
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『杜詩諺解』の構造とそこに見える解釈の位相 其一 ( 成澤 勝 )            Masaru NARISAWA 

 



一
、
は
じ
め
に 

 

こ
れ
ま
で
も
っ
ぱ
ら
朝
鮮
に
お
け
る
審
美
の
世
界
を
解
き
ほ
ぐ
す
作
業
に
当

た
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
情
感
抒
情
の
方
面
に
限
ら
ず
、
精
神
風
土
や
思
惟
・
思

弁
の
様
相
ま
で
含
め
た
文
化
や
そ
の
環
境
全
般
と
い
え
よ
う
。
そ
う
し
た
も
の

が
歴
史
的
に
強
く
ま
た
濃
厚
に
漢
土
か
ら
の
巨
濤
に
晒
さ
れ
て
き
た
中
で
、
特

に
朝
鮮
の
審
美
の
様
相
を
探
ろ
う
と
す
れ
ば
、
当
然
そ
う
し
た
漢
土
的
要
素
を

丁
寧
に
剥
ぎ
取
り
、
朝
鮮
的
要
素
を
紡
ぎ
出
し
て
い
く
作
業
を
避
け
る
こ
と
は

で
き
な
い
。 

そ
れ
は
、
朝
鮮
に
お
け
る
杜
甫
の
詩
の
理
解
・
解
釈
に
お
い
て
も
同
様
で
あ

る
。
筆
者
は
す
で
に
朝
鮮
に
お
け
る
杜
詩
解
釈
を
検
証
す
る
う
え
で
格
好
の
資

料
と
な
る
、
朝
鮮
中
期
語
で
解
釈
・
注
釈
（
す
な
わ
ち
諺
解
）
さ
れ
た
『
分
類
杜

工
部
詩
』
二
十
五
巻
（
以
下
、『
杜
詩
諺
解
』
と
い
う
）
の
テ
キ
ス
ト
の
系
統
に

つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
り(

１)

、
そ
の
場
（
以
下
、
前
稿
と
い
う
）
で
同
書
の
概

略
に
つ
い
て
は
紹
介
し
て
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
改
め
て
論
説
す
る
こ
と
は
避

け
、
小
稿
の
論
旨
に
必
要
な
最
小
限
を
ま
ず
提
示
す
る
。 

杜
甫
の
詩
一
四
六
七
篇
が
本
件
『
杜
詩
諺
解
』
と
し
て
一
四
八
一
年
に
柳
允

謙
ら
成
宗
朝
の
弘
文
館
臣
寮
た
ち
を
中
心
に
編
纂
事
業
が
始
ま
り(

２)

、
刊
行
は
そ

の
八
年
後
頃
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
編
纂
、
注
解
、
諺
訳
等
の
詳
細
な
分
担
に
つ

い
て
は
判
っ
て
い
な
い
。
詩
本
文
の
テ
キ
ス
ト
祖
本
と
し
て
は
世
宗
の
三
男
安

平
大
君
や
辛
碩
祖
ら
に
よ
る
『
纂
注
分
類
杜
詩
』（
以
下
『
纂
注
』
と
略
称
し
再

度
後
述
す
る
）で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
沈
慶
昊
博
士
に
よ
っ
て
明
さ
れ
て
い
る(

３)

。

お
そ
ら
く
こ
れ
の
テ
キ
ス
ト
纂
定
を
待
ち
な
が
ら
、
編
纂
は
進
め
ら
れ
た
で
あ

ろ
う
。
い
ず
れ
の
刊
行
も
王
朝
挙
げ
て
の
一
大
事
業
で
あ
っ
た
。
一
六
三
二
年

に
木
版
で
出
さ
れ
た
重
刊
本
が
こ
の
全
容
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

乙
亥
銅
活
字
で
印
行
さ
れ
た
初
刊
本
は
散
逸
し
て
い
る
巻
も
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、
重
刊
本
に
比
し
て
言
語
的
に
よ
り
整
備
さ
れ
て
い
た
中
期
語
に
よ
っ
て

編
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
小
稿
で
は
あ
く
ま
で
も
こ
の
初
刊
本
に
よ
る
。 

『
杜
詩
諺
解
』
の
構
造
と
そ
こ
に
見
え
る
解
釈
の
位
相 

其
一 
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一
六
三
二
年
に
木
版
版
と
し
て
再
刊
さ
れ
て
い
る
が
、
中
期
語
の
規
則
性
か

ら
の
逸
脱
等
、
使
用
言
語
（
近
世
語
）
上
解
釈
を
進
め
て
い
く
上
で
の
不
安
定

性
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
中
期
語
に
よ
る
注
釈
、
諺
訳
に
拠
ら
ざ
る
を
え
ず
、
残

存
巻
の
数
量
的
な
制
約
は
あ
る
も
の
の
小
稿
で
は
あ
く
ま
で
も
初
刊
本
に
よ
っ

た
微
視
的
に
し
て
精
細
な
検
証
を
進
め
る
。「
微
視
的
」
と
い
う
の
は
、
い
ず

れ
の
詩
篇
に
あ
っ
て
も
漢
字
で
構
成
さ
れ
て
い
る
詩
語
の
各
字
句
が
い
ず
れ
も

個
々
の
諺
解
部
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
解
明
す
る
こ
と
で
あ

る
。
杜
詩
本
文
テ
キ
ス
ト
を
構
成
す
る
漢
語
は
孤
立
語
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か

し
そ
こ
に
は
微
細
に
し
て
精
細
な
情
緒
や
感
傷
、
思
惑
、
思
弁
が
織
り
込
ま
れ

て
い
る
は
ず
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
を
そ
の
あ
る
が
ま
ま
を
表
現

す
る
に
は
孤
立
語
と
し
て
の
宿
命
的
限
界
が
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
宋
代
以

後
多
く
の
解
、
釈
、
注
、
評
類
が
出
さ
れ
た
。
つ
ま
り
「
享
受
者
の
解
釈
の
余

地
」
が
残
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
語
と
同
様
に
膠
着
語

に
分
類
さ
れ
る
朝
鮮
語
、
し
か
も
と
り
わ
け
そ
の
中
期
語
に
あ
っ
て
は
屈
折
性

も
有
し
、
表
現
の
精
彩
さ
は
漢
語
の
比
で
は
な
い
。
例
え
ば
詠
嘆
・
意
志
表

現
、
尊
卑
待
遇
表
現
、
使
役
・
被
役
表
現
、
接
続
条
件
表
現
、
形
態
形
状
濃
淡

度
表
現
等
々
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
期
朝
鮮
語
に
拠
る
解
訳
作
業
に
よ
る
と

す
れ
ば
、
解
釈
・
訳
出
者
の
漢
語
原
文
に
対
す
る
独
自
の
解
釈
も
如
実
に
現
れ

出
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
当
然
そ
こ
に
は
朝
鮮
的
特
性
が
現
れ
出
る

の
も
自
明
で
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
小
稿
で
は
筆
者
の
恣
意
的
な
要
点
の
抉
摘
に
た
よ
っ
て
『
杜
詩
諺

解
』
か
ら
朝
鮮
的
理
解
・
解
釈
を
拾
い
取
り
、
議
論
す
る
こ
と
な
ど
は
許
さ
れ

ず
、
む
し
ろ
『
杜
詩
諺
解
』
全
体
を
提
示
し
て
そ
の
中
か
ら
同
等
に
問
題
点
を
先

学
諸
賢
た
ち
と
共
有
し
、
そ
こ
を
考
察
・
検
討
し
て
い
く
作
業
が
当
為
的
に
求

め
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
各
詩
篇
の
全
体
を
示
し
、
そ
こ
に
現
れ
た
す
べ
て
の

諺
解
文
を
分
析
的
に
詳
細
な
検
証
を
行
う
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
そ
の
過
程
で
必
然
的
に
要
求
さ
れ
て
く
る
最
重
要
条
件
が
、
先
述
の
精

細
性
に
加
え
、
訳
出
の
正
確
さ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
諺
解
者
た
ち
の
思
念
が
忠
実

に
反
映
さ
れ
た
邦
訳
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
を

担
保
す
る
た
め
に
、
以
下
の
よ
う
な
構
成
を
試
み
る
。 

 

二
、
小
稿
の
構
成 

 

す
な
わ
ち
、
小
稿
で
は
ま
ず
『
杜
詩
諺
解
』
の
詩
篇
に
現
れ
た
①
詩
本
文
②
諺

訳
部
分
③
原
注
の
そ
の
ま
ま
を
太
字
体
で
記
し
置
く
。
次
い
で
④
諺
訳
部
分
の

筆
者
に
よ
る
邦
訳
を
文
語
文
で
示
す
。
文
語
文
で
示
す
の
は
諺
訳
自
体
が
詩
文

調
で
あ
る
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
口
語
文
に
比
し
て
文
語
文
は
簡
略
で
あ

り
つ
つ
も
、
特
に
訓
読
書
き
下
し
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
馴
れ
て
い
る

こ
と
、
更
に
表
記
言
語
と
し
て
一
定
の
整
理
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
論
理
的

記
述
に
適
し
て
い
る
こ
と
等
か
ら
で
あ
る
。
次
い
で
、
解
釈
上
の
特
筆
す
べ
き

事
項
が
あ
れ
ば
⑤
備
考
欄
を
設
け
、
あ
る
い
は
「
ア
ス
タ
リ
ス
ク(

＊)

印
」
を

付
し
て
論
述
す
る
。
特
に
朝
鮮
独
自
独
特
な
理
解
あ
る
い
は
詩
本
文
に
は
明
示

が
な
い
解
釈
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
部
分
に
は
⑥
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
付
し
た
。

次
い
で
、
邦
訳
を
し
か
ら
し
め
た
根
拠
を
精
細
に
提
示
す
べ
く
諺
解
文
に
お
け

る
全
「
詞
」「
辞
」「
語
尾
」
類
の
「
音
（
音
韻
）」
と
そ
れ
ら
の
概
念
を
逐
語
・

逐
辞
的
に
解
く
べ
く
⑦
詞
辞
音
義
欄
を
設
け
邦
訳
の
正
確
性
を
担
保
し
た
。 

〖
呼
称
〗
い
ま
仮
に
諺
解
文
字
と
称
し
た
が
、
朝
鮮
語
の
文
字
を
現
代
韓
国

で
は
ハ
ン
グ
ル
と
称
す
る
。
こ
れ
は
中
世
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
呼
称
で
あ
り
、

当
時
の
呼
称
と
し
て
は
「
諺
文
」
で
あ
っ
て
、
日
本
で
も
通
用
し
て
き
た
が
、
こ
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れ
を
韓
国
で
は
忌
避
し
、
ま
た
同
呼
称
が
「
漢
文
」
の
称
に
対
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
筆
者
も
適
語
と
は
思
わ
な
い
。『
杜
詩
諺
解
』
が
作
ら
れ
る
四
〇
年

ほ
ど
前
、「
訓
民
正
音
」
と
し
て
こ
の
民
族
語
の
表
音
文
字
が
制
定
さ
れ
た
。
し

か
し
文
字
名
と
し
て
は
概
念
が
や
や
広
す
ぎ
る
。
し
た
が
っ
て
、
筆
者
は
敢
え

て
こ
れ
を
「
正
音
字
」（
時
に
「
諺
字
」）
と
呼
称
す
る
。 

〖
音
表
示
〗
正
音
字
の
「
音
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
福
井
玲
博
士
に
よ
る
ロ

ー
マ
ナ
イ
ズ
表
が
あ
る
が
、
ア
ス
キ
ー
記
号
と
重
な
る
部
分
が
多
く
、
現
今
の

電
算
技
術
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
技
術
の
進
ん
だ
社
会
シ
ス
テ
ム
に
あ
っ
て
は
、
当

該
文
章
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
上
の
処
理
に
お
い
て
、
筆
記
者
た
ち
の
意
図
せ
ざ

る
と
こ
ろ
で
不
測
の
電
算
処
理
干
渉
の
危
険
性
が
あ
る
こ
と
。
さ
ら
に
ま
た
同

氏
式
は
正
音
字
を
含
む
漢
文
解
読
補
助
記
号
の
全
体
を
普
遍
的
に
カ
バ
ー
し
て

お
り
、『
杜
詩
諺
解
』
程
度
の
狭
い
枠
を
は
る
か
に
凌
駕
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

本
件
『
杜
詩
諺
解
』
の
欧
字
変
換
で
は
福
井
式
を
避
け
、『
杜
詩
諺
解
』
に
特
化

し
た
、
基
本
ラ
テ
ン
字
と
Ｉ
Ｐ
Ａ
拡
張
文
字
に
頼
る
。
対
応
表
が
あ
る
が
、
紙
面

数
制
限
上
、
今
は
載
せ
な
い
。 

〖
用
字
〗
漢
字
は
そ
の
多
く
が
異
体
字
を
有
し
、
現
下
の
出
版
物
は
そ
れ
ら

な
り
の
方
針
を
以
て
印
行
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
朝
鮮
の
場
合
、

数
あ
る
異
体
字
の
な
か
で
い
ず
れ
を
用
い
る
か
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
場
合
が

あ
る
。
ま
だ
こ
の
問
題
に
関
わ
る
研
究
す
ら
現
れ
て
い
な
い
が
、
重
大
な
課
題

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
一
定
の
格
式
を
具
え
た
文
章
（
た
と
え
ば
正
史
『
實
錄
』

な
ど
）
で
は
、
李
氏
に
よ
る
朝
鮮
王
朝
下
で
は
、
そ
の
独
立
（
一
八
九
七
年
）
ま

で
は
事
大
字
使
用
に
忠
実
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
出
版
物
印
行
に
際
し
て
全

て
略
字
体
に
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
全
て
康
煕
字
典
体
に
す
る
と
い
っ
た
方
針

は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
ら
ず
、
原
典
籍
に
従
っ
た
用
字
が
求
め
ら
れ
る
。 

三
、
先
行
研
究
に
つ
い
て 

 

韓
国
に
お
い
て
は
中
期
語
研
究
の
側
面
、
あ
る
い
は
高
麗
李
朝
で
の
杜
詩
テ

キ
ス
ト
刊
行
研
究
、
杜
詩
そ
の
も
の
の
研
究
と
の
関
り
で
『
杜
詩
諺
解
』
研
究
業

績
は
多
く
出
さ
れ
て
い
る
が
、
杜
詩
理
解
に
お
け
る
朝
鮮
的
特
徴
の
検
証
に
取

り
組
ん
だ
研
究
は
未
だ
見
な
い
。
そ
れ
は
何
よ
り
も
漢
土
で
の
杜
詩
解
釈
の
様

相
を
正
確
に
把
握
し
て
お
か
な
い
と
可
能
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り

『
杜
詩
諺
解
』
に
連
な
る
漢
土
で
の
杜
詩
解
釈
研
究
が
ま
っ
た
く
着
手
さ
れ
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
漢
土
で
の
解
釈
の
歴
史
を
一
切
視
野
に
入
れ
ず
に
杜
詩

解
釈
を
試
み
て
い
る
中
で
、
そ
の
歪
さ
ゆ
え
に
看
過
し
え
な
い
著
述
が
あ
り
、

小
稿
最
終
部
「
む
す
び
に
」
に
お
い
て
指
摘
し
、
小
稿
其
一
の
範
囲
内
で
見
え
て

き
た
特
徴
と
し
て
ま
と
め
る
。 

 

四
、
先
行
諸
注
解
類 

 

『
杜
詩
諺
解
』
の
テ
キ
ス
ト
が
『
纂
注
』（
す
な
わ
ち
前
述
の
『
纂
注
分
類
杜

詩
』）
の
系
統
に
あ
る
旨
は
前
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
四
代
王
世
宗
は
一
四
四

三
年
に
集
賢
殿
に
対
し
て
杜
詩
の
諸
家
注
釈
の
収
集
を
命
じ(

４)

、『
纂
注
』
は
そ
の

集
大
成
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
完
成
が
い
つ
で
あ
っ
た
か
は
未
詳

で
あ
る
が
、
現
存
最
古
版
は
一
四
八
五
年
の
甲
辰
銅
活
字
版
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
編
纂
に
当
た
っ
て
、
集
賢
殿
内
部
で
註
・
釈
・
解
類
の
処
理
に
当
た
っ
た
担

当
者
た
ち
が
、
処
理
す
る
う
え
で
如
何
な
る
検
討
を
行
っ
て
い
っ
た
か
に
つ
い

て
は
知
る
由
も
な
い
。
た
だ
現
に
伝
わ
る
『
纂
注
』
に
見
え
る
漢
土
の
多
数
の
注

解
者
に
つ
い
て
は
知
り
う
る
し
、
し
た
が
っ
て
『
纂
注
』
が
拠
っ
た
注
解
の
テ
キ

ス
ト
も
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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『
杜
詩
諺
解
』
で
は
現
れ
て
こ
な
い
も
の
の
、『
纂
注
』
の
注
解
処
理
過
程
が

『
杜
詩
諺
解
』
解
釈
に
も
反
映
し
て
い
る
可
能
性
は
想
定
で
き
る
。
よ
っ
て
ま

ず
は
『
纂
注
』
の
割
注
に
「
某
曰
」
で
現
れ
る
注
解
者
を
網
羅
的
に
拾
い
上
げ
、

名
／
字
／
号
を
区
別
せ
ず
通
用
に
従
っ
て
羅
列
（
杜
詩
に
対
す
る
言
及
以
外
は

入
れ
ず
）
し
、
以
て
『
杜
詩
諺
解
』
で
の
杜
詩
解
釈
系
統
の
想
定
に
供
す
る
。 

す
な
わ
ち
『
纂
注
』
は
杜
甫
（
公
自
註
）、
王
洙
、
王
十
朋
、
郭
知
達
、
王
安

石
、
蘇
東
坡
、
黄
山
谷
、
范
温
、
范
仲
淹
、
趙
次
公
、
朱
子
、
蔡
夢
弼
、
歐
陽
脩
、

徐
居
仁
、
黄
希
、
黄
鶴
、
潘
大
臨
、
潘
大
觀
、
杜
修
可
、
杜
田
、
師
尹
、
余
葵
、

張
炎
、
魯
訔
、
晁
叔
用
、
師
古
、
徐
俯
、
洪
蒭
、
程
演
、
卞
圜
、
孫
季
昭
、
王
彦

輔
、
蔡
伯
世
、
馬
子
才
、
杜
定
功
、
鄭
文
宝
、
曾
噩
、
胡
仔
、
劉
履
、
饒
節
、
晏

殊
、
呂
大
防
、
杜
定
功
、
鮑(

包)

文
虎
、
薛
蒼
舒
、
李
覯
、
薛
夢
符
、
梅
堯
臣
、

王
深
父
、
王
琪
、
楊
符
、
馬
存
、
蔡
天
啓
、
謝
無
逸(

已)

、
唐
子
西
、
王
禹
偁
、

孟
康
、
何
覬
、
沈
括
、
王
立
之
、
石
敏
若
、
韓
駒
、
夏
倪
、
范
梈
ら(

注
者
名
中

「
存
曰
」
は
誤
字
、「
胡
仔
曰
」
が
正
し
い)

を
い
う
。
ま
ず
は
彼
ら
の
注
解
を
収

め
る
先
行
杜
詩
集
を
点
検
す
る
こ
と
に
依
り
、『
杜
詩
諺
解
』
に
連
な
る
注
解
の

系
統
を
押
さ
え
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
朝
鮮
独
自
独
特
の
杜
詩
理
解
の
把
握

は
そ
の
上
で
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
彼
ら
の
注
解
類
を
収
め
る
杜
詩
集
は
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。 

①
九
家
集
注
杜
詩
三
十
六
巻 

 
 
 
 
 

『
九
家
』
と
略
称
す
る 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②
集
千
家
註
杜
工
部
詩
集
二
十
巻 

 
 
 

『
集
家
」
と
略
称
す
る 

 
 
 

③
黄
氏
補
注
杜
詩
三
十
六
巻 

 
 
 
 
 

『
黄
補
』
と
略
称
す
る 

④
新
定
杜
工
部
古
詩
近
体
詩
先
後
并
解 

 

『
次
公
』
と
略
称
す
る 

⑤
杜
工
部
草
堂
詩
箋
四
十
巻 

 
 
 
 
 

『
草
堂
』
と
略
称
す
る 

⑥
集
千
家
註
分
類
杜
工
部
詩
二
十
五
巻 

 

『
分
類
』
と
略
称
す
る 

⑦
集
千
家
註
批
点
杜
工
部
詩
集
二
十
巻 

 

『
批
点
』
と
略
称
す
る 

①
～
③
は
『
四
庫
全
書
』
版
、
④
は
『
杜
詩
趙
次
公
先
後
解
輯
校
』（
上
海
戸
籍

出
版
社
）、
⑤
は
北
京
大
学
図
書
館
蔵
密
陽
府
刊
『
草
堂
詩
箋
』(

天
理
図
書
館

所
蔵
本
も
同
版)

、
⑥
は
内
閣
文
庫
版
、
⑦
は
京
都
大
学
所
蔵
版
及
び
米
沢
図
書

館
所
蔵
版
を
、
そ
れ
ぞ
れ
見
た
。
な
お
①
の
所
注
は
字
句
の
若
干
の
異
同
が
あ

っ
て
も
ほ
ぼ
③
に
、
②
は
ほ
ぼ
⑦
に
収
ま
る
。 

た
だ
し
、
一
応
言
及
し
て
お
く
べ
き
は
、『
纂
注
』
に
は
、
叙
上
の
漢
土
の
注

解
者
ら
の
注
釈
以
外
に
、
そ
の
並
び
で
「
補
注
」
な
る
も
の
が
掲
げ
ら
れ
て
お

り
、
こ
れ
は
別
途
稿
を
改
め
て
検
証
論
究
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と

も
「
朝
鮮
独
自
独
特
の
理
解
・
解
釈
」
と
見
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
漢
土

の
注
解
類
の
纂
定
後
に
追
加
さ
れ
た
補
充
注
乃
至
『
纂
注
』
の
朝
鮮
側
編
纂
者

た
ち
に
よ
る
叙
上
の
漢
土
注
解
の
補
助
説
明
乃
至
公
約
数
的
要
約
説
明
で
あ
る
。 

ま
た
、
筆
者
は
杜
詩
の
専
家
で
は
な
く
、
む
し
ろ
多
く
の
杜
詩
専
家
諸
賢
に

『
杜
詩
諺
解
』
の
構
造
に
関
わ
る
本
論
考
の
閲
読
を
仰
い
だ
う
え
で
、
そ
こ
か

ら
「
朝
鮮
独
自
独
特
の
理
解
・
解
釈
」
の
発
見
を
期
待
し
、
小
稿
を
し
た
た
め
る

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下
に
少
し
く
披
歴
す
る
筆
者
な
り
の
「
朝
鮮
独

自
独
特
の
理
解
・
解
釈
」
観
は
あ
く
ま
で
も
現
象
摘
示
的
な
も
の
で
あ
る
。 

 

 

五
、
詩
篇
の
詳
察 

 
『
杜
詩
諺
解
』
初
刊
本
か
ら
、
今
後
可
能
な
限
り
多
く
の
詩
篇
に
対
し
て
分

析
検
証
を
実
施
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
巻
六
か
ら
始
め
る
が
、
紙
面

の
制
約
上
小
稿
で
は
「
九
成
宮
」
以
下
の
検
証
は
別
の
機
会
と
し
、
ま
ず
一
定
量

の
課
題
を
提
供
し
て
く
れ
る
そ
の
「
玉
華
宮
」
の
点
検
を
試
み
る
。 
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〖
凡
例
〗 

① 

小
稿
は
中
期
朝
鮮
語
文
法
・
語
法
を
体
系
的
に
説
こ
う
と
す
る
も
の
で
は

な
い
。
あ
く
ま
で
も
、
十
五
世
紀
朝
鮮
の
諺
解
版
『
分
類
杜
工
部
詩
』
初
刊
本

を
、
そ
の
解
釈
面
か
ら
説
明
す
る
こ
と
に
徹
す
る
。 

朝
鮮
語
学
乃
至
言
語
学
を
専
門
と
し
な
い
読
者
の
便
宜
の
た
め
に
朝
鮮
中
期

語
の
語
法
面
か
ら
の
最
小
限
の
説
明
を
【
補
説
】
で
試
み
る
。
し
か
し
汎
用
性
が

担
保
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
諺
解
文
の
理
解
補
助
的
説
明
で

あ
っ
て
、
詳
細
な
弁
別
は
省
き
、
ま
た
朝
鮮
語
作
文
へ
の
還
元
は
目
指
さ
な
い
。 

② 

日
本
語
語
法
体
系
と
は
異
な
っ
た
概
念
で
朝
鮮
語
を
説
明
す
る
説
も
あ
る

が
、
こ
こ
で
は
日
本
語
に
掛
け
て
理
解
を
進
め
う
る
よ
う
に
、
朝
鮮
語
と
日
本

語
の
類
似
性
を
可
能
な
限
り
利
用
し
て
説
明
を
展
開
す
る
。 

③ 

用
言
は
、
そ
の
基
本
形
が
現
代
語
と
同
じ
も
の
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
現

代
語
を
も
示
す
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
。
ま
た
、
逐
次
語
毎
・
辞
毎
に
解
釈
を
付

し
て
、
そ
れ
ら
を
辿
る
だ
け
で
訳
文
が
を
作
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
編
ん
だ
。 

④ 

朝
鮮
語
の
音
節
は
、
子
音-

母
音-

子
音
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
最
初
の

子
音
を
初
声
と
云
い
、
続
く
母
音
を
中
声
と
云
い
、
最
後
の
子
音
を
終
声
と
云

う
。
基
本
的
に
こ
れ
ら
三
部
分
で
構
成
さ
れ
、
こ
れ
を
閉
音
節
と
云
う
が
、
こ
の

終
声
の
無
い
音
節
が
あ
り
、
こ
れ
を
開
音
節
と
云
う
。
さ
ら
に
中
期
語
で
は
後

続
語
尾
に
よ
っ
て
は
開
音
節
に
一
定
の
終
声
が
付
く
場
合
が
あ
り
、
本
件
『
杜

詩
諺
解
』
に
も
多
見
す
る
。ex.

나➩

낳(

後
掲0

1
3
9
)

。 

ま
た
、
用
言
の
語
幹
が
終
声
を
持
つ
閉
音
節
語
幹
を
子
音
語
幹
と
云
い
、
終

声
を
持
た
な
い
開
音
節
語
幹
を
母
音
語
幹
と
云
う
。そ
し
て
特
に
終
声
が
ㄹr

の

場
合
こ
れ
を
ㄹ
語
幹
と
い
い
、
独
特
の
性
質
を
持
つ
。 

⑤ 

諺
解
本
文
自
体
が
中
期
語
に
よ
る
詩
歌
形
式
を
採
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

邦
訳
も
簡
潔
な
文
語
に
拠
り
、
且
つ
可
能
な
限
り
詩
歌
調
を
以
て
綴
る
。
主
格

助
詞
は
「
の
」
乃
至
体
言
単
独
（
す
な
わ
ち
格
助
詞
無
し
）
で
受
け
、
所
有
格
・

属
格
助
詞
は
原
則
「
が
」
あ
る
い
は
「
つ
」
で
受
け
、
時
に
「
の
」
を
使
う
。 

⑥ 

諺
解
本
文
に
用
い
ら
れ
る
漢
字
は
邦
訳
で
も
そ
の
ま
ま
生
か
し
、
朝
鮮
中

期
語
部
分
は
あ
く
ま
で
も
仮
名
で
表
記
す
る
。
そ
の
漢
字
該
当
部
分
は
補
助
的

に
（ 

）
内
に
新
字
体
漢
字
を
記
す
。 

⑦ 

【
詞
辞
音
義
】
欄
の
日
本
語
は
訳
語
の
候
補
を
掲
げ
た
も
の
で
あ
り
、
複
数

掲
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
当
該
十
五
世
紀
諺
解
語
彙
の
意
味
概
念
に
対
す
る
イ
メ

ー
ジ
の
鮮
明
化
を
期
し
た
。
ま
た
邦
訳
語
部
分
も
、
必
要
に
応
じ
て
現
代
口
語

を
も
掲
げ
、
理
解
の
補
助
と
し
た
。 

⑧ 

文
語
文
で
あ
る
こ
と
を
明
示
す
べ
き
と
こ
ろ
は
歴
史
的
仮
名
遣
い
と
し
た
。

現
代
語
に
関
わ
る
綴
字
、
音
韻
、
意
味
概
念
等
は
す
べ
て
〈 

〉
の
中
に
示
す
。  

ま
た
、
現
代
語
の
提
示
は
、
朝
鮮
中
期
語
を
説
明
す
る
に
あ
た
り
必
要
と
さ

れ
る
最
少
限
に
留
め
る
。 

⑨ 

🉀
の
後
に
基
本
形
乃
至
文
節
内
の
基
幹
語
を
示
す
。
参
照
指
示
記
号
「→

」

は
【
補
説
】
欄
の
番
号
を
、
ま
た
「☞

」
は
他
の
【
詞
辞
音
義
】
番
号
を
指
す
。 

⑩ 
 

／(

全
角
ス
ラ
ッ
シ
ュ)

は
、「
ま
た
は
」
を
表
す
。 

 
〖
詩
篇
分
析
〗 

玉
華
宮 

第
一
句 

溪
回
松
風
長 

시
내
횟
돈

솘

미
기
리
부

니 
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sin
ai 

h
o

isd
o

n
 

d
ʌ
i 

so
rs 

b
ʌrʌ

m
i 

ɡ
iri 

b
u

n
ʌn

i 

た
に(

渓)

の 

お
お(

大)

ぞ
り(

反)

に 

ま(

曲)

が
れ
る 

と
こ
ろ(

所) 

ま
つ(

松)

か
ぜ(

風)

の 

な
が(

長)

く 

ふ(

吹)

け
ば 

【
原
注
】 

言
溪
ㅣ
回
遠
故
로
松
風
이
不
歇
也
ㅣ
라 

言
溪i

回
遠
故ro
松
風ɸ

i

不
歇
也ira 

言
、
溪
ノ
回
遠
故
ニ
松
風
ノ
不
歇
也
ナ
リ
。 

【
備
考
】 

原
注
は
『
分
類
』
及
び
『
劉
批
』
に
お
け
る
梅
尭
臣
の
注
を
そ
の
ま
ま
摘
載
し

た
『
纂
註
』
の
注
か
ら
抄
出
し
、
こ
れ
に
吐
を
施
し
た
懸
吐
文
で
あ
る
。 

『
分
類
』『
劉
批
』
所
引
の
梅
尭
臣
注
；
聖
兪
曰
玉
華
宮
近
有
晋

マ
マ

苻
堅
墓
前
有

溪
曰
醽
醁
蓋
取
溪
色
如
酒
色
之
碧
也
溪
回
言
回
遠
也
惟
回
遠
故
松
風
不
歇

、
、
、
、
、
、
、 

【
詞
辞
音
義
】 

0001.

시
내sin

ai

；
た
に(

渓)

。→
[001]

。 

0002. .+

ᅟᅵi

；
前
項
の
시
내sin

ai

に
は
主
格
語
尾+

ᅟᅵi

（
～
の
）
が
吸
収(

内
包)

さ

れ
て
い
る
。
以
て
、00

0
5

項
に
説
く
体
言

d
ʌ
i (

と
こ
ろ)

を
修
飾
す
る
連

体
修
飾
節
を
作
っ
て
い
る
。
連
体
修
飾
節
内
の
主
格
は
格
語
尾+
ᅟᅵi

／+

이ɸ
i

で
受
け
る
。→

[019]

、
凡
例
⑤
。 

0003.

횟
도hoisdo

；
🉀
횟
돌
다hoisdorda

ま
は(

回)

る
、め
ぐ(

巡)

る
。→[004]

。

こ
の
ㄹ
語
幹
횟
돌h

o
isd

or

か
ら
終
声
ㄹ
が
脱
落
。→

[005]

。 

0004.+

ᄂ
ᅠn

； (

動
詞
已
然
形+

)

る
～
、(

動
詞
未
然
形+

)

た
る
～
、け
る
～
、
し
～
。→

[006]&
[015]

。 

0005.
d

ʌ
i

；
と
こ
ろ
。〈
데dəi

所
、
場
所
〉
。→

[003]

。
こ
の
第
一
句
五
字
は
、

上
二
字
が

d
ʌ
i

を
修
飾
す
る
連
体
節
と
見
て
、
下
三
字
の
文
の
部
分
化
さ
れ

た
複
文
構
造
に
な
っ
て
い
る
と
見
る
第
一
解
釈
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
を+

d
ʌi

(

付
属
語)

と
見
て
、
現
代
語
接
続
語
尾
〈+

ᄂᅠ
데
～
し
た
と
こ
ろ(

接
続
助
詞)

〉

と
解
し
、
上
二
字
、
下
三
字
の
重
文
構
造
と
見
る
第
二
解
釈
。
こ
こ
で
は
前
者
。 

0006.

솔so
r

；
ま
つ(

松)

。 

0007.+

ㅅs

；(

文
語
形+

)

が
、
の
。〈
～
の
〉。
属
格
体
言
語
尾
。→

凡
例
⑤
。 

0008. 

ᄇᆞ
ᄅᆞ
ᄆᅠbʌrʌm

；
🉀
ᄇᆞ
ᄅᆞᆷb

ʌrʌm

か
ぜ(

風)

。
こ
の
終
声
ᄆ

ᅠm

が
主
格
語
尾

+

ᅟᅵi

に
吸
収
さ
れ
て
、
そ
の
初
声
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
終
声
の
次
音
節
初
声
化
で
あ

る
。→

[053]

。 

0009.+

ᅟᅵi

；
～
の
。
主
格
語
尾
。〈+

이ɸ
i

～
が
〉。→

[019]

、
凡
例
⑤
。 

0010.

기
리ɡ

iri

；
な
が(

長
／
永)

く
。 

0011.

부bu

；
🉀
불
다b

u
rd

a

吹
く
。
こ
の
語
幹
불b

u
r

か
ら
終
声
ㄹr

が
脱

落
。→

[005]

。 

0012.+

ᄂᆞ
니n

ʌn
i

～
す
れ
ば
、
～
け
れ
ば
、
～
な
れ
ば
。→

[007]

。 

第
二
句 

蒼
鼠
竄
古
瓦 

프
른
쥐
녯
디
샛
서
리
예
숨

다 

p
ɯ

rɯ
n

 
ju

i 
n

iə
is 

d
isais 

sə
ri 

ɸ
iə

i 
su

m
n

ʌd
a 

 

あ
を(

蒼)

き 

ね
ず
み(

鼠) 

い
に
し
へ
の 

か
は
ら(

瓦) 

か
さ(

重)

な
る
は
ざ

ま
に 

か
く(

隠)

る 

【
詞
辞
音
義
】 

0013.
프
르p

ɯ
rɯ

；
🉀
프
르
다p

ɯ
rɯ

d
a

あ
ほ(

蒼
／
青)

し
。
こ
の
語
幹
。 

0014.+

ㄴn
；(
形
容
詞+

)

き
～
〈
～
い
～
、
～
な
～
〉。→

[006]&
[015]

。 

0015.

쥐ju
i

；
ね
ず
み(

鼠)

。 

0016.

녯n
iə

is

；
む
か
し(

昔)

の
、
せ
き
じ
つ(

昔
日)

の
、
い
に
し
へ(

古)

の
。 
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0017.

디
새d

isai

；
か
は
ら(

瓦)

。 

0018.+

ㅅs

；(

文
語
形+

)

～
が
、
～
の
。☞

0007

。→

凡
例
⑤
。 

0019.

서
리səri

；
あ
ひ
だ(

間)

、
は
ざ
ま
。
特
に
同
じ
も
の
が
多
く
並
ぶ
そ
れ
ぞ

れ
の
間
隙
の
中
。『
諺
解
』
独
自
の
解
釈
を
交
え
た
。 

0020.+

예ɸ
iə

i

；
～
に
、
～
へ
。→

[008]

。 

0021.

숨su
m

；
🉀
숨
다
ひ
そ(

潜)

む
、
か
く(

隠)

る
。
こ
の
語
幹
。 

0022.+

ᄂᆞ
다n

ʌd
a

；
～
す
。
〈+

는
다n

ɯ
n

d
a

〉
。
動
詞
現
在
終
止
形→

[0
0
9
]

。 

 
 

第
三
句 

不
知
何
王
殿 

아
디
몯

리
로
다
어
느
님

宮
殿
고 

ɸ
ad

i 
m

o
d

h
ʌriro

d
a 

ɸ
ə
n

ɯ
 

n
im

ɡ
ɯ

m
s 

宮
殿ɡ

o 

し(

知)

り 

う
べ
く
も
な
し 

い
づ
れ
が 

わ
う(
王)

の 

宮
殿
な
る
や 

【
詞
辞
音
義
】 

0023.

아ɸ
a

；
🉀
알
다ɸ

ard
a

知
る
、
か
い(

解)

す
。
こ
の
語
幹
알ɸ

ar

か
ら
終
声

ㄹr

が
脱
落
。→

[005]

。→
[010]

。 

0024.+

디
몯
ᄒᆞ

d
im

od
h

ʌ

；
🉀+

디
몯
ᄒᆞ
다

d
im

o
d

h
ʌd

a

～(
し)
え
ず
、
あ
た

は
ず
。
〈+

지 

못
하
다ji m
o
tad

a

～
し
え
な
い
、
～
で
き
な
い
〉。→

[011]
。「
不

可
能
」
と
い
う
扱
い
は
『
杜
詩
諺
解
』
独
自
の
解
。 

0025.+

리
로
다rirod

a

；
～
せ
む
、
～
ら
む
、
～
べ
し
。→

[013]

。
予
想
形
を
用

い
る
。 

0026.

어
느ɸ

ən
ɯ

；
ど
の
、
い
ず
れ
の
。 

0027.

님
금n

im
ɡ
ɯ

m

；
わ
う(

王)

、
あ
る
じ(

主)

、
し
ゅ
く
ん(

主
君)

。 

0028.+

ㅅs

；
～
が(

属
格
助
詞)

。〈
～
の
〉。☞

0007

。→

凡
例
⑤
。 

0029.+

고ɡo

；
～
な
る
や
、
～
す
る
や
。→

[039]

。 

 
 

第
四
句 

遺
構
絶
壁
下 

기
튼
지

거
시
노

石
壁
ㅅ
아
래
로
다 

ɡ
itɯ

n
 

jizɯ
n

 
ɡ

ə
si 

n
o

p
ʌn

 

石
壁s 

ɸ
a
rairo

d
a
 

い
ま(

今)

に
の
こ(

遺)

れ
る 

か
ま(

構)

へ
し 

も
の
の 

た
か(

高)

き 

石
壁
が 

し
た(

下) 

な
る
か
な 

＊
「
石
」
は
『
諺
解
』
独
自
の
解
釈
で
あ
る
。 

【
詞
辞
音
義
】 

0030.

기
ᄐᅠɡ

it

；
🉀
깉
다ɡ

itd
a

の
こ(

遺)

る
、
い
ま(

今)

に
つ
た(

傳)

は
る
。
こ

の
終
声
ᄐᅠt

の
初
声
化
。→

[053]

。 

0031.+

ᅟᅳᆫɯ
n

；(

形
容
詞+

)

～
き
～
。
〈
～
い
～
、
～
な
～
〉。(

動
詞+

)

～(

せ)

る
～
、
～
た
る
～
、
～
け
る
～
。→

[006]&
[015]

。 

0032.

지
ᅀᅳjizɯ

； 

🉀
지ᇫ
다jizd

a
{

他
動
詞}

た(

建)

つ
〈
建
て
る
〉、
き
づ(

築)

く
、
か
ま(

構)

ふ
、
こ
し(

拵)

ら
ふ
。〈
짓
다jisd

a

建
て
る
〉
。
〈
지
으
〉+

ㄴ

=

〈
지
은
〉→

[014]

。 

0033.+

ㄴn

；(

動
詞)

～
る
～
、
～
た
る
～
、
～
け
る
～
。〈
～
た
～
、
～
ん
だ
～
〉。

→
[0

0
6
]&

[0
1
5
]

。 

0034.

거ㅅɡ
əs

；
🉀
것ɡ

əs

も
の
、
こ
と
。
こ
の
終
声
ㅅs

が
、
次
項
の
主
格
語
尾

+

ᅟᅵ i

に
吸
収
さ
れ
て
、
一
音
節
を
な
す
。→

[053]

。 

0035. +

ᅟᅵi

；
～
の
。
〈+

이ɸ
i

～
が
〉
。☞

0009

。→
[019]

。
凡
例
⑤
。 

 

0036.
노
ㅍnop

；
🉀
높
다n

o
p

d
a

た
か(

高)

し
。
こ
の
終
声
ᄑ

ᅠp

が
、
続
く
音
節

+

ᅟᆞᆫʌn
(

次
項)
の
初
声
ᅟᆞʌ

に
吸
収
さ
れ
一
音
節
を
な
す
。→

[053]

。 

0037.+

ᅟᆞᆫʌn

；
～
き
～
。
〈+

은ɸ
ɯ

n

～
い
～
〉
。→

[006]&
[015]

。 

0038.+

ㅅs

；(

文
語
形+

)

～
が
、
～
の
。☞

0007

。→

凡
例
⑤
。 
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0039.

아
래ɸ

a
ra

i

；
し
た
／
し
も
／
も
と(

下)

。 

0040.+

로
다rod

a

；
～
な
る
か
な
、
～
き
か
な
、
～
る
か
な
。→

[024]

。 

 
 

第
五
句 

陰
房
鬼
火
靑 

어
득

房
앤
귓
거
싀
브
리

고 

ɸ
ə
d

ɯ
ɡ

h
ʌn

 
房ɸ

a
in

 
ɡ

u
isɡ

ə
sɯ

i 
b

ɯ
ri 

p
ʌrʌɡ

o
 

く
ら(

暗)

き 

房(
部
屋)
に
は 

し
し
ゃ(

死
者)

が 

ひ(

火)

の 

あ
を (

青)

く 

【
詞
辞
音
義
】 

0041.

어
득
ᄒᆞɸ

əd
ɯ

ɡ
h

ʌ

；
🉀
어
득
ᄒᆞ
다ɸ

əd
ɯ

ɡ
h

ʌd
a

く
ら(

晦
／
暗)

し
。
〈
薄

暗
い
〉。
こ
の
語
幹
。→

[044]

。→
[012]

。 

0042.+

ᄂᅠn

；(

形
容
詞)

～
き
～
、
～
な
る
～
、
～
た
る
～
〈
～
い
～
、
～
な
～
〉。

(

動
詞)

～
る
～
、
～
た
る
～
、
～
け
る
～
。→

[006]&
[015]

。 

0043.

房
；
へ
や(

部
屋)

、
ま(

間)

。 

0044.+

애ɸ
a
i

；
～
に
、
～
へ
。〈+

에ɸ
əi

〉。→
[008]

。 

0045.+

ㄴn

；
～
は
。→

[017]

。 

0046.

귓
거
ㅅɡ

u
isɡ

əs

；
🉀
귓
것ɡ

u
isɡ

əs

し
に
び
と(

死
人)

、
し
し
ゃ(

死
者)

。

←

귀(

鬼)

것
；
鬼
神(

死
者
の
称)

。
終
声
の
次
音
節
初
声
化→

[053]
。 

0047.+

ㅢɯ
i

；
～
が
。〈+

의ɸ
ɯ

i

～
の(

属
格
語
尾)

〉。→
[018]

、
凡
例
⑤
。 

 

0048.

브
ㄹb

ɯ
r

；
🉀
블b

ɯ
r

ひ(

火)

、
と
も
し
び(

灯
火)

。
終
声
の
次
音
節
初

声
化→

[053]

。 

0049.+

ᅟᅵi

；
～
の
。
〈+

이ɸ
i

～
が
〉
。☞

0009

。→
[019]

、
凡
例
⑤
。 

0050.
p
ʌrʌ

；
🉀

다p
ʌrʌd

a

あ
ほ(

/

青)

し
。cf.0013

。 

0051.+

고ɡ
o

；
～
し
く
、
～
な
り
て
、
～(

し)

て
、〈
動
詞
連
用
形
単
独
〉。

→
[020]

。 

 
 

第
六
句 

壞
道
哀
湍
瀉 

믈
어
딘
길
헨
슬
픈
므
리
흐
르
놋
다 

m
ɯ

rɸ
əd

in
 

ɡ
irh

əin
 

sɯ
rp

ɯ
n

 
m

ɯ
ri 

h
ɯ

rɯ
n

o
sd

a 

い
た(

傷)

め
る 

み
ち(

道)

に
は 

か
な(

哀)

し
き 

み
ず(

水)

の 

な
が(

流)

る
る
か
な 

【
詞
辞
音
義
】 

0052.

믈
어
디m

ɯ
rə

d
i

；
🉀
믈
어
디
다m

ɯ
rəd

id
a

こ
は(

壊)

る
、
く
づ(

崩)

る
。

〈
물
어
지
다m

u
rəjid

a

崩
れ
る
、
傷
む
〉
。
こ
の
語
幹
。 

0053.+

ㄴn

；(

動
詞+

)

～
る
～
、
～
た
る
～
、
～
け
る
～
。→

[006] &
[015]

。 

0054.

길
ㅎɡ

irh

；
🉀
긿
み
ち(

道)

、
道
路
。
〈
길
〉。
次
音
節
の
初
声
が
ゼ
ロɸ

で
、
中

声 

ᅟᅦə
i

が
ㅎh

に
着
い
て
一
音
節
を
構
成
す
る
。→

[053]

。 

0055.+

ᅟᅦᆫəin

；
～
に
は
。☞

0044

、0045

。→
[008]

、[017]

。 

0056.

슬
프s

ɯ
rp

ɯ

；
🉀
슬
프
다sɯ

rp
ɯ

d
a

か
な(

悲
／
哀)

し
。
こ
の
語
幹
。 

0057.+

ㄴn

；(

形
容
詞+

)

～
き
～
、
～
か
る
～
。〈
～
い
～
、
～
な
～
〉。(

動
詞)

～

る
～
、
～
た
る
～
、
～
け
る
～
。→

[006]&
[015]

。 

0058.

므
ㄹm

ɯ
r

；
🉀
믈m

ɯ
r

み
づ(

水)

。終
声
の
次
音
節
初
声
化→

[053]

。 

0059.+

ㅣi

；
～
の
、
体
言
単
独
で
主
格
。〈+

이ɸ
i

～
が
〉
。→

[0
1
9
]

、
凡
例
⑤
。 

0060.

흐
르h

ɯ
rɯ

；
🉀
흐
르
다h

ɯ
rɯ

d
a

な
が(

流)

る
。
こ
の
語
幹
。 

0061.+

놋
다n

osd
a

；
～(

し)

を
る
か
な
。〈
～(

し)

て
い
る
こ
と
よ
〉。→

[037]

。 

 
 

第
七
句 

萬
籟
眞
笙
竽 

여
러
가
짓
소
리
眞
實
ㅅ
뎌
와
피
릿
소
리

도
소
니 

 

ɸ
iə

rə
ɡ

ajis 
so

ri 
眞
實s 

d
iə

ɸ
o

a
 

p
iris 

so
ri 

ɡ
ʌd

d
o

so
n

i 
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も
ろ
も
ろ
の 

お
と(

音) 

眞
實(

ま
こ
と)

の 

よ
こ
く
だ(

横
管)

と 

た
て

ぶ
え(

縱
笛) 

が 

こ
ゑ(

声) 

の 

ご
と
く
な
れ
ば 

【
原
注
】 

萬
籟

山
谷

옛

○?

○?

○?

여
러
소
리
라 

萬
籟n

ʌn
山
谷sʌziɸ

iəisb
ʌrʌm

○?

○?

○?ɸ
iərəsorira 

萬
籟
ハ
山
谷
ノ
間
ヘ
ノ
風
◇
？
◇
？
◇
？
諸
々
ノ
音
ナ
リ 

【
備
考
】 

原
注
に
印
字
混
乱
に
よ
る
解
読
不
能
字
が
あ
る
の
が
惜
し
ま
れ
る
が
、「
山
谷
の

間
の
諸
々
の
音
」
と
い
う
釈
解
は
『
諺
解
』
の
先
行
註
解
類(

『
草
堂
』『
分
類
』

『
劉
批
』『
纂
注
』)

に
は
現
れ
な
い
。
諺
解
者
の
判
断
に
依
っ
た
か
。
因
み
に

『
九
家
』
の
み
そ
の
第
七
句
は
「
天
籟
真
笙
竽
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
「
天
籟
」
を

説
い
て
南
郭
子
綦
が
「
夫
吹
萬
不
同
」
と
な
し
た
注
（『
黄
補
』『
集
家
』『
批

点
』）
に
拠
っ
た
か
。 

【
詞
辞
音
義
】 

0062.

여
러ɸ

iərə

；
さ
ま
ざ
ま
な
る
～
。〈
い
ろ
い
ろ
な
～
〉。 

0063.

가
지ɡaji

；
た
ぐ(

類)

ひ
、
こ
と
ご
と
。〈
種
類
〉。 

0064.+

ㅅs

；
～
な
る
～
。〈
～
の
～
〉。
連
体
修
飾
格
を
作
る
語
尾
。
属
格
〈
～
に

属
す
る
～
〉
で
も
同
格
〈
～
で
あ
る
と
こ
ろ
の
～
〉
で
も
な
い
。 

0065.

소
리sori

；
お
と(

音)

、
こ
ゑ(

声)

。 

0066.

뎌d
iə

；
横
笛
。→

[021]

。 

0067.+

와ɸ
oa

；
～
と
～
。
並
列
の
体
言
語
尾
。→

[022]

。 

0068.

피
리p

iri

；
縦
笛
。→

[021]

。 

0069.
ɡ

ʌd

；
🉀

다ɡʌdda 

ご
と(

如)

し
、
お
な(

同)

じ
し
。 

0070.+

도
소
니d

oson
i

；
～
に
し
て
、
～
た
れ
ば
。→

[042]

。 

 
  

第
八
句 

秋
色
正
蕭
洒 

비
치
正
히

도
다 

ɡ
ʌzʌrs 

b
ici 

正h
i 

ɡ
ʌsɡ

ʌ
sh

ʌd
o

d
a
 

 

あ
き(

秋)

の 

ひ
か
り(

色
光)

こ
そ 

正(

ま
さ)

し
く 

き
よ(

清)

け
れ 

【
詞
辞
音
義
】 

0071.

ᄀᆞ
ᅀᆞ
ㄹɡ

ʌzʌr

；
🉀
ᄀᆞ
ᅀᆞᆳɡ

ʌzʌrs

あ
き(

秋)

。 

0072.+

ㅅs

；
～
の
、
～
つ
、
～
が(

属
格
助
詞)

。〈
～
の
〉。→

凡
例
⑤
。☞

0064

。 

0073.

비
ㅊb

ic

；
🉀
빛b

ic

「
ひ
か
り(

光)

」
が
基
本
的
概
念
。
他
に
、
あ
か(

明)

り
、
い
ろ(

色)

、
い
ろ
あ(

色
合)

ひ
、
ふ
ぜ
い(

風
情)

な
ど
。
巻
六
だ
け
で
、
詩

テ
キ
ス
ト
に
「
色
」
は
少
な
く
と
も
十
五
か
所
に
確
認
で
き
る
が
、
い
ず
れ
も
訳

語
は
빛b

ic

で
あ
る
。
ま
た
、
빛b

ic

の
対
応
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
「
色
」
以
外

に
「
光
」「
日
」「
曛
」「
景
」
お
よ
び
物
質
の
属
性
と
し
て
の
「
翠
」
な
ど
。 

0074 .+

ᅟᅵi

；
～
の
。
〈+

이ɸ
i

～
が
〉
。→

[019]

、
凡
例
⑤
。 

 

0075.+

히hi

；
～
く
、
～
し
く
、
～
に
。→

[023]

。 

0076.
ɡ

ʌsɡ
ʌsh

ʌ

；
🉀

다ɡ
ʌsɡ

ʌsh
ʌd

a

き
よ(

清
／
浄)

し
。 

0077.+

도
다dod

a

；
～
か
な
、
ぞ
～
用
言
連
体
形
、
こ
そ
～
用
言
已
然
形
。→

[0

2
4
]

。 

 

第
九
句 

美
人
爲
黃
土 

고
온
사

미
누
른

기

외
니 

ɡ
o

ɸ
o

n
 

sarʌm
i 

n
u

rɯ
n

 
h

ʌrɡ
i 

d
ʌɸ

o
in

i 

う
つ
く(

美)

し
き 
ひ
と(

人)

の 

あ
か(

黄)

き 

つ
ち(

土)

と 

な
れ
ば 

【
詞
辞
音
義
】 
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0078.

고
오ɡ

o
ɸ

o

；
🉀
고ᇦ
다ɡovda

う
る
は(

麗)

し
、
う
つ
く(

美)

し
。〈
곱
다 

ɡ
o
b

d
a

〉
。  

0079.+

ㄴn

；(

形
容
詞)

～
き
～
、
～
な
る
～
〈
～
い
～
、
～
な
～
〉。(

動
詞)

～

る
～
、
～
た
る
～
、
～
け
る
～
。→

[006]&
[015]

。 

0080.

사
ᄅᆞ
ㅁsarʌm

；
🉀
사
ᄅᆞᆷsarʌm

ひ
と(

人)

。 

0081. +

ᅟᅵi

；
～
の
。
〈+

이ɸ
i

～
が
〉
。→

[019]

、
凡
例
⑤
。 

0082.

누
르n

u
rɯ

；
🉀
누
르
다n

u
rɯ

d
a

あ
か(

黄)

し
。
〈
누
렇
다n

u
rəta

き

い
ろ
い
、
暗
め
に
き
い
ろ
っ
ぽ
い
〉。 

0083.+

ㄴn

；(

形
容
詞)

～
き
。☞

0
0
7
9

。 

0084.

ᄒᆞᆯ
ㄱhʌrɡ

；
🉀
ᄒᆞᆰhʌrɡ

つ
ち(
土)

。 

0085. +

ᅟᅵ

외id
ʌɸ

o
i

；
🉀+

ᅟᅵ

외
다id

ʌɸ
o

id
a

～
に
な
る
、
～
と
な
る
。
こ
の
語

幹
。
〈+

이 

되
다idoida

〉
。 

0086.+

니n
i

；
～(

す)

れ
ば
、
～
な
れ
ば
、
～
け
れ
ば
。→[025]

。 

 
 

第
十
句 

况
乃
粉
黛
假 

며
粉
黛

비
러

던
거
시

녀 

h
ʌ
m

ʌ
rm

iə
 

粉
黛rʌ

r 
b

irə
 

b
s
ɯ

d
ə
n

 
ɡ

ə
s
i 

sd
ʌ
n

iə
 

い
は
ん
や 

粉
黛
を 

か(

借)

り 

も
ち(

用)

ゐ
た
る
に 

お
い
て
を
や 

【
原
注
】 

言
美
人
이
已
爲
黃
土

니
況
其
平
日
假
用
塗
面
之
粉
黛
乎
ㅣ

녀 

言
美
人ɸ

i

已
爲
黃
土h

ʌn
i

況
其
平
日
假
用
塗
面
之
粉
黛
乎isd

ʌn
iə 

言
、
美
人
ノ
已
爲
黃
土
ナ
レ
バ
況
其
平
日
假
用
塗
面
之
粉
黛
乎
ヲ
ヤ 

【
備
考
】 

原
注
の
こ
の
解
釈
は
、『
纂
注
』
を
含
む
先
行
諸
本
に
は
無
く
、『
杜
詩
諺
解
』
編
纂
の
過

程
で
付
さ
れ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

【
詞
辞
音
義
】 

0087.

며h
ʌm

ʌrm
iə

；
い
は
ん(

況)

や
。→

[026]

。 

0088.+

ᄅᆞᆯrʌr

；
～
を
、
～
に
。→

[027]

。 

0089.

비
러birə

；
🉀
빌
다b

ird
a

か(

借
／
假)

る
。
こ
の
語
幹
빌
に+

ㅓə

で
連

用
形(→

[0
3
1
] =

第
Ⅲ
語
基)

。 

0090.
b

sɯ

；
🉀

다
も
ち(

用)

ゐ
る
、
つ
か(

使)

ふ
。
こ
の
語
幹
。 

0091.+

던d
ən

；
～
せ
る
～
、
～(

し)

を
り
し
～
。〈
～(

し)

て
い
た
～
〉
。→

[0
2
8
]

。 

0092.

거
ㅅɡ

əs

；
🉀
것ɡ

əs

も
の
、
こ
と
。☞

0
0
3
4

。
終
声
の
次
音
節
初
声
化→

[053]

。 

0093.+

ㅣ

녀isd
ʌn

iə

；
～
を
や
。
｛

며
～+

ㅣ

녀
｝→

[0
2
6
]

。 

 
 

第
十
一
句 

當
時
侍
金
輿 

그
時
節
에
金
輿

侍
衛

던 

ɡ
ɯ

 

時
節ɸ

ə
i 

金
輿rʌr 

侍
衛h

ʌ
d

ə
n

 

そ
の 

時
節
に 

金
輿
を 

侍
衛
し
を
り
し 

【
原
注
】 

金
輿

天
子
ㅅ
所
乘
車
ㅣ
라 

金
輿n

ɯ
n

天
子s

所
乘
車ira

 
金
輿
ハ
天
子
ガ
所
乘
車
ナ
リ 

【
備
考
】 

原
注
の
こ
の
解
釈
は
、『
纂
注
』
を
含
む
先
行
諸
本
に
は
無
く
、『
杜
詩
諺
解
』
編

纂
の
過
程
で
付
さ
れ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 
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【
詞
辞
音
義
】 

0094.

그ɡɯ

；
そ
れ
、
そ
の
、
か
れ
、
か
の
。
指
示
詞
。→

[0
2
9
]

。 

0095.

時
節
；
お
り(

折)

、
こ
ろ(

頃)

。 

0096.+
에ɸ

əi

；
～
に
。
時
間
や
期
日
を
示
す
格
語
尾
。→

[008]

。 

0097.+
rɯ

r

；
～
を
、
～
に
。→

[027]

。 

0098.
h
ʌ

；
🉀

다h
ʌd

a

す
。→

[044]

。 

0099.+

던d
ən

；
～
せ
る
～
、
～(

し)

を
り
し
～
。〈
～(

し)

て
い
た
～
〉
。→

[028]

。☞
0091

。 

 
 

第
十
二
句 

故
物
獨
石
馬 

녯
거
슨

올
로
잇

닌
돌

리
로
다 

n
iə

is 
ɡ

ə
sɯ

n
 

h
ʌɸ

o
rro

 
ɸ

isn
ʌn

in
 

d
o

rm
ʌr 

iro
d

a
 

い
に
し
へ
が 

も
の
は 

ひ
と(

独)

り 

へ
め
ぐ(

経
巡)
り
し 

い
し
め(

石
馬)

か
な 

【
備
考
】 

「
獨
」
に
つ
い
て
「
今
は
故
物
と
な
っ
て
い
る
石
馬
が
昔
日
に
は
独
り
金
輿
に
侍

し
て
経
巡
っ
て
い
た
」
と
解
す
る
。『
纂
注
』
が
『
分
類
』
所
載
の
蘇
軾
注
「
石

馬
在
茂
草
中
」
を
引
く
が
『
諺
解
』
は
こ
れ
も
採
ら
な
い
。『
草
堂
』『
劉
批
』
に

は
言
及
が
な
い
。『
杜
詩
諺
解
』
に
お
け
る
看
過
す
べ
か
ら
ざ
る
解
釈
事
実
で
あ

り
、
続
く
「
む
す
び
に
」
に
お
い
て
詳
論
す
る
。 

【
詞
辞
音
義
】 

0100.

녯n
iəis

；
む
か
し(

昔)

の
、
い
に
し
へ(

古)

の
。☞

0016

。 

0101.

거ㅅɡəs

； 

🉀
것ɡ

əs

も
の
、
こ
と
。☞

0034

。 

0102.+

ᅟᅳᆫɯ
n

；
～
は
。
〈+

은ɸ
ɯ

n

〉
。☞

0045

。→
[017]

。 

0103.

ᄒᆞ
올
로h

ʌɸ
orro

；
ひ
と(

独)

り
で
、
単
独
で
。 

0104.

잇+
ɸ

is

；
す
が
ら
に
、
ぞ
ろ
ぞ
ろ
、
づ
づ
っ
と
。
連
な
る
様
子
、
連
続
し
て

い
る
様
を
表
す
接
頭
辞
。 

0105.

니n
ʌn

i

；
🉀

니
다n

ʌn
id

a

め
ぐ(

巡)

り
あ
る(

歩)

く
、
と
び
あ
る
く
。 

0106.+

ㄴn

；(

動
詞)

～
る
～
、
～
た
る
～
、
～
け
る
～
、
～
し
～
。〈
～
た
～
、

～
だ
～
〉。→

[006]&
[015]

。 

0107.

돌dor

；
い
し(

石)

。 

0108.

ᄆᆞ
ㄹm

ʌr

；
🉀
ᄆᆞᆯm

ʌr

馬
。
終
声
の
次
音
節
初
声
化→

[053]

。 

0109 +

ᅟᅵ
로
다irod

a

；
～
な
る
か
な
。
詠
嘆
の
語
尾
。☞

0040

。→
[024]

。 

 
 

第
十
三
句 

憂
來
藉
草
坐 

시
름
오
매
프
를
지
즐
안
자
셔 

sirɯ
m

 
ɸ

o
m

a
i 

p
ɯ

rɯ
r 

jijɯ
r 

ɸ
an

jasiə
 

う
れ
ひ(

憂)

の 

き(

来)

た
れ
ば 

く
さ(

草)

を
ば 

へ(

圧)

し
ざ(

坐)

し
て
。 

【
詞
辞
音
義
】 

0110.

시
름sirɯ

m

；
き
が(

気
掛)

か
り
ご
と
、
う
れ(

憂)

ひ
ご
と
、
な
や(

悩)

み

ご
と
。
体
言
単
独
で
主
格
と
も
な
り
う
る
。 

0111.

오ɸ
o

；
🉀
오
다ɸ

oda

く(

来)

。
〈
来
る
、
や
っ
て
来
る
、
寄
せ
て
来
る
〉。 

0112.+

ㅁm

；
～(

す
る)

こ
と
。→

[030]

。 

0113.+

ᅟᅢai

；
～
に
よ(

因
／
由)

り
。→

[035]

。 

0114.

프
ㄹp

ɯ
r

；
🉀
플
く
さ(

草)

。
終
声
の
次
音
節
初
声
化→

[053]

。 

0115.+
ᅟᅳᆯɯ

r

；
～
を
、
～
に
。→

[027]

。 

0116.

지
즐jijɯ

r

；
🉀
지
즐
다jijɯ

rd
a

へ(

圧)

す
、
お(

押)

し
の(

熨)

す
、

あ
っ(

圧)

す
。〈
지
지
르
다jijirɯ

d
a

圧
す
る
、
抑
え
つ
け
る
〉。
こ
の
連
用
形

(→
[031])

。 
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0117.

안
ㅈɸ

an
j

；
🉀
앉
다ɸ

an
jd

a

ざ(

坐)

す
、
ざ(

座)

に
つ(

着)

く
。〈
座
る
〉。

こ
の
語
幹
。 

0118.+

ㅏ
셔asiə

；
～(

し)

て
、
動
詞
連
用
形
単
独
、
～(

し)

を
き
。→

[031]

。 

 
 

第
十
四
句 

浩
歌
淚
盈
把 

훤
히
놀
애
블
로
니

므
리
소
내

도
다 

 

h
u

ən
h

i 
n

o
rɸ

ai 
b

ɯ
rro

n
i 

n
u

n
sm

ɯ
ri 

so
n

ai 
ɡ

ʌd
ʌɡ

h
ʌd

o
d

a 

ひ
ろ(

浩)

か
れ
と 

う
た(
歌)

ひ
を
れ
ば 

 

な
み
だ(

淚)

の 

て(

手) 

に
ぞ 

み

(

満)

ち
た
る 

【
原
注
】 

盈
把

揮
涙
而
滿
把
也
ㅣ
라 

盈
把n

ʌn

揮
涙
而
滿
把
也ira 

盈
把
ハ
揮
涙
而
滿
把
也
ナ
リ 

【
備
考
】 

原
注
の
こ
の
解
釈
は
、『
纂
注
』
を
含
む
先
行
諸
本
に
は
無
く
、『
杜
詩
諺
解
』
編

纂
の
過
程
で
付
さ
れ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

【
詞
辞
音
義
】 

0119.

훤
히h

u
ən

h
i

；
か
す
か
な
が
ら
あ
き(

明)

ら
か
に
。
ひ
ろ(

広)

く
と
ど

(

届)

き
わ
た
る
が
ご
と
く
。→

[032]

。 

0120.

놀
애n
o
rɸ

ai

；
う
た(

歌
／
唱)

、
〈
노
래n

o
rai

〉
。 

0121.

블
ㄹb

ɯ
rr

；
🉀
브
르
다b

ɯ
rɯ

d
a

よ(

呼)

ぶ
、
う
た(

歌)

ふ
。
こ
の
語
幹
。 

0122.+

ㅗ
니o

n
i

；
～
す
れ
ば
、
～
し
た
れ
ば
。〈
～
す
る
と
〉。→

[033]

。 

0123.

므
ㄹn

u
n

sm
ɯ

r

；
🉀

믈n
u

n
sm

ɯ
r

な
み
だ(

涙)

。
終
声
の
次
音
節

初
声
化→

[053]

。 

0124. +

ᅟᅵi

；
～
の
。
〈+

이ɸ
i

～
が
〉
。→

[0
1
9
]

、
凡
例
⑤
。 

0125.

소
ㄴson

；
🉀
손son

て(

手)

。
終
声
の
次
音
節
初
声
化→

[053]

。 

0126.+

ㅐai

；
～
に
。→

[008]

。 

0127.
ɡ

ʌd
ʌɡ

h
ʌ

；
🉀

다ɡ
ʌd

ʌɡ
h

ʌd
a

み(

満
／
充)

つ
。 

0128.+

도
다d

od
a

；
～
か
な
、
ぞ
～
用
言
連
体
形
、
こ
そ
～
用
言
已
然
形
。→

[024]

。 

 
 

第
十
五
句 

冉
冉
征
途
閒 

어
른
어
른
녀

긼

예 

ɸ
ə
rɯ

n
ɸ

ə
rɯ

n
 

n
iə

n
ʌn

ɡ
irs 

sʌziɸ
iə

i 

と(

疾)

く
と(

疾)

く 

ゆ(

行)

き
す(

過)

ぐ
る 

み
ち(

道)

の 

ま(

間) 

に 

【
詞
辞
音
義
】 

0129.

어
른
어
른ɸ

ərɯ
n

ɸ
ərɯ

n

；
と(

疾)

く
と(

疾)

く
、
す
み(

速)

や
か
に
。

〈
さ
っ
さ
と
、
ど
ん
ど
ん
〉。
時
の
速
く
過
ぎ
ゆ
く
さ
ま
。 

0130.

녀n
iə

；
🉀
녀
다n

iəd
a

ゆ(

行)

き
す
す(

進)

む
、
と
ほ(

通)

る
。〈
行
き
つ

づ
け
る
〉。
こ
の
語
幹
。 

0131.+
n

ʌn

；
～
す
る
～
、
～(

し)

を
る
～
。〈
～
し
て
い
る
～
〉。→

[034]

。 

0132.

길ɡ
ir

；
み
ち(

道
／
路)

。cf.0
0
5
4

。 

0133.+

ㅅs

；
～
が
、
～
の
。☞

0007

、
凡
例
⑤
。 

0134.
sʌzi

；
は
ざ
ま
、
あ
ひ
だ(

間)

。 

0135.+
예ɸ

iə
i

；
～
に
、
～
へ
。〈+

에ɸ
əi

〉→
[008]

。 

 
 

第
十
六
句 

誰
是
長
年
者 

뉘
이
나

기
리
살
사

고 
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n
u

i 
ɸ

i 
n

ah
ʌr 

ɡ
iri 

sar 
sarʌ

m
ɡ

o
 

た(

誰)

そ 

こ
の 

よ
は
い(

年
齢) 

を 

な
が
く 

い(

生)

く
る 

も
の(

人)

は 

【
原
注
】 

此

深
嘆
人
生
之
有
限
하
니
라 

此n
ʌn

深
嘆
人
生
之
有
限h

an
ira 

此
ハ
深
嘆
人
生
之
有
限
ス
ル
ナ
リ 

【
備
考
】 

原
注
の
こ
の
解
釈
は
、『
纂
注
』
を
含
む
先
行
諸
本
に
は
無
く
、『
杜
詩
諺
解
』
編

纂
の
過
程
で
付
さ
れ
た
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。 

【
詞
辞
音
義
】 

0136.

누nu

；
た
れ(

誰)

。 

0137.+

ᅟᅵi

；
～
の
。
〈+

이ɸ
i

～
が
〉
。→

[019]
、
凡
例
⑤
。☞

0002

。 

0138.

이ɸ
i

；
こ
れ
、
こ
の
～
。
指
示
代
名
詞
と
も
、
ま
た
連
体
格
接
頭
辞
と
も

な
る
。→

[0
2
9
]

。 

0139.

나
ㅎn

ah

；
🉀
낳n

ah

よ
は
い(

年
齢)

。
名
詞
と
し
て
単
語
単
独
で
は
나
。 

0140.+

ᅟᆞᆯʌr

；
～
を
、
～
に
。→
[027]

。 

0141.

기
리ɡ

iri

；
な
が(

長
／
永)

く
。☞

0010

。 

0142.

사sa

；
🉀
살
다sard

a

い(

生)

く
、
す(

住)

ま
ふ
、
く
ら(

暮)

す
。
こ
の
ㄹ

語
幹
の
終
声
ㄹr

が
、
続
く
連
体
格
の
用
言
語
尾
ㄹ(

次
項0143)

の
前
で
脱
落
。 

0143.+

ㄹr

；
～(

す)

べ
き
～
。
用
言
の
連
体
格
を
作
る
語
尾
。→

[051]

。 

0144.

사

sarʌm

；
ひ
と(

人)

、
に
ん
げ
ん(

人
間)

、
も
の(

人
物)

。 

0145.+

고ɡo

；
～
な
る
や
、
～
す
る
や
。→

[0
3
9
] 

。☞
0
0
2
9

。
こ
の
疑
問
の
含

意
は
初
字
「
누
誰
」
に
移
し
、
こ
れ
に
格
助
詞
「
～
そ
」
を
補
っ
た
。 

 

六
、
む
す
び
に 

 

小
稿
を
、「
序
論
」「
結
論
」
と
い
っ
た
論
文
構
造
に
し
な
か
っ
た
の
は
、
題
目

で
提
示
し
た
「
解
釈
の
位
相
」
な
る
も
の
が
杜
甫
の
詩
篇
の
一
・
二
首
だ
け
の
分

析
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
り
、
今
後
更
な
る
数
量
の
詩
篇

の
正
確
な
検
証
を
進
め
て
い
く
計
画
の
も
と
、
小
稿
で
は
と
り
あ
え
ず
の
「
開

始
の
言
」
と
し
て
「
は
じ
め
に
」
と
記
し
た
。
ゆ
え
に
こ
の
小
稿
「
其
一
」
に
お

い
て
は
、「
結
論
」
で
は
な
く
、「
む
す
び
に
」
で
締
め
た
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で

述
べ
う
る
の
は
現
段
階
で
可
能
な
解
釈
の
一
様
相
で
あ
る
。
た
だ
、
一
方
の
事

実
と
し
て
、
朝
鮮
に
は
、
特
に
王
朝
レ
ベ
ル
で
杜
詩
へ
の
総
体
理
解
・
認
識
が
存

在
し
た
。
杜
詩
へ
の
普
遍
的
な
一
定
の
芸
術
的
評
価
は
別
に
確
立
し
て
い
る
の

か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
仮
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
十
五
世
紀
の
朝

鮮
で
は
そ
こ
を
超
越
し
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
筆
者
が
こ
こ
で
論

証
す
る
以
前
の
問
題
で
あ
っ
て
、
当
の
十
五
世
紀
の
段
階
で
刊
行
を
担
っ
た
者

ら
が
す
で
に
明
示
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
後
に
触
れ
る
本
件
『
杜
詩
諺
解
』
の

両
「
序
」
で
あ
る
。 

い
ず
れ
か
の
段
階
に
お
い
て
こ
れ
も
考
証
を
加
え
な
が
ら

論
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
今
は
こ
の(

両
「
序
」
所
説
の)

事
実
の
上
に

立
っ
て
、
現
段
階
で
の
論
説
を
試
み
る
。 

そ
れ
は
、
今
般
「
其
一
」
と
し
て
採
り
上
げ
た
「
玉
華
宮
」
の
第
十
二
句
「
故

物
獨
石
馬
」
に
確
認
で
き
る
、
十
五
世
紀
朝
鮮
の
『
杜
詩
諺
解
』
の
解
釈
者
た
ち

が
意
図
的
・
確
信
的
に
漢
土
の
諸
解
釈
と
異
に
し
た
特
徴
的
見
方
で
あ
る
。 

世
宗
朝
に
、
そ
れ
ま
で
の
杜
詩
の
諸
家
注
釈
の
収
集
が
命
じ
ら
れ
た
と
前
述

(

注
⑷
参
照)
し
た
よ
う
に
、
一
四
四
三
年
に
は
王
朝
挙
げ
て
の
大
事
業
「
杜
詩

先
行
注
解
類
の
収
集
」
が
集
賢
殿
に
お
い
て
開
始
さ
れ
、
こ
れ
以
後
、
朝
廷
に
お
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け
る
杜
詩
研
究
は
一
挙
に
熱
を
帯
び
て
く
る
。
そ
し
て
そ
の
成
果
と
し
て
『
纂

注
』
が
出
さ
れ
た
。
現
に
、
先
述(

四
、
先
行
諸
注
解
類)

の
よ
う
に
多
く
の
注
解

者
た
ち
の
膨
大
な
量
の
解
釈
や
認
識
が
摘
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
に
、
王
朝
に

お
い
て
は
学
杜
者
の
「
拠
る
べ
き
権
威
」
で
も
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
『
纂
注
』
に
お
け
る
「
蘇
曰
」
の
明
示
を
受
け
な
が
ら
も
、『
杜
詩
諺
解
』「
玉

華
宮
」
上
掲
当
該
第
十
二
句
（
故
物
獨
石
馬
）
は
「
い
に
し
へ(

古)

が
も
の
は
ひ

と(

独)

り
へ
め
ぐ(
経
巡)

り
し
い
し
め(

石
馬)

か
な
」

(

５)

す
な
わ
ち
「
た
だ
独
り

巡
り
歩
い
た
馬
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
す
で
に
そ
こ
の
【
備
考
】
で
論
じ
た
よ
う

に
明
確
に
『
纂
注
』
が
拠
ろ
う
と
し
た
『
分
類
』
所
引
の
蘇
軾
注
の
単
な
る
「
獨

石
馬
在
茂
草
中
」
を
ば
遥
か
に
超
え
た
認
識
を
示
し
て
い
る
。
因
み
に
『
黄
補
』

所
引
の
梅
堯
臣
注
も
『
分
類
』
と
同
記
事
で
あ
る
。
周
采
泉
氏
が
疑
う
よ
う
に
、

(

６)

仮
に
『
分
類
』
が
偽
書
で
あ
り
、
か
つ
こ
の
「
蘇
注
」
が
「
偽
蘇
注
」
で
あ
っ
た

と
し
て
も
、
現
実
と
し
て
『
纂
注
』
は
「
蘇
」
字
の
み
を
陰
刻
強
調
し
つ
つ
「
蘇

曰
〈
中
略
〉
無
故
舊
碑
文
考
驗
往
事
獨
石
馬
在
茂
草
中(
故
旧
の
碑
文
無
く
、
往

事
を
考
験
す
れ
ば
独
り
石
馬
の
み
茂
草
の
中
に
在
せ
り
。」
と
し
っ
か
り
摘
示
し

て
い
る
。
ま
さ
し
く
『
杜
詩
諺
解
』
の
み
突
出
し
て
い
る
。
し
か
も
さ
ら
に
加
え

て
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
解
釈
事
実
は
そ
の
前
の
句
（
第
十
一
句
「
當
時

侍
金
輿
」）
と
の
関
わ
り
方
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
解
釈(

現
代
で
も)

も
、
こ
の
第

十
一
句
は
第
十
二
句
と
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
的
様
態
叙
述
と
し
て
終
止
形
で
締
め

ら
れ
る
（
す
な
わ
ち
第
十
二
句
と
並
立
す
る
二
条
の
単
文
）
か
、
乃
至
は
両
者
が

接
続
す
る
構
造
（
つ
ま
り
接
続
助
詞
乃
至
接
続
詞
で
連
結
さ
れ
た
重
文
の
形
）

と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、『
杜
詩
諺
解
』
で
は
第
十
一
句
が
次
の
十

二
句
を
修
飾
す
る
形
を
採
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
そ
の
時
節
に
金
輿
を
侍
衛

し
を
り
し
」

(

７)

と
連
体
形
で
締
め
ら
れ
、「
故
物
で
あ
る
石
馬
」
を
修
飾
し
て
い
る
。

つ
ま
り
十
一
句
と
十
二
句
は
複
文
の
構
造
と
な
り
、
朝
鮮
の
解
釈
者
た
ち
に
と

っ
て
は
「
石
馬
」
が
い
つ
か
設
置
さ
れ
た
単
な
る
遺
物
な
ど
で
は
な
く
、
粛
宗
に

陪
従
し
た
旅
す
る
忠
情
の
偶
像
で
あ
り
、
そ
の
「
獨
」
り
そ
こ
に
在
っ
て
寂
寥
の

情
を
漂
わ
せ
る
「
石
馬
」
と
、
同
じ
光
景
に
あ
っ
た
忠
情
一
途
の
杜
甫
の
姿
が
重

ね
ら
れ
た
讃
歌
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
解
釈
で
あ
る
。

杜
甫
に
「
一
片
丹
心
」
の
作
品
は
多
い
。
ま
た
、
し
か
る
が
ゆ
え
に
、
朝
鮮
に
お

い
て
杜
甫
の
詩
篇
に
認
識
さ
れ
た
最
大
価
値
が
そ
の
「
忠
情
」
で
あ
っ
た
こ
と

は
『
杜
詩
諺
解
』
に
対
す
る
こ
の
両
「
序
」
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
か
く
説
く
所

以
を
十
分
に
示
す
べ
き
、
そ
の
当
為
的
検
証
が
こ
こ
で
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
が
、
限
ら
れ
た
紙
面
か
ら
別
の
機
会
に
稿
を
改
め
て
の
提
示
に
回
さ
ざ
る

を
え
な
い
。
こ
こ
で
は
こ
の
両
者
の
「
序
」
の
原
文
を
資
料
と
し
て
文
末
に
掲
げ

る
に
と
ど
め
、

(

８)

要
点
の
み
を
挙
げ
る
。 

す
な
わ
ち
曹
偉
は
「
力
め
て
淫
艶
華
靡
の
習
を
去
り
、
亂
離
奔
竄
の
際
に
至

り
て
は
傷
時
愛
君
の
言
、
至
誠
よ
り
出
で
、
忠
憤
激
烈
に
し
て
以
て
百
世
を
聳

動
す
る
に
足
ら
ん
。
人
を
感
發
懲
創
す
る
所
以
た
る
は
實
に
三
百
篇
と
相
ひ
表

裏
た
り
。」

(

９)

と
評
し
、
そ
し
て
ま
た
金
訢
は
「
其
れ
愛
君
憂
國
の
誠
、
中
に
充
積

し
て
、
發
し
て
詠
嘆
の
餘
に
見
は
る
る
は
、
自
ら
容
掩
せ
ず
。
後
の
人
を
し
て
以

て
感
發
し
て
興
起
す
る
こ
と
有
ら
し
む
。
此
れ
、
以
て
三
百
篇
を
羽
翼
し
て
、
萬

代
の
宗
師
た
る
所
以
な
り
。」

(  
)

と
讃
え
て
お
り
、
い
ず
れ
も
儒
教
「
詩
」
論
の
原

理
に
比
定
し
な
が
ら
、
そ
の
忠
情
を
以
て
詠
者
杜
甫
評
価
の
中
核
に
据
え
る
。 

と
こ
ろ
が
、
一
方
振
り
返
っ
て
韓
国
の
方
に
お
け
る
処
理
を
見
る
と
ま
こ
と
に

異
様
で
あ
る
。
先
掲
「
三
、
先
行
研
究
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
「
そ
の
歪
さ
ゆ
え

に
看
過
し
え
な
い
著
述

(     
)

が
あ
り
、
小
稿
最
終
部
「
む
す
び
に
」
に
お
い
て
指
摘
」

す
る
旨
を
述
べ
た
そ
の
「
著
述
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
篇
第
十
一
句
「
當
時

11 
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侍
金
輿
」
諺
解
部
の
現
代
語
翻
字
で
は 

그 

시
절
에 

金
輿
를 

시
위
하
던
～{

そ
の
時
節
に
金
輿
を
侍
衛
し
た
～} 

と
な
し
て
、
続
く
体
言
を
修
飾
す
る
形
態
を
採
り
な
が
ら
、
解
釈
文
で
は 

그 

시
절
엔 

금
수
레
를 

모
셨
겠
지
만{

そ
の
時
節
に
は
金
の
車
に
侍
り
仕

え
た
で
あ
ろ
う
が} 

と
、
こ
こ
で
完
結
す
る
一
文
す
な
わ
ち
一
単
文
を
仕
立
て
あ
げ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
そ
し
て
逆
接
の
構
造
の
も
と
で
第
十
二
句
の 

옛 

것
으
로
는 

石
馬
만
이 

남
았
을 

뿐
이
라{

昔
の
も
の
と
し
て
は
石
馬
の

み
が
残
っ
た
だ
け
で
あ
る} 

に
接
続
さ
せ
て
い
っ
て
い
る
。
ま
さ
に
、
諺
解
の
解
釈
を
完
全
に
崩
壊
さ
せ
、
な

ん
ら
の
根
拠
も
示
さ
ず
独
断
的
に
単
文
並
列
化
（
す
な
わ
ち
重
文
化
）
さ
せ
て

し
ま
い
、
諺
解
の
「
い
に
し
へ
が
も
の
」
す
な
わ
ち
「
ひ
と(

独)

り
へ
め
ぐ(

経

巡)

り
し
い
し
め(

石
馬)

」
と
の
関
係
性
を
破
壊
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

誤
認
な
ど
で
は
な
い
、
ま
さ
し
く
確
信
的
歪
曲
で
あ
る
。
こ
の
「
歪
曲
」
を
し
か

ら
し
め
た
事
情
が
し
っ
か
り
と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
十
二
句
の
諺

解
部
に
対
す
る
該
書
著
述
者
の
解
釈
と
し
て 

[

獨] 

을 [

올
로
잇

닌]  

으
로 

언
해
하
였
다
。 

문
맥
상 [

올
로
잇

닌]

을 

주
제
어
로 

보
기
는 

힘
들 

것 

같
다
。{[

獨]

を[

ひ
と(

独)

り
へ
め
ぐ(
経

巡)

り
し]

と
諺
解
し
た
。
文
脈
上[

ひ
と(

独)

り
へ
め
ぐ(

経
巡)

り
し]

を
主

題
語
と
は
見
な
し
え
な
い
。} 

と
い
っ
た
半
可
通
な
物
言
い
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
な
に
よ
り
も
こ
こ
を
「
文

脈
上
」
と
称
し
て
、
著
述
者
の
狭
隘
な
恣
意
的
文
意
把
握
す
な
わ
ち
現
代
の
杜

詩
享
受
者
の
勝
手
な
判
断
に
よ
っ
て
、
王
朝
の
一
大
事
業
と
し
て
展
開
さ
れ
た

確
信
的
結
論
と
し
て
の
「
朝
鮮
杜
詩
学
者
た
ち
の
解
釈
」
を
大
き
く
曲
解
し
、
そ

の
権
威
を
毀
損
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。 

す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
筆
者
は
朝
鮮
杜
詩
観
の
原
点
が
杜
甫
の
忠
情
（
義
）

で
あ
っ
た
と
見
て
い
る
。
そ
れ
は
儒
教
分
限
主
義
に
徹
し
よ
う
と
し
た
国
家
経

営
の
核
心
的
思
想
に
よ
っ
て
出
づ
る
芸
術
観
で
あ
っ
て
、
ま
さ
し
く
「
善
美
兼

備
」

(. 
)

の
儒
教
の
原
理
主
義
的
審
美
観
と
も
言
え
よ
う
。
明
確
に
爾
後
の
検
証
テ

ー
マ
が
浮
か
び
出
て
き
て
い
る
。 

 
 

【
補
説
】 

[001] 

시
내 

現
代
で
は
規
模
の
小
さ
い
河
川
を
も
意
味
す
る
が
、『
杜
詩
諺
解
』
編
纂
と
同
時

代
の
『
訓
蒙
字
会
』
は
‘
시
내
’
を
‘
溪
’
と
な
し
、
さ
ら
に
‘
水
注
川
曰
溪
小

曰
溪
大
曰
澗
’
と
説
く
。
ち
な
み
に
‘
川
’
を
‘
내
’
と
な
す
。 

[002] 

나 

第
一
人
称
指
示
詞
。+

ᅟᅵi (

主
格
語
尾)

、+

ᄅᅠr (

対
格
語
尾)

、+

ᄂᅠn
(

限
定
の
係

語
尾)

は
多
く
の
場
合
こ
の
指
示
詞
に
合
し
、
そ
れ
ぞ
れ
내n

a
i(

나+

ᅟᅵ)

、
날

n
a
r (

나+

ᄅᅠ)

、
난n

a
n

(

나+

ᄂᅠ)

と
な
る
。 

[003] 

〈 

〉 

中
に
現
代
語
の
姿
を
示
す
。 

[004] 

🉀 
用
言
の
基
本
形
乃
至
文
節
内
の
基
幹
語
を
示
す
。 

[005] 

終
声
ㄹ
が
脱
落 

終
声
が
‘
ㄹ
’
で
終
わ
る
語
幹
（
こ
れ
を
ㄹ
語
幹
と
云
う
）
は
、
次
に/n/

音
が
来

る
よ
う
な
環
境
に
お
い
て
は
そ
の
ㄹ
が
脱
落
す
る
場
合
が
あ
る
。(→

凡
例
４) 

[006] 
+

ㄴ 

12 
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用
言
の
母
音
語
幹(

す
な
わ
ち
開
音
節
語
幹)

も
し
く
は
ㄹ
語
幹(

す
な
わ
ち
終

声
ㄹ
の
閉
音
節
語
幹)

に
付
き
、
続
く
体
言
を
修
飾
す
る
語
尾
。
そ
の
用
言
が
動

詞
で
あ
れ
ば
過
去
時
制
と
な
る
。
形
容
詞
で
あ
れ
ば
時
制
に
関
わ
ら
ず(

現
在
の

こ
と
と
し
て)

様
子
や
状
態
を
表
す
。cf. [015]

、[034]

。 

[007] 
+

ᄂᆞ
니 

用
言
の
語
幹
に
付
き
、
既
定
事
実
を
原
因
・
理
由
と
す
る
条
件
節
を
受
け
る
接

続
語
尾
。〈
～(

す
る)
わ
け
で
、
～
で
あ
る
の
だ
か
ら
〉。 

[008] 
+

예
／+

애
／+
에
／
의
、+

ㅖ
／+

ㅐ
／+

ᅟᅦ
／+

 

ᅟᅴ 

地
位
・
対
象
・
場
所
あ
る
い
は
時
間
や
期
日
な
ど
限
定
条
件
を
示
す
格
語
尾
。  

[009] 
+

ᄂᆞ
다 

ㄹ
語
幹
を
除
く
子
音
語
幹
に
着
い
て
、
動
詞
の
現
在
終
止
形
を
作
る
。 

[010] 

아 

ㄹ
語
幹
に
打
ち
消
し
の
用
言
語
尾+

디d
i

〈+

지ji
〉(→

次
項)

が
着
く
場
合
、

そ
の
語
幹
か
ら
ㄹ
が
脱
落
す
る
。 

[011] 
+

디
몯  

🉀+

디 

몯
ᄒᆞ
다
〈+

지 

못
하
다ji moshada

⇨
ji motada

〉 

用
言
の
語
幹
に
付
い
て
、
動
作
・
行
為
・
行
動
な
ど
の
不
可
能
、
あ
る
い
は
状
態

や
様
相
が
一
定
程
度
に
及
ば
な
い
こ
と
を
表
す
。+

디di

は
、
そ
れ
が
着
い
て

い
る
用
言
の
打
ち
消
し
を
意
味
す
る
用
言
語
尾
で
あ
る
。 

[012] 
/t/←

/hd//dh//hs//sh/

、
ま
た/k/←

/hɡ//ɡh//

、/p/←
/

hb//bh/

。 

現
代
語
に
お
い
て
は
、
実
音
声
は
（
つ
ま
り
発
音
時
に
は
）/h/

音
の
前
ま
た
は

後
に
有
声
音 

/d(s)/

、/ɡ/

、/b/

が
来
る
と
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ/t//k//p/

と
無
声
化
す
る
。
中
期
語
に
お
い
て
は
確
実
な
説
は
無
く
、
無
声
化
を
思
わ
せ

る
部
分
も
散
見
す
る
が
、
基
本
的
に
無
声
化
を
想
定
せ
ず
、
正
音
字
を
そ
の
ま

ま
欧
字
に
翻
字
す
る
。 

[013] 
+

리
로
다 

予
想
・
推
測
あ
る
い
は
意
志
を
表
す
用
言
語
尾
。中
期
語
詩
文
類
に
多
用
さ
れ
る
。 

[014] 

지
ᅀᅳ
／
지
으 

〈
🉀
짓
다jisda

〉
。
ㅅ
語
幹
用
言
の
一
部
で
は
、+

ㄴn

（
語
尾
）
が
付
く
と

き
は
ㅅs

が
脱
落
し
、
次
音
節
に
으ɸɯ

を
置
く
。 

[015] 
+

은
／+

ᅟᆞᆫ 

形
容
詞
の
子
音
語
幹(

ㄹ
語
幹
を
除
く)

に
付
い
て
、
様
子
や
状
態
を
表
す
。
動

詞
の
場
合
は
過
去
時
制
を
表
す
。cf.[006]

、[034]

。 

[016] 
+

로
다 

指
定
詞
ま
た
そ
の
否
定
形
に
に
付
き
、
感
嘆
を
含
意
す
る
終
結
語
尾
。
す
な
わ

ち
、
体
言
に
付
い
て
驚
愕
・
感
嘆
を
表
す
。
子
音
語
幹
体
言
に
は+

ㅣ
로
다
。
ま

た
否
定
形
は+

ㅣ
아
니
로
다
～
に
あ
ら
ざ
る
か
な
。cf.[024]

。 

[017] 
+

ㄴ
／+

ᅟᅳᆫ
／+

／+

ᄋᆞᆫ
／
＋
은 

体
言
あ
る
い
は
他
の
語
尾
に
付
い
て
限
定
あ
る
い
は
話
題
提
示
を
表
す
係
語
尾
。

主
格
体
言
に
付
く
こ
と
も
あ
る
が
、
主
格
を
表
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
係

助
詞
「
～
は
」
を
も
っ
て
邦
訳
す
る
。 

[018] 
+

ㅢ 
属
格(

時
に
与
格)

体
言
語
尾
。
子
音
語
幹
に
付
き
、
そ
の
子
音
字
が
同
語
幹
か

ら
離
れ
、
次
音
節
初
声
と
な
り
、
こ
の
‘+

ㅢɯi

’
と
合
す
る
。
邦
訳
文
語
文
で

は
基
本
的
に
文
語
属
格
助
詞
‘
が
’
で
受
け
、‘
～
が
’
と
訳
出
す
る
。→

凡
例

⑤
。cf.[057]
。 

[019] 
+

ㅣ
／+
이 
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主
格
語
尾
。
母
音
語
幹
お
よ
び
母
音
語
幹
漢
字
に
は
‘+

ㅣi

’。
子
音
語
幹
で
は

そ
の
子
音(

終
声)

字
が
同
語
幹
か
ら
次
音
節
へ
と
離
れ(

次
音
節
の
初
声
と
な

っ
て)

、
こ
の
‘+

ㅣi

’
と
合
す
る(ex.0046

귀
것⇨

귀
거
시)

。
ま
た
子
音
語

幹
漢
字
に
は
‘+

이
’(ex.

牛
斗
星
이
、
南
國
이)

。→

凡
例
５
。
邦
訳
文
語
文
で

は
基
本
的
に
主
格
助
詞
を
用
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
主
格
助
詞
‘
の
’
で
受
け
、

‘
～
の
’
と
訳
出
す
る
。 

[020] 
+

고 

用
言
語
幹
に
付
き
、
文
の
中
止
の
形
を
表
す
。
邦
文
で
は
特
に
用
言
の
連
用
形

単
独
で
こ
の
意
味
が
表
さ
れ
る
。cf.[039]

、[043]

。 

[021] 
 

뎌
와
피
리 

피
리piri

は
こ
こ
で
は
‘
竽
’
の
訳
語
と
さ
れ
て
お
り
、
巻
六
の
「
草
堂
」
で

も
同
様
で
あ
る
が
、
巻
十
一
の
「
麗
人
行
」
で
は
‘
蕭

マ
マ

’(

纂
註
は
‘
簫[

縦
の

単
管]

に
作
る)

、
巻
十
五
「
城
西
陂
泛
舟
」
で
は
‘
簫
’
の
訳
語
、
巻
十
四
「
七

月
一
日
題
終
明
府
水
楼
」
で
は
‘
簧
’
の
訳
語
と
し
て
い
て
、
い
ず
れ
も
縦
の
吹

管
楽
器
で
あ
る
。
縦
か
横
か
不
明
の
、
単
に
‘
管
’
と
す
る
作
品(

例
え
ば
巻
十

五
「
陪
王
使
君
晦
日
泛
江
就
黄
家
亭
子
」)

で
は
横
笛
の
‘
뎌diə
’
と
縦
の
‘

피
리piri

’
を
併
示
し
て
い
る
。
吹
管
楽
器
に
お
い
て
は
縦
か
横
か
は
一
定
の

意
味
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。‘
피
리/piri/

’
は
も
と
も
と
漢
語
‘
篳

篥
’
の
音
写
に
由
来
す
る
が
、
後
代
に
お
い
て
は
総
じ
て
訓
化
し
て
‘
ふ
え
’
の

意
に
用
い
ら
れ
た
。 

[022] 
+

와
／+

과 

母
音
語
幹
に
付
い
て
並
列
の
体
言
語
尾
。
通
用
形
態
は
、
母
音
語
幹
体
言+

와

다

ɸoaɡʌdda 

／
子
音
語
幹
体
言+

과

다

ɡoaɡʌdda

～
が
如
し
。
た
だ
ᄅᅠ
語

幹
の
場
合
は
揺
れ
が
あ
る
。
ま
た
、
韻
文
あ
る
い
は
口
述
文
で
は+

와
／+

과
は

省
略
も
あ
り
う
る
。 

[023] 
+

히 

状
態
や
様
相
を
表
す
語
に
付
い
て
次
の
用
言
を
修
飾
。
邦
文
で
は
形
容
詞
・
形

容
動
詞
の
連
用
形
と
し
て
訳
出
す
る
。 

[024] 
+

도
다
／+

노
다 

動
詞
・
形
容
詞
・
指
定
詞
の
詠
嘆
形
。
邦
訳
で
は(

～
か
な)

等
詠
嘆
の
終
助
詞

を
用
い
る
以
外
に
、
い
わ
ゆ
る
係
り
結
び
表
現(

ぞ
～
連
体
形
、
こ
そ
～
已
然
形)

も
用
い
る
。+

도
다(→

0077

、0128

、0162

、0177

、0192

、0224

、0255

、0

382

、0408)

。cf.[016]

。
驚
愕
・
感
嘆
を
表
す
。
子
音
語
幹
体
言
に
は+

ㅣ
로

다iroda

。
ま
た
否
定
形
は+

ㅣ
아
니
로
다iɸaniroda

～
に
あ
ら
ざ
る
か
な
。 

[025] 
+

니 

完
了
を
含
意
す
る
終
結
語
尾
。
ま
た
、
理
由
・
原
因
を
表
す(

あ
る
い
は
後
続
で

経
過
・
結
果
文
を
示
す)

接
続
語
尾
。〈+

니ni

～
の
で
、
か
ら
、
理
由
や
原
因
を

表
す
接
続
助
詞
／
終
助
詞
〉。 

[026] 

며 

終
結
に
お
い
て
体
言+

ㅣ

녀isdʌniə

で
結
び
、
本
邦
漢
文
訓
読
法
の
抑
揚
表
現

で
あ
る
‘
況
や
～
を
や
’
に
該
当
。
体
言+

ㅣ

녀
は+

니

녀nisdʌniə

に
も
。 

[027] 
+

ᄅᆞᆯ
／+

ㄹ
／+

ᅟᆞᆯ
／+

ᅟᅳᆯ
／+

ᄋᆞᆯ
／+

을
／+

를 

目
的
格
体
言
語
尾
。
母
音
語
幹
に
は
‘+

ㄹr

／+

ᄅᆞᆯrʌ
r

’
子
音
語
幹
に
は
‘+

ᅟᆞᆯʌ
r

／+

ᅟᅳᆯɯ
r

’
。
漢
字
語
幹
に
は
‘+

ɸ
ʌ
r

／+

을ɸ
ɯ

r

’
。 

[028] 
+

던 

用
言
語
幹
に
付
き
体
言
を
修
飾
。
過
去
の
継
続
的
な
動
作
・
現
象
を
表
す
。 

[029] 
그
／
이
／
뎌 

指
示
代
名
詞
、
指
示
詞
。
이ɸi

接
称
こ
れ
、
こ
の
。
그ɡɯ

近
称
そ
れ
、
そ
の
、
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か
れ
、(

不
可
視
域
内
の) 

遠
称
あ
れ
。
あ
の
。
뎌diə (

可
視
域
内
の) 

遠
称

あ
れ
、
あ
の
。 

[030] 
+

ㅁ
／+

ᅟᅳᆷ
／+

ᅟᆞᆷ
／+

ᅟᅩᆷ
／+

옴 
用
言
の
体
言
化
語
尾
。
用
言
を
、
そ
の
語
幹
に
付
け
て
体
言
化
す
る
。 

[031] 
+

ㅏ
셔
／+

ㅓ
셔 

用
言
語
幹
に
付
い
て
原
因
・
理
由
や
経
時
順
な
ど
を
含
意
す
る
接
続
語
尾
。 

ま
た
、
連
用
形(

『
コ
ス
モ
ス
朝
和
辞
典
』
の
云
う
と
こ
ろ
の
第
Ⅲ
語
基
）
앉
아

ɸanjɸa+

셔siə

と
解
し
て
、
原
因
・
理
由
や
経
時
順
な
ど
を
含
意
す
る
と
説
明

す
る
こ
と
も
で
き
る
。 

[032] 

훤
히 

多
様
な
意
味
概
念
の
訳
語
で
あ
る
。
本
書
『
杜
詩
諺
解
』
初
刊
本
で
こ
の
訳
語
の

対
象
と
な
っ
た
杜
詩
原
文
篇
首
の
該
当
漢
語
を
挙
げ
、
表
に
ま
と
め
る
こ
と
で
、

本
件
訳
語
の
意
味
概
念
の
感
得
に
資
し
た
い(

別
表
省
略)

。 

[033] 
+

ㅗ
니
／
오
니 

完
了
し
た
行
為
・
動
作
・
現
象
を
原
因
・
理
由
と
す
る
条
件
節
を
作
る
接
続
語

尾
。+

ㅗ
니oni

は
子
音
語
幹
に
付
き
、
そ
の
子
音
は
ㅗo

と
合
し
て
そ
の
初
声

と
な
る
。
르
語
幹
で
は
そ
の
音
節
が
ㄹ
로
니
に
変
じ
る
。
ㄹ
語
幹
は
そ
の
終
声

ㄹr

が
ㅗo

と
合
し
て
로
니
と
な
る
。 

[034] 
+

 

動
詞
語
幹
に
つ
い
て
、
そ
の
動
作
・
行
為
あ
る
い
は
現
象
の
進
行
し
て
い
る
意

味
の
連
体
の
形
を
作
る
。
す
な
わ
ち
続
く
体
言
を
修
飾
す
る
。cf.[006]. 

[035] 
+

ᅟᅢ 

用
言
を
体
言
化
す
る
語
尾(+

ᄆᅠ
／+

ᅟᅩᆷ)

に
付
い
て
次
音
節
に
お
い
て
独
立
し
、

そ
の
用
言
概
念
に
由
る
、
あ
る
い
は
そ
の
用
言
概
念
に
起
因
す
る
結
果
を
次
節

で
述
べ
る
。 

[036] 

層
層
인 

元
来
中
期
朝
鮮
語
に
お
い
て
は
層
層
ᄒᆞ
다(

形
容
詞)

、
日
本
語
文
語
に
お
い
て

は
〈
層
層
た
り(

形
容
動
詞)

〉
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
連
体
形
は
層
層
ᄒᆞᆫ

と
な
る
べ
き
と
こ
ろ
、
本
件
『
杜
詩
諺
解
』
初
刊
本
に
お
い
て
は
別
表(

省
略)

に
掲
げ
る
よ
う
に
そ
の
用
例
は
い
ず
れ
も
層
層
인
と
体
言
語
尾
で
受
け
、
す
な

わ
ち
‘
層
層
’
を
体
言
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
で
あ
れ
ば
諺
解
の
解
釈
に
忠
実
に

邦
訳
で
も
‘
層
層
’
を
〈
層
層
の
／
層
層
た
る
状
の
〉
と
為
す
べ
き
で
あ
る
。
ま

た
別
に
‘
各
層
’
と
い
う
意
味
で
、
体
言
と
し
て
の
‘
層
層
’
も
用
い
ら
れ
る
。 

[037] 
+

놋
다 

感
動
、
詠
嘆
の
現
在
な
い
し
進
行
時
制
終
結
語
尾
。 

[038] 
+

ᅟᆞ
로
／+

로
／+

으
로 

方
向
格
体
言
語
尾
。
ま
た
手
段
格
語
尾
に
も
。 

[039] 
+

고
／+

인
고 

～
な
る
や
、
～
す
る
や
。
🉀 +

인
고ɸinɡo

。
疑
問
を
表
す
用
言
語
尾
。
子
音
語

幹
へ
の
接
続
で
は
인ɸin

を
省
略
す
る
こ
と
も
あ
る
。cf.[020]

。 

[040] 
+

ᅟᅥᆺ
다
／+

ᅟᅡᆺ
다 

～
き
、
～
な
り
、
～
り
～
か
り
き
、
～
た
り
き
。
過
去
時
制
を
示
す
終
止
語
尾
。 

[041] 
(

動
詞
連
用
形)+

ᅟᅵᆺ
다 

～(
し)

を
り
。
〈
～(

し
て)

い
る
。〉。
動
詞
に
付
い
て
、
そ
の
行
為
や
動
き
が

完
了
し
た
後
の
状
態
の
継
続
を
表
す
。 

[042] 
+

도
소
니 

用
言
語
幹
に
付
い
て
〈
～
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
～
と
い
う
こ
と
で
、
～(

す
る)

と
〉。
接
続
語
尾
。
先
行
す
る+

돗
と
後
続
の+

ᅟᅩ
니
の
二
重
語
尾
の
構
造
を
有
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し
、
特
に
驚
き
や
感
動
を
含
意
す
る
場
合
が
あ
る
。 

[043] 
+

오 

用
言
語
幹
に
付
き
、
文
の
中
止
の
形
を
表
す
。
邦
文
で
は
特
に
用
言
の
連
用
形

単
独
で
こ
の
意
味
が
表
さ
れ
る
。cf.[020]

。 

[044] 
ᄒᆞ
다
／
하
다
／(

호
다) 

形
容
的
漢
字
語
や
名
詞
に
付
い
て
形
容
詞
化
し
、
行
為
的
な
い
し
動
的
名
詞
に

付
い
て
動
詞
化
す
る
。
호
다 

は
ᄒᆞ
오
다(

『
杜
詩
諺
解
』
に
は
見
え
な
い)

の
縮

約
形
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
基
本
的
に
は
二
重
語
尾
の
う
ち
先
行
語
尾+

ᅟᅩ

o

に
末
語
尾+

ᄆᅠm

や+

ᄉᅠs

が
付
い
た
形
で
現
れ
る
。 

[045] 
+

어

 

用
言
の
語
幹
に
付
き
、
特
に
疑
問
文
に
お
い
て
逆
接
条
件
を
強
調
す
る
よ
う
な

場
合
に
用
い
ら
れ
〈
～
で
あ
る
は
ず
な
の
に
〉
と
い
っ
た
意
味
合
い
を
持
つ
。
ま

た
、
後
続
す
る
文
の
理
由
を
表
す
条
件
節
に
お
い
て
、
特
に
そ
の
理
由
を
強
調

す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
〈
～
で
あ
る
か
ら
し
て
〉
と
い
っ
た
意
味
合
い
を
持
つ
。 

[046] 
+

ᅟᅩ
라 

感
嘆
の
意
を
含
む
終
結
語
尾
。
時
制
は
限
ら
な
い
。 

[047] 
+

ᄅᅠ
셰 

主
に
「
感
受
時
で
の
」
感
嘆
の
意
を
含
む
終
結
語
尾
。cf.[024]

主
に
「
発
信
時

で
の
」
詠
嘆
と
の
微
妙
な
差
異
。 

[048] 

여
곰 

使
役
文
を
作
る
副
詞
。
一
般
に+

로
ᄒᆞ
여
곰rohʌɸiəɡom

と
用
い
ら
れ
て
‘
～

を
し
て
～
し
む
’
の
構
造
を
採
る
。ex.

各
各
蒼
生

로

여
곰
環
堵

두
게

고{

各
々
蒼
生
を
し
て
環
堵
を
設
け
し
む
る
か}

各
使
蒼
生
有
環
堵
「
寄
栢
學

士
林
居
」
巻
七
。 

[049] 
+

디
아
니 

🉀+

디 

아
니
ᄒᆞ
다
〈+

지 

아
니
하
다
〉
。
用
言
の
語
幹
に
着
い
て
、
動
作
・
行

為
・
行
動
な
ど
を
為
さ
な
い
表
現
。+

디
〈+

지
〉
は
、
そ
れ
が
付
い
て
い
る
用

言
の
打
ち
消
し
を
意
味
す
る
用
言
語
尾
で
あ
る
。 

[050] 
+

더
든 

重
文
構
造
に
お
い
て
、
実
際
に
は
無
か
っ
た
事
態
や
現
象
な
ど
を
前
文
に
お
い

て
は
す
で
に
完
了
し
て
い
る
も
の
と
仮
定
／
仮
想
し
、
後
文
に
お
い
て
そ
の
結

果
を
予
想
す
る
た
め
に
、
前
文
を
条
件
節
化
す
る
用
言
語
尾
。 

[051] 
+

ᄅᅠ 

用
言
の
母
音
語
幹(

す
な
わ
ち
開
音
節
語
幹)

も
し
く
は
ㄹ
語
幹(

す
な
わ
ち
終

声
ㄹ
の
閉
音
節
語
幹)

に
付
き
、
続
く
体
言
を
修
飾
し
、
未
来
時
制
と
な
る
。

cf.[006]

。 

[052] 

ᄃᆞᆫ
니
다d

ʌ
n
n
i
d
a⇐

正
書
法
ᄃᆞᆮ
니
다d

ʌ
d
n
i
d
a  

朝
鮮
語
に
お
い
て
、
実
音
声
で
はn

に
先
行
す
るd

はn

と
な
る
が
、
音
韻
上

は
あ
く
ま
で
もd

と
さ
れ
る
。
大
韓
民
国
の
国
語
表
記
規
則(

正
書
法)

で
は
音

韻
規
則
に
則
っ
て
表
記
す
る
。 

[053] 

終
声
の
音
節
離
脱 

中
期
朝
鮮
語
で
は
、
子
音
語
幹
の
体
言
基
本
形
が
次
音
節
に
お
い
て
母
音
に
連

な
る
場
合
に
は
そ
の
最
終
子
音
が
語
幹
か
ら
離
脱
し
、
次
音
節
に
お
い
て
こ
の

母
音
に
付
き
、
一
音
節
を
な
す
。
す
な
わ
ち
、
最
終
子
音
の
次
音
節
に
お
け
る
初

声
化
で
あ
る
。
用
言
の
子
音
語
幹
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。cf.[008]

。 

[054] 
+

나 

逆
接
の
用
言
語
尾
。
邦
訳
で
は
〈
～
で
あ
る
が
、
～
す
る
け
れ
ど
も
〉
等
と
な
す
。 

[055] 
+

며 
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用
言
語
幹
に
着
き
、
文
の
中
止
の
形
を
表
す
。
邦
文
で
は
特
に
用
言
の
連
用
形

単
独
で
こ
の
意
味
が
表
さ
れ
る
。cf.[020]

、[039]

、[043]

。 

[056] 
+

샤
／+

셔 
用
言
の
尊
敬
形
を
作
る
語
尾
。 

[057] 
+

의 

～
が
、
～
の
。
漢
字
語
及
び
母
音
語
幹
に
付
く
属
格
語
尾
。cf.[008]

、[018]

。 

[058] 
+

ᅟᅵ
아
니
다
／+

이
아
니
다 

指
定
詞
‘+

ᅟᅵ
다ida

／+
이
다ɸida

な
り
’(

次
項)

の
打
ち
消
し
形
。 

[059] 
+

ᅟᅵ
다
／+

이
다 

～
な
り
。
〈
～
で
あ
る
〉。
指
定
詞
。 

[060] 
+

노
라 

第
一
人
称
叙
述
の
形
を
と
り
、
特
に
格
式
張
っ
て
（
自
己
の
）
行
為
・
動
作
を
断

言
す
る
。
未
来
の
こ
と
で
あ
れ
ば
強
い
意
志
の
表
現
と
も
な
る
。 

  
 

注 

(

１) 

成
澤
勝
「
朝
鮮
に
お
け
る
集
千
家
註
系
杜
詩
に
つ
い
て
」（『
日
本
中
國
學

會
報
』
第
五
十
集
、
日
本
中
國
學
會
、
一
九
九
八
） 

(

２) 

命
檜
巖
住
持
僧
卍
雨
移
住
興
天
寺
、
仍
賜
衣
、
令
禮
賔
供
三
品
之
廩
。
卍

雨
及
見
李
穡
李
崇
仁
、
得
聞
論
詩
、
稍
知
詩
學
。
今
註
杜
詩
、
欲
以
質
疑
也
。

（『
世
宗
實
錄
』
巻
一
百
（
世
宗
二
十
五
年
四
月
壬
子(

二
七
日
）） 

(

３) 

沈
慶
昊
「
纂
註
分
類
杜
詩
解
題
」（
影
印
『
纂
註
分
類
杜
詩
』
以
會
文
化

社
、
一
九
九
二
、
ソ
ウ
ル 

(

４) 

命
購
杜
詩
諸
家
註
于
中
外
。
時
令
集
賢
殿
叅
校
杜
詩
諸
家
註
釋
會
稡
爲
一
、

故
求
購
之
。（『
世
宗
實
錄
』
巻
一
百
（
世
宗
二
十
五
年
四
月
丙
午(

二
一
日)

） 

(

５) 

녯
거
슨

올
로
잇

닌
돌

리
로
다(

「
玉
華
宮
」
諺
解
第
十
一
句) 

(

６) 

周
采
泉
『
杜
集
書
録
』(

上
海
古
籍
出
版
社)

下
、
六
六
三
～
六
六
五
頁 

(

７) 

그
時
節
에
金
輿

侍
衛

던(

「
玉
華
宮
」
諺
解
第
十
二
句) 

(

８) 

詳
論
は
稿
を
改
め
、
こ
こ
で
は
文
末
に
原
典
影
印
資
料
の
み
掲
げ
て
置
く
。 

(

９) 

力
去
淫
艶
華
靡
之
習
。
至
於
亂
離
奔
竄
之
際
。
傷
時
愛
君
之
言
。
出
於
至

誠
。
忠
憤
激
烈
。
足
以
聳
動
百
世
。
其
所
以
感
發
懲
創
人
者
。
實
與
三
百
篇
相

爲
表
裏
。（『
梅
溪
集
』
巻
四
「

詩
序
」〔
句
点
は
原
籍
に
よ
る
〕） 

(

10) 

其
愛
君
憂
國
之
誠
。
充
積
於
中
。
而
發
見
於
詠
嘆
之
餘
者
。
自
不
容
掩
。

使
後
之
人
。
有
以
感
發
而
興
起
焉
。
此
所
以
羽
翼
乎
三
百
篇
。
而
爲
萬
代
之
宗

師
也
。(

『
顔
樂
堂
集
』
卷
之
二
雜
著
「

譯
杜
詩
序
」〔
句
点
は
原
籍
に
よ
る
〕） 

(

11) 

李
賢
煕
・
李
浩
権
・
李
鍾
默
・
姜
晳
中
共
著
『
杜
詩
와 

杜
詩
諺
解
⑥
』

（
新
丘
文
化
社
、
ソ
ウ
ル
、
一
九
九
七
） 

(

12) 

子
謂
韶
、
盡
美
矣
、
又
盡
善
也
。
謂
武
、
盡
美
矣
、
未
盡
善
也
。（『
論
語
』

「
八
佾
」）
朝
鮮
に
お
け
る
こ
の
善
美
兼
備
の
儒
教
審
美
観
に
つ
い
て
は
筆
者

が
初
め
て
「
美
と
善
」(

『
基
礎
ハ
ン
グ
ル
』
６
号
三
修
社)

に
お
い
て
指
摘
し

た
。 

   

   
【
付
言
】
杜
詩
に
ご
関
心
の
各
位
に
お
か
れ
て
、
朝
鮮
で
の
解
例
を
覗

き
見
た
い
篇
首
が
お
有
り
で
あ
れ
ば
、
な
に
と
ぞ
ご
指
定
い
た
だ
き
た

い
。
い
ず
れ
の
方
に
で
も
、
同
篇
首
諺
解
の
詳
細
な
分
析
検
証
結
果
を

お
届
け
申
し
上
げ
る
。
以
て
筆
者
の
修
行
研
鑚
の
蓄
積
と
致
し
た
い
。 
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金
訢
「

譯
杜
詩
序
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