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国語音韻の変遷 一　音韻組織と連音上の法則

一
　
音
韻
組
織
と
連
音
上
の
法
則

　　
言
語
は
、
す
べ
て
一
定
の
　お
ん音　
に
一
定
の
意
味
が
結
合
し
て
成
立
つ
も
の
で
あ
っ
て
、
音
が
言
語

の
外
形
を
な
し
、
意
味
が
そ
の
内
容
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
言
語
の
外
形
を
成
す

音
は
、
ど
ん
な
に
な
っ
て
い
る
か
を
考
え
て
見
る
に
、
箇
々
の
単
語
の
よ
う
な
、
意
味
を
有
す
る

言
語
単
位
は
、
そ
の
音
の
形
は
種
々
様
々
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
一
つ
一
つ
違
っ
た
意
味

を
有
す
る
種
々
の
単
語
を
区
別
し
て
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
音
の
姿
を
、
そ
れ
自
身
と

し
て
観
察
し
て
み
る
と
、
一
定
の
音
の
単
位
か
ら
成
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
か
よ
う
な
音
の

単
位
が
、
或
る
場
合
に
は
た
だ
一
つ
で
、
或
る
場
合
に
は
い
く
つ
か
組
合
わ
さ
れ
て
、
意
味
を
有

す
る
箇
々
の
言
語
単
位
の
種
々
様
々
な
外
形
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
言
語
の

外
形
を
形
づ
く
る
基
本
と
な
る
音
の
単
位
は
、
国
語
に
お
い
て
は
、
例
え
ば
現
代
語
の
「
あ
た
ま
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（
頭
）」
は
ア
・
タ
・
マ
の
三
つ
、「
か
ぜ
（
風
）」
は
カ
・
ゼ
の
二
つ
、「
す
こ
し
（
少
）」
は
ス
・
コ
・

シ
の
三
つ
、「
ろ
（
櫓
）」
や
「
を
（
尾
）」
は
そ
れ
ぞ
れ
ロ
又
は
オ
の
一
つ
か
ら
成
立
っ
て
い
る
。

　
か
よ
う
に
、
言
語
を
形
づ
く
る
基
本
た
る
一
つ
一
つ
の
音
の
単
位
は
、
単
語
の
よ
う
に
無
数
に

あ
る
も
の
で
は
な
く
、
或
る
一
定
の
時
代
ま
た
は
時
期
に
お
け
る
或
る
言
語
（
例
え
ば
現
代
の
東

京
語
と
か
、
平
安
朝
盛
時
の
京
都
語
な
ど
）
に
お
い
て
は
或
る
限
ら
れ
た
数
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
言
語
を
用
い
る
人
々
は
、
或
る
一
定
数
の
音
単
位
を
、
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
違
っ

た
音
と
し
て
言
い
わ
け
聞
き
わ
け
る
の
で
あ
っ
て
、
言
語
を
口
に
発
す
る
時
に
は
、
そ
れ
ら
の
中

の
ど
れ
か
を
発
音
す
る
の
で
あ
り
、
耳
に
響
い
て
来
た
音
を
言
語
と
し
て
聞
く
時
に
は
、
そ
れ
ら

の
う
ち
の
ど
れ
か
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
聞
く
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
感
動
詞
や
擬
声
語
の

場
合
に
は
、
時
と
し
て
右
の
一
定
数
以
外
の
音
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
特
殊
の
場

合
の
例
外
で
あ
っ
て
、
普
通
の
場
合
は
、
一
定
数
の
音
単
位
以
外
は
言
語
の
音
と
し
て
は
用
い
る

こ
と
な
く
、
外
国
語
を
取
入
れ
る
場
合
で
も
、
自
国
語
に
な
い
も
の
は
自
国
語
に
あ
る
も
の
に
換

え
て
し
ま
う
の
が
常
で
あ
る
（
英
語
のstick

を
ス
テ
ッ
キ
と
し
た
な
ど
）。

　
か
よ
う
に
或
る
言
語
を
形
づ
く
る
音
単
位
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
を
も
っ
て
他
に
代
え
難
い
独
自
の

用
い
場
所
を
有
す
る
一
定
数
の
も
の
に
限
ら
れ
、
し
か
も
、
こ
れ
ら
は
互
い
に
し
っ
か
り
と
組
合
っ

て
一
つ
の
組
織
体
ま
た
は
体
系
を
な
し
、
そ
れ
以
外
の
も
の
を
排
除
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
音
単
位
は
、
一
つ
一
つ
に
は
も
は
や
意
味
を
伴
わ
な
い
、
純
然
た
る
音
と
し
て
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の
単
位
で
あ
る
が
、
実
は
音
単
位
と
し
て
は
ま
だ
究
極
に
達
し
た
も
の
で
な
く
、
そ
の
多
く
は
更

に
小
さ
な
単
位
か
ら
成
立
つ
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
カ
は
ｋ
と
ａ
と
に
、
サ
は
ｓ
と
ａ
と
に
、
ツ

は
ｔ
と
ｓ
と
ｕ
と
に
分
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
小
さ
な
単
位
が
一
定
の
順
に
並
ん

で
、
そ
れ
が
一
つ
に
結
合
し
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
音
を
耳
に
聞
い
た

上
か
ら
も
、
ま
た
、
こ
れ
ら
の
音
を
発
す
る
時
の
発
音
器
官
の
運
動
の
上
か
ら
も
認
め
ら
れ
る
こ

と
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
音
の
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
是
非
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

で
あ
る
が
、
し
か
し
、
か
よ
う
な
こ
と
を
明
ら
か
に
意
識
し
て
い
る
の
は
専
門
学
者
だ
け
で
あ
っ

て
、
そ
の
言
語
を
用
い
て
い
る
一
般
の
人
々
は
、
カ
・
サ
・
ツ
な
ど
を
お
の
お
の
一
つ
の
も
の
と

考
え
、
そ
れ
が
更
に
小
さ
な
単
位
か
ら
成
立
つ
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
ナ

は
ｎ
と
ａ
か
ら
成
立
ち
、
そ
の
ｎ
は
「
ア
ン
ナ
」（a

n
n
a

）
と
い
ふ
語
の
ン
と
同
じ
音
で
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
人
々
は
、
ナ
と
ン
と
は
全
く
別
の
音
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
故
、
ｋ
ａ
ｓ
な
ど

は
音
の
単
位
と
し
て
は
究
極
的
な
最
も
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
少
く
と
も
我
が
国
語
に

お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
単
位
か
ら
成
立
っ
た
ア
・
タ
・
マ
な
ど
の
類
を
言
語
の
外
形
を
形
づ
く
る

基
本
的
の
音
単
位
と
認
め
て
よ
い
と
思
う
。（
我
が
国
に
お
い
て
、
古
く
か
ら
か
よ
う
な
音
単
位
を

意
識
し
て
い
た
こ
と
は
、
歌
の
形
が
か
よ
う
な
単
位
の
一
定
数
か
ら
成
立
つ
句
を
基
本
と
し
て
い

る
こ
と
、
な
ら
び
に
、
仮
名
が
、
そ
の
一
つ
一
つ
を
写
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
に
よ
っ
て
も
知
ら

れ
る
。）
西
洋
の
言
語
学
で
は
ｋ
ａ
ｓ
の
よ
う
な
最
小
の
音
単
位
を
基
本
的
な
も
の
と
認
め
て
こ
れ
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を
音
ま
た
は
音
韻
と
名
づ
け
、
カ
・
サ
の
よ
う
な
そ
れ
か
ら
成
立
つ
音
単
位
を
音
節
と
名
づ
け
る

が
、
右
の
理
由
に
よ
っ
て
、
我
が
国
で
は
、
む
し
ろ
音
節
を
基
本
的
な
も
の
と
し
て
こ
れ
を
音
ま

た
は
音
韻
と
名
づ
け
、
こ
れ
を
組
立
て
る
小
な
る
音
単
位
は
単
音
と
名
づ
け
て
こ
れ
と
区
別
す
れ

ば
よ
か
ろ
う
と
思
う
。

　
そ
う
し
て
、
或
る
言
語
を
形
づ
く
る
音
単
位
は
或
る
一
定
数
に
か
ぎ
ら
れ
、
そ
の
全
体
が
組
織

を
な
す
と
い
う
こ
と
は
、
既
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
、
実
は
音
節
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
が
、
音
節

を
形
づ
く
る
単
音
に
つ
い
て
見
て
も
ま
た
同
様
で
あ
る
故
、
音
節
を
基
本
的
の
も
の
と
認
め
る
場

合
に
も
、
単
音
を
基
本
的
の
も
の
と
認
め
る
場
合
に
も
、
同
様
に
、
或
る
言
語
を
形
づ
く
る
音
単

位
全
体
を
音
韻
組
織
ま
た
は
音
韻
体
系
と
な
づ
け
て
よ
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
右
に
述
べ
た
よ
う
な
音
韻
組
織
は
、
国
語
の
違
い
に
よ
っ
て
違
っ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、

同
じ
国
語
に
属
す
る
種
々
の
言
語
、
例
え
ば
各
地
の
方
言
の
間
に
も
相
違
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
ら
の
言
語
を
形
づ
く
る
箇
々
の
音
韻
の
数
も
必
ず
し
も
同
じ
で
な
く
、
一
つ
一
つ
の
音
韻
も

必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
例
え
ば
、
東
京
語
は
シ
と
ス
と
の
二
つ
の
音
を
区
別
す
る
の
に
、
東
北

方
言
で
は
、
こ
れ
を
同
じ
一
つ
の
音
と
し
、
そ
の
発
音
は
東
京
の
シ
に
も
ス
に
も
同
じ
く
な
い
一

種
の
特
別
の
音
で
あ
る
。
ま
た
東
京
語
の
カ
に
当
る
の
は
、
九
州
方
言
で
は
カ
と
ク
ヮ
と
の
二
つ

の
音
韻
で
あ
っ
て
、
ク
ヮ
の
音
は
東
京
語
に
は
存
在
し
な
い
。

　
音
韻
組
織
は
同
じ
言
語
に
お
い
て
も
時
代
に
よ
っ
て
変
化
す
る
。
前
の
時
代
に
お
い
て
二
つ
の
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違
っ
た
音
で
あ
っ
た
も
の
が
音
変
化
の
結
果
後
の
時
代
に
至
っ
て
一
つ
の
音
と
な
る
こ
と
が
あ
り

（
イ
と
ヰ
は
古
く
は
別
の
音
で
あ
っ
た
の
が
、
後
に
は
共
に
イ
の
音
と
な
っ
て
区
別
が
失
わ
れ
た
）、

前
代
に
一
つ
の
音
で
あ
っ
た
も
の
が
後
代
に
は
二
つ
の
別
の
音
に
わ
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
（「
う

し
」
の
「
う
」
と
「
う
ま
」
の
「
う
」
と
は
古
く
は
同
じ
ウ
の
音
で
あ
っ
た
が
、「
う
ま
」
の
場
合

は
後
に
は
「
ン
マ
」
の
音
に
変
じ
て
、
ウ
と
ン
と
二
つ
の
音
に
な
っ
た
）。
ま
た
、
或
る
音
韻
が
後

代
に
お
い
て
は
全
く
か
わ
っ
た
音
に
な
る
も
の
も
あ
る
（「
ち
」
は
古
く
は
ti
の
音
で
あ
っ
た
が
、

後
に
は
現
代
の
ご
と
き
チ
の
音
に
な
っ
た
）。
か
よ
う
に
箇
々
の
音
の
変
化
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は

数
を
増
し
あ
る
い
は
数
を
減
じ
、
あ
る
い
は
一
の
音
が
他
の
音
に
な
っ
て
、
前
代
と
は
ち
が
っ
た

音
韻
組
織
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

　
既
述
の
ご
と
く
、
箇
々
の
語
の
よ
う
な
、
意
味
を
有
す
る
言
語
単
位
の
外
形
は
、
以
上
の
よ
う

な
音
ま
た
は
音
韻
の
一
つ
で
成
立
つ
か
ま
た
は
二
つ
以
上
結
合
し
て
成
立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ

の
場
合
に
、
或
る
音
は
語
頭
、
す
な
わ
ち
語
の
最
初
に
し
か
用
い
ら
れ
な
い
と
か
、
ま
た
は
語
尾
、

す
な
わ
ち
語
の
最
後
に
し
か
用
い
ら
れ
な
い
と
か
い
う
よ
う
な
き
ま
り
が
あ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ

れ
を
語
頭
音
ま
た
は
語
尾
音
の
法
則
と
い
う
。
ま
た
、
或
る
音
と
或
る
音
と
は
結
合
し
な
い
と
い

う
よ
う
な
き
ま
り
が
あ
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
を
音
結
合
の
法
則
と
い
う
。
ま
た
語
と
語
と
が
結

合
し
て
複
合
語
を
作
り
ま
た
は
連
語
を
作
る
時
、
そ
の
語
の
音
が
も
と
の
ま
ま
で
な
く
、
多
少
規

則
的
に
転
化
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
を
複
合
語
ま
た
は
連
語
に
お
け
る
音
転
化
の
法
則
と
い
う
。
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以
上
の
よ
う
な
き
ま
り
は
す
べ
て
連
音
上
の
法
則
と
い
う
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
言
語
の

違
う
に
随
っ
て
異
な
る
と
共
に
、
同
じ
言
語
に
あ
っ
て
も
、
時
代
ま
た
は
時
期
の
違
う
に
従
っ
て

変
遷
す
る
も
の
で
あ
る
。
国
語
の
音
韻
の
変
遷
を
考
え
る
に
は
、
単
に
一
々
の
音
の
時
代
的
変
化

ば
か
り
で
な
く
、
か
よ
う
な
諸
法
則
の
変
遷
を
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
以
下
、
国
語
音
韻
の
変
遷
の
大
要
を
述
べ
る
に
当
っ
て
、
時
代
を
三
期
に
わ
け
る
。
奈
良
朝
以

前
を
第
一
期
と
し
、
平
安
朝
か
ら
室
町
時
代
ま
で
を
第
二
期
と
し
、
江
戸
時
代
か
ら
現
代
ま
で
を

第
三
期
と
す
る
。
か
よ
う
に
三
期
に
わ
け
た
の
は
、
各
期
の
下
限
を
な
す
三
つ
の
時
代
、
す
な
わ

ち
奈
良
朝
と
室
町
末
期
と
現
代
と
が
、
他
の
時
代
と
の
関
係
な
く
し
て
そ
れ
だ
け
で
比
較
的
明
ら

か
に
そ
の
音
韻
組
織
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
時
代
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
互
い
に
比
較
す
れ
ば
、
そ

の
間
に
生
じ
た
音
韻
変
化
の
大
綱
を
推
知
し
得
ら
れ
、
し
か
も
こ
れ
に
続
く
時
代
と
の
間
に
は
か

な
り
音
韻
状
態
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
時
期
を
劃
す
る
の
を
便
宜
と
考
え
た
か
ら

で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
れ
は
便
宜
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
今
後
、
各
時
代
各
時
期
の
音
韻
状
態

が
も
っ
と
明
確
に
、
も
っ
と
詳
細
に
知
ら
れ
る
時
が
来
た
な
ら
ば
、
も
っ
と
多
く
の
時
代
に
分
け

る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
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二
　
第
一
期
の
音
韻

　　
第
一
期
は
奈
良
朝
を
下
限
と
す
る
各
時
代
で
あ
る
。
当
時
は
文
字
と
し
て
は
漢
字
の
み
が
用
い

ら
れ
た
の
で
、
当
時
の
音
韻
の
状
態
を
知
る
べ
き
根
本
資
料
と
し
て
は
、
漢
字
を
も
っ
て
日
本
語

の
音
を
写
し
た
も
の
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
て
か
よ
う
な
資
料
は
、
西
紀
三
世
紀
の
頃
の
『
　ぎ
し
ょ

魏
書　
』

を
は
じ
め
と
し
て
、
支
那
歴
代
の
史
書
や
、
日
本
の
上
代
の
　き

ん
せ
き
ぶ
ん

金
石
文　
な
ど
の
中
に
も
あ
る
け
れ
ど

も
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
分
量
が
少
な
く
或
る
一
時
代
の
音
韻
全
般
に
わ
た
っ
て
こ
れ
を
知
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
奈
良
朝
に
い
た
っ
て
、
は
じ
め
て
か
よ
う
な
資
料
が
比
較
的
豊
富
に
得
ら
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
第
一
期
の
音
韻
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
に
は
、
ど
う
し
て
も
先
ず
奈
良
朝
の
も

の
に
つ
い
て
そ
の
時
代
の
音
韻
組
織
を
明
ら
か
に
し
、
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
、
そ
れ
以
前
の
時
代

に
溯
る
の
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。



国語音韻の変遷 一　奈良朝の音韻組織

一
　
奈
良
朝
の
音
韻
組
織

　
奈
良
朝
時
代
の
文
献
の
中
に
、
国
語
の
音
を
漢
字
（
万
葉
仮
名
）
で
写
し
た
も
の
を
見
る
に
、
同

じ
語
は
い
つ
も
同
じ
文
字
で
書
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、
種
々
の
違
っ
た
文
字
を
も
っ
て
写
し
て

い
る
。
例
え
ば
、「
　い

も妹　
」
と
い
う
語
は
「
伊
毛
」
と
も
「
伊
母
」
と
も
「
以
母
」「
移
母
」「
異
母
」

「
伊
慕
」「
伊
茂
」「
伊
暮
」
と
も
書
い
て
い
る
。
同
じ
語
の
音
の
形
は
い
つ
も
同
じ
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
か
ら
（
も
っ
と
も
、
活
用
す
る
語
に
は
い
く
つ
か
の
違
っ
た
形
が
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
そ

の
一
つ
一
つ
の
活
用
形
は
、
い
つ
も
同
じ
形
で
あ
る
）、
こ
れ
を
写
し
た
万
葉
仮
名
は
、
い
ろ
い
ろ

文
字
が
違
っ
て
い
て
も
、
皆
同
じ
音
を
表
わ
す
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
は
、
そ

の
音
（
読
み
方
）
が
同
じ
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
文
字
を
も
っ
て
国
語
の
音
を
写
し
て
も
よ
か
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
右
の
「
妹
」
と
い
う
語
は
、
二
つ
の
文
字
で
書
い
て
あ
る
の
を
見
れ
ば
、

そ
の
音
の
形
は
二
つ
の
部
分
か
ら
成
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
初
の
部
分
は
「
伊
」「
以
」

「
移
」「
異
」
の
よ
う
な
種
々
の
文
字
で
書
か
れ
、
後
の
部
分
は
「
母
」「
毛
」「
慕
」「
茂
」「
暮
」
の

よ
う
な
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、「
伊
」「
以
」「
移
」「
異
」
は
皆
同
じ
音
を
表
わ
す
同
類
の

仮
名
で
あ
り
、「
母
」「
毛
」「
慕
」「
茂
」「
暮
」
も
、
ま
た
同
じ
音
を
表
わ
す
同
類
の
仮
名
で
あ
っ

て
、
し
か
も
「
伊
」
の
類
と
「
母
」
の
類
と
は
、
そ
の
間
に
共
通
の
文
字
が
全
く
な
い
故
、
そ
れ

ぞ
れ
違
っ
た
音
を
表
わ
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
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か
よ
う
な
調
査
を
、
あ
ら
ゆ
る
語
に
つ
い
て
行
う
と
、
当
時
用
い
ら
れ
た
万
葉
仮
名
の
ど
の
文

字
は
ど
の
文
字
と
同
音
で
あ
る
か
が
見
出
さ
れ
、
一
切
の
万
葉
仮
名
を
そ
れ
ぞ
れ
同
音
を
表
わ
す

い
く
つ
か
の
類
に
わ
け
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
。
か
よ
う
な
万
葉
仮
名
の
類
別
こ
そ
、
当

時
の
音
韻
の
状
態
を
知
る
べ
き
基
礎
と
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
類
の
一
つ
一
つ
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
時
の
人
々
が
互
い
に
違
っ
た
音
と
し
て
言
い
わ
け
聞
き
わ
け
た
一
つ
一
つ
の
音
を
代
表
し
、

そ
の
総
体
が
当
時
の
国
語
の
音
韻
組
織
を
示
す
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
か
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
各
類
の
万
葉
仮
名
を
後
世
の
仮
名
と
対
照
す
る
と
ど
う
な
る

か
と
い
う
に
、
前
に
挙
げ
た
「
妹
」
の
語
は
、
後
世
に
は
「
い
も
」
と
二
つ
の
文
字
で
書
か
れ
る

が
、
奈
良
朝
に
お
い
て
も
「
伊
毛
」「
伊
母
」「
以
母
」
そ
の
他
、
二
字
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
最
初
の
「
伊
」「
以
」
等
の
文
字
は
仮
名
「
い
」
に
あ
た
り
、
次
の
「
毛
」「
母
」
等
の
文
字

は
仮
名
「
も
」
に
あ
た
る
。
そ
の
他
の
諸
語
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
奈
良
朝
に
お

い
て
同
音
を
表
わ
し
た
「
伊
」「
以
」「
移
」
等
の
一
類
は
後
世
の
仮
名
「
い
」
に
相
当
し
、「
毛
」

「
母
」「
慕
」
等
の
一
類
は
後
世
の
「
も
」
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
は
、
書
か

れ
た
文
字
の
上
で
の
対
応
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
奈
良
朝
の
「
伊
」「
以
」
の
類
の
発
音
が
、
後
世

の
「
い
」
の
発
音
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
発
音
に
つ
い
て
は
別
に
考
究
す
べ

き
で
あ
る
が
、
奈
良
朝
に
お
い
て
「
伊
」「
以
」
の
類
の
仮
名
で
写
さ
れ
た
音
が
、
後
世
に
お
い
て

は
「
い
」
で
書
か
れ
る
音
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
疑
い
な
い
（
そ
の
間
に
音
の
変
化
は
あ
っ
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た
か
無
か
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
）。
こ
れ
を
逆
に
言
え
ば
、
後
世
の
「
い
」
の
仮
名
で
書
か
れ

た
音
に
当
る
も
の
は
奈
良
朝
で
は
「
伊
」「
以
」
の
類
で
書
か
れ
た
音
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来

る
。
こ
の
場
合
に
「
い
」
は
仮
名
と
し
て
の
「
い
」
で
あ
っ
て
、
イ
と
い
う
音
そ
の
も
の
を
指
す
の

で
は
な
い
。
そ
れ
故
、「
ゐ
」
は
後
世
の
発
音
で
は
イ
で
あ
っ
て
、「
い
」
と
区
別
が
な
い
け
れ
ど

も
、
仮
名
と
し
て
は
後
ま
で
も
「
い
」
と
は
別
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
奈
良
朝
に
お
い

て
も
、「
い
」
に
あ
た
る
「
伊
」「
以
」
の
類
が
あ
る
と
共
に
、
ま
た
「
ゐ
」
に
あ
た
る
「
韋
」「
偉
」

「
委
」「
位
」「
謂
」
の
類
が
別
に
あ
っ
て
、「
伊
」「
以
」
の
類
と
は
別
の
音
を
表
わ
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
同
様
に
、
後
に
は
同
音
に
発
音
す
る
「
え
」
と
「
ゑ
」、「
お
」
と
「
を
」
の
仮
名
も
、
そ
れ

ぞ
れ
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
が
奈
良
朝
に
は
別
類
の
仮
名
と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
音
を
表
わ
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　
か
よ
う
に
し
て
、
奈
良
朝
に
は
後
世
の
仮
名
の
一
つ
一
つ
に
相
当
す
る
四
十
七
の
違
っ
た
音
が

あ
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
万
葉
仮
名
の
類
別
の
上
か
ら
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
仮
名
に
は
以
上
四

十
七
の
ほ
か
に
な
お
濁
音
の
仮
名
が
あ
っ
て
、
清
音
の
仮
名
と
区
別
せ
ら
れ
て
い
る
。
奈
良
朝
の

万
葉
仮
名
に
お
い
て
は
ど
う
か
と
い
う
に
、
例
え
ば
、「
ま
で
（
迄
）」
の
「
で
」
に
当
る
部
分
に

は
「
弖
」「
氐
」「
田
」「
低
」「

」「
泥
」「
埿
」「
提
」「
代
」「
天
」「
庭
」「
底
」
等
を
用
い
、「
そ

で
（
袖
）」
の
「
で
」
の
部
分
に
は
「
氐
」「
弖
」「
低
」「
田
」「
泥
」「
提
」
等
を
用
い
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
文
字
を
、「
て
」
に
あ
た
る
一
類
の
文
字
、
例
え
ば
「
て
る
（
照
）」
の
「
て
」
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に
当
る
部
分
に
用
い
ら
れ
た
「
弖
」「
提
」「
氐
﹈」「
底
」「
天
」、
助
詞
「
て
」
に
用
い
ら
れ
た
「
天
」

「
弖
」「
提
」「
代
」「
氐
」「
帝
」
な
ど
と
比
較
す
る
に
、
そ
の
間
に
共
通
の
文
字
が
甚
だ
多
く
、
到

底
「
て
」
の
類
と
「
で
」
の
類
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
仔
細

に
観
察
す
る
と
、「
で
」
に
当
る
も
の
に
は
「
田
」「
泥
」「
埿
」
の
よ
う
な
文
字
が
あ
る
に
反
し

て
、「
て
」
に
当
る
も
の
に
は
、
か
よ
う
な
文
字
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
語
に
お
け
る

「
て
」
と
「
で
」
と
に
当
る
万
葉
仮
名
に
つ
い
て
言
い
得
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
、「
て
」
は

時
と
し
て
「
で
」
と
読
む
場
合
に
用
い
ら
れ
る
と
等
し
く
、「
て
」
に
あ
た
る
万
葉
仮
名
は
「
で
」

に
当
る
場
合
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、「
で
」
に
当
る
も
の
に
は
、「
て
」
に
当
る
場
合

に
は
用
い
ら
れ
な
い
特
殊
の
文
字
を
用
い
る
場
合
が
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
両
者
の
間
に
区
別
が
あ

り
、
そ
の
表
わ
す
音
に
も
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。「
で
」
以
外
の
清
音
の
仮
名

と
濁
音
の
仮
名
と
の
場
合
も
ま
た
同
様
で
あ
る
か
ら
、
当
時
は
、
後
世
の
仮
名
に
お
い
て
区
別
せ

ら
れ
る
濁
音
の
仮
名
二
十
に
相
当
す
る
音
が
清
音
の
ほ
か
に
あ
っ
た
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
。

　
以
上
、
奈
良
朝
に
お
い
て
、
後
世
の
あ
ら
ゆ
る
清
音
及
び
濁
音
の
仮
名
に
相
当
す
る
諸
音
が
区

別
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
が
、
な
お
当
時
は
、
後
世
の
仮
名
で
は
区
別
し
な
い
よ

う
な
音
の
区
別
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
第
一
は
、「
え
」
の
仮
名
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
あ
た
る
万
葉
仮
名
に
は
、

　
　
衣
依
愛
哀
埃
…
…
…
…
…
（
甲
）
　
延
曳
叡
要
…
…
…
…
…
（
乙
）
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の
よ
う
な
文
字
を
用
い
て
い
る
が
、
奈
良
朝
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
は
無
差
別
に
用
い
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
く
、「
　エ得　
」「
　
エ
可
愛　
」「
　エ榎　
」「
　エ荏　
」
な
ど
の
諸
語
の
「
え
」
に
は
衣
依
愛
哀
埃
な
ど
（
甲
）

類
に
属
す
る
文
字
を
用
い
て
延
曳
叡
要
な
ど
を
用
い
ず
、「
　エ兄　
」「
　エ枝　
」「
　エ江　
」「
　フ

エ笛　
」「
越
え
」「
見

え
」「
栄
え
」「
　ク崩　
え
」
等
の
「
え
」
に
は
延
曳
叡
要
な
ど
（
乙
）
類
の
文
字
を
用
い
て
（
甲
）
類
の

文
字
を
用
い
る
こ
と
な
く
、
そ
の
間
の
区
別
が
厳
重
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
は
、
こ
の
二
類

は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
音
を
表
わ
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
後
世
の
仮
名
に
は
こ
れ
を
混
じ
て
、
同

じ
「
え
」
で
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　
次
に
「
き
」
の
仮
名
に
あ
た
る
も
の
も
、
奈
良
朝
で
は
、

　
　
岐
支
伎
妓
吉
棄
枳
弃
企
祇
…
…
…
（
甲
）
　
紀
記
己
忌
帰
幾
機
基
奇
綺
騎
寄
貴
癸
…
…
…
（
乙
）

な
ど
の
文
字
を
用
い
て
い
る
が
、
当
時
は
岐
支
等
の
類
（
甲
）
と
紀
記
等
の
類
（
乙
）
と
の
二
類
に

分
れ
て
、「
　キ

ミ君　
」「
　ユ

キ雪　
」「
　ミ

キ

御
酒　
」「
　ツ

キ杯　
」「
　オ

キ沖　
」「
　キ切　
る
」「
　カ

キ垣　
」「
　サ

キ崎　
」「
　

オ
キ
ナ

翁　
」「
　キ

ノ
フ

昨
日　
」「
　キ

ヨ清　
」「
　ト

キ
ハ

常
盤　
」

「
　

ア
キ
ラ
メ

明　
」「
　

サ
キ
ハ
ヒ

幸　
」「
　

カ
キ
ツ
ハ
タ

杜
若　
」「
行
き
」「
　マ蒔　
き
」「
分
き
」「
吹
き
」「
　キ着　
」「
　キ来　
」
な
ど
の
「
き
」
に
は
「
岐
」

「
支
」
の
類
の
文
字
を
用
い
、「
　キ木　
」「
　キ城　
」「
　ツ
キ月　
」「
　ツ
キ槻　
」「
　ツ
キ調　
」「
　キ
リ霧　
」「
　シ
ラ
キ

新
羅　
」「
尽
き
」「
　ヨ避　
き
」
な

ど
の
「
き
」
に
は
「
紀
」「
記
」
の
類
の
文
字
を
用
い
て
、
他
の
類
の
も
の
を
用
い
る
こ
と
は
殆
ど

な
く
、
こ
れ
も
、
奈
良
朝
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
音
を
表
わ
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
後

世
の
仮
名
で
は
こ
れ
を
併
せ
て
一
様
に
「
き
」
の
仮
名
で
表
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

う
し
て
、「
き
」
に
お
け
る
二
類
の
別
に
相
当
す
る
区
別
は
、
濁
音
「
ぎ
」
の
仮
名
に
お
い
て
も
見
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ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
奈
良
朝
に
用
い
ら
れ
た
、

　
　
藝
儀
蟻

…
…
…
…
…
（
甲
）
　
　
　
　
　
疑
擬
義
宜
…
…
…
…
…
（
乙
）

は
、
共
に
「
ぎ
」
に
あ
た
る
文
字
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
二
類
に
わ
か
れ
て
、「
　
キ
ギ
シ
雉　
」「
　ワ
ギ
モ

我
妹　
」「
　
ツ
ル
ギ
剣　
」

「
　シ

ギ鴫　
」「
　カ

ギ
ロ
ヒ

陽
火　
」「
漕
ぎ
」「
　ナ凪　
ぎ
」「
継
ぎ
」「
仰
ぎ
」
な
ど
の
「
ぎ
」
に
は
（
甲
）
類
に
属
す
る
文
字

を
用
い
、「
　ス
ギ杉　
」「
　ハ
ギ萩　
」「
　
ヤ
ナ
ギ
柳　
」「
　
ヨ
モ
ギ
蓬　
」「
過
ぎ
」
な
ど
の
「
ぎ
」
に
は
（
乙
）
類
の
文
字
を
用
い
て
、

そ
の
間
に
区
別
が
あ
る
。
そ
う
し
て
、「
　キ

モ肝　
」「
　キ

ヌ衣　
」
の
「
き
」
に
（
甲
）
類
の
文
字
を
用
い
る
に

対
し
て
、「
む
ら
ぎ
も
」「
あ
り
ぎ
ぬ
」
の
「
ぎ
」
に
（
甲
）
類
の
文
字
を
用
い
、「
　キ

リ霧　
」
の
「
き
」

に
（
乙
）
類
の
文
字
を
用
い
る
に
対
し
て
、「
　ユ
フ
ギ
リ

夕
霧　
」
の
「
ぎ
」
に
（
乙
）
類
の
文
字
を
用
い
て
い

る
の
を
見
れ
ば
、「
ぎ
」
に
当
る
二
類
は
ち
ょ
う
ど
「
き
」
に
あ
た
る
二
類
に
相
当
す
る
も
の
で
、

「
ぎ
」
の
（
甲
）
は
「
き
」
の
（
甲
）
に
、「
ぎ
」
の
（
乙
）
は
「
き
」
の
（
乙
）
に
当
る
も
の
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
ほ
か
、「
け
」「
こ
」「
そ
」「
と
」「
の
」「
ひ
」「
へ
」「
み
」「
め
」「
よ
」「
ろ
」
の
一
つ
一

つ
に
相
当
す
る
万
葉
仮
名
に
お
い
て
も
、
同
様
に
お
の
お
の
二
つ
の
類
に
分
れ
て
互
い
に
混
同
せ

ず
、
そ
の
濁
音
の
仮
名
「
げ
」「
ご
」「
ぞ
」「
ど
」「
び
」「
べ
」
に
当
る
も
の
に
お
い
て
も
ま
た
同

様
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
各
類
は
、
お
の
お
の
、
違
っ
た
音
を
表
わ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
以
上
、
奈
良
朝
に
お
い
て
は
後
世
の
「
え
」「
き
」「
け
」
以
下
十
三
の
仮
名
、
お
よ
び
そ
の
濁

音
で
あ
る
七
つ
の
仮
名
の
一
つ
一
つ
に
相
当
す
る
万
葉
仮
名
が
お
の
お
の
二
つ
の
類
に
分
れ
て
、
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語
に
よ
っ
て
、
そ
の
い
ず
れ
の
類
を
用
い
る
か
が
き
ま
っ
て
い
て
互
い
に
混
同
し
な
い
と
い
っ
た

の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
厳
密
に
言
え
ば
、
こ
の
き
ま
り
に
は
一
つ
の
例
外
も
な
い
の
で
は
な
く
、

多
少
の
例
外
は
存
す
る
。
そ
れ
も
、
一
つ
一
つ
の
仮
名
に
よ
っ
て
、
多
少
状
態
を
異
に
し
、「
え
」

「
け
」
な
ど
は
た
だ
一
、
二
の
例
外
に
止
ま
る
が
、「
そ
」「
と
」
な
ど
は
比
較
的
例
外
が
多
く
、
殊

に
、
奈
良
朝
末
期
に
お
い
て
は
相
当
に
多
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
全
体
の
数
か
ら
見

れ
ば
、
甚
だ
少
数
で
あ
っ
て
、
決
し
て
、
二
類
の
区
別
の
存
在
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
少

な
く
と
も
奈
良
朝
前
期
ま
で
は
そ
れ
の
表
わ
す
音
の
区
別
が
意
識
せ
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。

　
か
よ
う
に
、
万
葉
仮
名
に
基
づ
い
て
推
定
し
得
た
奈
良
朝
時
代
の
国
語
の
音
韻
は
す
べ
て
八
十

七
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
一
つ
を
表
わ
す
万
葉
仮
名
の
各
類
を
、
そ
の
類
に
属
す
る
文
字
の
一
つ
（
こ

こ
で
は
『
古
事
記
』
に
最
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
文
字
）
に
よ
っ
て
代
表
せ
し
め
、
且
つ
後
世

の
仮
名
の
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
と
対
照
し
て
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

一

阿
　
　
あ

伊
　
　
い

宇
　
　
う

愛┐
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　├

　
え

延┘淤
　
　
お

加
　
　
か
　
　
　
賀
　
　
が

伎┐

　
　
　
　
　
藝┐

　├

　
き
　
　
　
　├

　
ぎ

紀┘

　
　
　
　
　
疑┘

久
　
　
く
　
　
　
具
　
　
ぐ

祁┐

　
　
　
　
　
牙┐

　├

　
け
　
　
　
　├

　
げ

氣┘

　
　
　
　
　
宜┘

古┐

　
　
　
　
　
呉┐

　├

　
こ
　
　
　
　├

　
ご

許┘

　
　
　
　
　
碁┘

佐
　
　
さ
　
　
　
邪
　
　
ざ

斯
　
　
し
　
　
　
士
　
　
じ

須
　
　
す
　
　
　
受
　
　
ず
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勢
　
　
せ
　
　
　
是
　
　
ぜ

蘇┐

　
　
　
　
　
俗┐

　├

　
そ
　
　
　
　├

　
ぞ

曾┘
　
　
　
　
　
叙┘

多
　
　
た
　
　
　
陀
　
　
だ

知
　
　
ち
　
　
　
遅
　
　
ぢ

都
　
　
つ
　
　
　
豆
　
　
づ

弖
　
　
て
　
　
　
伝
　
　
で

斗┐

　
　
　
　
　
度┐

　├

　
と
　
　
　
　├

　
ど

登┘

　
　
　
　
　
杼┘

那
　
　
な

爾
　
　
に

奴
　
　
ぬ

泥
　
　
ね

怒┐　├

　
の
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能┘波
　
　
は
　
　
　
婆
　
　
ば

比┐

　
　
　
　
　
毘┐

　├
　
ひ
　
　
　
　├

　
び

斐┘

　
　
　
　
　
備┘

布
　
　
ふ
　
　
　
夫
　
　
ぶ

幣┐

　
　
　
　
　
辨┐

　├

　
へ
　
　
　
　├
　
べ

閇┘

　
　
　
　
　
倍┘

富
　
　
ほ
　
　
　
煩
　
　
ぼ

麻
　
　
ま

美┐　├

　
み

微┘牟
　
　
む

売┐　│

　
め
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米┘母
　
　
も

夜
　
　
や

由
　
　
ゆ

用┐　├

　
よ

余┘羅
　
　
ら

理
　
　
り

琉
　
　
る

礼
　
　
れ

漏┐　├

　
ろ

呂┘和
　
　
わ

韋
　
　
ゐ

恵
　
　
ゑ
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袁
　
　
を

二○
以
上
奈
良
朝
の
八
十
七
の
音
韻
を
後
世
の
仮
名
を
標
準
に
し
て
言
え
ば
、
伊
呂
波
の
仮
名
四
十

七
と
濁
音
の
仮
名
二
十
と
、
合
せ
て
六
十
七
の
う
ち
、
エ
キ
ケ
コ
ソ
ト
ノ
ヒ
ヘ
ミ
メ
ヨ
ロ
の

十
三
と
、
そ
の
中
の
濁
音
ギ
ゲ
ゴ
ゾ
ド
ビ
ベ
の
七
つ
と
、
合
せ
て
二
十
の
仮
名
は
、
そ
の
一
つ

が
お
の
お
の
奈
良
朝
の
二
つ
の
音
に
相
当
す
る
故
、
奈
良
朝
の
四
十
の
音
に
あ
た
り
、
そ
の

他
の
仮
名
は
、
お
の
お
の
一
つ
の
音
に
相
当
す
る
故
、
す
べ
て
四
十
七
の
音
に
あ
た
る
。
合

せ
て
八
十
七
音
と
な
る
。

　
奈
良
朝
に
お
い
て
は
、
以
上
八
十
七
の
音
が
区
別
さ
れ
、
当
時
の
言
語
は
、
こ
れ
ら
の
諸
音
か

ら
成
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
の
諸
音
の
奈
良
朝
に
お
け
る
実
際
の
発
音

は
ど
ん
な
で
あ
っ
た
か
と
い
う
に
、
こ
れ
は
到
底
直
接
に
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
っ
て
、

種
々
の
方
面
か
ら
攻
究
し
た
結
果
を
綜
合
し
て
推
定
す
る
の
ほ
か
な
い
。
そ
れ
に
は
こ
れ
ら
の
音

を
表
わ
す
為
に
用
い
ら
れ
た
万
葉
仮
名
が
古
代
支
那
に
お
い
て
ど
う
発
音
せ
ら
れ
た
か
（
勿
論
そ

の
万
葉
仮
名
は
、
漢
字
の
字
音
を
も
っ
て
国
語
の
音
を
写
し
た
も
の
に
限
る
。
訓
に
よ
っ
て
国
語

の
音
を
写
し
た
も
の
は
関
係
が
な
い
）、
こ
れ
ら
の
音
が
後
の
時
代
に
い
か
な
る
音
に
な
っ
て
い
た

か
、
こ
れ
ら
の
音
に
相
当
す
る
音
が
現
代
の
諸
方
言
に
お
い
て
ど
ん
な
音
と
し
て
存
在
す
る
か
、

こ
れ
ら
の
音
が
い
か
な
る
他
の
音
と
相
通
じ
て
用
い
ら
れ
た
か
な
ど
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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い
が
、
今
は
、
か
よ
う
な
研
究
の
手
続
を
述
べ
る
暇
が
な
い
故
、
た
だ
結
果
だ
け
を
述
べ
る
に
止

め
る
。
そ
の
場
合
に
、
奈
良
朝
の
諸
音
を
、
当
時
の
万
葉
仮
名
に
よ
っ
て
「
阿
」
の
音
（「
阿
」
の

類
の
万
葉
仮
名
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
た
音
の
意
味
）、「
伊
」
の
音
な
ど
呼
ぶ
の
が
正
当
で
あ
る
が
、

上
述
の
ご
と
く
、
当
時
の
諸
音
は
、
そ
れ
ぞ
れ
後
世
の
伊
呂
波
の
仮
名
で
書
き
わ
け
ら
れ
る
一
つ

一
つ
の
音
に
相
当
す
る
も
の
が
多
く
、
そ
う
で
な
い
も
の
で
も
、
当
時
の
二
つ
の
音
が
、
後
の
一

つ
の
仮
名
に
相
当
す
る
故
、
奈
良
朝
の
「
阿
」
の
音
、「
伊
」
の
音
を
、「
あ
」
の
仮
名
に
あ
た
る

音
、「
い
」
の
仮
名
に
あ
た
る
音
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
方
が
理
解
し
や
す
か

ろ
う
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
風
に
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
そ
う
し
て
、
五
十
音
図
は
後
に

出
来
た
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
五
十
音
図
で
同
行
ま
た
は
同
段
に
属
す
る
仮
名
に
相
当
す
る
奈

良
朝
の
諸
音
は
、
そ
の
実
際
の
発
音
を
研
究
し
た
結
果
、
や
は
り
互
い
に
共
通
の
単
音
を
も
っ
て

い
た
こ
と
が
推
定
せ
ら
れ
る
故
、
説
明
の
便
宜
上
、
行
ま
た
は
段
の
名
を
も
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

「
あ
」「
い
」「
う
」「
え
」「
お
」
に
相
当
す
る
諸
音
は
、
大
体
現
代
語
と
同
じ
く
、
皆
母
音
で
あ
っ

て
ａ
ｉ
ｕ
ｅ
ｏ
の
音
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
た
だ
し
、「
え
」
に
相
当
す
る
当
時
の
音
は
「
愛
」
の
類

と
「
延
」
の
類
と
二
つ
に
わ
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
、「
愛
」
の
類
は
母
音
の
ｅ
あ
り
、「
延
」

の
類
は
こ
れ
に
子
音
の
加
わ
っ
た
「
イ
ェ
」（
ye

、
ｙ
は
音
声
記
号
で
は
[j]

）
で
あ
っ
て
、
五
十

音
図
に
よ
れ
ば
、「
愛
」
は
ア
行
の
「
え
」
に
あ
た
り
「
延
」
は
ヤ
行
の
「
え
」
に
当
る
。（
こ
の

こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
音
に
宛
て
た
万
葉
仮
名
の
支
那
・
朝
鮮
に
お
け
る
字
音
か
ら
も
、
ま
た
、
ア
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行
活
用
の
「
　エ得　
」
が
「
愛
」
の
音
で
あ
り
、
ヤ
行
活
用
の
「
見
え
」「
消
え
」「
聞
え
」
等
の
語
尾

「
え
」
が
「
延
」
の
音
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
推
測
出
来
る
。）

　
以
上
、「
あ
」「
い
」「
う
」「
お
」
に
あ
た
る
音
お
よ
び
「
え
」
に
あ
た
る
音
の
一
つ
は
母
音
か
ら
成

立
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
他
の
音
は
子
音
の
次
に
母
音
が
合
し
て
出
来
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

ま
ず
、
初
の
子
音
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
カ
行
、
タ
行
、
ナ
行
、
マ
行
、
ヤ
行
、
ラ
行
、
ワ
行
の
仮
名

に
あ
た
る
諸
音
は
、
そ
れ
ら
の
仮
名
の
現
代
の
発
音
と
同
じ
く
、
そ
れ
ぞ
れ
ｋ
ｔ
ｎ
ｍ
ｙ
ｒ
ｗ

の
よ
う
な
子
音
で
初
ま
る
音
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
タ
行
の
仮
名
の
中
、「
ち
」

「
つ
」
に
あ
た
る
も
の
は
、
現
代
の
東
京
・
京
都
等
の
発
音
と
は
異
な
り
、「
ち
」
は
現
代
の
よ
う
な

チ
（
chi
、
ch
は
チ
ャ
チ
ョ
な
ど
の
子
音
で
、
分
解
す
れ
ば
、
タ
の
最
初
の
子
音
ｔ
と
シ
の
最
初
の

子
音
sh
と
の
合
し
た
も
の
。
音
声
記
号
で
は

[ t ʃ ]

）
で
は
な
く
し
て
、
ti
（
英
語
・
　ド

イ
ツ

独
逸　
語
な
ど
の

発
音
。
仮
名
で
は
テ
ィ
）
で
あ
り
、
ま
た
「
つ
」
は
現
代
語
の
よ
う
な
ツ
（
tsu
、
ts
は
タ
行
の
子
音

ｔ
と
、
サ
ソ
な
ど
の
子
音
ｓ
と
の
合
し
た
も
の
）
で
な
く
し
て
tu
（
独
逸
語
な
ど
の
発
音
。
仮
名

で
は
ト
ゥ
）
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
ヤ
行
に
は
、
前
に
述
べ
た
「
延
」
の
音
（
ye

）
が

加
わ
り
、
ワ
行
に
は
、
現
代
語
に
な
い
「
ゐ
」「
ゑ
」「
を
」
に
あ
た
る
音
（
wi
we
wo
）
が
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

　
サ
行
の
仮
名
に
あ
た
る
音
の
子
音
は
、
決
定
に
困
難
で
あ
る
。
現
代
語
に
お
い
て
は
サ
ス
セ
ソ

の
子
音
は
ｓ
で
あ
り
、
シ
だ
け
は
sh
（
シ
ャ
シ
ュ
等
の
子
音
と
同
じ
も
の
。
音
声
記
号
で
は
[ ʃ ]

で
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あ
る
が
、
方
言
に
は
セ
を
す
べ
て
she
と
発
音
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
音
を
写
し
た
種
々
の
万
葉

仮
名
の
支
那
古
代
音
も
ts
で
初
ま
る
も
の
や
、
ch
で
初
ま
る
も
の
や
、
ｓ
で
初
ま
る
も
の
、
sh
で
初

ま
る
も
の
な
ど
あ
っ
て
、
一
定
し
な
い
。
そ
れ
故
、
或
る
人
は
ts
で
あ
っ
た
と
し
、
或
る
人
は
ch
で

あ
っ
た
と
し
、
ま
た
ｓ
あ
る
い
は
sh
で
あ
っ
た
と
説
く
も
の
も
あ
る
。
極
め
て
古
く
は
最
初
に
ｔ

音
が
あ
っ
た
か
と
お
も
わ
れ
る
が
、
奈
良
朝
時
代
に
も
そ
う
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
決
定
し
が
た

い
。
あ
る
い
は
sh
で
初
ま
る
音
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
ハ
行
の
子
音
は
、
現
代
で
は
ｈ
で
あ
る
が
、
方
言
に
よ
っ
て
は
F

で
あ
っ
て
「
は
」「
ひ
」「
へ
」

を
フ
ァ
フ
ィ
フ
ェ
と
発
音
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
更
に
西
南
諸
島
の
方
言
で
は
、
ｐ
音
に
な
っ
て

い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
（「
花
」
を
パ
ナ
、
舟
を
プ
ニ
な
ど
）。
ハ
行
の
仮
名
に
あ
た
る
音
を
写
し
た

万
葉
仮
名
の
古
代
漢
字
音
を
見
る
に
、
皆
ｐ
ph

ｆ
な
ど
で
初
ま
る
音
で
あ
っ
て
、
ｈ
音
で
初
ま
る

も
の
は
な
い
故
、
古
代
に
お
い
て
は
今
日
の
発
音
と
は
異
な
り
、
今
日
の
方
言
に
見
る
よ
う
な
ｐ

ま
た
は
F

の
音
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
音
変
化
と
し
て
見
れ
ば
、
ｐ
か
ら
F

に
変
ず
る
の
が

普
通
で
あ
っ
て
、
そ
の
逆
は
考
え
難
い
か
ら
、
ハ
行
の
子
音
は
ｐ→

F

と
変
化
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
が
、
奈
良
朝
に
お
い
て
は
、
ど
う
で
あ
っ
た
か
と
い
う
に
、
平
安
朝
か
ら
室
町
時
代
ま
で
は
、

F

で
あ
っ
た
と
認
む
べ
き
根
拠
が
あ
る
か
ら
、
そ
の
直
前
の
奈
良
朝
に
お
い
て
も
多
分
F

音
で
あ
っ

た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
フ
ァ
フ
ィ
フ
ゥ
フ
ェ
フ
ォ
な
ど
発
音
し
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し

て
ハ
行
の
仮
名
は
、
後
世
で
は
、
語
の
中
間
お
よ
び
末
尾
に
あ
る
も
の
は
「
は
ひ
ふ
へ
ほ
」
を
ワ
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イ
ウ
エ
オ
と
発
音
す
る
が
（「
い
は
」「
い
へ
」「
か
ほ
」
な
ど
）、
奈
良
朝
に
お
い
て
は
語
の
い
か

な
る
位
置
に
あ
っ
て
も
、
同
様
に
発
音
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
濁
音
の
仮
名
に
相
当
す
る
諸
音
に
つ
い
て
は
、
ガ
行
の
仮
名
に
あ
た
る
諸
音
の
子
音
は
多

分
現
代
の
東
京
・
京
都
等
の
「
が
ん
」「
ぎ
ん
」「
ご
く
」「
げ
ん
き
」「
ぐ
ん
」
な
ど
の
「
が
」「
ぎ
」

「
ぐ
」「
げ
」「
ご
」
の
子
音
と
同
じ
ｇ
音
（
音
声
記
号
で
は
[ ɡ ]

）
で
あ
っ
た
ろ
う
と
お
も
わ
れ
る
。

現
代
の
東
京
・
京
都
な
ど
の
「
な
が
さ
き
（
長
崎
）」「
く
ぎ
（
釘
）」「
か
ご
（
寵
）」「
す
げ
（
菅
）」

な
ど
の
「
が
」「
ぎ
」「
ぐ
」「
げ
」「
ご
」
の
発
音
に
見
ら
れ
る
ガ
行
子
音
ng

（
音
声
記
号
で
は
[ ŋ ]

）

は
、
当
時
は
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
ザ
行
の
仮
名
に
あ
た
る
諸
音
の
子
音
は
、
サ
行
に
あ
た
る
諸
音
と
同
じ
子
音
の
有
声
音
で
あ
ろ

う
が
、
当
時
の
発
音
は
、
そ
の
清
音
と
同
様
に
未
だ
決
定
し
難
い
。
ず
っ
と
古
く
は
最
初
に
ｄ
音
を

帯
び
て
い
た
か
と
お
も
わ
れ
る
が
、
奈
良
朝
に
は
あ
る
い
は
sh
の
有
声
音
j
（
音
声
記
号
で
は
[ ʒ ]

）

で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

　
ダ
行
の
仮
名
に
あ
た
る
諸
音
は
、
現
今
の
ダ
の
子
音
と
同
じ
ｄ
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
「
ぢ
」「
づ
」

は
、
現
今
の
発
音
と
は
異
な
り
、「
ぢ
」
は
di
（
英
語
独
逸
語
の
発
音
。
仮
名
は
デ
ィ
）、「
づ
」
は
du

（
独
逸
語
の
発
音
。
仮
名
は
ド
ゥ
）
で
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
。

　
バ
行
の
仮
名
に
あ
た
る
諸
音
の
子
音
は
、
現
代
と
同
じ
く
ｂ
で
あ
っ
た
。

　
次
に
、
子
音
の
次
に
母
音
が
つ
い
て
成
立
つ
諸
音
に
お
け
る
母
音
に
つ
い
て
見
る
に
、
奈
良
朝
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時
代
の
諸
音
の
う
ち
、
そ
の
一
音
が
後
世
の
一
つ
の
仮
名
に
あ
た
る
も
の
に
お
い
て
は
、
ア
段
の

仮
名
に
相
当
す
る
諸
音
は
、
現
代
の
仮
名
の
発
音
と
同
じ
く
ａ
の
母
音
で
終
り
、
イ
段
ウ
段
エ
段

オ
段
の
仮
名
に
あ
た
る
諸
音
も
同
様
に
そ
れ
ぞ
れ
ｉ
ｕ
ｅ
ｏ
の
母
音
で
終
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
次
に
当
時
の
二
つ
の
音
が
、
後
世
の
仮
名
の
一
つ
に
相
当
す
る
も
の
の
中
、「
え
」
に
あ
た
る

「
愛
」
の
音
と
「
延
」
の
音
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ｅ
と
ye

で
あ
っ
て
、
ア
行
の
エ
と
ヤ
行
の
エ
と
の
別

に
当
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
こ
の
二
音
の
別
は
、
五
十
音

で
は
行
の
違
い
に
当
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
の
他
の
も
の
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
そ
う
で

な
い
。
こ
の
種
に
属
す
る
も
の
は
、
こ
れ
に
あ
た
る
仮
名
を
五
十
音
図
に
宛
て
て
見
る
と
左
の
通

り
、
イ
エ
オ
の
三
段
に
か
ぎ
ら
れ
て
、
ア
段
と
ウ
段
と
に
は
な
い
の
で
あ
る
。

き
　
ぎ
　
ひ
　
び
　
み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
イ
段
）

け
　
げ
　
へ
　
べ
　
め
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
エ
段
）

こ
　
ご
　
そ
　
ぞ
　
と
　
ど
　
の
　
よ
　
ろ
　
（
オ
段
）

　
こ
れ
ら
の
仮
名
が
、
そ
れ
ぞ
れ
奈
良
朝
の
二
つ
の
違
っ
た
音
に
相
当
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
二

つ
の
音
に
宛
て
た
万
葉
仮
名
の
漢
字
音
を
支
那
の
唐
末
ま
た
は
五
代
の
頃
に
出
来
た
音
韻
表
で
あ

る
『
　

い
ん
き
ょ
う

韻
鏡　
』
に
よ
っ
て
調
査
す
る
と
、
こ
の
二
つ
の
音
の
違
い
は
、
支
那
字
音
に
お
い
て
は
、
転
の

違
い
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
等
位
の
違
い
に
相
当
す
る
。
転
お
よ
び
等
位
の
違
い
は
最
初
の
子
音
の

相
違
で
は
な
く
、
最
後
の
母
音
（
ま
た
は
そ
の
後
に
子
音
の
附
い
た
も
の
）
の
相
違
か
、
ま
た
は
、
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初
の
子
音
と
後
の
母
音
と
の
間
に
入
っ
た
母
音
の
相
違
に
帰
す
る
の
で
あ
る
（
例
え
ば
ko
po

の
類

と
kö
pö

の
類
と
の
差
、
ま
た
は
kia
pia

と
ka
pa

と
の
差
な
ど
）。
奈
良
朝
の
国
語
に
お
け
る
二
つ
の

音
の
相
違
を
、
漢
字
音
に
お
け
る
右
の
よ
う
な
相
違
に
よ
っ
て
写
し
た
と
す
れ
ば
、
当
時
の
国
語

に
お
け
る
二
音
の
別
は
、
最
初
の
子
音
の
相
違
す
な
わ
ち
五
十
音
な
ら
ば
行
の
相
違
に
相
当
す
る

も
の
で
な
く
、
母
音
の
相
違
す
な
わ
ち
五
十
音
の
段
の
相
違
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
　
ち
ょ
く
お
ん

直
音　
と
　よ
う
お
ん

拗
音　

と
の
相
違
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
実
際
ど
ん
な
音
で
あ
っ
た
か
と
い
う
に
、

諸
説
が
あ
っ
て
一
定
し
な
い
が
、
し
か
し
、
一
つ
の
仮
名
に
相
当
す
る
二
音
の
中
、
一
つ
だ
け
は

そ
の
仮
名
の
現
代
の
発
音
と
同
じ
も
の
で
、
す
な
わ
ち
、
イ
段
の
仮
名
な
ら
ば
ｉ
で
終
り
、
エ
段

な
ら
ば
ｅ
、
オ
段
な
ら
ば
ｏ
で
終
る
音
で
あ
る
こ
と
は
一
致
し
て
い
る
。
他
の
一
つ
に
つ
い
て
は

右
の
-i
-e
-o
に
近
い
音
で
あ
る
こ
と
は
一
致
し
て
い
る
が
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
近
い
開
音
（
そ
れ
よ

り
も
口
の
開
き
を
大
き
く
し
て
発
す
る
音
）
-I
- ε

-ö
で
あ
る
と
し
（
吉
武
氏
）、
あ
る
い
は
こ
れ
に

近
い
中
舌
母
音
（
舌
の
中
ほ
ど
を
高
く
し
て
発
す
る
音
）
ı̈
ë
ö
で
あ
る
と
し
（
金
田
一
氏
）、
あ

る
い
は
、
母
音
の
前
に
ｗ
の
加
わ
っ
た
ワ
行
拗
音
-wi
-we
-wo
で
あ
る
と
し
、
あ
る
い
は
、
イ
段
エ
段
で

は
母
音
の
前
に
ｙ
（
音
声
記
号
[j]

）
の
加
わ
っ
た
ヤ
行
拗
音
-yi
-ye

で
あ
る
と
し
、
オ
段
で
は
中
舌

母
音
-ö
で
あ
る
と
す
る
説
（
有
坂
氏
）
な
ど
あ
る
。
私
も
イ
段
は
-i
に
対
し
て
-̈ıi
（
ı̈
は
中
舌
母

音
）、
エ
段
は
-e
に
対
し
て

- ə i

ま
た
は

-

`

ə e

（`

ə
は
英
語
に
あ
る
よ
う
な
中
舌
母
音
）、
オ
段
は
-o
に
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対
し
て
中
舌
母
音
ö
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
仮
定
説
を
立
て
た
が
、
ま
だ
確
定
し
た
説
で
は
な
い
。

　
以
上
述
べ
た
所
に
よ
れ
ば
、
奈
良
朝
に
お
け
る
諸
音
の
発
音
は
、
こ
れ
に
相
当
す
る
仮
名
の
現
代

に
お
け
る
発
音
に
一
致
す
る
も
の
が
甚
だ
多
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
と
異
な
る
も
の
は
「
ち
」「
つ
」

「
ぢ
」「
づ
」
お
よ
び
ハ
行
の
仮
名
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
サ
行
お
よ
び
ザ
行
の
仮
名
に
あ
た

る
も
の
も
、
或
る
は
現
代
の
発
音
と
違
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
当
時
の
音
で
、
現
代
普
通
に

用
い
ら
れ
な
い
も
の
は
ヤ
行
の
エ
に
あ
た
る
ye

、
ワ
行
の
「
ゐ
」「
ゑ
」「
を
」
に
あ
た
る
wi
we
wo
で

あ
り
、「
ぢ
」「
づ
」
と
「
じ
」「
ず
」
と
は
、
現
代
語
で
は
普
通
発
音
の
区
別
が
な
い
が
、
奈
良
朝

に
は
、
お
の
お
の
別
々
の
音
で
あ
っ
た
。「
き
」「
け
」「
こ
」「
そ
」「
と
」「
の
」「
ひ
」「
へ
」「
み
」

「
め
」「
よ
」「
ろ
」
お
よ
び
「
ぎ
」「
げ
」「
ご
」「
ぞ
」「
ど
」「
び
」「
べ
」
の
十
九
の
仮
名
の
一
つ

一
つ
に
あ
た
る
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
音
は
、
一
つ
は
現
代
語
に
お
け
る
と
同
じ
音
ま
た
は
こ
れ
に
近

い
音
で
あ
る
が
（
た
だ
し
「
ひ
」「
へ
」
の
子
音
は
現
代
語
と
違
い
、「
そ
」「
ぞ
」
の
子
音
も
現
代

語
と
ち
が
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
）、
他
の
一
つ
は
、
こ
れ
に
近
い
が
そ
れ
と
は
違
っ
た
（
現
代

の
標
準
語
に
は
普
通
に
用
い
ら
れ
な
い
）
音
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
に
奈
良
朝
に
お
い
て
は
、
現
代
よ
り
は
音
の
種
類
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
し

か
し
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
短
音
に
属
す
る
も
の
で
、「
ソ
ー
」「
モ
ー
」
の
よ
う
な
長
音
に
属
す
る
も

の
は
な
い
。
ま
た
キ
ャ
シ
ュ
キ
ョ
の
よ
う
な
拗
音
に
属
す
る
も
の
は
多
少
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い

が
、
そ
の
数
も
少
な
く
、
ま
た
性
質
も
違
っ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。「
ン
」
の
よ
う
な
音
や
、
促
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音
に
あ
た
る
も
の
も
な
い
。
ま
た
パ
行
音
も
な
く
、
カ゚
行
音
（
ng

で
初
ま
る
音
）
も
多
分
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
以
上
述
べ
た
の
は
、
当
時
、
お
の
お
の
別
々
の
音
と
し
て
意
識
せ
ら
れ
、

文
字
の
上
に
書
き
わ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
正
式
な
発
音
で
あ
っ
て
、
実
際
の
言
語
に
お
い
て
は

そ
れ
以
外
の
音
が
絶
対
に
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
。
現
に
、「
蚊
」
の
ご
と
き
一
音
の
語

が
、
今
日
の
近
畿
地
方
の
方
言
に
お
け
る
ご
と
く
「
カ
ア
」
と
長
音
に
発
音
せ
ら
れ
た
こ
と
は
奈

良
朝
の
文
献
に
証
拠
が
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
正
常
な
言
語
の
音
と
し
て
は
、
以
上
の
ご
と
き
も
の

で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

二
　
第
一
期
に
お
け
る
音
韻
の
変
遷

　
奈
良
朝
に
お
け
る
音
韻
が
以
上
の
ご
と
く
八
十
七
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
奈
良
朝
に
お
け
る

文
献
の
万
葉
仮
名
の
用
法
か
ら
帰
納
し
た
の
で
あ
る
が
、
奈
良
朝
の
文
献
で
も
、『
古
事
記
』
だ
け

に
お
い
て
は
、「
も
」
の
仮
名
に
あ
た
る
万
葉
仮
名
に
「
母
」
と
「
毛
」
と
の
二
つ
が
あ
り
、
そ
れ

を
用
い
る
語
に
は
そ
れ
ぞ
れ
き
ま
り
が
あ
っ
て
決
し
て
混
同
し
な
い
（「
本
」「
者
」「
　ト

モ伴　
」「
思
ひ
」

な
ど
の
「
も
」
に
は
「
母
」
を
用
い
、「
　モ
モ百　
」「
　イ
モ妹　
」「
　カ
モ鴨　
」「
　シ
モ下　
」
な
ど
の
「
も
」
に
は
「
毛
」
を
用
い

る
）。
す
な
わ
ち
、『
古
事
記
』
に
お
い
て
は
更
に
一
つ
だ
け
多
く
の
音
を
区
別
し
た
の
で
あ
っ
て
、

す
べ
て
八
十
八
音
を
区
別
し
た
（「
母
」
と
「
毛
」
と
の
別
は
、「
と
」「
そ
」
等
オ
段
の
仮
名
に
お

け
る
二
音
の
別
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
）。『
古
事
記
』
は
、
奈
良
朝
の
撰
で
は
あ
る
が
、
天
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武
天
皇
の
勅
語
を
　ひ

え
だ
の
あ
れ

稗
田
阿
礼　
が
誦
し
た
も
の
を
　お

お
の
や
す
ま
ろ

太
安
万
侶　
が
筆
録
し
た
も
の
で
、
そ
の
言
語
は
幾

分
古
い
時
代
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
に
八
十
八
音
を
区
別
し
た
の
は
、
奈
良
朝
以
前
の
音

韻
状
態
を
伝
え
る
も
の
で
、
後
に
そ
の
中
の
一
音
が
他
と
同
音
に
変
じ
て
奈
良
朝
で
は
八
十
七
音

と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
奈
良
朝
で
も
末
期
に
な
る
と
、「
と
」「
の
」
な
ど
の

仮
名
に
あ
た
る
二
音
の
別
が
次
第
に
失
わ
れ
た
と
見
え
て
、
こ
れ
に
宛
て
た
万
葉
仮
名
の
混
用
が

多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
は
既
に
説
い
た
通
り
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
を
逆
に
見
れ
ば
、
も
っ
と
古
い

時
代
に
　

さ
か
の
ぼ

溯　
れ
ば
、
更
に
多
く
の
音
が
あ
っ
た
の
が
、
時
代
の
下
る
と
共
に
他
の
音
と
同
音
に
な
っ

て
遂
に
奈
良
朝
に
お
け
る
ご
と
き
八
十
七
音
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
わ
れ
る
。
奈
良

朝
以
前
の
万
葉
仮
名
の
資
料
は
甚
だ
少
な
い
故
に
、
確
実
に
実
証
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、

そ
う
見
れ
ば
見
得
る
例
は
な
い
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
奈
良
朝
に
お
い
て
右
の
八
十
七
音
が
存
在
す
る
の
は
、
当
時
の
中
央
地
方
の
言
語
で
あ
っ

て
、『
万
葉
集
』
中
の
　

あ
ず
ま
う
た

東
歌　
や
　

さ
き
も
り
の
う
た

防
人
歌　
の
ご
と
き
東
国
語
に
お
い
て
は
同
じ
仮
名
に
あ
た
る
二
音
の

区
別
が
混
乱
し
た
例
が
少
な
く
な
く
、
そ
の
音
の
区
別
は
全
く
な
か
っ
た
か
、
少
な
く
と
も
か
な

り
混
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
ほ
か
、
中
央
の
言
語
に
な
い
よ
う
な
音
も
あ
っ

て
、
音
韻
組
織
に
違
い
が
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
が
、
　く
わ委　
し
い
こ
と
は
知
り
難
い
（
東
国
語

の
中
で
も
、
勿
論
土
地
に
よ
っ
て
相
違
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
）。
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三
　
連
音
上
の
法
則

（
一
）
　
語
頭
音
に
関
し
て
は
、
我
が
国
の
上
代
に
は
、
ラ
行
音
お
よ
び
濁
音
は
語
頭
音
に
は
用
い

ら
れ
な
い
と
い
う
き
ま
り
が
あ
っ
た
。
古
来
の
国
語
に
お
い
て
ラ
行
音
で
は
じ
ま
る
あ
ら
ゆ
る
語

に
つ
い
て
見
る
に
、
そ
れ
は
す
べ
て
漢
語
か
ま
た
は
西
洋
語
か
ら
入
っ
た
も
の
で
、
本
来
の
日
本

語
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
こ
れ
は
、
本
来
我
が
国
に
は
ラ
行
音
で
は
じ
ま
る
語
は

な
か
っ
た
の
で
、
す
な
わ
ち
、
ラ
行
音
は
語
頭
音
と
し
て
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
濁
音
で
は
じ
ま
る
語
も
、
漢
語
か
西
洋
語
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
後
世
に
語
形
を
変
じ
て
濁

音
で
は
じ
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
（
例
え
ば
、「
何
処
」
の
意
味
の
「
ど
こ
」
は
、「
い

づ
こ
」
か
ら
出
た
「
い
ど
こ
」
の
「
い
」
が
脱
落
し
て
出
来
た
も
の
、「
誰
」
を
意
味
す
る
「
だ
れ
」

は
、
も
と
「
た
れ
」
で
あ
っ
た
の
が
、「
ど
れ
」
な
ど
に
類
推
し
て
「
だ
れ
」
と
な
っ
た
も
の
、
薔

薇
の
「
ば
ら
」
は
、「
い
ば
ら
」
か
ら
転
じ
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
。）
こ
れ
も
、
濁
音
で
は
じ
ま

る
語
は
本
来
の
日
本
語
に
は
な
か
っ
た
の
で
、
濁
音
は
語
頭
音
に
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
漢
字
は
古
く
か
ら
我
が
国
に
入
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
我
が
国
で
は
そ

の
字
音
を
学
ん
だ
で
あ
ろ
う
し
、
殊
に
、
藤
原
朝
の
頃
か
ら
は
支
那
人
が
　お
ん
は
か
せ

音
博
士　
と
し
て
支
那
語

を
教
え
た
の
で
あ
る
か
ら
、
漢
字
音
と
し
て
Ｉ
音
や
濁
音
で
は
じ
ま
る
音
を
学
ん
だ
で
あ
ろ
う
が
、

し
か
し
、
そ
れ
は
外
国
語
で
あ
っ
て
、
有
識
者
は
正
し
い
発
音
を
し
た
と
し
て
も
、
普
通
の
国
民
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は
多
分
正
し
く
発
音
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
、
一
般
に
は
、
な
お
右
の

よ
う
な
語
頭
音
の
法
則
は
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
ま
た
、
ア
イ
ウ
エ
オ
の
ご
と
き
母
音
一
つ
で
成
立
つ
音
は
語
頭
以
外
に
来
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

た
だ
し
、
イ
と
ウ
に
は
例
外
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
か
い
（
橈
）」「
ま
う
く
（
設
）」「
ま
う

す
（
申
）」
の
ご
と
き
二
、
三
の
語
と
、
ヤ
行
上
二
段
の
語
尾
の
場
合
と
だ
け
で
、
極
め
て
少
数
で

あ
る
。

（
二
）
　
語
尾
音
に
つ
い
て
は
、
特
別
の
制
限
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
諸

音
は
す
べ
て
母
音
で
終
る
音
で
あ
っ
て
、
後
世
の
「
ん
」
の
よ
う
な
子
音
だ
け
で
成
立
つ
音
は
な

か
っ
た
か
ら
、
語
尾
は
す
べ
て
母
音
で
終
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
子
音
で
終
る
も
の
は
な
か
っ

た
。
支
那
語
に
は
ｍ
ｎ
ng

や
ｐ
ｔ
ｋ
の
よ
う
な
子
音
で
終
る
音
が
あ
り
、
日
本
人
も
こ
れ
を
学
ん

だ
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
れ
は
外
国
語
と
し
て
の
発
音
で
あ
っ
て
一
般
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
普
通
に
は
漢
語
を
用
い
る
場
合
に
も
、
そ
の
下
に
母
音
を
加
え
て
ｍ
を
mu
ま
た
は
mi
、
ｎ

を
ni
ま
た
は
nu
な
ど
の
よ
う
に
発
音
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。（
万
葉
仮
名
と
し
て
用
い
た

漢
字
に
お
い
て
、
ｍ
で
終
る
「
南
」「
瞻
」「
覧
」
を
ナ
ム
（
ま
た
は
ナ
ミ
）、
セ
ミ
、
ラ
ム
に
宛
て
、

ｋ
で
終
る
「
福
」「
莫
」「
作
」「
楽
」
を
、
フ
ク
、
マ
ク
、
サ
ク
、
ラ
ク
に
宛
て
、
ｎ
で
終
る
「
散
」

「
干
」「
郡
」
を
サ
ニ
、
カ
ニ
、
ク
ニ
に
宛
て
た
な
ど
を
見
て
も
そ
う
考
え
ら
れ
る
）。

（
三
）
　
語
が
複
合
す
る
時
の
音
転
化
と
し
て
は
連
濁
が
あ
る
。
下
の
語
の
最
初
の
音
が
濁
音
に
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な
る
の
で
あ
る
（「
　ツ

マ
ド
ヒ

妻
問　
」「
　ハ

シ
ヅ
マ

愛
妻　
」「
　カ

グ
ハ
シ

香
妙　
」「
　ハ

グ
ク
ム

羽
裹　
」「
　ク

サ
バ

草
葉　
」
な
ど
）。
こ
の
例
は
甚
だ
多
い
け

れ
ど
も
、
同
じ
語
に
は
い
つ
も
連
濁
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
の
で
も
な
く
、
い
か
な
る
場
合
に
連

濁
が
起
る
か
と
い
う
確
か
な
き
ま
り
は
ま
だ
見
出
さ
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
も
っ
と
古
い
時
代
に

は
規
則
正
し
く
行
わ
れ
た
が
、
奈
良
朝
頃
に
は
た
だ
慣
例
あ
る
語
だ
け
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
ろ
う
か
。

　
次
に
、
語
が
複
合
す
る
と
き
上
の
語
の
語
尾
音
の
最
後
の
母
音
が
他
の
母
音
に
転
ず
る
こ
と
が

あ
る
。
こ
れ
を
転
韻
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
種
々
あ
る
。

エ
段
の
仮
名
に
あ
た
る
音
が
ア
段
に
あ
た
る
音
に
転
ず
る
（
　タ
ケ竹　
―
た
か
む
ら
、
　ア

メ天　
―
あ
ま
ぐ

も
、
　フ
ネ船　
―
ふ
な
の
り
）

イ
段
の
仮
名
に
あ
た
る
音
が
オ
段
に
あ
た
る
音
に
（
　キ木　
―
　コ木　
の
実
、
　ヒ火　
―
　ホ火　
の
　ホ秀　
―
焰
）

イ
段
の
仮
名
に
あ
た
る
音
が
ウ
段
に
あ
た
る
音
に
（
　カ

ミ神　
―
　カ

ム神　
な
が
ら
、
　ミ身　
―
　ム

ザ
ネ

身
実　
、
　ツ

キ月　
―
　ツ

ク
ヨ

月
夜　
）

オ
段
の
仮
名
に
あ
た
る
音
が
ア
段
に
あ
た
る
音
に
（
　シ
ロ白　
―
　シ
ラ
ヒ
ゲ

白
髭　
）

　
エ
段
イ
段
あ
る
い
は
オ
段
の
仮
名
に
あ
た
る
音
が
二
つ
あ
る
場
合
に
は
、
右
の
ご
と
く
転
ず
る

の
は
そ
の
中
の
一
つ
だ
け
で
あ
っ
て
、
他
の
一
つ
は
転
じ
な
い
。（
例
え
ば
、「
け
」
に
当
る
の
は

「
気
」
の
音
と
「
祁
」
の
音
で
あ
る
が
、
カ
に
転
ず
る
の
は
「
気
」
の
音
だ
け
で
、「
祁
」
の
音
は
転

じ
な
い
。）

　
し
か
し
、
右
の
よ
う
な
音
の
あ
る
語
は
常
に
複
合
語
に
お
い
て
音
が
転
ず
る
の
で
も
な
く
、
全
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く
転
じ
な
い
語
も
あ
っ
て
、
そ
の
間
の
区
別
は
わ
か
ら
な
い
。
　お

も想　
う
に
か
よ
う
に
転
ず
る
の
は
、

ず
っ
と
古
い
時
代
に
起
っ
た
音
変
化
の
結
果
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
径
路
は
今
明
ら
か
で
な
い
。

奈
良
朝
に
お
い
て
も
、
そ
の
結
果
だ
け
が
襲
用
さ
れ
た
も
の
で
多
分
に
形
式
化
し
た
も
の
で
あ
っ

た
ろ
う
。
そ
う
し
て
同
じ
語
で
も
こ
の
例
に
従
わ
ぬ
場
合
も
多
少
見
え
る
の
は
、
こ
の
き
ま
り
が
、

奈
良
朝
に
お
い
て
既
に
守
ら
れ
な
く
な
り
始
め
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
、
複
合
す
る
下
の
語
の
語
頭
音
が
母
音
一
つ
か
ら
成
る
音
（
ア
イ
ウ
エ
オ
）
で
あ
る
時
、
そ

の
音
が
上
の
語
の
語
尾
音
と
合
し
て
一
音
と
な
る
こ
と
が
あ
る
（
　ア

ラ
イ
ソ

荒
磯　
―
あ
り
そ
、
　ヲ尾　
の
　ウ

ヘ上　
―
を

の
へ
、
　ワ我　
が
　イ

ヘ家　
―
わ
ぎ
へ
、
漕
ぎ
　イ出　
で
―
こ
ぎ
で
）。
こ
れ
は
、
語
頭
の
母
音
と
語
尾
音
の
終
の
母

音
と
二
つ
の
母
音
が
並
ん
で
あ
ら
わ
れ
る
場
合
に
そ
の
内
の
一
つ
が
脱
落
し
た
の
で
、
古
代
語
に

お
い
て
母
音
が
つ
づ
い
て
あ
ら
わ
れ
る
の
を
避
け
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

「
に
あ
り
」「
て
あ
り
」「
と
い
ふ
」
が
、「
な
り
」「
た
り
」「
と
ふ
」
と
な
る
の
も
同
様
の
現
象
で
あ

る
。「
　わ我　
は
　も思　
ふ
」「
　わ

れ我　
は
や
　ゑ餓　
ぬ
」
な
ど
連
語
に
お
い
て
も
、
こ
れ
と
同
種
の
現
象
が
あ
る
。
か

よ
う
な
こ
と
は
当
時
は
比
較
的
自
由
に
行
わ
れ
た
ら
し
い
。
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三
　
第
二
期
の
音
韻

　　
平
安
朝
の
初
か
ら
、
室
町
時
代
（
安
士
桃
山
時
代
を
も
含
ま
せ
て
）
の
終
に
い
た
る
約
八
百
年

の
間
で
あ
る
。
こ
の
間
の
音
韻
の
状
態
を
明
ら
か
に
す
べ
き
根
本
資
料
と
し
て
は
、
平
安
朝
初
期

に
は
万
葉
仮
名
で
書
か
れ
た
も
の
が
か
な
り
あ
る
が
、
各
時
代
を
通
じ
て
は
主
と
し
て
平
仮
名
で

書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
期
の
諸
音
韻
は
、
大
抵
は
平
仮
名
・
片
仮
名
で
代
表
さ
せ
る
こ

と
が
出
来
る
。
そ
う
し
て
、
平
安
朝
初
期
に
作
ら
れ
そ
の
盛
時
ま
で
世
に
行
わ
れ
た
「
あ
め
つ
ち
」

の
　

し
ょ
う
ぶ
ん

頌
文　
（
四
十
八
字
）
お
よ
び
そ
の
後
こ
れ
に
代
っ
て
用
い
ら
れ
た
「
い
ろ
は
」
歌
（
四
十
七
字
）

が
、
不
完
全
な
が
ら
も
そ
の
当
時
の
音
韻
組
織
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
、
こ
の

仮
名
は
初
の
う
ち
は
相
当
正
し
く
音
韻
を
表
わ
し
た
で
あ
ろ
う
が
、
院
政
・
鎌
倉
時
代
か
ら
室
町

時
代
と
次
第
に
音
韻
が
変
化
し
て
行
っ
た
間
に
、
仮
名
と
音
韻
と
の
間
に
不
一
致
を
　き

た来　
し
、
仮
名
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が
必
ず
し
も
正
し
く
音
韻
を
代
表
し
な
い
場
合
が
生
じ
た
。
と
こ
ろ
が
、
幸
に
外
国
人
が
、
外
国

の
文
字
で
表
音
的
に
当
時
の
日
本
語
を
写
し
た
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
の
　け
っ
か
ん

闕
陥　
を
補
う
こ
と
が
出
来

る
。
支
那
人
が
漢
字
で
日
本
語
を
書
い
た
も
の
と
西
洋
人
が
ロ
ー
マ
字
で
日
本
語
を
写
し
た
も
の

と
が
、
そ
の
　お
も重　
な
も
の
で
あ
る
が
、
支
那
人
の
も
の
は
鎌
倉
時
代
の
も
の
も
多
少
あ
る
が
、
室
町

時
代
の
も
の
は
か
な
り
多
い
。
し
か
し
漢
字
の
性
質
上
、
そ
の
時
代
の
発
音
を
知
る
に
か
な
り
の

困
難
を
伴
う
。
西
洋
人
の
は
、
室
町
末
期
に
日
本
に
来
た
宣
教
師
の
作
っ
た
も
の
で
、
日
本
語
に

つ
い
て
十
分
の
観
察
を
し
て
当
時
の
標
準
的
音
韻
を
　ポ

ル
ト
ガ
ル

葡
萄
牙　
式
の
ロ
ー
マ
字
綴
で
写
し
た
も
の
で

あ
る
か
ら
、
　
し
ん
ぴ
ょ
う

信
憑　
す
る
に
足
り
、
且
つ
各
音
の
性
質
も
大
概
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
当
時
の
音
韻
状

態
を
知
る
べ
き
絶
好
の
資
料
で
あ
る
。

一
　
第
二
期
に
お
け
る
音
韻
の
変
遷

　
第
二
期
の
終
な
る
室
町
末
期
の
京
都
語
を
中
心
と
し
た
国
語
の
音
韻
組
織
は
、
大
体
右
の
資
料

に
よ
っ
て
推
定
せ
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
を
第
一
期
の
終
な
る
奈
良
朝
の
音
韻
と
比
較
し
て
得
た
差

異
は
、
大
抵
第
二
期
に
お
い
て
生
じ
た
音
変
化
の
結
果
と
認
め
て
よ
か
ろ
う
か
ら
、
そ
の
変
化
が

い
つ
、
い
か
に
し
て
生
じ
た
か
を
考
察
す
れ
ば
、
第
二
期
に
お
け
る
音
韻
変
遷
の
大
体
を
知
り
得

る
で
あ
ろ
う
。

（
一
）
　
奈
良
朝
時
代
の
諸
音
の
中
、
二
音
が
後
の
仮
名
一
つ
に
相
当
す
る
も
の
は
、「
え
」
の
仮
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名
に
あ
た
る
も
の
を
除
く
ほ
か
は
、
す
べ
て
、
平
安
朝
初
期
に
お
い
て
は
、
そ
の
一
つ
が
他
の
一

つ
と
同
音
に
な
り
、
そ
の
間
の
区
別
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
し
て
そ
の
音
は
、
こ
れ
に

あ
た
る
仮
名
の
後
世
の
発
音
と
同
じ
音
に
帰
し
た
ら
し
い
（
た
だ
し
そ
の
中
、「
ひ
」「
へ
」
に
あ
た

る
も
の
は
フ
ィ
フ
ェ
と
な
っ
た
）。
か
よ
う
に
し
て
、「
き
」「
け
」「
こ
」「
そ
」「
と
」「
の
」「
ひ
」

「
へ
」「
み
」「
め
」「
よ
」「
ろ
」「
ぎ
」「
げ
」「
ご
」「
ぞ
」「
ど
」「
び
」「
べ
」
の
一
つ
一
つ
に
相
当

す
る
二
音
が
、
そ
れ
ぞ
れ
一
音
を
減
じ
て
、
こ
れ
ら
の
仮
名
が
そ
れ
ぞ
れ
一
音
を
代
表
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。
こ
の
傾
向
は
奈
良
朝
末
期
か
ら
既
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
が
、
平
安
朝
に
い
た
っ
て
完

全
に
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

（
二
）「
え
」
に
あ
た
る
二
つ
の
音
、（
す
な
わ
ち
ア
行
の
エ
と
ヤ
行
の
エ
）
の
区
別
は
、
平
安
朝
に

入
っ
て
か
ら
も
初
の
数
十
年
は
な
お
保
た
れ
て
仮
名
で
も
書
き
わ
け
ら
れ
て
い
た
が
、
村
上
天
皇

の
頃
に
な
る
と
全
く
失
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
伊
呂
波
歌
以
前
に
、
伊
呂
波
の
よ
う
に
用
い
ら
れ

た
「
あ
め
つ
ち
」
の
頌
文
は
四
十
八
字
よ
り
成
り
、
伊
呂
波
よ
り
「
え
」
の
一
字
が
多
く
、「
え
」

が
二
回
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
右
の
ア
行
の
エ
と
ヤ
行
の
エ
と
を
代
表
す
る
も
の
と
認
め

ら
れ
、
そ
の
四
十
八
字
は
（
一
）
に
述
べ
た
よ
う
な
音
変
化
を
経
て
、
ま
だ
「
え
」
の
二
音
の
別

が
存
し
た
平
安
朝
初
期
の
音
韻
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
濁
音
は
そ
の
ほ
か
に
あ
る

が
、
清
音
の
文
字
で
兼
ね
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
）。
伊
呂
波
歌
は
こ
の
二
音
が
一
音
に
帰
し
た
後

の
音
韻
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
、「
え
」
の
二
音
す
な
わ
ち
ｅ
と
ye

と
が
同
音
と
な
っ
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て
、
ど
ん
な
音
に
な
っ
た
か
。
普
通
常
識
的
に
ｅ
音
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る

が
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
い
え
な
い
。
古
代
の
国
語
で
は
、
母
音
一
つ
で
成
立
つ
音
が
語
頭
以
外

に
来
る
こ
と
は
殆
ど
な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
「
い
」（
ｉ
）
と
「
う
」（
ｕ
）
の
場
合
に
極
め
て
少

数
の
例
外
が
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。「
え
」
の
二
音
の
う
ち
の
ｅ
も
ま
た
語
頭
に
の
み
用
い
ら
れ
た
。

こ
れ
は
、
つ
ま
り
古
代
国
語
で
は
、
一
語
中
に
、
母
音
と
母
音
と
が
直
接
に
結
合
す
る
こ
と
を
き

ら
っ
た
の
で
あ
る
。
ye

は
語
頭
に
も
語
頭
以
外
に
も
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
故
、
ｅ
と
ye

と
が
す

べ
て
の
場
合
に
同
音
に
帰
し
た
と
す
れ
ば
、
ｅ
よ
り
も
む
し
ろ
ye

に
な
っ
た
と
す
る
方
が
自
然
で

あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
ｅ
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
語
頭
以
外
の
ｅ
は
そ
の
前
の
音
の
終
母
音
と
直

接
に
結
合
し
て
、
古
代
国
語
の
発
音
上
の
習
慣
に
合
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
た
も
と

の
ｅ
と
ye

と
の
区
別
が
失
わ
れ
て
、
新
た
に
語
頭
に
は
ｅ
を
用
い
、
語
頭
以
外
に
は
ye

を
用
い
る

と
い
う
き
ま
り
が
出
来
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ
ん
な
場
合
に
も
、
こ
の
ｅ
と
ye

と
を
同
じ
文
字
で

書
い
た
こ
と
は
、
東
京
語
に
お
け
る
語
頭
の
ガ
行
音
と
語
頭
以
外
の
鼻
音
の
ガ
行
音
と
を
文
字
に

書
き
わ
け
な
い
の
に
よ
っ
て
も
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
か
よ
う
な
わ
け
で
、
ｅ
と
ye

と
が
す

べ
て
ｅ
に
な
っ
た
と
す
る
説
は
極
め
て
疑
わ
し
い
。

（
三
）
　
次
い
で
語
頭
以
外
の
「
は
」「
ひ
」「
ふ
」「
へ
」「
ほ
」
の
音
が
「
わ
」「
ゐ
」「
う
」「
ゑ
」

「
を
」
と
混
同
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
「
は
」
等
の
音
の
初
の
子
音
F
が
唇
の
合
せ
方
が
少
な

く
な
り
同
時
に
有
声
化
し
て
ｗ
音
に
近
づ
き
遂
に
こ
れ
と
同
音
と
な
っ
た
も
の
で
（「
ふ
」
は
wu
と
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な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
wu
の
音
は
な
か
っ
た
た
め
ｕ
に
な
っ
た
）、
か
よ
う
な
傾
向
は
既
に
奈
良
朝

か
ら
少
し
ず
つ
見
え
、
平
安
朝
初
期
に
お
い
て
も
「
う
る
は
し
」（
麗
）
の
「
は
」
が
、
殆
ど
常
に

「
わ
」
と
書
か
れ
て
い
る
例
を
見
る
が
、
そ
れ
が
一
般
的
に
な
っ
た
の
は
、
平
安
朝
の
盛
時
を
過
ぎ

た
頃
ら
し
い
。

（
四
）
　
右
に
引
続
い
て
、「
ゐ
」「
ゑ
」「
を
」
の
音
（「
ひ
」「
へ
」「
ほ
」
か
ら
転
じ
た
も
の
も
）

が
、「
い
」「
え
」「
お
」
と
同
音
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
（
三
）
の
音
変
化
よ
り
も
多
少
後
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
一
般
的
に
な
っ
た
の
は
、
あ
る
い
は
院
政
時
代
で
あ
ろ
う
か
と
お
も
わ
れ
る
。

　
以
上
述
べ
て
来
た
よ
う
な
音
変
化
に
よ
っ
て
、

⑴
ア
行
の
エ
と
ヤ
行
の
エ
と
ワ
行
の
ヱ
と
語
頭
以
外
の
ヘ
と
同
音

⑵
ワ
行
の
ワ
と
語
頭
以
外
の
ハ
と
同
音

⑶
ア
行
の
ウ
と
語
頭
以
外
の
フ
と
同
音

⑷
ワ
行
の
ヰ
と
ア
行
の
イ
と
語
頭
以
外
の
ヒ
と
同
音

⑸
ワ
行
の
ヲ
と
ア
行
の
オ
と
語
頭
以
外
の
ホ
と
同
音

と
な
っ
て
、
そ
の
結
果
、
伊
呂
波
四
十
七
字
の
中
、「
ゐ
」「
ゑ
」「
を
」
が
「
い
」「
え
」「
お
」
と
同

音
と
な
り
、
す
べ
て
四
十
四
音
を
区
別
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
代
の
標
準

語
に
お
け
る
と
同
様
で
あ
る
。
し
か
る
に
現
代
の
標
準
語
に
お
い
て
「
い
」「
え
」「
お
」
は
「
ゐ
」

「
ゑ
」「
を
」
と
共
に
ｉ
ｅ
ｏ
の
音
で
あ
る
が
、
室
町
末
期
の
西
洋
人
の
　ロ
ー
マ

羅
馬　
字
綴
に
よ
れ
ば
、「
い
」
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は
ｉ
で
あ
る
が
、「
え
」
は
ye

「
お
」
は
wo
の
音
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
殊
に
「
え
」
は
、
現
代
の
九

州
お
よ
び
東
北
の
方
言
で
は
現
代
標
準
語
の
エ
に
あ
た
る
も
の
を
す
べ
て
ye

と
発
音
す
る
と
こ
ろ

が
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
室
町
末
期
の
西
洋
人
が
ye

で
写
し
た
の
も
当
時
の
事
実
を
伝
え
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
さ
す
れ
ば
、
平
安
朝
の
ｅ
も
ye

も
we
も
Fe

か
ら
変
じ
た
we
も
、
室
町
末
に

は
す
べ
て
ye

に
帰
し
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
初
ｅ
と
ye

が
同
音
に
帰
し
た
時
、
す
べ

て
ye

に
な
っ
た
か
、
あ
る
い
は
語
頭
ｅ
語
頭
以
外
ye

に
な
っ
た
ろ
う
と
考
え
た
が
、
そ
の
後
we
が
、

こ
れ
と
同
音
に
な
っ
た
の
は
、
ｗ
が
脱
落
し
た
た
め
で
、
wi
が
ｕ
と
な
っ
た
と
全
く
同
じ
く
、
唇

の
は
た
ら
き
が
な
く
な
っ
た
の
が
原
因
で
、
か
よ
う
な
音
変
化
は
F

が
ｗ
に
変
じ
た
の
が
唇
の
働

き
が
弱
く
な
り
唇
の
合
せ
方
が
少
な
く
な
っ
た
の
と
同
一
の
方
向
を
た
ど
る
も
の
で
、
そ
れ
が
極

端
に
な
っ
て
遂
に
唇
を
全
く
働
か
せ
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
we
は
ｅ
と
な

る
べ
き
で
あ
る
が
、
ｅ
と
い
う
音
は
全
く
な
か
っ
た
た
め
ye

と
な
っ
た
か
、
ま
た
は
ｅ
は
あ
っ
て

も
語
頭
だ
け
に
し
か
な
か
っ
た
た
め
、
語
頭
で
は
ｅ
、
語
頭
以
外
で
は
ye

と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
て
、
室
町
時
代
に
お
い
て
は
こ
れ
に
あ
た
る
も
の
は
す
べ
て
ye

に
な
っ
て
い
る
の
は
、
た

と
い
、
も
と
は
語
頭
の
場
合
だ
け
ｅ
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
語
中
に
は
常
に
ye

で
あ
り
、
し
か
も
、

そ
の
方
が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
た
め
に
、
後
に
は
語
頭
に
も
ye

と
発
音
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
平
安
朝
に
お
け
る
ｏ
と
wo
と
が
一
つ
に
帰
し
て
、
そ
れ
が
、
室
町
末
の
西
洋
人
が
uo
と
記
し
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た
音
（
そ
の
発
音
は
wo
）
に
あ
た
る
の
は
、
ど
う
か
と
い
う
に
、
こ
れ
も
古
代
国
語
で
は
、
ｏ
一
つ

で
成
立
つ
音
は
決
し
て
語
頭
以
外
に
来
る
こ
と
な
く
、
こ
れ
に
反
し
て
wo
は
語
頭
に
も
そ
れ
以
外

に
も
用
い
ら
れ
た
が
、
wo
の
用
い
ら
れ
た
頻
度
は
比
較
的
に
少
な
い
け
れ
ど
も
、「
ほ
」（
Fo

）
か

ら
変
じ
た
wo
が
語
頭
以
外
に
甚
だ
多
く
あ
ら
わ
れ
た
か
ら
、
wo
は
甚
だ
優
勢
と
な
り
、
語
頭
の
ｏ
も

こ
れ
に
化
せ
ら
れ
て
す
べ
て
wo
と
な
っ
た
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
も
と
の
音
は
ど
ん
な
で
あ
っ
て

も
、
す
べ
て
語
頭
に
は
ｏ
、
語
頭
以
外
に
は
wo
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
し
て
ｏ
は
語
頭

に
用
い
ら
れ
た
と
し
て
も
、
語
頭
以
外
に
は
wo
が
常
に
用
い
ら
れ
、
且
つ
そ
れ
が
し
ば
し
ば
用
い

ら
れ
た
た
め
、
後
に
は
語
頭
の
ｏ
も
こ
れ
に
化
せ
ら
れ
て
wo
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
か
よ
う
に
、
種
々
の
音
が
同
音
に
帰
し
た
結
果
、
同
音
の
仮
名
が
多
く
出
来
、
鎌
倉
時
代
に
入
っ

て
そ
の
仮
名
の
使
い
わ
け
す
な
わ
ち
　か

な
づ
か
い

仮
名
遣　
が
問
題
と
な
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

（
五
）「
う
め
（
梅
）」「
う
ま
（
馬
）」「
う
ま
る
（
生
）」「
う
ば
ら
（
薔
薇
）」
の
よ
う
な
マ
音
の

前
の
「
う
」
は
、
第
一
期
に
お
い
て
は
ｕ
音
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
平
安
朝
に
入
っ
て
か
ら
、

次
の
マ
行
音
ま
た
は
バ
行
音
の
子
音
（
ｍ
ｂ
）
に
化
せ
ら
れ
て
ｍ
音
に
な
っ
た
（
仮
名
で
は
「
む
」

と
書
か
れ
た
）。
こ
の
ｍ
音
は
、
音
の
性
質
か
ら
言
え
ば
、
現
代
の
「
ん
」
音
と
同
一
の
も
の
で
あ

る
。
後
に
は
「
う
も
れ
（
埋
）」「
う
ば
（
嫗
）」「
う
ば
ふ
（
奪
）」「
う
べ
（
宜
）」
な
ど
の
「
う
」

も
こ
れ
と
同
様
の
音
に
な
っ
た
。

（
六
）
　
平
安
朝
に
お
い
て
、
音
便
と
い
わ
れ
る
音
変
化
が
起
っ
た
。
こ
れ
は
主
と
し
て
イ
段
ウ
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段
に
属
す
る
種
々
の
音
が
イ
・
ウ
・
ン
ま
た
は
促
音
に
な
っ
た
も
の
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の

変
化
は
語
中
お
よ
び
語
尾
の
音
に
起
っ
た
も
の
で
、
語
頭
音
に
は
か
よ
う
な
変
化
は
な
い
。
音
に

よ
っ
て
多
少
発
生
年
代
を
異
に
し
た
も
の
の
よ
う
で
、
キ→

イ
（「
　ツ

キ
ガ
キ

築
墻　
」
が
ツ
イ
ガ
キ
、「
少
キ

人
」
が
チ
ヒ
サ
イ
ヒ
ト
、「
　サ
キ先　
立
ち
」
が
サ
イ
ダ
チ
と
な
っ
た
類
）
ギ→

イ
（「
　

ツ
ギ
テ

序　
」
が
ツ
イ
デ
、

「
花
ヤ
ギ
給
へ
る
」
が
「
ハ
ナ
ヤ
イ
タ
マ
ヘ
ル
」
な
ど
）、
ミ→

ム
（「
か
み
さ
し
」
が
カ
ム
ザ
シ
、

「
　
ナ
ミ
ダ
涙　
」
が
ナ
ン
ダ
、「
摘
み
た
る
」
が
ツ
ン
ダ
ル
の
類
。
こ
の
ム
は
ｍ
ま
た
は
こ
れ
に
近
い
音
と
認

め
ら
れ
る
）、
リ→

ン
（「
盛
り
な
り
」
が
サ
カ
ナ
リ
、「
成
り
ぬ
」
が
ナ
ム
ヌ
な
ど
。「
サ
カ
ナ
リ
」

は
サ
カ
ン
ナ
リ
で
あ
る
。
ン
の
仮
名
を
書
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
）、
チ→

促
音
（「
　タ発　
ち
て
」
が

タ
テ
、「
　タ
モ有　
ち
て
」
が
タ
モ
テ
と
な
る
。
た
だ
し
促
音
は
書
き
あ
ら
わ
し
て
な
い
）。
ニ→

ン
（「
死

に
し
子
」
が
シ
ジ
子
、「
如
何
に
」
が
イ
カ
ン
な
ど
）
な
ど
は
平
安
朝
初
期
か
ら
あ
り
、
ミ→

ウ

（「
　
カ
ミ
ヘ
首　
」
が
カ
ウ
ベ
、「
髮
際
」
が
カ
ウ
ギ
ハ
）
ム→

ウ
（「
　リ

ウ
タ
ム

竜
胆　
」
が
リ
ウ
ダ
ウ
、「
　リ

ム
ゴ

林
檎　
」
が
リ
ウ

ゴ
ウ
）、
ヒ→

ウ
（「
　

オ
ト
ヒ
ト

弟　
」
が
オ
ト
ウ
ト
、「
　

ヲ
ヒ
ト

夫　
」
が
ヲ
ウ
ト
、「
喚
ば
ひ
て
」
が
ヨ
バ
ウ
テ
、「
酔
ひ

て
」
が
ヱ
ウ
テ
な
ど
）
ク→

ウ
（「
　カ

ク
シ

格
子　
」
が
カ
ウ
シ
、「
口
惜
し
く
」
が
ク
チ
ヲ
シ
ウ
な
ど
）
は

こ
れ
に
つ
い
で
古
く
、
シ→

イ
（「
落
し
つ
」
が
オ
ト
イ
ツ
、「
お
ぼ
し
め
し
て
」
が
オ
ボ
シ
メ
イ

テ
な
ど
）
ル→

ン
（「
あ
る
め
り
」「
ざ
る
な
り
」「
あ
る
べ
き
か
な
」
が
、
ア
ン
メ
リ
、
ザ
ン
ナ
リ
、

ア
ン
ベ
イ
カ
ナ
と
な
る
類
）
ビ→

ウ
（「
　ア

キ
ビ
ト

商
人　
」
が
ア
キ
ウ
ド
、「
呼
び
て
」
が
ヨ
ウ
デ
な
ど
）
な

ど
も
平
安
朝
中
期
に
は
見
え
、
ビ→

ム
（「
　ヨ喚　
び
て
」
が
ヨ
ム
デ
、「
　ア

キ
ビ
ト

商
人　
」
が
ア
キ
ム
ド
）、
リ→
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促
音
（「
因
り
て
」
が
ヨ
テ
、「
欲
り
す
」
が
ホ
ス
、「
有
り
し
」
が
ア
シ
。
促
音
は
記
号
が
な
い
故
、

書
き
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
な
い
）、
ヒ→

促
音
（「
　ネ

ガ冀　
ひ
て
」
が
ネ
ガ
テ
、「
掩
ひ
て
」
が
オ
ホ
テ
）、

グ→
ウ
（「
　ワ

ラ
グ
ツ

藁
沓　
」
が
ワ
ラ
ウ
ヅ
）
な
ど
は
院
政
時
代
か
ら
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
他
「
ま
ゐ

で
」
が
マ
ウ
デ
と
な
り
（
ヰ→

ウ
）、「
と
り
出
」
が
ト
ウ
デ
（
リ→

ウ
）
と
な
っ
た
類
も
あ
る
。

か
よ
う
に
変
化
し
た
形
は
鎌
倉
時
代
以
後
口
語
に
は
盛
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
た

め
、
室
町
時
代
に
は
動
詞
の
連
用
形
が
助
詞
「
て
」
助
動
詞
「
た
り
」「
つ
」
な
ど
に
つ
づ
く
場
合

に
は
口
語
で
は
常
に
変
化
し
た
形
の
み
を
用
い
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
助
動
詞
「
む
」「
ら
む
」

も
「
う
」「
ろ
う
」
の
形
に
な
っ
た
。

　
音
便
に
よ
っ
て
生
じ
た
音
は
右
の
ご
と
く
イ
・
ウ
・
ン
及
び
促
音
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
イ
及

び
ウ
は
、
こ
れ
ま
で
も
普
通
の
国
語
の
音
と
し
て
存
在
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ミ
・
ム
及

び
ビ
か
ら
変
じ
て
出
来
た
ウ
は
、
文
字
で
は
「
う
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
純
粋
の
ウ
で
な
く
、
鼻

音
を
帯
び
た
ウ
の
音
で
、
今
の
デ
ン
ワ
（
電
話
）
の
ン
音
と
同
種
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。
さ
す
れ
ば
一
種
の
ン
音
と
見
る
べ
き
も
の
で
、
音
と
し
て
は
音
便
に
よ
っ
て
出
来
た
他
の

「
ん
」
と
同
種
の
も
の
で
あ
ろ
う
（
ン
は
ｍ
ｎ
ng

ま
た
は
鼻
母
音
一
つ
で
成
立
つ
音
で
あ
る
）。
た

だ
、「
う
」
と
書
か
れ
た
も
の
の
大
部
分
は
、
後
に
鼻
音
を
脱
却
し
て
純
粋
の
ウ
音
に
な
っ
た
が
、

そ
う
で
な
い
も
の
は
、
後
ま
で
も
ン
音
と
し
て
残
っ
た
だ
け
の
相
違
で
あ
ろ
う
。
と
に
か
く
、
か

よ
う
な
ン
音
は
、
国
語
の
音
韻
と
し
て
は
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
の
が
、
音
便
に
よ
っ
て
発
生
し
て
、
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平
安
朝
頃
か
ら
新
し
く
国
語
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
促
音
も
同
様
に
音

便
に
よ
っ
て
生
じ
て
国
語
の
音
韻
に
加
わ
っ
た
。

（
七
）
　
支
那
に
お
け
る
漢
字
の
正
し
い
発
音
と
し
て
は
ｍ
ｎ
ng

の
よ
う
な
鼻
音
や
ｐ
ｔ
ｋ
で
終

る
も
の
い
わ
ゆ
る
　
に
っ
し
ょ
う
お
ん

入
声
音　
が
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
漢
字
の
正
式
の
読
み
方
と
し
て
我
が
国
に

伝
わ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
古
く
か
ら
日
本
語
に
入
っ
た
漢
語
に
お
い
て
は
、
も
っ
と
日
本
化
し
た

音
に
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
正
し
い
漢
文
を
学
ぶ
も
の
に
は
、
こ
の
支
那
の
正
し
い

読
方
が
平
安
朝
に
入
っ
て
も
伝
わ
っ
て
い
た
。
し
か
る
に
そ
の
後
支
那
と
の
公
の
交
通
が
絶
え
て
、

漢
語
の
知
識
が
不
確
か
に
な
る
と
共
に
、
発
音
も
少
し
ず
つ
変
化
し
て
、
院
政
時
代
か
ら
鎌
倉
時

代
に
な
る
と
、
次
第
に
そ
の
ｍ
と
ｎ
と
の
区
別
が
な
く
な
っ
て
「
ン
」
音
に
帰
し
（「
覧
」「
三
」

「
点
」
な
ど
の
語
尾
ｍ
が
「
賛
」「
天
」
な
ど
の
語
尾
ｎ
と
同
じ
く
ｎ
音
に
な
っ
た
）、
ま
た
ng

は
ウ

ま
た
は
イ
の
音
に
な
り
（「
　
ジ
ャ
ウ
上　
」「
　ト
ウ東　
」「
　カ
ウ康　
」
な
ど
の
語
尾
ウ
、「
　ヘ
イ平　
」「
　セ
イ青　
」
な
ど
の
語
尾
イ
は
、
も

と
ng
で
あ
る
）、
入
声
の
語
尾
の
ｐ
は
フ
、
ｋ
は
ク
ま
た
は
キ
に
な
り
、
ｔ
は
呉
音
で
は
チ
に
な
っ

た
が
、
漢
音
で
は
ｔ
の
発
音
を
保
存
し
た
よ
う
で
あ
る
（
仮
名
で
は
ツ
と
書
か
れ
て
い
る
が
実
際

は
ｔ
と
発
音
し
た
ら
し
い
）。
そ
う
し
て
平
安
朝
以
後
、
漢
語
が
次
第
に
多
く
国
語
中
に
用
い
ら

れ
た
の
で
、
以
上
の
よ
う
な
漢
語
の
発
音
が
国
語
の
中
に
入
り
、
た
め
に
、
語
尾
に
お
け
る
「
ん
」

音
（
ｎ
と
発
音
し
た
。
し
か
し
後
に
は
多
少
変
化
し
た
か
も
知
れ
な
い
）
や
、
語
尾
に
お
け
る
促

音
と
も
い
う
べ
き
入
声
の
ｔ
音
が
国
語
の
音
に
加
わ
る
に
い
た
っ
た
。
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（
八
）
　
漢
語
に
は
、
国
語
に
な
い
キ
ャ
キ
ュ
キ
ョ
の
ご
と
き
拗
音
が
、
ア
行
ヤ
行
ワ
行
以
外
の

五
十
音
の
各
行
（
清
濁
と
も
）
に
わ
た
っ
て
あ
り
、
ク
ヮ
（
kwa
）
ク
ヰ
（
kwi
「
帰
」「
貴
」
な
ど
の

音
）
ク
ヱ
（
kwe
「
花
」「
化
」
な
ど
の
音
）
お
よ
び
グ
ヮ
グ
ヰ
グ
ヱ
な
ど
の
拗
音
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ

ら
は
第
一
期
ま
で
は
ま
だ
外
国
式
の
音
と
考
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
平
安
朝
以
後
、
漢
語
が
多

く
　へ

い
ぜ
い

平
生　
に
用
い
ら
れ
る
に
従
っ
て
国
語
の
音
に
加
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
ク
ヰ
ク
ヱ
グ
ヰ

グ
ヱ
は
鎌
倉
時
代
以
後
、
漸
次
キ
・
ケ
・
ギ
・
ゲ
に
変
じ
て
消
失
し
た
。

（
九
）
　
パ
ピ
プ
ペ
ポ
の
音
は
、
奈
良
朝
に
お
い
て
は
多
分
正
常
な
音
韻
と
し
て
は
存
在
し
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
、
し
か
る
に
、
漢
語
に
お
い
て
は
、
入
声
音
ま
た
は
ン
に
つ
づ
く
ハ
行
音
は
パ
ピ
プ

ペ
ポ
の
音
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
（「
　イ

ッ
ペ
ン

一
遍　
」「
　ヒ

ッ
プ

匹
夫　
」「
　ハ

ッ
ピ

法
被　
」「
　キ

ン
ペ
ン

近
辺　
」
な
ど
）。
か
よ
う
な

漢
語
が
平
安
朝
以
後
、
国
語
中
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
た
一
方
純
粋
の
国
語
で
も
、「
あ
は

れ
」「
も
は
ら
」
を
強
め
て
い
っ
た
「
あ
つ
ぱ
れ
」「
も
つ
ぱ
ら
」
な
ど
の
形
が
平
生
に
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
、
パ
行
音
が
国
語
の
音
韻
の
中
に
入
っ
た
。

（
十
）
　
「
ち
」「
ぢ
」「
つ
」「
づ
」
の
音
は
奈
良
朝
に
お
い
て
は
ti
di
tu
du
で
あ
っ
た
が
、
室
町
末

に
お
い
て
は
chi
（

[t ʃ i]

）
dji
（

[d ʒ i]

）
tsu
dzu
に
な
っ
た
（
す
な
わ
ち
「
ち
」「
つ
」
は
現
今
の
音
と
同
音
、

「
ぢ
」「
づ
」
は
正
し
く
今
の
チ
ツ
の
濁
音
、
す
な
わ
ち
有
声
音
に
あ
た
る
）。
そ
の
変
化
の
起
っ
た

時
代
は
、
ま
だ
的
確
に
は
わ
か
ら
な
い
が
、
鎌
倉
時
代
に
入
っ
た
支
那
語
、
す
な
わ
ち
宋
音
の
語

に
お
い
て
「
　シ

カ

知
客　
」
の
「
知
」
ま
た
「
　モ
ウ
ス

帽
子　
」
の
「
子
」
の
ご
と
き
、
支
那
の
t ʃ i
（
現
代
の
チ
の
音
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と
ほ
ぼ
同
じ
）
ま
た
は
tsŭ
（
現
代
の
ツ
の
音
に
似
た
音
）
の
よ
う
な
音
が
チ
・
ツ
と
な
ら
ず
し
て

シ
・
ス
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
当
時
チ
・
ツ
が
今
の
よ
う
な
音
で
な
く
し
て
、
ti
tu
の
よ
う
な
音

で
あ
っ
た
た
め
と
お
も
わ
れ
る
か
ら
、
鎌
倉
時
代
に
は
大
体
も
と
の
音
を
保
っ
て
い
た
の
で
吉
野

時
代
以
後
に
変
じ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

（
十
一
）
　
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
我
が
国
古
代
に
は
、
母
音
一
つ
で
成
立
つ
音
は
語
頭
以
外
に
来

る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
た
だ
、
イ
音
ウ
音
の
場
合
に
少
数
の
例
外
が
あ
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

し
か
る
に
第
二
期
に
入
っ
て
か
ら
は
、
前
述
の
ご
と
き
種
々
の
音
変
化
の
結
果
、
語
の
中
間
ま
た

は
末
尾
の
音
で
ｉ
ま
た
は
ｕ
音
に
な
っ
た
も
の
が
あ
り
、
ま
た
、
漢
語
に
お
い
て
は
、
も
と
よ
り

語
尾
に
ｉ
ま
た
は
ｕ
が
来
る
も
の
が
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
平
安
朝
以
後
漢
語
が
多
く
国
語
中
に

用
い
ら
れ
る
と
共
に
か
よ
う
な
音
も
　

し
き
り

頻　
に
用
い
ら
れ
、
自
然
イ
や
ウ
が
他
音
の
下
に
来
る
も
の
が

甚
だ
多
く
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
か
よ
う
な
イ
音
は
、
そ
の
後
変
化
な
く
、「
礼
」「
敬
」
の
ご
と
き

も
正
し
く
レ
イ
・
ケ
イ
の
音
を
室
町
末
期
ま
で
も
保
っ
た
が
、
ウ
音
は
、
時
を
経
る
と
共
に
そ
の

直
前
の
音
の
影
響
を
受
け
こ
れ
と
合
体
し
て
、
一
つ
の
長
音
に
な
る
も
の
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
⑴
ウ
音
が
、
そ
の
前
の
オ
段
音
の
母
音
ｏ
と
合
体
し
て
ō
の
音
と
な
り
、
そ
の
前
の
子
音

と
共
に
オ
段
の
長
音
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
ou→

ō
、
例
え
ば
、「
曾
」
ソ
ウ→

ソ
ー
、「
登
」
ト
ウ

→

ト
ー
、「
竜
」
リ
ョ
ウ→

リ
ョ
ー
。
ま
た
⑵
ウ
音
が
そ
の
前
の
エ
段
音
の
母
音
ｅ
と
合
体
し
て

yō

の
音
と
な
り
、
そ
の
前
の
子
音
と
共
に
オ
段
の
ヤ
行
長
音
ま
た
は
長
拗
音
と
な
っ
た
。
す
な
わ
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ち
eu→

yō

ま
た
は
-yō

、
例
え
ば
「
用
」
ヨ
ウ→

ヨ
ー
、「
笑
」
セ
ウ→

シ
ョ
ー
、「
妙
」
メ
ウ

→
ミ
ョ
ー
、「
料
」
レ
ウ→

リ
ョ
ー
。
そ
の
結
果
と
し
て
⑴
に
述
べ
た
シ
ョ
ウ
、
ミ
ョ
ウ
、
リ
ョ

ウ
の
類
か
ら
出
た
拗
長
音
と
全
く
同
音
に
な
っ
た
。
以
上
二
種
の
変
化
は
大
体
鎌
倉
時
代
に
は
完

成
し
、
室
町
時
代
に
は
既
に
長
音
に
化
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
⑶
ウ
音
が
直
前
の
ア
段

音
の
母
音
ａ
に
同
化
せ
ら
れ
て
ｏ
と
な
り
、
更
に
こ
れ
が
ａ
と
合
体
し
て
ｏ
の
長
音
と
な
っ
た
が
、

こ
れ
は
⑴
⑵
か
ら
出
来
た
ｏ
の
長
音
よ
り
は
開
口
の
度
が
多
く
、
こ
れ
と
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
た
。

こ
の
開
音
の
ｏ
の
長
音
を
ŏ
で
表
わ
す
と
す
れ
ば
、au→

ao→

ŏ
と
変
じ
た
の
で
あ
る
（
開
音
の
ｏ

は
英
語
の
all
に
お
け
る
よ
う
な
音
で
、
音
声
記
号
で
は
[ ɔ ]
。
例
え
ば
、「
行
」
カ
ウ→

カ
ォ
ー
、

「
様
」
ヤ
ウ→

ヤ
ォ
ー
、「
設
け
」
マ
ウ
ケ→

マ
ォ
ー
ケ
、「
明
」
ミ
ヤ
ウ→

ミ
ヤ
ォ
ー
、「
性
」
シ

ヤ
ウ→

シ
ヤ
ォ
ー
。
こ
の
種
の
も
の
が
一
つ
の
長
音
に
帰
し
て
し
ま
っ
た
時
代
は
ま
だ
明
ら
か
で

な
い
が
、
室
町
末
期
に
は
完
全
に
一
つ
の
音
に
な
っ
て
い
た
。
そ
う
し
て
当
時
は
こ
れ
を
開
音
と

し
⑴
⑵
の
種
類
の
も
の
を
合
音
と
し
て
、
お
の
お
の
別
の
音
と
し
て
取
扱
っ
た
の
で
あ
る
（
室
町

時
代
の
末
に
は
多
少
両
者
の
発
音
を
混
同
す
る
も
の
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
）。
⑷
ウ
音
が
直

前
の
イ
段
音
の
母
音
ｉ
と
合
体
し
て
ウ
段
の
ヤ
行
長
音
ま
た
は
長
拗
音
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
iu

→

yū

ま
た
は
-yū

。
例
え
ば
「
中
」
チ
ウ→

,

チ
ュ
ー
、「
い
う
」
イ
ウ→

ユ
ー
、「
嬉
し
う
」
ウ
レ

シ
ウ→

ウ
レ
シ
ュ
ー
。
こ
の
変
化
は
い
つ
起
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
室
町
末
に
は
、
既
に
変
化

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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以
上
の
⑵
お
よ
び
⑷
の
音
変
化
の
結
果
、
も
と
　

ち
ょ
く
お
ん

直
音　
で
あ
っ
た
も
の
が
新
た
に
　よ

う
お
ん

拗
音　
と
な
り
、

拗
音
を
有
す
る
語
が
多
く
な
っ
た
。

（
十
二
）
　
サ
行
音
ザ
行
音
は
室
町
末
期
の
標
準
的
発
音
で
は
、
sa
shi
su
she
so
、
za
ji
zu
je
zo
で
あ
っ

て
、
現
今
の
東
京
語
と
大
体
同
じ
で
あ
る
が
「
セ
」「
ゼ
」
の
音
だ
け
が
違
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
、
近
畿
か
ら
九
州
ま
で
日
本
西
部
の
音
で
あ
っ
て
、
関
東
で
は
そ
の
当
時
も
今
日
の
東
京

語
と
同
じ
く
「
セ
」「
ゼ
」
を
se
ze
と
発
音
し
た
。
サ
行
ザ
行
の
音
は
、
室
町
以
前
に
お
け
る
的
確

な
音
が
ま
だ
わ
か
ら
な
い
か
ら
し
て
、
ど
ん
な
変
遷
を
経
て
来
た
か
は
、
言
う
こ
と
が
出
来
な
い
。

　　
以
上
、
第
二
期
に
お
け
る
国
語
の
音
韻
の
変
遷
の
　お
も重　
な
る
も
の
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
こ
れ
に

よ
れ
ば
国
語
の
音
韻
は
、
奈
良
朝
に
お
い
て
八
十
七
音
を
区
別
し
た
が
、
平
安
朝
に
お
い
て
は
そ

の
中
の
か
な
り
多
く
の
も
の
が
他
と
同
音
に
帰
し
て
二
十
三
音
を
失
い
、
六
十
四
音
に
な
っ
た
が
、

一
方
、
音
便
そ
の
他
の
音
変
化
と
漢
語
の
国
語
化
と
に
よ
っ
て
、
ン
音
や
促
音
や
パ
行
音
や
多
く

の
拗
音
が
加
わ
り
、
ま
た
鎌
倉
室
町
時
代
に
お
け
る
音
変
化
の
結
果
、
多
く
の
長
音
が
出
来
た
。

「
ち
」「
つ
」「
ぢ
」「
づ
」
の
音
は
変
化
し
た
け
れ
ど
も
、
ま
だ
「
ぢ
」「
づ
」
と
「
じ
」「
ず
」
と
は
混

同
す
る
に
至
ら
ず
、
ｏ
の
長
音
に
な
っ
た
も
の
も
、
な
お
　か

い
ご
う

開
合　
の
別
は
保
た
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
京
都
地
方
を
中
心
と
し
た
中
央
語
の
変
遷
の
重
な
も
の
で
あ
る
。
他
の
方
言
に
つ
い
て

は
不
明
で
あ
る
が
、
室
町
末
期
に
お
け
る
西
洋
人
の
簡
略
な
記
述
に
よ
っ
て
も
、
当
時
の
方
言
に
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種
々
の
違
っ
た
音
が
あ
り
ま
た
違
っ
た
音
変
化
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

二
　
連
音
上
の
法
則
の
変
遷

（
一
）
　
第
一
期
に
お
い
て
は
語
頭
音
と
し
て
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
ラ
行
音
お
よ
び
濁
音
は
、
多

く
の
漢
語
の
国
語
化
ま
た
は
音
変
化
の
結
果
、
語
頭
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
ハ
行
音
は
こ
の
期
を
通
じ
て
そ
の
子
音
は
F

で
あ
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
語
頭
以
外
の
も
の
は
ワ

行
音
と
同
音
に
帰
し
た
た
め
、
語
頭
に
の
み
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
母
音
一
つ
で
成
立
つ
音
の
中
、
語
頭
以
外
に
用
い
ら
れ
な
い
も
の
は
ア
だ
け
と
な
っ
た
。

　
パ
行
音
は
語
頭
に
は
用
い
ら
れ
な
い
（
パ
ッ
ト
、
ポ
ッ
ポ
ト
、
ポ
ン
ポ
ン
の
よ
う
な
擬
声
語
は
別

で
あ
る
）。
た
だ
し
、
室
町
末
期
に
国
語
に
入
っ
た
西
洋
語
（
主
と
し
て
　キ

リ
シ
タ
ン

吉
利
支
丹　
宗
門
の
名
目
）

に
は
パ
行
を
語
頭
に
も
用
い
た
ら
し
い
。

　
ｍ
音
が
語
頭
に
立
つ
も
の
が
出
来
た
（「
　ウ

マ馬　
」「
　ウ

メ梅　
」
な
ど
）。
こ
の
ｍ
音
は
ン
と
同
種
の
も
の
で

あ
る
が
、
ン
音
は
こ
の
場
合
以
外
に
は
語
頭
に
立
つ
こ
と
は
な
い
。

（
二
）
　
語
尾
音
に
は
ン
音
や
　

に
っ
し
ょ
う

入
声　
の
ｔ
音
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。「
　マ

ン万　
」「
　リ

ン鈴　
」「
筆
」

Fit

「
鉄
」
tet

な
ど
。

（
三
）
　
語
の
複
合
の
際
に
起
る
連
濁
お
よ
び
転
韻
は
行
わ
れ
た
が
、
従
来
例
の
あ
る
語
に
の
み

限
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
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ま
た
語
と
語
と
の
間
の
母
音
の
脱
落
に
よ
る
音
の
合
体
は
、
平
安
朝
に
も
助
詞
と
動
詞
「
あ
り
」

と
の
間
に
起
っ
て
、「
ぞ
あ
り
」
か
ら
「
ざ
り
」、「
こ
そ
あ
れ
」
か
ら
「
こ
さ
れ
」、「
も
あ
り
」
か

ら
「
ま
り
」
な
ど
の
形
を
生
じ
、
更
に
後
に
は
、「
に
こ
そ
あ
る
な
れ
」「
に
こ
そ
あ
ん
め
れ
」
か

ら
「
ご
さ
ん
な
れ
」「
ご
さ
ん
め
れ
」
な
ど
を
生
じ
た
が
、
第
一
期
の
よ
う
に
自
由
に
は
行
わ
れ
な

か
っ
た
。

　
或
る
語
が
「
ん
」
で
終
る
語
の
次
に
来
て
複
合
す
る
時
、
そ
の
語
の
頭
音
が
、

ア
行
音
ワ
行
音
で
あ
る
も
の
は
ナ
行
音
と
な
る
（「
　オ

ン
ア
イ

恩
愛　
」
オ
ン
ナ
イ
、「
　ナ

ン
ウ

難
有　
」
ナ
ン
ヌ
、

「
　ニ
ン
ワ

仁
和　
」
ニ
ン
ナ
、「
　リ
ン
ヱ

輪
廻　
」
リ
ン
ネ
、「
　イ
ン
エ
ン

因
縁　
」
イ
ン
ネ
ン
、「
　ガ
ン
エ
ン

顔
淵　
」
ガ
ン
ネ
ン
。
た
だ

し
「
ん
」
が
ｍ
音
で
あ
っ
た
も
の
は
マ
行
音
と
な
る
。「
　サ

ン
ヰ

三
位　
」
サ
ン
ミ
。

ヤ
行
音
で
あ
る
も
の
は
ナ
行
拗
音
と
な
る
。「
　ケ

ン
ヨ

権
輿　
」
ケ
ン
ニ
ョ
、「
　サ

ン
ヤ

山
野　
」
サ
ン
ニ
ャ
、「
　セ

ン
エ
ウ

専
要　
」

セ
ン
ニ
ョ
ー
。

ハ
行
音
で
あ
る
も
の
は
パ
行
音
と
な
る
。「
　モ

ン
ハ

門
派　
」
モ
ン
パ
、「
　ヘ

ン
ハ
ウ

返
報　
」
ヘ
ン
パ
ウ
。
た
だ
し
か

よ
う
な
場
合
に
連
濁
に
よ
っ
て
バ
行
音
に
な
る
も
の
も
あ
る
。「
三
遍
」
サ
ン
ベ
ン
、「
三

杯
」
サ
ン
バ
イ
。

　
漢
語
に
お
い
て
、
上
の
語
の
終
が
入
声
で
あ
る
時
は
、

入
声
の
語
尾
キ
・
ク
（
も
と
ｋ
）
は
カ
行
音
の
前
で
は
促
音
と
な
る
。「
　ア

ク
コ
ウ

悪
口　
」ak

k
ō

「
　テ

キ
コ
ク

敵
国　
」

tek
k
o
k
u



国語音韻の変遷 二　連音上の法則の変遷

入
声
の
語
尾
フ
（
も
と
ｐ
）
は
カ
行
サ
行
タ
行
ハ
行
音
の
前
で
は
促
音
と
な
る
。
そ
の
ハ
行
音

は
同
時
に
パ
行
音
と
な
る
。「
　ホ
フ
タ
イ

法
体　
」
はfo

tta
i

「
　ガ

フ合　
す
」g
a
ssu

「
　リ

フ
カ

立
夏　
」rik

k
a

「
　ジ

フ
ハ
フ

十
方　
」

jip
p
ŏ

「
　ハ

フ
ヒ

法
被　
」fa

p
p
i

入
声
の
語
尾
ｔ
は
、

ア
行
ヤ
行
ワ
行
音
の
前
で
は
促
音
と
な
り
次
の
音
は
タ
行
音
に
変
ず
る
。「
闕
腋
」k

et-ek
i

→
k
ettek

i
「
発
意
」fo

t-i
→
fo
tti

「
八
音
」fa

t-in
→
fa
ttin

カ
行
サ
行
タ
行
音
の
前
で
は
促
音
と
な
る
。「
別
体
」b

etta
i

「
出
世
」sh

u
t-sh

e
→
sh
u
ssh

e

「
悉
皆
」sh

it-k
a
i
→
sh

ik
k
a
i

ハ
行
音
の
前
で
は
促
音
と
な
り
同
時
に
ハ
行
音
は
パ
行
音
と
な
る
。「
　ジ

ツ
フ

実
否　
」jit-fu

→
jip

p
u

　
以
上
は
漢
語
の
、
支
那
に
お
け
る
発
音
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
勿
論
多
少
日
本
化
し
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
多
分
平
安
朝
以
来
用
い
　き
た来　
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
中
に
、
ン
あ
る
い
は
入

声
ｔ
の
次
の
ア
行
ヤ
行
ワ
行
音
が
ナ
行
音
（
ま
た
は
マ
行
音
）
あ
る
い
は
タ
行
音
に
変
ず
る
の
は
、

上
の
ｎ
（
ま
た
は
ｍ
）
あ
る
い
は
ｔ
音
が
長
く
な
っ
て
そ
れ
が
次
の
音
と
合
体
し
た
た
め
で
あ
っ

て
、
か
よ
う
な
音
転
化
を
　

れ
ん
じ
ょ
う

連
声　
と
い
う
。
か
よ
う
な
現
象
は
、
漢
語
に
の
み
見
ら
れ
た
の
で
あ
る

が
、
後
に
は
、
助
詞
「
は
」
お
よ
び
「
を
」
が
ン
音
ま
た
は
入
声
の
ｔ
で
終
る
語
に
接
す
る
場
合

に
も
起
る
こ
と
と
な
っ
て
、
そ
の
場
合
に
は
「
は
」「
を
」
は
「
ナ
」「
ノ
」「
タ
」「
ト
」
と
発
音
す

る
こ
と
が
一
般
に
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。（「
門
は
」「
門
を
」
は
「
モ
ン
ナ
」「
モ
ン
ノ
」
と
な
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り
、「
実
は
」「
実
を
」
は
「
ジ
ッ
タ
」「
ジ
ッ
ト
」
と
な
っ
た
）
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四
　
第
三
期
の
音
韻

　　
第
三
期
は
江
戸
初
期
か
ら
今
日
に
至
る
三
百
三
四
十
年
間
で
あ
る
。
そ
の
下
限
な
る
現
代
語
の

音
韻
は
現
に
我
々
が
用
い
て
い
る
も
の
で
、
直
接
に
こ
れ
を
観
察
し
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
過

去
の
も
の
は
、
仮
名
で
書
か
れ
た
文
献
が
主
要
な
る
資
料
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
朝
鮮
人
が
　オ
ン
モ
ン

諺
文　

で
写
し
た
も
の
も
あ
り
、
西
洋
人
の
日
本
語
学
書
や
日
本
人
の
西
洋
語
学
書
な
ど
に
は
　ロ

ー
マ

羅
馬　
字
で

日
本
語
を
写
し
た
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
　か

な
づ
か
い

仮
名
遣　
や
　

お
ん
ぎ
ょ
く

音
曲　
関
係
書
や
、
韻
学
書
な
ど
に
も
有
力
な

資
料
が
あ
る
。

　
第
二
期
の
下
限
で
あ
る
室
町
末
期
の
音
韻
を
現
代
語
の
音
韻
と
比
較
し
て
、
第
三
期
の
中
に
い

か
な
る
変
遷
が
あ
っ
た
か
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
わ
け
で
あ
る
が
、
現
代
の
標
準
語
は
東
京
語
式

の
も
の
で
あ
る
に
対
し
て
、
第
一
期
第
二
期
を
通
じ
て
変
遷
の
跡
を
た
ど
り
得
べ
き
も
の
は
　や

ま
と

大
和　
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あ
る
い
は
京
都
の
言
語
を
中
心
と
し
た
中
央
語
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
身
た
る
現
代
の
言
語
は
、
東

京
語
で
は
な
く
京
都
語
な
い
し
近
畿
の
方
言
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
比
較
し
て
変
遷
を
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
第
三
期
に
お
け
る
音
韻
の
変
遷

（
一
）「
ぢ
」「
づ
」
は
室
町
末
期
ま
で
は
dji
dzu
の
音
で
あ
り
、「
じ
」「
ず
」
は
ji
zu
の
音
で
あ
っ
て

両
者
の
間
に
区
別
が
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
室
町
時
代
で
も
、
京
都
で
は
、
こ
の
両
種
の
音
が
近

く
な
っ
て
こ
れ
を
混
同
す
る
も
の
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
区
別
す
る
の
が
標
準
的
発
音

で
あ
る
と
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
（
日
本
西
部
の
方
言
で
は
区
別
し
て
い
た
）。
し
か
る
に
江
戸
初

期
に
お
い
て
は
こ
れ
を
全
く
混
同
す
る
に
い
た
っ
た
。
そ
れ
は
「
ぢ
」「
づ
」
の
最
初
の
ｄ
が
弱
く

な
っ
て
遂
に
「
じ
」「
ず
」
と
同
音
に
帰
し
た
の
で
あ
る
（
そ
れ
故
、
江
戸
初
期
か
ら
「
ぢ
」「
づ
」

「
じ
」「
ず
」
の
仮
名
遣
が
説
か
れ
て
い
る
）。
た
だ
し
、
右
の
諸
音
の
区
別
は
今
日
で
も
九
州
土
佐

の
諸
方
言
に
は
残
っ
て
い
る
。

（
二
）
　
ア
段
音
と
ウ
音
と
が
合
体
し
て
出
来
た
ｏ
の
長
音
は
開
音
ŏ
で
あ
り
、
エ
段
音
ま
た
は

オ
段
音
と
ウ
音
と
の
合
体
し
て
出
来
た
ｏ
の
長
音
は
合
音
ō
で
あ
っ
て
、
そ
の
間
に
区
別
が
あ
っ

た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
室
町
末
期
ま
で
は
大
体
そ
の
区
別
が
保
た
れ
て
い
た
が
、

既
に
室
町
時
代
か
ら
両
者
を
混
同
し
た
例
も
多
少
あ
っ
て
、
そ
の
音
が
近
似
し
て
い
た
こ
と
を
思
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わ
せ
る
が
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
早
く
も
こ
の
両
者
の
別
が
な
く
な
っ
て
、
同
音
に
帰
し
た
の
で

あ
る
。
開
音
の
ŏ
が
開
口
の
度
を
減
じ
て
ō
と
同
音
に
な
っ
た
の
で
あ
る
（
か
よ
う
に
し
て
、
江

戸
初
期
か
ら
、
開
合
の
仮
名
遣
が
問
題
と
な
る
に
い
た
っ
た
）。
こ
の
両
種
の
音
は
、
現
代
の
新
潟

県
の
或
る
地
方
の
方
言
に
は
残
っ
て
い
る
。

（
三
）
　
ハ
行
音
は
、
第
二
期
の
末
ま
で
は
、
フ
ァ
フ
ィ
フ
ゥ
フ
ェ
フ
ォ
の
よ
う
に
F

で
は
じ
ま

る
音
で
あ
っ
た
が
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
次
第
に
変
化
を
生
じ
、
唇
の
合
せ
方
が
段
々
と
弱
く
な

り
、
遂
に
は
全
く
唇
を
動
か
さ
ず
し
て
、
こ
れ
と
類
似
し
た
喉
音
ｈ
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
よ

う
に
な
っ
た
。
京
都
方
言
で
は
享
保
・
宝
暦
頃
に
は
大
体
ｈ
音
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、

元
禄
ま
た
は
そ
れ
以
前
に
既
に
ｈ
音
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ふ
し
も
あ
る
。
し
か

し
、
第
二
期
に
お
け
る
ご
と
き
ハ
行
音
は
、
遠
僻
の
地
の
方
言
に
は
今
日
で
も
ま
だ
存
し
て
い
る
。

（
四
）「
　け

い敬　
」「
　て

い帝　
」「
　め

い命　
」
の
よ
う
に
エ
段
音
の
次
に
イ
音
が
来
た
も
の
は
、
文
字
通
り
ケ
イ
テ
イ

メ
イ
と
発
音
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
江
戸
後
半
の
京
都
方
言
で
は
、
エ
段
の
母
音
ｅ
と
ｕ
と
が

合
体
し
て
ｅ
の
長
音
ē
と
な
り
、
エ
段
長
音
が
発
生
し
た
。

（
五
）
　
ク
ヮ
（
kwa
）
グ
ヮ
（
gwa
）
は
、
カ
・
ガ
と
混
同
す
る
傾
向
が
古
く
か
ら
あ
り
、
江
戸
初
期

の
京
都
で
も
下
層
階
級
の
も
の
は
カ
・
ガ
と
発
音
し
た
も
の
が
あ
っ
た
が
、
し
か
し
標
準
的
の
音

と
し
て
は
永
く
保
た
れ
た
。
し
か
る
に
江
戸
末
期
に
な
っ
て
は
、
京
都
で
も
一
般
に
カ
・
ガ
の
音

に
変
じ
た
。
こ
れ
は
ｗ
音
を
発
す
る
時
の
唇
の
運
動
が
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ク
ヮ
・
グ
ヮ
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の
音
は
今
日
で
も
方
言
に
は
残
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。

（
六
）
　
ガ
行
音
は
、
室
町
時
代
に
お
い
て
は
、
多
分
、
ど
ん
な
位
置
に
お
い
て
も
す
べ
て
ｇ
で

は
じ
ま
る
音
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
今
日
の
京
都
語
（
お
よ
び
東
京
語
）
に
お
い
て
は
、
語
頭
以
外

に
は
鼻
音
ng

で
初
ま
る
音
す
な
わ
ち
カ゚
キ゚
の
音
に
な
っ
て
い
る
。
室
町
時
代
に
お
い
て
は
、
ガ
行

音
が
語
頭
以
外
の
位
置
に
あ
る
時
は
、
今
日
の
土
佐
方
言
に
お
け
る
ご
と
く
、
そ
の
前
の
母
音
を

鼻
音
化
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
鼻
母
音
の
影
響
を
受
け
て
ｇ
音
が
ng

音
に
な
っ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
か
よ
う
な
音
変
化
は
い
つ
頃
行
わ
れ
た
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
現
代
の
諸
方
言
に
お
い
て
、

ガ
行
音
が
か
よ
う
に
変
化
し
た
も
の
と
、
も
と
の
形
を
残
し
て
い
る
も
の
と
が
あ
っ
て
、
そ
の
方

言
の
分
布
が
、
ク
ヮ
音
と
そ
れ
か
ら
変
化
し
た
カ
音
と
の
分
布
と
一
致
す
る
所
が
多
い
の
と
、
新

旧
両
形
の
分
布
が
か
な
り
錯
乱
し
て
い
る
の
と
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、
こ
の
音
変
化
は
比
較
的
新
し

い
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

（
七
）
　
エ
音
オ
音
は
、
室
町
末
期
に
は
ye

wi
の
音
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
定
し
た
が
、
京
都
語
で

は
今
日
で
は
ｅ
ｏ
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
に
お
い
て
変
化
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ

の
年
代
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
（
エ
音
は
九
州
・
東
北
等
の
方
言
で
は
明
治
以
後
も
ye

の
音
と
し
て

残
っ
て
い
る
）。

（
八
）
　
「
セ
」「
ゼ
」
は
室
町
時
代
に
は
she
je
の
音
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
現
代
の
京
都
語
で
は
、

セ
・
ゼ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
変
化
も
い
つ
頃
起
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
あ
る
い
は
江
戸
時
代
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後
半
で
な
か
ろ
う
か
と
思
う
。（
方
言
に
は
、
今
な
お
she
音
を
保
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
関
東
方

言
で
は
室
町
時
代
か
ら
se
ze
で
あ
っ
て
、
今
日
の
東
京
語
も
そ
う
で
あ
る
。）

（
九
）
　
　
に
っ
し
ょ
う

入
声　
の
ｔ
も
す
べ
て
ツ
（
tsu
）
の
音
に
な
っ
た
（「
仏
」「
鉄
」「
説
」
な
ど
）。
こ
の
変
化

の
年
代
も
ま
だ
明
ら
か
で
な
い
。

　　
以
上
述
べ
た
所
に
よ
れ
ば
、
国
語
の
音
韻
は
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
ヂ
と
ジ
、
ヅ
と
ズ
、
オ

段
長
音
の
開
音
と
合
音
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
区
別
を
失
い
、
ク
ヮ
・
グ
ヮ
は
カ
・
ガ
と
な
り
、
入

声
の
ｔ
は
ツ
音
と
な
っ
て
、
そ
の
数
を
減
じ
、
ハ
行
音
、
お
よ
び
エ
・
オ
・
セ
の
諸
音
は
変
化
し

た
が
、
な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
一
音
と
し
て
の
位
置
を
保
ち
、
イ
は
エ
段
音
と
合
体
し
て
エ
の
長
音
を

生
じ
、
語
中
語
尾
の
ガ
行
音
は
、
語
頭
の
も
の
と
わ
か
れ
て
、
新
た
に
鼻
音
の
ガ
行
音
を
生
じ
た
。

か
よ
う
に
し
て
全
体
と
し
て
は
音
韻
は
そ
の
数
を
ま
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
江
戸
末
期
以

来
西
洋
諸
国
の
言
語
に
接
し
て
、
そ
の
語
を
国
語
の
中
に
用
い
る
に
い
た
っ
た
が
、
音
韻
と
し
て

は
、「
チ
ェ
」「
ツ
ェ
」「
フ
ィ
」「
ti
」「
di
」
な
ど
が
、
時
と
し
て
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
見
え
る
。

　
な
お
、
以
上
の
音
韻
の
変
遷
は
、
京
都
語
を
中
心
と
し
て
述
べ
た
の
で
あ
る
が
、
他
の
方
言
で

は
、
そ
の
変
遷
の
時
代
を
異
に
し
た
も
の
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
変
化
の
種
類
を
異
に
し

て
、
例
え
ば
ア
列
音
が
次
に
来
る
イ
音
と
合
体
し
て
、
種
々
の
開
音
の
エ
（
普
通
の
エ
よ
り
も
多

く
口
を
開
い
て
発
す
る
エ
類
似
の
音
）
の
長
音
に
な
り
、
ま
た
イ
音
が
エ
音
と
同
音
に
な
り
、
ス
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と
シ
が
共
に
一
つ
の
新
し
い
音
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
類
が
少
な
く
な
い
。

　
殊
に
、
関
東
に
お
い
て
は
オ
段
長
音
の
開
合
の
別
の
失
わ
れ
、
ま
た
ク
ヮ
・
グ
ヮ
の
カ
・
ガ
に

変
じ
た
年
代
が
京
都
語
よ
り
も
早
か
っ
た
こ
と
は
証
が
あ
り
、
江
戸
に
お
い
て
は
、
享
保
の
頃
に
、

明
ら
か
に
鼻
音
の
ガ
行
音
が
あ
り
、
ま
た
、
ヒ
音
が
シ
音
に
近
か
っ
た
の
で
あ
る
。

二
　
連
音
上
の
法
則
の
変
遷

（
一
）
　
ハ
行
音
が
変
化
し
て
、
現
今
の
よ
う
な
音
（
ｈ
で
は
じ
ま
る
音
）
に
な
っ
た
後
も
、
語

頭
に
の
み
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
か
わ
ら
な
い
（
た
だ
し
、
複
合
語
な
ど
の
場
合
に
は
多
少
の
例
外

が
あ
る
）。

　
パ
行
音
が
語
頭
に
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
二
期
に
お
い
て
は
本
来
の
国
語
で
は
擬

声
語
の
ほ
か
は
パ
行
音
が
語
頭
に
来
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
西
洋
と
交
通
の
開
け
た

結
果
、
西
洋
語
が
国
語
中
に
用
い
ら
れ
た
た
め
、
多
少
パ
行
音
で
は
じ
ま
る
語
が
出
来
た
が
、
こ

の
期
に
お
い
て
こ
と
に
明
治
以
後
、
多
く
の
西
洋
語
を
国
語
中
に
用
い
る
よ
う
に
な
っ
て
、
パ
行

音
を
語
頭
に
用
い
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ガ
行
音
が
語
頭
以
外
に
お
い
て
鼻
音
の
ガ
行
音
に
変
化
し
た
た
め
、
ガ
行
音
は
語
頭
に
し
か
来

な
い
こ
と
に
な
っ
た
。

（
二
）
　
入
声
の
音
が
ツ
音
に
変
じ
た
結
果
、
ｔ
が
語
尾
に
来
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
。
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（
三
）
　
ン
の
場
合
の
　

れ
ん
じ
ょ
う

連
声　
は
追
々
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
、
た
だ
、「
親
王
」「
因
縁
」「
輪
廻
」
の

よ
う
な
き
ま
っ
た
語
の
み
に
名
残
を
と
ど
め
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
江
戸
時
代
前
半

は
相
当
に
行
わ
れ
た
の
で
、
こ
と
に
助
詞
「
を
」
の
場
合
に
は
享
保
頃
ま
で
も
ノ
と
発
音
し
た
よ

う
で
あ
る
。

　
入
声
ｔ
（
後
に
は
ツ
）
の
場
合
の
連
声
は
、
こ
の
期
に
は
早
く
か
ら
一
般
的
に
は
行
わ
れ
な
く

な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
た
だ
し
少
数
の
特
別
の
語
の
読
み
方
と
し
て
今
ま
で
も
痕
跡
を
存
し
て
い

る
（「
　シ

ン
ボ
チ

新
発
意　
」「
　ケ

ッ
テ
キ

闕
腋　
」
な
ど
）。

　
漢
語
に
お
け
る
ン
お
よ
び
入
声
に
続
く
音
の
転
化
の
法
則
は
、
こ
の
期
に
お
い
て
入
声
ｔ
が
ツ

と
変
じ
た
後
で
も
、
第
二
期
と
同
様
の
き
ま
り
が
行
わ
れ
て
今
日
に
及
ん
で
い
る
。
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五
　
国
語
音
韻
変
化
の
概
観

　　
以
上
、
日
本
の
中
央
の
言
語
を
中
心
と
し
て
、
今
日
に
至
る
ま
で
千
二
、
三
百
年
の
間
に
国
語

音
韻
の
上
に
起
っ
た
変
遷
の
　お

も重　
な
る
も
の
に
つ
い
て
略
述
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
変
遷
を

通
じ
て
見
ら
れ
る
重
な
る
傾
向
に
つ
い
て
見
れ
ば
、

（
一
）
　
奈
良
朝
の
音
韻
を
今
日
の
と
比
較
し
て
見
る
に
、
変
化
し
た
所
も
相
当
に
多
い
が
、
し

か
し
今
日
ま
で
大
体
変
化
し
な
い
と
見
ら
れ
る
音
も
か
な
り
多
い
の
で
あ
っ
て
、
概
し
て
い
え
ば
、

そ
の
間
の
変
化
は
さ
ほ
ど
甚
し
く
は
な
い
。

（
二
）
　
従
来
、
古
代
に
お
い
て
は
多
く
の
音
韻
が
あ
り
、
後
に
い
た
っ
て
そ
の
数
を
減
じ
た
と

い
う
風
に
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
「
い
」「
ろ
」「
は
」
等
の
一
つ
一
つ
の
仮
名
で
あ
ら
わ

さ
れ
る
音
韻
だ
け
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
新
た
に
国
語
の
音
と
し
て
加
わ
り
ま
た
は
後
に
変
化
し
て
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生
じ
た
拗
音
や
長
音
の
よ
う
な
、
二
つ
ま
た
は
三
つ
の
仮
名
で
表
わ
さ
れ
る
音
を
も
考
慮
に
入
れ

る
と
、
音
韻
の
総
数
は
、
大
体
に
お
い
て
後
代
の
方
が
多
く
な
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
三
）
　
音
韻
変
化
の
真
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
我
が
国
語
音
韻
の

変
遷
に
は
、
母
音
の
連
音
上
の
性
質
に
由
来
す
る
も
の
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
我
が
国
で
は
、

古
く
か
ら
母
音
一
つ
で
成
立
つ
音
は
語
頭
に
は
立
つ
が
語
中
ま
た
は
語
尾
に
は
立
た
な
い
の
を
原

則
と
す
る
。
こ
れ
は
、
連
続
し
た
音
の
中
で
、
母
音
と
母
音
と
が
直
接
に
接
す
る
こ
と
を
嫌
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
古
く
は
複
合
語
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
連
語
に
お
い
て
さ
え
、
母
音
の

直
前
に
他
の
母
音
が
来
る
場
合
に
は
、
そ
の
一
方
を
省
い
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
国
語
の
音
変
化
に
よ
っ
て
一
語
中
の
二
つ
の
母
音
が
続
く
も
の
が
出
来
、
ま
た
は
母
音
が

二
つ
続
い
た
外
国
語
（
漢
語
）
が
国
語
中
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
遂
に
は
そ
の
二
つ
の

母
音
が
合
体
し
て
一
つ
の
長
音
に
な
っ
た
な
ど
も
、
同
じ
傾
向
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
。
我
が
国
で

拗
音
に
な
っ
た
漢
字
音
は
、
支
那
で
は
多
く
は
母
音
が
続
い
た
も
の
（
例
え
ば
kia
　
kua
　
mia
　
io
）
で

あ
る
が
、
こ
れ
が
我
が
国
に
入
っ
て
遂
に
拗
音
（
kya
　
kwa
　
mya
　
ryo
な
ど
）
に
な
っ
た
の
も
、
や
は
り

同
種
の
変
化
と
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
と
思
う
。
そ
う
し
て
今
日
の
よ
う
に
、
ど
ん
な
母
音
で
も

自
由
に
語
中
語
尾
に
来
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
第
三
期
江
戸
時
代
以
後
ら
し
い
。

か
よ
う
に
見
来
た
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
母
音
の
連
音
上
の
性
質
は
、
か
な
り
根
強
か
っ
た
も
の
で
、

そ
れ
が
た
め
に
、
従
来
な
か
っ
た
よ
う
な
多
く
の
新
し
い
音
が
出
来
た
の
で
あ
る
。
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（
四
）
　
唇
音
退
化
の
傾
向
は
国
語
音
韻
変
遷
上
の
著
し
い
現
象
で
あ
る
。
ハ
行
音
の
変
遷
に
お

い
て
見
ら
れ
る
ｐ
か
ら
F

へ
、
F

か
ら
ｈ
へ
の
変
化
は
、
唇
の
合
せ
方
が
次
第
に
弱
く
少
な
く
な
っ

て
遂
に
全
く
な
く
な
っ
た
の
で
あ
り
、
語
中
語
尾
の
ハ
行
音
が
ワ
行
音
と
同
音
と
な
っ
た
の
は
唇

の
合
せ
方
が
少
な
く
な
っ
た
の
で
あ
り
、
ヰ
ヱ
音
が
イ
エ
音
に
な
り
、
ま
た
近
世
に
、
ク
ヮ
グ
ヮ

音
が
カ
ガ
音
に
な
っ
た
の
も
、「
お
」「
を
」
が
多
分
wo
か
ら
ｏ
に
な
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
も
、

み
な
唇
の
運
動
が
減
退
し
て
な
く
な
っ
た
に
基
づ
く
。
か
よ
う
に
非
常
に
古
い
時
代
か
ら
近
世
ま

で
も
、
同
じ
方
向
の
音
変
化
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
五
）
　
外
国
語
の
国
語
へ
の
輸
入
が
音
韻
に
及
ぼ
し
た
影
響
と
し
て
は
、
漢
語
の
国
語
化
に
よ
っ

て
、
拗
音
や
促
音
や
パ
行
音
や
入
声
の
ｔ
や
ン
音
の
よ
う
な
、
当
時
の
国
語
に
は
絶
無
で
は
な
か
っ

た
に
し
て
も
、
正
常
の
音
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
音
が
加
わ
り
、
ま
た
ラ
行
音
や
濁
音
が

語
頭
に
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
西
洋
語
を
輸
入
し
た
た
め
に
、
パ
行
音
が
語
頭
に
も
、
そ
の

他
の
位
置
に
も
自
由
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
音
便
と
漢
語
と
の
関
係
は
、
容
易
に
断
定
を
下
し
難
い
が
、
多
少
と
も
漢
語
の
音
の
影
響
を
受

け
た
こ
と
は
あ
ろ
う
と
思
う
。

（
六
）
　
従
来
の
我
が
国
の
学
者
は
日
本
の
古
代
の
音
韻
を
単
純
な
も
の
と
考
え
る
も
の
が
多
く
、

五
十
音
を
神
代
以
来
の
も
の
で
あ
る
と
説
い
た
者
さ
え
あ
る
。
し
か
る
に
我
々
が
、
そ
の
時
の
音

韻
組
織
を
大
体
推
定
し
得
る
最
古
の
時
代
で
あ
る
奈
良
朝
に
お
い
て
は
、
八
十
七
ま
た
は
八
十
八
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の
音
を
区
別
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
か
ら
濁
音
を
除
い
て
も
、
な
お
六
十
な
い
し
六
十
一
の

音
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
音
の
内
部
構
造
は
、
ま
だ
明
ら
か
で
な
い
も
の
も
あ
る
が
、

こ
れ
ら
の
音
を
構
成
し
て
い
る
母
音
は
、
五
十
音
に
お
け
る
が
ご
と
く
五
種
だ
け
で
な
く
、
も
っ

と
多
か
っ
た
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
各
音
は
一
つ
の
母
音
か
ま
た
は
一
つ
の
子
音
と
一
つ
の
母
音

で
成
立
つ
も
の
ば
か
り
で
な
く
、
な
お
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
子
音
と
一
つ
の
母
音
ま
た
は
一
つ

の
子
音
と
二
つ
の
母
音
か
ら
成
立
つ
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
っ
て
、
音
を
構

成
す
る
単
音
の
種
類
ま
た
は
音
の
構
造
が
、
こ
れ
ま
で
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り
も
、
も
っ
と
多
様

複
雑
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
音
が
平
安
朝
に
お
い
て
は
濁
音
二
十
を
除
い
て
四
十
八
音
か

ら
四
十
七
音
、
更
に
四
十
四
音
と
次
第
に
減
少
し
、
音
の
構
造
も
、
大
体
五
種
の
母
音
と
九
種
の

子
音
を
基
礎
と
し
て
、
母
音
一
つ
か
、
ま
た
は
子
音
一
つ
と
母
音
一
つ
か
ら
構
成
せ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
、
前
代
よ
り
も
単
純
化
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
か
ら
察
す
る
と
、
逆
に
ず
っ
と
古

い
時
代
に
溯
れ
ば
、
音
の
種
類
も
も
っ
と
多
く
、
音
を
構
成
す
る
単
音
の
種
類
や
、
音
の
構
造
も
、

な
お
一
層
多
様
複
雑
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
す
な
わ
ち
、
我
々
の
知
り
得
る
最
古
の
時

代
の
音
韻
組
織
は
、
そ
れ
よ
り
ず
っ
と
古
い
時
代
の
種
々
の
音
韻
が
、
永
い
年
月
の
間
に
次
第
に

統
一
せ
ら
れ
単
純
化
せ
ら
れ
た
結
果
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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　後
註

一

こ
こ
か
ら
２
段
組
み

二

こ
こ
で
段
組
み
終
わ
り
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