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と
こ
ろ
に
奇
抜
さ
が
あ
る
。
一
句
目
で
黄
鶴
が
去
っ
て
し
ま
う
の
で

二
句
目
の
『
空
し
く
余
す
黄
鶴
樓
』
と
い
う
表
現
が
効
い
て
く
る
の

で
あ
る
。」
と
あ
っ
て
、
作
詩
の
規
則
を
越
え
て
も
「
黄
鶴
」
の
方

が
趣
き
が
あ
る
と
説
い
て
い
る
。

▽
そ
の
三　
第
八
句
は
「
人
を
し
て
愁
（
う
れ
）
へ
し
む
」
と
訓
読

　
す
る
の
で
は
？　
簡
野
氏
を
は
じ
め
大
修
館
書
店
、
明
治
書
院
本

な
ど
に
も
す
べ
て
「
愁
（
う
れ
）
へ
し
む
」
で
あ
る
。
漢
和
辞
典
に

も「
愁
」に「
悲
し
む
こ
と
」と
い
う
字
解
は
あ
っ
て
も
、「
か
な
し
む
」

と
訓
読
す
る
も
の
は
な
い
。「
か
な
し
む
」
と
読
ま
せ
る
の
も
本
会

の
伝
統
な
の
か
と
思
う
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
24
）

『
楓
橋
夜
泊
』　
　
張
　
繼

　
　
旅
愁
を
う
た
っ
た
詩
で
、
古
来
よ
り

　
　
　
　
有
名
で
あ
る
が
解
釈
に
あ
た
っ
て
は
諸
説
が
あ
る

　
楓
橋
夜
泊　
　
　
張　
繼

月
落
烏
啼
霜
滿
天　
月
落
ち
烏
啼
い
て
霜
天
に
滿
つ

江
楓
漁
火
對
愁
眠　
江
楓
漁
火
愁
眠
に
對
す

姑
蘇
城
外
寒
山
寺　
姑
蘇
城
外
寒
山
寺

夜
半
鐘
聲
到
客
船　
夜
半
の
鐘
聲
客
船
に
到
る

作　
者

　

湖
南
省
襄
陽
の
人
で
、
生
没
年
は
詳
ら
か
で
は
な
い
が
、
天
宝

十
二
年
（
七
五
三
）
に
進
士
の
試
験
に
及
第
し
て
い
る
か
ら
、
生

ま
れ
た
の
は
多
分
七
二
〇
年
代
で
あ
ろ
う
か
。
博
識
で
鎮ち

ん

戎じ
ゅ
う

軍
幕

府
の
属
官
や
塩
鉄
判
官
な
ど
を
経
て
、
大
暦
年
間
（
七
六
六
〜

七
七
九
）
に
検け

ん

校こ
う

祠し

部ぶ

員
外
郎
の
官
に
就
く
。
こ
の
年
代
か
ら
み

る
と
、
杜
甫
の
亡
く
な
っ
た
七
七
〇
年
以
降
も
生
き
て
い
た
こ
と

に
な
る
。

　
杜
甫
が
江
南
を
彷さ

ま
よ徨
い
な
が
ら
絶
望
的
な
望
郷
の
悲
哀
を
う
た
っ

て
い
た
年
間
は
、
美
し
い
郷
愁
の
詩
句
を
生
む
こ
の
よ
う
な
詩
人
た

ち
に
よ
っ
て
、
中
唐
の
幕
が
開
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

要　
旨

　
秋
の
夜
、
楓
橋
に
て
船
中
に
一
泊
し
、
寂
し
い
自
然
の
中
で
鐘
声

を
聞
い
て
、
し
み
じ
み
と
旅
愁
を
味
わ
っ
た
。

意　
解

　
月
は
沈
み
、
鳥
の
啼
き
声
が
聞
こ
え
、
冷
た
い
霜
の
気
配
が
、
あ

た
り
一
面
に
満
ち
わ
た
る
。
岸
辺
の
紅
葉
し
た
楓
と
漁
火
が
う
つ
ら

う
つ
ら
と
眠
ら
れ
ぬ
目
に
映
る
。

　
（
そ
の
と
き
）
蘇
州
の
町
は
ず
れ
に
あ
る
寒
山
寺
か
ら
、
夜
半
を

告
げ
る
鐘
の
音
が
、
わ
が
乗
る
船
に
聞
こ
え
て
き
た
。（
旅
の
夜
は

こ
と
さ
ら
長
く
思
わ
れ
る
こ
と
だ
）
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鑑　
賞

　
楓
橋
は
、江
蘇
省
蘇
州
の
西
方
約
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
橋
で
、

大
運
河
に
通
ず
る
小
川
に
架
か
る
。
も
と
は
封
橋
と
い
っ
た
が
、
張

繼
の
「
楓
橋
夜
泊
」
の
詩
に
因
ん
で
楓
橋
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
か
、
封
橋
の
辺
り
に
楓
が
多
く
見
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
同
音
の

楓
橋
の
字
が
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
も
い
う
。

　
ま
た
、
当
時
で
は
船
旅
を
し
て
、
夜
に
な
る
と
城
門
外
の
運
河
の

岸
に
船
を
繋
い
で
夜
泊
（
船
ど
ま
り
）
を
し
た
。

　
起
句
は
、
月
が
沈
ん
だ
夜
景
と
、
冷
た
く
厳
し
い
気
配
が
作
者
を

つ
つ
み
、
ま
た
闇
の
中
を
鋭
く
悲
し
げ
な
烏
の
啼
き
声
が
聞
こ
え
て

く
る
。
視
覚
と
聴
覚
に
鮮
明
に
訴
え
な
が
ら
詠
み
込
ん
だ
表
現
は
作

者
の
旅
愁
を
か
き
た
て
る
大
き
な
効
果
に
な
っ
て
、
旅
の
夜
に
鋭
敏

に
な
っ
た
作
者
の
孤
独
な
気
分
を
示
し
て
い
る
。

　
承
句
は
、
前
句
を
受
け
て
、
紅
葉
し
た
楓
の
赤
と
暗
い
川
面
に
漁

火
が
赤
く
映
え
、
旅
の
愁
い
で
寝
つ
か
れ
な
い
作
者
の
目
に
映
じ
て

い
る
。
こ
の
二
つ
の
赤
い
色
が
、
月
が
沈
ん
だ
暗
闇
の
黒
の
中
で
、

こ
の
句
で
も
視
覚
的
な
効
果
に
訴
え
て
い
る
。
そ
し
て
江
楓
と
漁
火

を
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
る
こ
と
を
「
對
愁
眠
」
の
「
對
」
で
表
現
し
、

作
者
を
よ
り
孤
独
な
気
分
に
さ
せ
て
い
る
。

　
転
句
に
出
て
く
る
姑
蘇
は
今
の
水
都
蘇
州
で
、
呉
王
夫
差
が
姑
蘇

臺
と
い
う
宮
殿
を
造
っ
た
こ
と
か
ら
姑
蘇
と
い
う
名
が
あ
る
。
ま
た

寒
山
寺
は
楓
橋
の
東
四
〜
五
百
メ
ー
ト
ル
に
あ
る
寺
で
、
宋
代
で
は

楓
橋
寺
と
も
い
わ
れ
て
い
た
。
初
め
は
「
妙
利
普
明
塔
院
」
と
い
わ

れ
て
お
り
、

唐
の
貞
観

年
間
（
六

二
七
〜
六

四
九
）に
、

寒
山
と
そ

の
弟
子
の

拾
得
（
唐

の
僧
で
、
文
殊
、
普
賢
の
生
ま
れ
か
わ
り
と
い
わ
れ
る
）
が
こ
こ
に

留
ま
っ
た
こ
と
か
ら
寒
山
寺
と
い
う
言
い
伝
え
が
あ
る
。

　

な
お
、
こ
の
寒
山
寺
は
戦
火
な
ど
で
何
度
も
焼
け
、
現
在
は
清

末
に
再
建
さ
れ
、
清
代
の
兪
樾
の
筆
に
よ
る
「
楓
橋
夜
泊
」
の
詩

碑
が
あ
る
。
ま
た
、
名
詞
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
の
句
は
、

感
情
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
呉
王
夫
差
の
都
が
有
っ
た
姑
蘇

の
古
跡
と
、
姑
蘇
城
外
の
「
外
」
や
、
寒
山
寺
の
「
寒
」
の
字
な

ど
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
旅
愁
を
、
し
み
じ
み
と
伝
え
る
大
き
な
効

果
と
な
っ
て
い
る
。

　
結
句
の
「
夜
半
鐘
」
に
つ
い
て
は
、
宋
の
歐
陽
修
が
「
夜
中
に
は

鐘
を
打
た
な
い
も
の
だ
」
と
批
判
を
し
た
が
、
そ
の
後
、
夜
半
に
鐘

が
鳴
っ
た
と
う
た
っ
た
作
例
が
多
く
あ
る
と
い
う
反
論
が
出
た
。

　

こ
の
よ
う
な
議
論
が
出
た
こ
と
で
、
こ
の
詩
は
非
常
に
有
名
に

な
っ
た
。
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諸
説
・
探
求

　
前
記
の
鑑
賞
と
重
複
す
る
が
、
も
う
少
し
探
っ
て
み
た
い
。

　
蘇
州
に
は
、
半
夜
鐘
と
い
う
鐘
が
有
っ
た
と
か
、
そ
の
町
の
寺
々

の
中
で
は
承
天
寺
だ
け
が
半
夜
に
鳴
ら
し
、
他
の
寺
は
五
更
に
鳴
ら

し
た
と
か
い
わ
れ
、「
烏
啼
」
は
烏
啼
山
の
こ
と
と
か
、
烏
啼
橋
と

い
う
説
と
か
諸
説
が
あ
る
。
要
は
起
句
と
結
句
が
暁
の
こ
と
か
、
も

し
く
は
夜
半
の
こ
と
か
が
こ
の
詩
の
解
釈
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
た
よ

う
だ
。
諸
種
の
研
究
書
に
見
え
る
説
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
。

　
ま
ず
起
句
は
、
暁
に
近
い
情
景
と
と
る
こ
と
は
可
能
で
、
月
が
沈

む
時
刻
は
明
け
方
に
近
い
こ
と
を
示
す
の
が
普
通
で
あ
ろ
う
。ま
た
、

こ
の
月
が
上
弦
の
月
か
、
下
弦
の
月
か
、
も
し
く
は
満
月
か
に
よ
っ

て
時
刻
が
異
な
る
と
い
え
ば
、
こ
の
詩
に
そ
れ
を
判
定
さ
せ
る
決
め

手
に
な
る
も
の
は
な
い
。　

　
ま
た
、
烏
が
啼
く
の
は
い
つ
か
。
た
と
え
ば
李
白
の
「
黄
雲
城
辺

烏
棲
ま
ん
と
欲
し
帰
り
飛
ん
で
啞
啞
と
枝
上
に
啼
く
」（
烏
夜
啼
）

は
夕
暮
れ
に
寝
ぐ
ら
に
帰
ろ
う
と
し
て
啼
く
烏
。
楊
巨
源
の
「
城
頭

夜
半
声
啞
啞
た
り
」（
烏
夜
啼
）は
真
夜
中
に
啼
く
烏
。
陳
後
主
の「
烏

啼
き
漢

あ
ま
の
か
わ

没
し
、
天
応ま

さ

に
曙あ

け
ん
と
す
」（
棲
烏
曲
）
は
暁
の
烏
。
と

い
う
よ
う
に
烏
は
い
つ
で
も
啼
い
て
い
る
。

　

烏
が
夜
に
啼
く
の
は
吉
兆
が
あ
る
前
触
れ
で
あ
る
と
す
る
言
い

伝
え
が
中
国
に
は
あ
る
よ
う
だ
が
、
詩
の
烏
は
別
れ
た
人
を
思
う

と
き
の
よ
う
に
、
悲
哀
を
そ
そ
る
も
の
と
し
て
う
た
わ
れ
る
場
合

が
多
い
。

　
次
の
「
霜
満
天
」
こ
れ
は
い
つ
か
。
古
来
中
国
で
は
、
霜
は
天
か

ら
降
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、「
淮え

南な
ん

子じ

」
と
い
う
書
物
に
は
、

青
女
と
い
う
天
の
神
が
霜
雪
を
司
る
と
見
え
る
。
天
上
か
ら
降
り
て

き
た
霜
が
、
地
上
に
お
り
し
く
前
に
、
空
中
に
冷
や
や
か
な
気
配
を

満
ち
た
ら
せ
て
い
る
。
そ
れ
を
肌
に
感
じ
た
と
す
れ
ば
、
ど
う
や
ら

夜
明
け
に
近
い
と
お
も
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
短
い
時
間
の
中
に
限
定

す
る
決
め
手
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
起
句
の
解
釈
に
よ
っ
て

夜
中
と
み
る
か
、
夜
明
け
と
と
る
か
、
諸
説
の
出
て
く
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　
結
句
の
解
釈
は
ど
う
か
。前
記
し
た
歐
陽
修
の
指
摘
と
は
違
っ
て
、

胡こ

仔し

が
例
証
と
し
た
、
作
者
の
親
友
の
皇こ

う

甫ほ

冉ぜ
ん

の
「
秋
夜
厳げ

ん

維い

宅
に

宿
す
の
詩
」
に
（
秋
深
く
し
て
水
に
臨
む
月
、
夜
半
に
山
を
隔
つ
る

鐘
）
の
詩
的
真
実
に
よ
っ
て
真
夜
中
の
鐘
で
あ
る
と
い
う
説
を
有
力

視
し
た
い
。

　
月
は
沈
み
、
烏
が
啼
い
て

霜
の
降
る
気
配
を
感
じ
て
、

浅
い
ま
ど
ろ
み
か
ら
覚
め
、

も
う
夜
が
明
け
た
か
と
錯
覚

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で

江
楓
や
漁
火
が
目
に
映
り
、

そ
こ
へ
姑
蘇
城
外
の
寒
山
寺

か
ら
夜
半
を
告
げ
る
鐘
の
音

が
聞
こ
え
て
き
て
、
今
は
ま

寒山寺

　目次へもどる▲　次ページへ▲



― 82 ―

だ
夜
中
で
あ
っ
た
の
か
と
再
び
旅
愁
の
わ
び
し
さ
が
言
外
に
余
情
を

も
っ
て
ひ
び
い
て
く
る
。
と
解
釈
に
つ
い
て
は
可
能
な
限
り
発
掘
を

試
み
た
つ
も
り
で
す
が
、
ど
の
よ
う
に
ご
判
断
さ
れ
る
で
し
ょ
う
か
。

今
回
の
詩
に
お
い
て
も
、先
学
か
ら
の
有
益
な
啓
発
を
受
け
つ
つ
、
詩

趣
が
私
た
ち
の
心
に
浸
み
こ
ん
で
く
れ
ば
、
こ
れ
も
唐
詩
の
世
界
を

説
き
明
か
す
ロ
マ
ン
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
25
）

『
春
　
　
暁
』　
　
孟
　
浩
然

　
　
春
の
季
語
に　

　　
春
と
も
な
れ
ば
私
達
が
く
ち
ず
さ
む
「
春
眠
暁
を
覚
え
ず
」
は
唐

詩
の
中
で
も
広
く
よ
く
親
し
ま
れ
、
日
常
生
活
化
さ
れ
た
語
句
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
俳
句
の
世
界
で
は
「
朝
寝
」
と
い
え
ば
春
の
季
語
で
す
が
そ
れ
は

孟
浩
然
の
五
言
絶
句
に
由
来
す
る
よ
う
で
あ
る
。

　
俳
人
の
水
原
秋
桜
子
の
句
が
あ
る
。

　
朝
寝
せ
り
孟
浩
然
を
始
祖
と
し
て

　
春　
　
暁   

孟
浩
然

春
眠
不
覺
暁  

春
眠
暁
を
覺
え
ず

處
處
聞
啼
鳥  

處
處
啼
鳥
を
聞
く

夜
來
風
雨
聲  

夜
來
風
雨
の
聲

花
落
知
多
少  

花
落
つ
る
こ
と
知
ん
ぬ
多
少
ぞ

意　
解

　
こ
こ
ろ
よ
い
春
の
ね
む
り
、
う
っ
か
り
ね
す
ご
し
て
夜
の
あ
け
た

の
も
知
ら
な
い
。
目
が
覚
め
て
み
れ
ば
、
朝
は
す
で
に
み
ち
て
い
る

ら
し
く
鳥
の
鳴
き
声
が
、
あ
ち
こ
ち
か
ら
聞
こ
え
る
。
ベ
ッ
ド
の
上

に
横
た
わ
っ
た
ま
ま
、
き
よ
う
は
よ
い
天
気
で
あ
る
こ
と
を
思
う
。

　
し
か
し
昨
夜
か
ら
今
朝
に
か
け
て
は
相
当
の
嵐
で
あ
っ
た
。
嵐
の

あ
と
の
き
ょ
う
の
日
よ
り
は
、
い
っ
そ
う
快
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

気
に
か
か
る
の
は
、
咲
き
ほ
こ
っ
て
い
た
庭
の
花
。
昨
夜
の
嵐
で
ど

れ
だ
け
散
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

隠
棲
閑
居
は
悠
々
自
適
か

　
当
時
、
詩
人
を
含
む
知
識
人
は
お
お
む
ね
高
級
官
僚
で
あ
っ
て
出

勤
時
間
も
早
い
。
朝
廷
へ
の
出
仕
は
早
暁
だ
か
ら
夜
の
明
け
た
こ
と

も
知
ら
ず
春
眠
を
む
さ
ぼ
る
こ
と
は
無
理
で
、
宮
仕
え
を
辞
し
て
こ

そ
可
能
な
心
境
だ
ろ
う
。
こ
ん
な
の
ど
か
な
詩
を
詠
ん
だ
作
者
は
功

成
り
、
名
を
遂
げ
た
豊
か
な
境
遇
の
人
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
孟
浩
然
（
六
八
九
―
七
四
〇
）
盛
唐
の
詩
人
。
湖
北
省
襄
陽
の
人
。

若
く
し
て
節
義
を
好
み
、
交
遊
を
重
ん
じ
、
人
の
艱
難
を
わ
が
身
を

顧
み
ず
救
っ
た
。
弟
の
洗
然
と
共
に
文
名
は
知
ら
れ
て
い
た
。

　目次へもどる▲　次ページへ▲

176
長方形

176
長方形


	悠久の名詩選PDF用 (2) 80
	悠久の名詩選PDF用 (2) 81
	悠久の名詩選PDF用 (2) 82
	悠久の名詩選PDF用 (2) 83



