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杜
甫
「
慈
恩
寺
塔
」
詩
を
め
ぐ
っ
て

　
　

川
合
康
三

　
　
　

は
じ
め
に

　

杜
甫
の
02-

07
「
諸
公
の
慈
恩
寺
塔
に
登
る
に
同
ず
」
詩（

1
（

は
、
杜
甫
の

詩
の
な
か
で
も
よ
く
知
ら
れ
る
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
杜
甫
に
は
珍
し
く

他
の
詩
人
た
ち
と
唱
和
し
た
詩
で
あ
る
こ
と
も
、
そ
の
詩
が
注
目
さ
れ
る

理
由
で
あ
ろ
う
。
同
じ
題
材
を
三
人
以
上
の
作
者
と
と
も
に
作
っ
た
作
品

と
し
て
は
、「
慈
恩
寺
塔
」詩
の
ほ
か
に
、こ
れ
よ
り
の
ち
の
左
拾
遺
時
代
、

朝
廷
の
同
僚
た
ち
と
も
の
し
た
詩
が
あ
る
。
そ
れ
は
初
め
に
賈
至
が
「
早

朝
大
明
宮
に
て
両
省
の
僚
友
に
呈
す
」を
作
り
、そ
れ
を
承
け
て
王
維「
賈

舍
人
の
早
朝
大
明
宮
の
作
に
和
す
」、
岑
参
「
中
書
舍
人
賈
至
の
早
朝
大

明
宮
に
和
し
奉
る
」、
そ
し
て
杜
甫
の
05-

31
「
賈
至
舍
人
の
早
朝
大
明
宮

に
和
し
奉
る
」
が
続
き
、
以
上
四
人
の
作
が
の
こ
っ
て
い
る
。

　

何
人
か
の
詩
人
が
同
一
の
場
で
同
一
の
題
材
を
詠
じ
て
い
れ
ば
、
そ
こ

に
詩
人
た
ち
の
差
異
を
見
た
く
な
る
の
も
当
然
で
あ
っ
て
、
過
去
の
批
評

の
な
か
に
も
そ
れ
に
注
目
し
た
言
説
が
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
明
の
胡

応
麟
は
「
慈
恩
寺
塔
」
の
詩
に
つ
い
て
は
杜
甫
を
推
し
、「
早
朝
大
明
宮
」

の
詩
に
つ
い
て
は
王
維
を
推
す（

2
（

。
清
の
黄
生
は
「
高
（
適
）・
岑
（
参
）

皆
な
作
有
る
も
、
皆
な
及
ば
ず（

3
（

」、
沈
徳
潜
は
「
慈
恩
寺
塔
」
に
つ
い
て

杜
甫
を
最
も
上
位
に
置
き
、
そ
の
下
は
岑
参
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
高
適
・
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儲
光
羲
を
置
く
と
い
う
よ
う
に
ラ
ン
ク
付
け
し
て
い
る（

（
（

。
仇
兆
鰲
に
至
っ

て
は
、
杜
甫
の
「
慈
恩
寺
塔
」
を
「
力
量　

人
に
百
倍
す
」
と
絶
賛
す

る（
5
（

。
楊
倫
『
杜
詩
鏡
銓
』
で
は
「
同
時
の
諸
作
に
視く
ら

ぶ
る
に
、
其
の
気
魄

力
量
、
自
づ
と
郡
賢
を
圧
倒
し
、
千
古
に
雄
視
す
る
に
足
る
」
と
や
は
り

杜
甫
の
作
を
最
上
に
推
す（

（
（

。

　

こ
う
し
た
批
評
に
共
通
し
て
見
ら
れ
る
の
は
、
い
ず
れ
も
作
者
の
優
劣

を
論
評
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
同
題
の
作
を
並
べ
て
、
諸
家

の
で
き
ば
え
を
評
定
し
て
い
る
。
文
学
の
批
評
を
作
者
や
作
品
を
評
価
す

る
こ
と
と
取
り
違
え
る
の
は
、
今
日
で
も
免
れ
が
た
い
弊
で
は
あ
る
が
、

詩
の
批
評
は
作
品
に
点
数
を
つ
け
る
こ
と
で
は
な
い
。
同
一
の
対
象
を
詠

じ
な
が
ら
、
対
象
の
う
ち
の
何
を
選
び
取
る
か
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
描

く
か
、
そ
こ
に
浮
か
び
上
が
る
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
人
の
特
性
を
探
る
こ
と
こ

そ
が
比
較
の
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
「
慈
恩
寺
塔
」
詩

を
詠
じ
た
複
数
の
作
者
の
作
品
を
取
り
上
げ
て
、
作
者
ご
と
の
差
異
、
そ

こ
に
浮
か
び
上
が
る
杜
甫
の
個
性
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
　
　

一
、「
慈
恩
寺
塔
」
の
作
者
た
ち

　
「
慈
恩
寺
塔
」
詩
に
は
、
高
適
の
「
諸
公
の
慈
恩
寺
に
登
る
に
同
ず
」、

岑
参
の
「
高
適
・
薛
拠
と
与
に
慈
恩
寺
に
登
る
」、
儲
光
羲
と
杜
甫
の
同

題
の
「
諸
公
の
慈
恩
寺
塔
に
登
る
に
同
ず
」、
以
上
の
四
首
が
の
こ
っ
て

い
る
。
杜
甫
の
詩
題
の
あ
と
に
は
作
者
自
身
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
原
注
が

添
え
ら
れ
、「
時
に
高
適
・
薛
拠
、
先
に
此
の
作
有
り
」
と
い
う
の
に
拠

れ
ば
、
五
人
は
同
時
に
慈
恩
寺
塔
に
登
っ
て
そ
の
場
で
作
っ
た
も
の
で
は

な
く
、
高
適
・
薛
拠
・
岑
参
の
三
人
が
と
も
に
登
り
、
岑
参
の
詩
題
に
「
同

ず
」
が
な
い
こ
と
を
そ
の
ま
ま
受
け
取
れ
ば
、
岑
参
が
ま
ず
作
っ
た
作
に

高
適
と
薛
拠
が「
同ど
う

じ
」、そ
の
の
ち
に
儲
光
羲
と
杜
甫
が「
同
じ
て
」作
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
杜
甫
の
自
注
に
い
う
よ
う
に
薛
拠
に
も
同
題
の
詩

が
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
れ
は
の
こ
っ
て
い
な
い
。

　

詩
題
に
「
同
」
の
字
が
加
え
ら
れ
て
、「
…
…
に
同
ず
」
と
い
う
の
は
、

緩
や
か
な
唱
和
の
意
味
で
あ
っ
て
、
題
材
を
共
有
し
な
が
ら
も
、
詩
型
も

押
韻
も
一
致
す
る
こ
と
は
な
い
。
儲
光
羲
・
杜
甫
が
ほ
か
の
三
人
よ
り
遅

れ
て
「
登
」
っ
た
に
し
て
も
、
そ
の
時
間
の
差
は
さ
ほ
ど
大
き
く
は
な
く
、

ほ
ぼ
同
時
の
作
で
あ
っ
て
、
互
い
に
他
の
作
を
意
識
し
て
作
ら
れ
た
と
考

え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

彼
ら
が
相
前
後
し
て
慈
恩
寺
塔
に
登
り
、
そ
の
詩
を
作
っ
た
の
は
、
天

宝
十
一
載
（
七
五
二
）
秋
で
あ
る
こ
と
を
、
聞
一
多
『
岑
嘉
州
繋
年
考
證
』

が
考
証
し
、
以
後
、
諸
注
す
べ
て
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
十
一
載
秋

に
は
ほ
ぼ
五
人
と
も
長
安
に
い
た
よ
う
だ
。
当
時
の
境
遇
を
み
る
と
、
高

適
（
七
〇
四
？
―
七
六
五
）
は
四
十
九
歳
。
天
宝
八
載
（
七
四
九
）
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四
十
六
歳
で
遅
い
進
士
登
第
を
果
た
し
た
の
ち
、
汴
州
封
丘
県
の
県
尉
と

な
っ
た
が
、
そ
こ
で
の
不
満
は
「
封
丘
作
」「
封
丘
県
」
な
ど
の
詩
に
吐

露
さ
れ
て
い
る
。
天
宝
十
一
歳
の
秋
、
県
尉
の
職
を
棄
て
て
長
安
へ
移
っ

た
。
こ
の
あ
と
、
秋
の
終
わ
り
に
河
西
に
赴
き
、
河
西
節
度
使
哥
舒
翰
の

幕
下
に
入
る
。
慈
恩
寺
を
訪
れ
た
の
は
、
長
安
に
あ
っ
て
ま
だ
河
西
に
行

く
前
の
時
期
に
あ
た
る
。

　

岑
参
（
七
一
五
―
七
七
〇
）
は
こ
の
年
三
十
八
歳
。
こ
れ
に
先
立
っ
て

天
宝
八
載
、
安
西
四
鎮
節
度
使
高
仙
芝
に
よ
っ
て
右
威
衛
録
事
参
軍
に
任

じ
ら
れ
、
節
度
使
の
掌
書
記
に
充
て
ら
れ
て
い
た
が
、
天
宝
十
載
の
秋
に

長
安
に
帰
る
。そ
の
の
ち
、天
宝
十
三
載
に
節
度
使
封
常
清
の
幕
下
に
入
っ

て
北
庭
に
赴
く
ま
で
、
長
安
に
あ
っ
た
。

　

儲
光
羲
（
七
〇
七
―
七
六
〇
）
は
開
元
十
四
年
に
進
士
及
第
、
こ
の
年

に
は
四
十
六
歳
。
薛
拠
は
開
元
十
九
年
に
進
士
及
第
、
天
宝
六
載
に
風
雅

古
調
科
に
及
第
（『
唐
会
要
』
巻
七
六
）。
こ
の
二
人
の
事
迹
は
定
か
で
な

い
が
、
少
な
く
と
も
慈
恩
寺
塔
に
登
っ
た
天
宝
十
一
載
に
官
に
就
い
て
い

た
記
録
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
杜
甫
（
七
一
二
―
七
六
〇
）
は
四
十
一

歳
、
長
安
で
求
官
の
活
動
を
し
て
い
た
時
期
に
あ
た
る
。

　

こ
う
し
て
一
瞥
し
て
み
る
と
、
五
人
と
も
四
十
歳
前
後
の
ほ
ぼ
同
じ
世

代
で
あ
り
、
高
適
・
岑
参
は
官
職
に
つ
い
た
こ
と
は
あ
っ
て
も
こ
の
時
期

は
は
ざ
ま
に
あ
た
り
、
杜
甫
は
ま
だ
無
官
。
つ
ま
り
年
齢
が
近
い
の
み
な

ら
ず
、
境
遇
の
う
え
で
も
い
ず
れ
も
朝
廷
に
確
か
な
地
位
を
獲
得
し
て
い

な
い
と
い
う
点
で
ほ
ぼ
似
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
　
　

二
、
仏
教
的
境
地

　

慈
恩
寺
の
塔
に
登
っ
て
詩
を
賦
す
際
、
四
人
に
共
通
し
て
描
写
の
対
象

と
な
る
も
の
は
、
仏
教
寺
院
で
あ
る
こ
と
、
塔
が
高
い
こ
と
、
そ
の
二
点

が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
。
四
人
の
作
を
並
べ
て
、
ま
ず
気
づ
く
の
は
杜
甫
の

詩
に
は
仏
教
に
関
わ
る
言
述
が
少
な
い
か
の
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
す
で
に
胡
震
亨
の
指
摘
が
あ
る
。

　
　

�　

高
・
岑
終
篇
皆
仏
教
語
、
杜
則
雜
以
望
陵
寢
、
嘆
稲
粱
等
事
、
與

法
門
事
全
不
渉
。
他
寺
刹
及
贈
僧
詩
皆
然
。（『
唐
音
癸
籤
』
巻
四
）

　

高
適
・
岑
参
は
全
篇
み
な
仏
教
の
言
葉
で
あ
る
が
、
杜
甫
は
と
い
う
と

陵
や
宮
殿
の
眺
め
、稲
粱
を
嘆
く
こ
と
を
ま
じ
え
、仏
門
の
こ
と
に
は
ま
っ

た
く
言
い
及
ば
な
い
。
ほ
か
の
寺
院
や
僧
侶
に
贈
っ
た
詩
で
も
み
な
そ
う

で
あ
る
。

　

し
か
し
詩
を
読
み
返
し
て
み
る
と
、
必
ず
し
も
胡
震
亨
の
言
う
と
お
り
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に
な
っ
て
は
い
な
い
。
仏
教
に
関
わ
る
句
は
、
高
適
は
冒
頭
に
、

　
　

1
香
界
泯
羣
有　

香
界　

羣
有
泯ほ

ろ

び

　
　

2
浮
圖
豈
諸
相　

浮
図　

豈
に
諸
相
な
ら
ん
や

　

こ
の
境
界
で
は
世
俗
的
存
在
は
消
滅
、
仏
塔
も
現
象
の
ま
ま
の
姿
で
は

な
い
は
ず
、と
ま
ず
こ
れ
が
仏
教
の
世
界
に
あ
る
こ
と
か
ら
唱
い
起
こ
す
。

岑
参
は
末
尾
の
四
句
に
お
い
て
、

　
　

19
浄
理
了
可
悟　

浄
理　

了
と
し
て
悟
る
可
く

　
　

20
勝
因
夙
所
宗　

勝
因　

夙
に
宗
と
す
る
所

　
　

21
誓
將
挂
冠
去　

誓
ひ
て
将
に
冠
を
挂
け
て
去
ら
ん
と
す

　
　

22
覺
道
資
無
窮　

覚
道　

無
窮
に
資
せ
ん

　

仏
法
の
理
を
こ
こ
で
悟
っ
た
が
、
そ
の
因
縁
は
も
と
よ
り
心
を
占
め
て

い
た
も
の
。
仕
官
の
道
な
ど
は
棄
て
て
、
無
窮
の
仏
道
に
帰
依
し
よ
う
、

と
結
ぶ
。
俗
界
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
い
う
の
だ
が
、
こ
の
地
の
清
浄
な
境

地
に
浸
っ
た
感
銘
を
語
る
も
の
で
、
必
ず
し
も
岑
参
が
実
際
に
仏
道
に
入

ろ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
儲
光
羲
は
二
十
二
句
の
詩
の
終
わ
り
近
く

で
、

　

19
俯
仰
宇
宙
空　

俯
仰
す
れ
ば
宇
宙
空
し

　

20
庶
隨
了
義
歸　

庶
は
く
は
了
義
に
隨
ひ
て
帰
せ
ん

　

や
は
り
仏
道
へ
の
帰
依
を
述
べ
る
が
、
こ
れ
も
仏
寺
に
あ
る
が
ゆ
え
に

導
き
出
さ
れ
た
措
辞
で
は
あ
る
。
そ
し
て
杜
甫
は
二
十
四
句
の
初
め
に
近

い
箇
所
で
、

　

5
方
知
象
教
力　

方
に
知
る
象
教
の
力
の

　

（
足
可
追
冥
搜　

冥
搜
を
追
ふ
可
き
に
足
る
を

　

仏
教
の
力
を
借
り
て
「
冥
捜
」
を
追
い
求
め
よ
う
と
い
う
。
こ
の
「
冥

捜
」
の
語
は
、
東
晋
・
孫
綽
「
天
台
山
に
遊
ぶ
賦
」（『
文
選
』
巻
一
一
）

の
序
に
「
夫
の
遠
く
冥
捜

0

0

に
寄
り
、
篤
く
信
じ
て
神
に
通
ず
る
者
に
非
ざ

れ
ば
、
何
ぞ
肯
て
遥
か
の
想
ひ
て
之
を
存
せ
ん
や
」
の
用
例
が
よ
く
知
ら

れ
る
。孫
綽
は
不
可
視
の
世
界
に
探
索
を
伸
ば
し
て
、宗
教
的
な
境
地（
彼

の
場
合
は
老
荘
）
に
触
れ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
が
、「
冥
捜
」
の
語
は

盛
唐
に
至
る
と
目
に
見
え
な
い
世
界
ま
で
を
探
っ
て
詩
句
を
求
め
る
方
向

で
用
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
実
際
、
杜
甫
の
「
慈
恩
寺
塔
」
詩
は
目
前
の
建

造
物
で
あ
る
慈
恩
寺
塔
か
ら
離
れ
て
、
不
可
視
の
世
界
を
捜
求
し
て
い
く



― 5 ― 杜甫「慈恩寺塔」詩をめぐって

と
こ
ろ
に
そ
の
特
徴
が
あ
る
。

　

さ
て
以
上
の
よ
う
に
仏
教
に
関
わ
る
詩
句
を
引
き
抜
い
て
み
る
と
、
少

な
く
と
も
句
の
数
に
お
い
て
は
岑
参
が
四
句
を
連
ね
る
ほ
か
は
各
人
二
句

に
と
ど
ま
り
、
杜
甫
一
人
が
少
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
胡
震
亨
が
杜

甫
の
詩
に
は
仏
教
に
関
わ
る
語
句
が
少
な
い
代
わ
り
に
、
塔
の
上
か
ら
見

た
御
陵
や
宮
殿
の
眺
望
が
描
か
れ
る
と
い
う
指
摘
も
、
後
述
す
る
よ
う
に

杜
甫
に
は
御
陵
や
宮
殿
の
描
写
は
な
く
、
他
の
三
人
の
詩
に
そ
れ
が
見
え

る
。
こ
の
よ
う
に
胡
震
亨
が
仏
教
へ
の
言
及
が
杜
甫
に
乏
し
い
と
い
う
の

は
当
を
得
て
い
な
い
の
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
が
指
摘
し
た
よ
う
な

印
象
を
我
々
も
受
け
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
仏
教
世
界
を
語
る
詩
句
の

数
で
は
な
く
、そ
の
重
さ
の
違
い
に
よ
る
。高
適
は
冒
頭
に
置
い
て
寺
院
・

仏
塔
が
仏
の
世
界
の
顕
現
で
あ
る
こ
と
を
初
め
に
提
示
し
、
岑
参
、
儲
光

羲
は
末
尾
で
仏
道
へ
の
帰
依
を
語
る
と
い
う
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
大
き
な

重
み
を
も
つ
の
に
対
し
て
、
杜
甫
の
場
合
は
仏
教
的
記
述
が
重
き
を
な
し

て
い
な
い
た
め
に
、「
法
門
の
事
と
全
く
渉か
か

わ
ら
ず
」
と
い
っ
た
印
象
を

受
け
る
の
だ
ろ
う
。
杜
甫
に
あ
っ
て
も
別
の
詩
、
01-

01
「
龍
門
の
奉
先

寺
に
遊
ぶ
」
で
は
、「
覚
め
ん
と
欲
し
て
晨
鐘
を
聞
け
ば
、
人
を
し
て
深

省
を
発
せ
し
む
」
と
、
寺
院
に
泊
ま
っ
た
こ
と
で
仏
教
的
な
思
惟
が
生
じ

た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
が
、
こ
の
詩
に
お
い
て
は
仏
教
に
収
斂
す
る
こ
と

は
な
い
。
他
の
三
者
に
と
っ
て
は
、
慈
恩
寺
の
詩
の
な
か
で
仏
教
を
語
る

こ
と
は
当
然
と
考
え
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
杜
甫
の
こ
の
詩
に
は
宗
教
的

な
色
彩
は
乏
し
く
、
そ
れ
以
外
の
叙
述
へ
、
多
様
な
内
容
へ
と
拡
が
っ
て

い
く
の
で
あ
る
。

　
　
　

三
、
塔
の
高
い
こ
と

　

慈
恩
寺
塔
を
詠
ず
る
に
あ
た
っ
て
は
、
当
然
な
が
ら
誰
も
が
塔
の
高
さ

に
驚
き
、
そ
れ
を
賛
嘆
す
る
。
し
か
し
高
さ
へ
の
驚
嘆
を
い
か
に
書
く
か

に
は
違
い
が
あ
る
。
高
適
の
詩
は
い
き
な
り
塔
の
上
に
立
っ
た
光
景
か
ら

始
ま
る
が
、
他
の
三
人
の
詩
は
い
ず
れ
も
ま
ず
地
上
か
ら
見
上
げ
た
塔
の

高
さ
か
ら
う
た
い
起
こ
す
。
岑
参
は
、

　

1
塔
勢
如
湧
出　

塔
勢�

湧
き
出
づ
る
が
如
く

　

2
孤
髙
聳
天
宮　

孤
髙　

天
宮
に
聳
ゆ

　

と
、
塔
が
地
上
か
ら
天
空
に
向
か
っ
て
奔
出
す
る
か
の
よ
う
な
上
昇
の

勢
い
、
力
動
感
が
写
し
取
ら
れ
る
。
儲
光
羲
は
、

　

1
金
祠
起
眞
宇　

金
祠　

真
宇
起
ち

　

2
直
上
靑
雲
垂　

直
に
青
雲
の
垂へ
り

に
上
る　
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「
金
祠
」
の
語
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
宗
教
的
な
聖
な
る
地
を
い
う

の
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
立
つ
「
真
宇
」
が
塔
。
杜
甫
の
詩
は
以
下
の
四
句
に

よ
っ
て
唱
い
起
こ
さ
れ
る
。

　

1
高
標
跨
蒼
天　

高
標　

蒼
天
に
跨
り

　

2
烈
風
無
時
休　

烈
風　

休や

む
時
無
し

　

3
自
非
曠
士
懷　

曠
士
の
懐
に
非
ざ
る
自よ

り
は

　

（
登
茲
翻
百
憂　

茲
に
登
り
て
百
憂
を
翻
さ
ん

　
「
高
標
」
が
慈
恩
寺
塔
を
指
す
こ
と
は
確
か
だ
が
、
地
上
の
指
標
と
な

る
よ
う
な
高
い
し
る
し
―
―
岑
参
の
詩
に
見
え
る
「
塔
」
と
い
う
具
象
的

な
建
築
物
を
意
味
す
る
語
を
用
い
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
ま
た

儲
光
羲
の
「
真
宇
」
と
い
う
宗
教
的
な
語
を
使
わ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、

塔
は
具
象
を
越
え
、
仏
寺
を
越
え
て
、
よ
り
広
い
世
界
の
な
か
に
屹
立
す

る
存
在
と
な
る
。
慈
恩
寺
塔
は
天
界
と
地
上
界
を
結
ぶ
象
徴
的
存
在
な
の

だ
。

　

蒼
天
と
の
関
わ
り
を
「
跨
」
と
い
う
の
も
、
独
自
で
あ
る
。
岑
参
の
「
孤

高　

天
宮
の
聳
ゆ
」、
儲
光
羲
の
「
直
に
上
る
青
雲
の
垂
」
が
、
い
ず
れ

も
地
上
か
ら
上
に
向
か
っ
て
そ
び
え
立
つ
の
を
言
う
の
に
対
し
て
、
杜
甫

は
上
か
ら
天
を
押
さ
え
つ
け
る
よ
う
な
、
ま
る
で
天
空
を
凌
駕
す
る
か
の

よ
う
に
力
強
い
も
の
と
し
て
捉
え
る
。

　

よ
り
大
き
な
差
異
は
、
高
い
こ
と
に
対
し
て
杜
甫
の
詩
の
み
が
不
安
、

恐
れ
を
覚
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
高
い
空
中
に
屹
立
し
、
向
か
い
来
る

風
に
抗
し
て
い
る
塔
の
姿
は
、
杜
甫
に
と
っ
て
勁
さ
と
と
も
に
人
に
不
安

を
覚
え
さ
せ
る
存
在
で
も
あ
る
。
詩
の
全
体
を
通
し
て
、
諸
公
の
作
に
は

清
浄
な
区
域
に
対
す
る
敬
虔
な
思
い
、
穏
や
か
に
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
心

情
が
流
れ
て
い
る
。
塔
の
そ
び
え
立
つ
姿
に
つ
い
て
も
、
高
適
は
、

　

3
登
臨
駭
孤
高　

登
臨
し
て
孤
高
に
駭
き

　

（
披
拂
忻
大
壮　

披
払　

大
壮
を
忻よ
ろ
こ

ぶ

　

上
か
ら
眺
め
る
と
塔
が
一
つ
突
っ
立
つ
の
に
驚
き
、
風
に
あ
お
ら
れ
な

が
ら
そ
の
壮
大
さ
を
楽
し
ん
で
い
る
。
岑
参
の
末
尾
、
仏
道
へ
の
帰
依
を

語
る
19
か
ら
22
の
四
句
も
、
清
浄
な
こ
の
地
に
心
の
落
ち
着
き
、
安
ら
ぎ

を
得
た
こ
と
を
物
語
る
。
儲
光
羲
は
、

　

3
地
靜
我
亦
閒　

地
静
か
に
し
て
我
も
亦
た
閑

　

（
登
之
秋
清
時　

之
に
登
る　

秋
清
の
時
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周
囲
の
静
寂
は
心
に
も
安
ら
ぎ
を
与
え
、
秋
晴
れ
の
日
の
登
攀
に
の
び

や
か
な
気
分
を
覚
え
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
他
の
三
者
は
い
ず
れ
も
慈
恩
寺
の
訪
問
を
ゆ
っ
た
り
と
味

わ
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、杜
甫
の
詩
の
み
は
そ
う
で
な
い
。怯
え
と
い
っ

て
も
よ
い
よ
う
な
不
安
定
な
気
分
に
最
初
か
ら
最
後
ま
で
包
ま
れ
て
い

る
。
こ
の
違
い
は
杜
甫
と
諸
公
を
分
か
つ
大
き
な
差
異
で
あ
る
。

　
　
　

四
、
塔
に
登
る

　

地
上
で
見
上
げ
た
塔
を
登
る
行
動
に
つ
い
て
、
岑
参
は

　

3
登
臨
出
世
界　

登
臨　

世
界
を
出
で

　

（
磴
道
盤
虚
空　

磴
道　

虚
空
に
盤
わ
だ
か
ま

る

　

上
に
登
っ
て
見
下
ろ
す
と
、
俗
界
の
外
へ
出
た
か
の
よ
う
、
そ
こ
へ
至

る
階
段
が
中
空
に
螺
旋
状
に
続
く
。
儲
光
羲
は
塔
に
登
る
こ
と
を
、
先
述

3
・
（
両
句
で
穏
や
か
に
、
あ
っ
さ
り
と
述
べ
る
。

　

一
方
、
杜
甫
に
至
っ
て
は
、

　

7
仰
穿
龍
蛇
窟　

仰
ぎ
て
龍
蛇
の
窟
を
穿
ち

　

8
始
出
枝

幽　

始
め
て
枝

の
幽
な
る
を
出
づ

　

下
か
ら
振
り
仰
ぎ
な
が
ら
、
塔
の
内
部
の
木
組
み
を
穿
つ
よ
う
に
登
っ

て
行
く
。
塔
の
内
部
は
「
龍
蛇
の
窟
」
に
た
と
え
ら
れ
る
。
材
木
が
入
り

組
ん
だ
暗
い
空
間
を
く
ぐ
り
抜
け
て
や
っ
と
上
に
出
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

に
塔
の
な
か
を
登
っ
て
行
く
過
程
に
句
を
費
や
す
の
は
、
杜
甫
の
詩
に
し

か
見
ら
れ
な
い
。
叙
述
の
な
か
に
組
み
入
れ
た
の
は
、
登
る
過
程
が
杜
甫

に
と
っ
て
は
意
味
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
龍
蛇
の
窟
の
如
き
暗
い
空
間
を

通
り
抜
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
別
の
世
界
に
到
達
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
地
上
の
世
界
か
ら
塔
上
に
到
達
す
る
ま
で
の
洞
窟
の
通
過
は
、
一

種
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
如
き
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
過
程
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
上
と
塔
上
の
二
つ
の
世
界
は
決
然

と
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

五
、
塔
の
上

　

杜
甫
が
通
過
儀
礼
を
経
て
到
達
し
た
塔
上
は
、
こ
の
世
と
は
ま
っ
た
く

異
な
る
天
界
で
あ
っ
た
。

　

9
七
星
在
北
戸　

七
星　

北
戸
に
在
り
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10
河
漢
聲
西
流　

河
漢　

声
は
西
に
流
る

　

11
羲
和
鞭
白
日　

羲
和　

白
日
に
鞭
う
ち

　

12
少
昊
行
清
秋　

少
昊　

清
秋
を
行
な
ふ

　

北
斗
七
星
は
塔
の
上
の
北
側
の
戸
口
に
「
在
」
る
。
天
空
の
星
が
自
分

か
ら
近
い
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
、
自
分
と
同
じ
場
所
に
、
存
在
し
て
い

る
の
だ
。
つ
ま
り
自
分
と
北
斗
七
星
は
同
一
の
空
間
に
あ
る
。
す
で
に
杜

甫
は
天
界
に
身
を
置
い
て
い
る
。「
河
漢
」、
天
の
河
は
河
で
あ
る
ゆ
え
に

水
が
流
れ
て
い
る
。
水
が
流
れ
て
い
る
ゆ
え
に
そ
の
音
が
聞
こ
え
る
。
地

上
の
川
が
東
へ
流
れ
る
の
と
は
逆
に
、
天
上
の
川
は
西
へ
流
れ
る
。
西
へ

流
れ
る
そ
の
水
音
が
聞
こ
え
る
。
日
常
的
な
感
覚
で
い
え
ば
、
天
の
河
の

水
音
が
聞
こ
え
る
は
ず
は
な
い
。黄
生
は「
声
の
字
、理
無
き
に
似
た
り
」、

し
か
し
天
に
近
い
の
で
聞
こ
え
た
よ
う
な
気
が
し
た
の
だ
ろ
う
と
い
う（

7
（

。

こ
の
よ
う
に
現
実
に
引
き
ず
り
下
ろ
し
て
解
釈
す
べ
き
で
は
な
く
、
こ
の

ま
ま
受
け
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
天
界
世
界
に
い
る
こ
と
を
感
取
で
き

る
。
9
・
10
の
二
句
は
視
覚
・
聴
覚
と
い
う
感
覚
に
よ
っ
て
、
自
分
が
天

上
世
界
に
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

　

太
陽
の
御
者
羲
和
は
鞭
を
く
れ
て
日
輪
を
運
行
す
る
。
秋
の
神
で
あ
る

少
昊
は
天
界
で
秋
を
司
っ
て
い
る
。
羲
和
や
少
昊
も
杜
甫
の
い
る
の
と
同

じ
場
で
彼
ら
の
仕
事
を
執
り
行
っ
て
い
る
。
天
界
に
自
分
が
い
る
こ
と
を

語
る
こ
の
四
句
に
は
、「
の
如
し
」
と
い
っ
た
比
喩
を
明
示
す
る
語
は
用

い
ら
れ
て
い
な
い
。
比
喩
を
明
示
し
た
場
合
、
話
者
は
現
実
の
場
に
足
を

置
き
、描
写
の
対
象
は
そ
れ
と
は
次
元
を
異
に
す
る
世
界
に
置
か
れ
る
が
、

比
喩
を
示
さ
な
い
こ
の
言
い
方
は
話
者
自
身
が
直
接
の
感
覚
と
し
て
知
覚

し
て
い
る
こ
と
、
話
者
が
天
上
世
界
に
い
る
こ
と
を
示
す
。

　

塔
が
高
い
こ
と
を
い
う
に
際
し
て
も
、
他
の
諸
公
は
現
実
の
世
界
か
ら

離
れ
る
こ
と
は
な
い
。
高
適
は
、

　

5
言
是
羽
翼
生　

言こ
こ

に
是
れ
羽
翼
生
じ

　

（
迥
出
虛
空
上　

迥
か
に
虚
空
の
上
に
出
づ

　

7
頓
疑
身
世
別　

頓
か
に
身
世
別
る
る
か
と
疑
ひ

　

8
乃
覺
形
神
王　

乃
ち
形
神
の
王さ
か

ん
な
る
を
覚
ゆ

　

と
、
塔
の
上
の
自
分
を
鳥
に
な
っ
て
虚
空
に
出
た
、
俗
界
と
は
別
れ
た

か
の
よ
う
な
気
に
な
り
、
心
身
と
も
に
躍
動
を
覚
え
る
と
い
う
。

　

岑
参
は
、

　

7
四
角
礙
白
日　

四
角　

白
日
を
礙さ
ま
た

げ

　

8
七
層
摩
蒼
穹　

七
層　

蒼
穹
を
摩
す

　

9
下
窺
指
高
鳥　

下
に
窺
へ
ば
高
鳥
を
指
さ
し
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10
俯

聞
驚
風　

俯
し
て
聴
け
ば
驚
風
を
聞
く

　

塔
の
四
隅
が
太
陽
を
遮
り
、
七
層
の
楼
が
青
空
を
擦
る
は
、
塔
の
高
さ

を
言
お
う
と
す
る
が
、
塔
は
上
な
る｢

白
日
」「
蒼
穹
」
に
対
し
て
接
触

は
し
て
も
一
つ
の
世
界
に
溶
け
込
ん
で
は
い
な
い
。

　

儲
光
羲
は
、

　

7
誰
道
天
漢
髙　

誰
か
道
ふ　

天
漢
髙
し
と

　

8
逍
遥
方
在
兹　

逍
遙　

方
に
兹
に
在
り

　

9
虛
形
賓
太
極　

虚
形　

太
極
に
賓
し

　

10
攜
手
行
翠
㣲　

手
を
携
へ
て
翠
㣲
に
行
く

　

天
の
河
は
高
い
と
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
こ
と
は
な
い
。
ま
さ
に
今
散
策
し

て
い
る
こ
の
場
所
。
肉
体
が
太
極
宮
を
訪
れ
、
手
を
取
り
合
っ
て
翠
微
宮

に
赴
く
―
―
儲
光
羲
も
天
漢
・
天
宮
に
身
を
置
い
て
い
る
こ
と
を
い
う
が
、

概
念
的
な
語
が
多
い
た
め
も
あ
っ
て
、
実
感
に
乏
し
い
。
杜
甫
が
視
覚
・

聴
覚
と
い
っ
た
感
覚
で
天
界
に
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
の
と
は
逕

庭
が
あ
る
。

　

三
者
が
現
実
か
ら
離
れ
る
こ
と
な
く
塔
上
の
世
界
を
描
く
の
に
対
し

て
、
杜
甫
の
み
は
も
は
や
天
界
に
身
を
置
い
て
い
る
。
こ
れ
に
先
立
っ
て

登
る
過
程
を
描
い
た
7
・
8
の
二
句
は
、
異
界
に
移
る
た
め
に
必
要
な
手

続
き
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
　

六
、
塔
か
ら
見
た
風
景

　

塔
上
か
ら
俯
観
し
た
地
上
の
風
景
の
描
写
も
、
塔
の
登
っ
た
者
誰
も
が

書
か
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
岑
参
は
言
う
、

　

11
連
山
若
波
濤　

連
山　

波
濤
の
若
く

　

12
奔
湊
似
朝
東　

奔
湊
し
て
東
に
朝て
う

す
る
に
似
た
り

　

13
青
槐
夾
馳
道　

青
槐　

馳
道
を
夾
さ
し
は
さみ

　

1（
宮
館
何
玲
瓏　

宮
館　

何
ぞ
玲
瓏
た
る

　

15
秋
色
從
西
來　

秋
色　

西
従よ

り
来
た
り

　

1（
蒼
然
滿
關
中　

蒼
然
と
し
て
関
中
に
満
つ

　

17
五
陵
北
原
上　

五
陵　

北
原
の
上

　

18
萬
古
青
濛
濛　

万
古　

青
濛
濛
た
り

　

連
な
る
山
々
は
波
が
走
る
よ
う
に
一
斉
に
東
に
向
か
う
。
槐
の
街
路
樹

が
両
側
か
ら
挟
む
都
大
路
、
厳
か
な
宮
殿
、
眼
下
に
見
え
る
物
を
一
つ
ひ

と
つ
描
き
、
さ
ら
に
一
帯
に
充
満
す
る
秋
の
気
、
そ
し
て
青
く
こ
ん
も
り
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と
た
た
ず
む
御
陵
。

　

高
適
は
、

　

9
宮
闕
皆
戶
前　

宮
闕　

皆
な
戸
の
前

　

10
山
河
盡
簷
向　

山
河　

尽
く
簷の

き

に
向
か
ふ

　

11
秋
風
昨
夜
至　

秋
風　

昨
夜
至
り

　

12
秦
塞
多
淸
曠　

秦
塞　

清
曠
多
し

　

13
千
里
何
蒼
蒼　

千
里　

何
ぞ
蒼
蒼
た
る

　

1（
五
陵
鬱
相
望　

五
陵　

鬱
と
し
て
相
ひ
望
む

　

9
・
10
の
「
戸
」
や
「
簷
」
は
慈
恩
寺
塔
の
上
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
杜

甫
の
詩
で
は「
戸
」は「
七
星　

北
戶
に
在
り
」、天
界
に
あ
る
も
の
で
あ
っ

た
が
、
高
適
で
は
逆
に
地
上
の
宮
殿
が
「
皆
な
戸
の
前
」、
す
ぐ
直
前
に

あ
る
。
つ
ま
り
上
か
ら
見
下
ろ
す
と
宮
殿
が
す
ぐ
間
近
に
見
え
る
こ
と
を

い
う
。
塔
の
最
上
の
場
所
も
地
上
に
接
し
て
い
る
。
そ
し
て
秋
の
清
ら
か

な
気
配
に
下
界
は
包
ま
れ
、
御
陵
も
眺
め
ら
れ
る
。

　

儲
光
羲
の
詩
の
地
上
の
光
景
は
、

　

5
蒼
蕪
宜
春
苑　

蒼
蕪　

宜
春
苑

　

（
片
碧
昆
明
池　

片
碧　

昆
明
池

　
「
宜
春
苑
」「
昆
明
池
」
と
い
っ
た
都
の
苑
、
池
が
固
有
名
詞
に
よ
っ
て

挙
げ
ら
れ
、
こ
ん
も
り
と
青
み
が
か
っ
た
苑
、
一
片
の
碧
色
と
し
て
目
に

映
る
池
が
描
か
れ
る
。

　

以
上
の
三
者
は
上
か
ら
見
た
都
の
景
―
―
山
々
、
宮
殿
、
御
陵
な
ど
を

い
ず
れ
も
く
っ
き
り
と
目
に
像
を
結
ぶ
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
高
所
か
ら

俯
観
す
る
と
、
地
上
の
様
子
が
あ
り
あ
り
と
見
え
る
の
は
日
常
的
な
経
験

で
あ
り
、
鳥
瞰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
鮮
明
な
像
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
杜
甫
の
見
た
地
上
の
景
は
そ
れ
ら
と
ま
っ
た
く
異
な
る
。

　

13
秦
山
忽
破
碎　

秦
山　

忽
ち
破
砕
し

　

1（
涇
渭
不
可
求　

涇
渭　

求
む
可
か
ら
ず

　

15
俯
視
但
一
氣　

俯
視
す
れ
ば
但
だ
一
気

　

1（
焉
能
辯
皇
州　

焉
ん
ぞ
能
く
皇
州
を
弁
ぜ
ん
や

　

三
者
が
個
々
に
挙
げ
て
い
た
宮
殿
、
街
路
、
御
陵
な
ど
は
い
っ
さ
い
取

り
上
げ
ら
れ
な
い
、
と
い
う
よ
り
見
え
な
い
の
だ
。
い
ず
れ
が
涇
水
か
渭

水
か
、
清
濁
を
分
か
つ
は
ず
の
二
つ
の
川
も
見
え
ず
、「
但
だ
一
気
」、
一

つ
の
気
に
蔽
わ
れ
て
い
て
、「
焉
ん
ぞ
能
く
皇
州
を
弁
ぜ
ん
や
」、
す
め
ら

ぎ
の
居
ま
す
都
を
弁
別
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
。
つ
ま
り
他
の
三
者
に
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は
鮮
明
に
見
え
て
い
た
都
の
数
々
の
場
所
が
、
杜
甫
に
は
い
っ
さ
い
見
え

な
い
。
日
常
的
な
経
験
に
即
せ
ば
、
高
い
場
所
か
ら
見
た
景
色
を
手
に
取

る
よ
う
に
ま
ざ
ま
ざ
と
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
、
ま
た
逆
に
あ
ま
り
の

高
さ
ゆ
え
に
い
っ
さ
い
が
茫
漠
と
し
て
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
双
方

と
も
あ
り
う
る
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
杜
甫
の
「
地
上
が
見
え
な
い
」
こ

と
は
経
験
的
に
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
塔
の
上
に
出
て
す
で
に
天
界
に

入
っ
た
杜
甫
に
と
っ
て
、
地
上
は
遠
い
遙
か
な
別
の
世
界
、
見
え
な
い
世

界
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
可
視
と
不
可
視
が
逆
転
し
て
い
る
。

　

上
に
引
い
た
四
句
の
始
め
に
置
か
れ
た
「
秦
山　

忽
ち
破
砕
す
」、
こ

の
一
句
は
は
な
は
だ
特
異
で
あ
る
。「
秦
山
」
は
諸
注
が
い
う
よ
う
に
指

す
所
は
終
南
山
で
あ
ろ
う
が
、
終
南
山
と
い
う
具
体
的
固
有
名
詞
を
避
け

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
秦
山
は
象
徴
的
な
意
味
を
強
め
、
長
安
の
鎮
め
で
あ

る
存
在
が
崩
壊
す
る
こ
と
を
語
る
。
杜
甫
は
そ
の
秦
山
が
崩
れ
て
ば
ら
ば

ら
に
な
る
映
像
を
幻
視
し
て
い
る（

8
（

。
杜
甫
の
目
に
「
破
砕
」
と
映
っ
た
の

は
、
こ
の
詩
の
冒
頭
か
ら
流
れ
て
い
る
恐
れ
、
怯
え
を
端
的
に
あ
ら
わ
す

も
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
こ
の
「
秦
山
」
の
語
、
宋
本
に
は
一
に
「
泰
山
」
に
作
る
と

い
う
本
が
あ
っ
た
ら
し
い
。『
杜
臆
』
で
は
「
須
渓
（
劉
辰
翁
）
は
樊
本

に
拠
り
て
定
め
て
「
泰
山
」
と
為
す
も
、
謬
り
甚
だ
し
」
と
否
定
す
る（

9
（

。

以
後
も
「
泰
山
」
を
支
持
す
る
説
は
見
ら
れ
ず
、「
秦
山
」
と
並
ぶ
「
涇
渭
」

が
長
安
の
川
で
あ
り
、｢

皇
州
」
が
帝
都
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
合
理
的
に

は
「
秦
山
」
が
妥
当
で
あ
っ
て
、
字
形
の
似
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
誤

り
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
鎮
め
の
崩
壊
と
い
う
点
か
ら
見
た
ら
、「
秦
山
」

よ
り
も
「
泰
山
」
の
ほ
う
が
い
っ
そ
う
大
き
な
崩
壊
と
な
る
。
都
に
限
定

さ
れ
ず
、
中
国
全
体
に
拡
が
る
こ
と
に
な
る
。

　

他
の
諸
公
に
は
明
瞭
に
見
え
て
い
た
、
塔
上
か
ら
眺
め
た
都
の
様
相
、

そ
れ
が
杜
甫
に
は
見
え
な
か
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、「
秦
山
忽
ち
破
砕
す
」

と
い
う
現
実
を
越
え
た
光
景
を
見
る
。
宮
殿
、
御
陵
、
街
路
や
そ
こ
に
並

ぶ
樹
木
、
そ
う
し
た
都
を
構
成
す
る
要
素
が
見
え
な
い
こ
と
に
は
、
二
律

背
反
的
な
心
情
が
含
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
栄
華
の
都
か

ら
拒
絶
さ
れ
た
い
ら
だ
ち
と
、
そ
れ
と
は
反
対
に
拒
絶
し
た
い
思
い
。
地

上
が
茫
漠
と
し
た
な
か
に
包
ま
れ
て
見
え
な
い
こ
と
は
、
自
分
が
天
上
の

高
み
に
あ
る
こ
と
を
誇
ら
し
げ
に
語
る
も
の
で
は
な
い
。
地
上
の
存
在
物

が
弁
別
で
き
な
い
こ
と
に
、
杜
甫
は
い
ら
だ
ち
、
不
安
を
覚
え
、
悲
し
ん

で
い
る
か
の
よ
う
だ
。
都
に
あ
り
な
が
ら
都
や
宮
廷
か
ら
拒
絶
さ
れ
て
い

る
自
分
。
し
か
し
一
方
で
「
秦
山
忽
ち
破
砕
す
」
の
よ
う
に
、
秩
序
の
象

徴
と
し
て
の
山
が
崩
壊
す
る
こ
と
へ
の
欲
求
、
破
壊
へ
の
期
待
も
暗
に

伴
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
四
句
に
は
そ
う
し
た
相
い
反
す
る
思

い
が
絡
み
合
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
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七
、
不
安
、
怯
え
の
光
景

　

杜
甫
の
詩
は
下
界
が
見
え
な
い
こ
と
を
言
う
句
に
続
い
て
、
恐
れ
、
怯

え
が
絶
望
の
様
相
を
帯
び
て
さ
ら
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。

　

17
迴
首
叫
虞
舜　

首
を
迴
ら
し
て
虞
舜
に
叫
べ
ば

　

18
蒼
梧
雲
正
愁　

蒼
梧　

雲　

正
に
愁
ふ

　

19
惜
哉
瑤
池
飲　

惜
し
い
哉　

瑤
池
の
飲

　

20
日
晏
崑
崙
丘　

日
は
晏く

る　

崑
崙
の
丘

　

地
上
が
見
え
な
い
こ
と
に
絶
望
し
た
杜
甫
は
、
さ
ら
に
遠
く
の
地
を
、

蒼
梧
へ
、
瑤
池
・
崑
崙
へ
と
視
線
を
拡
げ
る
。
し
か
し
舜
の
葬
ら
れ
た
蒼

梧
の
地
は
雲
に
暗
く
悲
し
く
閉
ざ
さ
れ
、
西
王
母
の
瑤
池
・
崑
崙
も
日
が

と
っ
ぷ
り
と
暮
れ
て
闇
に
沈
ん
で
い
る
。地
上
か
ら
拒
絶
さ
れ
た
杜
甫
は
、

現
実
を
離
れ
た
太
古
の
聖
王
舜
を
、
そ
し
て
ま
た
西
王
母
と
い
う
聖
域
の

人
に
接
触
し
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
視
線
を
遠
く
に
馳
せ
る
の
だ
が
、
そ

れ
も
拒
絶
さ
れ
て
し
ま
う
。「
首
を
迴
ら
し
て
虞
舜
に
叫
ぶ

0

0

」
の
は
、
杜

甫
が
何
か
を
訴
え
た
く
て
舜
に
向
か
う
呼
び
か
け
で
あ
る
。
し
か
し
返
答

は
な
い
。
な
ら
ば
西
王
母
へ
と
向
か
う
も
「
惜
し
い
哉
」、
そ
れ
も
も
は

や
日
が
暮
れ
て
見
え
は
し
な
い
。
長
安
か
ら
ず
っ
と
南
の
蒼
梧
、
西
の
果

て
の
崑
崙
、
い
ず
れ
も
雲
や
日
没
の
た
め
に
暗
く
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
助

け
を
求
め
て
も
応
え
て
も
ら
え
な
い
こ
と
に
、
杜
甫
は
い
っ
そ
う
絶
望
を

深
め
る
。
蒼
梧
・
崑
崙
の
よ
う
な
、
慈
恩
寺
か
ら
遠
く
隔
た
る
空
想
世
界

へ
の
言
及
は
、
も
ち
ろ
ん
他
の
三
者
に
は
な
い
。

　

杜
甫
の
詩
に
は
こ
れ
も
三
者
に
は
な
い
以
下
の
四
句
で
も
っ
て
終
わ
る
。

　

21
黄
鵠
去
不
息　

黄
鵠　

去
り
て
息や

ま
ず

　

22
哀
鳴
何
所
投　

哀
鳴　

何
の
投
ず
る
所
ぞ

　

23
君
看
随
陽
雁　

君
看
よ　

陽
に
随
ふ
雁
は

　

2（
各
有
稲
粱
謀　

各
お
の
稲
粱
の
謀
有
る
を

　

こ
こ
に
は
二
種
の
鳥
が
登
場
す
る
。「
黄
鵠
」
は
古
く
は
『
荘
子
』
逍

遥
遊
篇
に
由
来
し
、
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
に
た
び
た
び
登
場
す
る
孤
高
の
形

象
で
あ
る
。
そ
の
特
質
は
「
孤
」、
独
り
で
生
き
て
い
る
こ
と
、
世
俗
を

離
れ
広
大
な
空
間
を
飛
翔
す
る
こ
と
、孤
立
し
て
悲
哀
を
帯
び
る
も
の
の
、

自
分
の
あ
り
か
た
、
生
き
方
を
貫
く
強
さ
を
も
つ
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る（
（1
（

。
黄
鵠
な
ど
の
「
大
き
な
鳥
」
に
対
し
て
、
こ
れ
も
『
荘
子
』
以
来
の

「
小
さ
な
鳥
」、
両
者
は
対
蹠
的
な
関
係
に
あ
り
、「
雁
」
は
大
き
な
鳥
の

ほ
う
に
属
す
る
の
が
ふ
つ
う
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
黄
鵠
」
と
対
比
さ
れ
て
、
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「
稲
粱
の
謀
」、
衣
食
の
暮
ら
し
向
き
の
た
め
に
汲
々
と
す
る
小
さ
な
鳥
で

あ
ろ
う
。「
黄
鵠
」
と
「
雁
」
を
対
比
的
に
捉
え
る
の
が
通
行
す
る
解
釈

で
あ
る
が
、
そ
れ
と
異
な
る
説
を
趙
次
公
が
提
起
し
て
い
る
。
官
を
求
め

て
得
ら
れ
な
い
杜
甫
自
身
と
い
う
の
で
あ
る（
（（
（

。
杜
詩
の
詩
が
定
型
か
ら
逸

脱
し
て
い
る
た
め
に
生
じ
た
別
解
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
「
隨
陽
の
雁
」

と
い
っ
た
言
い
方
は
、権
力
に
追
随
し
て
物
質
的
利
益
を
求
め
る
も
の
で
、

や
は
り
貶
め
る
意
を
帯
び
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

　

詩
の
冒
頭
で
記
さ
れ
た
、
風
を
受
け
て
屹
立
す
る
慈
恩
寺
の
塔
、
そ
れ

は
ま
さ
し
く
「
黄
鵠
」
の
姿
と
重
な
り
合
う
。
風
に
抗
し
て
立
つ
こ
と
も

杜
甫
の
愛
用
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
詩
で
は
身
を
休
め
る
場
も
な

く
悲
し
い
飛
翔
を
続
け
る
孤
独
な
黄
鵠
は
、
吹
き
付
け
る
激
し
い
風
に
向

き
合
っ
て
独
り
立
ち
尽
く
す
慈
恩
寺
塔
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
は
い
え
な
い
だ

ろ
う
か
。そ
し
て
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、杜
甫
自
身
の
姿
で
も
あ
る
。

つ
ま
り
杜
甫
の
「
慈
恩
寺
塔
」
詩
に
は
、
他
の
三
者
に
見
ら
れ
な
い
も
の

と
し
て
、
慈
恩
寺
塔
と
黄
鵠
を
重
ね
、
さ
ら
に
自
分
と
重
ね
る
と
い
う
二

重
三
重
の
メ
タ
フ
ァ
ー
が
含
ま
れ
て
い
る
。
と
は
い
え
、
黄
鵠
の
孤
高
の

姿
に
自
分
を
重
ね
る
こ
と
で
、
自
足
し
た
り
、
あ
る
い
は
自
分
の
生
き
方

を
力
強
く
主
張
す
る
と
い
っ
た
思
い
は
稀
薄
で
あ
る
。
黄
鵠
で
し
か
な
い

自
分
に
い
ら
だ
ち
、不
安
や
お
び
え
を
覚
え
て
い
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
他
の
三
者
は
悠
々
と
楽
し
ん
で
い
た
登
攀
が
、
杜
甫
だ
け
は

恐
れ
や
憂
愁
を
帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

八
、
寓
意
的
解
釈

　

慈
恩
寺
塔
の
登
攀
と
直
接
関
わ
り
の
な
さ
そ
う
な
舜
、
西
王
母
の
登
場

は
、
い
か
に
も
寓
意
性
を
帯
び
る
か
に
見
え
、
そ
の
た
め
に
以
前
か
ら
寓

意
を
読
み
解
く
解
釈
が
あ
る
。
そ
の
代
表
と
い
う
べ
き
は
、『
苕
溪
漁
隠

叢
話
』
前
集
巻
一
二
に
引
か
れ
る
「
三
山
老
人
」
の
説
で
あ
る
。「
三
山

老
人
」
と
は
『
苕
溪
漁
隠
叢
話
』
の
撰
者
胡
仔
の
父
で
あ
る
胡
舜
陟
の
号

と
い
う
。

　
　

�　

三
山
老
人
語
録
云
、
登
慈
恩
寺
塔
詩
、
譏
天
寳
時
事
也
。
山
者
、

人
君
之
象
。「
秦
山
忽
破
碎
」、
則
人
君
失
道
矣
。
賢
不
肖
混
殽
而
淸

濁
不
分
、故
曰「
涇
渭
不
可
求
」。天
下
無
綱
紀
文
章
、而
上
都
亦
然
。

故
曰
「
俯
視
但
一
氣
、
焉
能
辨
皇
州
」。
於
是
思
古
之
聖
君
不
可
得
、

故
曰
「
回
首
叫
虞
舜
、
蒼
梧
雲
正
愁
」。
是
時
明
皇
方
耽
于
淫
樂
而

不
已
、故
曰「
惜
哉
瑶
池
飲
、日
宴
崑
崙
丘
」。賢
人
君
子
多
去
朝
廷
、

故
曰
「
黄
鵠
去
不
息
、
哀
鳴
何
所
投
」。
惟
小
人
貪
竊
禄
位
者
在
朝
、

故
曰
「
君
看
隨
陽
雁
、
各
有
稻
梁
謀
」。
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三
山
老
人
語
録
に
言
う
、「
慈
恩
寺
の
塔
に
登
る
」
詩
は
、
天
宝
年
間

の
時
事
を
批
判
し
て
い
る
。「
山
」と
い
う
の
は
人
君
の
象
徴
で
あ
る
。「
秦

山
忽
ち
破
砕
す
」
と
は
人
君
が
道
を
失
っ
た
こ
と
。
賢
人
愚
者
が
入
り
交

じ
っ
て
清
濁
の
区
別
が
つ
か
な
く
な
っ
た
の
で
、「
涇
渭　

求
む
可
か
ら

ず
」
と
い
う
。
天
下
に
は
手
本
と
な
る
言
葉
も
な
く
、
都
も
同
じ
だ
。
そ

こ
で
「
俯
視
す
れ
ば
但
だ
一
気
、
焉
ん
ぞ
能
く
皇
州
を
弁
ぜ
ん
や
」
と
い

う
。
そ
う
し
て
古
の
聖
君
を
思
い
浮
か
べ
て
も
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
、

そ
こ
で
「
首
を
回
ら
し
て
虞
舜
に
叫
ぶ
も
、
蒼
梧
は
雲
正
に
愁
ふ
」
と
い

う
。
こ
の
時
期
、
玄
宗
は
淫
楽
に
耽
っ
て
や
む
こ
と
も
な
か
っ
た
、
そ
こ

で
「
惜
し
い
哉　

瑶
池
の
飲
、
日
は
宴
（
晏
）
る
崑
崙
の
丘
」
と
い
う
。

賢
人
君
子
は
み
な
朝
廷
を
去
っ
た
、
そ
こ
で
「
黄
鵠
去
り
て
息
ま
ず
、
哀

鳴　

何
の
投
ず
る
所
ぞ
」
と
い
う
。
惟
だ
禄
位
を
貪
り
窃
む
小
人
だ
け
が

朝
廷
に
い
る
、
そ
こ
で
「
君
看
よ　

陽
に
隨
ふ
雁
、
各
お
の
稻
梁
の
謀
有

る
を
」
と
い
う
。

　

三
山
老
人
は
13
以
下
の
す
べ
て
の
句
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
何
を
寓
意
し

て
い
る
も
の
か
一
つ
ひ
と
つ
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
一
言
で
ま
と
め
れ
ば

「
天
宝
の
時
事
を
譏
る
」
こ
と
に
な
る
。
過
去
の
注
釈
で
そ
れ
と
は
や
や

異
な
る
も
の
は
、
虞
舜
に
つ
い
て
『
杜
詩
詳
注
』
が
引
く
『
杜
詩
博
議
』

は
唐
の
太
宗
を
い
う
と
す
る
。
趙
次
公
は
そ
の
父
で
あ
る
高
宗
と
す
る
。

誰
を
指
す
か
に
個
々
の
違
い
は
あ
っ
て
も
、
杜
詩
の
後
半
は
当
時
の
皇
帝

以
下
の
官
界
を
指
し
、
且
つ
そ
れ
を
批
判
す
る
と
い
う
の
が
、
お
お
か
た

の
一
致
す
る
解
釈
で
あ
る
。
こ
の
受
け
止
め
方
は
今
日
に
ま
で
及
び
、
莫

礪
鋒
氏
は
四
人
の
作
の
な
か
で
、
三
人
が
個
人
の
感
懐
を
う
た
う
こ
と
に

終
始
す
る
の
に
対
し
て
、
杜
甫
の
詩
だ
け
が
「
国
家
の
命
運
の
危
機
」
を

覚
え
て
い
る
こ
と
を
高
く
評
価
す
る（
（1
（

。
確
か
に
杜
甫
全
体
の
特
質
は
自
己

の
不
幸
に
留
ま
ら
ず
、
そ
れ
を
世
の
な
か
全
体
の
不
幸
と
し
て
悲
嘆
す
る

と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
か
し
こ
の
詩
に
限
っ
て
は
解
し
か
ね
る
と
こ
ろ
が
の

こ
る
。
楊
貴
妃
と
の
歓
楽
に
覚
え
る
玄
宗
を
批
判
す
る
と
い
う
が
、
天
宝

十
一
載
の
時
点
で
そ
れ
は
世
間
に
広
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

時
局
批
判
説
に
対
す
る
反
論
も
な
い
で
は
な
い
。
浦
起
龍
は
三
山
老
人

の
時
事
諷
刺
の
説
を
挙
げ
た
あ
と
、「
邵
長
蘅
は
之
を
非
と
す
。
祇
だ
是

れ
登
高
の
警
語
の
み
」
と
記
す（
（1
（

。
批
判
・
寓
意
を
外
し
て
読
め
ば
よ
い
と

い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
ま
た
何
焯
も
三
山
老
人
の
寓
意
説
を
穿
鑿
と
し

て
退
け
、
慈
恩
寺
塔
の
登
る
詩
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
た
も
の
だ
と
批
判
す

る（
（1
（

。
と
は
い
え
、
い
か
に
も
寓
意
性
を
帯
び
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
語
句

に
出
会
う
と
、
そ
れ
が
何
を
指
し
て
い
る
か
知
り
た
く
な
る
の
も
無
理
は

な
い
。
た
だ
し
か
し
、
表
の
意
味
の
裏
に
実
際
の
誰
を
、
何
を
指
し
て
い

る
か
を
知
る
こ
と
が
詩
を
読
む
こ
と
で
は
な
い
こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た

い
。確
か
に
杜
甫
の
詩
の
み
が
塔
に
対
し
て
畏
怖
を
覚
え
、全
体
が
暗
く
、



― 15 ― 杜甫「慈恩寺塔」詩をめぐって

不
安
な
色
調
を
帯
び
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
現
実
の
何
か
を
指
す
と
い

う
よ
り
も
、
も
っ
と
抽
象
性
を
帯
び
た
不
安
、
さ
ら
に
い
え
ば
世
界
の
な

か
に
自
分
が
さ
ら
け
出
さ
れ
た
よ
う
な
心
の
ざ
わ
め
き
を
い
う
か
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
の
冒
頭
に
、
文
学
批
評
は
作
品
を
評
価
す
る
こ
と
で
は
な
い
と
述

べ
た
。
こ
の
読
解
を
通
し
て
、
杜
甫
の
詩
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
言
う
判
断

は
控
え
た
い
が
、
少
な
く
と
も
杜
甫
の
詩
の
み
が
特
異
で
あ
る
こ
と
は
確

か
だ
。
他
の
三
者
は
寺
院
を
訪
れ
た
詩
と
し
て
の
定
型
に
か
な
う
、
穏
や

か
な
作
と
い
え
よ
う
。
杜
甫
の
詩
は
諸
注
の
解
釈
が
さ
ま
ざ
ま
に
分
岐
す

る
よ
う
に
、
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
は
な
い
。
わ
か
り
に
く
い
の
は
、
詩

が
求
め
る
か
た
ち
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
で
も
十
分
な

読
解
に
達
し
て
は
い
な
い
が
、
た
だ
杜
甫
の
詩
の
み
が
不
安
、
お
び
え
を

伴
っ
て
い
る
こ
と
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
慈
恩
寺
塔
に
托
し
て
、
彼
の

胸
中
に
去
来
す
る
穏
や
か
な
ら
ざ
る
種
々
の
思
い
が
全
篇
に
流
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　

ま
だ
し
か
る
べ
き
地
位
を
得
て
い
な
い
五
人
が
一
堂
に
会
し
て
詩
を
作

る
時
、
高
官
の
詩
会
に
伴
う
社
交
性
は
不
用
だ
ろ
う
。
同
年
配
の
人
た
ち

の
間
で
競
作
す
れ
ば
、
当
然
競
争
意
識
も
伴
う
こ
と
だ
ろ
う
。
一
足
遅
れ

て
参
加
し
た
杜
甫
に
は
、
従
来
の
定
型
を
破
ろ
う
と
す
る
意
図
が
働
い
た

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
後
世
に
は
杜
甫
を
随
一
と
す
る
評
価
が
こ
ぞ
っ
て

寄
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
憶
測
す
れ
ば
果
た
し
て
当
時
に
お
い
て
他
の
四
人

は
杜
甫
の
詩
を
理
解
し
、
評
価
し
た
だ
ろ
う
か
。
あ
ま
り
に
も
異
質
な
杜

甫
の
詩
は
周
囲
か
ら
怪
訝
な
目
で
見
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（１
）�

杜
詩
の
引
用
は
宋
本
『
杜
工
部
集
』
に
よ
る
。
杜
甫
の
詩
題
の
前
の
算
用
数
字
は
、

仇
兆
鰲『
杜
詩
詳
注
』に
よ
る
巻
数
と
巻
の
な
か
に
お
け
る
順
番
を
示
す
。『
詳
注
』

を
用
い
る
の
は
、
一
般
に
広
く
通
行
し
て
い
る
こ
と
と
、
巻
数
に
よ
っ
て
だ
い
た

い
の
制
作
時
期
が
わ
か
る
便
の
た
め
で
あ
る
。

（
2
）�『
詩
藪
』
外
篇
巻
四
に
、「
唐
人
毎
同
賦
一
題
、
必
推
擅
場
。
…
…
若
高
適
・
岑
参
・

杜
甫
同
賦
慈
恩
寺
三
古
詩
、
賈
至
・
王
維
・
杜
甫
・
岑
参
同
賦
早
朝
四
七
言
律
、

…
…
、
皆
才
格
相
当
、
足
可
凌
跨
百
代
。
就
中
更
傑
出
者
、
則
慈
恩
、
当
推
杜
作
。

早
朝
、
必
首
王
維
。
…
…
」

（
3
）
黄
生
『
杜
詩
説
』
巻
一
。

（
（
）『
唐
詩
別
裁
集
』
巻
一
。

（
5
）�『
杜
詩
詳
注
』
巻
二
に
、「
杜
於
末
幅
、
另
開
眼
界
、
独
闢
思
議
、
力
量
百
倍
於
人
」。

（
（
）
楊
倫
『
杜
詩
鏡
銓
』
巻
一
。

（
7
）�

黄
生
『
杜
詩
説
』
巻
一
に
、「
河
漢
声
西
流
、
声
字
似
無
理
。
不
知
正
形
容
登
時

去
天
尺
五
、
若
或
聞
之
耳
」。

（
8
）�「
秦
山
忽
ち
破
砕
す
」
に
つ
い
て
は
、
福
永
光
司｢

中
国
に
お
け
る
天
地
崩
壊
の

思
想
―
阮
籍
の
「
大
人
先
生
歌
」
と
杜
甫
の
「
登
慈
恩
寺
塔
詩
」
に
よ
せ
て
」（『
吉

川
博
士
退
休
記
念　

中
国
文
学
論
集
』、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
）
が
、
阮
籍
と

の
関
連
で
考
察
し
て
い
る
。

（
9
）
明
・
王
嗣
奭
『
杜
臆
』
巻
之
一
。
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10
）�
阮
籍
「
詠
懐
詩
」
の
「
大
鳥
」
の
形
象
お
よ
び
「
小
鳥
」
と
の
対
比
に
つ
い
て
は
、

川
合
「
阮
籍
の
飛
翔
」（
初
出
一
九
七
八
、『
中
国
古
典
文
学
彷
徨
』、

二
〇
〇
八
、
研
文
出
版
、
所
収
）
に
記
し
た
こ
と
が
あ
る
。

（
11
）�『
杜
詩
趙
次
公
先
後
解
輯
校
』
甲
帙
巻
四
に
、「
而
我
之
俯
世
徇
身
、
則
未
免
弱
雁

之
謀
稲
粱
也
。
亦
以
自
傷
矣
」。

（
12
）�

莫
礪
鋒
『
杜
甫
評
伝
』
第
二
章
（
一
九
九
三
、
南
京
大
学
出
版
社
）。
莫
礪
鋒
・

童
強
『
杜
詩
選
評
（
上
）』（『
杜
甫
研
究
学
刊
』
二
〇
一
八
年
第
一
期
）。
莫
礪
鋒
・

童
強
『
杜
甫
詩
選
』（
二
〇
一
八
、
商
務
印
書
館
）。

（
13
）�『
読
杜
新
解
』
巻
一
之
一
。
邵
長
蘅
の
批
評
は
浦
起
龍
の
引
用
以
上
に
は
見
ら
れ

な
か
っ
た
。

（
1（
）�

何
焯
『
義
門
読
書
志
』
巻
五
一
に
、「
迴
首
以
下
、
或
有
所
托
。
前
半
若
如
三
山

老
人
、
遽
妄
爲
穿
穴
、
是
忘
題
目
之
爲
登
塔
也
」。

補�

：
注
（
8
）
福
永
氏
の
論
文
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
星
希
氏
の
教
示
と
恵
与
を
得
た
。
ま

た
注
（
12
）
莫
礪
鋒
氏
の
著
書
・
論
文
に
つ
い
て
は
、�
黒
田
真
美
子
氏
か
ら
恵
与
さ

れ
た
。
併
せ
て
謝
意
を
記
す
。

附
：
四
者
の
詩
は
必
要
に
応
じ
て
適
宜
、
句
番
号
と
と
も
に
引
い
た
が
、
全
体
を
見
る

た
め
に
以
下
に
全
篇
を
挙
げ
て
お
く
。

岑
参　
「
與
高
適
・
薛
據
登
慈
恩
寺
浮
圖
」　
「
高
適
・
薛
據
と
与
に
慈
恩
寺
の
浮
圖
に
登

る
」

1
塔
勢
如
湧
出　

塔
勢�

湧
き
出
づ
る
が
如
く

2
孤
髙
聳
天
宮　

孤
髙　

天
宮
に
聳
ゆ

3
登
臨
出
世
界　

登
臨　

世
界
を
出
で

（
磴
道
盤
虚
空　

磴
道　

虚
空
に
盤
わ
だ
か
ま

る

5
突
兀
壓
神
州　

突
兀
と
し
て
神
州
を
圧
し

（
崢
嶸
如
鬼
工　

崢
嶸
と
し
て
鬼
工
の
如
し

7
四
角
礙
白
日　

四
角　

白
日
を
礙さ

ま
た

げ

8
七
層
摩
蒼
穹　

七
層　

蒼
穹
を
摩
す

9
下
窺
指
高
鳥　

下
に
窺
へ
ば
高
鳥
を
指
さ
し

10
俯
聴
聞
驚
風　

俯
し
て
聴
け
ば
驚
風
を
聞
く

11
連
山
若
波
濤　

連
山　

波
濤
の
若
く

12
奔
湊
似
朝
東　

奔
湊
し
て
東
に
朝ち
ょ
う

す
る
に
似
た
り

13
青
槐
夾
馳
道　

青
槐　

馳
道
を
夾
さ
し
は
さ

み

1（
宮
館
何
玲
瓏　

宮
館　

何
ぞ
玲
瓏
た
る

15
秋
色
從
西
來　

秋
色　

西
従よ

り
来
た
り

1（
蒼
然
滿
關
中　

蒼
然
と
し
て
関
中
に
満
つ

17
五
陵
北
原
上　

五
陵　

北
原
の
上

18
萬
古
青
濛
濛　

万
古　

青
濛
濛
た
り

19
浄
理
了
可
悟　

浄
理　

了
と
し
て
悟
る
可
く

20
勝
因
夙
所
宗　

勝
因　

夙
に
宗
と
す
る
所

21
誓
將
挂
冠
去　

誓
ひ
て
将
に
冠
を
挂
け
て
去
ら
ん
と
す

22
覺
道
資
無
窮　

覚
道　

無
窮
に
資
せ
ん

高
適　
「
同
諸
公
登
慈
恩
寺
浮
圖
」　　
「
諸
公
の
慈
恩
寺
の
浮
図
に
登
る
に
同
ず
」

1
香
界
泯
羣
有　

香
界　

羣
有
泯ほ
ろ

び

2
浮
圖
豈
諸
相　

浮
圖　

豈
に
諸
相
あ
ら
ん
や

3
登
臨
駭
孤
高　

登
臨
し
て
孤
高
に
駭
き

（
披
拂
忻
大
壮　

披
拂　

大
壮
を
忻
ぶ

5
言
是
羽
翼
生　

言こ
こ

に
是
れ
羽
翼
生
じ

（
迥
出
虚
空
上　

迥
か
に
虚
空
の
上
に
出
づ

7
頓
疑
身
世
別　

頓
か
に
身
世
別
る
る
か
と
疑
ひ

8
乃
覺
形
神
王　

乃
ち
形
神
の
王さ
か

ん
な
る
を
覚
ゆ
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9
宮
闕
皆
戶
前　

宮
闕　

皆
な
戶
前

10
山
河
盡
簷
向　

山
河　

盡
く
簷
向

11
秋
風
昨
夜
至　

秋
風　

昨
夜
至
り

12
秦
塞
多
清
曠　

秦
塞　

清
曠
多
し

13
千
里
何
蒼
蒼　

千
里　

何
ぞ
蒼
蒼
た
る

1（
五
陵
鬱
相
望　

五
陵　

鬱
と
し
て
相
ひ
望
む

15
盛
時
慙
阮
步　

盛
時　

阮
步
に
慙
じ

1（
末
宦
知
周
防　

末
宦　

周
防
を
知
る

17
輸
效
獨
無
因　

輸
效　

獨
り
因よ
し

無
し

18
斯
焉
可
游
放　

斯こ

焉こ

に
游
放
す
可
し

儲
光
羲
「
同
諸
公
登
慈
恩
寺
塔
」　
「
諸
公
の
慈
恩
寺
の
塔
に
登
る
に
同
ず
」

1
金
祠
起
眞
宇　

金
祠
に
真
宇
起
ち

2
直
上
青
雲
垂　

直
に
青
雲
の
垂
に
上
る　

3
地
靜
我
亦
閒　

地
静
か
に
し
て
我
も
亦
た
閑

（
登
之
秋
淸
時　

之
に
登
る　

秋
清
の
時

5
蒼
蕪
宜
春
苑　

蒼
蕪　

宜
春
苑

（
片
碧
昆
明
池　

片
碧　

昆
明
池

7
誰
道
天
漢
高　

誰
か
道
ふ　

天
漢
高
し
と

8
逍
遥
方
在
兹　

逍
遥　

方
に
兹
に
在
り

9
虛
形
賓
太
極　

虚
形　

太
極
に
賓
し

10
携
手
行
翠
㣲　

手
を
携
え
て
翠
㣲
に
行
く

11
雷
雨
傍
杳
㝠　

雷
雨　

傍
に
杳
㝠

12
鬼
神
中
躨
跜　

鬼
神　

中
に
躨
跜
た
り

13
靈
變
在
倐
忽　

靈
變　

倐
忽
に
在
り

1（
莫
能
窮
天
涯　

能
く
天
涯
を
窮
む
る
莫
し

15
冠
上
閶
闔
開　

冠
上　

閶
闔
開
き

1（
履
下
鴻
雁
飛　

履
下　

鴻
雁
飛
ぶ

17
宮
室
低
邐
迤　

宮
室　

低
く
し
て
邐
迤

18
羣
山
小
參
差　

羣
山　

小
さ
く
し
て
參
差

19
俯
仰
宇
宙
空　

俯
仰
す
れ
ば
宇
宙
空
し

20
庶
隨
了
義
歸　

庶
は
く
は
了
義
に
隨
ひ
て
帰
せ
ん������

21
崱
屴
非
大
厦　

崱し
ょ
く
り
ょ
く屴　

大
厦
に
非
ず

22
久
居
亦
以
危　

久
し
く
居
る
は
亦
た
以
て
危
し

杜
甫
「
同
諸
公
登
慈
恩
寺
塔
」　
「
諸
公
の
慈
恩
寺
の
塔
に
登
る
に
同
ず
」

　
（
原
注
）
時
高
適
薛
據
先
有
此
作　
　

時
に
高
適
・
薛
拠
、
先
に
此
の
作
有
り

1
高
標
跨
蒼
天　

高
標　

蒼
天
に
跨
し

2
烈
風
無
時
休　

烈
風　

休
む
時
無
し

3
自
非
曠
士
懷　

曠
士
の
懐
に
非
ざ
る
自
り
は

（
登
茲
翻
百
憂　

茲
に
登
り
て
百
憂
を
翻
さ
ん

5
方
知
象
教
力　

方
に
知
る
象
教
の
力
の

（
足
可
追
冥
搜　

冥
搜
を
追
ふ
可
き
に
足
る
を

7
仰
穿
龍
蛇
窟　

仰
ぎ
て
龍
蛇
の
窟
を
穿
ち

8
始
出
枝

幽　

始
め
て
枝

の
幽
な
る
を
出
づ

9
七
星
在
北
戸　

七
星　

北
戸
に
在
り

10
河
漢
聲
西
流　

河
漢　

聲
は
西
に
流
る

11
羲
和
鞭
白
日　

羲
和　

白
日
に
鞭
う
ち

12
少
昊
行
清
秋　

少
昊　

清
秋
を
行
な
ふ

13
秦
山
忽
破
碎　

秦
山　

忽
ち
破
碎
し

1（
涇
渭
不
可
求　

涇
渭　

求
む
可
か
ら
ず

15
俯
視
但
一
氣　

俯
視
す
れ
ば
但
だ
一
氣

1（
焉
能
辯
皇
州　

焉
ん
ぞ
能
く
皇
州
を
辯
ぜ
ん
や

17
迴
首
叫
虞
舜　

首
を
迴
ら
し
て
虞
舜
に
叫
べ
ば
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18
蒼
梧
雲
正
愁　

蒼
梧　

雲　

正
に
愁
ふ

19
惜
哉
瑤
池
飲　

惜
し
い
哉　

瑤
池
の
飲

20
日
晏
崑
崙
丘　

日
は
晏く

る　

崑
崙
の
丘

21
黄
鵠
去
不
息　

黄
鵠　

去
り
て
息
ま
ず

22
哀
鳴
何
所
投　

哀
鳴　

何
の
投
ず
る
所
ぞ

23
君
看
随
陽
雁　

君
看
よ　

陽
に
随
ふ
雁
は

2（
各
有
稲
梁
謀　

各
お
の
稲
梁
の
謀
有
る
を


