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定

家

の

「仮

名

も

じ

遣
」

迫

野

慶

徳

狭
義

の

「
仮
名

遣
」

は

、
書

き
わ

け

る

べ
き

基
準

と

な
る
仮

名

(
た
と

え
ば

、

い
ろ
は

四
十

七
文

字
)

の
う

ち
、

同
音

に
帰

し

た
た
め

に
語

を
表

記

す

る

に
際

し

て
問

題

の
生

じ

た
数

箇

の
仮
名

の
処

遇
を

規
定

す

る

こ
と

で
あ

る
。
従

っ
て
、

い
ろ

は
四
十

七
文

字

を
基
準

仮

名
と

す
る

仮
名
遣

で

は

、

「
お
」

と

「
を
」

の
書

き

わ
け

は
問
題

と

な
る

が
、

「
は
」

と

「
者

」

の
同

音

に
し

て
異
体

の
仮
名

の
使

い
わ

け
は

問
題

に
な

ら
な

い
。

し
か

し

、

「
は
」

と

「
者
」

の
よ
う

な
も

の
も

、
た

と
え
ば

、
土

井
忠

生
博

士

や

高

羽
五
郎

氏

が
、

『
落
葉

集
」

「
ぎ

ゃ
ど

ぺ
か
ど

る
字
集

」

に

つ
い
て

指

摘
さ

れ

て

い
る
よ

う
に

、
語

頭

に

「
者
」

「
は
」

、

ハ
行
転

呼
な

ど

に

よ

っ
て
生

じ
た
語

中

の

ワ
に
は

「
ハ
」

と

す
る

よ
う

な
使

い
わ

け
が

な
さ

れ

る

こ
と
が

あ

る
。

こ

の
よ
う

な

レ
ヴ

ェ
ル
で
の
仮
名

の
用
法

を
、

い
ま

「
仮
名

も
じ

遣
」

と

よ
ぶ

こ
と

に
す

る
。

一
種

の
用
字

法

で
あ

る
が

、
従

来

、

こ

の
よ

う

な
面

へ
の
関

心

は
ほ
と

ん

ど
払

わ
れ

な
か

っ
た

と

い

っ
て

よ

い
。

こ
の
種

の
仮
名

の
用
法

は
、
言

語

そ

の
も

の
の
問
題

に
直

接

か
か

わ

る
と

こ
ろ
が
薄

い
と

考

え
ら

れ
た

た
め

か
も

し
れ

な

い
が
、

し
か

し
、

最
近

に
な

っ
て
、

安

田
章
氏

が

、

こ
の
よ

う
な
仮

名

の
機
能

的
使

用

の
問

題

を
、
仮

名

文
字

の

一
般

書

記
生

活

へ
の
弘
通

の
問
題

(
ひ

い
て
は
表

記

論

、
資
料

論
)

に
絡

め

て
し
ば

し
ば

と
り

あ
げ

ら
れ

る
よ

う
に

な

っ
た
。

安

田
章

氏

の
述

べ
ら
れ

る
と

こ
ろ
を

筆
者

の
理
解

し
た
範

囲

で
言

え
ば

だ

い
た

い
次

の
よ
う

な

こ
と
か

と
思

う
。
仮

名
文

字

が

日
常

的

、
実

用
的

書

記
生

活

の
場

に
次
第

に
侵

透

し

て
い
く

に

つ
れ

て
、

「
晴

」

の
文
献

に

お
け

る

「
仮

名
遣

」

に
か

わ
る
も

の
と

し

て
、
位

置

に
よ

っ
て
仮

名
字
体

を
使

い
わ

け
る

と

い
う
機
能

性
を

正
面

に
据

え

た

「
仮
名

も

じ
遣
」

が
次

第

に
行
わ

れ

て
く
る

よ
う

に
な

っ
た
。

そ
れ

は
、

文
章
表

記

の
主

流
を

し

め

て
き

た
仮

名
交

り
文

乃
至

漢
字

交
り

文

の
受

容

層

の
広

ま

り
、
従

っ
て

低
下

が
伴

っ
て
、
漢
字

交

り

の
度

合
が

す
く

な
く

な
る

に

つ
れ

て
、
そ

れ

に
見
合

う
代

償

と
し

て
使

い
方

が
機
能

的

に
な

っ
て
い

っ
た

の

で
は
な

い

か
。
仮

名

の
浸
透

と
機

能
化

が
相
関

関

係

に
あ
る

と
す

れ
ば

、

こ
の
調
査

は
、
国

語
史

研
究

に
お

け

る
資
料
論

に
通
じ

る

で
あ
ろ

う
。
だ

い
た

い
こ

の
よ

う
に
見

通
し

て
お

ら
れ

る

の
で
は

な

い
か

と
思

う
。

仮
名

文
字

の
日
常

的

実
用

的
書

記
生
活

の
場

へ
の
浸
透

を

こ

の
よ
う

な

形

で
と
ら

え
ら

れ
た

の
は
甚

だ
興
味

深

い

こ
と

で
あ
る
が

、

い
ま
視

点
を

「
仮
名

も
じ

遣
」

を
中

心

に
据

え

て
見
直

す
と

、
実

用
的

書
記
生

活

の
場

で
次
第

に
明

確
化

さ
れ

て
き

た

「
仮
名
も

じ
遣

」

な
る
も

の
は
、
実

は

、
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「
晴

」

の
文
献

で

は
あ

る
程
度

早

く
か

ら
行

わ
れ

て

い
た

の
で
は
な

か
ろ

う

か
と

い
う
疑

問

が
抱

か
れ

て
く

る

の
で
あ

る
。
安

田
氏
は
、

「
語

形
確

定

、

つ
ま

り
仮

名
遣

以
後

の
段

階

で
は
、

ど

こ
に
ど

の
字
体

を

用

い
る
か

は

(中
略
)
具
体

的
な
表

記
体

全
体

の
美
的

表
現
性

に
関
わ

り
、

か
な

り
自

由

で
あ

っ
た
と
思

わ

れ
る

。
要

す
る

に
、

「
定

家
仮
名

遣
」

が

問
題

に
さ

れ

る
類

の
世

界

で
は
、

先

の
文
字

遣

は
所

詮
無
縁

の
も

の
で
あ

っ
た

の

で

あ

ろ

う
」

と

い
う

予
想

を
抱

い
て
お

ら
れ

る
。
「
古
本

説
話

集
」

の

「
本

」

と

「
ほ
」

が

、
だ

い
た

い
前
者

が

語
頭

、
後
者

が

語
中

と

い
う
使

い
わ

け

に

よ

っ
て
い

る
ら
し

い

こ
と
か

ら

一
少
く

と
も

実

用
文

以
外

の
段
階

で
も

機

能
的

な
動

き

の
あ

っ
た

こ
と

は
認

め

て
よ

か
ろ

う
」

と
さ

れ

て
い
る

こ

と
か

ら
す

れ
ば

、
だ

い

た

い
に
お

い

て
、

「
晴

」

の
文
献

の
場

は
、

文
字

遣

に
配
慮

し
な

か

っ
た

の
で

は
な

い
か
と

み

て
お

ら
れ

る
よ

う
に
思

う
。

こ
れ

は
、
位

置

に
よ

っ
て
仮
名
字

体

を
使

い
わ

け
る

と

い
う
機
能

性

を
正

面

に
据

え
た
文

字

遣
は

、
あ

る
位

置

に
は
あ

る
特
定

の
仮
名

字
体

を
常

に

要

求
す

る
と

い
う

こ
と

で
あ
る

か
ら

、
具
体

的

な
表

記
体

全
体

か
ら

見
た

と

き
、

美
的

な
面

を
犠
牲

に
す
る

こ
と

に
な
り

か
ね

な

い
、
と

い
う

こ
と

か

ら
説

か
れ

た

の
で
は

な

い
か
と

思

う
が

、
し

か
し
、

こ
の
よ
う

な
文

字

遣

を

早
く
問

題

に
し

た

の
は
、
実

は

「
和

歌
大

綱
」

や

そ

の
末

書

の

「
悦

目
抄

」

(流
布
本
)

な
ど

で
あ

っ
た

こ
と

を
思

え
ば

、

「
晴
」

の
場

に
お

い

て
こ
の

よ
う
な

文
字

遣
が

無
縁

の
も

の
で
あ

っ
た
と

は

考
え

が
た

い

の
で

あ
る

。
「
し
」
と

「
志

」

、

「
ほ
」

と

「
本

」

の

よ
う
な

具
体
的

な

仮
名

の
使

・
け
と

い
う

こ
と

は

、

こ
れ

を

「
仮
名

遣
」

と

の
関
係

で
言

い
直

せ
ば

、

一う仮
名

遣
」

の
と

り

あ

つ
か

う
基
準

仮

名

(
常

に
、

い
ろ
は

四
十

七
文
字

で
あ
る
と

は

限
ら

な

い
。

た
と

へ
ば

、

「
お
」

と

「
を
」

は
単

な
る

異
体

仮
名

で
あ

る

こ
と

も

あ
り
得

る
)

の
個

々
の
具

体

相

の

レ
ヴ

ェ
ル
で
文

字

の
用
法

を

い
う
と

い
う

こ
と

で
あ

っ
て
、
仮

名
文

字

に
よ
る

具
体

的
な
表

記

の
様

式

に
関
す

る

こ
と

で
し

か
な

い
か

ら
、

「
仮
名

遣
」

に
よ

る
語

形

確

定

が
問
題

に
さ

れ

る
世
界

で
も

、

そ
れ
を

具
体

的

に
仮
名

文
字

化
す

る

に
際

し

て
、

や
は

り
文

字
遣

は
問

題

に
さ
れ
得

る

の

で
あ
る

。
「
仮

名
遣
」

が

、
語

の
視
覚

的

印
象

を

一
定

し

て
意
味

と
結

び

つ
く

の
に
対

し

て
、
機

能

的
文

字
遣

は
、

せ

い
ぜ

い
、
分

ち
書
き

、
句

読
点

等

の
な

い
行
中

に
あ

っ
て
、
意
味

の
ま
と

ま
り

、
語

の
所
在

を
示

す
機

能

し
か
望

め

な

い
の

で

あ
る

が

(
た
だ

し

、
特
殊

の
場

合
と

し

て
、
あ

る
語
と

文
字

遣
と

が

固
定

し

て

「
仮
名

遣

」
と

か
わ

ら
な

い
働

き
を

す
る

こ
と

が
あ

る
)

、
な

お
右

に

い
う
よ

う
な

機
能

に
よ

っ
て
、
文
字

遣
は

、

「
仮
名

遣
」

の
行

わ
れ

る

場

で
も

依
然

有

用
な

の

で
あ
る
。

し

か
し

て
、
「
晴

」

の
書

記

の
場

で
は
、

個

々
の
具
体
的

な
仮
名

の
使

用

に
際

し

て
、

右

の
よ
う

な
機

能
的

な
使

用

は
無

用

の
も

の
と

し
、

美
的

観
点

を
常

に
至

上

の
も

の
と

し

て

い
た
か

と

い
う
と

、

一
概

に
そ

の
よ
う

に
も

言
え

な

い
よ
う

に
思

え
る

の

で
あ
る

。

い
ま

、
そ

の

一
つ
の
場

合
を

、
定

家

の
仮
名

文
字

の
使

用
に

見

て
み
よ

う

と

思
う

。
資

料
は

主
と

し

て

「
御

物
本
更

級

日
記
」

(
複

製
)

に

よ
り

、

「
定

頼
集

」

「
土
佐

日
記
」
及

び

「
定
家
珠

芳
」

「
国
書

聚
影
」

(
呉
文

嫡
)

所
収

の
各

自
筆

文

献

の
複

製

、
写
真

を
参

照

し
た
。

「
御
物

本
更

級

日
記
」
等

が

、
仮
名

文
献

の
中

で
も

、

「
晴

」

の
文

献

に
属
す

る

以
上
、

そ

こ
に
あ

る
種

の
美

的
観

点
か

ら

の
文
字

の
使

用
法

が

認

め
ら

れ
る

こ
と

は
も
と

よ

り

で
あ
る

。
た
と

え
ば

、

そ

の
著

し

い
も

の

に
、

た
ま

た
ま

隣

接
し

て
左

右

に
同

じ
仮

名

が
並

ぷ
よ
う

な
場

合
、

そ

の

二

つ
の
仮
名

の
字
体

を

変

え

て
視
覚

的
単

調
化

を
避

け
る

と

い
う
、

一
種

一40



の
変
字
法
的
な
仮
名
文
字
の
用
法
が
あ
る
。

⑤

け
ま
く
な
と
ひ
き
た
り
甫
は
≧

」

㊥

に
野
の
方
見
や
ら
る
ひ
む
か
し
西
ハ
」

(
・
ウ
)

③

れ
た
る
ひ
と
く

ミ

と
て
そ
こ
皆

ヲ
」

㊥

ら
し
つ
+
七
日
の
つ
と
め
て
た
つ
昔
」

(
・
オ
)

◎

と
て
は
な
ち
に
あ
ら
ー

し
け
に
て
と
ま
と
」

㊥

ふ
物
を
ひ
と
へ
う
ち
ふ
発

れ
は
月
」

(・
オ
)

こ

の
用
法
は

行

頭
第

一
字

の
場
合

に
も

っ
と

も

よ
く

守
ら

れ
、

「
更

級

日

記
」

の
場

合

、
例

外
は

わ
ず

か

に

「
者

、
者

」

(15
ウ
)
が

あ
る

に
す

ぎ
な

い
。
あ

る

い
は

、
娼

ウ
最
終

行

の

「
於
」

と

49
オ
第

一
行

行
頭

の

「
於
」

も

例

外

に
入
れ

る

に
し

て
も

、
そ
れ

以
外

の
三
十

七
箇
所

は

、
す

べ
て
字

体

を

異

に
し

て
い
る

の
で
、
行

頭
第

一
字

で
は
同

じ
字
体

を
避

け

る

の
が

原

則

で
あ

っ
た
と

み

て
よ

い
で
あ

ろ
う

。
行
中

の
場

合

で
も

京
に
と
く
⑤

け
給
て
物
か
た
り
の
お
ほ
」

く
候
な
る
⑭

る
か
き
り
見
菖

へ
と
身
を
」

(・
ウ
)

の
よ

う

に
字
体

を
違

え

て

い
る
が

、
行

頭
第

一
字

ほ
ど
厳

密

で
は

な
く

、

同

一
字

体

が
隣

り
あ

っ
て
い
る

と

こ
ろ

が
ま

ま
あ

る
。
行

中

の
場
合

、
行

頭
第

一
字

の
よ

う

に
、
常

に

仮
名

が
同

じ
高

さ
に
平

行

し

て
並

ぷ
と

は

限

ら

ず

、
第

一
、
視

覚
的

に
与

え
る
印

象

が
行
頭

第

一
字

ほ
ど
強

く
な

い
な

ど

の

理
由
か

ら

で
あ

ろ
う

。

こ
の
よ

う
な
変

字
法

は

、

「
土

佐

日
記
」

「

定
頼

集
」

な

ど

に
も
同

じ

よ
う

に
用

い
ら
れ

、
定

家

に
と

っ
て
は
原
則

的

な

も

の
で

あ

っ
た
よ

う

で
、
時

に
は

、

一
方

を
漢

字
化

す
る

こ
と

に

よ

っ

て
同

一
字

の
並

列
を

さ
け

た
ら

し

い
ふ
し

の
あ
る

と

こ
ろ
も

あ
る

。
似

た

よ
う

な

こ
と

は

今

日
の

「
書

道
」

に
お

い
て
も
言

わ
れ

る

こ
と

で
あ
る

が

た
と

え
ば

、
伝

二
条
為

氏
筆

と

い
う
鎌

倉
中
期

頃

書
写

の

「
曽
根

好
忠

集
」

(国
書
聚
影
所
収
)
、
同

じ
く

鎌
倉
中

期

頃
書

写
と

い
う

「
古
本

説

話
集
」

な

ど
を

み

て
も
定

家

ほ
ど
厳

密

で
は
な

さ

そ
う

で
あ

る
。

い
つ

れ

に
し

て

も

、
結

果
と

し

て
こ

の
種

の
用
字
が

目
う

つ
り

な
ど

に
よ

る
誤

読
を

さ
け

る
効

果

を
果
す

よ

う
な

こ
と
が

あ

っ
た

に
し

て
も
、

意
図

す
る

と

こ
ろ
は

表

記
面

の
視
覚

的
美

し
さ

を
保

つ
こ
と

に
あ

る

こ
と

は

言

う

ま

で

も
な

い
。
し

か
し

、
定
家

の
場

合

、
美
的

配
慮

に
も

と

つ
く
ら

し

い
特
徴

的
な

用
字

を

こ

の
他

に

そ
れ
と

指
摘

で
き

そ
う

な
も

の
は

見
出

せ
な

い

の
で
あ

る
。

「
古

本
説

話
集
」

は

、

三
筆

に
分
れ

る

よ
う

で
あ
る

が
、

そ

の
第

一

筆

二

⊥

二
+
三
張
表
)
は
、

も
と

の
漠

字

に
甚
だ

近

い
字
体

を
用

い

た
り
、

「
者

、
は

、

ハ
、
盤

」
「
ま

、
万

、
満

」

の
よ
う

に
比
較

的
多

種

の
仮
名

文

字
を

用

い

て
、
仮
名

文
字

そ

の
も

の
に
美

的
価

値
を

負
わ

せ

て
い
る

よ
う

に
見

う

け
ら
れ

る

が
、
定

家

の
場
合

は
、

常

用
字

母

は
あ

る
程

度

一
定

し

て
い

て
、
多
様

な
仮

名
文

字
を

駆
使

す
る

こ
と

に
よ

っ
て
美
的

効
果

を
あ

げ

よ
う
と

す
る

意
図

は
あ

ま
り

な
か

っ
た

の
で
は
な

い
か
と

思

わ
れ

る
。

た
と

え
ば

「
更

級

日
記
」

に

は
、

「
ヲ
」

「
一こ

「
ミ
」

「
ハ
」

の
よ
う

な

カ

タ
カ

ナ
と

同

一
の
仮

名

が
特

に
行
末

に
多

く
見

ら
れ

る
が

、

こ
れ
は

行
末

の
狭

い
間

隙

に
書
き

こ
む

の
に
、

「
を
」

「
に
、
ホ
」

「
み
」
「
は
、

者
」

な

ど
よ
り

は
便

宜

で
あ

っ
た
と

い
う

、
極

め

て
技
術
的

な

理
由

に
も

と

つ
く

用
字

で
は
な

か

っ
た
か

と
思

わ
れ

、
定

家

の
仮
名
文

字

そ

の
も

の

に
対

す
る

意
識

は

こ
れ

に
よ

っ
て
も

あ
る

程
度
推

測

で
き

そ
う

に
も
思

え

る

。
定

家

の
場
合

は
、

む
し

ろ
、

仮
名

文
字

に
美
的

効
果

を
期

待
す

る

よ

り

、

そ

の
少

数

の
常

用

字
母

を
更

に
機
能

的

に
使

用
す
る

こ
と

に
ょ

っ
て

意
味

理
解

を

よ
り
効

果
的

に
す

る
よ

う
な

配
慮
を

施

し

て

い
る

の

で
は

な
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い
か

と

さ
え
思

え
る

。

た
と

え
ば

、

「
志

」

の
仮
名

文
字

は
、
定

家

は
大

体

に
お

い

て
語

頭

に
使

用
し

、
語
中

に
は

用

い
な

い

の
で
あ
る

。

「
更
級

日
記

』

で
は

「
志

ほ

(
潮
)
」

「
志

ぐ
れ
」

「
志

は
す

」

「
志

の
び
ね

」

「

志

げ

る
」

「
志

か

(
鹿
)
」

「
志

る

(
知
)
」

「
志

の
ぶ
」

「
志

の

(
篠
)
」

「
志

つ

や
か
」

「
志
も

月
」

「
志
ら

山
」

と
す

べ
て
語
頭

に
用

い
ら

れ

て

い
る

。

こ
れ
は

、

「
定

頼
集

」
も

同

じ

で
あ
り

、

「
土
佐

日
記
』

も

「
む

ま

の
は
な
む

け
志

た

る
」

の
よ

う
な
例

が

一
例

あ
る

が
だ

い

た
い

に
お

い

て
語

頭

に
使

用
し

て
い
る

の

で
あ
る

。

一
方

の

「
し
」

が

、
語

頭

に
も

語

中

に
も

用

い
ら
れ

て

「
和
歌

大

綱
」

に

い
う

「
上

下

わ
か

ぬ
し
」

の
用
法

に
な

っ
て
い
る

た
め

、

「
志

」
は

、

「
和
歌

大

綱
』

の
示

す
通

り
、

「
下

に
か

か
ぬ
志

」
と

い
う
、

「
志
」

の
仮
名

の

み
に

つ
い

て
の
用
法

に
と
ど

ま

っ
て

い
る

が

、
い

つ
れ

に
し

ろ

こ
れ

は

、
美
的

観

点
か

ら

の
用
字

と

い

う

よ

り
、

よ
り
機

能
的

性
格

を
帯

び

た
用
字

と

み
る

ぺ
き

で
あ

ろ
う

。

カ
に
は

「
か
」

と

「
可
」

の
二

つ
の
仮

名
を

使
用

す
る

が
、

こ

の
二

つ

は

語

頭
と

語
中

と

い
う
位

置

に
よ

る
使

い
わ
け

が
な

さ
れ

て
い
る
よ
う

で

そ

の
た
め

に
、
こ

の
仮

名
を

含
む

語

の
き
れ

続

き
は
か

な

り
明
瞭

で
あ

る
。

『
更
級

日
記
』

で
は

、

「
か

」
は

、

四
百
例

近

く
用

い
ら
れ

て
い
る

が
、

行

頭
第

一
字

の
も

の
を

別

に
す

れ
ば

、
そ

の

ほ
と
ん

ど
が

語
頭

に
お

け
る

使

用
例

で
あ
る

。
例
外

は

、

「
お
か
し

か

る
」

「
め

つ
ら
し

か

り

て
」

「

心

く

る
し
か

り

て
」

「
ら

う
た

か
る
」

「
ま
は

ゆ
か

る
」

の
よ

う
な

ガ

ル

語

尾

、

「
あ
や

し
か

り
け

む
」

「
た

の
も

し
か

ら
む

」

の
よ
う

な
形

容
詞

の
活

用
語

尾
な

ど
が

目
を

ひ
く

が
、

そ
れ

に
し

て
も

一
割

に
満

た
な

い
。

複
合

語

な
ど

の
扱

い
に

よ

っ
て
は

、
例
外

と
す

べ
き

例
は
も

っ
と
増

え

る

か
も

し
れ

な

い
が

、

「
か
」

が
大
体

に
お

い
て
語

頭
に

用

い
る
仮
名

で
あ

っ
た

こ
と

は
動

か

な

い
と

こ
ろ

で
あ
る
。

こ
れ

に
対

し

て
、

「
可
」

は
、

「
心
に
可

け

た
る

に
」

(
%
オ
)
の

よ
う
な

例
が

あ
る

に
は

あ
る

が
、

ま
ず

語

頭
に
お

い
て
は
使

用
し

な

い
と

い

っ
て
よ

い
。

こ
れ
は

、

「
定

頼
集

」

「
土

佐

日
記
』
等

に
お

い

て
も

だ

い
た

い
同

様

で
あ

る
。

こ

の
よ
う

な
仮

名

の
使

い
わ
け

が
、

書
写

し

た
原
典

に
影
響

さ

れ
た

と
は

、
定
家

の
書

写

態

度

か
ら

み

て
ま
ず
考

え

が
た

い
。
し

か
し

念

の
た

め

に
、
定
家

自
身

の

書

き

下
し

た

「
石

清
水

八
幡

宮
社

務

田
中

宗
清

願

文
案

」

(
「定
家
珠
芳
」
所

収
)
を

調

べ
て
み
る
と

、
「
か

」
は

、

「
か
う

ふ

る
」

「
か

た
し
け

な
く
」

「
か

た
は

ら
」

「
か

へ
し
」

「
か

は
り
」

「
か
な

ら
す
」

「
か
き

て
」

「

か

な
は

む
」

「
か

な
し

ふ
」

「
か

き
る
」

「
か

さ

る
」

「
か
く

の

こ
と
き
」

「
か
さ

ね

て
」
等

36
例

す

べ
て
語

頭

の
例

で
、
「
可

」
は

、

「
可
な

ら
す
」

「
可
く

る
」

の
二
例

の
例
外

が
あ

る
が

、
他

は
、

「
わ

可
く

に
」

、

「
た

可
く
」

「
わ
可

ち

て
」

「
へ
可
ら

す
」

の
よ

う

に
す

べ
て
語
中

の
使

用
例

に
な

っ
て
い
る
。

こ

の

「
願

文
案
」

は

、

「
仮
名
遣

」

に
も
異

例

が
多
く

そ

の
性

格

か
ら
し

て
も

、

い
わ

ゆ
る

「
晴

」

の
文
献

と

は
み
な

し

が
た

い

が
、

こ

こ
に
も

、
や
は

り
同

様
な

こ
と

が
認

め
ら
れ

る

こ
と
は

(先

の

「

志

」
も

語
頭

で
の
使
用

に
な

っ
て
い
る
)

、

こ

の
仮

名

の
使

い
わ

け
が
定

家

自
身

の
も

の
で
あ

る

こ
と

を
意
味

す

る

の
は
も

と
よ

り

で
あ

る

が
、
同

時

に
そ
れ
が

、
美

的
配

慮
な

ど

に
基

づ
く

改

ま

っ
た
文
字

遣

で
は

な
か

っ

た

こ
と

を
意

味
す

る
も

の
で
あ

ろ
う
。

定
家

に
と

っ
て
は

、
こ

の
よ
う

な

「
か
」

と

「
可
」

の
仮
名

の
価

値

づ

け

は
相
当

明
確

な
も

の

で
あ

っ
た
ら
し

い

こ
と

は
、
行

頭
第

一
字

の

カ
の

用
字

に

「
か
」

を
用

い

て

「
可
」

を
原

則
と

し

て
用

い
な

い
と

い
う
と

こ

ろ

に
も
見

る

こ
と
が

で
き

る
。

即
ち

、
た
ま

た
ま

行
頭

第

一
字

に
カ
が
く

る
箇

所
が

「
更
級

日
記
」

で
は

八
十

箇

所
あ

る
が

、

そ
の
う

ち
七
十

五
箇

所

は

「
か

」

の
仮

名

で
あ

る
。

そ
し

て

「
可

」

の
仮
名

を
用

い
る
残

り

五
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箇

所

は

(
そ

の
際

、

行
中

と
異

っ
て
、

「
可

」

の
第

一
画
を
残

し

た
仮

名

字
体

を

用

い
る
)

、
す

べ
て
そ

の
右
行

第

一
字

に

「
か

」

の
仮
名

が

あ

っ

て
、

こ
れ
が

先
述

し

た
変
字

法

に
も
と

つ

く
用
字

で
あ
る

こ
と

は
明

ら
か

で

あ
る

。

こ
こ

に
、

「
可
」

の
仮

名

は
、
原

則
と

し

て
上

に
か

か
な

い
と

い
う
明
瞭

な

意
識

を

み
て
と

る

こ
と
が

で
き

よ

う
。
若

干

の
例
外

は

あ
る

が

、
定

家

の
場

合

は

、

「
和

歌
大

綱
」

に

「
上

下
わ
か

ぬ
可

」
と

あ

る

の

は

「
下

に
か

ぐ
可

」

「
下

に
か
か

ぬ
か

」

は
、

「
上

に
か
く

か
」

と
言

い

直

し

て
も

よ

い

で
あ

ろ
う
。

こ

の
よ

う
な

仮
名

の
使

い
わ

け
は

、
あ

る

い

は

、
「
か
」
と

「
可

」

(
「
の
」
字

を
極

小

化
し

た
ご

と
き
字

体
)

の
仮
名

の
視

覚
的

印
象

及

び
連
綿

へ
の
適

否
な

ど

の
感
覚

的

、
技

術

的

理
由

か
ら

生

じ
た
も

の
か
も

し
れ

な

い
が

、
そ

の
よ

う
な

用
字
上

の
価

値

づ
け

が
生

ず

る

に
至

っ
た
由
来

は

と
も

か
く

、
結

果
と

し

て
定
家

の
場

合

に
は

、

「

か
」

と

「
可

」

の
間

に
か
な

り

は

っ
き

り

し

た
使

い
わ
け
が

あ
り

、

そ
れ

が

「
語
」

の
単

位

で
行

わ
れ

て
い
る

こ
と

は

、
定

家

の
用
字

意
識

を

さ
ぐ

る
上

で
は

甚
だ

興
味

深

い

こ
と

で
あ
る

。
鎌
倉

中

期
頃

書
写

と

い
う

「
古

本
説

話
集

」

の
第

一
筆

は

、
先
述

の
よ
う

に
、
墨

の
濃

淡
を

故
意

に
変

え

た
り

、
多

く

の
仮
名

字
種

を

用

い
た
り

し

て
、
書

記
面

の
美

の
確

保

に
か

な
り

著
し

い

配
慮

が
な

さ
れ

て

い
る
よ

う

に
思

わ

れ
る

が
、

こ

の
筆
中

に

は

、

カ
に
は

「
か

」

「
可

」

「
閑

」
な

ど

の
仮
名

が
用

い
ら

れ
、

し
か
も

そ

こ
に
使

い

わ
け

ら
し

い
も

の
は
見

出

す

こ
と

が

で
き

な

い
。

こ
れ
ら

に

比

す

ま

で
も

な
く

、
定

家

の
場

合

は
、

用
字

に
際

し

て
、
表

記
面

の
美

し

さ
な

ど

よ
り
は

、
書

記

さ
れ

る
と

こ
ろ

の
内

容
、

意
味

に
意
識

の
重

点

は

傾

け

ら
れ

て

い
た
と

い

っ
て

よ
か

ろ
う

。

同
様

な

こ
と

は

、

「
け
」

「
遣
」

と

「
介
」

の
間

の
使

い
わ
け

に
も
見

る

こ
と

が

で
き

る
。

「
更

級

日
記
』

に

お

い
て
は

、
ケ

に
は

「
け
」

「
遣
」

「
介
」

の
仮

名
が

用

い
ら
れ

て

い
る
が

、

「
け
」

と

.「
遣

」

は

、
だ

い
た

い
自

立

語
に

つ
い
て
用

い
ら
れ

、

「
介
」

は

、
附

属
語

あ
る

い
は

形
容

詞

の
活

用

語
尾

な
ど

に
用

い
ら

れ

て
い
る

よ
う

で
あ

る
。

た
と

え
ば

「
け

」

は

、

「
や
く
し

ほ
と

け
」

「
月

か
け

」

「
お

ほ
や
け

」

「
た

け
し
は

」

「

け
し

き
」

「
け

さ

(
袈
裟
)
」

「
け

は
ひ
」

「
け
さ
う

」
「
た

け

(
丈

)
」

の
よ
う
な

、
名

詞

、

「
し

け
り

て
」

「
わ
け

ゆ
く
」

「
ふ
け
ば

」

「
あ

け

て
」

「
き

け
ば

」

「
思

つ
ゝ
け

」

「
な
け

く
」

の
よ
う
な

、
動

詞
、

「
き

ょ
け

に

て
」

「
お
そ

ろ
し

け
な

る
」

「
う

ら
め

し
け

に

て
」

「
お
か

し
け

に
」

「
心

く
る

し
け

に
」

「
あ

は
れ

け

に
」
な

ど

の
形
容

動
詞

の
類

か
ら

は
じ

め

て
、
「
は

け
し

う
」

「
け
た
か

う
」

「
な

け
か
し

」

あ
る

い
は

「
け

に
」

な
ど

、
も

っ
ぱ

ら
概
念

語

に

つ
い

て
こ
れ

を
よ

く
使

用
す

る
。
「
遣
」

は

、

「
け
」

ほ
ど

使

用
し
な

い
が

、

そ

の
用
法
は

、
大
体

「
け
」

と
同

じ

で
あ
る

と

い

っ
て
よ

い
。

こ
れ

に
対

し

て

、

「
介

」
は

、
「
は

し
め

介

る
」

「
す

み
介

り
」

「
さ

ら
さ

せ
介

る
」

「
に

け
(
逃
)
介
る

」

な
ど

の
助
動

詞

の

「
ケ
リ
」

、

「
あ

や
し
か

り
介

む
」

「
あ

り
介

め
」

「
見

え
介

む
」

な

ど

の
助

動
詞

「
ケ

ム
」

、
あ

る

い
は

、

「
こ
ひ
し
介

れ

は
」

「
か

な
し
介

れ

は
」

「
ゆ

か
し

介
れ
と

」

の
よ
う

な

形
容

詞

の
活

用
語

尾
な

ど

に
主
と

し

て
使

用
さ

れ

て
い
る

。
も

っ
と
も

、

「
介

ふ
り

(
煙
)

」

「
介

ふ

(今

日
)

」

「
介

し
き
」

な

ど

の
例

外
が

あ
り

、
動

詞

、
形
容

詞

の
活
用

語
尾

な

ど
に

は
あ
る

程
度

の
ゆ
れ
が

み
ら

れ
る

。
し

か
し

、
多
数

の
使
用
例

を

も

つ
助
動

詞

の

「
ケ
リ
」

「
ケ

ム
」

は
、

す

べ
て

「
介

り
」

「
介

む
」

と

書
か

れ

、

「
け
り
」

「
け
む
」

あ
る

い
は

「
遣

り
」

「
遣
む

」
と

す

る
よ

う
な

こ
と

は
ま

ず
な

い

の
で
、

大
体

に
お

い

て

「
け
」

あ

る

い
は

「
遣

」

で
書

か
れ

る
概

念
語
と

の
間

に
、
用
字

上

か
な
り

明
瞭

な
使

い
わ

け
が

あ

る
よ

う

に
見
え

る
。

あ
る

い
は

、
附
属

語
と

い

っ
て
も

「
ケ
リ
」
と

「
ケ
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ム
」
が

主
体

で
あ

る

の

で
、
定
家

は

一
般

に
は

「
け
」

あ

る

い
は

「
遣
」

を

使
用

す
る

が

、
助
動

詞

の

「
ケ

リ
」

「
ケ

ム
」

に
は

、

「
介

」

の
仮
名

を

使

用
す

る
と
言

っ
た
方

が
よ

い

の
か
も

し
れ

な

い
。

い
つ
れ

に
し

て
も

こ
れ
は

、
先

の

「
か

」
と

「
可

」

の
位
置

に

よ
る
使

い
わ

け
と

は
違

っ
た

形

で
は

あ
る

が

、
や
は

り

「
語
」

(意

味
)
に
意

識

の
重

点

を
置

い
た
文

字

遣

で
あ
る
と

い

っ
て
よ

い
。

こ

の
よ
う

な
あ

る
特
定

の

「
語
」

に

、
特
定

の
仮
名

を

用

い
る

「
仮
名
も

じ
遣

」

は

、
機
能

の
点

か
ら

見
れ
ば

、
も

は

や

「
仮

名
遣

」
と

選

ぷ
と

こ
ろ

が
な

い
と

い

っ
て

よ
い
。

「
介
」

の
仮
名

が

右

の
よ
う

な
例

外
を

あ
ま

り
も

た

ず

「
ケ
リ
」

「
ケ

ム
」

に
固

定
し

て

「
け
」

の
仮
名

の
用
法

と
区

別
さ

れ

て

い
た
な

ら
、

語

の
視

覚
的

印
象

を

一
定

し

て
意
味

理

解
を

容
易

化
す

る

「
仮
名
遣

」
と

、
そ

の
働
き

の
点

で

は

ほ
と

ん
ど
同

じ

で
あ

る
と

い

っ
て

よ
く

、
そ
れ

が

「
仮
名

遣
」

と
区

別

さ

れ
る

の
は

、
わ

ず
か

に

そ

の
使

い
わ
け

が

「
仮
名
遣

」

レ
ヴ

ェ
ル
の
基

準

仮
名

の
使

い
わ

け

で
は

な

い
点

に
あ
る

に
過

ぎ
な

い
。
従

っ
て
、

そ

の

仮
名

が

、
基
準

仮

名

の

一
で
あ

る
か

ど
う
か

ま

ぎ
ら

わ
し

い
と
き

、

「
仮

名

遣

」

で
あ

る

の
か
、

あ
る

い
は
単

に

「
仮

名
も

じ
遣

」

で
し
か

な

い

の

か
判

定

に
困

る

こ
と

が

あ
る

。

た
と
え

ば

、
定
家

の
場

合

の

「
江

」

の
仮

名

な
ど

が
そ
れ

で
あ
る

。
定

家
は

、

エ
の
仮

名

に
は

「
え
」

を
用

い
る

の

が

普

通

で
あ

る
が

、

「
き

こ
江
」

の

一
語

に
は

し
ば

し
ば

「
江
」

の
仮
名

を

使

用

し

て
い

て
、

た
と

え
ば

「
更
級

日
記
」

「
定
頼

集
」

の

「
き

こ
江

」

二
十

九
例
中

二
十

七

例
ま

で
が

こ

の

「
江
」

の
仮
名

で
あ

る
。

そ

こ
で

大

野

晋
氏

は

、

こ
れ
を

「
仮
名

遣
」

と

し

て
、
定

家

の
区
別

し

た
基
準

仮

名

は

、

い
ろ

は
四
十

七

文
字

で
は

な
く

、
そ

れ

に

「
江

」
を

加
え

た

四
十

八
文

字

で
あ

っ
た

ろ
う

と

さ
れ

た

の
で
あ
る

が

、

こ
れ

は

の
ち

に

「
下

官

集

」

の
記
述
な

ど

か
ら

石
坂

正
蔵

氏

の
否
定

す

る

と

こ
ろ
と

な

っ
た
。

「
下
官

集
」
の
記
述

の
解
釈

等

に

つ
い
て
は

石
坂

氏

の
所
説

に
従

う

べ
く

、

こ
れ

は

や
は
り

「
仮
名
遣

」
と

は
認

め
が

た
く

、

「
ケ
リ

」

「
ケ

ム
」

に

「
介

」

の
仮
名

を
常

用
す

る

よ
う

に
、

「
き

こ
江
」
と

い
う

語

に

「
江
」

の
仮

名
が

固
定

し

た

「
仮

名
も

じ
遣

」
と

み
る

べ
き

で
あ

ろ
う

。

「
き

こ

江
」

の

一
語

に
限

っ
て

「
江
」

の
仮
名

が

固
定

し
た
事

情

に

つ
い

て
は
、

こ
れ

は
定

家
だ

け

の
文
字

遣

で
は
な

く
、
十

一
世

紀
後

半
頃

ま

で

「
き

こ

江
」

に

こ

の
よ

う
な
慣

用

が
あ

っ
た

ら
し

い

こ
と

を

、
各

種

消
息

の
調
査

か
ら

山
内
育

男

氏
が

指
摘

さ
れ

た
。

こ

の
指

摘
は

貴
重

で
あ

る
が

、

た
だ

「
き

こ
江
」

の
文
字
遣

は

、
十

二
世
紀

以
降

に
は

及
ば

ず
、

定
家

の

「
更

級

日
記
」

「
定
頼

集
」

の
場

合

は
、
原

典

に
あ

っ
た
文

字
遣

に

ひ
か

れ
た

も

の
で

は
な

い
か
と

さ
れ

る
点

は

い
か
が

か
と
思

う

。
定
家

自
筆

の

『
奥

義

抄

下
巻
除

」

に
「
け

に
と

も
き

こ
江

す
」
(
菌

書
聚
彰
」
蜘
頁
)
と

あ
る

が
、

か

り

に

こ
れ

が
藤

原
清

輔

の
用
字

に

ひ
か
れ

た
も

の
だ

と

し
て
も

、
十

二

世

紀

に
も

「
き

こ
江
」

の
文

字
遣

が
あ

っ
た

こ
と

に
な

る
。

第

一
、

「
下

官

集
」

に

「
き

こ
江
」

(
九
条
家

本

、
定

家

本
と

も

に
「
江
」
の
仮

名
)

と

あ

っ
て

、
こ

の
用
字

は
、
定

家

と

「
下
官

集
」

の
密
接

な
関

係

を
説

く
際

の

一
つ
の
拠
り
所

と

さ
れ

て
き

た
も

の
で
あ
る

。

こ
の
用
字

が

、
定
家

本

や
九
条

家
本

等

の
改

変

で
な

い
と

す

れ
ば

、

こ
の
場
合

典
拠

と

の
関
係

は

考

え

が
た

く
、

や
は
り

定
家

に
も

こ

の
よ
う

な
文

字
遣

が
受

け
継

が
れ

て

い
た
と

み
る

方
が

自
然

で

あ
ろ
う

と
思

う
。

ケ
リ

や

ケ

ム
を

「
介

リ
」
「
介

ム
」
と

す
る

こ
と

に

つ
い

て
も

あ

る

い
は

こ
れ

に
似

た
事

情

が
考

え
ら

れ

る

の
か
も

し
れ

な

い
。

い

つ
れ

に
し

て
も

、
定

家

の
用
字

に
は
、
表

記
体

全

体
と

の
か
ね

あ

い
と

い

っ
た

よ
う

な
も

の
で
は

な
く

、
右

に
見

て
き

た

よ
う

に
語

を
単
位

と

し
た

む
し

ろ
機
能

的
な

用
字

色
が
色

濃

く
出

て

い
た

と

い

っ
て
よ
か

ろ
う
。

「
志

」

の
仮
名

を
語
頭

に
お

い
て
使
用

す
る

と
か

、
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「
か

」
と

「
可

」

の
使

い
わ
け

、
あ

る

い
は

、
ケ
リ

、
ケ

ム
に

「
介
」

の

仮

名

を
使

用
す

る

な
ど
が

、
ど

の
程

度
意

識
的

な
も

の
で
あ

っ
た

か
は
測

り

が

た
く

、
あ

る

い
は

こ
れ

を
個

人
的

な

「
用
字
癖

」
と

言

え
ば

そ

の
よ

う

に
言

い
な
し

て
し

ま

っ
て
も

よ

い
程
度

の
も

の
で

あ

っ
た
か
も

し
れ

な

い
。

キ
リ

シ
タ

ン
資
料

に

お
け

る
、

語
頭

の

「
者

・
は
」

に
対

し

て
、
語

中

の

ワ
と

発
音

さ
れ

る

ハ
は

「
ハ
」

の
仮
名

で
示

す

よ

う

な

文

字
遣

と

は

、
文
字
遣

意

識

の
面

で
は
質
的

な
相

違

が
あ

る
か
も

し
れ

な

い
。
し

か

し
、
と

も

か
く

そ

の
よ
う

な
文
字

使

用

の
背

後

に
、
美

的
意

識
な

ら
ぬ

、

意

味

(
伝
達

機
能

)

に
重
点

を
お

い

た
用
字

意
識

の
強

く
存

し

た
こ
と

は

疑

い
な

い
で
あ

ろ
う

。

「
日
」

の
仮
名

を

、

「
む

か

日
ゐ
た

る
」

「
を

こ

な

日
て
」

「
あ

ふ

日

(
葵
)

」

「
思

日
」

「
し

の
日

(
忍
)

」

(更

級

日

記
)
と

、
普

通

に
は

い

つ
も

語
中

尾

に
使

用
し

て
、

語
頭

の
例
は

す

べ
て

漢

字

の

「
日
」

の
意

味

に
な

っ
て

い
る
な

ど
も

、
意
味

の
ま
ぎ
ら

わ

し
さ

を

避

け
よ

う
と

す
る

細
や

か
な

配
慮

か
ら

で
た
文

字
遣

で
あ

っ
た

か
も

し

れ

な

い
。
あ

る

い
は

、
漢
字

に

つ
い

て
も

「
川
」

や

「
波

」

を
使

用
せ

ず

「
河
」

「
浪

」

を
用

い
る

の
に
も

理
由

が

あ
り

そ
う

で
あ
る

し
、
行

頭

に

踊

り
字

を
使

用

し
な

い

の
も

、
単

に
美

的
観
点

か

ら

の
配
慮

だ
け

で
は
な

く

、
意
味

理
解

の
円

滑
化

を
考

慮

し

て
の

こ
と
か
も

し
れ

な

い
。

こ

の
よ

う

な
文

字

の
扱

い
は
、
本

文

取
捨

の
際

の

「
家
説

は

こ
と

は

り

の

か

な

ひ
、
歌

の
聞

よ

き
説
を

執
侍

也
」
(顕
注
密
勘
)
と

す
る
態

度

、
あ
る

い
は

、

歌

の
書

き
方

に

つ
い
て
、

「
只
付

二
読
安

一、
可

レ
用

レ
左
欺
」

(下
冨
集
)
す

る

よ
う

な
、

「
こ
と
は

り
」

や

「
読
み
安

さ

」
を

常

に
考

慮

す
る
態

度
と

無

関

係

な
も

の
で
は

な
か

ろ
う

。
そ

し
て
、

実
は

、

こ
の
よ
う

な
仮

名
文

字

使

用

の
意

識

の
も
と

で
し

か
、

「
仮

名
遣

」
と

い
う

よ
う
な

問
題

意
識

は

生

じ

て

こ
な

か

っ
た

で
あ
ろ
う

こ
と

を
注

意

し

て
お

き

た
い
と
思

う

。

「

仮
名

遣
」

は
、

「
晴
」
の
、
や

や
改
ま

っ
た
仮
名

の
使

用
法

で
あ

っ
た
か
も

し
れ

な

い
が
、

し
か

し

そ
れ
は

、
単

な
る
美

的

な
観
点

か
ら

の
用
法

と
は

次

元

の
異

る
も

の

で
、
そ

れ
自
体

は

、
す

ぐ
れ

て
機
能

的
な

仮
名

の
使

用

で
あ

っ
た

こ
と
は

い
う

ま

で
も

な

い
。

こ
れ
は

、
具
体

的

な
表

記

面

の
美

観

の
み
か
ら

す
る

臨
時

的
な

仮
名

文
字

使

用
を

こ
と
と

す
る

姿
勢

か
ら

は

縁

遠

い
も

の
で

あ

っ
て
、
恐

ら
く

、
臨
時

的

な
美

的
な

文
字

遣
か

ら
は

「

仮

名
遣

」
意
識

な

ど
は
生

じ

て

こ
な
か

っ
た
で
あ

ろ
う

と
思

う
。

「
更
級

日
記
」

で
は
、
「
衛

し

(
衛
士

)
」

の
よ
う

な
も

の
を

い
ま
別

に
す

れ
ば

、

「
衛
」

の
仮

名
は

、
す

べ
て

「
ゆ
く
衛

(
行
方

)
」

に
お
け

る
使

用

に
限

ら

れ

て
い
る

。

こ
れ

に
は
、

「
き

こ
江
」

の
よ
う

な
用
字

と
語

の
密

着
は

な

か

っ
た
か
も

し
れ
な

い
が

、
と
も

か

く
そ

こ
に

「
語
」

と
深

く

か
か

わ

っ
た

形

で
の
仮
名

文
字

の
用

い
方

を
見

る

こ
と
が

で
き

よ
う

。
「
旧
草
子

」

に
お
け

る
古

人

の
用

い
来

れ

る
所

の
仮
名

の
用
法

の
中

に
、

「
語
」

に
よ

っ
て

「
文
字

を
嫌

ふ
」
事

実

の
あ

る

こ
と

を
発

見

し
得

た

の
は

、

こ

の
よ

う

な
文

字
使

用

の
姿
勢

の
も

と

で
は

じ

め

て
可

能
な

こ
と

で
あ

っ
た
ろ
う

と

思
う

。

「
下
官

集
」

に

い
う

「
嫌

文
字

事
」

は

、

「
嫌

(
う

た
が

)
は

し

き
文
字

」

と

い
う
よ
う

な

現
在

の
あ
り

方

に
主
点

を
お

い

た
謂

い
で
は

恐

ら
く

な

い
。
「
連

理
秘

抄
」

に

「
仮
令

、
花

と
云
句

に
山

の
霞

と
付

て
、

又

不
レ
可

レ
付

レ
之
、
錐

レ
隔

二
数
句

一、

一
座

に
可

レ
嫌

レ之

」

「
槙

と
し

て
は

木

字

に

不

レ
可
レ
禅

レ
之
。

真
木

の
戸

と
し

て
は

木

の
字

に
可
レ
嫌

レ
之
」

と

あ

る

よ
う

に

「
嫌

」
は

、

「
棄

、
此

云
岐

羅
既

一」

(神

代
紀

上

)

の
意

で

あ

る

。
連
歌

用
語

で
、
使

用

し
て
は

な
ら

な

い
、
禁
忌

を

「
嫌

物
」

「
去

嫌

」
と

い
う

が
、

「
下
官

集
」

の

「
嫌

文
字

事
」

の

「
嫌
」

も

そ

の
意

に

他

な
ら

な

い
。
即

ち
、
「
下
官
集

」

の

「
嫌

文
字

事
」

に
言

う
と

こ
ろ

は
、

「
旧
草

子
」
等

に
よ

っ
て
、
う

た
が

わ
し

い
仮
名

の
用
法

(
語

形
)
を

規
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定

し
た
と

い
う

よ
う

な
も

の

で
は
な

い

の
で
あ

る
。
も

っ
と

厳
し

い
禁

忌

の
意

を
含

ん

で
い
る

の

で
あ

っ
て
、

そ
の
禁

忌
は

、
む

し
ろ

「
仮
名

」

の

区

別

そ

の
も

の
に
む

け
ら
れ

て

い
て
、
従

っ
て

そ
の
区

別

の
基

準
な

ど
は

さ

し

て
意

に
と
め

る
と

こ
ろ

で
は
な

か

っ
た

の

で
あ
ろ
う

と
思

う
。

こ

の

点

に

つ
い

て
は
別

に
改

め

て
再

論

し
た

い
が
、
も

し
そ
う

で
あ

れ
ば

、
結

局

、
定

家

の

「
仮
名
遣

」

な
る
も

の
は
、

仮
名
を

「
い
か

に
」
区

別
す

る

か
と

い
う

こ
と

に
は

さ
し

て
重
点

は

な
か

っ
た

、
古

人

の
使

い
わ

け

て
き

た

「
仮
名

」

(
い
ろ
は
歌

と
結

び

つ
い

た
と
き

は

っ
き
り
自

覚
さ

れ

た
と

思
わ

れ

る
)
を

、
と
も

か

く
も

区

別
し

て
用

い
よ
う

と
し

た
も

の
で
、

こ

こ

に
見

た
よ
う

な
文

字
遣

的
発

想

の
延
長

に

あ

っ
た
仮
名
遣

と

い

っ
て
よ

い
の

で
は

な

い
か
と

思
う

の
で
あ
る

。

注
①
土
井
忠
生

「
落
葉
集
考
」

(
「吉
利
支
丹
語
学
の
研
究
」
二
四
頁
)

高
羽
五
郎

「
ぎ
ゃ
ど
ぺ
か
ど
る
字
葉
仮
名
字
体
」

(
「ぎ
ゃ
ど
ぺ
か
ど
る
宇
集

(索
引
)
」

所
収
)

②
安

田
章
氏
の
用
語
に
な
ら

っ
た
。
た
雲
し
、
若
干
用
語
の
規
定
が
異
る
よ
う
で
も
あ
る
し
、

行
阿
の
同
名
の
仮
名
遣
書
と
の
混
乱
を
さ
け
る
た
め
に
、
い
ま

「仮
名
も
じ
遣
」
と
し
た
。

③

「仮
名
文
字
遣
序
」

(国
語
国
文

40
巻

2
号
)

「仮
名
資
料
」

(国

語
国
文
41
巻
3
号
)

「吉
利
支
丹
仮
字
遣
」

(国
語
国
文

姐
巻
9
号
)

④

「吉
利
支
丹
仮
名
遣
」

(右
掲
)

⑤

「仮
名
資
料
」

(右
掲
)

⑧

「吉
利
支
丹
仮
名
遣
」

(右
掲
)
に
、

「文
字
遣
の
レ
ベ
ル
で
、

ま
ず
美
的
な
面
を
犠
牲

に

し
つ
つ
も
、
位
置
に
よ
っ
て
仮
名
字
体
に
音
の
差
を
背
負
わ
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
、
つ
ま
り

は
、
部
分
的
に
せ
よ
、
機
能
性
を
正
面
に
据
え
た
表
記
を
採
り
上
げ
た
こ
と
は
、
評
価
す
べ

き
で
あ
ろ
う
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
類
推
。

㎝

「仮
名
遣
の
起
源
に
つ
い
て
」

(国
語
と
国
文
学
27
巻
12
号
)

⑧

「定
家
の
区
別
し
た
仮
名

に
つ
い
て
」

(国
語
学
46
集
)

⑨

「
か
な
つ
か
い
の
歴
史
」

(
「講
座
国
語
史
2

・
音
韻
史

・
文
字
史
」
所
収
)

⑳

注
㎝

働

「行
方
」
に
は
、
更
級
日
記
に
は

「ゆ
く
ゑ
」
が

一
例
あ
る
。

「拾
遺
和
歌
集
」

本
複
製
)
で
は
む
し
ろ

「こ
衛
」

(声
)
に
多
用
し
て
い
る
。

(高
松
宮

}(褥
1
)

本
稿
送
稿
後
、
小
松
英
雄
氏
の

「藤
原
定
家
の
文
字
つ
か
い
ー

「
を
」

「お
」
の

申
和
を
申
心
と
し
て
ー
」

(言
語
生
活

㎝
号
昭
和
四
年
5
月
)
に
接
し
た
。
そ
こ
で
既
に
触
れ

ら
れ
て
い
る
こ
と
と
、
本
稿
は

一
部
重
複
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
隣
接
し
た
仮
名
は
、
同

一
字

体
を
避
け
る
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

本
稿
は
、
こ
れ
を
、
視
覚
的
単
調
化
を
さ
け
る
た
め
の

一
種
の
美
的
観
点
か
ら
の
用
字

で
、

結
果
的
に
、
目
う
つ
り
な
ど
に
よ
る
誤
読
を
避
け
る
効
果
も
は
た
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
と

し
た
の
で
あ
る
が
、
小
松
氏
は

「目
移
り
に
よ
る
と
ば
し
や
重
複
の
可
能
性
を
封
じ
る
た
め
に

ほ
か
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
機
能
的
用
字
の

一
つ
と
解
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
余
白
が

十
分
で
な
い
の
で
、

一
、

一
挙
例
し
て
論
じ
ら
れ
な
い
が
、
こ
れ
は
や
は
り
、
視
覚
的
単
調
化

を
さ
け
る
と
い
う

美
的
観
点
か
ら
の
配
慮
が
第

一
次
的
な
も

の
で
、

そ
の
機
能
性
は
、

結
果

的
、
第
二
次
的
な
も

の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

(摘
2
)

そ
の
後
、

「き
こ
江
」
に

「江
」
の
仮
名
を
多
用
し
て
い
る
も

の
に

「
尾
州
家
本

(河
内
本
)
源
氏
物
語
」
が
あ
る
。
こ
の
文
献
で
は
、
ま
た

「江
…
ず
」
(え
書
か
ず
、
な
ど
)

に
も

「江
」
の
仮
名
を
用
い
る
こ
と
が
多

い
。
な
お
、
巻
に
よ
っ
て
は
、
こ
の
文
献
は
比
較
的

よ
く

「定
家
仮
名
遣
」
を
守

っ
て
い
る
。
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