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上
代

に
お
け
る
母
音
音
節

の
脱
落

に

つ

い
て

森

山

隆

上
代

に
お
け
る

一
つ
の
頭
著
な
音
韻
現
象
に
頭
母
韻
.説

落
の
現
象

が
あ
る
が
、
こ
れ
は

一
般
に
母
音
連
接
忌
避
の
現
象
と
し

て
、
他
の

母
音
縮
約

の
現
象
と
共
に
、
か
な
り
統

一
的
な
法
則
に
よ
つ
て
把
握

さ
れ
て
ゐ
る
。
た
と
へ
ば
大
野
晋
氏
は

「
万

葉

集

大

成
」
第

六
巻

(言
語
篇
)

に
お
い
て
、

母
音
の
連
続
を
避
け
る
傾
向
は
極
め
て
顕
著
で
、
複
合
語
の
後
項
の
語
頭
が

母
音
音
節
で
あ
る
場
合
は
、

①

一
方
の
母
音
が
脱
落
す
る
。
こ
の
場
合
は
原
則
と
し
て
前
項
の
末
尾
の

音
節
の
母
音
が
脱
落
す
る
。

た
だ

し
、
後
項

の
語
頭

の
母
音
が
、
前
項
の
天
尾

の
音
節

の
母
音

よ
り
狭

い
母
菅

で
あ
る
場
合

は
、
後

項

の

語

頭

の
母
膏

が
脱
落
す

る
こ
と
が
あ

る
。

②

変
母
音

を
形
成
す

る
。

③

両
母
音

の
間

に
子
音

を
挿
入
す
る
。

と

そ

の
大

綱

を
示

さ

れ
た

。

そ

し

て

こ

の
母

音
連

接

の
忌

避

と

い

ふ

(
註
二
)

現

象
過
程
を
逆
に
辿
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
古
代
語
の
再

構
や
、
ク
議

(
註
三
)

法
の
説
明
に
も
効
果
的
に
応
用
さ
れ
、
ま
た
特
殊
仮
名
遣
の
分
野
で



は
、

工
列
乙
類
音
の
発
生
に
関
す
る
推
定
や
、
母
音
相
互
の
性

質
の

究
明

に
あ
て
ら
れ
て
ゐ
る
場
合
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
は
端
的

に
母

音
連
接

の
忌
避
と
い
ふ
現
象
が
、
上
代
語
の

一
つ
の
特
殊
な
性

格
で

あ
る

こ
と
を
物
語

つ
て
は
ゐ
る
が
、
音
韻

に
関
す
る
面
か
ら
の
十
分

な
説
明

の
わ
り
に
、
語
と
し
て
の
特
殊
な
性
格
や
事
情
が
や
ゝ
閑

却

さ
れ
て
ゐ
る
点
が
な
い
で
は
な
い
。
私
は
か

つ
て
前
掲
②
の
変
母
音

(註
六
)

を
形
成
す
る
あ
る
場
合
に
つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、

こ
こ

で
は
①
の
た
だ
し
書
き
の
項

に
つ
い
て
考

へ
て
み
た
い
と
思
ふ
。
と

い
ふ
の
は
私
見
に
よ
れ
ば
母
音
連
接
忌
避
の
現
象
が
、
純

粋

に
音
韻

現
象
と
し
て
説
明
で
き
る
の
は
④
の
場
合
だ
け
で
あ
つ
て
、
①

の
た

だ
し
書
き
、
②
及
び
⑨
の
事
例

に
は
、
語
構
造
及
び
そ
の
構

成

の
面

に
触

れ
る
問
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
は
れ

る

か

ら

で

あ

る
。
そ
の
や
う
な
観
点

か
ら
以
下
個
々
の
事
例

に
つ
い
て
吟
味
し
て

行
き
た
い
と
思
ふ
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
③
の
事
例
を
子
音
の
挿
入
と

見
る
説
と
、

一
語
の
交
替
形
と
見
る
説
が
あ
る
こ
と
も

参
考
に
す
べ

(註
七
)

き

で

あ
ら

う
。

こ

こ

で
注

意

す

べ

き
事

は
、

頭

母

音

音

節

の
脱

落

現
象

を

起

す

語

は
、

基

本

的

な
母

音

縮

約

の
線

に
沿

つ
た
熟

合

形

を

も

つ
て

ゐ

る

こ

と

で

、

こ

の

二

つ
の
変

化

が
共

時

的

に
行

は

れ
得

た
と

す

る

な

ら
、

同
様

の
現

象

を
同

じ

や

う

に
狭

い
頭

母

音

を

も

つ
イ

け

(
池
)

、

イ

め

(
夢

)

、

イ

ロ

(
色

)

、

イ

タ

(
板

)

、

等

の
語

に
も

期

待

し
て

よ

さ

さ

う
で

あ

る
。

こ

れ
ら

が

恣

意

的

に
起

り
得

な

か

つ

た

こ

と

は
、
脱
落
現
象
を
起
す
語
が
単

に
共
時
態
的
視
野
で
処

理
さ
れ
得
な

い
こ
と
を
暗
示
し
て
ゐ
る
。

た
と
へ
ば
カ
タ

モ
ヒ

(片
思
)
と
い
ふ
例

は
万
葉
集
に
は
訓

仮
名

表
記
し
か
見
出
せ
な
い
が
、
オ
モ
フ

(思
)
が
複
合
語
を
形

成
す
る

時
、

シ
タ
モ
ヒ

(十
七

幽
)
と
な
り
、
助

詞
と
、

し
、

ぞ
、

は
、

が
、
等
に
接
続
す
る
際
、
モ
フ
と
い
ふ
形

を
と
る
こ
と
か
ら
、
当

然

語
数

の
関
係
で
カ
タ
モ
ヒ
と
な
る
こ
と
は
考

へ
ら
れ
る
。

然

し
な
が

ら
こ
れ
は
直
ち
に
頭
母
音
の
脱
落
で
あ
る
、
と
は
断
定
で
き

な
い
。

な
る
ほ
ど

「
思
ふ
」
と
い
ふ
語
の
脱
落
形

モ
フ
は
、
万
葉
集

中
に
約

五
十
例
近
く
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

こ
れ
ら
の
事
例
は
前

項
末

尾
の
母
音
の
広
狭

に
か
か
は
ら
ず
脱
落
を
起
し
て

ゐ

る

の

で

あ
つ

て
、
万
葉
集
全
体
を

ピ
共
時
態
と
す
る
大
ま
が
な
立

場
を
も
つ
て
し

て
も
、
少
く
と
も
前
項
末
尾
の
広
母
音
に
よ

つ
て
脱
落
し
た
形
で
あ

る
と
は
い
へ
な
い
の
で
あ
る
。
更

に
書

紀

の
歌
謡

に
ウ
ル
ハ
シ
ミ

モ
フ

(
83
)
と
い
ふ
例
も
見
え
、
他

に
七
例
ほ
ど
記
紀
に
既
に
脱
落

形
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
万
葉
集
中
の
脱
落
形
が
、
母
音

連
,接

の
そ

の
た
び
に
起
つ
た
現
象
で
は
な
く
て
、
前
代
か
ら
引
継
い
だ

複
合
語

形
で
あ
つ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
単

に
複
合
要
素

と
し
て
の
み

で
な
く
、
助
詞

に
も
自
由
に
承
接
す
る
こ
と
は
、

一
語
と
し
て

か
な

り
独
立
性
が
強
く
、
オ
モ
フ
に
対
す
る
ゼ

ロ
・
フ
ォ
ー
ム
の
交

替
形

と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
又
こ
の
こ
と
は
紀
記
の
時

代

に
も

万
葉
の
時
代
と
同
様

の
言
語
意
識
で
支

へ
ら
れ
て
ゐ
た
ら
し

い
こ
と



は
、

前
例

の
や
う
に
狭
母
音
の
後
で
も
脱
落
す
る
事
例

の
あ

る
こ
と

か
ら
推
測
さ
れ
る
。

「
思

ふ
」
に
次
い
で
脱
落
形
の
多

い
イ
ヅ
↓
ヅ

(出
)
の
場

合

は
、

殊

に
頭
母
音
が
最
も
狭

い
{国
で
あ
る
た
め
に
、
複
合

の
際
前
項
末
尾

の
母

音
は
常

に
同
等
も
し
く
は
よ
り
広

い
母
音
な
の
で
、

一
見

母
音

脱
落

の
好
例

と
見
倣
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
た

し
か

に

フ
ナ
デ

(船

出
)、

カ
ド
デ

(門
出
)、
ミ
ヤ
デ

(宮
出
)、

カ
ナ
ト
デ

(門
出
)、

の
例

は
あ
る
が
、
他
の
脱
落
の
用
例

(記
4
紀
弘
万
葉
25
例
)

は
す

べ
て
前
項
末
尾
の
母
音
が
自口

(動
詞

四

段

連

用

形
、

及

び
助

詞

「
に
」
)
で
、
こ
れ
ら
は
　

の
同
化
現
象
の
結

果
で
あ
ら
う

し
、
複
合
要
素
と
し
て
の
デ
＝
〈
出
〉
意
識
は
十
分
喚

起
さ
れ
る
条

件
を
備

へ
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
。
従
つ
て
ミ
ヤ
イ
デ
〉
ミ
ャ

デ
、

フ

ナ
イ
デ
〉

フ
ナ
デ
、
カ
ド
イ
デ
〉
カ
ド
デ
、
で
は
な
く
右
の
類

推
か

ら
ミ
ヤ
十
デ
、

フ
ナ
十
デ
、
カ
ド
十
デ
、

の
結
合

に
よ

つ
て
生

じ
た

複
合
語
で
あ
ら
う
。

上
代
に
お
い
て
最
も
多
数
の
脱
落
形
の
事

例

を

も

つ

「
思
ふ
」

「
出

づ
」

の
二
語
が
、
そ
れ
　

万
葉
時
代
に
起
つ
た
音
脱
落

現
象

に
よ

つ
て
生
じ
た
形
で
な
い
と
す
れ
ば
、
用
例

の
分
布
状
態
を

参
照

(
註
八
)

し
て
、
そ
の
当
初
は
お
そ
ら
く
紀
記
の
前
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ

る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
少
く
と
も
万
葉

人

は

「
モ
フ
」

「
ヅ
」

の

二

語

を
、

か
な
り
独
立
性
の
強

い
語
と
し
て
、
前
代
か
ら
引
き
継

い

で
そ

の
言
語
意
識
の
中
に
収
め
て
ゐ
た
筈
で
、
そ
の
使
用
に
際

し
て

今
日

指
摘
さ
れ
る
や
う
な
頭
母
音
音
節
の
脱
落
現
象
を
実
現
し
た
も

の
で

は
な
か
ら
う
。

同

一
の
音
形
式
を
持
ち
な
が
ら
、

一
方

の
語
に
お
い
て
脱
落

形
が

存
在
し
、
他
方
の
語
に
全
く
見
受
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
例
も
亦

注

意
す
る
必
要
が
あ
る
。
紀
記
に
3
例
、
脱
落
形
と
し
て
の
み
存

在
す

(註
九
)

1

る
ヱ

(飢
)
と
い
ふ
語
は
、
後
に
同

一
詞
章
が
イ

ヒ
ニ
ウ
ヱ
テ

(今

昔
物
語
集
第
十

一
巻

聖
徳
太
子

於
此
朝
始
弘
仏
法
語
第

一
)
と
言

ひ
換

へ
ら
れ
て
伝

へ
ら
れ
た
や
う
に
、
上
代

に
お
い
て
も

ヱ
は
ウ
ヱ

の
脱
落
形
と
見
る
向
き
も
あ
る
が
、
こ
の
脱
落
が
助
詞

「
こ壱
」

の
後

で
起

つ
て
ゐ
る
点
か
ら
も
、
母
音
連
接
が
直
接
の
原
因
で

あ

っ
た
と

は
考

へ
ら
れ
な
い
。
ま
た
こ
の
詞
章
の
伝
承
が
、

ヱ
↓
ウ
ヱ
と
置
き

換

へ
ら
れ
た
の
は
、
と
り
も
な
ほ
さ
ず

ヱ
,=
〈
飢
〉
と
い
ふ
上

代
入

の
言
語
意
識
が
、
中
世
人
の
ウ
ヱ
=
〈
飢
〉
と
い
ふ
言
語
意

識
に
よ

つ
て
訂
正
さ
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
上
代

歌

謡

の
担

ひ
手

達

に

は

〈
飢
〉
を
喚
起
す
る
音
形
式
は
ま
だ

ヱ
で
十
分
だ
つ
た
筈
と
思
は
れ

る
。
そ
し
て
他
方
ウ
ヱ
ーー
〈
植
〉

(万
葉

に
13
例
)
の
語
に
ヱ
と
い

ふ
脱
落
形
が
見
え
な
い
こ
と
は
、
ヱ
=
〈
飢

〉
の
生
起
が

単
に
音
声

的
な
要
素
i
母
音
連
接
と
い
ふ
!

の
み
で
決
定

さ
れ
る
も
の

で
な
い

こ
と
を
意
味
す
る
。

大
野
晋
氏
は
カ
タ
モ
ヒ

(月
思
)
、
タ

ツ

ノ

マ

(竜

馬
)
の
例

を
、
前
項
末
尾
の
広
母
音

の
影
響
に
よ
る
母
音
音
節

の
脱

落
の
事
例

に
加

へ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
最
初
に
こ
の
現
象
を
調
査
検
討
さ
れ

た
岸



田

武

夫

氏

は

、

ウ

ヱ
↓

ヱ

(飢

)

の
例

を

も
併

せ

て

、

い

つ

れ

も
後

.
続

頭

子

音

の
ｍ

、
ｗ

、

な

ど

の
調

音

部

位

の
近

接

に
よ

る
脱

落

と

推

(
註

一
〇
)

定
さ
れ
て
ゐ
る
。
し
が

し
な
が
ら
ウ

マ

(馬
)
の
場
合
に
関

し
て
は

少
く

と
も
次

の
こ
と
は
考

へ
ら
れ
さ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
イ

タ

ツ
ノ

,
マ

(
竜
馬
)
、
ア
ガ

マ

(吾
馬
)
、
の
や
う
に
広
母
音
の
あ
と

で
脱

落

し
た
形
、
ロ
ミ
マ

(御
馬
)
、
の
や
う
に
狭
母
音

の
あ
と
で

脱
落

し
た
形
、
ま
た
の

フ
ツ
マ

(太
焦
)
、

ハ
ユ
マ

(駅
黒
)
の

や
う
に

前
項
末
尾
母
音
が
脱
落
し
で
生
じ
た
縮
約
形
、
更

に
は
コ

マ

(駒
)

と
い
ふ
語
も
存
在
し
て
ゐ
る
の
で
、
た
と
ひ
原
型
ウ
ぐ
か
ら
↓

マ
の

脱
落
方
向
を
認
め
得
た
と
し
て
も
、
イ
の
例
の
や
う
に
二

語

の
熟
合

に
よ

つ
て
生
じ
た
脱
落
形

マ
が
、
か
な
り
の
独
立
性
を
も
つ
て
、
あ

ら
た

め
て
ミ
マ
と
い
ふ
形
で
結
合
し
た
り
、
ま
た
広
母

音
の
あ
と
で

脱
落

し
易

い
頭
母
音
ウ
が
、

フ
ツ
マ
、
ハ
ユ
マ
の
場
合
に

は
、

フ
ト

(
o
)
、
ハ
ヤ

(
a
)

の
前
項
末
尾
の
広
母
音
を
排
除
す
る
ほ

ど
の

一
語

と
し
て
の
固

い
結
合
を
示
し
て
ゐ
る
点
か
ら
、

一
共
時
態
に
ほ

と
ん

ど
同
時

に
起

つ
た
現
象
と
説
明
す
る
に
は
、
や
ゝ
不
十

分
な
砥

音
法
則
で
あ
る
観
を
免
が
れ
得
な
い
。
特
に
こ
の
ウ
マ
と
い
ふ
語

の

場
合

、
漢
語
よ
り
の
借
用
語
で
は
な
い
か
と
い
ふ
疑
問
が
つ
き
ま
と

ひ
、
た
と
ひ
奈
良
時
代
ウ

マ
と
い
ふ
音
形
が
確
立
さ
れ
て
ゐ

た
に
し

ろ
、
輸
入
さ
れ
た
当
初
の
形
か
ら
ウ

マ
と
い
ふ
音
形
式
が
確

立
さ
れ

る
過

程
を
無
視
し
て
、
た
だ
ち

に
ウ

マ
↓

マ
の
脱
落
を
想

定
す
る
の

は
疑
問

の
余
地
が
あ
る
。
し
た
が

つ
て
、
借
用
関
係
を
考
慮

に
入
れ

て
こ
の
語
の
正
確
な
祖
形
を
知
る
こ
と
な
く

し
て
脱
落
の
事

例
と
す

る
の
は
早
計
で
あ
り
、
今
日
残
存
す
る
承
接

の
事
例
も
、
前
項

末
尾

の
広
母
音
に
よ
る
脱
落
を
明
瞭

に
証
す
る
も
の
で
は
な
い
。

以
上
の
事
例
を
通
し
て
考

へ
ら
れ
る
こ
と
は
、
通
常
上
代

に
お
け

る
母
音
音
節
の
脱
落
と
し
て
考

へ
ら
れ
て
ゐ
る
現
象
が
、

少
く
と
も

共
時
的
瑚
象
と
し
て
他
の
縮
約
碍
象
と
共

に
万
葉

の
時
代

に
起

っ
た

と
認
め
る
こ
と
は
妥
当
で
は
な
い
と
い
ふ
こ
と
、
ま
た
上

代
の
人
が

そ
れ
ら
の
形
を
複
合
語
構
成
の

一
要
素
と
し
て
紀

記
時
代
よ
り
言
語

意
識
の
中
に
成
立
さ
せ
て
ゐ
た
こ
と
、
特

に
動
詞

に
お
い
て
は
複
合

語
申
と
い
ふ
制
約
を
離
れ
て
自
由
に
助
詞

な
ど

に
も
接
続
で
き
る
独

立
性
を
も
つ
て
ゐ
る
こ
と
、
更

に
以
上
の
こ
と
か
ら
推

定
で
き
る
こ

と
は
、
紀
記
万
葉
に
残
存
す
る
母
音
音
節

の
脱
落

と
い
は
れ
る
現
象

が
、
た
と
ひ
往
時
の
古
代
日
本
語
に
行
は
れ
だ
脱
落

現
象
の
痕
跡
で

あ
る
と
し
て
も
、
現
存
す
る
多
く
の
事
例

は
、
必
ず

し
も
複
合
語
に

お
け
る
前
項
末
尾
の
広
母
音
に
よ
る
頭
母
音
脱
落
で
あ
る
と
い

ふ
説

明
を
十
分

に
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
、

と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
で
は

一
見
明
瞭

に
前
項
末
尾
広
母
音

に
接

続
し
て
ゐ
る
イ
へ

の
モ

(家
の
妹
)
ワ
が
へ

(我
家
)
な
ど

の
例
は
、
ど
の

や
う
に
解

釈
す
べ
き
だ
ら
う
か
。
も
ち
ろ
ん
前
者
は
防
人
歌

(
二
十
　

下
総
)

に
た
だ

一
例
見
え
る
だ
け
で
、
東
国
方
言

と
い
は
れ
る
特
殊
な
性
格

を
十
分

に
把
握
す
る
こ
と
な
く
し
て
解
明

を
試
み
る

こ
と
は
危
険
で

あ
ら
う
が
、
同
じ
語
が
他
方
ワ
ギ

モ
、
ワ
ギ

へ
等

の
縮
約

形
を
も

つ



の

は

然

る

べ
き

理

由

が
与

へ
ら

れ

て
よ

い
。

こ

の

こ

と

に

つ

い
て

、

い
さ

さ

か

関

連

を

も

っ
と
思

は
れ

る

の
は

例

の

ト

フ
ー

チ

フ

の
形

を

も

つ

「
言

ふ
」

の
場

合

で

あ

る
。
次

表

の

如

く

、

チ

フ
の
形

が

生

じ

た

の
は

万

葉

初

期

だ

と

思

は

れ

る
が

、

こ

れ

は

ト

フ
の
形

が

直

接

チ

フ

の
形

に
変

つ
た

も

の

で
な

く

、

チ

フ
は

ト

イ

フ
か

ら

生

じ

た
縮

約

形

と
考

へ
る

の
が

普

通

で

あ

る

。

と

い

ふ

こ
と

は
、

あ

る
時

期

の
人

々

に

ト

フ
の
形

で

は
く

ト
言

フ
V

の
意

味

を
喚

起

す

る

に
十
分

で

な

い

と

い

ふ
抵

抗

感

を

も

っ

た

も

の

ら

し

く

、

そ

れ
で

改

め

て
ト

イ

フ
と

い
ふ
形

を

と
り

、
母

音

縮

約

の

一
般

的

法

則

に
従

つ
て
、

チ

フ
を

生

じ

た

も

の
で

あ

ら

う

。

α

(註
=

)

従

つ
て

、

ト

フ
は

や

ゝ
古

い
形

で

あ

る

と
思

は

れ

る

し

、

ト

フ

に

舌

足

ら
ず

の
意

味

喚

起

申
、8
覚

え

る
入

達

は

、
使

用

で

き

な
く

な

り

つ

つ
あ

つ
に

と
考

へ
て

よ

い
だ

ら

う

。

更

に
平

安

時

代

に

テ

フ

と

い

ふ

形

が

多

用

さ

れ

た

こ
と

を
考

へ
併

せ

る
と

、

母
音

脱

落

に

よ

る

語

形

の
変
化
に
通
時
的
観
点
の
と
れ
る
可
能
牲
が
あ
る
こ
と
を
明
瞭

に
示

し
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
。

即
ち
、
モ
あ
る
い
は

へ
と
い
ふ
音
形
筑
に
よ
つ
て
喚
起

さ
れ
て
ゐ

た
〈
妹
〉
、
<
家
〉
が
、
万
葉
時
代
す
で
に
複
合
語
申
に
お

い
て
の

み
痕
跡
的

に
残
存
す
る
の
み
で
、
イ
モ
あ
る
い
は
イ

へ
の
語

が
多
用

さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
モ
あ
る
い
は
へ
の

一
音
形
式

を
支

へ

て
ゐ
た
言
語
意
識
が
既

に
消
滅

し
て
ゐ
た
か
ら
だ
と

推

測
-で

き

よ

う
。
で
な
け
れ
ば
、
当
時
複
合
語
と
し
て
存

在

し

て

ゐ

た
ワ
が

へ

(五
、
脳
脚
)
イ
モ
が

へ

(五
、
脳
十
四

糊
)
、
タ

マ
テ

ノ
へ

(紀

階
)
の
語
が
十
分
に

へ
=
〈
家
〉

の
言
語
意
識

に
支

へ
ら
れ

て
ゐ
た

と

す

る

な

ら

、

わ
ざ

く

ワ

ギ

へ
と

い

ふ
形

を

生
ず

る

こ

と

も

な

か

つ
た
で
あ
ら
う
。
〈
妹
〉
を
喚
起
す
る
音
形
式
が

モ
で
な
く
て
イ
モ

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
つ
て
こ
そ
、
ワ
が
イ
モ
か
ら

ワ
ギ
、モ
と
い

ふ
変
化
は
趨
り
得
る
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
イ
が
複
合
語
構
成

の
際
、

自
由
に
脱
落
す
る
頭
母
音
で
あ
る
な
ら
、
依
然
複
合
語
形

は
モ
で
通

つ
た
筈
だ
と
思
は
れ
る
。

そ
れ
で
は
古
代
日
本
語
に
お
い
て
は
イ

モ
あ
る
い
は
イ

へ
と

い
ふ

語
は
複
合
語
を
構
成
す
る
際
に
、
モ
あ
る
い
は
へ
と
い
ふ
頭

母
音
イ

の
脱
落
現
象
を
生
じ
た
と
考

へ
て
差
支

へ
な
い
も
の
で
あ
ら
う

か
。

〈
家
〉
あ
る
い
は
〈
妹
〉
を
あ
ら
は
す
古
代
日
本
語
の
音

形
式
が

そ
れ
ぞ
れ
イ
へ
、
イ
モ
で
あ

つ
た
な
ら
、

二
音

の
何
れ
か
の
脱

落
は

当
時
の
人
々
の
言
語
意
識
に
、
あ
る
抵
抗

を
生
ぜ
し
め
た
に
違
ひ
な



い
。
そ
の
こ
と
が

お
そ
ら
く
上
代
日
本
語

へ
の
過
渡
期
に
、
複
合
語

に
お
け
る
脱
落
形
の
存
在
を
許
さ
な
く
な
つ
て
き

た

も

の
と

す
る

と
、
当
初
古
代
日
本
語
に
お
い
て
〈
家
〉
及
び
〈
妹
〉
の
意
味

的
中

核
を
示
す
音
形
式
は
そ
れ
ぞ
れ
へ
及
び
モ
で
あ
つ
た
と
思

は
れ
る
。

こ
れ
は
上
代
日
本
語
に
お
い
て
イ
モ
あ
る
い
は
イ
へ
と
い
ふ

二
音
形

式
を
と

つ
て

一
語
化
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
ゐ
る
が
語
構
成

の
上
か

ら
は
イ
+
モ
及
び
イ
+
へ
の
複
合
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
る
。

.

そ
れ
は
例

へ
ば

ア
ノ
と

(足
の
音
)
、
ア

ユ

ヒ

(足

結
)

の

ア

〈
足

〉
が
、
現
在
で
は
う

(足
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
、

ま

た
梅

ケ
枝

(
エ
)

、
梅

の
枝

(
エ
ダ

)

に

お

け

る

エ

、

エ
ダ

の
両

形

の
存

在

に
類

似

の
状

態

が

脂

摘

さ

れ
よ

う

。

古

代

日

本
語

に
お

い
て

は

二

語

の
複

合

で

あ
り

、

上

代

日

本
語

に

お

い
て

一
語

化

し

た

語

と

し

て

は

、

ウ

ミ

(海

)

な

ど
が

あ

げ

ら

れ

よ

う

。
'
ウ

は

お

そ

ら

く

ウ

シ
ホ

(
潮

)

、

ウ

ナ

ク
ダ

リ

(海

下

り

)

ウ

ナ

カ

ミ

(
海

上
)

等

の

ウ

と
意

味
的

申
核

を
同

じ
く

し

、

ミ

は

ま

た
タ

ル

ミ

(
垂

水

)

、

ニ

ハ
タ

ヅ

ミ

(庭

濠

)

、

イ

ヅ

ーミ

(
泉

)

、

の

ミ

と

同
義

で

あ

る

と

思

は

れ

る
。

し

た
が

つ
て
従

来

、

ア

フ
ミ

の

ミ

の
例

を

も

つ

て
、

ウ

ミ

(
海

)

の
脱

落

形

と

説
明

し

て

ゐ

る

の
も

〈
淡

海

の
海
〉

の
義

で

あ

れ
ば

、
今

日

深
海

の
海

、
白

い

白

墨

、

と

い

ふ
誤

り

に
似

た
論

理

的

重

複

の
嫌

ひ

が

あ
り

、

こ

の

こ

と

は
当

然

、
淡

海

が

実

質

語

と

し

て

の

一
般

性

を

、
地

名
的

特

殊

性

に
す

り

か

へ
ら

れ

た
後

、

は

じ

め

て

〈
淡

海

〉

の
海

、
が

複

合

語

と

し

て
成

立

し

た

も

の
で

な

け

れ
ば

な

ら

な

い
。

そ

の
形
成

は
お

そ

ら

く

古

代

日
本

語

の
時

代

で

あ

つ
た

と

す

れ
ば

、

ア

フ
ミ

の
ウ

ミ

か

ら

ア

フ
ミ

の

ミ

と

い

ふ
脱

落

を
辿

つ
た

も

の
か

、

当

初

か

ら

ミ

(水

)

の

一
語

が

接

続

し

て

ア

フ

ミ

の

ミ

を
形

造

り

、

そ

の
地

名

化

と

共

に
く

(淡

海
)

の
海

、
-の
義

に
転

成

確

認

さ

れ

た

も

の
と
見

る

こ

と

が

で
き

(註
=
一)

る
。同

様

に
イ

へ
の

モ
、

ワ

が

へ
と

い

ふ
複

合

語

に
お

い

て

示

さ

れ

た

モ
、

へ
と

い

ふ

一
音

形

は

、

上
代

日
本

語

に
お

け

る
共

時

態

的

意

味

の
イ

へ
、

イ

モ

の
脱

落

形

で

は

な

く

、

二
音

形

に
複
合

固

定

す

る
以

前

の
祖

形
.、

な

い

し

は
意

味

的

中
核

を

示

す
形

で

は

な

い
か

と

思

は

れ
て

く

る
。

少

く

と

も

そ

の

や
う

な
推

測

を
挿

む
余

地

は

あ

る

と

思

は

れ

る
。

そ

し

て
イ

へ
の

モ
↓

〈

家

の
妹

〉

、

ワ
ガ

へ
↓

〈

我

が

家
)

の
喚

起

に
次

第

に
抵

抗

を
感

じ

た
時

期

の
人

々
が

、

あ

ら

た

め

て

ワ

が

イ

モ
↓

ワ
ギ

モ
、

ワ
ガ

イ

へ
↓

ワ
ギ

へ
の
母

音

縮

約
・の

一
般

的

法

則

に
従

つ
た
形

を
漸

次

使

用

す

る

こ

と

に
な

つ
た

も

の

と
解

釈

す

る

こ

と

が

で
き

る
。

逆

に

ワ
ギ

へ
、

ワ
ギ

モ
の
形

が

す

で

に

一
語

意

識

に

よ

つ
て
支

へ
ら

れ

て

い
た

の

で

あ

つ

た
な

ら

、

ワ
ガ

イ

へ
、

ワ

ガ

イ

モ
と

い

ふ
四

音

節

形

を
使

用

す

る

に

は
及

ば

な

い

で

あ
ら

う

し
δ

そ

れ

か
ら

ワ
ガ

へ
の
脱

落

の
形

は
更

に
導

き
出

さ

れ

る
機

会

が

少

い
と

思

は

れ

る
。

も

ち

ろ
ん

現

在

残

さ

れ

て

ゐ

る
資

料

に
お

け

る
脱

落

の
分

布

は

、



右
の
仮
説
が
す
べ
て
直
線
的
に
行
は
れ
た
こ
と
を
示
す
痕
跡
を
証

す

る
も
の
で
は
な
い
。
然
し
な
が
ら
語
の
運
命
が
、
規
則
正
し
い
消
長

を
記
録

の
上
に
残
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
こ
れ
ま
た
周
知

の
事
実

で
あ
る
。
各
脱
落
形
の
分
布
が
語
彙
的

に
も
数
的

に
も
、
紀

記
及
び

(
註

一
三
)

東
国
方
言

、
防
人
歌
に
多
く
、
万
葉
集
の
大
部
分
を
支

へ
た
中
央
官

僚
歌

人
の
歌

に
少

い
こ
と
は
、
い
つ
て
み
れ
ば
官
僚
歌
人
に

よ
り
規

範
意
識
が
強
く
、
紀
記
の
歌
謡
に
は
伝
承
歌
と
し
て
の
磨
滅
や
、

口

承
そ
の
ま
ま
の
記
録
の
た
め
で
あ
る
と
も
思
は
れ
る
し
、
東
国

方
言

や
防
人
歌

に
見
え
る
も
の
は
、
民
衆
の
間
に
根
強
く

生
き
て
ゐ
た
語

形
か

も
わ
か
ら
な
い
。
い
つ
れ
に
し
ろ
社
会
が
細

分
的

に
多
く
の
階

層
に
わ
か
れ
、
地
域
的
に
も
歴
史
的

に
も
十
分
特
色
を
も
つ
多
く

の

言
語
圏
を
背
後

に
控

へ
、
そ
の

一
面
の
投
影

に
す
ぎ
な
い
紀
記
万
葉

の
事
例
を
、

一
つ
の
法
則
に
収
敏
で
き
れ
ば
す
な

は
ち
上
代
に
お
け

る
共
時
態
的
な
特
色

に
も
な
る
で
あ
ら
う
が
、
以
上
述

べ
て
き
た
や

㌧つ
に
、
母
音
縮
約

の
た
だ
し
書
き
に
該
当
す
る
と
把

握
さ
れ
た
頭
母

音
音
節
の
脱
落
現
象
は
、
そ
の
多
く
の
例
が
決
し
て
単
に
前
項
末
尾

の
広
母
音
の
影
響

に
よ
つ
て
生
じ
た
形
と
結
論

さ
れ

る
に
は
か
な
り

複
雑

な
様
相
を
呈

し
て
ゐ
る
こ
と
、
そ

れ
は
む
し
ろ
語
自
身
の
成
立

し

過
程

と
構
造
に
多
く
原
因

し
て
ゐ
る
と
思
は
れ
る
節
が
あ
る

こ
と
、

そ
の
こ
と
は
前
項
末
尾
母
音
の
脱
落
に
よ
つ
て
生
じ

た
縮
約
形
が
、

一
熟
合
形
と
し
て
新
し
く
非
分
割
形
を
形
造

る

の
に
対
し
て
、
同
じ

音
連
鎖
形
式
で
あ
つ
て
も
、
頭
母
音
の
脱
落
形
を
含
む
複

合
語
は
あ

く
ま
で
二
語
的
在
格
を
も
つ
て
ゐ
る

と
い
ふ
語
構
造
の
特
色
が
無
視

さ
れ
て
は
な
る
ま
い
。

更

に
は
①
の
た
だ
し
書
き
、
②
及

び
③
の
事
例
が
、
限
ら
れ
た
少

数

の
語
彙
に
み
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
の
を

見
れ
ば
、
こ
れ
を

一
般
的

法
則
と
し
て
古
代
語
の
再
建
に
何
等
の
条
件
も

な
し
に
応
用
す
る
こ

と
は
、
①
の
法
則
を
応
用
す
る
際
以
上
の
細
心
の
考
慮
が

必
要
と
さ

れ
る
だ
ら
う
。

ま
た
、
①
の
母
音
縮
約
と
い
ふ
現
象
が
、
は
た
し
で
母

音
連
接
の

忌
避
と
い
ふ
立
場
か
ら
と
ら

へ
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
か

ど
う
か
は

と
も
か
く
と
し
て
、
母
音
音
節

の
脱
落
や
、
変
母
音

形

成

の
現

象

は
、
縮
約
現
象
と
異
な
つ
た
理
由
を
も
つ
も
の
で
あ
る
と

解
し
て
お

き
た
い
。

註

一

同
書

三
〇

八
頁
。
た
だ
し
、
最
初

に
こ
の
調
査
を
な
さ
れ
た
岸
田
武
夫

氏

と
用
例

の
あ
げ
か
た

に
異
同

が
あ
る
。
岸
田
武
夫
氏

「
上
古
の
国
語

に

お
け
る
母
音
音
節

の
脱
落
」

(
国
語

と
国
文
学
昭
17

・
8
)

註

二

た
ど

へ
ば

亀
井

孝
氏
国
語
学

第
十
六
輯

「
ツ

ル
と

イ
ト
」
十
七
頁

ヵ

ハ

ヅ
及
び

カ

ヘ
ル
の
語
源
参
照
。

註
三

大
野
晋
氏
、
国
語
学
第
八
輯

「古
文

を
教

へ
る
国
語
教
師

の
対
話
」
九

二
～
九
四
頁
。

註
四

亀
井
孝
氏

註
五

泉
井
久
之
助
博
士

「
上
代
日
本
語

に
お
け
る
母
音
組
織
と
母
音
交

替
監



(
京
都
大
学
文
学
部

五
十
周
年
記
念
論
集
所
収

)

:
∴

e
の
す

べ
て
が
.
。印
か
ら
来
た
と
は
考

え
ら
れ
な

い
、
し

か
し
、
.田
か

ら
来

た
も
の
を

ふ
く
む

こ
と
は
、

e
が

ほ
と
ん
ど

・a
と

し
て
、

e
よ
り

広

い
口
蓋
的
母

音
で
あ

つ
た
こ
と
を
示
す

と
思

は
れ
る
。

(
㎝
頁

～

職
頁

)

註

六

「
上
代

に
お
け
る
連
母
音

.田

の
転
化

に
つ

い
て
」
(
国
語
学

二
十
八
輯
)

註

七

浜
田
敦
氏

「
古

代

国

語

に
お
け
る
挿
入
的

子
音
」

(
人
文
研
究

一
ノ

七
)
四

三
頁

り

亀
井

孝
氏
、
前
掲
註
四
書

勺
bこ①

及

び
国
語
学

第
十

六
輯

【,ツ
ル
」
と

「
イ
ト
」

十

一
頁

註

八

A

右
表
は
カ
ナ
書

さ
の
事
例
を
便
宜
巻
別

に
集

計
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
東

国

方
言

に
お

い
て
は
脱
落
形
が
多
用
さ
れ
、
紀
記

の
比
率

も
万
葉
時
代

の

比
率

よ
り
高

い
と
い
ふ
明
瞭

な
形
勢
が
わ

か
る
。
巻
十
五
の

モ
フ
ー6
例
中

11
例

は
中
臣
朝

臣
宅
守

(宅
守

は
オ
モ
フ
を
10
例
使
用
し
て
ゐ
る
)

で
、

官
僚
歌
人

の
中
で
も
個

人
差

が
著
し

い
と

い
ふ
こ
と
は
純
粋

の
音
韻
現
象

と
み
る
よ
り
、

モ
ブ
を
独
立

の

一
語
と
し
て
把

握
し
意
識

し
て

ゐ
た
た
め

と
思
は
れ
る
。

註
九

武

田
祐
吉
博
士

は
、、

ヱ
は
飢
ゑ
る
意
の
動
詞

の
連
用
形
、
と
頭

註

に
示

さ
れ

た
、
朝

日
古
典
全
書

「
日
本
書
紀
」
4
　

頁
頭

註
。
歌

の
伝
承
と
、

語

の
古
さ

(
出

雲

風

土

記

意
宇

の
条

に
見

え
る
オ

ヱ
と
も
関
係
が
あ
ら

う
)
か
ら
み
て
も
後
代

の
形
か
ら
単
純

に
ウ

ヱ
の
脱
落

と
す
る

の
は
危
険

で
あ
ら
う
。

註
　

「
馬
」

が
奈
良
朝
又

は
そ

れ
以
前

の
時
代

に

`
ヨ
9。
と

い
ふ
形

で
あ

つ

た

こ
と
に
つ
い
て
は
有
坂
博
士

に
お
説

が
あ
る
。

「
上
代
音
韻
致

」
　
頁

～
　
頁

。

註
　

さ
き

の
註
八

A
B
表
と
比

べ
て
も
動
詞

に
お
け
る
脱
落
形

は
紀
記
お
よ

び
東

国
方
言

に
顕
著
な
現
象

で
あ
る
と

い

へ
る
..

註
　

古
代
農
耕
文
化

に
水

の
果
す
役
割
の
重
要
性
は
風
土
記

に
水
源

に
関
す

る
地

名
起

源
説
話

の
多

い
こ
と

に
よ

つ
て
も
そ
の

一
斑

は
知

ら
れ
る
が
、

そ
れ
だ
け
に
水
源
及
び
周
辺

の
命
名
が
か
な
り
古

い
も

の
で
あ
る
こ
と
を

思

は
せ
る
。
記
14
、
紀
8

に
イ
セ
の
ウ
ミ
の
と
歌

は
れ

た
や
う

に
、
地
名

+
〈
海
〉

の
二
語
意
識

の
連
接

の
場
合

は
字
余

り
と
な

つ
て
も
〈
海
〉

の

ヴ
音

の
脱
落
は
起
り
難

い
の
で
あ
る
。
万
葉
歌
人
が
、
淡
海

の
海
と
表
記

し
て
も
、
語

源
と
同

等

の
慨
念
を
表
示
し
た
と

い
ふ
こ

と

に

は

な
ら
な

い
。

註

三

サ
ザ

レ
シ

(
小
石

)
十
四

・
　

コ
ト
タ

カ
リ

(言

痛
)
十

四

・

魏
の

二
つ
の
脱
落
形

は
例

か
ら

い
へ
ば

巻
十
四

に
の
み
見
出

せ
る
が
、
〈
石
〉



は

シ
の
借

削
仮
名
と
し

て
万
葉
集

に
多
用
さ

れ
、
殊

に
石
著

(
シ
ヅ
ク
＝

〈
沈
〉

)
七

・
　

の
例
は

〈
石
〉
=

シ

の
表

記
意
識

が
中
央
人

に
も
成

立
し

て
ゐ
た

こ
と
を
意
味
す
る
。


