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介
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塩　

見　

邦　

彦

 

︵
鳥
取
大
学
名
誉
教
授
・
島
根
大
学
元
教
授
︶

摘
　
　
要

正
墻
適
處
は
鳥
取
城
下
で
文
政
元
年
︵
一
八
一
八
︶
に
生
を
う
け
︑
明
治
八
年
︵
一
八
七
五
︶
に
亡
く
な
っ
た
武
士
で
あ
る
︒
と
同
時
に
漢
詩
人
と
し
て
活

躍
し
た
人
物
で
あ
り
︑
こ
の
時
代
に
お
い
て
傑
出
し
た
詩
人
で
も
あ
る
︒
こ
こ
に
数
回
に
わ
た
っ
て
︑
彼
の
詩
集
﹃
研
志
堂
詩
鈔
﹄
の
選
訳
及
び
注
釈
を
試

み
る
︒
彼
は
詩
人
の
心
と
画
人
の
心
と
を
も
っ
て
︑
自
然
を
見
た
の
で
あ
っ
て
︑
結
果
と
し
て
そ
れ
が
漢
詩
と
い
う
世
界
に
結
実
し
た
︒
そ
の
た
め
に
︑
唐

詩
・
宋
詩
の
作
風
に
学
ん
だ
こ
と
を
︑
実
証
的
に
説
明
す
る
︒

キ
ー
ワ
ー
ド
:
正
墻
適
處
︑
研
志
堂
詩
鈔
︑
幕
末
︑
明
治
︑
鳥
取
︑
漢
詩

梅
花　
　

梅
の
花

雪
霜
堆
裏
絶
纎
塵　
　

雪
霜
の
堆
裏　

纎
塵
を
絶
し　

未
値
孤
山
真
賞
人　
　

未
だ
孤
山
の
真
の
賞
す
る
人
に
値
︵
あ
︶
わ
ず

豈
向
春
園
伍
群
卉　
　

豈
に
春
園
に
向
︵
あ
︶
り
て　

群
卉
に
伍
せ
ん　

斷
橋
茅
屋
舊
精
神　
　

断
橋　

茅
屋　

旧
精
神

一
別
家
山
山
後
花　
　

一
た
び
別
る　

家
山　

山
後
の
花　

客
居
無
地
種
梅
花　
　

客
居 

地
の
梅
花
を
種
う
る
な
し　

書
窓
纔
挿
瓶
中
看　
　

書
窓　

纔
か
に
瓶
中
に
挿
し
て
看
る

却
笑
憐
花
是
厄
花　
　

 

却
っ
て
笑
う　

花
を
憐
れ
む
は　

是
れ
花
を
厄
︵
く
る
︶

し
む
る
を

緩
曳
吟
筇
趁
夕
暉　
　

緩
︵
ゆ
る
︶
や
か
に
吟
筇
を
曳
き　

夕
暉
を
趁
︵
お
︶
う

村
家
寂
寂
兩
三
扉　
　

村
家　

寂
寂
と
し
て　

両
三
扉　

渓
山
一
路
尋
梅
去　
　

渓
山　

一
路　

梅
を
尋
ね
て
去
れ
ば　

滿
袖
香
雲
掃
不
飛　
　

滿
袖
の
香
雲　

掃
け
ど
も
飛
ば
ず

四
三
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︻
詩
題
︼
梅
の
花
︵
其
の
一
︶

︻
大
意
︼
雪
や
霜
に
埋
れ
た
中
で
細
か
い
塵
を
断
ち
︑
一
つ
の
山
の
中
で
本
当
に

自
分
を
愛
で
て
く
れ
る
人
に
出
会
わ
な
い
︒
春
の
園
の
中
で
多
く
の
草
と
並
ん
で

い
る
が
︑
途
切
れ
た
橋
︑
茅
葺
き
の
家
︑
そ
の
よ
う
な
中
で
こ
そ
梅
は
真
価
を
発

揮
す
る
の
だ
︒

︻
語
釈
︼
○
孤
山
真
賞
人
︱
西
湖
の
畔
の
孤
山
で
梅
と
鶴
を
友
と
し
て
暮
ら
し
た

と
い
う
宋
代
の
林
逋
の
こ
と
︒
○
向
︱
﹁
在
﹂
と
同
じ
︒
○
断
橋
︱
壊
れ
落
ち
て

渡
れ
ぬ
橋
︒
西
湖
の
断
橋
も
意
識
す
る
か
︒

︻
詩
題
︼
梅
の
花
︵
其
の
二
︶

︻
大
意
︼
一
度
故
郷
を
離
れ
た
が
︑
山
の
裏
の
梅
の
花
は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ

う
︒
寓
居
に
梅
の
木
を
植
え
る
土
地
も
な
く
︑
私
は
窓
辺
の
花
瓶
に
梅
花
を
投
げ

入
れ
て
見
る
だ
け
だ
︒
梅
花
を
憐
れ
ん
で
い
て
も
逆
に
花
を
苦
し
め
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
自
嘲
し
て
し
ま
う
︒

︻
語
釈
︼
○
家
山
︱
故
郷
︒
故
山
︒
○
纔
︱
少
し
︒
わ
ず
か
に
︒

︻
詩
題
︼
梅
の
花
︵
其
の
三
︶

︻
大
意
︼
ゆ
っ
く
り
と
杖
を
つ
き
な
が
ら
詩
を
吟
じ
︑
夕
日
を
追
っ
て
歩
い
て
ゆ

く
︒
村
の
家
々
は
ひ
っ
そ
り
と
し
て
二
三
軒
の
家
が
見
え
る
︒
山
も
谷
も
越
え
て

梅
が
咲
い
て
い
る
所
を
尋
ぬ
れ
ば
︑
我
が
衣
に
香
り
が
満
ち
︑
振
り
払
っ
て
も
消

え
そ
う
に
な
い
︒

︻
語
釈
︼
○
香
雲
︱
﹁
香
り
の
雲
﹂
で
あ
る
が
︑
こ
こ
で
は
﹁
梅
が
雲
の
よ
う
に

群
が
り
香
り
を
放
っ
て
い
る
こ
と
﹂
で
あ
ろ
う
︒

蓮　
　

蓮

微
風
細
雨
送
荷
香　
　

微
風　

細
雨　

荷
の
香
を
送
り　

貪
看
跳
珠
坐
晩
涼　
　

跳
珠
を
貪
り
看
て　

晩
涼
に
坐
す　

翠
蓋
滿
地
重
且
叠　
　

翠
の
蓋
は
池
︵
地
︶
を
満
し　

重
な
り
且
つ
畳
な
わ
る

寸
波
何
處
著
鴛
鴦　
　

寸
波　

何
れ
の
処
に
か　

鴛
鴦
を
著
せ
ん

︻
詩
題
︼
蓮
に
つ
い
て

︻
大
意
︼
微
か
な
風
と
細
か
い
雨
が
蓮
の
香
り
を
運
ん
で
く
る
︒
蓮
の
葉
の
上
で

転
げ
る
水
滴
を
坐
っ
て
見
て
い
る
と
︑
夕
暮
れ
の
涼
し
さ
が
感
ぜ
ら
れ
る
︒
緑
色

の
蓮
の
葉
が
池
を
満
た
し
て
重
な
り
︑
わ
ず
か
の
波
で
も
立
て
ば
︑
ど
こ
に
オ
シ

ド
リ
を
落
ち
着
か
せ
る
の
だ
ろ
う
︒

︻
語
釈
︼
○
重
且
疊
︱
重
ね
る
︒
重
な
る
︒
○
地
︱
池
の
字
の
誤
刻
で
あ
ろ
う
︒

　
　

蘭　
　

蘭

九
晼
春
回
抽
嫩
碧　
　

九
畹　

春
回
り　

嫩
碧
を
抽
し　

佳
人
長
欲
托
幽
僻　
　

佳
人
長
え
に
幽
僻
を
托
せ
ん
と
欲
す　

芳
根
縦
得
移
玉
階　
　

芳
根
は
縦
︵
た
と
︶
い
玉
階
に
移
す
を
得
れ
ど
も　

不
若
深
林
伍
竹
石　
　

若
か
ず　

深
林
に　

竹
石
に
伍
す
る
に

幾
歳
山
林
盟
不
寒　
　

幾
歳　

山
林　

盟
し
て
寒
か
ら
ず　

松
交
竹
友
境
方
寬　
　

松
の
交
わ
り　

竹
の
友
と
し
て
境　

方
に
寬
し　

恐
佗
開
落
關
君
意　
　

恐
る　

佗
の
開
き
落
ち
る
は
君
の
意
に
関
る　

且
寫
芳
根
画
裏
看　
　

且
つ
芳
根
を
写
し
て
画
裏
に
看
ん

四
四

訳
注
『
研
志
堂
詩
鈔
』
選
（
三
）（
塩
見
邦
彦
）

－ 191 －



︻
詩
題
︼
蘭
に
つ
い
て
︵
其
の
一
︶

︻
大
意
︼﹃
楚
辞
﹄
で
詠
わ
れ
た
よ
う
に
﹁
九
畹
﹂
に
春
が
来
て
︑
蘭
も
若
芽
を
出

し
た
︒
美
人
は
永
遠
に
片
田
舎
に
身
を
托
そ
う
と
し
て
る
︒
芳
し
い
根
は
も
し
階

段
の
下
に
移
し
た
と
し
て
も
︑
深
林
の
竹
や
石
と
並
べ
ら
れ
る
の
に
は
及
ば
な

い
︒

︻
語
釈
︼
○
九
畹
︱
﹁
畹
﹂
は
十
二
畝
︒﹁
余
既
滋
蘭
之
九
畹
兮
﹂︵﹃
楚
辞
﹄
離

騒
︶﹁
滋
蘭
﹂
は
﹁
蘭
を
滋
︵
う
︶
え
る
﹂
こ
と
︒
○
幽
僻
︱
片
田
舎
︒
辺
鄙
の
地
︒

○
玉
階
︱
き
ざ
は
し
︒

︻
詩
題
︼
蘭
に
つ
い
て
︵
其
の
二
︶

︻
大
意
︼
蘭
は
何
年
も
山
林
と
約
束
を
し
て
︑
決
し
て
誓
い
の
気
持
ち
が
つ
め
た

く
な
る
こ
と
は
な
い
︒
松
と
竹
と
を
友
と
し
て
そ
の
心
境
は
広
や
か
で
あ
る
︒
咲

き
散
る
の
は
蘭
・
お
前
の
心
次
第
だ
と
心
を
砕
い
て
心
配
し
て
い
る
が
︑
芳
し
い

根
を
描
い
て
絵
の
中
に
留
め
︑
ゆ
っ
く
り
と
眺
め
て
い
よ
う
︒

︻
語
釈
︼
○
盟
︱
き
わ
め
て
親
し
い
交
わ
り
︒
蘭
は
﹁
金
蘭
の
交
わ
り
﹂
と
し
て

使
用
さ
れ
る
︵﹃
易
﹄
繋
辭
上
︶
参
照
︒
◯
寒
︱
盟
約
が
薄
ら
ぐ
こ
と
︒

　

二
月
中
旬
將
歸
郷
題
姫
城
寓
居
壁　
　

二
月
中
旬
ま
さ
に
郷
に
帰
ら
ん
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
姫
城
の
寓
居
の
壁
に
題
す

長
鋏
青
春
歌
更
頻　
　

長
鋏
の
青
春　

歌
う
こ
と
更
に
頻
な
り　

高
堂
白
髪
憶
雙
親　
　

高
堂
の
白
髪　

双
親
を
憶
う　

家
山
殘
雪
梅
應
健　
　

家
山
の
残
雪　

梅
は
応
に
健
や
か
な
る
べ
く　

客
路
東
風
柳
已
新　
　

客
路　

東
風　

柳
已
に
新
た
な
り　

半
世
未
添
稽
古
力　
　

半
世　

未
だ
稽
古
の
力
を
添
え
ず

十
年
猶
作
遠
遊
人　
　

十
年　

猶
お
遠
遊
の
人
と
作
る　

蕭
然
明
日
花
朝
雨　
　

蕭
然
た
り　

明
日
は
花
朝
の
雨
な
る
も　

欲
逐
飛
鴻
歸
北
因　
　

飛
鴻
を
逐
い
て
北
因
に
帰
ら
ん
と
す

︻
詩
題
︼
二
月
中
旬
︑
故
郷
に
帰
ろ
う
と
し
て
姫
路
城
下
の
仮
寝
の
宿
の
壁
に
題

し
て

︻
大
意
︼
栄
達
を
求
め
た
若
い
頃
︑
詠
う
こ
と
は
も
っ
と
盛
ん
で
あ
っ
た
︒
今
や

両
親
は
白
髪
に
な
り
︑
二
人
が
気
が
か
り
だ
︒
故
郷
の
残
雪
を
思
い
︑
ま
た
梅
の

変
わ
ら
ぬ
姿
を
憶
う
︒
旅
路
で
は
東
風
が
吹
き
︑
柳
は
新
芽
を
出
し
て
い
る
だ
ろ

う
︒
盛
り
を
過
ぎ
た
今
で
は
詩
の
稽
古
す
る
力
も
と
も
な
わ
な
い
し
︑
十
年
も
の

間
流
浪
の
人
生
を
歩
ん
で
き
た
︒
ひ
っ
そ
り
と
静
か
な
明
日
は
二
月
の
雨
の
日
で

あ
ろ
う
が
︑
飛
ぶ
鴻
を
追
い
な
が
ら
北
の
か
た
︑
鳥
取
へ
と
帰
ろ
う
︒

︻
語
釈
︼
○
長
鋏
︱
﹁
鋏
﹂
は
つ
る
ぎ
︒
孟
嘗
君
の
客
・
馮
驩
が
待
遇
の
悪
さ
を

歎
じ
て
長
鋏
を
弾
じ
て
﹁
長
鋏
歸
來
乎
﹂
の
歌
を
詠
じ
た
と
い
う
故
事
に
基
づ
く

語
︒﹁
弾
鋏
﹂
と
も
︒
栄
達
を
求
め
る
意
に
用
い
る
︒
○
青
春
︱
青
年
︒﹁
容
色
如

青
春
﹂︵
李
白
詩
︶︒
○
高
堂
︱
父
母
を
い
う
︒
○
家
山
︱
故
郷
︒
故
山
︒
○
半
世

︱
半
世
を
過
ぎ
た
人
︒
盛
り
を
過
ぎ
た
人
︒
生
涯
の
半
分
︒
半
生
と
も
︒
○
蕭
然

︱
ひ
っ
そ
り
と
し
て
静
か
な
様
︒
○
花
朝
︱
陰
暦
二
月
の
異
称
︒
○
北
因
︱
北
の

因
州
︒
鳥
取
の
こ
と
︒

　
　

夏
日
偶
成　
　

夏
日
偶
成

庭
樹
陰
陰
緑
更
添　
　

庭
樹　

陰
陰
と
し
て　

緑
更
に
添
︵
ま
︶
し　

連
朝
霖
雨
未
知
炎　
　

連
朝　

霖
雨　

未
だ
炎
を
知
ら
ず　

麳
牟
幾
處
秋
方
熟　
　

麳
牟　

幾
處　

秋　

方
に
熟
し

四
五
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一
抹
黄
雲
入
亂
鎌　
　

一
た
び
黄
雲
を
抹
し
て　

乱
鎌
を
入
る

︻
詩
題
︼
夏
の
日
︑
た
ま
た
ま
で
き
た
詩

︻
大
意
︼
庭
の
樹
は
暗
く
茂
り
︑
緑
色
が
さ
ら
に
増
え
た
︒
毎
朝
続
い
て
い
る
長

雨
に
ま
だ
炎
暑
の
気
配
す
ら
な
い
︒
大
麦
が
所
々
に
稔
り
︑
ま
さ
に
麦
秋
の
時
を

迎
え
た
︒
一
筆
で
書
い
た
よ
う
な
黄
雲
︵
麦
︶
を
や
た
ら
と
鎌
で
刈
る
の
だ
︒

︻
語
釈
︼
○
陰
陰
︱
暗
い
様
︒
○
霖
雨
︱
三
日
以
上
降
り
続
く
雨
の
こ
と
︒
○
麳

牟
︱
大
麦
の
こ
と
︒
○
一
抹
︱
ひ
と
な
で
︒
一
刷
︒

　
　

題
自
画　
　

自
画
に
題
す

一
渓
涼
雨
一
蓑
風　
　

一
渓
の
涼
雨　

一
蓑
の
風　

峰
態
巒
容
半
欲
空　
　

峰
態　

巒
容　

半
ば
空
な
ら
ん
と
す　

日
暮
漁
翁
未
収
釣　
　

日
暮　

漁
翁　

未
だ
釣
を
収
め
ず　

扁
舟
留
在
亂
雲
中　
　

扁
舟
に
留
ま
り
て　

乱
雲
の
中
に
在
り

︻
詩
題
︼
自
分
の
絵
に
題
し
て

︻
大
意
︼
谷
川
に
降
る
雨
は
涼
し
く
︑
蓑
に
風
が
吹
き
つ
け
る
︒
高
い
峰
や
円
い

峰
が
空
半
分
を
占
め
て
い
る
︒
夕
暮
れ
︑
漁
師
は
ま
だ
釣
竿
を
し
ま
わ
ず
に
︑
小

船
に
留
ま
っ
て
乱
れ
た
雲
の
中
に
た
た
ず
ん
で
い
る
︒

︻
語
釈
︼
○
扁
舟
︱
さ
さ
や
か
な
舟
︒
小
舟
︒
○
峰
態
巒
容
︱
峰
巒
の
容
態
︒
高

い
峰
と
丸
い
峰
の
姿
︒

　
　

冬
夜
作　
　

冬
夜
の
作

雪
埋
庭
樹
月
將
晴　
　

雪
は
庭
樹
を
埋
め　

月
は
将
に
晴
れ
ん
と
す　

一
色
乾
坤
徹
底
清　
　

一
色
の
乾
坤　

底
を
徹
し
て
清
し　

冰
柱
倒
懸
玉
三
尺　
　

冰
柱
は
倒
懸
し　

玉
三
尺　

簷
端
點
滴
寂
無
聲　
　

簷
端
の
点
滴　

寂
と
し
て
声
な
し

︻
詩
題
︼
冬
の
夜
の
作

︻
大
意
︼
雪
は
庭
の
樹
を
埋
め
尽
く
し
︑
月
は
今
ま
さ
に
顔
を
出
そ
う
と
し
て
い

る
︒
見
渡
す
限
り
の
雪
の
色
は
あ
く
ま
で
も
隅
々
ま
で
清
い
︒
ツ
ラ
ラ
は
軒
先
に

下
が
り
︑
き
ら
き
ら
と
三
尺
も
の
長
さ
で
あ
る
が
︑
軒
先
か
ら
は
ぽ
た
り
ぽ
た
り

と
落
ち
る
音
以
外
︑
深
と
静
ま
り
か
え
っ
て
い
る
︒

︻
語
釈
︼
○
冰
柱
︱
氷
の
柱
︒
こ
こ
は
﹁
ツ
ラ
ラ
﹂
の
こ
と　

○
徹
底
︱
隅
々
ま

で
行
き
届
く
こ
と
︒
○
點
滴
︱
ぽ
た
り
ぽ
た
り
と
落
ち
る
雫
の
こ
と
︒

　
　

題
梅
澹
卿
画
山
水
巻
後　
　

梅
澹
卿
の
画
山
水
巻
後
に
題
す

煙
村
遺
墨
雨
中
圖　
　

煙
村
の
遺
墨　

雨
中
の
図　

題
詠
交
遊
半
有
無　
　

題
に
交
遊
を
詠
む
も　

半
ば
有
無　

持
去
夜
窓
挑
燭
看　
　

持
ち
去
り
て
夜
窓　

燭
を
挑
げ
て
看
る　

山
光
水
色
更
糢
糊　
　

山
光　

水
色　

更
に
糢
糊
た
り

︻
詩
題
︼
梅
澹
卿
の
﹁
画
山
水
巻
﹂
の
後
に
題
し
て

︻
大
意
︼
煙
村
︵
梅
澹
卿
︶
の
残
さ
れ
た
筆
跡
の
雨
中
の
図
︒
題
に
は
交
遊
を
詠
ん

で
い
る
が
︑
消
え
か
か
っ
て
い
る
所
と
残
っ
て
い
る
所
と
が
相
半
ば
し
て
い
る
︒
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此
の
図
巻
を
持
ち
帰
り
夜
の
窓
辺
で
灯
を
掲
げ
て
見
る
の
だ
が
︑
山
の
景
色
も
水

の
色
も
ぼ
ん
や
り
と
見
え
る
だ
け
︒

︻
語
釈
︼
○
梅
澹
卿
︱
︵
？

－

？
︶
鳥
越
烟
村
︒
江
戸
後
期
の
画
家
︒
備
前
岡
山
藩

士
︒
天
保
末
か
ら
弘
化
年
間
に
活
躍
︒
名
は
霖
︒
後
に
澹
︒
字
は
澹
卿
︒
通
称
は

仙
蔵
︒
号
は
烟
村
︒
別
号
に
梅
圃
︒
○
遺
墨
︱
故
人
の
筆
跡
︒
死
後
に
残
っ
た
書

画
︒
○
有
無
︱
有
る
所
と
無
い
所
と
︒
○
山
光
︱
山
の
景
色
︒
山
色
︒
○
糢
糊
︱

模
糊
︒
は
っ
き
り
し
な
い
様
︒
ぼ
ん
や
り
と
し
た
様
子
︒

　
　

街
川
途
上　
　

街
川
途
上
に
て

角
角
雞
聲
何
處
家　
　

角
角
た
り
鶏
声　

何
れ
の
処
の
家
か　

竹
籬
茅
屋
月
將
斜　
　

竹
籬　

茅
屋　

月
将
に
斜
め
な
ら
ん
と
す　

不
堪
多
露
衣
裳
濕　
　

堪
え
ず　

露
多
く
衣
裳
湿
る
に　

滿
野
秋
風
香
稲
花　
　

満
野
の
秋
風　

稲
花
を
香
ら
す

︻
詩
題
︼
街
川
途
上
で

︻
大
意
︼
鳥
の
鳴
き
声
が
聞
こ
え
た
が
︑
一
体
ど
こ
の
家
で
あ
ろ
う
か
︒
竹
の
籬
︑

か
や
ぶ
き
の
屋
根
に
月
は
傾
き
か
け
て
い
る
︒
露
が
多
く
て
着
て
い
る
も
の
も

す
っ
か
り
湿
っ
て
し
ま
っ
た
が
︑
原
野
に
満
て
る
秋
風
が
稲
の
香
り
を
運
ん
で
く

る
︒

︻
語
釈
︼
○
街
川
︱
町
川
の
こ
と
を
こ
の
よ
う
に
表
現
し
た
か
？　

も
し
そ
う
な

ら
岡
山
県
勝
央
町
・
奈
義
町
近
辺
を
言
う
︒
○
角
角
︱
雉
の
鳴
き
声
︒
こ
こ
で
は

鶏
の
こ
と
か
︒

　

中
元
和
桂
屋
老
人
山
荘
即
事
韻　
　

中
元
に
桂
屋
老
人
の
山
荘
即
事
の
韻
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

和
す

文
墨
何
縁
住
此
荘　
　

文
墨　

何
に
縁
あ
っ
て
か
此
の
荘
に
住
む　

與
君
幸
占
一
書
房　
　

君
と
幸
い
に
も
占
む　

一
書
房

晩
餐
有
酒
同
三
酌　
　

晩
餐
は
酒
有
り
同
に
三
酌　

睡
起
思
茶
乞
半
湯　
　

睡
よ
り
起
き
て
茶
を
思
い
半
湯
を
乞
う　

嶋
影
糢
糊
纏
殘
雨　
　

嶋
影
は
糢
糊
と
し
て
残
雨
を
纏
い

蟲
聲
斷
續
欲
斜
陽　
　

虫
声
は
断
続
し
て
斜
陽
な
ら
ん
と
す　

胡
床
相
對
梧
桐
底　
　

胡
床
に
相
い
対
す
梧
桐
の
底　

領
略
秋
風
多
少
涼　
　

領
略
す　

秋
風　

多
少
の
涼

︻
詩
題
︼
中
元
節
に
桂
屋
老
人
の
﹁
山
荘
即
事
﹂
の
韻
に
和
韻
し
た
詩

︻
大
意
︼
詩
文
や
書
画
で
︑
ど
う
し
て
こ
の
山
荘
に
住
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒

君
と
は
幸
い
に
も
こ
の
書
斎
を
占
有
す
る
こ
と
が
で
き
た
︒
夕
餉
に
は
酒
が
出
て

共
に
三
杯
︒
眠
り
か
ら
覚
め
て
茶
が
欲
し
く
な
り
茶
碗
半
分
を
お
願
い
す
る
︒
こ

こ
か
ら
見
え
る
島
影
は
ぼ
ん
や
り
と
残
ん
の
雨
を
纏
い
︑
虫
の
声
は
断
続
的
に
聞

こ
え
て
︑
夕
陽
が
傾
こ
う
と
し
て
い
る
︒
桐
の
木
の
下
で
床
几
に
相
対
し
て
腰
掛

け
︑
秋
風
の
涼
し
さ
を
独
占
す
る
︒

︻
語
釈
︼
○
中
元
︱
中
元
節
︒
陰
暦
七
月
十
五
日
︒
○
桂
屋
老
人
︱
不
明
︒
○
和

韻
︱
他
の
詩
に
応
答
す
る
と
き
同
じ
韻
の
字
を
韻
に
踏
ん
で
作
詩
す
る
こ
と
を
言

う
︒
○
文
墨
︱
詩
文
・
書
画
等
の
技
︒
○
書
房
︱
書
斎
の
こ
と
︒
○
領
略
︱
意
義

を
悟
る
︒
納
得
す
る
︒
了
解
す
る
︒
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秋
郊
所
見　
　

秋
郊
所
見

坡
稻
秋
初
熟　
　

坡
稻
は
秋
の
初
に
熟
し　

黄
雲
未
上
鎌　
　

黄
雲
は
未
だ
鎌
に
上
ら
ず　

鼓
聲
村
社
晩　
　

鼓
声　

村
社
の
晩　

落
日
照
青
帘　
　

落
日　

青
帘
を
照
ら
す

︻
詩
題
︼
秋
の
郊
外
で
の
見
る
と
こ
ろ

︻
大
意
︼
斜
め
に
な
っ
た
稲
穂
は
初
秋
に
熟
す
が
︑
見
渡
す
限
り
稲
は
ま
だ
刈
り

取
る
時
期
で
は
な
い
︒
暮
れ
に
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
聞
こ
え
て
く
る
村
祭
り
の
太

鼓
の
音
︒
夕
日
の
中
に
酒
屋
の
旗
が
は
た
め
い
て
い
る
︒

︻
語
釈
︼
○
黄
雲
︱
黄
熟
し
た
穀
物
の
実
り
を
雲
に
比
し
て
言
う
︒
○
社
鼓
︱
神

社
の
太
鼓
︒
○
青
帘
︱
酒
屋
の
看
板
旗
︒
酒
旗
︒

　
　

田
家
秋
興　
　

田
家
秋
興

山
村
秋
社
後　
　

山
村　

秋
社
の
後　

家
醸
近
如
何　
　

家
醸　

近
ご
ろ
如
何　

水
落
渓
航
斷　
　

水
は
落
ち
て
渓
航
断
た
れ　

林
疎
野
鹿
過　
　

林
は
疎
に
し
て
野
鹿
過
ぐ　

微
霜
染
籬
菊　
　

微
霜
は
籬
菊
を
染
め　

寒
雨
入
農
蓑　
　

寒
雨
は
農
蓑
に
入
る　

處
處
舂
歌
急　
　

處
處　

舂
歌
急
に　

圃
場
遺
秉
多　
　

圃
場　

遺
秉
多
し

︻
詩
題
︼
田
舎
屋
の
秋
の
趣
︵
鳥
取
大
学
所
蔵
書
軸
で
は
﹁
田
園
秋
興
﹂
に
作
る
︒

︵
一
︶
の
写
真
︑
九
二
頁
︵
1
8
9
︶
下
段
参
照
の
こ
と
︒
こ
の
書
を
書
い
た
時
に

﹁
田
園
﹂
と
直
し
た
か
？
︶

︻
大
意
︼
山
村
の
秋
祭
り
の
後
︑
家
で
醸
し
た
濁
り
酒
は
こ
の
頃
い
か
が
で
し
ょ

う
︒
川
の
水
は
水
か
さ
が
落
ち
︑
谷
川
を
航
行
す
る
の
も
困
難
だ
し
︑
林
は
ま
ば

ら
で
そ
の
中
を
野
鹿
が
通
り
過
ぎ
て
ゆ
く
︒
わ
ず
か
の
霜
が
籬
の
菊
を
黄
に
染

め
︑
寒
々
と
し
た
雨
は
農
作
業
中
の
蓑
に
降
り
込
ん
で
来
る
︒
あ
ち
こ
ち
で
臼
で

つ
く
歌
声
が
急
に
聞
こ
え
だ
し
︑
野
菜
を
植
え
よ
う
と
す
る
畑
に
は
︑
稲
束
が
た

く
さ
ん
落
ち
た
ま
ま
だ
︒

︻
語
釈
︼
○
圃
場
︱
野
菜
を
植
え
る
畑
︒
○
舂
歌
︱
臼
で
米
を
つ
く
時
に
歌
う
歌
︒

○
遺
秉
︱
落
ち
て
忘
れ
ら
れ
た
稲
の
束
︒
田
の
傍
に
置
き
忘
れ
ら
れ
た
稲
束
︒

　
　

江
村
晩
雪　
　

江
村
の
晩
雪

滿
天
風
雪
捲
枯
蘆　
　

満
天
の
風
雪　

枯
蘆
を
捲
き　

崖
樹
無
枝
着
暮
烏　
　

崖
樹　

枝
の
暮
烏
を
着
く
る
な
し　

漁
艇
歸
來
難
繋
得　
　

漁
艇　

帰
来　

繋
ぎ
得
難
く　

江
村
一
路
白
糢
糊　
　

江
村　

一
路　

白
糢
糊
た
り

︻
詩
題
︼
江
村
の
夜
の
雪

︻
大
意
︼
空
に
満
つ
風
雪
が
枯
れ
た
芦
を
捲
き
上
げ
︑
岸
辺
の
木
々
に
は
枝
が
な

く
塒
を
探
す
鳥
は
取
り
付
く
島
も
な
い
︒
漁
師
の
船
も
帰
っ
て
き
た
も
の
の
舟
を

繋
ぐ
事
が
で
き
ず
︑
川
辺
の
村
の
道
は
白
く
ぼ
ん
や
り
と
か
す
ん
で
い
る
︒

︻
語
釈
︼
○
歸
來
︱
帰
っ
て
か
ら
︒﹁
来
﹂
は
﹁
来
る
﹂
意
味
で
は
な
く
︑
動
作
の

移
動
・
勧
誘
を
表
す
た
め
に
添
え
ら
れ
た
助
辞
︒
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將
航
小
豆
島
沮
風
泊
絵
島　
　

将
に
小
豆
島
に
航
せ
ん
と
し
て
風
に
沮
ま
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

絵
島
に
泊
る

島
影
依
稀
何
處
天　
　

島
影
は
依
稀
と
し
て
何
れ
の
処
か
天
な
る

孤
篷
片
月
夜
茫
然　
　

孤
篷　

片
月　

夜　

茫
然　

三
更
風
定
眠
初
穏　
　

三
更　

風
定
ま
り
て
眠
り
初
め
て
穏
や
か
な
り　

無
復
鐘
聲
到
客
船　
　

復
た
鐘
声
の
客
船
に
到
る
な
し

︻
詩
題
︼
小
豆
島
に
行
こ
う
と
し
て
風
に
阻
ま
れ
た
の
で
絵
島
に
宿
泊
し
た
時
の

詩︻
大
意
︼
島
影
は
は
っ
き
り
と
し
な
い
し
ど
こ
が
空
や
ら
︒
一
艘
の
小
舟
と
片
割

れ
月
︒
夜
は
取
り
と
め
も
な
く
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
る
︒
夜
中
に
風
が
や
み
︑
始

め
て
ゆ
っ
く
り
と
休
め
た
︒
で
も
こ
の
船
ま
で
鐘
の
音
が
届
く
こ
と
も
な
い
︒

︻
語
釈
︼
○
絵
島
︱
兵
庫
県
淡
路
島
北
東
部
に
あ
る
景
勝
地
︒
○
依
稀
︱
は
っ
き

り
し
な
い
様
︒
微
か
な
様
︒
○
孤
篷
︱
一
艘
の
小
舟
︒﹁
篷
﹂
は
竹
な
ど
で
編
ん

だ
舟
な
ど
の
被
い
︒
○
片
月
︱
片
割
れ
月
︒
○
鐘
聲
到
客
船
︱
有
名
な
﹁
楓
橋
夜

泊
﹂
の
詩
句
﹁
夜
半
鐘
聲
到
客
船
﹂
を
下
敷
き
に
し
た
表
現
︒

　
　

歸
舟
泊
伊
津
洋
中　
　

帰
舟
伊
津
洋
中
に
泊
る

片
帆
横
海
問
前
津　
　

片
帆　

海
に
横
た
わ
り　

前
津
を
問
う　

風
死
中
流
繋
夜
分　
　

風
は
死
に　

中
流　

夜
分
に
繋
が
る　

倦
枕
夢
醒
天
未
暁　
　

倦
枕　

夢
は
醒
め　

天　

未
だ
暁
な
ら
ず　

篷
窓
幾
度
撿
星
文　
　

篷
窓　

幾
度
か　

星
の
文
を
撿
す
る

︻
詩
題
︼
帰
り
舟
が
伊
津
湾
に
停
泊
し
て

︻
大
意
︼
半
分
帆
を
揚
げ
た
船
が
海
に
横
た
わ
り
︑
こ
の
先
の
港
を
尋
ね
る
︒
風

は
止
ん
で
も
中
流
域
に
繋
が
れ
た
ま
ま
夜
中
に
な
っ
た
︒
寝
る
の
に
疲
れ
夢
か
ら

覚
め
て
も
空
は
ま
だ
明
け
な
い
の
で
︑
船
の
窓
か
ら
何
度
か
星
の
美
し
さ
を
観
察

す
る
︒

︻
語
釈
︼
○
伊
津
︱
播
磨
国
揖
西
︵
い
っ
さ
い
︶
郡
岩
見
荘
︒
最
初
は
龍
野
藩
領
︒

万
治
元
年
か
ら
は
讃
岐
国
丸
亀
藩
領
︒
○
片
帆
︱
半
帆
︒
半
ば
揚
げ
た
帆
︒
○
倦

枕
︱
枕
に
疲
れ
る
︒
枕
に
飽
き
る
︒
○
星
文
︱
星
の
現
象
︒
星
の
あ
や
︒

　
　

庚
戌
元
旦　
　

庚
戌
の
元
旦

四
山
殘
雪
暎
朝
霞　
　

四
山
の
残
雪　

朝
霞
に
映
じ　

已
看
紅
暾
上
碧
紗　
　

已
に
看
る　

紅
暾
の
碧
紗
に
上
る
を　

數
句
新
詩
試
毫
罷　
　

数
句
の
新
詩　

毫
を
試
み
て
罷
め　

復
將
餘
墨
寫
梅
花　
　

復
た
余
墨
を
将
︵
も
︶
っ
て
梅
花
を
写
く

︻
詩
題
︼
庚
戌
︵
一
八
五
〇
︶
の
年
の
元
旦
に
作
る

︻
大
意
︼
周
り
の
山
々
の
残
雪
が
朝
も
や
に
映
じ
︑
赤
々
と
し
た
朝
日
が
緑
色
の

薄
衣
︵
海
︶
に
か
か
る
の
も
見
た
︒
数
句
の
新
し
い
詩
を
試
筆
し
て
作
り
終
え
る

と
︑
残
っ
た
墨
で
梅
の
花
を
描
い
て
み
る
︒

︻
語
釈
︼
○
庚
戌
︱
原
文
﹁
庚
戊
﹂
と
す
る
も
﹁
庚
戌
﹂
か
︒
嘉
永
三
年

︵
一
八
五
〇
︶︒
○
紅
暾
︱
紅
の
朝
日
︒
○
碧
紗
︱
緑
色
を
し
た
薄
衣
︒
海
の
こ
と

か
︒

四
九
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早
春
散
歩　
　

早
春
の
散
歩

一
村
殘
雨
帯
斜
曛　
　

一
村
の
残
雨　

斜
曛
を
帯
び　

寸
麥
喬
松
野
色
新　
　

寸
麦　

喬
松　

野
色
新
し　

吹
面
東
風
猶
覺
冷　
　

面
を
吹
く
東
風
は
猶
お
冷
を
覚
え　

春
郊
未
見
踏
青
人　
　

春
郊　

未
だ
青
を
踏
む
人
を
見
ず

︻
詩
題
︼
浅
い
春
の
散
歩

︻
大
意
︼
村
の
残
り
雨
が
斜
め
に
光
を
浴
び
︑
芽
を
出
し
た
ば
か
り
の
麦
や
高
い

松
は
野
の
色
あ
い
が
新
し
い
︒
顔
に
吹
く
こ
ち
風
は
ま
だ
冷
た
い
が
︑
春
の
郊
外

で
は
︑
ま
だ
男
女
が
野
山
で
遊
ぶ
姿
を
見
な
い
︒

︻
語
釈
︼
○
斜
曛
︱
斜
め
の
光
︒
斜
暉
︒﹁
抱
琴
無
語
立
斜
暉
﹂︵
蘇
軾
詩
︶︒
○
踏

青
︱
青
い
草
を
蹈
ん
で
遊
ぶ
こ
と
︒
ま
た
男
女
が
野
山
で
遊
ぶ
こ
と
︒

　
　

偶
成　
　

偶
成

花
香
柳
色
錦
成
春　
　

花
は
香
り　

柳
色　

錦
春
と
成
る　

幾
段
晴
霞
織
得
新　
　

幾
段
の
晴
霞　

織
り
得
て
新
た
な
り　

何
事
鶯
梭
追
暖
閙　
　

何
事
ぞ
鴬
の
梭
は
暖
を
追
い
て
閙
が
し
く　

不
同
橋
畔
倚
筇
人　
　

橋
畔　

筇
に
倚
る
人
と
同
じ
か
ら
ず

︻
詩
題
︼
た
ま
た
ま
で
き
た
詩

︻
大
意
︼
花
が
香
り
︑
柳
の
木
の
色
が
錦
の
よ
う
な
春
と
な
っ
た
︒
幾
段
に
も
重

な
っ
た
霞
が
新
し
く
織
り
上
が
っ
た
か
の
よ
う
だ
︒
何
が
鶯
を
し
て
木
を
往
来
し

て
忙
し
く
さ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
橋
の
ほ
と
り
で
杖
に
寄
り
か
か
る
私
と
違
っ

て
︒

︻
語
釈
︼
○
錦
春
︱
錦
織
の
よ
う
な
春
︒
○
織
得
︱
﹁
得
﹂
は
動
詞
の
後
に
つ
く

軽
い
助
辞
︒﹁
獲
得
す
る
﹂
意
で
は
な
い
︒
○
鴬
梭
︱
鴬
の
往
来
す
る
さ
ま
を
機

織
り
の
梭
に
た
と
え
た
言
葉
︒﹁
柳
岸
鶯
梭
巧
織
藍
﹂︵
張
養
浩
詩
︶︒

　

遊
奥
野
銀
山
宿
真
継
立
斎
賦
似
主
人　
　

奥
野
の
銀
山
に
遊
び　

真
継
立
斎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
宿
り
主
人
に
賦
似
す
︒

節
物
匆
々
時
易
乖　
　

節
物　

匆
匆
と
し
て　

時
に
乖
︵
た
が
︶
い
易
し　

飛
紅
墜
紫
與
塵
埋　
　

飛
紅　

墜
紫　

塵
と
埋
ま
る　

主
人
留
客
情
縦
厚　
　

主
人
は
客
を
留
め　

情　

縦
︵
た
と
︶
え
厚
き
も　

難
奈
風
光
促
旅
懐　
　

奈
︵
い
か
︶
ん
と
も
し
難
し　

風
光
の
旅
懐
を
促
が
す
を

︻
詩
題
︼
奥
野
の
銀
山
に
遊
び
真
継
立
斎
の
所
に
宿
り
︑
主
人
に
詠
ん
で
似
︵
さ

さ
︶
げ
る
︵
詩
︶

︻
大
意
︼
四
時
の
変
化
は
あ
た
ふ
た
と
過
ぎ
て
ゆ
き
︑
時
期
は
行
き
違
い
や
す
い
︒

紫
や
紅
色
の
花
び
ら
が
翻
っ
て
落
ち
︑
塵
と
な
っ
て
い
る
︒
主
人
で
あ
る
立
斎
が

私
を
留
め
る
そ
の
気
持
ち
は
極
め
て
厚
く
と
も
︑
風
景
が
旅
の
心
を
急
が
せ
る
こ

と
に
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
︒

︻
語
釈
︼
○
奥
野
銀
山
︱
兵
庫
県
豊
岡
市
︒
○
真
継
立
斎
︱
真
継
至
︒
姫
路
の
医

者
︒
柳
田
国
男
の
祖
父
︒ 

○
節
物
︱
四
時
変
遷
の
物
色
︒
○
飛
紅
墜
紫
︱
﹁
墜

紫
飄
紅
﹂
の
言
い
換
え
か
︒
紫
や
紅
の
花
び
ら
が
翻
っ
て
落
ち
る
様
を
い
う
︒﹁
紛

紛
墜
紫
又
飄
紅
﹂︵
除
釚
詩
︶︒
○
風
光
︱
風
景
︒
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天
橋　
　

天
橋

海
色
蒼
蒼
晩
更
晴　
　

海
色　

蒼
蒼
と
し
て　

晩
更
に
晴
れ　

一
聲
柔
櫓
渡
煙
汀　
　

一
声
の
柔
櫓　

煙
汀
を
渡
る　

月
宮
此
去
攀
應
近　
　

月
宮　

此
に
去
り
攀
︵
よ
じ
︶
れ
ば
応
に
近
か
る
べ
し　

横
架
天
橋
六
里
青　
　

横
に
架
す
天
橋　

六
里
の
青

︻
詩
題
︼
天
の
橋
立

︻
大
意
︼
海
の
色
は
青
々
と
し
夕
暮
れ
に
は
晴
れ
た
︒
一
声
櫓
の
音
が
響
き
靄
に

煙
る
汀
を
渡
っ
て
ゆ
く
︒ 

月
は
此
処
か
ら
手
を
の
ば
せ
る
ほ
ど
近
く
︑
天
の
橋

立
が
横
た
わ
る
汀
は
六
里
ほ
ど
の
青
さ
だ
︒

︻
語
釈
︼
○
月
宮
︱
月
の
都
︒
月
の
世
界
︒
○
天
橋
︱
﹁
天
の
橋
立
﹂
を
省
略
し

て
﹁
天
橋
﹂
と
い
っ
た
︒

　
　

王
子
嶺
望
天
橋　
　

王
子
嶺
に
て
天
橋
を
望
む

外
海
内
湖
青
幾
灣　
　

外
海　

内
湖　

青
き
こ
と
幾
湾　

天
橋
一
道
水
雲
間　
　

天
橋　

一
道　

水
雲
の
間　

嶺
頭
回
指
經
過
地　
　

嶺
頭　

回
り
て
指
す
経
過
の
地

遮
断
斜
陽
四
面
山　
　

斜
陽
を
遮
断
す　

四
面
の
山

︻
詩
題
︼
王
子
嶺
で
天
の
橋
立
を
望
み
見
て

︻
大
意
︼
天
子
嶺
か
ら
眺
め
る
景
色
は
︑
外
海
と
内
湖
の
青
い
湾
が
い
く
つ
あ
る

の
だ
ろ
う
︒
一
筋
の
天
の
橋
立
が
水
と
雲
の
間
に
あ
る
︒
頂
の
畔
か
ら
振
り
返
っ

て
指
で
経
過
し
た
後
を
た
ど
っ
て
み
る
︒
夕
暮
れ
の
太
陽
を
遮
断
し
て
い
る
周
り

の
山
々
よ
︒

︻
語
釈
︼
○
王
子
嶺
︱
天
の
橋
立
近
く
の
大
内
峠
の
こ
と
か
︒
○
天
橋
︱
天
の
橋

立
の
省
略
し
た
言
い
方
︒

　
　

峰
山
途
上　
　

峰
山
途
上

晝
行
猶
怯
熱　
　

昼
行　

猶
お
熱
に
怯
え　

晩
涼
初
上
路　
　

晩
涼　

初
め
て
路
に
上
る　

柳
陰
水
一
叉　
　

柳
陰　

水　

一
叉　

少
時
可
駐
歩　
　

少
時　

歩
を
駐
す
べ
し

︻
詩
題
︼
峰
山
の
途
上
に
て

︻
大
意
︼
昼
間
の
暑
い
最
中
は
避
け
て
︑
夕
方
の
涼
し
い
頃
に
始
め
て
行
を
始
め

る
︒
柳
の
陰
で
川
が
二
股
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
︑
し
ば
ら
く
の
間
歩
み
を
止
め

て
休
も
う
︒

︻
語
釈
︼
○
峰
山
︱
京
都
府
峰
山
町
︒
○
熱
︱
暑
さ
︒
○
柳
陰
︱
西
行
の
﹁
み
ち

の
べ
に
清
水
流
る
る
や
な
ぎ
か
げ
し
ば
し
と
て
こ
そ
た
ち
ど
ま
り
つ
れ
﹂︵﹃
新
古

今
集
﹄
夏
︶
を
意
識
す
る
か
︒
○
叉
︱
二
股
に
分
か
れ
て
あ
る
こ
と
︒
○
少
時
︱

①
年
少
の
時
︒
②
し
ば
ら
く
の
間
︒
こ
こ
は
②
の
意
味
︒　

　
　

抵
城
崎
温
泉　
　

城
崎
温
泉
に
抵
る

城
嶴
行
將
近　
　

城
嶴　

行
く
ゆ
く
将
に
近
か
ら
ん
と
し　

孤
筇
立
翠
灣　
　

孤
筇
に
て　

翠
灣
に
立
つ　

渡
航
客
爭
喚　
　

渡
航
の
客
は　

争
い
喚
き　

五
一
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村
樹
鳥
連
還　
　

村
樹
の
鳥
は　

連
な
り
還
る　

涼
氣
初
浮
水　
　

涼
気　

初
め
て　

水
に
浮
き　

夕
陽
猶
在
山　
　

夕
陽　

猶
お　

山
に
在
り　

到
來
未
投
宿　
　

到
来
し
て
未
だ
投
宿
せ
ず　

燈
火
各
樓
殷　
　

灯
火　

各
楼
に
殷
︵
あ
か
︶
し

︻
詩
題
︼
城
崎
温
泉
に
到
着
し
て

︻
大
意
︼
城
崎
へ
の
行
旅
は
も
う
す
ぐ
だ
︒
杖
を
頼
り
に
翠
り
な
す
湾
の
ほ
と
り

に
着
い
た
︒
ど
こ
か
へ
行
く
渡
航
の
客
は
争
い
わ
め
き
︑
村
の
木
々
に
泊
ま
る
の

で
あ
ろ
う
鳥
が
連
れ
立
っ
て
帰
っ
て
ゆ
く
︒
涼
し
い
気
配
が
初
め
て
川
か
ら
の
ぼ

り
︑
夕
陽
は
ま
だ
山
の
端
に
あ
る
︒
到
着
し
て
も
ま
だ
宿
を
と
っ
て
は
い
な
い
が
︑

街
を
見
れ
ば
家
々
に
灯
が
盛
ん
に
光
を
放
っ
て
い
る
︒

︻
語
釈
︼
○
城
崎
︱
兵
庫
県
城
崎
市
︒
温
泉
で
有
名
︒
○
嶴
︱
山
間
の
平
地
︒
平

仄
の
関
係
で
城
崎
の
代
わ
り
に
用
い
た
︒
あ
る
い
は
︑
𡽬
の
間
違
い
か
︒
𡽬
は
嶼

に
同
じ
︒
小
島
︒
城
崎
を
島
に
た
と
え
て
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
か
︒
○
到
来
︱

﹁
来
﹂
は
動
詞
の
後
に
着
く
軽
い
文
字
︒﹁
来
る
﹂
意
で
は
な
い
︒
○
樓
︱
二
階
建

て
の
建
物
︒

　
　

城
崎
客
中　
　

城
崎
客
中

波
光
山
色
緑
霑
衣　
　

波
光　

山
色　

緑　

衣
を
霑
し　

恰
是
東
風
擬
浴
沂　
　

恰
も
是
れ　

東
風
浴
沂
に
擬
す　

獨
有
詠
歸
曽
點
趣　
　

独
だ
詠
帰
曽
点
の
趣
あ
り　

水
明
樓
畔
立
斜
暉　
　

 

水
明
楼
畔　

斜
暉
に
立
つ
︵
酒
樓
名
栗
山
翁
所
命　

酒
楼

の
名
は
栗
山
翁
の
命
ず
る
所
な
り
︶

︻
詩
題
︼
城
崎
温
泉
の
旅
館
に
て

︻
大
意
︼
波
の
色
も
山
の
色
も
緑
色
に
衣
を
濡
ら
す
か
の
よ
う
で
︑
ま
る
で
春
風

に
沂
水
で
風
に
吹
か
れ
て
い
る
よ
う
だ
︒
そ
れ
は
又
あ
の
﹃
論
語
﹄
で
言
わ
れ
た

曽
點
が
歌
い
な
が
ら
帰
っ
た
と
い
う
故
事
の
趣
が
あ
る
が
︑
い
ま
︑
水
明
樓
の
傍

ら
で
夕
陽
に
照
ら
さ
れ
て
い
る
︒︵
酒
樓
の
名
前
は
柴
野
栗
山
翁
が
命
じ
て
つ
け

た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︶

︻
語
釈
︼
○
波
光
︱
波
の
色
︒
○
浴
沂
︱
沂
水
に
水
浴
す
る
こ
と
︒﹃
論
語
﹄
顔

淵
﹁
浴
于
沂
﹂︒
○
曽
點
︱
魯
の
南
武
城
の
人
︒
孔
子
の
弟
子
︒
字
は
晳
︒﹃
論

語
﹄
先
進
篇
参
照
︒
○
城
崎
温
泉
水
明
樓
︱
現
在
は
な
い
が
︑
後
に
絵
葉
書
と
な

り
﹁
城
崎
温
泉
水
明
樓
跡
と
柴
栗
山
碑
但
馬
﹂
と
し
て
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
︒
○
栗
山
翁
︱
柴
野
栗
山
︒
江
戸
中
期
の
朱
子
学
者
︒
讃
岐
高
松
の
人
︒
古
賀

精
里
︑
尾
藤
二
洲
と
共
に
寛
政
の
三
博
士
と
言
わ
れ
た
︒

　
　

秋
柳　
　

秋
の
柳

零
落
秋
風
感
式
微　
　

零
落
た
る
秋
風　

式
微
を
感
じ　

鶯
歌
燕
舞
跡
方
非　
　

鶯
歌　

燕
舞　

跡　

方
に
非
な
り　

隋
提
遊
舫
誰
將
繋　
　

隋
提
の
遊
舫　

誰
か
将
に
繋
が
ん
と
し　

彭
澤
吟
筇
客
獨
歸　
　

彭
沢
の
吟
筇　

客
独
り
帰
る　

既
看
殘
梢
漏
霜
月　
　

既
に
看
る　

残
梢　

霜
月
を
漏
ら
す
を

無
由
深
翠
染
羅
衣　
　

由
無
し　

深
翠　

羅
衣
を
染
む
る
に

依
依
空
掛
離
愁
在　
　

依
依
た
り　

空
し
く
離
愁
を
掛
け
る
在
り

只
恨
征
人
期
易
違　
　

只
だ
恨
む　

征
人　

期
違
い
易
し
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︻
詩
題
︼
秋
の
柳

︻
大
意
︼
落
ち
ぶ
れ
た
よ
う
な
秋
風
に
王
室
が
衰
え
る
の
で
は
な
い
か
と
感
じ
︑

春
の
鴬
・
夏
の
燕
︑
こ
れ
ら
は
全
て
い
な
く
な
っ
た
︒
か
の
隋
提
で
の
舟
遊
び
は

誰
が
そ
の
跡
を
継
ぐ
の
だ
ろ
う
︒
私
は
陶
淵
明
の
吟
杖
に
な
ら
い
︑
た
っ
た
一
人

で
帰
っ
て
ゆ
く
︒
殘
梢
の
中
に
霜
夜
の
冴
え
冴
え
と
し
た
月
が
見
え
た
以
上
は
︑

深
緑
の
色
が
薄
物
の
衣
を
染
め
よ
う
も
な
く
︑
柳
が
緑
を
取
り
戻
す
こ
と
は
な

い
︒
離
れ
る
に
忍
び
難
く
む
な
し
く
別
れ
の
悲
し
み
を
引
き
受
け
た
と
し
て
も
︑

遠
く
へ
と
旅
立
つ
人
は
再
会
の
約
束
を
破
り
が
ち
で
あ
る
こ
と
が
恨
め
し
い
︒

︻
語
釈
︼
○
零
落
︱
﹁
零
﹂
は
草
の
枯
れ
落
ち
る
こ
と
︒﹁
落
﹂
は
木
が
枯
れ
る
事

を
言
う
︒
①
草
木
が
枯
れ
落
ち
る
こ
と
︒
②
落
ち
ぶ
れ
る
こ
と
︒
こ
こ
は
②
︒
○

式
薇
︱
帝
室
が
衰
え
傾
く
こ
と
︒
衰
微
︒﹃
詩
經
﹄
邶
風　

式
薇
︒
○
隋
提
︱
煬

帝
が
築
い
た
堤
防
︒
○
羅
衣
︱
薄
物
の
着
物
︒
○
依
依
︱
離
れ
る
に
忍
び
な
い
様
︒

○
征
人
︱
遠
く
へ
旅
立
つ
人
︒

　
　

偶
成
二
首　
　

偶
成
二
首

詩
何
必
唐
調　
　

詩
は
何
ぞ
必
ず
し
も
唐
調
な
ら
ん
や　

書
或
臨
晉
帖　
　

書
は
或
い
は
晋
帖
に
臨
ま
ん　

詩
成
好
耐
書　
　

詩
成
り
て
好
く
書
く
に
耐
え
ん

芭
蕉
伸
大
葉　
　

芭
蕉
は
大
葉
を
伸
ば
せ
り

　
倦
來
立
少
時　
　

倦
み
来
り
て
立
つ
こ
と
少
時　

鴉
觜
猶
在
手　
　

鴉
嘴
は
猶
お
手
に
在
り

主
人
閑
風
流　
　

主
人　

閑
風
流　

移
竹
近
戸
牖　
　

竹
を
移
し
て
戸
牗
に
近
し

︻
詩
題
︼
た
ま
た
ま
で
き
た
詩
︵
其
の
一
︶

︻
大
意
︼
詩
と
い
う
も
の
は
必
ず
唐
詩
の
様
な
ス
タ
イ
ル
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
︑

と
い
う
こ
と
も
な
い
し
︑
書
は
あ
る
場
合
に
は
晋
代
の
書
に
習
う
こ
と
も
あ
ろ

う
︒
詩
は
完
成
し
て
︑
書
く
の
に
ち
ょ
う
ど
好
都
合
に
︑
芭
蕉
の
樹
は
大
き
な

葉
っ
ぱ
を
伸
ば
し
て
い
る
︵
そ
の
葉
に
書
く
こ
と
に
し
よ
う
︶︒

︻
語
釈
︼
○
晉
帖
︱
書
は
晋
代
の
も
の
が
理
想
と
さ
れ
る
︒
陸
游
の
﹁
出
遊
歸
鞍

上
口
占
﹂
に
﹁
得
意
唐
詩
晉
帖
間
﹂
と
い
う
句
が
あ
り
︑
恐
ら
く
此
の
句
を
参
考

に
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒
意
味
は
﹁
唐
詩
を
読
み
︑
晋
帖
を
勉
強
し
て
得
意
に
な
っ

て
い
る
﹂︒

︻
詩
題
︼
た
ま
た
ま
で
き
た
詩
︵
其
の
二
︶

︻
大
意
︼
仕
事
に
倦
み
疲
れ
立
つ
こ
と
し
ば
し
︒
す
き
は
手
に
も
っ
た
ま
ま
︒
家

の
主
人
は
暇
人
で
風
流
な
人
で
あ
り
︑
竹
を
窓
の
近
く
に
移
し
変
え
る
︒

︻
語
釈
︼
○
鴉
嘴
︱
鋤
の
一
種
︒
か
ら
す
の
觜
に
似
る
︒
陸
游
﹁
採
薬
常
携
鴉
嘴

鋤
﹂︒
○
戸
牗
︱
ま
ど
︒
れ
ん
じ
窓
︒

　
　

過
某
村
居　
　

某
村
居
を
過
ぐ

親
朋
隠
栖
地　
　

親
朋　

隠
棲
の
地　

負
郭
絶
喧
嘩　
　

負
郭　

喧
嘩
絶
ゆ　

虎
耳
階
前
草　
　

虎
耳　

階
前
の
草　

雞
冠
籬
外
花　
　

雞
冠　

籬
外
の
花　

夜
閑
蛩
語
壁　
　

夜
閑
か
に
蛩　

壁
に
語
り　

秋
近
月
窺
紗　
　

秋
近
く　

月　

紗
を
窺
う　

供
給
情
何
盡　
　

供
給
す　

情
何
ぞ
尽
き
ん　
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園
蔬
剪
露
牙　
　

園
蔬　

露
牙
を
剪
ら
ん

︻
詩
題
︼
あ
る
村
を
過
ぎ
て

︻
大
意
︼
こ
こ
は
親
友
が
隠
棲
し
た
土
地
︒
城
下
付
近
で
は
喧
が
し
さ
も
な
い
︒

ユ
キ
ノ
シ
タ
は
き
ざ
は
し
の
草
で
あ
り
︑
鶏
頭
は
籬
の
外
に
植
え
ら
れ
た
花
︒
夜

は
静
か
で
コ
オ
ロ
ギ
が
壁
に
鳴
き
︑
秋
が
近
い
の
で
月
が
薄
衣
︵
カ
ー
テ
ン
︶
を

通
し
て
さ
し
込
ん
で
い
る
︒
友
人
が
私
に
あ
れ
こ
れ
と
作
物
を
く
れ
よ
う
と
す
る

気
持
ち
は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
︒
ま
た
︑
畑
の
菜
園
で
お
茶
の
葉
を
摘
ん
で
く
れ

る
︒

︻
語
釈
︼
○
親
朋
︱
親
友
の
こ
と
︒﹁
親
朋
無
一
字
﹂︵
杜
甫
詩
︶︒
○
負
郭
︱
城
下

付
近
の
土
地
︒
○
虎
耳
︱
ユ
キ
ノ
シ
タ
︒
○
雞
冠
︱
鶏
頭
の
こ
と
︒
○
蛩
︱
コ
オ

ロ
ギ
︒
○
窺
紗
︱
﹁
窺
﹂
は
覗
く
︒﹁
紗
﹂
は
う
す
ぎ
ぬ
︒
薄
衣
を
通
し
て
覗
く

さ
ま
︒
○
供
給
︱
与
え
る
︒
授
与
す
る
︒
○
露
牙
︱
露
芽
の
こ
と
︒
お
茶
の
異
称
︒

　

偶
成　
　

偶
成
︵
吾
藩
頻
年
有
大
喪
︑
句
中
故
及
︒　

吾
が
藩
頻
年
に
大
喪

　
　
　
　
　
　
　

あ
り
︑
句
中
故
に
及
ぶ
︶

結
髪
爲
儒
士　
　

髪
を
結
い　

孺
士
と
な
る
も　

十
年
猶
浪
遊　
　

十
年　

猶
お
浪
遊
す　

身
遭
宗
國
慼　
　

身
は
宗
国
の
慼
に
遭
い　

心
抱
杞
人
憂　
　

心
は
杞
人
の
憂
い
を
抱
く　

纎
月
初
生
魄　
　

纎
月　

初
め
て
魄
を
生
じ

高
梧
早
報
秋　
　

高
梧　

早
く
秋
を
報
ず　

兀
然
何
所
憶　
　

兀
然
と
し
て
何
の
憶
う
所
ぞ　

獨
對
短
檠
幽　
　

独
り
短
檠
の
幽
に
対
す

︻
詩
題
︼
た
ま
た
ま
で
き
た
詩
︵
吾
が
藩
で
は
毎
年
の
よ
う
に
藩
主
が
亡
く
な
っ

て
い
る
︒
そ
れ
故
句
中
で
こ
れ
に
触
れ
て
い
る
︶

︻
大
意
︼
元
服
し
て
儒
者
と
な
っ
た
が
︑
十
年
も
の
間
ま
だ
放
浪
の
身
で
あ
る
︒

私
は
藩
主
逝
去
の
愁
い
に
会
い
︑
心
で
は
あ
の
杞
人
と
同
じ
心
配
を
抱
い
て
い

る
︒
細
長
い
月
が
初
め
て
輪
郭
の
な
い
所
を
生
じ
︑
高
い
桐
の
樹
は
早
く
も
秋
を

知
ら
せ
て
い
る
︒
私
の
様
な
無
知
な
者
に
何
を
あ
れ
こ
れ
思
う
所
が
あ
ろ
う
か
︒

た
っ
た
一
人
で
短
い
燭
台
の
微
か
な
灯
に
対
し
て
い
る
︒

︻
語
釈
︼
○
結
髪
︱
髪
を
結
う
こ
と
︒
元
服
し
て
成
人
と
な
る
こ
と
︒
○
宗
国
︱

宗
主
と
仰
ぐ
國
の
こ
と
︒
○
慼
︱
こ
の
時
期
︑
鳥
取
藩
主
が
次
々
に
亡
く
な
っ

た
︒
○
杞
人
︱
杞
の
国
の
人
︒
昔
︑
天
が
崩
れ
落
ち
る
の
で
は
な
い
か
と
憂
い
て
︑

寝
食
を
取
ら
な
か
っ
た
と
い
う
故
事
︒
そ
こ
か
ら
﹁
無
用
の
心
配
・
取
り
越
し
苦

労
﹂
を
い
う
︒
○
纎
月
︱
細
長
い
月
︒
三
日
月
な
ど
を
言
う
︒
○
魄
︱
月
の
輪
郭

の
な
い
部
分
︒
○
兀
然
︱
無
知
な
様
︒
○
短
檠
︱
短
い
燭
台
︒
丈
の
低
い
燭
台
︒

　
　

早
秋　
　

早
秋

一
雨
爽
然
如
覆
盂　
　

一
雨
爽
然
と
し
て
盂
を
覆
す
が
如
く　

滿
園
草
樹
氣
初
蘇　
　

満
園
の
草
樹　

気
初
め
て
蘇
が
え
る　

風
吹
殘
露
飄
芋
葉　
　

風
は
残
露
に
吹
き　

芋
の
葉
を
飄
が
え
し　

植
杖
秋
畦
看
走
珠　
　

杖
を
植
︵
た
て
︶
て
秋
畦　

走
珠
を
看
る

︻
詩
題
︼
早
い
秋

︻
大
意
︼
一
雨
来
て
さ
わ
や
か
に
な
り
︑
ま
る
で
お
椀
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
か
の

様
に
︑
蔬
園
の
草
木
は
初
め
て
よ
み
が
え
っ
た
︒
風
は
残
露
に
吹
い
て
芋
の
葉
を

ひ
ら
ひ
ら
と
漂
わ
せ
て
い
る
︒
私
は
杖
を
つ
い
て
秋
の
畦
で
葉
の
上
を
走
る
雨
粒
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を
眺
め
て
い
る
︒

︻
語
釈
︼
○
爽
然
︱
さ
わ
や
か
な
様
︒

　
　

 

自
立
秋
筭
至
二
百
十
日
、
此
日
有
風
。
農
家
大
忌
之
。
今
秋
殊
無
之
。
因
記

喜
︵
立
秋
よ
り
算
え
て
二
百
十
日
に
至
る
︒
此
の
日
風
有
り
︑
農
家
大
い
に

之
を
忌
む
︒
今
秋
殊
に
之
な
し
︒
因
り
て
喜
び
を
記
す
︶

香
稲
生
花
千
頃
繁　
　

香
稲　

花
を
生
じ　

千
傾
に
繁
る　

紛
紛
涼
露
欲
黄
昏　
　

紛
紛
た
り
涼
露　

黄
昏
な
ら
ん
と
欲
す　

秋
風
二
百
一
十
日　
　

秋
風　

二
百
一
十
日　

滿
路
歡
聲
䆉
稏
村　
　

満
路
の
歓
声　

䆉
稏
の
村

︻
詩
題
︼
立
秋
か
ら
数
え
て
二
百
十
日
に
な
る
こ
の
日
︑
い
つ
も
な
ら
大
風
が
あ

る
も
の
だ
︒
農
家
は
ひ
ど
く
嫌
っ
て
い
る
︒
今
年
の
秋
は
大
風
が
無
か
っ
た
の
で
︑

そ
こ
で
喜
び
を
記
す
こ
と
と
し
た
︒

︻
大
意
︼
香
り
立
つ
稲
穂
に
花
が
咲
き
︑
広
い
田
に
生
い
茂
っ
て
い
る
︒
あ
ち
こ

ち
の
涼
や
か
な
露
の
中
︑
い
ま
黄
昏
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
︒
秋
風
に
二
百
十
日
︒

し
か
し
今
年
は
風
も
な
く
︑
道
一
杯
の
喜
ぶ
人
々
と
稲
の
村
︒

︻
語
釈
︼
○
紛
紛
︱
入
り
混
じ
っ
て
い
る
様
︒
○
䆉
稏
︱
稲
の
事
を
言
う
︒

　
　
九
月
初
三
日
、
大
水
俄
至
、
重
陽
後
雨
猶
甚
、
余
時
客
於
村
岡
、
不
得
歸

︵
九
月
初
三
日
︑
大
水
俄
か
に
至
る
︑
重
陽
後
雨
猶
お
甚
し
︒
余　

時
に
村

岡
に
客
た
り
︒
帰
る
を
得
ず
︶

回
風
狂
雨
過
重
陽　
　

回
風　

狂
雨　

重
陽
を
過
ぎ　

無
復
黄
花
昨
日
香　
　

復
た
黄
花　

昨
日
の
香
な
し　

一
淹
山
城
歸
未
得　
　

一
た
び
山
城
に
淹
︵
ひ
た
︶
せ
ば　

歸
る
こ
と
未
だ
得
ず

家
園
秋
色
定
蕪
荒　
　

家
園　

秋
色　

定
め
て
蕪
荒

︻
詩
題
︼
九
月
三
日
︑
急
に
大
水
が
お
こ
り
︑
重
陽
節
の
後
の
雨
も
ひ
ど
か
っ
た
︒

私
は
こ
の
時
︑
村
岡
で
旅
の
途
中
で
あ
っ
た
が
帰
省
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
︒

︻
大
意
︼
重
陽
の
節
句
が
過
ぎ
て
も
風
と
雨
が
激
し
く
︑
菊
も
昨
日
の
香
り
は
な

い
︒
山
の
中
の
村
岡
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
ま
だ
帰
省
の
予
定
す
ら
立
た
な
い
︒
故

郷
の
庭
は
秋
め
い
て
い
て
も
︑
き
っ
と
荒
れ
果
て
て
い
る
事
だ
ろ
う
︒

︻
語
釈
︼
○
村
岡
︱
兵
庫
県
北
部
現
香
美
町
村
岡
区
か
︒
○
黄
花
︱
菊
の
異
名
︒

○
蕪
荒
︱
荒
蕪
︒
草
が
生
い
茂
り
荒
れ
果
て
て
い
る
こ
と
︒

　
　

壽
村
岡
池
田
壺
渓
翁
六
十
次
韻　
　

村
岡
の
池
田
壺
渓
翁
六
十
を
壽
ぎ
次
韻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す

淡
然
老
境
敢
親
誰　
　

淡
然
た
る
老
境　

敢
て
誰
と
親
し
ま
ん

興
到
有
時
開
笑
眉　
　

興
到
り　

時
有
れ
ば　

笑
眉
を
開
く　
　
　

健
筆
縦
横
存
古
隷　
　

健
筆　

縦
横
に
し
て　

古
隷
存
し　

美
髯
瀟
洒
見
奇
姿　
　

美
髯　

瀟
洒
に
し
て　

奇
姿
を
見
る　

天
資
寡
欲
身
無
累　
　

天
資　

寡
欲
に
し
て　

身
に
累
な
く

世
事
不
言
心
自
知　
　

世
事　

言
わ
ず
し
て　

心
自
ら
知
る　

佳
齢
今
年
已
蕐
字　
　

佳
齢　

今
年　

已
に
華
字　

何
疑
壽
域
超
期
頤　
　

何
ぞ
疑
わ
ん　

壽
域　

期
頤
を
超
え
ん
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︻
詩
題
︼
村
岡
の
池
田
壺
渓
翁
の
六
〇
才
を
喜
び
︑
次
韻
し
た
詩

︻
大
意
︼
あ
っ
さ
り
と
し
た
老
境
で
強
い
て
誰
と
親
し
く
し
よ
う
と
い
う
の
か
︒

趣
を
感
じ
︑
そ
の
時
が
来
た
ら
の
び
の
び
と
笑
う
︒
書
は
古
い
隷
書
を
縦
横
に
駆

使
し
︑
わ
ず
か
な
髭
を
お
し
ゃ
れ
に
刈
っ
て
気
取
っ
た
姿
を
見
る
︒
備
わ
っ
た
資

質
は
欲
少
な
く
︑
係
累
も
な
い
︒
世
事
の
事
は
触
れ
ず
に
お
ら
れ
る
が
心
の
中
で

は
わ
か
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
︒
あ
な
た
は
今
年
六
十
才
︒
正
に
﹁
華
甲
﹂
の
歳
︒

寿
域
に
入
る
の
は
︑
百
才
を
お
越
え
に
な
る
時
で
し
ょ
う
︒

︻
語
釈
︼
○
池
田
壺
渓
翁
︱
不
明
︒
○
華
字
︱
﹁
華
﹂
の
字
を
分
解
す
る
と
六
つ

の
十
と
一
に
な
り
︑
数
え
年
六
十
一
才
の
称
︒
○
期
頤
︱
﹁
頤
﹂
は
養
う
意
︒
百

才
の
人
︒
き
わ
め
て
長
寿
を
い
う
︵﹃
礼
記
﹄
曲
礼
上　

参
照
︶︒

　
　︹

付
記
︺

本
稿
は
︑

　

科
研
費　

基
盤
研
究
︵
Ｃ
︶
研
究
課
題/

領
域
番
号19K

00296 

　

 

近
代
山
陰
地
域
の
文
化
教
養
環
境
に
お
け
る
漢
詩
文
の
位
置 
─
若
槻
克
堂
と

剪
淞
吟
社
の
学
際
的
研
究　
︵
期
間 

二
〇
一
九
~
二
〇
二
一
年
度　
　

研
究
代

表
者　

要
木
純
一
︶

及
び
︑

　

島
根
大
学
法
文
学
部
山
陰
研
究
セ
ン
タ
ー
山
陰
研
究
共
同
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

　

 

近
代
山
陰
地
域
の
文
化
教
養
環
境
に
お
け
る
漢
詩
文
の
位
置 

│
若
槻
克
堂
と

剪
淞
吟
社
の
学
際
的
研
究
︵
課
題
番
号　

一
九
一
三　

期
間　

二
〇
一
九
~

二
〇
二
一
年
度　
　

研
究
代
表
者　

要
木
純
一
︶

に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

　

な
お
︑
こ
の
た
び
も
島
根
大
学
要
木
純
一
教
授
に
︑
多
く
の
ご
指
摘
を
い
た
だ

い
た
︒
心
よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す
︒
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Kenshido’s Selected Poems（3）

SHIOMI Kunihiko
（Professor Emeritus, Tottori University, Former Professor, Shimane University）

〔 A b s t r a c t 〕

　Tekisho Shogaki a.k.a Kenshido （1818－1875） was a poet who lived through the last fi fty 
years of Edo era and early Meiji era. He was Tottori han domain clan.His Poems were 
published in Bunkyu 1 year（1861）. Kenshido poems have the characteristics of regional 
poetry and also have the characteristics of the late Edo era.

Keywords: Tekisho Shogaki, latter term of Edo era, poem
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