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気
持
ち
が
詩
を
と
お
し
て
、
ひ
し
ひ
し
と
胸
に
伝
わ
っ
て
く
る
の
で

あ
る
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
11
）

『
清
平
調
詞
三
首
』　
　
李
　
白

　
　
念
願
か
な
っ
た
朝
廷
へ
の
出
仕

　
　
　

　
李
白
が
都
長
安
で
過
ご
し
た
歳
月
は
意
外
に
短
い
。
六
十
二
年
の

生
涯
の
う
ち
二
年
足
ら
ず
。
作
品
を
漫
然
と
読
ん
で
い
る
と
、
随
分

長
い
間
長
安
に
居
た
よ
う
に
思
い
が
ち
だ
が
、
年
譜
上
は
天
宝
元

年
の
秋
か
ら
同
三
年
三
月
ま
で
の
足
掛
け
三
年
な
が
ら
、
実
質
は

二
年
足
ら
ず
の
極
め
て
短
い
間
の
こ
と
で
、
四
十
二
歳
の
秋
か
ら

四
十
四
歳
の
晩
春
ま
で
の
、
ほ
ぼ
十
九
箇
月
に
過
ぎ
ず
、
六
十
二

年
の
生
涯
の
中
で
は
決
し
て
長
い
期
間
と
は
言
え
な
い
。
宮
廷
で

の
役
職
は
翰か

ん

林り
ん

供ぐ

奉ぶ

。
こ
れ
は
李
白
が
抱
負
と
す
る
国
政
に
参
画

で
き
る
も
の
で
な
く
、
皇
帝
の
詔
の
草
案
作
り
や
宴
遊
の
と
き
な

ど
の
即
興
詩
を
作
る
こ
と
な
ど
李
白
の
た
め
に
臨
時
に
設
け
ら
れ

た
仮
の
役
職
だ
っ
た
。

　
十
代
の
後
半
、
任
侠
の
世
界
に
は
ま
り
こ
ん
で
人
を
あ
や
め
た
こ

と
も
あ
っ
た
が
、
二
十
歳
の
頃
、
或
る
隠
者
に
し
た
が
っ
て
隠
棲
の

真
似
ご
と
を
し
た
の
を
手
始
め
に
、
成
都
に
出
て
峨
眉
山
に
遊
び
、

し
ば
ら
く
落
ち
着
き
の
無
い
年
月
を
過
ご
し
た
後
、
二
十
七
歳
で
結

婚
し
、
湖
北
省
安
陸
に
安
住
し
た
。
が
、
八
年
後
そ
こ
を
去
っ
て
、

以
来
、
漂
白
流る

浪ろ
う

の
人
と
い
う
べ
き
生
涯
に
終
始
す
る
。
長
安
滞
在

も
そ
ん
な
生
涯
の
中
の
短
い
「
ひ
と
と
き
」
で
し
か
な
か
っ
た
。
い

わ
ば
飲
ん
だ
く
れ
の
破は

天て
ん

荒こ
う

な
五
百
数
十
日
だ
っ
た
。
並
み
の
酒
飲

み
で
は
な
い
。
江
戸
の
川
柳
に
「
李
太
白
一
合
ず
つ
に
詩
を
作
り
」

「
四
日
め
に
空
き
樽
を
売
る
李
太
白
」「
李
太
白
返
り
字
の
あ
る
く
だ

を
巻
き
」「
長
安
の
酒
屋
李
白
に
倒
さ
れ
る
」
と
い
う
あ
た
り
が
ほ

ぼ
日
常
で
、
深
酒
、
二
日
酔
い
の
明
け
暮
れ
だ
っ
た
。

酔
態
の
中
で
即
興
に
生
ま
れ
た
名
作

　

杜
甫
が
「
飲
中
八
仙
歌
」
の
中
で
八
人
名
士
を
と
り
あ
げ
て
い

る
。
中
で
も
李
白
に
つ
い
て
は
「
李
白
は
一
斗
詩
百
篇
。
長
安
市

上
酒
家
に
眠
る
。
天
子
呼
び
来
た
れ
ど
も
船
に
上
ら
ず
、
自
ら
称

す
臣
は
是
れ
酒
中
の
仙
」
と
詠
ん
で
い
る
。
杜
甫
が
こ
の
作
を
何

年
に
作
っ
た
か
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。
が
作
中
に
詠
わ
れ
て

い
る
李
白
の
姿
は
、
天
宝
二
年
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
泥
酔
の
果
て

に
、
天
子
の
前
で
高こ

う

力り
き

士し

に
靴
を
脱
ぐ
の
を
手
伝
わ
せ
、
そ
の
恨

み
を
買
う
こ
と
に
な
っ
た
の
も
、
此
の
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
や
が

て
こ
の
こ
と
が
、
李
白
の
運
命
に
大
き
な
係
わ
り
を
持
つ
こ
と
に

な
る
。
そ
ん
な
短
か
っ
た
長
安
時
代
の
作
に
「
清
平
調
詞
三
首
」

と
い
わ
れ
て
い
る
七
言
絶
句
の
連
作
が
あ
る
。
楊
貴
妃
の
艶
や
か

さ
を
詠
っ
て
余
す
と
こ
ろ
の
無
い
即
興
三
首
。
こ
の
名
作
が
作
ら
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れ
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
が
、
唐
の
李り

濬し
ゅ
ん

と
い
う
人
の
筆
に
な

る
「
松し

ょ
う

窗そ
く

録ろ
く

」
と
い
う
書
物
に
詳
し
く
書
き
記し

る

さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
が
、
諸
解
説
書
に
よ
る
と
開
元
年
間
の
こ
と
、
玄
宗
皇
帝

が
紅
と
紫
と
浅せ

ん

紅こ
う

と
純
白
と
の
四
色
、
四
本
の
牡
丹
が
咲
き
乱
れ

る
沈ち

ん

香こ
う

亭て
い

に
お
い
て
花
見
の
宴
が
開
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ

れ
に
は
玄
宗
は
馬
で
楊
貴
妃
は
歩ほ

輦れ
ん

（
て
ぐ
る
ま
）
で
の
行
幸
で

あ
っ
た
。
こ
の
時
李り

亀き

年ね
ん

と
い
う
宮
廷
歌
手
が
楽
団
を
引
き
連
れ

て
進
み
出
て
、
皇
帝
の
前
で
将
に
歌
を
始
め
よ
う
と
し
た
時
、
玄

宗
が
そ
れ
を
遮さ

え
ぎ

り
「
名
花
と
后
と
が
相
対
し
て
こ
こ
に
居
る
と
い

う
の
に
、
ど
う
し
て
昔
な
が
ら
の
古
く
さ
い
歌
な
ど
を
使
う
こ
と

が
あ
ろ
う
か
。」
と
言
う
と
下
臣

に
よ
っ
て
皇
帝
の
前
に
召
し
出

さ
れ
た
李
白
に
「
新
し
い
詩
を

作
れ
」
と
命
じ
た
。
こ
の
と
き
、

李
白
は
例
に
よ
っ
て
二
日
酔
い

が
醒
め
ず
に
苦
し
ん
で
い
た
が
、

筆
を
と
る
と
忽
ち
の
う
ち
に
作

り
上
げ
た
の
が
今
な
お
中
国
の

民
衆
に
親
し
ま
れ
る
傑
作
と

な
っ
た
「
清
平
調
詞
」
三
首
で

あ
る
。
李
亀
年
が
こ
の
歌
を
捧

げ
る
と
皇
帝
は
梨り

園え
ん

（
宮
中
の

音
楽
教
習
所
）
の
楽
手
た
ち
に

命
じ
て
管
弦
を
奏か

な

で
さ
せ
、
亀
年
に
歌
わ
せ
た
。
楊
貴
妃
は
酒
を

含
み
な
が
ら
こ
れ
を
聞
い
て
、
大
い
に
喜
び
、
皇
帝
は
自
ら
玉
笛

を
吹
い
て
曲
に
合
わ
せ
、
楽
曲
の
一
章
の
変
り
目
ご
と
に
曲
の
テ

ン
ポ
を
緩ゆ

る

め
て
、
余
韻
を
楽
し
ん
だ
。
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
て

か
ら
皇
帝
は
李
白
に
特
別
の
目
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
云
々
。

　
清
平
調
詞　
其
の
一

雲
想
衣
裳
花
想
容　
雲
に
は
衣
裳
を
想
い
花
に
は
容
を
想
う

春
風
拂
檻
露
華
濃　
春
風
檻
を
拂
う
て
露
華
濃
や
か
な
り

若
非
羣
玉
山
頭
見　
若
し
羣
玉
山
頭
に
見
る
に
非
ず
ん
ば

會
向
瑤
臺
月
下
逢　
會
ず
瑤
臺
月
下
に
向
か
っ
て
逢
わ
ん

　
雲
を
目
に
す
れ
ば

そ
の
衣
装
を
思
い
浮

か
べ
、
花
を
目
に
す

れ
ば
そ
の
容
姿
が
思

い
浮
か
ぶ
。
春
風
が

手
す
り
を
払
う
よ
う

に
吹
き
過
ぎ
、
露
は

し
っ
と
り
美
し
い
。

楊
貴
妃
の
よ
う
な
美

し
い
人
に
は
、
あ
の

西
王
母
が
住
む
と
い

長安にて  　〈飲中八仙歌〉の中の李白（唐詩選画本）

〈清平調詞〉（唐詩選画本）
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う
群
玉
山
の
頂
か
、
美
し
い
仙
女
た
ち
が
住
む
と
い
う
瑤
臺
（
五
色

の
玉
で
造
っ
た
高
台
）
に
於
い
て
し
か
逢
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
こ
れ
は
一
種
の
褒
め
歌
に
過
ぎ
な
い
が
、
当
時
の
宮
廷
詩
人
の
役

目
と
し
て
や
む
を
得
な
い
仕
事
だ
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
起
句
の
発

想
が
い
か
に
も
李
白
ら
し
い
。
普
通
な
ら
ば
「
衣
裳
を
見
て
雲
の
美

し
さ
に
た
と
え
、
容
姿
を
目
に
し
て
花
に
た
と
え
る
」
と
こ
ろ
を
逆

に
描
出
し
て
い
る
。
あ
と
は
漢
詩
独
特
の
、
伝
説
引
用
に
よ
る
幻
想

的
耽た

ん

美び

の
世
界
。

　
清
平
調
詞　
其
の
二

一
枝
濃
艶
露
凝
香　
一
枝
の
濃
艶
露
香
を
凝
ら
す

雲
雨
巫
山
枉
斷
腸　
雲
雨
巫
山
枉
げ
て
斷
腸

借
問
漢
宮
誰
得
似　
借
問
す
漢
宮
誰
か
似
る
を
得
ん

可
憐
飛
燕
倚
新
粧　
可
憐
の
飛
燕
新
粧
に
倚
る

　
一
枝
の
紅
く
艶
や
か
な
牡
丹
の
花
に
露
が
し
っ
と
り
と
お
り
て
香

を
凝
ら
し
て
い
る
。
昔
、
楚
王
が
女
神
と
情
を
交
わ
し
た
と
い
う
巫

山
の
夢
の
話
が
断
腸
の
思
い
を
つ
の
ら
せ
る
ば
か
り
。
ち
ょ
い
と
尋

ね
た
い
が
、
漢
の
宮
殿
の
中
で
誰
が
楊
貴
妃
に
最
も
似
て
い
る
だ
ろ

う
か
。
化
粧
し
た
て
の
美
し
さ
を
誇
る
か
の
よ
う
な
あ
の
趙
飛
燕
し

か
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。　

　
伝
説
に
加
え
て
故
事
の
引
用
も
、漢
詩
の
伝
統
的
技
法
の
ひ
と
つ
。

引
用
さ
れ
た
趙
飛
燕
は
、
前
漢
の
絶
世
の
美
女
。
し
か
し
、
こ
の
作

品
が
ま
も
な
く
、
李
白
に
大
き
な
災
い
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
。

　
清
平
調
詞　
其
の
三

名
花
傾
國
兩
相
歡　
名
花
傾
國
兩
つ
な
が
ら
相
歡
ぶ

常
得
君
王
帯
笑
看　
常
に
君
王
の
笑
い
を
帯
び
て
看
る
を
得
た
り

解
釋
春
風
無
限
恨　
解
釋
す
春
風
無
限
の
恨
み

沈
香
亭
北
倚
闌
干　
沈
香
亭
北
闌
干
に
倚
る

　
名
花
牡
丹
と
絶
世
の
美
女
と
が
、
互
い
に
喜
び
あ
っ
て
い
る
。
天

子
は
に
こ
に
こ
と
御
機
嫌
う
る
わ
し
く
そ
れ
を
眺
め
て
お
い
で
に
な

る
。
そ
ん
な
ご
寵
愛
の
せ
い
で
、
楊
貴
妃
は
春
風
の
愁
い
か
ら
も
解

き
ほ
ぐ
さ
れ
、
お
だ
や
か
な
心
で
沈
香
亭
の
北
の
闌
干
に
よ
り
か

か
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。

気
概
が
み
な
ぎ
る
自
由
人
・
李
白

　
李
白
が
長
安
か
ら
追
放
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
「
松
窗
録
」
に

あ
る
記
述
を
、
も
ろ
も
ろ
の
解
説
書
が
引
用
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
李
白
が
こ
の
三
首
を
作
っ
た
と
き
酔
い
に
任
せ
て
宮
中
で
宦か

ん

官が
ん

（
去
勢
さ
れ
て
宮
中
の
奥
向
き
に
仕
え
る
男
）
の
高
力
士
に
靴
を

脱
ぐ
の
を
手
伝
わ
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
高
力
士
は
、
そ
の
こ
と
に

深
い
屈
辱
と
恨
み
を
抱
い
て
い
た
の
で
、
そ
の
復
讐
の
た
め
に
、
李

白
の
こ
の
清
平
調
詞
三
首
の
、
特
に
其
の
二
に
つ
い
て
楊
貴
妃
に
讒ざ

ん

言げ
ん

し
た
。
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あ
る
と
き
、
楊
貴
妃
が
、

重
ね
て
清
平
調
詞
を
歌
っ

て
い
る
と
、
高
力
士
が
か
ら

か
う
よ
う
に
「
お
后
様
は
そ

の
歌
の
作
者
が
、
お
后
様
を

侮
辱
し
た
こ
と
を
怨
ん
で
い

ら
っ
し
ゃ
る
と
ば
か
り
思
っ

て
い
ま
し
た
の
に
、
な
ぜ
そ

の
様
に
繰
り
返
し
て
お
歌
い

に
な
る
の
で
す
か
。」
と
言
っ

た
。
楊
貴
妃
は
驚
い
て
「
李

白
は
ど
う
し
て
私
を
侮
辱
し

た
こ
と
に
な
る
の
で
す
か
。」

と
尋
ね
た
。
高
力
士
が
答
え
た
「
お
后
様
を
あ
の
下げ

衆す

な
女
の
趙
飛

燕
に
な
ぞ
ら
え
て
、
お
后
様
を
嘲あ

ざ
わ
ら
っ笑
て
い
る
の
で
す
よ
。」
趙
飛
燕

は
前
漢
第
十
一
代
皇
帝
、
成
帝
の
寵ち

ょ
う

姫き

。
班は

ん

婕し
ょ
う

妤よ

を
押
し
の
け
て
、

遂
に
は
皇
后
の
地
位
に
上の

ぼ

っ
た
女
性
。
成
帝
は
結
局
こ
の
女
性
の
た

め
に
身
を
滅
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
後
世
か
ら
は
必
ず
し
も
好

意
的
に
見
ら
れ
る
女
性
で
は
な
か
っ
た
。
唐
代
の
詩
に
は
、
趙
飛
燕

を
鴉
に
喩た

と

え
た
作
が
幾
つ
か
あ
る
。鴉
は
時
と
場
合
に
よ
っ
て
は「
嫌

な
女
」
を
暗
示
す
る
。
高
力
士
は
、
そ
こ
を
衝
い
て
楊
貴
妃
の
心
中

に
李
白
へ
の
反
感
を
生
ぜ
し
め
よ
う
と
企
ん
だ
。
楊
貴
妃
は
、
う
か

う
か
と
其
の
手
に
乗
っ
て
し
ま
う
。
当
然
な
が
ら
恨
み
は
直
ち
に
玄

宗
の
耳
に
入
る
。
李
白
は
、
宮
廷
詩
人
の
地
位
を
剥は

く

奪だ
つ

さ
れ
た
だ
け

で
な
く
、
追
放
処
分
が
加
わ
っ
て
、
都
で
の
生
活
は
終
り
を
告
げ

る
。
あ
っ
け
な
い
二
年
未
満
の
長
安
滞
在
だ
っ
た
。
も
っ
と
も
玄
宗

皇
帝
は
楊
貴
妃
か
ら
の
訴
え
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
た
の
で
は
な
い

ら
し
い
。
皇
帝
と
し
て
は
李
白
を
宮
廷
に
引
き
止
め
て
お
き
た
か
っ

た
様
子
の
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
が
、廷
臣
た
ち
の
反
対
が
強
く
て
、

皇
帝
は
や
む
な
く
追
放
処
分
に
し
た
の
だ
と
い
う
。
そ
ん
な
話
が
伝

わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
背
後
に
は
李
白
の
奔
放
な
批
判
の
目
を

煙
た
が
る
連
中
が
宮
廷
内
に
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
大
唐
の
宮
廷
も
李
白
と
い
う
天
才
を
容う

け
い

れ
る
に
は

小
さ
過
ぎ
た
。

故
郷
に
帰
ら
な
か
っ
た
永
遠
の
旅
人

　
そ
の
後
し
ば
ら
く
各
地
を
転
々
と
す
る
間
、
安
禄
山
の
乱
が
起
き

る
。
乱
を
避
け
て
玄
宗
皇
帝
は
蜀
へ
と
避
難
す
る
が
、
そ
の
途
次
、

官
軍
兵
士
の
要
求
を
退
け
難
く
、
楊
貴
妃
に
死
を
賜
う
こ
と
に
な
っ

た
の
は
周
知
の
こ
と
。
そ
の
報
を
耳
に
し
て
、
李
白
は
ど
う
い
う
思

い
を
心
に
抱
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
乱
、
終
結
の
直
後
、
止
む
を

得
な
い
事
情
も
あ
っ
て
、
息
子
た
ち
の
帝
位
争
い
に
巻
き
込
ま
れ
、

一
時
は
逆
賊
の
立
場
に
身
を
置
く
こ
と
に
な
っ
た
た
め
に
、
危
う

く
処
刑
さ
れ
そ
う
に
な
る
。
か
っ
て
安
陸
に
い
た
頃
、
罪
を
か
ば
っ

て
や
っ
た
人
物
が
こ
の
と
き
官
軍
の
将
軍
に
出
世
し
て
い
た
。
こ
の

将
軍
の
尽
力
に
よ
っ
て
、
か
ろ
う
じ
て
死
罪
は
許
さ
れ
、
夜
郎
（
今

西安市興慶公園にある沈香亭
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の
貴
州
省
、
当
時
は
随
分
な
僻
地
）

に
流る

罪ざ
い

と
な
る
。
流
罪
も
ま
も
な

く
許
さ
れ
は
す
る
が
、
結
果
と
し

て
其
の
後
は
、
各
地
を
半
ば
流
浪

す
る
波
乱
に
満
ち
た
余
生
を
送
る

こ
と
に
な
っ
た
。「
水
底
の
月
を
掬す

く

お
う
と
し
て
溺
死
す
る
」
ま
で
、

あ
と
五
、六
年
と
い
う
頃
の
話
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ(

12)

『
示
姪
孫
湘
』　
　
韓
　
　

左
遷
さ
れ
て
も
気
概
を
持
っ
た
硬
骨
漢

　
姪
孫
湘
に
示
す　

 　
韓　
　

一
封
朝
奏
九
重
天　
　
一
封
朝
に
奏
す
九
重
の
天　

夕
貶
潮
州
路
八
千　
　
夕
べ
に
潮
州
に
貶へ

ん

せ
ら
る
路み

ち

八
千　

欲
爲
聖
明
除
弊
事　
　
聖
明
の
爲
に
弊
事
を
除
か
ん
と
欲
す

肯
將
衰
朽
惜
残
年　
　
肯あ

え

て
衰
朽
を
將
っ
て
残
年
を
惜
し
ま
ん
や

雲
横
秦
嶺
家
何
在　
　
雲
は
秦
嶺
に
横
わ
り
家
何い

ず

く
に
か
在
る

雪
擁
監
關
馬
不
前　
　
雪
は
監
關
を
擁
し
て
馬
前す

す

ま
ず

知
汝
遠
來
應
有
意　
　
知
る
汝
が
遠
く
來
る
應ま

さ

に
意
有
る
べ
し

好
收
我
骨
瘴
江
邊　
　
好
し
我
が
骨
を
收
め
よ
瘴
江
の
邊ほ

と
り

　
唐
の
皇
帝
、憲
宗（
在
位
八
〇
六
〜
八
二
〇
）は
仏
教
を
厚
く
信
じ
、

イ
ン
ド
か
ら
お
釈
迦
様
の
骨
、
仏
舎
利
を
宮
中
に
迎
え
供
養
し
よ
う

と
し
ま
し
た
。
韓
愈
は
儒
学
の
立
場
か
ら
反
対
し
、「
仏
骨
を
論
ず

る
表
」
を
奉
り
ま
し
た
。
主
旨
は
、
中
国
に
は
立
派
な
聖
賢
の
教
え

で
あ
る
儒
教
が
あ
る
の
に
他
国
の
異
教
を
尊
重
す
る
の
は
よ
ろ
し
く

な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
を
見
た
憲
宗
の
怒
り
に
触
れ
、
死
罪

に
な
る
と
こ
ろ
罪
一
等
を
減
ぜ
ら
れ
、
潮
州
（
広
東
省
潮
安
県
）
の

刺
史
に
左
遷
さ
れ
ま
し
た
。長
安
か
ら
八
千
里（
約3200

キ
ロ
メ
ー

ト
ル
）
も
あ
り
ま
す
。
い
か
に
遠
い
こ
と
か
。
ま
た
南
方
は
南
蛮
と

呼
ば
れ
た
ほ
ど
の
辺
鄙
な
所
で
す
。「
も
う
長
安
に
は
生
き
て
帰
ら

れ
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た
」
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
時
に
韓
愈

は
年
五
十
二
歳
で
し
た
。

韓　
の
系
図

　
韓　

、
韓
は
性
、 　

は
名
で
、
字
は
退た

い

之し

。
唐
の
第
八
代
皇
帝
、

代
宗
の
大
歴
三
年
（
七
六
八
）
秘
書
部
、
韓
仲
卿
の
四
男
と
し
て
生

ま
れ
ま
し
た
。
同
五
年
、
父
が
亡
く
な
り
、
三
歳
の　

は
以
後
長
兄

の
韓
会
に
養
わ
れ
ま
す
。
彼
は
優
れ
た
文
学
者
で
学
識
も
あ
り
宮

中
で
重
ん
じ
ら
れ
ま
し
た
。
同
十
二
年
、宰
相
元げ

ん

載さ
い

が
失
脚
す
る
と
、

会
も
左
遷
さ
れ
て
南
方
の
韶し

ょ
う

州し
ゅ
う

（
広
東
省
曲
江
県
）
の
西
の
地
の

刺
史
と
な
り
ま
し
た
。
夫
婦
に
子
供
は
無
く
、
弟
の
介
の
子
、
老
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