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本
書
『
精
選･

漢
詩
集
―
―
生
き
る
喜
び
』
は
、
新
書
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
二
冊
分
は
あ
ろ
う
か
と
い
う
厚
さ
か
ら
成
る
。
し
か
も
こ

の
ボ
リ
ュ
ー
ム
は
、
あ
れ
や
こ
れ
や
と
無
作
為
で
詰
め
込
ん
だ
、
垂
れ

流
し
の
結
果
で
は
な
い
。「
生
き
る
喜
び
」
と
い
う
一
貫
し
た
テ
ー
マ
の

下
に
、
選
び
抜
か
れ
た
名
篇
一
七
〇
首
だ
け
が
体
系
的
に
排
列
さ
れ
て

い
る
。
漢
詩
の
本
は
数
多
く
、
そ
れ
だ
け
に
切
り
く
ち
次
第
で
は
凡
百

に
陥
る
恐
れ
が
あ
る
。「
喜
び
」に
貫
か
れ
た
本
書
は
、そ
の
良
質
の
テ
ー

マ
の
み
を
味
わ
っ
て
ゆ
け
る
の
で
、
読
後
感
は
格
別
で
あ
っ
た
。

著
者
下し

も
さ
だ定
雅
弘
氏
の
研
究
業
績
は
厖
大
に
の
ぼ
る
。
そ
の
中
で
も
、

中
国
知
識
人
の
基
層
を
な
す
考
え「
兼
済
」「
独
善
」に
関
す
る
解
釈
は
、

氏
の
大
き
な
足
跡
の
一
つ
で
あ
り
、
多
く
の
研
究
者
に
ヒ
ン
ト
を
与
え

続
け
て
い
る
。「
兼
済
」
は
、〈
公
け
の
立
場
に
お
い
て
は
、
人
々
が
安

定
し
た
生
活
を
送
れ
る
よ
う
に
仕
事
を
す
る
〉
と
い
う
考
え
。「
独
善
」

達
せ
る
か
な
、
こ
の
詩
集
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は
、
も
と
も
と
〈
志
を
得
な
い
時
期
は
仕
官
で
き
る
そ
の
日
に
備
え
、

我
が
身
の
修
練
に
努
め
る
〉
意
味
で
あ
っ
た
が
、
白
居
易
か
ら
は
〈
プ

ラ
イ
ベ
ー
ト
な
立
場
に
お
い
て
、
快
適
な
境
地
で
生
活
を
送
る
〉
と
い

う
考
え
に
変
わ
る
。
こ
の
「
兼
済
」
と
「
独
善
」、
す
な
わ
ち
、
仕
事

が
充
実
し
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
も
歓
び
で
満
た
さ
れ
て
い
れ
ば
、
人
は
そ

れ
こ
そ
を
「
幸
福
」
と
呼
ぶ
は
ず
で
あ
る
。
本
書
で
も
そ
の
観
点
か
ら
、

「
仕
事
の
喜
び
」「
愛
の
喜
び
」「
食
べ
て
、飲
む
」「
趣
味
の
喜
び
」「
四

季
折
々
の
自
然
の
喜
び
」「
老
い
の
喜
び
」
―
―
以
上
の
六
章
に
わ
た
っ

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
喜
び
を
詠
っ
た
詩
が
精
選
さ
れ
て
い
る
。

本
書
で
引
用
さ
れ
て
い
る
詩
人
も
、
印
象
的
で
あ
る
。
陶
淵
明
・
白

居
易
・
蘇
軾
を
中
心
に
、
李
白
・
杜
甫
、
そ
し
て
菅
原
道
真
・
新
井
白

石
・
浦
上
玉
堂
と
い
っ
た
日
本
の
漢
詩
人
た
ち
も
取
り
上
げ
る
。
下
定

氏
に
よ
れ
ば
、
陶
淵
明
・
白
居
易
・
蘇
軾
は
、
中
国
で
幸
福
を
自
覚
的

下
定
雅
弘
著

精
選
　
漢
詩
集

　
―
―
生
き
る
喜
び
の
歌
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に
詠
っ
た
詩
人
で
あ
り
、
ま
た
李
白
と
杜
甫
は
、
苦
し
い
人
生
の
中
で

も
喜
び
を
追
求
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
人
選
は
、
成
功
し
て
い
る
と

思
う
。
む
や
み
に
他
の
詩
人
に
ま
で
際
限
な
く
広
げ
る
と
、
喜
び
の
漢

詩
は
豊
富
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
拾
い
読
み
だ
け
に
終
始
し
て
し
ま
う
か

も
し
れ
な
い
。
本
書
の
よ
う
に
、
幸
福
を
自
覚
的
に
追
い
求
め
た
第
一

級
の
詩
人
に
限
定
す
れ
ば
、
な
ぜ
彼
ら
が
幸
福
を
詠
う
の
か
ま
で
掘
り

下
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
道
真
ら
日
本
の
漢
詩
人
の
引
用
詩
も
良
く
見

る
と
、
陶
淵
明
や
白
居
易
に
影
響
を
受
け
た
作
品
で
あ
る
こ
と
に
気
付

く
。
つ
ま
り
こ
の
本
に
は
、
こ
れ
ま
で
下
定
氏
が
研
究
し
続
け
て
き
た

陶
淵
明
や
白
居
易
と
い
う
太
い
一
本
の
幹
が
貫
か
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
評
者
の
指
導
教
授
で
あ
っ
た
松
浦
友
久
（
一
九
三
五–

二
〇
〇
二
）
も
、
下
定
氏
と
同
様
の
考
え
を
述
べ
て
い
た
こ
と
を
想
い

出
す
。
生
前
、
松
浦
教
授
は
、「
陶
淵
明
・
李
白
・
白
居
易
・
蘇
軾
」

を
一
つ
の
系
譜
と
し
て
ま
と
め
る
案
を
練
っ
て
い
た
。
も
し
も
本
書
を

手
に
し
た
と
な
ら
ば
、莞
爾
と
し
て
賛
同
の
意
を
表
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。

第
一
章「
仕
事
の
喜
び
」は
、「
兼
済
」す
な
わ
ち
仕
事
の
充
実
を
詠
っ

た
詩
が
な
ら
ぶ
。
評
者
に
は
と
り
わ
け
、
農
作
業
に
関
わ
る
詩
の
紹
介

が
、
心
に
の
こ
っ
た
。
陶
淵
明
と
い
え
ば
隠
逸
詩
人
と
呼
ば
れ
て
き
た

が
、
田
園
詩
人
と
呼
ぶ
べ
き
だ
と
下
定
氏
は
唱
え
る
。「
隠
逸
」
と
は

官
界
を
表
と
見
て
、
そ
う
で
な
い
生
活
を
裏
と
見
る
語
で
あ
り
、
陶
淵

明
は
そ
の
逆
で
、
官
界
を
絶
ち
、
田
園
に
自
己
の
生
き
る
道
を
求
め
た
、

と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。こ
の
主
張
は
大
い
に
説
得
力
を
持
ち
、

今
後
の
陶
淵
明
研
究
で
意
識
さ
れ
続
け
る
こ
と
だ
ろ
う
。

陶
淵
明
に
つ
い
て
は
、
彼
を
徹
底
し
た
俗
物
と
し
て
と
ら
え
、
官
僚

に
な
っ
て
出
世
し
た
が
っ
て
い
た
自
己
中
心
主
義
者
で
あ
る
―
―
と
位

置
付
け
る
研
究
が
以
前
あ
っ
た
。
評
者
は
そ
の
視
点
の
鋭
さ
に
覚
醒
す

る
思
い
が
し
た
一
方
で
、
し
か
し
ま
る
で
醜
態
を
あ
ば
き
た
て
る
か
の

よ
う
で
、
後
味
の
悪
さ
を
覚
え
た
り
も
し
た
。
ひ
ょ
っ
と
し
て
陶
淵
明

の
こ
と
が
嫌
い
な
の
で
は
、
と
さ
え
思
え
た
。
下
定
氏
は
違
っ
た
。
超

俗
の
淵
明
像
を
壊
そ
う
と
す
る
そ
の
研
究
に
対
し
て
、「
そ
れ
を
言
っ

て
何
に
な
る
だ
ろ
う
。
お
よ
そ
中
国
の
知
識
人
で
官
界
に
志
を
持
た

な
い
人
間
な
ど
ま
ず
い
な
い
。
名
声
を
求
め
る
の
も
ご
く
普
通
だ
ろ

う
。
自
己
愛
こ
そ
は
す
ぐ
れ
た
表
現
を
生
み
出
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
だ
」

（『
陶
淵
明
と
白
楽
天
―
―
生
き
る
喜
び
を
う
た
い
続
け
た
詩
人
』
角
川
選
書
、

二
五
四
頁
）
と
述
べ
る
。
実
際
こ
の
視
点
を
持
た
ぬ
限
り
、
陶
淵
明
が
な

ぜ
官
界
を
目
指
し
た
の
か
説
明
は
つ
か
な
い
は
ず
で
あ
り
、
本
書
で
も

下
定
氏
は
特
に
紙
幅
を
割
い
て
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
（
三
二
、四
六

～
四
九
頁
）。
と
り
わ
け
、
日
本
と
の
比
較
を
ま
じ
え
て
の
中
国
に
お
け

る
統
治
シ
ス
テ
ム
の
解
説
は
、
周
到
で
あ
り
大
変
わ
か
り
や
す
い
。

次
い
で
引
用
さ
れ
る
杜
甫
の
農
耕
詩
も
、
心
に
響
く
。
杜
甫
の
後
半

生
は
決
し
て
愁
い
だ
け
で
は
な
く
、
明
る
さ
も
失
っ
て
は
い
な
い
。
そ

の
背
景
の
一
つ
に
は
農
作
業
の
喜
び
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
杜
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甫
の
農
耕
詩
は
、
次
章
の
「
草
花
へ
の
愛
」
に
配
置
し
て
も
良
さ
そ
う

だ
が
、
農
耕
詩
の
祖
、
陶
淵
明
と
同
じ
系
列
に
据
え
て
論
じ
る
こ
と
で
、

杜
甫
は
遠
く
都
を
離
れ
た
田
園
で
も
喜
び
を
見
出
せ
て
い
た
―
―
と
い

う
、
よ
り
正
確
な
姿
が
描
き
出
せ
て
い
よ
う
（
な
お
杜
甫
の
農
耕
詩
に
つ

い
て
は
、
古
川
末
喜
氏
に
一
連
の
考
察
が
あ
り
、
た
い
へ
ん
参
考
に
な
る
）。

第
二
章
以
降
は
、「
独
善
」
す
な
わ
ち
個
人
の
快
適
・
快
楽
の
喜
び

を
詠
う
詩
が
つ
づ
く
。
第
二
章
「
愛
の
喜
び
」
で
は
、
男
女
の
愛
・
子

供
へ
の
愛
・
動
物
へ
の
愛
・
草
花
へ
の
愛
を
あ
つ
か
う
。
男
女
の
愛
に

つ
い
て
は
、
漢
代
以
降
は
淫
ら
な
も
の
と
し
て
タ
ブ
ー
視
さ
れ
、
李
白
・

杜
甫
、
そ
し
て
中
唐
の
白
居
易
ま
で
歌
わ
れ
な
く
な
る
。
そ
の
間
、
中

国
の
知
識
人
た
ち
は
、
艶
歌
・
閨
怨
詩
と
い
う
虚
構
に
よ
る
女
性
の
美

を
詠
う
こ
と
で
、
抑
え
が
た
い
女
性
へ
の
関
心
と
愛
を
表
現
し
て
き
た

（
七
七
頁
）
―
―
と
い
う
説
明
は
、初
め
て
知
る
一
般
読
者
に
と
っ
て
は
、

刺
激
的
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
の
特
殊
な
事
情
も
、
現
在
の
中

国
古
典
研
究
者
に
と
っ
て
は
既
知
で
あ
る
は
ず
な
の
で
、「
大
き
く
修

正
さ
れ
る
べ
き
」と
い
う
心
配
に
は
、恐
ら
く
及
ぶ
ま
い（
ご
存
知
な
か
っ

た
方
は
、
本
書
を
ご
覧
の
う
え
理
解
を
深
め
ら
れ
た
い
）。

い
っ
た
い
李
白
・
杜
甫
・
白
居
易
ら
大
詩
人
た
ち
が
、
な
ぜ
こ
れ

ほ
ど
の
愛
に
あ
ふ
れ
た
詩
を
詠
い
あ
げ
て
い
た
の
か
。
下
定
氏
は
そ

こ
に
、
並
は
ず
れ
て
強
く
豊
か
な
「
共
生
の
思
想
」
を
見
て
い
る

（
八
八
、一
〇
一
、一
二
九
、一
九
四
、二
〇
七
頁
）。
す
な
わ
ち
、
自
分
へ
の
愛

と
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
全
て
を
自
分
と
同
じ
に
見
て
、
実
感
す
る

思
想
と
感
情
を
、
精
神
の
根
幹
と
し
て
い
た
。
そ
れ
が
彼
ら
に
共
通
す

る
精
神
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
女
性
・
子
供
・
動
物
・
草
花
と
い
っ

た
多
く
の
対
象
に
ま
で
愛
が
そ
そ
が
れ
て
ゆ
く
の
だ
と
い
う
。

同
感
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
共
生
の
思
想
」
を
踏
ま
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
下
定
氏
が
肯
定
す
る
「
自
己
愛
」
も
、
薄
っ
ぺ
ら
な
エ
ゴ
イ

ズ
ム
で
は
な
く
、
他
者
に
注
ぐ
愛
と
同
質
の
、
も
っ
と
豊
か
で
、
も
っ

と
高
次
の
精
神
状
態
を
指
す
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

第
三
章
「
食
べ
て
、
飲
む
」
は
、
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
を
超
え
る
紙
幅
で

あ
り
、
本
書
の
三
分
の
一
を
占
め
る
。
食
欲
こ
そ
は
人
間
の
三
大
欲
望

の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
ぶ
ん
生
理
的
な
感
覚
が
む
き
出
し
に
な
り
や
す

く
、
詩
的
美
し
さ
を
損
な
い
か
ね
な
い
。
そ
れ
を
詩
と
し
て
詠
い
上
げ

た
の
が
、
陶
淵
明
・
杜
甫
・
白
居
易
で
あ
っ
た
。
本
章
が
紹
介
す
る
美

味
礼
賛
の
詩
は
、
彼
ら
の
詩
人
と
し
て
の
力
量
を
、
あ
ら
た
め
て
思
い

知
る
に
充
分
で
あ
っ
た
。
堪
能
で
き
た
。

第
四
章
「
趣
味
の
喜
び
」
で
は
、
音
楽
・
画
・
書
の
詩
が
扱
わ
れ
て

い
る
。
と
り
わ
け
陶
淵
明
の
「
無
弦
琴
」
に
関
す
る
解
説
は
、
必
読
で

あ
る
（
二
六
四
頁
）。
淵
明
の
琴
に
は
弦
が
無
か
っ
た
、
と
い
う
伝
承
が

後
世
広
ま
っ
た
が
、
ま
さ
か
無
か
っ
た
は
ず
が
な
い
。
現
実
に
は
あ
っ

た
。
な
ぜ
そ
ん
な
逸
話
が
生
ま
れ
た
の
か
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を

下
定
氏
は
平
易
に
教
え
て
く
れ
る
。
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第
五
章
「
四
季
折
々
の
自
然
の
喜
び
」
で
は
、『
和
漢
朗
詠
集
』
収

録
の
漢
詩
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
異
常
気
象
の
昨
今
、
日
本
で
本
来
味

わ
え
る
は
ず
の
四
季
の
移
ろ
い
が
、
本
章
を
読
む
と
、
や
は
り
大
切
に

思
え
て
く
る
。

第
六
章
は
、「
老
い
の
喜
び
」
で
あ
る
。
老
い
と
は
忌
ま
わ
し
い
こ

と
だ
と
思
わ
れ
が
ち
だ
が
、
下
定
氏
は
、
老
い
に
は
老
い
の
成
熟
と
聡

明
、
生
き
る
味
わ
い
深
さ
を
見
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
老
い
の
喜
び
を

詠
っ
た
白
居
易
の
詩
を
こ
の
章
で
は
紹
介
す
る
。
ま
だ
当
分
死
ぬ
つ
も

り
の
な
い
評
者
に
と
っ
て
、
老
境
は
想
像
の
領
域
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

想
像
し
て
チ
ラ
つ
く
の
は
、
や
は
り
近
づ
く
死
へ
の
恐
怖
で
あ
る
。
そ

れ
を
白
居
易
は
快
く
迎
え
入
れ
て
い
た
。
彼
の
「
独
善
」
に
、
羨
ま
し

く
も
共
感
し
た
の
が
、
こ
の
章
で
あ
っ
た
。

玉
璧
の
微
瑕
ら
し
き
点
を
一
つ
だ
け
。
杜
甫
の
「
曲
江
」
を
満
足
感

が
漂
う
詩
と
捉
え
る
の
は
（
一
四
五
頁
）、
違
和
感
を
覚
え
た
。
や
は
り

「
曲
江
」
は
、
杜
甫
に
は
珍
し
い
自
暴
自
棄
の
詩
と
見
る
の
が
妥
当
で

あ
ろ
う
。
長
年
の
浪
人
の
末
、
よ
う
や
く
左
拾
遺
と
い
う
帝
を
諫
め
る

官
職
を
得
た
杜
甫
で
あ
っ
た
が
、
正
直
者
の
彼
は
、
本
当
に
帝
を
諫
め

て
し
ま
い
、
任
官
か
ら
僅
か
二
週
間
ほ
ど
で
帝
か
ら
嫌
わ
れ
て
し
ま
っ

た
。「
曲
江
」
は
、
そ
ん
な
失
意
の
中
で
詠
ま
れ
た
作
品
で
あ
ろ
う
。

む
ろ
ん
右
は
、
本
書
の
価
値
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。
以
下
、
さ

ら
に
惹
か
れ
た
点
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
「
訓
読
」
で
あ
る
。

最
近
、
下
定
氏
か
ら
、
訓
読
の
愉
悦
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
旨
の
私
信

を
得
た
。
本
書
で
も
そ
の
ス
タ
ン
ス
が
反
映
さ
れ
、
美
し
い
訓
読
が
ほ

ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
訓
読
は
ア
リ
バ
イ
的
飾
り
つ
け
で
は
な
く
、
調
音

的
快
感
を
伴
な
い
、
そ
れ
自
体
が
享
受
の
対
象
た
り
う
る
。
下
定
氏
は

高
校
時
代
か
ら
「
長
恨
歌
」
を
諳
誦
す
る
ほ
ど
で
あ
り
（『
長
恨
歌
―
―

楊
貴
妃
の
魅
力
と
魔
力
』
勉
誠
出
版
）、
そ
う
し
た
愛
唱
も
、
訓
読
の
美
文

調
な
か
り
せ
ば
成
立
し
が
た
い
。

本
書
の
最
後
に
て
下
定
氏
は
、
白
居
易
が
人
生
を
回
顧
し
た
「
達
哉

楽
天
行
」
詩
を
引
用
し
、「
白
居
易
の
よ
う
に
、
七
十
歳
の
時
に
、
よ

く
や
っ
た
と
自
分
を
ほ
め
る
こ
と
が
で
き
る
自
分
で
あ
り
た
い
」
と
述

べ
て
（
三
六
五
頁
）、
詩
人
へ
の
愛
と
自
己
へ
の
愛
と
を
同
一
視
す
る
。

こ
れ
は
安
易
な
自
己
満
足
で
は
な
い
。
下
定
氏
は
別
な
機
会
で
も
当
詩

を
引
用
し
、「
白
居
易
が
自
ら
の
人
生
に
満
足
し
、
自
ら
を
ほ
め
あ
げ

る
こ
と
が
で
き
る
の
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
、
長
い
人
生
に
お
け
る
自
己

の
言
動
と
心
へ
の
観
察
が
あ
り
、
反
省
が
あ
り
ま
し
た
」（『
白
楽
天
の

愉
悦
―
―
生
き
る
愉
悦
の
輝
き
』
勉
誠
出
版
、
一
三
五
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
言
動
と
心
へ
の
観
察
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
の
愛
で
あ
り
、
そ
の

観
察
と
は
、
こ
れ
ま
で
下
定
氏
が
積
み
重
ね
て
き
た
論
著
の
数
々
が
こ

れ
に
当
た
ろ
う
。
論
著
と
い
う
兼
済
と
自
己
愛
と
い
う
独
善
が
、
な
ら

ん
で
果
た
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
幸
福
を
、こ
こ
に
見
る
思
い
が
す
る
。

（
さ
と
う
・
こ
う
い
ち　

東
海
大
学
）


