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悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
27
）

『
清
　
　
明
』　
　
杜
　
牧

　
　
晩
唐
第
一
の
詩
人

　　
杜
牧
は
貞
元
九
年
（
八
〇
三
）
〜
大
中
六
年
（
八
五
二
）
の
晩
唐

の
人
で
あ
る
。
享
年
五
十
歳
で
あ
っ
た
。
我
が
国
で
は
平
安
時
代

の
初
め
に
当
た
る
。
八
〇
五
年
、
最
澄
が
唐
か
ら
帰
り
、
天
台
宗
を

開
い
た
。
八
〇
六
年
、
空
海
が
唐
か
ら
帰
り
、
真
言
宗
を
開
い
た
。

八
五
八
年
、
藤
原
良
房
が
摂
政
と
な
っ
た
頃
で
あ
る
。
字
は
牧ぼ

く

之し

、

号
は
樊は

ん

川せ
ん

。
京
兆
万
年
、
現
代
の
陝
西
省
西
安
市
で
生
ま
れ
た
。
太

和
二
年
（
八
二
八
）
進
士
に
合
格
、
更
に
上
級
試
験
の
賢
良
方
正
科

に
も
合
格
し
た
。
弘
文
館
書
郎
（
弘
文
館
は
皇
族
・
上
級
貴
族
子
弟

を
担
当
す
る
図
書
館
兼
学
校
）
を
ふ
り
出
し
に
、
京
官
や
地
方
官
を

歴
任
し
た
。　

肉
親
の
情
に
深
い
杜
牧

　
杜
牧
は
非
常
に
肉
親
の
情
が
深
か
っ
た
。杜
牧
が
三
十
五
歳
の
時
、

弟
杜と

顗ぎ

も
役
人
だ
っ
た
が
眼
病
に
か
か
り
失
明
し
退
官
し
た
。
杜
牧

は
弟
の
眼
の
医
療
費
や
、弟
一
家
の
生
活
費
等
の
め
ん
ど
う
を
み
た
。

宣
州
に
殿
中
侍じ

御ぎ
ょ

史し

内な
い

供ぐ

奉ぶ

（
検
察
担
当
）
と
し
て
赴
く
時
に
は
弟

一
家
を
ひ
き
つ
れ
て
行
っ
た
。
そ
れ
ま
で
杜
牧
が
三
十
歳
す
ぎ
た
ば

か
り
の
頃
は
、
美
男
子
で
あ
り
遊
び
好
き
で
、
夜
毎
青
楼
に
通
っ
た

と
い
う
。

　
杜
牧
は
よ
く
出
来
る
エ
リ
ー
ト
官
僚
で
、
長
安
の
都
で
又
地
方
で

と
役
人
を
歴
任
し
た
の
で
、
俸
禄
に
つ
い
て
よ
く
解
っ
て
い
た
。
弟

の
医
療
費
等
の
出
費
が
か
さ
む
た
め
、
京
官
に
比
べ
て
俸
禄
の
よ
い

地
方
官
を
望
ん
だ
が
、
杜
牧
の
希
望
通
り
に
は
行
か
な
か
っ
た
。
京

官
だ
っ
た
り
又
地
方
官
だ
っ
た
り
し
た
の
で
あ
る
。
四
十
四
歳
池
州

の
刺
史
（
州
の
長
官
、
知
事
格
）
の
時
、「
春
末
池
州
の
小
亭
に
弄あ

そ

ぶ
を
題
す
」
の
詩
を
賦
し
、
そ
の
中
で
「
斉
安
自よ

り
移
り
て
秋
浦
の

守
た
り
使

わ
た
く
し

君
四
十
四
、
両り

ょ
う

佩は
い

左
鋼
魚
」
私
は
黄
州
と
池
州
と
二
度
ま

で
も
刺
史
に
就
任
す
る
こ
と
が
出
来
た
。（
つ
ま
り
地
方
官
だ
っ
た

の
で
弟
一
家
の
め
ん
ど
う
か
よ
く
み
れ
た
）
と
杜
牧
の
感
慨
を
詠
ん

で
い
る
。
左
銅
魚
と
は
、
新
任
の
刺
史
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
銅

製
の
魚
符
（
魚
形

の
割
符
）。
左
側

を
腰
に
下
げ
て
持

参
し
、
州
の
府
庫

に
保
管
す
る
右
側

と
照
合
し
て
、
身

分
を
証
明
し
た
も

の
。
斉
安
と
は
黄

州
の
郡
名
、
秋
浦

は
池
州
の
治
所
、

す
な
わ
ち
役
所
の

所
在
地
。

陝西

黄河

洛陽
西安
京兆

洞庭湖

南京

長江

池州
宣州

銭唐

杭州

粉
水
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八
四
八
年
、
杜
牧
四
十
八
歳
の
時
都
に
戻
り
、
司
勲
員
外
郎
史
館

修
撰
（
尚
書
省
の
郎
中
の
補
佐
役
・
人
事
を
担
当
）
と
な
っ
た
が
、

や
は
り
弟
一
家
を
抱
え
た
大
所
帯
で
経
済
的
に
大
変
だ
っ
た
た
め
、

宰
相
に
対
し
て
地
方
官
へ
の
転
任
を
願
い
出
た
。
杜
牧
は
ま
ず
銭
塘

（
杭
州
）
の
刺
史
を
願
い
出
て
許
さ
れ
ず
、
次
は
湖
州
刺
史
へ
の
就

任
を
希
望
し
て
許
さ
れ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
約
一
年
後
、
考こ

う

功ろ
う

郎
中
、
知ち

制せ
い

誥こ
う

に
任
命
さ
れ
、
長
安
に
戻
っ
た
。

こ
の
年
弟
が
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
折
次
の
様
な
墓
誌
銘
を
杜
牧
は
残

し
て
い
る
。「
唐
故
淮わ

い

南な
ん

支
使
・
試
大
理
評
事
・
兼
監
察
御
史
、
杜

君
墓
誌
銘
」
唐
朝
に
お
い
て
も
と
淮
南
（
詩
文
な
ど
を
書
く
）・
試

大
理
評
事
に
つ
き
、
観
察
御
史
を
も
兼
ね
た
と
い
う
こ
と
で
、
弟
の

役
人
だ
っ
た
証
明
を
し
て
い
る
。
大
中
六
年
二
月
八
日
、
実
（
京
兆

府
）
万
年
県
洪
原
郷
少
陵
の
西
南
二
里
の
先せ

ん

塋え
い

（
先
祖
の
墓
）
に
帰

葬
し
た
。（
植
木
久
行
著
「
詩
人
た
ち
の
生
と
死
」
研
文
出
版
）
弟

が
失
明
し
て
か
ら
ず
っ
と
医
療
費
そ
し
て
弟
一
家
の
め
ん
ど
う
を
み

た
心
や
さ
し
い
兄
だ
っ
た
。

春
雨
け
む
る
そ
の
向
う
に
淡
い
杏
の
花
が

清
明
時
節
雨
紛
紛　
清
明
の
時
節
雨
紛
紛

路
上
行
人
欲
斷
魂　
路
上
の
行
人
魂こ

ん

を
斷
た
ん
と
欲
す

借
問
酒
家
何
處
在　
借し

ゃ

問も
ん

す
酒
家
は
何
れ
の
處
に
か
在
る

牧
童
遙
指
杏
花
村　
牧
童
遙
か
に
指
さ
す
杏き

ょ
う

花か

の
村

　
清
明
と
は
、
季
節
を
示
す
二
十
四
節
気
の
一
つ
、
春
分
か
ら
十
五

日
目
を
い
う
。
陰
暦
の
三
月
、
陽
暦
の
四
月
五
日
ご
ろ
で
あ
る
。

　

春
の
清
明
の
時
節
だ
と
い
う
の
に
小
ぬ
か
雨
が
降
り
続
い
て
い

る
。
こ
の
雨
は
道
ゆ
く
旅
人
で
あ
る
わ
た
し
の
心
を
、
す
っ
か
り
落

ち
込
ま
せ
て
し
ま
う
。

　
「
ち
ょ
っ
と
尋
ね
た
い
の
だ
が
酒
を
売
る
店
は
ど
ち
ら
の
方
か
な
」

と
牛
飼
い
の
少
年
に
尋
ね
る
と
、
は
る
か
か
な
た
を
指
さ
し
た
。
眼

を
や
る
と
ボ
ー
ツ
と
淡
い
杏
の
花
咲
く
村
が
み
え
る
。

　

こ
の
詩
を
詠
ん
だ
の
は
、
前
述
の
池
州
の
刺
史
を
勤
め
て
い
た

杜
牧
が
四
十
四
歳
（
四
十
二
、三
歳
と
い
う
説
も
あ
る
）
の
時
役
人

と
し
て
の
充
実
感
と
弟
一
家
の
め
ん
ど
う
も
十
分
に
み
る
こ
と
が
出

来
、
幸
せ
を
感
じ
て
い
た
頃
で
あ
る
。

鑑　
賞

　
桜
美
林
大
学
名
誉
教
授
・
二
松
学
舎
の
元
学
長
で
同
じ
く
名
誉
教

授
の
、本
会
顧
問
で
あ
る
石
川
忠
久
先
生
が
「
漢
詩
鑑
賞
辞
典
」（
講

談
社
）
で
、「
杜
牧
の
詩
は
軽
妙
洒し

ゃ

脱だ
つ

が
持
ち
味
で
あ
る
、
セ
ン
ス

が
よ
い
、
盛
唐
か
ら
中
唐
へ
と
洗
練
さ
れ
て
き
た
詩
の
、
美
し
さ
、

う
ま
さ
の
感
覚
が
、
風
流
な
貴
公
子
、
杜
牧
の
才
を
ま
っ
て
花
開
い

た
。」
と
記
さ
れ
て
い
て
「
清
明
」
は
正
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。

こ
の
詩
の
起
承
句
は
霧
の
様
に
降
る
雨
で
、
あ
た
り
一
面
が
け
む
っ

て
し
ま
っ
て
道
ゆ
く
旅
人
（
私
）
も
心
が
す
っ
か
り
落
ち
こ
ん
で
し

ま
っ
た
。
転
結
句
、
そ
こ
へ
牛
を
追
い
な
が
ら
や
っ
て
き
た
少
年
に

一

一

二

二
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出
会
い
、「
酒
屋
は
ど
ち

ら
の
方
か
な
」
と
尋
ね

た
。
少
年
は
黙
っ
て
向

こ
う
の
村
を
指
さ
し
た
。

雨
の
け
む
る
向
こ
う
に

ボ
ー
ツ
と
杏
の
花
ら
し

き
景
が
見
え
た
。
そ
の

景
の
ほ
ん
の
り
と
し
た
明
る
さ
に
身
も
心
も
暖
か
さ
を
感
じ
て
き
た
。

　
こ
の
詩
の
前
半
が
小
雨
で
陰
影
で
あ
り
、
最
後
の
杏
の
花
が
、
ほ

の
ぼ
の
と
し
た
暖
か
さ
が
あ
る
。

　

こ
の
花
は
濃
い
色
で
は
な
く
淡
い
色
の
花
で
あ
ろ
う
。（
白
い
花
、

と
解
釈
し
て
い
る
本
、
淡
い
色
の
花
と
し
て
い
る
等
ま
ち
ま
ち
で

あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
桃
の
花
の
よ
う
に
濃
い
色
で
は
な
く

ボ
ー
ッ
と
し
た
暖
か
さ
の
感
じ
ら
れ
る
色
で
あ
る
）
こ
の
詩
は
作
者

の
気
持
ち
の
変
化
が
は
っ
き
り
表
現
さ
れ
読
む
者
も
作
者
の
気
持
ち

と
一
緒
に
な
る
。

　
起
承
句
は
気
候
の
よ
い
清
明
節
。
杜
牧
は
太
陽
の
暖
か
な
日
差
し

の
中
、
農
作
業
に
励
む
農
夫
の
姿
を
見
な
が
ら
、
野
の
花
が
咲
き
乱

れ
る
小
道
を
歩
ん
で
、
楽
し
み
な
が
ら
旅
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
た

の
に
、
春
雨
の
け
む
る
日
に
な
り
、
私
の
心
を
す
っ
か
り
滅
入
ら
せ

て
し
ま
っ
た
。
と
、
い
わ
ば
心
の
地
獄
を
述
べ
て
い
る
。
こ
ん
な
気

持
ち
を
紛
ら
わ
そ
う
と
酒
で
も
、
と
思
い
転
結
句
で
牛
飼
い
の
少
年

に
出
会
い
「
酒
屋
は
ど
ち
ら
の
方
か
な
」
と
尋
ね
る
の
で
あ
る
。
貧

し
い
素
朴
な
ま
だ
あ
ど
け
な
さ
の
残
る
少
年
で
あ
ろ
う
、
こ
こ
で
出

会
っ
た
相
手
が
大
人
で
は
な
く
少
年
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
詩
の
よ
さ

が
倍
増
す
る
。

　
杜
牧
は
い
ま
で
い
う
知
事
格
の
刺
史
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
、
大
人

な
ら
地
に
ひ
れ
伏
す
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
少
年
に
そ
の
様
な
身

分
の
上
下
は
分
か
ら
ず
、
ま
た
杜
牧
も
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
旅
で
そ
れ

を
喜
ん
で
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
少
年
に
遥
か
遠
く
の
杏
の
花
咲
く
村

を
指ゆ

び

さ
さ
れ
、
そ
の
辺
り
の
様
子
に
今
ま
で
と
う
っ
て
変
わ
っ
て
、

心
は
天
国
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
詩
は
何
と
言
っ
て
も
結
句
の
「
牧
童
遥
か
に
指
さ
す
杏
花
の

村
」
が
昧
わ
い
処
で
あ
る

晩
唐
第
一
の
詩
人
と
言
わ
れ
る
杜
牧
の
名
句
で
あ
る
。

　
読
む
者
に
は
そ
の
光
景
が
ま
さ
に
絵
の
様
に
く
っ
き
り
頭
に
う
か

ぶ
の
で
あ
る
。

　
ベ
ト
ナ
ム
の
ホ
ー
・
チ
ー
ミ
ン
は
中
国
で
投
獄
中
に
自
分
の
思
い「酒屋はどちらの方かな」

黙って向こうの村を指した
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を
杜
牧
の
「
清
明
」
の
詩
を
借
り
て
述
べ
た
。

　
　
　
清
明
の
時
節
雨
紛
粉

　
　
　
　
籠
里
の
囚
人
魂
を
絶
た
ん
と
欲
す

　
　
　
借
問
す
自
由
は
何
れ
の
處
に
有
る
や
と

　
　
　
　
衛
兵
遥
か
に
指
さ
す　
公
門

   

悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
28
）

『
送
張
生
』　
　
歐
　
陽
修

　
　
北
宋
時
代
の
逸
材

　
北
宋
時
代
は
九
六
〇
年
か
ら
始
ま
る
。
唐
帝
国
が
滅
ば
さ
れ
た
後

の
五
十
三
年
間
は
次
々
に
王
朝
が
交
替
し
、
五
代
十
国
の
時
代
と
い

わ
れ
る
。
趙
氏
が
宋
国
を
打
ち
立
て
た
が
周
囲
の
異
民
族
の
侵
入
に

よ
り
領
土
的
に
も
財
政
的
に
も
遠
く
唐
代
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。
日

本
で
は
ち
ょ
う
ど
平
安
時
代
の
中
ご
ろ
で
あ
る
。

　
歐
陽
修
、
姓
は
歐
陽
、
名
は
修
。
貧
し
い
地
方
事
務
官
の
子
と
し

て
、
江
西
省
永
豊
県
に
生
ま
れ
る
。
四
歳
で
父
を
失
い
、
お
じ
に
引

き
取
ら
れ
た
が
、
文
具
を
買
う
お
金
も
な
く
、
未
亡
人
の
母
は
砂
の

上
に
萩
の
茎
を
も
っ
て
字
を
書
い
て
息
子
に
教
え
た
。

　
十
歳
の
時
、
近
所
の
旧
家
の
書
庫
か
ら
唐
の
大
詩
人
韓
愈
の
全
集

を
見
つ
け
読
ん
だ
の
が
文
学
へ
目
覚
め
た
初
め
で
あ
っ
た
。
進
士
科

に
首
席
で
合
格
し
、
官
吏
生
活
に
入
っ
た
の
は
二
十
四
歳
で
、
時
の

天
子
仁
宗
の
九
年
目
で
あ
っ
た
。
仁
宗
は
四
十
二
年
も
の
長
き
に
わ

た
っ
て
北
宋
を
安
定
的
に
治
め
て
き
た
名
君
で
あ
り
、
そ
の
退
官
ま

で
臣
下
と
し
て
才
能
を
発
揮
で
き
、
最
後
は
宰
相
の
地
位
ま
で
上
り

つ
め
た
の
は
歐
陽
修
の
努
力
と
幸
運
で
も
あ
っ
た
。

十
年
で
二
度
の
挫
折

　
三
十
四
歳
の
歐
陽
修
は
同
朋
範
疇ち

ゅ
う

円え
ん

の
左
遷
に
対
し
、
越
権
し
て

反
対
し
た
た
め
周
囲
の
重
臣
に
う
と
ま
れ
、
湖
北
省
義
証
県
の
長
官

に
左
遷
さ
れ
た
の
が
第
一
回
目
の
挫
折
で
あ
っ
た
。

　
三
十
七
歳
で
都
（
汴
京
、
今
の
開
封
市
）
に
復
帰
し
た
彼
は
そ
の

す
ぐ
れ
た
思
想
家
、
文
章
家
、
政
治
家
と
し
て
の
才
能
を
持
っ
て
旺

盛
に
活
躍
し
、
他
の
同
志
と
と
も
に
要
職
に
就
き
、
そ
の
業
績
に
は

目
覚
ま
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
友
人
の
石せ

き

介か
い

が
そ
の
功
績
を
「
慶
暦

（
時
代
名
）
聖
徳
の
詩
」
に
表
し
て
称
え
た
が
、
反
対
党
の
意
に
背そ

む

き
、
こ
ん
ど
は
安
徽
省
の
滁じ

ょ

州
知
事
に
左
遷
さ
れ
た
の
が
第
二
回
目

で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
朝
廷
で
は
、
逸
材
を
退し

り
ぞ

け
た
こ
と
が
か
え
っ
て
彼
の
名

を
高
め
、
数
年
後
中
央
政
府
で
宰
相
の
一
人
に
な
っ
た
。
仁
宗
没
後

も
政
府
を
輔た

す

け
国
政
に
奔
走
す
る
。
ま
た
彼
が
進
士
科
の
試
験
委
員

長
と
な
っ
た
こ
と
は
、
そ
の
後
多
く
の
英
才
、
た
と
え
ば
蘇
軾
な
ど

を
育
て
る
機
会
を
得
た
こ
と
に
な
り
、
文
人
と
し
て
も
最
高
の
指
導

者
と
な
っ
た
。

　目次へもどる▲　次ページへ▲
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