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　「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
と
「
文
語
表
現
」

一　
「
仮
名
遣
い
」
の
歴
史
的
考
察

　

高
等
学
校
で
古
典
を
取
り
扱
う
際
に
は
、
導
入
期
に
「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
を
指
導
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
「
歴
史
的
仮
名

遣
い
」
の
指
導
は
、
学
習
者
の
古
典
に
対
す
る
興
味
関
心
を
左
右
す
る
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
と

は
、
平
安
中
期
の
音
韻
を
も
と
と
し
て
作
成
さ
れ
た
仮
名
の
表
記
で
あ
り
、
平
安
後
期
に
は
す
で
に
表
記
通
り
に
発
音
さ
れ
な
く
な
っ

た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
仮
名
表
記
の
変
革
は
し
ば
し
ば
試
み
ら
れ
ま
し
た
が
、
基
本
的
に
は
戦
前
ま
で
踏
襲
さ
れ
て
い
ま
し
た
。　

　

鎌
倉
時
代
の
歌
人
藤
原
定
家
は
『
下げ

官か
ん

集し
ゅ
う』

の
中
で
、「
を
」、「
お
」、「
い
」、「
ひ
」、「
ゐ
」、「
え
」、「
へ
」、「
ゑ
」
の
常
に
混
同

さ
れ
が
ち
な
八
つ
の
仮
名
を
取
り
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
単
語
が
当
て
ら
れ
た
の
か
を
記
し
た
「
定
家
仮
名
遣
い
」
を
提
示
し

た
こ
と
が
「
仮
名
遣
い
」
の
最
初
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
は
、
定
家
の
示
唆
を
受
け
た
源

み
な
も
と
の

親ち
か

行ゆ
き

の
孫
行

ぎ
よ
う

阿あ

が
『
仮か

名な

文も

字じ

遣づ
か
い』

を
著
し
、「
定
家
仮
名
遣
い
」
の
増
補
を
し
て
い
ま
す
が
、
中
世
に
は
、「
定
家
」
の
名
の
下
に
徐
々
に
こ
れ
が
浸
透
し
て

い
き
ま
す
。

　

江
戸
時
代
に
入
る
と
仮
名
遣
い
は
さ
ら
に
混
迷
の
度
を
深
め
、
一
般
向
け
に
仮
名
遣
い
の
書
き
分
け
を
手
引
き
す
る
よ
う
な
書
籍
も

数
多
く
作
ら
れ
ま
し
た
。
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
に
は
『
初し

よ

心し
ん

仮か

名な

遣づ
か
い』

が
刊
行
さ
れ
、
仮
名
表
記
の
誤
り
に
つ
い
て
の
事
例
が
紹
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介
さ
れ
ま
し
た
。
例
え
ば
、「
天
地
門
」
に
は
「
く
も
い8　

く
も
ゐ　

雲
井
」、「
め8

う
ぜ8

う　

み
や
う
じ
や
う　

明
星
」
な
ど
と
あ
り
、「
誤
、

正
、
漢
字
」
の
順
で
仮
名
遣
い
の
正
誤
表
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
元
禄
八
年
（
一
六
九
五
）
に
は
、
契け

い

沖ち
ゆ
うが

『
和わ

字じ

正
し
よ
う

濫ら
ん

鈔し
よ
う』

を
出

版
し
て
新
た
な
仮
名
遣
い
を
発
表
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
定
家
仮
名
遣
い
」
の
よ
う
に
ア
ク
セ
ン
ト
の
違
い
に
は
触
れ
ず
に
、『
万
葉

集
』
や
『
古
事
記
』
と
い
っ
た
古
書
を
繙

ひ
も
と

き
な
が
ら
そ
の
用
例
か
ら
の
検
証
を
お
こ
な
っ
た
も
の
で
す
。
こ
こ
に
、「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」

が
誕
生
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
橘

た
ち
ば
な

成し
げ

員か
ず

が
『
倭わ

字じ

古こ

今こ
ん

通つ
う

例れ
い

全ぜ
ん

書し
よ

』（
元
禄
九
年
〈
一
六
九
六
〉）
を
刊
行
し
て
契
沖
の

「
仮
名
遣
い
」
を
批
判
す
る
一
方
で
、
契
沖
の
影
響
を
受
け
た
国
学
者
賀か

茂も
の

真ま

淵ぶ
ち

が
『
国こ

く

意い

考こ
う

』（
明
和
二
年
〈
一
七
六
五
〉
頃
）
に
お
い

て
仮
名
文
字
の
簡
易
性
を
主
張
し
た
こ
と
か
ら
、
国
学
者
を
中
心
に
和
文
の
見
直
し
が
は
か
ら
れ
ま
し
た
。

二　

近
代
以
降
に
お
け
る
「
仮
名
遣
い
」
論
争

　

明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）、
ド
イ
ツ
か
ら
帰
国
し
た
国
語
学
者
の
上う

え

田だ

万か
ず

年と
し

は
「
国
語
と
国
家
と
」
の
講
演
を
行
い
、「
国
家
」

が
成
り
立
つ
た
め
に
は
「
土
地
、
人
種
、
結
合
一
致
、
法
律
」
の
四
つ
の
要
素
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
語
り
、「
結
合
一
致
」
の
中

味
と
し
て
「
歴
史
及
び
慣
習
、
政
治
上
の
主
義
、
宗
教
、
言
語
、
教
育
」
に
注
目
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
上
田
は
「
文
部
省
国
語
調

査
委
員
会
」
の
主
事
と
な
り
、
仮
名
や
ロ
ー
マ
字
、
言
文
一
致
の
必
要
性
を
唱
え
、
日
本
語
の
簡
略
化
へ
の
方
針
を
示
し
ま
し
た
。
こ

の
動
き
が
「
現
代
仮
名
遣
い
」
の
源
流
と
な
り
ま
す
。
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）、
上
田
を
会
長
と
す
る
文
部
省
臨
時
国
語
調
査
会
か

ら
「
仮
名
遣
改
定
案
」
が
提
出
さ
れ
、
総
会
上
満
場
一
致
で
可
決
し
ま
し
た
。
助
詞
「
は
、
へ
、
を
」
以
外
の
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
つ

い
て
は
全
て
発
音
通
り
に
記
す
こ
と
が
示
さ
れ
、「
ゐ
、
ゑ
、
を
」
は
、「
い
、
え
、
お
」
に
、
連
結
に
よ
っ
て
生
じ
る
「
ぢ
」、「
づ
」

を
全
て
「
じ
」、「
ず
」
に
書
き
改
め
る
点
な
ど
を
原
則
と
し
、
拗
音
、
促
音
に
関
し
て
は
右
下
に
小
さ
く
書
く
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
ま

し
た
。
こ
れ
は
現
代
仮
名
遣
い
以
上
に
表
音
主
義
に
根
ざ
し
た
も
の
で
す
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は
、
国
語
学
者
の
山や

ま

田だ

孝よ
し

雄お

、
作
家
芥
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川
龍
之
介
か
ら
の
強
い
反
論
が
あ
り
ま
し
た
。
芥
川
は
『
改
造
』
第
七
巻
第
三
号
（
大
正
十
四
年
〈
一
九
二
五
〉
三
月
）
に
「
仮か

名な

遣
づ
か
ひ

改か
い

定て
い

案あ
ん

は
單た

ん

に
我わ

が
日に

本ほ
ん

語ご

の
墮だ

落ら
く

を
顧

か
へ
り

み
ざ
る
の
み
な
ら
ず
、
又ま

た

實じ
つ

に
天て

ん

下か

を
し
て
理り

性せ
い

の
尊そ

ん

嚴げ
ん

を
失

う
し
な

は
し
む
る
も
の
な
り
」
と
憂
国

的
と
も
い
え
る
感
慨
を
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
強
い
反
対
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
結
局
こ
の
法
案
は
可
決
さ
れ
な
が
ら
も
、
教
育

現
場
に
ま
で
は
波
及
せ
ず
に
終
わ
っ
た
よ
う
で
す
。
昭
和
十
七
年
（
一
九
四
二
）
に
は
、
上
田
の
後
継
で
あ
っ
た
国
語
学
者
橋は

し

本も
と

進し
ん

吉き
ち

も
同
年
『
国
語
と
国
文
学
』
第
十
九
巻
第
十
号
に
「
表
音
的
仮
名
遣
は
仮
名
遣
に
あ
ら
ず
」
を
発
表
し
て
「
仮
名
遣
に
於
て
は
、
そ
の

發
生
の
當
初
か
ら
、仮
名
を
單
に
音
を
寫
す
も
の
と
せ
ず
し
て
、語
を
寫
す
も
の
と
し
て
取
り
扱
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、「
表

音
仮
名
遣
い
（
現
代
仮
名
遣
い
）」
を
批
判
し
ま
し
た
。
橋
本
に
よ
る
と
、
仮
名
に
お
け
る
発
音
と
表
記
の
揺
れ
は
す
で
に
鎌
倉
時
代
に

は
生
じ
て
い
た
た
め
、
そ
れ
を
考
慮
す
れ
ば
、「
発
音
」
そ
の
も
の
よ
り
も
「
語
意
識
」
を
重
視
す
る
べ
き
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。

　

昭
和
二
十
一
年
（
一
九
四
六
）
十
一
月
、
内
閣
訓
令
に
よ
り
「
現
代
仮
名
遣
い
」
が
公
布
さ
れ
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
、「
文
字
」
を
で

き
る
だ
け
「
発
音
」
に
合
わ
せ
て
書
き
改
め
よ
う
と
す
る
教
育
普
及
活
動
の
一
環
で
あ
り
、「
当
用
漢
字
」
制
定
に
よ
る
漢
字
の
使
用

制
限
と
も
歩
調
を
合
わ
せ
た
も
の
で
す
。
こ
の
動
き
に
対
し
、
福ふ

く

田だ

恒つ
ね

存あ
り

の
『
私
の
國
語
敎
室
』
や
丸ま

る

谷や

才さ
い

一い
ち

の
『
日
本
語
の
た
め
』・

『
桜
も
さ
よ
な
ら
も
日
本
語
』
に
は
、
そ
の
文
章
に
も
旧
仮
名
遣
い
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
こ
だ
わ
り
の
ほ
ど
が
う
か
が
え
ま
す
。

特
に
、
福
田
は
「
現
代
か
な
づ
か
い
」
の
不
合
理
さ
を
指
摘
し
、「
歷
史
的
か
な
づ
か
ひ
」
の
原
理
を
述
べ
な
が
ら
、
国
語
問
題
の
背

景
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
後
も
昭
和
三
十
年
代
に
入
る
と
、金き

ん

田だ

一い
ち

京
き
よ
う

助す
け

と
福
田
恒
存
の
間
で
論
争
も
交
わ
さ
れ
ま
し
た
。「
表
音
主
義
」や「
音
韻
準
拠
」

の
不
合
理
さ
を
指
摘
す
る
福
田
に
対
し
て
、
金
田
一
は
「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
に
関
す
る
契
沖
の
仕
事
に
対
し
て
は
一
定
の
評
価
を
示

す
も
の
の
、い
た
ず
ら
に
千
年
前
の
仮
名
遣
い
を
墨
守
し
て
使
用
す
る
愚
行
を
批
判
し
て
い
ま
す
。結
局
は
金
田
一
も
述
べ
る
通
り
、「
歴

史
的
仮
名
遣
い
」
の
教
育
を
受
け
た
世
代
の
減
少
に
伴
い
、
仮
名
遣
い
の
意
識
は
次
第
に
人
々
の
脳
裏
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
ま
し
た
。
昭
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和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）
に
は
、
前
出
の
『
私
の
國
語
敎
室
』
が
雑
誌
『
聲こ

え

』
に
発
表
さ
れ
ま
す
。
日
本
語
が
「
国
家
の
領
域
内
で

遍
く
通
用
す
る
」
言
語
（
＝
現
代
派
）
で
あ
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
「
国
家
の
歴
史
・
文
化
な
ど
を
あ
ら
わ
す
」
言
語
（
ま
ず
言
語
あ
り

き
＝
歴
史
派
）
で
あ
る
べ
き
か
、「
鶏
と
卵
」
の
よ
う
な
関
係
が
「
歴
史
」
と
「
現
代
」
仮
名
遣
い
論
争
に
見
ら
れ
た
こ
と
は
興
味
深
い

こ
と
で
す
。「
現
代
仮
名
遣
い
」
が
主
流
に
な
り
つ
つ
あ
る
中
で
も
、「
言
語
」
の
簡
略
化
に
危
惧
を
覚
え
る
人
々
も
い
た
こ
と
も
事
実

で
あ
り
、
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
山や

ま

本も
と

夏な
つ

彦ひ
こ

は
「
和
漢
の
古
典
に
は
文
脈
に
混
乱
が
な
い
。
混
乱
が
生
じ
た
の
は
大
正
期
の
岩
波
用
語
の
時
代

か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
文
に
は
リ
ズ
ム
が
あ
っ
た
か
ら
暗
唱
に
た
え
た
」（『
完か

ん

本ぽ
ん

文ぶ
ん

語ご

文ぶ
ん

』）
と
も
述
べ
て
い
ま
す
。

三　
「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
と
「
文
語
表
現
」
指
導

　

Ａ　
「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
の
名
残

　

前
節
か
ら
助
詞
「
は
」、「
を
」、「
へ
」
に
お
け
る
表
記
と
読
み
の
ズ
レ
は
「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
の
名
残
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

ま
た
、
大
正
時
代
か
ら
法
案
化
さ
れ
る
た
び
に
、
批
判
さ
れ
た
「
じ
」、「
ぢ
」、「
ず
」、「
づ
」
の
い
わ
ゆ
る
「
四
つ
仮
名
」
の
問
題
も

あ
り
ま
す
。
契
沖
の
『
和わ

字じ

正
し
ょ
う

濫ら
ん

鈔し
よ
う』

と
同
年
に
世
に
出
た
『
蜆け

ん

縮
し
ゆ
く

涼
り
よ
う

鼓こ

集し
ゆ
う』（

元
禄
八
年
〈
一
六
九
五
〉）
の
よ
う
に
「
四
つ
仮
名
」

の
み
を
専
門
的
に
取
り
扱
っ
た
書
籍
ま
で
あ
り
ま
す
。
以
前
、担
当
し
た
授
業
の
中
で
『
私
の
國
語
敎
室
』
で
取
り
あ
げ
ら
れ
た
「
地
震
」、

「
世
界
中
」、「
鼻
血
」
の
読
み
に
つ
い
て
発
問
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ほ
ぼ
全
て
の
生
徒
が
「
じ
し
ん
」、「
せ
か
い
じ
ゅ
う
」、「
は
な
ぢ
」

と
答
え
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
上
記
の
熟
語
か
ら
「
地
」、「
中
」
の
一
字
を
取
り
出
し
て
読
み
を
確
認
し
ま
す
と
、
果
た
し
て
生
徒
は

「
ち
」、「
ち
ゅ
う
」
と
答
え
、「
し
」、「
し
ゅ
う
」
と
書
く
者
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
れ
は
不
自
然
で
は
な
い
限
り
「
ぢ
」、「
づ
」
は

そ
れ
ぞ
れ
「
じ
」、「
ず
」
と
書
き
改
め
る
「
現
代
仮
名
遣
い
」
の
規
則
に
よ
る
も
の
で
す
が
、
そ
の
基
準
は
不
明
瞭
な
も
の
で
す
。
逆
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に
「
鼻
血
」
に
つ
い
て
は
「
ぢ
」
が
用
い
ら
れ
ま
す
が
、「
血
」
は
「
ぢ
」
で
「
地
」
は
「
じ
」
に
な
る
理
由
に
つ
い
て
は
説
明
が
で

き
ま
せ
ん
。「
じ
」、「
ず
」
を
優
先
す
る
書
き
換
え
は
、「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
を
初
等
教
育
段
階
で
学
習
し
て
い
な
い
世
代
に
と
っ
て

無
意
識
に
身
に
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
せ
い
か
、「
稲
妻
」
な
ど
は
漢
字
を
目
に
し
て
い
て
も
、「
い
な
ず
ま
」
と
読
ん
だ
生
徒
が
多
か
っ

た
こ
と
も
印
象
的
で
し
た
。
プ
リ
ン
ト
が
「
一
枚
ず
つ
」
な
の
か
「
一
枚
づ
つ
」
な
の
か
も
表
記
に
迷
う
と
こ
ろ
で
す
。

　

さ
ら
に
、
丸
谷
が
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
「
～
ぢ
や
」
に
関
し
て
も
触
れ
て
み
ま
し
た
。
こ
の
表
記
は
狂
言
な
ど
の
演
劇
世
界
で
は

し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
言
い
回
し
で
す
が
、
生
徒
の
意
識
の
中
で
は
「
ぢ
ゃ
」
に
は
お
ふ
ざ
け
の
印
象
が
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
の
場

合
、「
じ
ゃ
」
と
記
さ
な
い
と
奇
異
に
感
じ
る
と
答
え
て
い
ま
し
た
が
、「
ぢ
」
の
部
分
の
活
用
を
も
と
に
考
え
さ
せ
ま
し
た
。

 

～
ぢ
ゃ
な
い
か　

＝　

～
だ
ろ  

＝　

～
で
は
な
い
か

　

単
純
な
言
い
換
え
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
傍
線
箇
所
は
全
て
「
ダ
行
」
で
あ
っ
て
、「
ザ
行
」
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
ま
す
と
、
さ

す
が
に
「
現
代
仮
名
遣
い
」
へ
の
強
引
な
書
き
換
え
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
こ
と
も
納
得
し
た
よ
う
で
す
。

Ｂ　

係
り
結
び
表
現
に
つ
い
て

　

慣
用
句
「
好
き
こ
そ
も
の
の
上
手
な
れ
」
に
は
係
り
結
び
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
卒
業
式
で
歌
わ
れ
る
代
表
的
な
唱

歌
「
仰
げ
ば
尊
し
」
の
一
節
「
今
こ
そ
別
れ
め
」
を
用
い
て
「
係
り
結
び
の
法
則
」
を
確
認
す
る
こ
と
も
多
い
で
す
が
、「
係
り
結
び
」

は
係
助
詞
に
よ
っ
て
文
末
が
結
ば
れ
る
最
重
要
の
文
法
事
項
で
す
。
上
記
の
慣
用
表
現
の
場
合
は
「
こ
そ
」
が
あ
る
た
め
、
末
尾
が
終

止
形
で
は
な
く
、
已
然
形
に
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
身
近
な
慣
用
句
な
ど
か
ら
も
「
係
り
結
び
法
則
」
へ
の
接
近
が
で
き
る

と
い
う
可
能
性
を
実
感
し
ま
し
た
。
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Ｃ　

ヤ
行
「
え
」
と
五
十
音
図

　
「
燃
え
る
」
の
「
え
」
は
何
行
で
あ
る
か
考
え
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
か
。
ア
行
・
ヤ
行
・
ワ
行
の
三
行
は
し
ば
し
ば
混
同
さ
れ
が
ち

で
あ
る
た
め
、
私
は
こ
れ
を
「
ア
ワ
ヤ

0

0

0

の
間
違
い
」
と
呼
ん
で
注
意
を
促
し
て
い
ま
す
。「
燃
え
る
」
は
「
燃
や
す
」
と
も
活
用
さ
れ

ま
す
の
で
、「
ヤ
行
」
で
あ
る
と
判
別
で
き
ま
す
。
ほ
か
に
も
「
増
え
る
（
増
や
す
）」、「
肥
え
る
（
肥
や
す
）」、「
絶
え
る
（
絶
や
す
）」、「
お

び
え
る（
お
び
や
か
す
）」な
ど
に
同
様
の
事
例
も
見
ら
れ
ま
す
。
た
だ
厳
密
に
言
え
ば
、上
代
特
殊
仮
名
遣
い
の
発
見
に
よ
り
ア
行
の「
え

（
ｅ
）」
と
ヤ
行
の
「
え
（
ｙ
ｅ
）」
は
本
来
別
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
橋
本
進
吉
の
『
文も

字じ

及
お
よ
び

仮か

名な

遣づ
か
いの

研け
ん

究き
ゆ
う』

に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、「
五
十
音
図
」
に
つ
い
て
平
安
時
代
に
は
す
で
に
そ
の
原
型
は
作
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
平
安
時
代
に
は
ま
だ
行
と
段
が

今
と
は
違
う
並
び
で
、
現
在
の
よ
う
な
形
に
配
列
さ
れ
た
の
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
と
見
ら
れ
ま
す
。
契
沖
の
『
和
字
正
濫
鈔
』

巻
一
（
元
禄
六
年
〈
一
六
九
三
〉）
に
は
現
代
の
形
に
近
い
「
五
十
音
図
」
が
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
芭
蕉
七
部
集
の
『
猿さ

る

蓑み
の

』（
元
禄
四

年
〈
一
六
九
一
〉）
の
「
晋
其
角
序
」
に
「
さ
れ
ば
た
ま
し
ゐ
の
入
た
ら
ば
、
ア
イ
ウ
エ
ヲ
よ
く
ひ
ゞ
き
て
、
い
か
な
ら
ん
吟
聲
も
出
ぬ

べ
し
」
と
芭
蕉
の
高
弟
宝

た
か
ら

井い

其き

角か
く

が
述
べ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
こ
の
当
時
「
ア
イ
ウ
エ
ヲ
」
が
常
識
的
な
並
び
に
な
っ
て
い
ま
し

た
し
、
国
学
者
谷た

に

川が
わ

士こ
と

清す
が

の
国
語
辞
書
『
和わ

訓
く
ん
の

栞し
お
り』（

安
永
六
年
〈
一
七
七
七
〉）
は
「
い
ろ
は
順
」
で
は
な
く
、「
五
十
音
順
」
の
構
成

が
取
ら
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、「
オ
」
と
「
ヲ
」
が
現
在
の
よ
う
な
配
列
に
な
っ
た
の
は
、
本も

と

居お
り

宣の
り

長な
が

が
「
お
を
所
属
の
弁
」（『
字じ

音お
ん

仮か

名な

用づ
か
い格

』
安
永
五
年
〈
一
七
七
六
〉）
を
記
し
、「
お
」
を
ア
行
に
、「
を
」
を
ワ
行
に
分
類
し
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。「
仮
名
遣
い
」
の
取

り
扱
い
は
「
古
典
」
時
代
に
生
き
て
い
た
人
々
に
と
っ
て
も
頭
を
悩
ま
せ
る
問
題
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
ね
。

Ｄ　

人
名
等
に
見
る
文
語
表
現

　

一
般
的
に
「
治
」・「
広
」・「
清
」
な
ど
を
人
名
と
し
て
発
音
す
る
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
「
お
さ
む
」・「
ひ
ろ
し
」・「
き
よ
し
」
と
読
み



130

ま
す
が
、
こ
の
読
み
方
も
文
語
表
現
に
よ
る
も
の
で
す
。「
治
」
は
動
詞
で
下
二
段
活
用
、「
広
」・「
清
」
は
形
容
詞
で
ク
活
用
と
な
り
、

そ
れ
ぞ
れ
古
典
文
法
に
お
け
る
基
本
形
（
終
止
形
）
で
あ
る
こ
と
は
学
習
を
通
し
て
理
解
で
き
ま
す
。
例
え
ば
、「
太
宰
治
」
を
口
語
的

に
「
だ
ざ
い
お
さ
め
る
」
と
読
ん
だ
場
合
に
お
け
る
印
象
の
違
い
に
つ
い
て
生
徒
に
考
え
さ
せ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
こ
の

ほ
か
一
般
的
な
ア
ン
ケ
ー
ト
等
に
見
ら
れ
る
「
有
り
」・「
無
し
」
と
い
っ
た
表
記
、「
〇
〇
求も

と

む
」・「
×
×
現あ

ら
わる

」・「
こ
の
先
△
△
多

し
」
な
ど
ポ
ス
タ
ー
や
看
板
な
ど
の
見
出
し
語
、「
至
れ
り
尽
く
せ
り
」・「
言
わ
ず
も
が
な
」・「
悪
し
か
ら
ず
」・「
眠
れ
る
獅
子
」
な

ど
の
慣
用
表
現
、
さ
ら
に
は
翌
日
を
意
味
す
る
「
明あ

く
る
日
」
の
「
明
く
る
」
が
古
典
文
法
の
下
二
段
活
用
の
連
体
形
で
あ
る
こ
と
な

ど
、
文
語
的
な
表
現
が
日
常
生
活
の
中
で
簡
潔
で
目
立
つ
こ
と
か
ら
好
ま
れ
て
用
い
ら
れ
ま
し
た
。

　
「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
や
「
文
語
表
現
」
に
つ
い
て
は
、
従
来
古
典
を
学
ぶ
た
め
の
表
記
法
程
度
の
前
座
的
な
役
割
と
見
な
さ
れ
て

き
ま
し
た
が
、「
現
代
仮
名
遣
い
」
の
盲
点
を
知
れ
ば
知
る
ほ
ど
、「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
や
「
文
語
表
現
」
の
安
定
感
が
理
解
で
き

る
は
ず
で
す
。
逆
に
「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
「
字
音
語
（
音
読
み
）」
表
記
の
煩
雑
さ
が
あ
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

例
え
ば
、「
コ
ウ
」
の
音
に
対
し
て
、「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
に
は
「
か
う
（
香
）」「
こ
う
（
公
）」「
く
わ
う
（
広
）」「
か
ふ
（
甲
）」「
こ

ふ
（
鵠
）」
等
の
多
く
の
表
記
が
あ
る
た
め
、
辞
書
に
当
た
る
際
に
頭
を
悩
ま
せ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
の
見
直
し
を
は
か
っ
て
、
身
近
に
あ
る
「
文
語
表
現
」
に
触
れ
る
こ
と
で
、「
現
代
仮
名
遣
い
」
万
能
観
に
揺

さ
ぶ
り
を
か
け
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
す
。
文
体
の
指
導
を
通
し
て
、
学
習
者
の
「
古
典
」
＝
「
陳
腐
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
払
拭

さ
れ
、「
古
典
」
を
現
代
と
比
較
対
照
し
得
る
教
材
と
し
て
意
欲
的
に
受
容
す
る
態
度
が
培
わ
れ
て
い
く
も
の
と
考
え
て
い
ま
す
。


