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杜
甫
「
春
望
」
の
「
感
時
花
濺
淚
、
恨
別
鳥
驚
心
」
句
の
解
釋 

宋
代
の
場
合 
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１ 

  

杜
甫
が
長
安
に
て
「
春
望
」
を
詠
ん
だ
の
は
、
安
祿
山
擧
兵
か
ら
一
年
數
ヶ
月
後
、
至
德
二
載
（
七
五

七
）
春
で
あ
る
。
こ
の
年
、
四
十
六
歲
。
安
祿
山
は
安
慶
緖
に
殺
さ
れ
た
も
の
の
、
長
安
は
ま
だ
叛
亂
軍

側
の
支
配
下
に
あ
る
。
杜
甫
は
前
年
に
家
族
を
鄜
州
へ
避
難
さ
せ
て
お
り
、
い
ま
だ
別
離
狀
態
が
續
い
て

い
る
。
し
か
も
自
身
は
一
度
目
の
長
安
脫
出
に
失
敗
、
叛
亂
軍
側
に
捕
ら
わ
れ
長
安
へ
引
き
戾
さ
れ
た
身

で
あ
る
。
杜
甫
は
そ
う
い
う
狀
況
で
こ
の
詩
を
詠
ん
だ
。
『
杜
詩
詳
注
』
卷
四
。 

  
 

 
 

春
望 

 
 

國
破
山
河
在 

國
破
れ
て
山
河
在
り 

 
 

城
春
草
木
深 

城
春
に
し
て
草
木
深
し 

 
 

感
時
花
濺
淚 

感
時
花
濺
淚 

 
 

恨
別
鳥
驚
心 

恨
別
鳥
驚
心 
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烽
火
連
三
月 

烽
火 

三
月
に
連
な
り 

 
 

家
書
抵
萬
金 

家
書 

萬
金
に
抵
る 

 
 

白
頭
搔
更
短 

白
頭 

搔
け
ば
更
に
短
く 

 
 

渾
欲
不
勝
簪 

渾
べ
て
簪
に
勝
え
ざ
ら
ん
と
す 

  

三
、
四
句
目
「
感
時
花
濺
淚
、
恨
別
鳥
驚
心
」
に
つ
い
て
は
解
釋
が
分
か
れ
る
。
杜
甫
を
为
體
と
し

「
時
に
感
じ
て
は
花
に
も
淚
を
濺
ぎ
、
別
れ
を
恨
み
て
は
鳥
に
も
心
を
驚
か
す
」
と
讀
む
說
、
花
鳥
を
为

體
と
し
「
時
に
感
じ
て
花
は
淚
を
濺
ぎ
、
別
れ
を
恨
み
て
鳥
は
心
を
驚
か
す
」
と
讀
む
說
に
、
分
か
れ
る
。

杜
甫
为
體
說
は
、
梅
堯
臣
や
司
馬
光
が
そ
の
よ
う
に
解
釋
す
る
方
向
で
注
釋
を
つ
け
た
、
言
わ
ば
傳
統
的

に
讀
み
繼
が
れ
て
き
た
說
で
あ
る
。
花
鳥
为
體
說
は
、
例
え
ば
野
口
宗
親
氏
が
「
周
知
の
よ
う
に
故
吉
川

幸
次
郞
博
士
が
從
來
も
あ
っ
た
讀
み
を
踏
ま
え
て
、
改
め
て
提
唱
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
紹
介
す
る
よ

う
に
⑴

、
『
新
唐
詩
選
』
、
『
杜
甫Ⅱ
』
、
『
杜
甫
詩
注
』
第
三
册
、
『
吉
川
幸
次
郞
全
集
』
第
十
一
卷
に

見
え
る
吉
川
見
解
以
後
、
議
論
の
對
象
と
な
る
こ
と
が
增
加
し
た
と
言
え
よ
う
⑵

。 

 

本
論
は
、
兩
說
の
是
非
を
決
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
宋
人
が
「
春
望
」
の
三
、
四
句
目
を
ど

の
よ
う
に
解
釋
し
て
い
た
か
、
そ
の
確
認
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
面
に
お
い
て
、
宋
人

の
方
が
我
々
よ
り
も
杜
甫
に
近
い
。
そ
の
分
、
杜
甫
の
意
圖
を
適
切
に
汲
み
取
っ
て
い
る
可
能
性
も
高
か

ろ
う
。 

 

梅
堯
臣
や
司
馬
光
が
杜
甫
为
體
で
理
解
し
た
よ
う
に
、
宋
人
は
み
な
杜
甫
为
體
で
讀
ん
で
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
兩
句
を
花
鳥
为
體
と
し
て
讀
む
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、

花
鳥
を
为
體
で
讀
む
の
で
あ
れ
ば
今
で
言
う
擬
人
法
で
の
表
現
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
と
な
り
、
宋
詩
に
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見
え
る
擬
人
法
の
例
に
つ
い
て
も
觸
れ
る
必
要
性
が
生
じ
る
。
以
下
、
そ
れ
ら
の
點
を
檢
討
し
て
い
く
。 

  
 

２ 

  

宋
人
が
「
春
望
」
の
三
、
四
句
目
を
ど
の
よ
う
に
讀
ん
で
い
た
か
。
ま
ず
、
梅
堯
臣
と
司
馬
光
の
注
釋

を
見
て
お
こ
う
。 

 

梅
堯
臣
は
「
感
時
花
濺
淚
、
恨
別
鳥
驚
心
」
に
つ
い
て
、 

 
 

 

花
鳥
、
常
時
可
娱
之
物
、
今
覩
之
、
濺
淚
心
驚
。
其
憂
可
知
。 

と
言
う
。
『
分
門
集
註
杜
工
部
詩
』
卷
二
。
「
花
鳥
は
平
時
に
樂
し
む
べ
き
物
で
あ
る
」
と
は
、
花
や
鳥

に
對
す
る
人
間
と
し
て
の
一
般
的
態
度
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
「
之
を
覩
て
」
、
つ
ま
り
花
や
鳥
を
見

て
、
淚
を
流
し
心
が
波
立
っ
た
、
と
續
け
る
。
誰
が
見
て
誰
が
泣
い
た
の
か
。
そ
の
为
體
は
明
ら
か
に
杜

甫
で
あ
る
。
梅
堯
臣
は
そ
う
讀
ん
で
い
る
。 

 

司
馬
光
が
『
續
詩
話
』
で
「
春
望
」
を
評
し
た
文
章
は
、
も
う
少
し
具
體
的
で
あ
る
。
仇
兆
鰲
の
『
杜

詩
詳
注
』
は
そ
の
く
だ
り
を
引
く
。
卷
四
。
司
馬
光
は
、
古
人
は
作
詩
に
際
し
て
讀
み
手
に
言
外
の
意
を

得
さ
せ
る
こ
と
を
貴
ん
だ
、
と
述
べ
た
後
、
そ
の
例
と
し
て
「
春
望
」
を
擧
げ
る
。 

古
人
爲
詩
、
貴
於
意
在
言
外
、
使
人
思
而
得
之
。
故
言
之
者
無
罪
、
聞
之
者
足
以
戒
。
近
世
唯
杜
子

美
最
得
詩
人
之
體
。
如
春
望
詩
國
破
山
河
在
、
明
無
餘
物
矣
、
城
春
草
木
深
、
明
無
人
跡
矣
。
花
鳥
、

平
時
可
娛
之
物
、
見
之
而
泣
、
聞
之
而
悲
、
則
時
可
知
矣
。 

 

花
鳥
を
取
り
上
げ
た
く
だ
り
の
み
に
し
ぼ
っ
て
見
て
み
よ
う
。
「
平
時
に
樂
し
む
べ
き
も
の
で
あ
る
、

そ
れ
な
の
に
、
花
を
見
て
泣
き
、
鳥
の
聲
を
聞
い
て
悲
し
む
、
そ
こ
か
ら
作
詩
時
の
狀
況
が
知
ら
れ
る
」
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と
言
う
。
为
張
內
容
は
梅
堯
臣
と
同
じ
で
あ
る
。
杜
甫
は
花
を
見
て
泣
き
、
鳥
の
鳴
き
聲
を
聞
い
て
悲
し

ん
だ
。
司
馬
光
は
、
泣
き
悲
し
む
为
體
は
杜
甫
と
見
て
い
る
。 

 
梅
堯
臣
と
司
馬
光
の
こ
の
見
解
は
、
杜
甫
为
體
說
の
代
表
と
言
え
る
。
例
え
ば
後
代
の
注
釋
書
は
、
梅

堯
臣
や
司
馬
光
の
說
を
紹
介
す
る
一
方
、
他
の
見
解
に
言
及
す
る
こ
と
は
な
い
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
ゆ
え
に

こ
の
見
解
が
當
時
の
为
流
で
あ
っ
た
、
と
み
な
す
の
は
單
純
か
つ
危
險
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
春
望
」
の

三
、
四
句
目
を
踏
ま
え
つ
つ
し
か
も
杜
甫
为
體
で
讀
ん
だ
こ
と
が
明
ら
か
な
例
を
、
宋
詩
の
中
か
ら
提
示

し
て
お
く
。 

 

ま
ず
、
陳
舜
兪
の
「
南
陽
春
日
十
首
」
之
五
（
八
‐
四
九
六
四
）
⑶

。 

 
 

 

念
遠
片
心
飛
鳥
外 
遠
き
を
念
わ
ば 

片
心 

飛
鳥
の
外 

 
 

 

感
時
雙
淚
落
花
前 
時
に
感
ぜ
ば 

雙
淚 

落
花
の
前 

 

下
の
句
は
、
句
の
構
造
や
言
葉
の
重
な
り
具
合
か
ら
す
る
に
、
「
春
望
」
の
三
句
目
「
感
時
花
濺
淚
」

を
襲
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
「
時
勢
に
感
じ
る
と
散
っ
た
花
の
前
で
ふ
た
す
じ
の
淚
が
こ

ぼ
れ
る
」
为
體
は
、
詠
み
手
の
陳
舜
兪
と
解
釋
す
る
以
外
に
な
い
。
陳
舜
兪
は
「
春
望
」
の
三
句
目
を
杜

甫
为
體
で
讀
み
、
そ
の
上
で
下
敷
き
と
し
た
の
で
あ
る
。 

 

あ
る
い
は
、
張
耒
の
「
榮
子
邕
の
石
家
寺
閣
に
登
る
に
同
ず
」
（
二
十
‐
一
三
二
〇
四
）
。 

 
 

 

驚
心
鳥
語
知
時
好 

心
を
驚
か
す
鳥
語 

時
の
好
き
を
知
り 

 
 

 

照
眼
花
枝
著
意
新 

眼
を
照
ら
す
花
枝 

著
意
新
た 

 

「
私
の
心
を
驚
か
せ
る
鳥
の
さ
え
ず
り
に
よ
り
好
き
時
節
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
、
眼
に
入
る
花
枝
の
お

か
げ
で
詩
の
着
想
を
新
た
に
す
る
」
。
上
の
句
は
「
春
望
」
の
四
句
目
を
典
故
と
し
て
い
る
。
こ
の
句
の

为
體
は
明
ら
か
に
詠
み
手
で
あ
り
、
「
心
」
も
詠
み
手
の
心
と
み
な
さ
ね
ば
意
味
が
取
れ
な
い
。
張
耒
は
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「
春
望
」
の
四
句
目
を
「
鳥
の
さ
え
ず
り
が
私
の
心
を
驚
か
す
」
と
解
釋
し
用
い
た
と
言
え
よ
う
。
な
お
、

下
の
句
は
花
が
出
て
く
る
け
れ
ど
も
杜
甫
の
別
の
詩
を
典
故
と
し
た
も
の
で
（
藥
裹
關
心
詩
總
廢
、
花
枝

照
眼
句
還
成
。
「
酬
郭
十
五
受
判
官
」
）
「
春
望
」
の
三
句
目
と
は
關
係
な
い
。 

 

右
記
に
擧
げ
た
例
の
他
、
杜
甫
为
體
で
讀
ん
で
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
例
は
幾
つ
も
あ
る
⑷

。
「
春

望
」
の
三
、
四
句
目
で
「
淚
を
流
す
」
「
心
を
驚
か
す
」
の
は
杜
甫
、
と
い
う
讀
み
方
は
宋
人
の
中
に
確

實
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。 

  

宋
詩
を
ひ
も
と
け
ば
杜
甫
を
为
體
と
見
て
讀
ん
だ
例
を
見
て
取
れ
る
。
で
は
、
花
鳥
を
为
體
と
し
て
讀

む
例
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
宋
詩
の
例
を
確
認
す
る
前
に
、
先
に
觸
れ
た
吉
川
見
解
に
お
い
て
、

南
宋
時
點
で
の
例
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
羅
大
經
の
と
ら
え
方
を
少
し
詳
し
く
見
て
お
こ
う
。 

 

羅
大
經
は
『
鶴
林
玉
露
』
卷
十
に
お
い
て
、
「
詩
莫
尙
乎
興
詩
」
「
詩
は
興
よ
り
尙
き
は
莫
し
」
と
言

い
、 

蓋
興
者
、
因
物
感
觸
、
言
在
於
此
、
而
意
寄
於
彼
、
義
味
乃
可
識
。
非
若
賦
比
之
直
言
其
事
也
。
故

興
多
兼
比
賦
、
比
賦
不
兼
興
。
古
詩
皆
然
。 

 

「
興
と
は
、
物
に
よ
っ
て
心
を
動
か
さ
れ
て
、
言
葉
は
目
に
見
え
る
と
こ
ろ
に
あ
り
つ
つ
、
心
情
は
目

に
見
え
な
い
と
こ
ろ
に
寄
せ
て
あ
る
も
の
で
、
詩
の
そ
う
い
う
味
わ
い
を
ば
知
る
べ
き
で
あ
る
。
賦
や
比

の
よ
う
に
言
お
う
と
す
る
事
柄
を
じ
か
に
言
う
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
興
は
比
や
賦
を
兼
ね
る
こ
と
が

多
い
け
ど
も
、
比
や
賦
は
興
を
兼
ね
な
い
。
か
つ
て
の
詩
は
み
な
そ
う
で
あ
っ
た
」
と
、
詩
に
お
け
る

「
興
」
、
つ
ま
り
自
然
物
を
歌
う
こ
と
で
人
間
の
心
情
を
表
す
歌
い
方
こ
そ
價
値
高
い
も
の
と
述
べ
る
。

そ
し
て
、
例
と
し
て
杜
甫
の
詩
を
四
首
取
り
上
げ
て
評
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
「
春
望
」
も
入
っ
て
お
り
、
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「
發
潭
州
」
と
比
較
す
る
形
で
見
え
る
。 

發
潭
州
云
、
岸
花
飛
送
客
、
檣
燕
語
留
人
。
蓋
因
飛
花
語
燕
、
傷
人
情
之
薄
、
言
送
客
留
人
、
止
有

燕
與
花
耳
。
此
賦
也
、
亦
興
也
。
若
感
時
花
濺
淚
、
恨
别
鳥
驚
心
、
則
賦
而
非
興
矣
。 

 

「
發
潭
州
」
の
「
岸
花 

飛
び
て
客
を
送
り
、
檣
燕 

語
り
て
人
を
留
む
」
は
、
賦
で
も
あ
り
興
で
も
あ

る
、
と
い
う
。
な
ん
と
な
れ
ば
、
飛
ぶ
花
が
人
を
見
送
り
燕
が
人
に
語
り
か
け
る
、
と
擬
人
法
で
眼
前
の

光
景
を
あ
り
の
ま
ま
描
寫
す
る
こ
と
が
、
實
は
見
送
る
人
も
な
く
引
き
留
め
て
く
れ
る
の
は
花
と
燕
の
み
、

と
い
う
寂
し
さ
を
も
同
時
に
表
す
か
ら
で
あ
る
。 

 

で
は
、
「
賦
に
し
て
興
に
非
ず
」
と
す
る
「
春
望
」
の
「
感
時
花
濺
淚
、
恨
别
鳥
驚
心
」
を
、
羅
大
經

は
ど
う
解
釋
し
て
い
た
の
か
。
「
發
潭
州
」
と
同
じ
く
賦
、
す
な
わ
ち
直
接
の
敍
述
で
あ
る
と
す
る
點
か

ら
、
「
感
時
」
す
る
の
は
「
花
」
と
見
て
い
た
、
と
考
え
て
よ
い
。
「
濺
淚
」
す
る
の
も
、
そ
こ
の
語
句

の
構
造
か
ら
言
っ
て
も
ち
ろ
ん
「
花
」
以
外
に
は
あ
り
得
な
い
。
「
感
時
」
部
分
の
为
體
の
み
詠
み
手
の

杜
甫
と
す
る
な
ら
、
「
杜
甫
が
時
勢
に
感
じ
花
が
淚
を
流
す
」
と
分
か
れ
て
し
ま
い
、
上
下
の
つ
な
が
り

が
わ
か
り
づ
ら
く
な
る
。
つ
ま
り
羅
大
經
は
、
杜
甫
は
そ
の
目
に
「
花
が
時
に
感
じ
花
が
淚
を
流
す
」
と

映
っ
た
光
景
を
丸
ご
と
敍
述
し
た
、
四
句
目
も
同
じ
く
「
鳥
が
別
れ
を
恨
み
鳥
が
心
を
驚
か
せ
た
」
あ
り

さ
ま
を
詠
ん
だ
、
と
解
釋
し
た
。
そ
う
解
釋
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
「
發
潭
州
」
の
詩
句
が
寂
し
さ
を

表
し
た
の
と
は
異
な
り
人
間
の
心
情
を
も
表
す
よ
う
に
は
受
け
取
れ
な
い
の
で
「
興
に
非
ざ
る
な
り
」
と

評
し
た
。
羅
大
經
が
杜
甫
の
意
圖
を
正
確
に
汲
め
て
い
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
花
鳥
を
为
體
と
し
て

讀
ん
で
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。 

 

こ
の
、
花
鳥
を
为
體
と
見
て
「
春
望
」
の
三
、
四
句
目
を
讀
む
解
釋
は
、
花
鳥
を
人
に
見
立
て
た
擬
人

法
の
表
現
と
直
結
す
る
。
こ
れ
は
、
梅
堯
臣
や
司
馬
光
の
注
釋
お
よ
び
「
春
望
」
の
三
、
四
句
目
を
杜
甫
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为
體
で
解
釋
し
て
そ
の
句
を
襲
っ
た
宋
詩
の
例
と
は
、
相
反
す
る
。
よ
っ
て
、
問
題
は
、
「
花
」
「
鳥
」

に
限
定
し
て
も
な
お
擬
人
法
で
表
現
す
る
例
が
宋
詩
に
見
え
る
か
否
か
、
と
い
う
點
に
絞
ら
れ
る
。
見
え

る
の
で
あ
れ
ば
、
宋
人
が
羅
大
經
の
よ
う
に
「
春
望
」
の
三
、
四
句
目
を
解
釋
す
る
素
地
を
有
し
て
い
た

こ
と
が
證
明
さ
れ
よ
う
。 

 

で
は
あ
ら
た
め
て
、
花
鳥
を
为
體
と
し
て
詩
中
に
用
い
、
な
お
か
つ
そ
の
ど
ち
ら
も
が
擬
人
法
で
表
現

さ
れ
る
例
を
確
認
し
て
い
く
。 

 

歐
陽
脩
に
「
啼
鳥
」
と
題
し
た
古
詩
が
二
首
あ
る
（
六
‐
三
六
〇
三
）
。
ど
ち
ら
も
花
鳥
を
中
心
と
し

詩
全
般
に
わ
た
っ
て
擬
人
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
窮
山
候
至
陽
氣
生
」
で
始
ま
る
方
を
取
り
上
げ
る
。

歐
陽
脩
は
「
花
開
き
鳥
語
り
輒
ち
自
ら
醉
い
、
醉
い
て
花
鳥
と
交
朊
と
爲
る
」
と
う
た
い
、
花
鳥
を
自
分

の
友
と
見
立
て
、
以
下
の
よ
う
に
續
け
る
。 

 
 

 

花
能
嫣
然
顧
我
笑 

花
は
能
く
嫣
然
と
し
て
我
を
顧
み
て
笑
い 

 
 

 

鳥
勸
我
飮
非
無
情 

鳥
は
我
に
飮
を
勸
め
て
情
無
き
に
非
ず 

 

「
花
は
あ
で
や
か
に
私
に
笑
い
か
け
、
鳥
は
情
厚
く
飮
め
と
す
す
め
て
く
れ
る
」
。
自
然
界
の
何
物
か

を
人
間
に
な
ぞ
ら
え
そ
れ
が
詩
の
詠
み
手
に
對
し
て
何
か
を
し
て
く
れ
る
、
と
い
う
擬
人
法
で
あ
る
。
し

か
も
歐
陽
脩
は
、
花
鳥
を
自
分
と
同
じ
人
間
に
擬
す
と
い
う
設
定
を
わ
ざ
わ
ざ
述
べ
た
上
で
、
そ
う
表
現

し
て
い
る
。 

 

秦
觀
の
例
も
見
て
み
よ
う
。
「
春
日
雜
興
十
首
」
の
七
首
目
（
十
八
‐
一
二
〇
七
二
）
。 

 
 

 

山
鳥
窺
茗
飮 

山
鳥 

茗
飮
を
窺
い 

 
 

 

簷
花
笑
蔬
餐 

簷
花 

蔬
餐
を
笑
う 

 

「
山
鳥
は
私
が
茶
を
飮
む
こ
と
を
窺
い
、
軒
そ
ば
の
花
は
私
の
粗
末
な
食
事
を
笑
う
」
。
花
鳥
が
人
間
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の
行
爲
に
關
心
を
持
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
描
い
た
擬
人
法
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
笑
」
に
は
、
本
來
の

花
咲
く
と
い
う
意
味
は
な
い
。
食
事
の
粗
末
さ
を
强
調
す
る
た
め
、
花
に
も
笑
わ
れ
る
ほ
ど
、
と
表
現
し

て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

姜
虁
の
「
陳
君
玉 

小
集
を
以
て
歸
せ
ら
れ
、
余
の
誠
齋
に
朝
天
續
集
を
還
す
の
韻
を
用
い
七
字
を
作

す
。
虁 
報
い
貺
う
」
の
よ
う
な
擬
人
法
も
あ
る
（
五
十
一
‐
三
二
〇
四
六
）
。 

 
 

 

水
邊
白
鳥
閑
於
我 

水
邊 

白
鳥 

我
よ
り
閑し

ず

か
に 

 
 

 

窗
外
梅
花
疑
是
君 

窗
外 

梅
花 

疑
う
ら
く
は
是
れ
君
か
と 

 

「
水
際
の
白
鳥
は
世
俗
と
關
與
せ
ず
私
よ
り
ひ
そ
や
か
で
、
窗
の
外
の
梅
の
花
は
あ
な
た
か
も
し
れ
な

い
」
。
こ
の
詩
で
は
、
姜
虁
は
詩
を
贈
る
相
手
を
梅
の
花
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
上
の
句
も
、
鳥
は
靜
謐

に
し
て
い
る
と
い
う
狀
態
の
描
寫
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
「
白
鳥
は
私
よ
り
も
」
と
比
較
對
象
を
人
間
と

し
て
い
る
點
か
ら
、
廣
義
で
の
擬
人
法
と
解
釋
し
て
支
障
な
い
。 

 

以
上
に
擧
げ
た
よ
う
な
例
は
他
に
も
見
出
せ
る
⑸

。
そ
う
い
う
詩
が
、
あ
る
時
期
や
あ
る
詩
派
に
集
中
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
花
鳥
が
詠
み
手
に
對
し
て
よ
り
積
極
的
に
關
わ
る
言
わ
ば
使
役
的
な
擬
人
法

も
、
詠
み
手
か
ら
見
た
花
鳥
の
狀
態
を
人
に
な
ぞ
ら
え
て
表
現
す
る
擬
人
法
も
、
ど
ち
ら
の
表
現
も
見
え

る
。
そ
れ
ら
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
、
花
鳥
を
为
體
と
し
た
擬
人
法
の
表
現
は
、
宋
人
に
と
っ
て
あ
り
ふ
れ

た
も
の
で
あ
り
、
當
然
讀
む
際
に
も
そ
れ
と
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
た
、
そ
う
い
う
技
巧
で
あ
っ
た
と
考

え
て
よ
い
。
と
な
る
と
、
羅
大
經
が
「
春
望
」
の
三
、
四
句
目
に
つ
い
て
「
賦
」
つ
ま
り
直
敍
、
花
や
鳥

の
姿
を
あ
り
の
ま
ま
う
た
っ
た
と
判
斷
し
た
の
は
特
殊
な
見
方
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の

解
釋
が
出
て
く
る
素
地
は
宋
人
に
共
通
し
て
あ
っ
た
も
の
、
と
言
え
る
か
ら
で
あ
る
。 
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前
段
の
前
半
で
は
、
「
春
望
」
の
三
、
四
句
目
を
杜
甫
为
體
で
讀
む
例
の
存
在
を
確
認
し
た
。
後
半
で

は
、
羅
大
經
が
花
鳥
为
體
で
解
釋
す
る
例
を
取
り
上
げ
、
宋
人
が
そ
う
讀
む
こ
と
は
充
分
あ
り
得
る
こ
と

も
確
認
し
た
。
そ
こ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
も
う
少
し
考
察
を
加
え
る
。 

ま
ず
、
「
春
望
」
の
三
、
四
句
目
を
典
故
と
し
て
用
い
な
お
か
つ
擬
人
法
で
解
釋
し
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
例
は
宋
詩
に
見
え
る
か
否
か
。
こ
の
點
を
確
か
め
る
の
は
、
簡
單
で
は
な
い
。
そ
の
條
件
を
十

全
に
滿
た
す
例
が
宋
詩
に
は
見
當
た
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
「
春
望
」
の
一
部
を
句
作
り
に
用

い
た
例
を
擧
げ
て
お
く
。
周
紫
芝
の
「
山
中
に
盜
を
避
け
て
後
十
首
」
の
二
首
目
で
あ
る
（
二
十
六
‐
一

七
一
五
九
）
。 

 
 

 

豈
無
花
到
眼 

豈
に
花
の
眼
に
到
る
無
か
ら
ん 

 
 

 

可
奈
鳥
驚
心 

鳥
の
心
を
驚
か
す
を
奈

い
か
ん

す
べ
き 

 

「
ど
う
に
も
こ
う
に
も
花
が
目
に
入
っ
て
し
ま
う
し
、
鳥
が
私
の
心
を
驚
か
す
の
を
ど
う
し
た
ら
よ
い

か
」
。
上
の
句
で
「
花
が
自
分
の
視
界
に
入
る
」
と
言
う
點
を
考
え
る
と
、
下
の
句
は
鳥
を
为
體
と
し
た

擬
人
法
で
、
鳥
が
周
紫
芝
の
心
を
驚
か
す
と
讀
む
の
が
自
然
で
あ
る
。
盜
賊
か
ら
避
難
し
て
い
る
身
に
と

っ
て
は
、
た
と
え
鳥
が
そ
う
意
圖
し
て
い
な
く
と
も
、
そ
の
擧
動
ひ
と
つ
に
驚
か
さ
れ
る
こ
と
を
う
た
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
山
の
中
へ
避
難
し
て
い
る
と
い
う
自
身
の
日
常
生
活
を
失
っ
た
狀
況
下
で

詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
點
で
は
「
春
望
」
を
詠
ん
だ
時
點
の
杜
甫
の
狀
況
と
共
通
す
る
。
「
春
望
」

の
四
句
目
「
鳥
驚
心
」
を
そ
の
ま
ま
襲
う
あ
た
り
、
周
紫
芝
が
「
春
望
」
を
意
識
し
て
い
た
の
は
明
ら
か

で
、
「
春
望
」
の
「
心
」
も
「
杜
甫
の
心
」
と
見
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
羅
大
經
と
同
じ
く
鳥
为
體
で



杜甫「春望」の「感時花濺淚 恨別鳥驚心」句の解釋 

（ 30 ） 

 

解
釋
し
つ
つ
も
、
こ
の
點
は
異
な
る
。 

ま
た
、
ひ
と
つ
の
句
の
为
體
を
め
ぐ
っ
て
判
斷
が
分
か
れ
る
理
由
に
つ
い
て
も
考
え
て
お
こ
う
。
そ
の

た
め
に
梅
堯
臣
の
「
朝
二
首
」
の
一
首
目
を
取
り
上
げ
る
（
五
‐
三
一
二
七
）
。
そ
こ
に
見
え
る
詩
句
が

た
い
へ
ん
興
味
深
い
か
ら
で
あ
る
。
「
春
望
」
の
三
、
四
句
目
に
注
釋
し
た
梅
堯
臣
が
そ
う
表
現
し
て
い

る
ゆ
え
に
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
。 

 
 

 

欲
開
花
泫
露 

開
か
ん
と
し
て
花
は
露
を
泫

し
た
た

ら
せ 

 
 

 

聚
噪
鳥
窺
廚 

聚
ま
り
噪
き
鳥
は
廚
を
窺
う 

 

「
咲
き
か
け
の
花
は
し
ず
く
を
こ
ぼ
し
、
群
れ
て
鳴
き
つ
つ
鳥
は
廚
を
の
ぞ
き
込
む
」
。
こ
れ
は
情
景

の
描
寫
で
あ
る
。
「
開
か
ん
と
す
る
」
の
は
花
で
あ
る
し
、
「
聚
ま
り
噪
く
」
の
は
鳥
で
あ
る
。
句
全
體

の
为
體
は
花
鳥
で
あ
り
、
花
が
こ
ぼ
す
、
鳥
が
の
ぞ
き
込
む
と
い
っ
た
表
現
は
擬
人
法
で
あ
る
。
こ
の
兩

句
は
「
春
望
」
と
は
直
接
の
關
連
が
な
い
け
れ
ど
も
、
注
意
を
要
す
る
點
が
あ
る
。
句
の
構
造
が
「
春

望
」
の
三
、
四
句
目
と
相
似
で
、
特
に
「
花
泫
露
」
は
「
春
望
」
の
「
花
濺
淚
」
と
同
じ
構
造
、
と
い
う

點
で
あ
る
。 

 

前
段
の
冐
頭
に
お
い
て
取
り
上
げ
た
よ
う
に
、
梅
堯
臣
は
「
花
濺
淚
」
を
「
杜
甫
が
花
を
見
て
淚
を
流

し
た
」
と
讀
む
注
釋
を
施
し
て
い
た
。
「
淚
」
は
杜
甫
の
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
こ
の
「
朝
二
首
」
の

「
花
泫
露
」
の
「
露
」
は
花
に
浮
い
た
朝
露
、
つ
ま
り
花
自
身
の
も
の
で
あ
る
。
と
な
る
と
、
同
じ
構
造

の
句
に
つ
い
て
梅
堯
臣
は
二
通
り
の
解
釋
を
示
し
た
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
。 

 

梅
堯
臣
は
「
春
望
」
の
三
、
四
句
目
に
つ
い
て
は
杜
甫
为
體
で
讀
ん
で
い
る
。
「
感
時
」
す
る
の
は
杜

甫
で
あ
り
、
「
花
濺
淚
」
の
「
花
」
は
杜
甫
が
目
に
す
る
對
象
物
、
「
濺
」
す
る
の
も
杜
甫
、
「
淚
」
も

杜
甫
の
淚
、
と
一
貫
し
て
杜
甫
を
为
體
と
見
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
こ
の
「
朝
」
で
は
、
「
欲
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開
」
す
る
の
は
花
で
あ
り
、
「
花
泫
露
」
の
「
花
」
は
も
ち
ろ
ん
为
體
、
「
泫
」
す
る
の
も
花
、
「
露
」

も
花
の
露
、
と
一
貫
し
て
花
を
为
體
と
詠
ん
だ
。
こ
の
差
は
、
「
感
時
」
「
欲
開
」
の
語
は
何
を
为
體
と

し
や
す
い
か
、
と
い
う
語
と
し
て
の
性
質
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
梅
堯
臣
の
語
に
對
す
る
感
覺
で
は
、

「
感
時
」
の
为
體
に
は
杜
甫
が
、
「
欲
開
」
の
为
體
に
は
花
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

「
花
」
が
「
感
時
」
す
る
と
は
み
な
し
に
く
く
、
そ
の
た
め
、
同
じ
構
造
の
句
で
あ
っ
て
も
为
體
の
取
り

方
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
人
と
物
と
ど
ち
ら
を
为
體
と
判
斷
す
る
か
は
、
詠
み
手
と
讀
み
手
そ
れ
ぞ
れ
が

詩
句
の
語
の
性
質
を
ど
う
と
ら
え
て
い
る
か
に
依
據
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

梅
堯
臣
の
例
で
は
檢
討
し
得
な
い
「
恨
別
鳥
驚
心
」
の
「
恨
別
」
「
驚
心
」
兩
語
の
場
合
は
、
鳥
が
为

體
で
あ
る
と
み
な
し
や
す
い
。
花
の
場
合
よ
り
も
一
層
み
な
し
や
す
い
。
鳥
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
各

人
の
認
識
が
合
致
し
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
『
戰
國
策
』
の
楚
策
に
、 

其
飛
徐
而
鳴
悲
。
飛
徐
者
故
瘡
痛
也
、
鳴
悲
者
久
失
羣
也
。
故
瘡
未
息
而
驚
心
未
去
也
。 

と
あ
る
。
楚
の
春
申
君
に
對
し
て
趙
の
魏
加
が
將
軍
任
命
に
つ
い
て
意
見
し
た
く
だ
り
、
そ
の
中
の
例
え

で
、
射
ら
れ
傷
つ
い
た
鳥
と
は
こ
う
い
う
も
の
だ
、
と
述
べ
た
言
葉
で
あ
る
。
鳥
の
飛
ぶ
速
さ
が
ゆ
っ
く

り
な
の
は
古
傷
が
痛
む
か
ら
、
鳴
き
聲
が
悲
し
い
の
は
長
く
群
れ
か
ら
は
ぐ
れ
て
い
る
か
ら
。
古
傷
は
癒

え
て
お
ら
ず
、
心
を
動
搖
さ
せ
る
こ
と
が
消
え
な
い
。
こ
の
故
事
で
は
傷
つ
い
た
鳥
と
限
定
す
る
け
れ
ど

も
、
「
鳥
」
が
「
久
し
く
羣
れ
を
失
す
」
一
羽
き
り
に
な
る
と
「
鳴
悲
」
鳴
き
聲
も
悲
し
い
、
し
か
も

「
驚
心
未
だ
去
ら
ず
」
動
搖
狀
態
と
な
る
、
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
鳥
と
は
そ
う
い
う
も

の
、
そ
の
狀
態
を
示
す
言
葉
は
こ
れ
、
と
詩
人
一
般
が
共
通
の
觀
念
を
持
ち
得
る
も
と
と
な
る
か
ら
で
あ

る
。
鳥
は
、
ま
し
て
傷
つ
い
た
鳥
は
、
一
羽
で
い
る
と
悲
し
そ
う
で
し
か
も
び
く
び
く
し
て
い
る
生
き
物
、

と
人
の
目
に
は
映
る
の
で
あ
る
。 
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杜
甫
に
も
鳥
に
對
す
る
そ
の
感
覺
が
あ
っ
た
。
そ
の
上
で
、
本
來
同
族
と
と
も
に
あ
る
べ
き
存
在
が
單

獨
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
恨
別
」
し
何
事
か
に
「
驚
心
」
す
る
、
と
表
現
し
た
。
と
な
れ
ば
、
單
獨
で
あ
る

そ
の
为
體
は
何
か
と
讀
み
手
が
考
え
る
時
、
杜
甫
と
す
る
だ
け
で
な
く
、
鳥
と
み
な
し
や
す
い
の
は
自
明

で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
「
鳥
」
が
「
恨
別
」
「
驚
心
」
す
る
こ
と
は
、
讀
み
手
が
知
る
鳥
の
性
質
に
よ
り

近
い
か
ら
で
あ
る
。 

 

な
お
、
こ
こ
で
述
べ
た
、
詩
句
の
为
體
を
ど
う
讀
む
可
能
性
が
あ
る
か
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
あ
く
ま

で
讀
み
手
が
詩
を
ど
う
解
釋
す
る
か
と
い
う
觀
點
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
杜
甫
が
詩
句
に
込
め
た
意
圖
を

探
る
に
は
、
杜
甫
の
語
感
に
近
づ
く
た
め
の
別
の
檢
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。 

  
 

 

最
後
に 

  

今
囘
の
考
察
を
通
し
て
、
宋
人
が
ど
の
よ
う
な
目
で
「
春
望
」
の
三
、
四
句
目
を
見
て
い
た
か
、
多
少

な
り
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
杜
甫
为
體
で
解
釋
し
、
そ
れ
を
典
故
と
し
て
用
い
た
詩
が
あ
る
。
羅
大
經

は
花
鳥
为
體
の
擬
人
法
で
解
釋
し
て
お
り
、
そ
の
花
鳥
为
體
の
擬
人
法
そ
の
も
の
も
珍
し
く
は
な
い
。
し

か
し
、
「
春
望
」
の
三
、
四
句
目
を
花
鳥
为
體
の
擬
人
法
と
解
釋
し
な
お
か
つ
典
故
と
し
て
詠
ん
だ
詩
は
、

宋
詩
の
中
に
は
見
出
せ
な
い
。
詩
句
の
斷
片
に
、
そ
う
解
釋
し
て
い
た
可
能
性
が
垣
間
見
え
る
の
を
指
摘

で
き
る
程
度
で
あ
る
。
宋
代
で
は
杜
甫
为
體
で
讀
む
こ
と
が
大
勢
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、

讀
み
手
が
「
春
望
」
三
、
四
句
目
の
为
體
を
ど
う
取
る
か
に
よ
っ
て
生
じ
る
解
釋
の
差
違
は
、
す
で
に
見

え
始
め
て
い
る
。 

 

以
上
、
本
論
で
は
宋
人
が
「
春
望
」
の
三
、
四
句
目
を
ど
の
よ
う
に
讀
ん
だ
か
を
追
っ
て
き
た
。
そ
れ
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は
、
從
來
の
論
と
同
じ
く
、
杜
甫
が
自
分
自
身
か
花
鳥
か
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
を
为
體
と
し
て
表
現
し
て

い
る
、
と
い
う
前
提
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
果
た
し
て
杜
甫
は
为
體
を
ど
ち
ら
か
一
方

に
限
定
す
る
つ
も
り
で
そ
う
詠
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
、
范
晞
文
が
杜
甫
の
詩
句
に
つ
い
て

「
情
」
「
景
」
の
二
語
で
評
し
た
資
料
を
見
て
お
こ
う
。
『
對
牀
夜
語
』
卷
二
。 

水
流
心
不
競
、
雲
在
意
俱
遲
、
景
中
之
情
也
。
卷
簾
唯
白
水
、
隱
几
亦
靑
山
、
情
中
之
景
也
。
感
時

花
濺
淚
、
恨
别
鳥
驚
心
、
情
景
相
觸
而
莫
分
也
。
（
中
略
）
固
知
景
無
情
不
發
、
情
無
景
不
生
。 

 

「
江
亭
」
の
「
水
流
れ
心
競
わ
ず
、
雲
在
り
意
は
俱
に
遲
し
」
は
「
景
中
の
情
」
、
「
悶
」
の
「
簾
を

卷
け
ば
唯
だ
白
水
、
几
に
隱
す
る
も
亦
た
靑
山
」
は
「
情
中
の
景
」
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、
ど
ち
ら

の
例
に
し
て
も
、
「
情
」
「
景
」
の
區
別
は
明
ら
か
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
春
望
」
の
三
、
四
句
目
は

「
情
景
相
い
觸
れ
分
か
る
る
莫
し
」
「
心
情
と
光
景
と
が
く
っ
つ
い
て
分
か
れ
て
い
な
い
」
と
評
す
る
。

「
感
時
花
濺
淚
」
「
恨
别
鳥
驚
心
」
そ
れ
ぞ
れ
の
句
は
、
ど
こ
が
杜
甫
の
接
し
た
光
景
で
ど
こ
が
杜
甫
の

心
情
で
あ
る
の
か
線
を
引
け
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
景
は
情
無
く
ん
ば
發
せ
ず
、
情
は
景

無
く
ん
ば
生
ぜ
ず
」
と
言
う
と
こ
ろ
か
ら
察
す
る
に
、
范
晞
文
は
「
情
」
と
「
景
」
と
に
區
別
す
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
不
可
分
の
表
現
を
「
春
望
」
の
三
、
四
句
目
の
中
に
見
出
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

つ
ま
り
、
杜
甫
も
花
も
時
勢
に
感
じ
、
花
か
ら
水
滴
が
こ
ぼ
れ
る
光
景
と
杜
甫
が
淚
を
流
す
心
情
と
を
重

ね
、
杜
甫
も
鳥
も
別
れ
を
恨
め
し
く
思
う
が
ゆ
え
に
、
鳥
が
急
に
飛
び
立
つ
樣
子
と
杜
甫
が
心
を
波
立
た

せ
る
姿
と
を
重
ね
た
、
と
い
う
具
合
に
、
范
晞
文
は
讀
ん
だ
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。 

 

と
な
る
と
、
「
春
望
」
の
三
、
四
句
目
を
ど
の
よ
う
に
讀
む
か
に
つ
い
て
の
論
は
、
杜
甫
为
體
で
あ
る

か
花
鳥
为
體
で
あ
る
か
を
檢
討
す
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
。
こ
の
兩
句
の
为
體
は
杜
甫
で
も
あ
り
花
鳥
で

も
あ
る
と
讀
め
は
し
な
い
か
、
と
い
う
視
點
に
つ
い
て
の
檢
討
を
も
重
ね
て
い
く
必
要
が
出
て
く
る
。
だ
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が
、
今
の
筆
者
に
は
そ
こ
ま
で
論
じ
る
用
意
が
ま
だ
な
い
。
他
日
を
期
し
て
ひ
と
ま
ず
論
を
終
え
る
。 

 
附
記 

 

十
年
近
く
前
、
岩
城
先
生
と
雜
談
す
る
中
で
「
春
望
」
の
三
、
四
句
目
を
ど
の
よ
う
に
讀
む
か
の
話
が

出
た
。
當
時
、
京
大
人
文
研
で
石
刻
資
料
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
に
攜
わ
っ
て
い
た
石
垣
賢
一
氏
が
「
朝

風
漸
泠
、
夜
月
方
明
、
看
花
落
淚
、
聽
鳥
心
驚
」
（
「
唐
故
趙
夫
人
墓
誌
銘
幷
序
」 

上
海
古
籍
出
版
社

の
《
唐
代
墓
誌
彙
編 

上
》
咸
亨
〇
一
三
を
參
看
）
と
い
う
墓
誌
銘
の
記
述
を
、
岩
城
先
生
と
筆
者
と
に

示
し
て
下
さ
っ
た
際
の
こ
と
で
あ
る
⑹

。
石
垣
氏
は
、
愛
宕
元
氏
に
「
唐
代
の
墓
誌
銘
」
（
『
月
刊
し
に

か
』
十
二
（
三
） 

四
八
～
五
一
頁 

二
〇
〇
一
年
三
月
）
と
い
う
考
察
が
す
で
に
あ
る
こ
と
も
同
時
に

敎
え
て
下
さ
っ
た
。
三
人
で
パ
ソ
コ
ン
の
畫
面
を
眺
め
、
こ
の
句
は
書
き
手
が
为
體
だ
と
話
し
あ
っ
た
こ

と
を
思
い
出
す
。 

 

「
春
望
」
の
三
、
四
句
目
に
つ
い
て
、
先
生
は
花
鳥
为
體
說
で
解
釋
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
御
著
書

『
漢
詩
美
の
世
界
』
（
人
文
書
院 

一
九
九
七
）
所
收
の
「
春
の
花
と
詩
人
」
に
お
い
て
「
こ
う
し
た
時

世
に
感
じ
て
は
、
花
す
ら
も
淚
を
そ
そ
ぐ
よ
う
に
は
ら
は
ら
と
散
り
落
ち
、
人
が
離
れ
離
れ
に
な
っ
た
世

の
中
で
は
、
鳥
も
不
安
そ
う
に
鳴
い
て
い
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
。
そ
れ
ま
で
筆
者
は
、
格
別

の
理
由
も
な
く
杜
甫
为
體
說
で
讀
ん
で
い
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
時
か
ら
、
「
春
望
」
の
三
、
四
句
目
を
ど

の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
注
意
を
拂
う
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

今
號
は
岩
城
秀
夫
先
生
と
平
野
顯
照
先
生
の
追
悼
號
で
あ
る
。
岩
城
先
生
へ
は
、
あ
の
雜
談
を
き
っ
か

け
に
生
ま
れ
た
本
論
を
捧
げ
た
い
。 
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注
釋 

⑴
「
杜
甫
「
春
望
」
の
濺
淚
に
つ
い
て
」 

野
口
宗
親 

『
熊
本
大
學
敎
育
學
部
紀
要
、
人
文
科
學
』
第
四
三
號 

一
九
九
四 

三
六
四
～
三
五
七
頁 

引
用
部
分
は
三
六
三
頁
の
上
段 

⑵
四
つ
の
文
獻
は
以
下
の
と
お
り
。 

『
新
唐
詩
選
』 

吉
川
幸
次
郞 

三
好
達
治 

岩
波
新
書 

一
九
五
二 

（
當
該
箇
所
は
二
十
頁
） 

『
杜
甫Ⅱ

』 
筑
摩
書
房 

一
九
七
二 

（
八
十
頁
） 

『
杜
甫
詩
注
』
第
三
册 

筑
摩
書
房 

一
九
七
九 

（
一
九
五
～
二
〇
〇
頁
） 

『
吉
川
幸
次
郞
全
集
』
第
十
一
卷 

筑
摩
書
房 

一
九
六
九 

（
五
十
九
頁
） 

⑶
各
詩
の
表
記
は
北
京
大
學
出
版
社
の
『
全
宋
詩
』
に
據
っ
た
。
第
何
册
の
何
頁
に
見
え
る
か
を
詩
題
の
後
に
付
し

て
お
く
。 

⑷ 

强
至
「
送
王
天
常
太
祝
詩
」
（
十
‐
六
九
五
六
） 

「
感
時
雙
淚
落
、
送
客
片
帆
西
」 

（
時
に
感
じ
雙
淚
落
ち
、
客
を
送
ら
ば
片
帆
西
す
） 

 

胡
銓
「
和
林
和
靖
先
生
梅
韻
」
（
三
十
四
‐
二
一
五
七
四
） 

「
感
時
湔
淚
幾
時
乾
、
顧
影
伶
俜
獨
立
難
」 

（
時
に
感
じ
淚
を
湔
ぐ
に
幾
れ
の
時
か
乾
か
ん
、
影
を
顧
れ
ば

伶
俜
と
し
て
獨
立
す
る
こ
と
難
し
） 

 

史
堯
弼
「
贈
别
」
（
四
十
三
‐
二
六
九
〇
三
） 
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「
恨
别
休
驚
鳥
、
相
忘
已
兩
鷗
」 

（
別
れ
を
恨
む
も
鳥
に
驚
く
を
休や

め
、
兩
鷗
を
已や

め
し
を
相
い
忘
れ
ん
） 

 
王
邁
「
淸
明
郊
行
」
（
五
十
七
‐
三
五
七
八
六
） 

「
感
時
莫
灑
花
前
淚
、
不
道
中
原
漲
戰
塵
」 

（
時
に
感
ず
る
も
花
前
の
淚
を
灑
ぐ
莫
く
、
中
原
に
戰
塵
の
漲

る
を
道
わ
ず
） 

 

徐
元
杰
「
贈
日
者
盧
生
」
（
六
十
‐
三
七
八
一
九
） 

「
忘
憂
對
草
閒
供
詠
、
濺
泪
看
花
重
感
時
」 

（
憂
を
忘
れ
草
に
對
し
閒し

ず

か
に
詠
を
供
え
、
泪
を
濺
ぎ
花
を
看

て
重
ね
て
時
に
感
ず
） 

 

⑸ 

歐
陽
脩
「
啼
鳥
」
（
六
‐
三
六
四
九
） 

「
花
間
祗
慣
迎
黃
屋
、
鳥
語
初
驚
見
外
人
」 

（
花
間 

祗
だ
慣
れ
る 

黃
屋
を
迎
う
る
を
、
鳥
語 

初
め
て

驚
く 

外
人
を
見
る
を
） 

 

歐
陽
脩
「
答
謝
判
官
獨
遊
幽
谷
見
寄
」
（
六
‐
三
六
八
六
） 

 

「
新
花
自
向
遊
人
笑
、
啼
鳥
猶
爲
舊
日
聲
」 

（
新
花 
自
ら
遊
人
に
向
か
い
て
笑
い
、
啼
鳥 

猶
お

舊
日
の

聲
を
爲つ

く

る
） 

 

 

王
安
石
「
留
題
微
之
廨
中
淸
輝
閣
」
（
十
‐
六
六
五
四
） 
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「
鷗
鳥
一
雙
隨
坐
嘯
、
荷
花
十
丈
對
冥
搜
」 

（
鷗
鳥
一
雙 

坐
嘯
に
隨
い
、
荷
花
十
丈 

冥
搜
に
對

す
） 

 

王
安
石
「
後
殿
牡
丹
未
開
」
（
十
‐
六
七
一
七
） 

「
此
花
似
欲
留
人
住
、
山
鳥
無
端
勸
我
歸
」 

（
此
の
花 

人
を
留
め
て
住
ま
わ
し
め
ん
と
す
る
が
似
く
、

山
鳥 

端
無
く
我
に
歸
る
を
勸
む
） 

 

晁
補
之
「
曉
發
樓
子
莊
」
（
十
九
‐
一
二
七
八
四
） 

「
林
花
一
迎
笑
、
岩
鳥
相
借
問
」 

（
林
花 

一
た
び
迎
え
て
笑
い
、
岩
鳥 

相
い
借
問
す
） 

 

張
耒
「
暮
春
三
首
」
之
一
（
二
十
‐
一
三
一
六
一
） 

「
啼
鳥
日
求
侶
、
晚
花
如
向
人
」 
（
啼
鳥 

日
び
侶
を
求
め
、
晚
花 

人
に
向
か
う
が
如
し
） 

 

張
耒
「
感
春
十
三
首
」
之
十
一
（
二
十
‐
一
三
三
五
二
） 

「
野
花
迎
客
來
、
啼
鳥
驚
我
去
」 

（
野
花 
客
の
來
た
る
を
迎
え
、
啼
鳥 

我
に
驚
き
て
去
る
） 

 

楊
萬
里
「
仲
良
見
和
再
和
謝
焉
」
（
四
十
二
‐
二
六
〇
七
三
） 

「
山
鳥
頻
招
飮
、
江
花
鮮
笑
人
」 

（
山
鳥 

頻
り
に
飮
む
を
招
き
、
江
花 

鮮
か
に
し
て
人
に
笑
う
） 

 

⑹
最
近
で
は
、
谢
國
剑
〈
如
何
理
解
“
感
时
花
溅
泪
，
恨
别
鸟
惊
心
”
？
〉
（
《
文
史
知
识
》
三
三
七 
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二
〇
〇
九
年
第
七
期 

中
華
書
局 

二
〇
〇
九 

一
五
〇
～
一
五
四
頁
）
が
取
り
上
げ
て
い
る
。 

 


