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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
。
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送
張
生　
　
　
　

歐
陽
修

一
別
相
逢
十
七
春　

一
別
相
逢
う
十
七
春

頽
顔
衰
髪
互
相
詢　

頽
顔
衰
髪
互
い
に
相
詢と

う

江
湖
我
再
爲
遷
客　

江
湖
我
は
再
び
遷
客
と
爲
る

道
路
君
猶
困
旅
人　

道
路
君
は
猶
旅
に
困
し
む
の
人

老
驥
骨
奇
心
尚
壯　

老ろ
う

驥き

骨
奇
に
し
て
心
尚
壯

青
松
歳
久
色
逾
新　

青
松
歳
久
し
く
し
て
色
逾い

よ
い
よ

新
た
な
り

山
城
寂
寞
難
為
禮　

山
城
寂せ

き

寞ば
く

禮
を
為
し
難
き
も

濁
酒
無
辭
舉
爵
頻　

濁
酒
辭
す
る
こ
と
無
か
れ
爵
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

舉
ぐ
る
頻し

き

り
な
る
を

意　
解

　
ひ
と
た
び
君
と
別
れ
て

か
ら
今
再
び
会
う
ま
で

十
七
回
の
春
を
数
え
、し

わ
も
増
え
白
髪
と
な
っ

て
、
お
互
い
に
身
の
上
を

確
か
め
合
っ
た
。

　
私
は
再
び
地
方
に
左
遷

さ
れ
た
身
で
あ
る
が
、
君

も
ま
た
定
ま
っ
た
職
も
無

く
さ
す
ら
い
の
旅
に
苦
し

ん
で
い
る
人
の
よ
う
で
あ

る
。

　
老
い
た
駿
馬
は
ま
だ
骨
相
が
優
れ
、
心
意
気
は
い
っ
そ
う
盛
ん
で

あ
る
と
い
う
言
葉
も
あ
り
、
ま
た
松
は
老
木
と
な
っ
て
も
風
雪
に
耐

え
て
ま
す
ま
す
青
々
と
色
鮮
や
か
で
あ
る
よ
う
に
（
我
々
二
人
も
駿

馬
や
青
松
で
あ
り
た
い
も
の
だ
）

　
山
辺
の
田
舎
町
は
さ
び
し
く
不
自
由
で
、
心
づ
く
し
の
も
て
な
し

も
で
き
な
い
が
、
濁
酒
だ
け
は
用
意
し
ま
し
た
の
で
遠
慮
せ
ず
に
ど

ん
ど
ん
杯
を
重
ね
て
く
れ
た
ま
え
。

鑑　
賞

・
三
重
の
苦
悩
に
見
舞
わ
れ
た
作
者

　
こ
の
詩
は
歐
陽
修
の
四
十
歳
ご
ろ
、二
回
目
の
左
遷
を
命
じ
ら
れ
、

滁
州
に
暮
ら
し
た
こ
ろ
の
作
品
で
あ
る
。
何
し
ろ
こ
の
地
は
気
候

は
悪
く
な
い
が
、
交
通
不
便
な
山
中
に
あ
り
生
活
も
風
景
も
退
屈
で

あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
左
遷
は
生
涯
最
大
の
つ
ら
い
不
幸
な
出
来

事
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
に
も
彼
の
身
に
悲
し
い
こ
と
が
二
つ
あ
っ

た
。
そ
の
一
つ
は
着
任
早
々
三
人
目
の
娘
（
名
は
師
）
の
死
に
遭
遇

し
た
こ
と
で
あ
る
。「
吾
が
年
は
未
だ
四
十
に
な
ら
ざ
る
に
、
三
た

び
子
を
哭い

た

む
腸
を
断
つ
。一
た
び
の
割か

な

し
み
も
痛
み
は
忍
ぶ
莫な

き
に
、

屢し
ば
し
ば

痛
め
ば
誰
が
能
く
当た

え
ん
や
。
…
以
下
略
」（
五
言
古
詩
「
白
髪
、

女む
す
め

の
師
を
喪う

し
な

ひ
て
」
よ
り
）
父
親
と
し
て
お
お
い
に
悲
涙
を
流
し
て

い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

長
安

洛
陽

徐
州洞

庭
湖

黄河

長江

( 開封市 )
汴京

湖北省

河南省

江西省

安徽省
○

　目次へもどる▲　次ページへ▲



― 95 ―

　

も
う
一
つ
の
不
幸
は
病
に
苦
し
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
る
。「
…
中

略　

我
は
独
り
春
を
知
ら
ず
、
久
し
く
病
み
て
空
堂
に
臥
す
。
時

節
は
去ゆ

き
て
挽ひ

き
戻
す
す
べ
莫
し
、
浩
歌
自
ず
と
傷か

な

し
み
を
成
す
」

（
五
言
古
詩
「
暮
春
に
感
有
り
」
よ
り
）

　
病
名
は
不
明
だ
が
、
気
力
が
な
え
て
い
く
の
も
当
然
だ
。
こ
の
こ

ろ
に
友
人
の
張
生
が
訪
ね
て
来
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

頸
聯
・
尾
聯
に
感
動
す
る

　
頸
聯
の
心
意
気
が
素
晴
ら
し
い
。
左
遷
の
詩
に
は
お
お
む
ね
、
こ

の
世
に
は
自
分
を
分
か
っ
て
く
れ
る
者
が
い
な
い
と
か
、
こ
の
地
で

朽
ち
果
て
る
の
も
定
め
で
あ
る
と
嘆
く
消
極
的
な
も
の
が
多
い
（
そ

れ
も
そ
れ
ぞ
れ
豊
か
な
詩
情
が
あ
る
）
が
、
壮
年
期
に
あ
っ
て
こ
れ

か
ら
活
躍
し
よ
う
と
い
う
意
気
込
み
に
共
感
す
る
。
現
に
歐
陽
修
は

そ
の
後
都
に
帰
り
、
宋
王
朝
の
安
泰
に
、
宰
相
と
し
て
寄
与
し
た
事

実
が
、
言
葉
に
ウ
ソ
は
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

　

尾
聯
が
ま
た
よ
い
。「
な
ん
の
お
も
て
な
し
も
で
き
な
い
が
濁
酒

だ
け
は
満
足
す
る
ま
で
飲
ん
で
く
れ
」
と
歓
待
し
て
い
る
。
こ
れ
以

上
の
も
て
な
し
が
あ
ろ
う
か
。
飾
り
気
の
な
い
質
朴
な
作
者
の
情
を

感
じ
る
聯
で
あ
る
。

※
科
挙
に
つ
い
て

　
科
挙
と
は
（
中
央
政
府
の
）
官
吏
登
用
試
験
。
三
年
に
一
度
実
施

さ
れ
た
。
時
代
に
よ
り
複
雑
多
岐
に
変
化
し
て
い
る
の
で
、
概
略
の

み
記
す
。

　
唐
代
で
は
秀
才
・
明め

い

経け
い

・
進
士
・
俊
士
・
明め

い

法ほ
う

・
明
算
の
六
科
目

に
分
か
れ
て
い
た
。
宋
代
で
は
進
士
・
明
経
・
明
法
の
三
科
目
と
な

り
、
王
安
石
以
降
は
進
士
科
の
み
に
な
っ
た
。
試
験
は
厳
し
く
、
郷

試
（
地
方
選
考
）
↓
省
試
（
都
で
行
わ
れ
る
省
単
位
の
選
考
）
↓
殿

試
（
天
子
臨
席
の
中
央
選
考
）
の
三
段
階
を
超
え
な
け
れ
ば
中
央
官

吏
に
は
選
ば
れ
な
い
。
郷
試
と
省
試
は
三
日
間
行
わ
れ
、
そ
の
間
受

験
生
は
独
房
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
。
寝
具
や
食
料
を
持
ち
こ
み
じ
っ

く
り
解
答
す
る
。

　
殿
試
は
天
子
に
よ
る
最
終
面
接
の
よ
う
な
も
の
。
合
格
率
は
三
千

人
に
一
人
と
も
い
わ
れ
る
。
出
題
は
「
論
語
」「
孟
子
」
を
は
じ
め

と
す
る
思
想
書
・
歴
史
書
・
文
章
・
詩
な
ど
の
暗
記
と
作
詩
作
文
な

ど
で
、
す
べ
て
を
暗
記
し
、
秀
作
を
示
さ
な
け
れ
ば
合
格
し
な
い
。

名
誉
の
た
め
生
涯
を
か
け
て
挑
む
者
が
い
た
。
合
格
者
平
均
年
齢
は

三
十
六
歳
と
も
い
わ
れ
る
。　

　
一
般
に
科
挙
に
合
格
し
た
も
の
を
「
進
士
」
と
し
て
い
る
が
、
正

確
に
は
「
進
士
科
」
に
及
第
し
た
者
を
指
す
。
し
か
し
「
進
士
科
」

は
他
を
寄
せ
付
け
な
い
ほ
ど
の
難
関
で
あ
り
、
合
格
者
も
超
優
秀
で

あ
っ
た
こ
と
と
、
宋
代
の
王
安
石
以
降
は
「
進
士
科
」
だ
け
に
絞
ら

れ
た
の
で
、「
進
士
」
と
は
科
挙
の
合
格
者
を
さ
す
代
名
詞
の
よ
う

に
な
っ
た
。

　
隋
代
か
ら
清
代
ま
で
続
い
た
世
界
最
大
の
国
家
公
務
員
選
考
試
験

で
あ
る
。
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