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あ
な
ん
文
化
紀
行
は
偶
数
月
号
に
掲
載
し
ま
す
。復元公方館模型復元公方館模型

棲龍閣詩集棲龍閣詩集 義根の漢詩碑（竹治氏監修）義根の漢詩碑（竹治氏監修）

　

那
賀
川
町
古
津
に
資
料
館
を
訪
ね

た
。
そ
こ
に
第
九
代
、
す
な
わ
ち
最
後
の

公
方
、
義
根
の
詩
碑
が
あ
る
。
初
代
が
室

町
時
代
末
期
に
居
を
構
え
て
か
ら
２
７
０

年
間
、
こ
の
僻へ

き

陬す
う
の
地
に
京
を
移
し
た
よ

う
な
一
画
が
厳
然
と
し
て
存
在
し
た
。
そ

の
最
後
の
華
や
ぎ
を
後
世
に
伝
え
る
碑
で

あ
る
。
詩
は
五
言
律
詩
。
義
根
公
の
詩

集
「
棲
龍
閣
詩
集
」
全
５
巻
、
２
１
９
首

中
の
代
表
作
と
さ
れ
て
い
る
。
格
調
高

雅
、
平
明
に
し
て
要
を
得
る
。
揮き

毫ご
う
は
羽

ノ
浦
町
古
毛
出
身
の
文
学
博
士
・
竹
治

貞
夫
先
生
で
あ
る
。
そ
の
詩
を
こ
こ
に
引

き
ま
す
。

　

上
巳
前
一
日
諸
子
集
棲
龍
閣　

探
韻

　
　

�（
上じ
ょ
う

巳し

の
前ま
え

一い
ち

日じ
つ

、
諸し
ょ

子し

棲せ
い

龍り
ゅ
う

閣か
く

に

集あ
つ

ま
る
。
韻い
ん

を
探さ
ぐ

る
）

あ
な
ん文

化
紀
行

阿
南
市
立
阿
波
公
方
・
民
俗
資
料
館
に

第
九
代
公
方
、足
利
義
根
の

詩
碑
を
訪
ね
て

�

阿
南
漢
詩
研
究
会
代
表　

田
中
　
　
公

第15回

紅
桃
花
發
日　
　

紅こ
う

桃と
う��

花は
な

発ひ
ら

く
日ひ

、

諸
友
弄
風
烟　
　

諸し
ょ

友ゆ
う��

風ふ
う

烟え
ん

を
弄ろ
う

す
。

寒
謝
祈
農
後　
　

寒か
ん
は
謝し
ゃ
す��

祈き

農の
う
の
後の
ち
、

會
催
修
禊
前　
　

会か
い
は
催も
よ
お

す��

修し
ゅ
う

禊け
い
の
前ま
え

。

小
園
聊
養
拙　
　

小し
ょ
う

園え
ん��

聊い
さ
さ

か
拙せ
つ
を
養や
し
な

い
、

一
閣
此
延
賢　
　

一い
っ

閣か
く��

此こ
こ
に
賢け
ん
を
延ひ

く
。

詞
筆
平
生
好　
　

詞し

筆ひ
つ��

平へ
い

生ぜ
い

の
好よ
し
み

、

含
杯
卜
夜
筵　
　

�

杯は
い

を
含ふ
く

ん
で��

夜や

筵え
ん

を

卜ぼ
く

す
。

　

碑
は
詩
の
区
切
れ
を
無
視
し
て
お
り
、

読
み
づ
ら
い
。
下
に
博
士
の
訓
読
が
添
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
訓
読
に
読

み
仮
名
と
句
読
点
を
付
し
た
。
ど
ん
な
こ

と
を
言
っ
て
い
る
詩
か
。

　

桃
の
節
句
の
近
づ
く
あ
る
日
、
館
に
詩

友
を
招
い
て
詩
酒
の
宴
を
催
し
た
。
そ
れ

を
義
根
が
ホ
ス
ト
の
立
場
か
ら
詠
じ
て
い

る
。
棲
龍
閣
に
お
け
る
当
時
の
生
活
の
一

端
が
う
か
が
え
る
。
漢
字
を
ほ
ぐ
す
と
次

の
よ
う
な
意
味
が
浮
か
び
上
が
る
。

　

題
。
上
巳
、
三
月
三
日
の
桃
の
節
句
が

近
づ
く
あ
る
日
、
詩
の
友
だ
ち
が
集
ま
っ

て
、
探た
ん

韻い
ん

（
※
）
を
楽
し
ん
だ
。

　

前
の
二
行
。
紅
い
桃
の
花
が
発
き
始

め
た
。
参
会
の
人
た
ち
は
春
霞
に
浮
か
れ

気
分
に
な
っ
て
い
る
。

　

次
の
二
行
。
寒
さ
が
和
ら
ぎ
、
村
人
は

豊
作
を
祈
る
お
は
ら
い
な
ど
、
耕
作
準
備

に
忙
し
く
、
私
も
京
の
習
慣
に
習
っ
て
み

そ
ぎ
を
し
た
り
、
会
の
準
備
を
し
た
り
で

忙
し
か
っ
た
。

　

次
の
二
行
。
私
は
こ
の
棲
龍
閣
で
拙

い
な
が
ら
詩
の
勉
強
を
し
て
い
る
が
、
今

日
は
立
派
な
詩
人
の
皆
さ
ん
を
お
招
き
で

き
て
う
れ
し
い
こ
と
だ
。

　

最
後
の
二
行
。
平
生
は
詩
の
勉
強
の

お
つ
き
あ
い
で
あ
る
が
、
今
宵
は
お
酒
な

ど
酌
み
交
わ
し
て
楽
し
い
会
に
な

っ
た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
い
る
。

　

義
根
に
は
島
津
華
山
と
い
う

師
匠
が
つ
い
て
い
た
。
義
根
の
才

を
認
め
た
父
親
が
京
か
ら
招
い
た

先
生
で
あ
る
。
華
山
25
歳
、
義
根

16
歳
で
あ
っ
た
と
い
う
。
碑
中
の

詩
は
義
根
30
歳
代
の
作
で
あ
る

と
竹
治
博
士
は
推
察
さ
れ
て
い

る
。
華
山
、
義
根
を
中
心
に
、
棲

龍
閣
は
江
戸
後
期
の
阿
南
の
地

の
漢
詩
文
化
の
一
大
拠
点
に
な

っ
て
い
た
。
詩
集
の
刊
行
は
義

根
公
、
京
へ
退
去
の
約
20
年
前
で
あ
り
、

所
載
の
２
１
９
首
は
、「（
館
に
お
け
る
）

平
穏
幸
福
で
あ
っ
た
前
半
生
を
そ
の
ま
ま

反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。」
と
竹
治
先
生

は
「
訳
注
棲
龍
閣
詩
集
」
の
「
緒
言
」
の

中
で
書
い
て
お
ら
れ
る
。
私
の
訳
は
先
生

の
訳
注
を
参
考
に
し
て
い
る
が
、
ほ
と
ん

ど
私
の
勝
手
な
解
釈
で
あ
る
。

　
（
※
）�

詩
会
で
出
席
者
全
員
が
即
席
で
詩
を
作
る

と
き
の
、
少
し
ス
リ
ル
を
味
わ
う
遊
び
方




