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「
正
音
」
の
帝
国

音
声
と
し
て
の
「
国
語
」

の
発
見

　
近
代
日
本
に
お
い
て
「
国
語
」
と
い
う
概
念
を
支
え
た
支
柱
は
、

音
声
と
話
し
こ
と
ば
の
領
域
の
発
見
だ
と
い
え
よ
う
。
と
い
う
の

は
、
「
国
語
」
の
理
念
は
、
言
語
規
範
を
少
数
の
エ
リ
ー
ト
の
書

き
こ
と
ば
か
ら
脱
却
さ
せ
、
「
国
民
」
す
ぺ
て
が
あ
ま
ね
く
話
す

べ
き
こ
と
ば
を
創
出
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
た
か
ら
で
あ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
音
声
と
話
し
こ
と
ば
と
い
う
立
場
に
立
脚
し
て
こ
そ
、

は
じ
め
て
近
代
の
「
国
語
」
と
い
う
恩
想
が
可
能
に
な
っ
た
の
で

あ
る
。
上
田
万
年
と
保
科
孝
一
が
、
表
音
式
仮
名
づ
か
い
と
漢
字

廃
止
を
主
張
し
、
言
文
一
致
を
推
進
し
た
の
も
、
ま
た
、
保
科
孝

一
が
植
民
地
・
「
満
洲
国
」
・
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
に
お
い
て
異
民

族
に
対
す
る
言
語
的
同
化
政
策
を
押
し
進
め
よ
う
と
し
た
の
も
、

イ
　
　
　
　
ヨ

ン
　
ス

ク

そ
う
し
た
方
向
づ
け
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ

う
な
認
識
の
底
に
は
、
西
欧
近
代
言
語
学
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
指
針

が
あ
っ
た
。
わ
た
し
は
『
「
国
語
」
と
い
う
思
想
－
近
代
日
本

の
言
語
認
識
』
の
な
か
で
、
そ
の
こ
と
を
強
調
し
た
。

　
し
か
し
、
こ
の
点
に
か
ん
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
批
判
的
コ
メ

ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
中
山
昭
彦
氏
は
「
”
文
”
と

”
声
〃
の
抗
争
－
明
治
三
十
年
代
の
〈
国
語
〉
と
〈
文
学
〉
」
と

い
う
論
文
の
な
か
で
、
氏
白
身
の
視
点
は
「
音
声
語
を
重
視
す
る

上
田
ら
の
姿
勢
が
、
結
果
的
に
国
学
の
音
声
申
心
主
義
の
一
部
と

構
図
に
お
い
て
共
通
し
て
し
ま
う
点
を
も
重
視
し
て
お
り
、
上
田

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

が
意
識
的
に
獲
得
し
た
思
想
と
い
う
観
点
か
ら
、
国
学
と
の
断
絶

の
み
を
強
調
す
る
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
の
論
点
と
は
異
な
っ
て
い
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

（
傍
点
原
文
）
と
述
べ
て
い
る
。
中
山
氏
は
、
上
田
が
音
声
言
語
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（33）「正音」の帝国

を
重
視
し
た
こ
と
は
、
「
漢
意
と
し
て
の
漢
字
H
文
字
を
排
斥
し
、

そ
れ
に
侵
さ
れ
る
以
前
の
言
語
と
し
て
想
定
さ
れ
る
音
声
1
1
大
和

こ
と
ば
を
賞
賛
す
る
と
い
っ
た
『
音
声
中
心
主
義
』
の
構
図
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

こ
れ
は
計
ら
ず
も
一
致
し
て
し
ま
う
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
長
志
珠
絵
氏
は
、
中
山
氏
の
指
摘
を
ひ
き
な
が
ら
、

「
イ
の
上
田
理
解
は
国
学
と
の
断
絶
を
強
調
し
、
『
反
国
学
』
『
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
）

伝
統
』
と
い
っ
た
図
式
で
理
解
し
よ
う
と
す
る
も
の
」
で
あ
る
と

し
て
い
る
。
ま
た
、
長
氏
は
上
田
万
年
が
「
『
国
語
』
が
制
度
化

さ
れ
て
以
降
の
上
田
は
、
『
言
霊
論
』
へ
の
関
心
を
露
骨
に
示
し

て
い
く
」
と
し
て
、
上
田
を
「
ハ
イ
カ
ラ
言
語
学
者
」
と
規
定
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

る
の
は
一
面
的
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
安
田
敏
朗
氏
も
、
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
の
叙

述
に
よ
れ
ぱ
「
上
田
は
、
『
現
在
性
』
を
よ
り
重
視
し
『
歴
史
性
』

に
は
あ
ま
り
配
慮
を
見
せ
な
い
合
理
的
な
人
物
の
よ
う
な
印
象
を

受
付
る
」
が
、
実
際
に
は
上
田
は
神
宮
皇
学
館
長
を
つ
と
め
、

『
神
遣
学
雑
誌
』
に
寄
稿
す
る
な
ど
、
「
上
田
は
神
道
の
重
要
性
を

認
識
し
て
い
る
」
、
「
つ
ま
り
上
田
は
『
伝
統
』
か
ら
ま
っ
た
く
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

り
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
い
た
訳
で
は
な
い
」
と
反
論
し
て
い
る
。

　
『
「
国
語
」
と
い
う
思
想
』
で
わ
た
し
が
こ
こ
ろ
み
た
の
は
、
近

代
日
本
の
言
語
認
識
を
構
成
す
る
い
く
つ
か
の
系
列
を
太
い
線
で

描
く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
上
田
万
年
と
保
科
孝
一
と
の
連

続
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
「
国
語
と
国

家
と
」
を
書
い
た
上
田
万
年
が
、
な
ぜ
後
に
自
身
を
「
敗
軍
の

将
」
と
呼
ぴ
、
第
二
次
世
界
大
戦
申
に
は
「
革
命
分
子
の
首
領
」

と
ま
で
名
指
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
を
理
解
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
わ
た
し
は
、
「
国
語
と
い
う
思
想
」

の
舞
台
の
う
え
で
演
じ
た
役
割
、
あ
る
い
は
演
じ
ざ
る
を
え
な
か

っ
た
役
割
と
い
う
視
点
か
ら
上
田
を
論
じ
た
の
で
あ
り
、
上
田
個

人
の
思
想
や
信
条
を
そ
の
ま
ま
再
現
す
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
。

だ
か
ら
、
上
の
諸
氏
の
指
摘
は
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
で
は
な
い
が
、
わ

た
し
が
問
魑
と
し
た
点
に
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
し
た
が
づ
て
、
上
田
が
近
代
的
国
語
学
を
う
ち
た
て
よ
う
と
し

た
と
き
に
指
針
と
し
た
の
は
西
洋
言
語
学
で
あ
っ
て
、
伝
統
的
国

学
で
は
な
い
と
い
う
点
は
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
強
調
し
て
お
き

た
い
。
上
田
が
「
反
国
学
」
の
立
場
を
と
る
と
い
う
の
は
、
国
語

学
の
実
際
の
研
究
に
お
い
て
伝
統
的
国
学
の
理
論
と
方
法
を
そ
の

ま
ま
引
き
継
ぐ
こ
と
は
で
き
な
い
と
上
田
が
認
識
し
た
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
点
こ
そ
が
山
田
孝
雄
や
時
枝
誠
記
と
の
決
定
的

な
ち
が
い
な
の
で
あ
る
。
わ
た
し
が
『
「
国
語
」
と
い
う
恩
想
』

に
お
い
て
、
上
田
・
保
科
と
山
田
・
時
枝
の
対
立
の
根
幹
は
、
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「
国
家
崇
拝
、
天
皇
崇
拝
の
信
仰
の
深
さ
や
敬
盧
さ
の
ち
が
い
に

あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
じ
つ
に
国
語
学
と
言
語
学
と
い
う
言
語
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
〕

デ
オ
ロ
ギ
ー
的
基
盤
に
発
す
る
対
立
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
た
の
は
、

ま
さ
に
そ
う
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
上
田
万
年
は
一
八
九
六
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
帝
国
大
学
で
お

こ
な
っ
た
「
国
語
学
史
」
の
講
義
の
冒
頭
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
の
べ

て
い
る
。

　
一
方
ニ
ハ
国
語
、
国
文
ナ
ド
云
ヒ
テ
、
今
ノ
教
育
者
ノ
用
ウ
ル

語
ア
リ
。
コ
ノ
国
語
ト
ハ
、
古
代
又
ハ
中
古
ノ
文
章
、
及
ビ
其
ノ

時
代
ノ
文
章
ヲ
昌
o
ま
一
ト
セ
ル
文
章
ヲ
指
シ
、
語
と
文
章
ト
ヲ

並
列
シ
テ
云
ヘ
ル
ナ
リ
。

　
然
レ
ド
モ
勺
；
o
－
o
①
q
庁
［
文
献
学
］
二
於
テ
、
昌
o
暮
①
二
昌
－

①
q
亮
［
母
語
］
ト
シ
テ
［
或
イ
ハ
］
ζ
巨
誌
易
肩
彗
ぎ
ト
［
シ

テ
］
云
ヘ
ル
［
モ
ノ
］
ハ
、
現
在
語
ル
所
ノ
語
ヲ
称
ス
ル
モ
ノ
ナ

リ
。
決
シ
テ
、
古
代
、
或
［
イ
］
ハ
中
古
ノ
モ
ノ
ヲ
ノ
ミ
取
ル
ニ

非
ズ
。
或
［
イ
］
ハ
又
、
一
派
少
数
ノ
老
学
者
ハ
、
「
国
語
学
」

ト
ハ
和
学
、
国
学
、
皇
学
二
均
シ
ト
唱
ヘ
タ
リ
。
コ
ノ
誤
リ
ナ
ル

　
　
　
　
　
　
（
7
）

コ
ト
ハ
誰
モ
知
レ
リ
。

　
そ
の
う
え
で
上
田
は
、
「
［
国
語
］
ト
ハ
（
日
本
）
国
民
ノ
話
ス

　
　
　
　
　
（
8
〕

ル
凡
ベ
テ
ノ
言
語
」
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
上
田

の
「
国
語
」
認
識
で
も
っ
と
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
「
現
在
」

「
話
さ
れ
る
」
「
す
べ
て
の
言
語
」
だ
と
い
う
三
点
に
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
中
山
氏
の
い
う
よ
う
に
、
「
国
学
」
の
音
声
中
心
主

義
が
、
漢
字
に
侵
さ
れ
る
「
以
前
の
」
音
声
を
賞
賛
す
る
と
い
う

立
場
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
上
田
の
音
声
中
心
主
義
と
は
重
要
な
と

こ
ろ
で
決
定
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
上
田
が
立
脚
す
る
「
音
声
」

と
は
、
ま
さ
に
今
「
現
在
」
目
の
前
で
あ
ら
ゆ
る
「
国
民
」
が
口

に
し
て
い
る
「
音
声
」
だ
一
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
上
田
は
、

漢
字
・
漢
語
の
支
配
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
「
耳
で
聞
い
て
混
雑

を
起
こ
さ
ぬ
だ
け
の
漢
語
を
保
存
す
る
事
」
を
「
国
語
に
就
き
て

日
本
国
民
の
執
る
べ
き
三
大
方
針
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
示
し
た
の

　
（
9
）

で
あ
る
。

　
だ
か
ら
わ
た
し
は
「
音
声
中
心
主
義
」
と
い
う
特
徴
づ
け
だ
け

に
よ
っ
て
、
「
国
学
的
」
か
否
か
を
決
め
る
こ
と
は
、
間
題
の
本

質
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
と
恩
う
。
山
田
孝
雄
は
、
近
代
の
「
国
語

学
者
」
の
な
か
で
も
っ
と
も
色
濃
く
「
国
学
的
」
な
も
の
を
引
き

継
い
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
山
田
が
「
口
語
の
み
が
生
き

た
国
語
で
あ
つ
て
、
文
字
で
書
い
た
も
の
な
ど
は
重
き
を
お
く
に
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足
ら
な
い
と
す
る
よ
う
な
意
見
L
を
「
文
化
と
い
ふ
重
大
事
実
を

無
視
し
て
、
野
蛮
人
の
言
語
を
標
準
と
し
た
謬
見
」
で
あ
り
、

「
文
化
を
有
す
る
国
民
の
間
に
は
害
有
つ
て
益
な
く
、
存
立
せ
し

　
　
　
　
　
　
（
m
）

め
て
は
な
ら
ぬ
僻
説
」
と
断
定
し
て
い
る
事
実
を
、
「
国
学
＾
音

声
中
心
主
義
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
説
明

で
き
る
だ
ろ
う
か
。

二
　
「
正
音
」

の
帝
国
と
し
て
の
「
国
語
」

　
音
声
と
し
て
成
立
す
る
「
国
語
」
と
い
う
方
向
づ
け
を
一
貫
し

て
忠
実
に
守
っ
た
の
は
、
や
は
り
保
科
孝
一
で
あ
ろ
う
。
保
科
は

漢
字
か
ら
の
脱
却
と
表
音
式
仮
名
づ
か
い
の
実
現
を
「
国
語
政

策
」
の
究
極
の
目
標
と
し
て
い
た
。
小
学
校
で
試
験
的
に
実
施
さ

れ
た
「
棒
引
き
仮
名
づ
か
い
」
を
み
ず
か
ら
の
著
作
で
実
行
す
る

と
い
う
愚
直
さ
は
、
他
に
は
例
を
見
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
音
声
と
し
て
成
立
す
る
「
国
語
」
と
い
う
把
握
が
あ
っ
た

か
ら
こ
そ
、
多
様
な
方
言
の
存
在
を
「
国
語
」
の
実
現
へ
の
障
害

と
み
な
し
、
教
育
の
場
面
で
の
発
音
矯
正
を
指
示
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
植
民
地
に
対
す
る
言
語
政
策
に
お
い
て
は
、
日
本
語
を

話
さ
せ
る
こ
と
で
異
民
族
を
同
化
で
き
る
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ

る
。

　
し
か
し
、
い
か
に
漢
字
を
排
斥
し
表
音
式
仮
名
づ
・
か
い
で
書
い

た
と
し
て
も
、
文
字
そ
の
も
の
は
発
音
と
惑
意
的
な
関
係
し
か
も

た
な
い
。
「
あ
」
と
い
う
文
字
の
形
は
、
「
ア
」
と
い
う
発
音
と
は

な
ん
の
関
係
も
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
音
声
の
本
質
そ
の
も
の
を

文
字
の
な
か
に
と
り
こ
も
う
と
す
る
な
ら
、
音
声
と
必
然
的
な
関

係
を
も
ち
、
音
声
を
そ
の
ま
ま
象
徴
化
す
る
よ
う
な
、
ま
っ
た
く

べ
つ
の
表
音
体
系
を
編
み
出
す
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
な
異
常
な

執
着
に
と
り
つ
か
れ
た
の
が
、
伊
沢
修
二
で
あ
る
。

　
伊
沢
修
二
は
、
一
八
五
一
年
に
生
ま
れ
、
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し

た
後
、
東
京
師
範
学
校
長
、
文
部
省
編
輯
局
長
、
東
京
音
楽
学
校

長
、
東
京
盲
唖
学
校
長
、
台
湾
総
督
府
学
務
部
長
、
東
京
高
等
師

範
学
校
長
を
歴
任
す
る
な
ど
、
教
育
家
と
し
て
じ
つ
に
幅
広
い
分

野
で
活
躍
し
た
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
わ
た
し
が
と
り
あ
げ
た

い
の
は
、
伊
沢
修
二
の
数
多
く
の
著
作
の
な
－
か
で
も
っ
と
も
重
要

な
位
置
を
し
め
る
と
思
わ
れ
る
『
視
話
法
』
（
一
九
〇
一
）
で
あ

る
。
伊
沢
修
二
は
、
一
九
〇
〇
年
に
生
死
の
境
を
さ
ま
よ
う
ほ
ど

の
大
病
を
患
っ
た
が
、
奇
跡
的
に
回
復
し
、
そ
の
後
は
「
楽
石

社
」
を
結
成
し
て
、
「
吃
音
矯
正
運
動
」
に
全
カ
を
つ
く
し
た
。

そ
の
意
味
で
、
『
視
話
法
』
は
伊
沢
の
生
涯
の
転
換
期
に
著
わ
さ

れ
た
著
作
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

3ψ
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伊
沢
修
二
が
台
湾
総
督
府
に
お
い
て
お
こ
な
づ
た
教
育
政
策
．

言
語
政
策
の
意
味
は
、
近
年
、
安
田
敏
朗
、
長
志
珠
絵
、
石
剛
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
1
〕

駒
込
武
、
小
熊
英
二
の
研
究
に
お
い
て
く
わ
し
く
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
と
く
に
、
長
氏
は
伊
沢
の
視
話
法
に
ふ
れ
て
、
「
伊
沢
に
と

っ
て
視
話
法
の
実
践
は
、
『
内
地
』
と
『
新
附
の
領
土
』
を
つ
な

ぐ
有
効
で
普
遍
的
な
方
法
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
」
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

伊
沢
の
「
音
声
主
義
の
立
場
」
か
ら
の
教
化
政
策
を
論
じ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
わ
た
し
が
こ
こ
で
論
じ
た
い
の
は
、
台
湾
と
い
う
植

民
地
に
お
い
て
伊
沢
が
ど
の
よ
う
を
言
語
政
策
を
構
想
し
た
か
、

そ
し
て
そ
れ
ら
が
ど
の
程
度
実
現
し
た
か
で
は
な
い
。
「
視
話
法
」

に
象
徴
さ
れ
る
伊
沢
の
「
音
声
主
義
の
立
場
」
が
、
言
語
思
想
の

レ
ベ
ル
で
「
国
語
」
概
念
と
ど
の
よ
う
に
む
す
び
つ
く
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

　
じ
つ
は
、
伊
沢
に
と
っ
て
「
視
話
法
」
は
音
声
言
語
を
表
記
す

る
た
め
の
単
な
る
手
段
に
は
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
あ
る
意
味
で
、

「
視
話
法
」
は
伊
沢
の
多
岐
に
お
よ
ぶ
活
動
の
中
心
に
あ
る
言
語

思
想
の
そ
の
ま
た
中
核
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
後
に
伊
沢
自
身
、

留
学
先
の
ア
メ
リ
カ
で
視
話
法
を
覚
え
た
こ
と
が
「
実
に
余
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

生
に
大
関
係
の
有
る
こ
と
」
で
あ
る
と
述
懐
し
て
い
る
。

　
そ
れ
で
は
「
視
話
法
（
≦
ω
巨
Φ
ω
葛
①
9
）
」
と
は
い
っ
た
い

何
な
の
か
。
そ
れ
は
、
電
話
の
発
明
者
と
し
て
有
名
な
グ
ラ
ハ

ム
・
ベ
ル
の
父
メ
ル
ヴ
ィ
ル
・
ベ
ル
が
、
あ
ら
ゆ
る
言
語
の
音
声

を
写
し
と
る
た
め
に
発
明
し
た
音
声
表
記
法
で
あ
る
。
そ
れ
は
ア

ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
よ
う
な
文
字
と
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
音
を
発

す
る
と
き
の
発
音
器
官
の
位
置
と
運
動
を
文
字
の
な
か
で
形
状
化

し
て
あ
ら
わ
し
た
記
号
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
母
音
な
ら
開
口
度

や
舌
の
位
置
、
子
音
な
ら
発
音
部
位
を
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
あ
ら
わ

し
て
い
た
。
そ
の
点
で
、
音
声
と
必
然
的
な
関
係
を
も
つ
記
号
、

音
声
を
そ
の
ま
ま
視
党
化
し
た
記
号
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　
そ
し
て
グ
ラ
ハ
ム
・
ベ
ル
は
、
父
が
発
明
し
た
「
視
話
法
」
が

ろ
う
者
に
発
音
を
教
え
る
た
め
に
大
き
な
力
と
な
る
と
考
え
、
ろ

う
教
育
の
な
か
で
積
極
的
に
活
用
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
活
動
の

な
か
で
偶
然
出
会
っ
た
の
が
、
伊
沢
修
二
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
「
視
話
法
」
の
意
味
を
理
解
す
る
た
め
に
、
当
時
の

ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
「
ろ
う
教
育
」
の
あ
り
か
た
と
、
そ

こ
に
お
け
る
「
手
話
主
義
」
と
「
口
話
主
義
」
の
対
立
を
一
瞥
し

て
お
き
た
い
。

（
一
）
　
ア
メ
リ
カ
の

現
在
で
は
「
手
話
」

「
ろ
う
教
育
」
の
展
開

は
よ
う
や
く
市
民
権
を
得
る
よ
う
に
な
っ
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（37）「正音」の帝国

た
が
、
「
手
話
」
が
音
声
言
語
か
ら
は
独
立
し
た
一
個
の
「
言
語
」

で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
少
し
前
ま
で
は
十
分
に
ひ
ろ
ま
っ
て
い

な
か
づ
た
。
し
か
し
、
現
在
の
言
語
学
で
は
、
「
手
話
」
は
音
声

言
語
と
お
な
じ
よ
う
に
離
散
的
な
「
音
韻
構
造
」
と
体
系
的
な
文

法
を
も
つ
完
全
な
「
凸
一
冒
語
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て

い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
「
手
話
」
は
、
ろ
う
者
が
ろ
う
者

ど
う
し
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に
自
然
に
身
に
つ
け
る

も
の
を
指
し
、
音
声
言
語
に
な
ぞ
ら
え
て
人
工
的
に
つ
く
っ
た
も

の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
「
手
話
」
は
、
ろ
う
者
の
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
を
か
た
ち
づ
く
る
ろ
う
者
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い

　
　
　
　
　
　
　
＾
M
〕

「
母
語
」
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
ろ
う
教
育
の
場
面
で
「
手
話
」
は
長
い
間
使
う
こ

と
が
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
『
十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
聾
教
育
方
法
史

の
研
究
』
に
お
い
て
、
上
野
益
男
氏
は
、
「
手
話
は
ず
っ
と
昔
か

ら
聾
唖
者
の
生
活
と
共
に
あ
り
、
聾
唖
者
同
士
で
使
わ
れ
て
い
た

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
方
法
で
あ
っ
た
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
わ
れ
わ
れ
の
二
十
世
紀
の
時
代
、
つ
い
最
近
ま
で
手
話
は
禁
じ

ら
れ
た
内
密
の
言
語
で
あ
っ
た
」
。
そ
し
て
「
実
際
に
は
個
々
の

聾
唖
者
の
生
活
に
お
い
て
手
話
は
使
わ
れ
て
い
た
が
、
教
育
の
場

で
は
た
て
ま
え
上
、
存
在
し
な
い
か
存
在
し
て
は
な
ら
ぬ
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

あ
っ
た
L
と
述
べ
て
い
る
。
ど
う
し
て
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ

た
の
だ
ろ
・
つ
か
。

　
上
野
氏
に
よ
れ
ば
、
一
九
世
紀
前
半
の
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ろ
う

教
育
の
場
で
手
話
が
普
通
に
使
わ
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
十
九

世
紀
の
な
か
ご
ろ
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ろ
う
教
育
法
の
影
響
が

お
よ
ぶ
に
し
た
が
い
、
手
話
は
不
完
全
な
言
語
で
あ
り
、
ろ
う
者

を
社
会
に
統
合
さ
せ
る
た
め
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
教
育
手
段
で

あ
る
と
い
う
認
識
が
い
つ
の
ま
に
か
ひ
ろ
ま
っ
て
い
っ
た
。
と
く

に
、
一
八
六
七
年
に
設
立
さ
れ
た
ク
ラ
ー
ク
聾
唖
院
は
、
「
手
話

を
ま
っ
た
く
排
除
し
て
、
発
音
と
読
唇
の
み
に
よ
る
指
導
を
目
指

（
1
6
）

し
た
」
。
こ
う
し
て
、
手
話
を
支
持
す
る
「
手
話
主
義
者
（
昌
竃
亭

昌
9
）
」
と
、
口
話
。
を
支
持
す
る
「
口
話
主
義
者
（
O
『
警
9
）
」

と
の
は
げ
し
い
対
立
が
生
ま
れ
た
が
、
一
八
八
O
年
に
ミ
ラ
ノ
で

開
か
れ
た
第
二
回
ろ
う
教
育
国
際
会
議
に
お
い
て
「
教
育
方
法
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
H
）

し
て
純
口
話
法
が
最
良
の
も
の
と
し
て
採
択
さ
れ
た
」
よ
う
に
、

世
紀
の
終
わ
り
に
は
、
「
口
話
主
義
者
」
一
の
圧
倒
的
な
勝
利
が
確

実
と
な
っ
た
。

　
『
禁
じ
ら
れ
た
記
号
』
の
著
者
ベ
イ
ン
ト
ン
に
よ
れ
ぱ
、
手
話

の
存
在
を
認
め
な
い
口
話
主
義
者
と
は
、
「
ろ
う
者
の
共
同
体
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
㎎
〕

文
化
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
改
革
者
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
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て
、
ベ
イ
ン
ト
ン
は
、
ろ
う
教
育
の
場
面
で
口
話
主
義
が
浸
透
し

て
い
く
さ
ま
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
簡
明
に
描
い
て
い
る
。
二
八

六
〇
年
に
は
、
も
っ
ぱ
ら
口
話
法
だ
け
で
教
え
ら
れ
た
ろ
う
者
は

ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
一
八
六
〇
年
代
後
半
に
最
初
の
口
話
学

校
が
設
立
さ
れ
、
一
八
七
〇
・
八
O
年
代
に
は
ほ
と
ん
ど
の
ろ
う

学
校
が
口
話
教
育
の
実
験
を
は
じ
め
た
。
世
紀
の
変
わ
り
目
に
は
、

ア
メ
リ
カ
の
ろ
う
者
の
生
徒
の
四
十
％
が
手
話
を
使
わ
ず
に
教
え

ら
れ
、
半
分
以
上
が
少
な
く
と
も
い
く
つ
か
の
授
業
で
そ
の
よ
う

に
教
え
ら
れ
た
。
第
一
次
世
界
大
戦
が
終
わ
る
こ
ろ
に
は
、
ま
っ

た
く
手
話
を
用
い
ず
に
教
え
ら
れ
た
こ
ど
も
の
数
は
、
ほ
ぼ
八
十

％
に
達
し
た
。
そ
し
て
、
口
話
主
義
（
o
冨
＝
ω
∋
）
は
一
九
七
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

年
代
ま
で
正
統
で
あ
り
つ
づ
け
た
L
。

　
手
話
か
口
話
か
と
い
う
問
題
は
、
た
ん
な
る
ろ
う
教
育
の
方
法

の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
九
世
紀
後
半
の
時
代
精
神
、
社
会
状

況
と
ふ
か
く
か
か
わ
り
が
あ
づ
た
。
ベ
イ
ン
ト
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う

に
言
っ
て
い
る
。
「
手
話
（
ω
昼
目
一
竃
o
q
冨
①
q
①
）
を
め
ぐ
る
論
争

は
、
そ
の
時
代
の
中
心
的
な
論
争
を
呼
び
お
こ
し
、
表
現
し
て
い

る
。
そ
こ
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
根
本
的
な
争
点
が
ふ
く
ま
れ
て
い

る
。
何
が
ア
メ
リ
カ
人
を
非
ア
メ
リ
カ
人
か
ら
、
文
明
人
を
『
野

蛮
人
』
か
ら
、
人
問
を
動
物
か
ら
、
男
性
を
女
性
か
ら
区
別
す
る

の
か
。
教
育
は
何
の
目
的
に
奉
仕
す
べ
き
か
。
『
自
然
（
畠
；
亮
）
』

や
『
正
常
（
目
o
『
昌
彗
｛
）
』
と
は
何
を
意
味
し
、
た
が
い
に
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
。
L

　
「
ろ
う
」
と
は
何
か
、
「
ろ
う
者
」
と
は
誰
か
と
い
う
問
い
は
、

特
定
の
社
会
の
な
か
で
「
わ
れ
わ
れ
／
他
者
」
の
分
割
線
が
ど
の

よ
う
に
引
か
れ
る
か
と
い
う
間
い
と
か
ら
み
あ
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。　

口
話
主
義
者
が
手
話
を
批
判
し
た
の
は
、
手
話
が
欠
陥
に
み
ち

た
不
完
全
な
言
語
で
あ
る
と
い
う
偏
見
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

手
話
は
「
文
明
社
会
」
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
原
始
的
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
手
段
に
す
ぎ
ず
、
も
し
社
会
に
ろ
う
者
を
統
合

し
よ
う
と
す
る
の
な
ら
、
ろ
う
者
を
音
声
言
語
の
世
界
に
み
ち
び

か
ね
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
身
ぶ
り
言

語
か
ら
音
声
言
語
へ
の
進
歩
と
い
う
進
化
論
的
見
方
が
お
お
き
く

影
響
し
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
口
話
主
義
の
主
張
は
、
と
き
に
は
せ
ま
い
「
ろ
う

教
育
」
の
場
面
を
越
え
出
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
九
世
紀
の
後
半
、

英
語
の
発
音
を
正
確
に
あ
ら
わ
す
よ
う
な
正
書
法
を
つ
く
ろ
う
と

す
る
正
書
法
改
革
運
動
が
ひ
ろ
ま
っ
た
が
、
そ
の
目
的
の
ひ
と
つ

は
「
移
民
の
ア
メ
リ
カ
化
を
容
易
に
す
る
」
た
め
で
あ
っ
た
。
口
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（39）「正音」の帝国

話
主
義
者
は
こ
う
し
た
正
書
法
改
革
を
支
持
し
た
。
と
い
う
の
は
、

音
声
の
世
界
を
も
た
な
い
ろ
う
者
に
と
っ
て
は
、
音
声
言
語
と
へ

だ
た
り
の
あ
る
正
書
法
は
音
声
言
語
の
獲
得
に
と
っ
て
障
害
と
な

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
一
方
で
は
移
民
の
ア
メ
リ
カ
社
会

へ
の
統
合
、
他
方
で
は
ろ
う
者
の
音
声
言
語
の
世
界
へ
の
統
合
と

い
う
ふ
た
つ
の
方
向
が
、
正
書
法
改
革
の
な
か
で
む
す
び
つ
い
た

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ダ
ニ
エ
ル
・
ベ
ル
と
彼
女
自
身
ろ
う
者
で

あ
っ
た
妻
メ
イ
ベ
ル
・
ベ
ル
、
そ
し
て
一
部
の
口
話
主
義
者
は
、

「
わ
れ
わ
れ
の
欠
陥
の
あ
る
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
」
に
か
わ
る
も
の

と
し
て
、
視
話
法
の
使
用
を
一
般
社
会
に
も
ひ
ろ
め
よ
う
と
さ
え

　
　
　
　
（
”
）

し
た
の
で
あ
る
。

　
グ
ラ
ハ
ム
・
ベ
ル
の
「
視
話
法
」
は
、
こ
の
よ
う
な
口
話
主
義

者
の
反
手
話
キ
ャ
ン
ベ
ー
ン
の
ひ
と
つ
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
づ
た
の

で
あ
る
。

　
（
二
）
　
「
視
話
法
」
と
伊
沢
修
二

　
伊
沢
修
二
と
視
話
法
と
の
出
会
い
は
ま
っ
た
く
偶
然
だ
っ
た
。

伊
沢
自
身
が
『
視
話
法
』
緒
言
と
『
自
伝
』
で
述
べ
て
い
る
こ
と

を
ま
と
め
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

　
伊
沢
修
二
は
一
八
歳
の
こ
ろ
か
ら
英
語
を
学
ん
だ
が
、
一
度
身

に
つ
い
た
変
則
的
な
発
音
が
な
か
な
か
直
ら
ず
、
ア
メ
リ
カ
に
留

学
し
て
も
な
か
な
か
ア
メ
リ
カ
人
に
自
分
の
英
語
を
通
じ
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
八
七
六
年
［
「
緒
言
」
で

は
七
八
年
と
な
っ
て
い
る
が
、
七
六
年
の
誤
り
］
に
、
マ
サ
チ
ュ

ー
セ
ッ
ツ
州
の
教
育
部
の
委
員
と
と
も
に
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
で

開
か
れ
た
万
国
博
覧
会
を
お
と
ず
れ
た
と
き
、
そ
の
会
場
で
「
一

種
異
様
ノ
字
形
ヲ
記
セ
ル
掛
図
」
を
目
に
し
た
。
伊
沢
が
こ
れ
は

何
か
と
た
ず
ね
る
と
、
そ
れ
は
聾
唖
者
に
英
語
を
教
え
る
方
法
を

し
め
す
も
の
で
あ
り
、
発
明
者
は
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
・
グ
ラ
ハ

ム
．
ベ
ル
と
い
う
人
で
あ
る
と
の
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
伊
沢
は

「
唖
子
ニ
シ
テ
英
語
ヲ
学
ビ
得
ベ
ク
ン
バ
、
我
東
洋
人
と
難
モ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
η
）

何
ゾ
唖
子
ニ
ダ
モ
如
カ
ザ
ル
コ
ト
ア
ラ
ン
ヤ
」
と
恩
い
立
ち
、
早

速
グ
ラ
ハ
ム
・
ベ
ル
を
訪
ね
、
こ
の
視
話
法
に
よ
っ
て
英
語
の
音

声
を
学
習
し
た
い
と
の
意
図
を
告
げ
る
と
、
ベ
ル
は
喜
ん
で
承
諾

し
た
。
そ
し
て
、
数
週
問
も
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
人
に
理
解
さ
れ
・

る
よ
う
な
正
し
い
英
語
の
発
音
が
身
に
つ
い
た
と
い
う
。
さ
ら
に

伊
沢
は
、
視
話
法
を
目
本
語
に
応
用
す
る
と
と
も
に
、
ベ
ル
の
も

と
で
視
話
法
の
原
理
を
身
に
つ
け
た
の
で
あ
る
。
（
そ
し
て
、
こ

の
よ
う
な
ベ
ル
と
伊
沢
の
交
友
の
も
と
で
、
ベ
ル
が
発
明
し
た
電

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7

話
で
の
第
；
戸
が
日
本
語
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。
）
　
　
　
　
　
ψ
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伊
沢
は
目
本
に
帰
る
と
す
ぐ
に
、
こ
の
視
話
法
を
用
い
て
聾
唖

者
に
発
音
を
教
え
、
大
き
な
成
功
を
お
さ
め
た
。
一
方
、
伊
沢
は

吃
音
に
悩
ん
で
い
た
自
身
の
弟
伊
沢
精
庵
に
、
こ
の
方
法
を
用
い

て
発
音
矯
正
を
ほ
ど
こ
し
た
。
後
に
精
庵
は
、
兄
伊
沢
修
二
が

「
私
を
悪
魔
の
手
よ
り
救
い
出
し
た
」
の
で
あ
り
、
「
私
の
吃
音
が

動
機
と
な
つ
て
、
兄
が
吃
音
矯
正
法
を
発
明
し
、
そ
れ
が
私
を
救

ふ
の
み
な
ら
ず
、
天
下
無
数
の
同
病
者
を
救
ふ
に
至
つ
た
の
を
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

に
喜
ぶ
」
と
述
懐
し
て
い
る
。
さ
ら
に
伊
沢
自
身
の
言
に
よ
れ
ば
、

「
台
湾
在
勤
当
時
、
彼
の
新
附
の
人
民
に
国
語
を
伝
へ
る
に
も
此

　
　
　
＾
別
）

法
に
依
つ
た
」
と
い
う
。

　
「
視
話
法
」
は
、
い
ち
じ
る
し
く
多
面
的
な
伊
沢
の
活
動
を
ひ

と
つ
に
結
び
つ
け
る
輪
の
中
心
を
な
し
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。

し
か
し
、
一
見
科
学
的
な
装
い
を
こ
ら
し
た
視
話
法
に
は
、
伊
沢

の
「
国
語
」
に
対
す
る
熱
い
恩
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
。
『
視
話

法
』
の
序
文
で
伊
沢
は
こ
う
述
ぺ
て
い
る
。

　
我
ガ
、
多
年
コ
ノ
法
ヲ
研
究
シ
、
コ
レ
ニ
ヨ
リ
テ
、
ワ
ガ
国
言

葉
ヲ
カ
キ
ア
ラ
ハ
シ
、
マ
タ
英
語
ソ
ノ
他
ノ
外
国
語
ヲ
モ
、
ソ
ノ

助
ニ
ヨ
リ
テ
、
マ
ナ
ビ
ウ
ル
方
法
ヲ
マ
ウ
ケ
タ
ル
ハ
、
言
霊
ノ
サ

キ
サ
カ
ユ
ル
テ
フ
ワ
ガ
国
言
葉
ノ
魂
ヲ
バ
、
コ
ノ
武
器
ノ
内
ニ
コ

メ
テ
、
マ
ヅ
第
一
二
国
音
ノ
詑
リ
ヲ
ウ
チ
タ
ヒ
ラ
ゲ
、
ス
ス
ン
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
”
〕

他
ノ
国
言
葉
ノ
困
難
ニ
モ
ウ
チ
カ
タ
マ
シ
ト
ノ
徴
意
二
外
ナ
ァ
ズ
。

　
そ
し
て
、
ち
ょ
う
ど
西
洋
の
技
術
を
修
得
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
目
清
戦
役
オ
ヨ
ビ
今
年
ノ
北
清
事
件
」
で
日
本
軍
が
世
界
に
令

名
を
は
せ
た
よ
う
に
、
「
コ
ノ
貴
重
ナ
ル
伝
授
ニ
ヨ
リ
、
将
来
世

界
ノ
国
語
ノ
競
争
場
裡
二
、
ワ
ガ
国
言
葉
ノ
霊
光
ヲ
ァ
ラ
ハ
ス
時

ア
ラ
ン
カ
、
コ
レ
我
ガ
、
両
君
ノ
恵
二
、
イ
サ
サ
カ
報
ジ
タ
ル
モ

ノ
ト
諒
解
セ
ラ
レ
ン
コ
ト
ヲ
」
と
い
う
こ
と
ば
で
「
序
文
」
を
む

す
ん
で
い
る
。

　
そ
し
て
、
伊
沢
は
「
緒
言
」
で
視
話
法
の
目
的
を
つ
ぎ
の
九
つ

に
ま
と
め
て
い
る
。

第第第第第第
六五四

一
定
ノ
国
語
二
一
定
ノ
標
準
音
ヲ
確
立
ス
。

言
語
の
転
誰
ヲ
矯
メ
、
其
習
癖
ヲ
正
ス
。

方
言
ヲ
研
究
、
比
較
、
及
保
存
シ
、
且
広
ク
言
語
ノ
系
統

ヲ
究
明
ス
。

外
国
語
ヲ
学
ブ
者
二
、
正
確
ナ
ル
発
音
ヲ
伝
習
ス
。

遠
隔
ナ
ル
殖
民
地
二
、
速
二
母
国
語
を
広
布
セ
シ
ム
。

世
界
万
国
二
共
通
セ
ル
方
法
ヲ
以
テ
、
各
種
ノ
音
韻
を
写

448
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第
七

第第
九八

シ
、
遂
二
世
界
普
通
語
ノ
成
立
ヲ
期
シ
得
ル
ニ
至
ラ
シ
ム
。

世
界
中
、
如
何
ナ
ル
国
語
ニ
テ
モ
、
翻
写
ヲ
経
ズ
シ
テ
、

各
国
問
二
電
信
ヲ
通
ズ
ル
コ
ト
ヲ
得
。

聾
唖
二
、
談
話
ス
ル
コ
ト
ヲ
教
フ
。

世
界
各
国
の
文
盲
者
ヲ
シ
テ
、
僅
々
数
週
問
ノ
伝
習
ニ
ヨ

リ
、
自
国
語
ヲ
読
ミ
且
書
ク
コ
ト
ヲ
得
シ
ム
。

　
こ
こ
で
あ
ら
た
に
加
わ
っ
た
の
が
、
「
国
語
」
の
「
標
準
音
」

の
確
立
で
あ
り
、
方
言
に
対
す
る
発
音
矯
正
の
目
的
だ
っ
た
。
後

に
伊
沢
は
、
東
北
地
方
の
方
言
話
者
の
発
音
矯
正
の
仕
事
に
積
極

的
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
と
き
や
は
り
こ
の
「
視
話

法
」
が
中
心
的
な
役
割
を
は
た
し
た
。

　
ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
は
、
「
国
語
」
の
理
念
が
よ
う
や
く
小
学
校

教
育
の
場
に
浸
透
し
は
じ
め
た
時
期
に
あ
た
る
。
一
九
〇
〇
年
の

小
学
校
令
改
正
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
小
学
校
の
教
科
名
と
し
て

「
国
語
」
が
出
現
し
、
そ
の
施
行
規
則
で
は
「
国
語
の
模
範
」
を

教
え
る
と
い
う
目
的
が
明
文
化
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
一
九
〇
四
年

の
第
一
次
国
定
教
科
書
『
尋
常
小
学
読
本
』
に
お
い
て
は
「
東
京

の
中
流
社
会
」
の
こ
と
ば
が
「
国
語
の
標
準
」
、
と
さ
れ
、
「
発
音

矯
正
」
と
「
標
準
音
の
制
定
」
が
教
育
の
目
標
と
し
て
さ
だ
め
ら

れ
た
。
こ
れ
ら
の
方
針
は
、
「
国
語
H
標
準
語
」
を
日
常
の
音
声

の
領
域
で
実
現
し
よ
う
と
す
る
目
的
に
貫
か
れ
て
い
た
。
視
話
法

に
よ
っ
て
「
標
準
音
」
を
確
立
し
よ
う
と
い
う
伊
沢
の
意
図
は
、

教
育
政
策
に
お
け
る
こ
う
し
た
方
向
づ
け
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
伊
沢
は
、
一
九
〇
三
年
三
月
に
、
吃
音
矯
正
を
目
的
と
し
た

「
楽
石
社
」
を
設
立
し
、
さ
ら
に
そ
の
な
か
に
「
言
語
研
究
部
」

を
設
け
た
。
そ
し
て
、
つ
ぎ
に
見
る
よ
う
に
、
そ
の
任
務
は
「
吃

音
矯
正
」
に
か
ぎ
ら
ず
、
じ
つ
に
幅
ひ
ろ
い
も
の
だ
っ
た
。

八七六五四三二一
視
話
法
ヲ
伝
習
ス

正
シ
キ
目
本
語
音
ヲ
伝
習
ス

正
シ
キ
英
語
音
ヲ
伝
習
ス

正
シ
キ
清
国
語
音
ヲ
伝
習
ス

正
シ
キ
台
湾
語
音
ヲ
伝
習
ス

方
言
ノ
誰
ヲ
矯
正
ス

吃
音
ヲ
矯
正
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

唖
子
ニ
モ
ノ
ヲ
言
ハ
シ
ム

そ
し
て
同
年
十
一
月
、
伊
沢
は
、

小
学
読
本
を
視
話
法
で
写
し
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た
小
冊
子
を
恩
師
グ
ラ
ハ
ム
・
ベ
ル
に
送
る
が
、
同
封
し
た
書
簡

に
は
そ
の
小
冊
子
の
目
的
が
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
た
と
い

う
o　

第
一
　
目
本
全
国
に
渉
り
、
国
語
教
育
の
統
一
を
計
る
こ
と
。

是
は
我
国
に
は
各
地
各
様
の
誰
言
有
之
、
極
北
地
方
人
民
の
言
語

は
、
極
南
に
住
す
る
人
民
に
は
、
殆
ど
丁
解
す
る
能
は
ざ
る
程
に

有
之
候
故
に
御
座
候
。

　
第
二
　
此
書
を
、
日
本
語
の
標
準
音
（
少
く
も
東
京
に
於
け
る

学
識
あ
る
社
会
の
）
と
し
、
こ
れ
に
依
り
て
各
地
方
の
詑
音
を
矯

　
　
　
（
2
7
）

正
す
る
こ
と
。

　
そ
し
て
、
第
三
の
目
的
に
は
、
「
学
識
あ
る
人
々
を
し
て
視
話

法
の
何
た
る
か
を
知
ら
し
め
、
且
其
音
字
の
羅
馬
字
に
比
し
如
何

な
る
利
益
あ
る
か
を
、
曾
て
羅
馬
字
を
採
用
せ
ざ
り
し
国
、
随
て

音
字
に
何
等
の
偏
頼
心
を
も
有
せ
ざ
る
国
の
識
者
に
知
ら
し
む
る

事
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
伊
沢
は
、
お
そ
ら
く
一
九
〇
二
年
に

官
制
公
布
さ
れ
た
国
語
調
査
委
員
会
を
念
頭
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の

よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

　
近
来
我
政
府
は
委
員
会
を
組
織
し
て
、
国
語
を
調
査
し
其
進
歩

を
計
り
、
必
要
の
場
合
に
は
改
革
を
も
断
行
せ
ん
と
す
。
現
今
委

員
の
多
数
は
、
日
本
仮
字
又
は
一
層
困
難
な
る
漢
字
の
代
り
に
、

羅
馬
字
を
採
用
せ
ん
と
す
る
傾
向
有
之
候
。
卑
見
に
依
れ
ぱ
、
羅

馬
字
の
仮
字
又
は
漠
字
よ
り
も
容
易
き
は
疑
な
き
所
な
れ
ど
も
、

視
話
音
字
ほ
ど
容
易
に
は
無
之
と
存
じ
候
。
小
生
は
飽
迄
此
説
を

主
張
し
候
へ
共
、
哀
哉
視
話
法
の
真
価
を
知
る
も
の
は
、
日
本
全

国
に
小
生
の
外
一
人
も
な
き
有
様
な
れ
ば
、
他
日
時
機
到
来
を
待

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鵬
）

ち
て
、
此
問
題
を
解
決
す
る
外
到
方
無
之
候
。

　
つ
ま
り
、
伊
沢
は
、
ち
ょ
う
ど
グ
ラ
ハ
ム
・
ベ
ル
が
視
話
法
に

よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
正
書
法
改
革
を
お
こ
な
お
う
と
し
た
よ
う
に
、

当
時
問
題
と
な
づ
て
い
た
「
国
語
国
字
問
題
」
に
決
着
を
つ
け
よ

う
と
い
う
意
志
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
真
に
音

声
を
写
す
文
字
こ
そ
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
原
理
か
ら
す
れ
ば
、

仮
名
文
字
や
ロ
ー
マ
字
よ
り
も
視
話
法
の
ほ
う
が
ま
さ
っ
て
い
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
伊
沢
自
身
が
慨
嘆
し
て
い
る
よ

う
に
、
視
話
法
を
知
っ
て
い
る
の
が
目
本
で
伊
沢
た
だ
一
人
と
い

う
状
態
で
は
、
「
他
日
時
機
到
来
を
待
」
つ
し
か
仕
方
が
な
か
っ

た
。

054



（43）「正音」の帝国

　
一
九
＝
一
年
に
は
楽
石
社
の
事
業
を
拡
大
し
て
、
「
難
聴
者
矯

正
部
」
を
新
設
、
「
吃
音
矯
正
部
」
を
拡
張
す
る
と
と
も
に
、
「
国

語
正
音
部
」
と
「
唱
歌
正
音
部
」
を
増
設
し
た
。
「
国
語
正
音
部
」

で
は
、
「
日
本
金
国
到
る
処
に
あ
ら
ざ
る
無
き
靴
音
を
矯
正
し
、

日
本
国
民
の
純
正
な
る
国
語
を
成
立
せ
ん
と
す
る
」
こ
と
が
目
的

と
し
て
か
か
げ
ら
れ
た
。
ま
た
、
「
唱
歌
正
音
部
」
は
、
「
当
時
の

唱
歌
の
発
音
不
純
な
る
を
慨
し
て
、
之
が
矯
正
を
恩
ひ
立
つ
た
」

　
（
2
9
）

と
い
う
。
こ
の
最
後
の
点
は
、
伊
沢
の
音
楽
教
育
に
お
け
る
活
動

も
、
国
語
の
「
正
音
」
の
確
立
と
い
う
目
標
を
も
っ
て
い
た
こ
と

を
暗
示
し
て
い
る
。

　
そ
し
て
、
こ
う
し
た
楽
石
社
の
活
動
と
平
行
す
る
よ
う
に
、
伊

沢
は
『
視
話
応
用
東
北
発
音
矯
正
法
』
（
一
九
〇
四
）
『
視
話
応
用

国
語
正
音
法
』
（
一
九
一
〇
）
『
支
那
語
正
音
発
微
』
（
一
九
一
五
）

『
視
話
応
用
支
那
語
正
音
法
』
（
一
九
一
七
）
な
ど
の
著
作
を
続
々

と
刊
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
伊
沢
の
仕
事
を
つ
ぶ
さ

に
検
討
す
る
の
は
、
別
の
機
会
に
ゆ
ず
り
た
い
。

　
口
話
主
義
と
は
、
手
話
を
禁
止
す
る
こ
と
で
、
ろ
う
者
を
音
声

言
語
の
世
界
へ
「
同
化
」
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
意
味
で
、
口
話
主
義
は
ひ
と
つ
の
「
植
民
地
主
義
」
だ
と
い

え
る
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
ろ
う
者
と
い
う
「
他
者
」
を
あ

ら
か
じ
め
劣
位
に
お
い
た
う
え
で
、
他
者
の
自
立
性
を
否
定
し
、

「
文
明
」
の
名
の
も
と
に
自
己
に
同
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
「
視
話

法
」
が
そ
の
よ
う
な
口
話
主
義
の
シ
ン
ボ
ル
だ
と
す
れ
ぱ
、
伊
沢

修
二
が
そ
の
「
視
話
法
」
に
よ
っ
て
、
な
し
と
げ
よ
う
と
し
た
の

は
、
「
国
語
」
の
外
部
に
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
他
者
を
ぴ
と
く
く
り

に
し
た
う
え
で
、
「
国
語
」
の
「
正
音
」
の
な
か
に
同
化
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ろ
う
者
、
吃
音
者
、
方
言
話
者
、
植
民

地
異
民
族
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
の
あ
り
か
た
が
い
か
に
ち
が
っ

て
い
た
と
し
て
も
、
ひ
と
し
く
「
国
語
」
の
「
正
音
」
の
外
部
に

い
る
も
の
と
し
て
、
「
視
話
法
」
に
よ
っ
て
「
正
音
」
の
帝
国
に

同
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

視
話
法
に
よ
っ
て
吃
音
者
が
正
確
な
発
音
を
学
ぶ
よ
う
に
、
ろ
う

者
は
音
声
言
語
を
、
方
言
話
者
は
標
準
語
を
、
植
民
地
異
民
族
は

「
国
語
」
を
学
ぷ
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
見
方
に
は
、
伊
沢
が
恩
想
的
な
導
き
と
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

進
化
論
の
考
え
が
基
礎
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
文
明
の
達
成
と
い
う

た
だ
ひ
と
つ
の
尺
度
の
う
え
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
他
者
が
唯
一
の
規

準
と
し
て
の
「
正
音
」
か
ら
の
距
離
に
し
た
が
づ
て
位
置
づ
け
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
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伊
沢
が
望
ん
だ
の
は
、
大
日
本
帝
国
が
す
み
ず
み
ま
で
「
正

音
」
の
響
き
わ
た
る
帝
国
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、

伊
沢
の
「
国
語
」
■
の
思
想
こ
そ
、
音
声
中
心
主
義
の
こ
の
う
え
な

い
表
現
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
「
視

話
法
」
は
た
し
か
に
比
類
な
い
武
器
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
中
山
昭
彦
「
〃
文
”
と
〃
声
”
の
抗
争
－
明
治
三
十
年
代
の

　
〈
国
語
〉
と
〈
文
学
〉
」
、
小
森
陽
一
・
紅
野
謙
介
・
高
橋
修
編
『
メ

　
デ
ィ
ア
・
表
象
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
－
明
治
三
十
年
代
の
文
化
研

　
究
』
小
沢
杳
店
、
一
九
九
七
年
、
二
五
六
頁
。

（
2
）
　
同
醤
、
二
四
〇
頁
。

（
3
）
　
長
志
珠
絵
『
近
代
日
本
と
言
語
ナ
シ
ョ
ナ
リ
，
ス
ム
』
吉
川
弘

　
文
館
、
一
九
九
八
年
、
一
〇
六
頁
。

（
4
）
　
同
笹
、
二
四
七
頁
。

（
5
）
　
安
囲
敏
朗
『
帝
国
日
本
の
言
語
編
成
』
世
識
審
房
、
一
九
九
七

　
年
、
四
四
壬
四
五
頁
。

（
6
）
　
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
『
「
国
語
」
と
い
う
恩
想
』
岩
波
書
店
、
一
九

　
九
六
年
、
二
〇
八
頁
。

（
7
）
　
上
旧
万
年
『
国
語
学
史
』
新
村
出
錐
録
、
古
田
東
朔
校
訂
、
教

　
育
出
版
、
一
九
八
四
年
、
一
頁
。

（
8
）
　
同
沓
、
二
頁
。

（
9
）
　
上
即
万
年
「
国
語
に
就
き
て
日
本
国
民
の
執
る
べ
き
三
大
方

　
針
」
、
『
国
語
の
た
め
第
二
』
所
収
。

（
1
0
）
　
山
囲
孝
雄
『
国
語
学
史
要
』
岩
波
審
店
、
一
九
三
五
年
、
三
頁
。

（
1
1
）
．
安
田
、
前
掲
杳
。
長
、
前
掲
杳
。
石
剛
『
植
民
地
支
配
と
目
本

　
語
』
三
元
社
、
一
九
九
二
年
。
駒
込
武
『
植
民
地
帝
国
日
本
の
文
化

　
統
合
』
岩
波
杳
店
、
一
九
九
六
年
。
小
熊
英
二
『
〈
目
本
人
〉
の
境

　
界
』
新
曜
社
、
　
一
九
九
八
年
。

（
1
2
）
　
長
、
前
掲
書
、
二
〇
八
頁
。

（
1
3
）
　
伊
沢
修
二
『
楽
石
自
伝
・
教
界
周
遊
前
記
』
伊
沢
修
二
君
還
暦

　
祝
賀
会
、
一
．
九
二
一
年
、
三
五
頁
。

（
1
4
）
　
こ
の
見
方
を
押
し
す
す
め
て
、
木
村
晴
美
氏
と
市
囲
泰
弘
氏
は

　
「
ろ
う
者
と
は
、
日
本
手
話
と
い
う
、
日
本
語
と
は
異
な
る
言
語
を

　
話
す
、
言
語
的
少
数
者
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
が
（
「
ろ
う
文
化
宣

　
言
」
、
『
現
代
思
想
臨
時
増
刊
・
ろ
う
文
化
』
背
土
社
、
一
九
九
六
年

　
所
収
）
、
そ
れ
に
は
異
論
も
多
く
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
手

　
話
」
が
英
語
や
目
本
語
な
ど
の
音
声
言
語
と
対
等
の
独
立
し
た
言
語

　
で
あ
る
と
い
う
点
は
、
少
な
く
と
も
欧
米
で
は
ひ
ろ
く
認
め
ら
れ
て

　
い
る
。
た
と
え
ぱ
、
ω
．
＞
＝
9
目
o
俸
＜
、
向
o
ξ
彗
身
（
＆
ω
．
）
一
き
§
1

　
－
ぎ
的
§
募
§
ぎ
き
雨
b
ミ
｛
急
宣
§
r
昌
o
q
∋
嘗
二
竃
一
と
い
う
本

　
の
な
か
で
は
、
　
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
ゲ
ー
ル
語
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
、

　
ロ
マ
ニ
語
、
ウ
ェ
ー
ル
ズ
語
と
い
っ
た
「
少
数
言
語
」
と
と
も
に
、

　
ω
『
三
争
ω
釘
自
－
與
コ
①
q
巨
｝
①
q
⑦
O
O
ヨ
ヨ
巨
邑
｛
、
つ
ま
り
、
「
イ
ギ
リ

　
ス
手
話
言
語
共
同
体
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
1
5
）
　
上
野
益
男
『
十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
聾
教
育
方
法
史
の
研
究
』
風

　
間
蚊
旦
房
、
一
九
九
一
年
、
二
頁
。

（
1
6
）
　
同
杳
、
一
一
頁
。

（
1
7
）
　
同
杳
、
五
頁
。
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（
㎎
）
　
U
O
E
O
q
－
O
ω
O
．
匝
與
｝
目
一
〇
戸
き
『
｝
｛
』
雨
畠
吻
暗
曽
り
㌧
§
軸
ざ
o
S
S
O
S
㍗

　
、
ミ
ミ
S
S
軋
、
｝
耐
O
S
§
b
昌
｛
内
曽
o
寒
｛
富
｝
“
ω
｛
恥
S
卜
S
S
⑫
S
S
⑫
“
O
す
－
o
印
皿
q
O

　
ζ
．
巾
－
し
竃
9
℃
．
仁
’
　
－

（
1
9
）
　
同
書
、
P
午
9

（
2
0
）
　
同
書
、
℃
」
一

（
2
1
）
　
同
書
、
P
；
｝

（
2
2
）
　
伊
沢
修
二
『
視
話
法
』
大
日
本
図
書
出
版
、
一
九
〇
一
年
、
一

　
二
頁
。

（
2
3
）
　
『
楽
石
伊
沢
修
二
先
生
』
故
伊
沢
先
生
記
念
事
業
会
、
一
九
一

　
九
年
、
二
七
一
三
三
頁

（
脳
）
　
『
楽
石
自
伝
』
三
八
頁
。

（
2
5
）
　
『
視
話
法
』
序
文
、
W
頁
。
こ
こ
で
興
味
ぷ
か
い
の
は
、
伊
沢

　
が
一
般
的
な
意
味
で
の
、
一
竃
σ
q
畠
o
q
①
．
．
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
「
国

語
L
を
用
い
て
い
る
の
に
対
し
、
目
本
語
を
指
す
と
き
に
は
「
国
言

葉
」
と
い
う
表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

30　29　28　27　26

『
楽
石
伊
沢
修
二
先
生
』

同
書
、
二
五
四
頁
。

同
書
、
二
五
四
｛
五
頁
。

同
書
、
三
〇
一
頁
。
．

伊
沢
の
最
初
の
著
作
は
、

二
四
四
頁
。

生
物
学
者
ジ
ュ
リ
ァ
ン

ノ、

ク
ス
レ

1
の
、
O
『
雪
コ
o
『
ω
潟
q
窮
．
．
を
抄
訳
し
た
『
生
種
原
始
論
』
（
一
八

七
九
）
で
あ
っ
た
。
伊
沢
は
「
進
化
の
原
理
説
を
我
が
国
に
輸
入
し

た
の
は
、
恐
ら
く
此
生
種
原
始
論
が
最
初
の
物
で
あ
ら
う
」
と
言
っ

て
い
た
と
い
う
。
（
『
楽
石
伊
沢
修
二
先
生
』
三
二
三
頁
）

　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
大
学
院
言
語
社
会
研
究
科
助
教
授
）

（45）「正音」の帝国
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