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元
以
後
、
清
に
至
る
ま
で
の
詩
の
歴
史
は
、
唐
詩
、
宋
詩
、
そ
の
い
ず
れ
を

模
範
と
し
て
祖
述
す
べ
き
か
を
、
課
題
と
し
て
護
展
し
巧
行
っ
た
と
い
え

る
炉。

卒
均
し
て
い
え
ば
、
唐
詩
の
祖
述
さ
れ
た
時
期
の
去
が
多
い
。

と
あ
る
の
み
で
、
そ
の
詳
細
を
知
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
の
立
場
か
ら
い

え
ば
、
時
代
が
下
る
に
縫
っ
て
文
人
の
生
活
は
時
の
景
気
と
密
接
に
結
び
つ

く
。
そ
れ
は
文
人
の
ア
ル
バ
イ
ト
、
或
い
は
そ
れ
以
上
に
重
要
な
枚
入
源
と
な

る
潤
筆
料
の
多
寡
が
、
景
気
の
好
し
慈
し
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
た
に
違
い
な
い

か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
私
と
し
て
は
、
王
朝
の
盛
時
た
る
好
景
気
時
代
に
は
宋

風
で
あ
り
、
初
期
と
末
期
が
唐
風
で
あ
っ
て
貰
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ

う
は
簡
単
に
は
問
屋
が
お
ろ
さ
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。
、
同
じ
著
書
に
よ
る
衣
の
書

物
、
「
一
克
明
清
詩
概
説
」
が
人
一
倍
、
私
に
待
望
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
但
し

著

者

の

い

う

、

'

も
し
宋
詩
が
排
他
的
に
祖
述
さ
れ
た
時
期
を
求
め
る
な
ら
ば
、
前
世
紀
後
半

の
清
朝
末
年
に
至
っ
て
、
は
じ
め
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
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と
あ
る
の
は
大
い
に
人
意
を
強
く
す
る
に
足
る
。
と
い
う
の
は
、
清
朝
末
期
に

は
景
気
の
地
域
差
が
非
常
に
甚
し
い
。
中
国
の
奥
地
は
、
嘗
て
は
異
常
に
祭
え

た
と
と
ろ
で
も
、
文
化
に
取
残
さ
れ
る
と
共
に
、
経
済
的
な
荒
廃
が
支
配
す

る
。
こ
れ
に
反
し
、
大
都
市
、
開
港
場
、
特
に
外
国
の
租
界
に
は
幾
態
的
に
好

景
気
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
ん
な
こ
と
を
い
う
と
、
そ
こ
ら
か
ら
叱
ら
れ
そ
う
だ

が
、
省
時
の
知
識
階
級
は
、
一
方
で
は
外
園
の
侵
入
に
反
援
を
感
じ
な
が
ら
、

一
方
で
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
物
質
文
明
に
限
り
な
い
信
頼
を
寄
せ
て
い
た
の
で
あ

る
。
来
代
の
文
化
を
ル
ネ

ッ
サ
ン
ス
と
す
れ
ば
、
清
末
の
文
化
は
、
た
と
え
そ

れ
が
借
物
で
あ
ろ
う
'と
も
、
産
業
革
命
で
あ
る
貼
に
は
嬰
り
が
な
か
っ
た
。
宋

詩
が
前
代
に
も
ま
し
て
模
範
と
さ
れ
た
の
は
必
然
の
餓
結
守
あ
っ
℃
い
い。

む
か
し
蘇
東
授
が
司
馬
温
公
の
た
め
に
行
欣
を
つ
く
り
、
長
文
一
高
言
に
垂

ん
と
す
る
が
、
そ
の
宇
ば
は
王
安
石
に
封
す
る
非
難
を
以
て
占
め
、
古
来
こ
の

種
の
文
燈
な
し
、
と
稽
せ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
私
の
「
宋
詩
ー
概
説
」
の
紹
介

は
、
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
こ
左
半
ば
を
占
め
る
結
果
に
な
り
、
紹
介
の
慢
を

失
し
た
と
の
譲
り
を
う
け
る
虞
れ
が
な
い
で
も
な
い
が
、
但
し
こ
れ
に
は
理
由

が
あ
る
。
そ
の
一
は
、
私
は
こ
の
蓄
の
紹
介
の
た
め
に
、
私
が
考
案
し
た
観
測

一
築
球
を
始
め
て
打
ち
上
げ
て
み
た
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
の
構
造
を
説
明
す
る

の
に
言
葉
を
と
れ
以
上
省
略
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
?
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

こ
は
、
著
者
は
大
慢
に
お
い
て
私
の
考
え
る
歴
史
上
の
意
見
に
同
意
さ
れ
て
い

る
と
信
ず
る
の
で
、
私
設
を
語
る
と
と
は
同
時
に
著
者
の
意
見
を
敷
街
す
る
と

と
に
も
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
最
後
に
諸
科
事
は
互
い
に
意
見
を
持
ち

よ
る
じ
と
が
事
関
の
進
歩
に
必
須
の
篠
件
で
あ
り
、
「
支
那
事
曾
」
の
精
一
脚

は
、
そ
の
外
観
に
拘
わ
ら
ず
、
我
々
の
心
中
か
ら
決
し
て
消
失
し
た
の
で
な
い

こ
と
を
、

と
の
機
曾
に
表
明
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

(
宮
崎
市
定
)
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さ
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後
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に
と
っ
て
、
誠
に
喜
ば
し
い
事
で
あ
る
。
著
者
は
一
九
四
九
年
に
「
漢
代
史
研

究
」
を
刊
行
さ
れ
た
。
こ
の
書
は
現
在
入
手
に
困
難
を
来
し
て
い
る
折
柄
、
本

書
中
に
「
西
漢
爵
制
」
を
除
く
全
論
文
が
再
録
さ
れ
て
お
る
の
は
、
こ
の
貼
か

ら
も
有
難
い
こ
と
で
あ
る
。
先
ず
順
を
追
っ
て
内
容
を
紹
介
し
た
い
。

第
一
篇
「
秦
郡
考
」
は
二
章
か
ら
成
り
立
つ
。
第
一
章
「
秦
三
十
六
郡
」
は

秦
始
皇
帝
が
置
い
た
三
十
六
郡
が
何
々
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
か
ら
出
載
し

て
、
秦
水
徳
設
の
批
剣
に
及
ぶ
も
の
で
、
本
書
中
も
っ
と
も
長
い
章
で
あ
る
。

史
記
始
皇
本
紀
に
は
、
「
二
十
六
年
天
下
を
三
十
六
郡
に
分
っ
た
」
と
あ
る

が
、
そ
れ
が
具
種
的
に
如
何
な
る
も
の
を
指
す
か
は
、
史
記
の
ど
の
部
分
を
見

て
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
所
で
漢
書
地
理
志
の
百
三
郡
中
に
は
、
「
秦
置
」

「
故
秦
某
郡
」
「
秦
郡
」
と
註
記
さ
れ
た
郡
が
、
内
史
即
ち
三
輔
の
地
を
含
め

て
三
十
七
郡
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
三
十
七
郡
を
基
準
に
し
て
、
始
皇
の
置
い
た

三
十
六
郡
を
決
定
す
る
試
み
が
、
劉
宋
の
菱
岡
(
史
記
集
解
)
を
始
め
と
し

て
、
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
秦
郡
論
争
の
沿
革
と
い
う
節
を
設
け

て
、
表
咽
・
劉
昭
の
績
漢
書
郡
闘
志
・
奇
書
地
理
志
・
王
宙
船
麟
・
胡
三
省
・
杜

佑
・
馬
端
臨
・
王
鳴
盛
・
銭
大
腕
・
挑
篤
・
全
祖
望
・
梁
玉
縄
・
王
先
謙
・
顧
韻

剛
・
王
国
維
・
銭
穆
・
傍
線
・
黄
彰
健
ら
が
、
秦
の
三
十
六
郡
に
謝
し
て
ど
の

よ
う
な
説
を
立
て
た
か
を
、
順
を
遁
っ
て
説
明
し
、
そ
の
中
か
ら
太
字
で
示
し

た
人
々
の
諸
説
を
取
出
し
て
『
秦
三
十
六
郡
名
諸
説
比
較
表
』
を
作
成
せ
ら
れ

た
。
こ
の
表
は
、
三
す
六
郡
名
を
考
え
る
上
で
の
問
題
貼
を
明
瞭
に
指
し
示
し

た
も
の
と
し
て
、
非
常
に
便
利
で
あ
る
。
即
ち
、
内
史
を
三
十
六
郡
中
に
入
れ

る
か
否
か
と
い
う
事
と
、
九
原
郡
、
南
海
・
桂
林
・
象
の
三
郡
、
及
び
斡
中
・

郭
・
闘
中
・
東
海
・
楚
・
慶
陽
・
陶
・
河
間
・
河
内
等
の
郡
を
如
何
に
取
扱
う

か
と
い
う
事
が
問
題
と
な
る
よ
う
で
あ
る
。

な
お
と
の
表
に
つ
い
て
、
表
闘
の
三
十
六
郡
名
と
耳
目
書
地
理
志
の
そ
れ
と
を

比
較
す
る
と
、
後
者
に
お
い
て
九
原
郡
を
省
き
、
代
り
に
闘
中
郡
を
入
れ
て
お

ら
れ
る
の
は
、
何
に
よ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
青
書
地
理
志
を
讃
む
と
、
三

十
六
郡
に
は
九
原
が
入
っ
て
い
て
、
間
中
の
名
は
見
え
な
い
の
で
あ
る
し
、
そ

れ
よ
り
も
こ
れ
は
著
者
が
「
音
志
は
全
く
裳
掴
の
三
十
六
郡
名
を
そ
の
三
十
六

郡
名
と
し
」
(
十
頁
)
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
事
と
矛
盾
す
る
。

さ
て
紹
介
を
績
け
る
と
、
著
者
は
以
上
の
各
設
に
批
剣
を
下
し
た
結
果
『
漠

志
三
十
六
郡
(
内
史
を
除
く
)
を
以
て
始
皇
の
三
十
六
郡
と
見
な
し
た
』
銭
大

析
の
設
を
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
と
し
、
『
秦
初
の
郡
は
一
々
指
し
示
し
鍛
え

る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
、
「
多
聞
閥
疑
」
が
よ
い
』
と
結
論
し
た
挑
再
開
の

説
、
そ
れ
は
労
斡
も
よ
く
似
た
態
度
を
と
り
、
黄
彰
健
も
掛
貝
意
を
表
し
て
い
る

が
、
こ
の
挑
訟
に
著
者
も
賛
成
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
こ
の
問
題
に

つ
い
て
何
等
の
意
見
を
示
し
得
ぬ
こ
と
を
悌
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
銭
大
所
の

意
見
を
以
て
明
ら
か
に
誤
り
と
さ
れ
る
の
に
は
首
肯
し
難
い
。
「
多
聞
閥
疑
」

し
て
、
「
恨
み
て
其
の
除
を
言
」
わ
れ
、
「
漢
志
の
三
十
六
郡
か
ら
南
海
・
桂

林
・
象
郡
・
九
原
の
四
郡
を
除
い
た
三
十
二
郡
は
動
か
ぬ
」
と
さ
れ
る
の
は
、

「
省
寡
き
」
も
の
で
、
そ
の
黙
に
つ
い
て
何
等
の
批
判
を
加
え
る
険
地
は
な
い

が
、
銭
大
析
の
「
此
秦
媛
古
之
一
大
端
故
特
於
是
年
書
分
天
下
潟
三
十
六
郡
猫

言
慶
封
建
潟
郡
蘇
耳
言
三
十
六
都
則
統
卒
天
下
失
非
謂
三
十
六
郡
護
置
於
是
年

也
」
(
秦
四
十
郡
耕
、
本
書
十
四
頁
引
用
)
と
い
う
設
は
捨
て
難
く
思
う
。
そ

し
て
銭
大
析
は
同
じ
く
「
秦
四
十
郡
緋
」
中
に
、
著
者
は
そ
の
引
用
を
省
略
さ

れ
た
が
「
子
不
疑
前
文
之
重
沓
而
濁
疑
後
文
之
預
数
所
調
知
其
一
未
知
其
二
者

也
」
と
い
っ
て
お
る
し
、
叉
こ
の
「
秦
四
十
郡
緋
」
末
尾
に
、
こ
れ
も
著
者
は

引
用
を
略
さ
れ
た
が
「
此
三
難
者
翠
不
足
以
申
四
十
郡
之
説
而
世
猶
以
其
出
於

耳
目
志
不
敢
轍
議
」
と
い
い
、
晋
志
の
誤
り
を
犯
し
て
い
る
例
を
幾
っ
か
奉
げ
た

後
「
吾
故
日
言
四
十
郡
甚
難
而
賓
非
也
言
三
十
六
郡
甚
易
而
賓
是
也
護
史
記
者

-94-
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蛍
以
孟
堅
書
解
之
而
場
惑
乎
裳
醐
之
車
辞
可
美
L

と
い
っ
た
所
に
、
彼
の
と
い

う
よ
り
も
清
の
初
期
考
設
事
の
根
本
的
態
度
が
あ
る
の
で
、
そ
こ
ま
で
考
察
を

加
え
ね
ば
、
銭
大
析
の
設
は
理
解
で
き
な
い
と
思
う
。
序
に
言
え
ば
著
者
は
、

内
史
と
経
林
・
南
海
・
象
三
郡
の
取
り
扱
い
が
異
な
っ
て
い
る
所
か
ら
「
呉
振

の
悪
様
門
下
に
あ
る
王
鳴
盛
と
銭
大
析
と
の
聞
に
、
全
く
異
っ
た
設
が
現
わ
れ

た
わ
け
で
あ
る
」
(
十
五
頁
)
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
が
、
三
す
五
頁
の
表
を
見

れ
ば
、
南
者
程
漢
士
山
に
即
し
た
と
い
う
貼
で
よ
く
似
た
説
を
取
っ
て
い
る
も
の

は
な
さ
そ
う
で
も
あ
る
。
再
び
紹
介
の
文
を
績
け
る
。
以
上
秦
三
十
六
郡
に

つ
い
て
の
諸
訟
の
前
提
は
「
始
皇
二
十
六
年
に
は
三
十
六
郡
あ
っ
た
」
と
い
う

と
と
で
あ
り
、
「
三
十
六
郡
は
水
徳
敷
た
る
六
の
自
乗
数
で
あ
る
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
(
四
十
一
頁
)
。
し
か
し
、
秦
水
徳
読
が
否
定
さ
れ
れ
ば
立
論
の
根

本
が
危
く
な
る
@
し
か
し
て
著
者
は
秦
水
徳
訟
は
必
ず
し
も
決
定
的
で
な
い
事

を
言
わ
れ
る
。
即
ち
漢
代
に
は
漢
土
徳
(
そ
の
結
果
と
し
て
秦
水
徳
)
を
主
張

す
る
賀
誼
・
公
孫
巨
・
司
馬
遜
の
一
波
と
、
秦
金
徳
・
漢
水
徳
を
説
く
張
蒼
等

の
一
一
奴
と
が
あ
っ
た
。
雨
誌
の
成
立
に
は
種
々
の
要
閣
が
あ
る
。
こ
の
南
波
の

封
立
は
漢
土
徳
説
の
勝
利
に
終
っ
た
。
史
記
は
漢
土
(
従
っ
て
秦
水
)
を
主
張

す
る
司
馬
遁
に
よ
り
書
か
れ
た
。
従
っ
て
始
皇
帝
が
賓
際
に
水
徳
を
取
っ
た
も

の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
著
者
は
秦
甲
兵
虎
符
と
い
っ
た
秦
代
の
遺
物
な
ど
を

奉
げ
て
、
こ
の
説
を
固
め
ら
れ
る
。
か
く
、
秦
水
徳
設
が
漢
に
入
っ
て
か
ら
の

産
物
と
な
る
と
、
三
十
六
郡
を
六
の
自
乗
で
あ
る
と
す
る
解
圏
構
は
成
り
立
た
な

く
な
る
。
そ
こ
で
、
著
者
は
三
十
六
と
い
う
数
を
十
二
の
三
倍
と
考
え
、
十
二

と
は
天
文
に
基
づ
い
た
数
で
、
天
子
の
聖
教
と
し
て
愈
ば
れ
、
そ
れ
自
身
一
つ

の
基
本
数
で
あ
っ
た
。
三
十
六
は
こ
の
十
二
に
天
・
地
・
人
の
三
才
を
掛
け
合

せ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

秦
水
徳
説
批
判
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
嘗
て
栗
原
朋
信
氏
の
論
箸
寸
秦
漢
史

の
研
究
」
の
書
評
(
本
誌
第
二
十
巻
三
崎
町
)
中
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
り
、
且
っ

こ
の
問
題
は
依
然
と
し
て
筆
者
の
手
に
徐
る
も
の
が
あ
る
の
で
省
か
せ
て
頂
く

が
、
こ
の
水
徳
説
批
判
刊
の
部
分
を
讃
ん
で
感
じ
た
こ
と
を
一
言
だ
け
述
べ
さ
せ

て
頂
く
な
ら
、
鎌
田
氏
も
、
そ
し
て
栗
原
氏
も
で
あ
る
が
、
六
の
代
り
に
十
二

を
も
っ
て
こ
ら
れ
る
が
、
何
故
に
十
こ
が
天
の
聖
教
と
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
か

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
納
得
の
行
く
説
明
が
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
五
行

部
ち
一
か
ら
五
ま
で
の
教
の
循
環
を
考
え
る
立
場
と
、
十
二
を
理
数
と
す
る
理

論
と
の
聞
に
は
、
大
い
に
径
庭
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
押
し
つ
め
れ
ば

文
化
の
差
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
お
鎌
田
氏
と
栗
原
氏

と
は
秦
水
徳
に
つ
い
て
、
ほ
ぽ
時
を
同
じ
く
し
て
、
同
じ
資
料
を
，使
っ
て
、

同
じ
結
論
に
逮
せ
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
従
来
何
の
疑
間
も
な
く
信
じ
ら
れ

て
お
っ
た
秦
水
徳
設
に
一
大
普
鐘
を
奥
え
た
も
の
と
し
て
、
斯
事
脂
製
展
の
た
め

に
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
所
が
鎌
田
氏
は
序
文
に
お
い
て
異
例
の
量
一ロ
僻
を
用

い
て
、
爾
民
の
論
文
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
。
た
ま
た
ま
筆
者
は

雨
氏
の
御
著
書
を
同
一
誌
上
に
紹
介
さ
せ
て
頂
く
こ
と
に
な
っ
た
が
、
雨
氏
の

結
論
は
同
じ
で
あ
る
が
、
問
題
の
捉
え
方
、
立
論
の
仕
方
は
異
っ
て
お
る
の
で
あ

り
、
結
果
と
し
て
こ
の
よ
う
な
現
象
が
起
っ
た
と
し
て
も
何
ら
差
支
え
な
く
、

事
界
の
た
め
に
喜
び
こ
そ
す
れ
、
そ
の
他
に
つ
い
て
言
う
べ
き
こ
と
は
な
い
よ

う
に
思
う
。
章
皐
誠
も
「
人
心
叉
有
不
同
如
其
面
鷲
萄
無
意
而
偶
同
則
其
委
折

縛
重
必
有
不
登
同
者
人
自
得
而
緋
之
」
〈
文
史
通
義
緋
似
V

と
い
っ
て
い
る
。

第
一
篇
第
二
章
は
「
秦
郡
官
制
」
で
あ
る
。
秦
が
天
下
を
統
一
す
る
と
、
全

国
に
郡
田
牌
制
を
施
行
し
た
。
そ
し
て
郡
に
は
守
(
庶
政
)
・
尉
乃
軍
事
)
・
監
(
監

察
)
が
、
麻
に
は
令
(
長
官
)
・
丞
(
次
官
)
が
お
か
れ
た
と
し
、
そ
の
来
歴

を
述
べ
ら
れ
、
更
に
郡
の
守
・
尉
・
監
は
中
央
政
府
の
丞
相
・
太
尉
・
御
史
大

夫
に
相
嘗
す
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
疑
わ
し
い
と
し
、
そ
の

'
h
d
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理
由
と
し
て
、
秦
に
は
太
尉
が
な
い
こ
と
を
奉
げ
ら
れ
る

Q

そ
し
て
守
・
尉
・

監
は
何
れ
も
御
史
大
夫
に
掌
握
さ
れ
て
い
た
と
結
論
さ
れ
る
。
し
か
し
、
太
尉

は
漢
書
に
は
「
秦
官
」
と
あ
り
、
著
者
も
常
置
の
官
で
な
い
(
一
一
五
頁
)
と

い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
ら
ば
統
一
後
太
尉
に
任
ぜ
ら
れ
る
も
の
が
な
い
と
い
っ

て
、
太
尉
と
い
う
官
が
無
か
「
た
と
は
断
じ
ら
れ
な
い
し
、
か
り
に
守
・
尉
・

監
が
御
史
大
夫
に
属
し
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
職
務
は
夫
々
丞
相
・
太
尉
・

御
史
大
夫
に
相
感
ず
る
と
し
て
お
い
て
も
よ
い
と
思
う
。
ま
た
棄
の
京
師
は
郡

を
以
て
呼
ば
れ
ず
内
史
と
務
さ
れ
、
内
史
の
地
に
は
民
政
を
司
る
内
史
と
武
事

を
司
る
中
尉
が
置
か
れ
て
い
た
と
も
述
べ
ら
れ
る
。

第
二
篇
は
「
漢
の
郡
園
制
度
」
。
序
説
と
十
一
の
章
か
ら
成
り
、
漢
の
地
方

制
度
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
内
第
五

i
七
、
丸

i
十
一
章
は
「
漢
代
史
研
究
」
に

も
絞
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
章
「
玉
閣
の
官
制
」
、
第
二
章
「
相
国
と
丞
相
」
、

第
三
章
「
漢
朝
の
王
園
抑
損
策
」
、
第
四
章
「
後
漢
の
王
園
」
は
漠
代
の
王
国
に

つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
、
第
一
章
で
は
、
王
園
の
官
制
を

ω高
租

1
呉
楚
七
園

の
飢

ω景
帝
中
元
五
年
以
後

ω武
帝
以
降

ω成
帝
緩
和
元
年
以
後
の
四
期
に
分

け
、
そ
の
中
で
は
川

ωの
時
期
が
重
要
で
、
景
帝
の
行
な
っ
た
改
革
(
王
園
の

握
っ
て
い
た
官
吏
任
命
織
の
剥
奪
)
は
高
組
が
王
国
に
中
央
任
命
の
相
闘
を
置

い
た
こ
と
に
そ
の
源
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
一
一
章
で
は
相
園
・
丞
相
の

起
源
を
探
り
、
秦
漢
の
相
園
丞
相
制
に
及
び
、
漢
の
王
園
で
は
相
園
は
中
央
か

ら
、
丞
相
は
王
国
自
髄
が
任
命
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
第
三
章
で
は
、

王
国
の
抑
損
策
を
、
高
租
の
時
か
ら
存
し
て
い
た
、
相
図
・
太
侍
の
任
命
権
、

設
兵
機
の
制
約
、
嗣
封
・
紹
封
制
に
つ
い
て
論
じ
た
後
、
文
帝
の
時
の
寅
誼
の

分
国
論
は
景
帝
の
時
量
錯
に
よ
り
割
削
策
へ
愛
展
し
、
武
帝
の
邸
位
後
推
恩
の

令
と
酎
金
律
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
と
述
べ
ら
れ
、
更
に
推
恩
の
例
は
諸
侯
の

主
僅
制
を
示
す
も
の
で
な
く
、
漢
朝
が
主
種
制
を
も
っ

て
行
な
っ
た
の
で
あ
る

と
結
論
さ
れ
た
。
な
お
こ
の
章
に
は
「
漢
書
買
誼
停
に
つ
い
て
」
と
い
う
論
が

附
せ
ら
れ
て

い
る
。

第
四
章
は
後
漢
王
園
に
も
推
思
の
令
が
生
か
さ
れ
て
い
る

こ
と
、
王
国
に
は
侍
と
相
が
置
か
れ
て
い
た
と
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
五

章
コ
ニ
輔
」
は
前
漢
京
師
の
行
政
組
織
三
舗
に
つ
い
て
、
そ
の
来
歴
と
、
職
掌

・
線
秩
な
ど
に
分
っ
て
論
ぜ
ら
れ
、
第
六
章
「
郡
都
尉
」
は
漢
の
郡
に
置
か
れ

た
都
尉
に
つ
い
て
、
矢
張
り
そ
の
来
歴
・
職
掌
を
、
内
部
・
三
輔
・
透
郡
に
分
け

て
述
べ
ら
れ
、
第
七
章
「
廃
園
都
尉
」
は
前
漢
武
帝
の
時
に
置
か
れ
た
嵐
園
都

尉
の
建
て
ら
れ
た
場
所
、
そ
の
職
掌
、
後
漢
の
嵐
園
都
尉
が
、
前
漢
の
そ
れ
と

異
り
、
部
都
尉
の
性
格
を
合
せ
持
ち
、
郡
太
守
と
殆
ん
ど
繁
る
所
な
か
「
た
こ

と
を
い
う
の
で
あ
る
。
第
八
章
「
循
吏
と
酷
吏
」
は
、
漢
代
の
官
吏
に
存
在
す

る
二
つ
の
型
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
、
酷
吏
と
は
法
術
的
官
吏
の
調
で
豪
族

封
策
上
重
要
視
さ
れ
、
循
吏
と
は
儒
術
的
宮
更
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
封
し

て
前
漢
初
期
に
は
道
術
的
官
吏
も
あ
っ
た
こ
と
を
言
う
。
第
九
章
「
築
浪
封
泥

に
見
え
た
る
守
丞
と
長
史
」
は
、
守
丞
と
は
太
守
の
丞
、
長
史
と
は
前
漢
逢
郡

に
置
か
れ
た
兵
馬
を
司
る
官
吏
で
あ
る
と
す
る
。
第
十
章
「
郡
園
の
上
計
」
上

計
と
は
郡
園
か
ら
毎
歳
中
央
に
奉
る
計
簿
で
、
前
漢
は
郡
の
丞
が
後
漢
は
上
計

援
が
こ
の
上
奉
に
嘗
る

3

上
計
按
史
は
郡
閣
の
出
身
者
で
郡
吏
か
ら
選
ば
れ
、

特
別
任
用
法
に
よ
っ
て
郎
官
に
補
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
い
、
計
僧
の
語

の
説
明
も
あ
る
。
第
十
一
章
「
郷
官
」
三
老

・
有
秩
・
諸
国
夫
・
務
徴
・
孝
弟
・

力
回
等
の
職
掌
と
、
漢
代
村
落
に
お
け
る
機
能
、
漢
朝
が
彼
ら
に
奥
え
た
特
権
、

漢
代
の
重
農
主
義
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て

い
る
。

第
三
篇
は
「
漢
の
政
治
制
度
に
関
す
る
研
究
」
で
全
て
入
章
、
内
三

i
五、

七
・
入
の
各
章
は
漢
代
史
研
究
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
第
一
章
「
漢
朝
の
儒
術

と
経
術
」
僑
衡
と
は
嶋
敬
の
運
用
で
あ
り
、
政
治
的
に
言
え
ば
儒
数
主
義
的
政

治
の
運
用
で
あ
り
、
経
術
と
は
経
書
に
も
と
*
つ
い
て
政
治
の
運
用
を
は
か
る
こ

Fo 
n
p
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と
で
あ
る
。
武
帝
の
頃
)
儒
術
の
語
が
現
れ
、
武
帝
の
中
期
以
後
経
術
な
る
語

が
使
用
さ
れ
、
後
漢
に
経
術
主
義
の
盛
ん
な
時
代
を
迎
え
る
。
儒
と
経
と
の
関

係
、
緯
事
の
許
領
、
載
園
F
棄
の
儒
術
な
ど
、
な
お
疑
問
の
黙
が
あ
る
@
第
二

章
「
漢
代
の
門
生
・
故
吏
」
門
生
と
は
大
儒
の
門
に
皐
ぶ
門
人
で
、
門
生
は
師

の
力
に
依
り
官
途
に
つ
き
易
か
?
た
の
で
、
や
が
て
筆
者
以
外
の
纏
門
勢
家
や

宣
官
に
も
門
生
が
存
す
る
よ
う
に
な
る
。
故
吏
と
は
郡
太
守
・
大
将
軍
・
太
侍
・

三
公
に
還
任
、
勝
召
さ
れ
た
も
の
が
、
選
任
者
、
隣
命
者
に
謝
し
て
祷
す
る
言

葉
で
、
門
生
・
飲
吏
は
そ
の
師
や
醇
命
者
に
劃
す
る
報
恩
の
念
深
く
、
官
僚
勢

力
の
源
泉
と
な
っ
た
。
と
こ
ろ
で
最
近
川
勝
義
雄
、
五
井
直
弘
爾
氏
の
聞
に
行

な
わ
れ
た
門
生
・
故
吏
論
争
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
は
物
足
り
な
い
。

第
三
章
「
漢
代
官
僚
の
自
殺
」
有
罪
大
官
の
自
殺
に
つ
い
て
、
そ
の
原
理
、
自
殺
の

方
法
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
@
第
四
章
「
漢
代
の
禁
鋼
」
禁
鋼
と
は
拘
禁
・
監
禁

の
意
味
に
使
用
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
漢
代
で
は
官
吏
た
る
身
分
を
剥
奪

し
て
商
人
と
同
じ
階
級
に
堕
す
こ
と
で
、
前
漢
か
ら
後
漢
に
か
け
て
適
用
範
囲

が
二
世
・
三
世
と
撹
大
さ
れ
、
後
漢
末
に
大
規
模
な
禁
鏑
l
黛
鋼
と
な
っ
た
@

第
五
章
「
後
漢
の
慮
土
」
は
慮
士
の
意
味
と
そ
の
愛
生
を
儒
術
主
義
と
後
漢
の

士
風
と
の
関
係
か
ら
論
じ
ら
れ
た
。
第
六
章
「
漢
代
の
帝
陵
」
帝
陵
の
漢
朝
政

治
の
上
に
持
つ
意
味
を
考
察
さ
れ
た
も
の
で
、
帝
が
生
前
に
作
る
脊
陵
、
帝
陵

に
置
か
れ
た
陵
邑
と
そ
こ
に
徒
さ
れ
た
豪
族
、
帝
陵
の
管
轄
の
歯
車
濯
が
扱
わ
れ

て
い
る
。
第
七
章
「
漢
代
購
贈
考
」
喪
事
に
嘗
り
死
者
に
贈
る
衣
服
・
車
馬
・

銭
を
贈
贈
と
い
い
、
漢
代
に
は
そ
の
風
が
盛
ん
で
あ
り
、
後
に
は
力
役
や
繰
に

代
え
ら
れ
た
。
第
八
章
「
漢
代
の
後
宮
」
後
宮
の
組
織
と
姫
妾
の
貌
位
に
つ
い

て
論
じ
た
も
の
で
、
元
来
は
「
西
漢
爵
制
」
と
封
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
以
て
筆
者
の
拙
い
紹
介
の
筆
を
置
く
が
、
曲
演
さ
れ
た
僅
の
紙
数
で
、

全
健
的
に
感
じ
た
こ
と
を
述
べ
さ
し
て
頂
く
。

著
者
の
論
著
は
ど
れ
を
取
っ
て
見
て
も
、
博
引
傍
詮
、
f

精
織
を
極
め
た
も
の

で
、
筆
者
な
ど
の
及
ぶ
所
で
は
な
い
。
あ
る
一
つ
の
事
柄
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

れ
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
資
料
は
殆
ん
ど
全
て
を
網
羅
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
そ
れ
は
恰
も
、
展
覧
さ
れ
た
芝
居
の
美
し
い
衣
裳
や
小
道
具
乃

至
は
役
者
の
錦
織
を
見
る
が
如
き
感
を
呈
す
る
。
し
か
し
、
衣
裳
や
小
道
具
或

は
錦
絵
を
見
る
だ
け
で
は
、
芝
居
金
鍾
の
イ
メ
ー
ジ
が
湧
い
て
こ
な
い
。
槽
舞

蓬
に
か
け
ら
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
人
や
物
の
英
領
、
翼
美
は
議
揮
さ

れ
る
@
著
者
の
論
著
か
ら
、
秦
漢
時
代
と
い
う
一
つ
の
大
き
な
舞
重
面
を
脳
裏

に
蜜
き
出
せ
な
い
の
は
、
全
ぐ
筆
者
の
貧
困
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
の

時
代
の
制
度
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
追
及
す
る
と
と
は
重
要
で
あ
る

が
、
同
時
に
と
れ
ら
制
度
を
現
賓
に
動
か
す
人
関
と
そ
の
相
互
関
係
が
追
及
さ

れ
る
べ
き
も
の
と
思
う
。
そ
の
貼
に
闘
し
て
、
本
書
に
は
な
お
い
さ
さ
か
不
満

を
感
ぜ
ず
'に
は
い
ら
れ
な
い
。

最
後
に
折
角
の
高
著
に
誤
植
の
精
A
多
き
は
遺
憾
で
あ
る
。
金
鍾
の
論
旨
に

影
響
す
る
も
の
で
は
な
い
が
気
に
な
る
。
例
之
ば
五
十
頁
の
漢
書
律
暦
士
山
の
引

用
文
中
、
「
秦
以
木
徳
在
周
漢
木
火
之
間
」
の
木
徳
は
水
徳
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し
、
五
十
六
頁
の
漢
書
郊
犯
志
の
文
は
「
王
者
各
以
其
種
制
事
天
地
:
:

郊
見
上
帝
育
・
赤
・
白
・
賞
・
黒
五
方
之
帝
j
i
-
-
:
:
」
で
以
と
黒
字
が
脱
落

し
て
い
る
。
叉
九
十
九
頁
の
管
子
幼
官
圃
中
の
保
は
保
、
蒸
は
系
の
課
り
で
あ

る
@
な
お
二
十
二
頁
に
王
先
謙
を
清
中
期
の
事
者
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
末
期

と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
同
じ
く
同
頁
、
全
租
望
の
「
漢
書
地
理
志
稽
疑
」
引

用
中
の
「
今
、
内
史
を
除
い
て
預
せ
ず
、
外
、
並
び
に
云
々
」
は
不
縁
の
他
の

使
用
例
(
例
え
ば
同
頁
に
「
闘
都
は
務
ら
ず
、
と
見
え
る
:
:
:
)
及
び
除
外
と

い
う
構
文
か
ら
「
内
史
猿
ら
ず
を
除
く
の
外
」
(
原
文
「
除
内
史
不
務
外
」
)
と

讃
む
所
で
あ
ろ
う
し
、
同
頁
の
「
前
士
山
は
以
震
え
ら
く
、
昭
帝
始
め
て
改
む
、
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と
。
底
陽
は
殆
ん
ど
こ
れ
を
放
す
る
に
未
だ
詳
か
な
ら
ず
。
L

〈
原
文
「
前
志
以

潟
昭
帝
始
改
廃
陽
者
殆
考
之
未
詳
」
)
「
胡
・
隆
二
先
生
に
得
ざ
る
も
の
を
惜
し

み
相
奥
に
こ
れ
を
討
論
す
」
(
原
文
「
惜
不
得
胡
王
ニ
先
生
者
相
奥
討
論
之
」
)

の
讃
み
方
に
も
疑
問
な
き
を
得
な
い
。
勿
論
、
胡
・
画
廊
は
胡
(
三
省
)
・
王
(
賂

麟
)
の
誤
植
で
あ
ろ
う
。

ま
た
二
十
六
頁
に
互
関
維
「
楽
郡
考
」
を
解
説
さ
れ
た
文
中
「
河
問
郡
、
越

策
秦
下
に
、
甲
、
越
を
攻
む
L

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
趨
策
(
賓
は
秦
策
で
飽

策
と
す
る
の
は
王
氏
の
失
検
)
に
、
秦
の
下
甲
、
拍
閣
を
攻
む
」
(
原
文
、
秦
下

甲
攻
越
)
。
と
あ
る
べ
き
所
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
蕪
雑
な
僻
を
連
ね
、
筆
者
の
意
に
反
し
た
紹
介
も
多
々
あ
り
、
失
趨

の

段

御

詑

び

し

て

筆

を

お

く

。

(

狩

野

直

頑

)

F
m
4
F
N
町・白神ふ胆
r
r
m
F田
仲
【
凶
叩
円
山
内

w
吋
串
山

w
b
@
ω

∞

(Hω
凶

世

ω
M
A
F
L
m
]
-
Y臥
m
F
2
w
)
・
N
4
0
-
∞-

u
o
g
-
E』
口
開

ωozao--

H

ロ
丘
町
三
片
岡
釦
ロ
官
広
島
O
U
R
u
s
-

。
曲
目
白
♂

H
u
g
-
5
8・
(F
M内
}
内
凶
+

叶
由
也
唱
・
)

《
三

N-gH》
に
直
接
相
嘗
す
る
日
本
語
は
な
い
が
叶
内
容
は
「
ア
ッ
パ
ー
ス

朝
宰
相
史
研
究
」
と
も
題
す
べ
き
も
の
で
、
一
口
に
言
え
ば
、

ア
ッ
パ
ー
ス
朝

時
代
、
中
央
政
府
で
宰
相
に
な
っ
た
人
物
を
迫
っ
て
、
宰
相
制
度
の
生
成
震
展

と
、
そ
の
職
掌
の
本
質
を
把
握
せ
ん
と
す
る
の
が
こ
の
書
物
の
主
眼
で
あ
る
。

オ
ス
マ
ン
・
ト
ル
コ
帝
国
と
直
接
交
渉
を
持
っ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、

と
の
《
宰
相
》
(
唱
良
町
)
は
イ
ス
ラ
1
ム
の
専
制
園
家
に
お
け
る
中
心
人
物
と

見
な
さ
れ
、
そ
の
存
在
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。
モ
ン
テ
ス
キ
ュ
ー
は
、

「
宰
相
の
決
定
」
を
も
っ
て
こ
の
専
制
園
家
に
お
け
る
「
基
本
法
」
で
あ
る
と

断
じ
て
い
る
。
と
と
ろ
が
宰
相
職
の
歴
史
、
設
展
、
そ
の
業
務
内
容
の
解
明
に

貢
献
し
た
研
究
は
、
そ
の
題
材
と
し
て
の
重
要
性
の
割
に
き
わ
め
て
少
な
か
っ

た
。
そ
の
原
因
の
一
つ
は
、
十
世
紀
以
来
、
宰
相
職
を
俸
統
的
な
イ
ス
ヲ
l

ム

園
家
に
と
っ
て
不
可
紋
の
制
度
と
論
じ
た
イ
ス
ラ
1
ム
の
法
理
論
家
(
フ
カ
ハ

1
〉
の
意
見
を
、
ヨ

ー
ロ

ッ
パ
の
イ
ス
ラ
l

ム
撃
が
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
ウ

マ
イ

ヤ
朝
時
代
に
は
存
在
し
な
か
司
た
か
と
い
「
た
躍
純
な
疑
問
に
も
答
え
よ
う
と

せ
ず
に
、
あ
ま
り
に
も
岡
県
E
直
に
受
継
い
だ
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
一
つ
に
は
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
が
、
‘
宰
相
、
亡
い
う
職
掌
そ
の
も
の
を
封
象
と
す
る
よ
り
も
、

イ
ラ
ゾ
語
源
設
を
中
心
と
し
た
《
唱
民
間
円
》
の
起
源
論
に
終
始
し
た
か
ら
で
あ

る
。
こ
の
間
際
を
埋
め
ん
と
し
た
の
が
本
書
の
研
究
で
あ
る
。

著
者

U
o
g
E
Z
S
ω
o
c丘
町
ご
民
は
現
在
回
日
仏
E
C
H
大
事
の
教
授
で
、

フ
ラ
ン
ス
の
イ
ス
ラ
1
ム
皐
界
で
は
新
進
に
属
し
、
ソ
ル
ポ

γ
ヌ
大
皐
に
博
士

論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
た
本
研
究
に
よ
っ
て
、
一
九
五
八
年
三
月
、
事
位
を
受

け
ら
れ
た
。

さ
て
、
欧
米
の
事
界
で
、
法
理
論
家
の
理
論
慢
系
は
あ
く
ま
で
理
論
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
、
歴
史
研
究
の
費
接
資
料
に
用
い
ら

れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
す
で
に
久
し
い
。
と
こ
ろ
が
史
料
の
不
足

や
そ
の
制
約
、
純
粋
な
歴
史
研
究
を
行
お
う
と
し
た
場
合
の
作
業
上
の
困
難
さ

か
ら
、
つ
い
法
理
論
家
の
著
述
に
煩
っ
て
き
た
の
が
長
年
の
撃
界
の
欣
態
で
あ

っ
て
、
そ
の
危
険
性
が
改
め
て
強
調
さ
れ
だ
し
た
の
は
、
こ
こ
十
年
足
ら
ず
の

こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
著
者
は
こ
の
こ
と
を
十
分
に
認
識
し
、
法
理
論
家
の
園
式

に
賞
ぞ
は
ま
る
よ
う
な
宰
相
制
の
跡
を
探
じ
出
す
こ
と
は
放
棄
し
‘
史
賞
そ
の

も
の
の
観
察
へ
の
遣
を
辿
ろ
う
と
す
る
。

b
か
し
、
フ
ァ
l
テ
ィ
マ
朝
や
セ
ル
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