
宇
津
保
物

語
「
藤

は
ら

の
君
」
巻
末

の

文

の
処
理

に

つ
い
て

本
誌
国
語
国
文
学
研
究
の
第
五
号

（石
坂
正
蔵
先
生
還
暦
記
念
特
集
）

に
お
い

て
、

「
宇
津
保
物
語

『
藤
原
の
君
』
巻
末

の
文
の
処
理
に
つ
い
て

と
題
し

て
拙
論
を
も
の
し
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
そ
の
後
読
み
か
え
し
て
い

く
う
ち

に
、
以
前
の
考
え
と
変

っ
た
と
こ
ろ
が
出
て
来
、
そ
の
部
分
に
つ

い
て
、
本

稿
に
お
い
て
補
訂
し
て
お
き
た
い
。

一

「
藤

は

ら

の

君

」

巻

末

の

一
文

に
次

の

一
節

が
あ

る

。

便

宜

上

、

㈲

、

個

の

二

つ
の
部

分

に

区

分

し

て
記

す

。

周

つ
ご

も

り

ば

か

り

に

な

り

ぬ
。

東

宮

よ

り

あ

て

宮

の
御

も

と

に
、

か

く

き

こ

え

た

ま

へ
り

。

は

つ
秋

の

い

ろ

を

こ
そ

み

め

女

郎

花

露

の
や

ど

り

と

き

く

が

く

る

し

さ
き
く
こ
と
の
さ
ま
ぐ

な
る
こ
そ
か
ひ
な
け
れ
」

と

き

こ
え

た
ま

へ
り

。

あ

て
宮

竹

原

崇

雄

秋

の
色
も
露
を
も

い
さ
や
を
み
な

へ
し
木
が
く
れ
に
の
み
を
く
と
こ

そ
み
れ

れ
い
の
さ
い
将

旅
ね
す
る
身
に
は
涙
も
な
か
ら
な
ん

つ
ね
に
う
き
た
る
心
ち
の
み
す

る

あ
て
宮

た
び
ご
と
に
空
に
た
ち
ゐ
る
ち
り
な

れ
や
つ
ゆ
ば
か
り
に
も
う
か
ぶ

な
る
哉

マ
マ

左

大

将

殿

よ

り

ま
カ

 

わ
び
人
の
涙
を
ひ
ろ
ふ
物
な
ら
ば
た
も
と
や
た
も
の
は
こ
と
な
ら
ま

し
あ
て
宮

な
み
だ
を
も
は
こ
な
る
玉
と
み
ま
し

か
ば
よ
そ
な
る
人
を
ひ
ろ
ひ
そ

へ
ま
し

中
納
言
殿
よ
り



し
づ
み
な
む
身
を
ば
お
も
は
ず
名
と
り
洵
ふ
み
み
て
し
が
な
ふ
ち
せ

し
る
べ
く

あ
て
宮

滝
津
せ

に
う
か
べ
る
あ
は
の
い
か
で
か
は
淵
せ
に
し
つ
む
身
と
は
し

る
べ
き

兵
部
卿
の
宮
よ
り

か
く
ば
か
り
う
き
に
は
恋
の
な
ぐ
さ
ま
で
つ
ら
き
さ
ま

ぐ

な
げ
き

ま

す

哉

㈹

三

の

み

こ
、

な

か

の
お

と

ゞ
に

て
、

御

こ

と

あ

そ

ば

し

、

も

の

が

た

と

う

ろ

カ

り

し

給

あ

ひ

だ

に

、

御

ま

へ
な

る
と

こ

ろ

に

な

つ
む

し

の

い

る

を

み

給

て

、ひ

と
り

ぬ

る

身

も

夏

虫

を

見

ざ

り

せ

ば

か

く

し

も

恋

に
も

え

ず

ぞ

あ

ら
ま

し

い

と

ゞ

み

な

こ

ひ

し

く

、

い
か

な

ら

ん

」

と

き

こ
え

給

へ
ど

、

き

ゝ

い

れ

た
ま

は
ず

。

侍

従

の
君

、

人
を

お

も

ふ

我
身

の
玉

は

な

か

ら

な

ん
む

な

し

き

か

ら

は

な

げ

き

し

も

せ

じ

い

ら

へ
給

は
ず

。

兵

衛

佐

ゆ

き

ま

さ

か
や

り

火

の

け

ぶ

り

も

く

も

と

な

る

も

の
を

し

た

草

を

し

も

む

す

ば

ざ

ら

め

や

ー
注

-

御

か

へ
し

な

し

。

（
二
〇

三

頁

9

行

-

二
〇

六

頁

5

行

ヨ

右

に

引

用

し

た

ω

と

㈱

と

を

比

較

し

て

み

る

と

、

諸

先

学

の
所

説

に
あ

る
と

お

り

、

周

は
秋

の
季

節

を

念

頭

に

お

い

た
表

現

で
あ

り

、

E

が
夏

の

李
節
を
背
景
と
し
た
推
写
と
な

,、
て
お
り
、

そ
の
点
、
偽
よ
り
B

へ
の
物

語
の
流
れ
は
、
季
節
の
流
れ
に
逆
行
し
て
い
て
、
物
語
の
平
常
の
展
開
に

矛
盾
し
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
を
解
決
す
る
解
釈
は
、
早
く
笹
淵
友

一
氏
に

よ

っ
て
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
。

巻
末

の

「
三
の
み
こ
中
の
お
と
ど
に
て
御
琴
あ
そ
ば
し
云
々
」
以
下

の
条
は
日
本
文
学
全
書
本
に
は

「あ
る
い
は
他
か
ら
の
窟
入
で
あ
ろ
う

か
」
と
あ
り
、
古
典
文
学
大
系
本
も

「
錯
簡
か
誤
脱
か
」
と
疑

っ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
本
来
行
正
の
歌

「山
が
つ
の
あ
と
な
る
水
も
清
け
れ
ば

空
ゆ
く
月
の
影
を
待

つ
か
な
」

（古
典
文
庫
本

一
九
四
頁
）
の
あ
と
に

あ

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
右
の
歌
に
つ
づ
く
絵
解
に

「
こ

ゝ
は
大
将
殿
。

あ
て
宮
お
は
す
。
侍
従

の
君
と
御
こ
と
あ
そ
ば
す
。
三
の
宮
御
こ
と
あ

そ
ば
す
」
と
あ
る
が
、
三
の
宮
が
琴
を
ひ
く
場
面
は
こ
れ
に
先
立

つ
本

文
に
な
い
。

「
三
の
み
こ
中
の
お
と
ゞ
に

て
御
琴
あ
そ
ば
し
云
々
」
は

こ
の
絵
解
と

一
致
し
、
ま
た
季
節
の
上
で
も
絵
解
の
前
の
本
文
、
三
の

み
こ
云
々
以
下
の
薩

ハに
夏
で
あ

.
て
、

運

の
本
文
と
し
て
矛
盾

な

く

調

和

し

て

い

る
。

右

の
笹

淵

氏

の
所

説

に

よ

っ
て
、

こ

の
巻

末

の

一
文

は
、

そ

の
落

ち

着

く
場

所

を
得

て

、

矛

盾

は
氷

解

し

た

が
、

更

に

今

一
つ
の

問

題

が

残

っ
て

い

た
0

そ

れ

は

、

笹

淵
氏

の

所

説

に
従

っ
て
、

巻

末

の
文

を

絵

解

の
前

に

移
動

し

た

の

で
あ

っ
た

が
、

次

に

示
す

そ

の
直

前

の
本

文

も

ま

た

、

問

題

を
含

み
持

つ

一
条

な

の

で

あ

っ
た
。

り

（
…

…

と

あ

れ

ど
、

御

返

な

し

。

）

人

く

の
御

か

へ
り

き

こ
え

給

を

、

三

の

み

こ
、

御

ま

へ
ち

か

き

ま

つ

の
き

に
、

せ

み

の

こ
ゑ

た

か

く



な

く

お

り

に

、

か

く

き

こ

え
給

、

か

し

が

ま

し
草

葉

に

か

ゝ
る
む

し

の
ね

よ

わ

れ

だ

に
物

は

い

は

で

こ

そ
お

も

へ

す

み

ど

こ
ろ

あ

る

物

だ

に

、

か

く

こ

そ
有

け

れ

。

」

あ

て
宮

き

ゝ
い
れ

給

は

ず
。

じ

ゞ
う

の
君

、

御

こ

と

あ

そ

ば

す

つ
い

で

に
、人

を

お

も

ふ
心

い

く

ら

に

く

だ

く

れ

ば

お

ほ

く

し

の

ぶ

に
猶

い

は

る

ら

む

れ

い

の
き

ゝ
い
れ

給

は
ず

。

ゆ

き

ま

さ

、

あ

こ
君

に

か

く

き

こ
え

た
り

。

山

が

つ
の
あ

と

な

る
水

も

き

よ

け

れ

ば
空

ゆ

く

月

の

影

を

待

か

な

（
一
九

三
頁

9

行

-

一
九

四

頁

7

行

）

右
に
引
用
し
た
文
章
の
冒
頭
の

「
人

く

の
御
か

へ
り
き
こ
え
給
を
」

と

い
う

一
文

が

、

そ

の
直

前

の

「
御

返

な

し
」

と

い
う

表

現

と

矛

盾

し

て

い
る

。

そ

こ

で
、

右

の

一
条

を

、

笹

淵

氏

の

所

説

に

従

っ
て

移

動

さ

せ

た

後

の
巻

末

部

分

に
位

置

さ

せ

る

と

、

こ

の
矛

盾

は

ま

た

、

氷

解

す

る
。

即

ち

、

巻

未

の

一
文

、

個

と

、

い
ま

示

し

た
◎

と

を

、

そ

の
場

所

を

入

れ

替

え

る

と

、

す

べ

て

の
矛

盾

事

項

は

な

く

な

る

の

で

あ

る

。

た

だ

、

⑥

の
中

に

「
せ

み

の

こ

ゑ

た

か

く
」

と

い
う

表

現

が

あ

つ
て
、

こ

れ

は

夏

の
風

物

で
あ

り

、

O

を

巻

末

に
も

っ
て

い
く

と

、

周

1

E

と

同

様

に

、

周

i
O

の

関

係

も

ま

た
、

秋

か

ら
夏

へ
と

逆

行

す

る

こ
と

に
な

っ
て

、

こ

の
矛

盾

は

解

決

し

な

い

こ
と

に

な

る

が
、

「
せ

み

」

が

「
す

み

ど

こ

ろ

」

と

い
う

よ

う

な

表

現

と

結

び

つ

い

て

い
る
場

合

は

、

そ

の
蝉

は

、

秋

の
季

節

に
属

す

る
と

い
う

こ
と

が

、

次

の
例

に

よ

っ
て
認

め

ら

れ

る

の

で

あ

る

。

伊

に

私

を

へ
て

こ
よ

ひ

の

こ
と

は
松

か

え

に

す

ご

も

る

せ

み

も

し

ら

べ

て
ぞ

な

く

（
「
ふ

き

あ

げ

の
下

」

五

五

三

頁

）

主

人

公

仲

忠

と

吹

上

に

住

ん

で

い

た

源

涼

と

が
、

「
神

泉

」

の

「
も

み

ち

の
賀

」

に

お

い

て

琴

の
弾

き

く

ら

べ
を

し

た
際

の
帝

の
歌

で
あ

る

。

こ

の
中

に

詠

み

込

ま

れ

て

い

る

「
せ

み

」

は

、

「
秋

を

へ
て
」

と

あ

る

こ

と

に

よ

っ
て
も

わ

か

る

よ

う

に

「
秋

」

「
な

く

」

「
せ

み

」

で
あ

る

こ

と

は

は

っ
き

り

し

て

い

る
。

前

の
文

か

ら

も

「
九

月

」

で

あ

る

こ
と

は
明

確

で

あ

り

、

秋

も

末

で
あ

る
。

か

か

る

カ

例

②

秋

ふ

か

み
山

べ

に

か

る

ゝ
松

風

を

め

づ

ら

し

げ

な

く

せ

み

や
き

く

ら

む

（
同

五

五

三

頁

）

こ

の
歌

の

場

合

は

、

鳴

い

て

い

る

蝉

で
は

な

く

、

「
き

く

」

「
せ

み
」

で
あ

る
点

が

、

例

ω

の
場

合

と

は

異

な

っ
て

い

る
が

、

「
き

く

」
「
せ

み
」

で
あ

る

か

ら

こ

そ
、

逆

に

「
す

ご

も

る

せ

み

」

の
姿

が
う

か

び

あ

が

っ
て

く

る
と

言

え

る

o

例

㈲

松

風

の

こ

ゑ

に
く

ら

ぶ

る

こ
と

の

ね

を

す

な

る

＼
せ

み

は

し

ら

べ

ざ

ら

め

や

（

「
か

す

が

ま

う

で
」

二
六

五

頁

）

例

ω

春

山

の

木

の
ね

の

せ

み

は

す

を

せ

ば

み

夏

の

こ

の

は

や

恋

し

か

る

ら

ん

（
同

二
七

〇

頁

）

右

の
例

③

、

例

ω

に

詠

み
込

ま

れ

て

い

る

「
せ

み

」

は

「
す

」

に

結

び

つ

い

て

い

て

「
春

」

の
も

の
と

な

っ
て

い

る

が

、

こ
れ

は

「
秋

」

に

巣

ご

も

り

し

て

「
冬

」

「
春

」

を

経

過

し

て

「
夏

」

を

待

つ

「
せ

み
」

で
あ

っ

て
、

本

論

中

の

「
せ

み

」

と

性

格

は

異

な

る

も

の

で
は

な

い
。

以

上

の
例

か

ら
、

「
せ

み
」

が

「
す

」

と
結

び

つ
く

場

合

、

そ

の

「
せ



注
③

み

」

は

、

秋

も

し

く

は

秋

に
近

い
季

節

に

な

く

蝉

だ

と
考

え

て
よ

い
。

従

っ
て

、

O

の
部

分

は

、

「
せ

み
」

が

「
す

み

ど

こ

ろ
あ

る

物

」

と

し

て

と

ら

え
ら

れ

て

い

る

と

い

う

点

に

お

い

て
、

季

節

は

秋

で
あ

る

と
判

断

し

、

E

の
夏

の
描

写

が

な

さ

れ

て

い
る
巻

末

の
部

分

と

入

れ

替

え

た

の

で

あ

っ

た

。以
上

が
、

笹

淵

氏

の
所

説

、

ま

た
、

前

記

拙

稿

に
お

い

て
論

じ

た

内

容

の
概

略

で
あ

る
。二

と

こ
ろ

で
、

先

に
挙

げ

た
⑳

の
部

分

に

つ
い

て
、

今

一
度

、

考

え

て
み

た

い
。

そ

の
冒

頭

部

分

を

示

す

と
次

の

と

お

り

で
あ

る

。

つ
ご

も

り

ば

か

り

に

な

り

ぬ
。

東

宮

よ
り

あ

て
宮

の
御

も

と

に
、

か

く

き

こ

え

た
ま

へ
り

。

は

つ
秋

の

い
ろ

を

こ

そ

み

め
女

郎

花

露

の
や

ど

り

と

き

く

が

く

る

し

さ

き

く

こ
と

の
さ

ま

ぐ

な

る

こ
そ

か

ひ

な

け

れ

」

と

き

こ
え

た

ま

へ
り

。

ま

ず

、

右

に
記

し

た

「
つ
ご

も

り

ば

か

り

に

な

り

ぬ

」

以

下

の

一
節

は
、

従

来

、

諸

注

す

べ

て
、

七

月

の
晦

日

頃

と

解

し

て

い
る

。

た

し

か

に

、

こ

の

一
条

の
直

前

の
描

写

は

、

絵

解

を

間

に

挟

ん

で

、

秋

に
入

っ
て
間

も

な

い

七

夕

の
行
事

が

描

か

れ

て

い

る
。

「
か

く

て
七

月

七

日

に
な

り

ぬ

」

（
一
九

八
頁

8

行

）

と

あ

っ
て
、
東

宮

、

大

宮

を

は

じ

め

と

し

て
、

七

夕

の
和

歌

が

詠

ま

れ

、

宰

相

実

忠

、

三

の

宮

、

行

政

の
歌

が

位

置

し
、

絵

解

が

き

て

「
か

く

て
、

か

へ
り

給

ぬ
」

で

終

っ
て

い

る

。

こ
れ

に
続

い

て
、

「
つ
ご

も

り

ば

か
り

に

な

り

ぬ
」

と

な

っ
て

い

る

点

か

ら

考

え

る

と

、

こ

の

「
つ
ご

も

り

」

は

当

然

七
月

の

「
つ
ご

も

り

」

と

し

て

し

か

考

え

ら

れ

な

い
。

し

か

し

、

こ
れ

に
続

く

、

東

宮

と

あ

て
宮

と

の
贈

答

歌

と

を

考

え

て
み

る
と

、

一
概

に

そ
う

と

も

断

定

し

か

ね

る

要

素

を

含

み
持

つ

こ
と

に

気

づ

く

の

で

あ

る

。

こ

の
東

宮

の

和

歌

に

つ
い

て
諸

注

は
次

の

よ

う

に

解

し

て

い
る

。

宮

田

和

一
郎

氏

1

私

こ

そ

あ

て
宮

を

自

分

の
も

の

に
し

た

い
と

思

っ
て

ゐ
る
の
に
・
他
人
の
も
の
に
な

っ
た
と
聞
く
の
が

つ
ら
脇

河
野
多
麻
氏
1
初
秋
の
女
郎
花

の
新
鮮
な
色
を
見
た
い
と
思

っ
て
い
ま

し
た
。
だ
の
に
そ
の
女
醗

に
は
既
に
露
が
宿
る
と
聞
い
て
、
私

の
心
は

苦
し
く
い
た
ん
で
い
ま
す
『

原
田
芳
起
氏
1
君
を
見
む
と
待
つ
に
他
の
男
た
ち
が
君
に
物
言

い
か
け

注
⑥

て
い
る
と
き
く
の
が
苦
し
い
こ
と
だ
。

野

口
元
大
氏
ー
わ
た
し
は
色
づ
い
た
ば
か
り
の
初
花
を
こ
そ
わ
が
も
の

と
し
た
い
の
で
す
。

「
色
づ
く
秋
の
な
き
」

な
ど
と
お

っ
し

ゃ
る
が
、
女

郎
花
に
は
実
は
す
で
に
露
が
や
ど

っ
て
い
る
と
い
う
噂
で
、
聞
く

の
も
苦

し
い
こ
の
ご
ろ
で
備

以
上
の
先
学

の
示
さ
れ
た
解
釈
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、

「
は

つ
あ
き

の
い
ろ
を
こ
そ
み
め
女
郎
花
」

の
解
釈
に
お
い
て
、

「
は

つ
あ
き
」
を

「七
月
」
の

「
つ
ご
も
り
」
と
と

っ
た
の
で
は
、

「
自
分
の
も
の
に
し
た

い
と
思

っ
て
ゐ

る
」

「
君
を
見
む
と
待

っ
」

「新
鮮
な
色
を
見
た
い
と
思

っ
て
い
ま
し
た
」

「
色
づ
い
た
ば
か
り
の
初
花
を
こ
そ
わ
が
も
の
と
し
た

い
」
と
い
う
よ
う
な
東
宮
の
期
待
す
る
心
情

は
強
く
浮
い
て
来
な
い
。
や



は
り

、

[
は

つ
あ
き

」

と

い
う

新

し

い
季

節

の

訪

れ

の
ヰ

で
、

美

し

い

女

郎

花

を

見

た

い
と

い
う

ま

近

に

せ

ま

る
期

待

へ
の
感

動

が

「
自

分

の
も

の

に
し

た

い
」

「
見

た

い
」

「
君

を

見

む

」

「
わ

が

も

の
と

し

た

い
」

と

表

現

さ

れ

て

い

る
も

の

に
相

違

な

い
。

そ
う

解

釈

し

て

こ

そ

「
露

の

や
ど
り
」

と
聞

い
た
時

の
落

胆

、

苦

悩

が

、

歌

を

贈

ら

れ

る
女

の

心

情

を

う

っ
て
く

る

の

で

あ

る

。

以

上

の
解

釈

に
於

て
、

諸
注

が

成

立

す

る

た

め

に

は
、
「
つ

ご
も

り
」

は

ど

う

し

て
も

「
六

月

」

で
な

け

れ

ば

な

ら

な

い

の

で
あ

る

。

「
七

月

」

の

「
つ
ご

も

り

」

で
は

、

「
は

つ
あ

き

」

の

新

鮮

味

は
薄

れ

て

し
ま

う

。

更

に

、

「
七

月

」

「
つ
ご

も

り
」

の

日
は

、

「
は

つ
あ

き

」

の

李
節

は
す

で

に

終

り

で
あ

り

、

そ

の
終

り

に
あ

た

っ
て
、

「
は

つ
あ

き

」

の
感

懐

を

歌

に

託

す

と

い
う

の

は

、

季

節

に
敏

感

な

当

時

の
人

々

の

心
情

を
考

慮

す

る

時

、

首

肯

し

難

い
感

じ

が

す

る

の

で
あ

る

。

も

ち

ろ

ん
、
「
七

月

の
初

め

か

ら

『
初

秋

』

の
女

郎

花

を

見

た

い

と

思

っ
て

い

る

う

ち

に
、

い

つ
の
間

に

か

『
つ
ご

も

り
』

に

な

っ
て
露

が
宿

っ
て

い

る
」

（
七

月

の

当
初

よ

り

あ

な

た

を

自

分

の
も

の

に

し

た

い

と

思

っ
て

い

た

の

に

い

つ
の

間

に
か

、

『
つ
ご

も

り
』

に

な

っ
て
、

あ

な

た

が
他

の
人

と

結

ば

れ

て
し

ま

っ
た

と

聞

く

の
は

つ
ら

い

こ
と

で
す

。

）

と

い
う

よ

う

な

解

釈

は

成

立

し
な

い
。

東

宮

の
心

の
中

に
、

貴

宮

へ
の
遠

慮

や
、

気

兼

ね

や
、

た

め

ら

い
が

あ

っ
た

と

は
と

う

て
い

思

え

な

い
。

そ

の
点

、

上

の
句

と

下

の
句

と

の
間

に

、

一
月

の

日
時

の
流

れ

を

認

め

る

こ
と

は

で

き

な

い

の

で

あ

る

。

以
上

の

よ

う

な

観

点

よ

り

、

こ

こ

は

や
は

り

、

六

月

の

「
つ
ご

も

り

」

と
解

釈

ル
、

明

日
に

で
も

「
秋

立

つ

日
」

を

控

え

た
期

待

の

心

が

詠

み

出

し
た

歌

と

し

て

理
解

し

た

い

の

で
あ

る
。

そ

う

で
あ

っ
て

こ

そ
、

新

た

な

る
季

節

の
中

の

女
却

荘

の

よ

う

に

美

し

い

あ

な

た

へ
の
慕

情

か

強

く

出

る

の

で

あ

り

、

「
露

の
や

ど

り

」

と

聞

く

落

胆

の
心

が
大

き

く
響

い

て
く

る

の

で
あ

る
。

東

宮

の
歌

に
続

く

あ

て
宮

の
歌

は

次

の

よ

う

に

な

っ
て

い

る

。

あ

て
宮

秋

の
色

も

露

を

も

い

さ

や

を

み

な

へ
し

木

か

く

れ

に

の
み

を

く

と

こ

そ
み

れ

こ

の
貴

宮

の
返

歌

の
場

合

も

、

「
秋

の
色

も

露

を
も

い

さ

や

」

と

い
う

の

は

「
ま

だ

六

月

の

つ
ご

も

り

で
、

秋

に

な

っ
て

い

る

の

で
は

あ

り

ま

せ

ん

か

ら

」

と

い
う

調

子

の
詠

み
方

で

は

な

い

で

あ

ろ

う

か

。

七

月

の

晦

日

で
あ

っ
た

な

ら

ば

、

「
い

さ

や

」

と

い

う

形

で
、

「
秋

の
色

」

「
露

」

を

否

定

す

る

こ

と

は

で
き

な

い

の

で

は

な

か

ろ

う

か

と

思

わ

れ

る

の

で

あ

る

。

「
木

が

く

れ

に

の

み
を

く

」

と

い
う

表

現

に

対

し

て
も
、

ま

だ

夏

の

影

を

宿

し

た

情

景

が

偲

ば

れ

て

く

る

の

は
、

あ

な

が

ち

無

理

な

解

釈

に

よ

る

も

の
と

の

み

は

言

え

な

い

で
あ

ろ

う

。

と

も

あ

れ

、

「
は

つ
あ

き

」

「
は

じ

め

の

あ

き

」

と

い
う

言
葉

が

示

す

範

囲

は

、

七

月

の
上

旬

が

多

く

、

と

く

に

、

秋

の
訪

れ

を

待

つ
人

々

の

心

情

か

ら
、

「
七

月

一
日
」

を

指

す

場

合

が

多

い

と

い
う

こ
と

も

、

以

上

の

解

釈

を

支

え

る

大

き

な

要

因

の

一
つ
に

な

る

で

あ

ろ

う

。

以

上

の

よ

う

に
考

え

て
く

る
と

、

こ

の

「
つ
ご

も

り

ば

か

り

に

な

り

ぬ

」

に
始

ま

る

一
段

、

即

ち

、

前

節

に

於

て
考

察

し

た

巻

末

部

分

側

に

入
る

直

前

の

兵
部

卿

の
宮

の
歌

ま

で

の
部

分

は

、

そ

の
間

に
切

れ

目

が

な

い

こ
と

も

考

え

て
、

「
六

月

の
」

「
つ
ご

も

り

」

の

こ
と

を

叙

述

し

た
も

の

で
あ



る
と

い

う

こ

と

に

な

る

の

で
あ

る
。

そ
う

な

る

と
、

絵
解

を

挟

ん

で
、

こ

の
部

分

の
直

前

に
位

置

し

て

い

る

「
七

月

七

日
」

（
一
九

八

頁

8
行

1

二
〇

三
頁

2

行

）

の

一
条

と

は

、

日

時

の
進

行

に

お

い

て

前

後

逆

と

な

り

、

物

語

の

展

開

の
う

え

で
大

き

な

矛

盾

が

生

じ

て
く

る

こ

と

に

な

る

の

で
あ

る
。

三

一
節

に
お

い

て
す

で

に

述

べ
た

よ

う

に
、

前

節

で
考

察

の
対

象

と

し

た

「
つ
ご

も

り

ば

か

り

に

な

り

ぬ
」

で
始

ま

る
周

の
部

分

の
後

に

は

、

現

在

で
は

「
三

の

み

こ
、

な

か

の
お

と

ゞ
に

て
、

御

こ

と

あ

そ
ば

し

」

以

下

の

圖

の
部

分

が

続

い

て

い

る

が

、

本

来

は

、

周

の
後

に

は

、

そ
れ

よ

り

も

前

に
位

置

し

て

い

る
O

の
部

分

が

続

い
て

い
た

も

の

で

あ

っ
た

。

即

ち

、

周

i

O

と

い
う

形

態

で
巻

末

部

分

が

構
成

さ

れ

て

い

る

と

考

え

て

き

た

の

で

あ

る

。

と

こ
ろ

が

、

考

察

し

て
き

た

よ

う

に
、

淘

の

位

置

が

、

そ

の

前

の

「
七

月

七

日
」

の
条

と

矛

盾

し

て
く

る

と

な

る

と
、

そ

の

「
つ
ご

も

り

ば

か

り

に

な

り

ぬ

」

の

一
条

の
位

置

に

つ

い

て
再

び
考

察

し

な
け

れ

ば

な

ら

な

く

な

っ
て
く

る

の

で
あ

る

。

周

と

O

と

は

そ

の

接

続

関

係

に
お

い

て

は

問

題

は

な

く
、

周

は

⊥
ハ
月

で

は

あ

っ
て
も

「
つ
ご

も

り

」

で
あ

り

、

す

で

に

「
秋

」

を

間

近

に
控

え

て

い

る
季

節

で
あ

る
点

か

ら

考

え

て
、

O

と

の
結

び

つ
き

に

は

問

題

は

な

い
。

従

っ
て
、

㈹

の
位

置

が

き

ま

れ

ば

、

そ
れ

と

共

に

、

そ

の

後

に

◎

は

直

接

続

く

と

い
う

こ
と

に

な

る

の

で
あ

る
。

そ

こ

で
、

「
七

月

七

日
」

の
条

よ

り

も

前

で
、

六

月

の

「
つ
ご

も

り

」

D
時

景

が
噛

か
れ

た
場

面

と

し

て

ふ
さ

わ

し

い
位

置

を

考

え

る

と

、

「
か

く

て
、

七

月

七

日

に

な

り

ぬ
。

」

と

あ

っ
て
、

東

宮

が

は

じ

め

て

そ

の
姿

を

物

語

に
見

せ

る
場

面

が

あ

る

が

、

こ

の

「
七

月

七

日
」

の
条

の

前

が

、

そ

の
位

置

と

し

て
は

考

え

ら

れ

る

の

で
は

な

か

ろ

う

か

。

現

在

は

、

そ

こ

の
と

こ

ろ

に

は

、

次

の

記

事

が

位

置

し

て

い

る
。

か

く

て
、

そ

ち

の
ぬ

し

、

九

の
君

は

宮

つ

か

へ
し

給

べ
し

と

き

ゝ
て
、

は

ら

だ

ち

て
、

と

の
も

り

の
ざ

う

し

に

し

の
び

い

り

て
、

「
か

く

人

の

い
ま

し

む

る

さ

月

は

い

ぬ
'。

い
ま

は

か

の

こ
と

な

し
給

へ
。

も

の

い

ひ

マ
マ

な
か
カ

き

り

な

す

そ

。

こ
と

は

な

る

た

ゆ

ま

し

む

る
は

あ

し

き

わ

ざ

な

り

。

…

…
」

（
一
九

五

頁

10
行

ー

一
九

六

頁

2

行

）

右

は

三
奇

人

の

一
人

滋

野

真

菅

の
話

で
、

現

在

⑥

が
位

置

し

て

い

る

そ

の
後

の

絵

解

に
続

い

て

記

さ

れ

て

い

る
。

右

の
文

中

に

あ

っ
た

「
さ

月

は

い

ぬ

」

と

い

う

と

こ

ろ

か

ら

判

断

す

る

と

、

こ

の
真

菅

の

話

は

六

月

の

こ

と

と

し

て

設

定

さ

れ

て

い

る

も

の
と

考

え

ら

れ

る
。

そ

の
点

か

ら

考

慮

す

る
と

、

こ

の
真

菅

の

話

の
後

、

即

ち

、

真

菅

の

話

と

「
七

月

七

日

に

な

り

ぬ

」

と

の

間

が

、

そ

の
位

置

と

し

て

は

も

っ
と

も

ふ

さ

わ

し

い
場

所

と

な

っ
て
く

る

の

で
あ

る

。

こ

の
滋

野

真

菅

の
話

は
、

「
藤

は

ら

の
君

」

本

来

の
物

語

を

構
…成

す

る

実

忠

を

中

心

と

す

る
求

婚

者

群

に

よ

る

貴

宮

求

婚

説

話

と

は

異

質

な

要

素

を
持

っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
上
野

の
宮
、
三
春
高
基
の
離

同

様
に
、
中
野
幸

一
氏
の
表
現
に
よ
れ
ば

「
反
貴
族
的
個
性
の
創
造
」
に
よ

っ
て
、
読
者

の
興
味
を
そ
そ
る
べ
く
、

「
藤
は
ら
の
君
」
を

一
通
り
書
き

終
え
た
後
に
挿
入
さ
れ
た
も
の
に
相
違
な
い
と
い
う
説
が
先
学
諸
氏
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
褒
記
庫
入
の
察

に
、
吻
語
の
購
成
が
乱
れ
る



と

い

う

こ
と

ほ

十

分

考

え

ら

わ

る

こ
と

て
あ

る
、

一
膚

帽

ら

¢

碧

L

巻

未

の

一
条

に

関

係

す

る
本

文

の
乱

れ

も

、

滋

野

真

菅

の

話

の
後

記

挿

入

と

い

う

と

こ

ろ

に

、

そ

の
要

因

を

求

あ

る

こ
と

が

で
き

る

の

で
は

な

か

ろ

う

か

。

「
そ

ち

の
ぬ

し

」

（
真

菅

）

の
話

の
前

後

の
記

事

に

問

題

が

多

い

と

い
う

こ

と

は
、

明

ら

か

に

そ

の

こ

と

を

示

し

て

い

る
も

の

と

思

わ

れ

る

の

で
あ

る
。

し

か

も

、

こ

の
話

の
位

置

し

て

い

る
部

分

に
、

淘

1

0

の
記

事

が

入

る

こ

と

を

仮

定

し

て

み

る
と

、

物

語

の
流

れ

は

、

前

後

矛

盾

す

る

こ

と

な

く

、

ま

た

、

異

質

性

、

断

層

を

感

じ

さ

せ

る

こ
と

な
く

、

季

節

の
中

に

位

置

づ

け

ら

れ

て

い
く

の

で
あ

る
。

こ
う

考

え

る

と

、

淘

1

0

の
記

事

は

、

真

菅

の

話

の
後

に
位

置

し

て

い

た

も

の

で
は

な

く

、

真

菅

の
話

が

現

在

あ

る
位

置

に

、

本

来

は

存

し

て

い

た

も

の
と
推

定

さ

れ

て

く

る

の

で
あ

る

。

四

以

上

述

べ

て
き

た

よ

う

な

過

程

に
従

っ
て
結

論

を

求

め

て

い

く

と

、

次

の

よ

う

に
な

る

の

で

は

な

か

ろ

う

か
。

即

ち
、

周

と

O

の
部

分

は

、

真

菅

の
話

の
挿

入

以

前

は

、

現

在

「
そ

ち

の

ぬ

し

」

の
話

が
位

置

し

て

い

る
部

分

に
、

㈲

ー
◎

と

い
う

連

続

し

た

形

で
存

し

て

い

た
も

の

と
考

え

ら

れ

る

の

で
あ

る
。

そ

し

て
、

現

在

巻

未

に

位

置

し

て

い

る

夏

の
情

景

を

背

景

に
描

写

さ

れ

て

い

る

「
三

の
み

こ
、

な

か

の

お

と

ゞ
に

て
、

御

こ
と

あ

そ
ば

し

」

以

下

の

一
条

が
、

現

在

0

が
位

置

し

て

い

る
部

分

に
◎

に
替

っ
て
入

る

こ
と

に

な

る

。

現

在

、

⑥

i

（
絵

解

）

と

囚

―
個

と

矛

盾

し
、

分

離

し

た
形

で
構

成

さ

れ

て

い

る
も

の

が

、

本

来

は
、

圖

i

（
絵

解

）

ー
周

ー

Q

と

い
う

矛

盾

の
な

い
構

成

で
、

し

わ

も

、

連

続

し

て
場

面

を

構

成

す

る

も

の

で
あ

っ
た

ろ
う

と

推

定

す

る

の

で

麦

る

,

着

末

部

分

¢

牙

盾

す

る

 乱
華

帽

維

解

を

諭

し

て

て

帽

麦

る

力

一
続

き

の
も

の

と

し

て
存

し

て

い

た
当

初

の
形

態

に

戻

す

こ
と

が

で
き

、

「
藤

は

ら

の
君

」

の
巻

末

部

分

の
原

初

形

態

が

浮

か

び

あ

が

っ
て
く

る

の

で

あ

る

。

従

っ
て
、

原

初

形

態

に

戻

し

た
場

合

に
お

け

る

「
藤

は

ら

の
君

」

の
巻

末

部

分

は
、

「
七

月

七

日
」

の
七

夕

の
行

事

の

後

の

絵

解

に

続

く

、

「
か

く

て
、

か

へ
り

給

ぬ
。

」

（
二
〇

三
頁

8

行

）

で
終

っ
て

い
た

も

の

と

推

定

さ

れ

て

く

る

の

で

あ

る

。

巻

末

部

分

の
本

文

の
乱

れ

は

、

単

な

る
錯

簡

に

よ

る

と

こ

ろ

の
な

の

で

は

な

か

っ
た

。

野

口
元

大

氏

が

「
作

品

の
増

補

作

業

に

関

連

し

た

事

情

か

ら
派
生
し
酪

噸

の
結
果
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
入
れ
換
わ
り
が
生
じ
た

の
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
藤
は
ら
の
君
」
が
成
立

し
て
い
く
過
程
の
中

で
生
じ
た
も
の
で
あ

っ
た
。

注
ω
引
用
は

「古
典
文
庫
版
前
田
家
本
宇
津
保
物
語
」
を
復
刻
し
た

「
宇

津
保
物
語
本
文
と
索
引
本
文
編
」

（笠
間
書
院
刊
）
に
よ
る
。
頁
数

は
底
本
の
頁
数
、
記
号
等
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
こ
れ
に
同
じ
。

②
笹
淵
友

一
氏

「宇
津
保
物
語
の
様
式
」

（宇
津
保
物
語
研
究
会
編

「宇
津
保
物
語
新
放
」
古
典
文
庫
刊
）

③
拙
稿

「
『
句
題
和
歌
』
の
成
立
に

つ
い
て
の
試
論
ー

『
な
く
蝉
の
』

の
歌
を
め
ぐ

っ
て
ー
」

（東
北
大
学
文
学
部
国
文
学
研
究
室
編

「罷

難

教
授
呆

文
芸
論
叢
」
笠
間
書
院
刊
）

ゆ
宮
田
和

一
郎
氏

「宇
津
保
物
語

一
」

（
「
日
本
古
典
全
書
」
朝
日
新

聞
社
刊
）



⑤
河
野
多
麻
氏

「宇
津
保
物
語

一
」

（
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
岩
波

書
店
刊
）

㈲
原
田
芳
起
氏

「宇
津
保
物
語
上
」

（
「角
川
文
庫
」
角
川
書
店
刊
）

㎝
野
口
元
大
氏

「う

つ
ほ
物
語
の
」

（
「校
注
古
典
叢
書
」
明
治
書
院

刊
）

⑧
中
野
幸

一
氏

「
『う

つ
ほ
物
語
』

「
藤
原
の
君
」
の
巻
の
原
初
構
想
」

（
「早
稲
田
大
学
教
育
学
部
学
術
研
究
」

二
五
号
）

「
真
菅

の
求
婚
が
上
達
部
や
親
王
た
ち
よ
り
も
後
の
こ
と
で
あ
り
、

東
宮
の
求
婚
よ
り
も
遅
れ
て
い
る
」

「
真
菅
関
係
の
記
事
は
、
秋
か
ら
翌
年
の
五
月
過
ぎ
ま
で
に
わ
た

っ

て
い
る

こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が

『藤
原
の
君
』
の
巻
に
お
い
て
は
、

行
政
紹
介

の
四
月
後
と
七
夕
の
前
の
二
箇
所
に
二
分
さ
れ
て
挿
入
さ

れ
た
形
に
な

っ
て
い
る
」

中
野
氏
は
更
に

「
『藤
は
ら
の
君
』

の
構
想
と
し
て
は
、
も

っ
と
も

後
に
創
造
さ
れ
た
人
物
群
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

⑨
野
口
元
大
氏

「う

つ
ほ
物
語
の
研
究
」

（笠
間
書
院
刊
）

（熊
本
女
子
大
学
助
教
授
）

追
記

中
野
幸

一
氏
は

「
『う

つ
ほ
物
語
』

の
脱
落
資
料
ー

『風
葉
和
歌

集
』
所
載
歌
と

『花
鳥
余
情
』
所
引
の

一
文
を
め
ぐ

っ
て
―
」
（
「早

稲
田
大
学
教
育
学
部
学
術
研
究
二
十
三
号
」
）
に
お
い
て
、

「藤
は

ら
の
君
」
巻
末
の
贈
答
歌
群
に
続
く
も
う

一
連
の
和
歌
群

の
存
在
を

想
定
し

て
お
ら
れ
る
。

◆

寄

贈

雑

誌

説

林

愛
知
県
大

二
七

淑
徳
国
文

愛
知
淑
徳
短
大

二
〇

国
語
国
文

愛
知
淑
徳
大

二

国
語
国
文
学
報

愛
知
教
育
大

三
四

・
三
五

短
大
紀
要

跡
見
学
園

一
五

国
文
学
科
報

跡
見
学
園
女
子
大

七

法
文
学
部
論
集

1
文
学
科
編
ー

愛
媛
大

愛
媛
国
文
研
究

愛
媛
大

二
八

愛
媛
国
文
と
教
育

愛
媛
大

一
〇

愛

文

愛
媛
大
法
文
学
部

.一
五

語

文

大
阪
大

三
六

医
療
技
術
短
大
研
究
紀
要

大
阪
大

女
子
大
文
学

大
阪
女
子
大

三
〇

学
大
国
文

大
阪
教
育
大

二
二

国
語
と
教
育

大
阪
教
育
大

八

人
文
研
究

大
阪
市
立
大

三
〇

の

一

文
学
史
研
究

大
阪
市
立
大

一
九

論

集

大
阪
樟
蔭
女
子
大

一
⊥ハ

樟
蔭
国
文
学

大
阪
樟
蔭
女
子
大

一
七

国

文

お
茶

の
水
女
子
大

五

一


