
不
朽
の
音

i

『
漢
字
三
音
考
』

に
お
け
る
但
徐
派
批
判
i

序本
居
。
田
一
長
(
一
七
三

0
1
一八
O
ご
が
生
涯
に
残
し
た
多
く
の
著
作
は
、

村
岡
典
嗣
以
来
「
文
学
説
」
「
語
学
説
」
「
亙
迫
説
」
の
一
一
一
種
に
分
類
す
る
の
が

通
例
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
稿
が
主
と
し
て
扱
う
『
漢
字
三
音
考
』
は
そ
の
中

で
日
本
語
の
文
法
や
音
韻
を
論
じ
た
「
語
学
説
」
の
著
作
に
属
し
、
「
呉
音
」

「
漢
音
」
「
唐
音
」
の
三
つ
の
日
本
語
に
お
け
る
漢
{
孟
日
に
つ
い
て
述
べ
た
も

の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
日
本
語
の
研
究
の
成
果
は
『
古
事
記
伝
』
に
お
け
る
『
古
事
記
』

の
読
解
な
ど
に
い
か
ん
な
く
発
帰
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
な
が

ら
、
本
稿
が
こ
の
著
作
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
そ
う
し
た
宣
長
の
日
本
語
研

究
の
具
体
的
内
容
に
関
心
を
持
つ
か
ら
と
い
う
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
が
、
古
典

を
読
む
た
め
の
語
学
的
な
準
備
と
い
う
枠
組
み
に
留
ま
ら
ず
、
宣
長
の
思
想
形

河

メb、
口

樹

成
に
重
要
な
位
置
を
占
め
、
ま
た
そ
れ
自
体
と
し
て
も
思
想
的
立
田
町
義
を
有
し
て

-w漢字三音考』における但抹派批判一

い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
漢
字
三
立
日
考
』
は
、
。
日
一
長
が
『
古
事
記
伝
』

の
研
究
の
前
提
と
し
た
言
語
事
を
も
示
し
て
い
る
。

そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
の
は
、
こ
の
著
作
が
賀
茂
真
相
の
『
語
品
霊
こ
や

荻
生
但
僚
の
『
学
期
』
『
訳
文
筆
蹄
』
な
ど
と
関
係
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。
『
漢
字
三
立
日
考
』
に
お
け
る
真
淵
の
影
響
は
主
に
冒
頭
の
日
本
語
の
優

位
性
を
主
張
す
る
箇
所
に
表
れ
て
お
り
、
狙
徐
に
つ
い
て
は
そ
の
後
の
日
本
に

お
け
る
漢
字
の
受
容
を
諭
す
る
箇
所
で
批
判
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
語
の
研
究
が
強
い
思
相
出
色
彩
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
自

体
は
、
真
淵
の
豆
盟
申
芸
品
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
国
学
派
に
共
通
の

不朽の音

大
き
な
特
色
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
殊
更
に
強
調
せ
ず
と
も
、
も
と

よ
り
多
く
の
先
行
研
究
の
肯
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
本
稿
が
こ
こ
に

お
い
て
改
め
て
『
漢
字
三
立
目
安
J

』
を
問
い
直
そ
う
と
す
る
の
は
、
そ
こ
に
今
日
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ま
で
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
り
も
大
き
な
思
想
的
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
出

来
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
宣
長
の
思
想
形
成
を
新
た
に
捉
え
直
す
視
座
が
得
ら

れ
る
も
の
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

従
来
の
研
究
に
お
い
て
、
盛
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
真
淵
の
翠
叩

立国芸
J

』
と
の
関
係
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
稿
で
は
祖
僚
と
の
関
係
に

着
目
し
て
考
究
を
進
め
た
い
。
そ
れ
は
真
淵
か
ら
の
影
響
を
軽
視
す
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
真
淵
か
ら
受
け
取
っ
た
も
の
を
但
徐
へ
の
批
判
と

連
関
さ
せ
て
述
べ
た
と
こ
ろ
に
、
宣
長
の
独
自
性
を
見
出
し
う
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
試
み
で
あ
る
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
考
察
は
、
『
諮
問
立
回
答
勺
』
と
『
漢

字
三
志
田
考
』
の
関
係
性
へ
の
指
摘
に
終
始
す
る
も
の
は
も
と
よ
り
『
漢
字
三
音

考
』
の
漢
字
受
容
論
に
言
及
す
る
子
安
宣
邦
の
研
究

ωに
お
い
て
も
、
部
ハ
刀
的

に
し
か
為
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

従
っ
て
、
本
稿
が
「
『
漢
字
三
立
間
半
互
に
お
け
る
組
依
派
批
判
」
と
い
う
副

題
の
下
に
企
図
す
る
の
は
、
単
に
担
保
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
箇
所
を
考
察
す

る
と
い
う
こ
と
の
み
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
現
在
一
般
に
用
い
ら
れ
る
筑

摩
版
の
全
集
に
お
い
て
五

0
ペ
ー
ジ
程
の
こ
の
著
作
の
中
で
、
直
接
的
に
但
欲

を
立
申
議
し
た
発
一
マ
一
口
が
含
ま
れ
る
の
は
「
皇
園
ニ
シ
テ
漢
字
志
向
ノ
始
」
と
題
さ
れ

た
わ
ず
か
数
ペ
ー
ジ
の
箇
所
に
過
ぎ
な
い
が
、
宣
長
の
批
判
は
そ
の
一
部
の
み

で
完
結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
全
体
に
お
い
て
遂
行
さ
れ
る
も
の
と
考
え

る
為
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
『
漢
字
三
立
田
考
』
自
体
を
祖
篠
派
批
判
の
著
作
と

し
て
捉
え
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
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宣
長
と
抑
制
僚
と
の
間
で
問
題
と
な
る
の
は
、
日
本
語
と
漢
字
と
の
関
係
で
あ

2015 

る
。
彼
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
国
学
者
と
儒
者
と
し
て
問
題
衆
議
を
完
全
に
共
有
す

る
も
の
で
は
な
い
が
、
も
と
も
と
文
字
を
有
さ
な
か
っ
た
古
代
の
日
本
に
中
国

第 21号

か
ら
漢
字
、
が
入
っ
て
き
た
と
い
う
事
情
を
巡
っ
て
対
立
す
る
。
そ
し
て
、
そ
う

し
た
こ
と
を
論
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
北
皇
尽
に
存
し
て
い
る
の
は
、
自
ら

『求真』

と
距
離
の
隔
た
っ
た
も
の
と
し
て
の
古
典
を
如
何
に
し
て
理
解
す
る
こ
と
が

出
来
る
か
と
い
う
閤
い
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
古
典
が
書
か
れ
た
言
語

と
現
在
の
言
語
と
の
差
異
が
主
題
化
さ
れ
、
そ
れ
は
、
や
が
て
言
語
に
お
け
る

「
音
」
と
「
文
字
」
と
の
関
係
に
ま
で
行
き
着
く
。
そ
の
事
情
を
以
下
段
々
に

見
て
い
き
た
い
。

一
、
担
保
に
お
け
る
「
不
朽
な
る
者
」
と
し
て
の
文
字

ま
ず
は
、
富
一
長
が
『
漢
字
三
立
主
乏
に
お
い
て
批
判
の
対
象
と
す
る
復
俸
の

圭
一
口
説
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。
そ
も
そ
も
、
日
本
語
と
中
国
一
訟
の
差
異
、
そ
し

て
そ
こ
に
お
け
る
漢
字
と
い
っ
た
問
題
を
大
き
く
提
起
し
た
の
は
徳
旅
で
あ

っ
て
、
宣
長
の
議
論
も
そ
れ
を
踏
ま
え
て
為
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
両
者
の

問
題
の
相
違
と
い
う
こ
と
は
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と

い
う
の
は
、
彼
僚
に
お
い
て
は
、
最
終
的
に
中
国
語
で
警
か
れ
た
六
経
を
ど
の



よ
う
に
し
て
理
解
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
の
核
心
で
あ
っ
て
、
宣
一
長
の
論

ず
る
よ
う
な
日
本
語
に
お
け
る
漢
字
受
容
と
い
う
こ
と
は
第
一
の
主
題
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
日
本
に
お
け
る
漢
字
受
容
と
い
う
観
点
か
ら

見
た
但
篠
は
、
既
に
宣
長
か
ら
見
た
担
保
で
あ
る
。

祖
僚
が
、
従
来
の
儒
学
に
対
し
て
自
ら
の
学
問
を
提
唱
す
る
に
あ
た
っ
て
、

そ
の
学
問
の
方
法
を
纏
め
た
著
作
が
『
学
則
』
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、

ま
ず
次
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
問
題
が
始
ま
る
。

〔
楚
の
μ
主
台
で
す
ら
北
の
中
国
に
学
ぶ
の
だ
か
ら
〕
す
な
わ
ら
吾
が
東

方
の
民
、
ま
た
い
づ
く
に
か
適
か
ん
。
ま
た
た
だ
言
語
宜
し
き
を
異
に
し
、

鐘
呂
の
愛
居
を
響
す
る
に
し
て
、
彼
こ
れ
を
朱
断
熱
舌
と
謂
ひ
し
者
、

五
口
視
る
こ
と
な
ほ
彼
の
ご
と
し
。

ω

こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
日
本
と
中
国
と
の
言
葉
の
違
い
で
あ
る
。

そ
の
立
田
の
違
い
故
に
、
両
者
は
お
互
い
に
相
手
の
ニ
一
一
口
莱
を
聞
い
て
も
、
「
朱
離

験
舌
」
す
な
わ
ち
鳥
の
さ
え
ず
る
よ
う
な
声
だ
と
思
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
が
元

来
の
あ
り
方
で
あ
っ
て
、
日
本
に
お
い
て
中
国
の
こ
と
を
理
解
す
る
困
難
で
あ

る
。
し
か
し
て
、
や
が
て
日
本
に
お
い
て
は
独
自
の
漢
文
の
読
み
方
が
出
現
す

る
。
そ
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
ニ
一
一
口
う
。

士
口
係
氏
と
い
ふ
者
出
づ
る
こ
と
あ
り
、
西
の
か
た
中
国
に
学
び
、
和
訓

を
作
為
し
て
、
以
て
国
人
に
教
ふ
る
も
、
ま
た
な
ほ
乳
に
易
ふ
る
に
穀
を

以
て
し
、
虎
は
す
な
は
ち
於
兎
に
し
て
、
そ
の
読
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
菩
こ
れ
を
朱

隣
駄
舌
と
謂
ひ
し
者
、
五
口
視
る
こ
と
な
ほ
吾
の
ご
と
し
。

hu

士
口
備
真
備
が
「
和
訓
」
を
作
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
解
す
る
こ
と
が
囲
難

だ
っ
た
漢
籍
は
、
「
吾
視
る
こ
と
な
ほ
吾
の
ご
と
し
」
す
な
わ
ち
日
本
語
を
用

~W漢字三音考』における但欲派批判

い
る
が
如
く
容
易
に
理
解
し
う
る
も
の
と
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
僚
は
、

そ
こ
に
こ
そ
問
題
点
を
見
出
す
。
そ
の
よ
う
に
工
夫
し
て
日
本
語
の
よ
う
に
理

解
す
る
こ
と
は
、
漢
籍
の
本
来
の
品
百
十
保
を
か
え
っ
て
隠
し
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
と
。
す
な
わ
ち
「
こ
れ
す
な
わ
ち
吉
備
氏
の
詩
書
礼
楽
な
り
。
中
国
の
詩

る書
lこネL
殆楽
きに
か非
なさ
。る

(剖な
ーり

ぶ7
へ な
示は
如ち
く宝

Z出
スは
%朱

離
駄
舌
よ
り
甚
だ
し

喜
あ

こ
の
よ
う
に
、
祖
僚
は
「
和
訓
」
は
、
漢
籍
を
理
解
す
る
の
に
最
適
の
方
法

で
は
な
い
と
す
る
。
そ
れ
に
か
え
て
、
担
保
が
提
唱
す
る
方
法
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。

不朽の音

メ〉、 3

を古
以た
てほ
互富
男ヨ 0コ
ゲ 日

現 E
き

事な
Z 九
以
デ宙
メよ は
尋な

~ !l 
土ヨ 守二

jも竺、
ば E
こさ
れな
均?玖
し v

く故
すに
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る
に
朱
離
験
舌
な
る
か
な
。
(
中
略
)
然
り
と
い
へ
ど
も
、
不
朽
な
る
者

は
文
に
し
て
、
そ
の
書
具
に
存
す
。
(
中
略
)
吾
、
子
鱗
氏
の
教
へ
を
奉

じ
て
、
古
を
視
て
辞
を
修
め
、
こ
れ
を
習
ひ
こ
れ
を
習
ひ
、
久
し
う
し
て

こ
れ
と
化
し
、
し
か
う
し
て
辞
気
・
神
志
み
な
肖
た
り
。
辞
気
・
神
志
み

口
の
一
一
一
一
-
口
ふ
こ
と
、
何
ぞ
択
ば
ん
。

ω

な
肖
て
し
か
う
し
て
目
の
視
、

こ
れ
は
、
祖
僚
の
主
張
の
原
理
的
な
部
分
を
よ
り
端
的
に
表
し
た
文
章
で
あ

ろ
う
。
日
本
と
中
国
の
違
い
を
問
題
と
す
る
の
も
「
宇
は
な
ほ
宙
の
ご
と
き
な

り
。
宙
は
な
ほ
字
の
ご
と
き
な
り
。
一
一
品
々
」
と
い
う
よ
う
に
、
言
葉
は
時
間
に

よ
っ
て
も
空
間
に
よ
っ
て
も
異
な
っ
て
お
り
、
お
互
い
に
通
じ
難
い
と
い
う
認

識
の
上
に
立
つ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
て
、
そ
し
て
祖
僚
は
、
そ
う
し
た
言
葉

の
差
異
を
乗
り
越
え
る
も
の
と
し
て
、
「
文
」
を
考
え
て
い
る
。
現
在
に
お
い

て
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
「
古
言
」
を
読
む
た
め
に
は
、
自
で
文
字
を
視
る
こ

と
を
徹
底
し
て
、
「
口
の
言
ふ
こ
と
」
と
同
じ
境
地
ま
で
到
達
す
れ
ば
よ
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
を
保
証
す
る
の
は
「
不
朽
な
る
者
」
と
し
て
の
文
字
で
あ
る
。

以
上
に
お
い
て
、
祖
僚
の
主
張
を
簡
単
に
見
て
き
た
が
、
そ
れ
は
、
最
終
的

に
「
文
字
」
と
「
音
」
と
の
対
立
に
集
約
し
て
い
く
。
す
な
わ
ち
、
日
本
語
と

中
国
語
の
違
い
な
ど
の
問
題
は
、
音
声
言
語
が
根
本
的
に
持
つ
特
徴
に
起
因
す

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
し
て
「
文
字
」
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

後
に
宣
長
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
そ
こ
で
は
日
本
と
中
固
と
い
う
対
立
が
よ

こり
の強
よ調
っ とき

なれ
祖話
彼の
め 中
間心
題と
がな
引る
き於

号語
ら ドこ
ち言
よ率
るる
は以
す 上
で そ
1 ヤ

る に
とお

うて
点も
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に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

2015 

二
、
『
漢
字
三
音
考
』
に
お
け
る
漢
字
受
容
論

第 21号

続
い
て
、
宣
長
の
漢
字
受
容
論
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
ず
は
、
何
故
宣
長

『求真』

が
こ
の
点
に
つ
い
て
こ
だ
わ
る
必
要
が
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
一

言
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
理
由
は
、
子
安
宣
邦
が
つ
と
に
指
摘
す
る
よ
う
に

ω、

宣
長
が
向
き
合
っ
た
の
は
『
古
事
記
』
と
い
う
漢
{
圭
衣
記
の
文
献
で
あ
っ
て
、

『
古
事
記
』
か
ら
日
本
本
来
の
道
を
見
出
そ
う
と
す
笠
宣
長
に
と
っ
て
、
そ
こ

か
ら
漢
字
の
影
響
と
い
う
こ
と
を
排
除
す
る
こ
と
は
、
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
課
題

で
あ
っ
た
為
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
『
漢
字
三
音
考
』
に
お
い
て
祖
徐

と
対
立
す
る
必
要
が
見
出
さ
れ
る
。

さ
て
、
そ
の
点
を
踏
ま
え
た
上
で
、
具
体
的
に
宣
長
の
考
え
る
漢
字
受
容
の

過
程
を
見
て
い
き
た
い
。
宣
長
は
、
『
漢
字
三
音
考
』
の
中
の
「
皇
園
ニ
シ
テ

漢
字
音
ノ
始
」
と
題
す
る
部
分
に
お
い
て
、
応
神
天
皇
の
時
に
阿
直
や
和
仁
に

よ
っ
て
漢
字
漢
籍
が
渡
来
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
話
を
始
め
る
が
、
続
け
て

次
の
よ
う
に
言
う
。



カ
ク
テ
皇
子
宇
治
若
郎
子
彼
二
人
ヲ
師
ト
シ
テ
。
始
メ
テ
其
漢
籍
ヲ
讃

タ
マ
ヒ
テ
。
は
日
能
通
達
タ
マ
ヒ
シ
事
正
史
ニ
見
エ
タ
リ
。
抑
漢
字
ノ
音
ヲ

知
ラ
デ
ハ
。
漢
籍
ハ
讃
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
又
此
方
ニ
テ
ハ
。
訓
ナ
ク
テ
其

文
義
ヲ
解
ル
事
ア
タ
ハ
ザ
ル
ワ
ザ
ナ
ル
ニ
。
(
中
略
)
彼
皇
子
ノ
サ
パ
カ

リ
善
了
達
シ
タ
マ
ヒ
テ
。
同
御
世
ニ
高
一
蹴
園
王
ヨ
リ
使
ヲ
奉
遣
セ
シ
時
ニ
。

其
表
ヲ
讃
タ
マ
フ
ニ
。
無
糟
ナ
ル
詞
ノ
ア
リ
シ
ニ
ヨ
リ
テ
。
其
使
ヲ
費
タ

マ
ヒ
シ
事
ナ
ド
モ
見
エ
タ
レ
パ
。
山
岳
時
既
ニ
此
方
ニ
テ
讃
ベ
キ
音
モ
訓
モ

定
マ
レ
リ
シ
ナ
リ
。
若
立
日
一
訓
ナ
ク
パ
。
イ
カ
デ
カ
善
譲
テ
其
表
文
ノ
元
種

リ

サ

ト

リ

ナ
ル
ヲ
排
へ
知
タ
マ
フ
パ
カ
リ
ニ
ハ
了
解
タ
マ
ハ
ム
。
州
W

す
な
わ
ち
、
宣
長
は
、
漢
字
、
が
入
っ
て
き
た
宜
後
に
そ
の
音
も
訓
も
定
ま
つ

た
と
い
う
立
場
を
取
っ
て
い
る
。
と
の
後
に
も
履
中
天
皇
の
時
代
に
「
諸
園
ニ

史
ヲ
置
テ
。
一
言
ト
事
ト
ア
記
サ
シ
メ
タ
マ
ヒ
シ
事
見
エ
タ
リ
。

ω」
と
話
題
を

広
げ
る
が
論
旨
は
同
様
で
、
ヰ
閏
と
訓
と
が
定
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
そ
の
よ
う
に

漢
字
を
使
う
こ
と
が
出
来
た
は
ず
は
な
い
と
い
う
点
を
強
調
し
て
い
く
。

し
ば
ら
く
そ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
述
べ
た
後
で
宣
長
は
、
そ
の
時
の
漢
字

の
音
に
つ
い
て
問
題
に
す
る
。

サ
テ
其
時
二
用
ヒ
ラ
レ
シ
字
音
ハ
。
漢
園
ノ
音
ノ
マ
¥
ナ
リ
ケ
ル
カ
。

ハ
タ
皇
朝
ニ
テ
別
ニ
改
定
メ
ラ
レ
タ
ル
カ
ト
云
ニ
。
比
率
ハ
タ
シ
カ
ナ
ル

侍
へ
ナ
ケ
レ
パ
。
今
明
一
フ
カ
ニ
ハ
知
ガ
タ
ケ
レ
ド
モ
。
事
理
ヲ
以
テ
考
ル

ニ
。
皇
園
ト
外
国
ト
ハ
人
ノ
音
声d
甚
異
ニ
シ
テ
。
相
似
ザ
ル
事
上
件
ニ
排

ズ
ル
ガ
如
ク
ナ
レ
バ
。
ソ
ノ
カ
ミ
漢
園
ノ
音
ヲ
ソ
ノ
マ
¥
ニ
取
用
ヒ
ム
ト

ス
ト
モ
。
タ
ヤ
ス
ク
祭
ビ
得
ベ
キ
ニ
非
ズ
。
(
中
略
)
又
タ
ト
ヒ
日
晶
子
ど
得

タ
リ
ト
モ
。
主
〈
朱
離
朕
舌
不
正
部
但
ノ
音
。
サ
ラ
ニ
ソ
ノ
マ
¥
ニ
取
用
ブ

ヘ
キ
者
ニ
非
ズ
。
然
レ
パ
其
時
ノ
{
主
日
。
必
彼
薗
ノ
マ
¥
ニ
ハ
ア
ル
ベ
カ

ラ
ズ
。
或
ハ
抽
出
音

Z豊
田
ニ
ツ
JY
メ
。
或
ハ
通
立
日
二
時
ジ
。
或
ハ
鼻
繋
ヲ

口
啓
ニ
移
シ
。
或
急
製
ル
韻
ヲ
釘
緩
ニ
改
メ
ナ
ド
。
凡
テ
不
正
部
但
ノ
甚

シ
キ
者
ヲ
パ
除
去
テ
。
皇
国
ノ
自
然
ノ
音
ニ
近
ク
協
へ
テ
。
新
ニ
定
メ
ラ

レ
タ
ル
モ
ノ
也
。

ω

一『漢字三音考』における包徐派批判一

こ
こ
に
お
い
て
、
漢
字
は
日
本
に
入
っ
て
き
た
時
か
ら
既
に
、
日
本
一
訟
の
音

に
完
全
に
対
応
す
る
形
で
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
宣
長
は
主
張
す

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
子
安
が
、
「
こ
こ
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
漢
字
文
化
流
入

の
過
程
は
、
そ
れ
に
よ
る
わ
が
言
語
体
系
の
変
容
の
過
程
で
は
な
い
。
む
し
ろ

わ
が
声
音
言
語
を
も
っ
て
、
漢
字
表
記
の
文
章
、
書
籍
に
ど
う
対
応
し
た
か
と

い
う
事
態
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
川
」
と
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う

不朽の音

し
た
議
論
に
よ
っ
て
、
音
と
訓
が
定
ま
り
、
ま
た
立
田
も
日
本
語
の
立
回
に
対
応
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
漢
字
を
日
本
語
を
表
記
す
る
も
の
と
し
て
十

全
に
用
い
、
『
古
事
記
』
な
ど
を
記
す
可
能
性
が
確
保
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
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る
さ
て
、
こ
う
し
た
文
脈
の
中
で
、
宣
長
は
祖
徐
を
芦
議
し
た
発
言
を
す
る
訳

で
あ
る
が
、
強
く
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
日
本
に
漢
字
が
入
っ
て
き
た
時
か
ら
訓

が
定
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
補
足
し
て
次
の
よ
う
に

百
っ
て
い
る
。

然
ル
ヲ
要
説
ニ
。
ソ
ノ
カ
ミ
和
仁
ガ
始
メ
テ
教
へ
奉
リ
シ
ハ
。
漢
圏
ノ

諸
問
法
ノ
如
ク
ニ
テ
。
イ
マ
ダ
和
讃
ノ
法
ハ
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
卜
云
ル
ハ
非
也
。

此
方
ノ
人
ハ
。
イ
カ
ホ
ド
ヨ
ク
皐
問
シ
テ
モ
。
訓
讃
ナ
ラ
デ
ハ
義
理
通
ゼ

ズ
。
近
世
儒
者
ノ
説
ニ
。
ヨ
ク
漢
籍
ニ
熟
シ
唐
音
ニ
達
シ
ヌ
レ
パ
。
訓
讃

ニ
ヨ
ラ
ズ
。
彼
圏
ノ
法
ノ
如
ク
直
讃
ニ
シ
テ
モ
。
ヨ
ク
通
暁
ス
ト
云
ハ
。

甚
虚
妄
ノ
言
也
。
タ
ト
ヒ
口
ニ
ハ
蓋
讃
シ
テ
モ
。
心
ニ
ハ
訓
讃
セ
ザ
レ
パ

義
理
セ
ズ
。
人
ニ
ハ
右
ノ
如
ク
教
ル
者
モ
。
賞
ニ
ハ
自
モ
訓
讃
ノ
法
ニ
依

ラ
ザ
ル
事
ヲ
得
ズ
ト
知
ル
ベ
シ
。

ω

こ
の
笛
所
は
割
注
の
中
に
さ
ら
り
と
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ

の
内
容
を
見
れ
ば
、
日
本
人
は
訓
読
を
用
い
な
け
れ
ば
漢
字
を
理
解
す
る
こ
と

が
出
来
な
い
と
い
う
主
張
に
お
い
て
、
こ
の
箇
所
は
た
だ
祖
僚
と
異
な
る
漢
字

受
容
の
過
程
を
描
く
と
い
う
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
訓
読
に
よ
ら
ず
文
字
を
通
し

て
中
国
の
古
典
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
祖
僚
の
方
法
へ
の
全
面
的
な
否
定
に

な
っ
て
い
る
。
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こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
「
葬
説
」
や
「
近
世
儒
者
」
と
い
っ
た
仕
方
で
し

か
言
及
し
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
、
祖
僚
が
強
く
音
議
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
予
想

さ
れ
る
が
、
宣
長
が
ノ
佐
保
の
議
論
を
引
き
継
い
で
い
る
と
い
う
こ
と
を
よ
り
明

確
に
す
る
為
に
、
次
の
よ
う
な
発
言
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
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皇
国
ノ
主
音
。
ム
「
俸
ハ
ル
ト
コ
ロ
漢
呉
共
ニ
、
古
ニ
定
マ
リ
ツ
ル
マ
¥

ニ
シ
テ
。
詑
レ
ル
事
ナ
シ
。
其
故
ハ
。
定
マ
リ
テ
既
ニ
人
々
慣
タ
ル
ワ
へ

ニ
テ
ハ
。
靴
マ
ル
マ
ジ
キ
理
ア
リ
。
イ
カ
ニ
ト
云
ニ
。
先
自
然
ノ
言
語
ハ

『求真』

郷
土
ノ
方
一
一
吉
田
ア
リ
テ
。
五
方
各
同
ジ
カ
ラ
ズ
。
又
時
世
ニ
随
ヒ
テ
モ
移
リ

カ
ハ
ル
モ
ノ
也
。
然
ル
三
主
回
ハ
。
他
園
ノ
音
ヲ
ウ
ツ
セ
ル
者
ニ
シ
テ
。

モ
卜
此
方
ノ
自
然
ノ
物
ニ
非
ザ
ル
ガ
故
ニ
。
方
言
ノ
差
ア
ル
事
ナ
ク
天

下
同
一
ニ
天
ハ
テ
ン
地
ハ
チ
ニ
シ
テ
。
異
音
ナ
シ
。
如
此
ク
玉
方
ノ
殊
異

ナ
キ
ヲ
以
テ
。
古
今
ノ
饗
易
モ
無
キ
コ
ト
ヲ
オ
シ
ハ
カ
リ
知
ベ
シ
。
若
古

〔
傍
線
日
宣
長
〕
凶

今
ノ
饗
ア
ラ
パ
。
必
玉
方
ノ
異
モ
ア
ル
ベ
キ
理
也
。

こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
に
言
及
し
て
き
た
箇
所
の
少
し
後
に
あ
る
「
此
方
ノ
字

音
ハ
古
来
誤
無
キ
事
」
と
題
さ
れ
た
箇
所
の
文
章
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、

宣
長
は
漢
字
の
音
に
古
今
の
差
異
が
無
い
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
訳

で
あ
る
が
、
そ
の
根
拠
は
、
日
本
に
お
け
る
漢
{
主
日
が
自
然
の
も
の
で
は
な
く
、



定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
方
言
や
時
世
に
よ
る
差
異
を
持
た
な
い
と
い

う
こ
と
に
あ
る
。
そ
し
て
、
漢
{
一
壬
江
田
が
定
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は
先
程
見
た
箇
所
に
お
い
て
宣
長
が
力
説
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、

こ
の
こ
と
は
宣
長
の
漢
字
受
容
論
の
一
つ
の
帰
結
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出

来
る
。そ

し
て
、
こ
の
こ
と
が
保
証
す
る
の
は
、
江
戸
時
代
の
宣
長
が
は
る
か
昔
に

書
か
れ
た
『
古
事
記
』
か
ら
そ
の
正
し
い
音
の
読
み
方
を
復
元
す
る
こ
と
が
出

来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
漢
字
が
外
来
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
特
殊
な
状
況

に
起
回
出
し
て
、
そ
れ
は
か
え
っ
て
自
然
の
音
声
の
変
化
の
影
響
を
受
け
ず
、
当

時
の
音
声
を
保
存
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
宣
長
が
漠
{
主
田

の
不
変
と
い
う
こ
と
を
、
主
張
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
北
亘
尽
に
は
、
先
に
見

た
「
宇
は
な
ほ
宙
の
ご
と
き
な
り
。
宙
は
な
ほ
宇
の
ご
と
き
な
り
。
」
と
い
っ

た
担
保
の
問
題
が
、
就
中
時
間
的
に
隔
た
っ
た
言
語
の
差
異
と
い
っ
た
問
題
が

あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て
の
日
本
語
が
漢
字
を
通
し
て
、

今
日
ま
で
持
続
す
る
と
い
う
主
張
の
背
円
京
に
は
、
古
今
の
言
語
の
違
い
と
い
う

観
点
、
が
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
為
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
議
論
を
総
括
す
れ
ば
室
長
が
主
張
し
て
い
る
の
は
、
『
古
事

記
』
が
喜
か
れ
た
当
時
に
お
い
て
、
漢
字
は
音
声
言
語
と
し
て
の
日
本
語
を
過

不
足
な
く
表
記
す
る
こ
と
が
出
来
、
ま
た
、
そ
れ
は
今
日
に
お
い
て
も
復
元
す

る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
漢
字
三
音
考
』
で
宣
長
が
ノ
世
微
を

批
判
し
た
の
は
そ
う
し
た
可
能
性
を
確
保
す
る
為
で
あ
る
。
漢
字
受
容
論
を
巡

つ
て
の
祖
僚
と
宣
長
と
の
見
解
の
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
今
は

置
い
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
本
稿
が
疑
問
と
し
て
提
示
し
た
い
の
は
、
次
の
よ
う

な
占
山
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
祖
僚
に
お
い
て
は
、
既
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
文
字
は
、
時
代

場
所
に
よ
っ
て
言
葉
が
異
な
る
中
で
、
中
国
古
典
と
通
じ
合
う
可
能
性
と
し
て

見
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
宣
長
は
こ
こ
で
、
祖
僚
を
立
甲
識
し
な
が
ら
そ

う
し
た
「
不
朽
な
る
者
」
と
し
て
の
文
字
を
否
定
し
た
時
、
江
戸
時
代
の
宣
長

一『漢字三音考』における徳欲派批判一

が
『
古
事
記
』
と
通
じ
う
る
可
能
性
が
ど
こ
に
確
保
さ
れ
た
の
か
と
い
う
点
で

あ
る
。
宣
長
が
確
保
し
た
の
は
、
あ
く
ま
で
古
代
の
日
本
語
の
音
を
復
元
し
う

る
可
能
性
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
再
び
祖
僚
の
議
論
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、

古
代
の
日
本
人
が
古
代
の
中
国
語
を
音
声
言
語
と
し
て
聞
い
た
と
し
て
も
、
そ

れ
は
「
朱
離
熱
舌
」
な
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
宣
長
か
ら
す
れ
ば
、
未
知

の
音
は
訓
読
さ
れ
る
こ
と
な
し
に
は
意
味
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で

あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
音
声
一
言
語
と
し
て
眼
前
に
存
し
て
い
て
も
そ
れ
が
理
解

さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
『
漢
字
三
音
考
』
の
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
箇
所
に
お
い
て
は

問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
上
代
に
お
い
て
漢
字
、
が
す
ぐ
さ
ま

不朽の音

当
時
の
日
本
語
を
表
記
す
る
も
の
と
し
て
定
着
し
、
そ
れ
は
今
で
も
復
元
し
う

る
と
い
う
だ
け
で
は
、
上
代
に
お
け
る
漢
字
の
表
記
を
正
確
に
読
み
う
る
と
し
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て
も
、
今
と
古
と
の
言
葉
の
違
い
と
い
う
こ
と
は
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
の
で
は

な
い
か
。
音
声
言
語
と
し
て
見
た
と
き
、
『
古
事
記
』
の
日
本
語
と
江
戸
時
代

の
日
本
語
は
差
異
を
有
し
て
い
る
。
徹
底
し
て
古
語
と
格
闘
し
た
宣
長
が
そ
の

点
に
つ
い
て
全
く
無
意
識
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
こ
と
で
あ

る
先
に
ニ
一
一
口
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
問
題
の
答
え
は
、
室
長
の
日
本
語
観
の
中
に
、

就
中
そ
の
平
田
」
に
対
す
る
考
え
の
中
に
、
存
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
為
に
、
『
漢
字
三
音
考
』
に
お
い
て
は
翠
翌
甲
山
幸
吋
』

に
影
響
を
受
け
た
日
本
語
緩
と
担
保
派
批
判
が
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
見
通
し
を
持
ち
な
が
ら
、
以
下
に
、
官
一
長
の
日

本
語
観
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

三
、
宣
長
に
お
け
る
五
十
音
観

真
淵
は
『
担
問
責
芸

J

』
で
、
宣
長
は
『
漢
字
三
音
考
』
で
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
日
本

語
観
を
披
歴
す
る
。
両
者
に
は
、
様
々
に
共
通
点
も
相
違
も
存
し
て
い
る
が
、

そ
の
一
つ
一
つ
を
こ
こ
で
検
討
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
た
だ
し
、

一
告
白
し
て

お
き
た
い
の
は
、
い
か
に
多
く
の
相
違
点
を
有
す
る
と
し
て
も
、
宣
長
が
『
語

茎
匂
』
を
意
識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
さ
て
、
今
取
り
上
げ
た
い
の
は
、
両
者
の
大
き
な
共
通
点
の
一
つ
で
あ

る
五
十
立
国
を
神
重
視
す
る
と
い
う
点
で
あ
る

ω。
ノ
佐
保
に
お
い
て
は
、
音
声
言
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認
は
全
て
時
代
池
域
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
ど
れ
も
が

2015 

不
朽
性
を
有
さ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
日
本
一
誌
と
外
国
語
の
違
い
を
強
調
し
、

五
十
1

音
を
優
位
な
も
の
と
す
る
思
想
は
「
音
」
に
対
す
る
考
え
方
を
異
に
す
る
。

第 21号

そ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
以
下
に
宣
長
の
五
十
音
に
対
す
る
捉
え
方
を
見

て
い
き
た
い
。

『求真』

ま
ず
、
次
の
よ
う
に
日
本
の
五
主
日
の
正
し
さ
が
諮
ら
れ
る
。

サ
テ
其
五
十
ノ
音
ハ
。
縦
ニ
玉
ツ
横
ニ
十
ヅ
¥
相
違
リ
テ
。
各
縦
横
音

韻
調
ヒ
テ
乱
ル
¥
事
ナ
ク
。
其
立
日
清
朗
ナ
ル
ガ
故
ニ
。
イ
サ
¥
カ
モ
相
渉

一
ノ
音
ニ
平
上
去
ノ
三
撃
ヲ
具
シ
テ
。

言
ニ
随
テ
樽
用
ス
。
(
中
略
)
又
五
十
ニ
シ
テ
足
ザ
ル
音
モ
ナ
ク
。
絵
レ

ル
音
モ
ナ
キ
故
ニ
一
ツ
モ
除
ク
コ
ト
ア
タ
ハ
ズ
。
亦
一
ツ
モ
添
ル
事
ア
タ

ハ
ズ
。
凡
ソ
人
ノ
王
立
日
ハ
比
二
全
備
セ
リ
。
サ
レ
パ
此
外
ハ
。
皆
鳥
獣
寓

物
ノ
繋
ニ
近
キ
者
ニ
シ
テ
。
潤
雑
不
正
ノ
音
也
ト
知
ベ
シ
。
凶

リ
テ
マ
、
キ
ラ
ハ
シ
キ
事
モ
ナ
ク
。

宣
一
長
は
、
こ
の
よ
う
に
、
五
十
音
を
「
人
の
正
立
回
」
を
全
備
し
た
も
の
と
し

て
捉
え
、
そ
れ
以
外
は
鳥
獣
の
声
に
近
い
不
正
の
も
の
で
あ
る
と
ま
で
言
う
。

す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
外
国
の
音
を
そ
う
し
た
不
正
な
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と

を
者
保
す
る
。
そ
う
し
た
主
張
は
現
在
か
ら
見
れ
ば
理
解
し
が
た
い
と
こ
ろ
が



あ
る
と
一
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
今
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
宣
長
の
考
え
で

あ
る
。
官
一
長
は
、
こ
こ
で
、
五
十
音
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
「
人
の
正
立
田
」
を
全
備
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す

る
の
か
。

そ
の
内
実
を
考
え
る
為
に
、
宣
長
が
外
国
語
に
つ
い
て
主
張
す
る
と
こ
ろ
を

見
て
み
よ
う
。
「
外
国
立
田
正
シ
カ
ラ
、
ザ
ル
事
」
と
い
う
題
を
も
っ
笛
所
が
あ
る
。

そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
例
は
全
て
取
り
上
げ
る
に
は
一
長
い
の
で
、
最
初
の
一

つ
を
引
用
す
る
。

外
国
人
ノ
音
ハ
。
凡
テ
綾
膝
ト
シ
テ
。
時
世
間
へ
バ
曇
リ
日
ノ
夕
暮
ノ
天
ヲ

議
ル
ガ
如
シ
。
故
ニ
ア
¥
ト
呼
音
ノ
。
オ
¥
ノ
如
ク
ニ
モ
間
エ
。
ワ
ア
ノ

如
ク
ニ
モ
間
ェ
。
又
オ
¥
ト
呼
立
田
ノ
。
ヴ
¥
ノ
如
ク
ニ
モ
ホ
オ
ノ
如
ク
ニ

モ
関
ユ
ル
類
ヒ
。
ハ
ぷ
悦
ナ
ラ
、
ザ
ル
事
多
ク
。
又
カ
キ
ク
ケ
コ
ト
ハ

ヒ
フ
ヘ
ホ
ト
相
渉
テ
開
エ
ナ
ド
。
諸
ノ
ヰ
田
皆
皇
国
ノ
如
ク
分
明
ナ
ラ

ズ
。
〔
傍
線
け
け
宣
言
文
〕
旧

こ
の
よ
入
正
調
子
で
、
他
に
も
零
点
に
渡
っ
て
、
中
国
の
立
国
の
不
正
な
点
を

述
べ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
箇
所
全
体
に
つ
い
て
、
菅
野
覚
明
が
次
の
よ

う
に
簡
潔
に
ま
と
め
、
ま
た
、
注
目
す
べ
き
指
摘
を
し
て
い
る
。

『
三
音
考
』
に
よ
れ
ば
、
宣
長
の
い
う
外
国
立
日
の
不
正
・
混
濁
と
は
、

具
体
的
に
は
、
川
山
中
央
母
音
・
鼻
母
音
な
ど
の
、
中
間
的
あ
る
い
は
混
合

的
な
音
の
存
在
、
間
劫
音
・
楼
音
・
促
立
田
の
多
用
、
同
独
立
し
た
、
組
問
立
日
・

半
濁
音
の
存
在
と
い
っ
た
事
実
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
(
中
略
)
宣
長

が
、
中
国
立
田
に
見
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
事
実
を
不
正
と
し
て
捉
え
た
根
拠
は
、

実
は
、
日
本
語
の
中
で
そ
れ
ら
が
出
現
す
る
場
合
は
、
す
べ
て
変
則
形
態

と
し
て
で
あ
る
と
い
う
事
実
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
凶

先
に
引
用
し
た
『
漢
字
三
音
考
』
の
一
文
は
、
こ
こ
で
は
川
に
あ
た
る
の
だ

一『漢字三音考』における値観E派批判一

が
、
他
の
二
点
の
内
容
も
こ
こ
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
さ
て
、
菅

野
の
指
摘
す
る
よ
う
な
、
宣
長
が
外
国
の
音
を
不
正
で
あ
る
と
い
う
の
は
そ
れ

が
日
本
語
に
お
い
て
変
則
形
態
と
し
て
出
現
す
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
、

明
細
に
見
る
に
は
多
く
の
点
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

紙
幅
の
都
合
上
一
点
だ
け
例
を
挙
げ
て
お
く
と
、
官
一
長
は
、
樹
立
田
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

是
(
五
士
音
〕

ニ
カ
ノ
行
サ
ノ
行
タ
ノ
行
ハ
ノ
行
ノ
、
樹
立
問
。
合
セ
テ
二

不朽の音

十
ヲ
加
フ
レ
パ
。
都
テ
七
十
ナ
レ
ド
モ
。
濁
立
国
ハ
タ
ゾ
正
音
ノ
獲
ニ
シ
テ
。

モ
ト
ヨ
リ
別
ナ
ル
者
ニ
非
ル
故
ニ
。
皇
国
ノ
王
立
日
ニ
ハ
。
是
ヲ
別
ニ
ハ
立

ズ
。
正
立
日
ニ
燭
ス
ル
モ
ノ
也
。
〔
傍
線
リ
亘
長
〕
帥
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こ
の
よ
う
に
、
濁
音
は
あ
く
ま
で
正
音
の
変
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
五

十B
音
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
国
語
に
濁
音
及

び
半
濁
音
の
多
い
こ
と
を
宣
長
は
不
正
で
あ
る
理
由
と
す
る
。
日
本
語
の
五
十

立
国
に
対
し
て
考
え
ら
れ
た
基
準
が
そ
の
ま
ま
他
の
言
語
に
も
適
用
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

「
人
ノ
正
音
」
を
全
備
す
る
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
か
と

い
う
こ
と
を
理
解
す
る
為
に
、
さ
ら
に
、
も
う
一
点
注
目
し
て
お
き
た
い
記
述

が
あ
る
。
そ
れ
は
「
漢
園
宇
多
キ
ニ
過
テ
音
足
ザ
ル
事
」
と
い
う
箇
所
に
あ
る

次
の
一
文
で
あ
る
。

サ
テ
皇
園
ノ
音
ハ
。
タ
マ
五
十
二
シ
テ
甚
少
ケ
レ
ド
モ
。
正
音
全
備

ニ
シ
テ
閥
タ
ル
者
ナ
シ
。
漢
園
ノ
音
ハ
。
コ
レ
ニ
比
ス
レ
パ
甚
多
ケ
レ
ド

モ
夕
、
Y
ミ
ダ
リ
ニ
駁
雑
ニ
シ
テ
全
備
セ
ズ
。
闘
タ
ル
立
田
多
シ
。
故
ニ
他
園

ノ
立
日
ヲ
誇
ス
ル
ニ
。
足
ラ
ザ
ル
事
多
ク
シ
テ
甚
不
便
也
。

ω

日
本
の
音
は
数
こ
そ
少
な
い
も
の
の
正
音
を
全
備
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

中
国
の
音
は
数
は
多
い
も
の
の
全
備
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
そ
の
結
果
外
国

語
の
立
国
を
訳
す
こ
と
に
不
便
が
生
じ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
逆
か
ら
見
れ
ば
、
正

立
国
を
全
備
し
て
い
れ
ば
外
国
語
の
音
を
訳
す
の
に
も
さ
ほ
ど
の
不
便
も
な
い

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。

40 

以
上
に
見
た
二
点
、
す
な
わ
ち
、
第
一
に
外
国
語
の
不
正
の
理
由
が
日
本
語

2015 

の
変
に
求
め
ら
れ
る
と
い
う
点
、
及
、
び
、
第
二
に
正
音
を
全
備
し
て
い
れ
ば
外

国
語
の
音
を
不
便
な
く
訳
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
う
な
点
を
合
わ
せ
て

第 21号

考
え
る
と
、
宣
長
が
玉
+
!
耳
目
に
対
し
て
「
人
ノ
正
音
」
を
全
備
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
の
意
味
が
理
解
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

宣
長
が
五
十
音
を
「
人
ノ
正
立
同
」
を
全
備
す
る
と
い
う
時
、
そ
れ
は
単
に
日

『求真』

本
語
が
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
褒
め
る
の
み
で
は
な
く
、
他
の
言
葉
の
音

う声
lこが
捉そ
えの
て変
し、と
え同

Z警
L れ

主;
長ぷ
は''':;
彼普
な遍
り 的

2午
長命
のの

瑳肇
7L田

にの
よ根
つ本
ての
示よ

そ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。

従
っ
て
、
宮
一
長
が
、
日
本
語
の
五
士
耳
目
が
中
国
語
よ
り
優
れ
て
い
る
と
い
う

と
き
、
そ
れ
は
あ
る
個
別
の
言
語
が
他
の
個
別
の
言
語
に
勝
っ
て
い
る
こ
と
を

主
張
す
る
の
で
は
な
い
。
五
十
立
田
を
普
遍
的
な
音
と
し
、
他
の
言
葉
の
音
声
は

そ
の
変
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
日
本
語
の
優
位
性
を
主
張
す
る
。
官
一

長
が
祖
僚
を
批
判
し
、
「
不
朽
な
る
者
」
と
し
て
の
「
文
字
」
を
否
定
す
る
と

き
、
そ
の
背
後
に
は
こ
の
よ
う
な
考
え
が
、
古
代
の
日
本
に
お
い
て
実
現
さ
れ

て
い
た
五
+
土
日
が
「
不
朽
の
音
」
で
あ
る
と
い

h2考
え
が
存
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
古
と
今
と
の
音
声
言
語
の
差
異
は
、
普
通
的
ム
室
田
と

そ
の
変
と
い
う
形
に
お
い
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
。



幸吉以
上
に
お
い
て
、
本
稿
で
は
、
『
漢
字
三
立
日
考
』
の
全
体
を
御
僚
派
批
判
を

意
図
す
る
著
作
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
を
自
的
と
し
て
、
考
察
を
進
め
て
き
た
。

『
漢
字
三
音
考
』
に
お
い
て
、
担
保
を
批
判
し
て
い
る
箇
所
は
漢
字
受
容
論
に

存
し
て
お
り
、
具
体
的
な
受
容
過
程
を
巡
る
議
論
の
中
に
あ
る
、
が
、
そ
れ
は
伺

僚
が
思
想
の
中
核
と
し
て
い
た
「
不
朽
な
る
者
」
と
し
て
の
「
文
字
」
と
い
う

考
え
を
否
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
組
僚
に
と
っ
て
は
「
文
字
」
は

言
語
を
異
に
す
る
者
が
、
中
田
古
典
と
通
じ
合
う
可
能
性
を
確
'
保
す
る
も
の
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
否
定
す
る
と
き
、
官
一
長
は
か
わ
り
に
何
か
を
持
ら
出
す
必

要
は
な
か
っ
た
の
か
と
問
い
を
発
し
て
、
宣
長
が
『
品
慌
{
子
三
立
田
考
』
の
冒
頭
で

述
べ
る
玉
士
五
日
に
対
す
る
考
え
の
中
に
、
五
主
田
を
普
通
的
な
音
と
捉
え
る
発

想
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
れ
は
、
(
一
日
一
一
長
が
但
僚
の
提
起
し
た
問
題
を

乗
り
越
え
る
為
に
、
『
誌
叩
音
主
吋
』
と
関
係
す
る
文
脈
を
援
用
し
、
こ
の
よ
う
な

形
で
『
漢
字
三
音
考
』
が
成
立
し
た
所
以
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
こ
ろ
に
、
本
稿
で
は
、
『
漠
山

p

ナ
三
虫
日
考
』
に
お
け
る

『
誌
叩
立
市
考
』
と
関
係
を
有
す
る
日
本
語
の
優
位
を
説
ノ
¥
品
川
と
漢
字
受
容
弘
一
酬
と
の

間
に
、
祖
僚
批
判
と
し
て
の
同
一
の
文
脈
を
見
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
宣
長

の
思
想
形
成
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
最
後
に
、

そ
の
点
に
つ
い
て
て
一
一
目
し
て
お
き
た
い
。

そ
こ
に
示
さ
れ
る
の
は
、
『
漢
字
一
一
一
立
日
考
』
と
古
道
説
の
主
著
と
い
う
べ
き

『
直
田
比
霊
』
と
の
密
接
な
関
係
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
両
蓄
は
極
め
て
近
い
時

期
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
接
点
を
有
し
て
い
る
。
『
漢
字
三
音
考
』

が
刊
行
さ
れ
た
の
は
天
明
五
年
(
一
七
八
五
年
)
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
も

と
と
な
る
『
漢
音
呉
音
弁
』
は
明
和
八
年
ま
で
に
成
立
し
て
い
た
凶
と
さ
れ
る
。

こ
の
年
は
宇
佐
毘
霊
』
の
殆
ど
完
成
形
と
も
言
っ
て
よ
い
第
三
稿
『
夜
間
比
』
が

成
立
し
た
年
で
も
あ
る
凶
。
従
っ
て
、
両
蓄
は
同
時
期
の
思
索
と
研
究
の
成
果

一『漢字三音考』における但存在派批判一

で
あ
る
。

そ
し
て
、
『
漢
字
三
音
考
』
を
街
係
派
批
判
の
音
担
義
を
持
つ
著
作
と
し
て
理

解
す
る
時
、
加
え
て
次
の
よ
う
な
共
通
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
す
な
わ

ち
、
両
者
が
共
に
、
真
淵
を
き
識
し
つ
つ
但
依
を
批
判
す
る
と
い
う
構
図
を
有

し
て
い
る
点
で
あ
る
。
『
直
毘
霊
』
は
、
小
笠
原
春
夫
が
指
摘
す
る
よ
う
に

ω街

休
刊
派
の
儒
者
太
宰
春
ム
口
の
『
弁
道
書
』
へ
の
反
論
と
し
て
4

脅
か
れ
た
も
の
で
あ

り
、
同
じ
く
『
弁
道
書
』
へ
の
反
論
で
あ
る
真
淵
の
『
間
活
基
邑
の
影
響
の
も

と
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
漢
字
三
立
日
考
』
が
『
詰
責
茅

3

』
を
意
識
し

な
が
ら
但
僚
を
批
判
す
る
こ
と
を
中
核
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
が

不朽の音

不
当
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
場
つ
著
作
や
問
題
は
異
な
っ
て
い
る
と
は
言
っ
て

ち
、
雨
傘
田
は
真
淵
と
担
保
を
巡
る
一
つ
の
思
索
の
二
つ
の
表
れ
で
あ
る
と
い
っ

て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
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も
と
よ
り
、
室
長
の
思
想
形
成
に
お
け
る
但
僚
の
影
響
の
大
き
さ
は
つ
と
に

指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
『
漢
字
三
立
日
考
』
と
『
直
毘
霊
』
と
の

密
接
な
連
関
を
前
提
と
す
る
と
き
、
新
た
な
一
商
を
考
え
る
こ
と
が
出
来
る
の

で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
る
。

そ
の
結
果
が
、
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
本
稿
の
課
題
で

↓

i
ι
P
A
F
¥

守、、

l
v
f

し
カ

ぃ
、
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
れ
ま
で
の
考
究
に
よ
っ
て
『
漢
字
三
音
考
』

と
い
ν

之
半
世
作
の
持
つ
且
畏
義
や
重
要
性
を
示
す
こ
と
が
出
来
た
の
で
は
な
い
か

と
患
う
。
そ
の
こ
と
を
結
論
と
し
て
稿
を
閉
じ
た
い
。

※
『
学
則
』
か
ら
の
引
用
に
際
し
て
は
、
岩
波
思
想
体
系
『
荻
生
祖
笹
所

収
の
も
の
を
用
い
、
そ
の
一
員
数
を
示
し
た
。
ま
た
、
宣
長
か
ら
の
引
用
に
際
し

て
は
、
筑
摩
書
一
房
版
全
集
を
用
い
そ
の
号
数
と
一
良
数
を
そ
れ
ぞ
れ
漢
撃
字
で
示

し
た
。

(
か
わ
い

か
ず
き

筑
波
大
学
大
学
院
)

+工事一=ロω
子
安
宣
邦
、
『
本
居
室
長
』
、
岩
波
現
代
文
庫
、
二
O
O
一年。

ω
荻
生
担
保
、
『
学
担
一
、

一
八
八
頁
。

前
副
理
九

l

i

-

-
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ω
同
町

2015 

ω
但
響
而
川
掲
主
円

一九
O
、

一
九
一
↑
弓

ω
平
安
前
掲
養
第
三
軍
参
同

第 21号

ゆ
本
居
室
長
、
『
漢
字
三
音
考
』
玉
・
三
八
九
。

ω
同一向

『求真』

ω
宣
長
前
掲
霊
園
、
五
・
一
二
九
O
、
三
九

ω
子
安
前
掲
主
園
、
八

or弓

ω
宣
長
前
掲
唱
墨
田
、
五
・
一
二
八
九
。

M
M

室
長
前
掲
書
、
五
・
三
九
九
。

ω
た
だ
し
、
そ
の
五
士
耳
目
の
優
位
性
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
両
者
の

間
に
相
違
が
あ
る
。
子
安
前
掲
金
目
、
樋
口
達
郎
『
国
学
の
「
日
本
」
』
、

北
樹
出
版
、
二
O
一
五
年
参
照
。

(16) (15) (14) 

菅木宮
{ 今一

野居長
党宣
明長『

漢

" "字木漢三
署杢菅
1豆 4ニ~ヨ
長音』

考前
』掲
五書

三 五
)¥ 

。)¥

一
同
業
と
雅
び
』
、
ぺ
り
か
ん
社
、

九
九

一
年
、
=
ご
八
T

弓

帥
{
百
一
長
前
掲
掌
ベ
五
・
一
二
八
二
。

倒
{
一
日
一
長
前
掲
書
、
五
・
三
八
八
。

ω
全
集
五
巻

解
題
参
照
。



ω) 

『
古
事
記
伝
』
に
収
め
ら
れ
現
在
『
直
毘
晶
邑
と
し
て
知
ら
れ
る
文

章
は
第
四
稿
で
あ
り
多
少
の
差
異
が
あ
る
が
、
最
後
の
改
稿
は
『
古

事
記
伝
』
の
刊
行
に
合
わ
せ
て
記
述
を
整
え
た
も
の
で
、
第
三
稿
『
直

毘
』
を
も
と
に
宣
長
は
門
下
生
に
講
義
を
し
、
ま
た
市
川
鶴
鳴
と
『
く

ず
ば
な
』
の
論
争
を
す
る
な
ど
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
一
応
の
完
成
稿

一 ，四・.
一一一 '由‘。

共産長宣正 i 喜華 四誤
玉 】ニ 頁上 】 言丁」ー

F¥ 

ii買ii 正年
に訂第 と

月 衷正二 お
心 3十 詫
ょり せ号に び

おてお

詐び いた まき

を申 だてし

しまき 左

上げすと 記ー

童書
すま とのも、γ ス、、

~ t.主

重量九
ノ、 し、

で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

ω
小
笠
原
春
夫
、
冨
儒
論
争
の
研
差
、
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
八
八
年
。

一『漢字三音考』における復僚派批判一不朽の音43 
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