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悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
７
）

『
送
友
人
』　
　
李
　
白

た
だ
ひ
と
り
遠
い
旅
に
出
か
け
る
友
人
と
の
つ
き
な
い
惜
別

の
情

【
意　
解
】

　
青
青
と
し
た
山
は
、
町
の
北
側
に
横
た
わ
っ
て
お
り
、
白
く
輝
く

川
の
水
は
、
町
の
東
側
を
廻
っ
て
い
る
。

　
（
い
ま
）こ
の
地
で
、い
っ
た
ん
別
れ
て
し
ま
う
と
、（
君
は
）一
本
の

蓬
が
風
に
飛
ば
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
万
里
の
道
を
旅
立
っ
て
行
く
。

　
空
に
浮
か
ぶ
雲
は
、
さ
な
が
ら
君
の
心
の
よ
う
で
あ
り
、
沈
み
ゆ

く
夕
日
は
、（
君
を
送
る
）
私
の
心
を
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　
（
い
よ
い
よ
）
手
を
振
り
き
っ
て
君
が
立
ち
去
ろ
う
と
す
れ
ば
、

君
を
乗
せ
て
別
れ
行
く
馬
も
（
わ
れ
わ
れ
の
気
持
ち
を
知
っ
て
か
）

も
の
悲
し
く
嘶
い
て
い
る
。

【
構　
成
】

　

首
聨
に
対
句
を
用
い
、「
青
山
」
に
対
し
て
「
白
水
」
と
色
彩
的

対
照
を
、「
北
郭
」
と
「
東
城
」
が
方
角
の
対
照
を
示
す
。
ま
た
頸

聨
「
遊
子
」
の
心
を
「
浮
雲
」
に
、
自
分
の
心
を
「
落
日
」
に
準な

ぞ
ら

え

る
手
法
を
用
い
て
い
る
。
な
お
頷
聨
は
「
一
」
と
「
萬
」
と
い
う
対

語
を
用
い
て
い
る
が
、
句
全
体
と
し
て
は
対
に
し
て
お
ら
ず
律
詩
と

し
て
破
格
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
首
聨
が
頷
聨
の
対
句
構
成
を
先
取
り

し
た
形
で
「
偸と

う

春し
ゅ
ん

体た
い

」（
梅
花
春
色
を
偸ぬ

す

ん
で
先
に
開
く
意
）
と
呼

ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。

【
観　
賞
】

　
こ
の
詩
は
、
い
つ
ど
こ
で
誰
を
送
っ
た
の
か
具
体
的
な
こ
と
は
不

明
で
あ
り
、
作
者
の
置
か
れ
た
状
況
も
分
か
ら
な
い
。
も
し
特
定
の

人
物
を
送
別
し
た
詩
で
あ
れ
ば
、
そ
の
人
物
名
が
詩
題
か
詩
句
に
表

さ
れ
る
は
ず
で
、
又
そ
れ
が
当
時
の
送
別
詩
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。

　

友ゆ
う
じ
ん人

を
送お

く

る 　
　
　

李り　

白は
く

青せ
い
ざ
ん
ほ
っ
か
く

山
北
郭
に
横よ

こ

た
わ
り

白は
く
す
い
と
う

水
東
城じ

ょ
う

を
遶め

ぐ

る

此こ

の
地ち

一ひ
と

た
び
別わ

か

れ
を
爲な

し

孤こ

蓬ほ
う
ば
ん萬

里り

に
征ゆ

く

浮ふ

雲う
ん
ゆ
う遊

子し

の
意い

落ら
く
じ
つ日

故こ

人じ
ん

の
情じ

ょ
う

手て

を
揮ふ

る

っ
て
茲こ

こ

自よ

り
去さ

れ
ば

蕭し
ょ
う
し
ょ
う蕭
と
し
て
斑は

ん

馬ば

鳴い
な
な

く
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李
白
は
交
わ
っ
た
人
の
名
を
「
贈
汪
倫
」
の
例
に
み
る
よ
う
に
、
詩

文
に
記
し
て
い
る
細
や
か
な
感
情
の
持
主
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
詩
は
友
と
別
れ
る
自
分
の
心
を
比
喩
的
に
述
べ
て
惜
別

の
余
情
の
表
現
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
理
解
し
て
い
き
た
い
。

青
山
北
郭
に
横
た
わ
り

白
水
東
城
を
遶
る

　
こ
こ
に
一
つ
の
町
が
あ
る
。
青
い
山
山
と
白
く
光
る
川
に
と
り
か

こ
ま
れ
た
美
し
い
町
で
あ
る
。
二
人
の
人
物
が
、
こ
の
町
で
楽
し
い

交
遊
の
時
を
過
ご
し
て
い
た
。

　
当
時
の
都
市
構
造
で
は
、
町
を
と
り
囲
ん
で
い
る
城
壁
を
更
に
外

城
壁
が
と
り
囲
む
形
で
あ
っ
た
。
そ
の
外
城
壁
部
分
を「
郭
」と
い
っ

た
。
つ
ま
り
「
北
郭
」
と
は
町
の
北
の
郊
外
で
、「
東
城
」
も
町
の

東
の
郊
外
の
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
首
聨
で
の
対
句
は
、「
青
山
」「
白
水
」
に
よ
っ
て
美
し
い
自

然
を
、
そ
し
て
「
北
郭
」「
東
城
」
に
よ
っ
て
町
は
ず
れ
の
物
寂
し

い
光
景
を
述
べ
て
い
る
。

此
の
地
一
た
び
別
れ
を
為
し

孤
蓬
萬
里
に
征
く

　
楽
し
い
交
遊
の
日
日
を
過
去
の
も
の
と
し
て
、
君
は
今
旅
立
と
う

と
し
て
い
る
。
こ
の
町
を
後
に
し
て
し
ま
え
ば
、
孤
蓬
が
あ
て
も
な

く
風
の
ま
ま
に
転
が
っ
て
行
く
よ
う
に
、
孤
独
で
不
安
な
旅
が
待
っ

て
い
る
だ
ろ
う
。

　
「
一
為
別
」の
語
調
に
は
、過
去
と
未
来
、明
と
暗
、二
人
か
ら
一
人

と
状
況
が
暗
転
す
る
時
点
に
今
い
る
の
だ
と
い
う
強
い
響
き
が
あ
る
。

　
孤
蓬
は
、た
っ
た
一
本
の
転
が
る
蓬
。
こ
の
蓬
は
、わ
が
国
の
「
ヨ

モ
ギ
」
で
は
な
く
、「
ヒ
メ
ジ
オ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
草
で
、
一
メ
ー

ト
ル
以
上
に
も
な
り
、
秋
に
な
る
と
根
元
か
ら
風
に
ふ
き
ち
ぎ
ら
れ

て
丸
く
な
り
地
面
を
転
が
っ
て
ゆ
く
。
北
中
国
独
特
の
草
で
、
ア
メ

リ
カ
で
も
見
ら
れ
る
と
い
う
。「
転
蓬
」「
飛
蓬
」
の
語
も
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
一
人
ぼ
っ
ち
で
旅
す
る
友
人
を
喩た

と

え
て
お
り
、
目
的
を
持

た
ず
流
さ
れ
て
い
く
放
浪
の
旅
を
続
け
る
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。

浮
雲
遊
子
の
意

落
日
故
人
の
情

　
領
聨
の
「
孤
蓬
」
と
、こ
の
頸
聨
の
「
浮
雲
」
は
共
通
す
る
イ
メ
ー

ジ
で
と
ら
え
て
お
り
、
風
に
流
さ
れ
て
い
っ
て
帰
ら
ぬ
も
の
の
表
現

で
あ
り
、「
遊
子
」
は
旅
人
で
あ
る
友
人
を
さ
し
、「
故
人
」
は
古
く

か
ら
の
友
人
や
馴
染
み
の
友
、
つ
ま
り
作
者
を
さ
す
。

　
今
や
別
れ
よ
う
と
す
る
二
人
は
万
感
の
思
い
を
胸
に
、
空
に
流
れ

る
浮
き
雲
と
夕
日
を
見
て
い
る
。「
浮
雲
」
は
旅
人
の
象
徴
で
あ
り
、

「
夕
日
」
は
宛さ

な
が

ら
ま
だ
ま
だ
留
ま
っ
て
欲
し
い
と
思
う
作
者
の
未
練
心

で
も
あ
る
。
そ
の
両
者
の
思
い
は
言
葉
に
よ
っ
て
言
い
尽
く
せ
な
い
。

　
こ
の
二
句
は
、「
浮
雲
白
日
を
蔽お

お

い
遊
子
顧こ

辺へ
ん

せ
ず
」『
行ゆ

き
行ゆ

き

て
重か
さ

ね
て
行ゆ

き
行ゆ

く
』
と
い
う
古
詩
「
文も

ん
ぜ
ん選
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
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で
あ
ろ
う
が
発
想
は
こ
れ
と
異
な
り
、「
雲
」
と
「
日
」
が
対
立
す

る
も
の
で
な
く
、
重
な
り
合
う
も
の
に
変
え
ら
れ
て
い
る
。

　
た
だ
、
去
る
者
と
留
ま
る
者
と
お
互
い
に
相
手
を
思
い
つ
つ
、
去

る
者
に
は
旅
の
孤
独
と
不
安
が
心
に
広
が
る
我
身
へ
の
思
い
が
強

く
、
留
ま
っ
て
見
送
る
者
の
心
に
は
相
手
を
思
う
気
持
ち
が
燃
え
広

が
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
心
理
を
下
敷
に
し
て
考
え
て
み
る
と
、
白

い
浮
雲
に
は
不
安
で
空
虚
な
心
情
の
投
影
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
と
れ

る
。
し
か
し
ど
の
よ
う
に
別
れ
が
辛
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
友
は
旅

立
っ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
心
を
く
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

手
を
揮
っ
て
茲
よ
り
去
れ
ば

蕭
蕭
と
し
て
斑
馬
鳴
く

　

君
は
手
を
振
り
な
が
ら
遠
ざ
か
っ
て
行
こ
う
と
す
れ
ば
、
君
の
乗

る
馬
も（
わ
れ
わ
れ
の
気
持
ち
を
知
っ
て
か
）哀
し
げ
に
嘶
い
て
い
る
。

　
「
蕭
蕭
」
は
も
の
悲
し
い
様
や
音
の
形
容
で
、
語
を
重
ね
た
畳
語
は

擬
態
語
や
擬
声
語
と

し
て
用
い
ら
れ
、
こ

こ
で
は
馬
の
鳴
き
声

や
馬
の
様
子
の
形
容

で
も
あ
る
。「
斑
馬
」

は
仲
間
か
ら
離
れ
別

れ
行
く
馬
。
こ
こ
で

は
、
見
送
り
の
馬
か

ら
去
っ
て
行
く
馬
で
、
友
人
と
作
者
の
間
の
感
情
の
動
き
を
馬
の
嘶

き
で
結
ぶ
こ
の
詩
の
余
情
は
深
い
。

　
な
お
、
島
崎
藤
村
の
「
千
曲
川
旅
情
の
う
た
」
に
あ
る
「
雲
白
く

遊
子
悲
し
む
」
は
、
こ
の
詩
の
「
浮
雲
遊
子
意
」
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得

た
も
の
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。

友人を送る『唐詩選画本』による




