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C
O
L
U
M
N
	

　
日
本
漢
詩
と
漢
詩
創
作
指
導

一　

日
本
漢
詩
の
伝
統

　

令
和
四
年
（
二
〇
二
二
）
七
月
、
漢
詩
研
究
の
大
家
石い

し

川か
わ

忠た
だ

久ひ
さ

先
生
が
御
逝
去
さ
れ
ま
し
た
。
謹
ん
で
哀
悼
の
意
を
表
し
ま
す
。
も

は
や
先
生
の
御
謦け

い

咳が
い

に
接
す
る
こ
と
が
か
な
わ
な
い
と
思
う
と
悔
や
ま
れ
て
な
り
ま
せ
ん
。
先
生
の
お
名
前
は
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の「
漢
詩
紀
行
」

で
拝
見
し
、
御
著
書
に
直
接
サ
イ
ン
を
い
た
だ
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
が
、
漢
詩
文
学
の
世
界
は
そ
れ
ま
で
縁
遠
い
も
の
と
思
い
込

ん
で
お
り
ま
し
た
。
私
が
初
め
て
全
国
漢
文
教
育
学
会
の
夏
の
研
修
会
に
参
加
し
ま
し
た
の
は
平
成
二
十
年
（
二
〇
〇
八
）
七
月
の
こ

と
で
す
。
会
長
で
あ
る
石
川
先
生
は
漢
詩
の
講
座
を
お
持
ち
に
な
り
、石い

し

川か
わ

丈
じ
よ
う

山ざ
ん

「
富
士
山
」、菅か

ん

茶ち
や

山ざ
ん

「
冬
夜
読
書
」、乃の

木ぎ

希ま
れ

典す
け

「
金

州
城
下
作
」
な
ど
の
日
本
人
の
漢
詩
作
品
を
朗
々
と
し
た
名
調
子
で
講
義
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
こ
の
研
修
会
を
通
し

て
、
漢
詩
創
作
の
伝
統
は
現
代
ま
で
受
け
継
が
れ
て
い
る
こ
と
も
学
び
ま
し
た
。

　

漢
文
教
材
に
お
い
て
は
散
文
作
品
た
る
「
小
説
」
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
、
文
学
に
お
け
る
「
漢
詩
」
の
存
在
意
義
は
大
き
い
も

の
が
あ
り
ま
す
。
わ
が
国
で
は
奈
良
時
代
の
『
懐か

い

風ふ
う

藻そ
う

』
に
始
ま
り
、
平
安
時
代
の
嵯さ

峨が

天て
ん

皇の
う

の
こ
ろ
に
『
凌

り
よ
う

雲う
ん

集し
ゆ
う』

な
ど
勅
撰
の
漢

詩
集
が
盛
ん
に
編
ま
れ
、
菅
原
道
真
の
名
詩
も
人
口
に
膾
炙
し
て
い
ま
す
。
江
戸
時
代
に
は
服は

つ

部と
り

南な
ん

郭か
く

に
よ
り
『
唐と

う

詩し

選せ
ん

』
が
出
版
さ

れ
て
広
く
読
ま
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
菊き

く

池ち

五ご

山ざ
ん

が
『
五ご

山ざ
ん

堂ど
う

詩し

話わ

』
を
著
し
て
漢
詩
の
世
界
を
一
般
に
ま
で
広
め
ま
し
た
が
、
大
正
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時
代
に
は
下
火
と
な
っ
て
新
聞
か
ら
も
漢
詩
創
作
欄
が
な
く
な
り
、
戦
後
は
授
業
時
間
数
の
削
減
に
伴
い
、
教
科
書
か
ら
日
本
漢
文
教

材
が
徐
々
に
姿
を
消
し
て
い
き
ま
し
た
。

二　

漢
詩
規
則
と
菅
原
道
真
「
九
月
十
日
」

　

高
等
学
校
の
教
科
書
に
採
録
さ
れ
る
漢
詩
教
材
は
必
ず
し
も
平
仄
が
整
っ
て
い
る
も
の
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
盛
唐
の
七
言
詩

に
は
李
白
「
早
発
白
帝
城
」
や
張

ち
よ
う

継け
い

「
楓
橋
夜
泊
」
な
ど
整
然
と
し
た
平
仄
構
造
を
持
つ
漢
詩
も
登
場
し
ま
す
が
、同
じ
李
白
で
も
「
黄

鶴
楼
送
孟
浩
然
之
広
陵
」
や
王お

う

維い

「
送
元
二
使
安
西
」
に
は
部
分
的
に
平
仄
の
規
則
に
適
合
し
な
い
箇
所
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。

　

江
戸
の
漢
学
者
市い

ち

川か
わ

寛か
ん

斎さ
い

は
『
談だ

ん

唐と
う

詩し

選せ
ん

』（
文
化
八
年
〈
一
八
一
一
〉）
に
お
い
て
「
近
体
ノ
詩
句
交
加
セ
ザ
ル
者
ヲ
、
失し

つ

黏て
ん

体た
い

ト
モ

拗あ
う

体た
い

ト
モ
云
フ
。
後
世
ニ
ハ
甚

は
な
は
だ

稀ま
れ

ナ
ル
コ
ト
ニ
シ
テ
唐
人
ニ
ハ
却
テ
多
シ
。
五
言
ニ
ハ
少
ナ
ク
、
七
言
ニ
ハ
多
シ
」
と
指
摘
し
て
い

る
こ
と
か
ら
も
、
唐
詩
に
は
平
仄
が
整
わ
な
い
「
拗お

う

体た
い

」
が
多
い
現
状
は
押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
授
業
で
漢
詩
を
扱
う

際
に
は
一
度
く
ら
い
は
平
仄
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
。
七
言
絶
句
に
お
け
る
漢
詩
の
「
平
仄
」
と
「
押
韻
」
の
基
本
事
項

は
次
の
通
り
で
す
。

❶
二
四
不
同
・
二
六
対
（
各
句
の
二
字
目
と
四
字
目
の
「
平
仄
」
は
逆
に
な
り
、
二
字
目
と
六
字
目
で
は
同
じ
に
な
る
こ
と
）

❷
反
法
・
粘
法
（
各
句
の
二
・
四
・
六
字
目
に
お
け
る
「
平
仄
」
は
、起
句
と
承
句
と
は
逆
〈
＝
「
反
法
」〉、承
句
と
転
句
と
は
同
じ
〈
＝
「
粘
法
」〉、

転
句
と
結
句
で
は
逆
〈
＝
「
反
法
」〉
と
な
る
こ
と
）

❸
下
三
連
の
禁
（
各
句
の
五
～
七
字
目
は
「
平
」
と
「
仄
」
が
混
合
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か
一
方
に
偏
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
）

❹
孤
平
の
禁
（
各
句
の
四
字
目
は
単
独
で
「
平
」
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
三
字
目
か
五
字
目
と
複
合
の
「
平
」〈
〇
〇
〉
と
す
る
こ
と
）

❺
押
韻
（
各
句
末
に
お
い
て
同
じ
韻
目
の
字
を
用
い
る
こ
と
。
例
え
ば
、同
じ
「
ギ
」
と
読
む
字
で
あ
っ
て
も
「
疑
〈
〇
支
〉」
と
「
義
〈
●
寘
〉」
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で
は
平
仄
・
韻
目
と
も
に
異
な
る
。
ま
た
、
転
句
は
必
ず
押
韻
し
な
い
）

　

こ
の
平
仄
に
つ
い
て
は
漢
和
辞
典
（
電
子
辞
書
）
を
引
き
な
が
ら
各
句
の
二
・
四
・
六
字
の
「
平
仄
」、
及
び
七
字
目
に
つ
い
て
は
「
平

仄
」
及
び
「
韻
目
」
の
確
認
を
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
例
え
ば
、
カ
シ
オ
の
電
子
辞
書
「EX-w

ord

」
で
「
紅
」
の
字
を
引
く

と
、「《
平○
東
》」
の
記
載
が
見
ら
れ
ま
す
。「《
平○
》」
の
箇
所
に
「
平○
」
と
記
さ
れ
て
い
れ
ば
「
平
声
」
を
意
味
す
る
た
め
「
○
」
を
、

「
上○
、
去○
、
入○
」
と
あ
れ
ば
「
仄
声
」
を
表
す
た
め
「
●
」
を
表
記
す
る
よ
う
に
学
習
者
に
指
導
し
ま
す
。
ま
た
、「《
東
》」
は
音
韻

の
種
別
と
な
る
「
韻
目
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
七
字
目
の
韻
目
欄
に
の
み
当
該
漢
字
を
記
載
さ
せ
ま
す
。
つ
ま
り
、
韻
目
が
同
じ
字

で
あ
れ
ば
、
押
韻
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

教
科
書
に
採
録
さ
れ
る
漢
詩
教
材
に
は
概
し
て
李
白
・
杜
甫
・
王
維
と
い
っ
た
唐
代
の
中
国
詩
人
の
作
品
が
多
い
こ
と
か
ら
、
わ
が

国
の
古
典
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
に
異
和
感
を
覚
え
る
と
い
う
話
を
よ
く
耳
に
し
ま
す
。
し
か
し
、
古
来
日
本
人
の
手
に
よ
っ
て
多
く

の
漢
詩
作
品
が
詠
み
継
が
れ
て
き
た
伝
統
に
も
注
意
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

　

日
本
漢
詩
と
し
て
最
も
有
名
な
作
品
の
一
つ
に
菅
原
道
真
の
「
九
月
十
日
」
が
あ
り
ま
す
。
藤
原
氏
の
妬
み
を
買
っ
て
昌
泰
四
年

（
九
〇
一
）
一
月
に
左
遷
さ
れ
た
道
真
が
、
そ
の
前
年
に
重

ち
よ
う

陽よ
う

の
節
句
の
翌
日
後こ

う

朝ち
よ
うの

宴え
ん

に
お
い
て
「
秋
思
詩
」
を
詠
み
、
若
い
醍だ

い

醐ご

天て
ん

皇の
う

か
ら
褒
美
の
御
衣
を
も
ら
っ
た
こ
と
を
懐
か
し
ん
だ
も
の
で
し
た
。
特
に
、
起
句
の
「
去
年
の
今
夜
清
涼
に
侍
す
」
の
一
節
が
当
時

清
涼
殿
で
天
皇
に
近
侍
し
て
い
た
頃
の
道
真
の
心
情
を
強
く
表
し
て
い
る
こ
と
は
読
み
手
に
も
伝
わ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
日
本
漢
詩
に

は
平
仄
構
造
が
整
っ
て
い
る
も
の
も
多
く
、
漢
詩
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
も
で
き
ま
す
（
以
下
の
詩
の
二
字
・
四
字
・
六
字

に
□
を
付
し
て
い
ま
す
）。    
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九
月
十
日　
　
　
　
　

菅
原
道
真

●
○□
○
●□
●
○□
◎

起□ 
去
年
今
夜
侍
清
涼 

去き
よ

年ね
ん

の
今こ

ん

夜や　

清せ
い

涼り
や
うに

侍じ

す

○
●□
○
○□
●
●□
◎

承□ 

秋
思
詩
篇
独
断
腸 

秋し
う

思し

の
詩し

篇へ
ん　

独ひ
と

り
断だ

ん

腸
ち
よ
う

○
●□
●
○□
○
●□
●

転□ 

恩
賜
御
衣
今
在
此 

恩お
ん

賜し

の
御ぎ

よ

衣い

は　

今い
ま

此こ
こ

に
在あ

り

●
○□
●
●□
●
○□
◎

結□ 

捧
持
毎
日
拝
余
香 
捧ほ

う

持じ

し
て　

毎ま
い

日に
ち

余よ

香か
う

を
拝は

い

す　
　

《
下
平
声
七
陽　

涼
・
腸
・
香
》
＊
承
句
の
「
思
」
は
名
詞
の
た
め
仄
声
。

　

対
象
を
一
途
に
詠
み
込
む
和
歌
に
比
べ
て
、
漢
詩
に
は
対
句
構
造
な
ど
に
よ
り
複
合
的
な
視
点
が
あ
る
た
め
、
豊
か
な
詩
情
が
醸
成

さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
従
来
型
の
漢
詩
鑑
賞
に
と
ど
ま
ら
ず
、
主
体
的
に
「
漢
語
」
に
触
れ
合
う
よ
う
な
活
動
及
び
漢
詩
創
作
の
実
践

を
通
し
て
、
受
動
的
な
漢
詩
読
解
か
ら
能
動
的
な
創
作
活
動
へ
の
切
り
替
え
が
可
能
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

三　

高
等
学
校
に
お
け
る
漢
詩
創
作
指
導

　

日
本
漢
詩
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
た
め
に
も
勤
務
校
に
お
い
て
十
年
前
か
ら
有
志
の
生
徒
を
対
象
に
し
た
漢
詩
創
作
指
導
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。
一
例
と
し
て
創
作
の
前
に
取
り
入
れ
た
「
漢
語
た
ほ
い
や
」
と
「
柏は

く

梁
り
よ
う

体た
い

連れ
ん

句く

」
の
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
ー
を
紹
介
し
ま
す
。
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漢
語
た
ほ
い
や

　
「
た
ほ
い
や
」
と
は
、定
番
の
辞
書
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
語
句
（
お
題
）
に
つ
い
て
参
加
者
が
そ
れ
ぞ
れ
辞
書
的
な
定
義
を
考
え
て
「
偽

答
」
を
持
ち
寄
り
、
そ
れ
を
選
択
肢
の
形
に
し
て
提
示
す
る
ゲ
ー
ム
の
こ
と
で
す
。
参
加
者
は
各
自
が
正
答
だ
と
思
わ
れ
る
選
択
肢
に

チ
ッ
プ
を
賭
け
な
が
ら
、
そ
の
勝
敗
を
競
い
合
い
ま
す
。
今
か
ら
三
十
年
前
に
フ
ジ
テ
レ
ビ
の
深
夜
番
組
で
放
映
さ
れ
て
話
題
に
な
り

ま
し
た
。
こ
の
番
組
で
は
『
広
辞
苑
』（
岩
波
書
店
）
を
採
用
し
、
そ
の
収
録
語
彙
を
ゲ
ー
ム
に
用
い
て
い
ま
し
た
。
近
年
、
こ
の
ゲ
ー

ム
が
学
習
教
材
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
見
直
し
が
さ
れ
ま
し
た
。Ｄ
Ｖ
Ｄ『「
た
ほ
い
や
」を
や
ろ
う
～
辞
書
を
使
っ
た
知
的
な
学
習
ゲ
ー

ム
』に
お
い
て
、国
語
教
育
学
者
池い

け

田だ

修お
さ
むは

こ
の
ゲ
ー
ム
を
通
し
て
、辞
書
に
親
し
む
機
会
が
増
え
る
ば
か
り
で
な
く
、「
書
く
こ
と
」、「
聞

く
こ
と
」、「
話
す
こ
と
」
な
ど
の
国
語
能
力
を
楽
し
み
な
が
ら
身
に
つ
け
ら
れ
る
と
い
っ
た
学
習
効
果
を
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
解

説
し
て
い
ま
す
。
こ
の
「
た
ほ
い
や
」
を
あ
え
て
「
漢
和
辞
典
」
収
録
の
二
字
熟
語
に
切
り
替
え
て
漢
語
に
親
し
み
を
持
つ
こ
と
を
ね

ら
い
ま
し
た
。
以
下
が
生
徒
の
「
お
題
」
と
「
偽
答
」
に
な
り
ま
す
。

Ａ
「
于う

于う

」

①
雲
が
流
れ
る
様
子 

 
 

②
な
げ
き

③
な
に
も
知
ら
な
い
さ
ま

④
と
て
も
ひ
か
ら
び
て
い
る
こ
と
の
形
容

⑤
一
日
の
予
定

⑥
「
あ
あ
」
と
い
う
感
嘆
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Ｂ
「
成せ

い

均き
ん

」

①
畑
を
耕
す
道
具

②
人
の
真
似
を
し
て
お
金
を
得
る
人

③
周
代
の
大
学

④
馬
を
飼
い
慣
ら
す
こ
と

⑤
生
計
を
立
て
る
こ
と

⑥
し
あ
わ
せ

（
正
答　

Ａ
―
③
・
Ｂ
―
③
）

柏
梁
体
連
句

　

七
言
絶
句
を
作
る
う
え
で
は
一
句
七
字
を
意
識
さ
せ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
特
に
、
初
心
者
に
と
っ
て
最
初
の
一
行
を
作
る
の
は

や
は
り
難
し
い
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、『
入
門
漢
詩
の
世
界
』（
洋
泉
社
）
の
中
に
掲
載
さ
れ
た
「
柏
梁
体
で
句
作
り
に
な
れ
る
」
を
参

考
に
し
ま
し
た
。「
柏
梁
体
」
と
は
七
字
の
形
式
の
連
歌
詩
で
、
漢
の
武
帝
の
こ
ろ
に
詠
ま
れ
た
古
詩
の
形
式
で
す
。
身
近
な
テ
ー
マ

を
取
り
あ
げ
、
七
字
目
に
つ
い
て
は
韻
目
表
を
も
と
に
こ
ち
ら
で
韻
字
を
選
び
ま
し
た
。
こ
こ
で
は
平
仄
の
意
識
は
さ
せ
ず
に
気
楽
に

一
行
詩
（
つ
ま
り
六
字
分
）
の
創
作
に
取
り
組
ま
せ
て
い
ま
す
（
以
下
生
徒
作
品
と
コ
メ
ン
ト
・
学
年
は
当
時
の
も
の
）。

【
柏
梁
体
連
句
】「
氷

ひ
よ
う

菓か

賛さ
ん

」（「
下
平
声
八
庚
」）

・
自
簾
削
声
氷
輝
明□
（
一
年
男
子
） 　

簾
す
だ
れ

よ
り
削さ

く

声せ
い　

氷
ひ
よ
う

輝き

明あ
き

ら
か
な
り

　
（
暖の

れ
ん簾

越
し
に
氷
を
削
る
音
と
輝
き
が
は
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
）
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・
溽
暑
正
午
欲
大
盛□
（
二
年
女
子
） 　

溽
じ
よ
く

暑し
よ

の
正

し
や
う

午ご　

大お
お

盛も
り

を
欲ほ

つ

す

　
（
蒸
し
暑
い
昼
に
は
大
盛
り
の
か
き
氷
が
食
べ
た
く
な
る
）

・
列
童
迷
蜜
欠
氷
栄□
（
二
年
女
子
） 　

列れ
つ

童ど
う

蜜み
つ

に
迷
ひ　

欠け
つ

氷
ぴ
ょ
う

栄さ
か

ゆ

　
（
並
ん
だ
子
ど
も
達
は
シ
ロ
ッ
プ
に
迷
い　

か
き
氷
〈
欠
氷
〉
が
繁
盛
す
る
）

・
動
後
涼
感
一
杯
精□
（
二
年
女
子
） 　

動ど
う

後ご

の
涼

り
や
う

感か
ん　

一い
つ

杯ぱ
い

精き
よ

し

　
（
運
動
の
後
の
涼
感　

一
杯
の
白
さ
）

・
高
熱
呻
吟
如
風
清□
（
一
年
女
子
） 

　

高か
う

熱ね
つ

呻し
ん

吟ぎ
ん　

風か
ぜ

の
ご
と
く
清き

よ

し

　
（
高
熱
で
う
な
さ
れ
て
い
る
時
に
は
ア
イ
ス
は
清
ら
か
な
風
味
が
あ
る
）

・
白
龍
昇
天
聳
峙
城□
（
一
年
女
子
） 
　

白は
く

龍
り
よ
う

昇
し
よ
う

天て
ん　

聳
し
よ
う

峙じ

の
城し

ろ

　
（
ソ
フ
ト
ク
リ
ー
ム
は
天
を
目
指
し
、
コ
ー
ン
は
聳そ

び

え
立
つ
城
の
よ
う
だ
）

　

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
踏
ま
え
た
結
果
、
生
徒
は
一
句
七
字
作
り
に
抵
抗
が
な
く
な
っ
た
よ
う
で
す
。
徐
々
に
『
詩
語
表
』
を
参

照
し
な
が
ら
、
平
仄
に
留
意
し
、
思
い
思
い
に
漢
詩
創
作
に
励
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
か
く
し
て
毎
年
新
潟
県
三
条
市
の
諸
橋
轍
次

記
念
館
開
催
に
よ
る
漢
詩
大
会
で
上
位
入
賞
者
を
輩
出
し
て
い
ま
す
。

【
第
十
四
回
諸
橋
轍
次
博
士
漢
詩
大
会
優
秀
賞　
（
令
和
四
年
〈
二
〇
二
二
〉
十
一
月
）】

　
　

秋し
う

気き　
　
　
　
　
　
　
　

三
年
男
子

瓶
菊
映
窓
灯
火
明      

瓶び
ん

菊ぎ
く

窓ま
ど

に
映え

い

じ
て　

灯と
う

火か

明あ
か

く

遥
天
山
寺
遠
鐘
声      

遥え
う

天て
ん

山さ
ん

寺じ　

鐘
し
よ
う

声せ
い

遠と
ほ

し

桂
香
粉
散
金
風
下      

桂け
い

香か
う

粉ふ
ん

散さ
ん

す　

金き
ん

風ぷ
う

の
下も

と
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幽
巷
蛩
啼
秋
気
清      

幽い
う

巷か
う

蛩
き
よ
う

啼な

き
て　

秋し
う

気き

清き
よ

し

　

当
該
作
品
は
秋
の
ひ
っ
そ
り
と
し
た
気
配
を
詠
み
込
ん
だ
も
の
で
す
。
生
徒
は
詩
語
表
を
も
と
に
創
作
し
て
い
ま
す
の
で
、
季
節
感

に
富
ん
だ
漢
詩
を
詠
む
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
ま
し
た
。
た
だ
、
漢
詩
は
平
仄
構
造
さ
え
理
解
し
て
お
け
ば
、
様
々
な
事
象
を
自
由
に
表

現
す
る
こ
と
が
可
能
な
文
芸
作
品
で
も
あ
り
ま
す
。
最
後
に
拙
詩
（
雅
号
・
通つ

う

文ぶ
ん

享き
よ
う）
を
数
作
掲
載
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

【
平
成
二
十
五
年
（
二
〇
一
三
）
六
月
】

　
　

㊀
煎
茶
賛　
　
　
　
　
　

通
文
享

芳
香
馥
郁
爽
涼
壺       
芳は

う

香か
う

馥ふ
く

郁い
く

た
り　

爽さ
う

涼り
や
うの

壺つ
ぼ

満
目
映
輝
青
翠
湖       

満ま
ん

目も
く

映え
い

輝き

す　

青せ
い

翠す
い

の
湖

み
づ
う
み

黙
喫
三
驚
清
淡
味       

黙も
く

し
て
喫き

つ

す
れ
ば
三み

た
び
驚

お
ど
ろ

く　

清せ
い

淡た
ん

の
味あ

ぢ

通
人
深
愛
雅
遊
図       

通つ
う

人じ
ん

深ふ
か

く
愛あ

い

す　

雅が

遊い
う

の
図ず

【
通
釈
】「
煎せ

ん

茶ち
や

賛さ
ん

」                      

　

芳
香
か
ぐ
わ
し
い
爽
や
か
な
壺

　

見
渡
す
限
り
照
り
輝
く
青
緑
色
を
し
た
湖

　

黙
っ
て
口
に
す
れ
ば
三
度
目
に
驚
く
の
は
そ
の
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
味
わ
い

　

か
く
し
て
通
人
た
ち
が
深
く
愛
好
す
る
雅
遊
の
図
が
で
き
あ
が
る

（
押
韻
）
上
平
声
七
虞
（
壺
・
湖
・
図
）

【
注
】
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・ 

馥
郁
…
か
ぐ
わ
し
い
。

・ 
満
目
…
見
渡
す
限
り
。

【
平
成
二
十
八
年
（
二
〇
一
六
）
十
一
月
】

　
　

㊁
題
山
月
記　
　
　
　
　
　

通
文
享

虎
影
哀
哀
忘
五
倫　
　

虎こ

影え
い

哀あ
い

哀あ
い　

五ご

倫り
ん

を
忘わ

す

れ 

咆
哮
切
切
響
叢
蓁　
　

咆は
う

哮か
う

切せ
つ

切せ
つ　

叢そ
う

蓁し
ん

に
響ひ

び

く

登
龍
夢
曠
為
詩
鬼　
　

登と
う

龍り
ゆ
うの

夢ゆ
め

曠む
な

し
く　

詩し

鬼き

と
為な

る

月
魄
蕭
然
照
故
人　
　

月げ
つ

魄ぱ
く

蕭せ
う

然ぜ
ん

と
し
て　

故こ

人じ
ん

を
照て

ら
す

【
通
釈
】「
山さ

ん

月げ
つ

記き

に
題だ

い

す
」

　

虎
の
影
は
哀
れ
な
様
子
で
人
倫
を
忘
れ

　

そ
の
雄
叫
び
は
切
々
と
し
て
草
む
ら
に
響
い
て
い
る

　

出
世
の
夢
は
空
し
く
詩
鬼
と
な
り
果
て

　

月
光
は
物
寂
し
く
旧
友
を
照
ら
し
て
い
る

（
押
韻
）
上
平
声
十
一
真
（
倫
・
蓁
・
人
）

【
注
】

・ 

叢
蓁
…
草
む
ら
の
こ
と
。

・ 

登
龍
…
「
登
竜
門
」
と
は
突
破
す
れ
ば
出
世
を
果
た
す
難
し
い
関
門
の
こ
と
。
こ
こ
で
は
出
世
を
指
す
。
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・ 

月
魄
…
月
の
光
。

・ 

蕭
然
…
物
寂
し
い
様
子
。

・ 
故
人
…
旧
友
。
お
さ
な
な
じ
み
。
こ
こ
で
は
李
徴
を
指
す
。

【
令
和
三
年
（
二
〇
二
一
）
七
月
】

　
　

㊂
訪
筑
豊
炭
田　
　
　
　

通
文
享

昔
聞
三
伏
祭
文
声      
昔

む
か
し

聞き

く
三さ

ん

伏ぷ
く　

祭さ
い

文も
ん

の
声こ

ゑ                  

今
見
筑
豊
虚
炭
坑      

今い
ま

見み

る
筑ち

く

豊ほ
う

の　

虚む
な

し
き
炭た

ん

坑か
う

墨
客
作
翁
伝
景
象      

墨ぼ
つ

客か
く

の
作さ

く

翁を
う　

景け
い

象し
や
うを

伝つ
た

へ

煙
楼
殷
賑
槿
花
栄      

煙え
ん

楼ろ
う

の
殷い

ん

賑し
ん

も　

槿き
ん

花く
わ

の
栄え

い                        　

【
通
釈
】「
筑ち

く

豊ほ
う

炭た
ん

田で
ん

を
訪た

ず

ぬ
」                      

　

か
つ
て
聞
い
た
夏
祭
り
の
盆
踊
り
の
「
炭た

ん

坑こ
う

節ぶ
し

」

　

今
目
の
あ
た
り
に
す
る
筑
豊
の
さ
び
れ
た
炭
坑
の
跡

　

絵
師
山や

ま

本も
と

作さ
く

兵べ

衛え

翁
が
炭
鉱
生
活
の
様
子
を
詳
細
に
現
在
ま
で
伝
え
る
が

　

煙
突
の
賑
わ
い
も
槿
花
一
日
の
栄
に
過
ぎ
な
い
（
今
は
す
で
に
滅
び
去
っ
て
い
る
）

（
押
韻
）
下
平
声
八
庚
（
声
・
坑
・
栄
）

【
注
】

・ 

三
伏
…
夏
至
以
降
の
三
つ
の
庚
の
日
。
猛
暑
の
時
期
に
当
た
る
。
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・ 

祭
文
…
死
者
を
祭
る
際
の
願
文
。
こ
こ
で
は
盆
踊
り
唄
「
炭
坑
節
」
を
指
す
。「
月
が
出
た
出
た
～
月
が
出
た　

ヨ
イ
ヨ
イ
」

の
フ
レ
ー
ズ
で
有
名
。

・ 
作
翁
…
福
岡
出
身
の
炭
坑
記
録
画
家
山
本
作
兵
衛
の
こ
と
。
日
本
で
初
め
て
ユ
ネ
ス
コ
記
憶
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
炭
坑
画
家
で

あ
る
。

・ 

煙
楼
…
煙
突
の
こ
と
。「
煙
楼
殷
賑
」
と
は
か
つ
て
炭
鉱
が
栄
え
て
い
た
状
況
を
指
す
。
前
出
の
「
炭
坑
節
」
の
一
節
「
あ
ん

ま
り
煙
突
が
高
い
の
で
～
さ
ぞ
や
お
月
さ
ん
煙
た
か
ろ
う
、
サ
ノ
ヨ
イ
ヨ
イ
」
を
踏
ま
え
る
。

・ 

槿
花
栄
…
「
槿
花
一
日
の
栄
」
と
も
い
い
、
こ
の
世
の
栄
華
を
は
か
な
く
む
な
し
い
も
の
と
た
と
え
て
い
る
。

【
令
和
四
年
（
二
〇
二
二
）
四
月
】

　
　

㊃
芳
野
懐
古　
　
　
　
　
　
　

通
文
享

流
鶯
十
里
訪
春
霄 

流り
う

鶯あ
う

十じ
ふ

里り　

春
し
ゆ
ん

霄せ
う

を
訪た

づ

ぬ                  

満
目
碧
山
花
一
条         

満ま
ん

目も
く

碧へ
き

山ざ
ん

に
し
て　

花は
な

一い
ち

条で
う

先
帝
楠
公
如
在
此         

先せ
ん

帝て
い

楠な
ん

公こ
う　

此こ
こ

に
在い

ま

す
が
ご
と
く

乾
坤
奇
貨
語
南
朝         

乾け
ん

坤こ
ん

の
奇き

貨く
わ　

南な
ん

朝て
う

を
語か

た

る

【
通
釈
】「
芳よ

し

野の

懐か
い

古こ

」                      

　

十
里
の
間
飛
び
回
る
鶯

う
ぐ
い
すの

も
と
で
春
景
色
を
散
策
す
る

　

見
渡
す
か
ぎ
り
青
山
が
現
れ
る
も
、
桜
花
は
一
枝
の
み

　

後ご

醍だ
い

醐ご

帝て
い

、
楠く

す

木の
き

正ま
さ

成し
げ

公
は
今
で
も
こ
こ
に
い
ら
っ
し
ゃ
る
よ
う
な
た
た
ず
ま
い
で
あ
り
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（
か
つ
て
後
醍
醐
天
皇
が
鋳
造
し
た
と
い
う
）
幻
の
「
乾け

ん

坤こ
ん

通つ
う

宝ほ
う

」
が
南
朝
の
事
績
を
語
る
の
み
で
あ
る

（
押
韻
）
下
平
声
二
蕭
（
霄
・
条
・
朝
）

【
注
】

「
芳
野
懐
古
」
‥
‥
奈
良
県
吉
野
山
の
桜
と
南
朝
を
詠
ん
だ
七
言
絶
句
の
こ
と
。
特
に
、
江
戸
時
代
の
詩
人
柳や

な

川が
わ

星せ
い

巌が
ん

、
藤ふ

じ

井い

竹ち
く

外が
い

、
河こ

う

野の

鉄て
つ

兜と

に
よ
る
「
芳よ

し

野の

三さ
ん

絶ぜ
つ

」
が
有
名
。

・ 

春
霄
…
春
の
空
。

・ 

満
目
…
見
渡
す
か
ぎ
り
。

・ 

一
条
…
一
枝
。

・ 

先
帝
…
こ
こ
で
は
南
朝
の
帝
で
あ
っ
た
後
醍
醐
天
皇
を
指
す
。

・ 

楠
公
…
南
朝
の
忠
臣
楠
木
正
成
の
こ
と
。

・ 

乾
坤
奇
貨
…
後
醍
醐
帝
の
作
っ
た
と
さ
れ
る
貨
幣
「
乾
坤
通
宝
」
の
こ
と
。


