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【
出
典
】『
全
唐
詩
』
于う
り
ょ
う
し

良
史
「
春
山
夜
月
」
の
一
節
。「
水
を

掬き
く

す
れ
ば
月
は
手
に
在あ

り
」
と
読
む
。「
弄
花
香
満
衣
（
花
を

弄ろ
う

す
れ
ば
香か
お
りは

衣
に
満
つ
）」
と
続
き
対
句
を
な
す
。
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掬
水
月
在
手

　
今
年
の
十
五
夜
は
、
十
月
三
日
で
あ

り
ま
し
た
。
と
て
も
良
い
天
気
で
、
す

ば
ら
し
い
名
月
を
堪
能
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。
十
月
三
十
日
の
十
三
夜
は

ど
う
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

　
澄
ん
だ
秋
の
空
に
皓こ
う
こ
う々

と
冴さ

え
渡
る

名
月
を
、
法
然
上
人
は
「
月
影
の
い
た

ら
ぬ
里
は
な
け
れ
ど
も
眺
む
る
人
の
心

に
ぞ
澄
む
」
と
歌
わ
れ
、
仏
の
慈
悲
、

あ
る
い
は
、
そ
れ
に
気
づ
く
こ
と
に
よ

り
得
ら
れ
る
安あ
ん
じ
ん心

、
禅
的
に
み
れ
ば
悟

り
に
譬た
と

え
て
お
ら
れ
ま
す
。

　
月
は
、
太
陽
と
比
べ
て
、
そ
の
静
か

で
澄
み
切
っ
た
輝
き
を
放
つ
と
こ
ろ
か

ら
、「
涅ね
は
ん
じ
ゃ
く
じ
ょ
う

槃
寂
静
」
に
つ
な
が
る
と
し

て
、
仏
教
で
は
た
び
た
び
そ
の
到
達
目

標
の
悟
り
の
譬
え
と
し
て
登
場
し
ま

す
。
表
題
に
あ
げ
ま
し
た
「
掬
水
月
在

手
（
水
を
掬き
く

す
れ
ば
月
は
手
に
在あ

り
）」

も
、
そ
ん
な
禅
語
と
し
て
墨
跡
に
認
し
た
た

め

ら
れ
る
こ
と
の
多
い
句
で
す
の
で
、
目

に
さ
れ
た
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
旅
館
と
か
茶
室
な
ど
に

「
掬き
く
す
い
て
い

水
亭
」「
掬き
く
す
い
あ
ん

水
庵
」
と
あ
っ
た
り
す

る
の
は
、
こ
の
語
に
由
来
し
ま
す
。

　
出
典
は
『
全
唐
詩
』
于う
り
ょ
う
し

良
史
「
春
山

夜
月
」
の
一
節
で
、「
弄
花
香
満
衣
（
花

を
弄ろ
う

す
れ
ば
香
か
お
り

は
衣
に
満
つ
）」
と
続

き
対つ
い
く句

に
な
っ
て
い
ま
す
。で
す
か
ら
、

本
来
は
春
の
詩
で
あ
り
、「
月
と
自
分
、

花
と
自
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
も
の

で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
一
体
と
な
っ

た
と
き
、
主
客
不
二
・
物
我
一
如
、
三さ
ん

昧ま
い

・
無む

が我
の
境
地
と
な
る
」
と
解
釈
で

き
ま
し
ょ
う
か
。

　
し
か
し
こ
こ
は
、
元
が
仏
典
で
は
な

い
訳
で
す
し
、別
個
に
、「
掬
水
月
在
手
」

は
秋
の
句
、「
弄
花
香
満
衣
」
は
春
の

句
と
し
て
味
わ
っ
た
ほ
う
が
、
よ
り
禅

味
が
出
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　
前
句
は
、「
悟
り(

安あ
ん
じ
ん心)

は
、
決

し
て
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
も

の
で
は
な
く
、
獲
得
し
よ
う
と
す
る
心

（
菩ぼ
だ
い
し
ん

提
心
）
こ
そ
が
大
切
で
あ
る
」、
も

し
く
は
「
仏
性
は
、
誰
に
で
も
備
わ
っ

て
い
る
も
の
で
あ
る
」
と
も
、
浄
土

教
的
に
見
れ
ば
、『
観
無
量
寿
経
』
の

「
光
明
遍
照
十
方
世
界
念
仏
衆
生
摂
取

不
捨
」、
前
述
の
法
然
上
人
の
「
月
影

の
」
の
歌
と
同
義
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
が
出
来
ま
す
。こ
の
よ
う
な
解
釈
は
、

春
の
朧
お
ぼ
ろ

月
夜
か
ら
は
、
出
て
こ
な
い
で

し
ょ
う
。

　
一
方
後
句
は
、「
花
の
香
り
を
良
い

教
え
、
仏
法
と
捉と
ら

え
、
良
い
教
え
、
高

徳
な
人
と
触
れ
合
う
こ
と
に
よ
り
、
知

ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
そ
の
影
響
を
受

け
、
香
り
を
放
つ
よ
う
に
な
る
」
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
禅
画
と
し
て
よ
く
描
か

れ
る
テ
ー
マ
の
一
つ
に「
指し
げ
つ月
布ほ
て
い袋
図
」

が
あ
り
ま
す
。
文
字
ど
お
り
、
布
袋
様
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が
月
を
指ゆ
び

差さ

し
て
い
る
図
で
あ
り
ま

す
。
禅
に
お
い
て
は
、
真
理
（
月
）
を

悟
る
た
め
に
、
指
（
経
文
）
で
月
を
差

し
ま
す
が
、月
を
見
た
後（
真
理
を
悟
っ

た
後
）
に
は
「
指
を
切
れ
！
」、つ
ま
り
、

月
を
差
し
た
指
は
無
用
と
考
え
、
言
わ

ば
「
指
切
ら
れ
役
」
と
し
て
、
観
音
様

で
は
な
く
布
袋
様
を
登
場
さ
せ
て
い
る

図
で
は
な
い
か
と
私
は
思
い
ま
す
。

　
そ
ん
な
中
、
斬
新
で
奇
抜
な
禅
画
を

多
数
残
し
て
お
ら
れ
、
人
気
の
高
い
仙せ
ん

厓が
い

和
尚
（
一
七
五
〇
～
一
八
三
七
）
の

『
指
月
布
袋
』
は
、
と
て
も
ユ
ニ
ー
ク

で
す
。
ま
ず
、
肝
心
の
月
が
描
い
て
あ

り
ま
せ
ん
。
子
供
が
い
ま
す
。
賛さ
ん

に
は

「
ヲ
月
様
幾
ツ
十
三
七
ツ
」
と
書
い
て

あ
り
ま
す
。
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で

し
ょ
う
か
。

　
お
月
さ
ま
い
く
つ
　
十
三
七
つ

　
ま
だ
年
ゃ
若
い
な
　
あ
の
子
を
産
ん
で

　
こ
の
子
を
産
ん
で
　
だ
れ
に
抱
か
し
ょ

　
お
万
に
抱
か
し
ょ
　
お
万
は
ど
こ
い
っ
た

　
油
買
い
茶
買
い
に
　
油
屋
の
前
で

　
す
べ
っ
て
こ
ろ
ん
で
　
油
一
升
こ
ぼ
し
た

　
そ
の
油
ど
う
し
た
　
太
郎
ど
ん
の
犬
と

　
次
郎
ど
ん
の
犬
が
　
み
ん
な
な
め
て
し
ま
っ
た

　
そ
の
犬
ど
う
し
た
　
太
鼓
に
は
っ
て

　
つ
づ
み
に
は
っ
て

　
あ
っ
ち
へ
行
っ
ち
ゃ
　
ド
ン
ド
コ
ド
ン

　
こ
っ
ち
へ
行
っ
ち
ゃ
　
ポ
ン
ポ
コ
ポ
ン

　
　【
参
考
】
日
本
子
守
唄
協
会
（
南
魚
沼
郡
塩
沢
町
）

　『
お
月
様
い
く
つ
』
は
、
古
く
か
ら

ほ
ぼ
全
国
的
に
広
く
歌
わ
れ
て
き
た
童
わ
ら
べ

歌う
た

と
の
こ
と
で
す
。
た
だ
、
色
々
な
バ

リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
り
、
し
か
も
、『
か

ご
め
か
ご
め
』
と
同
様
、
意
味
が
あ
ま

り
分
か
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。

　
子
供
（
凡ぼ
ん
ぶ夫
）
は
、
色
々
な
疑
問
を

持
ち
、
大
人
（
布ほ
て
い袋
）
に
色
々
な
こ

と
を
聞
い
て
き
ま
す
。「
お
月
様
い
く

つ
？
」「
十
三
七
つ
」。
そ
ん
な
馬
鹿
な

話
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、大
人（
布

袋
）
だ
っ
て
月
（
真
理
）
の
こ
と
な
ん

て
分
か
ら
な
い
（
月
が
描
い
て
な
い
の

は
そ
の
た
め
）
訳
で
、
子
供
（
凡
夫
）

が
納
得
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
の
で
す
。

別
に
、
騙だ
ま

す
訳
で
は
な
く
、
子
供
（
凡

夫
）を
ス
ヤ
ス
ヤ
寝
か
し
つ
け
る
こ
と
、

安
心
さ
せ
る
こ
と
、
そ
れ
が
大
人
（
布

袋
）
の
役
目
な
の
で
す
。

　
仏
教
に
お
け
る
月
に
つ
い
て
、
私
な

り
の
意
味
づ
け
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。
ど
う
ぞ
、
ご
自
身
は
、
ご
自
分

で
月
を
掬す
く

っ
て
み
て
下
さ
い
ま
せ
。
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◎
酒
井
栄
市
　
◎
熊
澤
田
鶴
子

　
◎
荒
谷
政
義
　
◎
岩
田
志
津
子

　
◎
三
井
繁
男
　
◎
鈴
木
鉦
三

　
◎
菊
田
光
　
　
◎
塩
津
和
夫

　
◎
江
口
和
子
　
◎
伊
藤
尚
和

　
◎
井
筒
順
子
　
◎
荒
谷
文
雄

　
◎
小
島
卓
司
　
◎
吉
戸
照
秋

　
◎
上
野
進
　
　
◎
菊
田
重
夫

　
◎
村
瀬
た
ね
　
◎
江
嵜
エ
ツ
子

　
◎
江
﨑
君
子
　
◎
橋
下
賢
嗣

　
◎
水
野
武
彦
　
◎
村
田
實

　
◎
市
野
義
和
　
　
　（
以
上
一
万
円
）

　
◎
東
金
悦
子
　
◎
東
美
津
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
以
上
五
千
円
）

　
◎
加
藤
久
義
（
三
千
円
）

▼
十
三
夜

　
陰
暦
九
月
十
三
日
の
月
の
季
題
は
後の
ち

の
月
。十
三
夜
、豆
名
月
、栗
名
月
と
も
。

◆
風
呂
上
が
り
下
駄
履
き
見
入
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
三
夜
　
沐
魚

よ
と
さ
れ
て
い
た
。

　
つ
ま
り
は
、
あ
く
ま
で
燈
籠
は
実
用

の
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
日

本
に
伝
わ
っ
て
か
ら
は
、
仏
殿
の
前
に

置
か
れ
た
り
、
堂
内
に
安
置
さ
れ
た
り

（「
台
燈
籠
」）、
寺
院
や
神
社
の
軒
下
に

吊
り
下
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た（「
釣

燈
籠
」）。
そ
し
て
現
在
で
は
、
本
来
の

虫
を
殺
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
役

目
も
忘
れ
、
集
蛾
灯
を
兼
ね
た
庭
飾
り

と
し
て
置
か
れ
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な

い
。（『
仏
教
の
こ
と
ば
』早
わ
か
り
事
典
）

▼
寄
進
者
名
簿

　
多
く
の
方
々
か
ら
ご
寄
付
を
賜
り
ま

し
た
の
で
、
鏧き

ん

す子
（
30
万
円
）
も
併
せ

て
調
達
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
本
当

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
◎
江
崎
恒
美
・
直
美
（
二
万
円
）

◎
燈と
う
ろ
う籠

　
今
で
こ
そ
、
日
本
庭
園
の
ア
ク
セ
サ

リ
ー
と
化
し
た
感
が
あ
る
「
燈
籠
」
だ

が
、
も
と
も
と
は
修
行
僧
が
用
い
た
日

用
品
。

　
か
つ
て
イ
ン
ド
の
僧
侶
た
ち
は
、夜
、

裸
火
の
も
と
で
読ど
き
ょ
う経
に
励
ん
だ
。
と
こ

ろ
が
こ
れ
で
は
火
災
の
危
険
が
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
あ
る
修
行
僧
が
燈と
も
し
び火
を
つ

け
て
お
経
を
唱
え
て
い
る
と
き
、
虫
が

こ
の
炎
に
入
っ
て
死
ん
で
し
ま
う
と
い

う
ア
ク
シ
デ
ン
ト
が
起
き
た
（
虫
一
匹

殺
し
た
だ
け
で
も
大
事
件
な
の
だ
！
）。

そ
こ
で
、
火
災
予
防
と
虫
を
殺
さ
な
い

よ
う
に
す
る
た
め
、
銅
、
鉄
、
瓦
か
わ
ら

、
木
、

竹
で
燈
籠
を
作
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
。

　
し
か
し
問
題
は
、
そ
こ
に
張
る
も

の
。
”薄は
く
せ
ん氈

で
遮
し
ゃ
し
ょ
う障

す
べ
し
”
と
さ
れ
て

い
た
が
、
そ
れ
が
手
に
入
ら
な
け
れ
ぼ

雲う
ん
も母
の
辺
、
あ
る
い
は
紙
、
絹
を
用
い
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誤
植

再
掲
陳
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不
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敬
称
略


