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悠
久
の
名
作
シ
リ
ー
ズ
（
22
）

『
春
　
夜
』　
　
蘇
　
東
坡（
蘇
軾
）

　

 

春
の
夜
の
静
か
に
美
し
く
た
だ
よ
う
ム
ー
ド

「
宵
一
刻
直
千
金
」

　
蘇
軾
の
号
は
東
坡
、
父
は
洵じ

ゅ
ん

、
弟
は
轍て

つ

と
い
い
、
そ
れ
ぞ
れ
唐
宋

八
大
家
の
ひ
と
り
と
し
て
有
名
で
す
。
蘇
軾
は
有
能
な
官
吏
と
し
て

活
躍
し
、
そ
の
反
対
派
に
陥
れ
ら
れ
て
、
し
ば
し
ば
地
方
官
に
左
遷

さ
れ
る
な
ど
し
た
。
ま
た
、
学
者
と
し
て
は
歐
陽
修
の
門
下
と
し
て

名
を
馳
せ
、
歴
史
的
立
場
か
ら
古
典
を
批
評
す
る
優
れ
た
業
績
を
残

し
た
。
当
時
は
、
こ
の
蘇
軾
父
子
を
は
じ
め
、
王
安
石
・
歐
陽
修
・

司
馬
光
・
程
伊
川
な
ど
と
い
う
逸
材
が
多
く
輩
出
し
た
一
時
期
で
あ

り
、
学
問
と
歴
史
の
上
で
一
つ
の
新
し
い
境
地
を
現
出
し
た
。
こ
う

し
た
代
表
的
人
物
た
ち
は
、
い
ず
れ
も
能
吏
で
あ
り
碩
学
で
あ
り
、

文
豪
で
あ
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
面
に
才
能
を
示
し
、
し
か
も
各
人
そ

れ
ぞ
れ
特
徴
の
あ
る
個
性
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
底
に
は
共

通
し
た
考
え
方
や
感
じ
方
が
流
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
人
間
の
存

在
、
或
い
は
心
の
活
動
と
い
う
も
の
を
宇
宙
の
中
の
一
存
在
と
し
て

客
観
的
に
見
よ
う
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る

彼
ら
の
人
生
哲
学
は
、
他
の
時
代
の
人
た
ち
と
比
べ
、
哲
学
的
で
あ

り
、
思
想
的
で
あ
り
、
深
み
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
生
活
感
情
は
の
び
の
び
し
た
と
こ
ろ
が
あ
り
、
文
人
気
質
を
表

わ
し
て
お
り
、
蘇
軾
は
そ
う
い
っ
た
面
で
代
表
的
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
過
ぎ
て
ゆ
く
春
の
一
刻
一
刻
を
千
金
の
値
が
あ
る
も
の
と
し
て

味
わ
っ
て
い
る
作
者
は
、
人
は
た
だ
「
春
宵
は
良
い
も
の
だ
な
ぁ
」

と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
今
過
ぎ
て
ゆ
く
一
刻
一
刻
に
こ
そ

人
生
を
充
実
さ
せ
る
全
て
が
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
全
て
と
は
何
か
、
そ
れ
は
花
で
あ
り
、
花
の
清
香
で
あ
り
、

そ
れ
ら
を
照
ら
す
月
影
で
あ
り
、
そ
の
光
を
映
す
葉
で
あ
り
、
庭

を
照
ら
す
月
で
あ
り
、
な
め
ま
か
し
い
空
気
で
あ
ろ
う
か
。
人
間

の
あ
ら
ゆ
る
営
み
が
、
こ
の
一
刻
に
比
べ
て
如
何
ほ
ど
の
価
値
が

あ
ろ
う
か
。

　
楼
台
の
歌
も
管
弦
も
、院
落
に
立
て
ば
遠
く
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
。

そ
れ
は
管
弦
の
場
所
に
あ
っ
て
聴
き
、
あ
る
い
は
自
ら
歌
い
弾
ず
る

よ
り
は
趣
が
あ
る
と
思
え
る
。
離
れ
て
聞
こ
え
て
く
る
こ
と
が
、
し

　

春　
夜　

   

蘇  

東
坡（
蘇
軾
）

春し
ゅ
ん
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ょ
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刻　
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み
じ
み
と
趣
が
味
わ
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
庭
の
鞦
韆
は
、
乗
る
乙
女
も
な
く
垂
れ
さ
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
は

動
か
な
い
ま
ま
、
春
の
夜
は
更
け
て
ゆ
く
。
蘇
軾
の
詩
は
、
爽
や
か

で
飄
逸
で
行
雲
流
水
の
ご
と
く
自
然
で
企
み
が
な
い
と
い
わ
れ
る
。

【
語
句
の
意
味
】

春
宵
＝
春
の
夜
。

一
刻
＝「
刻
」
は
時
間
の
単
位
で
一
昼
夜
の
百
分
の
一
。
こ
こ
で
は

ご
く
わ
ず
か
の
時
間
。

直　
＝
値
に
同
じ　
値
う
ち
が
あ
る
。

千
金
＝
漢
代
に
黄
金
一
斤
を
一
金
と
い
っ
た
こ
こ
で
は
非
常
に
価
値

が
高
い
こ
と
。

有
陰
＝「
陰
」
は
く
も
る
こ
と
で
。
お
ぼ
ろ
に
か
す
む
。
一
説
に
陰

を
曇
り
と
し
「
月
に
曇
り
が
あ
る
」
と
す
る
。

　
　
　
ま
た
「
陰
」
を
光
と
し
明
る
く
照
ら
す
意
と
す
る
。

歌
管
＝「
管
」
は
竹
で
作
っ
た
楽
器
。
ひ
ろ
く
楽
器
・
音
楽
を
意
味

し
歌
と
音
楽
歌
と
お
囃
子
。

楼
台
＝
高
殿
。

寂
寂
＝
ひ
っ
そ
り
と
静
ま
り
か
え
っ
た
よ
う
す
。

鞦
韆
＝
ぶ
ら
ん
こ
。
当
時
の
宮
女
の
遊
戯
。

院
落
＝
屋
敷
の
中
庭
。
垣
根
で
囲
ま
れ
た
屋
敷
。

沈
沈
＝
夜
の
し
ん
し
ん
と
更
け
て
い
く
さ
ま
ひ
っ
そ
り
と
静
ま
り

か
え
っ
た
さ
ま
。

【
詩
の
意
味
】

　
春
の
夜
は
、
な
ん
と
も
い
え
ず
、
す
ば
ら
し
く
千
金
に
も
値
す
る

ほ
ど
の
ね
う
ち
が
あ
る
。
花
は
清
ら
か
な
香
り
を
た
だ
よ
わ
せ
、
月

も
お
ぼ
ろ
に
か
す
ん
で
そ
の
風
情
は
筆
舌
に
つ
く
し
が
た
い
。

　
（
先
ほ
ど
ま
で
）
高
殿
か
ら
聞
こ
え
て
い
た
歌
や
音
楽
も
（
い
つ

の
ま
に
か
）
ひ
っ
そ
り
と
静
ま
り
、
ぶ
ら
ん
こ
の
あ
る
中
庭
に
、
春

の
夜
は
し
ん
し
ん
と
ふ
け
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

【
鑑　
賞
】

　

起
句
で
主
題
を
述
べ
て
、
承
句
で
そ
の
訳
と
し
て
、
花
と
月
の
趣

の
深
さ
を
表
現
し
、
転
句
と
結
句
で
は
対
句
の
構
成
を
と
り
な
が
ら
、

春
の
夜
の
現
実
の
情
景
を
描
い
て
い
る
。先
ほ
ど
ま
で
に
ぎ
や
か
だ
っ

た
楼
台
や
院
落
、
そ
の
印
象
が
あ
っ
て
現
前
の
静
寂
が
い
っ
そ
う
深

め
ら
れ
花
の
香
り
と
月
の
光
が
強
く
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。

【
参　
考
】

　
起
句
の
「
春
宵
一
刻
直
千
金
」
は
、
人
々
に
は
あ
ま
り
に
も
有
名

な
句
で
あ
る
。
そ
の
理
由
に
な
る
情
景
を
説
明
的
に
描
写
す
る
と
、

春
の
夜
の
静
寂
を
描
い
た
と
は
い
え
、
季
節
は
春
、
そ
こ
に
お
の
ず

と
華
や
か
さ
が
あ
る
と
い
え
る
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
含
ん
だ
静
け

さ
で
あ
り
、
花
香
・
月
影
。
歌
管
な
ど
、
こ
の
語
の
持
つ
雰
囲
気
は
、

い
っ
て
み
れ
ば
寂
寞
と
は
少
し
異
な
り
、
艶
な
る
静
け
さ
で
、
そ
こ

に
千
金
の
値
を
見
出
し
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
起
句
を
ふ
ま
え
た
川
柳
に

　
「
夏
の
月
（
夜
）
蚊
を
疵き

ず

に
し
て
　
五
百
両
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
室
井
基
角
（
江
戸
時
代
）

　
夏
の
夜
の
月
見
も
、
春
宵
に
お
と
ら
ず
、
す
て
き
な
も
の
で
捨
て

が
た
い
味
わ
い
が
あ
る
が
、
し
か
し
蚊
に
く
わ
れ
る
の
は
な
ん
と
も

興
ざ
め
で
、
月
見
の
気
分
を
こ
わ
し
て
し
ま
う
。
春
宵
は
一
刻
千
金

と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
値
ぶ
み
す
る
な
ら
、
そ
の
次
点
で
価
値
は

半
減
し
、
一
刻
五
百
両
と
い
う
と
こ
ろ
か
。

　「
一
刻
を
　
千
金
づ
つ
に
し
め
あ
げ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
六
百
両
の
　
春
の
あ
け
ぼ
の
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蜀し

ょ
く

山さ
ん
じ
ん人
（
大お

お

田た

南な
ん

畝ぼ

）

　
一
刻
は
千
金
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
、こ
れ
を
基
準
に
計
算
す
る
と
、

春
の
あ
け
ぼ
の
ま
で
に
は
、
六
百
両
も
の
値
が
つ
く
こ
と
だ
。

　

ま
た
、
土ど

き岐
善ぜ

ん
ま
ろ磨
の
「
鶯
の
卵
」
に
も
次
の
訳
詩
が
あ
り
、「
ひ

と
と
き
惜
し
き
春
の
宵
や　
月
に
陰
あ
り
香
る
は
花　
た
か
ど
の
か

す
か
に
も
る
歌
笛　
ぶ
ら
ん
こ
垂
れ
て
夜
は
ふ
け
た
り
」
と
、
こ
の

詩
の
起
句
「
春
宵
一
刻
直
千
金
」
は
庶
民
の
間
に
も
広
く
知
ら
れ
て

多
く
引
用
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
春
夜
叙
景
の
詩
と
し
て
、
こ
の
詩
と
双
璧
を
な
す
と
い

わ
れ
る
も
の
に
、
王
安
石
の
「
夜や

直ち
ょ
く

」
が
あ
り
、
こ
の
詩
を
紹
介

す
る
。

　
　
　
「
夜
　
直
」	

　
王
安
石

　
金
爐
香
盡
漏
聲
殘　
金き

ん

爐ろ

香
尽
き
て　
漏ろ

う
せ
い声
残
る

　
翦
翦
輕
風
陣
陣
寒　
翦せ

ん
せ
ん翦
た
る
軽
風
陣じ

ん
じ
ん陣
と
し
て
寒
し

　
春
色
惱
人
眠
不
得　
春し

ゅ
ん

色し
ょ
く

人
を
悩
ま
し
て
眠
り
得
ず

　
月
移
花
影
上
欄
干　
月
移
っ
て
花か

影え
い　
欄
干
に
上
る

【
詩
の
意
味
】

　
春
夜
、
宮
中
に
宿
直
し
て
夜
も
更
け
る
と
、
黄
金
製
の
香
炉
香
は

な
く
な
り
、
水
時
計
の
音
も
弱
く
な
り
、
肌
寒
い
夜
風
が
時
お
り
吹

き
入
っ
て
く
る
。

　

春
の
夜
の
風
情
は
、
私
を
悩
ま
せ
、
な
か
な
か
寝
つ
か
れ
な
い
。

月
が
西
の
空
に
移
っ
て
ゆ
く
と
、
そ
れ
に
つ
れ
て
花
の
影
が
欄
干
の

上
に
表
れ
て
き
た
。

【
参　
考
】

　
こ
の
詩
は
、
王
安
石
が
春
夜
、
宮
中
に
宿
直
し
て
、
そ
の
夜
景
と

心
境
を
詠
ん
だ
も
の
。

　

王
安
石
（
一
〇
二
一
〜
一
〇
八
六
）
は
、
宋
の
政
治
家
。
字
は

介か
い

甫ほ

、
号
を
半は

ん
ざ
ん山
。
幼
少
よ
り
読
書
を
好
み
ひ
と
た
び
目
を
通
せ

ば
終
身
忘
れ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
、
文
章
を
書
け
ば
、
運
筆
は
飛
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ぶ
が
ご
と
く
で
、
で
き
上
が
っ
た
文
章
に
人
々
は
感
服
し
た
と
い

う
。
彼
の
友
人
の
曽
鞏
が
欧
陽
修
に
示
し
た
と
こ
ろ
激
賞
し
て
か

ら
、
王
安
石
の
名
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
宋
の
神
宗
の
時
、

宰
相
と
し
て
改
革
を
行
っ
た
が
、
事
ご
と
に
旧
来
の
意
見
と
対
す

る
場
合
が
多
か
っ
た
。
六
十
九
歳
で
没
し
、
著
書
に
「
臨
川
先
生

文
集
」
百
巻
が
あ
る
。




