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仮
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藤

原
定
家

の
仮

名
遣

い
は
、

仮
名

遣

い
説

の
始

祖

と

目
さ

れ

て
お
り

、

そ

れ
だ
け

に
、

定
家
仮

名
遣

い
の
基

準
と

し

た
も

の
は

い
か

な

る
も

の
か
、

そ

の
成
立

の
背

景
を

な
す

も

の
は
何

か
、
依
拠

し
た

先
行

文
献

が
あ

る

か
、

等

々

の
種

々
な

る
観
点

か

ら
詳
細

な
考

察

が
な

さ
れ

て
き

た
。

大
野
晋

氏

の

「
仮

名
遣

の
起

源

に

つ
い
て
」

(
「
国

語
と

国
文

学

」
昭
和

二
十

五
年

十

二
月

〉
と

い
う

論
文

は
、

こ

の
面

に

お

い
て
最
も

著

し

い
発
明

の
あ

っ

た

こ
と

は
周

知

の
通
り

で
あ

る
。

大

野
氏

は
最
近

「
藤

原
定

家

の
仮
名
遣

に

つ
い
て
」

(
「
国
語
学

」
七

十

二
)
と

題
し

て
、
先

の
論

考
を
補

わ

れ

る
と

こ
ろ
が

あ

っ
た
。

即
ち

、

一
藤
原

定

家

の
仮

名
遣

に
お
け

る
片
仮

名

の
仮

名

遣
、

二
下

官
集

の
諸
本

二
定

家

の
仮

名
遣

の
成
立
期

、

の

三
点

に

つ
い
て
で
あ

る
。

一
日

は
、

定

家

の
仮
名

遣

い

の
成

立

、即
ち
仮

名
遣

い
の
起

源

に
関
す

る
問

題
で

あ

る
。

以

下

に
、

主

と
し

て

こ
の

二
点

に
関

し

て
私
見
を

述

べ
て
、
御
批

判

を
受

け
た

い
と
思

う
。

二

 

一

は
、
定

家

が
実
際

に
、
書

記

生
活

の
ど

の
よ

う
な

面

に
お

い
て
仮
名

藤

原
定

家

の
仮
名
遣

い
は
、

仮
名
遣

い
の
説

の
始

祖

と
目

さ
れ

て
お

り
、

遣

い
を
問

題

に
し

て

い
た
か

を
定
家

自
筆

の
文
献

に
探
り

、

そ
れ

に
よ

っ

て
定

家

の
仮
名

遣

い
成
立

の
契

機
、

な

い
し

仮
名
遣

い
に
対
す

る
定

家

の

意
識

な
り

を

明
確

に
し

よ
う

と
す

る
も

の
でて
あ

る
。

従
来

、
定

家

が
仮
名

遣

い
を
定

め

る

に
至

っ
た
直

接
的

因
由

と
し

て
、
特

に
和

歌

記
載

の
必
要

上

か
ら

と
す

る
も

の
、

定
家

自
身

が
書

記
生

活

一
般

に
備
え

ん
が

た
め

と

す
る
も

の
、

あ

る

い
は
当
時

の
文
献

の
統

一
整

理

の
た

め

に
、
社
会

の
必

然

の
要
求

に
定
家

が

こ
た

え
た

と
す

る
も

の
、
等

々
の

い
わ

ば
仮

説
的

な

形
で

そ

の
説

明

が
な

さ
れ

て
き

た
。

そ
れ
を

大
野

氏

は

「
仮

名
遣

の
起

源

に

つ
い
て
」
以

来

の
実

証
帰
納

の
方
法

に
よ

っ
て
確
か

な
裏

付

け

の
も

と

に
推

定

さ
れ

よ
う
と

す

る
わ
け

で
あ

る
。

そ

の
手
始

あ

と
し

て
大

野
氏

は

「
源
氏

物
語
奥

入

」

「
奥
儀
抄

巻
余

」

の
片

仮

名

の
仮

名
遣

い
を
調
査

さ

れ

て
、

「
定

家
が

仮
名

遣

と
し

て
問

題

に
し

て
い
た

の
は

平
仮

名

の
世

界

、
和
歌

、
和
文

の
世

界

で
、

片
仮

名

の

世

界
は

仮
名
遣

を

問
題

に
し

な
か

っ
た
ら

し

い
」
と
述

べ

て
お

ら
れ

る
。

と

こ
ろ
で

、

「
平
仮

名

の
世

界

」

に
お

い
て
も
必

ず
し
も

仮

名
遣

い
を

忠

実

に
守

ら
な
か

っ
た
場
合

も
あ

っ
た

よ
う
で

、
定

家
自
筆

「
石
清

水

八

幡
宮
社

務

田
中
宗

清
願

文
案

」

(
益

田
孝

旧
蔵

)
な

る
も

の
に
は
仮

名
遣

の
片
仮
名
の
仮
名
遣
い
を
調
査
さ
れ
て



い
の
乱
れ

が
見

え

る
。

こ
の
資
料

は

「
大

日
本
占

文
書

家
わ

け
第

四
、
石

清
水

文
書
之

二
」

に
翻

刻

所
収

さ
れ

て
お
り

、

「
定
家

珠
芳

」

(
呉
文

柄

氏

編

〉

に
全

文

の
写
真

が
あ

る
。

「
群

書
解

題
」

(
西

田
長
男

氏

)

に
よ

れ

ば

、
石
清

水

八
幡
宮

権
別

当

田
中
宗

清
が

、
変

体
漢

文
体

の
願

文
を

大

江

周
房

に
依
頼

し

(群
書

類

従
神

祇
部
十

四
)
、

そ

の
和
解

し

た
も

の
を

藤

原
定
家

に
執

筆

せ
し

め
た
も

の
と

い
い
、

漢
字

平
仮

名
交

り

の
か
な

り

長
文

の
も

の
で

あ

る
。

こ

の
願
文
案

の
年
時

は
、
貞

応

二
年

(
一
二
二
三

)
十

月
と
あ

り

、

こ
れ

は
定
家

六
十

二
才

の
時

に
あ
た

る
。

定
家
六

十

才

代

は

既

に
そ

の
仮
名
遣

い
を
実

行
し

て
い
た
時

代

と
確

実

に
推
定

さ
れ

る

の
で
あ

る
が

、

こ
れ

に
は
次

の
よ
う

に
定

家
仮

名

遣

い
に
合
致

し

な

い
例

が

あ

る
。

お
き

ぬ

ふ

(補

)

(
上
声

)

お

こ
た
る

(
怠

)

(上

声

)

も

よ

お
す

(
催

)

(
上
声

)

身

の
要

人

に
お
き

て

ハ

(
上
声

)

そ

の

つ
と
め

を

こ
な

ひ

に
お
き

て
は

(
上
声

)

そ

の
と
か

事

を

ゾ
こ
さ
む

所

に
か

へ
る

へ
し

(
起

)

ま

つ
願
を

ゝ
こ
し

て

(
起

)

(平
声

)

(平
声

〉

こ
の
文

書

中

の
仮

名
遣

い
の
多

く
は

、
定

家
仮

名
遣

い
に
合
口
致

し

て
お

り

、

「
つ
ゐ

に

(
遂

)

」

「
ゆ

へ

(
故

)
」

「
う

へ

(
植

)
」

な
ど

の
類

は

一
例
も

違

反
し

た
も

の
が
な

い
。
し

か
し

定
家

仮
名

遣

い
を
特

色
づ

け

る

「
お
」

「
を

」

の
使

い
分

け
は

、
中

に
右

に
み

る

よ
う

な
数
例

の
違

反

例

を
持

っ
て

い

る
。

こ
と

に

「
そ

の

つ
と

め

を

こ
な

ひ
に

お
き

て
は
」

の

違

反
例

な

ど
は

、

そ

の
直
前

に

「
た

て
ま

つ
ら
む

に
を

き

て
は
」

と

い
う

正

し

い
仮
名

遣

い
も

あ

っ
て
、

「
お

き

て
」

「
を
き

て
」

の
両
表

記
が

混

用
さ
れ

て
い
る
。

こ
れ

ら
か

ら
し

て
、

定
家

は

こ
の
文
書

に
お

い

て
は
仮

名

遣

い
に
十

分
な

注
意

を
払

っ
て
い

る
と

は
思

え
な

い
。
平

仮
名

で
書

か

れ
た
資
料

に

こ
う

し
た

不
注

意
な
仮

名

遣

い
が
な

さ
れ

て

い
る

の
は
何
故

か

、
そ

の
理
由

を
考

え

て
み

る

に
、
あ

る

い
は

こ
の
文
書

が

「
正

文
」
でて

は

な
く

て

「
案

文

」
で

あ

る

こ
と

、

い
う
な

ら
ば

メ
モ
的

存
在

で
あ

る

こ

と

に
よ

る
か
と

も
考

え

ら
れ

る
。
が

、

よ
り
根

本
的

に

は

こ
の
資
料

が

「

文
書

」
と

い
う
よ
り

俗

に
わ

た
る

、
和
歌

・
物

語
類

と

異

っ
た
性
格

で
あ

っ
た
た
め

で
は

な

い
か
と

思

う
。

河

出
版

「
定

本
書

道
全

集
」

(昭

32

)
巻
十

八
所
収

の
定

家

の
仮
名

書

状

にと

し
も

い
た

く
お

い
候

ま

ゝ
に
よ

う

つ
こ

ゝ
ろ

ほ
そ
く
候

ヘ

ハ
こ
ま

か

に
き

ゝ
お
か

せ
候

へ
く
候

と
定

家

の
仮

名
遣

い
に

一
致

し

な

い
仮

名
遣

い
が

見
え

る
。

年
月

日
未

詳

で

あ

る
が

、
内
容

か
ら

し

て
晩
年

の
も

の
で

あ

ろ
う
。

こ
れ

も

「
書
状

」

と

い
う

日
常

的
性

格

の
も

の
で
あ

っ
て
、
定

家
は

こ
う
し

た

世

俗
的
、

通

俗

的

な
も

の

に
は
仮

名

遣

い
を

そ
れ

ほ
ど
厳

密

に
は
適

用
し

て
い
な
か

っ

た

の
で

は
な

い
か

と
推

察

さ
れ

る
。

ま

た
定

家

の
書

写
し

た
文
献

に
も
仮
名

遣

い
が
定

家

の
そ

れ
と

一
致

し

な

い
も

の
が

あ

る
。
定
家

が

盛
ん

に
書

写
し
た

和
歌

、
物

語
類

の
仮

名
遣

い
は
、
自

身

の
仮
名

遣

い
で

統

一
し

て
し

ま

っ
て
い
る

こ
と

は
大

野
晋
氏

の
御
研
究
で

明
ら

か

に
さ
れ

た
と

こ
ろ
で

あ

る
。
し

か

る

に
定

家

書
写

に

な

る

「
長
秋

記
」
大

治

五
年
十

一
月

の
条

(東

山
御
文

庫

蔵

〉α
に
見

え

る

和

歌
は

、

中

納
言

長
実

卿
和

云

白

者

の
無

由
事

を
す

る
法
師

つ
ひ
は
人

や

に

お
る
と

こ
そ
き
け

諸

人
解

順
切

腹

一67一



と

定
家
仮

名
遣

い
に
従

っ
て
い
な

い
。

「
奥
儀

抄
巻

余

」

の
漢

字

に
注

さ

れ
た
片

仮
名

に
は
定
家

仮

名
遣

い
が

行
わ

れ

て

い
な

い
こ
と
を

大
野
氏

は
指

摘

さ
れ

た
が

、
本
文

中

の
平
仮

名

の
部

分

に
も
仮

名

遣

い
の
乱
れ

が
あ

る
よ

う
で
あ

る

。
全
文

を

確
か

め

て

い
な

い
が

、

「
定

家
珠

芳
」

に
採

録

さ
れ

た
数
葉

の
写
真

を
見

て
も

、

「

と

り
お
き

た

れ
は

(
置

)
」

「
ぬ

の
を

ひ

(
帯

)
」

「
を

と

こ

(男

〉
」

な
ど

の
違

反
例

が
あ

る
。

「
ぬ

の
を

ひ
」

の
前
後

に
は

「
お

ひ
」

「
ひ
た

ち

お

ひ
」

「
か
け

お

ひ
」
が
見

え
、

「
を

と

こ
」

「
お
と

こ
」

の
両

表
記

が
混
在

し

て
い

る
。

こ
れ
は
定

家
が

「
奥

儀
抄

巻
余

」

に
お

い

て
は
、
本

文

中

の
平
仮

名

の
部

分

に
も
仮

名
遣

い

に
そ
れ

ほ
ど

注
意

し

て

い
な

い
こ

と

を
思
わ

せ

る
も

の
で
あ

る
。
先

の

「
長
秋

記

」
中

の
和

歌

は
、

そ
れ
が

変

体
漢

文
体

の

「
記
録
」

の
中

に
播

入

さ
れ

た
も

の
で
あ

る

こ
と

、

「
奥

儀

抄
巻

余
」

は

「
考

証

」

に
属
す

る
性
格

の
も

の
で

あ

る

こ
と
な
ど

を
考

慮

す

る
と
、
定

家

が
仮
名

遣

い
を
問

題

に
し
た

の
は
極
め

て
限
ら

れ
た
範

囲
に
お

い

て
で
は

な
か

っ
た

か
と
推

測

さ
れ

る
。
定

家
が

こ
れ
ら

の
文

献

に
自
身

の
仮

名
遣

い
を
厳
守

し

て
い
な

い

の
は
、
真

に

そ
れ
ら

が
表

現
記

載

の
問
題
を

切
実

な
も

の
と

し

て
要

求

す
る
性

格

の
も

の
で

は
な
か

っ
た

た
め
で

あ

ろ
う
。

「
奥

儀
抄

巻
余

」

「
源
氏
物

語
奥

入

」

の
片

仮
名

に
定

家

の
仮

名
遣

い
が

適

用
さ

れ

て
い
な

い

の
は
、
片

仮
名

と

い

う

、
仮

名

そ

の
も

の
が
本

来
的

に
持

つ
性
格

に
多
分

に
原

因
す

る
も

の
で
あ

ろ

う
。
し

か
し

、

こ
の

二
資

料

に
限

っ
て
い
え
ば

、

そ

の
片
仮

名

は
漢
字

の
訓

と
し

て
付

さ
れ

た
も

の

(
傍
訓

)
で
あ

る
か

ら
、
も

と
も

と

「
理
解

」
と

し

て

の
性
格

の
濃

い
も

の
で

あ

る
。
仮

名
遣

い
が
問

題

と
さ

れ
る

「
表

現
」

の

世
界

と
は

、
性
格

的

に
も
既

に
最

も
無
縁

の
位

置

に
あ

っ
た

と
も

言
え

よ

う
。

即
ち

、
ま

だ
資

料

は
十
分

で

は
な

い
が

、
定
家

が
仮
名

遣

い
を

問
題

と

し

、
自

身

の
仮

名

遣

い
を
厳

守
実

行
し

た

の
は
、
大

野
氏

の
述

べ
ら
れ

る

よ
う

に
、

「
和
歌

・
和
文

の
世

界
」

・
表

現
記
載

の
問

題
が
重

要

な
意

味

を

持

つ
書

記
範

囲

に
と

ど
ま

っ
て

い
た

と
推

定
し

て
も

よ

い
よ
う

に
思

う
。

従

っ
て

「
下
官

集

の
ご

と
き

か

な
つ
か

い
書

が
必

要

に
な

っ
た

こ
と

に

つ

い

て
は

、
文
献

の
統

一
整

理

の
た
め
な

ど

の
有
力

説
が

あ
る

が
、
単

に
古

典

の
ご

と
き

限
ら
れ
た
文

献

の
た

め

の
み
で

は
な

く
、
広

く

日
常

の
書

記

生

活

一
般

に
そ

な
え

る
た

め
と

思
わ

れ
る

『

(傍
点

筆
者

)
と

い
う
よ

う

な
推
定

は
、
少

な
く

と
も

但
し

書
き

抜
き

で

は
成
立

し

な

い
よ
う

に
思

う
。

三

 

次

に
、
定

家
仮

名
遣

い
の
成
立

時
期

に

つ
い
て
考

え
て
み

る

こ
と

に
す

る
。

こ
れ

に

つ
い

て
大

野
晋

氏

は
次

の
よ

う

に
推
定

し

て
お

ら
れ

る
。

定
家

は
寿

永
元

年

八
月
、

二
十

一
才

の
時

に

「
入
道
大

納
言

資
賢

卿
集

」
を
家

人

に
書

写
さ

せ
、
題

詞
を

自
身

で
補

入
し

た
。

そ

の
題
詞

の
部

分

に

「
お
な
し

こ
ろ
」

「
申

を
く

ら
れ
た

り
し

」

「
或
女

房

の
許

よ

り
を

く

ら
れ

た
り
し

」

と
あ

る

二
語

三
例

の
仮
名

の
用

い
方

は
定

家
流

の
仮
名

遣

い

に
明
確

に

一
致

す

る
。
定

家

は
十
七

才

の
時

「
賀

茂
別

雷
社

歌
合

」

に

三
首

入
選
し

た

の
で
大

い
に
歌

の
勉
強

を
は

じ
め

た
と
推

測

さ
れ

る
が

、

そ

の
年

の
書

写

に
な

る

「
和
歌
会

作
法

」

に
は
ま

だ

一
字

一
字

の
仮

名

の

遣

い
方

の
記

述

は
見

え
な

い

の
で

、

そ

の
後

二
十

一
才

ま

で

の
間

に
定
家

の
考

え
で
仮

名
遣

い
を

定
め

た

の
で

あ

ろ
う

、
と

さ
れ

て

い
る
。

し
か
し

こ
の

「
入
道

大
納

言
資

賢
卿

集
」

に

つ
い

て
は
筆
蹟

の
上

か
ら

、

は
た
し

て
定

家

二
十

一
才

当
時

の
も

の
で

あ

る
か
ど

う
か
疑

い
を
持

た
れ

る
む
き

も
あ

る
。ー
ま

た
次

の
よ
う
な

、

そ
れ
よ

り
後

年

の
定

家
自

筆
文

献

に
定
家
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仮
名

遣

い

の
行

わ

れ

て
い
な

い
も

の
が
あ

り
、

こ
の
十

七
才

か

ら

二
十

一

才

の
間
と

す

る
説

は
、
な

お
検

討

の
余

地

が
あ

る
よ

う

に
思
う

。

定

家
自
筆

「
般
富

門
院

百
首

題
」

の
仮

名
遣

い
は
定

家

仮
名

遣

い
に
合

致
し

な

い
も

の
が
甚

だ
多

い
。

こ

の
資

料

は
、

「
定

家
珠

芳
」

の
解
説

(

吉

田
幸

一
氏

)
に

ょ
れ
ば

、
股
富

門

院
大
輔

が
主
催

し

た
勧

進
百
首

に
左

近
中

将
藤

原
公

衡
が

詠
進

し
た
も

の
を
定
家

が
書

写

し

て
お

い
た
も

の
と

い
う

。
段
富

門
院

大
輔

が

勧
進

百
首
を

主

催
し

た

の
は
文

治

三
年

(
一
一

八
七

)
で
、

定

家

二
十

六
才

の
時

に
あ

た

る
。
本

資

料

の
書

写

時
も

そ

の

当

時

の
も

の
と

い
う

。

こ
れ

に
は
次

の
よ

う
な
定

家

仮
名

遣

い
に

一
致

し

な

い
例

が
あ

る

。

①

ま

し
は

を

り
や
と

も

か

こ
は
し

②

か

た

の

ゝ
ま

し

は
を
り

し
き

て

③

こ
た
か

き
松

も
し

た
を

れ

に

④

山

の
を

く

に
も
思

い

る

へ
き

⑤

ひ
さ
き

を

ふ
る
き

よ
き

か

は
ら

に

⑥

し

く
れ

も
を

し
き

あ
か

月

の

こ
ゑ

⑦

を

さ
め
け

ん
た
ま

に
は
あ

ら

て
一

⑧

昨

日

に
か
は

る
た

に
か

は

の
お
と

⑨

お
と

に
は
し

る
き

う
ち

の
か
は

な
み

⑩

た
き

つ
や
ま

か
は

お
と

ゝ
よ
む

な
り

⑪

こ
と

し

よ
り

は

つ
も
と

や

な
き
門

に
う

ゑ
て

⑫

た

へ
す
立

ふ

し

の
た
か

ね

の
け

ふ
り

た
に

折折折奥生惜収音音音植絶

こ
の
資

料

は
、
前

節

で
あ

げ

た
よ

う
な
文

書

や
記

録
な

ど
で

は
な

く
、

定

家

が
最

も
仮

名
遣

い
を
問

題

に
し

て

い
た
と
考

え

ら
れ

る
和
歌

を
書

写

し
た
も

の
で

あ

る
。

大

野
晋

氏
が

定
家

書

写

の
歌

集

、
物

語

の
仮

名
遣

い

を

調
査

さ

れ

て
、

「
お
と
は
山
」

「
お
く
つ
ゆ
」

「
を
し
む
」
の
如
き
例
は

一
例
も
見
出
さ
れ
な
い
。

「
ゆ
ゑ
」

「
ゆ
く

へ
」
な
ど
も

一
例
も
な
い
。

「
う
ゑ
」
も

「
う
え
」
も
な
い
。
そ

れ
程
に
整
然
と
統

一
的
に
書
か
れ
て
ゐ
る
。

(
「
仮
名
遣
の
起
源
に
つ
い
て
」
)

と

述

べ
ら

れ
た
事

実
と

思

い
合
す

れ
ば

、
本

資
料

の
仮

名
遣

い
の
状
態

は

異
常
で

あ

る
。
①
②

③

の

「
を

る

(折

)
」

は

、

「
下

官
集

」

に

「
花

を

お
る
」

「
お
り

ふ
し
」

の
例

示
が

あ
り

、
④

の
「
山

の
を

く
～(
「
奥

」
)
」
は
、

「
お
く

山
」

の
掲

出
と

共

に

「
う

ゐ

の
お
く

や
ま
書

レ
之

故
也

」
と

「
お

」

の
仮
名

を

用

い
る
根
拠

と
し

て
あ

げ
ら

れ

た
も

の
と

一
致
す

る
は

ず

の
語

で

も
あ

っ
た

。
し

か
も

「
折

」

に
は

「
を

り
」

、

「
音

」

に
は
必

ず

「
お

と

」
と

あ

っ
て

「
お
り

」

「
を
り

」
、

「
お

と

」

「
を

と
」

が
混
然

乱

れ

て
統

一
が
な

い
と

い
う
態

の
も

の
で
は

な

い
。

こ
れ

は
定

家
若

年
時

は

「

音

」

は

「
お
と
」

、

「
折
」

は

「
を
り

」
と
書

く

と

い

っ
た

、

ア
ク

セ

ン

ト

に
よ
る
遣

い
分

け
と

は
別

の

一
種

の
慣
用

に
よ

っ
て
い
た
と

考

え
ら

れ

な

い
で

も
な

い
。

ま
た

、

「
お
」

「
を

」
以

外

の
仮
名
遣

い
で
は

「
下
官

集

」

に

「
草

木
を

う

へ
を
く

栽
也

」
と

あ

る
よ

う
に

「
植
」

を

「
う

へ
」

と

す

る

の
も
定

家

の
仮

名
遣

い
の
著

し

い
特

色
で

あ

っ
た
。

そ
れ

を
⑪

「

門

に
う

ゑ

て
」
と

す

る

の
も

不
審

で
あ

る
。
⑫

は

一
首

の
意
か

ら

「
た

へ

ず

(絶

)
」

で
あ

ろ

う
。

こ
れ
も

「
下
官
集

」
に

「
断

た
え

」
と

あ
り

、
ま

た
後
述

す

る
よ
う

に
定

家
自

身

「下

官

集
」
裏

書
き

で

、
当
時

一
般

の
仮

名

遣

い
が

「
絶

」

を

「
た

へ
」
と
す

る
傾
向

に
あ

る

こ
と
を
批

難
し

て
い

た
は
ず

で
あ

る
。

こ
れ
ら

の
事

実

は
、
定

家

が

二
十

六
才

以
前

に
既

に
独

自

の
仮

名
遣

い
を
確

立

し

て
い
た
と

考

え
る

に
は
甚

だ

不
都
合

な

こ
と
で

あ

る
。

「
俊

成
卿
女

自

歌
合

」
か

と
言
わ

れ

る
定

家
自
筆

の

「
未
詳

歌
合

切
」
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が

あ
る
。

五
十

番
百
首

は
あ

っ
た
と
想

定

さ
れ

て

い
る
が

、
今

日
発

見
さ

れ

て

い
る
の
は

わ
ず

か
七
葉

十

三
首

の
み
で

あ

る
。
全

て
森

本

元
子
氏

『

俊
成

卿
女

全
歌

集
』

に
収

あ
ら

れ

て
い
る
。

こ
の
中

に
定

家
流

の
仮

名
遣

い

に

一
致

し

な
い
仮
名

遣

い
が

見
え

る
。

こ

の
歌
合

切
の
写
真

一
葉

が
同

書

口
絵

に
掲
げ

ら
れ

て

い
る
が

、

そ
の
中

に

こ

の
は
ち

る
お
と

に
た

も
と

は
う
ち

し

く

れ

つ
ゝ

(音

)

と

「
音

」
を

「
お
と

」
と

し
た

例
が

見
え

る
。

森
本

氏

の
翻
刻

に
よ
れ
ば

、

そ

の
他

に
も

さ
よ

ふ
か

き
よ
し

の
の
お
く

の
か

ね

の
お
と

も

と

や
は
り

「
お
と
」

と
し

た
例

が
あ

る
。

先

の

二
十
六

才
時

書

写

の

「
股

富

門
院
大

輔

百
首
題

」
が

「
音

」

を

三
例

す

べ

て

「
お
と

」
と
し

て
い
た

こ
と
が
想

起

さ
れ

る
。

こ

の
歌

合

切

に
は
定

家

の
判

詞
が
あ

る

が
、

そ
れ

に
も

定
家

仮
名
遣

い
が

行
わ

れ

て
い
な

い
。

左
右

の
和
歌

の

「
批
評
」

で

あ

る
か

ら
性
格

は
異

る

と
考

え
ら

れ

る
が
ち

な

み

に
あ
げ

て
お

け
ば
次

の

よ

う
な
仮

名
遣

い
が
定

家

の
そ
れ

に

一
致
し

な

い
。

こ

ゝ
ろ

い
と
を

か
し

く

は
侍

り

。

い
と

を
か

し
く

は
侍
㈲

。

お
も

か
け

を

か
し

う
。
月

な
うと
を

か
し

。
を

か
し

く

見
え

侍
れ

は
。

を
か

し
く

侍

㈲

。

を
か

し
う

こ
そ
き

こ
え
侍

㈲

。
を

か
し

き

ふ
し
を

も

い
ふ

。
わ
か

は
そ
わ

か

ん
と

お
き

(置

)
。

よ

し

の

の
お

く

の
か

ね

の
お
と

。
は
き

め

う

は
葉

の
か

せ

の
お

と
。

こ

の
資

料

の
成
立

、

書
写
時

期

は

は

っ
き
り

し

な

い
。
森

本
元

子
氏

は

「
新

占

今
集

撰
進

に
先

立

つ
時
期

、

建
仁

の
こ
ろ

と
み

て
よ

い
で

あ

ろ
う
。

」

と

さ
れ

る
。

そ
う
で

あ

れ
ば
定

家

四
十

才
時

分

の

こ
と
と

な

る
。
森

本

氏

は
、
定

家

の
判

詞
が

あ

り
、

そ

の
歌
が

新
古

今

集

に
収
録

さ

れ

て
い
る

の
で

、
新

占

今
集

撰
進

に
際
し

て
定

家

が
選
歌

の

一
資

料

と
し

た
草

稿
で

は

な
か

っ
た
か
と

い
う
想

定

の
も

と

に
推

測

さ
れ

た

の
で

あ

る
。
が

、
右

に
見

る
よ
う

な
仮

名
遣

い
か

ら
定
家

四
十

才

代
と

す

る

の
は
疑
問

で
あ

り

(
後
述

)
、

吉

田
幸

一
氏
が

「
こ
の
歌

切

の
筆

蹟

は
、

架
蔵

定
家

自
筆

『

股
富

門

院
百

首
題

』

と
酷

似

し

て
ゐ

る
か
ら

、
極

め

て
若

い
頃

の
定
家

の

筆

蹟

と
認
め

ら

れ
る

瓢
と
述

べ
て
お
ら

れ

る

こ
と

を
参

考

に
す

れ
ば
、

成

立

、
書

写
時

期

は
も

っ
と
遡

っ
て
考

え
ら

る

べ
き
で
あ

ろ

う
と

思
う
。

資
料

が
十

分
で

は

な

い
が
、
定

家
が

二
十

代

の
半
ば

、

二
十
六

才
以

前

に
独
自

の
仮

名
遣

い
を
既

に
創
案

し

て

い
た
と
考

え

る

こ
と
は

か
な
り

無

理
な
よ
う
に
思
う
。

四

そ
れ
で

は
定
家

何
才

時
分

に

そ
の
仮
名
遣

い
を
創
始

す

る

に
至

っ
た

の

で

あ

ろ
う

か
。
大

野
氏

の
指

摘
さ

れ
た
建

仁

元
年
書

写

「
熊

野
御
幸

記
」

の
仮

名
遣

い
は
定

家

仮
名
遣

い
に
よ

っ
て

い
る
。ー
建

仁

元
年

は
定

家
四
十

才

で

あ

る
。

こ
れ

よ
り
や

ゝ
後

年

の
定
家
自

筆

「
詠
草

切
」
俗
(
最
勝

四
天
王
院

名

所

御

障

子
絵

歌

・
建

永

二
年

〉
の
中

に
白

河

の
関
を

詠
ん

だ
歌

が
あ

り
、

「

お

」

「
を
」

の
仮

名

遣

い
を
訂

正
し
た
箇

所

が
あ

る
。

く

る

と
あ
く

と

ひ
と

を
心

に
を

〔
お

〕
く

ら
さ

て
、

ゆ
き

に
も

な
り

ぬ

し

ら

か

は
の
せ
き

と

「
お

く
ら
さ

で

」

の

「
お
」

の
上

に

「
を

」
と

重

ね
書

き

し

て

い
る
。

定

家

の
仮
名
遣

い

に
従

え
ば

「
を
く
ら

さ
で

」
と

あ

る
と

こ
ろ
で

、

こ

の

事

実
か

ら
も
当

時

既

に
独
自

の
仮
名
遣

い
を

創
始

実

行
し

て

い
た

こ
と
は

明

白
で

あ
る
。

建

永

二
年

は
定
家

四
十

六
才

の
時

に
あ

た
り

、
先

の

「
熊

野

御
幸

記
」
と

あ

わ
せ

て
、
定

家
が

四
十
才

代

に
は

明
確

な
意

識
を
も

っ

て
そ

の
仮
名
遣

い
を
実

行
し

て
い
た

こ
と

は
疑

い
得

な

い
。
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し
か

し
、

そ
れ
以
前

と

な
る

と
自
筆

文
献

に
接

す

る

こ
と

が
で
き

な

い

の
で

実

証
困

難
で
あ

る
が

、
次

の
よ

う
な

も

の
は
自

筆
文
献

に
準

ず
る
資

料

と
な

り
得

る
か
と

も
思

う
。⑦

定
家

の
家
集

「
拾

遺
愚
草

」

の
中

に
、

い

ろ
は
歌

を
頭

に
詠

み

こ
ん
だ

歌

が
あ

る
。

詞
書

に
よ

る
と
、

建
久

二
年
六

月

後
京

極
摂

政
藤
原

良
経

よ

り

、

い
ろ
は
歌

を
頭

に
詠

み

こ
ん
だ

四
十
七

首

の
歌

を
送

っ
て
き

た

の
で

定

家

も

同
様

の
趣
向

の
も

と

に
返
歌
し

た
も

の
と

い
う
。

「
ち
り

ぬ

る
を

」

の

「
を

」

の
と

こ
ろ

に
は

を

の
山

や
ま

た
冬

こ
も

る
雪

と
み

て

の
歌

、

「
お
く

や
ま

」

の

「
お
」

に
は

お

り

こ
と

に
哀

も

よ
ほ
す

ま
か
き

哉

の
歌

が
あ

る
。

「
を

の
山

(
小
野

)
」

「
お

り

(折

〉
」
は
定

家

の
仮
名

遣

い
に
合
口
致

す

る
。

こ

の
定

家

の
歌

を
見

て
藤

原
家

隆

よ
り

ま
た
歌

を
送

っ
て
き

た

の
で

、

定
家

は
家
隆

に
も

い
ろ
は
歌

を
頭

に
詠
み

こ
ん
だ
歌

を

送

り
返

し

て
、い
る
儀

、
「拾

遺

愚
草
」

に
よ
れ
ば

、

「「
を
」

の
位

置

に
は
、

を

ゝ
た

え

て
み

た

る

ゝ
売
ま

と
み

ゅ

る
哉

の
歌

、

「
お
」

の
所

に
は

お
し

み
佗

こ

ゝ
う
も

つ
き

ぬ
夜
を

重

ね

の
歌
が

あ

る
。

「
を

(緒
)
」

「
お
し

み

(惜

)
」

も
定

家

の
仮
名

遣

い

に
違

反

し

な

い
。

こ
れ
ら
は
定

家
が

後
年

「
拾

遺
愚

草

」
を
編
纂

す

る

に

あ

た

っ
て
、
仮

名

遣

い
上
不
都

合
な

点
が

あ

っ
て
も

単

語
ご
と

取
り

替
え

な

い
限

り
、

「
お

」

「
を
」

の
仮
名

遣

い
を

正
す

こ
と

は
歌

の
性
格

か
ら

不

可
能

でて
あ

る
。

こ
れ

ら
は
建

久

二
年
、

定
家

三
十

才
当

時

の
そ

の
ま
ま

の
形

で
あ

る
と
認

あ

て
も

よ

い
も

の
と
思

う
。

建

久
七

年

秋
、

藤
原
良

経
邸
で

「
を
み

な

へ
し
」

の
五
文
字

を
頭

に
お

い

て
詠

ん
だ

歌
が

「
拾
遺

愚
草

」
下

巻

に
あ

る
。

「
を
み

な

へ
し
」

の

「

を

」

の
所

に
は
、

を
さ

ゝ
は

ら

ほ
と
な
き

す

ゑ

の

つ
ゆ

お
ち

て

の
歌

が
あ

る
。

「
を
み

な

へ
し

」

「
を
さ

ゝ
は

ら
」

の
仮
名

遣

い
は
定

家

流

に
合

う
。

同
年

良
経

邸
で

「
か

た
お
も

ひ
」

を
頭

に
お

い
た

歌
を

詠
ん

で

い
る
。

「
お
」

の
位

置

に
は

「
お

く
も

見

ぬ
」

の
歌

が
あ

り

、

「
お
も

ひ
、
思

」

「
お
く

、
奥
」

は

、
や
は

り
定

家
仮
名

遣

い

に
違

反

し
な

い
。

「
拾
遺

愚
草

」
下
巻

は
定

家
自

筆
本

が

現
存

す

る
。

こ

の
場

合

は
先

の

い

ろ
は
歌

の
場
合

と

異

っ
て
、
後

年

「
を
」

「
お

」
を

訂
正
す

る

こ
と
も
で

き

る
わ

け
で

あ

る
が
、
少

な
く

と
も

上
声

「
を
」

の
位

置

に
平
声

「
お
」

を

持

つ
語
を

組
み
あ

わ
せ

る

よ
う
な

こ
と

は
し

て

い
な

い
。

建
久

七
年

は

定

家

三
五
才
で

あ

る
。

こ
れ

ら
よ
り

先
、
建

久

元
年
六

月

、
歌

語

の

一
字

一
字
を

頭

に
置

い
て

詠

ん
だ
歌

が

「
拾
遺

愚
草

」
員
外

に
あ

る
。

「
を

み
な

へ
し

」

の

「
を

」

の
所

に
は
、

を

の
れ

の
み

く

た
け

て
落

る

い
は

浪
も

の
歌

、

「
小

野

の
炭

釜
」

の

「
を

」

の
所

に
は

鴛

の
ゐ
る
氷

の
ひ
ま

に
風
さ

え

て

の
歌

、

「
お
も

か
げ

」

の

「
お
」

の
所

に
は

大

か

た

に
き

え

て
や

ゝ
ま

む

人
し

れ
す

の
歌

、

「
お
も

ふ
心

ど
」

の

「
お

」

の
所

に
は

お
も

ひ

や
る
君
か

八
千
代

を

三
か
さ

山

の
歌

が
あ

る
。

こ
の
拾

遺
愚

草
員
外

は
定

家
自

筆
本

が
な

い
。
し

か
し
注

目
し

た

い

の
は

上
声

に
は
上
声

、

平
声

に
は

平
声

の

「
オ
」

が
組

み
合
口
わ

さ

れ

て
い

て
、

ア
ク
セ

ン
ト
か
ら

見

て
混
清
し

た
組

み
あ

わ

せ
を

行

っ
て
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い
な

い

こ
と

で
あ

る
。
建

久
元

年

は
定
家

二
十
九

才

に
あ

た

る
。

以
上

の
三
十

才
前

後

の
歌

に
見

え

る

「
お
」

「
を
」

の
使

用
法
が

ア
ク

セ

ン
ト

に
よ

る
使

い
分

け
で

あ

る
よ

う

に
見

え

る

の
は
、
あ

る

い
は
全
く

の
偶

然

に
過
ぎ

な

い

の
か
も

し
れ

な

い
。
し

か

し

そ
れ
ら

が

一
例
も

違

反

す

る

こ
と
な

く
組
合

さ

れ

て

い
る

こ
と
は

や
は

り
注

目

に
値

す

る

こ
と
で

ア

ク

セ

ン
ト
に

よ

っ
て

「
お
」

「
を

」

の
仮

名

を
使

い
分

け
よ

う
と
し

た

意

図
が
定

家

三
十

才

前
後

に
既

に
存

し

て
い
た

(独

自

の
仮

名
遣

い
を

既

に
案

出

し

て

い
た

)
と
推

測
す

る

こ
と
も

許

さ
れ

る
か
と

思

う
。
も

し
そ

う

でて
あ

れ
ば

、

先

に
見
た

所
と

あ
わ

せ

て

二
十

六
才

か

ら
三
十

才

(
二
十

九

才

)

の
間

の

こ
の
数
年

の
間

に
定

家

は
自
身

の
仮

名
遣

い
を

創
案

し
た

の
か

も
し

れ

な

い
と

い
う

こ
と

に
な
る
。

五

「
下

官
集

」

が
定
家

の
仮

名
遣

い
と

「
密

接
」

な
関

係

に
あ

る

こ
と

は

大

野
晋

氏

の
御

研
究

に

よ

っ
て
明
白

に
実

証
さ

れ
た

。
そ

の

「
下

官
集

」

に

「
裏

書
き

」

と
称

す

る
も

の
が
あ

る
。

い
ま
定

家
本

(
三
貌
院

関
白
臨

定

家
卿

書

)

に
よ
'っ
て
全
文

を

示
せ
ば

次

の
よ

う

に
あ

る
。

僻
案
蘇

蝦

也

此

事
此

廿
余

年
以

来
也

。
人
殊

有
存

旨

歎
。
悉

被
書

改

。
大

略
皆

え
と

書

て
、

へ
と
ゑ

と
被
奔

歎
と

見

ほ
と

に
、
ふ

ゑ

・
絶
た

へ
許
此

字

出
来
。

言

語

に
も

美
麗

(
麗

と
推
読

さ
れ

て
い
る

)
女
房

達
は

、
月
次

の
え
見

む

、

五
体

不
具

え
あ

ん
な
り

と
。

こ

の
裏

書

き

の
冒

頭

の

一
文

「
此
事

此
廿

余
年

以

来
也

」

は
、
定

家
仮

名

遣

い
の
創

始
時
期

を

考
え

る
上
で

重
要

な
記
述

で

あ

る
と
思

う
。

『
国

語
学

』

(
三
省
堂

国
語

国
文
学

研
究
史

大

成

15

)
頭

注

(
山
内

育
男

氏

)

は
、

こ
の
記
述

に

つ
い
て
、

「
ゑ
」

「
へ
」

の
仮
名

が

一
般

に
用

い
ら
れ

な
く

な

っ
た

こ
と

、
そ

れ

は

こ

こ
二
十

余
年

来

の

こ
と
だ
、

と

い
う

の
で
あ

ろ
う

。

と
述

べ
る
。

は
た
し

て
そ

の
よ
う

に
解

釈
す

る

の
が

妥
当

で
あ

ろ

う
か
。

第

一
、

こ
の
頭
注

の
説

に
よ

る
な
ら

ば

「
此
事

」

は
、

「
人
殊

に
存

ず

る

旨
あ

る
か
」

以
下

の
記
述

を
指

す

こ
と

に
な

り
、
裏
書

き

の
文

章
が

い
き

な
り

「
此
事

」
と

い
う
書

き

出
し

で
書
き

始

め
ら

れ
た
と

い
う

の
は
あ
り

得
な

い
わ

け
で
は

な

い
が

い
か

に
も

不

自
然
で

あ

る
。
し

か
も

「
廿

余
年

」
と

い
う
数

字

は
か
な
り

具

体
的

な
も

の
で
あ

る
。

「
へ
」

と

「
ゑ
」

の

仮
名

が

一
般

に
使

用
さ

れ
な

く
な

っ
た

年
数

を

「
二
十
数

年

」
と

示
す

の

も

不
自

然
で

あ

る
。

一
体

、

こ
の
裏

書
き

の
記

述

は
、

「
下
官
集

」
本
文

の

「
嫌
文
字

事
」

の
記

述
と
密

接

な
関
係

に
あ

る
。
裏

書

き

に

「
ふ

ゑ

・
絶

た

へ
許
此

字
出

来
」

と
あ

る

の
は
、

「
嫌
文

字
事

」

の

「
え

」

の
項

に

「
笛

ふ
え
。

断
た

え
」

と
書

く

べ
く
例

示
し
、

後
注

に

「
近
代

人
多

ふ
ゑ

と
か

く
」

と
難

じ

て

「
古

人
所

レ
詠
歌

、
あ
し

ま

よ
ふ
江

を
以

可
為

証
」
と

特

記
し

て

い
る

こ
と

と
呼
応

す

る
も

の
で
あ

る
。

い
ま

「
人
殊

有
存

旨
欺

」

以
下
を
解

釈

し

て
み

る
と
次

の
よ

う
な
意

で
あ

る
と

思
う
。

他

の
人
は
特

に
考

え
る
所

が
あ

っ
て

の
こ
と
で
あ

ろ
う

か
。

古
来

の
仮

名
遣

い
を

悉
く
書

き
改

め

て
し
ま

っ
て

い
る
。

(
た
と
え

ば

)

「
へ
」

「

ゑ
」

と
書

く

べ
き
所

は
皆

「
え
」

と
書

い

て
い
る
。

「
へ
」

や

「
ゑ
」

の

仮
名

は
捨

て
て
用

い
な

い
こ
と

に
し
た

の
か

と
思

っ
て
い
た

ら

(
ど
う
、

し

た
わ

け
で
あ

ろ
う

か
)

「
笛
」

「
絶

」

の
時

だ

け
は

「
ふ

ゑ
」

「
た

へ
」

と

「
ゑ
」

「
へ
」

の
仮

名
を

用

い

て
い
る
。

(し
か

も

こ

の
仮

名

の
遣

い

方
も

誤

っ
て
い
る

)
と

い
う
定
家

の
、

当
時

一
般

の
仮
名

遣

い

に
対

す
る
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慨

嘆

の
声

で
あ

る
。

こ
れ
は

「
嫌

文
字

事
」

の

「
況
ん

や
且

つ
、
当

世

の

人

の
書

け

る
文

字

の
狼

籍

は
、
古

人

の
用
ゐ

来
れ

る
所

に
過
ぎ

た
り

。
心

中

こ
れ
を

恨
む

四
と

い
う

口
吻
と

同
趣

の
も

の
で

、

「
ゑ
」

「
へ
」

「
え

」

を

例

に
と
り

具
体
的

に
述

べ
た

も

の
で
あ

る
。
末

尾

の

コ
言呈

㎎
に
も
美

麗

女

房
達

は
、

月
次

の
え

み
む
。

五
体

不
具

え
あ

ん
な

り
と

。
」

の
従
来

の
解

釈
も

問
題

で
あ

る
。
馬

渕
和

夫
氏

は

こ
の
部

分
を
次

の
よ
う

に
解
釈

さ

れ

る
。

普
通
に
は

「
ゑ
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
を
、
い
み
は
ば
か
る
べ
き
こ
と
の
た
め
に

(

女
房
達
は
、
筆
者
注
)

「
え
」
と
わ
ざ
と
音
を
か
え
て
い
っ
た
も
の
と
す
べ
き
で
あ

ろ
う
か
。

(
「
日
本
韻
学
史
の
研
究
』
n
、
第
四
章
六
〉

ま

た

「
定

家

か
な
つ

か

い
と
契
沖

か

な
つ

か

い
」

(
『
続

日
本
文
法

講

座

』
表

記
篇

)
に
お

い
て
は

定
家
は
美
麗
な
る
女
房
達
の
発
音

「
え
」
を
き
い
て
、
自
分
の
音
韻

「
ゑ
」
と
ち
が

う
こ
と
を
意
識
し
て
か
き
と
め
て
お
い
た
も
の
と
お
も
わ
れ
る
。

と

述

べ

て
お
ら

れ
る
。

ニ
ュ
ア
ン
ス
は
両
者

や

ゝ
異

な

る
が

、
共
ハ
に
女
房

の

「
発

音
」

を

記
述
し

た
も

の
と
さ

れ

て
い
る

。
し

か
し

、

和
歌
や

草
子

の
書

記

方
法

(仮
名

遣

い
は

そ

の

一
項

)
を
説

い
た

「
下

官
集

」

の
裏
書

き

に
、

何
故

に
女

房

の

「
え
」

の

「
発
音
」

を
書

き

と
め

た

の
か
、
裏
書

き
全

体

の
記

述
と

い
か

に
関
連

し

て
い
る
か

に

つ
い
て
は

説
明

が
な

い
。

い
ま

こ
れ

に

つ
い

て
の
詳
述
は

省
略

し

て
私
見
を

言

え
ば

、

こ
の
記

述
は

女
房

の

「
発

音
」

に

つ
い

て
で

は
な

い
。

や
は

り
仮

名
遣

い

に
関
す

る
発

言
で

あ

る
。

こ
こ
で

「
女

房
達

」
が
引

き
合
ロ
い
に
出

さ
れ

た

の
は
、

「
言

語

に
も
美

麗

な

る
」
代
表

的
人

物

の
例
と
し

て
で

あ

っ
て
、
末

尾
で
強

調

し

た

い
の
は

こ
の
点

で
あ

る
。

即
ち

、
言

語

に
美

々
し
く

細
心

の
意

を
払

う
女

房
達

で
さ

え
も

「
絵
」

を

「
え
」

、

「
稜

」

を

「
え
」

の
よ

う

に
書

く
、

と

い
う

の
が
末

尾

の
意

で
あ

る
と

思
う

。

「
大

略
皆

え
」

と
書

く
風

潮

が
当
時

い
か

に

一
般

的
で

あ

る
か
を

、
甚

だ
言

語
に
美

麗
を

尽
く

す
女

房
達

で
も

そ
う

で
あ

る

こ
と

を
示

す

こ
と

に
よ

っ
て
強
調

し

た

い
と

こ
ろ

に
末

尾

の
意

が

あ

っ
た
と
思

う
。

即
ち
、

こ
の

「
下
官

集
」

の
裏
書

き

は
、
全

て
仮
名

遣

い

に
関
し

て
の

記
述

で
あ

っ
て
、
本
文

の

「
嫌
文
字

事
」

の
再

述
で
あ

る

。

以

上

の
よ
う

に
解
す

れ
ば
裏

書
き

冒

頭

の

「
此
事
此

廿
余

年

以
来
也

」

の
意

は
自

ら
明

ら
か
で

あ

る
。

「
此
事

」
は
後

述
す

る
と

こ
ろ
を
指

す
も

の
で

は
な

い
。
直

前

の

「
僻
案

」

の

一
句

を
指

す
も

の
で
あ

る
。

「
僻

案

」

は

「
下
官

集
」

全
体

を
言

う

の
で

は

な

い
。

「
他

人
総

て
然

ら
ず

。
又

先
達

強
ち

に
此

の
事
無

し
。

た
だ

、
愚
意

分
別

の
極

め
た

る
僻

事

な
り

四

と

言

い
、
重

ね

て

「
右

の

事
は

師
説

に
あ
ら

ず
。

た
だ

愚

の
意

見

よ
り

発

る
凶
と

強
調

す
る

、
仮

名
遣

い
を

説

い
た

「
嫌
文
字

事

」

の

一
項

の
み

を
指

し

て
言
う
も

の
で

あ
る

。

「
僻

案

」

の
文

字

の
下

に

「
人

不
用
」

と

記
す

の
は

、

「
嫌

文
字
事

」
で

「
親

疎
老

少
、

一
人
と

し

て
同

心

の
人
無

し
。

最
も
道

理
と

謂

ふ

べ
し

凶
と
言

う

の
と
対

応
す

る
も

の
で
あ

ろ

う
。

大
野

晋
氏
が

「
下

官
集

な
る
本

は
定

家
自

身
は

『
僻
案

』
と

名

づ
け

て

い

た

こ
と
が
推

測
で

き

る
。
下
官

集
憶

『
僻

案
』

と
呼

ぶ

の
が

、

そ

の
古
称

に
戻

す

こ
と

で
あ

る
と

思
わ

れ
る
凶

と

さ
れ
た

の
は

正
し
く

な

い
。
仮

名

遣

い
に
関
す

る
自

身

の
私
案
を

僻
案

と
呼

ん
だ

も

の
で

、

冒
頭

の

「
此
事

」
は

そ
れ
を

指
す

。

即
ち

、

「
嫌
文

字
事

」
で

記
し
た

仮
名

遣

い
は
、

こ

の

二
十

数
年

来
私

の

用
い

て
き

た
と

こ
ろ
で

あ

る
、
と

い

う

の
が
裏
書

き

冒

頭

の

一
文

の
意

で
あ

る
と

思
う
。

そ
し

て
以

下

に
、
し
か

る

に
他

の
人

の
仮
名

の
遣

い
方

は
か

く
か

く

の
嘆

か
わ

し

い
状

態
で

あ

る
と

、

「
え
」
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「
へ
」

「
ゑ
」

の
仮

名
を

例

に
と

っ
て
述

べ
て
い
る
も

の
と

思
う
。

「
此

廿
余

年

以
来
也

」
と

胸
を

張
り

、

「
人
殊

に
存
ず

る
旨

あ

る
か
」

と
言

う

所

に
、
仮

名

遣

い
を

独
自

な
方
法

で

統

一
し
実

行
し

て

い
る
定
家

の
得
意

と

、
他

の
人

に
対
す

る
非

難

(
椰
楡

)

の
気

持

が
あ

る
。

即
ち

、

こ

の
冒
頭

の

一
文

は
定
家

自
ら

が
自

身

の
仮

名
遣

い
創

始

の
時

期

を

明
言
し

て

い
る

の
で

あ

っ
て
、
成
立
時

期

を
考
察

す

る
上
で

重
要

な

発

言
でて
あ

る
。

こ

の
言

に
従

う
な
ら

ば

「
下
官

集
」
執

筆
時

よ
り

「
廿

数

年

前

」
に
仮

名
遣

い
を
創

案

す
る
と

こ
ろ
が
あ

っ
た

こ
と

に
な

る
。

そ
れ

で
は

「
下
官

集
」

は

い

つ
成
立

し

た
か
。
今

日
、

こ
の
点

に

つ
い
て
明
確

な

推

定
を
降

し

た
も

の
は
な

い
。

た
だ
石

坂

正
蔵
氏

に
次

の
よ
う
な

説
が

⑨

あ

る

。

父
俊

成

を

「
下
官
集

」
で

は

「
先

人
」
と

記
し

て

い
る
か

ら
、
俊

成

没

年

元

久
元
年

二

二
○

四

)
定
家

四
十

三
才

以
後

の
執

筆

に
な

る
も

の
で

あ

る
。
ま

た
、

親
行

の
仮
名

遣

い
と

の
関
係

は
、

「
下

官
集

」

の
記
述

の

血Q

方

が

親

行
仮
名

遣

い
に
先

行
す

る
と
考

え

る
方

が

自
然
でて
あ

る
。
親

行
仮

名
遣

い
は

「
仮

名
文

字
遣

」

の
序

に
よ
れ
ば

、

「
拾
遺

愚
草

」

の
清

書
を

契

機

に
成
立

し
た
も

の
で

あ

る
か
ら
、

「
拾

遺
愚

草
」

の
成

立
し

た
建

保

四
年
q
二

二

一
五

)
以
前

に
な

っ
た
も

の
で

は
な

い
。

従

っ
て

「
下
官

集

」

の

「
嫌
文

字
事

」

の
条

は
、

少
な

く
と
も

建
保

四
年

、
定

家

五
十

四
才

以
前

に
成
立

し

て
い
た
も

の
で

あ

ろ
う
と

さ
れ

る
。

即
ち
石

坂
氏

は
、

元

久

元
年

定
家

四
十

三
才
か

ら
、

建
保

四
年
定

家

五
十

四
才

の
間

に
成
立

し

た

も

の
で
あ

ろ
う

と
さ

れ
る

の
で

あ

る
が

、

こ
れ

に
し

て
も

ほ
ぼ
十
年

の

開

き
が

あ

る
。

い
ま

仮

に

こ
の
説

に
拠

っ
て
、

「
下
官

集
」

は
建

保

四
年
、

定
家

五
十

四
才

以
後

に
執

筆
さ

れ
た
も

の
で

は
な

い
と
す

れ
ば

、

そ
れ
か

ら

「
廿
余

年

前
」

、
仮

に

二
十

四
、

五
年

と
し

て
ほ
ぼ

三
十
才

前
後

と

な

る
。

少

な

く
と
も

三
十
代

の
半
ば

を

過
ぎ

て
仮
名

遣

い
が
創

案
さ

れ
た

の
で

は
な

い
、

二
十
代

の
後

半
か

三
十
代

の
前

半
が

下
限

の
目
安

と
な

る

こ
と

に
な

る
。

そ
う
す

れ
ば

前
節
で

見

た

二
十

九
才

か
ら

三
十
代

初
年

の
、

い
ろ
は
歌

を

頭

に
置

い
た
歌
な

ど

に
、

ア
ク

セ

ン
ト

に
よ

っ
て

「
を
」

「
お

」

の
仮

名

を
遣

い
分

け
よ

う
と
し

た
配
慮

が

な
さ
れ

て
い
た

の
で

は

な

い
か
と
推

測

さ

れ
る
事
実

も

、
決
し

て
偶
然

な
も

の
で

は

な
か

っ
た
と

い
う

可
能
性

が

更

に
強
く

な

る
こ
と

に
な
ろ

う
。
も

し

二
十
六

才
時
書

写

の

「股

富

門
院

百
首

題
」

の
仮
名

遣

い
が
、

ま
だ
仮

名
遣

い
創

始

に
は
至

っ
て

い
な

い
こ

と

を
証
す

る
も

の
で
あ

れ
ば

、

そ
れ
か

ら

二
十

代
後

半
か

、

せ

い
ぜ

い
三

十
代

前
半

ま
で

の
間

に
仮
名

遣

い
を
案

出
し

た
と

い
う

こ
と

に
な

る
。

二

十
六

才
か

ら

三
十
代
初

年

(
あ

る

い
は

二
十

九
才

)

の
間

に
創

案

す
る
所

が

あ

っ
た

の
で

は

な

い
か

と

い
う
先

の
推
定

は

、

こ
の
裏

書

き

の
記
述
か

ら

も
裏
付

け

ら
れ

る
よ
う

に
思

う
。

し
か

し
、

こ

の
場
合
口
、

親
行
仮

名
遣

い
と

「
下
官

集
」

の
関
係

一
つ
を
取

っ
て
も

困
難

な
問

題
で

あ
り

、

「仮

名

文
字

遣
」

の
記
述

に
ど
れ
だ

け

の
信
頼

が
お

け
る
か

と

い
う

不
安

は
拭

え
な

い
も

の
が
あ

る
。
今

は

「
下
官

集

」

の

一
項
と
し

て
執

筆

さ
れ

た
時

期
と

、
定
家

が
創

案
し

実
行

に
移
し

た
時

期
と

の
間

に

二
十

数
年

の
開
き

が
あ

っ
た

こ
と

を
指

摘
し

て
、

「
下
官

集
」

成
立

時
が

明
確

に
さ
れ

る
ま

で
こ
の
点

か
ら

の
主
張

は
留

保
し

て
お

く

べ
き

か
も

し
れ

な

い
。

山
ノ、

 

以
上

、
定
家

が
仮
名

遣

い
を
創

始
す

る

に
至

っ
た
直
接

の
動

機
を

探

る

た

め

に
、
定
家

自
筆
文

献

の
仮

名

遣

い
を

二
、

三
調
査
し

、

定
家
が

仮
名

遣

い
を
実

際

に
問
題

と
し

て

い
た

範
囲

を

明
ら
か

に
し

て
み

よ
う

と
し

た
。
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ま

た

、
定

家
が

そ

の
独

自

の
仮

名
遣

い
を

案
出

し
た

時
期

に

つ
い

て
、
定

家

自
筆

の
文

献
、

定
家

の
和
歌

、

下
官
集

裏
書

き

の
記
述

な
ど

を
通
し

て

考

え

て
み

た
。

第

一
点

に

つ
い

て
は
、
定
家

が
仮

名
遣

い
を

問
題

に
し

て
い
た

の
は
表

現

記
載

が
重

要
な

意
味

を
持

つ
も

の

に
と

ど
ま

っ
て
い
た

ら
し

い

こ
と
、

第

二
点

に

つ
い
て
は
、

定
家
が

仮
名

遣

い
を
案
出

し

た

の
は
定
家

二
十
六

才

か
ら

三
十

代
切

年

に
至
る
数

年

の
間
で

は
な

か

っ
た
か

と

い
う
推
定

を

述

べ
た

。

最
後

に
第

二
点

に
関

し

て
若

干

の
補

足

を
し

て
お
き

た

い
。

定

家

二
十
代

後

半
か

ら

三
十

代
初
年

に
か

け

て
は

、
定
家

の
歌

風

に
お

い
て
も

一
つ
の
転

機
が

お
と
つ

れ

て
い
た
。

定
家

の
い
わ

ゆ
る

「
達
磨
歌

」

の
時

代
で
あ

る

。
年
号

で
言

え
ば

、
文
治

、
建

久

の
世

に
あ
た

る
。
文

治

の
世

は
、
政

治

、
宗
教

、
芸

術
等

の
多
岐

に
亘

る
分

野

に
革
新

の
気

風

の
滋

っ
て

い
た
時
代

と

い
う
。
文

治

二
年
、

二
十

五
才

の
時

定
家

は
当
時

政

治
的

に
も
家

格
的

に
も

最
高

の
地
位

に
あ

っ
た
九

条
家

に
入
り

、
そ

の

家

司

と

な

っ
た
。

そ

の
九

条
家

の
気
風

に

つ
い
て
、
石

田
吉

貞
氏

は

「
九

条

家

ほ

ど
新
し

き
も

の
に
対
す

る
鋭

き

順
応
性

を

も
ち

、
自

由

に
放

謄

に

そ

の
方
向

に
進

み
得

る
、

い
わ
ば

革
新

的
な
性

格

を
も

っ
て
い
た

家
は
、

働

他

に
は
無

か

っ
た
と

考

へ
ら
れ

る
」
と

述

べ
る
。

時
代

的

に
も
、
ま

た
生

活

環

境

に
お

い

て
も

、
定
家

二
十

代
後

半
は
革

新

の
気

に
満

ち
溢

れ

て
い

た

と

い

え
よ
う

。
「
拾
遺

愚
草

」
員
外

で

、
定

家
自

身

「
自
二
文

治

・
建
久

一

以

来

、
称

二
新
儀

非
拠

達
磨

歌

一、
為

二
天

下
貴

賎

一被
レ
悪
」
と
述

懐
す

る
。
結

果

的

に
天

下
貴

賎

の
悪

ま
れ

を
受

け
る

に
至

っ
た

和
歌

に
お

け
る

「
新
儀

非

拠

」

の
試
み

も
、

そ
う
し

た
革
新

的
気

風

の
横
溢

す

る
環
境

の
も

と
で

あ

っ
て
、

は
じ

め

て
大

胆
な

ま
で

に
な
し

得
た

も

の
でて
あ

ろ

う
。
定

家

の

仮

名
遣

い
も

ま

た

「
他

人
総

べ

て
然

ら
ず

、

又
、
先
達

強
ち

に
此

の
事

な

し
四

と
言

い
、

「
た
だ

愚
意

分
別

の
極
め

た

る
僻
事

な
り

四
と
述

べ
る
よ

う

に
、
文
字

通

り

「
新
儀

」
で

あ
り

「
非

拠
」

の
企

て
で

あ

っ
た
。
伝

統

的
呪
縛

か

ら
脱
し

て
、
新

儀
を

摸
索

し

て
や
ま

な
か

っ
た
文

治
建

久

の
時

代
は

、
独
創

的
な

仮
名
遣

い
を
自
ら

の
手
で

案

出
し

た
時
期

と

し

て
、
定

家

の
生
涯

の
中
で

も

最
も

ふ
さ
わ

し

い
時
期
で

あ

っ
た

よ

う

に
も

思

う
。

(
付

)
本
稿

の

一
部

は
、
第

十

八
回

西

日
本

国

記
国
文

学
会

(昭
娼

・
9

・
22

)
で

口
頭
発

表
し

た
。

史
料
編
纂
所
蔵

の
写
真

に
よ
る
。

島

田
勇
雄

「連
歌
師

の
か

な
つ
か
い
書

」

「
甲
南

大
学
文
学
会
論
集

」

32
昭
和

四
十

一
年
十

二
月

吉

田
幸

一

『定
家
珠
芳
』

「以

前
実
見
し
た
所
、
ど
う
も
中
年

の
筆
蹟

と

思
わ
れ

る
」

右
同
。

「仮
名
遣

の
起
源

に

つ
い
て
」

「
国
語
と
国
文
学

」
勿
巻
12
号
昭
和

二
十

五
年
十

二
月

平
凡
社

「書
道
全
集
」

19

鎌
倉

H

以
下

の
拾
遺
愚
草

の
資
料
は
全

て
、
冷
泉
為
臣
編

「
藤
原
定
家
全
歌
集
』

に
よ
る
。

本
文
で
示
し
た
以
外

に
も

「員
外
」

に
次

の
も

の
が
あ

る
。

建
久
三
年

(三
十

一
才
)

「
い
ま

こ
む
と
」

の
歌
を
頭

に
置

い
て
よ
む
。

「
月
を
」

の

「
を
」

の
所

に

「を

の
れ
の
み
」

の
歌
が

あ
る
。

建
久
七
年

(三
十
五
才
)

「あ
き
は
猶

」
の
歌
を
頭

に
置

い
て
よ
む
。
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な
お
」

の

「
お
」
の
所
に

「
お

る

(折

)
人
は
」

の
歌
。

「
お
き

の
う
は

か
せ
」

の

「お
」

の
所
に

「
お
ち

つ
も
る
」

の
歌

が
あ
る
。

こ
れ
ら
も
全

て
定

家
流
の
仮
名
の
用
い
方

に
違
反
し

な
い
。

「
あ
き
は
な
お

(猶

)
」

の

「
お
」
は
定
家
流
に

「
致
し
な

い
が

、
定
家

以
外
の
人

(
こ
の
場
合
良

経
)
が

「
な
お
」
と
す
る

こ
と
は
十
分
考

え
ら
れ
る
。
そ
の
ま
ま
正
さ
ず

に

「
お
」
の
下
に
歌
を

つ
け
た
も

の
で
あ

ろ
う
。

「藤

原
定
家
の
仮
名
遣
に

つ
い
て
」

「
国
語
学

」
72

昭
和
四
十
三
年
三

月

「
日
本

文
学
大
辞
典
』
別
巻

「
下
官
集

」
の
項
。
昭
和

二
十
七
年
四

月
。「仮

名

遣
概

説
=

定
家
仮
名
遣
と
契
沖

の
仮
名

遣
と
を
主
と
す
る
史
的
研

究
ー

」

「
日
本
文
学
講
座
』

(改
造
社

)
第
十
六

巻
、
昭
和
十
年
二
月

石
坂

正
蔵

「
下
官
集
と
親
行

の
仮
名
遣
」

「橋
本

博
士
還
暦
記
念
国
語
学

論
集
』

昭
和
十
九
年
十
月
に
詳
述
。

石

田
吉

貞

「
拾
遺
愚
草
の
検
討
」

「
学
苑
」
珈
号

、
昭
和
三
十

二
年

}
月

建
保

四
年
に
第

一
次

成
立

。
以
後
増
補
が
重
ね
ら

れ
て
天
福
元
年
十
月

十

七

日
以
後

「
完
成
」
し
た
と
い
う
。

こ
の
説

に
従
え
ば
親
行
が

「
清
書

」

を
依

頼
さ
れ
た
時
期
が
ど

の
時
点
で
あ

っ
た
か
も

問
題
と
な
る
。

『
藤
原
定
家

の
研
究
』
昭
和
三
十

二
年

三
月

於
二
此
事

一者

、
依
二
無
レ
理
又
無

例

、
縁
底

忘
ユ当

時
後
代
之
禍
乱

一、

可
レ

被
惰

沽
合
.無
・
例
之
新
儀
哉

縦
錐

・有
・
三
ケ
之
非
拠
・蓑

・
万
機
之
懇

望

一者
、
以
為

一
人
一柱
法
之
謂
、

可
レ
有
二
此
議

一

(久

保
田
淳

「
新
儀
非
拠
達
磨
歌

の
時
代
」
国
語

と
国
文

学
如
巻
12
号

所
引

、

『
玉
葉
』
文
治
元
年
十
二
月
二
七

日
)

当
時
頻
用
さ
れ
た
こ
と
ば

で
あ
る
ら
し

い
。

二

九
六
九

二
、

一
一
〉

▼
受

贈
雑
誌

昭
和
43

年
7
月

～

12

月

二

静

岡
女

子
大

学

研
究

紀

要
1

、
高

崎
経

済
大
学

論

集

5
、
明

治
大
学

教
養

論

集

44

～
妬
、
城

37
、

伝
統

と
現
代

1

巻
4
、

演

劇
学

9
、

山
辺
道

14

、

人
文
科

学
科

紀
要

(東
大

教
養

学
部

〉
都

立

大
学

方
言
学

会
会

報

25
、
美

夫

君
志

12

、
立
命

館
文
学

猫

～
旙

、
近
世

文
芸

稿

14
、

研
究

論
叢

(筑
紫

古

文

研
究

所

)
、
連
歌

俳
譜

研
究

35
、

日
本

文
学

(東

京
女

子
大

)
31

、

国
語
学

研
究

(東

北
大

文

「
国
語
学

研
究

」

)
8

、
龍

谷
大
学

論
集

謝

～

脚
、

香
椎
潟

14

、
甲
大

学
文
学

会
論

集

銘

～
39
、

日
本

文
学

誌
要

21
、

、

文

芸

研
究

(明
大

)
19

、
藤
女

子

大
学

国
文

学
雑

誌

4
、
社

会
科

学

(
同

志

社
大

学

入
文
科

学
研

究

所
)
3

巻
2

、
国
文

学

研
究

38

、

日
本

学
術
会

報

月
報

9

巻
4

、
文
学

芸
術

(共
ハ立

女

子
大
学

文

学
芸

術
研

究
所

)
1

、

日
本

演
劇

学
会
紀

要

(
早

大

・
日
本
演

劇
学
会

)
、
萩
原

朔
太
郎

研

究
会

会

報

15
、

実
践

女
子
大

学
文

学
部
紀

要

11
、

文
学

史

研
究

(大

阪
市
立

大

)

10
、

古
典

評
論

(東

風

の
会

)
4

、
古

典
と
近

代

文
学

3

、
中
世

文
芸

42
、

日
本

文
芸

研
究

(関

西
学

院
大

)
19
巻

4

・
20
巻

1

、
別
府

大
学

国
語

国

文
学

10

、
富
士

論
叢

13
巻

2
、
専

修
国

文

4
、

へ
い
あ

ん
ぶ
ん

が
く

2
、

上
智

大
学

国
文

学
論
集

2

、
国

語
研
究

(
国
学

院

大

、
国

語
研
究

会

)
25
、

月

刊
文
法

1

～
3
、
樟

蔭

国
文
学

6
、

九

州
大
学

文

学
部
紀

要

(心

理

)

11
、

論
究

日
本

文
学

顕
、

滋
賀
大

国
文

6
、

海
事

史

研
究

11
、
文

車

(
阪

大

国
文

)
19

、
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