
― 17 ―

  
悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
３
）

『
梅
　
花
』　
　
高
　
啓

【
作
者
に
つ
い
て
】

　
一
三
三
六
〜
一
三
七
四
、
元
末
明
初
の
詩
人
。
長
州
（
江
蘇
省
蘇

州
）
の
人
。
書
は
読
ま
ざ
る
も
の
な
し
、
と
い
う
博
学
で
特
に
史
書

を
好
ん
だ
。
詩
は
漢
魏
か
ら
唐
宋
ま
で
広
い
範
囲
か
ら
学
び
取
っ
て

い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
元
の
末
、
戦
乱
が
続
く
中
、
群
雄
の
一
人
張ち

ょ
う

士し

誠せ
い

が
蘇
州
を
都
と

し
た
。
張
士
誠
の
重
臣
饒じ

ょ
う

介か
い

の
サ
ロ
ン
に
招
か
れ
、
諸
先
輩
大
家
の

前
で
真
っ
先
に
佳
詩
を
作
り
、
詩
名
を
あ
げ
た
。
蘇
州
の
郊
外
、
松し

ょ
う

江こ
う

の
青せ

い

邱き
ゅ
う

に
住
ん
だ
の
で
青
邱
と
号
し
た
。

　
そ
の
後
、
朱し

ゅ

元げ
ん

璋し
ょ
う

（
明
の
太
祖
洪こ

う

武ぶ

帝て
い

）
が
全
国
を
統
一
し
て
南

京
を
都
と
し
た
。
こ
の
と
き
高
啓
は
三
十
三
歳
。

　
太
祖
は
明
国
の
文
化
政
策
と
し
て
「
元
史
」
編
集
の
事
業
を
起
こ

し
、
高
啓
も
編
集
員
の
一
人
に
選
ば
れ
た
。「
元
史
」
完
成
の
後
、

戸こ

部ぶ

侍じ

郎ろ
う

（
大
蔵
次
官
）
と
い
う
要
職
に
抜
擢
さ
れ
た
が
、
急
速
な

昇
進
を
嫌
っ
て
か
辞
職
し
帰
郷
し
た
。

　

南
京
に
い
た
頃
か
ら
交
遊
が
あ
っ
た
魏ぎ

観か
ん

が
蘇
州
知ち

府ふ

（
長
官
）

と
し
て
赴
任
し
て
き
た
。
魏
観
は
賢
才
で
、
文
学
の
た
し
な
み
も
深

く
、
蘇
州
へ
来
て
か
ら
天
下
第
一
と
い
わ
れ
る
治
績
を
あ
げ
、
一
度

は
栄
転
が
発
令
さ
れ
な
が
ら
も
後
任
難
で
再
任
を
命
ぜ
ら
れ
る
ほ
ど

の
信
望
を
集
め
た
。

　

事
件
は
以
前
に
張
士
誠
が
元
代
の
蘇
州
府
庁
を
宮
殿
と
し
て
使

い
、
府
庁
を
別
の
場
所
に
移
し
た
。
新
府
庁
は
場
所
も
悪
く
手
ぜ
ま

な
の
で
、
魏
観
は
旧
庁
を
修
理
し
て
移
転
し
た
。
そ
れ
を
魏
観
が
謀

反
を
た
く
ら
ん
で
い
る
証
拠
だ
と
太
祖
へ
密
告
す
る
者
が
あ
っ
て
弾

劾
さ
れ
、
死
刑
に
な
っ
た
。

　
こ
の
時
高
啓
ら
多
数
の
友
人
も
一
党
と
見
な
さ
れ
て
同
時
に
死
刑

に
な
っ
た
。
一
三
七
四
年
、
歳
三
十
九
で
あ
っ
た
。

　
妻
と
の
間
に
四
人
の
子
供
が
あ
っ
た
が
、
男
児
と
女
児
と
が
彼
に

先
だ
っ
て
死
に
、
女
児
二
人
だ
け
が
残
っ
た
。
中
国
で
は
女
系
相
続

を
み
と
め
ず
、
跡
を
継
が
せ
る
近
親
の
男
子
も
い
な
か
っ
た
よ
う
で

家
は
絶
え
て
し
ま
っ
た
。

　

梅ば
い　

　

花か 

　
　
　
　

 　

高こ
う　

啓け
い

瓊け
い

姿し

只た
だ
ま
さ合

に　
瑤よ

う
だ
い臺

に
在あ

る
べ
し

誰た
れ

か
江こ

う
な
ん南

に
向む

か

っ
て
處し

ょ
し
ょ處

に
栽う

え
た
る

雪ゆ
き

滿み

ち
て
山さ

ん

中ち
ゅ
う

高こ
う

士し

ふ臥
し

月つ
き
あ
き明

ら
か
に
し
て
林り

ん

下か

び美
人じ

ん
き
た來

る

寒か
ん

は
依よ

る
疎そ

影え
い

蕭し
ょ
う
し
ょ
う蕭

の
竹た

け

春は
る

は
掩お

お

う
殘ざ

ん
こ
う
ば
く
ば
く

香
漠
漠
の
苔こ

け

何か

郎ろ
う

去さ

っ
て
自よ

り
好こ

う
え
い詠

無な

し

東と
う
ふ
う風
愁し

ゅ
う

寂せ
き
い
く
か
い

幾
回
か
開ひ

ら

く
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「
山
園
小
梅
」
と
「
梅
花
」

　
梅
を
詠
じ
た
詩
は
六
朝
か
ら
唐
を
経
て
実
に
お
び
た
だ
し
い
数
の

作
品
が
産
ま
れ
た
。
梅
は
中
国
詩
歌
の
最
も
古
く
最
も
一
般
的
な
題

材
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

林り
ん

逋ぽ

の
「
山
園
小
梅
」
が
世
に
出
て
か
ら
後
世
に
影
響
を
与
え
、

梅
の
詩
の
中
で
は
最
高
の
作
品
と
評
さ
れ
た
。
特
に
頷が

ん

聯れ
ん

の
評
価
は

き
わ
め
て
高
く
「
疎
影
」

「
暗
香
」
の
字
句
は
梅
花

の
代
名
詞
と
な
っ
た
。
ま

た
「
横
斜
」「
淸
淺
」「
黄

昏
」
も
宋
以
降
の
梅
花
の

詩
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
比
較
す
る
意
味
で
二
詩
の
頷が

ん

聯れ
ん

を
列
記
す
る
。

山
園
小
梅

　
疎
影
横
斜
水
淸
淺　
暗
香
浮
動
月
黄
昏

梅
花

　
雪
滿
山
中
高
士
臥　
月
明
林
下
美
人
來

　
ど
の
様
に
感
じ
ら
れ
ま
す
か
。
林
逋
の
詩
に
は
心
理
描
写
を
奥
深

く
秘
め
、自
然
の
情
景
に
託
し
た
描
写
、一
方
の
高
啓
は
自
分
の
持
っ

て
い
る
知
識
を
駆く

使し

し
て
、
少
し
技
巧
に
走
っ
た
感
が
あ
る
と
お
も

わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
句
は
梅
花
を
歌
っ
た
絶
唱
と
し
て
並
び
称
せ

ら
れ
て
い
る
。

【
字　
解
】

高
士
臥　
後
漢
の
袁え

ん

安あ
ん

の
故
事
。
彼
が
ま
だ
仕
官
せ
ぬ
こ
ろ
、
あ
る

冬
の
日
に
大
雪
が
降
っ
た
。
洛
陽
の
令
（
地
方
長
官
）
が

見
回
っ
て
み
る
と
、
ど
の
家
で
も
雪
を
掻
い
て
、
食
べ
物

を
探
し
に
出
か
け
て
い
る
の
に
彼
の
家
だ
け
は
雪
が
積

も
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
令
が
、
さ
て
は
死
ん
だ
の
か
と
中

へ
入
っ
て
見
る
と
、
彼
は
横
に
な
っ
て
寝
て
い
た
。
わ
け

を
尋
ね
る
と
「
大
雪
で
ど
こ
の
家
も
食
べ
物
が
不
足
し
て

い
る
か
ら
、
人
の
じ
ゃ
ま
を
し
に
行
く
わ
け
に
は
い
か
な

い
」
と
答
え
泰
然
と
し
て
い
た
。

美
人
來　
隋
の
趙ち

ょ
う

師し

雄ゆ
う

の
故
事
。
彼
が
広
東
の
羅ら

浮ふ

山さ
ん

に
行
っ
た

時
、
酒
場
で
休
ん
で
い
る
と
白
い
服
を
着
た
薄
化
粧
の

娘
が
や
っ
て
き
て
二
人
で
月
あ
か
り
の
も
と
酒
を
飲
ん

だ
。
娘
は
芳
香
を
は
な
っ
て
い
た
。
明
け
方
目
覚
め
る

と
、
梅
の
大
木
の
下
で
寝
て
い
た
と
い
う
。
娘
は
梅
の

精
だ
っ
た
。

何　
郎　
南
朝
梁
の
詩
人
何か

遜そ
ん

。
梅
の
詩
が
得
意
の
人
。
梅
を
愛
し

て
、
か
つ
て
の
任
地
揚
州
の
官
舎
に
み
ご
と
な
梅
の
木
の

あ
っ
た
の
を
追
憶
し
、
自
ら
働
き
か
け
て
望
み
ど
お
り
梅

の
季
節
に
再
任
さ
れ
、
盛
り
の
梅
花
を
眺
め
暮
ら
し
た
。

高啓像
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【
鑑　
賞
】

　
林
逋
の
七
律
「
山
園
小
梅
」
に
肩
を
並
べ
よ
う
と
い
う
の
が
、
高

啓
の
こ
の
作
で
あ
る
。
首し

ゅ

聯れ
ん

は
梅
の
超
俗
性
を
月
の
世
界
（
瑤
台
）

に
こ
そ
あ
る
べ
き
と
詠
い
、
頷が

ん

聯れ
ん

は
雪
と
月
と
を
あ
し
ら
っ
て
気
高

さ
と
美
し
さ
の
比
喩
を
用
い
て
あ
ら
わ
し
、
頸け

い

聯れ
ん

は
姿
と
香
り
、
尾び

聯れ
ん

は
梅
の
真
価
を
知
る
人
が
い
な
い
。
知
っ
て
い
る
の
は
私
だ
け
と

い
う
自
負
心
。

　
首
聯
は
梅
の
花

の
世
俗
離
れ
し
た

美
し
さ
、「
瓊
姿
」

は
宝
石
。「
玉
の

よ
う
に
美
し
い

こ
の
花
は
、
ま
さ
に
仙
人
の
住
む
高
殿
に
こ
そ
あ
る
べ
き
な
の
だ
が
、

い
っ
た
い
誰
が
こ
の
江
南
地
方
い
た
る
と
こ
ろ
に
植
え
た
の
だ
ろ
う
」

　
頷
聯
は
梅
の
花
の
美
し
さ
を
い
ろ
ん
な
角
度
か
ら
述
べ
、
多
少
幻

想
的
な
イ
メ
ー
ジ
。「
咲
き
ほ
こ
る
梅
の
花
の
印
象
は
、
た
と
え
ば

雪
が
山
の
中
に
降
り
積
も
る
最
中
、
高
潔
な
人
格
者
が
眠
り
に
つ
い

て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。
ま
た
月
が
森
に
お
お
わ
れ
た
道
を
照
ら
し

出
す
中
、
向
う
か
ら
美
し
い
女
性
が
現
れ
て
来
る
よ
う
な
も
の
だ
」

　

頸
聯
は「
ま
だ
寒
く
て
花
が
咲
か
な
い
時
、梅
の
木
の
ま
ば
ら
な
影

は
、風
に
そ
よ
ぐ
竹
に
寄
り
そ
う
。春
た
け
な
わ
に
な
っ
て
梅
の
花
も
盛

り
を
過
ぎ
た
こ
ろ
、衰
え
て
散
っ
た
花
び
ら
は
地
面
い
っ
ぱ
い
に
広
が

り
苔
の
上
に
落
ち
て
い
る
」。素
直
な
自
然
描
写
と
な
っ
て
い
る
。五
句

目
の「
疎
影
」は
、「
山
園
小
梅
」に
出
て
く
る
梅
を
表
す
言
葉
で
あ
る
。

　
尾
聯
は
反
語
的
意
味
合
い
が
あ
る
よ
う
で
す
。「
あ
の
南
朝
の
詩
人
、

梅
の
詩
が
得
意
な
何
遜
が
い
な
く
な
っ
て
か
ら
、
梅
の
花
の
名
作
は

絶
え
て
な
く
、
東
風
が
吹
く
た
び
に
、
悲
し
み
、
寂
し
が
り
な
が
ら

も
幾
度
咲
い
て
い
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
」
林
逋
が
い
る
で
は
な
い
か
と

言
い
た
く
な
り
ま
す
が
、
ラ
イ
バ
ル
意
識
が
強
い
た
め
に
触
れ
ら
れ

な
か
っ
た
の
か
、
何
遜
以
降
、
梅
の
花
を
巧
み
に
詠
え
る
の
は
私
だ

け
で
あ
る
と
い
う
自
負
心
か
。

♦
余
説　

廣
瀬
淡
窓
は
「
古
人
梅
ヲ
詠
ズ
ル
句
ヲ
品
シ
テ
曰
ク
、
高

青
邱
ガ『
雪
満
山
中
高
士
臥
。月
明
林
下
美
人
来
』ハ
林
和
靖（
林
逋
）

ガ『
疎
影
横
斜
水
淸
浅
。
暗
香
浮
動
月
黄
昏
』（
山
園
小
梅
）
ニ
及

バ
ズ
、『
雪
後

園
林
纔
半
樹
。

水
辺
籬
落
忽

横
枝
』（
梅
花
）

ハ
其
ノ
上
ナ

リ
、
…
…
…
」

（
淡
窓
詩
話
）

と
い
っ
て
高

啓
の
「
梅
花
」

を
あ
ま
り
評

価
せ
ず
。

安田靫彦「羅浮山」
（明治44年ごろ）
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