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摘
　
　
要

正
墻
適
處
は
鳥
取
城
下
で
文
政
二
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
。「
は
じ
め
に
」
で
は
、
彼
の
詩
の
特
色
、『
研
志
堂
詩
鈔
』
の
版
本
に
つ
い
て
述
べ
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

は
じ
め
に

一
、
正
墻
適
處
と
『
研
志
堂
詩
鈔
』
に
つ
い
て

　

正
墻
適
處
は
鳥
取
城
下
で
文
政
二
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
。
ご
存
じ
の
よ

う
に
、
こ
の
時
代
は
黒
船
の
来
航
に
よ
り
、
国
内
外
で
騒
然
と
し
て
い
た
時
代
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
因
幡
（
鳥
取
）
藩
の
よ
う
な
、
い
わ
ば
比
較
的
中
央
か
ら
離
れ

た
藩
に
お
い
て
も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
の
子
と
し
て
、
適
處

も
藩
政
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
否
、
む
し
ろ
己
の
使
命
と
し
て
攘

夷
派
の
人
物
と
し
て
の
一
面
も
併
せ
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
の
漢

詩
を
見
る
限
り
、
そ
の
よ
う
な
主
張
は
殆
ど
と
言
っ
て
よ
い
程
影
を
潜
め
、
自
然

を
楽
し
み
、
自
然
の
中
に
没
入
し
て
い
る
彼
を
見
出
す
こ
と
は
極
め
て
容
易
で
あ
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る
。

　

彼
の
漢
詩
は
、
現
在
『
研
志
堂
詩
鈔
』（
上
・
下
）
二
冊
の
中
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
上
巻
は
一
三
六
首
、
下
巻
は
一
一
六
首
で
、
計
二
五
二
首
で
あ
る
。
そ

の
中
に
は
、
後
に
詳
し
く
見
る
よ
う
に
、
同
じ
題
で
何
首
か
を
詠
ん
だ
も
の
も
あ

れ
ば
、
ス
タ
イ
ル
も
五
言
絶
句
（
五
絶
）・
五
言
律
詩
（
五
律
）・
七
言
絶
句
（
七

絶
）・
七
言
律
詩
（
七
律
）
の
よ
う
に
極
め
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
定
型
の
も
の
も

あ
れ
ば
、
中
に
は
雑
言
詩
や
楽
府
（
が
ふ
）
の
様
な
も
の
ま
で
あ
っ
て
、
一
様
で

は
な
い
。
又
、
詠
わ
れ
る
題
材
も
自
然
は
勿
論
の
こ
と
、
友
人
と
の
送
別
詩
、
歴

史
を
詠
ん
だ
詠
史
詩
、
何
気
な
い
農
村
風
景
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
。
し
か
し
、
彼

が
才
能
を
発
揮
す
る
の
は
、
自
然
を
詠
ん
だ
詩
で
あ
っ
て
詠
史
詩
や
楽
府
の
よ
う

な
も
の
で
は
な
い
。

　

誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
え
ば
、
恐
ら
く
彼
は
詩
人
で
あ
る
と
同
時
に
、
画
人
で
も

あ
っ
た
。
そ
れ
故
現
在
で
も
我
々
は
彼
が
描
い
た
山
水
画
（
文
人
画
）
を
博
物
館

等
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
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
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
の
詩
な
ど
は
そ
の
一
例
と
し
て
見
て
も
よ
い
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。

　

坡
稲
秋
初
熟　
　

坡
稲　

秋
に
初
め
て
熟
し

　

黄
雲
未
上
鎌　
　

黄
雲　

未
だ
鎌
に
上
ら
ず

　

鼓
聲
村
社
晩　
　

鼓
声　

村
社
の
晩
れ

　

落
日
照
青
帘　
　

落
日　

青
帘
を
照
ら
す

　
　
　
　
　
　
（
適
處
『
研
志
堂
詩
鈔
』
巻
上　
「
秋
郊
所
見
」）

　

秋
の
郊
外
の
農
村
風
景
に
つ
い
て
見
た
ま
ま
を
詠
っ
て
い
る
が
、
何
と
い
う
の

ど
や
か
な
風
景
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
詩
で
は
、
先
ず
稲
穂
の
黄
色
と
酒
屋
の
青
い

の
ぼ
り
旗
が
視
覚
に
訴
え
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
聞
こ
え
て
来
る
神
社
の
お
祭
り

の
太
鼓
の
音
が
聴
覚
を
刺
激
す
る
。
こ
の
視
覚
と
聴
覚
は
、
た
と
え
そ
れ
が
個

人
の
感
覚
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
詩
を
詠
む
側
に
は
、
そ
れ
が
共
通
の
感
覚
と

し
て
認
識
さ
れ
、
想
像
さ
れ
る
。
こ
れ
は
他
な
ら
ぬ
絵
画
世
界
の
認
識
で
も
あ

り
、
刺
激
で
も
あ
る
。
こ
の
適
處
の
見
た
風
景
は
因
幡
地
方
の
一
風
景
で
あ
る
と

同
時
に
、
当
時
の
多
く
の
人
々
が
見
た
一
般
的
な
風
景
で
も
あ
る
。
そ
の
風
景
は

各
個
人
の
中
で
醸
成
さ
れ
、
一
幅
の
絵
画
を
見
る
よ
う
に
読
ま
れ
た
に
違
い
な

い
。
鮮
や
か
に
切
り
取
ら
れ
た
風
景
画
と
も
い
え
よ
う
。
江
戸
後
期
の
人
々
は
こ

の
よ
う
な
自
然
の
中
に
生
き
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
当
た
り
前
の
風
景
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
中
国
で
は
宋
代
の
楊
万
里
（
一
一
二
七
―
一
二
〇
六
）
や
陸
游

（
一
一
二
五
―
一
二
一
〇
）
と
い
っ
た
詩
人
た
ち
が
作
り
上
げ
た
詩
の
世
界
と
共

通
す
る
精
神
で
も
あ
る
。　

　

画
人
に
と
っ
て
自
然
は
、
そ
れ
が
い
か
に
忠
実
に
自
然
を
描
い
た
も
の
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
胸
中
の
宇
宙
」
で
あ
り
「
胸
中
の
自
然
」

で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
自
然
を
見
る
視
覚
と
感
覚
を
磨
き
、
適
處
は
ご
く
自
然

に
作
詩
に
お
い
て
も
、
絵
画
に
お
い
て
も
、
彼
自
身
の
世
界
と
し
て
定
着
さ
せ
た

の
で
あ
る
。
漢
詩
は
当
然
、
彼
の
刻
苦
勉
励
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
が
、
恐
ら

く
大
阪
で
は
篠
崎
小
竹
や
藤
沢
東
畡
、
江
戸
で
は
昌
平
黌
で
の
佐
藤
一
斎
門
下
で

の
作
詩
が
、
後
の
彼
の
詩
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く

な
い
。
し
か
し
絵
画
の
方
は
一
体
誰
か
ら
学
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
考
え
ら
れ
る

の
は
彼
の
祖
父
の
墓
碑
を
書
い
た
建
部
樸
斎
（
一
七
六
九
―
一
八
三
八
）
の
存
在

で
あ
る
。
樸
斎
は
「
赤
山
水
」
と
呼
ば
れ
る
「
赤
鉄
鉱
」
の
顔
料
で
あ
る
代
赭
を

八
六

訳
注
『
研
志
堂
詩
鈔
』
選
（
一
）（
塩
見
邦
彦
）

－ 195 －



薄
く
施
し
、
そ
れ
に
藍
色
を
添
え
た
山
水
を
描
い
た
が
、
当
時
と
し
て
は
極
め
て

特
異
な
山
水
画
で
あ
る
。
こ
の
「
赤
山
水
」
と
呼
ば
れ
る
絵
画
（
南
画
）
は
彼
の

前
に
も
、
又
そ
れ
以
後
も
全
く
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
誰
も
描
い
て
い
な
い
。
た
だ

似
た
よ
う
な
絵
画
表
現
は
浦
上
玉
堂
（
一
七
四
五
―
一
八
二
〇
）
の
絵
の
一
部
に

淡
紅
・
淡
青
を
使
用
し
た
絵
画
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
玉
堂
の
絵
画
に

あ
っ
て
は
ご
く
一
部
分
の
絵
画
に
か
ぎ
ら
れ
る
。
し
か
も
玉
堂
の
絵
画
で
は
墨
色

の
輪
郭
の
上
に
淡
紅
や
淡
青
を
使
用
し
て
い
て
、
樸
斎
の
よ
う
に
赤
や
青
の
色
を

直
接
使
用
し
て
山
を
描
く
手
法
で
は
な
い
。
樸
斎
の
現
存
す
る
す
べ
て
の
絵
画
の

よ
う
に
、
赤
や
青
の
色
彩
を
使
用
し
た
絵
画
は
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
何
人
も
描
い

て
は
い
な
い
。
一
見
、
特
異
な
彩
色
画
で
あ
る
が
、
よ
く
見
る
と
誠
に
よ
く
で
き

た
絵
画
で
あ
っ
て
、
ど
こ
に
も
破
綻
は
認
め
ら
れ
な
い
。
樸
斎
は
そ
の
様
な
清
雅

な
南
画
を
多
く
描
い
た
が
、
そ
れ
は
現
在
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
（
図
一
、
建

部
樸
斎
筆
「
白
屋
青
山
圖
」
軸
参
照
）。

　

樸
斎
は
通
称
東
五
郎
。
諱
は
嘉
、
字
は
遯
夫
。
名
は
憲
。
改
め
て
穉
。
号
は
樸

斎
。
他
に
も
黙
斎
、
餐
霞
、
敦
今
、
糞
叟
、
狄
肉
散
人
、
黙
庵
等
が
あ
る
。
元
禄

十
六
年
（
一
七
〇
三
）
曽
祖
父
・
七
太
夫
の
代
か
ら
の
西
舘
藩
池
田
家
に
仕
え
る

武
士
で
あ
り
、
そ
の
樸
斎
が
仕
え
た
の
が
文
人
大
名
と
し
て
有
名
な
池
田
冠
山

（
一
七
六
七
―
一
八
三
三
）
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
因
幡
に
お
け
る
、
冠
山
―
樸

斎
―
適
處
と
流
れ
る
文
人
的
な
要
素
は
、
適
處
の
才
能
と
努
力
に
よ
っ
て
新
し
い

時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
開
花
を
遂
げ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
結
論
的
に
言
え

ば
、
適
處
の
詩
は
絵
画
と
詩
的
な
セ
ン
ス
の
融
合
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
漢
詩
で
は
、
い
か
に
文
字
に
写
し
取
る
か
が
問
題
で
、
同
じ
「
み
ど
り
」

を
言
う
の
に
「
翠
」
な
の
か
「
緑
」
な
の
か
、
ま
た
「
碧
」
な
の
か
は
作
者
に
任

さ
れ
て
い
る
し
、
ま
し
て
漢
詩
の
場
合
は
、
平
仄
や
韻
字
、
対
句
な
ど
に
よ
っ
て

か
な
り
の
制
約
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
適
處
が
得
意
と
し
た
詩
の
ス

タ
イ
ル
は
何
な
の
か
、
そ
こ
に
彼
は
何
を
、
ど
の
よ
う
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
の

か
。
こ
れ
ら
の
事
を
こ
の
『
研
志
堂
詩
鈔
』
で
見
て
い
こ
う
と
お
も
う
。

図
一
、
建
部
樸
斎
筆
「
白
屋
青
山
圖
」
軸
（
著
者
蔵
）

 

二
、『
研
志
堂
詩
鈔
』
の
版
本
に
つ
い
て

　
『
研
志
堂
詩
鈔
』
の
最
初
の
出
版
は
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
の
事
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
れ
以
後
も
版
を
重
ね
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
版
本
は
以
下
の
通
り
で
あ

る
。

一
、 『
研
志
堂
詩
鈔
』（
上
巻
・
下
巻
）
文
久
元
年
辛
酉
（
一
八
六
一
）
新
鐫　

書

林　

油
屋
仲
藏
他
三
軒

二
、 『
研
志
堂
詩
鈔
』（
上
巻
・
下
巻
）
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）
倉
吉
、　

徳
岡

書
店
刊

三
、 『
研
志
堂
詩
鈔
』（
上
巻
・
下
巻
）
大
正
八
年
（
一
九
一
九
）
鳥
取
、
佐
伯
元

吉
編
集
・
発
行
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四
、 『
研
志
堂
詩
鈔
』（
上
巻
・
下
巻
）
自
筆
写
本
（
鳥
取
・
痴
漢
居
士
の
署
名
あ

り
。
こ
の
写
本
は
鳥
取
県
立
図
書
館
が
所
蔵
し
て
い
る
が
、
写
さ
れ
た
紀
年

に
つ
い
て
は
不
明
）

三
、
適
處
詩
の
特
徴

　

彼
の
漢
詩
の
特
徴
は
那
辺
に
有
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

例
え
ば
藤
森
弘
庵
は
『
研
志
堂
詩
鈔
』
に
寄
せ
た
「
序
文
」
で
「
譬
え
ば
璞
を

失
な
い
し
者
の
ご
と
く
、
初
め
之
を
求
め
て
も
得
ら
れ
ず
」
と
最
大
級
の
賛
辞
を

述
べ
て
い
る
が
、
彼
の
詩
の
特
徴
に
つ
い
て
は
一
般
論
と
し
か
言
い
よ
う
の
な

い
「
才
思
敏
膽
、
・
・
・
華
気
迭
宕
」
と
だ
け
言
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
才
能
や

考
え
方
は
敏
捷
で
あ
り
な
が
ら
聡
明
で
も
あ
り
、
華
や
か
な
雰
囲
気
が
行
き
来
す

る
」
と
の
み
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
強
い
て
言
う
な
ら
ば
、
巻
下
の
最
後
に
載

せ
た
湖
山
楼
主
人
（
小
野
湖
山
）
が
「
体
は
古
今
を
兼
ね
、
調
は
唐
宋
を
雑
え
、

意
は
高
く
氣
は
爽
、
字
は
鍛
え
ら
れ
句
は
錬
せ
ら
る
」
と
述
べ
て
い
る
の
が
、
彼

の
詩
の
特
徴
を
あ
る
程
度
捕
え
て
い
る
と
云
え
よ
う
か
。

　

彼
の
詩
が
多
く
の
人
々
の
賛
同
を
持
っ
て
迎
え
ら
れ
た
の
に
は
必
ず
理
由
が
あ

る
は
ず
で
あ
る
。「
湖
山
楼
主
人
」
が
云
う
「
唐
宋
を
雑
え
」
と
い
う
言
葉
は
、

そ
の
ヒ
ン
ト
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
彼
の
詩
に
は
「
唐
詩
」
や
「
宋
詩
」
の

よ
う
な
特
徴
が
備
わ
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
典
型
的
と

も
い
え
る
詩
の
例
を
い
く
つ
か
見
て
み
よ
う
。

　

月
落
窗
無
影　
　

月
落
ち　

窗
に
影
な
く

　

有
風
送
香
來　
　

風
有
り
て　

香
を
送
り
来
る

　

數
點
鄰
墻
雪　
　

数
点　

鄰
墻
の
雪

　

分
明
知
是
梅　
　

分
明
に
知
る
是
れ
梅
な
る
を

　
　
　
　
　
（
適
處
『
研
志
堂
詩
鈔
』
巻
下　
「
夜
梅
」）

　

月
が
落
ち
、
あ
た
り
は
窓
に
影
さ
え
も
映
ら
な
い
闇
で
あ
る
が
、
風
は
良
い
香

り
を
私
の
所
ま
で
送
っ
て
く
る
。
隣
の
家
の
垣
根
越
し
に
数
え
る
ほ
ど
の
白
い
雪

が
見
え
る
が
、
私
に
は
そ
れ
が
は
っ
き
り
と
梅
の
花
で
あ
る
と
判
っ
て
い
る
の

だ
。
詩
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
中
国
は
宋
代
の
詩
の

巨
人
の
一
人
、
王
安
石
（
一
〇
二
一
―
一
〇
八
六
）
の
次
の
詩
を
下
敷
き
に
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
。

　

牆
角
數
枝
梅　
　

牆
角　

数
枝
の
梅

　

凌
寒
獨
自
開　
　

寒
を
凌
ぎ
て　

独
自
に
開
く

　

遙
知
不
是
雪　
　

遥
か
に
知
る　

是
れ
雪
な
ら
ざ
る
を

　

爲
有
暗
香
來　
　

暗
香
の
来
た
る
こ
と
あ
る
が
為
な
り

　
　
　
　
　
（
王
安
石
「
梅
花
」
詩
、『
全
宋
詩
』
巻
五
六
三　

王
安
石
二
六
）

　

垣
根
の
角
に
数
本
の
梅
の
枝
、
梅
は
こ
の
寒
さ
を
乗
り
切
っ
て
ひ
と
り
で
咲
い

て
く
れ
た
の
だ
。
遠
く
か
ら
雪
で
は
な
い
こ
と
が
判
る
の
は
、
暗
闇
の
中
で
も
梅

の
香
り
が
漂
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
の
だ
、
と
詠
う
こ
の
詩
は
、
先
に
挙
げ
た
適

處
の
詩
が
、
こ
の
王
安
石
の
「
梅
花
」
詩
を
下
敷
き
と
し
て
い
る
こ
と
は
先
ず
間

違
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
見
方
に
よ
っ
て
は
剽
窃
と
も
と
れ
る
も
の
で
あ
る

が
、
適
處
の
意
識
と
し
て
は
、
恐
ら
く
王
安
石
の
詩
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
位
の
意
識

で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
否
、
む
し
ろ
江
戸
時
代
の
詩
人
の
意
識
は
中
国
の

詩
を
ど
れ
だ
け
上
手
に
真
似
を
し
て
本
詩
に
近
付
け
る
か
と
い
う
事
の
方
が
よ
り
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重
要
で
あ
っ
た
の
だ
。
彼
は
、
そ
の
点
で
中
国
の
詩
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
に
し

て
い
た
、
と
見
た
ほ
う
が
よ
り
正
確
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
適
處
の
詩
も
王
安
石
の

詩
も
「
五
言
絶
句
」
で
あ
る
こ
と
。
韻
（
上
平
灰
）
字
も
「
來
・
梅
」（
適
處
）、

「
梅
・
開
・
來
」（
王
安
石
）
と
ほ
と
ん
ど
一
致
し
、「
影
」
が
上
声
で
異
な
る
位

で
あ
る
。
こ
の
様
に
み
る
と
、
適
處
が
い
か
に
宋
詩
を
学
ん
で
自
分
の
も
の
に
し

て
い
た
か
が
判
る
で
あ
ろ
う
。

　

で
は
、
唐
詩
の
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
彼
が
唐
詩
を
学
ん
で
い
た
こ
と
を
示

す
良
い
例
が
、
以
下
の
詩
で
あ
る
。

　

行
盡
寒
山
石
徑
中　
　

行
き
尽
す　

寒
山　

石
径
の
中

　

停
車
亦
愛
晩
楓
紅　
　

車
を
停
め
て　

亦
た
愛
す　

晩
楓
の
紅

　

朝
朝
深
看
經
霜
艶　
　

朝
朝　

深
く
看
れ
ば　

霜
を
経
て
艶
な
り

　

何
似
春
花
不
耐
風　
　

何
ん
ぞ
似
ん　

春
花
は
風
に
耐
え
ず
と

　
　
　
　
　
（
適
處
『
研
志
堂
詩
鈔
』
巻
上　
「
賦
得
霜
葉
紅
於
二
月
花
」）

　

こ
の
詩
は
、
そ
の
題
か
ら
も
判
明
す
る
よ
う
に
、
唐
代
・
杜
牧
の
有
名
な
「
遠

く
寒
山
に
上
れ
ば
石
径
斜
め
な
り
」（「
山
行
」）
と
い
う
句
で
始
ま
る
詩
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
適
處
は
、
杜
牧
が
第
三
句
目
で
「
停
車
坐
愛
楓
林
晩
（
車
を
停
め
て

坐
ろ
に
愛
す
楓
林
の
晩
）」
と
詠
っ
た
の
に
少
し
手
を
加
え
、
二
句
目
で
「
車
を

停
め
て
亦
た
愛
す
晩
楓
の
紅
」
と
詠
う
様
は
、
恰
も
換
骨
脱
体
、
春
の
花
々
と
の

比
較
で
つ
や
や
か
な
秋
の
楓
を
点
描
す
る
の
で
あ
る
。
尤
も
、
そ
の
詩
題
で
杜
牧

の
「
山
行
」
詩
で
あ
る
こ
と
は
断
っ
て
い
て
、
そ
の
下
敷
き
が
あ
っ
て
の
詩
で
す

よ
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
が
・
・
・
。

　

同
様
の
手
法
は
次
の
詩
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

清
明
時
節
雨
紛
紛　
　

清
明
の
時
節　

雨
紛
紛

　

已
別
梅
花
又
別
君　
　

已
に
梅
花
に
別
れ　

又
君
に
別
る

　

頼
有
寒
厨
幾
杯
酒　
　

頼
む
は
寒
厨
に
幾
杯
か
の
酒
有
り

　

半
宵
離
恨
付
微
醺　
　

半
宵
の
離
恨　

微
醺
に
付
す

　
　
　
　
　
（
適
處
『
研
志
堂
詩
鈔
』
巻
下　
「
送
僧
祖
能
」）

　

最
初
の
句
は
、
前
詩
と
同
じ
杜
牧
の
詩
「
清
明
」
詩
の
一
句
目
と
同
じ
句
で
あ

る
。
こ
の
同
句
を
最
初
に
持
っ
て
く
る
こ
と
で
、
適
處
は
こ
の
詩
を
詠
む
者
に
杜

牧
の
「
清
明
」
詩
を
思
い
出
さ
せ
、
そ
こ
か
ら
二
句
以
降
の
適
處
の
詩
の
世
界
へ

と
導
く
の
で
あ
る
。
こ
の
詩
も
、
前
詩
と
同
様
に
唐
詩
人
の
詩
の
句
を
下
敷
き
と

し
な
が
ら
、
自
分
の
詩
の
世
界
を
展
開
す
る
、
い
わ
ば
日
本
の
和
歌
の
世
界
で
の

「
本
歌
取
り
」
の
手
法
を
漢
詩
の
世
界
に
応
用
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
も
可
能
で

あ
ろ
う
。

　

次
の
詩
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　

四
面
寒
山
各
闘
奇　
　

四
面
の
寒
山　

各
お
の
奇
を
闘
か
わ
せ

　

満
天
風
雪
引
詩
思　
　

満
天
の
風
雪　

詩
思
を
引
く

　

傲
然
爐
畔
抱
衾
臥　
　

傲
然
た
り　

爐
畔
に
衾
を
抱
い
て
臥
す
も

　

未
必
灞
橋
鱸
背
時　
　

未
だ
必
ず
し
も
灞
橋
鱸
背
の
時
に
あ
ら
ず

　
　
　
　
　
（
適
處
『
研
志
堂
詩
鈔
』
巻
下　
「
渓
山
臥
雪
図
」）

　

周
り
の
山
々
は
雪
を
戴
き
寒
々
と
し
て
い
る
が
、
空
一
杯
の
風
や
雪
が
詩
興
を
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か
き
立
て
る
。
傲
然
と
囲
炉
裏
の
傍
で
布
団
を
抱
い
て
眠
る
が
、
必
ず
し
も
あ
の

鄭
棨
が
云
っ
た
よ
う
に
、
灞
橋
や
驢
上
ば
か
り
が
詩
思
を
起
こ
さ
せ
る
と
は
限
ら

な
い
の
だ
、
と
詠
う
こ
の
詩
は
、『
全
唐
詩
話
』
に
載
る
唐
代
末
期
の
鄭
棨
（
？

―
？
）
の
逸
話
に
依
り
な
が
ら
、
み
ご
と
に
そ
れ
を
反
転
さ
せ
、
必
ず
し
も
灞
橋

や
驢
上
だ
け
が
詩
を
作
る
条
件
で
は
な
い
と
言
い
切
る
あ
た
り
、
ま
さ
に
適
處
の

面
目
躍
如
た
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
「
灞
橋
驢
背
」
は
、
も
と
「
灞
橋
驢
上
」
と

し
て
有
名
な
故
事
で
、
鄭
棨
が
あ
る
人
に
「
近
頃
新
詩
を
作
っ
た
か
ね
」
と
聞
か

れ
て
「
詩
思
は
灞
橋
風
雪
の
中
、
鱸
子
の
背
上
に
あ
り
。
今
の
如
く
俗
事
に
携

わ
っ
て
い
て
は
決
し
て
詩
興
も
起
ら
ぬ
」
と
答
え
た
と
い
う
故
事
に
依
っ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
、
以
上
の
事
は
恐
ら
く
適
處
の
実
感
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
は
そ
の
時
々
、
場
所
場
所
で
詩
興
が
起
こ
れ
ば
そ
れ
を

そ
の
ま
ま
漢
詩
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

更
に
適
處
の
詩
の
特
色
を
言
う
な
ら
ば
、
彼
の
詩
に
は
色
彩
と
聴
覚
に
訴
え
る

文
字
や
句
が
多
く
詠
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

　　

一
片
猶
看
心
膽
赤　
　

一
片　

猶
お
看
る　

心
膽
の
赤
き
を

　

石
榴
花
底
坐
黄
昏　
　

石
榴
の
花
底　

黄
昏
に
坐
す
る
を

（
適
處
『
研
志
堂
詩
鈔
』
巻
下　
「
宮
原
海
宇
招
飲
、
壁
掛
艮
斎
翁
詩

軸
、
次
韻
賦
似
」）

　

こ
の
句
で
は
心
膽
の
「
赤
」、
石
榴
の
花
の
「
赤
」、
黄
昏
の
「
黄
」
の
文
字
と
、

赤
や
黄
色
を
連
想
す
る
色
彩
に
富
む
句
作
り
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
様

な
句
は
彼
の
詩
の
中
で
多
く
見
ら
れ
る
現
象
な
の
で
あ
る
。

　

一
葉
扁
舟
破
碧
波　
　

一
葉
の
偏
舟　

碧
波
を
破
り

　

直
攀
鼇
背
蹈
丹
霞　
　

直
に
鼇
背
に
攀
じ
り
て
丹
霞
を
蹈
ま
ん

　
　
　
　
（
適
處
『
研
志
堂
詩
鈔
』
巻
下　
「
厳
島
」）

　

こ
の
句
で
は
碧
波
の
「
碧
」、
丹
霞
の
「
丹
」
の
よ
う
に
碧
と
丹
（
赤
）
が
対
を

成
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
。

　

勿
論
、
こ
の
よ
う
な
句
作
り
は
漢
詩
で
は
対
句
と
い
う
技
法
で
よ
く
使
用
さ
れ

る
し
、
特
に
律
詩
で
は
三
・
四
句
と
五
・
六
句
は
対
句
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
約
束
事
も
有
っ
て
、
多
く
の
場
合
、
そ
の
約
束
で
前
句
で
色
に
関
す
る
文
字
を

用
い
る
と
、
後
句
で
も
色
に
関
す
る
文
字
を
使
用
す
る
の
が
常
で
あ
る
。

　

次
に
あ
げ
る
白
居
易
の
「
王
十
八
の
山
に
帰
る
を
送
り
、
仙
遊
寺
に
寄
題
す
」

と
い
う
詩
で
は
、
三
・
四
句
、
五
・
六
句
で
見
事
な
色
彩
語
の
対
句
が
つ
く
ら
れ
て

い
る
。

　

曾
於
太
白
峰
前
住　
　

曾
て
太
白
峰
前
に
於
い
て
住
ま
い

　

數
到
仙
遊
寺
裏
來　
　

数
し
ば
仙
遊
寺
裏
に
到
り
て
来
る

　

黒
水
澄
時
潭
底
出　
　

黒
水　

澄
め
る
時
は　

潭
底
出
で

　

白
雲
破
處
洞
門
開　
　

白
雲　

破
る
る
処
に　

洞
門
開
く

　

林
間
煖
酒
焼
紅
葉　
　

林
間
に
酒
を
煖
め
て　

紅
葉
を
焼
き

　

石
上
題
詩
掃
緑
苔　
　

石
上
に
詩
を
題
し
て　

緑
苔
を
掃
（
は
ら
）
う

　

惆
悵
舊
遊
無
復
到　
　

惆
悵
す　

旧
遊
復
た
到
る
こ
と
無
き
を

　

菊
花
時
節
羨
君
迴　
　

菊
花
の
時
節　

君
が
迴
る
を
羨
む

（『
白
居
易
集
箋
校
』
巻
第
十
四
、
律
詩
、
朱
金
城
箋
校
、
上
海
古
籍
出

版
社
）
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右
の
詩
は
か
な
り
有
名
で
あ
る
の
で
、
ご
存
じ
の
方
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
特
に

五
句
目
の
「
林
間
に
酒
を
煖
め
て
紅
葉
を
焼
」
く
は
、
古
来
日
本
で
人
口
に
膾
炙

し
て
来
た
句
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
こ
こ
で
注
目
し
て
ほ
し
い
の
は
三
・
四
句
目

と
五
・
六
句
目
の
対
句
で
あ
る
。
三
・
四
句
目
の
「
黒
水
」
と
「
白
雲
」、「
澄
時
」

と
「
破
處
」、「
潭
底
」
と
「
洞
門
」、「
出
」
と
「
開
」。
五
・
六
句
目
の
「
林
間
」

と
「
石
上
」、「
煖
酒
」
と
「
題
詩
」、「
焼
」
と
「
掃
」、「
紅
葉
」
と
「
緑
苔
」。

こ
れ
ら
は
色
彩
に
富
む
語
彙
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
す
べ
て
の
語
彙
が
対
を
為
し
て

い
る
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詩
句
を
見
る
と
、
三
・
四
句
と
五
・
六
句
が
対
句
で
な

ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
と
同
時
に
「
黒
」
や
「
白
」、「
紅
」
や
「
緑
」
と

い
う
色
彩
語
が
対
句
を
作
る
の
に
文
句
な
し
の
語
彙
で
あ
る
こ
と
が
判
る
で
あ
ろ

う
。

　　

こ
こ
で
翻
っ
て
適
處
の
詩
に
つ
い
て
言
う
と
、「
宮
原
海
宇
」
の
詩
は
絶
句
（
四

句
）
で
あ
る
し
、「
厳
島
」
の
詩
は
律
詩
で
あ
る
が
、
先
ほ
ど
引
用
し
た
二
句
は
、

一
・
二
句
で
使
用
さ
れ
て
い
て
、
三
・
四
句
や
五
・
六
句
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
適
處
は
対
句
で
な
い
所
で
も
、
こ
の
よ
う
に
色
彩
に
富
む
文
字
を
使
用
し

て
い
る
、
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
様
な
例
は
、
彼
の
詩
の
多
く
の
句
で
見
出

す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
の
事
は
、
彼
が
極
め
て
色
彩
に
富
ん
だ
感
覚
に
特
筆

す
べ
き
才
能
を
発
揮
し
た
、
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
恐
ら
く
彼
の
文

人
画
（
南
画
）
の
影
響
が
詩
に
反
映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
こ
と
は
同
様
に
、
聴
覚
的
な
表
現
に
も
多
く
の
例
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

　

驚
禽
出
樹
去　
　

驚
禽
は
樹
を
出
で
て
去
り

　

一
顆
墜
紅
珠　
　

一
顆　

紅
珠
墜
つ

　
　
　
　
（
適
處
『
研
志
堂
詩
鈔
』
巻
下　
「
秋
園
」）

　

此
の
二
句
に
は
音
を
表
す
文
字
は
使
用
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、「
驚
禽
」
と
い

う
言
葉
で
驚
い
た
鳥
の
羽
音
を
我
々
に
訴
え
、「
墜
」
と
い
う
言
葉
で
木
か
ら
果

物
が
落
ち
る
音
を
連
想
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

渡
航
客
爭
喚　
　

渡
航
の
客
は
爭
っ
て
喚
き

　

村
樹
鳥
連
環　
　

村
樹
に
鳥　

連
環
す

　
　
　
　
（
適
處
『
研
志
堂
詩
鈔
』
巻
上　
「
抵
城
崎
温
泉
」）

　

此
の
二
句
で
も
「
客
爭
喚
」
の
言
葉
か
ら
、
渡
し
場
で
の
喧
騒
が
聞
こ
え
て
く

る
し
、「
鳥
連
還
」
か
ら
夕
暮
れ
の
塒
に
帰
る
鳥
た
ち
の
鳴
き
声
が
、
詩
を
詠
む

者
の
耳
に
響
く
の
で
あ
る
。

　

棃
邊
風
砕
雪　
　

梨
辺
の
風
は
雪
を
砕
き

　

簷
畔
滴
飛
珠　
　

簷
畔
の
滴
は
珠
を
飛
ば
す

（
適
處
『
研
志
堂
詩
鈔
』
巻
下　
「
春
雨
小
集
、
此
日
有
探
花
約
、
不
果

故
及
」）

　

こ
の
句
で
も
「
風
砕
雪
」「
滴
飛
珠
」
の
言
葉
で
、
風
が
雪
を
砕
く
ほ
ど
の
音

が
聞
こ
え
る
し
、
雨
滴
が
飛
ば
さ
れ
る
音
ま
で
聞
こ
え
て
き
そ
う
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
表
現
は
あ
る
言
葉
か
ら
の
連
想
で
あ
る
が
、
そ
の
連
想
が
音
を
伴
う
よ
う

な
句
作
り
を
意
識
的
に
作
詩
し
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
様
な
詩
の
作
り
方
は
適
處
独
特
の
も
の
で
あ
っ
て
、
他
の
日
本
の
漢
詩
人

に
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
み
ら
れ
る
現
象
で
は
な
い
。
恐
ら
く
こ
こ
に
も
適
處
の
詩
の
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特
徴
が
表
れ
て
い
る
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

　

視
覚
的
な
表
現
と
聴
覚
的
な
表
現
と
は
、
漢
詩
に
お
け
る
表
現
方
法
の
在
り
方

の
一
つ
で
あ
る
が
、
入
谷
仙
介
氏
の
「
王
維
の
詩
に
お
け
る
音
声
表
現
」（『
宮
沢

正
順
博
士
古
稀
記
念
・
東
洋
―
比
較
文
学
論
集
』
二
〇
〇
四
年
）
に
よ
れ
ば
「
詩

は
一
般
に
視
覚
的
表
現
が
主
で
あ
っ
て
、
音
声
表
現
は
従
で
あ
る
。
視
覚
的
表
現

に
音
声
的
表
現
が
伴
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
専
ら
視
覚
的
表
現
の
み
で
構
成
さ

れ
て
い
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ
て
、
・
・
・
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
の
点
か
ら

い
え
ば
、
適
處
の
詩
は
視
覚
的
・
聴
覚
的
な
表
現
が
実
に
豊
富
で
あ
る
こ
と
に
気

づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
彼
の
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
覚
か
ら
く
る
結
果
で

あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。　

　　

以
上
、
少
数
例
な
が
ら
、
彼
・
適
處
が
唐
詩
や
宋
詩
か
ら
学
ん
だ
で
あ
ろ
う
詩

の
技
法
は
、
間
違
い
な
く
唐
詩
や
宋
詩
の
王
道
と
も
い
え
る
ス
タ
イ
ル
を
我
が
も

の
に
し
て
、
そ
れ
を
実
行
し
て
作
詩
し
た
と
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
江
戸
後
期
の
漢
詩
の
主
流
が
、
実
は
宋
詩
中
心
で
あ
っ
た
こ
と
か

ら
言
え
ば
、
唐
・
宋
詩
と
い
う
、
中
国
の
詩
の
伝
統
か
ら
見
る
と
、
唐
詩
の
気
宇

壮
大
、
宋
詩
の
繊
細
さ
の
「
両
方
を
兼
ね
備
え
た
詩
の
世
界
」
を
築
い
た
、
と

言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
こ
そ
適
處
の
詩
の
特
色
が
如
何
な

く
発
揮
さ
れ
て
い
る
、
と
見
る
。
そ
し
て
、
そ
の
事
が
江
戸
末
期
に
あ
っ
て
彼
の

詩
が
多
く
の
賛
同
を
持
っ
て
迎
え
ら
れ
た
理
由
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
ら
の
事

は
こ
の
『
研
志
堂
詩
鈔
選
』
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
納
得
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
。

　

図
二
は
、
正
墻
適
処
自
筆
の
書
幅
で
あ
る
。

図
二
　
正
墻
適
処
自
筆
書
幅
「
田
園
秋
興
」（
鳥
取
大
学
図
書
館
蔵
）

四
、『
詩
鈔
』
の
詩
体

　

で
は
次
に
『
研
志
堂
詩
鈔
』
に
録
さ
れ
て
い
る
詩
の
分
類
に
つ
い
て
見
て
み
よ

う
と
思
う
。
中
国
の
い
わ
ゆ
る
「
漢
詩
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
、
つ
ま
り
、
狭
い
意

味
で
い
う
中
国
の
古
典
詩
に
は
、
詩
が
生
み
出
さ
れ
た
長
い
歴
史
の
中
で
、
さ
ま

ざ
ま
な
要
素
が
混
入
し
て
、
そ
の
ま
ま
存
在
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
何
時
し
か
体

系
的
に
分
類
し
よ
う
と
す
る
動
き
が
起
こ
り
、
唐
詩
（
近
体
詩
）
を
中
心
に
次
の
よ

う
な
分
類
が
成
立
し
て
い
る
。
一
、
絶
句
（
五
言
絶
句
・
七
言
絶
句
・
六
言
絶
句
）、

二
、
律
詩
（
五
言
律
詩
・
七
言
律
詩
）、
三
、
排
律
（
五
言
排
律
・
七
言
排
律
）。
こ

れ
以
外
の
も
の
は
、
古
詩
・
楽
府
等
に
分
類
を
し
て
、
そ
れ
以
外
は
雑
言
と
し
て

扱
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
唐
詩
以
後
の
詩
で
は
絶
句
（
五
言
絶
句
・
七
言
絶
句
・

六
言
絶
句
）
か
律
詩
（
五
言
律
詩
・
七
言
律
詩
）
が
中
心
で
、
古
詩
や
楽
府
体
の
ス

タ
イ
ル
は
ご
く
ま
れ
に
存
在
す
る
と
い
う
現
象
が
一
般
的
な
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
右
の
説
明
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
詩
の
ス
タ
イ
ル
を
分
類
し

た
一
覧
表
を
以
下
に
掲
げ
て
お
こ
う
。
な
お
、
こ
の
一
覧
表
は
『
中
国
詩
選
三

〈
唐
詩
〉』（
現
代
教
養
文
庫
、
松
浦
友
久
著
）
か
ら
借
り
た
も
の
で
あ
る
が
、
一

部
直
し
て
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

平　

仄

　
　
　
　
　

辞
賦　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
言
古
詩
　
不
　
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
体
誌（
古
詩
）　　
　
　

斉
言　
　

五
言
古
詩　
　

〃

　
　
　
　
　

誌（
狭
義
の
古
典
誌
）　
（
平
仄
・
句
数
不
定
）　　
　
　
　
　

七
言
古
詩　
　

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

歌　

行（
楽
府
）　　
　
　

雑
言　
　

雑
言
古
詩　
　

〃

古
典
韻
文　

誌　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

絶
句　
　

五
言
絶
句　

一　

定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

近
体
誌（
今
体
）　　
　

 

（
四
句
） 　

七
言
絶
句　
　

〃

　
　
　
　
　

曲　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
仄
・
句
数
一
定
）　　
　
　
　
　

六
言
絶
句　
　

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

律
詩　
　

五
言
律
詩　
　

〃

　
　
　
　
　

そ
の
他（
銘
・
偈
・
誄
等
）　　
　
　
　
　
　
　

 

（
八
句
） 　

七
言
律
詩　
　

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

排
律　
　

五
言
排
律　
　

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
言
排
律　
　

〃

以
上
の
様
な
分
類
か
ら
適
處
の
詩
を
分
類
す
る
と
、
以
下
に
示
す
よ
う
な
表
に

な
る
。

　

詩　
　

型　
　
　

上　
　

巻　
　
　

下　
　

巻　
　
　

合　
　

計

　

五
言
絶
句　
　
　
　
　

八　
　
　
　
　

十
四　
　
　
　
　

二
二

　

五
言
律
詩　
　
　
　
　

十　
　
　
　
　
　

六　
　
　
　
　

一
六

　

七
言
絶
句　
　
　
　

八
三　
　
　
　
　

四
八　
　
　
　

一
三
一

　

七
言
律
詩　
　
　
　

二
七　
　
　
　
　

四
一　
　
　
　
　

六
八

　

五
言
古
詩　
　
　
　
　

三　
　
　
　
　
　

二　
　
　
　
　
　

五

　

七
言
古
詩　
　
　
　
　

一　
　
　
　
　
　

二　
　
　
　
　
　

三

　

楽　
　

府　
　
　
　
　

一　
　
　
　
　
　

一　
　
　
　
　
　

二

　

六
言
絶
句　
　
　
　
　

一　
　
　
　
　
　

〇　
　
　
　
　
　

一

　

雜　
　

体　
　
　
　
　

一　
　
　
　
　
　

一　
　
　
　
　
　

二

　

四　
　

言　
　
　
　
　

一　
　
　
　
　
　

〇　
　
　
　
　
　

一
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平　

仄

　
　
　
　
　

辞
賦　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四
言
古
詩
　
不
　
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

古
体
誌（
古
詩
）　　
　
　

斉
言　
　

五
言
古
詩　
　

〃

　
　
　
　
　

誌（
狭
義
の
古
典
誌
）　
（
平
仄
・
句
数
不
定
）　　
　
　
　
　

七
言
古
詩　
　

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

歌　

行（
楽
府
）　　
　
　

雑
言　
　

雑
言
古
詩　
　

〃

古
典
韻
文　

誌　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

絶
句　
　

五
言
絶
句　

一　

定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

近
体
誌（
今
体
）　　
　

 

（
四
句
） 　

七
言
絶
句　
　

〃

　
　
　
　
　

曲　
　
　
　
　
　
　
　
（
平
仄
・
句
数
一
定
）　　
　
　
　
　

六
言
絶
句　
　

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

律
詩　
　

五
言
律
詩　
　

〃

　
　
　
　
　

そ
の
他（
銘
・
偈
・
誄
等
）　　
　
　
　
　
　
　

 

（
八
句
） 　

七
言
律
詩　
　

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

排
律　
　

五
言
排
律　
　

〃

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
言
排
律　
　

〃

以
上
の
様
な
分
類
か
ら
適
處
の
詩
を
分
類
す
る
と
、
以
下
に
示
す
よ
う
な
表
に

な
る
。

　

詩　
　

型　
　
　

上　
　

巻　
　
　

下　
　

巻　
　
　

合　
　

計

　

五
言
絶
句　
　
　
　
　

八　
　
　
　
　

十
四　
　
　
　
　

二
二

　

五
言
律
詩　
　
　
　
　

十　
　
　
　
　
　

六　
　
　
　
　

一
六

　

七
言
絶
句　
　
　
　

八
三　
　
　
　
　

四
八　
　
　
　

一
三
一

　

七
言
律
詩　
　
　
　

二
七　
　
　
　
　

四
一　
　
　
　
　

六
八

　

五
言
古
詩　
　
　
　
　

三　
　
　
　
　
　

二　
　
　
　
　
　

五

　

七
言
古
詩　
　
　
　
　

一　
　
　
　
　
　

二　
　
　
　
　
　

三

　

楽　
　

府　
　
　
　
　

一　
　
　
　
　
　

一　
　
　
　
　
　

二

　

六
言
絶
句　
　
　
　
　

一　
　
　
　
　
　

〇　
　
　
　
　
　

一

　

雜　
　

体　
　
　
　
　

一　
　
　
　
　
　

一　
　
　
　
　
　

二

　

四　
　

言　
　
　
　
　

一　
　
　
　
　
　

〇　
　
　
　
　
　

一

　

不　
　

明　
　
　
　
　

〇　
　
　
　
　
　

一　
　
　
　
　
　

一

　

合　
　

計　
　
　

一
三
六　
　
　
　

一
一
六　
　
　
　

二
五
二

　
　
　
（
注
：
不
明
一
は
七
言
六
句
で
従
来
の
分
類
に
入
ら
ず
）

　

右
の
表
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
適
處
が
詩
に
お
い
て
よ
く
使
用
し
た
の
は
、
七

言
絶
句
の
詩
型
で
あ
り
次
い
で
七
言
律
詩
で
あ
っ
た
、
と
だ
け
は
断
言
で
き
よ

う
。
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
得
意
と
す
る
詩
型
が
あ
り
、
中
国
の
杜
甫
で
は
律
詩
で
あ

り
、
李
白
で
は
楽
府
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
自
分
の
作
る
詩
に
お
い
て
も
得
意
と
す

る
詩
型
が
あ
る
程
度
反
映
す
る
。
そ
の
意
味
で
い
え
ば
、
適
處
が
得
意
と
し
た
の

は
絶
句
で
あ
り
、
し
か
も
七
言
で
あ
っ
た
こ
と
は
何
を
物
語
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

絶
句
と
い
う
詩
型
は
簡
潔
さ
を
旨
と
す
る
詩
型
で
あ
る
。
五
言
は
七
言
よ
り
も

更
に
簡
潔
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
七
言
の
方
は
文
字
が
多
い
分
、
自
分

の
言
い
た
い
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
と
い
う
特
色
が
あ
る
。
適
處
は
そ
こ
に
魅
力
を

感
じ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
様
に
見
る
と
、
七
言
絶
句
で
読
ま
れ
た
詩
の

多
く
は
送
別
詩
で
あ
っ
た
り
、
地
方
の
名
所
を
詠
む
詩
で
あ
っ
た
り
、
絵
画
に
対

す
る
題
詩
で
あ
っ
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
の
詩
は
簡
潔
で
あ
る
と
同
時
に
、
紙
面
の

制
約
で
あ
っ
た
り
、
即
興
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
場
で
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ

る
所
が
大
き
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
様
な
処
に
適
處
は
己
の
才
能
を
発
揮
し
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
七
言
律
詩
は
先
ほ
ど
か
ら
の
説
明
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
三
・

四
句
と
五
・
六
句
で
は
対
句
を
用
い
る
と
い
う
約
束
事
が
あ
り
、
そ
の
点
で
作
詩

の
難
易
度
が
他
の
詩
形
よ
り
も
一
段
と
高
い
の
が
こ
の
詩
型
で
あ
る
。
適
處
は
こ

の
難
し
い
詩
型
の
詩
を
多
く
作
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
他
な
ら
ぬ
漢
詩
の
作
詩
能

力
が
他
の
漢
詩
人
た
ち
に
比
べ
て
格
段
に
優
れ
て
い
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
と

い
う
事
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
事
柄
は
、
こ
れ
は
こ
れ
で
ま
た
注
目
し
て
よ
い
こ
と

で
あ
ろ
う
。（
な
お
、『
正
墻
適
處
』（
正
墻
明
著
・
非
売
品
）
に
指
摘
の
あ
る
『
研
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志
堂
遺
稿
』
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
述
べ
よ
う
と
思
っ
て
い
る
故
、
次
の
機
会

を
お
待
ち
い
た
だ
き
た
い
）。

五
、万
水
千
山

　

彼
の
詩
集
『
研
志
堂
詩
鈔
』
を
繙
く
と
、
よ
く
も
こ
れ
だ
け
日
本
各
地
を
旅
し

て
、
か
く
も
多
く
の
詩
を
詠
ん
だ
も
の
だ
と
感
心
さ
せ
ら
れ
る
が
、
そ
の
詩
題
に

詠
ま
れ
た
地
名
だ
け
を
以
下
に
挙
げ
て
み
よ
う
。
上
巻
・
下
巻
併
わ
せ
て
の
地
名

で
あ
る
。

　

鹿
沼
・
日
光
・
那
須
・
松
島
・
金
華
山
・
栃
（
折
）
木
・
水
戸
・
鎌
倉
・
甲

州
・
寝
覚
ノ
床
・
霓
川
・
志
方
（
播
州
）・
室
津
・
有
馬
・
摩
耶
山
・
舞
妓
浜
・

姫
路
・
街
川
・
絵
島
・
奥
野
銀
山
・
天
橋
（
天
の
橋
立
？
）・
峰
山
・
城
崎
温

泉
・
村
岡
・
鰐
淵
寺
（
雲
州
）・
米
城
（
米
子
城
）・
弓
ヶ
浜
・
船
上
山
・
玉
島
・

笠
岡
・
伊
予
・
道
後
温
泉
・
今
治
・
興
居
島
・
九
万
山
・
菅
生
山
・
巖
屋
山
・
宇

和
島
・
八
機
浜
・
佐
賀
・
時
津
（
港
？
）・
崎
港
（
長
崎
港
？
）
天
草
・
薩
摩
・
諫

（
早
）
港
・
大
村
・
伊
万
里
・
武
雄
・
平
戸
・
筑
後
河
・
耶
馬
渓
・
裨
旧
村
・
赤

間
関
・
壇
浦
・
錦
帯
橋
・
厳
島
・
芳
邱
温
泉
・
淀
江

　

こ
れ
ら
の
地
名
は
現
在
の
ど
の
地
名
で
あ
る
か
も
判
然
と
し
な
い
も
の
も
あ
る

が
、
大
き
く
分
け
る
と
関
東
・
奧
羽
か
ら
岐
阜
・
兵
庫
・
京
都
の
一
部
・
そ
れ
に

鳥
取
近
辺
・
あ
と
は
瀬
戸
内
・
四
国
・
九
州
の
各
地
で
あ
る
。
年
譜
か
ら
も
判
明

す
る
が
、
藩
主
の
名
を
受
け
て
の
九
州
探
索
で
あ
っ
た
可
能
性
も
さ
る
事
な
が

ら
、
こ
れ
だ
け
広
範
囲
に
動
い
た
人
物
も
珍
し
い
。
ま
さ
に
「
万
水
千
山
」
と

言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
風
物
を
詩
に
詠
み
込
み
な
が
ら
、

そ
れ
ら
の
風
物
に
彼
自
身
の
姿
を
投
影
し
て
い
る
所
が
、
彼
の
彼
た
る
所
以
で
あ

る
。
丁
度
そ
の
地
の
風
物
が
、
そ
の
時
そ
の
時
の
自
画
像
な
の
で
あ
る
。
そ
の
一

つ
を
以
下
に
見
て
み
よ
う
。

　

山
村
阻
霖
雨　
　

山
村
は
霖
雨
に
阻
ま
れ

　

旅
恨
鬱
難
開　
　

旅
恨　

鬱
と
し
て
開
き
難
し

　

夜
話
多
農
務　
　

夜
話　

農
務
多
く

　

朝
餐
半
芋
魁　
　

朝
餐
は
芋
魁
を
半
ば
す

　

風
聲
寒
葉
落　
　

風
声
に
寒
葉
落
ち

　

雲
色
斷
猿
哀　
　

雲
色
は
断
猿
に
哀
し

　

此
地
空
留
滞　
　

こ
の
地
空
し
く
留
滞
し

　

何
時
出
勿
来　
　

何
れ
の
時
に
か
勿
来
を
出
で
ん

　
　
　
　
　
（「
折
木
山
中
阻
雨
」
巻
上
）

　

山
中
で
「
霖
雨
」（
長
雨
）
に
降
り
こ
め
ら
れ
、
農
家
に
一
夜
の
宿
を
お
願
い

し
た
時
の
模
様
を
詠
ん
だ
詩
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
話
題
に
な
っ
た
「
農
務
」
や
、

「
朝
食
」
に
出
さ
れ
た
芋
中
心
の
食
事
、
す
る
こ
と
が
な
い
時
間
を
持
て
余
す
作

者
・
適
處
が
考
え
る
こ
と
と
言
っ
た
ら
、
何
時
ご
ろ
あ
の
勿
来
の
関
を
越
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
か
と
云
う
こ
と
位
で
あ
る
、
と
さ
み
し
い
胸
の
内
を
さ
ら
け
出
し
て
い

る
。
恐
ら
く
、
事
実
に
基
づ
く
描
写
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
五
・
六
句
で
、
宿

泊
し
た
家
に
吹
き
付
け
る
風
に
交
じ
っ
て
、
秋
の
落
ち
葉
の
音
が
彼
の
耳
朶
を
打

ち
、
見
上
げ
れ
ば
ど
ん
よ
り
と
し
た
雲
に
交
じ
っ
て
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
聞
こ

え
来
る
野
猿
の
鳴
き
声
に
哀
愁
を
感
じ
て
い
る
適
處
が
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
よ

う
な
描
写
は
、
唐
詩
も
中
唐
以
降
の
詩
や
宋
詩
が
得
意
と
し
た
描
写
で
あ
り
、
と

り
わ
け
宋
詩
が
得
意
と
し
た
描
写
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
、
か
の
南
宋
の
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大
詩
人
・
陸
游
の
詩
を
連
想
す
る
の
は
彼
に
と
っ
て
は
迷
惑
な
事
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
今
、
宋
代
を
代
表
す
る
詩
人
の
ひ
と
り
陸
游
の
詩
か
ら
「
宋
詩
的
」

と
思
わ
れ
る
典
型
的
な
詩
を
見
て
み
よ
う
。

　

紅
橋
梅
市
暁
山
横　
　

紅
橋
の
梅
市　

暁
山
横
た
わ
り

　

白
塔
樊
江
春
水
生　
　

白
塔
の
樊
江　

春
水
生
ず

　

花
氣
襲
人
知
驟
暖　
　

花
氣　

人
を
襲
い
て　

驟
（
に
わ
）
か
に
暖
か
な
る
を

知
り

　

鵲
聲
穿
樹
喜
新
晴　
　

鵲
声　

樹
を
穿
ち
て　

新
た
に
晴
る
る
を
喜
ぶ

　

坊
場
酒
賤
貧
猶
酔　
　

坊
場　

酒
賤
（
や
す
）
く
し
て　

貧
も
猶
お
酔
い

　

原
野
泥
深
老
亦
耕　
　

原
野　

泥
深
く
し
て　

老
も
亦
た
耕
す

　

最
喜
先
期
官
賦
足　
　

最
も
喜
ぶ　

期
に
先
ん
じ
て　

官
賦
足
り

　

經
年
無
吏
叩
柴
荊　
　

経
年　

吏
の
柴
荊
を
叩
く
無
き
を

　
　
　
　
　
　
　
（
陸
游
『
剣
南
詩
稿
』
巻
五
十　
「
村
居
書
喜
」）

　

こ
の
詩
の
意
味
は
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
。「
朱
塗
り
の
橋
が
か
か
っ
た
梅
市

の
村
で
は
明
け
方
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
山
々
が
横
た
わ
り
、
白
塔
の
見
え
る
樊
江

の
春
は
水
か
さ
が
増
え
て
い
る
。
花
の
香
り
が
不
意
に
私
を
襲
い
急
に
暖
か
く

な
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
、
鵲
の
声
は
木
々
の
間
に
こ
だ
ま
し
て
晴
れ
た
空
を

喜
ん
で
い
る
か
の
よ
う
だ
。
街
で
は
酒
が
安
く
貧
乏
人
で
も
酔
っ
ぱ
ら
う
ほ
ど
飲

め
る
し
、
野
辺
で
は
泥
が
深
く
て
も
老
人
さ
え
耕
作
に
従
事
し
て
い
る
。
最
も
う

れ
し
い
こ
と
は
期
日
ま
で
に
税
金
を
納
め
て
、
こ
こ
数
年
お
役
人
が
我
が
家
の

粗
末
な
門
戸
を
叩
か
な
い
こ
と
だ
」
と
。
な
お
、
こ
の
詩
は
『
剣
南
詩
稿
校
注
』

（
錢
仲
聯
校
注
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
五
年
刊
）
に
よ
れ
ば
、
嘉
泰
二
年

（
一
二
〇
二
）
の
春
に
作
ら
れ
た
詩
と
い
う
。
だ
と
す
れ
ば
陸
游
七
十
八
才
の
詩

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
彼
の
死
の
八
年
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
詩
で
は
一
句
目
と
二
句
目
の
「
紅
橋
」
と
「
白
塔
」
が
視
覚
に
訴
え
、
三

句
目
の
「
花
氣
襲
人
」
と
四
句
目
の
「
鵲
声
穿
樹
」
が
嗅
覚
と
聴
覚
を
刺
激
す

る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
最
後
の
四
句
で
酒
の
安
さ
や
老
人
の
農
耕
の
様
子
、
お
役

人
が
税
金
を
取
り
に
来
な
い
安
堵
感
が
詠
わ
れ
る
こ
と
で
、
こ
の
詩
を
明
る
い
農

村
の
一
コ
マ
と
し
て
印
象
づ
け
ら
れ
る
事
で
あ
ろ
う
。
こ
の
様
な
詩
の
詠
い
方
は

陸
游
独
特
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
広
く
宋
代
の
詩
に
共
通
す
る
詠
い
方
で
も
あ

る
。
も
う
一
つ
陸
游
の
農
村
を
詠
っ
た
詩
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

　

我
年
近
七
十　
　

我
が
年
は
七
十
に
近
く

　

與
世
長
相
忘　
　

世
と
長
く
相
い
忘
る

　

筋
力
幸
可
勉　
　

筋
力　

幸
い
に
勉
む
可
く

　

扶
衰
業
耕
桑　
　

衰
を
扶
（
た
す
）
け
て
耕
桑
を
業
と
す

　

身
雜
老
農
間　
　

身
は
老
農
の
間
に
雑
る
も

　

何
能
避
風
霜　
　

何
ぞ
能
く
風
霜
を
避
け
ん
や

　

夜
半
起
飯
牛　
　

夜
半　

起
ち
て
牛
に
飯
す
れ
ば

　

北
斗
垂
大
荒　
　

北
斗　

大
荒
に
垂
る

　
　
　
　
　
（『
剣
南
詩
稿
校
注
』
巻
二
十
三　
「
晩
秋
農
家
」
八
首
、
其
の
五
）

　

詩
の
意
味
は
以
下
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。「
私
の
年
は
七
十
に
近
く
、
世
間
か

ら
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。（
私
の
方
で
も
世
間
を
忘
れ
た
生
活
で
）
し
か
し
、
体

力
は
あ
っ
て
幸
い
に
働
く
こ
と
が
出
来
る
し
、
老
衰
を
お
し
て
畑
仕
事
や
桑
つ
み

の
仕
事
も
で
き
る
。
此
の
身
は
老
い
た
農
民
た
ち
の
間
に
交
じ
っ
て
い
る
の
だ

か
ら
、
ど
う
し
て
風
や
霜
を
避
け
る
こ
と
な
ど
で
き
よ
う
か
。
夜
中
に
牛
に
餌

を
や
ろ
う
と
起
き
る
と
、
北
斗
七
星
が
地
平
線
の
か
な
た
に
垂
れ
る
よ
う
に
か
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か
っ
て
い
る
の
を
み
た
」。
前
出
の
錢
仲
聯
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
詩
は
紹
煕
二
年

（
一
一
九
一
）
の
春
に
故
郷
で
作
っ
た
詩
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
陸
游
六
十
七

歳
の
時
の
詩
で
あ
る
。
こ
の
詩
で
は
色
彩
語
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
農

民
た
ち
と
交
わ
る
喜
び
が
、
声
高
で
は
な
い
言
葉
で
詠
わ
れ
て
い
て
、
こ
の
詩
を

詠
む
も
の
の
胸
に
じ
ん
わ
り
と
伝
わ
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
陸
游
の
二
詩
か
ら
判
明

す
る
の
は
、
農
作
業
の
楽
し
さ
と
喜
び
が
読
む
者
の
胸
に
迫
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
又
、
適
處
の
詩
で
も
例
外
で
は
な
い
。
適
處
の
、
と
り
わ
け
農
村
を
詠
っ

た
詩
で
は
、
陸
游
の
よ
う
な
詠
い
ぶ
り
が
顕
著
で
あ
る
。
そ
れ
程
「
宋
詩
」
的
な

表
現
に
満
ち
満
ち
て
い
る
の
で
あ
る
。
勿
論
、
後
半
生
の
詩
と
考
え
ら
れ
る
彼
の

詩
は
、
更
に
こ
の
よ
う
な
「
宋
詩
的
」
な
も
の
か
ら
、「
宋
詩
」
そ
の
も
の
と
言
っ

て
よ
い
程
進
化
を
遂
げ
る
が
、
そ
れ
ら
の
事
は
、
こ
の
『
詩
鈔
選
』
を
じ
っ
く
り

読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
自
ず
と
判
明
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

六
、
凡
例

一
、
テ
キ
ス
ト
は
主
と
し
て
『
研
志
堂
詩
鈔
』（
大
正
八
年
）
の
復
刻
版
よ
り
選

び
、
版
本
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
順
序
に
随
い
配
列
し
た
。
必
要
な
場
合
に
は
他

の
版
本
も
参
考
に
し
た
が
、
文
字
の
異
同
が
な
い
限
り
こ
の
テ
キ
ス
ト
（
大
正

八
年
版
）
に
従
っ
た
。

二
、一
の
テ
キ
ス
ト
は
制
作
順
に
な
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
一
応
の
順
と

思
わ
れ
る
の
で
一
の
テ
キ
ス
ト
の
順
に
並
べ
て
あ
る
。
ま
た
、
長
編
詩
に
つ
い

て
は
掲
載
し
た
の
も
あ
る
が
一
部
省
略
し
た
。

三
、
上
段
に
原
詩
、
下
段
に
書
き
下
し
文
、
そ
の
後
に
詩
の
【
解
題
】【
大
意
】

を
配
し
、
更
に
【
語
釈
】
を
配
し
た
。【
解
題
】
と
【
大
意
】
は
わ
か
り
や
す

い
日
本
語
に
配
慮
し
、【
語
釈
】
は
詩
の
中
に
出
て
く
る
語
彙
に
つ
い
て
解
説

し
た
。

四
、
文
字
に
つ
い
て
は
、
原
詩
は
旧
漢
字
、
書
き
下
し
以
下
は
常
用
漢
字
を
用
い

た
。
但
し
、【
語
釈
】
で
取
り
上
げ
た
語
彙
に
つ
い
て
は
旧
漢
字
を
使
用
し
た
。

な
お
、
詩
中
の
（　

）
は
適
処
自
身
の
注
で
あ
る
。

　
『
研
志
堂
詩
鈔
選
』
の
漢
詩
訳
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
山
陰
研
究
セ
ン
タ
ー

の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
る
要
木
純
一
氏
に
い
く
つ
か
指
摘
を
頂
い
た
。
紙
面
を
お
借

り
し
て
衷
心
よ
り
お
礼
申
し
上
げ
る
。

【
訳
注
本
文
】

 　

研
志
堂
詩
鈔
選　

巻
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

因
幡　
　
　

正
墻
薫
朝
華　
　

著

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

山
内
衡
平
作　
　

校

序
文

十
四
五
年
前
。
余
客
土
浦
。
承
乏
緫
理
郡
事
。
事
務
倥
怱
。
適
因
幡
正
墻
君
朝
華

見
訪
。
時
属
歉
歳
。
余
將
出
撿
傷
稼
。
是
以
不
遑
與
君
款
晤
。
使
二
三
子
代
接
伴
。

君
乃
留
自
畫
山
水
一
幅
見
贈
。
余
深
愛
其
風
流
瀟
洒
。
以
不
得
盡
歡
為
憾
。
後
去

来
江
戸
。
十
二
年
於
茲
矣
。
傾
想
其
人
。
時
々
往
来
胸
中
。
杳
不
聞
音
耗
。
頃
者
。

土
肥
子
正
來
。
亦
因
幡
人
。
示
詩
若
干
巻
。
謁
余
評
閲
。
余
乃
閲
之
。
正
墻
君
所

著
。
萍
游
漫
草
也
。
悉
其
漫
游
中
所
獲
。
憑
弔
古
蹟
。
尋
訪
遺
逸
。
跋
険
渉
阻
。

觸
懐
興
感
。
非
泛
作
者
。
而
才
思
敏
贍
。
華
氣
迭
宕
。
使
人
流
連
稼
住
。
余
十
數

年
来
。
傾
想
之
而
不
得
聞
音
耗
者
。
今
一
旦
得
之
。
而
又
見
其
有
此
詩
華
。
譬
如

失
璞
者
。
初
求
之
而
弗
獲
。
有
人
忽
持
而
還
之
。
又
瑳
琢
成
美
器
矣
。
余
躍
然
喜
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甚
。
且
歎
曰
。
詩
之
不
可
以
已
如
斯
歟
。
使
正
墻
君
不
工
詩
。
則
余
雖
傾
想
之
。

亦
徒
以
為
風
流
瀟
灑
之
人
而
已
矣
。
何
以
知
其
才
思
敏
贍
至
此
哉
。
是
宜
亟
激
賞

而
誇
揚
者
。
然
諸
家
之
評
語
既
備
矣
。
余
復
何
容
喙
。
乃
書
其
巻
端
。
以
記
余
之

喜
。
且
以
謝
其
初
皮
毛
視
之
之
過
云
。
歳
在
戊
午
秋
。
書
於
江
戸
下
谷
満
壁
滄
洲

草
堂
。

　
　
　

弘
庵
居
士
藤
森
大
雅
識　

印
（
大
雅
之
印
）　

印
（
淳
風
）

（
書
き
下
し
文
）

十
四
五
年
前
、
余
（
わ
れ
）
土
浦
に
客
た
り
。
之
を
承
け
て
郡
事
を
総
理
す
。
事

務
は
倥
怱
な
り
。
適
た
ま
因
幡
の
正
墻
君
、
朝
華
に
訪
な
わ
る
。
時
に
歉
歳
に
属

す
。
余
將
（
ま
さ
）
に
出
で
て
傷
稼
を
撿
せ
ん
と
す
。
是
を
以
っ
て
君
と
款
晤
す

る
に
遑
あ
ら
ず
。
二
三
子
を
し
て
代
り
て
接
伴
せ
し
む
。
君
乃
ち
自
画
山
水
一
幅

を
留
め
て
贈
ら
る
。
余
深
く
そ
の
風
流
瀟
洒
を
愛
す
。
歡
を
尽
く
す
を
得
ざ
る
を

以
っ
て
憾
み
と
爲
す
。
後
ち
江
戸
に
去
来
し
て
十
二
年
茲
に
於
い
て
す
。
其
の
人

を
傾
想
し
、
時
時
胸
中
に
往
来
す
る
も
、
杳
と
し
て
音
耗
を
聞
か
ず
。
頃
者
（
こ

の
ご
）
ろ
土
肥
子
正
來
る
。
亦
因
幡
の
人
な
り
。
詩
若
干
巻
を
示
し
、
余
に
謁
い

評
閲
せ
し
む
。
余
乃
ち
之
を
閲
す
れ
ば
、
正
墻
君
の
著
わ
す
所
の
萍
游
漫
草
な

り
。
悉
く
其
の
漫
游
中
の
獲
る
所
な
り
。
古
蹟
を
馮
弔
し
、
遺
逸
を
尋
訪
し
、
跋

険
渉
阻
し
、
懐
に
觸
れ
て
感
を
興
す
泛
作
者
に
非
ず
。
而
し
て
才
思
敏
贍
、
華
氣

迭
宕
。
人
を
し
て
流
（
留
）
連
稼
住
せ
し
む
。
余
十
数
年
來
、
傾
（
こ
の
ご
）
ろ
之

を
想
ひ
て
音
耗
を
聞
く
を
得
ざ
る
者
な
り
。
今
一
旦
之
を
得
た
り
。
而
し
て
又
其

の
此
の
詩
華
あ
る
を
見
た
り
。
譬
え
ば
璞
を
失
な
い
し
者
の
ご
と
く
、
初
め
之
を

求
め
て
獲
ら
れ
ず
。
有
る
ひ
と
忽
ち
持
ち
て
之
を
還
す
。
ま
た
琢
を
瑳
し
、
美
器

を
成
す
。
余
躍
然
と
し
て
喜
ぶ
こ
と
甚
だ
し
。
且
つ
歎
じ
て
曰
く
「
詩
の
以
て
已

む
可
か
ら
ざ
る
は
斯
く
の
如
き
か
」
と
。
正
墻
君
を
し
て
詩
に
工
み
ざ
ら
し
む
れ

ば
則
ち
余
之
を
傾
思
す
る
と
雖
も
亦
徒
ら
に
お
も
え
ら
く
、
風
流
瀟
灑
の
人
な
る

の
み
、
と
。
何
を
以
て
其
の
才
思
敏
贍
此
こ
に
至
る
を
知
ら
ん
や
。
是
れ
宜
し
く

亟
（
す
み
や
か
）
に
激
賞
し
て
誇
揚
す
る
者
な
る
べ
し
。
然
れ
ど
も
諸
家
の
評
語

既
に
備
は
る
。
余
復
た
何
ぞ
容
喙
せ
ん
や
。
乃
ち
其
の
巻
端
を
書
き
て
以
っ
て
余

の
喜
び
を
記
せ
り
。
且
つ
其
の
初
め
皮
毛
之
を
視
る
の
過
を
謝
す
と
云
う
。
歳
は

戊
午
（
一
八
五
八
）
の
秋
に
在
り
。
江
戸
下
谷
満
壁
滄
洲
草
堂
に
書
す
。

　
　
　

弘
庵
居
士
藤
森
大
雅
識　

印
（
大
雅
之
印
）　

印
（
淳
風
）

（「
序
文
」
大
意
）

　

十
四
・
五
年
前
、
私
は
土
浦
に
身
を
寄
せ
て
い
た
。
郡
事
を
管
理
す
る
人
物
が

不
足
し
て
い
る
の
を
受
け
、
慌
し
く
忙
し
い
有
様
で
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
鳥
取
の

正
墻
君
・
朝
華
の
訪
問
を
受
け
た
。
そ
の
時
は
飢
饉
の
年
で
、
私
は
丁
度
外
に
出

て
い
て
傷
ん
だ
穀
物
を
取
り
調
べ
る
役
目
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
正
墻
君
と
は
打
ち

解
け
て
語
り
合
う
時
さ
え
な
か
っ
た
の
だ
。
私
の
代
わ
り
に
二
・
三
人
の
人
に
代

わ
っ
て
応
対
し
て
も
ら
っ
た
。
正
墻
君
は
自
分
の
描
い
た
山
水
画
一
幅
を
贈
呈
し

て
下
さ
り
、
私
は
深
く
彼
の
風
流
で
瀟
洒
な
様
子
を
愛
し
、
歓
談
で
き
な
か
っ
た

こ
と
を
恨
み
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
江
戸
と
土
浦
と
を
行
っ
た
り
来
た
り

す
る
事
十
二
年
に
渉
っ
た
が
、
そ
の
間
も
正
墻
君
を
思
う
心
は
、
何
時
も
胸
中
に

去
来
す
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
杳
と
し
て
音
信
は
途
絶
え
た
ま
ま
で
あ
っ
た

が
、
近
頃
土
肥
子
正
と
い
う
者
が
や
っ
て
来
た
。
此
の
人
も
又
鳥
取
の
人
で
、
詩

巻
若
干
を
示
さ
れ
、
私
に
評
閲
を
依
頼
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
私
は
そ
こ
で
そ
の
詩

巻
を
見
て
み
る
と
正
墻
君
の
著
し
た
も
の
で
『
萍
游
漫
草
』
で
あ
っ
た
。
そ
の
詩

の
全
て
は
彼
が
諸
国
を
漫
遊
し
作
っ
た
も
の
で
、
古
跡
を
弔
い
、
散
ら
ば
り
無
く

な
っ
た
も
の
を
尋
ね
、
険
阻
な
地
を
跋
渉
し
て
、
思
い
に
触
れ
て
感
じ
た
こ
と
を

詠
い
、
そ
れ
に
は
作
者
を
思
い
浮
か
べ
る
の
で
は
な
く
、
才
能
や
考
え
方
は
敏
捷
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で
あ
り
な
が
ら
大
胆
で
も
あ
り
、
華
や
か
な
雰
囲
気
が
行
き
来
し
て
い
る
。
そ
れ

は
人
に
帰
る
を
忘
れ
さ
せ
留
ま
ら
せ
る
の
に
十
分
で
あ
る
。
私
は
十
数
年
こ
の

方
、
彼
の
詩
に
傾
倒
し
て
き
た
が
、
そ
の
消
息
を
聞
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。
今
一

度
彼
の
詩
を
得
て
、
又
彼
の
詩
筆
が
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
例
え
ば
加
工
し
て
い
な

い
宝
石
を
失
い
、
最
初
、
こ
の
宝
石
を
求
め
て
も
得
る
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
な

も
の
だ
。
あ
る
人
が
持
っ
て
い
て
も
す
ぐ
に
返
す
よ
う
な
も
の
で
、
ま
た
磨
い
て

美
し
い
器
を
作
る
よ
う
な
も
の
だ
。
私
は
躍
り
上
が
っ
て
自
分
を
責
め
る
こ
と
甚

だ
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
嘆
息
し
て
言
う
に
「
詩
と
い
う
も
の
は
自
分

も
こ
の
様
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
。
正
墻
君
が
詩
に
巧
み
で
な
け
れ
ば
私
は

彼
に
傾
倒
す
る
と
し
て
も
、
ま
た
徒
に
風
流
瀟
麗
の
人
と
す
る
の
み
で
あ
る
。
ど

う
し
て
彼
の
才
能
の
働
き
や
聡
明
さ
を
知
り
て
こ
の
よ
う
な
状
態
に
な
る
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
彼
を
ほ
め
た
た
え
誇
ら
し
く
思
う
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
諸
家
の
批
評
は
已
に
備
わ
っ
て
い
る
。
私
は
亦
何
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
あ

ろ
う
。
そ
こ
で
こ
の
巻
の
序
文
を
書
い
て
自
分
の
責
を
果
し
た
の
だ
。
且
つ
、
最

初
は
そ
の
表
面
だ
け
を
見
て
い
た
欠
点
を
あ
や
ま
っ
て
お
き
た
く
思
う
。
歳
は

一
八
五
八
年
の
秋
。
江
戸
下
谷
満
壁
滄
州
学
堂
に
て
書
く
。

　

弘
庵
居
士　

藤
森
大
雅
識　

印
（
大
雅
之
印
）　

印
（
淳
風
）

　
　

郡
須
與
市
射
扇
圖　
　

那
須
與
市
の
射
扇
圖

旗
幟
連
營
白
壓
紅　
　

旗
幟　

營
に
連
ら
な
り　

白
は
紅
を
壓
す　

霜
蹄
破
浪
銕
華
驄　
　

霜
蹄
破
浪　

銕
華
驄
な
り

平
軍
十
萬
膽
先
落　
　

平
軍
十
万　

膽　

先
に
落
（
つ
ぶ
）
れ

紈
扇
竿
頭
一
鏑
風　
　

紈
扇
竿
頭　

一
鏑
の
風

【
詩
題
】
那
須
与
一
の
射
扇
図
に

【
大
意
】
軍
勢
を
示
す
旗
印
が
は
た
め
き
、
白
色
（
源
氏
）
が
赤
色
（
平
家
）
を
圧

倒
す
る
中
、
春
馬
が
波
を
蹴
散
ら
し
、
鎧
に
身
を
包
ん
だ
騎
馬
一
騎
。
十
万
の
平

家
は
度
肝
を
抜
か
れ
つ
つ
、
白
い
練
り
絹
の
扇
が
竿
先
に
有
る
の
を
目
掛
け
て
、

一
本
の
矢
が
ひ
ゅ
と
い
う
音
と
共
に
放
た
れ
る
。

【
語
釈
】
〇
霜
蹄
―
駿
馬
の
ひ
ず
め
。
駿
馬
を
云
う
。「
馬
蹄
可
以
践
霜
雪
」（『
荘

子
』
馬
蹄
）　

〇
紈
扇
―
白
い
練
絹
で
作
っ
た
扇
。「
紈
扇
如
圓
月
」（
江
淹
詩
）

　
　

鹿
沼
途
上　
　

鹿
沼
へ
の
途
上
に
て

沿
路
秋
風
野
草
香　
　

沿
路
の
秋
風　

野
草
香
り　
　
　

紛
紛
涼
露
濕
衣
裳　
　

紛
紛
た
る
涼
露　

衣
裳
を
濕
ら
す　

羅
針
北
指
三
十
里　
　

羅
針
は
北
に
三
十
里
を
指
し　

一
髪
青
山
是
日
光　
　

一
髪
の
青
山　

是
れ
日
光

【
詩
題
】
鹿
沼
へ
の
途
上
に
て

【
大
意
】
沿
道
の
秋
風
に
野
の
草
は
香
り
、
盛
ん
で
涼
や
か
な
露
が
我
が
衣
裳
を

湿
ら
す
。
磁
石
は
北
の
方
三
十
里
を
指
し
示
し
、
周
り
を
見
れ
ば
一
面
の
青
。
こ

こ
が
日
光
だ
。

【
語
釈
】
〇
紛
紛
―
多
く
あ
る
さ
ま
、
盛
ん
な
さ
ま
。「
羽
旄
紛
紛
」（
漢
書　

禮

樂
志
）　

〇
羅
針
―
羅
針
盤
の
こ
と
。
磁
石
を
さ
す
。
〇
一
髪
青
山
―
蘇
軾
の
「
青

山
一
髪
是
中
原
」（
澄
邁
驛
通
潮
閣
二
首
、
其
の
二
）
を
意
識
す
る
か
。

　
　

　
　

蓑
村
藤
房
公
草
庵
舊
趾　
　

蓑
村
藤
房
公
の
草
庵
の
舊
趾
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鹽
梅
調
味
失
阿
衡　
　

塩
梅
の
調
味　

阿
衡
を
失
い　

遂
使
神
京
寶
鼎
輕　
　

遂
に
神
京
の
宝
鼎
を
し
て
軽
か
ら
し
む　

脱
却
簪
纓
換
蘿
薜　
　

簪
䋝
を
脱
却
し
蘿
薛
に
換
え　

一
庵
風
月
有
餘
清　
　

一
庵
の
風
月　

余
清
あ
り

【
詩
題
】
蓑
村
藤
房
公
の
草
庵
の
旧
跡

【
大
意
】
味
を
調
え
る
塩
や
梅
の
よ
う
に
、
そ
の
宰
相
を
失
え
ば
、
結
局
、
あ
の

都
の
帝
に
他
の
勢
力
を
そ
れ
程
と
も
思
え
さ
せ
ぬ
よ
う
に
さ
せ
て
し
ま
う
も
の
な

の
だ
。
冠
の
紐
を
絹
か
ら
蓬
に
変
え
る
よ
う
な
事
か
ら
早
く
抜
け
出
す
べ
き
で
あ

り
、
庵
か
ら
見
る
風
や
月
は
、
そ
れ
だ
け
で
余
情
が
あ
る
。

【
語
釈
】
〇
蓑
村
藤
房
公
―
建
武
の
中
興
の
功
臣
の
名
。
〇
塩
梅
―
按
配
と
も
言

う
。
塩
味
と
酸
味
。
転
じ
て
臣
下
が
君
主
を
支
え
て
政
務
を
う
ま
く
処
理
す
る
事

を
指
す
。
〇
神
京
―
帝
の
い
る
都
の
事
。
〇
寶
鼎
―
所
謂
「
鼎
の
軽
重
を
問
う
」

こ
と
（『
左
傳
』
宣
公
三
年
）。
〇
簪
―
こ
う
が
い
。
冠
を
止
め
る
た
め
髪
に
挿
す
。

　
　

　
　

　
　

日
光
中
禪
寺　
　

日
光
中
禅
寺

老
楓
秋
寂
寂　
　

老
楓　

秋　

寂
寂　

古
槐
晝
冥
冥　
　

古
槐　

昼　

冥
冥　

石
着
苔
衣
濕　
　

石
は
苔
衣
を
着
け
て
湿
り　

山
懸
瀑
布
靈　
　

山
は
瀑
布
を
懸
け
て
霊
た
り　

危
巖
多
失
脚　
　

危
巖
は
多
く
は
脚
を
失
い　

竒
鳥
數
驚
聽　
　

危
鳥
は
数
し
ば
聴
を
驚
か
す　

鬒
髪
雲
峰
上　
　

鬒
髪
は
雲
峰
の
上
（
日
光
山
一
名
鬒
髪
、
日
光
山
は
一
名
鬒
髪

な
り
）

湖
光
千
頃
青　
　

湖
光　

千
頃
の
青

【
詩
題
】
日
光
の
中
禅
寺
に
て

【
大
意
】
古
い
楓
の
樹
が
秋
に
静
か
に
生
え
、
古
槐
の
木
の
麓
は
昼
で
も
暗
い
。

石
は
苔
む
し
て
湿
り
、
遥
か
向
こ
う
の
山
に
は
瀑
布
が
懸
っ
て
い
る
。
危
な
か
し

い
岩
は
支
え
も
覚
束
な
く
、
珍
し
い
鳥
の
鳴
き
声
に
し
ば
し
ば
驚
く
。
日
光
山
は

雲
の
峰
に
抜
き
ん
出
て
（
日
光
山
は
別
名
鬒
髪
と
い
う
）、
麓
の
広
い
湖
面
は
一

面
の
青
。

【
語
釈
】
〇
寂
寂
―
さ
み
し
く
静
か
な
さ
ま
「
小
院
回
廊
春
寂
寂
」（
杜
甫
詩
）。

〇
冥
冥
―
暗
い
さ
ま
。「
梨
花
枝
外
雨
冥
冥
」（
楊
維
楨
詩
）。
〇
鬒
髪
―
注
に
も

あ
る
よ
う
に
「
日
光
山
」
の
こ
と
。
〇
千
頃
―
「
頃
」
は
面
積
が
百
畝
の
こ
と
。

千
頃
で
広
い
こ
と
を
言
う
。

　
　

過
那
須
野　
　

那
須
の
野
を
過
ぐ

曠
原
十
里
滿
鞋
泥　
　

曠
原　

十
里　

満
鞋
の
泥　

秋
草
連
空
一
望
迷　
　

秋
草
は
空
に
連
な
り
て　

一
望
し
て
迷
う

昨
雨
未
晴
雲
氣
黒　
　

昨
雨
い
ま
だ
晴
れ
ず　

雲
気
黒
く　

殺
生
石
畔
野
狐
啼　
　

殺
生
石
畔
に
野
狐
啼
く

【
詩
題
】
那
須
の
野
を
過
ぎ
て

【
大
意
】
広
野
は
十
里
も
続
き
草
鞋
を
満
た
す
泥
。
秋
の
草
は
地
平
線
ま
で
見
渡

す
限
り
で
、
ど
の
方
向
か
も
わ
か
ら
な
い
。
昨
夜
の
雨
が
ま
だ
晴
れ
ず
雲
は
黒
く
、

九
九
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わ
が
身
の
お
か
れ
た
ひ
ど
い
境
遇
を
考
え
る
て
い
る
と
、
殺
生
石
の
あ
た
り
で
野

狐
が
啼
く
。

【
語
釈
】
〇
曠
原
―
曠
野
に
同
じ
。
〇
滿
鞋
―
草
鞋
を
満
た
す　

〇
殺
生
石
―
那

須
溶
岩
の
形
勝
の
一
つ
。

　
　

松
島　
　

松
島

　
宇
寰
三
勝
想
松
洲　
　

宇
寰　

三
勝　

松
洲
を
想
う　

今
日
何
縁
試
一
眸　
　

今
日
何
の
縁
か
一
眸
を
試
み
る　

舎
邇
取
遐
堪
自
笑　
　

邇
を
舎
て
遐
を
取
り
て　

自
ら
笑
ふ
に
堪
え
た
り　

天
橋
巖
島
未
曽
遊　
　

天
橋　

嚴
島　

い
ま
だ
曾
っ
て
遊
ば
ず

【
詩
題
】
松
島
に
て

【
大
意
】
天
下
の
中
で
も
日
本
三
景
の
一
つ
松
島
の
こ
と
を
考
え
る
。
今
日
は
ど

の
様
な
巡
り
合
わ
せ
で
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
近
く
の
景
勝
を
捨
て

て
遠
く
の
松
島
を
見
る
と
は
自
然
と
笑
み
が
こ
ぼ
れ
る
。
天
橋
立
や
厳
島
に
は
ま

だ
遊
山
し
た
こ
と
が
無
い
の
に
。

【
語
釈
】
〇
宇
寰
―
「
寰
宇
」
と
も
。
天
地
四
方
の
広
い
世
界
。
天
下
。
〇
邇
―

近
い
。
近
く
。
〇
遐
―
遠
い
。
遠
く
。

　
　

登
金
蕐
山　
　

金
蕐
山
に
登
る

捨
舟
千
仭
向
空
攀　
　

舟
を
捨
て　

千
仭　

空
に
向
っ
て
攀
る　

一
朶
金
蕐
碧
浪
間　
　

一
朶
の
金
華　

碧
浪
の
間　

回
顧
中
原
小
於
掌　
　

回
顧
す　

中
原
は
掌
よ
り
も
小
な
る
を　

抉
眸
遙
瞰
蝦
夷
山　
　

眸
を
抉
し
て
遙
か
に
瞰
る　

蝦
夷
の
山

【
詩
題
】
金
華
山
に
登
っ
て

【
大
意
】
舟
か
ら
上
が
っ
て
千
尋
の
高
さ
ま
で
登
る
様
は
、
ま
る
で
天
空
に
登
る

か
の
よ
う
。
一
本
の
金
の
華
が
、
青
い
波
間
に
漂
っ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
若
い

頃
を
思
い
返
せ
ば
、
嘗
て
遊
ん
だ
中
原
（
江
戸
）
は
掌
よ
り
も
小
さ
く
感
ぜ
ら
れ

る
。
目
を
遥
か
蝦
夷
の
山
々
の
方
に
向
け
て
見
て
み
る
。

【
語
釈
】
〇
一
朶
金
華
―
金
華
山
を
一
本
の
華
に
譬
え
海
か
ら
咲
い
て
い
る
感
覚

で
眺
め
て
い
る
。　

〇
回
顧
―
若
い
頃
に
思
い
を
巡
ら
す
こ
と
。
回
想
。
追
想
。

　
　

　
　

折
木
山
中
阻
雨　
　

折
木
山
中
に
て
雨
に
阻
ま
る

山
村
阻
霖
雨　
　

山
村
は
霖
雨
に
阻
ま
れ　

旅
恨
鬱
難
開　
　

旅
恨　

鬱
と
し
て
開
き
難
し　

夜
話
多
農
務　
　

夜
話　

農
務
多
く　

朝
餐
半
芋
魁　
　

朝
餐
は
芋
魁
を
半
ば
す　

風
聲
寒
葉
落　
　

風
聲
に
寒
葉
落
ち　

雲
色
斷
猿
哀　
　

雲
色
は
斷
猿
に
哀
し　

此
地
空
留
滞　
　

此
の
地
空
し
く
留
滞
し　

何
時
出
勿
來　
　

何
れ
の
時
に
か
勿
来
を
出
ん

【
詩
題
】
折
木
山
中
で
雨
に
阻
ま
れ
て
の
詩

【
大
意
】
山
里
で
長
雨
に
阻
ま
れ
、
旅
の
思
い
は
鬱
鬱
と
し
て
晴
れ
な
い
。
宿
の

親
父
の
夜
話
は
農
事
が
多
く
、
朝
飯
は
芋
が
ほ
と
ん
ど
。
風
の
吹
く
た
び
に
木
の

葉
が
ほ
ろ
ほ
ろ
と
落
ち
、
雲
の
色
は
暗
く
、
時
折
聞
こ
え
る
野
猿
の
鳴
き
声
。
す

一
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る
術
も
な
く
留
ま
っ
て
は
い
る
が
、
一
体
何
時
に
な
れ
ば
勿
来
の
関
を
越
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
か
。

【
語
釈
】
〇
折
木
山
ー
宮
城
県
栗
原
郡
高
清
水
町
に
あ
る
山
か
。
〇
霖
雨
―
三
日

以
上
降
り
続
く
雨
。
長
雨
。「
淫
、
霖
也
。
雨
三
日
以
上
爲
霖
」（『
禮
記
』
月
令

淫
雨
注
）。
〇
留
滞
―
同
じ
所
に
留
ま
る
こ
と
。
〇
勿
来
―
福
島
県
い
わ
き
市
の

地
域
名
。
勿
来
の
関
は
奈
良
時
代
以
来
の
関
所
。
白
河
・
念
珠
（
ね
ず
）
と
共
に

奥
州
三
関
の
一
つ
。

　
　

重
陽
前
一
日
水
戸
客
舎
作　
　

　
　
　
　
　
　
　

重
陽
の
前
一
日
水
戸
の
客
舎
に
て
作
る

重
陽
時
節
雨
濛
濛　
　

重
陽
の
時
節　

雨
濛
濛　

孤
客
燈
前
鬢
欲
蓬　
　

孤
客　

灯
前　

鬢
蓬
な
ら
ん
と
す　

明
日
家
園
無
主
菊　
　

明
日　

家
園
の
主
無
き
菊　

東
籬
寂
莫
怨
秋
風　
　

東
籬　

寂
寞
と
し
て　

秋
風
を
怨
ま
ん

【
詩
題
】
重
陽
の
節
句
の
前
日
に
水
戸
の
旅
館
で
の
作

【
大
意
】
重
陽
（
陰
暦
九
月
九
日
）
の
頃
は
雨
で
薄
暗
く
、
一
人
の
私
は
灯
の
前
で

鬢
が
伸
び
放
題
で
あ
る
。
明
日
は
重
陽
の
節
句
だ
と
い
う
の
に
、
故
郷
の
庭
に
は

主
人
の
い
な
い
菊
が
あ
り
、
旅
先
の
私
は
陶
淵
明
の
よ
う
に
東
籬
の
ほ
と
り
で
さ

み
し
く
、
秋
風
を
恨
め
し
く
思
っ
て
い
る
。

【
語
釈
】
〇
重
陽
―
旧
暦
の
九
月
九
日
。
中
国
で
は
こ
の
日
、
菊
花
酒
を
飲
む
習

慣
が
あ
っ
た
。　

〇
濛
々
―
霧
や
雨
な
ど
で
薄
暗
い
様
。　

〇
寂
寞
―
し
ん
と
し
て

さ
み
し
い
様
。　

　
　

鎌
倉
懐
古　
　

鎌
倉
懐
古

覇
業
廖
廖
滑
水
涯　
　

覇
業　

廖
廖
た
り　

滑
水
の
涯　
　
　

咸
陽
一
炬
舊
繁
華　
　

咸
陽
の
一
炬　

旧
繁
華　

鶴
陵
欲
認
當
年
跡　
　

鶴
陵
認
め
ん
と
欲
す　

当
年
の
跡　

無
限
松
風
噪
暮
鴉　
　

無
限
の
松
風　

暮
鴉
噪
ぐ

【
詩
題
】
鎌
倉
懐
古

【
大
意
】
頼
朝
の
覇
業
も
、
今
と
な
っ
て
は
空
虚
な
夢
と
終
わ
っ
た
が
、
滑
川
の

流
れ
る
よ
う
な
も
の
で
、
か
の
咸
陽
が
焼
か
れ
た
の
と
同
じ
運
命
で
あ
っ
た
。

鶴
ヶ
丘
に
昔
の
痕
跡
を
探
し
て
も
、
今
は
松
風
が
無
情
に
吹
き
、
夕
暮
れ
の
鴉
が

泣
き
騒
い
で
い
る
だ
け
で
あ
る
。

【
語
釈
】
〇
廖
廖
―
空
虚
な
さ
ま
。「
青
天
高
廖
廖
」（
韓
愈
詩
）　

〇
滑
水
ー
滑

川
。
鎌
倉
の
河
川
の
一
つ
。
〇
鶴
陵
―
鶴
丘
八
幡
宮
の
一
帯
。
〇
當
年
―
そ
の
当

時
。
昔
。

　
　

甲
州
猿
橋　
　

甲
州
の
猿
橋

雲
埋
老
樹
雲
容
變　
　

雲
は
老
樹
を
埋
め　

雲
容
は
変
じ　

水
拍
危
巖
水
勢
驕　
　

水
は
危
巖
を
拍
ち
て　

水
勢　

驕
る　

誰
識
行
人
斷
腸
恨　
　

誰
か
識
ら
ん　

行
人
断
腸
の
恨
み　

一
蓑
寒
雨
渡
猿
橋　
　

一
蓑　

寒
雨　

猿
橋
を
渡
る
を

【
詩
題
】
甲
州
の
猿
橋
で

【
大
意
】
雲
は
老
樹
を
隠
し
た
か
と
思
う
と
、
変
容
を
繰
り
返
し
、
水
は
奇
岩
に
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打
ち
つ
け
水
勢
を
誇
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
旅
を
す
る
私
の
こ
の
断
腸
の
思
い

を
、
誰
が
判
る
で
あ
ろ
う
か
。
蓑
を
つ
け
寒
々
と
し
た
雨
の
中
を
一
人
猿
橋
を
渡

る
気
持
ち
が
。

【
語
釈
】
〇
断
腸
―
胸
が
張
り
裂
け
る
。
悲
痛
さ
の
形
用
。「
空
断
腸
兮
思
愔
愔
」

（
蔡
琰
「
胡
笳
歌
」）。
〇
猿
橋
―
山
梨
県
大
月
市
を
流
れ
る
桂
川
に
架
け
ら
れ
た

橋
。

　
　

甲
府
途
上　
　

甲
府
途
上
に
て

筠
籠
紫
菓
水
晶
光　
　

筠
籠　

紫
菓　

水
晶
の
光　

亦
見
甘
酸
生
計
忙　
　

亦
た
見
る　

甘
酸　

生
計
に
忙
し　

暫
著
遨
遊
汗
漫
客　
　

暫
ら
く
遨
遊
汗
漫
の
客
に
着
し
て　

葡
萄
架
下
領
秋
涼　
　

葡
萄
の
架
下　

秋
涼
を
領
せ
し
む

【
詩
題
】
甲
州
へ
の
途
上
に
て

【
大
意
】
竹
の
籠
に
紫
の
果
物
（
葡
萄
）
が
水
晶
の
よ
う
な
光
を
放
ち
、
楽
し
み
と

苦
し
み
の
生
活
は
ど
こ
も
忙
し
い
。
し
ば
ら
く
遊
び
に
取
り
つ
か
れ
た
は
る
か
な

旅
人
に
、
葡
萄
の
棚
の
し
た
で
秋
の
涼
し
さ
を
独
り
占
め
さ
せ
て
い
る
。

【
語
釈
】
〇
筠
―
竹
、
竹
の
青
い
皮
。
〇
甘
酸
―
甘
苦
に
同
じ
。
苦
楽
。「
逖
與
將

士
同
甘
苦
」（
十
八
史
略　

東
晋
、
中
宗
）。
〇
生
計
―
生
活
の
こ
と
。
唐
・
宋
以

来
の
口
語 

〇
遨
遊
―
遊
ぶ
こ
と
。「
挾
飛
仙
遨
遊
」（
蘇
軾　

赤
壁
賦
）。
〇
汗
漫

―
は
る
か
に
広
い
さ
ま
。

　
　

寝
覚
床
（
浦
島
太
郎
垂
釣
處
、
在
木
蘇
（
曾
）
山
中
）　

　
　
　

寝
覚
の
床
（
浦
島
太
郎
垂
釣
の
處
、
木
蘇
山
中
に
在
り
）

龍
宮
鴛
夢
覺
還
香　
　

龍
宮
の
鴛
夢　

覚
む
る
も
還
た
香
る　

玉
笥
携
歸
満
鬢
霜　
　

玉
笥
携
え
帰
る　

満
鬢
の
霜　

回
看
佗
年
歓
楽
地　
　

回
り
看
る　

佗
年　

歓
楽
の
地　

潭
雲
空
護
仙
人
床　
　

潭
雲　

空
し
く
護
る　

仙
人
の
床

【
詩
題
】
寝
覚
め
の
床
（
浦
島
太
郎
が
釣
り
糸
を
垂
れ
た
と
い
う
所
で
、
木
曾
山

中
に
あ
る
）

【
大
意
】
龍
宮
で
の
夢
の
よ
う
な
宴
会
は
、
目
が
覚
め
て
も
香
り
立
つ
よ
う
で
、

玉
手
箱
を
持
っ
て
帰
っ
た
時
に
は
鬢
の
色
も
白
く
変
わ
っ
て
い
た
。
か
え
り
見
れ

ば
嘗
て
の
歓
楽
の
土
地
。
し
か
し
、
眼
前
の
寝
覚
ノ
床
は
深
い
雲
が
仙
人
の
床
を

守
っ
て
い
る
だ
け
だ
。

【
語
釈
】
〇
寝
覚
床
―
長
野
県
木
曽
郡
上
松
町
に
あ
る
木
曽
川
の
峡
谷
。
浦
島
太

郎
が
魚
釣
り
を
し
た
言
う
伝
説
が
あ
る
。
〇
玉
笥
―
玉
手
箱
の
こ
と
。

　
　

麑
川
晩
歸　
　

麑
川
に
て
晩
く
帰
る

醉
脚
蹣
跚
歸
去
遅　
　

酔
脚　

蹣
跚　

帰
去
遅
し　

横
塘
十
里
一
筇
枝　
　

横
塘
十
里　

一
筇
の
枝　

蒼
茫
夜
色
黄
成
白　
　

蒼
茫　

夜
色　

黄　

白
と
成
り　

野
菜
花
田
月
出
時　
　

野
菜
の
花
田　

月
の
出
づ
る
時

【
詩
題
】
麑
川
で
夜
遅
く
帰
っ
て

【
大
意
】
酒
に
酔
っ
て
脚
は
お
ぼ
つ
か
な
く
晩
い
帰
宅
。
川
の
傍
に
在
る
堤
を
杖

を
頼
り
に
十
里
も
の
行
程
。
青
く
広
々
と
し
た
夜
色
が
黄
色
か
ら
白
色
に
変
わ
る

時
、
月
が
出
て
一
面
の
野
菜
の
花
を
照
ら
し
始
め
た
。

一
〇
二
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【
語
釈
】
〇
麑
川
―
兵
庫
県
の
加
古
川
。
麑
水
と
も
言
う
。
〇
蹣
跚
ー
ち
ど
り
足

の
さ
ま
。
唐
・
宋
以
来
の
口
語
。「
兩
足
幾
蹣
跚
」（
蘇
軾
詩
）。
〇
蒼
茫
―
青
く

広
々
と
し
た
さ
ま
。

〔
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
。
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Kenshidoʼs Selected Poems（1）

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

〔 A b s t r a c t 〕

　Tekisyo Shogaki（1818〜1875）was a poet who lived through the last fi ftiy years of Edo ere  
and early Meiji era. His Poems were published in Bunkyu 3 year（1861）. Kenshido poems has 
the characteristics of regional poetry and  also characteristics of the late Edo era. 

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