
八

国
語
擬
馨
語
の
原
始
形
態

ま
　
へ
　
お
　
i
き

嚢
に
私
は
「
擬
声
語
の
言
語
的
陸
路
」
と
題
し
て
、
研
究
対
象
と
し
て
の

擬
声
語
の
輪
郭
を
描
い
て
み
た
。
（
「
説
林
」
第
三
巻
第
六
－
一
一
号
、
申
第

一
〇
号
を
除
く
、
一
九
五
一
年
六
－
一
一
月
）
　
そ
の
際
私
は
期
せ
ず
し
て

「
わ
が
国
語
に
於
げ
ろ
擬
声
語
発
達
の
原
因
は
何
か
」
と
い
ぶ
大
き
な
問
題

に
逢
薄
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
間
題
を
解
明
す
る
為
に
は
、
国
語
発
達
の
史

的
考
察
と
、
世
界
諸
国
語
の
比
較
研
究
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
痛
感

し
た
訳
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
単
に
文
法
的
な
角
度
か
ら
一
応
の
試
論
を
提

出
す
る
に
止
ま
っ
た
。
小
論
は
、
国
語
に
於
げ
ろ
擬
声
語
が
畳
語
と
い
ぶ
形

態
に
よ
っ
て
、
著
し
く
発
達
し
て
来
て
ゐ
る
雷
実
に
就
い
て
蕎
目
し
、
こ
れ

を
上
代
語
の
資
料
に
基
づ
い
て
検
討
し
て
み
た
も
の
で
あ
る
。

国
語
に
於
げ
ろ
擬
声
語
発
達
の
要
因
が
如
何
な
る
点
に
存
す
る
か
と
い
ぶ

こ
と
は
、
最
近
擬
声
語
が
わ
が
国
語
の
一
大
特
質
と
し
て
漸
く
注
目
さ
れ
る

や
う
に
な
っ
た
現
段
階
に
於
い
て
、
極
め
て
興
味
を
そ
ゝ
ら
れ
る
問
題
で
あ

り
、
こ
の
繰
り
の
な
い
考
察
の
車
か
ら
、
多
少
な
り
と
も
と
の
方
面
に
関
心

を
引
用
し
た
。
右
を
要
約
す
る
と
、
①
国
語
に
は
擬
声
語
申
特
に
そ

の
二
重
語
（
所
謂
畳
語
－
音
節
反
復
の
形
態
を
有
す
る
語
彙
）
が
豊

富
で
あ
る
。
②
そ
れ
は
形
態
的
に
み
て
も
、
人
類
原
始
時
代
の
遺
物

と
も
い
ふ
べ
き
自
然
的
本
能
的
言
語
の
伝
統
で
あ
る
。
③
日
本
人
は

か
な
り
進
歩
し
て
ゐ
る
に
も
拘
ら
ず
、
今
日
な
は
か
1
る
幼
稚
な
時

代
の
言
語
使
用
に
甘
ん
じ
て
ゐ
る
等
で
あ
る
。

右
の
諸
点
か
ら
、
果
し
て
、
現
代
語
の
表
現
に
於
け
る
擬
声
語
そ

の
も
の
ま
で
も
、
前
世
紀
の
化
石
的
な
言
語
の
伝
統
と
し
て
、
且
つ

叉
、
そ
の
薯
が
わ
が
国
語
未
発
達
の
j
面
を
露
呈
す
る
も
の
と
見
徹

し
得
る
か
ど
う
か
、
等
と
い
っ
た
点
に
就
い
て
、
殊
更
に
仰
々
し
く

取
り
あ
げ
る
必
要
を
感
じ
な
い
。
何
故
な
ら
、
穀
で
問
題
と
し
て
ゐ

る
の
は
、
擬
声
語
そ
の
も
の
で
は
な
く
し
て
、
擬
声
語
申
特
に
畳
語

の
形
態
を
と
る
も
の
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
擬
声
語
全
般
に

就
い
て
云
ふ
な
ら
ば
、
既
に
言
文
一
致
以
来
、
わ
が
国
近
代
文
学
に

於
け
る
そ
の
薮
用
は
、
極
め
て
広
範
な
領
域
と
、
高
度
の
水
準
と
に

達
し
て
を
り
、
そ
れ
が
今
日
で
は
愈
優
れ
た
文
章
詩
語
と
し
て
洗
錬

さ
れ
彫
謙
さ
れ
つ
1
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
小
論
の
順
序
と
し
て
は
、
先
づ
国
語
に
於
け
る
擬
声
語

の
多
寡
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
中
で
畳
語
の
形
を
と
っ
て
ゐ
る
も
の

の
多
寡
に
就
い
て
考
察
し
、
次
い
で
、
そ
れ
ら
が
仮
り
に
豊
富
で
あ

っ
た
場
合
、
果
し
て
そ
の
形
態
が
言
語
の
原
始
的
様
相
と
見
徹
し
得

る
か
否
か
、
と
い
ぶ
問
題
に
触
れ
る
訳
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
対
す

国
語
擬
声
語
の
原
始
形
態

小
　
嶋
　
孝
　
三
　
郎

を
も
た
れ
る
人
々
に
、
研
究
の
端
緒
が
見
出
さ
れ
れ
ば
、
倖
世
と
思
ふ
も
の

で
あ
る
。

擬
声
語
に
就
い
て
の
二
重
藷
。
こ
の
種
の
日
本
語
は
非
常
に
豊
富
で
あ
る
。

あ
る
擬
声
語
は
そ
の
意
喋
か
ら
も
発
音
か
ら
も
面
白
い
。
す
こ
し
挙
げ
て
み

よ
う
、
－
び
し
ょ
び
し
ょ
、
ぶ
る
ぶ
る
、
ち
ょ
ぼ
ち
ょ
ぼ
、
ど
ろ
ど
ろ
、
じ

り
じ
り
、
べ
た
べ
た
、
こ
れ
ら
の
言
葉
は
親
し
い
会
話
に
よ
く
使
は
れ
る
が
、

そ
れ
は
多
分
、
次
に
記
す
理
由
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
よ
う
。
擬
声
語
な
る
も

の
は
、
言
葉
が
ま
だ
不
足
な
の
で
、
あ
る
一
定
の
状
態
に
生
ず
る
車
物
の
音

を
摸
し
て
個
々
の
区
別
が
理
解
さ
れ
得
る
や
う
に
し
た
幼
稚
な
時
代
の
言
語

を
示
す
も
の
で
あ
る
。
猿
の
言
語
に
近
い
、
ま
っ
た
く
、
化
石
的
言
語
な
の

で
あ
る
。
日
本
国
民
は
、
非
常
に
進
歩
し
て
は
ゐ
る
が
、
狙
先
の
発
し
て
ゐ

た
襲
れ
声
の
叫
び
で
表
は
さ
れ
た
言
葉
を
伝
統
的
に
使
っ
て
ゐ
る
。

（
ヴ
エ
ン
セ
ス
ラ
オ
・
デ
・
モ
ラ
エ
ス
）

私
は
先
づ
問
題
の
緒
を
見
出
す
為
に
、
便
宜
上
こ
の
様
な
常
識
論

る
解
答
は
散
へ
て
す
る
こ
と
な
く
、
わ
が
上
代
国
語
は
果
し
て
如
何

な
る
相
貌
を
呈
し
て
ゐ
た
か
と
い
ふ
点
に
就
い
て
の
調
査
を
報
告
し

て
、
そ
の
解
答
を
将
来
の
問
題
と
し
た
い
の
で
あ
る
。
以
下
右
の
諸

点
に
就
い
て
、
逐
次
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。

わ
が
国
語
に
於
い
て
擬
声
語
が
如
何
に
豊
富
で
あ
る
か
と
い
ぶ
こ

と
は
、
こ
れ
を
欧
米
諸
国
の
言
語
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は

じ
め
て
論
証
し
得
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
そ
の
点
に
就
い
て

は
、
今
日
迄
髄
分
数
多
く
の
先
学
が
指
摘
し
て
ゐ
る
も
の
の
、
未
だ

真
に
信
頼
す
る
に
足
る
科
学
的
調
査
に
接
し
て
ゐ
な
い
の
ほ
遺
憾
で

あ
る
。
こ
の
問
題
は
単
に
諸
外
国
の
国
語
辞
典
か
ら
そ
の
語
彙
を
掘

出
し
て
そ
の
数
量
を
比
較
す
る
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
っ
て
、
諸
外

国
の
日
常
会
話
な
り
、
そ
の
代
表
的
な
文
学
作
品
を
詳
細
に
比
較
検

討
す
る
時
、
は
じ
め
て
そ
の
実
態
を
究
明
し
得
る
と
云
へ
よ
う
。
従

っ
て
、
こ
の
間
題
は
単
に
語
彙
数
の
多
寡
と
い
ふ
様
な
こ
と
だ
け
で

は
な
し
に
、
該
語
彙
使
用
の
頻
度
や
更
に
は
そ
の
意
味
形
態
用
法
等

に
就
い
て
実
証
し
、
そ
の
統
計
的
研
究
に
侯
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
私
は
取
敢
へ
ず
次
の
様
な
諸
例
を
あ
げ
て
、
わ
が
国
近
代

文
学
に
於
げ
ろ
擬
声
語
数
用
の
一
半
を
窺
っ
て
み
よ
う
。

傍
の
坐
舘
の
障
子
が
オ
i
到
申
開
い
て
、
年
頃
十
八
九
の
婦
人
の
首
、
司
封
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ボ
ン
と
し
た
摘
ツ
鼻
と
、
日
の
丸
の
紋
を
染
抜
い
た
ム
ッ
ク
リ
と
し
た
頬
と

で
、
そ
の
持
主
の
身
分
が
知
れ
る
と
い
ぶ
奴
が
、
封
－
羽
目
出
る
。
（
二
葉
亭

九



四
迷
「
浮
雲
」
）

鼻
筋
つ
ん
と
通
り
帳
尻
キ
リ
、
と
上
り
、
溌
ひ
髪
を
ぐ
る
／
＼
と
酷
く
丸

め
て
引
裂
紙
を
あ
し
ら
汀
に
一
本
蟹
で
ぐ
い
と
留
め
を
刺
し
た
色
気
無
の
様

は
つ
く
れ
ど
（
幸
田
露
伴
「
五
重
塔
」
）

は
ら
り
と
下
る
前
髪
の
毛
を
黄
楊
の
翳
櫛
に
ち
ゃ
っ
と
掻
き
あ
げ
て
、
伯

母
さ
ん
あ
の
太
夫
さ
ん
呼
ん
で
来
ま
せ
う
ど
で
、
割
付
風
刺
駆
け
よ
っ
て
襖

に
す
が
り
（
頗
口
一
葉
「
た
け
く
ら
べ
」
）

何
の
時
と
．
も
知
れ
ず
、
ば
ら
！
＼
と
鳴
り
、
か
さ
く
と
音
が
し
て
、
胤

っ
と
檜
笠
に
か
ゝ
る
こ
と
も
あ
る
。
（
泉
鏡
花
「
高
野
聖
」
）

天
主
の
松
の
上
を
自
利
引
飛
ん
で
、
営
所
の
車
へ
落
ち
た
。
次
に
風
月

と
音
が
し
て
、
黒
い
団
子
が
し
ゅ
っ
と
秋
の
空
を
射
抜
く
や
う
に
上
る
と
、

そ
れ
が
、
あ
れ
の
頭
の
上
で
ぽ
か
り
と
割
れ
て
、
青
い
煙
が
傘
の
骨
の
や
う
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、

°

に
開
い
て
、
だ
ら
！
－
と
真
申
に
流
れ
込
ん
だ
。
（
夏
目
漱
石
「
坊
ち
ゃ
ん
」
）

烈
し
い
西
風
が
、
目
に
見
え
ぬ
大
き
な
塊
を
ご
l
引
可
と
打
ち
つ
け
て
は
又

ど
う
っ
と
打
ち
つ
け
て
、
皆
捜
せ
こ
け
た
落
葉
木
の
林
を
一
日
苛
め
通
し
た
。
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°

木
の
枝
は
時
々
ひ
う
！
－
と
悲
痛
の
轡
を
立
て
て
泣
い
た
。
木
の
枝
が
割
引
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O

く
ど
鳴
る
。
世
間
が
織
に
心
は
そ
く
な
っ
た
。
（
長
塚
節
「
土
」
）

右
は
そ
れ
ぞ
れ
自
然
の
音
響
或
ひ
ほ
薯
物
の
状
態
を
よ
く
感
性
的

に
模
写
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
窓
に
そ
の
形
態
に
就
い
て
み
る
時
、

所
謂
畳
語
の
形
式
を
と
っ
て
ゐ
る
も
の
は
次
の
諸
例
で
あ
る
。
－

ぐ
ろ
く
、
は
た
く
、
ば
ら
〈
、
か
さ
く
、
ふ
わ
／
＼
、

だ

ら

I

－

、

ひ

う

〈

、

ざ

わ

く

さ
て
こ
れ
ら
は
執
れ
も
二
音
節
反
復
の
類
型
に
属
す
る
も
の
で
あ

一
〇

り
、
そ
の
中
で
も
「
ふ
た
I
－
」
　
「
ひ
う
I
－
」
を
除
け
ば
、
他
は

悉
く
（
a
a
＼
a
a
U
　
「
ぐ
る
I
－
」
だ
け
は
u
u
＼
u
u
）
の
形
式
を
と
る

母
音
階
調
の
形
態
で
あ
る
。
国
語
の
擬
声
語
に
み
ら
れ
る
こ
の
や
う

な
畳
語
は
、
諸
他
の
形
態
、
例
へ
は
右
の
例
文
で
は
、

す
ら
り
、
は
ら
り
と
、
ぽ
か
り
と
…
‥
　
　
　
（
～
r
i
l
O
）

ぬ
ツ
と
、
ぱ
ツ
と
、
ち
や
ツ
と
、
し
ゆ
ツ
と
、
ど
う
ツ
と
i
i

（
～
．
I
t
O
）

っ
ん
と
、
ぽ
ん
と
、
ち
ょ
ぼ
ん
と
…
・
・
　
　
　
（
～
n
I
t
O
）

き
り
ゝ
と
、
〔
び
り
ゝ
・
び
り
ゝ
・
み
り
1
〕
…
‥
（
r
i
r
T
t
O
）

ぐ
い
と
、
〔
は
い
・
す
い
・
つ
い
・
ち
ょ
い
〕
・
…
・
（
～
T
t
O
）

む
ツ
く
り
と
、
〔
さ
ツ
く
り
。
ぽ
ツ
く
り
・
し
ツ
く
り
〕
…
‥

（
～
．
k
u
r
i
I
t
O
）

等
と
比
較
し
て
、
そ
の
数
量
の
多
い
こ
と
が
窮
へ
る
。
即
ち
、
こ

の
こ
と
は
、
国
語
の
擬
声
語
申
、
最
も
一
般
的
類
型
と
し
て
、
先
づ

第
一
に
畳
語
（
音
節
反
復
の
語
彙
）
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

そ
こ
で
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
為
に
、
国
語
擬
声
語
の
形
態
を
分

類
調
査
し
た
従
来
の
研
究
、
例
へ
は
小
林
英
夫
氏
の
「
国
語
象
徴
音

の
研
究
」
を
み
て
み
る
と
、
そ
の
語
彙
は
す
べ
て
氏
自
身
の
使
っ
て

ゐ
る
現
代
語
の
み
で
二
一
四
語
を
対
象
と
し
て
を
り
、
こ
れ
を
一

四
種
に
分
類
し
て
、
そ
の
中
で
音
節
反
復
の
形
態
と
然
ら
ざ
る
も
の

と
の
比
率
は
、
前
者
の
四
八
六
語
（
四
四
％
弱
）
に
対
し
て
後
者
は

六
二
八
語
（
五
六
％
強
）
と
な
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
も
わ

が
国
語
に
於
け
る
擬
声
語
の
形
態
申
、
如
何
に
畳
語
が
多
量
を
占
め

て
ゐ
る
か
と
い
ふ
こ
と
が
ほ
ゞ
推
察
し
得
る
訳
で
あ
る
。

国
語
に
於
け
る
擬
声
語
申
、
畳
語
の
形
を
と
る
も
の
が
如
何
に
多

量
を
占
め
て
ゐ
る
か
と
い
ぶ
こ
と
は
、
一
応
右
に
よ
っ
て
も
ほ
ゞ
窺

ひ
得
る
と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
さ
て
然
ら
ば
こ
れ
ら
の
語
彙
は
、
形
態

的
に
み
て
、
果
し
て
人
間
言
語
未
発
達
の
原
始
的
様
相
を
帯
び
る
も

の
で
あ
り
、
自
然
的
本
能
的
原
始
的
言
語
の
継
承
と
断
定
せ
ら
る
べ

き
も
の
で
あ
ら
う
か
。

嘗
て
セ
イ
ス
は
欧
州
語
に
於
け
る
畳
語
と
、
野
蛮
未
開
語
に
於
げ

ろ
そ
れ
と
の
量
的
な
比
率
を
あ
げ
て
、
前
者
に
於
い
て
は
千
分
の
二

語
で
あ
っ
た
も
の
が
、
後
者
で
は
千
分
の
三
八
乃
至
一
七
〇
語
も
あ

話
1

る
と
い
ふ
結
果
を
得
た
。
尤
も
こ
の
場
合
に
於
け
る
畳
語
と
は
、
厳

密
に
擬
声
語
中
の
畳
語
を
調
査
し
た
も
の
に
あ
ら
ず
し
て
、
観
念
話

中
の
畳
語
、
例
へ
は
国
語
で
は
「
深
々
」
　
「
軽
々
」
　
「
時
々
」
等
も

含
ん
で
ゐ
る
と
す
れ
ば
、
問
題
は
別
で
あ
る
。
し
か
し
、
執
れ
に
し

て
も
、
未
開
社
会
の
言
語
に
は
、
音
節
反
復
の
形
態
を
有
す
る
語
彙

が
多
い
と
い
ふ
こ
と
だ
け
は
一
応
云
ひ
得
る
訳
で
あ
る
。
従
っ
て
こ

の
調
査
か
ら
、
畳
語
が
未
発
達
の
言
語
と
し
て
、
更
に
は
原
始
時
代

の
言
語
の
伝
統
と
し
て
茅
へ
ら
れ
る
一
つ
の
理
由
で
あ
る
。

第
二
に
、
児
童
詩
の
研
究
に
就
い
て
の
シ
テ
ル
ン
の
報
告
に
よ
れ

国
語
擬
声
語
の
原
始
形
態

ば
、
自
分
の
幼
女
の
言
語
発
達
の
（
初
期
第
二
言
語
期
）
　
に
お
け
る

語
彙
の
統
計
で
示
す
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
満
一
年
半
で
は
、
擬
声
語

詰
2

が
全
語
彙
の
五
〇
％
に
友
ん
だ
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
童
謡

で
も
、
「
ポ
ッ
ポ
ッ
ポ
鳩
ポ
ッ
ポ
」
「
ボ
ン
ポ
コ
ボ
ン
の
ボ
ン
」
「
チ

イ
チ
イ
。
ハ
ツ
パ
チ
ィ
。
ハ
ツ
。
ハ
」
繁
々
を
数
へ
あ
げ
れ
ば
、
全
く
枚
挙

に
達
の
な
い
程
多
く
の
も
の
が
、
熟
れ
も
児
童
達
に
非
常
に
愛
好
さ

れ
て
ゐ
る
理
由
は
、
そ
の
曲
譜
に
秀
れ
て
ゐ
る
場
合
も
あ
ら
う
が
、

大
低
は
そ
の
歌
詞
中
に
こ
れ
ら
児
童
に
親
し
み
易
い
擬
声
語
が
極
め

て
致
果
的
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
点
を
決
し
て
見
逃
し
て
は
な

惹
3

ら
な
い
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
児
童
の
使
用
す
る
語
彙
中
に
は
髄
か

に
擬
声
語
が
多
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
世
界
的
に
も
共
通
し

て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
マ
ン
マ
、
ワ
シ
ワ
シ
、
モ
ー
モ
ー
、

ガ
ラ
ガ
ラ
等
と
い
っ
た
幼
児
語
の
大
部
分
の
も
の
が
、
執
れ
も
畳
語

で
あ
り
、
こ
れ
ら
が
特
に
彼
等
に
愛
好
さ
れ
て
ゐ
る
理
由
に
就
い
て

は
、
大
人
達
が
彼
等
に
こ
の
種
語
彙
を
押
し
っ
け
る
か
ら
で
は
な
く
、

シ
テ
ル
シ
が
云
ふ
様
に
「
描
写
的
身
振
の
も
つ
自
然
性
」
で
あ
り
、

そ
れ
が
叉
畳
語
と
い
ふ
音
節
反
復
の
語
彙
形
態
の
単
純
明
確
な
点
に

よ
る
の
で
あ
ら
う
。
従
っ
て
、
斯
様
な
雷
か
ら
、
一
枝
的
に
み
て
、

言
葉
が
ま
だ
不
足
な
彼
等
児
童
に
、
特
に
愛
好
さ
れ
る
語
彙
と
し
て
、

所
謂
「
幼
稚
な
時
代
の
言
語
」
と
見
徹
さ
れ
る
点
で
あ
ら
う
。

詩
1
　
罵
橋
龍
雄
「
応
用
言
語
学
」
二
〇
九
頁
。

謹
2
∴
佐
久
間
鼎
「
音
声
心
理
学
」
二
七
頁
。

一

一



（四（六
24－38五

図書図
）　　　　　）

謹
3
　
講
談
社
発
行
「
童
謡
画
集
」
に
は
本
邦
に
於
け
る
最
も
有
名
な
童
謡

を
一
応
網
羅
し
て
ゐ
る
。
今
そ
の
中
か
ら
、
擬
声
語
を
有
す
る
も
の
と
、

然
ら
ざ
る
も
の
と
の
比
率
を
み
る
と
、
七
五
％
と
二
五
％
で
あ
り
、
そ

の
七
五
％
の
擬
声
語
を
有
す
る
童
謡
中
の
半
数
迄
が
、
該
語
彙
の
頻
出

す
る
も
の
、
叉
は
そ
れ
が
極
め
て
致
栗
駒
に
使
属
さ
れ
て
ゐ
る
も
の
で

あ
る
。
な
は
春
秋
社
発
行
「
日
本
童
謡
曲
集
」
の
調
査
で
は
次
の
結
果

を
得
た
。

全
童
謡
数
一
七
〇

擬
声
語
を
用
ゐ
て
ゐ

る
も
の
、
一
〇
五

講
誤
写

一
、
二
箇
処
に

出
て
ゐ
る
も
の

擬
声
語
を
眉
ゐ
て
ゐ
な
い
も
の
、
六
五
…
（
3
8
％
）

第
三
に
は
、
常
識
的
似
而
非
進
化
論
一
の
蘭
し
た
非
科
学
的
迷
信
で

あ
る
。
例
へ
は
、
人
間
は
猿
か
ら
進
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
ぶ
茅

へ
方
か
ら
、
人
間
は
進
化
し
て
ゐ
る
が
猿
は
一
向
進
化
し
て
ゐ
な
い

と
す
る
様
な
、
極
め
て
素
朴
な
考
へ
方
で
あ
る
。
右
の
「
人
間
」
の

部
分
を
「
人
間
言
語
」
、
「
猿
」
の
部
分
を
「
擬
声
語
」
と
す
れ
ば
、

擬
声
語
が
未
進
化
の
原
始
言
語
と
見
徹
す
考
へ
方
に
な
る
で
あ
ら
う
。

所
謂
「
言
語
起
源
説
」
が
人
間
言
語
の
進
化
を
単
純
且
つ
機
械
的
に
、

①
自
然
的
原
語
時
代
。
②
観
念
語
時
代
。
③
比
喩
象
徴
語
時
代
と
い

ふ
様
な
段
階
に
分
け
て
論
ず
る
場
合
、
そ
れ
が
如
何
に
非
実
証
的
鳳

雛
的
な
常
識
論
で
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
も
は
や
論
外
で
あ
ら
う
。

然
し
乍
ら
、
問
題
は
そ
の
「
自
然
的
原
語
時
代
」
の
言
語
が
擬
声
語

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
ふ
こ
と
と
、
仮
り
に
さ
う
で
あ
っ
た
場
合

二
一

で
も
、
さ
う
し
た
旧
い
時
代
に
周
ゐ
ら
れ
て
ゐ
た
単
純
素
朴
な
擬
声

語
（
畳
語
）
が
そ
の
儀
現
代
ま
で
継
承
さ
れ
て
ゐ
て
、
そ
の
意
義
形

態
等
に
何
等
発
達
変
遷
の
跡
が
み
ら
れ
な
い
一
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
以

て
未
進
化
の
言
語
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
訳
で
あ
る
が
、
果
し
て
そ

の
様
な
薯
実
が
存
在
し
得
る
で
あ
ら
う
。
斯
様
な
こ
と
が
凡
そ
あ
り

得
な
い
で
あ
ら
う
と
い
ふ
こ
と
は
、
常
識
的
に
も
容
易
に
判
断
し
得

る
。
尤
も
、
こ
の
問
題
も
既
に
一
応
解
決
さ
れ
て
ゐ
る
と
云
へ
な
い

こ
と
も
な
い
。
私
は
参
考
迄
に
サ
ピ
ア
の
次
の
様
な
論
を
引
用
し
て

お
く
〇一

澱
原
理
か
ら
い
っ
て
、
原
始
民
族
の
言
語
で
は
、
自
然
音
の
模
倣
が
根

本
的
に
重
要
で
あ
る
と
し
た
い
気
が
ど
れ
ほ
ど
し
て
も
、
事
実
と
し
て
は
、

こ
れ
ら
の
言
語
に
擬
音
語
を
特
別
に
好
む
様
子
は
見
え
な
い
。
ア
メ
リ
カ
土

着
の
最
も
原
始
的
な
民
族
中
の
、
マ
ツ
ケ
ン
ヂ
ー
河
畔
の
ア
サ
バ
ス
カ
族

（
A
車
掌
鋭
k
g
）
は
、
擬
音
語
の
ほ
と
ん
ど
、
い
や
、
全
く
欠
け
て
ゐ
る

や
う
に
恩
へ
る
言
語
を
話
し
て
ゐ
る
。
し
か
る
に
英
語
や
ド
イ
ツ
語
の
や
う

な
、
不
純
に
な
っ
た
言
語
で
は
、
擬
声
語
が
自
由
自
在
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
。

（
サ
ピ
ア
「
言
語
－
こ
と
ば
の
研
究
序
説
」
木
坂
千
秋
訳
、
七
頁
」
）

謹
l
　
わ
が
国
に
は
江
戸
時
代
に
随
分
奇
抜
な
論
が
沢
山
あ
る
。
管
で
フ
ラ

ン
ス
の
言
語
学
会
に
於
い
て
は
、
こ
の
間
題
を
今
後
諭
ず
る
こ
と
を
謝

絶
す
る
と
申
合
せ
た
。

原
始
日
本
語
に
於
け
る
擬
声
語
の
相
貌
が
果
し
て
如
何
な
る
も
の

で
あ
り
、
古
代
の
擬
声
語
が
如
何
な
る
彩
で
発
生
し
生
長
し
継
承
さ

れ
て
来
た
か
。
こ
の
間
題
を
解
く
為
に
は
、
吾
々
ほ
先
づ
あ
た
か
も

老
苫
学
者
が
す
る
や
う
に
化
石
的
な
言
語
の
発
見
蒐
集
に
つ
と
め
、

現
存
す
る
わ
が
国
古
代
の
諸
文
献
を
資
料
と
し
て
渉
猟
す
る
こ
と
は

も
と
よ
り
、
遠
く
琉
球
や
奥
州
の
方
言
は
も
と
よ
り
、
先
住
民
族
と

目
さ
れ
る
ア
イ
ヌ
語
や
、
朝
鮮
、
中
国
、
南
方
諸
民
族
等
の
言
語
資

料
を
調
査
し
て
、
そ
れ
ら
を
比
較
言
語
学
に
取
扱
ふ
要
が
あ
ら
う
。

か
く
し
て
は
じ
め
て
有
史
以
前
の
わ
が
擬
声
語
の
相
貌
を
推
定
し
得

る
と
も
思
ふ
の
で
あ
る
が
、
さ
う
し
た
記
録
以
前
の
問
題
は
、
実
証

主
義
の
立
場
を
と
る
限
り
極
め
て
多
く
の
困
難
を
伴
ふ
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
重
要
さ
は
認
め
る
と
し
て
も
、
穀
で
は
触
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
現
存
す
る
わ
が
国
最
古
の
国
語
資
料
た
る
記
紀
万
葉
風

土
詞
等
か
ら
、
上
代
の
擬
声
語
を
拾
っ
て
み
る
と
、
次
表
の
通
り
で

ある。〔
な
は
以
下
次
の
諸
本
に
基
づ
く
〕

官
尊
記
…
・
…
…
・
・
…
…
…
…
…
訂
正
古
訓
苫
寧
記

日
本
書
紀
…
…
…
・
…
…
・
…
国
史
大
系
本
、
岩
波
文
庫
本

万
葉
集
…
…
…
・
…
…
…
…
‥
校
本
万
葉
集
、
そ
の
他

風
土
記
・
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
荒
波
文
庫
本

祝
　
詞
・
…
…
…
…
…
…
…
…
∴
石
渡
文
庫
本

琴
歌
謡
…
…
…
…
…
…
…
・
日
本
歌
謡
集
成
、
記
紀
歌
謡
新
解

先
代
旧
事
本
紀
…
…
・
・
…
…
・
・
国
史
大
系
本
、
－
記
紀
歌
謡
薪
解

皇
大
神
宮
儀
式
帳
…
…
…
・
…
‥
辞
書
類
従
、
記
紀
歌
謡
新
解

国
語
擬
声
語
の
原
始
形
態

さ
て
上
代
擬
声
語
申
最
も
古
い
形
態
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
も
の
は
、

先
づ
「
コ
ヲ
ロ
ー
ー
」
系
の
四
箇
処
で
あ
ら
う
。

塩
詞
君
国
謝
塾
副
題
聾
を
鳴
し
て
（
託
、
上
）

瑞
玉
盃
に
浮
き
し
脂
落
ち
索
つ
き
ひ
皆
謝
塾
副
費
副
題
（
託
、
下
）

抹
竹
の
瀞
詞
粛
圏
遼
遠
邁
天
之
真
魚
咋
魚
献
ら
む
（
記
、
上
）

霜
黒
葛
聞
々
耶
々
繭
、
滞
船
の
君
当
欄
中
尉
i
利
爾
、
国
来
園
采
と
引
来
経
へ

る
国
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
出
雲
国
風
土
記
）

右
の
母
音
0
（
6
）
を
a
に
変
へ
る
と
、
「
カ
ワ
ラ
」
「
ク
ワ
＼
」

「
（
　
）
サ
ラ
〈
」
と
な
り
、
同
時
代
で
は
古
薯
記
の
「
訊
利
親
鳴
」

や
、
琴
歌
語
の
「
可
l
和
風
岨
国
劇
止
鳴
る
」
や
、
万
葉
の
、

多
麻
河
に
さ
ら
す
手
作
㈲
劇
楓
固
爾
何
ぞ
こ
の
児
の
こ
た
こ
か
な
し
を
（
巻

十
四
、
浅
海
）

が
あ
る
が
、
「
カ
ワ
ラ
」
は
奈
良
朝
以
後
絶
え
、
「
サ
ラ
〈
」
　
の

み
次
代
以
後
現
代
の
「
お
茶
漬
さ
ら
さ
ら
」
ま
で
使
ほ
れ
て
ノ
水
、

雨
風
、
簾
、
鰭
、
数
珠
等
の
触
れ
合
ふ
擬
音
を
表
は
し
て
ゐ
る
。

風
う
ち
吹
き
て
海
の
お
も
て
い
と
さ
わ
が
し
う
、
き
l
引
割
引
と
さ
わ
ざ
た
り

（
蝶
蛤
、
申
）

－

－

〟

1

－

i

－

1

－

－

i

i

－

i

i

－

i

i

－

1

－

－

－

、

〇

す
た
れ
を
さ
ら
さ
ら
と
か
く
る
さ
ま
な
ど
ぞ
（
枕
、
六
）

こ
れ
ら
が
擬
音
語
と
し
て
便
ほ
れ
て
ゐ
た
の
に
対
し
て
、
一
方
「
ク

ワ
、
」
は
、

白
か
し
の
枝
も
劉
利
各
科
雪
の
ふ
れ
れ
ば
（
万
、
巻
十
浅
蒜
）

【

i

i

．

i

r

i

i

i

，

i

i

－

i

i

i

 

O

秋
萩
の
枝
も
た
わ
わ
に
お
け
る
白
露
（
古
今
、
秋
上
）

橿
根
も
た
わ
に
咲
け
る
卯
の
花
（
後
撰
、
夏
）

一
三
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上
　
代
　
擬
　
声
　
語
一
覧
　
表

佐
恵
佐
恵
〔
大
層
歌
集
〕
窒
筆

語
呂
久
浅
学

狭
藍
左
誘
き
∞
溝
爾
寡
の

来
詳
武
総
監
（
溝
）
渇
○

睨
之
雌
之
爾
怨
め

富
岳
爾
党
議

（
登
抒
畠
爾
）
の
喜
べ

（
動
饗
爾
）
H
宗
①

都
改
良
都
波
良
爾
g
a

（
動
爾
）
S
e

（
等
騰
呂
爾
）
牟
さ

（
由
良
爾
）
単
謎

（
富
与
等
）
烏
潟

謹
1
、
着
の
表
で
は
擬
声
語
申
特
に
擬
音
語
（
鳥
獣
の
鳴
声
叉
は
雷
物
の
音
響
を
写
し
た
も
の
）
に
限
っ
て
収
め
た
。

2
、
割
れ
も
副
詞
を
主
と
し
て
収
め
た
。
キ
ヾ
シ
、
カ
ケ
、
カ
リ
、
ツ
ヾ
、
、
＼
フ
工
、
ハ
タ
等
の
名
詞
、
言
、
ク
、
ソ
、
グ
、
ス
、
グ
、
ト
ヾ

ロ
カ
ス
、
サ
ヤ
グ
、
三
フ
ク
、
す
、
メ
サ
等
の
動
詞
は
省
酪
し
た
。

3
、
擬
音
、
擬
態
の
不
明
瞭
な
も
の
は
雀
蜂
し
た
。
但
し
？
を
施
し
た
四
語
は
執
れ
と
も
断
定
し
難
い
も
の
だ
が
、
一
応
採
録
し
て
お
い
た
。

4
、
同
一
語
で
二
攫
以
上
出
て
ゐ
る
も
の
は
（
籍
騰
呂
爾
）
の
如
く
括
弧
を
附
し
た
。
従
っ
て
一
度
上
記
の
書
に
掃
出
し
た
も
の
は
敦
れ
も
括
弧

を
附
し
た
。

5
、
「
神
楽
声
」
は
サ
ヾ
、
サ
、
ラ
等
執
れ
を
と
る
べ
き
か
。
叉
掛
声
と
見
る
べ
き
か
、
叉
「
可
和
良
止
、
由
良
止
」
（
琴
歌
語
、
日
本
歌
謡
集

成
）
等
は
、
更
に
検
討
し
た
い
。

6
、
吉
富
記
の
擬
音
語
に
就
い
て
は
、
蕃
臼
和
男
氏
の
「
古
事
記
の
擬
音
語
」
（
福
岡
商
大
論
叢
雪
一
巻
）
に
負
ぶ
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

国
語
擬
声
語
の
原
始
形
態



枝
も
た
わ
む
ば
か
り
咲
き
乱
れ
た
り
（
源
氏
、
若
菜
下
）

等
執
れ
も
擬
態
語
と
な
り
更
に
は
動
詞
と
し
て
使
ほ
れ
て
ゐ
る
。
尤

も
万
葉
集
で
は
「
ク
ワ
＼
」
よ
り
古
い
「
ト
ラ
＼
」
か
ら
し
て
既
に

擬
態
語
と
し
て
、

秋
萩
の
枝
も
十
l
周
二
降
る
露
の
（
巻
八
、
〇
簿
印
）

春
さ
れ
ば
し
な
り
柳
の
「
H
J
甲
妹
が
心
に
乗
り
に
げ
ろ
か
も
（
巻
十
、
m
＄
〇

時直上。

敬
譲
の
枝
も
十
尾
丹
露
霜
お
き
（
巻
十
、
掌
さ
）

白
塵
の
枝
も
等
乎
乎
爾
雲
の
降
れ
れ
ば
（
巻
十
、
浅
春
）

等
と
使
ほ
れ
て
ゐ
る
。

な
は
「
コ
ヲ
ロ
」
が
平
安
時
代
で
は
、

（
異
種
宮
i
日
時
I
I
o

鞍
艦
ノ
様
テ
ル
物
ノ
有
り
ケ
ル
ガ
、
入
モ
寄
フ
ヌ
二
つ
ポ
ロ
ト
鳴
り
テ
整
ノ

開
キ
ケ
レ
バ
（
今
昔
物
語
、
廿
七
）

と
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
を
霧
へ
る
と
、
万
葉
の
「
ポ
ロ
」
も
こ
の
系

統
で
あ
る
こ
と
が
解
る
。

天
雲
を
富
岳
爾
ふ
み
あ
た
し
鳴
神
も
（
巻
十
九
、
恵
浅
）

「
コ
ヲ
ロ
」
と
同
じ
0
（
6
母
音
階
調
の
系
統
と
云
ひ
得
る
も
の

で
、
上
代
擬
声
語
申
、
最
も
広
く
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
た
語
に
「
ト
ヾ
呈

（
こ
高
処
）
「
ト
ヾ
」
（
二
箇
処
）
が
あ
る
。
こ
れ
が
「
ト
ヲ
、
」

篭
と
相
違
す
る
点
は
、
破
裂
音
的
的
に
よ
る
語
幹
「
ト
ヾ
」
の
擬
音

的
表
現
価
値
が
高
い
点
で
あ
ら
う
。
有
声
破
音
の
的
が
現
代
で
も
、

ド

ン

、

ド

ン

ド

コ

、

ド

カ

シ

、

ド

カ

ツ

、

ド

カ

リ

、

ド

カ

／

＼

、

ド

ロ

ン

、

ド

ロ

ー

－

、

ド

ロ

ン

〈

、

ド

タ

ン

パ

シ

ャ

ン

、

ド

ク

バ

ク

、

〓
ハ

バ

ク

リ

、

ド

ン

少

、

ド

ン

シ

、

ド

シ

ャ

ン

、

ド

シ

ャ

〈

、

ド

ゥ

〈
、
ド
ブ
ン
、
ド
ボ
ン
等
々
極
め
て
頻
繁
に
周
ゐ
ら
れ
、
大
砲
小

銃
そ
の
他
の
弾
丸
発
射
の
音
、
炸
裂
音
、
爆
破
音
、
非
常
に
重
い
大

き
な
物
体
が
墜
落
叉
は
倒
壊
し
た
時
の
音
響
、
太
鼓
の
音
、
足
音
の

入
り
乱
れ
る
騒
音
、
轟
音
、
震
動
、
滝
の
音
、
水
に
没
す
る
音
等
々

顕
る
多
角
的
で
あ
る
。
こ
れ
が
上
代
に
は
、

漠
潮
勤
に
運
び
、
山
岳
鳴
り
的
え
を
（
縄
、
神
代
上
、
一
）

を
始
め
と
し
て
、
万
葉
集
で
は
、
滝
の
音
、
6
　
（
∞
王
手
潔
さ
・
総
総

・
総
裁
・
喪
選
的
。
璽
単
一
）
、
波
の
音
、
2
（
8
？
総
裁
）
、
馬
の
蹄

の
音
、
2
　
（
誤
認
・
隼
さ
）
、
板
戸
を
敲
く
音
、
1
（
窪
等
）
、
及
び

秋
さ
れ
ば
山
も
覿
翻
爾
さ
を
鹿
は
妻
呼
び
と
よ
め
（
巻
六
、
m
8
3

打
つ
な
る
瓢
は
宮
も
止
々
侶
爾
（
皇
大
神
宮
餞
式
帳
）

の
様
に
、
具
体
的
に
何
々
の
音
と
い
ふ
よ
り
も
、
と
よ
み
、
鳴
り
響

き
、
轟
き
渡
る
と
い
っ
た
様
な
鳴
動
反
響
の
形
容
と
し
て
用
ゐ
ら
れ

て
ゐ
る
。
次
代
で
は

五
月
雨
の
空
も
と
ゞ
ろ
に
時
鳥
何
を
愛
し
と
か
夜
た
ゞ
鳴
く
ら
む

（
古
今
、
三
）

二
十
人
の
伴
僧
を
率
て
御
加
持
参
り
給
ふ
足
音
、
と
ゞ
ろ
く
と
踏
み
鳴
ら

さ
る
る
（
紫
式
部
日
記
）

。
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．
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．
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．
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、

　

○

浅
水
の
橋
の
、
止
止
呂
止
止
呂
止
、
降
り
し
雨
の
（
催
馬
楽
、
浅
水
）

等

に

続

き

、

一

方

、

ト

ヾ

ロ

ク

、

ト

ヾ

ロ

カ

ス

、

ト

ヾ

ロ

コ

ス

、

ト

ヾ
ロ
メ
ク
、
ト
ヾ
メ
ク
等
の
動
詞
を
形
成
し
て
ゐ
る
。
叉
、
漢
語
の

清
々
が
水
音
で
あ
り
、
鐘
々
、
態
々
、
韓
々
、
整
々
等
は
執
れ
も
鐘

鼓
等
の
響
き
の
形
容
に
周
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。

「
ト
ヾ
」
系
の
】
四
箇
処
に
次
い
で
使
用
度
の
多
い
語
は
「
エ
ラ
ー
こ

「
モ
エ
ラ
ー
こ
　
「
ユ
ラ
、
－
こ
　
「
ユ
ラ
〈
ト
」
　
「
カ
ワ
ラ
ト
ユ
ラ

ト
」
　
「
ヤ
ラ
＼
－
こ
導
の
計
二
二
箇
処
を
数
へ
る
「
ユ
ラ
系
」
の
語

彙
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
系
統
は
、
風
土
記
を
除
く
主
な
る
上
代
文

献
を
悉
く
網
羅
し
て
を
り
、
先
づ

即
ち
其
の
御
頸
謀
の
玉
の
緒
母
由
良
題
寂
由
良
迦
志
て
（
記
、
上
）

の
「
ユ
ラ
二
が
擬
音
語
で
あ
る
こ
と
は
、
記
伝
の
「
緒
に
貫
る
玉

ど
も
の
働
き
て
柏
触
つ
1
時
さ
ま
を
云
」
を
侯
つ
ま
で
も
な
く
、

素
箋
乃
鳴
尊
腕
蟻
然
解
其
左
髪
所
纏
五
百
箇
統
之
霞
論
。
而
竣
響
劃
剰
沼
津

於
天
渾
名
井
（
紀
、
一
）

の
訓
話
に
、

玲
々
乎
比
云
奴
難
築
母
国
嗣
爾
（
嘉
元
本
、
日
本
縄
私
記
）

と
あ
り
、
こ
1
に
い
ふ
「
奴
難
等
」
が
「
壇
な
音
」
即
ち
「
玉
の
音
」

で
あ
る
。
漢
語
の
「
槍
々
」
は
詩
経
小
雅
に
「
八
鸞
槍
々
」
と
し
て
、

玉
或
は
楽
器
の
鳴
る
音
の
形
容
に
周
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。

と
こ
ろ
で
右
の
「
エ
ラ
ー
二
が
次
の

天
照
大
御
神
先
づ
、
建
速
須
佐
之
男
命
の
偏
か
せ
る
十
攣
勉
を
乞
ひ
度
し

て
、
三
段
に
打
ち
折
り
で
、
奴
那
登
母
母
由
良
邁
天
之
真
名
井
に
振
り
源
ぎ

て
佐
賀
美
題
加
美
で
吹
き
葉
つ
る
気
欧
の
狭
霧
に
成
り
ま
せ
る
神
の
御
名
は

（謡、上）

国
語
擬
声
語
の
原
始
彩
態

で
は
、
「
ユ
ラ
三
で
は
な
く
し
て
「
モ
エ
ラ
ー
二
で
あ
っ
て
、
語

頭
に
「
モ
」
が
一
昔
附
加
し
て
ゐ
る
ば
か
り
か
、
そ
の
語
の
意
味
も

些
か
変
な
気
が
す
る
。
こ
の
点
は
宣
長
も
既
に
指
摘
し
て
を
り
、
下

女
の
珠
の
こ
と
を
云
っ
て
ゐ
る
箇
処
の
文
句
が
紛
れ
て
伝
へ
ら
れ
た

も
の
と
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
す
ぐ
次
の

天
照
大
御
神
の
左
の
御
美
豆
良
に
纏
か
せ
る
八
尺
勾
螺
の
五
百
津
の
美
須

麻
流
誅
を
乞
ひ
慶
し
て
（
云
々
）

で
は
、
右
の
「
云
々
」
の
部
分
に
前
記
と
同
じ
文
句
が
あ
っ
て
、
珠

の
音
の
形
容
と
な
っ
て
ゐ
る
。
こ
の
「
ユ
ラ
」
と
い
ふ
音
感
が
、
現

代
語
の
語
感
か
ら
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
「
ユ
ラ
〈
揺
れ
る
」
の

場
合
の
様
に
、
擬
態
語
と
し
か
解
し
難
い
も
の
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、

そ
の
子
音
的
∽
が
、
舌
端
を
廼
口
蓋
、
歯
茎
に
近
づ
け
叉
は
接
触
さ

せ
て
出
す
音
で
あ
り
、
叉
調
が
円
転
流
動
の
象
徴
音
で
あ
る
点
か
ら

も
、
古
代
人
が
「
ユ
ラ
」
を
玉
の
触
れ
合
ふ
霊
妙
な
響
き
の
形
容
と

し
て
こ
れ
を
用
ゐ
て
ゐ
た
こ
と
に
は
、
今
更
乍
ら
そ
の
感
覚
の
鋭
敏

さ
に
敬
服
さ
せ
ら
れ
る
。

し
か
る
に
こ
れ
を
万
葉
集
の
場
合
に
徴
し
て
み
る
と
、

ヽ
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O

足
玉
も
手
玉
も
由
良
爾
織
る
は
た
を
（
巻
十
、
砦
盆
）

手
に
纏
げ
ろ
玉
も
湯
艮
羅
爾
（
巻
十
三
、
総
お
）

等
は
「
珠
玉
」
の
揺
れ
叉
は
鳴
る
音
の
形
容
と
解
さ
れ
る
が
、
一
方

ま
き
持
た
る
小
鈴
も
由
良
爾
手
弱
女
に
我
は
あ
れ
ど
も
（
巻
十
三
、
総
総
）

自
塗
の
を
鈴
も
由
良
爾
合
せ
遣
り
（
巻
十
九
、
主
管
）

↓
七



等
に
は
「
小
鈴
」
の
擬
音
に
ま
で
使
は
れ
、
前
記
盲
雷
記
の
「
十
拳

鯛
」
の
場
合
と
同
様
に
、
濫
用
さ
れ
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
り
、

遂
に
は
、

存
留
部
‘
田
園
田
園
止
、
存
留
鄭
（
先
代
旧
雷
本
紀
、
天
神
本
紀
）

に
至
っ
て
擬
態
語
化
し
、
「
ユ
ラ
ク
」
　
「
ユ
ラ
カ
ス
」
等
自
他
動
詞

を
始
め
、
ユ
ル
グ
、
ユ
ル
ガ
ス
、
ユ
ル
、
エ
ル
ム
、
ユ
ル
〈
、
ユ

ル
ラ
カ
、
ユ
ル
ヤ
カ
等
々
、
緩
徐
な
蕩
揺
の
状
態
模
写
か
ら
弛
緩
、

緩
慢
の
情
を
表
は
す
も
の
に
ま
で
発
展
す
る
。
次
代
の
、

－
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i

i

i

i

．

i

i

i

i

i

－

）

－

i

．

－

i

L

ー

0

御
ぐ
し
ぼ
ゆ
ら
〈
と
濡
ら
に
て
（
源
氏
、
賢
木
）

を
始
め
と
し
て
、
そ
の
他
こ
の
時
代
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
は
殆

ど
毛
髪
の
ふ
さ
く
と
し
た
状
態
の
形
容
で
あ
る
。
な
は
万
葉
集
に

は
、
同
系
の
擬
態
語
と
し
て
、
大
体
次
の
様
な
も
の
が
あ
る
。

吾
が
心
潟
科
細
谷
（
巻
七
、
〇
窪
め
）

大
船
の
現
題
（
巻
十
一
、
器
等
）

其
の
夜
は
由
多
爾
あ
ら
ま
し
を
（
巻
十
二
、
器
等
）

、

i

i
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く
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O

大
船
の
往
良
行
羅
二
　
（
巻
十
四
、
終
巻
）
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O

大
船
の
由
久
良
由
久
良
邁
（
巻
十
四
、
8
貧
、
患
嘗
）

漁
す
る
海
人
の
揖
音
湯
鞍
千
に
（
巻
十
四
、
筆
書
）

岩
も
と
ゞ
ろ
に
落
つ
る
ー
水
よ
に
も
多
由
良
爾
我
が
恩
は
な
く
に
（
巻
十
四
、

閉
園
腿

－
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O

出
づ
る
湯
の
よ
に
も
多
欲
良
爾
児
ろ
が
言
は
な
く
に
（
巻
十
四
、
の
諜
∞
）

叉、

一
八

i
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．
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．
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、

0

天
人
の
作
り
し
田
の
石
田
は
稲
構
、
石
田
は
己
男
作
れ
ば
可
和
良
止
由
良
止

鳴
る
、
石
田
は
稲
構
、
石
田
は
稲
櫨
（
琴
歌
語
）

右
の
「
カ
ワ
ラ
ト
ン
ラ
」
の
「
カ
ワ
ラ
」
が
、

散
れ
詞
和
羅
之
前
に
到
り
て
沈
み
入
り
た
ま
ひ
き
。
散
れ
鈎
を
以
ち
て
、

其
の
沈
み
た
ま
ひ
し
処
を
探
り
し
か
ば
、
其
の
衣
の
申
な
る
甲
に
馨
り
て
融

和
羅
鳴
故
れ
其
の
鞄
の
号
を
詞
和
羅
前
と
は
謂
ふ
な
り
。
（
記
、
申
）

に
よ
れ
ば
、
鈎
が
甲
に
繁
っ
て
鳴
っ
た
音
で
あ
り
、
従
っ
て
、
こ
れ

が
現
代
語
の
カ
ク
ツ
、
カ
ク
ー
－
、
カ
バ
〈
、
カ
チ
ン
、
カ
チ
ャ

ン

、

カ

サ

〈

、

カ

シ

ー

－

、

カ

ン

、

カ

ツ

ン

、

カ

ラ

ン

コ

ロ

ン

等

の
「
カ
」
の
音
が
執
れ
も
、
金
属
、
石
、
木
籍
の
堅
い
物
体
の
衝
突

音
、
摩
擦
音
等
に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
点
に
通
じ
て
ゐ
る
。
「
ト
ユ
ラ
」

は
「
ニ
ラ
」
の
語
誓
音
聖
的
と
が
相
違
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ

り
、
音
感
か
ら
は
「
ト
ヾ
」
や
「
ト
ヲ
＼
」
の
場
合
の
的
と
同
様
で

あ
る
か
ら
、
や
は
り
擬
音
語
と
思
は
れ
る
。

叉
「
ヤ
ラ
、
三
は
、
擬
態
語
と
み
れ
ば
、

手
掌
掬
矧
。
此
云
陀
那
別
巻
諜
耶
羅
羅
働
。
拍
上
賜
。
（
紀
、
十
五
）

の
場
合
医
「
ヤ
シ
ワ
リ
ト
」
に
あ
た
る
訳
だ
が
、
「
文
選
華
で
は

「
声
の
清
徹
る
貌
」
と
あ
る
。

第
三
に
は
「
サ
ワ
〈
」
及
び
「
サ
ヤ
〈
」
系
の
〓
箇
処
で

こ
れ
に
「
ソ
ヨ
こ
　
「
ソ
ヨ
ト
」
を
含
め
て
三
一
箇
処
と
な
る
。

1

－

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

i

－

i

i

i

．

i

－

i

i

i

i

－

i

i

i

－

．

i

－

－

～

、

○

釣
為
る
海
人
が
日
大
之
尾
翼
随
佐
和
佐
和
邁
控
を
依
再
騰
げ
で
（
記
、
上
）

を
海
人
た
ち
が
呼
び
あ
ふ
声
の
喋
し
き
（
記
伝
）
と
と
る
べ
き
か
、

艦
が
躍
動
し
て
立
て
る
波
の
音
と
解
す
べ
き
か
ほ
速
断
し
憩
い
が
、

執
れ
に
し
て
も
擬
音
語
に
相
違
な
い
。
叉
、

木
鍬
持
ち
打
ち
し
大
根
佐
和
佐
和
邁
汝
が
云
へ
せ
こ
そ
（
話
、
下
）

木
鍬
打
ち
打
ち
し
大
根
倒
利
他
利
珂
（
爽
、
浩
々
）
汝
が
云
へ
せ
こ
そ
（
縄
、

十一）

の
場
合
や
、
叉
、

珠
衣
の
独
闇
萄
諷
し
つ
み
家
の
妹
に
も
の
言
は
ず
来
て
思
ひ
か
ね
つ
も

（巻四、g3　　　　　　　　　　　　　　．　　．

あ
り
衣
の
倒
風
儀
凰
し
つ
み
家
の
妹
に
物
言
は
ず
来
て
（
巻
十
四
、
詮
∞
H
）

の
場
合
は
、
木
鍬
で
打
つ
音
或
ひ
は
衣
づ
れ
の
音
の
形
容
以
外
に
擬

態
的
な
意
味
に
も
使
ほ
れ
て
ゐ
る
。

冬
木
の
す
か
ら
が
下
問
の
倒
樹
倒
規
（
託
、
申
）

な
づ
の
木
の
観
閲
倒
樹
（
証
、
下
）

な
づ
の
木
の
倒
椰
倒
椰
（
鎌
々
）
　
（
縄
、
十
）

小
竹
の
薬
は
み
山
も
溝
爾
さ
や
ば
ど
も
（
万
、
巻
二
、
m
溌
）

あ
し
び
を
の
み
山
も
満
落
ち
た
ぎ
つ
芳
醇
の
河
の
（
万
、
巻
六
、
総
S

等
の
「
サ
ヤ
」
が
母
音
印
か
ら
∽
（
∽
）
に
変
る
と
「
ソ
ヨ
」
に
な
り
、

i

i

－

i

i

i

－

i

i

i

．

I

i

I
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i

i

i

i

．
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O

は
た
昔
本
葉
も
具
（
其
）
世
丹
秋
風
の
吹
き
来
る
よ
ひ
に
（
万
、
巻
十
、
g
㊧
）

枕
も
衣
世
二
嘆
き
つ
る
か
も
（
万
、
巻
十
二
、
鶉
∞
山
）

負
ひ
征
矢
の
割
引
等
鳴
る
ま
で
嘆
き
つ
る
か
も
（
万
、
巻
二
十
お
潟
）

平
安
時
代
の
「
源
氏
」
　
「
枕
」
そ
の
他
の
擬
音
語
「
ソ
ヨ
〈
」
と

な
り
、
汎
く
用
ゐ
ら
れ
、
こ
れ
が
現
代
語
の
微
風
の
形
容
ま
で
競
い

国
語
擬
声
語
の
原
始
形
態

て
み
る
o
　
「
騒
ぐ
」
の
古
形
F
サ
ヤ
グ
」
以
下
サ
ヤ
カ
、
サ
ヤ
ク
）

サ
ヤ
ケ
ン
、
サ
ワ
ヤ
カ
及
び
ソ
ヨ
グ
（
奈
良
時
代
に
な
し
）
、
ソ
ヨ

メ
ク
等
諸
他
の
品
詞
の
形
成
に
閑
職
し
て
ゐ
る
。

そ
の
他
、
万
葉
の
「
ブ
」
　
（
蜂
音
）
を
一
初
め
と
し
て
、

鼠
来
て
云
ひ
け
る
は
「
内
は
曹
長
富
良
。
外
は
須
l
費
」
　
（
記
、
上
）

其
の
海
水
の
都
対
多
都
時
の
名
を
都
夫
多
都
御
魂
と
語
ひ
（
話
、
上
）

i

i

－

－

i

i

i

i

i

i

－

－

i

－

．

－

i

－

i

　

°

し
槙
だ
ゆ
ふ
楽
浪
路
を
須
久
須
久
登
膏
が
行
ま
を
ば
（
記
、
下
）

ヅ
南
°
一
〇

十
撞
勉
を
抜
き
て
　
寸
　
に
其
の
蝿
を
斬
る
（
紀
、
神
代
上
）

」
レ
レ
○

段
に
覇
る
と
言
ひ
し
所
を
ば
、
今
春
都
奈
の
村
と
い
び
（
常
陸
国
風
土
記
）

入
江
漕
ぐ
な
る
樺
の
音
の
瓢
湖
患
部
潮
見
爾
（
万
、
巻
十
八
、
g
寮
）

の
七
語
と
、
鳥
獣
の
鳴
声
を
写
し
た
「
イ
」
（
罵
声
）
、
「
ム
」
（
牛
鳴
）

系
の鹿

…
・
・
そ
の
声
ひ
ゝ
た
り
を
、
鳴
く
声
ひ
ゝ
た
り
（
播
磨
国
風
土
記
）

俗
の
説
く
と
こ
ろ
、
猿
の
声
を
詫
び
て
割
と
為
す
（
常
陸
国
風
土
記
）

筑
波
嶺
に
印
加
鳴
く
鷲
の
（
万
、
巻
十
四
、
総
8
）

轢
津
の
檜
橋
よ
り
親
詞
劃
狐
に
浴
む
さ
む
（
万
、
巻
十
六
、
総
監
）

か
ら
す
と
ふ
お
は
を
そ
鳥
の
ま
き
で
に
も
来
ま
き
ぬ
君
を
諸
星
久
と
ぞ
鳴
く

（
万
、
巻
十
四
、
浅
学
）

の
七
語
、
及
び
、
「
持
ち
面
前
呑
み
て
む
、
如
暁
印
刷
呑
み
て
ぼ
」
　
（
祝
詞
）

「
甘
、
」
（
神
楽
声
）
、
「
早
川
に
溌
ひ
ず
1
ざ
て
辛
塩
に
古
胡
登
揉
み
」

（
万
、
巻
十
六
、
総
∞
S
の
三
語
が
夫
々
同
糸
と
目
さ
れ
る
。
又
、

こ
の
床
の
出
師
跡
鳴
る
ま
で
欺
き
つ
る
か
も
（
万
、
巻
十
三
、
篤
さ
）

一
九



囲田園
（

登
録

、一・、

°
に
P）

＼＿‘

し
ぼ
ぶ
か
び
鼻
幽
薗
爾
（
万
、
巻
五
、
簿
じ

笹
葉
に
打
つ
や
霞
の
多
志
陀
志
遵
奉
授
て
む
後
は
（
記
、
下
）

の
三
語
も
一
応
同
糸
と
思
は
れ
る
が
、
「
ホ
ラ
〈
」
　
（
話
）
と
、
「
ク
ル
ヤ

〈
」
　
（
風
）
は
系
統
不
明
で
あ
り
、
や
は
り
擬
態
語
か
も
知
れ
な
い
。

さ
て
最
後
に
上
代
の
擬
音
語
を
音
節
反
復
型
の
畳
語
と
然
ら
ざ
る

も
の
と
に
分
け
て
み
る
と
、
全
麗
薬
殺
四
二
話
中
二
四
語
が
畳
語
で

あ
り
、
そ
の
比
率
は
五
七
％
、
他
は
四
三
％
と
な
る
。
今
こ
れ
を
示

す
と一

1

　

－

　

　

－

　

1

－

日

出

「

∴

“

、

“

．

I

 

I

　

二

二

一

1

　

－

－

－

－

－

－

－

－

一

叉
母
音
階
調
の
も
の
と
然
ら
ざ
る
も
の
と
の
比
率
も
、

な
っ
て
ゐ
る
。

偶
々
同
数
と

二
〇

全
体
の
七
九
％
を
占
め
、
従
っ
て
他
は
僅
か
に
二
一
％
に
す
ぎ
ず
、

ユ
ラ
、
モ
ユ
ラ
、
ユ
ラ
＼
、
カ
ワ
ラ
ト
ユ
ラ
の
四
語
と
、
コ
ロ
ク
、

ゴ
ム
、
ィ
、
ブ
、
ム
の
五
語
、
計
九
語
で
あ
る
。
ユ
ラ
系
の
四
語
以

外
は
す
べ
て
鳥
獣
の
鳴
声
を
写
し
た
擬
声
音
で
あ
る
。

謹
1
　
「
説
林
」
第
三
巻
、
第
八
号
、
拙
稿
「
擬
声
語
の
言
語
的
性
格
」
（
三
）

参
照
。
な
は
こ
れ
ら
を
擬
声
音
と
見
傲
す
べ
き
か
否
か
は
末
だ
問
題
で

あ
る
が
、
擬
声
語
申
最
も
単
純
素
朴
な
形
式
は
や
は
り
一
音
節
藷
と
云

へ
よ
う
。
畳
語
の
車
で
も
、
コ
、
、
カ
、
、
カ
ヾ
、
サ
、
、
ト
ド
、
－
コ

、
の
七
藷
（
一
音
節
反
復
語
）
も
極
め
て
原
始
的
形
態
と
云
へ
よ
う
。

か
り
に
猿
声
「
吉
富
」
一
語
を
と
り
あ
げ
て
み
る
て
も
、
そ
れ
が
到
底

現
代
語
の
「
ギ
ヤ
ッ
〈
」
に
は
及
ば
ぬ
し
、
叉
「
万
葉
集
」
三
八
八

〇
能
登
の
民
謡
「
辛
塩
に
割
勘
登
毛
美
」
　
の
場
合
に
し
て
も
、
「
物

を
揉
む
蒔
鳴
る
音
、
日
引
日
羽
」
　
（
言
泉
）
は
別
と
し
て
も
、
「
封

」
計
と
揉
ん
で
」
（
全
釈
）
、
「
引
回
d
同
と
揉
ん
で
」
（
万
葉
辞
典
）
、

「
幸
い
塩
で
ダ
ー
到
1
功
羽
と
「
揉
ん
で
」
（
新
釈
）
、
「
幸
い
塩
で
封

の
軽
み
」
　
（
全
註
釈
）
等
と
比
較
し
て
凡
そ
現
代
語
の
表
現
価
値
に
は

及
ば
な
い
の
で
あ
る
。

叉
音
節
反
復
型
と
母
音
階
調
の
雷
と
を
合
計
す
る
と
三
三
語
で
、

こ
れ
を
分
類
し
て
み
る
と
、

二
∵
畳
語
　
　
　
二
四
語

l
、
三
日
節
反
復
話

力
、
、
カ
ヾ
、
サ
、

コ

　

ヽ

、

コ

　

ヽ

、

ト

ヾ

七
　
へ

七
語
（
母
音
階
調
7
）

（aa）
（8）

（ii．）

2
、
二
音
節
反
復
語

二
請
へ
母
音
階
謳
6
）

サヤ〈、
スク〈、

ビシ〈、
サ
ヰ
r
i
＼
、

サワ〈、
ス
ブ
I
（
、

サ

ラ

く

タ
シ
ぐ
ー

サヱ〈
ヅ
タ
〈
、
ユ
ラ
〈

ホラ〈

3
、
三
音
節
反
復
語

五
語

へ
B
＼
＄
）

（
墓
－
＼
u
u
）

（ii＼ii）

（巴＼ai）

（
a
ミ
a
e
）

（
8
＼
箆
）

（
○
之
O
a
）

（
母
音
階
調
3
）

カ
ワ
ラ
、
ヤ
ラ
、

ト
ヾ
∴
ロ

モ
ユ
ラ

ユ

ラ

ヽ

ゴ
　
ロ
ク

4
、
そ
の
他

カ
ワ
ラ
ト
ユ
ラ

一
語

コ

ヲ

ロ

〈

、

ト

ラ

、

〈

、

モ

ソ

ロ

く

ツ
バ
ラ
〈

ク
ル
ヤ
〈

二
、
そ
の
他

1
、
三
日
節
語

ィ
、
ブ
、
ム

2
、
二
音
節
語

サ
ヤ

ッ
プ
、
フ
ツ

ビ
シ

ッ

ヨ

、

木

口

ユ
ラ

3
、
三
音
節
語

一
八
語

（
8
ミ
0
8
）

（
u
a
a
＼
u
謡
）

（
u
u
之
u
u
a
）

三
語

（
母
音
階
調
6
）（ae

（uu）
（ii）園

田

（寓a）
（Ou）

（
母
音
階
調
3
）

あ

　

と

　

が

　

き

以
上
私
は
わ
が
国
上
代
の
擬
声
語
（
擬
音
語
）
に
就
い
て
、
極
め
て
不
完

全
な
調
査
を
報
告
す
る
訳
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
も
と
よ
り
擬
態
語
並
び
に
動

詞
等
諸
他
の
品
詞
に
み
ら
れ
る
語
源
的
擬
声
語
等
を
も
滞
査
し
て
、
そ
の
音

韻
、
意
義
、
用
法
を
究
め
、
こ
れ
が
次
代
以
後
の
言
語
現
象
に
如
何
な
る
形

で
影
響
し
伝
承
さ
れ
て
ゆ
く
か
を
問
題
と
し
な
け
れ
ば
何
等
結
論
に
導
く
こ

と
は
出
来
な
い
が
、
そ
れ
は
他
日
を
期
し
て
醒
め
て
み
た
い
。

な
は
、
上
代
語
に
於
げ
ろ
言
語
意
識
と
国
語
表
記
の
問
題
に
関
聯
し
て
、

上
代
の
擬
声
語
が
、
大
化
改
新
を
中
心
と
す
る
中
央
集
権
制
の
確
立
に
よ
っ

て
、
雅
俗
語
の
禿
離
、
文
語
と
口
語
、
漢
語
と
露
語
、
中
央
語
と
地
方
語
と

の
離
反
等
の
問
題
を
史
的
に
展
開
し
て
別
稿
に
諭
ず
る
予
定
で
あ
る
。

〔
小
箱
は
昭
和
廿
六
年
七
月
に
研
究
発
表
（
於
、
立
命
館
大
学
）
し
た
も

の
で
あ
る
。
な
は
古
事
記
の
擬
音
語
に
競
い
で
は
春
日
和
男
氏
の
所
論
に
負

ぶ
と
こ
ろ
が
大
き
か
つ
た
の
で
厚
く
謝
意
を
表
し
ま
す
〕

国
語
擬
声
語
の
原
始
形
態


