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寛
永
本
『

西
行
物
語
』

考

-
『

西

行
物
語
』

原

型
を

探
る

-

は

じ

め

に

阿
仏
尼

･

宗
祀

･

芭

蕉
に

慕
わ

れ
､

彼
等
を

旅
に

誘
い

出
し

た

西

行
の

数
奇
な

姿
を

描
き

､

中
世
近

世
の

日

本
の

文

学
に

大
き

な

影
響
を

与

え
て

き

た

物
語
と

し

て
､

『

西
行

物
語
』

は
､

そ

の

内

包

す

る

非
史
実
性

∴
似

非
伝
に

も

か

か

わ

ら

ず
､

又
､

一

級
の

文

学
性
を

有
し
て

い

る

と

は

言
い

難
い

の

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

影
響

力
の

面
か

ら

文

学
史
上

の

位
置
は

高
い

｡

し

か

し
､

そ

の

伝

本
は

異
同

甚
し

く
､

重

要
文

化

財
の

伝
土

佐

経
随
筆
絵
巻
と

､

同

じ

く

重

文
の

伝

阿
仏

尼
筆
本

と
に

お

い

て

さ

え
も

本
文
の

系
統
を

異
に

し
て

い

る
｡

と

も

に

鎌
倉
期
の

古
写

本
で

あ

り

な
が

ら
､

そ

れ

ぞ

れ

異
な
っ

た

略
本
で

あ

る

こ

と
も

原
本

像
を

把
め

な

く

し
て

い

る

秋

谷

治

一

因
で

あ

ろ

う
｡

夙
に

川

瀬
一

馬

氏
は

『

書
誌
学
の

研

究
』

に

お

い

て
､

永
正

六

年
(

一

五

〇

九
)

奥
書
『

西
行
物
語
』

(

神

宮
文

庫
蔵

､

詳
細
机

領
)

が
､

異
本
の

多
い

『

西

行
物
語
』

の

中
で

も
､

い

く
つ

か

の

伝
本

と

共

通
の

本
文

を

有
し
て

い

る

こ

と

に

注

目

さ

れ

た
｡

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

川

瀬
氏
指
摘
の

如
く

､

こ

の

永
正

本

は

偽

書
と

校

合
能

わ

ざ
る

本

文
で

も

あ

る

た

め

か
､

近

年
､

松
本
隆
信
氏

に

よ

り

『

室
町

時
代
物

語
大

成
』

第
五

(

昭

五

二

年
､

角
川

書
店

刊
､

凋
が

舶

㌫
哺
)

に

翻
刻
さ

れ

る

ま

で
､

殆
ど

無
視
さ

れ

て

き

た
｡

(

1
)

ま
し

て
､

同
じ

系
統
で

あ

り

な

が

ら
､

書
写

年
代
が

更
に

降
る

寛
永

十
七

年
(

一

六

四

9
奥
書
の

写

本
(

和

訳
紙
洩
)

が

等
閑
視

さ

れ
て

き

た

の

も

無
理
か

ら
ぬ

こ

と

で

あ
っ

た
｡

し
か

し

な

が

ら
､
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こ

の

寛
永

本
は

､

単
に

永
正

本
と

同

系
と
い

う
の

み

に

留
ま

ら

ず
､

永
正

本
に

つ

い

て

川

瀬
氏
が

指
摘
さ

れ

た

以

上
に

､

伝
土

佐

絵
巻

(

勤

㍍
麺

･

書
陵
部
成
文
明

十
二

年
写

本
(

ほ

軸
な
)

･

明

応
九

年

写

海
田

采
女

筆
本
(

川

触
な
)

等
と

の

密
接
な

関
わ

り

合
い

の

み

な

ら

ず
､

こ

れ

ら
の

伝

本
と

別
の

グ

ル

ー

プ

を

成
す

伝
阿
仏

尼
筆
本

･

久

保

家

蔵
室
町

絵
巻

(

韻
帽

子
正

保
三

年

刊

本
(

ほ

緊
岬
)

･

等
と

も

関

係
の

あ

る

本
文
を

有
し
て

お

り
､

更
に

は

『

七

家

集
本

山
家

集
』

(

蒜
領

)

と

の

み

共

有
す
る

和
歌
を

持
1 っ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

又
､

些

細
な

点

で

あ

る

が
､

『

西
行

物
語
』

が

鴨
長
明
著

『

発

心

集
』

よ

り

採
録
し
た

と

考
え

ら

れ

て

い

る

西

行
娘
出
家
の

記

事

に

酷
似
し

た
一

節
が

あ

り
､

軍
水

本

と

同

系
統
の

永
正

本
で

は
､

こ

の

本
の

み

に

娘
の

新
た

な

る

主

人
を

｢

家

明
+

と

伝
え
て

い

て
､

や

は

り

『

発
心

集
』

と
一

致

す
る

｡

存
外

､

原

本
の

面

影
を

残
し

て

い

る

ら

し
い

本

文
を

有
し
て

い

る
｡

こ

れ

ら
の

事
実

は
､

寛
永

本
が

､

『

西

行
物
語
』

の

伝

本
と

し

て

ほ

此

較
的

新
し
い
一

本
で

あ

る

の

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

原

本

を

探
る

上

で
､

又
､

様
々

な

記

事
･

和
歌
を

所
収
す
る

伝
本
に

分
か

れ

て

い

っ

た

享
受
の

あ

り

方
に

一

石

投
じ

る

無
視
し

え
ぬ

本
文
で

ぁ

る

こ

と
を

示
し

て

い

よ

う
｡

そ
れ

故
､

本
稿
で

は
､

寛
永
本
を

重

要
伝
本
と

認
め

､

こ

の

本
に

ょ

り

導
か

れ

る

原
型
に

向
か
っ

て
､

諸

本
の

検

討
を

交
じ
え

て
､

現

存
諸

本
に

よ

る

内

側
か

ら
の

遡
及

を

進
め

た

い
｡

『

西

行

物
語
』

諸

本
の

分

類
は

､

川

瀬
一

馬
氏

､

伊
藤
寡
夫

氏
､

絵
本
隆
信
氏

､

千

野
香

織
氏
の

案
が

示
さ

れ

て

い

る

が
､

放
本

氏

の

分

類
を

参
考
に

さ

せ

て

い

た

だ

き

日

下

は

検
討
に

上

る

諸

本
に

限

り

簡
略
に

整
理

し
て

お

く
｡

甲

類

B

H
伝

土

佐

経
隆
絵
巻

肖
明

応

本

C

H
文
明

本

臼
｢

西

行
一

生

涯
草
紙
+

(

新
㌫
憎
囁
)

D

H
永
正

本

H
慶
応

大

学
蔵

･

寛
永
十

七

年
元

奥
書
本

京
都
大

学
蔵

･

同

奥
書
本

国

会
図

書
館

蔵
･

同

奥
書
貞
享
元

年
写

本

乙

類

A

H
伝
阿
仏
尼

筆
本

日
∽
久

保
家

蔵
絵
巻

‥

阿

正

保
本

㈹
天

正

七

年
写

｢

西

行
発
心

記
+
(

繋
が
憎
鳩
)

(

1
)

(

最
近
の

放
本

氏
､

千

野
氏
の

.
分

類
に

準

じ

て

A

B

の
■
転
換

を

3

図

ら

ず
､

参
考
に

残
す
こ

と

と

し
た

｡

)

尚
､

以

下

の

引

用

に

お

舶
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い

て
､

寛
永

本
(

三

本
と

も
)

･

永
正

本
･

久

保
家

本
に

は

私

意

に

句

読
点

･

濁
点

を

打
つ

こ

と

に

す
る

｡

尚
､

文

明
本

･

一

生

涯
草

子
･

明

応
本

･

正

保
本
･

発
心

記
は

久

骨
神

氏
他

編

『

西

行

全

集
』

(

文

明

社

刊
)

､

永
正

本
は

放
本

隆

信
氏

『

室
町

時
代
物
語
大

成
』

五
､

久

保
家

本
･

寛
永

本
･

伝
阿

仏
尼
本
は

写

真
に

各
々

拠
っ

た
. ｡

寛
永

本
は

現

在
､

以

下
の

三

本
の

所
在
が

知
ら
れ

て

い

る
｡

こ

(

2
)

れ

ら
の

書
誌
の

概

略
は

以

下
の

如
く
で

あ

る
｡

1
､

慶
応
義
塾
大

学
図

書
館
所

蔵
､

寛
永
十

七

年
元

奥
書
の

写

本

『

西

行
絵
詞
』

一

冊

(

中
川

久

盛

『

伊

香
保

日

記
』

と

合
冊
)

｡

墨

附
四

十

丁

半
(

雛

靴

詣
綿
)

､

各

半

面

十

行

甥
｡

祖

本
に

絵
の

あ
っ

た

旨
全
て

記
し

､

乙

類
本
文
に

よ

り

頭

注
が

施
さ

れ

る
｡

異
本
注

記
も

あ

る
｡

題
答

･

内

題
と

も

に

｢

西

行

絵
詞
+

｡

三

宅

澹
奄
(

術

攣
)

旧

蔵
･

奥
書

･

江

戸

初

期
写

本
｡

以

下
､

慶
大

本
と

略
称
す

る
｡

2
､

京

都

大

学
文

学

部
国
文

科

研

究
室

蔵
写

本
『

西

行
絵

詞
』

一

冊
｡

寛
永

十
七

年
の

奥
書
を

有
す
る

が
､

奥
書
の

後
半

に

欠
丁

が

あ

り
､

江

戸
初
期
写

本
と

し
て

お

く
｡

墨
附
五

十
一

丁

半
､

各
半
面

九

行
写

｡

祖

本
に

絵
の

あ
っ

た

旨
記

脱

す
｡

打
付

け

書
の

外

題
･

内

題

と

も

に

｢

西
行

絵
詞
+

｡

法
蔵
寺
旧

蔵
｡

以
下

､

京
大
本
と

呼
ぶ

｡

3
､

国

会
図

書
館
蔵

､

貞
享
元

年
(

一

六

八

四
)

写

『

西

行
絵

詞
』

一

冊
｡

墨
附
首

四

十
一

丁
､

毎
半
面
五

行
写

｡

祖
本

に

絵
が

あ
っ

た

旨
記
し

､

寛
永
十

七

年
元

奥
書
を

も

転
写

す
る

が
､

慶
大

本
に

照
会
す
る

と

奥
書
の

一

部
を

省
略
し

て

い

る

ら

し
い

｡

貞
享
元

年
四

月

十
六

日

写
の

奥
書
を

附

す
｡

題
茶

･

内

題
と

も

に

｢

西

行
絵
詞
+

｡

以

下
､

国

会

本
と

略
す

｡

こ

れ

ら
三

本
は

､

何
れ

も

寛
永

十
七

年
の

元

奥
書
を

有
し

て

い

る

よ

う
に

､

そ

の

本
文
の

差
異
ほ

僅
少
で

あ

る
｡

但

し
､

京

大

本

は

奥
書
が

､

後
半
欠

如
し

て

い

る

も
の

の
､

簡

藷
に

な
っ

て

お

り
､

頭
注
も

な
い

た

め

寛
永

原

本
と

推
定

す

る

理

由
も

な
い

わ

け
で

は

な
い

が
､然

千
戟

寂

連
読
て

つ

か

は

し

け
る

(

慶
大
本
三

五

り
)

.
寂

連
然
千

載
読
て

つ

か

は

し

け
る

(

京
大

本
四

四
り
)

と

い

う

よ

う
に

､

見
せ

消
ち

と

傍
注
と

を

本
文

に

混

入

し
て

し
ま

う

誤
り

の

傾
向

や
､

娘
に

出
家

を

勧
め

る

件
で

､

(

括
弧
円

は

筆

者
注
)

ヰ

ト

.

ヽ

払
下

ト

.

ト

ト

叫

声

竹

串

叫

｢

.
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ノ

知

｡

叶
∬

功

叫

へ

､

(

西

行
が
)

我

申
さ

ん

事
を

聞

給
て

ん

や
､

と
､

云

け
れ

ば
､

(

娘
日

く
)

親
に

て

お

は

し

ま

さ

ば
､

い

か

で

か

遵
変
じ

奉
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ぺ

き
､

と
い

ふ

斗
は

､

(

西

行
日

く
)

い

や

し
か

ら

ず
も

て

な

し
か

し
づ

き

奉
て

､

院
内
へ

も

参
せ

ば

や

と
､

お

も

ひ

し

に

云
々

(

三

六

り
)

と
､

な
っ

て

お

り
､

娘
の

言
と

西

行
が

親
と

し
て

の

希
望
を

述
べ

る

件
と

が

混

濁
し
て

し

ま
っ

て

い

る
｡

傍
線

箇
所
に

脱
文
が

あ

る

た

め
で

､

こ

こ

は

と

云

け

れ

ば
､

嬉
敷
党
て

､

い

と

け

な
か

り

し

時
よ

り

心

斗
は

(

慶
大

本
二

九
り
)

と

あ

る

べ

き

で

あ

り
､

一

行

分

目

飛

ば

し
を

し

て

い

る
｡

こ

あ
他

､

和
歌
に

お

い

て

も
､

慶
大

本
で

小

書
に

さ

れ
､

イ

本

と

し
て

注

記

さ

れ

て

い

た

｢

榊
菓
に

心

を

か

け
ん

ゆ

ふ

し

で

を

お

も
へ

ば

神
も

ほ

と

け

な
り

け

り
+

(

二

〇
オ

､

濁
点
私
意
に

附
し

た
｡

以

下

同
じ
)

が

他
の

歌
と

区

別

な

く

並
べ

ら
れ

て

い

た

り

し
て

い

る
｡

こ

れ

ら

を

勘
案
す
る

な

ら

ば
､

京

大

本
を

寛
永
原

本
と

見

倣

し

難
い

の

み

な

ら

ず
､

慶
大

本
に

よ

り

善
本

性
を

認

め

う
る

｡

但

し
､

漢
字
の

使
用

例
が

両

本
に

お

い

て
一

致

す
る

度
合
が

高
い

｡

国

会
本
は

貞
享
元

年
と
い

う
奥

書
の

新
し
さ

だ

け

で

な

く
､

そ

の

所
収

和
歌
の

一

つ

に

お

し

な
べ

て

物
を

息
は

ぬ

人
に

さ
へ

こ

ゝ

ろ

‥
つ

く
る

秋
の

封
叫
刷
(

同

書
一

九

り
)

と

あ

り
､

『

新
古

今
和
歌

集
』

第
四

秋

歌
上
二

九
九

番
の

下

旬
｢

心

を

つ

く
る

秋
の

初
風
+

を

誤
記

し
て

い

る

(

｢

を
+

は

脱
字

､

｢

は

っ

風
+

↓
よ

の

風
↓
｢

よ

甥

月
+

)

｡

こ

の

他
､

小
さ

な

脱
字

､

挿

絵
の

あ
っ

た

旨
の

注

記
を

一

箇
所
落
と

し
て

い

る

等
､

後
出
性
が

顕
著
で

あ

る
｡

但
し

､

慶
大

本
に

あ

る

頭
注
や

､

異
本

注

記
を

踏

襲
し
て

い

る

所
が

多
い

｡

以

上
の

こ

と
か

ら
､

慶
大

本
が

最
善
本
と

考
え

ら

れ

る

が
､

合

鍵
本
で

あ
る

こ

と

か

ら

寛
永

原

本

と
は

見

倣
し

か

ね

る
｡

紙
幅
の

､

都
合
上

､

三

本
の

よ

り

詳
細
な

検
計
は

､

慶
大

本
翻
刻
の

際
(

昭

和
五

七

年
度
｢

一

橋
大

学

研

究
年
報

人

文

科

学

紀
要
+

二

二
)

に

報
告
さ

せ

て

い

た

だ

く

予

定
で

あ

る
｡

以

下

寛
永

本
の

テ

キ

ス

ト

と

し
て

慶
大
本

を

用
い

る

こ

と

と

し
､

必

要
に

応
じ

他

本
を

参

照

す
る
｡

〓

永
正

本

と

寛
永

本
と

の

関
係
に

つ

い

て

は
､

絵
本

隆
信
氏
が

同

系
統
と

分

類
さ

れ

て

い

る

が

(

注
一

及
.
び

､

｢

大

成
+

の

永
正

本

の

解

哲
､

本
稿
の

目

的
と

す
る

寛
永

本
の

性
蒋
を

知
る

た

め

に
､

脳
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若
干
の

比

較
を

し
て

お

き

た
い

｡

は

じ

め
に

寛
永
本

･

永
正

本
の

構
成

を

他

本
と

比
べ

て

お

こ

う
｡

票昌琵諾賛露
慧

蛋
蔓

琵雲慧要望萱往 行 没
_
等 家 ･ 行 出

蓋 琴 若
･盛若

世

書
芸

家

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 × 0 0
寛
永
本

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 × 0 0
永
正

本

○ ⑧ ; ① ⑨ 0 0 0 0 0 0 0 × ○ ;
文 甲
明 類
本

○ ⑧; ① ⑨ 0 0 0 三; ; 0 0 0 ; 議
家
本

; ; 0 0 苗0 0 0 苗0 0 0 扁○蛋
七

家
集
本

※

右
の

表
で

､

○
印
ほ

該
当
記
事
が

あ

る

も

の
｡

○
印
内
の

番
号

ほ

そ
の

箇
所
の

記
事
の

順
を

示
す

｡

七

家
集
本
は

和
歌
に

よ

り

判

断
し

た

が
､

讃
本
の

記
尊
で

和
歌
の

尤
い

所
は

不
胡
と

し

た
｡

こ

の

表
に

よ

り
､

寛
永
本
と

永
正

本

と

は

ほ

ぼ

同
じ

構
成
で

あ

が
β

ロ

る

こ

と

が

掴
め

よ

う
｡

又
､

後
述
す
る

よ

う
に

､

大
ぎ

く
み

て

文

明

本
や

七

家

集
本
と

も

同

系
統
で

あ

る

と

知
れ

､

す

な

わ

ち

甲

類

に

こ

れ

ら
は

属
し

､

乙

類
の

久

保
家

本
と

は

異
な

る

こ

と
が

知
れ

る
｡

次
に

､

寛
永
本

･

永
正

本
に

は

共

通

し
て

い

て
､

他

本
と

は

異

な
る

記

事
の

相

違
を

み

て

お

こ

う
｡

南

本
の

大

き
な

特

徴
の

∵
つ

で

あ

る

冒
頭
の

文

革
･

酉
住
没
の

和
歌
の

贈
答
の

記
事
に

つ

い

て

は
､

重

複
を

避
け
て

後
に

改
め
て

取
り

上

げ
る

(

各
々

第
五

節
､

第
四

節
)

｡

南

本
に

は

以

下
の

記

事
が

欠

如
し
て

い

る
｡

伊
勢
神
宮
よ

り

風

の

宮
を

巡
る

箇
所

､

東
国

陸
奥
紀
行
に

お

け
る

清
見
渇

･

足
柄

山
･

相

模
大

庭
･

そ

れ

に

続
く

鴨
立
つ

沢
の

名
高
い

歌
(

心

な
き

身
に

も

哀
は

知
ら
れ

け
り

鴨
立
つ

沢
の

徴

の

夕
暮
)

･

白
河

の

関
･

平

泉
秀

衡
館
逗
留
の

後
半

･

帰
洛
時
の

洛
中
洛
外
の

記
事
(

他
の

甲

類
と

乙

類
.の

間
に

お

い

て

も

記
事
の

有
無
の

差
異
は

甚
し
い

が
､

何
れ

に

せ

よ

そ

の

大
半
が

寛
永
本

･

永

正

本
に

は

欠

け
て

い

る
)

等
で

あ

る
｡

こ

れ

ら
の

大
部
分
ほ

甲

類
本
系

･

乙

顆
本

系
(

絵
巻

や

伝

阿
仏
尼
本
を

除
く
)

に

は

あ

る
｡

し
た

が

つ

て
､

寛
永
本
と

永
正

本
と

の

近

似

値
は

よ

り

濃
厚
と
い

え
る

心

≠

rヒ

ヰ

も
I
T

≠

.

ー

し

鵬

ド

巾

▲
ド

叫

仁
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′

j
マ

ィ

t

一

J

叫

1

町

々

叫

1

.

こ

れ

ら
の

点
か

ら
､

両

本
の

抄
出
的

性
格
を

あ

げ

る

こ

と
が

で

き

る
一

方
で

､

逆
に

永
正

本
に

は

仏
教
的

記

述
の

増
補
が

目

立
っ

て

い

る
｡

一

度
目
の

帰
洛
に

お

け
る

男
山
八

幡
で

の

通

夜
の

感
慨

と

和
歌

(

｢

頭
鞋

)

､

娘
に

出
家
を

勧
め

る

件
に

お

け

る

潤
色

(

諾

㌔
虻
忙

監
㌫
監
㌍
仁

指
笛
)

他
は

寛
永

本
に

も

な

い
｡

こ

の

本

独

特
の

性

格
で

あ

る
｡

一

方
､

寛
永

本
に

お

い

て

も
､

東
国

紀
行
の

白
河

関
と

実

方
墓

の

記

事
と
の

間
に

､

他
の

『

西

行
物
語
』

に

み

ら
れ

ぬ
､

平

治
の

乱
後

､

奈
良
の

大

衆
が

陸

奥
に

流
さ

れ

た

記
事
が

あ
る

｡

こ

の

記

事
は

異
本

山

家

集
(

李
花
亭
文

庫
蔵

『

西

行

上

人

集
』

)

に

み

え

る

の

で

対

照

し
て

お

く
｡

命
の

あ

ら

ば

物
語

､

と

を
つ

国
に

ら

は

物
か

た

り
に

も
せ

ん

と

申
て

､

し
て

思
を

述
と

､

云

題
に

て

読
け

る

中
に

洞
を
ば

衣
川
に

ぞ

な
が

し

け
る

旧

き

都
を

居
び

出
つ

1

(

二

六

オ

ウ
)

遠
国
述

懐
と

申
こ

と
を

よ

み

侍
し

に

涙
を

ば

衣
川
に

そ

な
か

し
っ

る

ふ

る

き
み

や
こ

を

お

も
ひ

出
つ

ゝ

寛

永

本

異
本
山
家
集

(

盟
嘘

謂
)

世
中
に

大
事
出
来
て

､

新
院
凍

ら

ぬ

様
に

な

ら

せ
お

は

し

ま

し
て

後
､

か

の

事
に

寄
て

､

奈
良
の

大
衆
余

多
陸
奥
国
に

流
さ

れ

た

り

け
る

が
､

申
そ

ん

と

申
所
に

彼
人
々

に

行
合

て
､

都
の

物
語
を

す
れ

ば
､

涙
を

流
し

て
､

さ

て

も

有
け
れ

ば
､

角

行
合
奉
り

ぬ

る

こ

そ

有

笥
候
へ

奈
良
の

僧
､

と
か

の

こ

と

に

よ

り

て
､

あ

ま

た

陸
奥
国
へ

つ

か

は

さ

れ

し

に
､

あ

ひ

て
､

中
等
と

申
所
に

ま

か

り

都
の

物
語
す
れ

ば
､

涙

な

が

す
､

い

と

哀
な

り
､

か

1

る

こ

と

ほ
か

た

き
こ

と

な

り
､

命
あ

両

者
の

み

に

見

え

る

詞

書
と

歌
で

､

か

つ

酷
似
し
て

い

る

の

で

深
い

関
わ

り

あ

い

が

あ

ろ

う
｡

何
れ

か
一

方
の

影

響
で

あ

ろ

う
か

｡

そ

れ

と

も
､

と

も

に

依

拠
し
た

で

あ

ろ

う

西

行
の

家

集
の

如
き

も

の

に

よ

る

の

で

あ

ろ

う
か

｡

『

西

行
物
語
』

諸

本
に

お

い

て

も

寛

永
本
独

自
の

記
事
故

､

原

本
の

残
淳
で

あ

る

か

香
か

俄
に

は

判
断

し
か

ね

る
｡

し

か

し

な
が

ら
､

異

本

山
家

集
に

の

み

見
え

る

和

歌
が

他
の

甲

類
の

西

行

物
語
諸

本
に

収
載
さ

れ

て

い

る

例
も

あ

る

こ

と

に

注

意

さ

れ

る
｡

例
え
ば

明

応
本
(

記

事
･

和
歌
の

順
序

･

有
無
が

他
本

と

相

違
の

甚

し
い

一

本

で

あ

る

が
)

･

文
明

本
･

一

生

涯
草
紙
に

あ

る

歌消
え

に

け

る

も

と
の

雫
を

思
ふ

に

も

誰
か

は

末
の

蕗
の

身
な

ら

ぬ

(

明

応
本
)

は

異
本

山
家

集
四

〇
六

番
所
載
歌
で

あ

り
､

更
に

､

文

明

本
･

一

生

涯
草
紙

･

七

家

集
本
に

存
す
る

ββ7
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し

た

は

る
ゝ

心
や

行
く

と

山
の

端
に

し

ば

し

な

入
り

そ

秋
の

夜
の

月

は

異
本

山
家

集
六

四
三

番
に

掲
載
さ

れ

て

い

る
｡

こ

れ

ら
の

例
を

勘
案
す
る

な

ら

ば
､

甲

類
は

か

な

り

遡
っ

た

段
階
に

お

い

て

異
本

山

家

集
と

何
ら
か

の

関
係
を

有
し
て

い

る

と

推
測
さ

れ
､

寛
永
本

が

先
の

記
事
を

室

町

末
写
と

さ

れ

る

李
花
亭
旧

蔵
本
に

依
拠
し

た

も

の

と

決
め
つ

け

る

こ

と
は

で

き

な
い

｡

そ

れ

故
､

奈
良
の

大

衆

と
の

邁
遁
の

記

事
は

簡
単
に

処
理

し

ぇ

ぬ

留
意
さ

れ

る
ぺ

き

記
事

で

あ
る

｡

蛇
足
な

が

ら
､

甲

類
祖

本

(

伝
土

佐

経
隆
筆
絵
巻
の

存

在
か

ら
､

そ

れ

は

鎌
倉
時
代
十
三

世

紀
の

一

本
と

い

う
こ

と

に

な

ろ

う
)

に

大

衆
の

一

件
や

上

述
の

和
歌
が

存
し

た

と

す
る

な

ら

ば
､

異
本
山

家

集
の

成
立

年
代
の

参
考
と

も

な

る

で

あ

ろ

う
｡

寛
永
本

･

永
正

本
に

は

以

上
の

如
き

相
連
が

あ

る

も
の

の
､

そ

れ

ら

は

他
の

諸

本
と

の

違
い

で

も

あ

り
､

む

し
ろ

両

書
の

近

接
し

た

本

文
の

状
態
こ

そ

強
調
さ

れ

る
べ

き
で

あ

る
｡

そ

う

な
る

と
､

永
正

六

年
(

一

五

〇
九
)

写
の

本
文

と

寛
永

十
七

年
(

一

六

四

〇
)

写
の

本
文

と

の

信
用
度
が

懸
案
と

な

る
｡

一

般
的
に

は

前
者
に

重

き
が

置
か

れ

よ

う
｡

そ

れ

故
百
三

十

年
降
る

寛
永
本
は

無
視

さ

れ

(

3
)

て

き

た

の

で

あ

る
｡

こ

れ

に

は

永
正

本
が

他

本

と

対

校
不

可

能
な

ま
で

に

先

述
の

如
く

本
文
の

増
減
改
変
が

甚
し

く
､

そ

の

力

め

他

本
と
の

懸
隔
が

大
き

か
っ

た

こ

と
が

影
響
し
て

い

よ

う
｡

と
こ

ろ
で

､

寛
永

本
を

仔
細
に
.
検
す
る

な

ら
ば

､

寛
永

本
の

方

が

諸

本
に

一

且

り
一

致

す
る

と

こ

ろ

が

多
く

､

永
正

本
の

改

変
を

示

(

2
)

し

う
る

の

で

あ

る
｡

逐
一

指
摘
す
る

こ

と

は

別
の

機

会
に

譲
る

が
､

例
え

ば
二

度
目
の

帰
洛
を

西

行
が

考
え

る

件
で

は

β2 8

寛

永

本

心
に

任
せ
ぬ

事

村
村
d
叫
､

草
葉

に

す
が

る

蕗l
叫

命
の

消
や

ら
で

､

古
林
に

か
へ

り

て
､

都
の

方

事

が
ら

を

見
れ

ば
､

簡
矧

山
川

首
引
び

､

老
少
不

定
の

境
､

誰
も

知
な
が

ら
､

此
十

四

年
が

程

萄
､

酬

む
つ

び

し

輩
を

謁
仰

叫
､

捌

手
の

山
を

越
は

廿
.

リ
､

,
舟
岡
･

蓮
台
野
に

跡
を

と
ゞ

む
る

類
､

永

正

本

甲
類
文
明
本

乙

類
久
保
家
本

さ

て

も

猶
､

蕗

叫
倒
咄

､

引
射

【

‖

〓
‖

=‖
川

.

ノ
√

1

ノ
ー

＼

/

-

や

ら

で
､

二

度

古
都

へ

帰
る

｡

あ

り

さ

ま

を

見

れ

ば
､

を

く

れ

先
立
た

め

し
､

老
少
不

定
と

誰

も

し

ら

ず
｡

此

十

余
年
が

程
に

め

ぐ

り

き
て

見

れ

ば
､

u

輩
の

蓮
台
野

に
､

か

ば

ね

を

さ

ら

し
､

名
を

跡
に

と
ゞ

む

る

た

ぐ
び

､

英
姿

を

し
ら

ず
｡

あ

心
に

ま
か

せ

ぬ

命
な

り

け
れ

ば
､

再
び

旧

里
に

か

→
叫
¶

､

都
血

こ

と

が

ら

見
め

ぐ
れ

ば
､

後
れ

笥
u

､

末
の

露
本
の

雫
､

老
少
不

定
の

こ

引
､

謝
引

割
りl
村
如
引

､

こ

の

十
余
年
が

間
に

ま

は

り

き

で
､

馴
れ

し

輩

到
.
尋
創

れ
雌

､

死
出
の

山

路
は

る

か

に

趨
は
廿

しl
｢

鳥
辺
野
の

心
に

ま
か

せ

ぬ

い

の

ち

村
山
山
側
､

二

度
び

旧

里
に

か

へ

り
､

都

の

有
様
を

み

れ

ば
､

を

く

れ

さ

き

だ
つ

た

め

し
､

す
ゑ

の

蕗
､

も

と
の

し
づ

く

と

成
は

て

～

､

此

萄
劇

1

叫

だ
に

め

ぐ
り

き

て
､

な
れ

む
つ

び

し

人
々

を
た

づ

ぬ

れ

ば
､

皆
､

鳥
辺
の

山
ゆ
ふ

ぺ

の

煙
と
の

ぼ

り
､

舶
用
山
の

♯

.ト

l

軋
事

叶

-

卜

し

ポ

リ

バ

ネ

ゎ

ー



ん

∴

一

.､

､

′

濾
¶

一

叫

お

.

+

対

-

叫

■

卑

.

∵
､

英
数
を

知
ず

｡

普
請
に

成
た

る

所
百
六

十
余
所

倒
｡

な

じ

か

は

り

し

欺

帰
ら
で

と

息
て

新
吉

数

な

ら

ぬ

身
を

も

心

の

も

ち

顔
に

う
か

れ
て

は

又
帰
来
に

け

り

(

二
H

八

オ

ウ
)

( 8 7 ) 寛永 本 『西 行 物語』 考

ら

く
､

大
切

に

息
ひ

し

跡
を

尋
れ

ば
､

宵
山

ハ

十
間
は

む
か

し

が

た

り
に

成
に

け
り

｡

い

と
ゞ

物
う
く
お

ぼ

え

て
､

涙
の

び

ま

よ

り数
な
ら

ぬ

身
1
0

を

も

心
の

も

-
人

U
-
⊥

U

-

○

-
○

ち
か

ね

て

う
か

れ

て

は

又
か

へ

り

き

に

け

り
(

鮎

虹
計
)

煙
そ

れ
か

と

見

え

な

が

ら
､

そ

こ

は

か

と

明
か

な

ら
で

､

蓬
の

許
の

露
は

革
の

棄

毎
に

む

す
べ

ど

も
､

秋
の

風

た
て

ば
､

す
こ

し

片
岡
の

浅
茅

原
に

消
え

ほ

て

1

､

■
常
に

尋
ね

し

門
の

葎
の

あ

と

さ

し
こ

め

て
､

普
請
に

な

り

た

る

所
百

六

十
余

家

な

り
｡

(

中

略
)

数
な
ら

ぬ

身

を

も
心

の

も

ち
が

ほ

に

う
か

れ

て

も

又
か

へ

り

き

に

け
り

(

以

下
三

首
略
)

朝
の

露
と

き

え

は
て

1

､

む

な

し

き

名
を
の

み
､

あ
さ

ぢ
ふ

や

よ

も

ぎ
が

も

と

に

と
ゞ

め

を

き
､

そ

の

す
み

か

を

と
へ

ば
､

庭
も

そ

と

も
1

ひ

と

つ

に

て
､

む

く

ら

の

門
､

草
の

と

ざ

し
の

み
ふ

か

く

し
て

､

う

づ

ら
の

ね

や

と

あ

れ
は

て

た

る

所
々

百

六

十
余

家
な
り

｡

(

中
略
)

か

ず
な

ら
ぬ

身
を

も

心
の

も

ち

が

ほ
に

う
か

れ
て

は

ま

た
か

へ

り

き
に

け
り

(

以

下
二

首

略
)

※

-
部
は

互

い

に

同
文

｡

…
こ
･

部
は

は

ぽ

近

似
｡

=
部
は

寛

永
本
と

永
正

本
と

一

致
す
る

｡

≦
ノ
ー

部
は

寛
永
本
以

外
の

本
文
間

で
一

致
す
る

所
｡

占
･

?
部
は

独
自
の

異
文
(

寛
永
本
に

直
接
関

わ

り
の

な

い

所
は

逐
一

挙
げ
な
か
っ

た
｡

)

以

下
の

対

照
表
に

お

い

て

も

同
じ

｡

と

な
っ

て

お

り
､

出
だ

し
の
･

一

句
と

末
尾

､

及
び

和
歌
の

省
略
を

除
い

て

は

概
ね

甲

類
本
に

近
い

こ

と

が

知
れ

､

乙

類
に

も

近

似
し

て

い

る

と
こ

ろ
か

ら
､

こ

れ

ら

が

原
型
に

近
い

記
事
で

あ

り
､

永

正

本
の

和
歌
に

お

け
る

異
文
と

と

も

に

永
正

本
が

改
変
し

た

と

疑

え

る

で

あ

ろ

う
｡

同

様
な

例
で

あ

り

な

が

ら
､

寛
永
本
が

甲
類
よ

り
も

比

較
的
乙

類
本
に

近
い

と

思
わ

れ

る

箇
所
も

あ
る

(

乙

類
と

寛
永
本
と
の

関

係
を

証

明

す
る

の

で

は

な
い

の

で
､

相

対
的
で

は

あ

る
｡

又
､

乙

類
は

｢

彫

琢
+

し

て

い

る

と

思
わ

れ

る

の

で
､

こ

の

点
も

差

し

引

い

て

考
え

ね

ば

な

る

ま
い
)

｡

東
国
行
で

富
士
の

絶
唱

を

詠

む

所

は

以
下
の

よ

う
で

あ
る

｡

寛

永

本

永

正

本

何
事
に

付
て

も
､

裁
ま
さ

り

て

珂

=
l

一一
一
.

マ

マ

ー

程
に

､

五

郎
中

何
事
に

つ

け

て

も
､

い

と
ゞ

真

の

色
の

み

ふ

か

甲
類
明

応
本

い

づ

く

も

遂
の

住
家

な

ら
ね

ば

と

恩
ふ

に

ま
か

乙

類
久
保
家
本

駿
河

国
に

か

1

り
て

在
中
将
の

-
.マ

マ

■
1

山
は
ふ

じ
ね

い

ββ∂



一 橋論叢 第八 十 六 巻 第五 号 ( 88 )

将
業
平
の

､

時

し

ら

ぬ

山
は

富

士
の

ね
い

つ

と

て

か

と
､

云

け

んl
有
様
思
出
て

､

物
悲
し

く

覚
け

る

に
､

さ

て

も

諷

却
叫
は

て

い

か

な

ら
ん

と
､

心

細
く

､

い

づ

れ
の

江
に

て
､

い

か

な
る

野
辺

､

い

か

な
る

草
の

露
と
か

潤
む

ず

ら

ん

と
､

息
つ

ゞ

け

ら

れ
て

､

富
士
の

高
根
を

見
叫

嘩

心
痛

そ

く

煙
た

ち

け

る

を

見
て

新
古

風

に

な

び

く

富
士

の

煙
の

空
に

滴

て

行
ゑ

も

し

ら
ぬ

我
思

マ

ヤ

か

ほ

く

し
て

ゆ

く

程

‖

†

寸

に
､

五

節
中
将

業
平
の

､

時
し

ら

ぬ

富
士
の

高

-

○

-
○

根
の

夕
煙

､

と

な

が

め

ら

れ

け

ん

も

思
出
ら

れ

て
､

真
に

､

剖

て

も

我

身
の

い

づ

れ

の

国
､

い

か

な

る

里

の
､

い

か

な

る

野
の

あ
た

り
に

か
､

は
か

な
き

草l
血

蕗
と

摘
ん

ず
ら

ん

と
､

思
ひ

つ

ゞ

け

ら
れ

て
､

涙
の

び

ま

よ

り

も

富
士
の

た
か

拙

封
見

嘩
灯

､

心

ぽ

そ

き

け

ぶ

り

の

た

ち

け

る

針

鼠
で

風
に

な

び

く

富
士
の

煙
の

空
に

消
て

せ

つ

～

行
く

に

-
○

毒
-

○
-

○

身
を

う
き

島
の

ー
○原

を

過
ぐ
と

て

富
士
の

高
嶺
煙

は

雲
に

消
え

け

れ

ば
､

笥
軒

将
の

､

山
は

富

山

叫
吼

拭
と

詠
み

け

む

息
出
で

1

(

以

下
ナ
シ

)

(

文
明
本

-

身
を

橋
を

過

ぎ
け
る

に
､

富
士
の

高
根

の

煙
あ

は
れ

に

て

(

以

下

ナ
シ

)

)

(

一

生

涯

草

子

-
身
を

浮
島
の

原
を

過
ぎ

行
け

ば
､

煙
た

え

せ

ぬ

富
士
の

山
と

な

が

め

し

翌

つ

と

て

か

と
い

-

?
○
-

○
-

O

t

行
ゑ

な

き

息

び

け
ん

も
こ

と

は

り

と

党
て

逢

に

斗
q
孤

高
嵐

叡
功

利
ぐ
れ

ばヾ

お

り

し

り
が

ほ

の

廟
丑

叫
呵
卯
ヾ

山
の

中

半
は

雲

に

か

く

れ
､

ふ

も

と

に

は

湖
水

を

た
ゝ

へ

､

南

に

は

郊
原
あ

り
｡

前
に

は

蒼
海
ま

ん

〈
と

し

て

釣

漁
の

た

す
け

に

使
あ
り

｡

都

を

出
て

お

ほ

く

山
川
江

海
を

し

の

ぎ

し

旅
の

う

さ

も
､

此

所
に

て

す
こ

し

わ

す

る
ゝ

心

ち

し
て

は

富
士
の

煙

叫
で

打
臥

ゆ

く

ゑ

も

し

ら
ぬ

我

息
び

哉
(

+
＋

招

琴
一

)

と

こ

や

浮
嶋

斜

咄
引
(

二

三

ウ

ニ

四

オ
)

蓮
法
師
が

､

阿
川
に

は

こ

と

這
は

あ

り

や

と

な
が

め

け

む
､

こ

と

わ

り
に

見
え

て
､

)

風
に

な

び

く

富
士
の

け

ぶ

り

の

空
に

消

え
て

行
方

も

知
ら

ぬ

我

息
ひ

か

な

て

ゆ

く

ゑ

3 0月
り

も

し

ら

ぬ

我

お

も

ひ

か

な

い

つ

と

な

き
司

叫尋
ほ

ど

や

う
き

し

ま

が

ほ

ら

(

正

保

本
､

発
心

記
ほ
ゞ

一

同
じ
)

党
そ ふ 風 え

ら じ に け

に の な り

き 煙 び

え の く

寛
永

本
の

本

文
は

永
正

本
と

近
い

が
､

1
部

､

=

‥

‥

部
含
め

て

考
え
る

と
､

乙

類
本
と

も

近

似

し
て

い

る

(

乙

類
の

後
半
は

文

飾
甚
し
い
)

｡

と

く
に

末
尾
の

和
歌
は

永

正

本
に

も

甲

類
に

も

な

く
､

乙

類
と

ほ

ぼ
一

致
す
る

｡

し

か

も
こ

の

歌
を

『

山
家

集
』

下

水
部

一

三

〇

七

番
(

日

本
古
典

文
学
大

系
に

よ

る
｡

以

下

同

じ
)

何

笥
お

も

び

は

富
士
の

煙
に

て

笥
浮
島
が

原

と

比
べ

て

み

る

な

ら

ば
､

寛
永

本
は

『

山
家

集
』

に

直

接
拠
っ

て

√

ト

r

l

他

市
1

.r

サ

巾

●

L

桝

ザ

′

仰

ヰ

1

佃

丘
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､
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一
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.

｡

叫
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ノ

≠

ヤ
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( 8 9 ) 寛永本 『西 行 物語』 考

新
た

に

採
用

し

た

の

で

は

な
く

､

ま

た

乙

渠
に

拠
り

訂
正

増
補
し

た

の

で

も

な
い

こ

と

に

注

意
さ

れ

よ

う
｡

ま

た

甲

類
の

詞

書
に

｢

浮

島
の

原
を

過

ぐ

と

て
+

と

あ

る

か

ら

に

は
､

甲

類
に

こ

の

和

歌
は

､

所

載
さ

れ

て

い

て

も

不

思
議
で

な
か
っ

た

歌
■で

あ

る
｡

乙

類
最

古

写
の

伝
阿
仏
尼
本
に

は

こ

の

記

事
全
体

が

抜

け
て

い

る

の

で

俄
に

判

断
し

難
い

が
､

乙

類
に

は

和
歌
の

改

作
の

例
が

他
に

も

顕
著
で

あ

る

の

で
､

こ

の

和
歌
も

異
文
を

持
っ

て

い

る

こ

と

か

ら
､

『

山
家

集
』

か

ら
こ

こ

に

の

み

新
た

に

挿
入

さ

れ

た

の

で

は

な

い

で

あ

ろ

う
｡

む

し

ろ

詞

章
に

浮
島
ケ

原

云

々

と

な
い

乙

類
に

歌
が

遺
さ

れ

て

い

る

と

こ

ろ
か

ら

判

断
し
て

､

甲

類
に

も

元

来
は

寛
永

本
の

如
く

存
在
し
て

い

た

の

で

は

な
い

か

と

思
わ

れ

る
｡

そ

の

痕

跡
を

留
め
て

い

る

の

が

寛
永

本
で

は

な
い

だ

ろ

う
か

｡

他
の

寛
永

本
と

乙

類
と

一

致

す
る

詞

革
も

両

者
の

交
流
の

結
果

と
い

う
よ

り

も
､

祖

本
の

詞

章
を

そ

れ

ぞ

れ

に

保
持
し

て

い

る

と

考
え

ら
れ

る
｡

こ

の

他
に

も

寛
永
本
が

他
の

諸

本
と

同

じ

く

詞

書
及

び

和
歌
を

同

位
置
に

有
し

て

い

な
が

ら
､

永
正

本
に

和
歌
が

省
か

れ

て

い

た

り
､

詞
書

･

和
歌
と

も
に

欠

如
し

て

い

る

例
(

鳥
羽

殿
障
子

絵
の

柳
蔭
で

水

を

掬
ぶ

女
､

大

峯
行
の

千

種
の

嶽
､

同
じ

く

蟻
の

門
渡

り

他
)

は

多
い

｡

こ

う
し

た

例
は

永
正

本
の

み

に

み

ら

れ

る

顕
著

な

傾
向

で

あ
■
る

｡

し

た

が

り

て
､

寛
永

本
は

永

正

本
と

同
じ

枝
に

分

類
ざ

れ

る

こ

と

は

勿

論
の

こ

と

で

あ

る

が
､

永
正

本
よ

り

晶

下

る
一

本
で

は

な

く
､

む

し

ろ

永
正

本
よ

り

改
変
の

度
合
い

の

僅
少

な

善
本
で

あ

る

と

考
え

ら
れ

る
｡

こ

れ

ま
で

の

検
討
は

重

複
を

避
け
ん

が

た

め
､

他
の

『

西

行
物
語
』

諸

本
や

他
の

資
料
と
の

対

照

を
な

る
べ

く

控

ぇ
て

き

た

が
､

他

本
と

充

分

対

校
し

う

る

善
文
を

有
し

て

い

る

の

は

永
正

本
よ

り

も

寛
永

本
で

あ

る

こ

と

が
､

以

下
の

検
討
に

お

い

て

明
ら

か

に

な
る

で

あ

ろ

う
｡

す
な

わ

ち
､

寛
永

本
の

祖

本
は

永

正

本
で

は

な

く
､

ま
た

永

正

本
の

祖

本
は

寛
永
本
で

も

な
い

が
､

両

本
の

親
本
は

幹
を

一

に

し

て

お

り
､

寛
永

本
の

親
本
は

永
正

本

の

書
写

年
時
永
正

六

年
以

前
に

遡
り

う
る

も
の

と

考
え

ら
れ

､

こ

の

系
統
の

本
文
の

考
察
に

あ

た
っ

て

は

寛
永
本
が

よ

り

重

視
さ

れ

る
ぺ

き
で

あ

る
｡

更
に

付

言

す
る

な
ら

ば
､

そ

の

こ

と

は
､

先
に

見
て

き
た

如
く

､

自
ず
と

『

西

行
物

語
』

の

原

本
へ

と

考
察
.
を

進

め
さ

せ

る

本
文

を

寛
永

本
ほ

有
し
て

い

る

の

で

あ
る

｡

三

寛
永

本
は

甲

類
に

属

し
て

い

る

の

で
､

こ

の

系
統
の

最

古

本
で

あ

る

伝
土

佐

経

隆
絵
巻
と

対

照

し
て

み

よ

う
｡

嵯
峨
出
家

後
､

新

年
を

迎

え
て

物
語
は

西

行
の

新
た

な

る

往
生

の

決
意
を

語
る

｡

脱
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(

稔

は

絵
巻

､

明

は

明

応
本
文

は

文
明

本
で

対

校
し

た
)

｡

支
い

そ
ぎ

腎
ナ

シ

悶
㌍
ゾ

皇

軍
妄
ナ

シ

簸
け
.

け
文
た

く
は

へ

の

明

貯
へ

文
水
の

泡
､

幻
の

如
し

明

水
の

泡
､

幻
の

如
し

β3 月

支
い

そ
ぎ

醐

亨
シ

如
…

㍍

弥
宝
の

た

ぐ

ほ

び

う

か

べ

る

に

ゝ

た

り
｡

唯

是

夢

幻

の

ご

と

く
､

水

の

義
年
立

帰
る

.

視
.

り
.

に

は
､

西

方
に

向
て

臨
終
正

文
を

が

み

け
る

明
巌
ひ

け

る

負
お

歩

み

け

る

明
ナ

シ

文
年
の

念
往
生

極
楽
と

ぞ

祈

け

る
｡

高
も

膿
も

世
に

有
人

は

皆

む

月

初
に

は

ま

ぼ

ろ

し

の

ご

と

し

泡l

と

観
じ
て

､

此

春
の

中
に

往
生

を

遂

げ

ば

や

文

仏
神
に

ほ

祈
り

申
し

け

れ

明

仏
神
に

ほ

祈
り

申
し

け

る

文
こ

そ

亀
神
仏
に

も

祈
け
る

幣

椚
…

っ

明
び

の

初
･

待
得
て

･

嘉
辰

今
月
の

悦
､

万

歳
千

秋
の

た

の

し

可

長
生

殿
の

さ

か

へ

､

文
に

ほ

こ

り

明
ひ

ら

く
る

遊
び

文

絵
ひ

ら

く
る

む

め

明
と

糾

文
ナ

シ

明
に

不

老

門
の

前
に

は

日

月
･

よ

ろ

こ

び

文
齢

文
子
の

日
の

文
と

明
た

ほ

ぷ

れ

明
子
日
の

無
壊
し
て

､

鶴
･

文
野
辺
の

籍
野
辺
の

胡
k
.

亀
･

の

魚
上

ほ

ひ

を

あ

ら

そ

ひ

亀
子
日

明
垂

…
文
み

か

ざ

り
､

若
菜
の

手
す
さ

ぴ
､

文
た

だ

春
の

夜
の

明

春
秋
の

捨
さ

な

が

ら

春
の

絵
の

ご

と

し

叫
こ

と

ほ
､

春
の

夜
の

夢
ぞ

か

し
｡

･

･

於
の

文
祝
へ

る

も

明
す
る

給
す

る

我
も

我

も

と

た

し

な

誉
れ

は

習
の

･

官
位
を

望
み

､

と

ぞ
･

仏
に

は

申
け
る

こ

の

よ

う
に

甲

類
諸

本
は

対

校
で

き

る

ま

で
･に

互
い

に

近

接
し

て

い

る
｡

異
同
の

大
き
い

所
は

ほ

ぼ
一

致
し
て

お

り
､

絵
巻
に

極

め
て

近
い

関
係
に

あ

っ

た
一

本

に

お

け
る

乱
れ

に

起
因
し
て

い

る

ら

し
い

｡

寛
永
本
が

絵
巻
と

対

校
し

う

る

こ

と
は

､

後
代
の

本
の

こ

と

ゆ
え

､

そ

れ

な

り
に

考
慮
せ

ね

ば

な

ら
ぬ

が
､

蔑
ろ
に

で

き

ぬ
一

本
で

あ
る

こ

と

を

示

し
て

い

よ

う
｡

明

応
本

も

そ

の

保
有
す

る

錯
簡

･

記
事
の

出
入

り
の

激
し
さ

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

同

じ
こ

と

が

言
え

よ

う
｡

絵
巻
は

(

こ

れ

ら
三

本
と

も

絵
詞
と

し
て

の

本

文
で

あ

る

こ

と

は

興

味
深
く

､

『

西
行
物
語
』

の

絵
画

化

に

あ

た

っ

て
､

詞
章
の

抄
出
化
は

し
て

い

な
い

よ

う

で

あ

る
｡

)

現

存
す

る

箇
所
は

ご

く
一

部
で

あ
る

が
､

そ

の

和
歌
は

新
古

今
集

･

山
家

集
等
に

一

致

す
る

も

の

が

多
く

､

善
本
を

保
蒋
し

ぇ

て

い

る

と

考

一
･

r

r

ヰ

転

帯
戸

.̀

-

H

ー

L

世

サ

ル

ヰ
一
1

心

&
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一

』

■

≠

-

｡

ノ

■≠

も

≠

七

洲

.

J

え

ら

れ

る

の

で
､

尚

更
､

部
分

的

な
が

ら
も

寛
永

本
･

明

応
本
が

対

校

し

え

た

こ

と

は

留
意
さ

れ

ね

ば

な

ら
な
い

｡

絵
巻
の

徳
川

本

第
一

段
に

も

微
細
な

が

ら

似
た

傾
向

を

示

す
が

､

今
は

省
略
に

従

1

つ
0

但
し

､

新
古

今
集
巻
十

八

雅

歌
下

､

第
一

八

四

四

番
の

詞

書
に

拠
る

と
､

寂
蓮
が

要
請
し

た

百

首
歌
を

西

行
は

拒
ん

だ

が
､

熊
野

別

当

湛

快
が

俊
成
に

申
請
し
た

由
を

夢
見

た

と

記

さ

れ

て

い

る

が
､

こ

の

記

事
を

引
用

し

た

『

西

行
物
語
』

で

は
､

絵
巻

･

文

明

本
に

は

｢

別

当

湛

快
+

が

脱
落
し
て

い

る
｡

と

こ

ろ

が

寛

永

本

の

京
大

本
と

一

生

涯

草
紙
に

は

存
す
る
｡

寛
永
本
の

慶
大

本
に

は

新
古
今

集
に

拠
っ

た

傍
注
で

示
さ

れ

て

い

る

の

で
､

京
大

本

は

そ

の

混
入

の

怖
れ

も

あ
る

が
､

こ

と

に

よ

れ

ば
､

一

生

涯

草
紙

と
も

ど
も
こ

の

隻
句
に

関
し
て

は

絵
巻
よ

■
り

善
文

で

あ

る

の

か

も

し
れ

な
い

｡

絵

巻
は

甲

類
の

祖
本
と

言

い

難
い

よ

う

で

も

あ

る
｡

以

上
､

寛
永
本
は

鎌
倉
期
書
写
の

伝
土

佐

絵
巻
と

も

対
校

で

き
､

片

言
で

は

あ

る

が

よ

り

善
文
を

有
す
る

と

推
測
可

能
な

余
地

を

残

す

本

文
で

あ

る

こ

と
が

知
れ

る

で

あ

ろ

う
｡

次
に

､

寛
永
本
と

明

応
本
と
の

近

似
性
に

関
し
て

一

見
し
て

お

く

必

要
が

あ

る

で

あ

ろ

う
｡

山
家

集
中
巻
雑
部
第
七

四

六

番
｢

山

お

ろ

す

嵐
の

お

と
の

は

げ

し
さ

を

何

時
な

ら
び

け

る

君

が

す

み

か

ぞ
+

の

詞
書
は

､

次
の

表
の

如
く
で

あ
る

｡

山

家

集

明

応

本

寛

永

本

待
賢
門
院
中
納
言
の

局
､

世
を

背
き
て

､

小

倉
山
の

麓
に

倒
封

叫
叫
引

頃
､

ま

か

り

た

り

け

る

に
､

事
柄

.

■
..

.一..
.

..

■
一
一

い

う

-

ま

こ

と
に

幽
に

衷
な

り

け

り
｡

風
の

け

し

き

さ
へ

こ

と
に

悲
し

か

り

州
れ
咄

､

⊥
書

き

つ

け

け

る
｡

待
賢
門
院
の

中
納
言

の

局
､

世
遮
れ
て

､

小

倉
山
の

麓
に

住
ま

-

..■
■
■
■
■
■
■
■
■
一

～

れ

し

こ

と

が

ら
､

優

に

あ

は

れ

な

り
｡

風

の

気
色
さ
へ

殊
に

党

へ

て
､

(

文

明

本

-
誠

に

優
に

あ

は
れ

な

り

け

り
｡

風
の

気

色
さ
へ

か

え
り

云

々

)

待
賢
門
院
の

中
納
言

の

局
､

世
を
の

が

れ

竹
1

小

倉
山
の

麓
に

住
れ

け
る

所
に

､

尋

行
た

り

付

利
q

､

割

判
引
有
様

､

謝
吋
剥

に

て
､

山
お

ろ
し

の

風
塵
の

木
の

葉
を

さ

そ

ふ

剣
包
い

み

じ

く

侍
り

叫
叫
矧

(

三

三

ウ
)

明

応
本
と

寛
永

本
と

ほ

記

事
の

あ

る

位
置
が

全

く

違
う
の

で

あ

る

が
､

と

も
に

山

家

集
の

詞
書
に

近

似
し
て

い

る
｡

他

本
は

増
補

の

痕
が

甚

し
い

｡

明

応
本
は

こ

の

他
に

も

山

家

集
に

近

似
す
る

箇

所
が

多
く

､

原

本
の

姿
を

留
め
て

い

る

の

か
､

山
家

集
に

よ

り

改

訂
し

た
の

か

問
題
と

な

る

が
､

寛
永
本
に

も
､

ま

た

部
分

的
に

は

∽



一 橋論叢 第 八 十六 巻 第五 号 ( 9 2 )

文

明

本
に

も

山
家

集
の

面
影
が

遺
さ

れ

て

い

る

と
こ

ろ
か

ら
､

明

応
本
の

諸

伝
本

間
に

お

い

て

さ

え

も

記
事
の

順
の

甚
し
い

相

違
が

あ

る

の

に

も
か

か

わ

ら

ず
､

明

応
本
は

意
外
に

も

『

西

行
物

語
』

原

本
の

姿
を

､

部
分

的
に

か

つ

そ

の

有
す
る

記

事
の

多
く

に

お

い

て
､

留
め

て

い

る

の

で

は

な

い

だ

ろ

う
か

｡

寛
永

本
を

媒
介
と

し
て

そ

う
し
た

憶
測
を

行

な

う
に

足
る

根
拠

と

な

る

徴
証
を

あ

げ
た

い
｡

『

西
行
物
語
』

に

の

み

独

自
な

西

行

伝
説
の

一

つ

で
､

撲
ら

れ

る

西
行
像
を

描
く

天
竜

川

渡
し

場
の

詞

章
に

関
し
て

で

あ

る
｡

西

行
の

､

受
難
を

も

修
行
と

堪
え

忍
ぶ

態

度
を

理

解
せ

ず
､

悲
泣

す
る

同

行
の

法
師
に

向
か
っ

て
､

西

行
は

こ

う

語
る

｡

担
.

1
.

.
1
1
I

し
て

是
に

過
た

る
こ

引
叫

割
引

+

何

時
は

叶

ぺ

き
に

も

あ

ら

ず
｡

同
行
中
様

､

云

々

(

二

一

オ
)

旧
.

..
.

.

t
.

一l
t
ト

は
､

是
に

ま

さ
る

こ

と
の

み

こ

そ

あ

ら

む

刊
り

叫
と

て
､

そ
こ

よ

り

離
れ

に

け
り

｡

､
(

文

明

本
､

+

生

涯
草

紙
の

傍
線
箇

所
B

は

殆

ど

同

じ
)

な

ふ

と

も
､

そ

れ

全

β3 4

く

恨
に

あ

ら

ず
｡

若
､

古
の

心

を

も
つ

ぐ
べ

く

は

髪
を

剃
､

衣
を

汎

米
て

こ

そ

あ

ら

め
｡

云
々

¢

(

阿

仏

尼

本
･

正

保
本

･

発
心

記
､

こ

の

条
殆
ど

同
じ
)

寛

永

本

甲
窺
(

明

応
本
)

乙

類
(

久
保
家
本
)

西
行
云

様
､

口

惜
侍

り
｡

さ
れ

ば
こ

そ

本

よ

り

叶
ま

じ

き

事
と

思
し

に

た

が

は

ず
侍

り
｡

世
を

捨
る

鍵
に

A

て

は
､

縦
足
手
を

切

る

こ

と

も

く

る

し

み

と

思
ぺ

か

ら

ず
｡

ま

さ

れ

ば
こ

そ

い

ひ

し

か
､

修
行
す
る

習
ひ

西
行
つ

く
′

川

ト
と

ま

ぶ

り
､

都
を

出
し

時
､

路
の

あ

ひ

だ

に

て
､

い

か

に

も

心

ぐ
る

し

き

事
あ
る

ぺ

し
と

､

い

ひ

し

は
こ

れ

ぞ

か

A

し
｡

た

と

ひ

足
手
を

き

ら

れ
､

命
を

う
し

甲

類
と

乙

類
と

は

明

白
に

分
か

れ

て

い

る

が
､

寛
永
本

は

両

者

を

備
え

た

文

に

な
っ

て

い

る
｡

こ

の

直

後
の

詞
章
に

不

軽
菩

薩
の

忍

耐
の

こ

と

が

甲

類
乙

類
に

出
て

く
る

が
､

寛
永

本
に

は

な
い

｡

三

者
の

関
係
は

微
妙
に

し
て

錯
綜
し
て

い

る

が
､

そ

の

こ

と

は

か

え
っ

て

寛
永

本
が

甲

類
も

し

く
は

乙

類
の

影
響
を

蒙
っ

て

い

な
い

と

判

断
せ

し

め
､

掲
出
の

文

章
に

関
し

て

寛
永

本
は

両

類
に

分

岐

す
る

以

前
の

古
い

形
を

保
っ

て

い

る

と

考
え

ら
れ

る
｡

こ

の

こ

と

か

ら

前
の

例
を

判
断
す
る

な

ら
ば

､

寛
永
本
も

明

応
本
も

別

個
に

山
家

集
に

そ

れ

ぞ

れ

が

拠
っ

た

と

い

う
よ

り

も
､

祖
本
に

お

い

て

山
家

農
と

酷
似
し
て

い

た

記
事
が

い

ま

そ

れ

ぞ

れ

に

引

き

継
が

れ

て

い

る

と

考
え

ら
れ

る
｡

ヂ

邑

†

l

軋
.

一

l ,

1

ト

.

し

小

{

J

仲

井

勺

群

i



､

J

叶

.

▲

ヰ
ナ

◆

･ .

一

ノ

†

叫

f
√
､

ヰ

.

L

冊
､

小

∴

叫

-

∵
J

も

う
一

例
｡

娘
に

出
家
を

促
し

､

彼
女

が

応

じ

た

箇
所
は

､

く
し

て
､

菩
提

あ
つ

く

し

て
､

寛

永

本

娘
む
か

へ

取
て

､

た

け

な
る

髪
を

精
分
て

､

出
家

と

げ
に

け
り

｡

し
か
′

ぐ
1

の

絵
有
し

出
家
と

げ

て

後
､

悦
て

申
け

る

は
､

在
俗
の

時
は

世

路
を

は

し

り
て

､

地

獄
の

栖
を

忘

れ
､

矯
慢
の

誇

を

悦
て

､

衣
の

( 9 3 ) 寛 永 本 『西 行物 語』 考

玉

を

知
ず

｡

妻

⊆
タ

ク
ハ

へ

子

珍
宝
の

貯

に

心

引
れ

て
､

火
宅
を

出
ず

､

煩
悩
の

く

ろ

雲

厚l
し

て
､

利

別

の

家
の

犬
打
共

出
さ

ら

ず
､

因習
明

応

本

耳
類

一

生

撃

乙

類
久
保
家
本

西
行
娘
を

迎
へ

と
り

で
､

た

け

な
る

髪
を

結
び

わ

け

て
､

出
家
と

げ
て

後

に

喜
び

申
し

け

列
｡

我
在
俗
の

時
世
路
を

わ

し

り
て

､

地

獄
の

住
家
を

尋
ね

､

出
仕
僑
慢
の

ほ

こ

り
を

喜
び

て
､

衣
の

玉

を

知
ら

ず
｡

妻
子
の

む

つ

ぴ
､

珍
宝
の

蹄
→
に

心

叫
糾

笥
､

刈
山

習
叫

住
家
を

出l
づ

る

こ

と

な

し
｡

煩l

-
.マ

マ

■

脳
の

黒
き

き
も

西
行
娘
を

迎
ヘ

上

り

て
､

丈
な

る

髪
を

結
び

分

け

て
､

出
家
を

と

げ
申

し

言
く

､

哉
在

俗
の

昔
せ

い

ろ

を

わ

し
り

て
､

地

獄
の

住
家
を

博
怖
い

払
拙
濾

慢
の

矛
を

よ

ろ

ー
○

-

○

-

ひ

て
､

衣
の

た

ま

を

し

ら

ず
｡

妻
子

の

睦
び

､

珍
宝
の

貯
へ

に

心

ひ

か

れ
て

､

火
宅
の

家
を

出

で

ず
｡

花
は

遂

に

風
に

さ

そ

ほ

れ
､

月
は

出
で

､

西
行
む

す

め

を

む
か
へ

と

り
で

､

た

け

な

る

か

み

を

ゆ
い

わ

け
､

出
家
受
戒
さ
づ

け

て
云

く
､

我

在
俗
の

昔
は

､

世
路
を

わ

し

り

て
､

地

獄
の

す

み

か

を

尋
ね

､

≦
ノ
1

1
0

-
○

-
○

■

出
仕
奉
公
の

ほ

の

山
の

か

せ

ぎ

笥
観
U

｡

云
々

(

三

〇
り

三
一

オ
)

名
利
の

家
の

犬

う
て

ど

も

去
ら

ず
､

因
果
の

白

又

暁
の

雲
に

か

く

る
｡

昨
日

報

い

し

人
今
日
ほ

な

し
｡

宅
は

暗
く

し
て

､

笥
鳳

日

は

な

し
｡

風

の

ま
へ

の

燈
び

､

マ

マ

い

な
づ

ま
の

景
､

夢
ま
ぼ

ろ

し

の

た

ぐ
ひ

と

観
じ

て

云
々

ま
ね

け

ど

も

来

が

た
し

｡

こ

り

を

悦
て

､

妻
子

珍
宝
に

心

を

と
ゞ

め
､

火

召
さ

り
ぬ

｡

夫
､

花
は

つ

ゐ

に

夙
に

し

た

が

ひ
､

月
ほ

出
て

､

雲
に

か

く

る
｡

昨
日

見
し

人
今

と

な
っ

て

お

り
､

明

応

本
と

寛
永
本
と

は

密
接
な

関
係
で

あ

る
｡

こ

の

箇

所
は

､

と

も

に

鎌
食
期
写

の

絵

巻
(

甲

類
)

､

伝

阿

仏
尼

本

(

乙

類
)

に

は

欠

け
て

い

る

箇
所
で

あ

る
.

の

で
､

古

態
の

例
を

知
る

こ

と

が

で

き

な
い

が
､

後
半

部
の

一

生

涯
草
紙

･

久

保
家

本

の
一

致
に

よ

り

判

断
す
れ

ば
､

こ

の

両

者
に

原

文
が

伝
え

ら

れ

て

い

る

と

み

た

い
｡

と
こ

ろ
で

､

更
に

注

視
し
て

み

る

な

ら

ば
一

生

涯
草
紙
の

｢

衣
の

た

ま
+

(

文

明

本
は

｢

一

夜
の

玉
+

と

改

変
さ

れ

て

い

る
)

は
､

直
前
の

｢

矛

を

よ

ろ

び

て
+

と
い

う

異
文
に

も

関

わ

ら

ず
､

寛
永

本
･

明

応

本
と

一

致
す

る
｡

又
､

久

保
家

本
の

｢

ほ

こ

り

を

悦
て

､

妻
子

珍

宝
+

(

正

保
本

･

発
心

記
は

｢

(

出
仕

奉

公
.

の
)

馨
り

を

喜
び

て
､

妻
子

珍
宝
+

)

と
い

う
一

句
も

寛
永

本
に

一

致
し
て

い

る
｡

こ

う

し
た

現

象
を

硫
一

約
に

北

握
す
る

の

は

困

難
.

鰯
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を

極
め
る

が
､

関
係
が

錯
綜
と

し
て

い

る

だ

け

に

何
れ

か
一

本
の

他

方
へ

の
一

方

的
な

影
響
と

決
定
で

き

な
い

こ

と

に

な

る
｡

そ

の

こ

と

は

逆
に

､

寛
永
本
が

他

本
に

よ

っ

て

改

訂
さ

れ

て

い

る

と
い

う
よ

り
､

む

し

ろ
こ

れ

ら

諸

本
の

三

本
以
上

の

共

通

点
の

多
く
が

､

よ

り

遡
っ

■
た

祖

本
の

文

章
を

引
い

て

き
て

い

る

と

言

え

ま
い

か
｡

紙
幅
の

都
合
上

､

各
二

本

間
の

関
係
を

検
討
し

ぇ

な
い

が
､

他
の

徴
証
と

併
せ

て

(

九

六

真
上

段

参
照
)

右
の

対

照

本
文
の

関
係
を

整
理

し
て

み

る

と
､

寛
永

本
と

明

応
本

､

文

明

本
と
一

生

涯
草
紙

､

久

保
家

本
･

正

保

本
･

発
心

記
と

い

う

近

縁

関

係

に

加

え

て
､

｢

出
仕

騎
慢
云

々

+

の

句

か

ら

寛
永
本

･

明

応
本
と

一

生

涯
草
紙

･

(

文

明

本
)

と

の

関
係

､

更
に

｢

誇
を

悦
て
+

や

後
半
部
に

お

け

る

甲
類
乙

類
の

符
合
か

ら

判

断
し

て
､

両

系
統
の

祖

本
を

想

定
す

る

こ

と

が

で

き

る

の

で

は

な
い

か
｡

こ

れ

を

図

示

す
る

な
ら

ば

(

永

正

本
､

阿

仏
尼
本

も

参
考
に

付

加
し

た
)

下

図
の

如
く
に

な
る

｡

こ

の

よ

う
に

考
え

て

く
る

と
､

寛
永

本
に

顕
現

し
て

い

る

祖

本
､

原
型
の

面

影
は

､

『

西
行
物

語
』

の

成

立
･

原
型
を

考
え

る

上

で

無
視
さ

れ

る

ぺ

き

で

は

な
い

も

の

と

思
わ

れ

る
｡

そ

の

ワ

ン

ス

テ

ア

プ

と

し
て

寛
永

本
を

明

応
本
の

傍
に

置
く
こ

と
に

よ

り
､

明

応

本
の

み

な

ら

ず
､

『

西

行
物

語
』

と

山
家

集
と

の

関
係
が

再

認

識

(

5
)

さ

れ

る
ぺ

き

で

あ

る
｡

寛
永

本

永
正

本

明

応

本

文

明
本

一

生
涯

草

紙

阿

仏
尼
本

久
保

家
本

正

保
本

発

心

記

β3 β

西

行
の

同

行
者
西

住
に

つ

い

て

も

寛
永

本

は

興
味
深
い

本

文
を

有
し
て

い

る
｡

歌
人

と

し
て

の

ま
た

史
実

上

の

西

住
は

新

古
今

和
歌
集

･

山
家

集
･

開

署
残
集
所

載
の

和

歌
や

『

和

歌

色

菓
』

『

伝
灯

広
録
』

に

よ

っ

て

知
ら

れ

る

ば
か

り

で

な

く
､

桑
原

博
史

氏
｢

二

人
の

西

住
+

(

『

説
話
』

六

一

九

七

八

年
五

月
)

に

詳
細

な

伝

記

研

究
が

あ

る
｡

『

西

行
物
語
』

に

お

け
る

西

住

像
は

む

し

ろ

伝
説
と

し
て

､

そ

う
し

た

実
在
し
た

西

住
と

は

異

な
る

も

の

で

ヽ

ヽ

あ
っ

た
｡

そ

れ

は

西

行
の

同

行
と

t
て

登

場
し

て

く

る

の

で

あ

る

一
r

ち

→

.

ふ

ノも

ゃ
寸

′

◆

r

少

ト

ト
･

†

吋

が

*

←

耕

ヰ
一

-

L

阜
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r

j

｡

_
ヰ

/

一

叫

1

★

一

戦
†

叫

1

J

が
､

従

者
と

し
て

､

ま
た

西

行
の

世

捨
て

の

精
神
を

惑

乱
さ

せ

る

ヽ

ヽ

同

行
と

し
て

の

姿
で

あ
っ

た
｡

し

か

し
､

そ

の

登

場
の

し

か

た

も

諸

本
に

よ
っ

て

異
な
っ

て

い

る

の

で

あ

る
｡

ま

ず
西

行
の

出
家

直
後

､

後
を

追
っ

て

出
家

す
る

従

者

西

住

を

措

く
の

は

乙

類
の

み

で
､

寛
永

本
を

含
め

て

甲

類
に

は
一

切

記

述

が

な
い

｡

逆
に

､

吉

野
大

峯
か

ら

都
に

戻
り

､

西

住
が

自
宅
に

立

寄
っ

て

乞

食
を

す
る

記

事
は

甲

類
(

絵
巻
に

は

西
住
関
係
の

記

事
の

該
当

箇

所
ほ

遺
さ

れ

て

い

な
い

の

で
､

検
証
の

外
と

す
る
)

に

の

み

存

し
､

乙

類
に

は

な
い

｡

こ

こ

で

は
､

西

行
は

西

住
と

共
に

修
行
を

続
け

ら

れ

な
い

と

し
て

､

彼
と

離
れ

て

し

ま

う
｡

こ

の

箇
所
の

文

明

本
･

一

生

涯
草
紙
に

の

み

あ

る

｢

さ

れ

ば
こ

そ

ろ

れ

申
さ

じ

と

は

申
し
ゝ

か
+

｢

仙
人
ほ

手

足
を

斬
ら

る

れ

ど

も
←

等
の

詞
章
は

､

次
に

取

り

上

げ
る

天

竜
川
の

説

話
と

類
似
し

､

重

複
の

感
を

免
れ

が

た

い
｡

天

竜
川
の

記
事
は

甲

類
乙

類
と
も

に

備
え

て

お

り
､

『

今
物

語
』

や

御
伽
草
子

『

西

行
』

に

も

欧

打
さ

れ

る

別
伝
が

あ
る

が
､

撲
ら

れ

る

西

行
像
と

し
て

『

西

行
物
語
』

の

中
で

も

名

高
い

説
話
で

あ

る
｡

『

聞

書
残
集
』

に

あ

る

大
井
川

で

空
仁
と
■
別
れ

る

折
の

贈
答

■

ノ

一

歌
と

､

こ

の

説

話

と

何

ら
か

の

関

係
が

あ

り

そ

う
で

あ

る

が

(

｢

ふ

ヽ

ヽ

ヽ

ね

に

の

り

え
て
+

｢

大

井
川

君

が

な
ご

り

の

慕
は

れ

て

ゐ

ぜ

き

の

な
み

の

そ

で

に

か

～

れ

る
+

｢

か

く

申
し
つ

ゝ

さ

し

は

な

れ

て

か

へ

り

け

る

に

い

つ

ま
で

こ

も

り

た

る
ぺ

き

ぞ

と

申
し
け
れ

ば
､

お

も

ひ

さ

だ

め

た

る

こ

と

も

は

べ

ら

ず
ほ

か

へ

ま

か

る

こ

と

も

や
+

な

ど

と
い

う

詞
旬
は

､

京
の

大

井
川

1
遠
江
の

大
井

川

1
天

竜
川
と
い

う
連
想

混

濁
の

道
が

想
像
さ

れ

る

こ

と

と

合
わ

せ
､

こ

の

説
話
の

原
拠
の

一

つ

で

は

な

か

ろ

う
か
)

､

こ

の

記

事
に

お

い

て

注

意
す
べ

き

ほ
､

層

住
の

名
を

同

行
の

名
と

し
て

記
し
て

い

る

の

は

発
心

記

だ

け
で

あ

る

こ

と

で

あ
る

｡

も

し

『

問

書
残
集
』

に

基
い

て

創
造
さ

れ

成

長
し

た

話
で

あ
る

と

し

た

な

ら

ば
､

空

仁

訪

こ
上

ノ

間
時
の

同

行
者
西

住
の

イ

メ

ー

ジ

が

創
造

当
時
か

ら
こ

の

講
に

付

随
し
て

い

た

こ

と

に

な

る

の

で

あ
る

が
｡

甲

類
で

は

既
に

西

住
と

別

れ

て

行

動
す
る

こ

と
に

な
っ

て

い

た

の

で

あ

る

か

ら

当

然
名
は

記
さ

れ

な
い

が
､

乙

類
に

お

い

て

も

は

っ

き

り

そ

れ

と

記
し
て

い

(

6
)

る

伝
本
は

他
に

は

な
い

の

で

あ

る
｡

更
に

､

こ

れ

に

続
く

岡
辺
で

同

行
の

屍
に

出
く

わ

す

件
で

は
､

そ

の

屍
を

西

住
と

認
め
て

い

る

の

は

阿

仏
尼
本
の

み

で

あ

る
｡

か

さ

あ
り

｡

み

れ

ば

同

行
西

住
が

か

さ

也
｡

(

二

七

ウ
)

▲7

こ

の

辺

り
の

阿
仏
尼
本

は

乙

類
の

他
の

本
文
と

此

較
し
て

み

る

田
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に

省
筆
甚
し

く
､

攻
究
さ

れ

て

い

る

疑
い

が

あ

る

の

で
､

こ

の
一

句
は

補
入
の

き

ら
い

が

せ

ぬ

で

も

な
い

｡

が
､

阿
仏
尼
本
に

こ

の

名
が

み

ら

れ

る

と
こ

ろ
か

ら
､

鎌
倉
期
に

お

い

て

既
に

こ

の

同

行

ほ

酉
住
で

あ

る

と

の

伝
説
が

生

じ
て

い

た

ら

し
い

｡

少
な

く

と

も

そ

う
い

う

読
ま

れ

方
が

さ

れ

て

い

た

の

で

あ

る
｡

た

だ

し

弧
立

し

て

い

る
｡

物
語
成
立

時
に

お

け
る

イ

メ

ー

ジ

は

別
と

し
て

､

広
く

酉
住
伝
説
を

形
成
し
て

い

く
こ

と

に

な
っ

て

い

る

の

で

あ

る

が
｡

と

こ

ろ
で

､

こ

の

記
事
は

従

来
甲

類
で

は
一

生

涯
草
紙
に

の

み

存
し

､

乙

類
に

よ

る

増
補
と

疑
わ

れ

ぬ

で

も

な

か
っ

た
の

で

あ

る

が
､

寛
永

本
も

有
し

て

い

た

の

で

あ

る
｡

そ

の

件
を

紹
介
し
て

お

き

た

い
｡

れ

た
る

を

あ

や

し

と

み

れ

ば
､

退

治
.

ぬ

る

春
､

都
に

て
､

一

連
･

の

上

.n
ノ

に

と
､

契

引
締
た

り

し

同
行
の

､

東
の

方
へ

修
行
に

出
し

時
､

あ

な
け

ソ

が

ち

に

別
を

惜
し
か

ば
､

是
を

形

此

睡
他

見
に

み

よ

と

て
､

･

･

我
不

愛
身

壁
に

あ
り

て
､

命
､

但
惜
無
上

道
と

書
た

り

し

笠

也
｡

主
は

行
方
も

み

え

ざ

り

け
れ

さ

に

ば
､

心

う
U

.

可
､

を

く

れ

先
立
た

ナ

シ

に

め

し
､

対
内

励
も

と

の

雫
と

消

叫

け
る

や

ら

む

寛

永

本
(

覧
稚

掘
韻

)

久

保

家

本

る

哉
ら

ん

と

洞
も

と
ゞ

ま

ら

ず
､

憤
｢
は
一

宿
の

人
に

尋
ぬ

れ

ば
､

此

春
･

･

り

愴

り
修
行
者
の

下
だ
り

し

が
､

其
堂

恒
博
り

に

て
､

世
心

ち

を

し
て

失
に

し

を

の

乱
し

｡

ナ

シ

慮

西
行
只

一

人
､

嵐
の

風
身
に

し

み

て
､

う
き

事
い

と
ゞ

大
井
川
の

四

ナ

シ

風
す
み

海
の

浪
を

分
て

､

や

そ
せ

の

み

わ

た
る

挟
も

し

ぼ

り

あ
へ

ず
し
て

､

と

か

や

に

古
き

あ

ば

駿
河

国
岡
辺
の

宿
に

､

古

仇
壇

堂
に

立
寄
て

､

休
つ

1
､

後
戸
の

方
様
を

み

れ

ば
､

古
櫓
笠
の

掛
ら

只
独

､

嵐
の

風
身
に

し

み
て

､

う

き

事
い

と
ゞ

大
井
河

､

し
か

ひ

の

-
人

U
･

l
‖
〉
･

⊥
U
･

l
U
･

⊥
U

-
○

-
〇
･

-

{
)

波
を
わ

け
､

涙
も

露
も

お

き

ま
が

-
○

-

○

-
○

人
丁
人

U

･

⊥
U

ふ

墨

染
の

袖
し

ぼ

り

も

あ
へ

ず
行

-
○

-
○

潅
に

､

す
る

が

の

国
､

岡
部
の

宿

犬
･

喰
散
て

侍
り

き
と

､

云

ば
+

一

G

か

ば
ね

は

有
ら

ん

と
云

､

尋
ぬ

れ

見
え

ざ
り

共
､

笥
け
れ

ば

笠
は

あ

り

其
身
は
い

か

に

成
ぬ

の

ら
ん

裳
は

か

な

き

あ

め

封
下

か

な

(

二

三

オ

ウ
)

-

○
-

○
-
○
-
〈

U

-
○

き
ノ
ー
ー

･･

と

云

所
に

付
て

､

あ

ば

れ

た
る

御

1
0

-
0

1
U

-

?
○

堂
に

立
寄

､

や

す
み

て

居
た

り

け

-
0
-
0

-
0

-
0

-
0
-
○

る
に

､

何
と

な

く

う
し

ろ

と
の

方

お

-

○

-
n

T

?
○

上
U

-
n

T
O

-
○

β

を

み

や

り

た
り

け
る

に
､

ふ

る

き

槍
笠
の

か

け

ら
れ

た

る

を

あ

や

し

と

見
に

､

す
ぎ
に

し

春
の

此
､

都

-
{
Y
-

○

-
○

-
○

-
○

-
○

-

○

-

○

-
○

に

て
､

た

が
び

に

さ
き

だ
1

ば
､

1
0

-
○

-
○

-
0

-
○

-

○
-
○
-
○

-
○

遠
来
穣
国

､

最
初
引
接
の

契
を

む

す
ぴ

し

同
行
の

東
の

方
へ

修
行
に

-
○

-
○

出
し

時
､

あ

な

が

ち
に

別
を

悲
み

し
か

ば
､

此
を

形
見
に

と
て

､

我

不

変
身
命

､

但
惜
無
上

這
と
か

き

-

⊥
U

-

0

-
○
-
0

1
U

-
○

-
○

-

○

た

り

し

が
､

笠
は

あ

れ

ど

も
､

主

-
0
-

⊥
∪

･-

○

-
○

ほ

見
え

ざ

り

け
れ

ば
､

お

く

れ

さ

ー
○
-

0

1
0

幸
0

-
○

-

○

き

だ
つ

な

ら
ひ

､

は

や
､

も

と
の

し
つ

く

と

成
に

け
る

や

ら

ん

と
､

-
○

-

○

-
0

1
0

-
0

～
○

-
○

-
○
-
○

真
に

党
へ

て
､

涙
を

を
さ
へ

て

朽

-
○

-
○

-
○

～
○

-
○

-

○

-
○

′

＼
ノ
＼

･〈
′

ト
ノ

r

の

者
に

と

び

け

れ

ば
､

京
よ

り

此

春
､

修
行
者
の

く

だ

り
て

あ
り

し

が
､

此
御
堂
に

て

い

た

は

り

を

し

て
､

う
せ

侍
り

し

を
､

犬
の

く

び

み

だ

し
て

侍
き

｡

か

ば

-
○
-

○

ね

は

ち

か

-

?
0

1
0

-
○

-
○

-
○

-
○

-
○
-

○

き

あ

た

り
に

侍
る

ら

ん

と
､

い

び

-

○

-

○

-
○

け
れ

ば
､

た

づ

ぬ

る

に
､

み

え

ざ

㌢

.

､

Il

▲

虹
■
キ

ダ

ー

､

_

岬

r

_

←

曲
打
ち

サ

小

.

サ



､

ユ

′

〝

､

ム

J

▼̀
･

サ

､

◆

､

ヽ

+

ノ

ー

叫

｡

叫

叫

l
ヮ

･

小

叫

.,

′斗

※

一

生

涯
草
紙
と

久
保

家
本
と

が
一

致
す
る

部
分

は
､

久
保
家
本
に

の

み

波

線
を

施
し
た

｡

り

け
れ

ば
､

笠
は

あ

り

そ
の

身
の

い

か

に

成

ぬ

ら
ん

あ

ほ

れ

は

か

な

き

雨
の

し

た
か

な

( 9 7 ) 寛永本 『西 行物語』 考

互
い

に

酷
似
し
て

い

る

が
､

微
細
な

点
で

､

一

生

涯
草
紙
は

寛

永
本
と

も

久

保
家

本

と

も

近

く
､

一

生

涯

草
紙
の

形
が

寛
永

本
と

久

保
家

本
と

に

分

か

れ

て

い

っ

た

か
､

久

保
家

本
1

一

生

涯
草
紙

1
寛
永
本
と

伝
え

ら

れ

て

い

っ

た

か

の

何

れ

か

で

あ

ろ

う
｡

一

生

涯
草
紙
は

文

明
本

と

極
め
て

近
い

関
係
に

あ

る

が
､

文

明

本
よ

り

和
歌
に

お

い

て

山
家

集
･

新
古
今

集
等
に

一

致
す
る

も

の

が

多
い

と
こ

ろ
か

ら
､

祖
本
の

流

れ

を

忠
実
に

汲
ん

で

い

る

詞
辛
が

多
い

と

思
わ

れ

る
｡

こ

の

記
事
も

そ

う

し
た

例
と

解

釈
で

き
る

の

で

は
ヽ

あ

る

ま
い

か
｡

乙

類
は

､

怖
ら

く

同
一

人

物
で

あ

ろ

う
が

､

東
西

ヽ

に

別

れ

た

筈
の

同
行
に

､

そ

の

直

後
天

竜
川
よ

り

東
の

岡
部
で

そ

の

屍
に

出
く
わ

す
と

し

て

お

り
､

矛
盾
が

あ

る

こ

と

も

参
考
と

な

ろ

う
｡

こ

の

点
一

生

涯
草
紙
に

は
､

東
西
云

々

の

文

は

な

く

矛

盾

が

な
い

｡

す

な

わ

ち
､

こ

の

記
事
は

一

生

涯
草
紙
や

寛
永
本
が

増

補
し
た

の

で

は

な

く
､

甲
類
に

も

本
来
存
し
た

上

考
え
る

ぺ

き

な

の

で

あ

る

ま
い

か
｡

寛
永

本
を

手
に

し
て

み

る

と
､

こ

の

よ

う
な

原

型

推
定

､

本

文
批

評
も

可
能
に

な

る

こ

と
が

知
れ

よ

う
｡

ヽ

も
っ

と

も
､

寛
永
本
で

は

天

竜

川
の

同

行
を

｢

と

く
′

＼
帰
上

と

で

故
に

け
り
+

と

あ

り
､

京
に

帰
し

て

し

ま
っ

た

の

で

あ

る

か

ら
､

諸

本
に

共

通
し

て

過

ぎ
ぬ

る

春

都
で

誓
い

あ
っ

た
と

い

う

同

行
の

死

は

別

人
で

あ

る

と

み

る
ぺ

き

な
の

か

も

知
れ

な
い

｡

さ

て
､

西

行
の

同

行
が

酉

住
か

香
か

､

同

行
の

ど

れ

と

ど
れ

が

西

住
で

あ

る

か
､

諸
本
は

そ

れ

ぞ

れ

微
妙
な

伝
承
を

伝
え

て

い

る

が
､

阿
仏
尼
本
以

外
は

西

住
が

岡
部
で

非
業
の

死
を

遂

げ

た

と

明

記
し
て

い

る

も
の

は

な
い

｡

寛
永
本

も

然
り
で

あ

る
｡

そ

れ

故
に

寛
永
本
に

千

載

和
歌
集
巻
第
九

裳
傷
歌
所

載
の

西

住

法
師
身
ま
か

り

し

折
の

西

行
と

寂

然
の

応
答
歌
が

あ
っ

て

も

お

か

し
く

ほ

な
い

｡

其
後

､

酉
住
は

重

病
有
て

､

正

金
に

住
し
て

､

往
生

を

と

げ

然
千
載

た

り

け
れ

ば
､

西

行
の

も

と
へ

寂
連

､

読
て

つ

か

は

し

け

る

千

載

す
と

イ

乱
せ

ぬ

お

は

り

聞
こ

そ

う
れ

し

け

れ

さ

て

も

別

は

な

ぐ
さ

ま

ね

共

西

行
返

事

か

な

し

さ

に

イ

同

此

世
に

て

又

逢
ま

じ

き

君
な

れ

ば

人
イ

す
ゝ

め

し

我

ぞ

心

み

だ

れ

し

酉
住
着
病
の

此
､

月

を

見
て

同

も

ろ

と
も

に

な

が

め

/
＼
て

秋
の

月

β3 9
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び

と

り
に

な

ら

ん

事
ぞ

か

な
し

き
(

三

五

ウ

三

六
オ
)

異
本
注

記
に

よ

り

匡
さ

れ

て

い

る

よ

う
に

､

寛
永
本
の

本

文
は

千

載
集
と

異
な
っ

て

い

る
｡

こ

の

こ

と

は

千

載
集
(

山
家

集
に

も

こ

の

三

首
あ

る

が
､

詞

書
は

千

載

集
に

近
い
)

に

よ
っ

て

後
日

増

補
さ

れ

た

も
の

で

は

な
い

こ

と

を

物
語
っ

て

い

る

だ

ろ

う
｡

永
正

本
に

も

｢

み

だ

れ

せ

ぬ
+

｢

も

ろ
と

も

に
+

の

二

首

は

同

じ

位
置

に

あ

り
､

永
正

六

年
以

前
か

ら
こ

の

系
統
は

こ

の

記
事
を

有
し
て

い

た

の

で

あ

る
｡

と
こ

ろ

で
､

こ

の

三

首
は

､

『

西

行
物
語
』

の

何
れ

か

の

一

本

に

よ

り
､

そ

の

和

歌
の

み

抜
き

書
き

さ

れ

た

と
い

わ

れ

る

『

七

家

集
本

山
家

集
』

に

も

存
す
る

こ

と

が

思
い

起
こ

さ

れ

る
｡

そ

の

詞

書
は

寛
永

本
と

異
な
っ

て

お

り

(

千

載
集
と

も

違
う
)

､

和
歌

も

千

載
集
に

一

致
し

て

い

る

の

で
､

寛
永

本
と

七

家

集
本
と

の

直
接

の

関
係
は

考
え

難
い

｡

位

置
も

や

や

異
な
っ

て

い

る
｡

七

家

集

本
は

所
収
の

和
歌
及

び

そ

の

配
列
傾
か

ら
､

甲

類
の

(

7
)

『

西

行
物
語
』

に

依
拠
し

た

も
の

と

思

わ

れ

る

が
､

四

十
一

首
の

甲
乙

何
れ

の

諸

本
に

も

属
さ

な
い

和
歌
を

載
せ

て

い

る

と

考
え

ら

れ

て

い

た
｡

し

か

る

に
､

先

の

三

首
(

『

西

行
全

集
』

所
収

の

七

家

集
本
本

文
に

お

い

て
一

六

〇
､

一

六
一

､

一

六

二

番
)

及

び
､

一

一

六

｢

玉

を

ぬ

く
+

､

一

二

四

｢

涙
を

ば
+

､

一

二

五

｢

し

を

り

せ

で
+

､

一

二

六

｢

東
路
の
+

､

一

九

〇

｢

も
の

思

ひ

て
+

の

五

首

細

が
､

和
歌
の

傾
よ

り

判

断

し
て

互
い

に

同

位
置
に

あ

る
｡

(

7
)

七

家

集
本
は

､

伊
藤
嘉
夫

氏
に

よ

れ

ば
､

徳
川

中

期
の

写

本
と

い

う
こ

と
で

あ

る

が
､

少
な

く

と

も

永
正

六

年
以

前
よ

り

『

西

行

物

語
』

は

こ

の

八

首
を

有
し
て

い

た

の

で

あ

る
｡

更
に

､

七

家

集

本
に

は

文

明

本
･

一

生

涯
草
紙
に

の

み

所

載
の

和
歌
が

六

首
あ

り
､

又
､

寛
永

本
と

乙

類
の

み

共

通

す
る

和
歌
が

二

首
あ

る
｡

諸

本

に

膵
が
っ

て

共

通

す
る

と

い

う
こ

れ

ら
の

事
実
は

､

七

家

集
本
が

書

写

年
代
こ

そ

新
し
い

も

の

の
､

寛
永
本

と

同

様
な

本
文
の

性
椿
を

有
し
て

い

る

と

考
え

ら
れ

る
｡

す
な

わ

ち
､

原

型
の

(

少
な

く

と

も

甲

類
祖

本
の
)

面

影
を

忍
ば

せ

て

し

れ

る

と
い

う

性
椿
を

一

面

に

有
し

て

い

る

と
｡

｢

(

七

家

集
本
)

に

よ

り

西

行
物
語
の

現

存
せ

る

も

の

は

残

関
本

な
る

か

の

問
題
を

提
供
す
+

と

い

う

『

西

行
全

集
』

解
題
の

指
摘
が

改

め

て

見

直
さ

ね

ば

な

ら

な
い

で

あ

ろ

う
｡

西

住
没
の

こ

の

記

事
が

､

甲

類
祖
本

或
い

は

原

型
に

存
在
し

て

い

た

と

す
る

な

ら

ば
､

『

西

行
物
語
』

に

お

け

る

酉
住
像
の

本

来

の

あ

り

方
は

諸
本
の

流
伝
の

中
で

青
く

ま

れ

て

き

た

像
と

は

や

～

異
な
っ

て

い

た

鴻

の

と

考
え

ら
れ

る
｡

こ

の

物
語
諸

本
に

よ
っ

て

成

長
し
て

き

た

西

行
像
及
び

西

住
像
を

育
ん

だ

中

世

文

学
の

あ

り

方
が

改
め

て

考
え

直
さ

れ

ね

ば
な

ら

な
い

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

意
味

山

一

J

Wゝ
l

咋

`

◆

H

卜

し

叫

伽

ト

･
*

†
一
で

■

l◆
ト

や

.

-

中



†

､

-

⊥

山
l

耳

､

◆

｡

叫

一

ノ

ー

叫

1

叫

一

▲
¶

1 I
.

叶

.

.

サ

で
､

寛
永

本

‥
永

正

本
･

七

家

集
本
の

酉

住
没
の

記
事
は

更
に

検

討
き

れ

る

必

要
が

あ

る

で

あ

ろ

う
｡

付

言

す
れ

ば
､

酉
住
没
の

記

事
が

少
な

く
と

も

甲

類
の

祖

本
の

頭
初
か

ら

存
在
し
た

と

し
て

も
､

甲

類
の

諸

本
と

矛

盾
を

き
た

さ

な
い

｡

た

だ

甲

類
に

も

み

ら

れ

る

道
心

堅

固

な

ら

ざ

る

西

住

像

(

妻
子
に

迷
う

姿
)

と
の

関
係
は

い

ま
一

つ

す
っ

き
り

し
な
い

が
｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

兵

衛
尉
範
清
と

云

人

あ

り

き
｡

忽
に

姑
射
山
の

北

面

を

出
て

､

妻
子

称
宝

を

振
捨
て

､

恩

愛
不

能
断
の

家

を

出
て

､

棄
恩
入

こ

れ

ま
で

『

西

行
物
語
』

諸
本

内

部
､

及
び

山
家

集
に

よ

る
､

言
わ

ば

同

族

的
な

検
証

を

中
心

に

し

て

重

ね

て

き
た

が
､

外
部

資

料
や

怖
ら

く

依
拠
し

た

で

あ

ろ

う

他
の

典
拠
に

触
れ

た

い
｡

寛
永
本
の

冒
頭
の

夫
､

生

死

無
常
の

雲
厚

く
と

ぢ

て
､

本

覚
真
如
の

月

出
が

た

( 9 9 ) 寛永本 『西 行 物語』 考

く
､

無
明
の

酒
に

酔
て

､

衣
の

玉

を

し

ら

ず
｡

億
々

万

劫
に

も

通
達
が

た

き

仏
教
に

過
た

る
｡

雪
山
の

鳥
鳴
て

も

明
日

を

不

可

待
｡

首
の

火

を

払

消
さ

む
が

ご

と

し
｡

此

度
い

と

は

ず

は
､

又
三

途
の

旧

里
に

帰
な

む
｡

春
の

花
､

秋
の

紅
葉
の

風

に

さ

そ

は

れ

て
､

宵
に

明

な

る

月
の

暁
の

雲
に

隠
､

羊
の

歩

近

付
て

､

風
の

前
の

灯
､

稲

妻
､

か

げ

ろ
ふ

の

類
に

は

か

な

き

事
を

思

知
て

､

■
鳥
羽

院
の

北

面
に

左

衛
門
尉
安
清
子
に

左

無

為
の

心

深

し
て

云

々

(

一

オ

ウ
)

と

い

う

詞

章
は

永
正

本
に

若
干

位
置
を

後
に

し
て

存
す
る

以

外

他

本
に

み

ら

れ

な
い

が
､

傍
線
を

施
し
た

箇
所
に

注
視
す
る

な

ら

ば
､

明

応
本
の

冒

頭
に

散
見
し
て

い

る
｡

明

応
本
の

冒
頭
も

独

自

の
､

序

文

と

も
い

う
べ

き

無
常
観
の

濃
い

体

裁
を

整
え
て

い

て
､

孤
立

し

て

い

た

が
､

類
型

句
な

が

ら

寛
永

本
と

符
号

す
る

と

こ

ろ

を

み

る

と
､

両

者
の

関
わ

り

あ

い

は

深
い

も

の

と

言
わ

ざ

る

を

え

な
い

｡

尚
､

文

明

本
に

も

嵯
峨
隠
棲
直
後

､

無
常
を

観
じ

る
一

節

が

あ
り

､

前
掲
の

詞
童
T

と

類
似
し
た

と
こ

ろ
が

あ
る

｡

寛
永

本
に

も

同

位
置
に

対

校
し

う
る

程
の

文

章
が

あ

る

の

で
､

寛
永

本
は

重

複
し
て

い

る

感
を

抱
か

さ

れ

る

が
､

そ

の

点
か

ら

推
す
に

怖
ら

く

こ

の

位

置
の

詞

章
を

冒

頭
に

据
え

文

飾
を

加

え
た

も

の

で

あ

ろ

う
｡

こ

の

冒

頭
に

関
し
て

寛
永
本
と

明

応
本
の

何

れ

が

そ

の

原
型

か

判

断
で

き

な
い

が
｡

と

こ

ろ
で

､

圏

点

を

施
し
た

文
に

関
し

て
､

明

応
本
の

該
当

箇

所
､

文

明

本
の

冒
頭

､

一

生

涯
草
紙
の

冒
頭
は

各
々

鳥

羽

院
の

御
時

､

北

面
に

召

し

使
は

れ

け

る

佐

藤
兵
衛
尉
範

組
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清
と

申
す

武
士
あ

り

け

り
｡

鳥
羽

院
の

御
時

､

北
面

に

め

し
つ

か

は

れ

け

る

左

兵
衛
尉
藤

原
の

範
清
と

い

ふ

者
あ

り

け

り
｡

大

治
二

年
の

頃
､

鳥
羽

院
の

御
時

､

北

面
に

召
遺
は

れ

け
る

佐

藤
兵
衛
範
清
と
い

ふ

者
あ

り

け

り
｡

(

1 8
)

と

な
っ

て

お

り
､

谷
山

茂
氏

が

紹
介
さ

れ

た

『

藤
門
徒

抄
』

(

建
長
三

年
(

一

二

五
一

)

写

明

治

以

降
の

抄

出

書
写
)

に

み

ら

れ

る

『

西

行
発
心

修
行

物
語
』

に

は

鳥
羽

院
ノ

御
時
北

面
ニ

メ

シ

ツ

カ
ハ

シ

ケ
ム

左

兵
衛
尉
藤
原

ノ
ーー
7

キ

ヨ

章
清
ト

イ

フ

武
者
ア

リ

ケ

リ

と

初
行
に

あ
っ

た

こ

と

が

知
ら
れ

て

い

る
｡

こ

の

記
述
は

先

に

掲

げ
た

甲

類
(

文

明

本
が

最
も

近
い

か
)

と

酷
似
し
て

い

る
｡

こ

の

記
述
に

つ

い

て

は

甲

猥
乙

類
の

区

別

な

く

『

西
行

物
語
』

の

成
立

ヽ

ヽ

ヽ

下

限
と

み

ら

れ

て

い

る

が
､

更
に

限

定
す
れ

ば

甲
類
の

祖

本

成
立

の

下

限
と

考
え
る

ぺ

き

で

あ

ろ

う
っ

寛
永
本
の

上

端
当

該
箇
所
は

こ

れ

に

よ

る

と

手
が

加

え

ら
れ

て

い

る

と

判
断
さ

れ
､

そ

の

前
後
や

明

応
本
の

冒
頭
も

増
補
さ

れ

た

と

推
測
さ

れ

る
｡

と

も
か

く
､

『

藤
門
弟
抄
』

の

『

西

行

発

心

億

行
物
語
』

を

甲
類
本

と

特
定

し

う
る

こ

と

は
､

次
の

『

発
心

集
』

紹

と
の

関
連
か

ら

も
､

『

西
行

物
語
』

原

型
を

考
察
す
る

上

で

見

過

ご

せ

な
い

事
柄
で

あ

る
｡

さ

て

次
に

､

『

西

行
物
語
』

の

娘
を

出
家
へ

と

誘

う

記
事
か

ら

抄
出
し

､

文
明

本
で

傍
注

し
て

例
示

す
る

｡

西
行

娘
が

預
け
ら

れ

て

い

た

冷
泉
殿
の

姫
君
に

関
す

る

件
で

あ

る
｡

此

程
は

冷
泉
殿

､

て

侍
る

な

り

こ

取
給
へ

る

が
､

を

む
か
へ

腹
の

娘
に

播
磨
三

位
と

中
人

吋
む

姉

ナ

シ

参
ら

せ

て

此

姐
御
前
を

ば
､

上

東
女
.
房
に

し

給
つ

る

侍
り

し

也
｡

(

中

略
)

英

次

日

(

筆
者
注
-
西

行
ハ

)

.
冷

泉

殿
の

剖

ナ

シ

ま

か

り

て

ば

な

る

小

家
に

立

入
て

､

主
を

か

た

ら

ひ

て

此

娘
を

よ

び

け

ふ
ノ

シ

れ

ば
､

(

中
略
)

西
行
も

娘
を

み

る

に
､

有
し

土

遊
の

姿
に

か

は

り

お

い

す
げ
て

た

け
高
く

い

み

じ

く
見
ゆ

は

こ

よ

な

う

お

い

か

は

り

て

ぞ

見

え

侍
け
る

ナ

シ

し
か

ぐ
ー

の

絵
有
し

ナ

シ

厚
.､

′
.

..′

､
(
一

っ

る

娘
に

く
ど

き

て

云

様
､

年
此

行
末
も

し

ら

ざ

り

し
に

､

今
日

ナ

シ

前
せ
の

実
な

り

こ

そ

見

奉
れ

｡

親
と

成
､

子

と

成

事
ほ

､

契
浅
か

ら

ず
｡

郵

い

れ

給
ひ

な

む

申
さ

ん

事
を

聞

捨
て

ん

や
｡

け
㌧

と
､

云

け
れ

ば
､

親
に

て

お

は

サ

拭

→

上

山

書
Iヰ

ノ

◆

F

少

卜

し

叫

小

㌣

≠

ト

』
叩

､

l◆
一

や

ら

や



1

′

･l

バ
"

一
斗

1

し

叫

+

ノ

ー

叫

｡

叫

一

l
ワ

小
.

叶

1

メ

叫

せ

参
ら

せ

む

し

ま

さ

ば
い

か

で

か

違
変
じ

奉
べ

き
｡

と
､

云

け

れ

ば
､

嬉

倍
数
党
て

云

々

波

線
部
が

『

発
心

集
』

第
六

(

二

八
ウ

ニ

九

オ

ウ
)

｢

西

行
の

女

子

出
家
の

事
+

に
一

( 1 0 1) 寛永本 『西 行 物語』 考

(

9
)

致

し
て

い

る
｡

文
明

本
も

寛
永
本
も

『

発
心

集
』

に

酷
似
す
る

が
､

｢

そ

ば

な

る

小

家
に

立
入

て
+

と
か

｢

我

申
さ

ん

事
を

聞

捨
て

ん

や
+

と
い

う

所
は

､

文
明

本
よ

り

も

寛
永
本
が

よ

り

『

発
心

集
』

に

密
接
で

あ

る
｡

こ

の

点
に

お

い

て

も

寛
永
本
は

見

逃
が

し

が

た

く
､

お

そ

ら

く

は

『

発
心

集
』

を

典
拠
と

し

た

『

西

行
物
語
』

原

本
の

詞
章
を

伝
え
て

い

る

も

の

と

判
断
さ

れ

る
｡

同

系
統
の

永
正

本
に

は

｢

播
磨
の

三

町
針

町
と

い

ふ

人
+

(

議
聖

と
､

他
の

諸

本
に

ほ

見
ら

れ

な
い

記

述
を

し

て

お

り
､

『

発
心

集
』

の

｢

播
磨

の

三

位
家

明

と

聞
こ

え

し
人
+

に

唯
一

つ

対

応
し
て

い

る
｡

こ

の

点
か

ら

も

寛
永

本
･

永
正

本
は

原

型

を

伝
え

遺
し

て

い

る

と

考
え

ら
れ

る

の

で

あ
る

｡

｢

家

明
+

が

史
実
に

別
し
て

い

る

こ

と

の

検

証
は

石

田

吉
貞
氏
｢

西

行
の

家

族
的
周

辺
+

(

『

学

苑
』

､

昭

三

四

年
一

月
)

に

よ

り

明
ら

か

に

さ

れ

て

い

る
｡

以

上
の

点
を

乙

類
は

｢

伯

菅
三

位
と

中
人
+

｢

あ

り

し

花

遊
の

す
が

た
+

｢

あ

た

り

な

り

け
る

所
に

行
て
+

｢

我
教
訓
に

付

給
て

候

や
+

(

以

上
､

久
保
家

本
)

と

し

て

お

り
､

甲

類
に

此
ぺ

て

『

発

心

集
』

と
は

懸

隔
が

み

ら

れ

る
｡

こ

の

他
､

『

発

心

集
』

第
六

｢

郁

芳
門

院
の

侍
の

長
､

武

蔵
野

に

住
む

事
+

に

関
し
て

も

甲

類
の

近

似
を

み

る

こ

と
が

で

き

る

が
､

(

5
)

寛
永
本
は

文

明

本
･

明

応
本

等
に

比
べ

て

さ

ま
で

似
て

い

な
い

｡

逆
に

言

え
ば

も

し
､

､

･
娘
出
家
の

件
を

寛
永
本

が

『

発
心

集
』

に

拠

り

改

訂

し
た

と

す
れ

ば
､

こ

の

箇
所
に

お

い

て

も

『

発
心

集
』

に

ょ

り

近
い

本

文
の

傾
向

が

み

ら
れ

て

然
る
べ

き
で

あ

る
｡

す
な

わ

ち
､

寛
永
本
は

『

発
心

集
』

に

拠
る

改

訂
の

機
会
が

あ
っ

た

と

は

考
え

難
く

､

祖
本
の

ま

ま
を

伝
え

て

い

る

の

で

あ
る

と

考
え

る
ぺ

き
で

あ

ろ

う
｡

以
上

の

よ

う
に

､

『

発

心

集
』

と

甲

類
本
『

西

行

物
語
』

と

の

密
接
な

詞

章
の

関
わ
り

を

注
視
す

る

な

ら
ば

､

建
保
四

年
(

一

二

一

六
)

年
に

著
者
鴨
長
明
が

没
し
て

お

り
､

そ

の

数

年
前
に

成

立

し
た

と

考
え

ら
れ

て

い

る

『

発
心

集
』

と

い

う

依
拠
資
料
に

甲

類

が

近

似

し
た

詞

草
を

有
し
で

い

る

こ

と

は
､

先

の

『

藤
門

並
抄
』

に

甲
類
の

本
文
が

酷
似
し
て

い

た
こ

と

と

合
わ

せ

て
､

甲

類
に

原

型
の

姿
が

色
濃
く

通
さ

れ

て

い

る

と

考
え

さ

せ

る

の

で

は

な
い

だ

ろ

う
か

｡

寛
永

本
の

果
た

し

う

る

原

型

推
定
へ

の

役
割
は

こ

の

よ

う
に

多

β

大
で

あ

る

と

言
わ

ね

ば

な

ら

な

い
｡

『

西

行

物
語
』

ほ

諸

本

間
の

朗
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異
同
が

甚
し

く

錯
綜
と

し
て

お

り
､

寛
永
本
も

そ

の

傾
向

か

ら

免

れ

え

な
い

上

に
､

寛
永
本
自
身
に

関
し
て

も

省
略

･

改
変
∵

増
補

の

痕
跡
が

見
ら

れ
､

書
写

年
代
も

原
本
か

ら

四

百

年
近

く

降
っ

て

い

る

の

で
､

そ

の

本
文
の

信
顧
度
に

問
題
が

あ

る

こ

と
も

確
か

で

あ

る
｡

し
か

し
な

が

ら
､

本
稿
に

繰
々

と

検
討
し
て

き
た

こ

と

か

ら

浮
か

び

上
が

っ

て

き

た
､

山
家

集
･

異
本

山
家

集
･

千

載
和
歌

ヽ

ヽ

集
･

発
心

集

等
と

『

西
行

物
語
』

(

特
に

申

類
)

と

の

近
さ

､

又
､

ヽ

ヽ

ヽ

寛
永
本
が

有
す
る

甲

顆
と

乙

類
と

の

橋
渡
し
の

側
面
は

､

今

後
留

意
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

で

あ

ろ

う
｡

(

l
)

松
本

隆
信

氏

『

室

町

時

代

物

語

簡
明

目

録
』

｢

西

行

物
語
+

の

項
｡

(

2
)

詳
細
ほ

､

昭

和

五

七

年
度
｢

一

橋
大
学

研

究
年
報

人
文

科

学

研

究
+

二

二

に

報
告
さ

せ

て

い

た
だ

く
｡

(

3
)

川

瀬
一

馬

氏

『

の

書
誌
学
研

究
』

｢

西

行

物
語

の

研

究
+

九

七

由
β

U

九

頁
｡

(

4
)

一

例

を

中

央

公

論
社

版
『

日

本
絵

巻
大

成
』

二

六

所
収
の

渡

辺

家

本
と

此

奴
し
て

み

て

も
､

そ

の

相
違
の

甚
大

な
る

こ

と

が

理

解
さ

れ

よ

う
｡

(

5
)

紙
幅
の

都
合
上

､

別

稲
を

用
意
し

て

検
討
さ

せ

て

い

た

だ

く
｡

(

6
)

橋
本

朝
生

氏
の

御

指
摘
で

あ
る

｡

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

(

7
)

伊

藤
嘉
夫

氏
｢

『

西

行

物

語
』

の

た

ね

と

し

く

み
+

『

跡
見

学
園

国
語

科

紀
要
』

一

二

(

昭

三

九

年
三

月
)

｡

(

8
)

谷

山

氏

｢

西

行
の

人
と

歌
+

『

新

修
日

本

絵
巻

物

全

集

西

行

物

語
絵

巻
･

当

麻
愛
慕
羅
縁
起
』

(

昭

五
二

年
､

角
川

書
店
)

｡

(

9
)

簗
瀬

一

雄

氏

『

発
心

集
』

(

昭

五

〇

年

角

川

書
店
)

に

拠
っ

た
｡

(

一

橋

大

学

専
任

講
師
)

卜

.

ヰ

一

.
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■
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小

一

ガ
､

小

一

中

ら
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