
室
町
期
物
語
の
一
考
察

そ
の
特
徴
と
価
値

次

第第 第本序
第第三 第 第 二 第第第第第第一論 目
二一章二一章六五回三二一章
節節 節節 節節節節節節

室先 作
室中町先先行異異庶武イ首公品
町世期行行文類国民土侶家の
期社物文文学にににに・』乙分
物会語学学と関関関関宗関類
語の ののののすすすす教す及
の時特改抜比るるるるにるぴ
特代徴変書較物物物物関物内
徴背と き 語語語語す語容

景価 る 検
値 物討

語

三
十
回
生

内

野

郁

子

第
三
節

結
び

室
町
期
物
語
の
価
値

序

中
世
の
物
語
文
学
は
、
南
北
朝
か
ら
江
戸
初
期
ま
で
の
約
三
百
年

間
に
、
五
百
篇
に
も
上
る
多
数
の
物
語
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
に
も

拘
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
文
学
的
特
性
に
つ
い
て
の
関
心
は
、
中
古
の
そ

れ
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
小
さ
い
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
そ
の

関
心
は
、
一
般
に
「
御
伽
草
子
」
の
名
称
で
親
し
ま
れ
て
い
る
二
十

三
篇
の
作
品
の
域
に
と
ど
ま
り
が
ち
で
あ
り
、
御
伽
噺
、
昔
噺
の
イ

メ
ー
ジ
を
脱
し
て
い
な
い
。
他
の
作
品
に
つ
い
て
も
、
先
行
文
学
の

断
片
的
な
寄
せ
集
め
で
、
筋
の
変
化
が
少
な
く
幼
稚
で
個
性
味
の
乏

し
い
も
の
と
し
て
、
さ
ほ
ど
価
値
性
を
認
め
て
い
な
い
評
価
も
少
な

く
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
世
の
と
れ
ら
の
物
語
は
、

中
古
の
物
語
文
学
と
、
近
世
の
文
学
と
の
深
い
谷
聞
に
位
置
し
て
お

り
、
た
と
え
そ
の
一
つ
一
つ
に
高
い
価
値
は
望
め
な
い
と
し
て
も
、

-1-



総
括
的
に
み
ら
れ
る
特
徴
に
は
、
そ
れ
な
り
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る

は
ず
だ
と
私
は
思
う
。
そ
と
で
、
文
学
史
上
、
他
と
比
べ
て
あ
ま
り

脚
光
を
浴
び
て
い
な
い
中
世
の
物
語
に
興
味
を
覚
え
、
そ
の
特
徴
や

価
値
に
つ
い
て
の
考
察
を
、
物
語
の
分
類
と
内
容
検
討
に
重
点
を
置

き
、
さ
ら
に
、
先
行
文
学
と
の
比
較
や
、
物
語
を
生
み
出
す
地
盤
と

な
っ
た
社
会
背
景
の
検
討
を
考
え
合
わ
せ
て
進
め
て
い
と
う
と
思
う
。

な
お
、
研
究
対
象
に
し
た
作
品
は
、
『
室
町
時
代
物
語
大
成
』
（
角

川
書
店
刊
・
第
一

I
第
八
巻
〉
に
収
録
さ
れ
て
い
る
二
五
六
篇
で
あ

り
、
そ
の
呼
称
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
H

室
町
期
物
語
u
と
称
す
る

と
と
に
す
る
。

本
論

第
一
章
作
品
の
分
類
及
び
内
容
検
討

本
章
で
は
、
市
古
貞
次
氏
の
説
を
参
考
に
、
ど
の
よ
う
な
世
界
を

表
現
し
て
い
る
か
に
主
眼
を
置
く
主
人
公
（
舞
台
）
別
の
六
類
三

O

種
の
分
類
法
に
従
っ
て
、
二
五
六
篇
の
物
語
を
、
付
公
家
に
関
す
る

物
語
、
。
僧
侶
・
宗
教
に
関
す
る
物
語
、
∞
武
士
に
関
す
る
物
語
、

個
庶
民
に
関
す
る
物
語
、
⑪
異
固
に
関
す
る
物
語
、
∞
異
類
に
関
す

る
物
語
、
に
分
類
整
理
し
内
容
を
検
討
し
て
い
く
。

そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
数
に
つ
い
て
は
表
一
の
通
り
で
あ
る
が
、
公
家

物
は
僧
侶
・
宗
教
物
に
次
い
で
五
九
篤
と
金
一
体
の
二
三
%
を
占
め
、

そ
の
主
た
る
も
の
は
、
感
傷
的
な
懐
古
を
も
っ
て
公
家
の
世
界
を
描

い
た
擬
古
物
語
と
い
っ
て
も
差
支
え
な
い
。
し
か
し
、
王
朝
物
語
の

単
な
る
亜
流
と
い
う
表
現
だ
け
で
は
捉
え
得
る
と
と
の
で
き
な
い
性

格
も
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
、
そ
の
点
を
指
摘
し
な
が
ら
作
品
を
さ

項目別にみた作品数

分類項目 作品数 （言語答お広）

僧侶・宗教 85 33. 2 % 

Fぷ＼語、 家 59 23. Q '}'a 

異 類 49 19. 1 % 

武 士 35 13. 7 % 

庶 民 16 6.25 % 

異 国 12 4. 7 % 

-2一

＜表ー＞

ら
に
五
種
、
例
恋
愛
物
、
制
継
子
物
、
例
和
歌
的
説
話
物
、

M
W
歌
人

伝
説
物
、
制
そ
の
他
、
に
細
分
し
て
み
て
い
乙
う
。

表
二
は
、
そ
の
分
類
に
基
づ
い
て
作
品
数
と
代
表
作
品
名
を
挙
げ

た
も
の
で
あ
る
が
、
王
朝
物
語
同
様
恋
愛
護
が
依
然
と
し
て
強
く
、

和
歌
に
対
す
る
関
心
も
深
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
実
際
内

容
を
考
察
す
る
と
、
大
半
の
作
品
に
お
い
て
、
王
朝
物
語
の
部
分
的

な
模
倣
、
あ
る
い
は
全
面
的
な
改
作
を
通
し
て
、
筋
の
簡
易
化
が
な

さ
れ
、
一
定
の
裂
に
は
ま
る
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
も
そ
の

裂
に
は
先
代
の
物
語
が
持
ち
得
な
か
っ
た
性
格
が
あ
る
。
で
は
ま
ず
、

H

型
u

に
力
い
て
具
体
例
を
挙
げ
な
が
ら
み
て
い
乙
う
。
乙
乙
で
物

語
の
登
場
人
物
を
仮
に
男
主
人
公
↓
A
、
女
主
人
公
↓
B
、
と
置
く

と
、
以
下
の
如
き
筋
の
運
ぴ
が
自
に
付
く
の
で
あ
る
。

閃
岡
阿
国
・
：
A

（
一
般
に
容
姿
端
麗
、
地
位
、
才
能
に
恵
ま
れ
て

， 



者、
E
4
E
p
f
v
t
L
J
・2
k
t
t

公家物の取材別内訳

項 目 作品数 作 品 名

小伏見物語・狭衣の大将・しぐれ
肘恋愛物 22 経の中将物語・しのびね物語・雨

やどり

併）継子物 7 
岩屋の物語・うばかは・住吉物語
秋月物語・おちくぼ

（ワ） 和歌的 10 
うたたねの草子・十本あふぎ・四

説話物 十二の物あらそひ・あま物語

伺歌人伝 14 
いづみしきぷ・神代小町・小町双

説物 紙・青葉の笛・花鳥風月・小式部

制その他 6 唐崎物語・十二人ひめ・十人

＜表二＞い
る
）
が
、

B

（
両
親
を
亡
く
し
た
り
し
て
淋
し
く
世
を
は
か
な
ん

で
暮
ら
す
美
し
い
姫
君
）
を
見
染
め
、

C
（
勝
れ
た
和
歌
、
も
し

く
は
侍
従
等
の
仲
立
ち
人
）
に
よ
り
結
ぼ
れ
る
。
幸
福
な
日
々
が

続
く
か
と
忍
わ
れ
た
と
と
ろ
に
二
人
の
仲
を
引
き
裂
く
人
物
D
が

出
現
す
る
。

B
の
失
眠
、

B
を
探
し
て
の

A
の
遍
歴
、
そ
し
て
再

会
、
二
人
は
人
も
羨
む
よ
う
な
幸
せ
な
生
活
を
送
り
代
々
栄
え
る
。

（
作
品
に
よ
っ
て
は
、
遍
歴
す
る
人
物
を
B
と
す
る
の
も
あ
る
。
）

あ
る
い
は
、

岡
倒
閣
附
幽
：
・
A
は
B
を
探
す
が
、

B
は
既
に
死
ん
で
お
り
、

A
は
世
を
は
か
な
み
出
家
遁
世
す
る
。

と
い
っ
た
筋
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
小
伏
見
物
語
』
の
内
容
展
開
を

み
れ
ば
舗
悲
恋
遁
世
型
に
あ
て
は
め
る
乙
と
が
で
き
、
乙
れ
と
ほ
ぼ

同
内
容
の
『
桜
の
中
将
物
語
』
で
は
、

B
が
住
吉
明
神
の
霊
薬
に
よ

っ
て
蘇
生
し
A
と
末
永
く
結
ば
れ
る
、
と
大
団
円
型
の
運
び
に
な
っ

て
い
る
。
ま
た
、
『
き
ご
ろ
も
の
大
将
』
で
は

D
が
B
の
父
親
と
な

っ
て
い
る
が
や
は
り
大
団
円
型
で
表
わ
せ
る
し
、
『
し
の
び
ね
物
置

の
中
で
は
、

B
は
死
な
ず
に
帝
寵
を
一
身
に
あ
つ
め
た
と
変
っ
て
は

い
る
が
、
そ
の
事
に
絶
望
し
た
A
が
出
家
す
る
点
か
ら
し
て
悲
恋
遁

世
型
と
一
宮
？
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
は
切
の
恋
愛
物
に
つ
い
て
の
検
討
で
あ
る
が
、
乙
の
よ
う
に

み
て
い
く
と
他
の
四
項
目
に
つ
い
て
も
筋
に
つ
い
て
は
似
通
っ
た
型

が
多
い
乙
と
が
指
摘
で
き
る
し
、
ま
た
、
乙
れ
は
主
人
公
た
ち
の
人

物
像
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
例
え
ば
A
は
、
〈
美
し
い
容
姿
〉

〈
恵
ま
れ
た
地
位
〉
を
持
つ
に
も
拘
ら
ず
障
害
に
対
し
て
は
無
力
に

等
し
い
。
神
仏
に
頼
る
だ
け
で
、
自
分
の
意
志
や
力
で
障
害
を
切
り

抜
け
る
ζ

と
は
な
い
。

B
も
ま
た
、
性
格
や
心
理
描
写
な
ど
凡
そ
個

性
味
に
乏
し
く
、
信
仰
心
の
深
さ
や
そ
の
た
め
危
機
を
免
れ
る
点
ま

で
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
と
の
よ
う
な
型
で
主
人
公
が
描
か
れ
た
と

と
に
つ
い
て
市
古
氏
は
、
主
人
公
に
全
面
的
同
情
を
集
め
よ
う
と
す

る
一
種
の
判
官
周
期
民
と
、
中
世
の
理
想
化
せ
ら
れ
た
公
家
が
、
如
何

に
意
力
に
乏
し
く
女
性
的
で
あ
っ
た
か
を
一
示
す
も
の
、
と
述
べ
て
お

ら
れ
る
が
、
私
は
そ
れ
に
加
え
て
、
主
人
公
の
無
力
さ
を
示
す
乙
と

。。



項 目 作品数 代表作品名

(1) 児 物 10 
秋夜長物語・あしびき・幻夢物語
嵯峨物語

付）発 11 
くるま僧・高野物語・くちきざく

遁世 物 ら・三人法師

（ウ） 愛宕地蔵物語・戒言・熊野御本地

（天竺〉 15 厳島の本地・あみだの本地・いづ
本 は乙ねの本地
地
縁 赤城御本地・おもかげ物語・貴船
起 （日本） 15 の本地・子易物語・塩竃宮の御本
物 地・諏訪の本地

高僧
9 

釈迦の本地・恵心イ首都物語・弘法
（司 伝記物 大師御本地・浦風

同破戒僧物 3 ぉょうのあま・さ Lやき竹

寺社
8 

石山物語・賀茂之本地・住吉物語
t力） 縁起物 善光寺本地

事物起源
6 庚申之御本地・神道由来の事制 由来物

説教
7 賢学草子・大仰之縁起グ） 法談物

で
神
仏
の
冥
助
が
強
調
で
き
、
宗
教
を
思
い
通
り
に
介
入
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
つ
ま
り
何
か
あ
る
度
に
主
人

公
が
神
仏
に
髄
り
、
夢
想
な
ど
の
加
護
を
受
け
る
な
ど
、

H

神
仏
と

の
結
び
つ
け
“
を
至
る
所
に
設
け
る
乙
と
に
よ
っ
て
宗
教
色
を
濃
化

し
、
仏
教
思
想
の
唱
道
を
行
な
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し

た
宗
教
思
想
の
積
極
的
導
入
は
、
乙
の
時
代
の
物
語
を
一
概
に
亜
流

物
語
と
呼
べ
な
い
要
因
と
し
て
働
い
た
と
思
わ
れ
る
し
、
ひ
い
て
は

僧侶・宗教物の取材別内訳く表三＞

宗
教
小
説
と
も
呼
ぴ
得
る

Q
の
僧
侶
・
宗
教
に
関
す
る
物
語
へ
と
発

展
さ
せ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

僧
侶
・
宗
教
物
に
つ
い
て
は
九
種
に
分
類
し
た
が
（
表
三
参
照
）
、

そ
の
題
材
の
殆
ど
は
前
代
に
類
の
な
い
新
し
い
も
の
で
あ
り
、
創
作

意
図
も
仏
教
思
想
を
強
調
し
鼓
吹
す
る
点
が
明
確
に
一
不
さ
れ
て
い
る
。

宗
教
が
民
間
に
浸
透
し
、
寺
社
勢
力
が
強
化
し
た
中
世
と
い
う
時
代

色
を
反
映
し
て
、
そ
の
主
題
も
隠
遁
生
活
に
入
る
動
機
や
高
僧
の
生
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＜ 

け！

付：

。

ひ
立
ち
、
神
仏
の
前
生
、
寺
社
の
創
建
の
由
来
、
あ
る
い
は
僧
侶
の

悪
徳
や
失
敗
談
と
多
方
向
か
ら
捉
え
ら
れ
、
作
品
数
も
多
い
。
し
か

し
筋
の
型
に
関
し
て
は
、
児
物
で
は
、

B
を
稚
児
、
反
対
者
D
を
運

命
や
物
の
道
理
と
考
え
れ
ば
悲
恋
遁
世
裂
に
あ
て
は
ま
り
、
本
地
縁

起
物
で
は
大
団
円
・
悲
恋
遁
世
型
の
最
後
に
主
人
公
が
神
仏
と
な
っ

て
現
わ
れ
る
結
び
を
加
え
た
も
の
と
言
え
る
よ
う
に
、
前
述
し
た
型

が
根
底
に
据
え
ら
れ
て
お
り
、
類
型
的
で
個
性
味
に
乏
し
い
も
の
で

あ
る
点
は
否
め
な
い
。

ま
た
、
中
世
は
武
士
社
会
の
時
代
で
あ
り
、
従
っ
て
武
士
に
関
す

武士物の取材別内訳

項目 作品数 代表作品名

01 1 0 
岩竹・大江山酒典童子・鈴鹿の草
子

御曹司島わたり・唐糸草子・小敦
併） 1 6 盛絵巻・じぞり弁慶・しみづ物語

浄瑠璃物語・祇王

（坊 5 
あかしの三郎・あきみち・さくら
ゐ物語

同 4 いそぎき・恋塚物語・滝口物語

＜表四＞

収

る
物
語
も
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
〈
表
四
参
照
）
し
か
し
、
英

雄
需
の
一
主
流
を
な
し
た
怪
物
退
治
物
に
お
い
て
も
、
宗
教
的
要
素

の
介
入
に
焦
点
を
紋
っ
て
考
察
す
る
と
、
『
大
江
山
酒
典
童
子
』
、

「
岩
竹
』
『
鈴
鹿
の
草
子
』
な
ど
、
ど
の
作
品
に
も
主
人
公
達
の
力

強
い
働
き
に
は
必
ず
神
仏
の
加
護
が
み
ら
れ
、
強
い
実
権
を
握
っ
た

武
家
の
武
勇
軍
障
に
お
い
て
さ
え
彼
ら
は
自
分
の
力
よ
り
む
し
ろ
神
仏

の
力
を
頼
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
源
平
時
代
を
描
い
た
作
品
に
つ
い

て
も
、
『
小
敦
盛
絵
巻
』
『
祇
王
』
な
ど
平
家
関
係
の
物
語
は
勇
壮

な
英
雄
謂
と
い
う
よ
り
哀
れ
な
公
家
物
的
色
彩
が
強
い
し
、
源
氏
に

関
す
る
作
品
も
『
浄
瑠
璃
物
語
』
の
主
人
公
義
経
の
公
家
化
や
、
仏

教
思
想
の
影
響
が
窺
わ
れ
る
な
ど
、
物
語
の
素
材
を
武
士
世
界
ま
で

広
げ
た

H

武
士
の
文
学
M

で
あ
り
な
が
ら
、
武
士
独
自
の
文
学
に
発

展
さ
せ
る
ζ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
言
い
え
よ
う
。
乙
の
と
と
は
次

に
み
て
い
く
庶
民
に
関
す
る
物
語
、
つ
ま
り
と
れ
ま
で
扱
っ
て
き
た

以
外
の
人
物
が
主
人
公
と
な
っ
た
作
品
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
の

庶
民
物
に
つ
い
て
は
、
笑
話
・
寓
話
、
恋
愛
成
功
語
、
立
身
出
世

物
と
三
種
に
分
類
し
た
が
、
説
話
文
芸
・
口
承
文
芸
の
筋
を
承
け
つ

い
で
、
素
朴
な
笑
い
で
お
か
し
み
を
表
す
作
風
や
教
訓
性
を
有
す
る

作
品
が
多
く
、
主
人
公
の
性
格
に
つ
い
て
も
、
消
極
的
な
公
家
た
ち

と
は
違
っ
て
、
自
分
の
醜
さ
や
践
し
さ
に
臆
す
る
ζ
と
な
く
恋
の
成

就
を
め
ざ
し
て
積
極
的
に
揺
る
舞
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
恋

愛
や
出
世
の
成
功
が
彼
ら
の
歌
徳
や
神
仏
の
冥
助
に
よ
っ
て
い
る
点

ゃ
、
出
世
し
て
公
家
貴
族
に
昇
格
し
た
庶
民
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま

う
点
な
ど
、
庶
民
特
有
の
性
格
を
充
分
に
持
た
せ
る
ζ
と
が
で
き
な

か
っ
た
庶
民
の
文
学
の
不
完
全
な
姿
が
見
受
け
ら
れ
る
。
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異
国
に
関
す
る
物
語
に
つ
い
て
は
、
中
園
、
あ
る
い
は
天
堂
、
イ

ン
ド
な
ど
外
国
が
舞
台
と
な
り
、
そ
の
国
の
文
学
や
説
話
の
影
響
を

承
け
た
り
、
そ
れ
を
翻
訳
し
た
作
品
、
仏
教
思
想
に
基
づ
く
作
品
が

多
く
、
他
に
異
郷
を
描
い
た
物
語
も
あ
る
。
乙
れ
ら
の
物
語
は
、
当

時
の
人
々
が
懐
い
た
未
知
の
地
に
対
す
る
憧
れ
や
好
奇
心
の
強
さ
か

ら
生
み
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
日
本
に
お
け
る
現
実

社
会
か
ら
遠
く
離
れ
た
異
国
を
舞
台
に
し
た
乙
と
に
よ
り
、
奇
想
天

外
で
荒
唐
無
稽
な
筋
書
き
を
自
由
に
作
る
と
と
が
で
き
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

ま
た
、
乙
の
時
代
に
至
っ
て
異
類
（
人
間
以
外
の
動
物
・
植
物
、

及
び
無
生
物
で
あ
る
）
を
主
人
公
と
し
、
乙
れ
を
疑
人
化
し
た
物
語

も
数
多
く
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
表
五
参
照
）
恋
愛
物
や
歌

異類物の取材別内訳

項目 作品数 代表作品名

(7) 
朝負のつゆ・うそひめ

8 
玉虫の草子

四生の歌合・胡蝶物語

付） 6 ごほろぎ物語・花情物

圭ロ五ロ

（ウ） 5 ゑんがく・雀の発心

同
務鷺物語・魚太平記

1 7 
獣太平記・強盗鬼神

同 4 酒茶論・酒飯論

｛ガ）
かざしの姫・雁の草子

9 
桜梅草子・木幡狐

＜表五＞

合
物
は
公
家
的
色
彩
が
強
く
、
獣
や
昆
虫
あ
る
い
は
草
木
が
歌
を
詠

む
構
想
は
、
「
古
今
集
」
の
序
文
の
一
一
筋
を
思
い
起
さ
せ
、
前
代
文

学
の
影
響
に
よ
る
和
歌
重
視
の
傾
向
が
窺
え
る
。
乙
の
乙
と
は
物
語

中
い
か
に
多
く
の
和
歌
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
た
表
六
を
見

て
も
額
づ
け
る
で
あ
ろ
う
。
武
士
物
の
影
響
下
牝
成
っ
た
軍
記
物
に

つ
い
て
も
、
合
戦
需
の
他
に
恋
愛
や
歌
合
、
遁
世
需
の
い
く
つ
か
を

組
み
合
わ
せ
て
一
篇
を
構
成
し
た
も
の
が
多
く
、
そ
の
ほ
か
僧
侶
に

よ
っ
て
書
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
仏
教
関
係
の
合
戦
物
も
み
ら
れ
、
武

士
、
公
家
、
僧
侶
の
様
々
な
立
場
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
を
そ
の

ま
ま
取
り
入
れ
て
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
主
人
公
が

具
類
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
が
滑
稽
な
笑
い
に
も
成
り
得
た
で
あ
ろ
う

し
、
あ
る
い
は
異
類
で
さ
え
も
歌
を
暗
ん
だ
り
成
仏
し
た
り
で
き
る

の
だ
か
ら
人
間
な
ら
勿
論
だ
、
と
す
る
考
え
方
に
も
繋
が
っ
て
い
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
逆
に
考
え
れ
ば
、
滑
稽
な
笑
い
を
表
わ
し
た
り
、

歌
や
仏
教
を
奨
励
す
る
た
め
に
異
類
を
主
人
公
に
し
た
と
言
え
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

第
二
章
先
行
文
学
と
の
比
較

一
章
で
考
察
し
て
き
た
物
語
に
は
、
先
行
作
品
の
抜
書
き
で
あ
っ

た
り
、
ま
た
は
改
変
で
あ
る
も
の
（
乙
乙
で
い
う
改
変
と
は
、
先
行

作
品
に
加
筆
し
て
あ
る
場
合
、
一
部
が
削
除
さ
れ
て
い
る
場
合
も
意

味
す
る
）
が
い
く
つ
か
み
ら
れ
た
。
そ
乙
で
本
章
で
は
先
行
文
学
と

の
比
較
を
通
し
て
H

室
町
期
物
語
M

の
考
察
を
さ
ら
に
深
め
て
い
乙

う
と
思
う
。

先
行
文
学
の
抜
書
き
と
言
え
る
作
品
に
つ
い
て
は
、
「
今
昔
物
語

集
」
と
『
伊
賀
物
語
』
、
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
と
『
雀
の
タ
が
ほ
』
、
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集
」
と
『
伊
賀
物
語
』
、
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
と
『
雀
の
タ
が
ほ
』
、

「
平
家
物
語
」
と
『
祇
王
』
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
た
が
、
乙
れ
ら

は
観
音
の
刺
生
を
説
く
宗
教
色
の
濃
い
物
語
、
教
訓
性
の
強
い
物
語

で
あ
る
点
が
指
摘
で
き
る
。

改
変
が
認
め
ら
れ
る
物
語
に
つ
い
て
は
、

双
方
の
相
違
点
か
ら
原

作
と
比
較
し
て
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
か
を
考
察

し
た
が
、
「
落
窪
物
語
」
と
『
お
ち
く
ぼ
の
さ
う
し
』
で
は
、
改
変

に
よ
っ
て
唱
導
文
芸
的
色
彩
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
庶
民
性
も
感
じ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
作
品
の
長
さ
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ

＜表六＞
※ 

分類項目
和歌挿入度合の

和歌数 頁数 和歌頁数数
大きい作品名

玉虫の草子 23 2 11. 5 

雀 の 発 1L.,' 56 7. 5 7. 47 

乙ほろぎ物語 37 5. 5 6. 73 

御茶物かたり 40 6. 5 6. 15 

物
回生の歌合 134 49 2. 73 

異 類
勧学院物語 30 16 1. 88 

うそひめ（男lj名ふくろう） 20 11 1. 82 

雀 さ つ し 64 39 1. 64 

月 林 草 46 30. 5 1. 51 

玉 水 物 語 20 14. 5 1. 38 

四十二の物あらそひ 64 12 5. 33 

あ ま 物 語 50 16. 5 3. 03 

:Lさ品、、 家 物
扇 な -/J) し 64 29 2. 21 

志 賀 物 圭ロ五ロ 14 9 1. 56 

衣更着物語 25 19. 5 1. 28 

住 2口r: 物 語 42 38 1. 11 

西 行 物 語 112 29 3. 86 

伊豆国奥野翁物語 43 15 2. 87 

僧侶・宗教助
塩竃宮の御本地 83 49 1. 70 

賀茂之本地 20 17 1. 18 

あみだの本地 20 20. 5 0. 98 

嵯 峨 物 至ロ五ロ 14 15. 5 0. 90 

し、 そ ぎ き 12 12. 5 0. 96 

武 士 物
木曾 よ し 高 物 語 15 25. 5 0. 59 

浄瑠璃十二段草子 21 41. 5 0. 51 

し み ず吉 局 6 25 0. 24 

庶 民 物
小男の草子 8 3 2. 67 

さ る げん じ 11 17 0. 65 

異 物
つ ら し ま 4 3 1. 33 

国
きまん因物語 5 28 0. 18 
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和歌挿入の度合
和歌挿入の度合（和歌数を頁数で割ったもの）の
大きい作品を．項目別に挙げている。



分類項目 和歌総数 総頁数 和一聡歌総頁数数

'.L、s、家 物 932首 1, 133 0. 82 

僧侶・宗耕助 741首 l, 505 0. 49 

武 土 物 152首 949 0. 16 

庶 民 物 46首 133 0. 35 

異 国 物 18首 132 0. 14 

異 類 物 905首 730 ※1. 24 

数

合

頁
度

総
の

の

入

と

挿

ご
歌

一

目

罪

－

J

M

数
一
各

一
肌
輪
一

考

目

和

4

項

／

l
l

参
ど
短
く
な
っ
て
お
り
、
人
物
設
定
や
心
理
描
写
な
ど
は
非
常
に
簡
単

で
筋
本
位
的
だ
と
言
え
る
。
「
今
昔
物
語
集
」
と
『
硯
わ
り
』
、
「
義

経
記
」
と
『
じ
ぞ
う
弁
慶
』
に
つ
い
て
も
同
様
で
そ
れ
ぞ
れ
宗
教
色

が
か
な
り
濃
厚
に
な
っ
て
お
り
、
前
代
文
学
の
題
材
を
中
世
的
に
再

生
さ
せ
た
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
室
町
期
物
語

に
は
先
行
作
品
の
抜
書
き
や
改
作
が
み
ら
れ
る
点
か
ら
前
代
の
様
々

な
文
学
形
態
を
取
り
入
れ
て
い
る
乙
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
ま
た
、

抜
書
き
さ
れ
た
作
品
に
つ
い
て
は
、
そ
の
も
と
に
な
っ
た
先
行
作
品

自
体
に
宗
教
色
や
教
訓
が
認
め
ら
れ
、
改
変
さ
れ
た
場
合
は
、
先
行

作
品
が
唱
導
呂
的
を
果
さ
な
い
宗
教
色
彩
の
淡
泊
な
も
の
で
あ
る
点

か
ら
、
筆
者
の
唱
導
目
的
や
読
者
の
欲
求
を
充
た
す
べ
く
宗
教
色
が

加
え
ら
れ
た
と
乙
ろ
に
室
町
期
物
語
の
一
特
徴
が
あ
る
と
言
え
る
。

L

－
ノ
：
巳
k
I
E
こ
聞
？
J
守山

f
7
コ
1
こ
。
こ
う

t
3乙
日
目

E
F
E
室或一
J

第
三
章
室
町
期
物
語
の
特
徴
と
価
値

本
章
で
は
総
括
的
に
室
町
期
物
語
の
特
徴
と
文
学
史
的
価
値
に
つ

い
て
述
べ
て
い
こ
う
。
ま
ず
最
初
に
、
こ
れ
ら
の
物
語
を
生
み
出
す

地
盤
と
な
っ
た
中
世
社
会
に
つ
い
て
、
史
上
稀
に
み
る
戦
乱
の
世
で

あ
っ
た
乙
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
鳥
羽
法
皇
の
崩
御
を
契
機
に

勃
発
し
た
保
元
の
乱
以
後
、
さ
ら
に
四
百
年
近
く
後
ま
で
争
乱
の
時

代
は
続
き
、
そ
の
中
で
新
旧
両
勢
力
は
交
替
し
、
勢
力
を
失
っ
た
公

家
貴
族
に
代
わ
っ
て
武
士
が
活
躍
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た

情
勢
で
の

H

下
魁
上
川
の
風
潮
は
、
社
会
層
の
変
動
・
混
乱
を
引
き

起
し
武
士
を
は
じ
め
庶
民
の
地
位
も
向
上
さ
せ
た
。
そ
れ
に
乗
じ
て

彼
ら
が
文
学
の
世
界
に
も
進
出
し
て
い
き
、
そ
の
た
め
物
語
の
素
材

が
拡
大
し
多
種
多
様
な
世
界
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
一
方
で
は
、
利
害
の
衝
突
す
る
至
る
所
で

絶
え
間
な
い
闘
争
が
展
開
さ
れ
、
人
々
は
そ
の
た
め
生
じ
た
社
会
の

混
乱
・
生
活
の
困
窮
に
苦
し
み
、
そ
し
て
不
安
を
懐
い
た
の
で
あ
る
。

ま
た
戦
の
た
め
人
命
は
い
と
も
簡
単
に
失
わ
れ
、
人
命
、
つ
ま
り
人

聞
が
軽
視
さ
れ
て
い
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
と
の
よ
う
に
中
世
は
い

わ
ば
修
羅
の
世
で
あ
り
、
現
世
で
既
に
そ
う
し
た
地
獄
の
責
苦
に
さ

い
な
ま
れ
た
人
々
が
せ
め
て
来
世
に
だ
け
で
も
平
安
な
世
界
を
求
め

よ
う
と
し
た
の
は
自
然
の
理
で
あ
る
。
無
常
を
説
く
僧
侶
の
言
葉
が

そ
う
し
た
人
々
の
心
を
捉
え
、
心
の
拠
り
所
と
し
て
宗
教
に
救
い
を

求
め
る
こ
と
に
な
っ
た
の
も
当
然
な
こ
と
と
言
え
よ
う
c

ま
た
、
社
会
が

-8 

絶
え
ず
流
動
し
変
転
し
続
け
、
動
物
的
な
欲
望
が
う
ず
ま
く
血
な
ま
ぐ

さ
い
闘
争
に
明
け
暮
れ
た
現
実
社
会
の
中
で
は
、
現
世
的
な
も
の
や

感
覚
的
な
も
の
は
否
定
さ
れ
、
優
美
で
平
和
な
過
去
や
未
知
の
世
界
、

－誌上
D
考
察
を
砦
ま
え
、
主
汀
胡
’

mEロ
つ
寺
教
乙
、
う
E
オ
文
明
J



か
ら
、
筆
者
の
唱
導
目
的
や
読
者
の
欲
求
を
充
た
す
べ
く
宗
教
色
か

加
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
室
町
期
物
語
の
一
特
徴
が
あ
る
と
言
え
る
。

そ
し
て
来
世
に
関
心
が
む
け
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
現
実
を
超
越
し

た
と
こ
ろ
に
価
値
を
認
め
る
傾
向
は
、
文
学
の
世
界
に
お
い
て
も
王

朝
文
化
へ
の
憧
僚
、
異
国
や
異
郷
へ
の
思
慕
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

全作品の頁数の割合

＼ぞ空 1～9 1 （｝－～19 20～29 3（ト39 40～49 50頁以と

作品数 84 92 44 18 12 6 

割合（%） ( 32. 8吟 (35. 9 %) (17.2%) (7. 0的 (4. 7 %) (2. 4%) 

、 ， 

＜表七＞

異類物異国物庶民物武士物
僧侶・
宗教

公家物
（
参
考
）

14. 9 11. 0 8. 3 27. 1 17. 7 19. 2 頁数平均

さ
い
闘
争
に
明
け
暮
れ
た
現
実
社
会
の
中
で
は
、
現
世
的
な
も
の
や

感
覚
的
な
も
の
は
否
定
さ
れ
、
優
美
で
平
和
な
過
去
や
未
知
の
世
界
、

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
、
室
町
期
物
語
の
特
徴
に
、
↓
題
材
及
び

、
，
ノ
、
ー

趣
向
の
多
様
性
、
に
短
篇
性
、
包
類
型
性
、
個
宗
教
性
、
の
四
点
を

挙
げ
、
時
代
色
を
反
映
し
た
物
語
で
あ
る
点
を
説
明
し
て
い
こ
う
。

ま
ず
広
範
囲
に
わ
た
る
題
材
の
採
取
、
趣
向
の
多
種
多
様
性
は
、
一

節
で
の
あ
ら
ゆ
る
階
級
か
ら
主
人
公
が
生
ま
れ
、
内
容
別
に
み
れ
ば

三

O
種
に
及
ぶ
分
類
が
可
能
な
点
か
ら
も
窺
い
知
れ
よ
う
。
こ
の
よ

う
に
物
語
が
広
が
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前

述
し
た
戦
乱
下
で
の
下
剤
上
の
風
潮
と
仏
教
思
想
の
浸
透
及
び
唱
導

と
に
よ
る
文
芸
の
大
衆
化
が
関
与
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二

の
短
篇
性
と
い
う
特
徴
は
、
こ
の
時
代
の
物
語
の
長
さ
が
、
先
代
の

も
の
に
比
べ
て
い
ず
れ
も
非
常
に
短
く
な
っ
て
い
る
こ
と
（
表
七
を

み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
五

O
頁
以
上
の
物
語
は
二
五
六
篇
中
わ
ず
か
一

五
篇
だ
け
で
、
二

O
頁
未
満
の
作
品
が
全
体
の
七
割
を
占
め
て
い
る
）
9

ま
た
少
な
い
紙
面
の
中
に
主
人
公
の
半
生
か
一
生
、
あ
る
い
は
「
小
一

式
部
』
や
『
田
村
の
草
子
』
の
よ
う
に
親
子
三
代
に
及
ぶ
内
容
を
盛

り
込
ん
で
い
る
と
乙
ろ
か
ら
、
筋
本
位
的
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
描
写
に
つ
い
て
も
、
人
物
の
性
格
や
心
理
に
関
す
る
も
の
は

極
め
て
少
な
く
、
そ
の
他
自
然
描
写
な
ど
話
の
筋
と
関
係
の
少
な
い

も
の
も
省
か
れ
、
簡
易
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
乙
う
し
た
物

語
の
短
篇
化
、
ス
ト
ー
リ
ー
性
に
中
心
を
置
く
構
成
は
、
当
時
の
作

者
た
ち
の
能
力
的
低
下
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
読
者
層
の

拡
張
に
と
も
な
う
読
み
手
側
の
限
界
に
要
国
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
文
芸
の
大
衆
化
に
よ
っ
て
新
し
く
読
者
に
加
わ
っ
た

知
識
・
教
養
の
低
い
民
衆
に
と
っ
て
は
、
長
く
て
複
雑
な
内
容
の
物

語
よ
り
、
す
ぐ
に
理
解
で
き
て
面
白
味
の
あ
る
物
語
の
方
が
歓
迎
さ



れ
た
た
め
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
い
う
彼
ら
の
中
に
は

文
字
が
読
め
な
い
者
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
し
た
人
た
ち

は
他
人
の
朗
読
を
聞
い
た
り
、
挿
入
さ
れ
た
絵
を
見
た
り
し
て
鑑
賞

し
た
と
恩
わ
れ
る
。
そ
れ
は
物
語
中
多
く
の
反
復
表
現
や
誇
張
が
な

さ
れ
て
い
る
ζ

と
、
あ
る
い
は
末
尾
に
、
「
此
物
語
を
聴
く
人
、
ま

し
て
読
ま
ん
人
は
・
：
」
（
『
小
町
双
紙
』
〉
と
か
、
「
此
草
紙
を
読

み
、
人
に
聞
か
せ
・
：
」
（
『
恵
心
僧
都
物
語
』
）
な
ど
と
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
る
。
ま
た
、
人
々
が
絵
を
見
な
が
ら
鑑

賞
し
て
い
た
乙
と
は
、
作
品
の
六
割
近
く
が
絵
巻
・
絵
本
の
体
裁
を

と
っ
て
い
る
と
と
か
ら
も
窺
え
（
表
八
参
照
）
、
乙
の
時
代
の
物
語

が
絵
本
的
性
格
を
有
し
て
い
た
と
と
を
指
摘
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

く表八〉
絵本の体裁をとる
作品数の割合

大i…をとる
作品数

（割合）

公家物 34/59 
(57.6'%) 

僧イ目・宗殺防
39/85 
(45. 9 '%) 

武 士物
24/35 
(68. 6 '%) 

庶民物
15/16 
(93. 8 o/o) 

異 国物 8/12 
(66. 7 o/o〕

異類物
30/49 
(61. 2o/o) 

計
150/256 
(58. 6 o/o) 

第
三
の
特
徴
と
し
て
類
型
性
を
挙
げ
た
が
、
室
町
期
物
語
の
多
く

は
、
第
一
章
で
み
て
き
た
よ
う
に
一
定
の

H

型
M

｜
｜
本
稿
で
は
そ

れ
を
大
団
円
裂
と
悲
恋
遁
世
型
と
し
た
が
ー
を
踏
ま
え
た
筋
違
び

に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
、
乙
れ
ま
で
に
み
ら
れ
な
か
っ

た
新
し
い
題
材
を
扱
っ
た
作
品
も
少
な
く
な
い
が
、
ど
の
分
類
項
目

に
お
い
て
も
相
互
に
影
響
し
合
っ
て
お
り
、
独
自
性
に
欠
け
る
と
と

は
否
定
で
き
な
い
。
ま
た
、
類
型
的
な
の
は
物
語
の
登
場
人
物
、
特

に
主
人
公
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
公
家
か
ら
庶
民
ま
で
種
々
の
人
聞

が
扱
わ
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
描
か
れ
方
は
一
様
で
あ
り
、
お
よ
そ

個
性
の
な
い
人
物
と
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
の
容
貌
に
つ
い
て
も
全
て

同
じ
よ
う
な
形
容
で
表
現
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
姫
君
の
美
貌
に
つ

い
て
は
次
の
ど
れ
か
で
捕
か
れ
て
い
る
。

0

光
る
よ
う
な
、
玉
の
よ
う
な
、
と
い
う
形
容
詞
を
つ
け
る
。
．

『
あ
ま
物
語
』
『
唐
崎
物
語
』

0

月
・
花
・
露
な
ど
の
自
然
に
た
と
え
る
。
：
：
：
『
さ
ご
ろ
も
の

大
将
』
「
石
山
物
語
』
『
唐
糸
草
子
』

0

日
本
・
外
国
の
美
人
（
小
町
・
衣
通
姫
・
楊
貴
妃
）

る
O
i－
－
・
『
恋
塚
物
語
』
『
雀
さ
う
し
』

に
た
と
え

nu 

旬
EE
・

く表九＞

宗教色のある作品数と割合

項 目 作品数 割合併）

~、A’ 家 物 54/ 59 (91. 5吟

僧侶・宗教物 8fi/ 85 ( 100 'fo) 

武 士 物 34/ 35 ( 97. 1 o/o) 

庶 民 物 l:V 16 (81. 3o/o) 

異 国 物 8/ 12 (66. 7o/o) 

異 類物 3（ν49 ( 61. 7o/o) 

言十 22今"256(87. 5 o/o) 
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に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
勿
論
、

ζ
れ
ま
で
に
み
ら
れ
な
か
っ

た
新
し
い
題
材
を
扱
っ
た
作
品
も
少
な
く
な
い
が
、
ど
の
分
類
項
目

ま
た
、
人
々
は
意
外
な
事
柄
に
出
く
わ
す
と
H

こ
れ
は
夢
か
や
現
か

や
M

と
た
だ
定
然
と
し
、
悲
し
い
事
態
で
は
H

天
に
仰
き
地
に
伏
し

て
流
沸
焦
れ
泣
く
υ

の
で
あ
る
。
と
う
し
た
型
に
は
ま
っ
た
表
現
は

夫
婦
仲
の
良
さ
な
ど
他
に
も
い
く
つ
か
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
、
従
っ

て
類
型
的
特
徴
は
、
筋
に
も
表
現
の
仕
方
に
も
み
ら
れ
る
と
言
え
る
。

宗
教
性
に
つ
い
て
は
、
何
ら
か
の
形
で
宗
教
色
が
認
め
ら
れ
る
作
品

数
を
－
調
べ
た
表
九
を
み
て
も
、
八
七
・
五
%
と
い
う
殆
ど
の
作
品
に

申
し
子
や
夢
想
、
示
現
な
ど
の
神
仏
の
刑
生
や
霊
験
が
強
調
さ
れ
て

お
り
、
出
家
遁
世
す
る
も
の
、
極
楽
往
生
す
る
も
の
、
神
仏
と
な
っ

て
現
わ
れ
る
も
の
な
ど
、
宗
教
と
文
学
が
深
く
結
び
つ
い
て
い
る
と

言
え
る
。

さ
て
、
室
町
期
物
語
は
、
そ
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
み
て
い
く
な

ら
ば
確
か
に
独
創
性
に
乏
し
い
文
学
的
価
値
の
低
い
作
品
が
多
い
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
物
語
の
世
界
が
公
家
貴
族
か
ら
僧
侶
や
武
士
、

そ
し
て
庶
民
に
ま
で
拡
大
さ
れ
た
こ
と
、
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
諸
作

品
が
質
的
に
も
量
的
に
も
大
衆
的
性
格
を
持
ち
得
る
よ
う
に
な
っ
た

ζ
と
に
関
し
て
は
意
義
を
認
め
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
物

語
は
、
王
朝
物
語
を
は
じ
め
と
し
、
そ
の
他
先
行
の
様
々
な
文
学
形

態
！
軍
記
物
語
や
説
話
文
学
、
そ
し
て
民
間
説
話
に
至
る
ま
で
ー
ー

を
積
極
的
に
取
り
入
れ
て
、
そ
れ
ら
が
ま
だ
十
分
に
整
理
さ
れ
て
い

な
い
雑
然
と
し
た
形
で
混
じ
り
合
っ
て
い
る
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
は
中
世
と
い
う
時
代
の
中
で
、
時
に
は
反
発
し
合
い
、

時
に
は
絡
み
合
っ
て
、
互
い
に
影
響
し
合
い
な
が
ら
、
中
世
的
な
も

の
と
し
て
再
生
し
、
さ
ら
に
次
代
の
文
学
の
骨
格
を
つ
く
っ
て
い
っ

た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
次
第
に
衰
え
を
み
せ
沈
滞
し
て
い
っ
た
前

く

イ普イ

異
一
異

/.¥. 
i店、

武

府、

代
の
物
語
に
、
中
世
の
様
々
な
時
代
色
を
吹
き
込
み
U
ζ

と
で
生
命
力

を
持
た
せ
、
そ
の
中
で
新
し
く
生
ま
れ
変
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
、
多

様
性
・
可
能
性
を
有
し
た
H

広
が
り
υ

を
持
つ
物
語
と
言
え
る
。

結

び

「
室
町
時
代
物
語
大
成
」
に
収
録
さ
れ
た
二
五
六
篇
の
作
品
に
つ

い
て
、
ま
ず
そ
れ
ら
の
分
類
と
内
容
の
検
討
を
行
い
、
次
に
先
行
文

学
と
の
比
較
を
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
室
町
期
物
語
の
特
徴
と
そ
の

価
値
に
つ
い
て
の
考
察
を
す
す
め
て
き
た
。
特
徴
と
し
て
は
、
趣
向

の
多
種
多
様
性
、
短
篇
性
、
類
型
性
、
宗
教
性
、
の
四
点
を
挙
け
、

室
町
期
物
語
が
時
代
色
を
強
く
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
た
。
と
こ
ろ
が
、
従
来
、
室
町
期
物
語
は
中
古
の
物
語
文
学
と
、

仮
名
草
子
・
浮
世
草
子
に
代
表
さ
れ
る
近
世
文
学
と
の
間
に
あ
っ
て
、

そ
れ
自
体
あ
ま
り
高
い
評
価
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
室
町

期
物
語
は
、
王
朝
物
語
を
承
け
継
い
で
そ
れ
を
中
世
的
に
再
生
し
た

も
の
や
、
当
時
の
民
衆
の
現
実
を
鋭
く
表
現
し
た
も
の
、
近
世
小
説

へ
の
可
能
性
を
内
在
さ
せ
た
も
の
な
ど
、
多
種
多
様
な
広
が
り
を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
そ
こ
に
室
町
期
物
語
の
史
的
価
値
を

認
め
、
新
し
い
世
界
を
切
り
開
い
て
い
く
た
め
の
地
固
め
の
時
期
と

し
て
、
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と
考
え
た
い
。
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