
『宇
治
拾
遺
物
語
』

の
卑
罵
表
現
の

一
考
察

藁

谷

隆

純

『宇治拾遺物語』の卑罵表現の一考察

、

は

じ

め

に

説
話
文
学

の
中

で
も
、
生
身

の
人
間

の
愚
賢

・
醜
美
等
を

一
段
と

赤
裸

々
に
生
き
生
き
と
鮮

や
か

に
、
か

つ
寛
容

の
眼

で
描
く
と
評

さ

れ

る

『宇
治
拾
遺
物
語
』

に
は
、

ほ
め
言
葉

の
対
極

に
あ

る
、

い
わ

ば

マ
イ

ナ
ス
待
遇
と
も
言
う

べ
き
卑

罵
表
現

の
多

用
も
、
言
語
表
現

的

に

一
特
徴
を
な
し

て
い
よ
う
。
こ
こ
で
は
そ

の

"卑

罵
"
に

つ
き
、

へ

一
般

に
言
わ

れ
る
卑
罵
語

の
域
を
越
え

て
、
文
字
通
り
他
を
、
①
卑

へ

め
る

・
軽
ん
じ

る
、
②
罵
る

・
そ

し
る
要
素

の
表
現
を
広
義

に
と
ら

え

て
論

じ
た

い
。
た
だ
し
、
自
己
を
卑

め
る
表
現

は
対
象
と
せ
ず
、

他
を
卑

め
る
表

現

の
み
を
、
品
詞
別
に
考
察

し
た

い
。

そ
し

て
、
本
稿

で
は
、

い
く

つ
か

の
説
話

に
絞
り
、
そ

の
本
文

に

則

し
て
、
卑

罵
表
現

の
実
態

・
効

果
等
を
、
解
釈
文
法
的

に
具
体
的

に
論
じ

て
み
た

い
。
ま
た
、
同
話

・
類
話

の
他
書

(
『今
昔
物

語
集
』

等
)
と
も
少

々
比
較
し
、
諸
注
釈
書
も
参
照
し
な
が
ら
考
察

す
る
。

尚
、
引
用
文

の
末

尾

の
、
例
え
ば

(三
i

8
)

は
、

(巻

三
-

第

8
話
)
の
意

で
あ

る
。
ま
た
、
例
え
ば

〔あ
づ
ま
人
↓
犬

ど
も
〕
は
、

上
が
話
し
手
、
↓

の
下
が
聞
き
手

を
示
す
。

二
、
代

名

詞

(そ

の

一
)

で
は
先
ず
、
代
名
詞

か
ら
見

て
行
き
た

い
。

1
、

お

の

れ

(
ら

)

こ

の
あ
づ
ま
人

…
…
此
櫃

に
み
そ
か
に
入
臥

し

て
、
左
右

の

そ
ば

に
、

こ

の
犬
ど
も
を
取
り

入
れ

て

い
ふ
や
う

、

〔あ

づ
ま

　

へ

人
↓

犬

ど

も
〕

「
を

の
れ

ら

、

こ

の

日
比

い
た

は

り
飼

ひ

つ
る

　
お
　

わ

へ

か
ひ
あ
り

て
、
此

の
た
び

の
我

が
命

に
か
は
れ
。
を
の
れ
ら
よ
」

(
お
)
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と

い
ひ

て
か
き

な

つ

れ
ば

…

…

こ

の
横
座

に
居

た

る
を

け
猿

、

寄

り

来

て
、
…

…

ふ
た
を

開

け

ん
と

す

れ
ば

、
次

々
の
猿

ど
も

、

　

へ

み

な
寄

ら

ん
と

す

る
程

に
、
此

男

、
「
犬

ど
も

食

ら

へ
。
を

の
れ
」

　
お
　

と

い

へ
ば

、

二

の
犬

、

お
ど

り
出

で
て
、
中

に
大

な

る
猿

を
食

ひ

て
…
…
食

殺

さ

ん
と
す

る
程

に
、

此

男

、
髪

を

乱
り

て
、
櫃

よ

り

お
ど

り
出

で

て
、

…

…
そ

の
猿

を

ま

な
板

の
上

に

ひ
き
伏

せ

て
、
首

に
刀
を
あ

て
て
い
ふ
や
う
、

〔男
↓
猿
〕

「翻

が
人

の
命

を
断
ち
、
そ

の
し

・
む
ら
を
食

な
ど
す

る
物

は
、
か

　

　

　

く
そ
あ

る
。
を
の
れ
ら
、
引
げ
給
ば
刺
d

た
し
か

に
し
や
首
切

　
お
　

て
、
犬

に
飼

ひ

て
ん
」

と

い

へ
ば

…

…
手

を
す

り

か

な

し

め
ど

ハ

へ

も

、

さ
ら

に
許

さ

ず

し

て
、

〔男

↓

を

け
猿

〕

「
を

の
れ

が
、

そ

　
お
　

こ
ば
く

の
お

ほ
く

の
年

比

、

人

の
子

ど

も

を
食

ひ
、
人

の
た

ね

を
断

つ
か

は
り

に
、

し

や
頭

切

り

て
捨

て
ん
事

、

た

"
今

に

こ

そ

あ

め

れ
。

を

の
れ
が
身

、

さ

ら
ば

、
我

を

殺

せ
。
更

に
苦

し

　き

か

ら
ず

」

と

い
ひ

な
が

ら

…
宮

司

、
神

主

よ

り
初

て
、
多

く

の

人

ど
も

「
た

"
御

神

に
許

し
給

へ
…

…
」

と

い

へ
る
も

、

こ

の

あ

づ

ま

人

、

「
さ

な

す

か

さ

れ

そ

。

人

の
命

を
断

ち

殺

す

物

な

　

へ

れ

ば

、
き

や

つ
に
も

の
の
わ

び
し

さ
知

ら
せ

ん
と

思
う

な
り

」

(
1
)

(
一
〇
1

6
)

右
話

に
は
、
「
お

の
れ
」
系
統

の
卑

罵
語

の
頻
出

が
特
徴
的

で
あ
る
。

あ
づ
ま
人
と
犬
達

に
よ
る
悪
猿

ど
も

へ
の
懲

ら
し
め

の
場
面

ゆ
え

で

あ

ろ
う

。

傍
線

部

h
と

ー

の

「
お

の
れ
」

は
単
数

で
、

首
領

の
大

猿

一
匹

の
み

へ
の
卑

罵

語

で
あ

り
、

そ

の
複

数

形

で
あ

ろ
う

「
お

の
れ

ら
」

は

、

a

・
b
が
あ

づ

ま

人

か

ら
犬

た
ち

へ
、

e
が
猿

ど

も

へ
の

ヘ

へ

卑

罵
語

で
あ

る
。

(
こ
こ
で
は

「
お

の
れ
ど
も
」

な

る
複

数
形
は
見

ら

れ
な

い
)
。

こ

の
よ
う

に
、
接
尾
語

「
ら
」

の
有

無

に
よ
り
、
猿

の
単
複

を
描
き
分
け

て
お
り
、
数
的

に
内
容

が
大

変
と

ら
え

易
く

な

っ
て

い
る
。

d

の

「
わ
お

の
れ
」

は
ま
ず
皆

へ
の
見
せ
し
め
と
し

て

代
表
者

の
ボ

ス
猿

一
匹

へ
、
そ
し

て
直
後

に

e

「
を

の
れ
ら
」
と
皆

の
猿

へ
呼
び
掛
け

て
い
る
様

子
が
明
確

に
読

み
取
れ
よ
う
。
d

の
「
わ

お

の
れ
」
の
接
頭
語

「
わ
」
は
親
愛

・
軽
蔑

の
ニ
ケ
ー
ス
が
あ
る
が
、

こ
こ
は
場
面
的

に
当
然
軽
蔑

の
意

で
、
一
方
、
犬

へ
は
「
お

の
れ

(ら
)
」

　
ミ

の
み
で

「
わ
お

の
れ
」

は
用

い
て
な

い
。
ボ

ス
猿

へ
の
み

「
わ
お

の

ヌれ
」
と
、

い
わ
ば
二
重

に
既
め

て
い
る
。
畜
生

へ
同
じ
く
卑

罵
語
使

用

は
し
て
い
る
も

の
の
、
善
犬
と
悪
猿

と

に
待
遇
的

に
差
別
を
見

せ

て
い
る
と
は
言
え
ま

い
か
。

(2

)

ま

た
、

C

の

「
お

の
れ
」

に

つ

い
て
は

、

「
全
集

」

は

「
(犬

ど

も

ヘ

へ

食

い
つ
け

。
)

そ

れ
」

と
感

動

詞

的

に
訳

し
、
卑

罵
語

と

取

ら

な

い
。

「新

大

系

」

は

「相

手

を

い
や

し

め
、

の

の
し

っ
て

い
う

言

葉

。

こ

ん
ち

く

し

ょ
う

。

こ

の
や

ろ
う
」

と
卑

罵

の
感

動

詞
的

に
解

し

て

い

る

。

『今

昔

』

(二
六
1

7
)

で
は

、
く

へ

…
…

男
俄

二
出

テ
、
犬

二

「
畷

、

ヲ
レ
く

」
ト
云

ヘ
バ

(「新

大
系
」
)
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『宇治拾遺物語』の卑罵表現の一考察

と
あ

り

、

「
ヲ
レ
く

」

に

つ
き

、

「掛

け
声

で
あ

ろ
う

。
宇

治

拾

遺

『を

の
れ
』
は
二
人
称
代
名
詞
」
と
注

し
て
い
る
。
仮

に
C

「
お

の
れ
」

へ

を
犬
ど
も

へ
の
卑

罵
語
と

し
た
場
合
、
複
数
形

「
お

の
れ
ら
」
等
と

な

っ
て

い
な

い
の
も
、
や
や
問
題
点

で
あ
る
。

(
コ
ニ
本
対
照
宇
治
拾

(
3
)

遺
物

語

』

で
も

、

「
を

の
れ
」

の
み

で
、

「
を

の
れ
ら
」

は

見

ら

れ

な

い

。
)

そ

れ
か

ら

、

k

の

「き

や

つ
」
も

同

じ

く
卑

罵

の
代

名

詞

で
、

こ

れ

は
対

称

で
は
な

く

、
常

に
他

称

に
用

い
ら
れ

る

。
こ

の

「き

や

つ
」

は

本
書

で
は
他

に
、

兄

(家

綱

)

か

ら
目

下

の
弟

(行

綱

)

へ

(五

ー

5
)
、
或

い
は
、
国
司

か
ら

(熱

田
)
大
宮

司
な

る
神
職

へ
も

(三

1

14
)
、

用

い
ら

れ

て

い
る
。

以
上

、
本

話

で
は

、
卑

罵

の
代

名

詞

が
多

き

を

占

め

る

が
、
卑

罵

の
接

頭

語
と

し

て
、

「
し

や
」

が

二
例

(9
、

「
し

や
首

」
、

i

「
し

や
頭
」
)

見

ら
れ

る
。

と
も

あ

れ

、
本

話

は
、
卑

罵

の
代

名

詞

「
お

の
れ
」

中

心

の
説
話

と

言
え

よ
う

o

と

こ

ろ

で
、
次

の
よ
う

な
文

が

あ

る
。

か

く

て
、

夜

明
け

に
け

れ
ば

、
物

食

ひ

し
た

・
め

て
、

い
で

て
行

を

、
こ

の
家

に
あ

る
女

、
い
で
来

て
、
「え

い
で
お

は

せ
じ

。

と

"
ま

り
給

へ
」
と

い
ふ
。

「
こ
は

い
か

に
」

と

問

へ
ば

、

〔女

主

↓

旅

人
〕

「
を
の
-刻

は
金

千

両

負

ひ
給

へ
り

。

そ

の
わ

き

ま

(
お
)

へ
し

て

こ
そ
出
給

は

め
」

と

い

へ
ば
、

(
一
1

8
)

ヘ

へ

右

の

「
お

の
れ
」

を
、
「
新
大
系
」

は

「
お
前

は

(金
千

両
を
借

り

て
お

い
で
で
す
)
」
と
訳
し
、
「
相
手

を

い
や
し
め

る

『お

の
れ
』

と
敬

語

が
そ
ぐ

わ
な

い
。
古
活
字

本

の

「
お

の
れ
が
」

な
ら
、

「
お

の
れ
」
は

一
人
称
と
な
り
文
意

が
通

ろ
う
」
と
注

す

る
。
「
全
集
」へ

は

「
お

の
れ
が
金
千
両
を
負

ひ
給

へ
り
」

の
本
文
を

「
あ
な
た
は
私

ヘ

へ

の
金
千
両
を
借
り

て

い
ら

つ
し

ゃ
る
」
と
訳
す
。
即
ち
、
「
お
の
れ
は
」

の
本
文
だ
と
主
語
、

「
お

の
れ
が

(金
)
」

の
本
文
だ
と
、
連
体
修
飾

語

に
な
る
。
文
脈
的
、
敬
語
法
的

に
は
、

「
お

の
れ
が

(金
)
」

の
本

文

の
方

が
良

い
と
考
え
ら
れ
、

よ

っ
て
本
話

は
、
本
稿

の
用
例

に
は

し
な

い
こ
と
と
す

る
。

2

、

わ

れ近
く

な
れ
ば
、
此
童

部

は
見
え

ず
。
此
僧

に
問

ふ
、

〔海

賊

　

へ

↓
僧
〕
「我
は
京

の
入

か
。
い
つ

こ

へ
飼
ば
ず
尉
ぞ
」
と
問

へ
ば
、

　
わ
れ
　

「
ゐ
中

の
人

に
候
。
法

師

に
な
り

て
、
久

し
く
受
戒
を
え
仕

ら

め

へ

ね
ば

、

…
」

…

〔海

賊

↓

僧
〕

「
わ
僧

の
頭

や
腕

に
取

付

た

り

つ
る
児

共

は
、

誰

そ

。
何

ぞ
」

と

問

へ
ば
、

(
一
〇
1

10
)

右

の

「
我
」

を

、

「
新

大
系

」

は

「
そ
な

た

。

お
ま

え

」
と

注

し
、
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ヘ

ヘ

へ

「
全
集
」
は

「
お
ま
え

は
」
と
訳
し

て

い
る
。
し

か
し
、
第

二
文

で

は
尊
敬
語

「
お
は
す
る
」
を
用

い
て
お
り
、

一
見
、
待
遇
表

現
的

に

(
4

)

・

、

・

は

矛

盾

し

よ
う

。

『古

語

林

』

は

こ

こ
を

「
あ

な

た

は
」

と

訳

し

て

い
る
。

更

に
、

右

の

「
わ

僧

」

に

つ
き

、

「新

大

系

」

は

「
『
わ
』

は
親

し

み
、
あ

る

い
は
軽

ん
ず

る
気
持

を

そ
え

る
接

頭

語

」
と

注

し
、
「全

集

」

ヘ

ヘ

へ

は

「
お
ま
え

(の
頸

や
腕

に
)
」
と
卑
罵
語

に
解

し

て

い
る
。
親
愛

か
軽

蔑
か
両
様

か

の
判
別
は
む
ず
か
し

い
面
も
あ
り
、
確
か
な
用
例

と
す
る
に
は
慎
重

で
あ
る

べ
き
だ
が
、
実
は
こ

の
海
賊
は
、
話
末

に

て
こ
の
僧

に
導

か
れ
て
発
心
出
家
す
る
と

い
う
大
転
換
を
見
せ
る
け

れ
ど
も

、
こ
の
海
賊
は
、
本
説
話

の
冒
頭
よ
り
舟

の
僧
達

へ
高

圧
的

な

言
動
を
貫

い
て

い
る
わ
け

で
も

あ
り
、

一
応

、

こ
こ

の

「我
」

(
5
)

「
わ
僧
」
を
卑
罵

語
と
把
え

て
お
き
た

い

(従

っ
て
、

こ
の

「
お
は

す

る
」
は
形
式
的

な
敬
語

で
、
余

り
敬
意
は
な

い
か
も
し
れ
な

い
)
。

3
、

お

れ…
伴

大
納

言

の
出
納

の
家

の
幼

き

子

と

、
舎

人

が
小

童

と

い

さ

か

ひ
を

し

て

…
舎

人

思

ふ

や
う

、

「我

子

も
人

の
子

も

、

と

も

に
童

部

い
さ
か

ひ
な
り

。

た

"
、

さ

て
は
あ

ら

で
、
我

子

を

し

も

か
く

情

な
く

踏

む

は
、

い
と
悪

し
き
事

な

り

」

と
腹

立

た

し

う

て
、

「ま

う

と

は
、

い
か

で
情

な

く
、

幼

き

も

の
を

か

く

　
　

は

す

る

ぞ
」

と

い

へ
ば

、

出

納

い
ふ

や
う

、

「
お

れ

は
何

事

い

ト
へ

ふ
ぞ
。
舎
人
だ
つ
る
判

ば
が
刎
の
お
ほ
や
け
人
を
、
わ
が
う

ち

に
た

ら

ん

に
、
何

事

の
あ

る

べ
き

ぞ

。
わ

が
君

、
大

納

言

殿

の
お

は

し
ま

せ

ば

、

い
み
じ
き

あ

や
ま
ち

を

し
た

り
と

も

、

何

む

へ

事

の
出

で
来

べ
き
ぞ
。
U
制
事

い
ふ
か
た

い
か
な
」
と

い
ふ
に
、

　

へ

　
ゐ
　

し
う

舎
人
、
大
き

に
腹
立

て
、

「劃

は
何
事

い
ふ
ぞ
。
わ

が
主

の

　

へ

大
納
言
を
か
う
け

に
思

ふ
か
。
お

の
が
主

は
我

口
に
よ
り

て
人

に
て
も
調
ば
ず
尉
ぱ
、
知
ら
ぬ
か
。
我
が

口
あ
け

て
は
、
を
の

　
お
　

が
.主

は

人

に
て
は

あ
り

な

ん

や
」

と

い
ひ

け

れ
ば

、
出

納

は
腹

立

ち

さ

し

て
、
家

に
は

い
入

に
け
り

。

(
　
O
1

1
)

子
供
の
ケ
ン
カ
が
父
親
同
士
の
ケ
ン
カ
に
発
展
す
る
本
話
の
卑
罵

ヘ

へ

表

現

は
、

a
の

「
お

れ

(は

何

事

い
ふ

ぞ
)
」

か

ら
始

ま

る
。

二
度

ヘ

へ

目

の
b

「
(舎
人
だ

つ
る
)

お
れ

(ば

か
り

の
お
ほ
や
け
人
)
」
は
、

「
だ

つ
る
」
「
ば
か
り
」
等

の
や
は
り

こ
こ
で
は
広
義

の
軽
侮

的
用
法

の
接
尾
語

・
副
助

詞
を
前
後

に
付
加
し

て
、

一
段

と
お
と
し
め

て

い

る
訳

で
あ

る
。
待
遇
的

に
最
も
興
味
深

い
点
は
、
ケ
ン
カ
の
始

め
に
、

舎

人

は
出
納

へ
、

「ま
う

と
」

な

る
二
人
称
代
名

詞

で
遇

し
た

の
だ

が

(「
ま
う

と
」
は
敬
語

・
卑

語
両
説
有
り
。
「新
大
系
」
は

「
ま
う

ヘ

ヘ

へ

と

」
を

「
あ

な
た

。
お
前

」
と

訳

す

)
、
「
し

れ
事

い
ふ
か

た

い
か
な

」

ヘ

へ

と
卑
罵

の
決
定
的
名
詞
を
言
わ
れ

て
、
遂

に

「
お
れ

(は
何
事

い
ふ

ぞ
)
」
と
、
出
納

か
ら
浴

び
せ
ら
れ
た
と
全
く
同
じ
卑

罵
的
文

を
、

一16一
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出
納

へ
投
げ
返
し

て
い
る
事

で
あ

る

(こ
れ
は
或

い
は
卑
罵
度
が
「
ま

う

と
」

よ
り

「
お
れ
」

の
方

が
高

い
こ
と
を
示
す

か
)
。
そ
れ
は

ロへ

論

時

の
言

語

と

し

て
リ

ア
リ

テ

ィ
ー

が

あ

る

。
更

に
舎

入

は
、

「
お

ヘ

へ

の
が

(主
)
」
な

る
対
称

の
卑
罵
的
代
名

詞

(連
体
格
)

を
も

二
度

用

い
て
、
形
勢

一
転
、
出
納

(ひ

い
て
は
そ

の
主
伴
大
納
言
)
を
脅

し

て
い
る
。

と
も
あ
れ
、
本
話

は
、
卑
罵
表
現

(「
お
れ
」

「
か
た
ゐ
」
他
)
を

一
つ
の
要
と
す
る
説
話
と
言
え

よ
う

。

以
上

の

「
お

の
れ
」

「わ
れ
」

「
お
れ
」
は
、
歴
史
的

に
対
称

・
自

称

の
両
様
を
有
す
る
代
名
詞

グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。

三
、
代

名

詞

(そ

の

二
)

4
、
な

ん
ぢ

(汝
)

孔

子

云

、

〔盗

妬

ノ
兄

・
柳

下

恵

二
〕

「
…

…

よ
し
見

給

へ
。

教

へ
て
見

せ
申

さ

ん
」

と

言
葉

を

放

ち

て
、
盗

距

が
も

と

へ
お

　

へ

は

し

ぬ
。

…
…
盗

妬

が

い
は

く

、

「洌

来

れ

る
故

は

い
か

に
ぞ
。

た

し
か

に
劇

ぜ

」

…

…

〔孔

子

↓

盗

距
〕

「
…

…

さ
れ

ば

、
猶

、

人

は

よ
き

に

し
た

が

ふ
を

よ
し

と
す

。
然

ば

、

申

に
し

た
が

ひ

て
、

い
ま

す
か

る

べ
き

也

。

そ

の
事

申

さ

ん
と

思

て
、

参

り

つ

　

へ

る
也

」

と

い
ふ
。

…
…

〔盗

妬

↓

孔

子
〕

「洌

が

い
ふ
事

ど

も

　
マ
マ
　

一
も

あ

た
ら

ず
。
そ

の
故

は
、
昔

、
尭

・
舜

と
申

二
人

の
御

門

、

世

に
た

う

と

ま

れ
給

き

。

し

か
れ

ど
も

、

そ

の
子
孫

、

世

に
針

　

へ

さ
す

斗

の
所

を

し
ら

ず

。

…

…
洌

、

又

、
木

を

折

て
冠

に
し

、

皮

を

持

て
衣

と

し
、

世

を

お

そ
り

、
大

や

け

に
お

ち
奉

尉
も

、

二

た
び
魯

に
う

つ
さ

れ

、
跡

を

衛

に
け

づ

ら

る
。

な
ど

、

か

し

　

へ

こ
か

ら

ぬ
。
洌

が

い
ふ
所

、
誠

に
お

ろ
が

な
り

…
…
」

(
一
五
1

12
)

「全
集
」

は
、
右

の
四

つ
の

「汝
」
を
す

べ
て

「
お
ま
え
」
と

一

貫

し
て
卑
罵
語

に
訳

し
て

い
る
。
孔
子

の
方

が
盗
賊

の
盗
妬

へ
敬

語

　
マ

マ
　

を
用

い
て
い
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
盗
妬
は
、
尭
、
舜

や
大

や
け

へ
は

敬
語
を
使
用

し
て
い
る
も

の
の
、
孔
子

へ
は

一
度
も
敬
語
を
用

い
て

ヘ

へ

い
な

い
。
否
、

そ
れ
ど

こ
ろ
か
、
右

の

「
(た
し
か

に
)
申

せ
」

と

盗
妬
は
自
敬
語
的

な
も

の
を
使
用

し
て

い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
聖
人

孔
子
を
己

よ
り
下

に
見

て

い
る
事

は
明
ら
か
で
あ

る
。
故

に
、
右

の

「汝
」
は
す

べ
て
、
軽

い
敬
意

の

「
ア
ナ
タ
」
よ
り
は
、

「
オ

マ
エ
」

と
卑
罵
語

に
訳
す
が
妥
当

と
考
え

る
。
g
の

「
(誠

に
)
お
ろ
か
な
り
」

な
る
形
容
動
詞
も
、
孔
子

へ
の
広
義

の
卑
罵
表
現
と
解

せ
よ
う
。

以
上

の
如

く
、
地

の
文

で
は
、
作
者

は
盗
妬

へ
は
無
敬
語

で
孔

子

へ
敬
語
使
用
だ
が
、
会
話
文

で
は
、
孔
子

の
方

が
盗
妬

へ
敬
語
使

用

に
も
か
か
わ
ら
ず

、
盗
妬
は
孔
子

へ
無
敬
語
、
と

い
う

よ
り
卑
罵

待

遇

で
あ

る
点

が
、
待
遇
表
現
的

に

(敬
語
↓
無
敬
語
↓
卑
罵
語

の
三
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段
階
)
、
二
重

三
重

に

コ
ン
ト

ラ
ス
ト
を
成

し
、
実

に
味
わ

い
深

い

表
現
効
果
を
生

ん
で

い
る
。

と
も
あ
れ
、
本
話
は
、
卑
罵
表
現

(代
名
詞

「汝
」
他
)

の
効
果

的
な
説
話
と
言
え
よ
う

。

5
、

わ

た

う

(
た

ち

)

仲

胤

、

「祇

園

の
御

会

を

待

斗

な

り

」

と

付

た

り

け

り
。

こ

れ
を

お

の
お

の

「
此
連

歌

は

、

い
か

に
付

た

る
ぞ
」

と

、

忍
び

や
か

に

い
ひ
あ

ひ

け

る
を

、
仲

胤

聞

て
、

〔仲

胤

僧
都

↓

僧

達
〕

「
や

・
、

わ

た
う

、

連

歌

だ

に
付

か

ぬ

と

、
付

た

る

ぞ

か

し
」

と

い
ひ

た
り

け

れ

ば
、

こ
れ
を

聞

き
伝

へ
た

る
も

の
ど

も

、

一

度

に

「
は

つ
」

と

と

よ

み
笑

ひ
け

り

と

か
。

(
一
四
1

8
)

例
え
ば
、

『古
語
林
』
は
、

わ
た
う

[我
党

・
和
党
]

お
ま
え
。

お
ま
え

さ
ん
。
相
手
を
親

し

ん
で
、
ま
た
、
少

し
軽
蔑
し

て
呼
び

か
け
る
二
人
称
。
…
…

「
わ
」

は
接
頭
語
。

と
述

べ
る
。
右
文

の

「
わ

た
う
」
を
、
「
新
大
系
」
は

「
お
ま
え

た
ち
」

と
複
数

の
対
称

の
卑

罵
語
に
解
し

て
い
る
。
や
は
り
こ
こ

の

「
わ
た

う
」
は
、
親
愛
感

よ
り
は
目

下
の
僧
達

へ
の
や
や
軽
蔑

の
意
と
考
え

る
。

因

み

に
、

え

る

。

「
わ

た
う

た

ち
」

が

、
巻

三
1

6

に
も

、
次

の
如

く

見

…

…

〔絵

仏
師

良

秀
〕

家

の
焼

く

る
を

見

て
、
う

ち

う

な

づ

き

て
、
時

々
わ

ら

ひ
け

り

。
…

…

〔良
秀

↓
人

々
〕
「
…

…
年

比

、

不

動
尊

の
火

焔
を

あ

し
く
書

け

る
也

。
今

見

れ

ば

か
う

こ
そ
燃

え

け

れ
と

、

心
得

つ
る
な

り

。

こ
れ

こ
そ
、

せ
う

と

く

よ
。

こ

の
道

を

た

て
て
世

に
あ

ら

ん

に

は
、

仏

だ

に
よ

く
書

た

て
ま

つ

ら
ば

、
百

千

の
家

も

、

出
来

な

ん
。

わ

た
う

た

ち

こ
そ
、

さ

せ

る
能

も
お

ば

ぜ

ね

ば
、

物

を

も
惜

し

み
給

ーへ
」

と

云

て
、

あ

ざ

笑

て

こ
そ
立

て
り

け
れ

。

右

の

「
わ
た
う
た
ち
」
を
、
「
新
大
系
」

は

「
お
ま
え

さ
ん
た
ち
」

と
訳

し
、
「
親
愛

・
軽
蔑

の
意

を

こ
め
た
対
称

の
人
代
名

詞
」

と
注

し

て
い
る
。

こ
こ
の

「
わ
た
う
た
ち
」

は
、
場
面
的

・
境
地
的

に
、

良
秀

は
人

々
を
下
に
見

て
い
る
で
あ

ろ
う
故
、
親
愛

よ
り
は
軽
蔑

の

意

の
方
が
中
心
的

で
あ

ろ
う
。
複
数

の
接
尾
語
と

し
て
、
敬
意

で
も

卑
意

で
も
な

い

「
ど
も
」
を
用

い
ず
、
元
来
軽

い
敬
意

の

「
(わ
た
う
)

ヘ

へ

た
ち
」
を
用

い
た
と

こ
ろ
に
、
逆

に
皮
肉
な
心
情
が
か
も
し
出
さ
れ

る

の
か
も
し
れ
な

い
。

尊

敬
語

(「
お
は
せ
」

「給

へ
」
)
と
卑

罵
語

(
「わ

た
う

た
ち
」
)

と

の
併
存
は
、

こ
れ
も

一
見
矛
盾

す
る
が
、
「
新
大
系
」

は

「
『
お
は
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ヘ

へ

す
』

は
敬

語

に
皮
肉

の
気
持

を

こ
め

て

い
る
」
と
述

べ
て

い
る
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

「
さ
せ
る
能

も
お
は
せ
ね
ば
」

と

「物
を
も
惜

し
み
給

へ
」

の
二
尊

敬
語

に
は
、
真

の
尊
敬
と

い
う
よ
り
は
皮
肉

の
要
素

が
う
か
が
え

る
。

と
も
あ
れ
、
本
話
は
卑
罵
語

・
敬
語
使
用
が
主
題

に
か
か
わ
る
重

要
な
働
き
を
見
せ
て

い
る
と
言
え
よ
う
。
尚
、
右

の
二
例

の

「
わ
た

う

(た
ち
)
」
は
、
こ
こ

で
は

い
ず
れ
も
複
数

の
用
法

と
考
え
ら
れ
る
。

6
、

わ
先

生

7

、

わ

ぬ

し

…

…
此
大

童

子

、
走

そ

ひ

て
、
鮭

を

二
、

引

ぬ
き

て
、

ふ
と

こ
ろ

へ
ひ
き

い
れ

て
け

り

。

…

…

〔鮭

二
具

シ

タ

ル
男

↓
大

童

　

へ

子
〕

「
わ

先

生

は
、

い
か

で
、

此

鮭

を

ぬ

す

む

ぞ
」

と

い
ひ

け

れ

ば
、

大
童

子

〔男

二
〕
、

「
さ

る
事

な

し
。

何

を

証
拠

に

て
、

　

へ

か
う

は
の
給
…ぶ
,ぞ

。

わ

ぬ

し
が
取

て
、

此
童

に
お

ほ
す

る
也

」ド

と

い
ふ
。
…

…

さ

る
程

に
、
こ

の
鮭

の
綱

丁

、
「ま

さ

し
く
、
わ

先

生
、
取

り

て

ふ
と

こ

ろ

へ
引

入

つ
」
と

い
ふ
。
大

童

子

は
又

、

　

へ「
わ

ぬ

し
こ

そ
、

ぬ
す

み

つ
れ
」

と

い
ふ
時

に
、

…

…
此

男

、

袴

を

ぬ
ぎ

て
、

ふ

と

こ

ろ
を

ひ

ろ
げ

て
、

「
く

わ

、
見

給

へ
」

と

い
ひ

て
、

ひ
し

ひ

し
と

す

。

さ

て
此

男
、

大
童

子

に

つ
か

み

　

へ

つ
き

て
、

「
わ

先

生

、

は

や

、

物

ぬ
ぎ

給

へ
」

と

い

へ
ば

、

(
一
1

15
)

対
称

代
名

詞

と

し

て
、
綱

丁

の
男

か

ら
大

童

子

へ
は

「
わ
先

生

」

の
み

(三
例

)
、

大
童

子

か

ら

綱

丁

へ
は

「
わ

ぬ
し

」

の
み

(二
例

)

と

、
完

全

に
使

い
分

け

ら

れ

て

い
る

の
が
特

徴

で
あ

る
。

右

の

「
わ

先

生

」

を

、

「全

集

」

は

a

C

e
す

べ

て

「
お
ま

え

」

と
軽

蔑

語

に

訳

し

て

い
る
。

a
の

「
わ

先
生

」

を

、

「
新

大
系

」

は

、

「
お

ま
え

さ

ん
」

と

訳

し
、

「
こ

の
場

合

は

…
…

ひ

や

か

し

の
言

葉

で
、

直

訳

す

れ
ば

じ

い
さ

ん
…

…
」

と

注

す

る
。

"親

愛

"

"卑

罵

"

等

よ

り

は

、

"
ひ

や
か

し
"

の
心

理

と

取

る

よ
う

で
あ

る

。

e
の

「
わ

先

生

」

を

ヘ

へ

仮

に
卑
罵
と
す
る
場
合
、
直
後

に
尊
敬
語

(「
ぬ
ぎ
給

へ
」
)

を
用

い

る

の
は
、

一
見
、
そ
ぐ
わ
な

い
。
も

っ
と
も
、

こ
こ

の

「
給

へ
」
は

余
り
敬
意

は
な
く
、
穏

や
か
な
命
令
文

と
し

て
の
形
式
的
、
決

ま
り

文
句
的
用
法

か
。

ヘ

ヘ

へ

一
方

、

b

の

「
わ

ぬ

し
」

を

、

「
全

集

」

は

「
お

ま
え

が
」

と

訳

し

て

い
る
。

こ

こ

の

「
わ

ぬ
し
」

を
卑

罵

語

と
取

る
と

、

こ
れ

又

直

前

の
尊

敬

語

(「
の
給

ふ
」
)

と

一
見

そ
ぐ

わ

な

い
が
、

し

か

し

、
相

反

す

る
不
統

一
の
待

遇
表

現

が

、
却

っ
て

口
論

の
場

面

ら

し

く

、

現

実

的

か
も

し

れ
な

い
。

又

、
右

の

「
の
給

ふ
」

は
、

或

い
は
後

ろ
め

た

さ

の
心

理

の
証

か

。

い
ず

れ

に

せ

よ

、

C

の

「
わ

ぬ

し

」

は

、

"親

し

み
"
と

は

考
え

に
く

く

、
軽

侮

語

と

思

わ

れ

る
。

と
も

あ

れ
、
本

話

は

、

い
ず

れ
も
接

頭

語

「
わ
」

を
含

む
卑

罵

の

代

名

詞

(「
わ
先

生
」
・
「
わ

ぬ
し

」
)

に
よ

っ
て
話

が
展

開

し

て

ゆ
く

と

言
え

よ
う

o

一19一



以
上

の

「
な
ん
ぢ
」
「
わ
た
う

(た
ち
)
」
「
わ
先
生
」

「
わ
ぬ
し
」

は
、
歴
史
的

に
対
称

の
み
の
代
名
詞
グ

ル
ー
プ

で
あ

る
。

四
、
名

詞

で
は
次

に
、
名

詞

を

見

て
行

き

た

い
。

1

、

か

た

ゐ

2
、

し

れ

も

の

…

…
此
内

供

、

「
〔
コ
ノ
童

ハ
〕

い
み
じ
き

上

手

に

て
あ
り

け

り

。
例

の
法

師

に
は

ま

さ
り

た

り
」
と

て
、
粥

を

す

・
る
程

に
、

こ

の
童

、

…

…
は

な

を

ひ

る
程

に
…

…
粥

の
中

へ
鼻

ふ
た
り

と

う

ち

い
れ

つ
。
内

供

、
大

に
腹

立

て
、

頭

、
顔

に

か

・
り

た

る

　

　

粥

を

紙

に

て

の
こ

ひ

つ

・
、

〔内

供

↓

童

〕

「
を

の
れ

は

劇

が

,

　

へ

　
お

　

　

へ

"

U
が
研
げ

る
心
も
ち
た
る
物

か
な
。
心
創
U
の
か
た
ひ
と

　

へ

　
ゐ
　

は
、
を
の
れ
が
や
う
な

る
物
を

い
ふ
ぞ
か
し
。
我
な
ら
ぬ
や
ご

　
お
　

つ
な
き
人

の
御
鼻

に
も

こ
そ
参
れ
、
そ
れ
に
は
か
く

や
は
せ
ん

ヂ　

　

　　

　　

ず

る
。

う

た

て
な

り

け

る
、

心
創

,U
、の
痴

れ
物

か

な

。
渕

し

　
お
　

れ

、

た

て

く

」

と

て
、

追

た

て
け

れ

ば

、

た

つ
ま

・
に
、

「世

の
人

の
、
か

・
る
鼻
も

ち
た

る
が
お
は

し
ま

さ
ば

こ
そ
、

鼻

も
た
げ

に
も
参

ら
め
。
調
q
の
事

の
給

へ
る
御
房
か
な
」
と

　を
　

い
ひ

け

れ
ば

、
弟

子

ど

も

は
も

の
の
う

し

ろ

に
逃

の
き

て
ぞ
、

わ

ら

ひ
け

る
。

(
ニ
ー

7
)

右

の
冒
頭

で
は
、
内
供
は
童
を

ほ
め
て
い
た

の
に
、
童

が
ひ
と
た

び
失
敗

す
る
や
、
あ
ま

た

の
卑
罵
表
現

で
童
を
そ
し
る
事
誠

に
お
び

た
だ

し

い
。
そ

こ
に
内
供

の
人
物
像
が
如
実

に
表

わ
れ

て
い
よ
う

。

c
d

「
(心
な
し

の
)
か
た

ゐ
」

に

つ
き
、

「新
大
系
」

は

「
無
分
別

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

の
ろ
く

で
な

し
」

と
訳

し
、

「
『か

た

ゐ
』

(『
か

つ
た

い
』

と

も

)

は

ヘ

ヘ

ヘ

へ

乞
食
。
人
を

の
の
し
る
時

に
用

い
る
」
と
注
す
る
。
「
全
集
」
は

「考

え

な
し

(ろ
く

で
な

し
)
の
乞
食
」
と
注
訳
す
る
。
勿
論

こ
こ
の

「乞

食
」
は
文
字
通
り

の
意

で
は
な
く
、
卑

罵
語
で
あ

る
。

『今
昔
』

(二

八
ー

20
)

は
、

い
か
り

お
の
れ

か
た

内

供

大

キ

ニ
唄

テ
…

・-

「己

ハ
、
極

カ

リ
ケ

ル
心

無

シ

ノ
乞

ゐ匂

カ
ナ
。

…
…
」

と

漢

字

表

記

で
、

「
新

大

系

」

は

「乞

食

。

こ

こ

で

は
卑

倒

語
」

と

注

し

て

い
る
。
右

の
内

供

の
会
話

文

は
、

「
か

た

ゐ
」

(名

詞

)
、

「
お

の
れ
」

(代

名

詞
)
、

「
心

な

し
」

(形

容

詞

)

そ

の
他

の
多

く

の
卑

罵

的

表

現

が
中

心

を

な

す
文

章

と

言
え

る
。

尚

、
芥

川

『鼻

』

で
は
、

右

の
部

分

は
描

か

れ

て

い
な

い
。

因

み

に
、

「
か

た

ゐ
」

に

つ

い
て

は
、

巻

四
1

7
に
も

、

次

の
如

く
見

え

る
。

…

…
わ

が
さ

り

に

し
、
古

き

妻

な
り

け

り

。
〔古

キ
妻

↓
定

基

〕
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「
あ

の
か

た

い
、

(
ゐ
)

ひ

て

、

か

く

て
あ

ら

ん
を

見

ん
と

思

ひ

し

そ
」

と

い

(四
1

7
)

「新

大
系

」
は

「
こ
じ
き

。
も

の
も

ら

い
。
賎
称

と

し

て
定

基

を

侮

辱
す

る

の
に
用

い
て

い
る
」

と
注

す

る
。

「今

昔

」

(
一
九
ー

2
)

で

は

、

こ
つ
が
い

こ
つ
じ
き

女

ノ
云

ク
、

「彼

ノ
乞

匂

、

此

ク

テ
乞

食

セ

ム

ヲ
見

ム
ト
思

ヒ
シ

ヲ
」

と
、
同
じ
漢
語

「乞
勾
」
を
、
「新
大
系

は
」
「
こ

つ
が

い
」
と
音
読

し
て

い
る
。
そ
し
て
、

『今
昔
』
は
名
詞

の
方
を

「乞
匂
」
、
複
合

サ

変
動
詞

の
方
を

「乞
食

セ

(
ム
)
」

と
、
漢
字
表

記
を
書
き
分
け

て

い
る
。
右

で
は
、
「
か
た

ゐ
」

は
元
妻

か
ら
自

分
を
捨

て
た
元
夫

へ

の
痛
烈
な
卑

罵
語

で
あ
り
、
「
あ

の
」
と

い
う

こ
こ

で
は
卑
罵
的
語

と
共

に
効
果
的
に
用

い
ら
れ

て

い
る
訳

で
あ

る
。

「
か
た
ゐ
」
は
更

に
巻

一
〇
1

1
に
も
次

の
よ
う

に
見
ら
れ
る
。

出

納

〔舎

人

二
〕

い

や

ふ

う

、

「
お

れ

は

何

事

い
ふ

ぞ
。

…

…
し

れ
事

い
ふ
か

た

い
か

な
」

と

い
ふ

に
、

(
前

出

)

(
ゐ
)

(
6

)

尚
、
本
話

の
原
拠
と
も
目
さ
れ
る

『伴
大
納
言
絵

詞
』

で
は
、

お
れ
は
な
に
こ
と

い
ふ
そ
…
…
し
れ
こ
と
す
る
か
た

い
か
な
と

い
ふ
に

と

な

っ
て

い
る
。

「
お

れ
」

「
し

れ
事

」
等

の
卑

罵

的
語

と

共

に
用

い

ら

れ

て

い
る
。

但

し
、
次

の
よ
う

な

例

が
あ

る
。

…

…
和

尚

、
「
か

・
る
が

だ
回
、の
身

に

て
候

へ
ば

、
い
か

で
か
、

　ゐ
　

ま

か

り

の
ぼ

る

べ
き
」

と

て
、

更

に

の
ぼ
ら

ず

。

…

…
僧
都

に

任

べ
き

由

、

宣

下

せ

ら

る

れ

ど

も

、

「
か

や
う

の
が

た

ゐ
は

、

何

条

、
僧

綱

に
成

べ
き

」

と

て
返

し
奉

る
。

(
一
五
1

8
)

「新
大
系
」

は
右
を

「乞
食

の
身

。
人

々
の
差
別
感

に
対

し

い
な

お

っ
て
み
ず
か
ら
を
卑

め
た
も

の
」
と
注
す

る
。
本
稿

で
は
他
を
卑

め
る
表
現
を
中
心

に
考
察

し
て

い
る
た
め
、
右

の

「
か
た

い
」
(二
例
)

は
用
例

に
含

め
な

い
こ
と
と
す

る
。

さ

て
、
右

の
巻

ニ
ー

7
に
戻

る
が
、
h

の

「
痴
れ
物
」
も
卑

罵
的

語

で
、
同
じ
く
卑

罵
的
表
現

の

「心

な
し
の
」
に
修
飾
さ
れ
て

い
る
。

す
な
わ
ち
、

c
d
の

「心

な
し
の
か
た
ゐ
」
と

9
h

の

「
心
な
し

の

痴

れ
物
」
と
は
ほ
ぼ
同
意

の
卑

罵
表

現

で
、
対

の
意
識

が
う

か
が
え

し
れ
も
の

る
。
尚

、

『今
昔
』

(二
八
1

20
)

に
は

「
不
覚

ノ
白
物

カ
ナ
」

と
あ

り
、

「
馬
鹿
者

め
。
白

痴

シ
レ

モ
ノ

(字

類
抄
)
」

と
注

す

る

(「新

大
系
」
)
。
因

み
に
、
芥
川

『鼻

』
に
は
、
こ
の
部
分
も
見

ら
れ
な

い
。

高
貴
な
僧

が
、
身
分
的

・
年
齢
的

に
比
較

に
な

ら
ぬ
程

下
の
童

へ
、

あ

る
ま
じ
き
下
品
な
言
葉
を
乱
発
す

る
お
か
し
さ
が
、
卑
罵
語

の
多
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用

に
よ
り

、

か

も

し
出

さ
れ

て

い
よ
う

。

尚

、
巻

六
1

8
に
も

、

翁

あ
ざ

わ
ら

ひ

て

〔孔
子

二
〕

「
い
み
じ
き
し
れ
物

か
な
」

と

い
ひ
て
去

り
ぬ
。

を

こ
の

と
あ

る
。
『今

昔
』

(
一
〇
1

10
)
で
は
、
「
此

レ
、
極

タ

ル
鳴

呼

人

也
」

と

な

っ
て

い
る
。

と

も
あ

れ
、
極

め

て
優

れ

た
人
物

と

さ
れ

る
孔

子

を

、

「
バ
カ
者

」

と

の

の

し

る
事

の
、

お

か

し

み

・
痛

快

さ

が
、

卑

罵

語

に
よ

っ
て
効

果
的

に
表

現

さ

れ

て

い
よ
う

。

3

、

盗

人…
た

"
老

を

か
う

け

に

て

い
ら

へ
お

る
。

い
か

に

し

て
こ

れ

を

許

さ

ん
と

思

て
、

「大

隅

守

↓

郡
司

」

「
を

の
,ね

は

い
み
じ
き

盗

人

か

な
。

歌

は
読

み

て
ん

や
」

と

い

へ
ば

、

(九
1

6
)

「新
大
系
」
は
、
「
お
前

は
ま

っ
た
く
と
ん

で
も
な

い
や

つ
だ
な
。

『盗
人
』

は
人
を

の
の
し

っ
て
い
う

語
」
と
注
す

る
。
同
じ
く
卑

罵

的
な
対

称
代
名

詞

「
お

の
れ
」
と
併

用
さ

れ

て

い
る
。
よ

っ
て
、

『宇
治
拾
遺
』

の

「盗
人
」
は
、
普
通

の
意

(数
例
)
と
罵
倒
語

(こ

こ
の

一
例
)
と
、

二
種

あ
る
こ
と

に
な
る
。
因

み
に
、
現
代
語

で
は

卑

罵
語
と

し
て

「盗

人
」

「
泥
棒
」
等

を
用

い
る
事

は
ほ
と

ん
ど
な

い
で
あ

ろ
う

。

4

、

く

さ

り

女

此

さ
た

に
従
者

が

い
ふ
や
う
、
「
郡
司

が
家

に
、
京

の
女
房

と

い
ふ
物

の
、
か
た
ち

よ
く
髪
長
き
が
さ
ぶ
ら
ふ
を
、
隠

し
据

へ
て
、
殿

に
も
知

ら
せ
奉
ら

で
、
置
き

て
さ
ぶ
ら

ふ
ぞ
」
と
語

　

へ

け

れ

ば

、

〔さ
た

↓
従

者

〕

「
ね
た

き
事

か
な

、

わ

男

、

か

し

こ

に
あ

り

し
時

は

い
は

で
、
こ

・
に

て
か
く

い
ふ
は

に
く

き
事

也

」

と

い
ひ

け

れ
ば

…

〔さ

た
〕

「
げ

に
、

と

く

縫

い

て
を

こ
せ

た

る
女
人

か
な

」

と
、

あ

ら

・
か
な

る
声

し

て
ほ
め

て
、

…
あ

や

し
と

思

て
、

ひ

ろ
げ

て
見

れ

ば
、

〔女
〕

か

く
書

き

た
り

。

　

へ

わ
れ
が
身

は
竹

の
林

に
あ
ら
ね
ど
も

さ
た
が

こ
ろ
も
を

ぬ

ぎ
か
く
る
哉

　

へ

と

書

き

た

る
を
見

て
、
…
大

に
腹

を
立

て
て
、
〔さ

た
↓

女

〕
「副

づ

濁

剃
だ

尉
女

人

か
な

。

ほ

こ
ろ
び

縫

い
に
や
り

た

れ

ば
、

ほ

こ

ろ
び

の
た
え

た

る

所

を

ば

見

だ

に
え

見

つ
け
ず

し

て
、

『
さ

た

の
』

と

こ
そ

い
ふ

べ
き

に
、
か

け

ま

く
も

か
し

こ
き

守

殿

だ

に
も

、
ま

だ

こ
そ

、
こ

・
ら

の
年

月

比
、
ま
だ

、
し

か
召

さ

ね

。

　

　

な

ぞ
、

わ

女

め
.

『さ

た

が
』

と

い
ふ

べ
き

事

か

。

こ

の
女

人

　

へ

に
物

な

ら

は

さ

ん
」
と

い
ひ

て
、

よ
に
あ

さ
ま

し
き

所

を

さ
ぺ

、,

,、「
蟹

口

ぜ
ん

、,ーが
ぜ

湖

]-,と

の
婿

の

引

び

け

れ
ば

、
女

も

お

ぼ

一 一22一



『宇治拾遺物語』の卑罵表現の一考察

え
ず

し

て
泣

き

け
り

。
…

か
く
腹

立

し
か

り

て
、
帰

の
ぼ
り

て
、

　

　
　

侍

に
て
、
「
や
す

か
ら
ぬ
事

こ
そ
あ
れ
。
物
噸
お
ぼ
却
ぬ
d
刮

り
女

に
、

か

な

し
う

い
は

れ
た

る
。

か
う

の
殿

だ

に

『さ

た
』

と

こ
そ
召

せ

。
此

女

め

、

『さ

た

が
』

と

い
ふ

べ
き

ゆ

へ
や
は
」

と

、

た

"
腹

立

ち

に
腹

立

て
ば

、

(七
1

2
)

本

話

は

、
男

へ
の
女

房

の
助

詞

一
つ

(「
が

」
)

が
き

っ
か

け

で
、

女

へ
の
卑

罵

表

現

が

頻

出
す

る
。

g
の

「
く

さ
り
女

」

か

ら
見

て
行

け

ば

、

ま

ず

こ
れ

は

複

合

名

詞

(動

詞

十

名

詞
)

で
あ

る
。

『
日
本

国
語

大
辞

典

』

(第

二
版

、

二

〇

〇

一
年

)

で
は

、

く

さ

り

お

ん
な

[腐

女

]

「
く

さ
れ

お

ん
な

(腐

女

)
」

に
同

じ

。

と

あ

り
、
『宇

治
拾

遺

』
の
右

例

と
、
時

代

は

下

っ
て

『心
中

天

網
島

』
、

『即

興
詩

人

』
等

の
用

例

が
記

さ

れ
、
ま

た
、

く

さ

れ

お

ん

な

[腐

女

]

女

を

の

の
し

っ
て

い
う

語

。

く

さ

れ

あ

ま

。

く

さ
り

お

ん

な
。

と

あ

る

が
、
用

例

の
記

述

は
な

い
。

次

に
、

『広
辞

苑

』

(第

四
版

、

一
九
九

一
年

)

に
は
、

く

さ
れ

[腐

れ
]

…

…
團

(接

頭

)
あ

る
語

に
冠

し

て
、

の
の
し

る
意
を
表
す
語

「1

尼
」

と
あ

る
。

こ

の
よ
う

に
、

「
く

さ
り
女

」

「
く

さ
れ
女

」

は
あ

る
が
、

「
く

さ
り

男

」

「
く

さ

れ
男

」
等

が
辞

書

の
見

出

し

語

に
余

り
見

ら

れ

な

い

の
は

興
味

深

い
。

さ

て
、
右
文

の
始

め
に
戻

れ
ば
、

a
の

「
わ
男
」

を

「新
大
系

」

は

「
お
ま
え
。
き
さ
ま
」
と
卑

罵
語

に
注
す
。
そ
れ
と
接
頭
語
的

に

対

を
な
す

の
が
d
の

「
わ
女

め
」

で
あ

る
。

こ
れ
は
更

に
卑

罵

の
接

尾

語

「
め
」
を
も
付

し

て
い
る
。

い
わ
ば
接
辞
中
心

の
卑
罵
語
と
言

え

よ
う
。
そ

の
接
尾
語

の
み
を
付
し
た

の
が
ー
の

「女

め
」
で
あ
る
。

b
の

「
が
」
と

「
の
」

に

つ
い
て
は
言

い
古

さ
れ

て
き
た

の
で
割
愛

し
た

い
。
C

の

「目

つ
ぶ
れ
た

る

(女
人
)
」

は
身

体

に
ま

つ
わ

る

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

卑
罵
表
現

(連
語
)

で
、
ほ
こ
ろ
び
を
見

つ
け
て
縫

っ
て
く

れ
な
か

ヘ

へ

っ
た
女

へ
の
非
難
だ

か
ら
、

耳

・
口

・
鼻
等

で
は

な
く
、

「
目
」
と

な

っ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。
f

の
長

い
部
分

は
女

の
陰
部

の
悪

口
を

言

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
、広

い
意
味

で
は
卑
罵
表
現

で
あ

ろ
う

。

9
の

「物
も
お
ぼ
え

ぬ
」

(連

語
)
を
、
「
新
大
系

」
は

「分
別
も

な

い

(
つ
ま
ら
ぬ
女
)
」
と
訳

し

て
お
り
、

こ
れ
も
広
義

の
卑

罵
表

現

と
言
え

よ
う
。
右
文

の
前
半
部

で
、

一
旦

は
、

「
と
く
縫

い
て
を

こ

ヘ

へ

せ
た
る
女
人
か
な
と

…
…
ほ
め

て
」
と
あ
る
如
く
、
ほ
め
た
直
後

に
、

徹
底
的

に
多

く

の
卑

罵
表
現

で
女
を

の
の
し
り
ま
く

っ
た
そ

の
ギ

ャ

ッ
プ
に
、
本
話

の
面
白

さ

の

一
つ
が
あ

る
と
考
え

る
。

以
上

の

「
し
れ
も

の
」

「
く

さ
り
女
」

は
、
文
字

通
り

の

一
つ
の

意

の
み

の
名
詞

グ
ル
ー
プ
だ

が
、

「
か
た
ゐ
」
「
盗
人
」

の
方

は
、
文

字

通
り

の
意

と
人

を
罵
倒

す

る
意

と

の
二

つ
の
意

を
持

っ
名

詞

グ

ル
ー
プ
と
言
え

よ
う

。
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五
、

お

わ

り

に

以
上
、

『宇
治
拾
遺
物

語
』

の
卑

罵
表

現

に

つ
き
、

い
く

つ
か

の

説
話

に
限
定

し
て
、
卑
罵
表
現
か
ら
読

み
取
れ
る
人
間
対
人
間

(動

物

の
こ
と
も
有
り
)

の
心
理

・
感
情
を
中
心

に
少

々
論

じ
て
み
た
。

こ
の
よ
う

に
、
現
実

の
人
間
を
描
く

に
は
、
敬
語

の
み
で
は
な
く
、

卑

罵
表
現
が
看
過

で
き

な

い
効
力
を
有
す
る

こ
と

が
改

め
て
認
識
さ

せ
ら
れ
た
。
品
詞
的

に
は
代
名

詞

・
名
詞

の
体
言
を
中
心
と
し
た
考

察

と
な
り
、
紙
幅

の
関
係
も
あ
り
、
接
頭
語

・
接
尾
語

・
形
容

詞

・

感
動
詞

そ
の
他

に

つ
い
て
は
十
分
に
論
じ
ら
れ
な
か

っ
た
。
本
稿

で

は

い
く

つ
か
の
説
話
中
心

の
論
究
を
主
と

し
た
た
め
、

『宇
治
拾
遺

物
語
』

の
卑
罵
表
現

の
全
体
的
体
系
化
、
又
、
他

の
説
話
文
学
、
更

に
説
話
以
外

の
作
品

に
お
け

る
卑
罵
表
現
等

の
考
察
は
、
今
後

の
課

題
と
し
た

い
。

(5
)

佐
藤
亨
氏

「入
称
の
交
替
と
待
遇
i

そ
の
歴
史
的
変
容
ー

」

(創
価
大
学

『日
本
語
日
本
文
学
』
第
十

二
号
、
平
成
十
四
年
)

に

わ
れ

わ
れ

て
も
、

「我
は
京

の
人
か
。」

の

「我
」

に

つ
き
、

「
ワ
レ
は
、
汝

の

意

で
相
手
を
卑
し
め
た
も

の
」
と
あ
る
。
同
論
文

に
は
種

々
教
示
を

受
け
た
。

(6
)

『日
本
絵
巻
大
成

2
』

(中
央
公
論
社
、
昭
和
五
十
二
年
)
に
よ
る

(わ

ら

が

い

・
た

か
す

み
、

本
学

教

授

)
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注(1
)

本
文
は
、
『新
日
本
古
典
文
学
大
系
』

(岩
波
書
店
、
平
成
十
年
、

第
六
刷
)

に
よ
る
。

(2
)

『日
本
古
典
文
学
全
集
』

(小
学
館
、
昭
和
五
十
七
年
、
第
十
版
)。

(3
)

『三
本
対
照
宇
治
拾
遺
物
語
』

(桜
井
光
昭
編
、
武
蔵
野
書
院
、
平

成
九
年
、
再
版
)
。

(4
)

大
修
館
、
平
成
九
年
、
初
版
。


