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我
々
が
日
頃
勤い

そ

し
み
楽
し
む
こ
と
を
喜
び
と
し
て
詠
っ
て
い
る
漢

詩
は
古
代
か
ら
綴
ら
れ
た
中
国
の
最
も
誇
り
と
す
る
文
化
と
申
せ
ま

し
ょ
う
。
遣
唐
使
が
持
ち
帰
っ
た
漢
詩
を
咀そ

嚼し
ゃ
く

し
、
い
つ
し
か
日
本

人
固
有
の
感
性
を
か
さ
ね
、
そ
の
時
代
〳
〵
に
独
自
の
詠
唱
法
を
編

み
出
し
長
い
年
月
を
経
て
現
在
に
詠
い
継
が
れ
て
き
ま
し
た
。
本
来

異
国
の
文
化
で
あ
っ
た
漢
詩
を
い
つ
し
か
自
分
た
ち
自
身
の
文
学
と

し
て
日
本
流
に
活
用
し
、
学
び
詠
っ
て
い
る
事
実
は
本
家
で
あ
る
中

国
の
人
々
に
と
っ
て
も
一
種
の
驚
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
例
え

ば
中
国
の
人
々
か
ら
漢
詩
の
伝
来
や
詠
唱
法
な
ど
、
ど
の
よ
う
に
し

て
生
ま
れ
発
展
し
て
き
た
の
か
と
質
問
を
受
け
て
も
、
詩
吟
を
学
ぶ

者
と
し
て
最
低
限
の
説
明
ぐ
ら
い
は
出
来
る
よ
う
に
し
て
お
き
た
い

も
の
で
す
。
漢
詩
の
源
流
で
あ
る
古
代
中
国
の
事
情
も
弁わ

き
ま

え
て
い
れ

ば
、
お
互
い
の
話
も
は
ず
み
理
解
も
深
ま
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
本
誌

の
目
的
は
正
に
そ
こ
に
あ
る
と
申
せ
ま
し
ょ
う
。「
詩
経
」
と
い
う

中
国
最
古
の
詩
集
か
ら
始
ま
り
、
屈
原
に
よ
る
「
楚
辞
」、
又
南
北

朝
時
代
の
陶
淵
明
、
そ
し
て
漢
詩
の
全
盛
時
代
で
あ
っ
た
李
白
・
杜

甫
を
経
て
白
居
易
の
詩
は
我
が
国
の
平
安
貴
族
の
必
読
書
と
な
り
ま

し
た
。
南
宋
の
忠
臣
文
天
祥
の
獄
中
に
お
け
る
「
正
氣
の
歌
」
は
幕

末
の
勤
皇
の
志
士
達
に
感
銘
を
与
え
、
日
本
に
お
け
る
漢
詩
の
全
盛

期
を
作
り
あ
げ
た
。
中
国
詩
で
あ
ろ
う
が
日
本
詩
で
あ
ろ
う
が
、
知

識
だ
け
で
な
く
苦
し
み
や
悲
し
み
か
ら
得
た
体
験
を
正
直
に
詩
に
託

し
た
各
時
代
の
詩
人
達
の
「
心
の
叫
び
」
は
一
詩
た
り
と
も
無
駄
な

も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
誌
「
悠
久
の
名
詩
」
を
解
読
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
毎
日
を
忙
が
し
く
生
き
る
我
々
の
心
を
癒
し
、
勇
気
を
与

え
て
く
れ
る
道
し
る
べ
と
な
れ
ば
こ
の
上
な
い
喜
び
に
存
じ
ま
す
。

漢
詩
は
「
悠
久
へ
の
誘い

ざ
な

い
」。
い
つ
の
時
代
に
も
あ
ら
ゆ
る
地
域
の

風
景
に
も
、
そ
れ
〴
〵
の
詩
を
探
求
す
れ
ば
、
忽
ち
そ
の
時
代
そ
の

場
所
へ
と
迎
え
入
れ
て
く
れ
ま
す
。「
歴
史
は
過
去
の
例
証
に
よ
る

哲
学
」
と
い
う
格
言
が
あ
る
よ
う
に
、
本
誌
は
そ
の
一
端
に
す
ぎ
ま

せ
ん
が
、
大
い
に
ご
活
用
下
さ
り
私
生
活
と
社
会
に
お
け
る
役
割
を

果
た
す
ご
自
身
の
た
め
の
心
強
い
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
成
果
を
上
げ

て
下
さ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。
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