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本稿は、太宰春臺『倭讀要領』巻上に対して訳註を施したものである。『倭讀要領』は漢文の訓読・音韻・発音

などの基礎知識について述べた書で、今日でもなお漢文学習のために有用な書であるが、昨今は他の江戸時代の著

作と同様に読まれることが少ないように思われる。それは原本が手に入りにくいこともあるが、江戸時代のもの、

旧字体、片仮名書き、句点しか施されていないなどという理由で敬遠する人が多いからであろう。そこで本稿では、

現代語訳を作成するとともに、漢文に興味を有する人、漢文を学ぶ初学者に原文でも読みやすいように平仮名で校

訂し、句読を施したテキストを附した。
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太
宰
春
臺
『
倭
讀
要
領
』
譯
註
（
一
）

坂
本
具
償

財
木
美
樹

は
じ
め
に

太
宰
春
臺
（
一
六
八
〇
～
一
七
四
七
）、
名
は
純
、
字
は
德
夫
、
通
称
は
彌
右
門
、
春

臺
は
そ
の
号
で
あ
る
。
『
倭
讀
要
領
』
は
そ
の
春
臺
が
漢
文
の
訓
読
・
音
韻
・
発
音
な
ど

の
基
礎
知
識
に
つ
い
て
述
べ
た
書
で
あ
る
。
『
倭
讀
要
領
』
は
江
戸
時
代
の
著
作
で
あ
る

が
、
そ
の
「
凡
中
華
の
書
を
讀
む
は
、
中
華
の
音
を
以
て
、
上
よ
り
順
下
に
讀
み
て
、
其

の
義
を
得
る
を
善
と
す
」
（
倭
語
總
説
）
と
い
う
主
張
や
、
音
韻
・
発
音
な
ど
の
基
礎
知

よ
し

識
を
含
ん
だ
内
容
は
今
日
で
も
な
お
漢
文
学
習
の
た
め
に
有
用
な
書
で
あ
る
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
が
、
必
ず
し
も
広
く
読
ま
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
そ
れ
は
原
本
が
入
手

し
に
く
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
江
戸
時
代
の
も
の
、
旧
字
体
、
片
仮
名
書
き
、
句
点
し

か
施
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
と
い
う
理
由
で
敬
遠
す
る
人
が
多
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で

本
書
の
普
及
を
は
か
り
、
漢
文
専
攻
の
人
だ
け
で
な
く
、
漢
文
に
興
味
を
有
す
る
一
般
の

読
者
に
も
読
ん
で
も
ら
お
う
と
考
え
て
現
代
語
訳
を
作
成
し
、
さ
ら
に
原
文
で
読
も
う
と

思
う
人
の
た
め
に
平
仮
名
で
校
訂
し
、
句
読
を
施
し
た
テ
キ
ス
ト
を
附
し
た
。
「
窮
鄕
寒

士
、
書
を
讀
ま
ん
と
欲
す
れ
ど
も
未
だ
其
の
方
を
知
ら
ざ
る
者
、
覩
て
焉
を
取
る
有
り
、

其
れ
亦
補
有
る
に
庶
か
ら
ん
や
」
（
本
書
敘
）
で
あ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

版
本

・
『
倭
讀
要
領
』
三
巻

享
保
十
三
年
（
一
七
二
八
）

影
印
本

・
倭
讀
要
領

勉
誠
社
文
庫

一
九
七
九
・
八

66

・
『
漢
語
文
典
叢
書
』
第
三
巻

及
古
書
院

一
九
八
九
・
三

凡
例

一
、
本
譯
註
は
太
宰
春
臺
『
倭
讀
要
領
』
巻
上
に
対
し
て
訳
註
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
、
本
譯
註
は
『
倭
讀
要
領
』
享
保
十
三
年
刊
を
底
本
と
し
、
現
代
語
訳
と
原
文
（
平
假

名
校
訂
）
か
ら
成
り
立
つ
。

『
倭
讀
要
領
』
巻
上
（
現
代
語
訳
）

倭
讀
要
領
敘

わ
た
し
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
先
君
子
の
「
書
を
読
ま
ざ
れ
ば
以
て
士
と
爲
る
無
し
」
①
と
い
う
訓
戒

を
奉
じ
て
い
た
。
そ
こ
で
す
こ
し
ず
つ
孝
経
・
論
語
の
諸
書
を
と
り
あ
げ
て
、
句
読
を
口
授
さ
れ

た
。
し
ば
ら
く
し
て
家
を
出
て
外
の
教
師
に
つ
い
て
古
文
を
誦
習
し
た
と
こ
ろ
、
読
書
を
好
む
よ

う
に
な
っ
た
。
最
初
は
性
理
家
の
言
を
お
さ
め
た
が
、
の
ち
に
な
っ
て
よ
う
や
く
こ
れ
に
疑
問
を

も
ち
、
古
学
の
方
法
を
求
め
て
あ
ち
こ
ち
訪
ね
歩
き
、
聴
き
ま
わ
っ
た
が
、
得
る
も
の
は
な
か
っ

た
。
か
つ
て
あ
る
師
か
ら
華
語
を
学
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
退
席
し
て
以
前
に
（
訓
読
で
）
誦
習
し

た
詩
書
古
文
を
振
り
返
る
と
、
外
国
語
を
学
習
し
て
い
る
よ
う
に
、
十
の
う
ち
八
九
は
意
味
を
な

し
て
い
な
か
っ
た
。
黄
備
の
教
え
（
顛
倒
の
読
み
）
は
、
人
を
楽
に
さ
せ
よ
う
と
し
て
、
か
え
っ

て
弊
害
を
の
こ
し
た
こ
と
を
は
じ
め
て
知
っ
た
。
弱
冠
（
二
十
歳
）
の
と
き
に
遊
学
の
志
を
い
だ

き
、
笈
を
背
負
っ
て
千
里
の
路
を
旅
し
、
学
問
や
往
古
の
こ
と
を
嗜
み
好
む
者
が
あ
る
と
聞
け
ば
、

お
い

か
な
ら
ず
お
も
む
い
て
語
り
あ
っ
た
が
、
お
お
む
ね
実
際
に
会
う
の
と
他
人
か
ら
聞
く
の
と
は
大

ち
が
い
で
、
結
局
私
の
気
持
ち
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
わ
た
し
は
外
で
八
年
間
学
ん

だ
が
、
学
問
的
に
得
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
帰
郷
す
る
の
が
も
っ
と
も
遅
く
な
っ
た
。
た
だ
ひ
と
り

徂
徠
先
生
に
出
会
っ
て
、
先
生
だ
け
が
わ
た
し
の
目
指
す
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
っ
た
。
先
生
の
論

説
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
わ
た
し
が
さ
き
に
探
し
求
め
て
い
た
こ
と
が
す
べ
て
存
在
し
て
い
た
。
な

お
か
つ
先
生
は
華
語
に
堪
能
で
あ
り
、
と
り
わ
け
外
国
語
の
よ
う
な
読
み
方
を
に
く
ん
だ
こ
と
も
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わ
た
し
の
平
素
の
気
持
ち
と
一
致
し
た
。
し
か
し
思
う
に
倭
読
が
む
つ
か
し
く
、
大
き
な
弊
害
を

も
た
ら
す
こ
と
が
ま
す
ま
す
わ
か
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
以
後
、
長
年
古
学
に
つ
い
て
思
い
を

致
し
た
。
生
ま
れ
つ
き
愚
か
な
わ
た
し
で
は
あ
る
が
、
熟
慮
し
た
結
果
、
も
し
ひ
と
つ
で
も
得
る

こ
と
が
あ
れ
ば
、
時
々
と
も
に
学
ぶ
者
と
議
論
し
た
。
あ
る
人
か
ら
そ
れ
ら
の
こ
と
ば
を
撰
次
し

て
初
学
者
を
訓
戒
し
た
ら
ど
う
か
と
す
す
め
ら
れ
た
。
そ
こ
で
手
づ
か
ら
記
録
し
て
一
編
と
し
、『
倭

讀
要
領
』
と
名
づ
け
た
。
そ
も
そ
も
倭
語
が
中
夏
の
書
を
読
む
の
に
む
い
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
わ
た
し
は
こ
の
こ
と
を
実
行
す
る
に
は
非
力
な
者
で
あ
り
、
ど
う
し
て
大
勢
を
動
か

す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
た
だ
書
を
読
も
う
と
思
っ
て
い
る
が
ま
だ
そ
の
方
法
を
知
ら
な
い
地
方

在
住
の
貧
困
な
も
の
が
こ
れ
を
み
て
資
す
る
こ
と
が
あ
り
、
な
に
か
し
ら
助
け
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
。
わ
た
し
は
若
い
こ
ろ
か
ら
先
君
子
の
訓
戒
を
奉
じ
た
結
果
、
読
書
を
好
む
よ
う
に
な
っ
た
。

と
す
れ
ば
こ
の
世
の
中
に
わ
た
し
と
同
じ
嗜
好
の
も
の
が
い
な
い
わ
け
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
す

れ
ば
こ
の
書
が
う
ち
棄
て
ら
れ
な
い
こ
と
を
期
待
し
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

享
保
十
三
年
戊
申
（
一
七
二
八
）
二
月
初
吉

東
都
後
學
信
陽
太
宰
純
自
叙

序
終

①
未
詳

倭
讀
要
領
目
録

上
卷倭

読
の
総
説
第
一

日
本
に
は
文
字
が
な
か
っ
た
説
第
二

中
国
の
文
字
が
始
め
て
こ
の
国
に
通
行
し
た
説
第
三

倭
音
の
説
第
四

倭
語
の
説
第
五

顛
倒
の
読
み
は
文
義
を
阻
害
す
る
説
第
六

倭
音
の
正
誤
第
七
対
訳
、
本
濁
、
新
濁
、
連
声
の
法
附
た
り

中
卷倭

語
の
正
誤
第
八

倭
読
の
正
誤
第
九

読
書
法
第
十

下
卷点

書
法
第
十
一

抄
書
法
第
十
二

発
音
法
第
十
三

倭
読
例
第
十
四

学
則
第
十
五

学
戒
第
十
六

目
録
終

倭
讀
要
領
卷
上

信
陽
太
宰
純
德
夫
撰

倭
読
の
総
説

「
倭
読
」
と
は
倭
語
で
書
を
読
む
こ
と
で
あ
る
。
倭
語
の
読
み
が
い
ず
れ
の
世
か
ら
始
ま
っ
た
か

は
わ
か
ら
な
い
が
、
菅
江
二
家
の
読
法
①
が
昔
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
。

古

は
皇
朝
の
人
は
貴
賤

い
に
し
え

に
関
係
な
く
み
な
学
術
を
有
し
て
い
た
が
、
王
政
が
衰
え
て
か
ら
文
学
の
道
は
禅
僧
に
伝
わ
り
、

三
四
百
年
を
経
過
し
た
。
こ
れ
が
一
変
で
あ
る
。
近
世
、
慶
長
年
間
か
ら
、
藤
原
惺
窩
②
・
林
羅

山
③
の
二
先
生
が
あ
ら
わ
れ
て
、
儒
学
を
士
大
夫
の
間
に
提
唱
し
た
。
元
和
太
平
の
後
、
儒
教
が

次
第
に
国
内
に
浸
透
し
、
農
工
商
賈
も
孝
悌
忠
信
の
道
を
聞
く
の
に
あ
ず
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
は
ま
こ
と
に
国
家
明
徳
の
感
化
で
あ
り
、
二
先
生
の
功
績
は
少
な
く
な
い
と
い
え
る
。
た
だ

二
先
生
は
宋
儒
を
尊
敬
信
奉
し
、
新
註
の
四
書
五
経
を
用
い
て
二
程
・
朱
子
の
教
え
を
ひ
ろ
め
た
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の
で
、
古
学
が
廃
れ
て
宋
儒
の
説
が
さ
か
ん
に
世
に
行
わ
れ
、
今
で
は
す
で
に
二
百
年
と
な
っ
た
。

こ
れ
も
一
変
で
あ
る
。
し
か
し
薩
摩
の
僧
文
之
④
が
四
書
を
読
み
、
羅
山
先
生
が
四
書
五
経
を
読

ん
で
以
来
、
こ
れ
に
な
ら
う
者
が
数
十
家
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
テ
キ
ス
ト
を
有
し
、
世
に
行
わ
れ
た
。

今
そ
の
テ
キ
ス
ト
を
観
る
と
、
各
家
た
が
い
に
得
失
が
あ
る
。
大
抵
そ
れ
ら
の
人
は
句
読
を
知
ら

ず
、
文
法
を
理
解
せ
ず
、
字
義
に
明
ら
か
で
は
な
く
、
た
だ
倭
語
の
意
味
で
読
む
だ
け
な
の
で
、

文
義
を
誤
る
こ
と
が
は
な
は
だ
多
い
。
そ
の
う
ち
山
崎
氏
の
テ
キ
ス
ト
は
比
較
的
す
ぐ
れ
て
い
る
。

山
崎
闇
齋
先
生
⑤
は
一
心
に
朱
氏
の
書
を
き
わ
め
た
の
で
、
新
註
の
趣
旨
を
得
た
と
こ
ろ
が
す
こ

ぶ
る
多
い
。
し
か
し
こ
の
人
も
文
章
の
道
に
く
ら
く
、
た
だ
門
戸
を
立
て
よ
う
と
し
た
だ
け
な
の

で
、
省
略
し
て
は
な
ら
な
い
テ
ニ
ヲ
ハ
を
省
略
し
、
華
語
で
も
な
く
倭
語
で
も
な
い
鄙
野
な
読
み

を
行
な
っ
た
。
そ
も
そ
も
中
華
の
書
を
読
む
に
は
、
中
華
の
音
を
用
い
て
上
か
ら
下
に
順
に
読
ん

で
そ
の
意
味
を
理
解
す
る
の
が
最
善
の
方
法
で
あ
る
が
、
わ
が
国
の
人
が
華
音
の
読
み
を
習
う
こ

と
は
容
易
で
は
な
い
の
で
、
や
む
を
え
ず
倭
語
の
読
み
を
行
う
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
文
義
さ
え
失

わ
な
け
れ
ば
、
そ
の
読
法
は
人
々
の
心
に
任
せ
て
（
自
由
な
読
み
方
を
し
て
も
）
よ
い
。
ど
う
し

て
門
戸
を
立
て
て
、
一
家
の
法
を
定
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
。
た
だ
要
領
を
理
解
し
て
そ
の
規
律

に
し
た
が
え
ば
、
類
推
し
て
自
然
に
活
法
を
悟
る
こ
と
が
で
き
る
。「
門
戸
を
立
て
る
」
と
は
流
義

を
立
て
る
こ
と
で
あ
る
。「
要
領
」
と
は
、「
要
」
は
腰
と
同
じ
で
、
衣
の
こ
し
で
あ
る
。「
領
」
は

衣
の
え
り
で
あ
る
。
衣
を
も
ち
あ
げ
る
に
は
、
腰
と
領
を
も
っ
て
持
ち
あ
げ
る
と
全
体
が
も
ち
あ

が
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
だ
か
ら
学
問
の
道
も
、
要
領
を
求
め
る
こ
と
に
務
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
要
領
を
得
た
う
え
に
日
夜
思
い
巡
ら
せ
ば
、
叡
智
が
自
然
に
発
出
し
て
、
最
終
的
に
大
要

を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

①
「
菅
」
は
菅
原
家
、「
江
」
は
大
江
家
を
指
し
、
い
ず
れ
も
代
々
学
問
を
以
て
一
家
を
立

て
た
。
林
鵞
峰
『
鵞
峰
文
集
』
七
十
九
に
「
本
朝
累
世
の
儒
家
は
菅
江
二
家
を
宗
と
し

て
、
古
人
、
淸
公
・
是
善
・
道
眞
を
舉
げ
、
諸
子
諸
孫
に
於
て
、
淳
茂
・
文
時
・
輔
正

・
輔
昭
を
其
の
次
位
と
す
。
江
家
に
て
は
音
人
・
朝
綱
・
維
時
・
匡
衡
を
舉
げ
、
匡
房

は
博
識
な
れ
ど
も
、
詩
文
は
先
祖
に
及
ば
ず
」
と
あ
る
。

②
藤
原
惺
窩
（
一
五
六
一
～
一
六
一
九
）、
江
戸
初
期
の
漢
学
者
。
名
は
肅
、
字
は
歛
夫
、

惺
窩
は
そ
の
号
。
も
っ
ぱ
ら
朱
子
学
を
お
さ
め
、
著
に
『
鼇
頭
評
注
四
書
大
全
』
が
あ

る
。

③
林
羅
山
（
一
五
八
三
～
一
六
五
七
）、
江
戸
初
期
の
漢
学
者
。
名
は
忠
、
字
は
子
信
、
羅

山
は
そ
の
号
。
二
十
二
歳
の
時
に
藤
原
惺
窩
の
門
に
入
り
、
朱
子
学
を
学
び
、
四
書
・

五
経
に
訓
点
を
施
し
た
。

④
薩
摩
安
國
寺
の
僧
で
、
室
町
時
代
。
日
向
飫
肥
南
郷
外
浦
の
人
。
名
は
文
之
、
通
称
は

玄
昌
。
文
之
が
和
訓
を
施
し
た
四
書
集
注
が
寛
永
二
年
（
一
六
二
五
）
に
出
版
さ
れ
た
。

⑤
山
崎
闇
齋
（
一
六
一
八
～
一
六
八
二
）、
江
戸
時
代
、
京
都
の
人
。
名
は
嘉
、
字
は
敬
義
、

闇
齋
は
そ
の
号
。
は
じ
め
仏
教
を
学
ん
だ
が
、
野
中
兼
山
の
す
す
め
で
程
朱
の
学
に
転

じ
、
四
書
・
朱
子
文
集
・
朱
子
語
類
な
ど
を
読
ん
だ
。
会
津
藩
の
保
科
正
之
に
聘
せ
ら

れ
、
そ
の
没
後
は
京
都
に
帰
り
、
門
人
数
千
人
に
お
よ
ん
だ
。

日
本
に
は
文
字
が
な
か
っ
た
説

日
本
に
は
文
字
は
な
か
っ
た
。
今
の
国
字
の
以
呂
波
は
、
弘
法
大
師
が
作
っ
た
と
言
い
伝
え
ら
れ

か

な

て
い
る
①
。
こ
れ
を
国
字
と
称
す
る
が
、
わ
が
国
の
文
字
で
は
な
い
。
中
華
の
草
書
の
字
体
を
利

か

な

用
し
て
、
そ
の
形
を
く
ず
し
て
別
に
ひ
と
つ
の
書
体
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
に
本
来
文
字

が
な
か
っ
た
こ
と
は
、
先
賢
の
説
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
齋
部
の
廣
成
が
古
語
拾
遺
の
序
に

い

む

べ

「
蓋
し
聞
く
、
上
古
の
世
に
は
ま
だ
文
字
は
な
く
、
貴
賤
老
少
が
口
々
に
伝
え
、
前
言
往
行
は
存

し
て
忘
れ
な
か
っ
た
」
②
と
い
う
。
さ
ら
に
大
江
の
匡
房
の
筥
崎
の
宮
の
記
に
「
我
が
朝
が
始
め

ま
さ

て
文
字
を
書
し
て
、
繩
を
結
ぶ
政
に
代
替
し
た
の
は
こ
の
朝
に
創
ま
る
」
③
と
い
う
。「
こ
の
朝
」

は
じ

と
は
応
神
天
皇
の
時
を
指
す
。
さ
ら
に
三
善
の
淸
行
の
昌
泰
四
年
の
勘
文
に
「
上
古
の
事
は
い
ず

つ
ら

れ
も
口
伝
か
ら
出
て
い
る
。
だ
か
ら
代
々
の
事
変
に
は
遺
漏
が
あ
る
に
ち
が
い
な
い
」
④
と
書
い

て
い
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
（
わ
が
国
に
文
字
が
な
か
っ
た
こ
と
の
）
証
拠
と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
近
ご
ろ
筑
前
の
貝
原
損
軒
先
生
も
、
こ
れ
ら
の
説
を
根
拠
と
し
て
、
わ
が
国
に
文
字
が
な

か
っ
た
こ
と
を
明
確
に
論
証
し
た
⑤
。
損
軒
は
わ
が
国
の
歴
史
記
載
に
博
覧
な
人
な
の
で
、
そ
の

説
は
も
っ
と
も
信
頼
に
値
す
る
。
巫
祝
の
徒
が
し
ば
し
ば
わ
が
国
に
文
字
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
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す
べ
て
孟
浪
の
談
で
あ
る
。
今
彼
ら
の
家
に
上
古
の
国
字
と
し
て
伝
わ
る
も
の
は
、
陰
陽
家
の
符

か

な

書
の
字
の
類
で
あ
り
、
は
な
は
だ
い
い
加
減
な
も
の
で
あ
る
。
学
者
は
た
だ
先
賢
の
定
論
を
信
用

す
る
べ
き
で
あ
り
、
で
た
ら
め
の
説
に
惑
わ
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

①
以
呂
波
は
弘
法
大
師
が
作
っ
た
と
い
う
伝
承
は
、
大
江
匡
房
の
『
江
談
』
天
仁
二
年
（
一

一
〇
九
）
八
月
の
條
（『
江
海
抄
』
引
）
に
み
え
、
ま
た
卜
部
兼
方
『
釋
日
本
紀
』
一
、

開
題
に
も
「
又
問
、
假
名
字
誰
人
所
作
哉
。
先
師
説
云
、（
中
略
）
伊
呂
波
者
、
弘
法

大
師
所
作
之
由
傳
歟
。
此
者
自
昔
傳
來
之
和
字
伊
呂
波
被
作
成
之
起
也
」
と
あ
る
。
た

だ
近
年
「
大
矢
透
が
…
…
空
海
（
七
七
四
－
八
三
五
）
よ
り
百
年
以
上
あ
と
の
成
立
で

あ
ろ
う
と
主
張
し
て
以
後
は
、
そ
れ
が
定
説
と
な
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
」（
小
松
英

雄
『
い
ろ
は
う
た
』、
中
公
新
書

、
一
九
七
九
、
Ｐ

）。
大
矢
透
『
音
圖
及
手
習
詞

558
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歌
考
』、
大
日
本
図
書
、
一
九
一
八
、
勉
誠
社
、
一
九
六
九
。

②
齊
部
宿
禰
廣
成
『
古
語
拾
遺
』
序
「
蓋
聞
、
上
古
之
世
、
未
有
文
字
、
貴
賤
老
少
、
口

口
相
傳
。
前
言
往
行
、
存
而
不
忘
」。

③
大
江
匡
房
『
筥
埼
宮
記
』「
我
朝
始
書
文
字
、
代
結
繩
之
政
、
卽
創
此
朝
」。

④
三
善
宿
禰
淸
行
『
昌
泰
四
年
革
命
勘
文
』「
謹
案
、
史
漢
雖
一
元
之
終
、
必
皆
有
變
事
。

而
本
朝
古
記
大
變
之
年
、
或
無
異
事
。
蓋
以
文
書
記
事
之
起
、
始
于
養
老
之
閒
。
上
古

之
事
、
皆
出
口
傳
。
故
代
之
事
變
、
應
有
遺
漏
」。

⑤
貝
原
益
軒
『
自
娯
集
』
巻
之
二
「
漢
字
用
倭
音
論
」「
我
が
邦
、
上
世
に
文
字
無
し
。
古

語
拾
遺
及
び
匡
房
筥
崎
廟
記
を
讀
み
て
知
る
可
き
の
み
。
此
の
二
書
は
古
代
の
作
、
佐

證
と
爲
す
可
し
。
或
ひ
と
以
て
上
世
に
國
字
有
り
と
爲
す
は
妄
説
な
り
。
是
れ
無
稽
の

言
、
信
ず
可
か
ら
ず
」（
我
邦
上
世
無
文
字
。
讀
古
語
拾
遺
及
匡
房
筥
崎
廟
記
而
可
知

而
已
。
此
二
書
古
代
之
作
、
可
爲
佐
證
矣
。
或
以
爲
上
世
有
國
字
者
妄
説
也
。
是
無
稽

之
言
、
不
可
信
焉
）。

『
點
例
』
巻
之
上
、
總
論
「
上
古
ワ
ガ
國
ニ
文
字
ナ
カ
リ
シ
事
、
古
語
拾
遺
ノ
序
及
朝

野
群
載
ニ
載
ス
ル
所
大
江
ノ
匡
房
筥
崎
ノ
記
ニ
見
エ
タ
リ
。
又
三
善
淸
行
昌
泰
四
年
革

命
勘
文
ニ
曰
、
上
古
之
事
皆
出
口
傳
。
故
代
代
事
變
應
遺
漏
。
此
等
ノ
説
ヲ
以
テ
證
ト

ス
ベ
シ
。
今
巫
覡
ノ
家
ニ
上
古
ノ
倭
字
ト
稱
シ
、
符
ニ
カ
ク
字
ア
リ
。
是
遵
生
八
牋
等

ぶ

げ
き

ふ
だ

ニ
ノ
セ
タ
ル
中
華
ノ
道
士
ノ
符
章
ニ
カ
ク
僞
字
ノ
類
ナ
リ
。
上
古
ノ
倭
字
ノ
カ
タ
チ
此

ノ
如
ク
ナ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」。

中
国
の
文
字
が
始
め
て
こ
の
国
に
通
行
し
た
説

応
神
天
皇
が
即
位
さ
れ
て
十
六
年
に
、
百
済
国
よ
り
王
仁
と
い
う
博
士
を
招
聘
し
て
、
太
子
に
書

に
ん

を
授
け
さ
せ
た
。
王
仁
は
や
っ
て
き
て
論
語
と
千
字
文
を
献
上
し
た
①
。
こ
の
時
か
ら
中
華
の
文

字
が
わ
が
国
に
通
行
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
時
、
王
仁
が
い
ず
れ
の
国
の
音
を
伝
え
、

い
か
な
る
読
法
を
教
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
王
仁
は
博
士
な

の
で
、
中
華
の
音
に
通
じ
、
中
華
の
読
法
を
理
解
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
国
に
伝
わ

る
字
音
が
中
華
の
音
で
な
い
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
た
だ
百
済
の
音
、
百
済
の
読
法
を
教
え
た
だ

け
と
み
え
る
。
百
済
の
読
み
も
ど
の
よ
う
な
読
法
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、

お
そ
ら
く
今
の
朝
鮮
の
読
法
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
朝
鮮
に
は
わ
が
国
の
よ
う

．
．
．
．
．

に
、
顛
倒
の
読
み
が
あ
り
、
字
に
こ
の
国
の
テ
ニ
ヲ
ハ
の
よ
う
な
助
声
が
あ
っ
た
。
諺
文
と
い
う

げ
ん
も
ん

こ
の
国
の
以
呂
波
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
を
字
の
側
に
細
書
し
て
、
中
華
の
語
を
朝
鮮
の

語
と
し
て
読
ん
だ
。
字
音
が
異
な
る
だ
け
で
あ
り
、
わ
が
国
の
読
法
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。

夷
狄
の
言
語
は
万
国
す
べ
て
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
王
仁
の
時
に
は
百
済
に
も
諺
文
が
あ
り
、
こ

れ
を
わ
が
国
に
伝
え
た
の
で
あ
れ
ば
、
今
の
世
に
も
の
こ
っ
て
い
て
も
お
か
し
く
な
い
の
に
、
一

字
も
伝
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
時
、
王
仁
は
諺
文
を
用
い
ず
、
本
書
の
ま
ま
授

け
た
の
で
あ
ろ
う
。
以
呂
波
の
中
の
「
へ
」「
つ
」
の
二
字
は
百
済
の
諺
文
に
ち
が
い
な
い
と
い
う

人
が
あ
る
②
が
、
い
か
に
も
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
片
仮
名
と
い
う
も
の
は
吉
備
公
が
造
っ

た
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
③
。
中
華
の
楷
書
の
偏
傍
の
上
下
の
二
画
三
画
を
切
り
取
っ
て
倭
語

を
細
書
し
や
す
く
し
た
も
の
で
あ
る
。
の
ち
に
以
呂
波
が
作
ら
れ
て
、
そ
れ
が
結
局
国
俗
通
行
の

文
字
と
な
っ
た
。
こ
の
二
種
類
は
わ
が
国
で
造
ら
れ
た
文
字
な
の
で
、
同
じ
く
国
字
と
い
う
が
、

か

な

実
は
す
べ
て
中
華
の
文
字
か
ら
発
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

①
『
日
本
書
紀
』
巻
第
十
譽
田
天
皇
「
十
六
年
春
二
月
、
王
仁
來
之
。
則
太
子
菟
道
稚
郎
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子
師
之
。
習
諸
典
籍
於
王
仁
。
莫
不
通
達
。
所
謂
王
仁
者
、
是
書
首
等
之
始
祖
也
」。

『
古
事
記
』
應
神
天
皇
「
又
科
賜
百
濟
國
、
若
有
賢
人
者
貢
上
。
故
、
受
命
以
貢
上
人
、

名
和
邇
吉
師
。
卽
論
語
十
卷
、
千
字
文
一
卷
、
幷
十
一
卷
、
付
是
人
卽
貢
進
。
此
和

爾
吉
師
者
文
首
等
祖
」。

②
未
詳

③
花
山
院
長
親
『
倭
片
假
字
反
切
義
解
』
序
文
「
到
於
天
平
勝
寶
年
中
、
右
丞
相
吉
備
眞

備
公
、
取
所
通
用
于
我
邦
假
字
四
十
五
字
、
省
偏
旁
點
畫
作
片
假
仮
字
」（
天
平
勝
寶

年
中
に
到
り
て
、
右
丞
相
吉
備
眞
備
公
、
我
が
邦
に
通
用
す
る
所
の
假
字
四
十
五
字

を
取
り
、
偏
旁
點
畫
を
省
き
て
片
假
仮
字
を
作
る
）。

倭
音
の
説

「
倭
音
」
と
は
日
本
に
伝
わ
る
字
音
の
こ
と
で
あ
る
。
倭
音
に
は
二
種
類
あ
る
。
一
つ
は
漢
音
、

二
つ
は
呉
音
で
あ
る
。
こ
の
二
種
類
の
音
を
異
国
の
音
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
昔
か
ら
習
い
伝

え
て
い
る
が
、
今
日
か
ら
み
れ
ば
、
い
ず
れ
も
中
華
の
音
で
は
な
い
。
そ
の
初
め
は
い
ず
れ
の
国

の
音
を
受
け
伝
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
旧
説
①
に
よ
る
と
、「
昔
、
対
馬
の
国
に

異
国
か
ら
や
っ
て
来
て
住
み
つ
い
た
尼
が
い
た
。
そ
の
名
を
法
明
と
い
う
。
対
馬
の
人
は
彼
女
を

師
と
し
て
字
音
を
学
ん
だ
が
、
と
う
と
う
（
そ
の
字
音
が
）
日
本
国
内
に
ひ
ろ
ま
り
、
儒
教
仏
教

の
書
す
べ
て
を
こ
の
音
で
読
む
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
尼
は
呉
国
の
人
で
あ
っ
た
の
で
、
彼
女
が

伝
え
た
音
を
呉
音
と
い
い
、
対
馬
の
国
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
、
対
馬
音
と
い
っ
た
。
そ
の
後
、
誰

ご
え

か
が
漢
音
と
い
う
も
の
を
学
ん
で
き
て
、『
呉
は
辺
土
で
あ
り
、
そ
の
音
は
正
し
く
な
い
、
漢
音
が

中
原
の
正
音
で
あ
る
』
と
唱
え
た
こ
と
か
ら
、
桓
武
天
皇
の
延
曆
十
一
年
に
、
明
経
の
学
生
に
詔

し
て
漢
音
を
習
わ
せ
、
十
七
年
か
ら
五
経
を
漢
音
で
読
ま
せ
は
じ
め
た
②
。
こ
れ
か
ら
儒
書
に
は

漢
音
を
用
い
、
仏
書
に
は
呉
音
を
用
い
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
た
」
と
い
う
。
按
ず
る
に
、
呉
音
が

「
辺
土
の
音
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
周
以
前
の
呉
国
を
指
し
て
い
っ
て
い
る
。
し
か
し
後
世
は

そ
う
と
は
い
え
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
呉
は
も
と
も
と
南
方
の
荊
蛮
の
国
で
あ
り
、
周
代
春
秋
の

初
め
ま
で
、
そ
の
君
は
中
原
の
諸
侯
の
会
同
に
参
加
す
る
こ
と
も
な
く
、
そ
の
民
は
断
髪
文
身
の

習
俗
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
語
音
も
正
し
い
は
ず
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
国
は
も
と
も
と
大

国
で
あ
り
、
春
秋
の
世
、
王
壽
夢
の
時
か
ら
中
原
と
行
き
来
し
、
王
闔
廬
に
な
っ
て
と
う
と
う
霸

業
を
達
成
し
た
。
闔
廬
は
壽
夢
の
孫
で
あ
る
。
闔
廬
の
子
夫
差
の
時
に
国
は
亡
び
、
そ
の
地
は
越

に
并
合
さ
れ
、
戦
国
の
時
に
な
っ
て
越
も
楚
に
并
合
さ
れ
た
。
秦
漢
以
後
は
、
そ
の
地
を
呉
郡
と

名
づ
け
、
南
方
の
都
会
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
。
三
国
の
時
、
孫
氏
が
こ
こ
を
根
拠
と
し
た
。（
こ
の

地
は
）
山
と
海
の
利
を
兼
ね
備
え
、
四
方
が
よ
り
あ
つ
ま
る
地
で
あ
っ
た
の
で
、
六
朝
以
来
、
呉

郡
は
天
下
に
並
ぶ
も
の
が
な
い
ほ
ど
繁
華
と
な
り
、
人
物
風
流
、
こ
の
地
に
ま
さ
る
と
こ
ろ
は
な

か
っ
た
。
こ
の
頃
に
な
る
と
、
古
の
荊
蛮
の
風
俗
は
移
り
変
わ
り
、
彬
彬
た
る
君
子
の
郷
と
な
っ

た
。
風
俗
が
文
雅
と
な
れ
ば
、
語
音
も
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
正
し
く
な
る
こ
と
は
、
い
ず
れ
の
国

も
同
じ
で
あ
る
。
明
代
の
南
京
は
古
の
呉
国
の
地
で
あ
る
。
南
京
の
音
は
天
下
の
正
音
で
あ
り
、

中
華
の
人
も
こ
れ
を
手
本
と
し
た
。
こ
れ
が
明
朝
に
そ
の
地
を
昇
格
し
て
南
京
と
し
、
帝
都
に
准

じ
、
百
官
を
備
え
て
こ
れ
を
守
っ
て
か
ら
、
学
士
大
夫
、
搢
紳
先
生
が
聚
ま
る
地
と
な
っ
た
理
由

で
あ
る
。
し
か
し
明
代
に
な
っ
て
、
そ
の
土
着
の
音
が
す
ぐ
に
改
ま
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
正
し
く

な
っ
た
の
で
は
な
い
。
秦
漢
以
来
、
ゆ
る
や
か
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
で
あ
り
、
実
は
南
方
の
風

気
が
そ
う
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
わ
が
国
の
人
が
呉
音
を
受
容
し
た
の
が
い
ず
れ
の
世
で
あ
っ
た
の

か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
お
も
う
に
応
神
以
後
の
事
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
、
六
朝
の
間
、

も
し
く
は
唐
の
初
め
に
相
当
す
る
。
だ
か
ら
そ
の
時
の
呉
音
は
す
で
に
古
の
呉
音
で
は
な
い
は
ず

で
あ
る
。
ど
う
し
て
こ
れ
を
賤
し
め
て
辺
土
の
音
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
ま
こ
と
に
疑
わ

し
い
。
漢
音
と
い
う
の
は
漢
代
の
京
都
の
音
で
あ
る
。
漢
の
都
は
、
前
漢
は
長
安
、
後
漢
は
洛
陽

み

や

こ

で
あ
る
。
長
安
を
西
京
・
西
都
と
称
し
、
洛
陽
を
東
京
・
東
都
と
称
す
る
。
こ
の
両
都
の
音
を
漢

音
と
名
づ
け
て
、
中
原
の
正
音
と
し
た
の
で
あ
る
。
わ
が
国
か
ら
使
者
を
派
遣
し
て
中
華
に
入
貢

し
た
こ
と
は
六
朝
の
時
に
も
あ
っ
た
が
、
唐
代
に
な
っ
て
と
り
わ
け
頻
繁
だ
っ
た
の
で
、
そ
の
使

者
を
遣
唐
使
と
い
い
、
中
華
に
往
く
こ
と
を
入
唐
と
い
っ
た
。
そ
う
い
う
わ
け
で
わ
が
国
の
礼
樂

文
物
は
唐
の
制
度
に
な
ら
っ
た
も
の
が
多
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
も
唐
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
も
の

が
多
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
唐
の
都
も
長
安
で
あ
っ
た
の
で
、
わ
が
国
か
ら
往
っ
た
人
は
、
み
な

長
安
の
音
を
学
ん
で
帰
り
、
そ
れ
を
漢
音
と
称
し
て
こ
の
国
に
ひ
ろ
め
た
の
で
、
桓
武
の
時
に
な
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っ
て
、
と
う
と
う
世
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
呉
漢
の
二
音
が
い
つ
こ
の
国
に
伝
わ
っ

た
の
か
と
い
う
説
は
詳
細
で
は
な
い
が
、
道
理
か
ら
考
え
る
と
、
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
だ
か
ら
呉
音
も
漢
音
も
、
も
と
も
と
中
華
の
音
で
あ
る
の
で
、
た
と
え
展
転
と
し
て
あ
や

ま
っ
た
と
し
て
も
、
現
在
の
よ
う
な
音
に
な
る
は
ず
は
な
い
の
に
、
今
中
華
南
京
の
正
音
に
照
ら

し
合
わ
せ
る
と
、
い
さ
さ
か
も
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
當
初
、
い
ず

れ
の
国
の
音
を
誰
か
ら
受
け
て
、
そ
れ
を
中
華
の
音
だ
と
お
も
っ
て
習
い
伝
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
ぶ
か
し
い
事
で
あ
る
。
中
華
の
音
は
、
韻
書
に
あ
る
よ
う
に
、
四
声
七
音
、
清
濁
開
合
、
種
々

の
呼
法
、
韻
が
そ
れ
ぞ
れ
別
で
あ
っ
て
、
は
な
は
だ
精
微
で
あ
る
。
こ
の
国
は
四
声
は
わ
か
れ
ず
、

七
音
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
清
濁
開
合
の
呼
法
は
正
し
く
な
く
、
衆
音
混
同
し
て
ま
っ
た
く
区
別

が
な
い
。
こ
れ
は
倭
語
を
用
い
て
そ
の
意
味
を
辨
別
し
、
字
音
を
用
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
千
年
あ
ま
り
、
こ
の
よ
う
に
習
い
覚
え
て
き
た
音
で
あ
る
の
で
、
今
こ
れ
を
改
め
て
中
華

の
正
音
に
も
ど
す
べ
き
術
も
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
古
来
の
習
慣
ど
お
り
に
ふ
た
通
り
の
音
を

す
べ

学
ん
で
、
文
字
を
お
ぼ
え
、
書
を
読
む
べ
き
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
音
を
中
華
の
音
と
考
え
て
は

な
ら
な
い
。
当
初
は
中
華
の
人
か
ら
伝
授
さ
れ
て
、
真
の
呉
音
、
真
の
漢
音
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
が
、
今
で
は
こ
の
よ
う
に
あ
や
ま
り
変
化
し
て
ま
っ
た
く
わ
が
国
の
音
と
な
り
、（
本
来
の
）
中

華
の
音
で
は
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
こ
れ
を
「
倭
音
」
と
い
う
。
も
し
真
の
華
音
を
知
ろ
う
と

お
も
え
ば
、
そ
の
師
に
つ
い
て
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
筆
札
で
書
き
あ
ら
わ
す
の
は
む
つ
か
し

い
。

①
『
對
馬
康
銀
記
』「
欽
明
天
皇
之
代
、
佛
法
始
渡
吾
土
。
此
島
有
一
比
丘
尼
、
以
呉
音
傳

之
、
因
茲
日
域
經
論
皆
用
此
音
。
故
謂
之
對
馬
音
」（
欽
明
天
皇
の
代
、
佛
法
始
め
て

吾
が
土
に
渡
る
。
此
の
島
に
一
比
丘
尼
有
り
、
呉
音
を
以
て
之
を
傳
へ
、
茲
に
因
り
て

日
域
の
經
論
皆
此
の
音
を
用
ふ
。
故
に
之
を
對
馬
音
と
謂
ふ
）。

『
韻
鏡
袖
中
秘
傳
鈔
』
七
「
然
レ
共
第
三
十
主
欽
明
天
皇
ノ
朝
ニ
佛
法
入
リ
シ
ヨ
リ
後
、

百
濟
ノ
法
明
ト
云
フ
尼
、
對
馬
嶋
ニ
來
テ
維
摩
經
ヲ
誦
讀
ス
。
是
レ
ヨ
リ
呉
音
ヲ
謂
ヒ

テ
、
對
馬
讀
ト
言

俗
セ
リ
」。

イ
ヒ
ナ
ラ
ハ

②
『
日
本
紀
略
』「
延
曆
十
一
年
十
一
月
勅
、
明
經
之
徒
不
可
習
讀
呉
音
、
發
聲
誦
讀
、
旣

致
訛
謬
、
熟
習
漢
音
」。「
延
曆
十
七
年
戊
寅
二
月
十
四
日
、
太
政
官
宣
、
一
諸
讀
書
出

身
人
等
、
皆
令
讀
漢
音
、
勿
用
呉
音
」。

倭
語
の
説

「
倭
語
」
と
は
日
本
の
人
の
言
語
の
こ
と
で
あ
る
。
倭
語
に
は
五
種
類
あ
る
。
一
つ
は
天
地
自
然

の
倭
語
。
人
類
が
誕
生
し
て
以
来
、
応
神
天
皇
の
世
ま
で
の
、
文
字
が
な
か
っ
た
時
の
わ
が
国
の

人
の
言
語
で
あ
る
。
こ
れ
は
真
の
倭
語
で
あ
る
。
今
い
ず
れ
の
言
葉
が
そ
の
遺
留
で
あ
る
か
と
い

う
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
二
つ
は
異
国
と
往
来
を
通
じ
て
か
ら
あ
と
の
倭
語
。
わ
が
国
の
あ
ら
ゆ

る
事
物
は
、
異
国
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
が
多
い
の
で
、
こ
の
事
、
こ
の
物
が
存
在
し
た
あ
と

に
そ
れ
ぞ
れ
名
を
つ
け
た
の
で
あ
る
。
三
つ
は
文
字
が
あ
っ
て
か
ら
あ
と
の
倭
語
。
中
国
の
文
字

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
文
字
を
読
む
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
国
に
は
な
い
事
物
で
あ
る

が
、
他
の
事
物
に
準
じ
て
倭
訓
を
施
し
た
。
羊
を
「
ひ
つ
じ
」
と
訓
じ
、
豹
を
「
な
か
つ
か
み
」

ヤ
ウ

ハ
ウ

と
訓
じ
、
象
を
「
き
さ
」
と
訓
じ
、
棠
棣
を
「
か
ら
な
し
」
と
訓
じ
る
類
で
あ
る
。
四
つ
は
華
音

ザ
ウ

タ
ウ
テ
イ

か
ら
来
た
倭
語
。
中
華
の
人
の
言
語
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
て
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
火
を
「
ほ
」

ク
ワ

と
訓
じ
、
馬
を
「
む
ま
」
と
訓
じ
、
君
を
「
き
み
」
と
訓
じ
、
蟬
を
「
せ
み
」
と
訓
じ
、
梅
を
「
む

バ

ク
ン

セ
ン

バ
イ

め
」
と
訓
じ
る
類
は
、
も
と
も
と
い
ず
れ
も
華
音
で
あ
る
。
火
を
「
ひ
」
と
い
う
の
は
、「
ほ
」
か

ク
ワ

ら
転
じ
た
も
の
で
あ
る
。
五
つ
は
三
韓
の
語
か
ら
来
た
倭
語
。
上
世
は
三
韓
と
頻
繁
に
往
来
を
通

じ
て
い
た
の
で
、
三
韓
の
人
の
言
語
を
そ
の
ま
ま
倭
語
と
し
た
の
で
あ
る
。
虎
を
「
と
ら
」
と
訓

コ

じ
る
の
は
高
麗
の
語
で
あ
る
と
い
う
人
が
あ
る
①
。
こ
の
類
は
ま
だ
た
く
さ
ん
あ
る
に
ち
が
い
な

い
。
こ
の
五
種
類
の
ほ
か
に
、
さ
ら
に
古
語
、
今
語
、
雅
語
、
俗
語
が
あ
る
。
さ
ら
に
仮
名
草
子

の
語
と
、
経
史
詩
文
に
用
い
る
倭
語
に
は
同
じ
で
な
い
も
の
が
あ
る
。
以
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
倭
語

は
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
そ
の
来
源
を
考
え
る
の
は
む
つ
か
し
い
。
今
わ
れ
ら
が
朋
輩
の
学
者
が
、
中

華
の
文
字
に
通
じ
、
中
華
の
言
語
に
通
曉
し
、
経
術
を
明
ら
か
に
し
、
文
章
を
作
ろ
う
と
志
す
以

上
は
、
無
理
や
り
倭
語
を
講
究
す
る
必
要
は
な
い
が
、
こ
の
国
の
人
で
あ
り
な
が
ら
こ
の
国
の
言

語
に
う
と
い
の
も
、
学
者
と
し
て
恥
ず
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
ま
し
て
や
今
の
人
は
、
識
字
は
以
呂

波
か
ら
始
ま
り
、
読
書
は
倭
語
か
ら
入
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
考
え
る
こ
と
も
学
問
の
一
助
で
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あ
る
。
た
だ
習
俗
に
ま
ど
わ
さ
れ
ず
、
典
則
を
失
わ
ず
、
鄙
俗
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
を
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。
倭
語
は
王
仁
か
ら
始
ま
る
と
い
う
説
は
も
っ
と
も
信
じ
が
た
い
。
王
仁
が
は
じ
め
て

わ
が
国
に
や
っ
て
き
て
、
中
華
の
書
を
授
け
た
時
、
い
ち
早
く
倭
語
に
通
じ
て
、
中
華
の
文
字
を

ひ
と
つ
ひ
と
つ
翻
訳
し
て
倭
語
と
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
し
か
し
難
波
津
の
歌
②
を
観
れ

ば
、
こ
の
国
に
な
が
く
住
み
、
後
に
は
倭
語
に
通
暁
し
た
と
み
え
る
。
だ
か
ら
王
仁
が
書
を
授
け

た
と
い
う
の
は
、
彼
の
国
の
読
法
を
授
け
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
今
の
よ
う
な
倭
語
の
読
み
は
後
の

人
が
行
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

①
『
萬
葉
集
』
十
六
有
由
緣
并
雜
歌
「
乞
食
者
詠
」「
韓
國
乃
虎
云
神
乎
齊
取
爾
」（
カ
ラ
ク

ニ
ノ
ト
ラ
ト
フ
カ
ミ
ヲ
イ
ケ
ド
リ
ニ
）。

②
『
古
今
和
歌
集
』
假
名
序

難
波
津
の
歌
は
、
帝
の
御

初
め
な
り
。

な
に

は

づ

み
か
ど

お
ほ
ん
は
じ

（
古
注
）
大
鷦
鷯
の
帝
、
難
波
津
に
て
皇
子
と
聞
え
け
る
時
、
春
宮
を
た
が
ひ
に
讓
り
て

お
ほ

さ

ぎ

み
か
ど

み

こ

ゆ
づ

位
に
卽
き
た
ま
は
で
、
三
年
に
な
り
け
れ
ば
、
王
仁
と
い
ふ
人
の
訝
り
思
ひ
て
、
よ
み

つ

み

と

せ

わ

に

い
ぶ
か

て
奉
り
け
る
歌
な
り
。
木
の
花
は
梅
の
花
を
い
ふ
べ
し
。

こ

大
鷦
鷯
の
帝
を
そ
へ
奉
れ
る
歌
。

難
波
津
に
咲
く
や
木
の
花
冬
こ
も
り

今
は
春
べ
と
咲
く
や
木
の
花

な
に

は

づ

こ

と
い
へ
る
な
る
べ
し
。

顛
倒
の
読
み
は
文
義
を
阻
害
す
る
説

「
顛
倒
」
と
は
、
さ
か
さ
ま
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
日
本
の
人
の
言
語
は
す
べ
て
さ
か
さ
ま
で
あ

る
。
中
華
の
人
が
「
治
國
平
天
下
」
と
い
う
の
を
、
日
本
の
人
は
「
國
を
治
む
、
天
下
を
平
ら
に

ち

こ
く
へ
い
て
ん

か

す
」
と
い
い
、
中
華
の
人
が
「
無
所
不
至
」
と
い
う
の
を
、
日
本
の
人
は
「
至
ら
ざ
る
所
な
し
」

ぶ

し
よ

ふ

し

と
い
う
よ
う
な
類
で
あ
る
。
中
華
の
人
が
先
に
い
う
こ
と
を
（
日
本
の
人
は
）
後
に
い
い
、
中
華

の
人
が
後
に
い
う
こ
と
を
（
日
本
の
人
は
）
先
に
い
う
。
そ
も
そ
も
言
語
す
べ
て
が
こ
の
よ
う
に

上
下
顛
倒
す
る
。
こ
の
よ
う
な
顛
倒
は
わ
が
日
本
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
中
華
以
外
で
は
、
東

夷
・
西
戎
・
南
蛮
・
北
狄
、
言
語
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
が
、
顛
倒
し
な
い
も
の
は
な
い
。
今
わ
が

国
の
人
は
、
中
華
の
書
を
こ
の
国
の
語
と
し
て
顛
倒
し
て
読
む
の
で
、
文
義
を
阻
害
す
る
こ
と
が

多
い
。
上
古
に
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
中
古
以
来
の
こ
と
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の

理
由
は
、
王
仁
が
始
め
て
わ
が
国
の
人
に
書
を
授
け
た
時
は
、
倭
語
の
数
も
少
な
く
、
王
仁
は
異

国
の
人
で
あ
り
、
こ
の
国
の
言
語
に
通
じ
る
こ
と
が
む
つ
か
し
か
っ
た
の
で
、
た
だ
異
国
の
音
で

異
国
の
読
み
を
教
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
後
、
中
華
の
書
が
た
く
さ
ん
伝
わ
り
、
文
字
の
教
え

が
ひ
ろ
ま
り
、
物
の
名
も
定
ま
り
、
言
語
の
数
も
多
く
な
り
、
中
華
の
文
字
が
民
間
に
ま
で
通
行

し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
学
士
大
夫
を
は
じ
め
と
し
て
書
を
読
む
も
の
は
、
中
華
の
文
字
を
翻
訳
し
、

倭
語
と
し
て
こ
れ
を
読
ん
だ
。
し
か
し
倭
語
で
中
華
の
書
を
読
む
に
は
、
そ
の
文
を
顛
倒
し
な
け

れ
ば
そ
の
意
味
が
通
じ
な
い
の
で
、
と
う
と
う
顛
倒
の
読
み
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
い
ず

れ
の
時
に
誰
が
創
め
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
詳
し
く
は
わ
か
ら
な
い
が
、
世
間
で
は
吉
備
公
か
ら

は
じ

始
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
①
。
吉
備
公
が
片
仮
名
を
造
っ
た
の
は
、
倭
語
を
書
く
の
に
便
利
な
よ

う
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、（
彼
が
）
倭
語
の
読
み
を
創
め
た
と
い
う
こ
と
も
、
い
か

に
も
そ
の
と
お
り
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
倭
語
で
中
華
の
書
を
読
ん
で
し
ま
え
ば
、
異
国
の
事

を
わ
が
国
の
事
を
み
る
よ
う
に
感
じ
、
こ
の
国
の
人
に
と
っ
て
こ
れ
は
は
な
は
だ
便
利
で
あ
る
の

で
、
国
内
の
人
は
も
っ
ぱ
ら
こ
れ
を
学
び
、
古
の
読
法
を
尋
ね
求
め
る
も
の
も
い
な
く
な
っ
た
。

そ
こ
で
吉
備
公
の
前
は
い
か
な
る
読
法
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
さ
え
伝
わ
ら
な
く
な
っ
た
。

中
華
の
文
字
は
む
な
し
く
意
味
の
わ
か
ら
な
い
外
国
語
や
鳥
の
鳴
き
声
の
役
に
し
か
な
ら
ず
、
文

章
の
道
は
こ
こ
か
ら
方
向
を
あ
や
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。（
片
仮
名
を
作
っ
た
と
い
う
）
吉
備
公
の
功

績
も
そ
の
罪
を
お
お
い
か
く
す
の
は
む
つ
か
し
い
。
今
の
学
者
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
顛
倒
の
読
み
を

習
い
、
華
語
を
理
解
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
に
（
顛
倒
し
て
）
読
ん
で
そ
の
意
味
が
通
じ

る
と
お
も
い
こ
み
、
倭
読
が
義
理
を
と
て
も
阻
害
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
い
。
そ
も
そ

も
言
語
の
道
は
中
華
と
わ
が
国
と
で
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
中
華
の
書
は
中
華
の
人
の
言
語
で
あ

り
、（
日
本
の
人
が
）
日
本
の
人
の
言
語
で
こ
れ
を
読
め
ば
、
日
本
の
人
の
言
語
と
な
ん
ら
異
な
る

と
こ
ろ
は
な
く
な
る
。
華
語
は
上
に
あ
る
場
合
と
下
に
あ
る
場
合
に
よ
っ
て
、
同
じ
字
で
あ
っ
て

も
そ
の
意
味
は
異
な
る
。「
不
敢
」
と
い
い
、「
敢
不
」
と
い
う
の
は
、「
敢
」
の
字
が
「
不
」
の
字

の
下
に
あ
っ
た
り
、「
不
」
の
字
の
上
に
あ
っ
た
り
し
て
、「
不
敢
」
と
「
敢
不
」
の
意
味
は
ま
っ
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た
く
正
反
対
で
あ
る
。
し
か
し
倭
読
で
は
「
あ
へ
て
」
を
か
な
ら
ず
先
に
い
う
の
で
、「
不
敢
」
と

「
敢
不
」
と
が
混
乱
す
る
場
合
が
あ
る
。「
不
必
」
と
「
必
不
」
も
同
様
で
あ
る
。
さ
ら
に
上
に
あ

る
一
字
一
句
が
下
の
数
字
数
句
に
か
か
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
顛
倒
し
て
読
め
ば
か
な
ら

ず
そ
の
意
味
を
失
す
る
。
さ
ら
に
顛
倒
し
て
読
も
う
と
し
て
も
読
み
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
さ

ら
に
中
華
は
言
語
の
数
が
多
く
、
日
本
は
言
語
の
数
が
少
な
い
。
少
な
い
言
語
を
多
い
言
語
に
対

応
さ
せ
る
の
で
、
字
義
が
明
確
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
中
華
の
人
は
、
目
で
み
る
こ
と
を
「
視
」

シ

と
い
い
、「
觀
」
と
い
い
、「
覽
」
と
い
い
、「
察
」
と
い
い
、「
監
」
と
い
い
、「
瞻
」
と
い
い
、

ク
ワ
ン

ラ
ン

サ
ツ

カ
ン

セ
ン

「
矚
」
と
い
い
、「
瞰
」
と
い
い
、「
相
」
と
い
い
、「
見
」
と
い
い
、「
覩
」
と
い
う
。
こ
の
よ

シ
ヨ
ク

カ
ン

シ
ヨ
ウ

ケ
ン

ト

う
に
（
中
華
に
は
）
さ
ま
ざ
ま
な
言
葉
が
あ
っ
て
、
そ
の
指
す
事
柄
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る

の
に
、
わ
が
国
の
人
は
そ
れ
を
「
み
る
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
言
葉
で
お
わ
ら
せ
て
し
ま
う
。
耳
で

き
く
こ
と
を
「
聽
」
と
い
い
、「
聆
」
と
い
い
、「
聞
」
と
い
う
の
に
、
わ
が
国
の
人
は
そ
れ
を
「
き

テ
イ

レ
イ

ブ
ン

く
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
言
葉
で
お
わ
ら
せ
て
し
ま
う
。
あ
ら
ゆ
る
言
葉
が
す
べ
て
同
様
で
あ
る
。

物
の
名
に
し
て
も
、「
爵
」「
觴
」「
觶
」「
巵
」「
杯
」「
盞
」
は
い
ず
れ
も
酒
器
で
あ
り
、
そ
の

シ
ヤ
ク

シ
ヤ
ウ

シ

シ

ハ
イ

サ
ン

形
制
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
の
に
、
わ
が
国
で
は
そ
れ
を
「
さ
か
づ
き
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
名
で
通

用
し
て
、
そ
の
物
が
同
じ
で
な
い
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
な
い
。
万
事
す
べ
て
こ
の
類
で
あ
る
。
さ

ら
に
倭
読
で
は
助
語
辞
を
捨
て
て
読
ま
な
い
の
で
、
あ
ら
ゆ
る
助
字
は
無
用
の
字
と
な
り
、
自
然

に
華
語
の
意
味
を
失
し
て
し
ま
う
。
今
の
世
の
儒
者
は
た
く
さ
ん
書
を
読
み
、
経
術
を
議
論
す
る

こ
と
が
で
き
、
す
こ
ぶ
る
発
明
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
古
人
の
語
に
対
し
て
、
靴
を
隔
て
て
痒か

ゆ

い
と
こ
ろ
を
掻
く
よ
う
に
も
ど
か
し
い
の
は
、
倭
語
の
習
慣
、
顛
倒
の
弊
害
が
不
治
の
病
と
な
っ

か

て
、
そ
の
靈
智
を
お
お
い
か
く
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
口
で
話
す
場
合
で
す
ら
こ
う
で
あ
る
。

ま
し
て
や
文
章
を
作
る
場
合
は
、
倭
語
の
習
慣
が
除
か
れ
な
け
れ
ば
か
な
ら
ず
字
義
を
誤
り
、
顛

倒
の
弊
害
が
な
く
な
ら
な
け
れ
ば
か
な
ら
ず
文
理
に
そ
む
く
。
著
述
が
多
い
と
い
っ
て
も
な
ん
ら

役
に
立
た
ず
、
苦
労
ば
か
り
あ
っ
て
な
ん
ら
効
果
は
な
い
。
こ
れ
が
日
本
の
学
者
の
大
き
な
欠
点

で
あ
る
。
と
す
れ
ば
吉
備
公
が
国
字
を
造
り
、
倭
語
顛
倒
の
読
み
を
は
じ
め
た
の
は
、
後
世
の
学

か

な

者
に
甘
い
毒
を
く
ら
わ
せ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
毒
は
人
の
骨
髓
に
淪
み
こ
み
、
取
り

し
ず

除
く
の
は
む
つ
か
し
い
。
も
し
こ
れ
を
取
り
除
こ
う
と
お
も
え
ば
、
華
語
を
習
う
の
が
最
善
の
方

法
で
あ
る
。
華
語
と
は
中
華
の
俗
語
で
あ
り
、
今
の
唐
話
で
あ
る
。
だ
か
ら
文
学
に
志
す
者
は
か

な
ら
ず
唐
話
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
「
顛
倒
の
読
み
は
吉
備
公
か
ら
始
っ
た
」
と
い
う
説
は
未
詳
。
た
だ
荻
生
徂
徠
『
學
則
』

一
に
「
黄
備
氏
と
い
ふ
者
出
づ
る
こ
と
あ
り
、
西
の
か
た
中
国
に
學
び
、
和
訓
を
作

爲
し
て
、
以
て
国
人
に
教
ふ
る
も
、
ま
た
な
ほ
乳
に
易
ふ
る
に
殼
を
以
て
し
、
虎
は

す
な
は
ち
於
菟
に
し
て
、
そ
の
讀
み
を
顛
倒
し
、
錯
へ
て
こ
れ
を
綜
べ
、
以
て
二
邦

の
志
を
通
ず
。
こ
こ
に
お
い
て
か
吾
こ
れ
を
侏

鴂
舌
と
謂
ひ
し
者
、
吾
視
る
こ
と

な
ほ
吾
の
ご
と
し
。
こ
れ
す
な
は
ち
詩
書
禮
樂
の
教
へ
た
る
や
、
庶
は
く
は
以
て
こ

れ
を
海
表
に
被
ら
し
む
る
に
足
ら
ん
か
。
黄
備
氏
の
、
東
方
に
功
德
あ
る
は
、
民
今

に
至
る
ま
で
こ
れ
に
賴
る
」
と
あ
る
。

倭
音
の
正
誤

そ
も
そ
も
字
音
は
人
の
語
音
で
あ
る
。
人
は
生
れ
る
と
言
葉
を
発
す
る
。
言
葉
を
発
す
る
と
声
が

あ
る
。「
声
が
文
を
形
成
す
る
、
こ
れ
を
音
と
い
う
」
①
。
音
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
字
が
あ
る
。
字

は
言
語
が
現
象
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
人
の
語
音
に
は
四
声
が
あ
り
、
七
音
が
あ
り
、

軽
重
清
濁
が
あ
り
、
開
合
が
あ
り
、
韻
が
あ
る
。「
四
声
」
と
は
平
声
・
上
声
・
去
声
・
入
声
で
あ

る
。
人
の
語
音
に
四
声
が
あ
る
の
は
、
天
に
四
時
が
あ
る
の
と
同
じ
で
あ
り
、
こ
れ
は
自
然
の
摂

理
で
あ
る
。
し
か
し
夷
狄
に
は
四
声
が
備
わ
っ
て
お
ら
ず
、
中
華
の
人
に
だ
け
四
声
は
備
わ
っ
て

い
る
。「
七
音
」
と
は
脣
、
舌
、
牙
、
歯
、
喉
、
舌
歯
、
歯
舌
で
あ
る
。
人
の
声
は
こ
の
七
つ
の
場

所
か
ら
発
し
て
、
七
種
類
の
音
と
な
る
。
こ
れ
が
羽
、
徵
、
角
、
商
、
宮
、
半
徵
、
半
商
で
あ
る
。

ち

こ
の
七
音
は
音
の
色
で
あ
る
。
七
音
に
そ
れ
ぞ
れ
清
濁
が
あ
り
、
清
濁
が
さ
ら
に
わ
か
れ
て
四
つ

と
な
る
。
一
つ
は
清
音
、
二
つ
は
次
清
音
、
三
つ
は
濁
音
、
四
つ
は
清
濁
音
で
あ
る
。
脣
音
に
は

軽
重
が
あ
り
、
舌
音
に
は
舌
頭
・
舌
上
の
二
音
が
あ
る
。
歯
音
に
は
歯
頭
、
細
歯
頭
、
正
歯
、
細

正
歯
の
四
音
が
あ
る
。「
開
合
」
は
呼
法
で
あ
る
。
細
か
く
分
け
れ
ば
、
開
口
、
合
口
、
閉
口
、
撮

口
、
齊
歯
、
捲
舌
、
混
呼
の
七
種
類
の
呼
法
が
あ
る
。「
韻
」
と
い
う
の
は
音
の
な
り
を
い
う
。「
な

り
」
と
は
形
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
韻
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
平
声
を
上
下
に
分
け
、
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上
平
は
一
東
か
ら
二
十
八
山
ま
で
、
下
平
は
一
先
か
ら
二
十
九
凡
ま
で
、
上
声
は
一
董
か
ら
五
十

五
范
ま
で
、
去
声
は
一
送
か
ら
六
十
梵
ま
で
、
入
声
は
一
屋
か
ら
三
十
四
乏
ま
で
、
四
声
合
計
し

て
二
百
六
韻
で
あ
る
。
こ
れ
は
梁
の
沈
約
が
定
め
た
韻
法
で
あ
る
。
こ
の
二
百
六
韻
に
そ
れ
ぞ
れ

七
音
が
あ
り
、
清
濁
軽
重
が
あ
り
、
千
変
万
化
の
音
と
な
る
。
華
音
に
は
こ
の
よ
う
な
区
別
が
あ

り
、
は
な
は
だ
精
微
で
あ
る
。
倭
音
に
は
四
声
・
七
音
・
清
濁
・
開
合
と
い
う
名
称
は
あ
る
が
、

実
態
は
な
い
。（
な
ぜ
な
ら
ば
）
字
音
が
あ
や
ま
っ
て
、
中
華
の
正
音
で
は
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
僧
家
で
は
倭
音
を
四
声
に
分
け
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
無
用
の
行
い
で
あ
る
。
そ
の
理

由
は
、
平
声
の
支
脂
之
微
魚
虞
模
歌
戈
麻
、
あ
わ
せ
て
十
韻
、
上
声
の
紙
旨
止
尾
語
麌
姥
哿
果
馬
、

シ

シ

ビ

ビ

ギ
ヨ

グ

ボ

カ

ク
ワ

マ

シ

シ

シ

ビ

ギ
ヨ

グ

ボ

カ

ク
ワ

マ

あ
わ
せ
て
十
韻
、
去
声
の
寘
至
志
未
御
遇
暮
箇
過
禡
、
あ
わ
せ
て
十
韻
、
三
声
あ
わ
せ
て
三
十
韻

シ

シ

シ

ビ

ギ
ヨ

グ

ボ

カ

ク
ワ

マ

は
、
倭
音
で
は
響
き
が
な
く
、
華
音
の
入
声
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
を
平
上
去
の
三
声
で
は
ど
の

よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
入
声
は
、
倭
音
に
は
か
え
っ
て
フ
ツ
ク
チ
キ
の
響
き
が
あ
り
、

入
声
の
体
裁
を
失
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
ず
れ
も
鳥
の
鳴
き
声
の
よ
う
に
正
し
く
な
い
音
で
あ
る
。

ど
う
し
て
四
声
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
教
相
を
説
く
釈
氏
の
家
に
四
声
を
点
じ
る
方
法

が
あ
る
。
そ
の
方
法
は
、
漢
音
は
通
常
ど
お
り
、
呉
音
は
、
平
声
の
字
を
点
じ
て
上
声
・
去
声
と

し
、
上
去
二
声
の
字
を
点
じ
て
平
声
と
す
る
。
こ
れ
は
も
っ
と
も
い
わ
れ
の
な
い
事
で
あ
る
。
呉

音
も
漢
音
も
も
と
も
と
中
華
の
音
で
あ
る
が
、
展
転
と
し
て
あ
や
ま
り
、
現
在
の
倭
音
と
な
っ
た

だ
け
で
あ
っ
て
、
四
声
は
依
然
と
し
て
四
声
で
あ
る
。
ど
う
し
て
呉
音
だ
け
平
仄
が
そ
の
位
置
を

か
え
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
奇
怪
の
至
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
倭
音
に
は
四
声
は
な
い
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
も
そ
も
今
の
学
者
は
、
皆
倭
読
を
習
う
者
な
の
で
、
倭
音
を
し
っ
か
り
記
憶
す
る
こ
と
に

努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
ず
漢
音
を
学
び
、
次
に
呉
音
を
学
び
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
習
熟
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
儒
書
に
は
漢
音
を
用
い
、
仏
書
に
は
呉
音
を
用
い
、
そ
れ
以
外
の
書
に
は

呉
音
漢
音
兼
用
し
て
読
む
こ
と
が
、
昔
か
ら
代
々
伝
わ
る
こ
と
な
の
で
、
こ
れ
に
従
う
べ
き
こ
と

は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
二
音
い
ず
れ
も
中
華
の
正
音
で
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
混
用
し
た
と
し
て

も
何
の
不
都
合
な
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
か
な
ら
ず
し
も
こ
れ
に
拘
泥
す
る
必
要
は
な
い
。
ま
し
て

や
俗
間
で
は
二
音
が
並
行
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
書
を
読
む
者
は
通
例
に
拘
泥
し
て
、
人

の
耳
目
を
驚
か
せ
て
は
な
ら
な
い
。
字
音
を
正
そ
う
と
し
て
、
人
の
耳
目
を
驚
か
せ
る
の
は
、
風

雅
な
や
り
方
で
は
な
い
。
も
は
や
こ
れ
は
倭
音
で
あ
り
、
正
し
た
と
し
て
も
結
局
何
の
益
が
あ
ろ

う
か
。
た
だ
耳
に
さ
わ
ら
ず
、
聴
き
に
く
く
な
い
よ
う
に
書
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し

字
音
を
正
そ
う
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
音
韻
の
学
を
学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
音
韻
の
学
は

華
音
で
な
け
れ
ば
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
今
の
人
が
華
音
を
知
ら
ず
に
字
音
を
議
論
す
る
の
は
、

癡
人
が
夢
を
語
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
華
音
と
は
俗
に
い
う
唐
音
で
あ
る
。
志
を
有
す
る
者
は
、

余
裕
が
あ
れ
ば
こ
れ
を
学
ぶ
と
よ
い
。
大
抵
倭
音
は
古
か
ら
継
承
し
て
き
て
お
り
、
呉
音
・
漢
音

に
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
例
が
あ
る
。
平
声
の
一
東
か
ら
入
声
の
三
十
四
乏
ま
で
、
一
韻
の
内
で
例
に
照

し
て
類
推
す
れ
ば
、
條
理
は
お
の
づ
と
理
解
で
き
る
。
時
に
は
例
に
食
い
違
う
音
は
あ
る
が
、
古

来
読
み
習
わ
し
て
い
る
音
を
改
め
な
い
の
が
古
く
か
ら
の
な
ら
わ
し
で
あ
る
。
清
濁
・
開
合
に
つ

い
て
は
、
正
を
失
す
る
こ
と
が
と
り
わ
け
多
い
の
で
、
こ
と
ご
と
く
改
め
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の

う
ち
字
義
に
関
す
る
こ
と
は
、
世
間
の
趨
勢
に
背
い
た
と
し
て
も
絶
対
に
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
と
え
俗
儒
が
あ
や
ま
っ
た
音
が
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
正
し
て
人
を
驚
か
す
こ
と
に
な
ら
な

け
れ
ば
改
正
し
な
く
て
も
よ
い
。
今
倭
音
が
あ
や
ま
っ
て
読
み
、
意
味
を
阻
害
す
る
字
を
い
く
つ

か
挙
げ
て
、
初
学
に
示
す
。

①
『
禮
記
』
樂
記
「
聲
成
文
謂
之
音
」。

上
平

肜

廣
韻
に
「
以
戎
の
切
」、
音
融
、
倭
音
イ
ウ
。
尚
書
に
高
宗
肜
日
と
い
う
篇
が
あ
り
、
そ
の
註

に
「
音
容
」
と
あ
る
①
の
を
見
て
、
倭
音
で
ヨ
ウ
と
読
む
の
は
非
で
あ
る
。
華
音
で
は
東
冬

の
二
韻
は
通
じ
て
お
り
、
融
と
容
は
同
音
で
あ
る
。
し
か
し
倭
音
で
は
こ
の
二
韻
は
そ
れ
ぞ

れ
別
で
あ
り
、
融
と
容
は
音
が
異
な
る
。
東
の
韻
に
ヨ
ウ
と
い
う
音
は
な
い
。

①
『
尚
書
』
高
宗
肜
日
、
蔡
傳
に
「
肜
音
容
」
と
あ
る
。

馮

人
の
姓
で
あ
る
。
戦
国
の
時
、
齊
に
馮
驩
①
が
あ
り
、
漢
代
に
馮
唐
②
が
あ
る
。
さ
ら
に
諸

馮
は
地
名
③
で
あ
る
。
孟
子
に
見
え
る
。
字
は
も
と
も
と
東
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
「
房
戎

の
切
」、
堸
・
渢
と
同
音
。
倭
音
フ
ウ
、
も
し
く
は
ホ
ウ
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
古
来
フ
と
読

み
習
わ
す
の
は
誤
り
で
あ
る
。
し
か
し
今
で
は
改
め
る
の
は
む
つ
か
し
い
。
ヒ
ヨ
ウ
と
読
む

の
は
と
り
わ
け
非
で
あ
る
。
姓
と
地
名
以
外
は
音
憑
で
、
蒸
の
韻
に
入
る
。
倭
音
ヒ
ヨ
ウ
。
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漢
音
は
清
み
、
呉
音
は
濁
る
。
倭
語
に
「
よ
る
」
と
訓
じ
、「
た
の
む
」
と
訓
じ
る
の
は
、

す

憑
の
字
と
同
じ
。
論
語
の
「
暴
虎
馮
河
」
④
、
毛
詩
の
「
削
屢
馮
馮
」
⑤
、
左
傳
の
「
震
電

馮
怒
」
⑥
、
漢
の
「
左
馮
翊
」
⑦
、
い
ず
れ
も
音
憑
で
あ
る
。
馮
夷
の
馮
も
こ
れ
と
同
じ
。

よ
く

馮
夷
は
水
神
の
名
⑧
で
あ
り
、
馮
は
姓
で
は
な
い
。
文
選
の
註
に
音
憑
と
あ
り
⑨
、
フ
と
読

ん
で
は
な
ら
な
い
。

①
『
史
記
』
孟
嘗
君
列
傳
第
十
五
「
初
、
馮
驩
聞
孟
嘗
君
好
客
、
躡
屩
而
見
之
」。

②
『
史
記
』
張
釋
之
馮
唐
列
傳
「
馮
唐
者
、
其
大
父
趙
人
。
父
徙
代
。
漢
興
、
徙
安
陵
」。

③
『
孟
子
』
離
婁
下
「
舜
生
於
諸
馮
、
遷
於
負
夏
、
卒
於
鳴
條
。
東
夷
之
人
也
」。

④
『
論
語
』
述
而
「
子
曰
、
暴
虎
馮
河
、
死
而
無
悔
者
、
吾
不
與
也
。
必
也
、
臨
事
而
懼
。

好
謀
而
成
者
也
」。

⑤
『
詩
經
』
大
雅
・
緜
「
築
之
登
登
、
削
屢
馮
馮
」。

⑥
『
左
傳
』
昭
公
五
年
「
今
君
奮
焉
、
震
電
馮
怒
」。

⑦
「
左
馮
翊
」
は
官
名
、
太
初
元
年
に
左
内
史
か
ら
改
称
さ
れ
た
。『
漢
書
』
百
官
公
卿

表
「
武
帝
太
初
元
年
、
…
…
左
内
史
更
名
左
馮
翊
」。

⑧
『
廣
雅
』
釋
天
「
河
伯
、
謂
之
馮
夷
」。

⑨
未
詳

充

廣
韻
に
「
昌
終
の
切
」、
倭
音
シ
ウ
。
清
ん
で
読
む
べ
き
で
あ
る
が
、
古
来
濁
っ
て
読
み
習
わ

す
の
は
誤
り
で
あ
る
。
し
か
し
今
で
は
改
め
る
の
は
む
つ
か
し
い
。

聾

廣
韻
に
「
盧
紅
の
切
」、
籠
・
朧
・
櫳
と
同
音
、
東
の
韻
に
入
る
。
倭
音
ロ
ウ
。
龍
の
字
の
音

で
読
む
の
は
非
で
あ
る
。
龍
は
冬
の
韻
に
入
る
。
漢
音
リ
ヨ
ウ
、
呉
音
リ
ウ
。
倭
音
で
は
東

の
韻
に
リ
ヨ
ウ
の
音
は
な
い
。

芃

（
廣
韻
に
）「
音
蓬
、
又
音
馮
」。
い
ず
れ
も
東
の
韻
に
入
る
。
華
音
に
は
軽
重
の
区
別
が
あ

る
が
、
倭
音
は
い
ず
れ
も
ホ
ウ
で
あ
り
、
軽
重
は
な
い
。
毛
詩
に
「
芃
芃
た
る
其
の
麥
」
①

と
あ
る
が
、
ハ
ン
と
読
ん
で
は
な
ら
な
い
。

①
『
詩
經
』
鄘
風
・
載
馳
「
我
行
其
野
、
芃
芃
其
麥
」。

右
、
東
の
韻

松

倭
音
シ
ヨ
ウ
。
松
江
を
俗
儒
が
ズ
ン
ガ
ウ
と
読
む
の
は
非
で
あ
る
。
ズ
ン
は
華
音
の
あ
や
ま

り
で
あ
る
。
倭
読
は
倭
音
を
用
い
て
読
む
の
が
昔
か
ら
の
な
ら
わ
し
で
あ
る
。
松
江
の
松
に

限
っ
て
華
音
を
用
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
禅
家
に
松
坡
と
い
う
者
が
あ
り
、
今
ズ
ン
パ
と
読
む

か
ら
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
倭
読
に
華
音
を
雑
え
る
の
は
、
す
べ
て
禅
家
の
僧
の
読
み
習
わ
し

で
あ
る
。
儒
者
は
ま
ね
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

邕

廣
韻
に
「
於
容
の
切
」、
音
雍
。
字
は
冬
の
韻
に
入
る
。
漢
音
ヨ
ウ
、
呉
音
イ
ウ
。
後
漢
の
蔡

伯
喈
の
名
①
を
、
俗
儒
が
イ
ウ
と
読
む
の
は
呉
音
で
あ
る
。
字
が
邑
に
従
う
の
で
、
音
邑
で

あ
る
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
邑
は
入
声
、
倭
音
は
イ
フ
で
あ
る
。

①
『
後
漢
書
』
蔡
邕
列
傳
第
五
十
下
「
蔡
邕
、
字
伯
喈
、
陳
留
圉
人
也
」。

濃

廣
韻
に
「
女
容
の
切
」、
醲
・
穠
と
同
音
、
倭
音
ヂ
ヨ
ウ
。
字
は
冬
の
韻
に
入
り
、
東
の
韻
に

入
ら
な
い
。
虎
關
の
聚
分
韻
略
①
が
こ
の
字
を
誤
っ
て
東
の
韻
に
入
れ
て
お
り
、
今
、
詩
を

作
る
も
の
が
東
の
韻
で
こ
の
字
を
押
韻
す
る
の
は
非
で
あ
る
。
古
詩
で
は
と
な
り
の
韻
を
通

押
す
る
が
、
近
体
で
は
と
な
り
の
韻
を
通
押
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

①
虎
關
師
錬
は
鎌
倉
時
代
後
期
か
ら
南
北
朝
に
か
け
て
の
学
僧
。『
聚
分
韻
略
』
は
虎
關

に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
韻
書
で
あ
る
。
嘉
元
四
年
（
一
三
〇
六
）
の
自
序
が
あ
る
。

慵

廣
韻
に
「
蜀
庸
の
切
」、
倭
音
シ
ヨ
ウ
。
鱅
・

の
二
字
は
こ
れ
と
同
音
で
あ
る
。
廣
韻
の
鱅

の
字
の
註
に
「
又
音
庸
」
と
あ
る
。
今
の
人
は
庸
の
音
し
か
知
ら
ず
、
本
音
が
「
蜀
庸
の
切
」

で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な
い
。

右
、
冬
の
韻

瀧

廣
韻
に
「
呂
江
の
切
」。
字
は
江
の
韻
に
入
る
。
倭
音
ラ
ウ
。
龍
の
字
の
音
に
読
む
の
は
非
で

あ
る
。
廣
韻
に
は
さ
ら
に
「
音
雙
」
と
あ
る
。

逄

廣
韻
①
に
「
薄
江
の
切
」、
倭
音
ハ
ウ
。
姓
で
あ
る
。
孟
子
に
逄
蒙
②
が
あ
り
、
左
傳
に
逄
丑

父
③
が
あ
る
。
さ
ら
に
關
龍
逄
は
夏
の
桀
の
時
の
忠
臣
の
名
④
で
あ
る
。
こ
の
字
は
逢
迎
の

逢
と
似
て
い
る
が
、
字
体
音
義
す
べ
て
異
な
る
。
逢
迎
の
逢
は
冬
の
韻
に
入
り
、
こ
の
字
は

江
の
韻
に
入
る
。
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
。

①
『
廣
韻
』
に
は
「
逄
、
姓
也
。
出
北
海
。
左
傳
、
齊
有
逄
丑
父
」
と
あ
る
。
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②
『
孟
子
』
離
婁
下
「
逢
蒙
學
射
於
羿
、
盡
羿
之
道
、
思
天
下
惟
羿
爲
愈
己
、
於
是
殺

羿
。
孟
子
曰
、
是
亦
羿
有
罪
焉
」。

阮
元
『
校
勘
記
』「
逢
蒙
」
の
項
に
「
按
ず
る
に
逢
字
は
夆
に
从
ふ
。
逢
蒙
、
逢
伯
陵
、

逢
丑
父
、
逢
公
、
皆
薄
紅
の
反
。
東
轉
じ
て
江
と
爲
す
。
乃
ち
薄
江
の
反
。
…
宋
人

廣
韻
字
を
改
め
て
逄
、
薄
江
の
反
に
作
る
は
殊
に
謬
る
。
…
逢
蒙
、
古
書
蠭
蒙
に
作

れ
ば
、
則
ち
其
の
字
當
に
夅
に
从
は
ざ
る
こ
と
知
る
可
し
」
と
あ
る
。

③
『
左
傳
』
成
公
二
年
「
癸
酉
、
師
陳
于
鞌
。
邴
夏
御
齊
侯
、
逢
丑
父
爲
右
。
晉
解
張

御
郤
克
、
鄭
丘
緩
爲
右
」。

④
『
莊
子
』
人
閒
世
第
四
「
且
昔
者
桀
殺
關
龍
逢
、
紂
殺
王
子
比
干
、
是
皆
修
其
身
以

下
傴
拊
人
之
民
、
以
下
拂
其
上
者
也
、
故
其
君
因
其
修
以
擠
之
、
是
好
名
者
也
」。

右
、
江
の
韻

羲

廣
韻
に
「
許
羈
の
切
」、
倭
音
キ
。
清
ん
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
尚
書
の
羲
和
①
、
晉

の
王
羲
之
②
、
唐
の
儲
光
羲
③
、
い
ず
れ
も
こ
の
字
で
あ
る
。
字
体
が
仁
義
の
義
に
似
て
い

る
の
で
、
俗
儒
は
濁
音
に
読
む
が
、
こ
れ
は
非
で
あ
る
。
学
者
は
字
体
を
よ
く
理
解
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
義
の
字
は
牙
音
の
去
声
、
こ
の
字
は
喉
音
の
平
声
で
あ
り
、
華
音
は
ま
っ

た
く
異
な
る
。
倭
音
は
平
仄
を
区
別
せ
ず
、
二
音
は
似
て
お
り
、
清
濁
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

犧
・
曦
の
二
字
は
い
ず
れ
も
こ
の
字
に
従
い
、
こ
れ
と
同
音
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
清
ん
で
読

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
『
尚
書
』
堯
典
「
乃
命
羲
和
、
欽
若
昊
天
、
曆
象
日
月
星
辰
、
敬
授
人
時
」、
注
「
羲

氏
和
氏
、
世
掌
天
地
四
時
之
官
」。

②
『
晉
書
』
列
傳
第
五
十
「
王
羲
之
、
字
逸
少
、
司
徒
導
之
從
子
也
」。

③
『
唐
才
子
傳
』
巻
二
「
儲
光
羲
。
光
羲
兗
州
人
。
開
元
十
四
年
嚴
廸
榜
進
士
」。

麗

高
麗
の
麗
、
魚
麗
の
麗
、
い
ず
れ
も
支
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
「
呂
支
の
切
」、
離
・
驪
と
同

音
、
倭
音
リ
。
高
麗
を
倭
音
ラ
イ
と
読
む
の
は
誤
り
で
あ
る
。

衰

盛
衰
の
衰
は
「
所
追
の
切
」、
等
衰
の
衰
は
「
楚
危
の
切
」。
い
ず
れ
も
支
の
韻
に
あ
る
が
、

華
音
で
は
別
で
あ
る
。
倭
音
は
い
ず
れ
も
ス
イ
で
あ
り
、
異
な
ら
な
い
。
晋
の
趙
衰
は
、
等

衰
の
衰
で
あ
る
。
俗
儒
が
左
傳
の
註
に
「
初
危
の
反
」
①
と
あ
る
の
を
見
て
、
倭
音
シ
と
読

む
の
は
誤
り
で
あ
る
。
危
の
字
は
合
口
呼
の
字
で
あ
り
、
華
音
は
グ
イ
で
あ
る
の
で
、「
初

危
の
反
」
は
ス
イ
で
あ
る
。
榱
の
字
も
、
廣
韻
に
は
盛
衰
の
衰
と
同
音
で
あ
る
。
孟
子
の
「
榱

題
數
尺
」
②
は
、
朱
註
に
「
榱
は
楚
危
の
反
」
③
と
あ
り
、
俗
儒
が
倭
音
シ
と
読
む
の
は
誤

り
で
あ
る
。

①
『
左
傳
』
僖
公
二
十
三
年
「
遂
奔
狄
。
從
者
狐
偃
、
趙
衰
、
顛
頡
、
魏
武
子
、
司
空
季

子
」、
杜
注
「
衰
、
初
危
反
」。

②
『
孟
子
』
盡
心
下
「
孟
子
曰
、
説
大
人
、
則
藐
之
、
勿
視
其
巍
巍
然
。
堂
高
數
仭
、
榱

題
數
尺
、
我
得
志
、
弗
爲
也
」。

③
朱
子
『
孟
子
集
注
』「
榱
、
楚
危
反
」。

緌

音
蕤
。
廣
韻
に
「
儒
隹
の
切
」、
倭
音
ズ
イ
。
濁
っ
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
俗
儒
が
清

ん
で
読
む
の
は
、
字
体
が
綏
に
似
て
い
る
の
で
、
誤
っ
て
混
同
し
た
の
で
あ
る
。
綏
は
息
遺

の
切
、
倭
音
ス
イ
、
清
ん
で
読
む
。
古
書
に
緌
の
字
を
綏
に
作
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
字
形

が
似
て
い
る
の
で
誤
っ
た
の
で
あ
る
。

右
、
支
の
韻

車

こ
の
字
は
も
と
も
と
麻
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
「
尺
遮
の
切
」、
倭
音
シ
ヤ
。
さ
ら
に
魚
の
韻

に
入
る
。「
九
魚
の
切
」、
音
居
、
倭
音
キ
ヨ
。
二
音
の
意
味
は
異
な
ら
な
い
。
古
の
歌
詩
の

韻
に
は
居
の
音
を
用
い
た
と
こ
ろ
が
多
い
。
子
車
氏
の
「
車
」
を
、
左
傳
の
註
疏
で
は
居
の

音
に
読
む
①
。
毛
詩
の
註
疏
に
は
音
註
が
な
い
②
。
字
彙
に
は
本
音
の
下
に
掲
出
す
る
。
さ

ら
に
字
彙
に
は
居
の
音
の
下
に
、「
戎
車
」「
革
車
」
を
掲
出
す
る
③
が
、
な
に
を
根
拠
と
し

た
の
か
わ
か
ら
な
い
。
字
彙
に
は
さ
ら
に
「
古
は
遮
の
韻
し
か
な
く
、
漢
以
来
、
始
め
て
居

の
音
が
あ
る
」
④
と
い
う
。
だ
か
ら
歌
詩
の
韻
に
居
の
音
で
押
韻
す
る
と
こ
ろ
以
外
は
、
す

べ
て
本
音
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
の
人
が
論
語
の
「
大
車
」
⑤
を
居
の
音
で
読
む

の
は
非
で
あ
る
。

①
『
左
傳
』
文
公
六
年
「
秦
伯
任
好
卒
。
以
子
車
氏
之
三
子
奄
息
、
仲
行
、
鍼
虎
爲
殉
、

皆
秦
之
良
也
。
國
人
哀
之
、
爲
之
賦
黄
鳥
」、『
經
典
釋
文
』「
車
音
居
」。
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②
『
詩
經
』
秦
風
・
黄
鳥
「
交
交
黄
鳥
、
止
于
棘
。
誰
從
穆
公
、
子
車
奄
息
」。

③
『
字
彙
』
丙
集
「
又
斤
於
切
、
音
居
。
戎
車
、
戰
車
也
。
革
車
、
輜
車
也
」。

④
『
字
彙
』
丙
集
「
古
惟
遮
韻
、
漢
以
來
、
始
有
居
音
」。

⑤
『
論
語
』
爲
政
「
子
曰
、
人
而
無
信
、
不
知
其
可
也
。
大
車
無
輗
、
小
車
無
軏
、
其
何

以
行
之
哉
」。

右
、
魚
の
韻

娯

虞
・
愚
と
同
音
。
倭
音
グ
。
今
の
人
が
ゴ
と
読
む
の
は
、
字
体
を
見
て
誤
っ
た
の
で
あ
る
。

芻

廣
韻
に
「
測
隅
の
切
」、
倭
音
ス
ウ
。
孟
子
の
「
芻
堯
の
者
往
く
」
①
を
、
俗
儒
が
朱
註
に
「
芻

音
初
」
②
と
あ
る
の
を
見
て
、
倭
音
シ
ヨ
と
読
む
の
は
非
で
あ
る
。
初
の
字
は
魚
の
韻
に
入

る
。
華
音
で
は
魚
・
虞
の
二
韻
は
通
じ
る
。
倭
音
で
は
虞
の
韻
に
シ
ヨ
の
音
は
な
い
。

①
『
孟
子
』
梁
惠
王
下
「
曰
、
文
王
之
囿
方
七
十
里
、
芻
蕘
者
往
焉
、
雉
兔
者
往
焉
、
與

民
同
之
。
民
以
爲
小
、
不
亦
宜
乎
」。

②
朱
子
『
孟
子
集
注
』「
芻
音
初
」。

巫

音
無
、
漢
音
ブ
。
濁
っ
て
読
む
。
俗
儒
が
清
ん
で
読
む
の
は
非
で
あ
る
。
呉
音
は
ム
で
あ
る
。

誣
の
字
も
こ
れ
と
同
じ
。

須

廣
韻
に
「
相
兪
の
切
」、
倭
音
シ
ユ
、
さ
ら
に
ス
ウ
と
読
む
。
い
ず
れ
も
古
来
の
読
み
で
あ
る
。

仏
家
で
は
ス
ウ
の
音
を
用
い
な
い
。

需

周
易
に
需
の
卦
が
あ
る
①
。
音
須
。
廣
韻
に
「
相
兪
の
切
」、
倭
音
シ
ユ
。
清
ん
で
読
む
べ
き

で
あ
る
が
、
古
来
濁
っ
て
読
み
習
わ
し
て
い
る
。
儒
・
濡
・
襦
・
嚅
・
嬬
の
五
字
は
い
ず
れ

も
人
朱
の
切
、
倭
音
ジ
ユ
。
濁
っ
て
読
む
。

①
『
周
易
』「
需
有
孚
、
光
亨
貞
吉
、
利
渉
大
川
」。

兪

倭
音
ユ
と
読
む
の
が
本
音
で
あ
る
。
平
上
去
の
三
声
に
通
じ
る
。
さ
ら
に
輸
の
音
が
あ
る
。

倭
音
シ
ユ
。
漢
の
欒
布
が
封
ぜ
ら
れ
た
国
の
名
①
で
あ
る
。
さ
ら
に
人
身
の
兪
穴
の
兪
は
腧

と
同
じ
。
音
輸
の
去
声
。
あ
る
い
は
輸
に
作
る
。
史
記
の
扁
鵲
傳
に
「
五
藏
の
輸
に
因
る
」

②
と
あ
る
の
を
、
索
隱
に
「
束
注
の
反
」
と
註
す
る
。
輸
の
字
に
は
平
去
の
二
声
が
あ
り
、

こ
の
時
は
去
声
で
あ
る
。
し
か
し
世
の
医
書
を
読
む
者
は
、
兪
の
字
を
本
音
の
よ
う
に
読
み
、

シ
ユ
と
読
ま
な
い
。
輸
の
音
が
あ
る
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
な
い
。

①
『
史
記
』
季
布
欒
布
列
傳
第
四
十
「
呉
軍
反
時
、
以
軍
功
封
兪
侯
」。

②
『
史
記
』
扁
鵲
倉
公
列
傳
第
四
十
五
「
一
撥
見
病
之
應
、
因
五
藏
之
輸
、
乃
割
皮
解
肌
、

訣
脈
結
筋
、
搦
髓
腦
、
揲
荒
爪
幕
、
湔
浣
腸
胃
、
漱
滌
五
藏
、
練
精
易
形
」。
索
隱
「
音

束
注
反
」。

輸

廣
韻
に
「
式
朱
の
切
」、
倭
音
シ
ユ
。
孟
子
の
公
輸
子
を
ユ
と
読
む
俗
儒
が
あ
る
。
字
体
に
よ

っ
て
誤
っ
た
の
で
あ
る
。
仏
書
に
「
耶
輸
多
羅
女
」
①
が
あ
る
。
釈
氏
の
徒
は
シ
ユ
と
読
む
。

や

し
ゆ

た

ら

①
中
印
度
迦
毘
羅
城
釋
種
執
杖
の
子
、
執
達
太
子
の
正
妃
、
羅
睺
羅
の
生
母
。『
阿
羅
漢

具
德
經
』
に
「
良
因
を
宿
植
し
て
太
福
德
を
具
す
る
は
、
羅
睺
羅
の
母
、
耶
輸
陀
羅

苾
芻
尼
、
是
れ
な
り
」
と
あ
る
。

徒

倭
音
で
は
ト
と
読
む
の
が
常
で
あ
る
。
明
法
家
の
む
か
し
か
ら
の
な
ら
わ
し
に
、
律
の
「
笞ち

・
杖
・
徒
・
流
・
死
」
①
の
「
徒
」
を
ヅ
と
読
む
の
は
、
華
音
が
の
こ
っ
て
い
る
。

ぢ
や
う

づ

る

し

①
『
隋
書
』
刑
法
志
「
其
刑
名
有
五
。
一
曰
死
刑
、
二
曰
流
刑
、
三
曰
徒
刑
、
四
曰
杖
刑
、

五
曰
笞
刑
」。

烏

廣
韻
に
「
哀
都
の
切
」、
倭
音
ヲ
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
古
来
ウ
と
読
み
習
わ
す
の
は
、
華

音
が
遺
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
今
か
な
ら
ず
し
も
改
め
な
い
。
烏
獲
・
烏
江
の
烏
を
、
俗
儒

が
ヲ
ウ
と
読
む
の
は
い
わ
れ
が
な
い
事
で
あ
る
。

都

倭
音
で
は
ト
と
読
む
の
が
常
で
あ
る
。
ツ
と
読
む
こ
と
が
あ
る
の
は
華
音
が
の
こ
っ
て
い
る
。

右
、
虞
の
韻

淮

廣
韻
に
「
戸
乖
の
切
」、
懐
・
槐
と
同
音
。
倭
音
で
は
ク
ワ
イ
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
古
来
ワ
イ

と
読
み
習
わ
す
の
は
華
音
が
の
こ
っ
て
い
る
。
呉
音
は
ヱ
で
あ
る
。

右
、
佳
の
韻

煨

廣
韻
に
「
烏
恢
の
切
」、
音
隈
、
倭
音
ワ
イ
。
醫
家
が
ウ
イ
と
読
む
の
は
華
音
で
あ
る
。

嵬

廣
韻
に
「
五
灰
の
切
」、
倭
音
グ
ワ
イ
。
濁
っ
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
俗
儒
が
清
ん
で

読
む
の
は
非
で
あ
る
。

推

推
轂
・
推
敲
の
推
、
手
に
て
お
す
類
は
灰
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
「
他
回
の
切
」、
倭
音
タ

た
い
こ
く

た
い
か
う
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イ
で
あ
る
。
ス
イ
と
読
ん
で
は
な
ら
な
い
。
法
華
経
の
「
推
落
大
火
坑
」
①
を
、
釈
氏
の
徒

が
ス
イ
と
読
む
の
は
誤
り
で
あ
る
。

①
『
妙
法
蓮
華
經
觀
世
音
菩
薩
普
門
品
第
二
十
五
』「
假
使
興
害
意
、
推
落
大
火
坑
、
念
彼

觀
音
力
、
火
坑
變
成
池
」（
假
使
害
ふ
意
を
興
し
て
、
大
い
な
る
火
坑
に
推
落
す
る
も
、

た

と

へ
そ
こ
の

彼
の
觀
音
力
を
念
ぜ
ば
、
火
坑
は
變
じ
て
池
と
成
ら
ん
）。

右
、
灰
の
韻

諄

廣
韻
に
「
章
倫
の
切
」、
倭
音
シ
ユ
ン
。
清
ん
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
俗
儒
が
濁
っ
て

読
む
の
は
非
で
あ
る
。
醇
・
鶉
・
淳
の
三
字
は
純
・
蓴
と
同
音
で
あ
り
、
濁
っ
て
読
む
。
字

体
が
類
似
し
て
い
る
の
で
、
誤
っ
て
音
を
混
同
し
た
の
で
あ
る
。

遵

廣
韻
に
「
將
倫
の
切
」、
倭
音
シ
ユ
ン
。
清
ん
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
濁
っ
て
読
む
の

は
非
で
あ
る
。

右
、
眞
の
韻

軍

音
君
。
廣
韻
に
「
舉
云
の
切
」、
倭
音
ク
ン
。
清
ん
で
読
む
べ
き
で
あ
る
が
、
古
来
濁
っ
て
読

み
習
わ
す
の
は
、
君
の
字
の
音
を
避
け
た
の
で
あ
ろ
う
。
今
で
は
改
め
る
の
は
む
つ
か
し
い
。

右
、
文
の
韻

灘

廣
韻
に
「
他
干
の
切
」、
音
嘆
の
平
声
、
倭
音
タ
ン
。
清
ん
で
読
む
べ
き
で
あ
る
が
、
濁
っ
て

読
む
人
が
多
い
の
は
、
難
の
字
と
混
同
し
た
の
で
あ
る
。
攤
の
字
は
こ
れ
と
同
音
で
あ
る
。

豌

廣
韻
に
「
一
丸
の
切
」、
音
剜
、
倭
音
ワ
ン
。
字
は
寒
の
韻
に
入
る
。
豌
豆
は
豆
の
名
で
あ
る
。

俗
に
ヱ
ン
ド
ウ
と
呼
ぶ
。
ヱ
ン
の
音
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。

右
、
寒
の
韻

下
平

咽

廣
韻
に
「
烏
前
の
切
」、
音
煙
、
倭
音
エ
ン
。
先
の
韻
に
入
る
。
人
の
咽
喉
で
あ
る
。
今
医
書

を
読
む
者
が
イ
ン
と
読
む
の
は
、
字
体
に
よ
っ
て
誤
っ
た
の
で
あ
る
。

鞭

廣
韻
に
「
卑
連
の
切
」、
倭
音
ヘ
ン
。
清
ん
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
和
漢
朗
詠
集
に
「
刑

鞭
蒲
腐
て
螢
空
し
く
去
る
」
①
と
い
う
の
を
、
昔
か
ら
清
ん
で
読
む
の
は
正
し
い
。
今
の
人

が
濁
っ
て
読
む
の
は
非
で
あ
る
。

①
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
、
帝
王
「
刑
鞭
蒲
朽
螢
空
去
、
諫
鼓
苔
深
鳥
不
驚
」（
刑
鞭
蒲

へ
ん
か
ま

朽
ち
て
螢
空
し
く
去
る
、
諫
鼓
苔
深
く
し
て
鳥
驚
か
ず
）。

員

廣
韻
に
「
王
權
の
切
」、
音
圓
、
倭
音
ヱ
ン
、
先
の
韻
に
入
る
。
物
の
数
・
官
の
数
で
あ
り
、

幅
員
で
あ
る
。
さ
ら
に
方
圓
の
圓
と
通
じ
る
。
さ
ら
に
音
云
、
文
の
韻
に
入
る
。
語
助
で
あ

る
。
さ
ら
に
音
運
、
問
の
韻
に
入
る
。
伍
子
胥
の
名
①
で
あ
る
。
こ
の
二
音
は
い
ず
れ
も
倭

音
ウ
ン
で
あ
る
。
官
員
の
員
を
、
俗
儒
が
イ
ン
と
読
む
の
は
非
で
あ
る
。
三
音
以
外
に
イ
ン

と
い
う
音
は
な
い
。
官
員
の
員
は
、
先
の
韻
に
入
り
、
圓
の
音
で
あ
る
の
で
、
倭
音
で
は
ヱ

ン
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
官
名
に
員
外
郎
が
あ
る
。

①
『
史
記
』
伍
子
胥
列
傳
第
六
「
伍
子
胥
者
、
楚
人
也
、
名
員
。
員
父
曰
伍
奢
。
員
兄
曰

伍
尚
。
其
先
曰
伍
舉
、
以
直
諫
事
楚
莊
王
、
有
顯
、
故
其
後
世
有
名
於
楚
」。

右
、
先
の
韻

澆

廣
韻
に
「
堅
堯
の
切
」、
音
梟
、
倭
音
キ
ヤ
ウ
。
清
ん
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
俗
儒
が

濁
っ
て
読
む
の
は
、
字
体
に
よ
っ
て
誤
っ
た
の
で
あ
る
。

僥

僥
幸
の
僥
、
徼
と
通
じ
る
。
音
澆
。
清
ん
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
僬
僥
の
僥
は
音
堯
。

廣
韻
に
「
五
聊
の
切
」。
僬
僥
は
国
名
、
家
語
に
見
え
る
①
。

①
『
孔
子
家
語
』
辨
物
第
十
六
「
孔
子
曰
、
焦
僥
氏
長
三
尺
、
短
之
至
也
」。

膋

聊
・
遼
・
寥
・
寮
と
同
音
、
倭
音
リ
ヤ
ウ
。
毛
詩
の
「
其
の
血
膋
を
取
る
」
①
を
、
俗
儒
が
勞ら

う

の
音
で
読
む
の
は
、
形
が
似
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
誤
っ
た
の
で
あ
る
。
蕭
の
韻
に
ラ
ウ
の

音
は
な
い
。

①
『
詩
經
』
谷
風
之
什
・
信
南
山
「
祭
以
淸
酒
、
從
以
騂
牡
、
享
于
祖
考
。
執
其
鸞
刀
、

以
啓
其
毛
、
取
其
血
膋
」。

軺

廣
韻
に
遙
・
韶
の
二
音
が
あ
る
。
倭
音
ヤ
ウ
、
ジ
ヤ
ウ
。
字
彙
に
は
韶
の
音
を
掲
載
し
な

じ
や
う

い
。
文
選
の
註
に
も
遙
の
音
を
掲
載
す
る
①
。

①
未
詳

右
、
蕭
の
韻
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梢

廣
韻
に
「
所
交
の
切
」、
弰
・
筲
・
蛸
と
同
音
、
倭
音
サ
ウ
。
肴
の
韻
に
入
る
。
俗
儒
が
シ
ヤ

ウ
と
読
む
の
は
呉
音
で
あ
る
。

鈔

廣
韻
に
「
楚
交
の
切
」、
音

、
漢
音
サ
ウ
、
呉
音
シ
ヤ
ウ
。
古
来
呉
音
を
用
い
る
。
抄
の
字

は
こ
れ
と
同
じ
。
俗
字
で
あ
る
。

嘲

廣
韻
に
「
陟
交
の
切
」、
音
啁
、
倭
音
タ
ウ
。
俗
儒
が
チ
ヤ
ウ
と
読
む
の
は
呉
音
で
あ
る
。
揚

雄
の
文
に
解
嘲
①
が
あ
る
。

①
揚
雄
『
解
嘲
』〔『
文
選
』
巻
四
十
五
〕「
人
有
嘲
雄
以
玄
之
尚
白
、
雄
解
之
、
號
曰
解

嘲
」。

右
、
肴
の
韻

醪

廣
韻
に
「
魯
刀
の
切
」、
勞
・
牢
と
同
音
、
倭
音
ラ
ウ
。
俗
儒
が
リ
ヤ
ウ
と
読
む
の
は
、
字
体

に
よ
っ
て
誤
っ
た
の
で
あ
る
。

右
、
豪
の
韻

娑

廣
韻
に
「
素
何
の
切
」、
倭
音
サ
。
字
は
歌
の
韻
に
入
る
。
釈
氏
の
徒
が
シ
ヤ
と
読
む
の
は
、

字
体
に
よ
っ
て
誤
っ
た
の
で
あ
る
。
歌
の
韻
に
シ
ヤ
の
音
は
な
い
。
俗
儒
が
釈
氏
に
な
ら
っ

て
（
シ
ヤ
と
読
む
）
の
は
さ
ら
に
非
で
あ
る
。
挲
の
字
は
こ
れ
と
同
音
で
あ
る
。

莎

廣
韻
に
「
蘇
禾
の
切
」、
蓑
・
梭
と
同
音
。
上
の
娑
の
字
と
、
音
は
似
て
い
る
が
同
じ
で
は
な

い
。
娑
は
開
口
呼
、
莎
は
合
口
呼
で
あ
り
、
華
音
で
は
別
で
あ
る
。
倭
音
は
娑
と
同
じ
。
俗

儒
が
シ
ヤ
と
読
む
の
は
誤
り
で
あ
る
。

右
、
歌
の
韻

嗟

廣
韻
に
「
子
邪
の
切
」、
音
罝
。
倭
音
は
シ
ヤ
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
古
来
サ
と
読
み
習
わ
し
て

い
る
。
今
で
は
改
め
る
の
は
む
つ
か
し
い
。

鼃

蛙
と
同
じ
。
廣
韻
に
「
烏
瓜
の
切
」、
倭
音
は
ワ
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
古
来
ア
と
読
み
習
わ
し

て
い
る
。
今
で
は
改
め
る
の
は
む
つ
か
し
い
。
蚳
鼃
は
人
の
名
、
孟
子
に
見
え
る
①
。
窊
・

ち

洼
・
窪
・
哇
、
汙
尊
の
汙
は
こ
れ
と
同
音
で
あ
る
。
汙
尊
は
、
禮
記
の
禮
運
に
見
え
る
②
。

①
『
孟
子
』
公
孫
丑
下
「
孟
子
謂
蚳
鼃
曰
、
子
之
辭
靈
丘
而
請
士
師
、
似
也
、
爲
其
可
以

言
也
」。

②
『
禮
記
』
禮
運
「
夫
禮
之
初
、
始
諸
飲
食
、
其
燔
黍
捭
豚
、
汙
尊
而
抔
飲
、
蕢
桴
而
土

鼓
、
猶
若
可
以
致
其
敬
於
鬼
神
。
及
其
死
也
、
升
屋
而
號
、
告
曰
、
皋
。
某
復
」。

右
、
麻
の
韻

坊

こ
の
字
は
廣
韻
に
は
房
・
方
の
二
音
が
あ
る
。
清
ん
で
読
ん
で
も
、
濁
っ
て
読
ん
で
も
、
い

ず
れ
も
可
で
あ
る
。
倭
音
は
バ
ウ
、
ハ
ウ
で
あ
る
。

襄

廣
韻
に
「
息
良
の
切
」、
廂
・
湘
・
相
・
緗
・
箱
・
葙
と
同
音
、
漢
音
シ
ヤ
ウ
、
呉
音
サ
ウ
。

い
ず
れ
も
清
ん
で
読
む
べ
き
で
あ
る
が
、
古
来
濁
っ
て
読
み
習
わ
す
の
は
誤
り
で
あ
る
。
し

か
し
今
で
は
改
め
る
の
は
む
つ
か
し
い
。
纕
・
忀
・
驤
・
瓖
・

の
五
字
は
こ
れ
と
同
音
で

あ
る
。

嘗

廣
韻
に
「
市
羊
の
切
」、
音
常
、
倭
音
ジ
ヤ
ウ
。
濁
っ
て
読
む
べ
き
だ
が
、
常
に
清
ん
で
読
ん

で
も
害
は
な
い
。
し
か
し
「
礿
禘
嘗
烝
」
の
嘗
は
、
か
な
ら
ず
濁
っ
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら

や
く

な
い
。
倭
音
が
烝
の
字
と
混
乱
す
る
か
ら
で
あ
る
。
我
が
朝
の
礼
に
、
大

嘗
会
・
新
嘗
会

だ
い
じ
や
う

じ
や
う

が
あ
る
。
嘗
の
字
は
い
ず
れ
も
濁
っ
て
読
み
習
わ
し
て
い
る
。
裳
・
鱨
の
二
字
は
こ
れ
と
同

音
で
あ
る
。

右
、
陽
の
韻

滎

水
名
で
あ
る
。
廣
韻
に
「
戸
扃
の
切
」、
熒
・
螢
と
同
音
、
倭
音
ケ
イ
。
今
は
ヱ
イ
と
読
む
人

け
い

が
あ
る
が
、
あ
や
ま
り
で
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
字
彙
に
「
于
平
の
切
、
音
榮
」
①
と

あ
れ
ば
、
誤
り
で
も
な
い
と
見
え
る
。
熒
・
螢
の
二
字
と
榮
の
字
は
、
華
音
は
同
じ
だ
が
、

倭
音
は
別
で
あ
る
。

①
『
字
彙
』
巳
集
「
滎
、
于
平
切
、
音
榮
、
水
名
」。

右
、
靑
の
韻

蒸

廣
韻
に
「
煑
仍
の
切
」、
倭
音
シ
ヨ
ウ
。
清
ん
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
俗
儒
が
濁
っ
て

読
む
の
は
非
で
あ
る
。
烝
の
字
は
こ
れ
と
同
音
で
あ
る
。

右
、
蒸
の
韻

硫

硫
黄
で
あ
る
。
廣
韻
に
「
力
求
の
切
」、
劉
・
留
・
流
と
同
音
。
漢
音
リ
ウ
、
呉
音
ル
で
あ
る

べ
き
だ
が
、
古
来
ユ
と
読
ん
だ
り
、
イ
と
読
ん
だ
り
す
る
の
は
、
い
ず
れ
も
非
で
あ
る
。
し
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か
し
薬
の
名
で
あ
り
、
世
俗
に
通
行
す
る
音
で
あ
る
の
で
、
今
で
は
改
め
る
の
は
む
つ
か
し

い
。

右
、
尤
の
韻

龕

廣
韻
に
「
口
含
の
切
」、
堪
・
戡
と
同
音
、
倭
音
カ
ン
。
清
ん
で
読
む
べ
き
で
あ
り
、
古
来
濁

っ
て
読
み
習
わ
す
の
は
誤
り
で
あ
る
。

右
、
覃
の
韻

上
声

髓

廣
韻
に
「
息
委
の
切
」、
倭
音
ス
イ
、
清
ん
で
読
む
べ
き
だ
が
、
古
来
濁
っ
て
読
み
習
わ
す
。

隨
の
字
に
類
似
し
て
い
る
の
で
誤
っ
た
の
で
あ
る
。

跬

廣
韻
に
「
丘
弭
の
切
」、
音
頍
、
倭
音
キ
。
字
は
紙
の
韻
に
入
る
。
俗
儒
が
ケ
イ
と
読
む
の
は
、

び

字
体
に
圭
の
字
が
あ
る
の
を
見
て
誤
っ
た
の
で
あ
る
。

畤

廣
韻
に
「
諸
市
の
切
」、
音
止
、
倭
音
シ
。
清
ん
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
廣
韻

に
「
時
止
の
切
」
と
も
あ
る
の
で
、
濁
っ
て
読
ん
で
も
よ
い
。

右
、
紙
の
韻

甫

廣
韻
に
「
方
矩
の
切
」、
斧
・
俯
・
府
と
同
音
。
倭
音
フ
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
古
来
ホ
と
読
み

習
わ
し
て
い
る
。
今
で
は
改
め
る
の
は
む
つ
か
し
い
。
脯
・
簠
・
黼
の
三
字
も
こ
れ
と
同
音

で
あ
る
。

輔

廣
韻
に
「
扶
雨
の
切
」、
父
・
腐
・
釜
と
同
音
。
倭
音
フ
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
古
来
ホ
と
読
み

習
わ
し
て
い
る
。
今
で
は
改
め
る
の
は
む
つ
か
し
い
。
た
だ
我
が
朝
の
八
省
の
太
輔
・
少
輔

は
、
古
来
フ
と
読
み
習
わ
し
て
い
る
。
父
母
の
父
は
こ
れ
と
同
音
で
あ
る
。「
尼
父
」「
尚
父
」

ほ

ほ

の
父
は
、
上
の
甫
の
字
の
音
で
あ
る
。

虜

廣
韻
に
「
郎
古
の
切
」、
魯
・
鹵
と
同
音
。
字
は
麌
の
韻
に
入
る
。
倭
音
は
ロ
で
あ
る
。
俗
儒

が
リ
ヨ
と
読
む
の
は
誤
り
で
あ
る
。
麌
の
韻
に
リ
ヨ
の
音
は
な
い
。
艣
の
字
も
こ
れ
と
同
音

で
あ
る
。

五

廣
韻
に
「
疑
古
の
切
」、
音
午
。
字
は
麌
の
韻
に
入
る
。
倭
音
ゴ
。
ギ
ヨ
と
読
む
俗
儒
が
あ
る

が
、
非
で
あ
る
。
麌
の
韻
に
ギ
ヨ
の
音
は
な
い
。

滸

廣
韻
に
「
呼
古
の
切
」、
音
虎
。
字
は
麌
の
韻
に
入
る
。
倭
音
コ
。
俗
儒
が
キ
ヨ
と
読
む
の
は
、

字
体
に
よ
っ
て
誤
っ
て
い
る
。
麌
の
韻
に
キ
ヨ
の
音
は
な
い
。
水
滸
傳
は
書
の
名
で
あ
り
、

コ
と
読
む
。

普

廣
韻
に
「
滂
古
の
切
」、
音
浦
、
漢
音
ホ
、
呉
音
フ
。
今
は
呉
音
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
。
溥

の
字
は
こ
れ
と
同
音
で
あ
る
。
毛
詩
の
「
溥
天
の
下
」
①
、
中
庸
の
「
溥
博
淵
泉
」
②
は
、

い
ず
れ
も
フ
と
読
み
習
わ
し
て
い
る
。

①
『
詩
經
』
小
雅
・
北
山
「
溥
天
之
下
、
莫
非
王
土
、
率
土
之
濱
、
莫
非
王
臣
」。

②
『
禮
記
』
中
庸
「
溥
博
淵
泉
、
而
時
出
之
」。

譜

廣
韻
に
「
博
古
の
切
」、
補
・
圃
と
同
音
。
倭
音
ホ
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
古
来
フ
と
読
み
習
わ

し
て
い
る
。
上
の
普
・
溥
の
二
字
の
類
で
あ
る
。

右
、
麌
の
韻

醍

廣
韻
に
「
他
禮
の
切
」、
體
・
涕
・
緹
と
同
音
、
漢
音
テ
イ
、
呉
音
タ
イ
。
醍
醐
の
醍
を
、
釈

氏
の
徒
が
ダ
イ
と
濁
っ
て
読
む
の
は
誤
り
で
あ
る
。

右
、
薺
の
韻

賄

廣
韻
に
「
呼
罪
の
切
」、
音
悔
、
倭
音
ク
ワ
イ
。
賄
賂
を
今
の
人
が
「
ワ
イ
ロ
」
と
い
う
の
は

非
で
あ
る
。
悔
の
字
に
準
じ
て
考
え
れ
ば
、
呉
音
は
ケ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
「
ワ
イ
」

と
い
う
の
は
呉
音
で
も
な
い
。

愷

豈
弟
の
豈
は
こ
れ
と
同
じ
。
さ
ら
に
凱
に
作
る
。
廣
韻
に
「
苦
亥
の
切
」、
音
開
の
上
声
、
倭

か
い
て
い

音
カ
イ
。
清
ん
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
俗
儒
が
濁
っ
て
読
む
の
は
誤
り
で
あ
る
。
塏

・
鎧
の
二
字
は
こ
れ
と
同
音
で
あ
る
。

右
、
賄
の
韻

軫

廣
韻
に
「
章
忍
の
切
」、
倭
音
シ
ン
。
俗
儒
が
チ
ン
と
読
む
の
は
誤
り
で
あ
る
。
疹
・
鬒
・
紾

・
縝
・
診
・
袗
・
稹
の
七
字
は
こ
れ
と
同
音
で
あ
る
。

敏

廣
韻
に
「
眉
殞
の
切
」、
愍
・
閔
・
暋
と
同
音
、
倭
音
ビ
ン
。
濁
っ
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ん

い
。
俗
儒
が
清
ん
で
読
む
の
は
非
で
あ
る
。
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右
、
軫
の
韻

吻

廣
韻
に
「
武
粉
の
切
」、
音
文
の
上
声
、
倭
音
ブ
ン
。
濁
っ
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
俗

儒
が
清
ん
で
読
む
の
は
非
で
あ
る
。
刎
・
抆
の
二
字
は
こ
れ
と
同
音
で
あ
る
。

右
、
吻
の
韻

綰

廣
韻
に
「
烏
板
の
切
」、
倭
音
ワ
ン
。
漢
の
盧
綰
①
を
、
今
の
人
が
ク
ワ
ン
と
読
む
の
は
、
字

体
に
よ
っ
て
誤
っ
た
の
で
あ
る
。

①
『
史
記
』
樊
酈
滕
灌
列
傳
第
三
十
五
「
其
後
燕
王
盧
綰
反
、
噲
以
相
國
擊
盧
綰
」。

赧

廣
韻
に
「
奴
版
の
切
」、
倭
音
ダ
ン
。
濁
っ
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
俗
儒
が
清
ん
で
読

む
の
は
誤
り
で
あ
る
。
周
に
赧
王
①
が
あ
る
。

①
『
史
記
』
周
本
紀
第
四
「
愼
靚
王
立
、
六
年
崩
。
子
赧
王
延
立
。
王
赧
時
、
東
西
周
分

治
」。

右
、
潸
の
韻

輭

軟
と
同
じ
。
廣
韻
に
「
而
兗
の
切
」、
倭
音
ゼ
ン
。
医
書
で
は
脉
の
こ
と
を
軟
の
字
を
用
い
て

じ

ゑ
ん

あ
ら
わ
し
、
倭
音
ナ
ン
と
読
み
習
わ
し
、
仏
書
に
あ
る
柔
軟
の
字
を
釈
氏
の
徒
は
ナ
ン
と
読

み
習
わ
す
が
、
い
ず
れ
も
非
で
あ
る
。
こ
の
字
は
銑
の
韻
に
入
り
、
ナ
ン
の
音
は
な
い
。
今

按
ず
る
に
、
愞
の
字
に
糯
・
煖
の
二
音
が
あ
り
、
こ
の
字
と
通
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
た

だ

だ
ん

め
に
誤
っ
て
輭
の
字
を
煖
の
音
に
読
ん
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
愞
の
字
は
も
と
も
と
弱
の
意

味
、
怯
の
意
味
で
あ
り
、
輭
の
字
は
柔
の
意
味
で
あ
り
、
字
義
は
同
じ
で
は
な
い
。
愞
の
字

も
輭
の
字
に
通
じ
る
の
で
、
柔
の
意
味
と
な
る
が
、
輭
は
愞
に
通
じ
な
い
。

喘

廣
韻
に
「
昌
兗
の
切
」、
音
舛
、
倭
音
セ
ン
。
清
ん
で
読
む
べ
き
だ
が
、
古
来
濁
っ
て
読
み
習

わ
し
て
い
る
。
今
で
は
改
め
る
の
は
む
つ
か
し
い
。

右
、
銑
の
韻

朶

朵
と
同
じ
。
廣
韻
に
「
丁
果
の
切
」、
倭
音
タ
。
清
ん
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
濁
っ
て

読
む
の
は
非
で
あ
る
。
埵
の
字
は
こ
れ
と
同
音
で
あ
る
。
薩
埵
①
を
、
釈
氏
の
徒
は
清
ん
で

さ
つ

た

読
む
。

①
梵
語Sativa

薩
多
婆
の
略
音
訳
。

妥

廣
韻
に
「
他
果
の
切
」、
倭
音
タ
。
清
ん
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

右
、
哿
の
韻

仰

廣
韻
に
「
魚
兩
の
切
」、
倭
音
ギ
ヤ
ウ
。
濁
っ
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

右
、
養
の
韻

杏

廣
韻
に
「
何
梗
の
切
」、
音
荇
、
倭
音
カ
ウ
。
常
に
キ
ヤ
ウ
と
読
む
の
は
呉
音
で
あ
る
。

か
う

騁

廣
韻
に
「
丑
郢
の
切
」、
逞
・
裎
と
同
音
、
倭
音
テ
イ
。
俗
儒
に
ヘ
イ
と
読
む
者
が
あ
る
。
聘

え
い

の
字
に
似
て
い
る
の
で
誤
っ
た
の
で
あ
る
。

右
、
梗
の
韻

紐

廣
韻
に
「
女
久
の
切
」、
倭
音
ヂ
ウ
。
濁
っ
て
読
む
べ
き
で
あ
り
、
今
の
人
が
丑
の
字
の
音
の

よ
う
に
清
ん
で
読
む
の
は
非
で
あ
る
。
狃
・
鈕
の
二
字
は
こ
れ
と
同
音
で
あ
る
。
杻
の
字
も
、

木
の
名
の
場
合
は
こ
れ
と
同
音
で
あ
る
。
手
械
の
杻
は
音
丑
で
あ
る
。

否

可
否
の
否
、
倭
語
で
「
い
な
」
と
い
う
も
の
は
、
有
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
「
方
久
の
切
」、

ふ
音
缶
、
倭
音
フ
で
あ
る
。
臧
否
の
否
は
、
補
美
の
切
、
音
鄙
。
否
塞
の
否
、
卦
名
の
否
は
、

さ
う

ひ

ひ

そ
く

符
鄙
の
切
、
音
圮
。
い
ず
れ
も
紙
の
韻
に
入
る
。
華
音
に
は
清
濁
の
異
同
が
あ
る
。
倭
音
は

い
ず
れ
も
ヒ
で
あ
る
。
安
否
を
、
世
俗
が
ヒ
と
読
む
の
は
誤
り
で
あ
る
。

牖

字
は
有
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
「
與
久
の
切
」、
酉
・
誘
・
卣
・
槱
・
莠
・
羑
・
梄
と
同
音
、

倭
音
イ
ウ
。
俗
儒
が
ヨ
ウ
と
読
む
の
は
誤
り
で
あ
る
。
字
体
は
片
に
従
い
、
戸
に
従
い
、
甫

に
従
う
。
右
傍
が
庸
の
字
に
似
て
い
る
の
で
、
音
を
誤
っ
た
の
で
あ
る
。

つ

く

り

畞

廣
韻
に
「
莫
厚
の
切
」、
牡
・
某
・
拇
と
同
音
、
倭
音
ボ
ウ
、
ま
た
は
ボ
。
濁
っ
て
読
む
べ
き

で
あ
る
が
、
古
来
ホ
と
清
ん
で
読
み
習
わ
し
て
い
る
。
今
で
は
改
め
る
の
は
む
つ
か
し
い
。

斗

南
斗
・
北
斗
は
星
の
名
で
あ
る
。
廣
韻
に
「
當
口
の
切
」。
倭
音
は
ト
ウ
で
あ
る
べ
き
だ
が
、

古
来
ト
と
読
む
。
南
斗
の
斗
を
主
の
音
で
読
む
の
は
俗
儒
の
誤
り
で
あ
り
、
理
由
が
な
い
事

で
あ
る
。
斗
の
名
が
混
乱
す
る
の
で
、
南
北
の
字
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
主
の
音
の
場
合
は

水
を
斟
む
器
の
名
で
あ
る
。
周
禮
の
春
官
鬯
人
に
見
え
る
①
。
廣
韻
に
は
枓
に
作
る
②
。
枓

は
禮
記
の
喪
大
記
に
見
え
る
③
。

①
『
周
禮
』
春
官
・
鬯
人
「
大
喪
之
大
渳
、
設
斗
、
共
其
釁
鬯
」。
鄭
注
「
斗
、
所
以
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沃
尸
也
」、『
經
典
釋
文
』「
音
主
、
注
同
」。

②
『
廣
韻
』
上
聲
麌
第
九
「
枓
、
斟
水
器
也
」。

③
『
禮
記
』
喪
大
記
「
御
者
二
人
浴
、
浴
水
用
盆
、
沃
水
用
枓
、
浴
用
絺
巾
、
挋
用
浴

衣
、
如
它
日
」。

枸

廣
韻
に
「
古
厚
の
切
」、
苟
・
狗
・
垢
・
笱
・
耈
と
同
音
、
倭
音
コ
ウ
。
枸
杞
を
常
に
ク
コ
と

い
う
の
は
、
二
字
い
ず
れ
も
呉
音
で
あ
る
。
さ
ら
に
矩
の
音
が
あ
り
、
麌
の
韻
に
入
る
。
枳
枸

く

し

く

は
木
の
名
で
あ
り
、
毛
詩
に
見
え
る
①
。
こ
の
国
で
「
け
ん
ほ
の
な
し
」
と
い
う
も
の
で
あ

る
。①

『
詩
經
』
小
雅
・
南
山
有
臺
「
南
山
有
枸
、
北
山
有
楰
」、
毛
傳
「
枸
、
枳
枸
」。

右
、
有
の
韻

去
声

甕

瓮
と
同
じ
。
送
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
「
烏
貢
の
切
」、
倭
音
ヲ
ウ
。
俗
儒
が
ヨ
ウ
と
読
む
の

は
非
で
あ
る
。
送
の
韻
に
ヨ
ウ
の
音
は
な
い
。
罋
の
字
も
こ
れ
と
同
音
で
あ
る
。

右
、
送
の
韻

篲

あ
る
い
は
彗
に
作
る
。
廣
韻
に
「
徐
醉
の
切
」、
遂
・
穗
と
同
音
、
倭
音
ス
イ
。
彗
星
を
古
来

ケ
イ
と
読
む
の
は
誤
り
で
あ
る
。
廣
韻
に
「
又
音
歳
」、
倭
音
セ
イ
。
又
「
内

の
切
」、
倭

音
デ
イ
。

率

こ
の
字
は
去
声
に
二
音
あ
り
、
い
ず
れ
も
寘
の
韻
に
入
る
。
一
つ
は
將
帥
の
帥
と
通
用
す
る
。

す
い

倭
音
ス
イ
。
一
つ
は
音
類
、
倭
音
ル
イ
。
字
彙
に
「
總
率
な
り
」
①
と
註
し
て
、
倭
語
の
「
お

ほ
む
ね
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
時
は
類
の
字
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
俗
儒
に
は
こ

の
こ
と
を
知
ら
な
い
も
の
が
多
い
。

①
『
字
彙
』
午
集
「
又
力
遂
切
、
音
類
、
計
數
之
名
。
又
等
也
、
總
率
也
」。

帥

こ
の
字
は
も
と
も
と
入
声
で
あ
り
、
質
の
韻
に
入
る
。
倭
音
シ
ユ
ツ
。
論
語
に
「
子
帥
ゆ
る

ひ
き

に
正
を
以
て
せ
ば
」
①
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
去
声
で
は
寘
の
韻
に
入
る
。
廣

韻
に
「
所
類
の
切
」、
倭
音
ス
イ
。
將
帥
で
あ
る
。
我
が
朝
の
官
に
太
宰
の
帥
が
あ
る
。
將

だ

ざ

い

そ
つ

帥
の
帥
で
あ
る
の
に
、
古
来
ソ
ツ
と
読
む
の
は
誤
り
で
あ
る
。

①
『
論
語
』
顔
淵
「
季
康
子
問
政
於
孔
子
。
孔
子
對
曰
、
政
者
、
正
也
。
子
帥
以
正
、
孰

敢
正
」。

右
、
寘
の
韻

恕

廣
韻
に
「
商
署
の
切
」、
音
庶
、
倭
音
シ
ヨ
。
清
ん
で
読
む
べ
き
だ
が
、
古
来
濁
っ
て
読
み
習

わ
す
の
は
誤
り
で
あ
る
。
し
か
し
今
で
は
改
め
る
の
は
む
つ
か
し
い
。

絮

綿
と
訓
じ
る
時
は
（
廣
韻
に
）「
息
據
の
切
」、
倭
音
シ
ヨ
。
清
ん
で
読
む
べ
き
だ
が
、
古
来

濁
っ
て
読
み
習
わ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
絮
羹
の
絮
は
、「
抽
據
の
切
」、
倭
音
チ
ヨ
。
曲
禮
に

ち
よ
か
う

見
え
る
①
。
さ
ら
に
「
尼
據
の
切
」、
音
女
、
倭
音
ヂ
ヨ
。
姓
で
あ
る
。
漢
に
絮
舜
が
あ
る

②
。①

『
禮
記
』
曲
禮
上
「
毋
嚃
羹
、
毋
絮
羹
、
毋
刺
齒
、
毋
歠
醢
」。

②
『
漢
書
』
趙
尹
韓
張
兩
王
傳
第
四
十
六
「
敞
使
賊
捕
掾
絮
舜
有
所
案
驗
」、
注
「
李
奇

曰
、
絮
音
挐
。
師
古
曰
、
絮
、
姓
也
、
音
女
居
反
、
又
音
人
餘
反
」。

右
、
御
の
韻

戍

辺
を
守
る
こ
と
を
戍
と
い
う
。
廣
韻
に
「
傷
遇
の
切
」、
倭
音
シ
ユ
。
清
ん
で
読
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
濁
っ
て
読
む
の
は
誤
り
で
あ
る
。

右
、
遇
の
韻

細

字
は
霽
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
「
蘇
計
の
切
」、
音
壻
。
倭
音
で
は
セ
イ
で
あ
る
べ
き
だ
が
、

古
来
サ
イ
と
読
み
習
わ
し
て
い
る
。
濟
・
歳
な
ど
の
字
を
例
と
す
る
と
、
こ
れ
は
呉
音
で
あ

る
に
ち
が
い
な
い
。
今
で
は
改
正
す
る
の
は
む
つ
か
し
い
。
壻
を
今
で
は
セ
イ
と
読
む
。
俗

儒
が
サ
イ
と
読
む
の
は
、
音
註
に
音
細
と
あ
る
①
の
を
見
て
、
細
の
字
の
漢
音
が
セ
イ
で
あ

る
こ
と
を
知
ら
ず
に
呉
音
に
従
っ
た
の
で
あ
る
。
字
体
に
よ
っ
て
シ
ヨ
の
音
に
読
む
の
は
さ

ら
に
非
で
あ
る
。

①
『
説
文
解
字
』「
壻
、
夫
也
。
从
士
胥
聲
。
詩
曰
、
女
也
不
爽
、
士
貳
其
行
、
士
者
夫

也
、
讀
與
細
同
」。

祭

こ
の
字
も
も
と
も
と
霽
の
韻
に
入
る
。
祭
祀
の
祭
で
あ
る
。
廣
韻
に
「
子
例
の
切
」、
倭
音
セ

し
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イ
。
さ
ら
に
卦
の
韻
に
入
る
。
国
の
名
で
あ
り
、
春
秋
に
祭
伯
が
あ
る
①
。
さ
ら
に
姓
で
あ

り
、
後
漢
に
祭
遵
が
あ
る
②
。
い
ず
れ
も
「
側
界
の
切
」、
倭
音
サ
イ
で
あ
る
。
し
か
し
祭

祀
の
祭
も
古
来
サ
イ
と
読
み
習
わ
し
、
セ
イ
の
音
が
あ
る
こ
と
を
人
々
は
知
ら
な
い
。
サ
イ

も
呉
音
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
際
の
字
も
、
祭
祀
の
祭
と
同
音
で
あ
る
が
、
古
来
サ
イ
と

読
む
。
今
で
は
い
ず
れ
も
改
め
る
の
は
む
つ
か
し
い
。

①
『
春
秋
』
隱
公
元
年
「
冬
、
十
有
二
月
、
祭
伯
來
」。

②
『
後
漢
書
』
銚
期
王
霸
祭
遵
列
傳
第
十
「
祭
遵
、
字
弟
孫
、
潁
川
潁
陽
人
也
」。

滯

廣
韻
に
「
直
例
の
切
」、
音
彘
、
倭
音
テ
イ
。
常
に
タ
イ
と
読
む
の
も
呉
音
で
あ
る
。

右
、
霽
の
韻

盻

顧
盻
、
轉
盻
、
盻
睞
、
美
目
盻
兮
の
盻
は
も
と
も
と
盼
に
作
る
。
字
は
諫
の
韻
に
入
る
。
廣

韻
に
「
匹
莧
の
切
」、
倭
音
ハ
ン
。
俗
儒
が
メ
ン
と
読
む
の
は
、
誤
っ
て
眄
の
字
と
混
同
し

か
ん

た
の
で
あ
る
。
眄
は
廣
韻
に
「
莫
甸
の
切
、
音
麪
。
斜
視
」
と
註
す
る
。
横
目
で
視
る
こ
と

で
あ
る
。
さ
ら
に
説
文
に
「
目

偏

合
ふ
な
り
」
①
と
あ
る
。
片
眼
を
閉
じ
て
、
片
眼
で
視

か
た
か
た

る
こ
と
で
あ
る
。
盼
の
字
と
音
義
は
い
ず
れ
も
異
な
る
。
盼
を
俗
に
誤
っ
て
盻
に
作
る
が
、

盻
は
も
と
も
と
別
字
で
あ
る
。
廣
韻
に
「
五
計
の
切
」、
又
「
下
戻
の
切
」
と
あ
り
、
華
音

で
は
ふ
た
つ
の
切
は
別
で
あ
る
。
倭
音
は
い
ず
れ
も
ゲ
イ
、「
恨
視
」
②
と
註
す
る
。
孟
子

の
「
盻
盻
然
」
③
が
そ
れ
で
あ
る
。
毛
詩
の
「
美
目
盻
兮
」
④
の
盻
を
、
今
の
人
は
ハ
ン
と

読
み
、
顧
盻
の
盻
を
メ
ン
と
読
む
。
盼
・
盻
・
眄
の
三
字
を
混
同
し
て
字
を
誤
ま
り
、
音
を

は
ん

げ
い

め
ん

も
誤
ま
る
。
学
者
は
辨
別
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
眄
の
字
は
、
字
彙
に
は
「
莫
典
の

切
、
音
勉
」
⑤
と
あ
り
、
上
声
で
あ
る
。

①
『
説
文
解
字
』「
眄
、
目
徧
合
也
、
从
目
丏
聲
」。

②
『
説
文
解
字
』「
盻
、
恨
視
也
、
从
目
兮
聲
」。

③
『
孟
子
』
滕
文
公
上
「
爲
民
父
母
、
使
民
盻
盻
然
、
將
終
歳
勤
動
、
不
得
以
養
其
父
母
、

又
稱
貸
而
益
之
、
使
老
稚
轉
乎
溝
壑
、
惡
在
其
爲
民
父
母
也
」。

④
『
詩
經
』
衞
風
・
碩
人
「
螓
首
蛾
眉
、
巧
笑
倩
兮
、
美
目
盻
兮
」。

⑤
『
字
彙
』
午
集
「
眄
、
莫
典
切
、
音
勉
」。

右
、
諫
の
韻

乍

字
は
禡
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
「
鋤
駕
の
切
」、
倭
音
ザ
。
濁
っ
て
読
む
べ
き
だ
が
、
今
は
清

ん
で
読
ん
で
も
害
は
な
い
。
医
書
に
「
乍
寒
乍
熱
」
①
と
い
う
語
が
あ
る
が
、
学
者
が
サ
ク

と
読
む
の
は
誤
り
で
あ
る
。

①
『
傷
寒
論
』
氣
血
虛
實
「
瘀
在
腠
理
、
則
乍
寒
乍
熱
。
瘀
在
肌
内
、
則
潮
熱
盜
汗
」。

右
、
禡
の
韻

向

も
と
も
と
「
許
亮
の
切
」、
香
の
去
声
、
漢
音
キ
ヤ
ウ
、
呉
音
カ
ウ
。
向
背
の
向
で
あ
る
。
さ

ら
に
「
式
亮
の
切
」、
音
餉
、
倭
音
シ
ヤ
ウ
。
地
名
で
あ
り
、
姓
で
あ
る
。
左
傳
に
あ
る
晋

の
羊
舌
肸
の
字
が
叔
向
①
、
漢
の
劉
子
政
の
名
が
向
②
で
あ
る
の
は
、
い
ず
れ
も
向
背
の
向

で
あ
る
。
俗
儒
が
シ
ヤ
ウ
と
読
む
の
は
誤
り
で
あ
る
。

①
『
左
傳
』
襄
公
十
六
年
「
十
六
年
、
春
、
葬
晉
悼
公
。
平
公
卽
位
。
羊
舌
肸
爲
傅
」、

杜
注
「
肸
、
叔
向
也
」。

②
『
漢
書
』
楚
元
王
傳
第
六
「
向
、
字
子
政
、
本
名
更
生
」。

右
、
漾
の
韻

畜

牛
・
馬
・
羊
・
犬
・
豕
・
雞
を
六
畜
と
い
う
。
字
は
も
と
も
と
嘼
に
作
り
、
宥
の
韻
に
入
る
。

り
く
き
う

廣
韻
に
「
許
宥
の
切
」、
倭
音
キ
ウ
。
六
畜
を
、
世
俗
が
チ
ク
と
読
む
の
は
非
で
あ
る
。

宿

星
宿
の
宿
は
去
声
。
廣
韻
に
「
息
救
の
切
」、
秀
・
繡
と
同
音
、
倭
音
シ
ウ
。
本
音
の
入
声
で

読
ん
で
も
よ
い
。
古
来
二
音
あ
り
、
入
声
に
読
む
の
を
誤
り
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
。

幼

字
は
宥
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
「
伊
謬
の
切
」。
倭
音
イ
ウ
で
あ
る
べ
き
で
あ
り
、
古
来
エ
ウ

び
う

と
読
み
習
わ
す
の
は
誤
り
で
あ
る
。
し
か
し
今
で
は
改
め
る
の
は
む
つ
か
し
い
。

右
、
宥
の
韻

入
声

族

廣
韻
に
「
昨
木
の
切
」、
倭
音
ゾ
ク
。
濁
音
で
あ
る
。
俗
儒
が
シ
ヨ
ク
と
読
む
の
は
非
で
あ
る
。

倭
音
で
は
屋
の
韻
に
シ
ヨ
ク
の
音
は
な
い
。

畜

廣
韻
に
「
許
竹
の
切
」、
倭
音
キ
ク
。
養
と
訓
じ
る
。
さ
ら
に
「
丑
六
の
切
」、
倭
音
チ
ク
。
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畜
止
・
儲
畜
の
畜
で
あ
る
。
周
易
の
大
畜
・
小
畜
①
が
そ
れ
で
あ
る
。
蓄
に
も
作
る
。
畜
産

ち
よ

き
く

・
畜
生
は
、
養
の
意
味
で
あ
る
の
で
、
釈
氏
の
徒
が
チ
ク
と
読
む
の
は
誤
り
で
あ
る
。

①
『
周
易
』「
大
畜
、
利
貞
、
不
家
食
、
吉
、
利
渉
大
川
」。

『
周
易
』「
小
畜
、
亨
、
密
雲
不
雨
、
自
我
西
郊
」。

右
、
屋
の
韻

沃

廣
韻
に
「
烏
酷
の
切
」、
倭
音
ヲ
ク
。
曲
沃
は
地
名
①
で
あ
る
。
俗
儒
が
ヨ
ク
と
読
む
の
は
非

で
あ
る
。
字
彙
に
「
音
屋
」
②
と
あ
る
。
鋈
の
字
は
こ
れ
と
同
音
で
あ
る
。

①
『
春
秋
左
氏
傳
』
隱
公
五
年
「
曲
沃
莊
伯
以
鄭
人
、
邢
人
伐
翼
、
王
使
尹
氏
、
武
氏
助

之
。
翼
侯
奔
隨
」。

②
『
字
彙
』
巳
集
「
沃
、
烏
谷
切
、
音
屋
、
灌
漑
也
」。

右
、
沃
の
韻

帥

廣
韻
に
「
所
律
の
切
」、
倭
音
シ
ユ
ツ
。
俗
儒
が
ソ
ツ
と
読
む
の
は
非
で
あ
る
。
字
は
質
の
韻

に
入
り
、
ソ
ツ
の
音
は
な
い
。
太
宰
の
帥
を
、
古
来
ソ
ツ
と
呼
ぶ
の
は
誤
り
で
あ
る
。
す
で

だ

ざ

い

そ
つ

に
前
に
見
え
る
。
率
・
蟀
の
二
字
は
こ
れ
と
同
音
で
あ
る
。

卒

廣
韻
に
「
子
聿
の
切
」、
倭
音
シ
ユ
ツ
。
終
と
訓
じ
る
。
大
夫
が
死
ぬ
こ
と
を
卒
と
い
う
①
が
、

い
つ

俗
儒
が
ソ
ツ
と
読
む
の
は
誤
り
で
あ
る
。
字
は
質
の
韻
に
入
り
、
ソ
ツ
の
音
は
な
い
。
士
卒

の
卒
、
倉
卒
の
卒
は
、
い
ず
れ
も
月
の
韻
に
入
る
。
士
卒
は
「
臧
没
の
切
」、
清
音
で
あ
る
。

倉
卒
は
「
倉
没
の
切
」、
次
清
音
で
あ
る
。
華
音
で
は
ふ
た
つ
の
音
は
別
で
あ
る
。
倭
音
で

は
区
別
は
な
く
、
い
ず
れ
も
ソ
ツ
で
あ
る
。

①
『
禮
記
』
曲
禮
下
「
天
子
死
曰
崩
、
諸
侯
曰
薨
、
大
夫
曰
卒
、
士
曰
不
祿
、
庶
人
曰

死
」。

右
、
質
の
韻

祓

廣
韻
に
「
敷
勿
の
切
」、
音
拂
、
倭
音
フ
ツ
。
災
を
除
く
祭
で
あ
る
。
倭
語
で
は
「
は
ら
ひ
」

と
い
う
。
俗
儒
が
バ
ツ
と
読
む
の
は
誤
り
で
あ
る
。
字
は
示
に
従
い
、
禾
に
従
う
の
は
非
で

あ
る
。
秡
は
別
字
で
あ
る
。
字
彙
に
「
蒲
發
の
切
、
音
鈸
、
禾
傷
る
る
な
り
」
①
と
あ
る
。

ば
つ

祓
は
弗
に
作
る
こ
と
も
あ
る
。
毛
詩
に
「
以
て
子
無
き
を
弗
ふ
」
②
と
あ
る
。

①
『
字
彙
』
午
集
「
秡
、
蒲
撥
切
、
音
鈸
、
禾
傷
也
」。

②
『
詩
經
』
大
雅
・
生
民
之
什
・
生
民
「
生
民
如
何
、
克
禋
克
祀
、
以
弗
無
子
」。

右
、
勿
の
韻

虐

字
は
薬
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
「
魚
約
の
切
」、
倭
音
ギ
ヤ
ク
。
俗
儒
が
ゲ
キ
と
読
む
の
は
非

で
あ
る
。
薬
の
韻
に
ゲ
キ
の
音
は
な
い
。
瘧
の
字
は
こ
れ
と
同
音
で
あ
る
。

謔

廣
韻
に
「
虛
約
の
切
」、
倭
音
キ
ヤ
ク
。
清
ん
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
俗
儒
が
濁
っ
て

読
む
の
は
、
誤
っ
て
虐
の
字
の
音
と
混
同
し
た
の
で
あ
る
。
虐
は
牙
音
、
謔
は
喉
音
で
あ
り
、

華
音
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。

魄

落
魄
の
魄
は
薬
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
「
他
各
の
切
」、
託
・
橐
・
柝
と
同
音
、
倭
音
タ
ク
。

た
く

俗
儒
が
ハ
ク
と
読
む
の
は
誤
り
で
あ
る
。
魂
魄
の
魄
と
、
音
義
い
ず
れ
も
異
な
る
。
乇
に
従

っ
て
、

に
作
る
こ
と
も
あ
る
。
魂
魄
の
魄
は
陌
の
韻
に
入
る
。

右
、
薬
の
韻

適

字
は
も
と
も
と
陌
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
「
施
隻
の
切
」、
音
釋
、
漢
音
セ
キ
、
呉
音
シ
ヤ
ク
。

倭
語
に
「
ゆ
く
」「
か
な
ふ
」「
ま
さ
に
」「
た
ま
た
ま
」
と
い
う
の
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
音
で

あ
る
。「
適
來
」「
閑
適
」「
適
悦
」、
俗
語
の
「
適
纔
」、
い
ず
れ
も
こ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
錫

さ
い

の
韻
に
入
る
。「
都
歷
の
切
」、
音
的
、
漢
音
テ
キ
、
呉
音
チ
ヤ
ク
。
論
語
の
「
無
適
」「
無
莫
」

①
、
左
傳
の
「
吾
誰
適
從
」
②
、
毛
詩
の
「
誰
適
爲
容
」
③
は
、
い
ず
れ
も
こ
の
音
で
あ
る
。

さ
ら
に
嫡
の
字
と
通
用
す
る
。
こ
れ
以
外
は
い
ず
れ
も
釈
の
音
で
あ
る
。
俗
儒
が
こ
の
こ
と

を
知
ら
ず
に
、
一
概
に
的
の
音
に
読
む
の
は
誤
り
で
あ
る
。
程
伊
川
が
敬
の
字
を
解
釈
す
る

に
あ
た
っ
て
、「
主
一
無
適
」
④
と
い
う
語
が
あ
る
。
俗
儒
は
テ
キ
と
読
む
。
唐
の
詩
人
に

高
適
、
李
適
之
が
あ
り
、
唐
詩
を
読
む
者
が
テ
キ
と
読
む
の
は
、
い
ず
れ
も
誤
り
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
適
の
字
は
い
ず
れ
も
セ
キ
と
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
『
論
語
』
里
仁
「
子
曰
、
君
子
之
於
天
下
也
、
無
適
也
、
無
莫
也
。
義
之
與
比
」。

②
『
左
傳
』
僖
公
五
年
「
退
而
賦
曰
、
狐
裘
尨
茸
、
一
國
三
公
、
吾
誰
適
從
」。

③
『
詩
經
』
衞
風
・
伯
兮
「
自
伯
之
東
、
首
如
飛
蓬
。
豈
無
膏
沐
、
誰
適
爲
容
」。

④
『
論
語
』
學
而
「
道
千
乘
之
國
、
敬
事
而
信
、
節
用
而
愛
人
、
使
民
以
時
」、『
集
注
』
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「
敬
者
、
主
一
無
適
之
謂
」、『
二
程
全
書
』「
程
子
曰
、
主
一
、
之
謂
敬
、
無
適
、
之

謂
一
」。

右
、
陌
の
韻

楫

字
は
葉
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
「
卽
葉
の
切
」、
接
・
睫
と
同
音
、
倭
音
セ
フ
。
俗
儒
が
シ
フ

と
読
む
の
は
非
で
あ
る
。
葉
の
韻
に
シ
フ
の
音
は
な
い
。
字
は
檝
に
も
作
る
。

摺

摺
疊
の
摺
は
葉
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
「
之
渉
の
切
」、
讋
・
懾
・
慴
と
同
音
、
倭
音
セ
フ
。

せ
ふ
で
ふ

せ
ふ

俗
儒
が
シ
フ
と
読
む
の
は
非
で
あ
る
。

右
、
葉
の
韻

乏

字
は
洽
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
「
房
法
の
切
」、
倭
音
バ
フ
。
世
俗
が
ボ
ク
と
読
む
の
は
非
で

あ
る
。
つ
ね
に
貧
乏
と
い
う
の
は
正
し
い
。

び
ん
ば
ふ

右
、
洽
の
韻

以
上
、
古
来
、
倭
音
が
誤
っ
て
い
て
か
な
ら
ず
正
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
、
お
お
よ
そ
こ
の
類

で
あ
る
。
こ
れ
以
外
は
か
な
ら
ず
し
も
改
正
す
る
必
要
は
な
く
、
古
来
の
慣
習
ど
お
り
読
ん
で
よ

い
。
世
の
俗
儒
に
は
字
音
に
明
ら
か
で
な
く
、
訛
謬
を
継
承
し
て
い
て
、
そ
の
あ
や
ま
っ
て
い
る

こ
と
を
わ
か
っ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
。
自
分
が
誤
る
だ
け
で
な
く
、
往
々
に
し
て
人
を
誤
ら
せ

る
。
こ
れ
は
ま
こ
と
に
お
そ
ろ
し
い
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
倭
読
の
法
に
、
そ
の
字
の
正
音
で
は

な
い
が
他
の
字
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
場
合
が
あ
れ
ば
、
音
を
区
別
し
て
読
む
の
を
な
ら
わ
し
と
す
る

こ
と
が
あ
る
。
初
学
は
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
数
字
を
左
に
列
挙
す

る
。

空

廣
韻
に
「
苦
紅
の
切
」、
漢
音
コ
ウ
、
呉
音
ク
ウ
。
六
官
の
司
空
を
漢
音
で
読
め
ば
、
司
寇
の

こ
う

倭
音
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
の
で
、
こ
の
字
を
呉
音
に
読
む
。

嘗

廣
韻
に
「
市
羊
の
切
」、
音
常
、
倭
音
ジ
ヤ
ウ
。
も
と
も
と
濁
る
べ
き
音
で
あ
る
が
、
つ
ね
に

清
ん
で
読
む
。
た
だ
四
時
の
祭
を
「
礿
禘

嘗

烝
」
と
い
う
が
、
嘗
を
清
ん
で
読
め
ば
、

や
く
て
い
じ
や
う
し
よ
う

烝
の
字
と
倭
音
が
ま
ぎ
ら
わ
し
い
の
で
、
か
な
ら
ず
濁
っ
て
読
む
。

驚

廣
韻
に
「
舉
卿
の
切
」、
京
・
荊
と
同
音
、
漢
音
ケ
イ
、
呉
音
キ
ヤ
ウ
。
医
書
を
読
む
場
合
、

「
驚
風
」「
驚
悸
」
の
類
の
驚
の
字
は
、
す
べ
て
呉
音
を
用
い
、
漢
音
を
用
い
な
い
。
た
だ

き
や
う

き

し
七
情
の
「
喜
怒
憂
思
悲
驚

恐
」
の
驚
の
字
は
、
か
な
ら
ず
漢
音
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら

き

ど

い
う

し

ひ

け
い
き
よ
う

な
い
。
驚
の
呉
音
が
恐
の
漢
音
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
。

①
中
医
で
は
「
喜
怒
憂
思
悲
驚
恐
」
を
七
情
と
い
う
。

情

廣
韻
に
「
疾
盈
の
切
」、
音
晴
、
漢
音
セ
イ
、
呉
音
ジ
ヤ
ウ
。
儒
書
で
は
漢
音
を
用
い
る
べ
き

で
あ
る
が
、
性
情
の
二
字
が
同
時
に
あ
ら
わ
れ
る
場
合
が
多
く
、
漢
音
で
読
め
ば
性
と
情
が

ま
ぎ
ら
わ
し
い
の
で
、
こ
の
字
を
呉
音
に
読
む
。

鹹

廣
韻
に
「
胡
讒
の
切
」、
咸
・
函
と
同
音
、
倭
音
カ
ン
。
つ
ね
に
清
ん
で
読
み
習
わ
す
が
、
医

書
の
五
味
①
を
列
挙
す
る
と
こ
ろ
を
清
ん
で
読
め
ば
、
甘
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
の
で
、
こ
の
字

を
か
な
ら
ず
濁
っ
て
読
む
。

①
『
禮
記
』
禮
運
「
五
味
六
和
、
十
二
食
、
還
相
爲
質
也
」、
鄭
注
「
五
味
、
酸
・
苦
・

辛
・
鹹
・
甘
也
」。

衞

廣
韻
に
「
于
歳
の
切
」、
漢
音
ヱ
イ
、
呉
音
ヱ
。
医
書
で
は
呉
漢
の
二
音
を
兼
用
す
る
が
、
こ

せ
い

の
字
は
漢
音
に
読
む
こ
と
が
多
い
。
た
だ
榮
衞
①
の
衞
は
か
な
ら
ず
呉
音
に
読
む
。
榮
の
字

え
い

ゑ

と
倭
音
が
ま
ぎ
ら
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
。

①
「
榮
」
は
血
液
、「
衞
」
は
生
気
。『
素
問
』
湯
液
醪
醴
論
「
榮
衞
不
可
復
收
」。

艮

卦
の
名
で
あ
る
。
廣
韻
に
「
古
恨
の
切
」、
倭
音
コ
ン
。
も
と
も
と
清
ん
で
読
む
べ
き
だ
が
、

八
卦
の
中
で
は
坤
の
字
と
倭
音
が
ま
ぎ
ら
わ
し
い
の
で
こ
の
字
を
濁
っ
て
読
む
が
、
正
音
で

は
な
い
。

中
華
で
は
古
文
異
体
の
字
、
あ
る
い
は
法
帖
な
ど
の
草
書
の
朦
朧
と
し
て
読
み
に
く
い
場
合
に
、

楷
書
を
各
字
の
傍
に
附
註
し
た
も
の
を
「
釋
文
」
と
い
う
。
さ
ら
に
仏
書
の
梵
文
に
、
漢
字
を
も

ぼ
ん
も
ん

ち
い
て
そ
の
音
を
附
註
し
た
も
の
を
「
対
訳
」
と
い
う
。
あ
る
い
は
「
対
註
」
と
い
う
。
わ
が
国

で
読
み
に
く
い
漢
字
の
傍
に
国
字
で
そ
の
音
を
附
書
す
る
の
は
梵
文
の
対
訳
の
類
で
あ
る
。
こ
の

か

な

事
は
軽
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
と
り
あ
え
ず
平
声
の
韻
を
例
と
し
て
言
う
と
、
支
微
魚
虞
齊
佳
灰

眞
文
元
寒
刪
先
歌
麻
侵
覃
鹽
咸
の
十
九
韻
は
明
白
で
あ
っ
て
ま
ぎ
ら
わ
し
い
こ
と
は
な
い
。
東
冬
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江
蕭
肴
豪
陽
庚
靑
蒸
尤
の
十
一
韻
は
倭
音
に
は
い
ず
れ
も
ウ
の
響
き
が
あ
り
、
声
に
出
し
て
読
む

場
合
、
混
同
し
て
区
別
は
な
い
の
で
、
軽
率
で
粗
雑
な
学
者
は
往
々
に
し
て
国
字
の
対
訳
を
誤
る
。

か

な

こ
の
事
は
大
義
に
は
関
係
し
な
い
が
、
わ
が
国
の
学
士
家
の
し
き
た
り
で
あ
り
、
自
然
の
條
理
で

あ
り
、
乱
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
ど
う
し
て
お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

そ
こ
で
そ
の
要
領
を
録
し
て
童
蒙
に
示
す
。

東
の
韻

東
の
字
、
倭
音
は
ト
ウ
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
韻
に
属
す
る
字
は
か
な
ら
ず
ヲ
コ
ソ
ト

ノ
ホ
モ
ロ
の
下
に
ウ
の
声
を
附
け
る
。
た
と
え
ば
翁
公
葱
通
豐
蒙
籠
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

ヲ
ウ
コ
ウ
ソ
ウ
ト
ウ
ホ
ウ
モ
ウ
ロ
ウ

さ
ら
に
イ
キ
シ
チ
リ
の
下
に
ウ
の
声
を
附
け
る
字
が
あ
る
。
熊
弓
終
中
隆
な
ど
が
そ
れ
で

イ
ウ
キ
ウ
シ
ウ
チ
ウ
リ
ウ

あ
る
。
こ
れ
以
外
は
類
推
し
て
わ
か
る
。

冬
鍾
の
韻

冬
の
字
、
倭
音
は
ト
ウ
で
あ
る
。
東
の
字
と
同
じ
な
の
で
、
こ
の
韻
に
属
す
る
字
は

東
の
韻
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
た
と
え
ば
攻
宗
炵
農

な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
別
に

コ
ウ
ソ
ウ
ト
ウ
ノ
ウ
ロ
ウ

鍾
の
韻
に
属
す
る
字
が
あ
る
。
鍾
の
字
、
倭
音
は
シ
ヨ
ウ
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
韻
に
属
す

る
字
は
、
必
ず
ヨ
、
キ
ヨ
、
シ
ヨ
、
チ
ヨ
、
リ
ヨ
の
下
に
ウ
の
声
を
附
け
る
。
た
と
え
ば
容ヨ

ウ

恭

衝

重

龍
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
は
類
推
し
て
わ
か
る
。

キ
ヨ
ウ
シ
ヨ
ウ
チ
ヨ
ウ
リ
ヨ
ウ

江
の
韻

江
の
字
、
倭
音
は
カ
ウ
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
韻
に
属
す
る
字
は
か
な
ら
ず
ア
カ
サ
タ

ナ
ハ
マ
ラ
の
下
に
ウ
の
声
を
附
け
る
。
た
と
え
ば
胦
腔
牕
樁

邦
厖
瀧
な
ど
が
そ
れ
で
あ

ア
ウ
カ
ウ
サ
ウ
タ
ウ
ナ
ウ
ハ
ウ
マ
ウ
ラ
ウ

る
。

蕭
宵
の
韻

蕭
宵
の
二
字
、
倭
音
は
シ
ヤ
ウ
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
韻
に
属
す
る
字
は
か
な
ら
ず

ヤ
、
キ
ヤ
、
シ
ヤ
、
チ
ヤ
、
ニ
ヤ
、
ヒ
ヤ
、
ミ
ヤ
、
リ
ヤ
の
下
に
ウ
の
声
を
附
け
る
。
た
と

え
ば
妖

驕

燒

朝

饒

標

猫

聊
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

ヤ
ウ
キ
ヤ
ウ
シ
ヤ
ウ
チ
ヤ
ウ
ニ
ヤ
ウ
ヒ
ヤ
ウ
ミ
ヤ
ウ
リ
ヤ
ウ

肴
の
韻

肴
の
字
、
倭
音
は
カ
ウ
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
韻
に
属
す
る
字
の
対
訳
は
、
江
の
韻
と

同
じ
。
た
と
え
ば

交
梢
啁
鐃
包
茅
顟
の
類
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
韻
の
字
に
は
、
蕭
の

ア
ウ
カ
ウ
サ
ウ
タ
ウ
ナ
ウ
ハ
ウ
マ
ウ
ラ
ウ

韻
と
音
が
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。
多
く
は
呉
音
で
あ
る
。
そ
の
対
訳
は
蕭
の
韻
と
同
じ
。

豪
の
韻

肴
の
韻
と
同
じ
。
た
と
え
ば
鏖
高
騷
刀
猱
褒
毛
勞
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
た
だ
し
こ

ア
ウ
カ
ウ
サ
ウ
タ
ウ
ナ
ウ
ハ
ウ
マ
ウ
ラ
ウ

の
韻
に
は
蕭
の
韻
と
通
じ
る
音
は
な
い
。

陽
唐
の
韻

陽
の
字
、
倭
音
は
ヤ
ウ
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
韻
に
属
す
る
字
の
対
訳
は
蕭
の
韻
と

同
じ
。
た
と
え
ば
羊

薑

商

張

孃

良
の
類
で
あ
る
。
唐
の
字
、
倭
音
は
タ
ウ
で
あ
る
。

ヤ
ウ
キ
ヤ
ウ
シ
ヤ
ウ
チ
ヤ
ウ
ニ
ヤ
ウ
リ
ヤ
ウ

だ
か
ら
こ
の
韻
に
属
す
る
字
の
対
訳
は
江
の
韻
と
同
じ
。た
と
え
ば
鴦
剛
桑
當
囊
滂
茫
郎
王

ア
オ
カ
ウ
サ
ウ
タ
ウ
ナ
ウ
ハ
ウ
マ
ウ
ラ
ウ
ワ
ウ

の
類
で
あ
る
。
参
考
に
し
な
さ
い
。
さ
ら
に
光
の
字
な
ど
は
ク
ワ
の
下
に
ウ
の
声
を
附
け
る
。

庚
耕
淸
の
韻

庚
耕
の
二
字
、
倭
音
は
カ
ウ
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
の
韻
に
属
す
る
字
の
対
訳
は
江

の
韻
と
同
じ
。
た
と
え
ば
罌
阬
爭
瞪
儜
彭
盲
横
の
類
で
あ
る
。
さ
ら
に
觥
の
字
な
ど
は
、

ア
ウ
カ
ウ
サ
ウ
タ
ウ
ナ
ウ
ハ
ウ
マ
ウ
ワ
ウ

ク
ワ
の
下
に
ウ
の
声
を
附
け
る
。
こ
の
ク
ワ
ウ
と
い
う
音
は
、
陽
庚
の
二
韻
に
限
っ
て
だ
け

あ
る
。
淸
の
字
、
漢
音
は
明
白
で
あ
る
。
呉
音
は
シ
ヤ
ウ
な
の
で
、
こ
の
韻
に
属
す
る
字
の

呉
音
は
陽
の
韻
に
類
似
す
る
。
だ
か
ら
対
訳
も
陽
の
韻
と
同
じ
。
た
と
え
ば
嬰

京

精

評

ヤ
ウ
キ
ヤ
ウ
シ
ヤ
ウ
ヒ
ヤ
ウ

明
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

ミ
ヤ
ウ

靑
の
韻

漢
音
は
明
白
で
あ
る
。
呉
音
は
シ
ヤ
ウ
な
の
で
、
こ
の
韻
に
属
す
る
字
の
呉
音
は
庚
の

韻
の
字
の
呉
音
と
同
じ
で
あ
る
。
対
訳
も
庚
の
韻
の
字
の
呉
音
と
同
じ
。
た
と
え
ば
經

星

キ
ヤ
ウ
シ
ヤ
ウ

丁

寧

竮

冥

靈
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

チ
ヤ
ウ
ニ
ヤ
ウ
ヒ
ヤ
ウ
ミ
ヤ
ウ
リ
ヤ
ウ

烝
登
の
韻

蒸
の
字
、
倭
音
は
シ
ヨ
ウ
、
登
の
字
、
倭
音
は
ト
ウ
で
あ
る
。
こ
の
韻
の
対
訳
は
冬

の
韻
と
同
じ
。
た
と
え
ば
膺

兢

升

徵

氷

陵
の
類
は
蒸
の
韻
に
属
す
る
。
絙
僧
騰
能
崩

ヨ
ウ
キ
ヤ
ウ
シ
ヤ
ウ
チ
ヨ
ウ
ヒ
ヨ
ウ
リ
ヨ
ウ

コ
ウ
ソ
ウ
ト
ウ
ノ
ウ
ホ
ウ

の
類
は
登
の
韻
に
属
す
る
。

尤
侯
幽
の
韻

尤
幽
の
二
字
、
倭
音
は
イ
ウ
、
侯
の
字
、
倭
音
は
コ
ウ
で
あ
る
。
こ
の
韻
の
対
訳

は
東
の
韻
と
同
じ
。
た
と
え
ば
優
鳩
脩
抽
柔
彪
繆
劉
の
類
は
尤
幽
の
二
韻
に
属
す
る
。
謳

イ
ウ
キ
ウ
シ
ウ
チ
ウ
ニ
ウ
ヒ
ウ
ミ
ウ
リ
ウ

ヲ
ウ

鉤
涑
兜
羺
裒
呣
樓
の
類
は
侯
の
韻
に
属
す
る
。

コ
ウ
ソ
ウ
ト
ウ
ノ
ウ
ホ
ウ
モ
ウ
ロ
ウ

以
上
、
平
声
の
韻
を
明
ら
か
に
し
た
。
上
去
の
二
声
は
こ
れ
ら
か
ら
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

入
声
は
下
に
ツ
ク
チ
キ
の
声
が
あ
る
の
で
明
白
で
あ
る
。
た
だ
緝
合
盍
葉
帖
洽
狎
業
乏
の
九
韻
は
、

下
に
フ
の
声
が
あ
り
、
そ
の
字
を
読
む
場
合
、
平
上
去
の
三
声
の
字
に
類
似
す
る
場
合
が
あ
る
の

で
、
や
や
も
す
れ
ば
対
訳
を
誤
ま
る
。
緝
の
韻
に
属
す
る
字
は
、
イ
キ
シ
チ
ニ
ヒ
ミ
リ
の
下
に
フ

シ
フ

の
声
を
附
け
る
。
た
と
え
ば
邑
急
執
縶
入
鵖
立
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
合
盍
洽
狎
乏
の
五
韻
に

イ
フ
キ
フ
シ
フ
チ
フ
ニ
フ
ヒ
フ
リ
フ

ガ
フ
カ
フ
カ
フ
カ
フ
バ
フ

属
す
る
字
は
、
い
ず
れ
も
ア
カ
サ
タ
ナ
ハ
マ
ラ
の
下
に
フ
の
声
を
附
け
る
。
た
と
え
ば
姶
閤
帀
答

ア
フ
カ
フ
サ
フ
タ
フ

納
法
臘
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
葉
帖
業
の
三
韻
に
属
す
る
字
は
、
皆
エ
ケ
セ
テ
ネ
ヘ
メ
レ
の
下
に

ナ
フ
ハ
フ
ラ
フ

エ
フ
テ
フ
ゲ
フ

フ
の
声
を
附
け
る
。
た
と
え
ば
曄
頰
讋
輒
聶
獵
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
他
は
ま
ぎ
ら
わ
し
く
な
い

エ
フ
ケ
フ
セ
フ
テ
フ
ネ
フ
レ
フ
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の
で
、
い
ち
い
ち
韻
毎
に
は
明
ら
か
に
し
な
い
。
さ
ら
に
舌
音
の
チ
ツ
と
歯
音
の
シ
ス
は
、
清
音

は
明
白
で
あ
る
が
、
濁
音
は
混
同
し
や
す
い
。
忸
怩
の
二
字
な
ど
は
い
ず
れ
も
舌
音
な
の
で
、
チ

ぢ
く

ぢ

の
濁
音
で
あ
る
。
尋

常
の
二
字
は
い
ず
れ
も
歯
音
な
の
で
、
シ
の
濁
音
で
あ
る
。
除
の
字
は
舌

じ
ん
じ
や
う

音
ヂ
ヨ
で
あ
る
。
徐
の
字
は
歯
音
ジ
ヨ
で
あ
る
。
図
の
字
は
舌
音
な
の
で
、
呉
音
は
ヅ
で
あ
る
。

随
の
字
は
歯
音
ズ
イ
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
は
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
歯
舌
音
日
母
に

属
す
る
字
は
、
歯
音
に
従
っ
て
シ
ス
の
濁
音
で
あ
る
。
日
の
字
、
漢
音
は
ジ
ツ
で
あ
る
。
女
の
字

な
ど
は
、
も
と
も
と
男
女
の
女
で
あ
り
、
舌
音
な
の
で
、
漢
音
は
ヂ
ヨ
で
あ
る
。
爾
女
の
女
は
汝

じ

じ
よ

と
同
じ
で
、
日
母
に
属
し
、
漢
音
は
ジ
ヨ
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
は
類
推
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

初
学
の
士
は
上
の
諸
例
に
随
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
韻
母
字
母
を
み
て
そ
の
音
を
考
え
れ
ば
、
対
訳
に

大
き
な
誤
り
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
愼
し
ん
で
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
。

〇
仏
家
に
陀
羅
尼
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
梵
語
で
あ
る
。
も
と
も
と
梵
字
で
書
か
れ
て
い
た
が
、
中

だ

ら

に

華
の
人
は
梵
字
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
仏
書
を
翻
訳
す
る
者
が
梵
音
に
合
致
す
る

漢
字
を
そ
の
傍
に
附
書
し
て
、
漢
字
の
音
で
梵
字
を
読
ま
せ
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
対
訳
」
と

い
う
。
あ
る
い
は
「
対
註
」
と
い
う
。
対
訳
し
お
わ
れ
ば
、
そ
の
後
は
梵
字
は
存
在
し
な
い
が
、

対
訳
し
た
漢
字
を
利
用
し
て
梵
音
を
伝
え
て
、
陀
羅
尼
を
誦
読
し
た
。
梵
語
を
伝
え
る
場
合
だ
け

が
こ
の
よ
う
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
四
方
万
国
が
語
を
伝
え
る
場
合
す
べ
て
同
様
で
あ
る
。
鶴
林

玉
露
に
日
本
の
語
を
記
裁
し
て
、
筆
を
「
分
直
」
と
い
い
、
硯
を
「
松
蘇
利
」
と
い
う
①
よ
う
な

ひ
つ

フ
ン

ヂ

け
ん

ソ
ン
ソ
ウ
リ
イ

類
は
い
ず
れ
も
こ
の
例
で
あ
る
。
だ
か
ら
陀
羅
尼
を
読
む
に
は
、
対
訳
の
字
を
か
な
ら
ず
華
音
で

読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
華
音
に
も
南
北
の
方
言
の
異
同
が
あ
る
の
で
、
も
し
精
確
に
読
も
う

と
す
る
な
ら
ば
、
訳
者
の
郷
里
を
調
べ
て
、
そ
の
故
郷
の
音
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う

あ
っ
て
は
じ
め
て
梵
音
を
失
わ
ず
に
す
む
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
も
な
け
れ
ば
梵
音
か
ら
遠

く
離
れ
て
し
ま
う
。
今
こ
の
国
で
は
釈
氏
の
徒
が
陀
羅
尼
を
誦
読
す
る
場
合
は
倭
音
で
読
む
。「
囊ナ

ン

莫
」
を
ナ
ウ
マ
ク
と
読
み
、「
摩
訶
」
を
マ
カ
と
読
み
、「
般
若
波
羅
密
多
」
を
ハ
ン
ニ
ヤ
ハ
ラ
ミ

モ

モ
ヲ
ホ
ヲ

ポ

ジ
ヱ
ボ
ヲ
ロ
ヲ

ミ

ト
ヲ

ツ
タ
と
読
む
の
は
い
ず
れ
も
倭
音
で
あ
り
、
こ
れ
が
ど
う
し
て
梵
音
で
あ
ろ
う
か
。「
分

直

」

ふ
ん
ち
よ
く

「
松
蘇
利
」
を
倭
音
で
読
ん
で
も
、
倭
語
の
「
ふ
ん
で
」「
す
ず
り
」
に
合
わ
な
い
こ
と
か
ら
類

し
よ
う

そ

り

推
し
て
わ
か
る
。
陀
羅
尼
は
天
竺
の
歌
詩
で
あ
り
、
諷
詠
す
べ
き
も
の
な
の
で
、
そ
の
働
き
は
声

音
に
あ
り
、
声
音
の
道
は
微
妙
で
あ
る
。
仏
徳
を
讚
歎
し
、
鬼
神
を
感
動
さ
せ
、
災
を
禳
い
福
を

は
ら

祈
り
、
心
を
澄
し
徳
を
養
う
の
は
す
べ
て
声
音
の
力
で
あ
る
の
で
、
彼
の
家
で
は
こ
れ
を
「
聲

明
」

し
よ
う
み
や
う

②
と
い
う
。
左
傳
の
語
を
取
っ
て
名
づ
け
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
梵
語
の
本
音
を
失
っ
て
し
ま
っ

て
は
、
陀
羅
尼
の
功
力
も
少
な
い
に
ち
が
い
な
い
。
ま
し
て
や
今
の
僧
が
陀
羅
尼
を
誦
読
す
る
の

は
諷
詠
の
意
識
は
な
く
、
た
だ
水
中
の
蛙
が
鳴
く
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
耳
に
や
か
ま
し
い
だ

か
わ
ず

け
な
の
で
、
梵
音
か
ら
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
に
ち
が
い
な
い
。
中
華
の
僧
が
経
を
読
み

陀
羅
尼
を
誦
読
す
る
に
は
、
諷
詠
の
意
識
が
あ
り
、
声
音
が
響
き
わ
た
る
の
で
、
聴
く
者
が
感
慨

を
起
こ
さ
な
い
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

①
『
鶴
林
玉
露
』
巻
十
六
「
予
少
年
時
、
於
鐘
陵
邂
逅
日
本
國
一
僧
、
名
安
覺
、
自
言
離

其
國
已
十
年
、
欲
盡
記
一
部
藏
經
乃
歸
。
念
誦
甚
苦
、
不
舍
晝
夜
、
每
有
遺
忘
、
則
叩

頭
佛
前
、
祈
佛
陰
相
、
是
時
已
記
藏
經
一
半
矣
。
夷
狄
之
人
、
異
教
之
徒
、
其
立
誌
堅

苦
不
退
轉
至
於
如
此
。
朱
文
公
雲
、
今
世
學
者
、
讀
書
尋
行
數
墨
、
備
禮
應
數
、
六
經

語
孟
、
不
曾
全
記
得
三
五
板
、
如
此
而
望
有
成
、
亦
已
難
矣
。
其
視
此
僧
、
殆
有
愧
色
。

僧
言
其
國
稱
其
國
王
曰
天
人
國
王
、
安
撫
曰
牧
隊
、
通
判
曰
在
國
司
、
秀
才
曰
殿
羅
罷
、

僧
曰
黃
榜
、
硯
曰
松
蘇
利
必
、
筆
曰
分
直
、
墨
曰
蘇
彌
、
頭
曰
加
是
羅
、
手
曰
提
、
眼

曰
媚
、
口
曰
窟
底
、
耳
曰
弭
弭
、
面
曰
皮
部
、
心
曰
毋
兒
、
腳
曰
又
兒
、
雨
曰
下
米
、

風
曰
客
安
之
、
鹽
曰
洗
和
、
酒
曰
沙
嬉
」。

②
『
春
秋
左
氏
傳
』
桓
公
二
年
「
夫
德
、
儉
而
有
度
、
登
降
有
數
、
文
物
以
紀
之
、
聲
明

以
發
之
、
以
臨
照
百
官
。
百
官
於
是
乎
戒
懼
而
不
敢
易
紀
律
」。

〇
倭
読
の
法
に
、
本
濁
、
新
濁
、
連
声
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
仏
家
の
名
称
で
あ
り
、
儒

家
に
も
こ
の
事
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。「
本
濁
」
と
は
、
も
と
も
と
濁
っ
た
音
を
い
う
。「
新
濁
」

と
は
、
も
と
も
と
清
ん
で
読
む
べ
き
字
で
あ
る
が
、
二
字
三
字
連
属
し
た
も
の
を
、
音
便
に
し
た

が
っ
て
下
の
字
を
濁
っ
て
読
む
こ
と
を
い
う
。
南
山
・
東
方
な
ど
は
、「
山
」「
方
」
い
ず
れ
も
濁

な
ん
ざ
ん

と
う
ば
う

っ
て
読
む
。
こ
れ
が
新
濁
で
あ
る
。「
連
声
」
と
は
、
喉
音
の
影
喩
の
二
母
に
属
す
る
字
を
連
属
の

音
便
で
ナ
ニ
ヌ
ネ
ノ
、
あ
る
い
は
タ
チ
ツ
テ
ト
の
音
に
読
む
こ
と
を
い
う
。
天
王
の
王
を
ナ
ウ
と

読
み
、
越
王
の
王
を
タ
ウ
と
読
み
、
南
音
を
ニ
ン
と
読
み
、
八
音
を
チ
ン
と
読
む
の
な
ど
が
そ
れ
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で
あ
る
。
さ
ら
に
遠
方
・
葛
伯
と
い
う
の
は
、
方
・
伯
の
二
字
は
脣
を
合
わ
せ
て
読
む
。
華
音
の
幫は

う

・
滂
の
二
母
を
読
む
の
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
国
で
は
こ
れ
を
「
半
濁
」
と
い
う
。
国
字
の
肩
に
、

は
う

か

な

一
小
圏
を
加
え
て
號
と
す
る
。
こ
れ
も
連
声
で
あ
る
。
釈
氏
の
書
で
は
、
四
声
を
点
発
す
る
場

ち
い
さ
き
ま
る

し
る
し

合
に
、
倭
音
で
濁
っ
て
読
む
字
に
は
二
小
圏
を
点
じ
る
。
本
濁
は
横
に
な
ら
べ
、
新
濁
は
た
て
に

か
さ
ね
る
。
儒
家
で
は
こ
れ
を
使
用
し
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
れ
ら
の
方
法
は
、
い
ず
れ
も
わ
が
国

の
古
く
か
ら
の
な
ら
わ
し
で
あ
る
の
で
、
学
者
は
こ
の
こ
と
を
あ
わ
せ
て
知
っ
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
中
華
に
は
新
濁
や
連
声
な
ど
の
事
は
な
い
。
清
濁
も
倭
音
と
ま
っ
た
く
異
な
る
。

倭
讀
要
領
卷
上

『
倭
讀
要
領
』
原
文
（
平
假
名
校
訂
）

凡
例

一
、
本
校
訂
は
『
倭
讀
要
領
』
享
保
十
三
年
刊
を
底
本
と
し
、
原
文
の
片
仮
名
を
今
の
人
が
読
み

や
す
い
よ
う
に
平
仮
名
に
直
し
た
。

一
、
原
文
は
読
点
の
み
で
あ
る
が
、
文
意
に
し
た
が
っ
て
句
読
点
に
直
す
。

一
、
標
題
、
引
用
文
な
ど
は
返
り
点
、
送
り
仮
名
を
附
し
て
い
る
が
、
パ
ソ
コ
ン
表
記
上
の
制
約

に
よ
り
省
略
し
た
。
書
き
下
し
は
現
代
語
訳
の
部
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一
、
語
の
左
右
に
ル
ビ
が
あ
る
も
の
が
あ
る
が
、
左
訓
は
語
の
下
に
〔

〕
を
附
し
て
入
れ
る
。

倭
讀
要
領

倭
讀
要
領
敘

余
幼
奉
先
君
子
之
訓
曰
、
不
讀
書
無
以
爲
士
、
因
稍
稍
取
孝
經
論
語
諸
書
、
口
授
句
讀
。
已
而
出

就
外
傅
、
誦
習
古
文
、
遂
好
讀
書
。
初
爲
性
理
家
之
言
、
後
稍
疑
之
、
求
古
學
之
方
、
博
訪
旁
諮
、

未
之
有
得
也
。
嘗
從
一
師
學
華
語
。
退
而
省
舊
所
誦
詩
書
古
文
者
、
坐
侏
離
之
習
、
失
其
義
者
十

八
九
。
始
知
黄
備
氏
之
敎
、
欲
道
人
於
易
、
反
貽
之
害
也
。
弱
冠
懷
游
學
之
志
、
負
笈
於
千
里
、

聞
有
嗜
學
好
古
者
、
必
就
謀
焉
、
大
率
所
見
不
若
所
聞
、
竟
未
厭
吾
意
。
純
也
八
年
於
外
、
無
所

得
於
學
。
來
歸
最
後
。
獨
得
徂
來
先
生
、
以
爲
之
歸
。
及
聞
其
論
説
也
、
乃
純
鄕
所
求
者
畢
有
。

且
先
生
能
華
語
、
尤
惡
侏
離
之
讀
。
亦
與
純
素
心
合
。
盖
益
知
倭
讀
之
難
、
而
爲
害
之
大
耳
。
自

是
之
後
、
致
思
於
古
學
有
年
數
矣
。
雖
至
愚
之
性
、
而
千
慮
之
一
、
如
有
所
得
、
時
與
從
游
者
言
。

人
或
勸
撰
次
其
語
以
訓
蒙
士
。
於
是
手
錄
成
編
、
命
曰
倭
讀
要
領
。
夫
倭
語
不
可
以
讀
中
夏
之
書

審
矣
。
余
今
屑
屑
焉
爲
此
者
。
豈
謂
規
矩
大
方
乎
哉
。
唯
是
窮
鄕
寒
士
欲
讀
書
而
未
知
其
方
者
、

覩
而
有
取
焉
、
其
亦
庶
乎
有
補
。
余
旣
以
蚤
奉
先
君
子
之
訓
、
遂
好
讀
書
。
夫
世
豈
不
有
與
余
同

好
者
哉
。
則
期
此
書
之
不
見
棄
、
不
亦
可
乎
。

享
保
十
三
年
戊
申
二
月
初
吉

東
都
後
學
信
陽
太
宰
純
自
叙

序
終

倭
讀
要
領
敘

余
幼
く
し
て
先
君
子
の
訓
じ
て
「
書
を
讀
ま
ざ
れ
ば
以
て
士
と
爲
る
無
し
」
と
曰
ふ

を
奉
じ
て
、
因
り
て
稍
稍
孝
經
論
語
の
諸
書
を
取
り
て
、
句
讀
を
口
授
す
。
已
に
し

て
出
で
て
外
傅
に
就
き
、
古
文
を
誦
習
し
、
遂
に
書
を
讀
む
を
好
む
。
初
め
性
理
家

の
言
を
爲
め
、
後
に
稍
く
之
を
疑
ひ
、
古
學
の
方
を
求
め
、
博
く
訪
ね
旁
に
諮
る
も
、

未
だ
得
る
こ
と
有
ら
ざ
る
な
り
。
嘗
て
一
師
に
從
ひ
て
華
語
を
學
ぶ
。
退
き
て
舊
誦

す
る
所
の
詩
書
古
文
な
る
者
を
省
る
に
、
侏
離
の
習
に
坐
し
て
、
其
の
義
を
失
ふ
者

十
に
八
九
。
始
め
て
黄
備
氏
の
敎
へ
は
、
人
を
易
き
に
道
び
か
ん
と
欲
し
て
、
反
て

之
に
害
を
貽
す
を
知
る
。
弱
冠
に
し
て
游
學
の
志
を
懷
き
、
笈
を
千
里
に
負
ひ
、
嗜

の
こ

學
好
古
な
る
者
有
る
を
聞
け
ば
、
必
ず
就
き
て
焉
に
謀
る
に
、
大
率
見
る
所
は
聞
く

所
に
若
か
ず
、
竟
に
未
だ
吾
が
意
に
厭
く
か
ず
。
純
や
外
に
八
年
な
る
も
、
學
に
得

る
所
無
し
。
來
歸
す
る
こ
と
最
も
後
る
。
獨
り
徂
來
先
生
を
得
て
、
以
て
之
が
歸
と

爲
す
。
其
の
論
説
を
聞
く
に
及
ん
で
、
乃
ち
純
の
鄕
に
求
む
る
所
の
者
畢
く
有
り
。
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且
つ
先
生
は
華
語
を
能
く
し
、
尤
も
侏
離
の
讀
を
惡
む
。
亦
純
の
素
心
と
合
す
。
盖

し
益
ま
す
倭
讀
の
難
く
し
て
、
害
を
爲
す
の
大
な
る
を
知
る
の
み
。
是
よ
り
後
、
思

ひ
を
古
學
に
致
す
こ
と
年
數
有
り
。
至
愚
の
性
と
雖
も
、
千
慮
の
一
、
如
し
得
る
所

有
れ
ば
、
時
に
從
游
す
る
者
と
言
ふ
。
或
い
は
其
の
語
を
撰
次
し
て
以
て
蒙
士
を
訓

ぜ
ん
こ
と
を
勸
む
。
是
に
於
て
手
錄
し
て
編
を
成
し
、
命
じ
て
倭
讀
要
領
と
曰
ふ
。

夫
れ
倭
語
は
以
て
中
夏
の
書
を
讀
む
可
か
ら
ざ
る
こ
と
審
か
な
り
。
余
今
此
を
爲
す

に
屑
屑
な
る
者
な
り
。
豈
に
大
方
を
規
矩
す
と
謂
は
ん
や
。
唯
だ
是
れ
窮
鄕
寒
士
、

書
を
讀
ま
ん
と
欲
す
れ
ど
も
未
だ
其
の
方
を
知
ら
ざ
る
者
、
覩
て
焉
を
取
る
有
り
、

其
れ
亦
補
有
る
に
庶
か
ら
ん
や
。
余
旣
に
蚤
に
先
君
子
の
訓
を
奉
じ
て
、
遂
に
書
を

讀
む
を
好
む
以
て
、
夫
れ
世
に
豈
に
余
と
好
み
を
同
じ
く
す
る
者
有
ら
ざ
ら
ん
や
。

則
ち
此
の
書
の
棄
て
ら
れ
ざ
る
を
期
す
る
も
、
亦
可
な
ら
ず
や
。

享
保
十
三
年
戊
申
二
月
初
吉

東
都
後
學
信
陽
太
宰
純
自
叙

序
終

倭
讀
要
領
目
錄

上
卷倭

讀
總
説
第
一

日
本
無
文
字
説
第
二

中
國
文
字
始
行
于
此
方
説
第
三

倭
音
説
第
四

倭
語
説
第
五

顚
倒
讀
害
文
義
説
第
六

倭
音
正
誤
第
七
對
譯
本
濁
新
濁
連
聲
法
附

中
卷倭

語
正
誤
第
八

倭
讀
正
誤
第
九

讀
書
法
第
十

下
卷點

書
法
第
十
一

抄
書
法
第
十
二

發
音
法
第
十
三

倭
讀
例
第
十
四

學
則
第
十
五

學
戒
第
十
六

目
錄
終

倭
讀
要
領
卷
上

信
陽
太
宰
純
德
夫
撰

倭
讀
總
説

倭
讀
と
は
、
倭
語
に
て
書
を
讀
む
な
り
。
倭
語
の
讀
は
、
何
れ
の
世
よ
り
始
れ
る
と
い
ふ
こ
と
を

わ

と
く

よ
み

知
ら
ね
ど
も
、
菅
江
二
家
の
讀
法
〔
よ
み
や
う
〕、
昔
よ
り
傳
は
れ
り
。
古
は
皇
朝
の
人
、
貴
賤
と

と
く
は
ふ

無
く
皆
學
術
あ
り
し
に
、
王
政

衰

て
よ
り
、
文
學
の
道
、
禪
僧
に
傳
は
り
て
、
三
四
百
年
を
歷

を
と
ろ
へ

へ

た
り
。
是
一
變
な
り
。
近
世
慶
長
年
中
よ
り
、
藤
惺
窩
林
羅
山
二
先
生
出
て
、
儒
學
を
士
大
夫
の

閒
に
倡
ふ
。
元
和
太
平
の
後
、
儒
敎

漸

海
内
に
行
は
れ
て
、
農
工
商
賈
も
、
孝
悌
忠
信
の
道

い
ざ
な

よ
う
や
く

こ

を
聞
に
預
る
。
是
誠
に
國
家
明
德
の
化
に
し
て
、
二
先
生
の
功
、
多
か
ら
ず
と
い
は
ず
。
但
二

き
く

あ
づ
か

た
だ

先
生
宋
儒
を
尊
信
し
、
新
註
の
四
書
五
經
を
用
て
、
程
朱
の
敎
を
弘
め
し
に
よ
り
て
、
古
學
遂
に
廢

ひ
ろ

つ
ゐ

す
た

れ
て
、
宋
儒
の
説
、
世
に
盛
に
行
は
る
る
こ
と
、
今
已
に
二
百
年
な
り
。
是
又
一
變
な
り
。
然
る

す
で

に
薩
摩
の
僧
文
之
四
書
を
讀
み
、
羅
山
先
生
四
書
五
經
を
讀
て
よ
り
、
後
來
こ
れ
に
俲
ふ
者
數
十

こ
う
ら
い

な
ら

す

家
、
各

其
本
あ
り
て
世
に
行
は
る
。
今
其
本
を
觀
れ
ば
、
諸
家
互
に
得
失
あ
り
。
大
抵
其
人
句
讀

お
の
お
の

ほ
ん

た
が
ひ

た
い
て
い

く

と
う

を
知
ら
ず
、
文
法
を
解
せ
ず
、
字
義
を
曉
ら
ず
、
只
倭
語
の
意
に
て
讀
る
故
に
、
文
義
を
誤
る
こ

げ

さ
と

よ
め

と
甚
多
し
。
其
中
に
山
崎
氏
の
本
較
勝
れ
り
。
闇
齋
先
生
心
を
朱
氏
の
書
に
潛
め
し
に
よ
り
て
、

ほ
ん
や
や
ま
さ

ひ
そ
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新
註
の
旨
を
得
た
る
こ
と

頗

多
し
。
然
れ
ど
も
其
人
亦
文
章
の
道
に
昧
く
し
て
、
只
門
戸
を
立

す
こ
ぶ
る

く
ら

も
ん

こ

た
て

ん
と
の
み
し
け
る
故
に
、
省
く
ま
じ
き
テ
ニ
ヲ
ハ
を
省
き
、
華
語
に
も
倭
語
に
も
違
て
、
鄙
俚

は
ぶ

た
が
ひ

ひ

り

な
る
讀
を
な
せ
り
。
凡
中
華
の
書
を
讀
む
は
、
中
華
の
音
を
以
て
、
上
よ
り
順
下
に
讀
て
、
其
義

よ
み

を
得
る
を
善
と
す
れ
ど
も
、
吾
國
の
人
に
し
て
、
華
音
の
讀
を
習
ふ
こ
と
容
易
な
ら
ね
ば
、
已
こ

よ
し

よ
み

よ
う

い

や
む

と
を
得
ず
し
て
、
倭
語
の
讀
を
な
す
な
り
。
然
れ
ば
文
義
を
だ
に
失
は
ず
は
、
其
讀
法
は
人
人
の

よ
み

心
に
任
す
べ
し
。
何
ぞ
必
し
も
門
戸
を
立
て
、
一
家
の
法
を
定
ん
や
。
只
要
領
を
得
て
、
其
規
矩

た
て

き

く

に
循
は
ば
、
類
に
觸
て
自
然
に
活
法
を
悟
る
べ
し
。
門
戸
を
立
る
と
は
、
流
義
を
立
る
な
り
。

し
た
が

る
い

ふ
れ

要
領
と
は
、
要
は
腰
と
同
じ
、
衣
の
こ
し
な
り
。
領
は
衣
の
ゑ
り
な
り
。
衣
を
舉
る
に
、
腰
と
領

こ
し

ゑ
り

と
を
取
れ
ば
、
全
體
皆
舉
る
意
な
り
。
さ
れ
ば
學
問
の
道
も
、
要
領
を
求
る
こ
と
を
務
む
べ
し
。

あ
が

旣
に
要
領
を
得
て
、
日
夜
尋
思
す
れ
ば
、
靈
慧

自

發
し
て
、
卒
に
大
體
を
得
る
な
り
。

じ
ん

し

れ
い
け
い
お
の
づ
か
ら

つ
ゐ

て
い

日
本
無
文
字
説

日
本
に
は
文
字
な
し
。
今
の
國
字
〔
か
な
〕
の
以
呂
波
は
、
弘
法
大
師
造
れ
り
と
い
ひ
傳
ふ
。
是

つ
く

を
國
字
と
稱
す
れ
ど
も
、
吾
國
の
字
に
は
あ
ら
ず
。
中
華
の
草
字
を
取
て
、
其
形
を
壞
り
て
、
別

や
ぶ

に
一
體
を
成
せ
る
者
な
り
。
吾
國
に
本
來
文
字
な
き
こ
と
は
、
先
賢
の
説
明
白
な
り
。
齋
部
の
廣

て
い

な

い

む

べ

成
が
古
語
拾
遺
の
序
に
、
蓋
聞
、
上
古
之
世
、
未
有
文
字
、
貴
賤
老
少
、
口
口
相
傳
。
前
言
往
行
、

存
而
不
忘
と
云
り
。
又
大
江
の
匡
房
の
筥
崎
の
宮
の
記
に
、
我
が
朝
始
書
文
字
、
代
結
繩
之
政
、

ま
さ

は
こ
ざ
き

卽
創
此
朝
と
云
り
。
此
朝
と
は
、
應
神
天
皇
の
時
を
指
る
な
り
。
又
三
善
の
淸
行
が
昌
泰
四
年
の

さ
せ

つ
ら

勘
文
に
、
上
古
之
事
、
皆
出
口
傳
。
故
代
代
之
事
變
、
應
遺
漏
と
書
り
。
此
等
皆
證
と
す
べ
し
。

も
ん

か
け

こ
れ

ら

し
よ
う

近
ご
ろ
筑
前
の
貝
原
損
軒
先
生
も
、
此
諸
説
に
據
て
、
吾
國
に
文
字
な
き
こ
と
を
確
論
せ
り
。
損

よ
り

か
く
ろ
ん

軒
は
吾
國
の
記
載
に
博
覽
な
り
し
人
な
れ
ば
、
其
説
尤
信
ず
べ
し
。
巫
祝
の

徒

、
往
往
吾
國
に

き

さ
い

と
も
が
ら

文
字
あ
り
し
こ
と
を
い
ふ
は
、
皆
孟
浪
の
談
な
り
。
今
彼
等
が
家
に
、
上
古
の
國
字
と
て
傳
ふ
る

ま
う
ら
う

か
れ

ら

は
、
陰
陽
家
の
符
書
〔
ふ
だ
ま
も
り
〕
の
字
の
如
く
な
る
者
に
て
、
甚
き
杜
撰
な
り
。
學
者
只
先

を
ん
や
う

け

ふ

づ

ざ
ん

賢
の
定
論
を
信
ず
べ
し
。
妖
妄
の
説
に
惑
ふ
べ
か
ら
ず
。

て
い
ろ
ん

や
う
ば
う

中
國
文
字
始
行
于
此
方
説

應
神
天
皇
卽
位
し
た
ま
ひ
て
十
六
年
に
、
百
濟
國
よ
り
王
仁
と
い
ふ
博
士
を
召
て
、
太
子
に
書
を

は
く
さ
い

に
ん

は

か

せ

授
け
奉
ら
し
め
ら
る
。
王
仁
來
て
、
論
語
千
字
文
を
獻
ず
。
是
よ
り
中
華
の
文
字
、
吾
國
に
行
は

る
。
然
れ
ど
も
此
時
王
仁
何
れ
の
國
の
音
を
傳
へ
、
如
何
な
る
讀
法
〔
よ
み
や
う
〕
を
敎
た
り
し

こ
ゑ

い

か

と
く
は
ふ

と
い
ふ
こ
と
を
聞
か
ず
。
王
仁
博
士
な
れ
ば
、
中
華
の
音
に
通
じ
、
中
華
の
讀
法
を
解
し
た
り
け

げ

ん
も
知
ら
ね
ど
も
、
此
方
に
傳
は
れ
る
字
音
、
中
華
の
音
に
あ
ら
ざ
る
を
以
て
考
れ
ば
、
只
百
濟

の
音
、
百
濟
の
讀
法
を
敎
た
り
と
見
ゆ
。
百
濟
の
讀
も
、
如
何
な
る
法
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
ね
ど

よ
み

も
、
お
も
ふ
に
今
の
朝
鮮
の
讀
法
の
如
く
な
ら
ん
。
朝
鮮
に
は
吾
國
の
如
く
顚
倒
の
讀
あ
り
、
字

．
．
．
．
．

よ
み

に
助
聲
あ
り
て
、
此
方
の
テ
ニ
ヲ
ハ
の
如
し
。
諺
文
と
て
此
方
の
以
呂
波
の
如
く
な
る
者
あ
り
て
、

じ
よ
せ
い

げ
ん
も
ん

是
を
字
の

側

に
細
書
し
て
、
中
華
の
語
を
以
て
、
朝
鮮
の
語
と
な
し
て
讀
む
。
字
音
の
異
な
る

か
た
は
ら

の
み
に
て
、
吾
國
の
讀
法
と
異
な
る
こ
と
無
し
。
夷
狄
の
言
語
、
萬
國
皆
か
く
の
如
し
。
王
仁
が

げ
ん
ぎ
よ

時
、
百
濟
に
も
諺
文
あ
り
て
、
是
を
吾
國
に
傳
へ
な
ば
、
今
の
世
に
も
遺
る
べ
き
こ
と
な
る
に
、

の
こ

一
字
も
傳
は
ら
ざ
る
を
以
て
觀
れ
ば
、
王
仁
其
時
諺
文
を
用
ひ
ず
。
只
本
書
の
ま
ま
に
て
授
け
し

な
ら
ん
。
或
人
以
呂
波
の
中
の
へ
つ
の
二
字
は
百
濟
の
諺
文
な
る
べ
し
と
い
へ
り
。
さ
も
あ
ら
ん

か
。
片
假
名
と
い
ふ
者
は
、
吉
備
公
造
れ
り
と
い
ひ
傳
ふ
。
中
華
の
眞
字
の
偏
傍
上
下
の
二
三
畫

か
た

か

な

き

び

つ
く

へ
ん
ば
う

く
わ
く

を
割
取
て
倭
語
を
細
書
す
る
に
便
な
ら
し
め
た
る
者
な
り
。後
に
以
呂
波
作
り
て
、
遂
に
國
俗
通
行

さ
き

べ
ん

を
こ

つ
う
か
う

の
文
字
と
な
れ
り
。
此
二
種
は
吾
國
に
て
造
た
る
字
な
る
故
に
、
同
く
こ
れ
を
國
字
〔
か
な
〕

つ
く
り

と
い
ふ
。
實
は
皆
中
華
の
字
よ
り
出
た
る
者
な
り
。

倭
音
説

倭
音
と
は
、
日
本
に
傳
は
れ
る
字
音
な
り
。
倭
音
に
二
種
あ
り
。
一
つ
に
は
漢
音
、
二
つ
に
は
呉
音

し
ゆ

か
ん
を
ん

ご

を
ん

な
り
。
此
二
種
の
音
を
、
異
國
の
音
な
り
と
て
、
古
よ
り
習

傳
ふ
れ
ど
も
、
今
よ
り
觀
れ
ば
、

な
ら
ひ
つ
た

皆
中
華
の
音
に
あ
ら
ず
。
其
初
何
れ
の
國
の
音
を
受

傳
け
る
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
ず
。
舊
説
に

う
け
つ
た
へ

昔
對
馬
の
國
に
、
異
國
よ
り
來
て
住
る
尼
あ
り
。
其
名
を
法
明
と
い
ふ
。
對
馬
の
人
是
を
師
と

つ

し

ま

す
め

あ
ま

み
や
う

し
て
、
字
音
を
學
び
し
が
、
遂
に
海
内
に
弘
ま
り
て
、
儒
佛
の
書
を
皆
此
音
に
讀
む
。
彼
の
尼
呉

か
い
だ
い

ひ
ろ

國
の
人
な
り
し
故
に
、
其
傳
へ
し
音
を
呉
音
と
い
ふ
。
對
馬
の
國
よ
り
始
ま
り
し
故
に
、
又
對
馬
音

つ

し

ま
ご
ゑ

と
い
ふ
。
其
後
何
人
か
漢
音
と
い
ふ
者
を
學
て
、
呉
は
邉
土
に
て
、
其
音
正
か
ら
ず
。
漢
音
は

な
に
び
と

た
だ
し
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中
原
〔
な
か
つ
く
に
〕
の
正
音
な
り
と
稱
せ
し
に
よ
り
て
、
桓
武
天
皇
の
延

曆
十
一
年
に
、
明

經

え
ん
り
や
く

み
や
う
ぎ
や
う

の

徒

に

詔

し
て
、
漢
音
を
習
は
し
め
、
十
七
年
よ
り
、
始
て
五
經
を
漢
音
に
讀
ま
し
め
ら

と
も
が
ら

み
こ
と
の
り

る
。
是
よ
り
定
て
、
儒
書
に
は
漢
音
を
用
ひ
、
佛
書
に
は
呉
音
を
用
る
こ
と
に
な
り
ぬ
と
い
ふ
。

今
按
ず
る
に
、
呉
音
を
邊
土
の
音
な
り
と
い
ふ
は
、
周
よ
り
以
前
の
呉
國
を
指
て
い
へ
る
な
り
。

後
世
は
爾
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
其
故
は
、
呉
は
本
南
方
荊
蠻
の
國
に
て
、
周
の
代
春
秋
の
初
ま
で
は
、

し
か

も
と

け
い
ば
ん

よ

其
君
中
原
の
諸
侯
の
會
同
に
預
る
こ
と
も
無
く
、
其
民
斷
髪
文
身
の
俗
な
れ
ば
、
其
語
音
も
正

だ
ん
は
つ
ぶ
ん
し
ん

ご

い
ん

た
だ
し

か
る
べ
か
ら
ず
。
然
れ
ど
も
其
國
本
大
國
に
て
、
春
秋
の
世
、
王
壽
夢
が
時
よ
り
、
中
原
と
交
通

も
と

じ
ゆ
ぼ
う

し
て
、
王
闔
廬
に
至
て
、
遂
に
霸
業
を
成
せ
り
。
闔
廬
は
壽
夢
が
孫
な
り
。
闔
廬
が
子
夫
差
が
時
、

か
つ
り
よ

は

げ
ふ

な

ま
ご

ふ

さ

國
亡
て
、
其
地
越
に
并
せ
ら
れ
、
戰
國
の
時
に
及
て
、
越
又
楚
に
并
せ
ら
る
。
秦
漢
以
後
は
、

ほ
ろ
び

ゑ
つ

あ
は

其
地
を
呉
郡
と
名
づ
け
て
、
南
方
の
一
都
會
な
り
。
三
國
の
時
孫
氏
こ
れ
に
據
る
。
山
海
の
利

と

く
わ
い

よ

を
兼
て
、
四
方
の
輻
湊
〔
あ
つ
ま
る
〕
す
る
所
な
る
故
に
、
六
朝
以
來
、
呉
郡
の
繁
華
、
天
下
無
雙

ふ

そ
う

り
く
ち
や
う

は
ん
く
わ

ぶ

さ
う

に
て
、
人
物
風
流
、
此
地
に
過
る
こ
と
無
し
。
此
時
に
至
て
は
、
古
の
荊
蠻
の
風
俗
易
り
盡
て
、
彬
彬

じ
ん
ぶ
つ

か
は

ひ
ん
ひ
ん

た
る
君
子
の
鄕
と
な
れ
り
。
俗
旣
に
文
雅
な
れ
ば
、
語
音
も
隨
て
正
き
こ
と
、
何
れ
の
國
も
同
然

き
や
う

す
で

た
だ
し

ど
う
ぜ
ん

な
り
。
明
の
代
の
南
京
は
、
古
の
呉
國
の
地
な
り
。
南
京
の
音
は
、
天
下
の
正
音
に
て
、
中
華
の

み
ん

な
ん
き
ん

せ
い
い
ん

人
も
是
を
則
と
す
。
是
明
朝
に
、
其
地
を
陞
せ
て
南
京
と
し
て
、
帝
都
に
准
じ
、
百
官
を
備
て

の
り

み
ん

の
ぼ

じ
ゆ
ん

こ
れ
を
守
り
し
よ
り
、
學
士
大
夫
、
搢
紳
先
生
の
聚
ま
る
所
と
な
り
し
故
な
り
。
然
れ
ど
も
明
の

し
ん
し
ん

あ
つ

み
ん

代
に
至
て
、
其
土
音
頓
〔
に
は
か
〕
に
改
り
て
、
か
く
正
く
な
り
た
る
に
は
あ
ら
ず
。
秦
漢
以

と

い
ん
と
ん

た
だ
し

來
漸
を
以
て
致
す
所
に
し
て
、
實
は
南
方
の
風
氣
の
然
ら
し
む
る
所
な
り
。
吾
國
の
人
の
呉
音
を

ぜ
ん

受
し
こ
と
、
何
れ
の
世
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
ね
ど
も
、
お
も
ふ
に
其
事
應
神
よ
り
後
に
在
る
べ
け

れ
ば
、
六
朝
の
閒
、
若
は
唐
の
初
に
當
る
べ
し
。
是
其
時
の
呉
音
、
旣
に
古
の
呉
音
に
あ
ら
ざ
る

も
し

べ
し
。
何
ぞ
こ
れ
を
賤
め
て
、
邊
土
の
音
と
す
る
こ
と
を
得
ん
や
。
是
眞
に
疑
は
し
。
漢
音
と

ま
こ
と

う
た
が

い
ふ
は
、
漢
の
代
の
京
都
の
音
な
り
。
漢
の
都
は
、
前
漢
は
長
安
、
後
漢
は
洛
陽
な
り
。
長
安
を
西
京

せ
い
け
い

西
都
と
稱
し
、
洛
陽
を
東
京
東
都
と
稱
す
。
此
兩
都
の
音
を
、
漢
音
と
名
づ
け
て
、
中
原
の
正
音

と
す
。
吾
國
よ
り
使
を
遣
し
て
、
中
華
に
入
貢
せ
し
こ
と
は
、
六
朝
に
も
こ
れ
あ
り
と
い
へ
ど

つ
か
ひ

つ
か
は

じ
ゆ
こ
う

も
、
唐
の
代
に
當
り
て
、
殊
に
頻
頻
〔
し
げ
し
げ
〕
な
り
し
故
に
、
其
使
を
遣
唐
使
と
い
ひ
、
中

ひ
ん
ひ
ん

け
ん
た
う
し

華
に
往
く
を
入
唐
と
い
ふ
。
さ
れ
ば
吾
國
の
禮
樂
文
物
、
唐
の
制
に
俲
へ
る
こ
と
多
く
、
諸
道
の

に
つ
た
う

ぶ
ん
ぶ
つ

な
ら

藝
術
も
、
唐
よ
り
傳
來
れ
る
こ
と
多
し
。
然
る
に
唐
の
都
も
長
安
な
れ
ば
、
吾
國
よ
り
往
し
人
、

つ
た
へ

皆
長
安
の
音
を
學
て
歸
て
、
漢
音
と
稱
し
て
、
此
方
に
弘
め
し
故
に
、
桓
武
の
時
に
至
て
、
遂
に

世
に
行
は
れ
し
な
り
。
凡
呉
漢
二
音
の
此
方
に
傳
は
れ
る
こ
と
、
其
説
詳
な
ら
ざ
れ
ど
も
、
事
理

を
以
て
考
れ
ば
、
か
く
の
如
く
な
る
べ
し
と
見
ゆ
る
な
り
。
然
れ
ば
呉
音
も
漢
音
も
、
本
皆
中
華

も
と

の
音
な
れ
ば
、
縱
展
轉
し
て
訛
舛
〔
あ
や
ま
り
た
が
ふ
〕
す
と
も
、
今
の
如
く
の
音
に
は
あ
ら

た
と
ひ
て
ん
で
ん

ぐ
わ
せ
ん

ざ
る
べ
き
に
、
今
中
華
南
京
の
正
音
を
以
て
こ
れ
を
律
す
れ
ば
、
分
毫
も
似
た
る
處
な
き
は
何
ぞ

き
ん

や
。
當
初
何
れ
の
國
の
音
を
、
何
人
よ
り
受
て
、
是
を
中
華
の
音
ぞ
と
お
も
ひ
て
、
習
ひ
傳
へ
け

そ
の
か
み

る
や
ら
ん
。

怪

き
事
な
り
。
中
華
の
音
は
、
諸
を
韻
書
に
あ
ら
は
せ
る
如
く
、
四
聲
七
音
、

あ
や
し

せ
い

い
ん

淸
濁
開
合
、
種
種
の
呼
法
〔
よ
び
や
う
〕、
韻
韻
各
別
に
し
て
、

甚

精
微
な
り
。
此
方
に
は
四

せ
い
だ
く
か
い
が
ふ

し
ゆ
じ
ゆ

こ

は
ふ

は
な
は
だ
せ
い

び

聲
分
れ
ず
、
七
音
明
な
ら
ず
。
淸
濁
開
合
の
呼
法
正
か
ら
ず
。
衆
音
混
同
し
て
、
更
に
辨
別
な

こ

は

ふ
た
だ
し

し
う
い
ん
こ
ん
ど
う

し
。
是
倭
語
を
用
て
其
義
を
辨
じ
て
、
字
音
を
用
ひ
ざ
る
故
な
り
。
然
れ
ど
も
千
餘
年
を
歷
て
、

へ

か
く
習
ひ
來
れ
る
音
な
れ
ば
、
今
是
を
改
て
、
中
華
の
正
音
に
復
す
べ
き
樣
も
無
け
れ
ば
、

姑

か
へ

や
う

し
ば
ら
く

古
來
の
習
の
如
く
、
兩
樣
の
音
を
學
て
、
字
を
識
り
書
を
讀
む
べ
き
な
り
。
但
此
音
を
中
華
の
音

し

と
お
も
ふ
べ
か
ら
ず
。
其
始
は
中
華
の
人
よ
り
傳
授
し
て
、
眞
の
呉
音
、
眞
の
漢
音
な
る
べ
け
れ

し
ん

ど
も
、
今
か
く
の
如
く
訛
舛
し
て
は
、
全
く
吾
國
の
音
と
な
り
て
、
中
華
の
音
に
あ
ら
ざ
る
故
に
、

姑

こ
れ
を
倭
音
と
い
ふ
な
り
。
若
眞
の
華
音
を
知
ん
と
お
も
は
ば
、
其
師
に
就
て
問
ふ
べ
し
。

し
ば
ら
く

わ

い
ん

し
ん

つ
き

筆
札
に
見
は
し
が
た
し
。

あ
ら

倭
語
説

倭
語
と
は
、
日
本
の
人
の
言
語
な
り
。
倭
語
に
五
種
あ
り
。
一
つ
に
は
天
地
自
然
の
倭
語
。
生
民

げ
ん
ぎ
よ

せ
い
み
ん

以
來
、
應
神
天
皇
の
世
ま
で
、
文
字
な
か
り
し
時
の
、
吾
國
の
人
の
言
語
な
り
。
是
眞
の
倭
語
な

し
ん

り
。
今
何
れ
の
言
か
、
其
遺
ぞ
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
ず
。
二
つ
に
は
異
國
と
往
來
を
通
じ
て
よ

こ
と
ば

の
こ
り

り
後
の
倭
語
。
吾
國
に
あ
ら
ゆ
る
事
物
、
多
く
は
異
國
よ
り
傳
來
れ
る
者
な
れ
ば
、
是
事
是
物

じ

ぶ
つ

つ
た
へ

こ
の
こ
と
こ
の
も
の

あ
り
て
後
に
、

各

其
名
を
つ
け
た
る
な
り
。
三
つ
に
は
文
字
あ
り
て
よ
り
後
の
倭
語
。
中
國
の

お
の
お
の

文
字
行
は
る
る
に
及
て
、
文
字
を
讀
む
に
つ
き
て
、
此
方
に
無
き
事
物
な
れ
ど
も
、
他
の
事
物
に

准
じ
て
、
倭
訓
を
施
せ
る
な
り
。
羊
を
ヒ
ツ
ジ
と
訓
じ
、
豹
を
ナ
カ
ツ
カ
ミ
と
訓
じ
、
象
を
キ
サ

や
う

は
う

ざ
う
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と
訓
じ
、
棠
棣
を
カ
ラ
ナ
シ
と
訓
ず
る
類
な
り
。
四
つ
に
は
華
音
よ
り
來
れ
る
倭
語
。
中
華
の
人

た
う
て
い

の
言
語
を
、
そ
の
ま
ま
に
受
用
ひ
た
る
な
り
。
火
を
ホ
と
訓
じ
、
馬
を
ム
マ
と
訓
じ
、
君
を
キ
ミ

う
け

く
わ

ば

く
ん

と
訓
じ
、
蟬
を
セ
ミ
と
訓
じ
、
梅
を
ム
メ
と
訓
ず
る
類
、
本
皆
華
音
な
り
。
火
を
ヒ
と
い
ふ
は
、

せ
ん

ば
い

も
と

く
わ

ホ
よ
り
轉
じ
た
る
な
り
。
五
つ
に
は
三
韓
の
語
よ
り
來
れ
る
倭
語
。
上
世
は
三
韓
と
頻
頻
に
往
來

せ
い

ひ
ん
ひ
ん

を
通
ぜ
し
故
に
、
三
韓
の
人
の
言
語
を
、
そ
の
ま
ま
に
倭
語
と
な
し
た
る
な
り
。
虎
を
ト
ラ
と
訓

こ

ず
る
は
、
高
麗
の
語
な
り
と
、
或
人
い
へ
り
、
此
類
猶
多
か
る
べ
し
。
此
五
種
の
外
に
、
又
古
語
、
今

か
う
ら
い

な
を

こ

こ
ん

語
、
雅
語
、
俗
語
あ
り
。
又
國
字
草
子
の
語
と
、
經
史
詩
文
に
用
る
倭
語
と
、
同
か
ら
ざ
る
者
あ

が

ぞ
く

か

な

ざ

う

し

り
。
已
上
種
種
の
倭
語
、
一
一
に
其
源
委
を
考
へ
が
た
し
。
今
吾
黨
の
學
者
は
、
中
華
の
文
字
に

げ
ん

い

わ
が
た
う

通
じ
、中
華
の
言
語
に
達
し
て
、經
術
を
明
ら
め
、文
章
を
作
ん
と
志
す
上
は
、
强

に
倭
語
を
講
究

あ
な
が
ち

か
う
き
う

〔
な
ら
ひ
き
は
む
〕
す
る
こ
と
を
用
ひ
ず
と
い
へ
ど
も
、
此
國
の
人
に
て
、
此
國
の
言
語
に
昧
か

く
ら

ら
ん
も
、
學
者
の
恥
べ
き
こ
と
な
り
。
况
や
今
の
人
は
、
字
を
識
る
こ
と
以
呂
波
よ
り
始
ま
り
、

し

書
を
讀
む
こ
と
倭
語
よ
り
入
る
な
れ
ば
、
是
を
考
る
も
、
亦
學
問
の
一
助
な
り
。
只
習
俗
に
牽
れ

し
ふ
ぞ
く

ひ
か

ず
、
典
則
を
失
は
ず
、
鄙
倍
に
遠
ざ
か
ら
ん
こ
と
を
お
も
ふ
べ
き
な
り
。
一
説
に
倭
語
は
王
仁
よ

て
ん
そ
く

ひ

は
い

り
始
ま
れ
り
と
い
ふ
。
尤
信
じ
が
た
し
。
王
仁
初
て
吾
國
に
來
て
、
中
華
の
書
を
授
し
時
、
早
く

倭
語
に
通
じ
て
、
中
華
の
文
字
を
、
一
一
に
翻
譯
し
て
、
倭
語
と
な
さ
ん
こ
と
、
容
易
な
る
べ
か

ほ
ん
や
く

よ
う

い

ら
ず
。
然
れ
ど
も
難
波
津
の
歌
を
觀
れ
ば
、
此
方
に
久
く
住
て
、
後
に
は
倭
語
に
能
く
通
ぜ
り
と

な

に

は

づ

す
み

見
ゆ
。
然
れ
ば
王
仁
が
書
を
授
し
は
、
只
彼
國
の
讀
法
を
授
た
る
の
み
に
て
、
今
の
如
く
の
倭
語

の
讀
は
、
後
人
の
し
わ
ざ
な
る
べ
し
。

よ
み

こ
う
じ
ん

顚
倒
讀
害
文
義
説

顚
倒
と
は
、
さ
か
さ
ま
な
る
を
い
ふ
。
日
本
の
人
の
言
語
は
、
皆
さ
か
さ
ま
な
り
。
中
華
の
人
は
、

て
ん
た
う

治
國
平
天
下
と
い
ふ
を
、
日
本
の
人
は
、
國
を
治
む
、
天
下
を
平
に
す
と
い
ふ
。
中
華
の
人
は
無

ち

こ
く
へ
い
て
ん

か

ぶ

所
不
至
と
い
ふ
を
、
日
本
の
人
は
、
至
ら
ざ
る
所
な
し
と
い
ふ
類
な
り
。
中
華
の
人
の
先
に
い
ふ

し
よ

ふ

し

さ
き

こ
と
を
後
に
い
ひ
、
中
華
の
人
の
後
に
い
ふ
こ
と
を
先
に
い
ふ
。
凡
言
語
皆
か
く
の
如
く
上
下

お
よ
そ

み
な

顚
倒
す
。
此
顚
倒
は
、
我
が
日
本
の
み
に
あ
ら
ず
。
中
華
の
外
は
、
東
夷
西
戎
南
蠻
北
狄
、
言
語

い

せ
い
じ
う

ば
ん

て
き

各

殊
な
れ
ど
も
、
顚
倒
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
今
吾
國
の
人
、
中
華
の
書
を
以
て
、
此
方
の

お
の
お
の
こ
と

語
と
な
し
て
、
顚
倒
し
て
讀
む
故
に
、
文
義
を
害
す
る
こ
と
多
し
。
此
事
上
古
に
は
こ
れ
あ
る
べ

か
ら
ず
。
中
古
よ
り
以
來
な
る
べ
し
。
其
故
は
、
王
仁
始
て
吾
國
の
人
に
書
を
授
し
時
は
、
倭
語

こ
の
か
た

の
數
も
少
く
、
王
仁
異
國
の
人
に
て
、
此
方
の
言
語
に
通
ず
る
こ
と
も
難
か
る
べ
け
れ
ば
、
只

す
く
な

異
國
の
音
に
て
、
異
國
の
讀
を
敎
る
に
過
べ
か
ら
ず
。
其
後
中
華
の
書
多
く
傳
は
り
、
文
字
の
敎
弘

よ
み

ひ
ろ

ま
り
て
、
物
の
名
も
定
ま
り
、
言
語
の
數
も
多
く
な
り
て
、
中
華
の
文
字
、
民
閒
ま
で
に
行
は
る
。

み
ん
か
ん

是
に
よ
り
て
學
士
大
夫
、
書
を
讀
む
者
、
中
華
の
字
を
翻
じ
て
倭
語
と
な
し
て
こ
れ
を
讀
む
。
倭

ほ
ん

語
を
以
て
中
華
の
書
を
讀
む
に
、
其
文
を
顚
倒
せ
ざ
れ
ば
、
其
義
通
ぜ
ざ
る
故
に
、
遂
に
顚
倒
の
讀よ

み

と
な
れ
り
。
是
何
れ
の
時
、
何
人
の
創
け
る
と
い
ふ
こ
と
を
詳
に
せ
ず
。
世
に
傳
て
、
吉
備
公
よ

き

び

り
始
れ
り
と
い
ふ
。
吉
備
公
片
假
名
を
造
れ
る
も
、
倭
語
を
書
す
る
に
便
な
ら
し
め
ん
爲
な
れ
ば
、

か
た

か

な

べ
ん

倭
語
の
讀
を
創
け
る
と
い
ふ
こ
と
、
誠
に
さ
も
あ
る
べ
し
。
旣
に
倭
語
を
以
て
中
華
の
書
を
讀

は
じ
め

め
ば
、
異
國
の
事
を
視
る
こ
と
、
吾
國
の
事
を
視
る
如
く
に
て
、
此
方
の
人
に

甚

便
な
る
故
に
、

み

は
な
は
だ
べ
ん

海
内
の
人
、

專

是
を
學
て
、
古
の
讀
法
を
尋
求
る
者
も
無
け
れ
ば
、
吉
備
公
の
前
に
は
、
如
何

も
つ
は
ら

な
る
讀
法
な
り
し
と
い
ふ
こ
と
だ
に
傳
は
ら
ず
。
中
華
の
文
字
、

徒

に
侏

鳥
言
の
用
と
な
り

い
た
づ
ら

し
ゆ

り

て
、
文
章
の
道
是
よ
り
差
へ
り
。
吉
備
公
の
功
は
、
其
罪
を
掩
ひ
が
た
か
ら
ん
。
今
の
學
者
、
幼

た
が

お
ほ

よ
り
顚
倒
の
讀
を
習
て
、
華
語
を
解
せ
ざ
る
故
に
、
只
か
く
の
如
く
讀
て
、
其
義
通
ず
と
お
も
ひ

げ

て
、
倭
讀
の

甚

義
理
を
害
す
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
凡
言
語
の
道
、
中
華
と
吾
國
と
大
に
異
な

は
な
は
だ

お
よ
そ

り
、
中
華
の
書
は
、
中
華
の
人
の
言
語
な
る
を
、
日
本
の
人
の
言
語
に
て
こ
れ
を
讀
め
ば
、
日
本

の
人
の
言
語
に
異
な
る
こ
と
無
し
。
華
語
は
上
に
在
り
下
に
在
る
を
以
て
、
一
字
な
れ
ど
も
其
義

を
異
に
す
。
不
敢
と
い
ひ
、
敢
不
と
い
ふ
が
如
き
、
敢
の
字
或
は
不
の
字
の
下
に
在
り
、
或
は
不

ふ

か
ん

の
字
の
上
に
在
り
、
不
敢
と
敢
不
と
は
、
其
義
正
に
相
反
す
。
然
る
を
倭
讀
に
は
、
あ
へ
て
と
い

ま
さ

あ
ひ
は
ん

ふ
こ
と
を
必
先
に
い
ふ
故
に
、
不
敢
と
敢
不
と
相
亂
る
こ
と
あ
り
。
不
必
必
不
も
亦
然
な
り
。
又

さ
き

み
だ

上
に
在
る
一
字
一
句
、
下
の
數
字
數
句
に
被
ら
し
む
る
處
あ
り
。
是
を
顚
倒
に
讀
め
ば
、
必
其
義

す

か
ぶ

を
失
ふ
な
り
。
又
决
し
て
顚
倒
に
讀
が
た
き
處
あ
り
。
又
中
華
に
は
言
語
の
數
多
く
、
日
本
に
は

言
語
の
數

甚

少
し
。
少
き
を
以
て
多
き
に
當
る
故
に
、
字
義
明
な
ら
ず
。
た
と
へ
ば
中
華
の

は
な
は
だ
す
く
な

あ
つ

人
は
、
目
に
て
み
る
こ
と
を
い
ふ
に
、
視
と
い
ひ
、
觀
と
い
ひ
、
覽
と
い
ひ
、
察
と
い
ひ
、
監

し

く
わ
ん

ら
ん

さ
つ

か
ん

と
い
ひ
、
瞻
と
い
ひ
、
矚
と
い
ひ
、
瞰
と
い
ひ
、
相
と
い
ひ
、
見
と
い
ひ
、
覩
と
い
ふ
。
か
く

せ
ん

し
よ
く

か
ん

し
や
う

け
ん

と
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の
如
く
諸
般
の
言
あ
り
て
、
其
事

各

殊
な
る
を
、
吾
國
の
人
は
、
み
る
と
い
ふ
一
つ
の
言

は
ん

こ
と
ば

お
の
お
の
こ
と

こ
と
ば

に
て
止
ぬ
。
耳
に
て
き
く
こ
と
を
い
ふ
に
、
聽
と
い
ひ
、
聆
と
い
ひ
、
聞
と
い
ふ
を
、
吾
國
の
人

や
み

て
い

れ
い

ぶ
ん

は
、き
く
と
い
ふ
一
つ
の
言
に
て
止
ぬ
。千
言
萬
語
、皆
か
く
の
如
し
。物
の
名
も
、
爵
、
觴
、觶
、巵
、

し
や
く

し
や
う

し

し

杯
、
盞
は
、
皆
酒
器
に
て
、
其
制

各

殊
な
る
を
、
吾
國
に
は
さ
か
づ
き
と
い
ふ
一
つ
の
名
を
通

は
い

さ
ん

お
の
お
の
こ
と

用
し
て
、
其
物
の
同
か
ら
ざ
る
こ
と
を
知
ら
ず
。
萬
事
皆
此
類
な
り
。
又
倭
讀
に
は
助
語
辭
を
捨

じ

よ

ご

じ

す
て

て
讀
ま
ざ
る
故
に
、
あ
ら
ゆ
る
助
字
皆
無
用
の
字
と
な
り
て
、
自
然
に
華
語
の
意
味
を
失
ふ
な
り
。

し

ぜ
ん

今
の
世
の
儒
者
、
多
く
書
を
讀
み
、
能
く
經
術
を
談
じ
て
、

頗

發
明
す
る
所
あ
れ
ど
も
、
古
人

す
こ
ぶ
る

の
語
に
於
て
、
靴
を
隔
て

痒

を
搔
が
如
く
な
る
は
、
倭
語
の
習
、
顚
倒
の
弊
、
倶
に
痼
疾

く
つ

へ
だ
て

か
ゆ
が
り

か
く

な
ら
ひ

つ
い
え

こ

し
つ

と
な
り
て
、
其
靈
智
を
昧
ま
す
故
な
り
。
口
に
談
ず
る
す
ら
猶
然
な
り
。
况
や
文
章
を
作
る
に
至

く
ら

し
か

て
、
倭
語
の
習
除
か
ざ
れ
ば
、
必
字
義
を
誤
り
、
顚
倒
の
弊
去
ら
ざ
れ
ば
、
必
文
理
に
違
ふ
な
り
。

の
ぞ

へ
い

著

述
多
し
と
い
へ
ど
も
、
用
を
濟
さ
ず
、
勞
し
て
功
な
し
。
是
日
本
の
學
者
の
大
患
な
り
。
然

ち
よ
じ
ゆ
つ

な

く
わ
ん

れ
ば
吉
備
公
の
國
字
を
造
り
、
倭
語
顚
倒
の
讀
を
創
け
る
は
、
後
の
學
者
に
甘
き
毒
を
啗
し
め

か

な

は
じ
め

く
ら
は

た
る
に
あ
ら
ず
や
。
此
毒
人
の
骨
髓
に
淪
て
除
き
が
た
し
。
若
こ
れ
を
除
ん
と
お
も
は
ば
、
華

こ
つ
ず
い

し
づ
み

の
ぞ
か

語
を
習
ふ
に
し
く
は
な
し
。
華
語
と
は
中
華
の
俗
語
な
り
。
今
の
唐
話
な
り
。
さ
れ
ば
文
學
に
志

た
う

わ

あ
ら
ん
者
は
、
必
唐
話
を
學
ぶ
べ
き
な
り
。

倭
音
正
誤

凡
字
音
は
、
人
の
語
音
な
り
。
人
生
れ
て
言
ふ
。
言
へ
ば
聲
あ
り
。
聲
、
文
を
成
す
、
之
を

お
よ
そ

ご

い
ん

も
の
い

も
の
い

音
と
謂
ふ
。
音
あ
り
て
後
に
字
あ
り
。
字
は
言
語
の
象
に
見
れ
た
る
者
な
り
。
人
の
語
音
に
四
聲

し
や
う

あ
ら
は

せ
い

あ
り
、
七
音
あ
り
、
輕
重
淸
濁
あ
り
、
開
合
あ
り
、
韻
あ
り
。
四
聲
と
は
、
平
上
去
入
な
り
。

き
や
う
ぢ
う
せ
い
だ
く

か
い
が
ふ

い
ん

ひ
や
う

人
の
語
音
に
四
聲
あ
る
は
、
天
に
四
時
あ
る
が
如
し
。
是
自
然
の
ふ
し
な
り
。
然
れ
ど
も
夷
狄
に

し
い

じ

し

ぜ
ん

は
四
聲
備
ら
ず
。
唯
中
華
の
人
の
み
、
四
聲
全
く
有
り
。
七
音
と
は
脣
、
舌
、
牙
、
歯
、
喉
、

そ
な
は

し
ん

ぜ
つ

げ

こ
う

舌
齒
、齒
舌
な
り
。人
の
聲
、此
七
處
よ
り
出
て
、七
樣
の
音
と
な
る
。是
す
な
は
ち
羽
、徵
、
角
、
商
、

う

ち

か
く

し
や
う

宮
、
半
徵
、
半
商
な
り
。
此
七
音
は
、
音
の
色
な
り
。
七
音
に

各

淸
濁
あ
り
。
淸
濁
又
分
れ
て

き
う

お
の
お
の

四
つ
と
な
る
。
一
つ
に
淸
音
、
二
つ
に
次
淸
音
、
三
つ
に
濁
音
、
四
つ
に
淸
濁
音
な
り
。
脣
音
に

を
ん

じ

輕
重
あ
り
。
舌
音
に
舌
頭
舌
上
の
二
音
あ
り
。
齒
音
に
齒
頭
、
細
齒
頭
、
正
齒
、
細
正
齒
の
四

し

と
う

し
や
う

音
あ
り
。
開
合
は
呼
法
な
り
。
細
に
分
れ
ば
、
開
口
、
合
口
、
閉
口
、
撮
口
、
齊
齒
、
捲
舌
、
混
呼

わ
く

か
い
こ
う

が
つ

へ
い

さ
つ

せ
い

け
ん

こ
ん

こ

の
七
樣
の
呼
法
あ
り
。
韻
と
い
ふ
は
、
音
の
な
り
を
い
へ
り
。
な
り
と
は
、
形
な
り
。

諸

の
韻

も
ろ
も
ろ

書
に
載
た
る
は
、
平

聲
に
上
下
を
分
ち
て
、
上
平
は
、
一
東
よ
り
、
二
十
八
山
に
至
り
、
下

の
せ

ひ
や
う
じ
や
う

ひ
や
う

と
う

さ
ん

平
は
、
一
先
よ
り
、
二
十
九
凡
に
至
り
、
上
聲
は
、
一
董
よ
り
、
五
十
五
范
に
至
り
、
去
聲
は
、

せ
ん

は
ん

と
う

は
ん

一
送
よ
り
、
六
十
梵
に
至
り
、
入
聲
は
、
一
屋
よ
り
、
三
十
四
乏
に
至
る
。
四
聲
通
計
し
て
二
百

そ
う

は
ん

に
つ

を
く

ば
ふ

六
韻
な
り
。
是
梁
の
沈
約
が
定
め
し
韻
法
な
り
。
此
二
百
六
韻
に
、
各
七
音
あ
り
、
淸
濁
輕
重
あ

し
ん

り
て
、
千
聲
萬
音
と
な
る
。
華
音
に
は
箇
樣
の
辨
別
あ
り
て
、

甚

精
微
な
り
。
倭
音
に
は
、
四

か

や
う

は
な
は
だ

聲
七
音
淸
濁
開
合
の
名
の
み
あ
り
て
、
其
實
な
し
。
字
音
訛
舛
し
て
、
中
華
の
正
音
に
あ
ら
ざ
る

く
わ
せ
ん

が
故
な
り
。
僧
家
に
は
倭
音
に
四
聲
を
分
つ
こ
と
あ
り
。
無
用
の
爲
な
り
。
其
故
は
、
平
聲
の

け

し
わ
ざ

支
脂
之
微
魚
虞
模
歌
戈
麻
凡
十
韻
、
上
聲
の
紙
旨
止
尾
語
麌
姥
哿
果
馬
凡
十
韻
、
去
聲
の
寘
至

し

し

し

び

ぎ
よ

ぐ

ぼ

か

く
わ

ま

お
よ
そ

し

し

し

び

ぎ
よ

ぐ

ぼ

か

く
わ

ま

し

し

志
未
御
遇
暮
箇
過
禡
凡
十
韻
、
三
聲
共
に
三
十
韻
は
、
倭
音
に
響
な
く
し
て
、
華
音
の
入
聲
の

し

び

ぎ
よ

ぐ

ぼ

か

く
わ

ま

ひ
び
き

如
し
。
是
を
平
上
去
の
三
聲
に
は
、
如
何
に
し
て
呼
得
べ
き
や
。
入
聲
は
、
倭
音
に
却
て
フ
ツ
ク

よ
び

う

チ
キ
の
響
あ
り
て
、
入
聲
の
體
を
失
へ
り
。
是
皆
侏

不
正
の
音
な
り
。
何
の
四
聲
を
か
分
た
ん

て
い

し
ゆ

り

や
。
釈
氏
の
敎

相
を
説
く
者
の
家
に
、
四
聲
を
點
ず
る
法
あ
り
。
其
法
漢
音
は
常
の
如
し
、
呉

き
や
う
さ
う

音
は
、
平
聲
の
字
を
ば
、
點
じ
て
上
聲
去
聲
と
な
し
、
上
去
二
聲
の
字
を
ば
、
點
じ
て
平
聲
と
な

す
。
是

尤

謂
な
き
事
な
り
。
呉
音
も
漢
音
も
、
本
皆
中
華
の
音
な
れ
ど
も
、
展
轉
訛
舛
し
て
、

も
つ
と
も
い
は
れ

も
と

て
ん
で
ん

今
倭
音
と
な
り
た
る
の
み
に
て
、
四
聲
は
故
の
四
聲
な
り
。
何
ぞ
呉
音
に
於
て
、
平

仄
處
を
易

も
と

ひ
や
う
そ
く

か
ふ

る
こ
と
あ
ら
ん
や
。
奇
怪
の
至
な
り
。
然
れ
ば
倭
音
に
は
四
聲
な
し
と
知
る
べ
し
。
凡
今
の
學

お
よ
そ

者
は
、
皆
倭
讀
を
習
ふ
者
な
れ
ば
、
務
て
倭
音
を
牢
記
〔
か
た
く
お
ぼ
ゆ
す
べ
し
。
先
漢
音
を
學

ら
う

き

ま
づ

び
、
次
に
呉
音
を
學
て
、
皆
習

熟
す
べ
し
。
儒
書
に
は
漢
音
を
用
ひ
、
佛
書
に
は
呉
音
を
用
ひ
、

し
ゆ
じ
ゆ
く

其
餘
の
書
は
、
呉
漢
兼
用
て
讀
む
こ
と
、
古
來
の
相
傳
な
れ
ば
、
是
に
從
ふ
べ
き
こ
と
勿
論
な
り
。

然
れ
ど
も
二
音
倶
に
中
華
の
正
音
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
混
用
す
と
も
何
の
不
可
な
る
こ
と
か
あ
ら
ん
。

と
も

必
し
も
是
に
拘
泥
〔
か
か
は
り
な
づ
む
〕
す
べ
か
ら
ず
。
况
や
俗
閒
に
は
、
二
音
並
行
は
る
れ

く

で
い

か
ん

な
ら
び

ば
、
書
を
讀
む
者
、
法
に
拘
は
り
て
、
人
の
聽
を

駭

す
べ
か
ら
ず
。
必
字
音
を
正
さ
ん
と
し
て
、

か
か

き
き

お
ど
ろ
か

た
だ

人
の
聽
を
駭
す
は
、
風
雅
の
道
に
あ
ら
ず
。
旣
に
是
倭
音
な
り
。
正
す
と
も
竟
に
何
の
益
か
あ
ら

つ
ゐ

ん
。
只
耳
に
か
か
ら
ず
、
聽
に
く
か
ら
ざ
る
樣
に
、
書
を
ば
讀
べ
き
な
り
。
若
必
字
音
を
正
さ
ん

み
み

き
き

や
う

も
し
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と
お
も
は
ば
、
韻
學
を
講
ず
べ
し
。
韻
學
は
華
音
に
あ
ら
ざ
れ
は
明
な
ら
ず
。
今
の
人
華
音
を
知

ら
ず
し
て
、
字
音
を
議
す
る
は
、
癡
人
の
夢
を
説
が
如
し
。
華
音
と
は
、
俗
に
い
ふ
唐
音
な
り
。

ち

と
く

志
あ
ら
ん
者
は
、
餘
力
に
こ
れ
を
學
ぶ
べ
し
。
大
抵
倭
音
は
、
古
よ
り
相
承
て
、
呉
音
漢
音
各
其

あ
ひ
う
け

例
あ
り
。
平
聲
の
一
東
よ
り
、
入
聲
の
三
十
四
乏
に
至
ま
で
、
一
韻
の
内
に
て
例
を
照
し
て
相
推

ば
ふ

を

せ
ば
、
條
理

自

見
ゆ
る
な
り
。
閒
に
は
例
に
違
へ
る
音
あ
れ
ど
も
、
古
來
讀
習
は
せ
る
音
を

お
の
づ
か
ら

ま
ま

よ
み
な
ら

ば
、
改
め
ざ
る
を
故
實
と
す
。
淸
濁
開
合
に
至
て
は
、
正
を
失
へ
る
こ
と
尤
多
し
。

悉

改
む

せ
い

こ
と
ご
と
く

べ
か
ら
ず
。
其
中
に
字
義
に
關
る
こ
と
あ
る
を
ば
、
衆
に
違
ふ
と
も
、
必
こ
れ
を
改
む
べ
し
。

あ
づ
か

し
う

た
が

若
俗
儒
の
誤
れ
る
音
は
、
こ
れ
を
正
し
て
人
を
駭
す
に
至
ら
ざ
る
ほ
ど
は
、
改
正
せ
ん
こ
と
可
な

た
だ

か

り
。
今
倭
音
の
誤
り
讀
て
、
義
に
害
あ
る
者
若

干
〔
そ
こ
ば
く
〕
字
を
舉
て
、
初
學
に
示
す
こ

じ
や
く
か
ん

と
左
の
如
し
。

上
平

肜

廣
韻
に
以
戎
の
切
、
音
融
、
倭
音
イ
ウ
。
尚
書
に
高
宗
肜
日
の
篇
あ
り
。
註
に
音
容
と
あ
る

を
見
て
、
倭
音
ヨ
ウ
と
讀
む
は
非
な
り
。
華
音
は
東
冬
の
二
韻
相
通
じ
て
、
融
容
同
音
な

あ
ひ

り
。
倭
音
は
二
韻
各
別
に
し
て
、
融
と
容
と
音
異
な
り
、
東
の
韻
に
は
ヨ
ウ
の
音
な
し
。

こ
と

馮

人
の
姓
な
り
。
戰
國
の
時
、
齊
に
馮
驩
あ
り
。
漢
の
代
に
馮
唐
あ
り
。
又
諸
馮
は
地
名
な

く
わ
ん

ち

め
い

り
。
孟
子
に
見
え
た
り
。
字
本
東
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
房
戎
の
切
、
堸
渢
と
同
音
、
倭

も
と

音
フ
ウ
、
若
は
ホ
ウ
な
る
べ
き
を
、
古
來
フ
と
讀
習
は
せ
る
は
誤
な
り
。
然
れ
ど
も
今
改

よ
み
な
ら

が
た
し
。
ヒ
ヨ
ウ
と
讀
む
は

尤

非
な
り
。
姓
と
地
名
と
の
外
は
、
皆
音
憑
、
蒸
の
韻
に

も
つ
と
も

ひ

入
る
。
倭
音
ヒ
ヨ
ウ
、
漢
音
は
淸
み
、
呉
音
は
濁
る
。
倭
語
に
よ
る
と
訓
じ
、
た
の
む
と

す

訓
ず
る
は
、
憑
の
字
と
同
じ
。
論
語
の
暴
虎
馮
河
、
毛
詩
の
削
屢
馮
馮
、
左
傳
の
震
電
馮

さ
く

る

怒
、
漢
の
左
馮
翊
、
皆
音
憑
な
り
。
馮
夷
の
馮
も
是
と
同
じ
。
馮
夷
は
、
水
神
の
名
な
り
。

よ
く

馮
は
姓
に
あ
ら
ず
。
文
選
の
註
に
音
憑
と
あ
り
。
フ
と
讀
べ
か
ら
ず
。

充

廣
韻
に
昌
終
の
切
、
倭
音
シ
ウ
。
淸
て
讀
べ
き
を
、
古
來
濁
て
讀
習
は
せ
る
は
誤
な
り
。
然

す
み

よ
み

れ
ど
も
今
改
が
た
し
。

聾

廣
韻
に
盧
紅
の
切
。
籠
朧
櫳
と
同
音
、
東
の
韻
に
入
る
。
倭
音
ロ
ウ
、
龍
の
字
の
音
に
讀
む

は
非
な
り
。
龍
は
冬
の
韻
に
入
る
。
漢
音
リ
ヨ
ウ
、
呉
音
リ
ウ
。
倭
音
は
東
の
韻
に
リ
ヨ

ウ
の
音
な
し
。

芃

音
蓬
、
又
音
馮
。
倶
に
東
の
韻
に
入
る
。
華
音
に
は
輕
重
の
異
あ
り
。
倭
音
は
皆
ホ
ウ
、
輕

い

重
な
し
。
毛
詩
に
芃
芃
た
る
其
麥
、
ハ
ン
と
讀
べ
か
ら
ず
。

右
東
の
韻

松

倭
音
シ
ヨ
ウ
。
松
江
を
俗
儒
ズ
ン
ガ
ウ
と
讀
む
は
非
な
り
。
ズ
ン
は
華
音
の
訛
れ
る
な
り
。

あ
や
ま

倭
讀
は
只
倭
音
を
用
て
讀
む
。
是
故
實
な
り
。
松
江
の
松
に
限
て
、
華
音
を
用
る
こ
と
、

何
の
故
ぞ
や
。
禪
家
に
松
坡
と
い
ふ
者
あ
り
。
今
ズ
ン
パ
と
讀
む
。
凡
倭
讀
に
華
音
を
雜

ま
じ
ふ

る
は
、
皆
禪
家
の
僧
の
讀
習
は
せ
る
な
り
。
儒
者
是
に
俲
ふ
べ
か
ら
ず
。

よ
み

な
ら

邕

廣
韻
に
於
容
の
切
、
音
雍
。
字
冬
の
韻
に
入
る
。
漢
音
ヨ
ウ
、
呉
音
イ
ウ
。
後
漢
の
蔡
伯
喈

が
名
、
俗
儒
イ
ウ
と
讀
む
は
、
呉
音
な
り
。
字
邑
に
從
へ
る
故
に
、
音
邑
な
り
と
お
も
へ

る
は
誤
な
り
。
邑
は
入
聲
、
倭
音
イ
フ
な
り
。

濃

廣
韻
に
女
容
の
切
。
醲
穠
と
同
音
、
倭
音
ヂ
ヨ
ウ
。
字
冬
の
韻
に
入
る
、
東
の
韻
に
入
ら
ず
。

虎
關
が
聚
分
韻
略
に
、
東
の
韻
に
誤
て
此
字
を
入
れ
た
る
故
に
、
今
の
詩
を
作
る
者
、
東

の
韻
に
此
字
を
押
す
る
は
非
な
り
。
古
詩
に
は
鄰
韻
を
通
押
す
。
近
體
に
は
、
鄰
韻
を
通

あ
つ

て
い

押
す
る
こ
と
を
許
さ
ず
。

慵

廣
韻
に
蜀
庸
の
切
。
倭
音
ジ
ヨ
ウ
。
鱅

の
二
字
、
是
と
同
音
な
り
。
廣
韻
鱅
の
字
の
註
に
、

又
音
庸
と
あ
り
。
今
の
人
庸
の
音
の
み
を
知
て
、
本
音
蜀
庸
の
切
な
る
こ
と
を
知
ら
ず
。

よ
う

右
冬
の
韻

瀧

廣
韻
に
呂
江
の
切
。
字
江
の
韻
に
入
る
。
倭
音
ラ
ウ
。
龍
の
字
の
音
に
讀
む
は
非
な
り
。
廣

韻
に
又
音
雙
と
あ
り
。

さ
う

逄

廣
韻
に
薄
江
の
切
。
倭
音
ハ
ウ
。
姓
な
り
。
孟
子
に
逄
蒙
あ
り
、
左
傳
に
逄
丑
父
あ
り
。
又

ほ

關
龍
逄
は
、
夏
の
桀
が
時
の
忠
臣
の
名
な
り
。
此
字
逢
迎
の
逢
と
相
似
て
、
字
體
音
義

ほ
う
げ
い

て
い
を
ん

ぎ

皆
異
な
り
。
逢
迎
の
逢
は
冬
の
韻
に
入
る
。
此
字
は
江
の
韻
に
入
る
。
混
同
す
べ
か
ら
ず
。

こ
と

右
江
の
韻

羲

廣
韻
に
許
羈
の
切
。
倭
音
キ
。
淸
て
讀
べ
し
。
尚
書
の
羲
和
、
晉
の
王
羲
之
、
唐
の
儲
光
羲
、

き

皆
此
字
な
り
。
字
體
仁
義
の
義
に
似
た
る
故
に
、
俗
儒
濁
音
に
讀
む
は
非
な
り
。
學
者
字

だ
く
を
ん
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體
を
審
に
す
べ
し
。
義
の
字
は
牙
音
の
去
聲
、
此
字
は
喉
音
の
平
聲
な
り
。
華
音
大
に
異

げ

を
ん

こ
う
を
ん

な
り
。
倭
音
は
平
仄
を
別
た
ず
、
二
音
相
似
て
淸
濁
あ
る
の
み
な
り
。
犧
曦
の
二
字
、
皆

わ
か

此
字
に
從
へ
て
、
是
と
同
音
な
り
。
並
に
淸
て
讀
べ
し
。

麗

高
麗
の
麗
、
魚
麗
の
麗
、
皆
支
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
呂
支
の
切
、
離
驪
と
同
音
、
倭
音
リ
。

り

り

高
麗
を
倭
音
ラ
イ
と
讀
む
は
誤
な
り
。

衰

盛
衰
の
衰
は
所
追
の
切
。
等
衰
の
衰
は
楚
危
の
切
。
並
に
支
の
韻
に
在
て
、
華
音
別
な
り
。

倭
音
は
皆
ス
イ
。
異
な
る
こ
と
無
し
。
晉
の
趙
衰
は
、
等
衰
の
衰
な
り
。
俗
儒
左
傳
の
註

に
初
危
の
反
と
あ
る
を
見
て
、
倭
音
シ
と
讀
む
は
誤
な
り
。
危
の
字
合
口
呼
の
字
に
て
、

が
つ
こ
う

こ

華
音
グ
イ
な
る
故
に
、
初
危
の
反
ス
イ
な
り
。
榱
の
字
も
、
廣
韻
に
は
盛
衰
の
衰
と
同
音

な
り
。
孟
子
に
榱
題
數
尺
、
朱
註
に
榱
は
楚
危
の
反
と
あ
り
。
俗
儒
倭
音
シ
と
讀
む
は
誤

な
り
。

緌

音
蕤
。
廣
韻
に
儒
隹
の
切
。
倭
音
ズ
イ
。
濁
て
讀
べ
し
。
俗
儒
淸
て
讀
む
は
、
字
體
綏
に
似

す
い

た
る
故
に
、
誤
て
混
同
せ
る
な
り
。
綏
は
息
遺
の
切
、
倭
音
ス
イ
、
淸
て
讀
む
。
緌
の
字

を
綏
に
作
れ
る
處
、
古
書
に
も
あ
る
は
、
字
形
相
似
た
る
故
に
誤
れ
る
な
り
。

右
支
の
韻

車

此
字
本
麻
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
尺
遮
の
切
、
倭
音
シ
ヤ
。
又
魚
の
韻
に
入
る
。
九
魚
の
切
、

も
と

音
居
、
倭
音
キ
ヨ
。
二
音
其
義
異
な
る
こ
と
な
し
。
古
の
歌
詩
の
韻
に
、
居
の
音
を
用
た

る
處
多
し
。
子
車
氏
の
車
を
、
左
傳
の
註
疏
に
は
、
居
の
音
に
讀
め
り
。
毛
詩
の
註
疏
に

は
、
音
註
な
し
。
字
彙
に
は
本
音
の
下
に
出
せ
り
。
又
字
彙
に
は
居
の
音
の
下
に
、
戎
車

を
ん

し
た

し
た

革
車
を
出
せ
り
。
何
に
據
れ
る
と
い
ふ
こ
と
を
知
ら
ず
。
字
彙
に
又
曰
く
、
古
は
惟
遮
韻
、

た
だ

自
漢
以
來
、
始
有
居
音
と
。
然
れ
ば
歌
詩
の
韻
に
、
居
の
音
に
て
押
し
た
る
處
を
除
て
、

あ
つ

其
餘
は
皆
本
音
に
讀
へ
き
な
り
。
今
人
論
語
の
大
車
を
、
居
の
音
に
讀
こ
と
非
な
り
。

こ
ん
じ
ん

右
魚
の
韻

娯

虞
愚
と
同
音
。
倭
音
グ
。
今
人
ゴ
と
讀
む
は
、
字
體
を
見
て
誤
れ
る
な
り
。

芻

廣
韻
に
測
隅
の
切
、
倭
音
ス
ウ
。
孟
子
に
芻
堯
者
往
焉
。
俗
儒
朱
註
に
芻
音
初
と
あ
る
を
見

て
、
倭
音
シ
ヨ
と
讀
む
は
非
な
り
。
初
の
字
は
魚
の
韻
に
入
る
。
華
音
は
魚
虞
の
二
韻
相

通
ず
。
倭
音
は
、
虞
の
韻
に
シ
ヨ
の
音
な
し
。

巫

音
無
。
漢
音
は
ブ
。
濁
て
讀
む
。
俗
儒
淸
て
讀
む
は
非
な
り
。
呉
音
は
ム
な
り
。
誣
の
字
も

是
と
同
じ
。

須

廣
韻
に
相
兪
の
切
、
倭
音
シ
ユ
、
又
ス
ウ
と
讀
む
。
倶
に
古
來
の
讀
な
り
。
佛
家
に
は
ス
ウ

の
音
を
用
ひ
ず
。

需

周
易
に
需
の
卦
あ
り
。
音
須
。
廣
韻
に
相
兪
の
切
、
倭
音
シ
ユ
。
淸
て
讀
べ
き
を
、
古
來
濁

て
讀
習
は
せ
り
。
儒
濡
襦
嚅
嬬
の
五
字
は
、
並
に
人
朱
の
切
、
倭
音
ジ
ユ
。
濁
て
讀
む
。

よ
み

兪

倭
音
ユ
と
讀
む
は
、
本
音
な
り
。
平
上
去
の
三
聲
に
通
ず
。
又
輸
の
音
あ
り
。
倭
音
シ
ユ
。

漢
の
欒
布
が
封
ぜ
ら
れ
し
國
の
名
な
り
。
又
人
身
の
兪
穴
の
兪
は
、
腧
と
同
じ
。
音
輸
の

去
聲
。
或
は
輸
に
作
る
。
史
記
の
扁
鵲
が
傳
に
、
因
五
藏
之
輸
と
あ
る
を
、
索
隱
に
束
注

の
反
と
註
せ
り
。
輸
の
字
に
平
去
の
二
聲
あ
り
。
此
時
は
去
聲
な
り
。
然
れ
ど
も
世
の
醫

書
を
讀
む
者
、
兪
の
字
を
ば
只
本
音
の
如
く
讀
て
、
シ
ユ
と
讀
ま
ず
。
輸
の
音
な
る
こ
と

を
知
ら
ざ
る
な
り
。

輸

廣
韻
に
式
朱
の
切
、
倭
音
シ
ユ
。
孟
子
の
公
輸
子
を
、
俗
儒
ユ
と
讀
む
者
あ
り
。
字
體
に
因

て
誤
れ
る
な
り
。
佛
書
に
耶
輸
多
羅
女
あ
り
。
釈
氏
の

徒

シ
ユ
と
讀
む
。

や

し
ゆ

た

ら

と
も
が
ら

徒

倭
音
ト
と
讀
む
は
常
な
り
。
明

法
家
の
故
實
に
、
律
の
笞
杖
徒
流
死
の
徒
を
、
ヅ
と
讀
む

み
や
う
ば
ふ

け

ち

ぢ
や
う

づ

る

し

は
、
華
音
の
遺
れ
る
な
り
。

の
こ

烏

廣
韻
に
哀
都
の
切
、
倭
音
ヲ
な
る
べ
き
を
、
古
來
ウ
と
讀
習
は
せ
る
は
、
華
音
の
遺
れ
る
な

よ
み

り
。
今
必
し
も
改
め
ず
。
烏
獲
烏
江
の
烏
を
、
俗
儒
ヲ
ウ
と
讀
む
、
謂
な
き
事
な
り
。

く
わ
く

い
は
れ

都

倭
音
ト
と
讀
む
は
常
な
り
。
ツ
と
讀
こ
と
あ
る
は
、
華
音
の
遺
れ
る
な
り
。

右
虞
の
韻

淮

廣
韻
に
戸
乖
の
切
。
懷
槐
と
同
音
。
倭
音
ク
ワ
イ
な
る
べ
き
を
、
古
來
ワ
イ
と
讀
習
は
せ

く
わ
い

る
は
、
華
音
の
遺
れ
る
な
り
。
呉
音
は
ヱ
な
り
。

右
佳
の
韻

煨

廣
韻
に
烏
恢
の
切
、
音
隈
、
倭
音
ワ
イ
。
醫
家
に
ウ
イ
と
讀
む
は
、
華
音
な
り
。

く
わ
い

嵬

廣
韻
に
五
灰
の
切
、
倭
音
グ
ワ
イ
。
濁
て
讀
べ
し
。
俗
儒
淸
て
讀
む
は
非
な
り
。
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推

推
轂
推
敲
の
推
、
手
に
て
擠
す
類
は
、
灰
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
他
回
の
切
、
倭
音
タ
イ
な

た
い
こ
く
た
い
か
う

を

り
。
ス
イ
と
讀
べ
か
ら
ず
。
法
華
經
の
推
落
大
火
坑
を
、
釈
氏
の

徒

ス
イ
と
讀
む
は

き
や
う

と
も
が
ら

誤
な
り
。

右
灰
の
韻

諄

廣
韻
に
章
倫
の
切
、
倭
音
シ
ユ
ン
。
淸
て
讀
べ
し
。
俗
儒
濁
て
讀
む
は
非
な
り
。
醇
鶉
淳
の

三
字
は
、
純
蓴
と
同
音
、
濁
て
讀
む
。
字
體
相
類
せ
る
故
に
、
誤
て
其
音
を
混
同
す
。

あ
ひ

遵

廣
韻
に
將
倫
の
切
、
倭
音
シ
ユ
ン
、
淸
て
讀
べ
し
。
濁
て
讀
む
は
非
な
り
。

右
眞
の
韻

軍

音
君
。
廣
韻
に
舉
云
の
切
、
倭
音
ク
ン
。
淸
て
讀
べ
き
を
、
古
來
濁
て
讀
習
は
せ
る
は
、
君

よ
み

の
字
の
音
を
避
た
る
な
る
べ
し
。
今
改
が
た
し
。

さ
け

右
文
の
韻

灘

廣
韻
に
他
干
の
切
。
音
嘆
の
平
聲
、
倭
音
タ
ン
。
淸
て
讀
べ
き
を
、
人
多
く
濁
て
讀
む
は
、

難
の
字
と
混
同
せ
る
な
り
。
攤
の
字
是
と
同
音
な
り
。

豌

廣
韻
に
一
丸
の
切
、
音
剜
、
倭
音
ワ
ン
。
字
寒
の
韻
に
入
る
。
豌
豆
は
豆
の
名
な
り
。
俗
ヱ

ン
ド
ウ
と
呼
ぶ
。
ヱ
ン
の
音
訛
れ
り
。

あ
や
ま

右
寒
の
韻

下
平

咽

廣
韻
に
烏
前
の
切
。
音
煙
、
倭
音
エ
ン
。
先
の
韻
に
入
る
。
人
の
咽
喉
な
り
。
今
醫
書
を
讀

む
者
、
イ
ン
と
讀
む
は
、
字
體
に
因
て
誤
れ
る
な
り
。

鞭

廣
韻
に
卑
連
の
切
、
倭
音
ヘ
ン
、
淸
て
讀
べ
し
。
和
漢
朗
詠
集
に
、
刑
鞭
蒲
腐
螢
空
去
と
い

ふ
を
、
昔
よ
り
淸
て
讀
む
是
な
り
。
今
人
濁
て
讀
む
は
非
な
り
。

員

廣
韻
に
王
權
の
切
、
音
圓
、
倭
音
ヱ
ン
、
先
の
韻
に
入
る
。
物
數
官
數
な
り
。
又
幅
員
〔
は

け
ん

た
ば
り
〕
な
り
。
又
方
圓
の
圓
と
通
ず
。
又
音
云
。
文
の
韻
に
入
る
。
語
助
な
り
。
又
音

運
。
問
の
韻
に
入
る
。
伍
子
胥
が
名
な
り
。
此
二
音
は
倶
に
倭
音
ウ
ン
な
り
。
官
員
の
員

を
、
俗
儒
イ
ン
と
讀
む
は
非
な
り
。
三
音
の
外
に
、
別
に
イ
ン
の
音
な
し
。
官
員
の
員
、

先
の
韻
に
入
て
、
圓
の
音
な
れ
ば
、
倭
音
ヱ
ン
と
讀
べ
き
な
り
。
官
名
に
員
外
郎
あ
り
。

右
先
の
韻

澆

廣
韻
に
堅
堯
の
切
、
音
梟
、
倭
音
キ
ヤ
ウ
。
淸
て
讀
べ
し
。
俗
儒
濁
て
讀
む
は
、
字
體
に
因

て
誤
れ
る
な
り
。

僥

僥
幸
の
僥
、
徼
と
通
ず
。
音
澆
。
淸
て
讀
べ
し
。
僬
僥
の
僥
は
音
堯
。
廣
韻
に
五
聊
の
切
。

僬
僥
は
國
名
、
家
語
に
見
え
た
り
。

膋

聊
遼
寥
寮
と
同
音
、
倭
音
リ
ヤ
ウ
。
毛
詩
に
取
其
血
膋
。
俗
儒
勞
の
音
に
讀
む
は
、
形
の
似

ら
う

た
る
に
因
て
、
誤
れ
る
な
り
。
蕭
の
韻
に
は
ラ
ウ
の
音
な
し
。

軺

廣
韻
に
遙
韶
の
二
音
あ
り
。
倭
音
ヤ
ウ
、
ジ
ヤ
ウ
。
字
彙
に
は
韶
の
音
を
載
せ
ず
。
文
選

じ
や
う

の
註
に
も
、
遙
の
音
を
書
せ
り
。

や
う

右
蕭
の
韻

梢

廣
韻
に
所
交
の
切
。
弰
筲
蛸
と
同
音
、
倭
音
サ
ウ
。
肴
の
韻
に
入
る
。
俗
儒
シ
ヤ
ウ
と
讀
む

は
、
呉
音
な
り
。

鈔

廣
韻
に
楚
交
の
切
、
音

、
漢
音
サ
ウ
、
呉
音
シ
ヤ
ウ
。
古
來
呉
音
を
用
ふ
。
抄
の
字
是
と

同
じ
。
俗
字
な
り
。

嘲

廣
韻
に
陟
交
の
切
、
音
啁
、
倭
音
タ
ウ
。
俗
儒
チ
ヤ
ウ
と
讀
む
は
、
呉
音
な
り
。
揚
雄
が
文

に
解
嘲
あ
り
。

か
い
た
う

右
肴
の
韻

醪

廣
韻
に
魯
刀
の
切
、
勞
牢
と
同
音
、
倭
音
ラ
ウ
。
俗
儒
リ
ヤ
ウ
と
讀
む
は
、
字
體
に
因
て
誤

れ
る
な
り
。

右
豪
の
韻

娑

廣
韻
に
素
何
の
切
、
倭
音
サ
。
字
歌
の
韻
に
入
る
。
釈
氏
の

徒

シ
ヤ
と
讀
む
は
、
字
體
に

と
も
が
ら

因
て
誤
れ
る
な
り
。
歌
の
韻
に
シ
ヤ
の
音
な
し
。
俗
儒
釈
氏
に
俲
ふ
は
更
に
非
な
り
。
挲

な
ら

の
字
是
と
同
音
な
り
。

莎

廣
韻
に
蘇
禾
の
切
、
蓑
梭
と
同
音
。
上
の
娑
の
字
と
、
音
相
似
て
同
か
ら
ず
。
娑
は
開
口
呼
、

莎
は
合
口
呼
な
り
。
華
音
別
な
り
。
倭
音
は
娑
と
同
じ
。
俗
儒
シ
ヤ
と
讀
む
は
誤
な
り
。

右
歌
の
韻
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嗟

廣
韻
に
子
邪
の
切
、
音
罝
、
倭
音
シ
ヤ
な
る
べ
き
を
、
古
來
サ
と
讀
習
は
せ
り
。
今
改
が
た

し
。

鼃

蛙
と
同
じ
。
廣
韻
に
烏
瓜
の
切
、
倭
音
ワ
な
る
べ
き
を
、
古
來
ア
と
讀
習
は
せ
り
。
今
改
が

た
し
。
蚳
鼃
は
人
の
名
、
孟
子
に
見
え
た
り
。
窊
洼
窪
哇
、
汙
尊
の
汙
、
是
と
同
音
な
り
。

ち

汙
尊
は
、
禮
記
の
禮
運
に
見
え
た
り
。

右
麻
の
韻

坊

此
字
廣
韻
に
房
方
の
二
音
あ
り
。
淸
て
讀
み
、
濁
て
讀
む
、
皆
可
な
り
。
倭
音
バ
ウ
、
ハ
ウ

か

な
り
。

襄

廣
韻
に
息
良
の
切
。
廂
湘
相
緗
箱
葙
と
同
音
、
漢
音
シ
ヤ
ウ
、
呉
音
サ
ウ
。
倶
に
淸
て
讀
べ

き
を
、
古
來
濁
て
讀
習
は
せ
る
は
誤
な
り
。
然
れ
ど
も
今
改
が
た
し
。
纕
忀
驤
瓖

の
五

字
、
是
と
同
音
な
り
。

嘗

廣
韻
に
市
羊
の
切
、
音
常
、
倭
音
ジ
ヤ
ウ
。
濁
て
讀
べ
き
を
、
常
に
淸
て
讀
む
も
害
な
し
。

然
れ
ど
も
礿
禘
嘗
烝
の
嘗
は
、
必
濁
て
讀
べ
し
。
倭
音
烝
の
字
と
相
亂
る
故
な
り
。
我
朝

や
く

み
だ

の
禮
に
、
大

嘗
會
新
嘗
會
あ
り
。
嘗
の
字
皆
濁
て
讀
習
は
せ
り
。
裳
鱨
の
二
字
、
是

だ
い
じ
や
う

ゑ

じ
や
う

よ
み

と
同
音
な
り
。

右
陽
の
韻

滎

水
の
名
な
り
。
廣
韻
に
戸
扃
の
切
。
熒
螢
と
同
音
、
倭
音
ケ
イ
。
今
人
ヱ
イ
と
讀
む
者
あ
り
。

け
い

非
な
る
に
似
た
り
。
然
れ
ど
も
字
彙
に
于
平
の
切
、
音
榮
と
あ
れ
ば
、
誤
に
も
あ
ら
ず
と

見
ゆ
。
熒
螢
の
二
字
と
榮
の
字
と
、
華
音
は
同
じ
。
倭
音
は
別
な
り
。

右
靑
の
韻

蒸

廣
韻
に
煑

仍
の
切
、
倭
音
シ
ヨ
ウ
。
淸
て
讀
べ
し
。
俗
儒
濁
て
讀
む
は
非
な
り
。
烝
の
字

し
よ
じ
よ
う

是
と
同
音
な
り
。

右
蒸
の
韻

硫

硫
黄
な
り
。
廣
韻
に
力
求
の
切
、
劉
留
流
と
同
音
。
漢
音
リ
ウ
、
呉
音
ル
な
る
べ
き
を
、
古

來
ユ
と
讀
み
、
或
は
イ
と
讀
む
、
皆
非
な
り
。
然
れ
ど
も
藥
の
名
に
て
、
世
俗
に
通
行
せ

る
音
な
る
故
に
、
今
改
が
た
し
。

右
尤
の
韻

龕

廣
韻
に
口
含
の
切
、
堪
戡
と
同
音
、
倭
音
カ
ン
。
淸
て
讀
べ
き
を
、
古
來
濁
て
讀
習
は
せ
る

よ
み

は
誤
な
り
。

右
覃
の
韻

上
聲

髓

廣
韻
に
息
委
の
切
、
倭
音
ス
イ
、
淸
て
讀
べ
き
を
、
古
來
濁
て
讀
習
は
せ
り
。
隨
の
字
に
類

せ
る
故
に
誤
れ
る
な
り
。

跬

廣
韻
に
丘
弭
の
切
、
音
頍
、
倭
音
キ
。
字
紙
の
韻
に
入
る
。
俗
儒
ケ
イ
と
讀
む
は
、
字
體
に

び

圭
の
字
あ
る
を
見
て
誤
れ
る
な
り
。

畤

廣
韻
に
諸
市
の
切
、
音
止
、
倭
音
シ
。
淸
て
讀
べ
し
。
然
れ
ど
も
廣
韻
に
又
時
止
の
切
と
あ

り
、
濁
て
讀
む
も
可
な
り
。

右
紙
の
韻

甫

廣
韻
に
方
矩
の
切
。
斧
俯
府
と
同
音
。
倭
音
フ
な
る
べ
き
を
、
古
來
ホ
と
讀
習
は
せ
り
。
今

改
が
た
し
。
脯
簠
黼
の
三
字
も
、
是
と
同
音
な
り
。

輔

廣
韻
に
扶
雨
の
切
、
父
腐
釜
と
同
音
、
倭
音
フ
な
る
べ
き
を
、
古
來
ホ
と
讀
習
は
せ
り
。
今

改
が
た
し
。
唯
我
朝
の
八
省
の
太
輔
少
輔
は
、
古
來
フ
と
讀
習
は
せ
り
。
父
母
の
父
、

た
だ

し
や
う

是
と
同
音
な
り
。
尼
父
尚
父
の
父
は
、
上
の
甫
の
字
の
音
な
り
。

ほ

ほ

虜

廣
韻
に
郎
古
の
切
、
魯
鹵
と
同
音
。
字
麌
の
韻
に
入
る
。
倭
音
ロ
な
り
。
俗
儒
リ
ヨ
と
よ
む

は
誤
な
り
。
麌
の
韻
に
リ
ヨ
の
音
な
し
。
艣
の
字
も
是
と
同
音
な
り
。

五

廣
韻
に
疑
古
の
切
、
音
午
。
字
麌
の
韻
に
入
る
。
倭
音
ゴ
。
俗
儒
ギ
ヨ
と
讀
む
者
あ
り
、
非

な
り
。
麌
の
韻
に
ギ
ヨ
の
音
な
し
。

滸

廣
韻
に
呼
古
の
切
、
音
虎
。
字
麌
の
韻
に
入
る
。
倭
音
コ
。
俗
儒
キ
ヨ
と
讀
む
は
、
字
體
に

因
て
誤
れ
る
な
り
。
麌
の
韻
に
キ
ヨ
の
音
な
し
。
水
滸
傳
は
書
の
名
、
コ
と
讀
む
。

普

廣
韻
に
滂
古
の
切
、
音
浦
、
漢
音
ホ
、
呉
音
フ
な
り
。
今
多
く
は
呉
音
を
用
ふ
。
溥
の
字
是

と
同
音
な
り
。
毛
詩
の
溥
天
之
下
、
中
庸
の
溥
博
淵
泉
、
皆
フ
と
讀
習
は
せ
り
。

し

た

譜

廣
韻
に
博
古
の
切
、
補
圃
と
同
音
、
倭
音
ホ
な
る
べ
き
を
、
古
來
フ
と
讀
習
は
せ
り
。
上
の
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普
溥
の
二
字
の
類
な
り
。

右
麌
の
韻

ぐ

醍

廣
韻
に
他
禮
の
切
、
體
涕
緹
と
同
音
、
漢
音
テ
イ
、
呉
音
タ
イ
。
醍
醐
の
醍
を
、
釋
氏
の

徒
と
も
が
ら

ダ
イ
と
濁
て
讀
む
は
誤
な
り
。

右
薺
の
韻

賄

廣
韻
に
呼
罪
の
切
、
音
悔
、
倭
音
ク
ワ
イ
。
賄
賂
を
今
人
ワ
イ
ロ
と
い
ふ
は
非
な
り
。
悔
の

字
に
准
ず
れ
ば
、
呉
音
ケ
な
る
べ
し
。
今
ワ
イ
と
い
ふ
は
、
呉
音
に
も
あ
ら
ず
。

愷

豈
弟
の
豈
是
と
同
じ
。
又
凱
に
作
る
。
廣
韻
に
苦
亥
の
切
、
音
開
の
上
聲
、
倭
音
カ
イ
。
淸

か
い
て
いて

讀
べ
し
。
俗
儒
濁
て
讀
む
は
誤
な
り
。
塏
鎧
の
二
字
、
是
と
同
音
な
り
。

右
賄
の
韻

軫

廣
韻
に
章
忍
の
切
、
倭
音
シ
ン
。
俗
儒
チ
ン
と
讀
む
は
誤
な
り
。
疹
鬒
紾
縝
診
袗
稹
の
七
字
、

是
と
同
音
な
り
。

敏

廣
韻
に
眉
殞
の
切
。
愍
閔
暋
と
同
音
、
倭
音
ビ
ン
、
濁
て
讀
べ
し
。
俗
儒
淸
て
讀
む
は
非
な

い
ん

り
。

右
軫
の
韻

吻

廣
韻
に
武
粉
の
切
、
音
文
の
上
聲
、
倭
音
ブ
ン
、
濁
て
讀
べ
し
。
俗
儒
淸
て
讀
む
は
非
な
り
。

刎
抆
の
二
字
、
是
と
同
音
な
り
。

右
吻
の
韻

綰

廣
韻
に
烏
板
の
切
、
倭
音
ワ
ン
。
漢
の
盧
綰
を
、
今
人
ク
ワ
ン
と
讀
む
は
、
字
體
に
因
て
誤

れ
る
な
り
。

赧

廣
韻
に
奴
版
の
切
、
倭
音
ダ
ン
、
濁
て
讀
べ
し
。
俗
儒
淸
て
讀
む
は
誤
な
り
。
周
に
赧
王
あ

り
。

右
潸
の
韻

さ
ん

輭

軟
と
同
じ
。
廣
韻
に
而
兗
の
切
、
倭
音
ゼ
ン
。
醫
書
に
脉
を
い
ふ
に
、
軟
の
字
を
用
て
、
倭

じ

ゑ
ん

音
ナ
ン
と
讀
習
は
し
、
佛
書
に
柔
軟
の
字
あ
る
を
、
釋
氏
の

徒

ナ
ン
と
讀
習
は
せ
り
。

よ
み

に
う
な
ん

と
も
が
ら

皆
非
な
り
。
此
字
銑
の
韻
に
入
て
、
ナ
ン
の
音
な
し
。
今
按
ず
る
に
、
愞
の
字
に
糯
煖
〔
な

だ

だ
ん

ん
〕
の
二
音
あ
り
。
又
此
字
と
通
ず
る
こ
と
あ
り
。
是
に
よ
り
て
、
誤
て
輭
の
字
を
煖
の

音
に
讀
る
な
り
。
然
れ
ど
も
愞
の
字
は
本
弱
の
義
、
怯
の
義
、
輭
の
字
は
柔
の
義
な
り
。

よ
め

も
と

け
ふ

字
義
同
か
ら
ず
。
愞
の
字
も
輭
の
字
に
通
ず
れ
ば
、
柔
の
義
と
な
る
。
輭
は
愞
に
通
ぜ
ず
。

喘

廣
韻
に
昌
兗
の
切
、
音
舛
、
倭
音
セ
ン
、
淸
て
讀
べ
き
を
、
古
來
濁
て
讀
習
は
せ
り
。
今
改

が
た
し
。

右
銑
の
韻

朶

朵
と
同
じ
。
廣
韻
に
丁
果
の
切
、
倭
音
タ
、
淸
て
讀
べ
し
。
濁
て
讀
む
は
非
な
り
。
埵
の
字

是
と
同
音
な
り
。
薩
埵
を
、
釋
氏
の

徒

淸
て
讀
む
。

さ
つ

た

と
も
が
ら

妥

廣
韻
に
他
果
の
切
。
倭
音
タ
。
淸
て
讀
べ
し
。

右
哿
の
韻

仰

廣
韻
に
魚
兩
の
切
、
倭
音
ギ
ヤ
ウ
。
濁
て
讀
べ
し
。

右
養
の
韻

杏

廣
韻
に
何
梗
の
切
、
音
荇
、
倭
音
カ
ウ
。
常
に
キ
ヤ
ウ
と
讀
む
は
、
呉
音
な
り
。

か
う

騁

廣
韻
に
丑
郢
の
切
。
逞
裎
と
同
音
、
倭
音
テ
イ
。
俗
儒
ヘ
イ
と
讀
む
者
あ
り
。
聘
の
字
に
似

え
い

た
る
故
に
誤
れ
る
な
り
。

右
梗
の
韻

紐

廣
韻
に
女
久
の
切
、
倭
音
ヂ
ウ
、
濁
て
讀
べ
き
を
、
今
人
丑
の
字
の
音
の
如
く
、
淸
て
讀
む

は
非
な
り
。
狃
鈕
の
二
字
、
是
と
同
音
な
り
。
杻
の
字
も
、
木
の
名
は
是
と
同
音
な
り
。

手
械
〔
て
か
せ
〕
の
杻
は
音
丑
な
り
。

否

可
否
の
否
、
倭
語
に
い
な
と
い
ふ
は
、
有
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
方
久
の
切
、
音
缶
、
倭
音

ふフ
な
り
。
臧
否
の
否
は
、
補
美
の
切
、
音
鄙
。
否
塞
の
否
、
卦
名
の
否
は
、
符
鄙
の
切
、

さ
う

ひ

ひ

そ
く

音
圮
、
皆
紙
の
韻
に
入
る
。
華
音
は
淸
濁
の
異
あ
り
。
倭
音
は
皆
ヒ
な
り
。
安
否
を
、
世

い

俗
ヒ
と
讀
む
は
誤
な
り
。

牖

字
有
の
韻
に
入
る
、
廣
韻
に
與
久
の
切
。
酉
誘
卣
槱
莠
羑
梄
と
同
音
、
倭
音
イ
ウ
。
俗
儒
ヨ

ウ
と
讀
む
は
誤
な
り
。
字
體
片
に
從
へ
、
戸
に
從
へ
、
甫
に
從
ふ
。
右
傍
〔
つ
く
り
〕
庸

の
字
に
似
た
る
故
に
、
音
を
誤
れ
る
な
り
。
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畞

廣
韻
に
莫
厚
の
切
。
牡
某
拇
と
同
音
、
倭
音
ボ
ウ
、
又
は
ボ
、
濁
て
讀
べ
き
を
、
古
來
ホ
と

淸
て
讀
習
は
せ
り
。
今
改
が
た
し
。

斗

南
斗
北
斗
は
、
星
の
名
な
り
。
廣
韻
に
當
口
の
切
、
倭
音
ト
ウ
な
る
べ
き
を
、
古
來
ト
と
呼

ぶ
。
南
斗
の
斗
を
、
主
の
音
に
讀
こ
と
、
俗
儒
の
誤
に
て
、
謂
れ
な
き
事
な
り
。
旣
に
斗

し
ゆ

い
は

の
名
ま
ぎ
る
る
故
に
、
南
北
の
字
を
加
た
り
。
主
の
音
は
、
水
を
斟
む
器
の
名
な
り
。
周

く

禮
の
春
官
鬯
人
に
見
え
た
り
。
廣
韻
に
枓
に
作
る
。
枓
は
禮
記
の
喪
大
記
に
見
え
た
り
。

ち
や
う

枸

廣
韻
に
古
厚
の
切
。
苟
狗
垢
笱
耈
と
同
音
、
倭
音
コ
ウ
。
枸
杞
を
、
常
に
ク
コ
と
い
ふ
は
、

二
字
倶
に
呉
音
な
り
。
又
矩
の
音
あ
り
。
麌
の
韻
に
入
る
。
枳
枸
は
木
の
名
、
毛
詩
に
見

く

し

く

え
た
り
。
此
方
に
て
は
、
け
ん
ほ
の
な
し
と
い
ふ
者
な
り
。

右
有
の
韻

去
聲

甕

瓮
と
同
じ
。
送
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
烏
貢
の
切
、
倭
音
ヲ
ウ
。
俗
儒
ヨ
ウ
と
讀
む
は
非
な

り
。
送
の
韻
に
は
ヨ
ウ
の
音
な
し
。
罋
の
字
も
是
と
同
音
な
り
。

右
送
の
韻

篲

或
は
彗
に
作
る
。
廣
韻
に
徐
醉
の
切
、
遂
穗
と
同
音
、
倭
音
ス
イ
。
彗
星
を
、
古
來
ケ
イ
と

讀
む
は
誤
な
り
。
廣
韻
に
又
音
歳
、
倭
音
セ
イ
。
又
内

の
切
、
倭
音
デ
イ
。

て
い

率

此
字
去
聲
に
二
音
あ
り
。
倶
に
寘
の
韻
に
入
る
。
一
つ
は
將
帥
の
帥
と
通
用
す
。
倭
音
ス
イ
。

す
い

一
つ
は
音
類
、
倭
音
ル
イ
。
字
彙
に
總
率
也
と
註
し
て
、
倭
語
に
お
ほ
む
ね
と
い
ふ
義
な

り
。
此
時
或
は
類
の
字
を
用
ふ
。
俗
儒
多
く
は
是
を
知
ら
ず
。

帥

此
字
本
入
聲
、
質
の
韻
に
入
る
。
倭
音
シ
ユ
ツ
。
論
語
に
子
帥
以
正
と
あ
る
是
な
り
。
又
去

も
と

ひ
き

聲
寘
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
所
類
の
切
、
倭
音
ス
イ
、
將
帥
な
り
。
我
朝
の
官
に
太
宰
帥

だ
ざ
い
の
そ
つ

あ
り
。
將
帥
の
帥
な
る
を
、
古
來
ソ
ツ
と
呼
ぶ
は
誤
な
り
。

右
寘
の
韻

し

恕

廣
韻
に
商
署
の
切
、
音
庶
、
倭
音
シ
ヨ
。
淸
て
讀
べ
き
を
、
古
來
濁
て
讀
習
は
せ
る
は
誤
な

り
。
然
れ
ど
も
今
改
が
た
し
。

絮

綿
と
訓
ず
る
時
は
、
息
據
の
切
、
倭
音
シ
ヨ
。
淸
て
讀
べ
き
を
、
古
來
濁
て
讀
習
は
せ
り
。

又
絮
羹
の
絮
は
、
抽
據
の
切
、
倭
音
チ
ヨ
、
曲
禮
に
見
え
た
り
。
又
尼
據
の
切
、
音
女
、

ち
よ
か
う

倭
音
ヂ
ヨ
、
姓
な
り
。
漢
に
絮
舜
あ
り
。

右
御
の
韻

戍

邉
を
守
る
を
戍
と
い
ふ
。
廣
韻
に
傷
遇
の
切
、
倭
音
シ
ユ
、
淸
て
讀
べ
し
。
濁
て
讀
む
は
誤

へ
ん

な
り
。

右
遇
の
韻

細

字
霽
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
蘇
計
の
切
、
音
壻
、
倭
音
セ
イ
な
る
べ
き
を
、
古
來
サ
イ
と
讀

習
は
せ
り
。
濟
歳
等
の
字
を
以
て
例
す
る
に
、
是
呉
音
な
る
べ
し
。
今
改
正
し
が
た
し
。

壻
を
ば
今
セ
イ
と
讀
む
。
俗
儒
或
は
サ
イ
と
讀
む
は
、
音
註
に
音
細
と
あ
る
を
見
て
、
細

の
字
の
漢
音
セ
イ
な
る
こ
と
を
知
ら
ず
し
て
、
呉
音
に
從
へ
る
な
り
。
或
は
字
體
に
因
て
、

シ
ヨ
の
音
に
讀
む
は
、
更
に
非
な
り
。

祭

此
字
も
本
霽
の
韻
に
入
る
。
祭
祀
の
祭
な
り
。
廣
韻
に
子
例
の
切
、
倭
音
セ
イ
。
又
卦
の
韻

も
と

し

に
入
る
。
國
の
名
な
り
。
春
秋
に
祭
伯
あ
り
。
又
姓
な
り
。
後
漢
に
祭
遵
あ
り
。
倶
に
側

界
の
切
、
倭
音
サ
イ
な
り
。
然
れ
ど
も
祭
祀
の
祭
を
も
、
古
來
サ
イ
と
讀
習
は
し
て
、
セ

イ
の
音
あ
る
こ
と
を
人
知
ら
ず
。
サ
イ
は
是
亦
呉
音
な
る
べ
し
。
際
の
字
も
、
祭
祀
の
祭

と
同
音
な
る
を
、
古
來
サ
イ
と
讀
む
。
今
皆
改
が
た
し
。

み
な

滯

廣
韻
に
直
例
の
切
、
音
彘
、
倭
音
テ
イ
。
常
に
タ
イ
と
讀
む
は
、
是
亦
呉
音
な
り
。

右
霽
の
韻

せ
い

盻

顧
盻
、
轉
盻
、
盻
睞
、
美
目
盻
兮
の
盻
、
本
盼
に
作
る
。
字
諫
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
匹
莧

も
と

か
ん

の
切
、
倭
音
ハ
ン
。
俗
儒
メ
ン
と
讀
む
は
、
誤
て
眄
の
字
と
混
同
せ
る
な
り
。
眄
は
廣
韻

に
莫
甸
の
切
、
音
麪
、
斜
視
と
註
せ
り
。
ひ
づ
め
て
視
る
な
り
。
又
説
文
に
目

偏

合
ふ

み

か
た
か
た

也
と
あ
り
。
一
目
〔
か
た
め
〕
を
閉
て
、
一
目
に
て
視
る
な
り
。
盼
の
字
と
音
義
倶
に
異

な
り
。
盼
を
俗
誤
て
盻
に
作
る
。
盻
は
本
別
字
な
り
。
廣
韻
に
五
計
の
切
、
又
下
戻
の
切
、

も
と

華
音
は
二
切
別
な
り
。
倭
音
は
皆
ゲ
イ
、
恨
視
と
註
せ
り
。
孟
子
の
盻
盻
然
是
な
り
。
毛

詩
の
美
目
盻
兮
の
盻
は
、
今
人
ハ
ン
と
讀
む
。
顧
盻
の
盻
は
、
メ
ン
と
讀
む
。
盼
盻
眄
の

は
ん
げ
い
め
ん

三
字
を
混
同
し
て
、
字
を
誤
り
、
亦
音
を
誤
れ
り
。
學
者
辨
知
す
べ
し
。
眄
の
字
、
字
彙
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に
は
莫
典
の
切
、
音
勉
と
あ
り
、
上
聲
な
り
。

右
諫
の
韻

か
ん

乍

字
禡
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
鋤
駕
の
切
、
倭
音
ザ
、
濁
て
讀
べ
き
を
、
今
淸
て
讀
む
も
害
な

し
。
醫
書
に
乍
寒
乍
熱
の
語
あ
り
。
學
者
サ
ク
と
讀
む
は
誤
な
り
。

さ

右
禡
の
韻

向

本
許
亮
の
切
、
香
の
去
聲
、
漢
音
キ
ヤ
ウ
、
呉
音
カ
ウ
、
向
背
の
向
な
り
。
又
式
亮
の
切
、

も
と

音
餉
、
倭
音
シ
ヤ
ウ
、
地
の
名
な
り
、
姓
な
り
。
左
傳
に
晋
の
羊
舌
肸
が
字
叔
向
、
漢

き
つ

あ
ざ
な

の
劉
子
政
が
名
向
は
、
皆
向
背
の
向
な
り
。
俗
儒
シ
ヤ
ウ
と
讀
む
は
誤
な
り
。

右
漾
の
韻

畜

牛
馬
羊
犬
豕
雞
を
六
畜
と
い
ふ
。
字
本
嘼
に
作
る
。
宥
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
許
宥
の
切
、

り
く
き
う

も
と

倭
音
キ
ウ
。
六
畜
を
、
世
俗
チ
ク
と
讀
む
は
非
な
り
。

宿

星
宿
の
宿
は
去
聲
。
廣
韻
に
息
救
の
切
。
秀
繡
と
同
音
、
倭
音
シ
ウ
、
又
本
音
入
聲
に
讀
む

も
可
な
り
。
古
來
二
音
あ
り
。
入
聲
に
讀
む
を
誤
と
い
ふ
べ
か
ら
ず
。

幼

字
宥
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
伊
謬
の
切
、
倭
音
イ
ウ
な
る
べ
き
を
、
古
來
エ
ウ
と
讀
習
は
せ

び
う

る
は
誤
な
り
。
然
れ
ど
も
今
改
が
た
し
。

右
宥
の
韻

入
聲

族

廣
韻
に
昨
木
の
切
、
倭
音
ゾ
ク
、
濁
音
な
り
。
俗
儒
シ
ヨ
ク
と
讀
む
は
非
な
り
。
倭
音
は
屋

の
韻
に
シ
ヨ
ク
の
音
な
し
。

畜

廣
韻
に
許
竹
の
切
、
倭
音
キ
ク
、
養
と
訓
ず
。
又
丑
六
の
切
、
倭
音
チ
ク
、
畜
止
〔
と
ど
む
〕
儲ち

よ

畜
〔
た
く
は
ふ
〕
の
畜
な
り
。
周
易
の
大
畜
小
畜
是
な
り
。
又
蓄
に
作
る
。
畜
産
畜
生
は
、

き
く

養
の
義
な
る
を
、
釋
氏
の

徒

チ
ク
と
讀
む
は
誤
な
り
。

と
も
が
ら

右
屋
の
韻

沃

廣
韻
に
烏
酷
の
切
、
倭
音
ヲ
ク
。
曲
沃
は
、
地
名
な
り
。
俗
儒
ヨ
ク
と
讀
む
は
非
な
り
。
字

彙
に
音
屋
と
あ
り
。
鋈
の
字
是
と
同
音
な
り
。

右
沃
の
韻

帥

廣
韻
に
所
律
の
切
、
倭
音
シ
ユ
ツ
。
俗
儒
ソ
ツ
と
讀
む
は
非
な
り
。
字
質
の
韻
に
入
る
。
ソ

ツ
の
音
な
し
。
太
宰
帥
を
、
古
來
ソ
ツ
と
呼
こ
と
誤
な
り
。
已
に
前
に
見
え
た
り
。
率
蟀

だ
ざ
い
の
そ
つ

の
二
字
、
是
と
同
音
な
り
。

卒

廣
韻
に
子
聿
の
切
、
倭
音
シ
ユ
ツ
、
終
と
訓
ず
。
大
夫
の
死
を
卒
と
い
ふ
。
俗
儒
ソ
ツ
と
讀

い
つ

む
は
誤
な
り
。
字
質
の
韻
に
入
る
。
ソ
ツ
の
音
な
し
。
士
卒
の
卒
、
倉
卒
の
卒
は
、
倶
に

月
の
韻
に
入
る
。
士
卒
は
臧
没
の
切
、
淸
音
な
り
。
倉
卒
は
倉
没
の
切
、
次
淸
音
な
り
。

華
音
は
二
音
別
な
り
。
倭
音
は
別
な
し
、
皆
ソ
ツ
な
り
。

右
質
の
韻

祓

廣
韻
に
敷
勿
の
切
。
音
拂
、
倭
音
フ
ツ
、
災
を
除
く
祭
な
り
。
倭
語
に
は
ら
ひ
と
い
ふ
。
俗

儒
バ
ツ
と
讀
む
は
誤
な
り
。
字
示
に
從
ふ
。
禾
に
從
ふ
る
は
非
な
り
。
秡
は
別
字
な
り
。

字
彙
に
蒲
發
の
切
、
音
鈸
、
禾
傷
る
る
也
と
あ
り
。
祓
は
一
つ
に
弗
に
作
る
。
毛
詩
に
以
弗

ば
つ

は
ら

無
子
と
あ
り
。

右
勿
の
韻

虐

字
藥
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
魚
約
の
切
、
倭
音
ギ
ヤ
ク
。
俗
儒
ゲ
キ
と
讀
む
は
非
な
り
。
藥

の
韻
に
ゲ
キ
の
音
な
し
。
瘧
の
字
是
と
同
音
な
り
。

謔

廣
韻
に
虛
約
の
切
、
倭
音
キ
ヤ
ク
、
淸
て
讀
べ
し
。
俗
儒
濁
て
讀
む
は
、
誤
て
虐
の
字
の
音

と
混
同
せ
る
な
り
。
虐
は
牙
音
、
謔
は
喉
音
な
り
。
華
音
大
に
異
な
り
。

魄

落
魄
の
魄
、
藥
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
他
各
の
切
。
託
橐
柝
と
同
音
。
倭
音
タ
ク
。
俗
儒
ハ

た
くク

と
讀
む
は
誤
な
り
。
魂
魄
の
魄
と
、
音
義
倶
に
異
な
り
。
或
は
乇
に
從
へ
て
、

に
作

と
も

る
。
魂
魄
の
魄
は
、
陌
の
韻
に
入
る
。

右
藥
の
韻

適

字
本
陌
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
施
隻
の
切
。
音
釋
、
漢
音
セ
キ
、
呉
音
シ
ヤ
ク
、
倭
語
に
ゆ

も
とく

、
か
な
ふ
、
ま
さ
に
、
た
ま
た
ま
と
い
ふ
。
皆
此
音
な
り
。
適
來
、
閑
適
、
適
悦
、
俗

語
の
適
纔
、
皆
是
な
り
、
又
錫
の
韻
に
入
る
。
都
歷
の
切
、
音
的
、
漢
音
テ
キ
、
呉
音
チ

ざ
い

ヤ
ク
。
論
語
の
無
適
、
無
莫
、
左
傳
の
吾
誰
適
從
、
毛
詩
の
誰
適
爲
容
、
皆
此
音
な
り
。

又
嫡
の
字
と
通
用
す
。
此
外
は
皆
釋
の
音
な
り
。
俗
儒
是
を
知
ら
ず
、
一
槩
に
的
の
音
に

み
な
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讀
む
は
誤
な
り
。
程
伊
川
敬
の
字
を
解
す
る
に
、
主
一
無
適
の
語
あ
り
。
俗
儒
テ
キ
と
讀

か
い

む
。
唐
の
詩
人
に
高
適
、
李
適
之
あ
り
。
唐
詩
を
讀
む
者
テ
キ
と
讀
む
、
皆
誤
な
り
。
此
等

こ
れ

ら

の
適
の
字
、
並
び
に
セ
キ
と
讀
べ
し
。

右
陌
の
韻

楫

字
葉
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
卽
葉
の
切
。
接
睫
と
同
音
、
倭
音
セ
フ
。
俗
儒
シ
フ
と
讀
む
は

非
な
り
。
葉
の
韻
に
シ
フ
の
音
な
し
。
字
又
檝
に
作
る
。

摺

摺
疊
の
摺
。
葉
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
之
渉
の
切
。
讋
懾
慴
と
同
音
、
倭
音
セ
フ
。
俗
儒
シ

せ
ふ
で
ふ

せ
ふ

フ
と
讀
む
は
非
な
り
。

右
葉
の
韻

乏

字
洽
の
韻
に
入
る
。
廣
韻
に
房
法
の
切
、
倭
音
バ
フ
。
世
俗
ボ
ク
と
讀
む
は
非
な
り
。
常
に
貧
乏

び
ん
ば
ふ

と
い
ふ
是
な
り
。

ぜ

右
洽
の
韻

右
古
來
倭
音
の
誤
、
必
正
す
べ
き
者
、
大
略
此
類
な
り
。
自
餘
は
必
し
も
改
正
せ
ず
。
古
來
の
習

た
だ

の
如
く
讀
べ
し
。
世
の
俗
儒
多
く
は
字
音
を
明
め
ず
。
訛
謬
相
承
て
、
其
非
を
知
ら
ず
。

自

誤

ぐ
わ
び
う

う
け

み
づ
か
ら

る
の
み
な
ら
ず
、
往
往
に
人
を
誤
ら
し
む
。
是
眞
に
畏
る
べ
し
。
又
倭
讀
の
法
に
、
其
字
の
正

ま
こ
と

音
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
他
の
字
に
ま
ぎ
る
る
こ
と
あ
る
を
ば
、
音
を
別
ち
て
讀
む
を
、
故
實
と
す

わ
か

る
こ
と
あ
り
。
初
學
是
を
知
べ
し
。
今
數
字
を
左
に
列
す
。

す

空

廣
韻
に
苦
紅
の
切
、
漢
音
コ
ウ
、
呉
音
ク
ウ
。
六
官
の
司
空
を
、
漢
音
に
讀
め
ば
、
司
寇
の

こ
う

倭
音
と
ま
ぎ
る
る
故
に
、
此
字
を
ば
呉
音
に
讀
な
り
。

よ
む

嘗

廣
韻
に
市
羊
の
切
、音
常
、倭
音
ジ
ヤ
ウ
。本
濁
る
べ
き
音
な
れ
ど
も
、常
に
淸
て
讀
む
。唯
四
時

も
と

す
み

た
だ
し
い

じ

の
祭
を
言
ふ
に
、
礿
禘
嘗

烝
と
い
ふ
。
嘗
を
淸
て
讀
め
ば
、
烝
の
字
と
倭
音
ま
ぎ
る

や
く
て
い
じ
や
う
し
よ
う

る
故
に
、
必
濁
て
讀
な
り
。

驚

廣
韻
に
舉
卿
の
切
、
京
荊
と
同
音
、
漢
音
ケ
イ
、
呉
音
キ
ヤ
ウ
。
醫
書
を
讀
む
に
、
驚
風

き
や
う

驚
悸
の
類
、
凡
驚
の
字
皆
呉
音
を
用
て
、
漢
音
を
用
ひ
ず
。
但
七
情
を
言
ふ
に
、
喜
怒
憂

き

み
な

た
だ

き

ど

い
う

思
悲
驚

恐
と
い
ふ
。
驚
の
字
必
漢
音
に
讀
べ
し
。
驚
の
呉
音
、
恐
の
漢
音
と
ま
ぎ
る
る

し

ひ

け
い
き
よ
う

故
な
り
。

情

廣
韻
に
疾
盈
の
切
、
音
晴
、
漢
音
セ
イ
、
呉
音
ジ
ヤ
ウ
。
儒
書
に
は
漢
音
を
用
ふ
べ
け
れ
ど

も
、
性
情
の
二
字
、
並
出
る
こ
と
多
け
れ
ば
、
漢
音
に
讀
て
は
、
性
と
情
と
ま
ぎ
る
る

な
ら
び

故
に
、
此
字
を
ば
呉
音
に
讀
な
り
。

鹹

廣
韻
に
胡
讒
の
切
、
咸
函
と
同
音
、
倭
音
カ
ン
。
常
に
は
淸
て
讀
習
は
せ
れ
ど
も
、
醫
書
に

五
味
を
列
た
る
處
あ
る
を
、
淸
て
讀
め
ば
、
甘
と
ま
ぎ
る
る
故
に
、
此
字
を
必
濁
て
讀

つ
ら
ね

な
り
。

衞

廣
韻
に
于
歳
の
切
、
漢
音
ヱ
イ
、
呉
音
ヱ
。
醫
書
に
は
呉
漢
の
二
音
を
兼
用
ふ
べ
け
れ
ど
も
、

せ
い

此
字
は
多
く
漢
音
に
讀
む
。
唯
榮
衞
の
衞
を
ば
、
必
呉
音
に
讀
む
。
榮
の
字
と
倭
音
ま
ぎ

た
だ
ゑ
い

ゑ

る
る
故
な
り
。

艮

卦
の
名
な
り
。
廣
韻
に
古
恨
の
切
、
倭
音
コ
ン
。
本
淸
て
讀
べ
き
を
、
八
卦
の
中
に
て
、
坤

も
と

の
字
と
倭
音
ま
ぎ
る
る
故
に
、
此
字
を
ば
濁
て
讀
る
な
り
。
正
音
に
は
あ
ら
ず
。

よ
め

中
華
に
て
古
文
異
體
の
字
、
或
は
法
帖
な
ど
の
草
字
の
朦
朧
と
し
て
讀
が
た
き
に
、
眞
字
を
以
て

こ

も
ん

い

て
い

は
ふ
で
ふ

せ
う
ろ
う

毎
字
の

傍

に
附
註
す
る
を
、
釋

文
と
い
ふ
。
又
佛
書
の
梵
文
に
、
漢
字
を
以
て
其
音
を
附
註

か
た
は
ら

し
や
く
も
ん

ぼ
ん
も
ん

す
る
を
、
對
譯
と
い
ふ
。
一
つ
に
は
對
註
と
い
ふ
。
吾
國
に
て
漢
字
の
讀
が
た
き
に
、
國
字
〔
か

た
い
や
く

な
〕
を
以
て
傍
に
其
音
を
附
書
す
る
は
、
梵
文
の
對
譯
の
類
な
り
。
此
事
胡
亂
に
す
べ
か
ら
ず
。
且

う

ろ

ん

し
ば
ら
く

平
聲
の
韻
を
以
て
言
ふ
に
、
支
微
魚
虞
齊
佳
灰
眞
文
元
寒
刪
先
歌
麻
侵
覃
鹽
咸
の
十
九
韻
は
、
明

白
に
し
て
ま
ぎ
る
る
こ
と
な
し
。
東
冬
江
蕭
肴
豪
陽
庚
靑
蒸
尤
の
十
一
韻
は
、
倭
音
に
皆
ウ
の
響

ひ
び
き

あ
り
て
、
口
に
呼
ぶ
所
、
混
同
し
て
別
な
き
故
に
、
鹵
莽
の
學
者
、
往
往
に
國
字
〔
か
な
〕
の
對

ろ

ば
う

譯
を
誤
る
。
此
事
大
義
に
關
る
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
吾
國
の
學
士
家
の
法
故
に
て
、
自
然
の
條

あ
づ
か

が
く

じ

か

理
、
紊
亂
す
べ
か
ら
ざ
る
者
あ
り
。
何
ぞ
忽
諸
す
る
こ
と
を
得
ん
や
。

故

に
其
の
要
領
を
此

ぶ
ん

こ
つ
し
よ

か
ん
が
ゆ
る

こ
こ

に
錄
し
て
、
童
蒙
に
示
す
。

東
の
韻

東
の
字
倭
音
ト
ウ
な
り
。
故
に
此
韻
に
屬
す
る
字
は
、
必
ヲ
コ
ソ
ト
ノ
ホ
モ
ロ
の
下
に
、

し
も

ウ
の
聲
を
附
る
な
り
。
例
せ
ば
翁
公
葱
通
豐
蒙
籠
の
如
き
是
な
り
。
又
イ
キ
シ
チ
リ
の

ヲ
ウ
コ
ウ
ソ
ウ
ト
ウ
ホ
ウ
モ
ウ
ロ
ウ

下
に
、
ウ
の
聲
を
附
る
字
あ
り
。
熊
弓
終
中
隆
の
如
き
是
な
り
。
餘
は
推
て
知
べ
し
。

イ
ウ
キ
ウ
シ
ウ
チ
ウ
リ
ウ

よ

冬
鍾
の
韻

冬
の
字
倭
音
ト
ウ
。
東
の
字
と
同
き
故
に
、
此
韻
に
屬
す
る
字
は
、
東
の
韻
と
異
な

る
こ
と
無
し
。
例
せ
ば
攻
宗
炵
農

の
如
き
是
な
り
。
別
に
鍾
の
韻
に
屬
す
る
字
あ
り
。

コ
ウ
ソ
ウ
ト
ウ
ノ
ウ
ロ
ウ
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鍾
の
字
倭
音
シ
ヨ
ウ
な
り
。
故
に
此
韻
の
屬
す
る
字
は
、
必
ヨ
、
キ
ヨ
、
シ
ヨ
、
チ
ヨ
、

リ
ヨ
の
下
に
、
ウ
の
聲
を
附
る
な
り
。
例
せ
ば
容

恭

衝

重

龍
の
如
き
是
な
り
。
餘

ヨ
ウ
キ
ヨ
ウ
シ
ヨ
ウ
チ
ヨ
ウ
リ
ヨ
ウ

は
推
て
知
べ
し
。

江
の
韻

江
の
字
倭
音
カ
ウ
な
り
。
故
に
此
韻
に
屬
す
る
字
は
、
必
ア
カ
サ
タ
ナ
ハ
マ
ラ
の
下
に
、

ウ
の
聲
を
附
る
な
り
。
例
せ
ば
胦
腔
牕
樁

邦
厖
瀧
の
如
き
是
な
り
。

ア
ウ
カ
ウ
サ
ウ
タ
ウ
ナ
ウ
ハ
ウ
マ
ウ
ラ
ウ

蕭
宵
の
韻

蕭
宵
の
二
字
倭
音
シ
ヤ
ウ
な
り
。
故
に
此
韻
に
屬
す
る
字
は
、
必
ヤ
、
キ
ヤ
、
シ
ヤ
、

チ
ヤ
、
ニ
ヤ
、
ヒ
ヤ
、
ミ
ヤ
、
リ
ヤ
の
下
に
、
ウ
の
聲
を
附
る
な
り
。
例
せ
ば
妖

驕

ヤ
ウ
キ
ヤ
ウ

燒

朝

饒

標

猫

聊
の
如
き
是
な
り
。

シ
ヤ
ウ
チ
ヤ
ウ
ニ
ヤ
ウ
ヒ
ヤ
ウ
ミ
ヤ
ウ
リ
ヤ
ウ

肴
の
韻

肴
の
字
倭
音
カ
ウ
な
り
。
故
に
此
韻
に
屬
す
る
字
は
、
對
譯
江
の
韻
の
如
し
。
例
せ
ば

交
梢
啁
鐃
包
茅
茅
顟
の
類
な
り
。
但
此
韻
の
字
に
は
、
蕭
の
韻
と
其
音
相
通
ず
る

ア
ウ
カ
ウ
サ
ウ
タ
ウ
ナ
ウ
ハ
ウ
マ
ウ
マ
ウ
ラ
ウ

た
だ
し

あ
ひ

者
あ
り
。
多
く
は
呉
音
な
り
。
其
の
對
譯
蕭
の
韻
の
如
し
。

豪
の
韻

肴
の
韻
と
同
じ
。
例
せ
ば
鏖
高
騷
刀
猱
褒
毛
勞
の
如
き
是
な
り
。
但
此
韻
に
は
蕭
の

ア
ウ
カ
ウ
サ
ウ
タ
ウ
ナ
ウ
ハ
ウ
マ
ウ
ラ
ウ

韻
と
相
通
ず
る
音
な
し
。

陽
唐
の
韻

陽
の
字
倭
音
ヤ
ウ
な
り
。
故
に
此
韻
に
屬
す
る
字
は
、
對
譯
蕭
の
韻
の
如
し
。
例
せ

ば
羊

薑

商

張

孃

良
の
類
な
り
。
唐
の
字
倭
音
タ
ウ
な
り
。
故
に
此
韻
に
屬
す
る

ヤ
ウ
キ
ヤ
ウ
シ
ヤ
ウ
チ
ヤ
ウ
ニ
ヤ
ウ
リ
ヤ
ウ

字
は
、
對
譯
江
の
韻
の
如
し
。
例
せ
ば
鴦
剛
桑
當
囊
滂
茫
郎
王
の
類
な
り
。
參
考
す
べ

ア
オ
カ
ウ
サ
ウ
タ
ウ
ナ
ウ
ハ
ウ
マ
ウ
ラ
ウ
ワ
ウ

し
。
又
光
の
字
の
如
き
は
、
ク
ワ
の
下
に
ウ
の
聲
を
附
る
な
り
。

庚
耕
淸
の
韻

庚
耕
の
二
字
、
倭
音
カ
ウ
な
り
。
故
に
此
韻
に
屬
す
る
字
は
、
對
譯
江
の
韻
の
如

し
。
例
せ
ば
罌
阬
爭
瞪
儜
彭
盲
横
の
類
な
り
。
又
觥
の
字
の
如
き
は
、
ク
ワ
の
下
に
ウ

ア
ウ
カ
ウ
サ
ウ
タ
ウ
ナ
ウ
ハ
ウ
マ
ウ
ワ
ウ

の
聲
を
附
る
な
り
。
此
ク
ワ
ウ
と
い
ふ
音
は
、
陽
庚
の
二
韻
に
限
て
有
り
。
淸
の
字
漢
音

は
明
白
な
り
。
呉
音
シ
ヤ
ウ
な
る
故
に
、
此
韻
に
屬
す
る
字
の
呉
音
、
陽
の
韻
に
似
た
り
。

故
に
對
譯
も
陽
の
韻
の
如
し
。
例
せ
ば
嬰

京

精

評

明
の
如
き
是
な
り
。

ヤ
ウ
キ
ヤ
ウ
シ
ヤ
ウ
ヒ
ヤ
ウ
ミ
ヤ
ウ

靑
の
韻

漢
音
は
明
白
な
り
。
呉
音
シ
ヤ
ウ
な
る
故
に
、
此
韻
に
屬
す
る
字
の
呉
音
、
庚
の
韻
の

字
の
呉
音
と
同
じ
。
對
譯
も
庚
の
韻
の
字
の
呉
音
の
如
し
。
例
せ
ば
經

星

丁

寧

竮

キ
ヤ
ウ
シ
ヤ
ウ
チ
ヤ
ウ
ニ
ヤ
ウ
ヒ
ヤ
ウ

冥

靈
の
如
き
是
な
り
。

ミ
ヤ
ウ
リ
ヤ
ウ

烝
登
の
韻

蒸
の
字
は
倭
音
シ
ヨ
ウ
、
登
の
字
は
倭
音
ト
ウ
な
り
。
此
韻
の
對
譯
、
冬
の
韻
の
如

し
。
例
せ
ば
膺

兢

升

徵

氷

陵
の
類
は
、
蒸
の
韻
に
屬
す
。
絙
僧
騰
能
崩
の
類
は
、

ヨ
ウ
キ
ヤ
ウ
シ
ヤ
ウ
チ
ヨ
ウ
ヒ
ヨ
ウ
リ
ヨ
ウ

コ
ウ
ソ
ウ
ト
ウ
ノ
ウ
ホ
ウ

登
の
韻
に
屬
す
。

尤
侯
幽
の
韻

尤
幽
の
二
字
は
倭
音
イ
ウ
。
侯
の
字
は
倭
音
コ
ウ
な
り
。
此
韻
の
對
譯
、
東
の
韻

の
如
し
。
例
せ
ば
優
鳩
脩
抽
柔
彪
繆
劉
の
類
は
、
尤
幽
の
二
韻
に
屬
す
。
謳
鉤
涑
兜
羺

イ
ウ
キ
ウ
シ
ウ
チ
ウ
ニ
ウ
ヒ
ウ
ミ
ウ
リ
ウ

ヲ
ウ
コ
ウ
ソ
ウ
ト
ウ
ノ
ウ

裒
呣
樓
の
類
は
、
侯
の
韻
に
屬
す
。

ホ
ウ
モ
ウ
ロ
ウ

右
平
聲
の
韻
を
明
す
。
上
去
の
二
聲
は
、
是
を
以
て
例
推
す
べ
し
。
入
聲
は
、
下
に
ツ
ク
チ
キ
の

聲
あ
る
故
に
明
白
な
り
。
唯
緝
合
盍
葉
帖
洽
狎
業
乏
の
九
韻
、
下
に
フ
の
聲
あ
り
て
、
其
字
を
呼

た
だ

こ
と
、
平
上
去
の
三
聲
の
字
に
似
る
こ
と
あ
り
。
故
に

動

ば
對
譯
を
誤
る
。
緝
の
韻
に
屬
す

や
や
も
す
れ

シ
フ

る
字
は
、
イ
キ
シ
チ
ニ
ヒ
ミ
リ
の
下
に
、
フ
の
聲
を
附
る
な
り
。
例
せ
ば
邑
急
執
縶
入
鵖
立
の

イ
フ
キ
フ
シ
フ
チ
フ
ニ
フ
ヒ
フ
リ
フ

如
き
是
な
り
。
合
盍
洽
狎
乏
の
五
韻
に
屬
す
る
字
は
、
皆
ア
カ
サ
タ
ナ
ハ
マ
ラ
の
下
に
、
フ
の
聲

ガ
フ
カ
フ
カ
フ
カ
フ
バ
フ

を
附
る
な
り
。
例
せ
ば
姶
閤
帀
答
納
法
臘
の
如
き
是
な
り
。
葉
帖
業
の
三
韻
に
屬
す
る
字
は
、

ア
フ
カ
フ
サ
フ
タ
フ
ナ
フ
ハ
フ
ラ
フ

エ
フ
テ
フ
ゲ
フ

皆
エ
ケ
セ
テ
ネ
ヘ
メ
レ
の
下
に
、
フ
の
聲
を
附
る
な
り
。
例
せ
ば
曄
頰
讋
輒
聶
獵
の
如
き
是
な
り
。

エ
フ
ケ
フ
セ
フ
テ
フ
ネ
フ
レ
フ

他
は
ま
ぎ
る
る
こ
と
な
け
れ
ば
、
逐
韻
に
明
さ
ず
。
又
舌
音
の
チ
ツ
と
、
齒
音
の
シ
ス
と
、
淸
音

チ
ク

せ
い
を
ん

は
分
明
な
り
。
濁
音
は
混
同
し
や
す
し
。
忸
怩
の
二
字
の
如
き
は
、
並
に
舌
音
な
る
故
に
、
チ
の

ぢ
く

ぢ

濁
音
な
り
。
尋

常
の
二
字
は
、
並
に
齒
音
な
る
故
に
、
シ
の
濁
音
な
り
。
除
の
字
は
舌
音
ヂ
ヨ

じ
ん
じ
や
う

な
り
。
徐
の
字
は
齒
音
ジ
ヨ
な
り
。
圖
の
字
は
舌
音
な
る
故
に
、
呉
音
ヅ
な
り
。
隨
の
字
は
齒
音

ズ
イ
な
り
。
他
は
例
推
す
べ
し
。
又
齒
舌
音
日
母
に
屬
す
る
字
は
、
齒
音
に

從

て
、
シ
ス
の
濁

し
た
が
ひ

音
な
り
。
日
の
字
漢
音
ジ
ツ
な
り
。
女
の
字
の
如
き
、
本
男
女
の
女
、
舌
音
な
る
故
に
、
漢
音
ヂ

も
と

ヨ
な
り
。
爾
女
の
女
は
、
汝
と
同
じ
。
日
母
に
屬
し
て
、
漢
音
ジ
ヨ
な
り
。
他
は
推
て
知
べ
し
。

じ

じ
よ

初
學
の
士
、
上
の
諸
例
に
隨
て
、

各

韻
母
字
母
を
視
て
、
其
音
を
考
へ
ば
、
對
譯
に
於
て
差
誤

お
の
お
の

な
か
ら
ん
。
愼
て
草
草
に
す
る
こ
と
な
か
れ
。

さ
う
さ
う

〇
佛
家
に
陀
羅
尼
あ
り
。
皆
梵
語
な
り
。
本
梵
字
に
て
書
た
る
を
、
中
華
の
人
、
梵
字
を
讀
こ
と

だ

ら

に

も
と

か
き

よ
む

あ
た
は
ざ
る
故
に
、
佛
書
を
翻
譯
す
る
者
、
漢
字
の
梵
音
に
合
へ
る
者
を
、
其
傍
に
附
書
し
て
、

ほ
ん
や
く

漢
字
の
音
を
以
て
、
梵
字
を
讀
し
む
る
、
是
を
對
譯
と
い
ふ
。
或
は
對
註
と
い
ふ
。
旣
に
對
譯
し

つ
れ
ば
、
其
後
は
梵
字
存
せ
ざ
れ
ど
も
、
對
譯
の
漢
字
を
以
て
、
梵
音
を
傳
て
、
陀
羅
尼
を
ば
誦じ

ゆ

す
る
な
り
。
梵
語
を
傳
ふ
る
の
み
、
か
く
の
如
く
な
る
に
あ
ら
ず
。
四
方
萬
國
の
語
を
傳
ふ
る
こ
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と
、
皆
か
く
の
如
し
。
鶴
林
玉
露
に
日
本
の
語
を
記
し
て
、
筆
を
分
直
と
い
ひ
、
硯
を
松
蘇
利
と

ひ
つ

フ

ン

ヂ

け
ん

ソ
ン
ソ
ウ
リ
イ

い
ふ
と
い
へ
る
類
の
如
き
、
皆
此
例
な
り
。
然
れ
ば
陀
羅
尼
を
讀
ん
に
は
、
對
譯
の
字
を
、
必
華

よ
ま

音
に
讀
べ
き
な
り
。
華
音
に
も
、
南
北
土
音
の
不
同
な
る
こ
と
あ
れ
ば
、
若
精
く
せ
ん
と
な
ら

と

い
ん

く
は
し

ば
、
譯
者
の
鄕
里
を
尋
て
、
其
の
鄕
音
に
從
ふ
べ
し
。
さ
も
あ
ら
ば
梵
音
を
失
は
ざ
る
に
近
か
ら

い
ん

ん
。
然
ら
ず
は
、
梵
音
を
去
こ
と
遠
か
る
べ
し
。
今
此
方
に
て
、
釋
氏
の

徒

、
陀
羅
尼
を
誦
す

と
も
が
ら

る
は
、
倭
音
を
以
て
讀
む
。
囊
莫
を
、
ナ
ウ
マ
ク
と
讀
み
、
摩
訶
を
、
マ
カ
と
讀
み
、
般
若
波
羅
密
多

ナ

ン

モ

モ
ヲ
ホ
ヲ

ぼ

じ
ゑ
ぽ
を
ろ
を

み

と
を

を
、
ハ
ン
ニ
ヤ
ハ
ラ
ミ
ツ
タ
と
讀
が
如
き
、
是
皆
倭
音
な
り
。
是
何
ぞ
梵
音
な
ら
ん
や
。
分

直
、

フ
ン
チ
ヨ
ク

松
蘇
利
を
、
倭
音
に
讀
め
ば
、
倭
語
の
フ
ン
で
す
ず
り
に
合
は
ざ
る
を
以
て
、
推
て
知
べ
し
。
陀

シ
ヨ
ウ
ソ
リ

羅
尼
は
天
竺
の
歌
詩
に
て
、
諷
詠
す
べ
き
者
な
れ
ば
、
其
用
聲
音
に
在
り
、
聲
音
の
道
微
妙
な
り
。

せ
い
い
ん

佛
德
を
讚
歎
し
、
鬼
神
を
感
格
せ
し
め
、
災
を
禳
ひ
福
を
祈
り
、
心
を
澄
し
德
を
養
ふ
こ
と
、
皆

は
ら

す
ま

み
な

聲
音
の
力
な
る
故
に
、
彼
の
家
に
こ
れ
を
聲

明
と
い
ふ
。
左
傳
の
語
を
取
て
名
づ
け
た
る
な
り
。

し
や
う
み
や
う

然
る
に
梵
語
の
本
音
を
失
て
は
、
陀
羅
尼
の
功
少
か
る
べ
し
。
况
や
今
の
僧
の
陀
羅
尼
を
誦
す

す
く
な

る
は
、
諷
詠
の
意
な
く
し
て
、
只
水
中
の
蛙
の
鳴
が
如
く
、
耳
に

聒

き
の
み
な
れ
ば
、
梵
音

か
は
づ

な
く

か
ま
び
す
し

を
去
こ
と

益

遠
か
る
べ
し
。
中
華
の
僧
の
經
を
讀
み
、
陀
羅
尼
を
誦
す
る
は
、
諷
詠
の
意
あ
り

ま
す
ま
す

て
、
聲
音
響
亮
〔
ひ
び
き
さ
ゆ
る
〕
な
る
故
に
、
聽
く
者
感
慨
を
起
さ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。

〇
倭
讀
の
法
に
、
本
濁
、
新
濁
、
連

聲
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。
是
佛
家
の
名

目
に
し
て
、
儒
家
に

れ
ん
じ
や
う

み
や
う
も
く

も
此
事
な
き
に
あ
ら
ず
。
本
濁
と
は
、
本
來
濁
れ
る
音
を
い
ふ
。
新
濁
と
は
、
本
淸
て
讀
べ
き
字

も
と
す
み

な
れ
ど
も
、兩
三
字
連
屬
せ
る
を
、音
便
に
隨
て
、下
の
字
を
濁
て
讀
こ
と
あ
る
を
い
ふ
。南
山
東
方

を
ん
べ
ん

し
も

な
ん
ざ
ん
と
う
ば
う

と
い
ふ
が
如
き
、
山
方
皆
濁
て
讀
む
。
是
新
濁
な
り
。
連
聲
と
は
、
喉
音
影
喩
の
二
母
に
屬
す
る

み
な

え
い

ゆ

字
を
、
連
屬
の
音
便
に
て
、
ナ
ニ
ヌ
ネ
ノ
、
或
は
タ
チ
ツ
テ
ト
の
音
に
呼
ぶ
を
い
ふ
。
天
王
の
王

を
ナ
ウ
と
呼
び
、
越
王
の
王
を
タ
ウ
と
呼
び
、
南
音
を
ニ
ン
と
呼
び
、
八
音
を
チ
ン
と
呼
が
如
き

是
な
り
。
又
遠
方
葛
伯
と
い
ふ
が
如
き
、
方
伯
の
二
字
、

脣

を
合
せ
て
呼
ぶ
。
華
音
の
幫
滂
の

く
ち
び
る

は
う
は
う

二
母
を
呼
が
如
し
。
此
方
に
は
是
を
半
濁
と
い
ふ
。
國
字
〔
か
な
〕
の
肩
に
、
一
小
圏
〔
ち
い
さ

か
た

き
ま
る
〕
を
加
へ
て
號
と
す
。
是
も
連
聲
な
り
。
又
釋
氏
の
書
に
は
、
四
聲
を
點
發
す
る
に
、

し
る
し

倭
音
濁
て
讀
む
字
に
は
、
二
小
圏
を
點
ず
。
本
濁
は
横
に
雙
べ
、
新
濁
は
直
に
累
ぬ
。
儒
家
に
は

な
ら

た
て

か
さ

是
を
用
ひ
ず
。
凡
此
等
の
法
、
皆
吾
國
の
故
實
な
れ
ば
、
學
者
は
兼
て
こ
れ
を
知
べ
し
。
中
華
に

ら

み
な

は
新
濁
連
聲
等
の
事
な
し
。
淸
濁
も
倭
音
と
大
に
異
な
り
。

倭
讀
要
領
卷
上

（
待
續
）
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