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梅
尭
臣
｢
魯
山
山
行
｣
を
読
む

は
じ
め
に

梅
毒
臣
の
生
涯
と
『
梅
尭
臣
集
』
の
版
本
に
つ
い
て

古
い
文
献
か
ら
見
た
魯
山
に
つ
い
て

｢
魯
山
山
行
｣
以
前
の
｢
魯
山
｣
に
関
す
る
詩
文
に
つ
い
て

唐
宋
詩
に
お
け
る
｢
野
情
｣

に
つ
い
て

｢
魯
山
山
行
｣
の
第
二
聯
と
第
三
聯
の
つ
な
が
り
ー
〝
随
処
改
″
〝
迷
″
の
表
現
を
め
ぐ
つ
て

生
物
学
的
に
見
た
｢
魯
山
山
行
｣

の熊

｢
魯
山
山
行
｣
に
お
け
る
熊
の
役
割
-
過
去
の
文
学
作
品
に
お
け
る
そ
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
考
え
る

｢熊｣

｢
熊
｣

の
相
互
作
用

｢
熊
升
樹
｣

の
｢
升
｣

に
つ
い
て

｢鹿｣

の
イ
メ
ー
ジ

｢
魯
山
山
行
｣
に
か
か
る
雲
-
鶏
声
と
の
関
わ
り
か
ら

梅
尭
臣
｢
魯
山
山
行
｣
:
読
後
の
違
和
感
か
ら
始
ま
る
逐
句
的
考
察
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は
じ
め
に

戸

倉

英

美

平
成
十
二
年
度
の
学
部
の
演
習
は
｢
宋
詩
講
読
｣
と
題
し
て
､
梅
尭
臣
の
詩
を
読
ん
だ
｡
取
り
上
げ
た
の
は
｢
懐
悲
｣
｢
山
行
冒
雨
至

村
家
(
山
を
行
き
雨
を
冒
し
て
村
家
に
至
る
)
｣
｢
祭
猫
(
猫
を
祭
る
)
｣
｢
莫
登
楼
(
楼
に
登
る
莫
れ
)
｣
の
四
篇
で
､
そ
れ
ぞ
れ
に
関
連

す
る
作
品
を
併
せ
読
み
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
た
｡
だ
が
｢
魯
山
山
行
｣
は
､
本
来
授
業
で
読
む
予
定
の
作
品
で
は
な
か
っ
た
｡
こ
の
詩

は
し
ば
し
ば
宋
詩
の
選
集
に
収
録
さ
れ
､
梅
尭
臣
の
代
表
作
の
一
つ
と
目
さ
れ
て
い
る
｡
ま
た
中
国
の
詩
人
一
般
と
異
な
り
､
梅
尭
臣
に

は
自
然
を
詠
う
詩
は
多
く
な
い
｡
｢
魯
山
山
行
｣
は
そ
の
数
少
な
い
例
の
一
つ
で
も
あ
っ
た
｡
し
か
し
私
は
な
ぜ
か
し
ら
こ
の
詩
が
好
き

に
な
れ
な
か
っ
た
｡
自
然
を
詠
う
詩
の
一
つ
と
し
て
代
わ
り
に
選
び
出
し
た
の
が
､
｢
山
行
冒
雨
至
村
家
｣
で
あ
っ
た
｡
こ
の
詩
は
聴
覚
･

喚
覚
･
皮
膚
感
覚
を
駆
使
し
て
山
中
の
雨
を
細
や
か
に
措
き
､
果
て
に
尋
常
の
感
覚
を
超
え
た
不
思
議
な
描
写
を
試
み
て
い
る
｡
と
か
く

理
が
勝
ち
､
感
覚
に
よ
っ
て
新
し
い
世
界
を
体
験
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
の
少
な
い
梅
尭
臣
の
詩
の
中
で
は
､
珍
し
い
も
の
で
あ
る
と
同
時

に
､
宋
詩
の
斬
新
な
一
面
を
示
す
例
と
し
て
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
｡
だ
が
｢
魯
山
山
行
｣
は
有
名
な
詩
で
あ
る
し
､
自
然
を
措
き
､
｢
山

行
｣
を
主
題
と
す
る
点
で
共
通
す
る
｡
つ
い
で
に
こ
ち
ら
も
読
ん
で
み
よ
う
と
い
う
の
が
始
ま
り
で
あ
っ
た
｡
｢
魯
山
山
行
｣
を
担
当
し

た
の
は
､
｢
山
行
冒
雨
｣
と
同
じ
く
学
部
四
年
の
馬
場
昭
佳
で
あ
っ
た
｡
馬
場
の
｢
鑑
賞
｣
を
紹
介
す
る
前
に
､
ま
ず
｢
魯
山
山
行
｣
の

全
文
を
掲
げ
よ
う
｡

邁
興
野
情
憶

好
峰
随
盛
改

霜
落
熊
升
樹

人
家
在
何
許

(
朱
東
潤
『
梅
勇
臣
集
編
年
校
注
』
〔
上
海
古
籍
出
版
社
､
一
九
八
〇
年
〕
に
よ
る
｡
)

千
山
高
復
低

幽
径
濁
行
迷

林
室
鹿
飲
渓

雲
外
一
撃
鶏

適
に
野
情
と
惟
う

千山

高
く
復
た
低
く

好蜂

処
に
随
っ
て
改
ま
り

幽径
独
り
行
き
て
迷
う

霜
落
ち
て

熊
は
樹
に
升
り

林
空
し
く
し
て

鹿
は
渓
に

飲む

人家

何
許
に
か
在
る

雲
外
一
声
の
鶏

こ
の
詩
に
対
し
馬
場
は
演
習
の
際
に
提
出
し
た
レ
ジ
ュ
メ
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡
｢
詩
の
前
半
は
非
常
に
分
析
的
､
理
知
的
な
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印
象
を
受
け
る
｡
そ
れ
は
第
一
､
二
､
三
句
に
明
確
に
現
れ
て
い
る
｡
対
象
か
ら
一
歩
引
い
た
と
こ
ろ
に
立
っ
て
解
説
し
て
い
る
詩
人
の

声
が
今
に
も
聞
こ
え
て
き
そ
う
だ
｡
そ
れ
は
詩
人
の
知
覚
的
興
奮
を
十
分
に
伝
え
て
く
れ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
第
四
句
か
ら
は
少
し
感
じ

が
変
わ
っ
て
く
る
｡
詩
人
の
説
明
と
い
う
点
で
は
対
を
な
す
第
三
句
と
同
じ
な
の
だ
が
､
〝
幽
径
〟
に
入
り
込
む
こ
と
で
､
そ
れ
ま
で
の

専
ら
理
知
的
､
認
識
的
に
か
ぎ
ら
れ
た
情
報
か
ら
､
身
体
感
覚
に
よ
る
実
感
へ
と
重
点
が
移
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
｡
そ

し
て
第
五
､
六
句
を
経
て
詩
人
の
不
安
を
表
現
し
た
第
七
句
､
そ
れ
に
安
堵
感
を
与
え
る
第
八
句
へ
続
く
｡
第
八
句
は
第
七
句
を
踏
ま
え

て
い
る
も
の
の
､
聴
覚
だ
け
で
気
持
ち
を
和
ら
げ
る
巧
妙
な
句
で
あ
る
｡

問
題
と
な
る
の
は
第
五
､
六
句
の
対
で
あ
る
｡
結
論
を
先
に
述
べ
る
と
､
こ
の
箇
所
は
効
果
を
上
げ
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
､
詩
を
悪
く

し
て
い
る
感
さ
え
否
め
な
い
｡
詩
人
と
し
て
は
山
の
中
の
〝
幽
″
を
描
写
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
あ
ま
り
に
概
念
的
す
ぎ
て
､

ま
た
あ
り
ふ
れ
て
い
て
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
著
し
く
欠
く
｡
(
中
略
)
も
し
か
し
た
ら
第
五
句
の
｢
熊
｣
の
行
動
は
詩
人
の
独
創
で
あ
り
､
特

殊
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
第
六
句
と
対
に
な
っ
て
い
る
以
上
､
こ
の
｢
熊
｣
も
静
認
な
山
林
に
棲
む
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
み

が
前
面
に
出
て
し
ま
い
､
実
感
が
伝
わ
っ
て
こ
な
い
｡
し
た
が
っ
て
こ
の
対
は
｢
熊
｣
｢
鹿
｣
の
概
念
を
そ
の
ま
ま
述
べ
た
に
過
ぎ
な
い
｡

だ
か
ら
と
い
っ
て
第
五
､
六
句
は
前
半
四
句
の
よ
う
に
分
析
的
､
理
知
的
で
も
な
く
､
単
な
る
客
観
的
情
報
に
過
ぎ
な
い
｡
結
局
の
と

こ
ろ
詩
全
体
の
中
で
浮
い
て
い
る
の
だ
｡
私
個
人
の
意
見
と
し
て
は
､
第
四
句
で
感
覚
を
想
起
さ
せ
る
句
を
配
置
し
て
い
る
上
に
､
第
七
､

八
句
が
強
く
感
覚
に
依
拠
し
て
い
る
の
だ
か
ら
､
第
五
､
六
句
を
｢
山
行
冒
両
室
村
家
｣
の
句
の
よ
う
な
感
覚
に
密
着
し
た
も
の
に
す
る

べ
き
で
あ
る
と
思
う
｡
そ
う
す
れ
ば
前
半
四
句
の
理
知
性
と
後
半
四
句
の
実
感
性
と
い
う
均
衡
が
取
れ
､
味
わ
い
深
い
も
の
に
な
る
の
で

は
な
か
ろ
う
か
｡
｣

こ
の
馬
場
の
見
解
を
め
ぐ
つ
て
議
論
が
百
出
し
た
｡
前
半
四
句
に
関
し
て
は
さ
ほ
ど
異
論
は
な
か
っ
た
が
､
第
七
句
に
詩
人
の
不
安
が

表
現
さ
れ
て
い
る
と
す
る
見
方
に
は
､
反
論
が
出
さ
れ
た
｡
と
り
わ
け
大
き
な
問
題
と
な
っ
た
の
は
､
｢
熊
｣
｢
鹿
｣
の
対
で
あ
っ
た
｡
中

に
は
こ
れ
を
､
詩
全
体
と
調
和
し
た
優
れ
た
自
然
描
写
と
し
､
真
っ
向
か
ら
馬
場
と
対
立
す
る
意
見
も
あ
っ
た
｡
だ
が
大
部
分
は
こ
の
対
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(
特
に
熊
の
句
)

に
よ
っ
て
､
作
者
が
何
を
表
現
し
ょ
う
と
し
て
い
る
の
か
掴
み
き
れ
ず
､
と
は
い
え
直
ち
に
馬
場
の
結
論
に
与
す
る
こ

と
は
た
め
ら
わ
れ
る
と
い
う
論
調
で
あ
っ
た
｡
結
局
作
者
と
同
じ
時
代
の
読
者
に
と
っ
て
､
こ
の
熊
は
ど
の
程
度
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
持
ち
､

ど
の
程
度
特
殊
な
も
の
だ
っ
た
か
､
そ
れ
を
知
る
に
は
中
国
の
古
典
詩
文
で
､
熊
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な

い
と
い
う
声
が
上
が
り
､
馬
場
が
調
査
･
報
告
し
た
｡
学
部
三
年
千
葉
貴
は
､
梅
尭
臣
の
詩
の
中
か
ら

｢
坐
熊
臨
碧
水
(
坐
す
る
熊
は
碧

水
に
臨
む
)
｣
と
い
う
句
を
持
つ
詩
｢
和
寿
州
宋
待
制
九
題

押
鴎
亭
(
寿
州
の
宋
待
制
に
和
す

九題

押
鴎
亭
)
｣
を
発
見
し
､
こ
の

詩
を
紹
介
し
た
｡
ま
た
｢
魯
山
山
行
｣

の
前
半
は
欧
陽
備
の

｢
遠
山
｣

に
類
似
し
､
最
後
の
二
句
は
杜
牧
の

｢
山
行
｣
を
思
わ
せ
る
と
こ

ろ
か
ら
､
こ
れ
ら
の
詩
を
読
み
議
論
を
重
ね
た
｡

こ
う
し
て
議
論
が
進
め
ら
れ
る
中
で
､
私
は
一
つ
の
提
案
を
行
っ
た
｡
｢
魯
山
山
行
｣

は
有
名
な
詩
で
あ
る
が
､
こ
れ
ま
で
に
詳
し
い

注
釈
は
な
く
､
｢
熊
｣
｢
鹿
｣
の
対
は
優
れ
た
も
の
と
し
て
名
高
い
が
､
何
故
優
れ
る
の
か
十
分
論
じ
ら
れ
た
こ
と
も
な
い
｡
分
担
を
決
め

て
こ
の
詩
に
注
を
付
け
､
ま
た
こ
の
詩
を
ど
の
よ
う
に
読
む
か
､
各
人
の
見
方
を
文
章
に
し
よ
う
｡
そ
れ
を
ま
と
め
て
紀
要
に
発
表
し
よ

う
と
い
う
の
で
あ
る
｡
学
部
生
も
院
生
も
､
参
加
者
は
み
な
自
由
に
発
言
し
､
議
論
の
中
か
ら
詩
に
対
す
る
理
解
が
深
ま
っ
て
い
く
と
い

う
授
業
は
､
そ
う
何
時
で
も
で
き
る
も
の
で
は
な
い
｡
こ
の
気
運
を
形
に
残
し
､
一
人
一
人
の
た
め
に
も
､
研
究
室
全
体
の
た
め
に
も
､

将
来
に
つ
な
げ
た
い
と
い
う
の
が
私
の
願
い
で
あ
っ
た
｡
提
案
は
幸
い
賛
同
を
得
て
､
各
人
の
関
心
に
応
じ
て
担
当
を
決
め
た
｡
こ
の
時

点
で
､
卒
業
論
文
の
執
筆
を
控
え
て
い
た
馬
場
は
担
当
を
外
れ
､
熊
に
関
す
る
資
料
は
学
部
三
年
安
西
明
秀
に
引
き
継
が
れ
た
｡
夏
休
み

明
け
に
レ
ポ
ー
ト
が
揃
い
､
後
期
の
授
業
は
全
員
で
全
員
の
レ
ポ
ー
ト
を
批
評
し
､
引
用
さ
れ
て
い
る
作
品
や
､
関
連
す
る
他
の
作
品
の

読
解
を
進
め
､
意
見
を
交
換
し
た
｡
そ
し
て
こ
の
過
程
を
踏
ま
え
､
冬
休
み
に
も
う
一
度
各
人
が
持
論
を
検
討
し
､
書
き
直
し
た
も
の
が
､

以
下
に
掲
載
す
る
文
章
で
あ
る
｡
学
部
三
年
荒
木
達
雄
は
､
当
初
生
物
学
的
に
見
た
熊
に
つ
い
て
の
報
告
を
行
っ
た
が
､
秋
の
授
業
の
中

で
ま
た
新
た
な
問
題
に
気
付
き
､
も
う
一
つ
の
文
章
を
書
き
上
げ
た
｡
千
葉
貴
は
か
ね
て
梅
尭
臣
の
研
究
を
志
し
て
い
た
こ
と
か
ら
､
歴

代
の
詩
話
や
最
近
の
中
国
の
研
究
よ
り
､
梅
尭
臣
に
関
す
る
論
評
を
探
し
出
し
､
授
業
で
報
告
し
て
も
ら
っ
た
｡
ま
た
こ
れ
と
は
別
に
紀
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要
掲
載
分
と
し
て
､
梅
尭
臣
の
生
涯
と
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
､
及
び
｢
魯
山
山
行
｣
全
体
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
を
執
筆

し
た
｡
以
下
に
論
文
を
発
表
す
る
十
名
は
上
記
の
他
､
学
部
三
年
宇
都
健
夫
･
小
山
美
樹
･
梶
村
永
､
学
部
研
究
生
山
崎
藍
､
及
び
院
生

三
名
で
あ
る
が
､
そ
の
専
攻
は
､
博
士
三
年
大
山
潔
が
元
代
の
詩
論
､
修
圭
年
謝
智
芽
が
文
言
の
小
説
､
同
白
井
澄
世
が
近
現
代
文
学

で
あ
る
｡
六
朝
詩
を
専
攻
す
る
修
士
一
年
高
芝
麻
子
と
､
修
士
二
年
大
村
和
人
は
､
敢
え
て
執
筆
陣
に
加
え
ず
､
資
料
探
し
と
そ
の
読
解
､

論
文
の
ま
と
め
方
の
全
般
に
わ
た
っ
て
学
部
生
の
指
導
を
担
当
し
て
も
ら
っ
た
｡
こ
の
他
博
士
一
年
佐
野
誠
子
･
修
士
一
年
田
中
智
行
･

外
国
人
研
究
生
任
秀
彬
･
黄
正
謙
･
経
済
学
部
四
年
土
井
理
恵
子
･
法
政
大
学
文
学
部
四
年
遠
藤
星
希
の
諸
君
が
､
様
々
な
形
で
授
業
に

参
加
し
た
｡
ま
た
研
究
室
で
は
､
論
文
の
草
稿
が
批
評
を
求
め
て
し
ば
し
ば
閲
覧
に
供
さ
れ
た
｡
こ
れ
を
読
む
こ
と
で
､
議
論
に
加
わ
っ

た
諸
君
も
少
な
く
な
い
｡
以
下
の
論
文
は
こ
う
し
た
多
く
の
学
友
の
力
を
得
て
完
成
し
た
も
の
で
あ
る
｡

梅
尭
臣
の
生
涯
と
『
梅
尭
臣
集
』
の
版
本
に
つ
い
て

千

葉

｢
梅
尭
臣
の
生
涯
に
つ
い
て
､
そ
の
略
歴

梅
尭
臣
が
生
ま
れ
た
の
は
北
宋
真
宗
の
威
平
五
年
(
一
〇
〇
二
)
で
あ
る
｡
仁
宗
の
天
聖
五
年
二
〇
二
七
)
に
結
婚
す
る
｡
そ
の
こ

ろ
恩
蔭
に
よ
り
太
廟
斎
郎
に
補
さ
れ
､
以
後
は
長
く
地
方
の
県
官
を
務
め
る
｡
三
十
歳
頃
か
ら
欧
陽
僑
､
ヂ
決
ら
と
の
交
流
が
始
ま
る
｡

｢
魯
山
山
行
｣
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
欧
陽
僑
の
詩
｢
遠
山
｣
は
､
陳
新
･
杜
維
沫
著
『
欧
陽
僑
選
集
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
､
一

九
八
六
年
)
に
よ
る
と
､
景
祐
元
年
(
一
〇
三
四
)
に
作
ら
れ
た
｡
銭
維
演
､
王
曙
か
ら
評
価
を
受
け
る
の
も
こ
の
頃
で
あ
る
｡
な
お
､

官
歴
に
つ
い
て
､
篤
文
生
著
『
梅
尭
臣
』
(
岩
波
書
店
､
中
国
詩
人
選
集
二
集
三
､
一
九
六
二
年
)
と
朱
東
潤
著
『
梅
尭
臣
侍
』
(
中
華
書

局
､
完
七
九
年
)
と
は
､
明
道
二
年
(
一
〇
三
三
)
に
彼
が
実
際
に
徳
興
県
令
に
な
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
見
解
を
異
に
し
て
い
る
Q


