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上

代

日

本

文

献

に

見

え

る

「
魚

韻
」

の

漢

字

ー

朝

鮮

漢

字

音

と

の
関

連

に

つ
い

て
ー

藤

井

茂

利

序

上
代
日
本
文
献
に
用
い
ら
れ
た
音
仮
名
の
中
で
、
そ
の
由
来
が
古
朝
鮮

の
漢
字
音
と
特
に
か
ゝ
わ
り
合
い
が
考
え
ら
れ
る
二
、
三
の
漢
字
に
つ
い

て
、
こ
れ
ま
で
数
編
の
小
論
を
発
表
し
て
き
た
。
そ
の
目
的
と
し
て
い
る

と
こ
ろ
は
、
上
代
、
我
が
国
に
渡
来
し
て
来
た
朝
鮮
系
帰
化
人
め
持
つ
漢

字
音
の
体
系
を
明
ら
か
に
し
、
上
代
日
本
の
音
仮
名
と
の
関
連
を
考
察
す

る
こ
と
に
あ
る
。
実
は
此
の
こ
と
は
先
に
発
表
し
た
小
論
の
序
で
も
触
れ

て
お
い
た
の
で
あ
る
が
、
ム「
一
度
そ
の
時
の
要
旨
を
示
し
て
お
く
こ
と
に

し
た
い
。

漢
字
は
朝
鮮
半
島
を
経
て
我
が
国
に
伝
来
し
、
我
が
国
の
国
語
表
記

も
朝
鮮
か
ら
の
帰
化
人
の
指
導
に
よ
っ
て
始

っ
た
と
考
え

ら
れ

て

い

る
。
で
あ
れ
ば
朝
鮮
系
帰
化
人
の
携
え
て
来
た
漢
字
音
の
解
明
は
そ
れ

自
身
興
味
の
あ
る
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
上
代
日
本
語
解
明
の
手
が
か

り
に
も
な
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
現
在
問
題
と
な
る
の
は
、
帰

化
人
達

の
筆
録
し
た
古
記
録
が
仮
令
、
今
日
に
伝
っ
て
い
て
も
、
そ
の

古
記
録
に
用
い
た
漢
字
か
ら
、
中
国
音
の
推
定
は
比
較
的
容
易
で
も
、

帰
化
人
達
の
使
用
し
た
朝
鮮
漢
字
音
の
推
定
は
か
な
り
困
難
を
伴
う
点

に
あ
る
。
も
と
も
と
音
韻
体
系
の
異
る
漢
字
を
朝
鮮
人
が
使
用
す
る
場

合
、
如
何
に
中
国
音
に
忠
実
に
と
努
め
て
も
、
漢
字
の
朝
鮮
音
化
の
問

題
は
避
け
得
ら
れ
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
帰
化
人
の
使
用
し
た
漢
字
音
の

推
定
は
古
朝
鮮
で
中
国
漢
字
音
を
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
た
か
の
問
題

に
つ
な
が

っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
朝
鮮
で
用
い
ら
れ
た
漢
字

音
を
推
定
す
る
に
は
出
来
得
る
限
り
朝
鮮
の
古
文
献
に
よ
る
べ
き
は
当

然
で
あ
る
が
、
諺
文
制
定
以
前
の
文
献
は
全

て
漢
字
に
よ
る
表
記
で
あ

る
た
め
、
或
る
漢
字
音
の
推
定
に
他
の
漢
字
を
も

っ
て
す
る
こ
と
に
な

り
堂
々
め
ぐ
り
に
終
る
可
能
性
が
多
分
に
あ
る
。
そ
の
弊
を
避
け
る
た

め
漢
字
と
諺
文
併
記
の
資
料
を
古
音
推
定
の
手
が
か
り
に
す
る
方
法
も

考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
基
礎
資
料
と
し
て

「千
字
文
」
を
用
い
る
の

も

一
つ
の
方
法
で
あ
ろ
う
。
天
地
玄
黄

宇
宙
洪
荒
に
始
ま
り
、
焉
哉

乎
也
に
終
る
千
字
か
ら
成
る
こ
の
韻
文
は
朝
鮮
に
於
い
て
も
漢
字
学
習

の
手
引
き
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
、
比
較
的
強
く
朝
鮮
漢
字
音
の
伝
承

が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
此
の

「千
字
文
」

に
用
い
ら
れ
た
漢
字
音

を
基
礎
に
朝
鮮
の
古
文
献
に
見
え
る
漢
字
音
の
推
定
を
試
み
た
い
。

7
輌



右
が
先
に
発
表
し
た
小
論
の
序
の
要
約
で
も
あ
り
、
ま
た
此
の
小
論
の

序
で
も
あ
る
が
、
更
に
こ
の
序
に
、
併
せ
朝
鮮
漢
字
音
と
上
代
日
本
の
音

仮
名
と
の
関
連
を
も
考
え
た
い
と
付
言
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
我
が
国
上
代
の
音
仮
名
の
中
に
朝
鮮
音
に
基
づ
く
も
の
が

あ
る
こ
と
を
福
田
良
輔
先
生
は
指
摘
さ
れ
、
大
著

「
奈
良
時
代
東
国
方
言

(↓

の
研
究
」
の
中
で
、
こ
の
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
実
は
先

生
は
早
く
昭
和
三
十
二
年
度
後
期
の

「国
語
学
特
研
」
の
授
業
で
こ
の
間

題
を
取
り
上
げ
ら
れ
、
き
び
し
い
演
習
を
さ
れ
た
。
与
え
ら
れ
た
課
題
は

日
本
書
紀
記
載
の
朝
鮮
語
彙
の
表
記
に
用
い
ら
れ
た
音
仮
名
を
調
査
す
る

こ
と
、
書
紀
引
用
の
朝
鮮
史
料
に
見
え
る
日
本
人
名
表
記
に
用
い
ら
れ
た

音
仮
名
を
調
査
す
る
こ
と
及
び
そ
の
使
用
法
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
私
が
今
日
ま
で
上
代
漢
字
音
に
関
す
る
研
究
を
続
け
得
た
の
も
、

こ
の
時
以
来
の
先
生
の
御
指
導
の
賜
物
で
あ
り
、
こ
の
小
論
も
測
り
知
れ

な
い
先
生
の
御
学
恩
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
先
ず
も

っ
て
感
謝
申
し
上
げ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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さ
き
に

「
千
字
文
」
の
漢
字
を
韻
鏡
の
漢
字
音
分
類
法
に
よ
っ
て
分
類

し
た
。
こ
れ
は
日
本
漢
字
音
と
朝
鮮
漢
字
音
、
中
国
音
と
の
比
較
を
便
な

ら
し
め
る
た
め
の
、
つ
ま
り
中
国
音
を
い
か
に
朝
鮮
化
し
て
受
入
れ
て
い

る
か
を
調
査
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
で
も
あ
っ
た
。
本
稿
で
も
こ
の
資
料

を
利
用
し
、

「遇
摂
」
魚
韻
に
属
し
て
い
る
漢
字
の
二
、
三
を
取
り
上
げ

て
中
国
音
と
朝
鮮
音
と
の
関
係
、
朝
鮮
音
と
日
本
の
音
仮
名
と
の
関
連
な

ど
考
え
て
い
く
ζ
と
に
し
た
い
。
魚
韻
の
漢
字
は
韻
鏡
の

「内
転
十

一
開

」
に
見
え
て
い
て
、
こ
の

「遇
摂
」
の
漢
字
は
上
代
日
本
語
の
オ
列
音
の

仮
名

の
中

心

を
な

し
、

ウ
列
音

と

の
関
係

も
生

じ

て

い
て
古

来

問
題

の
多

い
摂

で
あ
る
が

。

こ

の
小

論

で
は
問

題
を

進
め

て
い
く
関
係

上

、

こ
の
摂

の
中

の
魚

韻

の
漢
字

で
、

「
千

字
文

」

に
見
え

る
漢
字

の
朝

鮮
音

と

の
関

係

に

つ
い

て
の
み
を

記

し

て
お
く

こ
と

に
す
る

。
な

お
参
考

の
た
め

日
本

漢

字
音

(漢

音

・
呉

音
)

を
も

併
記

し

て
お
く

こ
と

に
し

た
。

噸
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こ

こ
で
特

に
問
題

の
あ

る
諸

・
誉

・
飯

・
豫

の
漢

字

に

つ
い

て
触

れ

て

お
き

た

い
。

「
千

字

文
」

に
は

こ
れ

ら

の
漢
字

の
主

母
音

に

e
の
音

が
現

れ

、
魚

韻

・
語
韻

・
御
韻

(以
下
都
合
上
ま
と
め
て
魚
韻
と
い
う
)
の
漢
字

音

と
し

て
は
全

く

異
例

の
音

に
な

っ
て
い
る

。
し

か
し

同
じ

伝
承

音
と

し

て
の
性

格

の
あ

る
訓

蒙
字
会

で
は
飲

は

04

(下
+
九
)
、
予

は

煽

(下
二
四
)
と
な

っ
て

「
o
」

音
が

現
れ

て
い
る
。

諸

・
誉

は

「
日
鮮

新
玉

篇
」

に

対

・
図

と

「
o
」
音

が

見
え

て

い
る
。

で

あ
れ
ば

こ
れ
ら

の
漢
字

に
は

o
、

e
二
音

が
伝

承

さ
れ

て
い
た
と

も
考

え

ら
れ

る
。

と

こ
ろ

で
、

こ
れ
ら

の
漢

字

に

e
音

が
現

れ

る
原
因

の
的

確
な

説
明

は

困
難

で
あ
る

が
、

魚
韻

の
中

国
音

は
漢

代

の

12
か
ら
魏

・
三
国
時

代

の
殉

に
、

更

に

16
と

変

っ
た
と

説
明

が

さ
れ

て

い
る
。

こ

の
説

が
果

し

て
妥
当

で
あ

る

か
は
問

題

で
あ
る

が
、
音

変

遷

の
過

程

で
母
音

a
が

介

母

i
の
影

響

を
受

け

e
に
発

せ
ら

れ
る

可
能
性

は
考

え

ら
れ

る
。
大

野
晋

博
士

の
説

に

よ
れ
ば

「
肱

と

い
う
母

音
連

続

の
縮
約

形
」

は

「
e
」

に

、

「
釦
と

い

う

母
音

の
縮
約

形

」
は

「
e
」

に
な

る
と

い
う

。

そ
し

て
恐

ら
く

こ

の
音

変
化

は
中

国
音

に

つ
い
て
も

当

て
は
ま
る

で
あ

ろ
う

と
考

え
ら

れ
る

。

で

あ
れ

ば

こ

の
朝

鮮
音

の

e
は
中

国
古
音

め
が

e
と
響

い

た
も

の
を
写

し

た

と
考

え

る

ζ
と

が
出
来

る

で
あ

ろ
う

。
か

く
考

え
れ
ば

伝
承

音

に

二
様

の

音
が

現
れ

る

の
も

理
解
さ

れ
る

。

と

こ
ろ

で
魚
韻

の
音

に

つ
い
て
大
島

正
健

氏
は

「
漢

音
能

く

「韻

鏡

」

と

一
致

す

。
朝
鮮

音
も

亦
然

り
」

と

し

て
朝

鮮
音

が
漢
音

に
類
似

し

て

い

る
と

さ
れ

た
が
先

の
比

較
を

一
覧

す
れ
ば

、

む

し
ろ
呉
音

に
類
似

し

て
い

る

と
言

う

こ
と
が
出

来

る

で
あ

ろ
う
。

二

魚
韻
三
等
の
中
国
中
古
音
推
定
に
は
種
々
問
題
が
あ
っ
て
定
説
を
見
る

に
至

っ
て
い
な
い
が
、
中
国
音
韻
学
者
藤
堂
明
保
氏
は
六
朝
の
初
期
、
魚

韻
は
ゆ
、
唐
末
に
ゆ
と
変
化
し
た
と
推
定
さ
甦

。
大
野
氏
鱒
三
国
時
代

 か
ら
六
朝
唐
代
に
か
け
て
ー・
↓
"
と
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
た
。

両
氏
の

音
推
定
方
法
に
は
根
本
的
に
相
違
す
る
点
が
見
ら
れ
る
が
、
た
だ
六
朝
の

頃
の
音
推
定
で
、
介
母
を
伴
う
中
舌
母
音
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
で
は
、

ほ
穿
一
致
し
た
見
解
に
達
し
て
お
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で

「千
字
文
」
の
朝

鮮
音
で
は
、
問
題
の
あ
る
諸
・
誉
・
予
・
飲
な
ど
の
漢
字
は
置
く
と
し
て
、

介
母
を
伴
う
中
国
の
中
舌
的
母
音
を
特
に
牙
喉
音
は
介
母
i
を
消
滅
し
て

「
o
」
の
形
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
。
で
は
諺
文
制
定

以
前
で
は
如

何
で
あ
っ
た
か
、
朝
鮮
の
古
文
献
に
見
え
る
魚
韻
の
漢
字
の
中
国
音
の
受

9



け
入
れ

方
を

調
査

し
、

「
千

字
文
」

と

の
関

連
を

求
め

て
み
る

こ
と

に
す

る

。
「
居
」

の
漢
字

に

つ
い
て

法

界

居
得
丘

物

叱
丘
物

叱

(恒
順
衆
生
歌
)

(法
界
に
満
て
る
衆
生
呪
)

右

の

「
居
得

」

を
小
倉

進

平
博
士

は

「
満

て
る
」

の
意

と

し

て
「
升
毎

」

と

よ
ま

れ

「
居

」

が

「
井

(㎞
)
」

の
音

に
当

て
ら

れ

て
い

る
と
さ

れ

た
。

梁

柱
東

氏
は

「
居
得

ヒ

マ
罵

製

俗
音

対
5

」

と
述

べ
ら

れ

「
居

」

は

「
"
(
㎞
)
」

の
表

記
と

さ
れ

て
お

ら
れ

る
。

と

こ
ろ

で
梁

氏
も

引

用
し

て
お

ら
れ

る

歓

呼
之

声
可

道
上

.朔
マ
覇
す
叫

(龍
歌
)

童
岬

マ
冒
2
凸

蟹

(訓
蒙
字
会

下
二
二
)

の
用
例

を
参

照
す

る
と

「
居
得

」

は

「
マ
ξ

」

の
表

記

で
漢
字

「
居
」

は

中

舌

音

「
7

(
鵬
)
」

に
当

て
ら
れ

て

い
る
と

考
え

る

べ
き

で
あ
ろ

う
。

毛

冬
居

叱
沙

(得
烏
谷
慕
郎
歌
)

(総
て
の
も
の
ぞ
)

小

倉
氏

は

「
居
叱

は

翼

(
物
)
」

と
考

え

て
お
ら

れ

る
。

博

士

の
お
説

の
通

り

で
他

に
異
説

は
見

ら
れ

な

い
。

こ

の
用
例
か

ら

見
る

と

「
居

」

は

中

舌

音

「
"

」

に
当

て
ら

れ

て

い
る

と
考

え

ら
れ

る
。

居

菜
夫

或

云
荒
宗

(三
国
史
記
四
四
)

「
夫
」

と

「
宗
」

と
が

同

一
語

に
対
す

る

異
表

記
で

あ
る

の
は
、

「
異

斯
夫

或

云
苔
宗

」

の
場

合

と
同
様

で
あ
る

。

で
あ
れ

ば

「
居
集
」

が
「
荒
」

に
相
当
し
、

「
荒
」
の
意
を
表
わ
す
朝
鮮
語

「
コ

」
を
表
記
し
た
も
の

と
思

わ

れ
る
。

こ
の
場

合

も

「
居

」

の
漢

字

は
中
舌

音

「
耐

」

を
表

記
し

て
い
る
と

言
え

る
。

居
叱
弥

王

一
今
勿

(三
国
遺
事
二
)

「
今
」

は

「
金
」

と
相

通
音

で

「
深
摂

」

に
属
す

る
漢

字

で

あ

り

、

「
金
」
音

が
古

朝
鮮

で
「
コ

ム

(贈
)
」

で
あ
る

こ
と

は
既

に
述

べ
て
い
る

。

で
あ
れ
ば

「
居

」

は
中

舌
音
表

記

に
当

て
ら
れ

て
い
る
と

言
え

る
。

以
上

の
よ

う
に

見

た
と
お

り

「
居
」

の
漢
字

は

「
物

・
荒
」

の
朝

鮮

語

表

記

に
用

い
ら
れ

「
■

(
ゆ
)
」
音

と
な

っ
て
い
る

。
ま

た

「
満

」

の
朝
鮮

語

に
当

て
ら
れ

「
マ
」

、
或

い
は

人
名

の

「
コ
」

に
当

て
ら
れ

て

い
る

。

何

れ

の
音
も
中

舌
音

で
あ
る
が

、
伝

承
性

の
強

い

「
千
字

文
」

の
漢

字
音

「
71
」

と

の
関

連
を

考
慮

す

る
と

、

「
居

」

は
六
朝

頃

の
中

国

音
を

朝
鮮

化

し
中

舌
音

「
㎞

(実
際
に
は
㎞
の
音
)
」

と

し

て
受

け
入

れ

て
い
た
も

の
と

思

わ
れ

る
。

「
築

」

の
漢

字

に

っ
い

て

清

渠

県
本
百

済
勿

居
県

(
三
国
史
記
三
四
)
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「
清
」

の
意

を
表

わ
す

朝
鮮

語
は

「
防
叶

」

で
あ

り
、

「
勿
」

の
意

を

表
わ

す
朝

鮮
語

は

「
貼

」

で
あ

る

の
で
同

一
語

に
対

す
る
異

表
記

と

思
わ

れ

る
。

で
あ
れ
ば

、

「
渠
」

「
居
」
も

同

一
語

の
異
表

記
と

考

え

ら

れ

る

。
既

に
述

べ
た
と

お
り

「
居
」

が
中

舌
音

「
や
」

で
あ
る

の
と

同
様

「

渠
」
も

同
音

相
通

と
考

え

、

「
Ok
」

の
音

で
あ

る
と
考

え
ら

れ

る
。

「
去

」

の
漢

字

に

つ
い

て

法

界
毛

叱
所

只
至
去

良

(礼
敬
諸
仏
歌
)

(法
界
の
果
し
ま
で
も
至
る
べ
し
)

梁
氏

は

「
去

良

ε
井
冴

召

命
令

助

詞

対
計

舛

俗
形

」

と
さ

れ
「
去

」

を

「
囲

」

の
音
と

考

え
ら
れ

た
。
吏

読

に
も

「
去

」

の
漢

字

の
用

例
が

見

え

て
い
る
。

去

乃

…

ス
ル
カ
、

…
デ

ア
ル
カ

刀
叶

事
発

為
去

乃

或
各
犯



去
乎

…
デ

ア

ル
カ
ラ

去

乙

ノ

ニ
、

ノ
デ

■
セ

去

等

…

ナ

ラ
バ

対
号

去

沙

…

シ

テ

コ
ソ

囲
粋

罪
為
遣

(大
明
律
)

刻
暑

馳
援
事
乙
移
文
為
去
乎
両
大
将

不
分
査
夜
云
々

祖
父
母
果
父
母
果
現
在
為
去
乙(大

明
律
)

皆
字
無
去
等
依
首
従
為
論
齊
(大
明
律
)

有
除
不
足
為
所
無
去
沙
解
由
文
字
乙

成
給
為
膚

(大
明
律
)

右
に
見

ら
れ

る

よ
う

に

「
去

」

の
漢
字

は

「
71
」

音
と

し

て
用

い
ら
れ

て

い
る
と

考
え

ら
れ

、

「
千
字

文
」

の
伝

承
音

と
も

一
致

す
る

。
朝
鮮

で

は
上

古

か
ら
介

母

の
無

い
中
舌

音
と

し

て
用

い
ら
れ

て
い
た
も

の
と
考

え

ら

れ
る

。

「
如

」

の
漢
字

に

つ
い
て

郎
也

持

以
支
如

賜
烏

隠

(讃
書
婆
郎
歌
)

(郎
の
持
し
止
ま
り
ま
せ
る
)

小

倉
氏

は

「
儒
晋

心

知
」

で

「
為

如
良

」
を

窒
国
群

、

「
岐

如
」

を
井

三
倒

、

「
初
如

」
を

杢
切

と

訓
ず

る

こ
と

の
あ
る
を

例
証

に

「
支

如

」

二

字
で
剥

と
訓
ず
べ
き
と
さ
れ
た
。

「
千
字
文
」
の
漢
字
音
と

考

え
併

せ

、
「
如
」
の
古

朝
鮮

音

は

「
凶

」
音

で
あ
る
と

考
え

て
よ

い

で
あ

ろ

う
。

「
呂
」

の
漢
字

に

つ
い
て

道
　
迷

反
群
良

哀

呂
舌

(請
仏
住
世
歌
)

(道
に
迷
へ
る
徒
よ
哀
れ
む
ぺ
き
か
な
)

小

倉
氏

は

「
哀
」

の
意

を
表

わ
す

朝
鮮

語
は

「

ム
司

」

と
言

う
と

さ

れ

「
呂

は

全
司
斜

の
司

に
宛

て
た
字

で
あ

る
」

と
断
定

さ

れ
、
古

朝
鮮

で

「
呂
」

が

「
司
」

の
音

で
あ

る

こ
と

を
明

ら
か

に
さ

れ
た

。

「
千

字
文

」

で
は

「
呂
」

は

「
碍
」

と
伝

承
さ

れ

て
い
る
が

、

「
」
(
n
)
」

は

、
語
頭

に

「
r
」
音

が
立

た
な

い
朝
鮮

語

の
影
響

を
受

け
伝

承

さ
れ

て

い
る
中

に

変

化

し
た
も

の
で
、
本
来

の
朝

鮮
漢

字
音

と
し

て
は

「
巳

(
r
)
」

音

で

あ

っ
た
と
思

わ
れ

る
。
ま

た

「
千
字

文
」

の
漢

字
音

で

は
介

母

を
伴

っ
た

形

に
な

っ
て
い
る

が

こ
れ

は
後

世
的

で
郷
歌

の
例

に
見
ら

れ
た

よ
う

に
本

来

「
司

(
ゆ
)
」

音
と

し

て

中
国
音

を

受
け

入
れ

て

い
た
と

思

わ
れ

る
。

「
虚

」

の
漢

字

に

つ
い

て

塵

塵
虚
物

叱
遊

呂
白

乎
隠

(称
讃
如
来
歌
)

(塵
塵
虚
物
に
逝

へ
ま
つ
る
)

梁

氏
は

「
虚

物
」

に

つ
い

て

「
叶
叶

「
虚

空
界

一
切
物
」
書

指

称

牲
当

時

佛
家

9ー
俗

用

語

望
寄

叶

」
と

説

明
し

て
お
ら

れ

る
。
叶
叶

(
恐
ら

く
)

と
断

っ
て

の
説

明

で
あ
る

が
当
を

得

た
も

の
と
思

わ
れ

る
。

と

こ

ろ

で

「
虚

」

の
古

朝

鮮
音

の
推
定

は
現

在

の
と

こ
ろ
確

定
的

な
方

法
が

見
出

し

難

い
が
、
釈

迦

一
代

の
言

行
録
と

言

わ
れ

る

「
月

印
釈
譜

」

に
用

い
ら

れ

て

い
る

「
虚

」

の
漢
字

に

は
全

て

「
督

」

の
諺
文

が
付

せ
ら

れ

て

い
る

点

か
ら
推

し

て

「
i3
」
音

が
古

来
伝

承
さ

れ

て
い

た
も

の
と
考

え

て
よ

い
で

あ

ろ
う
。

「
於

」

の
漢

字

に

つ
い

て

於
内

秋
察

早
隠
未

(月
明
師
為
亡
妹
営
斉
歌
)

(何
れ
の
秋
の
早
き
風
に
)

「
於

内
」

は

「
何
れ

の
」

の
意

を
表

わ
す
朝

鮮

語

「
d
噌

」

に
当

る

。

従

っ
て

「
於

」

は

「
魂

(
O
)
」

の
音

を
持

つ
漢

字

で
あ

る
。
吏

読

に
用

い

ら
れ

た
漢
字

「
於

」
は

浄

兜
寺
良

中
安

置
令

是
白
於

為

(若
木
石
塔
記
)

に
見

え
、

「
…
、

セ
シ
メ

ラ

レ
・ヨ
ウ
ト
、
命

ジ

ヨ
ウ
ト
イ

タ

シ

マ
シ
テ
」
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の
意
を
表
わ
す
朝
鮮
語

「
刈
閃
翁

†

」
の

「d
」
音
の
表
記
に
当
て

ら

れ

て
い
る

。
古
朝

鮮

で
は
既

に

「
千
字

文

」

に
見
ら

れ
る

「
司
」

音

が

用

い
ら
れ

て
い
た
も

の
と

思
わ

れ

る
。

「
所
」

の
漢

字

に

つ
い

て

魚
韻

二
等

音

。

「
千
字

文
」

で

は

「
企

(・脚
)
」

と
な

っ
て
い
る

が
、
同

等

の
漢

字
疏

・
初

・
楚
が

「
全

(
s。
)
」

に
な

っ
て

い
る
点

、

訓
蒙
字

会

で

「
全

」

に

な

っ
て
い
る
点

を
考

え

「
全

(醐
)
」

音

と
し

て
扱

う

こ
と

に
す

る
。

と

こ
ろ

で
有

坂
秀

世
博

士

・
河

野
六

郎
博

士

に
よ

れ
ば

、
魚
韻

歯
音

二
等

に

o
音

が

現
れ

る

の
は
後

世
的

で
あ

る
と

い
う
。

で
あ

れ
ば

「
千
字

文

」

の

「
皇

(
o
)
」
音

は
後

世

の
音

が
混

入

し
た
も

の
で
あ

る
。
朝

鮮

の

古

文
献

に
は

赤
鳥

縣
本

百
済

所
比

浦
縣

(三
国
史
記

三
六
)

扶
絵

郡
本

百
済

所
夫

里

郡

(

〃

)

所
夫

里
郡

一
云

酒
批

(

〃

三
七
)

と

あ

る
。

「
所
比

」

は

「
赤

」

の
朝
鮮

音

「
句

(
擁
)
」
を

表

わ
し

て

い
る

と

考

え
ら

れ

「
所

」

が
中
舌

音
と

し

て
用

い
ら

れ

て

い
る

。

次

の

「
所

夫
里

」

は
三
国

遺
事

に

國
号

徐

羅
伐

又
徐
伐

飴
齢
捌
鯨
概
駈

と

あ
り

、
訓

蒙
字

会

「
京

月
音

智

」

(中
・
七
)
と
あ

っ
て
、
主
要

な

都
邑

を

「
ソ
ホ

ル

(
ソ
ウ

ル
)
」

と

言

っ
て

い
た

こ
と
が

知
れ

る
。
金

沢

庄
三

郎

博
士

が

「
百
済

は
聖

王
十

六

年
春

、
都

を
酒

批

一
名
所

夫
里

に
移

し

て

国

を
南
扶

除

と
号

し

た
」
と

述

べ
ら
れ

た

が
、
今

問
題

の
こ

の
「
所
夫

里
」

も

恐
ら

く

「
主
要

な
都

邑
」

の
意

を

示
す

語
と

考
え

ら
れ

る
。

で
あ

れ
ば

「
所
」

の
漢

字

は
や

は
り
中

舌
音

に
当

て
ら
れ

た
と
考

え

ら
れ

る
。

「
助
」

の
漢

字

に

つ
い

て

梁
氏

は

「
龍

飛
御

天
歌

」

の

「
南
為

助
邑

浦

冬
墨
"
」

(
二
・
二
二
)
を

あ
げ

ら
れ

、

「
2
」
音

と

「
o
」
音

と
が
韻

転

す
る

と
考

え

ら
れ

た
。

し

か

し

こ
れ
は

「
助
」

の
漢

字

に
中
舌

音
が

あ
る

と
考

え
る

べ
き

で
あ

ろ

う

と
思

わ
れ

る

。

で
あ

れ
ば

「
野

弗
」
刈
董

(
.s。
.四
)

の
音

訳
と

思
わ

れ
る

日

本
書

紀

の

「
助

富
利

」

の
表

記

に

「
助
」

の
漢

字

が
用

い
ら

れ

て
い
る

の

は
朝

鮮
系

帰
化

人
達

が
中

舌
音

と

し

て

「
助
」

の
音

を
音
体

系

の
中

に
収

め

て

い
た
か

ら
だ
と

説

明
す

る

こ
と

が
出

来
る

。

以
上
魚
韻
の
、
朝
鮮
古
文
献
に
見
え
る
漢
字
音
を

「千
字
文
」
の
漢
字

を
基
に
置
い
て
推
定
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、

一
般
に
中
舌
音

「
o
」
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
魚
韻
で
見
る
限
り
中
国
六
朝
頃
の
音
を
受
け

入
れ
、
こ
れ
を
土
台
と
し
て
朝
鮮
音
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ

と
が
出
来
そ
う
で
あ
る
。

三

 

上

代

日
本

で

の
魚
韻

に
属
す

る
漢
字

、
特

に
於

・
居

を
取

り
上

げ

、
仮

名

化

の
過

程
を

考
察

し

て
み
た

い
。

「
於
」

の
漢

字

は

阿
米

久
爾

於
志

波

留
支
廣

庭

(上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
)

和
何

於

保
支
美

(

同

)

と

「
オ
」

の
仮
名

と

し

て
用

い
ら

れ

て

い
る

。
ま

た

一
方
推

古
遺

文

に

阿
米

久
爾
意

斯
波

留

支
比

里
爾
波

乃

彌
己

等

(天
寿
国
曼
陀
羅
繍
帳
銘
)

と

の
表

記
も

あ

っ
て

「
オ
」

の
仮

名
と

し

て

「
意
」

が
用

い
ら
れ

、
同

一

語

「
オ

シ

ハ
ル
キ
」

の

「
オ
」

に
於

・
意

の
表

記
が
見

ら

れ
る
。

と

こ
ろ

で
推

古
朝

時
代

の

「
オ
」

の
仮
名

と

し

て
は

「
意

」
が

一
般

に

用

い
ら

れ

一12



た

の
は

周
知

の
と

お
り

で
、

こ
れ
は

渡
来

し
た
朝

鮮
系

帰
化

人
が

我
が

国

に
持
ち

込
ん

だ
音

仮
名
と

考

え
ら
れ

て

い
る
。

「
意

」

の
朝

鮮
音

は

「
輌
」

と

考
え

ら
れ

、
発
音

に
際

し

て
強

い
円
唇
性

が
感

じ

ら
れ

る
。

こ
れ

が
円

唇
性

の

「
オ

(
乙
類
?
)
」

を

書
き

表
わ

す

に
適

し
だ

文
字

と
思

わ
れ

た

の

で
あ

ろ
う

。

推
古

朝
遺

文

の

「
於
」

の
文

字
使

用

は

並
著

於
床

(釈
迦
佛
造
像
記
)

歳
次

丙
午

年
召
於

大

王
天
皇

與
太

子

(薬
師
佛
造
記
)

神
井

出
於

下
無

不
給

(伊
予
道
後
温
湯
碑
)

慮
生

於
天
壽

國
之

中

(天
寿
国
曼
陀
目
纏
吸
銘
)

と

見

え

て
い
る
よ

う

に
、
漢
文

の
置

字

に
用

い
ら

れ
仮
名

と
し

て

の
使

用

は

「
意

」

に

遅
れ

て
い
る
。

と

こ
ろ

で

こ
れ

ら

の

漢
文

の
文
章

は

朝

鮮

系

帰
化

人

の
指
導

に
よ

っ
て
な

っ
た
と
考

え

ら
れ

て

い
る
が
、

一
般

に
朝

鮮

で

は
漢
文

は
漢

字
音

で
読

み
下

さ
れ

、
場
合

に

よ

っ
て
は
吐

を
振

っ
て

読

む

こ
と
も

あ

っ
た

が
、
と

も
か

く
所

謂
棒
読

み

に
読

み
下
さ

れ
た

と
言

わ

れ

て

い
る
。
か

か

る
読
解

方
式

を
取

る
帰
化

人

に
漢
文

の
指

導
を

受
け

れ

ば
、

置
字

の
「
於

」
も
当

然
音

読

さ
れ

、
古
朝

鮮
音

が
持

ち
込

ま
れ
定

着

し

、

や
が

て
法
王

帝
説

に
見

ら
れ

る
よ

う
に
仮

名
と

し

て
も
用

い
ら

れ
る

よ
う

に
な

っ
た
と

考
え

ら
れ

る
。

仮
名

と
し

て

「
於

」

が
、
仮

名

「
意
」

に
遅

れ

て
用

い
ら

れ

た

の
は
、

こ

の
漢
字

が
円

唇
性

に
や
や
欠

け
、

ぞ
ん

ざ

い
な
発
音

の
場

合

に
は

「
2
」
・
「
e
」

音

に
も
響

く

こ
と
も

あ

っ
て

日

本

語

の

「
オ

(乙
類
?
)
」
音

に
当

て
る

に
は

や

》
異

質
と

感
じ

た
か

ら

で

あ
ろ

う
。

次

に

「
居
」

の
漢
字

に

つ
い
て
で
あ

る
が

、

等

己
彌
居

加
斯

支
夜

比
彌

乃
彌
己

等

(元
興
寺
露
盤
銘
)

等

己
彌

居
加

斯
支

移
比
彌

乃
彌

己
等

(天
寿
国
曼
陀
羅
繍
帳
銘
)

と

用

い
ら
れ

て

い
る
。

こ

の
露

盤
銘

・
繍

帳
銘

の
文
章

は

朝
鮮

系

の
帰
化

人
に

よ

っ
て
な

っ
た
も

の
と
考

え
ら

れ

て

い
る
。

で
あ
れ

ば

「
居
」

は
帰

化

人
に
よ

っ
て
持

ち
込

ま

れ
た
音

仮
名

と
考

え

て
よ

い
が
、

こ

の
仮

名

は

「
ケ

(乙
類
)
」
音

と
し

て
用

い
ら
れ

て

い
る
。
推

古
期

に

「
居
」

が

「
コ

(乙
類
)
」
音

と

し

て
用

い
ら
れ

な
か

っ
た

理
由

の

一
つ
に

「
己
」

の
漢

字

が
同

時

に
持

ち

込
ま

れ
た

こ
と

が
考

え
ら

れ
る

で
あ

ろ
う
。

漢
字

「
己
」

は

奈

匪
郡
本

百
済

奈

己
郡

(三
国
史
記
・
三
五
)

巳
波

縣
本

今
勿

(

〃

・
三
七
)

多

仁
縣
本

達
巳

縣
或

云
多

己

(
〃
・
三
四
)

蘇
山

縣
本

率

己
山

(

〃

)

伴
破

國
略

奪
臣

國
巳

波
之

地

(継
体
紀

七
年
)

な
ど

古
朝
鮮

で
は
使
用

頻
度

の
多

い
漢
字

で
あ

っ
た
。
そ

し

て

「
巳

波

縣

本

今

勿
」

で
見

ら
れ
る

よ
う

に

「
己
」

は

「
今

(
・鴨
)
」
音

に

通

じ

て

い

る
。

で
あ

れ
ば

「
意
」

の
場

合
と

同
じ

く
強

い
円

唇
性

が
現

れ

「
居
」

よ

り
も

一
層

日
本
語

の

「
コ

(乙
類
)
」

に
近
く

感

じ
ら

れ
た
と

思
わ

れ

る
。

と

こ
ろ
で
姜
斗

興
氏

は

「
居

は
金
石

文

や
史

の
地
名

表
記

(
八
居
縣

.

勿
居

・
居

知
山
縣

)
及

び
遺

の
郷

歌

に
も

繁

出
し

て
お

り
、

古
層

の
吏

読

で
あ

る
」

と
述

べ
ら

れ

「
居

」

の
朝
鮮

音
と

我
が

国
推

古

期

の

「
ケ

(乙

類
)」
音

と

の

一
致
を

見
出

そ
う

と
さ

れ
る

。
し

か
し
姜

氏
が

繁
出

す

る
と

さ
れ

る
郷

歌

の

「
居
」

の
用
例

は
既
述

の
二
例

の
み

で
、

し
か
も

「
臆
」

音

は
見
出

せ
な

い
。

既

に
述

べ
た
と

紅
り
古

朝
鮮

で

の

「
居

」
音

は
、

或

い
は

「
マ

(
㎏
)
」

に
当

て
ら
れ

る

こ
と

は
あ

っ
て
も
基
本

的

に
は

牙

」

音

で
あ

っ
た
。
と

こ
ろ
で

「
居
」

が

「
ケ

(乙
類
)
」
音

表

記
に
当

て
ら

れ
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た

の
は
、

漢
字

「
於

」

の
場
合

に
も

触

れ
た
と

お
り

、
結

局

こ

の
漢

字
音

う

が
円

唇
性

に

や
や
欠

け

る
中
舌

音

で
あ

る
た
め

で

、
強

い
円
唇
性

の
現
れ

る

「
己
」

に
比

べ
れ
ば

「
コ

(乙
類
)
」

的

な
感

じ
を
受

け
ず

「
歴
」
音

に

近

い
と

さ

え
思
わ

れ

た
か

ら

で
あ

ろ

う
。

「
ケ

(乙
類
)
」
音

表

記
が
定

着

し

た

か
に
見

え

た

「
居

」

は
、

「
己

」

の
漢

字

の
強

い
円

唇
性

の
た

め

こ

れ
が

更

に

「
キ

(乙
類
)
」

に
近

い
と
意

識

さ
れ

る

に
伴

い
、
今
度

は

そ

の

中

舌
性

が
生

か
さ

れ

「
コ

(乙
類
)
」

音
表

記

の
漢
字

と
し

て
用

い
ら

れ
る

よ

う

に
な

っ
た
と

考

え
ら

れ
る

。
く

り
返

し

て

返

べ

て
お

く

な

ら

ば

、

「
居

」

の
漢

字

は
、
朝

鮮

で
は

「
斜

(
ゆ
)
」

音

と
し

て
中
国

か

ら
受

け
入

れ

、

こ
の
音

を
持

っ
て
帰
化

人
達

は
渡

来

し

て
来

た

と
思

わ
れ
る

。

こ

の

漢
字

は

、

日
本
側

の
諸

条
件

も
あ

っ
て
或

い
は

「
雁
」
音

に
宛

て
ら

れ
る

場
合

が

あ

っ
た
と

考

え
ら

れ
る

。

と

考

え

な

け

れ

ば

、
本

来

「
居

」

に

(
"
一

「
ケ

(乙
類
)
」
音

の
体

系

を
持

た
な

い

「
新
し

い
帰

化

人
」

の
指
導

・
表

記

に

な

っ
た
推
古

期
遺

文

に
、
古

い
漢
魏

音
が

現
れ

る

の
は
全

く
不

可
解

な

こ
と
と

言
わ

な
け

れ
ば

な
ら

な

い
。

朝
鮮

音

と

日
本

の
音
仮

名

の
関
連

に

つ
い
て
於

・
居

以
外

の
多
く

の
漢

字

に

つ
い
て
も

触

れ
る

べ
き

で
あ

る
が

、
他

日

に
ゆ
ず

り
た

い
。
と

も
あ

れ

、

こ

の
魚

韻

の
漢
字

は

古
朝
鮮

で
は

一
般

に
中

舌
音

で
あ

っ
た
。

そ
し

て

「
千
字

文
」

の
漢
字

音

に
も

通
じ

る
と

こ
ろ
多

く

、
更

に

「
呉
音
」

と

の
類
似

も

見
ら

れ
た

。

こ
の

こ
と

は
音

仮
名

研
究

に
大
き

な
示
唆

を
与

え

て

い
る
よ

う
に
思

わ

れ
る

。

注
1

拙
稿

「
深
摂
」
に
属
す
る
朝
鮮
漢
字
音

-
日
本
漢
字
音
と
の
か
か
わ
り
合
い
に
於
い
て
1

薩
摩
路
十
八
号

(鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
国
文
学
科
)

福
田
良
輔
先
生

拙

稿

東
洋
学
叢
書
版

永
昌
書
館
版

・
11

大
野

大
野

晋

大
島
正
健

藤
堂
明
保

小
倉
進
平

梁

柱
東

前
間
恭
作

三
国
史
記

拙

稿

三
国
遺
事

注
-
の
拙
稿

注
14
と
同
じ

青

奈
良
時
代
東
国
方
言
の
研
究

一
九
九
頁

風
間
書
房

こ
の
授
業
で
使

っ
た
プ
リ

ン
ト
が
ま
だ
手
も
と
に
残

っ
て
い
て
、
破
珍

な
ど
の
語
が
見
え
て
い
る
。
破
珍
が
朝
鮮
語
の
叶

呈
愚
に
な
ぜ
当
る
か

理
解
出
来
ず
苦
労
し
た
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。
先
生
の
演
習
は
常
に

き
び
し
く
緊
張
の
連
続
、
身
の
ち
ゴ
む
思
い
の
す
る
こ
と
度
々
で
あ

っ

た
が
、
こ
の
授
業
は
上
代
漢
字
音

の
研
究
を
始
め
る
き

っ
か
け
を
作

っ

て
下
さ

っ
た
思
い
出
深
い
も
の
に
な

っ
た
。

日
本
漢
字
音
と
朝
鮮
漢
字
音

鹿
児
島
大
学
法
文
学
部
紀
要

1

「
千
字
文
」
の
漢
字
を
中
心
に
ー

文
学
科
論
集
第
九
号

檀
国
大
学
校
出
版
部

上
代
仮
名
遣
の
研
究

一
八
〇
頁

岩
波
書
店

万
葉
時
代
の
音
韻

三

一
七
頁

万
葉
集
大
成

(
言
語
篇
)

漢
音
呉
音

の
研
究

八
三
頁

第

一書
房

中
国
語
出且
韻
論

二
二
四
頁

江
南
書
院

「
■
」
を

「
o
」
の
形
で
記
号
化
す
る
方
法
は
、
朝
鮮
語
小
辞
典

(宋

枝
学
編
大
学
書
林
版
)
に
よ

っ
て
い
る
。

「
O
」
の
記
号
は
奥
舌
母
音

と

一
般
に
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
ゝ
の

「
o
」
は
中
舌
母
音

の

「
o
」
を

写
し
て
い
る
と
以
下
考
え
て
お
き
た
い
。

郷
歌
及
吏
読

の
研
究

=
二
〇
頁

京
城
帝
国
大
学
法
文
学
部
紀
要

以
下
郷
歌
の
日
本
語
訳
は
全
て
小
倉
氏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

古
歌
研
究

八
三
七
頁

う
潮
閣

龍
歌
古
語
箋

学
習
院
東
洋
文
化
研
究
所
版

上
代
日
本
文
献
に
見
え
る
漢
字

「
叱
」
に

つ
い
て

1
朝
鮮
系
音
仮
名
を
さ
ぐ
り
つ
っ
ー

福
田
良
輔
教
授
退
官
記
念
論
文
集

学
習
院
東
洋
文
化
研
究
所
版

六
八
九
頁
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吏
読
集
成

(朝
鮮
総
督
府
中
枢
院
)

・
吏
読
の
用
例
は
注
13

三
○
五
頁

・
23

注
13
と
同
じ

一
七
八
頁

一
二
二
頁

注
14
と
同
じ

七

一
一
頁

月
印
釈
譜

(第
九

。
第
十

・
第
十
七

・
第
十
八
)
廷
福
大
学
校
版

前
間
恭
作

若
木
石
塔
記
の
解
読

有
坂
秀
世

漢
字
の
朝
鮮
音
に
つ
い
て

国
語
音
韻
史
の
研
究

(旧
版
)

河
野
六
郎

朝
鮮
漢
字
音

の
研
究

朝
鮮
学
報
第
三
三
輯

金
沢
庄
三
郎

注
14
に
同
じ

抽

稿

河
野
六
郎

姜

斗
興

関

晃

日
鮮
同
祖
論

一
=

七
頁

六
八
二
頁

日
本
書
紀
の
音
仮
名

「富
」
に
つ
い
て
湘
南
文
学
第
五

・
第
六
合
併
号

-
古
事
記
の
用
法
と
比
較
し
つ
つ
リ

(東
海
大
学

日
本
文
学
会
)

朝
鮮
語

(世
界
言
語
概
説
)

研
究
社

吏
読
と
万
葉
仮
名
に
関
す
る
研
究

立
命
館
文
学
三
一
三
号

帰
化
人

至
文
堂

_15_、


