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【
キ
ー
ワ
ー
ド
】『
仙
源
抄
』・
ア
ク
セ
ン
ト
仮
名
遣
い
・
ア
ク
セ
ン
ト
の
体

系
変
化

は
じ
め
に

　
『
仙
源
抄
』
は
、
長
慶
天
皇
が
弘
和
元
（
一
三
八
一
）
年
頃
に
著
し
た
、『
源

氏
物
語
』
の
い
ろ
は
順
の
語
彙
辞
典
で
あ
る
。
日
本
語
史
研
究
で
は
、
大
野
晋

氏⑴
、
馬
渕
和
夫
氏⑵
、
金
田
一
春
彦
氏⑶
、
前
田
冨
祺
氏⑷
、
望
月
郁
子
氏⑸
、
上
野
和

昭
氏⑹
、
川
上
蓁
氏⑺
に
よ
り
、
そ
の
跋
文
が
示
す
声
点
お
よ
び
声
調
に
対
す
る
考

え
や
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
定
家
仮
名
遣
い
批
判
が
、
研
究
の
対
象
と
な
さ
れ
て

き
た
。
長
慶
天
皇
が
定
家
の
仮
名
遣
い
を
批
判
し
た
の
に
は
、
天
皇
の
生
ま
れ

が
一
三
四
三
年
で
、
そ
の
こ
ろ
ま
で
に
起
こ
っ
た
ア
ク
セ
ン
ト
の
体
系
変
化
、

ア
ク
セ
ン
ト
観
や
語
調
標
示
法
の
変
化
が
関
係
す
る
も
の
と
み
ら
れ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
、『
仙
源
抄
』
の
本
文
中
に
差
さ
れ
た
声
点
や
、
そ
の

仮
名
遣
い
に
つ
い
て
の
研
究
は
な
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
長
慶
天

皇
の
跋
文
を
正
し
く
解
釈
す
る
た
め
に
も
、
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
ア
ク
セ
ン

ト
、
す
な
わ
ち
「
お
」「
を
」
の
仮
名
遣
い
を
本
文
は
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い

る
か
、
本
文
の
差
声
は
跋
文
の
考
え
と
合
致
す
る
の
か
ど
う
か
を
調
査
・
考
察

す
る
。
さ
ら
に
『
仙
源
抄
』
で
は
、『
水
原
抄
』『
原
中
最
秘
抄
』『
紫
明
抄
』

と
い
っ
た
河
内
本
方
の
一
族
が
作
成
し
た
注
釈
書
が
そ
の
資
料
と
し
て
使
わ
れ

た
と
い
う
が
、『
原
中
最
秘
抄
』
を
曾
祖
父
光
行
・
祖
父
親
行
の
作
成
後
に
増

補
し
た
知
行
（
行
阿
）
著
『
仮
名
文
字
遣
』
に
お
け
る
仮
名
遣
い
と
の
関
係
に

つ
い
て
も
検
討
を
行
な
い
た
い
。

一　

対
象
本
と
見
出
し
項
目

　

漢
字
・
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
と
、
複
数
の
文
字
種
を
用
い
る
日
本
で
は
、

単
語
は
文
字
情
報
と
と
も
に
記
憶
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る⑻
。
表
記
形
態

に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
の
し
や
す
さ
が
異
な
り
、
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
語
ほ
ど
記

憶
さ
れ
や
す
く
、「
親
」「
男
」「
女
」
な
ど
漢
字
で
イ
メ
ー
ジ
す
る
語
、「
イ
ン

コ
」「
キ
ザ
」「
ト
ビ
ウ
オ
」、
な
ど
カ
タ
カ
ナ
で
イ
メ
ー
ジ
す
る
語
、「
ど
ん
ぐ

り
」「
ち
り
と
り
」「
ひ
じ
」
な
ど
平
仮
名
で
イ
メ
ー
ジ
す
る
語
な
ど
が
あ
る
と

い
う
。
イ
メ
ー
ジ
は
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
る
で
あ
ろ
う
が
、
平
仮
名
優
勢
の
表

記
形
態
に
お
い
て
、
単
語
を
構
成
す
る
ひ
ら
が
な
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
仮
名

遣
い
に
つ
い
て
も
同
様
の
現
象
が
考
え
ら
れ
よ
う
。[o][w

o]

の
発
音
が
合
流

し
た
後
、
そ
れ
ま
で
区
別
し
て
し
た
文
字
を
「
お
」「
を
」
の
ど
ち
ら
を
使
う

語
と
し
て
記
憶
す
る
か
は
、
日
常
的
に
目
に
し
た
書
物
に
ど
う
書
か
れ
て
い
た

か
が
、
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
は
ず
で
あ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
『
仙
源

『
仙
源
抄
』
と
ア
ク
セ
ン
ト
仮
名
遣
い

―
長
慶
天
皇
は
わ
か
っ
て
い
た

―

坂　
　

本　
　

清　
　

恵
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抄
』
は
、
そ
の
跋
文
で
、
ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
る
定
家
仮
名
遣
い
を
批
判
し
て
い

る
。
批
判
の
対
象
と
な
る
ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
る
仮
名
遣
い
を
使
用
し
な
い
の
で

あ
れ
ば
、
典
拠
文
献
に
よ
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
る
。

　
『
仙
源
抄
』
の
見
出
し
語
に
つ
い
て
、
岩
坪
健
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る⑼
。

従
来
『
仙
源
抄
』
の
見
出
し
は
河
内
本
に
よ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
が
、

正
し
く
は
集
成
し
た
三
種
の
河
内
方
古
注
釈
の
孫
引
き
で
あ
り
、
そ
れ
故

に
見
出
し
の
大
部
分
が
河
内
本
と
一
致
す
る
も
の
の
一
部
食
い
違
う
の
は
、

親
行
と
素
寂
を
め
ぐ
る
一
門
内
部
の
対
立
、
及
び
校
訂
に
よ
る
河
内
本
・

素
寂
本
の
流
動
に
基
づ
く
。

こ
の
説
明
が
仮
名
遣
い
に
ま
で
及
ぶ
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
検
証
す
る
必

要
が
あ
る
。

　
『
仙
源
抄
』
の
伝
本
研
究
は
岩
坪
健
氏
に
詳
し
く⑽
、
原
本
で
あ
る
草
稿
本
を

長
慶
天
皇
皇
子
と
耕
雲
と
が
別
々
に
書
写
し
た
結
果
、
行
悟
本
系
と
耕
雲
本
系

と
の
二
系
統
が
生
じ
た
と
さ
れ
、
そ
の
異
同
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

今
回
は
、
耕
雲
書
写
の
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
中
院
文
庫
本
を
中
心
に
考
察

を
進
め
る
。
こ
の
本
は
、
耕
雲
が
応
永
二
（
一
三
九
五
）
年
か
ら
正
長
二

（
一
四
二
九
）
年
に
、
原
本
か
ら
直
接
写
し
た
可
能
性
の
高
い
現
存
最
古
写
本
で

あ
る
。
現
状
は
虫
損
甚
だ
し
く
、
原
本
の
閲
覧
は
叶
わ
な
か
っ
た
が
、
幸
い
「
京

都
大
学
図
書
館
所
蔵
貴
重
書
図
像
」
で
確
認
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
行
悟

本
系
で
は
京
都
女
子
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
類
字
』（
Ｙ
Ｋ
８
１
１
Ｒ
）、
す
な

わ
ち
「
専
順
」
の
奥
書
を
持
つ
専
順
本
を
主
に
用
い
た⑾
。

　
『
仙
源
抄
』
は
解
釈
が
必
要
な
『
源
氏
物
語
』
の
語
を
「
い
ろ
は
順
」
に
集

め
た
書
で
あ
る
が
、
そ
の
「
い
ろ
は
順
」
の
項
目
に
は
「
ゐ
」「
お
」「
ゑ
」
が

な
い
。
語
頭
の
「
ゐ
」
の
例
は
な
い
が
、「
お
」
は
「
を
」
に
、「
ゑ
」
は
「
え
」

に
掲
出
さ
れ
て
い
る
。
発
音
上
の
区
別
の
な
い
「
い
（
ゐ
）」「
を
・
お
」「
え
・

ゑ
」
を
ま
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
見
出
し
の
掲
出
を
な
し

た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
仙
源
抄
』
の
跋
文
に
は
、

同
文
字
な
る
詞
を
い
ろ
は
の
次
第
に
あ
つ
め
と
ゝ
の
へ
て
み
れ
は
六
十
余

巻
只
一
帖
に
つ
ゝ
ま
り
文
字
の
つ
い
て
を
た
つ
ね
ぬ
れ
は
た
な
心
を
さ
す

か
こ
と
し

と
あ
る
。『
紫
明
抄
』
が
巻
ご
と
に
語
釈
を
行
う
た
め
、
同
じ
語
を
何
度
も
掲

出
し
て
注
釈
す
る
の
に
比
す
と
、
合
理
的
な
ま
と
め
方
で
あ
る
。「
い
ろ
は
順
」

に
し
た
上
に
、
発
音
が
同
じ
文
字
と
し
て
「
い
（
ゐ
）」「
を
・
お
」「
え
・
ゑ
」

を
扱
い
、
最
初
の
掲
出
に
ま
と
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
方
針
は
、
掲
出
語
語
順

「
を
ひ
ら
く
」「
を
い
こ
れ
は
ま
し
て
」「
を
い
さ
き
」
を
み
れ
ば
語
中
の
発
音

に
も
及
ん
で
お
り
、「
を
ひ
」
を
「
を
い
」
の
位
置
に
ま
と
め
て
い
る
。

　

ま
た
、
青
木
怜
子
氏
に
よ
る
と
、
見
出
し
語
は
語
頭
以
降
、
第
四
音
節
、
第

五
音
節
ま
で
を
対
象
と
し
て
「
い
ろ
は
順
」
で
あ
る
と
い
う
が⑿
、
こ
の
方
針
を

「
を
」
の
部
で
み
る
と
、
前
半
は
「
を
ほ
と
か
」「
お
ほ
と
の
こ
も
る
」「
を
ほ

よ
そ
」
の
順
や
、「
を
よ
す
け
も
て
お
は
す
る
」「
を
た
き
」「
お
れ
て
と
し
ふ

る
人
」「
を
れ
物
」
の
よ
う
に
語
頭
の
「
お
」「
を
」
を
書
き
分
け
て
も
、
以
下

の
い
ろ
は
順
の
配
列
は
変
え
て
い
な
い
。
そ
れ
は
「
を
す
か
る
へ
き
」
ま
で
続

く
が
、
そ
の
あ
と
に
「
お
は
さ
う
す
」「
お
ほ
え
と
の
」「
お
り
か
ら
」「
お
と
ゝ
」

「
お
ま
し
所
」「
お
さ

く
」「
お
さ
め
み
か
は
や
う
な
と
ま
て
」「
お
き
な
こ
と
」

「
お
も
と
」
と
語
頭
「
お
」
の
項
目
が
続
く
。「
お
り
か
ら
」
と
「
お
と
ゝ
」
と

は
逆
に
な
っ
て
い
る
が
、「
を
」
で
始
ま
る
一
群
に
対
し
て
後
半
に
「
お
」
で

始
ま
る
一
群
が
別
に
掲
載
さ
れ
て
も
い
る
。
不
統
一
な
掲
載
順
で
あ
る
。
耕
雲

本
系
の
う
ち
宮
内
庁
書
陵
部
本
（
谷
３
４
４
）
で
は
、
前
半
に
現
れ
る
「
お
」

を
す
べ
て
「
を
」
に
改
め
て
立
項
し
て
い
る
。
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二
系
統
に
お
け
る
「
お
」「
を
」
の
異
同
は
、
耕
雲
本
系
の
「
お
は
さ
う
す
」

を
行
悟
本
系
が
「
を
は
さ
う
す
」
と
し
て
い
る
点
、
行
悟
本
系
に
は
「
お
ろ
し

た
て
ん
や
」
が
な
い
点
で
あ
る
。
耕
雲
自
筆
本
で
は
「
お
ろ
し
た
て
ん
や
」
は

見
出
し
「
を
」
の
下
に
書
き
こ
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
耕
雲
自
筆
本
と
そ
の

模
写
本
以
外
の
耕
雲
本
系
の
多
く
は
「
を
ろ
し
た
て
ん
や
」
に
改
め
た
上
で
、

第
一
番
に
見
出
し
立
項
し
て
い
る
。
ま
た
、
耕
雲
本
系
で
は
「
お
は
さ
う
す
」

が
「
お
ほ
え
と
の
」
の
直
前
で
あ
る
が
、
行
悟
本
系
で
は
、「
を
は
お
と
ゝ
」「
を

は
さ
う
す
」「
を
に
」
の
位
置
に
来
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
跋
文
で
は
定
家
の
仮
名
遣
い
の
問
題
点
を
論
じ
、
次
の
よ
う
に

「
四
声
に
か
な
は
す
」
と
し
な
が
ら
も
、「
に
は
か
に
こ
の
つ
い
へ
を
あ
ら
た
む

へ
き
に
あ
ら
す
」
と
す
る
。

和
字
に
文
字
つ
か
ひ
の
か
ね
て
さ
た
め
を
き
た
き
こ
と
を
定
家
か
き
た
る

物
に
も
緒
之
音
を　

尾
之
音
お　

な
と
さ
た
め
た
れ
は
音
に
つ
き
て
さ
た

す
へ
き
か
と
き
こ
え
た
り　

し
か
れ
と
も
そ
の
さ
た
め
た
る
所
四
声
に
か

な
は
す　

又
一
字
に
義
な
け
れ
は
其
文
字
其
訓
に
か
な
ふ
へ
し
と
い
ひ
か

た
し　

音
に
も
あ
ら
す
義
に
も
あ
ら
す　

い
つ
れ
の
篇
に
つ
き
て
さ
た
め

た
る
に
か
お
ほ
つ
か
な
し　

し
か
れ
と
も
に
は
か
に
こ
の
つ
い
へ
を
あ
ら

た
む
へ
き
に
あ
ら
す　

又
ひ
と
へ
に
こ
れ
を
信
せ
は
音
義
に
か
な
ふ
へ
か

ら
さ
る
に
よ
り
て
こ
の
一
帖
に
は
文
字
つ
か
ひ
を
さ
た
せ
す　

か
つ
は
先

達
の
所
為
を
さ
み
す
る
に
に
た
り
と
い
へ
と
も
音
に
通
せ
む
物
は
を
の
つ

か
ら
こ
の
心
を
わ
き
ま
へ
し
れ
と
な
り

　

こ
れ
を
み
る
に
、
四
声
に
よ
る
定
家
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
批
判
は
し
た
も
の

の
、
こ
の
抄
を
書
く
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
習
慣
を
改
め
な
い
こ
と
を

宣
言
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
こ
の
一
帖
に
は
文
字
つ
か
ひ
を
さ

た
せ
す
」
と
し
な
が
ら
も
、「
音
に
通
せ
む
物
は
を
の
つ
か
ら
こ
の
心
を
わ
き

ま
へ
し
れ
と
な
り
」
と
あ
る
と
こ
ろ
を
み
れ
ば
、『
仙
源
抄
』
の
編
纂
に
あ
た
っ

て
、
そ
の
本
文
で
は
声
（
ア
ク
セ
ン
ト
）
に
よ
る
仮
名
遣
い
を
採
用
し
て
い
る

と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
こ
と
を
確
認
す
べ
く
、「
を
」
に
掲
載
さ

れ
た
語
の
仮
名
遣
い
に
つ
い
て
検
討
を
行
な
う
。
対
象
と
す
る
の
は
「
を
」
で

始
ま
る
四
九
語
、「
お
」
で
始
ま
る
一
二
語
で
、「
を
」
で
始
ま
る
単
語
が
圧
倒

的
に
多
い
。
単
語
列
記
の
辞
書
の
場
合
は
、「
を
」
で
始
ま
る
単
語
が
多
く
収

め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
も
、
体
系
変
化
後
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
っ
て
い
る
可
能

性
が
高
い
。
以
下
、
合
計
六
一
語
の
う
ち
、
意
味
不
明
の
「
を
い
こ
れ
は
ま
し

て
」
を
除
い
た
六
十
語
に
つ
い
て
、
仮
名
遣
い
と
ア
ク
セ
ン
ト
に
つ
い
て
考
察

す
る
。

二　
「
お
」「
を
」
表
記
と
ア
ク
セ
ン
ト

二
―
一
「
を
」
表
記
の
語
と
ア
ク
セ
ン
ト

　

耕
雲
自
筆
本
掲
載
の
仮
名
遣
い
に
よ
り
、
ア
ク
セ
ン
ト
と
の
関
係
を
み
る
。

用
例
の
上
に
は
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
21　

仙
源
抄
』（
一
九
九
八
、
お
う
ふ

う
）
の
見
出
し
に
付
さ
れ
た
番
号
を
示
す
。
ア
ク
セ
ン
ト
に
つ
い
て
は
、
秋
永

一
枝
他
編
『
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
）
の
表
記
と
出
典
略
称
を
用
い
る
。
こ
れ
に
掲
載
の
な
い
ア
ク
セ
ン

ト
変
化
後
の
資
料
で
あ
る
中
院
通
茂
『
源
氏
清
濁
』『
古
今
聞
書
』
は
、
坂
本

清
恵
編
『
近
世
上
方
ア
ク
セ
ン
ト
資
料
索
引
』（
一
九
九
四
、
ア
ク
セ
ン
ト
史

資
料
研
究
会
）
に
よ
る
。
ま
た
、『
仮
名
文
字
遣
』
に
つ
い
て
は
坂
本
清
恵
編

『
定
家
仮
名
遣
関
係
索
引
』（
二
〇
〇
八
、
ア
ク
セ
ン
ト
史
資
料
研
究
会
）
に
よ
る
。

［
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
変
化
の
前
後
で
高
起
式
で
あ
る
こ
と
が
変
わ
ら
な
い
語
］

　

１
「
を
と
め
」
は
「
を
ろ
す
」
に
巻
名
注
記
を
し
た
例
で
あ
る
が
、『
名
義
．



― ―39

巫
私
』
Ｌ
Ｈ
Ｈ
、『
神
紀
．
人
紀
．
巫
私
』
Ｌ
Ｌ
Ｈ
、『
神
紀
．
古
今
』
Ｈ
Ｈ
Ｈ

で
、
体
系
変
化
に
関
係
な
く
、
鎌
倉
時
代
か
ら
語
源
か
ら
離
れ
た
Ｈ
Ｈ
Ｈ
が

あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

　

６
「
を
は
お
と
ゝ
」
は
「
祖
母
也
」
と
あ
り
、「
を
は
」
は
『
和
名
』
に
Ｌ

Ｆ
も
あ
る
が
、
Ｈ
Ｈ
も
。『
古
今
．
浄
拾
』
に
Ｈ
Ｌ
と
あ
り
、
高
起
式
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
。

　

８
「
を
ほ
ゝ
れ
ゐ
た
り
」
は
「
溺
也
」
と
あ
り
、「
お
ほ
ほ
る
」『
金
光
．
名

義
．
巫
私
．
古
今
．
四
座
』
に
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｌ
が
あ
る
。
ま
た
体
系
変
化
後
の
例
と

し
て
は
、『
源
氏
清
濁
』
に
「
お
ほ
ゝ
れ
〈
上
上
上
濁
平
〉」、『
古
今
聞
書
』
に

「
お
ほ
ゞ
れ
ん
」
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
が
あ
る
。

　

24
「
を
ち
」
25
「
を
ち
か
た
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
遠
也
」「
遠
方
也
彼
方
」

と
あ
り
、「
を
ち
か
た
」
は
『
人
紀
．
漢
籍
』
に
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
の
例
が
あ
り
、
単

独
も
古
く
は
高
起
式
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

28
「
を
ゝ
し
く
」「
男
々
也
雄
抜
日
本
紀
」
は
『
人
紀
』
に
「
を
を
し
」
Ｈ
Ｈ

Ｆ
の
例
が
あ
る
。

　

33
「
を
れ
物
」
は
「
お
ろ
か
な
る
物
と
い
ふ
な
り
」
と
あ
り
、「
お
ろ
か
」『
名

義
．
字
鏡
．
補
忘
．
平
節
．
大
観
．
近
松
』
Ｈ
Ｈ
Ｌ
と
同
語
源
で
、
高
起
式
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

38
「
を
の
か
し
ゝ
」
は
「
を
の
」
が
『
人
紀
．
袖
中
．
近
松
』
に
Ｈ
Ｈ
で
、

高
起
式
で
問
題
が
な
い
。

　

48
「
を
し
と
の
た
ま
へ
る
」「
進
食
日
本
紀
」
は
動
詞
「
を
す
（
食
）」『
神
紀
．

人
紀
．
乾
私
』
Ｈ
Ｌ
か
ら
の
転
成
名
詞
で
、
Ｈ
Ｈ
が
推
定
さ
れ
る
。

　

50
「
を
し
つ
ゝ
み
給
へ
る
」
は
第
一
類
動
詞
「
押
す
」
で
あ
り
、
Ｈ
Ｌ
で
あ

る
。

　

４
「
を
い
す
か
ひ
ぬ
れ
」
は
「
を
い
ゝ
つ
る
心
也
愚
案
を
い
つ
ゝ
き
た
る
心

歟
」
と
あ
る
の
で
、
仮
名
遣
い
か
ら
考
え
る
と
低
起
式
を
保
つ
「
生
い
」
や
「
負

い
」
で
は
な
い
。
第
一
類
の
「
追
い
」
で
あ
ろ
う
。

 

［
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
変
化
に
よ
り
高
起
式
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
語
］

　

１
「
を
ひ
ら
く
」
は
「
老
ゆ
」
が
第
二
類
動
詞
で
あ
り
『
古
今
伏
片
』
に
〈
平

上
上
平
〉
の
例
が
あ
る
が
、
体
系
変
化
後
の
例
と
し
て
は
『
古
今
聞
書
』
に
Ｈ

Ｌ
Ｌ
Ｌ
の
例
が
あ
り
、
高
起
式
に
変
化
す
る
語
で
あ
る
。

　

３
「
を
い
さ
き
」
は
第
二
類
動
詞
相
当
「
生
ふ
」
と
二
拍
第
一
類
名
詞
「
さ

き
」
と
の
複
合
語
で
あ
り
、
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
が
推
定
さ
れ
、
体
系
変
化
後
に
は
Ｈ
Ｈ

Ｈ
Ｌ
の
高
起
式
ア
ク
セ
ン
ト
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
仮
名
文
字
遣
』
諸

本
で
は
「
お
い
さ
き
」
で
立
項
さ
れ
て
い
る
。

　

５
「
を
ろ
す
」
は
第
二
類
動
詞
で
、
体
系
変
化
後
に
Ｈ
Ｌ
Ｌ
で
あ
る
。

　

７
「
を
に
」、
41
「
を
や
な
し
」、
42
「
を
や
そ
ひ
て
く
た
り
給
―
」、
47
「
を

き
の
枝
つ
と
に
し
て
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
三
類
名
詞
「
鬼
」「
親
」「
荻
」
が
体

系
変
化
後
に
Ｈ
Ｌ
と
な
る
。『
仮
名
文
字
遣
』
で
は
古
態
の
本
は
「
を
に
」「
を

や
」
で
あ
る
が
、「
お
き
」
の
み
諸
本
が
「
お
き
の
葉
」
を
挙
げ
る
。

　

接
頭
語
「
お
ほ(

大)

」
を
持
つ
も
の
は
体
系
変
化
前
は
低
起
式
で
あ
り
、

Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
・
Ｌ
Ｌ
Ｈ
Ｈ
・
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｈ
・
Ｌ
Ｌ
Ｈ
Ｌ
な
ど
は
体
系
変
化
後
に
高
起

式
に
変
化
す
る
が
、
Ｌ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
に
つ
い
て
は
低
起
式
を
守
る
。『
仮
名
文
字
遣
』

で
は
ほ
と
ん
ど
「
お
ほ
」
の
仮
名
遣
い
が
と
ら
れ
る
。

　

11
「
を
ほ
ち
」
は
「
大
路
万
御
路
日
本
紀
」
と
あ
る
。「
を
ほ
ち
」
は
体
系
変

化
後
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
反
映
し
た
仮
名
遣
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

『
仮
名
文
字
遣
』
は
諸
本
に
よ
っ
て
注
の
漢
字
表
記
が
異
な
る
が
、
い
ず
れ
の

場
合
も
「
お
ほ
ち
」
の
仮
名
遣
い
で
ゆ
れ
が
な
い
。

　

12
「
を
ほ
よ
そ
」
は
「
大
都
也　

又
凡
也
」
と
あ
る
。『
名
義
』
に
Ｌ
Ｌ
Ｈ
Ｌ
、
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『
巫
紀
』
に
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
の
例
が
あ
り
、
体
系
変
化
後
は
高
起
式
に
変
化
し
、『
大

観
』
に
は
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
の
例
が
あ
る
。

　

13
「
を
ほ
そ
う
」
は
「
大
惣
也
」
と
あ
る
。
体
系
変
化
後
の
例
と
し
て
『
源

氏
清
濁
』
Ｈ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
が
あ
る
。

　

15
「
を
ほ
う
ち
山
」
も
「
山
」
が
第
三
類
で
古
く
は
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
か
Ｌ
Ｌ

Ｌ
Ｌ
Ｈ
Ｌ
が
推
定
さ
れ
、
変
化
後
は
高
起
式
に
な
る
。

　

17
「
を
ほ
や
し
ま
」
は
「
日
本
国
也
」
と
あ
り
、「
お
ほ
」
Ｌ
Ｌ
＋
「
や
し
ま
」

『
古
今
』
Ｈ
Ｌ
Ｌ
の
複
合
で
あ
る
。
多
数
形
は
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｈ
Ｌ
で
あ
り
、
体
系
変

化
後
は
高
起
式
に
な
る
。

　

18
「
を
ほ
き
み
四
位
」、
19
「
を
ほ
き
み
す
か
た
」
は
「
大
君
」
が
『
人
紀
．

古
今
．
袖
中
．
西
万
』
に
Ｌ
Ｌ
Ｈ
Ｈ
と
あ
り
、
体
系
変
化
後
に
高
起
式
が
推
定

さ
れ
、『
謡
曲
』
Ｈ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
、『
大
観
』
に
は
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
の
例
が
み
ら
れ
る
。

　

21
「
を
ほ
ひ
ち
り
き
」
は
、「
篳
篥
」
が
『
和
名
．
名
義
』
に
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
の

例
が
あ
り
、
低
起
式
の
接
頭
「
お
ほ
」
を
含
め
て
体
系
変
化
を
し
、
高
起
式
へ

変
わ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

　

20
「
を
ほ
み
お
ほ
つ
ほ
と
り
に
も
」
は
、
接
頭
辞
「
大
御
（
お
ほ
み
）」
に
『
巫

紀
』
Ｌ
Ｌ
Ｈ
が
あ
り
、
ア
ク
セ
ン
ト
変
化
を
受
け
Ｈ
Ｌ
Ｌ
に
な
っ
た
と
推
定
で

き
る
。

　

22
「
を
と
こ
た
〈
平
濁
〉
う
か
」
は
連
濁
の
注
記
が
あ
る
。「
男
」
が
第
五

類
な
の
で
、
Ｌ
Ｌ
Ｌ
―
か
ら
Ｈ
Ｈ
―
に
変
化
を
す
る
。

　

23
「
を
と
し
か
け
の
た
か
き
所
」
は
第
二
類
動
詞
「
お
と
す
」
の
連
用
形
を

前
部
成
素
に
持
つ
の
で
、
Ｌ
Ｌ
Ｌ
―
か
ら
Ｈ
Ｈ
Ｌ
―
の
変
化
を
推
定
で
き
る
。

　

26
「
を
ち
く
り
」
は
色
名
で
、
第
二
類
動
詞
「
落
」
＋
第
三
類
「
栗
」
な
の

で
、
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
か
ら
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｌ
の
変
化
が
推
定
で
き
る
。

　

27
「
を
り
ひ
つ
物
」
は
「
を
り
ひ
つ
」
が
体
系
変
化
前
に
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
が
推
定

さ
れ
る
の
で
、
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｈ
Ｌ
か
ら
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
へ
の
変
化
が
起
こ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

　

29
「
を
か
し
き
」
は
、
体
系
変
化
前
の
ア
ク
セ
ン
ト
例
は
な
い
が
、
体
系
変

化
後
の
『
平
節
．
近
松
』
に
Ｈ
Ｈ
Ｌ
Ｌ
の
例
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
第
二
類
形

容
詞
と
同
様
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
考
え
ら
れ
る
。

　

30
「
を
よ
す
け
も
て
お
は
す
る
」
に
は
〈
平
平
上
上
上
上
平
平
上
〇
〉
の
差

声
が
あ
る
。
差
声
に
つ
い
て
は
次
章
で
検
討
す
る
が
、『
名
義
』
に
「
お
よ
す

（
耆
）」
Ｌ
Ｌ
Ｈ
が
あ
り
、
体
系
変
化
前
に
は
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｈ
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
持
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
仮
名
遣
い
は
体
系
変
化
後
の
高
起
式
ア
ク
セ
ン
ト
を
反

映
す
る
。

　

34
「
を
そ
き
人
」
に
は
〈
上
去
濁
上
〉
が
あ
る
。「
を
そ
き
」
は
「
お
ず
し
」

『
古
語
』
Ｌ
Ｌ
Ｆ
の
例
が
あ
り
、
変
化
後
に
高
起
式
に
変
化
し
た
も
の
が
、
仮

名
遣
い
に
も
声
点
に
も
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

35
「
を
な
し
か
さ
し
」、
36
「
を
な
し
こ
と
」
は
「
同
じ
」
で
あ
り
、
第
二

類
形
容
詞
で
、
Ｌ
Ｌ
Ｆ
か
ら
Ｈ
Ｌ
Ｌ
へ
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

37
「
を
う
な
に
な
る
ま
て　

嫗
」
は
、「
お
む
な
」
に
『
和
名
．
名
義
．
巫
私
』

Ｌ
Ｈ
Ｈ
と
『
神
紀
』
Ｌ
Ｌ
Ｈ
が
あ
り
、
高
起
式
に
変
化
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

40
「
を
く
ま
り　

奥
也
」
は
、「
奥
」
が
『
名
義
．
巫
私
』
に
Ｌ
Ｌ
と
あ
り
、

動
詞
と
し
て
は
第
二
類
の
ア
ク
セ
ン
ト
Ｌ
Ｌ
Ｈ
Ｌ
で
、
体
系
変
化
後
に
Ｈ
Ｈ
Ｌ

Ｌ
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

43
「
を
こ
り
」
は
「
か
ゝ
る
事
の
…
驕
也
又
起
と
い
う
説
あ
り　

し
か
ら
は

を
こ
り
〈
上
上
平
〉
と
よ
む
へ
し
愚
案
下
説
宜
歟
」
と
あ
る
。「
起
り
」
の
説

を
と
る
の
で
、
第
二
類
動
詞
の
体
系
変
化
後
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
反
映
す
る
仮
名

遣
い
で
あ
る
。
行
悟
本
系
に
は
見
出
し
に
声
点
が
あ
る
の
で
、
次
章
で
検
討
を

す
る
。
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45
「
を
さ
め
と
の　

納
殿
」
は
第
二
類
動
詞
の
連
用
形
「
納
め
」
＋
第
三
類

「
と
の
」
と
の
複
合
語
で
、
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
か
ら
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｌ
へ
の
変
化
が
推
定

さ
れ
る
。

　

46
「
を
き
な
か
川
」
は
「
興
中
川
又
息
長
川
」
で
、『
仮
名
文
字
遣
』
に
も
「
を

き
な
か
河
」
の
例
が
あ
り
、
高
起
式
に
変
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

49
「
を
し
か
い
も
と
あ
る
し
」
に
は
「
紫
明
云
凡
垣
下
主
也
又
云
を
文
字
を

上
に
つ
け
て
し
か
而
い
も
と
夫
婦
あ
る
し
主
と
よ
む
へ
し
な
と
い
ふ
説
あ
り
愚
案

後
説
難
信
之
又
定
本
に
お
ほ
し
か
い
も
と
ゝ
か
け
り
そ
は
に
は
延
元
宸
筆
に
て

凡
垣
下
饗
と
つ
け
さ
せ
た
ま
へ
り
」
と
あ
る
。『
仮
名
文
字
遣
』
諸
本
も
「
を

し
か
い
も
と
あ
る
し
」
を
「
凢
垣
下
主　

源
氏
ニ
在
之
」
と
し
て
掲
げ
て
お
り
、

『
紫
明
抄
』
の
説
を
見
出
し
と
し
て
掲
げ
、「
凡
」
の
体
系
変
化
後
の
高
起
式
ア

ク
セ
ン
ト
に
よ
る
仮
名
遣
い
に
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　

51
「
を
も
た
ゝ
し
く
」
は
「
面
立
也
」
と
あ
り
、「
面
」
は
『
袖
中
』
に
Ｌ
Ｌ
、

『
古
今
』
に
Ｌ
Ｈ
あ
る
が
、「
面
」
を
前
部
成
素
に
も
つ
「
お
も
し
ろ
し
」
が
『
名

義
．
人
紀
』
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｆ
か
ら
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｌ
Ｌ
と
変
化
す
る
の
と
同
様
、
体
系
変

化
を
経
て
高
起
式
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
、
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
変
化
前
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
不
明
な
例
な
ど
は
次
の

三
例
で
あ
る
。

　

31
「
を
た
き
」（
愛
宕
）
に
つ
い
て
は
、
現
代
京
都
が
Ｈ
Ｌ
Ｌ
と
Ｈ
Ｈ
Ｈ
で

あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
少
な
く
と
も
体
系
変
化
後
は
高
起
式
ア
ク
セ
ン
ト
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

　

39
「
を
く
た
か
き　

臆
高
也
」
は
、『
平
節
』
に
Ｈ
Ｌ
の
例
が
あ
り
、
体
系

変
化
後
は
高
起
式
ア
ク
セ
ン
ト
で
あ
る
。

　

52
「
を
す
か
る
へ
き
」
に
は
「
を
そ
き
心
也
又
云
を
い
つ
く
心
也
紫
明
に
は

を
い
す
か
る
へ
き
と
か
き
て
お
い
つ
く
心
な
り
と
注
た
り
愚
案
此
注
心
え
か
た

し
定
本
に
は
た
す
か
る
へ
き
と
あ
り
」
と
あ
る
。
大
島
本
は
「
た
す
か
る
へ
き
」、

河
内
本
は
「
お
す
か
る
へ
き
」、
保
坂
本
は
「
を
す
か
る
へ
き
」
で
あ
る
。「
遅

き
心
」
と
す
れ
ば
、
第
一
類
形
容
詞
で
Ｈ
Ｈ
Ｌ
、「
追
い
つ
く
」
と
考
え
れ
ば
、

「
追
う
」
が
第
一
類
動
詞
で
Ｈ
Ｈ
と
な
り
、「
た
す
か
る
」
で
あ
っ
て
も
体
系
変

化
後
は
『
平
節
』
に
Ｈ
Ｈ
Ｌ
Ｌ
例
が
あ
る
。

　

９
「
を
ほ
と
か
」、
44
「
を
こ
め
い
た
る
」
は
ア
ク
セ
ン
ト
の
確
例
が
な
い
。

　

推
定
の
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
変
化
を
受
け
る
語
に

つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
体
系
変
化
後
の
高
起
式
を
反
映
し
た
と
思
わ
れ
る
「
を
」
で

の
表
記
が
行
わ
れ
て
い
る
。

二
―
二　

[

お]

表
記
の
語
と
ア
ク
セ
ン
ト

　

10
「
お
ほ
と
の
こ
も
る
」
に
は
〈
平
上
上
上
上
濁
上
上
〉
の
声
点
が
あ
り
、

低
起
式
ア
ク
セ
ン
ト
を
反
映
し
て
い
る
。『
源
氏
清
濁
』
に
「
お
ほ
と
の
あ
ふ

ら
〈
去
上
〇
〇
〇
〇
〇
〉」
が
あ
り
、
低
起
式
が
保
た
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

32
「
お
れ
て
〈
去
上
上
濁
〉
と
し
ふ
る
人
」
は
「
折
れ
で
」
で
第
二
類
動
詞

で
Ｌ
Ｈ
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

53
「
お
は
さ
う
す
」
は
「
お
は
し
ま
す
な
り
」
と
し
て
お
り
、「
お
は
す
」

が
『
名
義
．
人
紀
』
に
Ｌ
Ｈ
Ｌ
で
あ
り
、
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
変
化
の
影
響
は
受

け
な
い
。
行
悟
本
系
が
「
を
は
さ
う
す
」
と
す
る
の
は
、
書
写
者
に
よ
る
改
変

か
。
山
脇
毅
氏
は
『
紫
明
抄
』「
お
は
さ
う
す　

お
は
し
ま
す
也
」
と
あ
る
こ

と
と
、
河
内
本
系
統
の
平
瀬
家
本
の
用
例
も
大
体
「
お
は
さ
う
す
」
で
あ
る
こ

と
か
ら
、『
仙
源
抄
』
の
原
本
も
「
お
は
さ
う
す
」
で
は
な
か
っ
た
か
と
推
定

し
て
い
る⒀
。
し
か
し
、
章
末
の
表
の
よ
う
に
『
仙
源
抄
』
と
「
尾
張
河
内
本
」

の
「
お
」「
を
」
と
の
一
致
率
は
わ
ず
か
30
％
で
あ
る
。
ま
た
、
別
途
詳
し
い

研
究
を
行
う
予
定
で
あ
る
が
、『
紫
明
抄
』
で
は
圧
倒
的
に
「
お
」
で
は
じ
ま
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る
も
の
が
多
く
、『
仙
源
抄
』
と
は
異
な
る
規
範
に
よ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

54
「
お
ほ
え
と
の
」
に
は
「
大
江
殿
也
」
と
あ
る
が
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
確
例

は
な
い
。「
お
ほ
」
は
低
起
式
で
あ
り
、
Ｌ
Ｈ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
あ
っ

た
か
。
体
系
変
化
後
の
例
と
し
て
は
、『
古
今
聞
書
』
に
「
お
ほ
え
」
Ｌ
Ｌ
Ｈ

の
低
起
式
例
が
あ
る
。

　

55
「
お
り
か
ら
」
は
「
お
り
」
が
『
名
義
．
古
今
．
謡
曲
．
平
節
．
近
松
』

Ｌ
Ｈ
で
あ
り
、
こ
れ
も
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
変
化
を
受
け
な
か
っ
た
か
。

　

56
「
お
と
ゝ
」
は
「
殿
也
又
大
臣
を
も
い
ふ
こ
と
に
よ
る
へ
し
」
と
注
さ
れ
、

体
系
変
化
後
の
『
名
目
』
に
Ｌ
Ｈ
Ｈ
、『
平
家
』
に
Ｌ
Ｈ
Ｌ
が
あ
り
、
低
起
式

を
保
っ
て
い
る
。『
仮
名
文
字
遣
』
で
は
「
お
と
　ゝ

殿
」
と
「
お
と
　ゝ

大

臣
日
本
記
」
が
別
に
立
項
さ
れ
る
。

　

57
「
お
ま
し
所
」
に
は
「
寝
殿
也
茲
オ
マ
シ
史
記　

莚
同　

愚
案
御
座
所
と
い

ふ
也
」
と
あ
り
、「
お
」
が
低
起
式
で
「
ま
す
（
座
す
）」『
巫
私
．
顕
後
．
顕
拾
』

Ｈ
Ｌ
の
例
が
あ
り
、
Ｌ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
Ｈ
が
推
定
さ
れ
る
。

　

58
「
お
さ

く
」「
幹
也
オ
サ

く
治
優
同
」
と
あ
る
が
、「
長
」
は
『
名
義
．
袖

中
』
Ｌ
Ｈ
で
あ
り
、『
源
氏
清
濁
』
に
は
〈
去
上
去
平
〉
が
あ
り
Ｌ
Ｈ
Ｌ
Ｌ
の

ア
ク
セ
ン
ト
が
推
定
さ
れ
る
。『
仮
名
文
字
遣
』
で
は
「
お
さ

く
し
」
を
諸

本
が
立
項
し
て
い
る
。

　

59
「
お
さ
め
み
か
は
や
う
な
と
ま
て
」
に
は
「
長
女
御
厠
人
」
と
あ
る
。「
長

女
」
は
『
和
名
』
に
Ｌ
Ｌ
Ｈ
あ
る
が
、「
長
」
が
Ｌ
Ｈ
で
あ
り
、
Ｌ
Ｈ
Ｈ
で
始

ま
る
ア
ク
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
か
。『
仮
名
文
字
遣
』
諸
本
で
も
「
お
さ
め
」
で

あ
る
。

　

60
「
お
き
な
こ
と
」
は
「
翁
言
也
」
と
あ
り
、「
翁
」
は
『
名
義
．
神
紀
．

巫
私
．
丙
私
．
謡
曲
．
玉
淵
』
に
Ｌ
Ｈ
Ｈ
が
あ
り
、
前
部
成
素
の
低
起
式
を
保
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

61
「
お
も
と
」「
侍
者
也
」
は
「
御
許
」
が
語
源
で
あ
り
、「
許
」
は
第
四
類

な
の
で
、「
御
」
の
低
起
式
が
保
た
れ
て
Ｌ
Ｈ
Ｈ
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
も
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
か
。『
仮
名
文
字
遣
』
で
は
古
態
を
示
す
本
で
は
、「
御
」
の
語
源

意
識
を
失
っ
た
「
を
も
と
人
」
が
立
項
さ
れ
る
。

　

62
「
お
ろ
し
た
て
ん
や
」
は
項
目
「
を
」
の
す
ぐ
下
に
書
き
込
ま
れ
た
も
の

で
あ
り
、「
お
ろ
し
」
の
右
に
「
下
」
の
書
き
込
み
も
あ
る
。「
お
ろ
す
」
は
第

二
類
動
詞
で
体
系
変
化
を
経
て
、
低
起
式
か
ら
高
起
式
に
変
わ
る
語
で
あ
る
。

唯
一
こ
れ
が
『
仙
源
抄
』
の
例
外
と
な
る
。
し
か
し
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、

行
悟
本
系
に
は
こ
の
例
が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
耕
雲
の
書
き
入
れ
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
他
の
耕
雲
本
系
で
は
「
を
ろ
し
た
て
ん
や
」
に
直
さ

れ
て
採
録
さ
れ
て
い
る
の
で
、
清
書
本
が
あ
る
と
す
れ
ば
、「
を
ろ
し
た
て
ん

や
」
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

二
―
三　

考
察

　

以
上
の
よ
う
に
、『
仙
源
抄
』
に
お
け
る
「
を
」
と
「
お
」
の
所
属
語
は
、

体
系
変
化
後
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
っ
て
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
跋
文
に
「
し

か
れ
と
も
に
は
か
に
こ
の
つ
い
へ
を
あ
ら
た
む
へ
き
に
あ
ら
す
」
と
述
べ
て
い

る
と
お
り
、『
仙
源
抄
』
で
は
、
ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
る
仮
名
遣
い
に
疑
問
を
持

ち
な
が
ら
も
、
と
り
あ
え
ず
は
長
慶
天
皇
が
自
身
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
っ
て

個
々
の
単
語
の
表
記
を
決
め
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
行
阿
の
『
仮
名
文
字
遣
』

の
項
目
選
定
に
お
い
て
、
馴
染
み
の
高
い
語
は
体
系
変
化
前
の
ア
ク
セ
ン
ト
仮

名
遣
い
と
い
う
お
そ
ら
く
行
阿
が
目
に
し
て
い
た
書
籍
類
の
仮
名
遣
い
を
用
い
、

馴
染
み
の
低
い
語
は
体
系
変
化
後
の
自
身
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
っ
っ
て
い
る
と

思
わ
れ
る
こ
と
と
は
、
規
範
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る⒁
。

　
『
仙
源
抄
』
の
仮
名
遣
い
が
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
変
化
後
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
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よ
っ
て
個
々
に
定
め
ら
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
た
め
に
、

ア
ク
セ
ン
ト
体
系
変
化
前
（
ア
変

化
前
）
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
る
一

致
率
、
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
変
化
後

（
ア
変
化
後
）
の
ア
ク
セ
ン
ト
に

よ
る
一
致
率
、
歴
史
的
仮
名
遣
い

と
の
一
致
率
、『
仮
名
文
字
遣
』

と
の
一
致
率
を
示
す
。
ま
た
、
お

お
よ
そ
の
目
安
と
し
て
『
源
氏
物

語
』
の
「
大
島
本
」「
陽
明
文
庫

本
」「
保
坂
本
」「
尾
張
河
内
本
」

と
の
一
致
率
を
み
る
。
各
本
に
ゆ

れ
が
あ
る
場
合
に
は
と
り
あ
え
ず

一
致
し
て
い
る
と
し
た⒂
。
漢
字
表

記
や
用
例
の
な
い
場
合
は
集
計
か

ら
外
し
た
。
上
段
は
用
例
数
で
、

（　

）
内
は
出
現
の
全
体
数
で
あ

る
。
六
十
語
の
う
ち
ア
ク
セ
ン
ト

仮
名
遣
い
と
の
一
致
率
を
み
る
場

合
に
は
、
ア
ク
セ
ン
ト
が
推
定
で

き
な
い
も
の
な
ど
は
除
い
た
。

　
『
仙
源
抄
』
は
個
別
に
検
討
し

た
と
お
り
、
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
変

化
後
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
っ
て
お

り
、
一
個
の
例
外
は
、
先
に
述
べ
た
耕
雲
に
よ
る
書
き
入
れ
と
み
ら
れ
る
「
お

ろ
し
た
て
ん
や
」
で
あ
る
。『
仙
源
抄
』
と
『
源
氏
物
語
』
諸
本
と
の
一
致
率

は
す
べ
て
50
％
以
下
で
あ
り
、
そ
こ
に
典
拠
関
係
を
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

『
源
氏
物
語
』
本
文
の
視
覚
的
な
馴
染
み
と
の
関
係
に
よ
っ
て
仮
名
遣
い
が
使

わ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
特
に
河
内
本
系
と
は
も
っ
と
も
か
け
離
れ
た
仮
名

遣
い
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
い
ず
れ
『
紫
明
抄
』『
原
中
最
秘
抄
』

諸
本
の
研
究
を
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
が
『
仙
源
抄
』
の
仮
名
遣
い
の
典
拠
と

な
っ
た
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
が
、「
お
」「
を
」
の
仮
名
遣
い
に
関
し
て
は
典

拠
関
係
に
は
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　

青
表
紙
本
系
の
「
大
島
本
」
は
ア
ク
セ
ン
ト
変
化
前
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
対
し

て
85.7
％
の
一
致
率
で
あ
る
。
河
内
本
は
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
変
化
前
の
ア
ク
セ
ン

ト
に
よ
る
場
合
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
と
の
合
致
率
、『
仮
名
文
字
遣
』
と
の
一

致
率
が
す
べ
て
75
％
程
度
で
あ
る
。

　
『
仙
源
抄
』
と
『
仮
名
文
字
遣
』
と
の
一
致
率
は
54.1
％
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
』

そ
の
も
の
よ
り
は
合
致
す
る
割
合
は
高
い
が
、『
仙
源
抄
』
が
直
接
こ
の
仮
名

遣
い
を
踏
襲
し
た
と
言
え
る
も
の
で
は
な
い
。
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
変
化
後
の
長

慶
天
皇
自
身
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
っ
て
「
お
」「
を
」
を
書
き
分
け
た
と
し
て

間
違
い
は
な
い
。

三　
『
仙
源
抄
』
の
声
点

　

長
慶
天
皇
が
『
仙
源
抄
』
の
「
お
」
と
「
を
」
を
、
南
北
朝
期
に
起
き
た
と

さ
れ
る
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
変
化
後
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
っ
て
書
き
分
け
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
ア
ク
セ
ン
ト
を
表
す
声
点
に
つ
い
て
は
ど
の
よ

う
な
も
の
を
使
っ
て
い
た
の
か
を
確
認
す
る
。
声
点
に
つ
い
て
は
、
長
慶
天
皇

自
身
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
差
声
し
た
の
か
、
他
資
料
か
ら
移
し
た
の
か
を
検
討
し

ア（変化前） ア（変化後） 歴史的 『仙源抄』 『仮名文字遣』

『仙源抄』
23（54） 54（55） 21（60） 20（37）
42.6％ 98.2％ 35.0％ 54.1％

大島本
48（56） 23（58） 40（58） 25（58） 26（37）
85.7％ 39.7％ 69.0％ 43.1％ 70.3％

陽明文庫本
32（56） 26（56） 36（59） 17（59） 23（37）
57.1％ 46.4％ 61.0％ 45.8％ 62.2％

保坂本
38（53） 20（56） 36（56） 23（56） 25（35）
71.7％ 35.7％ 64.3％ 41.1％ 71.4％

尾張河内本
46（60） 16（60） 45（60） 18（60） 28（37）
76.7％ 26.7％ 75.0％ 30.0％ 75.7％
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三
―
一　

本
文
中
の
声
点
に
つ
い
て

　
『
仙
源
抄
』
本
文
の
声
点
を
み
る
と
、
清
濁
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
も
の

と
、
語
ア
ク
セ
ン
ト
を
明
確
に
す
る
た
め
の
も
の
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
清
濁

を
区
別
す
る
と
み
ら
れ
る
一
文
字
だ
け
へ
の
差
声
が
平
声
位
置
と
、
上
声
位
置
、

去
声
位
置
に
書
き
分
け
ら
れ
て
お
り
、
清
濁
を
明
ら
か
に
し
た
場
合
に
お
い
て

も
、
そ
の
部
分
の
声
調
を
も
示
し
て
い
る
ら
し
い
。
ま
た
、
声
点
の
量
は
本
に

よ
っ
て
異
な
る
が
、
耕
雲
本
が
も
っ
と
も
多
く
な
っ
て
お
り
、
耕
雲
に
よ
る
差

声
も
混
じ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
が
あ
る
。
耕
雲
は
『
仙
源
抄
』

に
『
河
海
抄
』
か
ら
の
追
加
を
な
し
て
い
る
と
い
う
が
、
声
点
な
ど
も
転
写
し

て
い
る
可
能
性
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
で
は
、
耕
雲
自
筆
本
と
専
順
本

と
の
両
者
に
差
声
の
あ
る
例
の
み
を
取
り
上
げ
、
一
方
に
の
み
声
点
の
あ
る
例

と
清
濁
注
記
の
詳
細
は
、
別
稿
で
考
察
を
行
う
。

　

ま
ず
、
長
慶
天
皇
自
身
の
差
声
で
は
な
い
も
の
に
、
次
の
二
例
が
あ
る
。
４

「
わ
か
む
と
ほ
り
〈
平
平
平
平
濁
平
平
〉」
は
「
教
隆
説
」
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た

も
の
で
、
説
と
と
も
に
移
し
た
も
の
で
あ
る
。
清
原
教
隆
（
一
一
九
九
～

一
二
六
五
）
の
声
点
で
あ
れ
ば
、
体
系
変
化
前
の
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
で
あ
ろ
う
。

専
順
本
は
〈
平
平
平
平
平
平
〉
と
連
濁
し
な
い
形
を
注
記
す
る
。
10
「
む
く
つ

け
し
〈
平
平
平
濁
平
〇
〉」
は
「
蠢
也
又
貪
也　

愚
案
此
注
猶
心
ゆ
か
す
や
」

と
し
て
お
り
、
注
記
と
と
も
に
声
点
に
も
典
拠
が
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

　

ま
た
、〈
平
平
…
〉
で
は
じ
ま
る
語
に
は
30
「
を
よ
す
け
も
て
お
は
す
る
〈
平

平
上
上
上
上
平
平
上
〇
〉」、
専
順
本
〈
平
平
上
上
上
上
平
上
上
〇
〉、
17
「
つ

し
や
き
〈
平
平
上
平
濁
〉」
の
例
が
あ
る
。
前
者
30
は
、
声
点
の
み
で
注
釈
を

も
た
な
い
。「
を
」
表
記
に
平
声
点
が
差
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
長

慶
天
皇
自
身
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
は
な
く
、
移
声
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
名
義
』
に
「
お
よ
す
（
耆
）」
Ｌ
Ｌ
Ｈ
の
例
が
あ
る
が
、「
お
は
す
る
」
Ｌ
Ｌ

Ｈ
Ｈ
で
分
か
れ
る
の
で
、
声
点
で
「
お
よ
す
け
も
て
」
と
「
お
は
す
る
」
と
に

分
け
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
天
理
本
『
河
海
抄
』
に
は
「〈
平
平
平
平
濁
平
上

〇
〇
〇
〇
〉
お
と
な
ひ
た
る
也
」
と
『
仙
源
抄
』
と
は
清
濁
の
異
な
る
「
お
よ

す
げ
」「
も
て
お
は
す
る
」
に
分
か
れ
る
声
点
が
み
ら
れ
る
。
後
者
「
つ
し
や

き
〈
平
平
上
平
濁
〉」
は
、「
実
法
心
也
」
と
注
さ
れ
て
い
る
が
、
河
内
本
に
の

み
見
え
る
語
で
、
大
島
本
に
は
「
つ
ゝ
や
か
に
」、
陽
明
本
、
保
坂
本
に
は

「
つ
ゝ
や
き
」
と
あ
る
。
ア
ク
セ
ン
ト
は
不
明
で
あ
る
が
、
体
系
変
化
前
の
第

二
類
動
詞
を
示
す
よ
う
な
声
点
が
差
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
移
声
の
可
能
性
が

あ
る
か
。

　
〈
平
上
…
〉
で
始
ま
る
語
に
は
10
「
お
ほ
と
の
こ
も
る
〈
平
上
上
上
上
濁
上

上
〉」
が
あ
る
。
接
頭
「
大
」
の
単
語
の
中
で
唯
一
「
お
ほ
」
の
仮
名
遣
い
で

示
さ
れ
た
例
で
あ
る
。『
源
氏
清
濁
』
に
「
お
ほ
と
の
あ
ふ
ら
」
に
Ｌ
Ｈ
で
始

ま
る
例
が
あ
り
、
低
起
式
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
反
映
し
た
声
点
で
あ
る
。

　
〈
去
上
〉
を
含
む
例
は
、
32
「
お
れ
て
〈
去
上
上
濁
〉
と
し
ふ
る
人
」、
10
「
よ

き
〈
去
上
〉
み
ち
」、
34
「
を
そ
き
〈
上
去
濁
上
〉
人
」
が
あ
る
。「
お
れ
て
〈
去

上
上
濁
〉」
は
「
折
れ
」
＋
打
ち
消
し
の
助
詞
「
で
」
の
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。

古
く
は
、
助
詞
が
低
く
つ
く
Ｌ
Ｈ
Ｌ
で
あ
る
が
、
Ｌ
Ｈ
Ｈ
に
な
っ
て
い
た
か
。

「
よ
き
み
ち
」
は
「
能
路
な
り　

よ
き
〈
去
上
〉
み
ち
と
よ
む
へ
し
又
説
よ
き

〈
上
上
濁
〉
み
ち
と
い
ふ
な
り
過
路
也
」
と
す
る
。
第
二
類
形
容
詞
「
よ
し

（
良
）」
の
連
体
形
Ｌ
Ｈ
を
反
映
し
た
〈
去
上
〉
の
声
点
と
、
濁
音
を
含
む
〈
上

上
濁
〉
は
第
一
類
動
詞
「
よ
ぐ
（
過
）」
か
ら
と
す
れ
ば
、「
よ
ぎ
み
ち
」
は
Ｈ

Ｈ
Ｈ
Ｈ
で
あ
る
。「
を
そ
き
〈
上
去
濁
上
〉」
は
語
中
に
〈
去
〉
が
来
る
例
で
あ

る
。
専
順
本
は
〈
〇
去
濁
上
〉
で
あ
る
。
形
容
詞
「
を
ぞ
し
」
は
「
お
ず
し
」
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に
『
古
語
』
Ｌ
Ｌ
Ｆ
の
例
が
あ
り
、
体
系
変
化
を
経
て
Ｈ
Ｌ
Ｌ
と
な
る
と
推
定

さ
れ
る
が
、〈
上
去
濁
上
〉
は
そ
の
中
間
に
現
れ
る
Ｈ
Ｌ
Ｈ
を
反
映
す
る
の
で

は
な
い
か
。

　
〈
上
上
…
〉
の
例
は
24
「
か
た
み
〈
上
上
上
〉
記
念
」
が
あ
る
。『
名
義
．
古

今
．
顕
拾
．
浄
拾
．
四
座
．
謡
曲
．
平
節
．
近
松
』
に
Ｈ
Ｈ
Ｈ
が
あ
る
。
耕
雲

本
の
「
た
」
の
声
点
は
や
や
下
で
あ
る
が
、
Ｈ
Ｈ
Ｈ
を
反
映
す
る
と
み
て
よ
い
。

ま
た
、
耕
雲
自
筆
本
の
み
次
項
25
の
同
音
語
に
「
か
た
み
〈
去
上
上
〉
相
互
也
」

の
声
点
が
差
さ
れ
て
い
る
。
相
互
の
意
味
の
「
か
た
み
」
に
は
ア
ク
セ
ン
ト
例

が
な
い
が
、「
た
が
ひ
」『
名
義
．
字
鏡
．
巫
私
．
古
今
．
四
座
．
謡
曲
．
平
節
．

近
松
』
Ｌ
Ｈ
Ｈ
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
同
様
で
あ
っ
た
か
。

　
「
と
ゝ
め
し
」〈
上
上
濁
上
上
〉」
に
つ
い
て
は
、「
人
の
心
ま
け
た
る
事
は
…

停
也
或
説
不
可
留
悪
事
於
後
代
也
し
か
ら
は
と
ゝ
め
し
〈
上
濁
〉
と
よ
む
へ
し
」

と
清
濁
二
説
を
あ
げ
、「
愚
案
に
こ
り
て
よ
む
も
ま
こ
と
に
一
義
也
し
か
れ
と

も
定
本
に
は
人
の
心
ま
け
た
る
事
は
あ
ら
し
と
あ
り
定
家
卿
説
に
お
き
て
は
無

異
論
歟
」
と
し
て
い
る
。「
留
む
」
は
第
一
類
動
詞
で
声
点
に
合
致
す
る
。

　
「
を
こ
り
」
に
つ
い
て
は
、
耕
雲
自
筆
本
の
項
目
見
出
し
に
は
声
点
が
な
く
、

注
釈
部
分
に
「
か
ゝ
る
事
の
…
驕
也　

又
起
と
い
ふ
説
あ
り　

し
か
ら
は
を
こ

り
〈
上
上
平
〉
と
よ
む
へ
し
愚
案
下
説
宜
歟
」「
起
こ
り
」
の
声
点
と
し
て
〈
上

上
平
〉
を
差
し
て
い
る
。「
起
こ
り
」
は
第
二
類
動
詞
か
ら
の
転
成
名
詞
で
、

ア
ク
セ
ン
ト
体
系
変
化
に
よ
り
Ｌ
Ｌ
Ｌ
か
ら
Ｈ
Ｈ
Ｌ
に
変
わ
る
。
こ
の
変
わ
っ

た
Ｈ
Ｈ
Ｌ
を
注
記
し
採
用
し
て
い
る
。
専
順
本
は
項
目
見
出
し
に
も
「
を
こ
り

〈
〇
上
上
〉」
と
い
う
声
点
が
差
さ
れ
て
い
る
。「
驕
り
」
は
第
一
類
動
詞
か
ら

の
転
成
名
詞
で
あ
り
、
Ｈ
Ｈ
Ｈ
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
見
出

し
項
目
の
声
点
は
こ
の
反
映
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
み
る
と
、
見
出
し
語
の

設
定
に
は
典
拠
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
声
点
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
か
こ
と
〈
上
上
濁
〇
〉
誓
言
也
」
と
あ
る
。『
袖
中
抄
』
に
Ｈ
Ｈ
Ｈ
が
あ
る
。

　
「
う
け
は
り
〈
上
上
上
平
〉
受
張
也
諾
也
請
也
」
と
あ
る
。
注
の
と
お
り
で

あ
れ
ば
、
第
二
類
動
詞
「
う
け
」
＋
第
一
類
動
詞
「
は
り
」
の
語
構
成
で
Ｌ
Ｈ

Ｈ
Ｈ
と
な
り
そ
う
で
あ
る
。
耕
雲
本
系
京
大
本
に
は
「
う
け
は
り
〈
上
上
上
濁

〇
〉」
で
濁
音
に
写
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
、
耕
雲
自
筆
本
と
専
順
本
と
の
両
者
に
声
点
が
差
さ
れ
た
例
を
検
討
し

た
が
、
見
出
し
項
目
の
声
点
は
長
慶
天
皇
が
自
身
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
差
し
た
の

で
は
な
く
、
典
拠
が
存
し
注
釈
と
と
も
に
移
声
し
た
と
考
え
ら
れ
る
場
合
が
多

い
。
Ｌ
Ｈ
を
示
す
声
点
に
〈
平
上
〉
と
〈
去
上
〉
と
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
複
数

の
典
拠
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
移
声
し
た
か
、
Ｌ
Ｈ
と
い
う
上
昇
調
に
〈
去
上
〉
を
差

す
の
が
長
慶
天
皇
の
差
声
方
法
で
あ
っ
た
か
ら
か
、
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　

長
慶
天
皇
が
何
を
典
拠
と
し
た
の
か
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
し
、
河
内

方
古
注
釈
諸
本
に
お
け
る
仮
名
遣
い
と
声
点
の
研
究
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
そ

れ
を
解
明
し
て
い
き
た
い
。

三
―
二
跋
文
の
解
釈

　

三
―
一
で
検
討
し
た
と
お
り
、
本
文
に
差
さ
れ
た
声
点
は
、
典
拠
が
あ
っ
て

写
さ
れ
た
も
の
も
み
ら
れ
、
長
慶
天
皇
自
身
の
差
声
に
よ
る
か
ど
う
か
は
、
確

定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た

跋
文
に
お
け
る
記
述
と
声
点
と
を
検
討
し
て
み
る
。

　

跋
文
は
、「
中
比
定
家
卿
さ
た
め
た
る
と
か
い
ひ
て　

か
の
家
の
説
を
う
く

る
と
も
か
ら
も
ち
ゐ
る
様
あ
り
」
と
述
べ
、
ア
ク
セ
ン
ト
仮
名
遣
い
を
ど
う
解

釈
し
て
い
た
か
が
う
か
が
わ
れ
る
。

し
は
ら
く
つ
ね
に
よ
む
や
う
に
て
声
を
さ
く
ら
は
お
文
字
は
去
声
な
る
へ

し　

定
家
か
お
文
字　

つ
か
ふ
へ
き
事
を
か
く
に
山
の
お
く
と
か
け
り　
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ま
こ
と
に
去
声
と
お
ほ
ゆ
る
を
お
く
山
と
う
ち
か
へ
し
て
い
へ
は
去
声
に

は
よ
ま
れ
す
上
声
に
転
す
る
也　

お
し
む　

お
も
ひ　

お
ほ
か
た　

お
き

の
葉　

お
と
ろ
く
な
と
か
け
り　

こ
れ
は
み
な
去
声
に
あ
ら
す　

こ
の
内

お
し
む
は　

お
し
か
ら
ぬ
と
い
ふ
を
り
は
去
声
に
な
る　

お
も
ひ
も　

お

も
ひ

く
と
い
ふ
を
り
は
は
し
め
の
お
も
むマ
マ

し
は
去
声
の
ち
は
去
声
に
は

よ
ま
れ
ぬ
な
り

と
あ
り
、「
お
」
で
示
さ
れ
る
例
と
し
て
「
山
の
お
く
」
を
挙
げ
る
。「
お
く

（
奥
）」
は
Ｌ
Ｈ
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、「
お
く
や
ま
」
と
す
る
と
「
去

声
に
は
よ
ま
れ
す
上
声
に
転
す
る
」
と
い
う
。「
奥
山
」
は
体
系
変
化
後
の
『
正

通
．
玉
淵
．
脚
結
』
に
Ｈ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
が
あ
り
、
こ
れ
に
転
じ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

去
声
で
は
な
い
「
お
」
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
「
お
し
む
（
惜
）」「
お
も
ひ

（
思
）」「
お
ほ
か
た
（
大
方
）」「
お
き
（
荻
）
の
葉
」「
お
と
ろ
く
」
は
定
家
の

4

4

4

仮
名
遣
い

4

4

4

4

で
示
さ
れ
た
例
で
あ
り
、『
下
官
集
』
掲
載
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

す
べ
て
、
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
変
化
を
経
て
高
起
式
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た

の
で
、
去
声
で
示
さ
れ
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。「
お
し
む
は
お
し
か
ら
ぬ
と

い
ふ
を
り
は
去
声
に
な
る
」
に
つ
い
て
は
、「
お
し
む
（
惜
）」
は
第
二
類
動
詞

で
、
Ｌ
Ｌ
Ｈ
か
ら
Ｈ
Ｌ
Ｌ
に
変
化
す
る
が
、「
お
し
か
ら
ぬ
」
は
第
二
類
形
容

詞
「
惜
し
」
の
カ
リ
活
用
で
Ｌ
Ｈ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
あ
り
、
こ
の
「
お
」

を
去
声
と
し
て
と
ら
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
思
ひ
」
も
Ｌ
Ｌ
Ｌ
か
ら
Ｈ
Ｈ

Ｌ
に
変
わ
り
、
第
二
類
動
詞
の
反
復
形
の
「
思
ひ
思
ひ
」
は
副
詞
的
な
用
例
で

は
、
現
代
京
都
は
Ｌ
Ｈ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
で
あ
る
。『
古
今
聞
書
』
に
同
じ
第
二
類
動

詞
か
ら
の
「
か
へ
す
か
へ
す
」
に
《
Ｄ
Ｕ
Ｕ
×
×
×
》
の
胡
麻
章
例
が
あ
る
と

こ
ろ
か
ら
類
推
し
て
、
体
系
変
化
後
に
高
起
式
に
な
ら
ず
Ｌ
Ｈ
Ｈ
Ｌ
Ｌ
Ｌ
の
ア

ク
セ
ン
ト
で
あ
っ
た
か
。

　

ア
ク
セ
ン
ト
体
系
変
化
で
は
Ｌ
Ｌ
で
始
ま
る
も
の
が
な
く
な
り
高
起
式
に
な

る
か
ら
、
語
頭
の
低
は
一
旦
Ｌ
Ｈ
と
い
う
上
昇
の
み
に
な
る
。
本
文
中
に
お
け

る
平
声
と
の
相
違
を
ど
う
考
え
て
い
た
の
か
を
さ
ら
に
検
討
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
が
、
去
声
は
単
な
る
低
で
は
な
く
Ｌ
Ｈ
の
よ
う
に
次
拍
を
含
め
た
上
昇
を

表
す
も
の
と
考
え
て
お
く
。
本
文
の
「
お
」「
を
」
の
書
き
分
け
と
、
こ
の
記

述
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
長
慶
天
皇
は
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
変
化
後
の
ア
ク
セ

ン
ト
を
習
得
し
て
い
た
と
考
え
て
問
題
は
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
れ
に
続
く
跋
文
で
は
、
変
化
後
に
は
合
流
し
て
し
ま
う
第
三
類

の
「
か
み
〈
平
平
〉
神
也
」
と
第
二
類
の
「
か
み
〈
上
去
〉
紙
也
」
に
異
な
る

声
点
が
差
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
「
神
」
は
Ｌ
Ｌ
、「
紙
」
は
Ｈ
Ｌ
を
示
す

と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
金
田
一
氏
は
こ
れ
を
「
す
で
に
な
く
な
っ
た
音
の
区
別

を
、
知
識
と
知
っ
て
い
た
」
と
す
る
が
、
第
四
類
の
「
か
み
〈
去
上
〉
上
也
」

の
差
声
も
含
め
、
同
じ
文
字
で
も
ア
ク
セ
ン
ト
が
異
な
る
こ
と
を
示
す
た
め
に

わ
ざ
わ
ざ
と
ら
れ
た
差
声
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
長
慶
天
皇
の
目
に
し

た
資
料
の
な
か
に
は
「
わ
か
む
と
ほ
り
〈
平
平
平
平
濁
平
平
〉」
の
よ
う
に
平

声
点
が
続
く
も
の
も
あ
り
、「
か
み
〈
平
平
〉」
を
長
慶
天
皇
自
身
の
ア
ク
セ
ン

ト
の
反
映
で
あ
る
と
考
え
な
い
ほ
う
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

四　

ま
と
め

　

定
家
仮
名
遣
い
批
判
の
書
と
さ
れ
て
き
た
『
仙
源
抄
』
で
あ
る
が
、
そ
の
本

文
の
立
項
に
お
い
て
、「
お
」「
を
」
に
つ
い
て
は
、
長
慶
天
皇
自
身
が
習
得
し

た
、
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
変
化
後
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
り
書
き
分
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
判
明
し
た
。
天
皇
は
、
定
家
の
仮
名
遣
い

4

4

4

4

4

4

4

と
は
異
な
る
こ
と
を
理
解
し

な
が
ら
も
、
ア
ク
セ
ン
ト
と
い
う
基
準
軸
は
変
え
る
こ
と
な
く
、「
お
」
と
「
を
」

の
書
き
分
け
を
実
践
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
本
文
に
施
さ
れ
た
声
点
に
は
、
移
声
に
よ
る
も
の
も
あ
り
、
跋
文
に
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お
け
る
声
点
に
つ
い
て
も
、
天
皇
が
自
ら
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
表
し
た
の
で
は
な

く
、
典
拠
文
献
に
よ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

　

個
々
の
語
の
仮
名
遣
い
を
、
自
身
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
っ
て
決
定
し
た
資
料

と
し
て
『
仙
源
抄
』
を
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
声
点
の
典
拠
に
は
、

ど
の
よ
う
な
文
献
を
参
考
に
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
行
阿
『
仮
名
文
字
遣
』
は
、
定
家
仮
名
遣
い
の
辞
書
的
性
格
を
持
つ
も

の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
が
、
そ
の
序
文
に
は
、
ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
り
仮
名

遣
い
を
定
め
た
と
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
文
の
見
出
し
立
項
に
つ
い
て
も
、

ア
ク
セ
ン
ト
仮
名
遣
い
に
拠
る
部
分
と
、
定
家
の
仮
名
遣
い
を
典
拠
と
し
て
用

い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
も
の
と
が
混
在
す
る
。
長
慶
天
皇
が
『
仙
源

抄
』
執
筆
に
あ
た
り
、『
仮
名
文
字
遣
』
を
典
拠
と
し
て
い
な
い
こ
と
も
含
め
、

体
系
変
化
後
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
よ
る
仮
名
遣
い
が
ど
の
よ
う
に
処
遇
さ
れ
た
の

か
を
、『
源
氏
物
語
』
古
注
釈
書
に
お
け
る
仮
名
遣
い
と
声
点
を
探
る
こ
と
で

解
明
し
て
い
き
た
い
。

注
⑴　

大
野
晋
「
仮
名
遣
い
の
起
原
に
つ
い
て
」『
国
語
と
国
文
学
』
二
七
―
一
二

（
一
九
〇
・
一
二
）〔『
仮
名
遣
い
と
上
代
語
』
岩
波
書
店　

一
九
八
二
・
二
に
所
収
〕

⑵　

金
田
一
春
彦
「
国
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
時
代
的
変
遷
」『
国
語
と
国
文
学
』
三
五

―
一
〇
（
一
九
六
〇
・
一
〇
）〔『
金
田
一
春
彦
著
作
集
』
第
九
巻　

玉
川
大
学
出
版

部　

二
〇
〇
五
・
九
に
所
収
〕

⑶　

馬
渕
和
夫
「
定
家
か
な
づ
か
い
と
契
沖
か
な
づ
か
い
」『
続
日
本
文
法
講
座
２
表

記
編
』（
明
治
書
院　

一
九
五
六
・
六
）

⑷　

前
田
冨
祺
「
近
世
に
お
け
る
国
語
ア
ク
セ
ン
ト
観
」『
国
語
学
』
七
一

（
一
九
六
七
・
一
二
）

⑸　

望
月
郁
子
「「
仙
源
抄
」跋
文
の
語
調
標
示
の
方
法
と
そ
の
発
想
―
去
声
の
体
言
と

そ
の
派
生
語
に
お
け
る
―
」『
常
葉
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
五
（
一
九
七
四
・
三
）
六

〔『
類
聚
名
義
抄
の
文
献
学
的
研
究
』
笠
間
書
院　

一
九
九
二
・
二
に
所
収
〕

⑹　

上
野
和
昭
「
四
声
観
と
定
家
仮
名
遣
批
判
」『
新
編
荷
田
春
満
全
集
月
報
』
一
一

（
二
〇
〇
九
・
六
）

⑺　

川
上
蓁
「
契
沖
の
ア
ク
セ
ン
ト
表
記
法
」『
日
本
近
代
語
研
究
』
五

（
二
〇
〇
九
・
一
〇
）

⑻　

杉
島
一
郎
・
賀
集
寛
「
表
記
形
態
が
単
語
の
イ
メ
ー
ジ
の
鮮
明
性
に
及
ぼ
す
影

響
」『
人
文
論
究
』
四
六
（
一
九
九
七
・
二
）

⑼　

岩
坪
健
「『
仙
源
抄
』
所
引
の
本
文
系
統
―
河
内
本
の
異
同
―
」『
中
古
文
学
』

四
一
（
一
九
八
八
・
五
）

⑽　

岩
坪
健
「『
仙
源
抄
の
系
統
』『
親
和
国
文
』
二
九
（
一
九
九
四
・
一
二
）〔『
源
氏

物
語
古
注
集
成
２
１　

仙
源
抄
』
お
う
ふ
う　

一
九
九
八
・
二
〕

⑾　

他
に
調
査
を
行
っ
た
の
は
以
下
の
本
で
あ
る
。

　

耕
雲
本
系

ｂ
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
仙
原
抄
』（
４
―
３
０
セ
５
）

ｃ
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
仙
源
鈔
』（
４
５
７
―
１
９
４
）
誤
写
あ
り
。

ｄ
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
仙
源
鈔
』（
谷
３
４
４
）
複
製
の
（
複
３
０
８
０
）
を
閲
覧
。

ｆ
内
閣
文
庫
蔵
『
仙
源
抄
』（
特
６
２
．
１
３
）
国
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ

資
料
に
よ
る
。

ｊ
神
宮
文
庫
『
仙
源
鈔　

全
』（
１
６
４
４
）「
を
ほ
そ
う
」
に
「
を
う
そ
う
イ
」、

「
同
し
か
さ
し
」「
同
し
こ
と
」
が
漢
字
表
記
さ
れ
る
。
国
文
学
研
究
資
料
館
マ

イ
ク
ロ
資
料
に
よ
る
。

ｍ
金
沢
市
立
図
書
館
藤
本
文
庫
蔵
『
仙
源
鈔
』（096.8-1-15

）　

声
点
な
し
。
国

文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
資
料
に
よ
る
。

ｐ
国
文
学
研
究
資
料
館
初
雁
文
庫
蔵
『
源
氏
仙
源
抄
』（
Ｅ1316

）
耕
雲
自
筆
本

と
の
相
違
九
例
。

ｓ
川
瀬
一
馬
蔵
『
仙
源
抄
』
古
辞
書
叢
刊
刊
行
会　

雄
松
堂
（
一
九
七
七
）
複
製
。
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行
悟
本
系

Ａ
金
沢
市
立
図
書
館
（
稼
堂
文
庫
）（091.8-410

）
国
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク

ロ
資
料
に
よ
る
。「
を
ほ
ち
」
を
「
お
う
ち
」
と
す
る
。
声
点
な
し
。
国
文
学

研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
資
料
に
よ
る
。

Ｃ
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
仙
源
抄
』（
１
５
４
―
１
６
）

Ｇ
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
源
語
類
集
』（
４
―
３
０
ケ
１
５
）「
お
ろ
し
た
て

ん
や
」「
を
ほ
よ
そ
」「
を
ほ
そ
う
」「
を
ほ
き
み
す
か
た
」
が
抜
け
て
い
る
。

Ｈ
彰
考
館
『
南
朝
長
慶
院
源
氏
御
註
』（
巳
２
―
０
７
７
４
６
）「
右
原
本
塙
検
校

蔵
本
享
和
元
年
夏
写
」
声
点
と
濁
点
が
混
ざ
っ
た
様
子
。
国
文
学
研
究
資
料
館

マ
イ
ク
ロ
資
料
に
よ
る
。

Ｎ
彰
考
館
『
源
氏
物
語
抄　

全
』（
巳2-07745

）「
お
ほ
と
の
こ
も
る
〈
上
上
上

上
上
濁
上
濁
上
〉
モ
ノ
声
本
ノ
マ
ヽ
」
の
注
が
あ
る
。
綴
に
錯
綜
あ
り
。
国
文

学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
資
料
に
よ
る
。「
を
」
の
項
目
は
耕
雲
本
系
。

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
仙
源
鈔
』（
３
５
１
―
６
８
８
）
こ
れ
は
「
を
」
を
「
お
」

に
し
て
い
る
も
の
が
一
二
例
あ
る
。

彰
考
館
蔵
『
仙
源
鈔　

一
名
類
字
源
語　

全
』（
巳2-07744
）「
を
ほ
と
の
こ
も

る
〈
上
上
上
上
上
濁
上
濁
上
〉
イ
モ
ノ
声
本
ノ
マ
ヽ
（
朱
）」「
お
か
し
き
」
が
自

筆
本
と
異
な
る
。
国
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
資
料
に
よ
る
。
奥
書
は
行
悟
本

系
で
あ
る
が
、「
を
」
の
項
目
は
耕
雲
本
系
で
あ
る
。

東
京
教
育
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
仙
源
抄　

全
』（
ル120-190

）。
国
文
学
研
究

資
料
館
マ
イ
ク
ロ
資
料
に
よ
る
。

⑿　

青
木
怜
子
「
仙
源
抄
」『
国
語
学
研
究
事
典
』（
明
治
書
院
一
九
七
七
）

⒀　

山
脇
毅
『
源
氏
物
語
の
文
献
学
的
研
究
』（
創
元
社
一
九
四
四
・
一
○
）

⒁　

坂
本
清
恵
「
ゆ
れ
る
〈
を
の
こ
〉
と
ゆ
れ
な
い
〈
お
と
こ
〉
―
『
仮
名
文
字
遣
』

諸
本
と
ア
ク
セ
ン
ト
の
体
系
変
化
―
」『
古
典
語
研
究
の
焦
点
』（
武
蔵
野
書
院

二
〇
〇
九
・
一
一
）（
予
定
）

⒂　

伊
井
春
樹
編
『
源
氏
物
語　

Ｃ
Ｄ-

Ｒ
Ｏ
Ｍ
角
川
古
典
大
観
』（
角
川
書
店

一
九
九
九
・
一
〇
）
に
よ
る
。


