
詩
経
の
新
古
層
耕
別
の
一
標
準

高

田

時

雄

京

都
大

草

詩
経
各
篇
の
成
立
年
代
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
無
意
味
で
な
い

こ
と
は
ー
誰
し
も
の
意
見
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
を

古
代
史
の
資
料
と
し
て
扱
う
に
し
て
も
ー
言
語
史
の
素
材
と
為
す
に

し
て
も
ー
そ
れ
は
第

一
に
要
請
さ
れ
る
基
本
的
な
作
業
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
｡
ま
た
極
-
普
通
に
ー
文
学
史
上
の
特
筆
す
べ
き

一
貫
と

し
て
見
る
時
で
さ
え
ー
封
象
を
確
か
な
背
景
の
下
に
位
置
づ
け
た
い

と
思
う
の
は
､
極
め
て
自
然
な
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
｡

俸
銃
的
な
詩
経
学
は
そ
の
各
JV
の
詩
篇
の
解
樺
と
と
も
に
､
そ
れ

に
不
可
分
の
も
の
と
し
て
の
年
代
観
を
伴

っ
て
い
た
｡
そ
れ
は
雅
頭

に
つ
い
て
言
え
ば
､
創
業
期
の
文
王

･
武
王
の
代
か
ら
西
周
末
の
幽

王
の
代
に
至
る
ま
で
の
各
王
に
ー
詩
篇
の
そ
れ
ぞ
れ
を
配
し
､
美
刺

の
観
念
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ー
儒
家
風
の
政
治
的

･
教
育
的

な
原
理
を
説
-
も
の
で
あ
る
｡
お
そ
ら
-
は
民
話
で
あ
る
国
風
に
つ

詩
経
の
新
古
層
辞
別
の
1
標
準

(高
田
)

い
て
も
､
同
じ
よ
う
な
歴
史
的
な
説
明
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
､
雅

頭
と
と
も
に
事
情
は

一
貫
し
た
も
の
を
持

っ
て

い
る
｡

た
と
え
ば

｢椎
衣
ー
美
武
公
也
-
-
｣
(毛
序
)ー

｢蟻
蜂
ー
刺
青
俸
公
也
-
‥
｣

(同
)
等
㌔

そ
の
す
べ
て
を
列
挙
す
る
こ
と
に
は
意
味
は
な
い
｡
た

だ
す
べ
て
が
こ
の
よ
う
な
風
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
れ
ば
足
-
る
｡

そ
れ
ら
は
詩
の
内
容
と
合
わ
せ
見
る
と
き
ー
多
-
牽
強
附
合
の
談
-

を
曳
か
れ
難
い
も
の
で
あ
-
､
現
在
我
J～
が
詩
を
讃
む
と
き
､
最
も

奇
妙
に
感
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
｡

そ
の
た
め
詩
を
詩
そ
の
も
の
と
し
て
ー
あ
ら
ゆ
る
古
い
解
樺
に
と

ら
わ
れ
る
こ
と
な
-
讃
も
う
と
す
る
努
力
が
､
近
代
以
来
今
に
い
た

る
ま
で
な
さ
れ
て
き
た
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
新
解
樺
は

一
定
の
成
果
を
収
め
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
そ
の
上

で
改
め
て
詩
の
成
立
年
代
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
試
み
も
や
は
-
め

る
の
で
あ
る
｡
松
本
雅
明
氏
の

『
詩
経
諸
第
の
成
立
年
代
に
関
す
る

研
究
』
(
一
九
五
八
)
は
､
少
-
と
も
そ
の
大
き
さ
か
ら
い
っ
て
ー
最

も
重
要
な
も
の
の
一
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
｡
た
だ
そ
の
結
論
に

は
問
題
が
な
い
と
は
言
え
な
い
｡
本
稿
は
主
と
し
て
そ
の
年
代
決
定

の
標
準
に
封
す
る
反
論
の
試
み
で
あ
る
｡

1
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松
本
氏
は
絶
封
的
な
成
立
年
代
を
確
定
す
る
準
備
と
し
て
ー
興
的

費
想
の
特
化
お
よ
び
そ
の
詩
形
と
の
関
連
よ
-
ー
相
封
的
な
新
古
の

暦
の
群
別
を
行

っ
た
｡
そ
れ
は
氏
の
結
論
の
第

一
段
階
と
い
っ
て
さ

し
っ
か
え
な
い
｡

｢
1
般
に
国
風
は
古
-
､
雅

･
項
に
は
顎
展
し
､
も
し
-
は
形
式

化
し
た
新
し
い
詩
篇
が
多
い
｡
-
‥
･す
な
は
ち
民
謡
が
宮
廷
歌
に

編
成
さ
れ
る
こ
と
は
あ
つ
た
が
､
宮
廷
歌
が
民
謡
に
特
化
し
た
例

は
み
ら
れ
な
か
っ
た
｡｣
(頁
三
六
七
)

つ
ま
り
結
論
の
第

一
は
ー
国
風
が
雅
頒
よ
-
も
古
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
｡
こ
の
前
提
の
下
に
ー
氏
は
最
終
的
な
結
論
を
次
の
よ
う
に

下
し
て
い
る
｡

｢
国
風
の
な
か
の
古
朴
な
部
分
は
西
周
後
期
の
成
立
で
あ
る
が
ー

小
雅

･
大
雅

･
頭
で
は
後
の
二
つ
に
い
-
ら
か
西
周
後
期
の
詩
が

み
え
る
は
か
ー
そ
の
大
部
分
は
東
周
に
は
い
っ
て
か
ら
の
作
品
で
､

そ
の
末
期
は
春
秋
中
期
ー
す
な
は
ち
前
六
世
紀
の
初
め
に
及
ぶ
こ

と
が
明
か
に
さ
れ
た
｡
｣
(頁
九
四
六
)

一
千
頁
に
近
い
亘
班
が
こ
の
結
論
を
導
-
た
め
に
捧
げ
ら
れ
て
い

る
｡
そ
の
中
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
ー
必
ず
し
も
す
べ
て
が
結

論
と
の
関
連
の
下
で
の
み
有
意
義
で
あ
る
よ
う
な
種
親
の
も
の
で
は

な
-
ー
結
論
が
誤

っ
て
い
れ
ば
と
て
ー
た
だ
ち
に
慣
値
を
失
う
も
の

で
は
な
い
｡
こ
れ
は
前
も

っ
て
云
っ
て
お
-
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

た
と
え
ば
興
に
つ
い
て
の
研
究
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
｡
そ
の
他
ー
古

代
祭
薩
の
復
元
な
ど
興
味
深
い
鮎
も
ま
た
多
-
あ
る
が
､

一
一
に
つ

い
て
解
れ
る
こ
と
は
ー
本
稿
の
目
的
と
も
関
わ
ら
な
い
の
で
し
な
い
｡

私
は
こ
こ
で
は
ー
た
だ
年
代
お
よ
び
新
古
の
暦
に
関
す
る
こ
と
だ
け

に
つ
い
て
取
-
上
げ
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
｡

今
挙
げ
た
松
本
氏
の
結
論
の
後
者
､
つ
ま
-
紀
封
年
代
に
つ
い
て

の
そ
れ
は
､
第

一
の
結
論
を
前
提
と
し
て
始
め
て
い
え
る
こ
と
で
あ

る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
｡
も
し
結
論
第

一
が
不
幸
に
し
て
誤

っ
て

い
た
な
ら
ば
ー
結
論
第
二
は
根
低
か
ら
覆
ら
ざ
る
を
得
な
い
｡
と
こ

ろ
で
そ
の
結
論
第

一
は
､
見
た
と
こ
ろ
ー
松
本
氏
の
主
観
に
よ
る
と

2



こ
ろ
が
は
な
は
だ
大
き
-
､
不
安
定
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
｡
た
と

え
ば
興
的
章
想
の
自
然
的

･
直
接
的
で
あ
る
か
ー
あ
る
い
は
定
式
化

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
見
分
け
る
の
に
､
柁
封
誤
る
こ
と
が
な
い

で
あ
ろ
う
か
｡
そ
し
て
何
よ
-
も
原
初
的
と
さ
れ
る
国
風
の
譜
篤
が
ー

よ
-
形
式
的
な
雅

･
頭
と
同
時
､
又
は
そ
れ
よ
-
後
に
存
在
し
て
は

な
ら
ぬ
と
い
う
理
由
は
何
も
な
い
｡
こ
れ
は
吉
川
幸
次
郎
氏
の
書
評

(『東
洋
史
研
究
』

17
1
3
)
が
す
で
に
指
摘
す
る
.
歴
史
の
童
展
は
不

均
等
で
あ
-
1
異
な
っ
た
登
展
段
階
に
あ
る
も
の
が
同
時
に
存
在
す

る
こ
と
は
普
通
の
こ
と
で
あ
る
｡
そ
れ
に
封
し
て
松
本
氏
の
こ
の
よ

う
な
形
式
的

･
主
観
的
思
考
は
歴
史
学
者
と
し
て
致
命
的
な
鉄
鮎
で

あ
る
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
O
原
初
的
な
護
悪
は
時
代
を
降

っ
て
も
存

在
す
る
し
､
原
初
的
な
詩
篇
も
ま
た
生
み
出
さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
｡

つ
ま
-
民
謡
は
宮
廷
歌
が
行
わ
れ
て
い
る
時
代
に
も
普
然
あ

っ
て
よ

い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
が
宮
廷
歌
に
采
-
込
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
は
､
又
別
の
問
題
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
む
し
ろ
民
謡
の
宮
廷

歌

へ
の
韓
化
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
ー
中
央
に
宮
廷
歌
を
支
え
る

楽
の
俸
銃
が
あ

っ
て
始
め
て
可
能
で
あ

っ
た
と
す
る
方
が
自
然
で
あ

る
｡
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
国
風
の
詩
が
禁
歌
と
し
て
改
編
さ
れ
て
い
る

詩
経
の
新
古
層
擦
別
の
一
標
準

(高
田
)

(注
1
)

と
い
う

議

論
を

前
提
と
す
る
か
ら
､
松
本
氏
の
議
論
と
は
畢
尭
す
れ

違
い
に
終
る
か
も
し
れ
な
い
が
｡
と
も
あ
れ
ー
松
本
氏
の
論
接
は
必

ず
し
も
反
論
を
全
-
許
さ
な
い
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
｡
少

な
-
と
も
紹
封
確
資
な
板
嬢
で
は
な
い
｡
し
た
が

っ
て
そ
の
稚
封
年

代
の
推
定
も
ま
た
疑
わ
し
い
｡

し
か
し
最
も
有
数
な
反
論
は
お
そ
ら
-
私
自
身
の
新
た
な
基
準
を

提
示
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
だ
が
そ
の
前
に
私
は
今

一
つ
別
の
立
場

よ
-
す
る
考
え
を
取
-
上
げ
よ
う
｡

ド
プ
ソ
ソ
氏

(W
･
A
･
C
･
H
･
D
o
bso
n
)
の
考
え
が
そ
れ
で
あ
る
｡

そ
の

｢言
語
的
事
寛
と
詩
経

の
年
代
｣

(L
in
gu
istic
evld
e
n
ce

a
n
d

th
e
d
a
tin
g
o
f
th
e

B

ook
of
O
d
e
s)
(
l
九
六

四
､
『
通
報
』
第
五
十

1

巻
)

と
い
う
論
文
で
は
ー
松
本
氏
と
は
ぼ
正
反
封
の
結
論
､
つ
ま
-

頭

･
大
雅

･
小
雅

･
国
風
の
順
に
古
い
と
い
う
結
論
に
達
し
て
い
る
｡

そ
し
て
そ
れ
は
毛
序
の
い
う
所
と
､
全
鮭
と
し
て
見
た
場
合
極
め
て

近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
も
指
摘
す
る
｡
そ
の
方
法
に
つ
い
て
簡
単

に
い
う
な
ら
ば
､
次
の
よ
う
で
あ
る
｡

ド
ブ
ソ
ソ
氏
は
す
で
に
自
ら
の
早
期
上
古
漢
語

(E
aユ
y
A
ICFaic

C
hine

s
e

)

の
語
法
と
後
期
上
古
漢
語

(L
ateA
rchaic
C
hinese)
の

3
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(注
2
)

語
法
と
を
作
-
上
げ
て
い

る

｡

そ
し
て
詩
経
に
用
い
ら
れ
た
用
法
を

同
じ
-
す
る
語
の
ペ
ア

(克

･
可

･
能
)
､
(背

･
相
)
I
(仮

･
所
)
､

(停

･
使
)
な
ど
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
と
ー
そ
れ
ら
は
ー
雅

･

頚

･
国
風
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
片
よ
り
を
示
す
の
を
見
出
し
た
o
克

･
背

･
倣

･
伴
な
ど
早
期
上
古
漢
語
的
な
も
の
は
頒

･
雅
に
多
-
用

い
ら
れ
､
可

･
能

･
相

･
所

･
使
な
ど
後
期
上
古
漢
語
的
な
も
の
は

国
風
に
多
い
｡
も
ち
ろ
ん
出
入
は
あ
る
け
れ
ど
も
､
大
鰹
そ
の
よ
う

に
言
う
こ
と
が
出
来
る
｡
そ
こ
か
ら
相
対
的
な
新
古
の
暦
を
前
述
の

よ
う
に
区
別
で
き
る
と
し
た
の
で
あ

っ
た
｡

こ
の
よ
う
な
言
語
的
事
章
よ
-
す
る
考
察
は
､
松
本
氏
の
方
法
の

よ
う
に
主
観
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
が
少
い
と
い
う
意
味
で
､

一
層
確

資
な
も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
松
本
氏
は
ー
こ
の
よ
う
な
語

の
分
布
に
よ
る
研
究
が
ー
時
代
的
に
近
接
し
た
文
献
を
扱
う
際
に
は

困
難
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
る
が
ー
そ
の
頃
寛
際
に
そ
の
様
な
研
究
が

あ

っ
て
ー
そ
れ
に
つ
い
て
臭
腺
的
に
検
討
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

の
だ
か
ら
ー
今
こ
の
よ
う
に
提
出
さ
れ
た
説
明
に
封
し
て
､
冷
静
に

考
え
直
し
て
み
る
必
要
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

以
上
二
つ
の
結
果
と
し
て
相
対
立
す
る
説
を
み
た
｡
私
は
大
筋
と

し
て
後
者
の
ド
ブ
ソ
ソ
氏
の
結
論
に
賛
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
私
な
-
の
探
究
の
結
果
と
し
て
得
た
も
の
が
､
偶

偶
ド
プ
ソ
ン
氏
の
結
果
と

一
致
し
た
の
で
あ

っ
て
､
初
め
か
ら
そ
の

よ
う
な
前
提
の
下
に
こ
じ
つ
け
た
も
の
で
は
決
し
て
な
い
こ
と
を
言

っ
て
お
-
こ
と
は
必
要
で
あ
る
｡

詩
経
は
韻
文
で
あ
る
か
ら
す
べ
て
押
駒
す
る
の
を
そ
の
例
と
す
る

(周
項
の
一
部
に
無
駒
の
も
の
が
あ
る
の
は
も
と
よ
-
例
外
で
あ
る
)
0

そ
の
押
酌
を
基
と
し
た
清
朝
古
書
撃
の
輝
か
し
い
成
果
は
人
の
み
な

知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
o
瑞
典
の
高
木
漠

(B
･
K
a
rtgren
)
の
そ
の
近
代

的
再
解
樺
も
又
人
の
目
を
お
ど
ろ
か
せ
る
に
充
分
で
あ

っ
た
｡
し
か

し
彼
ら
は
み
な
詩
経
を
資
料
と
し
て
音
駒
を
探

っ
た
の
で
あ

っ
て
､

普
酌
か
ら
詩
経
の
年
代
を
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
は
も
と
よ
-
い
な

か
っ
た
｡
し
か
し
そ
れ
は
全
-
異
と
す
る
に
足
-
な
い
こ
と
で
あ
る
｡

な
ぜ
な
ら
彼
ら
か
ら
す
れ
ば

一
鷹
詩
経
を
均
質
な
言
語
と
し
て
扱
う

こ
と
な
し
に
は
ー
候
理
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

そ
れ
は
彼
ら
に
と

っ
て
は
研
究
の
手
練
上
の
前
提
で
あ

っ
た
｡
し
か

し
な
が
ら
､
か
-
に
毛
序
に
従
え
ば
ほ
ぼ
五
百
年
に
わ
た
る
と
さ
れ

4



る
､
そ
の
詩
篇
の
言
語
に
同
じ
枠
を
設
定
す
る
場
合
に
は
ー
さ
ま
ざ

ま
な
矛
盾
を
生
じ
る
こ
と
も
ま
た
嘗
然
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
た
と

え
五
百
年
は
あ
ま
-
に
永
き
に
す
ぎ
る
と
し
て
も
ー
厳
密
な
意
味
で

の
共
時
的
研
究
と
い
え
る
よ
う
な
も
の
か
ら
程
遠
い
こ
と
は
､
常
識

に
徹
し
て
明
ら
か
で
あ
る
｡
事
賓
そ
う
い
っ
た
矛
盾
は
い
-

つ
か
存

在
す
る
o
私
は
こ
こ
で
は

｢
来
｣
と
い
う

一
字
に
つ
い
て
､
そ
の
昔

駒
的
側
面
に
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
｡

｢
乗
｣
字
は
詩
経
の
駒
脚
と
し
て
ー
す
べ
て
十
四
見
す
る
｡
そ
れ

(江
3
)

ら
を
列
畢
す
れ
ば
左
の
如
-
で
あ
る
｡

潮
来

･
又

㈹
来

･
疾

如
来

･
服

個
期

･
時

･
乗

個
垂

･
来

掴
塞

･
乗

小
雅

･
南
有
嘉
魚
[
)
9
)
]

四
華

中
雅

･
大
東
【2
0
3
]
二
華

中
雅

･
大
東
【2
0
3
]
四
章

小
雅

･
頚
弁
[2
)
7
]
二
章

大
雅

･
塞
童
[2
4
2
二

幸

大
雅

･
常
武
【2
6
3
二

ハ
章

3
慕

･
釆

･
来

･
思

S
思

･
乗

用
期

･
哉

･
僻

･
来

･
思

3
来

･
滑

㈲
侃

･
思

･
来

㈲
疾

･
来

S
牧

･
乗

･
載

･
妹

囲
載

･
来

･
疾

郷
風

･
賂
風
【3
0
]
二
幸

爆
風

･
雄
矩
【3
3
]
三
幸

王
風

･
君
子
子
役

[66二
幸

鄭
風

･
女
日
鶏
鳴
[82
三

一章

鄭
風

･
子
衿
【9
)]
二
幸

小
雅

･
采
夜

【)6
7]
三
華

中
雅

･
出
車
【)6
8二

幸

小
雅

･
枕
杜

[)69]四
章

国
風
五
ー
小
雅
七
ー
大
雅
二
｡
第
四
の
例
､
女
日
鶏
鳴
[82
]

の
謄

字
が
蒸
部
に
入
る
字
で
あ
-
ー
乗
字
と
は
中
心
母
音
を
同
じ
-
す
る

所
謂
封
韓
の
関
係
の
合
駒
で
あ
る
の
を
除
け
ば
､
他
は
す
べ
て
之
部

の
正
し
い
押
駒
で
あ
る
O
も
つ
と
も
謄
字
を
胎
字
の
誤
-
な
-
と
す

(江
4
)

る
江
永
の

説

を

取
る
な
ら
ば
､
や
は
-
き
れ
い
な
正
例
で
あ
る
｡
今
､

議
論
の
正
確
を
期
す
る
た
め
に
ー
確
章
な
文
献
的
詮
操
を
鉄
-
江
説

を
取
ら
ず
し
ば
ら
-
舌
に
徒
-
こ
と
と
す
る
｡

さ
て
私
は
こ
れ
ら
か
ら
如
何
な
る
時
代
的
差
異
を
見
出
そ
う
と
す

る
の
で
あ
る
か
｡
そ
れ
が
聾
調
に
つ
い
て
で
あ
る
こ
と
は
ー
少
し
注

意
し
て
押
駒
例
を
御
覧
に
な
れ
ば
お
わ
か
り
と
思
う
0
も
と
も
と
古

雷
撃
に
於
て
､
聾
調
の
研
究
は
､
駒
母

･
聾
母
の
そ
れ
に
較
べ
て
未

5

詩
経
の
新
古
層
姉
別
の
1
標
準

(高
田
)
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耕

考
達
の
分
野
で
あ

っ
た
の
だ
が
ー

今
で
は
上
代
に
も
四
聾
の
存
在
し

た
こ
と
は
ほ
ぼ
常
識
と
な

っ
て
い
る
｡
し
た
が

っ
て
今
我
～
は
四
聾

に
つ
い
て
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
.
3

何周の
系

･
思

･
期

･
哉

･

燭
は
す
べ
て
平
聾
0
回
の
滑
は
去
聾
で
あ
る
が
､
今
も
い
っ
た
よ
う

に

In
g
駒
尾
を
持
つ
蒸
部
字
で
､
ほ
ん
ら
い
善
い
押
駒
で
は
な
い
の

だ
か
ら
ー

考
察
の
封
象
外
に
し
て
お
い
て
よ
い
｡

何
の
備
字
も
中

古
去
聾
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
詩
経
で
は
こ
こ
の
他
に
洞
陽

[)
34
]
に

見
え
ー
恩
と
押
駒
す
る
｡
詩
経
時
代
に
は
卒
聾
で
あ

っ
た
と
考
え
て

(注
5
)

よ

い
o

㈲
の
疾
は
中
古
去
聾
ー
S
の
牧

･
林
は
入
寒
､
我
は
去
聾
で

あ
る
.
佃
の
又
ー
去
寒
D
桐
の
服
､
入
聾
｡
個

の
期

･
時
は
年
輩
｡

胸
の
壷
､
銅
の
墓
は
入
寒
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
来
字
は
詩
経
に
お

い
て
卒
去
人
の
三
軍
と
押
駒
す
る
｡
江
有
話
は
上
古
の
押
駒
例
を
調

査
し
ー

中
古
の
四
聾
と
異
な
る
も
の
を
集
め
て
ー
『磨
約
四
牽
正
』

一
書
を
成
し
た
｡
そ
こ
で
は
正
に
､
来
字
に
卒
去
人
の
三
聾
を
認
め

て
い
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
同

一
の
文
字

(す
な
わ
ち
語
)
が
三
つ

の
聾
詞
､
つ
ま
-
は
三
種
の
音
形
を
持
つ
こ
と
を
ー

一
つ
の
均
質
な

言
語
鮭
系
の
中
に
許
容
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
｡
戴
宗
の
い
わ
-
､

｢
音
琴
有
不
随
故
訓
襲
者
､
則

一
書
或
教
義
､
音
聾
有
随
故
訓
而

襲
者
ー

則

一
字
或
教
育
｣

(『論
駒
書
中
字
義
答
秦
尚
書
意
田
』
東
原

集
･
巻
三
)

一
字
多
義
と
多
音

l
義
の
草
生
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
が
ー
故
訓

が
不
動
で
あ
る
な
ら
ば
ー
音
撃
は
奨
ず
る
は
ず
が
な
い
｡
し
か
し
て

一
字
は

l
音
た
る
べ
き
な
の
で
あ
る
O

そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
聾
詞
の
分
布
を
見
る
な
ら
ば
､
来
字
は

3回

伺
何
個
に
於
て
平
聾
と
ー
伺
S

㈲
刷

個

的
個

84
に
於
て
去
聾
及
び
入

寒
と
押
駒
し
て
い
る
o
個
を
除
け
ば
､

そ
れ
が
国
風
と
雅
の
区
分
に

相
慮
し
て
い
る
こ
と
は

一
目
瞭
然
で
あ
る
｡

さ
ら
に
説
明
が
必
要
で
あ
る
｡
去
聾
と
入
寒
と
の
関
係
が
密
接
で

あ
-
､

一
類
を
成
す
こ
と
は
段
玉
裁
以
来
し
ば
し
ば
主
張
さ
れ
て
来

た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
､
い
ま
問
題
に
な

っ
て
い
る
去
聾
字
に
つ
い
て

い
う
と
､
詩
経
で
は
ー
載
字
は
す
べ
て
入
聾
字
と
押
訳
し
ー
あ
る
種

の
入
撃
駒
尾
を
持

っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
な
も
の
で
あ
る
｡
疾
字

に
つ
い
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
-
ー
1
例
を
挙
げ
れ
ば
､
江
漢
【2
6
2
]

三
章
で
は
麻

･
図

･
極
と
押
駒
す
る
o
ま
た
文
字
は
小
宛

[)96]
二

6



章
で
克
字
と
押
駒
す
る
か
ら
ー
や
は
-
入
寒
約
尾
を
も

っ
て
い
た
と

思
わ
れ
る
が
ー
詩
経
以
外
で
は
駒
に
入
る
こ
と
の
な
い
字
で
あ
-
I

確
言
は
出
来
な
い
o
卒
撃
字
に
つ
い
て
は
､
そ
れ
ら
が
入
寒
と
押
駒

す
る
こ
と
は
ー
少
-
と
も
詩
経
に
於
て
は
権
封
に
な
い
｡
な
ら
ば
国

風
の
来
字
と
雅
の
来
字
は
､
卒
聾
薪
と
入
寒
類
の
二
類
に
載
然
と
区

別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
O
そ
の
際
個
の
例
は
小
雅
で
は
あ
る
が
､
聾

(注
6
)

詞
か
ら
す
れ
ば
､
国
風
の
額
に
展
す
る
こ
と
に

な

る
｡

そ
し
て
国
風
の
類
が
雅
の
額
よ
り
も
層
と
し
て
新
し
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
｡
後
世
乗
字
は
午
餐
の
み
に
読
ま
れ
ー
切
剖
系
訳
書
も

卒
聾
に
の
み
収
め
る
｡
漢
代
の
韻
文
は
も
ち
ろ
ん
ー
遡

っ
て
は
楚
詞

に
も
入
聾
と
の
押
駒
は
み
ら
れ
な
い
｡
易
の
駒
に
入
寒
と
押
豹
す
る

の
は
古
い
層
を
反
映
し
て
い
る
｡
ま
た
乗
丁
零
の
藷
聾
は
更
に
時
期

と
し
て
古
い
は
ず
で
あ
る
｡
し
て
み
る
と
､
束
は
詩
経
の
成
立
し
た

時
間
の
流
れ
に
し
た
が
っ
て
､
入
寒
か
ら
平
撃

へ
移
-
襲

っ
て
い
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
藻
語
の
襲
展
過
程
に
お
い
て
､

絶
え
ず
駒
尾
を
襲

っ
て
消
減
せ
し
め
た
あ
る
力
の
､
最
も
早
い
襲
現

(注
7
)

の
T
つ
で
あ
る
｡
第

l
次
の
入
聾
約
尾
消
失
過

程

に

お
い
て
､
多
-

の
文
字
は
去
聾
と
い
-

一
類
を
形
成
し
､
そ
こ
に
流
れ
込
ん
だ
｡
そ

詩
経
の
新
古
層
群
別
の
7
標
準

(高
田
)

れ
は
少
し
の
ち
の
話
に
な
る
｡
来
字
の
場
合
は
ー
そ
れ
に
先
ん
じ
た

突
登
的
な
奨
化
で
あ

っ
た
｡
平
聾
に
入
っ
た
の
は
ー
あ
る
い
は
そ
の

時
期
的
な
ず
れ
が
因
を
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
融
か
に

考
え
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
､
乗
字
の
聾
詞
の
襲
化
が
詩
経
の
新
古

層
を
群
別
す
る
重
要
な

l
標
準
と
な
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
ド
ブ

ソ
ン

氏
の
､
語
の
分
布
に
よ
る
方
法
で
は
出
入
が
は
げ
し
-
､
個
～
の
詩

篇
に
つ
い
て
の
確
真
性
を
敏
-
嫌
い
が
あ

っ
た
｡
そ
れ
は
お
そ
ら
-

語
の
使
用
に
は
停
承
性
が
あ
-
､
後
世
の
人
が
古
い
語
を
用
い
る
と

い
う
こ
と
も
あ
-
得
る
と
い
う
関
係
に
基
-
も
の
で
あ
る
｡

一
方
ー

音
訳
の
襲
化
は
ー
知
ら
ず
識
ら
ず
の
う
ち
に
人
J～
の
言
語
を
襲
容
せ

し
め
る
｡
目
に
み
え
な
い
が
ゆ
え
に
意
識
に
の
ぼ
っ
て
-
る
こ
と
は

な
い
｡
押
駒
の
上
に
反
映
し
た
襲
化
を
､
確
賓
な
謬
嬢
と
な
し
得
る

理
由
で
あ
-
1
こ
こ
に
我
･～
は
個
･～
の
詩
篇
に
つ
い
て
の
確
か
な
判

断
を
下
し
得
る
｡

SS伺
何
個

は
㈲
何
回
㈲
個
的
個

的

よ
-
も
新
し

い
と
｡

と

こ
ろ
で
私
は
こ
こ
で
ー
あ
ら
か
じ
め
濠
想
さ
れ
る
反
論
に
対
し

て
群
明
を
試
み
て
お
-
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

7
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冊

そ
の
一
は
ー

聾
調
の
違
い
が
意
味
の
違
い
に
封
鷹
し
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
｡
私
は
い
ま
ま
で
意
味
に
つ
い
て
解

れ
な
か
っ
た
｡
乗
を
同
じ
意
味
の
一
つ
の
語
と
し
て
扱

っ
て
き
た
｡

こ
れ
は
確
か
に
充
分
な
虞
置
で
な
い
と
い
え
る
O
た
と
え
ば

的大
東

【2
0
3]
四
章
の
例
で
は
､
毛
侍
に

｢
勤
也
｣
と
訓
じ
､
｢
ね
ぎ
ら
う

･

は
げ
ま
す
｣
の
義
に
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
鄭
寒
は

｢
不
束
｣
と
つ
づ

-
の
を

｢
不
見
謂
勤
｣
と
い
い
換
え
る
が
ー
勤
字
を
自
動
詞
に
お
き

か
え
て
説
明
し
た
だ
け
で
ー
結
局
同
じ
よ
う
な
意
味
で
あ
る
｡
の
ち

の
注
樺
も
み
な
こ
れ
に
従
う
ら
し
-
異
説
を
知
ら
な
い
｡
王
引
之
の

『
経
義
透
間
』
に
よ
れ
ば
､
さ
ら
に

印の
例
も
同
じ
意
味
で
あ
-
､

(注
8
)

鄭
集
が
往
来
の
義
に
と
る
の
は
誤
-
だ
と

い

う

｡

つ
ま
り
後
世
｢
勅
｣

と
も
書
か
れ
る
文
字
の
仮
借
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

そ
れ
な
ら
ば

｢
勅
｣
は
庶
駒

｢洛
代
切
｣
の
去
聾
字
で
あ
-
1

｢乗
｣
の
年
輩
と

対
立
す
る
｡
し
か
し
こ
れ
が
成
-
立
ち
得
な
い
こ
と
は
､
他
の
例
で

は
す
べ
て
､
明
ら
か
に
往
来
の
来
､
毛
侍
の
い
う

｢
至
也
｣
の
意
味

に
用
い
ら
れ
て
お
-
､
し
か
も
㈲
の
㈲
佃
㈹
㈹

鯛
が
､
私
の
い
う
入

寒
数
で
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
｡
も

っ
と
も
意
味
を
異
に
す
る
的
の

例
は
新
古
層
の
決
定
に
つ
い
て
は
保
留
さ
る
べ
き
で
あ
る
｡
し
か
し

そ
れ
が
国
風
よ
-
も
新
し
い
も
の
だ
と
す
る
理
由
に
も
な
ら
な
い
｡

第
二
の
預
想
さ
れ
る
反
論
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡
上
古
で

は
之
部
の
入
聾
に
封
す
る
年
上
去
の
三
聾
は
.
･g
の
よ
う
な
濁
音
の

駒
尾
を
持

っ
て
い
た
o
し
た
が
っ
て
衆
は

★
b
g
で
あ
り
､
た
と
え

ば

吊で
は
姦

★m
teg
､

爽

*b
g
､
来

*
la
g
､
思

.
S甘
g
ー
S
で
は

(注
9
)

牧

*m芯
k
t
爽

★tag
ー
載

★d
z.ag
､
棟

.k
ia
k
の
よ
う
に
な

-

I

別
に
時
代
的
な
層
序
を
考
え
る
こ
と
な
-
平
準
と
も
去
聾
と
も
ー
又

入
聾
と
も
押
駒
が
可
能
だ
と
す
る
の
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
そ
の
場
合
ー

乗
は
通
じ
て
平
聾
の
ま
ま
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
｡

董
同
額

『
上
古
音
韻
表
稿
』
も
平
聾
の
一
議
し
か
取

っ
て
い
な
い
｡
も
し
そ

-
な
ら
ば
ー
国
風
で
は
す
べ
て
が
年
輩
と
押
訳
し
､
大
小
雅
で
は
胸

の
一
例
を
除
い
て
､
や
は
り
そ
の
他
す
べ
て
が
去
入
寒
と
押
駒
す
る

と
い
う
我
J～
の
見
た
分
布
は
ま

っ
た
-
偶
然
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い

の
で
あ
ろ
う
か
｡
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
｡

一
般
に
詩
経
の
押
駒
は

極
め
て
厳
密
で
あ
-
､
聾
詞
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
｡
国

風
だ
け
に
つ
い
て
見
た
場
合
ー
そ
の
2025の
駒
脚
中
､
聾
調
の
譜
和

(注
10
)

し
な
い
も
の
は
わ
ず
か
85
で
あ
る
と
い
う
報
告
が
な
さ
れ
て
い

る

O

か
-
厳
密
な
詩
経
の
約
に
あ

っ
て
､
こ
の
来
字
の
み
が
ー
偶
然
に
聾

♂



詞
の
諸
和
を
破

っ
て
､
多
-
去
入
聾
と
押
駒
す
る
と
い
う
こ
と
は
考

え
ら
れ
な
い
｡
そ
の
上
､
去
入
聾
と
押
駒
す
る
も
の
が
ー
卒
聾
の
倍

以
上
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
は

一
層
の
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ

は
普
然
二
類
に
分
か
つ
べ
き
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
｡

ま
た
.
･g
の
よ
う
な
濁
塞
音
の
駒
尾
を
設
定
し
た
上
で
上
古
の
聾
調

(ii]t;
)

を
考
え
る
立

場

で

は
ー
前
述
し
た
去
入
琴
の
近
さ
を
説
明
す
る
の
に
､

去
入
饗
が
聾
詞
の
型
を
同
じ
-
し
た
こ
と
を
主
張
す
る
｡
平
上
と
人

は
駒
尾
も
詞
型
も
異
な
る
が
､
去
と
人
は
駒
尾
は
違

っ
て
も
調
型
が

同
じ
だ
か
ら
通
押
が
許
さ
れ
る
､
し
た
が

っ
て
去
と
人
の
通
押
が
多

い
と
い
う
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
説
明
も
特
に
年
輩
と
入
寒
の
関

係
を
説
明
す
る
原
理
が
輿
え
ら
れ
て
い
な
い
以
上
ー
爽
字
を
卒
聾
と

の
み
す
る
限
り
に
お
い
て
ー
全
-
事
情
を
糊
塗
す
る
も
の
で
し
か
な

ヽ
0

.1
1
鰻
こ
の
よ
う
な
濁
塞
音
駒
尾
説
は
ー
決
し
て
末
だ
定
論
と
な
す

(注
1
)

べ
き
も
の
で
は
な
い
の
で

あ

る

｡

だ
か
ら
そ
の
上
に
立

っ
て
本
稿
の

主
旨
を
否
定
し
去
る
こ
と
は
あ
た
ら
な
い
｡
資
は
と
い
え
ば
､
そ
れ

は
も
と
も
と
高
本
漠
以
下
の
上
古
音
読
を
批
判
し
ー
音
駒
資
料
と
し

て
の
詩
経
の
性
格
を
検
討
し
て
ゆ
-
な
か
で
見
出
さ
れ
た
も
の
な
の

詩
経
の
新
古
層
耕
別
の
一
標
準

(高
田
)

で
あ
る
｡

以
上
の
べ
た
私
の
考
え
が
正
し
い
と
す
れ
ば
ー
過
去
の
詩
経
の
年

代
測
定
t
と
-
わ
け
松
本
氏
の
そ
れ
は
訂
正
ざ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡

播
乗
の
同
様
な
試
み
も
ま
た
､
こ
の
標
準
か
ら
は
ず
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
o
個
の
例
に
み
る
ご
と
-
小
雅
の
あ
る
も
の
は
国

風
と
時
代
を
交
す
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
､
全

鮭
と
し
て
は
国
風
は
大
雅

･
小
雅
よ
り
も
新
し
い
も
の
で
あ
る
｡
少

-
と
も

何周川何個
は
㈲
S

㈲佃
㈹

個
84
よ
り
晩
れ
る
こ
と
は
確
言

し
得
る

｡個
～
の
詩
の
年
代
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
問
題
は
多
い
が
､

国
風
と
雅
の
新
古
に
つ
い
て
は
ー
ド
ブ
ソ
ソ
氏
の
い
う
よ
う
に
毛
序

は
た
だ
し
-
停
承
し
て
い
る
と
い
え
る
｡
漢
は
や
は
-
三
代
に
近
い

と
す
べ
き
で
あ
る
｡

注(1
)

顧
頴
剛

｢
従
詩
経
中
整
理
出
歌
謡
的
意
見
｣
(『歌
謡
週
刊
』
三
十

九
期
'
又

『
古
史
排
』
第
三
肪
)
'
屈
寓
里

｢
論
国
風
非
民
間
歌
話
的

本
来
面
目
｣
(史
語
所

『
集
刊
』
第
三
十
四
本
'
又

『
書
傭
論
寧
集
』
)

な
ど
｡

(2
)

《L
a
te

A
rc
h
aic
C
h
in
ese》

(
)
9
5
9
,

T
.
r
.
n
t
.
)
.

《
E
a
r
ty

A
rch
a
ic
C
h
in
e
s
e))
(1962.
T
oro
n
t
o
)
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中
開
文
撃
報

第
二
十
玉
樹

(3
)

自
駒

〔
)86〕
三
章

｢
絞
較
白
駒
'
貴
然
来
思
'
爾
公
爾
侯
'
逸
諌

無
期
'
慎
爾

優
遊
､
勉
爾
遁
思
｣
段
玉
裁

･
王
念
孫
は

｢来

･
期

･

思
｣
を
約
と
す
る
が
'
江
有
詰
お
よ
び
わ
が
大
矢
透
翁
は

｢
思

･
期

･

思
｣
を
と
る
｡
い
ま
後
者
を
是
と
し
て
録
さ
な
い
｡

(4
)

江
永

『
舌
憩
標
準
』
去
聾
第
十
部
に
い
う
'

｢
難
僻
目
勝
之
へ
腰

骨
作
飴
｣
江
有
訟

『
詩
経
藷
讃
』
は
こ
の
説
を
引
-
O
馬
瑞
辰
の

『
俸

築
通
揮
』
以
来
詩
注
揮
家
は
こ
れ
を
戴
震
の
説
と
し
て
引
用
す
る
こ
と

が
多
い
が
'
恐
ら
-
は

『
毛
鄭
詩
考
正
』
の

｢
女
日
鶏
鳴
三
章
､
耗
侃

以
勝
之
'
震
按
以
韻
語
之
'
滑
常
作
胎
へ
蓋
字
形
韓
寛
之
誤
｣
と
い
う

の
に
依
る
も
の
で
あ
る
.

し
か
し
'
戴
震
の

｢答
段
若
贋
論
哉
｣

に

｢
女
日
鶏
鳴
三
章
胆
字
'
江

〔永
〕
先
生
謂
胎
字
事
馬
腹
､
不
必
以
改

字
馬
嫌
､
而
請
来
如
凌
也
｣
と
あ
る
の
を
見
れ
ば
､
戴
氏
は
江
氏
の
説

に
従
っ
た
の
で
あ
-
'
必
ず
し
も
そ
の
首
唱
者
で
は
な
い
｡

(5
)

大
矢
翁

『
周
代
古
昔
考
寵
徴
』
も
平
聾
と
す
る
｡

(6
)

こ
の
詩
に
は

(背

･
相
)
の
う
ち
相
字
が
用
い
ら
れ
て
お
-
､
ド

プ
ソ
ソ
氏
の
標
準
に
従
え
ば
'
や
は
-
そ
れ
程
古
い
も
の
と
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
O

(7
)

も
ち
ろ
ん
近
代
の
北
方
語
に
生
じ
た
そ
れ
に
封
し
て
い
う
｡

(8
)

『
経
義
速
聞
』
第
五
､
｢知
子
之
来
之
｣
｢知
子
之
乗
之
'
雑
侃
以

胎
之
'
引
之
讃
案
､
衆
議
薦
努
来
之
来
'
爾
雅
日
'
勢
来
勤
也
､
言
知

子
之
恩
勤
之
へ
我
則
兼
備
以
勝
之
也
'
小
雅
大
東
篇
､
東
人
之
子
'
職

努
不
束
'
毛
俸
日
へ
束
勤
也
'
正
義
目
'
以
不
被
努
釆
篤
不
見
勤
'
故

采
微
序
云
'
秩
杜
以
勤
蹄
､
即
是
野
乗
也
､
是
古
老
謂
相
恩
勤
馬
来
'

此
言
乗
之
､
下
言
順
之
､
好
之
'
義
相
田
也
'
重
責
爵
往
来
之
来
'
疏

臭
｣

(9
)

音
標
は
高
本
漠
の

Sto
ck
h
otm
versi
o

n
()9
50
)

に
よ
る
o

astelisk
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
再
構
形
で
あ
る

こ
と
を
示

す

｡
再
構
さ

れ
た
中
古
昔
の
上
に
再
構
さ
れ
た
こ
の
上
古
書
形
は
正
し
-
は
二
つ
*

*
を
つ
け
る
べ
き
で
あ
る
｡

(10
)

席
幾
道

(G
ilb
ert
L
.
M
a
t
t
o
s
)

｢
国
風
中
整
調
不
協
的
韻
脚
｣

(T
on
a
L
｡
a
n
o
m
a
l
i
es
"
ill
t
h
e
K
u
o

F
en
g
O
d
es)

(『清
華
学

報

』
新
九
奄
第
1二
l期
合

刊
'
1九

七
l
)

(11
)

董
同
額

『
漢
語
音
韻
寧
』

(重
北

一
九
五
八
)
第
十
三
幸
'

｢
上

古
聾
調
的
問
題
｣
お
よ
び
張
日
昇

｢試
論
上
古
四
聾
｣
(『
香
港
中
文
大

挙
中
開
文
化
研
究
所
学
報
』
第

一
巻
)
な
ど
参
照
｡

(12
)

拙
稿

｢
上
古
濁
塞
音
約
尾
に
つ
い
て
｣
(『均
杜
論
叢
』

一
1
二
)

参
照
｡
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