
(1
)

音
数
律

の
宿
命
I
l
東

ア
ジ

ア
詩
学

の
構
築

に
向
け
て

川

本

皓

嗣

要

旨
東

ア
ジ
ア

(中
国

・
韓
国

・
日
本
)

の
伝
統
詩
は
、

一
見
、
漢
詩
と
い
う

一
点
を
通
じ
て
、
た
が
い
に
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
を
保

っ
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
。

こ
の
文
化
圏
内
で
は
、
近
代
に
至
る
ま
で
、
ど
こ
で
も
漢
詩
が
文
学
の
首
位
を
占
め
る
ば
か
り
か
、
漢
詩
に
精
通
す
る
こ
と
は
、
為
政
者

・
知
識
階
級
に
必
須
の
教

養
と
さ
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
と
は

い
え
現
実
に
は
、
中
国
人
は
日
本
の
漢
詩
を
問
題
に
し
て
こ
な
か

っ
た
し
、
日
本
人
も
韓
国
の
漢
詩
に
親
し
ん
で
い
る
と
は

と
て
も
言
え
な
い
。

つ
ま
り
東
ア
ジ
ア

の
伝
統
詩
は
、
中
国
の
漢
詩
を
中
心
と
す
る

一
方
的
な
遠
心
構
造
を
な
し
、
周
縁
か
ら
中
心

へ
、
あ
る
い
は
周
縁
部
ど
う
し

の
双
方
向
的
交
流
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
と

い
う

の
が
現
実
で
あ
る
。
漢
詩
で
さ
え
そ
う
し
た
情
況
だ

っ
た
と
す
れ
ば
、
中
国
を
も
含
め
、
各
国
の
自
国
語
詩
ど

う
し
の
交
流
や
相
互
理
解
に
つ
い
て
は
、
な
お
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
詩
全
体
を
視
野
に
収
め
、

東

ア
ジ
ア
詩
学

の
構
築
に
向
け
て
、
基
礎

固
め
を
試
み
る
。

(1)

 

キ
ー
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一

世
界
の
な
か
の
東
ア
ジ

ア
の
伝
統
詩
、
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
日
本

の
伝
統
詩
を
、
比
較
詩
学
的

・
比
較
文
化
論
的
立
場
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

た
だ
し
、
私

の
知
見

の
範
囲
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
世
界
と
い
っ
て
も
主
と
し
て
西
洋

(こ
と
に
欧
米
)
の

一
部
の
み
を
指
し
、
イ
ン
ド
文
化
圏
、
ア
ラ

ブ

・
ペ
ル
シ
ャ
文
化
圏
、

ス
ラ
ヴ
文
化
圏
な
ど
、
で
き
る
も
の
な
ら
ぜ
ひ
参
照
す
べ
き
多
く

の
文
化
圏

の
伝
統
詩
を
、
初
め
か
ら
度
外
視
す
る
こ
と
を
お
許
し
い
た

だ
き
た
い
。
ま
た
同
様
に
、
東
ア
ジ
ア
と
は
い
っ
て
も
、
私
の
知
識
は
主
と
し
て
日
本
に
限
ら
れ
、
中
国
に

つ
い
て
は
い
わ
ゆ
る

「漢
文
訓
読
」
に
よ

っ
て
触
れ
う

る
も

の
の

一
部
、
韓
文
化
圏
に
至

っ
て
は
、
ほ
ぼ
無
知
に
近

い
こ
と
を
、
こ
こ
で
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、
東
ア
ジ
ア
文
化
圏
に
属
す
る
研
究
者
の

一
人

と
し
て
、
ま
こ
と
に
お
恥
ず
か
し

い
こ
と
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。

近
代
に
至
る
ま
で
、
東

ア
ジ
ア
諸
国
は
中
国
を
中
心
と
仰
ぎ
見

て
、
そ
の
中
心
か
ら

一
方
的
な
文
化

の
放
射

(放
散
)
を
受
け
入
れ
る
と

い
う

「遠
心
的
構
造
」

幻

を
な
し
て
お
り
、
周
縁
諸
国
ど
う
し
の
直
接
的
交
流
、
こ
と
に
く
①
「轟
6巳
霞
ω
(共
通
の
古
典
語
た
る
漢
文
以
外
の

「俗
語
」
、
た
と
え
ば
各
地

・
各
時
代

の
中
国
語
、

ー

朝
鮮
語
、
日
本
語
)
に
よ
る
交
渉
は
、
世
界
的
に
見
て
も
例
外
的
と
い
え
る
ほ
ど
に
乏
し
か

っ
た
。
そ
れ
は
、
そ
れ
だ
け
中
国
文
明
の
権
威
と
、
そ
し
て
こ
と
に
漢

文

の
利
便
性
が
高
か

っ
た
た
め
で
も
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
周
縁
文
化
ど
う
し
が
互
い
に
抱
き
合
う
敬
意
や
好
奇
心
の
乏
し
さ
、
そ
し
て
中
心
に
位
置
す
る
中

国
自
体
が
周
縁
諸
文
化
に
向
け
る
関
心

の
希
薄
さ
は
、
や
は
り
際
立

っ
て
い
る
。

近
代
以
後
、
東
ア
ジ
ア
諸
国
が

一
斉
に
熱
い
ま
な
ざ
し
を
注
ぐ
中
心
は
、
中
国
か
ら
欧
米

(こ
と
に
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
)
に
移

っ
た
が
、
そ

の
中
心
ば
か
り
に
気
を
取

ら
れ
て
、
周
縁
国

(中

・
韓

・
日
ほ
か
)
ど
う
し
が
あ
ま
り
親
密
な
関
係
を
結
ぶ
に
至
ら
な
い
と

い
う
遠
心
的
構
造
は
、
以
前
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ

っ
て
い
る
よ
う
に

は
思
え
な
い
。

い
ま
現
在
に
お
け
る
東

ア
ジ

ア
諸
国

の
相
互
理
解

の
難
し
さ
は
、
ま
ず
そ
の
あ
た
り
に
大
き
な
原
因
が
あ
る
だ
ろ
う
。

い
ま
こ
の
会
場
で
、
韓
国

語

・
中
国
語

・
日
本
語
の
三
つ
が
か
な
り

「
で
き
る
」
人
は
、
ど
れ
だ
け
お
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
学
会
で
あ
れ
ば
、
英
語

・
ド
イ
ツ
語

・
フ

ラ
ン
ス
語
、
さ
ら
に
は
イ
タ
リ
ァ
語

・
ス
ペ
イ
ン
語
や
ロ
シ
ア
語
な
ど
を

一
人
で
自
由
に
操
る
学
者
を
見

つ
け
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

た
だ
、
そ
の
反
面
、
近
代
以
前
の
東

ア
ジ
ア
諸
国
に
は
、
漢
文
と
い
う
ま
こ
と
に
便
利
な
圏
内
共
通
の
書
記
言
語
が
あ

っ
た
。
も
ち
ろ
ん
発
音
の
ほ
う
は
、
中
国



内
部

で
さ
え
時
代
や
土
地
に
よ

っ
て
大
き
く
異
な
り
、
ま
し
て
周
縁
諸
国
で
は
な
お
さ
ら

の
こ
と
だ
が
、
文
字
の
理
解

に
関
し
て
は
、
き
ち
ん
と
教
育
を
受
け
た
知

識
人
で
さ
え
あ
れ
ば
、
誰
も
が
か
な
り
高

度
の
力
を
身
に

つ
け
て
い
た
。
し
か
も
中

・
韓

・
日
、
ど
の
文
化
圏
で
も
、
知
識
人

の
問
で
は
漢
文

や
漢
詩

の
修
養
が
何

よ
り
重
視
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
巨
大
な
学
習

エ
ネ
ル
ギ
ー
が
費
や
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

と
い
う
わ
け
で
、

一
口
に
東
ア
ジ
ア

の
伝
統
詩
と

い
っ
て
も
、
明
ら
か
に
共
通
性
の
あ
る
中
国

・
韓
国

・
日
本
な
ど
の
漢
詩
を
除

い
て
、
各
国
の

「俗
語
」
に
よ

る
詩
的
ジ
ャ
ン
ル
は
、
そ
れ
ら
が
た
が

い
に
接
触
し
交
流
す
る
機
会
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
相
互
影
響
の
あ
と
も
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
漢
詩
の
存
在

は
さ
て
お
き
、
そ
も
そ
も

「東

ア
ジ
ア

の
詩
」
と

い
う
総
称
、

一
く
く
り
の
呼
び
名
が
成
立
す
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
自
体
が
問
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

と
は
い
え
、
漢
詩
を
も
含
め
た
東
ア
ジ

ア
諸
国
の
詩
を
、
た
と
え
ば
欧
米

の
詩
と
く
ら
べ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
た
し
か
に
目
覚
し

い
独
自
性
、
し
か
も
東
ア
ジ

ア
文
化
圏
に
共
通
す
る
顕
著
な
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
の
も
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
特
徴
の

一
斑
を
挙
げ
て
、
今
後

の
検
討
の
材
料
を
提
供
し
た
い
。
そ

の
さ
い
、
東
ア
ジ
ア
伝
統
詩

の
中
核
を
な
す
漢
詩
の
考
察
が
、
大
き
な
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
の
は
言
う
ま
で
も
な

い
。

漢
詩
は
中

・
韓

・
日
の
ど
の
国
で
も
、
近
代
に
至
る
ま
で
、
長
く
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
首
位

に
置
か
れ
、
尊
重
さ
れ
て
き
た
ば
か
り
で
は
な
い
。
ま
こ
と
に
稀
有
な

こ
と
に
、
そ
し
て
西
洋
で
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な

い
こ
と
だ
が
、
漢
詩
の
制
作
が
知
識
階
級
に
と
ど
ま
ら
ず
、
為
政
者
に
さ
え
必
須
の
教
養
と
さ
れ
て
き
た
。
哲
人
政

治

・
文
治
政
策

の
理
念
と
、
程
度
の
差
は
あ
れ
そ
う
し
た
政
治

の
実
践
は
、
東

ア
ジ
ア
文
化

の
大
き
な
特
色
で
あ
る
。
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
に
も
と
つ
く
高

い
倫
理
性

を
誇
り
、
世
界
人
類
の
リ
ー
ダ
ー
を
自
認
し
て
い
た
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
が
、
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
紀
初
め
に
か
け
て
、
キ
リ
ス
ト
教
圏
と
は
別
種
の
倫
理
や
価
値

観
を
も

つ
高

い
文
明
が
他
に
も
存
在
す
る

こ
と
を
自
覚
し
、
歴
史

の
相
対
性
に
目
を
開
か
れ
は
じ
め
た
の
は
、
漢
詩
文
の
深

い
教
養
に
も
と
つ
く
東
ア
ジ
ア
諸
国
の

文
治
主
義
の
伝
統
と
、
そ
の
す
ぐ
れ
た
成
果
に
気
づ
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
科
挙
の
例
に
な
ら

っ
て
、
今
日
ま
で
続
く

「
バ
カ
ロ
レ
ア

(大
学
入
学
資

格
試
験
)」

の
制
度
を
創
設
し
た
の
は
、

一
八
〇
八
年
の
こ
と
で
あ
る
。

(3)

最
初
に
詩

の
形
式
か
ら
見

て
い
こ
う
。

音
数
律
の
宿
命
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漢
詩
を
は
じ
め
、
欧
米

の
詩
と
比
べ
た
東
ア
ジ
ア
伝
統
詩
の
第

一
の
特
徴
は
、
き
わ
め
て
短
い
こ
と
で
あ
る
。
西
洋
の

「ま
じ
め
な
」
詩
は
長
い
の
が
ふ
つ
う
で
、

も

っ
と
も
短
く
難
し
い
と
さ
れ
る

「
ソ
ネ

ッ
ト
」
ωo
目
卑

で
も
十
四
行

の
長
さ
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
周
知
の
よ
う
に
漢
詩
の
定
型

(近
体
詩
)
は
、
最
短
の

五
言
絶
句
が
五
音
四
句
、
長
め
の
七
言
律

詩
で
も
七
音
八
句
に
過
ぎ
な
い
。
も

つ
と
も
、
律
詩
の
変
形
で
あ
る
排
律

(五
言
が
ふ
つ
う
で
、
七
言
は
ま
れ
)
は
と
き

に
五
十
句
や
百
句
に
及
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
有
名
な
白
楽
天

の

『長
恨
歌
』
と

『琵
琶
行
』
は
、
ど
ち
ら
も
七
言

で
、
そ
れ
ぞ
れ

一
二
〇
句
、
八
十
八
句

に
達
す

る
。
と
は
い
え
、
ミ
ル
ト
ン
の
叙
事
詩

『失
楽
園
』
聖

ミ
ミ
題
卜
8
蛛
(第
二
版
)
は

一
〇
、
五
六
五
行
、
拝
情
詩
で
も
、
キ
ー
ツ
の
死
を

い
た
む
シ

ェ
リ
ー
の

『
ア

ド
ネ
イ
ス
』
諺
α
8
巴
ω
は
四
九
五
行

で
、
長
さ
の
上
で
は
比
較
に
な
ら
な
い
。

日
本
の
和
歌

(短
歌
)
は
五

・
七

・
五

・
七

・
七

の
三
十

一
音
節
。
そ
の
短
歌
で
さ
え
ま
だ
長
す
ぎ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
れ
を
二
分
す
る
こ
と
で
成
立
し
た
俳
句

に
至

っ
て
は
、
わ
ず
か
五

・
七

・
五
の
十
七
音
節
し
か
な
い
。
英
語
そ
の
他
に
翻
訳
さ
れ
る
さ
い
の
行
分
け
の
習
慣

の
せ

い
で
、
短
歌
は
と
き
に
五
行
詩
、
俳
句
は

三
行
詩
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
大
き
な
誤
解
の
も
と

で
あ
る
。
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
語
詩
の
標
準
的
な
詩
行

で
あ
る

「
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ラ
ン
」

9
す
×
き
α
匿

(十
二
音
節
詩
行
)
や
、
英

語
詩
で
も

っ
と
も
頻
繁
に
用
い
ら
れ
る
弱
強
五
歩
格

(十
音
節
詩
行
)
に
当

て
は
め
て
み
れ
ば
、
俳
句
は
む
し
ろ

一
行
詩
、

の

短
歌

で
も
せ
い
ぜ
い
二
行
詩
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る

(日
本
語
は
音
節
構
造
が
き
わ
め
て
単
純
な
た
め
、

一
音
節
あ
た
り
の
情
報
量
は
英
語
の
半
分
以
下
で
あ
る
)
。

ー

複
数

の
作
者
が
五

・
七

・
五
の
長
句
と
七

・
七
の
短
句
を
か
わ
る
が
わ
る
連
ね
て
い
く
連
句
は
、
芭
蕉
以
後
は
三
十
六
句

の

「歌
仙
」
を
標
準
と
し
、
ふ
つ
う
長
く

て
も
百
韻
止
ま
り
で
あ
る
。

漢
詩
と
は
別
に
、
中
国
の
宋
代
に
隆

盛
を
極
め
た
拝
情
的
な
韻
文
形
式
に

「詞
」

(填
詞
、
詩
余
)
が
あ
る
。
元
来
は

一
定

の
歌
曲
に
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
歌
詞

(替
え
歌
)
だ

っ
た
が
、
も
と
の
楽
曲
が
失
わ
れ
た
あ
と
で
も
多
く
の
歌
の
詞
調

(各
句

の
音
数
や
平
灰
、
押
韻
な
ど
の
韻
律
形
式
)
だ
け
が
残
り
、
そ
の
形
式
に

合
わ
せ
て
次

々
と
音
楽
抜
き

の
詞
が
制
作

さ
れ
た
。
ほ
ぼ

一
千
種
類
ほ
ど
あ
る
と
言
わ
れ
る
詞
調
は
長
短
さ
ま
ざ
ま
で
、
各
句

の
音
数
も
近
体
詞
と
は
異
な

っ
て
不

揃

い
で
あ
る
。

晩
唐
の
詩
人
白
居
易
の

お
く
こ
う
な
ん

し

「憶
江
南
詞
」
は

、

比

較

的

短

い
詞

の

一
つ

で
あ

る

。



江
南
好

風
景
奮
曾
諸

日
出
江
花
紅
勝
火

春
來
江
水
緑
如
藍

能
不
憶
江
南

江
南
好
しも

か
つ

そ
ら

風
景

旧
と
曽
て
諸
ん
ず

い

あ
か

日
出
で
て

江
花

紅
き
こ
と
火
に
勝
り

き
た

春
来
り
て

江
水

緑
な
る
こ
と
藍

の
如
し

よ

(2
)

能
く
江
南
を
憶
わ
ざ
ら
ん
や

(佐
藤

一
六
八
)

各
句

の
音
数
は
三
、
五
、
七
、
七
、
五
で
、
合
計
二
十
七
音
で
あ
る
。

詞
の
種
類
は
長
さ

(音
数
)
で
大
別
さ
れ
る
。
五
十
八
音
以
内

の
も
の
を

「小
令
」
、
五
十
九
音
か
ら
九
十
音
ま
で
の
も

の
を

「中
調
」、
九
十

一
音
以
上
を

「長

お
う
て
い
じ
ょ

調
」
と
呼
ぶ
が
、
最
も
長

い

「鶯
暗
序

」
で
も
二
四
〇
音
で
あ
る

(七
言
句
に
換
算
す
れ
ば
、
三
十
四
句
あ
ま
り
)
。
こ
れ
も
き
わ
め
て
短

い
詩

の
ジ

ャ
ン
ル
と
言

え
る
だ
ろ
う
。
(佐
藤

一
七
三
-

一
七

五
を
参
照
)

の

ヒ
ャ
ン
カ

ヤ
ン
ハ
ン

シ

ジ
ョ

新
羅
時
代
に
全
盛
を
誇

っ
た
郷
歌
が
す
た
れ
、
高
麗
時
代
の
両
班
士
大
夫
た
ち
に
よ

っ
て
始
め
ら
れ
た
朝
鮮
の
時
調
は
、
郷
歌
が

一
部
短
縮
さ
れ
て
で
き
あ
が

っ

ー

た
形
式
だ
と

い
う
。
そ
の
基
本
形
は
三
章

六
句
、
各
章

の
音
数
は
、

初
章

三

・
四
/
四

・
四

中
章

三

・
四
/
四

・
四

終
章

三

・
五
/
四

・
三

三

・
四
調
ま
た
は
四

・
四
調
を
基
本
と

す
る
が
、

一
音

や
二
音
程
度

の
増
減
は
許
さ
れ
る
。
た
だ
し
終
章

の
第

一
句
だ
け
は
三
音
節
に
固
定
さ
れ
て
い
る
。
し
た

が

っ
て

一
篇
の
音
数
は
ほ
ぼ
四
十
五
音
、
漢
詩
の
七
言
に
換
算
す
れ
ば
六
句
あ
ま
り
で
、
ま
た
短
歌
よ
り

一
章
分
ほ
ど
長

い
が
、
極
度
に
短

い
詩
で
あ
る
こ
と
に
変

わ
り
は
な

い
。
時
調
も
歌
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
中
国
の
詞
が
元
来
の
楽
曲

の
名
残
り
を
と
ど
め
る
詩
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
時
調
は
ま
ず
言
葉
の
詩
と
し
て
出

発
し
、
そ
れ
が
歌
わ
れ
る
よ
う

に
な

っ
た

の
は
、
そ
う
古
く
か
ら
の
こ
と
で
は
な
い
ら
し
い
。

な
お
、
こ
う
し
た
標
準
的
な

「平
時

調

(短
型
時
調
)
」

の
ほ
か
に
、
章
句

の

一
部
が
も

っ
と
長
く
な

っ
た
も
の
と
し
て

「オ

ッ
時
調

(中
型
時
調
)
」
「辞
説
時

音
数
律
の
宿
命
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(長
型
時
調
)」
が
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い

(
時

調

に

つ

い

て
は

、

サ

ほ

か

を

参

照

)
。

次
に
、
東
ア
ジ
ア
の
伝
統
詩
に
共
通
す

る
第
二
の
特
徴
は
、
そ
の
ど
れ
も
が

「音
数
律

(音
節
的
韻
律
)」
ω琶
9ぼ
o
目
卑
嘆

に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
あ

と
で
触
れ
る
よ
う
に
、
い
ま
見
た
第

一
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
東
ア
ジ
ア
詩
の
短
さ
は
、
主
と
し
て
音
数
律
と
い
う
ご
く
単
純
な
リ
ズ

ム
枠
の
せ
い
で
あ
る
。

世
界
の
詩
の
な
か
で
、
詩

の
リ
ズ
ム
を
刻
む
手
段
、
つ
ま
り
音
声
面
で
の
規
則
的
な
反
復

の
要
素
と
し
て
、
た
だ
音
節
数
だ
け
を
頼
り
と
し
、
そ
れ
以
外
に
ど
ん

な
補
助
手
段
を
も
併
せ
用

い
て
い
な

い
よ
う
に
見
え

る
の
は
、
日
本
語
と
朝
鮮
語
の
詩

(勺
『①
巳
一昌
鵬
①『

ら
GQ
ら
ーらGo①)
、
そ
し
て
ジ
ョ
ン

・
ロ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、

ハ
ン

ガ
リ
ー
民
謡

の
み
だ
と

い
う

(冒
自

①
)
。
た
だ
漢
詩
だ
け
は
、
音
数
律
と
い
う
本
来
の
枠
組
み
に
加
え
て
、
古
体
詩

の
場
合
は
脚
韻
を
踏
み
、
近
体
詩
の
場
合
は

脚
韻

の
ほ
か
、
こ
ま
か
な
平
灰
の
規
則
に
従
う
と

い
う
点
で
、
純
粋
な
音
数
律
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
実
は
、
漢
詩
も
も
と
も
と
音
数
律
に
依
存
し
、
さ
ま
ざ
ま

ω

な
面

で
音
数
律
に
固
有
の
特
徴
を
示
し
て

い
る
。
だ
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
の
詩

一
般
が
音
数
律
を
共
通
の
基
盤
と
す
る
と
言

い
方
は
、
十
分
に
可
能
で
あ
る
。
た
だ
し
、

ー

こ
れ
は
た
ん
な
る
偶
然
の
結
果
で
あ
り
、
中
国
語

・
朝
鮮
語

・
日
本
語

(そ
し
て
お
そ
ら
く

ハ
ン
ガ
リ
ー
語
)
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有

の
音
韻
体
系

の
特
性
か
ら
来
る
も

の
で
あ
る
。

音
数
律
と
は
何
か
。
「韻
律
」
日
2
Φ
「
と
は
、
詩

の
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
用
意
さ
れ
た
リ
ズ
ム
の
型

(パ
タ
ー
ン
)
で
あ
る
。

一
定
の
型
が
規
則
的
に
繰
り
返
さ

れ
る
と
き
、
リ
ズ

ム
の
感
覚
が
生
ま
れ
る
。
韻
律
法
は
ふ

つ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
の
音
韻
体
系
に
組
み
込
ま
れ
た
音
声
特
徴

の
う
ち
、
も

っ
と
も

一
般
的
で
も

っ

と
も
パ
タ
ー
ン
化
し
や
す

い
も
の
に
依
拠
す
る
こ
と
で
成
り
立

っ
て
い
る
。
な
か
で
も
好
都
合
な
の
は
、
音
の
長
短
、
強
弱
な
ど
、
は

っ
き
り
し
た
二
項
対
立
を
な

す
特
徴
が
利
用
で
き
る
場
合

で
あ
る
。
た
と
え
ば
古
代
ギ
リ
シ
ャ

・
ラ
テ
ン
語

の
詩
は
、
ち
ょ
う
ど
モ
ー
ル
ス
符
号
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
長
音
と
短
音

(
一
つ
の
長

音
は
短
音
二
個

の
長
さ
)

の
規
則
的
な
組

み
合
わ
せ
で
で
き
て
い
る
。
こ
の
た
ぐ
い
を

「音
量
的
韻
律
」
ρ
舞
昌
菖
鼠
自
く
①
巳
卑
巽
と
呼
ぶ
。

一
方
、
英
語
や
ド
イ

ッ
語
、
オ
ラ
ン
ダ
語
の
よ
う
に
、
母
音

の
長
短
が
そ
れ
ほ
ど
規
則
的

で
も
有
意
的
で
も
な
く
、
む
し
ろ
音
節
ど
う
し
の
強
弱
の
差
が
強
く
意

識
さ
れ
る
言
語
で
は
、
そ

の
対
立
を
生
か
し
た

「
ア
ク
セ
ン
ト
的
韻
律
」
簿
oo
Φ巨
o
巴
日
卑
Φ
「
が
主
力
を
占
め
る
。



孝

8

H＼
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霧

乙
＼
①
『
げ
ひ
≦
＼
日
賓
ぱ
αq
耳
＼
陶ω
ω
富

三

(』
o
げ
巳

≦
津

o
P

、.O
昌
田

ω
じu
瞬
昌
畠
器

ω
ω
、、)

(ま
だ
人
生
の
な
か
ば
で
)
も
う
視
力
を
失

っ
た
こ
と
を
考
え
る
と

(
ジ

ョ

ン

・
ミ

ル
ト

ン

「
わ

が

盲

目

に

つ

い

て
」
)

も

っ
と
も
、
韻
律
形
式
が
長
短
や
強
弱

と
い
っ
た
た
だ

一
つ
の
原
理
で
成
り
立

つ
ケ
ー
ス
は
、
き
わ
め
て
ま
れ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
弱
拍
と
強
拍
の

一
定
の
組
み

合
わ
せ
が
最
小

の
リ
ズ
ム
単
位

(脚
)
と
な
り
、
そ
れ
が
各
行
内
に
規
則
的
に
配
置
さ
れ
る
ア
ク
セ
ン
ト
的
韻
律
で
は
、
結
果
と
し
て
、
各
行

の
音
節
数

の
方
も
ほ

ぼ

一
定
の
型
を
示
す
こ
と
は
明
ら
か
だ

ろ
う

(
い
ま
挙
げ
た
ミ
ル
ト
ン
の
弱
強
五
歩
格
な
ら
十
音
節
)
。
そ
の
た
め
、
た
と
え
ば
英
語
詩
の
歴
史

の
な
か
で
は
、

ア

ク
セ
ン
ト
の
数
や
位
置
よ
り
も
各
行
の
音

節
数
の
規
則
性
を
強
く
意
識
す
る
と
い
う
流
れ
も
あ

っ
た
。
だ
か
ら
こ
う
し
た
韻
律
は
、
厳
密
に
は

「
ア
ク
セ
ン
ト
的

11

音
節
的
韻
律
」
霧
8
巨
o
巴
-ω気
ぎ
玄
o
日
①
一①
「
と
呼
ぶ
の
が
よ
り
適
切
だ
ろ
う
。
英
語
詩
や
ド
イ
ツ
語
詩
に
比
べ
て
も

っ
と
音
数
律
的
傾
向
の
強

い
フ
ラ
ン
ス
語
詩
、

イ
タ
リ
ア
語
詩
、
ス
ペ
イ
ン
語
詩
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
基
本
的
に
ア
ク
セ
ン
ト
的

11
音
節
的
韻
律
と

い
う
性
格
を
も

っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
中
国
語

(漢
文
を
含
む
)
、
朝
鮮
語
、
そ
し
て
日
本
語
と

い
う
言
語

の
音
韻
体
系
に
は
、
差
し
当
た
り
音
節
の
長
短

や
強
弱
と

い
っ
た
、
韻
律
法
に
す

ぐ
利
用
で
き
そ
う
な
手
ご
ろ
な
二
項
対

立
が
見
当
た
ら
な
い
。
日
本
語
に
は
た
し
か
に
長
音
節
と
短
音
節
の
区
別
が
あ

っ
て
、
意
味

の
違

い
を
生
み
出
す
が

(「
ホ

シ

(星
)
」
と

「
ホ
ー
シ

(法
師
)
」
、
「
オ
ジ
サ
ン

(小
父
さ
ん
)
」
と

「オ
ジ
ー
サ

ン

(お
爺
さ
ん
)」
)
、
長
音
節
を
含
む
語
は
、
韻
律
法

の
材
料
と
し
て
使
え
る

ほ
ど
に
多
く
は
な
い
。
も
と
も
と
日
本
語
に
は
長
音
節
が
な
く
、
平
安
時
代
初
期
以
来
、
中
国
語
と

の
接
触
に
よ
る
さ
ま
ざ
ま
な

「音
便
」

の

一
つ
と
し
て
、
長
音

節
が
生
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
日
本
語
に
は
明
確
な
高
低

(高
さ
)
ア
ク
セ
ン
ト
が
あ
る
が

(「
ハ
シ
」
11
箸
、
「
ハ
シ
」
11
橋
)
、

一
般
に
高
音
節
や
低
音
節
が

頻
繁

に
交
替
せ
ず
、
高
拍
や
低
拍
が
何

音
に
も
わ
た

っ
て
長
く
続
く
傾
向
が
あ
る
た
め

(「オ
シ
ョ
ー
ガ

ツ
」
11
お
正
月
、
「
カ
ミ
ナ
リ
オ
ヤ
ジ
」
11
雷
親
父
、
「
カ
ゲ

ボ
ー
シ
」
11
影
法
師
)
、
こ
れ
も
韻
律
に
は
利
用
で
き
な
い
。

音
数
律
の
宿
命

(7)
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と
い
う
わ
け
で
結
局
の
と
こ
ろ
、
日
本
語
の
詩
で
は
、
各
句

・
各
行
の
音
節
数
を
た
と
え
ば
七
音
や
五
音
に
揃
え
た
り
、
七
音
と
五
音
を
規
則
的
に
交
替
さ
せ
た

り
す
る
以
外
に
、
リ
ズ
ム
の
型
を
作
り
出

す
手
立
て
が
な
い
。
西
洋

の
詩
の
よ
う
に
、
音
節
的
韻
律
の
上
に
、
そ
れ
以
外
の
強
弱

・
長
短
な
ど
の
リ
ズ
ム

・
パ
タ
ー

ン
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
た
と
え
ば
七
音
句
は
た
ん
に
七
音
節
か
ら
成
る
大
き
な
ま
と
ま
り
、
五
音
句
は
た
だ
五
音
節
か
ら
成
る

大
き
な
ま
と
ま
り
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
に
も

っ
と
細
や
か
な
リ
ズ
ム
の
刻
み
目
を
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
日
本
語
詩
は
見
た
と
こ
ろ
、
純
粋

音
数
律

に
拠
る
ほ
か
は
な

い
の
で
あ
る
。

先
に
も
触
れ
た
と
お
り
、
こ
れ
は
た
ん
に
日
本
語
と
い
う
言
語

の
性
質
、
音
韻
体
系
の
特
性
か
ら
来
る
制
約
で
あ
り
、

い
わ
ば
偶
然
の
結
果
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ

ろ
が
近
代
化
が
強
力
に
推
し
進
め
ら
れ
た
明
治
時
代

の
初
期
に
は
、
西
洋
詩

の
音
量
的
韻
律
や
ア
ク
セ
ン
ト
的
韻
律
を
も
た
な
い
日
本
語

の
詩
、
ひ
い
て
は
日
本
語

自
体
が

「遅
れ
て
い
る
」
「野
蛮
で
あ
る
」
と

い
っ
た
、
そ
れ
こ
そ
野
蛮
な
議
論
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
る
。

朝
鮮
語
や
中
国
語
の
場
合
に
も
、
も
ち
ろ
ん
言
語
と
し
て
た
が
い
に
多
く

の
重
大
な
違

い
が
あ
る
に
せ
よ
、
詩

の
韻
律
パ
タ
ー
ン
に
利
用
で
き
る
音
韻
的
特
徴
と

い
う
点
に
関
す
る
限
り
、
事
情
は
ほ
ぼ
同
様
だ
と
思
わ
れ
る
。
中
国
語
で
も
朝
鮮
語
で
も
、
強
音

・
弱
音
の
別
は
言
語
体
系
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な

い
し
、
長
音

・

田

短
音

の
区
別
も
、
日
本
語
と
同
様
、
二
項
対
立
と
呼
べ
る
ほ
ど

の

一
般
性
を
も

っ
て
い
な

い
。

ー

し
た
が

っ
て
、
中
国
語

・
朝
鮮
語

・
日
本
語
の
詩
は
ど
れ
も
基
本
的
な
リ
ズ
ム
の
枠
組
み
と
し
て
、
音
数
律
に
依
拠
す
る
ほ
か
は
な

い
。
た
だ
、

い
ず
れ
の
場
合

に
も
音
数
の
基
本
的
な
単
位
、
も

っ
と
も

一
般
的
で
重
要
な
リ
ズ

ム
単
位
が
七
音
と
五
音

(朝
鮮
語
詩

の
場
合
は
、
七
音
句
の
変
型
と
し
て
の
八
音
を
も
含
む
)
で

あ
る
の
は
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
。

四

実
は
こ
の
点
に

つ
い
て
は
、
七
や
五
と

い
っ
た
表
面
的
な
音
数
律
を
根
底
か
ら
支
え
る
休
止
拍

(音
声
の
な

い
拍
)
と
、
四
拍
子
の
リ
ズ

ム
、
潜
在
的
強
勢
の
働

き
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

ま

漢
詩
や
時
調
や
短
歌
を
朗
論
す
る
と
き
、
リ
ズ
ム
分
節
の
切
れ
目
の
あ
と
に
ど
れ
だ
け
長
い
間
を
置
く
か

(あ
る
い
は
句
末

の
音
を
ど
れ
だ
け
引
き
延
ば
す
か
)
。



調

子

を

つ
け

て

勢

い
よ

く

朗

調

す

る
と

き

、

ど

こ

で
手
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き
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踏
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ヱ
剥

奇

明

×
四

暑

d
,
/

ズ
U
豆

周

司

/

喉

d
,
叫

三
/

銀

ヱ
叡

ヱ

×
瑠

書

妊

/

望

週

吐

刃
ロ
/

升

刃
己
苦

d
,
/

銀

皇
碑

×

×
イ

モ

ミ

チ

ュ

ッ

コ

チ

ュ
ゴ

×
イ

ル

ペ
ク

ポ

ン

コ
チ

ョ
チ

ュ
ゴ

×
ペ

ク

コ
リ

チ

ン
ト

ト

エ

ヨ

ノ

ク

シ

ラ

ド

イ

ッ

コ
オ

プ

コ

×

ニ
ム

ヒ

ャ

ン

ハ

ン

イ

ル
ピ

ョ

ン

タ

ン

シ

ム

カ

シ

ル
チ

ュ
リ

イ

ッ
ス

リ

ャ

×

こ

の
身

滅

び

、

百

た

び

死

し

て

白

骨

塵

土

と

化

し

、

魂

す

で

に

無

か

り

し

も

君

に

捧

げ

る

一
片

丹

心

、

色

あ

せ

る

こ
と

無

し

(朴

に

よ

る

)

い

せ
の
た

い

ふ

さ
ら
に
伊
勢
大
輔
の
和
歌
、

音
数
律
の
宿
命

(9)
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い
に

し

へ
の

×

×

×

な

ら

の

×
み

や

こ

の

や

へ
ざ

く

ら

×

×

×

け

ふ

こ

こ

の

へ
に

×

に

ほ

ひ

×
ぬ

る

か

な

第
9
号

五
音
句

や
七
音
句
、
さ
ら
に
は
八
音
句

と
い
っ
た
大
き
な
リ
ズ
ム
分
節
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ら
を
内
部
で
区
切
る
四

・
三
調
、
三

・
四
調
、
二

・
三
調
、
三

・
二
調
、

四

・
四
調
と

い
っ
た
細
か
な
リ
ズ
ム
分
節

の
切
れ
目
は
、
た
ん
な
る
表
面
上

の
音
数
律
だ
け
で
は
説
明
で
き
な

い
。
詩
句

の
意
味
上

・
文
法
上
の
切
れ
目
は
、

一
見

分
か
り
き

っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
実
は
リ
ズ
ム

・
パ
タ
ー
ン
の
目
印
と
し
て
は
、
ま

っ
た
く
頼
り
に
な
ら
な

い
。

一
つ
の
セ
ン
テ
ン
ス
を
意
味
や
文
法

の
面
か
ら
区

切

っ
て
い
け
ば
、
統
辞
的
レ
ベ
ル
の
高
さ
低
さ
に
よ

っ
て
、
長
短
幾
通
り
も

の
分
割
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

to>

 

い
に
し

へ
の
奈
良
の
都

の
八
重
桜
/
今

日
九
重
に
匂
ひ
ぬ
る
か
な

い
に
し

へ
の
奈
良
の
都

の
/
八
重
桜
/
今
日
/
九
重
に
匂
ひ
ぬ
る
か
な

い
に
し

へ
/
の
/
奈
良
/
の
/
都
/

の
/
八
重
桜
/
今
日
/
九
重
/
に
/
匂

い
ぬ
る
/
か
な

こ
う
い
う
あ
や
ふ
や
な
切
れ
目
は
、
詩
を
耳
で
聞

い
た
と
き
、
そ
の
韻
律
パ
タ
ー
ン
を
認
知
す
る
た
め
の
目
安
と
し
て
は
機
能
し
な

い
。
音
数
律
の
切
れ
目
が
耳

で
聞
き
取
れ
る
た
め
の
目
安
と
し
て
は
、

一
拍
な

い
し
数
拍
に
わ
た
る
音
の
休
止

(ま
た
は
音

の
延
長
)
、
そ
し
て
潜
在
的
強
勢

の
枠
組
み
の
ほ
か
に
は
あ
り
得
な

い
。

さ
き
に
挙
げ
た

コ

片
丹
心
歌
」
の
韻
律

構
造
は
、
潜
在
的
強
勢
を
も
含
め
る
と
、
以
下
の
よ
う
に
図
示
で
き
る

(「
×
」
は
休
止
な
い
し
延
音
、
「
・
(傍
点
)
」
は

潜
在
的
強
勢
)
。



×

・-

苦

d

/

奇

ヱ
奇

明

/

×
d
已
四

咽

/

ユ
刈

奇

司

×
朗
「
ヱ
己
d

/

萢

豆

司

司

/

喉

d

叫

三
/

銀

ヱ
叡

ヱ

×
ロ
ロ
書

を

/

01
己
週

吐

刃
ロ
/

升

刃
己
ス百
d
-
/

。-
淋
〇
一碑

×

章
頭
や
句
頭
の

「
・
(強
)」
拍

に
休
止

の

「
×
」
印
が
入

っ
て
い
る
の
は
、
最
初
に

一
息
呑
み
込
ん
で
、
そ
れ
か
ら
軽
く
読
み
出
す
と

い
う
歌
謡
調
の
リ
ズ
ム
を
示

す
も

の
で
あ
る
。
音
声
の
な
い
休
止
拍
を
も
韻
律
の
要
素
と
し
て
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
中
国
語

・
朝
鮮
語

・
日
本
語
が
い
ず
れ
も
発
音
上
、
各
音
節
の

自
由
な
伸
縮
を
許
さ
な

い

「等
時
拍
」
δ
o
o耳
o
巳
o
の
言
語
だ
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
、
こ
こ
で
は
こ
の
点
を
く
わ
し
く
説
明
す
る
余
裕
が
な

い
。
拙
著

(川
本
)
を
参
照
さ
れ
た

い
。

五

(11)

さ
て
、
東
ア
ジ
ア
の
詩
は
こ
の
よ
う
に
、
お
お
む
ね
純
然
た
る
音
数
律
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
漢
詩
だ
け
は
、
基
本
的
に
は
五
音

ひ
ょう
そ
く

や
七
音
の
音
数
律
を
大
枠
と
し
な
が
ら
も
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
、
押
韻
に
加
え
て
、
「平
灰
」
と

い
う
第
二
の
韻
律
形
式
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
。
平
灰
と
は
、
古

典
中
国
語
で
明
確
な
意
味

の
区
別
を
生
み
出
す

「平

・
上

・
去

・
入
」
と

い
う
四
種
類

の
声
調

(現
代
中
国
語
の

「四
声
」
と
は
か
な
り
様
相
が
異
な
る
)
の
違

い

に
着
目
し
て
、
「平
韻
」

(平
坦
な

「平
声

」)
と
、
「
灰
韻
」

(語
音
の
昇
降
を
と
も
な
う

「上
声
」

・

「去
声
」
と
、
子
音
語
尾
を
も

つ

「入
声
」
)
と

の
対
照
を
、

韻
律
上
の
二
項
対
立
と
し
て
利
用
す
る
も

の
で
あ
る
。

に

ろ
く
つ
い

こ

ひ
ょ
う

近
体
詩
で
は
、
五
言

・
七
言
の
絶
句

・
律
詩
な
ど
に
お
け
る
平
声
字
と
灰
声
字
の
配
置

(パ
タ
ー
ン
)
に

つ
い
て
、
二
四
不
同
、
二
六
対
、
粘
法
、
そ
し
て
弧
平

か

さ
ん
れ
ん

 や
下
三
連

の
忌
避
と
い
っ
た
、
複
雑
か
つ
厳
重
な
規
則
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。
声
調
に
も
と
つ
く
こ
う
し
た
漢
詩

の
韻
律
は
、
と
き
に

「声
調
的
韻
律
」
8
昌
巴
日
卑
興

と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

漢
詩
の
近
体
詩
は
、
こ
の
よ
う
に
二
種

類
の
韻
律
を
併
せ
用

い
る
と
い
う
点
で
、
東
ア
ジ
ア
の
詩
の
な
か
で
は
比
較
的
、
西
洋

の
詩
に
近

い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
日

音
数
律
の
宿
命
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第
9
号

お

も

か
げ

本

の
森
鴎
外
ら
が
訳
詩
集

『於
母
影
』

(
一
八
八
九
)

で
英
語
や
ド
イ
ツ
語
の
詩
を
邦
訳
し
た
と
き
、
原
詩

の

「意
義
、
字
句
、
お
よ
び
平
灰
韻
法
」
に
忠
実
な

「調

訳
」

の
見
本
と
し
て
、
バ
イ
ロ
ン
や
ハ
ウ

フ
ら
の
詩
を
漢
詩
の
形
に
移
し
た

の
は
、
そ
の
た
め

(そ
し
て
脚
韻
を
生
か
す
た
め
)
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
平
韻
と
、
三
種

の
異
な
る
声
調
を
ひ

っ
く
る
め
た
灰
韻
と
の
対
立
は
、
ど
う
見
て
も
、
長
短
や
強
弱

の
対
立
ほ
ど
単
純
明
快
で
は
な
く
、
そ
れ
だ
け

で
は
韻
律
パ
タ
ー
ン
の
強
固
な
支
え
と
す
る
の
に
十
分
で
は
な

い
。

も
と
も
と
歴
史
的
に
見
て
も
、
古
体
詩
に
平
灰
の
決
ま
り
、
声
調
的
韻
律

の
規
則
は
存
在
し
な
か

っ
た
。
漢
詩

の
韻
律
の
基
盤
と
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
、
五
言

や
七
言
な
ど
、
聞
い
て
す
ぐ
分
か
り
や
す

い
音
数
律
を
用
い
ざ
る
を
得
な

い
し
、
ま
た
そ
う
す
る
の
が
ご
く
自
然
な
や
り
方
で
あ
る
に
違

い
な
い
。
漢
字
は
す
べ
て

単
音
節
で
あ
る
上
に
、

一
字

一
字
が
独
立
し
た
語
を
な
し
て
い
る
の
で
、
音
数
律
の
運
用
に
は
も

っ
と
も
適
し
て
い
る
。

だ
が
逆
に
言
え
ば
、
そ
う
し
た

「孤
立
語
」
の
性
質
上
、
各
行

の
音
数
を
五
言
や
七
言
に
揃
え
る
程
度
の
こ
と
は
、
技
術
的
に
あ
ま
り
に
も
容
易
で
あ
り
、
リ
ズ

じ

あ
や

も
ん

ム
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
も
単
調
さ
を
免
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
音
数
律
の
安
定
し
た

「
地
」
鴨
o巨

創
の
上
に
、
よ
り
複
雑
な
彩
を
描
き
出
す

「文
」
訪
αq霞
①
と
し
て
、

声
調
的
韻
律
が
重
ね
合
わ
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

勿q

と
い
う
わ
け
で
、
漢
詩
は
音
数
律
を
基

礎
と
す
る
。
そ
の
上
に
併
用
さ
れ
た
声
調
的
韻
律
は
、
リ
ズ
ム

・
パ
タ
ー
ン
の
分
か
り
や
す

い
目
安
と
い
う
よ
り
は
、
む

き

め

し
ろ
き
わ
め
て
繊
細
な
装
飾
的
意
匠
を
詩

の
木
目

(一①
×
ε
「Φ)
に
施
す
手
段
と
見
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。

そ
の
証
拠
に
は
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う

に
、
漢
詩

の
四
声

(平

・
上

・
去

・
入
)
は
、
周

・
秦

・
漢

の
上
古
音
や
、
せ

い
ぜ
い
階

・
唐

の
中
古
音
を
拠
り
所
と
し

た
も

の
で
、
た
と
え
ば
入
声
の
声
調

(韻
尾
が
無
声

の
I
b
、
よ
、
1
叶
で
終
わ
る
閉
音
節
)
は
、
早
く
も
元
代
に
消
滅
し
、
現
代
の
普
通
話

(す
べ
て
開
音
節
)
に
は

存
在
し
な

い

(た
だ
し
、
広
東
語
に
は
ま
だ
そ

の
痕
跡
が
残

っ
て
い
る
)
。

つ
ま
り
、
漢
詩
の
声
調
的
韻
律
は
、
詩
韻
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
と
し
て
広
く
用

い
ら
れ
て
い

る

「平
水
韻
」
が
成
立
し
た
元
代
に
は
、
す
で
に
多
少
な
り
と
も

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
化
し
て
い
た
の
で
あ

っ
て
、
同
じ
中
国
の
な
か
で
も
時
代
や
場
所
が
異
な
れ
ば
、

漢
詩
が
い
つ
も
四
声
の
約
束
ど
お
り
に
発
音
さ
れ
、
聞
き
取
ら
れ
る
わ
け
で
は
決
し
て
な

い
。
多
く

の
詩
人
た
ち
は
、
た
ん
に
辞
書
や
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従

っ
て
、
む

か
し
決
め
ら
れ
た
約
束
ど
お
り
に
平
灰
を
揃
え
て
い
た
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
音
声
的
効
果
を
自
分
の
耳
で
正
し
く
認
知

で
き
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

ま
し
て
、
中
国
を
離
れ
た
韓
半
島
あ
る

い
は
日
本
で
読
ま
れ
、
作
ら
れ
て
い
た
漢
詩
の
場
合
に
は
、
声
調
的
韻
律

(平
灰
)
は
な
お
さ
ら
実
体
が
な
く
、
た
ん
な

る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
過
ぎ
な
か

っ
た
の
は
当
然
だ
ろ
う
。
日
本
で
は
早
く
か
ら
漢
文
音
読

の
習
慣
が
す
た
れ
、
も

っ
ぱ
ら
イ
ン
ス
タ
ン
ト
翻
訳
と
し
て
の

「漢
文
訓



読
」
が
主
流
と
な

っ
た
。
漢
詩
も
む
ろ
ん
、

一
定
の
訓
読
作
法
に
よ

っ
て
日
本
語
式
に
朗
読
さ
れ
た
。
訓
読
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
は
、
日
本
語

の
語
彙
と
し
て
定
着

し
た
多
く
の
漢
語
が
残

っ
て
い
る
と
は

い
う
も
の
の
、
平
灰
の
織
り
成
す
意
匠
は
完
全
に
消
滅
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
七
言
や
五
言
と

い
っ
た
リ
ズ
ム
の
大
枠
や
脚

韻
さ
え
、
跡
形
も
な
く
消
え

て
し
ま
う
。

く
に
や
ぶ

さ
ん

が

国
破
れ
て
山
河
あ
り

し
ろ
は
る

そ
う
も
く
ふ
か

城
春
に
し
て
草
木
深
し

そ
れ
で
も
日
本
で
漢
詩
を
作
る
者
は
、
熱
心
に
詩
韻

の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
参
照
し
な
が
ら
、

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
平
灰
を
き
ち
ん
と
合
わ
せ
て
い
た

の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
韓
国
で
は
、
少
な
く
と
も
正
式
に
は
、
漢
詩
文
を
音
読
す
る
の
が
ふ
つ
う
だ

っ
た
の
で
、
た
と
え
朝
鮮
語
流

の
発
音
で
朗
読
す
る
に
し
て
も
、
七

言

・
五
言
と

い
う
リ
ズ
ム
の
大
枠
は
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
な

い
。
そ
の
こ
と
が
重
要
な
の
は
、
繰
り
返
す
よ
う
に
、
漢
詩
リ
ズ
ム
の
基
本
は
何
よ
り
も
音
数
律
だ
か

3-q

ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
言
う
ま
で
も
な
く
、
中
国
の
上
古

・
中
古
音
に
も
と
つ
く
四
声
の
リ
ズ
ム
、
声
調
的
韻
律

の
ほ
う
は
、
朝
鮮
語
の
朗
諦
に
反
映
さ
れ
る
こ
と

は
け

っ
し
て
な
い
。

一
般
に
漢
詩

の
教
科
書
で
は
、
四
声

の
問
題
に
多
く
の
ス
ペ
ー
ス
が
割
か
れ
、
大

い
に
強
調
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
作
者
の
側
で
も
、
平
灰
の
規
則
を

い
か
に
マ
ス

タ
ー
し
て
い
る
か
と

い
う
点
を
、
腕
の
見
せ
所
と
し
て
い
る
ふ
し
が
あ
る
。
と
は
い
え
、

い
ま
見
て
き
た
よ
う
に
、
声
調
的
韻
律
は
あ
く
ま

で
二
義
的

・
副
次
的
な

意
匠
に
す
ぎ
ず
、
根
底
か
ら
漢
詩
の
リ
ズ

ム
を
支
え
て
い
る
の
は
、
純
然
た
る
音
数
律
な

の
で
あ
る
。

⊥
ノ、

 

さ
て
、
漢
詩
を
も
含
め
、
東
ア
ジ
ア

の
詩
は

一
般
に
音
数
律
に
も
と
つ

い
て
い
る
が
、

理
由

で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
音
数
律
に
も
と
つ
く
詩

で
は
、
七
言
や
五
言
、

音
数
律
の
宿
命

私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
が
、
東

ア
ジ
ア
に
長
詩
の
乏
し
い
根
本
的
な

あ
る
い
は
そ
の
内
部
を
切
り
分
け
た
四

・
三
、
三

・
四
と

い
っ
た
リ
ズ
ム



大
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大
学
論
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分
節
ど
う
し
の
境
界
を
示
す
た
め
、
そ
れ
を
聞
き
手

の
耳
に
認
知
さ
せ
る
た
め
に
は
、
分
節

の
末
尾
ご
と
に
休
止

(あ
る

い
は
延
音
)
を
置

い
て
、
そ
こ
に
リ
ズ
ム

の
切
れ
目
が
あ
る
の
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
、
何
よ
り
肝
要
な
手
段
と
な
る

(ほ
か
に
補
助
的
手
段
と
し
て
潜
在
的
強
勢
が
利
用
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
は
触

れ
な
い
)
。

言

い
換
え
れ
ば
、
音
数
律

の
詩
で
は
、
七
や
五
と

い
っ
た
個

々
の
リ
ズ
ム
分
節
が
明
確
な
休
止

(境
界
表
示
の
標
識
)
に
よ

っ
て
ば
ら
ば
ら
に
切
り
離
さ
れ
て
い

る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
と
ば
の
意
味
上

・
文
法
上
の
切
れ
目
の
ほ
う
も
、
リ
ズ
ム
分
節
の
切
れ
目
と

一
致
さ
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
意
味
上

・
文
法
上
の
ま
と
ま
り
と
、

リ
ズ

ム
上
の
切
れ
目
の
位
置
が
ず
れ
た
場
合
、
き
わ
め
て
不
自
然
、
窮
屈
か
つ
滑
稽
な
効
果
を
生
じ
、
し
ば
し
ば
意
味
不
明
と

い
う
事
態
さ
え
招
き
か
ね
な
い
か
ら

で
あ
る
。
例
え
ば
、
杜
甫
の

「春
望
」

を
次
の
よ
う
に
書
き
換
え
る
こ
と
は

(平
灰
も
合
わ
な
い
駄
作

で
あ
る
こ
と
は
別
と
し
て
)
、
そ
も
そ
も
リ
ズ
ム
の
上
か
ら

見

て
、
考
え
ら
れ
な

い
。

国
破
山
河
猶

×

在
。
城
春
草
深

×

(14)

 

西
洋
の
詩
、
た
と
え
ば
英
語
詩
で
は
、
リ
ズ
ム
分
節

(た
と
え
ば
弱
強
脚
)

の
切
れ
目
は
単
語
の
切
れ
目
と

一
致
し
な
く
て
も
よ
く
、
各
行
末
尾
の
切
れ
目
さ
え
、

か
な
ら
ず
し
も
意
味
上

・
文
法
上

の
切
れ
目
と

一
致
す
る
必
要
が
な

い

(「句
跨
ぎ
」
①ユ
9日
げ
①日
①
昌
叶)
。
つ
ま
り
、
長
短
の
文
を
自
然
に
連
ね
て
い
き
な
が
ら
、
し

か
も
韻
律
形
式
に
無
理
な
く
ぴ
た
り
と
当

て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
…

)

Ω

o
ω
①
℃
①
幕

唇

晦
邑

叶ρ

困
く
①
巻

霞

8

g

①
巴
ぎ
西
8

昌
一ぎ
①
三

ρ
き

α
o
受

望

①
ω
Φ
曾

①
巴

富
房

信
日
日
o
昌
嘆
ω
ひq
轟
o
①
」

9
日

帥
日
き

]≦
o
「Φ
ω
ぎ
昌
、島
轟

巴
霧

辞
匪
き

ω
ぎ
巳
昌
㌍



(
ω
匿

冨

ω
℃
Φ
帥
「
ρ

ミ

鑓

卜
§

ご

(…
)
ひ
た
か
く
し
に
さ
れ
た
か
ず
か
ず

の

罪
業
よ
、
お
ま
え
を
包
む
胸
を
引
き
裂
き
、
こ
の
恐
る
べ
き

神
々
の
呼
び
出
し
に
答
え
て
慈

悲
を
乞
う
が
い
い
。
わ
し
は

罪
を
犯
す
よ
り
も
犯
さ
れ
た
人
間
だ
。

(
シ

ェ
ー

ク

ス
ピ

ア

『
リ

ア

王
』
。

小

田

島

一

一
七
-

一

一
八

)

そ

の
結
果
、
文

の
リ
ズ
ム
と
韻
律
の
リ
ズ

ム
の
調
和
や
対
立
に
無
限
の
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
音
数
律
の
場
合
、
た
と
え
ば
日
本
語
の
七
五
調
な
ら
ば
、

を

と

め

処
女
ぞ

へ
ぬ
る

ゆ
め

ぢ

わ
れ
は
夢
路
を

よ

わ
が
世
の
坂
に

や
ま
か
は

い
く
山
河
を

し
つ
か

水
静
な
る

な
が
れ
の
岸
に

岸
の
桜
の

を

と

め

わ
れ
は
処
女
と

音
数
律
の
宿
命

お
ほ
か
た

の

越
え
て
け
り

ふ
り
か

へ
り

な
が
む
れ
ば

江
戸
川

の

う
ま
れ

い
で

は
な
か
げ

花
影
に

な
り
に
け
り

(15)
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(島
崎
藤
村

「お
え
ふ
」
)

と

い
う
具
合
に
、
リ
ズ
ム
的
に
も
文
法
的
に
も
延
々
と
七
、
五
、
七
、
五
の
ま
と
ま
り
を
連
ね
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
は
単
調
の
極
み
で
あ
り
、
当
然
な
が
ら
、

あ
る
程
度
の
長
さ
を
越
え
る
長
い
詩
は
、
読
み
手
に
も
聞
き
手
に
も
退
屈
で
耐
え
難

い
と

い
う

こ
と
に
な
る
。
中
国

・
朝
鮮

・
日
本
の
伝
統
詩
が

一
般
に
長
詩
を
避

け
る
傾
向
を
も

つ
の
は
、
ま
ず
こ
の
理
由

か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
た
と
え
ば
日
本
で
は
、
も

っ
と
長

い
詩
や
韻
文
を
作
ろ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
『平
家
物
語
』
や
謡
曲
の
詞
章
、
さ
ら
に
は
人
形
浄
瑠
璃
や
歌
舞
伎
の
義

太
夫

の
詞
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
七
五
調
を
機
軸
に
し
な
が
ら
も
、
か
な
り
韻
律
の
枠
組
み
を
ゆ
る
や
か
に
し
て
、
各
句
で
数
音
程
度
の
増
減
を
許
容
す
る
と

い
う

手
段
が
と
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

「歌
わ
れ
る
」
と
と
も
に

「語
ら
れ
る
」
と

い
う
性
質
を
も

つ

「語
り
物
」
で
あ
り
、
韓
国
の

『春
香
伝
』
な
ど
も
同
様

で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

ど
う

や
ら
純
然
た
る
音
数
律
は
、
東

ア
ジ
ア
詩
の
宿
命

で
あ
る
ら
し
い
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
西
洋

の
詩
に
は
三
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
。
叙
事
詩
、

劇
詩
、
そ
し
て
拝
情
詩
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も

一
定
の
韻
律
形
式
を
も

つ
ゆ
え
に

「詩
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
た
と
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
、

フ
ラ
ン
ス
の
ラ
シ
ー
ヌ
の
戯
曲
な
ど
も
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
悲
劇
と
同
様
、
厳
格
な
詩
の
韻
律
で
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
た
し
か
に
劇
詩
に
属
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
東

ア
ジ
ア
に
は
、
い
ま
の
三

つ
の
う
ち
、
叙
事
詩
と
劇
詩
が
な

い
。
謡
曲
や
歌
舞
伎
を
劇
詩
と
見
る
見
方
も
あ
る
が
、
さ

っ
き
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ

ら
は
厳
密
な
韻
律
形
式
を
も
た
な

い
、
韻
律
の
規
則
に
き
ち
ん
と
従
わ
な

い
自
由
詩
の

一
種
に
す
ぎ
な
い
と

い
う
点

で
、
こ
れ
を
西
洋
流

の
劇
詩
と
同

一
視
す
る
こ

と
に
は
、
か
な
り
無
理
が
あ
る
。
な
ぜ
叙
事
詩
や
劇
詩
が
な

い
か
、
そ
れ
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
長

い
詩
が
あ
ま
り
に
も
退
屈
に
な
る
せ

い
だ
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
言

え
ば
、
東
ア
ジ
ア
の
詩
が
圧
倒
的
に
拝
情
詩
に
傾
く

の
も
、
同
じ
理
由
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
か
。
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注

(1
)

小
論
は
二
〇
〇
六
年
八
月
二
十
三
日
、
韓
国
済
州
大
学
校
国
際
交
流
会
館
で
開
か
れ
た
韓
国
詩
歌
学
会
十
周
年
記
念
国
際
学
術
大
会

で
行
っ
た
基
調
講
演
に
補
筆
修
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

「韓
国
詩
歌
の
東
ア
ジ
ア
的
地
平
」



(2
)

参
考

文
献

参
照

(数

字

は
頁
数

)
。

以
下

の
引

用
指

示

に

つ
い
て
も

同
様

。

参
考

文
献

川

本
皓

嗣
一
九
九

一

『
日
本
詩

歌

の
伝
統

七
と

五

の
詩
学

』

(岩
波
書

店

)
。

ぎ

貫

』
o
巨

一
雪

b。

..日

①
巳
①
巨
ω
o
h
<
Φ
『ω
5
8

自
o
戸
、.
ぎ

苺

お
ミ

ミ

§

§

ξ

、
冒

辱

鵡

鳴
奪

塁
M
巴

゜
白

胃゚

毛

一日
紹

9

ζ

冨

p
巳

Z
①
芝

団
o
蒔

d
巳
く
Φ
『
ωξ

写

①
ω
ω
゜

小

田
島

雄
志

(訳

)

一
九

八
七

『
シ

ェ
イ
ク

ス
ピ

ア
全
集

リ

ア
王
』

(白

水

社
)
。

朴

禮

緒
二
〇

〇
四

「朝

鮮
歴

史

民
俗

の
旅

時
調

一
」

『朝

鮮
新

報
』

(げ
9

"＼
＼
垂

目
汁
o
お
甲
弓

o゚
o
」
冒
＼
ω
ぎ
げ
9
＼
O
①
壁
包
叶
耳
目
b

O
O
ら
゜
9
切
)
°

零

①
巳

渥

9

≧

Φ
×
(Φ
e

6
0
α

聖

ミ
ミ
§

肉
ミ
曼
亀
愚
恥ミ
自
亀
ぎ

ミ
ミ

§

"
ぎ

§

3

勺
ユ
旨
8
榊8

d
巳
く
Φ
邑

蔓

中

①
ω
ω
゜

佐

藤

保
一
九
九

五

[
一
九

九

三
]

『中

国

の
古
典

詩
』

(放

送
大

学
教
育

振

興
会

)
。

サ

学

準
一
九
九

二

『朝

鮮

の
詩

こ

こ
ろ

「
時
調

」

の
世
界

』

(訳
詩

田
中
明

)
、
講

談
社

学
術

文
庫

。
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