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王

藥

の
詩

賦
と

そ

の
志

に
つ
い
て

甲

斐

勝

二

ば
じ
め
に

王
藥

(
一
七
七
-
二
一
七
)
は
、

後
漢
末
の
建
安
年
間

(
一
九
六
ー
二
二
〇
)
後
期
、

や
が
て
後
漢
王
朝

(
二
五
i
二
二
〇
)
を
慶
し
新

た
に
魏
王
朝

(二
二
〇
ー
二
六
五
)
を
建
て
る
に
至
る
曹
操
と
そ
の
子
曹
丕

・
曹
植
の
下
で
主
に
活
動
し
た
、
當
時
を
代
表
す
る
詩
交
家

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

王
粟
の
生
涯
は
ほ
ぼ
次
の
三
期
に
分
け
ら
れ
る
。
郎
ち
、
ま
ず
、
父

・
王
謙
の
下
に
生
ま
れ
、
時
の
皇
帝
獄
帝
の
遷
都
に
從

っ
て
長

(
1
)

安

に
移
り
、
し
ば
ら
く
し
て
荊
州

へ
と
下
る
ま
で
の
少
年
期

(ー
十
六
歳
)。
次
に
、
荊
州
に
お
い
て
不
遇
感
を
積
み
重
ね
つ
つ
日
を
迭

る
青
年
期

(上

二
十
二
歳
)
。
そ
し
て
、
曹
操
に
降
り
官
職
と
爵
位
を
得
、
病
没
す
る
ま
で
の
肚
年
期

(ー
四
十

一
歳
〉
の
三
期
で
あ
る
。

但
し
、
現
存
す
る
王
粟
の
詩
賦
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
、
曹
操
に
降
る
以
前
と
以
後
の
二
期
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な

王
聚
の
志
と
そ
の
詩
賦
に
つ
い
て

(甲
斐
)
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中
國
文
學
論
集

第
十
五
號

ら
ば
、
王
楽
の
現
存
す
る
作
品
の
中
に
は
少
年
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る
作
品
が
な
い
上
に
、
こ
の
時
期
を
境
と
し
て
王
彙
の
作
る
詩
賦

(2
)

に
大
き
な
攣
化
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
攣
化
と
そ
の
原
因
に
つ
い
て
、
凌
迅
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

在
郵
下
文
人
集
團
中
、
居
干
實
際
領
導
地
位
的
先
是
曹
操
、
次
是
曹
　
曹
植
。
由
三
曹
組
成
的
郭
下
文
人
集
團
之
問
多
有
贈
答

之
作
、
但
王
粟
更
多
的
却
爲
奉
教
之
作
、

如

「浮
潅
賦
」
「
寡
婦
賦
」
「
塊
樹
賦
」
「
柳
賦
」
等
。

由
干
縁
干
奉
教
、

這
些
作
品
多

訣
乏
積
極
的
社
會
意
義
、
甚
而
還
表
現
出
某
些
堂
…附
的
庸
俗
氣
。
在
郭
下
的
生
活
中
、
王
簗
睨
出
了
滝
滞
之
痛
、
沈
倫
之
苦
、
過

着
較
爲
優
裕
的
生
活
。
公
宴

・
田
猟

・
井
形
諸
文
字
、
如

「
公
宴
詩
」
「羽
猟
賦
」
等
。

這
些
作
品
只
不
過
是
騎
才
使
能
、
鋪
陳

麗
句
、
實
在
没
有
什
慶
可
取
。
這
説
明
王
藥
作
爲

一
個
封
建
階
級
的
文
人
、

一
旦
獲
得
奮
日
的
條
件
、
即
刻
就
會
陥
入
形
式
主
義

的
泥
悼
。

つ
ま
り
、
凌
迅
氏
に
よ
る
と
、
曹
操
に
降

っ
て
後
の
王
楽
は
、
そ
れ
ま
で
の
苦
螢
か
ら
解
放
さ
れ
て
鯨
裕
あ
る
生
活
を
得
る
こ
と
が

で
き
た
た
め
、
地
主
階
級
本
來
の
姿
を
顯
し
、
そ
れ
以
前
の
社
會
性
を
持

っ
た
作
品
と
は
違
う
、
軍
に
字
句
を
弄
す
る
ば
か
り
の
形
式

主
義
的
作
品
を
作
り
始
め
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
筆
者
も
確
か
に
そ
の
作
品
の
攣
化
は
凌
迅
氏
同
様
認
め
る
所
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
王
祭

の
志
の
あ
り
か
に
ま
で
立
入

っ
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
小
論
で
は
、
王
藥
の
生
涯
を
辿
り

つ
つ
、
そ
の
折
折
に
作
ら
れ
た
詩
賦
等
の
作
品
に
考
察
を
加
え
、
王
集
の
志
の
あ
り
か
を
明
ら
か
に
し
、
以

っ
て
彼
が
詩
賦
の
制
作
に

見
せ
た
攣
化
の
よ
り
本
質
的
な
原
因
を
探

っ
て
み
た
い
。
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王
藥
は
、
王
謙
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
。
曾
租
父
の
王
襲
、
及
び
租
父
の
王
暢
は
、
共
に
王
朝
に
仕
え
る
臣
下
と

し
て
は
通
常
最
高

の
位
で
あ
る
三
公
に
ま
で
昇

っ
て
い
る
。
『後
漢
書
』
王
襲
傳
に
は
、
職
務
に
清
廉
で
、
國
政
を
預
る
士
大
夫

と

し

て

の
意

識
が
強

く
、
宮
廷
を
專
横
し
よ
う
と
す
る
宙
官
勢
力
と
の
封
決
を
試
み
る
王
襲
の
姿
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
王
襲
の
性
格

は
、
そ
の
子
王
暢

に
も
受
け
縫
が
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
同
書
王
暢
傳
に
よ
れ
ば
、
皇
帝
の
縁
者
が
多
く
、
職
務
を
途
行
し
難
い
南
陽
の
地
に
太
守
と

し
て
赴
任
し
た
折
に
は
、
そ
の
地
で
縁
者
ら
豪
族
を
立
法
と
實
力
行
使
で
震
え
上
ら
せ
て
い
る
し
、
ま
た
、
清
流

士
大
夫
勢
力
と
室
官

(
3
)

濁
流
勢
力
と
の
樹
立
が
激
化
す
る
こ
ろ
に
は
、
士
大
夫
勢
力
の
代
表
的
人
物
と
し
て

「
八
俊
」
の
第
四
に
畢
げ
ら
れ
て
い
る
。
王
藥
の

父

王
謙
は
、
結
局
外
戚
勢
力
を
代
表
す
る
大
將
軍
何
進
の
幕
僚
長
に
ま
で
し
か
な
れ
な
か

っ
た
と
は
い
え
、
何
進
が

王
謙
の
家
柄
に
目

を

つ
け
、
婚
姻
關
係
を
結
ぼ
う
と
し
た
時
、
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
の
は
、
清
流
士
大
夫
の
流
れ
に
立
つ
王
謙
の
意

地
と
見
る
べ
き
で

(4
)

あ

る
。

こ
の
よ
う
な
家
柄
に
育

っ
た
王
祭
で
あ
れ
ば
、
當
然
な
が
ら
清
流
士
大
夫
の

一
員
と
し
て
、
彼
ら
が
信
奉
し
且

つ
實
践
し
よ
う
と
し

た
儒
學
思
想
に
基
づ
く
経
世
濟
民
の
志
を
強
く
持

っ
た
に
違
い
な
い
。
ま
だ
十
四

・
五
歳
に
す
ぎ
な
い
王
集
が
、
長
安
に
て
當
時
第

一

流

の
學
者
で
あ

っ
た
察
畠
に
そ
の
才
能
を
認
め
ら
れ
、

此
れ
、
王
公

(
王
暢
)
の
孫
也
。
異
才
有
り
、
吾
如
か
ざ
る
也
。
吾
家
の
書
籍
文
章
は
、
蓋
く
當
に
之
に
與
え
ん
。

(魏
書

王
藥
傳
)

王
集
の
志
と
そ
の
詩
賦
に
つ
い
て

(甲
斐
)
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中
國
文
學
論
集

第
十
五
號

(
5
)

と
構
嘆
さ
れ
た
時
、
票
亀

の
側
に
何
ら
か
の
思
惑
が
あ

つ
た
に
せ
よ
、
王
集
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
引
き
合
い
に
出
さ
れ
た
租
父
の
王
暢

を
辱
め
ぬ
治
國
の
た
め
の
業
續
を
墨
げ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
使
命
感
を
更
に
強
く
持

つ
事
に
な

っ
た
と
思
わ
れ

る
。

王
緊
は
、
そ
の
後
十
六
歳
に
し
て
就
職
の
辟
き
を
受
け
る
け
れ
ど
も
、
権
力
争
い
を
め
ぐ
る
血
腱
い
長
安
の
動
齪
の
故
を
以

っ
て
就

か
ず
、
荊
州

へ
と
向
う
こ
と
に
な
る
。
當
時
の
荊
州
は
劉
表
が
そ

の
長
官
を
勤
め
、
後
漢
末
の
混
齪
に
各
地
が
荒
慶
し
て
い
た
中
で
、

比
較
的
隠
や
か
な
土
地
で
あ

っ
た
ら
し
い
。
荊
州
に
避
難
す
る
人
物
は
ず
い
ぶ
ん
と
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ

の
上
、
劉
表
は
、
王

集

と
原
籍
を
同
じ
く
し
、
王
暢
に
教
え
を
受
け
た
、
王
集
に
と

っ
て
は
馴
染
み
深
い
人
物
で
あ
る
.
王
暢
が

「
八
俊
」
に
塞
げ
ら
れ
た

(
6
)

當
時
、
彼
も
ま
た

「
八
及
」

の

一
人
に
基
げ
ら
れ
て
い
た
。
天
下
の
名
士
と
し
て
そ
の
頃
か
ら
已
に
人
望
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

(7
)

こ
の
荊
州

へ
の
族
立
ち
の
折
の
情
景
と
心
情
を
詠
う
の
が

「七
哀
詩
」
其

一
で
あ
る
。

み
ち

西
京
齪
無
象

射
虎
方
遙
患

復
棄
中
國
去

遠
身
適
荊
攣

親
戚
樹
我
悲

朋
友
相
追
墓

出
門
無
所
見

白
骨
蔽
平
原

西
京
、
齪
れ
て
象
無
く

射
虎
、
方
に
患
を
逼
ふ

復
た
中
國
を
棄
て
て
去
り

身
を
遠
ざ
け
て
荊
蟹
に
適
く

親
戚
、
我
に
樹
ひ
て
悲
し
み

朋
友
、
相
追
ひ
て
肇
る

門
を
出
つ
る
に
見
る
所
無
く

白
骨
、
平
原
を
蔽
ふ
の
み

52



路
有
飢
婦
人

抱
子
棄
草
間

顧
聞
號
泣
聲

揮
涕
猫
不
還

未
知
身
死
庭

何
能
爾
相
完

駆
馬
棄
之
去

不
忽
聴
此
言

南
登
霧
陵
岸

廻
首
望
長
安

悟
彼
下
泉
人

唱
然
傷
心
肝

路
に
飢
ゑ
た
る
婦
人
有
り

子
を
抱
き
て
草
間
に
棄
つ

顧
み
て
號
泣
の
聲
を
聞
く
も

涕
を
揮
ひ
て
濁
り
還
ら
ず

未
だ
身
の
死
す
る
所
を
知
ら
ず

何
ぞ
能
く
爾
り
な
が
ら
相
完
か
ら
ん
と

馬
を
騙
り
て
之
を
棄
て
て
去
る

此
の
言
を
賄
く
に
忍
び
ず

南
の
か
た
覇
陵
の
岸
に
登
り

首
を
廻
ら
し
て
長
安
を
望
む

彼
の
下
泉
の
人
に
悟
る
や

(8
)

唱
然
と
し
て
心
肝
を
傷
ま
し
む

長
安
を
離
れ
て
荊
州

へ
と
向
う
途
上
、
野
原
に
は
人
影
は
見
え
ず
、
白
骨
が
散
ら
ば
る
ば
か
り
。
路
上
で
は
泣
き
叫
ぶ
愛
子
を
草
間

に
捨
て
去
る
飢
え
た
婦
人
と
出
合
う
。
王
楽
が
、
こ
の
よ
う
な
情
景
に
直
面
し
、
な
す
術
も
知
ら
ず
我
が
馬
を
騙
け
し
め
、
そ
の
場
か

ら
逃
げ
る
よ
う
に
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

箪
に
無
惨
な
場
面
に
立
ち
合

っ
て
無
力
な
人
間

一
般
の
心
情
に
よ
る
ば

か
り

で
は
な

い
。
士
大
夫
意
識
の
強
い
王
緊
で
あ
れ
ば
、
そ
の
逃
亡
は
、
経
世
濟
民
に
力
を
蓋
す
べ
き
立
場
に
あ
り
な
が
ら
、
無
秩
序
極
ま
る
状
態
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王
楽
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志

と
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詩
賦

に

つ
い
て

(
甲
斐
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中
國
文
學
論
集

第
十
五
號

を
前
に
し
て
も
自
ら
は
何
の
手
助
け
も
で
き
な
い
と
い
う
責
任
感
に
さ
い
な
ま
れ
て
の
こ
と
に
違
い
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
最
後
の
二

句

に
、

つ
ま
り
、

暴
政
に
苦
し
む
が
故
に
明
王
や
賢
伯
な
ど
の
有
能
な
爲
政
者
を
思
慕
し
平
和
な
世
を
願

っ
た
と
い
う

『詩
経
』
「下

(
9
)

泉
」
の
詩
人
の
心
情
を
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
知
ら
さ
れ
、
詩
人
同
様
深
い
嘆
息
を
つ
い
て
胸
を
痛
ま
し
め
る
王
藥
の
姿
に
、
王
藥
も
ま
た

「
下
泉
」
の
詩
人
同
様
に
、
こ
の
無
秩
序
な
世
界
を
秩
序
あ
る
世
界
に
再
び
治
め
な
お
し
て
く
れ
る
立
派
な
指
導
者
を
希
求
し
て
い
る

の
だ
、
と
い
う
心
情
を
讃
み
取

っ
て
よ
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
詩
が
、
長
安
に
見
切
り
を
つ
け
て
荊
州
の
牧
劉
表

の
下
に
向
う
途
上
の

心
情
を
詠
う
も
の
で
あ
る
こ
と
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
王
藥
が
求
め
た
明
王
賢
伯
と
は
、
こ
れ
か
ら
頼
る
劉
表
を
具
髄
的
な
人
物
と
し

て
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
す
れ
ば
、
最
後
の
二
句
に
、
王
集
の
劉
表
に
封
す
る
大
き
な
期
待
、
明
王
賢
伯
に
違

い
な
い
劉
表
の

下

で
、
自
分
の
士
大
夫
と
し
て
の
責
任
を
果
せ
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
期
待
感
を
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

54

二

と
こ
ろ
が
、
意
に
反
し
て
、
劉
表
は
王
榮
を
重
用
し
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
荊
州
に
着
い
た
當
時
は
、
王
藥
は
ま
だ
十
六
七
の
少
年

で
あ
る
か
ら
、
重
用
さ
れ
ず
と
も
仕
方
が
な
い
が
、
通
例
の
起
家
の
年
弱
冠
を
越
え
て
も
責
任
あ
る
役
職
を
與
え
ら
れ
な
い
と
す
れ
ば
、

王
藥
に
焦
り
が
起
る
の
も
不
思
議
で
は
な
い
。
建
安
三
年
、
王
緊
二
十
二
歳
の
時
に

「三
輔
論
」
を
著
し
、
江
濱

の
逸
老
の
言
に
假
り

て
長
沙
地
方
で
の
反
風
を
鎭
め
た
劉
表
の
實
力
を
稻
賛
し
、
ま
た
、
建
安
五
年
、
王
藥
二
十
四
歳
の
時
に
は

「
荊
州
文
學
記
官
志
」
を

作

り
、
荊
州
に
秩
序
を
も
た
ら
し
學
藝
振
興
の
た
め
學
校
を
設
立
し
た
劉
表
を
絶
賞
す
る
の
は
、
王
簗
が
劉
表
の
氣

を
惹
こ
う
て
し
て

(10
)

の
事
だ
と
思
わ
れ
る
。



し
か
し
、
王
藥
の
賛
辭
に
も
係
わ
ら
ず
、
劉
表
は
王
藥
に
そ
の
實
力
を
獲
揮
さ
せ
る
場
を
與
え
た
氣
配
は
な
い
。
王
藥

の
作
品
中
に

は
、
劉
表
の
た
め
に
、

衰
潭

・
衰
尚
兄
弟

に
向
け
て
作
ら
れ
た
二
通

の
書
状
が
残
り
、

『魏
書
』
王
藥
傳
に
は
、
劉

表
の
死
後
そ
の
嗣

子

の
劉
環
に
曹
操

へ
の
投
降
を
勧
め
た
記
述
が
残
る
の
だ
か
ら
、
王
藥
が
劉
表

・
劉
環
父
子
の
近
く
に
い
た
こ
と
は
確
實
で
あ
る
。
だ

が
、
王
藥
傳
は
、
劉
表
が

「甚
し
く
は
重
ん
ぜ
ず
」
と
記
す
ば
か
り
で
、
王
藥
が
責
任
あ
る
地
位
に
つ
い
て
そ
の
腕
を
振

っ
た
記
録
は

残
ら
な
い
の
で
あ
る
。
王
藥
が
こ
の
よ
う
に
劉
表
に
重
用
さ
れ
な
か

っ
た
理
由
は
、
王
藥
の
容
貌
が
そ

の
才
に
そ
ぐ

わ
ぬ
醜
く
さ
で
あ

(
11
)

っ
た
こ
と
、
及
び
弱
弱
し
い
膣
格
、
深
み
の
な
い
性
格
の
故
で
あ

っ
た
。
劉
表
は
王
簗
を
人
の
指
導
者
た
る
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と

見
た
の
で
あ
る
。
若
年
の
こ
ろ
、
大
儒
察
琶
よ
り
絶
大
な
る
賛
辭
を
得
て
、
そ

の
家
柄

・
才
能

・
學
識
に
相
當
大
き
な
自
信
を
持

っ
て

い
た
は
ず
の
王
楽
が
、
こ
の
よ
う
な
劉
表
の
扱
い
に
失
望
落
膿
す
る
の
は
當
然
で
あ
る
。
親
戚
縁
者
ら
の
悲
し
み
を
後
に
し
、
追
い
す

が

る
友
人
を
振
り
沸

い
、
明
王
賢
伯
を
求
め
て
は
る
ば
る
や

っ
て
來
た
王
緊
の
期
待
は
虚
し
く
室
振
り
に
終

っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な

(12
)

い
。

こ
の
王
藥

の
落
膿
し
た
心
情
を
如
實
に
示
す
の
が
、
荊
州
期
も
後
期
に
な

っ
て
作
ら
れ
る

「
登
櫻
賦
」
で
あ
る
。
今
、
押
訥
に
よ

っ
て
三
段
に
分
け
、
各
段
ご
と
に
内
容
を
検
討
し
て
み
た
い
。

第

一
段
は
、
久
し
く
志
を
得
な
い
王
楽
が
、
再
び
巡
り
來
た
秋
に
、
し
ば
ら
く
は
登
櫻
の
樂
し
み
に
憂

い
を
紛
わ
そ
う
と
高
棲
に
登

る
所

か
ら
詠
い
出
さ
れ
る
。

登
敏
櫻
以
四
望
号

舷
の
櫻
に
登
り
て
以

っ
て
四
に
望
む

(
13

)

か
り
そ
め

柳
假
日
以
錆
憂

柳
に
日
を
假
り
て
以

っ
て
憂
を
錆
す

覧
斯
宇
之
所
虚
分

斯
の
宇
の
塵
る
所
を
覧
る
に

王
祭
の
志
と
そ
の
詩
賦
に
つ
い
て

(甲
斐
)
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實
顯
倣
而
寡
仇

挾
清
潭
之
通
浦
号

侮
曲
沮
之
長
洲

背
墳
衛
之
廣
陸
号

臨
泉
曝
之
沃
流

實
に
顯
倣
と
し
て
仇
寡
し

清
潭
の
通
浦
を
挾
み

曲
沮
の
長
洲
に
侮
れ
り

墳
衛
の
廣
陸
を
背
に
し

泉
限
の
沃
流
に
臨
む

北
彌
陶
牧

西
接
昭
丘

華
實
蔽
野

黍
穫
盈
疇

錐
信
美
而
非
吾
土

曾
何
足
以
少
留

北
の
か
た
陶
牧
に
彌
ま
り

西
の
か
た
昭
丘
に
接
す

華
實
、
野
を
蔽
ひ

黍
稜
、
疇
に
盈
て
り

信

に
美
な
り
と
錐
ど
も
吾
土
に
非
ら
ず

曾
ち
何
ぞ
以

っ
て
少
し
く
も
留
る
に
足
ら
ん

近
邊
に
並
び
立
つ
も
の
の
な
い
こ
の
高
櫻
に
お
い
て
、
四
方
に
廣
が
る
雄
大
な
地
勢
を
見
下
し
、
豪
氣
な
解
放
感

に
浸
る
王
藥
で
あ

っ
た
が
、
野
に
満
ち
て
今
を
盛
り
と
険
く
花
、
耕
地
に
温
れ
る
穀
物
の
成
熟
し
た
色
に
美
し
さ
を
感
じ
な
が
ら
、
こ
の
土
地
が
自
分
を

留

め
る
眞
の
場
所
で
は
な
い
と
思
い
知
る
の
で
あ

っ
た
。
調
子
よ
く
進
ん
で
き
た
楚
辭
調
の
七
、
六
の
リ
ズ
ム
が
後
半
で
四
字
句
を
交

え

て
崩
れ
る
の
は
、
王
緊
の
心
情
の
攣
化
に
沿
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
第
二
段
で
は
、
王
聚
が
か
つ
て
離
れ
來

た
っ
た
中
原
の
地

(
14
)

へ
と
蹄
郷
の
思
い
を
馳
せ
る
。

遭
紛
濁
而
遷
逝
号

紛
濁
に
遭
ひ
て
遷
り
逝
き

漫
喩
紀
以
迄
今

漫
と
し
て
紀
を
喩

へ
て
以

っ
て
今
に
迄
れ
り

酬σ



情
春
春
而
懐
蹄
号

敦
憂
思
之
可
任

愚
軒
櫨
以
遙
望
号

向
北
風
而
開
襟

平
原
遠
而
極
目
号

蔽
荊
山
之
高
雰

路
透
遙
而
脩
迫
号

川
既
濠
而
濟
深

悲
奮
郷
之
塞
隔
号

涕
横
墜
而
弗
禁

昔
尼
父
之
在
陳
号

有
蹄
欺
之
歎
吾

鍾
儀
幽
而
楚
奏
号

荘
鳥
顯
而
越
吟

人
情
同
於
懐
土
号

豊
窮
達
而
異
心

情
は
春
春
と
し
て
蹄
ら
ん
こ
と
を
懐
ふ

敦
か
憂
思
の
任
ふ
べ
き

軒
濫
に
愚
り
て
以

っ
て
遙
に
望
み

北
風
に
向
ひ
て
襟
を
開
く

平
原
は
遠
く
し
て
目
を
極
む
れ
ば

荊
山
の
高
雰
に
蔽
れ
た
り

路
は
透
遙
と
し
て
脩
く
迫
く

川
は
既
に
濠
と
し
て
濟
る
に
深
し

奮
郷
の
塞
隔
せ
る
こ
と
を
悲
し
み

涕

は
横
れ
墜
ち
て
禁

へ
ず

昔
尼
父
の
陳
に
在
り
し
と
き

「蹄
ら
ん
歎
」

の
歎
昔
有
り

鍾
儀
幽
れ
て
も
楚
を
奏
し

荘
鳥
は
顯
れ
て
も
越
を
吟
ず

人
の
情
は
土
を
懐
ふ
に
同
じ

豊
に
窮
達
に
し
て
心
を
異
に
せ
ん
や

王
簗

の
志

と
そ

の
詩
賦

に

つ
い
て

(
甲
斐
)
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五
號

長
安
の
紛
濁
を
逃
れ
て
荊
州
に
來
て
よ
り
、
自
分
が
住
む
べ
き
土
地
で
は
な
い
に
も
係
わ
ら
ず
、
漫
然
と
日
を
邊

り
、
途

に
一
紀
十

二
年
を
過
し
て
し
ま

っ
た
と
王
楽
は
反
省
し
、
望
郷
の
思
い
を
切
切
と
詠
う
の
で
あ
る
。
身
を
欄
干
に
乗
り
出
し
て
遠
望
し
、
中
原
の

彼
方
か
ら
吹
い
て
く
る
北
風
に
身
を
ゆ
だ
ね
よ
う
と
す
る
王
楽
で
あ

っ
た
が
、
中
原

へ
向
け
た
覗
界

の
果
て
に
待
ち
受

け

て

い
た
の

は
、
中
原
を
覆
い
隠
す
が
如
く
立
ち
は
だ
か
る
荊
州
の
連
山
で
あ

っ
た
。
悲
歎
に
沈
む
王
藥
は
、
孔
子
が

異
郷

に

あ

っ
て

「蹄
ら
ん

歎
」
と
嘆
息
を
つ
い
た
故
事
、
ま
た
、
他
國
に
囚
わ
れ
の
身
と
な
っ
て
も
故
國
の
楚
の
事
を
忘
れ
な
か
っ
た
鍾
儀
や
、
異
國
で
動
功
を

得

て
も
な
お
故
郷
に
思
い
を
寄
せ
て
い
た
荘
罵
の
話
を
思
い
出
し
、
人
な
ら
ば
聖
人
と
い
え
ど
も
必
ず
起
る
望
郷
の
念
を
我
身
に
確
認

す

る
の
で
あ
る
。
第
三
段
に
お
い
て
は
、
王
藥
の
胸
中
に
結
ば
れ
る
憂
の
實
禮
、
師
ち
何
故
に
こ
の
荊
州
の
土
地
が

異
郷
に
思
え
て
仕

方

な
い
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

惟
日
月
之
途
適
号

侯
河
清
其
未
極

翼
王
道
之

一
平
号

假
高
衝
而
騨
力

催
鉋
瓜
之
徒
懸
号

畏
井
喋
之
莫
食

歩
棲
遅
以
徒
僑
号

白
日
忽
其
將
匿

日
月
の
途
え
適
く
こ
と
を
惟
ひ

河
の
清
む
を
倹
つ
に
其
れ
未
だ
極
ま
ら
ず

王
道
の

一
に
平
ら
か
な
る
を
翼
ひ

高
備
を
假
り
て
力
を
鰐
せ
ん
と
す

鉋
瓜
の
徒
に
懸
る
を
催
れ

井
藻
の
食
ふ
莫
き
を
畏
る

歩
は
棲
遅
と
し
て
以

っ
て
徒
侮
し

白
日
は
忽
と
し
て
其
れ
將
に
匿
れ
ん
と
す
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風
薫
慧
而
並
興
号

天
惨
惨
而
無
色

獣
狂
顧
以
求
塁
号

鳥
相
鳴
而
基
翼

原
野
関
其
無
人
号

征
夫
行
而
未
息

心
棲
愴
以
感
獲
号

意
切
但
而
悟
側

循
階
除
而
下
降
号

氣
交
.憤
於
胸
臆

夜
参
半
而
不
嫁
号

恨
盤
桓
以
反
側

風
は
薫
慧
と
し
て
並
び
興
り

天
は
惨
惨
と
し
て
色
無
し

獣
は
狂
顧
し
て
以

っ
て
塁
を
求
め

鳥
は
相
鳴
き
て
翼
を
畢
ぐ

原
野
は
関
と
し
て
其
れ
人
無
く

征
夫
は
行
き
て
未
だ
息
ま
ず

心
は
棲
愴
と
し
て
以

っ
て
感
獲
し

意
は
切
但
と
し
て
悟
側
す

階
除
に
循
ひ
て
下
に
降
れ
ば

氣
は
胸
臆
に
交
り
憤
る

夜
参
半
ば
に
し
て
も
罧
ね
ず

恨
と
し
て
盤
桓
と
し
て
以

っ
て
反
側
す

荊
州
の
地
で
劉
表
に
期
待
し
つ
つ
じ

っ
と
志
の
實
現
を
待
つ
王
藥
は
、
そ
の
期
待
が
あ
た
か
も
黄
土
に
濁

っ
た
黄
河
が
澄
み
わ
た
る

の
を
待
つ
よ
う
に
無
駄
な
も
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
い
、
焦
燥
感
を
抱
く
の
で
あ

っ
た
。
そ
の
焦
燥
感
が
彼
に
自
己

の
本
心
を
吐
露
せ

し
め
る
。
即
ち
、
明
王
に
よ
る
秩
序
の
回
復
を
願
望
し
、
そ
の
回
復
の
た
め
に
明
王
の
下
で
自
分
の
力
を
思
い
切
り
振
い
た
い
、
ふ
く

べ
が

役
立
て
ら
れ
ぬ
ま
ま
室
し
く
掛
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
は
、
ま
た
、
飲
ま
れ
る
べ
き
澄
ん
だ
井
戸
の
水
が
無
駄

に
放

っ
て
お
か
れ

王
楽
の
志
と
そ
の
詩
賦
に
つ
い
て

(甲
斐
)
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第
十
五
號

る
よ
う
に
は
な
り
た
く
な
い
と
詠
う
の
で
あ
る
。
秩
序

の
回
復

の
た
め
に
力
を
蓋
し
た
い
と
願
う
王
藥
に
と

っ
て
、
實
力
を
獲
揮
さ
せ

て
く
れ
ぬ
劉
表
の
下
に
留
ま
り
續
け
る
事
は
、
も
は
や
耐
え
ら
れ
な
い
事
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
王
緊

の
叫
び
に
反
鷹
す
る
現
實
は
な
く
、
王
藥
は
結
局
、
憂
を
消
す
ど
こ
ろ
か
更
に
増
幅
し
て
し
ま
い
、
夕
暮
の
冷
た
い
秋
風
に

一
人
耐
え

か
ね
て
櫻
を
降
り
、
途
に
は
知
音
の
明
主
を
求
め
て
眠
れ
ぬ
夜
を
過
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

王
聚
が
こ
の
賦
を
作

っ
た
時
、
こ
れ
に
よ

っ
て
自
分
の
志
を
示
し
、
劉
表
に
重
用
さ
れ
る
の
を
希
望
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
、

王
簗
は
、
文
才
に
よ
る
劉
表
の
た
め
の
代
筆
程
度
の
仕
事
で
は
不
漏
だ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
志
の
主
張
も
や
は
り
途

に
は
徒
螢
に
終

っ
た
ら
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
後
、
劉
表
の
後
嗣
劉
環
と
共
に
曹
操
に
降

っ
た
折
、
王
彙
は
曹
操

に
樹
し
て
劉
表
を

次

の
よ
う
に
批
判
す
る
か
ら
で
あ
る
。

劉
表
は
荊
楚
に
雍
容
た
り
、
坐
し
て
時
攣
を
観
、
自
ら
以
爲

へ
ら
く
西
伯
を
規
と
す
べ
し
と
。
士
の
齪
を
荊
州
に
避
く
る
者
は
皆

海
内
の
偲
傑
也
。
表
は
任
ず
る
所
を
知
ら
ず
、
故
に
國
危
き
に
輔
く
る
無
し
。

(魏
書
王
藥
傳
)

王
祭
が
か
つ
て
世
話
を
受
け
た
劉
表
に
封
す
る
批
判
は
嚴
し
い
。
劉
表
は
彼
の
下
に
集
ま
り
來
た

っ
た
天
下
の
俊
傑
た
ち
の
用
い
方

を
知
ら
な
か

っ
た
か
ら
、
國
を
滅
ぼ
す

ハ
メ
に
な
る
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
批
判
に
、
王
簗
自
身
が
天
下
の
俊
傑
で
あ
る
と
い

う
意
識
と
、
そ
れ
に
も
係
わ
ら
ず
劉
表
に
重
用
さ
れ
ぬ
ま
ま
終

つ
た
と
い
う
彼
の
強
い
不
漏
を
護
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
王
簗
の
荊
州
で
の
青
年
期
は
、
劉
表
に
封
す
る
期
待
か
ら
失
望

へ
と
向
う
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
時
期
に
作
ら

れ

た
と
思
わ
れ
る

「七
哀
詩
」
其

一
は
、
王
集
が
士
大
夫
と
し
て
の
責
任
感
に
さ
い
な
ま
れ
て
、
ま
た
、
「
登
櫻
賦
」

は
志
の
坐
折
の
代

償

と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
。
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三

劉
表
に
は
厚
遇
さ
れ
ず
、
憂
い
に
日
を
迭

っ
て
い
た
王
彙
で
あ

っ
た
が
、
曹
操
に
降
る
や
、
丞
相
橡
の
地
位
を
得
、
關
内
侯
の
爵
を

得

て
い
る
。

劉
環
を
曹
操
に
降
服
さ
せ
る
の
に
審
力
し
た
か
ら

で
あ

る
。

丞
相
橡
と
は
後
漢
王
朝
に
丞
相
の
位
を
得
た
曹
操
の
補
佐

官
、
關
内
侯
と
は
二
十
の
爵
位
の
う
ち
、
上
か
ら
二
番
目
の
も
の
で
あ
る
。
王
集
は
こ
れ
に
よ

っ
て
後
漢
王
朝
の
政
治
制
度
の
下
に
完

全

に
組
み
込
ま
れ
、
士
大
夫
と
し
て
経
國
濟
民

に
志
を
果
す

一
鷹
の
場
所
を
與
え
ら
れ
た
こ
と
に
な

っ
た
。
都
を
離
れ
て
よ
り
こ
れ
ま

で
記
録
に
残
る
程
の
地
位
を
得
ら
れ
な
か
っ
た
王
楽
が
漱
喜
し
た
の
は
當
然
で
あ
る
。
王
緊
が
曹
操
に
降

っ
て
間
も
な
く
劉
表
を
批
判

(15
)

し
曹
操
を
激
賞
し
た
の
は
、
俊
馬
を
自
負
す
る
王
集
に
と

っ
て
曹
操
が
伯
樂
に
見
え
た
か
ら
に
違

い
な
い
。
後
、
彼

は
軍
謀
祭
酒
に
遷

る
。
建
安
十
八
年
に
魏
國
が
建
て
ら
れ
る
や
更
に
侍
中
に
昇
る
の
だ
が
、
こ
の
軍
謀
祭
酒
に
遷

つ
た
こ
ろ
か
ら
、
曹
　

・
曹
植
や
、
徐

(16
)

幹

・
陳
琳

・
院
璃
等
の
文
人
た
ち
と
本
格
的
な
交
游
が
始
ま
る
。
王
藥
の
曹
父
子
の
下
に
お
け
る
詩
賦
は
、
大
概
彼

ら
と
の
交
游
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
い
。
曹
父
子
の
下
に
集
ま

っ
た
文
章
家
の
中
で
も
、
王
藥
の
場
合
は
、
凌
迅
氏
が
指
摘

し
た
よ
う
に
、
曹

　

や
曹
植
の
命
を
受
け
て
作

つ
た
詩
賦
が
他
の
文
人
に
比
べ
て
確
か
に
多
い
よ
う
で
あ
る
。
鈴
木
修
次
氏
の
集
め
ら
れ
た
資
料
に
よ
れ

(
17
)

ば
、
「
寡
婦
賦
」
「
馬
璃
賦
」

「塊
賦
」

は
曹
　
の
命
に
よ
り
、
「
七
繹
」
は
曹
植
の
命
を
受
け
て
作

っ
て
い
る
。

更

に
、

途
紹
初
氏
の

指
摘
と
推
察
に
よ
れ
ば
、
「
紳
女
賦
」
が
曹
操
の
た
め
に
、
「
浮
潅
賦
」
「
羽
猟
賦
」
が
曹
　
の
命
に
よ
り
、
「詠
史
詩
」
が
曹
植
の
命
で

(18
)

作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
例
か
ら
推
測
す
る
な
ら
ば
、
噺
片
と
し
て
残
る
小
品
を
題
材
に
し
た
賦
や
、
雑
詩
及
び

「從
軍
詩
」
な

ど

の
詩
も
ま
た
、
そ
の
多
く
が
曹
父
子
の
意
向
の
下
に
作
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
王
藥
は
ほ
と

ん
ど
曹
父
子
の
お

王
聚
の
志
と
そ
の
詩
賦
に
つ
い
て

(甲
斐
)
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か
か
え
詩
人
に
な
り
果
て
た
感
す
ら
あ
る
。
試
み
に
、
曹
操
に
降

っ
て
後
の
代
表
的
な
詩
、
「
從
軍
詩
」
其

一
を
見
て
み
た
い
。

從
軍
有
苦
樂

但
間
所
從
誰

所
從
神
且
武

焉
得
久
勢
師

相
公
征
關
右

赫
怒
震
天
威

一
皐
滅
猿
虜

再
塞
服
莞
夷

西
牧
邊
地
賊

忽
若
傭
拾
遺

陳
賞
越
丘
山

酒
肉
喩
川
抵

軍
中
多
飯
饒

人
馬
皆
溢
肥

徒
行
兼
乗
還

軍
に
從
ふ
に
苦
樂
有
り

但
だ
問
ふ
從

へ
る
所
は
誰
ぞ
と

從

へ
る
所
神
に
し
て
且
つ
武
な
り

焉
ぞ
久
し
く
師
を
勢
す
る
を
得
ん

相
公
、
關
右
を
征
す
る
に

赫
怒
し
て
天
威
を
震
は
す

一
基
し
て
猿
虜
を
滅
し

再
基
し
て
莞
夷
を
服
す

西
の
か
た
邊
地
の
賊
を
牧
ふ
る
こ
と

忽
と
し
て
傭
し
て
遺
を
拾
ふ
が
若
し

賞
を
陳
く
こ
と
丘
山
に
越

へ

酒
肉
、
川
紙
に
瞼
え
た
り

軍
中
、
飯
饒
多
く

人
馬
、
皆
盗
肥
せ
り

徒
ち
行
く
も
の
は
乗
を
兼
ね
て
還
り
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室
出
有
鯨
資

拓
地
三
千
里

往
返
速
若
飛

歌
舞
入
郭
城

所
願
獲
無
違

壷
日
塵
大
朝

日
暮
薄
言
蹄

外
参
時
明
政

内
不
腹
家
私

禽
獣
揮
爲
犠

良
苗
實
已
揮

霧
慕
負
鼎
翁

願
属
朽
鈍
姿

不
能
敷
沮
溺

相
随
把
鋤
摯

熟
覧
夫
子
詩

室
し
く
出
つ
る
も
の
は
鯨
る
資
あ
り

地
を
拓
く
こ
と
三
千
里

往
返
す
る
に
速
き
こ
と
飛
ぶ
が
若
し

歌
舞
日し
郭
城
に
入
り

願
ふ
所
獲
て
違
ふ
無
し

日
を
壷
し
て
大
朝
に
虚
し

日
暮
れ
て
薄
に
言
蹄
る

外
は
時
の
明
政
に
参
じ

内
は
家
私
を
巖
て
ず

禽
獣
、
犠
た
ら
ん
こ
と
を
揮
れ

良
苗
、
實
に
已
に
揮
る

霧
に
負
鼎
の
翁
を
慕
ひ

朽
鈍
の
姿
を
属
さ
ん
こ
と
を
願
ふ

沮
溺
に
敷
ひ
て
相
随
ひ
て

鋤
黎
を
把
る
能
は
ず

夫
子
の
詩
を
熟
覧
す
る
に

王
聚

の
志

と
そ

の
詩
賦

に

つ
い
て

(
甲
斐
)
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信
知
所
言
非

信
に
言
ふ
所
非
な
る
を
知
り
ぬ

こ
の
詩
は
、
建
安
二
十

一
年
王
藥
四
十
歳

の
時
の
作
。
軍
人
た
ち
に
向

っ
て
、
「
職
で
の
苦
樂
は
指
導
者
に
よ
る
も

の
だ
、
あ
な
た

が

た
の
指
導
者

は
誰
で
す
か
」
と
問
い
か
け
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
こ
の
詩
は
、
次
に
、
丞
相
の
地
位
に
立
つ
曹
操
の
將
軍
と
し
て
の
實

力

を
讃
え
る
。
曹
丞
相
は
、
輕
輕
と
北
方

の
異
民
族
を
平
ら
げ
、
西
方
の
逆
賊
を
治
め
、
か
つ
從

っ
た
軍
人
に
は
山
川
の
よ
う
な
褒
賞

と
酒
肉
が
與
え
ら
れ
た
、
た
と
え
室
手
で
從
軍
し
て
も
絵
り
あ
る
財
を
得
て
蹄
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
詠
う
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、

曹
操
の
朝
廷
へ
の
誠
實
な
勤
務
ぶ
り
と
、
臣
下
へ
の
思
い
や
り
、
及
び
そ
れ
に
よ
る
國
土
の
繁
榮
を
述
べ
て
、
最
後

に
王
藥
自
身

の
所

感
が
詠
わ
れ
て
締
め
括
ら
れ
る
。
そ
の
所
感
と
は
、
昔
股
の
湯
王
に
鼎
を
負

っ
て
仕
え
夏
の
桀
王
を
伐
た
し
め
た
賢
相
で
あ
る
伊
サ
の

如
く
、
我
身
を
曹
操
の
た
め
に
働
か
せ
た
い
、
隠
者
の
沮
溺
の
よ
う
に
世
に
隠
れ
農
耕
に
生
き
る
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な
い
し
、
隠
居

を
求
め
た
孔
子
の
詩
も
正
し
い
と
は
思
え
な
い
、
と

い
う
も
の
で
あ

つ
た
。

こ
の

「
從
軍
詩
」
其

一
は
、
「
七
哀
詩
」
其

一
に
既
に
見
ら
れ
た
王
藥
の
志
と
同
様
の
志
、
師
ち
秩
序
の
回
復
の

た

め
、
士
大
夫
と

(
19
)

し
て
の
責
任
を
果
し
た
い
と
い
う
願
望
に
基
づ

い
て
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
る
事
が

一
鷹
は
で
き
る
。
つ
ま
り
、
曹
操
と
い
う
力
量
あ

る
指
導
者
の
下
に
あ

っ
て
治
世
に
十
分
に
腕
を
振
い
た
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
詩
が
、
曹
操
軍
の
宣
傳
歌
を
兼
ね
て

い
る
こ
と
に
も
氣
つ
く
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、職
う
者
に
と

つ
て
最
も
恐
ろ
し
い
は
ず

の
職
闘
場
面
を
詠
い
込
む
こ
と
が
な
く
、

た
だ
曹
操
の
將
軍
と
し
て
の
す
ば
ら
し
さ
と
、
曹
操

の
下
に
軍
人
と
な

っ
た
者
の
有
盆
さ
を
誇
張
し
て
説
く
ば
か
り
だ
か
ら
で
あ
る
。

因
に
曹
操
は
、
こ
の

「
從
軍
詩
」
其

一
が
詠
わ
れ
る
以
前
に
、
人
材
を
求
め
る
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ぬ
通
達
を
二
度
も
護
し
て
い
る
。
ま

た
、
當
時
は
各
地
で
大
規
模
な
戦
岡
が
相
次
ぎ
、
こ
の
詩
が
作
ら
れ
た
年
の
冬
に
は
、
呉
征
伐
の
軍
を
動
か
し
て
い
る
。
た
び
重
な
る
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戦
略
に
は
可
能
な
限
り
大
量
の
軍
人
が
必
要
な
は
ず
で
あ
り
、
曹
操
を
指
導
者
と
仰
ぐ
王
藥
が
文
才
を
振

っ
て
こ
の
よ
う
な
宣
傳
の
詩

を
作
り
、
曹
操
に
協
力
し
た
事
は
十
分
考
え
ら
れ
る
事
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
詩
の
内
容
は
確
か
に
王
藥
の
志
に
沿
う
も
の
だ

と
し
て
も
、
そ
れ
が
曹
操
軍
の
宣
傳
歌
を
蕪
ね
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
詩
は
王
藥
自
身
の
た
め
の
切
實
な
思
い
ば

か
り
が
詠
わ
れ
た

も

の
と
は
言
い
難
い
。
加
え
て

「
七
哀
詩
」
其

一
が
、
母
親
が
愛
子
を
捨
て
る
場
に
臨
ん
だ
個
人
の
具
艦
的
な
哀
し
み
と
憤
り
を
描
き

得

て
い
た
の
に
封
し
て
、
こ
の

「從
軍
詩
」
其

一
を
は
じ
め
、
他
の

「
從
軍
詩
」
で
も
從
軍
の
寂
し
さ
と
そ
れ
を
克
服
す
る
決
意
を
詠

う
ば
か
り
で
戦
圖
に
必
然
の
血
腱
さ
さ
と
激
情
に
些
か
も
燭
れ
な
い
の
は
、
王
緊
が
實
際
の
職
岡
の
場
か
ら
か
な
り
隔
て
ら
れ
て
こ
れ

ら

の
詩
を
作

っ
て
い
た
事
を
も
暗
示
す
る
。
だ
と
す
れ
ば

「
從
軍
詩
」
が
詩
的
感
動
を
欠
く
と
さ
れ
る
の
も
故
な
し
と
は
言
え
な
い
の

(20
)

で

は
あ
る
ま
い
か
。

う

以
上
、
「
從
軍
詩
」
其

一
を
通
し
て
見
た
通
り
、曹
操
下
に
お
け
る
王
藥
は
、や
は
り
お
か
か
え
詩
人
的
な
立
場
に
あ

っ
て
、曹
父
子
の

た
め
に
詩
賦
を
作

つ
て
い
た
可
能
性
が
強
い
。
宙
官
を
祀
父
に
持
つ
濁
流
の
曹
操
が
、
將
來
を
期
待
す
る
息
子
曹
　

.
曹
植
ら
に
士
大

(21
)

夫

の
教
養
と
品
格
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
た
め
、
清
流
士
大
夫
の
王
藥
を
彼
ら
の
お
守
役
と
し
た
の
だ
と
す
る
と
、
曹
　

.
曹
植
を
相
手

に
、
ま
た
時
に
は
曹
操
の
た
め
に
詩
賦
を
作
る
お
か
か
え
詩
人
に
王
楽
が
な

っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
し
て
も
無
理
は
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
王
集
は
文
才
を
振
う
こ
と
ば
か
り
を
仕
事
に
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
曹
植
の

「王
仲
宣
諌
」
に
よ
れ
ば
、
曹

操

に
降

っ
て
關
内
侯
の
爵
を
得
た
王
藥
は
、
「
世
を
憂
ひ
て
家
を
忘
る
」
程
に
仕
事
に
努
め
た
と
い
わ
れ
る
し
、
軍
謀
祭
酒

に
遷

っ
て

(22
)

か
ら
は
、
建
議
は
皆
認
め
ら
れ
、
そ
の
計
書
た

は
無
理
な
も
の
が

一
つ
も
な
か

っ
た
と
い
う
。
更
に
、
曹
操
が
建
安
十
八
年
に
九
錫
を

加
え
ら
れ
、
魏
國
を
建
て
て
よ
り
、
王
楽
は
宰
相
に
も
匹
敵
す
る
侍
中
に
昇
り
、
國
家
運
螢
の
た
め
の
制
度
作
り
に
主
膿
と
な

っ
て
取

王
集
の
志
と
そ
の
詩
賦
に
つ
い
て

(甲
斐
)
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り
組
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
『
魏
書
』
王
祭
傳
に
は
、
こ
の
間
の
事
情
を
、

魏
國
既
に
建

つ
や
、
侍
中
に
拝
せ
ら
る
。
博
物
多
識
に
し
て
、
問
ふ
に
樹

へ
ざ
る
な
し
。
時
に
奮
儀
は
康
弛
す
、
制
度
を
興
し
造

る
に
、
緊
は
恒
に
之
を
典
る
。

と
記
す
。
斐
松
之
は
こ
こ
に
注
を
つ
け
、
奮
の
摯
虞
の

『
決
疑
要
注
』
を
引
く
。

摯
虞

『決
疑
要
注
』
に
日
く
、
漢
末
喪
織
し
、
絶
え
て
玉
珊
な
し
。
魏
侍
中
王
藥
は
蕾
堀
を
識
り
、
始
め
て
復

た
之
を
作
る
。
今

の
玉
珊
は
、
法
を
藥
に
受
く
也
。

ま
た
、
『
魏
書
』
杜
襲
傳
に
は
、

(杜
襲
)、
魏
國
既
に
建
つ
や
、
侍
中
に
爲
る
、
王
藥

・
和
沿
と
並
び
用
ひ
ら
る
。
藥
は
彊
識
博
聞
、
故
に
太
租
游
観

出

入
す

る
に
、
多
く
鰺
乗
す
る
を
得
た
れ
ど
も
、
其
の
敬
せ
ら
る
る
こ
と
に
至
れ
ば
沿

・
襲
に
及
ば
ず
。

と
あ
り
、
王
緊
に
と

っ
て
は
些
か
皮
肉
な
結
果
と
な

っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
國
主
の
側
で
そ
の
博
學
強
記

の
實
力
を
振
う
機

會

は
十
分
に
與
え
ら
れ
て
い
た
と
い
つ
て
よ
い
。

以
上
の
記
述
か
ら
推
測
す
る
と
、
王
彙
が
残
す
い
く

つ
か
の
政
治
に
關
す
る
論
文
は
、
大
概
こ
の
侍
中
の
時
期
に
作
ら
れ
た
も
の
と

考

え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
『
魏
書
』
武
帝
紀
、
建
安
二
十
年
十
月
の
記
事
に
、
新
に
官
爵
の
設
置
を
述
べ
て
、

多
十
月
、
始
め
て
名
號
侯
よ
り
五
大
夫
に
至
る
を
置
く
。
奮
の
列
侯

・
關
内
侯
と
凡
そ
六
等
、
以

っ
て
軍
功
を
賞
す
。

と
あ
る
の
は
、
王
藥
の
爵
制
の
再
建
を
願

っ
た

「爵
論
」
を
受
け
て
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
建
安

二
十
年
に
設
け
ら

(
23
)

れ
た
爵
は
名
號
だ
け
で
領
土
は
な
い
。
こ
れ
は
、
「爵
論
」
に
民
爵
に
つ
い
て
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
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貨
財
を
以

っ
て
賞
と
爲
す
は
、
供
す
可
か
ら
ず
。
復
除
を
以

っ
て
賞
と
爲
す
は
、
租
税
損
減
す
。
爵
を
以

っ
て
賞
と
爲
す
は
、
民

は
勧
み
て
而
も
費
は
省
せ
ら
る
。
故
に
古
人
爵
を
重
ず
る
也
。

と
あ
る
王
祭
の

「爵
」
に
樹
す
る
考
え
方
に
沼
う
も
の
で
あ
る
。
「爵
論
」
は
全
文
は
残
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
か
ら
、

断
定
は
で
き

な

い
け
れ
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
王
藥
の
考
え
方
が
な
け
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
名
號
だ
け
の
爵
位
を
新
設
す
る
は
ず
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。

曹
操
の
下
で
王
楽
が
關
わ

っ
た
二
つ
の
事
柄
、

つ
ま
り
曹
　

・
曹
植
の
守
役
を
兼
ね
て
の
詩
賦
の
制
作
と
、
與
え
ら
れ
た
役
職
を
果

し

一
國
の
制
度
を
作
り
上
げ
る
事
と
を
比
べ
る
な
ら
ば
、
経
國
濟
民
を
志
と
し
た
王
藥
が
後
者
を
何
よ
り
も
重
覗
し
た
事
は
間
違
い
な

い
。
若
年
の
こ
ろ
、
察
畠

に
つ
い
て
學
ん
だ
王
集
で
あ
る
。
軍
を
率
い
て
秩
序
を
回
復
す
る
事
よ
り
、
制
度
を
創
り
整
え
る
事
で
國
に

秩

序
を
再
建
す
る
事
の
方
が
彼

の
志

に
沿
う
方
法
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
王
集
が
魏
國
の
制
度
の
整
頓
の
た
め
全
力
を
傾
け
た
事
は

想
像
に
難
く
な
い
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
曹
操
に
降

っ
て
よ
り
の
王
藥
は
、
自
分
の
志
を
そ
れ
な
り
に
實
現
で
き
る
地
位
を
與
え
ら
れ
、
そ
の
仕
事
に
働

む

こ
と
に
壷
力
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
作
ら
れ
た
詩
賦
は
、
彼
の
蝕
力
で
作
ら
れ

た
と
い
っ
て
よ
い
。

荊
州
期
の
作

「七
哀
詩
」
其

一
が
、
王
彙
の
、
士
大
夫
と
し
て
無
力
で
あ
る
事

へ
の
責
任
感
か
ら
、
ま
た
、
「
登
櫻
賦
」
が
、
果
せ
ぬ
志

の
代
償
と
し
て
作
ら
れ
た
事
を
思
い
出
せ
ば
、
曹
操
に
降

っ
て
以
後
の
詩
賦
に
傍
か
ら
見
て
迫
力
が
欠
け
る
の
は
致
し
方
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
王
粟
に
し
て
み
れ
ば
、
士
大
夫
の
責
任
を
果
し
た
い
と
い
う
黙
で
は
終
始

一
貫
し
た
態
度
を
持
ち
續
け
て
い
る
の
だ
し
、

な

に
よ
り
も
彼
は
詩
人
を
目
指
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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お

わ
り

に

以
上
の
考
察
に
さ
ほ
ど
の
間
違

い
が
な
い
と
す
れ
ば
、
王
緊
が
曹
操
に
降

っ
て
よ
り
見
せ
た
詩
賦
の
攣
化
は
、
軍

に
王
藥
の
生
活
が

絵

裕
あ
る
も

の
に
な

っ
た
か
ら
ば
か
り
で
は
な
い
事
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
考
察
の
結
果
に
よ
る
と
、
建
安
文
壇
屈
指
の
詩
賦
家
で
あ
る
王
楽
は
、
詩
賦
の
制
作
は
二
の
次
で
あ
り
、
経
國
濟

民

の
仕
事
に
携
わ
る
事
を
第

一
の
仕
事
と
考
え
て
い
た
事
に
な
る
。
王
緊
が
残
し
た
作
品
を
讃
む
限
り
、
現
實
の
秩
序
の
回
復
は
必
ず

や

可
能
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
氣
配
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
王
藥
が
経
世
に
力
を
注
ぎ
込
ん
だ
の
も
當
然

で
あ

っ
た

と
思

わ
れ
る
。
建

安
文
壇
の
パ
ト
ロ
ン
で
あ

っ
た
曹
　
や
曹
植
の
詩
賦
観
も
、
王
集
と
同
様
に
、
政
治
に
先
ん
ず

る
も

の
と
し
て
は
詩
賦
を
認
め
て
い

(24
)

な

い
。
思
う
に
、
個
人
の
胸
中
で
経
世
に
代
る
も
の
と
し
て
、
詩
賦
の
制
作
自
膣
が
位
置
を
占
め
始
め
る
の
は
、
魏
末
に
登
場
す
る
玩

籍

の

「詠
懐
詩
」
の
頃
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
経
世
の
可
能
性
を
信
じ
ら
れ
な
か

っ
た
玩
籍
に
と

っ
て
す
れ
ば
、
蓋
し
當
然
で
あ

る
。

(
一
九
八
六
・
九

・
二
十
二
)

注

(
1
)
『
王
集
集

』
(愈
紹
初
校
鮎
、
中
華
書
局

出
版

、

一
九

八
〇

・
五
)

附
録

二
、
王
藥
年
譜
参

照
。

(
2
)

『建

安
文
學
研
究
文
集
』
(
黄
山
書

社
、

一
九

八

四

・
十

一
)
所

牧
、
凌

迅

「
王
集
傳

」

(
3
)

『後

漢
書
』
黛
鋼
列
傳
参

照
。

(
4
)

『
三
國
志
』
魏
書

王
藥
傳
参
照
。

(
5
)
丹
羽
免

子

「
察
琶
傳

お
ぼ

え
書
き

」
(名
古

屋
大
學
文

學

部

研

究

論
集
、
史
學

十
九

。

一
九

六
〇

)
及
び
、
岡
村
繁

「
察
畿
を
め
ぐ

る
後
漢
末
期

の
文
學

の
趨
勢

」
(
日
本
中
國

學
會

報
、
第

二
十

八

集

、

一
九
七
六
)

に
は
、
清

流

の
王
聚
を
衆
人

の
前
で
稻
賛

す
る

事

に
よ

っ
て
、
藥
畿
自
身
が
清
流

を
奪
重
す

る
態
度
を
衆
人

に
示



そ
う
と

し
た
と

い
う
考
察

が
あ

る
。

(
6
)

『
後
漢
書
』
劉
表
傳

で
は

「
八
顧

」
の

一
人

に
畢
げ
ら

れ

た
と

記

し
、
窯
鋼
傳

で
は

「
八
及

」
の
第

三
に
名

を
連

ね
る
。
今

は
窯
鋼

傳

に
よ
る
。

(
7
)
「
七
哀
詩
」

其

一
の
成
立
年

は
よ
く
分

ら
な

い
が

、

王
粟

が
荊
州

に
向
う
そ

の
時

に
作

ら
れ

た

と
考

え

る

よ

り
も

、
鈴
木

氏
同
様

(
注

(
17
)
参

照
)

に
、
荊

州
に
着

い
て
後

當
時
を
思

い
出
し
て

作

っ
た
と
す

る
説

の
方
が
、
妥
當
性
が
高

い
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
そ
う
で
は
あ

っ
て
も
、

こ
こ
に
描

か
れ
る
情
景
と
心
情
は
、

長
安

出
離

の
折

の
も

の
と
考

え
て
か
ま
わ
な

い
と
思
う
。

(
8
)

「
悟
彼
下
泉
人
、

噌
然
傷
心
肝
」

の
二
句
は
、

「
悟
り

ぬ
、

彼

の

下
泉

の
人

の
、
唱
然
と
し
て
心
肝
を
傷
ま
し
む
る
を
」
と
讃
む
例

が
多

い
よ
う
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
、

「
悟
る
」
は

一
句

に
係

る

も

の
で
あ
り
、
後

句

は
王
楽

の
心
情
を
直
接
述

べ
た
も

の
と
考

え

る
。
同
様

の
用
例

は
、

や
や
時
代

は
下

る
が
、
魏
玩
籍

の

「
詠
懐

詩

」
其

十
九

(
十
五
)

に

「
千
秋
萬
歳
後
、
榮
名
安
所
之
。
乃
悟

羨

門
子
、
激
吸
今

自
啖
」
と
あ

る
。

二
句
を

一
連
と
し
て
讃
む

の

は
、
「
下
泉
」

の
詩

の
本
文

に
依

る
も

の
と
思

わ

れ

る

が
、
李
善

は

こ
の
二
句

の
注

に
は

「
下
泉

」
の
序
を
引
く
ば
か
り
で
あ

っ
て
、

そ

の
後
句
と

「
下
泉
」
詩
本
文

と

の
關
係
を
指
し
て
い
な

い
。
李

善

は
、
そ

の
後
句

は
王
聚

の
心
情
を
述

べ
た
も

の
と
解
繹

し
た

の

王
藥

の
志

と
そ
の
詩
賦

に

つ
い
て

(
甲
斐

)

だ
と
思
わ

れ
る
。

(
9
)

『詩
経

』
曹

風
、

「下
泉

」
序

に
、

「下
泉
思
治

也
。

曹
人
疾

共
公

侵
刻
下
民
、
不
得
其
所
、
憂
而
思
明

王
賢

伯
也

。
」
と
あ

る
。

(
10
)

「
三
輔
論

」
「荊
州
文
學

記
官
志

」
の
成

立
年

代
は
注

(
1
)

の
年

譜

に
よ
る
。

(
11
)

魏
書
、
王
粟
傳
参
照
。

(
12
)

注

(
1
)

の
年

譜

に
よ
る
と
、

こ
の
賦
は
、
曹
操

に
降

っ
て
後
、

套
城
で
作

ら
れ
た
と
さ
れ
る
。
筆

者
は
制

作
地

の
考

謹

に
は
賛
成

す
る
け
れ
ど
も
、
賦

の
内
容

か
ら
す
る
と
、
王
聚
が
荊
州

に
つ
い

て
十
二

・
三
年
後

、
劉
表

の
下
で
作
ら
れ
た
と
考

え
た
方
が
要
當

性
が
高

い
と
思
わ
れ
る
。

(
13
)
「
假
日
」
は

、
李
注
文
選

「
暇
日
」
に
作

る
。
今

『
楚
辭
』
「
離
騒
」

「
奏
九
歌
而
舞
詔
号
、
柳
暇
日
以

姶
樂

」
の
文
下

の
洪
興
租
補
注

に

「
顔
師
古
云
、
此
言
遭
遇
幽
厄
、
中
心
愁
悶
、
假
延
日
月
、
筍

爲
娯
樂
耳
、
今
俗
言
借
日
度
時
、
故
王
仲
宣
登
櫻
賦
云
、
登
鼓
櫻

以
四
望
号
柳
假
日
以
泊

憂
、
今
之

讃
者

、
改
假
爲
暇

、
失
其
意
　

。

李
善

注
仲
宣

賦
引
筍
子
多
暇
日
、
亦

承
誤
也
」
と
あ
る

に
從
う
。

爾
、
顔
師
古

の
言

は

『
匡
謬
正
俗
』
「
假
」

の
條

。

(
14
)
王
聚

の
原
籍

は
山
陽
高
平

(
現
在
は
山
東
省
)

で
あ

る
が
、
曾
粗

父

・
租
父

・
父
と
京
都
に
就
職
し
て

い
る
の
で
、
,王
彙
も
都
育

ち

で
あ

っ
た
ろ
う
。
.よ

っ
て
こ
こ
で
起

る
鋸
郷

の
念

と
は
、
京
都

の
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あ

る
中
原
を
指
す
も

の
と
思

わ
れ
る
。

(
15
)
『
魏
書

』
王
彙

傳
に
、
「太

租

(曹

操
)
辟

(
王
集
)
爲
丞
相
橡

、

賜
爵

關
内
侯
。
太
租
置
酒
漢
濱

、
藥

奉
膓

賀
日
…
…
明
公
定
翼

州

之

日
、
下
車
師
繕
其

甲
卒

、
牧
其
豪
傑

而
用
之

、
以
横

行
天
下

、

及
平
江
漢
、
引
其
賢
備

而
置
之

列
位
、
使

海
内
回
心
、
望

風
而
願

治
、
文
武
並
用
、
英

雄
畢
力

、
此

三
王
之
學
也

」
と
あ

る
。
尚

、

本
文

で
先

に
掲
げ

た
劉
表

批
到

の
文

は
、
こ
れ
と
同
時

に
述

べ
ら

れ
た
も

の
で
あ
る
。

(
19
)
注

(
1
)

王
集
年

譜
参
照
。

(
17
)
鈴
木
修
次

『
漢
魏
詩

の
研

究
』
(
大
修
館
書
店

、
一
九
六
七
)
第

三

章

第

二
項
参
照
。

(
18
)
注

(
1
)
王
集
年
譜

参
照
。

(
19
)
下
定
雅
弘

「
王
集
詩

に

つ
い
て
」
(中
國
文
學
報

・
第

二
十
九

朋
、

一
九
七

八
)

二
章

に
は
、
こ

の
立
場
に
立

つ
意

見
が
述

べ
ら
れ
て

い
る
。

(
20
)
伊
藤
正
文

「
王
粂
詩
論
考
」

(中
國
文
學
報

・
第

二
十

珊
、

一
九

六
五
)

五
章

に
、
「
王
藥

の

「
從
軍
詩

」
は
表
現

・
構

成
と

も

に

す
ぐ
れ
、
從
軍
を
主
題
と
す

る
作
品

の
見
事

な
典
型

と
な

っ
て
い

る
が
、
詩
的
感
動
を
さ
そ
わ
れ

る
こ
と
は
不
思
議

に
少

な

い
。
」

と
あ

る
。
但

し
、
そ

の
理
由

に

つ
い
て
は
、
伊
藤
氏

の
説
を
そ

の

ま
ま
認

め
る
わ
け
で
は
な
い
。

(
21
)
岡
村
繁

「
建
安
文

壇

へ
の
硯
角
」

(中
國
中
世
文
學

研

究

五
、

一

九

六
六
)

一
章
参

照
。

(
22
)
曹
植

「
王
仲
宣
諌
」

に

「
我
公
皇
嘉
、
表
揚
京
國
。
金
象
紫
綬
、

以
彰
勲
則
。
勲
則
伊
何
、
勢
謙
靡
已
。
憂
世
忘
家
、
殊
略
卓
峙
。

乃
署
祭
酒

、
與
君
行
止

。
算
無
逡
策

、
書
無
失
理
。
」
と
あ

る
。
爾

、

こ
の
諌

に
は
、
王
楽
が
詩
賦

の
制
作

に
力
を

入
れ
た
事

に
は
ま

っ

た
く
燭
れ

て
い
な

い
。
以

っ
て
曹
植

の
詩
賦
観
も
窺

い
得
る
。

(
23
)
魏
…書

武
帝
紀

、
該
當
部

の
襲

氏
注
参

照
。

(
24
)
岡
村
繁

「
曹

　
の
典
論
論
文

に

つ
い
て
」

(支

那

學

研

究
、
第

二

四

・
二
五
。

一
九

六
〇
)
四
章
参
照
。

附

記テ
キ

ス
ト
は
、
「
王
藥
集
」

(愈
紹
初
校
鮎

、
中
華
書
局

一
九

八
〇
)

を
用

い
た
が
、
文
選
掲
載
作
品

に

つ
い
て
は
、
胡
克
家

の

「
文
選
考
異
」

を
参

照
し
た
。

王
樂

の
生
涯

に

つ
い
て
は
、
伊
藤
正
文
氏

の

「
王
簗
傳

論

」
が
詳

し
い
と
聞

い
た
が
、
入
手
で
き

ず
未
見

で
あ

る
。
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