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「
よ
に
お
ほ
か
る
そ
ら
ご
と
だ
に
あ
り
」
の
解
釈

問
題
の
所
在

―

蜻
蛉
日
記
の
執
筆
意
図
に
ふ
れ
て

蜻

蛉

日

記

の

冒

頭

、

序

文

と

い

わ

れ

る

一

節

は

、

次

の

よ

う

に

書

か

れ

て

い

る

。
　

ミ
　
　
　
　
　
　
　
　
　

士
　

△

か

く

あ

り

し

と

き

す

ぎ

て

、

世

（

の

）

中

に

い

と

も

の

は

か

な

S
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
S
　
　

♂
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

－

く

、

と

に

も

か

く

に

も

つ

か

で

、

よ

に

ふ

器

人

あ

り

け

り

　
0

か

た

ち

と

て

も

人

に

も

に

ず

、

こ

（

こ

）

ろ

だ

ま

し

ひ

も

あ

る

に

も

あ

ら

で

、

か

う

も

の

ｙ

え

う

に

も

あ

ら

で

あ

る

も

こ

と

’

こ

は

り

と

お

も

ひ

つ
X

、

た

だ

ふ

し

を

き

あ

か

し

く

ら

す

ま
X

」三

と

に

、

世

（

の

）

中

に

お

ほ

か

た

ふ

る

も

の

が

た

り

の

ば

し

な

ど

‘

を

み

れ

ば

、

よ

に

お

ほ

か

る

そ

ら

ご

と

だ

に

あ

り

。

人

に

も

あ

ら

ぬ

み

の

り

へ

ま

で

か

き

日

記

し

て

、

め

づ

ら

し

き

さ

ま

に

も

あ

り

な

ん

、

天

下

の

人

の

し

な

た

り

き

や

と

と

は

ん

だ

め

し

に

も

せ

よ

か

し

、

と

お

ぼ

ゆ

る

も

、

す

ぎ

に

し

と

し

つ

武
　

山
　

隆
　

昭

き

ご

ろ

の

こ

と

も

お
ぼ

つ

か

な
か

り

け

れ
ば

、

さ
て

も
あ

加

ご

ぬ
べ

き

こ

と

た

ん

お
ほ

か

り

け

る
。
（
喜
多
義
勇

『
全
講
蜻
蛉

日
記
』

に
よ
る
。
底
本

は
宮
内

庁
書
陵
部
蔵
桂
宮

本
。
（
　
）
内

は
、

喜
多
氏

が
校
訂

さ
れ

た
も
の
。
）

こ

こ

に

は
、

作

者

の
日

記

執

筆

意

図

が
、

上

巻
末

設

文

と
呼

応

し

た
形

で

述

べ

ら

れ
て

い

る
が

、

難

解

で

、

い

ま

だ
定

説

と
言

え

る
解

釈

を

み

て

い

な

い
。
＼

特

に

、
「
よ

に

お
ほ

か
る

そ

ら

ご

と

に

あ

り
」

の
解

釈

に

つ

い

て

は

、ご
次

に
示

す

よ

う

に
、

諸

注

釈

書

そ

れ

ぞ

れ

に

苦

心

の
あ

と

が

見

う

け

ら

れ

る

も

の

の
、

ど

の
説

も

今

一

歩

す

っ

き

り

し

な

い

感

か

お

る

。

い

宜

一

つ

の
試

案

を

得

た

の

で

、

こ

こ

に
述

べ
て

大

方

の

御

批
判

を
仰

ぐ

こ

と

に
し

だ

い
。
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ニ
　

諸
注
釈
書
の
解
釈

ま

ず

、
管

見

に

入

っ

た
注

釈

書

が
、

こ

の

部
分

を
ど

の
よ

う

に

解

釈

し

て

い

る

か

を
、

大

き

く
二

つ

に
分

け

、

さ

ら

に
そ

れ

ぞ

れ

を

三

つ

に
分

け
て

示

す

。

0
　

「

だ

に
」

を
、

単

に

「
～

サ
I

」

と
訳

し
て

い

る
も

の

O
I
r
-
i
　
「

よ

に
」

を

、
「
仝

ク
」
「

タ
イ

ヘ

ソ
」
「

マ
コ

ト

ニ
」

等

と
訳

し
て

い
る

も

の
　
　
　
　

」

″
全
く
多
く
の
そ
ら
ご
と
さ
え
書

か
れ
て

い
る
。
″
（
喜
多
義

勇
『
全
講
蜻
蛉
日
記
』
至
文
堂
、
昭
3
6・
1
2）

″
た
い
へ
ん
多
く
の
つ
く
り
ご
と
さ
え
書

い
て
あ

る
″

（
山

岸
徳
平
『
評
訳
平
安
日
記
文
学
』
旺
文
社
、
昭
4
3・
I
）

モ

の
他
、
加
藤
正
雄

『
か
げ
ろ
ふ
日
記
要
解
』
有
精
堂
、
昭

5
0・
2

な
ど
、
学
1
　
（
注
I
）
七
種
類

も
同
様

の
解
釈
。

日
－

㈲
　

「
よ
に
」

を
、
「
世
間

ニ
ヨ
ク
ア
ル
」
「
世
間

ニ
ア
リ

フ
レ
タ
」
「
ア
リ
キ
タ
リ

ノ
」
等
と
訳
し
て
い
る
も
の

″
世
間

に
多

い
真
実
で
な
い
話

さ
え
あ
る
″
（
村
瀬
英
一
『
蜻

蛉
日
記
の
探
求
』
有
朋
堂
・
昭
3
7・
2
）

″
ま
っ
た
く
こ

の
世
に
も
多
く
行

わ
れ
て
い
る
嘘

い
つ
わ
り

ご
と
で
さ
え

も

書

か

れ
て

い
る
″
（
大
西
善
明
『
蜻
蛉
日
記

新
注
釈
』
明
治
書
院
、
昭
4
6・
1
1、
旧
稿

『
新
釈
』
も
同
趣
）

そ

の
他

、

関

根

慶

子

『
紫

式

部
日

記

・
蜻

蛉

日

記

』

学

燈

文

庫
、
昭
3
1・
1
0、
竺
宅
清

『
か
げ
ろ
ふ
日
記
抄
』
著
者
蔵
版
、

松
井
簡
治

『
蜻
蛉
日
記
』
雄
山
閣
も
同
様

の
解
釈
。
な

お
、

川

口
久
雄
校
注
の
岩
波

日
本
古
典
文

学
大
系

は
、
「
よ
に
」

を
無

視

し

た
注

釈

と

な

っ
て

い

る

が
、

一

応

こ

の
項

に

入

れ

て

お
く

。

o
I

㈲
　

「
よ

に

」
ごを

「
男

女

ノ

仲
」
「
夫

婦
関

係
」

と

解

す

る
説
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

…

…

″
そ

こ
池

は
結

婚

に

は

つ

き

も

の

の
、

甘

い
甘

い
作

り

ご

と

が

書

い
て

あ

る
で

は

な

い

か

。
″
（
萩
谷
朴

「
蜻
蛉
日
記

の
問

題

点
と
新
説
」
、
学
燈
社

「
国
文
学
」

昭
3
4・
7
）

㈹
　

「
だ

に

」

を

、
「
？

サ

エ
～

、

マ

シ
テ
2

ハ
ナ

オ

サ

ド

ラ
～

」

と

考

え

、

類

推
用

法

で
あ

る
こ

と

を

意

識

し

て

解

釈

し

て

い

る

も

の

㈹
l
m
　

「

モ
テ

ハ

ヤ

サ
レ

テ

イ

ル
」

等

と
す

る
も

の

″
あ

り
き

た
り

の

現

実

性

の

な

い
作

り
事

で

さ
え

も

て

は

や

さ

れ

る

の

に
、

人

並

み

で

も

な

い
身

の

上
で

も

日

記

と

し

て

あ

り

の

ま

ま

に
書

い
て

み

た

ら
、

な

お

の
こ

と

珍

し

く

思

わ

れ

る
こ

と
で

あ

ろ

う

″
（
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
4
8・
3
）

″
ど

れ

も
こ

の
世

に

実

在

し

な

い

よ
う

な
作

り

ご
と

ば

か
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り

、

そ

れ

で

さ
え

も
も

て

は
や

さ

れ

て

い

る

の

で
、

つ

ま

ら

な

い
自

分

の
身

の
上

で

も

日

記

と

し

て

あ

り

の

ま

ま

に

書

い

て

み

た

ら
、

な

お

の
こ

と

、

珍

ら

し

く

思

わ

れ

る
で

あ

ろ

う
・

“
　（
上
村
悦
子

『
蜻
蛉
日
記
（
上
）
　
全
訳

注
』

講

談

社
学
術
文
庫
、
昭
5
3・
2

）

他

に

、
長

沼

治

『
バ

イ

タ
ル

ズ
蜻

蛉

日

記

・

紫

式

部

日
記

解

釈

の

基

礎
』

研

数

書

院

、

昭
4
9
・
3

も

同

趣

。

㈹
－
2
　

「
イ

タ

ダ

ヶ

ナ

イ
」
「
ツ

イ

テ

イ

ヶ

ナ

イ
」

等

と
す

る

も

の

″
平

凡

な

作

り
話

で

さ
え

い

た
だ

け

な

い

の

に

、
人

並

で

も

な

い

身

の

上

の
こ

と

ま
で

日

記

に

書

い
た

の

だ

か

ら
、

な

お
の

こ

と

ひ

ど

い

も

の

だ

ろ
う

。
″
（
大
木
正
義

『
蜻
蛉
日
記

’
紫
式
部
日
記
新
解
』
新
塔
社
、
昭
4
0・
9
）

″
あ

り

ふ

れ

た
作

り

ご

と

さ
え

つ

い
て

ゆ

け

な

い

の

に
、

な

お

の

こ

と
、

ろ
く

で

も

な

い
身

の

上

話

ま

で

書

い

た

こ

の

日

記

は
、

読

ん
で

い
た

だ

け

る

か

し

ら

。
″
（
柿
本
奨
『
蜻
蛉

日
記

全
注
釈
　

上
巻
』
角
川
書
店
、
昭
4
1・
8
）

他

に
、

柿
本

奨

『
蜻

蛉

日

記

』

角

川

文

庫

、

昭
4
2
・
1
1
、

橘

豊

・
田

口

守

『
蜻

蛉

日

記

』

桜

楓

社

、

昭
5
3
・
4

、

石

田

穣

二

氏

説
（
注ｚ

）
も
同

趣

。

㈹
－

㈲
　

「
物

語

ノ
世

界

ニ
、

作

者

ノ
不

幸
ヲ

救

済

ス

ル
カ

ガ

ナ

ク
、

ソ

レ
ラ

ハ
現

実

ト

ハ
ア

マ

リ

ェ

モ
無

縁

ナ
存

在

デ

サ
I

ア

ツ

タ
ノ

ダ
」

と

解

釈

す

る

も

の

″
そ

れ

ら

は
似

た
り

よ

っ

た
り

の

、
現

実

性

の

な

い
作

り

ご

と

だ

と

さ

え

私

に

は

思

わ

れ

る
″
（
秋
山
　

虔
・
上
村
悦
子

木
村
正

中
「
蜻
蛉
日
記

注
解
　

一
」
、

「
国
文
学
解
釈

と
鑑
賞
」

三
二
〇

号
、
昭
3
7・
5
）

分

類

の

方
法

に

つ

い
て

補

足

す

る
。
日

で

は
、
O

の

よ
う

な
評

価

的

観

点

に

立

っ
て

い

な

い

の
で

、
「
よ

に
」

の
解

釈

に

よ

っ
て

分

類

し

、
O

で

は
、
「
よ

に

」

は

す

べ

て

「
世
間

で
」

の
意

に

解

し

て

い

て

差

の

な

い

こ

と
、
「

マ

シ
テ
？

」

の

「
～

」

の
部

分

に

解

釈

の

差

が
存

す

る

こ

と
に

着

目

し

て
分

類

し

た

の
で

あ

る
。

三
　

蜻
蛉
日
記
に
お
け
る
「
だ
に
」
の
用
法

助

詞
「
だ
に
」
の
用
法
に
つ
い
て
の
説
明

を
、
文
法
書
二

十
四

種
、
辞

典
類
十
二
種

に
つ
い
て
比
較
し
た
と
こ
ろ
、
副
助
詞
、
係

助

詞
の
対

立
は
あ
る
も
の
の
、
意
味

・
用
法

の
説
明

に
根
本
的
な

差
異
は
な
か
っ
た
。

今

は
、
金
田
一
春
彦
先
生
編
『
新
明
解
古
語
辞
典
補
注
版
第
二

版
』

の
記
述

を
ペ
ー
ス
に
、
筆
者
の
整
理
し
た
も
の
を
示
し
、
以

下

の
考
察

の
基
礎
分
類
と
す
る
。
Λ
た
だ
し
平
安
時
代
の
用
法
▽

だ

に

①
　
否
定
の
語
と
呼

応
し
て
、
「

セ
メ
テ

…
…

ダ

ケ
ナ
リ
ト
モ
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・

・

一

●

●

（

ト
願

ウ

ガ
ソ

レ
モ

…

…

ナ

イ
）
」

の

意

。

②
　
否

定
文

に
用

い
、
程
度
の
軽
い
事
が
ら
、

ま
た
は
可
能
性

の
少

な

い
事

が

ら

に

つ

い
て

述

べ

て
、

も

っ

と
程

度

の
重

い

事

や
可

能

性

の
多

い
こ

と

に

つ

い

て

は
、

な

お
さ

ら

だ

、

当

然

だ
、

と

の
意

を
言

外

に

ほ

の

め

か

し
類

推

さ

せ

る
の

に
用

い

る
O
「
：
：
：

サ
I
：
：
：

（

ナ
イ
S
　
マ

シ

ーア
：
：
：

ハ
：
：
：
ナ

イ
）
」

の

意

。

③
　

平

叙

文

に
用

い
、

②

と
同

様

に
用

い

る
。
「
…

…

サ
I
・：

参

・

一

（

マ

シ
テ

…

…

ハ
…

…
）
」
　の

意

。

④
　
命

令
・
請
願
・
意
志
を
表
す
文

に
用

い
て
、
大
き
な
望
み

を
捨
て
、
最
も
小
さ
な
望

み
で
、
が

ま
ん
す

る
意
を
表

す
。

「

ゼ
メ
テ
…
…

ナ
リ
ト
モ
」
の
音
心
。

⑤
　
仮
定
を
表
す
語

句
に
用

い
て
、
あ
り
え
そ
う
も
な
い
こ
と

を
仮
定
し
推
量
す
る
意

。
「
万

一
…
…
Jア
モ
」
「
万

一
…
…
タ

ラ
」
　の
意
。

⑥
　

事
態
が
そ
の
程
度
に
ま
で
進

ん
だ

、
の
意

を
表
す
。
「
…
…

マ
デ
」
「
…
…
サ
I
」
「
…
…
ス
ラ
」

の
意
。

「
だ
に
あ
り
」
の
連
語
は
、
本
質
的

に
は
③
に
同
じ
で
あ
る
。

蜻
蛉
日
記

に
用

い
ら
れ
て
い
る
「
だ
に
」
を
、
伊
牟
田
氏
の
総

索
引

に
あ

る
六
十
六
例

か
ら
、
本
稿

で
問
題

と
し
て

い
る
一
例
を

除
い
た
。
六
十
五
例
を
分
類
す

る
と
、
次
の
表
T
上
の
よ

う
に

な

る
。

T
L

｛表

⑥ ⑤ ④ ③ ② ① 分
類

マ
～やア

サ

工
ゝ

ス

ラ

万

一

デ

ペ

万

J

タ
ラ

セ

メ
テ

ナ
リ

ト
モ

サ

工

ゝ

マ

シ
テ

サ
エ

ナ
イ

マ

シ
テ

ナ
イ

セ
メテ

ダ

⌒
ケ

ソナ

レ リ
モト
ナモ

イ
心

意

味

0 2 5 10 10 3
だ体

言
に＋

0 3 13 10 4 5
十

七
だの
に他

表
工

の
作
成
段
階
で

調
査

し

た

結
果
、
蜻
蛉
日
記

の
平
叙
文

（
肯
定
文
）

に
用
い
ら
れ
た
「
だ
に
」

は
、
す

べ
て

③
「
…
…

サ

エ
…
…

マ
シ
テ
…
…
」
と
い
う
類
推
の
用
法

で
あ

る
こ
と
が
判
明

し
た
。
し

た
が

っ
て
、
前
章
○

の
ご
と
く
、
単

に
「
…
…

サ
エ
」

と
訳
し
て
、
二
回
外

に
0
　
の
め
か
し
て
あ
る
内

容
を
類
推

せ
ず
に
解
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釈
す
る
こ
と
は
、
い
か
か

か
と
思

わ
れ

る
。
そ
こ
で
、
い

は
除
外

し
て
、
O

に
検
討

を
加
え

る
こ

と
と
す

る
。

四
　

「
だ
に
」
が
類
推
さ
せ
る
内
容

O
－

田

、
O
－

㈲

は
、

評

価

が

異

な

る

だ
け

で
、
「

だ

に
」

を

中

心

と

す

る
文

構

造

の
把

握

の
し

方

は
同

じ

で

あ

る

。

す

な

わ

ち

、
「
モ

ら

ご
と

だ

に

あ

り

」

の

「
あ

り
」

を
連

用

形

と

み

て

、

次

の

。
「
：
’…
・
め
づ

ら

し

き

さ

ま

に

も

あ

り

な

ん
」

ま

で

を

一

つ

づ

き

の
文

と

考
え

る

の
で

あ

る
。

そ

し

て
、
「
そ

ら

ご
と

だ

に

（

め

づ

ら

し

き

さ

ま

に
）

あ

り

、
（

ま

し
て

）

人

に
・も

あ

ら

ぬ
み

の

う

へ

ま

で

か
き

日

記

し

て

（

み

た

ら
、

そ

れ

は
）

め
づ

ら

し

き

さ

ま

に

も

あ

り

な

ん

。
」

と

す

る

の

で

あ

る
。

こ

の
考

え

方

は

、
石

田

穣

二

氏

説
（
注
Z
）

に

基

づ

く

も

の

で
、

文

構

造

の
把

握

と

い

う
点

か

ら

い
え

ば

、

筋

が

通

っ
て

い

る

。
問

題

は
解

釈

で

あ

る

。O
l

倒

は
、
「
め

づ

ら

し
」

の
解

釈

を

、
「
珍

し
く

て

す

ば

ら

し

い

」
「
見

訓

れ

な

い

の

で
新

鮮

だ
」

と

肯

定

に

と

ら

え

た

も

の

で

あ

り

、
O

上

聞

は
、
「
見

訓

れ

な
い

の
で

、

つ

い

て

ゆ

け

な

い
」

と
否

定

的

に
解

し

た
も

の

で

あ

る

。

し

か

し
、

右

の
両

説

は

と

も

に
解

釈

上
無

理

を
し

て

い

る

と

思

う

。
O

土

間

は
、
「
め

づ

ら
し

」

の
語

義

を

否
定

的

に

解

す

る

と

こ
ろ
に
無
理
か

あ

る
。
こ
の
解

の
不
適
当

な
こ

と
は
、
「
め
づ
ら

し
」
と
「
め
づ
ら
か
」

と
の
混
同
に
よ
る
も
の
だ
と
し
て
、
既

に

梅
野
曽
み
子

氏
が
詳

細
に
論
述
し
て
お
ら
れ
る
（
注
a
）

の
で
、
今

は
述
べ
な
い
。
O
I

倒

に
つ
い
て
は
、
物
語

に
多

い
「
そ
ら
ご
と
」

を
、
作
者

が
肯
定
し
て
い

る
と
解
す
る
こ
と
に
疑
問

を
感

ず
る
。

こ
の
点

に
関
し
て

は
以
下

に
述
べ
る
が
、
要
す

る
に
、
O－

旧
師
説

は
、
文
構
造

の
把
握
と
い
う
点
で
は

筋
が
通

っ
て

い
て

も
、
「
め

づ
ら
し
」

の
語
義
解
釈
に
無
理
を
す
る
か
、
作
者

の
「
そ
ら

ご
と
」

に
対
す

る
考
え
方
に
無
理
な
解
釈

を
し
な
け

れ
ば
、
成
立
し
得
な

い
の
で

あ
る
。

蜻
蛉
日
記

の
作
者
は
、
「
も
の
が

た
り
」
に
書

か
れ
て

い
る
「
モ

ら
ご
と
」
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
評
価

し
て

い
た
か
に
つ
い
て
、

私
見

を
述

べ
る
。
こ
の
開
題
は
、
蜻
蛉
日
記

の
執
筆
意
図
を
ど
う

と
ら
え

る
か
に

か
か
お
る
重
大
な
問
題
で
あ

る
。
㈹

―
旧

説
の
よ

う
に
「
そ
ら
ご
と
で
さ
え
も
て
は
や
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、

ま
し
て

ノ
ン
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
の
日
記

は
、

も
っ
と
も
て

は
や
さ
れ

る
だ
ろ

う
」

と
い
う
考
え

方
で

解
す

る

と
、
作
者

の
日
記
執

筆
の
意

図

は
、
は
な
は
だ
軽
い
も
の
に
な
っ
て

し
ま
う

の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
で
は
「
事
実

は
小
説
よ
り
も
奇
な
り
」

と
称
し
て
「
実
話

読
物
」
を
も
て
は
や
す
よ
う
な
、
文

学
的
次
元

の
低
い
、
興
味

本

位

の
の
ぞ
き
見
趣
味
を
満
足

さ
せ
る
た
め
に
執
筆
し

た
こ
と
に
な

っ
て
し

ま
う
。
こ
の
点
に
関

し
て

は
、
O

土

倒
の
秋
山
虔
氏
ら
の
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お
説

が

妥
当

で

あ

る

よ
う

に

思

う

。

一

部
引

用

す

る
。

作
者

の

’
「
古
物
語
」
否
定
は
、
作
者
が
自
ら

の
真
実
を
失

わ
ず
に

生
き

る
道
を
、
た
だ
物
語
の
方
法
に
よ
る
以
外

に
見
出
し
え

な
い
切

実

な
状
況

に
お
い
て
、
そ
の
切
実

さ
の
ゆ
え

に
自
覚
し
え
た

事
実
で

あ

る
。

お
そ
ら
く
ど
の
よ
う
な
構
想
、
ど

の
よ
う
な

主
題
の
古
物
語

に
も
、
そ
の
中
に
作
者
の
要
求

と
隠
齢
す
る
も
の
が
感
じ
ら

れ
て

な

ら
な
か
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
自
己
の
切
実
な
課
題
に
直
接
応
え
て
く

れ
な
い
こ
と
が
、
ま
さ
に
「
モ

ら
ご
と
」
の
内
容
と
い
う
べ
き
で
あ

す

な

わ

ち
、

物
語

の
世

界

に
救

い

を

見

出

す

こ

と

が
で

き

ず
、

世

間

に

多

い

’
「
そ

ら

ご
と

」

に
腹

立

た
し

さ

を

覚

え

る

作
者

の
精

神

が

、

の

っ

ぴ

き

な

ら

な
い

ギ
リ

ギ

リ

の
と

こ

ろ

で

、
「
み

の
う

へ

ま

で

か

き
日

記

」

す

る
こ

と

を

思

い
切

っ
た

の

だ

と
思

う
。

そ

し

て

、
序

の

部
分

の
ひ

か
え

め
な

叙

述

の

裏

に
、

む

し

ろ
日

記

文

学

と

い

う
新

し

い

ジ

ャ

ン

ル
を

世

に

問

お

う

と

す

る
意

気
込

み

、

評

価

へ

の
自

信

め

い

た
も

の

さ

え

感

じ
取

り

た

い

の
で

あ

る
。

ち

な

み

に
土

佐

日

記

は
男

性

の

作

で

あ

る

し

、

生

き
方

に
関

わ

る
よ

う

な

テ

ー

マ
で

は

な
い

か
ら

、

ヒ

ン
ト

に

は

な

っ

た
と

し

て

も

、

ラ

イ
バ

ル
意

識

は
な

か

っ
た

も

の

と
思

う
。

上
述

の

よ
う

に

、「
モ

ら

ご

と
」

を
否

定

す

る
と

こ

ろ

か

ら
、

蜻
蛉

日

記

は
出

発

す

る

の

で

あ

る

か
ら

、
「
そ

ら

ご

と
」

を
肯

定

的

に

と

ら

え

る
O
I

倒

説

に

は
従

え

な
い

の

で

あ

る

。

以

上
、

㈹
－

印

、

㈲

と

も

に

満

足

で

き

な

い

こ

と

を
述

べ

た
。

こ

こ

ま
で

で

は

っ
き

り

し

た

こ

と

は

、
「
モ

ら

ご
と

」

と

「

か
き

日

記

し
て

」

を

「
だ

に
」

で
結

び
、
「

め
づ

ら

し

き

さ

ま

」

と

い

う
公

約

数

で

カ

ッ
コ

に

く

く

る

こ

と

が
無

理

で

あ

る
と

い

う

事

実

で

あ

る
。

す

な

わ
ち

、
「
あ

り

」

は

連

用

形

で

は

な

く

て

、

終

止

形

と
考

え

、

こ

こ

で
文

を
切

っ
て

解

さ

な
く

て

は

な

ら

な

い

と

い

う

こ

と

で

あ

る
。

次

に

、
O
－

㈲

に

つ

い
て

検

討

す

る
。

前

述

の
よ

う

に
、
「
モ

ら

ご
と

」

の

解

釈

に

つ

い
て

は
全

く

正

し

い

の

で

あ

る

が
、

〔
注

解
〕

で

、
「
『
だ

に
』

に
注

意

す

る
必

要

が

あ

る
」

と

こ

と

お

っ
て

い

る
お

り

に

は
、
〔
通
釈
〕
（
既
に
引
用
済
み
）
が

今

一

つ

す

っ
き

り

し

な

い

。
〔

注
解
〕

に

い

う

。

作
者
の
精
神

を
培

っ
て
き

た
物
語
の
世
界
に
、
作
者

の
不

幸
を
救
済

す
る
力
が
な
く
、
そ

れ
ら

は
現
実
と

は
あ
ま
り
に
も
無
縁
な
存
在
で

さ
え
あ

っ
た
の
だ
。
こ
こ
に
「
世
に
お
ほ
か
る
」
と

「
そ
ら

ご
と
」

と

の
結

び
つ
き
が
、
は
っ
き
り
し
て
く
る
思

う
。

「

だ

に
」

の
用

法

に
注

意

す

る
旨

明

記

し
て

あ

る

た

め
、

㈹

に

分

類

し

た

が
、

こ

れ
で

は
、
「
～

だ

に
？

ま

し

て
？

」

と

い

う

観

点

で

は

な
く

て

、
「

世

に

お

ほ

か

る
」

と

「
そ

ら

ご

と
」

の
結

び

つ

き

に
意

を
用

い

た
説

明

で

あ

り

、〔
通
釈
〕

だ
け

か
ら

い

え

ば

む

し

ろ
O

に
分

類

し

て

も

よ

い

感

じ

す

ら

し
て

、

こ

れ

ま

た
も

の

足

り

な

い

と
言

わ
ね

ば

な

ら

な

い

。
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か
く

し

て

、
現

在

刊

行

さ

れ

て

い

る

主

た

る

注
釈

書

の
解

釈

は

、
「
そ

ら

ご

と

だ

に

あ

り
」

の
解

釈

に

つ

い
て

だ

け

言

え

ば

、

す

べ

て
満

足

で

き

な

い
、

と

い

う

こ

と

に

な

る
。

そ

こ

で

愚

考

を

凝

ら

し

た
結

果

、
「
世

に
多

が

る
虚

言

だ

に
（
書
き
て
）

あ

り

。

（

ま
し
て
、
偽

り
は
多
く
書
き
て
あ
り
）
」

と
解

す

る

こ

と

を

提

案

す

る
。
次
章
で
理
由
を
述

べ
る
。

五

「
そ
ら

ご

と
」

と

「
い

つ

は

り
」

「
だ
に
」
の
用
法
を
、
前
述

の
ご
と
く
類
推
用
法
と
考
え
、
「
あ

り
」

を
終

止
形

と
考
え

る
と
す
る
と
、
同
一
文

の
中
で

「
そ
ら
ご

と
」

よ
り

も

″
程
度
の
重
い
事
″
か

″
可
能
性
の
多
い
こ
と
″
。
『
ヤ

補
っ
て
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

蜻
蛉
日
記
の
中
に
も
、

い
ふ

か
ひ
な
き
心
だ
に
か
く
思

へ
ば

れ
と
泣
く
な
り
。
（
天
禄
元
年
六
月
）

ま
し
て
異
人
は
あ
は

の
よ
う
に
、
「
ま
し
て
…
…
」
が
は
っ
き
り

と

文

中
に
出

て
く

る

例
や
、（

源
高
明
を
）
　つ
ひ
に
尋

ね
い
で
て
流
し
た
て
ま
つ
る
と
き

く
に
、
あ
い
な
し
と
思

ふ
ま
で
い
み
じ
う
か
な
し
く
、

心
も

と
な
き
身
だ
に
か
く
、

お
も
ひ
し
り
た
る
人
は
、

袖
を
ぬ
ら

さ

ぬ
と
い
ふ
た
ぐ
ひ

な
し
。
（
安
和
二
年
三
月
）

0　
よ
う
に
、
「
ま
し
て
」

は
た
く

て

も
、
類
推
の
内
容
示

本
文
に

記
述

さ
れ
て
い

る
例
も
あ
る
が
、
大
部
分
は
、
″
程
度
の
重
い
事
″

″
可
能
性
の
多
い
こ
と
″
は
言
外
に
お
か
れ
、
読
者
の
類
推
に
ゆ

だ
ね

た
筆
致
と
な
っ
て
い
る
。
例
え

ば
、

こ
の
世
の
中
は
、

も
が

さ
お
こ
り
て
の
む
し
る
。
…
…
中
略

…
…
y
」
と
ば
に
て
ぞ
「
い

か
に
」
と
い
は
せ
た
る
‘。
さ
る
ま

ま
じ
き
人

だ
に
ぞ
、
き
と
ぶ
ら
ふ
め
る
と
み

る
心

ち
ぞ
そ
へ

て
、

た
だ
な
ら

ざ
り
け

る
。
（
天
延
二
年
八
月
）

は
、
「
さ
ほ
ど
親
密
と
い
う

ほ
ど
で
な
い
人

で

さ
え

見
舞

っ
て
く

れ
る
よ
う

だ
（

か
ら
、
ま
し
て
最

も
親
密

な
人
〔

＝
夫
〕
は
見
舞

っ
て
く
れ

る
べ
き
だ
の
に
）
、
と
思
う
気
持
ち
も
添
い
加

わ
っ
て

、

心
中
穏
や

か
で
な
か
っ
た
。
」
と
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
問
題

の
箇
所

は
、
「
そ
ら
ご
と
だ
に

Λ
A
▽
あ
り
。
（
ま

し
て

△
B
▽
は

Λ
C
▽

あ
り
。）
」
と
い
う

パ
タ
ー
ン
を

設

定

し
、

〈
　

▽
の
中
に
補
う
べ
き
語

句
を
考
察
す

る
手
順

に
な
る
。
問
題

は
B
で

あ

る
。
「
そ
ら
ご
と
」
よ
り
、
程
度
の
重
い
事
か

可
能
性

の
多
い
こ
と
と
は
い
っ
た

い
何
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
そ

れ
を
、「
い

つ
は
り
」
で

あ
る
と
考
え

た
の
で
あ

る
。
（
注
4
）

「
そ
ら
ご
と
」

の
「
そ
ら
」
は
、
「
そ

ら
ね
」
「
そ

ら
み
み
」「
そ

ら
だ
の
み
」

な
ど
の
「
そ
ら
」
で
、
実
体
の
な
い
空
1
　な
こ
と
を

表
す
語
根
で
あ
る
。
「
こ
と
」

は
「
言
」
で

コ
ト
バ
の
意
で

あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
そ
ら
ご
と
」

は
、
「
ま
こ

と
（
真
言
）
」
の
対
で
、
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実
体
も
根
拠
も
何

も
な
い
の
に
、

言
葉
の
上
で
作
り
上

げ

た

こ

と
、
の
意
で
、
虚
言
・
架
空
の
作
り
話
・
荒
唐

無
稽

な
話
、
の
意

で
あ
る
。
次

に
一

例
を
示
す
。

「（
忠
雅
が
）
な
や
み
給
と
て
あ
る
は
、

ま
と
か

そ

ら

ご

と

か
、

た
し

か
に

あ
な
い
し

て

い
へ
」
と
の
給
ふ
。
（
『
宇
津
保

物
語
・
国
ゆ
づ
り
の
下
』
古
典
文
庫
前
田
家
本
）

「
い
つ
は
り
」
は
、
動
詞
「
い
つ
は
る
」
の
連
用
形

の
転
成
名

詞
で
、
あ

る
事
が
ら
を
あ
り
の
ま
ま
に
表
現
・
評
価

せ
ず
、
別

の

事
が
ら
と
し
て
表
現

し
た
り
、
真
実
と
異
な
っ
た
評
価

を
す

る
こ

と
を
い
い
、
う
そ
・
1
　偽

の
意
で
あ

る
。
全
く
火
の
な
い
所

か
ら

煙
を
立
て
る
よ
り
も
、
火
の
あ

る
所
に
別

の
色
の
煙

を
立
て

る
方

が
は
る
か
に
容
易
で
あ

る
よ

う

に
、
「
そ
ら
ご
と
」
よ

り
も
「
い

つ
は
り
」

の
方

が
、
言

い
や
す
い
の
で

あ
る
。
す

な

わ
ち
、
「
だ

に
」

の
用
法

に
即
し
て
言
え
ば
、
「
そ
ら

ご
と
」
よ

り
「
い
つ
は

り
」

の
方

が
、
存
在
の
可

能
性
の
多
い
こ

と
と
い
う
こ
と
に
な
る

の
で
あ

る
。

横

道
に
モ

れ

る
が
、
罪
の
重
さ
の
程
度

か
ら

言

う
と
、
「
い
つ

は
り
」

の
方
が
重
い
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
「
そ
ら
ご
と
」

は
、

全

く

根

も
葉
礼
無

い
こ
と
で

あ
る
か
ら
、
普
通
の
人
は
編
さ
れ
な
い
だ

ろ
う
し
、
胆
さ
れ
て
も
笑
い
ご
と
で
済

む
場
合
が
多
い
の
に
対

し

て
、
「
い
っ
は
り
」

は
、
官
六
鎗
を
金
で
あ
る
と
言
っ
て
胆

す

よ
う

に
、
も
』

払
尨

る
何
か
が
あ
る
灸

　
6
信
じ
こ
み
や
す
く
、
ま
た
、

意
識

し
て
事
実
を
曲
げ
て
話

す
こ

と
で
あ

る
が
故
に
、
よ
り
罪
深

い
、
邪
悪
な
行
為
で
あ
る
と
言
え

る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
本
論
に
も
ど
っ
て
、
「
い
つ
は

り
」

の
用

例
を

示

し
つ

つ
、
平
安
中
期
に
お
い
て
、
「
そ
ら
ご
と
」
「
い
つ
は
り
」

の
差
違

が

ど
の
程
度
意
識
さ
れ
て

い
た
か
を
検
討
し
て
み

た
い
。

い
つ
は
り
の
な
き
世
な
り
せ
ば
い
か
ぽ
か
り
人

の
言

の
葉
う

れ
し
か
ら
ま
し
（
『
古
今
集
』
恋
四
・
七
一
二
）

こ
の
歌
の
よ
う
に
、
他

の
人
を
愛
し
て
い
る
の
に
私

を
受
し
て
い

る
と
、
偽

っ
て
言
う
こ
と
ば
、
と
い
っ
た
用
法

が
多

い
。

さ
て

も
、
と
の

い
っ
は
り
ど
も
の
中
に
、
「
げ
に
、

さ

も

あ

む
」
と
、
あ

は
れ
を
見
せ
、
つ
き
づ
き

し
く
続
け

た
右
ノ

は

た
、

は
か
な
し
ご
と
と
知
り
な
が
ら
、

い
た
づ
ら
ごに
心
う
ご

き
、
ら
う

た
げ
な
る
姫
君
の
物
思

へ
る
を
見

る
に
、

か
た
心

つ
く

か
し
。
（
『
源
氏
物
語
・
螢
』
大
系
本
）

有
名
な
物
語
論
の
所
で
あ
る
。
住
吉

の
姫
君
に
己
を
擬
え
て
、
物

語

の
世
界
と
現
実
の
世
界

と
を
混
同

し
か
ね
な
い
ほ
ど
に
、
物
語

を
熱
愛
す
る
玉
鬘
や

モ

の
他
の
女
性
達

に
、
光
源
氏

は

言

う
。

「
女
は
人
に
欺
か
れ
よ
う
と
し
て
生

ま
れ

た
よ
う
だ
。
物
語

の
中

に
ま
こ
と
は
少
な
い
の
に
、
そ
れ

を
承
知
で
、
心
を
移
し
だ
ま
さ

れ
て
い
る
。
」
こ
こ
に

は
、
作
者
の
物
語

観
琳
、
光
源
氏

の
口

を

借
り
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い

る
。
物
語

は
「
い
つ
は

雲

が
書
い
て
あ
っ
て
、
「
ま
こ
と
」

は
い
と
少

な
か
ら
1
　
と
言
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い
な
が
ら
も
、
引
用

部
分

で
は
、
そ

の
「
い
つ
は
り
ど
も
」

の
中

に
読
者
の
興
味

を
引

く
魅
力

を
認

め
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
の

「
い
つ
は
り
ど
も
」

は
、
何

か
モ
デ
ル
に
な
る
人
や

事
柄

が
あ

っ

て
、
そ
れ
を
脚
色

し
て
物
語
に
し
た
と
い
っ
た
発
想
で
あ

る
と
思

わ
れ
る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
ば
、
「
い
つ
は
り
」
こ
そ
、
「
日
本
紀

な
ど
は
、

た
だ
、
片
そ
ば
ぞ
か
し
」

と
い
う
紫
式
部
の
、

レ
ア
リ

ス
ム
論

を
支
え

る
キ
ー
ワ

ー
ド
で
あ
る
と
考
え

る
の
で
あ

る
。
す

な
わ
ち
、
伝
奇
物
語
の
「
そ
ら
ご
と
」

と
は
異
な

る
、
現
実
に
立

脚

し
た
レ
ア
リ
ス

ム
の
文

学
を
め
ざ
し
た

紫
式
部

は
、
「
い
つ
は

皿表

り

」

に

よ

る

物

語

の

世
界

に
、

現

実

以

上

の

真

理

を
描

こ

う

と

し

た

の

だ

と

思

う

。
（
道
綱

の
母

は
、
「
そ
ら

ご
と
」

も
「
い
つ

は
り
」
も

否

定
し
て
、
現
実

に
価
値
を
見
出
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、

紫

式

部

は
。

「
そ
ら

ご
と
」
と

「
現
実
」
と
の
矛

盾
を
止
揚
し
て

「
い
つ

は
り
」
Λ
道

綱

の
母

の
否
定
し
た

「
い
つ
は
り
」

と
は
次
元
が
違
う
▽
と
い
う

文
学
的

真
理

の
世
界
Λ
ジ
ン
テ

ー
ゼ
▽
に
到
達

し
た
と

い
え

る
。
本
稿
の

論
旨
に

直
接
関
係
は
な
い
が
、
ね
ん
の
た
め
に
書
き
添
え
て
お
く
。）

以

上

か
ら

、
「
い

つ

は
り

」

の

語

義

は
明

ら

か

に

な

っ
た

と
思

わ

れ

る
が

、

螢

の

巻

の
先

の
引

用

箇

所

の
前

後

に
、

次

の

よ

う

な

い

つ

は

り

い
つ

は
り
ど
も

モ

ら

ご

と

モ

ら

ご
と
ど
も

古　 事　 記 2 0 0 0

万　 葉　 集 3 0 0 0

竹 取 物 語 0 0 2 0

伊 勢 物 語 0 0 0 0

大 和 物 語 1 0 2 0

宇 津 保 物 語 1 0 19 0

落 窪 物 語 0 0 4 0

土 佐 日 記 0 0 1 0

古 今 和 歌 集 6 0 0 0

枕　 草　 子 1 0 12 0

源 氏 物 語 2 1 12 0

紫 式 部 日 記 0 0 1 0

和 泉式 部日記 0 0 1 1

計 16 1 54 1

蜻 蛉 日 記 0 0 3 0
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表
現
が
あ

る
の
で
、
補
足
し
て
I
、
二

論
じ
て

お
き
た
い
。

め
づ
ら

か
な
る
、
人
の
う
へ
な
ど
を
、
誠
に
や
偽
り
に
や
、

い

ひ
集

め
た
る
中
に
も
、

物
よ
く
い
ふ
も
の
≒

（
『
源
氏
物
語
・
螢
』
）

世

に
あ

る
べ
き

か
な
。
空
言

を
、

よ

く
し
馴
れ
た
る
口
つ
き

よ
り
ぞ
、
い
ひ
出
す
ら
む
。
（
同
右
）

前
者
は
、
「
い
っ
は
り
」

を
「
ま
こ
と
」
と
並

べ
た

例
で
、
語

源
的
に
は
前
述

の
よ
う

に
、
ソ
ラ

ゴ
ト
‡

マ
コ
ト
、
で
あ

る
が
、

真

実
な
ら
ざ
る
こ
と
の
意

か
ら
混

同

さ
れ
、

マ
コ
ト
‡

イ
ッ

ハ

リ
、

の
対
応
関
係

も
生
じ

た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

後
者
は
、
物
語

の
作
者
を
「
そ
ら
ご
と
」

を
言

い
馴
れ

た
人
と

規
定
し
て

い
る
。
物
語

は
、
全
く
の
無
か
ら
作
り
上
げ

る
場
合
は

「
そ
ら
ご
と
」
と

い
え

る
と
も
考
え
ら
れ

る
が
、
こ
こ
で
は
、
日

常

生
活
で
嘘

を
つ
き
馴
れ
た
人
の
意
で
、
光
源
氏
が
い
つ
も
不
誠

実

を
な
じ
ら
れ
て
い

る
仕
返
し
に
、
女
性
軍

に
対
す
る
攻
撃
材
料

に
用

い
た
も
の
と
考
え
た
い
。

源
氏
物
語
以

前
頃

の
主
な
仮
名
文
学
作
品
に
つ
い
て
、
総

索
引

に
よ
っ
て
、「
そ
ら
ご
と
≒

い
つ
は
り
」
の
用
例
を
調
べ
て
み

た
。

作
品
ご
と
の
用

例
数
は
表
皿

に
示
す
通
り
で
あ
る
。
古

事
記
・
万

葉
集
に
「
そ
ら
ご
と
」

の
用
例
が
な
い
こ
と
か
ら
、
「
そ
ら
ご
と
」

の
方
が
後
に
使

わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
徐

々
に
「
い
つ
は
り
」
を

凌
駕
し
て
、
意
味

の
領
分
で
も

「
い
つ
は
り
」

の
語
義

を
少
し
ず

つ
侵
蝕
し
て
い
き
、

つ
い
に
は
「
モ

ら
ご
と
」

が
全
盛
期

を
迎
え

る
と
い
う
語
史
を
想
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

物
語

で
は
「
そ
ら

ご
と
」
6
、
「
い
つ
は
り
」

4
対
O

で
あ
る
。

ち
な
み

に
、
狭
衣

O
、

寝
覚
で

は
、

（
匂
宮
の
従
者
が
、
薫
の
従
者
に
）
こ
と

た

が

へ
つ
つ
、

空
言

の
や
う

に
申
し
侍

り
つ
る
を
（
『
源
氏
物
語
・
浮
舟
』
）

右
の
例
は
、
「
そ
ら
ご
と
」

を
、
事
実
を
曲
げ
て

伝
え
る
意
（
す
な

わ
ち
「
い
つ
は
り
」
と
い
う
べ
き
場
合
）
に
用

い
た

例
で

あ
る
。

こ

う
し
た
用
法
が
、
源
氏
・
枕

の
頃

か
ら
表
れ

る
が
、
こ
の
頃

か
ら

「
そ

ら
ご
と
」
の
用
例
が
圧

倒
的

に
多
く
な

る
た

め
、
「
い
つ
は

り
」

の
領
分
に
入
り
始
め
た
も
の
と
解
し

お
く
。
し
か
し
、

大
局

的

に
見
て
、
源
氏
の
頃

に
も
、
両
語

の
差
違
は
意
識
さ
れ
て

い
た

も
の
と
思
う
。

以
上
の
考
察
に
よ
り
、
A

に
「
書
き
て
」
、
B

に
「
い
つ
は
り
」
、

C
に

「
書
き
て
」
を
補
う
こ

と
と
し

た
の
で
あ
る
。

六
　

ま

と

め

「
世
に
多

か
る
虚
言
だ
に
（
書
き
て
）
あ
り
（
ま
し

て
、
偽
り
は

多
く
書
き
て
あ
り
）
。
（
さ
ら
ば
）
人
に
も
あ
ら
ぬ
身
の
上

ま
で
書

き

日
記
し
て
（
み
な
ば
）
、（
そ
は
）
珍

ら
し
き
様
に
も

あ
り
な
ん
。
」

右
の
ご
と
く

に
考
え
て
、
解
釈
を
試
み

る
と
、
次
の
よ
う
に
な

る
。
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こ

の

世

の

中

に

お

い

て
、

多

く

読

ま
れ

て

い

る

古

物
語

の
端

々

な

ど

を

読

ん

で

み

る

と
、

世

間

に
多

く

あ

る
、

不

愉

快

な
、

作

り

事

さ

え

書

い

て

あ

る
（

ま
し
て
、
事
実
を
歪
曲
し
た
嘘
は
な

お
さ
ら
多

く
書
い
て
あ

る
）
。
（
だ

か
ら
、
私
か
）
人

な

み

の

よ

う
で

な

い
（
不
幸

な
）

身

の

上

ま
で

書

い
て

、

日

記

に

作

っ

て
（
み

た
ら
、
物
語
と
は

違
っ
た
）
珍

ら

し

い

（
新
鮮
で
心
を
引

か
れ
る
）
様

子

（
の
作
品
）
と

な

る

こ

と
で

あ

ろ

う

。

世

間

の

口
声

が

な

い

噂

話

が

、
悪

意

に

満

ち

た

「
空

言
」

や

「
偽

り

」

に

満

ち

て

い

て

、
日

頃

か
ら

不

愉

快

に
思

っ
て

い

た

作

者

は

、

世

間

の

女
性

と
同

じ

よ
う

に

、

つ

れ

づ

れ

を

慰

め

よ

う

と

、

古

物
語

を
取

り

出

し
て

読

ん
で

み

る
。

と

こ

ろ

が

そ

こ

に

は

、

帝

の

求
婚

を
退

け

て

月

の

都

へ

帰

っ

て
行

く

姫

と

い

っ

た
現

実
離

れ

し

た
話

や

、

美

男

美

女

が

相
思

相
愛

、

一

夫

一

妻

を
守

っ

て
花

や
蝶

や

と

暮

す

優

美

典

雅

な

作

り
話

、

と

い

っ

た

「
そ

ら

ご

と
」
「
い

つ

は

り
」

話

ば

か
り

が

書

い

て

あ

っ

た

。

こ

れ
で

は
「
い

と
も

の

は

か
な

く

、

と

に

も

か

く

に

も

つ

か
で

、

世

に

経

る

」

自

分

は
満

足

で

き

な

い

。

そ

れ

な
ら

、

自

分

の

身

の

上

を

偽

ら

ず

告

白

し

て

、

人

生

の
真

実

、

就

中

権

門

の

男

性

の

妻

と

な

っ

た
一

人

の

女

の

幸

せ

と
不

幸

を
見

つ

め
、

書

い

て

み

よ

う

。
こ

ん
な

ふ

う

に

決

心

し

た
過

程

を

記

し

た

も

の

と
解

す

る

の
で

あ

る
。

も

ち

ろ

ん
、

こ

の

序

文

が

、
最

初

に
書

か
れ

た

か
、

上

巻

執
筆

後

に
書

か
れ

た

か

と

い

う

事

は
、

こ

れ
と

は
別

問

題

で

あ

る

。

注
（
1
）
　

学
習

参
考
書

を
取
り
上
げ
る
の
は
不
適
当
と
い
う
見
方

も
あ

る
が
、
筆

者
は
学
1
　
と
て
も
、
い
や
初
学
の
人
を
い
ざ
な
う
学
1
　
こ
そ
、
力

を
注
い

で
執
筆
す

べ
き
で
あ

る
と
考
え
て
い
る
し
、
事
実
優
れ
た
学
参
も
多
く
あ

る
の
で
、
参
考
に
し
た
り
、
比

較
の
対
象
と
し
て
取
り
上

げ
る
こ
と
と
す

る
。

（
2

）
　

石
田
穣
二

「
蜻
蛉
日
記

の
序
」
（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
3
7
・
1
1）

（
3

）
　

梅
野
含
み
子

「
平

安
中
期
仮
名
文
学
に

お
け
る
『
め

づ
ら
し
』

と
『
め

づ
ら
か
』
を
め
ぐ
っ
て
O
i

蜻
蛉
日
記
・
枕
草
子

の

場
合
―

」
（
「
椙

山
女
学
園
大
学
研

究
論
集
」
第
七
号
、
昭
5
1・
3
）

筆
者
も
追
調
査
し
た
が
、
「
め
づ
ら
か
」

に
は

思
い
が
け
な
い
こ
と
に

あ
き
れ
腹
を
立
て

る
と
い

っ
た
否
定
的
要
素
が
含
ま
れ
る
が
、

「
め
づ
ら

し
」

に
は
否

定
的
語
感
の
認

め
ら

れ
る
用
例

は
皆
無
で
あ
る
。

（
4

）
　
「
そ
ら
ご
と
」
「
い
つ

は
り
」
の
差
違
に
つ
い
て
は
、
松

村
博
司
先

生
が

講
義
中
に
述
べ
ら
れ
た
事
を
も
と
に
し
て
考
察
を
加
え

た
も
の
で
、
元

祖

は
松
村
先
生
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
て

お
く
。

追
記初

校

の

出

る
直

前

に
、

増

田

繁

夫

氏

訳

注

『
対
訳

日

本
古

典

新

書
　

か

げ

ろ

ふ
日

記

』

創

英

社

、

昭
5
3
・
1
2
、

が

刊

行

さ

れ

た
。

本

稿

で

問

題

と

し

て

い

る

部

分

は

、
O
l

倒

に
分

類

で

き

る
解

釈

と

な

っ
て

い

る

。


