
郡
確
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
た
養
生
術

～

｢二
十
五
日
'
韻
に
依
-
左
戒
具
俸
正
寺
丞
に
贈
ら
る
る

に
和
す
｣
詩
を
中
心
に
-

森

博

行

大
阪大
谷
大

学

序

文

北
未
の
郡
薙

(
1
0
〓

-
l
〇
七
七
)
は
'
『宋
史
』
(巻
四
百
二

十
七
)
｢道
学
俸

l
J
に
周
数
瞬

(
l
O
1
七
-

一
〇
七
三
)､
程
顛

(
1
〇
三
二
-
l
〇
八
五
)､
程
陸

(
一
〇
三
三
-
二

〇
七
)
そ
し
て

張
載

(
l
〇
二
〇
-
1
〇
七
七
)
ら
と
と
も
に
俸
記
が
収
載
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
､
道
学
者

(儒
家
)
と
し
て
知
ら
れ
る
｡
し
か
し
'
か
れ

は
た
ん
な
る
儒
家
で
は
な
い
｡
周
知
の
と
お
り
'
か
れ
の
学
問
的
系

譜
を
さ
か
の
ぼ
れ
ば
'
北
末
の
太
宗
の
崇
拝
を
う
け
た
道
教
徒

･
陳

拷

(字
は
園
南
'
境
は
希
夷
先
生
)
に
た
ど
-
つ
き
'
道
家

(道
教
徒
)

郡
確
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
た
養
生
術
(蘇
)

と
し
て
の
一
面
も
か
な
-
濃
厚
に
も
っ
て
い
た
｡
端
的
に
い
え
ば
'

道
教
の
養
生
術
の
一
つ
､
内
丹
法
を
賓
践
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か

①

と
思
わ
れ
る

｡

内
丹
法
は

｢還
丹
金
液
に
匹
敵
す
る
不
老
長
生
の
丹

薬
を
'
自
分
の
力

(主
と
し
て
精
･
気

･
紳
)
で
自
分
の
髄
内

(特
に

②

い
わ
ゆ
る
丹
田
)
に
作
-
出
そ
う
と
す
る

｣

こ
と
を
目
的
と
す
る
も

の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
､
私
は
内
丹
法
の
具
懐
的
な
方
法
や
内
容

は
も
と
よ
-
､
諸
々
の
道
教
的
養
生
術
に
つ
い
て
も
無
知
に
ひ
と
し

い
｡
そ
も
そ
も
道
教
に
つ
い
て
門
外
漢
で
あ
る
｡
し
か
し
'
郡
確
の

文
学
を
絶
佳
的
に
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
'
道
教
を
無
税
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
｡
専
門
家
の
業
績
に
教
え
ら
れ
な
が
ら
､
郡
宛
の
詩

に
あ
ら
わ
れ
た
養
生
術

(内
丹
法
)
に
つ
い
て
､
私
の
興
味
と
関
心

に
し
た
が
っ
て
､
知
-
え
た
範
囲
で
報
告
す
る
こ
と
に
し
た
｡
こ
れ

が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
｡

一

都
薙

｢宇
宙
吟
｣
詩
と
張
呆
先
生
注

『着
帯
陰
符

経
』
お
よ
び

『周
易
参
同
契
』

養
生
術
の
賓
接
は
次
節
に
述
べ
る
と
し
て
､
こ
こ
で
は
ま
ず
郡
確

が
道
教
の
経
典
に
親
し
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
典
型
的
な
例
語
を
か

2J



中
国
文
学
報

第
七
十

1
射

れ
の
文
学
作
品
の
中
か
ら
紹
介
し
ょ
う
｡

郡
確
は

｢宇
宙
吟
｣
(巻
十
六
｡
興
寧
九
年

一〇
七
六

六
十
六
歳

の
作
)
と
題
す
る
五
言
絶
句
に
お
い
て
'
次
の
よ
う
に
う
た
っ
て
い

る
｡

宇
宙
在
平
手

寓
物
在
平
身

鯨
綜
而
若
存

用
之
山豆
有
勤

宇
宙
は
手
に
在
り

寓
物
は
身
に
在
-

鯨
鯨
と
し
て
存
す
る
が
若
-

つか

之
を
用

い
て
山豆
に
勤
る
る
こ
と
有
ら
ん
や

前
半
の
一
聯

｢宇
宙
は
手
に
在
-
､
寓
物
は
身
に
在
-
｣
で
あ
る
｡

こ
の

l
聯
は
'
『孟
子
』
(革
心
上
篇
)
の

｢寓
物
皆
備
於
我
臭
｣
(寓

物
皆
な
我
れ
に
備
わ
る
)
を
ふ
ま
え
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い

が
､
次
に
示
す

『黄
帝
陰
符
経
』
(
『雲
笈
七
薮
』
巻
十
五
｡
以
下

『陰

符
経
』
と
略
稀
)
の

宇
宙
在
平
手

寓
化
生
平
身

宇
宙
は
手
に
在
-

寓
化
は
身
に
生
ず

も
'
表
現
的
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
し
て
'
ふ
ま
え
て
い

る
に
ち
が
い
な
い
｡
た
だ
軍
に
表
現
的
に
酷
似
し
て
い
る
だ
け
で
は

な
い

｡

第

一
に
'
『皇
極
経
世
書
』
(巻
十
三

｢艶
物
外
篇
上
｣｡
四
庫
全
書

本
)
に

｢素
間

･
隠
符
は
､
七
閲
の
時
の
書
な
-
｣
と
い
う
記
述
が

あ
る
よ
う
に
'
郡
確
は

『陰
符
経
』
を
讃
涌
し
熟
知
し
て
い
た
ら
し

い
こ
と
で
あ
る
｡
『素
間
』
は

『黄
帝
内
経
素
間
』
｡

第
二
に
､
『陰
符
経
』
は

｢唐
の
玄
宗
の
時
代
の
人
で
あ
る
張
果
｣

｢
の
註
が
付
さ
れ
て
か
ら
後
に
｣
｢内
丹
法
の
典
接
と
し
て
流
行
す

③

る
よ
う
に
な
っ
た

｣

と
い
わ
れ
る
道
教
の
経
典
で
あ
る
が
'
郡
確
は
'

張
呆
先
生
の
注
を
謹
ん
で
い
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
と
い

う
の
は
'
『陰
符
経
』
の
冒
頭
の
文

｢観
天
之
道
'
執
天
之
行
'
重

美
｣
(天
の
道
を
観
'
天
の
行
を
執
れ
ば
'
壷
-
せ
り
)
に
射
し
て
'
張

④

栗
は

観
自
然
之
逼
'
元
所
観
也
｡
不
軌
之
以
目
､
而
観
之
以
心
｡
心

深
徴
而
売
所
見
｡
(自
然
の
道
を
観
る
に
'
観
る
析
な
し
｡
こ
れ
を

観
る
に
目
を
以
っ
て
せ
ず
し
て
'
こ
れ
を
観
る
に
心
を
以
っ
て
す
｡
心

は
深
徴
に
し
て
見
る
析
な
け
れ
ば
な
り
｡)

の
ご
と
き
注
樺
を
施
し
て
い
る
が
､
こ
の
文
は
'
那
確
の
思
想
的
中

核
と
い
わ
れ
る
艶
物
哲
学
を
た
だ
ち
に
想
起
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
｡

『皇
極
経
世
書
』
(巻
十
二

｢艶
物
六
十
l
こ
)
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
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て
い
る
｡

天

(夫
の
諜
-
)
所
以
謂
之
艶
物
者
､
非
以
目
観
之
也
｡
非
観

之
以
目
'
而
観
之
以
心
也
｡
非
観
之
以
心
'
両
親
之
以
理
也
｡

(夫
れ
こ
れ
を
艶
物
と
請
う
所
以
の
者
は
'
目
を
以
っ
て
こ
れ
を
観
る

に
非
ざ
る
な
-
｡
こ
れ
を
観
る
に
目
を
以
っ
て
す
る
に
非
ず
し
て
'
こ

れ
を
観
る
に
心
を
以
っ
て
す
る
な
り
｡
こ
れ
を
観
る
に
心
を
以
っ
て
す

る
に
非
ず
し
て
'
こ
れ
を
観
る
に
理
を
以
っ
て
す
る
な
-
｡)

郡
確
は
張
果
の
一
文

｢
こ
れ
を
観
る
に
目
を
以

っ
て
せ
ず
し
て
'

こ
れ
を
観
る
に
心
を
以

っ
て
す
｣
を
う
け
た
上
で
'
さ
ら
に
費
展
さ

せ
て

｢
こ
れ
を
観
る
に
心
を
以

っ
て
す
る
に
非
ず
し
て
'
こ
れ
を
観

る
に
理
を
以

っ
て
す
る
な
-
｣
と
理
論
を
展
開
し
た
と
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
｡
｢理
を
以

っ
て
す
る
｣
と
い
う
と
こ
ろ
が
'
理
学
者

(追

学
者
)
と
い
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
け
れ
ど
も
'
郡
確
の
観
物
哲
学

は
､
『老
子
』
(第
五
十
四
章
)
の

一
文

｢身
を
以

っ
て
身
を
観
'
家

を
以

っ
て
家
を
観
'
郷
を
以

っ
て
郷
を
観
､
園
を
以

っ
て
園
を
観
'

天
下
を
以

っ
て
天
下
を
観
る
｣
と
関
係
づ
け
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が

あ
る
が
､
『陰
符
経
』
が
関
わ

っ
て
い
る
こ
と
も
､
注
意
さ
れ
て
い

い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

郡
確
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
た
養
生
術

(蘇
)

第
三
に
'
『易
外
別
博
』
の
著
作
に
み
ら
れ
る
ご
と
-
､
郡
確
の

先
天
易
学
に
精
通
し
て
い
た
愈
攻

(南
末
か
ら
元
初
に
か
け
て
の
人
)

が

『陰
符
経
註
』
』
(『造
戒
二
』
所
収
)
に
お
い
て
'
｢宇
宙
在
乎
手
'

寓
化
生
平
身
｣
に
封
し
て
那
確
の
詩

｢観
易
吟
｣
(巻
十
五
〇
配
州寧
八

年

一
〇
七
五

六
十
五
歳
の
作
)

1
物
其
乗
有

1
身

l
身
遠
有

1
乾
坤

能
知
寓
物
備
於
我

肯
把
三
才
別
立
根

天
向

一
申
分
造
化

人
従
心
上
起
経
論

天
人
安
有
両
般
義

道
不
虚
行
即
在
人

こ
の
か
た

一
物

其

来

一
身
有
り

一
身

還
た
有
-

一
乾
坤

能
-
寓
物
の
我
れ
に
備
わ
る
を
知
ら
ば

肯
て
三
才
を
把

っ
て
別
に
根
を
立
て
ん

や天
は

一
中
に
向
か
い
て
遷
化
を
分
か
ち

人
は
心
上
に
従
い
て
経
輪
を
起
こ
す

天
人

安
ん
ぞ
両
般
の
義
有
ら
ん

道

虚
し
-
は
行
な
わ
れ
ず

即
ち
人

に
在
り

27

を
引
用
L
t
｢此
の
謂
い
な
-
｣
と
注
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
注
記
は
､
郡
確
と

『陰
符
経
』
と
の
深
い
関
係
を
暗
示
す
る
も

の
で
あ
る
｡



中
囲
文
筆
報

第
七
十

一
冊

第
四
に
､

｢宇
宙
吟
｣
の
創
作
方
法
で
あ
る
｡
｢宇
宙
吟
｣
後
半
の

一
聯

締
蘇
而
若
存

鯨
鯨
と
し
て
存
す
る
が
若
-

用
之
山豆
有
勤

之
を
用
い
て
豊
に
勤
る
る
こ
と
有
ら
ん
や

が
､
『老
子
』
(第
六
章
)
の

鯨
鯨
若
存

鯨
縁
と
し
て
存
す
る
が
若
-

用
之
不
動

之
を
用
い
て
勤
れ
ず

を
､
五
言
詩
の
リ
ズ
ム
に
適
合
す
る
よ
う
に
'
｢鯨
鯨
｣
と

｢若
布
｣

の
中
間
に

｢而
｣
字
を
-
わ
え
'
｢不
｣
字
を

｢山豆
有
｣
に
言
い
換

え
た
だ
け
で
'
そ
の
ま
ま
使
っ
て
表
現
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
'

1
日
瞭
然
で
あ
る
｡

以
上
'
右
述
し
た
四
鮎
か
ら
判
断
し
て
､
｢宇
宙
は
手
に
在
-
'

寓
物
は
身
に
在
-
｣
が
'
『陰
符
経
』
の

｢宇
宙
は
手
に
在
-
'
寓

化
は
身
に
生
ず
｣
に
も
と
づ
-
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
､
す
こ
ぶ
る

高
い
と
い
え
る
｡

な
お
'
郡
確
と
遺
書
と
の
関
連
で
､
二
黙
'
補
足
し
て
お
-
｡

そ
の
一
｡

｢唐

･
彰
暁
の
話
の

『周
易
参
同
契
分
章
通
異
義
』
(中
略
)
は

⑤

内
丹
法
を
説
-
も
の
で
あ
る

｣

が
､
『周
易
参
同
契
分
章
通
異
義
』

(巻
上
｡
四
庫
全
書
本
は

『周
易
参
同
契
通
寅
義
』
と
稀
す
)
｢辰
極
受
生

章
第
二
十
｣
に

内
以
養
己
'
安
静
虚
無
｡
原
本
陰
明
'
内
照
形
躯
｡
閉
塞
其
允
､

築
固
塞
株
｡
三
光
陸
沈
'
温
養
子
珠
｡
税
之
不
見
'
近
而
易

求
｣
(内

以
っ
て
己
れ
を
養
い
､
安
静
に
し
て
虚
無
｡
本
を
原
ね
て

明
を
隠
し
､
内

形
躯
を
照
ら
す
｡
其
の
免
を
閉
塞
し
､
壷
株
を
築
固

す
｡
三
光
を
陸
沈
せ
し
め
へ
子
珠
を
温
養
す
｡
こ
れ
を
観
て
見
え
ざ
る

も
､
近
-
し
て
求
め
易
し
)

と
い
う

一
文
が
あ
る
｡
こ
の
文
が
内
丹
の
養
生
法
を
述
べ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
'
私
の
理
解
し
た
範
囲
で
言
葉
の
説
明

を
し
て
お
-
と
'
｢允
｣
は
口
'
｢霊
株
｣
は
'
愈
攻

『周
易
参
同
契

馨
揮
』
に

｢次
官
｣
と
注
す
る
｡
次
官
は
中
国
留
学
で
腎
臓
を
さ
す

(明
･
経
希
薙

『紳
農
本
革
経
疏
』
巻
一
｢腎
間
の
動
気
は
即
ち
道
家
の
所

謂
先
天
租
気
是
れ
な
り
｡
繭
腎
の
中
に
赦
す
｡
腎
は
水
に
屠
す
る
を
以
っ
て

の
故
に
次
官
と
稀
す
｣)｡
腎
臓
の
気
は
'
石
田
秀
美

『気

流
れ
る
身

膿
』

(平
河
出
版
社

一
九
八
七
年
)
に
よ
れ
ば

｢全
身

の
気
を
管

理

･
調
節
す
る
｣
(七
二
頁
)
重
要
な
働
き
を
す
る
と
い
う
｡
｢三
光
｣
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は
'
彰
暁
に
よ
れ
ば

｢陽
火

･
陰
符

･
金
胎
｣
'
鈴
木
由
次
郎

『周

易
参
同
契
』
(明
徳
出
版
融

昭
和
五
十
二
年
)
に
よ
れ
ば

｢耳

･
目

･

口
｣
(五
二
頁
)｡
｢子
珠
｣
は
､
愈
攻
が

｢人
能
-
三
光
を
撮
衆
L
t

其
の
内
に
返
照
す
れ
ば
'
則
ち
中
央
の
正
位
､
玄
珠
を
産
ま
ん
｣
と

説
明
す
る
と
お
-
'
玄
珠
な
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
玄
珠
に
つ
い
て

は
後
述
す
る
｡
と
こ
ろ
で
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
､
｢近
而
易

求
｣
(近
-
し
て
求
め
易
し
)
と
い
う
文
で
あ
る
｡
彰
暁
は

｢近
-
し

て
求
め
易
し
｣
の
例
語
と
し
て
'
『陰
符
経
』
の

｢宇
宙
は
手
に
在

り
'
寓
化
は
身
に
生
ず
｣
を
引
用
す
る
｡
｢宇
宙
は
手
に
在
-
'
商

化
は
身
に
生
ず
｣
は
､
内
丹
法
の
い
わ
ば
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
道
教

徒
の
間
で
唱
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

そ
の
二
｡

愈
攻
は

『周
易
参
同
契
馨
揮
』
(巻
上
)
に
お
い
て
､
『周
易
参
同

契
』
の
一
文

｢上
は
河
園
の
文
を
察
し
'
下
は
地
形
の
流
を
序
L
t

中
は
人
心
を
稽
え
'
参
合
し
て
三
才
を
考
う
｣
に
野
し
て
'
｢身
に

反
り
て
三
才
を
観
れ
ば
､
皆
な
我
れ
に
備
わ
る
｡
蓋
し
未
だ
嘗
て
吾

が
身
を
外
に
し
て
こ
れ
を
他
に
求
め
ざ
る
な
-
｣
と
述
べ
た
後
'
郡

確
の

｢観
易
吟
｣
詩
を
引
用
し
て
'
｢淵
乎
と
し
て
其
れ
旨
あ
る
か

郡
確
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
た
養
生
術

(蘇
)

な
｣
と
記
し
て
い
る
｡
愈
攻
は
'
郡
確
と

『周
易
参
同
契
』
と
の
つ

な
が
-
を
も
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
も
っ
と
も
､
朱
子
も

『周

易
参
同
契
考
異
』
の
序

(黄
瑞
節
の
付
録
)
に
お
い
て
､
｢郁
子

(那

確
の
こ
と
)
先
天
園
を
饗
明
す
｡
園
は
希
夷
よ
-
俸
わ
り
'
希
夷
も

ま
た
白
の
ず
か
ら
俸
わ
る
と
こ
ろ
あ
-
｡
蓋
し
方
士
の
技
術
'
用
い

て
以
っ
て
修
煉
す
､
参
同
契
の
言
う
と
こ
ろ
是
れ
な
-
｣
と
'
郁
確

と

『周
易
参
同
契
』
の
関
係
に
ふ
れ
て
い
る
｡

補
足
は
以
上
で
あ
る
が
､
こ
の
節
の
最
後
に
､
本
稿
の
テ
ー
マ
と

直
接
的
な
関
係
は
な
い
が
'
明
の
葉
廷
秀
が

『詩
讃
』
(巻
一
｢

心

学
｣｡
『績
修
四
庫
全
書
』
所
収
)
の
冒
頭
に

｢観
易
吟
｣
の

｢天
は

一

中
に
向
か
い
て
造
化
を
分
か
ち
'
人
は
心
上
に
従
い
て
経
絡
を
起
こ

す
｣
を
引
用
L
t
心
学
の
有
力
な
根
接
の
一
つ
に
し
て
い
る
こ
と
を

つ
け
-
わ
え
て
お
-
｡
郡
確
の

｢観
易
吟
｣
に
展
開
さ
れ
て
い
る
思

想

は
､
か
れ
以
後
の
儒
家
や
道
家
の
間
で
相
首
強
い
影
響
力
を
も
っ

⑥

て

い
た
よ
う
だ

｡
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第
七
十

一
冊

二

郡
薙

｢
二
十
五
日
､
韻
に
依
-
左
戒
具
博
正
寺
丞
に

贈
ら
る
る
に
和
す
｣
詩
と
遺
書

次
に
本
題
の
養
生
術

(内
丹
法
)
を
表
現
し
た
と
思
わ
れ
る
作
品

を
紹
介
し
ょ
う
｡
郡
確
に
治
平
四
年

二

〇
六
七
､
五
十
七
歳
)
の
八

月
に
作
ら
れ
た

｢
二
十
五
日
'
韻
に
依
-
左
戒
具
俸
正
寺
丞
に
滑
ら

⑦

る
る
に
和
す

｣

(巻
五
｡
以
下
､
｢二
十
五
日
｣
詩
と
略
稀
す
る
)
と
題
す

る
詩
が
あ
る
｡
以
前
'
中
国
の
古
典
詩
に
あ
ら
わ
れ
た

｢芳
草
｣
に

興
味
を
も
ち
'
あ
れ
こ
れ
調
べ
て
い
た
と
き
､
右
の
詩
の
な
か
に

良
月
引
締
芳
草
渡

良
月

引
き
締
る

芳
草
渡

快
風
飛
過
洞
庭
湖

快
風

飛
び
過
ぐ

洞
庭
湖

と
い
う

一
聯
が
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
｡
そ
の
時
は
'
｢芳
草
渡
｣
が

渡
し
場
の
名
､
｢洞
庭
湖
｣
が
湖
の
名
で
あ
る
こ
と
を
除
い
て
､
こ

の
詩
句
が
何
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
か
､
深
-
考
え
な
か
っ
た
｡
そ

の
後
､
郡
確
の
詩
の
な
か
に
道
教
的
養
生
腰
験
を
に
お
わ
す
作
品
が

相
皆
敷
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
'
｢
二
十
五
日
｣
詩
も
､
道
教
の
養
生

膿
験
に
ふ
れ
た
作
品
で
は
な
い
か
'
｢良
月

引
き
締
る

芳
革
渡
'

快
風

飛
び
過
ぐ

洞
庭
湖
｣
は
'
こ
の
惟
験
と
の
関
連
に
お
い
て

考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
t
と
想
い
到

っ
た
｡
そ
こ
で

｢
二
十
五
日
｣
詩
を
道
教
の
養
生
術
と
の
関
連
で
分
析
し
て
み
る
こ

と
に
し
た
｡
｢
二
十
五
日
｣
詩
は
､
次
の
と
お
-
で
あ
る
｡

上
陽
光
景
好
看
書

非
象
之
中
有
坦
途

良
月
引
締
芳
草
渡

快
風
飛
過
洞
庭
湖

不
因
赤
水
時
時
杜

若
有
責
芽
日
日
娯

莫
道
天
津
便
無
事

也
須
閑
虞
着
工
夫

上
陽
の
光
景

書
を
看
る
に
好
し

非
象
の
中
に
坦
途
有
り

良
月

引
き
締
る

芳
草
渡

快
風

飛
び
過
ぐ

洞
庭
湖

赤
水
に
困
-
て

時
時
社
か
ざ
れ
ば

等
ん
ぞ
黄
芽
有
る
も

日
日
娯
し
ま
ん

遣
う
莫
か
れ

天
津

便
ち
事
無
し
と

也
た
須
ら
-
閑
庭
に
工
夫
を
着
す
べ
し

}0

こ
の
詩
に
お
い
て
最
も
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
'
第
三

聯

｢赤
水
に
困
り
て

時
時
徒
か
ざ
れ
ば
､
若
ん
ぞ
黄
芽
有
る
も

日
日
娯
し
ま
ん
｣
で
あ
る
｡
こ
の

一
聯
を
最
大
の
眼
目
に
し
て
'
以

下
､

一
聯
ご
と
に
順
次
解
揮
し
て
ゆ
-
こ
と
に
す
る
｡

(-
)

第
1
･
2
句

｢上
陽
の
光
景

書
を
看
る
に
好
L
t
非

象
の
中
に
坦
途
有
-
｣

第
1
句
の

｢上
陽
｣
は
'
洛
陽
の
宮
城
の
西
に
あ

っ
た
上
陽
宮
で



は
な
-
､
郡
確
の
住
居
の
あ
っ
た
洛
陽
の
街
の
西
北
に
位
置
す
る
道

徳
坊

(お
そ
ら
-
唐
代
の
尚
書
坊
か
積
善
坊
｡
道
徳
坊
と
い
う
名
稀
は
'
部

⑧

薙
み
ず
か
ら
命
名
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
｡)
の
北
側
の
門

｡

か
れ
は

こ
の
あ
た
り
の
風
景
が
気
に
入
っ
て
'
よ
-
出
か
け
て
は
詩
に
う
た

っ
て
い
る
｡
｢光
景
｣
は
'
文
字
ど
お
-
光
に
あ
ふ
れ
た
風
景
｡
｢看

書
｣
は
書
物
を
謹
む
｡
｢書
｣
は
､
後
述
す
る
第
2
句
と
の
関
連
か

ら
考
え
て
'
道
教
関
係
の
書
物
'
具
性
的
に
い
え
ば

『老
子
』
や

『易
経
』
で
あ
る
｡
第
2
句
の

｢非
象
｣
は
､
『老
子
』
(第
十
四
章
)

の

｢無
状
の
状
'
無
象
の
象
｣
(蘇
轍

『老
子
解
』
に
よ
る
｡
通
行
本
は

｢象
｣
を

｢物
｣
に
作
る
)
の

｢無
象
｣
に
同
じ
で
'
常
識
的
視
覚
で

は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
形
｡
お
な
じ
-

『老
子
』
(第
二
十

一

辛
)
に

｢道
の
物
為
る
'
惟
れ
侠
'
惟
れ
惚
｡
惚
た
り
悦
た
-
､
そ

の
中
に
象
有
-
｡
快
た
り
惚
た
-
'
そ
の
中
に
物
有
-
｣
云
々
と
も

あ
る
｡
こ
の

｢非
象
｣
に
関
し
て
､
か
れ
は
ま
た

｢策
杖
吟
｣
(巻

十
六
｡
興
寧
九
年

一〇
七
六

六
十
六
歳
の
作
)
と
題
す
る
詩
に
お
い

て
､
次
の
よ
う
に
う
た
っ
て
い
る
｡

策
杖
南
園
或
北
園

杖
を
策
す

南
園

或
い
は
北
開

春
来
尤
足
慰
衰
年

春
来
た
り

尤
も
衰
年
を
慰
む
る
に
足

部
確
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
た
養
生
術
(蘇
)

初
晴
天
気
上
元
後

乍
暖
風
光
寒
食
前

池
岸
徴
微
装
敷
革

林
稀
薄
薄
軍
軽
煙

東
君
此
際
情
何
厚

非
象
之
中
正
造
祈

｢東
君

此
の
際

情

れ
り

初
め
て
晴
る
る
天
気

上
元
の
後

乍
ち
暖
か
な
る
風
光

寒
食
の
前

池
岸

徴
徴
と
し
て
徽
章
装
い

林
稽

(楠
の
謀
り
)
薄
薄
と
し
て
軽
焼

革
む

東
君

此
の
際

情

何
ぞ
厚
き

非
象
の
中
に
正
に
桝
を
造
る

何
ぞ
厚
き
､
非
象
の
中
に
正
に
桝
を
造

る
｣
､
春
の
神
は
仲
春
の
時
を
前
後
し
て
'
も
と
も
と
無
形
で
あ
る

空
間
の
中
い
っ
ぱ
い
に
'
｢初
め
て
晴
る
る
天
気
｣
や

｢乍
ち
暖
か

な
る
風
光
｣
な
ど
心
身
に
快
適
な
気
象
を
現
出
L
t
｢敗
草
が
装
う

池
岸
｣
や

｢軽
煙
が
た
ち
早
め
る
林
栴
｣
な
ど
眼
に
も
心
地
よ
い
自

然
を
創
造
し
､
老
年
を
楽
し
ま
せ
て
-
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
｡

｢
二
十
五
日
｣
詩
に
も
ど
っ
て
､
｢坦
途
｣
は
平
坦
な
道
｡
『周
易
』

(｢履
の
九
二
｣)
｢道
を
履
ん
で
坦
坦
た
-
｡
幽
人
な
れ
ば
貞
に
し
て

吉
｡
象
に
日
わ
-
'
幽
人
な
れ
ば
貞
に
し
て
吉
と
は
､
(心
の
)
中

自
ず
か
ら
乱
れ
ざ
れ
ば
な
-
｣
を
意
識
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
｡
か
れ

一一･_り
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第
七
十

一
冊

は

｢幽
人
｣
つ
ま
-
隠
者
で
あ

っ
た
.

(
2
)

第

3
･
4
句

｢良
月

引
き
締
る

芳
草
渡
､
快
風

飛
び
過
ぐ

洞
庭
湖
｣

(
1
)
に
述
べ
た
と
お
-
'
第
2
句
の
意
味
は
'
常
識
的
な
視
覚
を

こ
え
た
無
形
の
中
に
平
坦
な
道
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
､
そ
の
具

鰹
的
な
例
護
が
'
第
3
･
4
句
の

｢良
月

引
き
締
る

芳
草
渡
､

快
風

飛
び
過
ぐ

洞
庭
湖
｣
で
あ
る
｡
｢良
月
｣
や

｢快
風
｣
は
､

人
間
の
視
覚
で
は
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
軌
道

(｢坦
途
｣)
に
の

っ
て
､
そ
れ
ぞ
れ

｢芳
草
渡
｣
に
か
え
-
'
｢洞
庭
湖
｣
に
と
ん
で

ゆ
-
｡
こ
の

一
聯
は
､
第
1
･
2
句
が
妻
間
の

｢光
景
｣
で
あ
る
の

に
射
し
て
'
夜
間
の
風
物
で
あ
る
.
『古
文
異
賓
』
に
収
録
さ
れ
て
､

わ
れ
わ
れ
日
本
人
に
な
じ
み
深
い

｢晴
夜
吟
｣

に
､

と
き

月
到
天
心
虞

月

天
心
に
到
る
庭

風
来
水
面
時

風

水
面
に
来
た
る
時

一
般
活
意
味

一
般
の

(こ
の
よ
う
な
)
清

意
の味まれ

料
得
少
人
知

料
-
得
た
-

人
の
知
る
こ

と少
な

る
を

と
う
た
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
'
都
確
は
多
-
の
自
然
現
象
の
う
ち
で
､

月
と
風
を
も

っ
と
も
好
ん
で
い
た
｡
中
天
に
か
か
る
月
に
照
ら
さ
れ
'

水
面
を
わ
た
る
風
に
吹
か
れ
る
清
ら
か
な
夜
は
'
あ
る
種
の
悟
-
の

境
地
を
象
徴
的
に
示
す
光
景
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
､
し
か
し
'

｢
二
十
五
日
｣
詩
の
場
合
､
な
ぜ

｢芳
草
渡
｣
で
あ
-
､
｢洞
庭
湖
｣

で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
｢洞
庭
湖
｣
に
つ
い
て
､
郡
薙
は
も
う

一
首

｢秋
遊
六
首

･
其
の

二

(巻
二
｡
萎
縮
五
年

一
〇
六
〇

五
十
歳
の

作
)
に
お
い
て
､
次
の
よ
う
に
う
た
っ
て
い
る
｡

七
月
芙
薬
正
欄
開

東
南
園
近
日
排
桐

有
時
風
向
池
心
過

無
限
香
従
水
面
来

電
葦
渓
深
方
誤
入

洞
庭
湖
晩
未
成
廻

坐
来

一
婁
着
帯
雨

又
迭
新
涼
到
酒
盃

七
月

芙
英

正
に
欄
と
し
て
開
-

東
南

固
近
-

日
び
排
梱
す

時
有
-

風
は
池
心
に
向
か
い
て
過
ぎ

よ

限
-
無
-

香
は
水
面
従
-
来
た
る

あ
ん
が

ま
さ

寄
書
一渓
深
-

方
に
誤
ち
入
り

洞
庭
湖
晩
-

未
だ
廻
る
こ
と
を
成
さ

ず坐
来

(し
ば
ら
-
の
間
)

一
婁

(ひ
と

し
き
り
)

粛
粛
た
る
雨

又
た
新
涼
を
迭
-
て
酒
盃
に
到
る

J2

さ
き
ほ
ど
引
用
し
た

｢策
杖
吟
｣
に
う
た
わ
れ
て
い
る
の
は
'
仲

春
の

｢池
岸
の
赦
草
｣
と

｢林
楯
の
軽
焼
｣
で
あ

っ
た
が
'
こ
の
詩



は
孟
秋
の

｢他
心
に
ふ
-
風
｣
と

｢水
面
に
た
だ
よ
う
芙
葵

(
ハ

ス
)
の
香
｣
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
第
5
句

｢葛
董
渓
｣
は
'
『太
平

II

妾
手
記
』
(巻
九
十
二

｢常
州
｣)
に
'
｢析
渓
'
今
俗
に
呼
ん
で
奄
董

漠
と
為
し
'
(宜
興
)
願
の
南
三
十
里
に
在
-
｡
源
は
懸
脚
嶺
に
出

で
､
東
流
し
て
太
湖
に
入
る
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
晋

･
左
思
の

｢呉
都
賦
｣
(
『文
選
』
巻
五
)
に

｢包
山
を
指
さ
し
て
期
と
為
し
､

洞
庭
に
集
い
て
掩
留
す
｣
と
い
う

一
聯
が
あ
-
､
劉
淵
林
の
注
に

｢班
固
日
わ
-
'
洞
庭
は
津
名
な
-
､
と
｡
王
逸
日
わ
-
､
大
潮
な

り
t
と
｣
と
あ
る
ご
と
-
､
｢洞
庭
湖
｣
は
大
潮
と
呼
ば
れ
る
こ
と

が
あ
る
｡
さ
ら
に
劉
淵
林
は
右
の
注
に
績
け
て
､
｢湖
水
の
中
に
包

山
有
-
'
山
中
に
石
室
の
如
き
有
-
｡
俗
に
洞
庭
と
謂
う
｣
と
記
す
｡

こ
の
注
の
文
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
は
'
包
山
の

｢山
中
に
石
室
の

如
き
有
-
｣
で
あ
る
｡
唐

･
陸
贋
微

『呉
地
記
』
｢太
湖
｣
に

｢
い

ま
湖
中
の
包
山
に
石
穴
有
-
'
其
の
深
さ
其
の
極
を
知
る
莫
し
｡
即

ち
十
大
洞
天
の
第
九

･
林
屋
洞
天
な
り
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
｢洞

庭
湖
｣
(太
湖
)
の
な
か
に
あ
る
包
山
は
'
道
教
の
聖
地
で
あ
る
十

大
洞
天
の
一
つ
な
の
で
あ
る
｡
ま
た

｢葛
董
渓
｣
と
い
え
ば
'
次
の

よ
う
な
話
が
博
わ
っ
て
い
る
｡
彰
城

(今
の
徐
州
市
､
揚
子
江
の
北
方

郡
確
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
た
養
生
術

(森
)

に
位
置
す
る
)
の
劉
商
な
る
人
物
が
'
あ
る
造
士
か
ら
九
個
の
仙
薬

を
授
か
っ
た
｡
数
え
ら
れ
た
呪
文
を
唱
え
な
が
ら
そ
れ
を
飲
ん
だ
と

こ
ろ
'
に
わ
か
に
心
は
爽
快
'
気
が
つ
け
ば
親
然
と
揚
子
江
を
飛
び

越
え
て
'
南
の
か
た
茅
山

(道
教
の
産
山
)
に
た
ど
り
着
い
て
い
た
｡

や
が
て
か
れ
は
江
蘇
省
常
州
宜
輿
願
の
張
公
山

(道
士
の
張
道
陵
に
ち

な
ん
で
命
名
さ
れ
た
山
)
に
出
か
け
､
ま
た
春
に
な
る
と
近
-
の

｢葛

董
渓
｣
の
風
景
を
愛
し
て
遊
ん
だ
｡
そ
し
て
そ
の
ま
ま
胡
父
渚
な
る

庭
で
山
中
に
庵
を
む
す
ん
で
暮
ら
し
た

(『雲
笈
七
薮
』
巻
一
百
十
三

下

｢劉
商
｣)｡
要
す
る
に

｢洞
庭
湖
｣
や

｢葛
葦
渓
｣
は
､
道
教
的

世
界
と
深
-
か
か
わ
る
湖
漠
で
あ
る
｡
郡
確
が

｢
二
十
五
日
｣
詩
に

お
い
て

｢洞
庭
湖
｣
を
用
い
た
と
き
に
も
'
右
述
し
た
よ
う
な
道
教

に
か
か
わ
る
事
賓
や
物
語
が
'
第
2
句

｢非
象
の
中
に
坦
途
有
-
｣

を
き
っ
か
け
に
し
て
連
想
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
｢芳
草
｣

⑨

は
'
郡
確
が
こ
の
ん
で
詩
に
う
た
っ
た
言
葉
で
あ
る
が

､

｢洞
庭
潮
｣

と
封
に
し
て
う
た
わ
れ
て
い
る

｢芳
草
渡
｣
に
つ
い
て
は
､
｢洞
庭

湖
｣
の
い
わ
ば
縁
語
で
あ
っ
て
'
｢洞
庭
湖
｣
か
ら
の
連
想
で
あ
ろ

う
｡
と
こ
ろ
で

｢秋
遊
六
首
｣
は
､
七
月

･
八
月

･
九
月
の
洛
陽
に

お
け
る
自
然
と
生
活
の
な
か
か
ら
感
受
さ
れ
る
歓
喜
を
二
首

一
組
に
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七
十

一
射

し
て
う
た
っ
た
連
作
で
あ
る
か
ら
'
｢秋
遊
六
首

･
其
の

こ

の

｢竜
書
房
伏
深
-

方
に
誤
ち
入
-
'
洞
庭
湖
晩
-

末
だ
廻
る
こ
と

を
成
さ
ず
｣
は
'
洛
陽
と
地
理
的
に
あ
ま
-
に
も
か
け
離
れ
す
ぎ
て

⑲

い
る
｡
上
野
日
出
刀
氏
が

｢若
き
日
の
思
い
出
の
地

｣

と
解
樺
さ
れ

た
の
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
｡
郡
確
は

｢篤
客
吟

･
そ
の
三
｣
(巻
十

九
.
興
寧
十
年

一
〇
七
七

六
十
七
歳
の
作
)
と
題
す
る
詩
に
お
い
て
､

青
春
時
代
を
回
顧
し
て
'

忽
憶
東
異
名
客
日

常
年
意
気
楽
従
遊

登
山
未
始
等
閑
較

飲
酒
何
嘗
容
易
休

寓
柄
荷
香
経
楚
旬

一
帆
風
軟
過
楊
州

迫
思
何
異
郡
部
夢

瞬
息
光
陰
三
十
秋

忽
ち
憶
う

東
呉
に
客
篤
-
し
日

常
年

意

気

従
遊
す
る
を
楽
し
め
-

登
山

末
だ
始
め
よ
-
等
閑
に
軽
め
ず

飲
酒

何
ぞ
嘗
て
容
易
に
休
め
ん

寓
柄
の
荷
は
香
-

楚
旬
を
経

一
帆
の
風
は
軟
ら
か
-

楊

(揚
の
誤

-
)
州
を
過
ぐ

迫
思
す
れ
ば

何
ぞ
郡
部
の
夢
に
異
な

ら
ん

瞬
息
の
光
陰

三
十
秋

と
う
た
っ
て
い
る
｡
こ
の
詩
に
お
い
て
も

｢香
る
荷

(
ハ
ス
)｣
と

｢軟
ら
か
な
風
｣
が
う
た
わ
れ
て
い
る
が
'
｢葛
董
渓
｣
や

｢洞
庭

湖
｣
が

｢東
呉
｣
に
層
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
｢秋
遊
六

首

･
其
の
二

に
も
ど
っ
て
'
｢葛
董
渓
｣
に

｢方
に
誤
ち
入
り
｣

と
い
う
表
現
は
'
あ
た
か
も
漁
夫
が
桃
花
源
の
世
界
に
迷
い
込
ん
だ

故
事

(陶
淵
明

｢桃
花
源
の
記
並
び
に
序
｣)
を
連
想
さ
せ
る
も
の
で
あ

-
'
｢末
だ
廻
る
こ
と
を
成
さ
ず
｣
と
い
う
の
は
'
｢芙
薬
｣
(
ハ
ス
)

の

｢香
｣
に
備
馨
さ
れ
て
突
如
よ
み
が
え
っ
た
､
青
春
時
代
の

｢思

い
出
の
地
｣
で
あ
る

｢洞
庭
湖
｣
が
'
日
常
世
界
に
は
み
ら
れ
な
い
'

目
に
も
ま
ば
ゆ
い
パ
ノ
ラ
マ
の
ご
と
き
世
界
を
-
-
ひ
ろ
げ
る
景
勝

の
地
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
｢
二
十
五
日
｣
詩
の

｢良
月

引

き
締
る

芳
草
渡
'
快
風

飛
び
過
ぐ

洞
庭
湖
｣
と
い
う
表
現
は
､

か
れ
自
身
が

｢良
月
｣
に
導
か
れ
､
｢快
風
｣
に
乗

っ
て
飛
ん
で
ゆ

-
か
の
ご
と
き
愉
悦
に
み
ち
た
心
的
状
態
を
述
べ
た
の
か
も
し
れ
な

い

｡
(
3
)

第
5
･
6
句

｢赤
水
に
困
-
て

時
時
徒
か
ざ
れ
ば
､

蔦
ん
ぞ
黄
芽
有
る
も

日
日
娯
し
ま
ん
｣

｢
二
十
五
日
｣
詩
の
第
3

･
4
句

｢良
月

引
き
締
る

芳
革
渡
'

快
風

飛
び
退
ぐ

洞
庭
湖
｣
が
､
視
覚
で
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
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い
外
的
世
界
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
の
に
射
し
て

(張
果
も

｢自

然
の
道
｣
は

｢観
る
所
な
し
｣
と
述
べ
て
い
た
)'
第
5
･
6
句

｢赤
水

に
因
り
て

時
時
徒
か
ざ
れ
ば
､
葛
ん
ぞ
黄
芽
有
る
も

日
日
娯
し

ま
ん
｣
は
'
視
覚
で
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
内
的
世
界
'
つ
ま
-

道
教
的
養
生
を
表
現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
第
3
･

4
句
と
第
5
･
6
句
は
､
道
教
的
世
界
､
お
よ
び
視
覚
で
捉
え
る
こ

と
が
で
き
な
い
境
界
と
い
う
鮎
に
お
い
て
共
通
し
'
つ
な
が
る
の
で

あ
る

｡
ま
ず
第

5
句

の

｢赤
水
｣
｡
｢赤
水
｣
は
'
も
と
も
と

『荘
子
』

(｢天
地
篇
｣)
の

一
節

黄
帝
遊
乎
赤
水
之
北
､
登
乎
足
寄
之
丘
而
南
望
｡
還
韓
遺
其
玄

珠
｡
(中
略
)
便
象
岡
｡
象
岡
得
之
｡
(責
帝

赤
水
の
北
に
遊
び
'

･つしな

足
寄
の
丘
に
登
-
て
南
望
す
｡
還
掃
せ
ん
と
し
て
其
の
玄
珠

を

遭

え

しよ･つも,つ

-
｡
(中
略
)
象
岡
を
し
て

(索
め
)
し
む
｡
象
岡
こ
れ
を
得
た
-

0)

に
も
と
づ
-
｡
｢玄
珠
｣
は

｢無
為
自
然
の
道
の
象
徴
｣
'
｢象
岡
｣

は

｢形
象
を
も
た
ず
人
間
の
感
覚
知
覚
で
は
確
か
め
る
こ
と
の
で
き

⑪

な
い
も
の
'
す
な
わ
ち

『道
』
を
い
う

｣
｡
と
こ
ろ
で
唐

･
栖

(棲
)

寅
子
施
肩
吾

述

『養
生
群
疑
訣
』
(『雲
笈
七
薮
』
巻
八
十
八
)
に

郡
確
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
た
養
生
術

(蘇
)

｢下
元
歌
｣
(｢下
元
｣
は
下
丹
田
で
あ
ろ
う
)
を
解
輝
し
た
次
の
よ
う

な

1
文
が
あ
る
｡

黄
帝
於
赤
水
求
玄
珠
｡
赤
水
則
赤
血
｡
如
玄
珠
在
気
中
｡
求
此

珠
'
珠
得
必
生
｡
故
使
象
岡
､
則
無
思
無
慮
､
冥
然
之
後
'
乃

自
得
此
珠
美
｡
(｢黄
帝

赤
水
に
於
い
て
玄
珠
を
求
む
｣｡
赤
水
は

別
ち
赤
血
な
-
｡
玄
珠
の
如
き
は
'
(身
倦
内
の
)
気
の
中
に
在
-
｡

此
の
珠
を
求
む
れ
ば
'
珠

必
ず
生
ず
る
を
得
｡
故
に
象
岡
を

つか便
わ
せ
ば
､
則
ち
無
思
無
慮
に
し
て
冥
然
た
る
の
後
'
乃
ち
白

の
ず
か
ら
此
の
珠
を
得
る
な
-
0)

黄
帝
が
玄
珠
を
索
め
た
と
い
う

『荘
子
』
の
物
語
を
'
内
丹
に
よ

る
養
生
法
の
立
場
か
ら
解
樺
し
た
の
で
あ
る
が
､
要
す
る
に

｢玄

珠
｣
と
は
外
丹
に
い
う
と
こ
ろ
の
金
丹
に
相
首
す
る
も
の
で
あ
り
､

身
健
内
の
陽
の
気

(道
教
の
書
物
で
は
､
通
常
の
五
行
説
の
考
え
方
と
逆

に
､
虎
に
よ
っ
て
象
徴
的
に
表
現
さ
れ
'
火
の
気
で
も
あ
る
)
と
陰
の
気

(同
じ
-
龍
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
'
水
の
気
で
も
あ
る
)
の
交
合
に
よ
っ

⑫

て
下
丹
田
に
お
い
て
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う

｡

そ
し
て

｢赤
水
｣
が

｢赤
血
｣
と
い
う
の
は
へ
血
脈
の
こ
と
で
あ
ろ
う

(あ
る
い
は
中
国

警
撃
に
お
い
て
督
脈
と
か
任
脆
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
)0
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i
冊

と
こ
ろ
で

｢赤
水
に
国
-
て
時
時
往
-
｣
と
は
'
具
標
的
に
い
か

な
る
意
味
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
ろ
う
か
｡
都
確
は

｢安
禦
商
中

一
蛙

の
香
｣
(巻
九
｡
配
州寧
六
年

一
〇
七
三

六
十
三
歳
の
作
)
に
お
い
て
､

次
の
よ
う
に
う
た

っ
て
い
る
｡

安
楽
席
中

1
娃
香

凌
農
焚
意
山豆
尋
常

禍
如
許
死
人
須
詩

編
若
待
求
天
可
量

且
異
錆
黄
徴
廟
貌

又
殊
鬼
女
責
衣
裳

中
学
起
信
寧
稽
煩

元
妄
生
災
未
易
穣

安
楽
席
中

1
蛙
の
香

農
を
凌
ぎ
て
焚
-
意

豊
に
尋
常
な
ら

ん
や

禍
の
如
し
兎
る
る
を
許
さ
ば

人
は
須

ら
-
請
う
べ
し

編
の
若
し
求
む
る
を
待

つ
な
ら
ば

天

は
量
る
可
し

且
つ
異
な
る

梢

(僧
侶
)
責

(道
士
)

も
と

の
廟
貌
に
徴
む
る
に

う
る
為

又
た
殊
な
る

兄
女

の
衣
裳
を

裏

す

に中
学
は
信
を
起
こ
す

寧
ん
ぞ
積
る
を

煩
わ
さ
ん

元
妄
は
災
い
を
生
ず

未
だ
痛

い
易
か

虚
室
清
冷
都
是
白

露
董
豊
静
別
生
光

観
風
禦
冠
心
方
酔

封
景
顔
淵
坐
正
忘

赤
水
有
珠
滴
造
化

泥
丸
無
物
隔
青
蒼

生
名
男
子
偽
身
健

時
遇
昌
辰
更
年
穣

日
月
照
臨
功
自
大

君
臣
庇
護
致
何
長

非
徒
間
道
至
於
此

金
玉
誰
家
不
満
堂

ら
ず

虚
室
は
清
冷
に
し
て

都
て
是
れ
白
-

重
量
は
豊
静
に
し
て

別
に
光
を
生
ず

風
を
観
て

禦
冠

心
は
方
に
酔
い

景
に
封
し
て

顔
淵

坐
し
て
正
に
忘

る

ひ
た

赤
水
に

(玄
)
珠
の
造
化
を

滴

す

有
-

泥
丸
に
物
の
青
蒼
を
隔
つ
る
無
し

生
ま
れ
て
男
子
と
為
-

偽
お
身
は
健

負時
は
昌
辰
に
退
い
て

更
に
年
は
操
る

日
月
照
臨
し
て

功
は
白
の
ず
か
ら
大

に君
臣
庇
護
し
て

敦
は
何
ぞ
長
き

徒
ら
に
道
を
聞
い
て
此
こ
に
至
る
の
み

に
非
ず

金
玉

誰
が
家
か
堂
に
満
た
ざ
ら
ん

一 36-

詩
全
膿
の
解
梓
は
'
上
野
日
出
刀

『伊
川
撃
壌
集
』
(七
六
-
七
九



頁
)
に
譲
る
と
し
て
､
本
稿
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
､
第
13
･
14
句

｢赤
水
に

(玄
)
珠
の
造
化
を
滴
す
有
-
'
泥
丸
に
物
の
青
蒼
を
隔

つ
る
無
し
｣
で
あ
る
｡
こ
の
一
聯
を
考
え
る
ま
え
に
､
第
11
･
12
句

｢風
を
観
て

禦
冠

心
は
方
に
酔
い
､
景
に
封
し
て

顔
淵

坐

し
て
正
に
忘
る
｣
に
つ
い
て
'
ふ
れ
て
お
き
た
い
｡
こ
の
一
聯
も
､

お
そ
ら
-
養
生
術
を
行
な
っ
て
い
る
と
き
の
心
身
の
状
態
-

｢心

酔
｣
と

｢坐
忘
｣
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
快
惚
状
態

-

を
表
現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
､
手
は
じ
め
に
言
葉

(あ
る

い
は
典
故
と
呼
ん
で
も
い
い
)
を
手
が
か
-
に
し
て
考
え
て
み
よ
う
｡

那
確
は

｢閑
行
吟

･
そ
の
三
｣
(巻
七
)
に
お
い
て

｢列
子

風

に

御
し
て

徒
ら
に
待
つ
こ
と
有
-
'
奪
父

日
を
逐
い
て

山豆
に
疲

る
る
こ
と
無
か
ら
ん
や
｣
の
ご
と
-
'
列
子
の

｢御
風
｣
を
否
定
的

に
と
ら
え
て
う
た
っ
て
い
る
こ
と
'
ま
た
郡
確
の
白
居
易
と
の
深
い

因
縁
､
こ
の
二
つ
の
鮎
か
ら
判
断
し
て
'
｢禦
冠
｣
は
'
自
居
易
の

騨
穀
を
う
た
っ
た

｢仲
夏
斎
戒
の
月
｣
詩

(『自
民
長
慶
集
』
巻
八
)

の

｢
禦

冠

冷
風
に
駁
L
t
赤
松

紫
煙
に
瀞
ぶ
｡
常
に
疑
う

此

の
説
の
謬
れ
る
か
と
､
今
乃
ち
其
の
然
る
を
知
る
｣
云
々
を
ヒ
ン
ト

に
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
｡
た
だ
､
両
者
の
間
に
は
根
本
的
な
相

那
確
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
た
養
生
術
(

蘇
)

遠
が
あ
る
｡
自
店
易
が
騨
穀
に
よ
っ
て
身
軽
に
な
っ
た
肉
膿
を
風
に

御
す
列
子
に
た
と
え
た
の
に
封
し
て
､
郡
確
は
内
丹
法
に
よ
る
咲
憩

の
中
で
展
開
さ
れ
る

｢心
酔
｣
(こ
の
言
葉
は
'
『列
子
』
｢着
帯
｣
に
も

と
づ
-
)
状
態
を
風
に
御
す
列
子
に
た
と
え
た
の
で
あ
る
｡
｢観
風
｣

と
い
う
表
現
だ
が
'
『着
帯
内
経
素
問
』
の
記
述
す
る
と
こ
ろ
に
よ

れ
ば
'
身
憶
内
に

｢風
府
｣
な
る
も
の
が
あ
っ
て
'
そ
の
な
か
を
風

が
流
れ
て
い
る
｡
第

一
節
に
お
い
て
ふ
れ
た
と
お
-
､
郡
確
は

『責

帝
内
経
素
間
』
を
謹
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
る
が
'
こ
の

『黄
帝
内
経

素
間
』
に
は
さ
ら
に
風
を
論
じ
た

｢風
論
｣
(巻
十
二
)
が
あ
-
'
身

膿
内
に
流
れ
る
風
が
'
肉
膿
に
ど
の
よ
う
な
障
害
を
起
こ
す
か
が
論

じ
ら
れ
て
い
る
｡
養
生
術
は
健
康
法
で
も
あ
る
｡
郡
確
は

(身
膿
内

の
)
｢風
を
観
る
｣
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
､
養
生
が
順
調
快
適
に

進
行
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
｢坐
忘
｣

(『荘
子
』
｢大
宗
師
篇
｣
の
顔
淵
の
故
事
に
も
と
づ
-
)
に
つ
い
て
も
自

店
易
と
無
関
係
で
は
な
い
｡
か
れ
の

｢満
村
退
居

(以
下
､
省
略
)｣

請

(巻
十
五
)
に

｢乱
れ
を
息
め
て

碍
定
に
韓
L
t
両
を
存
し
て

坐
亡

(忘
)
に
入
る
｣
と
う
た
わ
れ
る

一
聯
が
あ
る
｡
こ
の

｢存

紳
｣
は
､
身
髄
内
に
存
在
す
る
と
い
う
鰹
内
面
を
思
い
浮
か
べ
る
内
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丹
的
養
生
術
､
い
わ
ゆ
る
存
恩
を
連
想
さ
せ
る
｡
し
か
し
'
｢柵
を

存
し
て

坐
亡

(忘
)
に
入
る
｣
と
う
た
わ
れ
て
い
る

｢存
紳
｣
は
'

｢樺
走
｣
と
同
じ
よ
う
な
レ
ベ
ル
の
精
神
集
中
法
を
意
味
す
る
で
あ

⑲

ろ
う
｡
｢行
椎
と
坐
忘
と
'
同
蹄
に
し
て
異
路
無
し

｣

(白
居
易

｢睡

起
量
坐
｣
巻
七
)｡

と
こ
ろ
で
白
居
易
は
'
郭
虚
舟
錬
師
か
ら

『参
同
契
』
を
授
け
ら

れ
'
外
丹
の
賛
験
を
試
み
た
が
'
結
局
の
と
こ
ろ
失
敗
す
る
と
い
う

経
験
を
も

っ
て
い
る
｡
た
と
え
ば

｢徴
之
が
郭
虚
舟
錬
師
に
贈
別
す

る
に
同
ず
五
十
韻
｣
(巻
五
十

一
)
の
中
で
､

綱
縁
夫
婦
膿

狩
猟
魚
龍
姿

簡
寂
館
鐘
後

紫
零
峰
暁
時

心
塵
未
浄
潔

火
候
遅
参
差

寓
寿
親
刀
圭

子
功
夫
豪
産

先
生
弾
指
起

柁
女
随
煙
飛

納
経
た
る
夫
婦
の
憶

押
猟
た
る
魚
龍
の
姿

簡
寂

館
鐘
の
後

紫
育

峰
暁
-
る
時

心
塵

未
だ
浄
潔
な
ら
ず

火
候

遂
に
参
差
た
り

高
書

刀
圭
に
観
う
に

千
功

豪
産
に
失
す

先
生

指
を
弾
じ
て
起
ち

蛇
女

煙
に
随
い
て
飛
ぶ

38

泥
壇
方
合
矩

錆
鼎
囲
中
規

鐘
粟

1
以
動

瑞
気
紅
輝
輝

斉
心
濁
歎
拝

中
夜
倫

一
窺

二
物
正
訴
合

歓
状
何
怪
奇

泥
壇
は
方
に
し
て
矩
に
合
い

鋳
鼎
は
園
に
し
て
規
に
中
る

銘
菓

一
え
に
以

っ
て
動
き

瑞
気

紅
に
し
て
輝
輝
た
-

心
を
脅
え
て

猪
-
歎
拝
し

中
夜

確
か
に

一
た
び
窺
う

二
物

正
に
訴
合
し

厭
の
状

何
ぞ
怪
奇
な
る

云
々
と
う
た
わ
れ
て
い
る
｡
｢心
塵
｣
以
下
の
句
が
'
金
丹
が
未
完

成
に
終
わ

っ
た
こ
と
を
示
す
｡
最
後
の

一
句

｢柁
女

煙
に
随
い
て

飛
ぶ
｣
は
､
本
稿
に
後
引
す
る

『周
易
参
同
契
』
の

｢河
上
の
蛇
女

は
､
壷
に
し
て
最
も
紳
な
り
｡
火
を
見
れ
ば
則
ち
飛
び
､
填
塵
を
見

ず
｣
に
類
似
し
て
い
る
が
'
自
詩
の
場
合
は
､
ス
ケ
ー
ル
に
違
い
が

あ
る
こ
と
を
承
知
の
う
え
で
言
え
ば
'
『杜
子
春
』
(
『太
平
贋
記
』
巻

十
六
)
の
結
末
の
部
分

｢境
の
聾
末
だ
息
ま
ざ
る
に
､
身
は
故
虞
に

坐
す
｡
造
土
着
も
亦
た
其
の
前
に
在
-
｡
初
め
て
五
更
な
-
｡
見
れ



ば
其
の
紫
煙

屋
上
を
穿
ち
､
大
火

起
こ
-
て
四
合
し
､
屋
室
倶

に
焚
け
-
｣
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
な
が
る
も
の
が
連
想
さ
れ
る
｡
こ
の

よ
う
に
自
店
易
は
外
丹
を
試
み
て
'
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
が
あ
る

が
'
し
か
し
'
三
浦
囲
雄
氏
に
よ
れ
ば
､
自
居
易
に
は

｢内
丹
の
意

識
は
ま
だ
な
い
｣
(｢白
楽
天
に
お
け
る
養
生
｣
の
桂
約
)｡
そ
れ
に
封
し

て
郡
確
の

｢坐
忘
｣
に
お
け
る

｢封
景
｣

｡
や
は
-
三
浦
国
雄
氏
が

①

す
で
に
ふ
れ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に

'

郡
確
の

｢快
惚
吟
｣
(巻
十
二
)

侠
惚
陰
陽
初
埜
化

快
惚
た
る
陰
陽

初
め
て
奨
化
し

鼠
嵐
天
地
乍
廻
旋

嵐
鼠
た
る
天
地

乍
ち
廻
旋
す

いささ
か

中
間
些
子
好
光
景

中
間
の
些
子
の
好
き
光
景

安
得
功
夫
入
言
語

安
ん
ぞ
功
夫
の
言
語
に
入

る
を
得
ん

は
'
内
丹
の
賓
践
を
う
た
っ
た
作
品
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
､
こ
の

詩
の
中
で

｢中
間
の
些
子
の
好
き
光
景
､
安
ん
ぞ
功
夫
の
言
語
に
入

る
を
得
ん
｣'
｢好
き
光
景
｣
は
言
語
で
語
れ
な
い
と
う
た
わ
れ
て
い

る
の
は
､
愈
攻
が

『易
外
別
博
』
｢先
天
天
板
月
窟
固
｣
(四
庫
全
書

本
｡
｢先
天
天
根
月
窟
固
｣
は
'
｢伏
義
六
十
四
卦
方
位
園
｣
の
こ
と
)
に
お

い
て
'
｢快
惚
吟
｣
は

｢天
板
の
極
玄
を
浬
ら
し
蓋
-
せ
-
｡
苛
し

く
も
親
し
-
侠
惚
の
境
に
造
-
'
賓
に
気
息
の
域
に
詣
る
に
非
ざ
れ

郡
確
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
た
養
生
術

(蘇
)

ば
'
安
ん
ぞ
其
の
極
玄
為
る
を
知
ら
ん
や
｣
と
記
し
て
い
る
ご
と
-
'

養
生
術
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
快
惚
の
境
地
は
'
そ
の
境
域
に
到
達

し
た
も
の
以
外
に
は
と
う
て
い
理
解
不
可
能
で
あ
っ
て
'
言
葉
に
よ

る
表
現
を
超
え
た
悦
楽
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
-
'
｢中
間
の
些

子
の
好
き
光
景
｣
と
同
様
に
'
隈
想
の
最
中
に
身
髄
内
に
-
-
ひ
ろ

げ
ら
れ
る

｢好
き
光
景
｣
を
楽
し
む
こ
と
を
'
｢景
に
封
し
て

顔

淵

坐
し
て
正
に
忘
る
｣
と
表
現
し
た
の
で
あ
る
｡

ひ
た

さ
て
問
題
の
第
13
･
14
句

｢赤
水
に

(玄
)
珠
の
造
化
を

滴

す

有

り
､
泥
丸
に
物
の
青
蒼
を
隔
つ
る
無
し
｣
で
あ
る
｡
第
13
句
に
お
い

て

｢赤
水
｣
の
な
か
に

｢玄
珠
｣
が
あ
る
と
い
い
'
｢(玄
)
珠
が
造

化
を
滴
す
｣
と
い
う
の
は
'
身
膿
外
に
お
い
て

｢道
｣
な
る
も
の
が

｢造
化
｣
の
働
き
を
す
る
よ
う
に
'
｢玄
珠
｣
は
身
鰹
内
に
お
い
て

｢造
化
｣
の
働
き
を
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
｡
｢滴
す
｣
と
表

現
さ
れ
た
の
は
'
｢玄
珠
｣
が

｢赤
水
｣
(=
｢赤
血
｣)
の
液
膿
の
な

か
に
存
在
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡
第
14
句
の

｢泥
丸
｣
は
'
こ

れ
も
道
教
の
用
語
で
'
頭
脳
の
こ
と
｡
『黄
庭
内
景
経
』
｢至
造
章
第

七
｣
(『雲
笈
七
簸
』
巻
十
l
)
に
膿
内
神
の
名
字
を
羅
列
し
た
中
の
1

つ
に
'
｢脳
紳

(名
は
)
精
根

字
は
泥
丸
｣
と
い
う

一
句
が
あ
る
｡
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⑭

｢青
蒼
｣
は
'

道
教
で
い
う
三
天
の

一
つ

､

下
か
ら
黄
天
､
蒼
天
'

青
天
の
三
天
に
お
け
る
蒼
天
を
指
し
て
い
る
｡
｢元
始
経
｣
(『雲
笈

七
鼓
』
巻
二
十
こ

に
､

大
羅
境
'
無
復
賞
事
｡
惟
大
栗
之
気
､
包
羅
諸
天
｡
大
空
之
上
､

有
自
然
五
霞
｡
其
色
蒼
黄
'
鋸
日
責
天
'
黄
天
之
上
､
其
色
青

蒼
'
親
日
蒼
天
､
蒼
天
之
上
､
其
色
玄
室
成
育
'
楽
日
青
天
｡

(大
羅
の
境
'
復
た
異
宰
無
し
｡
惟
だ
大
党
の
気
の
み
'
諸
天
を
包
羅

す
｡
太
室
の
上
に
'
自
然
の
五
霞
有
り
｡
其
の
色
蒼
黄
な
る
､
鋸
し
て

黄
天
と
日
い
'
黄
天
の
上
'
其
の
色
青
蒼
な
る
'
壊
し
て
蒼
天
と
日
い
'

蒼
天
の
上
､
其
の
色
玄
室
成
育
な
る
､
渡
し
て
青
天
と
日
う
｡)

と
あ
る
｡
｢泥
丸
に
物
の
青
蒼
を
隔
つ
る
無
し
｣
､
郡
確
は
頭
脳

(意

識
)
の
な
か
に
､
｢大
栗
の
気
｣
に
つ
つ
ま
れ
て
'
重
層
し
て
存
在

す
る

｢諸
天
｣
を
す
べ
て
網
羅
し
て
い
る
'
つ
ま
-
先
天
的
に
宇
宙

の
す
べ
て
の
現
象
が
か
れ
の
頭
脳
の
中
に
お
さ
ま

っ
て
い
る
と
い
う

の
で
あ
る
｡
か
れ
は

｢安
楽
筒
中

一
任
の
香
｣
に
お
い
て

｢且
つ
異

な
る

緒

(僧
侶
)
黄

(道
士
)
の
廟
貌

(み
た
ま
や
)
に
徴
む
る
に
｣

と
う
た
っ
て
'
出
家
や
道
士
と
違
う
か
れ
の
濁
自
性
を
強
調
し
て
い

た
が
､
｢
一
蛙
の
香
は
清
-
し
て
宇
泰
を
沖
し
-
す
｣
(
一
筋
の
香
の

煙
は
'
心
を
無
に
し
て
-
れ
る
｡
｢安
楽
寓
中
四
長
吟
｣
巻
九
)
と
う
た
わ

れ
て
い
る
と
お
-
､
｢
l
蛙
の
香
｣
は
､
隈
想
す
る
際
に
か
か
す
こ

と
の
で
き
な
い
必
需
品
で
あ
る
｡
｢安
楽
筒
中

1
蛙
の
香
｣
詩
も
､

都
確
の
道
教
的
隈
想
を
の
べ
た
作
品
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡

以
上
､
｢安
柴
宿
中

一
蛙
の
香
｣
詩
を
参
照
し
な
が
ら
右
に
述
べ

た
と
こ
ろ
か
ら
考
え
る
と
'
｢赤
水
に
因
-
て
時
時
往
-
｣
と
は
､

意
識
を
身
膿
内
に
集
中
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
｢金
丹
｣
に
相
普
す

る

｢玄
珠
｣
を
身
健
内
の

｢赤
水
｣
の
な
か
に
探
る
こ
と
'
『養
生

粁
疑
訣
』
に
い
う
と
こ
ろ
の

｢此
の
珠
を
求
む
れ
ば
､
珠

必
ず
生

ず
る
を
得
｣
る
に
至
る
過
程
を
表
現
し
た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
｡

次
に

｢
二
十
五
日
｣
詩
の
第
6
句

｢蔦
ん
ぞ
若
芽
有
る
も

日
日

娯
し
ま
ん
｣
｡
こ
の
句
に
お
い
て
問
題
に
な
る
の
は

｢責
芽
｣
｡

那
詩

に
は

｢
二
十
五
日
｣
詩
以
外
に
は
見
え
な
い
よ
う
だ
が
､
｢黄
芽
｣

は
'
道
教
の
経
典
に
し
ば
し
ば
現
れ
る
'
い
わ
ば
キ
ー
･
ワ
ー
ド
｡

た
と
え
ば

『周
易
参
同
契
』
(巻
中
｡
四
庫
全
書
本
)
に

｢河
上
の
舵

女
は
､
壷
に
し
て
最
も
紳
な
-
｡
火
を
見
れ
ば
則
ち
飛
び
'
挨
塵
を

見
ず
｡
鬼
陰
れ
龍
匿
れ
て
､
存
す
る
所
を
知
る
莫
し
｡
牌
に
之
を
制

せ
ん
と
欲
す
れ
ば
､
黄
芽
を
根
と
為
す
｣
｡
鈴
木
由
次
郎
氏
は

『周
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ヽ

易
参
同
契
』
(
1
五
l
頁
)
に
お
い
て
､
｢黄
は
中
黄
の
蕪
､
芽
は
受

動
の
萌
し
'
す
な
わ
ち
真
鉛
で
あ
る
｣
と
説
明
さ
れ
た
｡
本
来
'
外

丹
で
使
用
さ
れ
る
鉛
が
愛
化
し
て
純
化
し
た
も
の
を
さ
す
の
で
あ
ろ

う
か
｡
『周
易
参
同
契
』
(下
篇
)
｢鼎
器
の
歌
｣
の

｢陰
火
は
自
'

黄
芽
は
鉛
｣
に
射
し
て
'
彰
暁
は

｢責
芽
は
鉛
よ
-
生
ず
'
鉛
は
是

れ

(貢
)
芽
の
母
な
-
｣
と
説
明
す
る
｡
自
居
易
も
晩
に
引
用
し
た

｢徴
之
が
郭
虚
舟
錬
師
に
贈
別
す
る
に
同
ず
五
十
韻
｣
に
お
い
て
'

｢我
れ
に
参
同
契
を
授
け
､
其
の
辞
は
妙
に
し
て
且
つ
徴
な
り
｡
六

1

局
鏑
に
関
ざ
L
t
子
午

雄
雌
を
守
る
｡
我
れ
讃
み
て
日
に
随

い
て
悟
-
'
心
中

了
と
し
て
疑
い
無
し
｡
責
芽
と
紫
車
と
'
其
れ

坐
な
が
ら
に
し
て
之
を
致
さ
ん
と
謂
え
-
｣
と
う
た
っ
て
い
る
｡

｢六

一
｣
は
六

一
泥
と
い
う
薬
名
｡
｢子
午
｣
は
水
と
火
､
つ
ま
-

鉛
と
水
銀
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で

｢
『周
易
参
同
契
』
と
並
ぶ
内
丹
の
根
本
経
典
と
し
て
'

⑮

後
世
に
多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
-

｣

も
の
に

『悟
寅
篇
』
が
あ

る
｡
こ
の

『倍
賞
篇
』
の
作
者

･
張
伯
端

(九
八
七
-

一
〇
八
二
)
は
'

郡
薙

(
l
o
l
一
-
l
〇
七
七
)
と
ま
っ
た
-
同
じ
時
代
の
人
物
で
あ

る
｡
『悟
異
篇
』
は
偶
数
思
想
を
積
極
的
に
取
り
込
み
活
用
し
て
い

郡
確
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
た
養
生
術

(衣
)

⑲

る
鮎
が

､

郡
宛
の
思
想
と
大
き
-
相
違
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
-
'

ま
た
二
人
の
間
に
交
流
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
'

『悟
真
篇
』
は
'
那
詩
の

｢黄
芽
｣
を
考
え
る
う
え
で
一
つ
の
手
が

か
り
を
輿
え
て
-
れ
る
｡
た
と
え
ば

『悟
異
篇
』
(巻
上
｡
四
庫
全
書

本
)
｢七
言
四
韻

･
三
｣
お
よ
び

｢十

二

に
次
の
よ
う
に
う
た
わ

れ
て
い
る

(括
弧
内
の
語
は
'
宋
･
翁
採
光
の
註
)

｡

撃
仙
須
是
撃
天
仙

惟
有
金
丹
最
的
端

二
物
曾
時
情
性
合

五
行
全
庭
虎
龍
蜂

本
国
戊
巳
鵠
媒
姥

逐
使
夫
妻
得
合
歓

只
候
功
成
朝
玉
閥

九
霞
光
裏
駕
朔
鷲

仙
を
学
ぶ
は
須
ら
-
是
れ
天
仙
を
学
ぶ

べ

し

惟

だ
金
丹
有
-

最
も
的
端
な
り

二
物

(虎
龍
)
の
合
う
時

惰
性
合
し

五
行

(木
･
火
･
土
･
金
･
水
)
の
全
き

庭

虎
龍
幡
る

本
と
戊
巳

(土
)
に
因
り
て
媒
婚

(黄

婆
)
と
為
し

遂
に
夫
妻
を
し
て
合
歓
を
得
さ
し
む

只
だ
功
の
成
る
を
候
ち
て
玉
閑
に
朝
し

九
霞
光
裏
に
朔
鷲
に
駕
す
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黄
芽
白
雪
不
難
尋

達
者
須
恵
徳
行
探

四
象
五
行
全
籍
土

三
元
八
卦
山豆
離
壬

煉
成
霊
質
入
難
識

滑
蓋
陰
魔
鬼
莫
侵

欲
向
人
間
留
秘
訣

未
達

1
箇
是
知
音

黄
芽

白
雪

尋
ね
難
か
ら
ず

達
す
る
者
は
須
ら
-
徳
行
の
深
き
に
恐

る
べ

し

四
象

(木
･
火
･
金
･
水
が
合
成
し
た
も

の
)

五
行

全
て
土
に
籍
-

三

元

(丹
土
･
龍
木
･
虎
金
)

八

卦

山豆
に
壬

(水
)
を
離
れ
ん
や

麗
質
を
煉
成
し
て

人
は
識
-
難
-

陰
魔
を
消
蓋
す
れ
ば

鬼
も
侵
す
莫
し

人
間
に
向
か
い
て
秘
訣
を
留
め
ん
と
欲

す
れ
ど
も

未
だ

1
筒
の
是
れ
知
音
な
る
に
逢
わ
ず

類
の
も
の
で
あ
る
｡
『悟
寅
篇
』
(巻
中
)
｢七
言
絶
句

･
十
九
｣

華
森
山
頭
雄
虎
噴

扶
桑
海
底
牝
龍
吟

黄
婆
日
解
相
媒
合

造
作
夫
妻
共

1
心

華
岳
の
山
頭

雄
虎
噴
き

扶
桑
の
海
底

牝
龍
吟
ず

よ

黄
婆
日
び
解
-
相
媒
合

し

夫
妻
と
作
し
て
共
に
心

を

一
に
せ
し
む

(以
上
､
｢十

一
｣
)

こ
の
二
首
の
七
言
四
韻
に
お
け
る
翁
藻
光
の
註
に
'
｢黄
芽
｣
は

⑰

龍
の
気
と
解
梓
さ
れ
る

1

万
､
同
じ
-

｢七
言
四
韻

二
ハ
｣
の
1
聯

｢甘
露

降
る
時

天
地
は
合
し
､
黄
芽

生
じ
る
虞

次
離
交
わ

る
｣
に
射
し
て
､
｢甘
露

･
黄
芽
'
皆
な
金
丹
の
異
名
な
-
｣
と
註

さ
れ
て
い
る
｡
つ
ま
-

｢黄
芽
｣
は
､
賓
質
的
に
は

｢玄
珠
｣
と
同

に
封
し
て
､
翁
藻
光
は

｢
二
物

(雄
虎
と
牝
龍
)
間
隔
L
t
東
に
在

-
西
に
在
-
｡
媒
者
の
貰
婆

之
を
し
て
交
合
し
､
結
び
て
夫
婦
と

為
さ
し
め
'
以
っ
て
玄
珠

･
黄
芽
を
産
す
｣
と
註
す
る
｡
雄
虎
と
牝

龍
の
交
合
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
が
､
｢玄
珠
｣
で
あ

-

｢黄
芽
｣
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
o
た
だ
'
二
者
を
直
別
す
れ
ば
､

『悟
異
篇
』
(巻
下
)
｢自
龍
洞
劉
通
人
に
贈
る
歌

･
四
｣
に

｢須
輿

に
し
て
戦
い
罷
-
て
雲
雨
収
ま
り
'
筒
の
玄
珠
を
種
え
て
泥
底
に
在

-
｡
此
れ
従
-
根
芽

漸
-
長
成
し
､
時
に
随
い
て
港
概
す
れ
ば
鼻

精
を
抱
-
｣
云
々
と
う
た
わ
れ
て
い
る
か
ら
'
｢玄
珠
｣
は
種
'
｢黄

芽
｣
は
こ
の
種
か
ら
で
る
芽
と
い
う
違
い
が
あ
る
｡
郡
確
が

｢玄

珠
｣
で
は
な
-

｢黄
芽
｣
と
表
現
し
た
の
は
､
前
句
の

｢赤
水
｣
と

の
明
瞭
な
色
彩
の
野
麿
関
係
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
か
れ
は
晩
唐
の
詩
人

の
ご
と
-
苦
吟
を
公
然
と
標
梼
す
る
人
物
で
は
な
い
け
れ
ど
も
'
鄭
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走
囲
著

『那
薙
及
其
詩
学
研
究
』
(文
史
哲
出
版
社

中
華
民
国
八
十
九

年
元
月
)
に
詳
細
に
分
析
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
表
現
技
巧
に
無
頓

着
な
詩
人
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
｡
も
っ
と
も
､
か
れ
自
身
は

｢林
下
の
閑
言
語
'
何
ぞ
須
い
ん

更
に
問
う
を
為
す
こ
と
を
｡
自

ず
か
ら
知
る

紀
律
無
き
こ
と
を
'
安
ん
ぞ
之
を
詩
と
謂
う
を
得

ん
｣
(｢答
人
吟
｣
巻
十
二
)
と
う
た
っ
て
い
る
｡
｢紀
律
｣
は
､
詩
に

お
け
る
諸
々
の
規
則
で
あ
る
｡

以
上
'
右
述
し
た
と
こ
ろ
か
ら
判
断
す
る
と
'
第
6
句

｢蔦
ん
ぞ

責
芽
有
る
も

日
日
娯
し
ま
ん
｣
は
'
隈
想
の
な
か
で
身
鰻
内
の

｢黄
芽
｣
(=
｢玄
珠
｣)
を
活
登
に
活
動
さ
せ
る

(-
)
内
丹
養
生
法

を
表
現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

な
お
'
(人
に
は
み
な
)
｢責
芽
有
る
｣
と
い
う
表
現
に
は
､
『悟
寅

篇
』
(巻
上
)
｢七
言
四
韻

･
七
｣
の
一
聯

｢人
人

本
と
有
り

長

生
の
薬
'
自
ず
か
ら
是
れ
途
に
迷
い

柾
げ
て
棄
抱
す
る
な
り
｣

(人
は
だ
れ
で
も
長
生
の
薬
を
備
え
て
い
る
'
そ
れ
に
気
が
つ
か
な
い
で
捨

て
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
)
と
い
う
思
想
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
｡
こ

の
よ
う
な
思
想
は
'
｢志
士

若
し
能
-
修
煉
す
れ
ば
､
何
ぞ
妨
げ

ん

市
に
在
る
か
朝
に
在
る
か
を
｣
(
『悟
異
篇
』
(巻
下
)
｢西
江
月
･

郡
確
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
た
養
生
術

(蘇
)

二
｣)
と
い
う
表
現
を
用
い
て
表
明
さ
れ
て
も
い
る
が
'
本
稿
第

一

節
に
引
用
し
た

『陰
符
経
』
の

｢宇
宙
は
手
に
在
-
'
寓
化
は
身
に

生
ず
｣
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
｡
｢
『宇
宙
は
手
に
在
-
'
寓
化
は
身

に
生
ず
』
は
､
内
丹
法
の
い
わ
ば
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し
て
道
教
徒
の
間

で
唱
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｣
と
述
べ
た
ゆ
え
ん
で
あ

る
｡
つ
い
で
に
言
え
ば
'
陸
瀞
も

｢子
に
金
丹
有
-

錬
れ
ば
即
ち

成
る
､
人
人

各
自

長
生
を
具
す
｣
(｢金
丹
｣

｡
鑓
仲
聯
校
注

『剣

南
詩
編
校
注
』
巻
四
十
五
)
と
う
た
っ
て
い
る
｡
い
ず
れ
に
し
て
も
第

5

･
6
句

｢赤
水
に
因
り
て

時
時
社
か
ざ
れ
ば
､
蔦
ん
ぞ
黄
芽
有

る
も

日
日
娯
し
ま
ん
｣
は
'
内
丹
法
に
よ
る
養
生
術
を
表
現
し
た

も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

(
4
)

第
7
･
8
句

｢追
う
莫
か
れ

天
津

便
ち
事
無
し
と
､

也
た
須
ら
-
閑
虞
に
工
夫
を
着
す
べ
し
｣

こ
の
一
聯
が
養
生
に
日
々
い
そ
し
ん
で
い
る
生
活
さ
し
て
表
現
さ

れ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｡
｢天
津
｣
は
'
か
れ
の
住
居
の
近

-
'
宮
城
と
洛
陽
の
街
の
間
を
東
西
に
縫
う
よ
う
に
流
れ
る
洛
水
に

か
か
る
橋
の
名
で
あ
-
'
同
時
に
か
れ
の
生
活
室
間
で
も
あ
る
｡

｢工
夫
を
着
す
｣
す
な
わ
ち
養
生
術
の
賓
践
で
あ
る
｡
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以
上
'

｢
二
十
五
日
｣
詩
に
関
し
て

｢赤
水
に
因
り
て

時
時

社
か
ざ
れ
ば
､
蔦
ん
ぞ
黄
芽
有
る
も

日
日
娯
し
ま
ん
｣
を
最
大
の

眼
目
と
し
て
'

一
聯
ご
と
に
解
碍
し
た
｡
本
節
の
最
後
に
補
足
と
し

て
'
再
度
'
自
居
易
に
ふ
れ
て
お
き
た
い
｡
か
れ
に

｢玄
珠
を
求
む

る
賦
｣
(巻
二
十

一
)
な
る
作
品
が
あ
る
｡
白
居
易
は
'
こ
の
作
品
の

最
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

蓋
外
明
者
'
不
若
内
明
之
理
､
純
白
者
､
不
若
虚
自
之
旨
｡
戒

於
身
不
戒
於
川
'
在
乎
心
不
在
平
水
｡
然
別
帳
其
紳
'
保
其
藁
'

錐
無
腔
'
求
之
必
榛
'
役
其
識
､
絢
共
感
'
錐
没
歯
'
求
之
不

得
｡
則
知
珠
者
無
形
之
形
'
玄
者
無
色
之
色
｡
亦
何
必
遊
赤
水

之
上
'
造
昆
丘
之
側
｡
苛
悟
漆
園
之
言
'
可
藻
玄
珠
之
極
｡

(蓋
し
外
の
明
ら
か
な
る
者
は
'
内
の
明
ら
か
な
る
の
理
に
若
か
ず
'

純
白
な
る
者
は
'
虚
白
の
旨
に
若
か
ず
｡
身
に
戒
し
て
川
に
戒
せ
ず
'

心
に
在
-
て
水
に
在
ら
ず
｡
然
ら
ば
則
ち
其
の
神
を
陳
い
､
其
の
異
を

保
た
ば
'
腔
無
し
と
難
も
'
こ
れ
を
求
む
れ
ば
必
ず
湊
-
､
其
の
識
を

役
L
へ
其
の
惑
に
杓
え
ば
､
没
歯
す
と
錐
も
'
こ
れ
を
求
め
て
得
ず
｡

則
ち
珠
な
る
者
は
無
形
の
形
'
玄
な
る
者
は
無
色
の
色
な
る
を
知
る
｡

亦
た
何
ぞ
必
ず
し
も
赤
水
の
上
に
遊
び
､
昆
丘
の
側
に
造
ら
ん
｡
苛
-

も
漆
園
の
言
を
悟
ら
ば
'
玄
珠
の
極
に
榛
る
べ
し
｡)

内
丹
を
考
え
な
い
自
居
易
が
'
｢玄
珠
｣
や

｢赤
水
｣
を
純
然
た

る
観
念
の
領
域
の
問
題
に
し
て
い
て
､
内
丹
法
に
い
う
と
こ
ろ
の
身

膿
内
に
あ
る
物
質
と
し
て
の

｢玄
珠
｣
や

｢赤
水
｣
の
存
在
に
ま

っ

た
-
ふ
れ
な
い
の
は
'
首
然
の
こ
と
で
あ
る
が
､
那
確
の
知
識
の
中

に
は
'
自
店
易
の

｢玄
珠
を
求
む
る
賦
｣
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
｡
郡

確
は
自
居
易
の
文
学
に
精
通
し
て
お
-
'
お
の
れ
の
思
想
を
表
明
す

る
に
あ
た
っ
て
'
白
居
易
に
封
す
る
批
判
が
強
力
な
バ
ネ
に
な
っ
て

い
た
か
ら
で
あ
る
｡

三

地
上
の
仙
界
と
内
丹
法

私
は
以
前
'
｢芳
草
｣
な
る
言
葉
を
手
が
か
-
に
し
て
'
郡
確
は
'

こ
の
地
上
こ
そ
仙
界
で
あ
る
'
と
い
う
思
想
に
到
達
し
た
､
と
い
う

⑨

結
論
を
得
た

｡

い
ま
考
え
て
み
れ
ば
'
こ
の
地
上
こ
そ
仙
界
で
あ
る

と
い
う
私
の
結
論
は
'
き
わ
め
て
幼
稚
な
段
階
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
｡

け
れ
ど
も
､
こ
の
地
上
こ
そ
仙
界
で
あ
る
と
い
う
思
想
は
'
道
教
の

養
生
循

(内
丹
法
)
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
い
っ
そ
う

は
っ
き
-
と
納
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
内
丹
法
は
比
瞭
的
に
い
え
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ば
'
身
鰹
内
に
金
丹
を
完
成
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
'
こ
の
地
上
に
お

い
て
仙
人
に
な
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
だ
｡
身
膿
内
に
金
丹
を
完
成
す

る
と
い
う
思
想
'
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
､
身
濃
は
小
宇
宙
と
い
う

観
念
'
こ
れ
は
､
郡
確
の
文
学
的
創
作
を
考
え
る
と
き
'
き
わ
め
て

重
要
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
複
雑
に
な
る
の
で
こ
こ
に
は
詳
述
し
な

い
が

､
た
と
え

ば
郡
確
が

｢物
に
皆
な
理
有
り

我
れ
は
何
者
ぞ
'

そ
も

も
の
い

天
は
且
そ
も
言

わず
人

之
に
代
る
｡
天
工
に
代
-
了
り
て
無

限
に
説
-
､
尭

夫
は
是
れ
詩
を
吟
ず
る
を
愛
す
る
に
非
ず
｣
(｢首
尾

吟

･
そ
の
七
十
八
｣
巻
二
十
)
と
う
た
う
と
き
､
そ
れ
は
､
わ
が
脳
内

に
天
が
存
在
す
る
'
だ
か
ら
わ
が
詩
は
天
の
聾
で
あ
る
､
と
表
明
し

て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
第

一
節
の
冒
頭
に
引
用

し
た

｢宇
宙
吟
｣
詩
の

｢宇
宙
は
手
に
在
-
､
寓
物
は
身
に
在
-
｣

に
封
し
て
'
上
野
日
出
刀
氏
は

『伊
川
撃
壌
集
』
(
一
二
六
頁
)
に
お

い
て
'
[天
人
合

一
'
天
理
即
ち
わ
が
心
]
と
い
う
博
続
的
儒
家
哲
学

を
採
用
し
て
説
明
さ
れ
た
｡
儒
家
と
し
て
の
郡
確
を
考
え
る
と
き
'

こ
の
説
明
は
け

っ
し
て
間
違

っ
て
い
る
わ
け
で
な
-
'
積
極
的
な
意

味
を
も

っ
て
い
る
｡
｢学
ん
で
仲
尼
と
馬
ら
ん
｣
(
『皇
極
経
世
書
』
巻

十

一
｢敷
物
五
十
六
｣)
と
い
う
表
明
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
る
と
お
-
､

那
確
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
た
養
生
術

(蘇
)

郡
確
は
た
し
か
に
儒
家
哲
学
を
も
受
容
し
て
､
か
れ
濁
白
の
思
想
に

⑲

ま
で
昇
華
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る

｡

し
か
し
､
郭
確
の
宇
宙
論
や
人

間
論
に
は
'
た
ん
に
儒
家
哲
学
の
み
な
ら
ず
､
道
教
思
想
が
ふ
か
-

関
わ

っ
て
い
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
の
で
あ

っ
て
､
儒
教
と
と
も

に
道
教
を
も
取
-
い
れ
て
'
新
し
い
思
想
-

こ
の
地
上
こ
そ
仙
界

で
あ
る
-

を
創
造
し
た
と
こ
ろ
が
'
郡
薙
哲
学
の
特
徴
で
あ
-
､

特
異
性
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
官
吏
の
道
を
放
棄
し

た
郁
確
は
､
儒
教
と
道
教
を

一
身
の
う
ち
に
分
裂
す
る
こ
と
な
-
敬

-
込
ん
だ
'
き
わ
め
て
食
欲
な
民
間
の
哲
学
詩
人
で
あ

っ
た
｡

と
こ
ろ
で
末
代
は
蘇
拭

(
1
〇
三
六
-

二

〇
二

や
陸
源

(
二

二
五
-
一
二
一
〇
)
を
著
し
い
例
語
と
し
て
'
詩
人
の
間
に
も
道
教

⑲

が
ひ
ろ
-
浸
透
し
た
時
代
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
､

道
教
の
信
奉
者

と
し
て
の
郁
雄
の
作
品
が
末
代
の
文
学
世
界
に
投
じ
た

一
石
は
'
無

税
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
章
際
の
と
こ
ろ
'
陸
瀞
が
郁
確
の
到
達

し
た
地
上
の
仙
界
思
想
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
､
す
で
に
論

⑳

じ
た
こ
と
が
あ
る

｡

こ
こ
に
前
稿
に
引
用
し
な
か

っ
た
陸
港
の

｢車

中
の
作
｣
詩

(
『剣
南
詩
稿
』
巻
五
十

1
)
を
紹
介
し
て
お
こ
う
｡

秋
天
近
霜
夜

秋
夫

霜
霞
近
-
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呉
地
少
風
塵

時
駕
小
車
出

始
知
閑
客
最

新
交
執
傾
蓋

往
事
漫
霧
巾

庭
鹿
骨
堪
隠

桃
源
莫
間
津

呉
地

風
塵
少
し

時
に
小
車
に
駕
し
て
出
で

始
め
て
閑
客
の
異
な
る
を
知
れ
-

新
交

熟
れ
か
蓋
を
傾
-
る

往
事

漫
-
に
巾
を
需
す

虞
鹿

骨
な
陰
る
る
に
堪
え
た
-

桃
源

津
を
問
う
こ
と
莫
し

第
3
句
の

｢小
車
｣
は
'
郡
確
も
愛
用
し
た
乗
-
物
'
第
4
句
の

｢閑
客

(人
)｣
は
'
も
と
も
と
郡
確
が
人
々
に
向
か
っ
て
名
乗

っ

た
自
稀
で
あ
る
｡
｢始
め
て
閑
客
の
異
な
る
を
知
れ
-
｣
は
､
己
れ

の
真
情
と
か
さ
ね
合
わ
せ
つ
つ
､
那
薙
こ
そ
心
の
友
で
あ
る
と
い
う

の
で
あ
る
.
ち
な
み
に
陸
港
は
'
｢杖
履
尋
春
苦
末
遅
｣
(杖
履
も
て

春
を
尋
ね
て
苦
だ
未
だ
蓮
か
ら
ず
)
で
は
じ
ま
る

｢騰
鴻
天
｣
詞

(『沼

南
文
集
』
五
十
巻
)
の
後
牛
に
お
い
て
'
次
の
よ
う
に
う
た
っ
て
い

る
｡

吹
玉
笛

渡
清
伊

相
連
休
間
姓
名
誰

玉
笛
を
吹
き

清
伊
を
渡
る

相
達
い
て

姓
名
の
誰
な
る
か
を
問
う

を
休
め
よ

小
車
庭
土
探
衣
里

小
車
の
虞
士
と
深
衣
の
斐

曾
是
天
津
共
賦
詩

曾
て
是
れ
天
津
に
共
に
詩
を
賦
せ
-

｢清
伊
｣
は
清
ら
か
な
流
れ
の
伊
水
｡
｢探
衣
の
斐
｣
は
司
馬
光
'

か
れ
は
郡
薙
と
き
わ
め
て
親
密
な
間
柄
で
あ
っ
た
｡
｢天
津
｣
は
'

す
で
に
第
二
節
の

(4
)
で
述
べ
た
よ
う
に

｢宮
城
と
洛
陽
の
街
の

間
を
東
西
に
縫
う
よ
う
に
流
れ
る
洛
水
に
か
か
る
橋
の
名
｣
｡
司
馬

光
や
郡
薙
た
ち
が
こ
の
ん
で
遊
ん
だ
庭
で
あ
る
｡
｢天
津
｣
の
あ
る

洛
陽
の
町
に
賓
際
に
訪
れ
る
こ
と
の
不
可
能
で
あ
っ
た
陸
源
は
'
洛

陽
奪
還
の
宿
望
を
た
-
し
な
が
ら
室
想
の
世
界
の
な
か
で

(か
れ
は

詞
の
前
半
に
お
い
て
'
お
の
れ
は

｢三
千

(世
)
界
の
外
よ
-
蹄
-
て
初
め

て
到
-
'
五
百
年
前
ま
で

事
は
絶
て
知
る
｣
と
う
た
っ
て
い
る
)､
｢天

津
｣
の
ほ
と
-
に
立
っ
て
司
馬
光
や
郡
薙
と
と
も
に
詩
を
作
っ
て
楽

し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
｡
｢車
中
の
作
｣
の
最
後
の
一
聯
に

｢庭
庭

皆
な
陰
る
る
に
堪
え
た
-
'
桃
源

津
を
問
う
こ
と
美
し
｣
と
う
た

わ
れ
て
い
る
の
は
､
こ
の
地
上
が

｢桃
源
｣
-
仙
界
で
あ
る
か
ら
に

他
な
ら
な
い
｡
な
お
'
陸
瀞
が
内
丹
法
を
賓
践
し
て
い
た
こ
と
は
'

周
知
の
と
お
-
で
あ
る
｡

46



結

語

以
上
､
郡
確
の

｢
二
十
五
日
｣
詩
を
こ
の
詩
に
表
現
さ
れ
た
言
語

を
通
し
て
分
析
す
る
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
'
那
確
の
道
教
徒
と
し

て
の
1
面
を
考
え
て
み
た
.

本
稿
に
引
用
し
た

『責
帝
陰
符
経
』
･
『周
易
参
同
契
』
･
『黄
庭
内

景
経
』
･
『倍
賞
篇
』
な
ど
の
追
善
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
､
机

上
の
理
論
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
､
賓
際
に
賓
践
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
記
述
さ
れ
た
賓
用
書
で
あ
る
ゆ
え
に
､
養
生
法
を
賛
践
し
た

こ
と
の
な
い
私
に
は
､
ほ
と
ん
ど
理
解
を
こ
え
る
も
の
で
あ
る
｡
ま

た
本
稿
に
部
分
的
に
引
用
し
た

『周
易
参
同
契
』
や

『悟
寅
篇
』
に

み
ら
れ
る
と
お
-
､
道
書
は
､

一
般
的
な
文
学
作
品
を
謹
み
な
れ
て

い
る
も
の
に
と
っ
て
は
'
言
語
的
に
も
異
様
と
も
見
え
る
摩
討
不
思

議
な
世
界
で
あ
る
｡
は
じ
め
て
郡
確
の
文
学
作
品
に
接
し
た
と
き
､

あ
る
種
の
違
和
感
に
困
惑
し
た
が
､
遺
書
に
つ
づ
ら
れ
て
い
る
世
界

は
'
そ
の
比
で
は
な
い
｡
川
合
康
三
氏
が

｢詩
は
世
界
を
創
る
か

⑪

-

中
庸
に
お
け
る
詩
と
造
物
｣
と
題
し
て
興
味
深
い
論
文
を
書
い

て
お
ら
れ
る
が
､
｢遺
書
は
世
界
を
創
る
-

た
だ
し
'
｢別
種
の
｣

部
殊
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
た
養
生
術
(蘇
)

と
い
う
限
定
を
つ
け
て
｣
と
'
答
え
た
い
ほ
ど
で
あ
る
｡

右
の
よ
う
な
事
情
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
あ
え
て
遺
書
を
と
-
あ
げ

て
論
じ
た
の
は
'
郡
確
の
人
物
と
文
学
に
惹
か
れ
て
'
か
れ
の
詩
的

世
界
を
桃
源
郷
に
さ
ま
よ
い
こ
ん
だ
人
物
よ
ろ
し
-
､
あ
ち
こ
ち
排

掴
し
て
い
る
う
ち
に
､
郡
確
の
文
学
を
よ
り
正
し
-
理
解
す
る
た
め

に
は
'
道
教
の
養
生
術
､
内
丹
法
を
避
け
て
通
る
わ
け
に
い
か
な
い
t

と
い
う
判
断
に
達
し
た
か
ら
で
あ
る
｡
き
わ
め
て
初
歩
的
な
試
み
で

あ
る
が
'
本
稿
が
那
薙
文
学
の
研
究
の
一
助
と
な
る
こ
と
を
願

っ
て

結
び
と
し
た
い
｡

証
①

こ
の
鮎
に
関
し
て
'
三
浦
国
雄

｢文
人
と
養
生
-

陸
源
の
場
合

-

｣
(『中
国
古
代
養
生
思
想
の
練
合
的
研
究
』
所
収

四
一
三
･
四

一
四
頁

平
河
出
版
社

1
九
八
八
年
)
に
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

②

坂
出
鮮
伸

｢隔
唐
時
代
に
お
け
る
服
丹
と
内
観
と
内
丹
｣
(『中
国
古

代
養
生
思
想
の
練
合
的
研
究
』
所
収

五
八
四
頁
)｡

③

小
林
正
美

『中
国
の
道
教
』
二
六
八
頁

(創
文
社

一
九
九
八
年
)

｡

④

『道
戒
二
』
所
収

(文
物
出
版
社

一
九
八
八
年
三
月
)｡

⑤

小
林
正
美

『中
国
の
道
教
』
二
六
九
頁
｡

⑥

｢瓢
易
吟
｣
の
解
樺
は
'
拙
論

｢那
確
の
詩
に
現
れ
た
白
居
易

- 47-



中
開
文
学
報

第
七
十

t
冊

(級
)
｣
(
『大
谷
女
子
大
学
紀
要
第
39
競
』
所
収

二
〇
〇
五
年
二
月
)

を
参
照
さ
れ
た
い
｡

①

こ
の
詩
は
'
詩
題
に
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
､
左
蔵
寺
丞

･
呉
俸
正

な
る
人
物

(詳
細
は
未
詳
)
の
詩
に
唱
和
し
た
作
品
で
あ
る
が
､
現
在

侍
わ
っ
て
い
る
臭
侍
正
の
作
品
は
､
郡
詩
に
自
注
の
形
で
引
用
さ
れ
て

い
る

｢従
此
天
津
南
畔
貴
､
不
敬
都
尾
部
亮
夫
｣

一
聯
の
み
に
す
ぎ
な

い
｡
『全
宋
詩

第
七
冊
』
四
七
〇
二
頁
｡

⑧

拙
論

｢郡
確
の
詩
に
現
れ
た
白
居
易

(節
)｣
(
『大
谷
女
子
大
学
紀

要
第
38
旗
』
所
収

二
〇
〇
四
年
二
月
)
の
注
刑

･
㈱
を
参
照
o

⑨

拙
論

｢那
確
と
芳
草
｣
(『夕
日
と
芳
草
-

中
国
古
典
文
学
論
集

-

』
所
収

現
代
園
書

一
九
九
九
年
)
｡

⑲

『
伊
川
撃
壌
集
』
五
二
頁

(明
徳
出
版
赦

昭
和
五
十
四
年
)

0

⑪

福
永
光
司

『荘
子

外
篇

･
上
』

一
八
〇

二

八

一
頁

(朝
日

文
庫

版
)0

⑫

吾
妻
重
二

｢
『悟
虞
篇
』
の
内
丹
思
想
｣
(
『中
国
古
代
養
生
思
想
の

練
合
的
研
究
』
所
収

六

一
三
頁
以
下
)
､
お
よ
び
石
田
秀
美

『気

-

流
れ
る
身
腰
』
｢第
四
章

流
れ
の
創
造
と
身
礁
錬
金
術
｣
を
参

照
し
た
｡

⑬

｢坐
忘
｣
と
い
え
ば
'
唐

･
司
馬
承
頑

(六
四
七
-
七
三
五
)
の

｢坐
忘
論
｣
(
『雲
笈
七
蒙
』
巻
九
十
四
)
が
想
起
さ
れ
る
が
'
｢坐
忘

論
｣
の
特
徴
と
し
て
'
両
家
淑
子
氏
は

｢服
気
や
金
丹
な
ど
の
道
術
の

こ
と
が
全
-
述
べ
ら
れ
ず
に
肉
鰹
の
不
死
が
説
か
れ
て
い
る
こ
と

(中

略
)
す
な
わ
ち
悌
敦
の
坐
碍
論
を
取
り
込
ん
で
説
か
れ
た
心
の
安
定
を

得
る
た
め
の
修
養
論
-

｢泰
走
｣
以
前
の
六
階
梯
-

が
へ
(中
略
)

心
の
安
定

(走
)
の
純
粋
さ
と
深
さ
が
媒
介
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
｣

(二
三
五
頁
)'
つ
ま
-

｢
『坐
忘
論
』
は

｢心
｣
の
修
養
論
｣
(二
三

六
頁
)
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た

(｢司
馬
承
頑

『坐
忘
論
』
に
つ

い
て
-

唐
代
道
教
に
お
け
る
修
養
論
-

｣
(
『東
洋
文
化
』
第
62
期

所
収

一
九
八
二
年
)｡
白
居
易
が

｢行
椎
と
坐
忘
と
'
同
席
に
し
て

異
路
無
し
｣
と
述
べ
た
の
は
'
心
の
修
養
と
い
う
鮎
で

｢行
秤
｣
と

｢坐
忘
｣
は
共
通
す
る
t
と
考
え
て
い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
｡
な
お
､

三
浦
鴎
雄

｢白
禦
天
に
お
け
る
養
生
｣
(荒
井
健
編

『中
華
文
人
の
生

活
』
所
収

平
凡
社

i
九
九
四
年
)
に
よ
れ
ば
､
｢｢存
紳
｣
は
す
で

に

『黄
庭
経
』
の
梁
丘
子
注
な
ど
に
み
え
る
博
続
的
な
道
教
の
精
神
集

中
法
で
あ
る
が
'
白
楽
天
も
こ
れ
を
心
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
法
と
し
て
賓

践
し
て
い
た
｣
(九
四

･
九
五
頁
)0

道
教
の
三
天
に
つ
い
て
は
'
小

林
正
美

｢劉
末
期
の
天
師
道
の

『三

天
』
の
思
想
と
そ
の
形
成
｣
(
『東
方
宗
教
』
第
七
〇
鍍

一
九
八
七
)､

お
よ
び
賓
谷
邦
夫

｢道
教
に
お
け
る
天
界
説
の
諸
相
-

道
教
教
理
膿

系
化
の
試
み
と
の
関
連
で
ー

｣
(
『東
洋
学
術
研
究
』
第
二
十
七
巻
別

冊

1
九
八
七
)
を
参
照
し
た
｡
な
お
､
右
の
二
者
に
よ
れ
ば
'
道
教

に
は
三
天
の
み
な
ら
ず
､
六
天
や
九
天
'
あ
る
い
は
三
十
六
天
な
ど
と

い
う
考
え
も
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
'
天
が
三
層
か
ら
構
成
さ
れ
る
と
い

う
思
想
は
'
門
外
漢
に
は
す
ぐ
に

『老
子
』
(第
四
十
二
単
)
の

｢道

は

一
を
生
じ
'

一
は
二
を
生
じ
､
二
は
三
を
生
じ
､
三
は
寓
物
を
生

ず
｣
が
連
想
さ
れ
る
｡
三
天
は

『老
子
』
の
生
成
論
を
根
堰
と
す
る
も
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の
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
専
門
家
の
教
え
を
仰
ぎ
た
い
｡

⑮

吾
妻
重
二

｢
『悟
寅
篇
』
の
内
丹
思
想
｣
(
『中
国
古
代
養
生
思
想
の

練
合
的
研
究
』
所
収

六
〇
〇
頁
)
｡

⑯

『倍
量
篇
』
と
係
数

(秤
)
と
の
関
係
に
関
し
て
は
'
福
井
文
雅

｢
『悟
異
篇
』
の
構
成
に
つ
い
て
｣
(
『東
方
宗
教
』
第
七
〇
旗

1
九

八
七
)
に
､
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡

⑰

｢七
言
四
韻

･
三
｣
･
｢十

一
｣
の
証
の
原
文
は
､
次
の
と
お
-
で
あ

る
｡
｢註
三
｣
｢又
以
龍
之
弦
究
州､
目
鼻
束
､
日
粍
女
'
日
水
液
､
日
青

蛾
へ
日
砂
真
束
'
日
米
裏
表
､
日
精
'
日
章
芽
､
日
流
珠
'
日
青
衣
女

子
'
日
金
烏
､
日
離
女
'
日
牝
龍
'
日
英
火
'
日
二
八
舵
女
､
目
玉
液
'

目
玉
芝
之
類
へ
其
賓

一
也
｣
｡
｢註
十

二

｢龍
之
弦
某
日
黄
芽
､
虎
之

弦
先
州日
白
雪
｣
｡

⑲

詳
細
は
'
拙
論

｢郡
確
の
詩
に
現
れ
た
白
居
易

(級
)｣
(
『大
谷
女

子
大
学
紀
要
第
39
携
』
所
収

五
八
頁
以
下

二
〇
〇
五
年
二
月
)
を

参
照
｡

⑲

林
佳
芙

｢末
代
崇
造
風
気
輿
詩
歌
創
作
初
探
｣
(
『末
代
文
学
研
究
叢

刊

第
二
期
』
所
収

麗
文
文
化
事
業
公
司

一
九
九
六
年
九
月
)
餐

ガロ=0

〓
‖
‥

⑳

｢陸
源
の
詩
に
現
れ
た
太
平
の
諸
相
-

陸
済
晩
年
の
l
面
-

｣

(
『詩
人
と
涙
-

唐
宋
詩
詞
論
-

』
所
収

現
代
園
書

二
〇
〇

二
年
)
参
照
｡

㊧

『終
南
山
の
髪
容
-

中
庸
文
学
論
集
』
所
収

研
文
出
版
社

l

九
九
九
年

1
0
月
)0

那
確
の
詩
に
あ
ら
わ
れ
た
養
生
術

(蘇
)
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