
宣
長
は
笑
う―「詞

の
い
き
ほ
ひ
」
か
ら
俗
語
訳

の
文
体
生
成
を
探

る
―塚

本

泰

造

本
稿

は
、

「古

今

集

遠
鏡

』

の
あ

る
表

現

の
考

証
を

通

し

て
、
古

典

語

の
訳

か
ら
生

ま

れ
た

口
語

の
性
格

を
明

ら

か

に
し
よ
う

と
す

る
も

の
で
す

。

は
じ
め
に

本

居
宣

長

の

『古
今

集

遠

鏡
』

(以

下

「遠

鏡
』

と

略
称

)

に
見

ら

れ

る
俗
語

は
、

古
今
集

の
和
歌

を
訳

す

こ
と

か
ら
生

ま

れ
た
も

の
で
す
。

そ

の
訳

の
基

本

は
、

「
て
に

を

は

の
は

た
ら

き
」

に
留

意

し

つ

つ
、
最

終

的

に
は

「
い
き

ほ

ひ
」
、
特

に

「
詞

の

い
き

ほ
ひ
」

で
整
え

る

こ
と

で
し

た

(
『
遠
鏡

』

「
例
言

」
)
T
.。

王
朝

の
貴
族

が

目

の
前

に

い
な

い
に
も

か
か

わ

ら

ず
、

当
代

の
口
語

に
移

し
か
え

る
と

な

る
と
、

一
種

の

「
翻
案

」

に
近

い
部
分

も
あ

っ
た

は
ず

で
す

。

で
は
、

宣
長

の

「
詞

の

い
き

ほ

ひ
」
と

抽

象

的

に
言

い
表

し

て

い
る

の
は

、

い

っ
た

い
且
ハ体

的

に
は
ど

う

い
う
場

の

想

定
、

あ

る

い
は

こ
と

ば

の
操
作

を
行

な
う

こ
と

だ

っ
た

の
か

は
、
ま

だ

詳

ら

か

で
は
あ
り

ま

せ
ん

(,ご
。

さ

ら
に

「
詞

の

い
き

ほ

ひ
」
を

明

ら
か

に
す

る

こ
と

は
、

近
世

の
日
本

語
資

料

と

し

て

の

「遠

鏡
」

の
活

用

の
仕
方

に
も

関
わ

り

ま
す

。

「
い
ま

の
世

の
俗

語

(サ

ト
ビ

ゴ
ト
)
」

(
「
例
言

」
)
と

い

っ
て

い
る

の
は

、
身
分

の
階

層
も

あ

れ
ば

、
共
通

語
も

ま
だ

な

か

っ
た
時
代

の
こ
と
ば

の
こ
と

で

す

か
ら

、

こ
れ
は
当

時

の

口
語
体
系

の
ど

ん
な

部
分

・
文

体

◎
を
表

す
も

の
で
あ

っ
た

の
か
と

い
う

見
定

め

が
必
要

な
わ

け

で
す

。
言

い
換
え

れ
ば

、

訳
を

通

し

て
ど

う

や

っ
て

こ
う

い
う

俗
語

に
表

現

さ
れ

た

の
か
、

そ

の
下

地
を

探

る
と

い
う

こ
と

で
す

。

本

稿

で

は
、

「
詞

の

い
き

ほ

ひ
」
を

端

的

に
表

し

て

い
る

俗
語

訳

の
例

を
手

が

か
り

に
、
次

の
2
点

1

笑

い
声

の
写
生

音

2

そ

の
写
生

音
を

付
加

す

る

こ
と

の
で
き

た
場
面

を
担

う
指

定
辞

の
様

相

か

ら
考
察

を
加

え
ま

す
。
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一
、

「
へ

…

」
を
加
え
た
の
は

「
お
の
が

い
ま

の
た
は
ぶ
れ
」

で
は
な

い

宣
長
が

「詞
の
い
き
ほ
ひ
」
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、
次
の
箇

所
で
す
。

す

べ
て
人

の
語

は
、
同

じ
く

い
ふ

こ
と

も
、

い
ひ
ざ
ま

い
き

ほ

ひ
に

し
た

が
ひ

て
、
深

く
も

浅
く

も
、

を

か
し
く

も
う

れ
た

く
も

聞

ゆ
る

わ

ざ

に

て
、

歌

は
こ
と

に

、
心

の
あ

る
や
う

を

、
た

"
に
う

ち
出

た

る
趣
な

る
物

な

る
に
、

そ

の
詞

の
、

口

の

い
ひ
ざ

ま

い
き

ほ
ひ

は
し

も

、
た

f
に
耳

に
き

・
と

ら

で
は
、

わ
き

が
た

け
れ
ば

、

詞

の
や
う

を

よ
く

あ
ぢ

は

ひ

て
、

よ

み
人

の
心
を

お

し
は

か
り
え

て
、
そ

の

い

き

ほ

ひ

を

繹

す

べ
き

也

、
た

と

へ
ば

春

さ

れ

ば

野

べ

に
ま

つ

さ

く

云

々
、
と

い

へ
る

せ
ど
う

か

の
、
課

の
は

て
に
、

へ

・
く

へ

・

ー

と

、
笑

ふ
聲

を

そ

へ
た
る
な

ど

、
さ

ら
に

お

の
が

い
ま

の
た

は

ぶ
れ

に
は
あ

ら
ず

、
此

下
句

の
、

た
ば

ぶ
れ

て

い

へ
る
詞

な
る

こ
と

を

、

さ
と

さ
む
と

て
ぞ
か

し
、

か

・
る

こ
と

を
だ

に
そ

へ
ざ

れ
ば

、

た

は

ぶ
れ

の
答

な

る

よ
し

の
、
あ

ら

は
れ

が
た

け
れ
ば

也

、
か

・
る

た

ぐ

ひ

、

い

ろ

ー

お

ほ

し

、

な

ず

ら

へ
て

さ

と

る

べ

し

、

P

7

.、

.

宣
長

は
、

俗
語

に
訳

す

る
に

は

「
い
き

ほ
ひ
」

を
訳

す

べ
き

で
あ

っ
て
、

そ
の
例
と
し
て
笑
い
声

「
へ
…

」
を
必
然
と
し
て
付
け
加
え
た
と
述

べ

て

い
ま
す

。
当
時

と

し

て
は
、
こ

の
笑

い
声

は
ど

の
よ
う
な

価
値

を
持

っ

た

こ
と
ば

だ

っ
た

で
し

ょ
う

か
。

『
日
本

国

語

大
辞

典

第

二
版
』

で
は

、
感

動

詞

「
へ

へ
」

の
項

に
、

初
出

例
と

し

て

「咄

本

・
く
だ

巻
」

(
1
7

7
7
刊

)

の
用
例

、

イ

ヤ
、
茄

子
も

第

一
、
色

か
見

事

で
御
ざ

る

へ
へ
、
色

の
よ

い
わ

茄

子

に
も

限
り

ま

せ
ぬ

の
次

に
先

の
引

用
部

分
を

あ
げ

て

い
ま
す

(一。)。

さ

ら

に
こ

の
写

生
音

を
あ

き

ら

か

に
す

る

に
は
、

「
例

言
」

の
箇

所

だ

け

で
な

く

、
実

際

の
旋

頭
歌

の
訳

例

の
方
も

見

る
必
要

が
あ

り
ま

す

。
そ

れ
は
次

の
よ
う

な
も

の

で
す

。

か

へ
し

(よ

み
人

し
ら
ず

)

春

さ
れ
ば

野

べ

に
ま

つ

さ
く
見

れ
ど

あ

か
ぬ
花

。

ま
ひ

な
し

に
た

ぐ

な

の
る

べ
き
花

の
名

な

れ
や

○

コ
レ

ハ
春

ニ
ナ

レ
バ

野

ヘ
ン

ニ
マ
ヅ

一
番

ガ

ケ

ニ
サ

ク
花

デ

見
テ
モ
ー

見
ア
カ
ヌ
花
デ
ゴ
ザ
ル
ガ

其
名

ハ

何
ゾ
ツ
カ
ハ
サ

レ
ネ

バ
ド
ウ

モ
申

サ

レ
ヌ

タ

.・
デ
申

ス
ヤ

ウ
ナ

ヤ

ス
イ
花

ヂ

ャ
ゴ

ザ

ラ

ヌ

へ

・
ー

へ

・
ー

P
鰯

-

蜥

国
歌

大
観

番
号

1
0

0
8

(傍

線

は
宣

長

に
よ

る

「遠

鏡

』

の
記

号

。
現

在

で
言

え

ば

(

)

に
あ

た

る
も

の
。
心

中
語

も
含

む
と

き

が
あ

る
。

以
下

「遠
鏡

』

の

傍
線

は
本

文

の
ま
ま

。
)
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こ

の

「
へ

・
く

へ

・
く

」

は
、

稿
本

の
段

階

で
す

で
に
存

在

し

て

い
た

の

で
す

か

ら
、
軽

い
思

い

つ
き

で
加
え

た
も

の
で
な

い
よ
う

で
す

亘

。

さ

て
、

「
か

へ
し
」

の
前

の
歌

は
ど
う

い
う

も

の
だ

っ
た

か
と

い
う

と
、

題

知
ら

ず

よ
み
人

し

ら
ず

う

ち
渡

す
を

ち

か
た
人

に
物

ま
う

す

わ
れ
。

そ

の
そ

こ
に

し

ろ
く

咲

る
は
な

に

の
花
ぞ

も

○

ウ

チ
見

ワ
タ

ス

ア
チ

ノ
方

ノ
人

ニ

ワ

シ

バ
物

ト

ヒ

マ
シ

ヨ

ソ

ノ

ソ
コ

ニ
咲

テ

ア
ル
白

イ
花

ハ

ナ

ン
ノ
花

デ
ゴ
ザ

ル
ゾ

マ
ア

サ

テ
モ
見
事

ナ
花

ヂ

ヤ

P
鰯

国

歌
大

観
番

号

1

0
0

7

注

意
す

べ
き

は
、

「
デ
ゴ
ザ

ル
」
、
少

し
形

が
崩

れ

て

「
ヂ

ャ
ゴ
ザ

ラ
ヌ
」

と

い
う
指

定

辞

で
交
わ

さ

れ
る
対

話

に
、

こ

の
笑

い
声

の
写

生
音

が
生

か

さ
れ

て

い
る
と

い
う

こ
と

で
す

。

残
念

な

が
ら

「遠
鏡
」

で
は

、
笑

い
声

そ

の
も

の
が

こ
の

一
例

し

か
あ

り

ま

せ

ん
。

し
か

し

「
ハ
ア

・
」

「
ア

・
ハ
レ
」

な

ど

の
感

動

詞

が
多

く

見

ら

れ

、
波

の
写

生

音

「
ド

オ

・
」
風

の
写

生
音

「
サ

ア

・
」

(
二

つ
と

も

国
歌

大
観

番
号

謝

の
訳

)
も
あ

り
ま

す

か
ら
、

こ
う

し
た

〈模

写

に
近

い
オ

ノ

マ
ト

ペ
〉

(中

里
理

子

(
2

0
0

7
)
)

に
、
宣

長

が
、
俗

語
訳

の

こ
と
ば

と

し

て
の
価
値

を
見

出

さ
な

か

っ
た
と

は
考
え

に
く

い
こ
と

で
す

。

中
里

理
子

(
2
0

0
7
)

で
は
、
近

世

に
お

い
て
は
、
個

人

の
笑

い
の

種

類

が
増
え

、
特

に
笑

い
声

を
模

写
し

た

に
近

い
オ

ノ

マ
ト

ペ

(
「
ハ

・
・

・
・
と

」
な

ど
)

が
増

え

て
お
り

、
実

声
音

に
近

い
笑

い
声

の
典

型

が
す

で

に

で
き

あ

が

っ
て

い
た

こ
と

を
指

摘

し

て

い
ま
す

。

し
か

し
、

そ

の
考

察

で
は

「
へ

・
・
と

」
類

の
記

述

は
な
く

、

こ

の
宣

長

の
訳

に
見

ら
れ

る

よ
う

な

、
笑

い
声
だ

け

が
記
述

さ

れ
た
も

の
を

調
査

対
象

に
含

め

て

い
ま

せ

ん
。

ま

た

、
飯

田
清
志

(
1
9

9

9
)

で
は
、
近

世

の
戯
曲

に
お
け

る

「
へ

へ
へ
」
と

い
う

笑

い
声
表

記

に
は

「
階
級

や
人

格

の
卑

し
さ
を

暗

示
」

し
、

階
級

分
化

の
よ
う
す

が
映

し
出

さ

れ

て

い
る
と

述

べ

て

い
ま
す

。

が
、

は

た

し

て
、

「遠

鏡

』

の
俗

語

訳

に
見

ら

れ

る
笑

い
声

が

「
卑

し

さ
」

を
暗

示

し

て

い
る

か
と

い
う
と

、
後

に
述

べ
る
よ
う

に

、

こ
れ
は

一
面
的

な
と

ら
え

方

で
あ

ろ
う
と

言
え

ま
す

。

そ

こ
で
ま
ず

、
こ

の
写

生
音

が
文

献
上

に
現

れ

て
き

た
頃

の
用
例

、
『遠

鏡
』

前
後

の
用

例
を

具
体

的

に
見

て
、

そ
れ

ら

の
中

に

『遠
鏡

』

の
孤
例

を
置

い
て
み

る
必
要

が
あ

り
ま

す
。

二

、

「
へ

・
」

と

「
へ

・

・
」

は

違

う

『
日
本

国
語
大

辞
典

第

二
版
』

で
は

「
へ
へ
」

の
意
味

と

し

て
、

「
人

を

ば

か

に
し

て
せ

せ

ら
笑

う
声

。

ま
た

、
人

に

へ
つ
ら

っ
て
笑

う
声

。
」

と

記

し

て

い
ま
す

。

し
か

し
、

『遠

鏡
』

前
後

の
用

例
を

見

る

と
、

こ

の

二

つ
は

そ
れ

ぞ
れ
も

う
少

し
詳

し
く

記
述

し
直

し

て
、

別

々

の
項

目
と

し

て
立

て
る
方

が
よ

い
と
考

え

ら
れ
ま

す

。

飯

田

清

志

(1

9

9

9
)

で
は
、

『
日
本

国

語
大

辞

典

第

二
版

』

の

初
出

例

よ
り
早

く
見

ら

れ
る
例

と

し

て
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お
町

「
何
を

阿
呆

ら

し

い
。
」

瀬

平

「
へ

・
、
あ

っ
た

ら

こ

っ
ち

ゃ
な
。

田
か

ら
行
も

畔

か
ら
行

も

、

御
為

じ

ゃ
と
思

ふ

て
す

る

こ

っ
ち

ゃ

歌

舞
伎

幼

稚

子
敵
討

1

7
5
3

(傍
線

は
塚

本
。

以

下
同

じ
。
)

を

あ

げ

て

い
ま

す
。

し

か

し

「
へ

・
」

の
引

用
例

の
す
ぐ

あ

と

に
、

「
階

級

や
人
格

の
卑

し

さ
を

暗
示

す

る

「
へ
へ

へ
」
」

と
述

べ
る

の
は

、
少

し

丁

寧

さ
を
欠

い
た
記
述

で

は
な

い
か
と

考
え

ら

れ
ま
す

。

と

い
う

の
も

、
国

文

学

研

究
資

料

館

の

日
本

古

典
文

学

本

文

デ

ー
タ

ベ
ー

ス
を
も

と

に
、
近

世

の

口
語

を
表

す
代

表
的

な

ジ

ャ
ン

ル

(噺
本

・

浄

瑠
璃

・
歌

舞
伎

・
黄

表
紙

・
洒

落
本

・
滑

稽
本

・
人

情
本

)

か
ら
用

例

を

集

め

て
み
る
と

..、.、

「
人

を
ば

か

に
し

て
せ
せ

ら
笑
う

」

の
は

「
へ

・
」

で
あ

っ
て
、

「
へ

・

・
」

の
よ
う

に
、

二
拍

以
上

に
表

記

さ
れ

る
も

の
に

は
嘲
笑

性

が
な

い
と
わ

か

る
か

ら

で
す

。

二

つ
に
分

け

て
用
例

を
挙

げ
ま

す
。
「遠
鏡

』
以

前

の
用
例

は
全

て
あ

げ

、

以

後

の
も

の
は
適
宜

示

す

こ
と
と

し
ま

す

。

○

「
へ

・
」

ー

イ

ヤ
、

勿
論

=
邑
士

二
鷹

三
茄
子

と
申

習

ハ
し

た
れ
と

、
富

士

ハ
三

国

の
名

山

、
鷹

も
諸

鳥

の
司

。
茄
子

ハ
此

二
種

に
く

ら

べ
も

の

に

ハ
な

り
ま

せ

ぬ
。

め

で
度

と

ハ
心
得

ま

せ
ぬ

イ

ヤ
、
茄

子
も

第

一
、
色

か

見
事

で
御

ざ

る

へ

・
、

色

の
よ

い
わ
茄

子

に
も
限

り
ま

せ

ぬ

そ
ん

な

ら
う

ま

い
も

の

で
御

ざ

る

噺
本

管

巻

1
7

7
7

2

詞

コ

レ

小

助

殿

。

此

閾

が

し

い
大

晦

日

に

何

所

へ
往

て

居

や

し

や

っ
た
。

(小
助

)

へ

・
前

髪

が
な

ま
ち

ょ
こ
ざ

い
置

て
く

れ
。

(小
助

↓
久

三
郎

)

浄

瑠
璃

新

版
歌

祭
文

1
7

8
0

3

友
次

郎

あ

れ
み

さ

つ
せ

へ
。

か

つ
ぎ
も

ど
す

ぜ

。

へ

・
き

こ

へ
た
。

あ

れ

は
た

し
か

、
か

ご
を

か
き
習

ふ
の
だ
。

(友

次

郎
↓

里
風

い
ず
れ

も
な

ま
通

)

洒
落

本

通

言
総
簾

1
7

8
7

4

又
次

「
へ

・
、
年

こ
そ
寄

っ
た
れ

、
そ

ん
な

じ

ゃ
な

い
。

(町

人
ま

た
じ

↓
侍

)

歌

舞
伎

韓

人
漢

文
手

管
始

1
7

8
9

5

内

い
や
く

、
わ

し

が
も

の
な

ら
か
ま

ハ
ぬ
が

、
是

ハ
娘

が
嫁

入

す

る

、
は

れ

の
道

具

じ
や

ハ
ひ

ノ

下
百

へ

・
、

そ

ん
な
ら
猶

、
此

入

も

の

の
方

が
ま

し

で
ご
ざ

り

や
し

よ

(下

百
姓

↓

お
か

み
)

噺
本

新

撰
勧

進
話

1
8

0
2

6

・
1

弥

二

「
ど
け

へ
い

つ
た
北

八

「
へ

・
お

ら

ア
飯
を

く

つ
て
き

た

が
奇

妙

か

(弥

次
↓
喜

多

)

6

・
2

北

八

「
ヱ

・
あ

の
大

屋

さ
ん

の
と
む

ら

ひ

の
時

か

。

へ

・
神

に

つ
れ

た
も
す

さ
ま

じ

い
。
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(喜

多

↓
弥
次

)

滑
稽

本

東
海

道
中

膝
栗

毛

1
8

0

2
～
1

8

0
9
亘

7

し
か

し
、

ぬ
し
た

ち

や

ア
な
ん
だ

。

ゑ
り

が

ミ
ん
な
ま

つ
く

ろ
だ

ぜ

友
だ

ち

へ

・
見

て
く

れ
。
黒

び

ろ
う
ど

の
は
ん

ゑ
り
を

か

け
た
縮

絆

を

そ

ろ
ひ
に

し
た

ハ

(友

達
↓

八
)

噺

本

落
咄

腰
巾

着

1

8
0
4

8

親

父

し
ほ

ー

と

立
出

、

モ

シ
ー

、
生

か

へ
つ
た
む

す

め
が
、

又

死
ま

し
た

と
泣

出

せ
バ
、

お

し
や
う

、

か
き

さ
し

た
か

つ
を

ぶ
し
を

ほ

う

り
だ

し

、
ぐ

つ
と

や

に
さ

が
り

に

て
、

へ

・
、

ち

つ
と

そ

ふ
も

こ

 

へ

さ

る
ま

V

(和
尚

↓
親

父
)

噺
本

笑

府
商

内
上

手

1

8
0
4

こ
れ

ら
は
全

て
男

の
発

話

に

「
へ

・
」

が
見

ら

れ
る
も

の
で
す

が
、
時

代

が
下

っ
て

い
く
と

、
ご

く
普

通

の
、
と

い
う

の
で
は
あ

り
ま

せ

ん
が
、

女

性

が

「
へ

・
」
と

笑
う

よ
う

に
な
り
ま

す

。

9

女

郎
衆

の
世

話

ア
し

て
居

た
時
も

有

た
が
、

何
も

奉
公

人
と

き
ま

つ

て
勤

め

て
居

や

ア
し
ね

ヘ
ヨ
。

へ

・
何

、
す
ぎ

た
昔

が

こ
わ

い
も

の
か

長

「
ナ

ニ
私

が
そ

ん
な
事

を
思

つ
て
居

や

ア
し
ま

せ
ん

ヨ
ト

(老

女

の
毒

婦

お
く
ま

↓

お
長
)

人
情

本

梅
暦

1

8

3
2

1
1

8
3
3

「
へ

・
」

の
あ

と

に

は
、
相

手

の
無

知

や

誤

っ
た

判
断

・
愚

か
な
様

子

な
ど

に
対

す

る
嘲
り

(自

嘲
も

含

め
)

や
侮
蔑

の
言

葉

が
続

い
て

い
ま
す

。

そ

し

て
、
宣
長

の
訳

し

た

「
へ

・

・
」

は
、
男

の
発

話

で
あ

る
点

は
共
通

し

て

い
ま

す

が
、
嘲

り
な

ど

の

マ
イ
ナ

ス

の
評

価
を

含

ん
だ
意

味

で
は
使

わ

れ

て

い
ま

せ
ん

。

で
は

、

「
へ

・
・
」
系

の
場

合

は

ど
う

か

と

い
う

と
、

こ

れ

は
詔

い

の

意
を

含
む

も

の
も
あ

り
ま

す

が
、
対

話
す

る
も

の
同
士

の
公
的

距
離

を
縮

め

る
よ
う

な
、

冗
談

を
言

え

る
よ
う

な
親

密

さ
を
も

と

に
し

た
場
面

に
現

れ

て

い
ま

す
。

○

「
へ

・

・
」

系

10

扱
御

提
も

の
、
結
構

な
儀

。
御

覧
被

成

い
。

こ
れ

ハ
く

見
事

な

。

此

緒

〆

ハ
何

で
御
ざ

る
。

イ

ヤ
、
是

ハ
珊

瑚
珠

さ

へ

・

・
へ
、

こ

れ
が

さ
ん

ご
じ

ゆ

で
御

ざ
り

ま
す

か

。
是

ハ
嚥
能

く
塵

を
吸

ま

せ

ふ

噺
本

管

巻

1
7

7
7

1ー

へ

・
…

何

の

マ
ア
腰

骨

の
五
本

や
十

本

。
お

れ
ま

し
た

と

て
私

共

は
苦

し
う

な

い
が
。

(盗

賊
↓

浪
人

)

浄

瑠
璃

鎌

倉

三
代
記

1
7

8
1

12

ソ
レ
御

め

へ
様

も
、

ソ
レ
通
と

か
何

と

か
、

ソ
レ
よ
し

か

へ
、
と

こ

ろ

を

ず

つ
と

ね

、

ソ

レ

か

へ
る

金

。

ソ

レ

よ

し

か

へ
。

へ

・

・

…

Q

、

、

、

(遊
女
屋
の
若
い
衆
↓
萬
々
先
生
)
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黄
表

紙

莫
切

自
根

金
生

木

1

7
8

5

13

・
1

も

ふ
手

つ
け

の
口
印
ま

で
や
ら

か
し

て
お

い
た
。

な

ん
と
き

つ

い
も

ん

か
、

へ

・

・
…

。
そ

ふ

い

つ
て
も

色
男

は
う

る

せ

へ
の
。

ハ

・
…

、

も

ふ
ね

よ
ふ

か

(弥

次

↓
喜
多

)

13

・
2

へ

…

、

か

ん
に

さ

つ
し
。

こ
ん

や

ア
ち

つ
と

う

け

に
く

か

ら

・つ
。

(弥

次

↓

喜

多

)

13

・
3

馬

士

「
ハ
イ

く

く

。

モ

シ
だ

ん
な

さ
ま

、
ち

と

お
ね

が
ひ

が

お
ざ

り

ま
す

。

へ

…

、
ど

ふ
ぞ
御

酒
を

、

い
つ
ば

い
た

べ
た

ふ

お
ざ

り
ま

す

(馬

子
↓
侍

)

13

・
4

太

郎

「
ハ
テ
わ

し
は

、

こ
れ
か

ら
あ

る
く

は
な
ぐ

さ

み
だ
。

き

さ
ま

し

や
れ

に

の

つ
て

い
か

つ
し

弥
次

「
さ
や
う

な

ら
、

へ

…

一

。

こ
り

や
き

め
う

ー

ト
か

ご
に

の
れ
ば

、

(弥
次

↓
太
郎

)

13

・
5

わ

つ
ち

な
ら

、

さ
き

の
気

に

い
る

に
や

ア
、
ち
げ

へ
の
ね

へ
こ

と

が
ご
ざ

り

や
す

か
ら
、

ど

ふ
そ

そ
れ

が
ほ

ん
と
う

の
こ
と

な
ら
ば

、

わ

つ
ち

を

ナ

も

し

、

へ

・

…

、

ハ

・

・

…

(弥
次

↓

河
内

屋
)

滑

稽
本

東

海
道

中
膝

栗
毛

1

8

0
2
～

1

8
0
9

14

ド
ウ
ダ

、
番

頭
、

所
謂

主
管

な

る
者
も

大
役

だ

て
ナ
。

ハ
ツ
ハ

ツ

ハ

ッ

ハ

ば

ん

と

う

「
へ

・

・

・

…

。

今

日

は

ど

ち

ら

へ

(番

頭
↓

医
者

)

滑

稽
本

浮

世
風

呂

1

8
0

9
1

1
8

1
3

『
遠
鏡
』

の
用
例

は
、

12
と

13

・
1
～

5

の
問

に
位
置

づ
け

ら

れ
ま
す

。

さ
ら

に
用
例

を
多

く
拾

え
ば

よ
り

確

か
な

こ
と

が
言

え

る
で
し

ょ
う

が
、

こ

れ
ら

の
用
例

か

ら
し

て
も

、
や

は
り
宣

長

が

「
詞

の

い
き

ほ
ひ

」
を
考

え

て
付

け
加
え

た

「
へ

…

」
と

い
う

こ
と

ば

は
、
学

術
書

の
中

に
置

く

に
は
異

質

で
俗

っ
ぽ
く

、

か

つ
早

期

の
例

の
う
ち

に
入

る
、
要

す

る
に

斬
新

な
表

現
だ

っ
た
と
考

え

ら
れ
ま

す

。

さ
ら

に
、

こ
れ

ら

の
用

例
と

比

べ

て

「遠
鏡

』

の
笑

い
声

の
写
生

音

の

特
徴

を

二
点
指

摘

で
き
ま

す

。

1
、
男

を
発

話
者

と
す

る
点

で
は
共
通

し

て

い
る
(9
)。

2
、

し
か

し
、

11
～

14

の
用
例

が
身
分

的

に
、

下
位

か
ら
上

位

へ
あ

る

い
は

下
位

同
士

の
発

話

に
現

れ

て

い
る

の
に
対

し
、

「遠

鏡
』

で
は

お

互

い
が

「
デ
ゴ
ザ

ル
」

で
対

話
す

る

よ
う

な
待
遇

表

現

の
な
か

に

生
ま

れ

て

い
る
。

こ
れ

は
、

一
番
古

い
例

で
あ

る

10

に

「
御
覧

」
と

「
デ
ゴ
ザ

ル
」

が
見
え

る
会

話

に
似

た
も

の
と

な

っ
て

い
る
。

そ
れ

で
は
、
「
へ

・
…

」
を

付
け

加
え

て
も

よ

い
よ
う

な

、
『
遠
鏡
』

に
見

え

る

「
デ
ゴ

ザ

ル
」

と

は
、
ど

の
よ
う
な

こ
と

ば

で
あ
り

、

ど

の
よ

う
な

場

に
適

し
た
も

の
だ

っ
た

の
で
し

ょ
う

か
。
言

い
換

え

れ
ば

、
上

下

の
関

係
だ

け

で
な
く

、

冗
談
す

な
わ

ち

「
た

は
む

れ
」
を

許
す

と

い
う

こ

と

で
あ

れ
ば
、

親
疎

の
関

係
も

考
慮

に

入
れ
ね

ば

な
ら

な

い

の
で
は
な

い

か
と

い
う

こ
と

で
す

。
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三
、

「デ
ゴ
ザ

ル
」
は
、
う
ち
と
け
た
間
柄

に

使
わ
れ

る

「
デ
ゴ

ザ

ル
」
は

待

遇
表

現

の

一
つ
で
す
。

た
と

え

ば

、
士

農

工
商

と

い
う
枠

組

で
考
え

る
な

ら
、

上

下

の
関

係

で
と

ら
え

る

こ
と

が

で
き
ま

す

。

し
か

し
、
事

実
と

し

て

「
デ
ゴ
ザ

ル
」

を
使
う

も

の
同
士

で
冗
談

が
成

り

立

っ
て

い
る

の
で
す

か
ら
、

親
疎

(敬

し

て
遠
ざ

け

る
も

の

で
あ

っ
た

か

ど

う

か
)

の
観
点

か

ら
も
考

察

が
必
要

で
し

ょ
う

。

人
間

関
係

を

こ
と
ば

で
表

す
も

の
と

し

て
は
、

人
称

代
名

詞

、
特

に
自

称

と
対

称
と

の
対

応

が
考
え

ら

れ
ま
す

か

ら
、
指

定
辞

と

そ
れ

に
共
起

し

う

る
と

判
断

で
き

る
人

称
代

名

詞

の
対

応

に
よ

っ
て
、

一
応

の
整

理

が

つ

け

ら

れ
る
と

考
え

ら

れ
ま
す

。

加

え

て
、

「遠

鏡
」

は
古
今

集

の
俗

語
訳

で
あ

る

の

で
、
人

間
関

係

が

公

的
な

も

の
と

は
質

の
異
な

る

「
恋
部

」
と

そ

れ
以
外

と

で
、
分

け

て
親

疎

を
考

え

る
こ
と

が

で
き
ま

す

。
男
女

で
ど

う
違

っ
て

い
た

か

の
手

が
か

り

も

つ
か

み
や
す

い
わ

け

で
す

。

た
だ

し
、

あ
く

ま

で
、
あ

る
表

現

が
生
き

る

そ

の
場

の
質

を
問
う

も

の

で
あ

っ
て
、

近
世

語

の
待
遇

表

現
体
系

を
直

接
探

る
も

の
で
は
あ

り
ま

せ

ん
。さ

て
、
以

上

の
観

点

か
ら

、
待

遇
表

現
を

担
う

指
定

辞
を

含
む

俗
語

訳

に
し

ぼ
り

こ
ん

で
、

『
遠
鏡

』
を

整

理

す

る
と
表

1

の
よ
う

な

結
果

に
な

り

ま
す

画
。

孤
例

が
見

ら

れ
る
も

の
も

あ
り

ま
す

が

、

一
言

で
言

え
ば

、

随

分
整

え
ら

れ
た

体
系

で
あ

る
と

言
え

ま
す

。

男

を
発

話
者

と

し
た
、

そ

れ
ぞ

れ

の
ケ
ー

ス

の
例

を
次

に
あ

げ

ま
す

。

古
今

集

の
原
歌

は
省

き
ま

す

。

○
男

↓
男

【
上
位
者

へ
】

仁

和
寺

に
き

く

の
花

め
し
け

る
時

に
歌

そ

へ
て
奉

れ
と

お

ほ
せ

ら

れ
け

れ
ば

よ
み

て
奉
り

け

る

平

さ
だ

ふ
ん

キ
ク

ノ
花

ハ
ウ

ツ
ロ
イ

マ
シ

テ
カ

ラ

又

カ
ヤ

ウ

ニ
始

ヨ
リ

ハ
色

ガ

マ

サ
リ

マ
ス
レ
バ

秋

ノ

一
サ
カ

リ
バ

カ
リ

デ

ハ
ゴ
ザ

リ

マ
セ

ヌ

秋

ガ

過

テ

カ

ラ

又

マ
イ

チ

ド

盛

ノ
時

節

ガ

サ
ゴ

ザ

リ

マ
ス

恐

レ

ナ

ガ

ラ

ゴ
ゼ
ン

陛
下
ノ
御
義
モ

此
菊
ノ
花
ノ
ト
ホ
リ
ト
存
ジ
奉
リ
マ
ス

(平
貞
文
↓
宇
多
天
皇

国
歌
大
観
番
号
錦
)

【対

等

.n
】

仁
和
の
み
か
ど
み
こ
に
お
ま
し
く

け
る
時
に
人
に
わ
か
な
給
ひ

け
る
御

歌

ソ

コ
モ
ト

へ
進

ゼ
ウ

ト
存

ジ

テ

野

へ
出

テ
此
若

菜

ヲ

ツ

ン
ダ

ガ

殊

ノ
外
寒

イ
事

デ

袖

へ
雪

ガ

フ
リ
カ

・
ツ
テ

サ

テ
く

ナ

ン
ギ

ヲ
致

シ

テ

ツ
ン
ダ
若
菜

デ
ゴ

ザ

ル

(御

子
時

代

の
光

孝

天
皇

↓
人

国
歌

大
観

番

号

21
)

藤

袴
を

よ

み

て
人

に
遣

し
け

る

つ
ら

ゆ
き

此

藤
袴

ハ

イ

ツ
ゾ

ヤ
此
方

デ

オ

ト

マ
リ
ナ

サ

レ
タ
貴
様

ノ
形

見

ニ

オ
イ

テ

御

帰

リ

ナ

サ
ー
ツ
タ
袴

デ
ゴ

ザ

ル
ガ

今

ニ
ワ

ス
レ

ガ
タ

イ
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香

ガ

ニ
ホ
ウ

テ
サ

貴
様

ノ
事

ヲ
オ

ナ

ツ
カ

シ

ウ
存

ズ

ル

(貫
之

↓

人

国
歌
大

観
番

号

珈
)

貫
之

が

い
つ

み

の
國

に
侍

け

る
時

に
や
ま

と

よ
り

こ
え
ま

う

で
き

て
よ
み

て

つ
か
は

し
け

る

藤

原
た

だ

ふ
さ

拙
者

ハ
貴
様

ヲ
思

フ
テ
忘

レ
ズ

ニ
此

辺

マ
デ

国

尋

ネ

テ
参

ツ
タ

レ
バ

コ
ソ

御

無
事

ナ
ト

云
事

ナ

リ
ト

モ
聞

タ

レ

貴
様

ノ
方

カ

ラ
ト

テ

ハ

一
向

御
尋

ネ

モ
下

サ
レ

ヌ

サ

テ
ー

キ

ッ
イ

オ

ミ
カ

ギ
リ

デ
ゴ
ザ

ル

(忠

房

↓
貫

之

国
歌
大

観
番

号

四
)

○

男
↓
女

【上
位

者

へ
】

二
條

后
春

宮

の
み

や
す
む

所
と

申

け
る
時

に

め
ど

に
け
づ

り
花

さ

せ
り

け

る
を

よ
ま

せ
給

ひ
け

る

ふ
む
屋

の
や
す

ひ

で

此

ケ
ヅ

リ
花

ヲ
見

マ
ス
レ

バ

花

ノ
咲

ク
ベ

キ
木

デ

モ

ア
ル

マ
イ

ケ

レ

ド

モ

花

ガ

サ
キ

マ
シ

タ

ワ
イ

致

セ

バ
ナ

ル

マ
ジ
イ
木

ヘ
モ
木
実

ノ

ナ

ル
ヤ

ウ

ニ

年

ヨ
リ

マ
シ

タ

私

ガ

此
身

モ
ド

ウ

ゾ

立

-
身

イ

タ

ス

時

i
節

モ

ア
レ

カ
シ
ト

願

ヒ

マ
ス
ル
儀

デ
ゴ

ザ

リ

マ
ス

(康

秀

↓
春
宮

の
御

息
所

時
代

の
二
條
后

国
歌
大

観
番

号

輪
)

【恋
】

題

し
ら
ず

藤

原
た

"
ゆ
き

富
士

ノ
山

ノ

モ

エ
ル
ノ

ハ
ジ

ャ
ウ

ヂ
ウ

ノ
事

デ

メ
ヅ

ラ

シ
イ
事

モ
ナ

イ
ガ

ワ
シ

モ
オ

マ

ヘ
ノ
事

ト

サ

ヘ
イ

ヘ
バ

逢

テ
モ

ア

ハ
イ

デ

モ

イ

ツ
デ

モ

フ
ジ

ノ
山

ノ
ヤ

ウ

ニ

恋

ノ
思

ヒ
ガ

モ

エ

マ
ス

(国
歌

大
観

番

号

枷
)

題
し

ら
ず

よ

み
人

し
ら
ず

ワ

シ
ガ
思

フ
人

ノ
来

テ
逢

フ
タ

ハ

イ

ツ
ノ
事

デ

ア

ツ
タ

ヤ

ラ

ソ
レ

カ

ラ

一
向

ニ
ア

ハ
ズ

ニ

マ
ア
く

久

シ
ウ
ナ

ツ
タ
事

カ
ナ

来

モ
セ

ヌ
人

ヲ
待

ッ
ノ

ハ

サ

テ
ー

ク

ル
シ
イ
物

デ
サ
ゴ
ザ
ル

ワ
イ

(恋
部

五

で
は

、
男

は
別

れ

て
消
息

の
な

い
女

性
を
待

つ

国
歌

大
観

番

号

冊
)

題
し

ら
ず

よ

み
人

し
ら
ず

世

ノ
中

ノ
人

ノ
心

ト

云

モ

ノ

ハ
テ

ウ
ド

花
染

ノ
色

デ

カ

ハ
リ
ヤ

ス
イ

物

デ
サ
ゴ

ザ

ル

ワ
イ

(国
歌

大

観
番

号

隔
)

考

証

の
対
象

と
す

る
用

例

(国
歌

大
観

番
号

1

0

0
7

・
1

0
0

8
)

は
、

男
↓

男

の

【対

等
】

に
所

属

し
ま
す

。

こ

の
用
例

に
関

わ
る

こ
と

で

指
摘

で
き

る

の
は

、
次

の
3
点

で
す

。

ー

デ
ゴ
ザ

ル
は
男

の

こ
と

ば
を

代
表

す

る
。

2

[
用
言

+

マ
ス

(ル
)
]

と
対

に

な
る

[体
言

+
デ
ゴ

ザ

ル
]
を
使

う
時

は
、

男

同
士

で
あ

れ
ば

「
ワ
シ

・
拙

者
符

貴
様

・
ソ

コ
モ
ト
」

と
呼

び
合

え

る
よ
う

な
仲

で
あ

り

、
恋

の
部

で
も
使

え

る
よ
う

な

、
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や
や
う

ち
と

け
た

表
現

を
担
う

。

3

男
女

を
問

わ
ず

、
改

ま

っ
た
場

面

で
は
、

用
言

+

マ
ス

(
ル
)
/

体

言

+
デ
ゴ

ザ

リ

マ
ス
が
使

わ

れ
る

。

言

い
換
え

れ
ば

煩
預

に
な

ら

な

い
、

効
率

よ

い
待
遇

表
現

が
使

わ

れ

て

い
る
と

言
え

る

か
も

し
れ
ま

せ

ん
。

『遠

鏡
』

の
待

遇

表

現

に

つ
い

て
は
、

小
島

俊

夫

(1

9

9

8
)

に
対

称

代
名

詞

が
構
成

す

る
主
述

の
呼

応
形

式

に
よ

る
整

理
が
あ

り
ま

す
。

対

称

代
名

詞

「
貴
様

」

は
、
小

島

(
1
9
9

8
)

の
体
系

で
は
、
段

階

A
よ

り

下

の
A

、

a

践
Q
複

数

の
段
階

に
、

「
ソ

コ
モ
ト
」
も

同

じ

く
段

階

A

よ
り

下
位

の
B

C
に
位

置
づ

け

ら
れ

て

い
ま

す
。

こ
う

し
た

細

か
な
上

下

の
段
階

に
対

応
す

る
も

の
で
は
あ

り
ま

せ

ん
が
、

あ

る
段
階

の
区

切
り

に

つ
い
て
、

お
お
ま

か
な
肉

付

け

が

で
き

よ
う

か
と

考
え

ら

れ
ま
す

。

つ
ま
り

、

「
デ
ゴ

ザ

ル
」

は
最

上

位

の
段

階

よ
り

は

下
位

に
あ

る
男

の

こ
と
ば

で
す

。

こ

の
段

階

は
、
親

疎

の
観
点

か

ら
具
体

的

に
言
え

ば
、

敬

意

を
含

み

つ
つ
も

、
例

え
ば

男
女

の
恋

の
仲

で
も

使

わ
れ

る
よ
う

な
、

つ

ぶ
や
き

も
許

す

よ
う

な

、
私

的

な
う
ち

と

け
た
場

、

距
離
感

を
縮

め

る
場

に

ふ

さ

わ

し

い
も

の

で
あ

っ
た
、

と

い
う

こ

と

で

す
。

し

た

が

っ
て

「
へ

・

・
」
と

笑

っ
て
、
あ

ざ
笑

う

こ
と

の
な

い
、
悪

意

の
な

い

「
た

は

む

れ
」

に
使

え
た

わ
け

で
す

。

応
用

的
な

指
摘

に
な

り
ま

す

が
、
次

の

「
仮
名

序
」

の
俗

語
訳

部
分

も

、

声

に

は
立

て
な

い
け

れ
ど
も

、
悪

意

の
な

い

「
笑

い
」

が
含

ま

れ

て

い
る

の
で

は
な

い
で

し

ょ
う

か
。

マ

ア
タ

イ

テ

イ

歌

ノ

シ

ナ

ノ
六

イ

ロ

ニ
分

レ
ウ
事

ハ

ド

ウ

モ

サ
ー
ウ

ハ
ワ
ケ

ラ
レ

ヌ
事

デ
サ
ゴ

ザ

ル

P
21

仮

名
序

に
お

い
て
、
歌

が

六
種
類

に
分

け

ら
れ

る

こ
と
を
述

べ
て

い
る

に
も

か

か
わ

ら
ず

、
そ

れ
が
実

情

に
は
あ

わ
な

い
こ
と
を

吐
露

し

て

い
る

箇
所

に
、

「
デ
ゴ

ザ

ル
」

が
使

わ

れ

て

い
ま

す

。

こ
れ

は
、
撰

者

が
自

分

た

ち
を

「
拙

者

ド

モ
」

(
P
31
)
と

表

現

し

て

い
る

の
に
符

合

し
ま

す

。

い
わ

ば

、
苦
笑

あ

る

い
は
も

っ
と
俗

っ
ぽ
く
言

え
ば

「舌

を
出

し

た
」
と

い
う

と

こ

ろ
で
し

ょ
う

か
。

さ

て
、

「
デ
ゴ

ザ

ル
」

を
使

う

場

面

が
、
敬

意

を
含

み

つ

つ
も
、

冗
談

も
言

え

る
、
う

ち
と

け

た
交
流

の
場

で
あ

る

こ
と

は
確

認

で
き

ま

し
た

。

と

こ

ろ
が

、
た

と
え

ば

先

に
引

い
た
仮

名

序

の
俗

語
訳

に
お

い
て
、

「
デ

ゴ
ザ

ル
」

が
あ

ら

わ
れ

る

の
は

こ
の
箇
所

の
み

で
す

。
多

く
使

わ

れ

て

い

る
指

定
辞

は
、

上
向

き

の
待
遇

の
な

い

「
ヂ

ャ
」

「
デ

ア

ラ
ウ
」

「
デ

ア

ツ

タ
」

で
す

。

次

の
歌

の
訳

の
場

合

に
も

「
ヂ

ャ
」
と

「
デ
ゴ

ザ

ル
」
が
共

に
現
れ

て

い
ま

す

。

キ

ツ
ウ
身

ヲ
ウ

イ
ト

思

ウ

ニ
ハ
命

モ
消

エ
サ

ウ

ニ
思

ハ
レ
ル

ケ

レ
ド

矧

ソ
レ
デ

モ
サ

ス
ガ

キ

エ

ハ
セ

ヌ

モ
ノ
ヂ

ヤ

ス

レ
バ
此

ヤ

ウ

ニ

ウ

イ
身

デ

モ

ヤ

ッ

ハ
リ

ソ
レ

ナ
リ

ニ

タ

ツ

テ

ユ
ク
世

デ
サ
ゴ

ザ

ル
ワ
イ

ノ

(国
歌

大
観

番

号

蹴
)
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「
デ
ゴ
ザ

ル
」

の
価
値

を

さ
ら

に
探

る

に
は
、

そ
れ

が

「
ヂ

ャ
」

「
デ

ア

ル
」
な

ど

の
常
体

の
指

定
辞

と
体

系
的

に
ど

う
張

り
合

っ
て

い
た

の
か
を

探

ら
な

く

て
は
な

り
ま

せ

ん
。

そ

し

て
、

こ

の

「
デ
ゴ
ザ

ル
」

の
使

い
方

が
宣

長
特

有

の
も

の
な

の
か

ど

う

か
、

ほ
ぼ
同

時
代

の
、

同

じ
俗
語

の
訳

を
試

み

て

い
る
文
献

と
比

べ

る
こ

と
も

求

め
ら

れ
ま

す

。
な

ぜ
な

ら

ば
、

こ

の

「
世

デ
サ
ゴ
ザ

ル
ワ
イ

ノ
」
と

い
う

訳

に
あ
た

る
歌

の
部

分

は

「
世

に
こ
そ
あ

り
け

れ
」

だ

か
ら

で
す
。

あ
え

て

「
で

・
あ

る
」
と

訳

さ
な

か

っ
た

と
す

れ
ば

、

そ

こ
に
は

本

居
宣

長

の
、
俗

語
と

し

て
認

め
る

に
あ

た

っ
て

の
あ

る
基

準

な
り
範

囲

が
あ

っ
た
と

考
え

ら

れ
ま
す

。
言

い
換

え

れ
ば
、

こ
と

は
本

居
宣

長

の
文

体

に
関

わ

る
と

い
う

こ
と

で
す

。

四
、

「
で
」
+

「あ
る
」

の
形

そ
の
も

の
を
拒
否
し
た

宣
長

は

「
デ

ア

ル
」

に

つ
い
て
、

『
遠
鏡
』

「
例

言
」

の
な

か

で
次

の
よ

う

に
言

及

し

て

い
ま
す

。

な

り
な

る
な

れ

は
、
ヂ
ー
ヤ
と
諜

す

、
ヂ
ー
ヤ
は
、

デ
ア

ル
の

つ
f
ま

り

て
、

ル
の
は

ぶ
か
り

た

る
也
、

さ

る
故

に
、
東

の
國

々
に

て
は
、

ダ
と

い

へ
り

、
な

り
も

も
と

に
あ

り

の

つ
ぐ
ま
り

た

る
な

れ
ば
、

俗

言

の
ヂ
ー
ヤ
ダ
と

、
も

と

一
つ
言
也

、

(
P
11
)

こ

の
言

及

か
ら

、
古
今

集

の
歌
を

俗

語

訳
す

る
際

に
は

、

「
デ

ア

ル
」

と

い
う
単

語
形

が
あ

る

こ
と
を

知

っ
て
は

い
た
け

れ
ど
も

、
俗

語
と

し

て

は

「
ヂ

ャ
」
を

ふ
さ
わ

し

い
も

の
と

判
断

し

た
、
と

い
う

こ
と

に
な
り
ま

す
。「

デ

ア

ル
」

に
関

し

て
は

、
す

で

に
多

く

の
先

行

研
究

に
お

い
て
、

同

じ

口
語
訳

の
範

疇

に
属
す

る
漢

籍
国

字
解

(
た
と
え

ば

『春
秋

左
氏

伝

国

字
弁

」
)

に
、

終

止
形

の

「
デ

ア
ル
」

が
多

く

見

ら

れ

る
こ

と

が
指

摘

さ

れ

て

い
ま

す
。

ま

た
、
漢

学

の
影
響

を
受

け

た
富
士

谷
成

章

の

「あ

ゆ
ひ

抄
』

に

お

い
て
も

、
「
靡

な
り

」

の
俗
語

訳

は

又

ノ
)

ヂ

ャ
」

又

ノ
)

デ

ア
ル
」
で
あ

り
、
終

止
形

の
用
法

が
見

ら

れ
ま
す

(巻

四

「
有
倫

」

の
条

)
。

山
崎

久
之

(
1
9

6
3
)
で

は
、
役

割
語

の
可

能
性

も
あ

り
ま

す

が
、
「
で

あ

る
」

(
で
あ

っ
た

・
で
あ

ら
う

)
が

武

士

こ
と

ば
と

し

て
用

い
ら

れ

て

い
る

こ
と

が
指

摘

さ
れ

て

い
ま

す

(
P
癬
～

翻
)
。

結

局

、

こ
れ
ら

の
事

実

か

ら
す

れ
ば

、
漢
学

を

ベ
ー

ス

に
し
た
教

養
層

、

た

と
え

ば

い
わ

ゆ
る
武

士

階
級

の
言

語

に

「
デ

ア

ル
。
」

が

生
き

て

い
た

こ
と

に

な
り
ま

す

。

漢

学
を

正
統

派
と

す

れ
ば

、
非
主

流
派

(
い
わ
ば

町

人
派
)

の
宣

長

が

「
で
あ

る
」
を
避

け

た

こ
と
は

当
然

だ
と

一
応

は
考

え
ら

れ
ま

す
。

と

こ
ろ
が
、

同

じ
時
期

に

同
じ
古

今
集

の
俗

語
訳

を
試

み
た
尾
崎

雅
嘉

『古

今

和
歌

集

鄙

言
』

(以

下

『鄙

言
』

と

略
称

)

に
は

、

「
で
あ

ら

ふ
」

「
で
あ

つ
た

」

「
で

あ

り
」

以

外

に
、

単

語

形

「
で
あ

る
」
が

見

ら

れ
ま

す

亘
。終

止

形

1
例

(「
数

か
ぎ
り

も

な

い
こ
と

で
有

け
れ
ど

」
)
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連

体
形

5
例

二
此

や
う

な
も

の
で
有

こ
と

じ
や
」
一
わ

し
が
身

で

有

こ
と

じ
や
」

「
ひ
と

は

な

で
有

こ
と
じ

や

ナ

ア
」

「
瀧

の
水

で
有
事

じ

や
」

「
方
角

で
有

も

の
じ

や
」
)

「
デ

ア
ル
」

に
関

わ

る

部

分

で
、

「遠

鏡
」

『鄙

言
」

両

者

の
違

い
を

端

的

に
示

す

の
は
、

[「
に
」

+

「
あ

り
」
]

(
た
と
え

ば

「
～
物

に

ぞ
あ
り

け

る
」
)

の
訳

し
方

で
す

。
係
助

詞
を

無

視
す

れ
ば

、
そ

の
ま

ま

「
で
あ

る
」

が
生

じ
る

か
ら

で
す
。

そ

の
結
果

を
表

2

に
示

し
ま
す

§
。

表2「 にあ り」 の俗 語 訳

遠鏡 鄙言

デ(サ)ゴ ザ ル 10 で(は ・も)あ る 18

ヂ ャ 8 で あつ た 7

対応なし 4 対応なし 3

デア ツ タ 3 で あ らふ 2

デ(サ)ゴ ザ リマ ス 2 で ご ざい ます 1

デ コソア レ 2 じや 1

デ … ワ イ 1

デア ラウ 1

デオヂ ヤル 1

こ

の
結

果

か
ら
わ

か

る

の

は
、

『遠

鏡
』

の

俗
語

訳
を

仔
細

に
検

討

し

て

い
く

と

、

「
デ

ア

ル
」

が
見

ら

れ
な

い
、

と

い
う

よ
り
も

、

「
で
」

と

「
あ

る
」

の
結
び

つ

く
形

そ

の
も

の
を
、

俗

語
と

し

て
は
退

け

た
、

と

い
う

べ
き

こ
と

が
わ

か
り

ま
す

。

問
投
助

詞

「
サ

」
(
11

「
こ
そ
」
。

例

言

に
よ

る
)
、
あ

る

い
は

係

助

詞

「
は

」

「も

」

を

間

に
入

れ

て

「
で
あ

る
」

を
避

け

る

こ
と

が

で
き

た

に
も
関

わ

ら
ず
、

「遠

鏡
』

「
あ

る
」
と

い
う

語
形

が
続

く

こ
と

が

見

ら
れ
ま

せ

ん
。

い
わ
ば

ニ
ア

ミ
ス
と
言

え

る

の
が

「
デ

コ

ソ
ア
レ
」

で

す
。

そ

し

て
、

そ

の
代
わ

り

に

「
ゴ
ザ

ル
」

が
現

れ

て

い
る

の
で
す
鼻

。

中

村

通

夫

(
1

9

6

7
)

で

は
、
文

末

表

現

が

〈
で
あ

る

ー

で
あ

っ

た

ー

で
あ

ろ
う

〉
系

列

の
も

の
を
第

一
次

デ

ア

ル
資

料

、
〈
じ

ゃ
ー

で
あ

っ

た

ー

で
あ

ろ
う

〉

〈
な
り

ー

で
あ

っ
た

ー
で
あ

ろ
う

〉

〈
ぞ

ー
で
あ

っ
た

ー

で

あ

ろ
う

〉

〈
で
ご
ざ

る

ー
で
あ

っ
た

ー

で
あ

ろ
う

〉
系

列

の
も

の
を
第

二
次

デ

ア

ル
資

料

と
呼

び

、

「遠

鏡
』

は

〈
じ

ゃ
ー

で
あ

っ
た

ー

で
あ

ろ

う
〉

の
第

二
次

デ

ア

ル
資

料
だ

と

し

て

い
ま
す

。
第

一
次

と
第

二
次

を
区

別
す

る

の
は
、

文
末

終
止

の

「
デ
ア

ル
」

が
あ

る

か
な

い
か
と

い
う

こ
と

に

な
り

ま

す

が
、

『遠

鏡
』

に

つ
い
て
よ

り

丁
寧

に
言

い
直

す
必

要

が
あ

ろ
う

か
と

思

い
ま
す

。

『遠

鏡
』

は
、

「
デ

ア
ル
」

の
形

そ

の
も

の
を

、

い

わ

ゆ
る
話

し

こ
と
ば

に
ふ
さ

わ
し
く

な

い
こ
と

ば
と

し

て
排
斥

し

た
資
料

だ
と

い
う

こ
と

で
す

。

そ

の
原
因
と

し

て
は
、

既

に
述

べ

て
き

た

よ
う

に
、

人
と

人
と

が
対
話

す

る
場

に

「
体

言

+
デ
ゴ

ザ

ル
」

「
用
言

+

マ
ス
」
を

使

う

よ
う

な

場
面

を
想

定

し

て

い
た

こ
と

が
あ
げ

ら

れ
る

で
し

ょ
う

。

さ
ら

に
、

日
本
語

史
的

な
観

点

か
ら

は
、
結

局

、
そ

の
当
時

「
で
す
」

が
未

発
達

だ

っ
た

こ
と

が
あ
げ

ら

れ
る

で
し

ょ
う

。
敬
意

を
含

み

つ
つ
、

う
ち

と

け
た
場

面

に
適

い
、

か

つ

[用
言

+

マ
ス
]

と

ペ

ア
に
な

れ

る
も

の
と

い
え

ば

、
現
代

語

な

ら

ば

[体

言

+

「
で
す
」
]
が

第

一
候

補

に
あ

が

り

ま

す
。

し

か

し
、

そ

の
座

を
占

め

る

に

は

「
で

す
」

は

ま
だ

一
般

化

・
丁

寧

語

化

さ

れ

て

お

ら
ず

、
当

時

の
空

位

を

最

近

接

の

「
デ

ゴ
ザ
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ル
」

が
埋

め
た
と

い
う

こ
と

で
は
な

い
か
と

考
え

ら

れ
ま
す

。

そ

れ

で
は

、
待

遇
性

の
な

い
、

「
デ

ア

ル
」
以

外

の
他

の
指
定

辞

を

選

ぶ
可
能

性

は
全
く

な

か

っ
た

の
で
し

ょ
う

か
。

こ
う

し
た
俗

語
訳

の
文

献

を

博
捜

し
え

て

い
な

い
の
で
、

こ
う

い
う
表

現

が
見

つ
か

っ
た
と

し

か
指

摘

で
き
ま

せ

ん

が
、

同
時

期

の
漢

詩

和

訳
書

『訳

注

聯
珠

詩

格
』

(柏

木

如

亭
著

)
§

に
、

の
俗

語

訳
と

い
う

行

為

は
、

「
で
す
」

の
未

発

達
と

い
う

制
約

条
件

の

も

と

に
表
現

さ

れ
た

と

い
う

こ
と

に
な
り

ま
す

。

そ
し

て
、

こ
う

し
た
想

定
と

操
作

を
端

的

に
示
す

も

の

の

一
つ
が

「
デ

ゴ
ザ

ル
」

の
採

用

で
あ

っ
た

わ
け

で
、

か
く

し

て
宣

長

は
、
あ

ざ
笑

う

こ

と
な

く

「
へ

・
・
」

と
笑

っ
た

の
で
す

。

ら
ふ

そ
く

の
な

が
れ
を

み

た

て
た

の
な
り

(
P
94
)

な

に

か
む

し
や
う

に

か
な

し
が

る

の
な
り

(
p
皿
)

の
よ
う

な

「
の
な

り
」
、

い
わ
ば

訳

語

と

し

て
開
き

直

っ
た
と

も
言

え

る

「
な
り

」
が
見

ら

れ

る
こ
と

を
付

け
加
え

て
お
き

ま
す

。

ま
と
め

以
上

論
じ

て
き

た
事

を
ま

と

め
る
と

、
本

居
宣

長

の
言
う

「
詞

の

い
き

ほ
ひ
」

と

は
、

1

敬

意
を

含

み

つ

つ
も
、

公
的

な
改

ま

っ
た
場

で
は
な
く

、
親

密

に
う

ち
と

け

て
交
流

で
き

る
場

も
想

定
す

る

2

そ

の
よ
う

な

話

し

こ
と

ば

の
行

き
交

う

場

に

お

い

て
、

「
で
あ

る
」

と

い
う
形

を
、

原
歌

の
こ
と
ば

が
強

要
す

る

よ
う

な
条
件

が
課

せ

ら
れ

て
も

、
潔

癖
な

ま

で
に

こ
れ
を

拒
否

す

る

3

日
本

語
史

の
観

点

か

ら
は

、
「
詞

の

い
き

ほ

ひ
」

に
よ

る

『遠

鏡

』

【注
】

(1
)
「例
言
」
に
見
ら
れ

る
、
「詞

」
「み
や
び
ご
と
」
「歌
」
は

い
ず

れ
も

こ
と

ば
に
よ

る
も

の
で
す

の
で
、
次

の
よ
う
な

「
い
き
ほ
ひ
」

の
総
称
と

し
て
、
「
詞

の

い
き
ほ

ひ
」
と
し

て
お
き
ま

す
。

う
ひ
ま
な
び

な
ど

の
た
め
に
は
、
ち
う
さ
く
は
、
い
か

に
く

は
し
く
と
き

た
る

も
、
物

の
あ

ぢ
は
ひ
を
、
甘
し

か
ら
し
と

、
人

の
か
た

る
を
聞
た

ら
む
や
う
に

て
、
詞

の

い
き
ほ
ひ
、
て
に
を

は
の
は
た
ら
き
な
ど
、
こ
ま

か
な

る
趣

に

い
た

り

て
は
、
猶

た
し
か
に
は
え
あ
ら
ね
ば

、
P
6

(俗

語

の
中

で
)
う
ち

と
け
た
る
は
、
心

の
ま

・
に

い
ひ
出
た

る
物

に
て
、
み

や
び
ご
と

の

い
き
ほ
ひ
に
、

い
ま
す

こ
し
よ
く
あ
た
れ
ば
ぞ
か
し
、

P
6

を
う
な

の
詞

は
、
こ
と

に
う
ち
と
け
た
る

こ
と

の
多
く

て
、
心

に
思

ふ
す
ち

の
、

ふ
と
あ
ら

は
な
る
も

の
な
れ
ば
、
歌

の
い
き

ほ
ひ
に
、
よ
く
か
な

へ
る
こ
と
お

ほ
か
れ
ば
、

P
6

又

い
は
ゆ
る
か
た

こ
と
を
も

用
ふ
べ
し
、

(略

)
よ
か
ら
う
を

ヨ
カ

ロ
、
と
や

う

に

い
ふ
た
ぐ

ひ
、
こ
と

い
う

ち
と
け
た

る
こ
と
な

る
を

、
こ
れ
は
た

い
き
ほ

一45一



ひ
に
し
た
が
ひ

て
は
、
中

々
に
う

る
は
し
く

い
ふ
よ
り
は
、
ち
か
く
あ
た
り

て

聞
ゆ
る
ふ
し
お
ほ
け
れ
ば
な
り

、

P
6
～
7

(2
)
先

行
研
究
で
は
、

「例
言
」

に
見

ら
れ
る
、
「
こ
そ
」
「ら
む

」
な
ど

の
助
詞

・
助

動

詞

の
訳
を
も

と

に
、
そ

れ
ら
が
ど

れ
だ
け
対
応

し

て
い
な

い
か
か

ら
逆
算

す

る

ア
プ

ロ
ー
チ
が
多

い
よ
う

で
す
。

(3
)
本
稿

で

の

「文
体
」

は
、
基
本

的
に

「
で
す
ま
す
体

」
「
デ
ア
ル
体
」
な
ど
と

い

う
時

の

「文
体
」
を
指

し
ま
す

。
表

現

の
考
証

に
よ

っ
て
は
、
本
居
宣
長

の
個
性
的

な

こ
と
ば
の
選
択
を
含
む

こ
と
も
あ

り
ま
す
。

(4
)

『遠
鏡
』

の
本
文

は
筑
摩
版
全
集
第

三
巻

を
使
用
し
ま
し

た
。
な
お
、
引
用

に
当

た

っ
て
論
証
に
支
障

の
な

い
と
判
断

し
て

一
部
表
記
を
省
略
、
あ
ら
た
め
た
と

こ
ろ

が
あ

り
ま
す
。

(5
)

『遠
鏡
』

は
1
7
9
3
刊
行
と
し

て
引
用
さ

れ
て

い
ま
す
。

(6
)
東
洋

文
庫
版

『古
今
集
遠
鏡

2
』

P
脚

の
異
同
注
記
か

ら
。

(7
)
検
索

は
、
ひ
ら
が
な
表

記

の

「
へ

・
」
「
へ

・
」
と
カ

タ
カ
ナ
表

記

の

「
へ

・
」

「
へ

・
」

で
行

い
ま

し
た
。

(8
)

そ

の
他

に

「
へ

・
」
は
同

じ
よ
う

な
用
法

で

8
例
見
ら

れ
ま
す

へ大

系
本
文

P

㎜

・
皿

・
脳

・
蜥

・
訓

・
細

・
鰯

・
妬
)

(9
)
天
沼
密
=

1
9
7
7
)

に
お
い
て
、
「膝
栗
毛
』

の

「
へ

・
」
「
へ
・
・
」
系

の
笑

い
は
男
の
も

の
で
あ

る
こ
と

が
指
摘

さ
れ
て

い
ま
す
。

(10
)

国
歌
大
観
番

号
と

の
対
応

を

つ
け

て
よ
り
精
彩

に
示
し
た
も

の
が
次

の
表

3
で

す

。
な
お
、
本
動
詞
と
し

て
の

「
ゴ
ザ
ル
」
は
対
象
と

し
て
い
ま

せ
ん
。

(11
)
厳

密
に
言
え

ば
敬
語
を

使

っ
て

い
る

の
で
す

か
ら
、
対
等

で
は
あ
り

ま
せ

ん
。

敬

意
を

持

ち

つ

つ
、
内
容

的

に
は
、

ほ
ぼ
対
等

の
親

し

い
も

の
同
士

の
対

話

に

な

っ
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
か
ら

「対
等
」
と
略
称

し
て

い
ま
す
。

(12
)

『古
今

和
歌
集
鄙
言
』

の
本
文
は
、
後
藤
剛
編

「古
今

和
歌
集
鄙
言

の
国
語
学
的

研
究

影
印

・翻
刻
篇
』

(武
蔵

野
書
院
)
、
検

索
に
は
同
索
引
篇
を

そ
れ
ぞ
れ
使
用

し
ま
し
た
。

(13
)
も
と

の
歌
個

々
と

の
対
応
を
よ
り
精
彩

に
示
す

の
が
次

の
表
4

で
す
。

(14
)
1
9
9
1
年

の
論
文

で
筆
者

は

「
代
用
」
と

い
う

、
大
ざ

つ
ば
な
と

ら
え
方

を
し

て
い
ま
し
た
。

こ
こ
に
修
正
し
ま
す
。

(15
)
本
文
は
岩
波
文
庫

本
を
使
用
し
ま
し
た
。

【参
考
文
献

】

天
沼

寧

(1
9
7
7
)

「
『東
海
道
中
膝
栗
毛
』

に
使

わ
れ
て

い
る
擬
音
語

.擬
態

語
に

つ
い
て
」

『近
代
語
研
究
』
第

五
集

、
武
蔵
野
書
院

飯
田
清
志

(1
9
9
9
)
「
日
本

語
の
書
き
言
葉

に
お
け

る
口
語
性

の
研
究

(そ

の
2
)

1

笑

い
声
表
記

の
成

立
と
発
展

(古
代
～
近
世
)
1

」

『比
較
文

化
研
究
』
第

45
号

小
島
俊
夫

(1
9
9
8
)
「古
今
集
遠

鏡
に
お
け
る
近
世
語
訳

の
敬

語
体
系
」
「日
本
敬
語

史
研
究

後
期
中
世

以
降
』
所
収
、
笠
間
書
院

中
村
通
夫

(1
9
6
7
)

「
で
あ

る
再
考

」
『中
央
大
学
文

学
部
紀
要
』
文
学
科

22
号

中
里
理
子

(2
0
0
7
)
「笑

い
を
描
写
す
る
オ

ノ

マ
ト
ペ

の
変
遷

-
中
古

か
ら
近
代

に
か
け

て
ー
」

「上
越
教
育
大
学
紀

要
』

第
26
巻

山
崎
久
之

(1
9
6
3
)

『国
語
待
遇
表

現
体
系

の
研
究

近
世
編
』
、
武
蔵
野
書
院

(つ
か
も
と

た
い
そ
う
/
大
学
院
文
学
研
究
科
第
十
四
回
修
了

/
宮
崎
学
園
短
期
大
学
)
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表4

国歌大観番
号 原歌の形 遠鏡 鄙言

にあ り

204 にぞ有ける デ ア ツタ ワイ で有 た こ と じゃ

212 にぞ有ける ヂ ヤ ワイ で有た事 じや

245 にぞ有ける ヂ ヤ ワイ でハ 有 こ と じゃ

382 にこそ有けれ デ コソア レ で有た事 じやナ

390 にこそ有けれ ヂ ヤ ワイ でハ有事 じゃ

414 にぞ有ける ヂ ヤ ワイ で あつ たの じや ナ

430 にこそ有けれ ヂ ヤ ワイ ノ でハ 有 こ と じゃ

778 にぞ有ける デサゴザ ル ワイ でハ 有 こ と じゃ

795 にぞ有ける デサゴザ ル ワイ でハ 有 こ と じゃ

797 に ぞあ りけ る デサゴザ リマス ワイ で有 こ と じや ナ ア

806 にこそ有けれ ワサゴザ ル ワイ ノ でハ 有 こ と じゃ

818 にぞ有ける デサア ツタ ワイ で有 た こ と じや ナア

824 にこそ有けれ デサゴザ ル ワイ ノ で有た事 じやナア

830 にこそ有けれ デ ア ツタ ワイ で有た事じや

833 には有ける デ ゴザ ル ワイ でハ有事 じゃ

849 にぞ有ける デサオヂ ヤル ワ イ で有事 じやわい

864 にぞ有ける デサゴザ ル ワイ でハ 有 こ と じゃ

866 に ぞあ りけ る デサゴザ リマス ワ イ で ご ざ ります こ とじゃ

918 にぞ有ける デ ゴザ ル ワイ で は有 こ と じゃ

929 にぞ有ける デサゴザ ル ワイ で有事 じや

945 にこそ有けれ デサゴザ ル ワイ でハ 有 こ と じゃ

990 にぞ有ける ヂ ヤ ワイ でハ 有 ナア

1019 にこそ有けれ デ コソア レ でハ有事じや

1065 にぞ有ける デ サ… ワ イ でハ有ぞ

にあ る

65 に もあ るか X X

330 にや あ る らむ ヂ ヤ カシ ラヌ でかな有ふ

566 にも有かな X X

684 に もあ るか な ヂヤ事カナ でハ 有 こ とか な

688 に はあ る らむ デ カナ ア ラウ で有ふ

877 にも有かな デゴザル事カナ で もあ る こ と哉

1059 に もあ るか な X X

にあれ 389 にしあれば X じや によつ て
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