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吉
田
　
永
弘

キ
ー
ワ
ー
ド
：
栄
花
物
語
、
の
た
ま
は
す
、
仰
せ
ら
る
、
お
は
す
、

も
の
し
た
ま
ふ

一
　
は
じ
め
に

　

栄
花
物
語
は
巻
三
十
ま
で
の
正
篇
と
そ
れ
以
降
巻
四
十
ま
で
の
続

篇
と
に
分
け
ら
れ
る
。
正
篇
は
万
寿
五
（
一
〇
二
八
）
年
二
月
、
続

篇
は
寛
治
六
（
一
〇
九
二
）
年
二
月
ま
で
の
記
事
を
載
せ
て
い
る
。

讃
岐
典
侍
日
記
の
嘉
承
二
（
一
一
〇
七
）
年
十
二
月
朔
日
の
記
事
の

「
世
継
」
が
栄
花
物
語
を
指
す
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
頃
に
は
成
立
し
て

い
た
と
さ
れ
る
。
栄
花
物
語
の
成
立
に
関
す
る
研
究
史
を
垣
間
見
る

と
、
現
在
で
は
正
篇
と
続
篇
の
作
者
を
別
と
す
る
の
が
一
般
的
で
、

続
篇
の
内
部
に
複
数
の
作
者
を
見
る
か
ど
う
か
で
見
解
が
分
か
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る（

１
）。

　

正
篇
の
作
者
と
続
篇
の
作
者
が
別
で
あ
る
こ
と
、
正
篇
の
最
終
記

事
か
ら
続
篇
の
最
終
記
事
ま
で
約
六
十
年
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る

と
、
異
な
る
書
き
手
や
時
代
差
を
反
映
し
た
何
ら
か
の
言
語
事
象
の

差
異
を
見
い
だ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
さ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
に

も
、
正
篇
と
続
篇
の
作
者
の
違
い
に
よ
る
根
拠
と
し
て
、
ま
た
、
時

代
差
の
反
映
と
し
て
言
語
事
象
に
着
目
す
る
研
究
は
見
ら
れ
た
。

　

例
え
ば
、
野
村
一
三
［
一
九
六
三･

一
九
六
五
］
は
、「
返
す
返
す
」

「
頻
る
」「
泣
く
泣
く
」「
そ
こ
ら
」「
こ
こ
ら
」「
ば
や
」
な
ど
正
篇

に
見
ら
れ
る
が
続
篇
に
見
ら
れ
な
い
語
、「
め
で
た
し
」「
を
か
し
」「
も

の
す
」「
打
つ
」
な
ど
続
篇
に
頻
出
す
る
語
を
指
摘
し
て
、
正
篇
と

続
篇
と
で
作
者
が
異
な
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
川
崎
浩
子

栄
花
物
語
の
敬
語
―
正
篇
と
続
篇
と
―
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［
一
九
六
七
］
は
「
お
ぼ
し
急
が
せ
た
ま
ふ
」
の
よ
う
な
例
を
三
重

敬
語
と
呼
び
、「
お
ぼ
す
」
の
複
合
語
と
比
べ
て
続
篇
で
の
使
用
が

多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
一
方
、
宮
腰
賢
［
一
九
七
四
］
は
、

正
篇
前
半･
後
半･
続
篇
に
分
け
て
補
助
動
詞
「
き
こ
ゆ･

き
こ
え

さ
す･

ま
ゐ
ら
す
」
を
調
査
し
、「「
き
こ
ゆ･

き
こ
え
さ
す
」
に
つ

い
て
は
、
漸
次
減
少
の
傾
向
、「
ま
ゐ
ら
す
」
に
つ
い
て
は
、
正
編

後
半
以
降
で
急
増
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
」
と
し
、
さ
ら
に
、「
ま

ゐ
ら
せ
さ
せ
た
ま
ふ
」
と
い
う
次
の
時
代
に
結
び
つ
く
用
法
が
続
篇

に
見
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
、
正
篇
と
続
篇
と
の
時
代
差
を
指
摘
し

て
い
る（

２
）。

そ
の
他
、
続
篇
の
内
部
の
差
異
に
関
し
て
、
文
の
長
さ
や

用
語
、
表
現
に
着
目
し
た
加
納
重
文
［
一
九
九
二
］
や
、「
殿
」
な

ど
の
人
物
呼
称
や
官
職
名
で
の
呼
称
に
着
目
し
て
論
じ
た
加
藤
静
子

［
二
〇
〇
七
］
も
あ
る
。

　

本
稿
も
同
様
の
興
味
関
心
か
ら
、
敬
語
を
取
り
上
げ
て
考
察
す

る（
３
）。

具
体
的
に
は
、「
言
ふ
」
の
主
体
敬
語
で
最
高
敬
語
に
相
当
す

る
「
の
た
ま
は
す
」
と
「
仰
せ
ら
る
」
を
第
二
節
で
、「
あ
り
」
の

主
体
敬
語
の
「
お
は
す
」
と
「
も
の
し
た
ま
ふ
」
を
第
三
節
で
取
り

上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
正
篇
と
続
篇
と
で
差
異
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘

す
る
。
テ
キ
ス
ト
は
、
梅
沢
本
を
底
本
に
し
て
校
訂
し
た
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
の
本
文
を
使
用
し（

４
）、

引
用
末
尾
に
巻
数
と
頁
数
を
掲

げ
る
。

二
　「
の
た
ま
は
す
」
と
「
仰
せ
ら
る
」

二･

一
　
先
行
研
究

　
「
仰
せ
ら
る
」
は
「
命
じ
る
」
意
の
「
仰
す
」
に
「
ら
る
」
が
後

接
し
た
形
で
、「
お
命
じ
に
な
る
」
意
か
ら
「
お
っ
し
ゃ
る
」
意
に

変
化
し
た
後
、「
の
た
ま
は
す
」
に
変
わ
っ
て
「
言
ふ
」
の
最
高
敬

語
の
形
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
（
森
野
宗
明

［
一
九
七
一
］）。こ
の
交
替
現
象
に
つ
い
て
、穐
田
定
樹［
一
九
七
六
］

で
は
、
源
氏
物
語
、
枕
草
子
、
栄
花
物
語
（
正
篇
）、
大
鏡
、
今
昔

物
語
集
を
資
料
と
し
て
用
法
の
差
に
も
着
目
し
て
論
じ
て
い
る
。

　

ま
ず
、「
仰
せ
ら
る
」
に
は
、
シ
テ
（
動
作
主
体
）
が
上
位
者
で

ウ
ケ
テ（
動
作
客
体
）が
下
位
者
で
あ
る
と
い
う
関
係
規
定
性
が「
極

め
て
強
固
に
保
持
さ
れ
て
い
る
」こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。例
え
ば
、

源
氏
物
語
、
枕
草
子
の
「
仰
せ
ら
る
」
に
は
、
用
例
１
の
よ
う
な
上

位
者
か
ら
下
位
者
へ
と
い
う
方
向
の
例
し
か
見
ら
れ
な
い
の
に
対
し

て
、「
の
た
ま
は
す
」
に
は
、
用
例
２
の
よ
う
な
下
位
者
か
ら
上
位

者
へ
と
い
う
例
や
用
例
３
の
よ
う
な
ウ
ケ
テ
の
分
明
で
な
い
例
も
見
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ら
れ
る
と
い
う
。

　

１ 
（
中
宮
→
清
少
納
言
）、「
い
ま
す
こ
し
近
う
な
り
て
を
」
な
ど

仰
せ
ら
る
れ
ど
、
出
で
ぬ
。（
枕
草
子
、
二
六
〇
段
、
四
七
一
頁
）

　

２ 

（
関
白
道
隆
→
中
宮
）「
ゆ
か
し
き
御
文
か
な
。
ゆ
る
さ
れ
は
べ

ら
ば
、
あ
け
て
見
は
べ
ら
む
」
と
は
の
た
ま
は
す
れ
ど
、（
枕

草
子
、
二
六
〇
段
、
三
九
六
頁
）

　

３ 

（
小
少
将
→
夕
霧
）「（
落
葉
宮
ハ
母
御
息
所
ノ
）御
服
の
ほ
ど
は
、

一
筋
に
思
ひ
乱
る
る
こ
と
な
く
て
だ
に
過
ぐ
さ
む
と
な
ん
深
く

思
し
の
た
ま
は
す
る
を
、
…
…
（
源
氏
物
語･

夕
霧
、
四
七
七

頁
）

　

と
こ
ろ
が
、
栄
花
物
語
、
大
鏡
で
は
「
ウ
ケ
テ
意
識
の
微
弱
な
用

法
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
」
と
し
て
和
歌
を
承
け
た
栄
花
物
語
の

例
（
用
例
４
）、
ウ
ケ
テ
が
明
確
で
な
い
大
鏡
の
例
（
用
例
５
）
を

挙
げ
て
い
る
。

　

４
堀
河
の
女
御
、
松
風
の
音
を
聞
し
め
し
て
、

　
　
　
　

 

松
風
は
色
や
緑
に
吹
き
つ
ら
ん
も
の
思
ふ
人
の
身
に
ぞ
し

み
け
る

　
　

と
仰
せ
ら
れ
け
り
。（
巻
十
四
、一
五
五
頁
）

　

５ 

（
村
上
帝
）「
故
宮
の
、
い
み
じ
う
め
ざ
ま
し
く
、
や
す
か
ら
ぬ

も
の
に
思
し
た
り
し
か
ば
、
思
ひ
出
づ
る
に
、
い
と
ほ
し
く
、

悔
し
き
な
り
」
と
ぞ
仰
せ
ら
れ
け
る
。（
大
鏡
、
一
一
九
頁
）

　

ま
た
、
使
用
数
に
関
し
て
も
、
大
鏡
で
「
仰
せ
ら
る
」
が
「
の
た

ま
は
す
」
を
上
回
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
関
係
規
定
性
は
保
持
さ
れ
て
い
て
、
相
互
の
同
一
行
為
に

「
仰
せ
ら
る
」
を
用
い
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
延
慶
本
平
家
物
語
な

ど
時
代
が
下
っ
て
か
ら
で
あ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
の
た
ま
は
す
」
か
ら
「
仰
せ
ら
る
」
へ
の
流
れ

が
示
さ
れ
、
栄
花
物
語
も
考
察
に
加
え
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
正

篇
に
限
定
し
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
改
め
て
、
続
篇
を
加
え
て
観
察

し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二･

二
　
使
用
状
況
と
考
察

　
「
の
た
ま
は
す
」
と
「
仰
せ
ら
る
」
の
資
料
ご
と
の
使
用
数
を
ま

と
め
た
の
が
次
頁
の
【
表
１
】
で
あ
る
。
調
査
に
は
『
日
本
語
歴
史

コ
ー
パ
ス
』
平
安
時
代
編
Ⅰ
、
鎌
倉
時
代
編
Ⅰ･

Ⅱ
（
国
立
国
語
研

究
所
［
二
〇
一
六･

二
〇
一
七･

二
〇
二
三
］
を
使
用
し
た
。



― 68 ―

【
表
１
】「
の
た
ま
は
す
」「
仰
せ
ら
る
」
の
使
用
数

のたまはす 仰せらる
古今和歌集 0 9
竹取物語 4 2
蜻蛉日記 12 2
大和物語 7 2
落窪物語 10 5
枕草子 36 78
和泉式部日記 56 0
源氏物語 176 28
紫式部日記 10 0
堤中納言物語 4 5
更級日記 0 4
大鏡 24 105
讃岐典侍日記 0 76
今昔物語集 1 65
宇治拾遺物語 1 46
十訓抄 4 61
とはずがたり 0 71
徒然草 2 25

　
「
仰
せ
ら
る
」
に
は
、
古
今
和
歌
集
の
九
例
す
べ
て
が
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、「
命
じ
る
」
意
も
含
ま
れ
て
お
り
、
枕
草
子
に
は
異
な

る
事
情
が
考
え
ら
れ
る
が
（
吉
田
永
弘
［
二
〇
一
九
］）、
大
き
な
流

れ
と
し
て
、
更
級
日
記
、
大
鏡
あ
た
り
の
院
政
期
頃
か
ら
「
の
た
ま

は
す
」
か
ら
「
仰
せ
ら
る
」
へ
の
交
替
が
起
き
て
い
る
と
捉
え
ら
れ

る
。
こ
の
流
れ
の
中
に
栄
花
物
語
を
置
い
て
み
よ
う
。
次
頁
の
【
表

２
】
は
、
栄
花
物
語
の
巻
ご
と
の
用
例
数
で
あ
る
。

　

正
篇
が
「
の
た
ま
は
す
」
二
六
〇
例
に
対
し
て
「
仰
せ
ら
る
」

六
四
例
、
続
篇
は
使
用
数
が
少
な
い
も
の
の
「
の
た
ま
は
す
」
九
例

に
対
し
て
「
仰
せ
ら
る
」
二
〇
例
、
と
い
う
よ
う
に
、
使
用
数
が
逆

転
し
て
い
る
。
こ
れ
を
【
表
１
】
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
、
続

篇
は
院
政
期
の
様
相
を
示
し
て
い
る
と
言
え
、
正
篇
と
続
篇
と
の
差

異
は
「
の
た
ま
は
す
」
か
ら
「
仰
せ
ら
る
」
へ
の
歴
史
的
な
変
化
の

反
映
で
あ
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

使
用
実
態
を
少
し
詳
し
く
見
て
い
く
と
、「
仰
せ
ら
る
」
が
命
令

の
意
で
解
せ
る
の
は
、
正
篇
六
四
例
中
三
三
例
、
続
篇
二
〇
例
中
九

例
と
い
う
よ
う
に
割
合
と
し
て
変
わ
ら
な
い
。
正
篇
に
お
い
て
も
用

例
４
に
示
し
た
通
り
、
命
令
の
意
と
は
解
せ
な
い
例
が
あ
る
。
用
例

４
の
よ
う
な
和
歌
を
承
け
た
例
は
正
篇
に
二
例
、
続
篇
に
三
例
見
ら

れ
る
。
こ
こ
で
は
続
篇
の
例
を
挙
げ
る
。

　

６ 

（
梅
壺
女
御
ハ
）
御
心
地
悩
ま
し
く
思
し
め
さ
れ
け
る
こ
ろ
、

ひ
ぐ
ら
し
の
鳴
く
に
、

　
　
　
　

 

明
日
ま
で
も
聞
く
べ
き
も
の
と
思
は
ね
ば
今
日
ひ
ぐ
ら
し

の
声
ぞ
悲
し
き

　
　

な
ど
仰
せ
ら
る
る
、
い
と
あ
は
れ
な
り
。（
巻
三
七
、四
〇
四
頁
）

　

次
の
用
例
７
の
よ
う
に
、「
の
た
ま
は
す
」
と
敬
意
差
が
あ
る
よ
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う
に
見
え
る
例
が
あ
る
。

　

７ 

摂
政
殿
（
＝
兼
家
）
御
覧
じ
て
、「
ま
づ
祝
の
和
歌
ひ
と
つ
仕

う
ま
つ
る
べ
し
」
と
仰
せ
ら
る
る
ま
ま
に
、「
宵
の
間
に
」
と

う
ち
あ
げ
申
し
た
れ
ば
、「
興
あ
り
興
あ
り
、
お
そ
し
お
そ
し
」

と
殿
ば
ら
の
た
ま
は
す
る
に
、「
君
を
し
祈
り
お
き
つ
れ
ば
」

と
申
し
た
り
。
大
殿
い
み
じ
う
興
ぜ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、「
お
そ

し
お
そ
し
」
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、「
ま
だ
夜
深
く
も
思
ほ
ゆ
る

【
表
２
】
栄
花
物
語
の
「
の
た
ま
は
す
」「
仰
せ
ら
る
」

巻 のたまはす 仰せらる
1 12 3
2 15 1
3 5 3
4 10 2
5 8 5
6 9 2
7 15 0
8 22 2
9 2 4
10 9 2
11 6 4
12 15 3
13 7 3
14 12 2
15 4 0
16 17 3
17 2 1
18 5 3
19 1 2
20 1 0
21 4 1
22 1 0
23 2 2
24 3 1
25 8 0
26 23 2
27 15 1
28 6 2
29 12 5
30 9 5
正篇計 260 64
31 1 1
32 1 1
33 2 0
34 0 2
35 0 0
36 1 8
37 1 1
38 0 2
39 3 5
40 0 0
続篇計 9 20

か
な
」と
申
し
た
れ
ば
、い
み
じ
う
興
じ
ほ
め
さ
せ
た
ま
ひ
て
、

摂
政
殿
、
袙
の
御
衣
ぬ
ぎ
て
賜
す
。（
巻
三
、一
六
一
頁
）

　

同
じ
「
遅
し
遅
し
」
と
い
う
表
現
を
承
け
て
、
殿
ば
ら
に
「
の
た

ま
は
す
」
を
用
い
、
摂
政
兼
家
に
「
仰
せ
ら
る
」
を
用
い
て
お
り
、

こ
の
箇
所
だ
け
を
見
る
と
「
の
た
ま
は
す
」
に
比
べ
て
「
仰
せ
ら
る
」

の
敬
意
が
高
い
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
同
じ
巻
三
で
兼
家
に
「
の
た

ま
は
す
」
を
用
い
た
用
例
８
の
よ
う
な
例
や
ひ
と
続
き
の
表
現
の
中



― 70 ―

で
用
い
た
用
例
９
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

　

８ 
「
わ
れ
も
さ
て
あ
り
し
官
な
り
」な
ど
の
た
ま
は
せ
て
、大
殿（
＝

兼
家
）
の
な
し
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ひ
つ
る
な
り
け
り
。（
巻

三
、一
五
二
頁
）

　

９ 

御
は
ら
か
ら
の
君
達
に
、
上
忍
び
て
こ
の
こ
と
（
＝
入
内
ノ
コ

ト
）
を
の
た
ま
は
せ
て
、「
そ
れ
参
ら
せ
よ
」
と
仰
せ
ら
れ
け

れ
ば
、（
巻
一
、五
〇
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
「
の
た
ま
は
す
」
と
「
仰
せ
ら
る
」
と
に
敬
意
差
は

認
め
ら
れ
な
い
が
、
完
全
な
同
義
語
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、
命
令

文
を
承
け
る
場
合
（
用
例
９
）
や
上
位
者
か
ら
下
位
者
へ
の
関
係
を

明
示
す
る
場
合
（
用
例
７
）
に
「
仰
せ
ら
る
」
を
用
い
る
傾
向
が
あ

る
と
い
う
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

　

次
に
、
続
篇
に
目
を
向
け
る
と
、「
の
た
ま
は
す
」
九
例
中
、
用

例
10
の
よ
う
に
「
も
の
、
の
た
ま
は
す
」
の
例
が
二
例
、
用
例
11
の

よ
う
に
「
お
ぼ
す
」
と
並
列
し
て
用
い
た
「
お
ぼ
し
、
の
た
ま
は
す
」

の
例
が
三
例
、
と
い
う
よ
う
に
、
固
定
的
な
表
現
と
な
っ
て
用
い
ら

れ
て
い
る
。

　

10 

か
く
と
人
聞
え
さ
せ
た
ま
ひ
し
か
ど
、
う
ち
う
な
づ
か
せ
た
ま

ひ
て
、
も
の
も
の
た
ま
は
せ
ざ
り
け
り
。
二
十
日
ば
か
り
も
の

を
の
た
ま
は
ず
な
ら
せ
た
ま
へ
る
な
り
け
り
。（
巻

三
十
七
、四
一
二
頁
）

　

11 

后
の
御
せ
う
と
の
権
大
納
言
も
、
上
二
所
う
せ
た
ま
ひ
て
後
、

世
に
も
あ
ら
じ
な
ど
思
し
の
た
ま
は
せ
け
れ
ど
、（
巻

三
十
一
、一
九
九
頁
）

　
「
も
の
、
の
た
ま
は
す
」
に
対
し
て
、「
も
の
、
仰
せ
ら
る
」
と
い

う
表
現
は
用
例
12 

13
の
よ
う
に
正
篇
に
も
続
篇
に
も
見
ら
れ
る
。

「
の
た
ま
は
す
」
で
し
か
表
せ
な
か
っ
た
表
現
領
域
に
「
仰
せ
ら
る
」

を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
過
程
が
観
察
さ
れ
る
が
、「
仰
せ
ら

る
」
が
正
篇
で
も
「
言
う
」
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
一
つ
の
証
左
と

な
る
だ
ろ
う
。

　

12 

内
に
は
聞
し
め
し
て
、
と
も
か
く
も
も
の
も
仰
せ
ら
れ
で
こ
そ

は
あ
ら
め
、
…
…
な
ど
ぞ
、
い
と
ほ
し
う
思
し
め
し
け
る
。（
巻

五
、二
九
一
頁
）

　

13 

若
宮
も
の
い
と
よ
く
仰
せ
ら
れ
て
、
姫
宮
を
挑
み
ま
う
さ
せ
た

ま
ふ
。（
巻
三
十
九
、四
八
四
頁
）

　

一
方
、「
お
ぼ
し
、
の
た
ま
は
す
」
に
対
し
て
、「
お
ぼ
し
、
仰
せ

ら
る
」「
お
ぼ
し
め
し
、
仰
せ
ら
る
」
と
い
う
例
は
な
く
、
栄
花
物

語
以
前
に
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
大
鏡
に
は
次
の
よ
う
に
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見
ら
れ
る
。

　

14 
「
い
か
で
か
く
は
思
し
召
し
仰
せ
ら
る
る
ぞ
。」（
大
鏡
、

三
二
九
頁
）

　

続
篇
の
「
お
ぼ
し
、
の
た
ま
は
す
」
は
、「
の
た
ま
は
す
」
で
し

か
表
せ
な
か
っ
た
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

な
お
、
続
篇
全
体
の
用
例
数
が
多
く
な
い
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
観

点
か
ら
は
続
篇
の
巻
に
よ
る
差
を
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

以
上
、
正
篇
と
続
篇
と
の
間
に
「
の
た
ま
は
す
」
か
ら
「
仰
せ
ら

る
」
へ
の
交
替
が
見
ら
れ
、
歴
史
的
な
変
化
を
反
映
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
を
見
て
き
た
。

三
　「
お
は
す
」
と
「
も
の
し
た
ま
ふ
」

三･

一
　
使
用
状
況

　

中
村
幸
弘
［
一
九
九
五
］
は
、
源
氏
物
語
の
「
も
の
し
た
ま
ふ
」

が
「
あ
り
」
の
主
体
敬
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
、「「
お

は
し
ま
す
」∨「
お
は
す
」∨「
も
の
し
給
ふ
」と
い
う
敬
意
差
」（
四
八

頁
）
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
源
氏
物
語
で
は
、「
お
は
し

ま
す
」
五
〇
九
例
、「
お
は
す
」
七
九
〇
例
に
対
し
て
、「
も
の
し
た

ま
ふ
」も
四
二
八
例
と
い
う
よ
う
に
多
く
の
例
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、

他
の
作
品
と
比
べ
て
突
出
し
て
い
る
こ
と
を
同
時
に
指
摘
し
て
い

る
。
そ
れ
を
確
認
す
る
た
め
に
、
先
と
同
様
、『
日
本
語
歴
史
コ
ー

パ
ス
』
で
「
も
の
し
た
ま
ふ
」
の
使
用
状
況
を
観
察
し
て
み
よ
う
。

資
料
ご
と
の
使
用
数
を
ま
と
め
た
も
の
が
次
の
【
表
３
】
で
あ
る
。

【
表
３
】「
も
の
し
た
ま
ふ
」
の
使
用
数

竹取物語 1
大和物語 16
平中物語 4
蜻蛉日記 19
落窪物語 26
枕草子 1
和泉式部日記 1
源氏物語 428
紫式部日記 2
更級日記 1
堤中納言物語 4
大鏡 4
讃岐典侍日記 1
宇治拾遺物語 1
十訓抄 2
とはずがたり 2
徒然草 2

　
「
も
の
し
た
ま
ふ
」
が
源
氏
物
語
に
特
徴
的
な
表
現
と
言
え
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
。

　

次
に
、
栄
花
物
語
の
使
用
状
況
を
観
察
す
る
と
、「
あ
り
」
の
主

体
敬
語
に
相
当
す
る
語
と
し
て
は
、
圧
倒
的
に
「
お
は
し
ま
す
」
を

使
用
し
て
い
る
。「
お
は
す
」「
も
の
し
た
ま
ふ
」
は
、
両
者
を
合
わ

せ
て
も
「
お
は
し
ま
す
」
の
三
割
程
度
で
あ
る（

５
）。

次
頁
の
【
表
４
】
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は
「
お
は
す
」「
も
の
し
た
ま
ふ
」
の
巻
ご
と
の
使
用
数
を
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。
括
弧
内
は
そ
の
う
ち
の
会
話
文
で
用
い
た
例
で
あ

る
。
参
考
ま
で
に
「
お
は
し
ま
す
」
の
使
用
数
も
あ
わ
せ
て
掲
げ
る
。

　

正
篇
で
は
「
お
は
す
」
の
例
が
「
も
の
し
た
ま
ふ
」
を
大
き
く
上

回
る
が
、
続
篇
で
は
「
お
は
す
」
の
例
が
少
な
く
「
も
の
し
た
ま
ふ
」

の
例
が
多
く
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
正
篇
と
続
篇
と
で
異
な
り
が
見

巻 おはす ものしたまふ おはします
1 78 （3） 2 101
2 26 （1） 2 71
3 40 2 40
4 34 3 52
5 35 （4） 3 （1） 45
6 0 0 26
7 5 1 38
8 23 （1） 1 95
9 1 0 42
10 10 （2） 1 （1） 48
11 3 （2） 1 18
12 9 2 （1） 67
13 5 （2） 0 62
14 14 （1） 1 32
15 4 （2） 0 23
16 21 1 34
17 4 0 34
18 2 （1） 0 11
19 0 1 20
20 1 1 6
21 8 1 19
22 0 0 11
23 1 0 12
24 4 1 13
25 3 0 54
26 9 （3） 3 （3） 43
27 25 （2） 5 （5） 23
28 2 0 35
29 3 （1） 0 58
30 3 0 48
正篇計 373 （25） 32 （11） 1181
31 1 10 49
32 1 8 23
33 0 3 （1） 29
34 0 4 73
35 0 4 4
36 4 6 108
37 1 3 32
38 3 （1） 14 50
39 4 8 78
40 0 1 31
続篇計 14 （1） 61 （1） 477

【
表
４
】
栄
花
物
語
の
「
お
は
す
」「
も
の
し
た
ま
ふ
」



― 73 ―

ら
れ
る（
６
）。

　

正
篇
に
お
け
る
地
の
文
で
の
使
用
例
を
比
べ
て
み
る
と
、
源
氏
物

語
と
同
様
に
、「
お
は
し
ま
す
∨
お
は
す
∨
も
の
し
た
ま
ふ
」
と
い

う
敬
意
差
が
観
察
さ
れ
る
。
次
の
例
は
、
女
御
に
「
お
は
し
ま
す
」、

少
将
に
「
も
の
し
た
ま
ふ
」
を
用
い
て
い
る
。

　

15 

宣
耀
殿
女
御
は
、
い
み
じ
う
う
つ
く
し
げ
に
お
は
し
ま
し
け
れ

ば
、
帝
も
、
わ
が
御
私
物
に
ぞ
い
み
じ
う
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ

り
け
る
。
帝
、
箏
の
御
琴
を
ぞ
い
み
じ
う
遊
ば
し
け
る
。
こ
の

宣
耀
殿
女
御
に
習
は
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
い
と
う
つ
く
し
う

弾
き
と
り
た
ま
へ
り
け
る
を
、
女
御
の
御
は
ら
か
ら
の
済
時
の

少
将
、
つ
ね
に
御
前
に
出
で
つ
つ
、
さ
り
げ
な
う
聞
き
け
る
ほ

ど
に
、
い
み
じ
う
よ
く
弾
き
と
り
た
ま
へ
り
け
れ
ば
、
上
、
い

み
じ
う
興
ぜ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
召
し
出
し
つ
つ
教
へ
さ
せ
た
ま

ひ
て
、
後
々
は
御
遊
び
の
を
り
を
り
は
ま
づ
召
し
出
で
て
、
い

み
じ
き
上
手
に
て
ぞ
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
。（
巻
一
、二
九
頁
）

　

正
篇
の
「
も
の
し
た
ま
ふ
」
の
上
限
は
次
に
示
す
よ
う
に
中
納
言

で
あ
る
。

　

16 

今
の
帝
の
御
叔
父
義
懐
の
中
納
言
は
、
か
の
一
条
の
大
納
言
の

大
君
の
御
夫
に
て
も
の
し
た
ま
ひ
け
れ
ば
、（
巻
二
、一
二
五
頁
）

　

一
方
、「
お
は
す
」
は
大
臣
に
用
い
た
例
が
見
ら
れ
る
。

　

17 

た
だ
今
の
太
政
大
臣
に
て
は
、
基
経
の
大
臣
の
御
子
、
四
郎
忠

平
の
大
臣
、帝
の
御
伯
父
に
て
、世
を
ま
つ
り
ご
ち
て
お
は
す
。

（
巻
一
、二
一
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、
正
篇
で
は
、
源
氏
物
語
と
同
様
に
、「
お
は
し
ま

す
∨
お
は
す
∨
も
の
し
た
ま
ふ
」
と
い
う
敬
意
差
が
観
察
さ
れ
る
。

し
か
し
、
続
篇
で
は
使
用
状
況
が
変
わ
る
。「
お
は
し
ま
す
」
の
敬

意
が
最
も
高
い
点
で
は
変
わ
ら
な
い
が
、「
も
の
し
た
ま
ふ
」
の
使

用
数
は「
お
は
す
」の
使
用
数
を
上
回
り
、敬
意
の
度
合
い
も
上
が
っ

て
い
る
。
次
の
例
は
、
巻
三
十
一
の
続
篇
の
冒
頭
部
分
で
、
実
際
の

人
物
で
は
な
く
、
源
氏
物
語
の
登
場
人
物
で
あ
る
が
、
后
や
大
臣
に

「
も
の
し
た
ま
ふ
」
を
使
用
し
て
い
る
。

　

18 

入
道
殿
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
に
し
か
ど
も
、関
白
殿
、内
大
臣
殿
、

女
院
、
中
宮
、
あ
ま
た
の
殿
ば
ら
お
は
し
ま
せ
ば
、
い
と
め
で

た
し
。
督
の
殿
、
皇
太
后
宮
の
お
は
し
ま
さ
ぬ
こ
そ
は
、
口
惜

し
き
こ
と
な
れ
ど
、
い
か
で
か
は
さ
の
み
思
ふ
さ
ま
に
は
お
は

し
ま
さ
ん
。
光
源
氏
隠
れ
た
ま
ひ
て
、
名
残
も
か
く
や
と
ぞ
、

さ
す
が
に
お
ぼ
え
け
る
。
め
で
た
き
な
が
ら
も
、
あ
は
れ
に
お

ぼ
え
さ
せ
た
ま
ふ
。
后
宮
、
右
大
臣
殿
、
薫
大
将
な
ど
ば
か
り
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も
の
し
た
ま
ふ
ほ
ど
の
お
ぼ
え
さ
せ
た
ま
ふ
な
り
。（
巻

三
十
一
、一
八
七
頁
）

　

実
在
の
人
物
で
は
、
次
の
よ
う
に
大
納
言
に
用
い
た
例
が
あ
る
。

　

19 

入
道
の
大
納
言
と
は
、
四
条
大
納
言
に
も
の
し
た
ま
ふ
。（
巻

三
十
一
、一
九
八
頁
）

　

次
の
例
は
、
中
納
言
に
「
も
の
し
た
ま
ふ
」、
少
将
に
「
お
は
す
」

を
使
用
し
て
お
り
、「
も
の
し
た
ま
ふ
」
の
方
が
「
お
は
す
」
よ
り

敬
意
が
高
い
よ
う
に
見
え
る
。

　

20 

実
成
の
中
将
は
、
そ
の
こ
ろ
右
兵
衛
督
に
て
中
納
言
に
て
も
の

し
た
ま
ひ
、
大
弐
に
な
り
た
ま
へ
り
。
御
子
は
男
子
一
人
、
公

成
宰
相
と
て
、滋
野
井
の
兵
衛
督
と
て
、か
た
ち
は
い
と
よ
く
、

よ
き
上
達
部
に
て
も
の
し
た
ま
ふ
。
女
子
は
中
宮
権
大
夫
の
上

に
て
も
の
し
た
ま
ふ
。
今
女
一
所
も
の
し
た
ま
ひ
し
は
、
顕
基

の
中
納
言
と
て
、
故
源
民
部
卿
の
子
を
関
白
殿
の
子
に
せ
さ
せ

た
ま
へ
る
、
婿
取
り
た
ま
へ
り
し
か
ど
、
男
子
一
人
生
み
お
き

て
う
せ
た
ま
ひ
に
し
か
ば
、
こ
の
ご
ろ
十
五
六
ば
か
り
に
て
、

資
綱
の
少
将
と
て
お
は
す
。（
巻
三
十
一
、一
九
九
頁
）

　

次
の
例
も
、
民
部
卿
の
子
の
う
ち
、
宰
相
中
将
に
「
も
の
し
た
ま

ふ
」、
異
腹
の
子
に
対
し
て
は
「
お
は
す
」
を
使
用
し
て
お
り
、「
も

の
し
た
ま
ふ
」
の
方
が
「
お
は
す
」
よ
り
も
敬
意
が
高
い
よ
う
に
見

え
る
。

　

21 

こ
の
民
部
卿
は
、
男
一
人
、
宰
相
中
将
に
て
も
の
し
た
ま
ひ
し

は
、
こ
ぞ
の
春
う
せ
た
ま
ひ
に
き
。
異
腹
ど
も
に
は
い
と
多
く

お
は
す
べ
し
。（
巻
三
十
九
、四
八
七
頁
）

　

な
お
、
続
篇
の
「
お
は
す
」
の
上
限
は
上
達
部
で
あ
る
。

　

22 

「
…
…
」
と
申
し
た
ま
ふ
上
達
部
も
お
は
す
。（
巻

三
十
九
、四
六
九
頁
）

　

こ
の
よ
う
に
、
正
篇
と
続
篇
と
で
は
「
お
は
す
」
と
「
も
の
し
た

ま
ふ
」
の
使
用
状
況
が
異
な
り
、「
も
の
し
た
ま
ふ
」
の
敬
意
の
度

合
い
が
続
篇
で
は
高
く
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
前
節
と
同
様
に
、
こ

の
観
点
か
ら
も
続
篇
の
巻
に
よ
る
差
を
指
摘
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

よ
う
で
あ
る（

７
）。

三･

二
　
現
象
の
解
釈

　
「
お
は
す
」
と
「
も
の
し
た
ま
ふ
」
の
正
篇
と
続
篇
と
の
差
異
を

ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。【
表
３
】で
見
た
よ
う
に
、

「
も
の
し
た
ま
ふ
」
は
源
氏
物
語
に
突
出
し
て
多
く
、
源
氏
物
語
以

降
の
資
料
で
は
そ
の
使
用
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
る
。「
も
の
し
た
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ま
ふ
」
の
敬
意
が
高
く
な
る
現
象
は
歴
史
的
な
変
化
と
は
捉
え
ら
れ

な
い
の
で
あ
る
。
一
方
、「
お
は
し
ま
す
」「
お
は
す
」
の
使
用
状
況

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、【
表
３
】
で
「
も
の
し
た
ま
ふ
」

の
使
用
が
見
ら
れ
た
資
料
に
お
け
る
「
お
は
し
ま
す
」「
お
は
す
」

の
使
用
数
を『
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス
』で
検
索
し
て
み
た
も
の
が
、

次
の
【
表
５
】
で
あ
る
。

　
「
お
は
し
ま
す
」と
の
使
用
率
の
差
異
は
資
料
ご
と
に
あ
る
が
、「
お

は
す
」
は
消
滅
し
て
い
く
わ
け
で
は
な
く
、
源
氏
物
語
以
降
も
使
用

さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
続
篇
の
「
お
は
す
」「
も
の
し

た
ま
ふ
」
の
使
用
状
況
は
「
お
は
す
」
か
ら
「
も
の
し
た
ま
ふ
」
へ

と
い
う
歴
史
的
な
変
化
を
反
映
し
た
も
の
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

栄
花
物
語
は
源
氏
物
語
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
言
わ
れ
る
が
、

特
に
続
篇
の
冒
頭
部
分
は
、
用
例
18
で
示
し
た
よ
う
に
源
氏
物
語
を

引
き
合
い
に
出
し
た
記
述
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
松

村
博
司
［
一
九
七
八
］
は
「
一
体
に
続
篇
の
作
者
は
、
正
篇
の
作
者

と
異
な
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
に
倣
う
意
識
を
露
骨
に
見
せ
て
お
り
、

こ
こ
も
ま
ず
『
源
氏
物
語
』
に
倣
う
こ
と
か
ら
は
じ
め
た
の
で
あ
る
」

（
四
七
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
し
た
続
篇
作
者
の
態
度
を
踏

ま
え
る
と
、「
も
の
し
た
ま
ふ
」の
使
用
も
そ
の
一
端
を
示
す
も
の
で
、

源
氏
物
語
の
文
章
か
ら
「
も
の
し
た
ま
ふ
」
が
特
徴
的
な
敬
語
表
現

で
あ
る
こ
と
に
続
篇
の
作
者
が
気
づ
き
、
意
識
的
に
使
用
し
た
も
の

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
正
篇
の
作
者
が
「
も
の
し
た
ま
ふ
」
を
源
氏

物
語
と
同
じ
よ
う
な
敬
意
差
の
度
合
い
を
示
す
表
現
と
し
て
取
り
入

れ
た
の
は
、
源
氏
物
語
の
成
立
か
ら
近
く
、「
お
は
し
ま
す
∨
お
は

す
∨
も
の
し
た
ま
ふ
」
と
い
う
敬
意
の
度
合
い
を
共
有
で
き
て
い
た

【
表
5
】「
お
は
し
ま
す
」「
お
は
す
」
の
使
用
数

おはします おはす
竹取物語 13 16
大和物語 43 8
平中物語 4 4
蜻蛉日記 35 21
落窪物語 32 174
枕草子 67 47
和泉式部日記 45 14
源氏物語 509 790
紫式部日記 23 13
更級日記 6 11
堤中納言物語 11 46
大鏡 523 242
讃岐典侍日記 41 5
宇治拾遺物語 91 116
十訓抄 43 65
とはずがたり 163 22
徒然草 14 12
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こ
と
に
よ
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
に
対
し
て
、
続
篇
の
作

者
の
時
代
に
は
「
も
の
し
た
ま
ふ
」
を
用
い
な
く
な
っ
て
い
た
も
の

の
、
源
氏
物
語
の
特
徴
的
な
表
現
と
し
て
受
け
入
れ
て
「
お
は
し
ま

す
」の
次
の
段
階
に
位
置
す
る
敬
語
表
現
と
し
て
使
用
し
た
結
果
が
、

「
お
は
す
」
と
「
も
の
し
た
ま
ふ
」
の
使
用
状
況
に
現
れ
て
い
る
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
正
篇
と
続
篇
と
で
の
「
お
は
す
」
と

「
も
の
し
た
ま
ふ
」
の
使
用
状
況
の
差
異
は
、
歴
史
的
な
交
替
現
象

を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、「
も
の
し
た
ま
ふ
」
の
位
置
付
け

が
変
わ
る
中
で
生
じ
た
現
象
な
の
で
あ
る
。

四
　
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
栄
花
物
語
の
正
篇
と
続
篇
と
に
見
ら
れ
る
言
語
事
象

の
差
異
を
示
す
た
め
に
二
つ
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
検
討
し
た
。
本

稿
で
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

１ 　

正
篇
と
続
篇
と
で
「
の
た
ま
は
す
」
か
ら
「
仰
せ
ら
る
」
へ

の
交
替
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
言
ふ
」
の
最
高
敬
語
が
「
の
た
ま

は
す
」
か
ら
「
仰
せ
ら
る
」
へ
推
移
す
る
と
い
う
歴
史
的
な
変

化
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

２ 　

正
篇
と
続
篇
と
で
「
お
は
す
」
か
ら
「
も
の
し
た
ま
ふ
」
へ

の
交
替
が
あ
る
。
ま
た
、「
も
の
し
た
ま
ふ
」
の
敬
意
の
度
合

い
が
正
篇
に
比
べ
て
続
篇
で
は
高
く
な
る
。
こ
れ
は
歴
史
的
な

変
化
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
く
、
続
篇
作
者
の
源
氏
物
語
に

倣
う
表
現
意
識
が
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
正
篇
と
続
篇
と
の
差
異
は
作
者
が
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
示
す
が
、
時
代
差
の
あ
る
作
者
の
異
な
り
が
言
語
事
象
に
現
れ
る

場
合
に
は
、
歴
史
的
な
変
化
を
反
映
す
る
場
合
と
作
者
の
表
現
意
識

が
反
映
す
る
場
合
と
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
栄
花
物
語
に
は
紫
式

部
日
記
を
は
じ
め
と
し
た
原
資
料
が
あ
り
、
そ
の
原
資
料
の
言
語
が

正
篇
と
続
篇
と
の
間
に
影
響
を
与
え
る
と
し
た
ら
、
前
者
の
時
代
差

の
反
映
と
し
て
現
れ
る
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
後
者
の
表
現
意
識

の
差
異
と
し
て
は
現
れ
に
く
い
も
の
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
続
篇
の

「
も
の
し
た
ま
ふ
」
の
使
用
は
原
資
料
の
影
響
に
よ
る
と
は
言
い
に

く
い
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
作
者
の
表
現
意
識
に
注
意
し
て
他
の

資
料
を
扱
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
時
代
差
の
あ
る
資
料
間
の
言
語
事

象
の
共
通
点
と
相
違
点
は
、
必
ず
し
も
時
代
差
を
反
映
す
る
も
の
で

は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
に
は
そ
の
個
性
が
あ
り
、
歴
史
的
な
変

化
を
描
く
場
合
に
は
そ
の
個
性
を
吟
味
し
た
う
え
で
取
り
扱
う
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
い
う
当
然
と
言
え
ば
当
然
の
こ
と
に
改
め
て
気
づ
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か
さ
れ
る
。

注

（
１
） 

栄
花
物
語
の
成
立
と
作
者
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
、
木
村
由
美
子

［
一
九
九
七
］
が
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
て
参
考
に
な
る
。

（
２
） 

言
及
が
な
く
補
助
動
詞
と
見
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
正

篇
（
後
半
）
に
も
「
分
ち
ま
ゐ
ら
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
」（
巻

十
八
、三
二
〇
頁
）
の
よ
う
な
例
は
見
ら
れ
る
。

（
３
） 

栄
花
物
語
の
敬
語
の
概
説
が
松
村
博
司
［
一
九
七
三
］
に
あ
る
が
、

正
篇
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
。

（
４
） 

松
村
博
司
［
一
九
八
五
］
に
よ
っ
て
異
同
を
見
る
と
、「
つ
ね
に
の

た
ま
は
す
れ
ば
」（
巻
二
、一
〇
七
頁
）
を
「
つ
ね
に
お
ほ
せ
ら
る

れ
ば
」（
富
岡
甲
本
）、「
三
所
ぞ
お
は
し
ま
す
」（
巻
二
、一
〇
七
頁
）

を
「
三
所
ぞ
お
は
す
る
」（
富
岡
甲
本
）
と
す
る
な
ど
、
本
稿
で
対

象
と
す
る
形
式
に
異
同
が
あ
る
箇
所
が
あ
る
が
今
は
考
慮
し
な
い
。

な
お
、
続
篇
に
は
ほ
ぼ
異
同
は
見
ら
れ
な
い
。

（
５
） 

他
に「
も
の
し
た
ま
ふ
」よ
り
敬
意
の
高
い「
も
の
せ
さ
せ
た
ま
ふ
」

と
い
う
形
式
が
正
篇
に
一
一
例
、
続
篇
に
二
六
例
見
ら
れ
、「
も
の

し
た
ま
ふ
」
と
同
様
に
続
篇
に
多
く
見
ら
れ
る
。

（
６
） 

野
村
一
三
［
一
九
六
三
］
で
「
も
の
す
」
が
続
篇
に
頻
出
す
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、「
も
の
し
た
ま
ふ
」
が
多
い
こ
と
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。

（
７
） 

注
５
で
触
れ
た
「
も
の
せ
さ
せ
た
ま
ふ
」
は
、
続
篇
二
六
例
中

二
〇
例
が
巻
三
十
七
（
八
例
）･

三
十
八
（
五
例
）･

三
十
九
（
七

例
）
に
集
中
し
て
い
る
。

使
用
テ
キ
ス
ト

栄 

花
物
語･

枕
草
子･

源
氏
物
語･

大
鏡
…
…
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

（
小
学
館
）

国 

立
国
語
研
究
所
（2016

）『
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス　

鎌
倉
時
代
編
Ⅰ

説
話･

随
筆
』（
短
単
位
デ
ー
タ 1.1 / 

長
単
位
デ
ー
タ 1.1

）https://
clrd.ninjal.ac.jp/chj/kam

akura.htm
l

国 

立
国
語
研
究
所
（2017

）『
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス　

鎌
倉
時
代
編
Ⅱ

日
記･

紀
行
』（
短
単
位
デ
ー
タ 1.0 / 

長
単
位
デ
ー
タ 1.0

）https://
clrd.ninjal.ac.jp/chj/kam

akura.htm
l#nikki

国 

立
国
語
研
究
所
（2023

）『
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス　

平
安
時
代
編
Ⅰ

仮
名
文
学
』（
短
単
位
デ
ー
タ 1.3 / 

長
単
位
デ
ー
タ 1.3

）https://
clrd.ninjal.ac.jp/chj/heian.htm

l#kanabungaku
国 

立
国
語
研
究
所
（2023

）『
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス
』
バ
ー
ジ
ョ
ン

2023.3 https://clrd.ninjal.ac.jp/chj/
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