
「
上
ル
、
下
ル
、
東
入
ル
、
西
入
ル
」
で
示
さ
れ
る
地
域
が

「
京
こ
と
ぱ
」
エ
リ
ア

私
は
本
を
譜
い
た
り
講
演
を
し
た
り
す
る
時
は
、
「
京
都
語
」
あ
る
い

「
京
こ
と
ば
一
と
い
う
術
語
を
使
っ
て
お
話
を
し
ま
す
。
京
都
は
王
城

はの
地
京
都
の
人
は
恐
ら
く
全
国
一
、
自
分
の
士
地
の
口
葉
に
対
し
て
プ

ラ
イ
ド
を
持
っ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
だ
晶
り
高
い
地
の
叫
葉
な
の
だ

と
い
う
こ
と
を
、
こ
承
知
お
き
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す

さ
て
、
京
こ
と
ば
、
京
都
語
と
い
い
ま
し
て
も
、
ど
の
範
囲
で
話
さ
れ

て
い
た
同
葉
を
指
す
の
で
し
ょ
う
。
ひ
と
口
で
一
言
い
ま
す
と
「
上
ル
、
下

ル
、

東
入
ル
、
西
入
ル
」
と
い
う
表
示
で
表
さ
れ
る
地
域
。
つ
ま
り
昭
和

4
 
(
1
9
2
9
)
年
よ
り
前
の
京
都
市
内
で
、
当
時
た
っ
た
二
つ
し
か
な

か
っ
た
区
ほ
ぽ
今
の
上
京
と
下
京
の
一
帯
と
見
て
、
ま
ず
間
違
い
は
な

い
で
し
ょ
う
中
心
は
四
条
河
原
町
付
近
で
す
。
鴨
川
の
東
側
な
ど
、
む

か
し
郡
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
た
と
え
ぱ
百
万
遍
の
人
は
二
示
へ
行
く
」
と

一
言
い
ま
し
た
。
鴨
川
を
越
え
て
中
心
部
へ
行
く
こ
と
を
「
」
示
へ
行
く
」
と

言
っ
た
も
の
で
す

そ
の
中
で
も
、
各
地
城
に
ょ
っ
て
一
言
葉
の
差
が
出
て
き
ま
す
中
心
と

な
っ
た
の
は
、
ま
ず
何
と
い
っ
て
も
京
都
御
所
の
言
葉
。
ず
っ
と
明
治
維

新
ま
で
話
さ
れ
て
き
た
.
門
葉
で
す
そ
の
伝
統
あ
る
京
都
の
御
所
の
中
で

話
さ
れ
て
い
た
言
葉
も
あ
れ
ぱ
、
獅
妓
さ
ん
や
芸
妓
さ
ん
が
話
し
て
い
る

花
街
の
暑
量
祗
園
を
中
心
に
す
る
祗
園
こ
と
ば
、
祗
園
祭
で
有
名
な
室

町
の
問
屋
街
の
商
人
の
園
葉
、
四
陣
織
で
有
名
な
西
陣
の
言
葉
も
あ
り
ま

す
。
総
合
的
に
見
て
、
こ
れ
ら
も
京
こ
と
ば
の
範
囲
に
人
り
ま
す
が
、
地

域
こ
と
に
違
っ
て
い
ま
す
。

昭
和
4
年
以
前
の
京
都
市
で
話
さ
れ
て
い
た
言
葉
は
、
こ
ん
に
ち
随
分

か
「
は

変
遷
を
遂
げ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ぱ
若
者
言
葉
、
い
わ
ゆ
る

と
ば
、

、

は

ネ
六
ち
力
力
つ
て
耳
に
し
た
言
葉
と
随
分
変
わ
っ

ま
す

し
ま
六
別
の
歌
も
こ
ざ
い
ま
す
。
「
ぽ
ん
さ
ん
頭
は
丸
太
町
、 ー

ー 1

「
鞍
や
寺
」
(
鞍
馬
口
、
寺
之
内
)
で
は
じ
ま
り
ヒ
久
木
通
り
ま
で
、
く
西

の
通
り
名
を
記
し
て
い
ま
す
0

「
ネ
オ
京
こ

て
き
て
い

(
五
条
)
」
。
そ
れ
か
ら
「
せ
っ
た
(
雪
駄
屋
町
)
ち
や
ら
ち
や
ら
(
鍵
屋

町
)
、
つ
ぉ
の
た
な
(
魚
棚
町
)
ろ
く
じ
ょ
う
(
六
条
)
さ
人
マ
つ
(
三
哲
)

通
り
過
Y
、
、
ひ
っ
ち
ょ
.
つ
(
七
条
)
越
え
れ
ば
は
っ
(
＼
条
)
く
じ
ょ
う

(
九
条
)
」
。
そ
し
て
「
じ
ゅ
う
じ
ょ
う
(
十
条
)
ピ
う
じ
(
東
寺
)
、
て
ピ

ビ
め
さ
す
」
。
便
利
で
す
ね
。
丸
太
町
通
り
か
ら
東
寺
ま
で
、
歌
に
一
永
み

込
ん
で
い
る
ん
で
す
。

幻
世
紀
に
残
し
た
い
京
こ
と
ば
べ
ス
ト
テ
ン

レ
ク
チ
ャ
ー
●
移
り
行
く
京
こ
と
ば
 
9

続
い
て
「
し

ι
 
1
 
し
力
亦
心
ら
く
.
刀
、
し
ょ
、

ろ
っ
力
く

条
お
し て

ま

お
、
け

り
」
で
す

り
」
力
と

W
位
が

る
の
か
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
い
ま
し
た
0
 
そ
の
べ

し
た
し
ま
し
ょ
、
つ
0

い
て
、
世
間

て
い

で
も

と
い

貝
口

(に あ町通いよ
ね

^

堀井令以知

人

f)

、

に
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上

メ

も

て
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や
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ケ

丁
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ー)、

ーコ
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ふ
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L^

皆
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な1

、

生
をら
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、

つ

で

修
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ル
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と

仁1

わ
通れ
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わ

と

0
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つ
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差
も
出
ま
す
し
、
地
域
に
ょ
っ
て
も
揺
れ
て
き
ま
す
。
だ
い
た
い
南
へ
ド

つ
て
く
る
と
「
は
ん
な
り
」
七
:
-
U
う
人
が
多
く
な
り
ま
す
ね

5
位
は
「
ほ
っ
こ
り
す
る
」
農
作
業
や
悪
而
を
し
て
き
た
人
な
ど

が
疲
れ
て
僻
っ
て
き
て
「
あ
あ
、
ほ
っ
こ
り
し
た
わ
」
。
そ
う
い
う
時
に
使

つ
た
.
、
:
U
葉
と
し
て
ラ
ン
ク
ィ
ン
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
<
,
は
そ
う
い
う

恵
味
で
使
わ
な
く
な
り
ま
し
た
ど
こ
か
の
喫
茶
店
で
「
く
つ
ろ
ぐ
」
と

い
之
U
昧
。
若
街
ど
詠
の
ニ
ユ
ア
ン
ス
を
変
え
出
し
た
:
暴
の
一
例
で

す
予
艸
は
そ
れ
ま
す
が
、
「
ま
っ
た
り
」
と
い
、
?
:
,
菜
も
<
ノ
は
使
う
意
味

が
違
っ
て
き
て
い

門

』
.

ま
す
昔
は
料
理

川
研
で
し
た
梅

酒
な
ど
も
2
 
3

郁
経
ち
ま
す
と
、

こ
く
の
あ
る
穏
や

座

力
な
眛
に
な
り
ま

す
ね
そ
う
い
、
つ
、

と
ろ
ー
つ
と
し
た

芸学
学

味
わ
い
を
「
ま
つ

学
文

大
本

た
り
」
と
一
言
っ
た
。

子
日

女
語

と
こ
ろ
が
最
近
、

片
者
は
「
も
う
明

U
は
休
み
や
し
、

家
で
ま
つ
た
り
し

よ
う
や
」
と
い
う

使
い
方
を
し
ま

す
そ
の
慈
味
で

お
ら
れ
た
内
親
王
様
方
が
天
皇
陛
下
と
一
緒
に
京
都
御
所
に
お
住
み
に
な

り
、
京
都
の
御
所
の
.
口
葉
を
お
使
い
に
な
っ
て
お
ら
れ
た
。
そ
の
内
親
王

様
が
尼
僧
に
な
ら
れ
、
小
さ
い
時
か
ら
代
々
入
っ
て
こ
ら
れ
た
お
寺
で
す
。

だ
か
ら
、
京
都
御
所
の
門
葉
を
ず
っ
と
伝
え
て
き
た
。
私
は
何
皮
も
こ
こ

へ
通
っ
て
京
都
の
御
所
の
Π
葉
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
一
番
倬
い
方

で
あ
る
御
前
も
そ
う
で
す
が
、
と
く
に
お
付
き
の
方
が
よ
く
知
っ
て
お
ら

れ
ま
し
た
。
御
前
も
お
付
き
の
方
も
先
代
か
ら
御
所
の
言
葉
の
し
つ
け
を

厳
し
く
受
け
て
き
ま
し
た
の
で
、
卿
然
に
出
る
。
私
が
行
き
ま
し
て
も
、

電
話
で
も
、
豊
晩
の
挨
拶
は
必
ず
「
こ
き
げ
ん
よ
う
」
。
お
別
れ
す
る

時
も
「
こ
き
げ
ん
よ
う
」
。
宮
中
の
女
官
の
方
か
ら
も
聴
取
し
ま
し
た
が
、

こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
か
っ
た
で
す
。
昭
和
即
年
代
の
こ
と
で
す
。

そ
の
他
、
謝
に
あ
る
人
形
寺
で
有
名
な
宝
鏡
寺
と
い
う
お
寺
も
調
べ

さ
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
。
そ
こ
の
お
寺
の
御
前
は
花
山
院
慈
煎
(
か
さ
ん

の
い
ん
・
じ
く
ん
)
さ
ん
と
い
う
力
、
兀
侯
爵
家
の
方
で
す
そ
の
方
が
、

あ
と
で
大
聖
寺
へ
お
入
り
に
な
り
ま
し
た
他
に
も
嵐
山
の
渡
月
橘
近
く

に
あ
る
鬢
華
院
(
ど
ん
け
い
ん
)
、
東
山
の
霊
鑑
寺
、
奈
良
の
中
宮
寺
と

い
う
門
跡
寺
院
で
も
御
所
の
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
い
ま
挙
げ
た

よ
う
な
京
都
の
お
寺
と
中
宮
寺
と
で
は
、
言
葉
は
ち
ょ
つ
と
違
い
ま
す
。

し
か
し
、
中
宮
寺
で
は
大
聖
寺
の
一
長
を
お
下
木
に
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
し
た
。

そ
う
い
う
尼
門
跡
寺
院
を
調
査
し
、
合
わ
せ
て
宮
中
の
女
官
さ
ん
た
ち

の
一
長
も
調
査
し
た
わ
け
で
す
。
日
記
も
残
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ぱ

『
続
群
書
類
従
』
補
遺
の
中
に
あ
る
『
お
湯
殿
の
上
の
日
記
一
。
お
上
を
中

心
と
す
る
出
来
事
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
昔
は
極
秘
扱
い
だ
っ
た
書
物

で
す
。
部
分
的
に
失
わ
れ
た
箇
所
も
あ
り
ま
す
が
、
ち
ょ
う
ど
応
仁
の
乱

が
あ
っ
た
頃
か
ら
文
化
文
政
の
頃
ま
で
ず
っ
と
占
き
継
が
れ
て
き
た
日
,
ル

レ
ク
チ
ャ
ー
●
移
り
行
く
京
こ
と
ば

全
国
的
に
広
ま
り
、
か
つ
て
の
愆
味
が
だ
ん
だ
ん
と
失
わ
れ
て
い
ま
す

第
3
位
は
「
お
は
よ
う
お
帰
り
」
。
平
器
一
事
で
早
く
邪
っ
て
く
だ
さ

る
よ
う
に
と
い
、
風
味
を
込
め
て
一
言
い
ま
す
。
庶
民
の
家
で
は
よ
く
使
い

ま
し
た
が
、
祗
園
で
は
、
舞
妓
さ
ん
や
芸
妓
さ
ん
を
送
り
出
す
時
は
こ
れ

は
:
.
一
門
い
ま
せ
ん
。
中
に
戸
打
っ
と
い
な
は
い
」
と
.
一
一
Π
う
だ
け
で
す
な
ぜ

で
す
か
と
祗
園
で
尋
ね
る
と
、
そ
ら
そ
う
で
し
ょ
う
先
生
、
う
ち
は
商
光

し
て
お
り
ま
す
。
「
お
は
よ
う
お
帰
り
や
す
」
と
一
言
っ
て
早
く
帰
ら
れ
て

は
困
る
、
よ
う
き
ば
っ
て
も
ら
わ
な
あ
か
ん
の
や
と
。
第
2
位
は
「
お
S

や
す
」
形
式
で
、
二
つ
ぁ
り
ま
す
。
「
お
い
で
や
す
」
と
「
お
こ
し
や
す
」
。

両
者
の
ニ
ユ
ア
ン
ス
の
差
は
ど
ぅ
い
う
点
に
あ
る
の
か
。
祗
園
の
舞
妓
さ

ん
の
意
識
で
は
、
「
お
こ
し
や
す
」
の
力
が
「
お
い
で
や
す
」
よ
り
も
上

品
だ
そ
う
で
す
。

そ
し
て
ト
ッ
プ
が
「
お
お
き
に
」
。
こ
れ
が
使
わ
れ
始
め
た
の
は
、
だ

た
い
江
P
時
代
後
期
の
後
半
、
幕
末
ち
ょ
つ
と
前
く
ら
い
か
ら
で
す
。

い本
来
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
「
お
お
き
に
」
と
「
お
お
い
に
」
と
い
う
喬
葉

が
あ
り
ま
し
た
「
お
お
き
に
何
々
」
と
い
う
使
い
方
が
あ
り
ま
す
ね

平
安
時
代
「
あ
り
が
と
う
」
と
再
え
ぱ
、
在
る
、
存
在
す
る
こ
と
が
困
難

な
も
の
在
り
難
き
も
の
と
い
、
風
味
で
し
た
。
今
の
よ
う
な
感
謝
の
意

味
で
使
い
出
し
た
の
は
室
町
時
代
で
、
初
め
の
頃
は
神
様
や
仏
様
に
対
す

る
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
て
「
あ
り
が
と
う
」
と
芹
っ
て
い
ま
し
た
そ

れ
が
室
叩
時
代
の
後
半
に
な
る
と
、
'
愆
味
が
庶
民
の
家
に
広
ま
っ
て
き
ま

し
た
。
そ
し
て
江
戸
時
代
に
な
っ
て
、
今
の
よ
う
に
一
般
的
な
感
謝
の
気

持
ち
と
い
之
課
で
使
い
始
め
、
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
す
。

し
か
し
、
そ
の
感
謝
の
↑
尋
ち
を
も
っ
と
表
し
た
い
。
.
,
↓
=
釦
二
欠

て
0
气
だ
け
で
は
な
く
、
ビ
Φ
「
て
ヨ
仁
今
、
、
を
付
け
た
い
そ
う
い
う
愆
散
が

働
い
て
き
ま
し
た
そ
こ
で
江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
、
「
お
お
き
に
」

J
、

を
付
け
出
し
た
ん
で
す
。
「
お
お
き
に
、
あ
り
が
と
う
」
。
し
か
し
長
い
言

葉
は
縮
小
し
て
い
き
ま
す
。
「
あ
り
が
と
う
」
を
省
い
て
、
「
お
お
き
に
」

だ
け
が
残
っ
た
。
こ
れ
ガ
汀
四
呼
代
後
期
の
後
半
頃
力
ら
広
ま
り
出
し
た

わ
け
で
す
。
ち
な
み
に
京
都
の
御
所
で
は
「
お
お
き
に
」
は
使
い
ま
せ
ん
。

「
お
お
き
に
」
が
こ
の
よ
う
に
変
化
し
た
ケ
ー
ス
は
、
令
国
的
に
見
る

と
幾
つ
か
あ
り
ま
す
小
凶
地
方
西
部
や
、
一
部
は
九
州
や
四
同
に
か
か

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
地
方
で
は
「
お
お
き
に
」
に
相
『
す
る
も

の
と
し
て
「
だ
ん
だ
ん
と
、
今
で
も
言
い
ま
す
。
「
だ
ん
だ
ん
、
あ
り

が
と
う
」
の
「
あ
り
が
と
う
」
を
省
い
て
、
「
だ
ん
だ
ん
」
だ
け
が
残
っ

た
。
「
お
お
き
に
」
と
詞
じ
心
埋
で
す
ね
。
東
北
の
あ
る
地
城
で
は
、
同

じ
意
味
で
「
か
ぶ
ん
」
と
か
「
か
ん
ぶ
ん
」
と
.
Π
い
ま
す
過
分
に
あ

り
が
と
う
」
の
「
あ
り
が
と
う
」
を
省
い
た
も
の
で
す
が
、
こ
れ
は
だ
ん

だ
ん
滅
ん
で
い
く
で
し
ょ
う
ね

今
は
使
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
室
町
塒
代
や
江
戸
時
代
や
、
も
っ
と
前
の

鎌
倉
時
代
に
京
都
で
使
っ
て
い
た
:
葉
が
H
本
の
端
々
で
残
っ
て
く
る

人
変
向
内
い
現
象
だ
と
思
い
ま
す
。

御
所
こ
と
ぱ
の
残
る
京
都
の
尼
門
跡
寺
院

京
都
の
御
所
の
一
暴
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
今
出
川
キ
ャ
ン
パ
ス
の
近

く
に
あ
る
冷
泉
家
で
は
、
お
公
家
さ
ん
の
豆
禾
を
伝
承
さ
れ
て
こ
ら
れ
ま

し
た
。
そ
し
て
私
か
昭
利
即
年
代
を
中
心
に
調
べ
た
と
こ
ろ
、
ち
ょ
う
ど

同
志
社
大
学
の
西
側
、
鳥
丸
通
り
を
挟
ん
で
向
か
い
側
に
あ
る
大
聖
寺

(
だ
い
し
ょ
う
じ
)
と
い
う
尼
門
跡
丁
院
で
は
、
宮
中
と
ほ
と
ん
ど
変
わ

ら
な
い
御
所
の
"
葉
を
保
存
し
て
お
ら
れ
た
ん
で
す
。

崟
寺
は
尼
門
跡
で
は
宮
小
席
汰
第
一
位
で
す
。
む
か
し
一
靴
御
所
に

同志社
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で
す
ね
。
た
だ
し
漢
字
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
編
ざ
っ
て
る
程
度
で
、
ほ
と

ん
ど
平
仮
名
表
,
ル
で
す
。
原
本
に
は
星
肌
点
が
ま
る
で
な
く
、
ど
こ
で
切

る
の
か
分
か
ら
な
い
瀏
点
が
付
い
て
い
な
い
か
ら
、
ど
こ
で
濁
る
の
か
、

ど
ぅ
澄
む
の
か
靴
し
い
そ
し
て
御
所
の
山
葉
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
出
て

き
ま
す
の
で
、
こ
れ
を
知
ら
な
い
と
、
ま
ず
上
.
肌
め
ま
せ
ん
広
辞
苑
に
も

日
本
国
語
大
辞
典
に
も
哩
て
な
い
単
語
も
出
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
わ

け
で
、
私
は
日
本
語
を
研
究
す
る
時
に
非
常
に
貴
重
な
文
獻
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。

た
だ
し
平
仮
名
表
記
は
逆
に
、
ど
う
発
音
し
た
か
も
分
か
る
わ
け
で
す

ね
0
 
た
と
え
ぱ
「
天
文
」
と
い
う
元
丹
は
「
て
ん
も
ん
」
で
は
な
く
、

「
て
ん
ぶ
ん
」
と
読
み
ま
す
。
改
元
の
記
事
の
そ
の
日
の
日
記
を
見
れ
ぱ
、

「
て
ん
ふ
ん
」
と
書
い
て
あ
る
。
人
名
、
女
官
さ
ん
の
名
前
お
公
家
さ

ん
の
名
前
な
ど
も
文
書
を
見
て
い
た
だ
け
で
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
と
き

た
ま
平
仮
名
で
苫
い
て
く
れ
て
い
る
の
で
、
あ
り
が
た
い
で
す

京
都
の
御
所
こ
と
ぱ
と
御
所
か
ら
将
軍
家
の
大
奥
へ
、

そ
し
て
庶
民
に
広
ま
っ
た
言
葉

さ
て
京
都
の
御
所
で
は
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
言
葉
が
使
わ
れ
て
し
た

の
で
し
ょ
う
か
。
尼
門
跡
に
お
正
円
に
行
っ
た
時
、
そ
れ
が
小
ノ
し
分
カ
リ

ま
し
た
。
御
前
が
下
の
者
に
言
う
場
合
と
下
の
者
が
言
う
場
合
と
で
は
、

多
少
は
違
い
ま
す
。
こ
の
身
分
差
に
ょ
る
使
い
分
け
も
難
し
い
の
で
す
が
、

卑
近
な
例
で
中
し
ま
し
ょ
う
。
我
々
庶
民
が
御
前
に
向
か
っ
て
「
お
餅
を

網
で
焼
い
て
く
だ
さ
い
ま
せ
」
と
、
下
か
ら
上
へ
お
願
い
す
る
と
し
ま
す

そ
れ
を
御
所
の
門
葉
で
言
、
つ
と
、
こ
う
な
り
ま
す
。
「
御
前
恐
れ
入
り

ま
す
が
、
お
か
ち
ん
を
あ
も
じ
で
お
火
取
り
あ
そ
ぱ
し
て
い
た
だ
か
さ
れ
」

だ
い
た
い
人
に
も
の
を
頼
む
時
、
宮
中
の
人
は
昔
か
ら
「
恐
れ
入
り
ま

す
が
」
を
入
れ
た
も
の
で
す
。
「
お
か
ち
ん
」
は
餅
こ
れ
は
室
町
時
代

か
ら
の
言
葉
で
、
今
も
残
っ
て
い
ま
す
。
「
あ
も
じ
」
は
網
こ
れ
は

「
文
字
詞
(
も
じ
こ
と
ぱ
)
」
と
申
し
ま
す
。
そ
し
て
焼
く
と
言
わ
ず
、

「
火
取
る
」
。
「
あ
そ
ぱ
す
こ
と
ぱ
」
を
使
っ
て
「
お
火
取
り
あ
そ
ぱ
し
て

い
た
だ
か
さ
れ
」
は
「
焼
い
て
く
だ
さ
い
ま
せ
」
。
尼
門
跡
で
は
よ
く
、

逆
に
質
問
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
「
先
生
、
町
方
で
は
ど
う
園
い

ま
す
か
」
と
。
そ
の
く
ら
い
、
尼
門
跡
の
方
々
は
御
所
の
園
葉
に
ょ
る
生

活
を
ず
っ
と
続
け
て
き
た
わ
け
で
す
。

御
所
こ
と
ぱ
は
、
幕
府
の
将
軍
家
で
も
使
わ
れ
て
ぃ
ま
し
た
足
利
幕

府
と
京
都
御
所
と
の
お
付
き
合
い
は
頻
繁
に
行
わ
れ
て
ぃ
ま
し
た
の
で
、

将
軍
家
の
大
奥
で
は
京
都
の
御
所
の
言
葉
を
使
っ
て
ぃ
ま
し
た
。
江
戸
の

将
軍
家
 
8
代
将
軍
徳
川
吉
宗
の
大
奧
で
も
使
わ
れ
て
ぃ
た
証
拠
が
あ
り

ま
す
0
 
ア
ク
セ
ン
ト
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
士
足
尓
の
次

男
の
田
安
宗
武
と
い
う
方
が
お
書
き
に
な
っ
た
草
む
す
ぴ
』
と
い
う
本

に
出
て
き
ま
す
た
と
え
ぱ
今
で
も
皇
室
で
お
使
い
に
な
っ
て
ぃ
る
「
お

か
ぺ
」
と
は
豆
腐
の
こ
と
。
罪
早
む
す
ぴ
の
説
で
は
、
壁
の
色
に
似
て

い
る
か
ら
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。
比
白
さ
ん
、
お
水
の
こ
と
を
「
お
ひ
や
」

と
言
い
ま
す
ね
。
こ
れ
は
江
戸
の
大
奥
あ
た
り
か
、
お
屋
敷
に
奉
公
す
る

人
が
広
め
て
き
た
言
葉
で
す
。

や
宴
会
の
こ
と
も
「
く
も
じ
」
と
園
い
ま
し
た

と
こ
ろ
が
、
一
回
限
り
使
う
と
い
う
例
が
あ
り
ま
す
こ
れ
は
辞
書
に

は
登
録
さ
れ
ま
せ
ん
「
な
が
は
し
よ
り
、
く
も
じ
の
か
も
じ
こ
し
ら
え

て
ま
い
る
」
と
い
う
文
が
あ
り
ま
し
た
な
が
は
し
は
お
局
さ
ん
。
「
く

も
じ
の
か
も
じ
」
と
、
も
じ
が
2
回
も
出
て
き
ま
す
よ
く
読
ん
で
み
る

と
、
そ
の
前
の
あ
た
り
に
「
く
り
の
か
ち
ん
こ
し
ら
え
て
ま
い
る
」
と
書

い
て
あ
る
。
そ
の
時
の
「
く
も
じ
」
は
栗
、
「
か
も
じ
」
は
か
ち
ん
の
こ

と
。
だ
か
ら
栗
餅
な
ん
で
す
こ
れ
は
辞
霄
に
登
録
さ
れ
ま
せ
ん
人
名

に
ま
で
「
も
じ
」
を
使
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
こ
れ
ら
簡
便
な
使
い
方
が

固
定
し
て
い
き
、
民
間
に
広
ま
っ
た
の
も
あ
れ
ぱ
、
一
時
限
り
の
も
の
も

あ
り
ま
し
た
。
食
べ
物
関
係
だ
け
で
も
、
小
ノ
し
申
し
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

江
P
時
代
は
団
子
の
こ
と
を
お
い
し
い
の
「
い
し
」
を
二
つ
重
ね
て

「
い
し
い
し
」
と
[
い
ま
し
た
。
重
ね
言
葉
で
す
ね
室
町
時
代
の
古
い

文
献
に
出
て
き
ま
す
が
、
蒲
鉾
は
板
の
上
に
乗
せ
ま
す
か
ら
「
お
い
た
」

と
な
り
ま
す
。

自
分
の
も
の
を
指
す
場
合
と
目
上
に
対
し
て
国
う
場
合
と
で
、
違
う
言

葉
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ぱ
、
こ
飯
自
分
の
は
「
は
ん
」
と
だ
け
一
言
い

ま
す
か
、
相
手
ま
た
は
同
上
の
人
に
対
し
て
は
、
濁
っ
て
「
お
ぱ
ん
」
と

.
い
ま
す
。
「
お
ば
ん
を
召
し
上
が
り
ま
す
か
」
と
茶
碗
や
皿
も
、
宮

中
で
は
肖
分
の
も
の
に
「
お
」
を
付
け
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
相
手
の
も
の

「
お
」
を
付
け
る
。
そ
れ
も
、
色
々
な
言
い
方
が
あ
る
か
ら
難
し
い

こ
よ

で
す
ね

お
公
家
さ
ん
で
も
、
上
の
力
の
人
と
中
流
以
F
の
お
公
家
さ
ん
と
で
は

い
方
が
違
い
ま
す
ど
こ
そ
こ
へ
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
い
う
の
を
、
天
皇

陛
下
や
身
分
の
う
ん
と
高
い
方
に
対
し
て
は
「
な
ら
し
ゃ
る
」
を
使
い
ま

す
お
公
家
さ
ん
と
か
下
の
位
の
人
は
、
「
こ
わ
し
や
る
」
と
う
こ

文
字
詞
、
重
ね
言
葉
に
忌
み
言
葉
。

身
分
に
ょ
る
使
い
分
け
も
あ
る
御
所
こ
と
ば

さ
て
、
京
都
の
御
所
で
使
わ
れ
て
い
た
言
葉
に
は
、
い
わ
ゆ
る
文
字
詞

(
も
じ
こ
と
ば
)
が
多
く
あ
り
ま
す
今
も
か
つ
ら
の
こ
と
を
「
か
も
じ
」

と
言
い
ま
す
ね
。
「
く
も
じ
」
と
い
う
言
葉
は
、
い
ろ
ん
な
意
味
が
あ
り

ま
し
た
。
そ
の
中
で
ょ
く
伝
わ
っ
た
の
は
お
漬
け
物
。
首
公
事
、
お
酒

の
使
い
分
け
が
難
し
い
で
す
。

御
所
で
は
忌
み
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ぱ
「
血
」
は
忌
み
言
葉
な

の
で
「
あ
せ
」
と
言
う
。
汗
が
出
て
も
血
が
出
て
も
「
あ
せ
」
。
平
安
時

代
か
ら
そ
う
で
す
ね
。
猫
が
死
に
ま
し
た
と
は
言
わ
ず
、
「
あ
の
猫
、
一
洛

ち
ま
し
た
」
と
三
凶
う
金
魚
が
死
ぬ
こ
と
は
「
あ
が
る
一
。
死
に
関
す
る

言
葉
も
忌
み
言
葉
で
す

正
月
三
が
臼
の
忌
み
[
葉
も
あ
り
ま
す
。
天
狗
と
い
う
言
葉
を
正
月
三

が
日
に
使
う
と
崇
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
「
も
の
も
の
さ
ん
」
と
一
言

い
ま
す
も
し
、
う
っ
か
り
天
狗
と
門
っ
て
し
ま
っ
た
時
は
、
取
り
消
す

方
法
が
あ
り
ま
す
。
天
狗
は
火
に
崇
る
と
い
う
こ
と
で
、
火
に
対
し
て
は

水
。
「
水
、
水
、
水
」
と
3
回
言
え
ぱ
帳
消
し
に
な
る
そ
う
で
す
。
大
聖

寺
で
は
、
ね
ず
み
と
い
う
言
葉
も
正
月
三
が
日
は
使
い
ま
せ
ん
。
い
か
に

も
宮
廷
風
ら
し
く
「
か
の
人
」
と
一
言
い
ま
す
。

焼
き
豆
腐
は
「
焼
き
」
に
対
し
て
「
豆
腐
」
だ
か
ら
「
や
き
お
か
べ
」

と
い
う
方
が
普
通
だ
と
思
い
ま
す
が
、
「
や
き
か
べ
」
で
す
。
「
お
」
を
付

け
な
い
方
が
雅
な
言
い
方
だ
そ
う
で
す
。
文
化
庁
や
国
立
国
語
研
究
所
な

ど
か
ら
敬
語
の
本
が
た
く
さ
ん
出
て
い
ま
す
が
、
こ
ん
な
細
か
い
こ
と
は

書
い
て
い
ま
せ
ん
。
御
所
の
言
葉
が
敬
語
の
基
本
に
な
っ
て
い
る
と
思
い

ま
す
が
、
「
お
」
の
付
け
力
と
い
う
の
は
難
し
い
と
思
い
ま
し
た

皇
室
で
も
失
わ
れ
た
「
ふ
れ
こ
と
ぱ
」

京
都
で
失
わ
れ
、
周
辺
部
に
残
る
京
こ
と
ぱ

宮
中
で
は
「
ふ
れ
こ
と
ぱ
」
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
朝
、
天
皇
陛
下

が
お
目
覚
め
に
な
る
と
、
女
官
が
長
い
廊
下
を
ふ
れ
て
歩
く
こ
れ
が
も

う
、
恐
ら
く
失
わ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
「
申
し
ょ
う
ー
、
お
昼
で
お
じ
ゃ

ー
と
、
申
さ
せ
た
も
、
つ
1
」

レ
ク
チ
ャ
ー
●
移
り
行
く
京
こ
と
ば

、、
、
N



「
お
朴
=
は
、
お
上
が
起
床
さ
れ
る
こ
と
を
指
す
「
お
昼
な
る
」
と
い

う
動
詞
か
ら
来
て
い
ま
す
つ
ま
り
「
こ
れ
か
ら
申
し
上
げ
ま
す
、
天
皇

陛
下
が
お
阿
党
め
あ
そ
ぱ
さ
れ
ま
し
た
よ
1
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
も

う
つ
、
「
こ
飯
で
す
よ
」
は
、
今
と
同
じ
節
川
し
で
こ
う
一
言
い
ま
す
。

「
印
し
ょ
う
ー
、
お
な
か
人
れ
で
お
じ
ゃ
ー
と
、
小
さ
せ
た
も
う
1
」
。
京

都
の
ル
門
跡
な
ど
で
は
辺
い
、
ま
だ
昔
の
生
活
を
続
け
て
お
ら
れ
ま
す
が
、

京
都
以
外
で
は
あ
と
豁
年
も
す
れ
ぱ
、
こ
う
い
、
?
.
園
葉
は
過
去
の
話
に
な

つ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

失
わ
れ
つ
つ
ぁ
る
云
県
に
、
も
う
小
ノ
し
触
れ
ま
し
ょ
う
京
都
市
内
で

は
ま
だ
残
っ
て
い
ま
す
が
、
刷
辺
部
で
は
、
ゆ
で
卵
を
指
す
「
煮
ぬ
き
」

も
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
き
ま
し
た
お
正
月
に
揚
げ
る
凧
は
、
井
は
「
い

か
」
と
言
い
ま
し
た
。
江
.
P
時
代
の
文
獻
『
物
類
称
呼
』
(
ぶ
つ
る
い
し

よ
う
こ
、
ー
フ
7
5
郁
刊
)
に
「
江
戸
で
は
た
こ
と
一
言
い
、
上
方
で
は
い

か
と
言
う
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
私
の
祖
母
は
文
久
元
年
の
生
ま
れ
で
、

「
い
か
」
と
一
.
一
.
[
つ
て
い
ま
し
た
私
は
小
学
校
人
る
前
か
ら
「
も
う
い
く

つ
・
浸
る
と
・
:
お
正
月
に
は
凧
揚
げ
て
」
と
い
う
歌
を
知
っ
て
い
ま
し
た
か

ら
、
「
た
こ
」
も
「
い
か
」
も
両
力
知
っ
て
い
た
。
あ
の
歌
が
流
行
り
出

し
て
か
ら
「
た
こ
」
が
令
同
区
に
な
っ
た
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
学
研
都

市
付
近
に
は
「
い
か
」
が
残
っ
て
い
ま
す
。
か
つ
て
の
京
こ
と
ぱ
だ
っ
た

も
の
が
、
ま
だ
こ
の
へ
ん
に
残
っ
て
い
る
の
で
す

一
儒
の
真
ん
中
で
使
わ
ず
、
周
辺
部
で
使
わ
れ
て
い
る
系
水
は
ま
だ
あ

り
ま
す
。
八
瀬
大
原
や
学
研
都
市
付
近
で
、
特
に
卸
翫
の
女
性
は
「
私
」

と
い
う
の
を
「
こ
ち
」
と
.
Π
い
ま
す
こ
れ
は
古
い
一
暴
で
、
御
所
で
も

「
こ
ち
」
と
f
い
ま
し
た
御
所
の
'
葉
と
い
ぇ
ぱ
、
「
た
も
れ
」
は
、
花

背
、
人
原
あ
た
り
で
ま
だ
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
花
背
な
ど
へ
行
っ
て
お
ぱ

あ
ち
ゃ
ん
に
岳
を
剛
き
ま
し
た
ら
、
先
生
何
々
し
て
た
も
れ
と
、
ま
だ
使

い
ま
す
。
「
た
も
」
と
も
山
、
つ

で
す
か
ら
単
に
占
い
京
こ
と
ば
、
京
餅
叩
を
研
究
す
る
と
い
っ
て
も
、

そ
の
周
辺
部
と
の
関
係
を
調
べ
て
比
較
し
て
み
る
こ
と
が
大
切
で
は
な
い

か
と
、
私
は
吉
え
て
い
ま
す

書
き
残
さ
な
い
と
失
わ
れ
る
言
葉
が
あ
る
。

そ
し
て
宝
示
都
府
こ
と
ば
辞
典
』
の
誕
生

N
H
K
の
「
討
世
紀
に
残
し
た
い
ふ
る
さ
と
Π
本
の
こ
と
ば
」
の
京

都
府
の
監
修
を
依
頼
さ
れ
た
と
お
話
し
し
ま
し
た
が
、
京
都
府
と
い
っ
て

も
非
常
に
広
い
地
域
で
す
。
北
は
伊
根
町
、
京
丹
後
市
峰
山
、
久
美
浜

な
ど
の
丹
後
半
島
。
あ
の
一
帯
は
東
京
ア
ク
セ
ン
ト
型
の
地
域
で
す
そ

れ
か
ら
ず
っ
と
南
下
し
ま
す
と
、
福
知
山
あ
た
り
は
小
ノ
し
混
ざ
っ
て
き
ま

す
。
そ
れ
か
ら
京
都
市
内
が
あ
り
、
こ
こ
か
ら
南
は
ほ
ぽ
京
都
ア
ク
セ
ン

ト
地
帯
。
南
北
に
長
い
京
都
の
中
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<表 1>

21世紀に残したい京ことばべストテン

1位「おおきに」

2位「おいでやす」おこしゃす」

3位「おはようぉ帰勺やす」

よろしうおあがりゃす」4 イ立

5位「ほっこりする」

6位「かんにんえ

7位「はばかりさん」

8位「おきはわやす」

9位「おたのもうします」

10位「はんなり」

<表2>

あられ

団十

数の子

するめ

ほた色

i、 1〒1^.

海老

御所ことば

たこ

i資物

網

相手の帯

餅

豆鵬

1勲
^

お魚屋

蒲鉾
の

味噌付
< 米

相手のご飯

'

'^

おかぺ

おまな

おまなや

おいた

おむし

およね、うちまき

おばん絢分のご飯は「はん」)

おいろ

おぐし

おたから

からもん

ごん

ぞろ

つく

にゃく

まき

正

お金

大根

牛芽

楽麺

つくし

こんにゃく

ちまき
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1925 (大正 14)年京都市生まれ。

49年京都大学文学部(言語学専攻)卒

業。 54年京都大学旧制大学院研究奨学

生後期終了。現在、関西外国語大学大

学院教授、新村出記念財団理事長。フ

年フランス政府より功労国家勲章を受

ける。

主な著書は『京都語を学ぷ人のために」

(世界思想社、 2006年)、「ことばの由

'』(岩波新書、 2005年)、『一般言語

学と日本言語学』(青山社、 2003年)、

『京都府ことば辞典』(編著、おうふう、

2006年)、『上方ことば語源辞典」(編

著、東京堂出版、 1999年)ほか多数。


