
  

大
隈
言
道
研
究　

Ⅸ

　
　

『
草
径
集
』　

箋
註
（
２
）

進
藤　

康
子

　
　
　

  　

要
約

　

大
隈
言
道
研
究
第
九
部
。

『
草
径
集
』
は
、
大
隈
言
道
が
大
坂
（
大
阪
）
に
て
、
数
万
首
の
中
か
ら
、
九
七
一
首
を
選

び
出
し
、
百
部
限
り
で
出
版
し
た
家
集
で
あ
る
。

　

作
者
、
及
び
蔵
版
主
名
は
、
大
坂
天
満
十
一
丁
目
の
「
大
隈
屋
言
道
」（
『
享
保
以
後
大
坂

出
版
書
籍
目
録
』
）
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
売
り
払
い
人
は
、
河
内
屋
宗
兵
衛
。
出
願
は
、

文
久
三
年
三
月
。
許
可
は
、
文
久
四
年
正
月
二
十
八
日
。
そ
し
て
、
同
二
月
に
三
都
で
出

版
の
運
び
と
な
っ
た
（
『
同
目
録
』
）
。

　

底
本
と
し
て
い
る
の
は
、
言
道
の
高
弟
、
飯
塚
の
小
林
重
治
旧
蔵
本
（
現
、
架
蔵
本
）

の
『
草
径
集
』
三
巻
三
冊
で
あ
る
。
そ
の
九
七
一
首
の
一
首
ず
つ
に
、
翻
刻
、
お
よ
び
、
和

訳
、
箋
註
、
初
出
、
解
説
な
ど
を
必
要
に
応
じ
て
付
し
、
資
料
と
し
て
、
底
本
の
必
要
な

個
所
を
写
真
掲
載
し
て
お
り
、
更
な
る
言
道
の
和
歌
解
釈
の
一
助
と
し
た
い
。

　

ま
た
、
凡
例
は
、
前
号
（
『
九
州
情
報
大
学
研
究
論
集
』
第
２
４
巻
「
大
隈
言
道
研
究
Ⅷ

『
草
径
集
』
箋
註
（
１
）
」
２
０
２
２
年
３
月
）
を
参
照
の
こ
と
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：　
　

大
隈
言
道
、
草
径
集
、
萍
堂
、
小
林
重
治
、
万
葉
仮
名
表
記

　
　

草
径
集　
　

上
巻　
　
　
　
　
　
　

（
前
号
の
続
き
）

　
　
　
　

花
影

５
６　

ま
し
み
づ
に　

う
つ
し
て
み
れ
ば　

桜
花　

　
　
　

こ
は
ま
こ
と
に
も　

ま
さ
る
画
ぞ
か
し

◇　

 【
訳
】
澄
み
き
っ
た
清
ら
か
な
水
に
映
し
て
み
る
と
、
桜
花
よ
、
こ
れ
は
ほ

ん
と
う
に
本
物
に
も
勝
る
画
だ
な
あ
。

〇　

『
甲
辰
集
』
。

〇　

花
影　

花
の
姿
。
影
は
光
。

〇　

ま
し
み
づ　

真
清
水
。

〇　

こ
は　

こ
れ
は
。

　
　
　
　

遅
桜

５
７　

と
し
ご
と
に　

お
く
る
ゝ
花
を　

遅
桜　

　
　
　

お
も
ひ
し
り
て
も　

さ
や
は
さ
か
れ
ぬ

◇　

 【
訳
】
毎
年
、
季
節
遅
れ
に
咲
く
鈍
い
遅
桜
よ
。
他
の
花
に
咲
き
遅
れ
て
い

る
と
わ
か
っ
て
い
て
も
、
そ
の
よ
う
に
は
、
早
く
咲
け
な
い
の
か
。

〇　

『
戊
午
集
』
巻
五
。

〇　
 

遅
桜　

遅
咲
き
の
桜
の
「
遅
」
と
、
少
々
感
覚
が
鈍
い
「
鈍
（
お
そ
）
」
と
を

掛
け
る
。

〇　

さ
や
は　

「
や
は
」
は
、
反
語
の
係
助
詞
。

▽　

 

遅
桜
を
じ
れ
っ
た
が
る
心
。
出
遅
れ
て
人
並
み
に
う
ま
く
世
渡
り
が
で
き

な
い
で
い
る
生
き
方
を
重
ね
合
わ
せ
た
。

（
一
）

　
　
　  

　
研
究
ノ
ー
ト
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花
間
柳

５
８　

た
ぐ
ひ
な
き　

花
の
梢
を　

う
ち
こ
え
て

　
　
　

し
だ
り
柳
の　

わ
か
み
ど
り
か
な

◇　

 【
訳
】
他
に
例
を
み
な
い
ほ
ど
美
し
い
桜
花
の
梢
を
越
え
て
、
し
だ
れ
て

い
る
柳
の
若
緑
の
枝
よ
。

〇　

『
甲
辰
集
』
、
題
「
柳
」
。

▽　

 

花
の
色
と
若
緑
の
色
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
が
際
立
ち
、「
う
ち
こ
え
て
」
で
、

立
体
感
の
あ
る
一
枚
の
絵
画
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　

花
下

５
９　

の
む
さ
け
に　

ゑ
ひ
て
の
ち
ぎ
り　

た
が
へ
ず
も

　
　
　

ま
た
み
に
く
る
は　

桜
な
り
け
り

◇　

 【
訳
】
花
の
下
で
酒
を
飲
み
、
酔
っ
た
上
で
の
約
束
だ
が
、
そ
れ
を
背
か
ず

に
ま
た
見
に
来
る
の
は
、
や
は
り
桜
で
あ
る
よ
。

〇　

 『
戊
午
集
』
巻
五
、
四
句
以
下
「
ま
た
来
て
花
に
う
か
れ
ぬ
る
か
な
」
を
、「
ま

た
見
に
来
る
は
桜
な
り
け
り
」
と
訂
す
る
。

〇　

ゑ
ひ
て　

酔
っ
て
。

▽　

 『
戊
午
集
』
で
は
、
推
敲
に
迷
っ
た
跡
が
あ
る
。
上
の
句
の
「
ゑ
ひ
て
」
、
下

の
句
「
う
か
れ
ぬ
る
か
な
」
で
は
、
少
し
く
ど
く
な
る
と
思
っ
た
の
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
題
「
花
下
」
か
ら
の
想
起
さ
れ
る
「
う
か
れ
」
も
、
生
き
生

き
と
し
た
自
然
の
つ
ぶ
や
き
で
あ
り
捨
て
難
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　

馴
花

６
０　

な
れ
〳
〵
て　

こ
ゝ
ろ
や
す
き
に　

過
た
れ
ど

　
　
　

な
か
あ
し
け
く
も　

な
る
花
ぞ
な
き

◇　

 【
訳
】
桜
花
と
、
す
っ
か
り
馴
れ
親
し
ん
で
気
安
す
ぎ
る
付
き
合
い
を
し

て
き
た
が
、
人
間
の
様
に
仲
た
が
い
を
す
る
花
は
な
い
な
あ
。

〇　

『
戊
午
集
』
巻
一
、
五
句
「
な
ら
ぬ
花
哉
」
。

〇　

馴
花　

花
に
馴
れ
親
し
む
。

〇　

な
か
あ
し
け
く
も
な
る　

仲
が
悪
く
な
る
。

▽　

 

人
間
関
係
の
難
し
さ
に
比
べ
て
、
花
と
の
付
き
合
い
の
気
安
さ
を
比
べ
て

い
る
。

　
　
　
　

遅
桜

６
１　

い
そ
が
る
　ゝ

わ
が
こ
ゝ
ろ
に
は　

お
し
な
べ
て

　
　
　

み
な
早
か
ら
ぬ　

遅
さ
く
ら
の
み

◇　

 【
訳
】
少
し
で
も
早
く
桜
を
見
た
い
と
、
つ
い
心
が
急
が
れ
る
私
に
と
っ

て
は
、
ど
れ
も
一
様
に
遅
咲
の
桜
ば
か
り
に
思
え
る
。

〇　

『
己
酉
集
』
。

　
　
　
　

折
花

６
２　

な
つ
か
し
と　

折
を
い
な
び
て　

花
の
枝

　
　
　

な
が
ゝ
た
ざ
ま
に　

引
け
し
き
哉

◇　

 【
訳
】
な
つ
か
し
い
と
思
っ
て
折
ろ
う
と
す
る
の
に
、
花
の
枝
の
ほ
う
で

は
、
そ
れ
を
拒
ん
で
、
自
分
の
ほ
う
に
引
き
戻
そ
う
と
す
る
様
子
だ
な
あ
。

な
か
な
か
折
れ
な
い
な
あ
。

〇　

『
戊
午
集
』
巻
五
、
二
句
「
折
れ
ば
い
な
び
て
」
、
四
句
「
そ
な
た
ざ
ま
に
も
」
。

〇　

 

な
が
ゝ
た
ざ
ま
に　

汝
が
方
ざ
ま
に
。
あ
な
た
の
方
向
へ
。
相
手
も
自
分

の
方
に
引
っ
張
る
の
で
な
か
な
か
折
れ
な
い
と
い
う
擬
人
法
。

〇　

け
し
き　

様
子
。

（
二
）
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６
３　

さ
え
だ
こ
そ　

を
る
べ
か
り
し
か　

つ
ゞ
き
ゝ
て

　
　
　

引
よ
ぢ
が
た
く　

花
の
み
ゆ
ら
む

◇　
 【

訳
】
小
さ
な
枝
を
折
る
べ
き
だ
っ
た
。
大
き
な
枝
が
ず
っ
と
続
い
て
出

て
き
て
、
な
か
な
か
手
元
に
引
き
寄
せ
て
折
り
に
く
い
、
枝
の
花
の
よ
う

で
あ
る
な
あ
。

〇　

 『
戊
午
集
』
巻
五
、
題
「
折
サ
ク
ラ
」
、
五
句
「
な
る
桜
哉
」
を
「
な
れ
る
花
哉
」

と
訂
し
て
い
る
。

〇　

を
る
べ
か
り
し
か　

折
る
べ
き
で
あ
っ
た
の
に
。

▽　

 【
参
考
】「
小
里
な
る
花
橘
を
引
き
よ
ぢ
て
折
ら
む
と
す
れ
ど
う
ら
若
み
こ   

そ
」（
『
万
葉
集
』
巻
十
四
）
。

　
　
　
　

晩
鐘

６
４　

い
つ
よ
り
か　

い
り
あ
ひ
の
か
ね
は　

な
り
つ
ら
む

　
　
　

こ
ゝ
ろ
づ
き
た
る　

果
て
の
一
こ
ゑ

◇　

 【
訳
】
い
つ
か
ら
晩
鐘
は
鳴
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
を
気
づ
い
た

の
は
、
な
ん
と
最
後
の
一
声
だ
っ
た
。

〇　

 『
戊
午
集
』
巻
六
、
三
句
「
つ
き
つ
ら
む
」
を
「
う
ち
つ
ら
む
」
と
訂
し
た
あ

と
、「
な
り
つ
ら
む
」
と
す
る
。

〇　

 

い
り
あ
ひ
の
か
ね　

入
相
の
鐘
、
日
没
を
告
げ
る
鐘
、
寺
で
鳴
ら
す
六
時

の
鐘
の
ひ
と
つ
。

〇　

こ
ゝ
ろ
づ
き
た
る　

「
づ
き
」
に
「
鐘
」
の
縁
語
「
撞
き
」
を
ひ
び
か
せ
る
。

▽　

 【
参
考
】「
山
寺
の
入
相
の
鐘
の
声
ご
と
に
今
日
も
暮
れ
ぬ
と
聞
く
ぞ
か
な 

し
き
」『
拾
遺
集
』
哀
傷
・
読
人
不
知
。

　
　
　
　

花
間
蝶

６
５　

花
の
枝　

た
を
れ
ば
さ
わ
ぐ　

こ
て
ふ
か
な

　
　
　

お
の
れ
を
さ
へ
に　

い
か
ゞ
な
る
か
と

◇　

 【
訳
】
花
の
枝
を
折
る
と
、
花
に
と
ま
っ
て
い
た
蝶
が
さ
わ
ぐ
よ
。
自
分
ま

で
も
何
か
危
な
く
な
る
か
と
。

〇　

『
甲
辰
集
』
、
四
句
以
下
「
お
の
が
み
に
さ
へ
い
か
に
な
る
か
と
」

〇　

こ
て
ふ　

胡
蝶
。

〇　

お
の
れ
を
さ
へ
に　

自
分
ま
で
も
。

▽　

慌
て
ふ
た
め
い
て
逃
げ
る
蝶
を
擬
人
化
し
て
い
る
。

　
　
　
　

折
花

６
６　

た
む
か
ひ
も　

せ
ぬ
か
ほ
に
し
て　

な
か
〳
〵
に

　
　
　

折
（
を
る

袖そ
で
）は

ぬ
る　

花
の
枝
か
な

◇　

 【
訳
】
ま
る
で
抵
抗
も
し
な
い
よ
う
な
顔
を
し
て
、
花
を
折
る
私
の
袖
を
、

む
し
ろ
、
私
の
袖
を
か
え
っ
て
跳
ね
上
げ
る
花
の
枝
だ
よ
。

〇　

『
戊
午
集
』
巻
三
。

〇　

た
む
か
ひ　

手
向
か
い
。
抵
抗
。

〇　

な
か
〳
〵
に　

か
え
っ
て
。
あ
べ
こ
べ
に
。

▽　

枝
が
し
な
り
袖
を
跳
ね
上
げ
る
の
を
、
花
の
い
じ
ら
し
い
抵
抗
と
見
た
。

▽　
 【

参
考
】「
え
み
し
を
、
ひ
た
り
も
も
な
ひ
と
、
人
は
い
へ
ど
も
、
た
む
か  

ひ
も
せ
ず
」（
『
日
本
書
紀
』・
神
武
紀
）

　
　
　
　

雨
後
花

６
７　

あ
め
ふ
れ
ば　

一
夜
に
花
の　

色
あ
せ
て

　
　
　

け
ふ
の
さ
か
り
は　

き
の
う
過
け
り

（
三
）
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◇　

 【
訳
】
雨
が
降
る
と
一
夜
（
ひ
と
よ
）
に
し
て
桜
の
花
は
色
あ
せ
て
、
今
日

見
ら
れ
る
は
ず
の
花
の
盛
り
は
、
昨
日
ま
で
の
も
の
だ
っ
た
。

〇　

 『
戊
午
集
』
巻
四
、
題
「
風
後
花
」
、
一
・
二
句
は
「
か
ぜ
ふ
け
ば
一
夜
に
花

の
お
も
や
せ
て
」
。
初
稿
の
方
が
、
そ
の
情
景
に
見
合
っ
た
発
想
で
こ
こ

ろ
の
赴
く
ま
ま
に
う
た
っ
た
様
子
が
わ
か
る
。

〇　

一
夜　

一
晩
。

　
　
　
　

水
上
花

６
８　

ち
り
う
け
ば　

そ
ら
に
か
へ
す
に
か
へ
さ
れ
で

　
　
　

汀
に
よ
す
る　

花
の
お
ひ
か
ぜ

　
◇　

 【
訳
】
散
っ
て
水
面
に
浮
い
て
い
て
は
、
空
に
ふ
き
か
え
そ
う
と
し
て
も

返
せ
な
い
の
で
水
辺
に
花
を
吹
き
寄
せ
る
追
い
風
よ
。

〇　

『
戊
午
集
』
巻
一
。

〇　

汀　

み
ぎ
は
。
水
際
。
水
辺
。

〇　

か
へ
さ
れ
で　

返
せ
な
く
て
。「
か
へ
さ
れ
で
」
の
「
で
」
は
底
本
通
。

　
　
　
　

落
花

６
９　

垣
こ
え
て　

ち
り
ゆ
く
ほ
ど
は　

よ
そ
よ
り
も

　
　
　

ち
り
く
る
宿
の　

風
か
み
の
は
な

◇　
 【

訳
】
垣
を
越
え
て
桜
が
舞
い
散
る
こ
の
時
節
は
、
な
ん
と
、
よ
そ
か
ら
も

散
っ
て
く
る
よ
、
風
上
に
あ
る
宿
の
花
び
ら
も
。

〇　

『
戊
午
集
』
巻
五
。

７
０　

こ
の
も
と
は　

ち
れ
る
が
う
へ
に　

ち
る
花
も

　
　
　

陰
と
ほ
ぞ
け
ば　

ま
ば
ら
な
る
か
な

資
料
１　
　
　

大
隈
言
道
『
草
径
集
』
上
巻　

歌
番
号
６
８
番
～
７
８
番

（
四
）
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◇　

 【
訳
】
木
の
下
は
桜
の
花
び
ら
が
散
っ
た
上
に
も
更
に
ま
た
散
り
積
も
っ

て
い
る
が
、
木
陰
を
遠
ざ
か
る
に
し
た
が
っ
て
、
徐
々
に
ま
ば
ら
に
な
っ

て
い
く
な
あ
。

〇　

『
庚
戌
集
』
、
二
・
三
句
「
散
る
が
上
に
も
散
る
花
の
」
。　

　
　
　
　

風
前
落
花

７
１　

さ
そ
ひ
ゆ
く　

ち
か
ら
つ
か
れ
て　

ち
る
花
を

　
　
　

な
が
る
ゝ
水
に　

ゆ
づ
る
山
風

◇　

 【
訳
】
散
る
花
を
、
空
へ
舞
い
上
げ
て
誘
い
行
く
力
が
弱
ま
っ
て
、
流
れ
る

水
に
任
せ
る
山
風
よ
。

〇　

 『
辛
亥
集
』
、
二
句
「
ち
か
ら
わ
か
れ
て
」
を
「
ち
か
ら
つ
き
て
や
」
に
訂
す
。

〇　

さ
そ
ひ
ゆ
く
ち
か
ら　

風
の
力
。
風
が
花
び
ら
を
誘
う
力
。

▽　

 「
な
が
る
ゝ
水
に
ゆ
づ
る
山
風
」
に
於
い
て
は
「
山
風
の
吹
く
力
が
弱
ま
っ

た
の
で
今
度
は
谷
川
に
花
び
ら
を
譲
る
よ
と
」
い
う
擬
人
法
。
こ
の
発
想

に
よ
っ
て
、
眼
前
の
景
色
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
言
道
の

独
特
な
着
眼
点
と
想
像
力
の
新
し
さ
が
あ
る
。

　
　
　
　

思
落
花

７
２　

も
の
ご
と
に　

ひ
さ
し
げ
も
な
き　

世
な
れ
ど
も

　
　
　

た
ぐ
ひ
に
過
て　

ち
る
さ
く
ら
か
な

◇　

 【
訳
】
す
べ
て
の
も
の
が
久
し
い
有
様
で
も
な
い
無
常
の
世
の
中
だ
と
わ

か
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
類
例
も
な
く
あ
ま
り
に
も
早
く
散
る
桜
よ
。

〇　

『
戊
午
集
』
巻
五
、
題
「
落
花
」
。

〇　

も
の
ご
と
に　

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
。

▽　

 【
参
考
】「
百
千
鳥
さ
へ
ず
る
春
は
も
の
ご
と
に
あ
ら
た
ま
れ
ど
も
わ
れ
ぞ

ふ
り
ゆ
く
」（
『
古
今
集
』
春
上
）

〇　

ひ
さ
し
げ
も
な
き
世　

無
常
の
世
。

　
　
　
　

蝶
交
落
花

７
３　

と
も
す
れ
ば　

ち
り
ゆ
く
花
を　

送
り
き
て

　
　
　

蝶
さ
へ
て
ふ
と　

あ
や
ま
た
り
け
り

◇　

 【
訳
】
ど
う
か
す
る
と
、
散
り
ゆ
く
花
を
惜
し
ん
で
き
た
の
か
、
蝶
が
花
び

ら
を
送
っ
て
来
て
い
る
。
そ
の
蝶
で
さ
え
、
花
び
ら
が
蝶
だ
っ
た
か
、
蝶

が
花
び
ら
だ
っ
た
か
と
見
間
違
う
ほ
ど
で
あ
る
。

〇　

『
甲
辰
集
』
、
題
「
蝶
」
。

〇　

 

蝶
さ
へ
て
ふ　

同
じ
蝶
で
も
、「
蝶
」
と
「
て
ふ
」
と
表
記
を
書
き
換
え
る

こ
と
に
よ
り
、
視
覚
を
も
楽
し
ま
せ
て
い
る
。

〇　

『
荘
子
』「
斉
物
論
」
の
な
か
の
「
胡
蝶
の
夢
」
。

▽　

 
言
道
は
こ
の
歌
も
含
め
て
、
幾
度
と
な
く
表
記
法
な
ど
の
趣
向
を
変
え
て

歌
を
鑑
賞
し
た
。
例
え
ば
、
万
葉
仮
名
表
記
を
使
用
し
、
視
覚
に
よ
る
変

化
を
味
わ
う
要
素
を
加
え
軸
物
に
仕
立
て
、
積
極
的
に
言
道
が
自
ら
手
掛

け
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
次
の
作
品
（
資
料
２
）
例
に
よ
っ
て
も
分
る
。

（
五
）
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上
記
資
料
２
は
、
歌
番
号
７
３
「
と
も
す
れ
ば　

ち
り
ゆ
く
花
を　

送
り
き

て　

蝶
さ
へ
て
ふ
と　

あ
や
ま
た
り
け
り
」
の
歌
を
、
言
道
自
身
の
手
に
よ
り

万
葉
仮
名
表
記
で
「
東
望
為
波　

散
往
花
乎　

贈
来
而　

蝶
副
蝶
等　

誤
来
」

と
掛
け
軸
に
筆
で
認
め
た
。
目
で
見
て
も
音
に
聞
い
て
も
和
歌
を
楽
し
む
と
い

う
、
視
覚
に
も
聴
覚
に
も
訴
え
、
そ
の
鑑
賞
に
堪
え
る
と
い
う
作
品
作
り
を
意

図
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
最
初
「
送
る
」
の
字
を
用
い
て
い
た
の
を
、
敢
え
て
「
贈
る
」
と
う

文
字
を
選
択
し
た
。
用
字
を
替
え
て
、
落
花
の
美
し
さ
へ
の
名
残
の
贈
り
物
と

い
う
、
意
味
の
拡
充
を
図
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
ち
ょ
う
」「
ち
ょ
う
」
と
繰
り

返
さ
れ
る
リ
ズ
ム
が
耳
に
心
地
よ
い
。
オ
ー
ラ
ル
で
口
ず
さ
む
歌
と
し
て
の
要

素
も
十
分
に
満
た
し
て
い
る
。

　

ま
た
、『
荘
子
』「
斉
物
論
」
の
な
か
の
「
胡
蝶
の
夢
」
を
彷
彿
と
さ
せ
、
和
歌

に
深
み
と
奥
行
を
加
味
さ
せ
、
一
枚
の
絵
画
を
鑑
賞
す
る
が
如
く
の
仕
上
が
り

を
見
せ
て
い
る
。

　
　
　
　

夕
落
花

７
４　

う
れ
し
く
も　

さ
そ
ひ
は
ゆ
か
で　

庭
の
お
も
に

　
　
　

も
て
し
づ
め
た
る　

花
の
夕
風

◇　

 【
訳
】
う
れ
し
い
こ
と
に
、
散
る
花
を
上
に
誘
っ
て
持
っ
て
い
か
な
い
で
、

庭
の
地
面
に
じ
っ
と
沈
め
置
い
て
く
れ
た
夕
風
よ
。

〇　

 『
庚
戌
集
』
、
題
「
落
花
」
、
一
句
「
さ
ば
か
り
は
」
を
、「
う
れ
し
く
も
」
に

訂
す
。
二
句
「
さ
そ
ひ
も
ゆ
か
ず
」
を
「
さ
そ
ひ
も
ゆ
か
で
」
に
訂
す
。

資
料
２　

大
隈
言
道
自
筆　

万
葉
仮
名
和
歌
掛
け
軸
（
架
蔵
）

※
「
東
望
為
波　

散
往
花
乎　

贈
来
而　

蝶
副
蝶
等　

誤
来　
　

言
道
并
書
」

　

（
と
も
す
れ
ば　

ち
り
ゆ
く
は
な
を　

お
く
り
き
て　

て
ふ
さ
へ
て
ふ
と　

　

  

あ
や
ま
た
り
け
り
）

（
六
）
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 『
今
橋
集
』
上
、「
夕
さ
れ
ば
も
と
に
か
へ
し
て
風
だ
に
も　

も
て
し
づ
め

た
る
花
の
白
雪
」
。

　
　
　
　

落
花
有
思

７
５　

ち
れ
ば
と
く　

水
に
う
か
べ
て　

ゆ
く
花
に

　
　
　

し
ね
ば
身
を
や
る　

野
辺
を
社

（
こ
そ
）お

も
へ

◇　

 【
訳
】
散
る
と
す
ぐ
に
そ
の
身
を
水
に
浮
か
べ
て
行
く
花
を
見
る
と
、
死

ぬ
と
そ
の
身
を
野
辺
に
送
る
こ
と
を
思
い
そ
れ
が
重
な
る
。

〇　

 『
庚
戌
集
』
、
題
「
水
上
落
花
」
、
四
句
以
下
「
死
ね
ば
野
に
や
る
わ
が
身
を

ぞ
思
ふ
」
傍
ら
に
「
死
ね
ば
身
を
や
る
野
辺
を
こ
そ
思
へ
」
。
見
せ
消
ち
に

し
て
い
な
い
の
で
、
ど
ち
ら
と
も
候
補
で
あ
っ
た
の
を
、
傍
ら
に
書
い
た

方
を
採
用
し
た
。

〇　

野
辺　

埋
葬
の
地
。

▽　

 「
散
る
」
か
ら
人
の
死
と
野
辺
送
り
を
連
想
し
、
水
面
を
野
辺
と
見
立
て
、

思
い
を
重
ね
合
わ
せ
た
。

　
　
　
　

雨
後
落
花

７
６　

こ
の
も
と
の　

か
わ
く
ま
を
だ
に　

ま
ち
あ
へ
ず　

　
　
　

ち
り
し
く
庭
の　

花
（
は
な
む
し
ろ
）

莚
か
な

◇　

 【
訳
】
木
の
下
の
乾
く
間
す
ら
待
ち
き
れ
な
い
で
、
庭
一
面
に
花
が
散
り

敷
く
。
花
莚
を
敷
い
た
よ
う
だ
な
あ
。

〇　

『
甲
辰
集
』
、
四
句
「
さ
も
ち
り
し
け
る
」
。

〇　

ち
り
し
く　

「
花
が
散
り
敷
く
」
意
と
、「
莚
を
敷
く
」
意
を
掛
け
る
。

〇　

花
莚　

花
ご
ざ
。
花
が
一
面
に
散
り
敷
い
た
さ
ま
の
比
喩
。

▽　

 【
参
考
】「
山
風
の
庭
に
吹
き
ま
く
花
む
し
ろ
ま
た
い
づ
方
に
し
き
し
の
ぶ

ら
ん
」（
『
挙
白
集
』・
木
下
長
嘯
子
）

　
　
　
　

蝶

７
７　

と
も
す
れ
ば　

わ
が
つ
ま
戸
よ
り　

せ
き
入

（
い
り
）て

　
　
　

お
な
じ
臥

（
ふ
せ
や
）

屋
に　

蝶
も
社

（
こ
そ
）ぬ

れ

◇　

 【
訳
】
ど
う
か
す
る
と
、
蝶
が
、
我
が
家
の
開
き
戸
か
ら
入
っ
て
来
て
し

ま
っ
て
、
閉
じ
込
め
て
し
ま
っ
た
よ
、
私
と
同
じ
粗
末
な
家
に
、
蝶
も
寝

る
よ
。

〇　

『
己
酉
集
』

〇　

つ
ま
戸　

妻
戸
。
出
入
り
口
の
観
音
開
き
（
両
開
き
）
の
板
戸
。

〇　

せ
き
入
て　

閉
じ
込
め
て
。
塞
ぎ
入
れ
て
。

〇　

臥
屋　

み
す
ぼ
ら
し
い
粗
末
な
家
。

〇　

 

ぬ
れ　

寝
れ
。「
こ
そ
」
の
係
り
結
び
で
、「
ね
」
の
已
然
形
「
ぬ
れ
」
。
こ

の
粗
末
な
家
で
、
蝶
も
共
に
寝
る
こ
と
へ
の
、
素
朴
な
う
れ
し
さ
が
伝
わ

る
。

　
　
　
　

思
山
花

７
８　

お
も
ひ
ね
の　

こ
ゝ
ろ
の
程
の　

と
ゞ
け
ら
ば

　
　
　

こ
な
た
の
ゆ
め
も　

花
や
み
る
ら
む

（
七
）
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◇　

 【
訳
】
花
を
思
い
な
が
ら
寝
る
私
の
心
深
さ
が
、
花
に
届
い
て
い
る
な
ら

ば
、
花
は
こ
ち
ら
の
こ
と
も
夢
に
見
る
で
あ
ろ
う
か
。

〇　

『
壬
生
集
』

〇　

お
も
ひ
ね　

思
い
寝
。
花
を
思
い
な
が
ら
寝
る
。

〇　

こ
ゝ
ろ
の
程　

心
の
深
さ
が
ど
れ
ほ
ど
深
い
か
の
程
度
。

〇　

と
ゞ
け
ら
ば　

「
ら
」
は
完
了
の
助
動
詞
「
り
」
の
未
然
形
。

〇　

こ
な
た
の
ゆ
め　

私
の
こ
と
を
夢
と
し
て
。

　
　
　
　

花
間
鳥

７
９　

さ
く
花
に　

あ
そ
ぶ
を
見
れ
ば　

鳥
だ
に
も

　
　
　

は
む
こ
と
の
み
は　

お
も
は
ざ
り
け
り

◇　

 【
訳
】
咲
い
て
い
る
花
に
遊
ぶ
鳥
を
見
る
と
、
鳥
で
す
ら
、
餌
を
食
べ
る
こ

と
だ
け
を
思
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
だ
な
あ
。

〇　

 『
辛
亥
集
』
、
題
「
と
り
」
、
一
句
「
と
び
か
ひ
て
」
を
「
咲
く
花
に
」
、
四
句
「
ゑ

を
は
む
の
み
は
」
を
「
は
む
こ
と
の
み
な
」
と
訂
す
る
。

〇　

は
む　

食
う
。
餌
を
食
う
。

▽　

 【
参
考
】『
辛
亥
集
』
に
「
う
を
と
り
を
よ
め
る
長
歌
」
と
題
し
て
、「
鳥
み

れ
ば
鳥
う
ら
や
ま
し　

う
を
み
れ
ば　

う
を
う
ら
や
ま
し　

人
は
身
は

遊
ぶ
と
な
し
に　

う
つ
せ
み
の　

世
を
く
る
し
み
て　

た
と
へ
だ
に
な

し
」
と
記
述
が
あ
る
。
言
道
の
苦
し
い
生
活
か
ら
生
ま
れ
た
句
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　

花
枝

８
０　

い
く
ば
く
も　

み
し
花
な
れ
ど　

枕
べ
の　

　
　
　

一
枝
に
こ
ゝ
ろ　

と
ゞ
め
て
ぞ
ぬ
る

◇　

 【
訳
】
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
多
く
見
た
桜
だ
っ
た
が
、
枕
辺
の
一
枝
の　

に
心
を
と
ど
め
て
、
慕
い
な
が
ら
寝
る
。

〇　

『
戊
午
集
』
巻
一
、
二
句
「
見
つ
る
桜
を
」
。

▽　

  

ど
れ
ほ
ど
桜
を
見
歩
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
果
て
し
も
な
く
桜
を
見
た
の  

に
、
そ
れ
で
も
枕
元
に
、
桜
の
一
枝
を
置
い
て
寝
る
。
桜
を
愛
し
て
や
ま 

な
い
心
情
が
、「
心
と
ど
め
て
」
に
表
出
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

思
残
花

８
１　

な
に
と
か
や　

こ
ゝ
ろ
に
の
こ
る　

さ
く
ら
ば
な

　
　
　

ま
た
さ
る
か
た
の　

在
（
あ
る
）に

や
あ
る
ら
ん

◇　

 【
訳
】
何
と
い
っ
て
よ
い
か
。
わ
ず
か
に
残
っ
て
い
る
の
を
見
る
に
つ
け
、

心
に
残
る
桜
花
だ
な
あ
。
ま
た
花
の
残
っ
て
い
る
所
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。

〇　

『
戊
午
集
』
巻
四
、
題
「
思
余
花
」
。

〇　

な
に
と
か
や　

何
と
い
っ
て
よ
い
か
。

〇　

の
こ
る　

「
心
に
残
る
」
と
、「
わ
ず
か
に
残
る
桜
花
」
を
掛
け
る
。

〇　

さ
る
か
た　

残
花
の
あ
る
場
所
。

〇　

に
や
あ
る
ら
ん　

あ
る
だ
ろ
う
か
。

▽　

『
戊
午
集
』
の
題
「
思
余
」
を
「
思
残
」
と
し
心
残
り
の
意
を
強
め
た
。

（
八
）
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藤

８
２　

み
る
花
も　

な
き
か
と
思
へ
ば　

藤
さ
き
て

　
　
　

を
の
へ
に
ゆ
け
る　

春
の
い
ろ
哉

◇　

 【
訳
】
春
も
終
わ
り
に
近
づ
き
、
見
る
花
も
な
い
と
思
っ
て
い
た
ら
、
峰
の

上
の
方
に
は
、
藤
の
花
が
咲
い
て
い
る
。
春
の
色
は
あ
そ
こ
へ
移
っ
た
の

だ
な
あ
。

〇　

『
戊
午
集
』
巻
五
、
題
「
藤　

晩
春
」
。

〇　

を
の
へ　

尾
上
。
春
の
彩
が
、
峰
の
上
の
藤
に
移
っ
た
。

▽　

 

こ
の
和
歌
の
前
の
８
１
番
歌
の
桜
の
残
歌
か
ら
、
次
に
咲
く
藤
へ
と
、
季

節
の
移
ろ
い
を
感
じ
さ
せ
る
配
列
。　

　
　
　
　

暮
春
下
京

８
３　

あ
く
が
れ
て　

見
て
し
み
や
こ
の　

花
さ
へ
も

　
　
　

ゆ
め
に
な
が
る
　ゝ

よ
ど
の
川
ぶ
ね

◇　

 【
訳
】
あ
こ
が
れ
て
、
都
の
花
盛
り
を
見
て
き
た
が
、
そ
れ
も
ひ
と
時
の
夢

の
よ
う
で
落
花
が
漂
い
ゆ
く
淀
川
を
川
舟
が
行
く
よ
。

〇　

『
戊
午
集
』
巻
五
。

〇　

暮
春
下
京　

「
暮
春
、
京
よ
り
下
る
」
意
。

〇　

 
ゆ
め
に
な
が
る
　ゝ

花
の
盛
り
も
夢
の
よ
う
に
過
ぎ
、
今
は
散
り
落
ち
た

花
び
ら
が
夢
の
よ
う
に
漂
い
流
れ
る
。

〇　

 

よ
ど
の
川
舟　

京
の
南
の
淀
と
、
大
阪
（
大
坂
）
を
行
き
来
す
る
淀
川
の

貨
客
船
。

資
料
３　
　
　

大
隈
言
道
『
草
径
集
』
上
巻　

歌
番
号
７
９
番
～
８
８
番

（
九
）
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も
ゝ
と
り

８
４　

う
ち
む
れ
て　

さ
し
も
な
き
て
は　

も
ゝ
ち
ど
り

　
　
　

い
づ
れ
の
こ
ゑ
も　

き
ゝ
わ
か
な
く
に

◇　

 【
訳
】
百
千
鳥
よ
。
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
そ
ん
な
に
も
鳴
い
て
い
て
は
、
ど

れ
が
ど
れ
の
声
か
、
聞
き
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
。

〇　

『
甲
辰
集
』
、
二
句
「
さ
の
み
な
き
て
は
」
。

〇　

も
ゝ
ち
ど
り　

多
く
の
鳥
。
い
わ
ゆ
る
「
古
今
伝
授
」
の
三
鳥
の
一
つ
。

〇　

 

き
ゝ
わ
か
な
く
に　

聞
き
分
か
な
く
に
。
聞
き
分
け
ら
れ
な
い
の
に
。

　
　

「
な
く
」
は
打
消
し
の
助
動
詞
「
ず
」
の
ク
語
法
。

　　
　
　
　

野
火

８
５　

き
ゆ
る
か
と　

見
れ
ば
火
も
ゆ
る　

あ
さ
ぢ
は
ら

　
　
　

こ
の
朝
露
に　

け
ぶ
り
の
み
し
て

◇　

 【
訳
】
浅
茅
原
の
野
火
は
消
え
る
か
と
見
て
い
た
ら
、
火
は
つ
い
て
燃
え

る
も
の
の
、
こ
の
朝
露
の
た
め
に
け
ぶ
っ
て
ば
か
り
で
あ
る
。

〇　

『
庚
戌
集
』
。

〇　

あ
さ
ぢ
は
ら　

浅
茅
原
。
丈
の
低
い
チ
ガ
ヤ
が
茂
る
野
原
。

　
　
　
　

橋
霞

８
６　

は
る
の
野
に　

は
し
う
ち
わ
た
る　

わ
が
身
を
ば

　
　
　

か
す
み
に
そ
へ
て　

人
や
み
る
ら
む

◇　

 【
訳
】
春
の
野
原
に
か
か
る
橋
を
渡
っ
て
い
る
自
分
を
、
人
は
か
す
み
の

風
景
に
加
え
て
、
み
る
だ
ろ
う
か
。

〇　

『
己
酉
集
』
一
句
「
は
る
の
野
の
」
。

〇　

 

う
ち
わ
た
る　

「
わ
た
る
」
は
、「
橋
」「
霞
」
の
縁
語
。

▽　

 

こ
の
情
景
の
中
に
溶
け
込
む
よ
う
に
し
て
、
霞
と
と
も
に
、
橋
を
渡
る
自 

分
の
姿
を
融
合
さ
せ
て
、
人
が
見
て
く
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
詠
む
。
広

が
り
の
あ
る
一
幅
の
絵
画
を
み
る
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　

老
人
見
帰
雁

８
７　

ゆ
く
か
た
は　

し
た
ひ
見
乍

（
な
が
ら
）帰

る
か
り

　
　
　

と
ゞ
め
が
た
く
も　

ね
ぶ
る
老
か
な

◇　

 【
訳
】
北
国
へ
と
帰
っ
て
い
く
雁
の
行
方
を
慕
わ
し
く
見
続
け
な
が
ら
も
、

引
き
と
ど
め
る
こ
と
も
出
来
ず
、
ま
た
自
分
の
居
眠
り
も
、
止
め
ら
れ
ず

に
い
る
老
い
の
身
か
な
。

〇　

『
庚
戌
集
』
一
句
「
ゆ
く
か
た
を
」
。

〇　

と
ゞ
め
が
た
く　

「
帰
る
雁
」
と
、「
ね
ぶ
る
」
の
両
方
に
掛
か
る
。

〇　

ね
ぶ
る
老　

自
然
と
眠
気
を
催
す
老
人
。

▽　

 

老
人
の
居
眠
り
の
姿
を
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
い
て
い
る
。
こ
の
モ
チ
ー
フ

は
、「
子
供
」
へ
の
優
し
い
目
線
の
歌
と
共
に
、「
老
い
」
が
言
道
の
テ
ー

マ
の
一
つ
。
他
に
も
「
老
い
の
身
の
ゆ
が
み
お
と
ろ
へ
今
さ
ら
に
直
ぐ
な

る
道
も
え
こ
そ
行
か
れ
ね
」
。『
庚
戌
集
』
に
は
、「
老
来
見
来
栄
枯
事　

万

変
惟
応
一
咲
詶　

放
翁
」
と
題
し
て
「
老
い
ぬ
れ
ば
驚
く
ば
か
り
変
わ
る

世
も
た
だ
う
ち
聞
き
て
笑
め
る
ば
か
り
ぞ
」
と
詠
ん
で
い
る
。
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楓
後
雨

８
８　

夕
ぐ
れ
の　

そ
ら
の
雨
ぐ
も　

風
た
み
て

　
　
　

あ
す
は
と
み
し
が　

け
ふ
よ
り
ぞ
ふ
る

◇　

 【
訳
】
夕
暮
れ
の
空
の
雨
雲
を
見
る
と
、
明
日
は
雨
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て

い
た
の
に
、
風
が
回
っ
て
、
も
う
今
日
か
ら
降
っ
て
い
る
。

〇　

『
戊
午
集
』
巻
二
、
三
句
「
風
た
ら
で
」
。

〇　

た
み
て　

廻
み
て
。
回
っ
て
。
風
に
よ
り
雨
雲
が
巡
っ
て
来
て
の
意
。

▽　

 【
参
考
】「
い
づ
く
に
か
船
泊
て
す
ら
む
安
礼
の
崎
漕
ぎ
廻
み
行
き
し
棚
無 

し
小
舟
」（
『
万
葉
集
』
巻
二
・
高
市
黒
人
）
。

　
　
　
　

雨
中
流
水

８
９　

け
さ
見
れ
ば　

雨
の
あ
と
さ
へ　

つ
く
〴
〵
も

　
　
　

な
が
る
ゝ
水
の　

お
も
し
ろ
き
哉

　
◇　

 【
訳
】
今
朝
よ
く
よ
く
見
て
み
る
と
、
雨
後
で
さ
え
も
、
ど
ん
ど
ん
流
れ
る

水
の
様
子
が
つ
く
づ
く
面
白
い
な
あ
と
思
う
。

〇　

『
戊
午
集
」
巻
五
、
一
句
「
ま
ば
ら
な
る
」
三
句
「
つ
く
〴
〵
と
」
。

〇　

 

つ
く
〴
〵
も　

「
つ
く
づ
く
」
は
、「
考
え
る
」「
眺
め
る
」
な
ど
の
行
為
を

表
わ
す
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
。「
心
の
底
か
ら
そ
う
思
う
」
状
態
と

な
る
こ
と
を
言
う
。
こ
こ
で
は
、
注
意
し
て
「
見
れ
ば
」
と
、
心
の
底
か
ら

「
お
も
し
ろ
き
哉
」
の
上
下
に
掛
か
る
。

▽　

 

自
然
の
情
景
を
観
察
し
て
、
そ
れ
を
言
葉
で
写
し
取
る
言
道
の
姿
勢
が
よ  

く
読
み
取
れ
る
。

 

資
料
４　
　
　

大
隈
言
道
『
草
径
集
』
上
巻　

歌
番
号
８
９
番
～
９
８
番
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鮎

９
０　

な
が
れ
く
る　

花
に
う
か
び
て　

そ
ば
え
て
は

　
　
　

ま
た
せ
を
の
ぼ
る　

春
の
若
鮎

◇　

 【
訳
】
な
が
れ
来
る
花
を
、
浮
か
ん
で
き
て
は
、
つ
つ
く
よ
う
に
戯
れ
、
ま

た
瀬
を
の
ぼ
っ
て
い
く
春
の
若
鮎
。

〇　

『
戊
午
集
』・
巻
三
、
題
「
若
鮎
」
。
お
よ
び
、『
今
橋
集
』
下
。

〇　

そ
ば
え
て
は　

戯
れ
て
は
。

▽　

 

春
の
陽
だ
ま
り
の
中
で
、
流
れ
て
き
た
花
に
戯
れ
て
浮
か
び
上
が
っ
た

り
、
ま
た
、
瀬
を
上
っ
た
り
す
る
若
鮎
の
瑞
々
し
い
動
き
が
あ
る
。

　
　

 　
『
戊
午
集
』・
巻
三
に
お
い
て
、
言
道
の
傍
書
が
、「
新
景
、
か
ば
か
り
は

い
で
き
が
た
し
か
し
」
と
書
き
付
け
ら
れ
て
い
る
。
な
か
な
か
生
み
出
せ

な
い
も
の
で
あ
る
と
の
自
賛
の
言
葉
に
よ
り
、
言
道
の
自
信
作
で
あ
る
こ

と
が
わ
か
る
。

　
　
　
　

野
火

９
１　

と
も
す
れ
ば　

み
ね
ま
で
の
ぼ
る　

春
（
は
る
の
の
）

野
の　

　
　
　

火
を
の
が
れ
え
ぬ　

松
ぞ
か
な
し
き

◇　

 【
訳
】
や
や
も
す
る
と
、
燃
え
上
が
っ
て
峰
ま
で
上
る
春
の
野
火
を
、
逃
れ

る
こ
と
が
で
き
な
い
松
は
悲
し
い
。

〇　

『
庚
戌
集
』
。

〇　

 

の
が
れ
え
ぬ
松　

峰
に
立
つ
松
に
野
火
が
燃
え
広
が
り
こ
ち
ら
へ
迫
ろ

う
と
も
、
動
き
よ
う
も
な
く
そ
こ
を
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
　
　

波

９
２　

こ
ゝ
ま
で
も　

夜
（
よ
）

は
に
は
波
の　

う
ち
よ
せ
て

　
　
　

松
に
か
け
た
る　

ち
り
あ
く
た
哉

◇　

 【
訳
】
こ
ん
な
と
こ
ろ
ま
で
夜
更
け
に
は
波
が
打
ち
寄
せ
て
き
て
、
掛
け

た
の
か
。
海
か
ら
の
ご
み
屑
が
、
松
の
木
に
引
っ
か
か
っ
て
い
る
よ
。

〇　

『
己
酉
集
』
。　
　

〇　

夜
は　

夜
半
の
こ
と
。

〇　

ち
り
あ
く
た　

ご
み
屑
。

▽　

夜
の
満
潮
に
伴
う
波
の
動
き
を
、
翌
朝
知
っ
て
驚
く
。

　
　
　
　

ひ
ば
り

９
３　

お
の
が
子
の　

す
だ
ち
さ
そ
ひ
て　

野
の
ひ
ば
り

　
　
　

手
も
及

（
お
よ
ぶ
）べ

き　

そ
ら
に
て
ぞ
鳴

（
な
く
）

◇　

 【
訳
】
野
の
雲
雀
は
、
自
分
の
子
の
巣
立
ち
を
う
な
が
し
て
、
手
も
届
く
か

と
思
わ
れ
る
ほ
ど
の
低
い
空
で
鳴
く
よ
。

〇　

『
戊
午
集
』
巻
三
。

〇　

手
も
及
ぶ
べ
き　

手
の
届
き
そ
う
な
。

▽　

巣
立
ち
を
案
じ
、
振
り
返
り
つ
つ
子
を
導
く
親
雲
雀
の
姿
を
描
く
。

　
　
　
　

蝶

９
４　

わ
ら
は
べ
の　

手
を
の
が
れ
こ
し　

蝶
な
ら
む

　
　
　

は
ね
破

（
や
ぶ
れ
）て

も　

飛
（
と
ぶ
）が

ゝ
な
し
さ

（
十
二
）

大隈言道研究　Ⅸ　『草径集』　箋註（2）　（進藤康子）

－ 75 －



◇　

 【
訳
】
子
供
ら
の
手
か
ら
逃
げ
て
き
た
蝶
で
あ
ろ
う
。
羽
が
破
れ
て
も
、
飛

ぶ
そ
の
姿
が
、
な
ん
と
物
悲
し
い
こ
と
か
。

〇　

『
己
酉
集
』
。

　
　
　
　

土
筆

９
５　

や
ま
ざ
と
は　

つ
み
と
る
人
も　

ひ
と
り
な
し

　
　
　

畠
の
つ
く
し　

春
の
立

（
た
ち
が
れ
）

枯

◇　

 【
訳
】
山
里
で
は
め
ず
ら
し
く
な
い
の
だ
ろ
う
。
摘
み
取
る
人
も
だ
れ
と

し
て
い
な
い
。
立
ち
枯
れ
た
ま
ま
の
畑
の
畔
の
土
筆
よ
。

〇　

『
戊
午
集
』
巻
一
。

　
　
　
　

か
は
づ

９
６　

つ
ま
こ
ふ
る　

か
は
づ
の
こ
ゑ
の
一
こ
ゑ
の　

　
　
　

は
て
の
な
げ
き
に　

た
へ
ず
も
あ
る
か
な

◇　

 【
訳
】
妻
を
恋
慕
う
蛙
の
声
の
、
し
か
も
、
声
の
限
り
を
振
り
絞
っ
て
鳴
く

一
声
を
聞
く
と
悲
壮
感
で
耐
え
ら
れ
な
い
な
あ
。

〇　

『
辛
亥
集
』
、
四
句
「
は
て
の
せ
ま
り
」
。

〇　

か
は
づ　

蛙
。

▽　

 「
か
は
づ
の
」「
声
の
」「
一
声
の
」
と
、「
の
」
音
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
、

次
第
に
切
な
さ
は
う
ね
る
よ
う
に
募
り
、「
は
て
の
な
げ
き
」
で
恋
し
さ

は
、
頂
点
に
達
す
る
。

　

９
７　

ま
か
せ
て
も　

水
に
な
が
る
　ゝ

蛙
か
な

　
　
　

ゐ
で
こ
す
波
に　

落
る
身
し
ら
で

◇　

 【
訳
】
水
の
流
れ
に
身
を
任
せ
て
流
れ
て
い
く
蛙
よ
。
こ
れ
か
ら
先
、
井
堰

を
超
す
波
と
共
に
、
落
ち
る
身
だ
と
は
知
ら
ず
に
。

〇　

 『
戊
午
集
』
巻
二
、
五
句
「
お
つ
る
と
み
る
ま
で
」
を
「
お
つ
る
を
し
ら
で
」

と
訂
す
る
。

〇　

ゐ
で　

井
手
。
井
堰
。
田
へ
水
を
引
く
た
め
に
川
水
を
せ
き
止
め
た
所
。

　
　
　
　

松
月
見
柳

９
８　

い
へ
く
ら
き　

か
げ
に
立
た
る　

柳
の
み

　
　
　

い
ま
だ
ま
ち
え
ぬ　

あ
り
あ
け
の
月

◇　

 【
訳
】
家
の
陰
の
暗
い
と
こ
ろ
に
立
っ
て
い
る
柳
の
場
所
に
は
、
有
明
の

月
を
待
っ
て
も
ま
だ
昇
っ
て
こ
な
い
。

〇　

『
戊
午
集
』
巻
一
、
題
「
月
夜
柳
有
明
月
」
。

▽　

光
の
当
た
る
こ
と
の
な
い
自
分
の
立
ち
位
置
の
悪
さ
を
も
重
ね
て
い
る
。

　
　
　
　

鶴

９
９　

う
ち
は
ぶ
く　

け
し
き
も
な
し
に　

青
雲
の

　
　
　

そ
ら
に
う
き
て
も　

き
ぬ
る
鶴

（
た
づ
む
ら
）

村

◇　

 【
訳
】
羽
ば
た
き
を
す
る
様
子
も
な
く
、
ま
る
で
ふ
わ
っ
と
青
空
に
浮
く

白
雲
の
よ
う
に
や
っ
て
来
た
鶴
の
群
れ
よ
。
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〇　

『
戊
午
集
』
巻
一
、
二
句
「
け
し
き
も
な
げ
に
」
。

〇　

う
ち
は
ぶ
く　

羽
ば
た
く
。

〇　

青
雲　

青
み
が
か
っ
た
雲
。
晴
れ
た
空
。
青
空
。
ま
た
非
常
に
高
い
所
。

〇　

鶴
村　

鶴
の
群
れ
。
万
葉
集
に
も
見
る
歌
語
。

▽　

 【
参
考
】「
白
雲
の
た
な
び
く
国
の
青
雲
の
向
伏
す
国
の
雨
雲
の　

下
な
る

人
は　

我
の
み
か
も　

君
に
恋
ふ
ら
む　

我
の
み
か
も　

君
に
恋
ふ
れ

ば　

天
地
に　

言
を
満
て
て　

恋
ふ
れ
か
も
」（
『
万
葉
集
』
十
三
巻
）

　
　
　
　
　

山
吹

１
０
０　

や
ま
ぶ
き
の　

ひ
と
へ
に
さ
く
を　

め
で
乍

（
な
が
ら
）

　
　
　
　

や
へ
な
る
み
れ
ば　

や
へ
ぞ
増
れ
る

◇　

 【
訳
】
一
重
の
山
吹
の
花
が
咲
い
て
い
る
の
を
見
て
賞
嘆
し
な
が
ら
も
、

八
重
咲
の
山
吹
を
見
る
と
、
や
は
り
八
重
咲
き
の
方
が
優
っ
て
い
る
。

〇　

『
甲
辰
集
』
。

▽　

一
重
と
八
重
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
、
素
朴
な
つ
ぶ
や
き
を
そ
の
ま
ま
歌
に

し
て
い
る

　
　
　
　
　

蜘

１
０
１　

ま
つ
の
ま
の　

夕
日
に
ひ
か
る　

さ
ゝ
が
に
の

　
　
　
　

た
え
ぬ
と
見
え
て　

つ
ゞ
く
糸
哉

◇　

 【
訳
】
松
の
木
の
間
に
張
り
巡
ら
し
た
蜘
蛛
の
巣
は
、
夕
陽
の
反
射
で
ひ

か
り
、
切
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
糸
は
、
綿
々
と
つ
づ
い
て

い
る
の
だ
な
あ
。

〇　

 『
戊
午
集
』
巻
三
、
題
「
く
も
い
」
、
三
句
以
下
「
く
も
の
い
の　

た
え
ぬ
と

見
れ
ば
続
き
ぬ
る
か
な
」
。

〇　

さ
ゝ
が
に　

蜘
蛛
。

〇　

 

夕
陽
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
輝
く
、
繊
細
で
美
し
い
蜘
蛛
の
糸
の
一
筋
一
筋

を
、
丹
念
に
観
察
し
、
目
で
追
い
か
け
続
け
て
い
る
様
子
。

▽　

 

言
道
の
観
察
眼
が
光
っ
て
い
る
。
ま
る
で
子
供
の
よ
う
な
新
鮮
な
目
線

で
、
情
景
を
ス
ケ
ッ
チ
す
る
か
の
よ
う
に
歌
の
言
葉
を
紡
い
で
い
る
姿
勢

が
、
言
道
独
特
の
和
歌
を
次
々
と
生
み
だ
し
て
い
く
。

　
　
　
　
　

雨
中
蛙

１
０
２　

山
吹
の　

雫
（
し
ず
く
）枝

に
も　

す
が
り
え
で

　
　
　
　

蛙
な
が
る
　ゝ

春
さ
め
の
そ
ら

◇　

 【
訳
】
花
の
雫
が
滴
る
山
吹
の
枝
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
ず
に
、
雨
蛙
が

流
さ
れ
て
い
く
よ
、
春
雨
の
降
る
空
だ
な
あ
。

〇　

『
甲
辰
集
』
、
題
「
雨
中
か
は
づ
」
、
四
句
「
な
が
る
ゝ
蛙
」
。

〇　

雫
枝　

雫
で
ぬ
れ
た
枝
。
雫
が
滴
り
落
ち
て
く
る
枝
。

〇　

す
が
り
え
で　

す
が
っ
て
枝
を
捕
ま
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
。

▽　

 

春
雨
の
空
の
下
、
山
吹
の
花
の
黄
色
と
滴
り
落
ち
る
雫
の
透
明
な
美
し
さ

に
対
し
て
、
む
な
し
く
流
さ
れ
て
い
く
蛙
と
の
対
比
が
際
立
つ
。

（
十
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▽　

 「
蛙
鳴
く
井
手
の
山
吹
散
り
に
け
り
花
の
盛
り
に
あ
は
ま
し
も
の
を
」

（
『
古
今
集
』
春
下
）
の
和
歌
以
来
、「
井
手
の
山
吹
」
と
「
鳴
く
蛙
」
が
よ
く

取
り
合
わ
さ
れ
た
が
、
そ
の
伝
統
に
対
し
て
、
言
道
は
「
す
が
り
え
で
」
と
、

蛙
に
新
た
な
動
き
を
与
え
た
。
こ
れ
と
同
様
な
趣
向
と
し
て
、
言
道
と
同

時
代
の
橘

た
ち
ば
な
の
あ
け
み

曙
覧
に
「
す
が
り
居
し
垣
の
山
吹
飛
は
な
れ
う
し
ろ
も
見
ず
に

ゆ
く
蛙
か
な
」（
『
志
農
夫
廼
舎
歌
集
』
）
な
ど
の
例
が
あ
り
近
世
後
期
和

歌
の
趣
向
と
特
色
を
呈
し
て
き
て
い
る
。

　
　
　
　
　

山
彦

１
０
３　

わ
が
ご
と
く　

さ
け
に
酔

（
ゑ
ふ
）ら

し　

お
と
た
て
ゝ

　
　
　
　

う
て
ば
打

（
う
つ
）

手
を　

ま
ぬ
る
山
び
こ

◇　

 【
訳
】
私
の
よ
う
に
酒
に
酔
う
ら
し
い
。
こ
ち
ら
が
手
を
打
っ
て
音
を
た

て
る
と
、
同
じ
よ
う
に
打
つ
手
を
ま
ね
る
よ
、
山
彦
は
。

〇　

『
甲
辰
集
』
二
句
「
酒
に
醉
に
し
」
。

〇　

ま
ぬ
る　

真
似
る
。

〇　

山
び
こ　

こ
だ
ま
。

▽　

 

山
彦
を
擬
人
化
し
て
、
酒
の
上
の
戯
れ
を
し
て
い
る
と
み
な
し
た
。「
う

て
ば
」「
打
つ
」
と
リ
ズ
ム
を
持
た
せ
表
記
も
変
化
を
持
た
せ
て
い
る
。

　　
　
　
　
　

蝶

１
０
４　

と
も
す
れ
ば　

ふ
せ
や
の
ま
ど
を　

出
ま
ど
ひ
て

　
　
　
　

あ
け
た
る
方
も　

し
ら
ぬ
蝶
か
な

資
料
５　
　
　

大
隈
言
道
『
草
径
集
』
上
巻　

歌
番
号
９
９
番
～
１
０
９
番
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◇　

 【
訳
】
や
や
も
す
る
と
、
蝶
が
粗
末
な
家
に
入
り
込
ん
で
き
て
出
口
も
わ

か
ら
ず
に
迷
っ
て
い
る
、
外
に
出
そ
う
と
し
て
開
け
て
い
る
窓
の
方
角
も

気
づ
か
な
い
蝶
よ
。

〇　

『
甲
辰
集
』
。

〇　

出
ま
よ
ひ
て　

出
方
が
わ
か
ら
ず
迷
っ
て
。

▽　

 

ふ
せ
や
の
「
ま
ど
」
と
、「
出
ま
ど
ひ
て
」
の
「
ま
ど
」
の
繰
り
返
し
で
軽
妙

な
リ
ズ
ム
を
整
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　

山

１
０
５　

そ
ば
だ
ち
て　

お
そ
ろ
し
げ
な
る　

嶺
越
に

　
　
　
　

ま
た
ゆ
た
げ
な
る　

山
も
見
え
け
り

◇　

 【
訳
】
ご
つ
ご
つ
と
切
り
立
っ
て
恐
ろ
し
気
な
嶺
を
越
え
た
向
こ
う
に
、

ま
た
ゆ
る
や
か
な
山
も
見
え
る
な
あ
。

〇　

『
戊
午
集
』
巻
一
。

〇　

そ
ば
だ
ち
て　

ご
つ
ご
つ
と
角
張
っ
て
立
っ
て
い
る
。

〇　

ゆ
た
げ　

ゆ
っ
た
り
と
し
た
様
子
。

　
　
　
　
　

寝
覚

１
０
６　

う
み
山
の　

と
ほ
き
な
が
め
の　

夢
さ
め
て

　
　
　
　

ひ
ろ
ば
か
り
な
る　

床
の
上
か
な

◇　

 【
訳
】
海
山
の
遠
く
ま
で
広
々
と
し
た
眺
め
の
夢
が
覚
め
て
、
気
が
付
く

と
、
両
手
を
広
げ
た
く
ら
い
の
狭
い
布
団
の
上
だ
っ
た
よ
。

〇　

 『
戊
午
集
』
巻
四
、
題
「
ゆ
め
」
、
下
句
「
ひ
ろ
ば
か
り
な
る
床
の
ま
へ
哉
」

を
「
ひ
ろ
ば
か
り
に
も
せ
ま
き
ね
や
哉
」
と
訂
す
。
左
傍
書
「
ひ
ろ
ば
か
り

な
る
床
の
上
哉
」
と
あ
り
、
推
敲
の
跡
が
見
え
る
。

〇　

ひ
ろ　

尋
。
両
手
を
広
げ
た
長
さ
。

　
　
　
　
　

浜

１
０
７　

み
わ
た
せ
ば　

か
げ
か
す
か
な
る　

を
ち
な
れ
ど

　
　
　
　

む
れ
た
る
あ
ご
の　

し
る
き
白
浜

◇　

 【
訳
】
見
渡
す
と
人
影
は
は
る
か
遠
方
だ
が
、
群
が
っ
た
漁
師
た
ち
が
地

引
網
意
を
引
く
姿
が
は
っ
き
り
と
見
え
る
白
い
砂
浜
だ
な
あ
。　

〇　

『
戊
午
集
』
巻
二
。

〇　

を
ち　

遠
い
。
遠
方
。「
こ
ち
」
の
反
対
。

〇　

あ
ご　

網
子
。
網
引
き
す
る
漁
師
。

〇　

し
る
き　

著
し
い
。
は
っ
き
り
と
見
え
る
。

▽　

 【
参
考
】「
大
宮
の
内
ま
で
き
こ
ゆ
網
引
す
と
網
子
と
と
の
ふ
る
海
人
の
呼

び
声
」（
『
万
葉
集
』
巻
三
・
長
忌
寸
意
吉
麻
呂
）

　
　
　
　
　

船
路

１
０
８　

と
こ
ろ
せ
き　

わ
が
の
り
あ
ひ
の　

舟
づ
か
れ

　
　
　
　

み
な
人
毎
に　

ぬ
る
ぞ
わ
ざ
な
る

◇　

 【
訳
】
窮
屈
な
乗
り
合
い
舟
の
中
で
は
、
客
は
ひ
し
め
き
合
っ
て
疲
れ
て

し
ま
い
、
誰
も
み
な
寝
る
の
が
仕
事
だ
。

〇　

『
戊
午
集
』
巻
一
。

（
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〇　

せ
き　

狭
く
て
。

〇　

ぬ
る
ぞ
わ
ざ　

寝
る
こ
と
だ
け
が
仕
事
。

▽　

 

狭
い
船
中
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
て
寝
て
い
る
乗
客
の
姿
を
「
ぬ
る
ぞ
わ 

ざ
な
る
」
と
、
ユ
ー
モ
ア
に
置
き
換
え
た
と
こ
ろ
に
言
道
独
特
の
発
想
と

言
い
回
し
が
あ
る
。

１
０
９　

こ
ぐ
ま
ゝ
に　

夜
明
け
て
み
れ
ば　

見
し
り
た
る

　
　
　
　

昨
日
の
船
に　

ま
た
な
ら
び
け
り

◇　

 【
訳
】
漕
ぐ
に
任
せ
て
乗
っ
て
い
て
、
夜
が
明
け
て
み
る
と
、
我
々
の
船
は

昨
日
見
た
船
に
ま
た
並
ん
で
い
る
よ
。

〇　

『
戊
午
集
』
巻
一
、
一
句
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
。

▽　

 

広
い
海
の
中
、
偶
然
に
き
の
う
並
ん
で
い
た
船
と
、
今
日
も
ま
た
並
ん
で

走
っ
て
い
る
、
退
屈
な
船
旅
で
の
ち
ょ
っ
と
し
た
驚
き
の
出
来
事
を
さ
ら

り
と
ス
ケ
ッ
チ
す
る
よ
う
に
歌
に
写
し
た
。

１
１
０　

ゆ
く
ふ
ね
の　

こ
し
あ
と
見
え
て　

海
の
お
も
に

　
　
　
　

そ
の
一
筋
は　

さ
ゞ
波
も
な
し

◇　

 【
訳
】
漕
い
で
ゆ
く
船
の
今
ま
で
来
た
航
跡
が
、
海
面
に
一
筋
く
っ
き
り

と
見
え
、
さ
ざ
波
も
な
い
。

〇　

『
戊
午
集
』
巻
一
、
一
句
「
わ
が
船
の
」
。

〇　

こ
し
あ
と　

来
た
跡
。
航
路
。

〇　

海
の
お
も　

海
面
。

▽　

 

歌
番
号
１
０
８
、
１
０
９
，
１
１
０
は
、
初
出
の
『
戊
午
集
』
巻
一
に
お 

い

て
も
同
様
の
三
首
連
続
の
配
列
で
、
船
の
上
か
ら
の
意
図
さ
れ
た
連
作
詠

歌
の
構
成
と
な
っ
て
い
る
。

 

（
続
く
）
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