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清
代
音
韻
学
に
お
け
る
今
音
学
の
位
置
付
け

 

 
 

 
 

―
顧
炎
武
・
江
永
・
戴
震
を
中
心
に―

 

 

鳥 

羽 

加 

寿 

也 
 

 

   

は
じ
め
に 

 

本
論
文
は
清
代
の
音
韻

と
り
わ
け
そ
の
発
展
段
階
に
活
躍
し
た

顧
炎
武
・
江

永
・
戴
震
の
今
音
に
対
す
る
認
識

を
分
析

そ
の
認
識
の
顧
炎
武
か
ら
戴
震
に

至
る
ま
で
の
変
化

変
化
を
も
た
ら
し
た
要
因
を
考
察
す
る

 

清
代
音
韻
学
史
の
研
究

主
要
な
学
者
た
ち
の
古
音
研
究
史
に
関
し
て
は
す

で
に
数
多
く
の
論
考

古
音
分
部
の
過
程
も
十
分
に
明

た
古
音
学
と
清
代
思
想
と
の
関
連

顧
炎
武
や
戴
震
を
取
り
上
げ
た
論
考
が

一
定
数
存
在

古
音
学

不
可
欠
な
基
礎
で
あ
る
今
音
資

料
の
扱
い
や
そ
れ
に
対
す
る
認
識
に
関

管
見
の
限
り
数
少

木
下
鉄

矢
氏
の

古
音
学
の
歴
史―

学
的
認
識
の
形
成
及
び
深
化
の

な
ど
で
触

れ
て
い
る
の
が
挙
げ
ら
れ
る
ほ
ど
で
あ
る

本
論
文

ま
ず
清
代
音
韻
学
の
精
華
で

あ
る
古
音
研
究
と
今
音
資
料
の
関
係
に
つ
い
て
述

次
に
顧
炎
武
・
江
永
・
戴
震
の
今

音
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
分
析

最
後
に
三
者
の
認
識
の
違
い
と
そ
の
要

因
に
つ
い
て
検
討
す
る

 

一 

古
音
研
究
に
お
け
る
今
音
資
料 

 

清
代
を
代
表
す
る
学
問
で
あ
る
考
証
学
の
発
展

古
典
そ
れ
自
体
に
立
脚
し
た
正

確
な
テ
キ
ス
ト
分
析
が
不
可
欠

正
確
な
テ
キ
ス
ト
分
析

テ
キ

ス
ト
を
構
成
す
る
言
語
そ
れ
自
体
に
対
す
る
検
討
が
必
要

言
語
は
音
声

て
成
り
立

後
世
の
変
化
を
経
た
音

古
の
正
し
い
音
で
古
典
を
解

釈
す
る
と
い
う
姿
勢

明
末
清
初
の
顧
炎
武
を
嚆
矢

古
音
学
は
発
展
し

 顧
炎
武
の

以
降
の
全
て
の
古
音
学
の
基
礎

え
る
重
要
な
著
作
で
あ

顧
炎
武
以
前

呉
棫
等

に
代
表

さ
れ
る
上
古
韻
文
の
韻
脚
か
ら
帰
納

上
古
韻
部
を
分
け
る
試
み
は
行
わ
れ

試
み
と
顧
炎
武
の
作
業
に
は
重
大
な
差
異

①
顧
炎
武
以
前
は
平
水
韻

に
依

対

顧
炎
武

広

の
細
分

さ
れ
た
韻
目
に
依

広

に
依

そ
の
韻
目
に
拘
泥

時
に
は
一
韻
目
を
分
割

複
数
の
上
古
韻
部
に
帰
属
せ
し
め
た
こ
と

離
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の
字
の
レ
ベ
ル

複
数
の
字
を
纏
め
た

韻

の
レ
ベ
ル
で
古
音
と
今
音
と
の
異
同
を
考
え
た
こ
と

こ
れ
ら
が
顧
炎
武
の

行

作
業
の
技
術
的
な
成
功
の
要
因

 

顧
炎
武
の
成
果
を
受

研
究
を
進
め
た
の
が
江
永

江
永
は
顧
炎

武
の
古
音
十
部
を
さ
ら
に
細
分
化

古
音
十
三
部
を
立

詳
細
に
関
し
て
は

こ
こ
で
は
省
略

江
永
が
顧
炎
武
の
研
究
成
果
を
進
め
る
際
に
重
視

今
音
の
体
系
を
分
析
す
る
等
韻
学
を
活
用
し
た
審
音

の
手
法

 

江
永
に
続
く
古
音
学
の
成
果

戴
震
及
び
段
玉
裁

古
音

学
に
関
し
て
江
永
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
た
戴
震

段
玉
裁
の
研
究
成
果

も
取

り
入

晩
年
に
は
古
音
二
十
五
部
を
立

研
究
成
果
を
集
大
成
し

研
究
姿
勢

上
古
韻
文
の
韻
脚
か
ら
の
帰
納
に
よ
る
考
古
の
手
法
と
と

江
永
同
様
に
等
韻
学
に
立
脚
し
た
審
音
の
手
法
も
重
視
す
る
と
い
う
も
の
で
あ

今
音
資
料
や
韻
図
へ
の
重
視
が
み
ら
れ
る

 

無

古
音
学
は
成
立

顧
炎
武

以
降
の
音
韻
学
者

広

に
代
表
さ
れ
る
今
音
資
料
を
無
価
値
と
断
じ
た
も
の
は

存
在

一
言
に
今
音
に
価
値
を
認

単
に
復

古
や
存
古
の
道
具
と
し
て
の
価
値
を
認

或
い
は
研
究
対
象
と
し
て
の
価
値
や

儒
教
経
典
研
究
に
次
ぐ
重
要
な
価
値
ま
で
も
認

そ
の
方
式
は
多
種
多
様
で
あ

学
者
ご
と
に
異

過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う

次
の
第
二
章

顧

炎
武
・
江
永
・
戴
震
を
取
り
上

今
音
へ
の
態
度
を
見

 

 

二 

顧
炎
武
の
今
音
研
究 

  

清
代
の
古
音
学
の
濫
觴
を
な
し

江
永
や
戴
震
に
も
影
響
を
与
え
た
顧
炎
武
の
音
韻
研

究
の
成
果

に
集
約

の
五
書

中
で
も
今

音
資
料
で
あ
る
唐
代
の
韻
を
古
音

正
す
書
で
あ
る

が
入
門
と
さ
れ

な
お
か
つ
最
大
の
分
量

顧
炎
武
が
今
音
を
重
視
し
て
い

た
こ
と
が
窺
わ
れ
る

顧
炎
武
の
今
音
に
対
す
る
認
識
を
探

何
は
と
も
あ
れ

音

に
依
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う

敍

に
以
下
の
よ
う
な
記
述

以
下
引
用
は
旧
字
の
原
文

と
と
も
に
筆
者
に
よ
る
訳
を
挙

 

 

繁

至
宋
周
顒
・

然
自
秦
漢

益
甚

諸

諸

爲

爲

 

切
韻

爲
準

祐

劉
淵
始
竝
二
百
六
韻
爲
一
百
七
韻

元
黃
公
紹
作

韻
會

爲

 

歲

既
得

廣

韻

其
説

部
分

 

 

は
古
人
の
音
書

魏
晋
以
降

古
か
ら
時
が
経
つ

辞
賦
は
ま
す
ま
す
繁
雑

後
に
名
付

と
い
う
よ
う
に

宋
の
周
顒
や
梁
の
沈
約
に
至

四
声
の
譜
が
現

秦
漢
の

文

音
は
段
々
と
古
音
と
離

南
朝
に
至

甚
だ
し
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沈
約
が
音
譜
を
作

上
は

に
依

傍
ら
に

離

や
諸
子
を
拾

不
朽
の
音
譜
を
作

班
固
や
張
衡
ら

の
賦

曹
植
や
劉
楨
ら
の
詩
の
音
を
集
め
て
音
譜

今
音
が

行

古
音
は
忘

音
学
の
一
度
目
の
変
化
で
あ

 唐
に
至

詩
賦

士
を
採
用

音
書
は

専
ら
陸
法
言

を
標
準

の
注

分
部
は
変

宋
の
景
祐
に
至

僅
か
に
変
更
が
加
え

理
宗
の
末
年

平
水
の
劉
淵
が
初
め
て
二
百
六
韻
を
併
せ
て
百
七
韻

元
の
黄
公
紹

を
作

今
に
至

て
宋
の
韻
が
行

唐
の
韻
は
忘

音
学
の
二
度

目
の
変
化

 

時
が
経
つ
ご
と
に
伝
承
も
損

音
学
の
道
が
滅
ん
で
も
う
二
千
年

余

私
は
研
究
に
専
念
す
る
こ
と
長
年

を
得
て
よ

う
や
く
内
に
悟

説
に
あ
ま
ね
く
通
じ
る
よ
う
に
な

そ
う
し
て
唐
人

宋
人
の
誤
り
を
正

古
経

沈
約
や
唐
人
の

誤
り
を
正

三
代
以
前
の
音

部
が
整
然
と
分
か
れ
て
お
り

奥
深
く
乱
す

 

  

こ
こ
で
は
顧
炎
武

沈
氏

に
代
表
さ
れ
る
韻
書
や
韻

譜
の
出
現

古
音
の
衰
退

音
学
の

と
見

正
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
示

同
時

広
韻

の
誤
り

理
宗
末
年
の
劉
淵
に
よ
る
改
悪

そ
れ
に
よ
る
唐
代
の
韻
の
衰
退
を
正
す
た
め
の
資
料

当
時
行
わ
れ
て

い
た
簡
略
化
さ
れ
た
百
七
韻

古
音
と
を
結
び
つ
け
る
た
め
の
橋
渡
し
の
役
割
を
果
た

 

こ
の
よ
う
な
考

答
李
子
徳
書

に
お
い
て
さ
ら
に
明
確
に
示

に
以
下

 

 

魯
一
變
至
於
道

固
宋
時
人

所
謂
菟
園
之
册

家
傳
而
戸
習
者

者
睹
是
書

而
曰

自
齊
梁
以
來

周
顒
沈
約
諸
人
相
傳
之
韻
固
如
是

也

則
俗

 

又
從
是
而
進
之
五
經
三
代
之
書

而
知
秦
漢
以
下
至
於
齊
梁
歷
代
遷
流
之
失

而
三
百
五
篇
之
詩

可
弦
而
歌
之
矣

一

亦
猶
古
人
之
意

且
使
下
學
者
易
得
其
門
而

入

 

 

孔
子

斉
は
一
変
す
れ
ば
魯
に
至

魯
は
一
変
す
れ
ば
道
に
至

言

今

宋
代
の
人

平
易
な
書

誰
も
が
伝
え

習

劉
淵
の
平
水
韻
が
行

書
は
ほ

と
ん
ど
滅
ん
で
し

今
学
ぶ
者
に
こ
の
書
を
示

斉
梁

周
顒
や

沈
約
ら
が
伝
え
て
き
た
韻

と
言

俗
韻

は
攻
め
る
ま
で
も
な
く
退

一
変
し
て
魯

に
至

 

さ
ら
に
そ
こ
か
ら
三
代
の
書
に
こ
の
方
法
を
進

秦
漢
か
ら
斉
梁
に
至

る
ま
で
の
歴
代
の
変
化
の
誤
り
が
分

の
詩

音
楽
に

合
わ
せ
て
口
に
出
し
て
読

一
変
し
て
道
に

至

故
に
私
の
本

専

の
順
序
を
守

変
更

は
加

こ
れ
は
ま
た
古
人
の
考

後
に
学
ぶ
者
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が
把
握
し
や
す
く
入
門

 

  

こ
こ
で
は
顧
炎
武

雍
也
篇
に
あ
る
孔
子
の
語
を
引

道
に
至
る
ま
で
の

教
化
の
段
階
と
し
て
の
斉→

魯→

道
と
い
う
図
式

俗
韻→

→

古
音
と
い
う

音
声
の
段
階
的
改
善
に
よ
る
復
古
の
道
筋

に
当

顧
炎

武

古
音→
唐
代
の
韻→

平
水
韻

音
学
の

音
学
の

と
い
う
二
度
も
の
変
革
を

ま
さ
に
逆
に
辿

俗
韻
か
ら
古
音
へ
の
復

古

や
は
り
二
度

が
必
要

俗
韻
と

古
音
と
を
隔

あ
ま
り
に
も
巨
大
な
落
差
を
超

踏
み
台
と
し
て
の
役

割
を
果
た
し
う
る
も
の
が
今
音

今
音
を
記
録
し
た
韻
書
で
あ
る

 

 

顧
炎
武
が
古
音
十
部
説

十
部
の
順
序

に
合
わ
せ
て
い

る
こ
と

入
門
者
に
は
ま
ず

か
ら
始
め
る
よ
う
に
と
述
べ
て
い
る
こ

と

に
積
極
的
な
価
値
や
権
威
を
認

学
習
の
利
便
性

を
考

文
か
ら
読
み
取
れ
る
だ
ろ
う

こ
の
他

古
音
を
審
ら
か
に
せ
ん
と
欲

必
ず
や
唐
韻
よ
り
始

と
述

顧
炎
武
が
古
音
学
を
志
す
後

学
に
対

広

か
ら
の
入
門
を
勧

想
定
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で

 

顧
炎
武
の
今
音
に
対
す
る
認
識
を
簡
単
に
見

簡
潔
に
纏

顧
炎
武

広

記
録
さ
れ
た
今
音

決

正

音
を
記
録
し

当
時
の
人
々
が
慣
れ
親
し
ん
だ
平
水
韻

追
求
す
べ
き

古
音
と
の
間
の
懸
け
橋
と
な
り
得
る
道
具
と
し
て
考
え
て

価
値
を
認
め
て
い
た
と

い
え
る
だ
ろ
う

 

 

三 

江
永
の
今
音
研
究 

  

古
音
学

の
手
法
を
積
極
的
に
取
り
入

顧
炎
武
説
を
修
正
し
た
の
は
江

永

江
永
は
顧
炎
武
と
は
異
な
る
時
代
に
生

直
接
の
面
識

専

音

に
よ
り
顧
炎
武
の
研
究
を
知
り
得

顧
炎
武
と
は
全
く
異
な
る

方
向

顧
炎
武
説
を
修
正

江
永
の
音
韻
関
連
著
作

古

・

・

の

例
言

江
永
の
今
音
に
対
す
る
認
識
を
探

の

例
言

に
以
下
の
よ
う
に
あ

 

 

桐
城
方
以
智
密
之
曰

音
之
亡
於
沈
韻

功

然
使
無
李
斯
畫
一

則
漢
晉
而
下

各
以
意
造
書

然
使
無
沈
韻
畫
一

則

唐
至
今

皆
如
漢
晉
之
以
方
言
讀

其
紛
亂
又
何
可
勝
道

 

此
言
實
爲

爲
沈
韻

然
則
韻
之
合
倂

亦
因
唐
宋

考
古
者

 

  

桐
城
の
方
以
智
曰

古
音
が
沈
約
の
韻

亡

古

文
が
秦
の
篆
書

亡

沈
約
の
韻
の
功
績
も

秦
の
篆
書
の
功
績
の

秦
の
篆
書
が
行

て
古
文
が
滅
ん
だ

李
斯
に
よ
る
文
字
統
一

漢

そ
れ
ぞ
れ
が
勝
手
に
文
字
を
作

混
乱
は
言
葉
に

沈
約
の
韻
が
行

古
音

が
滅

沈
約
の
韻

統
一

唐
か
ら
今
に
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至

漢
晋
の
頃
の
よ
う
に
各
地
が
各
方
言
で
読

混

乱
は
さ
ら
に
言
葉

 
こ
れ

説
で

方
氏
は
今
行
わ
れ
て
い
る

を
沈

韻
と
誤
解

韻
の
合
併
も

唐
宋
代
の
韻
の
同
用
の
規
定
に
よ
る

幸
い
に
し
て
二
百
六
部
の

は
現
存

考

古
を
行
う
も
の
は
時
代
の
流
れ
に
沿

辿

 

  

江
永
は
ま
ず
方
以
智
の
言
葉
を
引
用

の
登
場
と
そ
れ
に
よ
る
言
語
音
の

統
一

文
字
史
に
お
け
る
秦
に
よ
る
字
体
の
統
一
に
例

功
績
を
認

そ

の
韻
書

二
百
六
部
之
韻
書

が
現
存
す
る
こ

考
古
を
行

高
く
評
価

江

永

今
音
を
代
表
す
る
韻
書

の
登
場

古
音
が
忘
れ
さ
ら
れ

た
と
い
う
負
の
面

に
よ
る
整
理
を
経

以
降
の

混
乱
が
避

古
音
が
却

保
存
さ
れ
た
と
い
う
功
績
の
側
面
を
強
調
し
て
い
る

 

 

こ
れ
に
関
連

江
永
は
顧
炎
武
の
今
音
研
究
に
対
し
て
も
直
接
疑
念
を
投
げ
か
け

同

例
言

に
以
下
の
よ
う
に
あ
る

 

 

韻
書
流
傳
至
今
者

雖
非
原
本

字

雖
不
能
盡
合
於
古

亦
因
其
時
音
已
流
變

而
音
實
異

部
既
別
則
等
亦
殊

皆
雜
合
五
方
之
音

剖
析
豪
釐

審
定
音
切

細

尋
脈
絡

曲
有
條
理

其
源
自
先
儒
經
傳
子
史
音
切
諸

 

六
朝
人
之
音
學

非
後
人
所
能
及

爲
三
百
篇
考

古
韻

亦
但
以
今
韻
合
之

著
其
異
同

某
字
後
人
誤
入
某
韻

混
入
某
韻

10

 

 

韻
書
の
中
で
今
ま
で
伝

原
本

よ
そ
周
顒
や
沈
約

陸
法
言
の
旧
を
保

分
部
や
列
字

全
て
尽
く
古
に
合
う
わ
け
で
は
な
い
も
の
の

当
時
す
で
に
語
音
が
変
わ

必
然
的
に
古
の
例
に
拘

同
時
代
の
音
を
疎
か
に
す
る
こ
と

た
め
で

韻
書
の
中
で
字
が
同
じ
よ
う
だ
が
音
は
異

て
お
り

部
が
異
な
れ
ば
等
も
異

各
地
の
方
言
を
総
合

細
か
い
点
を
分
析

審
ら
か
に
反
切
を
定

細
か
く
そ
の
脈
絡

を
辿

筋
道
が
立

元
を
辿
れ

先
儒
の
経
典
に

対
す
る
音
注
の
諸
書
よ
り
来

 

六
朝
人
の
音
学

後
の
人
の
及
ぶ
所

統
一
の
功
績
は
秦
の
篆

書
に
匹
敵

間
違

古
韻
を
考
え
る
時
も

今
韻
と
合

今
音
と
古
韻
と
の
異
同
を
著
す
と

字
は
後
人
が
誤

韻
に
入

或

る
韻
に
紛
れ
込

顧
炎
武
の
過
剰
な
説
で

 

 

顧
炎
武

古
音
と
比
較

今
音
を
確
定

朝
人
や

の
誤
り
を
正
す
と
い
う
趣
旨

江
永
は
そ
も
そ
も
六
朝
人

の
音
学
の
目
的

考
古

当
時
の
各
方
言
音
の
分
析
に
よ
る
語
音
の
統
一
に

考

自
体
が
六
朝
人
の
審
ら
か
な
分
析
の
上
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る

古
音

正
す
と
い
う
こ
と
を
批
判

 
江
永
は
こ
れ
に
続
け
て
顧
炎
武
の
今
音
を
正
す
と
い
う
考
え
に
対
す
る
批
判
を
続
け

る

例
言

の
該
当
部
分
の
文
は
長
大
で
あ
る
の
で
す
べ
て
引
用
は
し

な
い

そ
の
要
点
を
要
約
す
れ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る

 

沈
約
ら
は
古
音
に
合
う
韻
譜
を
作

結
果
的

音
学
の
一
変
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を
招
い
た
と
い
う
批
判
に
対

今
音
に
依

当
時
の
用
に
供
す
る
た
め
の
韻
譜
を

作

沈
約
を
責
め
る
こ
と
は
誤

但
し

沈
約
の
欠
点

今
韻
譜
と
同
時
に
古
音
賦
を
作

挙

し
て

沈
約
が
復
古

責

許
慎

を
作
る

金
文
や
科
斗
書
を
用

遡

李
斯
が
古
文
を
撤
廃
し
た
こ
と

を
責

注
11

が
如
き
も

 

顧
炎
武
が
古
音
の
復
興
を
望
ん
で
い
る
こ
と
に
対

食
器
に
例

古
代
の
食
器
の
形
状
を
考
証

古
代
の
食
器
で
以
て
現
代
の
食
器
を
置

き
換
え
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
と
述

顧
炎
武

も
自

古
韻
標

考
古
・
存
古
の
た
め
の
書
で
あ
り

古
音
を
復
活

復

 

江
永

今
音
は
古
音
と
は
異
な
る
体
系

独
立
し
て
扱
う
べ
き

六
朝
人

完
成
さ
れ
た
分
析
方
法

今
音
の
み
な
ら

ず
古
音
に
も
適
用

今
音
を
分
析
す
る
学
問
自
体
も
ま

一
つ
の
分
野
を
成
し
得

 

古
音
学
の
発
展

江
永
は
顧
炎
武
に
欠
け
て
い
た
審
音
の
要
素
を
補

し
て
評
価

審
音
と
は
一
言
で
い
え
ば

言
語
音
の
体
系
性
の
分
析
で
あ
る

際
に
江
永
が
最
も
重
視
し
た
資
料

に
対
応
し
た
等
韻
図

分
析
す
る
等
韻
学

と
並
ぶ
江
永
の
音
韻
学

関
連
著
作
で
あ
る

び

専
ら
今
音
の
分
析
が
行

こ
れ
も
江
永
の
今
音
と
等
韻
学
に
対
す
る
重
視
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ

こ
の
等
韻
学
の
成
果
に
よ
る

母
音
の
弇
侈
と
い
う
区
別
の
古
音
へ
の
導
入

注
12

顧
炎
武
説
か
ら
の
次
な
る
進
歩

た

広
く
知
ら
れ
て
い
る
こ

 

 

に
纏

江
永

今
音
や
今
音
学

単
な
る
古
音
へ

の
足
掛

自
体
が
研
究
価
値
の
認

ま

た
そ
の
成
果
が
古
音
研
究
に
も
還
元
さ
れ
う
る
と
い
う
点
で
も
価
値
の
あ
る
も
の
で
あ

今
音

古
音
を
駆
逐
し
た
六
朝
人
に
対

顧
炎
武
が
そ
の
誤

り
を
正
す
と
い
う
態
度
で
臨
ん
だ
の
に
対

江
永
は
そ
の
音
声
に
対
す
る
緻
密
な
分

析
を
認

音
声
の
統
一
と
い
う
点
に
関
し
て
は
功
績

と
し
た

 

 

四 

戴
震
の
今
音
研
究 

  

こ
こ
ま
で
今
音
に
対
す
る
顧
炎
武
と
江
永
の
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
認
識
を
考
察
し
て
き

続
い
て
彼
ら
と
は
ま
た
異
な
る
例
と
し
て
戴
震
を
見

 

戴
震
は
音
韻
学
に
お
い
て
江
永
の
影
響
を
強
く
受

江
永
の

古
韻
標

の
編
纂
に
参
加

注
13

研
究
姿
勢
に
は
江
永
と
類
似
す
る
点
が
多

特

人
間
の
言
語
は
様
々
に
移
り
変

音
声
の
変
化
に
は
自
ず
か
ら
制
限

が
あ
る

注
14

音
声
の
変
化
に
は
古
今
の
別

音
声
の
大
別
に
は
古
今

の
別
が
無
い

注
15

と
述

戴
震
は
言
語
の
歴
史
を
通
じ
た
普
遍
的
特
性

に
注
目
し
て
お
り

江
永
と

を
唯
一
絶
対

正

音
で
あ
る
と
は
み

な
さ

古
音
に
も
今
音
に
も
共
通
す
る
原
則
を
認

現
代
で
言
う
所
の
音
声
学
的
側

面
に
も
注
目

し

今
音
学
そ
の
も
の
の
価
値
に
対
す
る
意
見
に
関
し

て
は

江
永
と
は
多
少
異
な
る
点
が
み
ら
れ
る

戴
震
の
主
な
音
韻
関
連
著
作

声

・

が
あ
る

は
戴
震
が
自
身
の
音
韻
に
関
す
る
小
論
文

を
整
理

こ
こ
で
は
そ
の
中

戴
震
の
今
音
お
よ
び
今
音
学
に
対

す
る
態
度
を
窺
わ
せ
る
部
分
を
見

ま
ず

文
集
巻
四

に
以
下

 

 

宋
元
以

者

神
珙

蓋
由
鄭
樵
沈
括
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諸

序
曰

然
則
珙
所
爲

圖

祖
述
休
文
者

 

域
之
説

者

 

況
珙
序
內
倂
及

元
和
韵
譜

者

五
音
聲
論

王
伯
厚
言

玉
篇

卷
末
附
以
沙
門
神
珙

五
音
聲
論

四
聲
五
音
九
弄
反
紐
圖

涉
及

五
音
聲
論

末
宋
初
或
雜
取
以
附

玉
篇

反
紐
圖

作
者

 

玉
海

僧

溫
首
座
益
以
孃
牀
幫
滂
微
奉

然
則
字
母
三
十
六

在
珙
後
者

著

迄
宋
初

不
 

漢

顏
之
推

陸
德
明

經
典
釋
文

節

史
記
正
義

皆
曰

孫
炎
創
立
反

語

崇
文
目
序

曰

王
伯
厚

逮

者

儒
生
結
髮

 

 

の
学
を
行

起
源
を
西
域
と
釈
神
珙
に

求
め

鄭
樵
や
沈
括
等
が
古
を
論
じ
る
際

浅
劣

な
仏
教
徒
た
ち
が
欺
瞞
や
嘘
を
並
べ
る
の
に
惑

基
づ
い
て
説
を

為

今
で
も
神
珙
の
反
紐
図
は
残

自
序

昔

梁
の
沈
約
が
紐
字
の
図
を
初
め
て
作

神
珙
が
図
を
作

沈
約
よ
り
後

神
珙
は
沈
約
を
祖
述
し
て
い
る
も

神
珙
が
北
魏
時
代
の
人

西
域
の
三
十
六
字
母
を
初
め
て
中

国
に
伝
え
た
と
し
き
り
に
主
張

世
の
中
で
沈
約
が
初
め
て
韻
を
作

言
わ
れ
て

遡

神
珙
を
沈
約
に
先
立

中
国
の
反
切

韻
学
は
西
域
に
由
来
す
る
こ
と
の
証
左

 

仏
教
徒
は
お
し
な
べ
て
書
伝
に
つ
い
て
必
要
が
あ
る
と

盗
み
取

を
真

似

真
似
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
虚
偽
で
人
を
騙

西
域
の
説
で
あ
る
と

十
や
二
十
に
止

信
じ
る
者
は

典
故
を
並
べ
る
だ
け
で
そ
れ
を
考
証
す
る
こ
と
も
で
き

さ
ら
に
は
書
物
に
書
き

著

後
の
人
を
惑

あ
あ

見
識
の
狭

 

ま
し
て
や
神
珙
は
自
序

に
も
触

斉
の
永
明(

四
三

八-

四
九
三)

・
梁
の

五
〇
二-

五
一
九

か
ら
唐
の
憲
宗
の

八
〇
六

-

八
二
〇

に
至

三
百
二
三
十
年

元
和
よ
り
も
後
の
人
で
あ
る

神
珙

四
三
百
年
も
前
に
移
動

誰
も
こ
れ
を
見
分
け
ら

何
故

神
珙
の
図

は
な

に
四
十
字
を
列
挙

と
は
言

今
伝
わ
る
三
十
六
字
母
と
は
合

王
応
麟
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の
巻
末
に
沙
門
神
珙

が
附
さ
れ
て

言
う

神
珙
の
自
序
を
見

に
は
一
言
も
触

れ
て

お
そ
ら
く
唐
末
宋
初
に
何
処
か
か
ら
取

の
末
尾

に
付

神
珙
の
作

神
珙

の
前
に

置

作
者
の
氏
名
が
書

 
に
は
三
十
六
字
母
図
一
巻

僧
侶
の
守
温
の
撰
と
さ
れ
て
い

呂
維
祺

大
唐
の
舎
利
が
三
十
字
母
を
作

後
に
守
温
が
娘
・
牀
・
幇
・

滂
・
微
・
奉
の
六
母
を
加

三
十
六
字
母
は
守
温
に
よ
り
定

神
珙
よ
り
も
後

唐
末
に
既

学
は
流
行

唐
の
終
わ
り
か
ら
宋
初
に
至

と
い
う
語
は
見

 

今
の
経
伝
や
字
書
の
反
切

魏
・
晋
・
斉
・
梁
・
隋
・
唐
と
古
く
よ
り
伝
え
ら

漢
代
に
は
経
芸
を
治
め
る
こ
と
を
貴

鄭
玄

は
特
に
世
の
中
で
こ
の
道
の
宗
師

後
の
楽
安
の
孫
炎
が
鄭

玄
の
門
人
に
学
を
受

東
州
の
大
儒
と
称

・
陸
徳
明

・

の
い
ず
れ
も
孫
炎
が
反
切
を
作

言

崇
文
目
序

孫
炎
は
初
め
て
字
音
を
作

音
韻
の
学
は
こ
こ

に
始

王
応
麟

世
の
中
で
は
蒼
頡
が
字
を
作

孫
炎
が
音

を
作

沈
約
が
韻
を
整
理
し
た
と
い
う
が

学
問

始
ま
り
で
あ

言

唐
宋
の
人
が
反
切
・
字
音
を
論
じ
る
際

孫

炎
に
そ
の
源
を
求
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

後
の
世
に
至

を
神
珙
や
梵
僧
に
由
来
す
る
と
言
い
出

反
切
の
起
源

七
八
百
年

前
ど
こ
ろ
で
は
な
い
が

後
に
競
う
よ
う
に
守
音
の
字
母
を
伝

近
頃
の
学
者
で
は
孫
炎
に
言
及
で
き
る
者

私
は

こ
こ
に
こ
れ
を
記

経
史
の
字
音
を
現

儒
生
は
学
問
を
始
め
て

か
ら

師
伝
の
教
え
を
失

 

  

こ
の
文
は

今
音
を
分
析
す
る
た
め
の
反
切
や
音
韻
学
の
起
源
を
論
じ
た
も
の
で
あ

こ
の
説
が
正
し
い
か
否
か
は
置

戴
震
は
こ
こ
で
反
切
の
起
源
を
考
証

西
方

氏
の
徒

を

に
そ
の
起
源
を
求

孫
炎
の
学
問
の

元
を
さ
ら
に
辿

鄭
玄
に
行
き
つ
く
こ
と
を
指
摘

 

戴
震
の
今
音
に
対
す
る
認
識
を
探

孫
炎
に
反
切
の
起

源
を
帰
す
る
こ
と
自
体

戴
震
の
独
創

戴
震
の
考
証
の
密
な
る
こ
と
に
は

及

顧
炎
武

に
て
指
摘
し
て
い
る
こ
と
で
は

学
問
の
系
譜
の
強
調

文
の
一
つ
の
特
徴
と
言
え

る
だ
ろ
う

 

鄭
玄
は
周
知
の
通
り
漢
代
の
経
学
の
中
心
的
人
物
の
一
人

経
書
の
解
釈
に
お

い
て
絶
大
な
権
威
を
持

儒
学
の
正
統
な
流
れ
中
に
位
置
す
る
人
物

そ
れ
に

対

神
珙
や
守
温
に
代
表
さ
れ
る

氏
の
徒

当
然
な
が
ら
儒

教
か
ら
見
れ
ば
異
端
者

排
斥
の
対
象
と
な
り
得

こ
の
文
全
体

の
意
図

従
来
西
域
由
来
と
さ
れ
て
き
た
等
韻
学
や
反
切
の
学

明
確
に
中
国
古
来

儒
教
的
伝
統
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る

こ
と
は
明

 

戴
震
は
江
永
と
同

考
古
の
み
な
ら
ず
審
音
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
て
い
た

審

音

韻
書
と
等
韻
図
が
そ
の
基
礎

戴
震
の
音
韻
以
外

の
業
績
に
目
を
向

な
ど
に
お

け
る
宋
学
批
判

戴
震
の
宋
学
批
判

ご
く
簡
潔
に
そ
の
要
点
を
い
え

宋

以
降
の
学
者
た
ち
が
儒
教
の
中
に
不
純
物
で
あ
る
仏
教
の
思
想
を
持
ち
込

聖
人
の
教

え
を
乱

言
い
換

戴
震
は
儒
教
を
浄
化

釈
氏

の
徒

か
ら
取
り
戻
そ
う
と
し
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
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こ
れ
と
同
様
の
傾
向

今
音
学
に
関
し
て
も
み
ら
れ
る

書
玉
篇
巻
末
声
論
反
紐

に
お
け
る
仏
教
徒
に
対
す
る
批
判

原
文
に
お
け
る

惑
於
釋
氏
一
二
剪
劣
之

徒

眠
娗
誣
欺

竊
取
而
學
之

既
得
則
相
欺
相

誕

説

の

特
に
傍
線
部
の

単
な
る
事
実
の

列
挙
に
よ
る
考
証
の
域
を
超

感
情
の
吐
露
を
感
じ
さ
せ
る
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
お

今
音
学
の
根
幹
で
あ
る
等
韻
や
反
切
を
仏
教
徒
に
窃
盗

世
の
中
の

者
が
そ
れ
を
信
じ
て
い
る
こ
と
へ
の
一
種
の
嘆
き

 

戴
震
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
厳
し
い
口
吻
を
以
て

音
韻
学
西
域
起
源
説
を
徹
底
的
に
批

判
し
た
後

改
め
て
鄭
玄→

孫
炎→
魏→

晋→

斉→

梁→

隋→

唐
と
い
う
音
韻
学
に
お

け
る
あ
る
種
の

学

を
示

今
音
学
が
決
し
て
異
端
の
学

鄭

玄
以
来
の
伝
統
を
受
け
継

宋
学
の
如
き
不
純
さ
を
孕
む
よ
う
な
も
の
で

は
な
い
と
主
張

 

こ
の
主
張
こ
そ
が
戴
震
の
今
音
認
識
そ
の
も
の
で
あ
る

戴
震

今

音
及
び
今
音
学

正
し
く
宋
学
以
前
の
正
統
な
儒
教
の
伝
統
の
中
に
属
し
た
も
の
で

古
音
と
は
齟
齬
す
る
も
の
で
は
あ
り
つ
つ
も

受
け
継
ぐ
べ
き
重
要
な
も
の
な
の

 

ま
た

こ
の
他
に
も

文
集
巻
四

に
あ
る
以
下
の

記
述
も
興
味
深

 

 

隋
唐
二
百
六
韻

據
當
時
之
音

撰
爲
定
本

至
若
古
音

立
四
江
以
次
東
冬
鍾
後

似
有
見
於
古
用
韻
之
文

江
合
於
東
冬
鍾

不
入
陽
唐

故
使
之
特
自
爲

者

今
音
顯
然
不
同

不
可
沒
今
音

且
不
可

者

撰
韻
時
以
可
通
用
字
相
附
近

不

 

 

古
音
之
説

雖
近
日
始
明

然
鄭
康
成
氏
箋

毛
詩

云

古
音
填
眞
塵
同

及
注
他
經

言

古
者
聲
某
某
同

古
讀
某
爲
某

之
類

音
之
説

漢
儒
明
知
之

 

唐
陸
德
明

毛
詩
音
義

諸
人

紛
紛
謂

合
韻

取
韻

叶
句

而
於

召
南

華
字
云

古
讀
華
爲
敷

於

邶
風

南
字
下
云

古

人
韻
緩

不
煩
改
字

是
陸
氏
已
明
言
古
韻

特
不
能
持
其
説

宋
呉
才
老
創

爲

古
通
某
韻

及

古
轉
聲
入
某
韻

之
説

戴
仲
達
則
有
古
正
音
非
協
韻
之
説

明
陳
氏

近
顧
氏
考
證
益
詳

蓋
隋
唐
諸
人
辨
聲

之
功
多

呉
氏
・
陳
氏
・
顧
氏
則
又
考
古
之
功
多

 

 

隋
唐
の
二
百
六
韻

当
時
の
音
に
基

古
音
な
ど
に

至

考
証

江
韻
を
独
立
さ

せ
て
東
冬
鍾
韻
の
後
に
配
置

古
い
韻
文
を
考
え
て
の
こ
と

江
韻
は
東
冬
鍾
韻
と
合

陽
唐
に
は
入

独
立
さ
せ
て
一
部
と
し

東
冬
鍾
の
中
に
入
れ
て
し
ま
わ
な
い

独
用

今
音

が
明
ら
か
に
異

今
音
を
無
視

今
音
と
古
音
と

を
綯
い
交
ぜ
に
し
て
一
韻

陽
唐

韻
の
後
に
配
置

編
纂
の
際
に
通
用
す
る
字
同
士
を
近
く
に
配

置

今
音
が
近
い
と
い
う
こ
と
で
古
音
を
乱
さ
な
い
よ
う
に
し
た
の
で

惜
し
む
ら
く
は
こ
の
例
に
徹
底
し
て
従

 

 

古
音
の
説

近
頃
よ
う
や
く
明

鄭
玄
の

毛

詩
箋

古
音

填

真

塵

同
じ

他
の
経
の
注

古

は
声
某
某
に
同

古
は
某
を
読
み
て
某
の
類

記
述
は
一

つ
に
止

古
音
の
説
を
漢
代
の
学
者
た
ち
が
明
ら
か
に
知
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後
世
の
発
明

 

唐
の
陸
徳
明

は
徐
邈
や
沈
重
等
を
引

合
韻

や

取
韻

叶
句

な
ど
と
言

召
南

古

を
読

邶
風

古
人
の
韻
は
緩
い

字
を
わ
ざ
わ
ざ
改

陸
氏
が
す
で
に
早

く
も
古
韻
を
明
ら
か
に
言

説
を
一
貫
さ
せ
ら
れ

宋
の
呉
棫

古
は
某
韻
に
通

及

古
は
声
転
し

て
某
韻
に
入

説
を
作
り
出

戴
侗
は
古
正
音

協
韻
を
否
定
し

明
の
陳
第
や
近
く
は
顧
炎
武
の
考
証
は
さ
ら
に
詳

古
韻
も
今
韻
も

い
ま
だ
に
そ
の
条
理
を
得

隋
唐
の
人
は
音
の
分
析
の
功

は
多

考
古
の
功
は
少

呉
氏
・
陳
氏
・
顧
氏
は
考
古
の
功
は
多
い
が

音
の
分
析
の
功
は
少

 

 

こ
の
文
で
戴
震
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
理
解

多
少
の
解
説
が
必
要
と
な

る
だ
ろ
う

に
お
い
て
江
韻

東
冬
鍾
の
三
韻
の
後
に
配
置

陽
唐

の
二
韻
と
は
離

に
基
づ
く
韻
図
で
も
同
様
で
あ

戴
震

当
時
の
人
々

不
自
然
に
感
じ
ら
れ
た
だ
ろ

当
時
の
人
々

江
韻
の
音
は

-
o
n
g

-
a
n
g

近
く
感

戴
震
は
今
音
で
も
こ
れ
は
同
様

考
え
た

注
16

江
韻
字
は
東
冬
鍾
韻
字
と
と

も
に
東
冬
部
に
入

陽
部
に
入
る
陽
唐
韻
字
と
は
隔
絶

戴
震

韻
書
が
東
冬
鍾
韻
の
直
後
に
江
韻
を
配
置

今
音
に
依

古
の
韻

文
も
考
慮
し
た
も
の
で
あ
る
と
考

 

戴
震
か
ら
見
れ
ば

江
韻
に
対
す
る
処
置

韻
書
が
あ
る
程
度
は
古
の
韻
文
に

配
慮
し
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
た
の
だ
ろ
う

他
の
部
分
に
関

配

慮
が
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
た
の
だ
ろ
う

中
略
の
部
分

配
慮
が
な
さ
れ

て
い
な
い
例
が
列
挙

こ
の
部
分

韻
書
の
考
古
の
不
足
に
対
す
る
批
判

で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

 

後
半
部
分

古
音
学
が
鄭
玄
に
ま
で
遡
る
こ
と
の
で
き
る
伝
統
の
あ
る
学
問

近
年
新
し
く
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
述

れ
は
前
出
の

今
音
学
を
鄭
玄
に
ま
で
遡
ら

せ
る
の
と
同
様
の
意
図

戴
震
が
学
問
の
源
を
重
視
す
る
傾
向
を
持
つ
こ
と
を
示

す
部
分

 

後
半
部
分
で
最
も
重
要

隋
唐
の
人
は
音
の
分
析
の
功
は
多

考
古
の
功
は
少

呉
氏
・
陳
氏
・
顧
氏
は
考
古
の
功
は
多
い
が
音
の
分
析
の
功
は
少

記
述

今
音
の
担
い
手
で
あ
る
隋
唐
人

古
音

学
の
開
祖
で
あ
る
呉
棫
・
陳
第
・
顧
炎
武
を
比
較

前
者
に
は
音
の
分
析
の
功

声
の

後
者
に
は
考
古
の
功

こ
の
こ
と
と
の
関
連
が
指

摘
で
き
る
の
は

前
出

例
言

江
永
と
戴
震
が
顧
炎
武

に
つ
い
て

考
古
の
功
は
多

審
音
の
功
は
少
な
い

注
17

と
評
し
て
い
る
こ

顧
炎
武
へ
の
評
価

考
古
の

審
音
の
功

が
対
立
し
て
お

隋
唐
人
へ
の
評
価

考
古
の
功

辨
声
の
功

が
対
立

辨

声
母
や
韻
を
細
か
く
分
け
る
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
が

顧
炎
武
へ
の
評

価
と
隋
唐
人
へ
の
評
価
を
対
照
す
る
と

と
審
音
と
は
類
似
し
た
手
法
で
あ
る

と
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

す
な
わ
ち
戴
震

隋
唐
の
今
音
学
に
審
音
と
同

様
の
功
績
を
積
極
的
に
認

 
古
音
学
に
お
け
る
審
音
の
導
入

江
永
及
び
戴
震
の
古
音
学
の
成
功
の
最
大
の
要
因

顧
炎
武
の
研
究
に
お
け
る
審
音
の
不
足
を
補

江
永
と
戴
震
に

よ
る
古
音
研
究
の
神
髄

審
音
は
近
年
発
明

に
隋
唐
の
時
代
に
行

隋
唐
人

辨
声
の
功

こ
そ
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彼
ら
の
古
音
研
究
を
形
作
る
下
地

戴
震

功
績

彼
ら
を
顧
炎
武
等
と
等
し
い
も
の
と
し
て
対
比
す
る
に
値
す
る
だ
け
の
も
の
で

 

以
上

戴
震
の
今
音
に
対
す
る
認
識
を
簡
潔
に
纏

戴
震

今
音
及
び

今
音
学

儒
学
の
正
統
な
流
れ
を
汲
む
学
問
で
あ
る
と
同
時

審
音
に

古

音
学
に
多
大
な
貢
献

自
体
十
分
に
価
値

た
と
言
え
る

 

 

五 

今
音
へ
の
認
識
の
差
異
と
そ
の
要
因 

 

第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で

顧
炎
武
・
江
永
・
戴
震
の
今
音
に
対
す
る
認
識
を
概
観
し

改
め
て
確
認

顧
炎
武
は
今
音
を
平
水
韻
か
ら
古
音
へ
と
至
る
道
の
入

門
と
し
て
考

江
永
は
等
韻
学
の
基
礎
と
な
る
韻
図
と
と
も
に

音
声
を
統
一

し
た

切

そ
れ
自
体
の
価
値
を
認

研
究
の
対
象
と
み
な
し

等
韻
学
で
得

た
知
見
を
古
音
学
に
還
元

に
よ
る
進
歩
を
古
音
学
に
も
た

ら

単
な
る
平
水
韻
か
ら
古
音
へ
の
橋
渡
し
以
上
に
考
え
て

戴
震

反

切
や
韻
図
を
漢
代
の
鄭
玄
か
ら
の
学
統
を
汲

仏
教
的
要
素
を
徹
底
的
に

排
除
し
た
上

江
永
同
様
に
今
音
学
自
体
に
価
値
を
認
め

審
音
の
功
績

自
ら
の
審
音
に
活
用
し

 

こ
の
三
者
の
中

顧
炎
武
の
今
音
に
対
す
る
認
識
は
素
朴
か
つ
特
徴
的

こ
れ
は
古
音
学
と
い
う
学
問
自
体
の
実
質
的
な
創
始
者
と
し
て
は
ご
く
自
然
な
事
で
は

こ
の
他

彼
の
学
問
観
全
体
と
の
関
係
を
考
え
る
必
要
が
あ
る

 

顧
炎
武
の
学
問
観

梁
啓
超
に
よ
る
宋
明
理
学
へ
の
反
動
と
し
て
の
考
証

学
と
い
う
見
方
を
見
直

山
井
湧
氏
の
研
究

注
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が
参
考

山
井
氏

顧
炎
武
の
学
問

考
証
学
へ
の
発
展
の
要
素
を
含
ん
だ
経
世
致
用
の
学

学
問
観
を
論

中
で
も
重
要

顧
炎
武

伝
注
の

を
重
ん

じ
て
い
る
と
い
う
指
摘

顧
炎
武
は
漢
儒

考
証
学
に
お
い
て
は
批

判
の
対
象
と
な
る
宋
学
の
主
流
人
物
に
も
高
い
評
価
を
与

こ
れ
は
宋
学
全

て
に
賛
同
し
て
い

経
学
上
の
功
績
を
認

対

経
学
に
基

実
用
性
の
な
い
空
疎
な
学
問

彼
の
批

判
の
対
象

 

顧
炎
武
の
こ
の
学
問
観

今
音
に
対
す
る
認
識
と
も
密
接
に
関
係

音

に
お
い
て
彼
が
音
学
の
沿
革
を
説
明
す
る
際

最
も
鋭
く
批
判

実
用

性
の
な
い
空
疎
な
学
問
の
代
表

科
挙
の
為
に
改
変
さ
れ
た
宋
以
降
の
韻
書
で
あ

今
音
を
代
表
す
る
韻
書

批
判
は
免

の
原
版

科
挙
の
為
に
編
纂
さ
れ
た
も
の

後
代
科
挙
の
為
に
使
用

と
は
事
実

加

顧
炎
武

今
音
は
古
音
を
滅

古

人
の
韻
書
で
あ
る
詩
三
百
五
篇
に
齟
齬

音
学
の
一
変

を
引
き
起
こ
し
た
も
の
で

仮
に
こ
れ
を
経
学
に
例
え
れ
ば

伝
注
の

経
書
の
本

文
を
無
暗
に
書
き
換

経
書
に
基
づ
か
な
い
学
問
を
作
り
出
す
こ
と
に
も
等
し
い
こ
と

で
あ
る

顧
炎
武

今
音
韻
書
を
活
用
こ
そ
す
る
が

決
し
て
高
い

評
価
を
与

彼
の
学
問
観
か
ら
考
え
て
も
当
然

 

江
永
及
び
戴
震

顧
炎
武

古
音
と
今
音
と
を
相
対
化

へ
の
転
換
が
行

伴

今
音
韻
書
へ
の
評

価
も
向
上

こ
の
転
換

顧
炎
武
が
明
朝
の
滅
亡
に
伴

強
い
復
古
意
識
を
持

対

後
の
考
証
学
者
た
ち
は
そ
れ
を
持

主
な

要
因

他

に
み
ら
れ
る

江
永
の
方
言
へ
の
興

味
も
要
因
と
し
て
挙

に

江
永
は
官
話
と
方
言
の

何

正

両
者
を
等
し
く
扱

注
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こ
れ
が
古
音
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と
今
音
を
も
相
対
化

彼
の
認
識
の
根
底
に
あ
る
価
値
観
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

 
江
永
と
戴
震
の
認
識
に
は
共
通
点
が
多

一
定
の
差
異
も
認

前
述
の
通

戴
震
の
仏
教
的
要
素
排
除
の
態
度

字
句
の
考
証
が
聖
人
の
教

に
ま
で
繋
が
る
こ
と
を
重
要
視
す
る
学
問
観

注
21

か
ら
す
れ
ば
当
然
の
こ

但
し
こ
れ
だ
け
で
は
江
永
と
戴
震
と
の
差
異
は
説
明

こ
れ
に
加

彼
ら
の
外
来
の
学
問
に
対
す
る
態
度
の
相
違

重
要
な
要
因
の
一
つ

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

 

明
清
の
中
国
を
考
え
る
上

西
洋
の

の
伝
来
と
影
響
は
重
要
な
要
素

の
一

江
永
及
び
戴
震
の
西
学
へ
の
対
応
に
関

徐
道
彬
氏
が
こ
れ
を

詳
細
に
論
じ
て
い
る

注
20

徐
氏
の
論
ず
る
所

江
永
は
当
時

西
学
中

が
流
行
し
て
い
た
学
界

独
り
西
学
と
中
国
古
来
の
学
問
と
を
平
等
に

勘
案

態
度
の
為
に
却

批
判
を
受

一
方
で
戴
震

明

き
に
は
中
国
の
学
問
を
修

裏
で
は
西
学
を
行

と

い
う
態
度

西
学
に
中
国
の
学
問
の
皮
を
被

実
際
に
は
西
学
を
受

け
入

の
流
行
に
適
応
し
て
評
判
を
高
め
た
と
い
う

注
22

 

こ
の
西
学
に
対
す
る
態
度
の
相
違

彼
ら
の
今
音
へ
の
態
度
に
も
関
係

今
音

研
究
に
お
い
て
重
要
な
資
料
で
あ
る
韻
図

を
理
解
す
る
た
め
の
学

問
で
あ
る
悉
曇
学
の
影
響
を
受
け
て
成
立

西
洋
の
学
問
で
は
な
い

純
粋
な
中
国
の
学
問
で
も
な
い
と
い
う
点

と
類
似
し
た
も
の
で
あ

江
永

正
し
け
れ
ば
受
け

入

戴
震

を
中
国
の
学
問
に
作
り
替
え
よ

う
と
い
う
意
識

今
音
学
か
ら
の
仏
教
要
素
の
徹
底
し
た
排
除

注
23

鄭
玄
以
来
の
学
問
の
系
統
の
強
調
の
一
因

 

の
内
容
を
纏

顧
炎
武
か
ら
戴
震
に
か
け
て
の
今
音
へ
の
認
識
の

変
化
の
差
異
の
要
因

顧
炎
武

か
ら
江
永

へ
の
転
換

戴
震
に
特
徴
的
な
外
来
の
学
問
に
対
す
る
排
斥
と
学
問
の
系
統
の
重
視
と
い
う
点
が

指
摘
で
き
る
と
考

 

 

お
わ
り
に 

  

本
論
文
で
は
顧
炎
武
・
江
永
・
戴
震
の
今
音
へ
の
認
識
の
相
違
と
そ
の
要
因
を
分
析
し

第
五
章
で
の
要
因
の
分
析

彼
ら
の
学
問
観
や
西
学
と
の
関
連
に

触

部
分
は
さ
ら
な
る
検
討
の
余
地

今
後
も
課
題

特

に
西
学
へ
の
態
度
と
等
韻
学
へ
の
価
値
判
断
の
関
連
と
い
う
問
題
に
関

当
時
の

学
界
の
環
境
と
併

研
究
の
余
地
が
多
い
か
と
思

 

 

最
後

今
後
の
課
題

顧
炎
武
か
ら
江
永
及
び
戴
震
の
今
音
に
対

す
る
認
識
の
転
換
を
含
む
音
韻
学
の
変
化

齎
さ
れ
た
副
産
物

音
韻

学
の
独
立
化
と
音
韻
学
自
体
の
目
的
化
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
触

顧
炎

武

音
韻
学
は
復
古
の
手
段

経
学

経
学
や
理
学

学
問
の
主
流
か
ら
離
れ
る
も
の
で
は
あ
り
得

江
永
及

び
戴
震

古
音
の
相
対
化
や
今
音
学
の
儒
学
化

音
韻
学
は
独
立

し
う
る

一
つ
の
学
問

自
体
が
目
的
化
す
る
こ
と

こ
の
音
韻
学
自
体
の
目
的
化
と
い
う
視
点
は

音
韻
学

と
い
う
学
問
の
盛
衰
を
考
え
る
上

重
要
な
要
素
の
一

今
後
検
討
を
進
め

て
い
き
た
い
と
考

 

   
 

注 

 

音
韻
学
の
文
脈

と
は

の
音

隋
唐
時
代
の
音
を
基
礎
と
し
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て

の
韻
書

定
め
ら
れ
た
押
韻
基
準
お
よ
び
音
韻
体
系
を
指

本
論

文

を
こ
の
意
味
で
用

今
音
の
体
系
や
そ
れ
に
関

連
す
る
諸
分
野
の
総
称

 

木
下
鉄
矢

の
歴
史―

―

学
的
認
識
の
形
成
及
び
深
化
の

顧
炎
武

を
再
発
見
し
た
の

か
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
箇
所

木
下
氏
の
推
測
に

顧
炎
武

見
以
前
に
は
平
水
韻
系
の
韻
書
に
基
づ
い
て
古
音
を
探

指
摘

は

平
水
韻
と
古
音
と
の
橋
渡
し
と
し
て
今
音

顧
炎
武
の
今
音
認
識
の
形
成

を
考
え
る
上
で
非
常
に
重
要

 

平
水
韻

の
韻
目
を
合
併

簡
素
化

一

〇
六
韻

に
は

顧
炎
武
以
前

平
水
韻
こ
そ
が
隋
唐
の

で
あ
る
と
誤
解

顧
炎
武

に
て
こ
の

誤
り
を
正
す
必
要

 

音
を
審
ら
か
に
す
る
と
い
う
意
味
の
音
韻
学
用
語

言
語
音
の
一
定
の

制
限

体
系
性
を
考

の
韻
文
か
ら
の
帰
納
だ
け
で
は
見

出
す
こ
と
が
難
し
い
区
別
を
探
し
出
す
こ
と
を
指

後
に
も
述

審
音
を
行
う
上
で
不

可
欠
の
資
料

に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
韻
図

審
音
は
今
音
学
及

び
等
韻
学
と
不
可
分
の
方
法

 

段
玉
裁
の
成
果
と
し
て
は
主

之
脂
支
の

の

の
否
定
の
三
点
が
挙

戴
震
は
審
音
の
観
点

之
脂
支
の
分
部
の
み
を
受
け
入

 

は
宋
代
の
韻
書

隋
代
の
陸
法
言

を
増
補
改
訂
し
た
も
の
で
あ

に
至

韻
の
数
の
増
加

は
あ
れ
ど
も

基
本
的
な
体
系
に
変
化

顧
炎
武

唐
人
の

す
と
い
う

意
味

を
著

は
実
質
的

の
体
系
を
指

に
頻
繁
に
言
及

今
音
を
代
表
す
る

韻
書

 

顧
炎
武

に
て

學
者

明
乎
其
所
以
變

而
後
三
百
五
篇
與
卦
爻
彖
象
之
文
可
讀

と
述

に
ま
ず
習
熟

今
音
と
古
音
と
の
違
い
を
把
握
す
る
こ
と
を
勧
め

 

顧
炎
武
の
目
指

三
百

古
音
を
指
摘

実
際
に
古
音

詩

を
読
む
こ
と
を
最
終
目
標
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
読
み
取

第
三
章
で
述

顧
炎
武
の
こ
の
姿
勢

後
の
音
韻
学
者
の
批
判
の
対
象

 

原
文
は

同
文
に
て
顧
炎
武

伝
承
過
程
の
違
い

一
字
に
複
数
の
音
が
伝

場
合

が
そ
れ
ら
を
全
て
記
録
し
て

古
音
の
考
証
に
役
立

高
く
評
価
す
る
一
方

科
挙
の
試
験
対
策
用

に
そ
れ
ら
を
削
り
捨

宋
以
降
の
韻
書
を
批
判

 

10

顧
炎
武

今
音
と
古
音
と
で
所
属
す
る
部
の
異
な
る
字
に
対
し
て
加
え
て
い
る
注
の
形
式

 

11

例
言

に

怪
許
叔
重
作
説
文

不
爲
鍾
鼎
科
斗
書

而
顧
祖
李
斯
以
亡

こ
の
譬

李
斯
が
陸
法
言
以
前
の
六
朝

の
音
韻
学
者
た
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応

譬
え
の
趣
旨

六
朝
の
音
韻
学
者

と
の
功
績
を
認

弁
護
す
る
こ
と
に
あ
る
の
は
明

 

12

江
永

に
当
た
る
分
部
を
行

顧
炎
武

古
音
十
部
を
十
三
部
に
拡
張

 
13

は

ま
た

例
言

に
も

余
既
爲
四
聲

と
あ

 

14

転
語
二
十
五
章
序

に

人
之
語
言
萬
變

而
聲
氣
之
變
有
自
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15

書
広
韻
目
録
後
一

に

音
之
流
變
有
古
今

而
聲
類
大
限
無

自
然
の

声
類
の

が
何
を
指
す
の
か
に
関
し
て

の
音
学―

そ
の
対
象
と
認
識―

に
詳

 

16

こ
れ
は
事
実
と
は
異

戴
震
の
誤
り
で
あ
る
と
考

現
在

隋
唐
時
代
の
音
に

古
音
と
同

江
韻
は
陽
唐
韻
よ
り
も
東
冬
鍾
韻
に
近

考

 

17

例
言

に

細
考
音
學
五
書

亦
多
滲
漏

蓋
過
信
古
人
韻
緩
不
煩
改
字
之

説

於
天
田
等
字

離
合
處
尚
有
未
精

此

亦
考
古
之
功
多

每
與
東
原
嘆
惜
之

 

18

の

一
二
月

 

19

か
ら
一
例
を
挙

中
古
微
母
と
喩
母
と
の
違
い
を
論
じ

官
音
方
音

呼
微
母
字

多
不
能
從
唇
縫
出
呼

微
如
惟
混
喩

呉
音
蘇
常
一
帶
呼
之
最
分
明

確
是
輕

唇

當
以
爲
法

や
方
言
音
で
の
微
母
字
の
発
音

多
く
が
唇
の
隙
間
か
ら
音
を

出
す
と
い
う
発
音
法

の
よ
う
に
読

喩
母
に
混
入

呉
方
言
の
蘇
州
や
常
州
の
一
帯
で
は
微
母
は
明
ら
か
に
区
別

確
か
に
軽
唇
音
で
読
ま
れ

従

述

呉
方
言
を
持
ち
出

微
母
の
元
来
の
発
音

法
を
示

こ
れ
と
同
様

官
話
と
方
言
音
と
を
比
較

方
言
音
を
元
来
の
発
音

法
で
あ
る
と
断
じ
て
い
る
例
は
他
に
も
あ
り

方
言
を
劣

官
話
と

同
等
に
扱

特
徴

こ
れ
は
江
永
が
生
涯
長
期
間
上
京
し
て
官
途
を
歩

ま
ず

地
方
に
お
い
て
生
活
し
て
い
た
こ
と
と
も
関
係
す
る
だ
ろ
う

 

20

江
永
の
西
学
へ
の
対
応
に
関

を

の
西
学
へ
の
対
応
に
関

戴
震
学
術
地
位

を

 

21

戴
震
の
こ
の
よ
う
な
学
問
観

与
是
仲
明
論
学

經
之
至
者

明
道
者

者

か
ら
窺

 

22

戴
震
の
こ
の
よ
う
な
態
度
を
端
的
に
表

の
著
作

で
あ
る

に
お
け
る
次
の
よ
う
な
記
述
が
挙
げ
ら
れ
る

西
洋
人
舊

法
襲
用
中
土
古
四
分
曆

其
新
法
則
襲
回
回
曆

會
望
策
又
襲
郭
守
敬

乃
妄
言
第
谷
・
巴
谷
測

定

西
洋
人
の

ユ
リ
ウ
ス

は
中
国
の
四
分
暦
を
受
け
継

グ

レ
ゴ
リ
オ

は
イ
ス
ラ
ム
天
文
暦
学
を
受
け
継
い
だ
も

朔
望
月
の
長
さ
は
郭
守
敬

を
受
け
継

や

が
測
定
し
た
と
妄
言

人
を
欺
い
て

い
る
だ
け
で
あ
る

 

23

こ
の
よ
う
な
戴
震
の
方
法

当
時

に
合

同
時
に
仏

教
伝
来
の
歴
史
的
事
実
を
無
視
し
て
い
る
と
し
て
批
判
も
受

紀
昀
の

与
余
存
吾
太

史
書

に
は

戴
震
が
紀
昀
に
よ
る
反
論

を
無
視

を
上
梓
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
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