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「
現

代

か

な

ず

か

い
」
私

案

矢

野

文

博

内

閣
告
示
第

三
十
三
号
を
以
て
、「
現
代
か
な

づ

か

い
」

が

「
定

め
」
ら
れ
た
の
は
、

昭
和
二
十

一
年
十

一
月
十
六
日

で

あ

ッ
た

か

ら
、
も
う
十
年
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く

「
現
代

か
な
つ
か
い
」
は
、
大
正
十
三
年
十
二
月
の
臨
時
国

語

調
査

会

の

「
国
語
及
び
字
音
仮
名
遣
」
と

昭
和
六
年
五
月
の
同
会
の

一
部
修
正

と
を
骨
子
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
た
団
違
う
所
は
、

当
時
教
育
上

に
用

い
ら
れ
な
か

ッ
た
の
に
対
し
て
、
今
回
は
教
科
書

を
始
め
と
し

て
、
広
く
新
聞

・
雑
誌
の
協
力
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ

は
著

し
い
特
色
で
あ
・・
て
、
空
前
の
改
革
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ

ろ
う
。

「
現
代
か
な
づ
か
い
」
が
こ
ゝ
ま
で
来
た
流
と
勢
は
、
何
人

も
防
ぎ
止
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
よ
り
も
、
も
と

も
と

「
現
代
語
音
に
も
と
づ
い
て
」
定
め
ら
れ
た

「
現
代
か
な
つ
か

い
」
で
あ
ッ
て
み
れ
ば
、
そ
の

「
例
外
が
心
要
な
く
な
れ
ば
廃
し
て

(
一
)

よ

い
」

時

期

に

近

す

い

て

い

る

の

か

も

知

れ
な

い
。

分

ち

書

き

の
方

法

さ

え

つ

け
ば

、
助

詞

の

「
は

」
・

「
を
」
・

「
へ
」

も

廃

し

て

よ

い

で

あ

ろ

う

。
た

団

「
現

代

か

な
づ

か

い
」

が

、
国

語

仮

名

遣

と
字

音

仮

名

遣

を

混

同

し

た

こ
と

は
ま

あ

許

す

と

し

て

、

や
り

切

れ

な

い

の

は

語

法

的

問

題

を

考
慮

し

な

か

ッ
た
点

で

あ

る
。

即

ち

「
美

し

ゅ
う

」

と

か

「
行

き

ま

し

ょ
う

」

と

か

表

記

す

る

こ

と

に

つ
い

て

団

あ

る
。

そ

こ

で

か

な
ず

か

い

に

つ

い
て

、

百

年

の
大

計

は

い
ぎ

知

ら
ず

、

差

当

ッ
て

の

「
現

代

か

な
づ

か

い
」

修

正
案

を

提

出

し

た

い
と

い
う

の

が

、

こ

の

「
現
代

か

な
ず

か

い
」

私

案

五

力

条

の

趣

旨

で

あ

る
。

第

剛

二
語

連

合

及

び

同

音

連

呼

の

「
ぢ

」

・

「
づ

」

も

、

「
じ

」

・

「
ず

」

と

す

る
。

二
語

連

合

の
意

識

は

、

い

か

に

も

主

観

的

で

あ

ッ
て

、

教

養

に

よ

り

、
年

齢

に
よ

ッ
て

異

な

り

、

確

た

る
客

観

性

を

認

め

難

い
。

試

み

に
そ

の

二

三

を
列

挙

し

て

み
れ

ば

次

の
様

で

あ

る
。

①

は

な

ぢ

(
鼻

血

)

・
ひ

ぢ

り

め

ん

(
緋

縮

緬

)

・
み
か

づ

き

(
三

日
月

)

②

ち

か

づ

く

(
近

付

)

・
き

づ

く

(
気

付

)



ち

か

ち

か

(
近

々
)

・
か

た
づ

け
(
片

付

)

・
こ

と

づ

け

(
言

付

)

・
動

機

づ

け

・
か

な
つ

か

い

(
仮

名

遣

)

③

か

ん

づ

め

(
罐

詰

)

・
み
そ

づ

け

(
味

噌
漬

)

・
ほ

お

づ

え

(
頬

杖

)

４
も

と

つ

く

(
基

ー

本

)

・

つ
ま
つ

く

へ
蹟

1

爪

)

５
え
づ

く

し

(
絵

尽

)
・
よ

こ
づ

な
(
横

綱

)
・
こ

づ

か

い
(
小
使

)

６
さ

か

づ

き

(
盃

1
-
酒

杯

・
ほ

お
づ

き

(
酸
漿

1

頬

突

)

こ
の
連
合
意
識
は
人
に
よ
ッ
て
そ
れ
ぐ

異
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ

れ

が

一
語
と
し
て
受
取
ら
れ
、
そ
こ
に
連
合
意
識

が

な

い
と

す

れ

ば
、

連
濁
観
念
を
注
文
す
る
こ
と
は
無
理
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

問
題

は
そ
の
連
合
意
識
の
限
界
を
ど
こ
に
置
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
６

は
も
は
や
論
外
で
あ
ろ
う
。

「
下
手

の
横
好
き
」
も
元
来
は

(
二
)

ヨ

コ
ヅ

キ

で

あ

ッ
た

と

言

わ

れ

る

が

「
ズ

」

・

「
ヅ

」

の

混

同

か

ら

今

日

の
様

に

用

い
ら

れ

て

、

誰

も

怪

し

ま

な

い
状
態

で

あ

る
。

⑤

も

十

年

前

は
枠

内

に

あ

ッ
た
様

だ

が

、

今

日

は

ど

う

で

あ

ろ

う

か

。
㈲

は
教

科

書

で

も
時

折

「
基

ず

く

」

と

あ

る
様

で

あ

る

。

③

も

一
語

と

受

取

り

易

い
。
②

が

現

に
新

聞

な

ど

で

、

「
こ

と
ず

け

」
・
「
ち

か

ず

き

」

な

ど

と

記

さ

れ

る
様

に

な

る

と
、

立

所

に

「
現

代

か

な

つ

か

い

」

の

堅

城

は

揺

が

ざ

る

を
得

な

い
で

あ

ろ

う

。

要

す

る

に
語

に

よ

ッ
て

連

合

意

識

が
異

な

る

と

い
う

こ
と

に

な

れ
ば

、

表

現

方

法

も

ま

ち
　

に

な
ら

ざ

る

を
得

な

い
。

む

し

ろ

連

濁

と

い
う

連

合

意

識

を

止

め
て

、

す

べ

て

一
語

と
見

な

す

に

越

し

た

こ
と

は

あ

る

ま

い
。

同

音

連

呼

の

場

合

は
、

「
ち

ぢ

み

(
縮

)

」

・

「
つ
づ

く
r
続

)
」
・

「
つ
づ

る

(
綴

)

」
等

で

あ

る

が

、
飴

り

意

識

す

る

と
、

か

え

ッ
て

「
い
ち

じ

く

(
無

花

果

)

」

・
い
ち

じ

る

し

い

(
著

)

」

等

の

、

語

源

の

違

う

も

の
ま

で
誤

る

恐

れ

も

あ

る

。

「
難

」

は

「
む

つ
か

し

い

」

と

も

「
む

ず

か

し

い
」

と

も

い

う
が

、

こ

の
方

は

「
む

つ

か

し

い
」

と

は
書

か

な

い
の

で

あ

り

、

又

「
地

」

は

「
と

ち

(
土

地

)

」
と
言

わ

れ

る

の

に
、

「
じ
ぬ

ん

(
地

面

)

」
・

「
じ

し

ん

(
地
震

)

」
と

書

か

れ

て

、
決

し

て

「
ぢ

」

と

書

か

れ

な

い

の

で

あ

る
。

も

ッ
と

も

こ

の
呉

音

の

濁
音

は

、

前

述

の
連

濁

等

と

共

に

、
昭

和

六
年

の
修

正

に

は
、

除

外

例

と

し

て

設

け

ら

れ

て

い

た

も

の
で

あ

る

。

こ

の
呉

音

の
濁

音

を
認

め

な

い
と

同

じ

理

由

で

、

二
語

連

合

並

に

同
音

連

呼

の

「
ぢ

」

・

「
づ

」

は

認

め

な

い
と

す

る

こ

と

に

よ

ッ
て

、

む

だ

な
混

乱

を
防

ぐ

こ

と

が
出

来

よ

う

ゆ

第

二

「
オ
」
の
重

母

音

〔
O
O
〕

は

、
「
オ

」
の
長

音

〔
O
"
〕
と

見

な
す

。

「
細

則

第

九

」

の

「
オ

に
発

音

さ

れ

る

ほ

」

に

関

す

る
も

の

で

あ

る

が

、

こ

の

中

の

「
お

お
」

と

続

く
場

合

、

「
オ

」

の

長

音

と
区

別

す

る

こ

と

は

、
実

際

に

は
甚

だ

困
難

で

あ

る

。

元

来

長

母

音

は
音

韻

論

的

に

は

二
音

節

で

あ

る
が

、

音

声

学

的

に

は

こ

音

節

に
も

一
音

節

に

も

発
音

さ

れ

る
も

の

で

あ

る

。
「
オ

」
の
長

音

で

言

え
ば

、

〔
O
O
〕

と

も

〔

O
口
〕

と

も

発

音

さ

れ
得

る

の

で

あ

る

。

け

れ

ど

も

結

局

〔
O
l

O
〕

と

〔
O
=
〕

と

の
間

に

は

明

瞭

な
差

別

は
無

く

、
言

語

意

識

の

上

で

は

、
共

に
等

し
く

同

一
の
目

的
観

念

({
O
;

9

}
の
実

現

な

の



　
で
あ
る
。
従

ッ
て
重
母
音
の

〔
O
O
〕
と
長
母
音
の

〔O
O
〕

と
は
全

く
同

一
と
な
り
、
長
母
音
の
二
音
節
と

一
音
節
と
が
区
別
し
難
い
と

同
じ
程
度
に
、
重
母
音
と
長
母
音
と
が
見
分
け
難
い
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
今
、
重
母
音
と
長
母
音
の
例
を
、

面
白
い
と
思
わ
れ
る
天

草
本

の
申
か
ら
引
用
す
る
と
、
前
者
に
は
、

十

氷

多

い

遠

い

通
る

通
す

催
す

憤
る

(数

字
は
平

家

・
イ

結
ぼ
ほ
る

ソ
ポ
の
頁
数
を
示
す
)

な
ど
が
あ
り
、
後
者
に
は

大

(
大

方

・
大

声

・
大

野

・
大

床

・
大

口

・
大

酒

・
大

綱

・
大

幕

・
大

勢

・
大

様

・
大

指

(
揖

指

)

・

大

内

山

・
大

茶

碗

等

)

大

き

な

大

き

に

仰

せ

頬

狼

い

と

ほ

し

負
ほ
す
る

(
四
)

な
ど
が
あ
る
。
右
の
合
音

の
発
音
は

と
わ
れ
、

(
五
)

と
言

わ

れ

る

が

、

何

れ

に

し
て

も

長

音

と

考

え

て

い

ゝ
で

あ

ろ

う

。

さ

て

こ

の
両

者

の
関

係

に

つ
い
て

は

、

そ

の
綴

り

方

の
相

異

か

ら

、

(
六
)

当

然

発
音

の
相

異

も
考

え

ら

れ

る

の

で
あ

る
。

然

し

な

が

ら

こ

の
両

者

を

比
較

し

て

み
る

と

、

は

ッ、
き

り

異

な

る
点

も

認

め
ら

れ

る

と
同

時

に

、

中

々

似

通

ッ
た
所

も

多

い

の
で

あ

る
。

一、
多

い

」

・

「
遠

い
」
・
「
通

る
」
・

「
催

す

」

・

「
憤

る
」

や

「
大

」

・
「
仰

せ

」

な

ど

は

、
画

然

と

し

て

い

る
が

、
「
結

ぼ

ほ

る

し

や

「
い

と

ほ

し
」
・

「
負

ほ

す

る

」

に
な

る

と

、

そ

の
落

着

く
所

に
迷

ッ
て
分

散

し

た

と

い

う
感

じ

が

す

る

。
殊

に

「
頬

」
・
「
い
と

ほ

し

」
が

二
音

節

に
感

ぜ

ら

れ

る

の

に

、

一
音

節

に

な

ッ
て

い

る
と

い
う

こ

と

は

、
勿

論
語

に
も

よ

る

だ

ろ

う

け

れ

ど

も

、

当

時

二
音

節

の
も

の
が

、

少

な

か

ら
ず

一
音

節

に

発
音

さ

れ

て

い
た

こ

と
を

物

語

る
も

の
で

は

あ

る

ま

い
か

。

そ

し

て

二

音

節

の
も

の
が

案

外

多

い

の

は

、

特

に
意

識

さ
れ

て
表

記

さ

れ

た

為

で

は

な

か

ろ

う

か

。

こ
う

し

て

考

え

る

と
両

者

の
発
音

の
相

異

と

い
う

も

の
は

、

特

別

に

は

な

い

の
で

あ

ッ
て

、

若

し

あ

り

と

す

れ

ば

、

そ

れ

は

二

音
節

と

一
音

節

と

の
違

い

で

あ

る

と

す

る

の
が
穏

当

で

あ

ろ

う

。

オ

段

合

拗

長

音

の
表

記

法

に
、

の
様

な
表

音

的
綴

字

の
外

に

、

の
様

な

綴
字

を

採

用

し

た

の
は

、

「
仮

名

で

『

へ
う

』
『

け

う

』
『
め

う

』

と
書

か



)

れ

る

の
に
依

る
。

」

も

の

な
ら

、

意

識

的

に
仮

名

表

記

と

の
連

関

に

於

て
綴

ら

れ

た

わ

け

で

あ

り

、

こ

の
場

合

も

又

こ

の

意
識

の
外

に

は

出

な

い

で

あ

ろ

う

。

即

ち

長

音

に
発
音

し

な

が

ら
仮

名

表

記

に
引

サ

れ

て

、

二
音

節

に
綴

り・
た

の

で

あ

ろ

う
。

こ

の

こ

と

は
裏

返

し

て

言

え
ば

、
結

局

〔
O
O
〕

と

〔
O
=
〕

と

の

区

別

は

、
十

六

世
紀

も

今

日

も

誠

に

困

難

で

あ

る

と

い

う

こ

と

で

あ

る
。

「
こ

お

り

(
氷

)

」

と

「
こ
う

り

(
行

李

)

」

で

は

ア
ク

セ
ン

ト

の
違

い

で

、

二
音

節

と

一
音

節

に
な

る

け

れ

ど

も

、

「
と

お

(
十
)
一

と

「
と

う

(
塔

)

」

と

で

は

そ

の

区

別

も

な

い
。

更

に

「
お

お

さ
か

(
大

阪

)

」

と

「
お

う

さ

か

(
逢

坂

)

」

に
至

ッ
て

は
論

外

と
言

わ

ね
ば

な

ら

な

い
。

さ

て
長

音

に
統

一
す

る
と

し

て

、

そ

の
表

記

を

ど

う
す

る
か

に

は

問

題

が

あ

る

。

ア

・
イ

・
ウ

・
エ
の
各

列

の
長

音

は

そ

れ

み
＼

「
ア

あ

」
・

「
イ

い
」

・

「
ウ

う
」

・

「,
エ
え

」

で

あ

る

か

ら

、

オ

列

の

長

音

も

「
オ

お

」

と
統

一
す

る

こ

と
も

一
つ

の
方

法

で

あ

る

が

、
語

法

的

関
係

を
考

慮

し

て
、

や

は
り

「
オ

う

」

に

し

た

い

の

で

あ

る

。

即

ち

「
行

こ

お

」

・

「
行

き

ま

し

ょ

お

」

と

し

た

り

、
「
よ

お

」

・

「
も

お

」

と

記

す

こ

と

を

は

団
か

る
か

ら

で

あ

る

。

従

ッ
て

「
お

う
か

み

(
狼

)
」

・

「
こ

う

ろ

ぎ

(蜷

蜂

)
」
・
「
ほ

う
ず

き

(
酸

漿

)

」

・

「
お

う

い

(
多

)

」

・
「
と

う

い

(
遠

)

」
・

「
と

う

る

(
通

)

」

と
な

り

、

更

に

「
も

よ

う

す

(
催

)

」

・

「
ほ

う

の
き

(
朴

木

)

」

・

「
ほ

う

(
頬

)

」

・

「
と

う

(
十

)

」
等

と

な

る

こ

と

に
な

る
。

こ

の

「
オ

」

の
長

短

の
区

別

が

あ

る

た

め

に

、

か

え

ッ
て

宇

治

の

お
う
は
く

黄

葉

の

駅
名

が

「
お

お

ば

く

」

と

書

か

れ

た
り

、

「
そ

う

ッ
と

」

が

「
そ

お

っ
と

」

と

書

か

れ

た
り

す

る

の

で

あ

る

。

「
多

い
」

が

「
お

う

い

」

で

あ

る

か

ら

と

い

ッ
て

、

「
多

う

こ
ぎ

い
ま

す

」

が

「
お

う

(
八
)

う

ご
ぎ

い
ま

す

」

に
な

る
筈

が

な

い
。

表

音

的

に

「
お

お

う

こ
ぎ

い

ま

す

」

と
書

か

ね
ば

な

ら

な

い

こ
と

は
理

の
当

然

で

あ

る

。

第

三

拗

音

の
長

音

は

イ
列

或

い

は

工
列

の
音

に

「
う

」

を

つ
け

る
。「

ま

え

が

き

」

の
発

音

コ
ニ
」
「
の

キ

ュ
ウ

」

以

下

を

「
き

ゅ

う
」
・

「
し

ゅ

う

」

等

と

し

な

い
で

、

「
き

う

」

・

「
し

う

」
等

と

し

、

「
四

」

の

「
キ

・
オ

」

以

下

を

「
き

ょ
う
」

・

「
し

ょ
う

」
等

と

し

な

い
で

「
け

う

」

・

「
せ

う
」

と

し

よ

う

と
す

る

も

の

で

あ

る

。

古

く

竹

取

物

語

の

「
け

う
ら

」

と

い
う
語

は

、

従

来

の

辞
書

で

は

多

く

「
ケ
ウ

ラ

」

と

読

ん

で

い
る
様

で

あ

る

が

、

「
キ

ヨ

(
清

)

ラ

」

が

「
キ

ョ
ー

ラ

」

と
発

音

さ

れ

る
様

に

な

ッ
た

頃

、

「
キ

ョ
ー

」

を

「
け

う
」

と

写

し

た

に
違

い
な

い
の

で

あ

る

。

最

近

に
な

ッ
て

僅

か

に
「
辞

海

」

や

「
新

訂

大

言

海

」

が

、

は

ッ
き
り

と

「
キ

ヨ
ー

ラ

」
、

と

読

ま

せ
て

あ

る
。

拗

長

音

を

「
ケ

ウ

」

の
類

に
写

す

こ

と

は
、

そ

の
後

中

世

に
な

ッ
て

、
節

用

集

で

は
殊

に
多

く

、

又

天

草

本

に

も

多

い

の

で

あ

る

。

勿

論

「
メ
ウ

」

を

「
ミ

ョ
ウ
」

と

し

た
り

、

「
ゲ

ウ
」



を

「
ギ

ャ
ウ

」

と

す

る

こ
と

も

あ

る
が

、

静

め

う

繁

う

備

考

見

う

反

対

に

「
ヒ

ャ
ウ

」

を

「
ヘ
ウ
」

と
す

る

こ

と

も

あ

る

。

丘
ハ侯

備

ガ亮

軍

丘
ハ

こ

の

「
ヘ
ウ
」

は
合

音

で

あ

る
筈

で

あ

る
が

、

そ

の
誤

が

か

え

っ
て

開

音

か

ら

合

音

へ
移

向

す

る

経

緯

を

示

し

て

い
る

。

天

草

本

が
仮

名

表

記

の

「
ヘ
ウ

」

に
引

か

れ

る

こ

と

は
前

に

も
述

べ
た

。

又
文

政

年

間

(
十

九
世

紀

初

)

に

出

来

た

と
言

わ

れ

る

「
い

ろ

は

か

る

た

」

の

「
れ

」

は

、

「
良

薬

は

口

に
苦

し

」

で

あ

る

の

に

照

ら

せ
ば

、

「
リ

ャ

ウ

」
即

ち

「
リ

.一
1

」

は

「
れ

う
」

と
記

す

の

が
自

然

だ

ッ
た

の

で
あ

る
。

殊

に

「
イ

ウ

」

は

当

時

な

お
割

ッ
て
発

音

さ

れ

た

の

で

は

(
九
)

な

い
か

と
言

わ

れ

て

い
る

。

今

日

「
言

う
」

は

「
ユ
ー

」

で

あ

る

け

れ
ど

も

、
音

韻

論

的

に

は

「
イ

ウ

」

で

あ

り

、

又

そ

う

書

か

れ

て

い
る

。

「
ゆ

う

」

と

な

る

と

天
草

本

の
様

に

、

ユ

ユ

言

ひ

備

考

行

い

た

と

な

る

恐

れ

も

あ

ろ

う

。

現

に
そ

う

い

う
方

言

も

あ

る
様

で

あ

る

。

元

来

三
字

を

以

て

、

拗

音

の
長

音

を
表

わ

す

と

い
う

こ

と

は

、

こ

の
上

な

く
煩

わ

し

い
ば

か

り

で

な

く

、

通
常

の
音

感
覚

か

ら

見

て

も

不

自

然

で

あ

り

、

又

読

み
誤

る

恐

れ

の
あ

る

こ

と
は

、

「
け

う

」

を

電

文

が

採

用

し

て

い
る

こ
と

に
徴

し

て

も

明

白

で

あ

る
。

「
し

よ

う

」

が

「
為

よ

う

」

か

「
為

う

」

か
分

ら

な

い
場

合

は

よ

く

あ

り

、

「
よ

」

を
小
書
き
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
案
外
行
わ
れ
難
く
、

又
同
じ
平
仮

名
で
あ
る
為
に
往
々
見
誤
ら
れ
易
い
。

こ
う
し
て

「
き
う
」

・
「
け
う
」
と
す
れ
ば
、
拗

音
の
長
音
は
、

正
音
の
長
音

に
密
接

に
結
び
つ
い
て
、
整
然
と
し
た
体
系
を
つ
く
る

こ
と
が
出
来
る
。

そ

の
上

更

に
大

事

な

こ

と

は

、

こ
れ

に

よ

ッ
て
形

容

詞

の
音

便

や
助

動

詞

の
語

尾

を
救

う

こ
と

が

出

来

る

の

で

あ

る

。

即

ち

「
美

し

ゅ

う

」

・
「
大

き

ゅ
う

」

は

、
「
う

つ
く

し

う

」

・

「
お

う

き

う

」

と

な

り

、

「
行

き

ま

し

ょ
う

」

は

「
行

き

ま

せ
う

」

と

な

る

わ

け

で

あ

る

。

「
言

う

」

も

「
い
う

」

で

何

等

差

支

え

な

い
。

但

し
他

の
旧

か

な

ず

か

い

の

「
イ

ゥ

(
友

)

」

・

「
イ

フ

(
邑

)
」

・

「
ユ
フ
(
夕

)
」

等

は

「
ユ
」

の

長
音

と

見

な
す

こ

と
勿

論

で

あ

る
。

第

四

促

音

を

あ

ら

わ

す

「
つ
」

は

「
ツ

」

と

す

る

。

小

書

き

を

原

則

と
す

る
が

、

ど

こ

ま

で

も

「
っ
」

の
音

と

区

別

す

る

た

め

で

あ

る
。

視

覚

に
訴

え

る

こ

と

の
強

さ

か

ら

言

ッ
て

も

、

片

仮

名

の
方

が

適
切

で

あ

ろ
う

。

今

日

「
あ

ま

つ
さ

え

」

と

言

ッ
て

い

る

語

も

、

元

は

「
あ

ま

ッ
さ

え

」

で

あ

ッ
た

の

で

、

天
草

本

で

も

す

べ

て
剰

へ

で

あ

る
。

こ

れ

な

ど

は
促

音

が
誤

ら

れ

て

、

「
つ
」

の
音

に

紛

れ

込



ん

だ

例

で

あ

る

。

序

で

な

が

ら

天

草

本

で

は

、
促

音

は

」

で

表

記

さ

れ

て

い
る

。
従

ッ
て

原

則

と

し

て

は

、
普

通

の

「
つ

」
は

、
促

音

の

「
つ
」

は

〔
菖

で
表

わ

す

の

で

あ

る

が

、
時

に

は
混

同

す

る

こ

と

も

あ

る
様

で

あ

る

。

書

物

ー

"

'

雁

札

末

代

総

別

大

忠

節

帥

な

ど

の
例

は

と

し

て

用

い
ら

れ

て

い

る
様

で

あ
り

、
こ

れ

の

に
反

し

て

片

鐙

踏

む

や
踏

ま

つ
で

あ

わ

て

騒

い

で
馳

せ
参

る

。

の
例

は
促

音

と

し

て
使

わ

れ

て

い

る
様

で

あ

る
。

表

音

的

に
記

し
易

い

ロ
ー

マ
字

綴

に
し

て

、

こ

う

い
う

例

の
現

わ

れ

る

の

は

、

前

述

の
様

に
仮

名

表

記

の

影

響

を

受

け

て

い
る

こ
と

を

物

語

る
も

の

で

あ

る

が

、
両

音

価

の
あ

る

「
つ
」

だ

け

に
大

変

興

味

深

い
。

第

五

拗

音

を

あ
ら

わ

す

「
や

」

・

「
ゆ

」

・

「
よ

」

は
「
ヤ

」
・

「
ユ
」

・

「
ヨ
」

と

す

る

。

小

書

き

を

原

則

と

し

、
第

四

と

全

く

同

じ

理

由

に
基

ず

く

も

の
で

あ

る

。例

え

ば

「
石

屋

」

は

「
い

し

や
」

と

し

、

医

者

は
、
い
し

ヤ
」

と

す

れ

ば

、

両

者

は

お

互

に
誤

ら

れ

る

こ
と

は

あ
る

ま

い
。

其

の
他

こ

れ

に

類

す

る

表

記

は

、

こ
れ

に
準

じ

て

広

く

片
仮

名

を

以

て

当

て

た

い
の

で

あ

る
。

例

え
ば

「
ご

ッ

つ

ォ
う

」
と

か

「
お

と

ッ

つ

ァ
ん

」

と

か

の
様

に

で

あ

る
。

以

上

の

五

項

目

は

、

仮

名

が

漢

字

に
置

き

替

え

ら

れ

る

こ
と

に

よ

ッ
て

、

殆

ど

そ

の

影

を

没

し

て

し

ま

ッ
て

、

一
般

に
は

さ

ほ

ど

の
影

響

は

な

い
の

で

あ

る

が

、

義

務

教

育

に
於

て

は
重

大

な

問

題

と

な

る

の

で

あ

る

。

日

本

語

に
平

仮

名

と

片

仮

名

が

あ

る

と

い
う

こ

と

は

、

誠

に
便

利

で

あ

ッ
て

、

ロ
ー

マ
字

の
様

に
語

の

弁
別

が
出

来
難

い
日

本

文

に

あ

ッ
て

は

、

こ

の

長

所

を

も

ッ
と

活

用

レ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
と

思

う

の

で

あ

る

。

時

に
は

名

詞

や
副

詞

-

特

に
擬

声

語

や
擬

態

語
　

な

ど

、

折

に
応

じ

て

片
仮

名

を

用

い
る

方

が

、

確

か

に
効

果

的

で

あ

ろ

う

。

(
本

文

の

か

な
ず

か

い
は

私

案

に

よ

る

。
1

二
九
三

三
五
槁

三

・八
三
九
補

)

註

一
金
田

一
京
助
博
士

「
現
代
か
な
つ
か
い
と
文
筆
家

」

(朝

日
新
聞
昭
和

三
十

一
年

一
月
十
四

日
附
学
芸
欄
)

二
小
林
好
日
博
士

「
土
筆

の
系
譜
」

(
国
語
学

の
諸
問
題
)

三
有
坂
秀
世
博
士
「
音
韻
制
度
の
本
質

に
つ
い
て
」
(国
語

音
韻

史
の
研
究
)

五

ロ
ド
リ
ゲ

ス

「
日
本

大
文
典

」

(
土
井
忠

生
博
士
訳
)

五
橋
本
進
吉
博
士

「
吉
利
支
丹
教
義

の
研
究
」

六
前
書

七
森

田
武
氏

「
吉
利
支
丹
資
料

の

ロ
ー

マ
字
綴
」

(
国
語
学

第

二
十
輯

)

八
金

田

一
京

助
博
士

「
現
代

か
な

つ
か
い

の
意
義
」

九
橋
本

博
土
前
掲
書

森
田
氏
前
掲
論

文

浜
田

敦
氏

「国
語
音
韻
体
系

に
於
け
る
長
音

の
位
置
」

(
国
語
学
第

二

十

二
輯

)


