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近

代

に
口

語

訳
さ

れ
た
狂

言

記 

北
﨑 

勇

帆 

 

 
 

 

一 
は
じ

め
に 

佐

久

間
春

山

著
『

新
訳
狂

言

記

』
（

以
下

、
『
新
訳

』

と
も

）
と
い

う
書
が

「

国
立
国

会
図

書
館
デ

ジ

タ
ル

コ

レ
ク

シ
ョ
ン

」

に
公

開

さ

れ
て

い

る

1

。

大
正
八

年

（
一

九

一
九

）
刊
行

の

本
書

は

、
そ

の
序
文

に

よ
れ
ば

「
名

狂
言
記

中

の
傑

作

と
思

は
る
ゝ

も
の
二

十

余

種
を

抜

抄
し

て
、
現

代

の
口

語

に
書

き
改
め

た

も
の

」
（
以

下

、
傍

線
は
稿

者

）
で

あ
る
と

い

う
。 

与

謝

野
晶

子

に
よ

る
『
新

訳

源
氏

物

語
』
（

金
尾

文

淵
堂

、

一
九

一
二
・

一

九
一

三

）
、
『

新
訳
栄

花

物
語

』
（
同

、

一
九

一
四
）

を

初

め

と
し

て

、
同

時
期
の

太

田
水

穂

訳
『

新
訳
伊

勢

物
語

』
（
博

信

堂
、

一

九
一

二
）
序

文
に
「

幸
ひ
に

原
文
を

読
む
も

の

ゝ
手
引

に

な

つ
た

ら

ば
満

足
で
あ

る

」
、
鴻

巣
盛

広

訳
『

口

訳
落

窪

物
語

』
（
博

文

館
、

一

九
一

二
）
序

文
に
「

成
る
べ

く
原
書
の

味
ひ
を

其

儘

に

う
つ

し

出
し

て
現
代

人

に
伝

へ

た
い

」
と
述

べ

ら
れ

る
如
く

、
大
正

期

に
は

古
典
文

学
を
（

注

釈
で

は
な
く

）
「
新

訳

」
し
て

世

に

広
め

よ

う
と

す
る
機

運

が
あ

っ

た
よ

う
で
あ

る

。
熊

谷
為
蝶

訳
『
新

訳

梅
ご

よ
み
』
（
東
雲

堂
書
店

、

一
九
一
三
）
に

は
「
近き

ん

似じ

大だ

い

分ぶ

新し

ん

訳や

く

何な

に

々〳

〵

と

い

ふ
新

傾

向

し

ん

け

い

か

う

に

伴
と
も
な

ふ

て
、

聊
い
さ
ゝ

か

其そ

の

（
稿

者

注
、

新

訳
刊

行
の
）

萌き

ざ

し
を

催
も
や
う

し

て
来き

た

」

と
あ
り

、

そ
の

「

新

訳

」

の
機

運

が
中

古
文
学

以

外
に

も

波
及

す
る
。

本

稿
で

扱
う
『

新
訳
狂

言

記
』

に

は
明
確
な
方
針

が
示
さ

れ
て

い
な
い

が

、
広

告

に

並

ぶ
『

諧

謔
世

界
小
話

』
『

江
戸

時
代

笑

話
選

』
『

滑
稽

日
本

史

』
『
滑

稽

笑
話

集

』
と

い
っ
た

書

名
か

ら
す
る

と
、
こ

の

「
新

訳

」

の
流

れ

の
中

で
狂
言

を

題
材

に

採
り

、
当
代

語

訳
を

行

う
こ

と
で
卑

俗
な
娯

楽
書
と

し
た
も

の
で
あ

ろ

う
。 

さ

て

、
本

書

が
近

世
の
版

本

「
狂

言

記
」

2

を

大
正

期
に
口

語

訳
し

た
も
の

で

あ
る

な
ら
ば

、
「
「
狂

言
記
」

中

に
お

い
て
口

語

で

な

い

も
の
と

見
な

さ
れ
た
語

が
当

代

の
口

語
に
置

き

換
え

ら

れ
る

」
と
い

う

作
業

が
こ
の

場
で
行

わ
れ
た

は

ず
で
あ
り
、
『

新

訳
狂

言

記

』
と
「

狂
言

記
」
と

の

比
較

に

よ
り

、
当
時

の

口
語

意

識
を

見
出
す

こ

と
が

で

き
る
の
で
は

な

い
か

。
本
稿

は
こ
の
観

点
に
基
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づ

き

、
『
新

訳
狂

言

記
』
が
近
代

語

資
料

と
し
て

の

価
値

を

有
す

る
こ
と

を

提
示

す
る
も

の
で
あ

る

。
次

節
で
は

ま
ず
、

本

書
の
基

本

的

な
情

報

を
述

べ
、
そ

も

そ
も

本

書
が
元
の
台

本

を
版

本
「
狂

言
記
」
に

拠
っ

て
い
る

の
か
ど

う
か
と

い
う
点

も
含
め
て

、
口

語

訳

の

種
本

を

確
定

し
た
い

。 

 

二 

『
新

訳

狂
言

記
』
と

そ

の
種

本 

縦

1
6
.
0
c
m
×

横

9
.
0
c
m

の

洋

装
本

。

刊
記

に
よ
れ

ば
、
大

正

八

年
十

二

月
一

六
日
印

刷

、
一

八

日
発

行
、
二

五

日
再

版

印

刷

発

行

3

。
著

者
は

佐
久
間

春

山
な

る

人
物
、
発
行

元

の
日

本

書

院

・
福

田

滋
次

郎
は
東

京

市
麹

町

区
、

印
刷
元

の

東
京

印

刷

製

本

株
式

会

社
・
高
倉
桜

は

所
在

を

東
京

市
小
石

川

区
に

置

く

。

著
者

の

佐
久

間
春
山

が

何
者

で

あ
る

か
を
知

る

直
接

の
手

が

か

り
は
見

つ
け

得
な
い

4

が

、
序

文

の
「
自
然
冗

漫

に
失

し

た

箇

所
も

多

い
の

で
総
て

作

品
の

妙

趣
を

毀
損
せ

な

い
範

囲

で

適

宜

に
省

略

し
た
」
と
い

う

箇
所

か

ら
も

、
佐
久

間

が
関

東

の

生

ま

れ
で

あ

る
こ

と
を
感

じ

さ
せ

る

。 

収

録

曲
は
表

に
示

す
二
七

曲

。
こ

の

う
ち

、
③
「

竹

子

争

」
、

⑦
「

土
産

鏡

」
は
版

本
特

有

の
曲

名
で
、

大

蔵
流

・

和

泉

流

・
鷺

流

で
は

「
竹
の

子

」
「
鏡

男
」

と

す
る

の

が
一

般

的

で

あ

る

5

。
㉑

「
荷

文

」
、

㉒
「
針

立

雷
」
、

㉓
「

墨

塗
女

」

も
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そ

れ

ぞ
れ

「

文
荷

」
「
雷

」
「

墨
塗

」
が

一

般

的

な

名
称
で

あ
り

、
『
新

訳

狂
言

記

』
の

題
の

通

り

、
依

拠

元
の

本
文
が

「

狂
言

記

」
に

よ

る

も

の
で
あ

る
こ

と
は
、

ひ

と
ま

ず

間
違

い

な

い

。 

こ

れ

ら
の

収

録
曲

が
「
狂

言

記
」

に

拠
る

も

の

と
見

た

と
き

、
⑥
・

⑧

～
⑲

は

『
狂

言

記

』
（

正
編

、
一

六

六
〇

刊

）
、
①

～
④

・

⑦

・

⑳
～

㉔

は
『

続
狂
言

記

』
（
一

七
〇

〇

刊

）
、

⑤
は

『
狂

言

記
拾

遺

』
（
一

七
三

〇

刊

）
、

㉕
は

『
狂

言

記
外

五

十
番

』
（
一

七

〇

〇

刊

）
の

収

録
曲

で
あ
る

。

近
世

刊

行
の

「

狂

言
記
」

は
『

狂
言
記

』
『

外
五

十
番

』

『

続

』
『
拾

遺
』
の

四
種

が

知
ら

れ

る
が

、

『

狂

言
記
』
『
続
』
『
拾
遺

』

が
横

本

と
し

て

三

種

セ
ッ

ト

で
後

代
に
も
流

布
し

た

の
に

対

し

、
『

外
五

十
番

』

は
そ

の

後
横

本

と
し

て
再

版

さ

れ
る

こ

と
は

な
く
（

北

原
・

大

倉
一

九

九

七

）
、
例

え
ば

幸

田
露

伴

編
『

狂

言
全

集
』

表  『 新 訳 狂 言 記 』 収 録 曲 一 覧  

 曲 名  原 拠  大 蔵  和 泉  鷺  版 本  

1  鱸 庖 丁  続  鱸 庖 丁  鱸 庖 丁  鱸 庖 丁  鱸 庖 丁  

2  狐 塚  続  狐 塚  狐 塚  狐 塚  狐 塚  

3  竹 子 争  続  竹 の 子  竹 の 子  -  竹 子 争  

4  六 人 僧  続  -  六 人 僧  -  六 人 僧  

5  文 相 撲  拾 遺  文 相 撲  文 相 撲  文 相 撲  文 相 撲  

6  鹿 狩  正  左 近 三 郎  出 家 猟 人  -  鹿 狩  

7  土 産 鏡  続  鏡 男  鏡 男  鏡 男  土 産 鏡  

8  こ ん く わ い  正  釣 狐  釣 狐  今 悔  今 悔  

9  伯 母 が 酒  正  伯 母 が 酒  伯 母 が 酒  伯 母 が 酒  伯 母 が 酒  

1 0 ど ぶ か つ ち り  正  ど ぶ か つ ち り  ど ぶ か つ ち り  ど ぶ か つ ち り  ど ぶ か つ ち り  

1 1 抜 殻  正  抜 殻  抜 殻  抜 殻  抜 殻  

1 2 酢 薑  正  酢 薑  酢 薑 ・ 酢 辛 皮  酢 薑  酢 薑  

1 3 末 ひ ろ が り  正  末 広 が り  末 広 が り  末 広 が り  末 広 が り  

1 4 薩 摩 守  正  薩 摩 守  薩 摩 守  薩 摩 守  薩 摩 守  

1 5 萩 大 名  正  萩 大 名  萩 大 名  萩 大 名  萩 大 名  

1 6 文 山 賊  正  文 山 賊  文 山 賊  文 山 賊  文 山 賊  

1 7 武 悪  正  武 悪  武 悪  武 悪  武 悪  

1 8 富 士 松  正  富 士 松  富 士 松  富 士 松  富 士 松  

1 9 花 子  正  座 禅 ・ 花 子  花 子  座 禅  花 子  

2 0 居 杭  続  居 杭  居 杭  居 杭  居 杭  

2 1 荷 文  続  文 荷  文 荷  文 荷  荷 文  

2 2 針 立 雷  続  雷  雷  雷  針 立 雷  

2 3 墨 塗 女  続  墨 塗  墨 塗  墨 塗  墨 塗 女  

2 4 瓜 盗 人  続  瓜 盗 人  瓜 盗 人  瓜 盗 人  瓜 盗 人  

2 5 伊 呂 波  外  伊 呂 波  伊 呂 波  伊 呂 波  伊 呂 波  

2 6 船 頭 聟  鷺  船 渡 聟  船 渡 聟  船 頭 聟  -  

2 7 小 傘  鷺  -  小 傘  小 傘  -  

 



 

4 

 

（

博

文
館

、

一
九

〇
三
）
が

上
中

下

の
三

冊
で
、

そ

れ
ぞ

れ

『
狂

言
記
』
『

続

』
『

拾

遺
』
の
み
を

翻
刻
す

る

よ
う

に
、
明
治

期
に
お

い

て

は
『

外

五
十

番
』
は

別

立
て

の

扱
い

で
あ
っ

た

（
後

述

「
国

民
文
庫

本

」
で

は

「
世
に
存
す
る

も
の
稀

な
る

」
と
も

）
。

そ
の

よ

う

な
状

況
下
に

あ
っ
て

『

外
五

十

番
』

の
㉕
を

収

録
す

る

本
書

が
現
物

の

「
狂

言
記
」

に
当
た

っ

た
と

は
考
え

づ
ら
く

、
『

外
五

十

番

』
を

収

録
す

る
何
ら

か

の
翻

刻

本
を

参
照
し

て

口
語

訳

を
行

っ
た
も

の
と
見

る
べ
き

で
あ
ろ

う

。 

こ

こ

で
さ

ら

に
、
「

狂
言

記

」
に

含

ま
れ

な
い
㉖

「

船
頭

聟

」
、

㉗
「
小

傘

」
が

収

録
さ
れ
て
い
る

こ
と
に

注
目

す
る
。

特

に
㉖
は

「

船

渡
聟

」

が
一

般
的
な

曲

名
で

あ

り
、
「

船
頭
聟

」
の

曲

名
で

収
録
す

る

の
は

古

谷
知

新
編
『

狂

言
全

集
』
（

国

民
文

庫
、
一

九
一

〇

、

以
下

「
国
民

文
庫
本
」
）

の
う

ち
、

詳

細
不

明

の
鷺

流

狂
言

を
収
め

る

「
狂

言

記
補

遺
」
と

、
芳
賀

矢

一
編
『
狂
言
五

十
番

』

（

一

九
二

六
、
冨

山
房
）
の

み
で

あ

る
と

い
う
。

後

者
の

『

狂
言

五
十
番

』

は
『

新
訳
』

よ
り
後

の
刊
行

で

あ
り
、
前
者
の

「
国

民

文

庫

本
」
が

『
外

五
十
番

』

の
翻

刻

を
も

収
め
る

こ

と
に

鑑

み
れ

ば
、
佐

久

間
は

『
新
訳

』
の
口

語
訳
の

際

、
お

そ
ら
く
こ

の
「

国

民

文

庫
本
」

を
原

拠
と
し
た

の
で

あ

ろ
う

6

。
「

国

民

文
庫

本

」
は

そ
の
序

文

に
「
今

、
牽
強
に
わ
た

ら
ざ
る

か
ぎ

り
、
適

当

な
る

漢

字

に

改
、

な

ほ
句

読
点
を

た

だ
し

、

仮
字

遣
を
一

定

し
て

、

意
を

と
り
易

か

ら
し

め
た
り

」
と
あ

る

よ
う

に
、
原

本
の
表
記

の
改

竄

は

甚

だ
し

く
、
翻

刻
に
も

誤

り
を

多

く
含

む

7
が
、
『

新

訳
』

と
の

対

照
に

お

い
て

は

こ
の
本
を
用

い

る
の
が

よ
い

。 

以

下

、
「
鱸

庖
丁

」

の
「

国

民
文

庫

本
」
『

新
訳

』

の
そ

れ

ぞ
れ

の
本
文

を

適
宜

改

行
し
、
対
照
し

て
示
す

。 

 

［

国

民
文

庫

本
］ 

［
新

訳
狂

言

記
］ 

九 

鱸
す
ゞ
き

庖は

う

丁
ち
や
う 

鱸
す
ヾ
き

庖は

う

丁
ち
や
う 

①
▲

を

ひ

 

こ

れ

は

淀 よ

ど

邊 へ

ん

に

住 す

ま

居 ひ

い

た

す

者 も

の

で

ご

ざ

る

。 

甥

『

こ

れ

は

淀

邊

よ

ど

へ

ん

に

住 す

ま

居 ひ

い

た

す

者 も

の

で

御

座

ご

ざ

る

。 

②

某
そ
れ
が
し

は

都
み
や
こ

に

伯

父

を

ぢ

を

持 も

つ

て

ご

ざ

る

が

、 

私
わ
た
く
し

、

都
み
や
こ

に

一 ひ

と

人 り

の

伯

父

を

ぢ

を

持 も

つ

て

を

り

ま

す

が

、 

③

此 こ

の

間
あ
ひ
だ

く

わ

ん

ど

な

り

（

官

途

成

）

を

す

る

ほ

ど

に

、 

近

々

ち

か

〴

〵

饗

宴

ふ

る

ま

ひ

を

す

る

か

ら

、 
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④

鯉 こ

ひ

を

く

れ

い

と

い

う

て

状
じ
や
う

を

お

こ

さ

れ

て

ご

ざ

る

。 

鯉 こ

ひ

を

呉 く

れ

ろ

と

云 い

つ

て

参 ま

ゐ

り

ま

し

た

が

、 
⑤

何 な

に

か

と

い

た

し

て

、

今

日

こ

ん

に

ち

ま

で

鯉 こ

ひ

を

求 も

と

め

ま

せ

ぬ

。 

兎 と

角 か

く

し

て

今

日

け

ふ

ま

で

求 も

と

め

ま

せ

ん

。 
⑥

定 さ

だ

め

て

鯉 こ

ひ

を

あ

て

に

し

て

ご

ざ

る

こ

と

も

あ

ら

う

。 

屹 き

つ

度 と

当 あ

て

に

し

て

ゐ

る

こ

と

で

御

座

ご

ざ

ら

う

。 

⑦

何 な

に

卒 と

ぞ

申
ま
を
し

訳 わ

け

を

仕
つ
か
ま
つ

ら

う

。 

是

非

ぜ

ひ

と

も

何 な

ん

と

か

申
ま
を
し

訳 わ

け

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

⑧

さ

い

〳

〵

用 よ

う

を

申 ま

を

さ

る

れ

ど

も

、 

然 し

か

し

是 こ

れ

迄 ま

で

度

々

た

び

〴

〵

用 よ

う

事 じ

を

吩 い

ひ

付 つ

け

ら

れ

て

、 

⑨

何 な

に

を

一

色 い

ろ

調
と
ヽ
の

へ

た

こ

と

も

ご

ざ

ら

ぬ

ほ

ど

に

、 

何 な

に

一 ひ

と

つ

足 た

し

た

こ

と

が

な

い

か

ら

、 

⑩

定 さ

だ

め

て

此 こ

の

度 た

び

は

腹 は

ら

を

お

立 た

ち

や

る

こ

と

が

あ

ら

う

。 

定 さ

だ

め

し

今 こ

ん

度 ど

は

立 り

つ

腹 ぷ

く

し

て

居 ゐ

る

こ

と

で

あ

ら

う

。 

⑪

さ

り

な

が

ら

、

面 お

も

白 し

ろ

可 を

笑 か

し

う

申
ま
を
し

訳 わ

け

を

仕
つ
か
ま
つ

ら

う

。 

ま

あ

、

面 お

も

白 し

ろ

お

可 か

笑

し

く

申
も
う
し

訳 わ

け

を

致 い

た

し

て

見 み

よ

う

と

思 お

も

ふ

。 

⑫

参 ま

ゐ

る

ほ

ど

に

こ

れ

ぢ

や

。

ま

づ

案

内

あ

ん

な

い

を

乞 こ

は

う

。 

参 ま

ゐ

る

ほ

ど

に

、

は

や

此 こ

所 ヽ

だ

。

も

し

〳

〵

御 ご

免 め

ん

下 く

だ

さ

い

‥

‥ 
 

 

⑬
常

の

如

く

只

今

た

ヾ

い

ま

参 ま

ゐ

り

ま

す

る

こ

と

、

別 べ

つ

の

義 ぎ

で

も

ご

ざ

ら

ぬ

。 

甥

『

今 け

日 ふ

伺
う
か
が

ひ

ま

し

た

の

は

、

別 べ

つ

の

儀 ぎ

で

は

御 ご

座 ざ

い

ま

せ

ん

。 

⑭

先

日

せ

ん

じ

つ

鯉 こ

ひ

の

こ

と

を

仰 お

ほ

せ

く

だ

さ

れ

て

ご

ざ

る

に

よ

つ

て

、 

先

般

こ
の
あ
ひ
だ

鯉 こ

い

を

と

の

お

話
は
な
し

で

、 

⑮

方

々

ほ

う

〴

〵

才

覚

さ

い

か

く

い

た

し

て

、

淀 よ

ど

一

番

い

ち

ば

ん

の

鯉 こ

い

を

求 も

と

め

ま

し

て

、 

色 い

ろ

々 〳

〵

奔 ほ

ん

走 そ

う

致 い

た

し

て

、

淀 よ

ど

一

番

い

ち

ば

ん

の

大

鯉

お

ほ

こ

ひ

を

求 も

と

め

ま

し

て

、 

⑯

と

て

も

の

こ

と

に

生 い

け

鯉 こ

い

に

い

た

い

て

、 

一

層 そ

の

こ

と

生 い

か

し

て 

⑰

持 も

つ

て

参 ま

ゐ

ら

う

と

存 ぞ

ん

じ

ま

し

て

、 

持 も

つ

て

参 ま

ゐ

ら

う

と

存 ぞ

ん

じ

、 

⑱

藤 ふ

ぢ

蔓 つ

る

に

て

繋 つ

な

ぎ

ま

し

て

、

淀 よ

ど

の

橋 は

し

杭 ぐ

ひ

の

二

番 ば

ん

目 め

の

杭 く

ひ

に 

藤 ふ

じ

蔓 づ

る

で

淀 よ

ど

の

橋 は

し

杭 ぐ

ひ

の

二

番 ば

ん

目 め

の

杭 く

ひ

に 

⑲

繋 つ

な

い

で

置 お

い

て

ご

ざ

る

。 

繋 つ

な

い

で

置 お

き

ま

し

た

。 

⑳

今 こ

ん

日 に

ち

こ

れ

へ

参 ま

ゐ

り

さ

ま

に

、 

で

、

只

今

た

ヾ

い

ま

ま

ゐ

り

ま

す

と

き

に

、 

㉑

そ

ろ

り

〳

〵

と

引 ひ

き

上 あ

げ

て

ご

ざ

る

が

、 

そ

ろ

り

〳

〵

と

引 ひ

き

上 あ

げ

ま

し

た

が

、 

㉒

何 な

ん

と

や

ら

ん

手 て

当 あ

て

が

軽 か

る

う

ご

ざ

つ

た

に

よ

つ

て

、 

何 な

ん

と

や

ら

手 て

当
あ
た
り

が

軽 か

る

い

の

で 

㉓

不

思

議

ふ

し

ぎ

な

こ

と

ぢ

や

。 
不 ふ

思 し

議 ぎ

な

こ

と

だ

、 

㉔

鯉 こ

ひ

は

水 み

づ

離
ば
な
れ

が

大 だ

い

事 じ

ぢ

や

と

存 ぞ

ん

じ

て

、 

鯉 こ

ひ

は

水 み

づ

離 ば

な

れ

が

大 だ

い

事 じ

だ

と

存 ぞ

ん

じ

て

、 

㉕

き

つ

と

引 ひ

き

上 あ

げ

て

見 み

ま

し

て

ご

ざ

れ

ば

、 

き

つ

と

引 ひ

き

上 あ

げ

て

見 み

ま

し

た

ら

、 

㉖

大 だ

い

事 じ

の

こ

と

が

ご

ざ

り

ま

す

る

は

。 

大

変

た

い

へ

ん

な

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。 
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㉗

片 か

た

身 み

さ

か

う

て

、

獺 を

そ

が

食 た

べ

て

ご

ざ

る

に

よ

つ

て

、 

片 か

た

身 み

丈 だ

け

す

つ

か

り

河 か

は

獺 う

そ

め

に

や

ら

れ

て

了 し

ま

ひ

ま

し

た

。 
㉘

御 ご

祝 し

う

儀 ぎ

に

使 つ

か

は

せ

ら

る

ゝ

に

、

疵 き

ず

の

つ

い

た

も

の

は 

折 せ

つ

角 か

く

御 ご

祝
し
ゆ
う

儀 ぎ

に

御 お

使 つ

か

ひ

な

さ

る

に

疵 き

ず

の

つ

い

た

も

の

は

、 
㉙

い

ら

ぬ

こ

と

ぢ

や

と

存

じ

て

、

持 も

つ

て

参 ま

ゐ

り

ま

せ

な

ん

だ

。 

無 む

用 よ

う

と

存 ぞ

ん

じ

ま

し

て

、

持 も

つ

て

参 ま

ゐ

り

ま

せ

ぬ

。 

㉚

自

然

し

ぜ

ん

鯉 こ

ひ

を

あ

て

に

な

さ

れ

て

も

ご

ざ

ら

う

か

と

存 ぞ

ん

じ

ま

し

て

、 

さ

ぞ

鯉 こ

ひ

を

あ

て

に

さ

れ

て

お

い

で

だ

ら

う

と

存 ぞ

ん

じ

て

、 

㉛

其 そ

の

申
ま
を
し

訳 わ

け

に

参 ま

ゐ

り

ま

し

た

。 

そ

の

申
ま
を
し

訳 わ

け

に

参 ま

ゐ

り

ま

し

た

。 

㉜
▲

を

ぢ

 

扨 さ

て

々 〳

〵

我 わ

御 ご

料 り

よ

は

、

遠 ゑ

ん

路 ろ

の

処
と
こ
ろ

を

来く

る

に

及 お

よ

ば

ぬ

に

、 

伯

父

『

さ

て

〳

〵

遠 ゑ

ん

路 ろ

の

所
と
こ
ろ

を

わ

ざ

〳

〵

御 ご

苦 く

労 ら

う

ぢ

や

つ

た

、 

㉝

律 り

ち

義 ぎ

な

こ

と

ぢ

や

。 

律 り

つ

義 ぎ

な

こ

と

ぢ

や

。 

㉞

さ

り

な

が

ら

、

肴
さ
か
な

物 も

の

を

く

だ

さ

れ

て

、 

幸
さ
ひ
は
ひ

と

諸 し

よ

方 は

う

か

ら

肴
さ
か
な

物 も

の

の

到

来

た

う

ら

い

が

多 お

ほ

く

て

、 

㉟

客
き
や
く

衆 し

ゆ

も

大 お

ほ

か

た

も

て

な

い

た

に

よ

つ

て

、 

㊱

鯉 こ

ひ

が

な

う

て

も

苦 く

る

し

う

な

い

。 

鯉 こ

ひ

か
（
マ
マ
）

無 な

く

て

も

苦 く

る

し

う

な

い

。 

㊲

ま

づ

か

う

通 と

ほ

ら

し

ま

せ

。

一

つ

饗
も
て
な

い

て

や

ら

う

ぞ

。 

先 ま

づ

奥 お

く

へ

通 と

ほ

ら

れ

い

、

ゆ

る

〳

〵

御 ご

馳 ち

走 そ

う

し

よ

う

ぞ

。 

 

『

新

訳
』
の

二
頁

程
度
の

箇

所
で

あ

る
が

、
こ
の

箇

所
だ

け

で
も

様
々
な

語

彙
・

文

法
項
目
に
亘
る

改
変

の

例
を

提
供
す

る

。
例

え

ば

、
旧

語

彙
が

書
き
換

え

ら
れ

た

ら
し

い
も
の

に

、
③

「
此 こ

の

間
あ
ひ
だ

」

→

「

近

々

ち

か

〴

〵

」
、
「

く
わ

ん
ど

な

り

（

官

途

成

）

」
→

「
饗

宴

ふ

る

ま

ひ

」
、

⑥

「
定
め

て

」

→
「
屹き

つ

度と

」
、

⑩

「

腹
を

立

つ
」

→

「
立

腹
す
る

」

8

、

⑮
「

才
覚

」
→
「

奔
走

」
、
⑯
「

と

て
も

の
こ
と

」
→
「

一
層そ

の
こ

と

」

な
ど

。

文
法

項
目
は

、
⑨
「

ご

ざ
ら

ぬ
ほ
ど

に

」
→

「
な
い

か
ら
」
、
㉒

「
軽

う
ご

ざ
つ
た

に
よ
つ

て

」
→

「
軽
い

の

で

」
、
㉕

「

引

き
上

げ

て
見

ま
し
て

ご

ざ
れ

ば

」
→

「
引
き

上

げ
て

見

ま
し

た
ら
」

な

ど
の

条
件
表

現
の
書

き
換
え

が

顕
著
で
あ
る
。 

④

「

い
う

て

」
→

「
云
つ

て

」
の

よ

う
な

ワ
行
動

詞

連
用

形
、
「

く

れ
い
」

→
「

呉

れ
ろ
」
の
よ
う

な
命

令

形
語

尾
、
㊱

「

な
う

て

も

」
→
「

無
く

て
も
」
の

よ
う

な

形
容

詞
連
用

形

の
書

き

換
え

の
あ
り

方

は
、

近
世
と

近
代
の

時
代
差

の
反
映

と
い
う
よ

り
は
、

近

世

上
方

語

と
近

代
東
京

語

の
東

西

差
を

反
映
し

た

も
の

と

思
し

い
。
ま

た
、
甥

の
発
話

に
お
い

て

は
コ

ピ
ュ
ラ

も
東
西
差

を
反
映

し

、

⑫
「

こ

れ
ぢ

や
」
→

「

此
所

だ

」
、

㉓

「
不

思

議
な

こ

と
ぢ

や
」
→

「
不
思

議

な
こ

と
だ
」
、
㉔

「
大

事
ぢ

や

と
存

じ
て
」

→
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「

大

事
だ
と

存
じ

て
」
の

如

く

、
「

ぢ
や

」

か
ら

「

だ
」

へ
の
書

き
換
え

が

行
わ

れ
る
傾

向
に
あ

る

が
、

そ

の
一

方
、
伯

父

の
発
話

は

㉝

「
律

義

な
こ

と
ぢ
や

→

律
儀

な

こ
と

ぢ
や
」

の

よ
う

に
「
ぢ

や
」
を

保

持
す

る
。
発

話
者
に

よ
っ
て

「
だ
」

を
使
用
す

る
か

「

ぢ

や
」
を

使
用

す
る
か

が

書
き

分

け
ら

れ
て
お

り

、
こ

の
点
、
『

新
訳

』

は
役

割
語
資

料
的
な

要
素
を

も
併
せ

持
つ
。 

以

上

の
こ

と

を
前

提
と
し

つ

つ
、

次

節
以

降

、
『

狂

言
記

』

よ
り

「
鹿
狩

」
、
『
続

』

よ
り
「
鱸
庖

丁

」
、
『
拾

遺
』
よ
り
「

文

相

撲

」

の
三

曲

を
中

心
に
取

り

上
げ

、
「
狂

言

記
」

か

ら
『

新

訳
』

へ
の
書

き

換
え

の
諸
相

を
見
て

い
く
。 

 

三 

近
代

語

資
料

と
し
て

の

『
新

訳

狂
言

記
』 

例

え

ば
、

一

人
称

代
名
詞
の

「
某

」
「
身

ど

も
」
は

次
の

よ

う
に

、
「
わ

し

」
「
私

」
な

ど
、
二

人
称
代

名

詞
の
「
我
御
料

」
「
其

方

」
「

汝
」

は
「
お

前
」
「

そ

ち
」

な

ど
、

そ
れ
ぞ

れ

、
そ

の
発
話

者
・
発

話

場
に

応
じ
て

、
当
代

に

一
般

的
で
あ

っ
た
代
名

詞
に
書

き

換

え
ら

れ

る
傾

向
に
あ

る
（
以

下

、
用

例
出
典

の

数
字

は

そ
れ

ぞ
れ
国

民

文
庫

本
・
新

訳
の
頁

数
）
。 

（

一

）
▲

取

手

…

罷

り

出

る

も

の
は

、
…

某
そ
れ
が
し

、
今
に

上

方
を
見

物

い
た

さ

ぬ
ほ

ど
に
、
… 

▲

冠

者

…

な
う

〳
〵

、
こ
れ

〳
〵

。 

▲

取

手

此

方

こ

ち

の

こ
と

か
。
何

事
で
ご

ざ

る
。 

▲

冠

者

そ

な
た

は

、
ど

れ

か
ら

ど
れ
へ

行
く
人

ぞ
。 

▲

取

手

私
わ
た
く
し

は

奉

公
が

望

で
、

都

へ

上
り

ま

す
。 

▲

冠

者

そ

れ

は

幸

い
ぢ

や
。
身み

ど

も
の

頼

う
だ

人
は
大

名
ぢ
や

。 

→ 

取
手
「

罷
り

出

た
者

は

…

私
わ
た
く
し

、
上

方
を

見

物
致

し

ま
せ

ぬ

に
依

て

、
… 

冠
者
「

…
も

し

〳
〵

。 

取
手
「

私
わ
た
く
し

の

こ

と
で

す

か

。
何

用
で

御

座
り

ま

す

。 

冠
者
「

其

許

そ

こ

も

と

は

何
所

へ

お
出

で
な

さ
る

。 

取

手
「

私
わ
た
く
し

は
奉

公

を
望

ん

で
都

へ

上

り
ま

す

。 

冠
者
「

そ

れ
は

仕

合
せ

と
、
俺わ

し

の

主

人
は

大

名
だ

が
、
… 

（

文
相
撲

394
・

52
） 

（

二

）
ａ

．
▲

を

ぢ

其

の

時

某
そ
れ
が
し

が

よ

し

に

あ

ま

り

、 

→ 

伯

父

「

そ

の

時

、

俺わ

し

が

辞
儀

も
出

来

な

い

か
ら

、
（

鱸

庖

丁

256
・

9
） 

ｂ

．
▲

を

ぢ

…

身み

ど

も
ゝ

相
伴

せ

う
が

、 

→ 

伯
父

「

…
俺わ

し

も

お

相
伴
し
よ
う
が

、 

（

鱸
庖
丁

256
・

9
） 

（

三

）
ａ

．
▲

を

ぢ

…

其

の
時
其

方

そ

な

た

［

＝

甥

］
に
… 

→ 

伯
父

「

…
そ

の

時
俺わ

し

が

先
づ
お

前ま

へ

に

… 

（

鱸
庖
丁

256
・

8
） 
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ｂ

．
▲

シ

テ

［

大

名

］
「

…

汝
な
ん
ぢ

を

呼

び
出

す

こ
と

、
… 

→ 

大

名

「
…
此

方

そ

ち

を

呼
ん

だ
の
は

… 
 

（

文
相

撲

393
・

49
） 

こ

れ

ら
は

、

前
時

代
的
な

も

の
で

あ

る
と

判
断
さ

れ

た
「

狂

言
記

」
の
表

現

が
当
代

語
に

書
き
換

え

ら
れ

た

と
思

し
き
事

例

で
あ

る

。

ま
ず
は

こ
の

よ
う
に
旧

語
彙

と

新
語

彙
が
対

応

を
見

せ

る
場

合
に
お

い

て
、

例
え
ば

原
拠
本

『

平
家

物
語
』

と
『
天

草

版
平
家

物

語

』
、
大

蔵
流

狂

言
台

本
『
虎

明

本
』

と
『
虎

寛

本
』

の

よ
う

な
、
同

一

の
あ

ら
す
じ

を
持
つ

資
料
組

の

対
照

と
同
様

の

効
果
を

発

揮

す
る

で

あ
ろ

う
。
こ

う

し
た

単

純
な

対
応
に

加

え
、
よ

り
複

雑
な
対

応

に
お

い
て
も

示
唆
す

る

と
こ

ろ
が
あ

る
の
で
、

活
用

事

例

を

「
時

間

語
彙
」
、
「
応

答

・
受

諾

表
現

」
、
「
行

為

指
示

表

現
と

副
詞
」
、
「

条
件

表
現
と

意
志
・

推

量
の
助

動
詞
」
の
順
に

示
す
。 

 

三

・

一 

時

間
語

彙 

 

「

狂
言

記

」
に

お
け
る

「
折
節

」

は
、
『

新
訳
』

で
は

別

語
に

書
き
換

え

ら
れ

る
傾
向

に
あ
る

。

た
だ

し

、
右

に
見
た

代

名
詞
の

事

例

と
は

異

な
り

、
「
折

節
」
に

対

応
す

る
特
定

の

語
が

あ

る
と

い
う
わ

け

で
は

な
く
、

む
し
ろ

そ
の
場

そ

の
場
で
「
折

節

」
の
意

に

合

致
す

る
よ
う

に
書
き

換

え
ら

れ

て
い

る
よ
う

に

見
え

る

9

。 

（

四

）

ａ
．
▲

を

ぢ

…

折

節

を

り

ふ

し

遠

江
国

、
橋

本

の
長

が

宿
所

に
着
き

給

ふ
。 

 

→ 

伯

父

「
…

あ
る
時と

き

、

遠

江
国

、

橋
本

の
長
が

宿

所
に

お

着
き

な
さ
れ

た

が
、 

（

鱸
庖
丁

255
・

6
） 

ｂ

．
▲

冠

者

…

相

撲
取

も
数

多
あ
れ

ど

も
、
折

節

を

り

ふ

し

方

々
へ

遣

わ
さ

れ

た
。 

 

→ 

冠

者

「
…

相
撲
取

も

可
成

居

る
が

、
丁

度

ち

や

う

ど

諸
方

に

遣
に

や

ら
れ

て
今
相

手

が
な
い

。 

（

文
相
撲

397
・

60
） 

ｃ

．
▲

シ

テ

［

参

詣

人

］

や

、

殊

の
外

草

臥
て

ご
ざ
る

。
折

節

を

り

ふ

し

こ

れ

に

辻
堂

が
ご
ざ

る

。
ま
づ

腰
を
か
け
て

休

み
ま

せ

う
。 

 

→ 

シ

テ

「
あ

ゝ
、
疲

れ

た
、

〳

〵
。
丁

度

ち

や

う

ど

よ

い
、

此

の
辻

堂

で
一
休
み
し
ま

せ
う

。 

（

六
人
僧

295
・

37
） 

ｄ

．
▲

を

ぢ

…

極

を
三

袋
く

れ

た
。
折

節

を

り

ふ

し

一

袋

は

、
挽
か

せ

て
お

い

た
。 

 

→ 

伯

父

「
…

極
上
を

三

袋
呉

れ

た
。

一
袋
は

挽

か
せ

て

お
い

た
が
、 

（

鱸
庖
丁

257
・

12
） 
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右

に

見
た

代

名
詞

の
事
例

に

お
い

て

、
書

き
換
え

後

の
語

は

他
の

近
代
語

資

料
に

も

一
般
的
に
現

れ

る
も
の

で
あ

る
か
ら

、

こ
の

点

に

お
い

て

は
『

新
訳
』

の

優
位

性

は
、

そ
れ
ほ

ど

に
は

な

い
。

一
方
で
、

書
き

換
え
前

の
「
折

節

」
も

他
の
近

代
語
資
料

に
広

範

に

見

ら
れ
る

が
、

こ
の
語

が
『
新

訳

』
に

お
い
て

消

極
的

に

書
き

換
え
ら

れ

た
と

い

う
事
実
は
、
「
折

節
」
が
大

正
期
の

一

話
者
の

言

語

感
覚
に

お
い

て
既
に

口

語
的

で

な
い

も
の
と

見

な
さ

れ

て
い

た
こ
と

を

示
す

も

の
で

あ
り
、

む

し
ろ

こ
こ
に

『
新
訳
』

の
近
代

語

資

料
と

し

て
の

価
値
が

あ

る
と

考

え
た

い
。 

時

間

に
関

す

る
語

彙
に
つ

い

て
、

事

例
を

追
加
す

る

。
「
こ

の
間

」

は
近

世

に
お
い

て
、

①
幅
を
持

つ
近

過

去
（
＝
最
近

）
、

②
近

過

去

の
あ

る

時
点

（
＝
こ

な

い
だ

）
、
③

近

い
未

来

の
あ

る

時
点
（
＝
近

日

中
）

の
三
つ

の
意
味

を
持
つ

1
0

が
、
『

新
訳
』

の
観
察

に

よ

り

、
現

代

語
の

「
こ
の

間

」
へ

と

意
味

が
収
斂

す

る
過

程

を
見

て
取
る

こ

と
が
で

き
る

。
次
例

（

五
）

は
①
幅

を
持
つ
近

過
去
の

「

こ

の
間

」

が
別

語
「
こ

の

頃

」
「

近
頃

」

に
書

き

換
え

ら

れ
る

例

、
（
六
）
は

③

近
い

未
来
を

示

す
「

こ

の
間

」
が
「

近
々
」

1
1

に

書

き

換
え

ら

れ
る

例
で
あ

る
。
一

方

で
、

現
代
語

と

同
じ

②

近
過

去
の
あ

る

時
点

を
示
す

例
（
七

）

に
お
い

て
は

、
む
し
ろ

「
先

日

」
「

こ
の

頃
」
が

「
こ

の

間
」

と

さ
れ

る
。 

（

五

）
ａ

．
▲

ア

ト

［

主

人

］

…

何

と

し

て
こ

の

間
あ
ひ
だ

は

見

舞
は
ぬ

ぞ

。 

 

→ 

ア

ト

「
近

頃

ち

か

ご

ろ

何

う
し
て

こ

ん
な

に

無
沙

汰
に
し

て

ゐ
る

か

。 

（
居

杭

197
・

197
） 

ｂ

．
▲

ア

ト

［

田

舎

者

］

此こ

の

間
あ
ひ
だ

は

、

…
参

詣

い
た

し
ま
せ

ぬ

。 

 

→ 

ア

ト

「
…

全
く
此こ

の
頃ご

ろ

は

…
お

寺

参
り

は
致
し

ま

せ
ん

。 

（
小

傘

722
・

262
） 

ｃ

．
▲

ア

ト

此こ

の

間
あ
ひ
だ

は

、
久

々
御

見

舞
も

申

し
ま

せ
ぬ
が

、 

 

→ 

ア

ト

「
近

頃

ち

か

ご

ろ

御

無
沙
汰

ば

か
り

申

し
上

げ
て
を

り

ま
す

が

、 

（
小

傘

722
・

262
） 

（

六

） 
 

▲

を

ひ

…

此こ

の

間
あ
ひ
だ

く

わ

ん
ど

な

り
を

す

る
ほ

ど
に
、 

→ 
甥

「
…
近
々

ち

か

〴

〵

饗

宴

ふ

る

ま

ひ

を

す
る

か

ら
、 

（

鱸
庖
丁

253
・

2
） 

（

七

）
ａ

．
▲

を

ひ

…

先

日

せ

ん

じ

つ

鯉

の
こ

と
を

仰

せ
く

だ

さ
れ

て
…
、

→ 

甥

「

…
先
般

こ
の
あ
ひ
だ

鯉

を
と
の

お

話
で
、 

（

鱸
庖
丁

253
・

2
） 



 

10 

 

ｂ

．
▲

シ

テ

［

大

名

］

こ

の

ご

ろ

奥
か

ら

引
か

せ
た
。 

→ 

大

名
「
過

般

こ
の
あ
ひ
だ

奥

か
ら
引

か
せ

て

来
た

… 

（

文
相
撲

396
・

56
） 

 

三

・

二 

応

答
・

受
諾
表

現 

感

動

詞
の

事

例
を

挙
げ
る

。

呼
び

か

け
の

「
な
う

〳

〵

」
「

や
い

〳

〵
」

は

多
く
が

「
こ

れ
〳
〵

」

に
書
き

換
え
ら
れ
る

か

削
除

さ

れ

、
「
な

か
〳

〵

」
も

特

定
の

語

へ
の

書
き
換

え

は
な

く

、
使

用
が
忌

避

さ
れ

る

。 

（

八

）
ａ

．
▲

冠

者

［

→

取

手

］

な

う

〳

〵
、
相

撲
を

見
や
う

と

仰
せ

ら

る
ゝ

。 

 

→ 

こ

れ
〳
〵

。
相
撲

を

見
よ

う

と
仰

し
や
ら

る

ゝ
。 

（

文
相
撲

396
・

58
） 

ｂ

．
▲

三

郎

な

う

〳
〵

御
坊

、
早
や

頼

み
た

う
ご
ざ

る

は
。 

→ 

三
郎
「

御

坊
、
も
う
、
頼
み
た

い
が

。
（

鹿
狩

35
・

70
） 

（

九

）
ａ

．
▲

を

ぢ

「

→

甥

］

や

い

〳

〵

、
最

前

の
鱸

を
… 

→ 

伯

父

「
あ

ゝ
こ
れ

〳

〵
あ

の
鱸
を

… 

（

鱸
庖
丁

254
・

5
） 

ｂ

．
▲

シ

テ

［

大

名

］

や

い

〳

〵

、
太

郎

冠
者

、
あ
る

か

や
い

。

→ 

シ
テ
「

こ

れ
〳

〵
、
太

郎
冠
者

。 

（

文
相
撲

396
・

55
） 

（

一

〇
） 

ａ

．
▲

を

ぢ

な

か

〳
〵

、
… 

→ 
伯

父
「

如
何
に

も

そ
う

ぢ

や
。

… 

（

鱸
庖
丁

256
・

8
） 

ｂ

．
▲

を

ひ

な

か

〳
〵

、
… 

→ 
甥

「
承

知
致
し

ま

し
た

。

… 

（

鱸
庖
丁

258
・

13
） 

ｃ

．
▲

取

手

な

か

〳
〵

、
こ

れ

に
居

り

ま
す

。 

→ 

取
手

「

は
い

、
こ
ゝ
に

居
り

ま

す 

（

文
相
撲

396
・

56
） 

ｄ

．
▲

シ

テ

［

大

名

］

何

と

、

相

撲

を

え

て

取

る

。 

▲

冠

者

な

か

〳

〵
。 

▲

シ

テ

彼

奴

は

、

身

ど

も
に

生

れ

合

う

た

奴

ぢ

や

。 

→ 

伯
父

「

何
に

、
相
撲

を

と
る

。

俺
に

生
れ
合

う

た
奴

ぢ

や
。 

（

文
相
撲

396
・

58
） 

感

謝

の
表

現

も
「

か
た
じ

け

な
い

」

か
ら

「
あ
り

が

た
い

」

へ
の

移
行
（

柳

田
一
九

六
六
）
を
反
映

す
る

。 
 

（

一

一
） 

ａ

．
▲

取

手

そ

れ

は
忝

う
ご

ざ

る
。 

→ 

取
手
「

そ

れ
は
有

難

あ
り
が
た
い

い

。 

（

文
相
撲

395
・

53
） 

ｂ

．
▲

を

ぢ

殊

に

お
茶

と
ま

を

し
、

御

酒
と

ま
を
し

、

忝
か
た
じ
け
な

う

畏
か
し
こ
ま

り

候
さ
ふ
ら

ふ
。 

 

→ 

伯

父

「
殊

に
お
茶

と

申
し

、

御
酒

と
申
し

誠
ま
こ
と

に
有あ

り
難が

た

う
御ご

座ざ

り

ま
し

た
。 

（

鱸
庖
丁

258
・

14
） 
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配

慮

表
現
は

右
例

の
よ
う

に
、
基

本
的

に
は

時
代

的

な
盛

衰

を
そ

の
ま
ま

反

映
す

る

が
、
こ

う
し
た

中
で
応

答
・
受

諾
の
「
は
あ

」

の

様

相
は

注

目
さ

れ
る
。
「

狂

言

記

」
に

お

い
て
は
「

は

あ

」
の
み

で
発
話

が
定
型
的

に
終

了
し

1
2

、
こ

れ

は
（
一
二

）
「
は
い

」
に

置

き

換

え
ら

れ

る
が

、
と
き

に
（

一
三

）
の
よ

う
に
「

何

の
御

用
で

御

座
り

ま

す

」
の
よ
う

な

返
答

や

、
「
早

速

申
し

ま
せ
う

」
と
い
う

受

諾

内
容
、「
畏

ま
り

ま
し

た

」
と

い
う

受

諾
表
明

が

追
加

さ

れ
る

こ
と
が

あ

る
。
配
慮

表

現
の
発

達
を
考

え

る
上
で
興
味
深

い
例

で

あ

る

よ
う

に
思
う

。 

（

一

二
） 

ａ

．
▲

シ

テ

［

大

名

］

や

い

〳

〵

、
太

郎

冠
者

居
る
か

。 

▲

冠

者

は

あ
。 

→ 

シ
テ

（

一
段

高
い
、

つ

く
つ

た

声
で

）
「
こ

れ

こ
れ

太

郎
冠

者
。 

冠

者
「

は

い
。 

（

文
相
撲

395
・

56
） 

ｂ

．
▲

主

明

日

早
々

帰
れ

。 

▲

太

郎

は

あ
。 

→ 

主
人

「

明
日

は
早
く

帰

れ
。 

太
郎
「
は
い

。 

（
狐

塚

335
・

16
） 

（

一

三
） 

ａ

．
▲

シ

テ

［

主

人

］

太

郎

冠

者

居

る
か

。 

▲

冠

者

は

あ
。 

→ 

ア
ト

主
人

「

…

こ
れ

〳
〵
太

郎
冠

者

ゐ

る
か
。 

シ

テ
太

郎

「

は
い

、

何
の

御
用
で

御

座
り

ま

す
。 

（
狐

塚

393
・

16
） 

ｂ

．
▲

す

り

［

万

疋

の

う

ち

百

疋

負

け

ろ

と

言

わ

れ

］

は

あ

聞

き
分

け
ま

し
た
。 

 

→ 

擦

摸

「
あ

つ
、
わ

か

つ
た

、

左
様

で
御
座

い

ま
す

か

。 

（

末

広
が
り

・

74
・

123
） 

ｃ

．
▲

シ

テ
［

大

名

］

や

い
〳

〵

太
郎

冠

者
、
あ

る
か

や

い

。 

▲

冠

者

は

あ
。 

▲

シ

テ

侍

衆

に

、
…
矢
の

根
を

磨

か
れ

と
い
へ

。 

▲

冠

者

は

あ
。 

▲

シ

テ

ま

た

中

間
ど

も

に
は

、
…
馬

の

湯
洗

ひ

を
さ

せ
い
。 

▲

冠

者

は

あ
。 

▲

シ

テ

…

か

ゝ

り
へ
水

を
う
た

せ

て

お
け

。 

▲

冠

者

は
あ
、

新
座

の

も
の

で
ご
ざ

る

。 

→ 

シ
テ

「

こ
れ

〳
〵
、

太

郎
冠

者

。 

冠
者
「

は

い
。 

シ
テ

「
侍
ど
も

に
、

…

矢
の

根
で
も

磨
け
と

云
へ
。

そ

れ

か

ら

中
間

ど

も
に

は
…
馬

の

湯
洗

を

せ
い

と
云
へ

。 

冠

者
「

は
い

早
速

申

し
ま
せ

う
。 

シ
テ
「
今

日
は
天

気
が

よ
い

。

…

水

を
う

た

せ
て

お
け
。 

冠
者

「

は
い

畏
ま
り

ま

し
た

。

旦
那

様
新
参

の

者
で
御

座
り

ま
す
。 

（

文
相
撲

396
・

56
） 

そ

の

他
、
受

諾
を

表
明
す

る

「
心

得

た
」
も
同
様

に

「
よ

し

」
「

承

知
」

類

に
書

き

換
え

ら
れ
る

が
、
と
き

に
感
謝
表
現

と

な
る
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場

合

が
あ

る

。 
（

一

四
） 

ａ

．
▲

取

手

…

お

相
手

を
く

だ

さ
れ

と

お
し

や
れ
。 

▲

冠

者

心

得

こ

ゝ

ろ

え

た
。 

 

→ 

取

手

「
…

何
卒
お

相

手
を

。 

冠

者
「
よ

し
、 

（

文
相
撲

397
・

59
） 

ｂ

．
▲

冠

者

…

そ

れ
に

て
待

ち

や
れ

。 

▲

取

手

心

得

こ

ゝ

ろ

え

ま

し

た

。 
→ 
冠
者

「
…
そ

こ
に
待

て

お
い

で

。 

冠
者
「

承

知

し

よ

う

ち

致い

た

し

ま
し

た

。 

（

文
相
撲

395
・

54
） 

（

一

五
） 

ａ

．
▲

冠

者

…

逗

留
の

あ
る

こ

と
が

あ

ら
う

。
さ
う

心

得
て

出

や
れ

。 

▲

取

手

心

得

こ

ゝ

ろ

え

ま

し

た
。 

 

→ 

冠

者

「
…

当
分
逗

留

し
て

お

い
で

、
よ
い

か

。 

取

手
「
有あ

り

難が

た

う
御ご

座ざ

り

ま
す
。 

（

文
相
撲

396
・

56
） 

ｂ

．
▲

ア

ト

［

亭

主

］

…

ゆ

る

り

と
居

て

話
を

せ
い
。 

▲

シ

テ

［

居

杭

］

心

得

こ

ゝ

ろ

え

ま

し
た

。 

 

→ 

ア

ト

「
…

悠
り
世

間

話
で

も

し
て

行
け
。 

シ
テ

「

は
い
有あ

り

難が

た

う
御ご

座ざ

り

ま
す
。 

（
居

杭

198
・

199
） 

 

三

・

三 

行

為
指

示
表
現

と

副
詞 

受

諾

・
応

答

と
併

せ
て
、

行

為
指

示

表
現

に
も
触

れ

て
お

く

。
行

為
指
示

表

現
の
う

ち
、
命
令
形
に

関
わ

る

も
の

は
待
遇

表

現

の

変

化

と
並

行

す
る

形
で
、
例
え

ば
「

ご
ざ

れ

」
、
「

そ
い
・
そ

へ

」
（
←
候

へ

）
、
「

～
や
れ
」
や
、
狂
言

特

有
の
助
動

詞
「

し
め
」
な

ど

が

他

表
現

に

書
き

換
え
ら

れ

る
。
そ

う
し

た
中
で

、
行
為

指

示
の

場

に
お

い

て
副

詞
「
ど

う

ぞ
」「

ど

う
か

」
が
追
加
さ
れ

る

例
が

あ

る

。

川
瀬

（

二
〇

一
五
）

に

よ
れ

ば

、
「

ど

う
ぞ

」

は
近

代

に
お

い
て
行

為

指
示

表

現
と
の
共
起

が

増
え

始
め
、
「
ど
う

か
」
が

話

し

手

に

利
益

の
あ
る

行
為
指

示
（
依

頼

）
の

領

域
で
発

達
す

る

こ
と

で

、「

ど

う
ぞ

」
は
次
第

に
聞

き

手
に

利

益
の
あ
る
行

為

指
示
（

勧

め

）
に

偏
る

よ

う
に

な
る

と

い
う

。（

一

六
）
は
話

し

手
利

益

、（

一
七

）
は

聞

き
手
利

益
の
「

ど
う

ぞ

」
が
追

加

さ
れ
た
例

、（

一

八
）

は

依

頼
専

用

の
「

ど
う
か

」

が
追

加

さ
れ

た
例
で

あ

り

、
『

新
訳

』

は
過

渡

的
段

階
を
示

す
。 

（

一

六
） 

ａ

．
▲

取

手

［

→

大

名

］

…

お

相

手
を

く

だ
さ

れ
。 
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→ 

取

手

「
…
何ど

う

卒ぞ

、

お
相

手

を
出

し

て
下

さ
い
。 

（

文

相
撲

・

397
・

58
） 

ｂ

．
▲

取

手

…

お

相
手

を
く

だ

さ
れ

と

お
し

や
れ
。 

→ 

取

手
「
何ど

う

卒ぞ

お

相
手
を

。 

（

文

相
撲

・

397
・

59
） 

ｃ

．
▲

を

ひ

［

→

伯

父

］

…

御

免

な

さ

れ

て

く

だ

さ

れ

ま

せ

。 

→ 

甥

「

…
何ど

う

ぞ

御

免

下

さ

れ

い

。
（

鱸

庖

丁

・

257
・

11
） 

（

一

七
）  

 

▲

を

ひ

［

→

伯

父

］

い

や

、

も

う
早

う

お
取

り
な
さ

れ

ま
せ

。 

 

→ 
甥

「

い
や

、
何ど

う
ぞ
早

く
お

取

り
下

さ
い
。 

（

鱸
庖
丁

257
・

11
） 

（

一

八
） 

ａ

．
▲

取

手

［

→

冠

者

］

…

御

肝

入
ら

れ

て
く

だ
さ
れ

。 

→ 

取
手

「
…
何ど

う

卒か

世
話

し
て
下

さ
れ

。 

（

文
相
撲

395
・

53
） 

ｂ

．
▲

い

し

や

［

→

雷

］

…

お

免

さ
れ

ま

せ
。 

→ 

医

者
「

…
何ど

う

か
御
免
下

さ

い
。 

（

針
立
雷

218
・

216
） 

ｃ

．
▲

瓜

盗

［

→

人

形

］

…

平

に

お
許

さ

せ
ら

れ
て
、

返

さ
せ

ら

れ
て

く
だ
さ
れ

ま
せ

や

。 

 

→ 

瓜

盗
「
…
何ど

う

か
御

免

下
さ

い

。 

（

瓜
盗
人

260
・

234
） 

 

三

・

四 

条

件
表

現
と
意

志

・
推

量

の
助

動
詞 

条

件

表
現

は
二
節

に
見
た

よ

う
に

、

大
枠

に
お
い

て

は

、
「

た
ら

ば

」
→
「

た
ら

」
、
「
な

ら
ば
」

→

「
な
ら

」
、
「
ほ
ど
に

」
「

に
よ

っ

て

」
→
「

か
ら

」
「
の

で

」
、
「

ど

も
」

→
「
が

」

な
ど

、

中
世

後
期
～

近

代
の

主
要
形

式
の
交

替
を
反

映

す
る
と
言
っ
て

よ
い

。

中

世

後
期

以

降
、
「

う
に

は

」
「
う

な
ら

ば

」
「
う

ほ

ど
に

」
な
ど

、
従
属

節

に
意

志
・
推

量
の
助

動
詞
「

う
」
が

入
り
込

む

こ
と
が

あ

り

（
蜂

矢

一
九

七
七
・
小

林
一

九

七
九

・
吉
田

二

〇
〇

七
）
、

こ

れ
は

現

代
語

に
お
い

て
は
許

容
さ
れ

な

い
表
現
で
あ

る

（
例
え

ば

「

明
日

旅

行
に

行
こ
う

な

ら
」

と

は
言
え
な
い

）

が
、

そ

の
衰

退
の
過

程

は
未

だ

明
ら
か
で
な
い

。
『
新
訳
』

で
は
「

狂

言
記
」

に

お

け
る
非

終
止

位
置
の
「

う
」

を

避
け

る
傾
向
が

明
確

に
あ
り

、
注
目

さ

れ
る

1
3

。
（
一

九
）
に

従

属
節

に
関
わ

る
も
の

、
（

二

〇

）

に
形

式

名
詞

や
副
助

詞

に
関

わ

る
も

の
を
挙

げ

る
。 

（

一

九
） 

ａ

．
▲

を

ぢ

…

其

処
で

我
御

料

が
い

は

う
に

は
、
… 

→ 

伯

父
「

す
る
と

御

前
は

、
… 

（

鱸
庖
丁

256
・

8
） 
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ｂ

．
▲

取

手

如

何

に
も

取
り

ま

し
よ

ほ

ど
に
、
お
相

手

を
く

だ

さ
れ

と
… 

→ 

取
手
「

御
免

を
蒙
つ

て

取
り

ま

せ
う
。
何
卒

、

お
相

手

を
出

し
て
… 

（

文
相
撲

397
・

58
） 

ｃ

．
▲

冠

者

…

如

何

に

も
取

り

ま
し

よ

ほ
ど

に
、
→ 

冠
者

「

早
速

取
り
ま

す

る
か

ら

、 

（

文
相
撲

397
・

58
） 

ｄ

．
▲

瓜

盗

…

最

早
参

り
ま

す

ま
い

ほ

ど
に
、 

→ 

瓜
盗

「

…
決

し
て
参

り

ま
せ

ん

か
ら

、 

（

瓜
盗
人

260
・

234
） 

（

二

〇
） 

ａ

．
▲

を

ぢ

…

呼

び
に

や
ら

う

と
こ

ろ
ぢ
や 

→ 

伯

父
「

呼

び
に

や
ら
う

と
思
つ

た

と
こ
ろ
ぢ
や 

（

鱸
庖
丁

254
・

4
） 

ｂ

．
▲

僧

…

此

の
尊

い
愚

僧

が
、

持

た
う

は
ず
は

無

い
。 

 

→ 

僧
「

…
此

の
尊
い

僧

に
持

せ

る
法

が
あ
る

か

。 

（
鹿

狩

36
・

72
） 

ｃ

．
▲

冠

者

…

よ

か
ら

う
も

の

が
参

つ

た
ら

、 

→ 

冠
者

「
…
よ

さ
さ
う

な

者
が

来

た
ら 

（

文
相
撲

394
・

51
） 

ｄ

．
▲

茶

屋

…

船

賃

と

い
は

う

時
に

、 

→ 

茶
屋

「

…
も

し

船
賃

と
云
つ
た

ら 

（

薩
摩
守

90
・

133
） 

ｅ

．
▲

初

ア

ト

［

僧

］

…

そ

れ

ほ

ど
に

い

は
う

こ
と
で

は

な
い

。 

→ 

ア
ト

「

…
そ

ん
な
に

怒
る
ま

い

。
（

六
人
僧

296
・
40
） 

ｆ

．
▲

冠

者

…

宮
仕

へ

な
ど

を

せ
う

も

の
で

は
な
い

。 

→ 

冠

者
「

奉
公

な

ど
す

る

も
ん
で
な
い
な

あ

。（
武

悪

158
・

161
） 

ｇ

．
▲

シ

テ

［

大

名

］

…

追

ひ

放

し
て
お

か
う

ま
で
。 

→ 

シ

テ
「

…
追
ひ

放

し
て

お
く
ま

で
ぢ
や

。 

（

文
相
撲

393
・

50
） 

ｈ

．
▲

勾

当

竹

筒

を
持

つ
た

ら

、
よ

う

お
ぢ

や
ら
う

も

の
を

。 

 

→ 

勾

当

「
…

竹
筒
（

酒

樽
）

の

一
つ

も
持
つ

た

が
よ

か

ら
う
ぞ
。 

（

ど

ぶ
か

つ
ち
り

95
・

98
） 

 

四 

東
京

語

資
料
・
役
割

語

資
料

と

し
て

の
『
新

訳

狂
言

記

』 

以

上

に
見

た

時
代

差
の
反

映

以
外

に

、
東

西
差
を

反

映
す

る

も
の

、
発
話

者

に
よ
っ

て
は
「
狂
言
記

」
の

表

現
を

保
持
す

る

も
の

が

あ

る
こ

と

を
二

節
に
述

べ

た
。

こ

の
点

は
『
新

訳

』
が

特

に
当

該
資
料

と

し
て

優
位
で

あ
る
わ

け
で
は

な

く

1
4

、
む
し
ろ
使

用
時

に

注

意
を

要

す
る

点
で
あ

る

の
で

、

目
に

入
っ
た

も

の
を
数

点
、

簡
潔
に
述

べ
る

に
留
め

る
。 
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ま

ず

東
西

差

に
つ

い
て
は

、

命
令

形

語
尾

、
形
容

詞
・
ワ

行

動
詞

連
用
形

、

コ
ピ
ュ

ラ
、

否
定
の

「

ぬ

」
「

な
い
」

な
ど

。 
（

二

一
） 

ａ

．
▲

を

ひ

…

［

伯
父

が
］

鯉

を
く

れ

い
と

い
う
て 

→ 

甥

「
…

鯉
を
呉く

れ

ろ
と
云

つ

て 

（

鱸

庖
丁

・

253
・

2
） 

ｂ

．
▲

初

ア

ト

［

畑

主

］

根

の

さ

ゝ
ぬ

や

う
に

せ
い
と

、 

→ 

初
ア

ト
「
…

根

の
さ

ゝ

ぬ
や

う
に
し

ろ

と
（

竹

子
争

268
・

30
） 

ｃ

．
▲

を

ひ

…

も

う
早は

や

う

お
取

り

な
さ

れ

ま
せ

。 

→ 

甥
「

…

何
う

ぞ
早は

や

く
お
取

り
下

さ

い
。 

（

鱸

庖
丁

・

257
・

11
） 

ｄ

．
▲

を

ぢ

…

鱸

を
三

ご
ん

貰

う
た

。 

→ 

伯
父

「

…
鱸

を

三
尾

ほ
ど
貰

つ

た
。 

（

鱸

庖
丁

・

254
・

5
） 

ｅ

．
▲

冠

者

…

こ

れ
が

街
道

ぢ

や 

→ 

冠

者
「
此

処

が
街

道

だ
。 

（

文

相
撲

・

394
・

52
） 

ｆ

．
▲

を

ぢ

…

飲

ま
れ

ぬ
も

の

ぢ
や

。 

→ 

伯
父

「

…
飲

ま

れ
な

い
も
の

ぢ

や
。 

（

鱸

庖
丁

・

257
・

10
） 

発

話

者
に

よ

っ
て
表
現
が

使

い
分

け

ら
れ

る
事
例

に

も
触

れ

て
お

く
。
二

節

に
も

例

を
挙
げ
た
が

、

コ
ピ

ュ

ラ
は

た
だ
「
狂

言

記

」

の
「

ぢ

や
」

を
保
持

す

る
だ

け

で
な

く
、
積

極

的
に

「

ぢ
や

」
へ
と

書

き
換

え

ら
れ
る
こ
と
も

あ
る
。 

（

二

二
） 

ａ

．
▲

シ

テ

［

大

名

］

…

も

の

は

初
か

ら

が
大

事
ぢ
や

。 

→ 

シ
テ

「
…
も

の

は
初

が
大
事

ぢ
や
。 

（

文

相
撲

・

395
・

54
） 

ｂ

．
▲

を

ぢ

…

客

も
大

方
饗

い

て
暇

に

な
っ

た
。 

→ 

伯

父

「
…
客
も
大
方

馳
走

し

て
暇

ぢ
や
、

（

鱸

庖

丁

・

255
・

6
） 

ｃ

．
▲

三

郎

…

左

近

三

郎

と

申

す

は

某

が

こ

と

で

お

ぢ

や

る

。 

→ 

三

郎

「

左

近

三

郎

と

い

ふ

は

俺

の

こ

と

ぢ

や

。

 

（

鹿
狩
・

36
・

72
） 

語

彙

項
目
の

場
合

も
同
様

で

あ
り

、

副
詞
「
数
多

」

は
「

沢

山
」
「

か
な

り

」
に

書

き
換
え
ら
れ

る
か
、

も
し
く

は
削
除

さ

れ
る

な

ど

の
忌

避

傾
向

が
窺
え

る

が
、

次

例
、
「

狐
塚

」

の
主

人

は
「

数
多
」

を

保
持

す
る

1
5

。 

（

二

三
） 

ａ

．
▲

取

手

相

撲

の
手

は
、

数

多

あ

ま

た

ご

ざ
れ

ど

も
、 

→ 
取

手
「

相

撲
の
手
は
沢

山

た

く

さ

ん

御
座

り
ま

す

が
、
（

文

相

撲

398
・

64
） 

ｂ

．
▲

冠

者

…

相

撲
取

も
数

多

あ

ま

た

あ

れ

ど
も

、 

→ 

冠
者

「

…
相

撲

取
も
可か

成な

り

居
る
が

、 

（

文
相
撲

397
・

60
） 

ｃ

．
▲

僧

道

者

は
数

多

あ

ま

た

多

い
は

い

や
い

。 

→ 

僧
「

同

伴

者

つ

れ

が
多お

ほ

い
。 

（

薩
摩
守

90
・

134
） 

（

二

四
）  

 

▲

ア

ト

主

人

某

山

田
を

数

多

あ

ま

た

持

つ
て

ご

ざ
る

。 

→ 

ア
ト

主

人
「

…
某
、

山

田
を
数
多

あ

ま

た

持

つ

て

を
り
ま

す

る
。 
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（

狐
塚
・

335
・

16
） 

 

五 

お
わ

り

に 

以

上

本
稿

で

は
、

近
世
に

刊

行
さ

れ

た
版

本
「
狂

言

記
」

と

、
そ

れ
を
大

正

時
代
に

口
語
訳
し
た

『

新
訳
狂

言
記

』
と
の

対

照
を

通

し

て
、

近

世
語

か
ら
近

代

語
へ

の

推
移

が
観
察

で

き
る

こ

と
を

示
し
た

。

近
世

文
学
を

題
材
と

し
た
同

趣
の
資

料
に
、
小

泉
迂
外

訳

『

新
訳

江

戸
落

語
集
』
（

一

九
一

七
、

博

文
館
）
、

秋
山

湖
風

・

太
田

柏

露
訳

『

新
訳

浮
世
の

情
』
（
豊

文
館

、

一
九

一

七
、

西
鶴

『

武

家
義

理

物
語

』
の
訳
）
、

加
藤

順
三

訳

『
新

訳

近
松

劇

物
語

』
（
文

献
書
院

、

一
九

二
二
）
、

島
藤
吉

訳
『

新
訳
東

海
道
中

膝

栗

毛

』
（

越
山

堂
、

一

九
二

四

）
、
太

田
柏

露

訳
『

春

色
う

め

ご
よ

み

』
（
豊

文
館

、
一
九
一
八
）

な

ど
が

あ

る
。

本
稿
で

見
て
き

た
よ

う

に

、
こ

う

し
た
「
新
訳

」

の
類

は

原
典

と
の
対

照

が
可

能

で
あ

る
た
め

、

前
代

の
あ
る

表
現
を

、

訳
者

が
当
代

の
口
語
意

識
下
に

お

い

て
ど

の

よ
う

に
捉
え

て

い
る

か

が
明

確
に
な

る

と
い

う

点
に

お
い
て

、

他
の

近
代
語

資
料
が

持
た
な

い

優
位

性
を
持
つ

も
の

で

あ

る

。
今

後

の
活

用
が
望

ま

れ
る

。

1
6 

1 
h
ttp

://d
l.n

d
l.g

o
.jp

/in
fo

:n
d
ljp

/p
id

/9
6
2
0
2
3

 

他

、

九
州

大

学
中

央
図
書

館

、
神

戸

市
立

中
央
図

書

館
、

京

都
府

立
図
書

館

、
栃
木

県
立

図
書
館

、

福
岡

県

立
図

書
館
、

福
島
県

立

図

書
館

に

所
蔵

が
あ
る

。

本
稿

は

国
会

図
書
館

本

（
国

会

本
）

を
主
底

本

と
し

、
書
誌

調
査
や

国
会
本

に

お
け
る
活
字
不

鮮
明

の

箇

所

に
九

州

大
学

中
央
図

書

館
蔵

本

（
九

大
本
）

を

用
い

た

。 
2 

以

下
、

版

本
四

種
を
総

称

し
て

「

狂
言

記

」
、

版

本
そ

れ

ぞ
れ

を
指
す

場

合
に

『

狂
言
記

』
『

続

狂
言

記

』
な

ど
と
す

る
。 

3 

九

大
本

に

よ
る

。
国
会

本

は
「

再

版
印

刷
発
行

」

の
記

述

の
な

い
初
版

本

で
あ
る

が
、

印
刷
日

・

発
行

日

に
付

箋
に
よ

る
粗
雑

な

修

正
が

あ

り
、

そ
れ
ぞ

れ

二
七

日

印
刷

、
三
一

日

発
行

と

な
っ

て
い
る

。 
4 

佐

久
間

象

山
の

捩
り
か

。 
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5 

狂

言
台

本

の
曲

目
は
池

田

（
一

九

六
七

）
に
よ

る

。 
6 

『

新
訳

』

序
文

に
「
室

町

時
代

に

な
つ

て
玄
恵

法

印
、

新

に
之

に
百
六

十

番
の
篇

什
を

綴
り
加

へ

た
と

い

ふ
こ

と
で
あ

る
」
と

あ

り

、
こ

れ

は
「

国
民
文

庫

本
」

序

文
の

「
猿
楽

伝

記
に

は

「
玄

恵
法
印

、

狂
言

の
詞
を

百
六
十

番
作
り

つ

づ
ら
せ
た
り
」

と
載

せ

た

れ

ど
」

と

あ
る

も
の
の

踏

襲
か

。 
7 

北

原
・

大

倉
（

一
九
八

三

）
に

よ

る
。
「

当
時

の

訛
語

転

音
」

を
「
す

べ

て
も

と

の
儘
」
と
す
る

方
針
も

、
一

定
し
て

守

ら
れ

て

は

い

な
い

と

い
う

。
な
お

、
『

新
訳

』
以

前

の
「

狂

言
記

」

の
翻

刻
に
は

、

本
文

で

触
れ

た
幸
田

露

伴
編

『
狂
言

全
集
』

や

三
浦
理

『

狂

言
記

』
（
有

朋

堂
文

庫

、
一

九

一
四

）
な
ど

が

あ
り

、

佐
久

間
が
口

語

訳
の

際

に
「

国
民
文

庫

本
」

を
参
照

し
た
こ

と

は
間
違

い

な

い
も

の

の
、

一
方
で
「

国
民

文

庫
本

」
以
外

に

も
複

数

の
本

を
参
照

し

た
可

能

性
も
考
え
ら
れ

る
。
た

だ
し

、
『
新

訳

』
に

も

佐

久

間
な

り

の
表

記
の
統

一

の
跡

が

あ
る

た
め
、

複

数
本

を

参
照

し
た
か

ど

う
か

と
い
う

問
題
は

確
定
し

難

く
、
こ
こ
で
は

ひ
と

ま

ず

「

国
民

文

庫
本

」
を
底

本

と
し

た

も
の

と
見
て

稿

を
進

め

る
。 

8 

「

腹

を
立

つ
」

は

近
世

後

期
で

は

一
般

的
だ
が

、

近
代

に

入
っ

て
格
関

係

の
明
確

な
「

腹
を
立

て

る
」
「

腹
が

立

つ
」

に

取
っ

て

代

わ

ら
れ

る

（
坂

梨
二
〇

一

五

）
。 

9 

謡

の

場
合

は
次

例

の
よ

う

に
古

形

を
保

持
す
る

。 

・
▲

と

の

…
小

歌 

灯
暗

う
し

て

、
物

の

さ
び

し
き
折を

り

ふ

し
に
、

君

が
来

る
に
や

と

、
お

つ
し
や

れ
た
。 

 

→ 

殿

…
小

歌 

灯

暗
う

し

て
物

の

さ
び

し
き
折

節

を

り

ふ

し

に

、

君
が

来

る
に

や
と
仰

し

や
ら

れ

た
わ

。 
 

 
 

（
花

子
・

172
・

193
） 

1
0 

小

学

館
『

日
本

国

語
大

辞

典

』
（

第
二

版

）
に

よ

る
。 

1
1 

「
近

々

ち

か

ぢ

か

」

は

近

世
に

「
近

々

き

ん

き

ん

」

の

影

響
を

受

け
、

近
代
に

至

っ
て

時

間
の

意
味
が

定
着
す

る

と
い
う
（
山
際

二
〇
一

七
）
。 

1
2 

虎

明

本
狂

言
で

は

受
諾

に

「
あ

ふ

」
「

あ

つ
」
「

は

あ
」

な

ど
が

用
い
ら

れ

た
場

合
、
そ

こ
で
や

り
取
り

が

終
了
す
る
こ
と

が
多

い

（

青
木

二

〇
一

四

）
。
た

だ
し

、

狂
言

台
本
に

お

け
る

「

は
あ

」
は
実

際

の
上

演

に
お
い
て
は

冠
者
の

平

伏
動

作
と
と

も

に
発
話

さ

れ

る
も

の

で
あ

り

、
『

新

訳
』

の

当
該

箇
所
は
読

み
物

と

し
て

の
不
十

分

さ
を

補
う
か

、
も
し

く

は
「

は
あ
」

が
連
続

す

る
単
調

な

描

写
を

避

け
る

た
め
に

受

諾
内

容

な
ど

を
書
き

加

え
た

も

の
で

あ
る
可

能

性
も

あ

る
。 

1
3 

な

お

、
江

戸
語

に

お
い

て

は
「

か

ら
」

も
「
そ

ん

な
ら

ち

つ
と

つ
ぎ
ん

し

よ
う

か
ら
出

し
な
ん

し

」
（
甲

駅
新

話
［
一

七
七
五

刊

］
）
、
「
気

の
毒

な

ら
仇

の

字
の

わ

け
を

止
て
お

く

れ
と

は

い
ふ

め
へ
か

ら

少
し

遠

慮
に

し
て
お

く

れ
な

」
（
春

色
辰
巳

園
巻
三

［

一

八

三

三
刊

］
）
の

よ

う
に

「

う
」

を

包
含

す
る
例

が

あ
る

が

、
『

新

訳
』

で

は
「

し
て
や

ろ
う
か

ら
」
な

ど
と
も

な
ら
な

い
（
用

例

は
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い

ず

れ
も

国

立
国

語
研
究

所

編
『

日

本
語

歴
史
コ

ー

パ
ス 

江
戸

時

代
編

』

に
よ

る
）
。 

1
4 

同

時

代
の

刊
行

で

あ
れ

ば

東
西

差

の
比

較
に
も

有

益
で

あ

る
が

（
矢
野

一

九
七

六
）
、

本

書
に

は

「
近

世
・
上

方
」
と
「

近
代
・

東

京

」
の

二

つ
の

要
素
が

介

在
す

る

の
で

、
積
極

的

な
論

拠

に
は

な
り
難

い

よ
う

に
思
う

。 
1
5 

た

だ

し
こ

れ
は

、
当
該

箇

所
が

名

乗
り

で
あ
る

こ

と
も
影

響
し

て
い
る

か

も
し

れ
な
い

。 

 

参

考

文
献 

青

木

博
史

（
二
〇

一
四
）
「

室

町
・

江
戸

時

代
の

受

諾
・

拒

否
に

見
ら
れ

る

配
慮

表

現
」

野
田
尚

史

・
高

山
善
行

・
小
林

隆

（
編
）

『

日

本
語

の

配
慮

表
現
の

多

様
性

』

く
ろ

し
お
出

版 

池

田

廣
司

（
一
九

六
七
）
「

狂

言
曲

目
所

在

一
覧

表

」
『
古

狂
言

台

本
の

発

達
に

関
し
て

の
書
誌

的

研
究

』

風
間

書
房 

川

瀬

卓
（
二

〇
一

五

）
「

副

詞
「

ど

う
ぞ

」
の
史

的

変
遷

―

副
詞

か
ら
み

た

配
慮

表
現
の

歴
史
、

行
為
指

示

表
現
の
歴
史

―

」
『
日

本

語

の

研
究
』

11
・

2 

北

原

保
雄

・

大
倉

浩
（
一

九

八
三

）
『
狂

言

記
の

研

究
』

勉

誠
社 

―

―

―
―

・

―
―

―
（
一

九

九
七

）
『
狂

言

記
外

五

十
番

の

研
究
』
勉
誠

社 

小

林

賢
次

（
一
九

七
九
）
「

中

世
の

仮
定

表

現
に

関

す
る

一

考
察

―
ナ
ラ

バ

の
発

達

を
め

ぐ
っ
て

―
」
中

田
祝
夫

博
士
功

績

記
念
国

語

学

論
集

刊

行
会

（
編
）
『

中

田
祝

夫
博

士

功
績

記

念
国

語

学
論

集
』
勉

誠

社 

坂

梨

隆
三

（
二
〇

一
五
）
「

春

色
梅

児
誉

美

の
「

腹

を
立

つ

に
つ

い
て
」
『
近

代
語

研
究

』

18 

蜂

谷

清
人

（
一
九

七
七
）
「

狂

言
古

本
に

お

け
る

仮

定
条

件

表
現

―
「
な

ら

ば

」
「

た
ら

ば
」
と

そ

の
周
辺

―
」
『

成
蹊

国
文
』

10 

柳

田

征
司

（

一
九

六
六
）
「

大

蔵
流

狂
言

に

見
え

る

、
お

礼

の
こ

と
ば
―

『

有
難

い

』
と

『
忝
い

』

に
つ

い
て—

」
『
国

語
学
』

67 

矢

野

準
（

一

九
七

六

）
「

近

世
後

期

京
阪

語
に
関

す

る
一

考

察
―

洒
落
本

用

語
の

写

実
性

―
」
『

国
語
学

』

107 

山

際

彰
（
二

〇
一

七

）
「
「

近

々
」

の
語

誌

」
『
国

語

語
彙

史

の
研

究
』

36 

吉

田

永
弘

（
二
〇

〇
七
）
「

中

世
日

本
語

の

因
果

性

接
続

助

詞
の

消
長
―

ニ

ヨ
ッ

テ
の
接

続
助
詞

化
を
中

心

に
―

」
青
木

博

史

（

編

）
『
日

本
語

の

構
造

変

化
と

文

法
化

』
ひ
つ

じ

書
房 

付

記 

本

稿

は
、

令
和
元

年

度
筑

紫

日
本

語
研
究

会

九
重

合

宿
に

お
け
る

口

頭
発

表
の
内

容
を
加

筆
修
正

し

た
も
の
で
す
。

発
表

の

席

上

に
お

い

て
多

く
の
先

生

方
に

御

教
示

を
賜
り

ま

し
た

。

こ
の

場
を
借

り

て
御

礼

申
し

上
げ
ま

す
。
ま

た

本
稿

は
、
科

学
研

究

費

補
助

金

（1
9
K
2
3
0
4
3

）

に
よ

る

成
果

の
一
部

で

す
。 

 


