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悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
10
）

『
滕
王
閣
』　
　
王
　
勃

夭
折
し
た
詩
人
の
絶
筆
と
な
っ
た
名
作

　

滕
王
閣
は
唐
の
滕
王
李り

元げ
ん
え
い嬰
（
唐
朝
初
代
の
高
祖
李り

淵え
ん

の
第

二
十
二
子
、
二
代
の
太
宗
李
世
民
の
弟
）
が
、
洪
州
（
今
の
江
西

省
南
昌
市
）
に
封
ぜ
ら
れ
た
時
に
築
い
た
楼
閣
で
あ
る
。
そ
れ
が

一
時
荒
れ
す
さ
ん
で
い
た
の
を
、
後
に
洪
州
都
督
と
な
っ
て
赴
任

し
た
閻え

ん
は
く伯
嶼し

が
修
理
し
、
高
宗
の
上
元
二
年
（
六
七
五
）
九
月
九

日
の
重
陽
の
節
句
に
賓
客
を
招
い
て
、
修
復
を
祝
う
盛
大
な
宴
会

を
催
し
た
。
た
ま
た
ま
王
勃
は
、
交こ

う
ぞ
う趾
（
今
の
ベ
ト
ナ
ム
の
ト
ン

キ
ン
・
ハ
ノ
イ
）
の
父
を
訪
ね
る
旅
を
続
け
て
南
昌
ま
で
来
て
い
て
、

こ
の
宴
会
に
招
か
れ
、
即
席
に
作
っ
た
文
章
が
有
名
な
「
滕
王
閣

の
序
」（「
秋
日
洪
府
の
滕
王
閣
に
登
り
て
餞
別
す
る
の
序
」の
略
称
）

で
、
こ
の
詩
は
そ
の
文
章
の
末
尾
に
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
と
き
、
王
勃
は
ま
だ
二
十
六
歳
？
で
あ
り
翌
年
に
没
し
た

ら
し
い
。
現
存
作
品
の
作
成
状
況
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
文
章
と
本

詩
は
夭
折
し
た
詩
人
の
絶
筆
と
な
っ
た
不
朽
の
名
作
と
見
な
す
こ

と
が
で
き
る
。

【
字　
解
】

滕と
う
お
う
か
く

王
閣　
唐
代
の
六
五
三
年
に
滕
王
の

建
て
た
楼
。
幾
度
も
戦
乱
な

ど
に
よ
り
破
壊
さ
れ
た
。
清

の
同
治
年
間
に
二
十
八
回
目

の
再
建
が
行
わ
れ
た
が
現
在

の
も
の
は
一
九
八
九
年
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
二
十
九

回
目
の
再
建
に
当
た
る
。
岳
陽
の
岳
陽
楼
・
武
漢
の
黄

鶴
楼
と
と
も
に
江
南
の
三
大
名
楼
と
い
わ
れ
て
い
る
。

江こ
う　
渚し

ょ　

長
江
の
支
流
の
水
辺
。

佩は
い　

玉ぎ
ょ
く　
貴
人
が
腰
帯
に
下
げ
る
飾
り
玉　

歩
く
と
触
れ
合
っ
て

清
ら
か
な
響
き
を
た
て
る
。

鳴め
い　
鑾ら

ん　

天
子
の
車
に
つ
け
る
鳳
凰
の
形
を
し
た
黄
金
製
の
鈴
。

畫が　
棟と

う　

絵
を
書
い
た
り
塗
っ
た
り
し
た
美
し
い
棟
木
。

　
滕と

う  

王お
う  

閣か
く　

　
　

   　
王お

う　
勃ぼ

つ

滕と
う
お
う王

の
高こ

う
か
く
こ
う
し
ょ

閣
江
渚
に
臨の

ぞ

み

佩は
い

玉ぎ
ょ
く

鳴め
い
ら
ん鑾
歌か

ぶ

や
舞
罷
む

書が

棟と
う

朝あ
し
た

に
飛と

ぶ
南な

ん

浦ぽ

の
雲く

も

朱し
ゅ
れ
ん
く
れ

簾
暮
に
捲ま

く
西せ

い
ざ
ん山
の
雨あ

め

閒か
ん
う
ん
た
ん
え
い

雲
潭
影
日ひ

に
悠ゆ

う
ゆ
う悠

物も
の

換か

わ
り
星ほ

し
う
つ移

る
幾い

く
た
び度

の
秋あ

き

ぞ

閣か
く

中ち
ゅ
う

の
帝て

い

子し

今い
ま
い
ず何

く
に
か
在あ

る

檻か
ん
が
い外
の
長ち

ょ
う

江こ
う
む
な空
し
く
自お

の

ず
か
ら
流な

が

る
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南な
ん　
浦ぽ　

江
西
省
南
昌
市
に
あ
る
舟
着
き
場
の
あ
る
入
江
。

朱し
ゅ　
簾れ

ん　
「
朱
」
は
珠
に
通
ず
。
珠
の
飾
り
を
つ
け
た
す
だ
れ
。

閒か
ん　
雲う

ん　

静
か
に
流
れ
ゆ
く
雲
。

潭た
ん　
影え

い　

滕
王
閣
の
前
を
流
れ
る
江
の
深
い
淵
の
色
や
光
。

帝て
い　
子し　

帝
の
子
。
滕
王
李
元
嬰
。

檻か
ん　
外が

い　
「
檻
」
は
滕
王
閣
の
手
す
り
。
手
す
り
の
外
。

【
解　
釈
】

　
前
半
の
四
句
は
、
あ
り
し
日
の
滕
王
閣
の
さ
ま
を
し
の
ん
で
詠
う
。

　
滕
王
の
高
閣
江
渚
に
臨
み
　

　
佩
玉
鳴
鑾
歌
舞
罷
む

　
畫
棟
朝
に
飛
ぶ
南
浦
の
雲
　

　
朱
簾
暮
に
捲
く
西
山
の
雨

　

滕
王
の
建
て
た
高
閣
は
、
大
川
の
渚
に
臨
ん
で
聳
え
た
つ
。

　

か
つ
て
こ
こ
に
、
腰
に
下
げ
た
飾
り
玉
や
車
に
つ
け
た
鳳
凰
の

形
を
し
た
鈴
を
鳴
ら
し
て
貴
人
た
ち
が
う
ち
集
い
、
に
ぎ
や
か
に

歌
舞
が
演
奏
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
歌
舞
も
今
は
昔
の
こ

と
と
な
っ
た
。
色
ど
り
美
し
い
棟
木
の
向
こ
う
に
は
、
朝
ご
と
に

南
の
入
江
に
わ
き
た
つ
雲
が
飛
び
か
い
、
夕
暮
れ
と
も
な
れ
ば
、

珠
の
簾
を
巻
き
上
げ
て
、
西
山
に
け
ぶ
る
雨
を
眺
め
た
こ
と
で
あ

ろ
う
。
朝
と
暮
れ
の
対
句
が
瞬
く
間
に
過
ぎ
去
り
ゆ
く
時
間
や
歳

月
を
暗
示
し
て
、
滕
王
を
し
の
び
後
半
の
哀
切
な
調
べ
を
導
き
だ

す
絶
妙
な
作
用
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
れ
故
三
・
四
句
は
古
来
、
神

俊
・
秀
麗
と
評
さ
れ
、
王
勃
の
詩
名
は
「
是
を
以
て
名
を
得
た
り
」

と
も
記
さ
れ
る
名
対
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
詩
は
一
転
し
、
後
半
の
四
句
は
滕
王
と
い
う
主
を
失
っ

た
滕
王
閣
の
現
況
を
感
慨
を
こ
め
て
詠
う
。

　
閒
雲
潭
影
日
に
悠
悠
　

　
物
換
わ
り
星
移
る
幾
度
の
秋
ぞ

　
閣
中
の
帝
子
今
何
く
に
か
在
る
　

　
檻
外
の
長
江
空
し
く
自
ず
か
ら
流
る

　
静
か
に
な
が
れ
る
雲
、
深
き
淵
に
満
ち
た
光
は
人
間
の
感
情
と
は

無
関
係
に
日
ご
と
日
ご
と
、の
ど
か
な
た
た
ず
ま
い
を
見
せ
て
い
る
。

万
物
は
う
つ
ろ
い
、
歳
月
は
な
が
れ
て
、
あ
れ
か
ら
幾
た
び
の
秋
が

す
ぎ
た
こ
と
か
。

こ
の
高
閣
に
住
ん

で
い
た
帝
子
「
滕

王
」
は
、
今
ど
こ

に
お
ら
れ
る
の
だ

ろ
う
か
。
手
す
り

の
外
に
見
え
る
大

川
は
、
当
時
の
ま

王勃
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ま
、
今
も
変
ら
ず
と
う
と
う
と
流
れ
て
い
る
。
と
詠
う
後
半
四
句
に

は
変
わ
る
こ
と
無
き
自
然
の
景
物
に
対
比
さ
せ
て
、
人
の
世
の
繁
華

の
う
つ
ろ
い
易
さ
に
無
限
の
感
慨
を
よ
せ
た
。

　

ま
た
、
こ
の
詩
の
六
行
目
「
物
換
わ
り
星
移
る
幾
度
の
秋
ぞ
」

は
教
本
Ｃ
20
︱
２
「
聞
荒
城
月
夜
曲
」（
水
野
豊
州
）
の
三
行
目
に

出
て
く
る
「
星
移
り
物
換
わ
る
は
刹
那
の
事
」
に
似
て
は
い
な
い

で
し
ょ
う
か
。
推
察
す
る
に
こ
の
詩
か
ら
の
引
用
か
と
思
わ
れ
る
。

【
作
者
略
伝
】　
王
勃　

六
四
九
〜
六
七
六

　

初
唐
の
詩
人
。
山
西
省
太
原
の
人
、
字
は
子
安
、
父
は
王お

う
ふ
く福
畤じ

、

祖
父
は
王
通
と
い
い
学
者
の
家
の
出
で
あ
る
。
六
歳
で
よ
く
文
を

つ
づ
り
、
九
歳
で
顔が

ん

師し

こ古
の
漢
書
を
読
み
、
そ
の
誤
り
を
指
摘
し
た

ほ
ど
の
早
熟
の
才
子
で
あ
っ
た
。
十
三
、十
四
歳
の
こ
ろ
、
高
宗
皇

帝
の
第
六
子
の
沛
王
李
賢
の
親
王
府
に
修
撰
（
史
書
編
集
官
）
と

し
て
召
し
だ
さ
れ
た
が
、
皇
族
が
闘
鶏
に
興
ず
る
の
を
風
刺
し
た

文
を
書
い
て
出
府
を
さ
し
と
め
ら
れ
た
。
十
八
歳
で
文
官
試
験
に

及
第
、
朝
散
郎
（
秘
書
省
著
作
局
）
を
拝
せ
ら
れ
た
が
、
職
に
つ

か
ず
、
二
、三
年
の
間
、
四
川
の
地
方
を
放
浪
し
た
。
後
、
今
の
河

南
省
霊
宝
県
の
参
軍
に
補
せ
ら
れ
た
が
才
を
た
の
ん
で
尊
大
に
か

ま
え
た
の
で
、
同
僚
か
ら
憎
ま
れ
た
。
お
り
か
ら
罪
を
犯
し
た
曹

達
と
い
う
官
奴
を
か
く
ま
い
、
発
覚
を
お
そ
れ
殺
し
た
事
が
露
見

し
て
、
官
位
を
剥は

く
だ
つ奪
さ
れ
た
。
そ
の
罪
に
連
座
し
て
父
の
王
福
畤

も
交
趾
に
左
遷
さ
れ
た
。
彼
は
は
る
ば
る
父
を
見
舞
い
に
出
か
け

た
が
、
南
海
を
舟
で
わ
た
る
途
中
、
落
ち
て
死
ん
だ
。
歳
二
十
八
。

◆
「
滕
王
閣
の
序
」
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

　

洪
州
都
督
の
閻
公
は
江
南
の
名
士
達
に
筆
と
硯
を
ま
わ
し
て
、

「
滕
王
閣
の
記
」
の
執
筆
を
依
頼
す
る
が
、
自
分
の
婿
、
孟
学
士
に

序
を
作
ら
せ
て
自
慢
し
た
い
と
思
い
、
前
も
っ
て
構
想
を
練
ら
せ

て
お
い
た
。
客
に
は
執
筆
を
辞
退
す
る
よ
う
し
む
け
た
。
と
こ
ろ

が
若
輩
の
王
勃
が
引
き
受
け
た
の
で
、
閻
公
は
そ
の
不
遜
な
態
度

に
激
怒
し
て
座
を
起
ち
、
部
下
に
命
じ
て
、
で
き
た
王
勃
の
句
を

逐
一
報
告
さ
せ
た
。

　

そ
の
第
一
報
に
「
南
昌
の
故
郡
、
洪
都
の
新
府
」（
滕
王
閣
の
序

の
有
名
な
書
き
出
し
）
と
報
告
す
る
と
、
公
は
い
っ
た
、「
先
儒
の

常じ
ょ
う

談だ
ん

（
あ
り
ふ
れ
た
表
現
）
に
す
ぎ
な
い
」
と
。
続
い
て
「
星
は

翼か
く
し
ん軫
を
分
か
ち
、
地
は
衡こ

う

盧ろ

に
接
す
」
は
「
故
事
（
古
い
書
物
を

踏
ま
え
た
表
現
）
の
み
だ
」。

　

更
に
「
三
江
を
襟え

り

に
し
て
五
湖
を
帯
と
し
、
荊け

い
ば
ん蛮
を
控
え
て

甌お
う
え
つ越
を
引
く
」（
洪
州
三
江
や
五
湖
を
防
壁
の
ご
と
く
め
ぐ
ら
す
要

害
の
地
で
、
西
の
湖
南
・
湖
北
や
東
の
浙
江
一
帯
の
地
を
押
さ
え

取
り
締
ま
る
要よ

う

衝し
ょ
う

で
あ
る
）
と
い
う
と
、
公
は
ス
ケ
ー
ル
の
大
き

い
詩
の
表
現
に
、
こ
れ
以
降
の
報
告
に
た
だ
う
な
ず
く
ば
か
り
。

そ
し
て
「
落ら

く

霞か

は
孤こ

鶩ば
く

と
斉ひ

と

し
く
飛
び
、
秋
水
は
長
天
と
共
に
一

色
な
り
」（
た
だ
よ
う
夕
焼
け
雲
は
、
一
羽
の
野
鴨
と
と
も
に
飛
び

か
い
、
青
く
澄
み
わ
た
る
秋
の
水
は
、
遥
か
な
天
空
に
連
な
っ
て
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一
色
に
と
け
あ
う
）
の
句
に
到
っ
て
、
驚
い
て
起
ち
あ
が
り
「
此

れ
天
才
な
り
。
ま
さ
に
不
朽
の
名
作
に
な
ろ
う
」
と
い
っ
た
。
王

勃
の
文
が
完
成
す
る
と
、「
子
、
筆
を
落
と
せ
ば
神
助
有
る
に
似
た

り
」（
あ
な
た
は
ま
る
で
神
の
手
助
け
を
得
た
よ
う
な
筆
づ
か
い
だ
）

と
い
い
、
名
士
達
に
見
せ
る
と
皆
心
服
し
て
一
字
す
ら
も
添
削
の

余
地
が
無
い
。
公
は
最
後
に
「
帝
子
や
私
の
名
を
後
世
に
長
く
伝

え
さ
せ
、
洪
都
の
山
河
を
無
上
の
価
値
に
高
め
た
の
は
、
ほ
か
な

ら
ぬ
君
の
力
だ
」
と
称
え
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
唐
詩
物
語
）

【
備　
考
】

　

こ
の
詩
の
構
造
は
七
言
古
詩
の
形
で
あ
っ
て
、
仄
韻
上
声
六
語

韻
の
渚
、
仄
韻
上
声
七
麌
韻
の
舞
・
雨
の
字
が
通
韻
と
し
て
使
わ
れ
、

下
平
声
十
一
尤
韻
の
悠
・
秋
・
流
の
字
が
使
わ
れ
て
い
る
。
古
詩

の
た
め
平
仄
は
論
じ
な
い
。

【
参　
考
】
漢
詩
の
小
知
識

　

帝
王
の
呼
び
名
（
主
と
し
て
唐
王
朝
）

　

高
祖
又
は
太
祖
…
…
…
第
一
代
帝
王

　
　

漢
の
高
祖
は
劉
邦　

唐
の
高
祖
は
李
淵

　

太
宗
…
…
…
…
…
…
…
第
二
代
帝
王

　
　

唐
の
太
宗
は
李
世
民

　

高
宗
…
…
…
…
…
…
…
第
三
代
帝
王

　

中
宗
…
…
…
…
…
…
…
第
四
代
帝
王

参
考
資
料

　

唐
詩
選　

上
…
…
…
…
朝
日
選
書

　

唐
詩
お
よ
び
唐
詩
人
…
創
拓
社

　

唐
詩
物
語
…
…
…
…
…
大
修
館
書
店

　

唐
詩
選　

上
…
…
…
…
ワ
イ
ド
版
岩
波
文
庫

　

漢
詩
珠
玉
の
五
十
首
…
大
修
館
書
店

　

中
国
歴
代
漢
詩
選
…
…
有
文
書
院

唐・宗期の滕王閣址




