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一
夜
、
一
羽
」
の
よ
う
に
、
後
に
Ｎ
、
Ｍ
、
Ｙ
、
Ｗ
と
い
う

音
が
く
る
と
「
一
」
は
「
い
ち
」
と
発
音
さ
れ
る
。
後
に
母

音
が
く
る
場
合
も
、「
一
案
」
の
よ
う
に
「
い
ち
」
と
な
る
。

漢
語
と
し
て
の
「
一
」
の
読
み
方
は
、
カ
、
サ
、
タ
、
パ

行
（
す
な
わ
ち
清
濁
の
ペ
ア
が
あ
る
清
音
）
の
場
合
に
は

「
い
っ
」、
そ
れ
以
外
は
「
い
ち
」
と
な
る
、
と
ま
と
め
て
も

よ
い
（
発
音
の
と
き
声
帯
が
ゆ
れ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
無
声
音

―
な
お
、
ハ
行
の
場
合
に
は
、
実
は
パ
と
バ
が
無
声
と
有
声

の
対
立
で
あ
る
）。
も
と
も
と
「
一
」
と
い
う
漢
字
の
音
は
、

後
に
子
音
が
残
る
発
音
（「
イ
ッ
」）
だ
っ
た
の
で
、
後
の

音
の
性
質
に
よ
っ
て
発
音
が
違
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
の
よ

う
だ
。

と
い
う
わ
け
で
、「
一
手
」「
一
勝
」
は
、「
い
ち
て
」「
い

ち
し
ょ
う
」
で
は
な
く
、「
い
っ
て
」「
い
っ
し
ょ
う
」
と
い

う
よ
う
に
読
む
ほ
う
が
普
通
な
の
で
あ
る
。

考
え
て
み
る
と
、「
一
」
の
意
味
も
お
も
し
ろ
い
。「
一
家
、

一
生
、
一
門
、
一
座
」
な
ど
は
、「
全
部
」
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
一
方
、「
一い

っ

閃せ
ん

、
一
瞬
、
一
時
」
な
ど
は
、「
少
な
い

（
＝
全
部
で
は
な
い
）」
と
い
う
意
味
。
こ
れ
は
ま
る
で
正
反

対
で
は
な
い
か
。

前
者
の
場
合
、「
一
つ
の
生
」「
一
つ
の
家
族
」
と
い
っ
た

「
ま
と
ま
り
」
が
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
、
と
い
う
意
味
に
な

っ
て
い
る
と
み
て
よ
い
。
い
わ
ば
、「
一
」
と
い
う
ま
と
ま

り
を
内
側
か
ら
み
る
視
点
と
言
え
よ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
、

後
者
の
場
合
、
あ
く
ま
で
も
「
ひ
と
つ
」
で
し
か
な
い
、
と

い
う
と
ら
え
方
、
つ
ま
り
「
一
部
」
と
い
う
「
部
分
性
」
な

い
し
「
一
」
の
最
小
と
い
う
意
味
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。「
一
」
で
も
、
い
わ
ば
ほ
か
と
比
べ
つ
つ
外
か

ら
み
る
視
点
と
言
え
よ
う
か
。「
一
」
な
ら
で
は
の
意
味
の

広
が
り
と
言
え
そ
う
だ
。

こ
れ
と
関
連
し
て
、「
一
考
、
一
見
、
一
案
」
な
ど
は
微

妙
な
用
法
と
言
え
、「
そ
れ
も
あ
る
な
あ
」
と
い
う
と
ら
え

方
に
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
「
物
の
数
に
は
入
る
」
と
い
う

と
ら
え
方
で
「
一
」
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
感
じ
だ
。

こ
の
よ
う
に
、「
一
」
と
い
う
数
は
言
葉
の
う
え
で
も
お

も
し
ろ
い
。
挨
拶
な
ど
で
「
一
度
遊
び
に
い
ら
し
て
く
だ
さ

い
」
と
言
う
の
も
、「
二
度
目
は
も
う
行
っ
て
は
い
け
な
い

ん
だ
…
」
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。「
一
度
で
も
い
い

か
ら
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
存
在
と
し
て
の
「
一
」
が

問
題
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
。
ま
た
、
よ
く
隣
接
す
る
数
字

を
二
つ
並
べ
て
「
二
三
（
に
さ
ん
）」「
ふ
た
つ
み
っ
つ
」
な

ど
と
言
う
が
、「
れ
い
い
ち
」
の
よ
う
に
「
零
」
と
「
一
」
を

並
べ
て
言
う
こ
と
は
な
い
。
や
は
り
「
零
」「
一
」
に
は
無

と
有
の
質
的
な
絶
対
的
違
い
が
あ
る
の
だ
。
言
葉
と
し
て
の

「
一
」
に
は
、「
存
在
」
あ
る
い
は
「
有
」
と
い
う
実
に
重
い

意
味
が
あ
る
、
と
言
え
ば
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
夕
べ
は
そ
ん
な
ふ
う
に
「
一
」
の
読
み
方
だ
と
か

意
味
だ
と
か
を
考
え
な
が
ら
オ
セ
ロ
ゲ
ー
ム
を
や
っ
て
い
た

ら
、
な
ん
と
あ
れ
よ
あ
れ
よ
と
一
瞬
の
う
ち
に
色
を
変
え
ら

れ
た
。
こ
の
一
手
で
見
事
一
本
！
と
大
喜
び
の
娘
を
見
な
が

ら
、
う
ー
む
、
今
回
は
一
敗
を
喫
し
た
が
、
こ
ん
な
こ
と
は

万
に
一
つ
の
こ
と
。
一
事
が
万
事
、
こ
ん
な
一
発
逆
転
と
い

う
わ
け
に
は
い
か
な
い
ん
だ
ぞ
、
と
一
人
負
け
惜
し
み
を
言

う
一
夜
な
の
で
あ
っ
た
。

下
の
子
が
最
近
保
育
園
で
オ
セ
ロ
ゲ
ー
ム
を
覚
え
て
き
た

の
で
、
と
き
ど
き
、
お
相
手
を
さ
せ
ら
れ
る
。
ち
ょ
っ
と
碁

に
似
た
、
白
と
黒
が
裏
表
に
な
っ
た
あ
の
ゲ
ー
ム
だ
。
実
は

私
は
相
当
弱
い
方
だ
が
、
も
ち
ろ
ん
、
相
手
は
ふ
つ
う
の
五

歳
の
幼
児
だ
か
ら
、
ま
あ
、
そ
れ
で
も
私
が
勝
つ
。

さ
て
、
こ
う
い
う
ゲ
ー
ム
で
「
一
手
」
と
い
う
言
葉
を
言

う
が
、
こ
の
読
み
方
は
、「
い
っ
て
」
な
の
か
、「
ひ
と
て
」

な
の
か
、
ふ
と
迷
う
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、「
い
ち
て
」
と

は
言
わ
な
い
気
が
す
る
。
考
え
て
み
れ
ば
「
一
」
の
読
み
方

に
も
ル
ー
ル
が
あ
り
そ
う
だ
。
さ
ら
に
「
一
勝
一
敗
」
と
言

う
と
き
は
「
い
ち
し
ょ
う
い
ち
は
い
」
と
は
あ
ま
り
言
わ
な

い
で
、「
い
っ
し
ょ
う
い
っ
ぱ
い
」
と
言
う
ほ
う
が
よ
り
自

然
だ
。「
一
」
は
、
ど
う
い
う
と
き
に
「
い
ち
」「
い
っ
」「
ひ

と
」
と
な
る
の
だ
ろ
う
。

ま
ず
、「
ひ
と
」
と
読
む
の
は
ど
ん
な
場
合
か
と
言
え
ば
、

基
本
的
に
は
後
に
和
語
が
来
る
場
合
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
〜

ま
わ
り
」「
〜
く
ち
」
な
ど
は
「
一
回
り
（
ひ
と
ま
わ
り
）」

「
一
口
（
ひ
と
く
ち
）」
の
よ
う
に
、「
ひ
と
〜
」
と
読
む
の

が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
そ
も
そ
も
「
ひ
と
」
が
和
語
だ

か
ら
だ
。「
一
＋
悶
着
」
の
よ
う
に
あ
と
に
続
く
の
が
漢
語

な
の
に
「
ひ
と
」
と
読
む
例
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
少
数

派
で
あ
る
。
ま
た
、
表
記
上
、
例
え
ば
、「
一
騒
ぎ
（
あ
っ

た
）」「（
塩
を
）
一
ふ
り
」
で
は
な
く
、「
ひ
と
騒
ぎ
」「
ひ

と
ふ
り
」
の
よ
う
に
、「
ひ
と
」
と
書
く
こ
と
も
多
い
。
こ

れ
ら
の
場
合
、
数
字
的
な
意
識
が
そ
れ
だ
け
薄
く
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
中
に
は
、「
ひ

と
〜
」「
ふ
た
〜
」
な
ど
と
は
言
う
が
、
そ
れ
以
上
は
あ
ま

り
言
わ
な
い
と
い
う
も
の
も
あ
る
。「
塩
を
三
ふ
り
」
な
ど

と
い
う
こ
と
な
ど
は
ま
だ
し
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、「
〜

騒
ぎ
」「
〜
も
め
」
な
ど
は
、「
ひ
と
〜
」
が
普
通
で
、「
ゆ

う
べ
三
騒
ぎ
し
た
」「
昨
日
そ
の
こ
と
で
五
も
め
あ
っ
た
ん

だ
」
な
ど
と
は
言
わ
な
い
。
こ
れ
ら
の
場
合
、
数
字
の
入
っ

た
言
葉
と
い
う
意
識
は
も
は
や
な
い
と
言
え
る
。

先
述
の
「
一
手
」
も
「
手
」
が
和
語
だ
か
ら
、「
ひ
と
て
」

と
読
ん
で
も
よ
さ
そ
う
だ
。
た
だ
し
、「
手
」
と
い
う
一
音

な
の
で
な
ん
と
な
く
漢
語
の
よ
う
な
印
象
も
あ
り
、「
い
っ

て
」
と
も
読
め
る
。
こ
の
点
、「
足
（
あ
し
・
そ
く
）」
の
ほ

う
は
、
漢
語
か
和
語
か
の
使
い
分
け
が
は
っ
き
り
し
て
い
て
、

「
一
足
」
は
、
和
語
ど
う
し
な
ら
「
ひ
と
＋
あ
し
」、
漢
語
同

士
な
ら
「
い
っ
＋
そ
く
」
と
い
う
よ
う
に
、
同
じ
「
一
」
で

も
読
み
方
は
き
ち
ん
と
使
い
分
け
ら
れ
て
い
て
、
意
味
も
違

っ
て
い
る
。

さ
て
、
次
に
、「
い
ち
」「
い
っ
」
の
読
み
分
け
だ
が
、

こ
れ
は
純
粋
に
音
の
問
題
の
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
一

軒
、
一
個
」「
一
冊
、
一
勝
」「
一
反
、
一
頭
」「
一
本
、
一

歩
」
の
よ
う
に
、
後
に
Ｋ
、
Ｓ
、
Ｔ
、
Ｐ
な
ど
の
音
が
く
れ

ば
、「
一
」
の
発
音
は
「
い
っ
」
と
な
る
。
一
方
、「
一
合
、

一
膳
、
一
段
、
一
番
」
の
よ
う
な
濁
音
や
、「
一
年
、
一
名
、
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