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天
理
本
狂
言

六
義

の
名
告

に
お
け

る

「
じ

ゃ
」

　
異
形
の
名
告
と
そ
の
位
置
　

田

籠

博

小

考

は
天

理
本

狂
言

六
義

に

み
え
る

異
形

の
名
告

、
す

な
わ

ち
、

「
じ

ゃ
」

を
特

徴
的

な

文
末
表

現

と
す

る
ナ

ノ
リ

(
名
告

・
名

乗

)
に

つ
き
、

か

つ
て

は
そ

れ
が

正
形

と
し

て
あ

り
え

た
事
を

示

そ
う

と
す

る
。

こ
と
ば

の
異

形

と
正
形

と

は
、
結

局

の
と

こ
ろ

、
便
宜

的
な

呼
称

に

と
ど
ま

り
、

い
ま
仮

に
よ

ぷ
異
形

と
は

、
文
献

に
残

存
す

る
例
が

著
し
く
少
数

で
あ
り
、

今

日
通
有

の
形
と
は
異
な

っ
て

い
る
と

い
う

位

の
意

味

あ

い
に
す

ぎ
な

い
。

一

古
典

劇

の
生
命

は
様

式

性

に
あ

る
と
し

て
、

そ

の
様
式

化

の
過
程

は
、

し

ば

し
ば

表
現

の
類

型
化

や

そ

の
用
語

の
整

理
を
相

伴
な
う

。

そ
し

て
、

い

っ
た
ん

固
定

し

た
表
現

は
時

代
を

超

え
て
伝

承

さ
れ
、

能
楽

詞
章

の
ご

と
く

、
わ

れ
わ

れ

の
理
解

を

拒

み
な

が
ら
存
在

す

る
ま

で

に
至

る
。

そ

れ

で
も
、
能

に
対
す

る
世

話
劇

に
も

擬

さ
れ

る
狂
言

の
こ
と
ば

は
、

今
恕

耳

に
し

て
も

ほ

と
ん

ど
理
解

に
困
難

を
き

た
さ

な

い
。

「
わ
ら

ん

べ

草

」

は
言
う
。

狂
言

す

る
も

の

ハ
、
不

断

の

こ
と
ざ
ま

を

、
よ
く

嗜

む

べ
し

、

た
は
れ

こ
と

い

へ
ば
、

其

詞

ぶ
た

い
に

て
出

る
、

人
前

に
て
、

お

か
し
く

、
け

う

あ
ら

ん

と
、
ざ
う

た
ん
す

れ
ば

、
其
ま

・
狂

言

に
て
、

お
も

し
ろ

き

と
、
す

"
う

に

ほ
む
る

を
よ
し

と

お
も

ひ
、
度

々
に
及

ぷ
、
然

ば
狂

言

の
時

、

は
な

し

ほ
ど
あ

ら
ず

は
我

芸
す

た
る
。

(
六
十

八

段
)

大
蔵

流
宗
家

に
伝
わ

っ
た

と

い
う

こ
の
昔

語

に
、
大

蔵

虎

明
は
明
快

な

註

を
附

し

て

い
る
。

惣

而
狂

言

ハ
、

せ
わ
に

て
不
断

の

こ
と
ば
也

、

さ
る

に
依

て
、

ふ
だ

ん

む
さ
と

し
た
る
事

を

い
ひ

つ
く

れ

ハ
、
必

ぶ
た

ひ
に

て
出

る
も

の
な

れ

ハ
、
よ
く

た
し

な

む

べ
し

現
行

の
狂
言

の
こ
と

ば
が
、

こ
と
ば

と
し

て
固
定
し

た
時

期

は
比
較

的
新

し

い
と

い
う

べ
き

で
あ

ろ
う
。

し

か
し
な

が

ら
、
狂

言

の

こ
と
ば

に

一
種

の
古

め
か

し

さ
が
存
す

る

の

は
事
実

で
あ

り

、

こ
れ
が
狂

言
ら

し
さ

と
し

て
わ

れ
わ

れ
に

は
意

識

さ
れ

享

る

の
で
あ

る
。

大

蔵
虎

明

が

「
わ

ら

ん

べ
σ
」

四
十

九
段

で
展

開
し

た
烈

し

い
鷺

流
批

判

は
、
「家

の
法

度

」
を

保
守
す

る

立
場

で

一
貫

し

て
お

り

具
体
的

な

用
語

の
問
題

に
は
触

れ

て

い
な

い
け

れ

ど
も
、

や

は
り
、

そ

こ

に
或
種

の
様

式
感
覚

が
き
ざ
し

て

い
る

の
を
認

む

べ
き
も

の

と
思

わ

れ
る

。

し
か
も

、
そ

れ
を
支

え

た
世
界

が

、
か

の
書

に
引

く
名

人

八
郎

の
言

、
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う

へ
　

の
人

の
、

が

て
ん

の
ま

い
ら

ぬ
、

い
や
し

き
事

な
り

(
四

十
九
段

)

に
現

わ
れ

る
様

な

、

「
う

へ
く

の
人
」

の
世

界

で
あ

っ
た
ら

し

い

こ
と

は
、
名

告

の
提

示
形

式

に
即

し

て
池

田
広

司
氏

が
立

証
さ

れ
た

と

こ
ろ

で

あ

る
。

以
上

の
事

情

は

、
深

浅

の
差

こ
そ
あ

れ

、
大

蔵
流

と
は

別

の
家
流

で
も

同
様

で
あ

っ
た

と
思

わ

れ
る
。

新

し
さ

と
古

め
か

し
さ

の
は
ざ

ま

で
浮
動

し

て

い
る
狂

言

の

こ
と
ば

の

性

格

づ
け

は

、

は
じ

め
、

他

種

の
資
料

と

版
木

狂
書

記

と
を

比
較
す

る

こ

と

で
な
さ

れ

た
。

家

元
系

台
本

が
各

種
提

供

さ
れ

た
今

日

で
は
、

同
流

の

新

古

の
台

本

に

お
け

る
詞

章

を
対

照

さ

せ
る

試

み
が
盛

ん

で
あ
る
。

大

蔵

流

の
虎

明

・
虎

清

・
虎

寛

三
本

を

相

互

に
な

が

め
れ
ば

、
古

か
ら
新

へ
の

流

れ

に
と

ど

ま
ら

ぬ

詞
章

の
転
変

の
す

が
た

が
明

ら

か
に
知

ら

れ
る
。

そ

れ

が
話

し

こ
と
ば

の
流

れ

の
向

き

と
必
ず

し

も

一
致
し

な

い
点

に
、
狂

言

詞
章

の
性
格

が
端

的

に
露

呈
す

る

こ
と
、

す

で

に
多

く

の
指

摘

が
な

さ
れ

て

い
る
。

台

本

の
記

述

か

ら

は
、

狂

言

の
様

式
性

へ
の
志

向
を

表

現

の
類
型

化

と

し

て
と

ら

え

る

こ
と

が

で
き

る
。

わ

れ

わ
れ

が
利

用

し
う

る
最

も
初

期

の

台

本

で

さ

え
、

細
部

の

ニ

ュ
ア

ン
ス
と

い
う

枝
葉

を

刈

り
込

ん

だ
類

型

表

現

が
操

返
し

現

わ

れ

て

い
る
。

類

曲

を

指

示
し

て

、
そ

れ

と
同

じ
旨

を
記

し

、
記

述

の
大

部

分
を

は

ぶ
く

も

の
も

少
く

な

い
あ

り

さ
ま

で
あ

る
。

そ

の
中

で
、

後

世

同

一
表

現

に
帰

し

た

幾

つ

か

の
部

分

が

、
初

期
台
本

で
は

そ

れ
ぞ

れ

の
場

面

に
相

応

し

た
表

現

で
記

し
分

け
ら

れ

て

い
る

の
を
知

る

こ
と

が

で
き

る
も

の

が
あ

る
。

類

型

か
ら

逸
脱

し

た

そ

の
様

相

は
、

い
ち

お
う

、

狂

言

が

い
ま

だ

「
不

断

の

こ
と

ば

」

で
演

ぜ
ら

れ

て

い
た
頃

の
狂

言

の
面

影

と
考

え
ら

れ

る

の
で

は
な

い
か
。

も
し

そ
う

で
あ

れ
ば

、
そ

れ

は

、
台
詞

と
し

て

の
制
約

を
蒙

り
な

が
ら

も
、

実
際

の
話

し

こ
と
ば

の
ひ

と

つ
の
投

影

で
あ

る

こ
と
が
期

待
さ

れ
よ
う

。

問
題

は

た
だ

に
、
そ

の
投

影

の
し

か
た

に
あ

る
。

小

考

は
そ

の
解

明

の
試

み

に
す
ぎ

な

い
。

二

た

と
え

ば
、
大

蔵
虎

寛
本

の

「
末
広

が

り
」

は
、
次

の
様

な
独

白

で
始

ま
る
。罷

出

た
る
者

は
、
此

当
り

に
か

く
れ

も
な

い
、

大
果
報

の
者

で
御
ざ

る
。

こ
の
自
己

紹
介

の
あ

と

に
、
祝

儀

の
詞

や
筋

立

の
発

端
を

説

明
す

る
独
白

が
続

い
て
劇

は
進
行

す

る
。

が
、
当

面

の
関
心

は

、
右

の
例

で
言
う

な

ら

「
御
ざ

る
」

の
部

分
、
す

な

わ
ち

文
末

の

(例

外
的

に
文
中

の
も

の
も

)

指

定
表

現

に
あ

る
。

名
告

の
文
末
表

現

に
最
初

に
注

意

さ
れ

た

の
は
蜂
谷

清

人
氏

で
あ

っ
て

氏
は
大
蔵
流
最
古
の
ム、舜

た
る
虎
明
本
に
m
種
の
表
現
が
使
い
分
け
ら
れ

 て
い
る

と
報

告

さ
れ

セ
。
蜂

谷

氏

は
基

本
的

な

立
場

と
し

て
、
名

告

の
文

末
表

現

は
登
場

人
物

の

「
品
位

の
表

現

に
そ

の
本

質

の
存
す

る

こ
と
」
を

認

め
、

そ
れ

が
使

い
分
け

ら

れ
る
実

態

は
、
虎

明
本
書

写

こ
ろ

の

「
当
時

の
人

々
の

こ
れ
ら

の

こ
と
ば

に
対
す

る
意

識
を

か

な
り

の
程
度

認
識

さ

せ

て
く
れ

る
も

の
」

と
考

え
ら

れ
、
結

論

で

こ
の
立

場
を
確

認

さ

れ
て

い
る
。

氏

の
論

述

の
中

に
、

「
虎

明

の
」

使

い
分
け

が
あ

る

と
読

み

と
れ
る

部

分

が
あ

る
け

れ

ど
も
、

虎

明
本

の
蹟

文

・
奥
書

を

素
直

に
信
ず

る
な
ら

、

こ
れ

は
穏
当

で
な

い
。

さ

ら

に
筆

者

は
、

「
当
然

尊
敬

す

べ
き
見

所
」

な

る
見
解

に
疑

問

を
抱

く
。

結
果

と
し

て
、
部

分
的

に
で
は
あ

る

が
、
筆

者

は
使

い
分

け

が
意
識

的
な

も

の
で
あ

る
事

を
否
定

す

る
。
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天
理
本

狂

言

六
義

は

、
上

下

二
冊

の
寛

永

頃

の
書

写

と

い
わ

れ

る

和

泉

流

台
本

で
あ

る
。

和

歌

・
歌

謡

の
類

を

別
記

し

た
抜

書

一
冊

と

共

に

、

天

理

図
書

館

に
現
蔵

さ

れ

て

い
る
。

収

め

る
本

狂

言

は

二
百

二

十

二

番
。

記

述

は
大

む
ね

簡

略

で
、

筋

立

は

と
も

か

く

、

詞
章

の
細

部

に
は

省

略

が

は

註
3

な

は

だ
し

い
。

さ

て
、

天
理

本

で

文
末

表

現

の
ぞ

な

わ

っ
た
名

告

は

69
例

に
す

ぎ
な

い
。

こ
れ

を

文
末

表

現

に

よ

っ
て

8
種

に
分

け

る

こ
と

が

で
き

る
。

也

(
8
例

)
候

(
32
例

)
す

(
2
例

)
御

ざ
あ

る

(
5
例

)

御

ざ

る

(
10
例

)

お

り

ゃ
ら

し

ま

す

(
2
例

)
じ

ゃ

(
20

例

)

右

の
ほ

か
は

、

し
う

出

ル

・
此

あ

た

り

の
者

ト
名

乗

(
上

ぷ
あ

く

)

一
人
出

て

・
あ

た
り

の
者

ト

云

(
下

爪

盗

人

〉

な

ど
と
あ

る

の
が
普

通

で
、

む

し

ろ

こ

の
方

が
多

い
。

さ

し
あ

た
り

、
例

を
挙

示

し

て
若

干

の
補

足

的

な

説

明
を

加

え

て

お
き

た

い
。

ま

ず

、

現
わ

れ

方

に

明
ら

か

な

傾
向

性

の
認

め
ら

れ

る

「
候

」

「
す

」

「
お
り

ゃ
ら

し

ま
す

」

に

つ
き

述

べ
る
。

「
候

」

は

、
最

も

例

が
多

い
。

○
是

ハ

・
は
う

ら

い

の
し
ま

に
す

む

.
お

に

・
て
候

(
上
節

分

)

○

是

ハ

・
ぢ

ご
く

の
あ

る
じ

.
ゑ

ん
ま

わ
う

と

ハ

・
そ

れ

が
し

が
事

に

て

候

(
上

あ

さ

い
な

)

○
是

ハ

・
ち

ん

せ

い
の

八
郎

・
た

め
と

も

に

て
候

(
上
首

引

)

○
是

ハ

・
あ

さ

い
な

の
三
郎

・
な

に

が
し

に

て
候

(
上

あ

さ

い
な

)

○
是

ハ

・
し

や

ば

に
お

い
て

・
か
く

れ

も
な

き

・
ば
く

ら

ふ

に
て
候

(
上

馬

口
労

)

右

の
様

な

例

で
現
わ

れ

る

「
候

」

の
名
告

は
、

そ

の
曲

名

か
ら
も

知

れ

る

通
り

、
大

蔵
流

の
分
類

に
よ
る
鬼

類

の
狂
言

に
集

中
し

て

お
り
、

そ

の

性
格

は

明
ら

か

で
あ

る
。

こ
の
類

の
狂
言

は
、

空
想

的

・
伝
説
的

内

容
を

特

徴

と
し

、
名
告

に
先

立

っ
て
謡

い
が

か
り

で
登

場
す

る

の
が
常

で
あ

る
。

し

た
が

っ
て
、
鬼

類

で
は

な

い
が
、

「
釣

狐
」

の
伯
蔵

主

(古

狐

)
も

こ

の
内
容

に
準

じ

て
次

の

ご
と
き
名

告
を
す

る
。

○
是

ハ

.
此
あ

た
り

に

・
す

ま

ひ
す

る

・
百
年

に
あ

ま
る

・
古
ぎ

つ
ね

に
て
候

(
上
釣

狐

)

そ

の
他
、

「
ゆ
う

ぜ
ん
」

「
通

円
」

「
田
植

」
等

の
舞

狂
言

で

は
、
も

と

も

と
曲

全

体

が

「
候

」

で
統

一
さ
れ

て

い
る
か
ら

問
題

は
な

い
。

も

っ
と

も

、

次

に
示
す
様

に
、
普
通

の
男
が
名

告
す

る
場

合

に
も
現

わ
れ

て

い
る

が
、

そ

の
理
由

は
今

は
明

ら
か

で
な

い
。

○
是

ハ

・
ざ

い
所

の
者

に
て
候

(
上
よ

こ
ざ

)

○
是

ハ

.
此

あ

た
り

の
者

に
て
候

(上

ひ

っ
く
く

り

)

「
候

」

の
変
わ

り

は
て

た
語
形

で
あ

る

「
す

」

は

、

2
例

か

と
も

に
聾

の
名
告

で
あ

る

点
、
偏

在
し

て

い
る

と
言
え

る
。

○
是

ハ
、

此
あ

た
り

に

お

い
て

・
人

に

い
と
し

が
ら

る

・

・
花

む

ご
に

て

ス

(
上
庭
鳥

聾

)

○
是

ハ

.
此
あ

た
り

に

て

・
人

に

い
と

シ
ガ

ラ

ル

・

・
花
む

こ

に
て

ス

(
上
引
敷

聾

)

両
例

ほ

と
ん

ど
同
文

で
あ

る
事

か
ら
、

「
上
折

紙

聾
」

に

「
聾

出

て

・
常

の
ご
と
く

な

の
る
」

な
ど
も

、
実

際

に
は
右

の

ご
と
く

で
あ

っ
た
も

の
か
。

な

お

、

「
で
す
」

の
名
告

は

天
理
本

に

は
見
え

な

い
。
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「
お
り

ゃ
ら

し
ま
す

」

は
女

の
名

告

に
限
ら

れ
る
。

○
是

ハ
か
な

お

か
と
申

て

・
か
く

れ
も

な
き

絵
書

の
妻

に

て
お
り

や
ラ

シ
ま
す

(
上

か
な

お
か

)

○
是

ハ

・
六

で
う

の

・
だ
う

ち
や
う

に

・
す
ま

ひ
す

る

・
に
や
く

一
と

申

・
も

の
に

て
お
り

や
ら

し
ま
す

(
上

に
や

く

一
)

文
献

に
登
載

さ
れ

る

こ
と

の
き
わ

め
て

少

い
こ

の
語

に

つ
い
て
は
、
す

で

に
論
考

が
あ

る
駐

騨

問
な

性
格

の
語

形

で
は
あ

る
が

、

い
ま

は
触
れ

な

い

で

お
く
。

右

の
三

語
形

の
う

ち

、

「
候

」

は

ひ
と
ま
ず

お
く

と
し

て

、実

は
、
「す
」

「
お
り

ゃ
ら

し
ま
す

」

が
聾

や
女

の
詞

と
限

ら
れ

ね
ば
な

ら

ぬ
理
由

は

、

語

そ

の
も

の

に
発

す

る
わ

け

で

は
な

い
。

台

詞
と
し

て
の
効
果

を

ね
ら

っ

た
も

の
で
あ

ろ
う
し

、

そ

の
効
果

を
な
す

背

後

の
事

情

の
解

明
は

ひ
と

つ

の
課
題

で
あ

ろ
う

が
、

こ
れ
ら

の
ほ

か
4
種

の
文
末

表

現

に
、
そ

れ
と
指

摘

し
う

る

ほ
ど

の
傾
き

が
認

め
ら

れ
な

い
事

を
思

え
ば

、
問

題

は
し

か
く

容

易

で
は

な

い
。

す

っ
ぱ

(
詐

欺
師

)

は
、
三
様

の
名

告

で
登
場

す

る
。

○
是

ハ
此
あ

た
り

の
者

・
心

ノ

ス
グ

ニ
な
き
者

也

(
上
じ

し
や

く

)

○
是

ハ

・
此

あ

た
り

に

・
こ

・
ろ

の
す

ぐ

に
も

・
な

い
者

で
御
ざ

る

(
上
ち
や
つ

ぼ

)

○
此

あ

た
り

に

・
こ

・
ろ

の
す

ぐ

に
も

・
な

い
物

じ
や

(
上

よ
う

ひ

)

こ
れ

に
、

役
柄

と
し

て

は
同
様

の
、

察
化

(盗

人

)

の
名

告

○
是

ハ
此
あ

た

り

に

・
こ

・
ろ

の
す

ぐ

に
も

・
な

い
者

で

・
御

ざ
あ

る

(
上

み

こ
ひ

の
さ

つ
く
わ

)

を
加

え

る
と
き

、

4
種

の
弁

別

が
ど
れ

ほ

ど
意

図
的

な
も

の
で
あ

う
た

の

か
、
必
ず

し

も
断

言

で
き
な

い
。

そ

こ
で

「也

」

を
見

る

に
、

そ

の
現

わ

れ
よ
う

は

と
り
と

め

が
な

い
。

○
是

ハ

・
此

あ

た
り

の

・
あ
く

太
郎

ト
云
者

也

○
出

羽

の
国

・
は
ぐ

う
さ

ん

の
山

ぷ
し
也

○
是

ハ

・
み
や

こ
方

二

・
す

ま

ひ

ス

ル
者
也

○
ひ
と
り

む
す

め
あ

り

・
う

と

く
な

る
者
也

(上

悪
太

郎

)

(
上
柿

山
伏

)

(
上
今

神

明

)
商

人

(
上

八
幡
前

)
舅

、

こ

の
名

告

は
、虎

明
本

な
ど

で

は
神

の
名
告

に
限

ら

れ
て

い
る
け

れ

ど
も

天
理
本

で

は
右

の
様

に
雑
多

で
あ

っ
て
、
神

の
例

は
存

し
な

い
。

上
巻

の

前

半
部

に
集

中
し

て
あ

ら

わ
れ

る

こ
と
か
ら

、

む
し
ろ

、
記

述

の
し

か
た

に
あ

る
好

み

の
現

わ

れ
か
も

知

れ
な

い
。

「御

ざ

る
」

と

「御

ざ
あ

る
」

と

の
新

旧

二
形

に
、

敬
意

の
高

さ

の
異

な
り

を
認

め
る
考

え

を
採

ら
ず

、
両
語

形

は
恣

意

的

に
交
替
す

る
二
重

形

で
あ

る

と
認

め
、

一
括
し

て
扱
う

べ
き
も

の
と

み
な
す
。

そ
れ

ぞ
れ

の
例

を
挙

げ

て
み

る
。

○
是

ハ

・
ハ
ル
カ

・
遠

国

ノ
者

で
御
ざ
あ

る
。

(
上
名

果

川
)

田
舎
僧

○
是

ハ

・
此

あ

た
り

二

・
す

ま

ひ
仕

ル

・
い
た

ヅ
ラ
者

で
御

ざ
あ

る

(
上
子

ぬ
す

人

)
盗
人

o
是

ハ
此
あ

た
り

に

・
す

ま

ひ
す

る

・
勾
当

で
御

ざ
あ

る

(
上

は
く

よ
う

)
座

頭

○
是

ハ

・
此
寺

の
住

僧

デ
御

ざ

る
。

(
上

ふ

せ
な

い
き
や

う

)
僧

○
此

の
あ

た
り

に
す

む

・

ご
ぜ

で
御

ざ
る

(下

清

水
座

頭

)
座

頭

○
是

ハ

・
ば

ん
ど
う

が
た

の
者

で
御

ざ

る

(
上
秀

句

か
ら

笠

)
新

座
者

○
是

ハ
伊

勢

の
御

師

て
御

さ

る

(下

祢

宜

山
伏

)
神

宮

計

15
例

に
す
ぎ

ぬ
事

は
、

虎

明
本

を
始

め

、
後

の
台

本

で
流

派

に

か
か

わ

ら
ず

「
御

ざ

る

」

が
大

き
く

勢

力
を

有
す

る
事

情

を
思

う

と
、

必
す

し

も
数

字

の
ま
ま

を

信
ず

る

べ
き

で
は
な

か

ろ
う
。

前

に
も
断

っ
て

お

い
た
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よ
う

に
、

普

通
な

ら

是

は
此

当
り

に
住

居
致

す
者

で
御

ざ

る

と

で
も
あ

り

た

い
所

が
、

天
理
本

で
は
80
余

例

の
ほ

と
ん

ど
が
、

○

一
人
出

て

・
あ

た
り

の
者

と

云

(
下

か

ね

の
音

)

の
ご

と
く
記

さ

れ
る

ば

か
り

で
あ

る
。

こ
れ
ら

省
記

さ
れ

た
例

の
す

べ
て

を

「
御

ざ

る
」

と
す

る
事

は
無

理

と
し

て
も
、
頻

出
す

る
典

型
的

表
現

は

、

こ
と
さ

ら
筆

に

の
ぼ
す

べ
き

も

の
と
は
意

識
さ

れ
な

か

っ
た

の
で
は

な

い

か
と
も

思

わ
れ

る
。

と
も

あ

れ
、

用
例

で
見

る
限

り
で

は
、
半

ば
以

上

の

9
例
を

僧

・
座

頭

・
神
官

の
名

告

で
占

め
、
盗

人

(
2
例

)

・
男

・
す

っ

ぱ

・
新

座
者

・
女
商

人

(
名

1
例

)

の
名

告

と
し

て
幅
広

く

用

い
ら

れ

て

い
る

の
は

、

こ

の
名

告

の
性

格

の

一
端

を
示
す

も

の

で
あ

る
。

最
後

に
、
天

理
本

を
特

色

づ
け

る

「
じ

ゃ
」

の
名

告

に

つ

い
て
の

べ
よ

う
。

そ

の
例

は

次

の
通

り
。

○
是

ハ

・
此
あ

た

り

の
・
者

し

や

(
上

こ

ぶ
う

り

)
大
名

○
是

ハ

・
わ
か

さ

の

・
お
ば
ま

に

・
す

ま

ひ

ス

ル

・
者

じ

ゃ

(
同

右

)
昆

布
売

○
此

あ

た

り

に

・
か

く

れ
も
な

い

・
ゐ

て
じ
や

(上

雁

つ
ぶ
て

)
大

名

○
是

ハ
川
内

の
国

・
せ

、
な
げ

長
者

と

云
者

じ
や

(
下

三
人
長

者

)

是

ハ

・
此

あ

た

り

の
人
商

人
じ

や

(
下
若
和

布

)
す

っ
ぱ

和

泉
流

・
大

蔵

流
を

問

わ
ず

、
後

に

は
絶
え

て
姿

を
没

し

て
し
ま
う

こ
の

名

告

が
、

天

理
本

で

20
例
も

存
す

る
事

実

は
、
虎

明
本

の
10
例

と
比
較

し

て
も

、
異

様

と

い
う

ほ
か

は
な

い
。

小
考

で

い
う

異
形

の
名

告

と
は
、

も

っ
ば

り
こ
れ
を

指
し

て
言

う
。

こ
の
名

告

で
登
場
す

る

の
は

、大
名
(
3
例

)

す

っ
ぱ

(
4
例

)
長
者

(
3
例

)
男

(
5
例

)
主

・
商

人

・
聾

・
舅

・
山

賊

(各

1
例

)
と

い
う

具

合

で
あ

る
。

天

理
本

の
名
告

を

そ

の
文
末
表

現

に
よ

っ
て
分

け

て
掲
げ

た
。

以
下

で

は
、

「
じ

ゃ
」

の
名
告

に
焦

点
を

絞

り
、

そ
れ
を

め
ぐ

っ
て
考
察

し
よ

う

と
す

る
。

三

 

名

告

は
自

己

の
紹
介

と

共

に
、

見
所

(
観
客

)

へ
の
挨
拶

を

そ

の
重

要

な
性

格

に
す

る

と

い
う
。

し
た

が

っ
て
、

こ
と
ば
と

し

て
は
丁
寧

な
表

現

を

と
る

の
が
自

然

と
さ
れ

、
さ
き

に
列
挙

し

た
お

の
お

の
の
文
末

表

現
は

、

「
也

」

と

「
じ

ゃ
」

を
例
外

と
し

て
、

こ

の
性
格

に
叶

っ
て

い
る
か

の
ご

と
く

で
あ

る
。

「
也

」
は

し
ば

ら
く

別

に
、

「
じ

ゃ
」
終
止

の
名

告

が
近

世
後

期
台
本

や

現
行

狂
言

で
全

く
影

を

ひ
そ

め
て
し

ま

っ
た

の
は
、

こ
の

.

挨
拶

に
ふ
さ
わ

し

か
ら

ぬ
品
格

の
語

で
あ

っ
た
故

と

説
明

さ
れ

て
き

た
。

し

か
し

、
前

に
も
疑

い
を

存
し

て

お

い
た
様

に
、
見
所

は
本

来

尊
敬

さ
る

べ
き

も

の
で
あ

っ
た

の
か
ど
、田
診
。

池

田
広

司
氏

が
提
示
形

式

の
謙
譲

表

現

に

つ

い
て
得

ら

れ
た
結

論
を

、
安

易

に
湖
行

さ

せ
る

の
は
揮

か
ら

れ

る

が
、

狂
言

が
、

文
字

通
り

「
せ
わ

に
て
不

断

の

こ
と
ば
」

で
演

ぜ
ら

れ
る

も

の
な

ら
ば
、

か
し

こ
ま

り
す

ぎ

た
名
告

は
不

自
然

で

は
な

か

っ
た
か
。

そ

れ
は

、
余

程

見
所

を
意

識

せ
ざ

る
を
え

な
く

な

っ
た
、
室

町

末
期

も
し

く

は
近

世
初
頭

に
お
け

る
詞
章

整
定

の
ひ
と

つ
で

は
な

か

っ
た
か

と
筆
者

は
考

え

る
。

そ
う

し
た
所

で
、

名
告

形
式

の
挨

拶
性

は
認

め
ね
ば

な
ら

な

い
。
つ
ま

り
そ

れ
は

「
じ

ゃ
」

で
或

る
程
度

み

た
す

こ
と
が

で
き

た
ら

し

い
と
推

測
す

る
。

こ
の

推
測
を

裏

づ
け

る
た

め
、

天
理
本

に

お
け
る

「
じ

ゃ
」

が
、

こ
と

ば

と
し

て

い
ま
だ
生

き

て

い
た
事
を

示
し

、
傍

証

と
し
よ
う

。

指
定
辞

と
し

て
の

「
じ

ゃ
」

は
、

天
理

本

で
は

「
御

ざ
る
」

と
並

ん

で
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盛

ん

に
現

わ

れ

る
。

そ

の

さ
ま

は
、
待

遇

上

の
人
的

関
係

に
お
け

る
偏

り

が
あ

る

の
は
当

然

と
し

て
も

、

必
ず

し
も

そ

れ

の

み
に
規

定

さ
れ

る
わ

け

で

は
な

い
。

そ

の
顕

著

な

例

と

し

て

、
対

話

に

お
け

る
上

位
者

ぺ

の
下
位

者

の
詞

の
中

に
、

次

の
様

な

文
例

を

見

る

こ
と

が

で
き

る
。

○
(
主
・)
さ

り

な

が

ら

・
又

お
う

ち

か

お
ら

れ

て

・
物

事

に

・
サ

シ
出

ら

れ
う

が

、

め

い
わ

ぐ

じ
や

ト

云

(
冠
者

)
太

郎

く

わ

じ

ゃ

・
も

っ
と
も

じ
ゃ

ト

云

(
上

ま

ご
む

こ
)

同

様

な

冠
者

か
ら

主

へ
の
詞

に

、
次

の
如
き

も

拾

え
る

の
で
あ

る
。

○

い
や

・
と

つ

て

ハ
ま

い
ら

ぬ

・
う

そ
じ
や

○
人

の
あ

づ

け
物

じ
や

(
二
例

、
下

冨
士

松

)

○
是

が

太

子

の
手

鈴

じ

ゃ

(
下

太
子

の
手

鉾

)

こ
の
例

が

、
い
ず

れ

も

主

を
欺

く

場

面

で
あ

る
事

を
考

慮
す

る

と
し

て
も

、

待

遇
法

の
破

格

が
許

さ

れ

て

い
る

こ
と

ば

の
流

動
的

な
生

命

は
認

め
ね

ば

な

ら
な

い
。

と

こ
ろ

で
、

右

の

「
冨
士

松

」

の
例

は
虎

明
本

で
は

と
も

に

「
ご
ざ
る
」

で
あ

る
。

こ

の
天

理
本

と
虎

明

本

と

の
相
違

を

よ

り
明
瞭

に
表
わ
す

の
は
、

次

の
太

郎

冠

者

の
主

に
対

す

る

詞

で
あ

ろ
う

。
、

妖

○
此

あ

た
り

は

、

と

り

ぺ

の

で

・
御

ざ
あ

る
に
よ

っ
て

・
い
う
(㊨

い
じ

嗣

(
上

武
悪

)

虎

明
本

は

や
や

筋

立

を

異

に
し

、

冠
者

は
前

も

っ
て
同
輩

た

る
武
悪

と
打

合

わ

せ
し

て
。

○
畏

は
と

り

べ

の
ち

か
く

じ

や

ほ

ど

に
、
ゆ
う

れ

い
じ
や

と

〈
主

に
〉

い
は

ふ

(
古
本

能

狂

言

集
、

巻

一
鵬
ぺ

)

と

言

い
な

が
ら

、
実

際

主

に
対

し

て

は
、

○
畏

元

は

と

り

べ

の
で

ご
ざ

る

ほ
ど

に
、

し

ぜ
ん

ぷ
あ
く

が

ゆ
う

れ

い

で
は

ご
ざ

る
ま

ひ
か

(
巻

一
、

鵬

べ
)

と
語

る

の
で
あ
り

、
見
事

に
言

い
分
け

て

い
る
。

天
理
本

の
詞

の
様

に
、

敬

態

が
相
接

し

て
重
な

る
場
合

、

い
ず

れ
か

一
方
を

常
態

の
ま

ま

で
す
ま

せ
う

る

こ
と
は
、
特

に
あ

ら

た
ま

ら

ぬ
場

面

で
は
、

今

日
で
も

ご
く

普
通

に
あ

る

こ
と
で
あ

る
。

そ

の
点

、
虎

明
本

の
ご
と
き

に

は
、
し

か

つ
め

ら

し

さ

が
感

ぜ
ら
れ

る

で
あ

ろ
う
。

名
告

は
、

登
場
す

る
時

だ
け

で
な

く
、

登
場

人
物
相

互

の
対
話

の
中

で

も

行
な

わ
れ

る
。

も

と
も

と
対

話

に
お
け

る
名

告

に
は

「
じ

ゃ
」
終
止

が

多

く
、
虎

明
本

な

ど
で
も

同
じ

傾
向

を
も

つ
。

こ
れ

は
、
普

通

に
は

、
待

遇
意

識

の
直
接

的
な

現

わ
れ

と
説

か
れ
る
様

で
あ
る
。

つ
ま
り

、

○
(大
和
者

)そ

な
た

ハ
・
ど
れ
か
ら
ど
れ

へ
・
お
じ
や

る
ゾ
ト
云

(
川
内
者

)
是

ハ

・
川
内

の
く
に
の
者
じ
ゃ

・
今
日
の
御
神
事
に

・
八
わ
た

参

じ
ゃ

扱
そ
な
た

ハ
ト
云

(大
和
者
)
身

ド

モ

ハ
・
や
ま
と
の
国

の
者
じ
や

・
そ
な
た
の
ご
と
く

・
八

わ

た

へ
ま

い
る
ト
云

(
下
筒

さ

・
へ
)

な

ど
、
同

位
者

の
間

で

は
問
題

は
少

い
。

(
但

、
和
泉

流

で
も
後

の
狂

言

集

成
本

で
は
、

そ
れ

ぞ
れ

「
御
座

る
」

で
あ

り
、

詞
章

変
遷

を
考

え

る
上

で

は
、
問

題
は
決

し

て
少
く

な

い
。

)
で

は
、

こ

の
対

話

に
お
け

る
名

告

に

「
じ

ゃ
」

が
上

位
者

へ
使

用

さ
れ

た
例
を

ど
う

解
し

よ
う
。

○
座

頭
出

て
、

た
れ
ゾ

ト

云

菊

市

じ
や

ト
云

(
下
ま

り

ざ
と
う

)
子

僧
T
▼
勾
当

○
た
れ
ゾ

ト

云
テ
出

ル

お
れ

じ
や

ト

云

(
下
木

六
駄

)
太
郎

冠
者
↓

主

の
伯

父

右

は
名

告

と
言
う

よ
り

、
単
な

る
返
事

に
す

ぎ
な

い
と
見

れ
な
く

も
な

い
。

ま
た

、
親
近

な
間

柄

で
は
、

し
ば

し
ば
待

遇
上

の
破

格

が
許

さ
れ

る
と
も
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言

え

る
。

そ

の

た
め

、
次

の
例

を
挙

げ

よ
う

。

。

へ
大

名

・
こ
と

ば
を

か
く

る

へ
、此

方

ノ

・
事

力

ト

云

へ
、中

/

＼

ト

云

へ
こ
れ

ハ
・
わ

か

さ
か

・
お

ば
ま

ノ
者

し
や

・こ
ぶ
ヲ

・
し

ゃ
う

ば

い

・

ス

ル
者

じ

や
ト

云

(
上

こ
ぶ
う

り

)

昆

布
売

り

の
田
舎
商

人

と

は

い
え
、

天
理
本

で
は
、

見
ず

知
ら
ず

の
厚
顔

な

大
名

に
対
し

て
、
虎

明
本

の
様

な

お

の
れ

の
分
を

わ
き

ま

え
す

ぎ

た
丁

寧

表

現

は
し
な

い
。

ま

し

て
、

後

に
は

か
え

っ
て
大

名
を

威
し

て
昆

布
売

り
を

さ

せ
る

ほ
ど

の
し

た

・
か
者
な

の
で
あ

る
。

こ
の
様

に
、

天

理
本

に

お
け

る

「
じ

ゃ
」

は
、
そ

の
ま

ま
話

し

こ
と
ば

の
実

態

と
結

び

つ
く

か

ど
う

か
は
保

留
す

る
と
し

て
も

、
な

お
生

き

て

い

た
ら

し

い
。

「
じ

ゃ
」

に
関
係

す

る
諸

語
形

と
体

系
的

に
比

較
し

た
上

で

厳
密

に
は
な

さ

れ
ね

ば
な

ら

ぬ

と
し

て
も
、

恣
意

的
な

挙
例

で
も

こ
れ
は

認

め
う

る

の

で
は
な

い
か

と
思

う
。

四

名

告

の
文
末

表

現

に
立
戻

っ
て
言
う

と
、
実

は
、

大
蔵

流

の
初
期

台
本

の
中

に
も

、

か

つ
て

は

「
じ

ゃ
」

の
名
告

が

一
定

の
勢
力

を
保

っ
て

い
た

の
で

は
な

い
か
と
思

わ

せ
る
徴

証

が
あ

る
。
す

な

わ
ち

、
大

蔵
虎
清

本

に

お
け

る
僧

の
名

告

、

・
罷
出

た

る

は
、
此

あ

た

り

に
す

ま

ひ

い
た
す

も

の
じ

ゃ
(
な
き

あ
ま

)

こ
れ

に
相

当
す

る
虎

明
本

の
名

告

は
、

。
是

ハ
此

あ

た
り

に
住

居

致
す

、
何

を
も

ぞ

に
ぜ

ぬ
出
家

に

て
御
ざ
あ

の

(
巻

二

、

枷

ぺ
)

る

と
な

っ
て

い
る
。

い
わ
れ

る
如
く

に
、
書

写
時
期

こ
そ
や

や
遅

れ

る
も

の

の
、
虎

清
本

は
虎

明
本

よ

り

一
層

古

い
詞
章

を
有

し

て

い
る
と
す

れ

ば
、

「
じ

ゃ
」

か
ら

「
御

ざ
あ

る
」

へ
の
変

化

を
認

め
る

こ

と
が

で
き
る
。

い
ま
仮

に
、

「
じ

ゃ
」

が
登
場

人
物

の
品
位

の
低

さ
を

示
す
意

図

で
用

い
ら

れ
る

と
す

れ
ば

、
あ

だ

か
も

、

「
何

を
も

ぞ
ん

ぜ

ぬ
」

の

一
句

が

こ

れ
を

代
替

し
、

ま
さ

に
そ

の
通

り
と
考

、る

b
れ

る
か

も
知

れ
な

い
。

し

そ

の
反
⑲

で

は
、
虎

清
本

「
き

ん
や
」

の
大
名

の
名

告

し

か

・
罷

出

た
る
者

は

、
此
あ

た

り

の
者

じ

ゃ

を
、

虎

明
本

で
そ

の
ま
ま

踏
襲
す

る
も

の
も
あ

る
。

し

か
も
、

虎

明
本

で

「
き

ん
や

」

の
類
曲

「
う

つ
ぼ
ざ

る
」

「
が

ん

つ
ぶ
て
」

の
大

名

が
、
す

で

に

「
御

ざ
る

」

で
あ

っ
て
、
特

別

の
工
夫

が
あ

る
訳

で
も
な

い

、
ら
、

登
場
人
物
の
品
位
に
か
か
わ
る
意
図
的
な
使
用
と
は
考
え
ら
れ

も
あ

る

の

で
あ

る
。

こ
れ
ら

は
、
台

本
定

着
以

前

の
伝
承

に

お
け

る
様
相

が
、

た
ま
た

ま
遺
存

し

た
事
実

と
解

す

べ
き

と
思

わ
れ

る
事
、

佐

々
木
峻

氏

が

述

べ
て
お
ら

れ

.

蜂

谷

氏
も
語

っ
て
お

ら
れ

る

ご
と
く

天

理
禾

で

「
じ

ゃ
」

で
名

告
す

る

登
場

人
物

と

「
御
ざ

る
」

の
そ

れ
と

の
間

に
、/
明
示

し
う

る
程

の
品
位

の
格

差

が
あ

る
わ

け

で
は
な

、
。

祝

儀
気

の

る

「
三

人
長

者
」

の
長
者

た
ち

を
、

品
位

に
欠

者

と

型

せ
ね

ば
な

ら
ぬ
必

然
性

は
な

い
。

前

に
述

べ
た

こ
と
で
あ

る

が
、

「
じ

ゃ
」

じ

し
ん

の
内
包

す

る

表

現
感

情

に
、
或

る
幅

が
許

さ
れ

て

い
た
ら

し

い

こ
と

は
、
名

告

の
場

合

で
も

「
じ

ゃ
」

が
自
然

で
あ

り
え

た
推
定

を

可
能

に
す

る

の
で
は
な

か

ろ

う

か
。

操

返
し

て
言

え
ば
、

初
期

台
本

た
る

天
理
本

そ

の
他

の
異
形

の
名

告
と

は
、

台
本
定

着
以

前

の
姿

が
書

き

と

ど
め
ら

れ
た
例

の
謂

で
あ

る
。

和
泉

流

・
大
蔵

流

の
異
形

の
名

告
を

位
置

づ

め

に
は

、
次

に

の
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べ
る
事

実

を
も

考
慮
す

る

必
要

が
あ

ろ
う
。

ロ
ド
リ

ゲ

ス
の

「
日
本
大

文
典

」

に
よ

っ
て
、

わ
れ

わ
れ

は
少
く

と
も

室

町
末

期

に
は
丁

寧
語

と
し

て

の

「
御

ざ

る
」

「
お
り

ゃ
る
」

「
お
ち

ゃ

る
」

が
あ

っ
た
事

を
知

る
。

そ

の
う

ち

「
お
り

ゃ
る
」

は
、
当
時

す

で

に

古

め

か
し
く

な
り

つ

つ
あ

っ
た
語

形

で
あ
る

ら
し

い
。

い
ま
注
意

し

た
く

思
う

の
は
、

名
告

の
文
末

表

現

に

「
御

ざ
る
」

が

用

い
ら

れ
な

が
ら
も

、

「
お
り

ゃ
る

」

「
お
ち

ゃ
る
」

が

天
理
本

・
虎

明
本

で

は
皆

無

で
あ

る

こ

と

で
あ

る
。

か

つ
て
亀
井

孝
氏

は

、
現
行

大
蔵

流

の
詞
章

が
、

「
お

ち

ゃ

る
」

を
排

し

て
よ

り
古

い
語
形

で
あ

る

「
お
り

ゃ
る
」
を

用

い
る
理
由

を
、

「
お
ち

ゃ
る
」

の
生

々
し

い
俗

語

と
し

て

の
品

位

の
低

さ

が
、
様
式

上

の

問
題

か
ら

嫌
わ

れ

た
も

の
と
さ

れ

た

こ
と
が
擁

蔀
。

名

告

に
お

い
て
も

こ

の
事
情

か

ら

「
お

ち
ゃ
る

」
が

用

い
ら
れ
な

か

っ
た

と
し

て
も

、

そ
れ

は

「
じ

ゃ
」

の
名
告

を
意

味
づ
け

る

こ
と

に
は
な
ら

な

い
。

名
告

が
本

来
的

に
見
所

へ
の
丁
寧

な
表

現
を

取

る
は
ず

の
も

の
で
あ

れ

ば
、
俗

語

之
は

い

え

、
品

位

の
低
さ

を

示
す

に
は

「
お
ち

ゃ
る
」

が
最

も

適
当
し

た

の

で
の

は
な

か

っ
た
か
。

生

き
た

こ
と
ば

と
し

て
見

る

か
ぎ
り

、
名

告

の

「
じ

ゃ
」

か
ら

「御

ざ

る
」

へ
の
変
化

は

「
飛
躍

」

で
あ

る
。

こ
の
飛

躍
を

成
就

さ

せ
た

の
は
、

形
式

と
し

て

の
名
告

に
こ
め

ら
れ

た
、

こ
と

ば

の
世

界

の
外

か
ら

の
要
請
、

す

な

わ

ち
、
諸

大
名

・
有

力
者

の
庇

護

の
も

と

で
、

能
狂

言
と

し

て
式
楽

化
を

は

か

っ
た
狂
言

演
技

者

た
ち

の
、
姑
息

な

順
応

策

で
は
な

か

っ
た
か

と
思
う

。
常

態

の
名

告

か
ら
敬

態

の
名
告

へ
の
変

化

は
、
狂

言
周

囲

の
急

速

な

変
化

に
応

じ

て
、

「
お

ち

ゃ
る
」

等

を
顧
慮

す

る
暇
も

な
く

、

一
気

に

「
御
ざ

る

」
で
落

ち
着

か

せ
よ
う

と
し

た
程

の
、
す

ぐ

れ
て
意

図
的
な

詞
章
操

作

の
結

果

で
あ

っ
た
。

名
告

の
正

形

の
文
末
表

現

「
御
ざ

る
」

は
、

し
た
が
っ
て
、
所
詮
室
町
末
期
を
大
き
く
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
な
く
、
そ

れ
以
前
に
は
、逆
に
異
形
の
「じ
ゃ
」
(ぢ
ゃ
)が
そ
の
位
置
を
占
め
て
い
た
も
の

と
筆
者
は
想
像
す
る
。
丁
寧
語
の
発
達
と
も
照
応
す
る
事
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
が
知
る

ー
お
ち
ゃ
る
」
薫
銘
嘘口
の
文
末
に
用

い
る
唯

一
の
台
本
、
つ

ま
り
「
駄
斌
撮
大
蔵
流
狂
言
秘
本
」は
、す
で
に
狂
言
の
主
流
か
ら
離
れ
た
近

世
的
な
風
体
を
見
せ
て
い
る
が
、
す
で
に
狂
言
が
当
代
性
の
濃

い
こ
の
種

の
作
品
を
取
り
込
ま
な
い
ほ
ど
、
様
式

へ
の
志
向
を
抱
い
て
い
た
事
情
を

も
併
せ
て
明
証
す
る
。

「お
ち
ゃ
る
」
は
終
始
異
形
で
あ
っ
た
。

山
脇
和
泉
家
流
の
祖
本
と
言
わ
れ
る
天
理
本
狂
言
六
義
に
、
前
代
の
名

告
の
面
影
を
か
い
ま
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
池
田
広
司
氏
が
虎
明
本

と
の
仔
細
な
比
較
考
察
を
す
る
に
当

っ
て
考
慮
さ
れ
た
様
な
、
屋
張
に
位

置
し
て
流
布
し
た
事
に
関
連
す
る
事
情
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

大
蔵
流
で
は
、
虎
明
本
の
大
蔵
虎
清
の
奥
書

右
書
所
従
古
来
錐
為
口
伝
来
代
退
転
為
無
之
筆
載
者
也
我
家
代
々
相

伝
之
所

一
字
モ
相
違
依
無
之
依
令
加
判
畢

で
言

つ

「
代

々
」

の
保
証

も

、
虎
繧

二
代

ほ
ど
さ

か

の
ぼ
?

つ
る

に
す

ぎ

な

い
と
小
山

弘
志
氏

は
述

べ
ら
れ

た
。

「
一
字

モ
相

違
依

無
之

」

は
虚

飾

に
す

ぎ
ず

、

「
じ

ゃ
」

の
名
告

は

、
辛
う

じ

て
古
相

を
遺

存
し

た
そ

の

少

い
例

の
ひ
と

つ
で
あ

ろ
う
。

虎
清

が

恐
れ

た
様

に
、
式

楽
化

へ
の
志

向

は

、

こ
れ
を
も

退
転

さ

せ
て
し
ま

う

に
至

っ
た

の
で
あ

る
。

詳

し

い
記
述

の
間

に

、
わ
ず

か

10
例

し

か
見

え
な

い
こ
と
が
何

よ
り

そ

の
事

情
を

語

っ

て

お
り
、

よ
し

品
位

の
低

い
登
場

人
物

に
偏
在

し

て

い
る
と
し

て
も

、
そ

れ

は
遺

存

を
助

け
た
消

極
的

な
理

由

に
す

ぎ
な

い
。

五
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異
形

の
名

告

が
持

つ
性
格

を

、
少

い
例
証

と
共

に

の

べ
て
き

た
。

例

え

ば

「
ー

ト
云
」

で
記

さ

れ
る

そ

の
内

容

が
、
単

に
会

話

の
要
旨

を
示

し

た

に
す

ぎ

な

い
の
で

は
な

い
か

と

い
う
疑

い
は
残

る
。

こ

の
度

は
、

一
切

こ
れ
を
無

視

し

た
け

れ
ど
も

、
考

え

る

べ
き

問
題

と
思

っ
て

い
る
。

小

考

は
国

語
史

の
具

体
的

な
問

題

に

つ

い
て

は
述

べ
な

か

っ
た
。
筆

者

の
興

味

は
も

っ
ぱ

ら

天
理
本

狂
言

六
義

の
語
法

を

明
ら

か

に
す

る
事

に
あ

る
。

そ

の
性

格

づ
け

の
試

み

の

一
端

に

つ
き

触

れ
た
も

の

で
あ

る
。

本
稿
は
、
九
州
大
学
国
語
国
文
学
会
研
究
発
表
会
に
於
て
述

べ
た
要
旨
を
、
新
た
な
視
点
で
改
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。

笹
野
竪
校
訂

「わ
ら
ん
ぺ
草
」

(岩
波
文
庫
)
に
よ
る
。

「狂
言
名
ノ
リ
の
言

い
切
り
」

(国
語
学
、
52
集
)

な
お
詳
し
く
は
、
池
田
広
司
著

「古
狂
言
台
本
の
発
窒
に
関
し
て
の
書
誌
的
研
究
」

の
記
述
を
参
考
さ
れ
た
い
。

山
本
清

「
「
虎
清
本

の
語
法
1
お
り
ゃ
ら
し
ま
す
」
の
考
察
」
(国
語
国
文
学
、3
)

蜂
谷
清
人

「
お
り
ゃ
ら
し
ま
す
考
」

(国
語
学
、
磁
集
)

註
3
の
書
、
第
二
部
第
四
章

「名
ノ
リ

「罷
り
出
で
た
る
者
は
…
」
の
表
現
意
識
」
。

「大
蔵
流
古
狂
言
に
お
け
る
待
遇
表
現
法
の
研
究
」

(広
島
大
学
文
学
部
紀
要
、
第

30
巻
)

「国
語
史
料
と
し
て
見
た
大
蔵
流
狂
言
古
本
」

(文
学

・
語
学
、
66
号
)

「天
理
図
書
館
蔵

「狂
言
六
義
」
に
お
け
る
敬
語
の
考
察
」

(共
立
女
子
学
園
八
十

周
年
記
念
論
集
)

「狂
言
の
こ
と
ば
」

(能
楽
全
書
、
第
五
巻
)

註
3
の
書
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

「固
定
前
の
狂
言
」

(国
語

と
国
文
学
、
27
巻
10
、
11
号
〉

受
贈
雑
誌

47
年
10
月
～
鵜
年
6
月

⑨

文
学
論
藻

(東
洋
大
)
47
/
立
正
史
学
37
/
東
京
女
子
大
学
日
本
文
学
38

/
東
横
国
文
学

(東
横
学
園
女
子
短
大
)
5
/
専
修
国
文
13
/
青
山
学
院

女
子
短
期
大
学
紀
要
26
/
富
士
論
叢

(富
士
短
大

)
18
巻
1
/
跡
見
学
園

国
語
科
紀
要
21
/
実
践
国
文
学
2
3
/
成
践
大
学
文
学
部
紀
要
8
/
清
泉

女
子
大
学
紀
要
20
/
国
文
目
白

(日
本
女
子
大
)
11
/
国
文
白
百
合

(白

百
合
女
子
大
)
4
/
学
苑

(昭
和
女
子
大
)
謝
～
謝
姻
娚
/
文
芸
論
叢

(

立
正
女
子
短
大
)
9
/
駒
沢
国
文
9
/
帝
京
大
学
文
学
部
紀
要
4
/
大
妻
国

文
4
/
日
本
文
学
研
究

(大
東
文
化
大
)
12
/
和
洋
国
文
研
究

(和
洋
女

子
大
)
9
/
房
総
文
化

(和
洋
女
子
大
内
房
総
文
化
研
究
所
)
12
/
人
文

研
究

(神
奈
川
大
)
52
53
/
国
文
鶴
見

(鶴
見
女
子
大
)
8
/
鶴
見
女
子

大
学
紀
要
10
/
玉
藻

(フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
)
9
/
相
模
女
子
大
学
紀
要

35
36
/
都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
第
7
集
別
冊
/
野
州
国
文
学

(国
学
院

大
学
栃
木
短
大
)
10
11
/
高
崎
経
済
大
学
論
集
15
巻
2
～
4
/
人
文
論
集

(静
岡
大
)
23
/
研
究
紀
要

(静
岡
女
子
大
)
6
/
名
古
屋
大
学
文
学
部

研
究
論
集
20
/
名
古
屋
大
学
国
語
文
学
31
32
/
国
語
国
文
学
報

(愛
知
教

育
大
)
25
/
愛
知
県
立
大
学
文
学
部
論
集
23
/
説
林
(愛
知
県
立
大
)21
/

県
大
国
文

(愛
知
県
立
大
)
7
/
ア
カ
デ
ミ
ア

(南
山
大
)
92
/
東
海
学

園
国
語
国
文

(東
海
学
園
女
子
短
大
)
う4
/
淑
徳
国
文
(愛
知
淑
徳
短
大
)

14
/
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
3
/
岐
阜
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
21

/
国
語
国
文
学

(岐
阜
大
)
9
/
語
学
文
学
研
究

(金
沢
大
)
3
/
金
沢

大
学
教
養
部
論
集
10
/
滋
賀
大
国
文
10
/
皇
学
館
論
叢
5
巻
1
～
6
、
6

巻
1
/
国
語
国
文

(京
都
大
)
41
巻
9
～
12
、
42
巻
1
～
5
/
人
文
科
学

(同
志
社
大
)
2
巻
1
/
同
志
社
国
文
学
8
/
外
国
文
学
研
究

(同
志
社

大
)
4
5
/
立
命
館
文
学
㎜
～
鎚
/
龍
谷
大
学
論
集
姻
姻
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