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ギ
ャ
ル
文
字
登
場
の
必
然

　

ギ
ャ
ル
文
字
と
呼
ば
れ
る
文
字
が
あ
る
。
そ
の
名
の
と
お
り
若
い
女
性
＝
ギ
ャ
ル
が
表
記
に
使
う
文
字
で
あ
る
。
こ
の
文

字
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
メ
ー
ル
の
世
界
に
登
場
し
、
マ
ス
コ
ミ
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
話
題
に
な
っ
た
の
は
二
〇
〇
二
〜

〇
三
年
頃
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ギ
ャ
ル
文
字
は
ま
た
、
へ
た
文
字
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
文
字
に
縁
の
な
い
大お

お
か
た方

の
人
々
の

た
め
に
簡
単
に
説
明
す
れ
ば
、
本
来
の
日
本
語
の
平
仮
名
・
カ
タ
カ
ナ
・
漢
字
を
元
に
、
あ
え
て
類
似
す
る
形
状
の
文
字
を

用
い
て
朧ろ

う
か化
し
た
り
、
ま
っ
た
く
別
の
文
字
や
記
号
を
合
成
し
て
、
意
図
的
に
類
似
す
る
形
状
で
表
記
す
る
文
字
を
い
う
。

例
え
ば
カ
タ
カ
ナ
「
ア
」
を
漢
字
「
了
」
に
よ
っ
て
表
記
し
た
り
、
平
仮
名
「
た
」
を
漢
字
「
十
」
と
平
仮
名
「
こ
」
を
組

み
合
わ
せ
て
表
記
し
た
り
す
る
文
字
遊
び
で
あ
る
。
漢
字
も
同
様
で
「
禾
」
と
「
ム
」
を
組
み
合
わ
せ
て
「
私
」
と
読
ま
せ

た
り
す
る
。
こ
れ
ら
の
作
業
に
よ
っ
て
成
立
す
る
文
字
の
形
状
は
、
本
来
の
文
字
に
類
似
す
る
と
は
い
え
、
ぎ
こ
ち
な
い
形

で
あ
る
た
め
、
前
掲
の
よ
う
に
、
へ
た
文
字
と
も
呼
ば
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
ギ
ャ
ル
文
字
の
出
現
に
は
賛
否
両
論
が
あ
っ
た
。
容
易
に
予
想
で
き
る
よ
う
に
「
日
本
語
を

乱
す
悪
し
き
用
字
で
あ
る
」
と
眉
を
ひ
そ
め
る
識
者
が
出
た
一
方
、
本
気
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
「
平
安
朝
の
平
仮
名
発
明

以
来
の
快
挙
」
な
ど
と
誉
め
そ
や
す
向
き
も
あ
っ
た
。

　
「
そ
れ
で
は
お
前
は
ギ
ャ
ル
文
字
を
ど
う
思
う
の
か
」
と
問
わ
れ
れ
ば
、
一
言
「
文
字
遊
び
と
し
て
興
味
深
い
」
と
答
え

る
以
外
に
な
い
。
正
直
な
と
こ
ろ
日
本
語
を
乱
す
害
の
あ
る
文
字
と
も
思
え
な
い
し
、
仮
に
一
歩
譲
っ
て
正
し
い
日
本
語

（
そ
ん
な
も
の
が
あ
る
は
ず
も
な
い
が
…
）
に
と
っ
て
有
害
な
文
字
だ
と
認
め
て
も
、
そ
れ
が
果
た
し
て
こ
の
先
い
つ
ま
で

残
っ
て
い
く
か
を
考
え
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
目
く
じ
ら
を
立
て
て
非
難
す
る
ほ
ど
の
こ
と
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
一
方
で
、

ギ
ャ
ル
文
字
の
登
場
を
平
仮
名
発
明
以
来
の
快
挙
と
す
る
の
も
過
大
評
価
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
理
由
は
至
っ
て
簡
単
。

不
特
定
多
数
の
日
本
人
が
互
い
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
と
き
に
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
な
文
字
で
は
な
い
か
ら
で
あ

文
字
遊
び
の
今
昔　

―

鈍ど
ん
じ字

と
ギ
ャ
ル
文
字
を
隔
て
る
も
の―
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る
。
何
せ
通つ

う
こ
う行

の
日
本
語
表
記
で
あ
る
仮
名
や
漢
字
に
依
拠
し
て
、
そ
の
類
型
を
演
出
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
か

ら
。

塩
屋
喜
兵
衛
の
瓦
版

　

ギ
ャ
ル
文
字
を
遥
か
に
遡
る
こ
と
百
数
十
年
。
文
字
遊
び
の
優
れ
た
先
例
が
あ
っ
た
。
鈍ど

ん
じ字
と
呼
ば
れ
る
文
字
遊
び
が
そ

れ
で
あ
る
。
時
は
江
戸
時
代
末
期
の
文
政
・
天
保
年
間
（
一
八
一
八
〜
四
四
）。
場
所
は
大
坂
心
斎
橋
博ば

く
ろ労
町
の
書し

ょ
し肆
兼
草そ

う

紙し

や屋
（
出
版
社
兼
書
店
）
塩し

お
や屋
喜き

へ

い

兵
衛
店だ

な

。
そ
の
塩
屋
か
ら
発
信
さ
れ
た
文
字
遊
び
が
鈍
字
で
あ
る
。
当
時
、
塩
屋
喜
兵
衛

は
多
種
の
一
枚
摺
り
瓦
版
の
企
画
・
制
作
を
お
こ
な
っ
て
い
た
。
塩
屋
の
発
行
し
た
瓦
版
は
縦
一
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横

二
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
で
、
今
日
の
B
5
判
の
紙
を
ひ
と
ま
わ
り
小
さ
く
し
た
コ
ン
パ
ク
ト
サ
イ
ズ
で
統
一
さ
れ
て

い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
見
立
て
番
付
と
称
さ
れ
る
相
撲
の
番
付
の
形
式
を
借
り
た
ラ
ン
キ
ン
グ
の
摺
り
物
で
あ

っ
た
。
ラ
ン
キ
ン
グ
の
具
体
的
な
内
容
は
と
い
え
ば
、
日
本
語
の
こ
と
ば
遊
び
を
中
心
と
し
た
ウ
イ
ッ
ト
に
富
ん
だ
作
品
が

そ
の
過
半
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
今
日
的
に
い
え
ば
〝
知
の
モ
バ
イ
ル
〞
と
で
も
称
す
べ
き
知
的
で
ポ
ー
タ
ブ
ル
な
代

物
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

塩
屋
の
瓦
版
の
こ
と
ば
遊
び
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
こ
う
。

瓦
版
の
こ
と
ば
遊
び

　

塩
屋
喜
兵
衛
が
発
行
し
た
こ
と
ば
遊
び
の
瓦
版
は
多
岐
に
わ
た
る
。
以
下
に
、
筆
者
が
直
接
目
に
し
た
ご
く
一
部
の
代
表

的
な
瓦
版
を
、
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
、
し
ゃ
れ
・
口く

ち
あ
い合
・
無む

り
も
ん
ど
う

理
問
答
・
判
じ
物
・
な
ぞ
・
文
字
遊
び
・
そ
の
他
の
七
種
に
分

類
す
る
と
、
次
の
ご
と
く
と
な
る
。
な
お
、
作
者
が
明
記
さ
れ
て
い
る
瓦
版
に
つ
い
て
は
、（　
　

）
内
に
そ
の
作
者
名
を

掲
出
し
た
。

①
﹇
し
ゃ
れ
﹈
…
…
「
鳥
づ
く
し
し
ゃ
れ
文
」（
繁
丸
）、「
魚
づ
く
し
し
ゃ
れ
文
」（
繁
丸
）

②
﹇
口
合
﹈
…
…
…
「
大
新
板
国
づ
く
し
絵
口
合
」、「
役
者
づ
く
し
口
合
文
句
」

③
﹇
無
理
問
答
﹈
…
「
神
道
仏
道
む
り
も
ん
だ
ふ
」（
今
井
黍
丸
）、「
さ
け
さ
か
な
む
り
も
ん
だ
ふ
」

④
﹇
判
じ
物
﹈
…
…
「
大
日
本
六
十
四
州
絵
考
」、「
大
坂
町
づ
く
し
絵
か
ん
が
へ
」

⑤
﹇
な
ぞ
﹈
…
…
…
「
新
板
な
ぞ
づ
く
し
」、「
な
ぞ
な
ぞ
智
恵
の
海
」

文
字
遊
び
の
今
昔　

―

鈍
字
と
ギ
ャ
ル
文
字
を
隔
て
る
も
の―
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⑥
﹇
文
字
遊
び
﹈
…
「
小お

の
の
ば
か
む
ら
う
そ
じ
つ
く
し

野
■
嘘
字
尽
」（
式
亭
三
馬
）、「
大
し
ん
ぱ
ん
ど
ん
字
づ
く
し
」、「
ど
ん
字
づ
く
し　

二
編
」、

「
当
世
風
流
文
字
く
ど
き
通
人
こ
と
ば
」

⑦
﹇
そ
の
他
﹈
…
…
「
重

じ
ゅ
う
ご
ん言

見
立
大
相
撲
」、「
餅
で
な
い
も
ち
づ
く
し
見
立
角
力
」（
今
井
黍
丸
）

嘘
字
と
文
字
く
ど
き
通
人
こ
と
ば

　

こ
れ
ら
の
う
ち
、
⑥
﹇
文
字
遊
び
﹈
に
は
大
き
く
分
類
し
て
嘘
字
・
鈍
字
・
風
流
文
字
く
ど
き
通
人
こ
と
ば
の
三
種
が
収

録
さ
れ
て
い
る
。
嘘
字
は
小
野
篁
（
た
か
む
ら
）
の
名
前
が
冠
さ
れ
て
古
く
か
ら
伝
わ
る
歌
字
を
元
に
、
式し

き
て
い亭

三さ
ん
ば馬

が
創
作

し
た
戯
作
で
あ
る
。「
椿

つ
ば
き

」「
榎

え
の
き

」「
楸

ひ
さ
ぎ

」「
柊

ひ
い
ら
ぎ」
を
も
と
に
、
人
偏
に
「
春
」「
夏
」「
秋
」「
冬
」
を
旁
と
し
て
置
い
て
実
際

に
は
存
在
し
な
い
漢
字
を
創
作
し
、「
う
わ
き
」「
げ
ん
き
」「
ふ
さ
ぎ
」「
い
ん
き
」
な
ど
と
読
ま
せ
る
文
字
遊
び
で
あ
る
。

　

風
流
文
字
く
ど
き
通
人
こ
と
ば
と
は
、
文
字
を
分
解
し
て
暗
号
の
よ
う
に
表
現
し
た
遊
び
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
い
ち
し

の
と
う
は
ち
」
で
「
あ
ホ
（
阿
呆
）」
を
、「
と
う
は
ち
ぼ
う
ば
ね
く
よ
こ
の
ち
ょ
ん
」
で
「
ホ
レ
タ
（
惚
れ
た
）」
を
表
す
。

解
説
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
前
者
は
「
い
ち
し
の
」
す
な
わ
ち
「
一
」「
し
」「
の
」
を
合
成
し
て
「
あ
」
の
形
と
し
、「
と

う
」
＝
「
十
」
と
「
は
ち
」
＝
「
八
」
を
合
成
し
て
「
ホ
」
の
形
と
す
る
。
す
な
わ
ち
「
あ
ホ
」
で
あ
る
。「
と
う
は
ち
ぼ

う
ば
ね
く
よ
こ
の
ち
ょ
ん
」
も
同
様
に
、「
と
う
は
ち
」
で
「
ホ
」、「
ぼ
う
ば
ね
」
で
「
レ
」、「
く
」
で
「
ク
」、
さ
ら
に
そ

こ
に
「
よ
こ
の
ち
ょ
ん
」
で
横
向
き
の
棒
を
加
え
て
「
タ
」
と
し
、「
ホ
レ
タ
」
と
な
る
。
こ
の
文
字
遊
び
は
分
解
し
た
文

字
の
形
状
を
列
挙
し
て
問
い
と
し
、
そ
れ
を
合
成
し
て
答
え
る
も
の
で
あ
る
。
筆
者
の
子
ど
も
時
代
に
も
「
い
ち
く
ち
そ
い

ち
、
い
ち
の
め
は
（
一
口
ソ
一
、一
ノ
目
ハ
）」
と
問
い
か
け
て
、「
頭
」
と
答
え
さ
せ
る
遊
び
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
今
日
の

ギ
ャ
ル
文
字
と
、
そ
の
発
想
を
一
に
し
て
い
る
と
い
え
る
。
ギ
ャ
ル
文
字
に
も
江
戸
時
代
の
末
期
と
い
う
遥
か
な
昔
に
先
祖

が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

鈍
字
の
大
ブ
ー
ム

　

塩
屋
の
瓦
版
か
ら
発
し
て
、
そ
の
当
時
の
大
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
文
字
遊
び
が
鈍
字
で
あ
る
。
鈍
字
と
は
、
実
際
の
文
字

（
ほ
と
ん
ど
が
漢
字
で
占
め
ら
れ
る
）
そ
の
も
の
、
も
し
く
は
実
際
に
存
在
す
る
文
字
の
一
部
を
細
工
改
変
し
て
、
そ
の
字

体
の
形
状
か
ら
頓と

ん
ち
て
き

知
的
な
読
み
を
導
き
出
す
趣
向
の
文
字
遊
び
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
次
」
と
い
う
漢
字
を
「
つ
ぎ
」「
じ
」

な
ど
と
い
う
通
常
の
読
み
で
は
読
ま
せ
ず
、「
お
と
こ
ぜ
た
い
（
男
世
帯
）」
と
読
ま
せ
る
。
何
故
な
ら
「
姿
」
と
い
う
別
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の
漢
字
を
元
に
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
「
女
」
が
な
い
漢
字
が
「
次
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
鈍
字
の
解
説
は
あ
く
ま
で
も
頓
知

的
な
書
き
方
で
「
女
の
姿
が
見
え
な
い
」
か
ら
と
し
て
い
る
。
同
様
に
「
麻
」
を
「
せ
ん
た
く
（
洗
濯
）」
と
読
ま
せ
て
い

る
。「
麻
」
は
「
鬼
」
の
い
ぬ
「
魔
」
で
あ
る
か
ら
と
解
説
さ
れ
て
い
る
。「
鬼
の
い
ぬ
間
（
魔
）
の
洗
濯
」
と
い
う
諺
の
駄

洒
落
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
に
お
気
づ
き
だ
ろ
う
。
ま
た
、
通
常
は
部
首
の
冏け

い
が
ま構

え
と
し
て
の
み
用
い
、
単
独
の
漢
字
と
し
て

は
用
い
な
い
「
冂
」
と
い
う
形
状
の
文
字
を
「
る
す
（
留
守
）」
と
読
ま
せ
る
。「
内
に
人
が
い
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
ま
た

こ
ん
な
例
も
あ
る
。「
手
」
の
右
半
分
を
消
し
て
左
半
分
だ
け
に
し
た
鈍
字
で
あ
る
。
読
み
は
「
い
そ
が
し
い
（
忙
し
い
）」、

「
手
」
が
足
り
な
い
か
ら
だ
そ
う
で
あ
る
。

　

右
に
紹
介
し
た
鈍
字
は
塩
屋
発
行
の
瓦
版
で
人
気
に
火
が
つ
き
、
そ
の
後
一
大
ブ
ー
ム
と
な
っ
て
『
ど
ん
じ
し
う　

初

編
』『
鈍
字
集　

初
篇
』
以
下
数
冊
の
単
行
の
冊
子
が
刊
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
大
坂
か
ら
発
し
た
鈍
字
は
江
戸
や
尾
張
に

も
広
が
り
、
尾
張
で
は
子
ど
も
た
ち
が
遊
び
の
中
で
お
こ
な
う
一
種
の
ク
イ
ズ
と
し
て
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て

い
る
。
い
わ
ば
江
戸
時
代
の
文
字
遊
び
の
頂
点
に
立
っ
た
の
が
こ
の
鈍
字
で
あ
っ
た
。

ギ
ャ
ル
文
字
と
鈍
字
の
間

　

筆
者
は
ギ
ャ
ル
文
字
や
、
空
気
が
読
め
な
い
こ
と
を
「
K
Y
」
と
表
現
す
る
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
K
Y
式
日
本
語
を
批
判
し

よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
む
し
ろ
面
白
が
る
部
類
の
人
間
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
悠
然
と
し
た
寛
容
な
態
度
は
、
そ
れ
ら
の

日
本
語
が
こ
の
先
長
く
流
行
し
な
い
こ
と
を
予
見
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
か
と
指
摘
さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
も
少
し
違
う
。
も
ち
ろ
ん
自
ら
積
極
的
に
使
お
う
と
は
思
わ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
そ
れ
ら
に
つ
い
て
、
日
本
語
の

様
々
な
側
面
や
可
能
性
を
知
ら
せ
て
く
れ
る
興
味
深
い
風
潮
だ
と
本
心
か
ら
喜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
と
ば
は
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
。
そ
の
中
で
、
様
々
な
こ
と
ば
遊
び
が
繰
り
返
し
興
っ
た
。
そ
れ
は
あ
る
個
人
の
発

見
に
よ
る
自
己
表
現
か
ら
発
し
た
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
次
第
に
周
囲
の
人
々
の
知
的
な
共
感
を
得
て
、
そ
の
時
代
の
ブ
ー

ム
と
な
っ
て
い
っ
た
。
考
え
て
み
れ
ば
こ
と
ば
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
で
あ
る
か
ら
、
ブ
ー
ム
と
な
り
得
た
こ
と

ば
遊
び
は
、
そ
れ
さ
え
も
同
時
代
の
世
代
を
超
え
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ひ
と
つ
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

果
た
し
て
ギ
ャ
ル
文
字
が
同
時
代
の
世
代
を
超
え
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
媒
介
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
注
目
を

続
け
て
い
き
た
い
と
思
う
ば
か
り
で
あ
る
。

　

な
お
、
江
戸
時
代
の
文
字
遊
び
に
つ
い
て
は
、
小
著
『
こ
と
ば
遊
び
の
文
学
史
』『
こ
と
ば
遊
び
の
世
界
』（
と
も
に
新
典

社
）
の
中
で
詳
細
に
述
べ
た
。
是
非
と
も
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。　

小野恭靖（おの　みつやす）

大阪教育大学教育学部教授

大阪教育大学学長補佐

1958年、静岡県生まれ。日本歌謡史を核

とした日本古典学を専攻する傍ら、日本語

のことば遊び研究にも従事している。

著書に『ことば遊びの文学史』『ことば遊

びの世界』（新典社）、『中世歌謡の文学的

研究』『近世歌謡の諸相と環境』（笠間書院）、

『歌謡文学を学ぶ人のために』『子ども歌を

学ぶ人のために』（世界思想社）、『絵の語

る歌謡史』（和泉書院）など。

文
字
遊
び
の
今
昔　

―

鈍
字
と
ギ
ャ
ル
文
字
を
隔
て
る
も
の―

　

─　
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