た

だ

く。
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主
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英
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