
楚
地
出
土
簡
吊
資
料
に
現
れ
る

定
型
押
韻
句
に
つ
い
て

鈴

木

達

明

京
都

大
草

は

じ

め

に

郭
店
楚
墓
竹
筒
の
馨
表
以
来
十
年
以
上
が
経
過
し
'
隷
走
や
揮
護

な
ど
の
基
礎
的
な
研
究
も
相
皆
の
蓄
積
量
に
達
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
､

そ
れ
ら
の
楚
地
出
土
資
料
を
利
用
で
き
る
研
究
分
野
の
範
囲
は
は
る

か
に
贋
が
っ
た
｡
た
だ
､
そ
の
中
心
に
あ
る
の
は
今
な
お
思
想
史
研

究
と
歴
史
研
究
で
あ
っ
て
'
文
学
研
究
の
立
場
か
ら
の
反
麿
は
両
者

に
く
ら
べ
は
る
か
に
冷
淡
な
も
の
に
止
ま
っ
て
い
る
｡
だ
が
敦
燈
尊

兄
の
文
字
資
料
が
唐
五
代
の
文
学
研
究
を
大
い
に
推
進
さ
せ
た
の
と

同
様
'
出
土
文
字
資
料
と
い
う
､
昔
時
の
こ
と
ば
の
形
を
そ
の
ま
ま

に
博
え
て
い
る
資
料
の
債
値
は
'
春
秋
戦
国
時
代
の
文
学
研
究
に

楚
地
出
土
簡
吊
資
料
に
現
れ
る
定
型
押
韻
句
に
つ
い
て

(鈴
木
)

と
っ
て
こ
そ
計
-
知
れ
な
い
債
値
を
持
つ
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な

い
か
｡
｢定
型
押
韻
句
｣
と
い
う
こ
と
ば
の
形
の
問
題
を
扱
う
場
合

に
'
楚
地
出
土
資
料
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
｡

先
に
拙
論

｢｢
道
｣
の
た
め
の
有
韻
文
-

『荘
子
』
の
定
型
押

韻
句
と
黄
老
思
想
-

｣
(
『東
方
撃
』
第
百
十
五
輯
'
二
〇
〇
八
年
一
月
｡

以
下

｢前
稿
｣
と
稀
す
る
)
に
お
い
て
､
『荘
子
』
を
主
な
封
象
と
し

て
'
定
型
的
な
押
韻
句
が
､
道
家
の
中
で
も
特
に
黄
老
思
想
に
屠
す

る
と
さ
れ
る
思
想
的
要
素
と
関
わ
っ
て
出
現
す
る
と
考
え
ら
れ
る
こ

と
を
指
摘
し
た
｡

本
稿
で
は
､
郭
店
楚
墓
竹
筒
及
び
上
海
博
物
館
栽
戦
国
楚
竹
書

(そ
れ
ぞ
れ
郭
店
楚
簡

･
上
博
楚
筒
と
略
稀
す
る
)
を
中
心
と
す
る
楚
地

出
土
資
料
に
封
す
る
調
査
を
通
し
て
'
前
稿
で
行

っ
た
指
摘
の
安
富

性
を
槍
護
す
る
｡
更
に
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
､
戟
囲
時
代
に
お
け

る
黄
老
思
想
を
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
捉
え
る
べ
き
か
に
つ
い
て

も
論
じ
て
み
た
い
｡

な
お
'
｢定
型
押
韻
句
｣
と
は
'

〓
疋
の
字
数
の
押
韻
句
が
あ
る

①

程
度
の
長
さ
に
わ
た
っ
て
連
績
す
る
句
型
の
呼
稀
で
あ
る
｡

毎
句

韻

･
隔
句
韻
の
直
別
は
問
わ
ず
'
字
数
に
少
々
の
ば
ら
つ
き
が
あ
る
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も
の
や
､
換
韻
や
無
韻
部
分
を
挟
む
も
の
な
ど
も
含
め
る
｡
早
漏
の

一
封
の
句
に
お
け
る
押
韻
や
､
句
型
の
著
し
-
異
な
っ
た
文
に
お
け

る
押
韻
な
ど
は
'
韻
律

へ
の
格
別
の
意
識
を
謹
み
と
る
こ
と
が
難
し

い
た
め
除
き
'
ま
た

｢歌
｣
･
｢詩
｣
･
｢蔵
｣
な
ど
'
も
と
も
と
押
韻

す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
特
殊
な
文
膿
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

な
も
の
も
除
外
す
る
｡

一

郭
店
楚
簡
及
び
上
博
楚
筒
に
お
け
る
定
型
押
韻
句
の

出
現
状
況

郭
店
楚
簡
及
び
上
博
楚
筒
の
抄
菊
年
代
は
と
も
に
戦
国
中
晩
期

(前
三
〇
〇
年
ご
ろ
)
と
推
定
さ
れ
て
い
る
｡
『緒
衣
』
や
郭
店
楚
簡

『性
自
命
出
』
と
上
博
楚
簡

『性
情
論
』
な
ど
'
内
容
の
重
な
る
テ

キ
ス
I
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
､
両
者
の
間
に
強
い
関
連
性
が
あ

②

る
可
能
性
は
高
い
と
言
え
る
｡

本
節
で
は

『郭
店
楚
墓
竹
筒
』
及
び

『上
海
博
物
館
戒
戦
国
楚
竹

書
』
の
第

一
冊
か
ら
第
六
冊
に
つ
い
て
検
討
す
る
｡
出
土
資
料
の
場

合
'
合
韻
の
範
囲
や
断
句
の
仕
方
と
い
っ
た
問
題
に
加
え
て
､
編
聯

や
樺
護
の
違
い
が
関
わ
っ
て
-
る
た
め
'
押
韻
の
有
無
の
判
断
が
難

し
い
箇
所
も
多
い
｡
そ
こ
で
本
稿
で
は
定
型
押
韻
句
が

一
篇
の
ほ
ぼ

全
髄
に
わ
た
っ
て
出
現
す
る
テ
キ
ス
ト
を
圭
に
論
じ
る
こ
と
と
L
t

部
分
的
に
押
韻
句
が
認
め
ら
れ
る
テ
キ
ス
-
に
つ
い
て
は
'
｢
三
｣

で
ま
と
め
て
と
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
｡

な
お
上
博
楚
簡
第

一
冊
の

『孔
子
詩
論
』
や
第
四
冊
の

『逸
詩
』

に
は
押
韻
し
て
い
る
詩
が
見
え
､
第
三
冊
の

『周
易
』
の
卦
辞

･
文

節
部
分
に
も

一
部
に
定
型
押
韻
句
が
見
ら
れ
る
が
､
｢は
じ
め
に
｣

に
述
べ
た
よ
う
に
'
こ
れ
ら
の
押
韻
は
そ
の
文
鰹
上
要
求
さ
れ
て
い

る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
た
め
､
検
討
の
野
象
と
し
な

､1
○

-∨
以
下
､
そ
れ
ぞ
れ
押
韻
箇
所
の
1
部
を
引
用
す
る
｡
揮
文
は
諸
説

を
取
-
入
れ
て
筆
者
が
決
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
'
重
要
な
も
の
を

除
き
揮
護
の
根
接
と
し
た
説
を
い
ち
い
ち
示
す
こ
と
は
し
な
い
｡
た

だ
韻
脚
と
な
っ
て
い
る
字
に
つ
い
て
は
'
仮
借
字
の
聾
符
が
異
な
る

場
合
な
ど
､
で
き
る
限
-
も
と
の
隷
走
さ
れ
た
字
も
示
し
た
｡
ま
た

押
韻
箇
所
を
示
し
た
先
行
研
究
が
あ
る
場
合
は
積
極
的
に
紹
介
し
た

が
､
引
用
文
で
の
押
韻
の
判
断
は
､
必
ず
し
も
そ
れ
に
従

っ
て
は
い

な
い
｡
原
文
中
の
英
数
字
は
竹
筒
の
番
鋸
で
あ
-
'
｢■
｣
は
竹
筒
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に
付
け
ら
れ
た
墨
丁

･
墨
鈎
な
ど
の
記
鍍

(句
讃
鮎
や
章
の
直
切
-
を

示
す
)
を
表
し
て
い
る
｡
重
文
符
境
と
合
文
符
鋸
は
文
字
に
直
し
て

揮
讃
し
て
い
る
｡
〔

〕
は
映
字
を
補
っ
た
も
の
を
'
｢
…
-
｣
は
断

簡
で
あ
る
こ
と
を
示
す
｡

(
-
)

『老
子
』
(郭
店
楚
簡
)

郭
店
楚
簡

『老
子
』
は
､
甲
本

･
乙
本

･
丙
本
の
三
種
類
が
あ
-
'

重
複
部
分
を
除
-
と
線
量
は
現
行
本
の
四
〇
%
ほ
ど
と
な
る
｡
こ
の

三
種
の
テ
キ
ス
ト
と
現
行
本
の
'
ま
た
三
種
相
互
の
関
係
性
を
ど
う

③

捉
え
る
か
に
つ
い
て
は
議
論
が
分
か
れ
て
い
る

が

､
語
句
の
相
違
は

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
あ
る
も
の
の
'
思
想
的
な
傾
向
と
し
て
は
'
お
お

む
ね
現
行
本
と
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
｡
そ
の
中
で
最
も
顕
著
な

違
い
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
'
第
十
九
章
を
は
じ
め
と
し
て
､
現

行
本
の
よ
う
な
儒
家
へ
の
批
判
的
態
度
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
｡

ま
た
統
治
論
の
比
重
が
現
行
本
よ
-
も
大
き
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て

④
い
る
｡
形
式
の
面
で
は
現
行
本
と
同
様
に
四
字
句
を
中
心
と
し
た
定

型
押
韻
句
を
多
-
含
ん
で
い
る
｡

楚
地
出
土
簡
吊
資
料
に
現
れ
る
定
型
押
韻
句
に
つ
い
て

(鈴
木
)

(2
)

『語
叢
四
』
(郭
店
楚
簡
)

短
文
を
集
め
た
格
言
集
に
似
た
佳
我
を
持
つ
｡
押
韻
箇
所
を
示
し

た
論
文
と
し
て
'
顧
史
考

(S
cott

coo
k
)
｢従

《
楚
辞
》
韻
例
看
郭

店
楚
簡

(語
叢
四
)
｣
(
『先
秦
両
漠
学
術
』
第
五
期
'
二
〇
〇
六
年
)
が

あ
る
｡

●

●

0

0

言
以
司

(袷
)､
情
以
膏

(久
)｡
非
言
不
膳

(櫛
)'
非
徳
亡
福

●

●

(徳
)
｡
言
1
両
苛
､
堵
右
耳
｡
往
言
傷
人
'
来
言
傷
己
｡
2

(司

･
奮
-
之
部
｡
膳

･
福
‥
幽
部
と
磯
部
の
合
韻
｡
耳

･
己

‥
之
部
)

(
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
)
こ
と
ば
を
用
い
て
始
め
ら
れ
る

が
'
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
情
感
が
長
-
残
る
も
の
で
あ
る
｡
こ

と
ば
も
徳
行
も
必
ず
そ
れ
に
鷹
じ
た
報
い
が
あ
る
｡
何
気
な
し

に
い
い
加
減
な
こ
と
ば
を
馨
し
て
も
'
｢壁
に
耳
あ
り
｣
で
外

に
漏
れ
出
る
も
の
だ
｡
出
る
こ
と
ば
は
人
を
傷
つ
け
､
そ
の
こ

と
ば
が
返
っ
て
-
る
時
は
自
ら
を
傷
つ
け
る
｡

●

●

早
拳
賢
人
､
是
謂
藻
行
｡
賢
人
不
在
側
'
是
12
謂
迷
惑
｡
不
拳
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0

0

0

智
恨

(謀
)､
是
謂
自
若

(欺
)
｡
早
撃
智
憧

(謀
)
'
是
13
謂

○

重

基
｡
14

(側

･
惑
-
職
部
｡
悼

･
碁

･
悼

･
基
‥
之
部
)

異
っ
先
に
賢
人
を
登
用
す
る
'
こ
れ
を

｢藻
行
｣
と
い
う
｡

賢
人
が
傍
ら
に
い
な
い
'
こ
れ
を

｢迷
惑
｣
と
い
う
'
智
謀
の

臣
を
登
用
し
な
い
'
こ
れ
を

｢自
欺
｣
と
い
う
'
異
っ
先
に
智

謀
の
臣
を
登
用
す
る
｡
こ
れ
を

｢垂
基
｣
と
い
う
｡

李
零

『郭
店
楚
簡
校
讃
記

(槍
訂
本
)』
(北
京
大
学
出
版
融
､
t
10

〇
二
年
)
は
前
半
の
九
筒
と
そ
れ
以
降
で
大
き
-
二
つ
に
分
け
､
顧

史
考

｢従

《
楚
鮮
》
韻
例
看
郭
店
楚
簡

(語
叢
四
)｣
は
押
韻
の
整

合
性
を
主
要
な
基
準
と
し
て
十
五
修
に
分
け
て
い
る
｡
引
用
部
分
の

解
樺
は
圭
に
前
者
に
掠
っ
た
が
'
ど
ち
ら
の
分
類
に
お
い
て
も
'
そ

の
内
容
は
多
岐
に
渡
っ
て
お
-
､
遊
説

･
説
得
に
際
し
て
の
慣
言
の

戒
め

(上
掲
第
二

第
二
簡
)､
策
謀
の
重
要
性

(第
二
五
簡

｢放
課
為

可
貴
｣)'
謀
臣
や
賢
人
を
登
用
し
交
友
す
る
必
要
性

(上
掲
第
1
二
-

1
E
]簡
)
な
ど
が
説
か
れ
る
.
全
膿
を
通
し
て

一
貫
し
た
学
派
的
な

⑤

方
向
性
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い

｡

こ
こ
で
は
'
字
膿
で
の
類
別
に
お
い
て

『老
子
』
や

『太

一
生

水
』
と
同
じ
グ
ル
ー
プ
と
な
る
こ
と
'
ま
た
そ
の
謀
略
を
重
視
す
る

思
想
内
容
が
'
『漢
書
』
重
文
志
の
分
類
で
は
道
家
に
近
い
も
の
で

あ
る
こ
と
の
二
鮎
を
主
な
理
由
と
し
て
､
道
家
系
の
文
献
と
し
て
扱

⑥

う
李
零

『郭
店
楚
簡
校
讃
記

(噂
訂
本
)』
の
説
に
注
目
し
た
い
｡
理

由
の
二
鮎
目
に
つ
い
て
は
根
按
に
乏
し
い
が
､
他
に
道
家
思
想
と
の

関
連
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
し
て
'
第
八
筒
か
ら
第
九
筒
の

｢窃
鈎

者
諌
'
窃
邦
者
馬
諸
侯
｡
諸
侯
之
門
'
義
士
之
所
存
｣
(帯
留
め
を
盗

ん
だ
者
は
死
刑
に
な
る
が
'
園
を
盗
ん
だ
者
は
諸
侯
と
な
る
｡
諸
侯
の
門
こ

①

そ

｢義
士
｣
の
い
る
と
こ
ろ
と
い
う
わ
け
だ
)

と
い
う
表
現
が
'
『荘

子
』
の
肱
医
篇
と
盗
拓
篇
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
｡

(3
)

『彰
租
』
(上
博
楚
簡
第
三
冊
)

者
老
と
彰
租
の
問
答
膿
｡
押
韻
箇
所
を
示
し
た
も
の
に
李
務
玲

｢
(彰
租
)
詳
稗
｣
(『《
上
海
博
物
館
戒
戦
国
楚
竹
書

(三
)》
讃
本
』､
蔦

巻
桂
二

一〇
〇
五
年
)
及
び
周
鳳
五

｢上
海
博
物
館
楚
竹
書

『彰
租
』

垂
探
｣
(『南
山
論
学
集
鑓
存
訓
先
生
九
五
生
日
紀
念
』'
北
京
園
書
館
出
版

社
､
二
〇
〇
六
年
)
が
あ
る
｡
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考
老
間
干
彰
粗
目
､
｢葛
氏
執
心
不
忘
､
受
命
永
長
｡
臣
何
聾

●

●

何
行
､
而
拳
於
朕
身
､
而
誠
子
帝
常
｡｣
彰
租
日
'
｢休
哉
'
乃

0

0

賂
多
聞
困
由
､
乃
不
尖
度
｡
彼
天
之
道
､
唯
亙
-
･･･1
言
､
天

地
興
人
､
若
経
輿
繰
､
若
表
輿
裏
｡｣
間
､
｢三
去
其
二
㌧
豊
若

●

●

巳
｡｣
彰
租
日
､
｢呼
｡
汝
撃
撃
布
昏

(間
)'
鎗
告
汝
人
倫
'

0

0

日
､
戒
之
母
騒
､
慣
終
保
嚢

(努
)｡
2
｣
(忘

･
長

･
行

･
常

-
陽
部
｡
由

･
道
-
幽
部
｡
昏

･
倫
-
文
部
｡
騎

･
袋
-
背

部
)葛

老
が
彰
租
に
尋
ね
た
｡
｢わ
れ
わ
れ
考
氏
は
敬
長
の
心
を

保
持
し
て
失
わ
ず
'
君
の
命
を
受
け
て
長
-
頼
い
て
お
-
ま
す
｡

わ
た
-
L
は
何
を
才
能
と
し
何
を
徳
行
と
し
て
わ
が
身
に
行
い
'

帝
王
の
常
道
に
つ
つ
し
ん
で
順
え
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
｣
｡
彰

租
は
言
っ
た
｡
｢ま
こ
と
に
結
構
だ
｡
も
の
ご
と
の
根
本
を
問

う
こ
と
が
多
け
れ
ば
､
節
度
を
超
え
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
｡
あ

の
天
の
道
と
は
､
唯
亙
-
-
言
､
天
地
と
人
と
は
'
縦
糸
と
横

糸
の
ご
と
-
'
表
と
裏
の
ご
と
き
も
の
だ
｣｡
(考
老
は
)
尋
ね

た
｡
｢
(天
地
人
の
)
三
者
の
う
ち
､
(夫
地
の
)
二
者
を
取
-

去
っ
た
残
り

(人
)
に
つ
い
て
は
'
聞
か
ぬ
方
が
よ
い
な
ど
と

楚
地
出
土
簡
吊
資
料
に
現
れ
る
定
型
押
韻
句
に
つ
い
て

(鈴
木
)

い
う
こ
と
が
あ
-
ま
し
ょ
う
か
｣｡
彰
租
は
言
っ
た
｡
｢あ
あ
､

お
ぬ
し
が
そ
の
よ
う
に
重
ね
重
ね
尋
ね
る
の
で
あ
れ
ば
､
人
倫

に
つ
い
て
数
え
よ
う
｡
そ
れ
は
よ
く
よ
く
戒
め
て
騎
っ
て
は
な

ら
ず
､
最
後
ま
で
慣
ん
で
努
力
を
棲
け
よ
､
と
い
う
こ
と
だ
｣
｡

整
理
者
の
李
零
氏
は
庚
申

･
養
生
を
説
-

｢彰
租
経
｣
の
1
種
で

あ
る
と
位
置
づ
け
て
い
る
が
､
湯
浅
邦
弘

｢
『彰
租
』
に
お
け
る
長

生
の
思
想
｣
(湯
浅
邦
弘
編

『上
博
楚
簡
研
究
』'
汲
古
書
院
､
二
〇
〇
七

午
)
が
指
摘
す
る
よ
う
に
'
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
の
は
'
臣
下
た
る

著
老
と
君
主
た
る
彰
租
の
'
氏
族
や
国
家
の
レ
ベ
ル
の

｢長
生
｣
に

つ
い
て
の
問
答
で
あ
っ
て
'
個
人
の
養
生
に
つ
い
て
具
膿
的
な
方
法

論
を
述
べ
る

1
肢
的
な
房
中
書
と
は
大
き
-
異
な
っ
て
い
る
｡

そ
の
思
想
的
傾
向
は

一
つ
の
学
派
に
集
中
せ
ず
'
儒
家
的
な
秩
序

⑧

を
示
す

｢五
紀
｣
が
重
視
さ
れ
る
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
や
'
上
掲

部
分
の
後
半
に
お
け
る
話
題
の
中
心
が

｢人
倫
｣
で
あ
る
こ
と
な
ど

の
鮎
に
は
'
儒
家
的
な
思
想
傾
向
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
.

一
方

で
､
｢人
倫
｣
の
内
容
で
あ
る

｢戒
之
母
騒
､
慣
終
保
努
｣
(例
文
末

局
)
の

｢慣
終
｣
が
'
『老
子
』
第
六
十
四
章
の

｢怪
終
如
始
｣
を
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⑨

連
想
さ
せ
る
こ
と

や
､

第
七
筒
の

｢多
務
者
多
憂
'
賊
者
自
賊
｣

(働
き
の
多
い
者
は
憂
い
も
多
-
､
他
者
を
害
そ
う
と
す
る
も
の
は
自
ら
損

な
う
)
が
君
主
の
無
為

･
受
動
性
を
説
-
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら

は
､
道
家
思
想
と
の
関
係
が
窺
え
る
｡

更
に
道
家
の
中
で
も
'
天
地
人
の
関
係
を
重
視
し
な
が
ら
も
､
最

⑲

終
的
に
は
天
の
秩
序
を
人
倫
に
先
行
さ
せ
る
態
度

や
'
第
六
簡

｢遠

慮
用
素
､
心
白
身
揮
｣
(思
慮
を
遠
ざ
け
て
本
性
に
従
い
'
心
を
空
自
に

汁

し
て
身
膿
を
開
放
す
る

)

に
見
ら
れ
る
虚
静
説
的
な
主
張
'
そ
し
て
ま

た
､
第
七
筒
か
ら
第
八
筒
で
'
明
確
に
天
下
論
へ
の
展
開
が
見
ら
れ

⑫

る
な
ど
の
鮎
は
'
黄
老
思
想
的
な
要
素
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
｡

(4
)

『三
徳
』
(上
博
楚
簡
第
五
冊
)

天
人
相
関
説
に
基
づ
-
統
治
論
を
説
-
論
説
文
で
あ
る
｡
押
韻
部

分
を
明
示
す
る
た
め
に
第

1
簡
か
ら
の
l
段
全
牌
を
引
用
し
た
が
'

前
半
部
分

(傍
線
部
)
の
み
請
出
す
る
｡
韻
脚
字
を
示
し
た
研
究
と

し
て
､
願
史
考

｢上
博
五

《
三
徳
》
篇
輿
諸
子
野
讃
｣
(武
漢
大
挙
簡

吊
研
究
中
心

『簡
吊
』
第
二
輯
'
上
海
古
籍
出
版
赦
'
二
〇
〇
七
年
)
が
あ

る
｡

ヲ
僧
か航
~

丑
侶
レ-木
r~

●

○

徳
｡
井
木
須
時
而
後
家

●

●

供
力
■
'
明
王
無
思
■
'
是
謂
三

0

dJ
璃
如
佃
■
.1
両
ト∩
‥壮
_iJT
晦
冊

歌
■
､
弦
望
粛
宿
､
是
謂
順
天
之
常
■
｡
-
敬
者
得
之
■
'
怠

者
習

司
詞
刃
葡
l
｡
天
神
之

〔
□
'
□
□
□
□
〕
'
皇

●

●

天
終
盤

(憧
)
之
■
｡
母
馬
偏
詐
'
上
帝
賂
恰
之
J
｡
忌
而
不

0

0

0

0

訂

(忌
)､
天
乃
降
災
I
｡
巳
而
不
己
､
2
天
乃
降
崇

(異
)

○

●

●

■
｡
其
身
不
没
'
至
於
孫
子
｡
陽
而
幽
■
'
是
謂
大
感
t
｡
幽

0

0

而
陽
､
是
謂
不
祥
●
｡
斉
斉
節
節
､
外
内
有
難
'
男
女
有
節
'

是
謂
天
穐
I
｡
敬
之
敏
之
､
天
命
孔
明
1
0
3

(時

･
材

･

力

･
思

･
徳
-
之
部
と
職
部
の
通
韻
｡
奮

･
析
･
･文
部
｡
嬰

･

恰
･
･蒸
部
.
訂

･
災

･
巳

･
崇

･
子
-
之
部
｡
幽

･
感
-
幽
部

と
覚
部
の
通
韻
｡
陽

･
群
-
陽
部
)

天
は
時
を
提
供
し
､
地
は
資
材
を
提
供
し
'
民
は
努
力
を
提

供
す
る
｡
す
ぐ
れ
た
王
は
何
も
頭
を
は
た
ら
か
せ
る
こ
と
は
な

い
｡
こ
れ
を

｢三
徳
｣
と
い
う
｡
草
木
は
し
か
る
べ
き
時
を

待
っ
て
後
に
芽
吹
か
せ
､
天
が
何
か
を
憎
む
こ
と
は
喜
ぶ
か
の

よ
う
で
あ
る

(人
間
の
喜
怒
の
よ
う
な
感
情
は
天
に
は
見
ら
れ

な
い
)
｡
朝
に
笑
泣
し
て
は
な
ら
ず
､
晩
に
は
歌
っ
て
ほ
な
ら

- 6 -



な
い
｡
半
月
と
満
月
に
は
あ
ら
か
じ
め
斎
戒
す
る
｡
こ
れ
を

｢天
の
常
に
順
う
｣
と
い
う
｡
恭
敬
な
る
も
の
は
こ
れ
を
得
て
､

怠
惰
な
る
も
の
は
失
う
｡
こ
れ
を

｢天
常
｣
と
い
う
｡

『三
徳

』

の
思
想
傾
向
に
つ
い
て
は
､
曹
峰

｢《
三
徳
》
輿

《
責

帝
四
経
》

野
比
研
究
札
記

(
一
)
･
(二
)｣
(｢簡
吊
研
究
｣
H
P
t
t
一

〇
〇
六
年
三
月
二
七
日
･
四
月
三
日
)
が
馬
王
堆
烏
書

｢老
子
乙
本
巻

前
古
侠
書
｣
(以
下

｢黄
老
吊
書
｣
と
稀
す
る
)
と
の
語
桑

･
押
韻

･
句

型
上
の
類
似
を
指
摘
し
た
こ
と
が
議
論
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
｡
曹

峰
説
へ
の
反
論
と
し
て
､
例
え
ば
湯
浅
邦
弘

｢
『三
徳
』
の
天
人
相

関
思
想
｣
(同
氏
編

『上
博
楚
簡
研
究
』､
汲
古
書
院
､
二
〇
〇
七
年
)
及

び
欧
陽
頑
人

｢《
三
徳
》
中
的
儒
家
思
想
初
探
｣
(｢簡
吊
網
｣
H
P
t

二
〇
〇
八
年
7
月
十
五
日
)
は
'
『三
徳
』

の

｢天
｣
が
黄
老
思
想
の

特
徴
で
あ
る
理
法
と
し
て
の
天
で
は
な
-
､
人
格
神
的
な

｢天
｣
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
'
ま
た
陳
麗
桂

｢上
博
五

《
三
徳
》
的
義
理
｣

(武
漢
大
学
簡
吊
研
究
中
心

『簡
南
』
第
二
輯
､
上
海
古
籍
出
版
社
､
二
〇

〇
七
年
)
は
､
｢天
｣
の
呼
稀
の
雑
多
さ
や
宗
教
的
な
性
質
に
お
い

て

｢黄
老
吊
書
｣
と
異
な
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡

楚
地
出
土
簡
吊
資
料
に
現
れ
る
定
型
押
韻
句
に
つ
い
て

(鈴
木
)

た
だ
欧
陽
頑
人
氏

･
陳
麗
桂
氏
と
も
に

｢黄
老
岳
書
｣
と
の
強
い

類
似
性
目
標
は
認
め
て
い
る
よ
う
に
､
｢天
｣
の
性
質
を
ど
う
考
え

る
か
は
別
に
し
て
'
『三
徳
』
の
中
心
は
､
天
人
相
関
の
前
提
の
も

と
で
､
い
か
に
天
か
ら
の
細
い
を
受
け
ぬ
よ
う
に
統
治
を
行
う
か
と

い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
｡
そ
し
て
少
な
-
と
も

｢順
天
之
常
｣
や

｢敬

者
得
之
､
怠
者
失
之
｡
是
謂
天
常
｣
と
い
っ
た
語
句
は
'
周
期
的
な

理
法
と
し
て
の

｢天
｣
が
前
提
さ
れ
た
こ
と
ば
と
考
え
る
べ
き
で

あ
っ

て
､
そ
こ
に
は
黄
老
思
想
的
な
天
道
思
想
を
見
る
こ
と
が
で
き

㊨る
｡ま

た

｢明
王
無
思
｣
と
い
っ
た
表
現
も
道
家
的
な
政
治
姿
勢
を
示

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
他
'
曹
峰
氏
が
多
数
挙
げ
る
語
桑

･
文
腰

上
の
類
似
性
も
無
税
で
き
な
い
｡
整
理
者
の
李
零
氏
が

｢三
徳
｣
の

語
が
見
ら
れ
る
類
似
例
と
し
て
引
-

『大
戴
碓
記
』
四
代
の

｢子
日

は
-
､
天
徳
有
-
'
地
徳
有
り
'
人
徳
有
り
'
此
れ
を
三
徳
と
謂
ふ
｡

三
徳
率
ね
行
ほ
れ
て
､
乃
ち
陰
陽
有
-
｡
陽
を
徳
と
日
ひ
'
陰
を
刑

と
日
ふ
｣
と
同
様
､
儒
家
的
な
思
想
を
ベ
ー
ス
と
し
て
､
黄
老
思
想

的
な
要
素
を
も
豊
富
に
含
ん
だ
テ
キ
ス
ト
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
｡
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(5
)

『用
日
』
(上
博
楚
簡
第
六
珊
)

『用
日
』
は

｢用
臼
-
｣
と
い
う
句
に
よ
っ
て
総
括
さ
れ
る
短
文

集
の
髄
裁
を
と
る
｡

●

軟
梓
以
民
作
康
'
若
岡
之
未
尊
､
而
日
豪
楽
｡
司
民
之
隆
兇
ー

●

0

而
亦
不
可
逃
｡
用
日
'
拳
苧
於
野
11
ー
徳
径
干
康
｡
掻
好
棄
尤
'

0

〇

五
刑
不
行
｡
陰
則
或
陰
ー
陽
則
戎
陽
｡
民
日
愉
楽
､
轄
相
代
耕
｡

功
之
無
従
ー
而
亦
不
可
□
4
｡
用
日
'
母
事
績
模
｡
強
君
虐
政
ー

●

●

揚
武
於
外
｡
克
猟
戎
事
,
以
損
四
棲
｡
制
法
即
刑
I
憧
民
通
敗
｡

設
共
有
絶
緒
I
而
難
其
有
意
民
O
□
□
14
難
之
!
而
亦
弗
能
乗
｡

⑲

用
日
'
寧

事

赫
赫
｡

5

(楽
･
逃
-
薬
部
と
膏
部
の
通
韻
､
康

･

行

･
陽
-
陽
部
'
外

･
敗
-
月
部
)

そ
の
君
主
が
民
と
と
も
に
安
楽
を
興
す
の
は
'
ま
る
で
ま
だ

命
令
を
費
し
な
い
う
ち
に
､
民
が
自
ら
禦
し
む
か
の
よ
う
で
あ

る
｡
ま
た
民
に
鯛
を
下
す
こ
と
を
も
司
-
､
民
も
そ
れ
か
ら
逃

げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
そ
こ
で
言
う
の
で
あ
る
'
｢
(湯
王
の

よ
う
に
)
網
を
野
に
か
か
げ

(
て
民
を
得
)
る
の
は
'
そ
の
徳

が

(安
楽

へ
と
)
た
だ
ち
に
民
を
導
-
か
ら
だ
｣
と
｡
良
い
こ

と
を
取
-
込
み
わ
ざ
わ
い
を
棄
て
'
五
刑
は
行
わ
れ
な
い
｡
陰

で
あ
る
べ
き
時
に
は
陰
の
政
策
が
あ
-
'
陽
で
あ
る
べ
き
時
に

は
陽
の
政
策
が
あ
る
｡
民
は
日
々
楽
し
み
'
こ
も
ご
も
耕
作
に

は
げ
む
｡
そ
の
功
績
に
は
乗
源
と
な
る
も
の
は
無
-

(?
)
'

ま
た
-
･･･で
き
な
い
｡
そ
こ
で
言
う
の
で
あ
る
､
｢事
を
為
す

の
に
こ
そ
こ
そ
と
し
て
は
な
ら
な
い
｣
と
｡

一
方
､
強
惇
な
君

主
に
よ
る
厳
し
い
政
治
は
'
武
力
を
外
部
に
示
し
､
征
戦
に
あ

け
-
れ
る
こ
と
で
世
を
損
な
う
｡
法
律
を
制
定
し
刑
法
に
依
襟

す
る
こ
と
で
､
従
順
な
民
も
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
｡
そ
の
端
緒

を
絶
や
し

(?
)
'
民
に
恩
恵
を
輿
え
る
こ
と
は
難
し
い
｡

-
-
難
し
い
こ
と
だ
が
､
ま
た
捨
て
去
る
こ
と
も
で
き
な
い
｡

そ
こ
で
言
う
の
で
あ
る

｢事
を
為
す
の
に
は
堂
々
と
せ
よ
｣
と
｡

編
聯

･
程
議
に
つ
い
て
未
解
決
の
部
分
が
多
い
が
､
全
膿
に
わ
た

る
編
聯
案
と
し
て
は
'
李
鏡

｢《
用
日
》
新
編

(塙
)｣
(｢簡
吊
綱
｣
H

p
､
二
〇
〇
七
年
七
月

二
二
日
)
と
王
蘭

｢上
博

《
用
日
》
編
聯
｣

(｢簡
吊
網
｣
H
P
､
二
〇
〇
七
年

1
0
月

二

日
)
と
が
あ
り
､
と
も

に
押
韻
箇
所
を
も
指
摘
し
て
い
る
｡
引
用
部
分
の
編
聯

(11
1
4
1



14
1

5
)
は
両
者
同
じ
で
あ
る
が
､
こ
こ
で
の
断
句
及
び
解
程
は
圭

に
後
者
に
従

っ
た
｡

｢用
日
｣
の
語
は
十
三
箇
所
に
見
ら
れ
る
｡
引
用
部
分
の

｢母
事

摸
繰
｣
と

｢寧
事
赫
赫
｣
(｢繰
｣
と

｢赫
｣
は
と
も
に
鐸
部
の
字
)
や
'

第
二
簡

｢遡
君
遜
戻
｣
と
第
三
簡

｢遠
君
達
戻
｣
な
ど
'

一
部
に
内

容

･
押
韻
の
南
面
か
ら
封
句
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
り
､
ま
た
編

聯
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
'
｢用
日
｣
の
内
容
を
つ
な
げ
た
文
に
連
積

性
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
'
そ
の
出
典
と
な
る

一
種
の

｢経
｣
に
あ

た
る
テ
キ
ス
ー
が
別
に
存
在
し
た
こ
と
を
想
定
す
る
研
究
者
も
少
な

⑮

-
な
い

｡

た
だ
現
存
す
る
部
分
か
ら
判
断
す
る
限
-
で
は
'
そ
の
つ

な
が
-
は
緊
密
な
も
の
で
は
な
い
｡
ま
た
定
型
押
韻
句
は

｢用
日
｣

の
内
容
以
外
の
部
分
に
も
贋
-
見
ら
れ
る
｡

引
用
部
分
で
'
民
を
禦
し
ま
せ
る
君
主
と
外
征
に
明
け
暮
れ
虐
政

を
行
う
君
主
の
野
比
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
君
主
と
し
て
の
道
が
説

か
れ
る
部
分
が
多
い
｡
ま
た

｢避
君
避
戻
｣
(君
主
に
近
づ
け
ば
罪
に

も
近
づ
-
)
と

｢達
君
達
戻
｣
(君
主
か
ら
離
れ
れ
ば
罪
か
ら
も
遠
ざ
か

る
)
な
ど
は
臣
下
と
し
て
の
保
身
術
を
述
べ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

他
に
断
片
的
で
は
あ
る
が
第

二

一簡

｢既
出
於
口
'
則
弗
可
悔
'
若

楚
地
出
土
簡
吊
資
料
に
現
れ
る
定
型
押
韻
句
に
つ
い
て
(鈴
木
)

矢
之
兎
於
弦
｣
(ロ
か
ら
出
て
し
ま
え
ば
､
悔
や
ん
で
も
改
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
｡
矢
が
弦
か
ら
放
た
れ
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
)
や
第
五
簡

｢唯

言
之
有
信
｣
の
よ
う
な
'
こ
と
ば
の
慣
重
さ
を
重
視
す
る
部
分
が
確

認
で
き
る
｡

全
鰹
と
し
て
は
儒
家
的
な
方
向
性
を
持
つ
部
分
が
多
-
､
道
家
と

は
関
係
が
薄
い
｡
第
四
簡

｢五
刑
不
行
｣

･
第

一
四
簡

｢制
法
即
刑
､

伍
民
逼
敗
｣

･
第

一
三
簡

｢凶
刑
席
政
｣
な
ど
に
は
厳
酷
な
法
令

･

刑
罰

へ
の
批
判
が
見
ら
れ
､
こ
れ
は

｢責
老
吊
書
｣
に
見
ら
れ
る
政

治
思
想
と
は
封
立
す
る
も
の
と
言
え
る
｡

郭
店
楚
簡

･
上
博
楚
筒
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
結
果
を
整
理
す

る
と
へ
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡

形
式
面
に
お
い
て
'
文
の
膿
裁
と
し
て
は
'
封
話
文

(
『彰
租
』)､

論
説
文

(『三
徳
』)'
短
文
を
集
め
た
形
の

『老
子
』
･
『語
叢
四
』
､

同
じ
短
文
集
な
が
ら

｢用
日
｣
の
語
を
も
っ
て
総
括
さ
れ
る

『用

日
』
な
ど
､
統

一
性
は
な
い
｡
句
型
は
四
字
句
を
中
心
と
し
て
､
三

字
句
や
五
字
句
も
見
ら
れ
る
｡
隔
句
韻
が
や
や
多
い
が
'
毎
旬
韻
と

途
中
で
切
-
替
わ
る
例
も
あ
-
'
比
較
的
自
由
で
あ
る
｡

- 9 -



中
国
文
学
報

第
七
十
六
冊

修
節
的
な
特
徴
と
し
て
､

『用
日
』
以
外
に
は
､
｢是
謂
-
｣
と
い

⑲

う
言
い
方
が
多
-
見
ら
れ
る

｡

論
理
的
な
説
明
を
踏
ま
え
な
い
場
合

が
多
い
こ
と
か
ら
'
こ
れ
は
定
義
づ
け
に
よ
っ
て
論
理
的
'
説
得
的

に
文
章
を
展
開
し
て
い
-
と
い
う
も
の
で
は
な
-
'
｢是
謂
｣
以
下

の
内
容
の
重
要
性
を
強
調
し
て
表
明
す
る
た
め
の
形
式
と
考
え
ら
れ

る
｡内

容
の
面
で
は
､
『老
子
』
を
除
き
､
い
ず
れ
も
あ
る

一
つ
の
撃

汲
系
統
に
猫
占
的
に
蹄
属
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
い
｡
た
だ

'
『用

日
』
以
外
は
道
家
的
な
傾
向
性
を
持
ち
'
特
に

『彰
租
』
･
『三
徳
』

は
､
道
家
の
中
で
も
い
わ
ゆ
る
黄
老
思
想
的
な
要
素
を
含
む
こ
と
が

指
摘
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

こ
こ
で
黄
老
思
想
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
お
-
必
要

が
あ
る
だ
ろ
う
｡
｢黄
老
｣
と
い
う
語
嚢
は
､
周
知
の
通
-

『史

記
』
に
初
め
て
見
え
る
た
め
'
以
前
は

『史
記
』
六
家
要
旨
に
言
う

｢道
家
｣
と
重
な
る
'
漠
初
に
流
行
し
た
複
合
的
な
道
家
思
想
を
指

す
概
念
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
｡
し
か
し
'
馬
王
堆
漠
墓

｢黄
老

吊
書
｣
の
尊
兄
以
降
､
遅
-
と
も
戦
国
時
代
に
は
蛭
に
存
在
し
て
い

た
思
想
と
し
て
､
博
世
文
献
の
中
に
残
さ
れ
た
断
片
的
な
記
述
を
も

用
い
て
､
そ
の
思
想
内
容
を
正
確
に
把
握
し
ょ
う
と
す
る
試
み
が
行

わ
れ
て
き
て
い
る
｡
そ
の
結
果
､
な
お
成
立
年
代
や
流
行
し
た
地
域

⑲

に
つ
い
て
は
意
見
が
分
か
れ
て
い
る

も

の
の
'
責
老
思
想
を
構
成
す

る
思
想
的
な
要
素
に
つ
い
て
は
､
現
在
あ
る
程
度
の
共
通
理
解
が
得

ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
｡
そ
の
根
幹
と
な
る
の
は
､
天
道
思
想
と
政

⑲

治
へ
の
積
極
性
､
そ
し
て
複
合
性
で
あ
る

｡

天
道
思
想
は
､
天
文
現
象
の
周
期
性
を
モ
デ
ル
と
し
た

｢天
道
｣

を
規
範
と
し
て
重
視
し
'
政
治
か
ら
個
人
の
行
動
に
至
る
ま
で
､⑲

｢天
道
｣
の
法
則
性
を
見
極
め
て
封
磨
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
思
想

で
あ
る
｡
そ
の
原
理

･
作
用
の
説
明
と
し
て
陰
陽
五
行
説

･
精
気
論

が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
｡

政
治

へ
の
積
極
性
は
'
本
来

｢道
｣
の
働
き
を
説
明
し
て
い
た

｢無
為
に
し
て
為
さ
ざ
る
無
し
｣
が

｢君
の
無
為
と
臣
の
有
為
｣
と

い
う
政
治
論
に
雁
用
さ
れ
る
な
ど
'
『老
子
』
に
も
内
在
す
る
傾
向

を
更
に
推
し
進
め
た
も
の
で
'
『荘
子
』
の
中
心
部
分
と
比
べ
明
ら

か
な
相
違
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
-
､
刑
名
思
想
に
代
表
さ
れ
る

法
家
へ
の
接
近
は
そ
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
｡
ま
た
､
こ

の
よ
う
な
統
治
論
と
類
似
し
た
論
理
を
持
つ
思
想
と
し
て
､
個
人
の

10



修
養
に
お
け
る
虚
静
説
と
養
生
説
が
見
ら
れ
る
｡

複
合
性
に
つ
い
て
は
'
『荘
子
』
や
現
行
本
の

『老
子
』
に
見
ら

れ
る
よ
う
な
'
儒
家
的
な
概
念
に
封
す
る
批
判
が
抑
え
ら
れ
る
こ
と
'

ま
た
上
記
の
通
り
に
政
治
思
想
に
お
い
て
法
家
と
深
い
繋
が
-
を
持

つ
こ
と
が
代
表
的
で
あ
る
が
へ
こ
の
二
家
に
止
ま
ら
ず
､
慶
-
諸
子

の
思
想
と
交
錯
す
る
｡

さ
て
､
あ
ら
た
め
て
戦
国
楚
筒
を
振
-
返
っ
て
み
る
と
'
『彰

租
』
･
『三
徳
』
で
は
'
天
文
現
象
の
周
期
性
に
基
づ
-

｢天
道
｣
が

重
視
さ
れ
､
そ
れ
へ
の
依
嫁
が
説
か
れ
て
い
た
｡
他
に

『語
叢
四
』

第
二
〇
･
二

一
筒
の

｢善
使
其
民
者
'
若
四
時
'

一
逝

一
乗
'
而
民

弗
害
也
｣
(上
手
に
民
を
使
役
す
る
者
は
'
四
季
の
ご
と
-
'
適
切
な
時
を

も
っ
て
来
往
す
る
の
で
､
民
は
疲
弊
す
る
こ
と
は
な
い
)
と
い
っ
た
修
も
､

同
様
の
天
道
思
想
を
前
提
と
し
た
記
述
と
し
て
解
樺
す
る
こ
と
が
で

き
よ
う
｡
こ
の
天
道
と
も
関
わ
る
が
'
『用
目
』
を
除
い
た
い
ず
れ

の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
も
'
程
度
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
'
道
家
的

思
想
の
硯
賓
政
治

へ
の
療
用
が
説
か
れ
て
い
る
｡
『老
子
』
に
つ
い

て
も
'
現
行
本
よ
-
積
極
的
な
政
治
へ
の
志
向
を
謹
み
と
れ
る
こ
と

は
鑑
に
見
た
と
お
-
で
あ
る
｡
複
合
性
に
つ
い
て
は
､
こ
れ
ら
の
テ

楚
地
出
土
簡
吊
資
料
に
現
れ
る
定
型
押
韻
句
に
つ
い
て

(鈴
木
)

キ
ス
ト
の
多
-
が
､
道
家
的
要
素
を
含
む
も
の
の
'
第

一
義
的
に
は

道
家
文
献
と
さ
れ
な
い
こ
と
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡

こ
の
よ
う
に
､
『用
日
』
以
外
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
､
い

ず

れ
も
責
老
思
想
と
の
関
わ
-
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
た
だ

し

『老
子
』
に
つ
い
て
は
'
俸
承
上
は
黄
老
思
想
の
起
源
の
一
つ
と
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
が
'
郭
店
楚
簡
本
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
議
論
が

分
か
れ
て
い
る
よ
う
に
､
そ
こ
に
単
純
な
先
後
関
係
の
み
を
見
る
の

で
は
不
十
分
と
思
わ
れ
る
｡
責
老
思
想
と

『老
子
』
の
関
係
は
大
き

な
問
題
で
あ
る
の
で
､
今
後
別
稿
を
も

っ
て
改
め
て
論
じ
る
こ
と
と

し
た
い
｡
ま
た
例
外
的
な

『用
日
』
に
つ
い
て
は
､
そ
の
特
徴
的
な

構
成
を
重
視
し
て
'
｢詩
｣
や

｢蔵
｣
な
ど
の
よ
う
に
'
思
想
的
背

景
で
は
な
-
形
式
が
定
型
押
韻
句
を
要
求
し
て
い
る
も
の
と
し
て
考

え
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
｡

次
に
は
'
こ
の
検
討
結
果
を
補
足
す
る
た
め
に
も
'
楚
地
の
漢
代

初
期
墓
か
ら
出
土
し
た
資
料
に
つ
い
て
同
様
の
検
討
を
加
え
､
ま
た

博
世
文
献
に
お
け
る
状
況
に
つ
い
て
も
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
｡
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二

漢
代
初
期
墓
の
楚
地
出
土
資
料
及
び
博
世
文
献
に
お

け
る
定
型
押
韻
句
と
責
老
思
想

本
節
で
ま
ず
と
り
あ
げ
る
の
は
'
楚
地
漠
代
初
期
墓
か
ら
の
出
土

資
料
で
あ
る
馬
王
堆
吊
書
及
び
張
家
山
竹
筒
に
含
ま
れ
る
思
想
文
献

で
あ
る
｡
下
葬
年
代

(抄
寓
年
代
)
は
郭
店
楚
簡

･
上
博
楚
簡
よ
-

⑳

二
〇
〇
年
ほ
ど
遅
れ
る
が

'

無
論
こ
の
差
が
そ
の
ま
ま
テ
キ
ス
I
の

成
立
年
代
に
反
映
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｡

全
鰭
に
わ
た
っ
て
定
型
的
な
押
韻
句
が
見
ら
れ
る
も
の
と
し
て
は
'

張
家
山
漠
墓
竹
筒

(二
四
七
競
墓
)
に

『蓋
厘
』
が
あ
り
'
馬
王
堆

畠
書
に

『老
子
』
(甲
本
･
乙
本
)､
｢黄
老
吊
書
｣
(『老
子
』
乙
本
巻
前

古
侠
書
の

『経
法
』
･
『経
』
･
『稀
』
･
『通
原
』
)
が
あ
る
｡
な
お
'
馬
王

堆
漠
墓

･
張
家
山
漠
墓
か
ら
は
方
術
書
や
律
令
な
ど
の
様
々
な
テ
キ

ス
ト
が
出
土
し
て
お
り
､
例
え
ば
馬
王
堆
湊
墓
竹
筒
の
房
中
書
な
ど

に
も
押
韻
句
が
見
ら
れ
る
が
､
本
稿
で
扱
う
の
は
狭
い
意
味
で
の

｢思
想
文
献
｣
の
み
で
あ
る
｡
ま
た
戦
国
楚
筒
と
同
様
'
『周
易
』

も
除
外
す
る
｡

最
初
に
馬
王
堆
吊
書
の

『老
子
』
を
見
る
べ
き
で
あ
る
が
こ
こ
で

は
省
略
す
る
｡
馬
王
堆
高
書
本
は
郭
店
楚
簡
本
と
比
べ
'
全
髄
量
と

し
て
も
記
述
と
し
て
も
現
行
本
に
よ
り
近
い
形
を
取
る
｡

(6
)

｢黄
老
吊
書
｣
(馬
主
堆
湊
墓
吊
書
)

『経
法
』
･
『経
』
･
『稀
』
･
『道
原
』
の
四
篇
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た

佳
裁
で
あ
り
､
『経
法
』
･
『道
原
』
は
論
説
文
'
『経
』
は
黄
帝
と
そ

の
臣
下
た
ち
の
問
答
を
中
心
と
L
t
『稀
』
は
語
録
的
な
短
文
の
集

合
で
あ
る
｡
全
鰹
に
わ
た
っ
て
定
型
押
韻
句
が
見
ら
れ
る
が
､
多
寡

や
整
い
方
に
は
差
が
あ
-
､
『経
』
姓
事
と

『道
原
』
が
最
も
整
っ

て
い
る
｡
押
韻
箇
所
に
つ
い
て
は
､
楊
柳

｢《
責
帝
書
》
韻
語
｣
(親

啓
鵬

『馬
王
堆
漠
墓
吊
書

《
着
帯
書
》
養
護
』
附
録
'
中
華
書
局
'
二
〇
〇

四
年
)
を
参
照
｡
以
下
に

『経
』
姓
草
の
冒
頭

(
1
〇
六
行
下
の
末
尾

か
ら
一
〇
入
行
上
ま
で
)
を
引
用
す
る
が
､
講
は

一
部

(傍
線
部
)
の

み
を
示
す
｡

●

●

高
陽
間
力
黒
目
､
天
地

〔
巳
〕
成
､
賢
首
乃
生
.
莫
循
天
徳
'

●

○

謀
相
覆
傾
O
吾
甚
患
之
､
馬
之
若
何
｡
刀
里
叫割
田
ー
勿
萄
御
恩
t

○

●

●

O

.J
刑
鞘

T
.疋
地
.J
Ijj
､
蛇
蝿
畢
刊
1
｣柑
甲
骨
州
'
'{
宰
亦
壮
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○

●

●

○

川

成
功.T..咽
刃
山
河
団
71
選
べ
骨
Tj
J

牡
逆
.iJ
進
､
則
'+
夫
軒

○

●

●

●

●

守
｡天
地
己
成
'
瞥
首
乃
生
｡
姓
生
己
定
､
敵
者

○
生
争
､
不

●

講
不
定
｡
(成

･
生

･
傾
‥
耕
部
｡
患

･
然
-
元
部
｡
走

･
争

-
耕
部
｡
凶

･
功
-
東
部
｡
昌

･
亡
-
陽
部
｡
道

･
守
-
幽
部
｡

成

･
生

･
走

･
争

･
定
-
耕
部
)

力
黒
が
答
え
て
言
う
｡
｢憂
い
患
う
こ
と
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
'

天
の
制
度
は
し
っ
か
-
と
し
た
も
の
で
す
｡
天
地
が
定
ま
っ
た

の
に
'
小
さ
き
も
の
ど
も
は
皆
争
っ
て
い
ま
す
｡
争
い
を
為
す

も
の
に
は
醐
い
が
あ
り
ま
す
が
､
争
わ
な
い
も
の
も
ま
た
功
を

成
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
｡
天
に
順
う
者
は
葉
え
､
天
に
逆
ら

う
者
は
滅
び
ま
す
｡

天
の
道
に
逆
ら
わ
な
け
れ
ば
'
保
持
し

て
い
る
も
の
を
失
う
こ
と
は
あ
-
ま
せ
ん
｣

｡

先
に
述
べ
た
よ
う
に
､
｢黄
老
吊
書
｣
は
'
現
在
黄
老
思
想
を
考

え
る
時
に

1
つ
の
基
準
と
な
る
資
料
で
あ
-
'
天
道
思
想
を
は
じ
め
'

養
老
思
想
的
要
素
の
多
-
が
見
ら
れ
る
｡
『経
法
』
遵
法
の

｢道

法
を
生
ず
｣
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
､
｢道
｣
･
｢天
道
｣
に
基
づ
-

法
思
想
や
刑
名
思
想
が
重
視
さ
れ
て
お
-
､
複
合
的
な
責
老
思
想
の

楚
地
出
土
簡
烏
資
料
に
現
れ
る
定
型
押
韻
句
に
つ
い
て

(鈴
木
)

中
に
あ
っ
て
も
特
に
法
家
的
な
要
素
が
強
-
､
こ
の
鮎
で
は
儒
家
的

な
要
素
の
強
い
戦
国
楚
筒
と
は
異
な
っ
て
い
る
｡
ま
た
戟
囲
楚
筒
で

は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
黄
帝
説
話
が
多
-
見
ら
れ
る
こ
と
も
大
き

⑳

な
特
徴
で
あ
る

｡

『道
原
』
は
や
や
色
合
い
が
異
な
-
､
｢道
｣
を
中

心
と
し
た
宇
宙
生
成
論
が
展
開
さ
れ
る
が
'
最
終
的
に
は

｢聖
王
此

を
用
ゐ
'
天
下
服
す
｣
や

｢道
を
抱
き
度
を
執
れ
ば
'
天
下
は

一
と

す
べ
き
な
り
｣
と
い
う
よ
う
に
､
や
は
-
統
治
論
に
結
び
つ
け
ら
れ

る
｡(7

)

『蓋
庭
』
(張
家
山
漢
墓
竹
筒
)

開
度
と
中
背

(伍
子
背
)
の
問
答
｡
全
膿
で
九
章
に
分
け
ら
れ
る
｡

圭
に
開
腹
の
問
い
の
内
容
に
よ
っ
て
仮
に
名
づ
け
る
な
ら
ば
､
経
論

部
分
'
｢天
之
時
｣
､
｢軍
之
法
｣
'
｢戟
之
道
｣
'
｢攻
之
道
｣
､
｢攻
軍

之
道
｣
､
｢撃
敵
之
造
｣
'
｢救
民
之
道
｣
'
｢救
乱
之
造
｣
と
な
る
が
'

こ
の
う
ち

｢軍
之
法
｣
'
｢戟
之
道
｣
'
｢攻
之
道
｣
を
除
い
た
部
分
に
､

典
型
的
な
定
型
押
韻
句
が
見
ら
れ
る
｡
こ
こ
で
は
総
論
部
分
全
膿
を

引
用
す
る
が
'
謀
は
中
背
の
答
え
の
中
の

｢循
天
之
則
｣
･
｢行
地
之

徳
｣
･
｢用
兵
之
極
｣
に
関
す
る
部
分

(傍
線
部
)
の
み
を
示
す
｡

- 13一



中
開
文
学
報

第
七
十
六
冊

●

●

●

蓋

庭

間

中

背

日
､

｢
凡

有

天

下
､

何

敦

何

撃

､

何

上
何
下
■
｡

0

0

●

●

治

民

之

道

'
何

慣

何

守

■

｡
便

民
之

方

､
何

短

何

長
■
｡
循
天

0

0

0

0

之

則

､
何

去

何

服

｡
行

地

之

徳

'

-
何

箔

何

極

■

｡
用
兵
之
極

○

●

●

何

服
■

｡
｣
申

背

目
､

｢
凡
有

天

下
､
無

道

則

穀

､
有
通
則
馨
■
｡

●

行

義

則

上

､

慶
義

則

下
｡
治

民

之

道

､

食

為

大
森
､
刑
罰
馬
末
'

○

●

●

●

徳

政

馬

首

●

｡

2
倍

民

之

方

､
安

之

則

昌

'
危
之
則
亡
､
利
之

●

ー
_ド

則
富

､

害

之

有

殊

■

｡
循

天
之

時

､

逆

之
有
鯛
'
順
之
有
福
■
｡

0

0

紺
地
覇

則
剰
製
圃
引

0

●

●

果

､

怖
jE'({
r曙

ll
r,
皿
凧
両
T
J
は
.T
心
性
.iJ
時
､
E
r省
叫
哩
.1
.

●

●

●

●

娩
葡

萄

‥
鳳

葛

1

●

●

●

●

謁

叫
喝
｣
粛

0

0

0

葡

萄

司

下
也
､
太
上
用
意
､
其
次
用
色
､
其
次
用
徳
､

0

0

其

下
用

兵

革

'
而
天
下
人
民

･
禽
獣
皆
服
｡
建
軌

(読
)
四
輔
､

0

0

及
彼

太

極
'
行
彼
四
時
'
環
彼
五
徳
L
｡
日
5
番
地
象
'
月
為

0

0

●

天

則
'
以
治
下
民
､
及
破
不
服
｡
其
法
日
'
天
馬
父
､
地
鳥
母
'

●

●

参
辰
馬
綱
'
列
星
馬
紀
､
維
斗
馬
撃
､
韓
動
更
始
｡
蒼
蒼
上
天
へ

●

其
央
安
在
｡
洋
洋
下
6
之
'
執
知
其
始
｡
央
之
所
至
'
親
知
其

●

●

●

止
｡
天
之
所
奪
､
執
知
其
己
｡
鯛
之
所
登
､
執
知
共
起
｡
福
之

所
至
'

執知而喜
｡東
方

馬左
､

西

方
馬右

'

南方
為
7

表
'

●

●

北
方
馬

裏､此
謂順
天
之

造
｡

乱
為

破
亡､

治

鳥
人
長

久
｡｣

8

(下

･
拳

･
下
-
魚
部
｡
道

･
守
-
幽
部
｡

方

･
長
-
陽
部
｡

則

･
服

･
徳

･
極

･
服
‥
職
部
｡
下

･
拳

･
下
-
魚
部
｡
道

･

藻

･
守
-
幽
部
｡
方

･
昌

･
亡

･
秩
-
陽
部
｡
幅

･
徳

･
食

･

稜
･
･磯
部
｡
謀

･
時

･
来

･
之

･
哉

･
服

･
賊

･
起

･
伏

･
時

‥
之
部
と
職
部
の
通
韻
｡
意

･
色

･
徳

･
革

･
服

･
極

･
徳

･

則

･
服
-
職
部
｡
母

･
紀

･
始

･
在

･
始

･
止

･
巳

･
起

･

喜

･
右

･
裏

･
久
-
之
部
)

(申
背
が
言
う
｡)
｢天
の
時
に
し
た
が
う
の
は
､
そ
れ
に
逆

ら
え
ば
災
い
が
あ
り
'
そ
れ
に
順
え
ば
幸
い
が
あ
る
の
で
す
｡

地
の
徳
を
行
う
の
は
､
し
か
る
べ
き
時
を
得
れ
ば
毎
年
豊
作
と

な
-
'
民
は
満
腹
と
な
り
ま
す
が
'
時
を
失
え
ば
国
家
を
危
う

-
さ
せ
､
祉
稜
を
傾
け
さ
せ
る
の
で
す
.
用
兵
の
は
か
-
ご
と

と
は
'
必
ず
天
の
時
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
す
｡
王
と
し
て
の

名
分
は
果
た
さ
れ
'
ま
が
ま
が
し
い
細
い
は
至
ら
ず
'
鳳
鳥
が

天
よ
り
下
-
'
病
い
も
無
-
'
蟹
夷
は
服
属
L
t
囲
中
に
は
盗

賊
も
な
-
､
賢
者
や
誠
士
が
現
れ
'
騒
動
は
全
て
静
ま
-
ま
す
｡
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こ
れ
を
天
の
時
に
し
た
が
う
と
言
う
の
で
す
｡
黄
帝
が
天
下
を

征
し
た
時
は
-
-
｣

整
理
者
が

｢国
家
統
治
と
戦
術
に
つ
い
て
の
理
論
の
他
に
､
兵
陰

⑳

陽
家
と
し
て
の
色
彩
を
色
濃
-
も
っ
て
い
る
｣
云
々

と

解
説
す
る
よ

う
に
､
軍
事
論
が
全
膿
の
半
分
ほ
ど
を
占
め
る
が
､
右
の
経
論
部
分

を
は
じ
め
と
し
て
､
贋
-
治
国
の
問
題
や

｢造
｣
の
認
識
論
に
ま
で

鯖
れ
ら
れ
て
い
る
｡
引
用
部
分
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
'
思
想
の
中

心
は
天
道
思
想
で
あ
-
､
軍
事
論
に
お
い
て
陰
陽

･
五
行

･
四
時
の

循
環
に
則
っ
た
戦
略

･
戦
術
を
説
い
て
い
る
の
も
そ
の
歴
用
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
解
説
の
言
う
通
-
､
兵
家
の
枠
組
み
の
中
で

⑳

は
兵
陰
陽
家
の
特
徴

に

合
致
す
る
も
の
で
あ
る
が
､
そ
れ
は
ま
た
養

老
思
想
の
特
徴
で
も
あ
る
｡
｢黄
老
吊
書
｣
と
同
様
に
黄
帝
の
軍
事

行
動
や
そ
の
規
範

(｢其
法
日
'
天
馬
父
､
地
鳥
母
-
｣)
を
準
則
と
し

⑳

て
い
る
こ
と
も
そ
の
傍
諾
と
な
る

｡

こ
の
よ
う
に
'
｢黄
老
吊
書
｣､
『蓋
庭
』
と
も
に
明
白
な
黄
老
思

想
が
見
ら
れ
る
上
'
定
型
押
韻
句
も
よ
-
整
っ
て
お
-
'
｢是
謂

楚
地
出
土
簡
吊
資
料
に
現
れ
る
定
型
押
韻
句
に
つ
い
て

(鈴
木
)

-
｣
に
類
似
し
た
修
辞
の
多
用
も
見
ら
れ
る
｡
思
想
的
な
統

1
性
も

押
韻
句
の
定
型
性
も
高
い
こ
と
か
ら
考
え
る
と
､
漠
代
初
期
墓
出
土

資
料
の
思
想
文
献
に
お
け
る
定
型
押
韻
文
と
黄
老
思
想
の
関
係
性
は
'

戦
国
楚
簡
よ
-
も
更
に
明
確
で
あ
る
と
言
え
る
｡

次
に
博
世
文
献
に
お
け
る
状
況
で
あ
る
が
､
こ
れ
に
つ
い
て
は
前

稿
に
詳
し
-
述
べ
た
の
で
､
こ
こ
で
は
そ
の
結
論
の
み
を
紹
介
す
る

に
止
め
た
い
｡

現
在

一
般
に
黄
老
思
想
と
の
関
係
が
深
い
と
さ
れ
る
資
料
と
し
て
'

『国
語
』
越
語
下
の
花
森
言
'
『荘
子
』
天
地

･
天
運

･
天
道

･
刻

意

･
繕
性
篇
､
『管
子
』
形
勢

･
百
合

･
梶
言

‥
心
術
上

･
心
術

下

･
白
心

･
内
業

･
正

･
勢
篇
､
『鶴
冠
子
』
､
『韓
非
子
』
解
老

･

愉
老

･
圭
道

･
楊
推
篇
､
『涯
南
子
』
な
ど
が
認
め
ら
れ
て
い
る
｡

押
韻
句
は
先
秦
文
献
の
経
書
か
ら
方
術
書
ま
で
廉
い
範
囲
で
出
現
す

る
が
､
そ
の
中
で
も
こ
れ
ら
の
黄
老
思
想
文
厳
と
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト

に
お
け
る
出
現
頻
度
は
突
出
し
て
い
る
｡
特
に

『管
子
』
や

『荘

子
』
な
ど
､
黄
老
思
想
の
他
に
様
々
な
思
想
的
要
素
が
混
在
し
て
い

る
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
､
定
型
押
韻
句
が
黄
老
思
想
と
選
揮
的
に
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結
び
つ
い
て
い
る
状
況
を
見
る
こ
と
が
で
き
る

(『荘
子
』
に
お
い
て

は
､
｢是
謂
｣
の
多
用
も
見
ら
れ
る
)｡
こ
の
よ
う
に
､
博
世
文
献
に
お

い
て
も
定
型
押
韻
句
と
黄
老
思
想
と
の
関
係
性
が
確
認
で
き
る
｡

以
上
の
楚
地
出
土
資
料
に
お
け
る
黄
老
思
想
的
要
素
の
出
現
状
況

を
踏
ま
え
た
場
合
､
戦
国
時
代
の
黄
老
思
想
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

考
え
る
の
が
安
富
と
言
え
る
だ
ろ
う
が
｡

前
漠
初
期
に
お
い
て
黄
老
思
想
が
道
家
の
代
表
的
な

一
学
派
と
し

て
流
行
し
て
い
た
こ
と
は

『史
記
』
の
記
述
な
ど
か
ら
も
確
か
で
あ

る
｡
だ
が
郭
店
楚
簡

･
上
博
楚
筒
に
お
け
る
状
況
を
見
る
限
-
､
責

老
思
想
を
同
様
の
イ
メ
ー
ジ
の
ま
ま
戦
国
中
晩
期
に
ま
で
遡
ら
せ
る

こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
｡

戦
国
楚
簡
に
お
い
て
は
'
｢黄
老
吊
書
｣
の
よ
う
に
黄
老
思
想
文

献
と
し
て
統

一
性
を
も
っ
て
い
る
も
の
は
無
-
'
儒
家

(
『三
徳
』)

や
房
中
書
に
つ
な
が
る
養
生
説

(『彰
租
』)
な
ど
の
思
想
の
影
響
を

強
く
受
け
､
あ
る
い
は
そ
ち
ら
の
方
を
主
と
し
な
が
ら
'
そ
の
前
提

や
基
礎
づ
け
と
な
る
知
識
と
し
て
黄
老
思
想
的
要
素
が
導
入
さ
れ
て

い
る
も
の
が
中
心
的
で
あ

っ
た
｡
ま
た
道
家
的
な
政
治
へ
の
積
極
的

な
姿
勢
と
い
う
鮎
で
は
共
通
し
て
い
て
も
'
｢責
老
吊
書
｣
の
特
徴

で
あ
-
､
『史
記
』
に
お
い
て
も
責
老
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
刑
名
思

想
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
も
､
大
き
な
違
い
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
判
断
す
る
限
り
､
郭
店
楚
簡

･
上
博
楚
筒

に
含
ま
れ
る
テ
キ
ス
ト
が
成
立
し
た
時
代
に
お
け
る
責
老
思
想
は
'

漠
代
初
期
の
よ
う
な
'
学
派
と
し
て
の
形
を
も
つ
思
想
と
し
て
存
在

し
て
い
た
の
で
は
な
-
､
責
老
思
想
の
特
徴
と
し
て
現
在
考
え
ら
れ

て
い
る
諸
要
素

(天
道
思
想
､
虚
静
説
､
道
家
的
統
治
術
'
陰
陽
五
行
思

想
な
ど
)
が
緩
や
か
に
結
合
し
な
が
ら
'
他
の
学
派
に
い
わ
ば
思
想

的
な
工
具
と
し
て
自
由
に
導
入
さ
れ
て
い
た

一
つ
の
大
き
な
思
潮
で

あ

っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
定
型
押
韻
句
は
そ
の
思
潮
に
備

わ
っ
て
い
た
表
現
形
式
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡

そ
も
そ
も
侍
世
文
献
に
お
い
て
も
へ
純
粋
な
養
老
思
想
文
献
と
し

て
扱
え
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
｡
『管
子
』
に
し
て
も

『荘
子
』

に
し
て
も
'
黄
老
思
想
以
外
の
思
想
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
現

行
本
の
中
か
ら
､
｢責
老
岳
書
｣
や
関
連
す
る
思
想
家
の
博
承
に
基

づ
い
て
'
養
老
思
想
的
と
考
え
ら
れ
る
要
素
が
抽
出
で
き
る
と
い
う

も
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
状
況
を
生
ん
だ
原
因
は
'
今
ま
で
は
圭
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に
黄
老
思
想
の
も
つ
複
合
的
な
性
格
に
求
め
ら
れ
て
き
た
が
､
む
し

ろ
そ
れ
は
'
先
に
述
べ
た
思
潮
と
し
て
の
性
質
に
よ
る
も
の
と
考
え

る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
前
稿
で
侍
世
文
献
に
つ
い
て
検
討
し

た
際
､
ほ
ぼ
同
様
の
仮
説
を

｢贋
義
の
責
老
思
想
｣
と
し
て
提
出
し

た
が
､
本
稿
に
お
け
る
検
討
の
結
果
は
'
そ
の
安
富
性
を
裏
付
け
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

こ
の
よ
う
に
黄
老
思
想
を
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
-
､
天
道
思
想
'

陰
陽
五
行
説
や
刑
名
思
想
な
ど
を
含
み
な
が
ら
も
'
そ
の
要
素
が
ご

く

一
部
に
と
ど
ま
る
こ
と
や
'
｢道
｣
の
思
想
が
表
に
強
-
出
て
い

な
い
こ
と
な
ど
に
よ
っ
て
'
責
老
思
想
と
関
係
づ
け
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
俸
世
文
献
資
料
や
出
土
資
料
に
つ
い
て
も
､
定
型
押
韻
句
の

出
現
頻
度
や
そ
の
性
質
を
手
か
が
-
と
し
て
､
新
た
な
位
置
づ
け
が

可
能
と
な
る
｡
そ
れ
ら
の
考
察
を
通
し
て
､
な
ぜ
定
型
押
韻
句
が
こ

の
よ
う
な
意
味
で
の

｢黄
老
思
想
｣
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
､
ま

た
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
拾

っ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に
接

近
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
る
｡

最
後
に
定
型
押
韻
句
が
責
老
思
想
と
の
関
連
性
と
は
別
の
要
因
か

楚
地
出
土
簡
吊
資
料
に
現
れ
る
定
型
押
韻
句
に
つ
い
て

(鈴
木
)

ら
用
い
ら
れ
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
｡

今
ま
で
取
-
上
げ
た
中
で
も
､
『蓋
慮
』
と

『彰
租
』
は
'
整
理

者
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
兵
書

･
虜
中
書
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
｡
楚
地
か
ら
の
出
土
物
で
は
な
い
た
め
'
或
い
は
狭
義

の
思
想
文
献
で
は
な
い
た
め
に
'
本
稿
で
は
抜
か
っ
て
い
な
い
が
､

そ
れ
ら
の
い
わ
ば
技
術
系
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
性
質
を
持

つ
兵
書
や

房
中
書
が
'
定
型
押
韻
句
と
関
わ
る
可
能
性
は
確
か
に
存
在
す
る
｡

例
え
ば
兵
書
に
つ
い
て
は
､
銀
雀
山
湊
墓
か
ら
出
土
し
た

『地

典
』
や
､
『孫
膿
兵
法
』
の

｢地
疎
｣
な
ど
は
､
陰
陽
五
行
説
に
基

づ
く
陣
の
配
置
を
説
く
鮎
で
兵
陰
陽
家
に
分
類
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

が
､
い
ず
れ
も
定
型
押
韻
句
を
含
ん
で
い
る
｡
他
に
'
兵
陰
陽
家
で

は
な
い
が
､
『孫
鷹
兵
法
』
の

｢威
王
間
｣
･
｢十
陣
｣
'
ま
た
同
じ

銀
雀
山
漠
墓
竹
筒

『六
輯
』
の
中
に
も
､
ま
と
ま

っ
た
量
の
定
型
有

韻
文
が
見
ら
れ
る
｡
房
中
書
と
し
て
は
'
馬
王
堆
漠
墓
竹
筒
の

『十

間
』
や

『合
陰
陽
』
､
『天
下
至
道
談
』
に
定
型
押
韻
句
が
多
-
見
え

る
.
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
の
押
韻
に
封
し
て
は
'
具
鰹
的
な
技
術
や

方
法
を
致
率
よ
-
侍
え
る
た
め
に
暗
請
の
便
を
は
か
っ
た
､
と
い
う

よ
う
な

一
般
的
な
説
明
も
説
得
力
を
持
つ
だ
ろ
う
｡
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し
か
し
な
が
ら
'
蛭
に
見
た
よ
う
に
､
『蓋
庭
』
や

『彰
租
』
の

内
容
は
､
専
門
の
技
術
を
述
べ
る

一
般
的
な
兵
書
や
房
中
書
と
は
大

き
-
異
な
っ
て
お
-
､
同
様
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
｡
ま
た
逆
の

方
向
性
と
し
て
､
こ
れ
ら
の
技
術
系
文
献
に
つ
い
て
も
､
思
想
的
背

景
と
の
関
係
を
考
え
る
鎗
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
例
え

ば
下
に
引
用
す
る
銀
雀
山
漠
墓
竹
筒

『地
典
』
は
'
残
筒
で
は
あ
る

が
'
黄
帝
と
地
典
と
の
封
話
で
あ
-
､
｢黄
帝
之
勝
経
｣
と
い
う
こ

と
ば

(【
0473】
簡
)
が
見
え
る
｡

(8
)

『地
典
』
(銀
雀
山
漢
墓
竹
簡
)

【】
内
の
数
字
は
原
簡
番
携
｡
筒
の
編
合
及
び
断
句
は
李
零

『簡
吊
古
書
輿
学
術
源
流
』
(三
聯
書
店
､
二
〇
〇
四
年
)
三
九
五
-

三
九
七
頁
に
よ
る
｡

●

●

-
-
目
'
｢吾
賂
興
師
用
兵
'
乱
其
紀

【)
2
0

4
]
剛

(綱
)
'

●

講
問
其
方
｣
地
典
封
R
t
｢天
有
寒
暑
'
地
有
税
方
｡
天
-
-

【
Lot6]
(兵

･
剛

･
方
･･陽
部
)

-
-
背
邑
而
戦
'
得
其
施
主
｡
左
邑
火
陳

(陣
)'
散
人
奔
走
｡

●

右
水
而
戟
'
是
謂
順
口
､
大
将
是
取
｡
･･･-

【
0545】
(主

･

走

･
取
‥
侯
部
)

●

●

-
-

〔口
□
馬
〕
敗
｡
高
生
為
徳
､
下
死
為
刑
｡
四
両
順
生
､

●

此
詣
着
帯
之
勝
経
.

･
黄
帝
召
地
典
而
間
蔦
･･･-

【
0
4
7
3】

(刑

･
生

･
経
-
耕
部
)

兵
家
に
廉
-
黄
帝
崇
拝
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
奴
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
が
'
中
で
も
兵
陰
陽
家
と
深
い
繋
が
-
を
持
つ
こ
と
は

『漢
書
』

蛮
文
志
の
兵
陰
陽
家
類
に
黄
帝
及
び
黄
帝
臣
下
に
恨
託
さ
れ
た
書
が

多
-
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
､
養
老
思
想
と
の
関

係
は
今
ま
で
あ
ま
-
梱
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
｡
こ
の
例
は
そ
こ
に

何
ら
か
の
関
係
が
存
在
し
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡

三

戦
国
楚
筒
中
の
そ
の
他
の
定
型
押
韻
句

以
下
に
は
､
郭
店
楚
簡

･
上
博
楚
筒
に
お
い
て
部
分
的
に
定
型
押

韻
句
が
出
現
す
る
例
を
示
す
｡
こ
こ
で
は
押
韻
箇
所
を
示
す
に
止
め
'
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請
出
は
し
な
い
｡

最
初
に
引
-

『太

一
生
水
』
『亙
先
』
は
､
猫
特
の
宇
宙
生
成
論

を
述
べ
た
も
の
で
あ
-
､
道
家
思
想
文
献
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡

(
9
)

『太

l
生
水
』
(郭
店
楚
簡
)
第
六
簡
+
第
七
簡
'
第

1
0
簡

-
第

一
四
簡

●

●

是
政
大

一
蔵
於
水
'
行
於
時
｡
周
而
又
□
'
ロ
ロ
ロ
6
寓
物
母
｡

0

〇

一
映

一
握

(盈
)
'
以
己
馬
高
物
経
｡
此
天
之
所
不
能
殺
'
地

之
所
7

(時

･
母
‥
之
部
｡
淫

･
経
-
耕
部
)

●

下
'
土
也
､
而
謂
之
地
｡
上
'
気
也
'
而
謂
之
天
｡
道
亦
其
字

●

也
｡
青
昏
其
名
｡
以
10
道
従
事
者
､
必
托
其
名
'
故
事
成
而
身

0

0

長
｡
聖
人
之
従
事
也
'
亦
托
其
11
名
､
故
功
成
而
身
不
傷
｡
天

○

地
名
字
拝
立
'
故
靴
其
方
｡
不
思
相
口
､
□
□
□
12
於
西
北
'

0

其
下
高
以
強
｡
地
不
足
於
東
南
､
其
上
□
□
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
13
着
へ

0

有
徐
於
下
｡
不
足
於
下
着
'
有
鎗
於
上
■
14

(天

･
名
-
真
部

と
耕
部
の
合
韻
｡
長

･
傷

･
方

･
強

･
上
-
陽
部
)

楚
地
出
土
簡
烏
資
料
に
現
れ
る
定
型
押
韻
句
に
つ
い
て

(鈴
木
)

(
10
)

『亙
先
』
(上
博
楚
簡
第
三
冊
)
第
二
簡
-
第
四
簡
'
第

八
簡
+
第
九
簡

恒
気
之
2
生
､
不
満
有
輿
也
｡
戒
､
恒
鳶
'
生
戎
者
同
寓
｡
昏

●

●

0

0

0

昏
不
寧
､
求
共
析
生
｡
異
生
異
､
鬼
生
鬼
､
寺
生
非
､
非
生
尊
'

C

衰
生
嚢
､
求
欲
自
復
､
復
Scd生
之
生
行
｡
濁
気
生
地
､
活
気
生

●

●

天
｡
気
信
紳
才

(戟
)'
云
云
相
生
｡
信
盈
天
地
'
同
出
而
異

●性
､
因
生
某
所
欲
｡
4

(寧

･
生
-
耕
部
｡
鬼

･
非

･
蕃

･
衰

⑳

-
徴
部
｡
天

･
生

･
性
-
異
部
と
耕
部
の
合
韻
)

●

●

●

多
乗
物
､
先
着
有
善
'
有
治
無
乳
｡
有
人
蔦
有
不
善
'
乱
出
於

0

0

人
｡
先
有
中
､
蔦
有
外
｡
先
有
小
､
蔦
有
大
｡
先
有
柔
､
罵
有

●

●

●

8
剛
｡
先
有
囲
'
寓
有
方
｡
先
有
晦
'
蔦
有
明
｡
先
有
短
'
蔦

●

有
長
｡
天
道
匪
載
'
唯

l
以
猶

1
'
唯
復
以
猶
復
｡
9

(善

･

乱

･
善
-
元
部
｡
外

･
大
‥
月
部
｡
剛

･
方

･
明

･
長
-
防

部
)

責
老
思
想
的
な
要
素
の
有
無
と
い
う
観
鮎
で
み
る
と
'
『太

一
生
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水
』
で
は
､

｢道
｣
を
天
地
の
別
稀
と
し
､
道
と
天
地
を
同

一
視
す

る
こ
と
や
'
｢気
｣
の
概
念
の
導
入
が
定
型
押
韻
句
部
分
に
見
ら
れ

⑳

る
こ
と
な
ど
が
注
意
さ
れ
る
｡
『互
先
』
に
つ
い
て
は
､
第
五
簡

｢明
明
夫
行
､
唯
復
以
不
僚
｣
(輝
か
し
い
天
の
遅
行
は
､
た
だ
反
復
す

る
ば
か
-
で
失
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
)
や
第
九
簡

｢天
道
挽
載
､
唯

1

以
猶

一
'
唯
復
以
猶
復
｣
(天
道
の
連
行
が
完
成
し
て
い
る
以
上
､
た
だ

｢
二

に
よ
っ
て
の
み

｢
二

で
あ
-
績
け
へ
た
だ
反
復
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
の
み
反
復
し
頼
け
る
)
な
ど
'
天
の
周
期
性
を
踏
ま
え
た
表
現
が
見

ら
れ
る
こ
と
､
ま
た
第

1
三
筒
の

｢天
下
之
明
王

･
明
君

･
明
士
｣

を
論
じ
て
末
尾
と
す
る
部
分
な
ど
に
'
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
政
治
論

へ
の
鷹
用
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
｡

と
は
い
え
'
い
ず
れ
も

｢
二

に
見
た
テ
キ
ス
ー
と
比
べ
れ
ば
断

片
的
な
も
の
で
し
か
な
-
'
こ
の
南
篇
が
'
多
様
な
思
想
を
含
む
わ

け
で
は
な
い
が
､
そ
の
特
殊
性
ゆ
え
に
道
家
思
想
に
お
け
る
位
置
づ

け
が
難
し
い
こ
と
と
も
考
え
合
わ
せ
る
と
､
黄
老
思
想
と
の
関
係
を

見
出
す
の
に
は
怪
童
に
な
る
必
要
が
あ
る
｡

(
11
)

『民
之
父
母
』
(上
博
楚
簡
第
二
冊
)
第

一
〇
簡
-
第

1
四
簡

孔
子
と
子
夏
の
問
答
で
あ
-
'
『砥
記
』
孔
子
閉
居
及
び

『孔
子

家
語
』
論
穫
篇
と
重
な
る
儒
家
文
献
で
あ
る
｡
｢三
無
｣
を
説
明
し

た

｢
五
起
｣
の
内
容
部
分
が
定
型
押
韻
句
と
な
っ
て
い
る
｡
陳
述
の

順
番
は
異
な
る
が
'
現
行
本
の

『砥
記
』
孔
子
間
居
も
ほ
ぼ
同
じ
で

あ
る
｡

●

孔
子
日
'
｢無
聾
之
柴
'
気
志
不
違
10
'
□

(無
)
髄
之
砥
'

●

●

威
儀

E
nL
(遅
速
)
｡
無
服
之
喪
'
内
恕
巽
悲
｡
無
聾
之
契
'

0

0

塞
千
四
万
｡
無
髄
之
確
､
日
蓮
月
相
｡
無
服
之
11
□

(餐
)
'

○

●

●

純
徳
同
明
.
軽
挙
之
契
､
施
及
孫
子
｡
無
髄
之
薩
､
塞
干
四
海
｡

●

○

無
服
之
喪
'
烏
民
父
母
｡
無
聾
之
禦
'
気
12
□

(志
)
匪
得
｡

○

無
膿
之
確
､
威
儀
異
異

(翼
翼
)｡
無
服

〔
之
〕
喪
'
施
及
四

〇

●

●

囲
.
無
聾
之
禦
､
気
志
奴
従
｡
無
膿
之
穐
'
上
下
和
同
｡
無
服

●

13
□

(之
)
喪
'
以
畜
寓
邦
-
｡
14
｣
(違

･
E
･
悲
-
徴

部

･
脂
部
の
合
韻
｡
方

･
相

･
明
-
陽
部
｡
子

･
海

･
母
-
之

郭
｡
得

･
異

･
囲
-
職
部
｡
従

･
同

･
邦
-
東
部
)

こ
の
定
型
押
韻
句
部
分
に
見
ら
れ
る

｢無
｣
を
用
い
て
よ
-
高
い
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次
元
へ
と
慣
値
を
引
き
上
げ
る
形
式
は
'
従
来
は
道
家
に
特
徴
的
な

⑳

論
理
形
式
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た

が

'
『民
之
父
母
』
の
出

土
に
よ
っ
て
'
こ
の
形
式
が
儒
家
に
も
も
と
も
と
存
在
し
た
と
い
う

説
や
儒

･
道
の
融
合
が
孟
子
以
前
に
鉦
に
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
説

⑳

な
ど
が
提
出
さ
れ
て
い
る

｡

後
者
の
説
は
黄
老
思
想
の
贋
が
-
と
も

関
わ
る
能
性
が
あ
る
が
､
さ
し
あ
た
っ
て

『民
之
父
母
』
自
膿
に
は

黄
老
思
想
的
要
素
は
見
ら
れ
な
い
｡

他
に
上
博
楚
簡
第
六
冊
の

『憤
子
日
恭
倹
』
に
つ
い
て
も
'
李
鏡

｢《
慣
子
日
恭
倹
》
学
派
属
性
初
探
｣
(｢簡
吊
研
究
｣
H
P
'
二
〇
〇
七

年
七
月
九
日
)
が
'
押
韻
に
基
づ
い
た
新
た
な
編
聯
を
提
案
し
て
い

る
｡
ま
た
整
理
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に

｢慣
子
｣
が
慣
到
を
指
す
の

で
あ
れ
ば
､
責
老
思
想
と
の
関
わ
-
も
考
え
ら
れ
る
が
'
編
聯
案

･

撃
液
性
と
も
な
お
問
題
が
多
-
残
っ
て
い
る
た
め
､
本
稿
で
は
と
-

⑳

あ
げ
な
い
｡

以
下
は

『曹
沫
之
陳
』
を
除
き
'
い
ず
れ
も
儒
家
的
な
要
素
を
強

く
持
つ
テ
キ
ス
ト
で
あ
-
'
現
在
の
と
こ
ろ
道
家
思
想
と
の
関
連
性

は
明
ら
か
で
な
い
｡
『緒
衣
』
と

『曹
沫
之
陳
』
は
例

(9
)
か
ら

(‖
)
に
挙
げ
た
三
篇
に
匹
敵
す
る
量
の
定
型
押
韻
句
を
含
む
が
､

楚
地
出
土
簡
吊
資
料
に
現
れ
る
定
型
押
韻
句
に
つ
い
て

(鈴
木
)

他
の
例
に
つ
い
て
は
量
と
定
型
性
の
両
面
に
お
い
て
大
き
な
差
が
あ

る
｡(12

)

『滝
衣
』
(郭
店
楚
簡
と
上
博
楚
筒
の
南
方
に
見
え
る
o
引
用
文

は
郭
店
楚
筒
の
も
の
)
第
四
〇
簡
十
第
四

1
筒
､
第
四
二
簡
+
第
四
三

簡

●

●

子
日
'
苛
有
車
'
必
見
其
敏

(轍
)
､
苛
有
衣
'
必
見
其
敵
｡

0

0

人
萄
有
言
､
必
聞
其
聖

(聾
)
､
苛
有
行
'
必
見
共
成
｡
40
･

40
b
詩
云
'
｢服
之
亡
博
｡｣
■
41

(敬

･
敵
-
月
部
｡
聖

･
成

‥
耕
部
)

子
日
､
唯
君
子
能
好
其
馳

(匹
)
'
小
人
豊
能
好
其
馳

(匹
)
｡

●

●

○

故
君
子
之
友
也
42
有
向
､
其
悪
有
方
｡
此
以
適
者
不
惑
'
而
達

○

者
不
疑
｡
詩
云
､
｢君
子
好
迷
｡｣
■
43

(向

･
方
‥
陽
部
｡

惑

･
疑
-
職
部
と
之
部
の
通
韻
)

(13
)

『曹
沫
之
陳
』
(上
博
楚
簡
第
四
筋
)
第
二
〇
-
二
二
簡
'
第
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中
囲
文
筆
報

第
七
十
六
冊

六

1
筒
､

第
五
三
下
簡
-
第
五
五
簡

(第
六
一
筒
を
第
五
三
下
筒
の
前

⑲

に
接
績
し
て
謹
む
説
も
有
力

)

●

●

曹
沫
答
日
､
｢母
獲
民
時
'
母
奪
民
利
20
､
申
功
而
食
､
刑
罰

●

●

有
皐
'
而
賞
爵
有
徳
｡
凡
畜
肇
臣
､
貴
購
同
韮

(待
)
'
線
母

●

●

●

債

(負
)
｡
詩
於
有
之
日
､
山豆
弟
君
子
､
民
之
父
母
｡｣
22

(時

･
食

･
徳

･
珪

･
傾

･
子

･
母
-
之
部
と
職
部
の
通
韻
)

●

●

●

●

賞
獲
詔
穿

(意
)
'
以
勧
其
志
｡
勇
者
喜
之
､
克

(亡
)
者
悔

(諺
)
之
｡
常
民
-
-
61

(穿

･
志

･
喜

･
悔
-
之
部
)

-
-
賢
首
皆
欲
或
之
｡
此
復
甘
戦
之
道
■
｡
荘
公
又
間
53
b
日
､

●

●

｢復
軟
戟
有
道
乎
｣
｡
答
日
'
｢有
｡
収
而
衆
之
'
束
而
厚
之
'●

重
賞
薄
刑
'
使
忘
其
死
而
見
其
生
'
便
良
54
車
良
士
往
取
之
耳
､

●

●

●

●

使
其
志
起
､
勇
者
使
喜
'
穿

(恵
)
者
便
悔
'
然
復
改
始
｡
此

復
畝
戦
之
造
｡｣
55

(衆

･
厚

-
侯
部
｡
刑

･
生
-
耕
部
｡

耳

･
起

･
喜

･
悔

･
始
-
之
部
｡)

(
14
)

『窮
達
以
時
』
(郭
店
楚
簡
)
第

一
四
簡
十
第

一
五
簡

●

窮
達
以
時
､
徳
行

1
也
｡
巻
数
在
穿
､
聴
之
4}
母
之
白
14
不
審

●

●

●

(塞
)
｡
窮
達
以
時
､
幽
明
不
再
｡
故
君
子
敦
於
反
己
15
■
｡

(蕃

･
時

･
再

･
己
‥
之
部
｡
断
句
の
位
置
に
よ
っ
て
は
第

一

四
筒
の

｢母
｣
も
韻
脚
と
見
な
せ
る
｡
)

∵l

(
15
)

『尊
徳
義
』
(郭
店
楚
簡

)

第
三
簡
十
第
四
簡

●

●

●

仁
鵠
可
新

(親
)
3
也
､
義
馬
可
尊
也
'
忠
馬
可
信
也
､
撃
薦

可
益
也
､
数
馬
可
類
也
｡
4

(新

･
尊

･
信
-
真
部
と
文
部
の

合

韻
)

(16
)

『従
政
甲
篇
』
(上
博
楚
簡
第
二
冊
)
第
五
筒
か
ら
第
七
簡

五
徳
'

一
日
寛
■
'
二
日
恭
■
､
三
日
恵
■
'
四
日
仁
■
'
五

日
敬
t
｡
君
子
不
寛
則
無
5
以
容
百
姓
■
､
不
恭
則
無
以
除
辱

●

●

■
'
不
意
則
無
以
衆
民
■
'
不
仁
6
則
撫
以
行
政
■
'
不
敬
則
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事
無
成
■
｡
7

(姓

･
民

･
政

･
成
･･耕
部
と
異
部
の
合
韻
)

(17
)

『昔
者
君
老
』
(上
博
楚
簡
第
二
冊
)
第
四
簡

●

●

ホ
司
､
各
恭
ホ
事
､
尊
命
不
夜
'
｡
君
卒
｡
太
子
乃
無
間
I
無

0

0

0

聴
■
'
不
聞
不
令
､
唯
哀
悲
是
思
'
唯
邦
之
大
務
是
敬
■
｡
4

(司

･
事
-
之
部
｡
聴

･
令

･
敬
-
耕
部
)

(
18
)

『容
成
氏
』
(上
博
楚
簡
第
二
冊
)
第
九
簡

●

●

●

是
以
覗
賢
､
履
地
戴
天
､
篤
義
輿
信
'
曾
在
天
地
之
間
'
而
包

0

0

在
四
海
之
内
､
畢
能
其
事
'
而
立
為
天
子
｡
9

(賢

･
天

･
信

‥
真
部
｡
事

･
子
-
之
部
)

⑫

(
19
)

『中
弓
』
(上
博
楚
簡
第
三
筋
)
第

二

簡

-
第

l
三
簡

者
､
蛭
間
命
臭
､
敢
問
道
民
興
徳
如
何
｡｣
孔
子
日
､
｢拳
之
1

●

●

●

-
-
也
走
､
不
及
其
成
｡
謁
謁
狛
人
'
難
為
従
正
｡｣
孔
子
l

楚
地
出
土
簡
吊
資
料
に
現
れ
る
定
型
押
韻
句
に
つ
い
て

(鈴
木
)

･･･-
備

(脂
)
之
､
緩
弛
而
惰
力
之
､
錐
有
孝
徳
'
升

13

(走

･
成

･
正
‥
耕
部
｡
備

･
力

･
徳
-
磯
部
｡)

(20
)

『君
子
馬
碓
』
(上
博
楚
簡
第
五
冊
)
第
六
簡

●

●

○

-
-
正
見
母
側
覗
､
凡
目
母
遊
'
定
見
是
求
｡
母
欽
母
去
'
聴

0

0

之
倍
伶
'
稀
其
衆
寡
｡
6

(遊

･
求
-
幽
部
｡
去

･
伶

･
寡
-

魚
部
)

こ
の
よ
う
に
'
俸
世
文
献
と
同
様
へ
定
型
押
韻
文
の
出
現
箇
所
が

全
て
黄
老
思
想
と
関
わ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
'

⑬

そ
の
出
現
の
仕
方
や
頻
度
に
は
や
は
-
大
き
な
違
い
が
あ
り
'
こ
れ

ら
の
例
を
も
っ
て

｢
二
｣
で
述
べ
た
定
型
押
韻
句
と
黄
老
思
想
の
関

係
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
｡

証①

有
韻
･
無
韻
の
判
断
は
上
古
音
の
韻
部
に
よ
-
､
そ
の
調
査
と
認
定

に
際
し
て
は
圭
に
郭
錫
良

『漢
字
古
音
手
冊
』
(北
京
大
学
出
版
社
'

一
九
八
六
年
)
に
よ
っ
た
o
引
用
部
分
の
説
明
で

｢通
韻
｣
と
稀
す
る
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中
国
文
学
報

第
七
十
六
珊

も
の
は
陰
陽
封
韓
の
関
係
に
あ
る
韻
部
の
場
合
で
あ
-
､
｢合
韻
｣
と

構
す
る
も
の
は
'
そ
れ
以
外
で
通
押
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
で

あ
る
｡
合
韻
の
認
定
は
真
部
と
耕
部
'
之
部
と
幽
部
な
ど
'
先
秦
の
文

献

i
股
に
見
ら
れ
る
も
の
の
み
に
限
定
し
た
｡

②

郭
店
楚
簡
の
抄
第
年
代
は
副
葬
品
の
類
型
な
ど
に
基
づ
-
考
古
学
的

編
年
に
よ
る
｡
『郭
店
楚
墓
竹
筒
』
(文
物
出
版
社
､

一
九
九
八
年
)

｢前
言
｣
参
照
｡
上
博
楚
筒
は
盗
掘
品
で
あ
る
が
､
『上
海
博
物
館
蔵

戦
圃
楚
竹
書

(
一
)』
(上
海
古
籍
出
版
社
'
二
〇
〇
1
年
)
｢前
言
｣

及
び

｢馬
承
源
先
生
談
上
博
簡
｣
(
『上
博
館
戒
戟
囲
楚
竹
書
研
究
』
､

上
海
書
店
出
版
社
､
二
〇
〇
二
年

)

に
述
べ
ら
れ
る
炭
素
14
測
定
法
に

基
づ
-
結
果

(前
三
七
二
年
か
ら
二
四
二
年
)
に
よ
っ
て
'
郭
店
楚
筒

と
同
様
に
戦
園
楚
簡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
ま
た
､
『上
海
博
物
館

戒
戦
国
楚
竹
書

(
一
)』
｢前
言
｣
で
は
､
上
博
楚
筒
が
郭
店
楚
墓
か
ら

の
盗
掘
品
で
あ
る
可
能
性
に
も
梱
れ
て
い
る
｡

な

お
､

以

下

に

｢簡

南

網
｣

H

P
と

し

て
引

-
論

文

は

http
JJw
w
w
b
sm
or
g

c
n
J
に
､
｢簡
吊
研
究
｣
H
P
と
し
て
引
-
請

文
は

http
J
J
w
w
w
b

amboosltk
o
rg＼
に
､
そ
れ
ぞ
れ
掲
載
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
｡

③

現
行
本
と
郭
店
楚
簡
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
は
'
李
零

『郭

店
楚
簡
校
讃
記

(準
訂
本
)』
(北
京
大
学
出
版
社
､
二
〇
〇
二
年
)
二

八
頁
-
二
九
頁
､
李
若
曙

『郭
店
竹
書
老
子
論
考
』
(斉
魯
書
祉
'
二

〇
〇
四
年
)
八
〇
頁
-
九
三
頁
が
整
理
し
て
い
る
｡

④

儒
家
へ
の
批
判
的
態
度
の
違
い
に
つ
い
て
､
比
較
的
最
近
の
議
論
と

し
て
は
'
袋
錫
圭

｢閲
於

《
老
子
》
的
〟

絶
仁
棄
義
〟

和

″絶
聖
〟｣

(
『出
土
文
献
輿
古
文
字
研
究

第

山
輯
』'

復
旦
大
学

出

版
社
'
二
〇

〇
六
年
)
を
参
照
｡
楚
簡
本
の
政
治
的
傾
向
に
つ
い
て
は
､
丁
四
新

｢論
簡
本
輿
吊
本

･
通
行
本

《
老
子
》
的
思
想
差
異
｣
(
『楚
地
出
土
簡

吊
文
献
思
想
研
究

(
一
)』
'
湖
北
教
育
出
版
社
'
二
〇
〇
二
年
)

1
六

三
頁
を
参
照
｡

⑤

鹿
撲

｢《
語
叢
》
臆
説
｣
(
『中
園
哲
学
』
第
二
十
頼
､
遼
寧
教
育
出

版
杜
へ

一
九
九
九
年
)
を
は
じ
め
と
し
て
謀
略
の
重
税
に
基
づ
い
て
法

家

･
縦
横
家
の
説
と
す
る
意
見
が
強
い
が
､
顧
史
考

｢従

《
楚
酎
》
韻

例
看
郭
店
楚
簡

(語
叢
四
)｣
が
指
摘
す
る
よ
う
に
根
堰
に
乏
し
い
｡

⑥

宋
詰

｢《
語
叢
四
》
学
派
性
質
審
議
｣
(
『郭
店
楚
簡
国
際
学
術
研
討

倉
論
文
集
』
､
湖
北
人
民
出
版
社
'
二
〇
〇
〇
年
)
も
同
様
の
立
場
を

取
る
｡

⑦

諌

･
侯
は
侯
部
'
門

･
布
は
文
部
で
押
韻
し
て
い
る
｡
ま
た

｢義
士

之
所
存
｣
を

『荘
子
』
肱
医
篤
で
は

｢而
仁
義
存
鳶
｣
と
作
る
｡

⑧

｢
五
紀
｣
の
解
程
は
'
｢父
子
兄
弟
､
五
紀
｣
と
績
-
こ
と
を
踏
ま

え
､
五
倫
と
同
じ

｢君
臣

･
父
子

･
兄
弟

･
夫
婦

･
朋
友
｣
を
指
す
と

す
る
李
鋭

｢《
彰
租
》
補
滞
｣
(｢簡
吊
研
究
｣
H
P
､
二
〇
〇
四
年
四

月
二
三
日
)
に
従
う
｡

⑨

湯
浅
邦
弘

｢
『彰
租
』
に
お
け
る
長
生
の
思
想
｣
四

一
九
頁
の
指
摘

に
よ
る
｡

⑲

第

1
簡
末
部
分
は
現
在
失
わ
れ
て
い
る
が
'
彰
租
が
ま
ず

｢天
之

道
｣
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
'
ま
た
第
三
筒
で

｢人
倫
｣
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が
話
題
に
な
る
の
も
'
｢未
則
干
天
'
敢
間
鳥
人
｣
(ま
だ
天
に
の
っ
と

る
こ
と
が
か
な
い
ま
せ
ん
の
で
'
人
の
道
に
つ
い
て
お
聞
き
し
ま
す
)

と
い
う
よ
う
に
'
天
に
則
る
こ
と
の
困
難
さ
の
た
め
で
あ
る
と
さ
れ
る

こ
と
な
ど
'
天
道
の
重
税
は
明
ら
か
で
あ
る

⑪

こ
の
句
に
つ
い
て
は
､
断
句
の
仕
方
も
含
め
て
意
見
が
分
か
れ
る
が
､

こ
こ
で
は
李
紡
玲

｢(彰
租
)
詳
樺
｣
の
引
-
季
旭
昇
の
説
な
ど
に
従

い
､
『管
子
』
心
術
等
四
篇
に
見
え
る
､

一
種
の
精
神
的
な
養
生
説
か

ら
理
解
し
う
る

｢白
心
｣
の
概
念
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
解
鐸
す
る
｡

⑫

林
志
鵬

｢戦
国
楚
竹
書

《
彰
租
》
考
論
1

兼
論

《
漠
志
》
〟小
説

家
〟
之
成
立
｣
(
I
)
-

(≡
)
(｢簡
吊
網
｣
H
P
､
二
〇
〇
七
年
八

月
一

八
日
)
は
'
『彰
租
』
の
思
想
的
な
特
徴
を
八
鮎
に
整
理
し
た
上

で
'
末
節

一
派
の
作
で
あ
る
と
す
る
｡
八
鮎
の
う
ち
に
は
特
殊
な
樺
譲

に
依
接
し
た
も
の
も
あ
-
､
そ
の
結
論
に
全
面
的
に
従
う
こ
と
は
で
き

な
い
が
'
贋
義
の
黄
老
思
想
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
参
照
で
き
る
｡

⑬

｢天
常
｣
と
い
う
語
嚢
の
用
例
と
し
て
湯
洩
邦
弘

｢
『三
徳
』
の
全

鰹
構
造
と
文
献
的
性
格
｣
(同
氏
編

『上
博
楚
簡
研
究
』
'
汲
古
書
院
､

二
〇
〇
七
年
)
九
七
頁
が
引
-

『呂
氏
春
秋
』
大
柴
篇
の
例
も
ま
た
'

道
家
思
想
あ
る
い
は
黄
老
思
想
に
基
づ
-
記
述
で
あ
る
｡

⑲

凡
圃
棟

｢《
用
日
》
篇
中
的

〟寧
″
字
｣
(｢簡
吊
網
｣
H
P
､
二
〇

〇
七
年
七
月

一
二
日
)
の
稗
議
に
従
う
｡
た
だ
し
凡
氏
は

｢安
定
さ
せ

る
(
や
す
ん
じ
る
)｣
の
意
味
で

｢寧
｣
を
解
梓
す
る
が
､
こ
こ
で
は

｢母
事
績
摸
｣
と
の
封
比
を
重
視
し
て
話
し
た
｡

⑮

早
-
に

『用
日
』
の
構
成
と
経
1
解
形
式
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
論

楚
地
出
土
簡
吊
資
料
に
現
れ
る
定
型
押
韻
句
に
つ
い
て

(鈴
木
)

文
と
し
て
､
董
珊

｢讃

《
上
博
六
》
雑
記

(頼
四
)｣
(｢簡
吊
網
｣
H

p
､
二
〇
〇
七
年
七
月
二

一
日
)
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

⑲

三
徳
に
お
け
る

｢是
謂
｣
の
頻
出
に
つ
い
て
は
､
曹
峰

｢《
三
徳
》

輿

《
着
帯
四
経
》
封
比
研
究
札
記

(二
)｣
に
指
摘
が
あ
る
｡

⑰

｢黄
老
吊
書
｣
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
､
戟
鰭
前
期

(前
四
〇
〇

年
前
後
)
か
ら
漢
初
ま
で
'
研
究
者
に
よ
っ
て
二
百
年
以
上
の
差
が
生

じ
て
い
る
｡
地
域
的
に
は
'
『管
子
』
と
の
共
通
性
や

『史
記
』
禦
毅

列
侍
の
責
老
撃
の
系
譜
に
基
づ
い
て
斉
の
稜
下
の
撃
と
の
関
係
性
を
重

視
す
る
説
と
､
馬
王
堆
吊
書
の
尊
兄
場
所
で
あ
-
'
ま
た
荘
子

･
老
子

の
博
記
と
関
わ
る
楚
と
の
関
係
を
重
視
す
る
説
と
が
並
び
立
っ
て
い
る
｡

⑲

こ
れ
ら
の
特
徴
は

『史
記
』
六
家
要
旨
に

｢其
馬
術
也
､
困
陰
陽

之
大
順
'
宋
儒
墨
之
善
､
撮
名
法
之
要
｣
(道
家
の
方
法
は
'
陰
陽
家

の
説
-
大
い
な
る
め
ぐ
-
に
準
探
し
'
儒
家

･
墨
家
の
長
所
を
採
用
し
'

名
家

･
法
家
の
要
鮎
を
取
-
入
れ
て
い
る
)
と
言
う
の
に
も
合
致
す
る
｡

⑲

浅
野
裕

一

『責
老
道
の
成
立
と
展
開
』
(創
文
社
'

一
九
九
二
年
)

参
照
｡
浅
野
氏
は
､
こ
の
よ
う
な
思
想
を

｢滝
壷
型
思
想
｣
と
名
づ
け

て
い
る

｡

⑳

下

葬

年

代
に
つ
い
て
は
､
そ
れ
ぞ
れ
出
土
資
料
中
の
記
載
か
ら
､
馬

王
堆
漢
墓
は
文
帝
前
元
十
二
年

(前

〓
ハ
八
年
)､
張
家
山
漠
墓
二
四

七
鋸
墓
は
'
呂
后
二
年

(前

一
八
六
年
)
以
後
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ

て
い
る
｡
『馬
王
堆
漠
墓
鼻
音

〔萱
〕』
(文
物
出
版
社
'

一
九
八
〇

年
)
及
び

『張
家
山
漠
墓
竹
筒

[
二
四
七
鋸
墓
〕』
(文
物
出
版
社
'
二

〇
〇

一
年
)
参
照
｡
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曹
峰

｢《
三
徳
》
輿

《
黄
帝
四
経
》
封
比
研
究
札
記

(
こ
｣
は
､

『三
徳
』
の
中
に
見
え
る

｢皇
后
｣
を
､
黄
帝
を
指
す
呼
稀
と
し
て
理

解
す
る
が
､
こ
れ
は
林
文
筆

｢《
上
博
五

三
徳
》
｢高
陽
｣､
｢
皇
后
｣

考
｣
(
｢簡
吊
研
究
｣
H
P
t
二
〇
〇
七
年
九
月

一
〇

日
)
に

批
判
さ
れ

る
よ
う
に
根
接
に
乏
し
い
｡

⑳

原
文

｢除
渉
及
泊
理
国
家
和
用
兵
作
戦
的
理
論
外
!
有
濃
厚
的
兵
陰

陽
家
的
色
彩
ー
如
強
調

｢
天
之
時
｣
､
陰
陽
へ
刑
徳
､
｢
用
日
月
之
達
し
'

｢
用
五
行
之
達
し
等
｡｣

⑳

『漢
書
』
斐
文

志

･
兵
書
略
に
､
兵
陰
陽
家
に
つ
い
て

｢陰
陽
者
､

順
時
而
馨
､
推
刑
徳
'
随
斗
撃
'
因
五
勝
'
恨
鬼
神
而
馬
助
者
也
｣

(兵
陰
陽
家
と
は
'
適
切
な
時
に
準
じ
て
行
動
を
起
こ
し
'
刑

･
徳
を

推
し
進
め
､
天
文
の
指
し
示
す
と
こ
ろ
に
従
い
'
五
行
相
勝
の
こ
と
わ

-
に
依
接
し
'
鬼
神
の
力
を
借
-
て
助
け
と
す
る
も
の
で
あ
る
)
と
述

べ
ら
れ
る
｡

⑳

曹
錦
炎

｢論
張
家
山
漢
簡

《
蓋
腹
》｣
(
『東
南
文
化
』
'
二
〇
〇
二
年

第
九
期
)
や
郡
鴻

『張
家
山
漢
簡

《
蓋
庭
》
研
究
』
(文
物
出
版
社
､

二
〇
〇
七
年
)
な
ど
が
､
黄
老
思
想
を
主
流
と
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て

い
る
｡

⑳

｢
毒

生
非
'
非
生
寺
｣
は

｢葦
生
葦
､
非
生
非
｣
の
謀
-
と
考
え
ら

れ
る
が
'
異

･
鬼

･
葦

･
非
の
そ
れ
ぞ
れ
が
何
を
表
す
の
か
に
つ
い
て

は
､
な
お
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
｡

⑳

丁
四
新

｢楚
簡

《
太

1L
生
水
》
研
究
1

東
野
首
前

《
太

l
生
水
》

研
究
的
維
髄
批
評
｣
(
『楚
地
出
土
簡
吊
文
献
思
想
研
究

(
一
)』
､
湖
北

教
育
出
版
杜
､
二
〇
〇
二
年
)
は
'
前
半
と
後
半
を
別
の
篇
と
し
て
扱

う
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
た
上
で
､
後
半
部
分
に
つ
い
て
'
稜
下
の
撃

(
『管
子
』
心
術
等
四
篇
)
と
の
類
似
性
に
も
注
意
し
な
が
ら
'
最
終

的
に
は
天
地
観
に
よ
っ
て

｢楚
道
家
｣
と
推
測
し
て
い
る

(二
二
五
頁

及
び
二
三
六
頁
)｡

赤
塚
忠

『諸
子
思
想
研
究
』
(赤
塚
忠
著
作
集
第
四
巻
'
研
文
赦
､

一
九
八
七
年
)
の

｢
一

道
家
思
想
の
本
質
｣
参
照
｡

鹿
撲

｢喜
頭

〟五
至
三
無
〟
-

初
讃

《
上
博
簡
》
(二
)｣
(
司上
博

館
蔵
戦
国
楚
竹
書
研
究
績
編
』
'
上
海
書
店
出
版
社
､
二
〇
〇
四
年
)

参
照
｡『懐

子
日
恭
倫
』
に
関
す
る
現
在
ま
で
の
議
論
と
問
題
鮎
は
､
竹
田

健
二

｢上
博
楚
簡

『慣
子
日
恭
倫
』
の
文
献
的
性
格
｣
(浅
野
裕

一
編

『竹
筒
が
語
る
中
国
古
代
思
想

(二
)
-

上
博
楚
簡
研
究
-

』
'

汲
古
書
院
､
二
〇
〇
八
年
)
を
参
照
｡

大
西
克
也

｢上
海
博
物
館
戒
戦
国
楚
竹
書

《
曹
沫
之
陳
》
詳
注
｣

(上
海
博
楚
簡
研
究
曾
編

『出
土
文
献
と
秦
楚
文
化
』
第
三
鍍
二

一〇

〇
七
年
)
に
編
聯
案
が
整
理
さ
れ
て
い
る
｡
大
西
氏
も
第
六

一
筒
に
第

五
三
下
筒
を
接
祷
す
る
編
聯
を
採
用
し
て
お
-
'
ま
た
押
韻
に
つ
い
て

も
指
摘
し
て
い
る
｡

願
史
考

｢讃

《
尊
徳
義
》
札
記
｣
(張
光
裕
圭
編

『第
四
届
国
際
中

国
古
文
字
学
研
討
合
論
文
集
』
'
香
港
中
文
大
学
中
国
語
言
及
文
学
系
'

二
〇
〇
三
年
)
は
'
第

一
三
筒
か
ら
第

一
四
筒
に
か
け
て
も
押
韻
を
認

め
る
が
'
合
韻
の
基
準
の
違
い
に
よ
り
､
本
論
で
は
採
用
し
な
い
｡
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こ
こ
で
の
編
聯
は
原
案
に
従
っ
た
が
､
第

二

筒
を
直
接
第

一
三
簡

に
接
頼
す
る
説
を
は
じ
め
､
首
該
部
分
の
編
聯
に
つ
い
て
は
異
説
が
多

い
｡
連
徳
柴

｢(仲
弓
)
詳
輝
｣
(
『《
上
海
博
物
館
戒
戦
国
楚
竹
書

(≡
)》
讃
本
』
､
蔦
巻
棲
､
二
〇
〇
五
年
)
が
整
理
し
て
い
る
｡

⑳

｢太

一
生
水
｣
の
前
半
部
分
に
見
え
る
尻
取
-
文

(頂
寅
文
)
や
'

『従
政
甲
篇
』
の
よ
う
な
数
詞
を
挙
げ
て
列
挙
し
て
い
-
文
は
'

〓

｣
で
見
た
定
型
押
韻
句
に
は
見
ら
れ
な
い
｡

楚
地
出
土
簡
吊
資
料
に
現
れ
る
定
型
押
韻
句
に
つ
い
て

(鈴
木
)


