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本
居
宣
長
母
お
勝
書
簡
に
お
け
る
漢
字
使
用
に
関
す
る
考
察

―
使
用
字
種
の
傾
向
を
中
心
に

―

永
井
悦
子

一　

は
じ
め
に

　

江
戸
時
代
、
女
性
用
に
編
ま
れ
た
往
来
物
の
種
類
は
、
一
千
種
と
も
、
ま
た
三
、四
千

種
と
も
い
わ
れ）

1
（

、
女
性
の
手
習
い
教
育
の
機
会
が
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え

る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
機
会
に
恵
ま
れ
た
女
性
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
文
字
や
仮
名

遣
い
を
学
び
、
そ
し
て
使
用
し
た
の
か
と
い
う
言
語
生
活
の
実
態
に
関
し
て
は
、
い
ま
だ

検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る）

2
（

。

　

そ
こ
で
小
稿
で
は
、
本
居
宣
長
の
母
「
お
勝
」（
一
七
〇
五
〈
宝
永
二
〉
年
〜

一
七
六
八
〈
明
和
五
〉
年
）
が
宣
長
に
宛
て
た
六
六
通
の
書
簡
を
資
料
と
し
て
、
江
戸
時

代
女
性
の
日
常
的
な
言
語
使
用
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
庶
民
層
の
女
性
で

こ
れ
だ
け
ま
と
ま
っ
た
量
の
書
簡
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
非
常
に
珍
し
く
、
当
時
の
女

性
の
言
語
生
活
を
探
る
上
で
は
た
い
へ
ん
有
用
な
資
料
だ
と
い
え
よ
う
。
仮
名
字
体
の
使

い
分
け
に
関
す
る
実
態
に
つ
い
て
報
告
し
た
拙
稿
（
二
〇
〇
八
）
に
続
き
小
稿
で
は
、
使

用
漢
字
の
実
態
を
調
査
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

ま
た
、
稿
者
は
こ
れ
ま
で
江
戸
時
代
女
性
の
言
語
使
用
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
た

め
、
当
時
の
女
性
が
書
簡
文
を
し
た
た
め
る
際
や
文
字
を
学
ぶ
際
に
用
い
た
と
さ
れ
る
女

子
用
往
来
物
の
実
態
調
査
を
重
ね
て
き
た）

3
（

。
し
か
し
、
往
来
物
は
あ
く
ま
で
も
「
教
材
」

で
あ
り
、
当
時
の
言
語
使
用
の
実
際
を
ど
こ
ま
で
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
検
証
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
た
め
拙
稿
（
二
〇
〇
八
）
で
は
、
お
勝
が
書
簡
で

用
い
た
仮
名
字
体
の
使
い
分
け
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
女
子
用
往
来
物
の
そ
れ
と
比

較
検
討
し
、
双
方
の
傾
向
が
非
常
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
示
し
た
。
小
稿
に
お
い
て

も
同
様
に
、
実
際
の
書
簡
文
と
女
子
用
往
来
物
に
お
け
る
漢
字
使
用
と
が
符
合
す
る
の

か
、
あ
わ
せ
て
確
認
し
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

二　

本
居
宣
長
母
お
勝
と
そ
の
書
簡
に
つ
い
て

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
本
居
宣
長
そ
の
人
に
関
す
る
研
究
は
こ
れ
ま
で
数
多
な
さ
れ
て

き
て
い
る
が
、
母
親
で
あ
る
お
勝
に
関
し
て
知
る
手
が
か
り
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
拙
稿

（
二
〇
〇
八
）
に
重
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
ま
ず
、
そ
の
出
自
や
生
育
環
境
に
つ
い
て

『
本
居
宣
長
辞
典
』
や
中
根
（
二
〇
〇
二
）
を
も
と
に
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　

本
居
宣
長
の
母
お
勝
（
以
下
、「
お
勝
」
と
す
る
）
は
、
松
坂
新
町
の
村
田
孫
兵
衛
豊

商
の
四
女
と
し
て
生
ま
れ
、
二
四
歳
で
小
津
定
利
に
嫁
ぎ
、
宣
長
は
じ
め
二
男
二
女
を
も

う
け
た
と
い
う
。
生
家
で
あ
る
村
田
家
は
、
京
都
や
江
戸
で
木
綿
や
茶
な
ど
を
扱
う
商
家

で
、
現
在
も
村
田
家
が
奉
納
し
た
鳥
居
が
地
元
松
坂
の
神
社
に
残
る
こ
と
な
ど
か
ら
推
し

て
、
豊
か
な
経
済
力
を
誇
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
一
族
の
な
か
に
は
、
北
村

季
吟
の
門
人
と
な
る
者
や
垂
加
神
道
者
、
浄
土
宗
の
高
僧
な
ど
が
お
り
、
文
化
的
な
こ
と

が
ら
に
も
理
解
の
あ
っ
た
家
系
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、
宣
長
に
宛
て
た
書

簡
（
No. 

33　

宝
）
4
（

暦
五
年
霜
月
十
九
日
）
に
は
、
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

一 

、
来
年
子
ノ
と
し
、
し
ん
町
母
人
様
八
十
歳
ニ
御
成
被
成
候
、
事
多
中
な
か
ら

八
十
ノ
が
御
祝
候
て
、
一
首
進
し
ま
し
被
下
候
、
七
十
ノ
節
わ
れ
ら
一
首
致
し
、

八
十
ノ
か
の
事
祝
進
し
候
、
又
八
十
八
ま
て
の
事
ニ
御
よ
み
、
一
首
被
成
進
し
被

下
候
、
尤
正
月
朔
日
ニ
祝
義
八
い
ろ
そ
ろ
へ
、
心
計
ニ
進
し
候
半
と
存
候

　

八
十
に
な
ろ
う
と
す
る
実
家
の
母（
宣
長
の
祖
母
）の
た
め
に
そ
れ
を
寿
ぐ
歌
を
作
り
、

贈
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
の
文
面
で
あ
る
。
お
勝
が
小
津
家
へ
嫁
す
ま
で
の
あ
い
だ
、

家
庭
内
も
し
く
は
寺
子
屋
な
ど
で
手
習
い
や
作
歌
と
い
っ
た
種
々
の
教
育
を
施
さ
れ
て
い

た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
こ
う
し
た
書
簡
の
一
端
か
ら
う
か
が
え
る
。

所
属
：
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
学
部
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
学
科



　

次
に
、
調
査
資
料
と
な
る
書
簡
に
つ
い
て
ま
と
め
て
お
く
。『
本
居
宣
長
全
集　

別
巻

三）
5
（

』
に
は
、
お
勝
が
宣
長
に
宛
て
た
六
八
通
の
書
簡
（
一
七
五
四
〈
宝
暦
四
〉
年
一
月
八

日
〜
一
七
五
七
〈
宝
暦
七
〉
年
九
月
八
日
）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
小
稿
で
は
、
こ
れ
ら

の
う
ち
本
居
宣
長
記
念
館
に
所
蔵
さ
れ
、
実
際
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
六
六
通
を
調

査
対
象
と
し
た）

6
（

。

　

本
居
宣
長
は
、
一
七
五
二
〈
宝
暦
二
〉
年
五
月
か
ら
一
七
五
七
〈
宝
暦
七
〉
年
、
二
二

歳
か
ら
二
八
歳
ま
で
の
五
年
半
を
京
都
で
過
ご
し
、
医
学
を
修
め
る
と
と
も
に
和
歌
や
国

学
を
は
じ
め
と
す
る
種
々
の
学
問
に
も
精
力
的
に
取
り
組
ん
だ
と
い
う
。
残
さ
れ
て
い
る

お
勝
の
書
簡
は
い
ず
れ
も
、
こ
の
留
学
中
の
宣
長
に
送
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
間
、
宣

長
が
母
に
宛
て
た
書
簡
は
失
わ
れ
た
も
の
が
多
い
よ
う
で
、『
本
居
宣
長
全
集　

一
七）

7
（

』

に
収
め
ら
れ
る
の
は
二
通
の
み
で
あ
る
が
、
お
勝
が
宣
長
に
宛
て
た
書
簡
の
多
く
は
現
在

に
至
る
ま
で
、
丁
重
に
保
管
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

書
簡
の
内
容
は
、
身
近
な
人
々
の
安
否
の
知
ら
せ
や
問
い
合
わ
せ
を
は
じ
め
と
し
、
次

の
﹇
例
1
﹈
の
よ
う
な
仕
送
り
の
衣
類
や
食
料
品
の
説
明
、
近
頃
の
出
来
事
の
報
告
な
ど

が
主
で
あ
る
。
時
に
は
、
金
策
の
苦
労
話
や
兄
弟
の
縁
談
に
関
す
る
相
談
ご
と
な
ど
を
つ

づ
っ
た
も
の
も
見
受
け
ら
れ
る
。

﹇
例
1
﹈よ

き
便
ニ
候
ま
ゝ
、
せ
ん
た
く
物
事
つ
て
進
し
候

一
、
黒
わ
た
入
一

一
、
同
あ
わ
せ
一

一
、
下
帯　

壹
つ

一
、
わ
た
入
羽
織　

二

　
　

同
あ
わ
せ
一

一
、
か
ん
ひ
や
う

一
、
袋　

貳
つ

右
書
付
の
通
、
已
上
数
七
つ
、
御
う
け
取
可
被
成
候
、
尤
わ
た
入
そ
の
外
は
お
り

共
、
い
ろ
上
ニ
遣
し
候
や
う
に
御
申
こ
し
候
へ
と
も
、
二
品
共
い
ま
た
あ
た
ら
し
き

も
の
、
あ
ま
り
よ
こ
れ
も
見
え
不
申
、
わ
た
入
ノ
方
ハ
す
そ
つ
き
直
し
申
候
、
羽
織

ハ
う
ら
替
お
も
て
縫
返
し
進
し
候
、
此
通
ニ
て
ま
つ
ふ
ゆ
中
用
申
さ
る
へ
く
候
、
又

春
ニ
成
い
か
や
う
ニ
も
致
し
可
申
候
、
あ
わ
せ
も
あ
し
く
成
候
故
、
色
上
ニ
や
ら
れ

不
申
候
故
、
手
前
ニ
て
あ
ら
い
は
り
致
し
進
し
候
、
秋
春
中
用
申
さ
る
へ
く
候
、
此

あ
わ
せ
も
は
や
き
ら
れ
不
申
候
、
下
帯
も
よ
く
あ
ら
い
進
し
候
、
た
ひ
も
な
お
し
進

し
候
や
、
か
わ
た
ひ
ニ
て
も
調
、
は
き
申
さ
れ
候
哉
、
返
事
致
し
申
さ
る
へ
く
候
、

も
し
よ
き
き
る
物
入
候
ハ
ハ
、
こ
ゝ
も
と
ニ
御
さ
候
黒
の
き
ぬ
の
を
つ
か
ハ
し
申
へ

く
候
、
よ
わ
り
候
ま
ゝ
着
申
さ
る
へ
く
候　
　
　
（
No. 

7　

宝
暦
四
年
八
月
廿
一
日
）

﹇
例
2
﹈伊

兵
へ
殿
御
物
語
ニ
て
承
候
へ
は
、
そ
も
し
殿
事
、
こ
と
の
外
大
酒
被
致
候
様
ニ
、

其
御
地
ニ
て
伊
兵
へ
殿
へ
物
語
御
さ
候
よ
し
承
申
候
、
さ
て
（
さ
て
）
お
と
ろ
き
入

候
て
あ
ん
し
申
候
、
そ
も
し
殿
、
何
れ
も
よ
く
よ
く
か
ん
が
へ
致
し
ゐ
申
さ
れ
候
や

う
ニ
お
も
わ
れ
候
て
、
人
の
事
ハ
よ
く
見
へ
我
事
ハ
し
れ
ぬ
も
の
故
、
す
へ（
す
へ
）

の
事
心
も
と
な
く
、
朝
夕
お
や
の
身
ニ
て
あ
ん
し
申
候
、
下
地
生
れ
つ
き
、
人
よ
り

ハ
勝
れ
よ
わ
く
生
れ
つ
き
、
さ
や
う
の
人
ニ
生
れ
、
大
酒
被
致
候
ハ
ハ
、
當
分
身
の

さ
わ
り
ニ
成
申
さ
す
、
お
も
し
ろ
き
と
存
ら
れ
候
て
も
、
何
れ
身
の
か
ひ
を
な
し
申

よ
し
、
人
々
常
々
申
事
ニ
候
ま
ゝ
、
お
や
へ
か
う（
か
う
）一
大
事
と
、
そ
の
う
へ
、

先
祖
も
跡
相
そ
く
も
心
か
け
申
さ
れ
候
事
ニ
候
ハ
ハ
、
洒
の
み
申
さ
れ
候
毎
ニ
、
お

や
へ
ふ
か
う
と
わ
れ
ら
か
事
も
お
も
出
し
候
て
、
さ
か
つ
き
ニ
三
つ
よ
り
う
へ
た
べ

申
さ
れ
ま
し
く
候
、
も
し
又
ふ
か
く
し
い
候
人
々
御
さ
候
ハ
ハ
、
遠
方
な
か
ら
母
見

て
ゐ
申
、
か
た
く
申
越
候
故
、
日
々
の
せ
い
言
と
存
、
此
う
へ
た
へ
申
さ
ぬ
よ
し
御

申
、
か
た
く
（
か
た
く
）
つ
つ
し
み
申
さ
る
へ
く
候

（
No. 

44　

宝
暦
六
年
文
月
十
九
日
）

　

な
か
に
は
右
の
﹇
例
2
﹈
の
よ
う
に
、
深
酒
を
せ
ぬ
よ
う
に
と
宣
長
の
留
学
中
の
素
行

を
た
し
な
め
る
厳
し
い
文
面
も
見
ら
れ
る
が
、
お
お
よ
そ
ど
の
書
簡
も
き
わ
め
て
実
用
的

な
こ
と
が
ら
を
し
た
た
め
た
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
日
常
的
な
文
字
使
用
の
実
態
を
探
る

に
は
好
個
の
資
料
だ
と
い
え
よ
う
。

三　

使
用
漢
字
の
実
態
に
つ
い
て

（
1
）
使
用
漢
字
数

　

お
勝
の
書
簡
、
六
六
通
に
用
い
ら
れ
た
文
字
数
を
整
理
す
る
と
、
左
記
の
通
り
と
な

る）
8
（

。
い
ず
れ
も
延
べ
字
数
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
符
号
類
」
に
は
、
く
の
字
点
や
一
つ

点
な
ど
の
繰
り
返
し
符
号
と
「
よ
り
」
や
「
ま
い
ら
せ
候
」
な
ど
、
合
字
に
よ
る
特
殊
な

形
で
表
さ
れ
た
も
の
も
含
ん
で
い
る
。
た
だ
し
、「
々
」
に
関
し
て
は
漢
字
と
し
て
集
計

し
た
。
な
お
、
括
弧
内
に
示
し
た
数
値
は
、
総
文
字
数
に
対
す
る
割
合
で
あ
る
。

（79）12



本居宣長母お勝書簡における漢字使用に関する考察

　
﹇
お
勝
書
簡
の
文
字
数
﹈

漢
字　
　
　

一
七
、一
〇
四
字
（　

四
九
・
〇
％
）

仮
名　
　
　

一
六
、九
六
九
字
（　

四
八
・
六
％
）

符
号
類　
　
　
　

 

八
四
四
字
（　
　

二
・
四
％
）

総
文
字
数　

三
四
、九
一
七
字
（
一
〇
〇
・
〇
％
）

　

先
の
﹇
例
1
﹈〜﹇
例
2
﹈
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
、
お
勝
の
書
簡
に
は
漢
字
の
使

用
が
少
な
く
な
い
。
実
際
に
漢
字
使
用
率
（
総
文
字
数
に
対
す
る
延
べ
の
漢
字
数
）
を
算

出
す
る
と
、
四
九
・
〇
％
と
な
り
、
漢
字
が
ほ
ぼ
半
数
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

書
簡
は
候
文
体
で
し
た
た
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
文
学
作
品
に
比
べ
漢
字
使
用
率
が
高

く
な
る
こ
と）

9
（

は
容
易
に
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
の
他
に
お
勝
書
簡
の
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
が

他
家
に
宛
て
た
も
の
で
な
い
た
め
格
式
や
儀
礼
を
さ
ほ
ど
重
ん
じ
る
必
要
が
な
い
こ
と
、

肉
親
へ
の
日
常
的
か
つ
実
用
的
な
内
容
（
仕
送
り
品
の
説
明
や
伝
言
）
を
多
く
含
む
も
の

で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
読
み
手
が
教
養
豊
か
な
宣
長
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
、
お
勝
が

漢
字
を
使
用
す
る
こ
と
に
対
し
て
制
限
を
与
え
る
状
況
が
存
在
し
な
い
点
に
も
着
目
し
て

お
き
た
い
。

　

右
の
通
り
お
勝
書
簡
の
場
合
、
一
般
的
な
女
性
が
書
簡
を
し
た
た
め
る
環
境
と
は
い
く

ぶ
ん
異
な
る
状
況
で
も
の
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
当
時
、
女
性
の
書
簡
文
は
仮
名
文
字
で
や
さ
し
く
記
す
よ
う
に
と
、
手
習
い
書
や

書
札
礼
に
お
い
て
こ
と
さ
ら
に
指
摘
さ
れ
て
い
る）

10
（

こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
四
九
・
〇
％
と

い
う
数
値
は
、
決
し
て
低
い
も
の
で
な
い
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
関
し
て
は
、
次
章
で
さ

ら
に
往
来
物
の
漢
字
使
用
率
と
の
比
較
を
行
い
詳
述
し
た
い
。

（
2
）
延
べ
字
数
、
異
な
り
字
数
と
累
積
使
用
率

　

お
勝
書
簡
に
お
け
る
延
べ
と
異
な
り
の
漢
字
数
は
、
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

延
べ
字
数　
　
　

一
七
、一
〇
四
字

異
な
り
字
数　
　
　
　

 

四
五
六
字

　

た
と
え
ば
、
彦
坂
（
一
九
八
七
）
で
な
さ
れ
て
い
る
江
戸
時
代
の
洒
落
本
に
お
け
る
使

用
漢
字
の
調
査
結
果）

11
（

を
み
る
と
、
延
べ
字
数
一
三
、五
五
二
字
に
対
し
、
異
な
り
字
数
は

一
、三
九
一
字
と
な
り
、
一
字
あ
た
り
の
平
均
使
用
回
数
を
も
と
め
れ
ば
一
〇
回
弱
と
な

る
。
書
簡
文
と
は
文
体
の
大
き
く
異
な
る
文
学
作
品
と
単
純
に
比
較
を
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
お
勝
書
簡
の
一
字
あ
た
り
の
使
用
回
数
が
非
常
に
多
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

さ
ら
に
、
累
積
使
用
率
を
も
と
め
て
み
る
と
、
一
部
の
漢
字
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
見
て
と
れ
る
。
異
な
り
と
延
べ
の
累
積
使
用
率
を
ま
と
め
た
も
の
が
以
下
の
【
表
1
】

で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
異
な
り
字
数
の
約
三
％
に
あ
た
る
一
六
字
で
延
べ
字
数
の
約

五
〇
％
を
、
異
な
り
字
数
の
約
一
一
％
に
あ
た
る
四
九
字
で
延
べ
字
数
の
七
〇
％
を
ま
か

な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
前
節
で
も
触
れ
た
通
り
、
候
文
体
で
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る

書
簡
文
に
は
「
可
被
成
候
」「
被
下
候
」「
不
申
」
と
い
っ
た
定
型
表
現
が
多
く
、
一
部
の

漢
字
が
頻
用
さ
れ
る
傾
向
が
強
い
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

江
戸
時
代
の
代
表
的
な
往
来
物
作
者
居
初
津
奈
が
編
ん
だ
『
女
文
章
鑑
』（
貞
享
五
／

一
六
八
八
年
）
の
巻
尾
に
付
さ
れ
た
女
性
消
息
文
心
得
集
に
は
、「
一　

女
文
章
は
め
づ

ら
し
き
字
を
か
く
べ
か
ら
ず　

仮
名
文
字
に
て
か
く
最
や
さ
し
き
也
」
と
い
う
一
項
が
あ

る
。
こ
こ
で
い
う
「
め
づ
ら
し
き
字
」
は
、
仮
名
に
対
し
て
漢
字
を
指
す
も
の
と
考
え
ら

れ
、
女
性
の
消
息
文
に
お
け
る
漢
字
の
使
用
が
避
け
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
て
頻
用
さ
れ
て
い
る
字
種
は
、
消
息
文
を
し
た
た
め
る
よ
う

な
女
性
で
あ
れ
ば
、
常
識
的
な
も
の
で
あ
り
、
身
に
つ
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
基

本
的
な
字
種
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
往
来
物

に
お
け
る
基
本
的
漢
字
群
と
比
較
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
い
。

13（78）

【表1】お勝書簡における漢字の累積使用率

延べ累積比率 累積漢字数（異なり累積比率％）

～20％   1（  0.22）

～30％   3（  0.66）

～40％   7（  1.54）

～50％  16（  3.51）

～60％  29（  6.36）

～70％  49（ 10.75）

～80％  79（ 17.32）

～90％ 135（ 29.61）

～100％ 456（100.00）



（
3
）
高
頻
度
字
種
の
傾
向

　

こ
こ
で
は
前
節
で
触
れ
た
延
べ
字
数
全
体
の
七
〇
％
を
占
め
る
五
〇
字
を
対
象
に
お
勝

書
簡
の
高
頻
度
字
種
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。（
紙
幅
の
関
係
上
全
使
用
漢
字
を

掲
載
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
使
用
頻
度
一
位
の
「
候
」
字
か
ら
一
〇
〇
位
の

「
給
、
而
、
今
、
四
、
著
」
ま
で
の
一
〇
四
字
に
つ
い
て
稿
末
の
【
表
）
12
（

4
】
に
掲
載
し
た

の
で
、
あ
わ
せ
て
参
照
い
た
だ
き
た
い
。）

　

こ
の
五
〇
字
は
、
お
お
よ
そ
「
書
簡
文
体
を
構
成
す
る
の
に
必
要
な
字
種
」、「
書
簡
文

体
に
頻
用
さ
れ
る
敬
語
表
現
を
表
記
す
る
の
に
必
要
な
字
種
」「
書
簡
文
に
頻
出
す
る
語

を
表
記
す
る
の
に
必
要
な
字
種
」「
日
本
語
表
現
に
お
い
て
頻
出
す
る
語
を
表
記
す
る
の

に
必
要
な
字
種
（
助
動
詞
の
漢
字
表
記
を
含
む
）」
の
い
ず
れ
か
に
区
分
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

ま
ず
、
書
簡
文
体
を
構
成
す
る
の
に
必
要
な
字
種
と
し
て
区
分
で
き
る
の
は
、
次
の
七

字
で
あ
る
。

候
、
々
、
日
、
参
、
月
、
間
、
尚

　

こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
書
簡
文
特
有
の
「
さ
つ
そ
く
う
け
取
状
御
越
可
被
成
候
」（
No. 

2
）
と
い
っ
た
文
末
表
現
や
「
し
た
い
ニ
あ
つ
さ
ニ
な
り
候
間　

随
分
（
随
分
）
ね
ひ
へ

も
致
し
不
申
候
や
う
ニ
、
心
か
け
申
さ
る
へ
く
候
」（
No. 

4
）
と
い
っ
た
接
続
表
現
、

「
尚
々
」「
参
る
」
な
ど
頭
語
や
結
語
と
い
っ
た
書
簡
用
語
の
表
記
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
。「
候
」「
尚
」
は
ほ
と
ん
ど
が
書
簡
文
用
語
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
が
、
た
と
え

ば
「
参
」
は
「
そ
の
の
ち
文
も
参
不
申
候
、
さ
た
め
て
う
け
取
申
さ
る
へ
く
候
と
そ
ん
し

候
」と
い
う
よ
う
に
謙
譲
語「
参
る
」と
し
て
も
多
用
さ
れ
、「
間
」は
、「
間
合
」「
此
間
」

「
間
も
な
く
」「
一
間
」
等
、
書
簡
文
体
の
接
続
表
現
の
ほ
か
に
も
多
様
な
語
表
記
に
用
い

ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
書
簡
文
体
に
敬
語
表
現
は
要
用
の
も
の
で
あ
り
、「
書
簡
文
体
に
頻
用
さ
れ
る

敬
語
表
現
を
表
記
す
る
の
に
必
要
な
字
種
」
も
高
頻
度
で
現
れ
る
こ
と
と
な
る
。
右
で
触

れ
た
「
参
」
も
含
め
て
以
下
の
九
字
で
あ
る
。

申
、
御
、
下
、
成
、
致
、
参
、
殿
、
存
、
様

「
殿
、
様
」
と
い
っ
た
敬
称
に
用
い
る
字
種
の
ほ
か
、「
申
、
下
、
成
、
致
、
参
、
存
」
は

い
ず
れ
も
敬
語
動
詞
の
表
記
に
使
用
さ
れ
る
。

　

右
二
項
目
は
、
書
簡
文
体
の
構
成
上
必
須
の
語
や
表
現
を
記
す
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ

の
ほ
か
に
書
簡
の
内
容
に
関
連
し
、
文
面
に
頻
出
す
る
語
を
表
記
す
る
の
に
必
要
な
字
種

の
頻
度
も
当
然
な
が
ら
高
く
な
る
。
具
体
的
な
字
種
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

入
、
心
、
悦
、
進
、
分
、
越
、
用
、
母
、
人
、
内
、
両
、
無
、
文
、
出
、
取
、
届
、

物
、
随
、
安
、
中

　

先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
書
簡
の
多
く
で
そ
の
書
簡
と
と
も
に
届
け
る
仕
送
り
の
品
に

つ
い
て
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、「
進
、
越
、
用
、
出
、
取
、
届
、
物
、
中
」
の

よ
う
な
品
物
や
伝
言
の
や
り
も
ら
い
に
関
す
る
語
の
表
記
に
使
用
さ
れ
る
字
種
が
多
く
な

る
。
特
に
「
進
」
の
場
合
は
、
以
下
の
例
の
通
り
仕
送
り
の
品
を
届
け
る
と
い
う
実
質
的

な
意
の
他
に
「
申
進
ず
」
の
よ
う
な
抽
象
的
な
意
で
も
用
い
ら
れ
る
た
め
、
頻
度
が
高
く

な
っ
て
い
る
。

帷
子
ち
ゝ
み
よ
く
あ
ら
い
、
ぬ
い
直
し
進
し
候
、
た
け
少
々
み
し
か
く
成
申
候
、
こ

れ
迄
長
く
御
さ
候
、
く
る
し
有
ま
し
く
と
そ
ん
し
候
、
先
日
申
進
し
候
こ
と
く
、
此

嶋
ほ
そ
く
御
さ
候
へ
は
、
ふ
た
ん
着
ニ
ハ
あ
し
く
御
さ
候

（
No. 

3　

宝
暦
四
年
四
月
廿
八
日
）

　

ま
た
、「
心
、
悦
、
安
」
は
以
下
の
通
り
、
書
簡
文
の
内
容
と
し
て
は
こ
れ
も
要
用
の

表
現
で
あ
る
、
安
否
を
問
う
文
面
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
頻
度
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

御
息
も
し
ニ
て
御
つ
と
め
被
成
候
よ
し
、
悦
申
候
、
爰
も
と
替
る
事
な
く
ふ
し
ニ

候
、
御
心
安
お
ほ
し
被
下
候　
　
　
　
　
　
　
　
（
No. 

4　

宝
暦
四
年
五
月
十
六
日
）

　

こ
の
ほ
か
に
日
本
語
表
現
に
お
い
て
頻
出
す
る
語
を
表
記
す
る
の
に
必
要
な
字
種
と
し

て
、
次
の
一
二
字
が
挙
げ
ら
れ
る
。

事
、
此
、
爰
、
何
、
其
、
一
、
三
、
十
、
被
、
度
、
可
、
不

　

日
付
や
仕
送
り
の
品
の
数
量
を
明
記
す
る
た
め
の
「
一
、三
、十
」
と
い
っ
た
数
詞
の
ほ

か
、
現
代
の
一
般
的
な
文
章
で
も
多
用
さ
れ
る
指
示
語
の
表
記
に
使
用
さ
れ
る
「
此
、

爰
、
何
、
其
」
や
形
式
名
詞
「
事
」、
助
動
詞
を
表
す
「
被
、
度
、
可
、
不
」
な
ど
の
字

（77）14



本居宣長母お勝書簡における漢字使用に関する考察

種
が
こ
こ
に
は
含
ま
れ
る
。
現
代
と
異
な
り
、
当
時
の
書
簡
文
で
は
指
示
語
や
助
動
詞
の

類
は
漢
字
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
も
っ
ぱ
ら
で
あ
っ
た
た
め
、
当
該
資
料
で
は
高
頻
度
で
登

場
す
る
。

　

右
の
通
り
、
高
頻
度
字
種
を
そ
の
用
法
と
照
ら
し
四
つ
に
分
け
て
考
察
し
た
が
、
こ
れ

ら
に
唯
一
含
む
こ
と
が
出
で
き
な
か
っ
た
の
が
「
兵
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
書
簡
文
中
に

「
せ
い
兵
へ
」「
惣
兵
へ
」「
伊
兵
へ
」
と
い
っ
た
人
名
が
頻
出
し
た
た
め
で
あ
る
。
お
勝

書
簡
に
お
い
て
「
兵
」
が
人
名
以
外
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
の
字
が
高
頻

度
と
な
っ
た
の
は
、
お
勝
書
簡
の
個
別
的
な
事
情
に
よ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
、
お
勝
書
簡
の
使
用
字
種
を
現
行
の
常
用
漢
字
表
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る

と
、
四
五
六
字
中
、
四
〇
五
字
ま
で
が
こ
れ
と
一
致
し
、
さ
ら
に
右
で
み
た
高
頻
度
字
種

に
お
い
て
は
、「
々
、
此
、
爰
、
其
」
の
四
字
を
の
ぞ
き
い
ず
れ
も
合
致
す
る
。
先
に
述

べ
た
と
お
り
、「
々
」
を
の
ぞ
け
ば
、
当
時
漢
字
表
記
さ
れ
る
こ
と
が
主
で
あ
っ
た
指
示

語
の
表
記
に
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
こ
れ
は
当
時
と
現
代
と
の
表
記
に

関
す
る
事
情
の
違
い
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
数
文
字
を
の
ぞ
く
お
勝
書

簡
で
使
用
さ
れ
た
高
頻
度
字
種
の
ほ
と
ん
ど
は
時
代
を
問
わ
ず
、
日
本
語
表
記
に
欠
か
す

こ
と
の
で
き
な
い
基
本
的
な
字
種
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

四　

女
子
用
往
来
物
に
お
け
る
使
用
漢
字
と
の
比
較

　

こ
こ
ま
で
は
、
お
勝
書
簡
の
実
態
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
本
章
で
は
右
の
考
察
を

も
と
に
、
実
際
に
取
り
交
わ
さ
れ
た
お
勝
書
簡
と
書
簡
文
を
作
成
す
る
た
め
に
編
ま
れ
た

教
材
、
文
例
集
で
あ
る
女
子
用
往
来
物
の
漢
字
使
用
に
ど
の
よ
う
な
差
異
が
見
ら
れ
る
の

か
、
確
認
を
し
て
お
き
た
い
。

（
1
）
漢
字
数

　

女
子
用
往
来
物
の
実
態
と
ど
の
程
度
の
重
な
り
を
み
せ
る
の
か
比
較
検
討
す
る
た
め
、

拙
稿）

13
（

で
調
査
を
行
っ
て
き
た
一
五
種
の
女
子
用
往
来
物
に
お
け
る
使
用
漢
字
数
、
使
用
率

を
【
表
2
】
に
掲
げ
た
。

　

表
中
に
あ
る
、「
前
期
」「
中
期
」「
後
期
」
の
時
代
区
分
は
、
石
川
謙
氏）

14
（

が
江
戸
時
代

に
お
け
る
往
来
物
の
出
版
状
況
を
も
と
に
定
め
た
区
分
け
で
あ
る
。
具
体
的
な
年
代
は
、

次
の
通
り
で
あ
る
。

近
世
前
期　
　

慶
長
八
／
一
六
〇
三
〜
元
禄
一
六
／
一
七
〇
三
年

近
世
中
期　
　

宝
永
元
／
一
七
〇
四
〜
安
永　

九
／
一
七
八
〇
年

近
世
後
期　
　

天
明
元
／
一
七
八
一
〜
慶
応　

三
／
一
八
六
七
年

　

日
本
教
育
史
の
立
場
か
ら
研
究
を
進
め
る
天
野
晴
子
氏
に
よ
れ
ば
、
女
子
用
往
来
物

は
、
上
記
時
代
区
分
で
い
う
中
期
以
降
に
使
用
者
層
が
庶
民
層
へ
拡
大
し
、
そ
れ
と
と
も

に
、
教
材
内
容
や
形
態
な
ど
が
実
用
的
な
も
の
へ
移
行
す
る
と
い
う）

15
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。

　

お
勝
書
簡
の
延
べ
漢
字
数
は
、
一
七
、一
〇
四
字
、
異
な
り
漢
字
数
は
四
五
六
字
、
漢

字
使
用
率
は
四
九
・
〇
で
あ
る
。【
表
2
】
の
数
値
と
比
較
す
る
と
、
天
野
氏
が
往
来
物
の

使
用
者
層
が
拡
大
し
、
実
用
的
な
書
簡
文
を
多
く
収
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と
指
摘
す
る
近

世
後
期
の
数
値
と
近
い
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。
拙
稿
（
二
〇
〇
七
）
で
、
女
子
用
往
来
物

の
場
合
、
振
り
仮
名
の
付
さ
れ
方
な
ど
か
ら
、
よ
り
多
く
の
漢
字
を
教
え
知
ら
し
め
よ
う

と
い
う
意
図
が
う
か
が
え
る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
振
り
仮
名
が
付
さ
れ
て
い
な
い
実
際

の
書
簡
文
で
も
そ
れ
に
近
い
数
値
が
現
れ
た
こ
と
は
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。

（
2
）
使
用
字
種
の
傾
向

　

お
勝
書
簡
に
使
用
さ
れ
た
異
な
り
四
五
六
字
と
一
五
種
の
女
子
用
往
来
物
か
ら
得
ら
れ

た
異
な
り
一
、三
五
二
字
を
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
お
勝
書
簡
の
四
五
六
字
中
四
二
一
字

ま
で
が
往
来
物
に
使
用
さ
れ
た
漢
字
と
合
致
し
た
。
女
子
用
往
来
物
に
使
用
さ
れ
た
異
な

り
漢
字
数
は
お
勝
書
簡
の
三
倍
程
度
あ
る
た
め
、
合
致
率
が
高
く
な
る
こ
と
は
あ
る
程
度

予
測
も
で
き
る
。

　

そ
こ
で
、
拙
稿
（
二
〇
〇
三
）
で
も
と
め
た
「
往
来
物
基
本
漢
字
群
」
と
の
比
較
を
行
っ

て
み
る
こ
と
に
し
た
。「
往
来
物
基
本
漢
字
群
」
は
、
往
来
物
に
お
け
る
「
使
用
頻
度
」

に
加
え
、
複
数
の
往
来
物
で
も
幅
広
く
使
用
さ
れ
て
い
る
か
を
み
る
「
共
出
現
度
」、
さ

ら
に
一
つ
の
字
種
が
往
来
物
に
お
い
て
ど
れ
く
ら
い
多
く
の
種
類
の
語
を
表
記
し
得
る
か

と
い
う「
カ
バ
ー
率
」を
も
と
に
統
計
処
理
を
施
し
、
一
三
五
二
字
に
対
し
順
位
付
け（
一

位
か
ら
一
一
九
二
位
ま
で
）
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
結
果
【
表
3
】
に
示
す
通
り
、
基
本
度
の
高
い
字
種
（
往
来
物
基
本
漢
字
順
位
の

上
位
字
種
）
と
の
合
致
率
が
非
常
に
高
く
、
お
勝
書
簡
が
女
子
用
往
来
物
に
お
い
て
使
用

頻
度
が
高
く
、
用
字
バ
ラ
エ
テ
ィ
も
豊
か
な
、
い
わ
ゆ
る
往
来
物
基
本
漢
字
を
数
多
く
用

い
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
。

　

お
勝
が
ど
の
よ
う
な
教
育
を
施
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
書
物
を
座
右
に
お
い
て
い
た
の

か
、
そ
れ
が
わ
か
る
よ
う
な
記
録
や
書
付
は
現
時
点
で
発
見
さ
れ
て
い
な
い）
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が
、
右
の
よ

う
な
結
果
を
見
る
限
り
、
女
性
の
消
息
文
例
を
集
め
た
何
ら
か
の
往
来
物
や
語
彙
集
を
も
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と
に
教
育
を
受
け
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

五　

ま
と
め

　

以
上
、
本
居
宣
長
の
母
お
勝
の
書
簡
に
お
け
る
漢
字
使
用
に
関
し
、
主
に
使
用
字
種
の

実
態
と
そ
の
傾
向
に
つ
い
て
考
察
を
行
い
、
さ
ら
に
そ
の
実
態
を
江
戸
時
代
に
編
ま
れ
た

女
子
用
往
来
物
の
実
態
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
。
そ
の
結
果
、「
女
文
章
は
め
づ
ら
し
き
字

を
か
く
べ
か
ら
ず
」
と
漢
字
を
書
き
散
ら
す
こ
と
を
戒
め
る
指
摘）

17
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が
数
多
く
な
さ
れ
て
き

た
江
戸
時
代
女
性
の
書
簡
で
あ
る
が
、
実
際
に
取
り
交
わ
さ
れ
た
書
簡
に
お
い
て
は
漢
字

使
用
率
が
高
い
こ
と
、
さ
ら
に
お
勝
が
実
際
に
や
り
と
り
を
し
た
書
簡
と
手
習
い
や
簡
文

の
書
き
方
を
学
ぶ
た
め
の
教
材
で
あ
る
往
来
物
に
お
け
る
漢
字
使
用
の
実
態
が
非
常
に
近

く
、
拙
稿
（
二
〇
〇
三
）
で
求
め
た
基
本
漢
字
群
上
位
字
種
が
お
勝
書
簡
で
も
多
用
さ
れ

て
い
る
こ
と
も
見
て
と
れ
た
。

　

お
勝
書
簡
の
漢
字
使
用
実
態
の
考
察
か
ら
、
当
時
、
商
家
に
生
ま
れ
育
っ
た
庶
民
女
性

の
識
字
力
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
。
ま
た
、
江
戸
時
代
の
手

習
い
教
材
の
実
態
が
当
時
の
女
性
の
日
常
的
な
言
語
生
活
の
実
態
と
遠
く
な
い
こ
と
も
ま

た
確
認
し
得
た
か
と
思
う
。

　

小
稿
で
は
、
漢
字
使
用
の
考
察
の
な
か
で
も
主
に
使
用
字
種
の
頻
度
や
高
頻
度
字
種
の

傾
向
を
明
ら
か
に
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
さ
ら
に
用
字
法
な
ど
語
表
記
の
側
面
か
ら
も
考
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【表2】女子用往来物（15種）における使用漢字数

時期 No. 往来物名 編著者 成立年 異なり漢字数 延べ漢字数（％） 総文字数 備考

前期

1 女庭訓往来 一花堂 万治 2/1659  451  2231（20.2）  11063   913（40.9）

2 女初学文章 一花堂 万治 3/1660   90   901（13.1）   6863     5（ 0.6）

3 女筆往来 中川喜雲 万治頃 /1660  221   985（22.0）   4486     4（ 0.4）

4 女用文章 源女 天和 2/1682  190   992（20.5）   4828     6（ 0.6）

5 女書翰初学抄 居初津奈 元禄 3/1690  413  1522（35.1）   4341   786（51.6）

中期

6 女用文色紙染 田村よし尾 元文 3/1738  146   311（29.0）   1072   119（38.3）

7 女文台綾嚢 田中友水子 延享元 /1744  387  1645（42.1）   3903   815（49.5）

8 女千載和訓文 文正堂 宝暦 9/1759  797  7869（42.0）  18719  4808（61.1）

9 女用文章糸車 田中友水子 明和 9/1772  441  1813（34.7）   5220   758（41.8）

10 女文章宝鑑 沢井随山 安永 4/1775  526  4439（47.0）   9436  1554（35.0）

後期

11 女諸用文章 橘正敬 寛政11/1799  652  6485（47.5）  13664  3366（51.9）

12 婦人手紙之文言 十返舎一九 文政 3/1820  381  2449（39.4）   6223   925（37.8）

13 女文章大和錦 池田東籬亭 天保 6/1835  541  6315（40.6）  15566  3548（56.2）

14 女雅俗要文 為永春水 弘化 3/1846  678  6262（41.0）  15280  2413（38.5）

15 女中用文玉手箱 山東京山 嘉永 4/1851  416  2957（54.5）   5421   748（25.3）

計 1352 47173（37.4） 126082 20768（44.0）

※備考欄の数値は振り仮名の数と漢字数に対する割合

【表3】往来物基本漢字との合致数

往来物基本漢字 お勝書簡における
使用漢字数順位 文字数

   1～ 100位  100字  88字

 101～ 200位  104字  79字

 201～ 300位   97字  43字

 301～ 400位  102字  49字

 401～ 500位  108字  39字

 501～ 600位   94字  29字

 601～ 700位  119字  26字

 701～ 800位   94字  10字

 801～ 900位   90字  12字

 901～1000位  185字  20字

1001～1100位   98字   9字

1101～1192位  161字  13字

計 1352字 456字



本居宣長母お勝書簡における漢字使用に関する考察

察
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。『
女
大
学
』
や
『
女
重
宝
記
』
な
ど
を
は
じ
め
と

し
た
教
訓
書
に
お
け
る
言
説
の
影
響
に
よ
っ
て
既
成
概
念
が
形
成
さ
れ
る
き
ら
い
の
あ
っ

た
江
戸
時
代
女
性
の
言
語
生
活
の
実
態
に
つ
い
て
、
今
後
も
書
簡
文
を
は
じ
め
と
し
た
実

際
に
取
り
交
わ
さ
れ
た
こ
と
ば
の
実
態
を
映
す
資
料
を
収
集
し
、
当
該
期
女
性
の
言
語
使

用
に
関
す
る
具
体
的
な
姿
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

注（
1
）
石
川
謙
・
石
川
松
太
郎
編
（
一
九
七
三
）「
解
説
」
に
よ
れ
ば
、
一
二
〇
〇
種
程
度
、
さ

ら
に
そ
の
後
、
江
守
一
（
一
九
九
〇
）
に
よ
れ
ば
、
三
〜
四
千
種
程
度
と
推
定
さ
れ
る
。

（
2
）
梅
村
（
二
〇
一
三
）
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
日
本
教
育
史
の
分
野
で
は
民
衆
の

識
字
力
獲
得
の
様
相
や
そ
の
方
法
に
関
す
る
解
明
が
進
ん
で
い
る
が
、
日
本
語
学
分
野
で
の

研
究
は
ま
だ
少
な
い
。

（
3
）
稿
者
は
こ
れ
ま
で
、
女
子
用
往
来
の
漢
字
や
仮
名
遣
い
、
仮
名
字
体
に
つ
い
て
以
下
の
よ

う
な
考
察
を
行
っ
て
き
た
。
拙
稿
「
近
世
初
期
女
子
消
息
型
往
来
の
仮
名
遣
い
―
和
語
の
仮

名
遣
い
に
つ
い
て
―
」（『
日
本
語
論
叢
』
二　

二
〇
〇
一
）、
同
「
初
期
女
子
用
消
息
型
往
来

に
お
け
る
漢
字
・
仮
名
表
記
の
選
択
傾
向
」（『
日
本
語
論
叢
』
四　

二
〇
〇
三
ａ
）、
同
「
女

子
用
消
息
型
往
来
に
お
け
る
基
本
的
漢
字
抽
出
の
試
み
」（『
計
量
国
語
学
』
二
四
―
二　

二
〇
〇
三
ｂ
）、
同「
近
世
女
子
用
往
来
に
お
け
る
仮
名
字
体
」（『
国
語
文
字
史
の
研
究　

九
』

和
泉
書
院　

二
〇
〇
六
）、
同
「
女
子
用
往
来
物
に
お
け
る
漢
字
使
用
の
実
態
と
傾
向
」（『
早

稲
田
日
本
語
研
究
』
一
六　

二
〇
〇
七
）

（
4
）
書
簡
番
号
は
、
大
野
晋
・
大
久
保
正　

編
集
校
訂
『
本
居
宣
長
全
集　

別
巻
三
』（
一
九
九
三

　

筑
摩
書
房
）
で
付
さ
れ
て
い
る
通
り
に
用
い
た
。
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
、
く
の
字
点
は
、

繰
り
返
し
部
分
を
括
弧
内
に
表
示
し
た
。
ま
た
、
以
下
す
べ
て
の
引
用
文
中
に
付
し
た
傍
線

は
、
す
べ
て
便
宜
的
に
稿
者
が
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
5
）
大
野
晋
・
大
久
保
正　

編
集
校
訂
『
本
居
宣
長
全
集　

別
巻
三
』（
一
九
九
三 
筑
摩
書
房
）

（
6
）
残
り
の
二
通
の
う
ち
一
通
は
、
お
勝
自
身
の
筆
で
な
く
、
後
に
他
者
に
よ
っ
て
浄
書
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
た
め
、
調
査
か
ら
の
ぞ
い
た
。
も
う
一
通
は
國
學
院
大
學
に
所
蔵
さ
れ
て
お

り
、
今
後
改
め
て
調
査
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

（
7
）
大
野
晋
・
大
久
保
正　

編
集
校
訂
『
本
居
宣
長
全
集　

一
七
』（
一
九
八
七　

筑
摩
書
房
）

（
8
）
小
稿
で
は
、
宛
名
や
前
文
、
頭
語
や
結
語
等
に
関
し
て
も
調
査
対
象
に
含
め
た
た
め
、
拙

稿
（
二
〇
〇
八
）
で
提
示
し
た
文
字
数
と
若
干
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
9
）
彦
坂
（
一
九
八
七
）
で
は
、
庶
民
を
読
者
層
に
も
つ
洒
落
本
の
漢
字
使
用
率
を
計
測
し
、

総
文
字
数
七
三
、二
二
三
字
中
、
漢
字
の
延
べ
字
数
が
一
三
、五
五
二
字
で
あ
り
、
使
用
率
が

一
八
・
五
％
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
調
査
対
象
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系

五
九　

黄
表
紙
・
洒
落
本
集
』（
一
九
五
八
、
岩
波
書
店
）
所
収
の
六
作
品
（『
遊
子
方
言
』『
辰

巳
之
園
』『
道
中
粋
語　

録
』『
卯
地
臭
意
』『
総
籬
』『
傾
城
買
二
筋
道
』）
で
あ
る
。

（
10
）
江
戸
時
代
の
代
表
的
な
往
来
物
作
者
居
初
津
奈
が
編
ん
だ
『
女
文
章
鑑
』（
貞
享
五
／

一
六
八
八
年
）
の
巻
尾
に
付
さ
れ
た
女
性
消
息
文
心
得
集
に
は
、「
一　

女
文
章
は
め
づ
ら
し

き
字
を
か
く
べ
か
ら
ず　

仮
名
文
字
に
て
か
く
最
や
さ
し
き
也
」
と
い
う
一
項
が
あ
る
。
こ

の
津
奈
の
作
で
あ
る
往
来
物
『
女
書
翰
初
学
抄
』
の
漢
字
使
用
率
は
三
五
・
一
％
で
あ
る
。

（
11
）
前
掲
注
（
9
）
と
同
様
の
調
査
に
よ
る
。

（
12
）
稿
末
の
【
表
4
】﹇
漢
字
使
用
率
一
覧
﹈
に
収
め
た
デ
ー
タ
は
、﹇
使
用
率
順
位
﹈﹇
字
種
﹈

﹇
頻
度
﹈﹇
延
べ
累
積
使
用
率
﹈﹇
異
な
り
累
積
使
用
率
﹈﹇
女
子
用
往
来
物
に
お
け
る
共
出
現
数
﹈

﹇
女
子
用
往
来
物
基
本
漢
字
順
位
﹈
の
七
項
目
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
の
﹇
女
子
用
往
来
物
に
お

け
る
共
出
現
数
﹈
は
、
拙
稿
（
二
〇
〇
三
ａ
）（
二
〇
〇
三
ｂ
）（
二
〇
〇
七
）
等
で
調
査
対

象
と
し
た
一
五
本
の
往
来
物
の
う
ち
何
本
に
出
現
し
た
か
（
一
〜
一
五
本
）
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。

（
13
）
拙
稿
（
二
〇
〇
三
ａ
）（
二
〇
〇
三
ｂ
）（
二
〇
〇
七
）

（
14
）
石
川
謙
・
石
川
松
太
郎
編
（
一
九
七
三
）「
解
説
」
に
よ
る
。

（
15
）
天
野
（
一
九
九
八
）
四
四
頁

（
16
）
中
根
（
二
〇
〇
二
）
で
は
、
宣
長
の
『
経
書
』
に
「
女
誡
」「
女
孝
経
」「
女
論
語
」「
内
訓
」

な
ど
女
訓
書
の
書
名
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
村
田
家
の
影
響
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る

（
一
三
頁
、
五
〇
〜
五
一
頁
）。
こ
う
し
た
も
の
を
お
勝
な
ど
村
田
家
に
育
っ
た
女
性
が
使
用

し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

（
17
）
苗
村
丈
伯
『
女
重
宝
記
』（
元
禄
五
／
一
六
九
二
年
）
に
も
「
男
の
詞
づ
か
ひ
を
女
の
い

ひ
た
る
は
、
耳
に
当
り
て
聞
に
く
き
も
の
な
り
。
女
の
詞
は
片
言
ま
じ
り
に
柔
ら
か
な
る
こ

そ
よ
け
れ
。
文
字
に
あ
た
り
、
こ
ば
し
な
ど
し
て
い
ふ
事
、
返
す（
返
す
）悪
し
き
事
な
り
。」

と
あ
り
、
女
性
の
こ
と
ば
使
い
の
あ
り
よ
う
を
説
い
て
い
る
。（
上
記
引
用
は
、
長
友
千
代
治

校
注
『
女
重
宝
記
・
男
重
宝
記
―
元
禄
若
者
心
得
集
―
』
現
代
教
養
文
庫
一
五
〇
七　

一
九
九
三
年
〈
社
会
思
想
社
〉
に
よ
る
。）

参
考
文
献

天
野　

晴
子
（
一
九
九
八
）『
女
子
消
息
型
往
来
に
関
す
る
研
究
―
江
戸
時
代
に
お
け
る
女
子
教

育
史
の
一
環
と
し
て
―
』
風
間
書
房

石
川
謙
・
石
川
松
太
郎
編
（
一
九
七
三
）『
日
本
教
科
書
大
系　

往
来
編　

第
十
五
巻　

女
子
用
』

講
談
社

梅
村　

佳
代
（
二
〇
一
三
）「
近
世
後
期
、
子
ど
も
の
読
み
書
き
稽
古
と
往
来
物
」『
書
物
・
出

版
と
社
会
変
容
』
一
五　
「
書
物
・
出
版
と
社
会
変
容
」
研
究
会

江
守　

一
郎
（
一
九
九
〇
）『
勉
強
時
代
の
幕
開
け
―
子
ど
も
と
教
師
の
世
界
史
―
』
平
凡
社

中
根　

道
幸
（
二
〇
〇
二
）『
宣
長
さ
ん　

伊
勢
人
の
仕
事
』
和
泉
書
院

彦
坂　

佳
宣
（
一
九
八
七
）「
洒
落
本
の
漢
字
」『
漢
字
講
座
7　

近
世
の
漢
字
と
こ
と
ば
』
明

治
書
院

本
居
宣
長
記
念
館
（
二
〇
〇
一
）『
本
居
宣
長
事
典
』
東
京
堂
出
版

前
田　

子
（
一
九
九
五
）『
近
世　

女
人
の
書
』
淡
交
社
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三
好　

信
浩
（
一
九
八
七
）『
商
売
往
来
の
世
界　

日
本
型
「
商
人
」
の
原
像
を
さ
ぐ
る
』
Ｎ
Ｈ

Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
537　

日
本
放
送
出
版
協
会

永
井　

悦
子
（
二
〇
〇
三
ａ
）「
近
世
に
お
け
る
女
性
の
漢
字
使
用
を
め
ぐ
る
一
考
察
」『
早
稲

田
大
学
教
育
学
研
究
科
紀
要
別
冊
』
一
〇
巻
―
二　

早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科

永
井　

悦
子
（
二
〇
〇
三
ｂ
）「
女
子
用
消
息
型
往
来
に
お
け
る
基
本
漢
字
抽
出
の
試
み
」『
計

量
国
語
学
』
二
四
巻
―
二
号　

計
量
国
語
学
会

永
井　

悦
子
（
二
〇
〇
七
）「
女
子
用
往
来
物
に
お
け
る
漢
字
使
用
の
実
態
と
傾
向
」『
早
稲
田

日
本
語
研
究
』
一
六
号　

早
稲
田
大
学
日
本
語
学
会

永
井　

悦
子
（
二
〇
〇
八
）「
江
戸
時
代
女
性
の
言
語
生
活
に
関
す
る
一
考
察
―
本
居
宣
長
母
お

勝
書
簡
に
お
け
る
仮
名
字
体
―
」『
十
文
字
国
文
』
一
四
号　

十
文
字
女
子
大
学
国
語
国
文
学

会

（
な
が
い　

え
つ
こ
）
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本居宣長母お勝書簡における漢字使用に関する考察

順位 字種 頻度 延べ累積使用率 異なり累積使用率 往来物基本漢字順位 往来物共出現数
1 候 2835 16.58 0.22 2 15

2 申 1336 24.39 0.44 3 15

3 御 942 29.89 0.66 1 15

4 事 406 32.27 0.88 4 15

5 被 385 34.52 1.10 13 11

6 一 382 36.75 1.32 11 15

7 入 322 38.63 1.54 9 15

8 心 267 40.20 1.75 16 15

9 々 234 41.56 1.97 22 13

10 下 233 42.93 2.19 7 15

11 成 224 44.24 2.41 17 14

12 日 207 45.45 2.63 15 15

13 致 197 46.60 2.85 51 10

14 度 184 47.67 3.07 20 12

15 悦 172 48.68 3.29 52 12

16 参 161 49.62 3.51 25 12

17 進 159 50.55 3.73 46 12

18 此 157 51.47 3.95 10 15

19 殿 152 52.36 4.17 379 4

20 分 143 53.19 4.39 149 11

21 可 138 54.00 4.61 105 7

22 存 135 54.79 4.82 8 12

23 兵 131 55.55 5.04 － －
24 様 125 56.29 5.26 6 13

25 越 116 56.96 5.48 128 10

26 月 113 57.62 5.70 92 13

27 三 110 58.27 5.92 156 13

27 十 110 58.91 6.14 204 9

29 間 109 59.55 6.36 118 12

30 不 104 60.16 6.58 172 9

31 用 97 60.72 6.80 105 12

32 母 95 61.28 7.02 197 9

33 人 93 61.82 7.24 32 15

33 方 93 62.37 7.46 24 14

35 子 92 62.90 7.68 31 15

35 内 92 63.44 7.89 61 14

37 両 86 63.94 8.11 182 9

38 無 85 64.44 8.33 141 11

39 文 84 64.93 8.55 28 14

39 出 84 65.42 8.77 14 15

39 取 84 65.91 8.99 40 11

42 爰 83 66.40 9.21 271 8

42 何 83 66.88 9.43 23 15

44 届 81 67.36 9.65 609 6

45 物 80 67.83 9.87 38 15

46 随 79 68.29 10.09 469 6

47 尚 77 68.74 10.31 216 5

48 安 75 69.18 10.53 132 10

49 其 73 69.60 10.75 36 13

50 中 72 70.02 10.96 41 15

51 弥 71 70.44 11.18 244 8

51 召 71 70.85 11.40 57 12

【表4】お勝書簡使用漢字一覧（頻度順100位まで）
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順位 字種 頻度 延べ累積使用率 異なり累積使用率 往来物基本漢字順位 往来物共出現数
53 状 69 71.26 11.62 － －
54 跡 68 71.66 11.84 501 4

55 敷 67 72.05 12.06 42 10

56 外 66 72.43 12.28 82 13

56 書 66 72.82 12.50 230 11

58 與 64 73.19 12.72 － －
58 便 64 73.57 12.94 414 8

58 遣 64 73.94 13.16 118 8

61 義 58 74.28 13.38 72 13

61 春 58 74.62 13.60 42 14

61 頼 58 74.96 13.82 95 9

61 所 58 75.30 14.04 46 14

65 老 57 75.63 14.25 356 7

66 庵 56 75.96 14.47 － －
67 息 55 76.28 14.69 197 8

68 上 53 76.59 14.91 5 15

69 返 52 76.89 15.13 34 13

70 五 51 77.19 15.35 113 14

70 気 51 77.49 15.57 64 13

70 相 51 77.79 15.79 50 14

73 先 50 78.08 16.01 76 11

74 又 49 78.37 16.23 124 12

74 見 49 78.65 16.45 18 15

76 前 48 78.93 16.67 151 11

77 皆 46 79.20 16.89 151 8

77 八 46 79.47 17.11 253 10

77 二 46 79.74 17.32 77 15

77 廿 46 80.01 17.54 715 4

77 合 46 80.28 17.76 128 12

82 替 45 80.54 17.98 182 8

82 通 45 80.81 18.20 55 12

82 年 45 81.07 18.42 35 14

85 節 43 81.32 18.64 92 14

86 金 42 81.57 18.86 414 6

86 町 42 81.81 19.08 532 4

88 大 40 82.05 19.30 116 11

88 共 40 82.28 19.52 77 11

90 半 37 82.50 19.74 54 9

90 調 37 82.71 19.96 302 7

90 少 37 82.93 20.18 197 9

90 帷 37 83.14 20.39 661 3

94 門 36 83.35 20.61 356 7

94 當 36 83.57 20.83 － －
94 故 36 83.78 21.05 315 6

94 承 36 83.99 21.27 86 9

98 本 35 84.19 21.49 172 10

99 災 34 84.39 21.71 791 2

100 給 32 84.58 21.93 66 14

100 而 32 84.76 22.15 532 5

100 今 32 84.95 22.37 37 13

100 四 32 85.14 22.59 234 11

100 著 32 85.33 22.81 － －
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