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正
岡
子
規
が
読
ん
だ
江
戸
漢
詩
詞
華
集

─
『
才
子
必
誦
　
崑
山
片
玉
』
及
び『
日
本
名
家
詩
選
』に
つい
て
─

合
山
　
林
太
郎

　

正
岡
子
規
は
︑
生
涯
で
六
百
首
近
い
漢
詩
を
制
作
し
て
お
り
︑
そ
の
過
程
で
︑
中
国
の
古
典
詩
だ
け
で
は
な
く
︑
近
世
日
本
の
漢
詩
か
ら
多
く

を
学
ん
だ
︒
そ
の
様
相
は
︑
子
規
の
文
芸
の
理
解
と
い
う
側
面
だ
け
で
は
な
く
︑
近
代
に
お
け
る
近
世
日
本
漢
詩
の
受
容
と
い
う
点
か
ら
も
貴
重

な
情
報
源
と
な
る
︒

　

子
規
が
︑
江
戸
時
代
の
漢
詩
を
学
ん
で
い
た
こ
と
は
︑
様
々
な
資
料
か
ら
確
認
で
き
る
︒
た
と
え
ば
︑
彼
が
︑
少
年
時
代
に
頼
山
陽
の
詩
を
読

み
ふ
け
っ
た
こ
と
は
︑
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
﹁
余
十
五
六
の
時
詩
を
作
る
に
︑
持
て
る
詩
集
と
て
は
山
陽
詩
鈔
四
冊
あ
る
の
み
﹂︵﹁
書
中
の
新

年
﹂﹃
日
本
﹄
明
治
三
四
年
︿
一
九
〇
一
﹀
一
月
六
日
︶
と
い
う
彼
の
回
想
か
ら
︑
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
う
し
た
漢
詩
を
抄
出
し
た

ノ
ー
ト
と
し
て
︑
菅
茶
山
︑
広
瀬
旭
荘
︑
頼
杏
坪
ら
の
詩
の
抄
録
で
あ
る
﹃
黄
陽
夕
陽
村
舎
詩
・
遠
思
楼
詩
巻
・
春
草
堂
詩
鈔
﹄︵
各
詩
人
の
別

集
と
同
題
の
︑
子
規
の
手
に
な
る
写
本
︶
や
︑
歳
末
の
情
緒
を
詠
っ
た
詩
の
み
を
集
め
た
﹃
歳
晩
類
集
﹄
な
ど
が
残
っ
て
い
る
︒

　

こ
う
し
た
子
規
の
手
に
な
る
漢
詩
の
抄
録
の
中
で
も
最
大
の
も
の
と
し
て
︑﹃
随
録
詩
集
﹄
と
い
う
ノ
ー
ト
が
あ
る
︒
こ
の
﹃
随
録
詩
集
﹄
に

は
︑
第
一
編
︵
法
政
大
学
図
書
館
蔵
︶︑
第
二
編
︵
国
立
国
会
図
書
館
蔵
︶︑
第
四
編
︵
同
︶
の
三
冊
が
残
り
︑
中
国
・
日
本
の
様
々
な
文
学
者
の
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漢
詩
︑
千
首
以
上
が
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
︑
何
を
見
な
が
ら
こ
う
し
た
ノ
ー
ト
が
作
ら
れ
た
の
か
が
︑
こ
れ
ま
で
分
か
っ
て
い
な
か
っ

た
︒
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
︑
子
規
が
ど
の
よ
う
な
詩
集
を
見
な
が
ら
︑
こ
の
よ
う
な
抄
出
を
行
っ
た
の
か
︑
そ
の
詳
細
が
不
明
で
あ
っ
た
︒

　

様
々
な
資
料
と
照
合
し
た
結
果
︑
こ
れ
ら
の
ノ
ー
ト
の
う
ち
︑﹃
随
録
詩
集　

第
一
編
﹄
に
つ
い
て
︑
記
載
さ
れ
た
詩
の
一
部
が
︑﹃
才
子
必
誦

　

崑
山
片
玉
﹄
と
﹃
日
本
名
家
詩
選
﹄
と
い
う
二
つ
の
詞
華
集
か
ら
抄
出
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
本
稿
で
は
︑
こ
れ

ら
の
詞
華
集
の
近
世
・
近
代
の
日
本
漢
詩
史
上
の
意
味
︑
子
規
の
漢
詩
制
作
に
お
け
る
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
く（

（
（

︒

一
　『
随
録
詩
集
　
第
一
編
』
に
つ
い
て

　

ま
ず
︑﹃
随
録
詩
集　

第
一
編
﹄
に
つ
い
て
︑
そ
の
概
略
を
示
し
た
い
︒
こ
の
冊
子
は
︑
江
戸
・
明
治
の
儒
者
・
詩
人
約
一
二
〇
名
の
漢
詩
約

二
六
〇
首
を
抄
録
し
た
も
の
で
あ
る（

（
（

︒
正
岡
子
規
の
自
筆
と
さ
れ
て
お
り（

（
（

︑
実
際
に
︑
ほ
ぼ
直
角
に
曲
が
る
線
で
構
成
さ
れ
る
﹁
辶
︵
し
ん
に
ゅ

う
︶﹂
な
ど
は
︑
他
の
子
規
自
筆
の
写
本
と
共
通
し
て
い
る
︒

　

抄
出
の
対
象
に
は
変
化
が
あ
り
︑
は
じ
め
に
近
世
中
後
期
の
儒
学
者
や
詩
人
の
詩
が
写
さ
れ
た
後
︑
外
祖
父
大
原
観
山
を
は
じ
め
と
す
る
伊

予
・
松
山
近
辺
の
詩
人
や
讃
岐
の
詩
人
の
作
が
録
さ
れ
︑
そ
の
間
に
︑
江
戸
・
明
治
期
の
儒
者
︑
大
名
︑
政
治
家
ら
の
詩
も
記
さ
れ
て
い
る
︒
抄

写
さ
れ
た
詩
篇
の
一
部
は
︑
墨
の
取
り
消
し
線
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
︑
ま
た
︑
丁ち
ょ
うの

一
部
が
切
り
取
ら
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
の
点
か
ら
︑
一
端

書
き
出
し
た
後
も
︑
収
録
詩
を
め
ぐ
っ
て
様
々
に
思
案
し
て
い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
︒

　

こ
の
﹃
随
録
詩
集　

第
一
編
﹄
が
筆
写
さ
れ
た
時
期
は
︑
明
治
二
四
年
︵
一
八
九
一
︶
頃
と
断
定
で
き
る
︒
そ
れ
は
︑﹃
第
一
編
﹄
の
後
半
に

記
さ
れ
る
大
原
観
山
の
﹁
椎つ
い
ぎ
ゅ
う
こ
う

牛
行
﹂
に
︑
そ
れ
が
﹁
明
治
廿
四
年
二
月
廿
日
﹂︵
子
規
は
二
五
歳
︶
の
書
写
で
あ
る
こ
と
を
明
記
し
た
子
規
自
身

の
文
章
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

（
（

︒

　

こ
の
文
章
に
お
い
て
︑
子
規
は
︑
七
︑
八
歳
の
時
︑
こ
の
﹁
椎
牛
行
﹂
詩
を
観
山
か
ら
与
え
ら
れ
︑
復
誦
さ
せ
ら
れ
た
と
回
想
し
て
い
る
︒
詩

は
︑
牛
が
食
用
に
供
さ
れ
る
た
め
︑
そ
の
額
を
槌
に
よ
っ
て
撃
た
れ
︑
屠
殺
さ
れ
る
画
面
を
描
い
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
︑
西
洋
文
化
が
流
入
し
︑

日
本
の
伝
統
や
美
俗
が
失
わ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
観
山
の
懸
念
を
示
す
た
め
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
幼
い
子
規
は
そ
の
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真
意
を
理
解
せ
ず
︑﹁
椎
牛
行
﹂
は
︑
単
に
牛
肉
を
食
べ
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
と
考
え
て
い
た
と
言
う
︒
観
山
が
亡
く

な
り
︑
こ
の
詩
の
こ
と
も
忘
れ
て
い
た
が
︑
抄
出
に
際
し
て
︑
あ
ら
た
め
て
往
時
を
思
い
起
こ
し
︑
感
慨
で
胸
が
一
杯
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
︒

　

た
だ
︑﹃
随
録
詩
集　

第
一
編
﹄
の
原
型
が
作
ら
れ
た
時
期
は
︑
こ
の
明
治
二
四
年
よ
り
も
さ
か
の
ぼ
る
可
能
性
が
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
今
日

残
る
﹃
随
録
詩
集
﹄
は
す
で
に
制
作
さ
れ
て
い
た
稿
本
を
浄
書
し
︑
ま
と
め
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
の
草
稿
は
︑
筆
写
す
る
以
前
に
︑
す
で
に
出
来

上
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
そ
の
場
合
︑
先
に
見
た
子
規
の
﹁
椎
牛
行
﹂
に
関
す
る
文
章
は
︑
す
で
に
あ
る
抄

写
を
書
き
写
す
際
に
︑
新
た
に
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
根
拠
を
一
つ
挙
げ
る
︒
こ
の
詩
集
に
は
︑
明
治
期
の
詩
人
の
作
も
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
中
に
︑
明
治
一
〇
年

代
の
﹃
郵
便
報
知
新
聞
﹄
の
漢
詩
欄
﹁
文
苑
雅
賞
﹂
に
掲
載
さ
れ
た
詩
が
︑
数
首
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
巌
松
軒
﹁
売
花
翁
﹂︵﹃
郵
便
報
知
新
聞
﹄

明
治
一
四
年
︿
一
八
八
一
﹀
六
月
二
一
日
︶︑
同
﹁
春
江
独
釣
図
﹂︵
同
︑
明
治
一
四
年
六
月
二
三
日
︶︑
柳
崖
樵
客
﹁
山
居
佳
適
﹂︵
同
︑
明
治
一

四
年
七
月
九
日
︶︑
宮
崎
津
城
﹁
花
後
所
見
︑
次
巽
軒
詞
兄
韻
﹂︵
同
︑
明
治
一
四
年
七
月
一
一
日
︶
な
ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
︒﹃
随
録
詩
集　

第

一
編
﹄
に
お
け
る
︑
以
上
の
詩
の
抄
出
は
︑
必
ず
し
も
﹃
郵
便
報
知
新
聞
﹄
の
掲
載
日
の
順
番
に
は
な
っ
て
お
ら
ず
︑
不
審
な
点
も
あ
る
が
︑
こ

れ
ら
の
︑
知
名
度
が
高
く
な
い
漢
詩
人
の
作
を
︑
子
規
が
︑
後
年
︑
目
に
す
る
可
能
性
は
低
い
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
︒

　

な
お
︑﹃
随
録
詩
集
﹄
は
第
一
︑
二
︑
四
編
が
存
在
し
︑
第
三
編
が
欠
け
て
い
る
︒﹃
獺
祭
書
屋
蔵
書
目
録
﹄︵
国
立
国
会
図
書
館
蔵
︶
に
は
︑

﹁
一　

随
録
詩
集　

三
冊
﹂
と
記
さ
れ
て
お
り
︑
子
規
存
命
中
よ
り
︑
一
冊
の
欠
損
が
生
じ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ
の
う
ち
︑
第
二
編
と
第

四
編
に
つ
い
て
は
︑
早
く
か
ら
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
お
り
︑
様
々
に
考
証
が
な
さ
れ
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
渡
部
勝
己
氏
は
︑﹁
明
治
二
十

二
︑
三
年
頃
の
も
の
と
推
定
す
る
﹂︵﹃
子
規
全
集
﹄
九
巻
︑
講
談
社
︑
一
九
七
七
年
︑
八
四
二
頁
︶
と
解
説
し
て
い
る
︒

二
　『
才
子
必
誦
　
崑
山
片
玉
』
か
ら
の
抄
出
状
況

　
﹃
随
録
詩
集　

第
一
編
﹄
編
纂
の
プ
ロ
セ
ス
す
べ
て
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
れ
が
何
を
参
照
し
て
作
ら
れ
た
の
か
に
つ
い
て

は
︑
部
分
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
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﹃
随
録
詩
集　

第
一
編
﹄
が
記
さ
れ
る
際
︑
参
照
さ
れ
た
詩
集
の
一
つ
は
︑
村
尾
元
矩
編
﹃
才
子
必
誦　

崑
山
片
玉
﹄︵
明
治
八
年
︿
一
八
七

五
﹀
刊
︶
で
あ
る
︒
こ
の
詞
華
集
は
︑
江
戸
か
ら
明
治
期
に
か
け
て
の
儒
者
や
漢
詩
人
︑
大
名
︑
政
治
家
︑
官
僚
ら
の
詩
約
二
〇
〇
首
を
収
録
し

て
お
り
︑
律
詩
︑
絶
句
︑
古
詩
な
ど
︑
様
々
な
詩
体
の
詩
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
初
版
刊
行
の
後
︑
明
治
一
三
年
︵
一
八
八
〇
︶
に
も
再
印
さ
れ

て
お
り
︑
か
な
り
流
布
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る（

（
（

︒

　
﹃
随
録
詩
集　

第
一
編
﹄
冒
頭
に
は
︑
荻
生
徂
徠
﹁
送
菅
麟
嶼
之
京
師
︵
菅
麟
嶼
の
京
師
に
之ゆ

く
を
送
る
︶﹂
か
ら
藤
田
東
湖
﹁
金
砂
山
﹂
ま
で

の
一
二
首
が
記
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
﹃
才
子
必
誦　

崑
山
片
玉
﹄
か
ら
抄
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
詩

の
配
列
や
︑
字
句
の
異
同
な
ど
か
ら
分
か
る
︒

　

ま
ず
︑
こ
れ
ら
一
二
首
の
詩
の
﹃
随
録
詩
集　

第
一
編
﹄
に
お
け
る
配
列
が
︑﹃
才
子
必
誦　

崑
山
片
玉
﹄
の
そ
れ
と
一
致
し
て
い
る
︒﹃
才
子

必
誦　

崑
山
片
玉
﹄
の
詩
の
一
部
が
︑﹃
随
録
詩
集　

第
一
編
﹄
に
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
︑
そ
れ
が
現
れ
る
順
番
が
︑
両
者
の
間
で
共
通
し
て

い
る
の
で
あ
る
︵
文
末
の
表
１
︑
表
２
を
参
照
︶︒

　

ま
た
︑
作
者
名
の
表
示
方
法
の
点
で
も
二
つ
の
資
料
は
類
似
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑﹃
随
録
詩
集　

第
一
編
﹄
で
は
︑﹁
物
徂
徠
﹂﹁
柴
栗
山
﹂﹁
柏
如

亭
﹂
な
ど
︑
修
姓
で
作
者
名
が
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
が
︑
こ
う
し
た
点
も
含
め
︑
本
書
の
作
者
名
の
記
載
の
あ
り
方
は
︑
ほ
ぼ
す
べ
て
﹃
才

子
必
誦　

崑
山
片
玉
﹄
と
同
じ
で
あ
る
︒
以
上
の
こ
と
か
ら
︑
子
規
が
︑﹃
才
子
必
誦　

崑
山
片
玉
﹄
を
読
ん
で
い
た
こ
と
は
明
ら
か
と
言
え
よ
う
︒

　

な
お
︑
こ
の
詞
華
集
の
編
者
で
あ
る
村
尾
元
矩
︵
号
・
嘯
山
︶
は
︑
伊
予
・
西
条
に
生
ま
れ
︑
嘉
永
三
︑
四
年
︵
一
八
五
〇
︑
五
一
︶
頃
︑

﹃
続
日
本
紀
考
証
﹄
を
完
成
さ
せ
た
考
証
家
村
尾
元
融
の
家
に
養
子
に
入
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
こ
の
﹃
才
子
必
誦　

崑
山
片
玉
﹄
編
纂
時
に

は
東
京
に
お
り
︑
著
述
に
専
念
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
元
矩
は
︑﹃
今
古
詩
﹄︵
明
治
九
年
︿
一
八
七
六
﹀
刊
︶︑﹃
崑
岡
遺
玉
﹄︵
明
治
一
〇

年
︿
一
八
七
七
﹀
刊
︶
な
ど
を
は
じ
め
︑
複
数
の
漢
詩
詞
華
集
を
編
ん
で
い
る（

（
（

︒

三
　『
日
本
名
家
詩
選
』
か
ら
の
抄
出
状
況

　
﹃
才
子
必
誦　

崑
山
片
玉
﹄
と
と
も
に
︑﹃
随
録
詩
集　

第
一
編
﹄
編
集
に
際
し
て
参
照
さ
れ
た
別
の
詞
華
集
に
︑﹃
日
本
名
家
詩
選
﹄
が
あ
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る
︒
こ
の
詞
華
集
は
︑
江
戸
中
期
の
儒
者
や
詩
人
の
詩
約
五
四
〇
首
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
五
古
︑
七
古
︑
五
律
︑
五
言
排
律
︑
七
律
︑
五
絶
︑

七
絶
の
順
に
巻
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
﹃
唐
詩
選
﹄
の
体
裁
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

　
﹃
随
録
詩
集　

第
一
編
﹄
前
半
に
収
録
さ
れ
て
い
る
荻
生
徂
徠
﹁
新
嫁
娘
﹂
か
ら
釈
玄
海
﹁
送
人
之
駿
州
︵
人
の
駿
州
に
之ゆ

く
を
送
る
︶﹂
ま
で

の
四
二
首
は
︑
こ
の
詞
華
集
の
巻
六
・
七
に
掲
載
さ
れ
る
詩
篇
の
中
か
ら
抄
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︵
文
末
の
表
１
︑
表
３
を
参
照
︶︒
こ
の
こ

と
は
︑﹃
才
子
必
誦　

崑
山
片
玉
﹄
と
同
じ
よ
う
に
︑
両
資
料
の
間
で
︑
詩
の
掲
載
順
や
作
者
名
の
表
示
の
方
法
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
分
か
る
︒

　

こ
の
﹃
日
本
名
家
詩
選
﹄
に
は
︑
複
数
の
書
肆
に
よ
る
版
が
確
認
で
き
る
︒
筆
者
が
寓
目
し
た
範
囲
で
は
︑
伏
見
屋
善
六
版
︵
安
永
四
年
︿
一

七
六
七
﹀
刊
︶︑
山
崎
金
兵
衛
版
︵
同
刊
︶︑
小
林
新
兵
衛
版
︵
寛
政
一
〇
︿
一
七
八
九
﹀
年
刊
︶
が
あ
り（

（
（

︑
と
く
に
﹃
唐
詩
選
﹄
関
係
書
の
版
元

と
し
て
知
ら
れ
る
小
林
新
兵
衛
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
後
︑
ひ
ろ
く
読
ま
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
︒

　
﹃
日
本
名
家
詩
選
﹄
の
編
者
首
藤
水
晶
︵
元
文
五
年
︵
一
七
四
〇
︶～
安
永
元
年
︵
一
七
七
二
︶︶
は
美
濃
岩
村
の
人
で
あ
り
︑
南
宮
大
湫
の
門

に
学
ん
だ
︒
南
宮
が
江
戸
に
塾
を
開
く
と
︑
師
に
従
っ
て
江
戸
に
移
っ
た
が
︑
後
年
︑
桑
名
・
江
戸
を
転
々
と
し
︑
子
弟
に
教
授
し
た（

（
（

︒

　

水
晶
の
師
の
南
宮
大
湫
は
︑
序
に
お
い
て
︑
本
書
は
は
じ
め
別
人
が
編
輯
す
る
予
定
で
あ
っ
た
が
︑
多
忙
の
た
め
完
成
で
き
ず
︑
水
晶
が
代
わ

っ
て
編
む
こ
と
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
の
上
で
︑
三
十
歳
代
前
半
の
水
晶
が
︑
大
家
の
詩
を
編
纂
す
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
様
々
な
噂
が
立

ち
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
非
難
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
危
惧
し
て
い
る（

（
（

︒
す
な
わ
ち
︑
水
晶
は
当
時
の
詩
壇
の
中
心
的
人
物
で
は

な
く
︑
こ
の
書
を
編
纂
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
偶
発
的
な
要
因
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

　

た
だ
︑
水
晶
は
本
書
の
編
纂
に
熱
意
を
も
っ
て
取
り
組
ん
だ
よ
う
で
あ
り
︑
そ
の
凡
例（

（（
（

か
ら
は
︑
水
晶
の
選
詩
に
お
け
る
細
や
か
な
配
慮
と
同

時
に
︑
強
い
信
念
が
看
取
さ
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑
彼
は
︑
各
人
の
別
集
の
大
小
に
よ
っ
て
︑
収
録
し
た
詩
の
数
に
差
が
出
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
詩

の
巧
拙
と
は
関
係
な
い
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
の
一
方
で
︑
総
集
か
ら
詩
を
採
る
場
合
に
は
取
捨
選
択
を
行
い
︑﹃
名
家
詩
選
﹄
と
い
う
書
名
に
ふ

さ
わ
し
い
作
の
み
を
採
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
︒

　

こ
の
ほ
か
︑
凡
例
で
は
︑
底
本
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
︑
収
録
詩
に
は
︑
独
自
に
添
え
が
な
や
ル
ビ
を
振
っ
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
お
り
︑
本

書
が
︑
初
学
者
を
読
者
と
し
て
想
定
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
︒
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四
　
抄
出
の
あ
り
方
か
ら
見
え
る
子
規
の
漢
詩
学
習
の
様
相

　
﹃
随
録
詩
集　

第
一
編
﹄
に
つ
い
て
は
︑﹃
日
本
名
家
詩
選
﹄
や
﹃
才
子
必
誦　

崑
山
片
玉
﹄
の
掲
載
詩
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
何
が
選

ば
れ
て
何
が
選
ば
れ
て
い
な
い
の
か
が
明
ら
か
と
な
り
︑
こ
こ
か
ら
︑
子
規
の
詩
に
対
す
る
考
え
方
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
︒

　
﹃
才
子
必
誦　

崑
山
片
玉
﹄
に
関
し
て
言
え
ば
︵
文
末
の
表
２
を
参
照
︶︑
比
喩
な
ど
が
用
い
ら
れ
︑
表
現
に
面
白
み
の
あ
る
詩
を
多
く
採
る
と

い
う
傾
向
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
柴
野
栗
山
﹁
答
人
求
旧
草
︵
人
の
旧
草
を
求
む
る
に
答
ふ
︶﹂
は
︑
か
つ
て
書
い
た
文
稿
を
︑
人
か
ら
求
め
ら

れ
て
謝
絶
す
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
︒﹁
欲
書
旧
草
問
諸
君
︑
旧
草
風
吹
飛
作
雲
︒
君
去
試
看
京
洛
上
︑
風
花
雲
月
是
我
文
︵
旧
草
を
書
き
て
諸

君
に
問
は
ん
と
欲
す
れ
ど
︑
旧
草
は　

風
吹
き
て　

飛
び
て
雲
と
作な

る
︒
君　

去
り
て　

試
み
に
看
よ　

京
洛
の
上
︑
風
花　

雲
月　

是
れ
我
が

文
︶﹂
と
詠
い
︑
単
に
依
頼
を
断
る
の
で
は
な
く
︑
文
稿
は
︑
す
で
に
風
に
吹
か
れ
て
京
の
空
の
雲
や
花
︑
月
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
述
べ
て
い

る
︒
ま
た
︑
柏
木
如
亭
﹁
別
硯
詩
并
序
﹂
は
︑﹁
風
月
場
中
不
蹔
離
︑
一
朝
臨
別
涙
如
絲
︒
柏
郎
心
緒
君
知
否
︑
大
暦
詩
人
嫁
妓
時
︵
風
月
場
中

　

蹔し
ば
らく

も
離
れ
ず
︑
一
朝　

別
れ
に
臨
ん
で　

涙
は
糸
の
如
し
︒
柏
郎
の
心し
ん
し
ょ緒　

君　

知
る
や
否い
な

や
︑
大
暦
の
詩
人　

妓
を
嫁
す
る
時
︶﹂
と
い

う
も
の
で
あ
る
が
︑
こ
れ
は
︑
中
唐
の
詩
人
司
空
曙
﹁
病
中
遣
妓
︵
病
中
に
妓
を
遣
る
︶﹂
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
硯
を
妓
に
み
た
て
︑
硯
を
手
放
す

こ
と
の
悲
し
み
を
︑
長
年
親
し
ん
だ
妓
に
別
れ
る
こ
と
に
譬
え
な
が
ら
詠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

　

一
方
︑
自
ら
の
志
や
信
条
を
述
べ
た
詩
は
︑
あ
ま
り
採
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
個
々
の
詩
の
巧
拙
に
よ
っ
て
判
断
し
た
部
分
も
あ

る
と
思
わ
れ
る
が
︑
抄
出
さ
れ
な
か
っ
た
詩
の
う
ち
︑
中
村
惕
斎
﹁
自
題
肖
像
﹂︑
細
井
平
洲
﹁
感
懐
﹂︑
木
村
貞
行
﹁
述
懐
﹂︑
蒲
生
君
平
﹁
謾

作
﹂
な
ど
は
︑
み
な
こ
の
系
統
の
作
で
あ
る
︒

　
﹃
日
本
名
家
詩
選
﹄
で
は
︵
文
末
の
表
３
参
照
︶︑
表
現
に
面
白
味
の
あ
る
作
と
と
も
に
︑
艶
詩
に
注
目
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒﹃
随
録

詩
集　

第
一
編
﹄
に
は
︑
近
藤
蘆
隠
︵
滕
舜
政
︶﹁
閨
怨
﹂
や
秋
山
玉
山
﹁
前
渓
女
﹂︑
梁
田
蛻
巌
﹁
艶
曲
﹂︑
田
坂
灞
山
︵
田
長
温
︶﹁
西
宮
春

怨
﹂︑
那
波
南
陽
︵
祐
昌
︶﹁
背
面
美
人
図
﹂
な
ど
が
抄
出
さ
れ
て
お
り
︑
贈
答
の
詩
や
叙
景
詩
と
比
較
し
て
︑
抄
出
の
比
率
が
高
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
︒
と
く
に
︑
秋
山
玉
山
﹁
古
意
﹂
の
よ
う
な
﹁
妾
心
如
浣
素
︑
郎
心
如
洗
紅
︒
浣
素
素
愈
白
︑
洗
紅
紅
漸
空
︵
妾
が
心
は　

素
を
浣あ
ら

ふ
が
如
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し
︑
郎
が
心
は　

紅
は
洗
ふ
が
如
し
︒
素
を
浣
へ
ば　

素
は
愈い
よ
いよ

白
し
︑
紅
を
洗
へ
ば　

紅
は
漸や
う
やく

空
し
︶﹂
な
ど
の
︑
単
純
で
あ
る
が
︑
表
現

が
明
快
な
詩
が
多
く
採
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
こ
れ
は
︑
女
性
が
自
ら
の
恋
情
を
詠
う
と
い
う
設
定
で
作
ら
れ
た
詩
で
あ
り
︑
男
性
の

軽
薄
な
気
持
ち
を
︑
水
に
晒
せ
ば
色
が
褪
せ
る
紅
の
布
に
︑
自
身
の
一
途
な
思
い
を
洗
え
ば
よ
り
美
し
さ
の
増
す
白
い
布
に
喩
え
て
い
る
︒

　

な
お
︑
抄
出
さ
れ
た
詩
に
は
︑
市
河
寛
斎
﹁
東
坡
赤
壁
図
﹂
や
平
野
金
華
﹁
早
発
深
川
︵
早つ
と

に
深
川
を
発
す
︶﹂
な
ど
の
︑
近
世
期
以
来
︑
名

詩
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
も
多
く
あ
る
︒
た
だ
︑
有
名
な
服
部
南
郭
﹁
夜
下
墨
水
︵
夜　
　

墨
水
を
下く
だ

る
︶﹂
な
ど
は
︑
採
ら
れ
て
お
ら
ず
︑
こ

の
あ
た
り
︑
ど
の
よ
う
な
基
準
で
書
き
出
し
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
︒

五
　
柴
野
栗
山
「
富
士
山
」
詩
に
見
る
詞
華
集
か
ら
の
影
響

　

以
上
に
見
た
詞
華
集
か
ら
の
抄
書
が
︑
子
規
の
著
作
に
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
例
を
一
つ
紹
介
し
よ
う
︒
子
規
は
﹁
東
洋
八
景
﹂︵﹃
日

本
﹄
明
治
三
一
年
︿
一
八
九
八
﹀
一
月
一
日
︶
と
い
う
文
章
が
あ
る
が
︑
こ
の
中
で
引
用
さ
れ
た
柴
野
栗
山
﹁
富
士
山
﹂︵
あ
る
い
は
﹁
富
岳
﹂︶

に
︑
彼
の
﹃
才
子
必
誦　

崑
山
片
玉
﹄
受
容
の
痕
迹
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
ず
︑﹁
富
士
山
﹂
の
詩
を
﹃
栗
山
堂
詩
集
﹄︵
写
本
︑
後
︑
明

治
三
九
年
︿
一
九
○
六
﹀
刊
の
中
川
伝
平
に
よ
る
活
字
本
に
翻
刻
さ
れ
る
︑
本
稿
で
は
こ
の
活
字
本
を
使
用
︶
よ
り
掲
出
す
る
︒

誰
将
東
海
水
︑
濯
出
玉
芙
蓉
︒
蟠
地
三
州
尽
︑
挿
天
八
葉
重
︒
雲
霞
蒸
大
麓
︑
日
月
避
中
峯
︒
独
立
原
無
競
︑
自
為
衆
嶽
宗
︒

︵
誰
か
東
海
の
水
を
も
っ
て
︑
濯あ

ら

ひ
出
す　

玉
芙
蓉
︒
地
に
蟠

わ
だ
か
まつ

て　

三
州
尽
き
︑
天
に
挿

さ
し
は
さん

で
八
葉
重
な
り
た
り
︒
雲
霞　

大
麓
に

蒸
し
︑
日
月 

中
峯
を
避
く
︒
独
立 

も
と
競
ふ
無
く
︑
自
ら
衆
嶽
の
宗
と
為
る
︶

　

富
士
山
に
つ
い
て
︑
そ
の
優
れ
た
山
容
を
描
き
出
し
な
が
ら
︑
そ
れ
が
他
の
峰
々
の
宗
主
で
あ
る
と
詠
っ
て
い
る
︒

　

こ
の
﹁
富
士
山
﹂
の
詩
句
の
一
部
が
︑
子
規
の
﹁
東
洋
八
景
﹂
で
は
︑
通
行
の
形
と
は
異
な
る
形
で
記
録
さ
れ
て
お
り
︑
そ
れ
は
︑
次
に
掲
げ

る
よ
う
に
︑﹃
才
子
必
誦　

崑
山
片
玉
﹄
及
び
︑
そ
れ
を
写
し
た
と
考
え
ら
れ
る
﹃
随
録
詩
集　

第
一
編
﹄
と
部
分
的
に
一
致
し
て
い
る
︒

　

頷
聯
は
︑
富
士
山
が
甲
斐
︑
駿
河
︑
相
模
の
三
国
に
根
を
張
り
︑
山
頂
部
の
八
弁
の
花
︵
富
士
八
峰
を
指
す
︶
が
空
に
聳
え
て
い
る
と
い
う
意

味
で
あ
る
が
︑﹃
才
子
必
誦　

崑
山
片
玉
﹄
で
は
︑
各
句
の
冒
頭
が
﹁
地
に
絶
し
て
﹂﹁
天
に
挟
さ
し
は
さん

で
﹂
と
︑﹃
栗
山
堂
詩
集
﹄
と
異
な
る
形
で
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掲
出
さ
れ
て
い
る
︒﹃
随
録
詩
集　

第
一
編
﹄
は
︑
最
初
︑
こ
の
形
を
そ
の
ま
ま
写
し
た
が
︑
後
に
別
字
︵
右
表
の
括
弧
内
の
文
字
︶
を
記
し
︑

そ
れ
ぞ
れ
﹁
地
に
蟠
つ
て
﹂
と
﹁
天
を
擎さ
さ
げ
て
﹂
と
い
う
別
案
を
示
す
に
至
っ
た
︒﹁
東
洋
八
景
﹂
で
は
︑
第
三
句
が
新
た
に
書
き
加
え
ら
れ
た

形
で
︑
第
四
句
は
﹃
才
子
必
誦　

崑
山
片
玉
﹄
と
同
じ
形
で
記
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
こ
れ
は
︑
子
規
が
︑
あ
る
時
点
で
字
句
の
違
い
に
気
が

付
き
︑
校
合
を
施
し
た
が
︑
実
際
の
文
章
で
執
筆
す
る
際
に
は
︑
以
前
見
た
形
が
︑
部
分
的
に
出
た
も
の
と
解
せ
る
だ
ろ
う
︒

　

ま
た
︑
尾
聯
は
︑
富
士
山
が
他
の
峰
に
秀
で
て
立
ち
︑
様
々
な
山
の
宗
主
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
箇
所
は
︑
通
常
︑﹁
衆
嶽
﹂
に
作
る

が
︑
子
規
は
︑﹁
衆
壑
﹂
と
記
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑﹃
才
子
必
誦　

崑
山
片
玉
﹄
や
﹃
随
録
詩
集　

第
一
編
﹄
と
同
じ
形
で
引
用
し
て
い
る
︒

　

栗
山
の
こ
の
詩
は
名
詩
選
に
も
収
録
さ
れ
︑
ま
た
写
本
で
も
伝
わ
り
︑
異
同
も
多
く
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
︑
こ
う
し
た
事
象
は
︑
子
規
が
︑

こ
の
詩
を
︑﹃
才
子
必
誦　

崑
山
片
玉
﹄
で
学
び
︑
異
文
を
含
む
形
で
﹃
随
録
詩
集　

第
一
編
﹄
に
記
録
し
︑
そ
れ
が
自
身
の
文
章
に
反
映
さ
れ

た
と
考
え
る
と
き
︑
も
っ
と
も
よ
く
説
明
で
き
る
︒
詞
華
集
か
ら
の
抄
出
は
︑
子
規
の
文
筆
に
影
響
を
与
え
て
い
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
︒

六
　
近
世
漢
詩
史
の
中
で
の
初
学
者
向
け
詞
華
集
の
位
置
づ
け

　

最
後
に
︑
子
規
が
こ
れ
ら
の
詞
華
集
を
読
ん
だ
と
い
う
事
実
が
︑
近
世
漢
詩
史
研
究
に
お
い
て
︑
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
か
に
つ
い
て
考
え

た
い
︒

　

江
戸
時
代
の
漢
詩
詞
華
集
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
︑
様
々
な
実
証
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
︒
た
だ
︑
そ
の
際
︑
検
討
対
象
と
な
る
詞

資
料
名

承
句

結
句

﹃
栗
山
堂
詩
集
﹄

蟠
地
三
州
尽
︑
挿
天
八
葉
重

独
立
原
無
競
︑
自
為
衆
嶽
宗

﹁
東
洋
八
景
﹂

蟠
地
三
州
尽
︑
挟
天
八
葉
重

独
立
原
無
競
︑
自
為
衆
壑
宗

﹃
随
録
詩
集　

第
一
編
﹄

絶
︵
蟠
︶
地
三
州
尽
︑
挟
︵
擎
︶
天
八
葉
重

独
立
原
無
競
︑
自
為
衆
壑
宗

﹃
才
子
必
誦　

崑
山
片
玉
﹄

絶
地
三
州
尽
︑
挟
天
八
葉
重　

独
立
原
無
競
︑
自
為
衆
壑
宗
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華
集
は
︑
多
く
の
場
合
︑
同
時
代
の
代
表
的
な
詩
人
の
作
を
集
め
た
も
の
や
︑
詩
壇
の
活
動
と
密
接
に
連
動
し
て
編
纂
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た（

（（
（

︒

﹃
日
本
名
家
詩
選
﹄
の
よ
う
な
︑
古
今
の
詩
人
を
読
み
や
す
い
形
で
収
載
し
た
︑
い
わ
ば
ハ
ン
デ
ィ
ー
版
の
よ
う
な
詞
華
集
は
︑
必
ず
し
も
十
分

に
分
析
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

明
治
初
期
の
漢
詩
研
究
で
は
︑
近
世
以
来
の
漢
詩
壇
の
営
み
の
中
で
編
ま
れ
た
詞
華
集
が
検
討
さ
れ
る
と
と
も
に
︑
維
新
期
以
降
の
草
莽
の
志

士
の
和
歌
や
詩
文
を
収
め
た
詞
華
集
の
刊
行（

（（
（

や
︑
明
治
一
〇
年
前
後
の
明
治
新
政
府
の
政
治
家
・
官
僚
の
詩
文
を
掲
載
し
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
出

版
の
盛
行（

（（
（

に
つ
い
て
も
考
究
が
な
さ
れ
て
き
た
︒
た
だ
︑﹃
才
子
必
誦　

崑
山
片
玉
﹄
の
よ
う
な
︑
近
世
期
の
儒
者
・
漢
詩
人
を
含
む
詞
華
集
に

つ
い
て
は
︑
や
は
り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
︒

　

し
か
し
︑
こ
う
し
た
手
に
取
り
や
す
い
詩
集
が
︑
権
威
あ
る
詩
集
よ
り
も
か
え
っ
て
影
響
力
を
持
つ
こ
と
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
し
︑
実
際

に
︑
子
規
は
こ
う
し
た
書
籍
を
読
ん
で
い
た
の
で
あ
る
︒
江
戸
時
代
の
漢
詩
の
明
治
に
お
け
る
受
容
に
際
し
て
︑
そ
れ
ら
が
重
要
な
窓
口
と
し
て

機
能
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
今
後
は
二
書
の
よ
う
な
︑
初
学
者
向
け
で
︑
よ
り
親
し
み
や
す
い
詞
華
集
が
︑
漢
詩
文
化
の
形
成
に
果
た

し
た
役
割
に
つ
い
て
も
︑
積
極
的
に
考
察
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
︒

　

な
お
︑﹃
才
子
必
誦　

崑
山
片
玉
﹄
に
つ
い
て
は
︑
子
規
以
外
に
も
︑
た
と
え
ば
︑﹃
新
体
詩
抄
﹄
の
編
者
で
あ
る
井
上
哲
次
郎
に
よ
っ
て
参
照

さ
れ
て
い
る
︒
井
上
は
︑
巽そ
ん
け
ん軒

と
い
う
号
を
持
つ
漢
詩
人
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
る
が
︑
彼
が
青
年
期
に
漢
詩
文
を
抄
録
し
て
成
っ
た
﹃
今
古
詩

集
丑
集
﹄︵
東
京
都
立
図
書
館
井
上
文
庫
蔵
︶
と
い
う
ノ
ー
ト
に
は
︑
木
戸
孝
允
﹁
木
香
山
中
﹂
を
は
じ
め
︑
九
首
の
詩
が
︑﹃
才
子
必
誦　

崑
山

片
玉
﹄
か
ら
抄
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
で
き
る（

（（
（

︒

　

ま
た
︑﹃
日
本
名
家
詩
選
﹄
に
つ
い
て
は
︑
後
代
の
詞
華
集
編
纂
な
ど
に
一
定
の
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
た
と
え
ば
︑
戦

前
に
広
く
読
ま
れ
た
漢
詩
注
解
書
︑
す
な
わ
ち
︑
結
城
蓄
堂
﹃
和
漢
名
詩
鈔
﹄︵
文
会
堂
書
店
︑
明
治
四
二
年
︿
一
九
〇
九
﹀︶
や
﹃
続
和
漢
名
詩

鈔
﹄︵
同
︑
大
正
四
年
︿
一
九
一
五
﹀︶︑
簡
野
道
明
﹃
和
漢
名
詩
類
選
評
釈
﹄︵
明
治
書
院
︑
同
︶
な
ど
を
見
る
と
︑
こ
の
﹃
日
本
名
家
詩
選
﹄
に

採
ら
れ
た
詩
と
同
じ
詩
を
収
録
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
荻
生
徂
徠
の
詩
な
ど
は
︑
著
名
な
江
村
北
海
の
﹃
日
本
詩
選
﹄︵
安
永
三

年
︿
一
七
七
四
﹀
刊
︶
な
ど
よ
り
も
︑﹃
日
本
名
家
詩
選
﹄
の
方
が
︑
掲
載
さ
れ
た
詩
に
共
通
す
る
も
の
が
多
い（

（（
（

︒
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お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
︑
正
岡
子
規
の
手
に
な
る
﹃
随
録
詩
集　

第
一
編
﹄
冒
頭
に
書
き
留
め
ら
れ
た
詩
篇
の
一
部
が
︑﹃
才
子
必
誦　

崑
山
片
玉
﹄
及
び

﹃
日
本
名
家
詩
選
﹄
か
ら
抄
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
子
規
の
漢
詩
や
明
治
期
に
お
け
る
江
戸
漢
詩
文
化
の
受

容
を
考
え
る
上
で
︑
重
要
な
分
析
の
糸
口
と
な
る
だ
ろ
う
︒

注（
（
）	

子
規
の
漢
詩
稿
に
つ
い
て
は
︑
加
藤
国
安
氏
が
精
力
的
に
論
考
を
発
表
し
て
い
る
︒
加
藤
氏
は
︑﹃
子
規
蔵
書
と
﹃
漢
詩
稿
﹄
研
究
︱
近
代
俳
句
成
立

の
過
程
︱
﹄︵
研
文
出
版
︑
二
〇
一
四
年
︶
に
お
い
て
︑
こ
れ
ら
の
詩
稿
と
子
規
漢
詩
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
︒
ま
た
︑﹃
科
学
研
究
費

基
盤
研
究
C
報
告
書　
﹃
子
規
全
集
﹄
未
収
録
・
自
筆
漢
詩
抜
粋
写
本
︱
﹃
随
録
詩
集
﹄
等
翻
刻
・
解
題
﹄︵
二
〇
一
六
年
三
月
︑
課
題
番
号
二
四
五
二

〇
三
九
〇
︶
に
お
い
て
︑﹃
随
録
詩
集　

第
一
編
﹄
を
は
じ
め
︑
多
く
の
稿
本
の
翻
刻
を
行
っ
た
︒
本
論
は
︑
加
藤
氏
の
研
究
に
よ
り
多
く
学
恩
を
蒙

っ
て
い
る
︒

（
（
） 

以
下
︑﹃
随
録
詩
集　

第
一
編
﹄
の
簡
略
な
書
誌
を
記
す
︒
写
本
︒
大
本
︵
二
五
・
三
×
一
七
・
一
㌢
︶︒
一
冊
︒
仮
綴
︒
共
紙
表
紙
︒
外
題
﹁
隨
録
詩

集　

第
一
編
﹂︵
左
・
墨
書
︶︒
内
題
﹁
隨
録
詩
集
﹂︒
字
高
一
七
・
八
～
一
八
・
〇
㌢
︒
楮
紙
︒
墨
書
︒
半
葉
二
〇
字
☓
一
〇
行
︒
五
十
三
丁
︒
切
り

取
り
有
︵
一
七
丁
の
部
分
︑
二
九
丁
裏
︑
三
八
・
三
九
丁
の
部
分
︶︒
印
記
﹁
獺
祭
書
屋
図
書
﹂︵
表
紙
中
央
下
部
︑
朱
文
方
印
︶︒
表
紙
に
裏
打
あ
り
︒

な
お
︑
法
政
大
学
図
書
館
正
岡
子
規
文
庫
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
︵http://w

w
w.hosei.ac.jp/library/collection/kichosho/shikibunko.htm

l

︶
に
よ
り

閲
覧
で
き
る
︒

（
（
）	

﹃
法
政
大
学
図
書
館
蔵
正
岡
子
規
文
庫
目
録
﹄︵
法
政
大
学
図
書
館
︑
一
九
九
六
年
︶
に
﹁
子
規
自
筆
﹂
と
あ
る
︵
二
四
八
～
二
四
九
頁
︶︒

（
（
） 

該
当
部
分
の
白
文
及
び
訓
読
を
以
下
に
掲
げ
る
﹁
余
七
八
歳
時
︑
観
山
翁
書
此
詩
以
賜
余
︑
且
使
余
暗
誦
之
︒
余
因
不
能
解
其
意
︑
只
知
其
意
在
不
可

食
牛
肉
︑
日
夜
復
習
略
記
之
︒
無
幾
翁
捐
館
︒
余
亦
全
忘
此
詩
︑
一
句
不
記
︒
今
復
見
之
︑
不
堪
今
昔
之
感
︒
謹
抄
録
云
︒
翁
与
世
不
合
︒
厭
忌
西
夷
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如
糞
土
︒
世
人
以
為
頑
冥
︑
而
余
亦
然
之
︒
然
及
今
思
之
︑
則
有
所
大
服
翁
之
高
見
焉
︒
如
此
詩
結
末
二
句
︑
与
今
日
之
世
情
相
距
︑
実
幾
許
︒
噫
︒

明
治
廿
四
年
二
月
廿
日　

外
孫
常
規
謹
識
︵
余
︑
七
八
歳
の
時
︑
観
山
翁
︑
此こ

の
詩
を
書
し
て
︑
以
て
余
に
賜
ひ
︑
且
つ
余
を
し
て
之
を
暗
誦
せ
し
む
︒

余
︑
其
の
意
を
解
す
る
能
は
ざ
る
に
因よ

り
て
︑
只
だ
其
の
意
の
牛
肉
を
食
す
べ
か
ら
ざ
る
に
在
る
を
知
り
︑
日
夜
復
習
し
︑
略ほ

ぼ
之
を
記
す
︒
幾
い
く
ばく
も

無
く
し
て
︑
翁
︑
捐
館
す
︒
余
も
亦
た
全
く
此
の
詩
を
忘
れ
︑
一
句
と
し
て
記
せ
ず
︒
今
︑
復ま

た
之
を
見
て
︑
今
昔
の
感
に
堪
へ
ず
︒
謹
ん
で
抄
録
す

る
の
み
︒
翁
︑
世
と
合
は
ず
︑
西
夷
を
厭
忌
す
る
こ
と
︑
糞
土
の
如
し
︒
世
人
︑
以
て
頑
冥
と
為
す
︒
而
し
て
余
も
亦
た
之
を
然し
か
り
と
す
︒
然
れ
ど
も

今
に
及
ん
で
之
を
思
へ
ば
︑
則
ち
大
い
に
翁
の
高
見
に
服
す
る
所
有
る
な
り
︒
此
の
詩
の
結
末
の
二
句
の
如
き
は
︑
今
日
の
世
情
と
相
ひ
距へ
だ
た
る
こ
と
︑

実
に
幾い
く
ば
く許
ぞ
︒
噫あ
ゝ
︒︵
下
略
︶︶﹂︒
子
規
の
評
中
に
言
及
さ
れ
る
﹁
椎
牛
行
﹂
の
末
尾
二
句
と
は
︑﹁
人
情
逐
日
慣
残
酷
︑
偏
恐
将
来
人
相
食
︒︵
人
情　

日
を
逐お

ひ
て
残
酷
た
る
に
慣
れ
た
り
︑
偏ひ
と
へ
に
恐
る　

将
来　

人　

相
ひ
食く
ら
ふ
を
︶﹂
と
い
う
も
の
で
あ
り
︑
子
規
は
︑
将
来
は
人
間
同
士
が
互
い
に

対
し
て
冷
酷
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
山
の
不
安
が
︑
明
治
二
四
年
の
時
点
で
︑
現
実
の
も
の
に
な
っ
た
と
述
べ
て
い
る
︒

（
（
） 

以
下
︑﹃
才
子
必
誦　

崑
山
片
玉
﹄︵
明
治
八
年
版
︑
架
蔵
︶
に
つ
い
て
簡
略
な
書
誌
を
記
す
︒
刊
本
︒
中
本
︒
二
冊
二
巻
︒
見
返
し
﹁
湖
山
小
野
先
生

閲　

嘯
山
村
尾
先
生
編
輯
／
才
子
必
誦　

崑
山
片
玉
／
明
治
乙
亥
新
鑴
﹂︒
大
原
益
壮
︵
重
徳
︶
題
詞
︒
城
井
寿
章
序
︵
明
治
八
年
六
月
上
旬
︶︒
横
山

徳
渓
︵
明
治
八
年
四
月
上
旬
︶︒
波
山
人
画
︒
外
題
﹁︿
才
子
必
誦
﹀　

崑
山
片
玉　

村
尾
元
矩
輯　

前
︵
後
︶﹂︵
子
持
ち
枠
︶︒
内
題
﹁
昆
山
片
玉
上

︵
下
︶﹂︒
奥
付
﹁
官
許　

明
治
八
年
五
月
廿
五
日
／
同
八
年
十
二
月
刻
成
／
編
輯
人　

第
六
大
区
八
小
区
本
所
若
宮
町
九
十
番
地　

東
京
府
士
族　

村

尾
元
矩
／
出
板
人　

第
五
大
区
六
小
区
下
谷
車
坂
町
九
十
二
番
地　

東
京
府
士
族　

城
井
寿
章
／
発
売
人　

第
五
大
区
二
小
区
浅
草
片
町
二
十
八
番
地

　

瀬
山
庄
助
／
発
売
人　

第
五
大
区
一
小
区
浅
草
須
賀
町
二
十
三
番
地　

松
崎
半
造
﹂︒
価
格
三
十
銭
︒
な
お
︑
明
治
一
三
年
版
︵
架
蔵
︶
の
奥
付
は
︑

﹁
明
治
八
年
五
月
廿
五
出
版
御
届
／
同
十
三
年
二
月
廿
六
日
買
請
御
届
／
編
輯
者　

東
京
府
士
族　

村
尾
元
矩　

本
所
区
若
宮
町
九
十
番
地
／
出
版
人

　

長
野
県
平
民　

高
美
甚
左
衛
門　

信
州
松
本
南
深
志
町
一
番
地
／
発
兌
人　

東
京　

北
畠
茂
兵
衛　

日
本
橋
区
通
一
丁
目
﹂
と
あ
る
︒

（
（
） 

村
尾
元
矩
の
事
跡
に
つ
い
て
は
︑
森
銑
三
﹁
村
尾
元
融
伝
の
研
究
﹂︵﹃
森
銑
三
著
作
集
﹄
第
七
巻
︑
中
央
公
論
社
︑
一
九
七
一
年
︶
及
び
︑
同
書
に
紹

介
さ
れ
る
井
口
兵
右
衛
門
﹃
函
館
游
寓
名
士
伝
﹄︵
明
治
二
五
年
︶
を
参
照
し
た
︒

（
（
） 

以
下
︑﹃
日
本
名
家
詩
選
﹄︵
伏
見
屋
善
六
版
︑
架
蔵
︶
に
つ
い
て
︑
簡
略
な
書
誌
を
記
す
︒
小
本
︒
三
巻
一
冊
︵
合
冊
の
可
能
性
あ
り
︶︒
南
宮
大
湫

序
︵
明
和
八
年
冬
至
︶︒
遊
花
叟
︵
林
鳳
谷
︶
序
︒
内
山
政
陽
題
詩
︒
太
室
井
孝
徳
︵
渋
井
太
室
︶
跋
︒
外
題
剝
落
︒
見
返
し
﹁
水
晶
藤
元
昺
編
輯
／

日
本
名
家
詩
選
／
江
戸
書
肆　

大
観
堂
梓
﹂︒
内
題
﹁
日
本
名
家
詩
選
巻
之
一
︵
～
七
︶﹂︒
柱
刻
﹁
名
家
詩
選　
︵
丁
数
︶﹂︑
た
だ
し
︑
各
巻
第
一
丁
に

﹁
金
蘭
社
蔵
﹂︒
奥
付
﹁
明
和
八
年
辛
卯
年
春
梓
成
／
安
永
四
乙
未
年
春
発
行
／
田
中
氏
蔵
︵﹁
豊
﹂︵
朱
文
︶︶
／
江
戸　

本
石
町
三
丁
目
十
軒
店　

伏

見
屋
善
六
﹂︒
な
お
︑
山
崎
金
兵
衛
版
︵
架
蔵
︶
は
︑
見
返
し
が
﹁
水
晶
藤
元
昺
編
輯
／
日
本
名
家
詩
選
／
江
戸
書
肆　

山
金
堂
寿
梓
﹂︑
奥
付
が
﹁
明
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和
八
年
辛
卯
年
春
梓
成
／
安
永
四
乙
未
年
春
発
行
／
田
中
氏
蔵
／
江
戸　

本
石
町
三
丁
目
十
軒
店　

山
崎
金
兵
衛
﹂
と
な
る
︒
小
林
新
兵
衛
版
︵
架
蔵
︶

は
︑
見
返
し
が
﹁
水
晶
藤
元
昺
編
輯
／
日
本
名
家
詩
選
／
寛
政
戊
午
再
刻　

嵩
山
房
梓
﹂︑
柱
刻
の
﹁
金
蘭
社
蔵
﹂
は
無
く
な
り
︑
奥
付
が
﹁
寛
政
戊

午
年
五
月
再
版
／
書
肆
嵩
山
房
蔵
版
／
江
戸　

小
林
新
兵
衛
梓
﹂
と
な
る
︒

（
（
） 

南
宮
大
湫
﹁
刻
日
本
詩
選
序
﹂
の
関
係
す
る
箇
所
に
つ
い
て
︑
白
文
・
訓
読
を
掲
げ
る
︒﹁
南
部
川
之
長
︑
浪
華
左
士
常
︑
嘗
欲
采
本
邦
之
詩
以
梓

之
︑
乃
託
山
某
者
︑
以
講
授
無
暇
不
能
卒
業
︒
於
是
使
藤
文
二
代
其
役
︒
文
二
旁
捜
博
采
︑
采
詩
数
百
首
輯
為
数
巻
︑
古
詩
律
絶
莫
不
兼
綜
焉
︒
茲

歳
辛
卯
春
文
二
来
寓
家
塾
︑
乃
出
其
詩
選
者
示
余
曰
︵
略
︶
余
受
而
読
之
︑
掩
巻
而
歎
曰
︑︵
略
︶
子
誠
鋭
進
以
輯
諸
老
之
詩
︑
其
在
諸
老
︑
則
不
甘

子
之
挙
者
︑
或
多
矣
︵
下
略
︶︒︵
南
部
の
川
之
長
︑
浪
華
の
左
士
常
︑
嘗
て
本
邦
の
詩
を
采
り
て
︑
以
て
之
を
梓
せ
ん
と
す
︒
乃
ち
山
某
な
る
者
に
託

す
も
︑
講
授
に
暇
無
き
を
以
て
業
を
卒お

ふ
る
あ
た
は
ず
︒
是こ
こ
に
於お
い
て
藤
文
二
︿
筆
者
注　

首
藤
水
晶
の
こ
と
﹀
を
し
て
其
の
役
に
代か
は
ら
し
む
︒
文
二
︑

旁ぼ
う
そ
う
は
く
さ
い

捜
博
采
し
︑
詩
︑
数
百
首
を
采と

り
て
輯
め
て
数
巻
と
為
し
︑
古
詩
︑
律
︑
絶
︑
兼
綜
せ
ざ
る
は
な
し
︒
茲こ

の
歳
辛
卯
の
春
︑
文
二
︑
家
塾
に
来
寓
し
︑

乃
ち
其
の
詩
選
な
る
者
を
出
し
て
︑
余
に
示
し
て
曰
く
︵
略
︶
余
︑
受
け
て
之
を
読
む
︒
巻
を
掩
ひ
て
歎
じ
て
曰
く
﹁︵
略
︶
子
︿
筆
者
注　

水
晶
の

こ
と
﹀︑
誠
に
鋭
進
し
︑
以
て
諸
老
の
詩
を
輯
む
︒
其
の
諸
老
に
在
り
て
は
︑
則
ち
子
の
挙
に
甘う
ま
し
と
せ
ざ
る
者
︑
或
ひ
は
多
か
ら
ん
︒︵
下
略
︶︶﹂︒

（
（
） 

首
藤
水
晶
﹃
水
晶
山
人
遺
稿
﹄
一
冊
︵
天
明
二
年
︿
一
七
八
二
﹀
刊
︶
中
の
﹁
藤
文
二
墓
墓
碣
﹂
及
び
伊
藤
信
﹃
濃
飛
文
教
史
﹄︵
博
文
堂
書
店
︑
一

九
三
七
年
刊
︑
九
二
～
九
三
頁
︶
に
よ
る
︒

（
（0
） 

﹃
日
本
名
家
詩
選
﹄
の
凡
例
の
う
ち
︑
論
旨
と
関
係
す
る
箇
所
に
つ
い
て
白
文
・
訓
読
を
掲
げ
る
︒
な
お
︑
こ
の
凡
例
で
は
﹁
本
集
﹂
と
言
っ
た
場
合
︑

﹃
日
本
名
家
詩
選
﹄
の
底
本
と
な
る
各
詩
人
の
別
集
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
︒﹁
一
︑
是
編
多
就
諸
家
本
集
而
輯
之
︒
故
其
集
多
者
輯
者
亦
多
︑
寡
者

随
寡
︒
不
必
以
詩
多
寡
為
作
者
工
拙
也
︵
是
の
編
︑
多
く
諸
家
の
本
集
に
就つ

き
て
之
を
輯あ
つ
む
︒
故
に
其
の
集
の
多
き
者
は
︑
輯
む
る
者
も
亦
た
多
し
︒

寡す
く
なき
者
は
︑
随
ひ
て
寡
し
︒
必
ず
し
も
詩
の
多
寡
を
以
て
作
者
の
工
拙
と
為
さ
ざ
る
な
り
︶︒﹂﹁
一
︑
諸
家
声
名
既
籍
々
︑
而
其
集
未
刻
︑
僅
一
二
与

同
志
之
詩
合
刻
之
︒
薫
蕕
相
乱
者
亦
有
之
︒
是
編
称
名
家
︑
則
不
得
不
刈
其
蕕
也
︵
諸
家
の
声
名
︑
既
に
籍
々
と
し
て
︑
而
し
て
其
の
集
︑
未
だ
刻
せ

ず
し
て
︑
僅
か
に
一
二
を
同
志
の
詩
と
と
も
に
之
を
合
刻
す
︒
薫く
ん
ゆ
う蕕

︑
相
ひ
乱
る
る
者
︑
亦
た
之
有
り
︒
是
の
編
は
名
家
と
称
す
れ
ば
︑
則
ち
其
の
蕕

を
刈
ら
ざ
る
を
得
ざ
る
な
り
︶︒﹂﹁
一
︑
毎
字
旁
︑
以
国
字
注
之
︑
令
蒙
士
易
読
也
︒
本
集
有
有
之
者
︑
有
無
之
者
︑
無
者
則
添
之
︑
雖
有
之
者
不
必

従
其
旁
法
而
注
之
要
取
其
易
読
已
︒
豈
必
拘
拘
於
本
集
乎
哉
︵
毎
字
の
旁
︑
国
字
を
以
て
之
に
注
す
る
は
︑
蒙
士
を
し
て
読
み
や
す
く
せ
し
む
る
な
り
︒

本
集
に
之
有
る
者
有
り
︑
之
無
き
者
有
り
︒
無
き
者
は
︑
則
ち
添
へ
︑
之
有
る
者
と
雖
も
︑
必
ず
し
も
其
の
旁
法
に
従
は
ず
し
て
之
に
注
す
︒
要
は
其

の
読
み
易や
す
き
を
取
る
の
み
︒
豈
に
必
ず
し
も
本
集
に
拘こ
う
こ
う拘
た
ら
ん
や
︶︒﹂

（
（（
） 

近
世
期
の
漢
詩
詞
華
集
の
研
究
と
し
て
は
︑
前
田
愛
﹁
雲
如
山
人
伝
︱
幕
末
詞
壇
へ
の
一
視
角
﹂︵﹃
文
学
﹄
三
八
巻
一
〇
号
︑
一
九
七
〇
年
一
〇
月
︶︑
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鷲
原
知
良
﹁﹃
五
山
堂
詩
話
﹄
と
化
政
期
の
漢
詩
選
集
﹂︵﹃
江
戸
文
学
﹄
二
四
号
︑
二
〇
〇
一
年
一
一
月
︶︑
同
﹁
竹
内
楊
園
編
﹃
嚶
鳴
集
﹄
に
つ
い
て
﹂

︵﹃
語
文
﹄
八
四
・
八
五
号
︑
二
〇
〇
六
年
二
月
︶︑
高
島
要
﹁﹁
日
本
詩
選
採
択
書
目
﹂
考
稿
︵
一
～
四
︶﹂︵﹃
石
川
工
業
高
等
専
門
学
校
紀
要
﹄
四
一

～
四
四
号
︑
二
〇
〇
九
～
一
二
年
︶
な
ど
が
あ
る
︒
な
お
︑
今
日
で
は
︑﹃
詞
華
集　

日
本
漢
詩
﹄︵
汲
古
書
院
︑
一
九
八
三
～
八
四
︶
が
︑
近
世
の
漢

詩
詞
華
集
研
究
の
標
準
的
な
資
料
集
と
な
っ
て
い
る
が
︑
本
書
の
分
析
対
象
で
あ
る
二
書
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
︒

（
（（
） 

ロ
バ
ー
ト
・
キ
ャ
ン
ベ
ル
﹁
獄
舎
の
教
化
と
﹁
文
学
﹂﹂︵﹃
国
語
と
国
文
学
﹄
八
〇
巻
一
一
号
︑
二
〇
〇
三
年
一
一
月
︶︒

（
（（
） 

乾
照
夫
﹃
成
島
柳
北
研
究
﹄︵
ぺ
り
か
ん
社
︑
二
〇
〇
三
年
︶︑
二
一
九
頁
︒

（
（（
） 

﹃
今
古
詩
集
丑
集
﹄
に
は
︑
木
戸
の
詩
以
外
に
︑
廣
瀬
淡
窓
﹁
咏
史
﹂︑
同
﹁
題
採
樵
図
﹂︑
小
野
湖
山
﹁
詠
古
墨
﹂︑
藤
森
弘
庵
﹁
書
悶
﹂︑
林
鶴
梁
﹁
夜

坐
﹂︑
稲
垣
某
﹁
皿
邸
歌
﹂︑
上
田
陸
舟
﹁
咏
史
﹂︑
小
原
鉄
心
﹁
偶
感
﹂
の
詩
が
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
す
べ
て
﹃
才
子
必
誦　

崑
山
片
玉
﹄

に
収
録
さ
れ
て
お
り
︑﹁
稲
垣
某
﹂
を
は
じ
め
︑
作
者
名
の
表
示
方
法
な
ど
も
一
致
し
て
い
る
︒

（
（（
） 

荻
生
徂
徠
に
関
し
て
は
︑﹃
和
漢
名
詩
鈔
﹄
に
は
︑﹁
東
都
四
時
楽
﹂︵﹁
東
叡
山
頭
花
似
氛
～
﹂︶︑﹁
寄
題
豊
公
旧
宅
﹂︵
〇
︶︑﹁
謝
雨
森
芳
洲
見
訪
﹂
が
︑

﹃
続
和
漢
名
詩
鈔
﹄
に
は
︑﹁
送
菅
麟
嶼
﹂︑﹁
少
年
行
﹂︵
〇
︶︑﹁
還
館
作
﹂︵
〇
︶︑﹁
春
台
望
﹂︵
△
︶︑﹁
古
風
五
解
︑
送
県
次
公
還
郷
﹂︵
△
︶
が
︑﹃
和

漢
名
詩
類
選
評
釈
﹄
に
は
︑﹁
寄
題
豊
公
旧
宅
﹂︵
〇
︶︑﹁
還
館
作
﹂︵
〇
︶︑﹁
東
都
四
時
楽
四
首
﹂︵﹁
東
叡
山
頭
花
似
氛
～
﹂
及
び
﹁
両
国
橋
辺
動
櫂

歌
～
﹂
の
二
首
︶
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
丸
印
を
付
し
た
も
の
が
︑﹃
日
本
名
家
詩
選
﹄
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
詩
︑
三
角
印
を
付
し
た
も
の
が
︑﹃
日

本
詩
選
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
詩
で
あ
る
︒

附
記

　

本
論
は
︑
第
三
六
回
和
漢
比
較
文
学
会
大
会
︵
二
〇
一
七
年
一
〇
月
一
日
︑
大
手
前
大
学
︶
に
お
け
る
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
す
︒
発
表
後
︑

田
部
知
季
氏
︑
中
村
健
史
氏
︑
新
稲
法
子
氏
︑
堀
川
貴
司
氏
を
は
じ
め
︑
諸
先
生
よ
り
貴
重
な
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
︒
あ
つ
く
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
︒
ま
た
︑
貴
重
な
資
料
の
閲
覧
を
お
許
し
い
た
だ
い
た
法
政
大
学
図
書
館
︑
と
も
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
く
れ
た
二
〇
一
七
年
度
慶

應
義
塾
大
学
﹁
国
文
学
演
習
﹂
の
受
講
者
に
深
謝
い
た
し
ま
す
︒

　

本
論
は
︑
国
文
学
研
究
資
料
館
公
募
型
共
同
研
究
﹁
日
本
漢
詩
文
に
お
け
る
古
典
形
成
の
研
究
な
ら
び
に
研
究
環
境
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
対
応

し
た
日
本
漢
文
学
の
通
史
の
検
討
﹂
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
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番号 作者名 詩題 抄出

1 物徂徠 送菅麟嶼之京師 崑

2 服部南郭 回郷 崑

3 新井白石 雪 崑

4 祇園南海 昇雲聞星 崑

5 柴栗山 冨岳 崑

6 柴栗山 答人求旧草 崑

7 市川寛斎 東坡赤壁図 崑

8 栢如亭 別硯詩并序 崑

9 大窪詩佛 舟中聞虫 崑

10 朝川善庵 詠史 崑

11 藤田東湖 瓢兮歌 崑

12 藤田東湖 金砂山 崑

13 山中天水 臨終題

14 龍草廬 遊平安思故郷

15 源洞巌 贈烟管白石并呈詩

16 新井白石 謝洞巌贈烟管

17 日下梁 柴庵小集

18 大窪江山 失題

19 石雪堂 勝情

20 太田覃 望岳

21 太田覃 古意

22 太田覃 宮怨

23 物茂卿 新嫁娘 名

24 伊藤長胤 塞下曲 名

25 服元喬 長安道 名

26 服元喬 雪中作 名

27 平玄中 送維廸游湘中 名

28 勝忠統 季夏得蓴 名

29 岡孝先 不掃逕 名

30 石之清 早秋 名

31 梁田邦美 艶曲 名

32 宇鼎 新柳 名

33 宇鼎 題巣父許由図 名

34 秋儀 望芙蓉峰 名

35 秋儀 同高子式賦得將進酒戯贈大川上人 名

（表１）『随録詩集　第一編』冒頭部の収録詩とその出処 

・「抄出」の列の「崑」は『才子必誦　崑山片玉』より抄出された詩を、「名」は『日本名家詩選』より抄出され
た詩を表す。
・冒頭の詩のみを表にし、大原観山「咏剣」より後に抄出された詩は掲載していない。

番号 作者名 詩題 抄出

36 秋儀 前溪女 名

37 秋儀 古意 名

38 山根清 聴暁鶯 名

39 山根清 清暑瀑 名

40 田長温 春日送村玄探 名

41 滕舜政 閨怨 名

42 南宮岳 雪中梅 名

43 南宮岳 家書不至 名

44 江邨綬 艶曲 名

45 大江資衡 古意 名

46 釈敬雄 夏日即事 名

47 物茂卿 寄題豊王旧宅 名

48 太宰純 梅童子墓 名

49 太宰純 登白雲山 名

50 服元喬 明妃曲 名

51 平玄中 早発深川 名

52 高維馨 楊柳堤春望 名

53 秋儀 滑水 名

54 墨昭猷 送一枝上人之江東 名

55 祇瑜 魚家月 名

56 石正猗 懐倉美叔 名

57 山根清 王昭君墓 名

58 田長温 西宮春怨 名

59 南宮岳 江亭送客 名

60 岡孝先 陪林祭酒宴賦経筵分賜 名

61 江邨綬 賦楊柳枝送文栄還郷 名

62 那波祐昌 背面美人図 名

63 龍公美 秋暁 名

64 釈玄海 送人之駿州 名

65 菅茶山 鍾馗掣鬼図

66 薮孤山 赤馬関作

67 維章輔 姫嶋作

68 大原観山 題墨菜

69 大原観山 失題

70 大原観山 咏剣
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番号 作者名 詩題 抄出

35 館柳湾 山居

36 青山雲竜（青山延于）花下歩月

37 青山雲竜（青山延于）上元日、与館僚諸子遊梅荘

38 青山雲竜（青山延于）感遇（明珠出東海～）

39 青山雲竜（青山延于）同（鴻鵠鎩翮時～）

40 青山雲竜（青山延于）同（幽蘭生㵎底～）

41 藤田幽谷 謁舜水先生墓、聊短述

42 藤田幽谷 秋興和韻

43 藤田幽谷 題沐猴盛服図

44 太田南畝（大田南畝）冨士山

45 安積艮斎 春晩

46 安積艮斎 冨士山

47 安積艮斎 伊豆道中

48 阪井虎山 咏四十七士

49 阪井虎山 咏英風扇【扇中帖桜花、即大石
良雄手栽者】、為好古堂主人

50 阪井虎山 望京師

51 斎藤拙堂 読老蘇文

52 筒井鑾渓 夏日望岳

53 頼山陽 雑詩

54 頼山陽 校外史竟宴、分賦近古英雄、吾
得安土公

55 頼山陽 題利休居士像

56 藤田東湖 瓢兮歌 ○

57 藤田東湖 金砂山 ○

番号 作者名 詩題 抄出

1 物徂徠（荻生徂徠）送菅麟嶼之京師 ○

2 物徂徠（荻生徂徠）送君彛遊函嶺

3 太宰春台 送菅麟嶼之京師

4 服部南郭 回郷 ○

5 仲村愒斎（中村惕斎）自題肖像

6 新井白石 雪 ○

7 神崎則休 浅草眺望

8 木村貞行 述懐

9 梁田蛻厳 題大石良雄氏竹雀図

10 梁田蛻厳 雑咏

11 祗園南海 昇雲聞星 ○

12 奥田三角 食禁歌

13 細井平洲 感懐（少来心事与誰云～）

14 細井平洲 同（少壮游踪逐転蓬～）

15 蒲生君臧（蒲生君平）雑詠（国造維封建～）

16 蒲生君臧（蒲生君平）同（聖人長不出～）

17 蒲生君臧（蒲生君平）謾作

18 柴栗山（柴野栗山）富岳 ○

19 柴栗山（柴野栗山）答人求旧草 ○

20 岡本花亭 喩狼【自註戊戌秋信中狼害人甚】

21 岡本花亭 愛憎三首（美日芳時紅嗑閙）

22 岡本花亭 同（叵耐愛与憎～）

23 岡本花亭 同（頽戸月来簟～）

24 市河寛斎 東坡赤壁図 ○

25 亀井南溟（亀井南冥）謁徂徠先生墓

26 山本北山 今戸新居雑咏（数間低屋傍江干～）

27 山本北山 同（経営新塢栽花樹～）

28 柏如亭（柏木如亭）別硯詩并序 ○

29 柏如亭（柏木如亭）賃居

30 太田錦城（大田錦城）梅花

31 太田錦城（大田錦城）冬日即事

32 渡辺華山（渡辺崋山）題自画竹

33 大窪詩仏 舟中聞虫 ○

34 朝川善庵 詠史 ○

（表２）『才子必誦　崑山片玉』（部分）収録詩とその抄出状況 

・「抄出」の列の丸印は、『随録詩集　第一編』に抄出された詩を表す。
・物徂徠「送菅麟嶼之京師」詩より前に掲出された詩や、藤田東湖「金砂山」より後の詩は、表に掲出していない。
・作者名については、『日本名家詩選』に記されたもののほかに、括弧付で通行のものを補った。
・同題の詩で複数の詩篇を含む場合、二首目以降を「同」と記し、各詩篇の第一句を括弧付きで付した。
・題注は、隅付き括弧で示した。 
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番号 作者名 詩題 抄出

34 岡孝先（岡井孝先） 将赴水府至千寿駅、別友人

35 板安也 従軍行

36 板安也 秋閨怨

37 石之清（石川大凡） 早秋 ○

38 菅正朝（山田麟嶼） 山行

39 梁田邦美（梁田蛻巌）咏籠鳥

40 梁田邦美（梁田蛻巌）夏日作

41 梁田邦美（梁田蛻巌）艶曲 ○

42 宇鼎（宇野明霞） 新柳 ○

43 宇鼎（宇野明霞） 題巣父許由図 ○

44 宇鑒（宇野志朗） 送人帰越

45 澤維顕（沢村琴所） 探芳径

46 澤維顕（沢村琴所） 林荘漫與

47 高維馨（高野蘭亭） 惜花

48 高維馨（高野蘭亭） 題画

49 高維馨（高野蘭亭） 戯題鸚鵡盃

50 秋儀（秋山玉山） 望芙蓉峰 ○

51 秋儀（秋山玉山） 同高子式賦得将進酒、戯贈大川上人 ○

52 秋儀（秋山玉山） 別高子式

53 秋儀（秋山玉山） 前渓女 ○

54 秋儀（秋山玉山） 古意 ○

55 秋儀（秋山玉山） 志賀歌

56 秋儀（秋山玉山） 夜帰

57 秋儀（秋山玉山） 琴橋

58 田良暢（田中蘭陵） 和高子式卜居韻（江流流不尽～）

59 田良暢（田中蘭陵） 同（行欲伴仙子～）

60 山根清（山根華陽） 聴暁鶯 ○

61 山根清（山根華陽） 清暑瀑 ○

62 田長温（田坂灞山） 関山月

63 田長温（田坂灞山） 春日送村玄探 ○

64 滕舜政（近藤蘆隠） 閨怨 ○

65 服惟恭（服部愿卿） 長信宮

66 服惟恭（服部愿卿） 寄懐仲英時在摂米花谷

67 服元雄（服部白賁） 東沢（楼上青山起～）

番号 作者名 詩題 抄出

1 伊藤維楨（伊藤仁斎）蓮池

2 新井璵（新井白石） 西丘初日

3 新井璵（新井白石） 代雨伯陽寄題八奇亭

4 物茂卿（荻生徂徠） 新嫁娘 ○

5 物茂卿（荻生徂徠） 濳斎席上同賦浣紗女分韻荷字

6 伊藤長胤（伊藤東涯）塞下曲 ○

7 原龍鱗（笠原雲渓） 秋晩郊居

8 原龍鱗（笠原雲渓） 婕妤怨

9 原龍鱗（笠原雲渓） 雨後晩凉得収字

10 室直清（室鳩巣） 重陽（故人無恙否～）

11 室直清（室鳩巣） 同（病中秋欲晩～）

12 山県孝孺
（山県周南）

宿鳴海駅壁土有詩、乃故山原欽少
年之作、帳然次韻

13 田省（田中桐江） 画燕子花

14 田省（田中桐江） 和楓江雅友所寄韻

15 服元喬（服部南郭） 塞下曲

16 服元喬（服部南郭） 戯代内人示五鹿生二首（君道読書去
～）

17 服元喬（服部南郭） 同（知就高陽飲～）

18 服元喬（服部南郭） 春雨

19 服元喬（服部南郭） 題画

20 服元喬（服部南郭） 長安道 ○

21 服元喬（服部南郭） 忍海上人見贈盆荷并詩、云是笠蓮答謝

22 服元喬（服部南郭） 雪中作 ○

23 平玄中（平野金華） 送維廸游湘中 ○

24 平玄中（平野金華） 過山伯麟旧居

25 秋以正（秋元澹園） 春簡東濫芋

26 滕忠統（本多忠統） 春興（花飛綺羅席～）

27 滕忠統（本多忠統） 同（人生七十年～）

28 滕忠統（本多忠統） 題盆石蟠松

29 滕忠統（本多忠統） 季夏得蓴 ○

30 滕元啓（伊藤南昌） 夜猿啼

31 源義治（久津見華嶽）詠史

32 島信遍（成島錦江） 梅花落

33 岡孝先（岡井孝先） 不掃徑 ○

（表３）『日本名家詩選』（巻６・７）収録詩とその抄出状況 

・「抄出」の列の丸印は、『随録詩集　第一編』に抄出された詩を表す。
・巻６・７所収の詩のみを掲出した。
・作者名については、『日本名家詩選』に記されたもののほかに、括弧付で通行のものを補った。
・同題の詩で複数の詩篇を含む場合、二首目以降を「同」と記し、各詩篇の第一句を括弧付きで付した。 
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番号 作者名 詩題 抄出

108 物茂卿（荻生徂徠） 還館作

109 物茂卿（荻生徂徠） 同孤山遊蓮光精舎分韻

110 物茂卿（荻生徂徠） 寄題豊王旧宅 ○

111 伊藤長胤（伊藤東涯）早春郊行

112 伊藤長胤（伊藤東涯）題太公釣渭図

113 伊藤長胤（伊藤東涯）自隠老禪還住旧寓庭有孤松葱翠如昔

114 原龍鱗（笠原雲渓） 新秋

115 原龍鱗（笠原雲渓） 從軍行

116 原龍鱗（笠原雲渓） 長安春事

117 原龍鱗（笠原雲渓） 寒夜郊行

118 室直清（室鳩巣） 春日山

119 太宰純（太宰春台） 題佐佐木氏堂前垂糸桜

120 柳三省（柳川滄洲） 暁鶯

121 滕煥図（安藤東野） 帰雁

122 太宰純（太宰春台） 梅童子墓 ○

123 太宰純（太宰春台） 登白雲山 ○

124 山県孝孺（山県周南）朝鮮二使席上出示瓶梅需詩、押以梅開盃字

125 山県孝孺（山県周南）長安道

126 山県孝孺（山県周南）玉江秋月

127 田省（田中桐江） 秋興

128 田省（田中桐江） 送皎漪禅師還湖南

129 服元喬（服部南郭） 夜下墨水

130 服元喬（服部南郭） 春官曲

131 服元喬（服部南郭） 俠客

132 服元喬（服部南郭） 六月送江山人帰嵐山

133 服元喬（服部南郭）
山友石自豊齎詩至訪予不在、携帰
客舎、俄而没其友緩部子為悲其事、
徴予題遺艸、予亦為之愴然作兼代
弔詞

134 服元喬（服部南郭） 宮詞

135 服元喬（服部南郭） 明妃曲 ○

136 服元喬（服部南郭） 過羽処士江亭

137 服元喬（服部南郭） 答弥八聞子和訃見寄

138 服元喬（服部南郭） 楚宮詞

139 服元喬（服部南郭） 題遊仙図

140 服元喬（服部南郭） 大磯駅眺望

141 平玄中（平野金華） 早発深川 ○

142 平玄中（平野金華） 諸子将集蓮光精舎値雨不果、奉呈
卓上人

143 平玄中（平野金華） 送田俊卿之美濃州

144 平玄中（平野金華） 青楼曲

145 平玄中（平野金華） 白鷺林山荘作

番号 作者名 詩題 抄出

68 服元雄（服部白賁） 同（夜雨何處来～）

69 服元雄（服部白賁） 旧宮人

70 服元雄（服部白賁） 雨竹図

71 井孝徳（渋井太室） 憶喬卿

72 南宮岳（南宮大湫） 雪中梅 ○

73 南宮岳（南宮大湫） 家書不至 ○

74 南宮岳（南宮大湫） 緑水曲

75 紀徳民（細井平洲） 渡広陵

76 紀徳民（細井平洲） 姫人怨服散

77 紀徳民（細井平洲） 宮子勤墓碑成有感

78 武欽繇（武田梅龍） 冬夜

79 江邨綬（江村北海） 艶曲 ○

80 江邨綬（江村北海） 嵯峨途中口号

81 芥煥 (芥川丹丘 ) 絶句

82 谷鸞（谷左仲） 将進酒

83 那波祐昌（那波南陽）訪隠者不遇

84 劉維翰（宮瀬龍門） 塞下曲

85 劉維翰（宮瀬龍門） 雪中寄野処士

86 劉維翰（宮瀬龍門） 送太乙山人帰浪華

87 龍公美（龍草廬） 買琴

88 龍公美（龍草廬） 江上送客

89 龍公美（龍草廬） 重別関南仲

90 孔文雄 (日下生駒） 悼弟文盈

91 斎必簡（斎静斎） 送嵩生暫游浪華

92 大江資衡（大江玄圃）古意 ○

93 安修 山行値雪

94 釈元皓（大潮元皓） 山房

95 釈元皓（大潮元皓） 山中和石叔潭

96 釈円乗 夜坐

97 釈道費 送千丈長老帰江州

98 釈敬雄（金竜敬雄） 留客辞

99 釈敬雄（金竜敬雄） 夏日即事 ○

100 釈顕常（大典顕常） 梅花時、待人不至

101 伊藤維楨（伊藤仁斎）即興

102 伊藤維楨（伊藤仁斎）杜鵑

103 新井璵（新井白石） 偶作

104 新井璵（新井白石） 辞禄後答山東故人

105 新井璵（新井白石） 紀司馬席上賦宮詞

106 新井璵（新井白石） 梅影

107 物茂卿（荻生徂徠） 少年行
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番号 作者名 詩題 抄出

146 高維馨（高野蘭亭） 俠客行

147 高維馨（高野蘭亭） 楊柳隄春望 ○

148 高維馨（高野蘭亭） 月夜三叉口汎舟

149 高維馨（高野蘭亭） 塞下曲

150 高維馨（高野蘭亭） 答玉泉道士見寄

151 高維馨（高野蘭亭） 鎌山草堂即事

152 高維馨（高野蘭亭） 明妃曲

153 高維馨（高野蘭亭） 菊菴禅師携菊花見過

154 高維馨（高野蘭亭） 雨中過牛頭寺、呈天岸禅師

155 秋儀（秋山玉山） 寄懐井冲黙於江都

156 秋儀（秋山玉山） 春宮怨

157 秋儀（秋山玉山） 滑水 ○

158 秋儀（秋山玉山） 少年行

159 秋儀（秋山玉山） 吉子徴善醸、亡後為整理其遺稿、則旧
時与余唱和者皆有焉、読之慨然有作

160 平義質（三浦竹溪） 登長興山

161 宇鑒（宇野志朗） 潮禅師得余兄弟書見寄、次韻却寄

162 源頼寛 聞徂徠先生携諸子泛舟墨川、賦此簡
諸君

163 源義治（久津見華嶽）寄木公達

164 島信遍（成島錦江） 呉宮詞

165 江忠囿（入江南溟） 呉宮詞

166 墨昭猷（墨江滄浪） 送一枝上人之江東 ○

167 瀧長愷（瀧鶴台） 寄答吉公亮

168 瀧長愷（瀧鶴台） 送平景瑞中秋遊金沢

169 秋以正（秋元澹園） 題園城寺

170 爽鳩正長（鷹見爽鳩）寄懐徳夫

171 宇鼎（宇野明霞） 普周禅師既喪其師、去越後適丹波偶
暫遊洛、和余旧贈、携以過訪賊呈

172 宇鼎（宇野明霞） 明霞軒（十年京洛幾移居～）

173 宇鼎（宇野明霞） 同（緑酒青樽帝里春～）

174 宇鼎（宇野明霞） 西郊作

175 宇鼎（宇野明霞） 送人遊大和

176 宇鼎（宇野明霞） 和西黎献、雲後見懐

177 祇瑜（祇園南海） 賦得春色

178 祇瑜（祇園南海） 魚家月 ○

179 梁田邦美（梁田蛻巌）和桂彩巌見寄（郡城東望渺烟波～）

180 梁田邦美（梁田蛻巌）和桂彩巌見寄（仙郎消息易蕭条～）

181 梁田邦美（梁田蛻巌）美人睡起

182 梁田邦美（梁田蛻巌）美人折梅花

183 梁田邦美（梁田蛻巌）謝長寿院慧岳師白牡丹

184 梁田邦美（梁田蛻巌）冬日江村

番号 作者名 詩題 抄出

185 元維寧（中西淡淵） 寄石叔譚

186 石正猗（石島筑波） 壬子冬帰田盧時止酒

187 石正猗（石島筑波） 懐倉美叔 ○

188 木貞貫（木村蓬萊） 贈南㵎隠君

189 山根清（山根華陽） 銅雀妓

190 山根清（山根華陽） 春日行

191 山根清（山根華陽） 折楊柳

192 山根清（山根華陽） 王昭君墓 ○

193 山根道晋（山根済洲）送野正李之京師

194 田長温（田坂灞山） 送嶋仲容帰豊浦

195 田長温（田坂灞山） 西宮春怨 ○

196 田長温（田坂灞山） 西宮秋怨

197 田長温（田坂灞山） 与諸友登鶴台望海、分韻得西字

198 田良暢（田中蘭陵） 送関峰師還函嶺

199 藤舜政（近藤蘆隠） 真間舟中吟

200 藤舜政（近藤蘆隠） 雑詩

201 服惟恭（服部愿卿） 聞雁

202 服惟恭（服部愿卿） 観猟

203 服元雄（服部白賁） 海門送別

204 服元雄（服部白賁） 早下刀彌河到鹿洲

205 服元雄（服部白賁） 聞愿卿訃、悵然有作

206 服元雄（服部白賁） 送人帰隠湖南

207 服元雄（服部白賁） 歩虚詞

208 服元雄（服部白賁） 答菅少卿見贈

209 服元雄（服部白賁） 春暁怨

210 服元雄（服部白賁） 耆山師恵菊花枕賦謝

211 松維時（松崎観海） 送平景端中秋遊金沢

212 南宮岳（南宮大湫） 出塞行

213 南宮岳（南宮大湫） 江亭送客 ○

214 南宮岳（南宮大湫） 秋雨宿関原駅

215 南宮岳（南宮大湫） 宮怨

216 南宮岳（南宮大湫） 塞下曲、得閑字

217 南宮岳（南宮大湫） 秋日得石川太一長崎書

218 南宮岳（南宮大湫） 早春送智顒師之白河

219 南宮岳（南宮大湫） 春晩別人

220 南宮岳（南宮大湫） 秋夜懐公幹

221 紀徳民（細井平洲） 長安曲

222 紀徳民（細井平洲） 至崎港

223 紀徳民（細井平洲） 送仲栗之摂州

224 紀徳民（細井平洲） 聞淡淵先生臥病、遥有此寄
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番号 作者名 詩題 抄出

264 釈原資 遊東山

265 釈原資 塞上詞

266 釈原資 涼州詞

267 釈元皓（大潮元皓） 秋夜

268 釈元皓（大潮元皓） 二月朔淀河舟中作

269 釈元皓（大潮元皓） 寓懐

270 釈敬雄（金竜敬雄） 秋日寄懐勧修上人

271 釈敬雄（金竜敬雄） 寄贈張州木蘭皐

272 釈慧巌 寄服子遷

273 釈慧巌 長安客舎将赴南都留別故人

274 釈慧寂 早春宴江子園宅

275 釈玄海 送人之駿州 ○

276 釈無隠 謝築氏為老夫買園

277 釈無隠 秋夜

278 釈無隠 春遊

279 釈顕常（大典顕常） 奈良宿中沼氏

280 釈顕常（大典顕常） 雨中鹿苑院看桜花

番号 作者名 詩題 抄出

225 紀徳民（細井平洲） 子静淹留張州、戯有此寄

226 紀徳民（細井平洲） 送山逸人

227 紀徳民（細井平洲） 送達楊卿帰西條

228 澤維顕（沢村琴所） 秋閨怨

229 澤維顕（沢村琴所） 冬夜感懐

230 澤維顕（沢村琴所） 帰郷途中作

231 澤維顕（沢村琴所） 悼亡

232 岡孝先（岡井孝先） 過根香七曲

233 岡孝先（岡井孝先） 陪林祭酒宴、賦経筵分賜 ○

234 江邨綬（江村北海） 賦楊柳枝、送文栄還郷 ○

235 江邨綬（江村北海） 自小倉堤至玉水駅、途中偶作

236 江邨綬（江村北海） 送磻渓上人還郷

237 芥煥 (芥川丹丘 ) 浪華送趙陶斎帰京

238 芥煥 (芥川丹丘 ) 夏日漁村

239 谷鸞（谷左仲） 天馬詩

240 那波祐昌（那波南陽）春日偶作

241 那波祐昌（那波南陽）背面美人図 ○

242 劉維翰（宮瀬龍門） 慰熊耳山人

243 劉維翰（宮瀬龍門） 宮詞

244 劉維翰（宮瀬龍門） 楚宮詞

245 龍公美（龍草廬） 題長禹功画朱竹図

246 龍公美（龍草廬） 過澱堤

247 龍公美（龍草廬） 過湖

248 龍公美（龍草廬） 集伏水郎氏宅、賦江上春望

249 龍公美（龍草廬） 嵯峨道中

250 龍公美（龍草廬） 訪終南禅師於介石菴不遇

251 龍公美（龍草廬） 夏日過汶々斎即事

252 龍公美（龍草廬） 春遊

253 龍公美（龍草廬） 秋暁 ○

254 龍公美（龍草廬） 題箕山慈恩寺

255 孔文雄 (日下生駒） 山房即事

256 孔文雄 (日下生駒） 雪中訪友

257 斎必簡（斎静斎） 江城送別

258 斎必簡（斎静斎） 川上暮春

259 大江資衡（大江玄圃）贈武聖謨

260 井純卿（井上金峨） 平景端仲秋金沢賞月賦贈

261 立花玉蘭 宮怨

262 立花玉蘭 送曇龍師之東都、兼奉寄東林和尚

263 釈原資 含虚亭看花


