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放

蕩

と

杜

甫

一

海

知

義

朗

戸

大

草

か
ん
か

成
都
の
洗
花
草
堂
に
あ
LTQ
杜
甫
像
の
か
た
わ
ら
に
は
'
清
の
嘉
慶

年
間
以
後
､

陸
放
翁

(陸
潜
､
二

二
五
-
1
二
〇
九
)
の
塑
像
が
合

紀
さ
れ
て
い
る
｡
ご
く
最
近
の
中
国
か
ら
の
ニ
ュ
ー
ス
に
ょ
れ
ば
ー

こ
の
二
大
詩
人
の
像
は
､
の
ち
に
同
じ
く
配
和
さ
れ
た
も
う

一
人
の

こう
さ
ん
こく

詩
人
黄

山

谷

(黄
庭
堅
'
一
〇
四
五
-
一
一
〇
五
)
の
像
と
と
も
に
､
今

も
草
堂
の
一
角
に
あ
る
工
部
岡
に
安
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う

(｢人
民

中
開
｣
本
年
六
月
競
)

.

山
谷
と
放
翁
が
杜
甫
草
堂
に
配
紀
さ
れ
た
の
は
､
こ
の
二
人
の
詩

人
が
､
杜
南
を
最
も
稀
揚
し
ま
た
敬
慕
し
た
こ
と
に
ょ
る
の
だ
ろ
う
｡

し
ぷ
ん

お

山
谷
は
､

｢
杜
子
美
よ
り
以
来
､
四
百
験
年
､
斯

文

は

地
に
委

つ
｡

文
章
の
士
は
､
世
の
能
く
す
る
所
に
随
い
､
時
輩
に
傑
出
し
､
未
だ

子
葉
の
堂
に
升
る
者
あ
ら
ざ
る
な
り
｣

(｢大
雅
堂
の
記
｣)
と
い
い
､

放
翁
も
ま
た

｢
詩
配
り
で
楚
騒
と
為
り
-
猶

空

ハ
律
に

中

る

に
足
る
,

な

あ
た

う
しな

天
未
だ
斯
文
を
喪
わ
し
め
ず
､
杜
老
乃
ち
濁
り
出
ず
｣

(｢宋
都
曹
'

しば

うなが

麗
し
は
詩
を
寄
せ
､
且
つ
和
答
を
脅
す
'
此
れ
を
作
り
て
之
に
示
す
｣
創
南

詩
稿
篭
七
十
九
)
と
う
た
い
､
と
も
に
杜
甫
を
空
前
と
は
い
わ
ぬ
ま
で

も
絶
後
の
詩
人
と
し
て
推
賞
し
た
｡
し
か
し
放
翁
の
場
合
ー
配
紀
の

理
由
は
そ
れ
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
｡
放
翁
が
杜
甫
と
と
も
に
､
最
も

偉
大
な
愛
国
詩
人
､
憂
国
の
詩
人
で
あ
っ
た
こ
と
､
そ
れ
が
合
紀
の

大
き
な
理
由
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
｡

政
宗
は
詩
人
と
し
て
､
ま
た

1
個
の
憂
国
の
士
と
し
て
､
終
生
杜

甫
を
慕
い
､
杜
商
か
ら
学
ぶ
こ
と
に
つ
と
め
た
｡
し
た
が
っ
て
杜
甫

の
詩
と
そ
の
生
涯
は
､
放
翁
に
深
い
影
響
を
輿
え
た
は
ず
で
あ
る
｡

り
ゆ
う
こく
そ
う

す
で
に
故
老
の
や
や
後
輩
で
あ
る
劉

克

荘

(

二

八
七
-
1
二
六
九
)

つと

は
､

｢放
翁
の
学
び
力
む
る
こ
と
杜
甫
に
似
た
り
｣

(後
村
詩
話
'
後

村
先
生
大
全
集
奄
l
百
七
十
四
)
と
両
者

を
結
び
つ
け
て
論
じ
ー
ま
た

はう
か
い

同
じ
く

方

回

(
二
三

七
-
1
三
〇
六
)
が
､

前
輩
､
宋
南
渡
の
後
の
詩
を
許
し
､
陸
務
観
を
以
て
杜
に
擬
す
｡
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意
そ
の
宿
煤
に
中
原
を
忘
れ
ざ
る
は
ー

｢
拝
鴨
｣
の
心
事
と
悲
椀

そ

賓
に
同
じ
｡
夫

れ
そ
の
以
て
詩
の
心
と
す
る
所
を
同
じ
う
す
れ
ば
ー

ま

則
ち
亦
た
そ
の
詩
を
同
じ
う
す
｡

(
王
修
竹
詩
集
序
)

と
い
う
の
を
は
じ
め
､
後
世
爾
詩
人
の
額
似
を
説
く
批
評
家
は
す

く
な
く
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら

一
方
杜
甫
と
放
翁
は
､
詩
人
と
し
て

か
な
り
異
質
な
面
を
も
そ
な
え
て
い
た
､
と
私
は
考
え
る
｡
だ
が
両

者
の
詩
人
と
し
て
の
簸
似
と
相
違
を
説
く
た
め
の
十
分
な
準
備
を
､

ま
だ
私
は
も
た
な
い
｡

こ
こ
で
は
そ
の
準
備
の
1
つ
と
し
て
'
放
翁
の
詩
文
､
こ
と
に
詩

に
あ
ら
わ
れ
た
杜
甫
観
を
､
そ
の
襲
化
蒙
展
の
あ
と
を
た
ど
り
つ
つ
､

や
や
詳
細
に
紹
介
す
る
に
と
ど
め
る
｡
深
い
傾
倒
は
お
の
ず
か
ら
滞

日
の
見
解
を
生
む
｡
そ
う
し
た
創
見
の
紹
介
に
､
本
稿
の
焦
鮎
を
あ

て
て
ゆ
き
た
い
｡

二

さ
き
に
引
い
た
放
翁
の
句

｢
天
未
だ
斯
文
を
喪
わ
し
め
ず
､
杜
老

乃
ち
滴
り
出
ず
｣
の
前
後
を
示
せ
ば
､
次
の
如
く
で
あ
る
｡

古
詩
三
千
篇

古
詩
三
千
第

激

易

と

杜

甫

(
一
海
)

刑
取
財
十

一

毎
讃
先
再
拝

若
聴
清
噺
家

詩
降
馬
楚
騒

猶
足
中
六
律

天
未
喪
斯
文

杜
老
乃
猪
出

陵
遅
至
元
自

国
己
可
憤
疾

乃
観
晩
唐
作

令
人
欲
焚
筆

此
夙
近
復
焼

隙
穴
姶
難
窒

わ
ず

桐
取
し
て
財
か
に
十
の
1

ご
と

讃
む
毎
に
先
ず
再
拝
す

ご
と

清
廟
の
宏

を
聴
く
若
し

く
だ

詩
降
り
て
楚
騒
と
馬
り

な

あ
た

猶
お
六
律

に
中
る
に
足
る

う
し
な

天
未
だ
斯
文
を
喪
わ
し
め
ず

杜
老

乃
ち
濁
り
出
ず

陵
遅
し
て
元
日
に
至
る

･もL)
固
よ
り
己

に
憤
疾
す
可
し

乃
ち
晩
唐

の
作
を
観
る
に

早

人
を
し
て
筆
を
焚
か
ん
と
欲
せ
し
む

ま

さ
か

此
の
風

近
ご
ろ
復
た
焼
ん
な
り

ふ
さ

隙
穴

始
よ
り
窒
ぎ
難
し
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こ
れ
は
放
第
八
十
四
歳
､
と
い
え
ば
ご
く
晩
年
の
作
品
で
あ
る
が
､

か
く
詩
経

･
楚
辞
ー
そ
し
て
杜
甫
を
'
文
学
史
上
の
最
高
の
ピ
ー
ク

と
す
る
考
え
は
ー
す
で
に
五
十
三
歳
の
と
き
の
作
品

｢
自
鶴
館
に
夜
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坐
す
｣

(創
南
詩
稿
電
八
㌧
以
下
詩
稿
と
略
解
す
る
)
に
､

屈
宋
死
千
載

誰
能
起
九
原

中
間
李
輿
杜

猫
招
滑
水
魂

自
此
競
畢
寓

幾
人
望
其
藩

屈
宋

死
し
て
千
載

誰
か
能
く
九
原
よ
り
起
さ
ん
や

中
間

李
と
杜
と

猪
り
湖
水
の
魂
を
招
く

此
れ
よ
り
牽
い
て
革
寓
す
る
も

幾
人
か
其
の
藩
を
望
ま
ん
や

と
見
え
､
さ
ら
に
五
十
九
歳
の

｢
夢
を
記
す
｣

(詩
稿
雀
十
五
)
吃

も
､夜

夢
有
客
短
褐
柏

夜

夢
に
客
有
り
て

短
き
褐
袖
を
ま
と
え

日ソ

ま

し̀

示
我
文
章
薙
詩
騒

我
に
文
章
至

ホ
す
に
詩
騒

を

薙

う

李
白
杜
甫
生
不
達

李
白
杜
甫

生
き
て
遭
わ
ず

め

英
気
死
山豆
埋
蓬
嵩

英
気

死
す
る
も

豊
に
蓬
帯
に
埋
も
れ
ん

や

はげ

晩
唐
諸
人
戦
韓
塵

晩
膚
の
諸
人

戦
う
こ
と
重
し
と
経

も

隈
陪
乗
自
県
徒
紛

限
除
く
敢
白
く
な
り
て
最
に
徒
労
な
り

と
見
え
る
｡
し
か
し
こ
れ
ら
は
､
必
ず
し
も
放
翁
滞
日
の
評
債
を

示
す
も
の
で
は
な
い
｡
杜
南
の
債
値
は
ー
す
で
に
北
宋
の
時
代
に
定

そ
し
よく

ま
っ
て
い
た
｡
す
な
わ
ち
北
末
の
大
詩
人

蘇

賦

(
一
〇
三
六
-

二
〇

お
お

l
)
は
､

｢古
今
に
詩
人
来
し
､
而
し
て
杜
子
美
を
首
と
為
す
｣
(王

おうあ
んせき

定
図
詩
集
序
)
と
い
い
ー

ま
た
同
じ
く

王
安

石

(
1
〇
二

l-
1
〇
八

いに
し

も
つと

六
)
が
ー

｢
予
､
古
え
の
詩
を
考
う
る
に
'

尤
も
杜
甫
氏
を
愛
す
｣

(老
杜
詩
後
集
序
)
と
の
べ
た
こ
と
は
､
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
｡
そ
し

て
さ
き
に
引
い
た
黄
庭
堅
が
ー
杜
甫
を
詩
作
の
規
範
と
し
､
み
ず
か

ら
を
杜
甫
の
忠
寛
な
租
適
者
と
し
た
と
き
以
後
､
文
学
史
に
お
け
る

杜
甫
の
評
債
は
定
ま
つ
た
と
い
え
る
｡

黄
庭
塾
は
い
わ
ゆ
る
江
西
詩
涯
の
開
租
と
さ
れ
､
放
素
の
時
代
に

お
け
る
文
壇
の
主
流
は
'
な
お
こ
の
詩
涯
に
ょ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い

た
｡
し
か
も
放
翁
自
身
､
こ
の
詩
涯
の
強
い
影
響
の
下
で
詩
作
を
は

じ
め
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
杜
闇
を
文
学
史
的
に
ど
う
位
置
づ
け
る

か
ー
と
い
う
鮎
で
は
､
放
翁
は
北
米
以
来
の
定
説
に
賛
意
を
表
し
た

に
す
ぎ
な
い
｡

放
翁
の
創
見
は
､
杜
博
の
人
間
と
そ
の
時
代
を
見
つ
め
る
こ
と
に
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よ
っ
て
､
生
ま
れ
る
O

三

放
翁
が
杜
甫
を
詩
材
と
し
て
と
り
あ
げ
た
最
初
の
作
品
は
､
四
十

七
歳
の
と
き
の

｢夜
､
白
帝
城
槙
に
登
り
で
少
陵
先
生
を
懐
う
｣
と

題
す
る
七
律

(詩
稿
撃

一)
で
あ
る
｡

こ
の
前
年
､
放
翁
は
生
涯
の
韓
機
と
な
る
局

へ
の
族
に
出
た
｡
葛

は
杜
甫
放
浪
の
地
で
あ
り
､
放
翁
も
ま
た
十
年
の
歳
月
を
萄
の
各
地

で
す
ご
し
た
｡
そ
の
間
1.
杜
甫
の
古
跡
を
め
ぐ
り
歩
い
て
い
く
つ
か

の
詩
篇
を
の
こ
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
そ
の
最
初
の
作
品
で
も
あ
る
｡

拾
遺
白
髪
有
誰
憐

零
落
歌
詩
遍
両
川

人
立
飛
模
今
己
臭

浪
翻
孤
月
間
依
然

升
沈
自
古
無
窮
事

愚
智
同
蹄
有
限
年

此
意
凄
涼
誰
共
語

夜
間
鴎
鷺
起
沙
適

拾
遺
の
白
髪

誰
か
憐

れ
む
有
ら
ん

あ
ま
ね

零
落
の
歌
詩

南

川
に

過
し

早

人
の
飛
榛
に

立
つ
は

今

己
ん
ぬ
る
か
な

ひ
る
が
え

な

浪
は
孤
月
に
翻
り
て

荷
お
依
然

た
り

升
沈

古
え
よ
り
無
窮
の
事

と
も

愚

智

同
に
挿
す

有
限
の
年

比
の
意

凄

涼
誰
と
共
に
か
語
ら
ん

たけ
な

夜

関
わ
に

し
て

鴎
鷺

沙
連
に
起
つ

l
簾
の
テ
ー

マ
は
､
杜
南
の
県
の
理
解
者
が
乏
し
い
こ
と
へ
の
な

げ
卓
で
あ
る
O

裏
が
え
し
て
い
え
ば
､
お
の
れ
の
み
が
虞
の
理
解
者

だ
と
す
る
自
負
で
あ
る
｡
し
か
し

升
沈

古
え
よ
り
無
窮

の
事

と
･も

愚
智

同
に
挿
す

有
限
の
年

と
､

一
般
化
さ
れ
た
表
現
は
､
杜
甫

へ
の
強
烈
な
シ
ソ
パ
シ
ー
を

俸
え
る
も
の
と
し
て
は
､
な
お
弱
い
｡
放
翁
は
こ
の
時
､
杜
甫
な
ま

だ

一
つ
の
客
鮭
と
し
て
う
た
っ
て
い
る
に
す
ぎ
ぬ
､
と
い
っ
て
よ
い
｡

な
お
こ
の
同
じ
年
､
改
易
が
書
い
た
文
章

｢東
屯
高
密

の
記
｣

(澗
南
文
集
奄
十
七
)
は
､
愛
国
者
と
し
て
の
杜
甫
を
激
賞
し
て
お
り
､

こ
の
詩
の
心
情
を
理
解
す
る
助
け
と
な
る
だ
ろ
う
｡

き
ん

な
ん
て
い

翌
年
､
放
老
僧
敵
国
金
と
の
封
時
鮎
で
あ
る
国
境
の
町
南
鄭

へ
赴

き
んべ
い

任
す
る
｡
七
言
古
詩

｢
錦
犀
山
に
遊
び
て
少
陵

の
弼
堂

に
謁
す
｣

ろう
ちゆ
う

(詩
楠
撃

二
)
は
､

そ
の
南
邸
か
ら

間

中

へ

短
い
旗
を
し
た
と
き
の
作

で
あ
る
｡

城
中
飛
閣
連
危
亭

城
中
の
飛
閣

危
革
に
連
な
り

虞
虞
軒
薗
臨
錦
犀

虞
虚
の
軒
商

錦
犀
に
臨
む

渉
江
親
到
錦
犀
上

江
を
捗
り
て
親
し
く
到
る
錦
犀
の
上

151
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却
望
城
郭
如
丹
青

虚
堂
奉
嗣
子
杜
子

眉
宇
高
寒
照
江
水

古
来
磨
滅
知
幾
人

此
老
至
今
元
不
死

山
川
寂
実
客
子
迷

草
木
揺
落
壮
士
悲

文
章
垂
世
自

一
事

忠
義
療
湊
令
人
思

夜
蹄
沙
頭
雨
如
注

北
風
吹
舶
横
牛
渡

亦
知
此
老
憤
未
平

寓
教
学
境
港
悲
怒

第
十
七
朋

却
っ
て
城
郭
を
望
め
ば
丹
青
の
如
し

虚
堂

奉
両
す

子
杜
子

う
つ

眉
宇
高
寒

江
水
に
照
す

古
来
磨
滅
せ
る

幾
人
な
る
か
を
知
ら
ん
や

も
と

此

の
老

今
に
至
る
ま
で
元
死
せ
ず

山

川
寂

賓

客
子
迷
い

草
木
揺
落
し
て

壮
士
悲
し
む

.i.(.

文
章

世
に
垂
る
る
は

自
ず
か
ら

一
事

忠
義

凄
凄

人
を
し
て
思
わ
し
む

夜

沙
頭
に
締
れ
ば

雨

注
ぐ
が
如
し

北
風

船
を
吹
い
て

牛

渡
に
横
わ
る

亦
た
知
る

此
の
老

憤
り
未
だ
平
か
な
ら

ず
し
て

も
ら

寓
安

寧
競
し
て

悲
窓
を

推

す

を

し
の
つ
く
雨
の
中
を
､
は
げ
し
い
北
風
に
吹
き
さ
ら
わ
れ
､
川
の

中
央
で
浪
に
も
ま
れ
て
進
み
も
退
き
も
な
ら
ぬ
渡
し
船
｡
そ
う
し
た

形
象
の
中
に
ー
放
翁
は
杜
南
の
憤
-
､
民
族
の
屈
辱
と
人
民
の
不
幸

を
も
た
ら
し
た
も
の
へ
の
憤
り
､
ま
た
そ
れ
を
吐
き
つ
く
さ
ぬ
ま
ま

に
世
を
去
っ
た
姿
を
重
ね
る
O
こ
の
章
想
と
措
寓
は
､
緊
張
度
の
高

い
他
の
措
軒
と
と
も
に
､
こ

の
詩
を
す
ぐ
れ
た
も
の
に
し
て
い
る
.

だ
が
放
翁
猪
白
の
杜
甫
観
室

ホ
す
の
は
､
む
し
ろ
次
の
二
句
で
あ

る
｡

1'.
r,I

文
章

世
に
垂
る
る
は

自
ず

か
ら

一
事

忠
義

凄
凌

人
を
し
て
思
わ
し
む

-

詩
文
の
才
を
も
っ
て
後
世
か
ら
仰
が
れ
る
の
は
､
そ
れ
は
そ

れ
で
た
し
か
に

1
つ
の
す
ぼ
ら
し
い
こ
と
に
ち
が
い
な
い
O
だ
が
杜

甫
の
本
領
は
ー
む
し
ろ
そ
の
思
想
と
行
動
に
あ
っ
た
｡
す
な
わ
ち
忠

義
､
国
家
と
民
族
と
人
民

へ
の
誠
貴
さ
､
そ
れ
こ
そ
が
凄
藻
と
き
び

し
く
人
の
胸
を
打
つ
｡

前
述
の
ご
と
く
ー
杜
甫
は
昔
時
す
で
に
人
々

か
ら
深
く
畏
敬
さ
れ
､

高
く
評
債
さ
れ
て
い
た
｡
し
か
し
敬
意
が
は
ら
わ
れ
た
の
は
､
詩
人

と
し
て
の
杜
商
に
封
し
て
で
あ
る
｡
し
か
も
そ
の
敬
意
の
は
ら
わ
れ

か
た
､
あ
る
い
は
組
速
の
さ
れ
か
た
は
､
歪
ん
で
い
る
t
と
放
翁
は

考
え
る
｡
そ
の
こ
と

へ
の
不
満
を
ー
彼
は
随
筆
集

｢
老
草
庵
筆
記
｣

(雀
七
)
の
中
で
'
次
の
よ
う
に
の
べ
て
い
る
O

今
の
人
は
ー
杜
詩
を
解
す
る
に
､
但
だ
出
虞

(用
語
の
出
典
)
を
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尋
ぬ
る
の
み
o
少
陵
の
意
の
初
め
は
是
く
の
如
く
な
ら
ざ
る
を
知

ら
ず
｡
且
つ
岳
陽
槙
の
詩
の
､

｢昔
聞
く
洞
庭
の
水
､
今
上
る
岳

さ

陽
棲
｡
典
楚
東
南
に
折
け
､
乾
坤
日
夜
浮
ぶ
｡
親
朋

一
字
な
く
､

な
r{
だ

老
病
孤
舟
あ
り
｡
戎
馬
関
山
の
北
､
軒
に
渡
り
で
沸
河
流
る
｣
の

あ

たと

如
き
は
ー
此
れ
岩

に
以
て
出
盛
を
求
む
可
け
ん
や
｡
綻

い

字
字
を

ま
す

し
て
出
盛
を
尋
ね
得
し
む
る
と
も
､
少
陵
の
意
を
去
る
こ
と

益

ま
ゆ
え
ん

す
達
し
｡
蓋
し
後
の
人
は
元
よ
り
杜
詩
の
古
今
に
妙
絶
せ
る

所

以

の
何
庭
に
在
る
や
を
知
ら
ざ
る
な
り
｡

墳
末
な
字
句
の
典
接
に
の
み
か
か
ず
ら
わ
つ
て
､
詩
人
杜
再
の
本

質
に
さ
え
迫
り
え
ぬ
徒
輩
に
､
ど
う
し
て
人
間
杜
博
が
わ
か
る
か
､

放
翁
は
そ
う
い
い
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
こ
の
年
の
暮
れ
'
南
鄭
か
ら
成
都

へ
韓
じ
た
放
翁
は
'

赴
任
の
途
次
'
有
名
な
七
絶

｢創
門
道
中
､
微
雨
に
遇
う
｣
一
首

を

作
っ
て
い
る

(詩
楠
撃
二
)｡

ま
じ

衣
上
征
塵
薙
酒
痕

衣
上
の
征
塵

酒
痕
を
薙
う

遠
遊
無
産
不
滑
魂

遠

遊

虞
と
し
て
魂

を
滑
さ
ざ
る
無
し

ま
さ

い
な

此
身
合
是
詩
人
未

此

の
身

合
に
是
れ
詩
人
な
る
べ
き
や
未
や

の

細
雨
騎
繰
入
剣
門

細
雨

蛙
に
騎

っ
て

剣
門
に
入
る

放

蕩

と

杜

甫

(
一
海
)

1

-
細
雨
騎
随
､
そ
れ
は
い
に
し
え
よ
り
詩
人
に
ふ
さ
わ
し
い
姿

で
あ
る
｡
そ
ん
な
姿
で
創
門
の
道

へ
と
さ
し
か
か
っ
た
今
ー
此
の
身

に
は
詩
人
こ
そ
が
ふ
さ
わ
し
い
境
遇
な
の
か
｡

こ
こ
に
は
､
詩
人
と
し
て
の
自
負
と
と
も
に
､
単
な
る
詩
人
に
な

り
き
っ
て
し
ま
う
こ
と
へ
の
歎
息
と
日
朝
が
あ
る
.

放
翁
の
本
意
は
'
侵
略
者
金
に
封
す
る
積
極
的
抗
戦
､
占
領
さ
れ

た
国
土
の
恢
復
､
そ
の
た
め
の
献
身
に
あ
っ
た
｡
単
な
る
詩
人
と
し

て
の
み
評
債
さ
れ
る
の
は
不
本
意
で
あ
る
｡

文
章
垂
世
自

l
事
ー
忠
義
凌
湊
合
人
思
-

此
身
合
是
詩
人
未
､

細
雨
騎
繰
入
創
門
､
こ
れ
ら
二
簾
の
詩
が
同
じ
年
に
作
ら
れ
た
の
は
､

意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
.
こ
の
こ
ろ
放
翁
は
す
で
に
高
名
な
詩

人
で
あ
っ
た
｡
文
章
は
文
章
と
し
て
ー
む
し
ろ
忠
義
を
こ
そ
と
い
う

杜
甫
親
は
､
も
は
や
客
鮭
と
し
て
の
杜
甫
解
樺
で
な
く
､
こ
こ
で
は

杜
商
の
イ
メ
ー
ジ
と
放
易
自
身
の
姿
と
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
･
''',
ッ
ク
が

行
わ
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
o

成
都

へ
来
た
放
素
は
､
営
然
の
こ
と
と
し
て
杜
甫
の
奮
宅
渓
花
草

堂
を
し
ば
し
ば
訪
れ
た
O
後
世
そ
こ
に
み
ず
か
ら
の
塑
像
が
合
両
さ

れ
た
あ
の
杜
甫
草
堂
で
あ
る
｡
攻
の
五
言
古
詩
は
ー
あ
る
冬
の
一
月
､
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こ
こ
を
訪
れ
た
と
き
の
作
ー
題
し
て

｢
草
堂
に
少
陵

の
遮
像

を
拝

す
｣

(
五
十
三
歳
'
詩
稿
奄
九
)
と
い
う
｡

清
江
抱
孤
村

杜
子
音
所
館

虚
堂
塵
不
掃

小
雀
門
可
款

公
詩
山豆
紙
上

遺
句
虚
底
満

人
皆
欲
拾
取

志
大
才
苦
短

計
公
客
此
時

一
飽
得
亦
学

院
窮
端
有
自

寧
猪
坐
房
碍

至
今
壁
間
像

朱
綬
意
蒲
散

長
安
儲
蝉
多

死
去
誰
復
算

清
江

孤
村
を
抱
く

お

杜
子

音

館
り
し
所

虚
堂

塵

掃
わ
ず

た
た

小
雀

門

款
く
可
し

<

公

の
詩

山豆

に
紙
上
の
み
な
ら
ん
や

遺
句

虚
底
に
満
つ

･(

人
皆
な

拾
取
せ
ん
と
欲
す

志
大
に
し
て
才
の
短
卓
に
苦
し
む

は
か

こ
こ

計
る

公
の
此
に
客
た
り
し
時

ま

ま
れ

一
鞄
を

得
る
も
亦
た
牢
な
り
し
な
ら
ん

や
く
き
ゆ
う

さ
だ

よ

駆
窮

端
め
て
自
る
こ
と
有
り

な
ん

ば
う
か
ん

寧
ぞ
滞
り
房

碑
に
坐
せ
し
の
み
ら
ん
や

今
に
至
る
ま

で

壁
間
の
像

朱
綬

意

蒲
散
た
り

ち
よう
せ
ん

長
安

覇
蝉
多

き
も

か
･て

死
し
去
れ
ば
誰
か
復
た

算

え

ん
や

管
理
す
る
人
も
な
く
､
塵
の
つ
も
る
に
ま
か
せ
た
草
堂
を
訪
れ
て

放
霧
は
杜
甫
の
か
つ
て
の
苦
し
み
を
思
う
｡
だ
が
そ
の
苦
し
み
も
ー

し
か
る
べ
き
理
由
が
あ
つ
て
の
こ
と
､
あ
る
い
は
あ
な
た
み
ず
か
ら

さ
だ

が
求
め
て
の
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
I

駆
窮

端
め
て

よ自
る
こ
と
有
り
､
寧
ぞ
濁
り
房
靖
に
坐
せ
し
の
み
な
ら
ん
や
｡

こ
こ
に
も
政
令
猪
得
の
感
慨
が
あ
る
.
放
翁
は
成
都
に
来
て
し
ば

ら
く
す
る
と
､
役
人
生
活
に
も
見
切
り
を
つ
け
､
国
土
快
復
の
理
想

を
童
現
し
ょ
う
に
も
ー
そ
の
す
べ
も
な
い
絶
望
的
な
生
活
を
迭
っ
て

い
た
｡
し
か
し
理
想
を
捨
て
た
わ
け
で
は
な
い
O
そ
の
理
想
の
故
に
､

自
分
は
し
ば
し
ば
職
を
免
ぜ
ら
れ
た
｡
三
十
九
歳
の
夏
の
痔
任
ー
そ

き
ん

し
て
四
十
二
歳
の
夏
の
免
官
ー
す
べ
て
宿
敵
金
に
封
す
る
抗
戦
を
主

張
し
て
ゆ
ず
ら
ぬ
頑
固
さ
の
た
め
で
あ
っ
た
｡
人

々
は
自
分
を
笑
い
､

自
分
は
政
界
か
ら
孤
立
し
て
行
っ
た
.
だ
が
ー
わ
が
理
想
を
捨
て
去

ら
ぬ
か
ぎ
り
､
こ
の
苦
し
み
は
み
ず
か
ら
求
め
て
の
こ
と
と
い
わ
れ

て
も
､
や
む
変
え
ぬ
｡
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
､
杜
甫
よ
'
あ
な
た
の

苦
し
み
も
ま
た
あ
な
た
の
理
想
の
故
で
は
な
か
つ
た
か
｡

こ
う
し
た
猪
白
が
､
こ
の
詩
の
裏
か
ら
き
こ
え
て
乗
る
よ
う
に
思

ラ
()
放
翁
は
杜
南
を
､
も
は
や

み
ず
か
ら
と

l
鮭
の
も
の
と
し
て
感
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じ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
｡

こ
の
l
鰹
感
は
､

あ
く
る
年

(放
第
五

り
んあ
ん

十
四
歳
)ー
い
よ
い
よ
萄
の
地
を
は
な
れ
て
都

臨

安

へ

か
え
る
途
中
'

忠
州

(四
川
省
忠
解
)
で
作

っ
た
七
絶

｢龍
興
寺
に
少
陵
先
生
の
寓

居
を
弔
う
｣

(詩
稿
巻
十
)
に
お
い
て
､
さ
ら
に
深
ま
る
｡

中
原
草
草
失
承
平

成
火
胡
塵
到
南
京

雇
障
老
臣
身
寓
里

悪
寒
来
此
聴
江
等

中
原

草
草
と
し
て

承
平
を
失
い

成
火

胡
塵

南
京
に
到
る

こ
ひ
つ

雇
陣

の
老
臣

身
高
里

こ
こ

天
寒
き
と
き
此
に
来
た
り
て
江
聾
を
聴
く

戦
塵
に
見
舞
わ
れ
た
南
京
は
､
も
ち
ろ
ん
唐
の
洛
陽
と
長
安
で
あ

き
ん

る
｡
と
と
も
に
､
こ
の
と
き
の
故
老
の
意
識
下
に
は
､
金
に
う
ば
わ

れ
た
宋
の
二
つ
の
都
､
開
封
府
と
河
南
府

(洛
陽
)
の
こ
と
が
あ
つ

た
に
ち
が
い
な
い
｡
ま
た
こ
の
詩
に
は
､
作
者
自
身
の
次
の
よ
う
な

注
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
｡

少
陵
の
詩
を
以
て
之
を
考
う
る
に
､
蓋
し
秋
冬
の
間
に
比
の
州

に
寓
せ
る
な
り
.
寺
門
､
江
聾
の
甚
だ
壮
な
る
を
聞
く
O

こ
の
何
気
な
い
注
は
､
し
か
し
わ
ざ
わ
ざ
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ

り
､
は
げ
し
い
揚
子
江
の
流
れ
に
じ
っ
と
耳
を
傾
け
る
杜
甫
の
イ
メ

ー
ジ
は
､
こ
の
注
に
ょ
つ
て
､
同
じ
姿
勢
で
耳
を
傾
け
て
い
る
放
霧

激

翁

と

杜

甫

(
一
海
)

の
す
が
た
と

一
つ
に
重
な
る
｡

四

五
十
四
歳
の
春
､
萄
か
ら
都

へ
掃
っ
た
放
翁
は
ー
そ
の
後
い
く
つ

か
の
地
方
官
や
中
央
の
官
職
を
輯
々
と
し
た
の
ち
､
六
十
五
歳
の
冬
､

薩
部
郎
中
の
職
を
免
ぜ
ら
れ
て
故
郷
に
締
る
｡
以
後
八
十
五
歳
で
死

ぬ
ま
で
の
二
十
年
間
､

l
度
の
短
期
間
の
出
仕
を
の
ぞ
い
て
､
ず
つ

と
故
郷
の
農
村
で
暮
し
た
｡
こ
の
時
期
の
作
品
は
き
わ
め
て
多
く
､

故
老
詩
の
全
集
で
あ
る
創
南
詩
稿
八
十
五
雀
の
う
ち
'
賓
に
六
十
五

巻
を
占
め
る
｡
そ
の
中
で
杜
甫
賓
詠
じ
､
ま
た
杜
甫
に
言
及
し
た
詩

は
す
く
な
く
な
い
が
､
こ
こ
で
は
､
比
較
的
短
い
期
間
に
作
ら
れ
た

三
簾
の
同
題
の
詩
を
と
り
あ
げ
よ
う
.
そ
の
第

一
は
ー

｢
杜
詩
を
讃

たま

み
て
偶
た
ま
成
る
｣
と
題
す
る
七
絶
で
あ
る

(
六
十
九
歳
の
作
'
詩
稿

奄
二
十
八
)

0

なん

ゆる

一
念
寧
容
事
物
俊

一
念

寧
ぞ
事
物
の
浸
す
を
容
さ
ん
や

も
と
お
の

天
魔
元
日
是
知
音

天
魔

元
自
ず
か
ら
走
れ
知
音

拾
遺
大
観
修
行
力

拾
遺

大
い
に
放
く

修
行
の
力

あ

な

小
吏
相
軽
備
動
心

小
吏
相

い
軽
ん
ず
る
此

間
虫
心
を

動
か
す
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天
魔
と
は
俳
教
の
こ
と
ば
で
ー
僻
遠
の
修
行
を
妨
害
す
る
悪
魔
を

い
う
｡

と
う
え
ん
め
い

私
は
こ
の
詩
を
讃
ん
だ
と
き
ー
杜
甫

が
陶

淵

明

(

三
六
五
-
四
二

七
)
を
批
評
し
た
こ
と
ば
を
思
い
出
し
て
い
た
.

杜
甫
が
同
時
代
人

と
は
や
や
異
っ
た
淵
明
敏
を
も
ち
'
ま
た
早
い
時
期
に
お
け
る
淵
明

文
学
の
理
解
者
で
あ
っ
た
こ
と
は
､
伊
藤
正
文
氏
の

｢盛
唐
の
詩
人

と
前
代
の
詩
人
｣

(本
誌
第
八
､
十
耕
)
に
詳
し
い
が
､
私
が
思
い
出

や

し
た
の
は
､

｢興
を
遣

る
｣
と
題
す
る
詩
の

一
節
で
あ
る
｡

陶
滞
避
俗
翁

陶
滑
は
俗
を
避
け
し
翁
な
る
も

未
必
能
達
道

未
だ
必
ず
し
も
能
く
道
に
達
せ
ず

有
子
賢
輿
愚

子
有
り

賢
と
愚
と

こ
こ
ろ

何
其
掛
懐
抱

何
ぞ
其
れ
懐

抱

に

掛
け
ん
や

淵
明
は
昔
時

1
殻
に

｢悟
り
の
境
地
に
逢
し
た
物
静

か
な
隠
遁

者
｣
と
考
え
ら
れ
て
い
た
｡
こ
の
詩
は
そ
う
し
た
常
識
に
封
す
る

1

つ
の
打
馨
で
あ
り
､
新
し
い
人
間
解
帯
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
と
同
じ
こ

と
が
､
放
翁
の
杜
甫
観
に
つ
い
て
も
い
え
そ
う
で
あ
る
o
黄
山
谷
以

乗
､
杜
甫
は
歴
代
詩
人
の
最
高
峰
と
し
て
､
敵
連
の
封
象
と
は
な
っ

て
も
ー
も
は
や
批
判
の
封
象
と
し
て
は
扱
わ
れ
な
か
っ
た
｡
そ
し
て

租
速
が
項
末
な
字
句
の
孝
倣

へ
と
堕
落
し
､
尊
敬
が
空
虚
な
讃
軒

へ

と
形
骸
化
し
て
ゆ
く
､
そ
れ
が

一
般
の
風
潮
で
あ
っ
た
｡
そ
う
し
た

中
で
､

拾
遺
は
大
い
に
修
行
の

力
を
放

き
な

小
吏

相
い
重
ん
ず
る
も

筒

魚
心

を
動
か
す

と
い
う
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
章
言
は

､

大
腰
で
新
鮮
で
あ
り
､
放

翁
の
杜
甫
に
封
す
る
強
い
親
近
感
と
､
そ
の
人
間
解
樺
の
深
さ
聖

ホ

し
て
い
る
｡

同
じ
く

｢
杜
詩
を
読
む
｣
と
題
す
る
第
二
の
作
は
ー
七
十

1
歳
の

と
き
の
七
言
古
詩
｡
詩
稿
の
奄
三
十
三
に
収
め
る
｡

わ
か

城
南
杜
五
少
不
魂

城
南
の
杜
五

少
く

し
て
不
寓

な

意
座
造
物
呼
作
兄

意

造
物
を
軽
ん
じ

呼
び
て
兄
と
作
す

l
門
鮒
法
到
孫
子

1
門
の
鮒
法

孫
子
に
到
り

げ
ん
ぷ

て
い
し

よ

熟
配
厳
武
名
挺
之

厳
武
を
熟
祝
し
て

挺
子
と
名

ぶ

かれ

せま

看
渠
胸
次
院
宇
宙

粟
の
胸
次
を
看
る
に

宇
宙
を

院
L
と
す

惜
哉
千
寓
不

一
施

惜
し
い
栽

千
高

一
も
施
さ
ず
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空
回
英
慨
入
筆
墨

生
民
清
廟
非
唐
詩

向
令
天
開
太
宗
業

馬
周
適
合
非
公
誰

後
世
但
作
詩
人
着

任
我
撫
凡
空
嵯
客

め
ぐ

空
し
く
英
慨
を
回
ら
し
て
筆
墨
に
入
れ
ば

｢
生
民
｣

｢清
廟
｣
に
し
て
唐
詩
に
非
ず

さき
向
に
天
を
し
て
太
宗
の
業
を
開
か
し
め
ぽ

は
しゆ
う

き
み

馬

周

の

適
合

公

に

非
ず
ん
ぽ
誰
ぞ

た

し

後
世

但

だ
詩
人
と
作

て
看
る
の
み

つく
え

な
げ

我
を
し
て

凡

を

撫
し
て
空
し
く
嵯

客

か
し
む

とりし
んげ
ん

城
南
の
杜
五
､
す
な
わ
ち
租
父
杜

春

吉

の

ー
狂
倣
の
気
風
を
う
け

つ
い
だ
杜
甫
､
そ
の
胸
の
う
ち
は
､
こ
の
宇
宙
を
さ
え
せ
ま
L
と
す

る
ほ
ど
の
抱
負
で
ふ
く
ら
ん
で
い
た
｡
し
か
し
そ
の
抱
負
の
千
寓
分

の
一
さ
え
寮
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
つ
た
の
だ
｡
そ
の
満
た
さ
れ
ぬ

も
の
が
､
は
け
口
を
求
め
て
杜
甫
の
文
学
に
結
晶
し
た
｡
こ
の
詩
の

第
四
聯
､

空
し
く
英
慨
を
回
ら
し
く
筆
墨
に
入
れ
ば

｢
生
民
｣

｢静
麻
｣
に
し
て
唐
詩
に
非
ず

と
い
う
の
は
､
そ
う
し
て
生
み
出
さ
れ
た
杜
詩
に
封
す
る
最
大
級

の
賛
軒
で
あ
る
｡
生
民

･
清
廟
は
と
も
に

｢詩
経
｣
の
篇
名
で
あ
り
､

あ
る
詩
人
の
作
品
を
､
か
く
経
書
に
比
す
る
こ
と
は
､
尋
常

一
様
の

低
め
こ
と
ば
で
は
な
い
｡
し
か
も
こ
の
賛
辞
は
､
次
に
あ
げ
る
同
題

放

易

と

杜

甫

(
1
海
)

の
詩

に
､
再
び
同
じ
表
現
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
｡

清
廟
生
民

伯
仲
の
問

と
｡
す
な
わ
ち
杜
甫
の
場
合
､
比
較
の
封
象
と
な
り
う
る
の
は
､

詩
経
の
詩
だ
け
で
あ
り
､
し
か
も
詩
経
に
く
ら
べ
て
さ
え
､
杜
詩
は

兄
た
り
が
た
く
弟
た
り
が
た
い
債
値
を
も
つ
.
も
ち
ろ
ん
唐
詩
の
部

類

へ
な
ど
入
れ
る
わ
け
に
ゆ
か
ぬ
｡

だ
が
こ
の
賛
辞
が
､

l
篇
の
詩
の
眼
目
で
は
な
い
.
故
老
の
主
張

は
ー
さ
い
ど
の
聯
に
い
た
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
｡
か
つ
て
あ
る
偶
然
の

機
合
に
､
馬
周
の
才
能
を
頚
見
し
､
こ
れ
を
任
用
し
た
の
は
､
時
の

天
子
太
宗
で
あ
っ
た
｡
も
し
天
が
太
宗
の
事
業
の
再
現
を
可
能
に
し

た
な
ら
､
あ
な
た
こ
そ
馬
周
と
同
じ
運
命
変
え
て
ー
事
業
を
た
す
け

え
た
人
物
で
あ
っ
た
ろ
う
に
｡
し
か
る
に
､

た

し

後
世

但

だ
詩
人
と
作

て
看
る
の
み

な
け

我
を
し
て
凡
を
撫
し
て
空
し
く
嵯
容
か
し
む

1

後
世
の
人
々
は
､
杜
博
を
詩
人
と
し
て
し
か
見
な
い
.
か
く

て
私
は
机
を
な
で
つ
つ
い
た
ず
ら
に
た
め
い
き
な
つ
く
は
か
は
な
い
.

さ
き
に
引
い
た
､

お
の

文
章

世
に
垂
る
る
は

自

ず

か
ら

1
事
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文
革
報

第
十
七
珊

忠
義

凌
凌

人
を
し
て
思
わ
し
む

と
い
う
の
は
､
放
翁
四
十
八
歳
の
主
張
で
あ
っ
た
｡
以
後
二
十
数

年
を
へ
て
ー
放
翁
の
主
張
は
奨
ら
な
か
っ
た
ば
か
り
か
､
よ
り
明
白

な
形
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
た
と
い
え
よ
う
｡

た

し

後
世

但
だ
詩
人
と
作
て
看
る
の
み
-

こ
の

1
句
を
見
つ
め
て

い
る
と
ー
私
は
ま
た

一
つ
の
聯
憩
に
誘
わ
れ
る
｡
聯
憩
す
る
の
は
､

毛
浮
東
の

｢文
垂
講
話
｣
ー

正
確
に
い
え
ば

｢
延
安
の
文
蛮
座
談
合

に
お
け
る
講
話
｣
の

一
節
､

｢文
塾
批
評
に
は
二
つ
の
規
準
が
あ
り
､

一
つ
は
政
治
規
準
､

一
つ
は
垂
術
規
準
で
あ
る
｡
-
-
ど
の
階
級
証

合
に
お
け
る
ど
の
階
級
も
ー
か
な
ら
ず
政
治
規
準
を
第

一
に
お
き
ー

垂
術
規
準
を
第
二
に
お
い
て
い
る
｣
と
い
う
､
あ
の
有
名
な

l
節
で

あ
る
｡

こ
の
聯
想
は
､
や
や
突
飛
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
｡
だ
が
そ
ん
な
突

飛
な
聯
憩
を
許
す
ほ
ど
､
放
翁
の
主
張
は
明
白
か
つ
強
烈
で
あ
る
｡

こ
の
強
烈
さ
は
､
放
翁
自
身
の
経
験
に
ょ
っ
て
､
裏
か
ら
支
え
ら

れ
て

い
た
｡
四
十
八
歳
の
放
翁
は
ー
な
お

､

ま
さ

いな

此
の
身

合
に
詩
人
な
る
べ
き
や
未
や

之
､
自
問
自
答
し
ー
懐
疑
し
ー
選
巡
し
て
い
た
｡
だ
が
そ
の
後
､

六
十
二
歳
の
春
､
放
翁
は

l
つ
の
シ
ョ
ッ
ク
を
う
け
た
｡

炭
州

(析

江
省
建
徳
)
の
知
事
に
赴
任
す
る
と
き
ー

時
の
天
子
孝
宗

は
､

放
翁

すぐ

に
む
か
つ
て
こ
う
い
っ
た
｡

｢厳
陵

(
巌
州
)
は
山
水
の

勝
れ
し
虚
､

職
事
の
暇
に
､
賦
詠
自
適
す
べ
し
｣

(｢宋
史
｣
陸
肪
俸
)O

天
子
も
ま

た
放
翁
を

一
個
の
詩
人
と
し
て
し
か
扱
わ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡
放

易
が
こ
れ
を
身
に
飴
る
光
栄
と
は
う
け
と
ら
ず
､
む
し
ろ
強
い
反
覆

を
感
じ
､
反
駁
の
意
を
こ
め
た
詩
を
つ
く
っ
て
天
子
に
こ
た
え
た
こ

と
は
'
す
で
に
別
の
所

で
説

い
た

(中
国
詩
人
選
集
二
集

｢陸
済
｣
七

ペ

ー
ジ
)
｡

こ
の
反
覆
は
晩
年
ま
で
も
ち
つ
づ
け
ら
れ
る
｡

八
十
四

歳
の
と
き
､も

し
ん

い

と
も

書
生

本

と

宰

潤

と

輩

に

せ
ん
と
欲
せ
る
に

そ
う
と
う

かえ

府
政
と
し
て
乃
っ
て
去
っ
て
詩
人
と
為
り
ぬ

(初
冬
薙
詠
第
五
㌧
詩

稿
奄
七
十
九
)

と
い
う
の
は
ー
そ
の
謹
撰
の
一
つ
で
あ
ろ
う
｡
宰
洞
と
は
古
代
の氏

賢
相
伊
声
と
呂
伺
ー
摺
瞳
は
失
意
の
さ
ま
｡
本
来
の
意
に
反
し
て
｢
但

し

だ
詩
人
と
作
て
看
｣
ら
れ
た
の
は
ー
杜
甫
だ
け
で
は
な
か
つ
た
の
だ
｡

さ
て

｢
杜
詩
を
讃
む
｣
と
題
す
る
第
三
の
詩

(七
絶
)
は
､
こ
の
翌

年
､
す
な
わ
ち
七
十
二
歳
の
春
に
作
ら
れ
て
い
る

(詩
稿
撃

二
十
四
)
｡
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千
載
詩
亡
不
復
職

千
載

詩
亡
び
て

復
た
咽
せ
ず

少
陵
談
笑
即
迫
還

少
陵

談
笑
し
て

即
ち
迫
還
す

常
滑
晩
輩
言
詩
史

常
に
憎
む

晩
輩

詩
史
と
言
う
を

清
廟
生
民
伯
仲
問

｢清
廟
｣

｢
生
民
｣

伯
仲
の
間

こ
こ
で
も
杜
甫
は
､
詩
経
の
詩
の
正
統
な
ー
し
か
も
唯

一
の
後
経

者
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
｡
杜
甫
の

談
笑
の
う
ち
に
護
す
る
言
語
が
､
そ
の
ま
ま
詩
経
の
詩
の
本
質
を
復

原
し
た
文
学
と
し
て
結
晶
す
る
ー
と
い
う
の
で
あ
る
｡

こ
れ
は
常
時
に
あ
つ
て
も
い
さ
さ
か
過
剰
な
賛
解
と
考
え
ら
れ
た

か
も
知
れ
ぬ
O
し
か
し
過
剰
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
､
私
自

身
は
次
の
一
句
に
注
目
す
る
｡

常
に
憎
む

晩
輩

詩
史
と
言
う
を

杜
帯
の
詩
が
ー
時
代
の
章
相
を
リ
ア
ル
に
反
映
し
た
も
の
と
し
て
､

世
に

｢詩
史
｣
と
辞
さ
れ
た
こ
と
は
､
す
で
に
新
鹿
書
の
杜
甫
博
に

見
え
る
｡

の

甫
は
善
く
時
事
を
陳
べ
､
律
切
精
探
､
千
言
に
至
る
も
少
し
も

衰
え
ず
｡
世
に
詩
史
と
窮
す

(新
顔
書
巻
二
〇
一
).

おう
じゆ
つぱ
う

そ
し
て
た
と
え
ば
放
翁
の
や
や
先
集
で
あ
る

王

十

朋

(

一
二

二
-

徴

易

と

杜

甫

(
T
海
)

一
一
七
l
)
に
､
｢詩
史
堂
に
登
り
て
少
陵
の
歪
像
を
観
る
｣
と
題
す

る
詩

(梅

渓
先

生後
集
巻
十

二
)
が
あ
り
､

ち

敬
し
て

遺
像
を
陪

詩
史
を
観
る

と
う
た
う
よ
う
に
､
常
時
詩
史
の
稀
は
も
は
や
通
説
と
な
っ
て
い

た
.
放
翁
の
l
旬
は
､
そ
う
し
た
通
説
や
常
識
に
封
す
る
強
い
反
撃

で
あ
る
｡

｢憎
｣
と
い
う
､
詩
語
と
し
て
は
あ
ま
り
使
わ
れ
ぬ
指
節

が
､
反
撃
の
は
げ
し
さ
を
示
し
て
い
る
o

放
翁
の
主
張
は
こ
う
で
あ
る
｡
～

杜
筒
の
詩
は
軍
に
時
代
の
様

相
を
リ
ア
ル
に
寓
L
と
つ
た
だ
け
の
為
の
で
は
な
い
O
そ
こ
に
は

l

つ
の
明
瞭
な
政
治
性
､
方
向
性
が
存
在
す
る
の
だ
｡
そ
れ
は
詩
経
大

雅
の
生
民
の
詩
､
同
じ
く
周
頚
の
清
廟
の
詩
が
､
国
家
の
起
源
と
そ

の
繁
栄
､
さ
ら
に
人
民
の
生
育
に
思
い
を
致
し
､
そ
の
た
め
に
な
さ

れ
る
人
々
の
献
身
の
姿
を
う
た
う
ど
と
き
ー
そ
う
し
た
方
向
性
で
あ

る
｡
そ
れ
を
無
税
し
て
､
杜
南
の
創
作
を
単
な
る
詩
史
と
し
て
し
か

や
から

見
な
い

輩

を

､
私
は
つ
ね
に
憎
悪
す
る
t

｡

と
こ
ろ
で
､
杜
詩
を
単
に
詩
史
と
稀
す
べ
か
ら
ず
､
と
す
る
主
張

は
'
必
ず
し
も
放
翁
に
は
じ
ま
る
わ
け
で
は
な
い
｡
北
宋
末
か
ら
南

宋
初
に
か
け
て
､
侵
略
者
金
に
封
す
る
積
極
的
抵
抗
の
主
張
を
か
か
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中
国
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革
報

第
十
七
妨

hソ
こヽ
ノ

げ
て
戦

っ
た
重
臣
李
綱

(
一
〇
八
五
-
二

四
〇
)
の

｢
杜
子
美
｣
と

題
す
る
詩
に
､

す
で
に
次
の
よ
う
な
句
が
見
え
る
と
い
う

(奔
治
平

｢陸
洪
俸
論
｣
引
梁
硲
集
､
未
見
)0

あ

た

豊
徒
競
詩
史

豊

に
徒

だ
に
詩
史
と
既
す
る
の
み
な
ら
ん
や

誠
足
縫
風
雅

誠
に
風
雅
を
鰹
ぐ
に
足
れ
り

こ
う
し
た
許
債
は
､
あ
る
い
は
李
綱
や
放
翁
を
含
め
た
い
わ
ゆ
る

主
戦
涯
グ
ル
ー
プ
に
共
通
の
も
の
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
｡

し
か
し
李
綱
の
豊
徒
競
詩
史

-

た
だ
詩
史
と
稀
す
る
だ
け
で

は
十
分
で
な
わ
ー
と
い
う
句
と
､
放
翁
の
常
恨
晩
輩
言
詩
史
-

詩

史
と
構
す
る
や
か
ら
を
嫌
悪
す
る
t
と
い
う
句
を
よ
み
く
ら
べ
る
な

ら
ば
､
そ
こ
に
は
主
張
の
尖
銘
化
ー
徹
底
化
が
見
ら
れ
る
｡
政
策
の

主
張
は
､
や
は
り
故
老
滞
日
の
徹
底
し
た
見
解
に
も
と
づ
く
も
の
と

し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
.

五

以
上
で
放
翁
の
杜
甫
観
室

ホ
す

｢
放
琴
諏
杜
詩
｣
の
お
お
む
ね
は

紹
介
し
え
た
と
思
う
｡

晩
年
の
放
易
は
政
界
か
ら
は
な
れ
､
故
郷
の
農
村
に
と
じ
こ
も
つ

て
､
表
面
静
か
に
暮
し
て
い
た
｡
し
か
し
若

い
日
そ
の
胸
に
う
え
つ

け
ら
れ
た
憂
国
の
至
情
は
､
こ
の
老
人
の
全
身
に
ひ
ろ
が
り
も
え
っ

づ
け
て
い
た
｡
そ
し
て
そ
う
し
た
感
情
の
激
車
が
1
時
に
杜
甫

へ
の

思
慕
と
結
び
つ
く
こ
と
も
あ
っ
た
｡

｢
事
を
書
す
｣
と
題
す
る
七
絶

(詩
稿
奄
五
十
八
)
は
､
そ
の

一
例
で
あ
る
｡

閲
中
父
老
望
王
師

関
中
の
父
老

王
師
を
望
む

こし
よう

想
見
壷
深
浦
路
時

想
見
す

壷
渠

路
に
漸

つ
る
時

うら

寂
巽
西
漠
衰
草
裏

寂
実

た
る
西
渓

衰
草
の
裏

な

断
碑
猶
有
少
陵
詩

断
碑

猶
お
有
り

少
陵
の
詩

こ
の
ほ
か
放
翁
が
そ
の
晩
年
に
杜
甫
を
詠
じ
た
詩
､
杜
甫
を
う
た

う
句
を
ふ
く
む
作
品
と
し
て
､
次
の
数
第
が
あ
る
｡

窮
居

(詩
稿
巻
三
十
二
)､

貧
甚
だ
し
く
常
用
の
酒
杯
を
膏
旦

至
石

(同
四
十
二
)ー
秋
興

(同
四
十
七
)､
老
馬

(同
五
十
八
)､
舎
東
四
詠お

も

(同
六
十
八
)､

李
杜
の
詩
を
讃
む

(同
七
十
)､

青
城
の
奮
遊
を
懐

き

う

(同
七
十
三
)ー
聾
州
を
思
う

(同
七
十
五
)､
身
世

(同
七
十
五
)､

し
い
つ

子
遍
に
示
す

(同
七
十
八
)

し
か
し
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
､
必
ず
し
も
杜
甫
観
の
眼
目
孝
.f
す

猪
得
の
見
解
乃
至
そ
の
軍
展
は
見
ら
れ
な
い
の
で
､
た
だ
詩
題
を
示
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す
に
と
ど
め
る
b

放
翁
の
杜
甫
観
の
眼
目
は
､
や
は
り

｢
文
章
垂
世
旦

事
､
忠
義

凌
璽

F
人
思
｣
,
｢後
世
但
作
詩
入
着
｣
､
｢常
恰
晩
警

詩

史
｣
な
ど

の
句
に
あ
る
だ
ろ
う
｡
し
か
し
こ
れ
ら
が
､
詩
人
と
し
て
の
杜
甫
を

十
分
に
評
債
し
た
上
で
の
､
放
易
の
結
論
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
｡
私
は
最
近
盲
簾
に
近
い
放
翁
の
詩
を
翻
評
す
る
機
合
を

も
ち
､
陸
詩
に
見
ら
れ
る
杜
詩
の
投
影
の
深
さ
を
ー
両
者
の
き
わ
だ

っ
た
異
質
性
と
と
も
に
､
し
ば
し
ば
感
ぜ
ざ
る
な
え
な
か
っ
た
｡

そ

の
投
影
は
､
た
と
え
ば

｢
宋
詩
研
究
｣
(香
港
商
務
印
書
館
二

九
五
九

年
版
)
の
著
者
胡
雲
翼
氏
が
､
放
翁
の
旬
､

無
窮
江
水
輿
天
按

不
断
海
風
吹
月
乗

を
あ
げ
て
､
杜
詩
と
の
類
似
を
説
く
､
そ
う
し
た
皮
相
な
も
の
で

は
な
い
｡
し
か
し
こ
の
瓢
の
解
明
に
つ
い
て
は
､
は
じ
め
に
も
の
べ

た
よ
う
に
ー
他
日
を
期
し
た
い
JJ
思
う
O

五
山
版
千
家
註
杜
詩

永
和
二
年

(
)
3
7
6
)
刊

放

霧

と

杜

甫

(
1
海
)


