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1　

頼
山
陽
の
詩
を
読
む
こ
と

　

本
書
は
、
江
戸
後
期
の
代
表
的
文
人
で
あ
る
頼
山
陽
の
漢
詩
の
ア
ン
ソ
ロ

ジ
ー
と
そ
の
訳
注
で
あ
る
。
山
陽
と
い
え
ば
恐
ら
く
江
戸
の
文
人
の
中
で
も
最

も
一
般
的
に
名
を
知
ら
れ
た
存
在
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
そ
の
主
著
『
日
本
外

史
』
が
勤
王
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
合
致
し
て
幅
広
く
読
者
に
読
ま
れ
受

け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
る
の
が
最
も
大
き
い
。
ま
た
、
そ
の
漢
詩
も
川
中
島

の
合
戦
を
描
い
た
「
不
識
庵
、
機
山
を
撃
つ
の
図
に
題
す
」（
本
書
四
七
頁
）

の
「
鞭
声
肅
肅
夜
河
を
過
る
」
な
ど
の
印
象
的
な
フ
レ
ー
ズ
が
人
口
に
膾
炙
し

特
に
詩
吟
や
剣
舞
な
ど
と
結
び
つ
い
て
愛
好
さ
れ
た
こ
と
に
も
よ
る
。
詠
史
詩

の
勇
壮
な
調
子
が
好
ま
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
意
味
で
他
の
江
戸
の

大
詩
人
た
ち
が
ほ
と
ん
ど
読
ま
れ
な
く
な
り
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
の
と
は
大
き

く
異
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
山
陽
理
解
が
、
あ
る
一
面
に
偏
向
し
て
い
た
こ
と
は
否

め
な
い
だ
ろ
う
。
山
陽
理
解
は
そ
の
時
代
性
に
大
き
く
左
右
さ
れ
て
い
た
。
こ

の
よ
う
な
山
陽
の
受
容
は
、
江
戸
漢
詩
の
流
れ
の
中
に
彼
を
位
置
づ
け
る
見
方

か
ら
す
る
と
不
自
然
に
感
じ
ら
れ
る
。
江
戸
期
の
詩
風
は
前
期
か
ら
後
期
に
か

け
て
大
き
な
転
換
が
あ
っ
た
。
古
典
主
義
的
な
古
文
辞
格
調
派
か
ら
現
実
主
義

的
な
清
新
性
霊
派
と
い
う
流
れ
の
中
で
時
代
時
代
に
お
い
て
様
々
な
個
性
の
詩

人
が
綺
羅
星
の
ご
と
く
多
数
存
在
し
て
お
り
、
著
名
度
に
お
い
て
群
を
抜
い
て

い
る
か
ら
と
言
っ
て
頼
山
陽
が
そ
の
江
戸
漢
詩
全
体
の
代
表
と
い
う
こ
と
に
は

な
ら
な
い
。
山
陽
が
生
き
た
文
化
文
政
天
保
年
間
は
漢
詩
の
大
衆
化
が
起
き
た

時
代
で
も
あ
り
、
身
分
を
越
え
て
独
立
し
た
詩
人
と
い
う
べ
き
人
物
が
多
く
出

現
し
た
時
代
な
の
で
あ
る
。
山
陽
の
『
山
陽
詩
鈔
』
や
『
山
陽
遺
稿
』
な
ど
は
、

山
陽
の
父
の
友
人
で
師
匠
格
の
菅
茶
山
の
『
黄
葉
夕
陽
村
舎
詩
』
と
並
ん
で
江

戸
漢
詩
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
っ
た
の
で
、
一
時
期
を
代
表
す
る
詩
人
の
一
人

で
あ
る
、
と
い
う
の
が
江
戸
漢
詩
の
流
れ
の
中
で
の
妥
当
な
位
置
な
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

と
す
る
と
、
山
陽
を
読
む
と
い
う
行
為
は
他
の
有
名
詩
人
、
例
え
ば
菅
茶
山

や
六
如
や
柏
木
如
亭
や
大
窪
詩
佛
や
梁
川
星
巌
、
な
ど
を
読
む
の
と
ほ
ぼ
等
し

い
態
度
で
ま
ず
取
り
組
む
の
が
当
然
な
読
み
方
で
、
な
に
よ
り
も
『
山
陽
詩

鈔
』
そ
の
も
の
を
目
に
す
れ
ば
、
そ
れ
が
当
時
と
し
て
ご
く
一
般
的
な
詩
集
で

あ
り
、
他
の
詩
人
の
詩
集
と
並
行
的
に
普
通
に
読
ま
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
う
し
た
読
み
方
は
言
わ
ば
当
た
り
前
の
こ
と
な
の
で
あ
る
が
、

山
陽
の
評
価
は
時
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
結
び
つ
い
て
為
さ
れ
て
き
た
歴
史
が

あ
り
、
そ
の
延
長
線
上
か
ら
抜
け
出
て
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
読
む
こ
と
を
困
難
に

し
て
き
た
。
本
書
は
そ
の
流
れ
か
ら
自
由
に
あ
く
ま
で
虚
心
坦
懐
に
読
ん
だ
ア

ン
ソ
ロ
ジ
ー
と
言
え
る
。
訳
注
者
は
必
ず
し
も
山
陽
を
研
究
対
象
の
中
心
に
し

て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
清
新
派
を
中
心
と
し
な
が
ら
も
幅
広
く
江
戸
漢
詩
全

体
、
あ
る
い
は
周
辺
に
至
る
ま
で
俯
瞰
し
た
上
で
の
山
陽
訳
注
で
あ
る
故
に
、

冷
静
な
山
陽
理
解
が
可
能
に
な
っ
た
。

紹　

介
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2　

訳
注
と
解
説
に
つ
い
て

　

選
集
で
最
も
重
要
な
の
は
選
詩
で
あ
り
、
ど
の
詩
を
選
ぶ
か
に
よ
っ
て
読
者

の
山
陽
の
イ
メ
ー
ジ
は
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
。
近
代
に
お
け
る
山
陽
の
選

集
は
い
く
つ
か
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
特
徴
を
も
っ
た
も
の
だ
が
、
や
は
り
愛
吟

さ
れ
て
き
た
作
品
は
は
ず
せ
な
い
な
ど
の
理
由
も
あ
っ
て
、
山
陽
の
詩
人
と
し

て
の
変
遷
や
人
間
山
陽
の
人
生
の
流
れ
を
理
解
す
る
と
い
う
観
点
で
選
ば
れ
た

も
の
で
は
な
か
っ
た
し
、
或
い
は
そ
の
反
動
で
意
識
的
に
過
去
の
愛
吟
作
品
を

は
ず
す
と
い
う
偏
り
を
免
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
で
本
書
は
初
め
て
バ
ラ
ン

ス
よ
く
山
陽
詩
を
選
ん
だ
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
な
っ
た
。

　

選
詩
と
と
も
に
重
要
な
の
が
詩
の
配
列
で
あ
る
。
従
来
の
岩
波
文
庫
『
頼
山

陽
詩
抄
』
が
詩
体
別
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
本
書
は
編
年
に
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
山
陽
の
人
生
の
流
れ
や
詩
風
の
変
遷
を
た
ど
る
の
に
便
利
で
あ
っ
て
、

訳
注
者
の
興
味
が
主
に
そ
う
し
た
山
陽
の
個
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
詩

体
別
の
編
集
が
詩
人
の
個
で
は
な
く
、
評
語
や
添
削
な
ど
も
含
め
た
協
同
的
な

営
為
と
し
て
の
漢
詩
そ
の
も
の
へ
の
興
味
で
あ
っ
た
の
と
対
照
を
な
し
て
い
る
。

　

頼
山
陽
の
略
歴
は
、
脱
藩
出
奔
か
ら
廃
嫡
、
西
遊
な
ど
が
人
生
の
転
機
で

あ
っ
た
の
は
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
本
書
は
そ
う
し
た
略
歴
の
紹
介
に

留
ま
ら
ず
に
、
そ
の
書
簡
な
ど
の
精
査
か
ら
山
陽
の
内
面
に
あ
っ
た
「
数
个
の

磊
塊
（
石
の
か
た
ま
り
）」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
軸
に
そ
の
人
生
の
流
れ
を

説
明
す
る
。
そ
の
磊
塊
と
は
父
へ
の
贖
罪
と
学
問
に
よ
っ
て
名
を
挙
げ
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
が
、
詳
し
い
検
証
ま
で
示
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
文
庫
本
の
解
説

と
い
う
制
限
の
為
と
は
い
え
惜
し
ま
れ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
の
詩
と

対
応
が
示
さ
れ
て
い
て
解
説
と
訳
注
と
相
俟
っ
て
よ
り
深
い
理
解
が
可
能
に

な
っ
て
い
る
。
私
生
活
に
お
け
る
、
女
弟
子
と
し
て
の
江
馬
細
香
と
の
関
係
に

対
し
て
の
袁
枚
の
影
響
、
ま
た
原
本
に
見
ら
れ
る
各
詩
人
の
評
語
な
ど
か
ら
窺

え
る
周
囲
の
文
人
と
の
関
係
な
ど
、
山
陽
は
作
品
だ
け
で
な
く
人
生
も
興
味
深

い
人
物
な
の
で
あ
る
。

　

山
陽
の
詩
風
の
変
遷
で
、
九
州
へ
の
一
年
に
も
及
ぶ
旅
の
詩
集
「
西
遊
詩

稿
」
が
一
つ
の
頂
点
を
成
し
て
い
る
の
は
古
来
言
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

一
般
的
に
も
旅
は
詩
人
を
成
長
さ
せ
、
所
謂
「
万
巻
の
書
を
破
り
、
千
里
の
道

を
行
く
」
の
が
文
人
の
理
想
と
さ
れ
る
。
山
陽
の
師
匠
格
の
菅
茶
山
も
何
度
か

の
旅
行
で
多
く
の
名
詩
を
生
み
だ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
山
陽
の
場
合
そ
う
し

た
一
般
的
な
問
題
と
は
ま
た
別
の
面
を
持
っ
て
い
る
。
絶
句
か
ら
古
詩
へ
変

わ
っ
た
と
い
う
得
意
詩
体
の
変
化
で
あ
る
。
そ
の
要
因
に
は
友
人
で
あ
る
武
元

登
々
庵
の
著
作
『
古
詩
韻
範
』
が
あ
る
。
古
詩
の
形
式
を
極
め
て
合
理
的
に
説

明
し
た
書
で
、
他
に
類
書
が
な
い
優
れ
た
著
作
で
あ
る
。
古
詩
は
、
絶
句
・
律

詩
な
ど
近
体
詩
と
異
な
り
形
式
的
な
束
縛
が
ほ
と
ん
ど
な
い
形
式
で
あ
る
が
故

に
、
つ
か
み
ど
こ
ろ
が
な
く
冗
漫
に
流
れ
や
す
い
。
そ
こ
に
様
々
な
手
法
を
提

供
す
る
書
な
の
で
あ
る
。
山
陽
は
こ
れ
に
よ
っ
て
古
詩
に
開
眼
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
一
年
を
超
え
る
九
州
へ
の
大
旅
行
と
古
詩
へ
の
開
眼
と
い
う
二
重
の
意
味

で
、
山
陽
の
詩
風
は
転
換
し
た
と
い
う
の
が
本
書
の
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。

　

山
陽
は
歴
史
書
『
日
本
外
史
』
を
著
し
、
詩
に
お
い
て
も
詠
史
詩
を
数
多
く

詠
ん
で
い
る
。
そ
の
歴
史
叙
述
に
は
当
然
な
ん
だ
か
の
歴
史
観
が
必
要
だ
が
、

山
陽
は
歴
史
の
流
れ
を
「
勢
」
と
い
う
時
運
の
流
れ
と
捉
え
て
、『
日
本
外
史
』

の
記
述
も
想
像
力
豊
か
に
歴
史
の
具
体
相
を
描
い
た
。
詠
史
詩
に
お
け
る
歴
史
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叙
述
も
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
描
い
た
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
山
陽
の
詠
史
詩

は
正
面
か
ら
歴
史
に
取
り
組
ん
だ
も
の
で
、
歴
史
の
細
部
や
裏
側
を
穿
つ
よ
う

な
詠
史
の
方
法
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。

　

山
陽
の
漢
詩
の
全
貌
を
知
る
に
は
前
述
の
詩
集
や
後
に
編
集
さ
れ
た
『
山
陽

全
書
』
な
ど
を
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
厖
大
な
量
の
山
陽
詩
を
読
破
す
る

の
は
困
難
で
あ
り
、
適
当
な
量
の
選
集
と
訳
注
が
手
に
入
れ
や
す
い
形
で
出
版

さ
れ
る
の
が
望
ま
れ
て
い
た
。
ゆ
き
と
ど
い
た
解
説
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な

期
待
に
よ
く
応
え
て
い
る
の
が
本
書
な
の
で
あ
る
。

 

（
二
〇
一
二
年
六
月
一
五
日
発
行　

文
庫
版　

三
六
六
頁　

八
四
〇
円
）

（
や
ま
ぐ
ち
・
じ
ゅ
ん　

大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
）


