
一

中

�の
詩
人
で
あ
る
韋
應
物
は
、
開
元
年

�に
生
ま
れ

�春
期
を
玄

宗
の
側
で

�ご
し
た
人
物
と
し
て
知
ら
れ
る
（
１
）。
安

�山
が
反
旗
を

�

し
玄
宗
が

�御
す
る
に

	ん
で
、
後
ろ
盾
を
失
っ
た
彼
の
生
き
方
は
否

應
な
く
變
更
を


ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
輝
か
し
き
榮
光
か
ら
の
轉

�

で
あ
り
、
蹉
跌
多
き

�を

ま
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
彼

は
こ
れ
を

�機
と
し
て
讀
書
に

�み
詩
作
を
始
め
た
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
時
代
の

�大
な
轉
換
が
何
れ
の
詩
人
に
對
し
て
何
か

し
ら
の
作
用
を

	ぼ
さ
ぬ
は
ず
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
安
史
の
亂
に
よ
っ

て
「
詩
人
」
韋
應
物
が

�生
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
事

件
が
彼
の
文
學
に
相
當
の
影

�を
與
え
て
い
た
は
ず
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

作
品
を

�察
す
る
と
、
叛
亂
に
向
か
い
批

�の
眼
光
を

�く
さ
せ
た
杜

甫
な
ど
と
は

�な
り
、
韋
應
物
は
玄
宗
と
そ
の
榮
光
の
時
代
の

�失
に

向
か
っ
て

�想
の
言

�を
盡
く
す
こ
と
に
な
る
。

韋
應
物
が
安
史
の
亂
の
戰

�を
ほ
と
ん
ど

�か
な
か
っ
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
彼
が
高

�官
僚
の
家
系
を
出
自
に
持
つ
こ
と
、
ま
た
玄
宗
に

�侍
し
た
經

�を
持
つ
こ
と
に
そ
の
理
由
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
の

結
果
、
韋
應
物
に
と
っ
て
は
、
安
史
の
亂
よ
り
も
玄
宗
の
蒙
塵
・

�御

に
よ
り
深
い
意
味
が
あ
っ
た
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

そ
の
こ
と
が
韋
應
物
そ
の
人
の
作
品
に

�し
て
十
分
に
理
解
さ
れ
て
き

た
と
は
言
い

 い
。
す
な
わ
ち
、
玄
宗

�失
は
實
は
彼
自
身
に
お
い
て

多
面

!に
捉
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
っ
た
作
品
こ
そ

が
韋
應
物
の
文
學
を
形

"し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
稿
が
驪
山
行
を
取

り
上
げ
て
論
ず
る
の
は
、
こ
う
し
た
從
來
の
議
論
の
不
足
を
補
う
た
め

韋
應
物
「
驪
山
行
」
詩
考

土
谷

彰
男



で
あ
る
。

玄
宗
は
一
時
の

�榮
を

�き
、
韋
應
物
は
そ
の
榮

�に
浴
し
た
。
玄

宗

�幸
と
そ
れ
に
隨
行
し
た
體
驗
は

�時
を
回
想
す
る

�で
あ
り
、
そ

れ
は
必
然
、
玄
宗
の

�失
を
否
應
な
く
彼
の
腦
裡
に

	か
び
上
が
ら
せ

る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
、
彼
が
玄
宗

�失
を


べ
る
に
あ
た
っ
て

こ
の
よ
う
な
個
別

�な
體
驗
を
作
品
中
に
如
何
に
示
し
、
ま
た
そ
こ
か

ら
玄
宗
と
い
う
時
代
を
如
何
に
普

�
し

え
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
考
え
た
い
。
そ
の
際
、
玄
宗

�幸
に
從
っ
た
體
驗
に
も
と
づ
く

「
驪
山
行
」
詩
を
中
心
に

�り
上
げ
、
そ
の

�寫
に

�目
し
て
論
じ
て

い
く
（
２
）。

二

韋
應
物
の
傳
記

�究
に
お
い
て
、
玄
宗
の

�
�宮

�幸
に
付
き
從
っ

た
樣
を

�く
作
品
群
は
、
こ
の
人
物
の
考
證
に

�す
る
と
こ
ろ
が
大
き

い
。
す
な
わ
ち
、
年
譜
考
證
の
一

�
�料

と
な
る
北
宋
王
欽
臣
の
序
に

「
天
寶
中

�幸
に
扈
從
す
、
疑
う
ら
く
は
三
衞
た
り
」
と
あ
り
、
こ
の

記


が

�に

�げ
る
作
に
よ
っ
て
裏
付
け
う
る
か
ら
で
あ
る
。

○
「
燕
李

�事
」
（
卷
一
、
雜
擬
）

○
「
酬
鄭
薩
曹
驪
山
感
懷
」
（
卷
五
、
酬
答
）

○
「
逢
楊
開
府
」
（
卷
五
、
逢

�）

○
「

�泉
行
」
（
卷
九
、
歌
行
）

○
「
驪
山
行
」
（
卷
十
、
歌
行
）

こ
れ
ら
の
詩
篇
の

�に
は
、
そ
の

�寫
に
お
い
て
特

�
�な

事
項
が

確

�し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
玄
宗

�幸
を

�く
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
後

に
續
く
安
史
の
亂
を

�せ
て

�く
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
兩

�が
不
可
分

一
體
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

�開

 
!經

"處

�は

 
!に

開
く
經

"の
處

#下
驪
山
沐
浴
時

#は
驪
山
に
下
る
沐
浴
の
時

$臣
零

%今

&在

$臣
零

%し
今

&お
在
り

仙
駕
飄

'不
可
期
仙
駕
飄

'と
し
て
期
す
べ
か
ら
ず（「
燕
李

�事
」）

驪
山
風

#夜
驪
山
風

#の
夜

長
楊

(獵
時
長
楊

(獵
の
時

…武
皇
升
仙
去
武
皇
仙
に
升
り
て
去
る

憔
悴
被
人
欺
憔
悴
た
り
人
に
欺
ど
ら
る
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（「
逢
楊
開
府
」）

北
風
慘
慘
投

�泉
北
風
慘
慘
と
し
て

�泉
に
投
ず

忽
憶
先
皇

�幸
年
忽
と
し
て
憶
ゆ
先
皇

�幸
の
年

…一

�鑄
鼎

�龍
馭
一

�鼎
を
鑄
て
龍
馭

�り

小
臣
髯

�不
得
去
小
臣
髯

�え
て
去
る
を
得
ず

（「

�泉
行
」）

干
戈
一

�文
武
乖
干
戈
一
た
び

�り
て
文
武
乖
き

歡

�已
極
人
事
變
歡

�已
に
極
り
て
人
事
變
ず

（「
驪
山
行
」）

た
だ
、
よ
り
正
確
に

	べ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
作
の
ほ
と
ん
ど
が
、

戰
亂
そ
の
も
の
に
は
言


し
な
い
。
「
仙
駕
飄

�と
し
て

�

�

�

�

�

�

�期
す
べ
か
ら

ず
」、
あ
る
い
は
「
武
皇
升
仙

�

�

�

�し
て
去
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
、

直
接
に
は
玄
宗

御
（
七
六
二
年
）
を
言
う
に


ん
で
、
皇

�
�力

の

�大
な
る
後
ろ
盾
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
る
惘
然
た
る
悲
哀
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
奇
し
く
も

御
の
年
は
安
史
の
亂
が

�定
さ

れ
た
そ
れ
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
れ
は
韋
應
物
に
と
っ
て

�時
の
榮

�を

思
い

�こ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
ぬ
も
の
だ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
韋
應

物
に
お
け
る
こ
の
戰
亂
は
、
彼
に
と
っ
て
よ
り
本
質

�な
問
題
と
な
る

玄
宗

御
に
至
る
ま
で
の
經

�點
に
し
か

�ぎ
ぬ
よ
う
に
見
え
る
の
で

あ
る
。

そ
こ
で

�目
さ
れ
る
べ
き
は
、
驪
山
行
で
あ
る
。
玄
宗

�失
を
言
う

に
變
わ
り
は
見
ら
れ
ぬ
が
、
そ
の
詩
に
は
「
干
戈 �

�一

�」
と

	べ
て
安

�山
の

�兵
を
と
く
に
明
示
す
る
。
ま
た

�
�宮

の

�寫
に
委
細
を
盡

す
な
ど
、
そ
の
ほ
か
の
詩
と
は
一
線
を
畫
す
。
こ
れ
と
同
樣
の
歌
行
體

詩
で
あ
り
か
つ

�
�宮

を

�く

�泉
行
と
比
べ
て
も
、
明
ら
か
な

�い

が
見
ら
れ
る
。

も
と
も
と
、
こ
の
驪
山
行
と

�泉
行
に
つ
い
て
は
、
玄
宗

�幸
を

�

容
と
す
る
こ
と
、
ま
た
い
ず
れ
も
歌
行
體
詩
の
詩
型
に
よ
る
こ
と
か
ら
、

こ
れ
ま
で
こ
の
兩

�は
ほ
と
ん
ど

�別
な
く
見
ら
れ
て
き
た
。
た
だ
、

そ
の

�寫
に
つ
い
て
仔
細
に
檢
討
し
て
み
る
と
、
兩

�に
は
本
質

�に

相

�す
る
部
分
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三

こ
の
驪
山
行
・

�泉
行
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
い
く
つ
か
の
先
行

�

究
が
あ
る
（
３
）。
そ
の
う
ち
制
作
年
代
に
つ
い
て
は
、
竹
村
則
行
「
韋
應

物
の
『
驪
山
行
』
『

�泉
行
』
詩
に
つ
い
て
」
に
考
察
が
な
さ
れ
て
い

韋
應
物
「
驪
山
行
」
詩
考
（
土
谷
）
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る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
驪
山
行
は
代
宗
の
廣

�元
年
（
七
六
三
）
頃
、

韋
應
物
二
十
七

�の
と
き
洛
陽
丞
赴
任
の
た
め
長
安
か
ら
洛
陽
へ
む
か

う

�上
、
驪
山
の

�泉
に
投
宿
し
た
際
の
作
と
す
る
。
ま
た

�泉
行
は
、

同
じ
く
代
宗
の
大

�二
年
（
七
六
七
）、
頃
、
三
十
一

�の
と
き
、
こ

ん
ど
は
洛
陽
か
ら
長
安
に
も
ど
る
際
の
も
の
と
す
る
。

こ
こ
で
、

�
�宮

に
つ
い
て
觸
れ
ね
ば
な
る
ま
い
（
４
）。

�
�宮
は
長

安
の
東
、
現
在
の
西
安
臨
潼
縣
の
南
に
位
置
す
る
驪
山
の
北
麓
に
あ
っ

た
離
宮
の
名
で
あ
る
。
も
と
も
と
こ
の
地
に
は
泉
質
の
優
れ
た

�泉
が

	い
た
こ
と
か
ら
、
秦
始
皇


の
こ
ろ
よ
り
「
驪
山
湯
」
と
し
て
開
か

れ
皇


が

�幸
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

�太
宗
の
こ
ろ
か
ら
「
湯
泉

宮
」
や
「

�泉
宮
」
と
し
て
知
ら
れ
、
ま
た
玄
宗
の
こ
ろ
に
は

年

�

十

�の
行
幸
の
地
と
な
っ
た
。
玄
宗
は
開
元
十
一
年
（
七
二
三
）
よ
り

お
よ
そ
三
十
回
に
亘
っ
て
こ
こ
を
訪
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
５
）。
「

�
�

宮
」
の
名
は
楊
貴
妃
の

�心
を
買
う
た
め
天
寶
六
載
（
七
四
七
）
に
命

名
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
湯
井
は
「

�
�池

」
と
呼
ば
れ
る
。
楊
貴
妃

と
同
じ
く
玄
宗
の
寵
愛
を
受
け
た
安

�山
も
浴
を
賜
っ
た
と
い
う
（
６
）。

�
�宮

は
ま
た
、
驪
山
の
名
を
取
っ
て
「
驪
山
宮
」
や
「
驪
宮
」
と
も

呼
ば
れ
る
。
ま
た
こ
の
あ
た
り
は
古
く
か
ら
新
豐
と
呼
ば
れ
て
お
り
、

天
寶
七
載
（
七
四
八
）
に
は
昭
應
と
名
を
改
め
た

（
７
）。

�詩
で
は
「
新
豐
」、

あ
る
い
は
「
昭
應
」
の
語
を
も
っ
て
こ
の
離
宮
へ
の

�想
を
含
む
も
の

と
な
る
（
８
）。
韋
應
物
は
天
寶
一
〇
載
（
七
五
一
）
十
五

�の
と
き
に
玄
宗

の
宿
衞
と
な
り
、
こ
れ
以

�安

�山

�兵
に
よ
っ
て
宮
殿
が
閉
ざ
さ
れ

る
ま
で
の

�、
玄
宗
の

�
�宮

�幸
に
付
き
從
っ
た
。

本
稿
で
は
驪
山
行
の
檢
討
を
中
心
と
し
て

�め
る
が
、
ま
ず
比
較
檢

討
の
對
照
と
し
て

�泉
行
を
と
り
あ
げ
て
見
て
い
き
た
い
。

１
出
身
天
寶
今
年
幾

身
を
天
寶
よ
り
出
だ
し
今
年
幾
ぞ

頑
鈍
如
鎚
命
如
紙

頑
鈍
た
る
こ
と
鎚
の
如
く
に
し
て
命
紙

の
如
し

作
官
不
了
卻
來
歸

官
と
作
る
も
了
ら
ず
却
て
來
た
り
歸
る

�是
杜
陵
一
男
子

�た
是
れ
杜
陵
一
男
子

５
北
風
慘
慘
投

�泉
北
風
慘
慘
と
し
て

�泉
に
投
ず

忽
憶
先
皇

�幸
年
』
忽
と
し
て
憶
ゆ
先
皇

�幸
の
年

身
騎
厩
馬
引
天
仗

身
は
厩
馬
に
騎
り
て
天
仗
を
引
き

直
入

�
�列

御

�

直
ち
に

�
�に

入
り
御

�に
列
す

９
玉
林
瑤

�滿

�山
玉
林
瑤

�

�山
に
滿
ち

上
昇
玄
閣

�絳

�

玄
閣
に
上
り
昇
り
て
絳
烟

�

う
かぶ

�明

�衞

�萬
國

�明

�衞

�國
に

�し

車
馬
合
沓
溢
四
廛

車
馬
合
沓
四

 に
溢
る

13蒙
恩

浴

�池
水

恩
を
蒙
り
て

に

�池
の
水
に
浴
し
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扈
獵
不
蹂
渭
北
田

獵
に
扈
い
て
渭
北
の
田
を
蹂
ま
ず

�
�無

事
共
歡
燕

�
�事

無
く
共
に

�燕
し

美
人
絲
管
從
九
天
』
美
人
絲
管
九
天
從
り
す

17一

�鑄
鼎

�龍
馭

一

�鼎
を
鑄
て
龍
馭
を

�ろ
し

小
臣
髯

�不
得
去

小
臣
髯

�え
て
去
る
を
得
ず

今
來
蕭
瑟
萬
井
空

今
來
蕭
瑟
と
し
て

�井
空
し

唯
見

�山

	

霧

唯
見
る

�山
烟
霧

	こ
る
を

21可
憐
俄
掬
失
風
波

憐
む
可
し

俄
掬
と
し
て
風
波
に
失
す

仰
天
大

�無
奈
何

天
を
仰
ぎ
て
大
い
に

�ぶ
も
奈
何
と
も

す
る
無
し

�裘
羸
馬
凍
欲
死

�裘
羸
馬

凍
え
て
死
せ
ん
と
欲
す
る

も

賴


�人

杯
酒
多

�

さ
い
わ
いに

�人
の
杯
酒
の
多
き
に

う

詩
に
は
お
の
れ
の
出
自
を

�べ
る
箇

�が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
い

わ
く
「
出
身
天
寶
」
（
第
一
句
）、
い
わ
く
「
杜
陵
一
男
子
」
（
第
四
句
）

と
。
し
か
し
無
能
な
る
ゆ
え
身
を

�り
下

�官
吏
と
な
っ
て
東

�西
走

す
る
。
そ
の
よ
う
な
折
、
驪
山
の
ふ
も
と
を

�ぎ
り
玄
宗

�幸
の
こ
と

を
回
憶
し
た
。
以
下
、
驪
山

�
�宮

の

�寫
に
詩
幅
が

�か
れ
る
（
第

七
―
一
八
句
）。
こ
れ
に
つ
い
て
は
後

�す
る
。
玄
宗
が

�御
す
る
と
宮

殿
は
寂
れ
、
お
の
れ
の
人
生
も
風
波
に
も
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
（
第

一
七
―
二
二
句
）。

�き
は

�び
と
な
る
も
の
の
、
如
何
と
も
し
が
た
い
。

唯
一

�人
か
ら

�め
ら
れ
た
酒
だ
け
が
慰
め
で
あ
る
（
第
二
三
・
二
四

句
）。

�體
に
詠

�の
氣
味
を
帶
び
て
お
り
、
懷

�、
あ
る
い
は
詠
懷
に
屬

す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
人
稱
に
よ
る
語
り
が

�
 を

貫
く
。
こ
こ
で

の
玄
宗

�幸
の

�寫
は
お
の
れ
の
體
驗
の
一
部
と
し
て

�懷
さ
れ
、
そ

の
表
現
は

!時
の
榮

�を
か
く
も
懷
か
し
げ
に
際
立
た
せ
、
そ
れ
は
そ

の
ま
ま
韋
應
物
の
現
在
の

"ち
ぶ
れ
た
さ
ま
を
ま
ざ
ま
ざ
と
映
し
出
す

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

試
み
に
、
こ
れ
を
「
燕
李

#事
」
詩
と
比
べ
て
み
る
。
す
る
と
、
こ

の
兩

$に
は
共

%す
る
點
が
多
い
。

與
君
十
五
侍
皇
稠
君
と
十
五
に
し
て
皇
稠
に
侍
り

曉
拂
爐


上
赤
椚
曉
拂
爐




赤
椚
に
上
る

&開

'
(經

�處

&は

'
(に

開
く
經

�の
處

)下
驪
山
沐
浴
時

)は
驪
山
に
下
る
沐
浴
の
時

*臣
零

"今

+在

*臣
零

"す
る
も
今

+お
在
り

仙
駕
飄

,不
可
期
仙
駕
飄

,と
し
て
期
す
べ
か
ら
ず

此
日
相

-思
舊
日
此
の
日
相
い

-う
て
舊
日
を
思
う
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應
物
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一
杯

�喜
亦

�悲
一
杯
喜
び
と

�り
亦
た
悲
し
み
と

�る

一
人
稱
の
語
り
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
玄
宗
の
側
に
仕
え

�
�宮

�幸

に
從
っ
た
こ
と
、
玄
宗

�御
に
よ
り
後
ろ
盾
を
失
い
現
在
は
零

�の
身

と
な
っ
た
こ
と
を
順
に

�べ
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
作
は

	泉
行

か
ら

�
�宮


寫
の
部
分
を
そ
っ
く
り
省
い
た
も
の
と
し
て
見
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
そ
れ
で
も
な
お
詩
意
が
大
き
く
損
な
わ
れ
る
こ
と
が
な

い
の
は
、
こ
の
作
も

	泉
行
と
同
樣
、
懷

�詠
懷
に
屬
す
る
も
の
だ
か

ら
で
あ
る
。
つ
き
つ
め
れ
ば
、
こ
の

�懷
を

�題
と
す
る
作
品
に
お
い

て
、
玄
宗

�幸
の

體

�な


寫
は
、
言

�さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
言

�さ
れ
ぬ
か
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
と
見
て
よ
い
。
念
を
押
し
て

言
え
ば
、
こ
の
兩

�は
懷

�詠
懷
の
も
と
に
詩
意
が
完
結
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

一
方
、
驪
山
行
を
見
て
み
る
と
、
詩
幅
の
ほ
と
ん
ど
が
玄
宗

�行
と

�
�宮

の


寫
に

�か
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
こ
の
作
品
の
核
心
が
あ
る

こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
い
ま
、
そ
の

�體
を
確

�す
べ
く
そ
の


寫
に

沿
っ
て
見
て
い
く
。

�頭
は
、
開
元
の
世
が
よ
く
治
ま
り
、
玄
宗
が

�
�池

に
行
幸
し
た

こ
と
を

�べ
る
。
老
子
（

�
�）

が

�臨
し
百
の
瑞

�が
集
ま
る
な
ど
、

�
�池
が
玄
宗
の
行
幸
を

�え
る
に

�し
た
場
と
し
て


か
れ
る
。

１
君
不
見
開
元
至

�垂
衣
裳
君
見
ず
や
開
元
至

�に
し
て
衣
裳
を

垂
れ

厭
坐
明
堂

�萬
方
明
堂
に
坐
し
て
萬
方
に

�す
る
に
厭
く

訪

�靈
山

�
�
�

�を
靈
山
に
訪
う
に

�
�
�り

沐
浴

�池
集
百

�

�池
に
沐
浴
す
る
に
百

�集
ま
る

�に
、
隨
行
す
る
儀
仗
の
威
容
が


か
れ
る
。

�圍
の
靜
寂
さ
と
對

比
さ
れ
る
。

５
千
乘
萬
騎
被
原
野
千
乘
萬
騎
原
野
を
被
い

雲
霞

 木
相
輝
光
雲
霞

 木
相
い
輝
き
光
る

禁
仗
圍
山
曉
霜
切
禁
仗
山
を
圍
み
て
曉
霜
切 き
びし

離
宮
積

!夜
漏
長
離
宮

!を
積
み
て
夜
漏
長
し

�に
、

�政
が

"穩
無
事
で
あ
る
こ
と
を

�べ
る
。

９
玉
階
寂

#
�無

事
玉
階
寂

#と
し
て

�に
事
無
し

碧
樹
萎
洶

$更

%

碧
樹
萎
洶
と
し
て

$に
更
に

%し

三

�小
鳥
傳
仙
語
三

�小
鳥
仙
語
を
傳
え
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九
�眞

人
奉
瓊
漿
九

�眞
人
瓊
漿
を
奉
る

�に
、
下
元

�で
の

�禮
の
こ
と
を

�べ
る
。

13下
元
昧
爽
漏
恆
秩
下
元
の
昧
爽
漏
恆
秩
た
り

登
山

�禮
玄
元
室
山
に
登
り
禮
に

�す
玄
元
室

�
�稍

隱
天

�雲

�
�稍

や
隱
る
天

�の
雲

丹
閣
光
明

	中
日
丹
閣
光
明
す

	中
日


旗
旄

�憩
瑤
臺


旗
旄

�

瑤
臺
に
憩
い

�絲
妙
管
從
空
來

�絲
妙
管
空
從
り
來
る

�に
、
驪
山
登
高
の
樣
を

�く
。

19萬
井
九
衢
皆
仰



萬
井
九
衢
皆
仰

し

�雲
白
鶴
方
徘
徊

�雲
白
鶴
方
に
徘
徊
す

憑
高
覽
古
嗟
寰
宇
高
き
に
憑
り
て
古
を
覽
じ
寰
宇
を
嗟
く

�
�茫

茫
思
悠
哉

�
�茫

茫
と
し
て
思
い
悠
な
る
か
な

秦
川
八
水
長
繚
繞
秦
川
八
水
長
く
繚
繞
た
り

�氏
五
陵
空
崔
嵬

�氏
五
陵
空
し
く
崔
嵬
た
り

�に
、
皇

�の
御
世
を
壽
ぐ
。

25乃
言

�
�奉

丹
經
乃
ち
言
う

�
�

丹
經
を
奉
じ

以
年
爲
日
億
萬
齡
年
を
以
て
日
と
爲
す
億
萬
齡

�生
咸
壽
陰
陽
泰

�生
咸
な
陰
陽
の
泰
ら
か
な
る
を
壽
ぎ

高
謝

�王
出
塵
外
高
く

�王
の
塵
外
に
出
づ
る
を
謝
す

�に
、
皇

�の
も
と
に
有
能
な
臣
下
が
集
ま
り
四
方
が

�榮
し
て
い

る
こ
と
を

�べ
る
。

29
�豪

共
理
天
下
晏

�豪
は
共
に
理
り
て
天
下
晏
ら
か
た
り

戎
夷

�伏
兵
無
戰
戎
夷
は

�れ
伏
し
て
兵
戰
う
無
し

時
豐
賦
斂
未

�勞
時
豐
に
し
て
賦
斂
め
未
だ
勞
を

�げ
ず

	闊
珍
奇
亦
來
獻

	闊
く
し
て
珍
奇
亦
た
來
り
て
獻
ず

�に
、
安
史
の
亂
の
勃
發
と
玄
宗
の

�御
に
よ
り

�
�宮

が
閉
ざ
さ

れ
た
こ
と
を

�く
。

33干
戈
一

�文
武
乖
干
戈
一
た
び

�り
て
文
武
乖
き

歡

�已
極
人
事
變
歡

�已
に
極
り
て
人
事
變
ず

韋
應
物
「
驪
山
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」
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（
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�皇
弓
劍

�幽
泉

�皇
弓
劍
幽
泉
に

�ち

古
木

�山
閉
宮
殿
古
木

�山
宮
殿
閉
す

最
後
に
、

�
�宮

行
幸
の
復
興
を
願
う
こ
と
を

�べ
る
。

37艙
承
鴻
業

�明
君
鴻
業
を
艙
承
す

�明
の
君

威
震
六
合
驅
妖
氛
威
は
六
合
に
震
い
妖
氛
驅
る

太

�
	幸

今
可
待
太

�の
	幸

今
待
つ
べ
し

湯
泉
嵐
嶺


氛
覽
湯
泉
嵐
嶺


た
氛
覽
た
り

�
�宮

	幸
の

�寫
表
現
を
中
心
と
し
て
、
以
上
の

�素
に
分
け
た
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
後

�す
る
。
こ
こ
で
確

す
べ
き
は
、
玄
宗

	幸

の

�寫
の
部
分
（
第
一
―
三
二
句
）
は
こ
の
詩
の
本
體
で
あ
り
、
こ
れ

を
省
い
て
し
ま
え
ば
、
作
品
そ
の
も
の
の
存
在
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ

と
で
あ
る
。
加
え
て
、
玄
宗

	幸
の

�か
れ
方
に
つ
い
て

�泉
行
と
比

較
す
れ
ば
、

�か
れ
る

�素
の
多
寡
、
お
よ
び

�寫
そ
の
も
の
の
幅
の

�い
が

�然
と
し
て
あ
り
、
韋
應
物
は
こ
の
詩
に
お
い
て
玄
宗

	幸
を

委
細
を
盡
く
し
て

�べ
て
い
る
こ
と
が
確

し
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、

驪
山

	幸
を
詩
に
假

�し
再
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
文
學
に
お
い
て

玄
宗
の
榮

�を
復
元
す
る
、
こ
れ
が
こ
の
詩
の

�題
で
あ
る
と
見
て
よ
い
。

い
っ
た
い
玄
宗

	幸
の

�寫
は
、

�泉
行
に
お
い
て
は
お
の
れ
の
懷

�の

�を

�く

�か
び
上
が
ら
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
そ
の

�寫
に
意
を
盡
く
す
ほ
ど
、
懷

�の

�も
ま
た
そ
の
輪
郭
を

濃
く
す
る
。

�時
の

�樂
が
そ
の
ま
ま
現
在
の

�ち
ぶ
れ
た
樣
を
際
立

た
せ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
そ
れ
を
念
頭
に
置
い
て
驪
山
行
を
見
た
と

き
、
そ
こ
に
懷

�の

�を

め
る
こ
と
は

�し
い
。
こ
れ
は
玄
宗

	幸

と
い
う
同
一
の
題
材
を

�い
な
が
ら
も
、
そ
の
表
現
し
よ
う
と
す
る
方

向
が
ま
っ
た
く

�な
る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
作
の
表
現
意
圖
は
そ
も
そ
も
、
最
後
の

�素
に
見
え
る

�り
、

今
上
皇

�に
建
議
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ほ
か
で
も
な
く
驪
山

	幸
の
復
興
を

�張
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
驪
山

	幸
の
復
興

言
い
換
え
れ
ば

�榮
の
再
現
に
玄
宗
の
榮

�を
見
出
す
と
い
う
點

で
は
、
こ
の
詩
も

�泉
行
も
同
一
の
基
盤
に
立
つ
。
し
か
し
、

�泉
行

は
そ
れ
を
失
わ
れ
た
も
の
と
し
て
詠
じ
、
驪
山
行
は
榮

�の
復
興
が
可

能
な
も
の
と
し
て

�張
す
る
點
で
、
表
現
意
圖
は

 く
方
向
を

�に
す

る
の
で
あ
る
。

兩

!の
相

�を
、
作
品
の

"體

#な
表
現

�寫
の
完
結
性
・
作

!の
個
人

#
$點

の
濃
淡

に

%し
て
確

し
た
い
。

�泉
行
は
懷

�の
う
ち
に
天
子

	幸
を

�き
、
そ
の

�寫
に
お
い
て
皇

�を
對
象

&

す
る
。
ゆ
え
に
、
そ
の
表
現
は
韋
應
物
と
玄
宗
皇

�の
關
係
に
お
け
る
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詩
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叢
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個
別

�な
體
驗
と
感

�に

�く
結
び
つ
い
て
お
り
、
そ
れ
を
除
い
て
は

そ
の

�寫
の
あ
り
方
を
理
解
す
る
の
は

�し
い
。
現
に
「
燕
李

�事
」

詩
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、

�
	宮


幸
の
部
分
が
省
か
れ
て
い
た
こ
と

を
想

�さ
れ
た
い
。

そ
の
一
方
で
、
驪
山
行
に
は


幸
の
樣
が
ま
ざ
ま
ざ
と

�か
れ
て
お

り
、
そ
れ
に
續
く
玄
宗
の

�失
と

�
	宮

の
零

と
い
っ
た
一

�の
流

れ
は
、
個
人

�な
體
驗
を

�べ
る
こ
と
と
は

�元
を

�に
す
る
、
言
っ

て
み
れ
ば
普

�
�な

高
み
に
あ
る
超
越

�な
第
三

�の

�點
に
依
據
し

た

�寫
と
し
て
諒
解
し
う
る
。
こ
れ
に
よ
り
、

�
	宮
の
榮
枯

�衰
、

そ
こ
か
ら
生
じ
る
悲
哀
、
ま
た
そ
れ
が
玄
宗
と
い
う
時
代
の
輪
郭
を
端

�に
映
し
出
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
讀

�は
感
得
し
う
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
こ
の
驪
山
行
に
お
い
て
、
こ
こ
に

�
	宮

を

�臺
と
し
た
一
時
代
の

�衰
が
物
語
ら
れ
る
（
９
）よ
う
に
な
っ
た
と

�

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
さ
ら
に
こ
の
兩

�の
制
作
時
期
に
つ
い
て

檢
討
し
て
み
た
い
。
傳
記
考
證
の

�點
か
ら
先
に
も

�べ
た
よ
う
に
、

驪
山
行
は
廣

�元
年
（
七
六
三
）
頃
の
作
、

�泉
行
は
大

�二
年
（
七

六
七
）
の
作
と
い
う
の
が
ほ
ぼ
定

�

（

�）と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
韋
應

物
が
廣

�―
大

�初
期
ご
ろ
洛
陽
丞
を
務
め
た

�後
の
時
期
に
相
當
す

る
。
す
な
わ
ち
、

�泉
行
に
は
「
官
と
作
る
も
了
ら
ず
却
て
來
た
り
歸

る
」
（
第
三
句
）
と
あ
り
、
任
を
辭
し
て
長
安
に

�っ
た
時
期
と
特
定

さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
一
方
で
、
驪
山
行
は
「
鴻
業
を
艙
承
す

 

明
の
君
」
（
第
三
七
句
）
と
あ
り
、
こ
の
「

 明
君
」
が
代
宗
皇

!の
こ

と
を
指
す
と
し
て
、
少
な
く
と
も

�泉
行
の
作
ら
れ
た
大

�初
期
よ
り

は
下
ら
な
い
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
一
句
の
み
を
根
據
に
、

驪
山
行
を
代
宗

"位
の
當
初
の
作
と
論
斷
す
る
こ
と
は

�し
い
。
あ
る

い
は
、
大

�中
期
の

#
$の

安
定
回
復
、
ま
た
宮

%文
壇
の
活

&（
大

�十
才
子
の
活

&）
を
踏
ま
え
て
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
余
地
も
あ
ろ

う
。
廣

�元
年
は
、
安
史
の
亂
が

'定
さ
れ
た
年
で
も
あ
る
が
、
同
年

十

(に
は
吐
蕃
の

)攻
に
よ
り
長
安
は

*
し

代
宗
は
陝
州
に
蒙
塵
し

た
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、

#
$は

ま
だ
安
定
し
て
お
ら
ず
、

�
	宮

へ

の


幸
が
可
能
な

+態
で
は

,く
な
か
っ
た
。

そ
う
す
る
と
、

�寫
の
完
結
性
や
普

�性
と
い
っ
た
樣
式
論
の
方
向

か
ら
考
え
る
こ
と
も
肝

-と
な
ろ
う
。
す
で
に

�べ
た
よ
う
に
、

�泉

行
は
詠
懷
の
樣
式
に
屬
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の

�寫
は
個
人
の
體
驗

と
感
懷
に
も
と
づ
い
た
素
朴
な
も
の
で
あ
っ
た
。
一
方
、
驪
山
行
は
そ

れ
と
は

�な
り
、
個
人
の
體
驗
を
超
越
し
た
第
三

�
�な

�點
か
ら
玄

宗


幸
を

�き
天
子
行
幸
の
再
興
を
願
う
も
の
で
あ
る
。
兩

�の
こ
の

韋
應
物
「
驪
山
行
」
詩
考
（
土
谷
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よ
う
な
相

�を
ま
ず
確

�す
る
こ
と
が
、
第
一
義

�な
意
味
を
持
つ
。

そ
の
う
え
で
、

�泉
行
の
場
合
そ
の

�寫
は
韋
應
物
の
感
懷
と
は
切
り

離
し
え
ぬ
も
の
で
あ
り
、
極
め
て

�體
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
一
方
、
驪
山
行
の
場
合
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の

�寫

は
時
代
の

�衰
を
物
語
る
地
點
に
結
實
し
、
そ
の

�寫
の
完
結
性
・

	

點
の
普


性
は

�泉
行
の
そ
れ
よ
り
も
高
い
こ
と
が

�め
ら
た
。
イ
メ
ー

ジ
の
生

�
�
に

お
け
る

�體
か
ら
抽
象
に
至
る
流
れ
を
想
定
す
れ
ば
、

少
な
く
と
も
樣
式
論

�
�點

で
は
驪
山
行
の
制
作
時
期
は

�泉
行
の
そ

れ
よ
り
も
先
ん
ず
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

何
よ
り
も
重

�な
こ
と
は
、
こ
の
兩

�が
�な
る
樣
式
を
持
ち
、

�な

る

�題
を
持
つ
こ
と
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
も
そ
も

�
�宮

は
、
玄
宗
の
榮

�を
刻
印
す
る
あ
ま
た
の
事
物

太
明
宮
、
興
慶
宮
、
曲
江
池
等

の
ひ
と
つ
に
し
か

�ぎ
ぬ
は

ず
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
玄
宗

�失
後
は
、

�
�宮

こ
そ
が

�時
の
榮

�を
物
語
り
時
代
の

�衰
を
象

�す
る
存
在
へ
と
變
質
す
る
。
そ
れ
は

ひ
と
つ
に
玄
宗
と
い
う
時
代
が

�史
の

�
�を

受
け
た
と
い
う
こ
と
も

あ
る
が
、
よ
り
重

�な
こ
と
は
、

�
�宮

に
對
し
て
ひ
と
つ
の
イ
メ
ー

ジ
が
形

�賦
與
さ
れ
た

�
に

あ
る
。
い
わ
ば

�
�池

は
、
玄
宗
の
榮

光
を
一
身
に
體
現
す
る
象

�
�事

物
へ
と
昇

�を

�げ
る
の
で
あ
る
。

�泉
行
の

�體
か
ら
驪
山
行
の
抽
象
へ
と
至
る

�
が

正
し
く
そ
れ
で

あ
り
、
そ
れ
が
ひ
と
り
韋
應
物
と
い
う
人
物
に
よ
っ
て

�し

�げ
ら
れ

た
こ
と
は

�意
さ
れ
て
よ
い
。

五

驪
山
行
に

�か
れ
る
玄
宗

�幸
の
樣
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
そ
の

�

寫
に
沿
っ
て
い
く
つ
か
の

�素
に
分
け
た
。
以
下
に
そ
の
詳
細
を
檢
討

す
る
に
あ
た
り
、
こ
こ
で
は
ま
ず
、
さ
き
に
見
た

�泉
行
と
同
じ
く
驪

山

�幸
の
こ
と
を

�い
た
「
酬
鄭
薩
曹
驪
山
感
懷
」
詩
を
檢
討
す
る
。

１

�山
何
鬱
盤

�山
何
ぞ
鬱
盤
た
る

飛
閣
凌
上

�

飛
閣
上

�を
凌
ぐ

先

�昔
好

�

先

�

昔

�を
好
み

下
元

 百
靈
下
元
に
百
靈
に

 す

５
白
雲
已
蕭
條
白
雲
は
已
に
蕭
條
た
り

麋
鹿
但
縱
橫
麋
鹿
は
但
だ
縱
橫
す

泉
水
今

!
"

泉
水
今

!お

"か
に
し
て

舊
林
亦

#
#

舊
林
も
亦
た

#
#た

り

９
我
念
綺
襦
槙
我
念
う
綺
襦
の
槙

扈
從
當
太

$

扈
從
す
る
に
太

$に
當
る

小
臣
職

%驅
小
臣

%驅
を
職
し
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馳
�出

絮
亭
馳

�

絮
亭
よ
り
出
づ

13
�
�日

�旗

�
�た

り
日

�の
旗

殷
殷
椡
鼓
聲
殷
殷
た
り

椡
鼓
の
聲

萬
馬
自

�驤
萬
馬
自
ら

�驤
し

八
駿
按
轡
行
八
駿
轡
を
按
じ
て
行
く

17日
出

�畚
綠
日
は
出
で
て

畚
綠
に

�り

氛
覽
麗

�甍
氣
は
覽 さ
かん
に
し
て

�甍
麗
た
り

登
臨

�遐
想
登
臨
遐
想
を

�し

沐
浴
懽

	



沐
浴

	

を

懽
ば
し
む

21
�燕

詠
無
事

�燕
無
事
を
詠
じ

時
豐
賀
國

�

時
豐
國

�を
賀
す

日
和
弦
管



日
は
和
す
弦
管
の



下
使
萬
室
聽
下
は
萬
室
を
し
て
聽
か
し
む

25
�坪

湊

�貢

�坪

�貢
を
湊
め

賢
愚
共
歡
榮
賢
愚
共
に
歡
榮
た
り

合
沓
車
馬
喧
合
沓
車
馬
喧
し
く
し
て

西
聞
長
安

�

西
の
か
た
長
安

�に
聞
ゆ

29事

�世
如
寄
事

�き
て
世
寄
す
る
が
如
し

感
深
跡

�經
感
深
く
し
て
跡
經
し

�な
り

申
章
報

�
�

章
を
申
べ
て

�
�を

報
じ

一

�雙
涕
零
一
た
び

�み
て
雙
涕
零
る

詩
題
に
「
感
懷
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
作
は

懷

�詠
懷
に
屬
し
、

�篇
一
人
稱
の
語
り
に
よ
っ
て

�時
を
回
想
し
現

在
の
不

�を
詠

�す
る
。
こ
の
點
か
ら
す
れ
ば
、

�泉
行
と
等
し
い
。

ま
た
、
驪
山

�幸
の

�寫
に
つ
い
て
も

�泉
行
と
共

�す
る
部
分
が
多

い
。
事
實
、
兩

�は
明
白
な
回
憶
の
な
か
に

�幸
の
樣
が
そ
の

�寫
の

對
象
と
し
て
ひ
と
つ
ひ
と
つ
展
開
す
る
（
第
九
―
二
八
句
）。
す
な
わ
ち
、

隨
行
の
列
に
加
わ
っ
た
こ
と
（
第
九
―
十
二
）、
儀
仗
の
威
容
（
第
十
三
―

十
六
）、

�
�宮

の
規

 （
第
十
七
・
一
八
句
）、
沐
浴
の
恩
寵
に
預
か
っ

た
こ
と
（
第
十
九
・
二
〇
句
）、
お
よ
び

�政
無
事
と
四
方

!榮
（
第
二

一
―
二
八
句
）
が
そ
れ
で
あ
る
。
先
に

"べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は

�

寫
の
う
ち
に
皇

#が
對
象

$さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
感
懷

の


も
そ
の
輪
郭
の
濃
淡
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と

は

�泉
行
に
お
い
て
も
同
樣
で
あ
り
、
兩

�が
五
言
と
七
言
と
い
っ
た

詩
型
の
相

%に
も
關
わ
ら
ず

&題
が
共

�す
る
も
の
と
し
て
感
じ
ら
れ

る
の
は
、
こ
れ
に
よ
る
。

一
方
、
驪
山
行
は
先
の
二

�と
は
大
き
く

'な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
結
論
か
ら

"べ
る
と
、
こ
の
驪
山
行
の

�寫
の
あ
り
方
は
、

初

(
)の

應
制
詩
の
そ
れ
と
極
め
て

*似
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が

+

韋
應
物
「
驪
山
行
」
詩
考
（
土
谷
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め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
驪
山
行
か
ら

�幸
の
部
分
に
相
當
す
る
各
々
の

�素
を
見
て
み

る
と
、
さ
ら
に

�の
よ
う
に
大
き
く
ま
と
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

�

�宮

�幸
の

�寫
、
驪
山
登
高
の

�寫
、
お
よ
び
皇

�
	贊

の

�寫
で

あ
る
。
こ
の
う
ち
、
皇

�
	贊

は
應
制
詩
に
お
い
て
は
必
須
條
件
で
あ

り
、
言
っ
て
み
れ
ば
常
套


な
表
現
と
し
て

�出
す
る
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
應
制
詩
そ
の
も
の
の
存
在
意
義
を
保
證
す
る

�以
が

そ
れ
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
試
み
に
、


�期

の
宮

�詩
人
で
あ
る

王
維
の
作
に
限
っ
て
も
、
皇

�
	贊

、
す
な
わ
ち

�
�の
御
世
を
言

	

ぐ
そ
れ
は
、
「
三

�三
日
曲
江
侍
宴
應
制
」
詩
（
『

�
�詩

』
卷
一
二
四
）

に
「
今
從
り
億
萬
槙
、
天
寶
春
秋
を
紀
す
」
と
見
え
、
ま
た
「
三

�三

日

�政
樓
侍
宴
應
制
」
詩
に
「
天
は
無
爲
の

�を
保
ち
、
人
は
不
戰
の

功
を
歡
ぶ
」
（
『

�
�詩

』
卷
一
二
七
）
と
見
え
る

�り
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
よ
う
な
常
套
表
現
こ
そ
が
驪
山
行
の
獨
自
性
を
決
定
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で

�っ
て
驪
山
行
を
見
て
み
る
。
す
る
と
、

�
�宮

�幸
、
つ

づ
い
て
驪
山
登
高
の

�寫
が
そ
れ
ぞ
れ
展
開
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
、
「
乃

ち
言
う

�
�丹
經
を
奉
じ
、
年
を
以
て
日
と
爲
す
億
萬
齡
。

�生
咸
な

陰
陽
の
泰
ら
か
な
る
を
壽
ぎ
、
高
く

�王
の
塵
外
に
出
づ
る
を
謝
す
」

（
第
二
五
―
二
八
句
）、
ま
た
「

�豪
は
共
に
理
り
て
天
下
晏
ら
か
た
り
、

戎
夷
は

�れ
伏
し
て
兵
戰
う
無
し
。
時
豐
に
し
て
賦
斂
め
未
だ
勞
を

�

げ
ず
、

�闊
く
し
て
珍
奇
亦
た
來
り
て
獻
ず
」
（
第
二
九
―
三
二
句
）
と
、

皇

�
	贊

の
言
辭
が

 か
れ
て
い
る
こ
と
が
確

!し
う
る
。
こ
の
よ
う

に
、

�幸
・
登
高
か
ら

	贊
へ
と
い
う
流
れ
が
、
驪
山
行
に
見
え
る

�

寫
の
特

"で
あ
り
、
こ
の
詩
の
獨
自
性
を

#き

$り
に
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
應
制
詩
に
は

�
�宮

�幸
や
驪
山
登
高
が

�か
れ

る
こ
と
は
少
な
く
は
な
く
、
こ
の
點
も
ま
た
、
驪
山
行
が
應
制
詩
の
血

統
を
繼
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。

そ
れ
で
は
、
應
制
詩
に
は

�
�宮

�幸
や
驪
山
登
高
が
如
何
に

�か

れ
て
い
る
の
か
。
驪
山
行
と
の
關
わ
り
に
お
い
て
、

�に
そ
れ
ぞ
れ
を

見
て
い
く
。

�
�宮

�幸
に
つ
い
て
は
、
そ
の
作
例
が
比
較


よ
く
ま
と
ま
っ
て

い
る
も
の
（

%）の
う
ち
、
こ
こ
で
は
初

�中
宗
皇

�の

�幸
の
作
を

&げ

る
。
景
龍
三
年
（
七
一
〇
）
十
二

�、
中
宗
は

'泉
宮
（
の
ち
の

�
�宮

）

に
行
幸
し
詩
を
賦
し
た
（

(）。
そ
れ
に
和
し
た
「
奉
和
幸
新
豐

梁
泉
宮
應

制
」
詩
が
徐

)伯
（
卷
七
六
）、
武

*一
（
卷
一
〇
二
）、
上
官
昭
容
（

+）（
卷

五
）
ら
に
見
え
る
。
こ
の
う
ち
、
武

*一
の
も
の
を
見
て
み
る
。

１
秦
王
登
碣
石
秦
王
碣
石
に
登
り

,后
襲
崑
崙

,后
崑
崙
に
襲
ぐ

中
國
詩
文
論
叢
第
二
十
五
集

104



何
必
在
遐

�

何
ぞ
必
ら
ず
し
も
遐

�に
在
ら
ん
や

方
稱
萬
宇

�

方
に
萬
宇
の

�き
を
稱
う

５
我
皇
順
時
豫
我
皇
時
豫
に
順
い

星
駕
動
軒
轅
星
駕
軒
轅
に
動
く

雄
戟
交
馳

�

雄
戟
馳

�に
交
わ
り

�笳
度
國
門

�笳
國
門
を
度
る

９
回
輿
長
樂
觀
輿
を
回
ら
す
長
樂
觀

校
獵
上
林
園
獵
を
校
す
上
林
園

行
漏
移
三
象
行
漏
三
象
を
移
し

�營
總
八
屯

�營
八
屯
を
總
る

13旌
搖
鸚
鵡
谷
旌
は
搖
る
鸚
鵡
谷

騎
轉
鳳
皇
原
騎
は
轉 め
ぐる

鳳
皇
原

蒸
壁

�苔
古

蒸
壁

�苔
古
く
し
て

靈
泉
碧
溜
梁
靈
泉
碧
溜

梁
か
な
り

17參
差
開
水
殿
參
差
と
し
て
水
殿
を
開
き

窈
窕
敞
巖
軒
窈
窕
と
し
て
巖
軒
を
敞
く

豐
邑

�
	在
豐
邑

�は

	お
在
り

驪
宮
跡


存
驪
宮
跡
は


お
存
す

21
�松
銜

�幄

�松

�幄
を
銜
み

徑
遶

�源

徑

�源
を
遶
る

侍
從
推
玄

�

侍
從
玄

�を
推
し

文
章
召
虎
賁
文
章
虎
賁
を
召
す

25深
仁
浹
夷

�

深
仁
夷

�に
浹
く

洪

�溢
乾
坤
洪

�

乾
坤
に
溢
つ

謬
忝
王
枚
列
謬
り
て
王
枚
の
列
を
忝
く
し

多
慚
雨
露
恩
多
く
雨
露
の
恩
を
慚
ず

�頭
四
句
は
登
高

�
�の

感

�を

�く
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
こ
の

あ
と
驪
山
登
高
の
と
こ
ろ
で

�べ
る
。
つ
づ
い
て
、
今
度
の

�幸
が
時

宜
に
か
な
う
こ
と
を

�べ
た
（
第
五
句
）
あ
と
、

�泉
宮
に
至
る
ま
で

の

�上
の
樣
を

�く
（
第
六
―
八
句
）。
「
星
駕
」
は
夜
を
衝
い
て
天
使

の
御
輿
が
驅
け
る
こ
と
。
「
雄
戟
」
は
こ
こ
で
は
儀
仗
の
旗
指
物
と
見

て
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
鸚
鵡
谷
」
「
鳳
皇
原
」
（
第
十
三
・
十
四
句
）

は
そ
れ
ぞ
れ
驪
山
の
あ
た
り
に
位
置
す
る
土
地
で
あ
っ
て
、
こ
の
あ
た

り
に
行
宮
を
設
營
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
行
宮
を
取

り
圍
む
儀
仗
の
威
容
を

�く
と
こ
ろ
は
、
驪
山
行
に
も
見
え
る
も
の
で

あ
っ
た
。
つ
づ
い
て

�泉
宮
が
開
か
れ
た
さ
ま
を

�べ
た
（
第
一
七
―

二
〇
句
）
あ
と
、
「
深
仁
夷

�に
浹
く
、
洪

�乾
坤
に
溢
つ
」
と

�べ

る
（
第
二
五
・
二
六
句
）。
天
子
の
仁

�が

�く
行
き
渡
り
、
恩
惠
が
天

地
に
滿
ち
て
い
る
と
稱
え
る
の
で
あ
る
。
明
ら
か
に

�泉
宮
へ
の
天
子
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�幸
が
皇

�
�贊

と
結
び
つ
く
部
分
と
し
て
確

�し
う
る
の
で
あ
る
。

驪
山
登
高
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
景
龍
三
年
十
二

�中
宗
が
驪
山
に

登
り
「
登
驪
山
高
頂
寓
目
」
詩
（
『

�
�詩

』
卷
二
）
を
賦
す
と
、
「
奉

和
登
驪
山
高
頂
寓
目
應
制
」
の
名
の
も
と
、
崔
湜
（
卷
五
四
）、
李

畚

（
卷
五
八
）、
閻

	隱
（


）（
卷
六
九
）、
劉

�（
卷
七
一
）、
蘇

�（
卷
七
三
）、

張



（

�）（
卷
八
七
）、
李
乂
（
卷
九
二
）、
武

�一
（
卷
一
〇
二
）、
趙

�昭

（
卷
一
〇
三
）
が
そ
れ
ぞ
れ
詩
を
和
し
た
（

�）。
こ
の
う
ち
、
登
高

�
�の

�

寫
か
ら
驪
山
行
と
共

�す
る
も
の
と
し
て
、
中
宗
の
も
の
を

�げ
る
。

四
郊
秦

�國
四
郊
秦

�の
國

八
水

�王

�

八
水

�王
の

�

穡
闔
雄
里

�

穡
闔
里

�に
雄
に
し
て

�闕
壯
規

�

�闕
規

�に
壯
た
り

貫
渭
稱
天
邑
渭
（
渭
水
）
を
貫
き
て
天
邑
に
稱
い

含
岐
實
奧
區
岐
（
岐
山
）
を
含
み
て
奧
區
を
實
ら
す

金
門
披
玉

�

金
門
玉

�を
披
き

因
此
識
皇
圖
此
に
因
り
て
皇
圖
を
識
る

驪
山
行
で
は
、
「
萬
井
九
衢
皆
仰

�し
」
（
第
一
九
句
）
と

�べ
て
空

�
�な
擴
張
か
ら
、
「
高
き
に
憑
り
て
古
を
覽
じ
寰
宇
を
嗟
く
」
（
第
二

一
句
）
と
古
の
世
に

 び
る
時

�
�な

伸

 を
ト
レ
ー
ス
し
て

�く
こ

と
に
よ
っ
て
、「
秦
川
八
水
」「

�氏
五
陵
」
（
第
二
三
・
二
四
句
）
と
い
っ

た
囑
目
の
風
景
を

!史
の
流
れ
の
な
か
に
置
い
て
眺
め
る
。
中
宗
の
こ

の
作
も
、

"頭
四
句
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、

�
�の

さ
ま
を
秦

�時
代

の

�
�に

擬
し
て
そ
の
壯
雄
の
さ
ま
を

�く
。
登
高

�
�が

悠
久
な
る

も
の
を
呼
び

#こ
す
も
の
と
し
て
、
こ
の
ふ
た
つ
は
共

�す
る
の
で
あ

る
。
中
宗
の
作
に
和
し
た
劉

�は
「
驪
阜
皇

�を

$め
、
鑾

�八
區
を

眺
む
」
と
詠
い
、
ま
た
趙

�昭
は
「
皇

%九
垓
に

&く
し
て
、
御
輦
昭

回
に

'む
」
と
詠
い
、
こ
こ
に
あ
ら
た
め
て
廣
大
に
し
て
悠
久
な
る
版

圖
の
規

�を
確
か
め
、
天
子
の
恩

%を
禮
贊
す
る
。
驪
山
登
高
か
ら

�

贊
に
繋
が
る
流
れ
が
、
ま
た
こ
こ
か
ら
も
確

�し
う
る
の
で
あ
る
。

六

驪
山
行
に
み
え
る

�寫
の

(
)が

應
制
詩
の
そ
れ
と
極
め
て

*似
す

る
こ
と
を
、
以
上
の
よ
う
に
確

�し
た
。
付
言
す
る
な
ら
ば
、
驪
山
行

の
皇

�
�贊

は
、
こ
の
詩
の

�篇
か
ら
み
れ
ば
、
本
來
の
制
作
意
圖
で

あ
る
天
子

�幸
の
復
興
の

+張
を
か
つ
て
の
玄
宗

�幸
の

�寫
に
よ
っ

て
補

,す
る
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
點
を
考
慮
に
入

れ
て
も
、
皇

�の
榮
光
を
禮
贊
す
る
そ
の
手
法
に
お
い
て
、
こ
の
詩
が

か
つ
て
の
應
制
詩
の
血
統
を
繼
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
重

-な
意
味
を
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持
つ
。

そ
れ
で
は
、
韋
應
物
は
な
ぜ
玄
宗
行
幸
を
委
細
を
盡
く
し
て
ま
で

�

寫
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
考
え
る
手
が
か
り
は
、

こ
の
詩
が
倣
う
と
こ
ろ
の
應
制
詩
の
な
か
に
あ
る

應
制
詩
は
そ
も
そ
も
、
皇

�禮
贊
に
そ
の
存
在
理
由
が
あ
る
こ
と
は

す
で
に

�べ
た
。
皇

�の
作
り
上
げ
た
、

�麗
に
裝
わ
れ
た
世
界

庭

�、
宴
席
、
儀
式

の
見
事
さ
を

�賞
す
る
文
學
が
應
制
詩
で
あ

る
。
皇

�は
、
み
ず
か
ら
作
り
上
げ
た
世
界
の
見
事
さ
を
自
畫
自
贊
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
、
お
の
れ
に
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
、

詞
臣
に
命
じ
て
代

�さ
せ
る
の
が
應
制
詩
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

應
制
詩
は
皇

�登
臨
の
正
當
性
を
最
大
限
の
贊
辭
を
も
っ
て
文
學
の
側

か
ら
保
證
す
る
機
能
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

皇

�は

	力
の
頂
點
に
あ
っ
て
榮
光
の
世
界
の
中
心
に
位
置
し
、
應

制
詩
の
作


た
ち
は
そ
の
榮
光
を
禮
贊
す
る
と
い
う
行
爲
を

�じ
て
皇

�に
接

�す
る
。
作
詩
の
現
場
に
て
繰
り

さ
れ
る
應
制
、
あ
る
い
は

奉
和

�制
（
天
子
御
製
に
奉
和
す
る
）
と
い
っ
た
行
爲
は
正
し
く
こ
の
よ

う
な

�爲
な
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
ら
は
皇

�の
榮
光
と
一
體

�を

�げ
る
の
で
あ
る
。
お
び
た
だ
し
い
數
に
の
ぼ
る
應
制
詩
の
本
質

は
、
こ
の
皇

�と
の
一
體

�と
い
う
一
點
に
歸
趨
す
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

驪
山
行
に
お
い
て
玄
宗

�幸
の

�寫
が
應
制
詩
の
そ
れ
と

�似
す
る

理
由
が
こ
こ
で
諒
解
し
う
る
。
す
わ
な
ち
、
韋
應
物
は
み
ず
か
ら
が
玄

宗
皇

�と
一
體
で
あ
る
と
い
う
願

�を
、
そ
の
玄
宗
の
榮
光
、
す
な
わ

ち
、
そ
れ
を
象

�す
る

�
�宮

の
榮

�の

�寫
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し

た
の
で
あ
る
。
こ
の
驪
山
行
を
作
り
、

�
�宮

�幸
や
驪
山
登
高
の
さ

ま
を
眼

�に
臨
む
か
の
ご
と
く

�き
、
さ
ら
に
玄
宗
の
御
世
を
言

�ぐ

と
い
っ
た
一

�の
文
學

�營
爲
は
、
す
で
に
應
制
と
い
う
機
會
を
、
當

の
玄
宗
の

�失
に
よ
っ
て
永

�に
奪
わ
れ
た
彼
に
と
っ
て
、
そ
れ
を
代

替
す
る
殘
さ
れ
た
唯
一
の
方
法
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
韋
應
物
に
お
け
る
玄
宗
皇

�と
の
關
係

性
と
い
う

�點
出
自
や
經

�と
い
っ
た
外

�
�因

に
よ
る
も
の
で

は
な
く

が
、

�泉
行
と
驪
山
行
を
分
け
る
ひ
と
つ
の
基
軸
と
な
る

こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
に
も
見
て
き
た
よ
う

に
、

�泉
行
は
あ
く
ま
で
も
失
わ
れ
た

 時
を

!想
し
懷

"の

#を

�

べ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
玄
宗

�行
の

�寫
の
う
ち
に
皇

�を
自
己
と
切

り
離
し
て
對
象

�し
た
。
一
方
、
驪
山
行
は
玄
宗

�幸
を

�寫
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
皇

�と
一
體

�し
え
る
こ
と
を
示
し
た
。
兩


の
相

$は

正
し
く
こ
こ
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
差

%の
存
在
に
よ
っ
て
こ
そ
、
韋
應
物
が
玄
宗

�失
を
如
何
に
捉
え
て
い

た
の
か
、
そ
の
樣
相
の

$い
を
端

�に

&き

'り
に
し
て
い
る
と
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
つ
き
つ
め
れ
ば
、

�史
事
實
と
し
て
玄
宗
は
す
で
に
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�失
し
た
が
、
韋
應
物
に
お
い
て
は
な
お
も
輝
き
を
も
っ
て
存
在
し
な

く
て
な
ら
な
い
。
こ
の
ふ
た
つ
の

�の
搖
れ
幅
が
彼
の
文
學
を
形

�し

て
い
る
の
で
あ
る
。

�

（
１
）
植
木
久
行
『
詩
人
た
ち
の
生
と
死

�詩
人
傳
叢
考
』「

13

韋
應
物
」

（

�文
出
版
、
二
〇
〇
五
）
に
、

�
�の

	同
を
示
し
て
詳
細
に
檢
討

す
る
。

（
２
）
韋
應
物
の
作
に
つ
い
て
は
、
陶


・
王
友

�『
韋
應
物
集
校

�』

（
上

古

�出
版

�、
一
九
九
八
）
を
底
本
と
し
、
そ
の
ほ
か
の
作
に

つ
い
て
は
、『

�
�詩

』（
中

�書
局
）
を
底
本
と
し
た
。

（
３
）
韋
應
物
の
歌
行
體
詩
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
深
澤
一
幸

「
韋
應
物
の
歌
行
」
（
『
中
國
文
學
報
』
第
二
四
冊
、
京

�大
學
文
學
部

中
國
語
學
中
國
文
學

�究
室
、
一
九
七
四
）
、
赤
井

�久
「
韋
應
物
と

白
樂
天

諷
喩
詩
を
中
心
と
し
て

」（『
國
學
院
雜
誌
』
第
八
一

卷
第
五
號
、
一
九
八
〇
）、
竹
村
則
行
「
韋
應
物
の
『
驪
山
行
』『

�泉

行
』
詩
に
つ
い
て
」（『
文
學

�究
』
第
八
六
輯
、
九
州
大
學
文
學
部
、

一
九
八
九
）
が
あ
る
。
ま
た
、
薛
天

�『

�代
歌
行
論
』
（
人
民
文
學

出
版

�、
二
〇
〇
六
）
に
驪
山
行
な
ど
へ
の
言

�が
あ
る
（
「
第
三
章

中

�歌
行
・
第
一

�元
結
與

・篋
中
集
・
詩
人

�歌
行
」）。

（
４
）
『

�詩
の
事
典
』
・
植
木
久
行
「
Ⅲ
名
詩
の
ふ
る
さ
と
（
詩
跡
）
」

（
大
修

�書
店
、
一
九
九
九
）
に
詳
し
い
。

（
５
）

�室
に
は
ほ
か
に
、
長
安
の
西
、
現
在
の
寶
鷄
眉
縣
の
東
南
に
位
置

す
る
「
鳳
泉
湯
」
が
あ
り
、
玄
宗
は
開
元
三
年
（
七
一
五
）
・
一
一
年

（
七
二
三
）
に
行
幸
し
た
。

（
６
）
『
安

�山
事
迹
』
卷
上
・
天
寶
九
載
に
見
え
る
。

（
７
）
「
昭
應
」
の
名
に
つ
い
て
は
、
よ
り
正
確
に

�べ
る
と
、
新
豐
か
ら

驪
山
の
ふ
も
と
に
會
昌
を
置
き
、
そ
れ
を
昭
應
に
改
め
た
。『

�
�書

』

卷
三
八
・
地
理
志
・
地
理
一
、
『

�治

�鑑
』
卷
二
一
六
・

�紀
三
二

に
み
え
る
。

（
８
）
例
と
し
て
耿

 「
絡

!昭
應
」
詩
（
『

�
�詩

』
卷
二
六
八
）
に

「

"日
向
林
路
、
東
風
吹
麥
隴
。

#
$蔓

古
渠
、
牛
羊
下

%冢
。
驪
宮

薩
久
閉
、
梁
谷
泉
長

&。
爲
問

�
'時

、
何
人
最
榮
寵
」
と
あ
り
、
ま

た
、
白
居
易
「
新
豐
路
逢
故
人
」
詩
（
『

�
�詩

』
卷
四
三
二
）
に

「
塵
土
長
路

絡
、
風

(廢
宮
秋
。
相
逢
立
馬
語
、
盡
日
此
橋
頭
。
知
君

不
得
意
、
鬱
鬱
來
西

)。
惆
悵
新
豐
店
、
何
人
識
馬

*」
と
あ
る
。

（
９
）
赤
井
氏
は
、
韋
應
物
の
歌
行
の
基
本

�性
格
を
、
敍
事

�で
あ
る
こ

と
、
お
よ
び
諷
喩

�で
あ
る
こ
と
の
ふ
た
つ
に
分
け
、
さ
ら
に
敍
事

�

な
作
に
は
「
も
の
が
た
り
性
」
を

+有
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
（
二
六

頁
）。

（

10）

�泉
行
の

,年
に
つ
い
て
、

孫

-『
韋
應
物
詩
集

,年
校

箋
』
（
中

�書
局
、
二
〇
〇
二
）、

羅
聯
添
「
韋
應
物
年
譜
」（

阮

.瑜
『
韋
蘇
州

集
校

�』
國
立

/譯

�〔
臺
灣
〕、
二
〇
〇
〇

0收
）、
お
よ
び
陶


・

王
友

�『
韋
應
物
集
校

�』
（
上

古

�出
版

�、
一
九
九
八
）
は
い

ず
れ
も
、
洛
陽
か
ら
長
安
に
も
ど
る
時
の
作
（
た
だ
し
、
孫
氏
は
そ
れ
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を
大

�七
年
、
羅
氏
は
同
二
年
、
陶
氏
は
大

�初
）
と
す
る
。
驪
山
行

に
つ
い
て
は
、
孫
氏
の
み
が
竹
村
氏
の

�論
と
同
じ
根
據
に
よ
っ
て
赴

任
�上

の
作
（
た
だ
し
廣

�二
年
）
と
す
る
。

（

11）
例
に
あ
げ
た
中
宗
よ
り
以

�に
は
、
高
宗
皇

�「

�
	湯

」
詩

（『



�詩

』
卷
二
）
と
そ
れ
に
和
し
た
「
奉
和

�製

�梁
湯
」
詩
が
、

越
王
貞
（
同
卷
六
）
、
楊
思
玄
（
同
卷
四
四
）
、
王

眞
（
同
）
、
鄭
義

眞
（
同
）
に
そ
れ
ぞ
れ
見
え
る
。
ま
た
、
中
宗
以

�に
は
、
玄
宗
皇

�

「

	泉
對

�」
詩
（
同
卷
三
）
と
そ
れ
に
和
し
た
張

�「
奉
和

�製
梁

湯
對

�應
制
」
詩
（
同
卷
八
六
）
が
あ
り
、
ま
た
「
惟
此
梁
泉
是
稱
愈

疾
豈
予
獨
受
其

�思
與
兆
人
共
之
乘
暇

�
�乃

言
其
志
」
詩
（
同
卷
三
）

と
そ
れ
に
和
し
た
張

�「
奉
和

�製
梁
泉
言
志
應
制
」
詩
（
同
卷
八
七
）

が
あ
る
。

（

12）
『

�詩
紀
事
』
卷
九
に
見
え
る
。
ま
た
、
こ
の

�の
記
事
に
つ
い
て

は
、
賈
晉

�『

�代
集
會
總
集
與
詩
人
郡

�究
』（
北
京
大
學
出
版

�、

二
〇
〇
一
）
に
詳
し
い
。

（

13）
詩
題
は
「
駕
幸
新
豐
梁
泉
宮
獻
詩
三
首
」。

（

14）
詩
題
は
「
奉
和
登
驪
山
應
制
」。

（

15）
詩
題
は
「
奉
和

�製
登
驪
山
矚
眺
應
制
」。

（

16）
『

�詩
紀
事
』
卷
九
。

韋
應
物
「
驪
山
行
」
詩
考
（
土
谷
）
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