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「山陽先生詩稿」訳注（二）（花本）

　

「
山
陽
先
生
詩
稿
」
は
、
江
戸
時
代
後
期
に
広
島
藩
儒
と
し
て
、
ま
た
能
書
家
と
し

て
知
ら
れ
た
頼
春
水
（
一
七
四
六
～
一
八
一
六
）
に
始
ま
る
広
島
頼
家
に
伝
来
し
た
も
の

で
あ
る
。
形
態
は
袋
綴
装
大
和
綴
で
、
縦
二
四
・
五
セ
ン
チ
、
横
一
六
・
五
セ
ン
チ
、
本

文
五
十
三
丁
で
、
共
紙
表
紙
で
あ
る
。
第
二
丁
表
に
朱
文
方
印
「
頼
氏
必
正
楼
」
一
顆
が

捺
さ
れ
て
い
る
。
批
正
は
朱
書
・
墨
書
に
よ
る
も
の
で
、
こ
れ
に
よ
り
推
敲
の
過
程
を
辿

る
こ
と
が
で
き
る
。
欄
外
に
は
墨
書
に
よ
る
注
記
や
朱
書
に
よ
る
評
語
が
記
さ
れ
て
お

り
、
原
本
を
忠
実
に
筆
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

本
資
料
に
は
、
二
百
十
一
題
、
二
百
六
十
二
首
の
詩
と
「
皞
々
居
記
」
が
収
録
さ
れ

て
い
る
。
山
陽
前
半
生
の
広
島
時
代
に
作
詩
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
山
陽
青
年
期
の
詩

作
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
前
号
で
は
、
１　

擬
古
（
未
詳
）　

２　

紀
遊
五
首
（
五
首
）（
寛
政
九
年
）　

３　

詠
古
五
首
（
五
首
）（
寛
政
九
年
）　

４　

一
谷
歌
（
寛
政
九
年
）　

５　

湊
川
歌
（
寛
政
九
年
）
の
十
三
首
に
つ
い
て
訳
注

を
行
っ
た
。

　

本
号
で
は
、
６　

筑
海
行
（
寛
政
十
年
）　

７　

醍
醐
行
（
寛
政
十
年
） 

８　

馘
塚
行
（
二
首
）
（
寛
政
十
年
）　

９　

書
感
（
寛
政
五
年
）　

10　

甲
寅

元
日
（
寛
政
六
年
）　

11　

咏
梅
（
寛
政
五
年
）　

12　

舟
暁
（
寛
政
五
年
） 

13　

舟
帰
広
島
（
寛
政
五
年
）　

14　

明
妃
（
寛
政
五
年
）　

15　

暑
日
遊
照
蓮

寺
（
寛
政
五
年
）　

16　

石
州
路
上
（
寛
政
八
年
）　

17　

甑
坂
（
寛
政
八
年
） 

18　

夜
坐
（
寛
政
八
年
）　

19　

青
楼
曲
（
文
化
二
年
）　

20　

東
遊
路
上
（
寛
政

九
年
）　

21　

山
崎
（
寛
政
九
年
）　

22　

美
濃
（
寛
政
九
年
）　

23　

望
岳
（
寛
政

九
年
）
24　

題
黄
安
仙
人
図
（
享
和
三
年
か
）　

25　

閨
情
傚
陸
渭
南
（
享
和
三
年
）

　

26　

雨
歇
（
享
和
三
年
）　

27　

江
戸
所
見
（
寛
政
九
年
か
・
『
頼
山
陽
全
書　

詩

集
』
は
寛
政
六
年
と
す
る
）　

28　

赴
竹
原
舟
中
作
二
首
（
二
首
・
文
化
二
年
）　

29　

奉
盈
陪
飲
菅
先
生
及
家
君
席
上
分
得
眼
字
二
十
二
韻
（
文
化
二
年
）
の
二
十
六
首
に
つ

い
て
訳
注
を
行
う
。

　

本
稿
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
原
詩
の
漢
字
は
旧
字
体
を
用
い
、
俗
字
・
略
字
に
な
っ

て
い
る
も
の
も
正
字
に
改
め
、
訓
読
の
漢
字
は
通
行
の
字
体
を
用
い
た
。
訓
読
の
送
り

仮
名
は
現
代
仮
名
遣
い
と
し
た
。
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
推
敲
過
程
が
わ
か
る
よ
う
、
原

本
に
忠
実
に
表
記
す
る
よ
う
に
し
、
訓
読
に
つ
い
て
も
修
正
前
の
原
案
が
わ
か
る
よ
う

に
併
記
し
て
い
る
。
訳
文
は
、
修
正
後
の
本
文
を
反
映
さ
せ
て
訳
出
し
た
。
訳
文
な
ら
び

に
語
釈
に
つ
い
て
は
、
前
号
に
引
き
続
き
、
谷
口
匡
氏
（
京
都
教
育
大
学
教
授
）
に
御
教

示
を
い
た
だ
い
た
。
こ
こ
に
深
甚
な
る
謝
意
を
表
し
た
い
。

６　

筑
海
行　
　
　
　
　
　
　

筑ち
く
か
い
こ
う

海
行

筑
海
颶
氣
連
天
黒　
　
　
　
　

筑ち
く
か
い海
の
颶ぐ

き気　

天て
ん

に
連つ
ら

な
り
て
黒く
ろ

し

千
艘
艨
艟
來
自
北　
　
　
　
　

千せ
ん
そ
う艘
の
艨も
う
ど
う艟　

北き
た

よ
り
来き
た

る

「
山
陽
先
生
詩
稿
」
訳
注
（
二
）

「
山
陽
先
生
詩
稿
」
訳
注
（
二
）

花　

本　
　

哲　

志
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笑
殺
碧
眼
蒙
古
兒 

笑
し
ょ
う

殺さ
つ

す　

碧へ
き
が
ん眼　

蒙も
う

古こ

の
児じ

功
成
意
氣
何
自
得 

功こ
う

成な

り　

意い

気き

何な
ん

ぞ
自
み
ず
から
得え

ん

嚇
得
趙
家
孤
與
寡 

趙
ち
ょ
う

家け

の
孤こ

と
寡か

と
を
嚇お
ど

し
得え

た
る
を

以
此
凖
擬
男
子
國 

此こ

れ
を
以も
っ

て
準
じ
ゅ
んじ
擬ぎ

す 

男だ
ん

子し

の
国く
に

相
模
太
郎
膽
如
甕 

相さ

模が
み

太た

郎ろ
う 

膽た
ん

は
甕か
め

の
如ご
と

し

防
海
將
士
人
各
力 

防ぼ
う

海か
い

の
将
し
ょ
う

士し　

人ひ
と

各
お
の
お
の

力つ
と

む

君
不
見
風
伯
一
驅
附
雲
濤 

君き
み

見み

ず
や　

風ふ
う

伯は
く

一い
っ

駆く

し
て
雲う
ん

濤と
う

に
附ふ

し

不
使
羶
血
衊
日
本
刀 
羶せ
ん

血け
つ

を
し
て
日に

本ほ
ん

刀と
う

を
衊け

が

さ
し
め
ざ
り
し
を

（
起
句
・
朱
記
）
不
免
襲
北
地　
　
　

北ほ
く

地ち

を
襲お
そ

う
を
免ゆ
る

さ
ず

【
語
釈
】

「
『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
三
所
収
「
読
元
史
」
、『
日
本
楽
府
』
所
収
「
蒙
古
来
」
の
初
案
。

寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
の
作
と
さ
れ
る
。〔
颶
気
〕
大
暴
風
。〔
艨
艟
〕
牛
皮
で
お
お
っ
て
あ
り
、

敵
船
に
衝
突
し
て
そ
れ
を
突
き
破
る
細
長
い
軍
船
。〔
趙
家
孤
與
寡
〕
趙
は
宋
の
王
室
の
姓
。
孤

は
孤
児
、
寡
は
未
亡
人
の
意
。
南
宋
第
四
代
皇
帝
寧
宗
の
皇
后
・
楊
太
后
と
五
代
皇
帝
理
宗
を
指

す
。〔
男
子
國
〕
日
本
の
こ
と
。
日
本
の
古
名
を
淤お

能の

碁ご

呂ろ

島じ
ま
（
『
古
事
記
』
）
と
い
い
、
そ
の
語

源
の
一
つ
に
ヲ
ノ
コ
ジ
マ
（
丈
夫
島
）
が
あ
り
、
ヲ
ノ
コ
は
「
男
子
」
と
も
書
い
た
。〔
相
模
太
郎
〕

鎌
倉
幕
府
執
権
北
条
時
宗
。〔
風
伯
〕
風
の
神
。〔
羶
血
〕
な
ま
ぐ
さ
い
血
。「
羶
」
は
羊
の
生

肉
。

【
訳
】

　

筑
前
の
海
は
、
暴
風
の
時
の
黒
雲
が
天
に
連
な
っ
た
よ
う
に
ど
す
黒
い
。
千
艘
の
船
に

乗
っ
た
蒙
古
軍
が
北
か
ら
や
っ
て
来
た
の
だ
。
碧
眼
の
蒙
古
人
が
戦
果
を
上
げ
、
大
得

意
に
な
っ
て
い
る
の
を
大
笑
い
す
る
。
彼
ら
は
南
宋
の
朝
廷
の
幼
い
王
と
太
后
を
嚇お
ど

し
、

そ
の
勢
い
で
こ
の
男
児
の
国
（
日
本
）
に
や
っ
て
来
た
の
だ
。
だ
が
、
相
模
太
郎(

北
条
時

宗)

は
肝
が
据
わ
っ
て
甕
の
よ
う
に
び
く
と
も
せ
ず
に
、
海
岸
を
守
る
将
士
た
ち
も
我
先

に
と
馳
せ
参
じ
た
。

　

君
は
見
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
神
風
が
吹
い
て
大
波
が
敵
船
を
呑
込
ん
で
し
ま
い
、
蒙

古
の
兵
の
生
臭
い
血
で
日
本
刀
を
汚
さ
せ
な
か
っ
た
の
を
。

（
起
句
・
朱
記
）
北
の
地
を
襲
う
こ
と
を
許
さ
な
い
。

７　

醍
醐
行　
　
　
　
　
　
　

醍だ
い

醐ご

行こ
う

　
　
　
　
　

 

晃
銀
燭　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

銀ぎ
ん

燭
し
ょ
く

晃あ
き
らか
に

醍
醐
花
下
人〻
如〻
玉〻 

醍だ
い

醐ご

の
花か

下か 

人ひ
と

玉た
ま

の
如ご

と

し

落
紅
乱
点 

落ら
く

紅こ
う　

乱ら
ん

点て
ん

す

相〻
公〻
酣〻
眠〻
紫
錦
褥 

相
し
ょ
う

公こ
う　

酣か
ん

眠み
ん

す　

紫し

錦き
ん

の
褥
じ
ょ
く

相
公
醉
眠
侍
姫
扶 

相
し
ょ
う

公こ
う

酔よ

う
て
眠ね
む

り　

侍じ

姫き

は
扶た
す

く

囈〻
語〻
咄〻
々〻
驚〻
侍〻
人〻 

囈げ
い

語ご

咄と
つ

々と
つ

と
し
て　

侍じ

人じ
ん

を
驚

お
ど
ろか

す

夢
魂
飛
到
遼
海
曲 

夢む

魂こ
ん 

飛と

び
到い
た

る　

遼
り
ょ
う

海か
い

の
曲
き
ょ
く

百〻
萬〻
漢〻
兵〻
吾〻
斬〻
劚〻 

百
ひ
ゃ
く

万ま
ん

の
漢か

ん

兵へ
い　

吾
れ
斬ざ

ん

劚ち
ょ
くす

桐
幟
瓠こ
ひ
ょ
う標
臨
燕
京 

桐と
う

幟し 

刳
標
し
て 

燕え
ん

京げ
い

に
臨の
ぞ

み

佇
看 

佇た
た
ずみ
看み

る

請〻
見〻
素
車
懸
左
纛 

見ま
み

え
ん
こ
と
を
請こ

う　

素そ

車し
ゃ 

左さ

纛と
う

を
懸か
く

る
を
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凱
旋
何
以
勞
諸
軍 

凱が
い

旋せ
ん 

何な
に

を
以も
っ

て
か　

諸し
ょ

軍ぐ
ん

を
労
ね
ぎ
らわ
ん

欲
當
醸
遼〻
溳〻
水
鴨
頭
綠 

当あ
た

ら
ん
と
欲ほ
っ

す　

醸じ
ょ
う
す
い水 

鴨お
う
と
う
り
ょ
く

頭
緑

【
語
釈
】

〔
醍
醐
〕
京
都
市
伏
見
区
の
地
名
。
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
、
豊
臣
秀
吉
が
醍
醐
寺
の
三
宝
院

で
開
い
た
花
見
の
宴
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
詩
は
、
醍
醐
の
花
見
を
舞
台
に
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
に
つ

い
て
詠
じ
た
も
の
。〔
銀
燭
〕
美
し
く
輝
く
と
も
し
び
。〔
褥
〕
柔
ら
か
い
敷
物
。
し
と
ね　
〔
相

公
〕
大
臣
。
こ
こ
で
は
関
白
の
ま
ま
太
政
大
臣
と
な
っ
た
豊
臣
秀
吉
の
こ
と
。〔
酣
眠
〕
十
分
に

眠
る
。〔
囈
語
〕
寝
言
。
う
わ
言
。〔
咄
々
〕
事
の
意
外
な
の
に
驚
い
て
発
す
る
声
。
お
や
お
や
。

〔
遼
海
曲
〕
遼
東
湾
の
す
み
。
曲
は
湾
曲
し
た
所
。〔
劚
〕
に
同
じ
。
叩
き
切
る
。〔
桐
幟
〕
豊

臣
秀
吉
の
家
紋
で
あ
る
五
七
の
桐
を
あ
し
ら
っ
た
幟
旗
の
こ
と
。〔
刳
標
〕
豊
臣
秀
吉
の
馬
印
で

あ
る
千
成
瓢
箪
の
こ
と
。〔
燕
京
〕
北
京
の
別
称
。
明
の
都
。〔
素
車
〕
彩
色
し
な
い
白
木
づ
く
り

の
車
。
喪
の
と
き
に
使
う
。〔
左さ

纛と
う

〕
古
代
中
国
で
、
天
子
の
車
の
よ
こ
ぎ
の
左
上
に
立
て
る
羽
毛

で
か
ざ
っ
た
旗
。〔
鴨
頭
〕
緑
色
。
水
の
緑
色
と
鴨
の
首
の
毛
の
色
に
喩
え
る
。
た
だ
し
、「
鴨
頭

緑
」
は
朝
鮮
と
明
の
国
境
を
流
れ
る
鴨お
う

緑
り
ょ
く

江こ
う

を
か
け
た
表
現
か
。

【
訳
】

　
　
　
　
　
　
　
　

 　
　
　
　

と
も
し
火
が
煌
々
と
明
る
く　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

あ
ち
ら 

　

醍
醐
の
花
の
下
で
は
人
が
玉
の
よ
う
に
美
し
く
、
紫
色
の
錦
の
敷
物
の
上
に
は
相 

こ
ち
ら
に
花
び
ら
が
落
ち
て
い
る　

  

公
は
酔
っ
て
熟
睡
し
て
し
ま
い
、
侍
女
が
支
え
て
い
る

公
が
ぐ
っ
す
り
眠
っ
て
い
る
。
お
や
お
や
と
寝
言
を
言
っ
て
は
供
の
者
を
驚
か
せ
て

い
る
。
遼
東
の
あ
た
り
の
こ
と
を
夢
に
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
桐
の
紋
の
入
っ
た
幟

旗
と
千
成
瓢
箪
の
馬
印
を
掲
げ
て
北
京
に
臨
み
、
天
子
の
車
の
左
に
旗
が
懸
け
て
あ 

　
　

   

佇
ん
で
見
て
い
る
の
だ
ろ
う

る
の
を
天
子
へ
の
面
会
を
請
う
て
い
る
。
兵
た
ち
が
凱
旋
し
て
き
た
ら
ど
う
や
っ
て
彼
ら

に
報
い
て
や
る
の
か
。
鴨
緑
江
の
水
で
醸
し
た
酒
を
振
舞
っ
て
や
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。

８　

馘
塚
行　
　
　
　
　

馘か
く

塚
ち
ょ
う

行こ
う

（
１
）

猴

郎
君
何
太
武 

猴こ
う
て
い

の
郎ろ
う

君く
ん　

何な
ん

ぞ
太
は
な
はだ
武ぶ

な
る

樹
下
起
身
本
僕
豎 

樹じ
ゅ

下か 

身み

を
起お

こ
す
も
本も
と

は
僕ぼ
く

豎じ
ゅ

巨
掌
能
裂
天
下
來 

巨き
ょ

掌
し
ょ
う 

能よ

く
天て
ん

下か

を
裂さ

き
て
来き
た

る

掌
上
撫
弄
幾
熊
虎 

掌
し
ょ
う

上
じ
ょ
う 

撫ぶ

弄ろ
う

す 

幾い
く

熊ゆ
う

虎こ

輪
臺
獨
少
霍
與
金 

輪り
ん

台だ
い　

独ひ
と

り
少か

く
霍か
く

と
金き
ん

と

王
侯
叛
己
君
莫
怒 

王お
う

侯こ
う

己お
の
れに
叛そ
む

く
も 

君き
み

怒い
か

る
こ
と
莫な
か

れ

君
家
封
建
今
何
在 

君く
ん

家か

の
封ほ
う

建け
ん 

今い
ま

何い
ず

く
に
か
在あ

ら
ん

方
廣
寺
前
一
堆
土 

方ほ
う

広こ
う

寺じ

前ぜ
ん

の
一い
ち

堆た
い

土ど

【
語
釈
】

〔
馘
塚
〕
戦
で
首
の
代
わ
り
に
切
り
と
っ
た
敵
兵
の
耳
を
埋
め
た
塚
の
こ
と
。
耳
塚
。〔
猴
〕
さ

る
。
ま
し
ら
。〔

〕
ひ
た
い
。
額
に
同
じ
。〔
郎
君
〕
年
若
い
貴
公
子
、
ま
た
、
主
家
の
息
子
を

敬
っ
て
い
う
語
。〔
樹
下
〕
豊
臣
秀
吉
の
初
名
「
木、

下、

藤
吉
郎
」
を
指
す
。〔
僕
豎
〕
僕
童
に
同

じ
。〔
裂
天
下
來
〕
天
下
を
分
割
し
て
大
名
を
封
じ
る
こ
と
。『
史
記
』「
項
羽
本
紀
」
の
賛
に

「
天
下
を
分
裂
し
て
王
侯
を
封
じ
」
と
あ
る
。〔
輪
臺
〕
漢
代
の
西
域
の
地
名
。
武
帝
は
こ
こ
に
屯

田
を
置
こ
う
と
し
て
い
た
が
、
民
を
疲
れ
さ
せ
る
の
で
取
り
や
め
た
。
豊
臣
秀
吉
の
朝
鮮
出
兵
に
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喩
え
る
か
。〔
霍
與
金
〕
霍か
く

去き
ょ

病へ
い

と
金き
ん

日じ
つ
て
い
。
漢
の
武
帝
が
匈
奴
に
出
兵
し
た
時
の
将
軍
と
、
匈

奴
か
ら
漢
に
帰
化
さ
せ
、
後
事
を
託
し
た
人
物
。
有
能
な
将
軍
や
後
継
者
に
喩
え
る
か
。〔
王
侯

叛
己
〕『
史
記
』「
項
羽
本
紀
」
の
賛
に
「
王
侯
の
己
お
の
れに
叛そ
む

く
を
怨う
ら

む
る
は
難か
た

し
」
と
あ
る
。〔
方

廣
寺
〕
京
都
市
東
山
区
に
あ
る
天
台
宗
の
寺
。
天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
、
奈
良
東
大
寺
大
仏
を

模
し
て
豊
臣
秀
吉
が
創
建
。
大
仏
と
大
仏
殿
は
焼
失
し
、
現
在
は
本
堂
・
大
黒
天
堂
・
大
鐘
楼
が

残
る
。
豊
臣
家
滅
亡
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
「
国
家
安
康
」
の
銘
を
記
し
た
釣
鐘
で
有
名
。
門
前
に

文
禄
・
慶
長
の
役
の
際
の
耳
塚
が
あ
る
。

【
訳
】

　

猿
の
よ
う
な
顔
を
し
た
若
君
は
な
ん
と
武
に
長
じ
て
い
る
こ
と
か
。
木
下
の
姓
で
身

を
起
こ
し
た
が
、
本
を
た
だ
せ
ば
僕
し
も
べで
あ
っ
た
。
巨
大
な
手
の
ひ
ら
で
で
天
下
を
分
割
し

た
が
、
手
の
ひ
ら
の
上
で
何
人
の
猛
者
を
も
て
あ
そ
ん
だ
だ
ろ
う
か
。
輪
台
は
手
に
入

れ
た
が
、
霍
去
病
と
金
日

を
欠
い
て
い
た
。
諸
侯
は
自
分
に
叛そ
む

い
て
し
ま
っ
た
が
、
君

は
怒
っ
て
は
な
ら
な
い
。
豊
臣
家
の
封
建
制
は
、
今
と
な
っ
て
は
ど
こ
に
い
っ
て
し
ま
っ

た
か
。
た
だ
こ
の
方
広
寺
の
門
前
の
塚
と
な
っ
て
残
っ
て
い
る
。

（
２
）

經
營
八
表
役
群
雄 

八は
ち

表ひ
ょ
うを
経け
い

営え
い

し
て　

群ぐ
ん

雄ゆ
う

を
役え
き

す

身
後
何
從
見
覇
蹤 

身し
ん

後ご　

何な
ん

に
従よ

り
て　

覇は

蹤し
ょ
うを
見み

ん

馘
塚
靑
々
一
堆
草 

馘か
く

塚
ち
ょ
う 

青せ
い

々せ
い

た
り　

一い
ち

堆た
い

草そ
う

獨
留
文
禄
舊
提
封 

独ひ
と

り
留と
ど

む　

文ぶ
ん

禄ろ
く

の
旧
き
ゅ
う

提て
い

封ほ
う

【
語
釈
】

〔
經
營
八
表
〕
天
下
を
統
治
す
る
。「
八
表
」
は
八
方
の
き
わ
め
て
遠
い
と
こ
ろ
。
全
世
界
。『
史

記
』「
項
羽
本
紀
」
の
賛
に
「
力
征
を
以
っ
て
天
下
を
経
営
せ
ん
と
欲
す
」
と
あ
る
。〔
覇
蹤
〕
覇

者
の
功
業
の
あ
と
。〔
提
封
〕
諸
侯
の
領
土
。
封
土
。

【
訳
】

　
（
豊
臣
秀
吉
は
）
天
下
を
統
一
し
て
数
多
の
群
雄
を
使
役
し
た
が
、
そ
の
死
後
、
覇
道

の
足
跡
は
何
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
青
々
と
し
た
草
に
覆
わ
れ
た
う

ず
高
い
耳
塚
だ
け
が
文
禄
の
役
の
封
土
の
名
残
を
と
ど
め
て
い
る
。

９　
　

書
感　
　
　

  

感か
ん

を
書し
ょ

す

十
有
三
春
秋 

十
じ
ゅ
う

有ゆ
う

三さ
ん
の
春
し
ゅ
ん

秋
じ
ゅ
う

春
秋
去
若
水 

春
し
ゅ
ん

秋
じ
ゅ
う 

去さ

る
こ
と
水み
ず

の
若ご
と

し

何
時
吾
志
成 

何い
ず

れ
の
時と
き

か 

吾わ
が

志し

成な

り

千
古
列
青
史 

千せ
ん

古こ　

青せ
い

史し

に
列れ
っ

せ
ん

【
語
釈
】

寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
の
作
と
さ
れ
る
「
癸
丑
歳
偶
作
」（
『
山
陽
詩
鈔
』
巻
一
所
収
）
の
初
案
。

『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
一
所
収
。

〔
春
秋
去
若
水
〕「
春
秋
」
は
年
月
。
年
齢
。「
癸
丑
歳
偶
作
」
で
は
「
逝
者
已
如
水
」
に
改
め
て

い
る
。
こ
れ
は
『
論
語
』「
子
罕
」
第
九
に
「
子
在
川
上
曰
、
逝
者
如
斯
夫
、
不
舎
晝
夜
」（
子
川

の
上
に
在
り
て
曰
く
、「
逝
く
者
は
斯
く
の
如
き
夫
、
昼
夜
を
舎
か
ず
」
）
を
踏
ま
え
た
も
の
。
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〔
千
古
〕
永
遠
。
永
久
。〔
青
史
〕
歴
史
。
歴
史
書
。
紙
の
な
か
っ
た
時
代
、
青
竹
の
札
を
あ
ぶ
っ

て
文
字
を
記
し
た
と
こ
ろ
か
ら
言
う
。〔
千
古
〕
歴
史
。
歴
史
書
。
記
録
。

【
訳
】

　

十
三
年
の
歳
月
。
歳
月
が
過
ぎ
去
る
の
は
水
が
流
れ
て
い
く
よ
う
な
も
の
だ
。
何
時

の
日
に
か
自
分
の
志
を
成
し
遂
げ
、
永
遠
に
歴
史
に
名
を
残
し
た
い
も
の
だ
。

10　

甲
寅
元
日　
　
　
　
　
　
　

甲こ
う

寅い
ん

の
元が
ん

日じ
つ

黃
鳥
喈
々
□
載
陽 

黄こ
う

鳥
ち
ょ
う 

喈か
い

々か
い 
日ひ

載は
じ

め
て
陽
あ
た
たか
な
り

辛
盤
遙
祝
拜
東
方 

辛し
ん

盤ば
ん 

遥は
る

か
に
祝い
わ

っ
て
東と
う

方ほ
う

を
拝は
い

す

靑
霞
關
上
春
風
度 

青せ
い

霞か

関か
ん

上
じ
ょ
う　

春
し
ゅ
ん

風ぷ
う

度わ
た

り　

知
向
西
天
憶
故
鄕 

知し

る　

西せ
い

天て
ん

に
向む

か
い 

故こ

郷き
ょ
うを
憶お
も

う
を

【
語
釈
】

「
甲
寅
首
春
作
。
時
懐
家
君
在
東
邸
」（
『
山
陽
詩
鈔
』
巻
一
収
録
）
の
初
案
。
甲
寅
は
寛
政
六
年

（
一
七
九
四
）
で
あ
る
が
、
木
崎
好
尚
は
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
・
癸
丑
）
の
作
と
す
る
（
後
述
）
。

〔
（
日
）
載
陽
〕『
詩
経
』
豳ひ
ん

風
・
七
月
に
「
春
は
載
め
て
陽
か
な
り
」
と
あ
る
。
原
本
で
は

「
日
」
が
脱
字
で
あ
る
が
、『
山
陽
詩
鈔
』
に
よ
っ
て
、
こ
こ
に
「
日
」
字
を
補
っ
た
。〔
黄
鳥
〕
鶯

〔
喈
々
〕
鳥
が
な
ご
や
か
に
鳴
く
さ
ま
。 

〔
辛
盤
〕
五
辛
盤
の
略
。
五
辛
（
辛
味
や
臭
気
の
強
い
五

種
の
野
菜
。
仏
家
で
は
大に
ん

蒜に
く
・
韮に
ら
・
葱ね
ぎ
・
辣ら
っ

韮き
ょ
う・
野の

蒜び
る 

、
道
家
で
は
、
韮
・
辣
韮
・
大
蒜
・
油
あ
ぶ
ら

菜な 

・

胡ご

荽す
い 

を
指
す
）
を
ま
ぜ
て
盤
に
盛
っ
た
も
の
。
元
旦
に
こ
れ
を
食
べ
れ
ば
、
五
臓
の
気
を
通
じ
、
健

康
を
保
つ
と
さ
れ
る
。〔
靑
霞
関
〕
広
島
藩
江
戸
藩
邸
が
あ
っ
た
霞
ヶ
関
の
こ
と
。

【
訳
】

　

鶯
は
和
や
か
に
鳴
き
、
日
の
光
も
暖
か
い
。
正
月
の
御
馳
走
を
前
に
遠
く
東
方
に
向

か
っ
て
礼
拝
し
て
い
る
。
霞
ヶ
関
の
青
い
空
の
上
を
春
風
が
吹
き
わ
た
り
、
西
の
空
に
向

か
っ
て
故
郷
の
こ
と
を
思
っ
て
く
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

【
注
】
こ
の
詩
に
つ
い
て
、
木
崎
好
尚
は
『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
の
中
で
次
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。コ

ノ
詩
、『
山
陽
詩
鈔
ニ
ハ
、「
甲
寅
首
春
作
』
ニ
作
ル
。
而
モ
甲
寅
六
年
ニ
ハ
、
春
水
、
江

戸
ニ
在
ラ
ズ
。

明
年
、
亦
然
り
。
茲
ニ
「
癸
丑
首
春
作
」
ニ
改
ム
。

11　

咏
梅　
　
　
　
　
　
　
　

梅う
め

を
詠え
い

ず

風
格
孤
高
傲
歳
寒 

風ふ
う

格か
く 

孤こ

高こ
う

に
し
て　

歳さ
い

寒か
ん

に
傲お
ご

り

一
株　
　
　

鎮 

一い
っ

株し
ゅ　
　
　
　
　
　
　

  

鎮ち
ん

枝〻
々〻
臨
水
幹〻
龍
蟠 

枝し

し々

は
水み
ず

に
臨の
ぞ

み　

幹み
き

は
龍
り
ゅ
う 

蟠
わ
だ
か
まる

幽
堂
自
有
松
篁
侶 

幽ゆ
う

堂ど
う　

自お
の

ず
か
ら
松
し
ょ
う

篁こ
う

の
侶り
ょ

有あ

り

休
作
過
墻
俗
眼
看 

墻か
き

を
過す

ぎ
て 

俗ぞ
く

眼が
ん

の
看か
ん

を
作な

す
休な
か

れ

【
語
釈
】

「
詠
梅
」（
『
山
陽
詩
鈔
』
巻
一
所
収
）
の
初
案
。
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
・
十
四
歳
）
の
作
と
さ
れ

る
。〔
孤
高
〕
俗
世
間
か
ら
離
れ
て
、
ひ
と
り
自
分
の
志
を
守
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
様
。〔
歳
寒
〕

寒
さ
の
厳
し
い
時
節
。
冬
。〔
傲
〕
も
の
と
も
し
な
い
。〔
幽
堂
〕
静
か
な
部
屋
。
墳
墓
。〔
松
篁
〕
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松
と
竹
。
冬
の
寒
さ
の
中
で
も
緑
を
保
つ
こ
と
か
ら
、
逆
境
で
も
節
操
を
変
え
な
い
人
に
喩
え
ら

れ
る
。

【
訳
】

　

そ
の
風
格
は
、
俗
世
間
を
離
れ
て
気
高
く
、
厳
し
い
寒
さ
を
も
の
と
も
し
て
い
な
い
。

一
株
の
梅
の
古
木
が
池
の
水
に
臨
む
姿
は
静
か
な
龍
が
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
静

か
な
部
屋
に
は
お
の
ず
か
ら
松
や
竹
が
伴
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
垣
を
越
え
て
枝
を
伸
ば

し
、
俗
人
に
見
て
も
ら
お
う
な
ど
と
思
わ
な
い
こ
と
だ
。

12　

舟
暁　
　
　
　
　
　
　
　

舟
し
ゅ
う

暁
ぎ
ょ
う

細
雨
篷
窻
客
夢
閒 

細さ
い

雨う　

篷ほ
う

窓そ
う　

客き
ゃ
くは
夢ゆ
め

の
間か
ん

蒲
帆
夜
過
幾
靑
山 

蒲ほ

帆は
ん　

夜よ
る

過す

ぐ　

幾い
く

青せ
い

山ざ
ん

水
禽
戞
々
呼
人
去 

水す
い

禽き
ん　

戞か
つ

々か
つ　

人ひ
と

を
呼よ

び
て
去さ

る

起
見
峯
頭
月
一
彎 

起お

き
て
見み

る　

峰ほ
う

頭と
う

の
月つ
き

一い
ち

彎わ
ん

【
語
釈
】

『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
一
所
収
。

〔
篷
窓
〕
と
ま
ぶ
き
の
小
舟
の
窓
。〔
蒲
帆
〕
が
ま
の
葉
で
織
っ
た
、
舟
の
帆
。〔
戞
々
〕 

鶴
な
ど
、

鳥
の
鳴
き
声
が
す
る
さ
ま
。

【
訳
】

　

霧
雨
が
小
舟
の
窓
に
か
か
っ
て
、
旅
人
は
寝
入
っ
て
夢
の
中
に
お
り
、
粗
末
な
小
舟
は

幾
つ
も
の
山
々
も
過
ぎ
夜
の
中
を
走
っ
て
い
く
。
水
鳥
が
私
を
呼
ぶ
よ
う
に
鳴
い
て
飛

び
去
る
と
、
起
き
上
が
っ
て
峰
の
上
に
か
か
る
弓
張
月
を
見
て
い
る
。

13　

舟
歸
廣
島　
　
　
　
　
　

舟ふ
ね　

広ひ
ろ

島し
ま

に
帰か
え

る

十
幅
春
帆
懸
落
暉 

十じ
っ

幅ぷ
く

の
春
し
ゅ
ん

帆ぱ
ん　

落ら
っ

暉き

を
懸か

け

海
風
滿
吹
薜
蘿
衣 

海か
い

風ふ
う　

満み

ち
て
吹ふ

く　

薜へ
い

蘿ら

の
衣い

柁
樓
指
點
廣
洲
樹 

柁だ

楼ろ
う　

指し

点て
ん

す　

広こ
う

洲し
ゅ
うの
樹じ
ゅ

天
主
臺
頭
霞
片
飛 

天て
ん

主し
ゅ

の
台だ
い

頭と
う　

霞か

片へ
ん

飛と

ぶ

【
語
釈
】

『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
一
所
収
。

〔
春
帆
〕
春
の
の
ど
か
な
海
に
浮
か
ん
だ
船
。
ま
た
、
そ
の
帆
。〔
落
暉
〕
沈
む
太
陽
。
落
日
。〔
満

吹
〕『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
で
は
「
吹
滿
」
に
作
る
。〔
薜
蘿
〕
柾
の
葛
と
蔦
葛
。
ま
た
そ
れ
で

織
っ
た
布
。
粗
末
な
服
。
特
に
、
隠
者
の
服
を
い
う
。〔
柁
楼
〕
和
船
の
船
体
後
部
の
や
ぐ
ら
。
と

も
や
ぐ
ら
。〔
広
洲
〕
広
島
の
こ
と
。

【
訳
】

　

春
の
海
に
浮
か
ん
だ
船
の
長
い
帆
に
は
夕
陽
が
差
し
、
海
か
ら
の
風
が
私
の
粗
末
な

服
に
吹
き
付
け
て
く
る
。
舟
の
艫と
も

櫓や
ぐ
らか
ら
広
島
の
街
の
樹
々
を
指
さ
し
て
い
る
と
、
天

守
閣
の
上
に
は
雲
が
か
か
っ
て
い
る
。
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14　

賦〻
得〻
明
妃　
　
　
　
　
　

明め
い

妃ひ

を〻
賦〻
し〻
得〻
た〻
り〻

一
曲               　
　
　
　
　
　
　

  

一い
っ

曲
き
ょ
く

馬
上
琵
琶
凋
麗
姿 

馬ば

上
じ
ょ
う　

琵び

琶わ　

麗れ
い

姿し

凋お
と
ろう

　

  

辭
鳳
闕                    　
　
　
　
　
　

 

鳳ほ
う

闕け
つ

を
辞じ

し

遠
离〻
至〻
尊〻
馬
行
遲 

遠と
お

く 

至し

尊そ
ん

を
离は

な

れ　

馬う
ま

の
行ゆ

く
こ
と
遅お
そ

し

風
沙
撲
面
雲
鬟
亂 
風ふ
う

沙さ 

面お
も
てを
撲う

ち
て 

雲う
ん

鬟か
ん

乱み
だ

る
る
も

　
　
　

毛
家　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　

毛も
う

家け

の

猶
勝
漢〻
宮〻
入
畫
時 

猶な
お 

漢か
ん

宮き
ゅ
うの

画が

に
入い

り
し
時と
き

に
勝ま
さ

る

【
語
釈
】

『
頼
山
陽
全
書
』
巻
一
所
収
。

〔
明
妃
〕
前
漢
・
元
邸
の
妃
・
王
昭
君
の
こ
と
。〔
落
暉
〕
沈
む
太
陽  
〔
至
尊
〕
天
子
。
天
皇
。

〔
鳳
闕
〕
王
宮
の
門
。
ま
た
、
宮
城
・
皇
居
の
異
称
。
禁
闕
。
鳳
城
。
中
国
の
漢
代
、
宮
門
の
左
右

に
あ
る
高
殿
に
銅
製
の
鳳
凰
を
飾
っ
た
こ
と
に
よ
る
。〔
毛
家
〕
毛
延
寿
（
前
漢
時
代
の
画
家
、
人

物
を
能
く
し
た
。
前
漢
の
元
帝
は
、
後
宮
の
女
官
を
引
見
す
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
で
、
画

工
に
そ
の
像
を
描
か
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
選
ん
だ
。
毛
延
寿
は
そ
の
時
の
画
家
の
一
人
。
女
官
た
ち

は
、
画
工
に
賄
賂
を
贈
っ
て
美
し
く
描
か
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
が
、
王
昭
君
は
賄
賂
を
贈
ら
な
か

つ
た
の
で
元
帝
に
目
通
り
す
る
機
会
を
逸
し
、
匈
奴
に
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
元
帝
は
王
昭

君
の
容
姿
を
見
て
惜
し
み
、
初
め
て
不
審
を
抱
き
、
調
べ
た
と
こ
ろ
、
画
工
た
ち
の
不
正
が
発
覚

し
、
処
罰
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
い
う
（
『
西
京
雑
記
』
巻
二
）
。

（
欄
外
）

裂
帛
聲
中
凋
麗
姿 

裂
帛
の
声
中　

凋
麗
の
姿

紫
臺
一
去
曷
歸
期 

紫
台　

一
た
び
去
り
て　

曷
か
帰
期
な
ら
ん

【
語
釈
】

〔
裂
帛
〕
帛き
ぬ

を
引
き
裂
く
音
。
ま
た
、 

そ
の
よ
う
に
鋭
い
声
。〔
帰
期
〕
帰
る
時
期
。
帰
る
時
。

【
訳
】

　

一い
っ

曲き
ょ
くを
奏か
な

で
る
琵び

琶わ

の
音ね

は
、（
王
昭
君
の
）
美
し
く
も
や
つ
れ
た
姿
を
伝
え
て
い

る
。
は
る
か
遠
く
宮
き
ゅ
う

城じ
ょ
うの
門
に
別
れ
を
告
げ
た
が
、
馬
の
歩
み
は
遅
い
。
砂
埃
が
顔
を
打

ち
、
美
し
い
髷ま
げ

は
乱
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
毛
氏
（
毛も
う

延え
ん

寿じ
ゅ

）
が
画
に
描
い
た

時
よ
り
も
美
し
い
。

（
欄
外
・
訳
）

　

帛き
ぬ

を
引
き
裂
く
よ
う
な
琵
琶
の
音
の
中
に
も
の
悲
し
く
麗
し
い
姿
が
見
え
る
。
一
た
び
宮
殿
を

去
っ
て
し
ま
え
ば
、
い
つ
帰
っ
て
こ
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

15　

暑
日
遊
照
蓮
寺　
　
　
　

暑し
ょ

日じ
つ 

照
し
ょ
う

蓮れ
ん

寺じ

に
遊あ
そ

ぶ

人
閒
炎
熱
苦
煩
初 

人じ
ん

間か
ん

の
炎え
ん

熱ね
つ　

苦く

煩は
ん

の
初
は
じ
め

來
訪
高
僧
林
下
居 

来ら
い

訪ほ
う

す　

高こ
う

僧そ
う

林り
ん

下か

の
居き
ょ

脩
篁
開
處
微
涼
過 

脩
し
ゅ
う

篁こ
う

開ひ
ら

く
処
と
こ
ろ 

微び

涼
り
ょ
う

過す

ぎ

卧
見
閑
雲
浮
碧
虛 
卧ふ

し
て
見み

る　

閑か
ん

雲う
ん 

碧へ
き

虚き
ょ

に
浮う

か
ぶ
を
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【
語
註
】

〔
暑
日
〕
暑
い
日
。
〔
照
蓮
寺
〕〔
人
間
〕
俗
人
の
住
ん
で
い
る
世
界
。
世
間
。
〔
脩
篁
〕
長
い

竹
。〔
微
涼
過
〕
中
唐
の
詩
人
・
耿こ
う

湋い

の
五
言
律
詩
「
夏
夜
西
亭
即
事
」
に
「
微
涼　

扇
を
待
っ

て
過
ぐ
」
と
あ
る
。〔
閑
雲
〕
ゆ
っ
た
り
と
空
に
浮
か
ぶ
雲
。　

〔
碧
虚
〕
碧
空
。
晴
れ
渡
っ
た

空
。
青
空
。

【
訳
】

　

俗
世
間
の
暑
熱
が
わ
ず
ら
わ
し
く
な
っ
て
、
林
の
中
に
あ
る
高
僧
の
家
を
訪
れ
た
。

長
い
竹
が
伐
り
開
か
れ
て
い
る
所
か
ら
微
か
な
涼
し
さ
が
お
と
ず
れ
る
。
私
は
寝
転
ん

で
青
空
に
ゆ
っ
た
り
と
浮
か
ぶ
雲
を
観
て
い
る
。

【
注
】『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
一
に
は
「
舟
暁
」「
舟
歸
廣
島
」「
暑
日
。
遊
照
蓮
寺
」「
明

妃
」
の
順
で
収
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
四
首
に
つ
い
て
、
木
崎
好
尚
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　

以
上
四
首
、
幼
年
ノ
作
タ
ル
コ
ト
明
徴
ア
リ
、
而
モ
ソ
ノ
何
レ
ノ
年
ニ
繋
ク
ベ
キ
カ
ヲ
知

ラ
ズ
、
コ
ヽ
（
寛
政
五
年
）
ニ
附
載
ス
。「
明
妃
」
ノ
詩
、「
一
曲
琵
琶
」
ヲ
「
裂
帛
聲
中
」
ニ
、

「
毛
家
」
ヲ
「
當
初
」
ニ
改
ム
、
蓋
シ
杏
坪
ノ
手
ニ
出
デ
シ
ナ
ル
ベ
シ
。

16　

石
州
路
上　
　
　
　
　

石せ
き

州
し
ゅ
う

路ろ

上
じ
ょ
う

雨
過
泉
聲
逾
喧 

雨あ
め

過す

ぎ
て
泉せ
ん

声せ
い 

逾
い
よ
い
よ

喧
か
ま
び
すし
く

木
落
山
骨
尤
瘠 

木き

落お

ち
て
山さ
ん

骨こ
つ 

尤も
っ
とも
瘠や

せ
た
り

今
朝
杖
底
千
岩 

今こ
ん

朝
ち
ょ
う 

杖
じ
ょ
う

底て
い

の
千せ
ん

岩が
ん

は

昨
日
天
邊
寸
碧 

昨さ
く

日じ
つ 

天て
ん

辺ぺ
ん

の
寸す
ん

碧ぺ
き

な
り

【
語
釈
】

『
山
陽
詩
鈔
』
巻
一
所
収
。
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
十
月
二
十
六
日
、
山
陽
（
十
七
歳
）
は
叔
父

杏
坪
に
伴
わ
れ
、
石
見
国
の
有
福
温
泉
（
現
在
の
島
根
県
江
津
市
の
南
西
部
）
に
赴
い
た
。
こ
の

「
石
州
路
上
」
と
「
甑
坂
」
は
そ
の
道
中
の
作
で
あ
る
。

〔
山
骨
〕
山
の
土
砂
が
崩
れ
落
ち
て
岩
石
の
露
出
し
た
所
。
ま
た
、
そ
の
岩
。〔
寸
碧
〕
少
し
の

緑
。
韓
愈
・
孟
郊
「
城
南
聯
句
」
に
「
遙
岑
（
遥
か
遠
く
の
峰
）
寸
碧
を
出
だ
す
」（
韓
愈
）
と
あ

る
。
山
の
緑
が
遠
く
か
ら
見
る
と
一
寸
ほ
ど
の
小
さ
さ
に
な
る
こ
と
を
い
う
。

【
訳
】

　

雨
が
や
み
、
渓
谷
を
流
れ
る
川
の
水
音
は
い
よ
い
よ
大
き
く
な
り
、
木
の
葉
は
落
ち

て
山
肌
も
あ
ら
わ
に
な
っ
て
い
る
。
今
朝
、
杖
を
頼
り
に
登
っ
て
い
る
こ
の
山
路
は
、
昨

日
、
大
空
の
果
て
に
小
さ
く
見
え
て
い
た
あ
の
青
だ
。

17　

甑
坂　
　
　
　
　
　
　
　
　

甑
こ
し
き

坂ざ
か

行
覚
溪
雲
脚
下
生 

行
ゆ
く
ゆ
く

覚お
ぼ

ゆ 

渓け
い

雲う
ん

の
脚
き
ゃ
っ

下か

に
生
し
ょ
うず
る
を

危
巖
夾
水
一
橋
横 

危き

巌が
ん 

水み
ず

を
夾は
さ

ん
で
一い
っ

橋
き
ょ
う

横よ
こ

た
わ
る

登
登
峽
路
天
將
黑 

登と
う

登と
う

た
る
峡
き
ょ
う

路ろ 

天て
ん 

将ま
さ

に
黒き
ろ

か
ら
ん
と
す

聞
斷
溪
童
搗
紙
聲 

聞ぶ
ん

断だ
ん

す　

溪け
い

童ど
う

の
紙か
み

を
搗つ

く
声こ
え

（
批
評
・
朱
筆
）

風
土
詩
、一
誦
恍
歷
其
境 

風ふ
う

土ど

の
詩し

。一い
っ

誦し
ょ
うす
れ
ば
恍こ
う

と
し
て
其そ

の
境
さ
か
いを
歴へ

た
り
。
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【
語
釈
】

『
山
陽
詩
鈔
』
巻
一
所
収
。〔
甑
坂
〕
現
在
の
島
根
県
浜
田
市
旭
町
市
木
の
市
木
川
沿
い
に
あ
る

坂
。
越
木
坂
と
も
。〔
危
巌
〕
険
し
く
そ
び
え
立
つ
岩
。〔
登
登
〕
上
り
坂
が
続
く
さ
ま
。
廬ろ

綸り
ん

「
山
店
」
に
「
登
登
た
る
山
路 

何
れ
の
時
に
か
尽
き
ん
」
と
あ
る
。〔
峽
路
〕
谷
あ
い
の
道
。〔
搗

紙
〕
紙
を
作
る
一
工
程
。
楮
を
煮
て
水
に
浸
し
た
も
の
を
棒
で
打
つ
。

【
訳
】

　

歩
い
て
い
る
と
雲
が
脚
の
下
か
ら
生
じ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
、
高
い
岩
が
谷
川
を
は

さ
み
、
そ
こ
に
橋
が
架
か
っ
て
い
る
。
谷
あ
い
の
長
い
坂
道
を
登
っ
て
い
く
う
ち
に
日
は

暮
れ
か
か
っ
て
お
り
、
谷
間
の
民
家
で
こ
ど
も
た
ち
が
紙
を
搗
く
音
が
と
ぎ
れ
が
ち
に

聞
こ
え
る
。

（
批
評
・
朱
筆
）

　

土
地
の
あ
り
さ
ま
を
描
い
た
詩
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
誦
す
れ
ば
、
ぼ
ん
や
り
と
そ
の
場
所
を
通

り
過
ぎ
て
い
く
よ
う
だ
。

【
注
】『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
で
は
「
石
州
路
上
。
三
首
」
と
し
て
収
録
さ
れ
、
寛
政
八
年

（
一
七
九
六
）
十
月
下
旬
の
作
と
し
て
い
る
。

18　

夜
坐　
　
　
　
　
　
　
　

夜や

坐ぎ

一 

榻 

燈 

花 

落 

復 

生 

一い
っ

榻と
う

の
灯と
う

花か　

落お

ち
て
復ま

た
生
し
ょ
うず

半〻
榻〻
琴〻
書〻
一〻
短〻
檠〻 

半は
ん

榻と
う

の
琴き

ん

書し
ょ　

一い
ち

短た
ん

檠け
い

火
紅
茶
鼎
似
蟬
鳴 

火ひ 

紅
く
れ
な
いに
し
て 

茶ち
ゃ

鼎て
い 

蟬せ
み

の
鳴な

く
に
似に

た
り

細〻
談〻
相〻
對〻
坐〻
三〻
更〻 

細さ
い

談だ
ん　

相あ
い

対た
い

し　

三さ
ん

更こ
う

に
座ざ

す

窻
邊
知
有
芭
蕉
樹 

窓そ
う

辺へ
ん　

知し

る 

芭ば

蕉
し
ょ
う

樹じ
ゅ

の
有あ

る
を

　

 

久　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

久ひ
さ

し
う

夜
静〻
時
聞
墜
露
聲 

夜よ
る

静し
ず

か
に
し
て 

時と
き

に
聞き

く 

墜つ
い

露ろ

の
声こ
え

（
欄
外
）

一
榻
燈
花
照
両
情 

一い
っ

榻と
う

の
灯と
う

花か　

両
り
ょ
う

情じ
ょ
うを
照て

ら
し

火
紅
鼎
茶
似
蟬
鳴 

火ひ　

紅
く
れ
な
いに
し
て
鼎て
い

茶ち
ゃ　

蟬せ
み

の
鳴な

く
に
似に

た
り

【
語
釈
】

「
夜
坐
」（
『
山
陽
詩
鈔
』
巻
一
所
収
）
の
初
案
。
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
の
作
と
さ
れ
る
。

〔
一
榻
〕一
つ
の
腰
か
け
・
寝
台
。『
山
陽
詩
鈔
』
で
は
「
一
穂
」
に
改
め
る
。〔
灯
花
〕
灯
火
の
灯

心
の
先
に
で
き
る
燃
え
か
す
が
花
の
形
に
固
ま
っ
た
も
の
。
孟
浩
然
の
五
言
律
詩
「
寒
夜
」
に
「
夜

久
し
く
し
て
灯
花
落
つ
」
と
あ
る
。〔
茶
鼎
〕
茶
釜
。〔
短
檠
〕
背
の
低
い
燭
台
。〔
三
更
〕
五
更
の

第
三
。
お
よ
そ
現
在
の
午
後
十
一
時
ま
た
は
午
前
零
時
か
ら
の
二
時
間
を
い
う
。
子ね

の
刻
。
丙へ
い

夜や

。

〔
墜
露
〕
滴
り
落
ち
る
露
。『
楚
辞
』
屈
原
の
「
離
騒
」
に
「
朝
飮
木
蘭
之
墜
露
兮
」（
朝
あ
し
たに
は
木も
く

蘭ら
ん

の
墜つ
い

露ろ

を
飮の

む
）
と
あ
る
。

【
訳
】

 　
　
　
　

  

の
上
の
灯
火
は
燃
え
か
す
が
落
ち
て
は
ま
た
で
き
あ
が
る
。
赤
々
と
火
が
着
き
、
茶
釜
の
湯
が
沸

　

腰
か
け
半
分
の
琴
と
燭
台
一
つ
。　

膝
を
突
き
合
わ
せ
て
三
更
（
深
夜
）
に
及
ぶ
。



— 28 —

広島県立歴史博物館研究紀要第25号

い
て
蝉せ
み

の
鳴な

く
よ
う
な
音
を
立
て
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

更
け
て
い
き

窓
の
外
を
見
る
と
、
側
に
芭
蕉
の
木
が
あ
る
の
が
分
か
っ
た
。
夜
は
静
か
で
、
時
お
り
露

が
滴
る
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。

（
欄
外
）

腰
か
け
の
上
の
灯
火
の
燃
え
か
す
が
二
人
の
心
を
照
ら
し
て
い
る
。
赤
々
と
火
が
着
き
、
茶
釜
の

湯
が
沸
い
て
、
蝉
の
鳴
く
よ
う
な
音
を
立
て
て
い
る
。

19　

靑
樓
曲　
　
　
　
　
　

    

青せ
い
ろ
う
き
ょ
く

楼
曲

曉
日
秋
風
十
二
欄　
　
　
　

暁
ぎ
ょ
う

日じ
つ　

秋
し
ゅ
う

風ふ
う　

十
じ
ゅ
う

二に

欄ら
ん

鴛
鴦
衾
裡
暖
猶
殘　
　
　
　

鴛え
ん

鴦お
う

衾き
ん

裏り

に
暖だ
ん　

猶な
お

残の
こ

る

知
是
朝
來
多
霜
氣　
　
　
　

知し

る　

是こ

れ
朝
ち
ょ
う

来ら
い 

霜そ
う

気き

多お
お

く

阿
郞
歸
路
不
禁
寒　
　
　
　

阿あ

郎ろ
う　

帰き

路ろ　

寒さ
む

き
に
禁た

え
ざ
る
を

【
語
註
】

〔
暁
日
〕
朝
の
太
陽
。〔
十
二
欄
〕
十
二
層
の
欄
干
。
初
唐
の
詩
人
・
駱
賓
王
の
七
言
古
詩
「
帝
京

篇
」（
『
唐
詩
選
』
巻
二
所
収
）
に
「
大
道
の
青
楼　

十
二
重
」
と
あ
り
、
女
性
の
住
む
美
し
い
楼

閣
を
形
容
し
た
語
で
あ
ろ
う
。〔
青
楼
曲
〕
盛
唐
の
詩
人
王
昌
齢
（
六
九
八
～
七
五
七
）
に
同
名
の

七
言
絶
句
二
首
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
一
首
が
『
唐
詩
選
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
青
楼
は
、
高
貴
な

人
や
美
女
の
住
む
家
。
妓
楼
。
昔
、
中
国
で
青
漆
を
塗
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
い
う
。〔
鴛
鴦
衾
〕
夫
婦

や
男
女
が
共
に
寝
る
布
団
。〔
霜
気
〕
肌
を
刺
す
冷
気
。

【
注
】
こ
の
詩
は
『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
四
に
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
の
作
と
し
て
収
録
さ

れ
て
い
る
。

【
訳
】

　

朝
日
が
差
し
、
秋
風
が
吹
き
付
け
る
十
二
層
の
手
す
り
。
男
女
が
眠
っ
て
い
た
布
団

の
中
は
ま
だ
暖
か
さ
が
残
っ
て
い
る
。
朝
の
冷
気
は
厳
し
く
、
旦
那
は
朝
帰
り
の
道
す
が

ら
さ
ぞ
寒
い
事
だ
ろ
う
。

20　

東
遊
路
上　
　
　
　
　
　

東と
う
ゆ
う
ろ
じ
ょ
う

遊
路
上

書
劍
靑
年
始
辭
家 

書し
ょ

剣け
ん　

青せ
い

年ね
ん 

始は
じ

め
て
家い
え

を
辞じ

し

山
陽
風
色
接
京
華 

山さ
ん

陽よ
う

の
風ふ
う

色
し
ょ
く　

京け
い

華か

に
接せ
っ

す

旗
亭
處
々
呼
人
醉 

旗き

亭て
い　

処し
ょ

々し
ょ
に
人ひ
と

の
酔す
い

を
呼よ

び

一
路
春
風
野
菜
花 

一い
ち

路ろ　

春
し
ゅ
ん

風ぷ
う　

野の

の
菜さ
い

花か

【
語
註
】

〔
書
剣
〕
書
物
と
剣
。
む
か
し
の
文
人
が
常
に
携
帯
し
た
も
の
。〔
風
色
〕
眺
め
。
景
色
。
風
景
。

〔
旗
亭
〕
酒
場
。
中
国
で
酒
旗
と
よ
ぶ
旗
を
立
て
目
印
と
し
た
こ
と
に
よ
る
。

【
注
】
こ
の
詩
は
『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
二
に
「
入
摂
」
の
題
で
収
録
さ
れ
て
お
り
、
寛
政
九

年
（
一
七
九
七
）
三
月
二
十
三
日
の
作
と
さ
れ
て
い
る
。
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（
欄
外
・
朱
批
）

趙
閑
々
太
平
有 

趙
ち
ょ
う

閑か
ん

々か
ん
の
「
太た
い

平へ
い

象
し
ょ
う

有あ

り
。

象
邨
々 

邨そ
ん

々そ
ん
の
酒さ
け

」
。　
　
　
　
　

此
句 

此こ

の
句く

に
譲ゆ
ず

る
に
似に

た
り
。

尋
常
語
、
使
人
憶
曽
遊 

尋じ
ん

常じ
ょ
うの
語ご

。
人ひ
と

を
し
て
曽か
つ

て
の
遊ゆ
う

を
憶お
も

わ
し
む
。

不
墜
時
訥
（
病
か
）

 

時じ

病へ
い

に
堕だ

せ
ず
。　
　
　
　
　

【
語
注
】〔
閑
々
〕
金
の
詩
人
・
趙

ち
ょ
う

秉へ
い

文ぶ
ん
（
一
一
五
九
～
一
二
三
二
）
の
号
。

【
訳
】

　

書
物
と
剣
を
持
っ
て
青
年
は
は
じ
め
て
家
に
別
れ
を
告
げ
、
山
陽
道
の
風
景
や
華
や

か
な
京
の
街
の
賑
わ
い
に
接
し
て
い
る
。
こ
こ
か
し
こ
の
酒
場
は
酔
っ
た
人
々
で
賑
わ

い
、
路
上
に
は
春
風
が
吹
い
て
、
野
に
は
菜
の
花
が
咲
い
て
い
る
。

（
欄
外
・
朱
批
）

　

趙
ち
ょ
う

秉へ
い

文ぶ
ん
（
金
の
詩
人
、
号
は
閑
閑
居
士
）
の
「
太た
い

平へ
い

象
し
ょ
う

有あ

り 

邨そ
ん

々そ
ん

の
酒さ
け

」（
太
平
に
定
ま
っ

た
す
が
た
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
村
々
の
酒
だ
）（
「
春
游
四
首
」
其
の
四
）
の
句
は
、（
山
陽
の
）
こ

の
句
に
一
歩
譲
っ
て
い
る
。
尋
常
の
語
で
あ
り
、
人
に
か
つ
て
そ
こ
に
遊
ん
だ
こ
と
を
思
い
起
こ
さ

せ
る
。
時
代
の
弊
害
に
堕
し
て
い
な
い
。

21　

山
崎　
　
　
　
　
　
　
　

山や
ま

崎さ
き

猿
面
将
軍
蓋
世
豪 

猿え
ん

面め
ん

の
将
し
ょ
う

軍ぐ
ん　

蓋け
だ

し
世せ
い

豪ご
う

素
衣
問
罪
班
旌
旄 

素そ

衣い　

罪つ
み

を
問と

い　

旌せ
い

旄ぼ
う

を
班わ
か

つ

不
須
三
老
勞
迎
説 

須も
ち

い
ず　

三さ
ん

老ろ
う

の
迎げ
い

説せ
つ

を
労ろ
う

す
る
を

英
慨
由
来
優
漢
高 

英え
い

慨が
い

由ゆ

来ら
い　

漢か
ん

高こ
う

に
優ま
さ

る

【
語
註
】

〔
山
崎
〕
京
都
府
乙
訓
郡
大
山
﨑
町
と
大
阪
府
三
島
郡
島
本
町
に
ま
た
が
る
一
帯
の
古
称
。
天
正

十
年
（
一
五
八
二
）
、
山
崎
の
戦
で
豊
臣
秀
吉
が
明
智
光
秀
を
破
り
、
天
下
統
一
の
基
礎
を
作
っ

た
。〔
素
衣
〕
白
色
の
喪
服
。
織
田
信
長
の
死
後
、
そ
の
喪
儀
は
秀
吉
の
手
で
行
わ
れ
た
の
で
、
こ

の
よ
う
に
言
う
。〔
問
罪
〕
罪
を
糾
弾
す
る
。
こ
こ
で
は
本
能
寺
の
変
で
信
長
を
滅
し
た
光
秀
を
討

伐
す
る
こ
と
。〔
旌
旄
〕
旗は
た

竿ざ
お

の
さ
き
に
旄ぼ
う

と
い
う
旗
飾
り
を
つ
け
、
こ
れ
に
鳥
の
羽
な
ど
を
垂
ら

し
た
旗
。
軍
中
に
お
い
て
指
揮
に
用
い
る
。〔
三
老
〕
中
国
古
代
に
県
や
郷
に
置
か
れ
た
、
教
化
を

つ
か
さ
ど
る
宮
。
こ
こ
で
は
秦
末
の
農
民
陳
勝
が
三
老
た
ち
に
お
だ
て
ら
れ
て
王
に
な
っ
た
こ
と

（
『
史
記
』「
陳
勝
世
家
」
）
を
踏
ま
え
る
。

【
注
】
こ
の
詩
は
『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
二
に
寛
政
九
年
三
月
二
十
五
日
の
作
と
し
て
収
録

さ
れ
て
い
る
。

【
訳
】

　

猿
に
似
た
風
貌
の
将
軍
（
豊
臣
秀
吉
）
は
、
思
う
に
天
下
に
名
だ
た
る
豪
傑
で
あ
ろ

う
。
喪
服
を
着
て
敵
の
罪
を
問
い
、
軍
旗
を
分
け
与
え
て
戦
陣
を
指
揮
し
た
。
三
老
た
ち

の
追
従
を
俟
つ
ま
で
も
な
く
、
そ
の
英
雄
と
し
て
の
気
概
は
も
と
も
と
漢
の
高
祖
（
劉

邦
）
に
も
勝
っ
て
い
る
。
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22　

美
濃　
　
　
　
　
　
　

美み

濃の

　
　

  
稍　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

稍や
や

地
勢
漸〻
開
變
土
風 

地ち

勢せ
い

漸よ
う
やく

開ひ
ら

け　

土ど

風ふ
う

変へ
ん

ず　
　
　
　
　

烟
消
大
野
夕
陽
紅 

煙け
む
りは
消き

え　

大た
い

野や　

夕せ
き

陽よ
う

紅
く
れ
な
いな
り

獨
弾
孤
劍
看
東
北 

独ひ
と

り
孤こ

剣け
ん

を
弾だ
ん

じ
て　

東と
う

北ほ
く

を
看み

れ
ば

満
目
雲
山
接
越
中 
満ま
ん

目も
く

の
雲う
ん

山ざ
ん　

越え
っ

中ち
ゅ
うに
接せ
っ

す

【
語
註
】

『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
二
所
収
「
美
濃
」
の
初
案
。
寛
政
九
年
三
月
二
十
八
日
の
作
と
さ
れ

て
お
り
、
起
句
の
「
地
勢
」
が
「
地
物
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

〔
土
風
〕
そ
の
地
方
の
風
俗
・
風
習
。〔
大
野
〕
広
大
な
野
原
。〔
満
目
〕
見
わ
た
す
か
ぎ
り
。〔
弾

孤
剣
〕一
振
り
の
剣
を
た
た
く
。『
史
記
』「
孟
嘗
君
列
伝
」
に
「
馮
先
生
甚
だ
貧
し
く
、
猶
お
一

剣
あ
る
の
み
。
…
…
。
其
の
剣
を
弾
じ
て
歌
い
て
曰
く
、
長
鋏
帰
来
ら
ん
か
。
食
ら
う
に
魚
無
し
、

と
。
…
…
」
と
あ
る
馮
驩
の
故
事
に
基
づ
き
、
貧
し
い
士
が
冨
や
地
位
を
求
め
る
こ
と
を
い
う
。

【
訳
】

　

地
勢
が
次
第
に
開
け
、
風
俗
が
変
わ
っ
て
き
た
。
靄も
や

が
晴
れ
て
、
大
き
な
平
野
に
真
っ

赤
な
夕
陽
が
落
ち
て
い
る
。
一
人
こ
の
一
振
り
の
剣
を
た
た
い
て
東
北
の
方
を
見
れ
ば
、

見
渡
す
か
ぎ
り
、
雲
の
か
か
っ
た
高
い
山
々
が
越
中
の
国
に
接
し
て
い
る
。

23　

望
岳　
　
　
　
　
　
　
　

岳が
く

を
望の
ぞ

む

狂
波
撼
地
〻
掀
翻 

狂
き
ょ
う

波は 

地ち

を
撼う
ご

か
し
地ち

は
掀き
ん

翻ぽ
ん

昔〻
日〻
腥〻
羶〻
侵〻
相〻
武〻 

昔せ
き

日じ
つ　

腥せ
い

羶せ
ん　

相そ
う

武ぶ

を
侵お

か

し

鎮
壓
長
憑
此
岳
存 

鎮ち
ん

圧あ
つ

長な
が

く
憑た
の

む 

此こ

の
岳が
く

の
存そ
ん

す
る
に

天〻
挑〻
茲斯

岳〻
代〻
籬〻
藩〻 

天て
ん　

斯こ

の
岳が

く

を
挑か

か

げ
て 

籬り

藩は
ん

に
代か

う

一
杖
會
當　

絶 

一い
ち

杖
じ
ょ
う　

会か
な
らず
当ま
さ

に
絶ぜ
っ

頂
ち
ょ
う　
　
　
　
　
　

 

ぐ
べ
し

吾〻
將〻
杖〻
屐〻
凌
其〻
項
（
頂
） 

吾わ
れ　

将ま
さ

に
杖

じ
ょ
う

屐げ
き

し
て
其そ

の
頂

い
た
だ
きを

凌し
の

が
ん
と

　

看　

海　

如　
　
　
　
　
　
　
　
　

  

看み　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

    

如ご
と 

俯
見〻
東
洋〻
大
若〻
盆 

俯ふ

し
て
見み

ん 

東と
う

洋よ
う 

大だ
い

な
る
こ
と
盆ぼ
ん

の
若ご

と

き
を

【
語
註
】

『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
二
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
四
月
、
江
戸
遊
学

中
の
作
と
さ
れ
る
。

〔
掀
翻
〕
高
く
も
ち
あ
が
り
、
ひ
る
が
え
る
こ
と
。〔
腥
羶
〕
な
ま
ぐ
さ
い
こ
と
。
こ
こ
で
は
源
氏

と
北
条
氏
に
よ
る
血
な
ま
ぐ
さ
い
争
い
を
指
す
か
。〔
相
武
〕
相
州
と
武
州
。〔
籬
藩
〕
藩
籬
・
藩

屏
に
同
じ
。
垣
根
。
垣
。
防
備
の
た
め
の
囲
い
。 

守
護
す
る
も
の
。
特
に
、
王
家
を
守
護
す
る
も

の
。

【
訳
】

　

 

狂
っ
た
よ
う
に
襲
い
か
か
る
波
が
地
を
揺
ら
し
て
、
地
が
持
ち
上
が
り
、
暴
乱
の
平
定
は
長
い
間
こ
の
岳

　

か
つ
て
血
腥
さ
が
相
模
と
武
蔵
に
深
く
入
り
込
み
、
天
は
こ
の
岳
（
富
士
山
）
を
地
か 
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（
富
士
山
）
の
存
在
に
頼
っ
て
き
た
。　
　
　

  

一
本
の
杖
を
突
い
て
き
っ
と

ら
ほ
じ
く
り
出
し
て
囲
い
に
代
え
た
。
私
は
こ
れ
か
ら
杖
を
突
い
て
歩
い
て
そ
の
頂
上
に

立
ち
、
大
き
な
盆は
ち

の
よ
う
な
太
平
洋
を
見
た
い
も
の
だ
。

24　

題
黃
安
仙
人
圖　
　
　
　

黄こ
う

安あ
ん

仙せ
ん

人に
ん

図ず

に
題だ
い

す

一
萬
五
千
餘
歳
閒 
一い
ち

万ま
ん

五ご

千せ
ん

余よ

歳さ
い

の
間か
ん

敗
家
亡
國
幾
傍
觀 

家い
え

を
敗や
ぶ

り　

国く
に

を
こ
と　

幾い
く

傍ぼ
う

観か
ん

九
重
之
席
三
臺
坐 

九
き
ゅ
う

重ち
ょ
うの
席せ
き

も　

三さ
ん

台た
い

の
坐ざ

も

不
若
黃
安
龜
背
安 

黄こ
う

安あ
ん

の
亀き

背は
い

の
安や
す

き
に
若し

か
ず

【
語
註
】

〔
敗
家
亡
国
〕
家
や
国
を
亡
ぼ
す
。『
孟
子
』
離
婁
上
に
「
不
仁
に
し
て
与
に
言
う
べ
く
ん
ば
則
ち

何
ぞ
国
を
亡
ぼ
し
、
家
を
敗
る
こ
と
之
有
ら
ん
や
」
と
あ
る
。〔
九
重
〕
天
子
。〔
三
台
坐
〕
三
公

の
地
位
の
意
。
三
公
は
、
大
尉
・
司
徒
・
司
空
。『
後
漢
書
』
劉
玄
伝
の
註
に
「
三
公
は
天
に
在
っ

て
は
三
台
た
り
」
と
あ
る
。〔
黄
安
〕
中
国
前
漢
の
武
帝
時
代
（
前
一
四
〇
～
前
八
七
）
の
仙
人
。

三
尺
の
亀
の
背
に
乗
っ
て
お
り
、
そ
の
亀
は
二
千
年
に
一
度
首
を
出
す
と
い
い
、
黄
安
は
そ
れ
を
五

回
見
た
と
い
う
（
『
洞
冥
記
』
）
。

【
訳
】

　

一
万
五
千
年
余
り
の
歳
月
の
間
、
敗
亡
し
た
家
や
国
を
ど
れ
ほ
ど
そ
ば
で
見
て
き
た

だ
ろ
う
か
。
天
子
の
席
も
三
公
の
座
も
黄
安
仙
人
が
乗
る
亀
の
背
中
の
安
ら
か
さ
に
は

及
ぶ
ま
い
。

【
注
】
こ
の
詩
は
、
『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
三
に
収
録
さ
れ
て
お
り
、
享
和
三
年

（
一
八
〇
三
）
の
作
と
さ
れ
る
。

25　

閨
情
傚
陸
渭
南　
　
　
　

閨け
い

情じ
ょ
う。
陸り
く

渭い

南な
ん

に
傚な
ら

う

繡
罷
蛾
眉
重
於
山 

繍し
ゅ
うし
罷お
わ

り
て  

蛾が

眉ひ 

山や
ま

よ
り
重お
も

く

亂
雲
不
收
雙
髻
鬟 

乱ら
ん

雲う
ん　

収お
さ

ま
ら
ず　

双そ
う

髻け
い

鬟か
ん

斜
倚
薫
爐
坐
至
晩 

斜な
な

め
に
薫く
ん

爐ろ

に
倚よ

り　

坐ざ

し
て
晩ば
ん

に
至い
た

り

聞
盡
遠
鐘
逗
花
間 

聞き

き
尽つ

く
す　

遠え
ん

鐘
し
ょ
う　

花か

間か
ん

に
逗と
ど

ま
る
を

脈
匕
（
々
）

芳
心
向
誰
語 

脈
み
ゃ
く

々み
ゃ
くた
る　

芳ほ
う

心し
ん　

誰た
れ

に
向む

か
い
て
語か
た

ら
ん

勾
欄
獨
有
新
月
覰 

勾こ
う

欄ら
ん　

独ひ
と

り
新し
ん

月げ
つ

の
覰

う
か
がう
有あ

り

亡
賴
膝
上
小
貍
奴 

亡ぶ

賴ら
い　

膝し
つ

上じ
ょ
うの
小
し
ょ
う

貍り

奴ど

梅
花
窗
前
呼
匹
厺 

梅ば
い

花か

窓そ
う

前ぜ
ん

に
匹ひ
つ

を
呼よ

び
て
去さ

る

（
朱
書
）
六
如
遺
響　
　
　

六り
く

如に
ょ

の
遺い

響き
ょ
うな
り
。

【
語
注
】

『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
三
所
収
「
閨
情
傚
陸
渭
南
」
の
初
案
。
享
和
三
年
の
作
と
さ
れ
る
。

〔
閨
情
〕
思
う
人
を
待
つ
女
性
の
思
い
を
詠
じ
る
。
〔
陸
渭
南
〕
中
国
南
宋
の
文
人
陸
游

（
一
一
二
五
～
一
二
一
〇
）
。
陸
游
は
山
陰
（
浙
江
省
）
の
人
で
、
。
字
は
務
観
。
放
翁
と
号
し
た
。

南
宋
第
一
の
詩
人
と
し
て
、
北
宋
の
蘇
東
坡
（
蘇
軾
）
と
並
び
称
さ
れ
る
。
著
作
に
「
剣
南
詩
稿
」

「
放
翁
詞
」「
渭
南
文
集
」
な
ど
が
あ
る
。〔
蛾
眉
重
於
山
〕
瞼
が
重
く
、
眠
く
な
る
こ
と
を
言
う

か
。
宋
の
僧
有
規
の
詩
に
「
書
を
読
み
て
已
に
覚
ゆ　

眉
稜
重
き
を
」
と
あ
る
。〔
亂
雲
〕
女
性
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の
乱
れ
た
髪
の
喩
え
。〔
髻
鬟
〕
束
ね
て
輪
に
し
た
髪
。〔
斜
倚
〕
身
を
も
た
せ
か
け
る
。
白
居
易

「
後
宮
詞
」
に
「
紅
顔
未
だ
老
い
ざ
る
に
恩
先ま

ず
断た

え　

斜
め
に
薫く
ん

籠ろ
う

に
倚
り
て
坐
し
て
明
に
至

る
」
と
あ
る
。〔
薫
爐
〕
香
炉
。〔
脈
匕
〕
こ
の
句
、『
詩
集
』
で
は
「
脈
脈
芳
心
向
誰
語
」
に
作
る

の
で
、「
匕
」
は
「
々
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。「
脈
脈
」
は
思
い
を
胸
に
秘
め
る
さ
ま
。〔
芳
心
〕
美

人
の
心
。〔
勾
欄
〕
手
す
り
。
妓
楼
。〔
小
貍
奴
〕
猫
の
雅
称
。
陸
游
の
「
贈
猫
」
に
、「
塩
を
裹つ
つ

み

て
迎
え
得
た
り　

小
貍
奴
」
と
あ
る
。〔
亡
頼
〕「
無
頼
」
に
同
じ
。
も
の
を
憎
み
の
の
し
る
語
。

【
訳
】

　

化
粧
し
て
美
し
い
眉
を
引
き
終
わ
る
と
、
そ
の
眉
は
山
よ
り
も
重
く
、
二
つ
並
ん
だ

丸
ま
げ
は
乱
れ
て
お
さ
ま
り
が
つ
か
な
い
。
香
炉
に
凭
れ
て
座
っ
て
い
る
う
ち
に
晩ば
ん

に
な

り
、
遠
く
か
ら
聞
こ
え
る
鐘
の
音
が
花
の
あ
た
り
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に
聞
き
入
っ
て

い
る
。

　

胸
に
秘
め
た
美
人
の
思
い
を
誰
に
向
か
っ
て
語
る
の
か
。
手
す
り
か
ら
は
新
月
だ
け

が
中
を
伺
う
よ
う
に
空
に
あ
る
の
が
見
え
る
。
膝
の
上
の
猫
め
、
お
ま
え
も
梅
の
花
が

咲
く
窓
辺
に
連
れ
合
い
を
呼
ん
で
去
っ
て
い
く
の
か
。

（
朱
書
）
六
如
（
明
代
中
期
の
文
人
で
、
画
家
と
し
て
有
名
な
唐
寅
（
一
四
七
〇
～
一
五
二
三
）
の

号
）
が
遺
し
た
詩
の
趣
に
通
じ
る
。

26　

雨
歇　
　
　
　
　
　

雨あ
め

歇や

む

窻
前
雨
聲
歇 

窓そ
う

前ぜ
ん　

雨う

声せ
い　

歇や

み

初
日
在
楣
閒 

初し
ょ

日じ
つ　

楣び

間か
ん

に
在あ

り

高
士
春
眠
覺 

高こ
う

士し　

春
し
ゅ
ん

眠み
ん

覚さ

め

開
軒
見
遠
山 

軒ま
ど

を
開ひ
ら

き
て　

遠え
ん

山ざ
ん

を
見み

る

【
語
注
】

〔
楣
〕
の
き
。
ひ
さ
し
。〔
春
眠
〕
春
の
夜
の
快
い
眠
り
。
春
の
眠
り
。

【
訳
】

　

窓
の
前
で
は
雨
が
や
み
、
庇
ひ
さ
しの
あ
た
り
に
朝
日
が
見
え
る
。
高
潔
な
隠
士
は
春
の
心

地
よ
い
眠
り
か
ら
目
覚
め
、
窓
を
開
け
て
遠
く
の
山
を
眺
め
て
い
る
。

【
注
】
24
・
25
・
26
は
、
い
ず
れ
も
『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
三
に
享
和
三
年

（
一
八
〇
三
）
、
二
十
四
歳
の
作
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。

27　

江
戸
所
見　
　
　
　
　
　

 

江え

戸ど

所し
ょ

見け
ん

満
街
盡
着
罽
氈
衣 

満ま
ん

街が
い

尽
こ
と
ご
とく
着
ち
ゃ
くす 

罽け
い

氈せ
ん

の
衣い

四
十
八
團
半
出
旂 

四し

十
じ
ゅ
う

八は
ち

団だ
ん 

半な
か

ば
旂は
た

を
出い
だ

す　

萬
衆
傳
呼
郎
騎
至 

万ば
ん

衆
し
ゅ
う　

伝つ
た

え
呼よ

べ
ば　

郎ろ
う  

騎き

し
て
至い
た

り

 
反
（
左
）
簷
一
笠
破
群
飛 

左さ

簷え
ん　

一い
ち

笠
り
ゅ
う 

群む
れ

を
破や
ぶ

っ
て
飛と

ぶ

【
語
注
】

〔
四
十
八
團
〕
江
戸
時
代
の
町
方
の
消
防
組
織
「
い
ろ
は
四
十
八
組
」
の
こ
と
。〔
罽
氈
衣
〕
火
事

装
束
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
革
羽
織
の
こ
と
。
罽
氈
は
毛
織
物
。〔
旂
〕
旗
に
同
じ
。〔
萬
衆
〕
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多
く
の
人
。
有
衆
。
衆
庶
。　
〔
反
簷
〕「
左
」
の
誤
写
か
。『
詩
集
』
は
「
左
」
に
作
る
。〔
笠
〕

火
事
装
束
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
陣
笠
を
指
す
か
。

【
注
】
こ
の
詩
は
『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
一
で
は
「
春
夜
家
君
為
仲
父
大
人
説
江
戸
防
火
状

態
。
某
侍
聴
。
詩
以
記
之
」
の
題
で
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
作
と
し
て
収
録
。
そ
の
注
に
は
、

「
『
山
陽
詩
鈔
』
ニ
ハ
「
江
戸
所
見
」
ト
改
題
シ
、
江
戸
游
学
中
ノ
作
ニ
列
セ
リ
。
」
と
あ
る
が
、

現
行
の
『
山
陽
詩
鈔
』
に
は
こ
の
詩
は
見
え
な
い
。

【
訳
】

　

街
中
至
る
所
で
革
羽
織
を
ま
と
い
、
四
十
八
組
の
内
、
半
分
は
旗
を
掲
げ
て
い
る
。

人
々
が
触
れ
回
る
と
、
男
た
ち
は
馬
に
乗
っ
て
駆
け
付
け
、
左
の
庇
あ
た
り
で
陣
笠
を
か

ぶ
っ
た
一
人
が
群
れ
の
中
か
ら
跳
び
上
が
っ
た
。

28　

赴
竹
原
舟
中
作
二
首　
　
　
　

竹た
け

原は
ら

に
赴
お
も
むく
舟
し
ゅ
う

中ち
ゅ
うの
作さ
く

、
二に

首し
ゅ

（
１
）

波
聲
喧
枕
底 

波は

声せ
い　

枕ち
ん

底せ
い

に
喧
か
ま
び
すし
く

舟
子
夜
相
呼 

舟
し
ゅ
う

子し　

夜よ
る

相あ
い

呼よ

ぶ

獨
揭
篷
窗
望 

独ひ
と

り
篷ほ
う

窓そ
う

を
掲か
か

げ
て
望の
ぞ

め
ば　

江
天
落
月
孤 

江こ
う

天て
ん　

落ら
く

月げ
つ

孤こ

な
り

　
【
語
注
】

〔
舟
子
〕
船
頭
。
水
夫
。〔
篷
窓
〕
と
ま
ぶ
き
の
小
舟
の
窓
。〔
江
天
〕
川
に
接
し
、
そ
の
上
に
ひ
ろ

が
っ
て
い
る
空
。

【
訳
】

　

枕
の
下
で
は
波
の
音
が
喧
し
く
、
船
頭
た
ち
は
夜
の
間
、
大
き
な
声
で
呼
び
合
っ
て
い

る
。一
人
と
ま
ぶ
き
の
小
舟
の
窓
か
ら
篷と
ま

を
上
げ
て
遠
く
を
望
む
と
、
空
に
は
西
に
傾
く

月
が
ぽ
つ
ん
と
一
つ
見
え
る
。

（
２
）

數
尺
船
窗
裡 

数す
う

尺
し
ゃ
く　

船せ
ん

窓そ
う

の
裡う
ち

靑
山
次
第
生 

青せ
い

山ざ
ん　

次し

第だ
い

に
生
し
ょ
うず

頻
呼
三
老
去 

頻し
き

り
に
三さ
ん

老ろ
う

を
呼よ

び
て
去さ

り

指
點
問
山
名 

指し

点て
ん

し
て
山や
ま

の
名な

を
問と

う

【
語
注
】

〔
青
山
〕
樹
木
が
青
々
と
茂
っ
て
い
る
山
。〔
指
点
〕
指
で
さ
し
示
す
こ
と
。 

指
示
す
る
こ
と
。

【
訳
】

　

数
尺
あ
る
船
窓
か
ら
は
、
青
々
と
樹
木
が
茂
っ
た
山
が
次
々
と
見
え
て
き
た
。
し
き

り
に
長
老
た
ち
に
声
を
か
け
、
指
さ
し
て
は
山
の
名
を
問
う
て
い
る
。

【
注
】
こ
の
詩
は
、『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
四
に
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
八
月
二
十
六
日
の

作
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
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29　

奉
盈
楼
陪
飲
菅
先
生
及
家
君
。
席
上
分
得
眼
字
。
二
十
二
韻
。

　
　
　
　

奉ほ
う

盈え
い

楼ろ
う

に
て
菅か
ん

先せ
ん

生せ
い

及
お
よ
び

家か

君く
ん

に
陪ば
い

飲い
ん

す
。
席せ
き

上
じ
ょ
う

眼が
ん

字じ

を
分わ
か

ち
得え

た
り
。

　
　
　
　

二に

十
じ
ゅ
う

二に

韻い
ん

。

木
氏
家
累
千
金
産 

木も
く

氏し

の
家か

累る
い　

千せ
ん

金き
ん

の
産さ
ん

千
槽
醸
酒
〻
甚
醆 

千せ
ん

槽そ
う

の
醸
じ
ょ
う

酒し
ゅ　

酒さ
け 

甚じ
ん

醆さ
ん

新
築
高
樓
對

 
新あ
ら

た
に
高こ
う

楼ろ
う

を
築き
ず

い
て
け
ん
さ
ん
に
対た
い

し

楼
頭
會
客
頻
折
簡 

楼ろ
う

頭と
う　

客き
ゃ
くを
会か
い

し
て　

頻し
き

り
に
簡か
ん

を
折お

る

琥
珀
光
溢
紅
螺

 

琥こ

珀は
く

の
光
ひ
か
り

溢み

つ　

紅こ
う

螺ら

の
さ
ん

棘
鬛
之
魚
厨
人

 

棘
き
ょ
く

鬛り
ょ
うの
魚う
お　

厨
ち
ゅ
う

人じ
ん

の

滿
樓
賓
客
相
見
筦 

満ま
ん

楼ろ
う

の
賓ひ
ん

客
き
ゃ
く　

相そ
う

見け
ん

の
筦か

ん

逸
趣
真
如
鷙
鳥

 

逸い
っ

趣し
ゅ　

真ま
こ
とに
鷙し

鳥ち
ょ
うの
せ
ん
な
る
が
如ご
と

し

今
日
會
此
一
時
撰 

今こ
ん

日に
ち　

此こ
こ

に
会か
い

す
る
は
一い
ち

時じ

の
撰さ
ん

劣
才
豈
如
群
羊
羼 

劣れ
っ

才さ
い　

豈あ

に
群ぐ
ん

羊よ
う

の
羼む

ら

が
る
に
如し

か
ら
ん
や

後
備
高
人
其
目
□ 

（　

未　

詳　

）

瞿
（
矍
）鑠
之
容
琵（
瑟
）兮
僩 

矍か
く

鑠し
ゃ
くの
容よ
う  

瑟し
つ

に
し
て
僩か
ん

吁
我
父
子
如
車

 

吁あ
あ　

我わ

が
父ふ

子し 

車し
ゃ

の
如ご
と

し

病
骨
日
隆
詩
骨
剗 

病
び
ょ
う

骨こ
つ　

日ひ
び

に
隆た
か

く　

詩し

骨こ
つ

は
剗さ

ん

た
り

險
韵
至
手
不
容
揀 

険け
ん

韻い
ん　

手て

に
至い
た

り 

揀え
ら

ぶ
容べ

か
ら
ず

燈
下
苦
吟
摩
病
眼 

灯と
う

下か

の
苦く

吟ぎ
ん　

病
び
ょ
う

眼が
ん

を
摩ま

す

此
行
禁
憪 

此こ

の
行こ
う　

憪か
ん

宿し
ゅ
くの
好こ
う

を
禁
ず
れ
ば

宿
好
譬
之
苦
負

 

之こ
れ

を
負ふ

は
ん

に
苦く
る

し
む
に
譬た
と

う

酔
語
不
倫
奚
須
報
（
赧
） 

酔す
い

語ご　

不ふ

倫り
ん

に
し
て　

奚な

ん
ぞ
赧は

ず
る
を
須も
ち

い
ん
。

邂
逅
相
逢
樂
何
限 

邂か
い

逅こ
う 

相あ
い

逢あ

う
て　

楽た
の

し
み　

何な
ん

の
限か
ぎ

り
ぞ

歸
輿
将
渉
山

々 

帰き

輿よ　

将ま
さ

に
渉わ
た

ら
ん
と
し
て
山や
ま
さ
ん

々さ
ん

衰
柳
願
煩
諸
君
綰 

衰す
い

柳
り
ゅ
う　

願ね
が

わ
く
は　

諸し
ょ

君く
ん

の
綰た
く

を
煩
わ
ず
らわ
さ
ん

（
欄
外
）

　

当
日
情
境
一
〻
在 

当と
う

日じ
つ

の
状
じ
ょ
う

境
き
ょ
う

一い
ち

々い
ち

目め

に
在あ

り
。

　

目
、
近
日
詩
大
声 

近き
ん

日じ
つ

の
詩し

、
大た
い

声せ
い

壮そ
う

語ご

　

壮
語
、
少
此
實
際 

此こ

の
実じ
っ

際さ
い

少す
く

な
し
。

【
語
注
】

〔
席
上
分
得
眼
字
〕
そ
の
場
で
韻
字
を
分
け
合
っ
て
「
眼
」
の
字
を
得
た
、
の
意
。
詩
の
韻
字
を

割
り
当
て
ら
れ
、「
眼
」
の
字
及
び
そ
れ
と
同
じ
韻
目
（
平
水
韻
で
上
声
十
五
潸
）
に
属
す
る
字

を
用
い
て
作
詩
す
る
こ
と
を
言
う
。〔
木
氏
〕
竹
原
の
商
人
正
木
氏
。〔
家
累
〕
家
に
あ
る
財
産
。

〔
醆
〕
さ
か
ず
き
。
小
さ
な
杯
。
甚
醆
の
「
甚
」
は
数
や
量
が
多
い
の
意
か
。〔

〕「

」

に
同
じ
。
山
の
屈
曲
し
て
い
る
さ
ま
。〔
折
簡
〕
紙
を
切
っ
て
手
紙
を
書
く
。
こ
こ
は
漢
詩
を
作
っ

て
書
く
こ
と
を
指
す
。〔
紅
螺
〕
あ
か
に
し
の
貝
殻
で
作
っ
た
さ
か
ず
き
。
転
じ
て
、
さ
か
ず
き
。

〔

〕
小
さ
い
玉
製
の
さ
か
ず
き
。〔
棘
鬛
之
魚
〕
鯛
の
こ
と
。〔

〕
さ
し
ぐ
し
。
肉
を
焼
く
時
に

突
き
刺
す
道
具
。〔
鷙
鳥
〕『
詩
集
』
は
「

」
と
す
る
が
「
鷙
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。「
鷙
鳥
」
は

猛
々
し
い
鳥
。
荒
い
鳥
。〔

〕
は
や
く
飛
ぶ
さ
ま
。〔
撰
〕
天
地
自
然
の
法
則
。〔
琵
兮
僩
〕
正
し

く
は
「
瑟
兮
僩
」
。
外
貌
は
威
厳
が
あ
り
、
内
心
は
ゆ
っ
た
り
し
て
い
る
さ
ま
。『
詩
経
』
衛
風
・

淇き

奥い
く

に
衛
の
武
公
の
徳
を
ほ
め
て
「
瑟
た
り
僩
た
り
」
と
あ
る
。〔
車

〕
ね
ぐ
る
ま
。
寝
台
車
。

「

車
」
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
押
韻
の
関
係
で
転
倒
し
た
も
の
。〔
剗
〕
削
る
。
平
ら
に
す
る
。
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〔
険
韻
〕
そ
の
韻
に
含
ま
れ
る
字
が
少
な
く
て
、
そ
れ
を
用
い
て
漢
詩
を
つ
く
る
の
が
む
ず
か
し

い
韻
目
。
難
韻
。
上
声
十
五
潸
も
そ
の
一
つ
。〔
揀
〕
選
ぶ
。
よ
り
分
け
て
選
び
出
す
。〔
憪
〕
楽
し

む
。〔
負

〕
重
い
物
を
背
負
う
こ
と
。『
論
語
』
郷
党
篇
に
「
負
版
の
者
に
式
す
」
と
あ
り
、「
負

版
」
で
戸
籍
台
帳
を
背
負
う
意
で
あ
る
が
、
柳
宗
元
の
「

伝
」
は
、
重
い
物
を
好
ん
で
背
負

う
虫
を

と
呼
ん
で
い
る
。『
詩
集
』
は
「

」
を
「
蝦
」
に
改
め
て
い
る
が
、
韻
が
合
わ
な
い
。

〔
酔
語
〕
酔
言
。
酔
っ
た
上
で
の
た
わ
ご
と
。
酔
っ
て
い
る
よ
う
な
た
わ
む
れ
の
こ
と
ば
。〔

〕

に
同
じ
。
山
の
険
し
い
さ
ま
。〔
綰
〕
曲
げ
て
輪
に
す
る
の
が
原
義
だ
が
、
こ
こ
で
は
旅
立
つ
人

に
柳
を
手
折
っ
て
渡
す
動
作
を
指
す
か
。

【
訳
】

　

正
木
氏
の
家
産
は
巨
万
の
富
。
千
を
数
え
る
樽
で
醸
さ
れ
る
酒
は
ど
れ
ほ
ど
の
杯
数

に
な
る
こ
と
か
。
新
築
さ
れ
た
奉
盈
楼
は
屈
曲
し
た
山
に
面
し
、
楼
の
上
で
は
客
が
集

ま
っ
て
小
さ
な
紙
に
頻
り
に
何
か
書
い
て
い
る
。
杯
の
中
は
琥
珀
色
の
酒
で
満
ち
て
お

り
、
厨
房
で
は
料
理
人
が
鯛
を
串
焼
き
に
し
て
い
る
。
楼
に
集
ま
っ
た
大
勢
の
賓
客
は
向

か
い
合
っ
て
笛
の
音
を
聴
き
、
世
俗
を
脱
し
た
趣
は
、
ま
さ
に
猛
々
し
い
鳥
が
飛
ぶ
か
の

よ
う
で
あ
る
。

　

今
日
こ
こ
に
参
集
し
て
い
る
の
は
ひ
と
時
の
偶
然
だ
が
、
私
の
よ
う
な
劣
才
は
羊
の

群
れ
に
も
及
ば
な
い
。　
（　

未　

詳　

）　

矍か
く

鑠し
ゃ
くと
し
た
あ
り
さ
ま
は
、
威
厳
が
あ
っ
て
ゆ
っ
た
り
と
し
て
い
る
。

　

あ
あ
、
私
た
ち
父
子
は
寝
車
に
乗
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。
病
は
進
み
、
詩
の
風
格

も
無
い
よ
う
な
も
の
。
難
し
い
韻
に
当
っ
て
、
語
を
選
ぶ
余
地
が
な
く
、
灯
の
下
で
疲
れ

た
目
を
こ
す
り
な
が
ら
苦
吟
し
て
い
る
。

　

今
回
の
旅
行
は
ゆ
っ
た
り
と
楽
し
む
こ
と
が
で
き
ず
、
重
い
物
を
背
負
う
苦
し
み
に

も
似
て
い
る
が
、
酒
に
酔
っ
た
言
葉
は
な
か
な
か
他
に
な
い
も
の
で
、
恥
じ
る
こ
と
は
な

い
。
思
い
が
け
な
い
出
会
い
の
楽
し
み
に
ど
う
し
て
限
り
が
あ
ろ
う
か
。
帰
り
の
駕
籠

は
こ
れ
か
ら
険
し
い
山
を
を
越
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
願
わ
く
は
、
皆
さ
ん
に
は
枯
れ
か

か
っ
た
柳
を
手
折
っ
て
見
送
っ
て
い
た
だ
き
た
い
も
の
だ
。

（
欄
外
）

　

当
日
の
情
景
は
、
そ
の
一
つ
一
つ
が
今
も
目
に
浮
か
ん
で
く
る
。
最
近
の
詩
は
大
言
壮
語
が
で
あ

り
、
こ
の
よ
う
な
事
実
の
描
写
が
少
な
い
。

【
注
】
こ
の
詩
は
、『
頼
山
陽
全
書　

詩
集
』
巻
四
に
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
九
月
二
十
一
日
の

作
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。『
頼
山
陽
全
書　

全
伝　

上
巻
』
文
化
二
年
九
月
二
十
日
に
「
茶

山
等
と
共
に
、
正
木
家
を
訪
ひ
、
席
上
「
奉
盈
楼
記
」
、
及
び
七
古
の
作
あ
り
」
と
あ
る
。

【
お
詫
び
と
訂
正
】

　

前
号
（
『
研
究
紀
要
』
第
24
号
）
掲
載
の
「
山
陽
先
生
詩
稿　

訳
注
（
一
）
」
の
本
文
中
に
左
記

の
と
お
り
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。

　
〔
該
当
箇
所
〕　
　
　
　
　
　
　

 

〔
誤
〕　
　
　
　
　
　
　
〔
正
〕

〇
Ｐ
118　

下
段
８
行
目　
　
　
　

黒
波
を
蹴
り　

→　
　

黒
波
を
蹴
蹋
し
て

〇
Ｐ
118　

下
段
11
行
目　
　
　
　

妖
氣　
　
　
　

→　
　

妖
氛
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