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一　

は
じ
め
に

　
『
名
目
抄
』
は
、
朝
廷
の
有
職
故
実
に
関
わ
る
六
百
ほ
ど
の
項
目
を
十
篇

に
分
け
て
掲
げ
、
そ
の
傍
ら
に
片
仮
名
の
読
み
を
添
え
た
も
の
で
、
連
声
や

連
濁
そ
の
他
、
い
わ
ゆ
る
「
名
目
（
読
み
く
せ
）」
を
明
ら
か
に
し
た
書
と
し

て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
著
者
洞
院
実
煕
（
一
四
〇

九
〜
）
の
自
筆
正
本
に
は
、
片
仮
名
に
濁
点
が
な
く
、
ま
た
ア
ク
セ
ン
ト
を

あ
ら
わ
す
声
点
も
差
さ
れ
て
い
な
い
。
同
書
の
序
文
に
は
「
或
い
は
連
声
の

相
呼
す
る
有
り
、
或
い
は
五
音
の
相
通
す
る
有
り
。
故
に
韻
声
に
当
ら
ず
と

雖
も
意
味
尤
も
深
し
」（
原
文
は
変
体
漢
文
、
以
下
同
様
）
と
し
て
、『
切
韻
』

な
ど
の
韻
書
の
と
お
り
に
発
音
す
る
こ
と
を
「
肝
心
之
理
」
と
す
る
よ
う
で

は
「
道
の
術
計
を
知
ら
ず
」
と
論
断
し
、「
抑
も
声
に
依
り
て
其
の
篇
目
は

な
は
だ
も
っ
て
牴
牾
す
。
能
く
習
ひ
得
て
も
っ
て
常
に
口
誦
す
べ
し
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
言
う
と
こ
ろ
の
「
声
」
が
ア
ク
セ
ン
ト
を
さ
す
と
す

れ
ば
、
同
書
の
原
本
に
声
点
が
差
さ
れ
て
い
な
い
の
は
ま
こ
と
に
遺
憾
な
こ

と
で
、
著
者
に
は
ア
ク
セ
ン
ト
を
い
ず
れ
は
注
記
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
の

が
、
未
だ
こ
れ
を
成
し
遂
げ
な
い
ま
ま
世
に
伝
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。

　

し
か
し
、
同
書
が
転
写
さ
れ
る
過
程
に
お
い
て
は
後
人
に
よ
っ
て
多
く
の

声
点
が
加
え
ら
れ
、
い
ま
伝
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
は
、「
濁
声
点
を
漢
字

に
施
す
も
の
（
第
二
群
）」
と
「
声
点
・
濁
声
点
を
、
字
音
の
場
合
は
漢
字
に
、

和
訓
の
場
合
は
傍
訓
に
施
す
も
の
（
第
三
群
）」
と
、
二
種
の
声
点
本
の
あ
る

こ
と
が
、
早
く
根
上
剛
士
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る１
。
序
文
に
は

ま
た
、
こ
れ
ら
の
語
に
さ
ま
ざ
ま
な
口
伝
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
、「
よ
く
学

び
深
く
思
へ
ば
一
義
無
き
に
あ
ら
ず
」
と
し
て
「
悉
曇
の
理
」
を
あ
げ
て
説

明
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
芻
蕘
の
謳
哥
を
成
す
は
未
だ
必
ず
し

も
宮
商
を
弁
へ
ず
と
雖
も
皆
自
か
ら
に
音
律
を
備
へ
る
所
有
る
が
如
し
」
と

読
ま
れ
る
べ
き
一
文
が
あ
っ
て
、
著
者
が
音
調
に
無
頓
着
で
な
か
っ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
り
、
後
人
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
、
声
点
が
施
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
の
も
、
こ
の
書
の
性
格
上
き
わ
め
て
自
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。

　

声
点
が
、
い
つ
の
時
点
で
、
だ
れ
に
よ
っ
て
差
さ
れ
は
じ
め
た
の
か
は
必

　

『
名
目
抄
』
所
載
の
漢
語
に
差
さ
れ
た
声
点
に
つ
い
て

│
│ 
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語
ア
ク
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史
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│
│
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ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
が
、
根
上
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
第
二
群
」
本
の
声
点
は
、

中
院
通
秀
が
勝
南
院
法
印
守
誉
に
依
頼
し
て
原
本
を
書
写
し
た
も
の
に
由
来

す
る
ら
し
く
、
そ
う
で
あ
れ
ば
原
本
の
成
立
後
ま
も
な
い
十
五
世
紀
後
半
に

は
差
声
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
ま
た
「
第
三
群
」
本
の
声
点
は
、
後

水
尾
院
に
さ
か
の
ぼ
る
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
が２
、
そ
の
差
声
方
式
が
不

ぞ
ろ
い
で
一
定
し
な
い
と
こ
ろ
な
ど
か
ら
、
な
お
検
討
の
余
地
を
残
す
よ
う

に
も
思
わ
れ
る３
。

　
「
第
三
群
」
本
は
所
収
語
彙
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
差
声
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
と
く
に
そ
の
う
ち
の
和
語
に
施
さ
れ
た
声
点
に
つ
い
て
は
、
早
く

か
ら
ア
ク
セ
ン
ト
史
の
資
料
と
し
て
利
用
さ
れ
て
き
た
。
金
田
一
春
彦
氏

は
、
こ
れ
を
『
補
忘
記
』
に
記
さ
れ
た
節
博
士
の
あ
ら
わ
す
ア
ク
セ
ン
ト
と

同
じ
時
代
の
も
の
と
位
置
づ
け
、
室
町
期
か
ら
江
戸
初
期
の
中
央
語
の
様
相

を
伝
え
る
も
の
と
し
て
い
る４
。

　

こ
れ
に
対
し
て
漢
語
に
施
さ
れ
た
声
点
に
つ
い
て
は
、
長
い
間
あ
ま
り
論

じ
ら
れ
る
こ
と
も
な
く
過
ぎ
て
き
た
。
わ
ず
か
に
『
日
本
語
ア
ク
セ
ン
ト
史

総
合
資
料　

索
引
篇
』（
一
九
九
七
、
東
京
堂
出
版
）
に
本
書
所
載
の
漢
語
ア

ク
セ
ン
ト
も
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
と
て
『
同　

研
究
篇
』（
一
九
九
八
）

の
「
ア
ク
セ
ン
ト
表
示
解
説
」
に
「
新
式
声
点
」
と
し
て
解
説
さ
れ
た
の
は

和
語
に
差
さ
れ
た
声
点
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
漢
語
に
つ
い
て
は
こ
れ

ま
で
詳
し
く
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
徐
々
に
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
の
史
的
研
究
が
進
み
、
と
く
に
字
音

声
調
と
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
過
程
で
、
そ
の
史

的
変
化
に
い
く
つ
か
の
類
型
が
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た５
。
ま
た
江
戸
期

の
京
都
ア
ク
セ
ン
ト
を
伝
え
る
平
曲
譜
本
な
ど
の
資
料
も
利
用
し
や
す
く

な
っ
て
、
そ
こ
に
反
映
し
た
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
と
の
比
較
が
可
能
に
な
っ
た

現
在
、
よ
う
や
く
に
し
て
『
名
目
抄
』
所
載
の
漢
語
に
つ
い
て
も
、
そ
の
ア

ク
セ
ン
ト
を
検
討
す
る
環
境
が
整
っ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

た
だ
し
、
こ
こ
に
注
意
す
べ
き
は
、『
名
目
抄
』
所
載
語
に
声
点
の
差
さ

れ
た
時
期
が
、
室
町
期
か
ら
江
戸
期
に
か
け
て
の
、
ア
ク
セ
ン
ト
史
に
い
わ

ゆ
る
「
体
系
変
化
」
の
後
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
平

安
鎌
倉
期
の
京
都
を
中
心
と
す
る
地
域
に
お
い
て
は
、
語
頭
か
ら
二
拍
以
上

低
拍
が
続
い
て
も
許
容
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
南
北
朝
期
以
後
は
、
そ
の
よ

う
な
場
合
に
語
頭
が
高
く
発
音
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
た
と
え
ば
○
○
型

の
語
は
●
○
型
に
、
○
○
●
型
の
語
は
●
○
○
型
に
変
化
し
た
の
で
あ
る

（
以
下
、
高
拍
を
●
で
、
低
拍
を
○
で
あ
ら
わ
す
）。
こ
の
よ
う
な
変
化
は
、
そ
の

当
時
の
京
都
語
に
一
律
に
進
行
し
た
の
で
、
た
と
え
漢
語
と
い
え
ど
も
、
日

本
語
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
て
、
公
家
社
会
の
日
常
に
使
用
さ
れ
る
か
ぎ
り

は
、
こ
の
変
化
を
ま
ぬ
か
れ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て

変
化
後
百
年
ほ
ど
を
経
過
し
た
時
代
に
生
活
す
る
宮
廷
関
係
者
が
、
人
に
尋

ね
る
こ
と
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
自
ら
の
聞
き
覚
え
た
ア
ク
セ
ン
ト
を
注
記

し
た
と
す
れ
ば
、
自
ず
と
こ
れ
に
影
響
さ
れ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
ま
た
翻
っ
て
、
声
点
を
差
す
際
に
、
前
代
の
資
料
を
参
照
し
た
可

能
性
も
な
し
と
し
な
い
。
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
移
声
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
も
は
や
室
町
期
の
ア
ク
セ
ン
ト
資
料
と
す
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
前
代

の
ア
ク
セ
ン
ト
を
反
映
し
て
い
る
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
は
ま
た
、
所
載
語
が
有
職
故
実
に
偏
る
こ
と
に
も
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は
特
殊
語
彙
で
あ
る
か
ら
、
現
代
の
日
常
語
彙
に
つ

な
が
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
の
知
る
ア
ク
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セ
ン
ト
史
の
資
料
に
は
、
宮
廷
社
会
、
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
で
作
成
さ
れ
た

も
の
が
多
く
、
と
き
に
そ
の
語
彙
を
共
有
す
る
場
合
が
あ
る
。
実
際
、
前
代

の
古
辞
書
な
ど
に
残
さ
れ
た
声
点
に
は
、
こ
の
類
の
漢
語
に
差
さ
れ
た
も
の

が
少
な
か
ら
ず
あ
る
し
、
後
の
『
平
家
正
節
』
に
も
そ
れ
ら
の
語
彙
を
拾
う

こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
付
さ
れ
た
譜
記
に
は
本
書
に
差
さ
れ
た
声
点
の
標
示

す
る
も
の
と
関
係
の
深
い
ア
ク
セ
ン
ト
が
反
映
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
資
料

と
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、『
名
目
抄
』
の
声
点
が
、
ど
の
よ
う
な
ア
ク
セ

ン
ト
を
、
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
検
討
す

る
。

二　

考
察
の
対
象
と
方
法

　

こ
こ
に
対
象
と
す
る
の
は
、『
名
目
抄
』
声
点
本
の
う
ち
「
第
三
群
」
本

と
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
、
内
閣
文
庫
蔵
（146-567
）
の
、
い
わ
ゆ
る
尊
海
識

語
本
（
新
校
群
書
類
従
の
底
本
）
で
あ
る
。

　

こ
の
書
に
お
い
て
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
は
、
も
ち
ろ

ん
漢
字
一
字
一
字
に
差
さ
れ
た
声
点
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
声
点
の
差
さ
れ

て
い
る
項
目
は
四
百
以
上
に
の
ぼ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
こ
か
ら
抽
き
出
し

た
、
漢
字
一
字
ま
た
は
二
字
か
ら
成
る
四
拍
以
下
の
漢
語
を
見
渡
す
こ
と
に

す
る
。
そ
の
数
は
合
計
三
四
八
語
で
あ
り
、
そ
の
構
造
と
拍
数
に
よ
っ
て
分

類
す
れ
ば
左
の
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
の
中
に
は
連
語
の
後
部
に
位

置
し
て
低
平
化
し
た
も
の
や
、
助
詞
「
の
」
を
介
し
て
次
の
語
に
つ
づ
き
高

平
化
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
そ
れ
ら
を
含
め
て
す
べ
て
数
え
あ
げ

て
み
た
。

『
名
目
抄
』（
尊
海
識
語
本
）
所
載
の
声
点
付
き
漢
語
数

漢
字
一
字
一
拍
の
漢
語　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

九
語

漢
字
一
字
二
拍
の
漢
語　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
四
語

漢
字
二
字
二
拍
（
一
拍
＋
一
拍
）
の
漢
語　
　
　

一
五
語

漢
字
二
字
三
拍
（
一
拍
＋
二
拍
）
の
漢
語　
　
　

五
七
語

漢
字
二
字
三
拍
（
二
拍
＋
一
拍
）
の
漢
語　
　
　

八
二
語

漢
字
二
字
四
拍
（
二
拍
＋
二
拍
）
の
漢
語　
　

一
七
一
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

合　

計　
　

三
四
八
語

　

さ
て
本
稿
で
は
、《『
名
目
抄
』
所
載
の
漢
語
に
差
さ
れ
た
声
点
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
漢
語
を
構
成
す
る
漢
字
一
字
一
字
の
声
調
で
は
な
く
、
そ
の
漢
語
と

し
て
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
も
の
》
と
仮
定
し
て
考
察
す

る
。
ま
た
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
は
、
単
字
声
調
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
得
ら

れ
る
音
調
を
も
と
に
形
成
さ
れ
、
ア
ク
セ
ン
ト
型
の
変
化
や
多
数
型
へ
の
類

推
を
被
り
な
が
ら
、
日
本
語
の
な
か
に
定
着
し
て
き
た
も
の
と
考
え
る
。
そ

う
考
え
る
か
ぎ
り
は
、
室
町
江
戸
期
の
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
の
「
原
型
」
を
字

音
声
調
と
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
求
め
る
こ
と
は
、
究
明
の
手
続
き
と
し
て
認

め
ら
れ
て
よ
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

も
ち
ろ
ん
、
漢
字
そ
の
も
の
の
字
音
声
調
（
調
類
）
と
、『
名
目
抄
』
に
差

さ
れ
た
声
点
（
の
位
置
）
と
は
区
別
し
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前

者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
の
「
原
型
」
を
さ
ぐ
る
手
掛
か
り
で
あ

り
、
後
者
は
求
め
る
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
を
直
接
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
漢
字
そ
の
も
の
の
字
音
声
調
を
、
漢
音
の
場
合
は
〔 

〕
に
、

呉
音
の
場
合
は
〘 

〙
に
括
っ
て
記
す
こ
と
と
す
る
。
漢
語
に
よ
っ
て
は
漢

音
と
呉
音
を
交
え
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
場
合
は
、
た
と
え
ば
「
一
人
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イ
チ
ジ
ン
」（
人
体
篇
）
な
ら
ば
〘
入
平
重
〕
な
ど
と
前
後
の
括
弧
を
替
え
て

示
す
。
漢
音
か
呉
音
か
の
決
定
は
、
そ
の
漢
字
の
音
形
に
よ
る
。
漢
音
の
声

調
は
、
韻
書
（『
広
韻
』『
韻
鏡
』）
に
求
め
る６
が
、
日
本
漢
音
の
実
状
に
配
慮

し
て
佐
々
木
勇
『
平
安
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
日
本
漢
音
の
研
究　

資
料
篇
』

（
二
〇
〇
九
、
汲
古
書
院
）
所
載
の
「
分
紐
分
韻
表
」
を
参
照
す
る
。
呉
音
は
、

「
呉
音
系
字
音
資
料７
」
の
記
述
に
し
た
が
う
。
漢
呉
同
音
形
の
と
き
は
決
め

に
く
い
が
、
同
じ
漢
語
を
構
成
す
る
前
後
の
漢
字
が
あ
る
場
合
は
、
し
ば
ら

く
そ
れ
と
同
じ
字
音
体
系
に
よ
る
も
の
と
す
る８
。

　

字
音
声
調
の
調
類
と
実
際
の
音
調
と
の
関
係
は
、
呉
音
の
場
合
、
平
声
が

低
平
調
、
去
声
が
上
昇
調
、
入
声
が
低
平
調
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る９
。
漢
音

の
場
合
も
、
古
く
は
左
に
掲
げ
る
よ
う
な
調
値
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い

るＡ
。
し
た
が
っ
て
、
平
安
鎌
倉
期
の
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
は
、
ま
ず
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
声
調
に
対
応
す
る
、
こ
れ
ら
の
音
調
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
考
え
は
じ

め
る
こ
と
に
な
る
。

漢
音
声
調
の
調
類
と
音
調
と
の
関
係

平
声
重
（
低
平
調
）　
　
　

平
声
軽
（
下
降
調
）

上
声　

（
高
平
調
〈
た
だ
し
上
声
全
濁
字
は
上
昇
調
〉）

去
声　

（
上
昇
調
）

入
声
重
（
低
平
調
）　
　
　

入
声
軽
（
高
平
調
）

　

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
字
音
声
調
は
、
中
国
語
音
を
と
く
に
指
向
す
る
よ

う
な
場
合
は
と
も
か
く
、
日
本
語
の
な
か
に
漢
語
と
し
て
定
着
す
れ
ば
、
た

と
え
ば
二
拍
〘
平
〙
の
場
合
、
室
町
期
以
降
は
○
○
型
を
保
ち
え
ず
、
和
語

と
同
様
に
●
○
型
に
転
じ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
『
名
目
抄
』

の
よ
う
な
室
町
期
か
ら
江
戸
期
に
か
け
て
差
声
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
文
献

で
は
、《
平
》
と
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
必
ず
し
も
低
平
調
を
あ
ら
わ
そ
う
と

し
た
と
は
言
え
な
い
。
さ
ら
に
は
、
字
音
声
調
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、

た
と
え
ば
漢
字
二
字
四
拍
の
漢
語
に
○
○
○
●
の
よ
う
な
音
調
が
想
定
さ
れ

る
と
し
て
も
、
室
町
江
戸
期
に
は
、
ア
ク
セ
ン
ト
変
化
の
規
則
ど
お
り
に
●

●
○
○
型
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
場
合
に

よ
っ
て
は
字
音
声
調
に
も
と
づ
く
ア
ク
セ
ン
ト
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
変
化
し

て
、
前
部
の
○
○
が
●
○
型
と
な
り
、
ふ
た
た
び
接
合
し
て
●
○
○
○
と
な

る
こ
と
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
いＢ
。
ま
た
こ
の
こ
ろ
一
拍
去
声
字
は
す
で

に
上
声
化
し
て
高
平
調
に
な
っ
て
お
り
、
二
拍
に
お
よ
ん
で
は
じ
め
て
○
●

と
し
て
安
定
す
る
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
るＣ
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
の
考
察
に

お
い
て
は
、
声
点
に
よ
る
ア
ク
セ
ン
ト
標
示
の
体
系
性
を
勘
案
し
な
が
ら
、

声
調
の
組
み
合
わ
せ
と
音
調
と
の
関
係
を
個
別
に
考
え
た
い
と
思
う
。

　

ま
た
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
が
形
成
さ
れ
る
過
程
に
「
中
低
形
の
回
避
」
と
い

う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。「
中
低
形
」
と
は
、
た
と
え
ば
●
○
●
の
よ
う
に
高

い
部
分
が
二
箇
所
に
分
か
れ
て
い
る
音
調
を
さ
すＤ
が
、
こ
れ
は
一
語
と
し
て

の
ま
と
ま
り
を
は
ば
む
音
調
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
●
●
●
型
や
●
○
○
型
に

調
整
さ
れ
る
。
こ
れ
が
「
中
低
形
の
回
避
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え

ば
漢
字
二
字
三
拍
（
一
拍
＋
二
拍
）
の
漢
語
が
〔
上
去
〕
の
よ
う
な
声
調
の

組
み
合
わ
せ
で
あ
る
と
き
に
は
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
想
定
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
いＥ
。

　

一
方
ま
た
『
名
目
抄
』（
尊
海
識
語
本
）
に
差
さ
れ
た
声
点
は
、〈 

〉（
清
濁

を
捨
象
す
る
場
合
は
《 

》）
に
括
っ
て
あ
ら
わ
す
。《
平
》
は
、
同
書
に
お
い
て

漢
字
の
左
下
に
付
さ
れ
た
朱
星
点
の
こ
と
で
あ
り
、《
上
》《
去
》
も
そ
れ
ぞ

れ
左
上
、
右
上
に
付
さ
れ
た
も
の
を
さ
す
。
し
か
し
、《
入
》
す
な
わ
ち
右



〔　　〕51

下
の
点
は
た
だ
「
女
王
禄
〈
去
入
〉
ワ
ウ
ロ
ク　

不
読
女
字
例
也
」（
恒
例

諸
公
事
篇
、
片
仮
名
傍
訓
は
そ
れ
ぞ
れ
項
目
の
下
に
記
す
。
以
下
同
様
）
の
「
禄
」

に
差
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
ほ
か
は
、
た
と
え
入
声
字
で
あ
っ
て
も
、
す
べ

て
《
平
》《
上
》《
去
》
い
ず
れ
か
の
声
点
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
だ

け
か
ら
も
、
本
書
の
声
点
が
、
字
音
声
調
を
そ
の
ま
ま
反
映
す
る
も
の
で
な

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字
に
差
さ
れ
た
声
点
は
、
そ
の
字
音
声
調

と
必
ず
一
致
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
漢
字
一
字
一
字
が
漢
語

を
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
字
音
声
調
と
は
必
ず
し
も
一
致

し
な
い
音
調
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
わ
ず
か
に
《
平
》《
上
》《
去
》

三
種
の
声
点
と
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、《
平
》《
上
》《
去
》
三
種
の
声
点
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
も
っ

て
、
た
と
え
ば
漢
音
の
軽
重
が
区
別
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
は
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
文
献
は
、《
平
》

《
上
》《
去
》
三
種
の
声
点
を
も
っ
て
漢
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
明
示
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
字
音
声
調
を
直
接
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
も
の
で

も
、
ま
し
て
そ
の
軽
重
を
差
し
分
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
も
な
い
。《
平
》

は
左
下
の
星
点
で
あ
る
が
、
そ
し
て
そ
れ
は
そ
の
位
置
に
よ
っ
て
漢
音
の
低

平
調
と
下
降
調
の
違
い
を
区
別
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
そ
の
は

ず
で
、
こ
の
文
献
の
場
合
、《
平
》
は
必
ず
し
も
字
音
声
調
の
平
声
と
対
応

し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
に
、
字
音
声
調
が
反
映
し
て
い
る
か
ど
う
か

は
自
ず
と
別
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
声
点
は
た
し
か
に
字
音
声
調
と
対
応
し
て

い
な
い
が
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
に
は
、
字

音
声
調
が
反
映
し
て
い
て
な
ん
ら
不
思
議
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
●
○
の
音

調
が
平
声
軽
に
、
●
●
の
音
調
が
入
声
軽
に
由
来
す
る
と
い
う
可
能
性
は
、

考
察
の
出
発
点
に
お
い
て
想
定
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、
字
音
声
調
ま
た
は
そ
の
組
み
合
わ
せ
と
、『
名
目
抄
』

に
あ
ら
わ
れ
る
声
点
と
の
対
応
を
検
討
し
、
そ
こ
に
傾
向
を
見
出
だ
そ
う
と

す
る
一
方
で
、
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
認
定
し
た
字
音
声
調
そ
の
も
の
が
、
検

討
の
出
発
点
に
お
く
に
は
不
適
当
な
場
合
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

令
旨
〈
上
上
濁
〉
リ
ヤ
ウ
シ　

春
宮
四
宮
女
院
等
仰
也　

又
親
王
等
之

所
命
同
欤　

先
規
可
勘

　

た
と
え
ば
「
諸
公
事
言
説
篇
」
に
右
の
よ
う
に
差
声
さ
れ
る
「
令
旨
」
は
、

そ
の
音
形
か
ら
〘
去
去
〙
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
ア
ク
セ
ン

ト
が
、『
名
目
抄
』
の
声
点
に
反
映
し
て
い
る
も
の
と
見
込
ま
れ
る
。
し
か

し
、〘
去
去
〙
か
ら
想
定
さ
れ
る
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
は
○
●
●
型
で
あ
っ
て
、

本
書
の
《
上
上
》
と
い
う
ア
ク
セ
ン
ト
標
示
と
一
致
す
る
と
は
言
い
に
く
い
。

と
こ
ろ
が
、『
色
葉
（
字
類
抄
）』（
前
（
田
本
）
上
、
七
四
ウ
六　

前
田
育
徳
会
編
刊
、

勉
誠
社
複
製
本
に
よ
る
）
に
は
「
令
旨
〈
上
上
濁
〉」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
な
ら

ば
本
書
の
声
点
の
あ
ら
わ
す
と
こ
ろ
と
一
致
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
場
合
は
、
字
音
声
調
の
組
み
合
わ
せ
を
採
ら
ず
、『
色
葉
』
の
声
点

の
方
を
も
と
に
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
検
討
に
お
い

て
、
さ
ら
に
『（
平
家
）
正
節
』
の
譜
記
か
ら
知
ら
れ
る
ア
ク
セ
ン
ト
（
上
野

和
昭
編
『
平
家
正
節
声
譜
付
語
彙
索
引
』
ア
ク
セ
ン
ト
史
資
料
研
究
会
に
よ
る
）
と

の
対
応
が
よ
け
れ
ば
、
な
お
の
こ
と
『
名
目
抄
』
の
声
点
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
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さ
れ
た
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
に
信
頼
が
お
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

三　

一
拍
・
二
拍
の
漢
語
に
差
さ
れ
た
声
点
と

　
　

ア
ク
セ
ン
ト
と
の
関
係

　

右
の
よ
う
な
考
え
方
に
た
っ
て
、
声
点
と
字
音
声
調
と
の
関
係
を
考
察
す

る
。
本
稿
で
は
、
紙
幅
の
都
合
か
ら
、
と
く
に
三
拍
の
漢
語
を
中
心
に
検
討

す
る
が
、
そ
の
前
に
一
拍
・
二
拍
の
も
の
に
つ
い
て
も
簡
単
に
記
し
て
お
き

た
い
。

　

漢
字
一
字
一
拍
の
漢
語
に
は
《
平
》《
上
》《
去
》
三
種
の
声
点
の
施
さ
れ

た
も
の
が
あ
る
。《
平
》
の
声
点
の
付
け
ら
れ
た
も
の
に
は
「
座 

ザ
」〘
平Ｆ
〙、

「
儒 

ジ
ュ
」〔
平
重
〕
が
あ
り
、《
上
》
の
付
け
ら
れ
た
も
の
に
は
「
靴 

ク
ヮ
」

〔
去
〕、「
胙 

ソ
」〔
去
〕
と
「
妃 

ヒ
」〔
平
軽
〕
が
あ
る
。「
妃
」
の
ア
ク
セ

ン
ト
は
〘
平
〙
に
よ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、〔
平
軽
〕
と
み
た
方
が
高

起
性
を
説
明
し
や
す
い
。《
去
》
の
声
点
の
差
さ
れ
た
の
は
、
次
の
一
例
が

あ
る
だ
け
で
あ
る
。

牙
笏
〈
去
濁
平
〉
ケ
ノ
シ
ヤ
ク
〈
○
平
○
○
○
〉　

衣
服
篇

　

こ
れ
を
総
合
し
て
み
る
に
、《
平
》
の
差
さ
れ
た
語
は
一
拍
名
詞
第
三
類

相
当
で
、
室
町
江
戸
期
に
は
語
単
独
で
、
伸
ば
し
加
減
に

型
（
以
下
、

は
上
昇
拍
を
、

は
下
降
拍
を
あ
ら
わ
す
）、
従
属
式
助
詞
（「
が
、
に
、
を
」
な
ど
）

を
付
け
れ
ば
○
●
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。『
正
節
』（
東
大
本
）
に
「
座
に
（
×

コ
）」（
十
上
慈
心
二
一
│
二
口
説
）
と
あ
っ
て
、
こ
れ
を
支
持
す
る
。
ま
た
《
上
》

の
差
さ
れ
た
語
は
第
一
類
相
当
で
●
型
で
あ
ろ
う
。「
妃
」〔
平
軽
〕
を
含
む

か
ら
第
二
類
相
当
の

型
を
も0

あ
ら
わ
し
た
可
能
性
は
あ
る
。

　

漢
字
一
字
二
拍
の
漢
語
に
も
《
平
》《
上
》《
去
》
三
種
の
声
点
が
差
さ
れ

て
い
る
。《
平
》
の
差
さ
れ
た
の
は
「
奏 

ソ
ウ
」〘
平
〙、「
嬪 

ヒ
ン
」〔
平

重
〕、「
揖 

イ
フ
」〘
入
〙
で
あ
り
、《
上
》
は
「
標 

ヘ
ウ
」〔
上
〕、「
爵 

シ
ャ

ク
」〔
入
軽
〕
で
、《
去
》
は
「
香 

カ
ウ
」〘
去
〙、「
慶 

ケ
イ
」〔
去
〕
で

あ
る
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
に
《
平
》
は
二
拍
名
詞
第
二
・
三
類
相
当
の
●
○

型
を
、《
上
》
は
同
じ
く
第
一
類
相
当
の
●
●
型
を
、《
去
》
は
第
四
類
相
当

の
○
●
型
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
第
五
類
相
当
の
も
の
は
な

い
。『
正
節
』
に
「
奏
せ
さ
せ
給
へ
ば
（
上
×
上
コ
×
│
）」（
八
上
法
印
二
│
一

口
説
）
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
も
、「
奏
」
に
施
さ
れ
た
《
平
》
は
●
○

型
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が
前
代
の
資
料
か
ら

の
移
声
と
す
れ
ば
、《
平
》
の
差
さ
れ
た
漢
字
は
〘
平
〙〔
平
重
〕〘
入
〙
の

よ
う
な
古
く
低
平
調
の
も
の
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
、
か
つ
て
の
○
○
型
を
あ

ら
わ
し
た
と
い
う
可
能
性
を
ま
っ
た
く
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

漢
字
二
字
二
拍
の
漢
語
に
は
《
平
平
》《
上
平
》《
上
上
》《
去
上
》《
去
平
》

の
五
種
類
の
声
点
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
《
上
平
》
は
「
座
主 

ザ
ス
」

〘
平
平
〙、「
留
守 

ル
ス
」〘
去
平
〙、「
舞
妓 

ブ
キ
」〔
上
上
全
濁
〕
な
ど

を
含
む
の
で
、
●
○
型
を
あ
ら
わ
す
と
み
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。「
舞
妓
」

は
そ
の
ま
ま
単
字
声
調
を
連
ね
れ
ば
●

が
調
整
さ
れ
て
●
●
型
に
な
る

が
、
む
し
ろ
〔
上
平
〙
と
み
た
方
が
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。《
上
上
》

は
「
楚
々 

ソ
ソ
」「
課
試 

ク
ヮ
シ
」
が
そ
れ
ぞ
れ
〘
去
去
〙〔
去
去
〕
で
あ

る
か
ら
●
●
型
で
あ
る
と
す
れ
ば
対
応
が
よ
い
。《
去
上
》
の
声
点
が
差
さ

れ
る
の
は
「
亀
書 

キ
シ
ョ
」〘
平
去
〙
で
あ
る
か
ら
○
●
型
で
あ
ろ
う
。
和

語
に
差
さ
れ
た
例
と
同
じ
く
《
去
》
の
差
さ
れ
た
拍
は
、
そ
れ
自
体
は
低
く
、

次
の
拍
の
高
い
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
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残
る
《
平
平
》
は
「
御
座 

ゴ
ザ
」〘
平
平
〙、「
度
者 

ド
シ
ャ
」〘
平

平
〙
な
ど
、
古
く
低
平
型
に
対
応
す
る
も
の
ば
か
り
に
施
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、『
正
節
』
に
「
御
座
（
コ
×
）」（
十
二
上
御
産
一
九
│
四
口
説
）
な
ど
と

あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
《
平
平
》
は
●
○
型
を
あ
ら
わ
す
可
能
性
が
高
い
。
ま

た
《
上
平
》
の
付
け
ら
れ
た
「
座
主 

ザ
ス
」〘
平
平
〙
に
は
、『
正
節
』
に
「
座

主
に
（
上
×
×
）」（
炎
上
内
裏
二
│
一
口
説
）
の
よ
う
な
例
が
あ
る
が
、《
平
平
》

が
古
い
○
○
型
を
あ
ら
わ
し
て
い
な
い
と
い
う
確
実
な
証
拠
は
、
こ
こ
ま
で

の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
な
い
。

四　

三
拍
の
漢
語
に
差
さ
れ
た
声
点
と
ア
ク
セ
ン
ト
と
の
関
係

　

漢
字
二
字
三
拍
の
漢
語
は
、
そ
の
構
造
に
よ
っ
て
「
一
拍
＋
二
拍
」
と
「
二

拍
＋
一
拍
」
と
に
分
け
る
。
そ
し
て
ま
ず
、「
一
拍
＋
二
拍
」
の
漢
語
（
五

七
語
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
【
表
１
】
で
は
、
そ
の
よ
う
な
漢
語
を
構
成
す
る
漢
字
そ
れ
ぞ
れ
の
声
調

の
組
み
合
わ
せ
か
ら
得
ら
れ
る
音
調
を
、
大
き
く
Ａ
（
低
平
調
）、
Ｂ
（
下
降

調
）、
Ｃ
（
高
平
調Ｇ
）、
Ｄ
（
上
昇
調
）、
Ｅ
（
起
伏
調
）、
Ｆ
（
不
明
）
の
六
種
に

分
類
し
、
さ
ら
に
Ｂ
を
B1
●
●
○
と
B2
●
○
○
と
（
表
で
はH

H
L

とH
LL

と

表
示
）
に
分
け
た
。
Ｄ
も
ま
た
D1
○
●
●
と
D2
○
○
●
と
（
同
じ
くLH

H
と

LLH

と
表
示
）
に
分
け
た
が
、
D2
は
○
○
●
∨
●
○
○
の
変
化
が
想
定
さ
れ

る
の
で
、
B2
の
隣
に
そ
の
位
置
を
移
動
し
て
あ
る
。
※
は
一
語
に
二
種
の
差

声
が
あ
る
場
合
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
数
え
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
（
右
下
総
計
の

数
字
は
そ
れ
ら
を
一
語
に
数
え
た
も
の
）。
＊
印
の
あ
と
の
数
字
は
、
助
詞
「
の
」

接
続
形
の
あ
ら
わ
れ
る
語
数
（
外
数
）
で
あ
る
。

　

左
端
の
一
列
は
、
声
点
が
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
語
に
ど
う
差
さ
れ
て
い
る
か
を

整
理
し
た
も
の
で
、《
平
平
》《
上
平
》《
上
上
》《
去
上
》《
去
去
》《
去
平
》

の
六
種
類
が
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
《
去
去
》
に
は
一
例
、《
去
平
》

に
は
二
例
が
数
え
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。《
去
去
》
の
声
点
が
認
め
ら
れ

る
の
は
「
誦
経 

ジ
ュ
ギ
ャ
ウ
」〘
平
去
〙
た
だ
一
例
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に

よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
ア
ク
セ
ン
ト
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
の
か
に
つ
い
て
は

判
断
を
ひ
か
え
る
。
そ
れ
に
対
し
て
《
去
平
》
の
二
例
は
「
絲
鞋 

シ
カ
イ
」

〔
平
軽
平
重
〕
と
「
母
后 

ボ
コ
ウ
」〔
上
去
〕
で
あ
り
、
い
ず
れ
も
こ
れ
ら

の
声
調
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
は
《
去
平
》
に
予
想
さ
れ
る
低
起
式
の
ア
ク
セ

ン
ト
を
想
定
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
『
色
葉
』（
前
下
、
七
四
オ
三
）
に
「
シ

カ
イ
〈
平
上
平
〉」
と
声
点
が
あ
り
、
こ
れ
は
○
●
〇
と
い
う
ア
ク
セ
ン
ト

を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
書
の
《
去
平
》
も
こ
れ
を
あ
ら
わ
そ
う
と

し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
母
后
」
に
つ
い
て
は
、『
正
節
』
に
字
音
声
調

の
組
み
合
わ
せ
か
ら
理
解
し
や
す
い
●
○
○
型
と
み
ら
れ
る
例
（
十
二
下
横

田
八
│
二
白
声
な
ど
）
が
あ
る
。

　

つ
ぎ
に
《
去
上
》
は
○
●
●
型
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

D1
の
「
御
幸 

ゴ
カ
ウ
」〘
平
上
〕、「
御
産 

ゴ
サ
ン
」〘
平
上
〕
は
漢
呉
音
を

交
え
て
読
む
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
組
み
合
わ
せ
を
反
映
し
た
も
の
と
み
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
D2
の
「
御
禊 

ゴ
ケ
イ
」〘
平
去
〕、「
御
前 

ゴ
ゼ
ン
」〘
平

去
〙
は
前
部
成
素
の
「
御
」
が
接
頭
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
結
合
が
緩
く
、
型

ど
お
り
に
○
○
●
∨
●
○
○
の
変
化
を
し
な
か
っ
た
模
様
で
あ
る
。
す
で
に

『
色
葉
』（
前
下
、
一
〇
ウ
三
）
に
「
御
禊
〈
平
上
〉」
と
あ
る
。『
正
節
』
は
●

●
●
型
（
炎
上
清
水
一
五
│
五
白
声
）
を
反
映
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
場
合
参

考
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
「
御
前
」
に
つ
い
て
は
『
近
松
浄
瑠
璃
譜
本
』

（
坂
本
清
恵
編
『
近
松
世
話
物
浄
瑠
璃 

胡
麻
章
付
語
彙
索
引 

体
言
篇
』
ア
ク
セ
ン
ト
史
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資
料
研
究
会
）『
正
節
』
な
ど
が
○
●
●
型
（
ま
た
は
そ
の
変
化
し

た
○
○
●
型
）
を
反
映
し
て
い
る
。
Ｆ
に
し
た
も
の
の
中
に
も

「
几
帳 

キ
チ
ャ
ウ
」
は
『（
類
聚
）
名
義
（
抄
）』（
観
（
智
院
本
）

法
中
五
四
オ
一 

天
理
図
書
館
善
本
叢
書
）
に
「
キ
チ
ヤ
フ
〈
平
上

上
上
〉」
と
あ
り
、「
蘇
芳 

ス
ハ
ウ
」
に
も
『
色
葉
』（
前
下
、

一
一
四
オ
二
）
に
〈
平
上
〉
の
声
点
が
見
ら
れ
る
。

　
《
上
上
》
に
つ
い
て
、
Ｃ
の
二
例
「
輔
代 

フ
ダ
イ
」〔
上
去
〕、

「
史
生 

シ
シ
ャ
ウ
」〔
上
去
〙
は
高
平
調
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
調

整
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
D2
は
型
ど
お
り
に
変
化
す
れ
ば
●
○

○
型
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
「
受
禅 

ジ
ュ

ゼ
ン
」〘
平
去
〙
の
よ
う
に
『
正
節
』
に
「
受
禅
（
上
上
上
）」（
三

上
額
打
三
│
二
口
説
）
と
●
●
●
型
に
あ
ら
わ
れ
る
も
の
も
あ

る
。

　

こ
こ
に
問
題
と
な
る
の
は
、《
平
平
》
と
《
上
平
》
と
が
い

か
な
る
ア
ク
セ
ン
ト
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
か
で
あ
る
。
前
節

の
漢
字
二
字
二
拍
の
漢
語
の
検
討
に
お
い
て
は
、《
平
平
》
が

古
く
○
○
型
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
の
移
声
な
の
か
、
そ
れ
が
変

化
し
て
で
き
た
●
○
型
を
意
図
し
て
差
声
さ
れ
た
も
の
な
の
か

決
定
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
お
い
て
《
平
平
》
は

少
な
く
と
も
○
○
○
型
を
移
声
し
た
も
の
で
は
な
い
と
言
え
そ

う
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
字
音
声
調
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
、
も
と

低
平
調
で
あ
っ
た
も
の
ば
か
り
に
《
平
平
》
と
差
声
さ
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
B2
と

D2
の
九
語
が
そ
れ
で
、
こ
れ
ら
は
●
○
○
型
と
み
ら
れ
る
。
た

【表１】　漢字二字３拍（１拍＋２拍）の漢語

A
LLL

B1
HHL

B2
HLL

D2
LLH

C
HHH

D1
LHH

E
LHL

F 計

《平平》  3 *2   *1  3  6  2※  2 16 *3
《上平》  3  1  4  6  3 *1※  1 18 *1
《上上》  1  2  2   *3  5 *3
《去上》   *1  2  2  4  8 *1
《去去》  1  1
《去平》  1  1  2
計  7 *3  1 *1  8 17  8 *1  2  0  7 *3 50 *8

【表２】　漢字二字３拍（２拍＋１拍）の漢語

A
LLL

B1
HHL

B2
HLL

D2
LLH

C
HHH

D1
LHH

E
LHL

F 計

《平平》  5  4  2  4 15
《上平》 12  1  1  3  2  3  1 23
《上上》  3 *1  1   *1  2  5  2 *1  3 16 *3
《去上》   *1  1  1 *1
《去去》  1※ *1   *1  2 *1  1  3  7 *3
《去平》  4※  1  4  4 *1 13 *1
計 20 *2  2  0 10 *2  7 *1 13 *1 12 *2 11 75 *8

【表１・２】の上段Ａ～Ｅは、字音声調の組み合わせから推定される漢語アクセントの「原型」。
Ｆは、字音声調が不明のために「原型」を推定できないもの。
「中低形」はすべてHHH型に調整されたものとする。
なお、Ｈは高拍、Ｌは低拍をあらわす。
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と
え
ば
B2
の
「
流
罪 

ル
ザ
イ
」〘
去
平
〙
は
『
色
葉
』（
前
上
、
七
九
ウ
三
）

に
〈
去
平
濁
〉
の
声
点
が
あ
り
、『
正
節
』（
十
一
下
座
流
五
一
│
四
口
説
な
ど
）

に
も
●
○
○
型
に
対
応
す
る
譜
記
が
あ
る
。
Ｃ
と
し
た
二
語
「
嫁
娶 

カ
シ
ュ

ウ
」〔
去
去
〕、「
無
文 

ム
モ
ン
」〘
去
去
〙
も
高
平
型
に
調
整
さ
れ
な
か
っ

た
可
能
性
が
高
く
、
す
で
に
『
色
葉
』（
前
上
、
七
ウ
一
）
に
〈
去
平
〉
と
声

点
が
あ
る
し
、「
無
文
」
は
『
正
節
』（
一
上
無
文
一
二
│
四
口
説
な
ど
）
に
●

○
○
型
に
対
応
す
る
譜
記
が
あ
る
。
さ
ら
に
Ａ
と
し
た
も
の
の
な
か
に
も
、

た
と
え
ば
「
後
院 

ゴ
ヰ
ン
」〘
平
平
〙
の
よ
う
に
『
正
節
』（
四
下
吉
田
五
│

三
素
声
）
に
●
○
○
型
の
譜
記
を
と
も
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
総
合
的
に
な
が
め
れ
ば
、《
平
平
》
は
古
い
も
の
を
移
声
し
た

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
積
極
的
に
室
町
江
戸
期
の
●
○
○
型
を
あ
ら
わ
そ
う

と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
《
上
平
》
と
差
さ
れ
た
も
の
も
、
そ
の
字
音
声
調

の
組
み
合
わ
せ
は
、
ほ
と
ん
ど
《
平
平
》
と
差
さ
れ
た
諸
語
に
変
わ
ら
な
い
。

Ａ
の
な
か
に
は
「
二
品 

ニ
ホ
ン
」〘
平
平
〙
の
よ
う
に
『
正
節
』
に
●
○
○

型
に
対
応
す
る
譜
記
で
あ
ら
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
（
十
五
上
内
女
九
│
二
口
説

な
ど
）。

　

こ
れ
を
も
っ
て
み
る
と
、「
一
拍
＋
二
拍
」
の
漢
語
の
場
合
は
、《
平
平
》

も
《
上
平
》
も
、
と
も
に
●
○
○
型
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た

と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

　

す
る
と
こ
の
構
造
の
漢
語
で
は
《
平
平
》《
上
平
》
が
●
○
○
型
を
、《
上

上
》
が
●
●
●
型
を
、《
去
上
》
が
○
●
●
型
を
、
そ
し
て
《
去
平
》
が
お

そ
ら
く
は
○
●
○
型
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う

な
る
と
●
●
○
型
に
あ
た
る
も
の
が
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
字
音
声
調
の
組

み
合
わ
せ
か
ら
、
Ａ
類
の
ほ
か
に
、
こ
の
型
に
な
り
そ
う
な
も
の
は
「
擬
階 

ギ
カ
イ
」
と
「
五
音 

ゴ
イ
ン
」
で
、
と
も
に
〔
上
平
軽
〕
で
あ
ろ
う
が
、

前
者
に
は
《
平
平
》
の
、
後
者
に
は
《
上
平
》
の
声
点
が
差
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
Ａ
の
「
四
品 

シ
ホ
ン
」〘
平
平
〙
に
は
『
正
節
』（
一
上
厳
還
五
│
五
口

説
な
ど
）
に
●
●
○
型
と
対
応
す
る
譜
記
が
あ
る
が
、『
名
目
抄
』
に
は
《
上

平
》
と
声
点
が
差
さ
れ
て
い
る
。
●
●
○
型
に
つ
い
て
は
、《
平
平
》《
上
平
》

の
い
ず
れ
で
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
か
明
ら
か
で
な
い
。

　

つ
ぎ
に
「
二
拍
＋
一
拍
」
の
漢
語
（
八
二
語
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
分

析
の
結
果
は
【
表
２
】
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
要
点
の
み
を
記
せ
ば
以
下

の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
《
平
上
》
の
う
ち
「
日
記 

ニ
ッ
キ
」
は
、
助
詞
「
の
」
接
続
形
で
あ
ら
わ

れ
る
。
本
稿
の
方
針
か
ら
す
れ
ば
〘
入
平
〙
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、

あ
る
い
は
〘
入
去
〕
か
も
し
れ
ず
、
そ
の
う
え
舌
内
入
声
音
が
一
拍
と
さ
れ

な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
は
む
し
ろ
二
拍
語
と
み
る
の
が
よ
い
で
あ
ろ

う
。
残
る
「
勅
旨
」〔
入
軽
上
〕
か
ら
は
●
●
●
型
が
想
定
さ
れ
る
が
、
そ

れ
な
ら
ば
《
平
上
》
の
差
声
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。「
日
記
」
に
差
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
〇
●
型
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
か
。

　
《
去
上
》
と
《
去
平
》
は
そ
れ
ぞ
れ
○
●
●
型
と
○
●
○
型
を
あ
ら
わ
そ

う
と
し
た
も
の
と
み
る
。《
去
平
》
に
Ｅ
が
多
くＨ
、
D2
に
は
入
声
字
を
含
む

も
の
が
あ
り
、「
兀
子 

ゴ
ッ
シ
」〘
入
上
〕、「
雑
訴 

ザ
ッ
ソ
」〘
入
去
〕
は

二
拍
相
当
で
あ
ろ
う
か
ら
除
外
し
て
考
え
る
。
問
題
は
去
声
字
の
重
な
る
D1

で
、
型
ど
お
り
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
形
成
さ
れ
れ
ば
○
●
●
型
と
な
る
。「
半

臂 

ハ
ン
ビ
」〔
去
去
〕
は
そ
の
典
型
で
あ
っ
て
、『
名
義
』（
観
仏
中
六
四
オ
一
）

に
「
ハ
ン
ヒ
〈
平
上
上
〉」
と
あ
り
、『
色
葉
』（
前
上
、
二
六
オ
四
）
に
〈
去
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上
濁
〉
と
あ
る
の
が
『
名
目
抄
』
に
つ
な
が
る
。
一
方
ま
た
字
音
声
調
の
同0

じ
組
み
合
わ
せ

0

0

0

0

0

0

で
《
去
平
》
と
差
さ
れ
た
も
の
に
は
、
た
と
え
ば
「
殿
下 

テ
ン
ガ
」〔
去
去
〕
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
『
正
節
』（
六
下
殿
下
二
〇
│
二
素
声

な
ど
）
で
も
○
●
○
型
で
あ
ら
わ
れ
、
ま
っ
た
く
謂
わ
れ
の
な
い
も
の
で
は

な
い
。

　

ま
た
《
上
上
》
が
●
●
●
型
を
あ
ら
わ
し
た
こ
と
も
動
か
な
い
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
や
は
り
D1
に
語
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
が
不
審
で
あ
る
が
、
た
と

え
ば
「
譲
位 

ジ
ャ
ウ
ヰ
」〔
去
去
〕、「
令
旨 

リ
ャ
ウ
ジ
」〘
去
去
〙
に
は
『
正

節
』
に
●
●
●
型
と
対
応
す
る
譜
記
が
あ
る
（
五
下
厳
幸
九
│
三
口
説
、
揃
物

源
氏
二
五
│
五
白
声
）。

　

残
る
《
平
平
》
と
《
上
平
》
は
や
は
り
難
解
で
あ
る
。
Ａ
の
類
は
両
方
の

ア
ク
セ
ン
ト
標
示
が
な
さ
れ
る
が
、《
上
平
》
の
差
声
の
あ
る
「
長
者 

チ
ャ

ウ
ジ
ャ
」〘
平
平
〙
に
『
正
節
』（
一
下
海
道
九
│
一
口
説
な
ど
）
が
●
●
○
型

に
対
応
す
る
譜
記
を
付
け
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、《
上
平
》
は
●
●
○
型
を

あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
D1
の
「
宣
旨 
セ
ン
ジ
」

〘
去
去
〙、
Ｆ
の
「
僉
義 

セ
ン
ギ
」〘
□
平
〙（「
宣
」
の
呉
音
声
調
不
明
）
に
は
、

『
色
葉
』
に
「
宣
旨
〈
平
平
〉」（
前
下
、
一
一
〇
ウ
四
）、「
僉
議
〈
平
平
〉」（
前

下
、
一
一
〇
ウ
六
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
本
稿
で
の
字
音
声
調
の
認
定

に
問
題
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ら
と
も
に
『
正
節
』（
十
上
臣
流
九
│

三
口
説
、
七
下
重
斬
二
五
│
四
口
説
な
ど
）
に
は
●
●
○
型
に
対
応
す
る
譜
記
を

と
も
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
《
平
平
》
は
《
上
平
》
と
共
通
す
る
Ａ
類
を
除
け
ば
D2
類

に
特
徴
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
室
町
江
戸
期
に
●
○
○
型
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

た
と
え
ば
「
瓶
子 

ヘ
イ
ジ
」〔
平
重
上
〕
の
『
正
節
』
譜
か
ら
明
ら
か
で
あ

る
。

瓶
イ
子゙
を
（
上
×
×
×
）　

十
上
鹿
谷
二
六
│
四
白
声

　

ま
た
、
Ｅ
類
の
「
床
子 

シ
ャ
ウ
ジ
」〘
去
平
〙
に
『
色
葉
』「
床
子
〈
平

上
〉」（
前
下
、
七
四
ウ
六
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
む
し
ろ

D2
類
に
含
め
て
よ
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

以
上
を
要
す
れ
ば
、
漢
字
二
字
三
拍
（
二
拍
＋
一
拍
）
の
漢
語
に
差
さ
れ

た
声
点
は
、《
平
平
》
が
●
○
○
型
を
、《
上
平
》
が
●
●
○
型
を
、《
上
上
》

が
●
●
●
型
を
、《
去
上
》
が
○
●
●
型
を
、
そ
し
て
《
去
平
》
が
○
●
○

型
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
想
定
さ
れ
る
ア

ク
セ
ン
ト
型
を
す
べ
て
覆
っ
て
い
る
。

　

な
お
「
還
昇 

ク
ヮ
ン
ジ
ョ
」
に
〈
去
上
濁
〉（
私
儀
篇
）
と
〈
去
平
濁
〉（
諸

公
事
言
説
篇
）
と
両
様
の
声
点
が
あ
っ
て
、
同
じ
語
が
異
な
る
篇
目
に
異
な

る
ア
ク
セ
ン
ト
標
示
で
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
序
文
に
い
う
「
声
に
依
り
て
其
の
篇
目
は
な
は
だ
も
っ
て
牴
牾
す
」
の

一
例
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
二
種
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
使
い
分
け
が
あ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ま
の
と
こ
ろ
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

五　

お
わ
り
に

　

三
拍
の
漢
語
を
中
心
に
、
そ
こ
に
施
さ
れ
た
声
点
に
よ
る
ア
ク
セ
ン
ト
標

示
を
問
題
と
し
て
き
た
。
四
拍
語
（
一
七
一
語
）
に
つ
い
て
は
詳
細
を
別
稿

に
ゆ
ず
る
が
、《
平
平
》
は
●
○
○
○
型
が
有
力
で
あ
り
、《
上
平
》
は
●
●

○
○
型
か
。《
上
上
》
は
●
●
●
●
型
、《
去
上
》
は
○
●
●
●
型
、《
去
平
》

○
●
○
○
型
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

全
体
を
と
お
し
て
み
る
と
、『
名
目
抄
』
に
お
け
る
《
平
》
ま
た
は
《
平
平
》
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は
、
一
拍
の
と
き
以
外
、
す
べ
て
下
降
調
を
あ
ら
わ
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
「
新
式
声
点
」
の
性
格
が
よ
く
う
か

が
え
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
方
式
で
差
声
さ
れ
た
声
点
の
あ
る
こ
と

を
、
今
後
の
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
史
研
究
で
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。

　

た
だ
Ａ
類
と
し
た
、
低
平
調
を
「
原
型
」
と
す
る
漢
語
に
《
平
平
》《
上
平
》

が
同
じ
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
ま
た
こ
こ
で
は
紙
幅
の
関
係
か
ら
、
三
拍
語
に
つ
い
て
も
、
そ

の
全
例
を
提
示
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
に
加
え
て
和
語
に
差
さ
れ
た
声
点

と
の
関
係
な
ど
、
述
べ
た
り
な
い
こ
と
が
多
々
あ
る
。

　

か
つ
て
筆
者
は
『
名
目
抄
』
の
和
語
に
差
さ
れ
た
声
点
を
考
察
し
て
「『
名

目
抄
』
の
声
点
標
示
は
複
層
的
で
あ
り
、
同
じ
ア
ク
セ
ン
ト
に
異
な
る
標
示

方
式
が
見
ら
れ
る
が
、
同
じ
差
声
が
異
な
る
ア
ク
セ
ン
ト
を
同
時
に
表
わ
す

と
い
う
こ
と
は
決
し
て
な
い
」（『
日
本
語
ア
ク
セ
ン
ト
史
総
合
資
料　

研
究
篇
』）

と
記
し
た
。
し
か
し
、
漢
語
に
差
さ
れ
た
声
点
は
そ
う
簡
単
に
い
か
な
い
よ

う
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
稿
を
あ
ら
た
め
て
論
ず
る
機
会
を
得
た
い
。

注（
１
）　

根
上
剛
士
（
一
九
七
六
）「
名
目
抄
声
点
本
考
」『
国
語
学
』
一
〇
四

（
２
）　

注（
１
）に
記
し
た
根
上
氏
の
論
文
に
詳
し
い
。

（
３
）　

上
野
和
昭
（
一
九
九
三
）「
名
目
鈔
の
声
点
標
示
に
つ
い
て
」『
早
稲
田
日
本

語
研
究
』
創
刊
号

（
４
）　

金
田
一
春
彦
（
一
九
五
五
）「
古
代
ア
ク
セ
ン
ト
か
ら
近
代
ア
ク
セ
ン
ト
へ
」

『
国
語
学
』
二
二

（
５
）　

た
と
え
ば
、
榎
木
久
薫
（
二
〇
〇
四
）「
高
山
寺
蔵
寛
喜
元
年
識
語
本
新
訳

華
厳
経
の
複
数
種
声
点
差
声
字
に
つ
い
て
」『
鳥
取
大
学
教
育
地
域
科
学
部
紀

要 

教
育
・
人
文
科
学
』
五
│
二
、
石
山
裕
慈
（
二
〇
〇
五
）「
涅
槃
講
式
に
お

け
る
漢
語
声
調
の
変
化
に
つ
い
て
の
考
察
」『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
一
一
五
、

加
藤
大
鶴
（
二
〇
〇
九
）「『
尾
張
国
郡
司
百
姓
等
解
文
』
に
お
け
る
二
字
漢
語

の
声
点
」『
論
集
』
Ⅴ　

ア
ク
セ
ン
ト
史
資
料
研
究
会
な
ど
の
諸
論
文
。

（
６
）　

馬
渕
和
夫
（
一
九
五
四
）『
韻
鏡
校
本
と
広
韻
索
引
』
新
訂
版　

厳
南
堂
書

店　

に
よ
る
。

（
７
）　
『
法
華
経
単
字
』『
九
条
本
法
華
経
音
』『
法
華
経
音
訓
』『
法
華
経
音
義
』
や

『
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
』
の
和
音
注
な
ど
。

（
８
）　

た
だ
し
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
推
定
で
あ
っ
て
考
察
の
手
掛
か
り
に
す
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。古
辞
書
そ
の
他
の
前
代
の
資
料
に
記
載
が
あ
り
、そ
れ
が
『
名

目
抄
』
の
声
点
を
理
解
す
る
う
え
に
よ
り
有
効
で
あ
る
場
合
、
あ
る
い
は
、
後

の
資
料
に
記
載
さ
れ
る
と
こ
ろ
と
『
名
目
抄
』
の
声
点
と
の
対
応
が
よ
い
場
合

な
ど
は
、
字
音
声
調
の
認
定
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
。

（
９
）　

沼
本
克
明
（
一
九
七
六
）「
呉
音
の
声
調
体
系
に
つ
い
て
」『
国
語
学
』
一
〇

七

（
10
）　

金
田
一
春
彦
（
一
九
五
一
）「
日
本
四
声
古
義
」『
国
語
ア
ク
セ
ン
ト
論
叢
』

法
政
大
学
出
版
局

（
11
）　

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
加
藤
大
鶴
「
漢
語
ア
ク
セ
ン
ト
の
伝
統
性
と
非
伝

統
性
」（
ア
ク
セ
ン
ト
史
資
料
研
究
会
発
表
資
料
二
〇
一
一
・
九
）
な
ど
を
参

考
に
し
た
。

（
12
）　

注（
９
）に
掲
げ
た
沼
本
氏
の
論
文
に
詳
し
い
。

（
13
）　

●
○
●
は
ア
ク
セ
ン
ト
型
と
し
て
は
認
め
が
た
い
音
調
で
あ
る
か
ら
「
〜

型0

」
と
い
う
術
語
を
用
い
ず
、
あ
え
て
「
中
低
形0

」
と
よ
ぶ
。

（
14
）　

沼
本
克
明
（
一
九
七
九
）「
平
安
時
代
に
於
け
る
日
常
漢
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
」

『
国
語
国
文
』
四
八
│
六
の
ほ
か
注（
５
）に
掲
載
し
た
諸
論
文
な
ど
に
指
摘
が

あ
る
。
去
声
拍
の
高
平
化
や
い
わ
ゆ
る
「
中
低
形
の
回
避
」
に
よ
っ
て
高
平
化

す
る
場
合
、
去
声
の
調
値
は
、
上
昇
調
で
あ
る
と
は
い
え
、
明
確
な
低
起
性
を

も
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
同
じ
く
上
昇
調
と
い
わ
れ
る
、

室
町
期
以
降
の
一
拍
第
三
類
相
当
の
語
群
に
聞
か
れ
る
音
調
と
は
区
別
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
同
じ
去
声
で
も
後
に
二
拍
に
な
っ
て
○
●
と
な
れ
ば
、
二
拍
名
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詞
第
四
類
相
当
の
語
群
と
同
じ
く
低
起
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
●
と
○
●
と

が
接
合
し
て
●
○
○
型
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
、
低
起
性
を
得
て
は
じ
め
て
あ

り
う
べ
き
こ
と
で
、
古
く
か
ら
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

（
15
）　
「
座
」
は
「
宴
ノ
座
〈
上
平
濁
〉」、「
宴
穏
ノ
座
〈
上
上
平
濁
〉」、「
垣
下
ノ

座
〈
上
上
濁
〉」（
と
も
に
諸
公
事
言
説
篇
）
よ
り
抽
出
。
連
語
の
後
項
に
立
っ

て
低
平
化
し
た
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
の
「
奏
」「
御
座
」
も

同
様
で
あ
る
が
、
ひ
と
ま
ず
単
独
で
も
《
平
》《
平
平
》
と
差
声
さ
れ
た
も
の

と
し
て
扱
う
。

（
16
）　

Ｃ
類
に
は
、
●
●
●
型
へ
ア
ク
セ
ン
ト
型
が
調
整
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の

も
含
め
て
数
え
た
。

（
17
）　
「
三
会
サ
ン
ヱ
」〘
去
平
〙、「
世
務
セ
イ
ム
」〔
去
平
〙、「
版
位
ヘ
ン
ヰ
」

〘
去
平
〙
の
ほ
か
、「
先
蹤
セ
ン
ジ
ョ
」〔
去
平
軽
〕、「
万
機
バ
ン
キ
」*

〔
去
平

軽
〕
も
こ
こ
に
含
め
た
。

新　

刊　

紹　

介

細
川
英
雄
・
武　

一
美
編
著

『
初
級
か
ら
は
じ
ま
る
「
活
動
型
ク

ラ
ス
」
│
こ
と
ば
の
学
び
は
学
習
者
が
つ

く
る
│
『
み
ん
な
の
日
本
語
』
を
使
っ
た

教
科
書
・
活
動
型
ク
ラ
ス
を
例
に
』

　

本
書
は
早
稲
田
大
学
日
本
語
教
育
研
究
セ
ン

タ
ー
で
実
践
さ
れ
て
き
た
「
活
動
型
ク
ラ
ス
」
を

紹
介
し
て
い
る
。「
活
動
型
ク
ラ
ス
」
は
、
教
科

書
を
用
い
て
、
日
本
語
を
学
習
者
の
外
に
あ
る
知

識
と
し
て
学
習
す
る
伝
統
的
な
「
教
科
書
ク
ラ

ス
」
と
違
っ
て
、
学
習
者
が
日
本
語
で
自
分
の
こ

と
を
語
っ
て
、
相
手
の
こ
と
を
理
解
す
る
と
い
う

活
動
を
通
し
て
、
相
手
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い

う
実
感
を
得
る
。
よ
っ
て
、
学
習
者
の
言
語
使
用

者
と
し
て
の
自
覚
と
自
信
が
形
成
さ
れ
、
日
本
語

の
実
践
力
も
伸
び
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

こ
う
い
う
「
活
動
型
ク
ラ
ス
」
を
具
体
的
に
ど

の
よ
う
に
初
級
か
ら
行
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
、
本
書
は
初
級
で
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
教
科

書
『
み
ん
な
の
日
本
語
』
を
使
っ
た
「
教
科
書
ク

ラ
ス
」
と
並
行
し
て
行
う
、「
活
動
型
ク
ラ
ス
」

（「
教
科
書
・
活
動
型
ク
ラ
ス
」）
を
例
に
し
て
提

案
し
た
。
そ
の
展
開
の
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
こ

と
を
期
待
さ
せ
る
。
よ
り
効
果
的
な
こ
と
ば
の
学

び
方
を
考
え
直
し
た
く
な
る
一
冊
で
あ
る
。

（
二
〇
一
二
年
五
月　

ス
リ
ー
エ
ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク　

Ａ
５
判　

八
十
八
頁　

税
込
一
二
六
〇
円
）

 

〔
屠　

潔
群
〕


