
陶
淵
明

｢讃
山
海
経
｣
詩
の
西
王
母
像

興

膳

宏

陶
淵
明
に
全
十
三
首
か
ら
成
る

｢讃
山
海
経
｣
詩
が
あ
る
こ
と
は

よ
-
知
ら
れ
て
い
る
｡
『山
海
経
』
は
'
地
理
書
に
分
類
さ
れ
は
す

る
が
'
現
代
人
の
頭
に
あ
る
地
理
書
と
は
全
-
イ
メ
ー
ジ
を
異
に
L
t

古
代
人
の
世
界
観
に
も
と
づ
い
て
'
各
地
の
地
理
地
形
を
記
し
､
ま

た
そ
こ
に
棲
息
す
る
珍
奇
な
草
木
鳥
獣
を
数
多
-
紹
介
す
る
｡
こ
の

書
に
現
出
さ
れ
る
の
は
､
現
賓
の
地
理
で
あ
る
よ
-
は
む
し
ろ
室
想

上
の
世
界
で
あ
り
'
す
で
に
失
わ
れ
た
神
話

･
俸
説
の
痕
跡
を
豊
富

に
と
ど
め
る
鮎
で
'
文
学
史
上
で
も
貴
重
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
｡

陶
淵
明
の
連
作

｢讃
山
海
経
｣
詩
は
'
『山
海
経
』
を
謹
ん
で
か

き
た
て
ら
れ
た
想
像
力
を
奔
放
に
馳
せ
な
が
ら
､
『山
海
経
』
本
文

陶
淵
明

｢讃
山
海
経
｣
詩
の
西
王
母
像

(輿
謄
)

①

と
は
ま
た
別
種
の
空
想
の
世
界
を
描
き
出
し
て
い
る

｡

形
式
的
に
は
'

第

一
首
の
み
が
五
言
十
六
句
で
'
他
は
全
て
五
言
八
句
か
ら
な
る
｡

第

l
首
は
'
内
容
か
ら
し
て
も
全
懐
の
序
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し

て
お
り
､
こ
れ
だ
け
が
他
の
詩
の
二
倍
の
長
さ
に
な
っ
て
い
る
の
も

意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
な
お
､
『文
選
』
に
は
'
第

一
首
だ
け

が

｢難
詩
｣
の
部
に
採
録
さ
れ
て
い
る
｡

第
二
首
以
下
の
詩
が
八
句
と
い
う
形
式
に
統

一
さ
れ
て
い
る
の
は
'

恐
ら
-
意
園
的
な
も
の
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
陶
淵
明
の
作
品

で
は
'
｢詠
貧
士
｣
七
首
が
や
は
-
五
言
十
二
句
と
い
う
形
式
で
統

一
さ
れ
て
い
る
の
が
参
考
に
な
る
｡
｢山
海
経
を
謹
む
｣
｢貧
士
を
詠

ず
｣
と
い
っ
た

一
つ
の
テ
ー
マ
を
持
っ
た
連
作
詩
を
'
八
句
あ
る
い

は
十
二
句
と
い
う
統

一
さ
れ
た
詩
型
で
作
る
と
い
う
意
園
が
作
者
に

は
あ
っ
た
に
違
い
な
い
｡

陶
淵
明
と
同
時
代
の
詩
人
で
は
'
彼
の
友
人
で
も
あ
っ
た
顔
延
之

の

｢
五
君
詠
｣
五
首

(『文
選
』
巻
二
十
一
)
が
'
や
は
-
五
言
八
句

で
統

一
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
例
が
あ
る
｡
こ
れ
は
竹
林
七
賢
の
う
ち
'

山
蕗

･
王
戎
を
除
-
院
籍

･
懲
康

･
劉
伶

･
院
威

･
向
秀
の
五
人
に

寄
せ
て
作
者
自
ら
の
心
情
を
詠
じ
た
詩
で
'
テ
ー
マ
と
し
て
の
ま
と
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第
七
十
五
冊

ま
-
が
あ
る
｡

五
言
八
句
と

い
う
詩
型
は
､
主
題
と
形
式
と
の
統

一

を
囲
る
意
味
が
あ
ろ
う
｡

五
言
八
句

の
詩
は
'
遡
れ
ば
'
東
晋
の
永
和
九
年

(三
五
三
)
≡

月
三
日
に
王
義
之
の
主
催
に
よ
-
行
な
わ
れ
た

｢蘭
亭
詩
｣
に
た
ど

-
着
-
｡
こ
の
詩
宴
に
参
加
し
た
諸
家
の
う
ち
'
八
人
が
五
言
八
句

の
形
式
で
詩
を
作

っ
て
い
る
｡
宴
を
共
に
し
て
制
作
さ
れ
る
詩
に
は
､

形
式
上
の
統

1
が
暗
獣
の
約
束
と
し
て
要
請
さ
れ
た
だ
ろ
う
｡
た
だ

し
'
『法
書
要
録
』
に
収
載
さ
れ
る
王
義
之

の

｢蘭
亭
詩
｣
に
は
､

十
句
以
上
か
ら
成
る
作
品
が
あ
-
､

一
概
に
参
加
者
の
詩
が
五
言
八

句
で
統

一
さ
れ
て
い
た
と

い
い
き
れ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
｡

陶
淵
明
か
ら
の
ち
の
斉
梁

の
遊
宴
詩

で
は
､
五
言
八
句

の
詩
が

い
っ
そ
う
替
え
た
｡
要
す
る
に

一
つ
の
場
を
共
に
し
て
制
作
さ
れ
る

詩
は
'
五
言
八
句
の
形
式
で
統

一
さ
れ
る
の
が
普
然
の
よ
う
な
趨
勢

に
向
か

っ
て
い
っ
た
｡
そ
の
中
か
ら
成
立
し
た
の
が
五
言
律
詩
と
い

う
定
型
詩
だ

っ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡

｢讃
山
海
経
｣
詩
が
五
言
八
句
か
ら
成
る
こ
と
の
意
義
は
､
上
述

の
よ
う
な
文
学
史
の
流
れ
に
位
置
づ
け
て
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
｡

そ
れ
に
い
ま

1
つ
付
け
加
え
て
お
-
な
ら
､
五
言
八
句

の
短
詩
型
は
'

陶
淵
明
の
生
き
た
五
世
紀
の
こ
ろ
に
は
､
決
し
て
普
遍
的
な
形
式
で

は
な
か

っ
た
｡
五
言
と
い
う
リ
ズ
ム
は
す
で
に
定
着
し
て
い
た
が
'

八
句
と

い
う
短

い
詩
型
で
ま
と
め
ら
れ
た
作
品
は
き
わ
め
て
少
な

か

っ
た
と
い
う
事
章
を
指
摘
し
て
お
-
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

さ
て
､
こ
こ
で

｢讃
山
海
経
｣
詩
の
全
鰹
像
を
ま
ず
概
観
し
て
お

-
こ
と
に
し
よ
う
｡
そ
の
た
め
に
は
､
序
に
相
普
す
る
第

1
首
を
見

る
必
要
が
あ
る
｡

孟
夏
草
木
長

達
屋
樹
扶
疏

衆
鳥
欣
有
託

吾
亦
愛
吾
庭

晩
耕
亦
巳
種

時
還
請
我
書

窮
巷
隔
探
轍

頗
過
故
人
車

敢
然
酌
春
酒

摘
我
国
中
読

孟
夏

草
木
長
じ

め
ぐ

屋
を
遼
-
て
樹
は
扶
疏
た
-

衆
鳥

託
す
る
有
る
を
欣
び

吾
も
亦
た
吾
が
鹿
を
愛
す

･つ

鑑
に
耕
し
亦
た
巳
に
種
え

･■▲

時
に
還
た
我
が
書
を
謹
む

窮
巷

深
轍
を
隔

つ
る
も

めぐ

頗
る
故
人
の
車
を
週
ら
き
し
む

敢
然
と
し
て
春
酒
を
酌
み

つ

我
が
園
中
の
歳
を
摘
む
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微
雨
従
未
来

好
風
輿
之
倶

汎
覧
周
王
傍

流
観
山
海
囲

傭
仰
終
宇
宙

不
奨
復
何
如

⊥

微
雨

東
従

-
来
た
-

好
風

之
と
倶
に
す

周
王
の
博
を
汎
覚
し

山
海
の
園
を
流
配
す

僻
仰

宇
宙
を
終
う

禦
し
か
ら
ず
し
て
復
た
何
如

描
か
れ
て
い
る
の
は
'
陶
淵
明
の
日
常
生
活
｡
寓
物
が
み
な
と
こ

ろ
を
得
て
そ
の
生
を
遂
げ
る
自
然
の
中
で
'
農
耕
に
い
そ
し
む
か
た

わ
ら
議
書
を
禦
し
む
詩
人
の
も
と
に
は
､
時
折
-
友
人
が
訪
れ
て
､

畑
の
菜
を
さ
か
な
に
酒
を
酌
み
交
わ
す
｡
そ
ん
な
情
景
の

一
こ
ま
と

し
て
､
終
わ
り
近
-
に

『山
海
経
』
を
謹
む
作
者
の
姿
が
見
え
る
｡

｢周
王
の
博
を
汎
覚
L
t
山
海
の
圏
を
流
観
す
｣

｡

｢周
王
の
侍
｣
と
は
'
『穆
天
子
博
』
の
こ
と
｡
周
の
穆
王
が
四

方
の
各
地
を
族
行
し
て
'
多
-
の
不
思
議
に
出
合
う
と
い
う
年
代
記

風
の
物
語
で
'
西
晋
の
太
康
二
年

(二
八
一
)'
陶
淵
明
の
生
ま
れ
る

八
十
年
鎗
-
前
に
汲
願
の
観
葉
王
墓
か
ら
出
土
し
た
｡
あ
た
か
も
現

代
人
に
と

っ
て
の
敦
塩
出
土
文
献
の
よ
う
な
位
置
づ
け
に
あ
る
書
物

陶
淵
明

｢讃
山
海
姪
｣
詩
の
西
王
母
像

(輿
勝
)

②

で
あ
る

｡

『障
書
』
経
籍
志
に
よ
れ
ば
'
『穆
天
子
侍
』
は
起
居
注
と

同
じ
髄
裁
を
と

っ
て
お
-
'
階
志
の
分
類
で
も
史
部
起
居
注
類
に
置

か
れ
て
い
る
｡
詩
で
そ
の
周
王
の
物
語
が
'
『山
海
経
』
と
野
に

な
っ
て
い
る
の
は
､
注
意
す
べ
き
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
も
う

一
つ
注

目
す
べ
き
こ
と
は
､
『山
海
経
』
の
こ
と
が
'
｢山
海
の
囲
｣
と
し
て

措
か
れ
る
こ
と
だ
｡
す
な
わ
ち

『山
海
経
』
は
'
園
給
を
伴

っ
た
書

と
し
て
こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
二
つ
の
こ
と
は
'
い
ず
れ

詳
し
-
述
べ
る
は
ず
だ
が
'
さ
し
あ
た
っ
て
ま
ず
こ
こ
で
注
意
を
喚

起
し
て
お
き
た
い
｡

第

一
首
で
'
『山
海
経
』
に
親
し
む
作
者
自
身
の
姿
を
紹
介
し
た

あ
と
'
第
二
首
以
下
で
い
よ
い
よ

『山
海
経
』
の
世
界
そ
の
も
の
が

詩
の
テ
ー
マ
に
な
る
｡
こ
れ
ら
の
詩
を
見
わ
た
す
と
'
内
容
に
よ
っ

て
第
二
首
か
ら
第
八
首
ま
で
の
グ
ル
ー
プ
と
'
第
九
首
か
ら
第
十
三

首
ま
で
の
グ
ル
ー
プ
に
二
分
さ
れ
る
こ
と
が
分
か
る
｡
第

一
グ
ル
ー

プ
の
詩
は
'
西
王
母
を
中
心
と
し
た
仙
界
の
情
景
を
措
い
て
お
-
､

陶
淵
明
の
詩
全
髄
を
覆
う
主
題
と
も
い
う
べ
き
生
死
の
問
題
が
色
濃

く
影
を
落
と
し
て
い
る
｡

か
ほ

そ
れ
に
封
し
て
､
第
二
グ
ル
ー
プ
の
詩
は
'
李
父

･
精
衛

･
刑
天
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第
七
十
五
冊

と
い
っ
た
異
形
の
者
た
ち
に
ス
ポ
ッ
ト
を
昔
て
て
､
想
像
力
を
馳
せ

て
い
る
｡
そ
こ
に
は
'
｢悠
然
と
し
て
南
山
を
見
る
｣
(｢飲
酒
｣
其
の

五
)
と
い
っ
た
平
静
な
淵
明
の
姿
に
は
似
つ
か
わ
し
か
ら
ぬ
､
｢猛

志
固
よ
-
常
に
在
-
｣
(其
の
十
)
と
い
っ
た
激
し
い
感
情
の
表
現
が

あ
る
｡
そ
の
一
例
と
し
て
'
第
九
首
を
奉
げ
て
お
こ
う
｡

奪

父
誕
宏
志

乃
輿
日
競
走

倶
至
虞
淵
下

似
若
無
勝
負

耐
力
匪
殊
妙

傾
河
蔦
足
有

鎗
逃
寄
部
林

功
寛
在
身
後

尊

父

誕
宏
の
志

乃
ち
日
と
競
走
す

供
に
虞
淵
の
下
に
至
-

勝
負
無
き
が
若
き
に
似
た
-

軸
力

奴

に
殊
妙
な
れ
ば

いすく

河
を
偵
-
る
も

蔦
ん
ぞ
有
る
に
足
ら
ん

鎗
述

部
林
に
寄
せ

と

功
の
寛
ぐ
る
は
身
後
に
在
-

魯
迅
が

｢金
剛
怒
H
｣
式
と
許
し
た

(｢題
未
定
草
｣'
『且
介
亭
雑

文
二
集
』
所
収
)
の
は
､
も
っ
ぱ
ら
こ
の
類
の
詩
を
指
し
て
い
る
｡

｢讃
山
海
経
｣
詩
の
内
容
が
こ
の
二
類
に
分
か
た
れ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
'
夙
に
蘇
拭

｢和
讃
山
海
経
十
三
首
｣
序
に
､
｢淵
明

『讃

山
海
経
』
十
三
首
､
其
の
七
首
は
皆
な
仙
語
な
-
｣
と
あ
っ
て
'
こ

の
七
首
は
第
二
首
か
ら
第
八
首
に
至
る
詩
を
指
す
と
思
し
-
'
ま
た

清
の
批
評
家
に
も
次
の
よ
う
な
指
摘
が
あ
る
｡

｢首
篤
は
興
倉
の
至
る
所
'
博
を
覚
'
園
を
観
る
を
言
い
'
後
の

十
二
首
の
綱
'
直
ち
に
是
れ

一
段
の
小
引
な
り
｡
以
下
の
七
首
は
'

つ
い

童
に
是
れ
遊
仙
詩
な
-
｡
奪
父
よ
-
後
の
五
首
は
'
刑
天

･
巨
滑
を

報
え
引
き
て
'
以
て
共

･
鯨
を
愉
え
'
力
を
悼
み
悪
を
為
す
は
､
仙

に
入
る
可
か
ら
ざ
る
を
言
う
な
り
｡｣

(蒋
薫
許

『陶
淵
明
詩
集
』
巻

四
)

｢讃
山
海
経
詩
は
'
前
の
七
草
を

1
類
と
為
し
'
後
の
五
章
を

1

類
と
為
す
｡
正
に
定
束
の
微
詞
'
荘
辛
の
隠
語
を
以
て
の
故
に
､
頒

某
を
前
端
に
託
し
､
次
項
を
末
廿
に
害
す
｡｣
(陳
洗

『詩
比
興
葺
』
巻

二
｣

｢此
の
七
草

(｢王
墓
凌
霞
秀
｣
以
下
の
七
百
)
を
上
篇
と
為
す
.
節

の
四
章
は
盛
世
の
見
難
き
を
思
い
'
次
の
三
幸
は
明
良
の
遇
い
難
き

を
思
う
な
-
｡
云
々
｣
(同
上
)

｢此
の
五
章

(｢奪
父
誕
宏
志
｣
以
下
の
五
首
)
を
下
篇
と
為
す
｡
李
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の
こ

父

･
部
林
は
､
功
を
身
後
に

飴

す

｡
宋
武
の
暮
年
に
'
急
に
易
代
を

囲
-
'
二
載
に
し
て
即
ち
損
L
t
徒
に
子
孫
の
計
を
為
す
に
瞭
う
る

な
-
｡
云
々
｣
(同
上
)

こ
の
小
論
で
は
､
こ
と
に
前
半
の
部
分
に
関
す
る
問
題
黙
に
焦
鮎

を
絞

っ
て
論
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
｡

二

ま
ず
第
二
首
か
ら
第
八
首
ま
で
の
詩
を
紹
介
し
て
お
-
の
が
順
序

だ
ろ
う
｡

道
連
椀
江
嶺

是
謂
玄
圃
丘

西
南
望
畠
櫨

光
気
難
輿
儒

亭
亭
明
坪
照

落
落
精
確
流

恨
不
及
周
穆

託
乗

一
乗
瀞

王
墓
凌
霞
秀

王
母
悟
妙
顔

天
地
共
倶
生

不
知
幾
何
年

塞
化
無
窮
己

館
字
非

一
山

高
齢
鷺
新
諸

事
致
俗
中
言

し

の

玉
董

霞
を

凌
い

で
秀
で

よろ二

王
母

妙
顔

悟
ぶ

天
地

共
に
倶
に
生
き

幾
何
の
年
な
る
か
を
知
ら
ず

千

量
化

窮
ま
-
巳
む

こ
と
無
-

館
宇

一
山
に
非
ず

高
斬

新
謡
を
馨

しなら

寧

ぞ
俗
中
の
言
に

致
わ
ん

(
其

の
二
)

丹
木
生
何
許

乃
在
蓋
山
陽

黄
花
復
朱
書

食
之
寿
命
長

白
玉
凝
素
液

瑳
輪
番
春
光

豊
伊
君
子
賢

兄
垂
我
軒
黄

ち
よ
う
て
い

か
い
こ
う

道

連

た

-

椀

江

の

嶺

是
れ
玄
国
の
丘
と
謂
う

西
南

昆
櫨

を望
み

と
も

たくい

光
気

輿
に

僑
し
難
し

亭
亭
と
し
て
汗
照
明
ら
か
に

落
落
と
し
て
環
流
清
し

恨
む
ら
-
は

周
穆
の

乗
に
託
し
て

1
た
び
来
港
す
る
に
及
ぼ
ざ
り

L
を

(
其

の
三

)

いず
こ

丹
木

何
許
に
か

生

ずる

み
つ

みなみ

乃
ち
塞
山
の
陽
に

在-

黄
花
に
し
て
復
た

来賓

/＼√つ

之
を
食
え
ば
寿
命

長
し

白
玉

素
液
凝
り

瑳
稔

春
光
を
費
す

)

山豆
に
伊
れ
君
子
の
賓
な
ら
ん
や

我
が
軒
黄
に
重
ん
ぜ
ら
る

(其
の
四
)

}5

陶
淵
明

｢譲
山
海
経
｣
詩
の
西
王
母
像

(興
膳
)
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願
願
三
青
鳥

毛
色
寄
可
憐

朝
馬
王
母
便

暮
締
三
危
山

我
欲
困
此
烏

具
向
王
母
言

在
世
無
所
須

惟
酒
輿
長
年

遭
遇
蕪
皐
上

杏
然
望
扶
木

洪
何
百
寓
尋

森
散
覆
場
谷

露
人
侍
丹
池

朝
朝
為
日
浴

紳
景

一
登
天

何
幽
不
見
燭

儲
顧
た
る
三
青
鳥

毛
色

奇
に
し
て
可
憐
な
-

朝
に
王
母
の
使

い
と
為
り

暮
に
三
危
の
山
に
締
る

我
は
欲
す

此
の
烏
に
因
り
て

つぶ具
さ
に
王
母
に
向
か
い
て
言
わ
ん
こ
と
を

も
一っ

世
に
在
り
て
須
う
る
所
無

し

た惟
だ
酒
と
長
年

の
み
と

造
逢
す

蕪
皐

の
上

杏
然
と
し
て
扶
木
を
望
む

洪
何

百
寓
尋

お
お

森
散
と
し
て
暢
谷
を

覆

う

壷
人

丹
池
に
侍
し

朝
朝

日
浴
を
為
す

紳
景

一
た
び
天
に
登
れ
ば

て

何
の
幽
か
燭
ら
さ
れ
ざ
ら
ん
や

(其
の
六
)

粂
粂
三
珠
樹

寄
生
赤
水
陰

亭
亭
凌
風
桂

八
幹
共
成
林

塞
鳳
撫
雲
舞

紳
鷲
調
玉
音

錐
非
世
上
賓

宴
得
王
母
心

自
盲
管
有
没

何
人
得
塞
長

不
死
復
不
老

寓
歳
如
平
常

赤
泉
給
我
飲

貞
邸
足
我
糧

方
輿
三
辰
瀞

寿
考
量
渠
央

粂
粂
た
-

三
珠
樹み

な
み

寄
生
す

赤
水
の

陰しの

亭
亭
た
-

風
を

凌ぐ桂

八
幹

共
に
林
を
成
す

壷
風

雲
を
撫

して
舞
い

ととの

紳
鷲

玉
音
を

調

う

世
上

の
賓

に
非
ず
と
錐
も

H
I

麦
に
王
母

の
心
を
得
た
-

い
に
し

よ

古

え

自

-
皆
な
没
す
る
有
-

何
人
か
畳
長
な
る
を
得
ん

死
せ
ず
復
た
老
い
ず

寓
歳

平
常
の
如
し

赤

泉
我
が
飲
を
給
し

いん

きゆう

貝

邸
我
が
糧
を
足
す

▲土Y.,
方
に

三辰
と
瀞
び
て

にわ

つ

寿
考

量
に
渠
か
に
央
き
ん
や

(其
の
八
)

- jd-



こ
れ
ら
の
詩
は
'
も
ち
ろ
ん

『山
海
経
』
の
世
界
を
舞
墓
と
し
て

い
る
が
'
中
で
も

一
際
目
を
引
-
存
在
と
し
て
再
々
登
場
す
る
の
が

西
王
母
で
あ
る
｡
第
二
首
に

｢王
墓

霞
を
凌
い
で
秀
で
'
王
母

妙
顔
情
ぶ
｣､
第
五
首
に

｢朝
に
王
母
の
使
い
と
馬
-
'
暮
に
≡
危

の
山
に
締
る
｣'
ま
た

｢我
は
欲
す

此
の
鳥
に
因
-
て
､
具
さ
に

王
母
に
向
か
い
て
言
わ
ん
こ
と
を
｣'
第
七
首
に

｢世
上
の
賓
に
非

ず
と
錐
も
'
麦
に
王
母
の
心
を
得
た
-
｣
と
あ
る
｡
西
王
母
は
'
こ

れ
ら
七
首
の
詩
に
お
い
て
'
主
人
公
と
い
う
べ
き
役
割
を
果
た
し
て

い

る
｡

と
こ
ろ
で
'
こ
こ
に
西
王
母
と
共
に
､
も
う

一
人
注
目
す
べ
き
人

物
が
描
か
れ
て
い
る
｡
第
三
首
の
結
び
に

｢恨
む
ら
-
は
周
穆
の
､

乗
に
託
し
て
一
た
び
来
港
す
る
に
及
ぼ
ざ
り
L
を
｣
と
あ
る
'
周
の

穆
王
が
そ
の
人
で
あ
る
｡
陶
淵
明
は
こ
こ
で
'
穆
王
と
共
に
西
王
母

を
訪
問
で
き
な
か
っ
た
の
が
残
念
だ
っ
た
と
い
っ
て
い
る
｡
い
わ
ば

自
分
の
心
情
を
穆
王
に
同
化
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
西
王
母
は

『山
海
経
』
全
書
を
通
じ
て
再
々
登
場
す
る
が
'
周
の
穆
王
は
た
だ

の
1
度
も
名
を
見
る
こ
と
が
な
い
.
で
は
､
な
ぜ

『山
海
経
』
と
は

無
縁
の
周
の
穆
王
が
'
西
王
母
と
並
ん
で
淵
明
の
詩
に
現
わ
れ
る
の

陶
淵
明

｢讃
山
海
経
｣
詩
の
西
王
母
像

(興
膳
)

か
｡そ

の
カ
ギ
は
'
す
で
に
見
た
第

一
首
に
あ
る
｡
そ
こ
に
は

｢周
王

の
侍
を
汎
覧
し
､
山
海
の
園
を
流
観
す
｣
と
あ
っ
た
｡
｢周
王
の

俸
｣
は
'
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
穆
王
を
主
人
公
と
す
る

『穆
天
子

博
』
の
こ
と
｡
こ
の
封
句
が
示
す
よ
う
に
､
陶
淵
明
は

『山
海
経
』

だ
け
で
な
-
､
『穆
天
子
俸
』
を
併
せ
て
謹
ん
で
い
た
の
で
あ
る
｡

で
は
'
『穆
天
子
俸
』
と

『山
海
経
』
と
は
い
か
な
る
関
連
が
あ
る

の
か
｡『穆

天
子
俸
』
は
'
周
穆
王
の
天
下
周
遊
の
物
語
だ
が
'
そ
の
ハ

イ
ラ
イ
ト
は
西
方
に
向
か
っ
た
穆
王
が
西
王
母
を
訪
問
す
る
-
だ
-

に
あ
る
｡
な
お
'
『爾
雅
』
碍
地
に
よ
れ
ば
'
｢西
王
母
｣
は
'
｢弧

竹
｣
｢北
戸
｣
｢日
下
｣
と
共
に

｢四
荒
｣
の
地
'
｢四
極
｣
に
次
ぐ

四
方
の
果
て
の
地
で
あ
り
'
郭
瑛
注
で
は
､
そ
の
位
置
を
西
方
と
す

る
｡
｢西
王
母
｣
は
'
こ
こ
で
は
む
し
ろ
困
名
あ
る
い
は
地
域
名
の

意
味
あ
い
が
強
い
｡
『穆
天
子
俸
』
巻
二
の
末
尾
は
､
発
亥
の
日
､

｢(穆
王
)
西
王
母
の
邦
に
至
る
｣
で
終
わ
っ
て
お
-
､
巻
三

(四
部

叢
刊
縮
印
明
夫
一
間
本
)
冒
頭
は
'
前
後
の
記
述
に
比
べ
て
ひ
と
き
わ

精
彩
を
放
つ
､
そ
の
翌
日
の
穆
王
と
西
王
母
の
倉
見
の
記
事
か
ら
始
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ま

っ
て
い
る
｡

と

吉
日
甲
子
'
天
子

西
王
母
に
貧
し
､
乃
ち
自
圭
玄
壁
を
執

ま
み

-
て
'
以
て
西
王
母
に

見

え

､
好
-
錦
組
百
純
'
□
組
三
百
純

を
戯
ず
｡
西
王
母
再
拝
し
て
之
を
受
-
｡
□
乙
丑
'
天
子

西

ほ
と
り

王
母
を
堵
池
の
上

に
腸
L
t
西
王
母

天
子
の
為
に
謡

い
て

日
-
､
｢白
雲

天
に
在
-
､
山
陵
自
-
出
づ
｡
造
里
悠
遠
に

へだ

)

き
み

し
て
'
山
川

之
を

間

つ

｡
牌

う
ら
-
は

子

の

死
す
る
無
-
し

ね
が

王

て
'
備

わ

-
は
能
-
復

た
来
た
ら
ん
こ
と
を
｣
と
｡
天
子

之

や
わ

に
答
え
て
日
-
'
｢予

東
土
に
蹄
-
'
諸
夏
を

和

ら

ぎ
治
め

か
え

ん
｡
寓
民
平
均
な
れ
ば
､
吾
願
-
て
汝
を
見
ん
｡
三
年
に
及
ぶ

ころ

ま
L,

)

か
え

③

土

え
ん

比

'

牌

に

而

の
野
に

復

ら

ん
と
す
｣
と

｡

天
子
遂
に
騒

せ
て

弁

ぎん

の
ば

た
④

山

に

升

-

､
乃
ち
名
連
を
弁
山
の
石
に
紀
し
て
之
を
樹

て

'

視

眉
に
西
王
母
の
山
と
日
う
｡

穆

王
は

『山
海
経
』
に
は
登
場
し
な
い
人
物
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
'
｢頭
山
海
経
｣
詩
で
は
'
重
要
な
役
割
を
果
た
す
存
在
に

な

っ
て
い
る
｡
そ
れ
は
ひ
と
え
に
こ
こ
に
記
さ
れ
る
西
王
母
と
の
開

係
か
ら
で
あ
る
｡
そ
し
て
'
第
二
首
か
ら
第
八
首
ま
で
の
内
容
を
検

討
し
て
み
る
と
'
そ
れ
ら
が
賓
は
穆
王
の
西
王
母
訪
問
の
旗
の
行
程

に
合
致
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡

そ
れ
ら
の
内
容
を
か
い
つ
ま
ん
で
い
え
ば
'
西
王
母
の
紹
介

(第

二
首
)
'
穆
王
の
昆
命
山
到
着

(第
三
首
)'
昆
命
山
の
草
木
や
賓
玉

の
描
実

(第
四
首
)､
西
王
母
の
使
者
三
青
鳥
の
登
場

(第
五
首
)'
仙

界
の
情
景

(第
六
㌧
七
首
)､
長
生

へ
の
願
望

(第
八
首
)
と
な
る
｡

『山
海
経
』
で
い
え
ば
'
こ
と
に
西
王
母
や
三
青
鳥
が
登
場
す
る
西

山
経
が
主
要
な
舞
董
と
な

っ
て
い
る
｡
こ
れ
を

一
つ
の
物
語
と
見
る

こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
へ
ほ
ぼ
穆
王
の
硯
鮎
に
合
わ
せ
て
話
が
進
ん

で
ゆ
-
と
も

い
え
よ
う
｡
念
の
た
め
に
'
｢讃
山
海
経
｣
十
三
首
に

描
か
れ
る

『山
海
経
』
と

『穆
天
子
博
』
と
の
関
連
を
表
に
ま
と
め

れ
ば
､
凡
そ
別
表
の
よ
う
に
な
る
｡

ま
み

周
穆
王
が
西
征
し
て
西
王
母
に

見

え

た
と

い
う
停
説
は
'

『史

ぞ
う
ほ

ば
-
8
･つ

記
』
遁
世
家
に
記
さ
れ
て
い
る
｡
｢
造

父

周

鯵

王

に

幸
せ
ら
る
｡

と
･も

造
父

旗
の
乗
匹
を
取
-
'
桃
林
の
盗
贋

･
騨
瑠

･
緑
耳
と
輿
に
'

之
を
経
王
に
厳
ず
｡
鯵
王

達
父
を
し
て
御
せ
し
め
て
'
西
に
巡
狩

L
t
西
王
母
に
見
え
て
'
之
を
楽
し
み
締
る
を
忘
る
｡｣

だ
か
ら
､
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山海経 穆天子

偉① 山海潮

周王俸② 玉山､是西王母之所居 (西山)､西王母梯凡而戴勝杖 (海内 天子賓干西
王母o西王母烏北)､西有王母之山 (大荒西) 天子詫

日､白雲在天､云々③ 根江之山--多蔵現坪 (西山)南望昆命 (西山)

懸闘､天子升干昆命之丘④ 蓋弁山､丹木､責華､赤賓､白

玉､瑳玲 (西山) 賓玉之所在@ 三危山 (西山)

､三青鳥 (西山､海内北､大荒西)㊨ 無皐之山､樽木 (
東山)､扶木､暢谷 (大

荒東)､義和方日浴干甘淵 (大荒南)千 三珠樹､
赤水 (海外南)､桂林八樹

(海内南)､鷲鳥 (海外西､大荒南,大荒西)

@ 不死民 (海外南)､貞邸山､赤泉 (海外南郭

法)⑨ 奪父 (海外北､大荒

北)､虞淵 (大荒北部注)⑲ 精衝 (北山

)､刑天 (海外西)⑪ 欽粧､

裸江 (西山)､賛成 (北山､海内南)㊨鵡鵜
､
青丘之山
､
有鳥等(南山)

⑬共工之 臣日相柳氏 (海外北)
､
鯨(海内)

穆
王
が
西
王
母
と
倉
見
し
た
物

語
は
'
古
-
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
と

い
え
る
｡

と
こ
ろ
で
'
先

に
も
述
べ
た
よ
う
に
'
陶
淵
明
が

｢山
海
の
園
｣

を
見
な
が
ら
詩
を
作

っ
た
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
も
考
え
る
必
要
が

あ
る
｡
事
賓
'
『山
海
経

』
に
は
古
-
か
ら
園
が
伴
っ
て
お
り
､
『惰

書
』
経
籍
志
に

｢山
海

経
固
讃
二
巻
'
郭
瑛
注
｣
(史
部
地
理
類
)
が

著
録
さ
れ
て
い
る
｡

『奮
唐
音
』
経
籍
志
､
『崇
文
緒
目
』
等
の
書
目

で
も
二
巻
の
書
と
さ
れ
て

'
そ
の
名
が
見
え
る
｡
『山
海
経
園
讃
』

は
'
｢囲
｣
は
も
は
や
存
せ
ず
'

｢讃
｣
の
み
が

『重
文
類
衆
』
等
の

類
書
や

｢正
統
造
蔵
｣
本
の

『山
海
経
』
に
よ
っ
て
博
わ
っ
て
い
る
｡

｢讃
｣
の
筆
者
郭
瑛

(二
七
六
-
三
二
四
)
は
､
東
晋
初
期
の
文
人
で
'

陶
淵
明
よ
-
は
約

百
年
前
の
人
に
な
る
｡
郭
環
は
革
に
園
譜
の
作
者

だ
っ
た
だ
け
で
は
な

-
､
い
や
む
し
ろ
そ
れ
以
上
に
'
『山
海
経
』

に
注
梓
を
施
し
た
人

と
し
て
知
ら
れ
る
｡
『山
海
経
』
の
俸
乗
に
つ

い
て
炊
か
せ
な
い
存
在

だ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
同

時
に
､
郭

僕
が

『山
海
経
』
だ
け
で
な
く
'
『穆
天
子
倦
』
に
も
注

程
を
施
し

ていた事賓を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
｡

郭
瑛
は
う
『山
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合
い
に
つ
い
て
､

か
な
-
詳
し
-
述
べ
て
い
る
｡

汲
郡
の
竹
書
及
び
穆
天
子
博
を
案
ず
る
に
､
穆
王
西
征
し
て
'

まみ

と

西
王
母
に

見

え

'
壁
吊
の
好
を
執

-
'
錦
組
の
層
を
厳
ず
｡
穆

ほと
り

王
は
王
母
を
瑞
池
の
上

に
享
し
､
賦
詩
往
来
し
て
､
節
義
観

つど

る
可
し
｡
遂
に
昆
命
の
丘
に
襲
い
'
軒
軽
の
宮
に
遊
び
'
錘
山

も
てあ
そ

の
嶺
を
眺
め
'
帝
者
の
賓
を

玩

び

て
､
石
を
王
母
の
山
に
勤

し
'
跡
を
玄
国
の
上
に
紀
す
｡
乃
ち
其
の
素
木
艶
草
奇
鳥
怪
獣

玉
石
珍
魂
の
器
'
金
膏
燭
銀
の
賓
を
取
-
､
蹄
-
て
之
を
中
国

に
殖
養
す
｡
穆
王
は
八
駿
の
乗
に
駕
し
て
'
右
に
盗
駿
を
服
し
､

は
ん
じ
ゆう

左
に
駄
耳
を
鯵
と
し
て
'
造
父

御
と
鵠
-
､
岸

戎

右
と

･一▲

為
-
て
'
寓
里
長
く
静
せ
'
以
て
四
荒
を
周
歴
し
て
'
名
山
大

杏

川
'
登
潰
せ
ざ
る
は
廃
し
｡
東
は
大
人
の
堂
に
升
-
'
西
は
王

げ
ん
だ

は
し

し
の

みち

母
の
鹿
に
燕
し
'
南
は
意

竜

の

梁

を

蝶

ぎ

'
北
は
積
羽
の

衛

を

む
｡
歓
を
窮
め
娯
を
極
め
'
然
る
後
に
旋
蹄
す
｡

こ
の
あ
と
'
郭
嘆
は
さ
ら
に

『史
記
』
で
穆
王
が
西
に
巡
狩
し
て
'

｢西
王
母
に
見
え
'
契
し
み
て
締
る
を
忘
る
｣
(遁
世
家
)
と
あ
る
記

事
が
､
『左
俸
』
や

『竹
書
紀
年
』
と
も
合
致
す
る
こ
と
に
梱
れ
て
'

穆
王
西
征
の
史
賓
と
し
て
の
信
悪
性
を
強
調
す
る
｡
し
か
る
に
､
司

馬
達
が
大
宛
列
博
の
論
に
お
い
て
､
｢南
本
紀

･
山
海
経
の
有
す
る

所
の
怪
物
に
至
-
て
は
､
余
敢
え
て
之
を
言
わ
ざ
る
な
-
｣
と
い
う

の
は
'
｢亦
た
悲
し
か
ら
ず
や
｣
と
慨
嘆
す
る
｡

一
見
非
合
理
的
な

｢史
書
｣
の
中
に
真
書
を
見
出
そ
う
と
す
る
郭
瑛
ら
し
い
指
摘
で
あ

る
｡
『竹
書
紀
年
』
と
い
い
'
『穆
天
子
博
』
と
い
え
ば
'
郭
瑛
が
数

え
年
六
歳
の
年
に
尊
兄
さ
れ
た
新
し
い
資
料
で
あ
る
｡
だ
か
ら
､
こ

こ
で
彼
は
そ
れ
ら
の
新
出
土
文
献
を
駆
使
し
な
が
ら
'
『山
海
経
』

の
意
義
を
論
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
｡

そ
れ
は
と
も
か
-
'
『山
海
経
』
の
注
者
郭
環
が
こ
の
書
の
序
で
､

本
来

『山
海
経
』
と
は
何
の
か
か
わ
り
も
な
い
周
穆
王
に
つ
い
て

長
々
と
論
じ
て
い
る
こ
と
は
､
充
分
注
目
に
値
す
る
｡
さ
ら
に

『山

海
経
』
の
西
山
経

･
大
荒
西
経
の
注
で
も
'
次
の
よ
う
に

『穆
天
子

停
』
を
引
い
て
い
る
｡

亦
西
三
百
五
十
里
､
日
玉
山
､
是
西
王
母
所
居
也
｡

郭
注
‥
此
の
山
に
玉
石
多
し
､
因
-
て
以
て
名
づ
け
て
云
う
｡
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『穆
天
子
俸
』
は
之
を
軍
玉
の
山
と
請
う
｡
(西
山
経
)

有
人
戴
勝
虎
歯
､
有
豹
尾
'
穴
底
'
名
目
西
王
母
｡

郭
注

‥
河
園
玉
版
亦
た
日
-
'
西
王
母
は
昆
命
の
山
に
居
る
と
｡

西
山
経
に
日
-
'
西
王
母
は
玉
山
に
居
る
と
｡
『穆
天
子
俸
』

に
日
-
'
乃
ち
名
連
を
弁
山
之
石
に
紀
し
て
､
西
王
母
の
山
と

日
う
な
り
と
｡
然
ら
ば
則
ち
西
王
母
は
昆
命
の
富
を
以
て
す
と

錐
も
'
亦
た
自
ず
か
ら
離
宮
別
窟
瀞
息
の
虚
有
-
て
､
専
ら

l

山
に
住
ま
ざ
る
な
-
｡
(大
荒
西
経
)

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
､
郭
僕
に
と
っ
て
'
周
穆

王
と
い
う
人
物
は
'
『山
海
経
』
本
文
に
登
場
し
な
い
に
も
か
か
わ

ら
ず
､
『山
海
経
』
を
理
解
す
る
た
め
に
不
可
鉄
の
存
在
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
穆
王
は
'
郭
環
の
意
識
の
中
で
､
常
に

西
王
母
と

一
封
の
関
係
に
あ
る
｡
そ
れ
は

｢山
海
経
園
讃
｣
の
西
山

経
に
お
い
て
､
郭
瑛
自
身
の
筆
に
よ
っ
て
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
｡

天
帝
之
女

天
帝
の
女

陶
淵
明

｢讃
山
海
経
｣
詩
の
西
王
母
像

(興
膳
)

蓬
髪
虎
顔

穆
王
執
賛

賦
詩
交
歓

韻
外
之
事

難
以
具
言

蓬
髪
に
し
て
虎
顔

にえ

穆
王
は
費
を
執
-

詩
を
賦
し
て
交
歓
す

韻
外
の
事
は

以
て
具
さ
に
言
い
難
し

｢天
帝
の
女
｣
と
は
'
西
王
母
の
こ
と
｡
こ
れ
は
明
ら
か
に
'
先

に
見
た

『穆
天
子
俸
』
の
穆
王
と
西
王
母
と
の
野
面
を
措
い
た
も
の

で
あ
る
｡
『山
海
経
』
で
西
王
母
は
何
度
も
登
場
す
る
が
'
西
山
経

は
彼
女
が
は
じ
め
て
姿
を
現
わ
す
場
で
あ
る
｡
も
ち
ろ
ん
郭
僕
の
葦

で
も
'
こ
こ
で
は
じ
め
て
西
王
母
の
姿
を
紹
介
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
'

『山
海
経
』
本
文
の

｢又
た
西
三
百
五
十
里
を
､
玉
山
と
日
い
う
是

れ
西
王
母
の
居
る
所
な
-
｣
と
あ
る
個
所
に
野
歴
し
て
い
る
｡

ま
た
､
同
じ
西
山
経
の

｢三
青
鳥
｣
の
葦
で
も
､
次
の
よ
う
に
穆

王
西
征
の
故
事
が
詠
わ
れ
て
い
る
｡
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往
来
昆
命

王
母
是
隷

穆
王
西
征

旋
珍
斯
地

昆

命
に
往
来

し
て

したが

王
母
に
是
れ

隷
う

穆
王

西
征

し

て

くるま

)

めぐ

珍を
斯
の
地

に
旋
ら
す

さ
ら
に
､
海
内
西
経
の

｢大
洋
方
百
里
｣
讃
に
も
､
穆
王
の
名
が

出
て
く
る
｡

地
鍍
積
羽

厭
方
百
里

葦
鳥
雲
集

鼓
趨
雷
起

穆
王
旋
珍

菓
条
線
耳

地
は
積
羽
と
壊
し

そ厭
の
方

百
里

葦
鳥

雲
の
ご
と
-
集
ま
り

は
ね麹

を
鼓
せ
ば
雷

起
こ
る

穆
王

珍
を
旋

ら
し

)
)

か
がや

麦
に
駄
耳
を

条
か
す

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
'
西
王
母
の
容
姿
に
つ
い
て
へ
葦
に

｢蓬

髪
に
し
て
虎
頭
｣
と
措
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
西

山
経
の

｢西
王
母
は
其
の
状

人
の
如
-
し
て
'
豹
の
尾
､
虎
の
歯

う
そ
ぶ

い
た
だ

に
し
て
善
-

噴

き

､
蓬
髪
に
し
て
勝
を

戴

-

｣
を
ふ
ま
え
た
も
の

で
あ
る
｡
｢勝
｣
と
は
'
西
王
母
の
シ
ン
ボ
ル
と
も
い
う
べ
き
髪
飾

-
で
'
小
南

1
郎
氏
に
よ
る
と
'
｢西
王
母
の
軸
と
し
て
の
機
能
を

象
徴
す
る
も
の
｣
(
『西
王
母
と
七
夕
俸
承
』
七
三
ペ
ー
ジ
､
一
九
九

一
年
へ

平
凡
社
)
で
あ
る
｡
要
す
る
に
西
王
母
の
容
姿
は
'
『山
海
経
』
に

よ
れ
ば
､
牛
人
半
獣
の
奇
怪
な
山
神
の
面
相
を
呈
し
て
い
る
｡
大
荒

西
経
に
描
か
れ
る
西
王
母
の
容
姿
も
ほ
ぼ
こ
れ
に
同
じ
で
'
｢穴
に

あ慮
る
｣
と
さ
れ
て
い
る
｡
郭
瑛
は
こ
う
し
た

『山
海
経
』
の
西
王
母

像
を
'
｢董
讃
｣
に
お
い
て
忠
賓
に
再
現
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
｡

西
王
母
の
容
姿
に
関
す
る
郭
環
の
認
識
は
'
『穆
天
子
俸
』
に
お

い
て
も

一
貫
し
て
い
る
｡
巻
三

｢吉
日
甲
子
､
天
子
貴
子
西
王
母
｣

に
つ
い
て
へ
郭
僕
は

｢西
王
母
は
'
人
の
如
-
し
て
､
虎
薗
蓬
髪
､

勝
を
戴
き
て
'
善
-
噺
-
｣
と
注
し
て
い
る
｡
こ
れ
が
先
に
引
い
た

西
山
経
に
も
と
づ
く
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡

ち
な
み
に
､
『列
子
』
周
穆
王
篇
に
も
'
西
王
母
と
穆
王
の
瑞
池

の
宴
が
描
か
れ
て
お
-
､
『山
海
経
』
に
材
を
得
た
も
の
と
推
測
さ

れ
る
｡
そ
の
張
湛
注
に
は
､
｢西
王
母
は
'
人
の
類
な
り
｡
虎
歯
蓬

髪
'
勝
を
戴
き
て
し
て
善
-
噺
-
な
-
｡
山
海
経
よ
-
出
づ
｣
と
あ
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り
'
『山
海
経
』
に
よ
っ
て
西
王
母
の
容
姿
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
｡

話
題
を
も
う
い
ち
ど
陶
淵
明
の
詩
に
戻
そ
う
｡
｢讃
山
海
経
｣
十

三
首
の
序
に
相
皆
す
る
第

1
首
に
は
'
｢周
王
の
博
を
汎
覚
L
t
山

海
の
園
を
流
観
す
｣
と
あ
っ
た
｡
す
な
わ
ち
陶
淵
明
も
ま
た
郭
僕
と

同
じ
-
'
周
穆
王
と
西
王
母
を
'
あ
る
い
は

『穆
天
子
侍
』
と

『山

海
経
』
を

一
軒
の
存
在
と
見
な
し
て
い
る
｡
『山
海
経
』
を
理
解
す

る
た
め
に
､
陶
淵
明
に
と
っ
て
も
'
周
穆
王
は
や
は
-
放
か
せ
な
い

人
だ
っ
た
｡
そ
し
て
'
穆
王
の
側
に
は
､
も
ち
ろ
ん
西
王
母
が
い
な

く
て
は
な
ら
な
い
｡
然
ら
ば
､
西
王
母
の
容
姿
に
つ
い
て
'
陶
淵
明

は
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡

三

｢讃
山
海
経
｣
詩
が
西
王
母
の
容
姿
に
つ
い
て
梱
れ
る
の
は
､
第

二
首
の
み
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
'
｢王
墓

霞
を
凌
い
で
秀
で
'
王

母

妙
顔
悟
ぶ
｣
と
あ
-
'
そ
れ
以
上
の
具
膿
的
な
描
嘉
は
な
い
が
､

こ
こ
か
ら
想
像
さ
れ
る
の
は
妙
な
る
美
し
い
女
神
の
姿
で
あ
ろ
う
｡

穆
王
が
封
面
し
た
西
王
母
と
は
'
神
秘
的
な
ヴ
ェ
ー
ル
に
覆
わ
れ
た

美
女
だ
っ
た
と
想
像
し
て
こ
そ
'
こ
れ
に
頼
-
詩
の
内
容
も
納
得
で

陶
淵
明

｢讃
山
海
経
｣
詩
の
西
王
母
像

(興
膳
)

き

る

｡一
万
㌧
郭
瑛

｢山
海
経
園
讃
｣
は
'
『山
海
経
』
本
文
に
倣
っ
て
'

西
王
母
を

｢蓬
髪
に
し
て
虎
顔
｣
と
い
う
山
神
の
容
貌
に
描
い
て
い

る
｡
西
王
母
に
関
す
る
こ
の
認
識
の
不
調
和
は
､
い
か
に
理
解
す
れ

ば
よ
い
の
か
｡

『穆
天
子
博
』
に
登
場
す
る
西
王
母
は
､
す
で
に
紹
介
し
た
通
-

だ
が
'
そ
こ
に
彼
女
の
容
姿
に
つ
い
て
の
具
膿
的
な
説
明
は
な
い
も

の
の
'
文
脈
か
ら
す
れ
ば
､
奇
怪
な
牛
人
半
獣
の
面
貌
を
思
い
浮
か

べ
る
こ
と
は
難
し
い
｡
つ
ま
り

『穆
天
子
俸
』
の
本
文
を
虚
心
に
謹

め
ば
'
西
王
母
は
決
し
て
醜
悪
で
怪
異
な
容
貌
と
し
て
措
か
れ
て
は

い
な
い
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
'
郭
瑛
が
彼
女
を
上
述
の
よ
う
な
山
神

と
し
て
特
定
す
る
の
は
'
『山
海
経
』
の
西
王
母
の
イ
メ
ー
ジ
を
持

ち
来
た
っ
て
'
『穆
天
子
俸
』
の
西
王
母
を
理
解
し
ょ
う
と
し
て
い

る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｡
い
い
か
え
れ
ば
､
『山
海
経
』
と
は
本
来

無
関
係
な

『穆
天
子
侍
』
に
お
い
て
も
'
郭
瑛
は
あ
-
ま
で
牛
人
半

獣
の
西
王
母
像
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
'
郭
瑛
か
ら
陶
淵
明
の
時
代
に
お
い
て
'

つ
ま
-
四
㌧
五
世
紀
の
こ
ろ
'
西
王
母
は

1
般
的
に
ど
の
よ
う
な
存
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在
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
い

い

か

え
れ
ば
'
『山
海
経
』
の
牛
人
半
獣
的
な
西
王
母
に
封
し
て
､

陶

淵

明
の
詩
か
ら
想
像
さ
れ
る
よ
う
な
絶
世
の
美
女
と
し
て
の
西
王
母
像

が
ど
れ
ほ
ど
の
贋
が
-
を
持

っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

『史
記
』
司
馬
相
如
博
が
収
め
る

｢大
人
版
｣
に
は
'
西
王
母
の

姿
が
措
か
れ
て
い
る
｡

低
回
陰
山
朔
以
粁
曲
今

吾
乃
今
日
陪
西
王
母

暗
然
自
首
戴
勝
而
穴
底
今

亦
幸
有
三
足
烏
馬
之
便

必
長
生
若
之
而
不
死
今

経
済
寓
世
不
足
以
喜

陰
山
に
低
回
し
朔
け
て
以
て
粁
曲

し吾

乃
ち
今

西
王

母を
目
略
す

か
く
ぜ
ん

いただ

暗

然
た
る

自首に勝を
戴
き
て

あ

穴

に
鹿
-

亦
た
幸
い
に
三
足
の
烏
有
-
て
之

が
烏
に
便
い
す

も

カ

必
し
長
生
す
る
こ
と
之
-
の
若
-

し
て
死
せ
ざ
れ
ば

わた

常
世
を
済
る
と
難
も
以
て
喜
ぶ
に

足
ら
ず

こ
の
西
王
母
は
'
｢戴
勝
｣
｢穴
虞
｣
と
い
う

『山
海
経
』
に
描
か

れ
る
特
徴
を
備
え
て
い
る
｡
｢虎
歯
｣
｢蓬
髪
｣
に
つ
い
て
は
記
述
が

な
い
が
､
お
そ
ら
く

『山
海
経
』
的
な
風
貌
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
さ

れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
｡
前
漠
の
こ
ろ
に
は
'
こ
う
し
た
牛

人
半
獣
的
な
西
王
母
が

一
般
的
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡

後
漠

･
張
衡
の

｢思
玄
賦
｣
(『文
選
』
巻
十
五
)
に
は
､
主
人
公

が
昆
命
山
に
西
王
母
を
訪
れ
る

1
節
が
あ
る
｡
｢王
母
を
銀
墓
に
聴

す
す

し
､
玉
芝
を

蓋

め

て
以
て
飢
え
を
療

や
す
｣
と
い
う
句
か
ら
始
ま
る

こ
の
場
面
で
､
西
王
母
の
容
姿
に
つ
い
て
梱
れ
る
記
事
は
な
い
｡
し

ふく
ひ

か
し
'
こ
こ
に
は

｢太
華
の
玉
女
｣
｢洛
浦
の

審

妃

｣

と
い
う
二
人

の
美
女
が
登
場
し
'
さ
ま
ざ
ま
な
手
管
を
弄
し
て
主
人
公
を
誘
惑
す

㊨る
｡

そ
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
'
彼
女
た
ち
の
主
人
で
あ
る
西
王
母
が
'

｢虎
歯
蓬
髪
｣
の
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
姿
と
は
想
像
し
が
た
い
｡
つ

ま
-
'
二
人
の
美
女
が
近
侍
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
'
『山
海
経
』
と

は
別
種
の
西
王
母
の
存
在
を
示
唆
す
る
も
の
が
あ
る
｡

成
立
の
時
期
は
明
ら
か
で
な
い
が
'
恐
ら
-
六
朝
期
の
成
立
と
見

ら
れ
る

『漠
武
帝
内
博
』
に
は
､
は
っ
き
-
と
美
女
西
王
母
が
描
か

れ
て
い
る
｡
以
下
'
道
蔵
本
に
よ
っ
て
そ
の
-
だ
-
を
紹
介
し
ょ
う
｡
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(
I.1･

忽
ち
天
の
西
南
に
'
白
雲
の
如
き
も
の
起
こ
り
'
奮
然
と
し
て

直

ももむ

ち
に
来
た
-
'
遥
か
に
宮
庭
の
間
に

趨

-

｡
雲
中
に
篇
鼓
の
聾
'

人
馬
の
響
き
あ
り
｡
復
た
食
頃
に
半
ば
し
て
'
王
母
至
れ
-
｡
-
-

王
母
は
殿
に
上
-
て
東
向
き
に
坐
し
'
黄
錦
袷
鳩
を
着
け
､
文
彩
鮮

明
､
光
儀
淑
穆
た
り
｡
塞
飛
の
大
綬
を
帯
び
'
分
頭
の
剣
を
腰
に
し
､

㌔

頭
上
に
は
大
華
結
に
､
太
賞
農
嬰
の
冠
を
戴
き
'
玄
橘
鳳
文
の
馬
を

よ

み

ば
か

履

く
｡
之
を
晦

る
に
年
は
什

許

り

な
る
可
く
､
情
短

中
を
得
て
'

あんあ
い

天
姿
は

巷

寓

､

雲
顔
は
絶
世
に
し
て
'
異
に
露
人
な
-
｡

こ
れ
は
､
ど
こ
か
ら
見
て
も
､
絶
世
の
美
女
の
措
寓
に
違
い
な
い
｡

中
に

｢修
短

中
を
得
｣
と
あ
る
の
は
'
高
か
ら
ず
低
か
ら
ず
の
は

ど
よ
い
背
丈
と
い
う
こ
と
で
'
美
人
の
形
容
と
し
て
よ
-
使
わ
れ
る

文
句
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
宋
玉

｢紳
女
鹿
｣
(『文
選
』
巻
十
九
)
に

ふくよ

ほそ

｢

被

か

に
し
て
短
か
ら
ず
'
繊

-

し
て
長
か
ら
ず
｣'
同

｢登
徒
子はなは

好
色
賦
｣
(同
上
)
に
'
｢之
に
哲
す
こ
と

一
分
な
れ
ば
'
則
ち

太

だ
長
-
､
之
に
減
ず
る
こ
と

一
分
な
れ
ば
､
則
ち
太
だ
短
し
｣
'
曹

はど

植

｢洛
神
威
｣
(同
上
)
に
､
｢被
繊

東
を
得
'
俺
短

度
に
合

す
｣
と
あ
る
の
と
同
趣
旨
で
あ
る
｡
｢嶺
山
海
産
｣
詩
の

｢王
母

陶
淵
明
｢讃
山
海
経
｣
詩
の
西
王
母
像
(輿
膳
)

妙
顔
悟
ぶ
｣
は
､
こ
う
し
た
西
王
母
に
こ
そ
似
つ
か
わ
し
い
と
い
え

よ
う
｡
(『漠
武
故
事
』
に
は
､
西
王
母
が
漠
武
帝
を
訪
れ
る
話
が
見
え
る

が
､
魯
迅

『古
小
説
鈎
沈
』
の
輯
本
に
よ
れ
ば
､
西
王
母
の
容
姿
に
つ
い
て

の
描
寓
は
な
い
｡)

時
代
は
下
る
が
'
杜
甫
の
五
言
古
詩

｢諸
公
の
慈
恩
寺
の
塔
に
登

る
に
同
ず
｣
に
'
｢惜
し
い
か
な
瑞
池
の
飲
'
日
は
暮
る
足
寄
の

丘
｣
と
あ
っ
て
'
唐
玄
宗
と
場
景
妃
の
遊
宴
を
穆
王
と
西
王
母
の
瑠

池
の
宴
に
見
立
て
て
い
る
｡
同
じ
-
五
言
古
詩

｢郭
給
事
が
湯
東
霧

秋
の
作
に
同
じ
奉
る
｣
で
は
'
池
か
ら
神
秘
的
な

｢金
蝦
燥
｣
の
出

現
す
る
シ
ー
ン
で
､
も
っ
と
明
瞭
に
玄
宗
と
場
景
妃
を
周
穆
王
と
西

ヽ
ヽ

ヽ
ヽ

王
母
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
｡
｢至
尊

之
を
顧
み
て
笑
い
'
王
母
収

し
め
遣
め
ず
｡｣
そ
の
と
き
'
杜
甫
が
脳
裏
に
浮
か
べ
た
西
王
母
は
'

妙
な
る
美
女
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
｢京
自
-
奉
先
願
に

赴
-
詠
懐
五
百
字
｣
の

｢堵
池

気
は
欝
律
'
羽
林

相

い
摩
憂

⑦

す
｣
の
場
合
も
撃
わ
る
ま
い
｡

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
て
い
え
ば
'
陶
淵
明
の
時
代

ま
で
の
西
王
母
の
イ
メ
ー
ジ
に
は
二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
っ
た
こ
と
に

な
る
｡

一
つ
は

『山
海
経
』
に
措
か
れ
'
ま
た
同
書
の
注
稗
者
郭
瑛
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『奮
唐
音
』
経
籍
志

･
『新
唐
書
』
重
文
志
等
で
も
襲
わ
ら
な
い
｡

『日
本
国
見
在
書
目
銀
』
に
は
､
郭
瑛
注

『山
海
経
費
』
二
巻
の
他

に
'
『山
海
確
固
質
』

一
巻
が
見
え
る
｡
た
だ
'
唐

･
張
彦
速

『歴

代
名
董
記
』
巻
三

｢述
古
之
秘
董
珍
固
｣
に
は
､
こ
れ
と
は
違

っ
た

記
述
が
見
え
て
い
て
､
｢山
海
経
園

六
又
紗
園
こ

｢大
荒
経
囲
二

十
六
｣
と
あ
る
｡
ま
た
､
宋

･
王
麿
麟

『玉
海
』
巻
十
五
地
理
で
は
'

もと

『中
興
書
目
』
を
引
い
て
'
｢山
海
経
囲
十
巻
'
本
梁
の
張
倍
額
童
｡

成
年
二
年

(九
九
九
)､
校
理
静
雅

舘
閥
の
園
書
を
鐙
次
し
て
'
倍

額

の
奮
縦

の
筒

お
存

す
る

者
有
る

を
見

る｡
給
を
重
ね
て
十
巻
と
為

はじめ

す
｡
又
た
工
侍

朱
昂

の進
倍
額
墓

園
表

を首
に
載
す
｡
倍
額
は
梁

に
在
り
て
葺
を
善
-

す
る
を
以
て
著
わ
る

｡毎
巻
中
'
先

に
董
-
節

の
名
を
類
L
t
凡
そ
二
百
四
十
七
種
｡｣
ま
た
､
そ
の
あ
と
さ
ら
に
､

｢書
目
に
又
た
固
十
巻
有
-
｡
首
に
郭
瑛
序
を
載
せ
'
経
文
を
節
線

えが

し
て
其
の
物
を

園

-

｡
張
倍
額
本
の
如
き
も
'
姓
名
を
著
わ
さ
ず
｣

⑧

と
あ
る
の
は
'
別
本
で
あ
ろ
う

｡

な
お
､
『中
興
書
目
』
に
よ
れ
ば
､

園
は
二
百
四
十
七
種
だ
っ
た
と
い
う
が
､
郭
瑛

｢山
海
経
園
讃
｣

(都
敢
行
隻
疏
本

『山
海
経
』
に
よ
る
)
で
は
､
二
百
六
十
四
種
の
講

が
あ
る
｡
郭
瑛

｢囲
讃
｣
の
敦
に
近
い
園
が
末
ま
で
存
し
て
い
た
こ

陶
淵
明

｢讃
山
海
経
｣
詩
の
西
王
母
像

(輿
膳
)

と
に
な
る
｡

『歴
代
名
董
記
』
や

『中
興
書
目
』
に
よ
れ
ば
'
｢山
海
経
囲
｣

と
い
っ
て
も
決
し
て

1
種
類
だ
け
で
は
な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
想

像
で
き
る
｡
梁

･
張
倍
額
筆
の

｢山
海
経
囲
｣
は
､
も
ち
ろ
ん
陶
淵

明
以
後
の
も
の
だ
が
'
北
宋
の
こ
ろ
に
は
な
お
博
存
し
て
い
て
'
そ

れ
に
も
や
は
-
郭
嘆
の
序
が
載
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き

で
あ
る
｡

現
在
博
わ
る

｢山
海
経
園
｣
は
､
全
て
明
の
寓
暦
以
降
の
も
の
で

あ
-
'
上
述
の
書
誌
に
著
録
さ
れ
る
書
と
の
博
承
関
係
は
不
明
で
あ

る
｡
そ
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
､
明

･
蒋
磨
鏑
妻
の

『山
海
経
』

十
八
巻
が
あ
-
'
内
閣
文
庫
戒
明
刊
本
で
は
'
全
て
七
十
四
囲
が
各

巻
の
随
所
に
収
録
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
落
麿
鏑
の
手
に
な
る
園
は
'

す
で
に
栃
尾
武
氏
に
よ
り
内
閣
文
庫
本
を
も
と
に
影
印
し
て
紹
介
さ

れ
て
い
る
.
(｢明
･
落
雁
鏑
幸
三
山
海
経
』
-

明
刻
本
と
和
刻
本

-
｣へ

『成
城
囲
文
学
論
集
』
二
九
'
二
〇
〇
四
年
)

鎗
談
な
が
ら
'
魯
迅
に

｢阿
長
と
山
海
経
｣
(『朝
花
夕
収
』
所
収
'

一
九
二
六
年
)
と
い
う
短
編
小
説
が
あ
る
｡
魯
迅
の
乳
母
だ
っ
た
阿

長
と
の
心
の
交
流
を
措
-
話
で
あ
る
｡
阿
長
は
正
月
の
休
み
に
里
掃
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-
し
た
み
や
げ
に
､
幼
い
魯
迅
が
ほ
し
が
っ
て
い
た
絶
入
-
の

『山

海
経
』
を
買

っ
て
き
て
-
れ
た
｡
粗
末
な
紙
に
'
稚
拙
な
槍
の
つ
い

た
本
だ
っ
た
が
､
魯
迅
に
は
終
生
忘
れ
ら
れ
な
い
思
い
出
と
な
っ
た
｡

魯
迅
は
後
に
郵
敢
行
疏
の
固
讃
付
き
石
印
本

『山
海
経
』
を
購
入
す

る
の
だ
が
'
か
つ
て
乳
母
か
ら
も
ら
っ
た

『山
海
経
』
に
は
､
書
物

の
債
値
と
は
別
種
の
貴
重
な
意
味
が
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
と
も
か
-
'

阿
長
が
買

っ
て
-
れ
た
よ
う
な
本
に
至
る
ま
で
'
各
種
各
様
､
巧
拙

と
-
ど
-
の

｢山
海
経
固
｣
が
'
古
来
流
布
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
｡

さ
て
､
西
王
母
の
園
は
'
落
磨
鏑
董
本
の
巻
二
に
見
え
る
が
'
勝

を
頭
に
戴
き
'
牙
を
む
い
て
､
豹
の
尾
を
垂
ら
し
た
道
士
の
姿
に
描

か
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん

『山
海
経
』
が
描
-
西
王
母
像
を

忠
幸
に
再
現
し
た
も
の
で
あ
る
｡
(道
服
を
着
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
は
'

『山
海
経
』
に
は
な
い
後
世
の
加
上
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
だ
が
｡)
と
こ
ろ
が
'

こ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
時
代
に
出
た
他
の
書
物
に
は
'
全
-
異
な
る
西

王
母
像
が
描
か
れ
て
い
る
｡
商
暦
二
十
八
年

(
l
六
〇
〇
)
刊
の

『列
仙
全
博
』
に
登
場
す
る
西
王
母
は
'
ま
さ
に
あ
の

『漢
武
帝
内

博
』
に
い
う
よ
う
な
'
｢循
短

中
を
得
て
､
天
姿
は
奄
藷
｣
た
る

ふ
-
よ
か
な
美
女
で
あ
る
｡
寓
暦
三
十
七
年

(
一
六
〇
九
)
前
後
に

出
た

『三
才
園
舎
』
(人
物
十
)
の
西
王
母
像
も
そ
れ
に
近
い
｡
後
漠

以
来
の
董
像
石
に
措
か
れ
る
西
王
母
像
が
示
す
よ
う
に
'
『山
海

経
』
の
隼
人
半
獣
の
イ
メ
ー
ジ
を
離
れ
た
人
間
的
な
西
王
母
像
は
､

⑨

古
-
か
ら
存
し
て
い
た
｡
『山
海
経
』
の
西
王
母
は
原
初
的
な
姿
で

こ
そ
あ
れ
､
美
女
西
王
母
の
方
が
後
世
の
普
遍
的
な
イ
メ
ー
ジ
だ
っ

た
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

明
本

『山
海
経
』
の
落
雁
鏑
描
-
西
王
母
像
と

『列
仙
全
倦
』
の

西
王
母
像
は
'
牛
人
半
獣
と
美
女
と
い
う
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
示
し
て

い
た
｡
そ
し
て
'
そ
の
封
照
は
､
そ
の
ま
ま
陶
淵
明
の
時
代
に
ま
で

ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
『山
海
経
』
本
文
や
郭
瑛

｢山

海
経
国
讃
｣
か
ら
す
れ
ば
､
陶
淵
明
が
見
た

｢山
海
経
園
｣
の
西
王

母
は
'
牛
人
半
獣
の
姿
に
描
か
れ
て
い
た
と
想
像
す
る
の
が
自
然
だ

ろ
う
｡
(た
だ
'
も
ち
ろ
ん
道
服
姿
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
が
)｡
に
も
か
か

わ
ら
ず
､
淵
明
の
詩
か
ら
伐
価
と
す
る
西
王
母
像
は
'
そ
れ
と
は
野

⑲

照
的
な

『漠
武
帝
内
債
』
型
の
美
女
で
あ
る

｡

こ
の
落
差
は
ど
の
よ

う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
｡
そ
れ
と
も
'
陶
淵
明
が
目
に
し
た

｢山

海
経
固
｣
の
西
王
母
は
､
『漠
武
帝
内
侍
』
の
よ
う
な
美
女
タ
イ
プ

の
像
に
描
か
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
れ
に
つ
い
て
は
'
彼
の
見

48



た
給
園
に
つ
い
て
'
さ
ら
に
検
討
を
重
ね
る
必
要
が
あ
る
｡

四

陶
淵
明
の
時
代
の
書
物
は
'
い
う
ま
で
も
な
-
冊
子
本
で
は
な
-
､

巻
子
本
だ
っ
た
｡
槍
画
人
-
の

『山
海
経
』
も
普
然
そ
の
よ
う
な
形

健
だ
っ
た
に
違
い
な
い
｡
｢讃
山
海
経
｣
詩
第

一
首
に
'
｢周
王
の
侍

を
汎
覚
L
t
山
海
の
園
を
流
観
す
｣
と
あ
る
の
は
'
そ
う
し
た
巻
子

本
を
眺
め
る
姿
を
措
い
て
い
る
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
の
二
句
に
い
う

｢汎
覚
｣
｢流
観
｣
と
は
'
ど
の

よ
う
な
動
作
を
い
う
の
だ
ろ
う
｡
そ
れ
に
つ
い
て
､
中
国
の
古
来
の

注
樺
家
で
は
'
五
臣
注
に
次
の
よ
う
に
あ
る
｡
｢銑
日
-
､
汎
は
'

A樽
な
-
｡
周
王
の
博
は
'
周
穆
王
の
博
を
謂
う
な
-
｡
穆
王
の
車
轍

あ
ま
ね

あ
ま
ね

馬
跡
は
'
天
下
に

偏

し

｡
故
に
先
ず

博

-

之
を
覚
る
｡
然
る
後
に

目
を
山
海
経
に
流
す
な
-
｡｣
ま
た
'
日
本
近
来
の
注
輝
で
寓
目
し

た
も
の
に
は
'
以
下
の
よ
う
に
あ
る
｡

｢汎
寛

あ
ち
ら
こ
ち
ら
と
み
る
｡
-
-
流
観

も
あ
ち
こ

ち
見
る
な
り
｣
(鈴
木
虎
雄

『陶
淵
明
詩
解
』へ
一
九
四
八
年
､
弘
文

堂
)｡
｢周
王
の
侍
に
汎
覚

(め
を
と
は
)
L
t
山
海
の
園
を
流

陶
淵
明
｢讃
山
海
経
｣
詩
の
西
王
母
像
(興
膳
)

観

(き
ま
か
せ
に
み
)
て
｣
(斯
波
六
郎

『陶
淵
明
詩
諸
法
』'
一
九

五
一
年
､
東
門
書
房
)'
｢〔汎
覚
〕

ひ
ろ
-
目
を
通
す
'
あ
と

の

〔
流
観
〕
は
あ
ち
こ
ち
な
が
め
る
こ
と
で
'
共
に
ゆ
っ
た
-

と
楽
し
み
な
が
ら
ペ
ー
ジ
を
-
つ
て
い
る
様
子
を
い
う
｣
(
l

海
知
義

『陶
淵
明
』'
｢世
界
古
典
文
筆
全
集
｣
二
五
､
筑
摩
書
房
､
一

九
六
八
年
)､
｢汎
覧

贋
-
目
を
通
す
｡
-
-
流
観

あ

ち

こ

ち
を
見
る
｣
(都
留
春
雄
･
釜
谷
武
志

『陶
淵
明
』'
｢鑑
賞
中
国
の

古
典
｣

二二
'

一
九
八
八
年
'
角
川
書
店
)'
｢汎
覚

･
流
観

ざ
っ
と
目
を
通
す
｣
(松
枝
茂
夫
･
和
田
武
司

『陶
淵
明
全
集
』､
岩

波
文
庫
'
一
九
九
〇
年
)｡

諸
家
と
-
ど
-
の
説
だ
が
'
｢汎

(迂
)｣
が

｢
ひ
ろ
-
｣
の
意
で

あ
る
こ
と
は
字
義
通
-
と
し
て
､
問
題
は

｢流
観
｣
だ
ろ
う
｡

｢流
｣
は
'
｢流
水
｣
の
よ
う
に
'
移
動
感
を
伴
う
こ
と
ば
で
あ
る
｡

陶
淵
明
よ
-
は
半
世
紀
鎗
-
遅
れ
る
謝
桃
の

｢玉
階
怨
｣
に
､
｢夕

JT

殿

玉
簾
を
下

ろ
し
'
流
登

飛
び
て
は
復
た
息
う
｣
と
あ
る
の
は
'

ゆ
る
や
か
に
あ
ち
こ
ち
と
飛
ん
で
は
憩
う
登
を
措
い
た
も
の
で
あ
る
｡

ぐ
る
り
と
目
を
移
し
な
が
ら
見
わ
た
す
動
作
が

｢流
観
｣
で
は
な
い

か
｡
こ
れ
は

『山
海
経
』
園
の
情
景
を
'
巻
子
本
を
両
手
で
繰
-
な
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が
ら
'
場
面
を
逐
っ
て
ゆ
っ
た
り
と
眺
め
て
い
る
さ
ま
を
措
い
て
い

る
の
だ
ろ
う
｡

｢讃
山
海
経
｣
と
題
し
な
が
ら
､
作
者
は
賓
は

『穆
天
子
博
』
と

『山
海
経
』
を
同
時
に
想
定
し
っ
つ
詩
を
作

っ
て
い
る
｡
『山
海

経
』
は
も
ち
ろ
ん
給
入
-
本
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
れ
ま
で
考
諾
し

て
き
た
経
過
を
振
-
近
-
な
が
ら
見
直
し
て
み
る
と
'
『穆
天
子

博
』
と

『山
海
経
』
が
こ
こ
で
は
す
で
に
1
つ
の
存
在
に
融
合
し
て

い
る
｡
本
来

｢山
海
経
園
｣
に
描
か
れ
て
い
た
は
ず
の
牛
人
半
獣
の

西
王
母
像
は
'
い
つ
の
聞
に
か

『漢
武
帝
内
博
』
的
な
ふ
-
よ
か
な

道
教
的
女
神
像
に
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
第
二
首
か
ら
第

八
首
に
至
る
詩
で
は
'
穆
王
に
目
線
を
合
わ
せ
な
が
ら
'
彼
の
西
征

と
西
王
母
と
の
倉
見
そ
し
て
昆
命
山
の
情
景
が
'

一
こ
ま

一
こ
ま
槍

葦
的
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
詩
で
は
'
そ
れ
ぞ
れ
が

一
つ
の
場
面
を
構
成
し
な
が
ら
､
物
語
的
な
展
開
を
遂
げ
て
ゆ
-
が
､

物
語
の
中
心
に
常
に
西
王
母
が
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
｡
そ
し

て
'
西
王
母
に
あ
こ
が
れ
る
穆
王
の
心
情
に
'
作
者
陶
淵
明
の
思
い

が
重
な
る
｡
そ
れ
は
あ
た
か
も

一
幅
の
架
室
の
給
巻
物
を
思
い
起
こ

さ
せ
る
｡
も
し
こ
う
し
た
毒
巻
が
仮
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
'
五
言
八

句
の
詩
は
'
各
場
面
に
添
え
ら
れ
た
譜
に
相
昔
す
る
｡

｢山
海
経
囲
｣
に
付
さ
れ
た
郭
環
の
董
讃
は
'
『山
海
経
』
に
現

わ
れ
る
個
別
の
事
物
あ
る
い
は
そ
れ
ら
の
幾
つ
か
を
組
み
あ
わ
せ
た

も
の
を
封
象
と
し
て
書
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
｡
た
と
え
ば
'
西

山
経
に
は

｢西
王
母
｣
｢積
石
｣
｢畢
方
｣
｢文
月
｣
｢天
狗
｣
｢三
育

鳥
｣
と
い
っ
た
軍
猫
の
題
の
葦
が
見
え
る
と
と
も
に
'
ま
た

｢丹

木

･
玉
膏
｣
｢白
帝

･
少
芙
｣
｢土
蛙
獣

･
欽
原
烏
｣
と
い
っ
た
二
つ

三
つ
を

一
組
に
し
た
題
の
葦
も
見
ら
れ
る
｡
先
に
引
い
た

『中
興
書

目
』
(『玉
海
｣
巻
十
五
)
で
は
'
染

･
張
恰
鯨
の

｢山
海
経
園
｣
に

つ
い
て
'
｢毎
巻
中
､
先
に
書
一-
所
の
名
を
類
L
t
凡
そ
二
百
四
十

七
種
｣
と
あ
っ
た
｡
つ
ま
-

『山
海
経
』
各
巻
の
動
物

･
植
物

･
鋳

物
に
つ
い
て
､
個
別
あ
る
い
は
複
数
の
名
前
を
挙
げ
､
そ
の
類
別
さ

れ
た

1
つ
l
つ
に
つ
い
て
園
給
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
.
陶
淵
明

｢讃
山
海
経
｣
詩
も
t
も
し
そ
れ
ら
に
見
あ
う
董
巻
を
想
定
す
る
と

す
れ
ば
'
こ
う
し
た
囲
槍
と
詩
の
関
係
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
｡

l
股
に
中
国
槍
董
史
で
は
､
唐
以
降
'
日
本
に
お
け
る
給
巻
の
よ

う
な
物
語
性
を
有
す
る
作
品
は
馨
達
し
な
か
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い

る
｡
だ
が
'
現
存
す
る
束
管

･
願
憧
之
に
よ
る

｢洛
紳
賦
園
｣
の
よ

JO



う
な
作
品
は
'
明
ら
か
に
物
語
的
な
構
想
の
下
に
措
か
れ
て
い
る
｡

そ
う
し
た
知
識
を
'
恐
ら
-
陶
淵
明
は
持

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
｡

願
憧
之

｢洛
神
威
園
｣
は
'
い
う
ま
で
も
な
-
魂

･
曹
植

｢洛
紳

賦
｣
(
『文
選
』
巻
十
九
)
を
園
像
化
し
た
董
巻
で
あ
る
｡
侍
説
に
よ

ふ
つ
き

れ
ば
'
太
古
の
王
審
義
の
む
す
め
が
洛
水
で
溺
れ
死
ん
で
'
こ
の
川

の
女
神
審
妃
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
｡
｢洛
紳
賦
｣
は
､
そ
の
序
に
よ

る
と
'
黄
初
三
年

(二
二
二
)'
曹
柏
が
都
洛
陽
に
蹄
還
す
る
途
次
に

洛
水
を
渡

っ
た
と
き
'
紳
が
か
-
的
な
ー
ラ
ン
ス
状
態
と
な
っ
て
'

ふく
ひ

審

妃

と
出
合

っ
た
異
常
膿
験
を
詠

っ
た
も
の
で
あ
る
｡
｢洛
神
威

園
｣
の
真
跡
は
存
せ
ず
'
末
代
の
模
本
と
さ
れ
る
作
品
が
数
種
博

わ
っ
て
い
る
｡

模
本
の
中
に
は
､
故
宮
博
物
院
所
蔵
本
の
よ
う
に
詞
書
き
の
全
-

な
い
も
の
も
あ
る
が
､
遼
寧
省
博
物
館
所
戒
本
の
よ
う
な
曹
植

｢洛

神
威
｣
の
原
文
を
場
面
に
合
わ
せ
て
配
す
る
も
の
も
あ
る
｡
こ
こ
で

は
､
便
宜
上
'
『遼
寧
省
博
物
館
蔵
書
董
著
録
』
線
量
巻

(
一
九
八
六

年
'
遼
寧
美
術
出
版
社
)
を
も
と
に
､
そ
の
あ
ら
ま
し
を
概
観
す
る
｡

園
の
初
め
に
は
'
曹
棺
が
八
人
の
従
者
を
従
え
て
'
洛
水
の
ほ
と

り
に
さ
し
か
か
っ
た
場
面
が
措
か
れ
'
園
の
右
に

｢洛
紳
賦
｣
の
序

陶
淵
明

｢讃
山
海
経
｣
詩
の
西
王
母
像

(輿
膳
)

｢責
初
三
年
､
余
朝
京
師
'
遅
番
洛
川
｣
(責
初
三
年
､
余

京
師
に

か
t]

わた

朝
し
､
遷

-

て
洛
川
を

潜

る

)
か
ら
'
賦
本
文
の

｢其
状
若
如
'
臣
願

いか
ん

聞
之
｣
(其
の
状

若

何

ぞ
'
臣
願
わ
-
は
之
を
聞
か
ん
)
に
至
る
文
が
'

端
正
な
小
樽
で
記
さ
れ
て
い
る
｡
(囲
①
)
こ
の
あ
と
徐
々
に
物
語

が
展
開
さ
れ
て
ゆ
-
の
だ
が
'
ヒ
ロ
イ
ン
の
女
神
は
第
九
園
に
至
-
'

は
じ
め
て
雲
に
乗

っ
て
姿
を
現
わ
す
｡
そ
の
詞
書
は
､
｢於
是
忽
蔦

縦
膿
'
以
逝
以
嬉
｡
左
恰
宋
施
'
右
蔭
桂
旗

(是
に
於
い
て
忽
蔦
と
し

ほしいまま

あそ

たの

さいばう

よ

て
膿
を

縦

に

L
t
以
て

遊

び

以
て

嬉

し

む
｡
左
は

宋

族

に

倍

-
'
右
は

桂
旗
に

蔭

る

)0

こ
う
し
て
曹
棺
は
女
神
に
出
合
い
'
忽
ち
彼
女
へ
の
思
慕
の
情
に

と
ら
わ
れ
る
｡
賊
で
は
'
女
神
の
艶
麗
な
姿
態
動
作
の
す
ぼ
ら
し
さ

に
つ
い
て
､
延
々
と
筆
を
費
や
し
て
描
き
た
て
る
の
だ
が
'
こ
こ
で

は
末
尾
の
女
神
と
の
別
離
を
描
-
数
段
を
取
-
上
げ
て
'
や
や
詳
し

-
紹
介
し
よ
う
｡
第
十
九
段
の
文
は
'
｢於
是
背
下
陵
高
､
足
往
心

ひく

のば

留
｡
遺
情
想
像
､
願
望
懐
憂
｣
(是
に
於
い

て

下

き

に
背
き
高
き

に

陵

へ

のこ

いだ
⑪

足
往
-
も
心
留
ま
る
｡
情
を

遺

し

て
想
像
し
'
願
望
し
て
憂
い
を

懐

-

)

｡

園
に
は
険
し
い
高
峰
が
そ
び
え
立
ち
､
あ
た
か
も
女
神
へ
の
徴
募
を

さ
え
ぎ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
｡
(園
②
左
)

ー ∫7-
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第
二
十
段
の
文
は
､
｢翼
塞
鰹
之
復
形
'
御
軽
舟
而
上
遡
｡
浮
長

あら

こいねが

川
而
忘
反
'
思
綿
綿
而
槍
慕
｣
(霊
鰹
の
復
た

形

わ

れ
ん
こ
と
を

巽

い

'

さかのぼ

か
r<

軽
舟
を
御
し
て

上

遡

る

｡
長
川
に
浮
か
ん
で

反

る

を
忘
れ
'
思
い
は
綿
綿
と

し
て
慕
う
を
櫓
す
)｡
園
は
波
立
つ
川
面
に

一
腹
の
船
が
浮
か
び
'
そ

の
二
階
で
二
人
の
女
官
を
従
え
た
曹
柏
が
'
じ
っ
と
水
面
を
見
つ
め

な
が
ら
物
思
い
に
耽

っ
て
い
る
｡
(囲
③
右
)

第
二
十

1
段
の
文
は
､
｢夜
秋
秋
而
不
束
'
清
繁
霜
而
至
曙
.
令

僕
夫
以
就
駕
'
吾
清
掃
乎
東
路
｣
(夜
秋
秋
と
し
て
敵
ね
ら
れ
ず
'
繁
霜

うるあ

あかつき

つ

まき

に

姑

い

て

曙

に
至
る
｡
僕
夫
に
命
じ
て
以
て
駕
に
就
か
し
め
､
吾
は
牌

⑫

に
東
路
に
韓
ら
ん
と
す
)
｡

園
は
'
曹
植
が
方
形
の
石
凡
に
坐
-
､
後

ろ
か
ら

一
人
の
侍
従
が
紫
の
傘
を
さ
し
か
け
て
お
-
'
す
ぐ
前
に
は

も
う

1
人
の
侍
従
が
立

っ
て
主
人
の
方
を
顧
み
て
い
る
｡
曹
植
の
視

線
は
紳
女
を
追
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
彼
ら
の
前
方
に
は
'
楊
樹

や
銀
杏
の
木
々
が
茂

っ
た
小
高
い
山
が
そ
び
え
て
い
る
｡
(園
③
左
-

囲
④
右
)

最
終
第
二
十
二
段
の
文
は
'
｢撹
誹
轡
而
抗
策
､
恨
盤
桓
而
不
能

ひ
ひ

と

あ

⑲

去
｣
(
誹

轡

を
携

り
て
策
を
抗

げ
へ
帳
と
し
て
盤
桓
と
し
て
去
る
能
わ
ず

)
｡

園
は
'
四
頭
の
疾
走
す
る
馬
に
引
か
れ
た
天
蓋
付
き
の
車
に
曹
植
が

陶
淵
明

｢讃
山
海
経
｣
詩
の
西
王
母
像

(輿
膳
)

莱
-
'
側
に
は

一
人
の
女
官
が
侍

っ
て
い
る
｡
四
人
の
侍
従
が
弓
矢

を
手
に
騎
乗
し
て
馬
車
の
四
方
を
護

っ
て
い
る
｡
曹
植
は
正
平
と
し

た
眼
差
し
で
ど
こ
か
遠
-
を
見
つ
め
て
い
る
｡
巻
末
に
は
､
活
乾
隆

帝
の
筆
に
な
る

｢洛
紳
賦
第
二
審
｣
六
字
が
行
書
で
記
さ
れ
て
い
る
｡

(囲
④
左
)

故
宮
博
物
院
本
も
腕
の
文
章
を
放
き
は
す
る
が
'
絵
柄
は
全
-
同

じ
で
あ
る
｡

｢讃
山
海
経
｣
詩
を
構
想
し
た
陶
淵
明
の
脳
裏
に
は
'
た
と
え
ば

こ
の

｢洛
細
腕
園
｣
の
よ
う
な
物
語
性
を
持
つ
董
巻
が
意
識
さ
れ
て

い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
｢桃
花
源
記
｣
の
作
者
で
あ
-
'
ま

た

『捜
紳
後
記
』
の
編
者
に
も
擬
せ
ら
れ
る
陶
淵
明
は
'
虚
構
の
世

界
を
描
-
こ
と
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
｡
そ
の
淵
明
が
､
連
作

｢讃
山
海
経
｣
詩
に
お
い
て
'
西
王
母
と
周
穆
王
を
め
ぐ
る
物
語
を
'

囲
巻
的
な
構
想
に
も
と
づ
い
て
差
し
挟
ん
だ
と
想
像
す
る
こ
と
は
'

そ
れ
ほ
ど
不
自
然
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
｡

仮
に
陶
淵
明
の
脳
裏
に
そ
う
し
た
物
語
性
の
あ
る
董
巻
的
な
構
想

が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
t
で
は
陶
淵
明
が
賓
際
に
見
た

｢山
海
経

園
｣
と
'
詩
中
に
形
象
さ
れ
た
西
王
母
と
周
穆
王
の
物
語
と
は
ど
の
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よ
う
に
関
係
づ
け
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
｡

二
つ
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
｡
そ
の
一
つ
は
､
陶
淵
明
が
給
画

人
-
の

『山
海
経
』
と
'
『穆
天
子
侍
』
の
物
語
と
を
合
わ
せ
て
視

野
に
収
め
な
が
ら
'
穆
王
と
西
王
母
の
物
語
を
猫
白
に
画
像
的
に
構

想
し
た
と
い
う
可
能
性
｡
も
う

一
つ
は
'
郭
瑛
が
讃
を
書
い
た

｢山

海
経
囲
｣
と
は
別
に
'
『穆
天
子
博
』
を
主
催
と
し
て
'
穆
王
と
西

王
母
と
の
物
語
を
措
-
毒
巻
が
す
で
に
あ
-
'
そ
れ
を
見
な
が
ら
詩

を
作

っ
た
と
い
う
可
能
性
で
あ
る
｡

第

一
の
場
合
､
『山
海
経
』
の
給
園
に
は
､
郭
嘆
が
讃
を
施
し
た

の
と
同
じ
-
牛
人
半
獣
の
西
王
母
が
描
か
れ
て
い
た
｡
も
ち
ろ
ん
そ

こ
に
周
穆
王
の
姿
は
見
え
な
い
｡
作
者
は
､
こ
の
緒
園
の
中
の
西
王

母
を
見
な
が
ら
､
別
の
物
語
で
あ
る

『穆
天
子
俸
』
の
中
か
ら
穆
王

を
引
き
出
し
て
'
『山
海
経
』
の
世
界
に
導
き
入
れ
た
こ
と
に
な
る
｡

『穆
天
子
俸
』
に
穆
王
と
西
王
母
の
出
合
い
を
描
-
話
が
あ
る
か
ら

こ
そ
'
そ
れ
が
可
能
に
な
る
｡
そ
し
て
'
淵
明
の
詩
に
描
か
れ
た
西

王
母
は
'
い
つ
の
間
に
か

『漠
武
帝
内
侍
』
的
な
美
女
に
愛
身
し
て

い

る
｡

第
二
の
場
合
は
'
陶
淵
明
の
構
想
し
た
よ
う
な
美
女
西
王
母
と
穆

王
と
の
出
合
い
を
描
-
董
巻
が
硯
賓
に
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
｡
こ

の
架
室
の
書
一巻
は
'
『山
海
経
』
と
い
う
よ
-
､
む
し
ろ

『穆
天
子

侍
』
の
イ
メ
ー
ジ
に
も
と
づ
く
と
こ
ろ
が
大
き
い
｡
『山
海
経
』
を

離
れ
れ
ば
ヘ
音
際
に
道
教
の
女
神
と
し
て
の
美
女
西
王
母
が
存
在
し

て
い
た
以
上
'
そ
の
よ
う
な
仮
定
も
あ
-
得
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡

こ
の
い
ず
れ
も
'
こ
れ
ま
で
の

｢讃
山
海
経
｣
諒
解
輝
で
は
考
え

ら
れ
た
こ
と
の
な
い
空
想
'
あ
る
い
は
妄
想
で
あ
る
｡
私
の
個
人
的

な
興
味
か
ら
す
れ
ば
'
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
第

1
の
仮
説
に
屑
入
れ

し
た
-
な
る
が
'
そ
れ
も
特
に
確
た
る
根
堰
あ
っ
て
の
こ
と
で
は
な

い
｡
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
'
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
構
想
が
あ
ち

こ
ち
に
沓
揮
さ
れ
る
陶
淵
明
の
文
学
に
お
い
て
は
'
上
述
の
よ
う
な

推
測
も
'
ま
た
作
品
解
樺
の
た
め
の
一
試
行
と
し
て
有
数
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
際
'
文
学
研
究
か
ら
逸
脱

し
た
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
線
量
史
資
料
の
活
用
も
'
か
な

-
の
効
用
を
澄
揮
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡

証①

｢譲
山
海
経
｣
詩
は
'
陶
樹

『陶
靖
節
集
注
』
を
底
本
と
L
t
併
せ
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て
衰
行
需
撰

『陶
淵
明
集
葺
注
｣
(二
〇
〇
三
年
'
中
華
書
局
)
な
ど

近
人
の
注
梓
書
を
参
照
し
た
｡
ま
た
､
『山
海
経
』
は
､
荊
敢
行
撰

『山
海
経
蔓
疏
』
(糞
文
印
書
舘
影
印
本
)
に
よ
り
つ
つ
'
衰
珂

『山

海
経
校
注
』
(
1
九
八
〇
年
'
上
海
古
籍
出
版
社
)
等
を
参
照
し
た
｡

②

『青
書
』
巻
五
十

一
束
管
侍
に
は
'

一
連
の
竹
書
尊
掘
の
記
事
中
に
､

｢穆
天
子
侍
五
篇
'
言
周
穆
王
潜
行
四
海
'
見
帝
董

･
西
王
母
｣
と
あ

る
｡

③

こ
の
後
は
'
錯
簡
が
あ
り
讃
み
に
-
い
｡
四
部
備
要
本
で
は
'
テ
ク

ス
ト
を
改
め
て

｢賂
復
而
野
｣
と

｢天
子
逐
駆
升
干
弁
山
｣
と
の
間
に
､

次
の
よ
う
な
句
を
置
-
｡
｢西
王
母
又
寅
天
子
吟
'
日
､
阻
彼
西
土
'

蒙
居
其
野
.
虎
豹
為
畢
'
於

(烏
)
鵠
興
廃
｡
嘉
命
不
達
'
我
惟
帝
女
.

彼
何
世
民
'
又
洛
去
子
O
吹
笠
鼓
業
'
中
心
朔
期
｡
世
民
之
子
'
唯
天

之
望
｡｣
こ
の
方
が
謹
み
や
す
い
が
､
ひ
と
ま
ず
原
文
の
ま
ま
と
す
る
｡

④

｢名
迩
｣
は
'
四
部
備
要
本
に
従
う
0
底
本
は

｢光
跡
｣
に
作
る
｡

⑤

都
敢
行
本
は

｢憩
｣
を

｢解
｣
に
作
る
が
へ
『重
文
類
衆
』
巻
九
十

一
鳥
部
青
鳥
所
引
の

『竹
書
』
に
'
｢穆
王
十
三
年
'
西
征
至
子
音
鳥

之
所
憩
｣
と
あ
る
の
に
従
う
｡

⑥

聴
王
母
於
銀
董
今
'
蓋
玉
芝
以
療
飢
｡
戴
勝
愁
其
既
軟
骨
'
又
諦
余

之
行
遅
｡
載
太
華
之
玉
女
今
'
召
洛
浦
之
審
妃
o
成
校
麗
以
轟
姻
今
'

槍
婿
眼
而
蛾
眉
｡
静
砂
婦
之
繊
腰
骨
'
揚
雑
錯
之
裡
徴
｡
離
宋
骨
而
微

笑
今
'
顔
的
磯
以
遺
光
｡
厳
環
現
輿
深
鮪
今
､
中
欧
好
以

玄
黄
｡
難
色

監
而
賂
美
今
へ
志
暗
蕩
而
不
嘉
｡
隻
材
悲
於
不
納
今
､
並
詠
詩
而
清
歌
.

歌
日
'
天
地
姻
塩
'
百
井
含
龍
｡
鳴
鶴
交
頚
'
唯
鳩
相
和
｡
虚
子
懐
春
'

陶
淵
明

｢讃
山
海
経
｣
詩
の
西
王
母
像

(興
膳
)

精
魂
回
移
｡
如
何
淑
明
'
忘
我
害
多
｡

⑦

こ
の
ほ
か
'
杜
詩
の
通
例
と
し
て
'
王
母
を
以
て
楊
貴
妃
の
比
職
と

ヽ
ヽ

し
た
句
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
｡
｢落
日
留
王
母
､
微
風
恰

ヽ
ヽ

少
鬼
｣
(｢宿
昔
｣)'
｢西
望
堵
池
降
王
母
'
東
来
紫
気
満
函
開
｣
(｢秋

ヽ
ヽ

興
｣
八
首
其
五
)'
｢仙
人
張
内
禦
'
王
母
厳
宮
桃
｣
(｢千
秋
節
有
感
｣

其
二
)｡
杜
甫
の
意
識
に
お
い
て
'
美
女
西
王
母
の
イ
メ
ー
ジ
が
固
定

し
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
｡

⑧

張
僧
鯨
に
つ
い
て
は
'
『歴
代
名
童
記
』
巻
七

｢叙
歴
代
能
董
人

名
｣
に
次
の
よ
う
に
あ
る
｡
｢張
借
蘇
'
上
品
中
｡
呉
中
人
也
｡
天
監
中

為
武
陵
王
国
侍
郎
'
直
軸
閣
'
知
毒
草
o
歴
右
軍
将
軍
'
具
興
太
守
｡

武
帝
崇
飾
悌
寺
へ
多
命
恰
解
毒
之
｡
時
諸
王
在
外
､
武
帝
思
之
'
遣
借

駿
東
俸
寓
貌
'
野
之
如
面
也
｡
云
々
｣O

⑨

小
南

1
郎

『西
王
母
と
七
夕
俸
承
』
第
七
章

｢両
性
具
有
-

絶
封

者
と
し
て
の
西
王
母
｣
参
照
｡

⑲

管
見

の
及
ぶ
内
外

の
研
究
書

で
は
､

p
auL
Ja
c

ob.auvreS

co
m
p
Te
te
s
de
T
ao
Y
uan
･m
m
g
()9
9
0,
G
a
LLL
m
ard
P

350)が'西

王

母

像
に

『

山

海

経
』

型

と

『漢

武

帝

内

侍

』

型

の
雨

タ

イ
プ
が
あ
る

こ
と
を
､
野
照
し
て
紹
介
し
て
い
る
｡

⑪

『文
選
』
は
'
｢心
｣
を

｢紳
｣
に
'
｢憂
｣
を

｢愁
｣
に
作
る
｡

⑫

『文
選
』
は
'
｢姑
｣
を

｢需
｣
に
'
｢以
就
｣
を

｢而
就
｣
に
作
る
0

⑬

『文
選
』
は
'
｢而
抗
｣
を

｢以
抗
｣
に
作
る
｡

[附
記
]

蒋
廉
鏑
董

｢西
王
母
像
｣
の
掲
載
に
つ
い
て
は
'
国
立
公
文
書
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舘
の
配
慮
を
い
た
だ
い
た
｡
ま
た
､
願
憶
之

｢洛
紳
賦
園
｣
に
つ
い
て

は
へ
京
都
国
立
博
物
館
の
西
上
賓
氏
か
ら
教
示
を
辱
-
し
た
｡
と
も
に
厚

く
謝
意
を
表
す
る
｡


