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大

蔵

虎

寛

本

の

「
わ
れ
わ
れ

キ

i
ワ

i
ド
一
わ
れ
わ
れ

虎
寛
本

わ
れ
ら

狂
言
詞
章
、

要

旨

自

称

代

名

詞

(

接

数

)

「

わ

れ

わ

れ

(

我

々

ご

は

十

六

世

紀

の

文

献

に

は

現

れ

て

い

る

が

、

キ

リ

シ

タ

ン

資

料

で

も

用

例

は

稀

で

、

十

七

世

紀

前

半

の

狂

言

台

本

で

も

用

い

ら

れ

て

い

な

い

。

十

七

世

紀

以

降

江

戸

時

代

の

「

わ

れ

わ

れ

」

は

、

武

家

言

葉

と

も

指

摘

さ

れ

る

よ

う

な

特

徴

を

持

っ

て

い

る

が

、

十

八

世

紀

の

大

蔵

虎

寛

本

に

は

用

い

ら

れ

て

お

り

、

以

後

の

大

蔵

流

狂

言

台

本

に

は

用

例

が

認

め

ら

れ

狂

言

記

拾

遺

に

も

関

連

す

る

用

例

が

あ

る

。

虎

寛

本

以

降

の

狂

言

台

本

で

の

「

わ

れ

わ

れ

」

の

用

法

か

ら

、

単

な

る

当

代

語

の

混

入

で

は

な

く

、

狂

言

詞

章

と

し

て

の

意

識

的
な
使
用
と
考
え
ら
れ
る
。

(我

¥、ー/

を

め

ぐ
イコ

て

々

L一一

大
入
居

浩

。
は
じ
め
に

十

七

世

紀

前

期

寛

永

年

間

輩

出

写

の

大

蔵

虎

明

本

狂

言

(
以
下
「
虎
明
本
れ

i

」

)

と

、

後

代

の

大

蔵

流

宗

家

虎

寛

が

十

八

世

紀

末

寛

政

年

間

に

書

写

し

た

虎

寛

本

狂

言

(

以

下

「

虎

寛

本

」

)

と

の

比

較

は

、

江

戸

時

代

に

国

定

化

類

型

化

し

て

い

く

狂

言

詞

章

の

変

化

を

と

ら

え

る

う

え

で

一

つ

の

目

安

と

な

っ

て

い

る

。

室

町

時

代

の

成

立

・

流

動

期

か

ら

、

江

戸

時

代

に

能

と

共

に

武

家

の

式

楽

と

し

て

、

国

定

・

伝

承

期

を

迎

え

る

狂

言

で

あ

る

か

ら

、

そ

の

詞

章

の

変

化

も

大

づ

か

み

に

言

え

ば

、

多

様

で

雑

多

な

も

の

が

整

理

類

型

化

し

て

い

く

変

化

で

は

あ

る

が

、

実

際

に

そ

の

詞

章

を

比

較

し

て

み

る

と

、

江

戸

時

代

の

日

本

語

の

変

遷

と

様

々

に

絡

み

合

い

な

が

ら

変

化

し

て

お

り

、

決

し

て

一

宇

一

句

ま

で

固

定

し

た

セ

リ

フ

が

伝

承

さ

れ

繰

り

返

さ

れ

て

い

る

わ

け

で

は

な

い

。

そ

の

中

で

も

待

遇

表

現

に

関

わ

る

語

句

は

、

セ

リ

フ

劇

で

あ

る

狂

言

に

と

っ

て

、

人

物

関

係

を

端

的

に

観

客
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に

伝

え

る

こ

と

が

出

来

る

キ

ー

ワ

ー

ド

で

あ

り

、

整

理

類

型

化

が

明

確

に

現

れ

て

い

る

。

既

に

文

末

表

現

な

ど

に

つ

い

て

論

じ

た

先

行

研

究

U

2

は

多

い

が

、

こ

こ

で

は

自

称

接

数

の

代

名

詞

「

わ

れ

わ

れ

(

我

々

ご

を

e

取

り

上

げ

、

虎

寛

本

以

降

の

大

蔵

流

台

本

の

変

化

も

追

う

こ

と

で

、

こ

の

語

の

変

遷

を

狂

言

台

本

か

ら

考

え

て

み

る

。

「
わ
れ
わ
れ
」

と

「
わ
れ
ら
」

虎

寛

本

「

三

本

の

柱

」

で

は

、

シ

テ

で

あ

る

果

報

者

が

、

太

郎

冠

者

た

ち

の

最

近

の

普

請

で

の

働

き

を

ね

ぎ

ら

う

言

葉

を

か

け

る

と

、

そ

れ

に

対

し

て

、

太

郎

冠

者

が

次

郎

冠

者

・

一

二

郎

冠

者

を

従

え

て

次

の

よ

う

に

返

事

を
す
る
。

①

(

太

郎

冠

者

)

左

様

に

思

石

て

下

さ

る

れ

ば

、

我

々

も

骨

を

折

た

甲

斐

が

有

て

、

近

頃

、

な

、

(

太

郎

冠

者

・

次

郎

冠

者

・

一

二

郎

冠

者

)

添

う

存

ま

す

る

。

「

三

本

の

柱

」

1

1

7
。へ

主

人

で

あ

る

果

報

者

に

対

し

て

、

家

臣

で

あ

る

太

郎

冠

者

は

、

自

分

た

ち

を

「

わ

れ

わ

れ

口

J

と

自

称

し

て

い

る

。

こ

の

部

分

を

虎

明

本

で

対

照

し

て

み

る

と

、

②

(

冠

者

ど

も

)

誠

に

お

び

た

た

し

ひ

御

普

請

で

御

ざ

る

に

、

何

事

も

な

ふ

、

成

就

仕

て

、

わ

れ

ら

ま

で

う

れ

し

う

御

ざ

る

と

皆

申

事

で

ご

ざ

る

ご
二
本
の
柱
」

99 
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三

人

の

冠

者

は

「
わ
れ
ら
」

こ
の
よ
う
に
、

て
い
る
。

実

は

虎

明

本

全

体

を

見

て

も

「

わ

れ

ら

」

は

使

用

さ

れ

て

い

て

も

、

「

わ

れ

わ

れ

」

は

全

く

用

例

が

な

い

。

索

引

の

あ

る

も

の

も

含

め

て

狂

言

台

本

の

「

わ

れ

わ

れ

」

「

わ

れ

ら

」

の

用

例

数

を

概

観

し

て

み

る

と

、

以

下

の

よ

う

に

な

る

。

(

鷺

流

の

調

査

は

ま

だ

途

中

だ

が

「

わ

れ

わ

れ

」

は

見

当

た

ら

な

い

)

と

自

称

し

表

(
謡
や
語
り
の
例
を
含
む

全 大 )jらU 版 天 虎 祝 天

集 ノ守夜、 ー同γー 寛 本 理 明3本 正

本 本 番 本 ま王 本 本 本

集 にコ

本 記

5 15 5 8 2 。。。jっ
れ

〆'旬、
わ

拾
れ

遺
¥ー/

1 129 47 14 15 43 84 4 3 
わ

れ

ら

-97-

十

七

世

紀

半

ば

ま

で

に

成

立

し

た

天

正

本

・

虎

明

本

・

天

理

本

に

は

、

「

わ

れ

わ

れ

」

が

ほ

と

ん

ど

用

い

ら

れ

て
い
な

い

。
唯
一

の

用
例
は

、

天
理
本

だ

が
、
こ
れ

も
「
清
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水

観

音

」

の

小

歌

の

け
る
場
面
に
、

③

シ

テ

我

々

観

音

に

参

詣

申

、

き

ね

ん

を

い

た

す

に

か

く

ば

か

り

、

若

々

ぬ

し

な

き

人

や

ら

ん

「
清
水
座
頭
」
抜
書
約
ウ

と

あ

っ

て

、

影

印

本

で

み

て

も

確

か

に

「

我

々

」

と

踊

り
字
が
あ
る
。
だ
が
、
北
原
・
小
林
『
狂
言
六
義
全
注
』

で
は
ご
虎
明
本
・
三
百
番
集
本
で
は
「
わ
れ
観
音
に
」
と

続

け

て

い

る

。

」

と

注

し

て

お

り

、

北

川

ほ

か

『

天

理

本
狂
言
六
義
』
で
は
、
踊
り
字
を
(
ら
)
と
訂
し
て
、
「
我

ら

」

と

読

ん

で

い

る

。

と

も

に

「

わ

れ

わ

れ

」

の

確

例

と

は

考

え

て

い

な

い

よ

う

で

あ

る

。

筆

者

も

以

下

に

述

べ

る

よ

う

な

「

わ

れ

わ

れ

」

の

天

理

本

当

時

の

勢

力

か

ら

も

、

「

わ

れ

」

の

誤

り

と

考

え

て

い

る

。

と

い

う

の

も

、

天

理

本

以

上

に

近

世

の

日

本

語

の

混

入

の

多

い

版

本

狂

言

記

で

も

、

正

篇

・

外

篇

・

続

篇

に

は

「

わ

れ

わ

れ

」

の

用

例

が

な

く

、

自

称

複

数

に

は

「

わ

れ

ら

」

が

用
い
ら
れ
て
お
り
、
「
わ
れ
わ
れ
」
は
わ
ず
か
二
例
が
、

享

保

一

五

(

一

七

三

O
)
年

刊

の

拾

遺

、

そ

れ

も

「

三

本
柱
」
に
だ
け
現
れ
、
以
下
の
④
の
例
の
よ
う
に
、

④

太

「

御

意

な

さ

れ

ま

す

通

り

思

召

ま

ま

に

御

普

詩

が

出

来

ま

し

て

わ

れ

わ

れ

も

よ

ろ

こ

ば

し

ふ

存

ま

す

「

三

本

柱

」

巻

一

1
ウ

虎

寛

本

の

例

①

と

虎

明

本

の

例

②

に

ま

さ

に

対

応

す

る

部
分
の
例
で
あ
り
、
残
る
一
例
も
同
様
に
虎
寛
本
で
「
わ

仲

間

山

で

産
頭
が
前
官
女
に
歌
い
か

れ

わ

れ

」

が

用

い

ら

れ

て

い

る

の

で

あ

る

n
i
o

こ
の
拾

遺

の

「

三

本

柱

」

は

、

「

わ

れ

わ

れ

」

以

外

に

も

虎

寛

本

は

じ

め

大

蔵

流

狂

言

と

の

類

似

が

多

い

曲

で

あ

り

、

詞

章

に

お

い

て

も

大

蔵

流

と

の

関

連

が

考

え

ら

れ

る

。

ま

た

、

表

ー

か

ら

わ

か

る

よ

う

に

、

狂

言

台

本

に

お

い

て

「

わ

れ

わ

れ

」

が

用

い

ら

れ

て

く

る

の

は

、

十

八

世

紀

以

降

の

国

定

期

の

台

本

か

ら

で

あ

り

、

用

例

数

も

「
わ
れ
ら
」
よ
り
も
少
な
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

こ

の

状

況

は

罰

定

期

の

台

本

に

「

わ

れ

わ

れ

」

が

た

ま

た

ま

紛

れ

込

ん

だ

も

の

の

よ

う

に

も

解

釈

で

き

る

が

、

版
本
狂
言
記
で
虎
寛
本
と
同
じ
ご
二
本
柱
」
だ
け
に
「
わ

れ

わ

れ

」

が

使

わ

れ

て

い

る

な

ど

、

次

節

で

触

れ

る

当

時

の

話

し

言

葉

で

の

「

わ

れ

わ

れ

」

の

位

置

を

考

え

る

と

、

十

八

世

紀

狂

言

固

定

期

の

大

蔵

流

で

の

、

何

ら

か

の

意

識

的

な

使

用

と

解

釈

で

き

る

の

で

は

な

い

か

と

思

わ
れ
る
。
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一
一
、
十
六
世
紀
末
か
ら
十
八
世
紀
の

わ
れ
」
と
「
わ
れ
ら
」

わ
れ

で

は

、

狂

言

台

本

以

外

の

当

時

の

文

献

注
5

で

は

「

わ

れ

わ

れ

」

と

「

わ

れ

ら

」

は

ど

の

程

度

現

れ

て

い

る

の

だ
ろ
う
か
。
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表

2
平
家
物
語
(
覚
一

エ
ソ
ポ

へ
イ
ケ

捷

解

新

語

原

刊

本

同

改

修

本

き

の

ふ

は

け

ふ

の

物

語

醒

睡

笑

近

松

世

話

物

西

鶴

集

浮

世

嵐

呂

東

海

道

中

膝

栗

毛

Oi;: 
わ

れ

2 

。

わ

れ

ら

守

ι
A
U
T
 ，、J

吋
ノ
』/

0
 

・a
'
A

Q
ノ

守

4
0
0
 

ハ
U今、d

Q
ノ

吋
ノ
』ハV巧

/今、〕
唱

g
a
A

。4 30 0 7 22 6 ハ
υ

ハ
υ

ー

3 

『

平

家

物

語

』

(

覚

一

本

)

や

キ

リ

シ

タ

ン

資

料

で

は

「

わ

れ

わ

れ

」

の

用

例

が

見

ら

れ

な

い

が

、

『

日

本

国

語

大

辞

典

』

や

『

時

代

別

国

語

大

辞

典

室

町

時

代

篇

』

に

よ

る

と

、

御

伽

草

子

や

抄

物

の

例

が

挙

げ

ら

れ

て

お

り

、

十

六

世

紀

に

は

「

わ

れ

わ

れ

」

と

い

う

語

自

体

は

存

在

し

て

い

た

よ

う

で

あ

る

。

小

松

寿

雄

(

一

九

八

五

)

に
よ
る
と
、

ワ

レ

ワ

レ

は

、

湯

沢

幸

吉

郎

博

士

の

『

室

町

時

代

言

語

の

研

究

』

や

吋

ロ

ド

リ

ゲ

ス

日

本

大

文

典

』

で

は

、

言

及

さ

れ

て

い

な

い

。

『

日

葡

辞

書

』

に

も

載

っ

て

い

な

い

。

室

町

時

代

に

は

あ

ま

り

重

要

な

語

で

は

な

か

っ

た

の

で

あ

ろ

う

。

管

見

に

入

っ

た

も

の

と

し

て

は

、

鈴

木

博

氏

『

周

易

抄

の

国

語

学

的

研

究

』

、

「

ラ

ポ

日

辞

書

」

な

ど

に

は

と

り

あ

げ

ら

れ

て

い

る

。

鈴

木

氏

に

よ

れ

ば

、

こ

の

語

は

反

照

代

名

詞

で

、

「

メ

イ

メ

イ

」

の

意

味

の

よ

う

で

あ

る

。

「

こ

の

『

ワ

レ

ワ

レ

』

は

『

自

分

々

々

』

『
め
い
め
い
』
『
そ
れ
/
¥
』
の
意
と
患
わ
れ
る
。

今

日

『

わ

れ

』

の

接

数

と

し

て

使

う

も

の

(

英

語

の

を
め
に
あ
た
る
も
の
)
と
は
す
こ
し
径
庭
が
あ
る
。
」

と

説

明

さ

れ

る

。

武

家

言

葉

の

ワ

レ

ワ

レ

は

、

英

語

の

-

ま

た

は

さ

の

に

当

た

り

、

こ

の

よ

う

な

自

称

と

し

て

の

用

法

は

室

町

時

代

に

稀

だ

っ

た

の

で

は

な

い

か

と

思

う

。

に

も

か

か

わ

ら

ず

、

寛

永

の

武

士

は

こ

れ

を

自

称

と

し

て

用

い

て

い

る

の

で

あ

る

。

(

中

路

)

こ

の

よ

う

に

室

町

口

頭

語

で

は

余

り

使

わ

な

か

っ

た

ワ

レ

ワ

レ

を

、

近

世

初

頭

武

士

が

自

分

た

ち

の

自

称

と

し

て

採

用

し

、

武

家

言

葉

(

武

家

の

言

葉

の

特

徴

的

部

分

)

を

形

成

し

て

い

っ

た

の

で

あ

る

。

九

ぺ

と

あ

り

、

近

世

初

期

に

は

、

武

家

言

葉

と

し

て

、

品

位

は

あ

る

も

の

の

特

定

の

階

層

が

用

い

る

当

代

性

の

強

い

語

で

あ

っ

た

こ

と

が

指

摘

さ

れ

て

い

る

。

実

際

に

は

、

次

の

『

き

の

ふ

は

け

ふ

の

物

語

』

の
よ
う
に

phυ 
Q
d
 

。〉

例
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⑤

女

房

き

き

て

「

仰

せ

の

ご

と

く

、

、

、

我

々

身

に

か

へ

て

も

惜

し

き

物

の

候

」

印

。

へ

女

房

が

夫

に

対

し

自

称

(

そ

れ

も

単

数

)

で

用

い

て

い

る

例

も

あ

り

、

江

戸

時

代

初

め

か

ら

武

家

言

葉

と

限

定

し

て

よ

い

か

疑

問

も

あ

る

が

、

十

七

世

紀

半

ば

に

回

定

期

に

入

っ

た

狂

言

に

お

い

て

は

、

少

な

く

と

も

「

わ

れ

わ

れ

」

の

も

つ

当

代

性

が

詩

章

と

し

て

は

ふ

さ

わ

し

く

な

い

と

排

除

さ

れ

て

い

た

の

で

あ

ろ

う

。

ま

た

、

キ

リ

シ
タ
ン
資
料
で
も
ほ
と
ん
ど
用
例
が
無
い
こ
と
か
ら
も
、

自

称

の

複

数

を

示

す

代

名

詞

と

し

て

は

、

前

代

か

ら

の

「

わ

れ

ら

」

の

勢

力

が

、

ま

だ

続

い

て

い

た

と

い

う

こ

と
で
も
あ
ろ
う
。

し

か

し

、

注

目

す

べ

き

は

『

捷

解

新

語

』

の

原

刊

本

と
改
修
本
で
の
「
わ
れ
わ
れ
」
の
状
況
で
あ
る
。

⑤

我

等

圏

は

種

が

思

う

て

、

一

度

定

め

た

後

は

嬰

わ

れ

ま

る

せ

ん

程

に

、

、

、

(

原

刊

本

巻

コ

こ

⑦

我

々

の

圏

は

穫

が

堅

ふ

て

、

一

度

定

て

か

ら

は

改

め

ま

す

る

事

は

御

座

ら

ぬ

。

(

改

修

本

巻

三

)

の

よ

う

に

原

刊

本

「

わ

れ

ら

」

か

ら

改

修

本

「

わ

れ

わ

れ

」

に

替

わ

っ

た

対

応

例

が

一

O
例
以
上
対
照
さ
れ
、

ち

ょ

う

ど

虎

明

本

「

わ

れ

ら

」

(

例

②

)

か

ら

虎

寛

本

「
わ
れ
わ
れ
」
(
例
①
)
、
拾
遺
(
例
④
)
に
変
化
し
た

状
況
に
似
て
い
る
。

『
捷
解
新
語
』
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
事
実
自
体
は
、

既

に

安

田

章

(

一

九

七

三

)

「

重

刊

改

修

捷

解

新

語

解

題

」

で

指

摘

さ

れ

て

お

り

、

安

田

も

、

単

に

歴

史

的

な

代

名

詞

の

変

遷

の

例

で

は

な

く

、

待

遇

表

現

の

体

系

的

整

理

が

絡

み

合

っ

た

文

体

的

変

遷

の

な

か

で

慎

重

に

と

ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

近

松

世

話

物

(

例

③

)

や

西

鶴

作

品

(

例

⑨

)

を

見

て

も

「

わ

れ

わ

れ

」

が

、

「

わ

れ

ら

」

よ

り

は

少

な

い

も

の

の

、

複

数

を

示

す

自

称

と

し

て

十

八

世

紀

の

上

方

の
日
本
語
に
定
着
し
始
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

た
ま
し
ひ

l
i
l
i
-
-
i
L

③

な

に

な

う

二

人

の

魂

と

や

。

は

や

我

々

は

死

し

た

る

身

か

。

『

曽

根

崎

心

中

』

M
。へ

⑤

世

之

介

中

に

も

子

細

ら

し

き

女

に

「

わ

れ

わ

れ

は

何

者

と

み

え

ま

す

」

と

い

ふ

。明
日
好
色
一
代
男
』
凶
。
へ

山
崎
久
之
(
一
九
六
一
ニ
)
に
よ
る
近
世
初
期
の
待
遇

表

現

体

系

で

は

、

「

お

ま

へ

」

段

階

「

こ

な

た

」

段

階

に

武

士

・

公

卿

が

用

い

る

語

と

し

て

「

わ

れ

わ

れ

」

を

位
置
づ
け
て
お
り
、
「
そ
ち
」
段
階
で
も
「
わ
れ
わ
れ
」

が
現
れ
る
場
合
に
は
、

こ

の

語

は

い

か

つ

い

語

感

が

あ

っ

た

と

見

え

て

、

武

士

が

「

そ

ち

」

段

階

に

対

す

る

威

厳

諾

と

し

て

も

使

用

し

て

い

る

。

一

川

ぺ

と

述

べ

て

い

る

こ

と

は

注

目

さ

れ

る

。

山

崎

(

一

九

六

三

)

に

よ

る

と

十

八

世

紀

の

上

方

の

日

本

語

と

し

て

、

主

に

対

等

以

上

の

開

き

手

に

対

し

武

士

が

用

い

る

畏

ま

り

と

威

厳

を

持

っ

た

自

称

の

代

名

詞

が

「

わ

れ

わ

れ

」

-94-



(大倉浩) (6) 大蔵j完寛本の「われわれ(我々)Jをめぐって

で

あ

り

、

特

定

の

階

層

に

結

び

つ

き

ゃ

す

い

も

の

で

あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

こ

の

よ

う

に

し

て

「

わ

れ

わ

れ

」

は

、

十

八

世

紀

上

方

諾

で

の

定

着

も

限

定

的

な

も

の

に

と

ど

ま

り

、

十

九

世

紀

の

江

戸

語

に

お

い

て

も

話

し

言

葉

で

の

「

わ

れ

わ

れ

」

の

勢

力

は

、

武

家

言

葉

に

と

ど

ま

っ

て

い

た

よ

う

で

あ

る

。

池

上

秋

彦

(

一

九

六

回

)

の

人

情

本

の

調

査

で

も

、

「

わ

れ

わ

れ

」

「

わ

れ

ら

」

の

用

例

自

体

が

少

な

い

こ

と

を

指

摘

し

、

「

わ

れ

ら

」

も

既

に

文

語

化

し

て

両

語

と

も

に

江

戸

語

の

な

か

で

は

特

殊

な

も

の

と

見

て

い
γ
G
。

た

と

え

ば

吋

東

海

道

中

膝

栗

毛

』

で

は

、

「

わ

れ

わ

れ
」
が
一

O
例
あ
る
が
、

⑬

わ

れ

わ

れ

は

ふ

た

り

川

越

ふ

た

り

に

て

酒

匂

の

か

は

に

〆

て

よ

ふ

た

り

7

0
。へ

の
よ
う
に
、
弥
次
郎
が
折
々
に
一
一
諒
む
狂
歌
の
中
の
例
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

十

七

世

紀

以

降

思

定

化

す

る

狂

言

の

詞

章

に

、

十

八

世

紀

当

時

の

狂

言

師

た

ち

が

、

「

わ

れ

ら

」

に

代

わ

っ

て

「

わ

れ

わ

れ

」

を

使

っ

た

と

す

る

と

、

当

時

の

観

客

た

ち

が

意

外

に

思

わ

な

い

よ

う

な

無

色

透

明

な

代

名

詞

で

は

な

か

っ

た

と

考

え

ら

れ

る

。

虎

寛

本

を

は

じ

め

と

す

る

「

わ

れ

わ

れ

」

の

使

用

は

、

不

用

意

な

混

入

で

は

な

く

何

ら

か

の

識

的

な

使

用

と

見

ら

れ

る

の

で

は

な

し
、
刀

虎
寛
本
の

わ
れ

わ
れ

と

他

台

本

前

節

で

見

た

よ

う

な

、

十

七

世

紀

以

降

の

「

わ

れ

わ

れ

」

の

変

還

を

踏

ま

え

て

、

虎

寛

本

以

降

の

大

蔵

流

狂

言

台

本

で

の

「

わ

れ

わ

れ

」

の

使

わ

れ

方

を

見

て

み

よ

λ
ノ
。

虎

寛

本

で

は

ご

二

本

柱

」

の

例

①

以

外

に

⑪

(

シ

テ

)

誠

に

、

こ

な

た

の

田

は

、

あ

ぜ

を

か

ぎ

っ

て

能

う

出

来

て

、

我

々

迄

も

、

な

、

(

シ

テ

次
郎
冠
者
)
悦
ば
し
い
事
で
御
産
る
。

「
き
つ
ね
づ
か
」
中

9
3
0へ

な
ど
、
冠
者
た
ち
か
ら
主
人
に
向
け
て
の
自
称
、

⑫

(

若

衆

一

)

い

か

に

長

道

具

じ

ゃ

と

申

て

も

、

我

々

が

加

勢

致

し

ま

す

る

程

に

、

必

ず

気

遣

は

せ

ら

る

る

な

。

「

老

武

者

」

中

5

0

6
。へ

の

よ

う

な

若

衆

た

ち

の

自

称

(

「

財

宝

」

に

は

や

は

り

若
い
孫
た
ち
の
自
称
の
例
が
あ
る
)
、

⑬

(

シ

テ

)

夫

は

幸

な

事

じ

ゃ

。

我

々

も

都

へ

登

る

者
じ
ゃ
が
、
連
ほ
し
う
て
此
所
に
待
合
せ
て
居
た
。

御

供

致

う

「

ふ

た

り

大

名

」

上

3
3
7
0へ

の

よ

う

な

大

名

た

ち

の

自

称

な

ど

、

武

士

の

言

葉

と

見

ら

れ

る

も

の

が

6
例
と
多
い
が
、
そ
の
他
に
、

⑬

(

シ

テ

)

其

跡

か

ら

、

三

十

四

人

の

公

達

の

出

さ

せ

ら

れ

て

、

ゃ

い

太

郎

く

は

じ

ゃ

、

汝

は

と

と

様

円
、

υ
ハH
d
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か

か

様

へ

は

栗

を

進

上

申

て

、

な

ぜ

に

わ

れ

わ

れ

へ

は

く

れ

ぬ

ぞ

と

仰

せ

ら

れ

て

御

摩

る

に

依

て

「
栗
焼
」
中
見
。
へ

で
は
、
公
達
た
ち
の
自
称
の
引
用
、

⑬

(

算

置

)

是

は

我

々

の

存

(

ぞ

ん

ぜ

)

い

で

叶

は

ぬ

事

で

御

座

る

。

「

ゐ

ぐ

ひ

」

中

幻

べ

で

は

、

算

置

き

の

自

称

に

現

れ

て

お

り

、

い

ず

れ

も

複

数
を
示
し
、
男
性
が
用
い
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。

い
っ
ぽ
う
の
「
わ
れ
ら
」
は

⑬

(

シ

テ

)

誠

に

、

天

下

治

り

、

目

出

度

い

御

代

で

御

ざ

れ

ば

、

我

ら

ご

と

き

の

民

百

姓

迄

も

、

足

手

息

災

に

、

毎

年

毎

年

御

年

貢

を

納

る

と

申

す

は

、

近
頃
め
で
た
い
事
で
御
ざ
る
。

ご
二
人
夫
」
上

m
。へ

⑪

(

ワ

キ

、

謡

)

我

ら

が

吹

を

面

白

が

る

は

、

い

か

な

る

人

に

て

ま

し

ま

す

ぞ

「
楽
阿
弥
」
中
印
。
へ

な

ど

、

男

性

の

自

称

に

は

限

ら

れ

て

い

る

が

、

こ

れ

ら

単

数

の

例

や

百

姓

や

僧

侶

の

例

も

あ

る

点

で

異

な

っ

て

い

る

。

「

わ

れ

わ

れ

」

も

「

わ

れ

ら

」

も

虎

寛

本

全

体

の

中

で

は

用

例

数

は

少

な

い

が

、

特

に

「

わ

れ

わ

れ

」

は

武

士

た

ち

の

自

身

の

畏

ま

り

の

意

味

合

い

が

表

れ

て

い
る
例
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。

そ

れ

に

対

し

虎

光

本

は

も

っ

と

「

わ

れ

わ

れ

」

が

少

な

い

。

同

じ

大

蔵

流

で

も

分

家

で

あ

る

八

右

衛

門

家

の

台

本

で

あ

る

た

め

だ

ろ

う

か

、

た

だ

し

虎

寛

本

の

例

⑫

「

二

人

大

名

」

と

例

⑬

「

ゐ

ぐ

ひ

」

に

類

似

の

セ

リ

フ

が

あ

り

、

と

も

に

「

わ

れ

わ

れ

」

が

用

い

ら

れ

て

い

る

こ

と

か

ら

、

や

は

り

十

八

世

紀

の

大

蔵

流

で

は

、

宗

家

で

も

分

家

で

も

特

定

の

曲

に

「

わ

れ

わ

れ

」

が

用

い

ら

れ
始
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

⑬

(

シ

テ

)

夫

は

一

段

の

事

ぢ

や

。

我

々

も

都

へ

登

る

物

で

お

り

ゃ

る

が

連

ほ

し

う

て

此

所

に

待

て

い

た

(

二

人

)

い

ざ

御

供

致

ふ

「
二
人
大
名
」
二
刻
。
へ

さ

ら

に

、

虎

寛

本

の

系

統

の

幕

末

の

山

本

東

本

に

拠

っ

た

大

系

本

で

は

、

虎

寛

本

の

「

わ

れ

わ

れ

」

の

使

用

が
拡
大
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
虎
寛
本
「
一
二
本
柱
」

「
二
人
大
名
」
「
粟
焼
」
「
狐
塚
」
「
居
杭
」
の
「
わ
れ

わ

れ

」

の

セ

リ

フ

が

、

ほ

ぼ

そ

の

ま

ま

山

本

東

本

で

も

現
れ
て
い
る
(
例
⑬
な
ど
)
の
だ
が
、

⑬

(

太

郎

冠

者

)

さ

よ

う

お

ぼ

し

め

し

て

下

さ

る

れ

ば

、

我

々

も

骨

を

折

っ

た

か

い

が

、

ナ

ア

(

太

郎

冠

者

・

次

郎

冠

者

・

三

郎

冠

者

)

あ

る

と

申

す

も

の

で

ご

ざ

る

ご

二

本

の

柱

」

上

位

ぺ

そ
れ
に
加
え
て

⑫

(

参

詣

人

甲

・

乙

)

現

れ

給

い

我

々

に

賜

る

福

は

ど

れ

ど

れ

ぞ

「

毘

沙

問

」

上

%

べ

な
ど
、
参
詣
人
た
ち
の
自
称
や
、

②

(

佐

渡

)

そ

れ

は

か

た

じ

け

の

う

ご

ざ

る

。

円
ノ
U

ハH
U

さ
て
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我

々

は

も

は

や

し
ょ
v

つ

②
(
腰
元
)
申
し
申
し
、

た

は

ど

れ

へ

ご

ざ

る

ぞ (
佐
渡
・
越
後
)
お
暇
仕
り
ま

「
佐
渡
狐
」
上
%
。
へ

我

々

を

待

た

せ

て

、

こ

な

「
釣
針
」
下
問
。
へ

な

ど

、

百

姓

(

例

⑫

)

や

女

性

(

腰

元

・

例

⑫

)

の

使

用

に

ま

で

拡

大

し

て

い

る

。

詳

し

く

は

次

節

で

も

述

べ

る

が

、

こ

れ

は

、

十

九

世

紀

後

半

幕

末

・

明

治

の

話

し

言

葉

に

な

っ

て

、

そ

れ

ま

で

「

わ

れ

わ

れ

」

が

持

っ

て

い

た

時

代

性

や

武

家

言

葉

と

い

う

位

相

が

薄

れ

、

自

称

の

複

数

を

示

す

代

名

詞

と

し

て

広

く

定

着

し

て

き

た

こ

と
が
背
景
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

た

だ

し

、

同

じ

幕

末

の

台

本

で

も

和

泉

流

の

三

百

番

集
で
は
「
わ
れ
わ
れ
」
は
、
大
蔵
流
番
外
出
「
鹿
島
詣
」

な

ど

の

数

例

に

と

ど

ま

り

、

「

わ

れ

ら

」

が

依

然

と

し

て
多
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
和
泉
流
で
は
「
わ
れ
わ
れ
」

の
使
用
に
は
慎
重
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま

た

同

じ

大

蔵

流

で

も

、

京

都

の

茂

山

家

の

台

本

を

も
と
に
し
た
日
本
古
典
文
学
全
集
本
『
狂
言
集
』
で
は
、

「

わ

れ

わ

れ

」

の

用

例

は

少

な

い

(

『

狂

言

集

』

自

体

の

所

収

曲

数

が

少

な

い

こ

と

も

あ

る

)

。

し

か

し

、

少

な
い
中
の
例
を
見
る
と
、
虎
寛
本
な
ど
が
「
わ
れ
わ
れ
」

を
用
い
て
い
た
「
二
人
大
名
」
に
例
が
あ
り
、

⑫

(

大

名

甲

)

そ

れ

は

一

段

の

こ

と

ぢ

や

。

我

々

も

都

へ

上

る

者

ぢ

や

が

、

何

と

同

道

し

て

は

お

く

り

や

る

ま

い

か

。

「

二

人

大

名

」

問

。

へ

と

あ

っ

て

、

虎

寛

本

(

例

⑬

)

や

虎

光

本

(

例

⑬

)

、

大

系

本

の

詞

章

と

も

対

応

し

て

い

る

。

こ

の

こ

と

か

ら

も

、

程

度

の

差

は

あ

る

も

の

の

「

わ

れ

わ

れ

」

の

使

用

が

、

十

八

世

紀

以

降

の

大

蔵

流

で

の

共

通

し

た

動

き

と

捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

四

十
九
世
紀
以
降
の

「
わ
れ
ら
」

「
わ
れ
わ
れ
」

前

節

で

も

ふ

れ

た

が

、

幕

末

・

明

治

期

の

話

し

言

葉

で

の

「

わ

れ

わ

れ

」

や

「

わ

れ

ら

」

の

状

況

を

確

か

め

て

、

大

系

本

の

「

わ

れ

わ

れ

」

の

使

用

拡

大

の

背

景

を

探
っ
て
み
た
い
。

表

2
で
見
た
よ
う
に
十
九
世
紀
初
め
の
吋
浮
世
風
呂
』

や

『

東

海

道

中

膝

栗

毛

』

で

は

、

「

わ

れ

わ

れ

」

の

勢

力

は

弱

い

の

だ

が

、

ヘ

ボ

ン

『

和

英

語

林

集

成

i
』
(
初

版

一

八

六

七

年

)

で

は

⑫

の

よ

う

に

、

「

わ

れ

わ

れ

」

が
「
わ
れ
ら
」
と
と
も
に
立
項
さ
れ
て
い
る
。

⑫
を
〉
知
初
日
p
p
q
ミ
五
口
等
リ
℃
Z
S一
え
を
R
0
・
君
。
一
向
一
回
。

句。F
5
出
方

o
m
w
r
z
m
8
2
0ヨ
立
C
0
5
q
g
o
H
一6
3・

ぞ
〉
戸
中
垣
〉
戸
内
山
リ
可
て
司
て
ゆ
五
口
吾
リ
立
C
『

ω
一
え
を
mw「
0

・ぞ
0

・

英

和

の

部

で

も

③
宅
問
山
u

望
号
q
R
t
g
E
E∞
主
ム
o
ョ。
ut〈

O
B
s
g
、旬。

と
あ
っ
て
(
再
版
、
一
一
一
版
も
同
じ
て
「
わ
れ
ら
」

噌

a
i

n
H
U
 

カミ

最
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初

に

示

さ

れ

て

は

い

る

が

、

い
る
。

ま
た
明
治
に
な
っ
て
、
仮
名
垣
内
替
文
『
安
田
忠
楽
鍋

初
編
注

7

』

(

一

八

七

一

年

)

に

は

、

最

初

に

登

場

す

る

西

洋

好

き

の

男

の

言

葉

に

ぶ

ん

め

い

か

い

く

わ

③

文

明

開

化

と

号

ツ

て

ひ

ら

け

て

き

や

し

た

か

ら

我

々

ま

で

が

喰

ふ

や

う

に

な

っ

た

の

は

に

あ

り

が

た

い

わ

け

で

ご

ス

初

編

七

オ

と

、

「

わ

れ

わ

れ

」

が

現

れ

、

「

わ

れ

ら

」

は

な

い

。

明

治

三

八

(

一

九

O
五

)

年

夏

自

激

石

司

吾

輩

は

猫

で

あ

る
れ

4
で

は

「

わ

れ

ら

」

十

一

例

「

わ

れ

わ

れ

」

十

一

例
と
関
数
で
、

②

我

等

猫

族

が

親

子

の

愛

を

完

く

し

て

、

、

、

、

元

来
我
々
同
族
問
で
は
、
、
、

の

よ

う

に

両

語

を

言

い

換

え

る

か

た

ち

で

使

わ

れ

た

例

も

あ

り

、

「

わ

れ

わ

れ

」

の

勢

力

が

広

ま

っ

て

き

て

い

る
こ
と
が
わ
か
る
。

太
平
洋
戦
争
後
の
『
日
本
国
憲
法
』
(
一
九
四
六
年
)

の
前
文
で
は
、

③

日

本

国

民

は

、

正

当

に

選

挙

さ

れ

た

国

会

に

お

け

る

代

表

者

を

通

じ

て

行

動

し

、

わ

れ

ら

と

わ

れ

ら

の

子

孫

の

た

め

に

、

諸

国

民

と

の

協

和

に

よ

る

成

果

と

わ

が

国

全

土

に

わ

た

っ

て

自

由

の

も

た

ら

す

恵
沢
を
確
保
し
、
、
、

「
わ
れ
ら
」
が

「
わ
れ
わ
れ
」

も

並

ん

で

と

賞

し

て

用

い

ら

れ

て

お

り

文
章

語

と

し

て

の

「

わ

れ

ら

」

が

根

強

く

残

っ

て

い

る

こ

と

が

わ

か

る

。

現

代

語

法
9

で

は

、

「

わ

れ

ら

」

は

ほ

と

ん

ど

文

章

語

化

し

て

お

り

、

「

わ

れ

わ

れ

」

も

演

説

口

誠

一
や
あ
ら
た
ま
っ
た
語
感
が
、
「
私
た
ち
」
よ
り
も
感
じ
ら

れ

る

。

こ

う

し

た

現

代

語

の

感

覚

で

狂

言

台

本

を

読

ん

で

い

る

と

、

虎

寛

本

や

大

系

本

の

「

わ

れ

わ

れ

」

の

使

用

に

も

違

和

感

が

な

く

、

む

し

ろ

虎

明

本

・

天

理

本

で

用

い

ら

れ

て

い

な

い

こ

と

が

意

外

に

さ

え

思

っ

て

し

ま

う

。

し

か

し

、

十

九

世

紀

ま

で

の

E
本
語
で
は
、
「
わ

れ

わ

れ

」

の

意

味

合

い

が

大

き

く

違

っ

て

い

た

の

で

あ

る。

五

-90-

ま
と
め

「

わ

れ

わ

れ

」

の

用

例

数

は

、

虎

寛

本

を

は

じ

め

大

蔵

流

狂

言

台

本

全

体

か

ら

見

れ

ば

わ

ず

か

で

あ

り

、

固

定

期

の

狂

言

詞

章

整

理

の

中

に

起

こ

っ

た

不

用

意

な

綻

び

の

よ

う

に

も

見

え

る

。

し

か

し

、

本

稿

で

見

た

よ

う

に
、
同
時
期
の
複
数
の
狂
言
台
本
開
で
の
「
わ
れ
わ
れ
」

の

用

例

を

比

較

対

照

し

て

み

る

と

、

虎

寛

本

を

中

心

に

大

蔵

流

の

虎

光

本

・

大

系

本

・

全

集

本

、

そ

し

て

狂

言

記

拾

遺

が

、

共

通

す

る

曲

や

役

柄

に

よ

っ

て

関

連

づ

け

ら

れ

る

こ

と

が

わ

か

っ

た

。

こ

れ

は

、

虎

寛

た

ち

大

蔵

流
狂
言
師
が
生
き
た
時
代
の
一
一
言
語
感
覚
を
も
と
に
し
た
、

詞
章
の
「
微
調
整
」
の
結
果
と
捉
え
ら
れ
る
。
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ま

た

、

鷺

流

や

和

泉

流

の

狂

言

台

本

に

は

「

わ

れ

わ

れ

」

が

ほ

と

ん

ど

見

出

さ

れ

な

い

こ

と

か

ら

は

、

江

戸

期

の

大

蔵

流

狂

言

が

、

式

楽

と

し

て

幕

府

を

は

じ

め

諸

藩

の

大

名

家

ま

で

広

い

勢

力

を

持

ち

、

武

家

と

強

く

結

び

つ

い

た

狂

言

を

志

向

し

て

い

た

こ

と

と

、

武

家

言

葉

「

わ

れ

わ

れ

」

の

使

用

が

関

連

し

て

い

る

の

で

は

な

い

か

と

患

わ

れ

る

が

、

ま

だ

十

分

な

例

証

に

は

及

ん

で

い

な

い

。

さ

ら

に

、

室

町

時

代

に

「

め

い

め

い

」

「

そ

れ

ぞ

れ

」

の

意

が

強

か

っ

た

「

わ

れ

わ

れ

」

が

、

自

称

複

数

の

代

名

詞

に

定

着

し

て

い

く

過

程

も

、

狂

言

台

本

か

ら

は

直

接

探

る

こ

と

は

出

来

な

い

が

、

「

わ

れ

ら

」

以

外

の

代

名

詞

「

わ

た

く

し

た

ち

・

わ

た

く

し

ど

も

・

身

ど

も

ら

」

な

ど

と

の

比

較

か

ら

考

察

す

る

必

要

も

あ

り

、

残

さ

れ

た

問

題

も

多

い

。

注

1

本

稿

で

取

り

上

げ

た

主

な

狂

言

台

本

名

と

テ

キ

ス

ト

は

以

下

の

通

り

、

な

お

、

用

例

の

引

用

に

は

、

表

記

を
改
め
、
傍
線
や
濁
点
を
付
し
た
場
合
が
あ
る
。

天
正
本
一
最
古
の
狂
言
台
本
、
流
派
不
明
。
内
山
弘
『
天

正

狂

言

本

本

文

・

総

索

引

・

研

究

』

(

平

一

O

笠
間
書
院
)

祝
本
一
回
定
前
、

明

。

永

井

猛

書
活
)

十
七
世
紀
前
期
の
台
本
か
。

『
狂
言
変
選
考
』
(
平
一
四

流

派

不

三

弥

井

虎

明

本

寛

永

一

九

ご

六

回

二

)

年

大

蔵

虎

明

書

写

。

池
田
鹿
司
・
北
原
保
雄
共
著
『
狂
言
集
の
研
究
』
(
昭

四
七

1
五

八

表

現

社

)

天
理
本
・
寛
永
か
ら
正
保
頃
、
山
脇
和
泉
元
宜
書
写
か
。

北
原
保
雄
・
小
林
賢
次
共
著
『
狂
言
六
義
全
注
』
(
平

三

勉

誠

社

)

、

北

川

忠

彦

他

『

天

理

本

狂

言

六

義

』

(
平
六

i
七

三

弥

井

書

活

)

虎

寛

本

一

寛

政

四

(

一

七

九

二

)

年

大

蔵

虎

寛

書

写

。

笹

野

堅

『

大

蔵

虎

寛

本

能

狂

言

』

(

昭

一

七

1
二

O

岩
波
文
庫
)

虎
光
本
一
文
化
一
四
(
一
八
一
七
)
年
大
蔵
虎
光
書
写
。

文

政

六

(

一

八

二

三

)

年

山

岸

清

斎

の

写

本

に

よ

る

橋

本

朝

生

『

大

蔵

虎

光

本

狂

言

集

』

(

平

二

1
四

吉
典
文
庫
)

版

本

狂

言

記

一

十

七

世

紀

半

ば

以

降

江

戸

期

に

刊

行

さ

れ

た

以

下

の

四

種

(

各

五

十

番

)

の

狂

言

記

を

総

称

す
る
。
正
篇
一
万
治
一
ニ
(
一
六
六

O
)
年

刊

。

北

原

保

雄

・

大

倉

浩

共

著

『

狂

言

記

の

研

究

』

(

昭

五

八

勉

誠

社

)

外

篇

一

元

禄

二

二

ご

七

O
O
)
年
刊
。

北

原

保

雄

・

大

倉

浩

共

著

『

狂

言

記

外

五

十

番

の

研

究

』

(

平

九

勉

誠

社

)

続

篇

一

元

禄

一

一

ニ

(

一

七

0
0
)
年

刊

。

北

原

保

雄

・

小

林

賢

次

共

著

『

続

狂

言
記
の
研
究
』
(
昭
六

O

勉

誠

社

)

拾

遺

一

享

保

一
五
(
一
七
三

O
)
年

刊

。

北

原

保

雄

・

吉

見

孝

夫

共

著

『

狂

言

記

拾

遺

の

研

究

』

(

昭

六

二

勉

誠

社

)
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〆，，‘、

三

百

番

集

和

泉

流

三

宅

庄

市

(

一

八

二

回

l

八
五
)

手
沢
本
を
主
と
し
た
も
の
。
野
々
村
戒
一
一
一
・
安
藤
常

次

郎

『

狂

言

三

百

番

集

』

(

昭

一

三

i
一

八

冨

山

一
房
)

大

系

本

・

江

戸

末

期

大

蔵

流

山

本

東

次

郎

則

正

書

写

。

小

山

弘

志

『

日

本

古

典

大

系

狂

言

集

上

・

下

』

(

昭

三
五

i
三

六

岩

波

書

活

)

全

集

本

・

大

蔵

流

茂

山

千

五

郎

家

現

行

曲

。

北

川

忠

彦

・

安

田

章

『

日

本

古

典

全

集

狂

言

集

』

(

紹

四

七

小
学
館
)

注

2

蜂

谷

清

人

(

一

九

七

七

)

・

小

林

賢

次

(

二

O

O

。
)
な
ど
。

注

3

テ
キ
ス
ト
で
は
「
我
々
・
五
口
々
・
わ
れ
/
¥
、
、
、
」

と

犠

々

な

表

記

が

成

さ

れ

る

が

、

本

稿

で

は

「

わ

れ

わ

れ

」

に

統

一

す

る

。

「

わ

れ

ら

」

も

間

様

に

「

我

ら

・

菩
ら
・
我
等
、
、
、
」
等
の
表
記
が
あ
る
が
「
わ
れ
ら
」

に
統
一
す
る
。

注

4

拾
遺
「
一
二
本
柱
」
の
他
の
一
例
は
太
郎
冠
者
が
次

郎

冠

者

・

三

郎

冠

者

に

言

う

太

「

の

ふ

/

¥

、

何

と

お

も

や

る

ぞ

、

是

は

た

の

ふ

人

が

我

々

の

知

恵

を

た

め

そ

ふ

と

思

ふ

て

い

ひ

つ

け

ら

れ

た

物

で

あ

ら

ふ

2
ウ

と
い
う
例
。
虎
寛
本
で
は
、

太

郎

冠

者

「

頼

う

だ

人

の

我

々

が

智

恵

の

程

を

見

さ

せ

ら

れ

う

為

に

、

被

仰

付

た

物

で

有

う

9

へ

と
あ
っ
て
、
同
じ
く
「
わ
れ
わ
れ
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。

虎

明

本

で

は

「

た

の

ふ

だ

人

の

、

三

人

の

者

の

智

恵

を

は
か
ら
ふ
と
い
ふ
事
で
あ
ら
ふ
」
と
あ
る
。

注

5

『
平
家
物
語
』
『
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
』
『
近
松

世
話
物
集
』
『
西
鶴
集
』
『
浮
世
風
呂
』
『
東
海
道
中
膝

栗
毛
』
に
つ
い
て
は
、
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
(
岩
波

書

底

)

に

拠

り

、

国

文

学

研

究

資

料

館

「

大

系

本

文

デ

ー

タ

ベ

ー

ス

」

を

参

照

し

た

。

他

に

は

、

エ

ソ

ポ

(

大

塚

光

信

・

来

田

隆

『

エ

ソ

ポ

の

ハ

プ

ラ

ス

本

文

と

総

索

引

』

平

一

一

清

文

堂

出

版

)

、

へ

イ

ケ

(

近

藤

政

美

.

池

村

奈

代

美

・

演

千

代

い

づ

み

『

天

草

版

平

家

物

語

語

葉

用

例

総

索

引

』

平

成

一

一

勉

誠

出

版

)

、

捷

解

新

語

原

刊

本

・

改

修

本

(

京

都

大

学

文

学

部

国

語

学

国

文

学

研

究

室

『

三

本

対

照

捷

解

新

語

』

昭

四

八

京

都

大

学

国

文

学

会

)

、

躍

睡

笑

(

岩

淵

窪

他

『

醒

睡

笑

静

嘉

堂

文

庫

蔵

本

文

篇

・

総

索

引

』

平

一

O

笠

間

書
院
)
を
用
い
て
調
査
し
た
。

注

6

飛

田

良

文

・

十

字

漢

嬰

『

和

英

語

林

集

成

初

版

・

再
版
・
一
ニ
版
対
照
総
索
引
』
(
平
一
二

l

一

三

港

の

人
)
に
よ
る
。

注

7

斎

賀

秀

夫

他

『

牛

活

雑

談

安

愚

柴

鍋

用

語

索

引

』

(

昭

四

九

国

立

国

語

研

究

所

)

に

よ

る

。

注

8

吋
激
石
全
集
第
一
巻
』
(
昭
四

O

岩

波

書

志

)

に
よ
る
。
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注

9

中

村

明

『

日

本

語

語

感

の

辞

典

』

(

平

二

二

岩

波
書
居
)
で
は
、
「
わ
れ
わ
れ
」
を
「
自
分
達
の
意
で
、

や

や

改

ま

っ

た

会

話

や

文

章

に

用

い

ら

れ

る

硬

い

感

じ

の
和
語
。
(
中
略
)
男
性
は
通
常
の
会
話
で
も
使
う
が
、

女

性

は

正

式

の

場

面

以

外

に

あ

ま

り

使

わ

な

い

。

」

と

し
、
「
わ
れ
ら
」
は
「
「
わ
れ
わ
れ
」
の
意
で
堅
苦
し
い

会

話

や

文

章

に

使

わ

れ

る

、

古

嵐

で

い

く

ら

か

構

え

た

感
じ
の
和
語
。
」
と
説
明
し
て
い
る
。

参

考

文

献

池

上

秋

彦

(

一

九

六

四

)

「

人

情

本

に

現

わ

れ

た

一

・

二

人

称

代

名

詞

に

つ

い

て

(

二

ご

(

『

鶴

見

女

子

大

学

紀

要
第
二
号
』
」
昭
三
九
・
二
一
)

池
田
鹿
司
(
一
九
六
七
)
『
古
狂
言
台
本
の
発
達
に
関
し
て
の

書

誌

的

研

究

』

(

昭

四

二

風

間

書

房

)

亀
井
孝
(
一
九
四
回
)
「
狂
言
の
こ
と
ば
」
(
『
能
楽
全
書
』

五

東

京

創

元

社

『

亀

井

孝

論

文

集

5
』
所
収
)

小

林

賢

次

(

二

0
0
0
)
『
狂
言
台
本
を
主
資
料
と
す
る
中
世

語

葉

語

法

の

研

究

』

(

平

一

二

勉

誠

出

版

)

小

松

寿

雄

(

一

九

八

五

)

『

江

戸

時

代

の

国

語

江

戸

語

』

(

昭

六

O

東
京
堂
出
版
)

山

ヲム
ゴ=パ.:..、

「
狂
言
の
変
遷
」

Bg 

(
『
文
学
』

(
一
九
五
六
)

一

・

七

)

(
一
九
九
七
)
「
『
祝
本
狂
言
集
』
用
語
考
」
(
『
熊
本

大

学

罰

語

国

文

学

研

究

』

三

二

平

九

・

二

)

永
井
猛
二
九
八
七
)
「
『
祝
本
狂
言
集
』
翻
刻
と
解
説
」
(
『
能

楽
研
究
』
一
二
昭
六
二
・
一
二
)

播

本

朝

生

・

土

井

洋

一

ご

九

九

六

)

『

狂

言

記

新

日

本

古

典

文

学

大

系

お

』

(

平

成

人

岩

波

書

庖

)

蜂
谷
清
人
(
一
九
七
七
)
『
狂
言
台
本
の
国
語
学
的
研
究
』
(
昭

五

二

笠

間

書

院

)

同

(

一

九

九

八

)

『

狂

言

の

国

語

史

的

研

究

』

(

平

一

O

明
治
書
院
)

安
田
章
(
一
九
七
三
)
「
重
刊
改
修
捷
解
新
語
解
題
」
(
昭
四

八

『

三

本

対

照

捷

解

新

語

』

京

都

大

学

国

文

学

ム
一
品
)

山
崎
久
之
ご
九
六
三
)
『
国
語
待
遇
表
現
体
系
の
研
究
』
(
昭

三

八

武

蔵

野

書

院

)

坂

口

至
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