
菅
原
道
真

の
詩
に
投
影
さ
れ
た

『白
氏
文
集
』
（そ

の
九
）

―「送
春
」

の
詩
を
め
ぐ

っ
て
―

焼

山

廣

志

一

菅
原
道
真

の
漢
詩
集

『
菅
家
文
草
』

の
巻

五
に

「
送
春
」

と
し
て
次
の

一
首
が

所
載

さ
れ

て
い
る
。

こ
の
詩
に
は
後
述
す
る
詩
序
が
付

せ
ら
れ

て

お
り

、
そ
こ
に
は
当
時

の
平
安
朝
漢
詩
人
が
中
国

の
漢
詩
文
を
ど

の
よ
う

に
享
受

し
て
来
た

の
か

の

一
端
を
知
り
得
る
興
味
あ
る
内
容
が

込
め
ら
れ

て
い
る
。

又
、
投
影
関
係

の
指
摘
が
な
さ
れ

て
久
し
く
な
る
白
居
易

の
詩

に

つ
い
て
も
道
真

の
こ
の

「
送
春
」
に

つ
い
て
内
容

を
吟

味

し
た
場

合

、

単

な
る
詩
句

の
投
影

に
の
み
な
ら
ず

、
詩
情

の
類
似

と
い

っ
た
深
い
投
影

関
係
ま
で
論
じ
る
必
要
が
あ

る
よ
う

に
思
う
。
以

下
こ
の
作

品
に
即
し
な

が
ら

一
試
論
を
展
開

し
て
み
た

い
。

二

謝

（注
-
）

送
春

逮
春
不
用
動
舟
車

春
を
送
る
に
舟
車
を
動
か
す
こ
と
を
用
ひ
ず

た
だ
ざ
ん
お
う

唯
別
残
鶯
與
落
花

唯
残
鶯
と
落
花
と
に
別
る

1

（注

2
）

も

じ
・
う
こ
う

若
使

紹
光
知
我

意

若
し
紹
光
を
し

て
我
が

意
を
知
ら
し

め
ば

こ

よ

い

今

宵
旅
宿
在
詩

家

今
宵

の
旅
宿

は
詩

の
家
に
在
ら
ん

（
『
菅
家
文
草
』
巻
第

五
）

※

（
注
1
）
…
作

品
番
号
は
岩
波

古
典

文
学
大
系
本

の
通

し
番
号

に
従

う
。
以
下
同
じ

※

（
注
2
）
…
岩
波

古
典
文
学
大
系
本

で
は

「
便
」
と
な

っ
て
い
る
が

内
閣

文
庫
本

・
蓬
左

文
庫

本
に
よ
り

「
使
」
に
改
め
た
。

こ

の

一
首
は
既
に
川

口
久
雄
氏

の
指
摘
が
あ
る
が

（
注
3
）

一
・
二
句

の

「迭

春
不
用
動
舟
車
/
唯
別
残
鶯

與
落
花
」
と

三

・
四
句

の

「
若
使

紹

光
知
我
意
/
今
宵
旅
宿
在
詩
家

」
が

二
分
割
さ
れ

て

『
和
漢
朗
詠
集
』

巻

上

・
春

・
三
月
尽
に
載

せ
ら
れ

て
い
る
。
名
句

と
し
て
平
安
朝

の
文

人
達

に
愛
唱
さ
れ
た

こ
と
が
窺

い
知
れ

る
。

さ
て
こ

の
詩
に
は
次

の
詩
序
が

付
せ
ら
れ

て
い
る

。

七
年
暮
春
二
十

六
日
、
予
侍
東
宮

、
有

令
日
、
聞
大
唐

一
日
鷹

百
首

之

詩

。
今
試
汝

以

一
時

鷹
十
首
之
作
。

即
賜
十
事
題

目
、

限

七

言
絶

句

。
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予
採

筆
成
之
、

二
刻
成
畢
。
難
云
凡
鄙
、
不
能
僥

却
。
故
存
之
。

わ
れ

お
ほ
せ
ご
と

の
た
ま
は

（
七
年
暮
春

二
十
六
日
、
予
東
宮
に
侍
り
し
と
き

令
有
り
て
曰
く
、
聞

こ
た

く
な
ら
く
大
唐
に

一
日
百
首

に
応
ふ
る

の
詩
有

り
と
。
今
試
み
に
汝

一

時

を
以
て
十
首

の
作
に
応

へ
よ
と

の
た
ま

へ
り
。

即
ち
十
事

の
題
目
を

賜

ひ
て
七
言
絶
句
を
限
り
た
ま

ふ
。
予
筆
を
採

り
て
成
す

こ
と
、

二
刻

を

た
と
ひ

に
し
て
成
し
畢
は
ん
ぬ
。
難

、
凡
鄙
な
り
と

云
ふ
と
も
、
焼
却
す
る
こ

と
能

は
じ
。
故

に
存
す
と

い
ふ
。
）

※
本
文

・
訓
み
、

い
ず
れ
も
岩
波
古
典
文
学
大
系

本
に
従
う
。

こ

の
詩
序
に
川

口
久
雄

氏
は
詳
細
な
考
察
を
な

さ
れ
て
い
る
。
（
注
4
）

そ
の
中

で
指
摘
さ
れ

て
い
る

『
太
平
記
』

の

一
文

を
次
に
挙
げ
て
み
る
。

同
じ
き
年
の
三
月
二
十
六
日
に
延
善
の
帝
未
だ
春
宮
に
て
御
坐
あ
り
け

る
が
、
菅
少
将
を
召
さ
れ
て

「漢
朝
の
李
嬌
は
一
夜
に
百
首
の
詩
を
作

な

し

り
け
る
と
見
え
た
り
。
汝
蓋
ん
ぞ
其

の
才

に
如

か
ざ

る
。

一
時
に
十

首

お
ほ

く
だ

の
詩
を
作
っ
て
天
覧
に
備
ふ
べ
し
。」
と
。
仰
せ
下
さ
れ
け
れ
ば
、
則

ち
十
の
題
を
賜
は
り
て
、
半
時
ば
か
り
に
十
首
の
詩
を
ぞ
作
ら
せ
た
ま

ひ
け
る
。

逮
春
不
用
動
舟
車

唯
別
残
鶯
與
落
花

若
使
紹
光
知
我
意

今
宵
旅
宿
在
詩
家

と
云
ふ
暮
春
の
詩
も
其
の
十
首
の
絶
句
の
内
な
る
べ
し
。

（
『太
平
記
』
巻
第
十
二
、
大
内
裏
造
営
事
付
聖
廟
御
事
）
（傍
線
筆

老
）※

本
文

・
訓
み
は
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
に
従
う
。

道
真
の
詩
序
の
中
で

「大
唐
に
一
日
百
首
に
応
ふ
る
の
詩
有
り
」
と
あ

る
所
が

こ
の

『
太

平
記
』

の

一
文
に
よ
れ
ば

「
漢
朝

の
李
嬌
は

一
夜

に
百

首

の
詩
を
作
り
け

る
と
見
え

た
り
」
と
具
体
的

に
記
さ
れ
て
い
る
点
は

注

目
に
値
す
る
。
川

口
久

雄
氏
は
前

述

の
注
で

「
一
日
百
首
応
令
詩
が
唐

に

行
わ
れ
た

こ
と
は
李

嬌
の
百
廿
詠
な
ど
で
類
推

で
き

る
が
そ

の
作
品

は
未

詳
。

（中
略

）
李

嬌
の
百
廿
詠

は
五
律
で
あ

る
が

、
毎
詩

、

題

を
換

え

た

と

こ
ろ

の
詠
物
詩

で
あ

る
点

で
道
真

の
十
首
詩

・
二
十

首
詩
と
体
式

に
お

い
て
似

て
い
る
。

（中
略

）
李

嬌

の
百
廿
詠

の
題
と
か

さ

な
り
あ

う

も

の

が
多

い
か
ら
必
ず

や
道
真

の
作
に
は

こ
れ
ら

の
投

影
が
あ
ろ
う
。
」
（注
5
）

と
論
じ
ら
れ

て
い
る
。

古
く

は

『
太
平
記
』

に
、
そ
し
て
川

口
久
雄

氏

の

論

の
中
で
も

こ
の
道
真

の
十
首

の
詠
物
詩

に
関

わ
り

の
指
摘
さ
れ

て
い
る

李
嬌

の
百
廿
詠
は

、
藤

原
佐

世
撰

の

『
日
本

国
見

在
書
目
録
』

に
も

「
李

嬌
百
廿
詠

一
」
と
あ

り

（
注
6
）
道
真

の
時
代

に
既
に
目

に
す

る
こ
と

が
で
き
た
事
は
間
違

い
な
い
。

し
か
し

こ
の
道
真

の
十
首

に
こ

の
李

嬌
の
百
廿
詠

の
投
影
が
あ

る
と
具

体
的
に
実
証
す
る
作
業

は
、
更

に
慎
重
な
考
察

を
要
す

る
と
考
え

る
。
今

回

の
拙
稿

で
は
そ

こ
ま

で
立

ち
入
る
事
は
避
け

、
寧
ろ
先
学
よ

り
指
摘

さ

れ
て
来

て
久
し

い
白
居
易

の
詩

の
投
影
と

い
う

観
点
で
論
を
進
め

て
み
る
。

筆
者
が
道
真

の
詩
序

の
中

で
見
逃
し

て
は

な
ら

な
い
と
考
え

る
箇
所
は

「
予
筆
を
採
り

て
成
す

こ
と
二
刻
に
し

て
成
し

畢
は
ん

ぬ
。

凡

鄙

な
り

と

云
ふ
と
も
焼
却
す

る
こ
と
能

は
じ
。
故

に
存
す

と
い
ふ
」
の

一
文
で
あ
る
。

つ
ま
り
即
詠

の
詩

で
あ

り
、
字

句
通
り
読

め
ば

「
そ
れ
故

、

つ
ま
ら
な

い

詩
に
な

っ
て
し
ま

っ
た
が
焼

き
捨

て
る
こ
と
も
で
き
ず
、
こ
の
よ
う
に
残

っ

て
人
目
に
さ
ら
す

は
め
に
な

っ
た

の
で
あ

る
」

の
意
と
な
る
が

、
こ
れ
は

あ
く
ま
で
も
道
真

の
ポ

ー
ズ

で
あ

っ
て

そ
こ
に
は
自
分

の
詩
才

に
対
す
る

並

々
な
ら
ぬ
自
負
な
る
も

の
が
見
え
隠
れ
し

て
い
る
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
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こ
の

「
送
春
」

に
限

っ
て
み
て
も
、
内
容

吟
味

の
前
に
韻
そ

の
も

の
を
調

べ
て
み
る
と

送
春
不
用
動
舟
車

§

唯
別
残
鶯
與
落
花

Q

若使

紹
光
知
我
意

●

今宵

旅
宿
在
詩
家

○

○◎

、

（
※

○

印
…
平
韻

㊤
印

…
灰
韻

◎
印

…
脚

韻
）

と
な
り
脚

韻
は
車

・
花

・
家
で
下
平
声
九
麻
を
使

っ
て
い
る
。

一
句
目

の

二
字

目
が
孤

平
、
二
句
目

の
二
字
目
が
孤
灰

に
な

っ
て
い
る
点
を
除
け
ば
、

「
二
四
不
同

二
六
対
」

は
守
ら
れ

て
い
る
し

「
下

三
連
」

も
な
い
。
又

一
、

二
句
目
が

「
反
法
」

二

・
三
句
目
が

「粘

法
」
三

・
四
句

目
が

「
反
法

」

と
な

っ
て
お
り

「
失
粘

」
も
な
く
見
事
な
構
成
に
仕
上
が

っ
て
い
る
こ
と

に
驚

か
さ
れ
る
。

こ
う
し
た

一
例
を
と

っ
て
も
詩
序

に
あ

る
よ
う
な
道
真

の
字
句
内
容

と
は
裏
腹

に
、
速
詠
を
強
い
ら
れ
た
中

で
道
真

が
い
か
な
る

気
概

で
詩
作

に
没
頭
し
た
か
は
想
像
に
難
く
な

い
。

そ
こ
で
詩
内
容
に
目

を
移
し

て
み
る
。

三

こ
の
道
真
の
詩

「送
春
」
へ
の
白
詩
か
ら
の
投
影
の
指
摘
は
既
に
金
子

彦
二
郎
氏
よ
り

「除
蘇
州
刺
史
、
別
洛
城
東
花
」
と
の
類
似
関
係
の
記
述

が
あ
る
。
（注
7
）

こ
の
白
詩
を
以

下
取

り
挙
げ

る
。

ト注

8）卸除

蘇
州
刺
史
、

別洛

城東

花

齪雪

千
花
落

齪
雪
千
花落

ち

新締

両
醤
生

新
練
両
鞍
に
生ず

老
除呉

郡
守

老
い
て
呉
郡
の
守
に
除
せ
ら
れ

春
別洛

陽
城

春
洛
陽
城
に
別
る

江上

今重

去

江
上
今
重
ね
て
去
り

誠練

唖）一

行別花何用伴

城
東
更
に
一

た
び

行
く花に別るるに何を用

ひ
て
か

伴
ふ

勧
酒
有残

鶯

酒
を
勧
む
る
に
残鶯

有
り

（

『白

氏
文
集
』

巻第

五
十
四
）

※
注
8

…
作
品
番

号
は
花
房
英
樹
著

『
白

氏
文
集

の
批

判
的
研
究
』

（
2
総
合
作

品
表

）

の
分
類
番

号
に
よ
る
。

本
文

は
那
波

本

『
白
氏
文
集
』

に
従

い
、
訓

み
は

『
続

国
訳

漢
文
大
成

白

楽
天
詩
集
』

に
従

っ
た
。

以

下
の
白
詩

に

つ
い

て
も

同
じ
。

※
注
9

…
傍
線

は
筆

者
が
施
す
。
道
真

の
詩
と

の
類
似

箇
所
を

示
す

。

こ
の
白
詩
の
制
作
年
時
は
先
の
花
房
英
樹
氏
の
著
に
よ
る
と
宝
暦
元
年

（西
暦
八
二
五
年
）
白
居
易
五
十
四
歳
の
三
月
四
日
蘇

州
刺
史
と
な
り
二

十
九
年
に
洛
陽
を
出
発
し
て
五
月
五
日
に
任
地
に
つ
い
た
と
あ
る
。
こ
の

詩
は
こ
の
洛
陽
の
春
に
別
れ
を
告
げ
た
内
容
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
又
、

詩
意
と
し
て
鶴
田
久
作
氏
の
解
釈
を
引
用
す
る
と

「花
が
散

っ
て
雪
が
乱

れ
飛
ぶ
が
如
く
我
が
両
蟹
の
毛
は
益
々
白
く
な

っ
た
。
我
は
老
い
て
蘇
州
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刺
史
に
任
ぜ
ら
れ

、
春
洛

陽
を
立

っ
て
ま
た
も
や
江
上

に
行

く

の
で

一
た

び
城
東

の
花

に
別
れ

を
告

げ
よ
う
と
思
う
。
花
に
別
れ
を
告

げ
る

の
に
何

を
携
え

て
行
く

か
と
な
ら

ば
残
鶯
が
い
て
頻
に
酒
を
勧
め

る
か
ら
酒
は
必

ず
携
え

て
行

か
ね
ば

な
ら

ぬ
」

（注

10
）
と
あ
る
。

さ

て
こ
の
白
詩

の
詩

句
を
踏
ま
え
て
道
真

の
詩
句

に
目
を

移
す

と
、
道

真

の
詩

「
送
春
」

の
第

一
、

二
句
目

「
春
を
迎
る
に
舟
車
を

動
か
す

こ
と

を
用

ひ
ず
/
唯
残
鶯

と
落

花
と
に
別
る
」

の
語
句
は
、
こ
の
白
詩

の
第
七
、

八
句
目

「
花

に
別

る
る
に
何
を
用

ひ
て
か
伴
ふ
/

酒
を
勧

む
る
に
残
鶯
有

り
」
を
摂
取
利

用
し
・て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

こ
こ
で
類

似
点
を

列
記
す
る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。

『

白

氏

文

集
』

'

『

菅

家

文

草
』

⑤

㊤

⑧

別花

何
用伴

勧酒

有灘

（

響

入
句）

△

△

△

⑱

△

△

△

選
春
不
用
動
舟車

聡

鑑
興脚

弾
謝

丁
二句
）

※

…

・
は
同
語
句

△
は
類
似
語
句
を
示
す
。

こ
こ
の
類
似
点
は
、
し
か
も
白
詩
の
詩
内
容
と
は
ほ
と
ん
ど
関
わ
り
が

な
く
、
寧
ろ
抄
句
と
し
て
の
利
用
姿
勢
が
濃
厚
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

こ
の
道
真
の
詩
が
即
詠
の
も
の
だ
と
い
う
詠
作
事
情
を
鑑
み
れ
ば
、
こ
う

し
た
摂
取
の
仕
方
は
充
分
肯
首
で
き
る
所
で
あ
る
。

一
方
、
次
の
道
真
の
詩
句
第
三
、
四
句

「若
し
紹
光
を
し
て
我
が
意
を

知
ら
し
め
ば
/
今
宵
の
旅
宿
は
詩
の
家
に
在
ら
ん
」
の
句
内
容
に
は
直
接

的
に
は
語
句

の
類
似

と
い
う

こ
と
で
白
詩
か
ら

の
投

影
を
指
摘

で
き
る

も

の
は
検
索
し
得
な

い
の
で
あ

る
が

こ
こ
も
、

又
、
即
詠

を
強

い
ら

れ
た

作

品
で
あ
る
と

い
う
事
情

を
考

え
た
時
、
白
詩

の
類
書

的
利
用
と

し
て
同
詩

題

の
も

の
か
ら

の
投
影
が
考

え
ら
れ
る

の
で
は
な
い
か
と
推

測
す

る
。

白
詩

の
中

に

「
送
春

」
と
し
て
同
題

の
作
品
が

い

く

つ
か
存

在
す

る

。

こ
の
中
で
詩
内
容

に
類
似

の
見
ら
れ
る

次
の
詩
を

挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。

鮒

逮
春

三

月
三
十
日

三

月
三

十
日

春
蹄
日
復
暮個恨問春風

春
蹄
り
日
復
た
暮
る

ち
吻
うち

ょ
う

慨恨

し
て
春
風
に
問
ふ

明
朝
鷹
不
住

明
朝磨

に
住
ま
ざ
る
べ
し
と

迭
春
曲
江
上春春東西顧但見撲水花

春
を
迭
る
曲
江
の
上

け
ん
け
ん

春
春
と
し
て
東
西
に
顧
る

う

但
だ
見
る
水
を
撲
つ
花

粉
粉
不
知敷人生似行客

粉
粉
と
し
て
敷を

知ら

ず

こ
うか

く

人
生
は
行
客
に
似
た
り

雨
足
無
停歩

雨
足
停
歩
無
し

日
日
進前

程前程幾多路

日
日
前
程
を
進む

みち

前
程
幾
多
の
路
ぞ

兵
力與

水
火壼可違之去

兵
力
と
水
火
と

ごと

ご
と

さ

壷
く
之
を
違
け
て
去
る
べ
し

唯
有老

到
來人間無避庭感時良爲已

唯
だ
老
の
到
來す

る
有
り

じ
ん
か
ん

人
間
避
く
る
庭無

し

まこ

と

や

時
に
感
じ
て
良
に
已
め
り
と
爲
し
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猫
俺
池
南樹

よ

猫
り
池
南
の
樹
に
椅
る

今
日
送
春
心

●

今
日
春
を
送
る
心

心
如
別
親故

心
は

親
故
に
別
る
る
が
ご
と
し

（
『
白
氏
文
集
』

巻第

十
）

こ
の
詩
は
前
記
の
花
房
英
樹
氏
の
考
証
に
よ
れ
ば
元
和
十
年

（西
暦
八

一
五
年
）
白
居
易
四
十
四
歳
の
時
、
長
安
で
の
作
と
あ
る
。
又
、
詩
意
と

し
て
鶴
田
久
作
氏
の
解
釈
を
引
用
す
る
と

「三
月
三
十
日
、
春
去
る
。
日

も
暮
れ
た
。
悲
し
み
を
抱
い
て
春
風
に
聞
い
て
見
た
。
あ
す
は
も
う
お
前

こ

こ

ほ
と
う

も
此
庭

に
は
い
な

い
だ
ろ
う
な

と
。
曲
行

の
上
に
行

っ
て
春
を
送

り
、
懐

し
さ

の
あ

ま
り
あ
た
り
を
見
廻
す
と
た
だ
花
が

は
ら
は
ら
と
池

の
水
に
落

ち
る

の
を

見
た
。
も
う
春
は
ど

こ
に
も

い
な

い
。

さ
て
人
生
は
旅

の
人
と

や

同
じ

で
暫

く
も
足

の
働
び
を
停
め
ず
に
ど
ん
ど
ん

と
前
途

に
向

っ
て
限
り

な
く
進

む
。

兵
戦

や
水
火

の
難
は
避
け
る
法
も
あ

る
が

、
た

だ
老

の
到
来

と
り
ニ

は
如
何

と
も

避
け
よ
う
が
な

い
。
も
う
自
分
は
時
の
檎
と
な

っ
て
老
が
迫

っ

ほ
と
り

て
い
る

の
だ
。
独
り
池

の
辺

の
木
に
侮

っ
て
感
慨

に
耽

っ
た

。
今
日
、
春

を
送

る
の
は
丁
度
親
戚
故
旧
に
別
れ
る
よ
う
な
気
が
す

る
」

（
注

11
）
と
あ

る
。こ

の
白
詩

は
道

真

の
詩

と
語
句

の
類
似
と

い
う
点
で
は
確

か
に
前
述

の

白

詩

「
除
蘇

州
刺

史
、
別
洛
城
東
花
」
で
指
摘
し
た
よ
う
な
箇

所
は
見
当

ら

な
い

の
で
あ

る
。
と

こ
ろ
が
詩
情

の
類

似
と
い
う
点

で
考
察
す

る
と
注

視
す

べ
き
事
実
が

明
ら

か
に
な

っ
て
く
る
の
で
あ

る
。
以
下
そ

の
点

に

つ

い
て
述

べ
て
み
る
。

こ
の
道
真

の
三
、
四
句

に
白
詩

の
投
影
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
そ
う
な

箇
所
を

図
式

化
す

る
と
次

の
よ
う
に
な
る
。

『

白

氏

文

集

』

『

菅

家

文

草

』

△

△

△

△

△

今
日
迭
春
心

△

△

△

△

A

心
如
別

親故（婚
・

+九

・

二

〇
句）

△

△

若
使
紹光

知
我
意（謝

第
三
句）

△

△

△

△

△

個
恨
問
春
風

△

△

△

△

△

明朝

鷹
不
住（

姻
・

三
・

四句

）

△

△

△

△

今
宵
旅
宿
在
詩
家（鋤

第
四
句）

※
△
印
…
白
詩
と
道
真
の
詩
の
類
似
箇
所
を
示
す
。

ま
ず
道
真

の
詩

、
第
三
句

「
若
使
紹

光
知
我
意
」

の
意
は

「
も

し
春

光

に
春
を
惜

し
む
私

の
心
情
を
知
ら

せ
る
こ
と
が
で
き

た
ら

」

と

な

る
が

、

こ
の
発
想

の
前
提

に
な
る
も

の
と

し
て
白
詩

「
送
春

」

の
第
十

九

・
二
十

句

の

「
今

日
、
私

の
春
を
送
る
心
情

と
い
う
も

の
は
、
親
戚
故

旧
と
別
れ

る
と
き

の
も

の
と
同

一
で
あ
る
」

の
句
意
が
指
摘

で
き
そ
う

で
あ

る
。
恐

ら
く
、
道
真

の
詩

、
第

三
句

の

「
我
意
」

は
白
詩

で
言
う

「
春

と
別
れ
る

心
情
は
親
故
と
別
れ

る
時

の
も

の
と

同
じ
よ
う
な
も

の
」
で
あ

ろ
う
。
こ

の
詩
内
容
が
道
真

の
脳
裏

に
あ

っ
た
も

の
と
理
解
さ
れ

る

の
で
あ

る
。

ま
た
道
真

の
第

四
句

「
今

宵
旅
宿
在
詩
家

」

の
意
は
前

の
三
句

目
を

受

け
て

「
春

は
き

っ
と
最
後

の

一
日
を
詩
人

（道

真
自
信

）
の
家
に
宿
る

こ

と
で
あ

ろ
う
」

と
な
り
、

こ
の
発

想

の
根
底

に
も
白

詩

「
送
春
」
の
第
三
、

四
句

の

「
嘆
き
悲

し
む
心
情

で
春
風

に
問
う
た
。

明
日
は

こ
こ
に
は
も
う
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居

な
い

の
だ
ろ
う
な
と
」

の
意

が
踏

ま
え
ら
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ

る

の

で
あ
る
。

つ
ま
り
道
真

の
詩

、
第

四
句

の

「
今
宵
旅
宿
」
は

「
（春

風
が

）

明
朝
は

こ
こ
に
い
な

い
だ

ろ
う
」
と
す
る
白
詩

の
詩
意
が
理
解

さ
れ
て

の

句

作
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

確
か
に
先

に
述

べ
た
よ

う
に
、
こ

の
白
詩
と
道
真

の
詩

で
は
直
接

的
な

語

句
、
内
容

の
指
摘
は

明
確

に
は
出
来
な
い
。

と
こ
ろ
が

こ
の
白
詩

の
詩
題

が

「
送
春
」
で
あ
り
、
道
真

の
詩

と
同
題

で
あ
る
。
詩
内
容
を
検
討

し
て
も

こ

の
両
詩
は
よ
く
似

て
い
る
。
道
真
が

表

現
や
発
想
を

こ
の
同
詩
題

の
白

詩
に
そ
れ
に
求
め

て
い
る

の
で
は
な
い

か
と
い
う
推
測
は
前
述

の
道
真

の
詩
序
に
あ
る

一
文
と
鑑

み
れ
ば

、
強
ち

的

外
れ
と
は
言
え
な

い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
し
か
も

「
同
詩

題

の
白

詩

に
詩
作

の
モ
チ
ー

フ
を
得

る
」
と
い
う
、

こ
の
事
を
裏
付
け

る
詠

作
姿

勢

の
窺
え
る
作
品

の
別

の

一
例
と
し
て
、

こ
の

「
送
春
」

の
詩

と
同
じ
く

し
て
詠
作
さ
れ
た
十
首

の
詠
物

詩

の

一
つ

「
夜
雨
」
に
も
指
摘

で
き
る
事

は
示
唆
的

で
あ
る
。

鵬

夜
雨

不
看
細
脚
只
聞
聲暗助農夫赴畝情通夜何因還悶意

細き

脚
を
看
ず
た
だ
聲
を
聞
く
な
ら
く
の
み

ひそ

か

うね

お
も
む

暗
に
農
夫
が
畝
に
赴
く
情
を
助
くもだ

通
夜何

に
因
り
て
か
還
り
て
意
を
悶え

し
む
る

尚
書
定
妨
早
衙
行

尚書

定
め
て
妨
げ
ら
れ
む
早
衛
行

（
『
菅
家
文
草
』

巻第

五
）

※
…
作
品
番
号

・
本

文

・
訓
み
は
、
岩
波
古
典
文

学
大

系

本
に
従

う

。

こ
の
道
真

の
詩

に
対

し
、

注
目
し

て
み
る
。

螂

夜

雨

0

同
詩
題
の
白
詩
を
検
索
す
る
中
で
次
の
詩
に

早
蛮
暗
復
激

や

早蚤

暗
い
て
復
た
敏
み

残
燈
滅
又
明隔窓知夜雨

残燈

滅
え
て
又
明
な
り

まど

窓
を
隔
て
て
夜
雨
を
知
る

芭
蕉
先
有
聲

芭

蕉
先づ

聲
有
り

（
『

白
氏
文
集
』

巻
第
九
）

語
句
的

に
は
直
接
的

な
類
似

は
指
摘
で
き
な

い
が

、
詩
内
容

の
類
似

と

い
う
点
で

は
次

の
よ

う
な
所
が
考
え
ら
れ
る
よ

う
に
思
う
。

『

白

氏

文

集

』

『

菅

家

文

草

』

△

△
隔
葱
知夜

雨

△

△

△

芭
蕉

先有

聲（螂

第
三
・

四
句
）

〈

△

△

△

△

不
看
細脚

只
聞
聲（

説

一

句）

※
…
△
印
は

両
詩

の
類
似
箇
所
を

示
す
。

こ
の
白
詩

の
句
意

は

「
窓
を
隔

て
て
聞
く

と
雨
が
降

っ
て
来
た
ら
し
い
。

芭
蕉

に
降

り
か
か
る
音
が
そ
れ
を
私

に
知
ら

せ
て

い
る
」

と
な
り

、
道

真

の
詩

の
第

一
句
の
意

は

「
夜

の
雨
は

雨
脚

は
見

え
な

い
で
、
降
り

し
き
る
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雨
音
だ
け
を

耳
に
し
て
い
る
」
と
な
る
所
で
あ
る
。

こ

の
両
詩

に
は

、
雨
を
視

覚
で
と
ら
え
る

の
で
は
な

く
、
聴
覚

で
と
ら

え
て

い
る
点

で
同

一
の
発
想
が

見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
道
真

は
恐
ら
く
こ

の
発
想
を
同
詩
題

の
こ
の
白
詩

よ
り
摂

っ
た

の
で
あ
ろ
う
と
考

え
ら

れ
る

の
で
あ
る
。

四

以
上

の
道
真

の
即
詠

の
詠
物
詩
十
首

の

一
つ
、
「
送
春
」

の
解
釈
を

め

ぐ

っ
て
道
真
自
身

の
付

し
た
詩
序
を
手
掛

か
り
に
考
察
を
し

て
来
た
わ

け

だ
が
、
詩
序

の
中

に
あ

る
中

国

の
先

例
と
な
る
詩
作
品
そ

の
も

の
が
何

で

あ

る

の
か
を
検
討
す
る

こ
と

な
く
白
詩

か
ら

の
投
影
と
い
う

一
視
点
だ
け

で
こ

の
道
真

の
作
品
を
論
じ

る
の
は
片
手
落

ち
の
感
を
ま
ぬ
が
れ
得
な

い

が

、
筆
者
は

「
二
刻
に
し

て
十
首
を
詠
作

し
終

え
た
」
と
い
う

一
文

に
注

目
し
、
そ
う
し
た
即
詠

の
詩
作

で
あ

る
か
ら
こ
そ
、

つ
と
に
投
影
関
係
が

指
摘
さ
れ

て
い
る
白
居
易

の
詩

の
影
響
を

一
段

と
濃

厚
に
受
け

て
い
る

の

で
は
な

い
か
と
考
え
た
。

し
か
も

こ
の
道

真

の
詩
群
は
巻
五

に
収
め
ら
れ

て
お

り
川

口
久
雄

氏
の
考
証

（
注
12
）
に
よ
れ
ば
、
五
十

一
歳

の
時

、
い

わ
ば
道
真
が

栄
達
を
き

わ
め
て
い
る
時

期

の
作
品
で
あ
る
。
詩
作

に
も

そ

の
社
会
的
道
真
自
身

の
状

況
が
反
映

さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

即
詠

の

平
凡
な
詩
と
述
べ

つ
つ
そ
こ
に
並

み
並
み
な
ら
ぬ
道
真

の
自
信

の
ほ
ど
を

窺
い
知
れ
る

の
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
れ

は
、
白

詩
か
ら

の
投
影
と

い
う
視

点
に
限

っ
て
み
た
だ
け
で
も

そ
れ
が
単
な

る
白
詩

の
抄

句
の
摂
取
に
と
ど

ま

ら
ず
、
そ
れ
と
並
行
し

て
同
詩
題

の
白
詩

の
作

品
の
中

か
ら
も
非
常
に

巧

み
に
そ

の
モ
チ
ー

フ
を
摂
り

入
れ

て
い
る
そ
の

一
端

を

こ

の

「
送
春

」

の
詩

の
分
析
考
察

の
中

で
多
少
明
ら
か
に
出
来

た
よ
う
に
思
う
。

換

言
す
れ
ば

、
白
詩

の
摂
取
が
直
接
的
な
も

の
か
ら
、
よ
り
間
接

的
に

あ
る

い
は
複
雑
化
し
た
も

の
に
変
化
し
て
来
て
お

り
、
そ
こ
に
白
詩

の
表

現
内
容
が

い
か

に
巧

み
に
道
真

の
詠
作

の
モ
チ
ー

フ
と
し
て
、
吸

収
、
深

化
さ
れ

て
い

っ
た

の
か
を
窺

い
知
る

の
に

こ
の

「
送

春
」

の

一
首

は
好
例

を
呈
し

て
い
る
と
思
わ
れ

る

の
で
あ
る
。

（注
3
）
岩
波
古
典
文
学
大
系

「菅
家
文
草

・菅
家
後
集
」
補
注
七

一
一
頁

（注
4

・
5
）
岩
波
古
典
文
学
大
系

『菅
家
文
草

・
菅
家
後
集
一
補
注
七

一
〇
頁
よ
り
七

一
一
頁

（注
6
）

『日
本
国
見
在
書
目
録
-
集
証
と
研
究
-
矢
島
玄
亮
著
一
=

二
頁

（注
7
）

『平
安
朝
時
代
文
学
と
白
氏
文
集
-
道
真
の
文
学
研
究
篇
第
二
冊
1
』
三
七
二
頁

（注
10
）

『続
国
訳
漢
文
大
成

白
楽
天
詩
集
三
』
六
〇
九
頁
よ
り
六

一〇
頁

（注
n
）

「続
国
訳
漢
文
大
成

白
楽
天
詩
集
二
一
五
〇
頁
よ
り
五

一
頁

（注
12
）
岩
波
古
典
文
学
大
系

「菅
家
文
草

菅
家
後
集
一
解
説
八
八
頁
及
び
補
注
七

一
〇
頁

こ

の
稿
を
草
す
る
に
あ
た
り

、

『
菅

家
文
草
』

の
本
文
校
合

で
、
熊

本

大
学

金
原
理
教
授
よ
り
内
閣
文
庫

、
蓬

左
文
庫

『
菅
家

文
草
』

の
写
本
を

お
貸
し
い
た
だ

い
た
事
に
深
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

一
九
九
二
年
五
月
二
十
八
日

執
筆
了

（大
学

院
第
七

回
修

了

・
有
明
高
専

）
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