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嘗
泛
墨
水
月

嘗か
つ

て
泛う

か

ぶ

墨ぼ
く

水す
い

の
月つ

き

月
下
初
相
逢

月げ
つ

下か

初は
じ

め
て
相あ

い
逢あ

う

嘗
伴
東
台
花

嘗か
つ

て
伴

と
も
な
う

東と
う

台だ
い

の
花は

な

花
底
情
話
濃

花か

底て
い

情
じ
よ
う
話わ

濃こ

し

こ
の
長
歌
は
、
松
江
で
は
な
く
東
京
で
作
ら
れ
た
も
の
。
お
そ
ら
く(

新)

吉
原
の
芸
者
に
た
の
ま
れ
て
、
遠
地
に
い
る
愛
人(

阿
郎)

に
代
わ
り
に
手
紙
で
送
っ
た
詩
。｢

阿
郎｣

に
つ
い
て
は
先
述
。｢

寄｣

は
、
人
に
託
し
て
送
る
こ
と
。
現
代
中
国
語
と
同
じ
く
、
郵
送
し

た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
長
歌
は
、
も
と
は
声
を
長
く
引
く
歌
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
七
絶
等
の
短
詩
に
対
し
て
長
編
の
古

詩
を
い
う
。
四
句
ず
つ
韻
が
換
わ
っ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
分
段
し
、
解
説
す
る
。

む
か
し
、
あ
な
た
と
隅
田
川
に
舟
を
浮
か
べ
て
遊
び
ま
し
た
。
水
面
に
は
月
が
映
っ
て
い
た
。
そ
の
月
に
て
ら
さ
れ
て
、
私
達
初
め
て

出
会
っ
た
の
で
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
上
野
寛
永
寺
の
花
見
に
お
伴
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
ね
。
花
の
美
し
く
咲
き
に
お
う
下
で
、
私
達

は
深
い
愛
を
語
り
合
っ
た
こ
と
で
し
た
。

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(
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｢

墨
水｣

は
、
隅
田
川
の
雅
称
と
し
て
、
江
戸
時
代
よ
り
使
わ
れ
て
い
る
。(『

国』)
｢

東
台｣

は
、
関
東
の
台
嶺
の
意
で
、
上
野
寛
永
寺

の
あ
る
上
野
の
山
の
異
称
。(『

国』)

そ
し
て
、
隅
田
川
や
寛
永
寺
が
現
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
女
が
、
近
く
の

(

新)

吉
原
の
妓

女
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
。｢

月
下｣

に
は
、
男
女
の
縁
を
取
り
持
つ
と
い
う
神
、｢

月
下
老
人｣

(『

続
幽
怪
録』)

も
意
識
し
て
い
そ

う
だ
。｢
初
相
逢｣

、
南
宋
、
劉
学
箕

『

蕭
長
公
来
訪
す
。
・
・
・』
｢

海
山
尚
お
憶
う
初
め
て
相
い
逢
い
し
を｣

。｢

花
底｣

と
い
え
ば
、

白
居
易

『
琵
琶
行』

｢

間
関
た
る
鶯
語
花
底
に
滑
る｣

。｢

底｣

は
、｢

下｣

に
同
じ
。｢

月
下｣

の

｢

下｣

に
対
し
て
、
反
復
を
避
け
た
。

｢

情
話｣

は
、
本
来
心
の
こ
も
っ
た
会
話
の
こ
と
で
あ
る
が
、
俗
語
で
は
、
多
く
男
女
間
の
睦
言
を
指
す
。
陶
潜

『

帰
去
来
の
辞』

｢

親
戚

の
情
話
を
悦
ぶ｣

。｢
情｣
字
に
つ
ら
れ
て
、｢

情
話｣

が

｢

濃｣

い
と
い
っ
た
の
だ
と
思
う
。

花
月
為
媒
介

花か

月げ
つ

媒ば
い

介か
い

と
為な

り

遂
得
持
巾
櫛

遂つ
い

に

巾き
ん

櫛し
つ

を
持じ

す
る
を

得う

巾
櫛
取
周
歳

巾き
ん

櫛し
つ

取と

り
て
周

し
ゆ
う

歳さ
い

情
交
日
親
密

情
じ
よ
う

交こ
う

日ひ

に
親し

ん

密み
つ

な
り

そ
の
花
と
月
が
仲
立
ち
と
な
っ
て
、
あ
な
た
の
身
の
回
り
の
世
話
を
さ
せ
て
も
ら
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ひ
た
す
ら
お
仕
え
し
て

一
年
間
、
二
人
の
熱
い
愛
は
日
に
日
に
深
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。

花
と
月
が
、
最
後
ま
で
、
二
人
の
恋
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。
花
と
月
は
、
妓
楼
の
象
徴
で
も
あ
る
。｢

花
月｣

、
王
勃

『

山

扉
花
月
の
下』

。｢

媒
介｣

は
、
人
と
人
と
の
仲
立
ち
だ
が
、『
春
秋
左
氏
伝』

桓
公
三
年
の
杜
預
注
に

｢(

桓)

公
は
媒
介
に
由
ら
ず
、
自

ら
斉
侯
と
会
し
て
而
し
て
昏
を
成
す
は
、
礼
に
非
ら
ざ
る
也｣

と
あ
る
よ
う
に
、
古
く
か
ら
、
男
女
の
結
婚
の
仲
立
ち
、
仲
人
を
指
す
。

｢

遂｣

は
、
と
う
と
う
の
意
で
は
な
く
、
か
く
し
て
、
く
ら
い
の
意
。｢
巾
櫛｣

は
、
手
ぬ
ぐ
い
と
櫛
。
入
浴
の
道
具
。
人
の
妻
と
な
り
、

そ
ば
で
起
居
の
世
話
を
す
る
こ
と
の
喩
え
。『

左
伝』

僖
公
二
十
二
年

｢

巾
櫛
に
侍
執
す｣

。
大
森
惟
中
は
、
朱
筆
で
、｢

遂
得
持
巾
櫛｣

を

｢

遂
得
侍
巾
櫛｣

(

遂
に
巾
櫛
に
侍
す
る
を
得)

に
、｢

巾
櫛
取
周
歳｣

を

｢
巾
櫛
執
周
歳｣

(

巾
櫛
執
り
て
周
歳)

に
改
め
よ
と
い
う
。

二



典
拠
の
左
伝
の
文
が
、｢

侍
執｣

と
い
っ
て
お
り
、
後
世
も
そ
れ
に
倣
っ
て
、｢

侍｣

や

｢

執｣

を
動
詞
と
し
て
伴
う
場
合
が
慣
用
だ
か
ら

で
あ
ろ
う
。｢

周
歳｣

、
一
周
年
。
白
居
易

『

府
酒
・
変
法』

｢

自
ら
慚
づ
府
に
到
り
て
未
だ
周
歳
な
ら
ざ
る
に｣

。｢

情
交｣

、
謝
霊
運

『

山

居
賦』

｢
情
交
の
永
く
絶
ゆ
る
を
顧
う｣

。
男
女
の
愛
を
多
く
指
す
。｢

親
密｣

、�
康

『

家
誡』

｢

当
に
親
密
を
極
む
べ
か
ら
ず｣

。

花
月
復
促
別

花か

月げ
つ

復ま

た
別わ

か

れ
を
促

う
な
が
す

一
朝
値
苦
離

一い
つ

朝
ち
よ
う

苦く

離り

に
値あ

う

離
杯
和
涙
酌

離り

杯は
い

涙
な
み
だ

に
和わ

し
て
酌く

み

陽
関
曲
声
悲

陽よ
う

関か
ん

曲
き
よ
く

声せ
い

悲か
な

し

と
こ
ろ
が
、
そ
の
花
と
月
が
ま
た
別
れ
を
促
し
た
よ
う
で
、
あ
る
日
、
苦
し
い
離
別
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
別
れ
の
杯
を
、

涙
と
共
に
飲
み
下
す
、
そ
の
折
し
も
陽
関
曲
が
悲
し
め
と
ば
か
り
に
奏
で
ら
れ
た
の
で
し
た
。

｢

促
別｣

、
李
咸
用

『

従
兄
の
京
に
入
る
を
送
る』

｢

無
頼
の
厳
風
は
別
觴
を
促
す｣

。｢

苦
離｣

、
杜
甫

『

清
明』

｢

干
戈
未
だ
息
ま
ず
離
居

に
苦
し
む｣

。｢

離
杯｣

、�
信『

斉
使
に
対
宴
す』

｢

酒
正
離
杯
促
す｣

。｢

和
涙｣

は
、
詩
で
よ
く
使
う
語
だ
が
、
厳
密
に
は
解
し
か
ね
る
。

流
し
た
涙
が
酒
に
混
ざ
る
こ
と
か
。
白
居
易『

暁
別』

｢
我
に
送
れ
涙
を
和
す
る
酒｣

。
あ
る
い
は
、｢

和｣

は
、
俗
語
的
用
法
の｢

・
・
・

と
と
も
に｣

と
い
う
意
で
あ
ろ
う
か
。
范
成
大

『

周
徳
万
・
・
・』

｢

一
杯
涙
に
和
し
て
江
天
を
飲
む｣

。｢

陽
関
曲｣

は
、
王
維

『

元
二

の
安
西
に
使
い
す
る
を
送
る』

詩
の
こ
と
。
そ
の
結
句
に

｢
西
の
か
た
陽
関
を
出
で
な
ば
故
人
無
か
ら
ん｣

と
あ
る
に
よ
る
。
古
来
、
別

れ
の
席
で
歌
わ
れ
る
詩
。｢

曲
声
悲｣

、
陸
游

『

城
上』

｢

巴
曲
声
悲
し
く
腸
を
断
つ
に
怯
ゆ｣

。

忍
難
忍
之
情

忍し
の

び

難が
た

き

之の

情
じ
よ
う

を

忍し
の

び

割
難
割
之
愛

割さ

き

難が
た

き

之の

愛あ
い

を

割さ

く

江
頭
解
纜
去

江こ
う

頭と
う

纜
と
も
づ
なを
解と

き
て
去さ

り

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

四)
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心
腸
為
欲
砕

心し
ん

腸
ち
よ
う

為た
め

に
砕く

だ

か
れ
ん
と
欲ほ

つ

す

抑
え
が
た
き
感
情
を
抑
え
、
と
て
も
別
れ
ら
れ
な
い
と
い
う
愛
す
る
気
持
ち
を
何
と
か
切
り
裂
い
て
、
私
達
は
お
別
れ
し
ま
し
た
。
川

の
ほ
と
り
で
、
あ
な
た
の
舟
が
と
も
づ
な
を
ほ
ど
い
て
出
立
し
た
と
き
、
私
の
胸
は
そ
れ
は
も
う
も
う
ず
た
ず
た
に
な
っ
て
し
ま
い
そ
う

で
し
た
。

｢

忍
難
忍
之
情｣
、
徐
陵

『

仁
山
深
法
師
の
道
を
罷
む
る
を
諫
め
る
書』

｢

能
く
忍
び
難
き
を
忍
び
て
、
方
め
て
其
の
最
を
知
る｣

。
多
分

に
仏
教
的
な
言
葉
。｢
割
難
割
之
愛｣

、
蘇
軾

『

范
蜀
公
に
与
う
る
六
首』

其
四

｢

忍
び
難
き
の
愛
を
割
く｣

。
南
宋
、
李
光

『

亡
子
を
悼

む
詩』

｢

恩
深
き
父
子
は
情
割
き
難
し｣

。｢

江
頭｣

の
、
頭
字
は
場
所
を
示
す
接
尾
辞
。
劉
禹
錫『

竹
枝
詩』

｢

江
頭
の
蜀
客
蘭
橈
を
繋
ぐ｣

。

｢

解
纜｣

、
江
淹

『

謝
法
曹
贈
別』

｢

纜
を
解
き
て
前
侶
を
候
う｣

。｢

心
腸｣

は
、
は
ら
わ
た
、
転
じ
て
胸
の
内
。
韓
愈

『

孟
東
野
を
送
る

序』
｢

そ
の
心
腸
を
思
愁
す｣

。｢
心
腸
為
欲
砕｣

、
高
適

『

封
丘
県』

｢

官
長
を
拝
迎
す
る
に
心
砕
か
れ
ん
と
欲
す｣

。
少
し
大
げ
さ
な
言
い

方
。｢

為｣

は
、
そ
の
別
れ
の
た
め
に
。

大
森
惟
中
は
、｢

忍
難
忍
之
情
、
割
難
割
之
愛｣

を

｢

忍
他
難
忍
情
、
割
此
難
割
愛｣

(

他か

の
忍
び
難
き
情
を
忍
び
、
此
の
割
き
難
き
愛

を
割
く)

に
改
め
よ
と
勧
め
る
。
意
味
に
変
わ
り
は
な
い
。
二
字
＋
三
字
＝
五
字
の
句
の
構
造
を
崩
さ
な
い
方
が
よ
い
と
考
え
た
の
だ
ろ

う
。

咫
尺
亦
復
関

咫し

尺せ
き

も

亦ま

た
復ま

た
関と

ざ

す

況
是
隔�
参

況い
わ

ん
や
是こ

れ�し
よ
う

参し
ん

を
隔へ

だ

つ
る
を
や

�
参
仮
令
隔�し

よ
う

参し
ん

仮た

令と

い
隔へ

だ

た
る
と
も

不
隔
妾
衷
心

妾
し
よ
う
の
衷

ち
ゆ
う

心し
ん

を

隔へ
だ

て
ず

四



ホ
ン
の
す
ぐ
そ
ば
で
も
、
な
ん
や
か
や
邪
魔
が
入
っ
て
な
か
な
か
あ
え
な
く
て
苦
し
ん
だ
の
に
、
商
星
と
参
星
ほ
ど
二
人
の
距
離
が
離

れ
て
し
ま
っ
た
今
で
は
も
う
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
い
え
、
商
星
と
参
星
は
あ
え
な
く
て
も
、
私
の
ま
ご
こ
ろ
は
い
つ
ま
で
も
あ
な
た
の

お
そ
ば
に
あ
る
の
よ
。

｢

咫
尺｣
、｢
咫｣

は
八
寸
、｢

尺｣

は
十
寸
、
要
す
る
に
非
常
に
近
い
距
離
。『

淮
南
子』

道
応

｢

天
威
咫
尺
な
り｣

。｢

商
参｣

、｢

商｣

は

サ
ソ
リ
座
あ
た
り
の
星
座
、｢

参｣

は
参
宿
、
オ
リ
オ
ン
座
の
三
つ
星
を
中
心
と
す
る
星
座
、
東
西
に
現
れ
て
一
緒
に
出
る
こ
と
が
な
い

の
で
、
顔
を
合
わ
せ
る
こ
と
の
な
い
譬
え
と
な
る
。
杜
甫

『

衛
八
処
士
に
送
る』

｢

人
生
相
い
見
ざ
れ
ば
、
動
も
す
れ
ば
参
と
商
と
の
如

し｣

。｢�｣
は
、
本
来
別
字
で
あ
る
が
、｢

商｣

と
同
様
に
使
う
。
大
森
惟
中
は
正
字
の

｢

商｣

を
す
す
め
る
。｢

亦
復｣

と

｢

況
是｣

は

呼
応
し
て
、
抑
揚
の
語
気
と
な
っ
て
い
る
。｢

仮
令｣

、『

史
記』

管
晏
列
伝
賛
に

｢

仮
に
晏
子
を
し
て
在
ら
令
め
ば｣

。
い
わ
ゆ
る
反
実
仮

想
と
し
て
用
い
る
。｢

妾｣
は
、
女
性
の
謙
称
。
め
か
け
で
は
な
い
。｢

衷
心｣

、『

三
国
志』

蜀
、
法
正
伝

｢

衷
心
常
に
凛
凛
た
り｣

。

大
森
惟
中
は

｢

咫
尺
亦
復
関
、
況
是
隔�
参｣

を

｢

翹
企
不
可
望
、
天
涯
隔
商
参｣

(

翹
企
す
る
も
望
む
可
か
ら
ず
、
天
涯
商
参
を
隔

つ)

に
改
め
よ
と
朱
筆
す
る
。｢

亦
復｣
等
の
く
だ
く
だ
し
さ
を
嫌
っ
た
か
。｢

翹
企｣

、
翹
も
企
も
つ
ま
だ
て
る
、
転
じ
て
待
ち
望
む
意
。

『

三
国
志』

呉
、
周
魴
伝

｢

翹
企
に
勝
え
ず
、
万
里
命
を
託
す｣

。｢

天
涯｣

、
王
勃

『

杜
少
府
の
任
に
蜀
州
に
之
く
を
送
る』

｢

天
涯
比
隣

の
如
し｣

。
つ
ま
先
だ
っ
て
あ
な
た
を
見
よ
う
と
し
て
も
見
え
な
い
。
あ
な
た
は
遠
い
空
の
果
て
、
商
星
と
参
星
ほ
ど
隔
た
っ
て
い
る
の

で
す
か
ら
。
ま
た
、｢

仮
令｣

を

｢

雖
相｣

に
変
え
よ
と
い
う
。｢

も
し
も
遠
く
離
れ
た
と
し
て
も｣

と
い
う
仮
定
で
は
な
く
て
、
商
星
と

参
星
と
は
、
そ
し
て
女
と
男
と
は
、
現
実
で
既
に
遠
く
離
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
か
く
表
現
せ
よ
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

大
森
惟
中
の

｢

咫
尺
亦
復
関｣

に
対
す
る
添
削
に

｢

一
別
・
・
・｣

と
書
い
て
、
縦
線
で
抹
消
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
他
の
字

が
判
読
不
能
な
の
で
臆
測
を
慎
む
。

尊
貌
宛
在
目

尊そ
ん

貌ぼ
う

宛あ
た

か
も
目め

に
在あ

り

何
日
又
相
見

何い
ず

れ
の
日ひ

か

又ま

た
相あ

い
見み

ん

朝
昏
拝
撮
影

朝
ち
よ
う

昏こ
ん

撮さ
つ

影え
い

を
拝お

が

む

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

四)
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旦
暮
俟
魚
厂

旦た
ん

暮ぼ

魚ぎ
よ

厂が
ん

を
俟ま

つ

あ
な
た
の
立
派
な
お
姿
が
眼
前
に
浮
か
ぶ
よ
う
。
い
つ
に
な
っ
た
ら
再
び
あ
え
る
の
。
朝
晩
、
お
写
真
を
拝
見
し
て
お
り
ま
す
。
朝
晩
、

い
に
し
え
の
魚
や
雁
の
故
事
に
あ
る
よ
う
に
、
お
便
り
が
来
る
の
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

｢

尊
貌｣

、『
礼
記』

祭
法

｢

宗
廟
な
る
者
は
、
先
祖
の
尊
貌
也｣

。
先
祖
の
み
た
ま
の
よ
う
な
、
仰
ぐ
べ
き
、
尊
い
す
が
た
と
い
う
の
が

本
来
の
意
で
あ
る
が
、
日
本
語
で
は
ご
尊
顔
な
ど
と
同
じ
く
、
尊
敬
語
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。(『

国』)
｢

宛
在
目｣

、

柳
宗
元

『

裴
行
立
に
代
わ
り
て
鎮
を
移
す
を
謝
す
る
表』
｢

旧
壌
宛
も
目
前
に
在
り｣

。
陸
游

『

歳
暮
感
懐
。
・
・
・』

｢

龍
顔
宛
も
目
に

在
り｣

。
瞼
の
裏
や
目
の
中
に
見
え
る
と
い
う
気
持
ち
か
も
知
れ
な
い
。｢

撮
影｣

は
、
明
治
時
代
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
和
製

漢
語
。(『

国』)

こ
こ
は
、
現
代
語
と
少
し
く
異
な
っ
て
、｢

撮
っ
た
影｣

す
な
わ
ち
写
真
の
こ
と
。｢

厂｣

は

｢

雁｣

。
日
本
特
有
の
略
し

方
。｢

魚
雁｣

は
、
魚
書
雁
足
す
な
わ
ち
書
信
の
こ
と
。
中
国
で
は
古
来
、
魚
や
雁
は
遠
く
か
ら
手
紙
を
も
た
ら
し
う
る
も
の
と
さ
れ
た
。

｢

魚
書｣

、
蔡�『
飲
馬
長
城
窟
行』
｢
客
遠
方
従
り
来
り
、
我
に
双
鯉
魚
を
送
る
。
児
を
呼
び
て
鯉
魚
を
烹
し
む
に
、
中
に
尺
素
の
書
有

り｣

。｢

雁
足｣

は
、
前
漢
、
匈
奴
に
捕
ら
わ
れ
た
蘇
武
が
、
雁
の
足
に
手
紙
を
結
び
つ
け
て
消
息
を
知
ら
せ
た
と
い
う
伝
説
に
よ
る
。

(『

漢
書』

蘇
建
伝
附
蘇
武)

魚
厂
有
報
艶
陽
天

魚ぎ
よ

厂が
ん

報む
く

い
る
有あ

り

艶え
ん

陽よ
う

天て
ん

嫦
娥
好
結
花
姻
縁

嫦
じ
よ
う

娥が

好こ
の

ん
で
結む

す

ぶ

花か

姻い
ん

縁ね
ん

観
月
悽
然
観
花
泣

月つ
き

を
観み

れ
ば

悽せ
い

然ぜ
ん

花は
な

を
観み

れ
ば
泣な

く

夜
夜
朦
朧
月
如
煙

夜や

夜や

朦も
う

朧ろ
う

と
し
て

月つ
き

は
煙

け
む
り
の
如ご

と

し

ゆ
く
春
の
季
節
、
あ
な
た
か
ら
の
魚
雁
の
便
り
を
や
っ
と
頂
き
ま
し
た
。
今
、
月
を
見
て
物
思
い
に
耽
っ
て
い
ま
す
が
、
月
の
女
神
は

ほ
ん
に
花
々
の
縁
、
そ
し
て
男
女
の
縁
を
取
り
持
つ
の
が
お
好
き
ら
し
い
。(
か
つ
て
あ
な
た
と
初
め
て
あ
っ
た
と
き
も
月
が
照
っ
て
い
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ま
し
た
っ
け)

で
も
不
安
で
た
ま
ら
な
い
の
。
月
を
見
て
は
何
と
も
言
え
な
い
悲
し
い
気
持
ち
に
な
り
、
花
を
見
て
は
な
ぜ
か
涙
が
こ
ぼ

れ
ち
ゃ
う
。
毎
夜
毎
夜
、
景
色
は
ぼ
や
っ
と
し
て
い
て
、
月
は
も
や
が
か
か
っ
て
い
る
か
の
よ
う
。
そ
れ
が
今
の
私
の
気
持
ち
で
す
。

こ
の
部
分
、
実
は
よ
く
分
か
ら
ぬ
。
無
理
矢
理
筋
を
通
し
て
解
釈
し
て
み
た
が
、
自
信
が
な
い
。

｢

有
報｣
は
、
魚
や
雁
で
す
ら
、
返
事
を
く
れ
る
の
に
、
あ
な
た
は
、
と
男
を
な
じ
る
気
持
ち
か
も
知
れ
な
い
。
杜
甫

『

重
ね
て
何
氏
を

過
ぎ
る』
五
首
其
一

｢

将
軍
報
書
有
り｣

。
陶
潜

『

飲
酒』

二
十
首
其
二

｢

積
善
報
い
る
有
り
と
云
う｣

は
、
報
酬
の
意
。｢

艶
陽
天｣

は

華
や
か
な
晩
春
の
季
節
。
杜
甫

『

数
ば
李
梓
州
に
陪
し
て
江
に
泛
ぶ
。
女
楽
の
諸
舫
に
在
る
有
り
。
戯
れ
に
艶
曲
を
為
る』

二
首
其
の
一

｢

競
い
て
明
媚
の
色
を
将
て
、
眼
を
艶
陽
天
に
偸
む｣

。｢

嫦
娥｣

は
、
も
と

｢�
娥｣

、
漢
の
文
帝
の
名
の
恒
を
避
け
て
、
嫦
の
字
が
作
ら

れ
、
の
ち
に

｢

ジ
ョ
ウ｣
の
俗
音
が
で
き
た
。
月
の
世
界
に
住
む
仙
女
。(『

淮
南
子』

覧
冥
訓)

。
こ
の

｢

嫦
娥｣

ま
た
は

｢�
娥｣

が
、

花
の
姻
縁
を
結
ぶ
と
い
う
の
が
、
出
典
が
あ
る
か
ど
う
か
知
ら
な
い
。｢

花
姻
縁｣

の
語
も
不
審
。
こ
こ
も
、
花
の
仲
立
ち
は
す
る
の
に
、

私
達
人
間
の
仲
立
ち
は
し
て
く
れ
な
い
と
い
う
怨
み
節
か
も
知
れ
な
い
。｢

悽
然｣

は
、
悲
し
む
さ
ま
。『

荘
子』

漁
父

｢

客
悽
然
と
し
て

容
を
変
う｣

。
高
適『

除
夜
の
作』

｢
客
心
何
事
ぞ
転
た
悽
然
た
る｣

。｢

朦
朧｣

は
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
さ
ま
。
こ
こ
は
、
前
句
を
承
け
て
、

涙
で
月
や
花
が
に
じ
む
と
い
う
気
持
ち
も
あ
る
か
。
李�『
早
に
苦
竹
館
を
発
す』

｢

朦
朧
た
る
煙
霧
の
暁｣

。｢

月
如
煙｣

は
奇
矯
な
表

現
。｢

煙
月｣

(

も
や
の
か
か
っ
た
月)

と
い
う
と
こ
ろ
を
、
超
現
実
的
に
表
現
し
た
か
。

大
森
惟
中
は

｢

夜
夜
朦
朧
月
如
煙｣

を

｢

花
色
暗
澹
月
如
煙｣

(

花
色
暗
澹
と
し
て
月
煙
の
如
し)

に
改
め
よ
と
い
う
。
花
が
ど
す
黒

く
闇
に
沈
ん
で
い
く
さ
ま
か
。
月
だ
け
で
は
な
く
、
花
に
も
言
及
し
な
く
て
は
、
前
句
や
冒
頭
に
対
応
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

失
題
写
昔
人
夢
境

原
十
五
首

失し
つ

題だ
い

。
昔

む
か
し

の
人ひ

と

の
夢む

境
き
よ
う

を
写う

つ

す
。
原げ

ん

十
じ
ゆ
う

五ご

首し
ゆ

(

53)

酒
渇
眠
醒
合
歓
被

酒さ
け

に
渇か

わ

き
て

眠ね
む

り
は
醒さ

む

合ご
う

歓か
ん

の
被ひ

美
人
分
与
銀
杯
水

美び

人じ
ん

分わ

け
与あ

た

う

銀ぎ
ん

杯ぱ
い

の
水み

ず

釵
尖
帽
角
影
交
叉

釵さ

尖せ
ん

帽ぼ
う

角か
く

影か
げ

は
交こ

う

叉さ

す

月
上
梅
窓
香
霧
裏

月つ
き

は

梅ば
い

窓そ
う

に

上の
ぼ

る

香こ
う

霧む

の
裏う

ち

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

四)
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題
は
失
わ
れ
た
。
昔
の
人
の
夢
の
世
界
を
描
写
し
た
。
も
と
十
五
首
の
連
作
の
う
ち
の
一
首
。｢

昔
人｣

が
不
審
。
今
と
違
っ
て
、
昔

の
人
は
こ
う
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。
例
え
ば
、
昔
の
遊
廓
は
夢
の
世
界
の
よ
う
で
、
興
趣
が
あ
っ
て
よ
か
っ
た
と
い
う
よ
う
に
。
そ
れ

と
も
、｢
む
か
し
の
ひ
と
の
そ
で
の
か
ぞ
す
る｣

の
如
く
、
昔
の
恋
人
を
指
す
か
。｢

夢
境｣

、
寒
山
詩

｢

夢
境
復
た
何
を
か
為
さ
ん｣

。

｢

失
題｣

と
い
う
の
も
、
夢
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
虚
構
か
も
知
れ
ぬ
。
王
維
や
李
商
隠
に

｢

失
題｣

詩
あ
り
。
李
商

隠
は
、
彼
の
多
く
の

｢

無
題｣

詩
同
様
わ
ざ
と
そ
う
題
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

酒
の
飲
み
過
ぎ
で
喉
が
渇
い
て
、
二
人
仲
良
く
睡
っ
て
い
る
布
団
の
中
で
、
男
は
眠
り
か
ら
覚
め
る
。
す
る
と
、
美
し
い
芸
者
が
起
き

て
銀
の
コ
ッ
プ
に
水
を
汲
ん
で
き
て
く
れ
た
。
そ
れ
か
ら
、
簪
の
先
と
帽
子
の
端
の
二
つ
の
影
が
ひ
っ
つ
い
て
一
緒
に
な
る
。
薫
り
高
い

霧
の
中
、
梅
の
影
が
映
っ
た
窓
に
、
月
が
ゆ
っ
く
り
と
の
ぼ
っ
て
い
く
。

上
声

｢�｣
韻
の
七
絶
拗
体
。｢
酒
渇｣

、｢

眠
醒｣

は
、
杜
甫

『

軍
中
酔
歌
。
沈
八
劉
叟
に
寄
す』

の

｢

酒
に
渇
き
て
江
の
清
き
を
愛

す｣

と

｢

冷
石
酔
眠
醒
む｣

の
二
句
を
明
ら
か
に
意
識
。｢

合
歓
被｣

、『

古
詩
十
九
首』

｢

裁
ち
て
合
歓
被
を
為
す｣

。｢

釵
尖｣

、｢

帽
角｣

は
、
詩
語
と
し
て
は
あ
ま
り
見
な
い
。
そ
れ
ら
を
用
い
て
、
闇
の
中
で
、
む
つ
み
合
う
男
と
女
の
ひ
そ
か
ご
と
を
、
新
奇
な
そ
し
て
繊
細

な
表
現
で
描
こ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。｢

釵
尖｣
は
、
明
代
の
医
薬
書

『

普
済
方』

(

朱�
撰)

に

｢

釵
尖
を
用
い
て
挑
起
す

(

ほ
じ
く

る)｣

と
あ
る
よ
う
に
、
普
通
は
か
ん
ざ
し
の
髪
に
挿
す
方
の
と
が
っ
た
部
分
。
し
か
し
、
そ
れ
が
影
に
な
る
と
い
う
の
は
、
お
か
し
い
。

飾
り
の
部
分
の
そ
の
ま
た
尖
端
と
い
っ
た
よ
う
な
、
微
細
な
表
現
を
試
み
た
の
だ
ろ
う
か
。｢

帽
角｣

、｢

帽
簷｣

と
同
じ
く
帽
子
の
ふ
ち

の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
平
仄
の
関
係
で

｢

簷｣

を

｢

角｣
に
換
え
た
の
か
。
と
が
っ
た
か
ど
と
い
う
意
味
の

｢

角｣

は
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う

な
気
が
す
る
。
南
宋
、
欧
陽�

『

是
の
日
天
気
乍
ち
晴
れ
、
頗
る
人
の
意
を
快
く
す
。
因
り
て
世
弼
を
拉
し
て
傅
嵒
に
謁
す』

｢

袍
襟
帽

角
紅
塵
に
走
る｣

の
用
例
あ
り
。
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
の
帽
子
を
イ
メ
ー
ジ
す
れ
ば
よ
い
の
か
分
か
ら
な
い
の
で
、
確
か
な
こ
と
は

分
か
ら
な
い
。｢

交
叉｣

は
詩
語
と
し
て
あ
ま
り
見
え
な
い
。
交
叉
点
と
い
う
よ
う
に
、｢

交
叉｣

は
十
字
に
交
わ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
だ
が
、

こ
こ
は
顔
を
近
づ
け
あ
っ
た
男
女
の
動
き
に
合
わ
せ
て
、
そ
の
影
も
一
緒
に
な
る
と
い
う
趣
向
で
あ
ろ
う
。｢

梅
窓｣

は
、
庭
に
面
し
た

梅
が
見
え
る
窓
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
南
宋
、
施
枢

『

高
家
店
に
別
る』

｢

月
は
梅
窓
を
照
ら
し
て
夢
を
為
す
こ
と
遅
し｣

。｢

香
霧｣

と
い
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え
ば
、
杜
甫

『

月
夜』

｢

香
霧
雲
鬟
湿
お
う｣

。
范
成
大

『

浣
渓
沙』

｢

錦
地
繍
天
香
霧
の
裏｣

。

大
森
惟
中
の
眉
批
。

西
廂
余
響
。

西せ
い

廂
し
よ
う
の
余よ

響
き
よ
う
。

｢

西
廂｣
と
い
え
ば
、
元�
撰
の
唐
代
伝
奇
小
説

『

鶯
鶯
伝』

。
女
主
人
公
鶯
鶯
が
恋
す
る
張
生
を
誘
う
時
の
詩
に
、｢

月
を
待
つ
西
廂
の

下｣

と
詠
む
。
男
女
の
秘
密
の
恋
を
題
材
と
し
た
小
説
。
そ
の
影
響
下
に
こ
の
詩
が
生
ま
れ
た
の
だ
ろ
う
と
大
森
惟
中
は
い
う
。
さ
ら
に

『

鶯
鶯
伝』

を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
元
の
王
実
甫
の
雑
劇『

西
廂
記』

を
も
意
識
す
る
か
。｢

廂｣

は
、
日
本
の｢

ひ
さ
し｣

で
は
な
く
、

母
屋
に
対
す
る
脇
部
屋
。
女
性
が
住
む
。
妓
楼
遊
び
を
、
あ
た
か
も
実
際
の
男
女
や
夫
婦
の
恋
愛
で
あ
る
か
の
よ
う
に
作
っ
た
点
が
手
柄

だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。｢

余
響｣

は
、
本
来
音
楽
の
残
響
の
こ
と
で
あ
る
が
、
後
世
い
つ
ま
で
も
影
響
が
残
る
こ
と
。�
康

『

琴

賦』
｢

余
興
を
泰
素
に
飄
す｣
。
朱
熹

『

鉄
笛
亭』
｢

千
載
余
響
を
留
む｣

。

こ
の
詩
の
直
後
に
つ
け
ら
れ
た
大
森
惟
中
の
評
は
、

窓
間
偸�
月
娥
、
梅
妃
恐
不
勝
妬
嗔
。

窓そ
う

間か
ん

月げ
つ

娥が

を
偸ぬ

す

み�み

る
。
梅ば

い

妃ひ

は
恐お

そ

ら
く
妬と

嗔し
ん

に
勝た

え
ざ
ら
ん
。

こ
の
男
は
浮
気
者
。
こ
と
の
最
中
に
、
窓
か
ら
月
の
嫦
娥
神
を
盗
み
見
よ
う
と
は
。
梅
の
妃
は
、
多
分
嫉
妬
の
怒
り
で
身
も
だ
え
し
て

い
る
こ
と
だ
ろ
う
よ
。

と
い
う
、
例
に
よ
っ
て
お
ふ
ざ
け
調
の
も
の
。｢
偸�｣
、
王
建

『

宮
詞』

｢

身
を
側
だ
て
て
偸
み�
る
正
南
の
山｣

。｢

月
娥｣

は
、
嫦
娥

の
こ
と
。
月
の
擬
人
化
。｢

梅
妃｣

は
、
歴
史
上
で
は
唐
玄
宗
妃
。
後
に
、
楊
貴
妃
に
寵
を
奪
わ
れ
た
。
勿
論
こ
こ
は
梅
の
擬
人
化
。｢

妬

嗔｣

、
陳
子
龍

『

結
交
絶
交
行』

｢

言
う
莫
れ
宮
に
入
り
て
は
妬
嗔
多
し
と｣

。

『

松
江
竹
枝』

の
最
後
に
は
、
朱
筆
で
大
森
惟
中
の
跋
が
附
さ
れ
て
い
る
。

明
治
戊
子
十
二
月
大
尽
前
二
日

解
谷
樵
史
大
森
惟
中
妄
評
多
罪
。

明め
い

治じ

戊ぼ

子し

十
じ
ゆ
う
二に

月が
つ

大た
い

尽じ
ん

前ぜ
ん

二に

日に
ち

解か
い

谷こ
く

樵
し
よ
う
史し

大お
お

森も
り

惟い

中
ち
ゆ
う

妄ぼ
う

評
ひ
よ
う
多た

罪ざ
い

。

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

四)

九



明
治
二
十
一
年

(

一
八
八
八)

、
つ
ち
の
え
ね
の
と
し
、
十
二
月
二
十
九
日

解
谷
樵
史

大
森
惟
中

好
き
勝
手
な
批
評
を
し
て
申

し
わ
け
な
い
。｢

大
尽｣

は
、
本
来
陰
暦
に
お
け
る
大
の
月

(

三
十
日)

の
こ
と
だ
が
、
こ
こ
は
大
晦
日
、
つ
ご
も
り
と
い
う
つ
も
り
か
。

さ
ら
に
は
、
太
陽
暦
の
十
二
月
三
十
一
日
の
こ
と
だ
と
思
う
が
ど
う
か
。｢

妄
評｣

は
謙
遜
、｢

多
罪｣

は
お
詫
び
の
言
葉
。｢

妄
言
多
謝｣

や

｢

妄
評
多
罪｣

は
、
日
本
で
は
頻
用
す
る
が
、
中
国
で
は
用
例
が
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。(｢

多
罪
多
罪｣

等
は
よ
く
い
う
が)

＜

参
考
資
料＞

筆
者
は
、
研
究
ノ
ー
ト｢『

松
江
竹
枝』

の
作
者
篠
田
謙
治
に
つ
い
て�
そ
の
履
歴
と『

山
陰
新
聞』

所
載
の
漢
詩｣

(

山
陰
研
究(

１)

[

二
○
○
八
・
十
二
月])

で
、
こ
の
『
松
江
竹
枝』

所
収
の
詩
が
、
当
時
の

『

山
陰
新
聞』

(

島
根
大
学
図
書
館
所
蔵
の
山
陰
新
聞

[

マ

イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム]

(

日
本
マ
イ
ク
ロ
写
真
発
行))

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
作
者
精
軒
痴
史
の
本
名
が
篠
田
謙
治
で
あ
る

こ
と
を
解
明
し
、
彼
の
履
歴
で
現
在
分
か
る
限
り
の
こ
と
を
紹
介
し
た
。

以
下
、
読
者
の
便
の
た
め
に
、
こ
の
研
究
ノ
ー
ト
と
内
容
が
重
な
る
部
分
が
多
い
が
、『

松
江
竹
枝』

と

『

山
陰
新
聞』

所
載
の
篠
田

謙
治
＝
精
軒
痴
史
の
詩
な
ど
と
の
校
勘
を
附
し
て
、
参
考
に
供
し
た
い
。

Ⅰ

『

松
江
竹
枝』

翻
刻
と
校
勘

ど
の
詩
が

『

山
陰
新
聞』

に
見
え
る
か
、
各
首
の
次
に

｢

＊
校｣
と
し
て
附
記
し
た
。
番
号
は
引
用
に
便
な
ら
し
め
る
た
め
に
振
っ
た

も
の
。｢

山
・
松｣

等
の
略
称
は
、
後
に
引
く
当
該
文
の
初
め
に
注
記
し
て
い
る
。
大
森
惟
中
の
評
は
、
【
眉
批
】、
【
評
】
で
示
し
た
。

【
改
】
は
大
森
惟
中
の
修
改
し
た
部
分
で
あ
る
。
旧
字
、
異
体
字
、
修
改
部
分
な
ど
、
原
文
を
髣
髴
さ
せ
る
よ
う
に
翻
字
を
す
る
の
は
な

か
な
か
難
し
か
っ
た
。
細
か
な
点
は
、『

影
印

松
江
竹
枝』

(

要
木
純
一
編
輯

二
○
○
九
年
二
月)

所
載
の
カ
ラ
ー
写
真
で
確
か
め
て

一
〇



ほ
し
い
。『

松
江
竹
枝』

自
体
の
略
称
は

｢

松｣

と
す
る
。

●
【
表
紙
左
上
】

������������
【
本
文
】

����������
精
軒
癡
史
草

�����������������������������������
����������＊

校

山
・
松
【
１
】。
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
は

｢

此｣

字
と
結
句
缺
。

�����������������������������������
＊
校

山
・
松
【
２
】
と
思
わ
れ
る
が
、
全
句
缺
。
琴
【
１
】。

�����������������������������������
【
眉
批
】
青
邱
遺
韻
。
小
字
押
得
湊
巧
。

【
批
】
花
陰
撼�
、
不
怪
尨
也
一
吠
。
尨
亦
道
個
畜
生
。

＊
校

山
・
松
【
３
】
と
思
わ
れ
る
が
、
全
句
缺
。

�����������������������������������
＊
校

山
・
松
【
４
】。｢

戸｣
｢

睡
起
春
人
情
尚｣

｢

譜｣

以
外
缺
。

�����������������������������������
『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

四)

一
一



��������������������������������������
＊
校

『

山
陰
新
聞』

に
こ
の
詩
な
し
。

�����������������������������������
＊
校

山
・
竹
【
４
】。

�����������������������������������
＊
校

山
・
松
【
６
】。

�����������������������������������
������������������

【
評
】
女
能
蕩
舟
、
眉
能
伐
性
、
可
畏
、
可
畏
。

＊
校

山
・
松
【
５
】
承
句
缺
。
結
句
の

｢

神
女
祠
前｣

缺
。｢

月
如
眉｣

を

｢

月
似
眉｣

に
作
る
。
琴
【
２
】
も

｢

月
如
眉｣

を

｢

月
似
眉｣

に
作
る
。｢
月
似
眉｣

の
方
が
平
仄
は
合
う
。

�����������������������������������
【
改
】
怱
↓
忽

【
眉
批
】
無
月
冥
夜
、
反
襯
満
空
星
、
巧
甚
。
誦
至
末
句
、
亦
絶
叫
喝
采
。

【
評
】
霆
是
鍵
屋
、
丸
是
玉
屋
。

＊
校

山
・
松
【
12
】。
承
句

｢

怱｣

は
大
森
惟
中
が
改
め
た
よ
う
に

｢

忽｣

に
作
る
。

������������������������������������
������【
評
】
結
似
第
六
首
。
改
案
為
可
。

＊
校

山
・
松
【
18
】。
承
句

｢

湧｣

は

｢

裏｣

に
作
る
。
琴
【
３
】。
転
句

｢

古
詞
旧
曲
嫌
陳
腐｣

に
作
る
。

������������������������������������
一
二



＊
校

山
・
竹
【
１
】。

������������������������������������
【
眉
批
】
古
調
澹
蕩
。

＊
校

山
・
松
【
19
】

������������������������������������
��������【

評
】
披
活
画
、
捉
活
花
、
何
為
張
翰
帰
思
。

＊
校

山
・
松
【
20
】。
自
注
な
し
。

������������������������������������
＊
校

『

山
陰
新
聞』
に
こ
の
詩
な
し
。

������������������������������������
＊
校

『

山
陰
新
聞』

に
こ
の
詩
な
し
。

������������������������������������
�������【

改
】
阿
嬢
慣
客
能
解
事
↓
阿
嬢
解
事
善
嬌
客

【｢

解｣

字
に
対
し
て
】
失
声
。

【
評
】
真
個
可
憐
嬢
、
不
煩
拍
手
再
々
。

＊
校

山
・
松
【
14
】。
起
句

｢

匆
卒
徴
姫
猶
未
来｣

。
承
句
、｢
笑｣

字
缺
。

������������������������������������
【
評
】
定
是
濃
茶
的
熱
契
。

＊
校

山
・
松
【
22
】。

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

四)

一
三



������������������������������������
＊
校

『

山
陰
新
聞』

に
こ
の
詩
な
し
。

������������������������������������
＊
校

山
・
松
【
21
】。
自
注

(

山
鯨
猪
俗
称)

。
琴
【
４
】。
転
句

｢

遠｣

を

｢

辺｣

に
作
る
。

������������������������������������
【
改
】
河
洛
↓
河
漏

【
評
】
賤
商
入
詩
、
才
思
沸
々
。

＊
校

山
・
松
【
23
】。
承
句

｢

煙｣

を

｢

烟｣

に
作
る
。
自
注

(

河
洛
蕎
麦
□
一
名)

。

������������������������������������
【
評
】
初
会
情
致
如
観
、
不
知
当
夜
烟
量
如
何
。

＊
校

山
・
松
【
16
】。
結
句
｢
与｣

を

｢

得｣

に
作
る
。
自
注

(

相
思
草
煙
草
別
名)

。

������������������������������������
【
眉
批
】
争
豁
改
挑
拇
如
何
。

＊
校

山
・
松
【
15
】。
起
句

｢

碗｣

を

｢
椀｣

に
作
る
。
承
句

｢

尤｣

を

｢

最｣

に
作
る
。
自
注

(

豁
指
頭
拇
戦
一
名)

。

������������������������������������
＊
校

山
・
松
【
17
】。
起
句

｢

鴛
枕
夢
醒
客
下
楼｣
に
作
る
。

������������������������������������
��������【
眉
批
】
実
況
実
叙
。

＊
校

山
・
松
【
９
】。
承
句

｢

好｣

字
缺
。
自
注
な
し
。

������������������������������������
一
四



�����������＊
校

山
・
竹
【
９
】。
自
注
な
し
。

�����������������������
��������������������������������

������������������������������������
【
改
】
鐘
↓
鍾

＊
校

『

山
陰
新
聞』
に
こ
の
詩
な
し
。

����������
������������������������������������

【
眉
批
】
司
馬
作
水
鑑
如
何
。

＊
校

山
・
綿
【
５
】

(

与
志)

。
妓
女
の
本
名
を
示
す
自
注
は
な
し
。
以
下
同
様
。

������������������������������������
＊
校

『

山
陰
新
聞』

に
こ
の
詩
な
し
。

����������
������������������������������������
＊
校

山
・
綿
【
８
】

(

愛
次)

。
荘
二
に
相
寿
と
い
う
妓
女
を
詠
む
。
同
一
人
物
か
。

������������
������������������������������������
『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

四)

一
五



＊
校

山
・
綿
【
10
】

(

花
梅)

。
花
梅
は
荘
に
も
詠
む
。

�������������
���������������������������������������������

【
眉
批
】
宛
然
須
磨
巻
光
景
。

＊
校

山
・
竹
【
13
】
朝
霧
。
朝
霧
は
浅
桐
と
し
て
荘
二
に
も
詠
む
。

������������������
������������������������������������

【
評
】
扇
上
所
画
、
無
乃
朝
顔
花

＊
校

山
・
綿
【
２
】

(
花
扇)

。
�������������

������������������������������������
＊
校

『

山
陰
新
聞』

に
こ
の
詩
な
し
。
後
述
の
松
江
竹
枝
詞

(

佐
川
半
醒)

に
米
鶴
を
詠
む
が
、
関
係
あ
る
か
。

������������
������������������������������������

＊
校

山
・
綿
【
６
】

(

初
君)

。
起
句
は

｢

数
行
紅
涙
是
斯
文｣

に
作
る
。
承
句

｢

芳｣

は

｢

丹｣

に
作
る
。
初
君
は
荘
二
に

も
詠
む
。

������������
������������������������������������
＊
校

『

山
陰
新
聞』

に
こ
の
詩
な
し
。

������
一
六



������������������������������������
【
評
】
矜
重
傷
神
人
、
宜
傾
小
升
酒
、
一
掃
鬱
愁
。

＊
校

『

山
陰
新
聞』

に
こ
の
詩
な
し
。

������������������
�������������������������

������������������������������������
【
改
】
圓
↓
圖

＊
校

『

山
陰
新
聞』

に
こ
の
詩
な
し
。
荘
二
に
市
由
と
い
う
妓
女
を
詠
む
。
同
一
人
物
か
。

�������������������������������������������
【
改
】
児
繋
色
絲
↓
嬌
態
纏
綿

【
評
】
蜘
蛛
女
怪
、
応
避
三
舎
。

＊
校

『

山
陰
新
聞』

に
こ
の
詩
な
し
。
荘
に
糸
治
と
い
う
妓
女
を
詠
む
。
同
一
人
物
か
。

����������������
������������������������������������

＊
校

『

山
陰
新
聞』

に
こ
の
詩
な
し
。

������������������������������������������
【
評
】
六
蔵
不
是
矢
口
渡
恋
阿
舟
人
。

＊
校

『

山
陰
新
聞』

に
こ
の
詩
な
し
。

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

四)

一
七



�������������
������������������������������������

【
眉
批
】
真
詣
悟
機
。

＊
校

『

山
陰
新
聞』

に
こ
の
詩
な
し
。
歌
吉
は
佐
川
半
醒
の
松
江
竹
枝
詞

(

一
八
八
四

(

明
治
十
七)

年
五
月
二
十
五
日

『

山
陰
新
聞』

雑
記)

に
も
詠
む
。

����������������������������
������������������������������������

【
改
】
絃
↓
結

【
評
】
熟
柿
紫
爛
、
須
戒
放
啖
。

＊
校

『

山
陰
新
聞』

に
こ
の
詩
な
し
。
荘
に
も
愛
吉
を
詠
む
。

��������������
��������������������������

������������������������������������
＊
校

山
・
竹
【
12
】
富
子
。｢

富
子
。
浪
華
之
産
。
幼
来
松
江
。
夙
有
才
色
之
名
。
傍
能
裁
縫
。
転
結
故
及
。｣

と
、
ほ
ぼ
同
文

の
後
注
有
り
。

����������������������
������������������������������������
＊
校

『

山
陰
新
聞』

に
こ
の
詩
な
し
。

������������������
一
八



������������������������
������������������������������������

＊
校

山
・
綿
【
１
】

(

力
蝶)

。

����������
������������������������������������

【
眉
批
】
与
玉
鶴
同
趣
。
要
改
作
。

＊
校

山
・
綿
【
７
】

(

鶴
子)

。
承
句

｢

似｣

を

｢

不｣

に
作
る
。
恐
ら
く
誤
り
。

�������������
������������������������������������

＊
校

山
・
綿
【
３
】

(
素
絲)
(

素
一
作
白)

。

�������������������������������������������
＊
校

校

『

山
陰
新
聞』

に
こ
の
詩
な
し
。

��������������������������������������������
【
改
：

｢�｣
字
の
旁
が

｢

虎｣

で
あ
っ
た
の
を
正
す
】

＊
校

『

山
陰
新
聞』

に
こ
の
詩
な
し
。

��������������������������������������������
【
評
】
淡
粧
孤
潔
。
恐
是
老
梅
、
非
若
梅
。

＊
校

『

山
陰
新
聞』

に
こ
の
詩
な
し
。

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

四)

一
九



������������
������������������������������������

【
改
：

｢�｣
字
の
旁
が

｢

巳｣

で
あ
っ
た
の
を
正
す
】

＊
校

『

山
陰
新
聞』

に
こ
の
詩
な
し
。

�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������

【
改
】
遂
得
持
巾
櫛
↓
遂
得
侍
巾
櫛

【
改
】
々
々
取
周
歳
↓
々
々
執
周
歳

【
改
】
忍
難
忍
之
情
、
割
難
割
之
愛
↓
忍
他
難
忍
情
、
割
此
難
割
愛

【
改
】
咫
尺
亦
復
関
、
況
是
隔�
参
↓
翹
企
不
可
望
、
天
涯
隔
商
参

【
改
】
仮
令
↓
雖
相

【
改
】
夜
夜
朦
朧
月
如
煙
↓
花
色
暗
澹
月
如
煙

＊
校

『

山
陰
新
聞』

に
こ
の
詩
な
し
。
東
京
で
の
作
で
あ
ろ
う
。
�����������

������������������������������������
二
〇



【
眉
批
】
西
廂
余
響
。

【
評
】
窓
間
偸�
月
娥
、
梅
妃
恐
不
勝
妬
嗔
。

＊
校

『

山
陰
新
聞』

に
こ
の
詩
な
し
。

【
大
森
惟
中
の
跋
】
明
治
戊
子
十
二
月
大
尽
前
二
日

解
谷
樵
史
大
森
惟
中
妄
評
多
罪

『

松
江
竹
枝』
所
収
の
、
全
五
十
三
首
の
う
ち
、
私
の
数
え
方
で
は
、
三
十
一
首
が
、『

山
陰
新
聞』

に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
次
に

『

山

陰
新
聞』

に
ど
の
よ
う
に
載
っ
て
い
る
か
見
て
み
よ
う
。

Ⅱ

『

山
陰
新
聞』

等
所
収
の

『
松
江
竹
枝』

『

山
陰
新
聞』

に
お
い
て
、『

松
江
竹
枝』

所
収
と
同
じ
詩
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
次
の
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
三
カ
所
で
あ
る
が
、
そ
の
最
初

は
、
以
下
の
も
の
で
あ
る
。
全
二
十
三
首
の
う
ち
十
八
首
が

『

松
江
竹
枝』

と
重
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
但
し
、
著
者
名
が
篠
田
謙

治
で
は
な
い
こ
と
が
大
問
題
で
あ
る
。

Ａ

一
九
八
五

(

明
治
十
八)

年

三
月
十
七
日

『
山
陰
新
聞』

松
江
竹
枝

(

二
十
三
首
之
中)

村
上
琴
屋

＊
略
称
：
山
・
松

【
１
】
絃
歌
声
湧
水
之
涯
。
花
満
高
楼
月
満
街
。
多
少
遊
人
来
集
□
。
□
□
□
□
□
□
□
。

＊
校

松

(

１)

。
転
句

｢

多
少
遊
人
来
集
此｣

。
結
句

｢
碧
雲
湖
上
小
秦
淮｣

。

【
２
】
□
□
□
□
□
□
□
。
□
□
□
□
□
□
□
。
□
□
□
□
□
□
□
。
□
□
□
□
□
□
□
。
＊
缺

＊
校

全
文
缺
。
恐
ら
く
松

(

２)

。
・
従
っ
て
琴
【
１
】。

【
３
】
□
□
□
□
□
□
□
。
□
□
□
□
□
□
□
。
□
□
□
□
□
□
□
。
□
□
□
□
□
□
□
。
＊
缺

＊
校

全
文
缺
。
恐
ら
く
松

(

３)

。

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

四)

二
一



【
４
】
□
□
□
□
□
□
□
。
□
□
□
□
□
□
戸
。
睡
起
春
人
情
尚
□
。
□
□
□
□
□
□
譜
。

＊
松

(

４)

。｢

落
花
撩
乱
多
於
雨
。
漠
々
軽
陰
籠
繍
戸
。
睡
起
春
人
情
尚
慵
。
低
絃
試
按
梨
園
譜
。｣

【
５
】
□
□
□
□
□
□
□
。
扁
舟
載
妓
漾
漣�
。
晩
来
停
棹
何
辺
好
。
□
□
□
□
月
似
眉
。

＊
松

(

８)

。
起
句

｢

恰
是
冰
魚
味
美
時｣

。
結
句

｢

神
女
祠
前
月
如
眉｣

。
自
注
あ
り
。
・
琴
【
２
】
。

【
６
】
隔
簾
咲
語
尚
喃
々
。
姉
妹
三
更
眼
未
緘
。
知
有
明
朝
看
花
約
。
燈
前
相
倚
製
春
衫
。

＊
松

(
７)

。

【
７
】
釵
光
鬢
影
乱
紛
々
。
寺
々
東
風
麝
気
薫
。
女
伴
争
来
賽
香
火
。
仏
辺
笑
語
弄
春
分
。

＊
松
な
し
。

【
８
】
楼
外
風
光
映
酔
顔
。
桃
花
春
水
夕
陽
間
。
大
仙
峯
落
杯
中
雪
。
道
是
松
江
小
富
山
。

＊
松
な
し
。

【
９
】
昨
夜
燈
前
約
偕
老
。
無
端
□
夢
至
巫
山
。
朝
来
頻
被
同
儕
艶
。
繊
指
新
穿
瑪
瑙
環
。

＊
松

(

24)

。
承
句

｢

無
端
好
夢
至
巫
山｣

。
自
注
と
し
て

｢

瑪
瑙
、
松
江
物
産｣

。

【
10
】
欲
語
衆
中
不
自
由
。
満
腔
空
貯
別
来
愁
。
更
期
今
夜
相
逢
処
。
菅
相
祠
前
招
鶴
楼
。

＊
松
な
し
。

【
11
】
満
地
炎
塵
日
未
頽
。
花
茶
坊
裏
雪
成
堆
。
紅
粧
一
笑
迎
客
説
。
昨
自
大
仙
山
上
来
。(

花
茶
坊
見
夢
粱
録)

＊
松
な
し
。

【
12
】
江
天
無
月
夜
冥
々
。
烟
火
趁
涼
轟
迅
霆
。
忽
地
鬨
然
人
喝
采
。
一
丸
砕
作
満
空
星
。

＊
松

(

９)

。｢

忽｣

を

｢

怱｣

に
作
る
。
大
森
惟
中
改
む
。

【
13
】
菅
相
祠
辺
夜
色
明
。
衣
香
扇
影
□
縦
横
。
紅
裙
時
伴
美
髯
過
。
時
様
金
鈿
鏤
水
晶
。

＊
松
な
し
。

【
14
】
匆
卒
徴
姫
猶
未
来
。
悄
然
無
復
笑
顔
開
。
阿
嬢
慣
客
能
解
事
。
柑
子
一
盤
先
侑
杯
。

二
二



＊
松

(

16)

。
起
句

｢

匆
卒
徴
姫
々
未
来｣

。
自
注
と
し
て

｢

土
俗
呼
妓
為
姫｣

。

【
15
】�
碗
陶
杯
漫
献
酬
。
俗
人
何
解
愛
嬌
喉
。
此
間
最
厭
殺
風
景
。
酔
漢
頻
争
豁
指
頭
。(

豁
指
頭
拇
戦
一
名)

＊
松

(

22)

。
承
句

｢

此
間
尤
厭
殺
風
景｣

。
自
注
な
し
。

【
16
】
絃
管
筵
収
伴
後
房
。
痴
情
擬
学
両
鴛
鴦
。
朱
唇
先
試
相
思
草
。
分
得
餘
烟
笑
属
郎
。(

相
思
草
煙
草
一
名)

＊
松

(

21)

。
結
句

｢

分
与
餘
煙
笑
属
郎｣

。
自
注
な
し
。

【
17
】
鴛
枕
夢
醒
客
下
楼
。
佳
人
相
送
説
離
愁
。
低
声
更
就
耳
辺
語
。
果
是
明
宵
能
到
不
。

＊
松

(
23)
。
起
句

｢

香
夢
驚
醒
客
下
楼｣

。

【
18
】
月
色
満
城
風
露
滋
。
踏
歌
声
裏
夜
闌
時
。
尋
常
詞
曲
厭
陳
腐
。
争
唱
安
来
新
竹
枝
。

＊
松

(

10)

。
承
句

｢
踏
歌
声
湧
夜
闌
時｣

。
・
琴
【
３
】。
転
句

｢

古
詞
旧
曲
嫌
陳
腐｣

。

【
19
】
長
天
漠
々
水
悠
々
。
暮
北
朝
南
一
葉
舟
。
今
夜
阿
郎
何
処
宿
。
白
蘋
紅
蓼
満
湖
秋
。

＊
松

(

12)

。

【
20
】
松
江
好
景
属
軽
鳧
。
浅
水
蘆
花
活
画
圖
。
今
時
無
復
季
鷹
興
。
惆
悵
秋
風
湖
上
鱸
。

＊
松

(

13)

。
自
注
と
し
て

｢

鱸
魚
、
松
江
名
産｣

。

【
21
】
雨
絲
風
片
暗
江
城
。
滑
々
泥
途
不
可
行
。
知
是
遠
村
先
有
雪
。
街
頭
処
々
売
山
鯨
。(

山
鯨
猪
俗
称)

＊
松

(

19)

。
自
注
な
し
。
・
琴
【
４
】。
自
注
な
し
。

【
22
】
戸
隙
風
寒
未
出
幃
。
鴛
鴦
被
底
笑
相
依
。
多
情
最
是
今
朝
雪
。
留
得
阿
郎
不
放
帰
。

＊
松

(

17)

。

【
23
】
街
上
人
呼
河
洛
行
。
竈
頭
沸
々
煖
煙
生
。
硝
燈
影
白
往
来
断
。
風
鐸
霜
寒
夜
半
声
。(

河
洛
蕎
麦
□
一
名)

＊
松

(

20)

。
自
注
な
し
。

【
２
】、
【
３
】、
【
４
】
は
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
で
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
だ
が
、
詩
の
順
序
等
か
ら
考
え
て
、『

松
江
竹
枝』

の

(

２)

、

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

四)

二
三



(

３)

、(

４)

の
詩
に
あ
た
る
と
推
測
し
た
。
作
者
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
村
上
琴
屋
は
、
島
根
県
出
身
の
著
名
な
漢
詩
人
で
あ
る
。

今
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
何
か
の
間
違
い
で
あ
っ
て
、
篠
田
謙
治
自
身
の
作
品
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。(

前
述

｢『

松
江
竹
枝』

の

作
者
篠
田
謙
治
に
つ
い
て｣

参
照)

村
上
琴
屋
に
つ
い
て
は
、『

島
根
県
歴
史
人
物
事
典』

(

平
成
九
年
十
一
月
二
十
五
日

山
陰
中
央
新
報
社)

の
記
述
を
引
用
す
る
。

●
村
上
琴
屋

(
む
ら
か
み

き
ん
お
く)

文
久
元
年

(
一
八
六
一)

〜
昭
和
七
年

(

一
九
三
二)

漢
詩
人
、
島
根
県
官
吏
、
剪
淞
吟
社
社
長
。

本
名
寿
雄
。
明
治
一
三
年

(

一
八
八
○)

松
江
中
学
卒
。
漢
学
を
旧
松
江
藩
士
平
賀
静
遠
に
学
び
、
後
雨
森
精
翁
門
下
。
漢
詩
結
社
剪

淞
吟
社
創
立
者
の
一
人
で
社
長
も
つ
と
め
た
が
、
新
潟
・
滋
賀
・
岡
山
各
県
に
赴
任
、
松
江
に
住
む
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
晩
年
旧
松
江

藩
主
松
平
家
の
家
令
と
な
り
、
東
京
で
没
。(

以
下
略)

(

石
破
洋
氏
担
当)

村
上
琴
屋
の
死
後
編
ま
れ
た

『

琴
屋
詩
存』

に
も
、
こ
れ
ら
の
詩
の
う
ち
、
四
首
が
選
ば
れ
て
い
る
が
、『

山
陰
新
聞』

を
引
き
写
し

て
手
を
加
え
た
に
過
ぎ
な
い
と
思
う
。
＋
Ａ
と
し
て
次
に
引
く
。

＋
Ａ

『

琴
屋
詩
存』

(

一
九
三
八

(

昭
和
十
三)
年
三
月

著
者

村
上
寿
夫

発
行
者

村
上
厳
男)

巻
上

松
江
四
時
雑
詞

原
二
十
三
首

＊
略
称
：
琴

【
１
】
垂
楊
垂
柳
澹
烟
遮
。
髣
髴
絃
声
蘇
小
家
。
好
是
湘
簾
春
不
捲
。
満
江
絲
雨
酒
旗
斜
。

＊
松

(

２)

。
山
・
松
【
２
】。
缺
の
と
こ
ろ
か
。

【
２
】
恰
是
冰
魚
味
美
時
。
扁
舟
載
妓
漾
漣�
。
晩
来
停
棹
何
辺
好
。
神
女
祠
前
月
似
眉
。

＊
松

(

８)

。
結
句

『

神
女
祠
前
月
如
眉』

。
自
注
あ
り
。
山
・
松
【
５
】。

【
３
】
月
色
満
城
風
露
滋
。
踏
歌
声
裏
夜
闌
時
。
古
詞
旧
曲
嫌
陳
腐
。
争
唱
安
来
新
竹
枝
。

＊
松(

10)

。
承
句｢

踏
歌
声
湧
夜
闌
時｣

。
転
句｢

尋
常
詞
曲
厭
陳
腐｣
。
自
注
あ
り
。
山･

松
【
18
】。
転
句
、松(

10)

に
同
じ
。

二
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【
４
】
雨
絲
風
片
暗
江
城
。
滑
滑
泥
途
不
可
行
。
知
是
辺
村
先
有
雪
。
街
頭
処
処
売
山
鯨
。

＊
松

(

19)

。
転
句

｢

知
是
遠
村
先
有
雪｣

。
山
・
松
【
21
】。
転
句

｢

知
是
遠
村
先
有
雪｣

。
自
注
あ
り
。

次
の
Ｂ
は

『

綿
美
竹
枝』

の
題
の
も
の
。｢

綿
美｣

は
、
松
江
の
遊
廓
が
あ
っ
た

｢

和
多
見｣

地
域
。
当
て
字
で
あ
ろ
う
。
十
首
の
う

ち
、
八
首
が

『
松
江
竹
枝』

と
重
な
る
。
自
序
、
跋
も
あ
っ
て
興
味
深
い
。

Ｂ

一
八
八
六

(
明
治
十
九)

年
三
月
七
日

『

山
陰
新
聞』

綿
美
竹
枝

精
軒
戯
草

＊
略
称
：
山
・
綿

松
江
花
界
之
繁
華
。
比
之
昔
日
凋
落
極
矣
。
而
日
夜
閑
散
束
手
者
。
居
十
中
六
七
。
其
稀
招
而
遊
此
者
何
人
。
曰
土
人
也
。
曰
覊
客

也
。
而
覊
客
居
多
。
就
中
東
国
之
者
多
矣
。
而
其
妓
籍
亦
多
係
于
大
阪
之
産
者
。
以
茲
。
衣
帯
鬟
髻
。
頗
模
擬
阪
府
。
然
而
情
妓
概
兼

声
妓
。
歌
舞
則
嫺
雅
。
天
性
皆
婉
柔
。
不
似
東
方
有
意
気
也
。
今
有
咏
妓
之
詩
数
首
。
以
供
衆
諸
一
粲
。
拙
劣
請
幸
恕
焉
。

【
１
】
桑
滄
之
変
独
空
傷
。
只
喜
双
親
猶
在
堂
。
至
孝
佳
人
天
未
幸
。
七
年
流
落
滞
斯
郷
。(

力
蝶)

＊
松

(

45)

。｢

力
蝶｣

を

｢

力
長｣
に
作
り
、
標
題
と
し
て
い
る
。

【
２
】
繍
閣
詼
諧
逸
興
多
。
唱
来
一
曲
八
杉
歌
。
芳
心
持
贈
画
花
扇
。
不
是
情
人
可
奈
何
。(

花
扇)

＊
松

(

32)

。

【
３
】
皓
歯
明
眸
傷
此
身
。
落
花
流
水
奈
前
因
。
素
絲
一
縷
長
千
尺
。
繋
得
橋
南
橋
北
人
。(

素
絲)

(

素
一
作
白)

＊
松

(

47)

。(

素
一
作
白)

な
し
。

【
４
】
夢
遶
光
明
南
浦
濆
。
漂
萍
身
似
一
紅
裙
。
平
生
温
厚
即
天
質
。
艶
美
依
稀
見
此

(

一
作
若)

君

(

若
君)

＊
松
な
し
。
若
君
は
荘
に
も
見
え
る
。

【
５
】
唱
出
嬌
喉
艶
冶
歌
。
評
声
品
色
果
如
何
。
名
呼
好
好
連
呼
耳
。
司
馬
先
生
到
処
多
。(

与
志)

＊
松

(

27)

。｢

与
志｣

は

｢

好｣

に
作
り
、
標
題
と
し
て
い
る
。

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

四)

二
五



【
６
】
数
行
紅
涙
是
斯
文
。
一
片
丹
心
初
見
君
。
今
夜
情
郎
猶
未
到
。
花
傷
風
雨
月
傷
雲
。(

初
君)

＊
松

(

34)

。
起
句

｢

千
紅
万
紫
本
紛
々｣

。
承
句

｢

一
片
芳
心
初
見
君｣

。

【
７
】
越
王
楼
閣
唱
呉
謳
。
声
不
九
皐
弄
玉
喉
。
一
自
此
君
留
此
地
。
人
間
此
処
小
楊
州
。(

鶴
子)

＊
松

(

46)

。
承
句

｢

声
似
九
皐
弄
玉
喉｣

。

【
８
】
昨
夜
海
棠
微
雨
過
。
一
顰
一
笑
意
如
何
。
沈
淪
情
況
君
休
説
。
自
古
佳
人
薄
命
多
。(

愛
次)

＊
松

(
29)

。
荘
二
に
相
寿
と
い
う
妓
女
が
見
え
る
。
同
一
人
物
か
。

【
９
】
枉
唱
安
来
謡
冶
歌
。
嫣
然
嬌
笑
奈
愁
何
。
松
江
慣
見
浪
華
月
。
眼
満
山
河
双
涙
多
。(

力
彌)

＊
松
な
し
。
力
彌
は
荘
二
に
も
見
え
る
。

【
10
】
夜
夜
劉
郎
踏
雪
来
。
狭
斜
場
枕
碧
江
隈
。
清
香
艶
色
有
人
識
。
臘
裏
占
春
花
是
梅
。(

花
梅)

＊
松

(

30)

。
花
梅
は
荘
に
も
見
え
る
。

不
粋
道
士
云
、
予
素
不
解
花
抑

(
柳)

情
事
。
況
於
各
妓
之
伎
倆
与
醜
美
乎
。
蓋
有
如
精
軒
氏
才
筆
、
可
始
使
佳
人
重
於
九
鼎
太
呂

矣
。
唯
為
精
軒
氏
所
恨
、
在
咏
愛
的

(
次)
結
一
句
。
自
古
佳
人
実
薄
命
多
。
然
一
顰
一
笑
曲
説
沈
淪
情
況
者
、
未
必
可
尽
信
焉
。
精

軒
氏
莫
或
陥
其
術
中
乎
。
呵
々
。

Ｃ
は
、｢

竹
枝｣

と
い
う
題
の
も
の
。
14
首
中
５
首
が

『
松
江
竹
枝』

と
重
な
る
。｢

精
軒｣

の
号
を
も
と
に

｢

夢
醒
軒｣

(

音
読
み
で
、

む
せ
い
け
ん)

の
戯
号
を
用
い
た
。
返
り
点
は
省
略
し
た
。

Ｃ

一
九
八
六

(

明
治
十
九)

年
三
月
二
十
七
日

『

山
陰
新
聞』

竹
枝

夢
醒
軒

＊
略
称
‥
山
・
竹

予
在
松
江
。
三
年
于
茲
未
践
花
柳
巷
。
曩
咏
綿
美
竹
枝
。
意
不
至
筆
亦
不
従
矣
。
如
何
善
画
其
情
状
。
全
篇
。
或
因
稗
史
。
或
因
小
説
。

想
像
其
妓
者
焉
。
要
不
免
有
盲
者
窺
牆
之
謗
也
矣
。

二
六



【
１
】
愁
思
引
客
倚
青
楼
。
月
冷
庭
梧
暗
露
浮
。
挙
首
悽
然
低
首
泣
。
三
年
此
地
値
中
秋
。

＊
松

(

11)

。

【
２
】
楼
頭
分
袂
意
悽
然
。
月
白
遠
山
欲
曙
天
。
杜
宇
一
声
鳴
度
処
。
君
今
正
到
大
橋
辺
。｢

君
一
作
郎｣

自
註
。
昔
東
国
有
妓
。
贈
情
郎
徘
句
曰
。
喜
美
波
伊
摩
、
巨
満
加
多
阿
他
理
、
保
都
々
岐
寸
、
此
吟
一
時
、
膾
炙
于
人
口
。

【
３
】
家
貧
由
来
雖
沈
淪
。
未
許
黄
金
贖
此
身
。
一
片
丹
心
若
相
訪
。
狭
斜
豈
莫
有
情
人
。

【
４
】
社
日
桜
花
簇
綺
羅
。
十
神
山
上
景
光
多
。
青
楼
置
酒
能
留
客
。
例
唱
安
来
謡
冶
歌
。

＊
松

(
６)
。

【
５
】
累
々
紅
燈
粲
碧
楼
。
繁
絃
嬌
曲
払
江
頭
。
風
清
売
布
祠
前
月
。
不
照
当
年
妾
暗
愁
。

【
６
】
呉
船
越
舶
去
来
頻
。
恨
殺
巫
山
艶
夢
新
。
今
夜
与
君
睡
閨
裏
。
不
知
明
日
契
何
人
。

【
７
】
空
値
佳
辰
独
断
腸
。
重
陽
九
月
菊
花
黄
。
愁
重
枉
酌
楼
頭
酒
。
泣
自
異
郷
望
故
郷
。

【
８
】
辛
苦
三
年
何
所
為
。
風
光
節
物
独
空
悲
。
佳
人
自
古
数
奇
事
。
此
恨
鶯
花
知
不
知
。

【
９
】
傷
郎
至
竟
憶
郎
情
。
只
願
莫
違
三
世
盟
。
私
語
未
終
天
欲
暁
。
生
憎
善
導
寺
鐘
声
。

＊
松

(

25)

。｢

善
導
寺
、
松
江
寺
院
之
名｣

の
自
注
あ
り
。

【
10
】
一
柯
清
影
一
條
流
。
水
上
浮
沈
伴
白
鴎
。
父
子
三
年
未
相
見
。
数
行
紅
涙
落
難
留
。

【
11
】
幾
開
鸞
鏡
照
新
粧
。
雲
鬢
梳
来
只
自
傷
。
皓
歯
明
眸
為
誰
艶
。
空
教
紅
涙
湿
黄
裳
。

【
12
】

富
子

此
地
数
年
猶
未
帰
。
宵
々
紅
涙
漂
閨
幃
。
憐
君
青
女
繍
秋
手
。
好
為
阿
郎
縫
錦
衣
。

富
子
。
浪
花
之
産
。
幼
来
松
江
。
夙
有
才
色
之
名
。
傍
能
裁
縫
。
転
結
故
及
。

＊
松

(

43)

。
自
注
も
ほ
ぼ
同
じ
。

【
13
】

朝
霧

三
生
石
上
結
良
縁
、
互
約
後
宵
契
已
堅
。
咫
尺
情
郎
看
不
見
、
朦
朧
朝
霧
罩
簾
前
。

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

四)

二
七



＊
松

(

31)

。
自
注

｢

朝
霧
時
病
眼
、
故
及｣

。
朝
霧
は
浅
桐
と
し
て
荘
二
に
も
見
え
る
。

【
14
】

小
芳
野

紅
唇
一
咲
百
媚
生
。
吉
士
懐
春
豈
耐
情
。
天
性
艶
姿
又
清
質
。
呼
為
芳
野
不
羞
名
。

当
時
の

『
山
陰
新
聞』

を
閲
す
る
と
、
篠
田
謙
治
が
松
江
に
来
る
少
し
前
頃
か
ら
、
松
江
の
妓
楼
を
詠
む
竹
枝
詞
や
そ
の
亜
流
が
盛
ん

に
載
り
始
め
る
。
こ
の
気
風
が
、
篠
田
謙
治
に
刺
激
を
与
え
た
か
も
し
れ
な
い
。
詠
ま
れ
た
妓
女
の
名
前
が
共
通
す
る
の
が
面
白
い
。
例

え
ば
、
次
の
詩
。

●
一
八
八
四

(

明
治
十
七)
年
五
月
二
十
五
日

『

山
陰
新
聞』

松
江
竹
枝
詞

佐
川
半
醒

李
雪
桜
雲
湾
又
湾
。
春
人
遂
勝
競
来
還
。
菅
公
祠
外
轟
名
者
。
米
鶴
絃
声
歌
吉
顔
。

＊

｢

歌
吉｣

は
松

(

41)

も
詠
む
。
松

(
33)

に
玉
鶴
を
詠
む
が
、
或
い
は
米
鶴
と
同
一
人
物
か
。

ま
た
、
荘
堅
渓
な
る
人
が
松
江
の
妓
女
達
を
詠
ん
だ
も
の
が
あ
り
、
幾
人
か
は
、
松
江
竹
枝
が
取
り
上
げ
た
妓
女
と
重
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
は
、

●
一
八
八
四

(

明
治
十
七)

年
五
月
二
十
三
日

『

山
陰
新
聞』

雑
記

＊
略
称
：
荘

●
一
八
八
四

(

明
治
十
七)

年
七
月
二
日

『

山
陰
新
聞』

淞
涯
芳
譜
拾
遺

荘
堅
渓
戯

＊
略
称
：
荘
二

の
二
つ
で
あ
る
が
、
長
文
な
の
で
省
略
し
た
。
上
の
Ⅰ
で
、
詠
ま
れ
た
妓
女
名
が
共
通
す
る
場
合
指
摘
を
し
て
お
い
た
。

Ⅲ

篠
田
謙
治
の
他
の
作
品

(『

山
陰
新
聞』

所
収
漢
詩)

篠
田
謙
治
は
、
竹
枝
以
外
に
数
多
く
の
詩
を

『

山
陰
新
聞』

に
発
表
し
て
い
る
。
こ
ち
ら
は
、
外
聞
を
憚
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
か
、
姓

二
八



名
を
公
表
し
て
い
る
。
こ
れ
で
、
精
軒
痴
史
＝
篠
田
謙
治
で
あ
る
こ
と
が
解
明
で
き
た
。

●
一
八
八
五

(

明
治
十
八)

年
十
二
月
十
日

『

山
陰
新
聞』

弁
慶

篠
田
精
軒

背
後
鋸
槌
何
所
用
。
不
如
単
策
脱
危
艱
。
還
因
浄
業
当
年
力
。
打
破
人
間
生
死
関
。

木
曾
義
仲

誰
道
将
相
無
常
種
。
児
戯
平
生
事
射
騎
。
夙
看
蛟
龍
捲
風
雲
。
平
安
城
裏
樹
白
幟
。
物
情
恟
々
奈
難
治
。
将
帥
又
非
宗
廟
器
。
人
笑
楚

人
沐
猴
冠
。
前
狼
失
穴
雖
可
喜
。
後
虎
挟
乙
我
豈
安
。
旁
観
無
乃
襲
卞
荘
之
故
智
。
一
朝
壇
浦
又
粟
津
。
鷸�
両
遺
漁
人
利
。
君
不
聞

呉
蜀
特
角
苦
当
塗
。
鼎
足
之
業
亦
不
迂
。
蘇
山
髣
髴
小
剣
閣
。
将
軍
胡
不
早
負
嵎
。

●
一
八
八
五

(

明
治
十
八)

年
十
二
月
二
十
六
日

『

山
陰
新
聞』

寄
勝
田
睡
僊

精
軒

篠
田
謙
治

奇
癖
同
縁
訂
会
盟
。
忘
形
初
不
問
枯
栄
。
雄
渾
笑
我
文
章
拙
。
豊
艶
喜
君
詩
調
正
。
紅
菜
風
軽
孤
蝶
影
。
緑
陰
昼
静
晩
鶯
声
。
看
他
世

道
論
心
者
。
翻
手
涼
炎
何
呈
評
。

寄
河
野
苔
洲

禅
心
如
月
皎
無
瑕
。
笑
看
栄
枯
世
上
花
。
不
染
錦
城
歌
吹
海
。
山
陰
帰
臥
一
袈
裟
。

寄
高
橋
泥
舟

氏
住
東
京
牛
込

迅�
振
古
林
。
繁
霜
摧
籬
菊
。
歳
時
看
崢�
。
何
以
慰
幽
独
。
可
人
在
平
生
。
一
見
情
已
熟
。
僂
指
当
時
先
。
居
士
最
奇
卓
。
心
如
古

逸
民
。
仏
書
享
清
福
。
鎗
術
輝
日
東
。
書
法
普
流
俗
。
遠
近
頗
称
之
。
謝
官
不
求
禄
。
聞
名
心
已
慕
。
豈
図
来
吾
屋
。
嗟
予
在
塵
覊
。

校
書
直
芸
局
。
文
章
鳳
已
題
。
更
見
一
尊
醪
。
傾
之
如
失
偶
。
廻
傷
車
轣
轆
。
爾
来
頻
相
違
。
有
若
寒
与
燠
。
清
縁
已
如
許
。
乖
斥
一

何
速
。
離
合
固
有
常
。
眉
尖
動
易
蹙
。
世
間
為
好
事
。
須
先
忍�
跼
。
況
是
文
字
交
。
不
在
疎
与
数
。
万
里
如
比
隣
。
貂
尾
狗
可
続
。

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

四)

二
九



而
今
寄
詩
篇
。
莫
使
音��
。

●
一
八
八
六

(

明
治
十
九)

年
一
月
十
日

『

山
陰
新
聞』

丙
戌
元
旦
作
寄

篠
田
精
軒
草

淞
南
松
田
君

和
風
吹
徹
旭
旗
斜
。
好
是
春
光
好
物
華
。
山
帯
浮
嵐
生
暖
翠
。
梅
纏
新
雪
呈
嬌
花
。
佩
環
声
向
城�
響
。
撃
壌
歌
盈
閭
巷
譁
。
更
有
一

峯
称
仙
嶽
。｢

大
山
在
伯
耆｣

千
秋
秀
色
属
誰
家
。

瑞
気
氤�
麗
彩
霞
。
繁
華
亦
不
異
京
華
。
江
山
有
約
先
呈
色
。
草
木
無
情
猶
孕
花
。
紫
陌
頌
歌
随
処
起
。
朱
門
車
馬
為
春
譁
。
和
風
吹

遍
文
明
化
。
万
国
而
今
同
一
家
。

鶴
契
千
年

｢

千
家
氏
兼
題｣

松
竹
満
門
累
葉
鮮
。｢

千
家
氏
累
世
長
寿
故
及｣

仙
禽
高
舞
亀
山
巓
。｢

亀
山
地
名｣

蓬
莱
寄
作
君
家
物
。
又
是
春
風
小
洞
天
。

寄
藤
祝

織
綺
繍
霞
裁
綴
工
。
年
々
引
蔓
豈
終
窮
。
長
條
千
尺
出
雲
樹
。
窈
窕
繁
華
紫
半
空
。

松
江
雑
詩

京
坂
秋
風
雲
石
春
。
青
年
空
帯
客
衣
塵
。
帰
来
只
合
掃
墳
墓
。
悔
我
東
西
南
北
人
。

雲
巻
復
舒
屡
変
姿
。
山
開
還
隠
態
何
奇
。
吟
哦
未
得
上
乗
作
。
過
眼
雲
山
皆
我
詩
。｢

近
時
有
過
眼
録
自
纂｣

●
一
八
八
六

(

明
治
十
九)

年
二
月
九
日

『

山
陰
新
聞』

(｢

将
赴
任
広
瀬
留
別
不
休
吟
社
諸
彦｣

飯
島
半
村
の
詩
に
続
い
て
、
松
田
淞
南
以
下
４
名
が

｢

送
半
村
兄
赴
任
広
瀬｣

を
作
り
、
山

本
白
水
以
下
４
名
が

｢

送
半
村
飯
島
君
赴
任
広
瀬
次
其
留
別
之
韻｣

を
作
っ
た
。
後
者
に
篠
田
謙
治
が
名
を
連
ね
て)

同

篠
田

精
軒

三
〇



旅
装
行
看
景
物
加
。
馬
蹄
香
雪
富
田
花
。
一
簇
紅
雲
低
不
堕
。
春
風
吹
断
月
山
霞
。

●
一
八
八
六

(

明
治
十
九)

年
三
月
二
十
三
日

『

山
陰
新
聞』

春
声

精
軒

篠
田
謙
治

欲
将
律
呂
試
朱
絲
。
已
聴
東
風
動
緑
枝
。
細
雨
簾
繊
芳
夢
静
。
一
檐
滴
瀝
午
陰
遅
。
梅
花
落
月
楼
頭
笛
。
楊
柳
清
歌
席
上
詩
。
誰
識
狂

生
多
感
触
。
満
山
啼
鳥
倒
尊
時
。

春
色

遅
々
麗
景
満
寰
区
。
江
碧
山
青
似
画
図
。
日
暖
残
烟
浮
遠
渚
。
風
和
香
雨
染
平
蕪
。
烟
霞
粧
出
笙
歌
市
。
錦
繍
織
成
花
柳
衢
。
直
到
点

紅
間
万
緑
。
使
人
随
処
燃
金
鬚
。

春
夜
睡
覚
微
暖
枕
上
口
占
得
韻
東

雪
後
寒
還
退
。
也
知
酒
力
融
。
爐
薫
吹
睡
夢
。
檐
溜
静
簾�
。
梅
影
初
春
月
。
鐘
声
半
夜
風
。
清
香
何
処
至
。
瓶
有
玉
玲
瓏
。

次
が
、
松
江
に
別
れ
を
告
げ
る
と
き
に
作
っ
た
、『

山
陰
新
聞』

所
載
の
最
後
の
詩
。
丙
戌
は
一
八
八
六

(

明
治
十
九)

年
。
四
月
念

八
日
は
四
月
二
十
八
日
。
新
暦
で
あ
ろ
う
。
苧
坊
は
今
の
苧
町

(

お
ま
ち)

。
現
在
の
松
江
市
役
所
の
附
近
。
玉
造
温
泉
に
遊
び
、
掛
合

町
か
ら
、
お
そ
ら
く
広
島
に
抜
け
て
、
故
郷
の
東
京
に
向
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

●
一
八
八
六

(

明
治
十
九)

年
五
月
六
日

『

山
陰
新
聞』

留
別
松
江
諸
子

篠
田
精
軒

草

客
中
送
客
涙
痕
多
。
却
唱
陽
関
三
畳
歌
。
尤
是
今
朝
留
別
処
。�
袍
恋
々
奈
君
何
。

松
江
此
去
恨
何
頻
。
春
過
青
山
碧
水
濱
。
千
里
従
今
張
翰
興
。
宵
々
応
夢
到
鱸�
。

晩
桜
隔
水
映
斜
暉
。
一
片
丹
心
憶
帝
畿
。
父
子
三
年
不
相
見
。
恨
遅
鴻
雁
故
郷
帰
。

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

四)

三
一



流
水
落
花
三
餞
春
。
陽
関
一
曲
賦
詩
頻
。
離
愁
如
此
君
看
取
。
送
別
人
為
留
別
人

橋
畔
何
人
折
贈
楊
。
離
愁
心
緒
綫
来
長
。
寄
言
青
帝
笑
吾
否
。
今
日
伴
春
帰
故
郷
。

丙
戌
四
月
念
八
日
。
亭
午
発
島
根
郡
苧
坊
。
未
時
早
已
至
意
宇
郡
玉
造
。
浴
後
起
而
倚
欄
干
。
客
楼
風
物
又
不
可
言
也
。
立
賦
詩
数

首
以
附
稿
于
督
郵
。

人
道
霊
泉
功
験
多
。
硫
烟
高
捲
玉
山
阿
。
神
医
難
療
薬
難
治
。
名
利
場
中
幾
個
痾
。

半
日
来
遊
積
翠
間
。
天
然
風
物
小
仙
寰
。
無
人
来
説
風
塵
事
。
臥
看
飛
青
一
髪
山
。

峻
峯
突
兀
水
潺
湲
。
日
落
層
嵐
積
翠
間
。
禿
筆
一
枝
在
吾
手
。
写
来
米
点
幾
重
山
。

松
江
留
別
即
事

落
花
流
水
去
難
留
。
泣
送
東
帰
万
里
舟
。
橋
畔
柳
楊
垂
不
語
。
朝
風
暮
雨
管
離
愁
。｢

万
里
別
一
葉｣

飯
石
郡
掛
合
旅
亭
作

緑
酒
紅
燈
亦
一
時
。
昨
非
今
是
覚
何
遅
。
春
風
朧
月
客
中
景
。
付
与
筆
奴
皆
入
詩
。

長
亭
短
駅
弄
吟
毫
。
自
覚
当
時
詩
気
豪
。
一
旦
書
生
為
税
吏
。
割
鶏
何
必
用
牛
刀
。

観
落
花
有
感

昨
日
満
枝
花
。
今
朝
満
庭
雪
。
清
姿
雖
可
賞
。
其
奈
過
芳
節
。
豈
無
茵
溷
殊
。
終
然
期
煙
滅
。
所
以
超
脱
人
。
盤
楽
在
巌
穴
。

紫
牡
丹

人
間
応
比
紫
漸
郎
。
文
彩
風
流
圧
衆
芳
。
宸
苑
祥
霊
逢
李
白
。
長
城
春
色
笑
王�
。
好
呼
瑞
硯
描
長
艶
。
莫
使
蘭
芽
妬
国
香
。
未
信
姚

黄
冠
陸
譜
。
幾
篇
評
品
費
詞
章
。｢

自
註
陸
務
牡
丹
譜
以
姚
黄
為
首｣

『

山
陰
新
聞』

所
収
の
漢
詩
を
調
べ
る
上
で
、『

山
陰
新
聞
文
芸
記
事
総
覧』

明
治
十
五
年�
大
正
元
年

(

寺
本
喜
徳
編

島
根
県
立

島
根
女
子
短
期
大
学
国
語
国
文
会
一
九
九
九
年
二
月)

が
大
変
に
役
立
っ
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
示
し
た
い
。

三
二



Ⅳ

篠
田
謙
治
の
和
歌

篠
田
謙
治
は
、
漢
詩
人
と
し
て
よ
り
も
、
歌
人
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
人
で
あ
る
。『

明
治
・
大
正
・
昭
和
の
読
売
新
聞

(

読
売
新
聞

社
Ｃ
Ｄ�
Ｒ
Ｏ
Ｍ)』

に
よ
っ
て
、｢

篠
田
謙
治｣

名
を
検
索
し
た
と
こ
ろ
、『

読
売
新
聞』

の
文
芸
関
係
を
収
め
た
付
録
版

(

月
曜
附
録
と

題
す)
に
彼
の
歌
数
首
を
見
出
し
た
。
歌
会
を
主
催
し
、
自
作
も
含
め
た
選
歌
を
読
売
新
聞
に
寄
稿
し
た
ら
し
い
。
し
ば
し
ば

｢

新
題｣

と
銘
打
つ
よ
う
に
、
明
治
開
化
の
舶
来
の
珍
奇
な
も
の
を
題
材
に
し
た
歌
が
多
い
。
以
下
、
検
索
結
果
を
引
く
が
、
読
み
や
す
い
よ
う
に

原
文
の
レ
イ
ア
ウ
ト
や
句
読
点
振
り
仮
名
等
を
、
改
め
た
り
省
略
し
た
り
し
て
い
る
。
小
竹
園

(

し
ょ
う
ち
く
え
ん)

は
、
篠
田
謙
治
の

歌
人
と
し
て
の
雅
号
。
先
述
の
研
究
ノ
ー
ト
を
発
表
し
て
か
ら
、
更
に
四
首
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

●
一
八
九
八

(

明
治
三
十
一)
年
十
月
三
日

『

読
売
新
聞』

附
録
一
面

神
田
今
川
小
路
玉
川
堂
開
筵
月
並
歌
娯
会

九
月
廿
六
日
当
座
競
点
当
選
歌

紫
式
部甲

篠
田
謙
治

玉
簾
の
を
す
の
外
山
の
雪
よ
り
も
光
は
高
し
秋
の
夜
の
月

初
秋
虫

甲

篠
田
謙
治

夕
月
の
影
さ
す
庭
の
草
か
く
れ
ほ
の
か
に
虫
の
鳴
そ
め
に
け
り

●
一
八
九
八

(

明
治
三
十
一)

年
十
月
二
十
四
日

『

読
売
新
聞』
附
録
二
面

小
竹
園
月
並
新
題
競
点

会
主

篠
田
謙
治

鈴
木
重
嶺
翁
撰

人
造
麝
香

篠
田
謙
治

ひ
ら
け
ゆ
く
人
の
工

(

た
く)

み
の
現
れ
て

高
き
匂
ひ
ぞ
世
に
薫
り
け
れ

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

四)

三
三



●
一
八
九
八

(

明
治
三
十
一)

年
十
月
三
十
一
日

『

読
売
新
聞』

附
録
三
面

玉
川
堂
開
筵
月
並
歌
娯
会

十
月
廿
五
日
当
座
各
評
高
点
歌

暮
秋
擣
衣

秋
深
み
露
を
も
霜
と
置
か
へ
て
う
つ
袖
寒
し
夜
半
の
狭
衣

篠
田
謙
治

古
戦
場

朝
日
影
消
し
昔
の
あ
と
と
へ
ば
夕
霜
深
し
粟
津
野
の
原

篠
田
謙
治

●
一
八
九
八

(

明
治
三
十
一)

年
十
一
月
十
四
日

『

読
売
新
聞』

附
録
一
面

小
竹
園
月
並
新
題
競
点

会
主

篠
田
謙
治

鈴
木
重
嶺
翁
選

人
造
麝
香

篠
田
謙
治

世
の
人
の
造
る
薫
り
も
高
か
る
を

獣
に
の
み
と
思
ひ
け
る
か
な

●
一
八
九
八

(

明
治
三
十
一)

年
十
一
月
二
十
八
日

『

読
売
新
聞』

附
録
一
面

小
竹
園
新
題
月
並
競
点

会
主

篠
田
謙
治

選
者

江
刺
恒
久
君

先
光
清
風
君

蓄
音
機

篠
田
謙
治

亡

(

な
き)

人
の
こ
は
ね
を
今
も
聞
得

(

き
き
う)
る
は
、
こ
れ
の
器
の
あ
れ
ば
也
け
り

●
一
八
九
九

(

明
治
三
十
二)

年
二
月
二
十
日

『

読
売
新
聞』

附
録
一
面

小
竹
園
新
題
競
点

会
主

篠
田
謙
治

久
我
既
酔
公
選

◎
開
業
提
灯

篠
田
謙
治

商
業

(

な
り
は
ひ)

の
い
や
栄
ゆ
べ
き
君
が
代
の

光
を
仰
ぐ
千
々
の
と
も
し
火

●
一
八
九
九

(

明
治
三
十
二)

年
三
月
二
十
七
日

『

読
売
新
聞』

附
録
三
面

小
竹
園
新
題
競
点

会
主

篠
田
謙
治

三
四



小
出
粲
大
人
選

○
裸
体
画

●
篠
田
謙
治

麗
し
き
膚

(

は
だ
へ)

を
見
す
る
写
し
絵
に

顔
を
そ
む
く
る
人
も
有
け
り

久
我
既
酔
公
選

○
市
区
改
正

●
篠
田
謙
治

市
町

(
い
ち
ま
ち)

の
大
路
も
今
は
あ
ら
た
ま
り

世
は
便

(

た
よ
り)

好

(

よ
く)

な
ら
ん
と
す
ら
ん

●
一
八
九
九

(
明
治
三
十
二)

年
七
月
三
日

『

読
売
新
聞』

附
録
二
面

小
竹
園
月
次
歌
会
兼
題

夜
郭
公

(

よ
る
の
ほ
と
と
ぎ
す)

篠
田
謙
治

大
方
の
人
は
眠

(

ね
む
り)

し
小
夜
中
に

我
独
聞

(

わ
れ
ひ
と
り
き
く)

初
ほ
と
と
ぎ
す

本
訳
注
は

・
二
○
○
七�
二
○
○
九
年
度

山
陰
地
域
古
典
文
学
資
料
の
公
開
に
関
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

代
表
者
蘆
田

耕
一

・
二
○
○
八�
二
○
○
九
年
度

歴
史
・
文
化
資
源
を
活
か
し
た

｢

地
域
ま
る
ご
と
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム｣

化
実
践
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

〜
島
根
大
学
旧
奥
谷
宿
舎
を
取
り
巻
く

｢

ひ
と
・
ま
ち
・
な
り
わ
い｣

を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
〜

代
表
者
会
下

和
宏

田
中

則
雄

竹
永

三
男

に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

『

松
江
竹
枝』

訳
注

(

四)

三
五


