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代
の
家
や
家
族
な
ど
に

つ
い
て
の
こ
と
で
あ
る
｡

私
の

父
は
二
三
流
ぐ
ち
ゐ
の

政

治

家
で
､

つ
ま
り
田
舎
政
治
家
と
で

も

称

す

る

人
種
で
､
辛
ぺ
ん
ぐ
ら
ゐ
代
議
士
に
当
選
し
て
地
方
の
支
部

長

と

い

ふ
や
う
な
も
の
､
中
盤
で
は
あ
ま
り
名
前
の
知
ら
れ
て
ゐ
な

い

人
物
で
あ

っ
た
｡
し
か
し
､
か
う
い
ふ
太
物
は
極
度
に
多
忙
な
の
で
あ

ら
う
.
家
に
ゐ
る
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
め

つ
た
に
な

い
O
と
こ
ろ
が
私

の

親

父
は
半
面
森
奉
酒
門
下

の
漢
詩
人
で
晩
年
に
は

｢北
越
詩
話
｣
と

い

ふ
本
を
三
十
年
も
か

ゝ
つ
て
書
い
て
を
り
､
家
に
ゐ
る
と
き
は
書
斎

に
こ
も

っ
た
き
り
顔
を
だ
す
こ
と
が
な
く
､
私
が
父
を
見
る
の
は
墨
を

す
ら
さ
れ
る
時
だ
け
で
あ

っ
た
｡

( り

キ
ー
ワ
ー
ド
-
‥

-
阪
口
五
峰
､
漢
詩
人
､
竹
､
釣
徒
､
梯
珊
瑚

は
じ
め
に

作
家

･
坂

口
安
吾

T

)
に

｢
石

の
思

ひ
二

2
二
『
光
』
昭
二

lr
二

九
四
六
)

年

l
一
月
)
と
い
う
自

伝

的

小

説
が
あ
る
O
主
な
内

容

は
安

吾
の
幼
少
年
時

坂

口
安
吾
は
｢
石
の
恩
ひ
｣
の
最
初
の
部
分
に
右
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
｡

安
吾

の
思

い
出
に
現
れ
た
父
親

･
五
峰
互

は

政

治
家
と

い

う

だ
け
で
は
な

く

､
明
治
時
代

の
代
表
的
漢
詩
人

の

一
入

森

春

藩

の
門
下
の
漢
詩
人
で
も
あ

り
､

政
治
業
務
な
ど
の
仕
事
に
追

い
か
け
ら
れ
て
い
る

山
方
で
､
三
〇
年
も

か
け
て

『
北
越
詩
話
』
を
上
梓
す
る
と
い
う
よ
う
な
､
漢
詩
と
切

っ
て
も
切

れ
な

い
縁
を

持
つ
尤
物
で
も
あ

っ
た
｡

五

峰
の
漢
詩
文
に

つ
い
て
は
､
坂

口
守
二
や
岡
村
浩
な
ど
に
よ

っ
て
研
究

が
行
わ
れ
て
い
る
O
坂

口
守
二
の
場
合
は
､
主
に
五
峰

の
少
年
時
代

の
漢
学

学
習
や
文
人
と
の
交
流
､
五
峰

の
日
常
な
ど
に
注
目
し
､
研
究
し
て
い
る
｡

岡
村

浩

の

場

合

は
､
主

に
瓦
峰
の
書
や
印
癖
や
遺
墨
な
ど
に

つ
い
て
考
察
し

て
い
る
O
岡
村

は

五

峰
が

｢政
界
に
身
を
置
き

つ
つ
多
く
の
入
物
と
交
わ
り
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を
結
ぶ
率
で
､
生
涯
彼
が
漢
詩
を
交

流

の

媒

体
と
し
て
片
時
も
手
離
さ
な
か

っ
た
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
二

｡
)
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
五
峰

の
漢
詩

の
内
容
に

つ
い
て
は
､
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
考
察
が
な
さ
れ
て
い
な

い
の
が
現
状
で
あ
る
｡

本
研
究
で
は
､
今

ま
で
追
究
さ
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
五

峰
の
漢
詩
文
を

取
り
上
げ
､
漢
詩
人
と
し
て
の
瓦
峰
に

つ
い
て
考
察
し
た

い
O
研
究
対
象

と

し
て
､
取
り
扱
う
資
料
は
主
に

『
五
峰
遺
稿
』
(上
､
中
､
下

)
と
す
る
｡
『
瓦

峰
遺
稿
』
目
録
に
よ
る
と
､
巻
上

に
古

今

体

詩

i
五
三
首
､
巻
中
に
古
今
体

詩

一
七
九
首
､
巻
下
山
に
古
今
体

詩

六

〇

首

が

収

め
ら
れ
て
い
る
｡
合

わ

せ

て
､
三
九
二
首
に
な
る
｡
他
に
も
､
『
五
峰
遺
稿
』
に
収
録
さ
れ
て
い
な
か

っ

た
詩
文
も
少
数
な

が

ら
存
在
し
て
い
る
｡
そ
れ
ら
も
加
え
て
五
峰

の

漢

詩
に

つ
い
て
分
析
し
た
い
｡

今
回
､
取
り
上
げ
る
漢
詩
は
､
竹
に

つ
い
て
の
も

の
で
あ
る
｡
と
い
う
の

は
､
瓦
峰
は
竹
に
関
す
る
詩
を
二
〇
首
近
く
創
作
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

そ
の
う
ち
で
､
今
回

､

特
に
注
目
し
た
い
の
は
そ
の
中
で
類
似
し
た
内
容
と

表
現
を

持
つ
四
首

の

詩

で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
詩
を
書
い
た

時

期

は
二
〇
年
に

わ
た
る
｡
漢

詩
大
友

峰

は
竹
の
詩
を
凡
そ
二
〇
年

間

に

渡

っ
て
書
き
続
け
た

わ
け
で
あ
る
｡
そ
の
他
に
瓦
峰

は
竹

の

絵

も
よ
く
描

い
て
い
る
O
村
山
寅
雄

言

)

は
､
｢岳
父
坂

口
五

峰
の
思
い

出

｣

葺

に
お
い
て
次

の
よ
う
に
書

い
て

い
る
｡

ヤ
マ

そ

ど
題
し
て
黒
竹
だ
け
､
こ
れ
は
晩
年
蘇
寵
せ
ら
れ
て
か
ら
蘇
塵
老
人
の

ま
れ

名
で
播
か
れ
た
｡
家
で
書
を
か
ゝ
れ
る
事
は
稀

の
方
で
あ

っ
て
多
く
は

遊
説
な
ど
の
出
先
に
於

い
て
で
あ
る
｡

爪後
略
)

村

山
の
思
い
出
に
よ
れ
ば
､
画
は
墨
簡
だ
け
し
か
描

い
て
い
な

い
｡
な
ぜ

五
峰

は

こ
れ
ほ
ど
竹
に

つ
い
て
こ
だ
わ

っ
て
い
た

の
か
｡
竹
は
五
峰
に
と

っ

て
､
ど
の
よ
う
な
意
味
を
締

っ
て
い
た

の
だ
ろ
う
か
O
あ
る
い
は
､
竹
に
託

し
て
､
何
を
表
現
し
た
か

っ
た

の
か
rJ
圧
峰

の

｢
竹
｣

の
詩
を
分
析
し
､
五

峰
竹
詩

の

深

層

を

追
究
し
よ
う
｡

一
､
詩
､
書
､
両

一
体
の
作
晶

･
._

_

･-
･
･･

･.
+.

.i.:
-

:
･･..'

]
･･
･.

'

･
T>マ

二
一〇
〇
七
年

山
〇
月
)
に
こ
の
展
覧
会
の
主
要
出
品
作
で
あ
る

｢巣
竹
自

画
讃
大
幅
｣
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
書

い
て
い
る
｡

(2)

せ
ん

(前
略

)
番
は
半

切

扇

面

な

ど
に
､
適

当

太

の

物

を

好
ん

で
も
の

さ

れ

ま
れ

かん

た
額

面

の
文
字

は
書

か
れ
た
も
の
は
稀
で

あ

る

｡

画
は
数
竿
蔵
夜

雨

な

∵
√

新
津

ゆ

か

り
の
作
品
か
ら
紹
介

す

る

と
､
黒
竹
自
画
讃
大
幅
が
あ
る
｡

縦

-
八

.

･

構

圧

.
セ
ン
チ
･71
-
ト
ル

に
及
ぶ
紙
面
に
､
正
峰
と
し
て

は
珍
し
い

巨

岩

と
濃
淡

の

差

違

の
美
し

い
枝

ぶ
り
の
良

い
竹
を
描
く
｡

左
上
部
に

は
､

た
ち
ま

も

湘
江

の

姻

雨

碧
模

糊
た
り
｡
乍

ち
憶
う
善
が
生
木
と
釣
徒
な
る
と
｡

LI-.

何
れ

の
En
か

一
筆
を
赦
し
将
て
去
り
｡
東
海
よ
り
柵
欄
を
払
わ
ん

と
欲
す
｡
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と
画
讃
を
自
作
詩
文
で
付
す
｡
(後
略
)

に

は
次

の

記

述

が
あ
る
｡

画
に
書
か

れ
た
漢
詩
の
原
文
は
､

以
下
の
と
お
り
で
あ
る
｡

離
水
去
岸
三
十
里
許
､
有
相
思
宮
､
望
帝
惑
､
昔
舜
南
巡
而
葬
於
蒼

梧
之
野
､
轟
之
二
女
蛾
豊

･
女
英
､
追
之
不
及
､
相
輿
働
異
､
涙
下
清

湘
江
煙
雨

碧
模
糊

乍
健
吾
生
木
釣
徒

何

日
裁

将

忘

や意

欲
従
東
海
梯
珊
瑚

竹
､
竹
文
上
島
之
斑
斑
然
｡

〔述
異
記
､
上
〕

落
款
に
よ
れ
ば
p
｢辛
亥
夏
日
｣
の
作
品
で
あ
る
O
明
治
四
四

二

九

l
二

年
夏
､
五
峰
五
三

歳
の
時
の
詩
だ
と
岡
村

(
8
)

は
考
証
し
て
い
る
｡

こ
の
竹

と
岩
と
の
水
墨
画

も

瓦
峰

の
手
に
出
来
上
が

っ
た
も

の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

か
に
さ
れ
た

喜

｡

こ
の
七
言

絶

句

を

詳
し
く
分
析
し
よ
う
｡
ま
ず
､

一
句
目
の

｢湘
江
煙
雨

碧
棟
糊
｣
を
見

よ

う

｡
｢湘
江
は
雨
に
煙

っ
て
ぼ
ん
や
り
と
し

た
深
緑
色

で
あ

る

二

と

詠

い

起

こ

す

｡
湘
江

の
水
面
に
雨
が
降

っ
て
い
る
｡
そ
の
雨
は
碧
緑

の
湘
水
と
混

じ
り

あ

い
､
深
緑
色
に
ぼ
ん
や
り
と
し
て
い
る
様
子
が
描
か
れ

て
い
る
｡

こ
の
起
句
で
用

い
ら
れ
て
い
る

｢碧
｣
と
い

う

言
葉
は
後

の
三
句

と

の
つ
な
が
り
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
O
単

な

る

用
水

の
色
と
雨

の
ぼ

ん
や
り
と
深
緑
色

の
状
態

の
描
写
で
は
な
く
､
主
眼
と
さ
れ
る
竹

の
こ

と
に
も

つ
な
が

っ
て
い
る
｡
(湘
江
の
両
岸

に

は

竹

林
が
あ
る
か
も
し
れ
な

い

こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
)
o
｢碧
｣
は

湘

江

と
の
関
係

で
は

｢
碧
湘

二
e
)
と

い

う
連
語
と
し
て
用
い
ら
れ
､
｢湘
江
の
美
称
｣
で
も
あ
る
O

こ
の

｢碧
｣
と
い
う

字
は
､
転
句
に
出
て
く
る
釣
竿

の
槽
と
結
び

つ
い
て
い

る
｡
竹
の
異
名
と
し
て

｢碧
虚
郎
㌍
=
〉
と
い
う
単
語
が
あ
る
O
『
述
輿
記
』
亘

そ
の

｢斑
斑
然
｣
と
は

｢斑
竹
｣
の
斑
点

の
こ
と
で
あ
る
｡
｢湘
江
｣
-

｢湘

水
｣
-

｢湘
妃
｣
〈-
5
-

｢湘
妃
竹
｣
(
｢斑
簡
｣
の
異
称
)

-

｢斑
竹
｣
の
連

鎖
関
係
で
､
湘
江
風
景
か
ら
本
題

の

｢
竹
｣
ま
で
連
想
さ

れ
る
｡

次
に
､
｢乍
慎
吾
生
本
釣
徒
｣
と

い
う
二
旬
日
で
あ
る
承
句
は
以
上
の
よ
う

な
起
句
と
の
連
想
関
係
を
受
け
､
｢
た
ち
ま
ち
私

の

一
生
は
本
来

ti
人
の
釣
り

人
だ
と
思

い
出
し
た
｣
と
詠
う
｡

そ
し
て
､
｢
い
つ
の
日
か

一
竿

の
釣
竿
を
た
ち
き

っ
て
､
持

っ
て
行
こ
う
｣

と
転
ず
る
｡
ど
こ

へ
､
何
を
す
る
た
め
､
持

っ
て
行
く

の
か
と

い
う
疑
問
を

読
者
か
ら
引
き
出
し
､
最
後
の
四
旬
日
で
あ
る
結
句
を
導
き
出
す
O

結
句
は
､
転
句
か
ら
導
き
出
さ
れ
た

｢欲
従
東
海
沸
珊
瑚
｣
と
詠

い
､

こ

の
七
言
絶
句
を
収
束
す
る
O
ど
こ

へ
､
は

｢東
海
｣

へ
､
何
を
す
る
た
め
､

は

｢梯
珊
瑚
｣
を
す
る
た
め
で
あ
る
｡
｢
珊
瑚
｣
は
海
底
に
生
ず
る
樹
枝
状
を

な
す
植
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た

tq:)｡
大

変
珍
し
い
し
､
美
し
い
も

の

だ
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
O
東
海
で
こ
の
よ
う
な

珍
品
を
か
す
め
て
通
ろ
う
､

と
言
う

の
で
あ
る
が
､

こ
の
行
為

の
意
味
が
不
明
で
あ
る
o

こ
の
こ
と
に

つ

い
て
は
､
後
に
追
究
し
よ
う
｡

こ
こ
で

｢
沸
珊
瑚
｣

の

｢梯
｣
と
い
う
言
葉

の
意
味
を
説
明
し
て
お
く
｡

(3)
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日
本
語
で
は
､
｢沸
｣
と

い
う
語
は

｢
払
う
｣
､
｢取
り
除
く
｣
な
ど
の
意
味

で

使
わ
れ
て
い
る
が
､
｢
沸
珊
瑚
｣
の

｢
沸
｣
は
中
国
語
と
し
て
は
､
｢す
ぎ
る
O

か
す
め
る
｡
ふ
れ
る
L
tH
～
と

い
う
意
味

で
使
わ
れ
て
い
る
｡

前
述

の
よ
う
に
､
起
句

の

｢
碧
｣
は

｢
沸
珊
瑚
｣

の

道

具
で
あ
る
釣
り
竿

の
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
O
と

い
う

の
は
f
r碧
｣
は

濃

い

緑

色

で
あ
り
二

碧
｣

か
ら

｢
緑
｣

へ
､
｢

緑

｣
か
ら

｢
竹
｣

の

緑

色
ま
で
連

想

さ

せ
る
よ
う
に
な

っ

て
い
る
｡
釣
り

竿

は

竹
製

の
も

の
が
多

い
だ
ろ
う
｡
詩
文
に
は

｢竹
｣
と
い

う
漢
字
は
使
わ
れ
て
い
な

い
が
､
読
者
に
竹

の
こ
と
ま
で
連
想
さ
せ
る
よ
う

に
な

っ
て
い
る
｡

ま
た
､

こ
の
詩
文

の
右
側
に
左

の
よ
う
な
画
が
描
か
れ
て
い
る
｡
水
墨

画

で
あ
る
た
め
､
色

の

｢
碧
｣
は
は

っ
き
り
と
は
感
じ
ら
れ
な

い
が
､
槽

の

枝

や
薬
な
ど

の
形
か
ら
見
れ
ば
､
勢

い
が

強

い
竹

の
印
象
を
与
え
る
｡
｢碧
｣

竹

と

い
う
も

の
は

｢沸
珊
瑚
｣

の
道
具

で

あ
り
､
吾
が
人
生
は
も
と

山
人

の
釣

り
人
で
あ
る
こ
と
を
思

い
起

こ
し
､
｢
東
海
｣
の
珊
瑚
に
触
ろ
う
と
思

っ
て

い

る
と

い
う
こ
の
詩
は

山
体
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
､
五
峰
の
他
の
竹

に

つ
い
て
の
詩
を
分
析
し
考
察
し
て
い
き
た

い
｡

二
､
他
人

の
刊
､
五
峰
の
詩
と
宍

竹

に

つ
い
て
の
漢
詩
は

五

峰

に

は

こ

れ

だ
け
で
は
な

い
｡

二
〇
一
〇
年
二

冒

.

.I■日
に
催
さ
れ
た

｢
坂

日

豪

の
お
圭

大
博
覧
会
｣
に
も
'
も
う

首̀

の
竹
に

つ
い
て
の
詩
が

あ
る
｡
｢
二

に
述

べ
た
詩
と
良
く
似
た
も

の
で
あ
る
｡

凌
霊
験
勢
翠
模
糊

牢
健
吾
生
木
釣
徒

何

日
蔵
将

i
等
素

直
従
東
海
沸
珊
瑚

たち
･濫

書
き
下
し

=

凌

雲

の

余

勢
翠
模
糊

た

り

0

乍

ち
憶
う
吾
が
生
木
と
釣
徒
な
る
と
o

(4)
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何
れ
の
日
か

一
撃
を
赦

し

将

て

去
り
｡
直
ち
に
東
海
よ
り
珊
瑚
を
沸
わ
ん
｡

掛
け
軸

の
落
款
に
は
｢
王

子
夏
日
｣
と
書
い
て
あ
る
｡
大
正
元

二

九

一

二
)
隼
の
夏
だ
と
推
測
で
き
る
｡
と
す
れ
ば
､
五
四

歳
の
義
輝

の
漢
詩
に
な

る
O
こ
の
漢
詩
は
前
述
し
た

二

｣
の
中
に
取
り
上
げ
た
詩

の
ち
ょ
う
ど

?

年
後
の
作
品
で
あ
る
O
こ
の
竹
と
岩
と
の
水
墨
画
は
五
峰

の
作
品
で
は
な
い

し
｣
岡
村

f
は
判
定
し
て
い
る
､J

で
は
､
右

の

漢

詩
を
詳
L
v
見
て
い
く
O
こ
れ
も
七
言
絶
句
で
あ
る
O
ま

ず
､
起
句

の

｢
凌

霊

験
勢
翠
榛

糊
｣
か
ら
o
｢凌
雲
｣
は
雲
を
し
の
ぐ
よ
う
に

高

い
こ

と

で

あ

り

､

｢
凌
雲

の
志
｣
と
し
て

1
般
的
に
使
わ
れ
て
い
る
が
､
竹

の
異
名
と
し
て

｢凌
雲

廃
土
｣
(け
)
と
い
う
言
い
方
も
あ
る
｡
次
の

｢幹
勢
｣

は
あ
り
あ
ま

っ
た
勢

い
の
意
味
で
あ
り
､
五
峰
は
左
の
墨
竹
画
の
竹
を
見
て
､

そ
の
細
長
く
見
え
る

竹

の
勢

い
を
詠

っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
｡
ま
た
､

左
の
竹
の
画
は
少

し
薄

い

緑

色
が
付
い
て
い
る
が
､
そ
の
画
に
用
い
ら
れ
て

い

る
竹
の
色
は

｢碧
｣
で
は
な
く
､
｢翠
｣
で
あ
る
｡
｢翠
｣
は

｢碧
｣
よ
り

濃

く
な
く
p
萌
黄
色
に
近
い
緑
色
で
あ
る
｡
ま
た
､
｢翠
竹
｣
{ほ
)
と
い
う
言

簾

も

あ
り
､
み
ど
り
の
竹
､
緑
櫓
で
あ
る
｡
こ
の
起
句
は
前
の
詩
と
は
遠
い

､

湘

江

の

風
景
で
は
な
く
､
竹
の
様
を
現
し
て
い
る
o
雲
を
し
の
ぐ
竹
の
勢

い

は
滞

留
色
で
ぼ

ん
や
り
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

次
に
､
承
句
で
は
､
｢乍
憤
畜
生
本
釣
徒
｣
､
そ
れ
は

｢
二

に
取
り
上
げ

た
詩
文
と
完
全
に
同
じ
な
の
で
､
特
に
説
明
す
る
必
要
が

な

い

｡

更
に
､
転
句
の

｢何
日
敵
将

二
千
去
｣
も
､
ま
た
p
｢
二
に

取

り

上
げ
た

詩
文
と
完
全
に
同
じ
で
あ
る
｡

最

後

に

､

結

句
で
は
､
｢
直
従

東

海

梯

珊
瑚
｣
､
直
ち
に
東
海
で
珊
瑚
を
沸

お
う
と
な

っ
て
い
る
｡
こ
れ
は
｢

二

に
取
り
上
げ
た
結
句

の
最
初

の
文
字

｢欲
｣
と
違

っ
て
､
｢直
｣
に
な

っ
て
い
る
｡
転
句
の

｢何
田
鶴
将

一
等
去
｣

.
の
目
的
は
す
ぐ
さ
ま
渡
海
よ
り
珊
瑚
を
梯
お
う
と
い
う
こ
と
で
あ

り

､
こ
れ

で
こ
の
七
言
絶
句
が
結
ば
れ
る
｡

一
年
後
の
詩
の
中
で
は
､

l
年
前

の
詩
の
山
旬
日
の
｢湘
江
｣

を

｢
凌

雲
｣

に
変
え
､
｢煙
雨
｣
を

｢鎗
勢
｣
に
変
え
､
｢碧
｣
を

｢翠
｣
に
変
え
､
二
旬

日
は
全
く
同
じ
､
三
旬
日
も
全
く
同
じ
､
四
旬

日

の

｢欲
｣
を

｢直
｣
に
変

え
て
い
る
o
そ
れ
は

心
年
間
の
う
ち
に
､
世

の
中
で
起
こ
っ
た
出
来
事
や
五

峰
白
身
の
生
活
や
心
境
の
変
化
な
ど
か
ら
影

響
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い

｡

(5)



湊詩人としての阪口五峰 (関)

二
､
大
病
後
の
詩

と
こ
ろ
で
､
竹
に
つ
い
て
の
詩
文
は
こ
の
二
首
に
止
ま

っ
て
い
な
い
｡
『
五

峰
飴
影

』

塗

に

収

め
ら
れ

た
内
藤
久
寛

｢
五
峰

阪
口
先
生
を
憶

ふ
｣
に
よ
る

と
､

以
下
の
よ
う
な
漢

詩
も
あ
る
O

凌
雪
線
勢
碧
模
糊
｡

乍
憤
畜
生
本
釣
徒
O

何
日
煎
将

7
筆
意
O

樫
従
東
海
沸
珊
瑚
O

露
に
於
て
予
は
市
島
春
城
君
と
謀
り
､
決
別

の
宴
を
張
る
内
意
に
て
､

築

地
の

旗
亭
瓢
家
に
小
宴

を
催

は
し
た
o
来
り
会
す
る
者
阪

口
瓦
峰
､

久
須
美
雪
堂
､
市
島
春
城
､
関
連
碧
堂
､
贋
井
紅
秋
､
柳

江

番

臓

並

に

予
栗
城
の
七
名
で
､
酒
鮒
は
に
し
て
絹
紙
を
展

べ
､
各

々
得

意

の
筆

を

揮

っ
た
｡
中
に
雪
堂
翁
の
竹
を
描
き
た
る
に
､

行
峰
先
牛
左

の

.
詩

を

題

し

た

が

､
筆
勢
奔
放
に
し
て
､
病
者
の
作
と
は
恩
ほ
れ
な

い

も
の
で

あ

っ

た

｡

･.羊
四
二
=

五
峰
老
樵

落
款
か
ら
推
測
す
れ
ば

､
大
正

一
〇
二

九
二

二

年
三
月
､

五

峰

六

三

歳

の

作

品
で
あ
る
o
こ

の

詩

の

創

作
背
景
に

つ
い
て
､
内
藤

垂

は
以
下
の
よ

う
に
書

い
て
い
る
｡

芸
別
格
)
又

l
面
に
は
新

潟
新
聞
社

の
社

長
で
あ
り
､
記
者
で
あ
っ
て
､

雄
健

の
文
寮
を
以
し
て
操
触
界
に
重
き
を
成
し
て
居
た
｡
詩
人
と
し
て

常
時
既
に
高
名
な
り
し
こ
と
は
申
す
迄

も
無

い
O
晩
年
に
及
ん
で
は
実

業
界
を
去
り
､
専
ら
衆
議
院
議
員

と
し
て
中
央
の
政
界
に
馳
駆
し
､
憲

政
会

の
重
鎮
と

し
て
目
せ
ら
れ
た
｡
(中
略
)
大
正
十
年
三
月
､
も

は
や

緑
命

二

ケ
月

に
過
ぎ
ず
と
の
医
師
の
診

断
を
伝
聞
し
て
p

取

敢

へ
ず

牛

込
の
寓
居

を
訪
ひ
た
る
に
痩
躯
に
病
容
を
藩

へ
て
は
居

た

が

､

依

然
た

る
元
気
で
あ
っ
て
､
さ
ば
か
り
の
蛋
態
と
も
恩
は
れ
ぬ
程
で
あ
っ
た
｡

着

の

内

藤

の

思

い
出
に
よ
る
と
p
五
蜂

は
雪
堂
の
竹
の
水
墨
画
を
見
て
､
即

興

的

に
こ
の
詩
を
作
り
出
し
た
と
あ
る
が
､
右
に
あ
げ
た
詩
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
､
少

々
の
字
句

の
異

同
の
あ
る
詩
が
以
前
か
ら
作
ら
れ
て
い
た
の
で

あ
る
｡
五
峰

の
年
譜
資
料

か
ら
分
か
る
よ
う
に
､
五
峰
が
発
病
し
た
の
ほ
大

正
九
年

一
〇
月
ご
ろ
で
あ
り
､
そ
の
後
､
段

府
快
復
し
､
大

正

一
〇
年

一
一

月
ま
た
再
び
発
作
が
起
こ
っ
た
｡
右

の

漢

詩
は
そ
の
癖
の
快
復
す

る
段

階

の

作
だ
ろ
う
｡

詩

の

書

き
下
し

‥

た
ち
ま

凌

雲

の

余

勢
碧
模
糊
た
り
O

乍

ち
憶

う
吾
が
生
本

と

釣

徒

な

る

と
｡

fI

何
れ

の

En
か

一

撃
を
煎
ん
で
将
て
去
り

､

東

海

よ

り
経

て

珊

瑚

を
梯
わ

ん

｢
二

に
取
り
上
げ
た
漢
詩

の
年
代

か
ら

す

る

と

､

凡
そ

ぷ
○
年

後
の
漢
詩

で
あ
り
､
｢
二
｣
の

詩

か
ら
ほ
九
年
後
の
詩
で
あ
る
｡
こ
聖

二
首

の

七
言
絶
句

を
並
べ
て
み
る
と
､
三
首

の

共

通

点
と
相

違
点
と

は

一
目
瞭
然
で
あ
る
｡

棒)
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湘
江
煙
雨
碧
模
糊

乍
健
吾
生
本

釣

徒

何
日
敵
将

.
竿
去

欲
従
東
海
撒
珊
瑚

凌
雲
験
勢
翠
模
糊

何
日
戟
将

一
撃
去

乍
健
吾
生
本
釣
練

直
従
東
海
捕
珊
瑚

凌
雲
鯨
勢
碧

模

糊

｡

何
日
煎

将

■

竿

去

(.

乍
慎
吾
生
本
釣
徒
｡

経
従
東
海
沸
珊
瑚
O

以

上

の

三

首

は

い
ず
れ
も
七
言
絶
句

の
正
格

の
平
灰
に
則

っ
て
お
り
､
平

朕

を

正

す

た
め

に
推
赦
し
た
わ
け
で
は
な
か

っ
た
こ
と
が
分
か
る
｡
で
は
､

単
な

る

推

蔽
作
業
で
な

い
と
し
た
ら
､
こ
の
変
化
は
何
を
意
味
す
る
の
か
O

四
､

最
初
期
の
詩

『

五
峰
遺
稿

(中
)
』
ハ21
〉
(『
五
峰
遺

稿
』
の
編
集
順
番

を
参
考
に
す
れ
ば
､

以

下
の
詩
は
明
治
三
八

二

九

〇
五
)
年
'
五
峰
四
七

歳
の

作
品
だ
と
推
測

で
き
る
O
)
に
左

の
よ
う
な

｢霊

竹
｣
の
詩
が
あ
る
｡
右

の

二
｣
の
詩
よ
り

さ
ら
に
六
年
前

の
詩
で
あ
る
｡

蓋

竹

小

園

修
竹
翠
煙
貯

竹
裏
幽
大
本
釣
徒

何
口

酪

将

∵

竿
去

直
従
東
海
珊
珊
瑚

書
き
下
し
文

=

小
園
の
修
竹
翠
煙
め
ぐ
る

竹
裏

の
幽
大
本
と
釣
徒
な
る

何
れ
の
日
か

7
竿
を
煎
ん
で
将
て
去
り

直
ち
に
東
海
よ
り
珊
瑚
を
梯
わ

ま
ず
､
起
句
を
見
よ
う
O
｢
小
さ

い
庭
園
の
中
の
長
く
延
び
た
竹
に

緑
色
の

煙
が
ま

つ
わ
り
漂
う
｣
と
い
う

竹
園

の
風
景
が
描
か
れ
て
い
る
｡

次
に
､
承
句
で
は
､
｢
竹
園
に
世
を
避
け
て
隠
れ
居
る
人
は
､
本
と
釣
徒
で

あ
る
｣
と

い
う
ふ
う
に
起
句
と
繋
が

っ
て
い
る
｡

そ
し
て
､
転
句
で
は
､
｢
い
ず
れ
の
日
か
に
そ
の
竹
を
釣
竿

一
等
分
乗
ん
で

持

っ
て
い
き
｣
と
､
転
換
す
る
の
は
'
承
句
か
ら
見
れ
ば
､
全
く
の
突
然
で

は
な

い
か
も
し
れ
な

い
｡
釣
竿
は
釣
徒
に
と

っ
て
必
須
な
道
具
で
あ
る
｡

最
後
に
'
結
句
で
は
､
竹
の

一
竿
を
煎
ん
だ
目
的
を
明
示
し
て
い
る
｡
｢す

ぐ
に
東
海
に
行

っ
て
珊
瑚
を
梯
う
｣
と

い
う
目
的
で
あ
る
｡

腐
井

一
は

『
明
治
大
正
北
越
偉
人
之
片
鱗
』
垂

に
収

め
ら
れ
た

｢北
越
政

治
界

の
焼
絡
､
詩
壇
の
明
星
阪

口
仁

一
郎
氏
｣
と
い
う
文
章

の
中
で
､
五
峰

に

つ
い
て
､
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
書

い
て
い
る
｡

(71

(前
略
)
氏
は
時
折
筆
者
な
ど
に
､
僕
は
作
詩
は
即
吟
が
出
来

な

い

､

長
く
思
考
し
深
く
彫
琢
せ
ざ
れ
ば
物
に
な
ら
ぬ
が
'
議
論
や
争

議

は
却



漠詩人としての阪口五峰 (田)

て
当
意
即
妙

の
方

が
､

上
乗
の
作
と
な

っ
て
敵
手
を
苦
む
る
こ
と
が
出

来
る
と
云
は
れ
た

が

(後
略
)

こ
の
五
峰

の

言

葉

か

ら

す

る

と
､
彼

は
漢
詩

を
即
興
で
作
る
こ
と
が
で
き
ず
､

時
間
を
か

け

､

推

敵

を

茎

ね

て
作

っ
て
い
た
ら
し

い
C

こ
れ
ま
で
挙
げ

て
き
た
銅
首

の
竹

の

詩

を
み
れ
ば
､
確

か

に

五

峰
自

ら

語

っ
て
い
た
通
り
､
漢
詩
を
作
る
と

き

に

､

推

敵
を
墓
ね

て
い
る
o
L
か
し

､

そ

の
い
ず
れ
に
も

｢釣
徒
｣
と

い
う
言
葉
が

常
に
用

い
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ

は
十
数
年
と

い

う

歳

月
に
渡

っ
て
､
義
輝

の

心
の

中

に
蔵
さ
れ
て
い
た
重
要

な
意
味
を

持

つ

言

葉
で
あ

っ
た
に
違

い

な

い
｡

こ

の

｢
釣

徒
｣
と

い
う
言
葉

の

意

味

を

そ

の

出

鼎
に
さ
か

の
ぼ

っ
て
調

べ
て
み
よ
う
｡

五
､
｢釣
徒

｣

『新
唐
音
』
｢
列
博
｣
隠
逸

の
中
に
r

張
志
和

八七

三
〇
年
頃
～
八

l
O
年

頃
)
串

に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
｡

張
志
和
字
子
同
,
姿
州
金
華
入
｡
始
名
鶴
齢
｡

父
沸
朝
サ

通
荘
､

列
二
子
書
!
為
象
岡
､
白
馬
叢
諸
篇
佐
鼎
説
｡
母
夢
楓
生
腹
上
而
産
志

和
O
十
六
擢
明
経
,
以
第
千
粛
宗
,
樽
見
貿
盛
,
命
楕
詔
翰
林
,
授
左

金
吾
衛
線
審
参
軍
,
因
賜
名
O
複
坐
事
鰹
雨
滴
尉
,
脅
赦
選
,
以
親
既

磨
,
不
復
仕
,
居
江
湖
,
自
構
煙
波
釣
徒
｡
著
玄
東
予
,
亦
以
自
渋
｡

右
に
書

い
て
あ
る
よ
う
に
張
志
和
は

自
分
の
こ
と
を

｢煙
波
釣
徒
｣
と
称

し
て
い
る
｡

只
の

｢釣
徒
｣
で
は
な

い
｡
張

志
和
と

い

う

入

物
は
隠
者

で
あ

り
p
亡
く
な
る
方
法
も
紬
人
的

で
あ
る

率

｡
と
こ
ろ
で
､
五
峰

の

一
首
目

の

竹
の詩

に

は

｢
煙

雨

｣

と

い
う
語
を
使

っ
て
い
る
｡
｢煙
波
｣
と
類
似

し
て
い

る
だ
ろ
う
｡
張
志

和

齢

伝
に
は
､
竹
が
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
が
'
五
峰
は

｢乍

憶

吾
生
本
釣
徒
j
と
詠

つ
て
い
る
｡
五
峰
は
模
糊
と
し
て
い
る
煙
雨

の
中

の

深

い

青

み

の
竹
林
か
ら
我
が
身

は

｢本
と
釣
徒
｣
だ
と
自
覚
し
て
い
る
｡

こ

れ
は
五
峰

の
心
中
で
は
､
竹
か
ら
釣
徒

へ
と

い
う
連
想
が
由
然

で
あ

っ
た
か

ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

ま
た
へ
張
志
和

の
場
へ
=
､
｢
下
腹
廿
.
居
江
湖
､
｣
(廿
に
復
Jh
Jず
'
江
湖
に

屠
る
)
と

記

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
再
び
仕
途
に
入
ら

ず
､
隠
者
に
な
る
と

い

う

決

心

を
し
て
い
た
｡

五
峰

の
場
合
､

こ
の
詩

を

作

る

時
に
､
既
に
仕
連

に

太

っ
て

い

る

時
期
に
な
る
が
､
で
は
､
五
峰

の
当

時

の
心

境
は
ど

の
よ
う

な

こ
と
に
な
る
か
追
求
し
な
け
れ
ば

い
け
な
い

だ

ろ

う

｡

以
下
､
五
峰
生
涯

と
以
上

の

四

首

の

槽

詩
の
関
係
を
検
討
し
た

い
｡
創
作
年
代
順
で
見
て
い
こ

Aつ
Oま

ず

r

｢
珂
｣
に
取
り
上
げ
た
詩

の
創
作
背
景
を
纏
め
て
み
よ
う
｡
こ
の
詩

は
明
治
三

八

二

九
〇
五
)
隼
の
作

で
あ
り
､
五
峰

四
七
歳

の
年
で
あ
る
｡

『
明
治
大
正
北

越
偉
人
の
片
鱗
』
垂

に
よ
る
と
､
明
治
三
五
年
八
月
に
行
わ

れ
た
第
七
回
衆

議
院
議

員

総

選
挙
で
義
輝
は
初
当
選
す
る
｡
『
日
本
人
名
大
辞

･_･.

I

.

_

･･･
､

､‥
-.
J･''

J

て
八
回
と
さ
れ
て
い
る
｡

つ
ま
り

､
第
七
回
二

九
〇
二
年
)
衆
議
院
議
員

総
選
挙
か
ら
第

州
四
回

二

九
二
〇
年

)

衆
議
院
議
員
総
選
挙
ま
で
毎
回
当

(8)
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遷
し
た
わ
け
で
あ
る
｡
｢
明
治
三
十
六
年
十

一
月
二
十
九
日
新
潟
醇
進
歩
薬
大

骨
を
開
き
た
る
時
､
あ
る
議
員
か
ら
憲
政
本
葉
に
復
啓
す

る

の
意
を
以
て
､

新
潟
鯖
進
歩
寮
を
解
散
す
と

の
動
機
が
突
然
提
出
せ
ら
れ
た
p

二
三
の
異
議

者
あ
り

L
も
可
決
し
､
復
寮
に
関
す
る
諸
般
の
手
嬉
し
車

が
整

っ
た
O
こ
れ

か
ら
瓦
峰

は
中
央
政
界
で
代
議
士
と
し
て
働
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ

た
O
こ
れ
ら
の
出
来
事
は
五
時

が
前
述
し
た
最
初
の
竹
詩

(｢
四

｣
)
を
創
作

す
る
前

の
こ
と
で
あ
る
｡
最
初

の
竹
の
詩

に

は

'

地
方
議
員
か
ら

中

央
議
員

に
選
出
さ
れ
た
後
の
五
峰

の
心
境
が
う
か
が
え
る
だ
ろ
う
｡
地
方
議
員
の
や

り
方
そ
の
ま
ま
で
中
央
政
界
で
は
通
じ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
五
峰
が
自
覚

し
た
と
考
え
ら
れ
る
o

そ
れ
か
ら
､
二

｣
に
取
り
上
げ
た
詩
の
創
作
の
周
辺
を
見
よ
う
｡
こ
の

詩

は

明
治
四
四
年
夏
の
漢
詩
で
あ
り
､
五
峰
五
三
歳
の
時
で
あ
る
O
『
五
輝
線
影

聖

嬰

と

岡
村
浩
の
五
峰
年
表
垂

か
ら
見
る
と
､
政
治
の
波
に
翻
弄
さ
れ
て
も
､
文
人

と

の
交
流
を
断
た
な
か
っ
た
の
が
見
え
る
｡
二

｣
の
詩
は
落

款
に
よ
る
と
､

五

峰
が
出
身
地
に
帰
省
し
､
新
森
棟
と
い
う
割
烹
で

｢酒
席
を
張

っ
た
際
の

.

=

･:

･

･=-
･

･
.
･･_
･
L'･,.
･･

･

-

-I.･
:

簡

翠

煙
粁

竹
裏
幽
大
本
釣
徒
｣
を

｢湘
江
煙
雨
碧
樺
糊

乍
憶
畜
生
本
釣

徒

｣
に
変
え
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
竹
と
い
う
漢
字
が
消
え
て
し
ま

っ
て
い

る
の
で
あ
る
｡

ま
た
､
｢
四
｣
の

r何
日
煎
将

.
竿
去

直
従
東
海
珊
珊
瑚
｣
か
ら

｢
.
J

の

｢何
=
敵
将

.
竿
去

欲
従
東
海
梯
珊
瑚
｣

へ
と
変
化
し
た
が
う
そ
の
理

由
を
追

究
す
れ
ば
､

五
峰

の
政
治
的
抱
負
に
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
衆

議
院

議
員
の
初
当
選

二

九

〇
二
年
)
か
ら
十
年
近
く
中
央
政
界
と
地
方
政

界
と

の
間
を
往
来
し
､
政
治
的
､
社
会
的
経
験
を
経
て
き
た
わ
け
で
あ
る
｡

単
な
る

｢修
竹
｣
の
中
の
幽
人
で
は
な
く
､
も

っ
と
広

い
世

界

へ
目
を
向
け

る
べ
き
だ
と
覚
悟
し
て
き
た
と
思
わ
れ
る
O
鋲

で
竹
を

｢
番

｣
む
で
は
な
く
､

様
々
な
手
段
で
竹
を

｢裁
｣
す
る
こ
と
に
し
た
と
読
み

取
れ
る
O
次
第

に
r

｢直
｣
に
東
海

の
珊
瑚
を
梯
う
の
で
は
な
く
､
東
海
の
珊
瑚
を
嫌
う
こ
と
を

｢
欲
｣
す
る
こ
と
に
し
た
と
｡
そ
の
た
め
p
珊
瑚
を
掬
う
こ
と
は
急
が
な
く

て
も
､

い
つ
で
も
い
い
こ
と
に
な
る
｡

次
に
､
｢
二
｣
に
取
り
上
げ
た
詩
の
創
作
背
景
を
見
よ
う
｡
こ
れ
は
大
正
元

八
一
九

一
二
)
年

の
夏

の
漢
詩

で
あ
り

､
当
時
五
峰
五
四
歳
に
な
る
｡
こ
の

詩
は
ち

ょ
う
ど
年
号

が

変

わ
る
時
期
の
作
品

で
あ
る
｡

明
治
末
豊
が
七
月
三

〇
日
に
崩
御
と
い
う
こ
と
で
､
こ
の
漢
詩

は
夏

の
創
作
時
期
で
あ
り
､
ど
ち

ら
が
前
か
後
か
は
っ
き
り
と
判
断
を
下
す
こ
と
が
出
来
な
い
が
､
と
に
か
く
､

｢
二

の
詩
と
比
べ
る
と
､
か
な
り
の
用
語
の
違
い
が
あ
る
O
｢
こ

の
起
句

｢湘
江
煙
雨
碧
模
糊
｣
は

｢
二
｣
の

｢凌
雲
鎗
勢
翠
模
糊
｣

へ
と
大
き
く
変

更
さ
れ
た
O
｢湘
江
｣
か
ら

｢
凌
雲
｣

へ
､
｢煙
雨
｣
か
ら

｢鯨
勢
｣

へ

､

承

句
の
部
分
は
全
く
変
わ

っ
て
い
な
い
o
つ
ま
り
､
｢湘
江
｣
や

｢

煙

雨

｣

と
い

っ
た
自
然
風
景
か
ら

｢凌
雲
｣
や

｢繰
勢
｣
と
い
っ
た
や
や
抽
象
的
な
形
に

書
き
換
え
て
い
る
｡

一
年
前
の
詩
よ
り
壮
大
な
志
が

｢凌
雲
鯨
勢
｣
に
よ

っ

て
､
表
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
同
時
に
､
｢碧
｣
か
ら

｢翠
｣

へ
の
転
移
に

よ

っ
て
､
そ
の
抱
負
が
薄
く
な

っ
て
き
た
感
覚
も
与
え
ら
れ
て
い
る
点
を
見

逃
す
こ
と
が
出
来
な
い
｡
｢碧
｣
と
は
濃
い
緑
色
で
あ
り
､
｢翠
｣
と
は
薄
い

緑
色
で
あ
る
｡
こ
の
漢
字
の
変
化
で
五
峰
白
身
の
心
境

の

変

化

を
衷
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
｡
転
句
の

｢何
日
裁
将

一
竿
去
｣

は

｢

二

で
も

｢
二
｣
で

(9)
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も
､
変
わ

っ
て
い
な
い
｡
｢
二

の

結

句

｢
欲

従
東
海
沸
珊
瑚
｣
は

｢
二
｣

の

｢直
従
魔
海
沸
珊
瑚
｣

へ
と
変

化

す
る
が

､

そ
れ
は

｢
閤
｣

の
結
句

｢直
様

兼

海
沸
珊
瑚
｣

へ
と
戻

っ
た
だ
け
で
あ
る
｡
作
者

の
心
境

は
初

心
に
戻

っ
て

き
た

の
だ
ろ
う
｡
や
は
り
､
様

々
な
手
段
で
直
ぐ
に
東
海

の
珊

瑚

に
触
り
た

い
気

持
ち
に
戻

っ
て
き
た
と
推
測
で
き
る
o

最

後

､
｢
三
｣
に
取
り
上
げ

た
詩
の
創
作
ま
で
の
時
代
状

況

や

瓦

峰

身
辺
の

こ
と
に
汗
目
し
上
.↓
ー･
二
の
漢

詩
は
大
正
.
〇

(
-
圧
.
-
I
)
隼
...
月

〟

作

品
で
あ
り
､
瓦
峰
当

時

六

三

歳
で
あ
る
O
前
述
の
よ
う
に
内
藤

の
思

い
出
に

よ
る
と
､
五
峰
が
病
気
に
な

っ
て
､
回
復
し
た
後
の
詩
で
あ
る
｡
ご
こ

の
創

作
時
期
大
正
元
年
か
ら
大
正

小
〇
年
ま
で
の
出
来
事

(聖

を
見
る
と
､
太
正

一
〇
年

の
病
気

の
再
発
が
内

藤

の

思

い
出
と

一
致
し
て
い
る
｡
そ
の
発
病

の

後

の
回
復
段
階

で
五

峰

は

そ

の

｢
三
｣

の
漢
詩
を
書

い
た
と
推
測
で
き
る
｡

｢
二
｣
起
句

の

｢凌

霊
験
勢
翠
模
糊
｣
か
ら

｢凌
雲
絵
勢
碧
模
糊
｣
に
な

っ

て
い
る
｡
｢
翠
｣
か

ら

｢碧
｣
に
戻

っ
て
き
た

の
で
あ
る
｡
そ
う
い
う
こ
と
は

薄

い

色

か
ら
濃

い

色

ま

で
変
化
し
､
戻

っ
て
き
た
｡
大
病
か
ら
回
復
し
､
更

生
さ
れ
た
義

輝

の

気

持

ち
を
照
ら
し
て
い
る
O
承
句
は
変
わ

っ
て
い
な

い
が
､

｢
二
｣

の

｢
何

日

戟

将

7
筆
意

直
従
東
海
沸
珊
瑚
｣
か
ら

三
言

の

｢何

日
努
将

一
等

嘉

O

経

従

廉
海
梯
珊
瑚
｣

へ
と
書
き
換
え
て
い
る
｡
｢戟
｣

か
ら

｢努
｣
に
変
化
し
て
き
た
が

､

そ

れ

は
病
と
闘

っ
て
い
た
六
〇
代
の

翁

の

心

境

の
表
現
だ
ろ
う
｡
あ
ま
り

に

気

力

や
体
力
が
な
く
､
榛

原
な
手
段
よ

り

気

楽
に
切
る
こ
と
が
で
き
る
道

具

の

奴

で

1
竿
を
切

っ
て
も
よ
ろ
し
い
だ
ろ
う

と
思
わ
れ
る
O
結
句
で
は

｢直
｣

か
ら

｢経
｣
に
入
れ
替
え
て
い
る
｡
直
ち

に
鹿
海
で
珊
瑚
を
沸
わ
な
く
て
も
い
い
か
ら
､
東
海
を
経
過
し
､
珊
瑚
を
沸

え
ば

い
い
と
い
う
心
境

の
変
化
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

六
､
｢梯
珊
瑚
｣

二

.+,

竹

の

詩

の
中
で
､
も
う

T
つ
注
目
し
た
い
言
葉
が
あ
る
O
そ
れ
は
こ
れ
ま

で
挙

げ
た
す
べ
て
の
竹
の
詩

の
結
句
に
あ
る

｢梯
珊
瑚
｣
で
あ
る
O
珊
瑚
を

嫌
う
と

い
う

行

為
の
意
味
は
解
し
に
く
い
O

い
っ
た

い
そ
れ
は
何
を
意
味
し

て
い
る
の
か
｡

杜
甫

(七

二

一年
-

七

七

〇
年
)
に

｢送
乳
厳

父
謝
病
蹄
遊
江
東

兼

呈

李

白
二
軍

と

い
う
､
こ

の

詩

句

の

典
故
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
注
目

す

べ

き

詩

が
あ
る
｡

送
孔
厳

父
謝
病
婦

遊

江

東

兼

呈
李
白

厳

父
捧
頭
不
肯
住

｡

詩
巻
濠
留
天
地
間

｡

深
山
太
滞
龍
蛇
遠
｡

蓬
莱
織
女
回
雲
牽
｡

=
是
君
身
在
仙
骨
√

惜
君
鼠
欲
若
死
留
o

察
侯
静
着
意
有
線
｡

罷
琴
欄
鰻
月
照
席
｡

南
尋
南
穴
見
李
白
｡

東

将

入
海
随
煙
霧
O

釣

竿

欲
沸
珊
瑚
樹
｡

春

寒

野
陰
風
景
蓉
O

指
鮎

虚
無
農
征
路
｡

健
太
那
得
知
其
散
o

富
貴
何
如
草
頭
露
｡

晴
夜
置
酒
臨
前
除
｡

幾
歳
寄
我
空
中
書
｡

遺
甫
問
信
今
村
如
｡

( lo†
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書
き
下
し
文

-

孔

巣

父
が
病
と
謝
し
て
帰
り
､
江
東
に
遊
ぶ
を
送

り
､
兼
ね
て
李
白
に
呈

す

垂

巣
父
頭
を
捲
り
て
住
ま
る
を
肯
ん
ぜ
ず

魔
将
に
海
に
入
り
て
煙
霧
に
随
わ

ん
と
す

詩
巻
長
し
え
に
留
む
天
地
の
間

釣
竿
払
わ
ん
と
欲
す
珊
瑚
の
樹

深
山
大
沢
竜
蛇
遺
し

春
寒
野
陰

風
景
暮
る

蓬
莱
の
織
女
は
雲
寮
を
回
ら
し

虚
無
を
指

点
す
足
れ
征
路

自
ら
遣
れ
君
が
身
に
仙
骨
有
り

世
人
那
ぞ

其
の
故
を
知
る
を
得
ん

や君
を
惜
し
ん
で
鼠
だ
雷
死
し
て
留
め
ん
と
欲
す

富
貴

は
何
ぞ
草
頭

の
露
に

や
自
然
環
境
な
ど
を
暗
示
す
る
｡
孔
巣
父
に
は
既
に
仙
骨
が
あ
り
､
世

の

中

の
人
た
ち
に
は
そ
れ
が
分
か
ら
な
か

っ
た
の
で
あ
る
｡
杜
甫
ほ
乳
巣
父
の
去

る
こ
と
が
と
て
も
残
念
で
あ
る
た
め
､
苦
心
し
て
引
き
と
め
よ
う
と
し
た
が
､

世
間
の
富
と
名
誉
ほ
乳
巣
父
に
と

っ
て
､
只
の
草
の
葉
の
上

の
露
の
よ
う
な

も
の
に
過
ぎ
な

い
｡
察
侯
は
静
か
な
入
間
で
あ
り
'
情
け
が
あ
ま
り
あ
り
､

涼
し
く
爽
や
か
な
夜
､
前

の
階
段
で
お
酒
を
置
い
て
臨
む
｡
琴
を
弾
く
の
も

止

め
､
嘆
き
う
ら
み
､
月
は
席
を
照
ら
す

｡

こ

の

別

離
の
後
へ
い

つ

頃

､
私

に
お
手
紙
を
寄
せ
る
か
｡
会
稽
で
李
白
に
会

っ
た
ら
､

杜
甫
が
今

い
か
が
お

過
ご
す
で
し
ょ
う
か
と
問
う
て
い
た
と
伝
え
て
く
だ
さ

い
｡

『
旧
唐

書
』
車

に
は
､
孔
巣
父
に

つ
い
て
､
以
下
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
る
｡

如
か
ん

察
侯
は
静
者
に
し
て
意
余
り
有
り

琴

を
罷
め
欄
憧
す
れ
ば
月
席
を
照
ら
す

南

丙

穴

を
尋
ね
て
李
白
を
見
ば

晴
夜
酒
を
置
き
て
前
除
に
臨
む

幾
歳
か
我
に
寄
せ
ん
空
中
の
書

遣
え
甫
間
信
す
今
村
釦
と

大
意
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
｡
孔
厳
父
は
病
を
理
由
に
仕
途
か
ら
離
れ

よ
う
と
し
た
｡
そ
の
と
き
､
杜
菌
は
そ
れ
を
止
め
よ
う
と
し
た
が
､
孔
巣
父

は
杜

甫
の
意
見
な
ど
聞
こ
う
と
せ
ず
､
廉
の
海

へ
行
き
､
煙
霧
に
従
お
う
と

す
る
｡
し
か
し
､
孔
巣

父

の
詩
は
末

永

く
世

の
中
に
残
る
だ
ろ
う
｡
釣
竿
で

珊
瑚
の
木
に
触
ろ
う
と
考
え
て
い
る
O

そ
の
後
の
四
句
は
､
仙
境
に
行
く
遺

孔
巣

父
､
葉
州
人
､
字
弱
翁
｡
(中
略
)
巣
父
早
勤
文
史
､
少
時
輿

韓
準
､
襲
政
､
李
白
､
張
叔
明
､
陶
汚
隠
於
姐
東
山
､
時
競

｢竹
渓

六

逸
｣
O

(ll)

『
旧
唐
書
』
に
よ
れ
ば
'
孔
巣
父
は
糞
州

(今

の
河
北
省
嚢
県
)

の
人
で

あ
り
､
早
く
詩
文
や
史
書
な
ど
に
勤
め
､
ま
た
､
若

い
と
き
に
､
韓
準
､
輩

政
､
李
白
､

張
叔
明
､
陶
汚
と
と
も
に
山
東

の

姐

裸
山
に
隠
居
し
た
こ
と
が

あ
り
､
｢竹

演
の
六
逸
｣
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
｡
で
は
'
こ
の
時

期

の
李
白

の
こ
と
に

つ
い
て
も
調
べ
よ
う
｡

『

旧

唐
書

』

(
¥

に

は

p

李
白
に

つ
い
て
､
左

の
記
述
が
あ
る
｡

∵
√

李

白

字

太

白

へ

山
東
A
o
(中
略
)
少
輿
魯
申
請
生
乳
親
父
､
韓
汚
､



漢詩人としての阪口五峰 (田)

輩

政

､

張
叔
明
､
陶
河
等
隠
於
狙
裸
出
､
鮒
歌
姫
酒
､
時

渋

｢
竹

藻

六

逸

｣
o
天
蜜
初
､
客
遊
脅
槽
､
輿
遺
士
呉
箔
隠
於
剣
中
｡

..∵

右
の
資
料
を
見
れ
ば
､
李
白
は
若
い
と
き
に
､
孔
厳
父
､
韓
汚
､
褒
政
､
張

叔
明
､
陶
汚
と
と
も
に
､
姐
裸
山
に
隠

属
し
､
酒
を
ほ
し

い
ま
ま
に
飲

ん
で

好

き
な
だ
け
歌
い
､
時
に
､
｢竹
渓

六

逸

｣

と
呼
ば
れ
た
｡
天
寮

の
初

(
西
暦

七
四
二
年
)
会
稽
を
客
遊
し
､
遺

士

呉

鍔

と

と

も
に
則
中

芸
｢
の
漸

江
省
の

剣
漠
)

に
隠
居
し
た
｡
『
旧
暦
書

』
垂

の

呉

鞠

に

つ

い
て

の
記
述
は
以
下

の

通
り
で
あ
る
｡

呉
鷲
､
魯
中
之
儒
士
也
｡

少

通

経

､

善

属
文
､
撃
進
士
不
第
0
爪
後

略
)

天
暦
申
､
李
林
甫
'
相
聞
忠
用
事
'
綱
紀
〓
素
L
へ中
略
)

既
而
中

原
大
乱
､
江
涯
多
盗

､
乃
東
遊
骨
槽
｡
嘗
於
天
台
則
中
往
来
､

輿
詩
人

李
白
､
乳
厳
父
詩
篇

酬
和
､
遵
遥
泉

石
､
入
多
雅
之
｡

呉
鍔
は
魯
中

完
｢
の
山
東

省
)
の
儒
者
で
あ
る
｡
少
年
時
代
か
ら
経
書
に
通

じ
､
作
文
に
善
く
し
､
進
士
に

挙
げ
ら
れ
た
が
落
第
し
た
｡

天
寒

中

､

東

へ

会
稽
を
遊
す
｡
嘗
て
天
台
と
則
中
と
の
間
を
往
来
し
､
詩
人
李
白
､

孔
巣
父

と
と
も
に
詩
文
を
作
り
あ

っ
て
報

い

答

え
て
い
る
｡
泉

石
を
遼
遠
し
､
人
が

多
く
こ
れ
に
従
う
｡

以
上
の
よ
う
な
李
白
､

呉
馬
に
つ
い
て
の
記
述

か

ら
､
孔
巣
父
は
李
白
､

呉
鞠
と
と
も
に
隠
逸
生
活
を
送

っ
た
こ
と
が
分
か
る
｡

杜
繭

の
詩

の
題
か
ら
見
る
と
､
孔
厳
父

が
病

気
を
理
由
に
辞
職
し
て
帰
り
､

江

東

(
江
蘇

･
新

注
省
)
へ

の
帰
遊

の

旅

に
出
る
の
を
杜
蔵
が
見
送

っ
た
時

の
事

を
､
共
通
の
友
人
で
あ
り
､
そ
の

こ

ろ
会
稽

(新
注
省
紹
興
市
)
に
隠

棲

し
て
い
た
李
白
に
与
え
た
詩
で
あ
る
0

時

は

天
宝
玉

(七
四
六
)
年
､
杜

甫
三
五

歳
の
作
品
で
あ
る
｡
詩
の
内
容
か

ら

見
れ
ば
､
孔
巣
父
は
朝
廷
か
ら

離
れ
､

李
白

が

隠

逸
し
て
い
る
会
稽

へ

隠

居

す

る
決
意
を
持

っ
て
い
る
こ
と

が
う
か
が
え
る
｡

こ

の

詩

の

内

､
こ
こ
に
関
係

す

る

の

は
､
四

旬

日

｢釣
竿
欲
梯
珊
瑚
樹
｣

で
あ
る
｡
こ
の
詩
句
の
意
味

は

､
｢
わ

が
身

は

釣

竿

で

海

中
に
生
え
る
珊
瑚
の

木
を
払
お
う
｣
r¥
と
い
う
こ

と

で

あ

る

O

孔
厳
父
は
杜
南
が
引
き
留
め
る
の
を
聴
か
ず
p
東
方
に
あ
る
海

に
漂
っ
て
い

る
煙
霧
の
中
に
入
っ
て
い
こ
う
と
す
る
｡

そ
の
と
き
に
､
釣
り
竿
で
海
底
車

に
あ
る
珊
瑚
樹
を
か
す
め
て
通
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
o
乳
厳
父
は
こ
の
時

ま
た
隠
逸
生
活
を
過
ご
す
決
心
し
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
｡
｢東
海
｣
は
中
国
人

に
と

っ
て
は
仙
人
と
結
び
付
ノ＼
海
で
直
る
日
刊
え
ば

'
劉
憲

(?
～
t

I
.

年
頃
)
に
は
､
以
下
の
よ
う
な
詩

垂

が
あ
る
｡
｢斎
鶴
間
下

東
泉
池
O
軒
駕

来
意
瀞
管
吹
｡
練
堤
豪
篠
紫
不
敬
｡
冒
東
新
荷
巻
復
披
｡
帳
殿
疑
従
嘉
妾
出
D

機

船

直
在
鏡
中

移
｡
自
然
東
海
神
勅
慮
｡
何
用
西
段
轍
速
癒
｡
｣
そ
の

｢神
仙

塵
｣
の
東
海
で
､

珊
瑚
に
触
れ
よ
う
と
い
う
釣
徒
の
願
い
が
表
明
さ
れ
て
い

る
｡
東
海
は
柚
人
た
ち
が
住
ん
で
い
る
所
だ
と
言
わ
れ
て
お
り
､
｢有
仙
骨
(仙

骨
を
有
す
る
ご

の
乳
親
父
は
抽
入
た
ち
が
い
る
場
所
に
行
こ
う
と
し
て
い
る

と
杜
甫
に
は
考
え

ら

れ

た

の

だ

ろ
う
｡
珊
瑚
を
沸
う

と

い
う

行
為
は
､
神
仙

処
と
し
て
の
東
海

で

の

象

徴

的

な
行
為
で
あ
る
O

(i2)
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そ
こ
で
p
前
述
し
た
五
峰

の
四
首
絶
句

の
結
句
に
あ
る

｢欲
従
東
海
梯
珊

瑚
｣

(
.
TIJ
.
7年
)
｢直
従
東
海
捕
珊
瑚
｣

(
◆
圧
.
∴
隼
)
｢締
従
東
海
沸

珊
瑚
｣

二
九
二

山
年
)
｢直
様
東
海
沸
珊
瑚
｣

(
山
九

〇
五
年
)
と
比
べ
て
み

よ
う
O
杜
甫

の
詩
に

｢
釣
竿
｣
が
出
て
い
る
｡
五
峰

の
四
首
に
は

｢
釣
竿
｣

と
い
う

言
葉
が
直
接
に
使
わ
れ
て
い
な

い
が
､
転
句
に
出
て
い
る

｢何
日
戴

将

▲
竿

去

｣
｢何
日
煎
将

■
羊
去
｣
し
｣
い

う

転
句
し
)結
句
と

の
閲
に
あ
る
首
尾

呼
応
関
係
が
は

っ
き
り
と
衷
さ
れ
て
い
る
｡
｢
釣
竿
｣
と

い
う
単
語
は
二
字
語

と
し
て
使
わ
れ
て
い
な

い
け
ど
も
､
｢
釣
竿
｣
二
文
字
を
分
け
て
使
わ
れ
､
明

確
な
イ
メ
ー
ジ
と
な

っ
て
い
る
｡

掛
け
て
取

る
が
､
乳
巣
父
は
釣
竿
で
取

る
と

い
う

こ
と
に
な
る

の
だ
ろ
う
｡

さ
ら
に
､
適
次
公
は
､
｢
以
其
在
海
底
散
以
排
言
之
也
言
巣
父
帰
江
東
之
後

遂
乃
入
海
有
此
興
也
｣
車

と
二
言
う
｡
そ
の
意
味
ほ
乳
巣

父
は
江
東
に
帰

っ

た
後
､
海
に
入

り
､
海
底
に
生
え
る
珊
瑚
を
沸
う
と

い
う
楽
し
み
を

持

つ

､

と

い
う

こ
と
で
あ
る
｡
以
上

の
よ
う
な
解
釈
か
ら
､
孔
巣

父
は
東

の
方
海
に

入

っ
て
煙
霧
に
従

い

､

海

底
の
珊
瑚
を
掬
う
と

い
う
楽
し
み
を

持
つ
と
解
釈

さ
れ
て
い
る
｡
森
椀
南

『
杜
詩
講
義

下
巻
』
(撃

に
以
下

の
よ
う
な
説
明
が

書
か
れ
て
い
る
｡

｢梯
珊
瑚
｣

(

二
)

『
杜
詩
叢
刊
』
垂

に
あ
る
杜
甫

の
詩

の
諸
注
釈
を
参
照
す
る
と
､
｢沸
珊

瑚
｣
に

つ
い
て
は
､
次

の
よ
う
に
纏
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡

｢
沸
珊
瑚
｣
に

つ
い
て
､
直
接
的

に
解
釈
し
て
い
な

い
が
'
｢釣
竿
欲
沸
珊

瑚
樹
｣

の

句

に

つ
い
て
､

｢
七
字
浩
然

以
其
将
隠
也
｣

(
聖

と
評
し
て
い
る
も

の
が
あ
る
｡
そ

の
意
味

は
孔
巣

父
は
俗
事

か

ら

解

放

さ

れ

た

屈
託
の
な

い
心

境

に
な
り
､
将
に
隠
者
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
｡

ま
た
､

｢
(前
略
)

山
似
捧
頭
不
肯
住
者
｡
謝
病
東
鰐
｡
将
入
海
｡
濁
把
釣

竿
｡
海
底
珊
瑚
｡
不
難
拾
散
｡
但
東
海
之
虞
｡
(後
略
)
㌍
撃

と

い
う
解
釈

で

は
､
海
底

の
珊
瑚
を
釣
竿
で
拾

い
取
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
O
何

の
た
め
に

散
る
か
と

い
え
ば
､
｢
珊
瑚
似
瑠
璃
有
五
色
育
者
可
丸
薬
盛
上
生
海
底
漁
入
常

以
網
掛
得
之
｣
〔撃

と

い
う
注

で
は
p
仙
薬
と
す
る
珊
瑚
を
漁
師
は
網
に
引

つ

最
初

の
虞
は
､
所
謂
る
常
人
に
は
其
散
を
解

し
得
ら
れ
な

い
と
云
ふ

虞
か
ら
､
突
然
と
筆
を
著
け
ま
す
O
嘗
然

の
人
情
か
ら
申
す
と
､

一
日

も
多
く
､
此
繁
華
な
る
都
に
､
足
を
留
め
て
置

い

て
､
功
名
利

達

の
染

み
を
望
む

べ
き

の
で
あ
る
が
､
濁
り
我
孔
巣

父
は
頭
を

擦
っ
て
背

へ
て

住
ら
ぬ
と
云
ふ
有
様
で
あ
る
｡
而
し
て
何
れ
に
赴
か
れ
る
か
と
云
ふ
と
､

是
よ
り
賂
さ

に
東

の
地
方
を
遍
歴
し
て
､
何
虞
を
宛

て
と

云
ふ
虞
も
な

く
､
海
に
入

っ
て
､
さ
う
し
て
煙
霧

の

蒼

だ

た
る
間
に
t
Tu
れ

の

山
生

を
拓
晦
し
て
､
隠
れ
や
う
と
致
さ
れ

の
で
あ
る
o
併
し
な
が
ら
末
が
岳

め
に

山
生
p
名
な
き
に
終
る
の
で
は
な

い
､
即
ち
平
生
､
作

っ
て
居
ら

れ
る
詩
は
､
長
く
天
地

の
間
に
留

っ
て
y
千
古
不
朽
に
垂
る
詩
巻
が
､

最

早
や
出
来

て
居
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
､
畷
令
､
其
人
は
煙
霧

の
間
に

隠
れ
て
仕
舞
ほ
れ
て
も
､
其
名

の
没
す
る
こ
と
は
な

い
の
で
あ
る
｡
そ

れ
で
あ
る
か
ら
､
之
よ
り
都
督
を
去

っ
て
､
超
然
と
し
て
身
を
ば
釣
竿

に
託
し
て
､
其
釣
竿
を
以
て
､
彼

の
東
海

の
内
に
､
珊
瑚
樹
を
横
に
沸

(13)



漠詩人としての阪=五峰 (田)

ふ
て
進
ん
で
､
遂

に

は

神

仙

の
域
に
達
せ
ら
れ
る
謂

で
あ
る
か
ら
p

凡

そ
入
間

の
中
に
､

此

位

愉

快
な
こ
と
は
あ
る
ま

い
と
思
は
れ
る
｡
斯

う

申
す
意
が
､
初
め

の

四

句
に
ご
ざ

い
ま
す
が
p
斗
然
と
し
て
起

っ
て
束

ま
し
て
､
煙
霧

の
瀞
だ

た

る
物

が
､

目

前
に
現
れ
出
る
や

う

な
筆
勢

で

あ
り
ま
す
｡

(後
略
)

蓉
商
忽
隔
三
秋
別

天
地
誰
留

l
巻
詩

冶
海
無
過
明
月
照

煙
波
有
約
白
鴎
知

釣
竿
何

日
随
巣

父

義
雄
珊
瑚
十
文
枝

･

･]

･｡･

こ
の
森
洩

南

の

解

釈

に
よ
れ
ば
､
｢沸
珊

瑚
｣
は

｢
神
仙

の

域

に

達
す

る

に

至
る
た
め

の

一
過

程
で
あ
る
j
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
､
そ

の

根
拠
は
明
ら
か
で
な

い
O
要
す
る
に
､
｢
沸
珊
瑚
｣
と

い
う
行
為

の
具
体
的

意

味

は

『
草

堂
詩

等

』

に

い
うよ
う
に
､
海
底

の
珊
瑚
を
取

っ
て

仙

薬

に
す
る

と

い
う
仙
人
的
行
為
で
あ

る
か
､
あ
る
い
は
､
洩
次
公

の

言
う

よ

う

に

､

隠

逸
世
界

の

楽

し

み
の

t
種
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
｡
い
ず

れ
に
し
て
も
､

沸
珊

瑚
｣
と
い
う

行

為

は
､
隠
逸
や
神

勅

の

世

界

の

行

為

と

解
釈
さ
れ
て
お
り
､

五
峰

は
こ

の

よ

う

な
解
釈
を
知

っ
て
い
た

の
で
は
な

い
か
と
推
測
さ
れ
る
｡

こ
の
詩
句
を
自

ら

の
詩

の
中
に
用

い
る
こ
と
に
よ

っ
て
､
隠
逸
や
神
仙

の

世

界

へ
の
五
峰
自

ら

の
憶

憶
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
O

実

は
､
杜
甫

の

こ

の

詩

と
明
確
な
関
連
性
を
示
す
詩
を
丘
峰

は
書

い
て
い

る
｡
『
五
峰
遺
稿

』

の

編

集
順
番
か
ら
見
れ
ば
､
そ
れ
は
明
治
三
四

二

九
〇

二

年
､

五
峰
四

三

歳

の
作
晶
で
あ
る
｡

書

き
下
し
文

-

題
襟
を
記
取
し

て
客
恩を
慰

め

よ

参
商
忽
ち
三
秋
を
隔
て
て
別
れ

湊
海
無

辺
明
月
照
ら
す

釣
竿
何
れ
の

目
か
巣

父
に
随

ひ

轟
舟
弧
島
に
風
に
阻
ま
れ
る
時

天
地
誰
か
留
め
ん

山
巻

の
詩

煙
波
的
有
り
白
鴎
知
る

梯

ひ
に
去
ら
ん
珊
瑚
十
丈

の
枝

(14)

寄
懐
佐
渡
菌
知
再
魯
韻

記
取
題
襟
慰
客
恩

扇
舟
孤
島
阻
風
時

大

意
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
｡
｢
小
船
が
離
れ
島

で
風
に
阻
ま
れ
る
時
､
書

き
留

め

て

お

い
た

詩

を

思

い
出
し
､
旅
愁
を
慰
め
る
が
よ

い
､
｣
と
佐
渡
島

の

旧
友

の
こ
と
を

偲

ん

で

い
る
O
｢参
商
二

一星

の
よ
う
に
､
忽
ち
三
秋
を
隔

て

て
別
れ
､
長
く
相
見
ぬ
こ
と
に
な
ろ
う
｡
天
地

の
間
､

君
の
他
に
誰
か
叫巻

の

詩

を
残
そ
う
か
｡
冶
海
は
限
り
な
く
明
月
が
照
ら
し

て
い
る
｡
白
鴎
だ
け

が

煙
波

の

誓

い

を
知

っ
て
い
る
O
い
つ

か

巣

父
に
従

っ
て
釣
竿
を
携
え

､
珊

瑚
の

十

嘉

の

桟

を
払

い
に
行

こ
う
｡

右

の

七
言
律
詩

の
尾
聯

｢釣
竿
何
日
随
農

父

去
沸
珊
瑚
十
丈
枝
｣
と

い

う

詩

句

か
ら
見
る
と
､
五
峰
は

杜
甫
の

｢送

孔
厳

父
謝
病
締
遊

江
東
兼
呈
李

白
｣
と

い
う
詩
を
読
ん
だ

こ
と
は
確
実
だ

と
推
測
で
き

る
O

要

す

る

に
､
杜

甫
の
｢送
孔
厳

父
謝
病
鰐
遊
江
東

兼
呈
李
白
｣
の
詩
は
五
峰

の

詩

の

｢
沸
潤
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瑚
｣
と
い
う

言
葉
の
典
拠
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
五
峰

の

こ

の

詩

に
は

｢
煙

波

｣
と
い
う
単
語
が
出
て
来

て
お
り
､
前
述
し
た

｢煙
波

釣

徒

｣

の
張
志
和

の
こ
と
が
連
想
さ
れ
る
O
張
志
和
も
孔
巣
父
も
五
峰
に
と
っ
て
は

隠
逸
の
人
で
あ
り
､
こ
れ
ら
の
尤
物

へ
と
連

想

的
に
つ
な
が

っ
て
い
る
五
峰

の
竹
の
詩

は

､

仙
界
あ
る
い
は
隠
逸

へ

の

憶

憶

を

表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
｡

結
び
に
か
え
て

本
論
で
は
､
五
峰

の
竹

に
つ
い
て
の
類
似
し
て
い
る
漢
詩
四
首
に
注
目
し
r

そ
の
詩
句

の
典

拠
を
分
析
し
た
｡
そ
の
結
果
と
し
て
､
実
生
活
で
は
政
治
家

と
し
て
多

忙

で

あ

っ
た
阪
口
五
峰
は
､
漢
詩
人
と
し
て
は
､
そ
の
竹
の
詩
に

お
い
て
､
少
し
ず

つ
表
現
を
変
え
な
が
ら
も
､
仙
界
あ
る
い
は
隠
逸
生
活
に

対
す
る
憶
懐
を
､
約
二
〇
年
間
に
渡

っ
て

一
貫
し
て
表
現
し
続
け
た
こ
と
が

明
ら
か
と
な

っ
た
｡
し
か
し
､
こ
れ
で
漢
詩
人
と
し
て
の
阪

口
五
峰
の
全
体

像
が
明
確
に
な

っ
た
と
い
う
訳
で
は
な
い
｡
こ
の
竹
の
詩

の
分

析

を
端
緒
と

し
て
､
今
後
､
五
峰
の
漠
詩
人
と
し
て
の
全
体
像
に
迫

っ
て
ゆ
き
た
い
｡

∧
注
>

(
-
)
岡
村
浩

｢
｢
阪
口
五
峰
｣
と
し
て
の
文
人
像
｣
『
坂

目
安
吾
生
誕
百
年
祭

阪

口
五
峰
を
中
心
と
す
る
文
人
の
魅
力
』
平
成

山
八
年

一
〇
月
二
〇
日

一
六
五
頁

に
以
下
の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
O
｢安
吾
は

｢坂

L
J
｡

兄
の
献

吉
は
父
の
追
悼
録

『
五
峰
絵
影
』
(
S
4
刊
)
編
集
の
奥
付
に
､
｢
阪

口
献
吉
｣
と
名
乗

っ
て
い
る
が
､

他
殆
ど

｢坂

口
｣
姓
を
用
い
た
｡

T
方
､
父
親
の
仁

丁
郎
は
代
表
著
作

『
北
越
詩

話
』
(
下
巻
T
8
刊
)
の
署
名
を
は
じ
め
､
今
日
み
る
遺
墨
は
ほ
ぼ

｢阪

口
｣
姓
を

周
い
て
い
る
o
こ
の
度
､
多
面
的
な
そ
の
足
跡

の
中
で
も
特
に
文
人
た
る
事
鏡
に

注
目
し
顕
彰
の
記
録
を
留
め
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
､
し
た
が

っ
て
本
姓
は

｢坂

口
｣
だ
が
'
敢
え
て

｢阪
口
｣
姓
を
本
企
画
で
は
使
用
す
る
次
第
で
あ
る
｡
｣

(
2
)
坂
口
安
吾

｢
石
の
思
ひ
し
(『
坂

口
安
吾
全
集
4
』
､
筑
摩
書
房
､

一
九
九
八
年

五
月
)
二
五

l
頁
o

(
3
)
｢
五
峰
｣
は
坂

E=
安
吾
の
父
親

･
阪
〓
仁

山
郎
の
号
で
あ
る
｡

(
4
)
岡
村
浩

｢越
後
路
の
寮
刻
家

･
山
田
寒
山

〔Ⅵ

〕
｣
『
新
潟
大
学
教
育
人
間
科

学
部
紀
要
』

(

第

山
巻
第

t
号
f
平
成

山
〇
年
九
月
三
〇
日
)
三
九
百

(
5
)
村
山
索

雄

は
坂

口
五
峰

の
洞
女
セ

キ
の
夫
で
あ

る
o
明
治
四
三
年
八
月
､
四

女
セ
キ
は
松
之
山
の
村
山
轟
雄
に
嫁
ぐ
｡

(
6
)
村
山
寅
雄

｢岳
父
坂

口
五
峰

の
思
い
出
｣
(『
月
刊

に
い
が
た
』
第
二
巻

第

五
賢
､
新
潟
日
報
社
'
昭
和
二
二
年
)
二
九
頁
｡

(
7
)
岡
村
鉄
琴

｢
｢阪
口
五
峰
展
｣
始
末
記
と
今
後
の
展
望
｣
(『
坂

口
安
吾
生
誕
百

年
事
業
実
行
委
員
会
記
録
誌

安
吾
探
索
ノ
ー
ト
』
第
七
号
､
安
吾
の
会
､
二
〇

〇
七
年

`
〇
月
一
一〇
日
)
九
四
頁
～
九
五
頁
O

爪
8
)
前
掲

7

九

四
百
に
以
下
の
よ
う
な
内
容
は
解
釈
し
て
あ
る
｡
款
記
に
､
｢辛

亥
夏
日
遊
新
津
遼
遠
七
谷
先
生
於
新
森
楼
酒
間

先
生
搾
此
図
快
甚
予
乃
建

一
絶

酔
筆
塗
鶴
不
成
字
也

五
峯
酔
樵
恭
｣
と
記
す
こ
と
か
ら
､
本
作
は
明
治
四
十
潤

年
夏
､
五
峰
五
十
三
歳

の
時
､
地
元
に
帰
省
し
割
烹
新
森
稜
に
酒
席
を
張

っ
た
際

の
作
で
あ
る
と
判
明
す
る
｡
譜
に
七
谷
先
生
な
る
も
の
が
竹
図
を
描

い
た
と
あ
る

が
､
こ
の
絵
も
ま
た
五
峰

の
筆
に
な
る
も
の
で
､
謙
遜
し
て
か
余
技
た
る
墨
画
の

作
者
を
別
人
に
お
き
か
え
て
い
る
点
が
興
味
深
い
｡
と
岡
村
か
ら
説
明
し
て
あ
る
O

(
9
)
前
掲
8
0

(
1
)
諸
橋
轍
次

『
太
漢
和
辞
典
』
修
訂
版

巻
八

大
修
館
書
店

平
成
八
年

一
月

l
O
目

三
八

山
頁
｡

(
;
)
前

掲
1〇

三
八
〇
頁

〔事
物
異
名
録
'
樹
木
､
竹
〕
晴
異
録
､
夏
清
侯
倦

云
､
曾
太
父
碧
虚
郎

､
太
父
凌
雲
廃
土
､
父
以
卓
立
卿
目
名
､
就
秤
銀
縁
大
夫
､

按
謂
竹
也
｡

(
1
)
任
紡
撰

『
述
累
記
』
巻
上

中
華
憲
局

1
九
九

一
年

四
頁
｡

(
13
)
前
掲
10

巻
七

二
二
山
東
に
よ
る
と
､
湘
妃
と
は
'
舜
の
二
妃
の
城
島

･

女
英
の
称
｡

舜
を
慕

っ
て
湘
水
の
ほ
と
り
に
来
り
､
其

の
崩
御
を
聞
き
身
を
投
じ

て
死
し
､
離
水
の
神
と
な

っ
た
と
い
ふ
｡

(
川
)
任
略
撰

『
述
巣
記
』
(巻
上

中
華
書
局

州
九
九

l
年

二
頁
)
に
､
r密

林
郡
有
珊
瑚
市
｡
海
先
市
CⅥ
珊
瑚
樹
碧
色
O
生
海
底
O

一
株
十
校
0
枚
間
無
葉
o

(15)
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大
音
商
五
六
兇
O
至
小
者
尺
幹
｡
鮫
大
義
｡
海
上
有
珊
瑚
宮
｡
漢
元
封
二
年
O
密

林
郡
厳
瑞
珊
瑚
｡
｣
と
い
う
叙
述
が
あ
る
｡
轟
応
物

(
七
三
五
年
頃
-
七
九

〇
年
頃
)

に
は
以
下
の
よ
う
な
詩
～
…

｢
詠
珊
瑚

爪
珊
瑚
を
詠
う
)
｣
が
あ

る
O

｢緯
樹
無
花

葉
｡
非

看
亦
非
壕
｡
世

人
何
慮
得
｡
蓬
莱

石
L
生
｡
｣
(『
全
唐
詩
』
中
華
書
局

一

九
六
〇
年
四
月

第
三
冊

巻

C
九
三

山
九
八
五
頁
)
O

(
1
)

前
掲

柑

巻
五

六
六
百
O

(16
)
授
業
で
岡
村
先
生
に
そ

の
展
覧
会

の
写
嘉
を
見
せ
て
､
先
生
か
ら

の
判
定
で

あ

る

O

(
描
)
前
掲

10

巻
二

山
五
三
百
｡

(
I
)
前
掲
川

巻
圧

.

.
■予
貢
-

(
捕
)
阪

口
献
吉
編
輯

『
五
峰

鯨
影
』
新
潟
新
聞
社
､
昭
和
四
年

7
一
月
三
日

l

五

㌦
頁
｡

(
20
)
前
掲
S
:

3}
五

〇
-
7
五

l
頁
｡

(
21
)
坂

口
敵
を
編
輯

兼
発
行

『
五
峰
遺
稿

(
中
)
』
日
清
印
刷
株
式
会
社
､
大
正

丁

四
年

…
〇
月
二
五
m

二
七
丁
ウ
o

(
22
)
腐

井
山
編
述

『
明
治
大
正
北
越
偉
人
の
片
鱗
』

一
九

二

九
年
六
月

ヒ

三

六
百
｡

(
23
)
欧
陽
修

宋
補
機

『
新
暦
書
』
(奪

〟
九
六

｢
列
博
｣
第

二

二

/
隠
逸
)

中

華
蕃
局

山
九
七
五
年
二
月

五
六
〇
八
貢

(
24
)
『
続
柚
樽
』
巻
上

飛
昇

一
十
六
入
内
女
真
三
人

｢玄
晃
子
｣
に
張
志
和
に

つ

い
て
､
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
｡

｢
(前
略
)
志
和
酒
鮒
盛
永
戯
鋪
腐
於
水
上

濁
坐
欽
酌
噛
詠
茶
席
東
嘉
遅
速
如
刺
舟
馨
復
有
雲
鶴
随
篠
其
上
鼠
卿
親
密
容
佐
敷

者
薬
不
驚
異
於
水
に
樺
手
以
謝
鼠
卿
上
昇
而
去
今
猶
有
樽
賓
英
霊
在
於
入
間
｣

ま
た
p

『
歴
世
嵐
柚
構
造
通
鑑
』
八
巻
之
三
十
六

張
志
和
)
に
も
類
似
し
て
い
る

記
述
が
あ
る
｡

松
村
明
監
修

『
大
辞
泉
』
(増
補

･
新
装
版
)
小
学
館

7
九
九
五
年

〓

山月

七
三
七
頁
に

｢張
志
和
｣
に

つ
い
て
､
以
下
の
よ
う
な
叙
述
が
あ
る
O
｢中
国
へ
唐

代

の
遺
士
｡
水
上
に
む
し
ろ
を
敷

い
て
座
し
､
酒
を
飲
み
､
詩
を
詠
じ
､
鶴
に
乗

っ
て
昇
天
し
た
と

い
う
｡
画
題
と
さ
れ
る
O
生
没
年
未
詳
O
｣

(
2
)
前
掲
22

七
八
四
百
に
以
下
の
よ
う
な
内
容
が
番

い
て
あ
る
O

阪

口
氏
は

明
治
三
十
五
年
八
月
執
行

の
大
運
饗
区
制
初
め
て
密
行

の
時
に
代
議
士
に
歯
透
し

中
央

の
政
治
舞
登
に
乗
出
し
､
直
接
各
派

の
名
卜
と
も
交
際
し
政
府
潜
擬
音
と
も

折
衝
し
､
政
治

の
寮
務
に
参
殿
す
る
に
至

つ
た
が

､
中
東
に
出
て
見
る
と
地
方
に

居
る
時
と
は
多
少
勝
手
が
違
ふ
様
に
な
り
越
後

の
代
議
士
に
非
ず
し
て
天
F
の
代

議
士
な
れ
ば
､
新
潟
醇
進
歩
霧

の
小
薬
に
立
て
龍
り
て
は
､
暇
令
藩
政
本
藤
と
進

退
を
共
に
す
る
と
し
て
も
分
家

の
身
分
で
は
思
ふ
様
に
働
け
ぬ
か
ら
何
時

か
之
を

解
蒸
し
て
本
務
に
復
薗
し
大
舞
墓

に
入
り
活
動
す
る
に
し
か
ず
と

の
考

へ
が
阪

口

民
の
胸
中
に
往
来
し
て
屠

っ
た
｡

(
2
)
し
開
正
昭

･
西
滞
潤

一
･
平
山
郁
夫

二
二
滴
東
門
監
修

『
日
本
人
名
大
辞
典
』

講
談
社

二

〇
〇
T
年

〟
二
月

八
三
二
頁

(
2
)
前
掲

22

七
八
五
頁

(
2
)
前
掲

は

七
～
八
房

(
29
)
明
治
三
八
年

六
月

満
州
朝
鮮
戦
地
視
察

明
治
三
九
年

l
月
七
日
か
ら
明
治
洞

l
年
七
月

叫
四
日
ま
で
第

一
次
西
園
寺
内
閣
〇

八
月
二
四
､
五
日
に
凝
塊
南

･
永
坂

石
塊

･
本
田
種
竹

･
大
久
保
湘
南

の
四
詩
伯

乗
越
｡
行
形
亭

(松
風
亭
)
､
鍋
茶
屋
に
て
歓
待
す
る
｡

山
〇
月
二
〇
日
､
五
男

･

安
吾
誕
生
0

月
父
得
七
翁
死
去

明
治
四
〇
年

…
月

一
一
日
､
酒
楼
家
教
が
新
潟
県
知
事
に
な
り
､
任
期
は
明
治

四
五
三

月
二
八
日
ま
で
二

二
滴
桐
陰
か
ら
名
家

の
刻
印
を

割

愛
さ
れ
､
謝
礼
に

｢謝

三
浦
桐
陰
贈
印
兼
番
場
蔵
六
｣
番
を
樺
亀
す
る
｡

明
治
四

山
年
七
月

t
四
日
か
ら
明
治
四
四
年
八
月
三

〇
日
ま
で
第

二
次
桂
内
閣
時

代明
治
四
二
年
二
月
犬
養
除
名
事
件

明
治
四
三
年
三
月
憲
政
本
案
を
解
蒸
し
又
新
脅
威
申
ク
ラ
ブ
と
合
し
国
民
寮
を
組

織
す

明
治
四
四
年
八
月
三

〇
日
か
ら
大
正
元
年

州
二
月
二

山
日
ま
で
､
第

二
次
西
園
寺

内
閣
時
代

(
,?
.)
前
掲

7

圧
川
.I;

(
3i
)
明
治

四
五
年

(大
正
元
年
)
五
月
第
十

1
回
衆
議
院
議
員
当
選

七
月
三

〇

日
に
明
治
天
皇
崩
御

二
月
二

山
田
か
ら
大
正
二
年

(
l
九

二
二
年
)

二
月

二

〇
日
ま
で
第
三
次
桂
内
閣
時
代

大
正
二
年

L
月
同
志
会
創
立
準
備
費
員
と
な
る

二
月
二

〇
日
か
ら
大
正
三
年
四

月

一
六
日
ま
で

第

一
次
山
本
内
閣
時
代

山
〇
月
立
憲

同
志
会
成
り
相
談
役
と

な
る

一
〇
月

一
〇

日
同
志
会
創
立
委
員
良
枝

公
爵
弟
去

大
正
三
年

｢新
潟

新
聞
｣
｢東
北
日
独
｣
と
合
併
す
る

四
月

一
六
日

大
隈
内
閣

成
る

八
月
世
界
大
戦

･
日
独
参
戦

大
正
四
年
三
月
二
五
日
第
十
二
回
衆
議
院
議
員
総
選
挙
当
選

七
月
大
浦
内
相
辞

職大

正
五
年
四
月
勲
四
等
瑞
宝
壁

…
〇
月
憲
政
会
成
り
党
務
委
員
長
と
な
る

l

O
月
九
日
に
大
隈
侯
勇
退

.
〇
月
九
日
か
ら
寺
内
内
閣
成
立

大
正
六
年
詩
に
就

い
て
国
分
密

度
に
講
学
す

四
月
二
〇
日
第
十
三
回
衆
議
院
議

員
総
選
挙
当
選

八
月

山
口
よ
り
更
生
の
新
潟
新
聞
が

発
行
さ
れ
た
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大
正
七
年
四
月

1
日
よ
り
二
五
日
ま
で
市
島
春
城

の
撃
に
よ
る

『
北
越
詩
話
』
紹

介
文
が
発
表
さ
れ
る

憲
政
会
総
務
と
な

る

九
月
二

山
日

寺
内
内
閣
辞
職

九
月
二
九
日

原
内
閣
成
立

1
一
月

『
北
越
詩
話
』
ヒ
巻
出
る

太
正
八
年
二
月
勲
三
等
旭
日
中
綬
章

三
月

『
北
越
詩
話
』
下
巻
出
版

八
月
､

常
磐
花
壇
に
国
分
膏
産

･
田
辺
碧
堂

･
目
下
勺
水
等
詩
人
を
招
き
詩
会
を
催
す

太

田
知
事

の
時
代

大
正
九
年
二
月
普
選
案
に
て
議
会
解
散

五
月

3
0
日

衆
議
院
議
員
当
選

l

O
月
発
病

大
正

叫
〇
年

i
月
再
び
上
腹
部
に
頓
痛
を
覚
え
､
兼
大
病
院
に
入
院
､
余
命
二
カ

月
と
診

断
さ
れ
た
〇
二
カ
月
経

っ
て
も
､
悪
化
す
る
こ
と
が
な
か

っ
た
｡
｢更
生
道

人
｣
｢蘇
庵
｣
と
号
に
改
め

(

32

)

『
全
唐
詩
』
中
華
書
局

一
九
六

〇
年
凶
月

第
四
冊

巻

二
二

ハ

二
二
五

九
蔚

(
3
)

前
野
直
酵
注
解

『
唐
詩
選
』
(上
)
岩
波
書
店

二

〇
〇
〇
年

一
〇
月

山
六
日

叫
二
四
㌔

.
二
へ
■自

黒
川
洋

l
編

『
杜
甫
詩
選
』
岩
波
書
店

山
九
九

一
年

二
月

丁
八
日

二
四
～

二

七
責

鈴
木
虎
雄
訳
注

『
杜
詩
』
(
第

一
冊
)
岩
波
書
店

一
九
六
三
年

…
月

一
六
日

四

七
-
五
〇
百

覇
成
武

張
志
民

『
牡
甫
棒
金
輝
』
河
北
人
民
出
版
社

1
九
九
七
年

7
0
月

小
三
一

-
二
閤
頁

以
上

の
革
袴
を
参
考
に
し
､
ま
と
め
た
も
の
o

(
3
)
劉
晦
等
撰

『
旧
暦
番
』
巻

山
五
四
列
伝

…
○
拘

中
華
書
局

丁
九
七
五
年

五
月

四
〇
九
五
頁

(
35
)
劉
晦

等
撰

『
旧
唐
書
』
巻

一
九

〇
下
列
伝

一
四

〇
下

文
苑
下

中
華
書
局

州
九
七
五
年
五
月

五
〇
五
三
頁

(
鍾
)
劉
絢
等
撰

『
旧
唐

書
』
巻

l
九
二
列
伝

一
四
二

隠
逸

や
筆
書
局

一

九

七
五
鞍
五
月

五

一
二
九
頁

(
37
)
前
野
直
彬
注
解

『
唐
詩
選
』

(

上
)
岩
波
書
店

二
〇
〇
〇
年

1
0
月

〓
ハ
日

.
`
.閃
1

.
■
八̀
.･;

(
粥
)
鈴
木
虎
雄
訳
注

『
杜
詩
』
(第

一
冊
)
岩
波
書
店

一
九
六
三
年

一
月

〓
ハ
目

五
〇
東

｢
そ
の
身
は
釣
竿
を
弄
ん
で
海
底

の
珊
瑚
樹
を
払
お
う
と
お
も
う
て
い

る
｡｣
と
｡

爪
鯛
)
『
全
唐
詩
』
や
筆
書
局

一
九
六

〇
年
四
月

第
二
冊

巻
七

一

七

八
一
責

-
ヒ
八
二
貢

詩

の
題
目
は

｢興
慶
池
侍
宴
雁
制
｣
で
あ
る
｡

(
40
)
叢
永
武
博
士
主
編

『
杜
詩
叢
刊
』
台
湾
大
通
書
局
印
行
､

一
九
七
四
年

一
〇

月
｡

(
4
)
『
杜
詩
叢
刊
』

の

『
集
千
家
注
批
点
補
遺
杜
詩
集

八
二

』
采

劉
辰
翁
批
点

元

高
楚
芳
編

二
六
五
頁
O

不
必
有
所
従
来
不
必
有
所
持
玄
玄
衆
妙
門
〇
七
字
浩
然
以
其
将
隠
也

(
4
)
『
杜
詩
叢
刊
』

の

『
杜
詩
聞

(
こ

』
酒

盛
元
昌
註

二

二

一頁

(前
略
)

7
似
捧
頭
不
肯
住
者
o
謝
病
東
蹄
O
将
入
海
o
濁
把
釣
竿
｡
海
底
珊
瑚
O

不
離
拾
取
｡
但
東
海
之
慮
｡
(後
略
)

(
4
)
『
杜
涛
叢
刊
』
の

『
草
堂
詩
等
』
巻
二

束

察
夢
弼
食
等

厳
文
書
局

三

四
頁
D

(
4
)
『
杜
詩
叢
刊
』

の

『
集
千
家
注
分
類
杜
工
部
詩

三
一)
』
宋

徐
居
仁
編

黄

鶴
補
註

l
三
五

1
頁

(前
略
)
蓬
田
珊
瑚
樹
生
海
底
石
上
見
晋
書
太
秦
国
事
以
共
産
海
底
故
以
沸
言
之

也
言
巣
父
帰
江
東
之
後
遂
乃
入
海
有
此
興
也

(45
)
藤
根
南

『
杜
詩
講
義

下
巻
』
文
食
堂
書
店

大
正
元
年

H

月

六

〇

〇

-

六
〇

小
頁

(
4

)
前

掲
21

山
七
丁
ウ

･
一
八
γ
オ

主
指
導
教
員

(佐

々
木
充
教
授
)
､
副
指
噂
教
員

(療
部
俊
也
准
教
授

･
岡
村
浩
准
教

揺
)

(17)


