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象
徴
し
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

杜
甫
の
意
外
性

　
典
型
的
な
官
僚
階
層
の
家
に
生
れ
た
杜
甫
は
科
挙
を
受
け
て
官
僚

に
な
り
王
朝
の
為
に
力
を
尽
く
し
て
立
身
し
た
い
と
志
ざ
し
た
。
が

結
局
は
科
挙
に
受
か
ら
ず
就
職
に
失
敗
し
た
。
し
か
し
安
禄
山
の
乱

後
、
長
安
が
回
復
さ
れ
て
一
時
期
「
左
拾
遺
」
の
職
に
就
い
た
。
そ

の
時
期
の
作
に
「
曲
江
」
が
あ
る
。

　
当
時
、
官
僚
の
出
勤
は
夜
明
け
前
で
通
常
の
政
務
は
午
前
中
に
は

終
る
よ
う
で
あ
っ
た
。「
左
拾
遺
」
の
職
が
杜
甫
の
理
想
と
違
っ
て

い
た
か
、
形
ば
か
り
の
職
務
で
無
為
な
役
で
あ
っ
た
か
解
ら
な
い
が

官
僚
と
し
て
の
意
気
込
み
が
感
じ
ら
れ
な
い
。「
朝
回
日
日
曲
春
衣
」

「
毎
日
江
頭
盡
酔
歸
」「
酒
債
尋
常
行
處
有
」「
人
生
七
十
古
来
稀
」

こ
れ
ら
の
語
句
に
少
し
享
楽
的
、
退
廃
的
な
人
生
観
が
見
受
け
ら
れ

る
。
杜
甫
の
一
生
で
比
較
的
に
安
逸
な
時
期
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
５
）

『
送
元
二
』　
　
王
　
維

　
　
中
国
第
一
の
送
別
詩
『
渭
城
曲
』

　
　
　
　
古
来
唱
い
継
が
れ
た
『
陽
関
三
畳
の
曲
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
本
来「
元
二
の
安
西
に
使
い
す
る
を
送
る
」と
題
す
る
こ
の
詩
は
、

唐
時
代
の
送
別
詩
の
中
で
も
出
色
の
作
。「
楽
府
詩
集
」
に
お
い
て
、

「
渭
城
曲
」
と
題
す
る
こ
の
名
曲
は
、
中
国
の
み
な
ら
ず
我
が
国
に

お
い
て
も
広
く
愛
唱
さ
れ
た
送
別
詩
。
こ
の
詩
に
は
し
み
じ
み
と

し
た
友
情
が
溢
れ
旅
立
つ
者
の
心
を
う
つ
の
で
、
古
く
か
ら
別
れ

の
宴
や
有
人
知
己
の
誰
か
を
送
る
時
、
こ
の
詩
を
一
度
な
ら
ず
歌

わ
れ
た
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
今
は
る
か
な
西
域
、
安
西
へ
派
遣

さ
れ
る
元
二
を
送
る
。
静
か
な
る
哀
愁
、
胸
を
つ
く
別
離
の
情
が

尽
き
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
第
四
句
目
を
繰
り
返
し
て
歌
わ
れ
た
の

で
、
い
つ
し
か
「
陽
関
三
畳
」
と
の
別
名
が
付
け
ら
れ
た
。
そ
の

歌
い
方
は
さ
ま
ざ
ま
で
は
っ
き
り
し
な
い
が
、「
無
か
ら
ん　

無
か

ら
ん
、
故
人
無
か
ら
ん
、
西
の

か
た
陽
関
を
出
ず
れ
ば　

故
人

無
か
ら
ん
」
と
歌
わ
れ
る
の
が

最
も
普
通
ら
し
い
。

元
二
に
送
る
は
な
む
け
の
う
た

　
渭
城
の
巷ま

ち

に
朝
の
雨

　
黄
色
な
み
ち
が
濡
れ
て
い
る

　
や
ど
の
柳
は
う
る
う
る
と

　
生
ま
れ
た
と
き
の
緑
い
ろ

　
心
ゆ
く
ま
で
の
ん
だ
夜

　
い
ざ
別
れ
の
朝
が
き
て

　
さ
て
杯
を
も
っ
と
干
せ
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遠
く
は
る
か
に
西
の
は
て

　
あ
の
陽
関
の
む
こ
う
で
は

　
き
み
の
知
ら
な
い
人
ば
か
り

唐
王
朝
に
颯
爽
と
登
場
し
た
貴
公
子

　

中
国
詩
の
歴
史
の
中
で
黄
金
時
代
と
い
わ
れ
る
盛
唐
の
時
代
は
、

玄
宗
皇
帝
の
「
開
元
の
治
」
と
言
わ
れ
る
唐
王
朝
、
空
前
の
繁
栄
を

誇
っ
た
時
代
で
あ
る
。
特
に
高
名
な
詩
人
が
多
数
輩
出
し
た
時
代
の

中
で
も
王
維
は
李
白
、
杜
甫
と
並
ん
で
三
大
詩
人
と
評
さ
れ
た
。
王

維
が
生
ま
れ
た
の
は
六
九
九
年
で
あ
る
の
で
李
白
よ
り
も
二
歳
、
杜

甫
よ
り
は
十
三
歳
年
上
に
な
る
。

　
太た

い

原げ
ん

に
生
ま
れ
た
王
維
は
神
童
の
誉
れ
も
高
く
、
わ
ず
か
九
歳
で

詩
文
を
綴
り
十
五
歳
に
し
て
都
長
安
に
上
り
、
二
十
一
歳
の
若
さ
で

進
士
に
及
第
す
る
と
い
う
離
れ
業
に
王
侯
貴
族
の
中
で
評
判
と
な
り

も
て
は
や
さ
れ
た
。
色
白
の
美
少
年
は
詩
を
よ
く
す
る
ば
か
り
で
な

く
琵
琶
や
画
の
才
に
も
秀
で
、
た
ち
ま
ち
社
交
界
の
人
気
者
と
な
っ

た
。
の
ち
に
北
栄
の
文
人
蘇
東
坡
は
王
維
の
詩
を「
詩
中
に
画
あ
り
」

と
述
べ
、
そ
の
画
に
対
し
て
は
「
画
中
に
詩
あ
り
」
と
評
し
た
。

渭
城
は
西
域
に
旅
す
る
人
を
見
送
る
宿
場
町

　
古
く
は
秦
の
首
都
咸
陽
の
別
名
で
あ
る
渭
城
の
町
は
都
長
安
よ
り

西
へ
出
る
人
が
必
ず
通
る
宿
場
町
。
渭
水
を
挟
ん
で
長
安
対
岸
に
あ

る
こ
の
町
に
は
、
西
域
へ
と
旅
立
つ
人
と
見
送
る
人
と
が
前
日
よ
り

旅
館
に
泊
ま
り
互
い
に
名
残
を
惜
し
む
習
慣
が
あ
っ
た
。

　
「
客
舎
青
青
柳

色
新
な
り
」
と
詠

ん
だ
こ
と
に
は
理わ

由け

が
あ
る
。
中
国

で
は
送
別
の
と

き
、
旅
の
無
事
を

祈
っ
て
柳
の
枝
を

折
り
そ
れ
を
贈
る

こ
と
が
な
ら
わ
し

で
あ
っ
た
。
こ
の

送
別
を
現
在
の
感

覚
で
と
ら
え
て
は

な
ら
な
い
。
玉
門

関
と
並
ん
で
中
国

と
西
域
を
区
切
る

関
門
で
あ
る
陽
関

は
、
敦
煌
の
西
に

あ
り
目
的
地
の
安

西
ま
で
だ
と
約
二
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
道
程
で
、
現
在
で
も
汽

車
と
車
を
乗
り
継
い
で
四
日
余
の
行
程
で
あ
ろ
う
か
。
当
時
は
馬
か

徒
歩
し
か
な
く
、
お
よ
そ
ニ
ケ
月
は
要
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る

距
離
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
別
離
の
情
が
尋
常
で
な
い
こ
と
が
容
易
に

知
れ
る
。
も
う
二
度
と
逢
う
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

天山山脈

庫車
(安西 )クチャ

タクラマカン砂漠

崑崙山脈

玉門関 敦煌
(　陽関 ) 嘉船関

酒泉
張掖

武威
(涼州 )青海
西寧

臨洗

蘭川

泰洲

渭水
長安 華山 函谷関

洛陽

黄
河

威
陽

（
渭
城
）

秦
嶺
山
脈

終
南
山

　

川

庫車 (クチャ ) ー現在の新疆ウイグル自治区

陽関ー現在の甘粛省敦煌県の西南にあった関所
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王
維
送
別
の
名
作
は
こ
う
し
た
背
景
の
中
で
生
ま
れ
た
。

王
維
は
、
田
園
詩
人　
陶
淵
明
の
申
し
子

　

王
維
は
六
十
一
歳
で
死
ぬ
ま
で
官
僚
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
受
け
る
印
象
は
む
し
ろ
隠
者
と
し
て
の
姿
で
あ
る
。
三
十
三
歳

の
時
最
愛
の
妻
を
亡
く
す
と
い
う
不
幸
の
中
で
次
第
に
山
に
隠
る
こ

と
や
仏
教
へ
信
仰
を
深
め
て
い
っ
た
。

秦
嶺
山
脈
の
山
ふ
と
こ
ろ
に
有
る
終
南
山
の
一
角
輞も

う

川せ
ん

。
か
つ
て
則そ

く

天て
ん

武ぶ

后こ
う

の
時
代
、
宮
廷
詩
人
で
あ
っ
た
宋そ

う

之し

問も
ん

が
所
有
し
て
い
た
広

大
な
別
荘
を
買
い
取
っ
て
輞
川
荘
と
名
づ
け
た
。　
　
　
　
　
　
　

　
公
務
の
合
間
に
友
人
裴は

い

迪て
き

と
共
に
や
っ
て
来
て
は
閑
適
の
暮
ら
し

の
中
か
ら
王
維
の
名
作
は
生
ま
れ
た
。
輞
川
二
十
景
の
う
ち
か
ら
作

ら
れ
た
「
鹿ろ

く

柴さ
い

」
や
「
竹ち

く

里り

館か
ん

」
な
る
自
然
詩
は
、
六
朝
時
代
田
園

詩
人
と
い
わ
れ
た
陶
淵
明
の
大
き
な
影
響
を
受
け
て
、
三
百
五
十
年

の
後の

ち

に
継
承
さ
れ
、
王
維
に
よ
っ
て
淵
明
の
名
は
優
れ
た
位
置
に
押

し
上
げ
ら
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
な
い
。

鑑
賞
と
研
究

　
こ
の
詩
が
い
つ
頃
の
も
の
か
、
元
二
と
い
う
人
物
は
ど
う
い
う

人
だ
か
は
っ
き
り
分
か
ら
な
い
が
元
と
い
う
家
の
二
番
目
の
せ

が
れ
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
元
二
と
俳は

い

行こ
う

で
呼
ぶ
に

は
も
っ
と
も
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
こ

の
詩
の
内
容
を
見
る
限
り
決
し
て
王
維
の
若
い
頃
の
作
品
で
あ

る
と
は
思
え
な
い
。
だ
っ
た
ら
エ
リ
ー
ト
を
経
て
高
官
の
地
位
に

あ
っ
た
王
維
と
、
う
じ
素
性
の
わ
か
ら
な
い
元
二
と
の
身
分
の
差

を
考
え
た
と
き
、
わ
ざ
わ
ざ
渭
城
ま
で
見
送
る
こ
と
な
ど
有
る
の

だ
ろ
う
か
と
疑
問
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
だ
が
そ
れ
を
解

消
す
る
接
点
ら
し
き
も
の
が
見
当
た
ら
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く

と
し
て
現
に
物
語
は
そ
の
元
二
が
遠
い
遠
い
安
西
ま
で
行
く
の

で
あ
る
。

　

安
西
は
現
在
の
ト
ル
フ
ァ
ン
。
こ
の
詩
で
は
生
き
て
帰
れ
な
い

か
も
し
れ
な
い
旅
に
出
る
友
人
を
見
送
る
悲
し
み
を
述
べ
て
い
る

の
だ
が
、
そ
の
時
の
作
者
の
心
境
は
全
く
示
さ
れ
て
い
な
い
。
悲

し
い
と
か
寂
し
い
と
か
の
感
情
語
が
一
語
も
使
わ
れ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
で
い
て
作
者
の
気
持
ち
は
明
確
に
読
者
に
伝
わ
っ

て
く
る
。
こ
こ
に
字
の
巧
み
な
使
い
方
と
詩
人
の
表
現
上
の
苦
心

が
よ
く
分
か
る
。

　

前
の
晩
心
ゆ
く
ま
で
酒
を
酌
み
交
し
語
り
尽
く
し
た
は
ず
な
の

に
、
翌
朝
い
よ
い
よ
別
れ
の
時
が
き
て
王
維
は
さ
あ
も
う
一
杯
と

酒
を
勧
め
た
。

　
「
君
に
勧
む
更
に
尽
く
せ
一
杯
の
酒
」　

作
者
の
暖
か
い
友
情
、

万
感
の
思
い
が
「
更
に
」
の
一
字
に
こ
も
る
と
同
時
に
よ
く
き
い

て
い
る
。
効
果
あ
る
こ
の
一
字
が
「
も
う
一
杯
」
の
重
み
に
迫
り
、

尽
き
ぬ
名
残
が
朝
の
情
景
の
中
に
漂
っ
て
い
る
。

　

一
・
二
句
に
さ
わ
や
か
で
新
鮮
な
明
る
い
風
景
描
写
が
詠
ま
れ

て
い
る
と
こ
ろ
が
、
却
っ
て
別
れ
に
あ
た
っ
て
の
作
者
の
悲
し
い
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心
情
を
際
立
た
せ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
６
）

『
九
月
九
日
憶
山
東
兄
弟
』　
　
王
　
維

　
　
自
然
派
の
詩
人　
望
郷
を
詠
う

　　
九
月
九
日
憶
山
東
兄
弟　
　
　
王　
維

獨
在
異
鄕
爲
異
客　
獨ひ

と

り
異い

鄕き
ょ
う

に
在あ

り
て
異い

客か
く

と
爲な

り

毎
逢
佳
節
倍
思
親　
佳か

節せ
つ

に
逢あ

う
毎ご

と

に
倍

ま
す
ま
す

親お
や

を
思お

も

う

遙
知
兄
弟
登
高
處　
遙は

る
か

に
知し

る
兄け

い

弟て
い

高た
か

き
に
登の

ぼ

る
處と

こ
ろ

徧
挿
茱
萸
少
一
人　
徧
く
茱し

ゅ

萸う

を
挿さ

し
て
一い

ち

人に
ん

を
少か

く
を

　
唐
代
三
大
詩
人
の
一
人
で
詩
仏
と
い
わ
れ
た
王
維
は
六
九
九
年
山

西
省
太た

い

原げ
ん

で
生
ま
れ
た
。
尚し

ょ
う

書し
ょ

右ゆ
う

丞じ
ょ
う

と
し
て
宮
廷
に
仕
え
宮
廷
詩
人

と
し
て
名
を
な
し
、
詩
は
李
白
（
詩
仙
）、
杜
甫
（
詩
聖
）
と
な
ら

び
称
さ
れ
た
。
李
白
よ
り
二
歳
上
、
杜
甫
よ
り
十
三
歳
上
で
あ
る
。

　
家
柄
は
代
々
地
方
の
長
官
を
務
め
て
い
た
。
当
時
こ
の
様
な
家
柄

の
人
は
都
へ
出
て
科
挙
の
試
験
を
受
け
資
格
を
と
ら
ね
ば
出
世
は
出

来
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
王
維
も
十
五
歳
で
都
へ
出
て
今
で
い
う
受
験

勉
強
を
し
な
が
ら
二
十
一
歳
で
合
格
し
た
。
表
題
の
詩
は
十
七
歳
の

時
、
一
人
旅
の
身
空
暮
ら
し
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
作
品
で
あ
る
。
当

時
は
現
代
の
よ
う
に
個
人
の
本
（
詩
集
）
を
出
す
と
い
う
様
な
時
代

で
は
も
ち
ろ
ん
無
い
。
自
分
の
作
っ
た
詩
を
持
ち
歩
い
て
、
し
か
る

べ
き
人
物
に
見
て
貰
う
、
温お

ん

巻か
ん

（
懐ふ

と
こ
ろへ
入
れ
て
い
る
か
ら
温
ま
っ
て

い
る
巻
き
物
）
と
い
う
方
法
で
詩
人
と
し
て
認
め
て
も
ら
う
と
い
う

シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。

自
然
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
人
生

　
王
維
の
詩
は
自
然
の
美
と
自
然
に
と
け
こ
ん
だ
人
間
の
楽
し
さ
を

詠
じ
、
中
国
自
然
詩
の
最
高
の
詩
人
と
賞
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

阿
倍
仲
麻
呂
が
唐
の
朝
廷
で
秘
書
官
と
し
て
仕
え
て
い
た
時
、

王
維
も
宮
廷
に
仕
え
宮
廷
詩
人
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
。
阿
倍
仲

麻
呂
が
帰
国
す
る
時
（
実
際
は
海
上
で
暴
風
雨
に
遭
い
現
代
の
ベ

ト
ナ
ム
の
北
海
岸
に
漂
着
し
帰
国
で
き
な
か
っ
た
）
百
官
の
送
別

の
宴
の
席
上
で
、「
送
秘
書
晁ち

ょ
う

監か
ん

還
日
本
國
（
秘
書
晁
監
の
日
本
國

へ
還
る
を
送
る
）」
と
い
う
切
々
た
る
別
離
の
情
の
詩
を
作
っ
て
い

る
。
自
然
を
愛
す
る
に
通
じ
る
や
さ
し
い
気
持
ち
の
持
ち
主
で
も

あ
っ
た
。

　

王
維
は
自
然
を
こ
よ
な
く
愛
し
た
。
宋そ

う

之し

問も
ん

｛
？
〜
七
一
三
年
）

の
別
荘
だ
っ
た
所
を
宋
之
問
が
亡
く
な
っ
た
後
、
荒
れ
た
ま
ま
だ
っ

た
の
を
買
っ
て
、手
入
れ
し
そ
こ
で
悠
々
自
適
の
生
活
を
楽
し
ん
だ
。

都
の
東
南
に
藍ら

ん

田で
ん

山さ
ん

が
あ
り
、
輞も

う

川せ
ん

と
い
う
川
の
流
れ
が
あ
る
の

で
、
藍
田
山
荘
、
又
は
輞
川
荘
と
い
う
。
夫そ

れ

々ぞ
れ

す
ば
ら
し
い
自
然
の

趣
が
あ
る
二
十
景
が
あ
り
、
日
々
役
人
と
し
て
出
廷
し
休
み
の
日
に
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