
論

巻
二
加
筆
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
｜

『
松
浦
宮
物
語
』

巻

、

序

『
松
浦
宮
物
語
』
は
全
三
巻
か
ら
成
る
中
世
擬
古
物
語
の
一
つ
で

あ
り
、
そ
の
内
容
は
笑
に
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
だ
性
格
令
持
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
の
物
語
の
研
究
に
お
い
て
、
一
番
の
論
点
と
な
っ

て
き
た
の
は
、
そ
の
成
立
、
及
び
作
者
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
現

在
、
こ
の
物
語
会
藤
原
定
家
の
少
将
時
代
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
作

品
と
す
る
昆
方
が
最
も
有
力
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
今
一
歩
定
説
に
至

ら
ず
、
ま
た
、
巻
ご
、
三
が
後
代
の
加
筆
で
は
な
い
か
と
言
う
意
見

も
有
る
。

そ
こ
で
、
卒
論
に
お
い
て
は
、
定
家
作
者
説
の
再
検
討
と
物
語
の

文
体
分
析
と
い
う
こ
方
向
か
ら
、
『
松
浦
宮
物
語
』
の
作
者
な
い
し

成
立
を
考
え
た
訳
で
あ
る
が
、
乙
こ
で
は
、
第
一
章
第
二
節
『
無
名

草
子
』
の
記
述
会
め
ぐ
っ
て
、
第
二
章
第
二
節
文
体
的
分
析
会
中
心

に
再
構
成
し
叔
べ
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
テ
キ
ス
ト
に
は
、
角
川
文
庫
『
松
浦
宮
物
語
』

訳
注
）
令
用
い
た
。

（
萩
谷
朴

小

南

浩

美

本

論

第
一
章
定
家
作
者
説
の
再
考

『
松
浦
宮
物
語
』
の
作
者
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
同
時
代
的
資

料
は
、
次
に
あ
げ
る
「
無
名
草
子
』
の
記
述
の
み
で
あ
る
。

「
ま
た
む
げ
に
こ
の
頃
出
で
来
る
も
の
あ
ま
た
見
え
し
こ
そ
、

な
か
な
か
古
き
も
の
よ
り
は
詞
づ
か
ひ
あ
り
さ
ま
な
ど
、
い
み
ぢ
げ

な
る
も
侍
る
め
れ
ど
、
な
ほ
『
狭
衣
』
、
『
演
松
』
ば
か
り
な
る

こ
そ
、
え
見
侍
ら
ね
。
又
た
か
の
ぷ
の
作
り
た
る
と
て
、
う
き
な
み

と
か
や
こ
そ
、
こ
と
の
外
に
心
に
い
れ
て
作
り
け
る
程
見
え
て
哀

れ
に
侍
れ
ど
、
そ
も
な
ど
か
詞
づ
か
ひ
な
ど
て
づ
』
け
に
て
い
と

ゆ
き
て
費
え
は
ん
べ
ら
ず
。
又
定
家
少
将
の
作
り
た
る
と
て
あ
ま
た

は
ん
べ
る
め
る
は
、
ま
し
て
た
Y
け
し
き
ば
か
り
に
て
、
む
げ
に

ま
こ
と
な
き
も
の
ど
も
に
侍
る
な
る
べ
し
。
ま
つ
ら
の
宮
と
か
や

こ
そ
、
ひ
と
へ
に
葛
葉
集
の
風
情
に
て
、
宇
津
保
な
ど
見
る
心
地

し
て
愚
な
る
心
も
及
ば
ぬ
や
う
に
侍
る
め
れ
。
」

「
無
名
草
子
』
の
作
者
が
、
定
家
の
近
親
者
た
る
俊
成
女
で
あ
る

-9 



事
な
ど
か
ら
、
乙
の
記
述
は
か
な
り
の
信
濠
性
を
持
っ
て
受
け
と
め

ら
れ
て
お
り
、
多
く
の
定
家
作
者
説
は
、
乙
れ
金
元
に
『
松
浦
宮
物

語
』
の
作
者
令
定
家
と
仮
定
し
た
上
で
、
さ
ら
に
そ
れ
令
肯
定
化
し

て
行
く
と
言
う
方
法
令
と
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
定
家
作
者
説

の
妥
当
性
奇
知
る
為
に
は
こ
の
記
述
の
信
頼
性
を
謀
る
必
要
が
有
る
。

そ
ζ

で
、
こ
の
記
述
は
『
万
葉
集
』
及
び
『
宇
津
保
物
語
』
と
の
類

似
性
会
も
っ
て
『
松
浦
宮
物
語
』
令
批
評
し
て
い
る
が
、
そ
れ
が
正

し
い
か
否
か
を
調
べ
て
み
た
。

ま
ず
、
「
万
葉
集
品
と
の
類
似
性
で
あ
る
が
『
松
浦
宮
物
語
』
に

収
め
ら
れ
て
い
る
和
歌
で
『
万
葉
集
』
に
本
歌
、
類
歌
を
持
つ
も
の

は
表
一
の
様
に
な
る
。
（
な
お
「
松
浦
宮
物
語
』
の
和
歌
に
関
し
て

注
二

は
、
そ
の
本
歌
、
類
歌
の
時
代
別
一
覧
表
が
、
萩
谷
朴
氏
に
よ
っ
て

作
ら
れ
て
お
り
、
表
一
の
作
成
に
あ
た
っ
て
乙
れ
を
利
用
し
た
。
）

く表ー＞

＼ 万葉集l乙本歌・
収歌数 類歌のあるもの

（%） 

巻 1 34首 13首（38%) 

巻 2 17首 0首（ 0ゆ

巻 3 20首 3首（16%) 

全体 71首 16首（23%) 

こ
の
表
か
ら
解
る
様
に
、
確
か
に
巻
一
に
お
い
て
は
『
万
葉
集
』
と

「
松
浦
宮
物
語
』
の
類
似
性
は
高
い
と
言
え
る
が
、
巻
二
、
三
に
お

い
て
は
認
め
難
い
。
ま
た
、
全
体
で
も
『
万
葉
集
』
と
類
似
性
令
持

つ
和
歌
は
僅
か
二
三
%
で
あ
る
。

次
に
、
『
宇
津
保
物
語
』
と
『
松
浦
宮
物
語
』
の
類
似
性
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
主
に
、
琴
の
秘
曲
伝
授
物
語
と
し
て
の
共
通
性
で
あ
り
、

設
定
・
構
想
舎
は
じ
め
、
文
章
的
、
表
現
的
に
も
か
な
り
高
い
類
似

性
を
認
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
そ
の
共
通
点
の
ほ
と
ん
ど

が
巻
一
に
集
中
し
て
い
る
事
は
注
目
に
値
す
る
。
そ
も
そ
も
『
松
浦

宮
物
語
』
に
お
け
る
琴
曲
秘
伝
の
プ
ロ
ッ
ト
は
、
巻
一
に
相
当
す
る

部
分
で
あ
り
、
巻
二
、
三
と
な
る
と
巻
一
と
は
か
な
り
構
想
令
異
に

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
『
松
浦
宮
物
語
』
に
お
い
て
H

琴
の
秘
曲
伝

授
物
語
H

と
は
、
巻
一
そ
の
も
の
令
指
す
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て

『
宇
津
保
物
語
』
と
の
類
似
性
は
、
巻
一
の
み
に
認
め
ら
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。

以
上
の
事
か
ら
「
無
名
草
子
』
の
評
価
に
ふ
さ
わ
し
い
「
松
浦
宮

物
語
』
は
巻
一
で
あ
り
、
俊
成
女
の
言
う
『
松
浦
宮
物
語
』
は
、
現

存
す
る
そ
れ
の
巻
一
、
も
し
く
は
巻
一
を
含
ひ
『
原
・
松
浦
宮
物
語
』

と
も
言
う
べ
き
・
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

ζ

れ
に
よ
っ
て
定
家
作
者
説
が
肯
定
し
得
る
も
の
争
巻
一
の
み
に
と
ど

め
、
逆
に
巻
二
、
三
加
筆
の
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ハU

第
二
章
文
体
的
分
析

『
無
名
草
子
』
の
記
述
を
調
べ
る
事
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
巻
二
、

三
加
筆
の
可
能
性
令
『
松
浦
宮
物
語
』
の
文
体
的
な
分
析
に
よ
っ
て



注
三

確
か
め
て
み
た
。
そ
の
方
法
と
し
て
は
、
辛
嶋
稔
子
さ
ん
の
『
伊
勢

物
語
の
三
元
的
成
立
の
論
』
争
怠
考
と
し
、
次
の
四
点
に
お
い
て
『
松

浦
宮
物
語
』
を
分
析
し
た
．

一
円
係
助
詞
「
ぞ
」
「
な
む
」
の
用
法

。
指
示
代
名
詞
の
用
法

臼
和
歌
の
用
法

冊
形
容
詞
の
・
ワ
音
便
化
現
象

係
助
調
「
ぞ
」
「
な
む
」
の
用
法

『
松
浦
宮
物
語
』
に
お
け
る
「
ぞ
」
「
な
む
」
の
使
用
数
を
各
巻

ご
と
に
表
示
し
て
み
る
と
、
表
こ
の
様
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
各
巻

1. 

く表 二 ＞

卜＼ 巻 一 巻 一 巻一 一

なむ 14 (2.8%) 4 (0.5%) 3 (0.7%) 

ぞ 16 (3.2%) 28 (4.0%) 42 ( 10.S°A>) 

行 数 487 686 397 

行数は各巻の和歌を除く

%は行数に占める割合

※ 

の
散
文
的
分
量
を
そ
の
行
数
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
。

乙
の
表
か
ら
解
る
よ
う
に
、
巻
一
に
お
い
て
は
「
ぞ
」
「
な
む
」
の

使
用
数
が
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
の
に
、
巻
二
、
三
に
お
い
て
は
、
圧
倒

的
に
「
ぞ
」
の
使
用
が
多
い
。

一
般
に
一
一
一
酉
わ
れ
る
「
ぞ
」
「
な
む
」
の
違
い
で
あ
る
が
、
と
も
に

主
に
強
意
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
の
、
「
ぞ
」
は
志
作
」

よ
り
語
気
が
強
い
。
つ
ま
り
、
「
な
む
」
の
方
が
強
意
の
表
わ
し
方

が
や
わ
ら
か
で
、
話
し
か
け
る
気
持
ち
で
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
辛
嶋
さ
ん
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
物
語
で

は
「
な
む
」
の
使
用
が
多
く
、
史
実
を
説
明
し
て
い
く
歴
史
物
語
で

あ
る
『
栄
華
物
語
』
で
は
「
ぞ
」
の
使
用
が
多
い
と
い
う
調
査
結
果

か
ら
、
「
ぞ
」
告
多
く
用
い
た
文
章
の
方
が
作
る
意
識
よ
り
付
け
加

え
て
ゆ
く
意
識
が
強
く
、
話
す
よ
り
説
明
す
る
気
持
ち
が
強
い
の
で

は
な
い
か
と
考
察
さ
れ
て
い
る
。
乙
の
説
に
従
え
ば
震
清
宮
製
巴

は
、
巻
一
よ
り
も
巻
二
、
一
ニ
の
方
が
よ
り
説
明
的
に
、
強
い
調
子
で

書
か
れ
て
い
る
と
い
う
事
と
な
る
。

し
か
し
、
乙
乙
で
注
意
す
べ
き
事
ぽ
、
「
ぞ
」
は
中
世
に
入
っ
て

か
ら
も
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
が
、
「
な
む
」
は
平
安
時
代
に
栄
え
た
の

み
で
次
第
に
衰
え
、
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
か
ら
は
用
例
が
僅
か
と
な

っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
『
松
浦
宮
物
語
』
が
、
少
く
と
も
平
安
末
期

か
ら
鎌
倉
初
期
の
作
品
で
あ
る
事
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
弓
て

も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
巻
二
、
三
に
お
け
る
「
な
む
」

減
少
、
及
び
「
ぞ
」
の
増
加
は
、
巻
二
、
一
ニ
に
執
筆
時
の
言
語
現
象

と
し
て
の
「
な
む
」
の
減
少
そ
の
も
の
が
、
反
映
し
た
結
果
と
も
と

れ
る
。
す
る
と
『
松
浦
宮
物
語
』
は
、
巻
一
が
「
な
む
」
の
滅
少
が

噌

E
噌
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顕
著
に
現
れ
る
前
、
比
較
的
早
い
時
期
に
成
立
し
、
巻
二
、
三
は
そ

の
後
の
加
筆
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
巻
一
と
巻
二
、

三
の
作
者
が
別
人
で
あ
り
、
二
人
の
作
者
の
文
体
的
特
徴
と
し
て
、

「
ぞ
」
「
な
む
」
の
使
用
率
に
差
が
生
ま
れ
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ

ス
v

。さ
ら
に
、
も
う
一
つ
考
え
ら
れ
る
事
が
有
る
。
『
松
浦
宮
物
語
』

は
、
い
わ
ゆ
る
古
物
語
を
偽
装
し
た
作
品
で
あ
り
、
当
初
は
、
物
語

そ
の
も
の
の
成
立
令
藤
原
京
時
代
以
前
に
見
せ
か
け
よ
う
と
す
る
意

図
が
は
っ
き
り
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
古
物
語
の
偽
装
は
巻
一

半
ば
か
ら
崩
れ
始
め
、
巻
二
、
三
に
至
っ
て
は
、
擬
古
的
意
図
が
か

伝
り
薄
れ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
な
む
」
の
減
少
、
及
び

「
ぞ
」
の
増
加
は
、
文
体
上
に
お
け
る
擬
古
的
意
識
の
崩
れ
を
現
わ

し
て
い
る
と
も
と
れ
る
。

し
か
し
、
文
章
を
古
め
か
し
く
見
せ
る
為
に
、

ζ
と
さ
ら
作
者
が

「
ぞ
」
「
な
む
」
令
使
い
分
け
た
と
考
え
る
の
に
は
多
少
無
理
が
あ

ろ
う
。
そ
も
そ
も
・
『
松
浦
宮
物
語
』
に
お
い
て
、
巻
一
前
半
に
見

ら
れ
る
様
な
徹
底
し
た
擬
古
意
識
峰
、
確
か
に
巻
が
下
る
に
従
っ
て

薄
れ
て
は
ゆ
く
a

も
の
の
、
巻
三
の
省
筆
や
偽
肢
に
よ
っ
て
、
あ
く
ま

で
も
古
物
語
の
姿
勢
金
保
と
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
文
体

的
に
古
め
か
せ
る
為
に
、
意
識
的
に
「
ぞ
」
「
な
む
」
を
使
い
分
け

て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
を
崩
す
必
要
は
ど
ζ

に
も
無
か
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
物
語
に
お
け
る
古
物
語
偽
装
の
崩
嬢
の

最
も
大
き
な
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
物
語
に
収
め
ら
れ
た
和
歌

に
お
い
て
、
当
初
に
見
ら
れ
た
万
葉
揺
り
が
、
巻
一
半
ば
よ
り
崩
壊

し
始
め
て
い
る
点
で
あ
る
が
、
ま
し
て
、
乙
の
和
歌
振
り
の
変
容
に

合
わ
せ
て
、
文
体
の
古
め
か
し
さ
令
取
り
払
う
為
に
、
「
な
む
」
の

使
用
を
減
ら
し
た
と
考
え
る
の
は
、
こ
れ
ζ

そ
無
理
が
あ
ろ
う
。
ゆ

え
に
「
な
む
」
の
減
少
、
「
ぞ
」
の
増
加
合
物
語
の
擬
古
意
識
と
関

係
づ
け
て
考
え
る
必
要
は
な
い
。

以
上
の
様
に
表
二
は
解
釈
で
き
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
乙
れ
に

よ
っ
て
巻
一
と
巻
二
、
三
の
聞
に
文
体
的
相
違
令
認
め
る
乙
と
が
で

き
、
巻
二
、
三
加
筆
の
可
能
性
令
強
め
て
い
る
。

2

指
示
代
名
詞
の
用
法

近
称
の
代
名
詞
コ
、
コ
レ
、
コ
コ
令
コ
レ
系
、
中
称
の
代
名
調
ソ
、

ソ
レ
、
ソ
コ
令
ソ
レ
系
と
す
る
と
辛
嶋
さ
ん
は
、
乙
の
二
つ
に
つ
い

て
次
の
様
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

「
対
岸
コ
レ
系
と
ソ
レ
系
の
代
名
詞
は
、
物
語
の
中
で
は
ど
ち

ら
令
使
っ
て
も
、
意
味
上
に
た
い
し
た
違
い
は
な
い
場
合
が
多
い
。

（
中
略
）
そ
の
使
用
度
数
の
相
違
は
、
作
者
の
癖
、
ま
た
は
文
体

的
な
相
違
と
見
ら
れ
る
。
」

『
松
浦
宮
物
語
』
に
お
い
て
も
、
乙
の
事
は
あ
て
は
ま
る
様
で
あ

る
。
例
え
ば
、

「
い
は
け
な
く
て
こ
の
山
に
物
忌
し
給
ひ
け
る
秋
の
月
の
夜
、

仙
人
く
だ
り
て
ζ

の
琴
会
合
し
へ
け
る
に
よ
り
て
、
八
月
九
日
の

つ
き
の
さ
か
り
に
は
、
か
な
ら
ず
か
の
山
に
こ
も
り
て
、

ζ

の
ね

を
な
ら
し
た
ま
ふ
。
」
（
巻
一
）

に
お
い
て
、
「
こ
の
山
」
は
「
そ
の
山
」
、
「
こ
の
琴
」
は
「
そ
の

琴
」
、
「
と
の
ね
」
は
「
そ
の
ね
」
で
も
意
味
は
通
じ
る
。

そ
乙
で
「
松
浦
宮
物
語
』
に
お
け
る
コ
レ
系
、
ソ
レ
系
の
代
名
調
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く表三＞

＼＼＼  巻 一 巻 巻一 一
乙 30 19 14 

ζ れ 4 7 3 

乙 乙 。 。 。
コレ系合計 34 (94%) 26 (70 %) 17 ( 77 %) 

そ 2 11 3 

そ れ 。 。 2 

そ 乙 。 。 。
ソレ系合計 2 ( 6%) 11 (30%) 5 (23 %) 

ソレ系の代名

詞が占める割合を相対的に見たもの

%は各巻におけるコレ系、※ 

の
使
用
度
数
を
調
べ
て
み
る
と
、
表
三
の
様
に
な
っ
た
。
（
な
お
、

ζ

の
調
査
は
会
話
文
と
和
歌
巻
除
い
た
地
の
文
の
み
金
対
象
と
し
た
J

ζ

れ
か
ら
解
る
様
に
、
巻
一
で
は
圧
倒
的
に
コ
レ
系
代
名
調
の
使
用

が
多
く
、
巻
二
、
三
で
は
ソ
レ
系
代
名
調
の
使
用
度
数
が
増
え
て
い

る。
一
般
に
、
コ
レ
系
の
代
名
詞
は
、
話
し
手
、
書
き
手
が
、
そ
れ
令

「
自
分
令
中
心
と
す
る
円
周
内
に
含
ま
れ
る
も
の
」
と
考
え
て
表
現

す
る
場
合
に
用
い
る
・
も
の
で
あ
り
、
ソ
レ
系
の
代
名
詞
は
、
話
し
手
、

書
き
手
が
、
そ
れ
を
「
読
み
手
、
聞
き
手
争
中
心
と
す
る
円
周
内
に

含
ま
れ
る
も
の
」
と
し
て
考
え
て
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
コ
レ
系
の
圧
倒
的
に
多
い
巻
一
は
、
巻
二
、
三
よ
り
主
観
的

な
文
章
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
逆
に
言
え
ば
、
巻
二
、
一
ニ
の
方
が
よ

り
客
観
性
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
事
で
あ
り
、

ζ

の
結
果
は
、
係
助

調
「
ぞ
」
「
な
む
」
の
考
察
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
「
巻
二
、
三
が
よ

り
説
明
的
で
あ
る
」
と
い
う
結
果
と
も
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
指
示
代
名
調
の
考
察
K
よ
っ
て
も
、
巻
一
と
巻

二
、
一
ニ
に
文
体
的
相
違
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

a
和
歌
の
用
法

物
語
に
お
け
る
和
歌
の
使
用
の
さ
れ
方
は
大
き
く
こ
つ
に
分
類
さ

れ
よ
う
。
い
わ
ゆ
る
贈
答
歌
の
類
で
誰
か
相
手
が
在
っ
て
そ
の
人
物

と
詠
み
交
わ
す
和
歌
と
、
自
分
の
（
登
場
人
物
の
）
想
い
を
、
独
り

で
和
歌
に
詠
み
あ
げ
た
も
の
、
い
わ
ゆ
る
独
詠
歌
で
あ
る
．

『
松
浦
宮
物
語
』
に
お
い
て
は
、
右
で
言
う
贈
答
歌
の
類
に
、
巻

一
と
巻
二
、
三
で
は
特
徴
的
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。
表
田
舎
見
れ
ば

解
る
よ
う
に
、
巻
二
、
巻
三
で
は
会
話
の
一
部
と
し
て
登
場
す
る
歌

が
多
い
。
巻
一
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
か
っ
た
和
歌
の
使
わ
れ
方

で
あ
る
。
し
か
も
、
巻
一
に
見
え
る
一
例
も
華
陽
公
主
が
昇
天
し
て

行
く
琴
に
呼
び
か
け
た
言
葉
の
中
に
詠
ま
れ
た
和
歌
で
、
純
粋
な
会

話
文
の
そ
れ
と
は
言
い
難
い
。

元
来
、
自
分
の
想
い
を
相
手
に
伝
え
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
会

話
文
も
贈
答
歌
も
そ
の
働
き
に
違
い
は
な
い
。
し
か
し
、
和
歌
令
そ
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く表四＞

＼ 独詠歌 贈答歌 贈答歌の類のう
の 類 ち会話中のもの

巻 1 13首 21首 1首（2.9%)

巻 2 6首 11首 7首（41 %) 

巻 3 7首 13首 7首（35%) 

※ （ ）内の%は贈答歌の類に占め

る割合

の
思
い
を
三
十
一
文
字
の
定
型
詞
に
ま
と
め
る
事
で
、
よ
り
簡
潔
に

ス
ト
レ
ー
ト
に
相
手
に
想
い
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
「
松
浦
宮
物

語
』
の
巻
二
、
三
が
、
く
だ
く
だ
し
き
を
免
れ
な
い
の
は
、
一
つ
に

は
、
こ
の
和
歌
の
贈
答
に
よ
る
簡
潔
な
意
志
表
示
が
少
な
い
せ
い
だ

と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
和
歌
が
会
話
文
に
取
り
込
ま
れ
た
形
で
表
現
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
は
、
文
章
に
お
け
る
、
あ
る
い
は
物
語
に
お
け
る
和
歌
そ
の

も
の
の
独
立
性
が
薄
い
と
い
う
事
で
あ
る
。
こ
の
見
方
で
ゆ
え
と
『
松

浦
宮
物
語
』
は
、
巻
一
に
お
い
て
は
和
歌
の
独
立
性
が
高
い
が
、
巻

二
、
三
に
お
い
て
は
低
い
、
と
い
う
事
に
な
る
。
こ
れ
を
、
作
者
の

創
作
意
識
に
反
映
さ
せ
て
考
え
る
と
、
巻
一
は
歌
物
語
的
な
意
識
が

強
く
、
巻
二
、
三
で
は
散
文
物
語
的
意
識
が
強
い
と
解
釈
で
き
よ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
事
は
、
散
文
の
量
的
に
は
巻
二
が
多
く
、
次
に
巻
一

巻
三
の
順
で
あ
る
の
に
、
和
歌
の
数
は
、
巻
一

l
三
四
首
、
巻
二
｜

一
七
首
、
巻
三
l
二

O
首
と
圧
倒
的
に
巻
一
に
多
い
と
い
う
事
と
も

一
致
す
る
。

こ
れ
ら
の
考
察
が
妥
当
で
あ
る
事
は
、
巻
一
に
お
け
る
弁
少
将
と

神
奈
備
皇
女
の
恋
愛
プ
ロ
ッ
ト
と
、
巻
こ
に
お
け
る
弁
少
将
と
郵
皇

后
の
恋
愛
プ
ロ
ッ
ト
と
を
比
較
し
て
み
れ
ば
良
く
解
る
。
前
者
が
、

歌
の
贈
答
と
い
う
ぜ
い
肉
の
な
い
文
章
で
互
い
の
気
持
ち
が
綴
ら
れ

て
行
く
の
に
対
し
、
後
者
は
、
和
歌
を
交
え
た
長
々
し
い
会
話
に
よ

っ
て
語
ら
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
の
様
に
、
和
歌
の
用
法
、
あ
る
い
は
物
語
に
お
け
る
和
歌
の
位

置
と
い
っ
た
視
点
か
ら
も
、
巻
一
と
巻
二
、
三
の
聞
に
相
違
を
認
め

マ
令
。
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4
形
容
詞
の
ワ
音
便
現
象

形
容
詞
連
用
形
の
ウ
音
便
化
の
調
査
は
、
文
章
、
語
法
の
特
徴
令

調
べ
る
際
に
よ
く
用
い
る
方
法
で
あ
る
。
『
松
浦
宮
物
語
』
に
お
け

る
形
容
詞
ウ
音
便
化
の
調
査
結
果
は
表
五
の
通
り
で
あ
る
。

乙
の
表
令
見
る
限
り
、
巻
一
と
巻
二
、
三
に
お
け
る
相
違
は
な
い
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
乙
の
結
果
が
即
、
「
松
浦
宮
物
語
』

の
巻
二
、
三
加
筆
の
可
能
性
令
否
定
す
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
調
査
に
使
用
し
た
テ
キ
ス
ト
は
角
川
文
庫
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
そ
の
底
本
令
、
i「
J
伝
後
光
厳
院
震
翰
本
」
と
い
う
写
本

に
よ
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、

ζ

の
写
本
の
段
階
で
ウ
音
便
化
し



く表五＞

＼＼＼＼  巻ー 巻二 巻三

音便化した用例数 33 38 33 

音便化しない用仔撒 96 102 64 

音便化した割合 26% 27% 34% 

た
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
混
乱
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

す
で
に
と
り
あ
げ
た
係
助
詞
「
ぞ
」
「
な
む
」
の
場
合
は
「
ぞ
」
つ
な

ひ
」
の
聞
に
写
本
の
段
階
で
の
混
乱
は
考
え
難
い
が
、
音
便
現
象
の

場
合
、
意
味
上
の
相
違
を
全
く
伴
わ
な
い
だ
け
に
、
よ
り
写
本
時
に

通
用
し
て
い
る
形
の
方
に
、
あ
る
い
は
写
筆
者
が
通
常
用
い
る
形
の

方
に
誤
写
さ
れ
易
い
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
四
点
の
文
体
分
析
の
う
ち
、
第
四
点
の
ウ
音
便
現
象
を
除
い

て
は
、
巻
一
と
巻
二
、
三
の
聞
に
文
体
的
相
違
の
在
る
事
を
示
し
て

お
り
、
ゆ
え
に
乙
の
文
体
的
な
観
点
か
ら
も
『
松
浦
宮
物
語
』
の
巻

二
、
三
の
加
筆
は
肯
定
で
き
よ
う
。

結

び

『
松
浦
宮
物
語
』
の
作
者
令
定
め
る
に
最
も
有
力
な
定
家
作
者
説

を
再
考
し
て
み
る
と
、
そ
の
骨
子
と
も
言
う
べ
き
『
無
名
草
子
』
の

記
述
は
、
正
し
く
は
巻
一
の
作
者
を
定
家
と
決
定
す
る
に
と
ど
ま
り
、

同
時
に
、
巻
二
、
三
の
加
筆
の
可
能
性
争
高
め
る
乙
と
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
、
そ
の
可
能
性
を
実
証
す
る
為
に
「
松
浦
宮
物
語
』
に
文

体
分
析
を
試
み
た
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
巻
一
と
巻
二
、
三
に
は
文
体

的
相
違
が
数
値
的
に
も
現
わ
れ
、
巻
二
、
三
が
巻
一
よ
り
説
明
的
・

客
観
的
な
文
体
で
あ
り
、
ま
た
、
巻
一
の
方
が
和
歌
の
独
立
性
が
高

く
、
歌
物
語
的
要
素
が
強
い
と
判
断
で
き
た
。

以
上
の
様
な
考
察
か
ら
、
現
存
す
る
『
松
浦
宮
物
語
』
は
、
巻
一

の
み
が
従
来
の
説
の
通
り
定
家
の
作
で
あ
り
、
巻
二
、
三
は
後
の
他

者
に
よ
る
加
筆
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

F
h
u
 

唱
『
A

注
一
・
水
野
治
久
氏
「
松
浦
宮
物
語
の
成
立
年
代
と
作
者
に
つ
い
て
L

（
国
語
と
国
文
学
昭
和
十
五
年
六
月
）

注
二
・
萩
谷
朴
氏
角
川
文
庫
「
松
浦
官
物
語
」

注
三
・
辛
嶋
稔
子
氏
「
伊
勢
物
語
三
元
成
立
の
論
」
（
伊
勢
物
語

総
索
引
・
大
野
晋
、
辛
嶋
稔
子
編
明
治
書
院
）

注
四
・
注
三
に
同
じ

注
五
・
角
川
文
庫
「
松
浦
宮
物
語
」
は
、
岩
波
文
庫
令
訂
正
し
て

得
ら
れ
た
蜂
須
賀
本
原
型
に
よ
る
が
、
岩
波
文
庫
は
、
蜂
須

賀
家
所
蔵
の
伝
後
光
厳
院
寝
翰
本
を
忠
実
に
複
刻
し
た
も
の

（
三
十
二
回
生
）


