
字
音
と
は
漢
字
の
音
讀
み
の
謂
ひ
な
り
。

い

六
世
紀
・
七
世
紀
に
散
發
的
に
本
朝
に
入
り
來
た
り
し
字
音
を
《
呉
音
》
と
稱
し
、
後
來
遣
唐
使
に
據
り
て
齎
さ
れ

こ
う
ら
い

た
る
體
系
的
な
る
字
音
を
《
漢
音
》
と
言
ふ
。

《
呉
音
》
は
佛
教
と
共
に
傳
來
し
た
り
し
か
ば
、
佛
教
用
語
は
《
呉
音
》
を
用
ゐ
る
の
段
多
し
。
「
久
遠
」
を
「
く
を

ん
」
と
讀
む
は
そ
の
一
例
に
て
、
「
久
」
は
「
く
」
が
呉
音
、
「
き
う
」
が
漢
音
。
「
遠
」
は
「
を
ん
」
が
呉
音
、
「
ゑ
ん
」

が
漢
音
な
り
。
「
權
（
ご
ん
）」、
「
吉
（
き
ち
）」、
「
繪
（
ゑ
）」、
「
外
（
げ
）」、
「
正
（
し
や
う
）」
「
京
（
き
や
う
）」
「
男

（
な
ん
）」
な
ど
、
み
な
《
呉
音
》。
た
だ
し
、《
呉
音
》
を
持
つ
漢
字
は
さ
ほ
ど
多
き
に
は
あ
ら
ず
、
大
半
の
漢
字
は
《
漢

音
》
を
有
す
る
の
み
。
あ
る
い
は
漢
音
と
呉
音
と
同
じ
讀
み
な
り
。

當
初
は
呉
音
の
方
優
勢
な
れ
ど
も
、
平
安
初
期
に
「
漢
字
の
讀
み
は
能
ふ
か
ぎ
り
漢
音
を
用
ゐ
る
べ
し
」
と
の
布
令

出
で
て
、
朝
廷
に
て
も
呉
音
を
認
め
ず
な
り
ぬ
れ
ば
、
つ
ひ
に
呉
音
は
わ
づ
か
に
佛
教
用
語
と
し
て
殘
り
、
漢
音
い
は
ば

「
公
用
語
」
と
し
て
世
を
席
捲
す
る
に
至
る
。

呉
音
も
漢
音
も
同
じ
唐
土
な
れ
ど
、
時
代
・
地
域
の
若
干
隔
た
り
た
る
の
憾
み
あ
り
。
《
漢
音
》
は
隋
唐
の
長
安
・

洛
陽
の
發
音
に
準
據
す
れ
ど
も
、
《
呉
音
》
は
南
方
音
の
百
濟
を
經
由
し
て
到
來
し
た
り
と
察
せ
ら
る
。

本
朝
に
漢
字
を
齎

も
た
らし
た
る
砌
の
長
安
・
洛
陽
に
て
の
發
音
を
「
隋
唐
音
」
も
し
く
は
「
中
古
音
」
と
言
ふ
。
而
し
て
、

み
ぎ
り

《
呉
音
》
は
長
安
洛
陽
の
音
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、《
漢
音
》
と
と
も
に
そ
の
唐
土
に
て
も
發
音
を
「
隋
唐
音
」
と
呼
稱
す
る

が
常
な
り
。
君
、
吃
驚
す
る
な
か
れ
、
今
に
し
て
、
當
時
の
唐
土
に
て
の
發
音
に
遡
及
す
る
を
得
ん
と
は
。
し
か
も
、
推

き
つ
き
や
う

定
音
に
あ
ら
ず
、
正
確
な
る
音
を
再
現
す
る
を
得
る
な
り
。
唐
土
に
「
反
切
（
法
）」
な
る
發
音
表
記
の
傳
統
あ
り
。
而

し
て
、
こ
の
音
を
現
代
の
ピ
ン
イ
ン
に
合
は
せ
て
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
す
る
慣
行
も
確
立
せ
ら
れ
て
あ
り
。
た
だ
し
、

日
本
語
の
ラ
行
音
に
相
當
す
る
子
音
は
現
代
中
國
語
に
て
はl

（
エ
ル
）
な
る
に
、
隋
唐
音
に
て
はr

（
ア
ー
ル
）
に
て
表

記
す
。
怕
る
ら
く
は
音
價
に
若
干
の
相
違
あ
る
に
由
り
て
な
ら
ん
。

お
そ

半
切
の
一
例
を
擧
ぐ
れ
ば
、
「
唐
徒
郎
切
」
と
記
す
。
「『
唐
』
は
『
徒
』
と
『
郎
』
の
『
切
』
な
り
」
と
の
義
な
り
。

「
切
」
は
本
「
反
」
に
し
て
、
「
唐
徒
郎
反
」
と
書
き
た
れ
ど
、
「
反
」
の
「
叛
」
に
通
ず
る
を
忌
み
て
「
切
」
と
改
め
た

も
と

り
。
そ
も
そ
も
「
反
」
は
「
翻
」
に
し
て
、「
言
ひ
換
へ
」
の
意
こ
こ
ろな
り
。
唐
を
言
ひ
換
ふ
れ
ば
、「
徒
」
と
「
郎
」
の
合
な
が
ふ

り
と
言
は
ん
と
欲
し
た
る
ら
ん
。

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
に
て
隋
唐
音
を
表
は
せ
ば
、
「
唐(tang)

」
「
徒(to)

」
「
郎(rang)

」
な
り
。
「
唐
」
は
「
徒
」

の
子
音t

と
「
郎
」
の
母
音ang

を
合
は
せ
た
るtang

の
音
な
り
と
の
由
。

特
に
隋
唐
時
代
に
は
、
主
た
る
漢
字
は
反
切
に
よ
る
音
の
記
録
の
殘
り
た
れ
ば
、
今
な
ほ
容
易
に
そ
の
音
を
再
現
し

て
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
に
て
表
記
す
る
を
得
。

こ
の
音
を
本
朝
の
人
聞
き
て
、
假
名
を
以
て
表
記
し
た
る
が
「
字
音
」
な
り
。

「
卒
」
の
隋
唐
音
はsot

な
り
。
こ
れ
を
字
音
に
て
、
「
そ
つ
」
と
受
け
た
る
は
至
極
理
に
合
ひ
て
あ
り
。
「
白
」
は

か
な

pak

な
り
。
こ
れ
を
本
朝
の
人
は
「
パ
ク
」
と
聞
き
て
、「
は
く
」
な
る
字
音
に
て
表
し
た
り
。
奈
良
末
期
に
到
る
ま
で
は
、

日
本
語
の
ハ
行
子
音
はh

に
もf

に
も
あ
ら
でp

な
り
し
か
ば
な
り
。

日
本
語
の
音
節
はn

を
例
外
と
す
れ
ば
、
こ
と
ご
と
く
母
音
に
て
終
は
る
。
然

則
、sot,pak

の
如
く
、
子
音
に

し
か
ら
ば
す
な
は
ち

一

字
音
と
い
ふ
も
の

高
田

友

た
か
だ

い
う



て
終
は
る
音
を
發
音
す
る
を
得
ず
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
尤
も
弱
き
子
音u

を
附
し
て
、sotu

、paku

と
受
け
取
り
た
る
な

り
。

「
唐
」
の
隋
唐
音tang

のang

も
本
朝
の
人
に
は
倣
ぶ
こ
と
難
か
り
き
。
耳
慣
れ
ぬ
我
ら
が
先
祖
に
は
、ang

はau

ま
ね

と
聞
え
た
り
。
於
是
乎
、
「
唐
」
のtang

な
る
はtau

と
聞
え
、
こ
れ
を
「
た
う
」
と
は
表
記
し
た
り
き
。
時
と
と
も
に
、

こ
こ
に
お
い
て
か

日
本
語
の
發
音
頽
廢
し
、au

はoː

（o

の
長
母
音
）
と
化
す
。
こ
れ
に
よ
り
て
、「
た
う
」
は
「
と
う
」
と
な
り
て
、
如
今

じ
よ
こ
ん

の
亡
國
現
代
假
名
遣
に
到
る
。
已

哉
。

や
ん
ぬ
る
か
な

用
語
の
命
名
法
に
統
一
性
な
く
、
混
亂
を
生
ず
る
の
怨
み
あ
れ
ど
、
隋
唐
音
に
《
漢
音
》
と
《
呉
音
》
あ
り
。
隋
唐

音
の
中
の
、
地
域
・
時
代
に
よ
り
て
若
干
の
搖
れ
あ
り
し
を
《
漢
音
》
《
呉
音
》
と
は
名
付
け
た
る
な
り
。

「
法
」
の
隋
唐
音
は
《
漢
音
》
に
て
はpap

、《
呉
音
》
に
て
はpop

な
り
き
。
こ
れ
を
し
も
、
本
朝
に
て
は
「
は
ふ
」

「
ほ
ふ
」
と
受
け
た
り
。
本
朝
に
て
の
發
音
は
「
は
ふ
」
はpapu

⇒
fafu

⇒
fau

⇒
hau

⇒
hoː

と
轉
じ
て
「
ほ
う
」
と

表
記
せ
ら
る
る
に
至
る
。
「
ほ
ふ
」
はpopu

⇒
fofu

⇒
fou

⇒
hou

⇒
hoː

と
變
り
、
畢
竟
、
「
は
ふ
」
と
同
じ
く
「
ほ

う
」
と
こ
そ
は
墮
し
た
り
け
れ
。

然
れ
ど
も
、
そ
の
發
音
の
差
異
の
痕
跡
は
樣
々
な
る
漢
語
に
殘
滓
を
留
む
。
「
ほ
ふ
」
は
《
呉
音
》
な
れ
ば
、
佛
教

用
語
に
多
し
。
試
み
に
「
法
親
王
（
ホ
ッ
シ
ン
ノ
ウ
）」
と
「
法
度
（
ハ
ッ
ト
）」
と
を
比
較
せ
ん
。
「
法
親
王
」
は
佛
教

用
語
な
れ
ば
、
「
ほ
ふ
」
の
轉
じ
て
「
ホ
ッ
」
と
な
れ
ど
、
「
法
度
」
は
さ
に
あ
ら
ね
ば
、
「
は
ふ
」
の
轉
じ
て
「
ハ
ッ
」

と
な
り
て
令
和
の
世
に
及
べ
り
。

さ
て
、
「
三
位
一
體
」
は
「
さ
ん
み
い
っ
た
い
」
と
讀
む
。
何
故
に
「
位
」
の
「
み
」
に
な
り
た
り
や
、
篤
と
思
案

せ
ら
れ
た
し
。
「
三
」
は
現
代
中
國
語
の
ピ
ン
イ
ン
に
はsan

な
れ
ど
、
隋
唐
音
に
て
はsam
な
り
き
。
こ
れ
に
よ
り
て
、

奈
良
・
平
安
の
人
々
は
「
さ
む
」
と
表
記
し
、
眞
にsam

と
ぞ
發
音
せ
る
。
豈
圖
ら
ん
や
、
日
本
人
はn
の
外
に
、m

も

あ
に

ま
た
子
音
の
み
に
て
發
音
す
る
を
得
た
り
き
。
平
安
初
期
に
到
る
ま
で
、「
ん
」
に
はn

とm

と
の
雙
方
の
存
し
た
る
な

り
。

「
三
」
のsam

な
る
に
よ
り
て
、
「
位
」
のi

、
前
のm

と
合
し
て
、m

i

の
音
を
作
り
た
る
な
り
。
こ
れ
を
連
聲
と

れ
ん
じ
や
う

言
ふ
。
た
だ
、
「
位
」
の
隋
唐
音
はui(w

i)

。
間
にw

を
挾
み
た
る
が
ゆ
ゑ
に
連
聲
を
起
す
は
難
か
る
べ
し
と
思
へ
ど
、

あ
る
い
は
、
後
世
に
「
位
」
のw

i

よ
りi

に
變
り
て
の
後
に
、
連
聲
を
起
し
た
る
に
あ
ら
ず
や
。

「
銀
杏
」
を
考
察
せ
ん
。
「
銀
」
は
「
ぎ
ん
」。
「
杏
」
は
漢
音
「
こ
う
」、
呉
音
「
ぎ
や
う
」、
慣
用
音
「
き
や
う
」、

さ
ら
に
後
世
に
入
り
來
た
る
「
あ
ん
」
な
る
《
唐
音
》
あ
り
。
「
い
ち
や
う
」
の
木
を
指
す
に
は
慣
用
音
を
用
ゐ
て
、「
ぎ

ん
き
や
う
」
と
呼
べ
る
あ
り
。
然
れ
ど
も
、
「
い
ち
や
う
」
の
實
の
義
な
る
時
に
は
、
唐
音
に
て
「
ぎ
ん
あ
ん
」。gin-an

み

な
れ
ど
、
連
聲
に
據
り
てn

とa

の
合
し
てna

の
音
生
じ
、
「
ぎ
ん
な
ん
」
と
こ
そ
は
化
し
た
り
け
れ
。

ま
た
、
通
常
の
字
音
に
て
は
、
「
水
」
「
追
」
「
唯
」
は
「
す
ゐ
」
「
つ
ゐ
」
「
ゆ
ゐ
」
と
表
記
す
れ
ど
も
、
平
安
初
期

に
は
、
「
す
い
」
「
つ
い
」
「
ゆ
い
」
な
り
き
。
「
水
」
は
日
本
語
の
發
音
を
ロ
ー
マ
字
に
て
表
記
致
さ
ばsui

。u

はw

に

近
き
が
ゆ
ゑ
に
、ui

を
「
ゐ
」
と
受
け
取
り
て
、
「
す
ゐ
」
な
る
字
音
の
確
立
せ
ら
れ
た
り
。
然
れ
ど
も
、
こ
れ
が
隋
唐

音
はsoi

な
り
。
そ
も
そ
もw

i

な
る
音
の
存
せ
ざ
れ
ば
、「
ゐ
」に
あ
ら
で
「
い
」を
用
ゐ
る
べ
し
。
さ
は
さ
り
な
が
ら
、「
そ

い
」
と
し
て
は
、
邦
人
の
發
音
と
の
乖
離
甚
だ
し
き
を
以
て
、
「
す
い
」
と
書
く
に
至
る
。
平
安
初
期
に
は
「
す
ゐ
」
に

あ
ら
ず
。
「
す
い
」
な
り
き
。

二



此
の
如
く
、
字
音
假
名
遣
に
二
つ
の
系
統
あ
り
。
一
は
、
戰
前
に
流
布
せ
し
、
い
は
ゆ
る
歴
史
的
假
名
遣
（
舊
假
名

か
く

遣
）
に
し
て
、
江
戸
時
代
に
本
居
宣
長
の
研
究
に
よ
り
て
、
確
定
せ
ら
る
。

今
一
つ
は
、
右
に
述
べ
た
る
「
隋
唐
音
に
忠
實
な
る
字
音
」
な
り
。

「
隋
唐
音
に
忠
實
な
る
字
音
」
は
戰
後
俄
か
に
研
究
の
進
み
た
る
が
ゆ
ゑ
に
、
未
だ
此
の
二
つ
の
字
音
を
特
定
す
る

便
宜
な
る
名
稱
の
存
在
せ
ず
。
茲
に
そ
れ
が
し
の
提
案
す
る
に
、
戰
前
用
ゐ
ら
れ
た
る
方
を
「
宣
長
假
名
遣
」、
隋
唐
音

こ
こ

に
忠
實
な
る
を
「
隋
唐
音
假
名
遣
」
と
す
る
は
如
何
な
り
や
。
假
名
に
て
表
記
す
る
「
隋
唐
音
假
名
遣
」
（
本
朝
に
て
の

音
）
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
の
「
隋
唐
音
」
（
唐
土
に
て
の
音
）
の
混
同
を
避
け
ん
と
欲
す
れ
ば
、
後
者
を
「
隋
唐
音

ピ
ン
イ
ン
」
と
名
付
く
る
も
可
な
り
。

歴
史
的
假
名
遣
の
復
活
を
唱
へ
た
り
と
も
、
大
方
は
百
年
河
清
を
俟
つ
が
如
し
と

た
い
は
う

嗤
詆
せ
ら
る
べ
し
。

し
し
や
う

あ
あ
、
澆
季
な
る
か
な
。
我
が
文
化
の
根
幹
た
る
國
語
の
大
事
な
り
。
現
代
假
名
遣
は
發
音
記
号
の

ぎ
や
う
き

類
に
し
て
假

た
ぐ
ひ

名
遣
と
呼
ぶ
に
足
ら
ず
。
早
晩
こ
れ
を
廢
止
し
て
覆
水
を
盆
に
戻
す
の
大
志
を
全
う
す
べ
し
。
そ
の
日
に
備
へ
て
、
「
宣

長
字
音
」
と
「
隋
唐
音
字
音
」
と
、
い
づ
れ
を
是
と
せ
ん
や
を
決
す
る
は
格
別
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
原
理
を
學
ば
ず
し

ぜ

て
、
何
條
縁
由
儚
き
異
國
の

な
ん
で
ふ
え
ん
い
う
は
か
な
と
つ
く
に

言
語
に
沈
淪
せ
ん
と
は
す
る
。

げ
ん
ぎ
よ

（
令
和
元
年
十
一
月
十
五
日
受
附
）

三


