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悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
13
）

『
吹
　
笛
』　
　
杜
　
甫

　
　
杜
甫
晩
年
の
漂
泊

【
語
句
の
意
味
】

律り
つ　
　
呂り

ょ　
音
楽
の
調
子
を
一
ま
と
め
に
し
た
呼
称
で
、
陽
六
を
律

と
い
い
、
陰
六
を
呂
と
し
、
合
わ
せ
て
十
二
と
す
る
。

関か
ん　
　
山ざ

ん　
関
所
と
山
。
国
境
の
山
。
こ
こ
で
は
起
句
の
秋
山
の
こ

と
。「
関
山
月
」
と
い
う
曲
名
を
引
用
し
て
い
る
。

胡こ　
　
騎き　
唐
代
の
頃
、
北
方
や
西
方
の
異
民
族
を
胡え

び
す

と
呼
び
、
そ

の
兵
士
の
多
く
は
騎
馬
で
あ
っ
た
。

北ほ
く　
　
走そ

う　

北
へ
逃
げ
帰
る
。
晋
の
将
軍
劉り

ょ
う

琨こ
ん

（
二
七
〇
〜
三
一
八

年
）
が
孤
立
無
援
に
堪
え
并
州
（
現
在
の
山
西
省
太
原
）

を
守
っ
て
い
た
時
、
一
夜
城
楼
に
上
り
笛
を
吹
く
と
、

そ
の
悲
し
い
笛
の
音
に
胡
軍
は
皆
涙
を
流
し
故
郷
を
懐お
も

い
、
囲
み
を
解
い
て
北
へ
逃
げ
去
っ
た
と
い
う
故
事
。

武ぶ
り
ょ
う
の
い
っ
き
ょ
く

陵
一
曲　
後
漢
の
馬
援
は
武ぶ

陵り
ょ
う（
湖
南
省
北
部
）
に
遠
征
し
た
時
、

部
下
の
笛
に
合
わ
せ
て
「
武ぶ

渓け
い
し
ん深
」
と
い
う
歌
を
つ
く

り
、
僻
地
遠
征
の
さ
び
し
さ
を
詠
ん
だ
。

　
　
　
　
　
■
武
渓
深

　
　
　
　
　
　
滔と
う
と
う々
た
る
武
渓
　
一い

つ

に
何
ぞ
深
き

　
　
　
　
　
　
鳥
飛
ん
で
度わ

た

ら
ず
　
獣じ

ゅ
う

臨の
ぞ

む
能
は
ず

　
　
　
　
　
　
嗟あ

あ哉
武
渓
は
毒ど

く
い
ん淫
多
し

胡こ　
　
園え
ん　
ふ
る
さ
と
。
こ
こ
で
は
杜
甫
の
居
住
し
て
い
た
長
安
を

指
す
。

楊よ
う　
　
柳り
ゅ
う　

楊
も
柳
も
や
な
ぎ
。「
折
楊
柳
」
と
い
う
送
別
時
の
曲

が
伏
線
に
あ
る
。

【
詩
の
意
味
】

（
首
聯
）　
笛
を
吹
く
秋
山
風
月
の
清
き
に

　
　
　
　
誰
が
家
か
巧
み
に
断
腸
の
声
を
作
す

　
　
　
　
　

秋
の
山
辺
、
風
月
の
清
き
夜
、
笛
を
吹
く
者
が
い
る
。

あ
の
よ
う
に
巧た

く
み

に
腸
を
断た

た
し
め
る
よ
う
な
物
悲
し
い
笛

の
音
は
ど
の
家
の
者
だ
ろ
う
か
。

　
吹
　 

笛　
　
杜  

甫

吹
笛
秋
山
風
月
清

誰
家
巧
作
斷
腸
聲

風
飄
律
呂
相
和
切

月
傍
関
山
幾
處
明

胡
騎
中
宵
堪
北
走

武
陵
一
曲
想
南
征

胡
園
楊
柳
今
揺
落

何
得
愁
中
卻
盡
生

　
吹ふ

え
を　
　
笛ふ

く　
　
　

  　
　

 　
杜と　
甫ほ

笛ふ
え

を
吹ふ

く
秋し

ゅ
う

山ざ
ん

風ふ
う

月げ
つ

の
清き

よ

き
に

誰た

が
家い

え

か
巧た

く

み
に
断だ

ん

腸ち
ょ
う

の
声こ

え

を
作な

す

風か
ぜ

は
律り

つ
り
ょ呂
を
飄ひ

る
が
え

し
て
相あ

い

和わ

す
る
こ
と
切せ

つ

に

月つ
き

は
関か

ん
ざ
ん山

に
傍そ

う
て
幾い

く
し
ょ処

か
明あ

き

ら
か
な
る

胡こ

騎き

中ち
ゅ
う

宵し
ょ
う

北ほ
く

走そ
う

す
る
に
堪た

え
た
り

武ぶ

陵り
ょ
う

の
一い

っ

曲き
ょ
く

は
南な

ん
せ
い征
を
想お

も

う

胡こ

園え
ん

の
楊よ

う

柳り
ゅ
う

は
今い

ま

搖よ
う
ら
く落
す

何な
ん

ぞ
得え

ん
愁し

ゅ
う
ち
ゅ
う中
卻か

え

っ
て
尽こ

と
ご
と

く
生し

ょ
う

ず
る
を
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（
頷
聯
） 

風
は
律
呂
を
飄
し
て
相
和
す
る
こ
と
切
に

　
　
　
　
月
は
関
山
に
傍
う
て
幾
処
か
明
ら
か
な
る

　
　
　
　
　
笛
の
音
は
時
に
高
く
時
に
低
く
、
風
に
乗
っ
て
調
和
し

な
が
ら
切
々
と
迫
っ
て
く
る
。
月
は
秋
山
に
昇
り
、
山
並

み
に
傍そ

っ
て
い
く
つ
か
の
峰
に
明
る
く
冴
え
渡
る
。
こ
の

よ
う
な
笛
の
音
を
聞
け
ば
、「
関
山
月
」
の
曲
を
思
い

出
し
て
、
旅
に
あ
る
身
の
寂
し
さ
に
堪
え
る
こ
と
が
で
き

な
い
。

（
頸
聯
） 

胡
騎
中
宵
北
走
す
る
に
堪
え
た
り

　
　
　
　
武
陵
の
一
曲
は
南
征
を
想
う

　
　
　
　
　
晋
の
劉り

ゅ
う

琨こ
ん

の
故
事
の
よ
う
に
、
荒
々
し
い
胡え

び
す

の
騎
兵
も

悲
し
い
笛
の
音
に
耐
え
ら
れ
ず
、
夜
の
う
ち
に
北
方
へ
逃

げ
去
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
、
後
漢
の
馬ば

援え
ん

が
南
方
の

武
陵
に
遠
征
し
た
時
、
笛
曲
を
つ
く
っ
て
部
下
の
吹
く
笛

に
和
し
て
歌
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
時
の
悲
し
み
も
こ
の

よ
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

（
尾
聯
） 

故
園
の
楊
柳
は
今
揺
落
す

　
　
　
　
何
ぞ
得
ん
愁
中
卻
っ
て
尽
く
生
ず
る
を

　
　
　
　
　
さ
て
、
故
郷
（
長
安
）
の
楊
柳
も
、
秋
と
な
り
葉
も
落

ち
尽
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
な
の
に
、今
巧
み
な「
折

楊
柳
」
の
曲
を
聞
く
と
、
か
え
っ
て
愁
い
の
中
に
楊
柳
の

芽
が
生
じ
て
く
る
思
い
が
す
る
。
ど
う
し
て
そ
の
枝
を

折
っ
て
別
れ
の
嘆
き
を
く
り
返
す
こ
と
が
出
来
よ
う
か
。

《
参　
考
》

■
関
山
月　
漢
代
の
楽
府
で
横
笛
曲
に
記
録
さ
れ
る
曲
名
。
笛
や
笙

な
ど
の
器
楽
の
曲
で
あ
る
。
辺
境
の
塞と

り
で

や
関
所
を
守
る
兵
士
の
家
人

と
の
別
離
を
悲
し
む
曲
が
多
い
。

■
劉り

ゅ
う

琨こ
ん

の
故
事
を
直
接
詩
に
し
た
作
品
例

　
　
　
胡
笳
曲
　
　
　
　
王
昌
齢

　
城じ

ょ
う

南な
ん

　
虜り
ょ
す
で已
に
合が
っ
し

　
一い

ち

夜や

　
幾い

く

重え

に
か
囲か

こ

む

　
自お

の

ず
か
ら
金き

ん

笳か

の
引い

ん

有あ

り

　
能よ

く
出し

ゅ
つ

塞さ
い

を
し
て
飛と

ば
し
む

　
聴ち

ょ
う

は
関か

ん
げ
つ月
に
臨の

ぞ

ん
で
苦さ

え

　
清せ

い

は
海か

い
ふ
う風
に
入い

り
て
微か

す

か
な
り

　
三さ

ん
そ
う奏
す
　
高こ

う
ろ
う楼
の
　
曉

あ
か
つ
き

　
故こ

人じ
ん

　
涙な

み
だ

を
掩お

お

う
て
帰か

え

る

（
意　
解
）

　
町
の
南
に
え
び
す
の
軍
勢
は
す
で
に
集
結
を
終
え
、
一
夜
の
う
ち

に
わ
が
町
を
幾
重
に
も
包
囲
し
た
。
だ
が
、
こ
ち
ら
は
こ
ち
ら
で
、

金
笳
の
曲
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
出
塞
の
調
べ
を
敵
中
に
向
け
飛
ば

す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　
そ
の
曲
の
調
べ
は
、
じ
っ
と
耳
を
澄
ま
せ
ば
関
所
の
山
に
さ
し
昇
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る
月
を
前
に
、
い
よ
い
よ
冴
え
わ
た
り
、
清
い
音
色
は
海
か
ら
吹
き

わ
た
る
風
の
中
に
す
い
こ
ま
れ
て
か
す
か
に
流
れ
て
い
く
。

　
こ
の
哀
切
な
調
べ
を
高
殿
の
夜
明
け
に
三
た
び
奏か

な

で
た
と
き
、
え

び
す
は
涙
に
く
れ
て
故
郷
へ
と
帰
っ
て
い
っ
た
。

【
鑑　
賞
】

■
叶
わ
な
か
っ
た
帰
郷
の
願
い

　
杜
甫
漂
泊
の
旅
は
大
暦
元
年
（
七
六
六
）
夔さ

州し
ゅ
う

（
現
四
川
省
奉
節

県
）
に
至
る
。
杜
甫
五
十
五
歳
。

　
五
十
七
歳
の
正
月
当
地
を
去
る
ま
で
の
二
年
間
に
生
涯
一
四
五
〇

余
首
の
全
作
品
の
う
ち
「
吹
笛
」「
登
高
」
な
ど
四
三
〇
余
首
の
作

品
を
作
っ
て
い
る
。

　
前
半
四
句
は
情
景
描
写
で
あ
る
が
、「
関
山
月
」
を
詠
み
込
み
後
半

四
句
の
心
情
表
現
の
伏
線
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
「
関
山
月
」
や
第

五
句
の
劉り

ゅ
う

琨こ
ん

の
故
事
、
六
句
の
馬ば

援え
ん

の
故
事
は
い
ず
れ
も
遠
征
し
た

兵
士
の
悲
し
み
、
家
族
や
故
郷
を
思
う
気
持
を
詠う

た

っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
杜
甫
に
と
っ
て
戦い

く
さ

は
目
の
前
に
あ
る
存
在
で
、
安
禄
山
の
乱
が
起

こ
っ
て
そ
の
軍
に
捕
え
ら
れ
た
り
、
戦
の
た
め
に
行
く
先
々
で
辛
苦

を
な
め
さ
せ
ら
れ
た
り
し
て
、
北
方
の
不
安
定
な
情
勢
は
故
郷
（
長

安
）
へ
の
帰
還
を
許
さ
な
か
っ
た
。
杜
甫
は
安
定
し
た
世
の
中
に
な

り
、
故
郷
に
帰
る
こ
と
を
ど
れ
だ
け
願
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

　
第
七
句
で
故
郷
の
楊
柳
は
揺
落
、
第
八
句
で
愁
い
の
中
に
尽
く
生し

ょ
う

ず
る
楊
柳
、
つ
ま
り
葉
が
落
ち
る
と
萌
え
出
る
と
を
対
比
さ
せ
て
い

る
。
杜
甫
の
胸
中
は
葉
が
芽
吹
き
繁
っ
て
行
き
、
そ
の
繁
っ
た
枝
を

再
び
折
っ
て
別
れ
の
嘆
き
を
く
り
返
し
た
く
は
な
い
と
い
う
思
い
な

の
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
に
、
戦
が
終
わ
り
故
郷
へ
帰
る
ま
で
生
き
抜
こ
う
と
い
う
杜

甫
の
強
い
意
志
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

■
そ
の
後
の
杜
甫

　
杜
甫
の
庇
護
を
受
け
る
暮
し
は
長
続
き
せ
ず
、転
地
を
繰
り
返
す
。

大
暦
三
年
（
七
六
八
）
早
春
。

　

夔さ

州し
ゅ
う

を
出
た
杜
甫
は
三
峡
を
下
り
、
荊け

い

州し
ゅ
う（
江
陵
）・
公こ

う
あ
ん安
・
岳が

く

州し
ゅ
う

を
経
て
、
翌
年
の
春
に
洞
庭
湖
に
入
る
。
そ
の
湖
を
南
に
進
み
、

そ
こ
に
注
ぎ
こ
む
湘し

ょ
う

水す
い

に
入
り
三
月
潭た

ん

州し
ゅ
う

に
着
く
。
そ
こ
か
ら
上

流
の
衡こ

う

州し
ゅ
う

の
刺
史
を
し
て
い
る
昔
の
知
人
韋い

し之
晋し

ん

を
頼
ろ
う
と
南
へ

向
か
う
。
し
か
し
着
い
て
み
る
と
、
す
で
に
潭た

ん

州し
ゅ
う

刺
史
に
転
任
し

た
あ
と
で
、
再
び
潭
州
へ
引
き
返
す
。
だ
が
頼
み
の
彼
は
病
没
し

て
し
ま
う
。

　
生
活
は
い
よ
い
よ
行
き
づ
ま
り
、
舟
を
ね
ぐ
ら
と
し
て
い
た
ら
し

い
。
健
康
状
態
も
一
段
と
悪
化
し
て
、
右
手
は
利
か
ず
、
片
方
の
耳

は
す
で
に
聴
力
を
失
っ
て
い
た
。

　
そ
し
て
、湘
水
を
上
下
す
る
う
ち
に
大
暦
五
年
（
七
七
〇
）
の
冬
、

湘
水
に
浮
か
ぶ
小
舟
の
中
で
没
し
た
。
行
年
五
十
九
で
あ
っ
た
。
故

郷
へ
帰
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
が
、
苦
難
の
絶
え
な
い
そ
の
生
涯

か
ら
解
き
放
た
れ
た
の
で
あ
る
。
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■
李
白
の
「
春
夜
聞
笛
」
と
の
比
較

　
　
春
夜
聞
笛　
　
　
李　
白

　
誰
家
玉
笛
暗
飛
聲　
誰た

が
家い

え

の
玉ぎ

ょ
く

笛て
き

か
暗あ

ん

に
声こ

え

を
飛と

ば
す

　
散
入
春
風
滿
洛
城　
散さ

ん

じ
て
春し

ゅ
ん

風ぷ
う

に
入い

り
て
洛ら

く

城じ
ょ
う

に
満み

つ

　
此
夜
曲
中
聞
折
柳　
此こ

の

夜よ

曲き
ょ
く
ち
ゅ
う中
折せ

つ

柳ち
ゅ
う

を
聞き

く

　
何
人
不
起
故
園
情　
何な

ん
び
と人
か
起お

こ

さ
ざ
ら
ん
故こ

園え
ん

の
情じ

ょ
う

を

「
吹
笛
」
の
首
聯
と
尾
聯
の
四
行
を
並
べ
る
と

　
吹
笛
秋
山
風
月
清

　
誰
家
巧
作
斷
腸
聲

　
故
園
楊
柳
今
搖
落

　
何
得
愁
中
卻
盡
生

　
と
な
り
、前
掲
李
白
の「
春
夜
…
」と
一
見
似
て
い
る
の
が
分
か
る
。

　
ど
ち
ら
も
、
夜
に
巧
み
な
笛
の
音
を
聞
い
て
作
詩
し
て
お
り
、「
折

楊
柳
」
を
聞
き
故
郷
を
思
い
、
物
悲
し
い
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
よ
く
読
ん
で
み
る
と
、同
じ
故
郷
へ
の
思
い
で
あ
っ
て
も
、

李
白
の
詩
は
な
ん
と
な
く
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
で
、
春
の
笛
の
音
を
楽

し
ん
で
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
一
方
、
杜
甫
の
詩
は
も
っ
と

現
実
的
で
、
望
郷
の
思
い
が
切
実
で
あ
る
。

　
杜
甫
は
官
僚
社
会
の
中
で
、
上
昇
志
向
を
持
っ
て
い
た
が
叶
え
ら

れ
ず
、
戦
乱
に
喘あ

え

ぎ
な
が
ら
、
家
族
を
養
う
こ
と
に
懸
命
で
、
常
に

故
郷
に
帰
り
た
い
と
願
っ
て
い
た
。

　
李
白
は
ま
っ
た
く
正
反
対
で
、
官
界
で
出
世
す
る
意
志
な
ど
な
く
、

家
庭
な
ど
と
い
う
も
の
に
拘
束
さ
れ
る
気
も
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
同
じ
よ
う
に
夜
、笛
を
聞
い
て
作
っ
た
詩
に
も
二
人
の
「
生
き
様
」

の
違
い
が
表
わ
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

杜甫関連地図




