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四
季
の
漢
詩  

夏
の
部 

1

飲
湖
上
初
晴
後
雨 湖

上

こ
じ
ょ
う

に
飲 い

ん

す
、
初 は

じ

め
は
晴 は

れ
て
後 の

ち

に
雨 あ

め

ふ
る 

蘇 そ 

軾
し
ょ
く 

水
光
瀲
灔
晴
方
好 

水
光

す
い
こ
う 

瀲
灔

れ
ん
え
ん

と
し
て
晴 は

れ
て
方 ま

さ

に
好 よ

し 

山
色
空
濛
雨
亦
奇 

山

色

さ
ん
し
ょ
く 

空
濛

く
う
も
う

と
し
て
雨 あ

め

も
亦 ま

た
奇 き

な
り 

欲
把
西
湖
比
西
子 

西
湖

せ
い
こ

を
把 と

っ
て
西
子

せ
い
し

に
比 ひ

せ
ん
と
欲 ほ

っ

す
れ
ば 

淡
粧
濃
抹
總
相
宜 
淡

粧

た
ん
し
ょ
う 

濃
抹

の
う
ま
つ

総 す

べ
て
相 あ

い

宜 よ
ろ

し 

【
通
釈
】 

起
句 

湖
面
を
照
ら
す
日
の
光
が
き
ら
き
ら
と
さ
ざ
波
に
映
じ
、
晴
れ
た
日
の
湖
の
景
色
は
実
に
す
ば
ら
し
い
。 

承
句 

周
辺
の
山
々
の
色
が
ぼ
ん
や
り
と
か
す
ん
で
見
え
る
、
雨
の
中
の
景
色
も
ま
た
す
ば
ら
し
い
。 

転
句 

こ
の
西
湖
の
景
色
の
美
し
さ
は
、
た
と
え
る
な
ら
ば
、
か
の
絶
世
の
美
女
西
施
が
、 

結
句 

さ
っ
と
薄
化
粧
を
し
た
時
も
、
ま
た
こ
っ
て
り
と
厚
化
粧
を
こ
ら
し
た
時
も
、
ど
ち
ら
も
す
ば
ら

 

し
か
っ
た
の
と
同
じ
だ
。 

【
語
釈
】 

◉

飲…

の
む
、
さ
か
も
り
・
う
た
げ
の
意
味
を
も
つ
。
◉

水
光…

水
面
の
光
。
◉
瀲
灔…

さ
ざ
波
の
連
り
動

く
さ
ま
。
水
面
が
光
に
映
じ
て
き
ら
め
く
さ
ま
。
◉

山
色…

山
の
色
。
山
の
景
色
。
◉
空
濛…

、
小
雨
が
降

っ
て
う
す
ぐ
ら
い
さ
ま
。
ぼ
ん
や
り
か
す
ん
で
は
っ
き
り
し
な
い
さ
ま
。
◉
奇…

め
ず
ら
し
い
。
す
ぐ
れ

て
い
る
。
◉
西
湖…

浙
江
省
杭
州
城
外
に
あ
る
湖
。
風
光
明
媚
で
有
名
。
◉

西
子…

西
施
。
春
秋
時
代
越
国

に
生
れ
た
絶
世
の
美
女
。
越
王
勾
践
が
呉
に
敗
れ
和
を
請
う
た
時
、
呉
王
夫
差
に
贈
ら
れ
そ
の
愛
妃
と
な

り
、
呉
国
滅
亡
の
も
と
と
な
っ
た
。
◉

淡
粧…

薄
化
粧
。
◉
濃
抹…

厚
化
粧
。
こ
っ
て
り
塗
る
意
。 

【
押
韻
】
上
平
声 

四
支
韻 

奇
、
宜 

起
句
は
踏
み
落
と
し
。 

七
言
絶
句
は
、
通
常
起
句
も
押
韻
す
る
が
、
此
の
詩
の
よ
う
に
、
起
句 

承
句
を
対
句
構
成
と
し
た
場
合
、

踏
み
落
と
す
こ
と
が
あ
る
。 

【
解
説
】 

 

天
下
の
絶
景
西
湖
の
風
景
を
、
杭
州
ゆ
か
り
の
美
女
西
施
に
た
と
え
て
美
し
く
詠
じ
た
絶
品
で
す
。 

蘇
軾(

一
〇
三
六―

一
一
一
〇)

は
北
宋
最
高
の
詩
人
で
あ
り
大
文
豪
。
東
坡
と
号
し
た
。
眉
山
県(

今
の
四
川

省)

に
生
れ
、
二
十
二
歳
で
科
挙
進
士
及
第
。
高
級
官
僚
の
道
を
歩
ん
だ
が
、
後
年
王
安
石
一
派
の
政
策
を

批
判
し
て
度
び
た
び
左
遷
さ
れ
た
。
三
十
六
歳
の
時
通
判(

副
知
事)

と
し
て
杭
州
に
赴
任
、
三
年
間
こ
の

地
で
過
ご
し
た
。
そ
の
間
西
湖
の
景
色
を
愛
し
、
多
く
の
詩
を
遺
し
た
。
こ
の
詩
は
そ
の
代
表
的
な
作
品

の
一
つ
で
す
。
な
お
、
松
尾
芭
蕉
の
象
潟
の
句
に
、
こ
の
詩
の
影
響
が
見
て
と
れ
ま
す
。 
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2

江
村
卽
事 

江
村

こ
う
そ
ん

即
事

そ
く
じ 

司
空

し
く
う 

曙 し
ょ 

釣
罷
歸
來
不
繫
船 

釣 つ

り
を
罷 や

め
帰 か

え

り
来 き

た
っ
て
船 ふ

ね

を
繫 つ

な

が
ず 

江
村
月
落
正
堪
眠 

江
村

こ
う
そ
ん 

月 つ
き

落 お

ち
て
正 ま

さ

に
眠 ね

む
る
に
堪 た

え
た
り 

縱
然
一
夜
風
吹
去 

縦
然

た
と
い 

一
夜

い
ち
や 

風 か
ぜ

吹 ふ

き
去 さ

る
と
も 

只
在
蘆
花
淺
水
邊 
只 た

だ
蘆
花

ろ

か

浅
水

せ
ん
す
い

の
辺 へ

ん

に
在 あ

ら
ん 

【
通
釈
】 

起
句 

釣
り
を
や
め
て
帰
っ
て
来
て
も
、
船
を
繋
ぎ
と
め
た
り
し
な
い
で
、
乗
り
捨
て
の
ま
ま
に
す
る
。 

承
句 

川
辺
の
村
に
月
が
落
ち
て
、
丁
度
眠
る
時
刻
だ
。 

転
句 

も
し
夜
の
う
ち
に
風
が
出
て
、
船
を
吹
き
流
し
た
と
こ
ろ
で
、 

結
句 

こ
の
蘆
の
花
の
し
げ
み
の
、
ど
こ
か
浅
瀬
の
辺
り
に
漂
っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
だ
か
ら
。 

【
語
釈
】 

◉

江
村…

川
ぞ
い
の
村
。
◉

即
時…

そ
の
場
の
こ
と
を
題
材
に
し
て
詩
を
つ
く
る
こ
と
。
◉

堪
眠…

眠
る
の

に
よ
い
時
刻
。
◉

縱
然…

た
と
い
、
も
し
、
か
り
に
・
・
し
た
と
こ
ろ
で
。 

【
押
韻
】
下
平
声 

一
先
韻 

船
、
眠
、
邊
。 

【
解
説
】 

 

江
村
で
の
閑
適
の
生
活
を
す
ら
り
と
詠
じ
た
佳
作
で
、
作
者
の
人
柄
が
に
じ
み
出
て
い
ま
す
。 

司
空 

曙
（
七
四
〇―

？
）
は
廣
平
県
（
今
の
河
北
省
）
の
生
れ
、
七
七
〇
年
頃
科
挙
及
第
の
後
、
左
拾
遣
、

節
度
使
幕
僚
等
を
歴
任
。
潔
癖
な
性
格
で
権
勢
に
媚
び
ず
、
家
は
貧
し
か
っ
た
が
平
然
と
し
て
い
た
と
い

う
。
そ
の
詩
は
幽
閑
で
清
革
と
評
さ
れ
、
作
者
は
大
暦
十
才
子
の
一
人
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。 

3

玉
階
怨 

 

玉

階
怨

ぎ
ょ
く
か
い
え
ん 

謝 し
ゃ 

朓
ち
ょ
う 

夕
殿
下
珠
簾 

夕
殿

せ
き
で
ん 

珠
簾

し
ゅ
れ
ん

を
下 く

だ

し 

流
螢
飛
復
息 

流

蛍

り
ゅ
う
け
い 

飛 と

ん
で 

復 ま
た

息 や

や
む 

長
夜
縫
羅
衣 

長
夜

ち
ょ
う
や 

羅
衣

ら

い

を 

縫 ぬ

え
ば 

思
君
此
何
極 

君 き
み

を
思 お

も

う
こ
と 

此 こ
こ

に
何 な

ん

ぞ
極 き

わ

ま
ら
ん 
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 【
通
釈
】 

起
句 

夕
ぐ
れ
時
の
宮
殿
の
中
、
美
し
い
簾
を
下
ろ
す
と
、 

承
句 
簾
越
し
に
蛍
の
火
が
流
れ
飛
ん
で
は
消
え
る
。 

転
句 
秋
の
夜
長
に
、
ひ
と
り
で
薄
絹
の
衣
を
縫
っ
て
い
る
と
、 

結
句 

あ
な
た
を
思
う
切
な
い
心
は
と
め
ど
な
く
、
い
や
増
す
ば
か
り
。 

【
語
釈
】 

◉

玉
階…

玉
の
き
ざ
は
し
。
宮
殿
の
き
ざ
は
し
。
◉

「
玉
階
怨
」
は
宮
殿
に
住
む
女
性
の
悲
し
み
の
意
。
◉

夕
殿…

夕
方
の
御
殿
◉

珠
簾…

真
珠
で
飾
っ
た
す
だ
れ
、
美
く
し
い
す
だ
れ
◉

流
螢…

風
に
ま
か
せ
て
飛
ぶ

蛍
。
◉

息…

止
む
。
い
こ
う
。
◉

長
夜…
長
い
夜
。
秋
の
夜
長
。
◉

羅
衣…

薄
絹
の
衣
。
◉

何
極…

ど
う
し

て
尽
き
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
何
は
反
語
。 

【
押
韻
】
入
声 

十
三
職 

韻
、
息
、
極
。 

【
解
説
】 

 

謝
朓(

四
六
四―

四
九
九)

は
南
北
朝
時
代
、
南
朝
斉
を
代
表
す
る
詩
人
。
清
麗
な
風
で
知
ら
れ
る
。
こ

の
詩
は
宮
殿
の
美
し
い
簾
の
中
で
、
ひ
と
り
衣
を
縫
う
女
性
に
、
点
滅
す
る
蛍
を
配
し
、
そ
の
心
中
を
詠

出
し
て
見
せ
た
絶
品
で
す
。
尚
こ
の
詩
は
、
後
の
唐
代
に
詩
型
と
し
て
完
成
す
る
五
言
絶
句
の
さ
き
が
け

を
な
す
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

4

尋
隱
者
不
遇 

隱
者

い
ん
じ
ゃ

を
尋 た

ず

ね
て
遇 あ

わ
ず 

賈 か 

島 と
う 

松
下
問
童
子 

松
下

し
ょ
う
か

童
子

ど
う
じ

に
問 と

う
、 

言
師
採
藥
去 

言 い

う
師 し

は
薬 や

く

を
採 と

り
に
去 さ

る
と
。 

只
在
此
山
中 

只 た

だ
此 こ

の
山

中

さ
ん
ち
ゅ
う

に
在 あ

ら
ん
も
、 

雲
深
不
知
處 

雲 く
も

深 ふ
か

く
し
て

処
と
こ
ろ

を
知 し

ら
ず 

【
通
釈
】 

起
句 

山
中
に
隠
者
の
住
い
を
尋
ね
て
行
き
、
松
の
木
の
下
に
居
た
子
供
に
「
先
生
は
お
い
で
か
な
？
」

 

と
尋
ね
る
と
、 

承
句 

「
先
生
は
薬
草
採
り
に
出
か
け
ま
し
た
」
と
の
返
事
。 

転
句 

き
っ
と
こ
の
山
中
に
い
る
に
は
ち
が
い
な
い
が
、 

結
句 

な
に
ぶ
ん
雲
が
深
く
た
ち
こ
め
て
所
在
が
知
れ
ず
、
遇
わ
な
い
ま
ゝ
帰
っ
て
来
た
こ
と
で
あ
っ
た
。 
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 【
語
釈
】 

◉

隱
者…

俗
世
を
避
け
て
隠
れ
て
住
む
人
。
◉

童
子…

こ
ど
も
、
召
し
使
い
の
子
供
。
◉

師…

先
生
、
師
事

す
る
人
。
◉

薬…

薬
草
。
◉

只
在…

き
っ
と
い
る
に
違
い
な
い
。
只
は
こ
こ
で
は
推
量
を
強
調
す
る
語
。 

【
押
韻
】
去
声 
六
御 

韻
、
去
、
處
。 

【
解
説
】 

 

賈
島(

七
七
九―

八
四
二)

は
范
陽(

今
の
河
北
省)

の
人
。
は
じ
め
出
家
し
て
僧
と
な
っ
た
が
、
韓
愈
に

す
す
め
ら
れ
還
俗
し
、
進
士
に
及
第
し
た
。
韓
愈
と
の
出
会
い
は
推
敲
の
故
事
で
知
ら
れ
て
い
る
。
又
、

自
ら
苦
吟
し
た
こ
と
で
有
名
。 

 

こ
の
詩
は
知
人
の
隠
者
を
尋
ね
て
会
え
な
か
っ
た
事
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
短
い
詩
中
に
松
下
・

童
子
・
薬
・
山
中
・
雲
等
の
語
を
配
し
、
隠
逸
の
住
ま
い
の
様
子
を
美
事
に
画
き
出
し
た
名
吟
で
す
。 

5

送
元
二
使
安
西  

元 げ
ん

二 じ

の
安
西

あ
ん
せ
い

に
使 つ

か

い
す
る
を
送 お

く

る 

王 お
う 

維 い 

渭
城
朝
雨
浥
輕
塵 

渭
城

い
じ
ょ
う

の
朝
雨

ち
ょ
う
う

軽
塵

け
い
じ
ん

を

浥
う
る
お

し 

客
舍
靑
靑
柳
色
新 

客
舎

か
く
し
ゃ

青
青

せ
い
せ
い

柳

色

り
ゅ
う
し
ょ
く

新
た
な
り 

勸
君
更
盡
一
杯
酒 

君 き
み

に
勧 す

す

む
更 さ

ら

に
尽 つ

く

せ
一
杯

い
っ
ぱ
い

の
酒 さ

け 

西
出
陽
關
無
故
人 

西 に
し

の
か
た
陽
関

よ
う
か
ん

を
出 い

づ

れ
ば
故
人

こ
じ
ん

無 な

か
ら
ん 

【
通
釈
】 

起
句 

渭
城
の
町
は
、
夜
来
の
雨
で
土
ぼ
こ
り
も
上
が
ら
ず
し
っ
と
り
と
う
る
お
っ
て
い
る
。 

承
句 

（
昨
夜
別
れ
の
宴
を
催
し
た
）
宿
屋
の
前
に
は
、
芽
ぶ
い
た
ば
か
り
の
柳
が
水
を
含
ん
で
、
青
々

 

と
い
っ
そ
う
色
鮮
や
か
で
あ
る
。 

転
句 

さ
あ
い
よ
い
よ
お
別
れ
だ
、
元
君
ど
う
ぞ
も
う
一
杯
飲
ん
で
お
く
れ
。 

結
句 

こ
れ
か
ら
西
に
旅
し
て
、
陽
関
の
関
所
を
出
れ
ば
、
も
う
一
緒
に
酒
を
く
み
交
す
友
人
も
い
な
い

 

だ
ろ
う
。 

【
語
釈
】 

◉

元
二…

人
名
。
元
は
姓
、
名
は
不
詳
。
二
は
一
族
中
の
兄
弟
、
い
と
こ
の
中
の
年
齢
順
が
二
番
目
の
意
。

こ
の
呼
び
方
を
排
行
と
い
う
。
◉

安
西…

地
名
。
今
の
甘
粛
省
の
西
端
の
要
衝
の
地
。
唐
代
、
こ
こ
に
西

域
守
護
の
為
の
安
西
都
護
府
が
あ
っ
た
。
◉

渭
城…

咸
陽
の
別
名
。
都
長
安
の
北
、
渭
水
を
は
さ
ん
だ
対

岸
に
あ
る
。
当
時
西
方
に
旅
立
つ
人
を
こ
こ
ま
で
見
送
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
◉

朝
雨…

朝
の
雨
。
◉

浥…

う
る
お
す
。
ぬ
ら
す
。
◉

客
舎…

旅
館
、
宿
屋
。
前
夜
こ
こ
で
送
別
の
宴
を
張
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
。 
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 ◉

柳
色
新…

雨
で
柳
の
色
が
一
そ
う
鮮
や
か
に
な
っ
た
こ
と
。
当
時
、
遠
く
旅
立
つ
人
に
無
事
の
帰
還
を

祈
り
、
柳
の
小
枝
を
丸
め
て
餞
別
に
手
渡
す
風
習
が
あ
っ
た
。
◉

陽
関…

甘
粛
省
、
敦
煌
の
近
く
に
あ
る

関
所
。
古
来
、
玉
門
関
と
と
も
に
西
域
に
往
来
す
る
と
き
必
ず
通
る
関
所
。
玉
門
関
の
南
に
あ
る
の
で
こ

の
名
が
つ
い
た
。
◉

故
人…

友
人
、
古
く
か
ら
の
友
人
。 

【
押
韻
】
上
平
声 
十
一
真
韻 

塵
、
新
、
人
。 

【
解
説
】 

 

王 

維
（
六
九
九―

七
六
一
）
は
盛
唐
期
を
代
表
す
る
大
詩
人
の
一
人
。 

経
歴
は
平
成
二
十
五
年
九
月
の
解
説
（
漢
詩
鑑
賞
欄
）
参
照
。 

 

こ
の
詩
は
作
者
の
友
人
の
元
某
が
朝
命
を
帯
び
て
、
遥
か
西
の
果
て
安
西
に
旅
立
つ
の
を
見
送
っ
た
時

の
作
で
、
古
来
送
別
詩
の
代
表
的
傑
作
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
こ
の
詩
が
出
来
た
唐
代
か
ら
、
送
別

の
席
で
盛
ん
に
歌
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
詩
の
一
部
の
句
、
或
は
全
句
を
三
度
く
り
か
え
し
て
歌
っ
た
こ

と
か
ら
陽
関
三
畳
或
い
は
陽
関
曲
と
呼
ば
れ
、
や
が
て
こ
の
語
が
送
別
の
歌
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

6

涼
州
詞 

涼

州

詞

り
ょ
う
し
ゅ
う
し 

王 お
う 

翰 か
ん 

葡
萄
美
酒
夜
光
杯 

葡
萄

ぶ
ど
う

の
美
酒

び
し
ゅ 

夜
光

や
こ
う

の
杯 は

い 

欲
飮
琵
琶
馬
上
催 

飲 の

ま
ん
と
欲 ほ

っ

す
れ
ば 

琵
琶

び

わ 

馬
上

ば
じ
ょ
う

に
催

も
よ
お

す 

醉
臥
沙
場
君
莫
笑 

酔 よ

い
て
沙
場

さ
じ
ょ
う

に
臥 ふ

す 

君 き
み

笑 わ
ら

う
こ
と
莫 な

か
れ 

古
來
征
戰
幾
人
囘 

古
来

こ
ら
い 

征
戦

せ
い
せ
ん 

幾
人

い
く
に
ん

か
回 か

え

る 

【
通
釈
】 

起
句 

葡
萄
の
う
ま
酒
を
玉
杯
に
な
み
な
み
と
注
げ
ば
、
杯
は
夜
空
の
星
の
光
を
う
け
て
赤
々
と
輝
く
。 

承
句 

い
ざ
飲
も
う
と
す
る
と
、
そ
ば
で
は
馬
上
で
琵
琶
を
か
き
鳴
ら
す
者
が
い
る
。 

転
句 

飲
む
程
に
酔
い
し
れ
て
、
そ
の
ま
ま
砂
漠
の
上
に
倒
れ
ふ
し
て
し
ま
う
。
こ
の
姿
を
諸
君
笑
わ

な
い
で
く
れ
た
ま
え
。 

結
句 

昔
か
ら
こ
の
辺
塞
の
地
に
出
征
し
て
来
た
兵
士
の
う
ち
、
無
事
生
還
出
来
た
人
が
幾
人
い
る

だ
ろ
う
か
。 

【
語
釈
】 

◉

涼
州
詞…

涼
州
は
地
名
。
今
の
甘
粛
省
武
威
県
。
唐
の
開
元
年
間
、
こ
の
地
の
長
官
が
塞
外
の
歌
を
集

め
て
朝
廷
に
献
上
し
「
涼
州
宮
調
曲
」
と
呼
ん
だ
こ
と
か
ら
こ
の
名
が
始
り
楽
府
題
（
が
ふ
だ
い
、
宮
中

に
採
録
さ
れ
た
歌
曲
題
）
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
多
く
の
詩
人
が
こ
の
題
の
詩
を
作
っ
た
。
辺
塞
の
風
物

や
出
征
兵
士
の
苦
し
み
を
詠
じ
た
も
の
が
多
い
。 
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 ◉

葡
萄
美
酒…

葡
萄
酒
を
い
う
。
葡
萄
及
び
葡
萄
酒
は
、
い
ず
れ
も
西
域
か
ら
伝
わ
っ
た
。
古
く
は
周
の

穆
王

ぼ
く
お
う

の
と
き
西
の
胡
人
が
伝
え
た
と
い
う
伝
説
が
あ
り
、
漢
の
時
代
は
じ
め
て
葡
萄
を
植
え
た
と
い
う
。 

又
、
唐
の
太
宗
の
と
き
、
西
域
の
高
昌
国
を
破
り
、
葡
萄
の
実
を
持
ち
帰
り
、
葡
萄
酒
を
醸
造
、
長
安
の

人
は
じ
め
て
そ
の
味
を
知
っ
た
と
い
う
記
録
が
あ
る
。 

◉

夜
光
杯…

名
玉
（
白
玉
）
で
作
っ
た
杯
で
、
夜
中
に
光
を
放
つ
と
い
う
。
周
の
穆
王
の
と
き
、
「
西
胡

（
西
域
の
胡
人
）
夜
光
常
満
杯
を
献
ず
、
盃
は
是
れ
白
玉
の
精
に
し
て
・
・
・
」
と
あ
る
伝
説
に
基
く
。

但
し
、
こ
の
詩
の
場
合
は
、
夜
空
の
星
の
光
に
、
き
ら
り
と
輝
く
葡
萄
酒
の
杯
を
、
こ
の
伝
説
の
名
器
に

見
立
て
て
詠
じ
た
も
の
。 

◉

琵
琶…

弦
楽
器
。
こ
れ
も
西
域
か
ら
伝
来
さ
れ
た
。
馬
上
で
弾
く
も
の
と
い
う
。
◉

砂
場…

砂
漠
或
い
は

砂
漠
の
戦
場
。
◉

君…

広
く
読
者
、
世
人
一
般
に
向
っ
て
い
う
。
◉

征
戦…

戦
争
に
征
く
。 

【
押
韻
】
上
平
声 

十
灰
韻 

杯
、
催
、
囘(

回)

。 

【
解
説
】 

 

王 

翰
（
六
八
七

?

―

七
二
六

?

）
は
并
州
晋
陽
（
山
西
省
太
原
）
の
人
。
唐
の
景
雲
元
年(

七
一
〇)

進
士
及
第
。
豪
放
な
性
格
で
あ
っ
た
と
い
う
。 

 

こ
の
詩
は
塞
外
の
地
に
出
征
し
た
兵
士
の
心
情
を
詠
じ
た
も
の
で
、
辺
塞
詩
の
最
高
傑
作
の
一
つ
に
数

え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
起
句
、
承
句
で
葡
萄
酒
、
夜
光
杯
、
琵
琶
の
三
点
で
都
を
遠
く
離
れ
た
西
域

で
の
酒
盛
り
で
あ
る
こ
と
を
示
し
ま
す
。
転
句
で
は
一
転
し
て
、
砂
漠
の
砂
の
上
で
酔
い
つ
ぶ
れ
る
と
い

う
殺
伐
と
し
た
情
景
を
演
出
し
、
結
句
で
「
一
体
自
分
は
生
き
て
故
郷
に
帰
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
」
と

い
う
兵
士
の
ぎ
り
ぎ
り
の
心
の
叫
び
を
詠
じ
て
読
者
に
迫
り
ま
す
。
あ
る
人
は
こ
の
詩
を
「
征
夫
の
心
情

を
写
し
出
し
て
、
語
は
極
め
て
壮
ん
で
あ
る
が
、
意
は
極
め
て
悲
し
い
」
と
評
し
て
い
ま
す
。 

涼
州
詞
を
更
に
一
詩
左
に
掲
げ
ま
す
。 

付
一 

涼
州
詞 

涼

州

り
ょ
う
し
ゅ
う

詞し 

王お
う 

之
渙

し

か

ん 

黃
河
遠
上
白
雲
閒 

黄
河

こ

う

が 

遠と
お

く
上の

ぼ

る 

白
雲

は
く
う
ん

の
間か

ん 

一
片
孤
城
萬
仞
山 

一
片

い
っ
ぺ
ん

の 

孤
城

こ
じ
ょ
う 

万
仞

ば
ん
じ
ん

の
山や

ま 

羌
笛
何
須
怨
楊
柳 

羌
き
ょ
う

笛て
き 

何な
ん

ぞ
須も

ち

い
ん 

楊よ
う

柳
り
ゅ
う

を
怨う

ら

む
を 

春
光
不
度
玉
門
關 

春
し
ゅ
ん

光こ
う 

度わ
た

ら
ず 

玉
門
関

ぎ
ょ
く
も
ん
か
ん 

7

囘
鄕
偶
書 

郷
き
ょ
う

に
回 か

え

り
て
偶 た

ま

た
ま
書 し

ょ

す 

賀 が 

知 ち

章
し
ょ
う 

少
小
離
家
老
大
囘 

少

小

し
ょ
う
し
ょ
う 

家い
え

を
離は

な

れ
て 

老ろ
う

大だ
い

に
し
て
回か

え

る
、 

鄕
音
無
改
鬢
毛
摧 

郷

音

き
ょ
う
お
ん 

改
あ
ら
た

ま
る
無な

く 

鬢
毛

び
ん
も
う

摧く
だ

か
る
。 

兒
童
相
見
不
相
識 

児
童

じ
ど
う 

相
見

あ
い
み

み
て
相
識

あ
い
し
ら

ら
ず
、 

笑
問
客
從
何
處
來 

笑わ
ら

っ
て
問と

う 

客か
く

は
何い

ず

れ
の

処
と
こ
ろ

よ
り
来き

た

る
と
。 
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 【
通
釈
】 

起
句 

若
い
こ
ろ
に
志
を
立
て
て
故
郷
の
家
を
離
れ
、（
長
い
間
の
宮
仕
え
の
後
）
年
を
と
っ
て
帰
っ
て
来
た
。 

承
句 

お
国
な
ま
り
は
昔
の
ま
ま
で
改
ま
っ
て
い
な
い
が
、
鬢
の
毛
は
す
っ
か
り
薄
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

転
句 
（
迎
え
て
く
れ
た
一
族
の
）
子
供
達
は
、
私
と
顔
を
あ
わ
せ
て
も
お
互
い
に
見
知
ら
な
い
。 

結
句 

（
子
供
達
は
）
に
こ
に
こ
し
な
が
ら
、
お
客
様
は
ど
ち
ら
か
ら
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
か
と
尋
ね  

る
の
だ
。 

【
語
釈
】 

◉

囘
鄕…

故
郷
に
帰
る
。
◉

偶
書…

思
い
つ
く
ま
ま
に
書
き
つ
け
る
。
◉

少
小…

年
の
若
い
こ
と
。
年
若
い

時
。
年
少
。
◉

老
大…

年
を
と
る
こ
と
。
老
年
。
◉

郷
音…

お
国
な
ま
り
。
◉

鬢
毛
摧…

鬢
の
毛
が
薄
く
な

る
こ
と
。
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
て
は
鬢
毛
衰
（
鬢
毛

衰
お
と
ろ

う
）
と
な
っ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
◉

児
童…

子
供
、

こ
の
場
合
は
一
族
の
こ
ど
も
と
解
す
。
◉

相
見
不
相
識…

相
は
こ
こ
で
は
お
互
い
に
意
。 

【
押
韻
】
上
平
声 

十
灰
韻 

囘
、
摧
、
來
。 

【
解
説
】 

 

賀
知
章
（
六
五
九―

七
四
四
）
は
盛
唐
前
期
の
人
。
会
稽

か
い
け
い

永え
い

興こ
う

（
淅
江
省
）
に
生
れ
、
若
く
し
て
文
才

を
知
ら
れ
た
。
都
に
上
り
、
則
天
武
光
后
の
証
聖
元
年
（
六
九
五
）
進
士
及
第
。
官
途
は
順
調
に
累
進
し

た
。
酒
を
好
み
、
性
格
は
磊
落
無
欲
で
、
玄
宗
皇
帝
に
大
い
に
気
に
入
ら
れ
た
。
李
白
の
才
を
認
め
自
ら

皇
帝
に
推
挙
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
晩
年
願
い
出
て
職
を
辞
し
故
郷
、
会
稽
に
帰
っ
た
が
、
そ
の
時

玄
宗
皇
帝
は
多
年
の
労
を
ね
ぎ
ら
い
、
詔
を
も
っ
て
鏡
湖
と
い
う
湖
を
賜
っ
た
。
こ
の
詩
は
こ
の
時
作
者

が
故
郷
に
帰
っ
た
時
の
感
慨
を
や
や
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
タ
ッ
チ
で
歌
っ
た
も
の
。
都
で
皇
帝
の
知
遇
を
得
る

ま
で
に
出
世
し
な
が
ら
、
お
国
な
ま
り
を
改
め
な
い
程
に
故
郷
を
愛
し
た
作
者
が
長
い
宮
仕
え
の
後
帰
っ

て
み
る
と
、
す
っ
か
り
よ
そ
者
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
悲
哀
の
情
が
句
間
に
に
じ
み
出
て
い
る
絶
品
で
す
。

こ
の
詩
は
同
題
二
首
其
一
で
、
其
二
を
左
に
示
し
ま
す
。 

付
二 

囘
鄕
偶
書 

郷
き
ょ
う

に
回か

え

り
て
偶

た
ま
た

ま
書し

ょ

す 

賀が 

知ち

章
し
よ
う 

離
別
家
鄕
歳
月
多 

家
郷

か
き
ょ
う

に
離り

別べ
つ

せ
し
歳
月

さ
い
げ
つ

多お
お

く 

近
來
人
事
半
銷
磨 

近ち
か

ご
ろ
来き

た

れ
ば
人
事

じ

ん

じ

半な
か

ば
銷
磨

し
ょ
う
ま

す 

唯
有
門
前
鏡
湖
水 

唯た

だ
門
前

も
ん
ぜ
ん

に
鏡

き
よ
う

湖こ

の
水み

ず

の
み
有あ

っ
て 

春
風
不
改
舊
時
波 

春
風

し
ゅ
ん
ぷ
う

は
改

あ
ら
た

め
ず
旧
時

き
ゅ
う
じ

の
波な

み 

8

山
亭
夏
日 

山
亭

さ
ん
て
い

夏
日

か
じ
つ 

高 こ
う 

駢 べ
ん 

綠
樹
陰
濃
夏
日
長 

緑
樹

り
ょ
く
じ
ゅ 

陰
濃こ

ま

や
か
に
し
て 

夏
日

か

じ

つ

長 な
が

し
、 
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樓
臺
倒
影
入
池
塘 

楼
台

ろ
う
だ
い 

影 か
げ

を
倒さ

か

し
ま
に
し
て 

池
塘

ち

と

う

に
入 い

る 
水
精
簾
動
微
風
起 

水
精

す
い
し
ょ
う

の
簾れ

ん

動 う
ご

い
て
微
風

び

ふ

う

起 お
こ

り 

一
架
薔
薇
滿
院
香 

一
架

い

っ

か

の
薔
薇

し
ょ
う
び 

満
院

ま
ん
い
ん

香 か
ん

ば
し 

【
通
釈
】 

起
句 

あ
お
あ
お
と
生
い
茂
っ
た
木
々
の
か
げ
は
色
濃
く
、
長
い
夏
の
日
の
日
ざ
し
の
も
と
、 

承
句 

池
の
ほ
と
り
の
高
殿
は
そ
の
姿
を
さ
か
し
ま
に
し
て
、
静
か
な
水
面
に
影
を
落
し
て
い
る
。 

転
句 

水
晶
の
か
ざ
り
つ
い
た
美
し
い
簾
が
、
そ
よ
風
を
受
け
て
か
す
か
に
揺
れ
動
き
、 

結
句 

棚
い
っ
ぱ
い
に
咲
い
て
い
る
薔
薇
（
ば
ら
）
の
花
の
香
り
が
庭
じ
ゅ
う
に
満
ち
て
い
る
。 

【
語
釈
】 

◉

山
亭…

山
中
の
別
荘
。
◉

陰
濃…

木
々
の
葉
が
生
い
茂
っ
て
、
色
濃
く
な
っ
て
い
る
こ
と
。
◉

楼
台…

た

か
ど
の
。
二
階
建
て
以
上
の
建
物
。
◉

影…

水
に
映
っ
た
姿
。
◉

池
塘…

①
大
き
な
池
。
②
池
の
つ
つ
み
。

こ
こ
で
は
前
者
。
◉

水
精…

①
水

精

す
い
し
ょ
う

は
水
晶
。
②
水
精

す
い
せ
い

は
水
の
精
。
こ
こ
で
は
前
者
。 

◉

一
架…

（
薔
薇
を
支
え
る
）
棚
い
っ
ぱ
い
の
。
◉

満
院…

庭
じ
ゅ
う
。
院
は
中
庭
。 

【
押
韻
】
下
平
声 

七
陽
韻 

長
、
塘
、
香
。 

【
解
説
】 

 

作
者
高
駢

こ
う
べ
ん(

八
二
一–

八
八
七)

は
幽
州
（
河
北
省
）
の
人
。
権
勢
の
家
柄
に
生
れ
、
学
問
、
武
芸
に
優
れ
、

地
方
長
官
や
節
度
使
等
を
歴
任
、
晩
唐
の
大
乱
黄
巣
の
乱
で
功
あ
り
、
渤
海
郡
主
に
封
ぜ
ら
れ
た
が
、
最

後
は
武
将
に
殺
さ
れ
た
。 

 

こ
の
詩
は
、
山
中
の
別
荘
で
の
静
か
な
夏
の
日
の
優
雅
な
趣
き
が
あ
ふ
れ
る
情
景
を
見
事
に
画
き
出
し

た
佳
作
で
す
。
楼
台
、
池
塘
、
水
精
簾
、
薔
薇
等
を
品
よ
く
ち
り
ば
め
、
読
む
人
を
し
て
そ
の
庭
に
坐
っ

て
い
る
よ
う
な
気
分
に
さ
せ
る
と
こ
ろ
は
流
石
で
す
。
当
時
唐
の
治
世
は
漸
く
衰
え
、
世
情
は
騒
然
と
し

て
い
ま
し
た
。
或
は
作
者
自
身
、
そ
の
乱
世
な
れ
ば
こ
そ
こ
の
よ
う
な
優
雅
な
ひ
と
と
き
を
、
い
っ
そ
う

大
切
に
感
じ
て
い
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
詩
で
当
時
（
唐
代
）
か
ら
薔
薇
を
賞
翫
し
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
ま
す
が
、
こ
れ
を
詠
ん
だ
詩
は
古
来
比
較
的
稀
で
す
。
左
に
二
例
を
掲
げ
ま
す
。 

付
三 

過
目
黑
村 

目
黒

め

ぐ

ろ

村む
ら

を
過す

ぐ 

大
正

た
い
し
ょ
う

天
皇

て
ん
の
う 

雨
餘
村
落
午
風
微 

雨
余

う

よ

の
村
落

そ
ん
ら
く 

午
風

ご

ふ

う

微び

な
り 

新
綠
陰
中
蝴
蝶
飛 

新
緑

し
ん
り
ょ
く

陰
中

い
ん
ち
ゅ
う 

蝴こ

蝶
ち
ょ
う

飛と

ぶ 

二
樣
芳
香
來
撲
鼻 

二に

様よ
う

の 

芳
香

ほ
う
こ
う

来き
た

り
て 

鼻は
な

を
撲う

つ 

焙
茶
氣
雜
野
薔
薇 

茶ち
ゃ

を
焙い

る
の 

気き

は
雑ま

じ

わ
る 

野の

の
薔
薇

ば

ら

に 
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付
四 

薔
薇
正
開
春
酒
初
熟
因
招
劉
十
九
張
大
崔
二
十
四
同
飲 

薔
薇

し
よ
う
び

正ま
さ

に
開ひ

ら

き
春

し
ゆ
ん

酒し
ゅ

初は
じ

め
て
熟

じ
ゅ
く

す
因よ

り
て
劉

り
ゆ
う

十

九

じ
ゅ
う
き
ゅ
う

・
張
大

ち
よ
う
だ
い

・ 

崔さ
い

二に

十
四

じ
ゅ
う
し

を
招ま

ね

き
て
同と

も

に
飲の

む 

白は
く 

居き
ょ

易い 
甕
頭
竹
葉
經
春
熟 

甕
頭

お
う
と
う

の
竹
葉

ち
く
よ
う

は
春は

る

を
経へ

て
熟

じ
ゅ
く

し 

階
底
薔
薇
入
夏
開 

階
底

か
い
て
い

の
薔
薇

し
ょ
う
び

は
夏な

つ

に
入い

り
て
開ひ

ら

く 

似
火
淺
深
紅
壓
架 

火ひ

に
似に

た
る
浅せ

ん

深し
ん 

紅
く
れ
な
い 

架か

を
圧あ

っ

し 

如
餳
氣
味
綠
黏
臺 

餳あ
め

の
如ご

と

き
気
味

き

み 

緑
み
ど
り 

台だ
い

に
黏ね

ば

る 

試
將
詩
句
相
招
去 
試

こ
こ
ろ

み
に
詩
句

し

く

を
将も

つ

て
相あ

い
招
去

し
ょ
う
き
ょ

せ
ん 

儻
有
風
情
或
可
來 
儻も

し
風
情

ふ
う
じ
ょ
う

有あ

ら
ば
或あ

る

い
は
来き

た
る
可ベ

し 

明
日
早
花
應
更
好 

明
日

み
よ
う
に
ち 

早そ
う

花か 

応ま
さ

に
更さ

ら

に
好よ

か
る
ベ
し 

心
期
同
醉
卯
時
杯 

心
こ
こ
ろ

に
期き

す 
同と

も

に
卯ぼ

う

時じ

の

杯
さ
か
ず
き

に
酔よ

わ
ん
こ
と
を 

9

池

上 

池
上

ち
じ
ょ
う 

白 は
く 

居 き
ょ

易 い 

山
僧
對
棋
坐 

山
僧

さ
ん
そ
う 

棋 き

に
対 た

い

し
て
坐 ざ

し 

局
上
竹
陰
淸 

局

上

き
ょ
く
じ
ょ
う 

竹
陰

ち
く
い
ん

清 き
よ

し 

映
竹
無
人
見 

竹 た
け

に
映 え

い

じ
て 

人 ひ
と

の
見 み

る
無 な

く 

時
聞
下
子
聲 

時 と
き

に
聞
く

き

く 

子 し

を
下 お

ろ

す
声 こ

え 

【
通
釈
】 

起
句 

山
寺
の
僧
が
碁
盤
を
は
さ
ん
で
対
局
し
て
お
り
、 

承
句 

盤
上
に
は
竹
の
清
ら
か
な
影
が
落
ち
て
い
る
。 

転
句 

竹
林
に
お
お
わ
れ
て
誰
も
見
る
人
は
い
な
い
、 

結
句 

時
ど
き
碁
石
を
打
ち
お
ろ
す
音
が
聞
こ
え
る
ば
か
り
。 

【
語
釈
】 

◉

池
上…

池
の
ほ
と
り
。
こ
の
場
合
は
池
の
ほ
と
り
の
邸
又
は
亭
の
意
。
◉

對
棋
坐…

囲
碁
の
対
局
を
い

う
。
◉

局…

棋
局
は
碁
盤
。
◉

子…

棋
子
は
碁
石
。 

【
押
韻
】
下
平
声 

八
庚
韻 

淸
、
聲
。 

【
解
説
】 

 

白
居
易
（
七
七
二‐

八
四
六
）。
字
は
楽
天
で
、
は
中
唐
を
代
表
す
る
詩
人
。
こ
の
人
の
詩
は
本
欄
で
も

す
で
に
数
多
く
鑑
賞
し
て
い
る
。
白
居
易
は
晩
年
太
子
賓
客
と
い
う
名
誉
職
を
与
え
ら
れ
た
が
、
そ
の
数

年
前
か
ら
洛
陽
に
隠
棲
し
、
仏
教
に
帰
依
し
て
自
ら
香
山
居
士
と
称
し
、
香
山
寺
の
僧
と
親
交
を
楽
し
ん
だ
。 
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こ
の
詩
は
そ
の
頃
（
六
十
四
歳
）
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。
詩
中
の
山
僧
は
恐
ら
く
は
香
山
寺
の
僧
と
作

者
自
身
で
、
香
山
寺
の
僧
房
か
あ
る
い
は
白
居
易
邸
で
の
対
局
の
様
子
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
白
居

易
晩
年
の
悠
々
自
適
の
心
境
と
生
活
ぶ
り
を
し
の
ば
せ
る
作
品
で
、
心
静
か
に
鑑
賞
し
た
い
佳
作
で
す
。 

詩
は
短
い
五
言
絶
句
の
中
に
竹
を
二
度
重
ね
、
俗
界
か
ら
の
隔
絶
を
強
調
し
て
い
ま
す
。 

10

對
酒 

酒 さ
け

に
対 た

い

す 

白 は
く 

居 き
ょ

易 い 

蝸
牛
角
上
爭
何
事 
蝸
牛

か
ぎ
ゅ
う

角

上

か
く
じ
ょ
う 

何
事

な
に
ご
と

を
か

争
あ
ら
そ

う 

石
火
光
中
寄
此
身 

石
火

せ
っ
か

光

中

こ
う
ち
ゅ
う 

此 こ

の
身 み

を
寄 よ

す 

隨
富
隨
貧
且
歡
樂 

富 と
み

に

随
し
た
が

い
貧 ひ

ん

に

随
し
た
が

い

且
し
ば
ら

く
歓
楽

か
ん
ら
く

せ
ん 

不
開
口
笑
是
癡
人 

口 く
ち

を
開
い
て

ひ

ら

 

笑 わ
ら

わ
ざ
る
は 

是 こ
れ

れ
痴
人

ち
じ
ん 

【
通
釈
】 

起
句 

か
た
つ
む
り
の
角
の
上
の
よ
う
な
小
さ
な
こ
の
世
界
で
何
を
争
う
の
か
、 

承
句 

火
打
ち
石
を
打
っ
て
発
す
る
火
花
の
よ
う
に
、
は
か
な
く
短
い
時
間
だ
け
の
人
生
だ
と
い
う
の
に
。 

転
句 

富
め
ば
富
ん
だ
で
、
貧
し
け
れ
ば
貧
し
い
な
り
に
先
ず
は
人
生
を
楽
し
も
う
、 

結
句 

大
き
く
口
を
あ
け
て
笑
わ
ぬ
奴
は
お
ろ
か
者
だ
。 

【
語
釈
】 

◉

蝸
牛
角
上…

蝸
牛
は
か
た
つ
む
り
。
か
た
つ
む
り
の
角
の
上
で
の
戦
い
。「
荘
子
」
則
陽
編
に
み
え
る
寓

話
に
も
と
づ
く
。
蝸
牛
の
左
の
角
の
上
に
は
触
氏
、
右
の
角
の
上
に
は
蛮
氏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
国
を
か
ま
え

て
土
地
の
争
い
を
し
た
と
。
小
さ
な
こ
と
を
相
争
う
の
を
嘲
っ
た
句
。
◉

石
火
光
中…

石
火
光
は
、
火
打

ち
石
を
打
っ
て
発
す
る
光
、
極
め
て
短
い
時
間
の
た
と
え
。
◉

且…

ま
ず
は
。
と
り
あ
え
ず
。
◉

開
口
笑…

口
を
あ
け
て
愉
快
に
笑
う
。「
荘
子
」
盗
跖
編
に
「
人
上
寿
は
百
歳
、
中
寿
は
八
十
、
下
寿
は
六
十
。
病
痩
、

死
喪
、
憂
患
を
除
き
、
そ
の
中
に
口
を
開
い
て
笑
う
は
、
一
月
の
う
ち
四
五
日
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
」
と
あ

る
を
承
け
る
。
◉

癡
人…

お
ろ
か
者
。 

【
押
韻
】
上
平
声 

十
一
真
韻 

身
、
人
。
起
句
は
踏
み
落
と
し
。（
起
・
承
句
は
対
句
） 

【
解
説
】 

 

白
居
易(

七
七
二―

八
四
六)

、

字
あ
ざ
な

は
楽
天
。
中
唐
を
代
表
す
る
詩
人
。
二
十
九
歳
で
進
士
、
三
十
五
歳

で
更
に
上
級
試
験
に
及
第
、
高
級
官
僚
と
な
っ
た
。
こ
の
頃
か
ら
さ
か
ん
に
諷
諭
詩
を
作
り
社
会
批
判
を

お
こ
な
っ
た
が
四
十
四
歳
の
時
江
州
（
江
西
省
九
江
）
に
左
遷
さ
れ
て
か
ら
閑
適
・
感
傷
の
詩
が
多
く
な

っ
た
。
そ
の
後
、
中
央
政
府
勤
務
と
地
方
長
官
（
杭
州
・
蘇
州
）
を
く
り
か
え
し
、
後
年
は
仏
教
に
帰
依
、 

又
道
教
に
傾
斜
し
た
。
晩
年
は
洛
陽
に
隠
棲
し
、
七
十
五
歳
で
没
し
た
。 
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11

苦
熱
題
恆
寂
師
禪
室 

熱 ね
つ

に
苦 く

る

し
み
恒 こ

う

寂
師

じ
ゃ
く
し

の
禅
室

ぜ
ん
し
つ

に
題 だ

い

す 

白 は
く 

居 き
ょ

易 い 

人
人
避
暑
走
如
狂 

人
々

ひ
と
び
と 

暑 し
ょ

を
避 さ

け 

走 は
し

る
こ
と
狂 く

る

う
が
如 ご

と

し 

獨
有
禪
師
不
出
房 

独 ひ
と

り
禅
師

ぜ
ん
じ

の
房 ぼ

う

の 

出 い

で
ざ
る
有 あ

り 

可
是
禪
房
無
熱
到 

是こ

れ
禅
房

ぜ
ん
ぼ
う

に
熱 ね

つ

の 

到
る

い

た

こ
と
無 な

か
る
可 べ

け
ん
や 

但
能
心
靜
卽
身
涼 
但 た

だ
能 よ

く 

心
こ
こ
ろ

静
か

し
ず
か

な
れ
ば 

即
す
な
わ

ち
身 み

涼 す
ず

し 

【
通
釈
】 

起
句 

世
の
人
々
は
、
夏
の
暑
さ
を
避
け
よ
う
と
、
ま
る
で
狂
っ
た
よ
う
に
右
往
左
往
し
て
い
る
が
、 

承
句 

恒
寂
禅
師
だ
け
は
、
座
禅
室
か
ら
外
に
出
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。 

転
句 

こ
れ
は
決
し
て
、
座
禅
堂
に
熱
が
入
っ
て
ゆ
か
な
い
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。 

結
句 

た
だ
禅
師
が
心
静
か
に
禅
の
修
行
を
し
て
居
ら
れ
る
為
、
身
体
も
自
然
と
涼
し
い
の
だ
。 

【
語
釈
】 

◉

苦
熱…

暑
さ
に
苦
し
む
。
作
者
が
暑
さ
に
苦
し
み
な
が
ら
、
の
意
。
◉

恒
寂
師

こ
う
じ
ゃ
く
し…

禅
僧
の
名
。
禅
師
は
徳

の
高
い
禅
僧
。
◉

禅
室…

禅
を
修
行
す
る
部
屋
、
禅
房
。
◉

題…

書
き
つ
け
る
。
～
に
つ
い
て
詠
ず
る
。
恒

寂
禅
師
の
禅
室
の
壁
に
書
き
つ
け
た
詩
の
意
。 

【
押
韻
】
下
平
声 

七
陽
韻 

狂
、
房
、
涼
。 

【
解
説
】 

 

白
居
易
（
七
七
二―

八
四
六
）、
字
は
楽
天
。
中
唐
を
代
表
す
る
詩
人
。
二
十
九
歳
で
進
士
。
三
十
五
歳

で
更
に
上
級
試
験
に
及
第
、
高
位
官
僚
と
な
っ
た
。
元
稹
、
劉
禹
錫
、
韓
愈
等
当
時
の
顕
官
達
と
親
し
く

交
り
、
自
ら
も
顕
職
に
就
い
た
が
、
努
め
て
政
争
に
関
る
こ
と
を
避
け
た
。
晩
年
は
洛
陽
に
半
ば
隠
棲
し
、

佛
教
に
帰
依
し
、
洛
陽
近
く
の
香
山
寺
の
僧
と
交
り
、
自
ら
香
山
居
士
と
号
す
る
な
ど
満
ち
足
り
た
老
境

を
楽
し
み
、
七
十
五
歳
の
長
寿
を
全
う
し
た
。 

 

こ
の
詩
は
、
親
し
い
友
人
で
あ
る
禅
僧
の
座
禅
堂
の
壁
に
書
き
つ
け
た
も
の
で
、
白
居
易
自
身
の
禅
に

対
す
る
信
仰
と
憧
憬
が
巧
ま
ず
表
現
さ
れ
た
作
。 

付
五 

紫
陽
花 

紫
陽
花

し

よ

う

か 

白は
く 

居き
ょ

易い 

招
賢
寺
有
山
花
一
樹
。
無
人
知
名
。
色
紫
氣
香
。
芳
麗
可
愛
。
頗
類
仙
物
。
因
以
紫
陽
花
名
之
。 

招
し
ょ
う

賢け
ん

寺じ

に
山
花

さ

ん

か

一
樹

い
ち
じ
ゅ

有あ

り
。
人ひ

と

の
名な

を
知し

る
無な

し
。
色い

ろ

は

紫
む
ら
さ
き

に
し
て
気き

は

香
か
ん
ば
し

し
く
。
芳ほ

う

麗れ
い 

愛あ
い

すす

可べ

く
。
頗

す
こ
ぶ

るる

仙せ
ん

物ぶ
つ

に
類る

い

すす

。
因よ

っ
て
紫
陽
花

し

よ

う

か

を
以も

っ

て
之こ

れ

に
名な

づ
く
。 
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 何

年
植
向
仙
壇
上 

何い
ず

れ
の
年と

し

に
か
仙せ

ん

壇だ
ん

の
上

ほ
と
り

に
植う

え
ら
れ 

早
晩
移
栽
到
梵
家 

早
晩

そ
う
ば
ん

移う
つ

し
栽う

え
ら
れ
て
梵
家

ぼ

ん

か

に
到い

た

る 
雖
在
人
間
人
不
識 

人
間

じ
ん
か
ん

に
在あ

り
と
雖

い
え
ど

も
人ひ

と

識し

ら
ず 

與
君
名
作
紫
陽
花 

君き
み

に
名な

を
与あ

た

え
て
紫し

陽よ
う

花か

と
作な

さ
ん 

12

夏
日
題
悟
空
上
人
院 

夏
日

か

じ

つ

悟
空

ご
く
う

上
人

し
ょ
う
に
ん

の
院い

ん

に
題
す 

杜 と 

荀
じ
ゅ
ん

鶴 か
く 

三
伏
閉
門
披
一
衲 

三
伏

さ
ん
ぷ
く

門 も
ん

を
閉 と

じ
て
一
衲

い
ち
の
う

を
披 は

お

る 

兼
無
松
竹
蔭
房
廊 

兼 か

ね
て
松
竹

し
ょ
う
ち
く

の
房
廊

ぼ
う
ろ
う

を
蔭 お

お

う
無 な

し 

安
禪
不
必
須
山
水 

安
禅

あ
ん
ぜ
ん 

必
か
な
ら

ず
し
も
山
水

さ
ん
す
い

を
須 も

ち

い
ず 

滅
得
心
中
火
自
涼 

心
中

し
ん
ち
ゅ
う

を
滅 め

っ

し
得 え

れ
ば
火 ひ

も

自
お
の
ず
か

ら
涼 す

ず

し 

【
通
釈
】 

起
句 

真
夏
の
酷
暑
の
も
と
で
門
を
閉
ざ
し
、
僧
衣
を
は
お
り
座
禅
を
組
ん
で
お
ら
れ
る
。 

承
句 

僧
院
の
部
屋
や
廊
下
に
蔭
を
作
り
、
暑
さ
を
防
い
で
く
れ
る
松
も
竹
も
無
い
。 

転
句 

名
僧
が
心
身
を
安
ら
か
に
し
て
禅
定

ぜ
ん
じ
ょ
う

に
入
る
に
は
、
必
ず
し
も
深
山
や
渓
谷
を
必
要
と
し
な
い
。 

結
句 

心
中
の
雑
念
を
消
し
去
っ
て
、
空く

う

の
境
地
に
達
す
れ
ば
火
の
中
に
あ
っ
て
も
お
の
ず
と
涼
し
い
の
だ
。 

【
語
釈
】 

◉

題…

詩
を
書
き
し
る
す
こ
と
。
◉

悟
空
上
人…

人
物
不
詳
。
初
唐
に
玄
奘
に
隨
っ
て
印
度
に
渡
り
歸
っ
て

多
く
の
経
典
を
訳
し
た
同
名
の
高
僧
が
居
た
が
、
別
人
と
思
わ
れ
る
。
◉

院…

僧
院
、
寺
。
◉

三
伏…

夏
の

暑
さ
の
き
び
し
い
期
間
を
い
う
。
夏
の
土
用
を
初
伏
、
中
伏
、
末
伏
の
三
期
に
分
け
た
称
。
伏
と
は
火
気

(

陽
の
気)

を
恐
れ
て
金
気(

陰
の
気)

が
伏
蔵
す
る
と
い
う
意
。
◉

兼…

と
も
に
。
二
つ
な
が
ら
。 

◉

房
廊…

僧
院
の
へ
や
と
廊
下
。
◉

安
禪…

心
身
を
安
ら
か
に
し
て
禅
定

ぜ
ん
じ
ょ
う

に
入
る
こ
と
。
禅
定
と
は
、
座

禅
で
俗
情
を
断
ち
精
神
を
統
一
し
、
心
を
静
め
て
三
昧
の
寂
境
に
入
る
こ
と
。 

【
押
韻
】
下
平
声 

七
陽
韻 

廊
、
涼
。
起
句
は
踏
み
落
と
し
。 

【
解
説
】 

 

杜
荀
鶴

と
じ
ゅ
ん
か
く

（
八
四
六
－
九
〇
四
）
は
末
唐
の
詩
人
。
大
順
二
年
（
八
九
一
）
進
士
及
第
し
た
が
、
世
の
混

乱
を
避
け
て
郷
里
池
州
（
安
徽
省
）
の
九
華
山
に
隠
棲
し
た
。
後
、
朱
全
忠
に
重
ん
ぜ
ら
れ
、
主
客
員
外

郎
、
知
制
誥
に
至
っ
た
。
若
く
し
て
詩
名
を
馳
せ
た
風
流
人
で
あ
っ
た
。 
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こ
の
詩
は
恐
ら
く
は
隠
棲
時
代
の
作
で
、
或
い
は
作
者
自
身
参
禅
し
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
禅
の
境
地

を
詠
じ
た
こ
の
詩
の
転
句
と
結
句
は
後
世
禅
の
偈(

げ)

と
な
っ
た
。
我
が
国
で
は
、
天
正
一
〇
年
（
一
五

八
二
）
織
田
信
長
が
甲
斐
の
国
で
武
田
勝
頼
を
討
っ
た
時
、
焼
き
討
ち
さ
れ
た
武
田
家
ゆ
か
り
の
恵
林
寺

の
快
川
和
尚
が
火
の
中
で
平
然
と
唱
え
た
と
い
う
「
滅
却
心
頭
火
亦
涼
」（
心
頭
を
滅
却
す
れ
ば
火
も
亦
涼

し
）
と
な
っ
て
広
く
知
ら
れ
る
偈
と
な
り
ま
し
た
。 

13

有

約 

約 や
く

有 あ

り 

趙
ち
ょ
う 

師 し

秀
し
ゅ
う 

黄
梅
時
節
家
家
雨 

 
黄
梅

こ
う
ば
い

の
時
節

じ
せ
つ 

家
家

か

か

の
雨 あ

め 

靑
草
池
塘
處
處
蛙 

 

青
草

せ
い
そ
う

の
池
塘

ち
と
う 

処
処

し
ょ
し
ょ

の

蛙
か
え
る 

有
約
不
來
過
夜
半 

 

約 や
く

有 あ

れ
ど
も 
来 き

た
ら
ず 

夜
半

や
は
ん

を
過 す

ぎ 

閑
敲
碁
子
落
燈
花 

 

閑 か
ん

に
碁
子

き

し

を
敲 た

た

い
て 
灯
花

と
う
か

を
落 お

と
す 

【
通
釈
】 

起
句 

梅
雨
の
時
節
と
て
、
村
の
家
々
は
鬱
陶
し
い
雨
の
中
に
ひ
っ
そ
り
と
静
ま
り
、 

承
句 

青
い
草
の
繁
っ
た
た
め
池
の
堤
で
は
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
蛙
が
鳴
き
交
わ
し
て
い
る
。 

転
句 

約
束
の
友
人
は
夜
半
が
過
ぎ
て
も
ま
だ
来
な
い
。 

結
句 

し
か
た
な
く
暇
つ
ぶ
し
に
一
人
で
碁
石
を
打
ち
下
ろ
し
て
、
傍
ら
の
灯
心
の
燃
え
か
す
を
音
も
な

く
落
と
し
て
い
る
の
だ
。 

【
語
釈
】 

◉

約…

約
束
、
こ
の
場
合
は
来
訪
の
約
束
。
◉

黄
梅
時
節…

梅
の
実
の
黄
色
く
熟
す
る
時
節
。
こ
の
頃
降
る

雨
を
「
黄
梅

こ
う
ば
い

の
雨あ

め

」
と
呼
ぶ
。
即
ち
、
梅
雨
。
◉

家
家…

家
毎
に
。
◉

池
塘…

池
の
堤
。
◉

處
處…

至
る
と

こ
ろ
。
あ
ち
ら
で
も
こ
ち
ら
で
も
。
◉

碁
子…

碁
石
。
◉

敲…

た
た
く
、
う
つ
。
敲
碁
子
は
碁
石
を
打
ち
下

ろ
す
こ
と
。
敲
棊
。
◉

燈
花…

灯
心
の
先
に
で
き
る
燃
え
か
す
の
か
た
ま
り
。 

【
押
韻
】
下
平
声 

六
麻
韻 

蛙
、
花
、
起
句
は
踏
み
落
と
し
。 

【
解
説
】 

 

作
者
は
南
宋
、
永
嘉
（
浙
江
省
温
州
）
の
人
。
宋
の
太
祖
、
趙

匡

胤

ち
ょ
う
き
ょ
う
い
ん

の
八
世
の
孫
。
紹
煕
元
年
（
一

一
九
〇
）
の
進
士
。
そ
の
詩
は
清
新
円
美
と
評
さ
れ
て
い
る
。
南
宋
の
都
し
た
浙
江
地
方
は
気
候
風
土
が

我
が
国
と
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
詩
の
前
半
に
見
事
な
対
句
構
成
で
描
写
す
る
風
景
は
、
我
が
国
の
梅
雨

期
の
そ
れ
と
変
わ
り
な
い
。
そ
の
中
で
深
夜
ま
で
約
束
の
友
人
（
お
そ
ら
く
は
碁
友
）
の
来
訪
を
待
っ
て
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 一
人
棋
譜
を
並
べ
て
い
る
様
子
が
目
に
見
え
る
よ
う
で
、
読
む
人
の
心
を
和
ま
せ
て
く
れ
る
美
し
い
作
品

で
す
。 

14

絶
句 

絶
句

ぜ
っ
く 

僧 

顯 け
ん

萬 ま
ん 

萬
松
嶺
上
一
間
屋 

万

松

ば
ん
し
ょ
う

嶺

上

れ
い
じ
ょ
う

一
間

い
っ
け
ん

の
屋 お

く 

老
僧
半
間
雲
半
間 
老
僧

ろ
う
そ
う 

半
間

は
ん
げ
ん 

雲 く
も

半
間

は
ん
げ
ん 

五
更
雲
去
逐
行
雨 

五 ご

更 こ
う 

雲 く
も

去 さ

っ
て 

行 こ
う

雨 う

を
逐 お

い 

囘
頭
却
羨
老
僧
閑 

頭
こ
う
べ

を
回 め

ぐ

ら
し
て 

却 か
え

っ
て
羨 う

ら

や
む 

老
僧

ろ
う
そ
う

の
閑 か

ん 

【
通
釈
】 

起
句 

万
松
嶺
の
頂
き
の
ほ
と
り
に
あ
る
、
ひ
と
間
だ
け
の
小
さ
な
庵 

承
句 

そ
の
ひ
と
間
の
半
分
に
、
老
い
た
私
が
棲
ん
で
お
り
、
残
り
の
半
分
は
雲
の
棲
み
家
。 

転
句 

朝
、
夜
明
け
前
に
な
る
と
、
雲
は
出
か
け
て
行
き
、
山
に
降
る
雨
を
追
い
か
け
な
が
ら
、 

結
句 

ふ
り
か
え
っ
て
、
こ
の
老
僧
の
閑
ひ
ま
な
姿
を
羨
ん
で
い
る
の
だ
。 

【
語
釈
】 

◉

萬
松…

嶺
山
の
名
、
今
の
浙
江
省
、
杭
州
市
の
南
に
あ
る
。
◉

一
間
屋…

ひ
と
間
だ
け
の
庵
。
◉

五
更…

午
前
四
時
頃
。
更
は
漢
代
以
後
、
夜
を
五
つ
に
区
分
し
た
時
刻
の
称
呼
。
◉

行
雨…

降
る
雨
。
◉

却…

か
え

っ
て
。
悠
然
た
る
雲
は
古
来
人
の
羨
む
対
象
で
あ
る
の
に
、
逆
に
の
意
。 

【
押
韻
】
上
平
声 

十
五
刪
韻 

間
、
閑
。 

【
解
説
】 

 

顯
萬
は
南
宋
の
僧
侶
。
こ
の
詩
は
万
松
嶺
上
の
小
庵
に
独
り
棲
む
自
ら
の
生
活
ぶ
り
を
詠
じ
た
も
の
。 

雲
を
擬
人
化
し
て
、
一
室
に
共
に
棲
む
と
い
う
面
白
い
発
想
は
、
唐
の
陸
亀
蒙
（
唐
末
の
隠
士
、
蘇
州
の

人
）
の
次
の
詩
に
基
づ
く
も
の
。 

山
中
僧 

陸り
く 

亀き

蒙も
う 

手
関
一
室
翠
微
裏 

手て

ず
か
ら
一
室

い
っ
し
つ

を
関と

ざ
す 

翠
微

す

い

び

の
裏う

ち 

日
暮
白
雲
棲
半
間 

日
暮

に

ち

ぼ 

白
雲

は
く
う
ん 

半
間

は
ん
か
ん

に
棲す

む 

白
雲
朝
出
天
際
去 

白
雲

は
く
う
ん 

朝
あ
し
た

出い

で
て 

天て
ん

際さ
い

に
去さ

る
も 

若
比
老
僧
猶
未
閑 

若も

し
老
僧

ろ
う
そ
う

に
比ひ

せ
ば 

猶な
お

未い
ま

だ
閑か

ん

な
ら
ず 
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15

插
秧 

挿
秧

そ
う
お
う 

范 は
ん 

成 せ
い

大 だ
い 

種
密
移
疎
綠
毯
平 

種 ま

く
こ
と
密 み

つ

に 

移 う
つ

す
こ
と
疎 そ

に
し
て 

緑

毯

り
ょ
く
た
ん

平
た
い
ら

か
な
り 

行
閒
淸
淺
縠
紋
生 

行

間

ぎ
ょ
う
か
ん 

清
浅

せ
い
せ
ん

に
し
て
縠
紋

こ
く
も
ん

生
し
ょ
う

ず 

誰
知
細
細
靑
靑
草 

誰 た
れ

か
知
ら
ん

し

 

細
々

さ
い
さ
い 

青
々

せ
い
せ
い

の
草 く

さ 

中
有
豐
年
擊
壤
聲 
中 う

ち

に
豊
年

ほ
う
ね
ん 

撃

壌

げ
き
じ
ょ
う

の
声 こ

え

有 あ

る
を 

【
通
釈
】 

起
句 

び
っ
し
り
と
密
に
播
か
れ
た
苗
代
の
苗
を
と
り
、
ま
ば
ら
に
植
え
て
ゆ
け
ば
、
田
は
一
面
緑
の
絨

 

毯
の
よ
う
で
あ
る
。 

承
句 

田
植
え
を
終
え
た
ば
か
り
の
苗
の
列
の
間
は
、
浅
く
清
ら
か
な
水
が
満
ち
細
か
な
水
紋
が
ゆ
れ
て
い
る
。 

転
句 

誰
が
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
、
こ
の
か
細
く
た
だ
青
々
と
し
た
苗
の
中
に
、 

結
句 

秋
の
豊
作
を
喜
ぶ
鼓
腹
撃
壊
の
声
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
。 

【
語
釈
】 

◉

插
秧…

田
植
え
。
◉

種…

た
ね
を
ま
く
。
こ
の
場
合
は
苗
代
に
播
か
れ
た
状
態
を
い
う
。
◉

綠
毯…

緑
の

絨
毯
。
◉

行
間…

植
え
ら
れ
た
稲
の
列
の
間
。
◉

縠
紋…

し
わ
の
よ
う
な
模
様
。
縠
は
ち
り
め
ん
（
縮
緬
）

◉

豐
年…

作
物
が
豊
か
に
実
っ
た
年
。
又
豊
か
な
み
の
り
。
◉

擊
壞…

鼓
腹
撃
壊
。
農
民
が
腹
づ
つ
み
を
打

ち
、
大
地
を
踏
み
な
ら
し
て
太
平
無
事
を
楽
し
む
さ
ま
を
い
う
。（
古
の
堯
帝
の
故
事
） 

〔
十
八
史
略
・
五
帝
〕
有
老
人
、
含
哺
鼓
腹
、
擊
壌
而
歌
曰
、
日
出
而
作
、
日
入
而
息
、
鑿
井
而
飲
、
耕 

田
而
食
、
帝
力
何
有
于
我
哉
。 

【
押
韻
】
下
平
声 

八
庚
韻  

平
、
生
、
聲
。 

【
解
説
】 

 

范
成
大
（
一
一
二
六―

一
一
九
三
）
は
南
宋
の
有
能
な
愛
国
政
治
家
で
あ
り
、
ま
た
詩
人
と
し
て
も
楊

万
里
、
陸
游
と
並
び
南
宋
三
大
詩
人
の
一
人
と
さ
れ
る
。
晩
年
は
郷
里
蘇
州
に
隠
居
し
、
江
南
の
農
民
の

暮
ら
し
ぶ
り
を
詠
じ
た
連
作
「
四
季
田
園
雑
興
」
六
十
首
を
作
っ
た
。
本
欄
で
は
、
平
成
二
十
五
年
年
十

一
月
「
冬
日
田
園
雑
興
」
を
、
ま
た
平
成
二
十
六
年
十
月
「
秋
日
田
園
雑
興
」
を
鑑
賞
し
た
（
ト
ッ
プ
ペ

ー
ジ
の
左
欄
の
「
漢
詩
鑑
賞
」
に
掲
載
し
て
ま
す
）。 

 

今
回
の
詩
「
插
秧
」
も
田
園
を
題
材
と
し
、
田
植
を
終
え
た
ば
か
り
の
稲
田
の
か
細
い
苗
の
中
に
、
秋

の
豊
作
を
喜
ぶ
農
民
の
声
を
聞
く
と
い
う
、
田
園
詩
人 

范
成
大
な
ら
で
は
の
、
農
民
に
対
す
る
暖
か
い
愛

情
の
こ
も
っ
た
清
ら
か
な
作
品
で
す
。 
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付
六 

夏
日
田
園
雜
興
其
十
一 

夏
日

か

じ

つ

田
園

で
ん
え
ん

雑ざ
つ

興
き
ょ
う

其そ

の
十
一

じ
ゅ
う
い
ち 

范は
ん 

成せ
い

大だ
い 

采
菱
辛
苦
廢
犂
鉏 

菱ひ
し

を
采と

る
に 

辛
苦

し

ん

く

し
て 

犂す
き

鉏く
わ

を
廃す

つ 
血
指
流
丹
鬼
質
枯 

血ち

の
指ゆ

び

は 

丹た
ん

を
流な

が

し
て 

鬼き

の
質

す
が
た

は
枯か

る 

無
力
買
田
聊
種
水 

力
ち
か
ら

の
田た

を
買か

う
無な

く 

聊
い
さ
さ

か
水み

ず

に
種う

え
し
に 

近
來
湖
面
亦
收
租 

近
来

き
ん
ら
い 

湖
面

こ

め

ん

も 

亦ま

た
租そ

を
収お

さ

む 

付
七 

憫
農 
農の

う

を
憫

あ
わ
れ

む 

李り 

紳し
ん 

鋤
禾
日
當
午 

禾い
ね

を
鋤す

い
て 

日ひ 

午ご

に
当あ

た
る 

汗
滴
禾
下
土 

汗あ
せ

は
滴

し
た
た

る 
禾か

下か

の
土つ

ち 

誰
知
盤
中
餐 

誰た
れ

か
知し

ら
ん 
盤
中

ば
ん
ち
ゅ
う

の
餐さ

ん 

粒
粒
皆
辛
苦 

粒

々

り
ゅ
う
り
ゅ
う 

皆み
な

辛
苦

し

ん

く

な
る
を 

16

金
州
城
外
作  

金

州

き
ん
し
ゅ
う

城

外

じ
ょ
う
が
い

の
作さ

く 
乃
木

の

ぎ 

希ま
れ

典す
け 

山
川
草
木
轉
荒
涼 

山
川

さ
ん
せ
ん 

草
木

そ
う
も
く 

転う
た

た
荒

涼

こ
う
り
ょ
う 

十
里
風
腥
新
戰
場 

十
里

じ
ゅ
う
り 

風か
ぜ

腥
な
ま
ぐ
さ

し 

新

戦
場

し
ん
せ
ん
じ
ょ
う 

征
馬
不
前
人
不
語 

征
馬

せ
い
ば 

前す
す

ま
ず 

人ひ
と

語か
た

ら
ず 

金
州
城
外
立
斜
陽 

金

州

き
ん
し
ゅ
う

城

外

じ
ょ
う
が
い 

斜
陽

し
ゃ
よ
う

に
立た

つ 

【
通
釈
】  

起
句 

山
も
川
も
草
も
木
も
、
荒
れ
は
て
て
も
の
さ
び
し
い
。 

承
句 

十
里
四
方
な
ま
ぐ
さ
い
風
が
吹
き
わ
た
る
、
こ
こ
は
戦
い
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
の
新
戦
場
で
あ
る
。 

転
句 

軍
馬
も
進
ま
ず
、
兵
士
た
ち
も
お
し
黙
っ
た
ま
ま
一
語
も
発
し
な
い
。 

結
句 

私
は(

大
軍
を
率
い
て
旅
順
攻
略
に
向
わ
ん
と
し
て)

、
金
州
城
外
の
夕
日
の
中
に
立
ち
尽
く
し
て

い
る
の
だ
。 

【
語
釈
】 

◉

金
州
城…

遼
東
半
島
の
南
部
に
あ
り
、
旅
順
港
の
後
背
に
当
る
要
衝
の
地
。
そ
の
城
外
南
山
で
激
戦
が

あ
っ
た
。
◉

轉…

う
た
た
。
い
よ
い
よ
。
ま
す
ま
す
。
◉

荒
涼…

荒
れ
は
て
て
も
の
さ
び
し
い
。
◉

腥…

な

ま
ぐ
さ
い
。
◉

征
馬…

軍
馬
。
◉

前…

す
す
む
。
◉

斜
陽…

西
に
傾
い
た
太
陽
。
夕
日
。 

【
押
韻
】
下
平
声 

七
陽
韻 

涼
、
場
、
陽
。 

【
解
説
】 

 

乃
木
希
典
（
一
八
四
九―

一
九
一
二
）
は
明
治
の
将
軍
。
陸
軍
大
将
。
長
州
藩
の
出
身
。
若
く
し
て
戊



鑑賞会 A「四季の漢詩」夏の部２  17 / 27   

 辰
戦
争
に
従
軍
。
維
新
後
、
西
南
戦
争
に
は
連
隊
長
、
日
清
戦
争
に
は
旅
団
長
と
し
て
従
軍
。
日
露
戦
争

に
は
第
三
軍
司
令
官
と
し
て
旅
順
要
塞
を
攻
略
、
さ
ら
に
奉
天
会
戦
に
加
わ
っ
た
。
日
露
戦
争
の
功
に
よ

り
爵
位
を
授
け
ら
れ
、
明
治
天
皇
の
命
に
よ
り
学
習
院
院
長
と
な
っ
た
が
、
明
治

45

年
明
治
天
皇
の
大

葬
の
夜
、
妻
静
子
と
共
に
自
刃
殉
死
し
、
そ
の
清
廉
な
武
人
の
一
生
を
終
わ
っ
た
。
な
お
乃
木
家
の
二
人

の
男
児
（
長
男
・
勝
典
、
次
男
・
保
典
）
は
い
ず
れ
も
軍
人
と
し
て
日
露
戦
争
で
戦
死
し
た
。 

 

こ
の
詩
は
明
治

37

年

6

月

6

日
、
第
三
軍
司
令
官
と
し
て
遼
東
半
島
に
上
陸
、
旅
順
攻
略
に
向
う

途
中
、
金
州
城
外
南
山
で
の
作
。
こ
こ
南
山
は
そ
の
直
前

5

月

26

日
の
第
二
軍
に
よ
る
激
戦
に
お
い
て

乃
木
の
長
男
陸
軍
中
尉
勝
典
が
戦
死
し
た
地
で
あ
る
。
大
軍
を
率
い
て
、
ま
さ
に
祖
国
の
存
亡
を
か
け
た

決
戦
に
臨
も
う
と
し
、
自
ら
の
長
男
の
戦
死
の
地
に
立
つ
、
武
将
の
悲
壮
な
心
情
を
見
事
に
歌
い
上
げ
た

不
朽
の
傑
作
で
す
。 

17

聽

蟬 

蝉 せ
み

を
聴 き

く 

楊 よ
う 

萬
里

ば
ん
り 

說
露
談
風
有
典
章 

露つ
ゆ

に
説と

き 

風か
ぜ

に
談だ

ん

じ
て 

典

章

て
ん
し
ょ
う

有あ

り 

詠
秋
吟
夏
入
宮
商 

秋あ
き

に
詠え

い

じ 

夏な
つ

に
吟ぎ

ん

じ 

宮

商

き
ゅ
う
し
ょ
う

に
入い

る 

蟬
聲
無
一
些
煩
惱 

蝉
声

せ
ん
せ
い 

一
些

い
っ
さ

の 

煩
悩

ぼ
ん
の
う

無な

く 

自
是
愁
人
枉
斷
腸 

自お
の
ず
か

ら
是こ

れ 

愁

人

し
ゅ
う
じ
ん 

枉ま

げ
て
断

腸

だ
ん
ち
ょ
う 

【
通
釈
】  

起
句 

木
々
の
露
に
話
し
か
け
、
又
風
と
語
り
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
蟬
の
声
は
規
則
正
し
く
ひ
び
き
、 

承
句 

秋
に
う
た
い
、
夏
に
吟
じ
て
い
る
声
は
常
に
音
階
に
か
な
っ
て
い
る
、 

転
句 

こ
の
無
心
に
鳴
く
声
に
は
、
い
さ
さ
か
の
迷
い
も
無
い
の
に､ 

結
句 

そ
れ
を
聞
く
悩
み
多
き
人
間
が
、
い
た
ず
ら
に
心
を
痛
め
悲
し
む
の
だ
。 

【
語
釈
】  

◉

典
章…

規
則
、
制
度
。
◉

宮
商…

音
楽
の
調
子
。
宮･

商
は
い
ず
れ
も
音
楽
の
五
つ
の
ね
い
ろ
の
一
。 

◉

一
些…

わ
ず
か
◉

煩
惱…

(

仏
語)

、
心
の
迷
い
。
人
の
世
の
欲
情
の
わ
ず
ら
い
。
◉

自
是…

自
然
と 

◉

愁
人…

心
に
愁
い
や
悲
し
み
を
持
っ
て
い
る
人
。
又
詩
人
を
い
う
。
◉

枉…

い
た
ず
ら
に
。
む
な
し
く
。 

◉

斷
腸…

は
ら
わ
た
が
ち
ぎ
れ
る
ほ
ど
の
思
い
。
非
常
な
悲
し
み
。 

【
押
韻
】 

下
平
声 

七
陽
韻 

章
、
商
、
腸
。 

【
解
説
】 

楊
萬
里
（
一
一
二
七―

一
二
〇
六
）
は
南
宋
の
人
。 

陸
游
、
范
成
大
と
共
に
南
宋
三
大
詩
人
と
評
さ
れ
て
い
る
。
紹
興
二
十
四
年(

一
一
五
四)

進
士
に
及
第
、 
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 中
央
、
地
方
の
官
職
を
歴
任
し
た
。
性
格
は
剛
直
、
私
生
活
は
清
潔
で
あ
っ
た
。
晩
年
は
隠
棲
し
た
が
、

病
床
に
あ
っ
て
権
臣
の
暴
政
を
い
き
ど
お
り
憤
死
し
た
。
詩
風
は
自
由
豁
達
、
新
鮮
な
発
想
を
身
上
と
し
、

作
品
は
四
千
二
百
首
に
達
す
る
と
い
う
。 

夏
の
風
物
詩
と
さ
れ
る
、
無
心
に
鳴
く
蟬
の
声
に
詩
人
達
は
季
節
の
う
つ
ろ
い
や
、
生
の
は
か
な
さ
を
感

じ
て
愁
い
の
対
象
と
す
る
。 

こ
の
当
時
、
南
宋
は
北
方
金
国
か
ら
の
圧
迫
に
苦
し
み
、
内
に
は
政
争
が
絶
え
ず
、
政
治
家
楊
萬
里
の
悩

み
は
尽
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。 

こ
の
詩
の
結
句
に
配
し
た
断
腸
の
語
は
単
な
る
詩
的
修
辞
で
は
な
く
、
憂
国
の
詩
人
政
治
家
楊
萬
里
の
心

底
か
ら
の
絶
唱
と
し
て
鑑
賞
す
べ
き
で
し
ょ
う
。 

18

夏

意 

夏 か

意 い 
  

蘇 そ 
舜

欽

し
ゅ
ん
き
ん 

別
院
深
深
夏
簟
淸 

別
院

べ
つ
い
ん 

深
々

し
ん
し
ん

と
し
て 
夏
簟

か
て
ん

清 き
よ

く 

石
榴
開
遍
透
簾
明 

石

榴

せ
き
り
ゅ
う 

開 ひ
ら

き

遍
あ
ま
ね

く
し
て

簾
す
だ
れ

を
透 と

お

し
て
明 あ

き

ら
か
な
り 

樹
陰
滿
地
日
當
午 

樹
陰

じ
ゅ
い
ん 

地 ち

に
満
ち

み

ち 

日 ひ

は
午 ご

に
当 あ

た
る 

夢
覺
流
鶯
時
一
聲 

夢 ゆ
め

覚 さ

む
れ
ば 

流

鴬

り
ゅ
う
お
う 

時 と
き

に
一
声

い
っ
せ
い 

 

【
通
釈
】  

起
句 

此
処
、
は
な
れ
の
部
屋
は
静
ま
り
か
え
り
、
夏
用
に
敷
い
た
ご
ざ
が
清
ら
か
で
す
が
す
が
し
い 

承
句 

庭
の
ザ
ク
ロ
は
樹
一
面
に
花
を
開
き
、
簾
を
透
し
て
赤
い
花
の
色
が
は
っ
き
り
と
見
え
る
。 

転
句 

樹
の
影
が
庭
の
地
面
を
掩
い
、
日
は
ま
ひ
る
ど
き
。 

結
句 

昼
寝
か
ら
ふ
と
目
を
覚
ま
す
と
、
枝
を
渡
る
鶯
の
声
が
時
ど
き
聞
こ
え
て
く
る
。 

【
語
釈
】 

◉

夏
意…

夏
の
お
も
む
き
◉

別
院…

別
に
建
て
た
建
物
。
は
な
れ
。
◉

深
深…

静
ま
り
か
え
っ
て
い
る
さ
ま

◉

夏
簟…

夏
に
用
い
る
敷
物
。
た
か
む
し
ろ
。
ご
ざ
。
簟
は
、
竹
や
藺(

い
ぐ
さ)

で
編
ん
だ
む
し
ろ
。 

ご

ざ
。
◉

石
榴…

ザ
ク
ロ
。
夏
の
初
、
深
紅
色
の
花
を
開
き
、
秋
に
実
を
熟
す
。
◉

當
午…

正
午
。
太
陽
が
真

南
に
来
た
こ
と
。
午
は
十
二
支
の
う
ま
。
時
刻
で
は
午
后
零
時
。
方
位
は
正
南
。
◉

流
鶯…

枝
か
ら
枝
へ

飛
び
移
っ
て
鳴
く
鶯
。 

【
押
韻
】
下
平
声 

八
庚
韻 

淸
、
明
、
聲
。 

【
解
説
】 

 

蘇
舜
欽
（
一
〇
〇
八―

一
〇
四
九
）、
は
北
宋
の
人
。
字
は
子
美
。 

若
く
し
て
慷
慨
、
大
志
あ
り
、
進

士
に
及
第
、
累
進
し
た
が
、
後
失
脚
。
蘇
州
に
寓
居
。
滄
浪
亭
を
作
り
、
自
ら
滄
浪
翁
と
号
し
た
。
よ
く
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 古
文
、
歌
詩
を
作
り
梅
堯
臣
と
詩
名
を
等
し
く
し
た
。
こ
の
詩
は
初
夏
の
ま
ひ
る
時
。
恐
ら
く
は
滄
浪
亭

の
は
な
れ
に
冷
や
や
か
な
ご
ざ
を
敷
い
て
の
昼
寝
か
ら
覚
め
て
、
ふ
と
鶯
の
声
を
聞
く
と
い
う
趣
向
。
作

者
の
悠
々
た
る
生
活
ぶ
り
を
さ
ら
り
と
詠
じ
た
も
の
で
、
一
服
の
清
涼
剤
と
も
い
え
る
清
ら
か
な
美
し
い

小
品
で
す
。 

19

喜
逢
鄭
三
遊
山 

鄭
三

て
い
さ
ん

の
山や

ま

に
遊あ

そ

ぶ
に
逢あ

う
を
喜

よ
ろ
こ

ぶ 

廬 ろ 

仝 ど
う 

相
逢
之
處
花
茸
茸 
相 あ

い

逢 あ

う
の 

処
と
こ
ろ

花

茸

々

は
な
じ
ょ
う
じ
ょ
う

た
り 

石
壁
攢
峰
千
萬
重 

石
壁

せ
き
へ
き 

攅
峰

さ
ん
ぽ
う 

千

万
重

せ
ん
ば
ん
ち
ょ
う 

他
日
期
君
何
處
好 

他
日

た
じ
つ 

君 き
み

を
期 き

す
る
に 

何 い
ず

れ
の

処
と
こ
ろ

か
好 よ

か
ら
ん 

寒
流
石
上
一
株
松 

寒

流

か
ん
り
ゅ
う 

石

上

せ
き
じ
ょ
う 

一
株

い
っ
し
ゅ

の
松 ま

つ 

【
通
釈
】 

起
句 

貴
方
と
お
逢
い
し
た
此
処
は
草
花
が
ぼ
う
ぼ
う
と
生
い
し
げ
り
、 

承
句 

き
り
立
っ
た
崖
や
む
ら
が
り
あ
つ
ま
る
峰
々
が
幾
重
に
も
か
さ
な
っ
て
い
る
。 

転
句 

い
つ
の
日
か
、
又
お
逢
い
し
た
い
が
、
ど
ん
な
処
が
よ
い
だ
ろ
う
、 

結
句 

次
回
は
、
つ
め
た
い
流
れ
の
切
り
立
っ
た
岩
の
ほ
と
り
の
一
本
の
松
の
下
、
そ
ん
な
処
で 

お
逢
い

し
ま
し
ょ
う
。 

【
語
釈
】  

◉

鄭
三…

鄭
は
姓
、
三
は
俳
行
で
、
一
族
同
世
代
の
兄
弟
、
い
と
こ
を
年
齢
順
に
呼
ぶ
数
。 
鄭
三
の
人

物
・
経
歴
は
不
詳
。
◉

遊
山…

作
者
の
廬
仝
が
、
嵩
山
に
隠
棲
し
た
隠
者
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
遊
山
は

単
な
る
山
歩
き
で
は
な
く
、
鄭
三
が
廬
仝
を
嵩
山
に
訪
ね
た
こ
と
を
指
す
と
解
釈
す
る
。
◉

茸
茸…

草
が

盛
ん
に
茂
っ
て
い
る
さ
ま
。
◉

攢
峯…

重
な
り
続
い
て
い
る
峰
。
攢
は
あ
つ
ま
る
、
む
ら
が
る
意
。
◉

他

日…

別
の
日
。
い
つ
か
。
今
よ
り
以
前(

前
日)

、
以
後(

後
日)

ど
ち
ら
に
も
用
い
る
。
こ
の
場
合
は
勿
論

後
日
。
◉

期…

約
束
し
て
で
あ
う
。
◉

寒
流…

つ
め
た
い
水
流
。
冬
の
川
。 

【
押
韻
】
上
平
声 

二
冬
韻 

茸
、
重
、
松
。 

【
解
説
】 

 
 

廬 

仝
（
七
九
五
？
－
八
三
五
）
は
范
陽(

河
北
省)

の
人
。
中
唐
末
期
の
詩
人
。
世
の
乱
れ
を
避
け
て

嵩
山

す
う
ざ
ん

の
小
室
山
に
隠
棲
し
、
朝
廷
か
ら
招
か
れ
た
が
出
仕
し
な
か
っ
た
。
詩
に
巧
み
で
韓
愈
の
知
遇
を
得
た
。 

 

此
の
詩
は
恐
ら
く
は
、
鄭
某
が
廬
仝
の
隠
棲
す
る
嵩
山
を
訪
ね
、
意
気
投
合
し
、
再
会
を
期
し
て
別
れ

た
時
の
喜
び
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
次
回
は
嵩
山
の
更
に
す
ば
ら
し
い
処
に
ご
案
内
し
ま
し
ょ
う
と

云
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

隠
者
の
面
目
躍
如
た
る
清
ら
か
な
佳
作
で
す
。 
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20

早
發
白
帝
城 

早 つ
と

に
白
帝
城

は
く
て
い
じ
ょ
う

を
発
す 

李 り 

白 は
く 

朝
辭
白
帝
彩
雲
閒 

朝
あ
し
た

に
辞 じ

す 

白 は
く

帝 て
い 

彩
雲

さ
い
う
ん

の
間 か

ん 

千
里
江
陵
一
日
還 

千
里

せ
ん
り

の 

江

陵

こ
う
り
ょ
う 

一
日

い
ち
じ
つ

に
し
て
還 か

え

る 

兩
岸
猿
聲
啼
不
住 

両

岸

り
ょ
う
が
ん

の 

猿
声

え
ん
せ
い

啼 な

い
て
住 や

ま
ざ
る
に 

輕
舟
已
過
萬
重
山 
軽

舟

け
い
し
ゅ
う 

已 す
で

に
過 す

ぐ
万

重

ば
ん
ち
ょ
う

の
山 や

ま 

【
通
釈
】 

起
句 

朝
早
く
、
朝
焼
け
雲
の
た
な
び
く
白
帝
城
に
別
れ
を
つ
げ
て
、 

承
句 

三
峡
を
下
り
、
千
里
も
隔
っ
た
江
陵
ま
で
、
僅
か
一
日
で
到
着
し
た
。 

転
句 

両
岸
の
切
り
た
っ
た
崖
か
ら
は
、
猿
の
な
き
声
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
聞
こ
え
、
そ
の
声
が
ま
だ
耳

に
の
こ
っ
て
い
る
間
に
、 

結
句 

私
が
乗
っ
た
小
舟
は
、
い
く
え
に
も
重
な
る
山
々
の
間
を
通
過
し
た
の
だ
。 

【
語
釈
】 

◉

早…

朝
早
く
◉

白
帝
城…

四
川
省
奉
節
県
に
あ
る
。
長
江
（
揚
子
江
）
航
行
の
難
所
と
し
て
名
高
い
三
峡

の
瞿
塘
峽

く
と
う
き
ょ
う

に
臨
む
崖
の
中
腹
に
立
っ
て
い
る
。
前
漢
末
に
公
孫
逑
が
自
ら
白
帝
と
称
し
て
築
い
た
と
り
で

三
国
時
代
蜀
の
劉
備
が
拠
り
、
こ
こ
で
没
し
た
。
◉

彩
雲…

朝
焼
け
雲
。
◉

千
里…
千
里
隔
た
っ
た
（
江
陵
）

の
意
。
当
時
の
一
里
は
三
百
六
十
歩
の
道
の
り
、
約
五
百
米
。
◉

江
陵…

湖
北
省
江
陵
県
。
春
秋
戦
国
時

代
楚
国
の
都
郢え

い

の
地
。
又
荊
州
と
も
い
う
。
長
江
に
臨
む
。
◉

一
日
還…

一
日
で
到
着
す
る
（
し
た
）
の

意
。
実
際
に
は
困
難
だ
が
、
長
江
の
流
れ
の
速
さ
を
強
調
し
た
表
現
。
◉

猿
聲…

三
峡
の
両
岸
の
切
り
立

っ
た
崖
に
は
猿
が
多
く
、
そ
の
啼
き
声
は
悲
し
か
っ
た
と
い
う
。
多
く
の
詩
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
◉

啼
不

住…

絶
え
ま
な
し
に
啼
く
。
◉

萬
重
山…

幾
重
に
も
重
な
る
山
々
。 

【
押
韻
】
上
平
声 

十
五
刪
韻 

閒
、
還
、
山
。 

【
解
説
】 

 

李
白(

七
〇
一―

七
六
二)

、
二
十
五
歳
の
作
。
後
世
詩
仙
と
称
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
李
白
は
、
五
歳

の
時
両
親
と
共
に
蜀
（
四
川
省
）
に
移
り
住
み
、
そ
の
地
で
成
長
、
二
十
五
歳
の
時
志
を
天
下
に
求
め
、

は
じ
め
て
蜀
を
後
に
し
て
長
江
を
下
っ
た
。
こ
の
詩
は
そ
の
時
の
作
と
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。 

朝
焼
け
の
下
、
白
帝
城
に
別
れ
を
告
げ
れ
ば
い
よ
い
よ
異
郷
の
地
。
感
傷
に
ひ
た
る
間
も
な
く
軽
舟
は
千

里
先
の
江
陵
へ
と
、
万
重
の
山
の
間
を
飛
ぶ
よ
う
に
流
れ
下
る
。
こ
の
美
し
い
情
景
描
写
の
中
に
未
来
に

挑
む
若
者
の
爽
や
か
な
心
情
が
読
み
と
れ
る
。
こ
の
詩
は
古
来
李
白
の
代
表
作
の
一
つ
に
挙
げ
ら
れ
、
ま

た
唐
代
七
言
絶
句
の
随
一
と
さ
え
評
さ
れ
る
傑
作
で
す
。 
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21

夏
日
山
中 

夏
日
山
中 

李 り 

白 は
く 

懶
搖

白

羽
扇 

白
羽

は
く
う

扇せ
ん

を
揺ゆ

る

が
す
に

懶
も
の
う

く 

裸
體

靑

林
中 

裸
体

ら
た
い 

青
林

せ
い
り
ん

の
中う

ち 

脱
巾

掛

石
壁 

巾き
ん

を
脱だ

っ

し
て 

石
壁

せ
き
へ
き

に
掛が

け 

露
頂

灑

松
風 
頂い

た
だ
き

を

露
あ
ら
わ

し
て 

松

風

し
ょ
う
ふ
う

を
灑そ

そ

が
し
む 

【
通
釈
】 

起
句 

扇
を
使
う
の
さ
え
も
け
だ
る
い
暑
さ
、 

承
句 

青
々
と
し
た
林
の
中
に
す
っ
ぱ
だ
か
に
な
る
。 

転
句 

ず
き
ん
も
ぬ
い
で
石
の
壁
に
掛
け
、 

結
句 

頭
の
て
っ
ぺ
ん
を
む
き
出
し
て
涼
し
い
松
風
を
吹
き
か
け
さ
せ
る
、
こ
の
心
地
よ
さ
。 

【
語
釈
】 

◉

白
羽
扇…

白
い
鳥
の
羽
で
作
っ
た
う
ち
わ
。
こ
の
詩
で
は
承
句
の
青
林
と
対
比
さ
せ
て
涼
し
さ
を
演 

出
し
て
い
る
。
◉

懶…

も
の
う
い
、
け
だ
る
い
。
◉

裸
體…

は
だ
か
。
は
だ
か
に
な
る
◉

靑
林…

青
々
と
し

た
林
。
◉

巾…

ず
き
ん
。
◉

露
頭…

頭
の
て
っ
ぺ
ん
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
◉

灑…
そ
そ
ぐ
。
上
か
ら
そ
そ
ぎ

か
け
る
。 

【
押
韻
】
上
平
声 

一
東
韻 

中
、
風
。 

【
解
説
】 

 

李
白
（
七
〇
一―

七
六
二
）
は
、
杜
甫
と
並
び
、
盛
唐
を
代
表
す
る
大
詩
人
。 

杜
甫
の
詩
聖
に
対
し
、
詩
仙
と
称
さ
れ
る
。
特
に
絶
句
を
得
意
と
し
、
詩
風
は
豪
放
絢
爛
。 

 

こ
の
詩
は
前
半
で
、
扇
の
白
と
林
の
青
の
中
、
意
表
を
つ
く
裸
体
に
よ
っ
て
涼
し
さ
を
強
調
。
更
に
後

半
の
見
事
な
対
句
に
石
壁
と
松
風
を
配
し
て
酷
暑
の
中
に
涼
を
求
め
る
作
者
の
姿
を
赤
裸
々
に
詠
み
こ
み
、

読
む
人
を
も
涼
し
く
さ
せ
て
く
れ
る
、
李
白
な
ら
で
は
の
痛
快
な
作
品
で
す
。 

22

望
廬
山
瀑
布 

廬
山

ろ
ざ
ん

の
瀑
布

ば
く
ふ

を
望 の

ぞ

む 

李 り 

白 は
く 

日
照
香
爐
生
紫
煙 

日ひ

は
香
炉

こ
う
ろ

を
照て

ら
し
紫
煙

し
え
ん

を

生
し
ょ
う

ず 

遙
看
瀑
布
挂
長
川 

遥は
る

か
に
看み

る 

瀑
布

ば
く
ふ

の 

長

川

ち
ょ
う
せ
ん

に
挂か

く
る
を 

飛
流
直
下
三
千
尺 

飛
流

ひ
り
ゅ
う 

直
下

ち
ょ
っ
か 

三

千
尺

さ
ん
ぜ
ん
し
ゃ
く 

疑
是
銀
河
落
九
天 

疑
う
た
が

う
ら
く
は
是こ

れ 

銀
河

ぎ
ん
が

の
九

天

き
ゅ
う
て
ん

よ
り
落お

つ
る
か
と 
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 【
通
釈
】 

起
句 

太
陽
が
さ
ん
さ
ん
と
香
炉
峰
を
照
ら
し
、
山
々
は
紫
に
か
す
む
山
の
気
に
美
し
く
包
ま
れ
て
お
り
、 

承
句 
遥
か
彼
方
に
、
滝
が
長
大
な
川
を
た
て
か
け
た
よ
う
に
流
れ
落
ち
て
い
る
の
が
見
え
る
。 

転
句 

（
ち
か
ず
け
ば
）
そ
の
流
れ
の
勢
い
は
も
の
す
ご
く
、
ま
っ
す
ぐ
に
三
千
尺
も
の
高
さ
を
飛
び
下
っ
て
、 

結
句 

ま
る
で
天
の
川
が
、
天
空
か
ら
流
れ
落
ち
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
ま
が
う
ば
か
り
で
あ
る
。 

【
語
釈
】 

◉

廬
山…

江
西
省
九
江
の
南
に
あ
る
名
山
。
多
く
の
峰
か
ら
成
る
景
勝
の
地
。
李
白
は
一
時
こ
こ
に
棲
ん

だ
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
昔
周
の
時
、
匡
俗
が
此
の
山
に
隠
れ
定
王
の
招
き
に
応
じ
な
い
の
で
使
者
を
や
っ

て
之
を
訪
う
た
と
こ
ろ
、
既
に
登
仙
し
て
無
人
の
廬(

い
お
り)

が
あ
っ
た
の
で
廬
山
と
名
づ
け
た
と
い
う
。

又
匡
廬
と
も
い
う
。
◉

瀑
布…

大
き
な
滝
。
◉

香
爐…

こ
こ
で
は
香
炉
峰
を
い
う
。
廬
山
中
の
峰
の
一
つ
。

山
の
形
が
香
炉
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
名
が
あ
る
。
◉

紫
烟…

山
の
気
が
日
光
に
映
じ
て
紫
色
に

か
す
ん
で
い
る
こ
と
。
◉

挂
長
川…

落
下
す
る
滝
が
川
を
た
て
か
け
た
よ
う
に
見
え
る
意
。
挂
は
か
け
る
。

◉

直
下…

ま
っ
す
ぐ
に
落
ち
る
。
◉

三
千
尺…

こ
こ
で
は
非
常
に
長
い
例
え
。
実
数
で
は
な
い
。
◉

疑
是…

 

～
か
と
見
ま
が
う
。
◉

銀
河…

天
の
川
。
◉

九
天…

お
お
ぞ
ら
。
天
の
最
も
高
い
と
こ
ろ
。 

【
押
韻
】
下
平
声 

一
先
韻 

烟
、
川
、
天
。 

【
解
説
】 

 

李
白
（
七
〇
一
～
七
六
二
）
は
盛
唐
の
人
。
杜
甫
と
並
ん
で
中
国
を
代
表
す
る
大
詩
人
。
酒
を
好
み
詩

仙
と
称
せ
ら
れ
る
。
詩
風
は
豪
放
。
五
十
六
歳
の
時
、
安
史
の
乱
を
避
け
て
廬
山
に
隠
棲
し
た
時
期
が
あ

り
、
こ
の
詩
は
そ
の
頃
の
作
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。 

 

詩
の
前
半
は
香
炉
峰
と
い
う
美
し
い
山
名
に
紫
烟
を
配
し
、
そ
の
中
に
長
大
な
瀑
布
の
か
か
る
望
景
を

述
べ
、
転
句
、
結
句
で
は
滝
自
体
を
い
か
に
も
李
白
ら
し
く
豪
快
に
詠
じ
た
構
成
も
美
事
で
、
じ
っ
く
り

と
味
わ
い
た
い
傑
作
で
す
。 

23

初
夏 

初
夏

し
ょ
か 

司
馬

し

ば 

光 こ
う 

四
月
淸
和
雨
乍
晴 

四
月

し
が
つ 

清
和

せ
い
わ 

雨 あ
め

乍
た
ち
ま
ち

ち
晴 は

れ 

南
山
當
戶
轉
分
明 

南
山

な
ん
ざ
ん 

戸 こ

に
当 あ

た

っ
て 

転 う
た

た
分
明

ぶ
ん
め
い 

更
無
柳
絮
因
風
起 

更 さ
ら

に
柳

絮

り
ゅ
う
じ
ょ

の
風 か

ぜ

に
因 よ

っ
て
起 お

こ
る
無 な

く 

惟
有
葵
花
向
日
傾 

惟 た

だ 

葵
花

き

か

の
日 ひ

に
向 む

か

っ
て

傾
か
た
む

く
有 あ

り 

【
通
釈
】 

起
句 

四
月(

陰
暦)

の
初
夏
の
天
候
は
す
が
す
が
し
く
や
わ
ら
ぎ
、
雨
は
さ
っ
と
あ
が
っ
て
晴
れ
わ
た
っ
た
。 
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 承
句 

南
に
そ
び
え
る
山
は
、
家
の
真
正
面
に
は
っ
き
り
と
見
え
る
。 

転
句 

も
は
や
柳
の
わ
た
が
風
に
吹
か
れ
て
乱
れ
飛
ぶ
こ
と
も
な
く
、 

結
句 
た
だ
庭
先
の
ひ
ま
わ
り
が
、
日
に
向
か
っ
て
花
を
傾
け
て
い
る
の
が
あ
る
ば
か
り
だ
。 

【
語
釈
】 

◉

初
夏…

夏
の
は
じ
め
。
陰
暦
四
月
。
尚
、
詩
題
は｢

客
中
初
夏｣

と
な
っ
て
い
る
本
も
あ
る
。
◉

淸
和…

き

よ
ら
か
で
や
わ
ら
ぐ
意
。
陰
暦
四
月
、
又
四
月
一
日
の
異
称
。
又
そ
の
時
節
の
天
候
の
形
容
。
又
、
よ
く

治
ま
っ
た
世
の
形
容
に
用
い
ら
れ
る
。
◉

乍…

た
ち
ま
ち
。
急
に
。
◉

南
山…

南
に
見
え
る
山
。
◉

當
戸…

家
の
正
面
に
見
え
る
ま
近
な
と
こ
ろ
に
。
◉

轉…

う
た
た
。
い
よ
い
よ
。
ま
す
ま
す
。
◉

分
明…

あ
き
ら
か
。

は
っ
き
り
と
見
え
る
。
明
瞭
。
◉

更
無…

全
然‥

‥

で
な
い
。
更
は
無
の
意
味
を
強
め
る
用
法
。
◉

柳
絮…

柳
の
わ
た
。
柳
の
実
が
熟
し
て
種
に
つ
い
て
い
る
白
毛
が
綿
の
よ
う
に
飛
び
散
る
も
の
。
晩
春
の
風
物
。

◉

因
風
起…

風
に
吹
か
れ
て
乱
れ
飛
ぶ
。
◉

葵
花…

日
ま
わ
り
の
花
。
日
ま
わ
り
の
花
は
、
常
に
日
光
の
方

に
傾
き
向
か
う
の
で
、
葵
花
向
日(

き
か
ひ
に
む
か
う)

な
る
語
が
生
ま
れ
た
。
忠
誠
の
心
で
君
主
を
仰
ぎ

慕
う
た
と
え
に
用
い
ら
れ
る
。 

【
押
韻
】
下
平
声 

八
庚
韻 

晴
、
明
、
傾
。 

【
解
説
】 

 

司
馬
光
（
一
〇
一
九―

一
〇
八
六
）
字
は
君
實

く
ん
じ
つ

、
北
宋
の
政
治
家
で
あ
り
学
者
。
二
十
歳
で
進
士
及
第
、

累
進
し
て
御
史
中
丞
と
な
っ
た
が
、
王
安
石
の
新
法
に
反
対
し
て
官
を
辞
し
て
去
り
、
洛
陽
に
引
き
こ
も

り
、
十
五
年
間
政
治
に
関
わ
ら
ず
、
こ
の
間
に
史
書
「
資
治
通
鑑

し

じ

つ

が

ん

」
二
百
九
十
四
巻
の
大
著
を
撰
し
た
。

後
再
び
政
界
に
復
帰
し
宰
相
と
な
っ
た
が
間
も
な
く
死
亡
し
、
太
師
温
国
公
の
称
号
を
贈
ら
れ
た
。 

 

こ
の
詩
は
洛
陽
引
退
中
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。
初
夏
の
す
が
す
が
し
い
風
景
を
詠
じ
た
美
し
い
作
品
で

作
者
の
人
柄
を
感
じ
さ
せ
る
。
一
方
こ
の
詩
に
は
寓
意
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
様
々
な
説
が
あ
る
。

起
句
の
淸
和
、
結
句
の
向
日
傾
等
の
用
法
を
見
る
と
、
私
か
に
政
治
家
司
馬
光
自
ら
の
忠
誠
の
心
境
を
托

し
た
詩
と
見
る
の
も
、
あ
な
が
ち
見
当
違
い
で
は
な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

24

鄂
渚
南
樓
書
事 

鄂
渚

が
く
し
ょ

の
南
楼

な
ん
ろ
う

に
て
事 こ

と

を
書 し

ょ

す 

黃 こ
う 

庭 て
い

堅 け
ん 

四
顧
山
光
接
水
光 

四
顧

し

こ 

山
光

さ
ん
こ
う 

水
光

す
い
こ
う

に
接 せ

っ

す 

凭
欄
十
里
芰
荷
香 

欄 ら
ん 

に
凭 よ

れ
ば
十
里

じ
ゅ
う
り 

芰
荷

き

か

香
か
ん
ば

し 

淸
風
明
月
無
人
管 

清
風

せ
い
ふ
う 

明
月

め
い
げ
つ 

人 ひ
と

の
管 か

ん

す
る
無 な

く 

倂
作
南
樓
一
夜
凉 

併 あ
わ

せ
て
作 な

す 

南
楼

な
ん
ろ
う 

一
夜

い
ち
や

の

凉
り
ょ
う 

【
通
釈
】 
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 起
句 

楼
上
か
ら
四
方
を
眺
め
る
と
、
は
る
か
な
山
々
の
色
と
、
長
江
の
水
面
の
色
が
相
接
し
て
見
え
る
。 

承
句 

欄
干
に
も
た
れ
て
い
る
と
、
十
里
の
か
な
た
ま
で
一
面
に
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
「
ひ
し
」
と
「
は
ち

す
」
の
よ
い
香
り
が
た
だ
よ
っ
て
来
る
。 

転
句 
更
に
、
こ
の
清
風
と
明
月
は
だ
れ
の
も
の
で
も
な
く
、
存
分
に
味
わ
っ
て
さ
し
つ
か
え
の
な
い
も
の
。 

結
句 

こ
の
両
者
を
得
て
、
こ
こ
鄂
州
の
楼
上
一
夜
の
涼
が
一
段
と
趣
深
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。 

【
語
釈
】 

◉

鄂
渚…

地
名
。
湖
北
省
武
昌
の
東
。
長
江
に
沿
う
。
◉

南
樓…

黃
庭
堅
の
書
楼
と
解
す
。
◉

書
事…

所
見
、

所
感
を
書
き
し
る
す
意
。
◉

四
顧…

四
辺
を
見
ま
わ
す
。
◉

山
光…

山
の
色
。
山
の
景
色
。
◉

水
光…

水
面

の
光
。
水
面
の
色
。
◉

闌…

欄
干
。
手
す
り
。
◉

芰
荷…

芰
は
ひ
し
。
荷
は
は
す
。 

【
押
韻
】
下
平
声 

七
陽
韻 

光
、
香
、
涼
。 

【
解
説
】 

 

黃
庭
堅
（
一
〇
四
五―

一
一
〇
五
）
は
北
宋
の
詩
人
。
二
十
三
歳
で
科
挙
に
及
第
し
た
が
、
新
法
党
、

旧
法
党
の
政
争
に
ま
き
こ
ま
れ
て
浮
沈
多
く
、
中
央
の
要
職
に
就
く
こ
と
無
く
、
殆
ど
地
方
官
僚
の
生
涯

を
送
っ
た
。
三
十
四
歳
の
時
、
九
歳
年
長
の
蘇
軾
に
詩
を
贈
っ
て
絶
賛
さ
れ
そ
の
門
下
に
入
り
蘇
門
四
学

士
の
一
人
に
数
え
ら
れ
た
。
北
宋
を
代
表
す
る
詩
人
の
一
人
で
あ
る
。
又
書
家
と
し
て
も
有
名
。
特
に
草

書
に
す
ぐ
れ
た
。
晩
年
五
十
八
歳
の
九
月
か
ら
五
十
九
歳
の
十
二
月
の
間
、
鄂
州
に
滞
在
し
た
の
で
、
こ

の
詩
は
そ
の
間
の
作
と
考
え
ら
れ
る
。
詩
は
、
平
易
な
表
現
の
裏
に
、
長
江
に
沿
っ
た
水
辺
の
地
鄂
州
の

情
景
を
美
事
に
詠
じ
て
い
る
。
転
句
の
「
淸
風
明
月
無
人
管
」
は
彼
が
師
と
仰
ぐ
蘇
軾
が
鄂
州
に
近
い
黃

州
に
在
っ
て
作
っ
た
赤
壁
賦
（
一
〇
八
二
年
作
）
の
「‥

‥

惟
江
上
之
淸
風
、
與
山
間
之
明
月
、‥

‥

、

取
之
無
禁
、
用
之
不
竭
、‥

‥

」
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
、
こ
の
詩
は
赤
壁
賦
と
併
せ
鑑

賞
す
る
と
一
層
味
わ
い
深
い
も
の
と
な
る
。
じ
っ
く
り
と
味
わ
い
た
い
作
品
で
す
。 

25

野

塘 

野
塘

や

と

う 

韓 か
ん 

偓 あ
く 

侵
曉
乘
涼
偶
獨
來 

暁 あ
か
つ
き

を
侵 お

か

し 

涼
り
ょ
う

に

乗
じ
ょ
う

じ
て 

偶
た
ま
た
ま

独 ひ
と

り
来 き

た

る 

不
因
魚
躍
見
萍
開 

魚 う
お

の
躍 お

ど

る
に 

因 よ

ら
ざ
る
に 

萍 へ
い

の
開 ひ

ら

く
を
見 み

る 

卷
荷
忽
被
微
風
觸 

巻
荷

け
ん
か 

忽
た
ち
ま

ち
微
風

び
ふ
う

に
触 ふ

れ
ら
れ 

瀉
下
淸
香
露
一
杯 

瀉
下

し
ゃ
か

す 

清
香

せ
い
こ
う 

の 

露 つ
ゆ

一
杯

い
っ
ぱ
い 

【
通
釈
】 

起
句 

早
朝
よ
う
や
く
空
の
明
け
そ
め
る
頃
、
涼
し
さ
に
ひ
か
れ
て
何
と
な
く
独
り
で
野
原
の
中
の
池
の

 

ほ
と
り
に
や
っ
て
来
た
。 
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 承
句 

魚
が
跳
ね
た
の
で
も
な
い
の
に
、
水
面
の
浮
き
草
が
風
に
吹
き
寄
せ
ら
れ
間
を
あ
け
て
動
い
て
い
る
。 

転
句 

は
す
の
巻
い
た
葉
が
突
然
そ
よ
風
に
吹
か
れ
て
、 

結
句 
葉
の
上
に
た
く
わ
え
て
い
た
清
ら
か
な
香
り
の
朝
露
を
注
ぎ
落
と
し
て
し
ま
っ
た
。 

【
語
釈
】 

◉

野
塘…

野
原
の
中
の
池
。
塘
は
つ
つ
み
、
又
池
を
い
う
。
◉

侵
曉…

明
け
方
。
ま
だ
十
分
に
明
け
放
た
れ

ぬ
う
ち
を
い
う
。
◉

乘
涼…

納
涼
す
る
。
◉

萍…

浮
き
草
。
◉

卷
荷…

巻
い
て
い
る
蓮
の
葉
。
捲
荷
と
も
い

う
。
◉

瀉
下…

そ
そ
ぎ
下
る
。 

【
押
韻
】
上
平
声 

十
灰
韻 
來
、
開
、
杯
。 

【
解
説
】 

 

韓
偓
（
八
四
四―

九
二
三
）
は
、
唐
王
朝
末
期
の
人
。
昭
宗
の
龍
紀
元
年
（
八
八
九
）
進
士
及
第
。
昭

宗
の
信
任
厚
く
、
累
進
し
中
書
舎
人
、
兵
部
侍
郎
と
な
っ
た
が
、
権
力
者
朱
全
忠
に
從
わ
な
か
っ
た
為
に

疎
ま
れ
、
地
方
に
左
遷
さ
れ
た
。
そ
の
後
朱
全
忠
が
昭
宗
を
殺
し
次
い
で
擁
立
し
た
哀
帝
の
天
祐
二
年

（
九
〇
五
）
中
央
に
招
か
れ
た
が
応
じ
な
か
っ
た
。
そ
の
二
年
後 

天
祐
四
年
（
九
〇
七
）
朱
全
忠
は
哀
帝

に
強
要
し
て
禅
譲
を
受
け
即
位
。
梁
太
祖
と
称
し
、
こ
こ
に
唐
王
朝
は
滅
亡
し
た
。 

 

こ
の
詩
は
、
夏
の
早
朝
の
爽
や
か
な
野
塘
の
風
景
を
動
的
に
あ
た
か
も
眼
前
に
見
え
る
よ
う
に
美
し
く

詠
じ
た
叙
景
詩
の
佳
作
と
言
え
る
。
一
方
、
こ
の
詩
は
暗
喩
の
詩
で
あ
る
と
し
て
隠
に
こ
め
ら
れ
た
詩
意

を
読
も
う
と
す
る
見
方
が
あ
る
。
即
ち
起
句
は
自
分
が
朝
廷
に
地
位
を
得
た
こ
と
、
承
句
は
左
遷
さ
れ
た

こ
と
、
転
句
は
讒
言
に
あ
っ
た
こ
と
、
結
句
は
皇
帝
の
恩
沢
が
失
わ
れ
た
こ
と
を
い
う
と
す
る
見
方
で
あ

る
。
作
者
の
経
歴
に
鑑
み
れ
ば
、
い
ず
れ
の
説
も
捨
て
難
く
併
せ
て
鑑
賞
し
た
い
末
唐
の
一
品
で
す
。 

26

溪
陰
堂 

溪
陰
堂

け
い
い
ん
ど
う 

蘇 そ 

軾
し
ょ
く 

白
水
滿
時
雙
鷺
下 

白
水

は
く
す
い 

満み

つ
る
時と

き 

雙
鷺

そ
う
ろ

下く
だ

り 

綠
槐
高
處
一
蟬
吟 

綠

槐

り
ょ
く
か
い 

高た
か

き

處
と
こ
ろ 

一
蟬

い
っ
せ
ん

吟ぎ
ん

ず 

酒
醒
門
外
三
竿
日 

酒さ
け

醒さ

め
て 

門
外

も
ん
が
い 

三
竿

さ
ん
か
ん

の
日ひ 

臥
看
溪
南
十
畝
陰 

臥ふ

し
て
看み

る 

溪
南

け
い
な
ん 

十
畝

じ
ゅ
っ
ぽ

の
陰い

ん 

【
通
釈
】 

起
句 

（
堂
前
の
）
清
ら
か
な
水
を
た
た
え
る
渓
流
に
二
羽
の
鷺
が
舞
い
降
り
、 

承
句 

（
庭
の
）
新
緑
の
し
た
た
る
ば
か
り
の
槐
の
樹
に
一
匹
の
蝉
が
鳴
い
て
い
る
。 

転
句 

（
目
覚
め
る
と
）
昨
夜
の
酔
い
も
醒
め
て
、
門
外
の
陽
は
す
っ
か
り
高
く
の
ぼ
っ
て
い
る
が
、 
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 結
句 

 

自
分
は
ま
だ
横
に
な
っ
た
ま
ま
、
渓
流
の
南
の
十
畝
ほ
ど
の
農
地
の
木
陰
を
眺
め
て
い
る
。 

【
語
釈
】 

◉

溪
陰
堂…
真
州
（
江
蘇
州
）
に
在
っ
た
范
氏
（
人
物
不
詳
）
の
渓
堂
。
◉

白
水…

白
い
波
を
た
て
て
流
れ

る
水
。
清
ら
か
な
水
。
◉

槐…

え
ん
じ
ゅ
。
ま
め
科
の
落
葉
喬
木
。（
参
考
）
白
水
・
槐
は｢

白
水
過
庭
激
、

綠
槐
夾
門
植
。｣
〔
文
選
・
潘
岳
詩
〕
の
用
例
が
あ
る
。
◉

三
竿…

陽
が
高
く
の
ぼ
っ
た
さ
ま
。
竿
を
三
本

つ
な
い
だ
ほ
ど
の
高
さ
。
朝
寝
の
た
と
え
。
◉

十
畝…

田
畑
の
広
さ
の
称
。
一
畝
の
十
倍
の
広
さ
。
周
代

六
尺
四
方
を
歩
と
し
、
百
歩
を
畝
と
し
た
。
秦
以
降
は
二
百
四
十
歩
を
畝
と
し
た
。 

（
参
考
）
十
畝
は
「
十
畝
之
閒
兮
、
桑
者
閑
閑
兮
。
」（
十
畝
の
畠
が
あ
れ
ば
、
桑
を
採
り
蚕
を
飼
う
人
の

心
は
閑(

し
ず
か)

で
あ
る
の
意
）〔
詩
經
・
魏
風
・
十
畝
之
閒
〕
を
踏
ま
え
る
。 

【
押
韻
】
下
平
声 

十
二
侵
韻 

吟
、
陰
、
起
句
は
踏
み
落
と
し
。 

【
解
説
】 

 

蘇
軾
（
一
〇
三
六―

一
一
〇
一
）
は
北
宋
最
高
の
詩
人
で
あ
り
大
文
豪
。
二
十
二
歳
で
進
士
及
第
し
高

級
官
僚
の
道
を
歩
ん
だ
が
、
王
安
石
（
新
法
党
）
の
政
治
改
革
に
批
判
的
で
あ
っ
た
た
め
二
度
流
刑
を
受

け
、
政
治
家
と
し
て
は
不
遇
の
一
生
を
終
え
た
。 

 

こ
の
詩
は
、
元
豊
八
年
（
一
〇
八
五
）
蘇
軾
五
十
歳
の
作
。
そ
の
前
、
足
か
け
四
年
間
流
謫
の
地
黃
州

（
湖
北
省
）
で
自
ら
耕
作
す
る
と
い
う
苦
し
い
生
活
を
送
っ
た
後
、
元
豊
七
年
減
刑
さ
れ
行
動
の
自
由
が

許
さ
れ
て
常
州
（
江
蘇
省
）
に
移
り
、
些
か
の
土
地
を
得
て
そ
こ
で
余
生
を
送
る
つ
も
り
に
な
っ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
こ
の
年
（
元
豊
八
年
）
三
月
皇
帝
神
宗
が
崩
じ
哲
宗
（
十
歳
）
が
即
位
し
皇
太
后
の
攝
政
が
始

ま
る
や
政
局
が
一
変
、
政
権
が
旧
法
党
に
移
っ
た
。
五
月
蘇
軾
は
名
誉
を
回
復
さ
れ
登
州
（
山
東
省
）
知

事
を
拝
命
、
更
に
十
月
中
央
に
呼
び
戻
さ
れ
尚
書
礼
部
郎
中
と
な
っ
た
。
詩
は
そ
の
激
動
の
最
中
の
五
月

の
頃
、
常
州
に
近
い
真
州
で
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。
起
句
・
承
句
及
び
転
句
・
結
句
を
そ
れ
ぞ
れ
対
句
と

し
、
田
園
の
静
か
な
風
景
の
中
に
悠
然
と
横
臥
す
る
自
ら
の
姿
を
美
し
く
由
緒
あ
る
詩
語
に
よ
り
格
調
高

く
詠
じ
、
激
動
す
る
政
局
を
見
る
作
者
の
泰
然
と
し
た
心
中
を
言
外
に
示
し
て
い
る
傑
作
で
す
。
結
句
の

「
十
畝
陰
」
は
詩
経
の
「
十
畝
之
閒
」
を
踏
ま
え
て
、
此
の
地
で
閑
に
余
生
を
送
る
つ
も
り
で
い
た
の
だ

が…
…

、
の
思
い
を
匂
わ
せ
て
い
ま
す
。 

27

夏

日 

夏
日

か
じ
つ 

僧 そ
う 

善ぜ
ん

住
じ
ゅ
う 

中
庭
日
午
橘
花
開 

中
庭

ち
ゆ
う
て
い 

日に
ち

午ご 

橘き
つ

花か

開ひ
ら

き 

蜂
蝶
何
知
故
故
來 

蜂ほ
う

蝶
ち
ょ
う 

何い
か

に
か
知し

り
て 

故
故

こ

こ

と
し
て
来き

た

る 

一
陣
南
薫
生
殿
角 

一
陣

い
ち
じ
ん

の 

南
薫

な
ん
く
ん 

殿で
ん

角か
く

に
生

し
ょ
う

じ 

亂
飄
香
雪
點
蒼
苔 

香こ
う

雪せ
つ

を 

乱ら
ん

飄
ぴ
よ
う

し
て 

蒼そ
う

苔た
い

に
点て

ん

ず 
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 【
通
釈
】 

起
句 

心
地
よ
い
ま
昼
時
、
中
庭
に
橘
の
花
が
咲
い
た
。 

承
句 
す
る
と
、
ど
ん
な
に
し
て
知
る
の
か
蜂
や
蝶
が
次
ぎ
次
ぎ
と
や
っ
て
来
る
。 

転
句 
ひ
と
し
き
り
の
穏
や
か
な
南
風
が
、
寺
院
の
屋
根
の
一
角
か
ら
吹
き
下
ろ
す
と
、 

結
句 

香
り
高
い
雪
の
よ
う
な
ま
っ
白
い
花
び
ら
が
乱
れ
飛
ん
で
、
庭
の
青
あ
お
と
し
た
苔
の
上 

 

に
点
々
と
散
ら
ば
っ
て
ゆ
く
。 

【
語
釈
】 

◉

中
庭…

な
か
に
わ
。
◉

日
午…
ま
ひ
る
。
日
中
。
◉

橘…

漢
名
の
橘
は
狭
義
で
は
み
か
ん
の
仲
間
の
ぽ
ん

か
ん
を
意
味
す
る
。
我
が
国
で
は
日
本
原
産
の
た
ち
ば
な
に
橘
を
あ
て
る
。
い
ず
れ
も
花
は
香
り
が
高
い
。

◉

何…

な
に
。
ど
ん
な
。
◉

故
故…

し
ば
し
ば
。
た
び
た
び
。
◉

一
陣…

風
や
雨
な
ど
の
ひ
と
し
き
り
。
◉

南
薫…

①
古
代
の
聖
天
子

舜
し
ゅ
ん

が
天
下
が
治
ま
り
民
が
富
む
こ
と
を
願
っ
て
作
っ
た
と
す
る
詩
「
南
風
」
を

い
う
。〔
孔
子
家
語
、
辯
樂
解
〕
昔
者
、
舜
弾
五
絃
琴
、
造
南
風
之
詩
、
其
詩
曰
、
南
風
之
薫
兮
、
可
以
解

吾
民
之
慍
〈
い
か
り

〉。
南
風
之
時
兮
、
可
以
阜
〈
ゆ
た
か
に
す

〉
吾
民
之
財
兮…

…

。
②
転
じ
て
南
風
。
初
夏

の
風
。
温
和
で
生
物
を
育
て
る
風
を
い
う
。
◉

殿
角…

寺
院
の
屋
根
の
か
ど
。
◉

亂
飄…

み
だ
れ
ひ
る
が
え

す
。
◉

香
雪…

香
り
の
あ
る
雪
。
白
い
花
の
形
容
。
◉

蒼
苔…
青
あ
お
と
し
た
苔
。 

【
押
韻
】
上
平
声 

十
灰
韻 

開
、
來
、
苔
。 

【
解
説
】 

 

僧
善
住
（
？―

？
）
は
元
の
僧
。
字
は
無
住
。
別
号
は
雲
屋
。
呉
郡
の
報
恩
寺
に
住
み
詩
を
善
く
し
た
。 

こ
の
詩
は
初
夏
の
寺
院
の
中
庭
の
、
の
ど
か
で
平
和
な
風
景
を
詠
ん
だ
気
品
あ
る
一
品
と
し
て
鑑
賞
に
堪

え
る
佳
作
で
あ
る
る
が
、
当
時
の
政
治
情
勢
に
鑑
み
る
る
と
、
詩
は
単
な
る
情
景
描
写
で
は
な
い
よ
う
に

み
え
る
。 

 

「
南
薫
」
は
聖
天
子
舜
の
故
事
を
含
み
、｢

香
雪｣

は
善
政
を
「
靑
苔
」
は
人
民
を
思
わ
し
め
、
善
政
を

渇
望
す
る
民
の
思
い
を
、
収
奪
を
専
ら
に
す
る
政
権
に
伝
え
ん
と
す
る
切
実
な
諷
刺
の
詩
と
し
て
も
鑑
賞

す
る
こ
と
が
出
来
る
逸
品
で
す
。 

 


