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、

は

じ
め

に

　

占
典
文
学
普
及
の

た

め
の

A

加
工
V

に

つ

い

て

は
、

研
究
論
文
を

書
く

姿
勢

と
は

相
違
し、

別
の

苦
し
み
が

常
に

つ

き
ま
と

う
。

周
知
の

よ

う
に

『

蜻

蛉
日

記
』

の

場
合
は

底
本
で

あ
る

書
陵
部
本
と
い

う
も
の

の

校
訂
本
文
を

作
る

毀
階

で
、

激

し
い

八

加
L

＞

が
必

要
に

な
っ

て

く
る
田
。

そ
の

本
文
A

加
工
〉

の

上

に
立
っ

て
、

脚
注
・

現
代
語
訳
・

解
説
な
ど

の

数
多
く
の

く

加
工
V

を

統
一

化

し、

｝

つ

の

イ
メ

ー

ジ
を

作
り
ヒ

げ
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

の

だ
。

　

特
に

『

蜻
蛉
日

記
』

は

底
本
の

す
さ

ま

じ
さ
と

同
時
に
、

複
雑
な

表
現
の

質

も
加
わ
っ

て

な
か

な
か
、

般
に

伝
わ

り
に

く
い

作
品
喝

で

あ
る
。

そ
こ

で
、

こ

う
し
た

作
品
の

イ
メ

ー

ジ

全
体
を
ど
の

よ

う
に

伝
え
て

い

っ

た
ら
よ
い

か
、

と

い

う
点
に

〈

加
工
〉

の

焦
点
が

し
ぼ

ら
れ
る

こ

と
に

な
る

。

当

然
、

こ

の

総

体

と
し

て

の

メ

ッ

セ

ー

ジ

は
、

読
者
で

あ
る
一

般
の

人
々

に

伝
わ

る

よ

う
に

〈

加

エ
〉

さ

れ

な

け
れ

ば

な
ら
な
い

。

そ
れ
を

考
え
る
に

あ
た

っ

て
、

最
も

苦
慮
す

る
の

は

「

取

捨
選

択
」

と

い

う
行
為
で

あ
る

。

こ

こ

で

は
、

「

ど

の

説
が

止
し

い

か
」

と
い

っ

た

類
の

取

捨
選

択
だ

け
で

は

な

く
、

も

う
少
し

観
念

的
な

作

業

f
伝
え
る

た
め
に

強
調
す
る

部
分
を
い

か

に
す
く
い

あ
げ
る
か

、

ま
た

ど

こ

を
捨
て

る

か

　
　
と
い

っ

た

極
め
て

曖
昧
な
領
域
で

の

判
断
が
必

要
と

な
っ

て

く
る

。

　
一

般

書
や

注
釈
書
に

と

も
な

う
こ

の

よ

う
な

苦
労
は
、

今
ま
で

の

執
筆
者
が

経
験
し、

ま
た
そ

の

経
験
が

別
の

執
筆
者
に

生
か
さ
れ
て

継
承
さ
れ
て

き
た

。

そ

の

累

積
さ
れ

た

努
力
の

う
え
で
、

あ
ら
た

な
A

加
工
〉

を

施
さ
な
け
れ
ば
な

ら

な
い

の

で

あ
る

。

そ
の

〈

加
工
〉

の

実
態
に
つ

い

て
、

あ
え
て

異
な
る

種
類

の

例
を

挙
げ
て

述
べ

て

い

き
た
い

B
。

一
一
、

本

朝
三

美
人
の

謎

　

『

蜻
蛉
目

記
』

作
者
の

藤
原

道
綱
母
は

「

本
朝
三

美
人
」

と
い

わ

れ

て

い

る
。

そ
し
て
、

辞

書
や
一

般
書
類
を

見
る

と

「

本
朝
三

美
人
」

と

い

う

紹
介
が

常
に

な
さ

れ

て

い

る
。

た
と

え
ば

CD

−

ROM

で

古
語
辞

典
が

入
っ

て

い

る

『

Super

日

本
語

大
辞
典
全

JIS

漢
字
版
』

（
学
研

、

平
成
十

四

年）

に

は

「

本
朝
三

美
人
の
一

人
と

称
さ
れ
る
」

と

あ
る

。

ま
た

岩
波
の

『

日

本
古
典

文

学
大

辞
典』
（
昭
和
五

十

九
年）

に

お
い

て

も
「

『

尊
卑
分

脈
』

な
ど

に

「

本

朝
第
一

美
人
三

人
内
也
」

と

あ
っ

て

…

…
」

と

記
さ

れ
て

い

る
。

こ

れ
ら
に

百

人
一

首
の

注
釈
書
類
を

加
え

た

ら、

「

本
朝
三

美
人
」

と
い

う
言
葉
は

数
限
り
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な
く

登
場
す
る

。

　
と
こ

ろ

で
、

こ

の

伝
承
に

つ

い

て

史
料
の

み
を

概
観
す
る

と
、

実
は

信
頼
に

足
る
べ

き

根
拠
が

あ
る

と
は

断
定
で

き
に

く
い

の

だ
。

様
々

な

書
に

示
さ
れ
る

道
綱
母
11
本
朝
三

美
人
の
一

人、

と
い

っ

た

話
は
、

史
料
段
階
に

お
い

て

は
、

な
か

な
か

事
実
と
は

断
定
で

き
に

く
い

。

ち
な
み

に

そ
れ
ら

の

代
表
を

挙
げ
て

み

る
。○

本
朝
第
一

美
人
三

人
内
也

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『

尊
卑
分
脈
』）

○
或
記
云

ク、

吾
朝
に

三

人
の

美
人
有

、

第
一

に

は

光
明

皇
后、

第
二

麗
景
殿
の

　
女
御、

堀
川

右
大
臣
頼
宗
公
の

御
む

す
め

、

後
朱
雀
院
の

后
妃
是
な

り
。

第
三

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
ン

づ

　
法
興
院

殿
の

室、

倫
寧
女

、

傅
大
納
言
道
綱
卿
の

母、

こ

れ

也
。

い

か

な
る

料

　
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
と

う

で

ん

ぎ
ょ

う

ひ

つ

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

お

　
有
て

か

く
は

定
け
む、

し
ら

ず
。

　
　
　
（

『

榻
鴫
暁

筆
』

第
三

「

聖
武
后
」）
但

　
『

榻
鴫
暁

筆
』

（
室
町

時
代
後
期）

の

な

か

で

は
、

「

吾
朝
に

三

人
の

美
人

有
」

と
し
て

光
明
皇

后
の

説
明
の

段
に

、

頼
宗
の

女
で

あ
る

麗
景
殿
女
御
の

延

子
と

道

綱
母
が

、

挙
げ
ら

れ
て

い

る
。

も
っ

と

も
、

流
布
に

力
が

あ
っ

た
の

は
、

当
然
『

尊
卑
分

脈
』

の

方
で

あ
ろ

う
。

　
と
こ

ろ

が
、

す
で

に
『

榻
鴫
暁
筆
』

の

な
か

で
は

、

こ

の

伝
承
が

「

い

か
な

　
ン
ナ

る

料
有
て

か

く
は

定
け
む

、

し
ら

ず
」

と

述
べ

ら

れ
て

い

る

の

だ
（
異
本
で

は

　
　

　
　

ハ
カ

リ

「

い

か

な
る

科

有
て

か
」）

。

こ

の

言
い

伝
え
の

信
憑

性
に
つ

い

て

は
、

す
で

に

史
料
内
で

疑
問
が

提
唱
さ
れ
て

い

る
の

で

あ
っ

た
。

様
々

な

所
で

引
用
さ
れ
る

よ

う
に
な
っ

た

伝
承
だ
が

、

実
は

真
偽
の

ほ

ど

は
わ
か
ら
な

い

怖
。

　
た
だ

し、

「

偽
」

で

あ
っ

た
と
し

て

も
、

そ
の

伝
承
期
間
は

長
く、

『

百
人
一

首
』

の

注
釈
書
類
を

加
味
す
る

と
、

無
視
で

き
な
い

よ

う
な
現

状
で

あ
る

。

継

承
・

継
続
に

力
が

あ
る
の

は

伝
承
を
生
み

出
す
一

つ

の

力
で

あ
る

。

た

だ

し
、

各
注
釈
書
に
お
い

て

は
、

そ
れ
ぞ

れ

歴
史
的
に

微
妙
な
差

を
見
せ

な
が

ら
、

伝

承
が

推
移
し
て

き
た
と

お
ぼ
し
い

。

　
そ

れ
で

は、

ま

ず
こ

の

様
相
を

『

蜻

蛉
日
記
』

関
連
の

注
釈
書
類
を

中
心
に

見
て

い

き
た
い

。

あ
る

時
期
ま
で

、

様
々

な

注
釈
書
類
は

「

本

朝
三

美
人
」

と

い

う
言
葉
を

解
説
の

な
か

で

記
し

続
け
る

。

最
も
極
端
な

例
と

し
て

は
、

○
作
者
は

、

「

和
歌
色
葉
集
」

や
「

尊
卑
分
脈
」

に
、

「

本
朝
古
今
美
人
三

人
之
内

　
也
」

と

か、

「

本
朝
第
一

美
人
三

人

之
内
也
」

と

あ
っ

て
、

す
ば
ら

し

い

美
人

　
と

さ

れ

て

い

る
。

そ

し

て

こ

の

こ

と

ば
が

偽
り

で

な
い

こ

と
は
、

こ

の

日

記
を

　
読
め

ば

わ

か
る
帽。

が

挙
げ
ら
れ
よ

う
。

こ

う
し
た

「

三

美
人
」

説
話
は

、

か

な
り
長
い

こ

と

『

蜻

蛉
日

記
』

の

諸
注
釈
に
引
き

継
が

れ
て

い

っ

た

と

お
ぼ

し
い

。

そ
の

他
に

は
、

『

新
校
か

げ
ろ

ふ

日
記

本
』

、

『

新
注
釈
本
』

、

『

譯
注
と

評
論
本
』

、

『

対
訳
本
』

、

『

旧
大
系
本
』

な
ど

が

挙
げ

ら
れ
る

。

た
だ

し
、

『

蜻
蛉
日

記
』

に

お

け
る

問

題
点
は

、

こ

の

よ

う
に

「

継
承
」

さ
れ
て

き
た

歴
史
の

な
か

に
は

な
い

。

見
逃

す
こ

と
が
で

き
な
い

の

は
、

こ

れ

ら
の

古
い

注
釈
書
の

解
説
で

は

な

く
現
在
手

に

入
る

注
釈
書
類
の

現
象
で

あ
る

。

　
実
は

、

現
在
の

注
釈
本
の

う
ち
流

布
本
筆
頭
と

も
い

え
る

『

旧
小

学
館
本
』

、

『

完
訳
本
』

、

『

新
編
本
』

が
、

こ

の

説
を

解
説
の

な
か
で

採
り
上
げ
て

い

な
い

の

で

あ
る

。

た

ぶ

ん

に
、

こ

の

説
話
の

信
憑
性
が
薄
い

こ

と
と

、

ま
た

解
説
に

お

け
る

態
度
が

影
響
し
て

い

る
の

で

あ
ろ

う
。

小
学
館
系
の

解
説
で

は
、

『

蜻

蛉
日

記
』

を
一

つ

の

作
品
と

し

て

そ
の

表
現
分
析
を

試
み

る

と
い

う、

今
な

お
、

褪
せ
る

こ

と

の

な
い

新
機
軸
を
打
ち

出
し
て

い

る

の

で

あ
る

か

ら、

別
に

道
綱
母
の

伝
承
を

あ
え
て

重
ね
合
わ
せ
る

必
要
は
な
か
っ

た

の

で

あ
ろ

う
。

ま

N 工工
一Electronlc 　Llbrary 　
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た

『

新

大
系
本
』

、

『

岩
波
文
庫
本
』

も
上

巻
の

存
在
や

表
現
論
を

中
心
に

し
た

解
説
な

の

で
、

な

く
て

も
当
然
で

あ
る

、

そ
れ

ぞ

れ

注
釈
書
に

は

立

場
が

あ

り、

解

説
そ
の

も
の

に

も

注
釈
全
体
の

傾
向
が

反
映
す
る

の

で
、

別
に

「

本

朝

三

美
入
」

を

載
せ

て

い

な

く
て

も
非
難
に

は

あ
た
ら

な
い

。

た
だ

、

事
実
と

し

て
、

「

蜻
蛉
日

記
』

注
釈
書
の

解
説
に
現

在
「

本
朝
三

美
人
」

を

書
い

て

い

る

も
の

が
、

『

新
潮

本
』

と

『

学

術
文

庫
本
』

の

み
、

と
い

う
こ

と
を
、

こ

こ

で

は

押
さ

え
て

お

き

た
い

。

　
そ
れ

で

は
一

方、

道
綱

母
の

「

嘆
き
つ

つ
」

の

詠
が

入
っ

て

い

る

『

百
人
一

首
』

の

注
釈
書
類
は

ど

う
な
っ

て

い

る

の

だ
ろ

う
か

。

普
及

率
の

高
い

『

百
人

一

首
』

文
庫
本
系
や
ビ

ジ
ュ

ア

ル

系
の

も
の

な
ど

に
、

こ

の

説
話
は

圧

倒
的
な

数
で

記
さ

れ
て

い

る

の

で

あ
っ

た
。

『

百
人
一

首
』

の

注
釈
書
は
限

り
な

く
あ

る
が

、

以
下
に
一

部
を

挙
げ
て

お

く
こ

と

に

す
る

。

O
本
朝
三

美
人
の

ひ

と

り
と

し

て

知
ら

れ
、

三

卜
六
歌
仙
の

ひ

と

り
で

あ
る

才

　
媛
…

…

（
『

古
典
で

遊
ぶ

日

本

　
カ

ラ

ー

総
覧
　
百
人
一

首
』

学
習
研
究
社、

　
平
成
十
六

年
V

O
本

朝
二

美
人
の
】

人

と

も
い

わ

れ、

歌
に

き

わ
め

て

す
ぐ
れ

て

い

た
。

　

　
　

　
　

　
（
『

新
版
　
百
人
一

首
』

角
川
ソ

フ

ィ

ア

文
庫、

平
成
十
一

年）

0
本
朝
三

美
人、

和
歌
の

名
手
と

評
判

。

　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　

（
『

百

人
一

首
」

ち

く
ま
文
庫、

平
成
七

年∀

　

以
上
の

よ

う
に

『

百
人
一

首
』

の

注
釈
で

は
、

「

本
朝
三

美
人
」

と

「

歌
に

す
ぐ
れ

て

い

た
」

話
は

道
綱
母
説

話
と
し
て
、

ワ

ン

セ

ッ

ト
で

記
さ

れ
る

こ

と

が

多
い

。

こ

の

よ

う
な
流
れ

の

な
か
で

は
、

「

本
朝
三

美
入
」

と
い

う
伝
承
は

「

嘘
」

か

「

本
当
」

か
、

と
い

っ

た

判
断
を

す
る
こ

と
は

あ
ま
り
意

味
が

な
い

だ

ろ
う

。

そ

れ
に
、

最
初
に

述
べ

た
よ

う
に

「

蜻

蛉
日

記
』

は

あ
ま

り
普
及
率

が

高
く
な
い

作
品
で

あ
る

。

そ
の

な
か
で

、

極
め
て

認
知
度
が

高
い

『

百
人
一

首
』

に

お

け
る

伝
承
を

継
続
し
た

方
が

、

イ

メ

ー

ジ

的
に

広
が

る
と

判
断
し

た
。

こ

の

よ

う
な
戦
略
は

研
究
の

範
疇
と
み

な
さ
れ
な
い

が
、

普
及
の

段

階
で

は

重
要
な

要
素
と

な
る

。

読
者
を

増
や

そ
う
と

す
る

場
合
に

は
、

作
品
そ
の

も

の

を
伝
え
る
た

め

の

技

術
も

必
要
と
な
る

。

こ

う
し
た
理

由
か
ら

角
川
ソ

フ

ィ

ア

文

庫
の

解
説
で

は
、

「

本
朝
三

美
人
」

説
話
を

あ
え
て

記

す
方
向
性
を

採
っ

た
。

た

だ
し
、

こ

の

決

定
に

は

常
に

不

安
が

つ

き
ま
と
っ

て

い

た
。

ま

ず
、

和

歌
を

中
心

に

作
品
全

体
の

表
現
を

読
み

取
る

と
い

う
よ

う
な

脚
注

を

付
し
た

（
先
に

挙
げ
た

注
 

『

全
評
解
本』

と

は

相
違
す
る）

立
場
か
ら

す
る

と
、

あ
え

て

実

作
者
の

伝
承
〔
そ

れ

も
真
偽
が

わ

か

ら
な

い
）

を

書
き
込
む

こ

と
は

危
険

か

も
し
れ
な
い

と
い

う
疑
念、

そ
し
て

ま
た
、

現
代
と
い

う
時
代
か

ら

す
る

と

顰
蹙
を

買

う
で

あ
ろ

う
「

本
朝
三

美
人
」

な
ど
の

大

時
代
的
な

単
語
を

使
わ
な

け
れ

ば

な
ら
な
い

こ

と
。

こ

れ

ら

の

な
か
で
、

常
に

迷
っ

て

い

た

の

で

あ
る

。

　
た
だ

し
、

実
は

も
う
一

つ

「

本
朝
三

美
人
」

を
残
し
た
い

大
き
な
理

由

む

し
ろ

こ

ち
ら

の

方
が

大
き
い

か

も

し
れ

な
い

　

　
が

存
在
し

た
の

で

あ
っ

た
。

三
、

消
え
た

二

人

　

昨
今、

公
開
講
座
な
ど

で

『

百
人
一

首
』

を

教
材
に

使
う
こ

と

が
、

圧

倒
的

に

多
い

。

『

百

人
一

首
』

の

講
座
に
出

席
し

た

人
は

、

「

本
朝
三

美
人
の

他
の

二

人
」

に

つ

い

て

疑
問
を

抱
く

。

そ

し
て

ま
た

教
え
る

側
も

同
様
で

あ
る

。

と
こ

ろ

が
、

手
に

入
り
や

す
い

『

百
人
一

首
』

の

注
釈
書
は

、

ほ

と

ん
ど

他
の

二

人

を

挙
げ
て

い

な
い

。

前
に
挙
げ
た

注
釈
書
類
な
ど
も

「

本
朝
三

美
人
」

と

「

歌

の

才
能
」

が

セ

ッ

ト
に

は

な
っ

て

い

る

が
、

他
の

二

人
の

名
が

挙
げ
ら
れ
て

い
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な
い

。

む
ろ

ん
、

『

百

人
一

首
』

の

注
釈
書
に

お
い

て

は
、

歌
を

中
心

に

説
明

さ

れ
る
の

で
、

作
者
に

つ

い

て
、

解
説
部
分
が

少
な

く
な
る

の

は

当
然
の

こ

と

だ
。

よ
っ

て
、

他
の

二

人
の

名
を

挙
げ
て

い

な
く
て

も、

前
に

記
し

た

書
物
を

非
難
す
る

こ

と

は

で

き
な
い

σ
。

　

そ
れ
で

は

簡
単
に

調
べ

ら
れ
る

辞

書
類
に

お
い

て

は

ど
う
か

。

辞
書
類
に

他

の

二

人
が

載
っ

て

い

れ

ば
、

問
題
は

な
い

だ

ろ

う
。

解
説
類
を

調
べ

る

よ
り

、

時
間

的
に

も

短
縮
で

き
る

。

　

と
こ

ろ

が
、

岩
波
の

『

広

辞
苑

』

、

小
学
館
の

『

日

本
国
語
大
辞
典
』

に

は

「

本
朝
三

美
人
」

と
い

う
言

葉
そ
の

も
の

が

「

藤

原
道
綱
母
」

の

項
に

出
て

こ

な
い

。

ま
た

、

上

記
し
た

CD

−

ROM

『

Super

日

本
語
大
辞
典
全
J

IS

漢
字
版
』

、

『

日

本
古
典
文
学
大
辞
典
』

（
簡

約
版
も
同
）

、

そ

し
て
、

『

三

省
堂
名
歌
名
句
辞

典
』

、

CD

−

ROM

『

角
川

古
語
大
辞
典
』

、

『

和
歌
文
学

辞

典
』

、

『

日
記
文

学
事
典』

な
ど
は

「

本

朝
三

美
人
」

と
い

う
言

葉
は

あ
る
も
の

の
、

他
の

二

人
は

出
て

こ

な
い

。

つ

ま

り、

『

百

人
一

首
』

の

解
説
書

、

も
し

く
は

辞
書
類
で

は
、

「

他
の

二

人
」

の

名
前
を

調
べ

る
の

が

困
難

、

と
い

う
現

状
な
の

で

あ
る

。

そ
こ

で
、

再
度
『

蜻
蛉
日

記
』

の

解
説

−
最

後
の

頼
み

の

綱

　
　
に

目
を
向
け
る

こ

と

に

な
る

。

○
『

新
潮
本
』

　
『

尊
卑
分

脈
』

に

は

「

本
朝
第
一

美
人
三

人

内
也
」

と

あ

り、
『

榻
鴫
暁
筆
』

　
に

は

「

吾
が
朝
に

三

人
の

美
人
有
り
。

第
一

に

は

光
明
皇
后、

第
二

麗
景
殿
の

　
女
御
堀
川
右
大
臣
頼
宗
公
の

御
む
す
め

後
朱
雀
院
の

后
妃
是

な
り
。

第
三

法
興

　
院
殿
の

室
倫
寧
女、

博
大
納
言
道
綱
卿
の

母
こ

れ
也
」

と
あ
る

。

○
『

学
術
文
庫
本
』

　
『

尊
卑
分

脈
（
系
図
の

書
）

』

に

「

本
朝
第
一

美
入
三

人
内
也
」

、

ま
た

、

「

和

歌
色
葉
集
（
上

覚
の

著）
」

や

『

百
人
一

首
抄
（
幽
斎
の

著
ご

に

美
人
〔
三

人）

之

内
也
」

と

あ
っ

て

美
貌
の

持
主
と

思
わ
れ

る

侮
。

「

本
朝
古
今

と
い

う
こ

と

で

『

蜻
蛉
日

記
』

の

手
に

入
り
や

す
い

注
釈
書
類
の

解
説
で

「

他

の

二

人
」

に

言
及
し
て

い

る

の

は

『

新
潮
本
』

た

だ
一

書
、

と

い

う
こ

と
に

な

る
。

こ

れ
で

は
一

般
の

入
も
教
え
る

側
も

、

調
査
す
る
の

に

容
易
な
こ

と
で

は

な
い

。

今
も
辞
書
類
や
百
人
一

首
に

お
い

て

記
さ

れ
る

「

本
朝
三

美
人
」

。

や

は

り
こ

れ

に

つ

い

て

は

迅
速
に

調

査
で

き
る

よ

う
な

措
置
が

必
要
な
の

で

は
な

い

か
。

光
明

皇
后
や

麗
景
殿
の

女
御
（
「

栄
花
物
語
』

の

「

殿
上

の

花
見
」

、

「

暮

ま
つ

ほ

し
」

の

な

か

で
、

そ

の

姿
が

「

い

と

あ
て

に

を

か

し
」

と

描
か

れ

て

い

る）

の

名
前
を

全
く

消
し

去
っ

て

し
ま

う
こ

と

は
で

き
な
い

の

で

は

な
い

だ
ろ

う

か
。

「

本
朝
三

美
人

」

と
い

う
説
明
が

残
っ

て

い

る

か

ぎ
り

、

他
の

二

人
の

存

在
を

残
す
べ

き
で

あ
ろ

う
。

　

そ
も

そ
も
他
の

二

人
の

名
が

衰
退
す
る

要
因
と

し
て

は
、

流
布
に
大
き
な

力

が

あ
っ

た

と

思
わ

れ

る

「

尊
卑
分
脈
』

に

二

人
の

女
性
の

名
前
が

記
さ
れ

な

か
っ

た

こ

と

や、

彼
女
た
ち
が

小
野
小

町
の

よ

う
な
有
名
な

女
性
で

は

な
か
っ

た
こ

と

が

あ
げ
ら
れ
る

。

し

か

し、

伝

承
が

「

嘘
」

で

あ
ろ

う
が

「

本
当
」

で

あ
ろ

う
が

、

言

葉
そ
の

も
の

が

不
適
当
で

あ
ろ

う
が

な
か
ろ

う
が
、

作
品
の

読

み

に

関

係
な
い

こ

と

で

あ
ろ

う
が

、

『

蜻
蛉
日

記
』

側
と

し
て

、

他
の

二

人
の

名
前
が

す
ぐ
に

わ
か
ら
な
い

の

は
、

困
る
こ

と

で

は
な

か
ろ

う
か
働
。

　
こ

う
し
た

注
釈
史
の

「

ひ

ず
み
」

i
ど
の

注
釈
が

悪
い
、

と
い

う
わ

け
で

も
な
く

、

何
と

な
く
消
え
つ

つ

あ
る
も
の

　
　
を
復
活
し、

何
か
を

調
べ

る

時

の

利

便
性
を

考
え
る

の

も
一

般
向
き
の

〈

加
工
〉

で

は

大
切
な
こ

と
で

あ
る

。

日
の

当
た
る

説
と

そ
の

影
に

埋

も
れ
て

し
ま

う
説
が

現
象
と

し
て

現
れ
る

の

は

自
然
な
こ

と
で

あ
ろ

う
。

そ
れ

自
体
が

悪
い

と
い

っ

て

い

る

の

で

は
な

く、

埋
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も
れ
た
も
の

を

掘
り
起
こ

す
作

業
も
注
釈

書
を

作
る

う
え
で

は
、

不
可

欠
な

処

置
と

な
っ

て

く
る

の

で

あ
っ

た
。

　

以
上
の

よ

う
な
理

由
か

ら
、

光
明
皇
后、

麗
景
殿
の

女

御
と
い

う
名
前
と
と

も
に、

「

本
朝
三

美
人
」

伝
承
を

残
す
こ

と

に

決
定
し
、

解

説
中、

作
者
の

部

分
に

入
れ
る

こ

と

に

し

た
。

『

百
人
一

首
』

な
ど
で

作

品
の

イ
メ

ー

ジ

と
し
て

定
着
し
た

部
分
を

活
用
す
る
と

い

う
戦
略、

そ
し

て

す
ぐ
に

他
の

二

人
が

調
査

で

き
る
よ

う
な

処

置
と

し
て

、

残
し
た
の

で

あ
る

。

つ

ま

り
、

伝
承
そ
の

も
の

を

捨
て

な
い

で

「

取
捨
選
択
」

の

「

取
」

を
選

択
し

た

わ

け
で

あ
る

。

四
、

最

後
の

〈

加
工
〉

作
業

　

さ
て

、

今
ま

で

は

「

取

捨
選

択
」

の

「

取
」

に

つ

い

て
、

具
体
的
な

作
業
を

中
心
に
述
べ

て

き
た

。

た

だ
し
、

こ

れ
か
ら
述
べ

て

い

く
こ

と
は
、

や
や

観
念

的
な
分
野
に

お

け
る

「

作
品
」

を

残
す
た
め
の

〈

加
工
〉

で

あ
る

。

　

な
ん
と
い

っ

て

も、
〈

加
工
V

の

な
か

で

最
も

骨
の

折
れ
る

仕
事
は
、

現
代

語
訳
で

あ
る

。

『

蜻

蛉
日

記
』

で

は
、

す
さ

ま
じ

い

ま
で

の

校
訂
本
文
の

〈

加

工
〉

が

施
さ
れ
、

そ
れ

に

連
動
す
る

脚

注
と

い

う
〈

加
工
〉

が

続
く

。

そ

し

て
、

最
も
〈

加
工
〉

が

著
し
い

の

は

最
後
の

難
業
と

も
い

う
べ

き

現
代
語
訳
で

あ
る
ロα
。

こ

こ

で

は
、

霧
の

な

か

を

歩
く
よ

う
な

観
念
的
な

作
業
で

苦
し
む
こ

と

と

な
る

。

　

現
代
語

訳
の

総

体
的
な
困
難
さ

を

あ
げ
れ
ば
、

登
場
人

物
の

性
格
を

言
語
の

な
か

に
含
ま
せ

な
け
れ
ば

な
ら
な

い
、

と

い

う
こ

と

で

あ
る

。

つ

ま
り
登

場
人

物
と

言
葉
の
一

体
化
で

あ
る

。

特
に
、

「

蜻
蛉
日
記
』

の

場

合
は
、

女

性
の

書

い

た

作
品
で

あ
る

か
ら

極
力
女

性
の

文
体
に

統
一

す
る

こ

と
を
心
が

け
な

け
れ

ば

な

ら
な
い

。

こ

の

ま
ま

常
体
で

日

本
語
に

し
て

し

ま

う
と、

ど

う
し

て

も

表

現
が

き
つ

く
な
っ

て

し
ま

う
の

だ
。

「

無
駄
だ
」

（
か

ひ

な

し）
、

「

私
は
い

っ

た

い

何
な
の

か
」

（
わ

れ

は

何
な

り）

な
ど

が
、

現
在、

は

た

し
て

女
性
の

言
葉
と

し

て

通
用

す
る

の

だ

ろ

う
か

。

そ
こ

で

全
編

を
当
事
者
の

語
り
と

し
て

「

で

す
、

ま

す
」

体
に

し
た
鱒
。

ま
た

、

「

破
子
」

と

い

う
単
語
が

物
詣
で

の

条
に

頻
出
す
る

。

こ

れ
は

意
味
上

「

弁
当
」

と
い

う
こ

と
で

あ
る

。

し

か
し、

そ
れ

を

口

に

出
す
と

き
、

女
性
の

場
合

、

か
な

り
戸
惑

う
で

あ
ろ

う
。

馬
鹿
馬
鹿
し

い

よ

う
だ

が
、

こ

の

性
差
は

単
語
レ

ベ

ル

ま
で

反
映
さ

れ
る

ほ

う
が

、

わ
か

り

や

す
く
な

る
。

そ
こ

で
、

従
者
な
ど

の

男

性
が

口

に

出
す
時
は

「

弁
当
」

、

女

性
が

口

に

す
る

時
は

「

お

弁
当
」

と

変
化
を
つ

け
た
 
。

　
こ

こ

ま

で

は
、

作
品
全

体
に

漂
う
イ
メ

ー

ジ

を
ど
の

よ

う
に

浮
き
彫
り
に

す

る

か
、

と

い

う

苦
慮
で

あ
っ

た
。

た
だ
し
、

現
代

語
訳
の

最
も
や
っ

か
い

な

所

は
、

細
部
に

注

釈
者
の

解

釈
を
ど

の

よ

う
に
滲
ま
せ
る

か
、

と
い

う
点
で

あ
ろ

う
。

そ
こ

で

迷

う
の

は

言
葉
の

選
択
で

あ
る

。

そ
れ
は
、

「

正

解
」

か

「

不
正

解
」

か、

ま
た
は
ど
の

説
が

妥
当
か
、

と
い

っ

た

解
釈
上
の

問
題
で

は

な
い

。

こ

の

段
階
な
ら
ば

、

す
で

に

脚
注
で

提
示
し
て

い

る
。

今
度
は

そ
れ

以
外
の

要

素
に

目
を

向
け
な

け
れ

ば

な
ら

な
い

の

だ
。

妥
当
で

あ
る

と

思

う
説
に

の

っ

と
っ

て

訳
を
し
た
と

し
て

も、

そ
の

雰
囲
気
や
状

況
を
つ

か

め

る
よ

う
な
日

本

語
を

自
分
な
り
に

選
択
し

な
け
れ
ば
な

ら

な
い

。

当
然、

言
葉

選
び

に

は

注
釈

者
の

意
図
や
読
み

が

必

要
と

な
り

、

か

つ

ま
た
あ
る

種
の

苦
し
み

を
と

も
な

う

も
の

で

あ
る
働
。

　
こ

こ

で

は

文
脈
の

な
か
に

こ

め
ら
れ

た

意
味
合
い

を
い

か
に

注
釈
者
が

再
現

し

て

い

く
か

、

そ
の

道
筋
に

つ

い

て

説
明
し
た
い

。

す
べ

て

の

注
釈
者
が

遭
遇

す
る

こ

の

苦

悩
に

つ

い

て

述
べ

る

こ

と

は、

面
映
ゆ

い

気
が

す
る

が
、

「

古
典

文
学
普
及
の

た

め

の

〈

加
工
〉

」

と

い

う
こ

と
で

は

避
け
て

通
る

こ

と

が
で

き

な
い

部
分
な
の

で
、

体
験
を

も
と
に

書
く
こ

と

を
お

許
し
願
い

た
い

。

　

さ
て
、

現
代
語
訳
に

お
い

て

は
、

冖

つ

の

鉄

則
が

存
在
す
る

。

そ
れ
は

文
法
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的
な

法
則
に

の

っ

と
っ

て

訳
す
こ

と
で

あ
る

。

た
だ
し

、

こ

れ

も
や
は

り
、

注

釈
者
に
よ
っ

て

様
々

な
判
断
が

な
さ
れ
る

こ

と

に

な
る

。

場
面
の

文
脈
や

読
み

取
り
の

な
か
で
、

強
弱
や

波
を
つ

け
る

こ

と

に
よ
っ

て

叙
述
の

イ
メ

ー

ジ

を

注

釈
者

な
り

に

す
く
い

あ
げ

な

け
れ

ば
な
ら

な
い

。

そ
の

た

め
、

あ
る

程

度
の

〈

加
工
〉

を

施
す
こ

と

が

必
要
と
な
る

。

た

と

え
ば
一

つ

の

例
を

挙
げ
て

み

よ

う
。

そ
れ

は
、

「

反

語
」

と
い

う
文

法
的

な

規
則
で

あ
る

。

通

常
「

反

語
」

は
、

次
の

よ

う
に

訳
さ
れ
る

。

○
〜

だ
ろ

う
か

（
AV

、

い

や

〜

で

な
い

（
B）

。

　
こ

れ
は

、

一

旦

反
対
の

事
を

挙
げ
て

、

否
定
を

す
る

構
造
な
の

で
、

上

の

よ

う
な

訳
と
な
る

。

た
だ

し
、

文
脈
上
の

重
さ
を

比

較
す
れ
ば

、

「

い

や

〜

で

な

い

（
B）
」

を

言
い

た
い

が
た

め

の

（
A）

で

あ
ろ

う
。

ど

ち
ら

が

重
い

か
、

と

問
わ
れ

れ
ば
（
B
）

で

あ
る

。

（
B）

の

た

め
に

（
A）

を

配

置
し
て

い

る

構

成
と
い

え

よ

う
。

そ
こ

で
、

（

A）
、

（
B）

を
こ

の

ま
ま

訳

し
て

い

い

か
ど

う

か
、

大
変
に
迷
う
場
面
に

ぶ

つ

か
る
こ

と

が
あ
る

の

だ
。

こ

の

反
語
の

和

歌
を

現
代

語
訳
に
す
る

時、

か
な

り
迷
い

続
け
た

箇

所
が

あ
る

。

そ
れ
は
、

ま
た
し

て

も

「

百
人
］

首
』

に

歌
が

採
ら
れ
て

い

る
こ

の

段
で

あ
る

。

○
つ

と

め

て
、

「

な
ほ

も
あ
ら

じ
」

と
思
ひ

て、

　
　
二

七

（

道
綱
母）

嘆
き

つ

つ

一

人

寝
る

夜
の

あ

く
る

間
は

い

か

に

久
し

き
も

　
　
　
　
　
　

　
　

の

と

か
は

知
る

　
と

、

例
よ

り
は

ひ

き
つ

く
ろ

ひ

て

書
き

て、

移
ろ

ひ

た
る

菊
に

挿
し
た

り
。

返

　
り

ご

と
、

（
兼
家）
「

あ
く
る

ま
で

も

こ

こ

ろ

み

む

と

し
つ

れ

ど
、

と

み

な

る

召

　
使
ひ

の

来
あ
ひ

た

り
つ

れ

ば
な
む

。

い

と
こ

と

わ

り
な
り
つ

る

は
。

二

八

（
兼
家）

げ
に

や

げ
に

冬
の

夜
な
ら

ぬ

真
木
の

戸
も
遅
く
あ

く
る

は

わ

び
し
か
り
け
り

」

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
（

＝
二

段）

　
通
常

、

こ

の

有
名
な
道
綱
母

詠
は
ど
の

よ

う
に

訳
が
付
さ
れ
る

の

で

あ
ろ

う

か
。

以

下
に

普
及
率
が亠
咼

い

本
の

な
か

の

現

代
語
訳
を
挙
げ
て

み

る

こ

と
に

し

よ、
つ

。
O
嘆
き
な
が

ら
ひ

と

り
寝
を

す
る

夜
の

明
け
る

ま

で

が
、

ど

ん

な

に

長
く

つ

ら
い

　
も
の

か、

お
わ

か
り
で

し
ょ

う
か

。

1
戸
を

開
け
る

間
さ
え
待
ち

き
れ
ぬ

あ

　
な
た

で

は
、

お

わ

か
り
に

な
り
ま
す
ま

い

ね
。

　
　
　
　

　

（
『
旧
小
学
館
本
』

。

『

完
訳
本
』

『

新
編
本
』

は

「

戸
」

ー
「

門
」）

○
あ
な

た
の

お
い

で

も
な

く
寝
返
り
を
打
ち
つ

づ

け

て

嘆
き

な
が

ら
ひ

と

り
寝
を

　
す
る

夜
の

明
け
る

ま
で

が
、

ど

ん

な

に

つ

ら

く
長

く
感
じ

ら
れ

る

も
の

か

ご

存

　
じ

で

し
ょ

う
か

。

イ
ヤ

イ

ヤ

門
の

戸

を

開
け
る

の

さ

え
待
ち
き
れ

ず、

し

び
れ

　
を
き
ら

し

て

お

帰
り
に

な
る

あ
な
た

で

は、

お

わ

か

り
に

な
ら

な
い

で

し
ょ

う

　
ね

。

　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
（
『

学
術
文
庫
本
』）

　
こ

れ

ら
は

す
べ

て

正

解
で

あ
る

。

反
語
を

訳
せ

ば
こ

の

よ

う
に

な
る

。

『

旧

全
集
本
』

で

は

「

　

」

を

挟
ん

で

（
A）

と
（
B）

が

美
し
く

均
衡
を

保
っ

て

い

る
。

『

学
術
文
庫
本
』

で

は

時
々

激
し
た

場

面
に

登
場
す
る

カ

タ

カ

ナ

（
イ

ヤ
イ
ヤ）

が

か

な

り
強
さ

を

出
し

て

い

る

も
の

の
、

前
半
部
と

後
半
部

は
、

や

は

り
均
等
に

言
葉
の

数
が
配

置
さ

れ
て

い

る
。

そ
れ
ぞ
れ

難
の

な
い

訳

で

あ
ろ

う
。

　

し
か
し
、

こ

れ
ら
の

訳
に
は

、

ど
こ

と
は

な
し
に

強
さ

が

不
足
し
て

い

る

よ

う
に

感
じ

ら
れ

た
。

完
全
な
訳
で

あ

り
、

そ
し
て

ま
た

「

正

解
」

で

あ
る

。

た

N 工工
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だ
、

個
人
的
に

は
、

歌
の

た
た

ず
ま
い

の

な
か

に
怒
り
の

激
し
さ
が

も

う
少
し

感
じ
ら
れ
て

も

良
い

よ

う
に

思
っ

た
。

　

そ
も

そ
も
歌
の

周
辺
に
目
を

向
け
る
と
、

何
と
か

し

て

自
分
の

つ

ら

さ
を

歌

に

託

そ
う
と

す
る

よ

う
な
演

出
が

施
さ
れ
て

い

る

こ

と

に

気
付

く
。

「

な
ほ

も

あ
ら

じ
」

と

思
っ

て

「

例
よ

り
は

ひ

き
つ

く

ろ

ひ

て
」

書
き
、

「

移
ろ

ひ

た

る

菊
」

岡

に

付
け
た

用
意

周
到
な
歌

な
の

で

あ
る

。

い

つ

も
よ

り
気
を

配
っ

た

文

に
く
る

ま
れ

て

い

る

行
き
場
の

な
い

焦
燥
と

怒

り
。

周
辺
の

小

道
具
た

ち
が

、

歌
の

な
か

に

滲
み

出
て

い

る

取
り
残
さ
れ
た

孤

絶
感
を

照
ら
し
出
し

て

い

る
。

兼
家
が

閉
ざ
さ
れ

た

自
分
の

家
か

ら

平
然
と

町
の

小
路
の

女
の

家
に

行
っ

て

し

ま
っ

た
こ

と

に

対
す
る

う
ね
る
よ

う
な
感
情
の

波
が

歌
の

な
か
で

大
き

く
揺
れ

て

い

る
。

こ

の

よ

う
な

心
の

襞
は
、

単
純
な
（
A）

と

（
B）

の

配
置
で

は

な

か

な
か
出
て

こ

な
い

の

で

は

な
い

か
。

心
理
的

な
隔
た

り
を
埋
め
よ

う
と

躍

起

に

な
っ

て

い

る

歌
の

姿
は
、

や
は

り
（
B）

の

部
分
を

拡
大
す
る
こ

と

に
よ

っ

て

浮
き
立
た
せ

る

こ

と
が

で

き
る

の

で

は

な
い

か
。

○
嘆
き
な
が

ら

た
っ

た
独
り
で

寝
て
い

る

夜
。

そ
の

夜
が

明

け
る

ま

で

の

時
間

が

　
ど

ん

な

に

長
く
ど

ん

な

に

つ

ら

い

も

の

だ

か
、

あ

な
た

に

は

お

わ

か
り

に

な

ら

　
な
い

で

し
ょ

う
ね

。

戸

を

開
け
る

の

も

待
ち

き
れ

な
い

で

い

る

あ

な
た

に

は
。

　
こ

れ
は

（
B）

の

方

に

力
点
を

置
い

た

訳
で

あ
る

。

〔
B）

の

方
を

選

択

し
、

な

お
か

つ

歌

に
せ

ざ
る

を

得
な

か
っ

た

焦
燥
感
や
あ
ふ

れ

出
る

怒

り
を

「

繰
り

返
し

」

に
よ
っ

て

浮
き
彫
り
に

し
よ

う
と

試
み

た
。

「

ど
ん

な
に
」

を

繰
り

返
し、

そ
し
て

ま
た

「

あ
な
た
に

は
」

を
畳
み

か

け
る

こ

と
に

よ
っ

て
、

孤
絶

感
を
相
手
に

通
じ
さ
せ

よ

う
と

躍
起
に

な
っ

て

い

る

歌
の

姿
を

再
現
し
よ

う
と

し
た

わ

け
で

あ
る
圏
。

か

す
か
に

（
A）

の

疑
問
形
は

「

お

わ

か

り
に

な

ら
な
い

で

し
ょ

う
ね
」

と
い

う
部
分
に

搖
曵
さ
せ

た
。

た

だ

し
、

中
心
は

あ
く

ま
で

も
（
B
）

に

置
か

れ
て

い

る
。

結
果

的
に

は
（
A）

を

捨
て

た

わ

け
で

あ

る
。

つ

ま

り
は

こ

の

現
代
語

訳
に
お

い

て
、

「

取
捨
選
択
」

の

な

か
で

「

捨
」

を

選
択
し

た
の

で

あ
る

。

（

B）

を
捨
て

た
の

は
、

自
分
自

身
の

読
解
を

現

代

語
訳
に

付
与
し

、

強
さ

を

出
す
た
め
で

あ
る

。

つ

ま
り、

個
人

的
な
読
み
取

り

の

な
か

で

得
た
〈

加
工
〉

で

あ
る

。

　
も

ち
ろ

ん
、

こ

の

訳
が

正

解
と

言
い

た
い

わ

け
で

は

な
い

。

『

蜻
蛉
日
記
』

の

和
歌
に

お
け
る

波、

埋

め
よ

う
と

す
る

が
埋
め

ら
れ
な
い

感
情
の

溝
が
『

蜻

蛉
日

記
』

の

和

歌
の

特
徴
で

あ
る

、

と

い

う
注
釈
者
の

読
み
が

投
影
し
て

い

る

だ

け
だ

。

贈
答
歌
と
い

う
も
の

は
、

男
女
の

心
の

通
じ
合
い

、

融
合
性
と
い

っ

た
も
の

が

基
盤
に

あ
る

。

だ
が

、

そ
の

よ

う
な

和
歌

史
の

流
れ

か

ら

大
き
く
は

ず
れ
る
、

歌
の

「

負
」

の

部
分
を

拡
大
化
し
た

あ
り
方
そ
の

も
の

が
、

作
品
の

表
現
を
成

り
立
た
せ
て

い

る
 
、

と

注
釈
者
は

考
え
て

い

る
の

で

あ
る

。

そ
の

路

線
に

従
っ

て

訳
を

付
け
た
ま
で

の

こ

と

で

あ
る

。

　
こ

う
し

た

他
な

ら
ぬ

自
分
の

意
図
に

沿
っ

た

言
葉
選
び

は
、

時
間
が

か
か

る
。

そ
し

て

ま
た

通
常
の

現
代
語
で

も
「

正

解
」

で

あ
る

。

誰
も
が

体
験
し
て

い

る

こ

と

だ
ろ

う
が
、

こ

の

自
分
の

感
覚
と

通
説
の

波
間
で

漂
う
焦
燥
感

、

灯

り
も

見
え

な
い

暗
闇
の

な
か
で

さ
ま
よ

う
不
安
感
が

現
代
語
訳
と
い

う
作
業
に

は
つ

き

ま
と
っ

て

い

る
。

た

だ

し
、

個
入

的
な

座
標
軸
に

沿
っ

て

考
え
な
い

と
、

文
脈
の

状
況
が
な
か

な
か

伝
わ

り
に

く
く
な
る

。

そ
の

た

め
、

自
ら
を

納

得
さ
せ

る

言
葉
を

、

何
と

か
し
て

、

探
し

続
け
な

け
れ
ば

な
ら
な
い

の

で

あ
っ

た
。

五、

お

わ
り

に

さ

て、

今
ま
で

、

二

つ

の

異

な
る

種
類
の

〈

加
工
〉

に

つ

い

て

述
べ

て

き
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た
。

最
初
に

挙
げ
た

「

本
朝
三

美
人
」

も

後
者
の

「

現
代
語
訳
」

も
、

研

究
と

は

み
な

さ
れ
な
い

か

も
し
れ
な
い

。

「

大
発
見
」

で

も
な

け
れ

ば
、

『

大
鏡
』

や

『

拾
遺
和
歌
集
』

を

も
と

に
し

た

「

和
歌
の

新
解
釈
」

で

も

な
い

。

た

だ
、

様
々

な

現

象
の

な

か

で
、

あ
る

部

分
を

採
り

上

げ
た

り
、

あ
る

部

分
を

削
り

取
っ

た

り
し
な

が
ら

、

〈

加
工
V

を

続
け
て

い

く
こ

と

は
、

「

古
典
文
学
普
及
」

の

た
め

に、

欠
か
せ

な
い

演
出
な
の

で

あ
る

。

　
と
こ

ろ
で

、

今
ま

で
述
べ

て

き
た
よ

う
な
〈

加
工
〉

の

成

果
を

、

も
う
授
業

や

講
座

類
で

話
す
こ

と

は
で

き

な
く
な
っ

て

し
ま
っ

た
働
。

昨
今
は

「

文
学
」

や

「

日

本
文
学
」

と

名
の

つ

く
学
科
や

学
部
が
、

学
生
数
の

減
少
で

閉
鎖
と
な

る

所
が

多
い

。

私
の

と
こ

ろ

も
、

人

文
学
部
が

六

月
に
い

な
き

り
募
集
停
止
と

な
っ

た
。

そ
れ

に

と

も
な
っ

て

大
学
に

残
れ
な
い

「

文
学
・

文
化
」

系
の

教
員

た

ち
に
は
、

公
開
講
座

、

市
民
大
学

な
ど

も
控
え

る
よ

う
な

命
令
が

出
て

い

る
。

本
店
が

閉

鎖
な

ら

支
店
も

閉

鎖
と
い

う
こ

と
で

、

大
学
の

肩
書
き
が

付
い

て

い

る
以
上
、

管
理
者
が

許
可
し
な

け
れ
ば
、

こ

の

よ

う
な

活
動
も

止
め

ら
れ

て

し

ま

う
。

今
現
在
は

、

普
及

活
動
が
で

き
な
い

よ

う
な

状
況
に

あ
る

。

こ

う

し

た

弾
圧
に

対
し
て
、

研
究
方
法
の

違
い

や
分

野
の

違
い

を
超

え
て
、

情
報
を

共
有
し
て

い

く
必
要
が

あ
る
の

で

は
な
い

だ

ろ

う
か

。

そ
し
て

、

将
来

、

「

古

典
文
学
」

の

力
が

再
生
し
、

一

般
の

方
々

の

前
で

「

古
典
文
学
普
及
の

た

め
の

〈

話
〉

」

が
堂
々

と
で

き
る

よ

う
な

時
代
が
く
る
こ

と
を

、

願
っ

て

や
ま
な
い

。

注

口ゆ
　
拙
稿
「

『

蜻
蛉
日

記
』

本
文
の

再
検
討
」

（
「

中

古
文
学
」

六

十
九

号、

平
成

　
　

十
四
年
五

月）

参
照。

　
 

　
『

国
語
力
も
っ

と

ア
ッ

プ
400

問
』

（
日

本
放
送
出
版
協
会、

平
成
十
六

　
　

年）

は
、

国
語
力
問
題
に

関
す
る

正
解
率
が

記
さ

れ
て

い

る
。

そ
れ

に

よ

る

と

　
「

『

蜻
蛉
日

記
』

の

作
者
は

、

1
〜

3
の

誰
で

し

ょ

う
か
」

と
い

う
選
択
肢
問

　
題
〈
1
藤
原
道
綱
母、

2
菅
原
孝
標
女

、

3
紀
貫
之
V

に

お
け
る
正

解
率
は

五

　
十
一

パ

ー

セ

ン

ト
。

そ
れ
に

対
し

て

「

紀
貫
之

が

書
い

た

日

記
は、

1
〜

3
の

　
ど

れ

で

し

ょ

う
か
」

と

い

う
選
択
肢
問

題
Al

蜻
蛉
（
か

げ
ろ

う）

日
記、

2

　
土

佐
（
と

さ）

日
記、

3
更
級
（
さ

ら

し

な）

日

記
〉

に

お
け
る

正

解
率
は

八

　
十
ニ

パ

ー

セ

ン

ト
。

偶

　
な

お
、

「

蜻
蛉
日

記
』

の

引
用
は
、

拙
著
『

新
版
　
蜻
蛉
日

記
1
（
上

巻
・

　
中
巻）
』

、

『

新
版
　
蜻
蛉
日

記
且

（

下

巻）
』

（

角
川
ソ

フ

ィ

ァ

文
庫

、

平
成

十

　
五

年）

に

よ

る
。

ま
た

、

注
釈
書
の

略
称
は

以
下
の

と

お

り
。

　
○
『

全
評
解
本
」

↓

村
井
順
『

か

げ
ろ

ふ

日

記
全
評
解
　
上
』

（
有
精
堂、

昭

　
　
和
五

十
二

年）

　
○
『

新
校
か
げ
ろ

ふ

日
記
本
』

↓
佐
伯
梅
友

、

伊
牟
田

経
久
『

新
校
か

げ
ろ

ふ

　
　
日

記
』

（
風

間
書
房、

昭

和
三

十

九

年）

　
○
『

新
注
釈
本
』

↓

大
西

善
明
『
蜻
蛉
日

記
新
注
釈
』

（
明
治
書
院

、

昭

和
四

　
　
十
六

年）

　
○
『

譯
注
と
評
論
本
』

↓

今
井
卓
爾
『

蜻
蛉
日

記

　
譯
注
と

評
論
』

（
早
稲
田

　
　
大
学
出

版
部

、

昭
和
六
十
一

年）

　
○
『

対
訳
本
』

↓
増

田

繁
夫
『

か
げ
ろ

ふ

日

記
』

（
創
英
社
「

対
訳

日
本
古
典

　
　
新
書
」

昭
和
五
十
三

年）

　
○
『

旧

大
系
本
』

↓
川
口

久
雄
『

日

本
古
典
文
学
大
系
　
土
左
日
記
　
か

げ
ろ

　
　
ふ

日

記
　
和
泉
式
部
日
記

　
更
級
日

記
』

（
岩
波
書
店、

昭
和
三
十
二

年）

　
○
『

旧
小

学
館
本
』

↓
木
村
正
中
・

伊
牟
田

経
久
『

日

本
古
典
文
学
全

集
　
土

　
　
佐
日

記
　
蜻
蛉
日

記
』

（
小
学
館、

昭
和
四

十
八

年）

　
○
『

完
訳
本
』

↓
木
村
正
中
・

伊
牟
田

経
久
『

完
訳
日
本
の

古
典
　
蜻
蛉
日

　
　
記
』

（
小

学
館

、

昭
和
六
十
年）

　
○
『

新
編

本
』

↓
木
村
正
中
・

伊
牟
田

経
久
『

新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
　
土

　
　
佐
日

記
　
蜻
蛉
日

記
』

〔
小
学
館、

平
成
七

年
）

　
O
『

新
大
系
本
』

↓
今
西
祐
一

郎
『
新
日

本
古
典
文
学
大
系

土

佐
日

記

蜻

　
　
蛉
日

記
　
紫
式
部
日
記

　
更
級
日

記
』

（
岩
波
書
店、

平
成
元
年
）

　
○
『

岩
波
文
庫
本
』

↓
今
西

祐
一

郎
『

蜻
蛉
日

記
』

（
岩
波
文
庫、

平
成
八

年）
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○
「

新
潮
本
』

↓
犬
養
廉
『

新
潮
日

本
古
典
集
成

　
蜻
蛉
日

記
』

（
新
潮
社、

　

　
昭

和
五

十

七

年）

　

○
『

学
術
文
庫
本
』

↓
」
L

村
悦
子
『

蜻
蛉
日

記
　
上
・

中
・

下
』

（
講
談
社
学

　

　
術
文
庫、

昭
和
五

十
三

年）

 

　
『

尊
卑
分

脈
』

は

『

新
訂
増
補
国

史
大
系
』

、
『

榻
鴫
暁
筆』

は

「
中
世

の

文

　

学
　
榻
鴫
暁

筆
』

（
市
古
貞
次
校
注、

三

弥
井
書
店、

平
成
四

乍
）

に

よ

る
。

 
　
こ

れ

に

つ

い

て

は

上

村
悦
子
『

蜻

蛉
凵

記
の

研

究
」

（
明
治
書
院

、

昭
和
四

　

十

七
年）

が

詳
細
で

あ

る
。

注
圖

参
照

。

個
　
「

全
評

解
本
』

に

よ

る
。

な
お

、

，

和
歌

色
葉
集
」

に
つ

い

て

は

注
 
参
照

。

 

　
こ

れ

か

ら

ま
た

陸
続
と
『
百
人
一

首
』

の

注
釈
書
は

出
版
さ

れ

る

と

思
う

　

が、

よ

う
や

く
探
し

得
た

二

人
の

名
前
が

載
っ

て
い

る

も
の

と

し
て
、

佐
佐
木

　

幸
綱
編

著
『

新
・

百

人
一

首
を
お

ぼ

え
よ

う
』

〔
さ

ー
λ

：
b

書
房

、

平
成
八

　

年）
、

「

口

語
訳
詩
で

味
わ

う
百
人
一

首
』

（
さ

；
又

・

ら

書
房、

平
成

十
五

　

年）

の

シ

リ

ー

ズ

が

挙
げ
ら

れ

る．、

こ

の

解
説
に

は

敬
意
を

表
し

た

い
。

が
し

　

か

し
、

書
店
そ
の

も
の

が

少
な

い

地

方
に

あ
っ

て

は、

な

か

な
か

手
に

と
っ

て

　

見
る

こ

と

が

で

き
な
い

。

圖
　
『

和
歌

色
葉
集』

に
つ

い

て

は

「

蜻
蛉
日

記
の

研
究
』

（
明
治
書
院、

昭
和

　

四

十
七

年）

の

な
か

で

記

さ

れ

て

い

る

国
立
国
会
図

書
館
蔵
の

寛
文
五

年
版
本

　

（
わ

  ．

m114

）

に

お

い

て

「

名
誉
歌

仙

者
」

「

女
房
八

十

二

人
」

の

条

　

に
、

こ

の

記
述

が

確
か

に

存
す
る

。

た

だ
、

『

日

本
歌
学
大
系』
、

『

歌

学
文

　

庫
』

、

そ
し

て

写
本
系
の

「

和
歌
色
葉
集』

の

な

か

に

は、

今
の

と

こ

ろ

見
つ

　

か

ら

な

い
。

ち

な
み

に

国

立
国
会
図
書
館
蔵
の

『

古
今
歌

人
伝
』

（
皿

ー
旗）

　

と

い

う
版
本

に

は

全

く
同
形
の

記
述
が
あ

る

（

た

だ

し、

朱
の

傍
注
は

な

　

し）
。

こ

れ
は

『

和
歌
色
葉
集
』

の

「

名
誉
歌
仙

者
」

だ

け
が

独
立

し

た

も
の

　

と
思
わ

れ

る
。

な

お
、

『
和
歌
色
葉
集
』

に
つ

い

て

は

現
在
調
査
継
続
中
で

あ

　

る
。

ま

た
、

幽
斎
の

『

百

人
一

首
抄
』

に

つ

い

て

は
、

「

百
人
一

首
注
釈
書
叢

　

刊
3
　
百

人
一

首
注
・

百
人
一

首
（
幽
斎
抄）
」
（
荒
木
尚

、

和
泉
書
院、

平
成

　一一、
年）

に

あ

る
。

こ

こ

に

「
本
朝
占
今
美
人

（．．一
人）

之

内
也
」

と

書
か

れ

て

　
い

る

の

は
、

上
村
が

「

蜻
蛉
日

記
』

版
本
の

系
図

に

「

束
朝
古
今
美
人

之
内
也

　

此
伝
者
幽
斎
百
人
一

首
抄
」

と

あ
る

の

を
み
つ

け

て
、

そ

れ

を
訂
正
し

た

も
の

　
と

思

わ

れ

る

（
『

蜻
蛉
日

記
の

研
究
』

）
。

こ

の

時
代
に

系
図
書
き
入

れ

を

み

つ

　
け
た

の

は

炯
眼
で

あ
ろ

う。

た

だ
、

版
本
の

『

和
歌

色
葉
集
』

、
『

百
人
一

首

　
抄
』

に
つ

い

て

は

『

尊
卑
分
脈
』

が

も
と
に

な
っ

て

い

る

可
能
性
を
示
唆
し

て

　
お

き
た

い
。

働

　
ち
な
み

に
、

瀬

戸

内
晴
美
（
寂
聴）

著
『

私
の

好
き
な

古
典
の

女
た

ち
』

　
（

福
武

書
店、

昭

和
五

十
七

年
・

新
潮
文
庫、

昭
和
六

十
年）

に

お
い

て

は
、

　
「

彼
女
は

三

人
姉
妹
の

中
で

も
と

り
わ

け

た

ぐ
い

稀
な

美
人
と

し

て

の

評
判
が

　
高
か
っ

た

よ

う
で
、

衣
通
姫、

染
殿
の

皇
后
と

共
に
、

本
朝
三

美
人
の
一

人
と

　
ま

で

噂
さ

れ

て

い

ま

し

た
」

と

す
る

。

な
お

、

こ

れ
ら

の

本
と

同
内
容
の

『

お

　
と

な
の

教
養

古
典
の

女
た

ち
』

〔
海
竜
社、

平
成
十
七

年）

も

同
記
述。

こ

れ

　
は

か

な

り
古
い

時
代
の

『

全

講
蜻
蛉
冂

記
」

〔
喜
多
義
勇

、

昭

和
三

十
六
年、

　
至

文
堂
）

の

影
響
で

あ
ろ

う
か
。

『

全
講
蜻
蛉
日

記
」

で

は

「

三

人
の

美
人
と

　
し

て
、

光
明
皇

后、

麗
景

殿
女
御、

道
綱
母、

あ

る

い

は
、

衣
通
姫、

染
殿

　
后、

道
綱
母
と
い

っ

た

組
合
せ

が

伝
え

ら
れ

て

い

る
」

と

す
る。

 
　
古
典
文
学
の

現
代
語
訳
に

つ

い

て

は
、

か
つ

て

東
京
新
聞
文
化
欄
（
平
成
十

　
三

年
九
月
四

日

夕
刊）

に

書
い

た

こ

と

が

あ
る
。

ω
　
な

お、

巻
末
家
集
に

お
い

て

は

編
纂
者
が

長
能
と

い

う
説
が

強

い

の

で
、

女

　
性
体
を
強
調
は

し

て

い

な
い
。

圖

　
た

だ

し、

残
念

な

こ

と

な

が

ら、

脚
注
に

お

い

て

は

字
数
の

関
係
上

「

弁

　
当
」

に

統
一

せ

ざ
る

を
得
な

か
っ

た
。

 
　

話
は

飛
ぶ

が、

咋
今
は

特
に

「

心
と

言
葉
の

関
係
」

が

崩
壊
し
つ

つ

あ
る

。

　
こ

の

よ

う
な
状
態
に

危
惧
を

抱
い

て
、

い

ろ
い

ろ

な

所
で

ほ

そ

ぼ

そ
と

活
動
を

　
お
こ

な
っ

て

い

る
。

夏
休
み

や

春
休
み

に

は

県
や

市
の

予

算
で

「

輝
き
プ

ラ

ン

　
体
験

授
業
」

な
ど

に

呼
ば
れ

る
こ

と

が

多
い

。

そ
こ

で

は、

中

学
や
高
校
の

先

　
生
方
や

学
生

た

ち
に

「

文
章
教
室
」

な

ど

の

ワ

ー

ク

シ

ョ

ッ

プ

型

授
業
を

展
開

　
し
て

い

る
。

こ

う
し
た

活
動
の

な

か

で
、

「

現
代
語
訳
に

お

け
る

言
葉
選

び

の

　
苦
し

み
」

が

少
し

は

生
か

さ

れ

て

い

る

の

で

は

な
い

か
、

と

考
え
る

こ

と

に

し

　
て

い

る
。

な
お

、

活
動
に

関
連
す
る

新
聞
の

イ

ン

タ
ビ

ュ

ー

記

事
は

、

「

一

枚

　
文
学
の

会
」

〔
新
潟
日

報
朝
刊

、

平
成

十
六

年
五

月．
一
十
四

旦
、

「

ま
な

び

す

　
と゜
m

柏
崎
」

〔
柏
崎
日

報、

平
成
十
七

年
六

月
十
日

）

、
「

う
れ

し

い

手
書
き

の
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一Electronlc 　Llbrary 　
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一

筆
」

（
新
潟
日
報
夕
刊、

平
成
十
七

年
九

月
二

十
七

日）

な
ど

。

圓
　
紫
色

に

変
色
し

た

菊
の

色
が

賞
美
さ
れ
る

こ

と

に

つ

い

て

は
、

後
藤
祥
子

　
「

秘

め

ら

れ

た

メ

ッ

セ

ー

ジ

ー
「

蜻
蛉
日

記
』

の

消
息
の

折

り
枝

−
」

　
（
「

国
文
目
白
」

三

十
三

号
、

平
成
六

年
一

月）

に

指
摘
が

あ
る

。

ま
た

、

「

移

　
ろ

ひ

菊
」

と
い

う
色
は

襲
の

色
目

（
『
平
安

朝
服

飾
百
科
辞
典
』

あ
か

ね
会

　
編、

講
談
社、

昭

和
五

十
年）

に

使
用
さ

れ

た
り、

折
枝

の

紙
の

色
と
し
て

も

　
定
着
し

て

い

く
（
「
薄
様
色
目
』）

。

 
　
な

お
、

蛇
足
な
が

ら
追

加
す
る

と
こ

の

よ

う
な

反
復
表

現
は

当
然
返
歌
に

も

　
継
続
さ

せ

な

け
れ
ば
な
ら

な
い

性
格
の

も
の

で

あ
る
。

兼

家
の

歌
と

そ

の

周
辺

　
は

、

原

文
で

も
「

い

と

こ

と

わ

り
な
り
つ

る

は
」

、

「

げ
に

や

げ
に
」

と
道
綱
母

　
の

怒
り

を

軽
く
い

な

し
て

い

る

体
と

な
っ

て
い

る
。

そ
れ
を
「

あ
な
た

の

お
っ

　
し
ゃ

る

こ

と

は

本
当
に

も
っ

と
も
だ

」

に

続
き

歌
の

訳
で

も
「

ま
さ
し

く
あ

な

　
た

の

お
っ

し
ゃ

る

と

お

り
」

と
繰
り
返
し

た
。

道
綱
母
詠
の

重
々

し
い

怒
り

の

　
リ
フ

レ

イ

ン

と

兼
家
の

軽
々

し
い

リ

フ

レ

イ
ン

と

の

間
に

落
差
を
付
け
る

こ

と

　
に

よ

っ

て、

心

理
的
な
両

者
の

亀
裂

を

表
そ

う
と

し
た

。

圃

　
拙

著
『

蜻
蛉
日

記
の

表
現
と
和
歌
』

（
笠
間
書
院、

平
成
十
年）

参
照

。

 

　
今
ま
で

の

活
動
に
つ

い

て

は、

拙
著
『
王
朝
生

活
の

基
礎
知
識

−
古
典
の

　
な

か

の

女
性
た

ち
』

（
角
川
選
書、

平
成
十
七

年）

の

「

あ
と

が

き
」

の

な

か

　
で

記

し

た
。

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
（
か
わ
む

ら
・

ゆ
う
こ

／

新
潟
産
業
大
学）
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漢
詩
の

色
ー

杜
甫
と

白
居
易
の

詩
か

ら

　
　
　
　

静
永

　
健

王

朝
の

襲
−

絵

巻
の

復
元

模

写

か
ら

読
み

解

く

源

氏

物

語

　

河
添
房
江

白
と

宗
教

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
加
須
屋
誠

知
覚
色
彩

学
−
進
化
す
る

色
彩
観
　

　
　

　
　
　
小
町
谷
朝
生

郁

梨
縊
画
．

壁
画
の

色

れ

漢
の

色

さ

ク

ラ

イ

ン

・

ブ
ル

ー

（
イ

ン

ジ

ゴ

の

青
）

隠

平
安
和
歌
の

色
1

「

紫
」

の

バ

リ

エ

ー
シ

ョ

ン

有
賀
祥
隆

浅
野
裕
［

建
畠

　
晢

西
山
秀
人

薈
の

名
場

面
集

10「

水
墨

画
の

色
H

断
章

桃
山

時
代
の

輝
く

色
彩
美

万
葉

の

色
、

記
紀
の

色
−
歌
の

衷
現
色

風
景
と

色
の

現
在
−
景
観
に

見
る

色
の

統
一

感
と

個
性

古
代

の

服
色
と

正

倉
院
ぎ
れ
の

染
色

仁
平
道
明

渡 金 切 島
辺 子 畑 尾

松
本
包

夫

〔
特
別

寄
稿〕

神
を
降
ろ
す
方
法

　
　
　
　
　
　

ー
続
・

声
を
伴
う
王

の

舞

橋
本
裕
之　 　 潤 晋 健 新

東京噺 宿 學燈肚 西早稲田 3
　 電話 03（5228）


