
 

 
 

⼤
隈
⾔
道
研
究 

Ⅷ 
﹃
草
径
集
﹄ 

箋
註
︵
１
︶ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

進
藤 

康
子 

 
 
 
 

 要
約 

江
⼾
時
代
後
期
の
博
多
の
歌
⼈
︑
⼤
隈
⾔
道
研
究
第
⼋
部
︒ 

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

版
下
も
⾃
分
で
書
き
︑出
版
し
た
家
集
で
あ
る
︒百
部
限
り
で
出
版
し
た
が
︑故
郷
の
弟
⼦
︑

野
村
望
東
尼
に
⼿
紙
で
売
り
捌
き
を
た
の
む
な
ど
︑苦
難
は
続
い
た
︒福
岡
の
飯
塚
に
住
む
⼩

林
重
治
も
多
く
の
資
⾦
調
達
を
請
け
負
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒家
集﹃
草
径
集
﹄九
七
⼀
⾸
の
⼀

⾸
ず
つ
に
︑
和
訳
と
︑
新
た
な
箋
註
を
付
す
︒ 

 

キ
ー
ワ
ー
ド
：
大
隈
言
道
、
草
径
集
、
萍
堂
、
さ
さ
の
や 

  
  
 
 

 

は
じ
め
に 

 

﹃
草
径
集
﹄
は
︑
⼤
隈
⾔
道
の
三
巻
三
冊
か
ら
成
る
家
集
で
あ
る
︒
福
岡
で

活
動
し
な
が
ら
⽇
常
⽣
活
の
機
微
を
捉
え
︑
さ
さ
や
か
な
感
動
に
⽬
を
⽌
め
︑

斬
新
な
発
想
で
︑
⼝
語
や
俗
語
を
交
え
な
が
ら
独
⾃
の
歌
⾵
を
築
い
た
⾔
道
で

あ
っ
た
が
︑
六
⼗
歳
に
し
て
⼤
坂
︵
⼤
阪
︶
に
上
り
︑
上
梓
す
る
た
め
に
︑
中

之
島
に
寓
居
し
︑
持
参
し
て
き
た
今
ま
で
の
年
々
の
歌
集
数
万
⾸
の
中
か
ら
︑

九
七
⼀
⾸
を
選
び
出
し
て
上
中
下
の
三
冊
に
ま
と
め
た
︒
配
列
は
︑
四
季
の
歌

の
間
に
雑
歌
を
置
き
︑
歌
が
隣
の
歌
と
そ
れ
ぞ
れ
呼
応
し
あ
う
よ
う
に
と
配
慮

し
て
い
る
︒﹁
隣
の
う
た
よ
り
隣
に
︑
に
ほ
ひ
あ
ひ
照
ら
し
合
ひ
て
︑
其
集
め

づ
ら
し
く
︑
め
で
た
く
な
る
べ
け
れ
﹂﹃
ひ
と
り
ご
ち
﹄
と
あ
る
よ
う
に
︑
隣

あ
う
句
が
響
き
あ
い
更
に
趣
き
深
く
な
る
よ
う
に
と
の
思
い
⼊
れ
が
あ
っ
た
︒ 

⾃
ら
版
下
を
書
き
︑
⽂
久
三
年
癸
亥
正
⽉
⾃
序
︒
茂
邨
恒
久
跋
︒
同
三
年
三

⽉
に
刊
⾏
し
た
︒︵
但
し
︑﹃
享
保
以
後
⼤
坂
出
版
書
籍
⽬
録
﹄
で
は
︑﹁
⽂
久

四
年
⼆
⽉
︑
⼤
坂
河
内
屋
宗
兵
衛
刊
﹂
と
あ
る
︒
作
者
︑
蔵
版
主
名
は
︑
天
満

⼗
⼀
丁
⽬
の
⼤
隈
屋
⾔
道
︒
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
︶ 

百
部
限
定
で
出
版
し
た
の
だ
が
︑
⼤
坂
で
は
知
り
合
い
も
少
な
く
販
路
も
乏

し
い
︒
故
郷
の
弟
⼦
︑
野
村
望
東
尼
に
⼿
紙
で
売
り
捌
き
を
頼
む
な
ど
︑
苦
難

は
続
い
た
︒
ま
た
︑
福
岡
の
飯
塚
に
住
む
造
り
酒
屋
の
主
⼈
︑
⼩
林
重
治
も
協

⼒
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
︒
重
治
は
︑
⾔
道
の
弟
⼦
の
⼀
⼈
で
あ
り
︑
か
つ
︑
最

⼤
の
⽀
援
者
で
︑
資
⾦
の
調
達
か
ら
売
り
捌
き
ま
で
多
く
を
請
け
負
っ
た
と
思

わ
れ
る
︒

⼀ 

今
回
︑
底
本
に
⽤
い
る
架
蔵
本
﹃
草
径
集
﹄
に
は
﹁
飯
塚 

⼩
林
蔵
﹂
の
蔵

書
印
が
あ
る
︒
奇
し
く
も
︑
⼩
林
重
治
が
最
後
ま
で
⼿
元
に
置
い
て
い
た
も
の

で
あ
ろ
う
﹃
草
径
集
﹄
で
あ
る
こ
と
が
新
た
に
わ
か
っ
た
︒︵
資
料
㈠ 

参
照
︶ 

こ
の
家
集
﹃
草
径
集
﹄
九
七
⼀
⾸
の
⼀
⾸
ず
つ
す
べ
て
に
︑
初
出
と
新
た
な

箋
註
お
よ
び
現
代
語
訳
を
付
し
︑
⾔
道
和
歌
の
解
釈
の
⼀
助
と
し
た
い
︒

⼆ 
   

〈
研
究
ノ
ー

（

）
一

たて書きローマ数字ⅠⅡⅢは転んでいるので上から載せてます

）一

）二
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ノ
ー
ト
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資
料

🉂🉂 

﹁
池
萍
堂
記
﹂
印 

︵
架
蔵
本
︶ 

 

〇
凡
例 

 

底
本
は
︑
⽂
久
三
年
︵
⼀
⼋
六
三
︶
刊
⾏
の
版
本
︵
架
蔵
本
︶
を
⽤
い
た
︒
す

べ
て
の
歌
に
現
代
語
訳
を
付
し
た
︒ 

版
下
は
⾔
道
⾃
筆
︒ 

翻
刻
に
あ
た
り
︑
ほ
ぼ
定
本
通
り
に
近
づ
け
る
よ
う
に
翻
字
し
た
︒
⼀
部
︑
歌

意
が
通
る
よ
う
に
変
更
し
た
︒ 

濁
点
は
便
宜
上
施
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
︒ 

反
復
記
号
は
︑
ほ
ぼ
底
本
通
り
と
し
た
︒ 

和
歌
の
は
じ
め
に
歌
本
号
を
付
し
た
︒ 

題
の
表
記
は
底
本
の
ま
ま
と
し
た
︒ 

歴
史
的
仮
名
遣
い
は
定
本
ど
お
り
⽤
い
て
い
る
︒ 

読
み
や
す
い
よ
う
に
︑
⼀
句
⼀
句
に
︑
間
を
あ
け
た
︒ 

  

﹃
草
径
集
﹄
成
稿
前
に
編
ま
れ
た
年
々
の
歌
集
﹃
甲
⾠
集
﹄﹃
⼰
⾣
集
﹄﹃
庚

戌
集
﹄﹃
⾟
亥
集
﹄﹃
今
橋
集
﹄
な
ど
に
初
出
の
歌
が
⾒
い
だ
さ
れ
る
場
合
︑
歌

集
名
を
明
記
し
た
︒ 

 

ま
た
︑
⼀
⾸
⼀
⾸
の
歌
の
異
同
︑
添
削
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
集
に
よ
り
︑

推
敲
の
過
程
が
わ
か
る
よ
う
に
詳
細
に
記
載
し
た
︒
⾔
道
に
よ
る
傍
書
の
加
筆

も
同
様
に
明
記
し
た
︒ 

     

大隈言道研究 年譜編第Ⅵ部 （進藤 康子） 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

資
料
㈠ 

﹁
飯
塚 

⼩
林
蔵
﹂
蔵
書
印
︵
架
蔵
本
︶ 

解
題 

 

〇
書
誌 

﹃
草
径
集
﹄
三
巻
︒
三
冊
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
表
紙
に
︑
題
簽
が
﹁
草
径
集 

上
﹂﹁
草
径
集 

中
﹂﹁
草
径
集 

下
﹂
と
あ
る
︒ 

九
七
⼀
⾸
︒
半
紙
本
︒
楮
紙
︒

三 

縦 

⼆
⼗
⼆
・
五
セ
ン
チ 

 

横 

⼗
六
セ
ン
チ 

蔵
書
印
﹁
飯
塚 

⼩
林
蔵
﹂ 

縦 

四
・
四
セ
ン
チ 

横 

三
・
⼀
セ
ン
チ 

草
径
集
下
の
最
終
丁
の
記
載
﹁
池
萍
堂
蔵
板
之
章
﹂
の
上
段
に 

﹁
池
萍
堂
記
﹂
の
印 

 

縦 

⼆
・
四
セ
ン
チ 

 

横 

⼆
・
四
セ
ン
チ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

︵
資
料

🉂🉂 

参
照
︶ 

※
⼤
阪
府
⽴
⼤
学
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
蔵
本
︵
旧
⼤
阪
⼥
⼦
⼤
学
付
属
図

書
館
蔵
本
︶
は
︑
同
版
で
あ
る
が
︑
草
径
集
下
の
最
終
丁
に
は
︑
枠
の

□
の
み
で
︑﹁
池
萍
堂
記
﹂
の
押
印
は
無
い
︒ 

 
 

︵
序
︶ 

 
 

 

⽂
久
三
年
亥
正
⽉
⼆
⼗
⽇ 

⾃
記 

 

⼤
隈
⾔
道 

 

︵
奥
付
︶ 

 

⽂
久
三
癸
亥
三
⽉ 

 
 

 
三
都 

 
 

 

京
三
条
通 

 
 

吉
野
家
甚
兵
衛 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

江
⼾
⽇
本
橋 

 

⼭
城
屋
佐
兵
衛 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⼤
阪
⼼
斎
橋
通 

河
内
屋
喜
兵
衛 

 
 

 

書
誌 

 
 

 
同 

 
 

 
 

 

同 
 

宗
兵
衛 

（

）
二

）三
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資
料

🉂🉂 

﹁
池
萍
堂
記
﹂
印 

︵
架
蔵
本
︶ 

 

〇
凡
例 

 

底
本
は
︑
⽂
久
三
年
︵
⼀
⼋
六
三
︶
刊
⾏
の
版
本
︵
架
蔵
本
︶
を
⽤
い
た
︒
す

べ
て
の
歌
に
現
代
語
訳
を
付
し
た
︒ 

版
下
は
⾔
道
⾃
筆
︒ 

翻
刻
に
あ
た
り
︑
ほ
ぼ
定
本
通
り
に
近
づ
け
る
よ
う
に
翻
字
し
た
︒
⼀
部
︑
歌

意
が
通
る
よ
う
に
変
更
し
た
︒ 

濁
点
は
便
宜
上
施
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
︒ 

反
復
記
号
は
︑
ほ
ぼ
底
本
通
り
と
し
た
︒ 

和
歌
の
は
じ
め
に
歌
本
号
を
付
し
た
︒ 

題
の
表
記
は
底
本
の
ま
ま
と
し
た
︒ 

歴
史
的
仮
名
遣
い
は
定
本
ど
お
り
⽤
い
て
い
る
︒ 

読
み
や
す
い
よ
う
に
︑
⼀
句
⼀
句
に
︑
間
を
あ
け
た
︒ 

  

﹃
草
径
集
﹄
成
稿
前
に
編
ま
れ
た
年
々
の
歌
集
﹃
甲
⾠
集
﹄﹃
⼰
⾣
集
﹄﹃
庚

戌
集
﹄﹃
⾟
亥
集
﹄﹃
今
橋
集
﹄
な
ど
に
初
出
の
歌
が
⾒
い
だ
さ
れ
る
場
合
︑
歌

集
名
を
明
記
し
た
︒ 

 

ま
た
︑
⼀
⾸
⼀
⾸
の
歌
の
異
同
︑
添
削
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
集
に
よ
り
︑

推
敲
の
過
程
が
わ
か
る
よ
う
に
詳
細
に
記
載
し
た
︒
⾔
道
に
よ
る
傍
書
の
加
筆

も
同
様
に
明
記
し
た
︒ 

     

（

）
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流
を
創
始
︒
⻘
柳
種
信
に
国
学
を
学
び
︑
今
様
の
⼤
家
で
あ
っ
た
︒

相
近
の
弟
⼦
⽯
松
元
啓
編
﹃
⼭
⾥
和
歌
集
﹄︵
九
州
⼤
学
蔵
︶
に
は
︑

⾔
道
の
若
き
歌
が
⼊
集
し
て
お
り
初
期
の
歌
⾵
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
︒
し
か
し
︑
⾔
道
は
天
保
三
年
ご
ろ
か
ら
︑
今
ま
で
の
歌
を
古
え

⾵
の
も
の
ま
ね
歌
﹁
⽊
偶
歌
﹂︵
⼈
形
︶
と
称
し
て
捨
て
去
り
︑
こ
れ

以
後
︑
独
⾃
の
つ
ぶ
や
く
よ
う
な
︑
⾃
然
体
の
歌
⾵
を
模
索
し
て
い

く
︒

四 

﹃
草
径
集
﹄
は
︑
⾔
道
の
い
わ
ゆ
る
﹁
覚
醒
﹂
以
後
の
歌
稿
か
ら
採

集
さ
れ
て
い
る
︒ 

︵
２
︶ 

い
た
に
ゑ
り
な
む
と
す
る
に 

板
に
彫
り
︒
上
梓
︑
出
版
し
よ
う
と
す
る
︒ 

︵
３
︶ 

つ
く
し 

筑
紫
︒
筑
前
︑
筑
後
の
称
︒
現
在
の
福
岡
県
辺
り 

︵
４
︶ 

あ
な
が
ち
に 

よ
そ
に 

し
ら
れ
む
の
こ
ゝ
ろ
な
く
て 

 
 

 
 

 
 

 

強
い
て
お
の
れ
の
名
声
を
世
に
ひ
ろ
め
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
な

く
︒ 

︵
５
︶ 

い
た
に
な
ど
も
の
す
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

板
に
歌
を
彫
り
つ
け
る
こ
と
︒
出
版
す
る
こ
と
︒ 

︵
６
︶ 

な
に
は
に
き
た
り
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

難
波
︒
⼤
坂
︵
⼤
阪
︶
に
や
っ
て
き
て
︒ 

安
政
四
年
︵
⼀
⼋
五
七
︶︑
⾔
道
が
六
⼗
歳
の
折
に
上
坂
し
た
︒ 

︵
７
︶ 

こ
ゝ
の
友
達
歌
集
な
ど
も
の
す
る 

こ
こ
の
友
達
が
歌
集
な
ど
を
出
版
す
る
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐
佐
⽊
弘
綱
が
﹃
千
⾈
集
﹄
を
︑
加
納
諸
平
が
﹃
鰒
⽟
集
﹄
を
︑
⻑

沢
伴
雄
が
﹃
鴨
川
集
﹄
を
︑
中
島
広
⾜
が
﹃
橿
園
集
﹄
な
ど
の
歌
集

を
︑
荻
原
広
道
は
﹃
源
⽒
物
語
評
釈
﹄
を
上
梓
す
る
な
ど
︑
⾔
道
を

と
り
ま
く
友
⼈
知
⼈
た
ち
が
こ
の
こ
ろ
次
々
に
出
版
し
て
い
っ
た
︒ 

︵
８
︶ 

せ
ま
ほ
し
く
な
り
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⾃
分
も
歌
集
を
出
版
し
た
く
な
っ
て 

 

︵
９
︶ 

か
く
み
だ
り
が
は
し
く 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⼿
当
た
り
次
第
に
む
や
み
や
た
ら
に
︒ 

︵
１
０
︶ 

か
い
つ
め
た
れ
ど 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

書
き
集
め
た
け
れ
ど 

︵
１
１
︶ 

⽬
と
ゞ
め
給
ふ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

良
い
歌
だ
と
注
⽬
し
て
く
だ
さ
る
︒ 

︵
１
２
︶ 

を
こ
な
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⾺
⿅
げ
た
︒
⾃
分
が
歌
集
を
出
版
す
る
こ
と
は
物
笑
い
と
な
る
よ
う

な
⾺
⿅
げ
た
こ
と
な
の
だ
と
謙
遜
し
て
い
る
︒ 

︵
１
３
︶ 

⽂
久
三
年
亥
正
⽉
⼆
⼗
⽇ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⼲
⽀
は
癸
亥
︒
⼀
⼋
六
三
年
︑
⾔
道
六
⼗
六
歳 

 
 

︵
１
４
︶ 

⾃
記 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⾃
序
の
事
︒ 

草
径
集
の
版
下
は
⾔
道
⾃
筆
︒
⾔
道
は
︑
釈
幽
真
﹃
空
⾕
伝
声
集
﹄

︵
慶
応
⼆
年
刊
︶
の
版
下
も
書
い
て
い
る
︒ 

︵
資
料

🉁🉁 

参
照
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資
料

🉁🉁
﹃
草
径
集
﹄
序
﹁
亥
正
⽉
⼆
⼗
⽇
⾃
記 

⼤
隈
⾔
道
﹂︵
架
蔵
本
︶ 

 
 

 
 

 

序 
 

お
の
れ 

︵
１
︶
わ
か
ゝ
り
し
時
よ
り 

よ
み
お
け
る
う
た
ど
も
を 

こ
た

び 

︵
２
︶
い
た
に
ゑ
り
な
む
と
す
る
に 

お
の
れ
が
︵
３
︶
つ
く
し
に
は 

い
と
う
た
⼈
お
ほ
く 

そ
の
な
か
に
は 

す
ぐ
れ
た
る
⼈
も 

す
く
な
か
ら
ぬ

を 

︵
４
︶
あ
な
が
ち
に 

よ
そ
に 

し
ら
れ
む
の
こ
ゝ
ろ
な
く
て 

︵
５
︶

い
た
に
な
ど
も
の
す
る
⼈
す
く
な
し 

さ
る
を 

お
の
れ 

ち
か
ご
ろ 

こ
の
︵
６
︶
な
に
は
に
き
た
り
て 

 

︵
７
︶
こ
ゝ
の
友
達 

歌
集
な
ど
も
の
す
る
序

︵
つ
い
で
︶ 

 

お
の
れ
も
ま
た 

︵
８
︶
せ
ま
ほ
し
く
な
り
て 

︵
９
︶
か
く
み
だ
り
が
は
し

く 

︵
１
０
︶
か
い
つ
め
た
れ
ど 

 

も
と
よ
り 

よ
ろ
し
き
う
た 

あ
る
べ
う
も
お
ぼ
え
ね
ど 

 

世
の
う
し
が
た 

ま
れ
に
も 

︵
１
１
︶
⽬
と
ゞ
め
給
ふ
が
あ
ら
ば 

⼀
歌
に

て
も 

と
る
べ
き
は
と
り 

す
つ
べ
き
は
す
て
給
は
ら
む
こ
と
を 

い
ま
さ
ら 

い
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず 

 

︵
１
２
︶
を
こ
な
る
⼈
ま
ね
に
こ
そ 

 

︵
１
３
︶
⽂
久
三
年
亥
正
⽉
⼆
⼗
⽇
︵
１
４
︶
⾃
記 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⼤
隈
⾔
道 

  

︻
語
釈
・
解
説
︼ 

︵
１
︶ 

わ
か
ゝ
り
し
時 

⾔
道
は
︑
七
〜
⼋
歳
︵
⽂
化
元
年
︶
の
頃
よ
り
︑
筑
前
の
書
家
⼆
川

相
近
に
師
事
し
︑
書
と
歌
を
学
ん
だ
︒
相
近
は
︑
明
和
六
年
︵
⼀
七

七
六
︶
〜
天
保
七
年
︵
⼀
⼋
三
六
︶
没
︑
七
⼗
歳
︒
福
岡
藩
⼠
︒
御

料
理
⼈
︒
⻲
井
南
冥
に
師
事
︑
⽢
棠
館
に
学
ぶ
︒
書
家
と
し
て
⼆
川

（

）
四
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流
を
創
始
︒
⻘
柳
種
信
に
国
学
を
学
び
︑
今
様
の
⼤
家
で
あ
っ
た
︒

相
近
の
弟
⼦
⽯
松
元
啓
編
﹃
⼭
⾥
和
歌
集
﹄︵
九
州
⼤
学
蔵
︶
に
は
︑

⾔
道
の
若
き
歌
が
⼊
集
し
て
お
り
初
期
の
歌
⾵
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
︒
し
か
し
︑
⾔
道
は
天
保
三
年
ご
ろ
か
ら
︑
今
ま
で
の
歌
を
古
え

⾵
の
も
の
ま
ね
歌
﹁
⽊
偶
歌
﹂︵
⼈
形
︶
と
称
し
て
捨
て
去
り
︑
こ
れ

以
後
︑
独
⾃
の
つ
ぶ
や
く
よ
う
な
︑
⾃
然
体
の
歌
⾵
を
模
索
し
て
い

く
︒

四 

﹃
草
径
集
﹄
は
︑
⾔
道
の
い
わ
ゆ
る
﹁
覚
醒
﹂
以
後
の
歌
稿
か
ら
採

集
さ
れ
て
い
る
︒ 

︵
２
︶ 

い
た
に
ゑ
り
な
む
と
す
る
に 

板
に
彫
り
︒
上
梓
︑
出
版
し
よ
う
と
す
る
︒ 

︵
３
︶ 

つ
く
し 

筑
紫
︒
筑
前
︑
筑
後
の
称
︒
現
在
の
福
岡
県
辺
り 

︵
４
︶ 

あ
な
が
ち
に 

よ
そ
に 

し
ら
れ
む
の
こ
ゝ
ろ
な
く
て 

 
 

 
 

 
 

 

強
い
て
お
の
れ
の
名
声
を
世
に
ひ
ろ
め
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
な

く
︒ 

︵
５
︶ 

い
た
に
な
ど
も
の
す
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

板
に
歌
を
彫
り
つ
け
る
こ
と
︒
出
版
す
る
こ
と
︒ 

︵
６
︶ 

な
に
は
に
き
た
り
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

難
波
︒
⼤
坂
︵
⼤
阪
︶
に
や
っ
て
き
て
︒ 

安
政
四
年
︵
⼀
⼋
五
七
︶︑
⾔
道
が
六
⼗
歳
の
折
に
上
坂
し
た
︒ 

︵
７
︶ 

こ
ゝ
の
友
達
歌
集
な
ど
も
の
す
る 

こ
こ
の
友
達
が
歌
集
な
ど
を
出
版
す
る
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

佐
佐
⽊
弘
綱
が
﹃
千
⾈
集
﹄
を
︑
加
納
諸
平
が
﹃
鰒
⽟
集
﹄
を
︑
⻑

沢
伴
雄
が
﹃
鴨
川
集
﹄
を
︑
中
島
広
⾜
が
﹃
橿
園
集
﹄
な
ど
の
歌
集

を
︑
荻
原
広
道
は
﹃
源
⽒
物
語
評
釈
﹄
を
上
梓
す
る
な
ど
︑
⾔
道
を

と
り
ま
く
友
⼈
知
⼈
た
ち
が
こ
の
こ
ろ
次
々
に
出
版
し
て
い
っ
た
︒ 

︵
８
︶ 

せ
ま
ほ
し
く
な
り
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⾃
分
も
歌
集
を
出
版
し
た
く
な
っ
て 

 

︵
９
︶ 

か
く
み
だ
り
が
は
し
く 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⼿
当
た
り
次
第
に
む
や
み
や
た
ら
に
︒ 

︵
１
０
︶ 

か
い
つ
め
た
れ
ど 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

書
き
集
め
た
け
れ
ど 

︵
１
１
︶ 

⽬
と
ゞ
め
給
ふ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

良
い
歌
だ
と
注
⽬
し
て
く
だ
さ
る
︒ 

︵
１
２
︶ 

を
こ
な
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⾺
⿅
げ
た
︒
⾃
分
が
歌
集
を
出
版
す
る
こ
と
は
物
笑
い
と
な
る
よ
う

な
⾺
⿅
げ
た
こ
と
な
の
だ
と
謙
遜
し
て
い
る
︒ 

︵
１
３
︶ 

⽂
久
三
年
亥
正
⽉
⼆
⼗
⽇ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⼲
⽀
は
癸
亥
︒
⼀
⼋
六
三
年
︑
⾔
道
六
⼗
六
歳 

 
 

︵
１
４
︶ 

⾃
記 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⾃
序
の
事
︒ 

草
径
集
の
版
下
は
⾔
道
⾃
筆
︒
⾔
道
は
︑
釈
幽
真
﹃
空
⾕
伝
声
集
﹄

︵
慶
応
⼆
年
刊
︶
の
版
下
も
書
い
て
い
る
︒ 

︵
資
料
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♢ 

︻
訳
︼
梅
の
花
が
咲
い
て
い
る
家
の
⼾
ま
で
も
閉
め
切
っ
て
い
る
よ
︒
⼩

笹
の
⾥
に
は
る
が
来
た
と
は
⾔
っ
て
も
︑
朝
吹
く
北
⾵
が
寒
い
か
ら
か
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
第
四
︑
五
句
﹁
け
さ
の
朝
北
﹂
を
﹁
春
の
朝
北
﹂
と
訂
し
て

い
る
︒ 

〇 

を
ざ
ゝ
の
⾥ 

 

現
在
の
中
央
区
⼩
笹
︒
こ
の
近
く
に
︑
⾔
道
⾨
下
の
野

村
望
東
尼
の
住
む
向
陵
が
あ
る
︒ 

〇 

朝
北 

 

朝
吹
く
北
⾵
︒﹁
朝
北
の
出
で
来
ぬ
先
に
は
よ
曳
け
﹂︵﹃
⼟
佐

⽇
記
﹄︶
な
ど
の
⽤
例
が
あ
る
︒ 

 
 

 
 

 
 

⽔
辺
梅 

６ 

川
⽔
も 

そ
な
た
に
よ
り
て 

な
が
れ
ゆ
く 

 
 

う
め
の
こ
か
げ
の 

な
つ
か
し
き
か
な 

 
 ♢ 

︻
訳
︼
わ
た
し
ば
か
り
で
な
く
︑
川
の
⽔
ま
で
も
が
そ
ち
ら
へ
近
寄
っ
て

流
れ
て
い
く
︒
そ
の
梅
の
⽊
陰
に
こ
こ
ろ
ひ
か
れ
る
こ
と
だ
な
あ
︒ 

〇 

﹃
甲
⾠
集
﹄
五
句
﹁
な
つ
か
し
げ
な
る
﹂
と
あ
る
︒ 

〇 

な
つ
か
し
き 

 

こ
こ
ろ
惹
か
れ
る 

  
 

 
 

荒
村
梅 

７ 

さ
と
⼈
は 

さ
か
り
も
め
で
ず 

さ
く
う
め
も 

 
 

あ
れ
た
る
ま
が
き 

草
む
ら
の
う
ち 

 

♢ 

︻
訳
︼
村
は
荒
廃
し
︑
梅
の
盛
り
を
愛
賞
す
る
ひ
と
た
ち
も
い
な
い
︒
そ

れ
で
も
荒
れ
果
て
た
籬
の
草
む
ら
の
中
に
咲
く
梅
よ
︒ 

〇 

﹃
庚
戌
集
﹄︑
題
﹁
梅
﹂︒ 

〇 

ま
が
き 

 

⽵
︑
芝
な
ど
で
粗
く
組
ん
だ
垣
︒ 

  

 
 

 
 

⽔
上
落
梅 

８ 

ち
り
し
け
る 

こ
ほ
り
も
と
け
て 

梅
の
花 

 
 

所
も
か
へ
ず 

う
か
び
ぬ
ぬ
る
か
な 

 

♢ 

︻
訳
︼
梅
の
花
が
散
り
池
の
⼀
⾯
に
敷
き
つ
め
ら
れ
て
い
る
︒
池
の
氷
は

解
け
た
け
れ
ど
︑
梅
の
花
び
ら
は
よ
そ
に
流
れ
て
も
ゆ
か
ず
︑
浮
か
ん
で

い
る
な
あ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
四
︑
五
句
﹁
浮
く
か
む
池
⽔
﹂ 

  
 

 
 

⾥
霞 

９ 

け
さ
み
れ
ば 

な
び
く
か
す
み
の 

お
の
れ
か
ら 

 
 

か
ゝ
げ
て
⾒
す
る 

た
か
宮
の
さ
と 

 

◇ 

︻
訳
︼
今
朝
⾒
る
と
た
な
び
く
霞
が
︑
ま
る
で
⾃
分
⾃
⾝
を
巻
き
上
げ
て

⾒
せ
て
い
る
よ
う
だ
︑
⾼
宮
の
⾥
の
⾵
景
を
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
⼀
﹁
お
の
れ
か
ら
な
び
く
霞
の
か
ゝ
げ
て
も
と
り
居
⾒
せ

た
る
す
み
よ
し
の
郷
﹂
朱
で
五
句
右
傍
ら
に
﹁
⾼
宮
﹂
と
未
定
稿
の
ま
ま

残
す
︒ 

〇 

か
ゝ
げ
て 

す
だ
れ
を
揚
げ
て
︒﹃
⽩
⽒
⽂
集
﹄
や
﹃
枕
草
⼦
﹄
の
﹁
⾹

炉
峰
の
雪
は
簾
を
か
か
げ
て
看
る
﹂
を
下
敷
き
に
し
て
︑
霞
が
次
第
に
晴

れ
て
視
界
が
広
が
っ
て
い
く
様
⼦
を
︑
あ
た
か
も
霞
⾃
⾝
が
⾃
分
を
巻
き

上
げ
て
景
⾊
を
⾒
せ
て
く
れ
て
い
る
よ
う
だ
と
擬
⼈
法
で
詠
ん
だ
︒﹁
⾼

宮
﹂
の
﹁
⾼
﹂
と
﹁
す
だ
れ
﹂
縁
語
︒ 

〇 

⾼
宮
の
⾥ 

現
在
の
福
岡
市
南
区
⾼
宮
︒﹁
⾼
宮
﹂
の
﹁
宮
﹂
か
ら
﹁
帳

り
﹂
を
想
起
す
る
︒
⾔
道
の
居
所
︑
今
泉
の
﹁
さ
さ
の
や
﹂
か
ら
の
眺
め

は
︑
⾼
宮
が
⾒
え
︑
遠
く
に
は
宝
満
⼭
や
そ
の
連
⼭
が
⾒
え
た
︒﹃
ひ
と

り
ご
ち
﹄
に
﹁
⼰
が
家
せ
ま
く
い
や
し
き
は
い
ふ
も
更
な
れ
ど
︑
⼭
野
凡

そ
⼗
⾥
あ
ま
り
の
眺
望
あ
り
て
︑
丑
寅
よ
り
未
申
ま
で
よ
く
⾒
え
︑
橋
も
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草
径
集 

 

上
巻 

 
 

 
 

 
 

 

清
原
⾔
道 

  
 

 
 

春
⽇ 

１ 
の
ど
か
な
る 

⽇
に
こ
ぼ
れ
て
や 

う
か
ぶ
ら
む 

ま
さ
ご
な
が
る
ゝ 

春
の
川
岸 

 

♢ 

︻
訳
︼
⽇
の
光
の
な
か
︑
川
岸
の
砂
⼟
が
崩
れ
て
は
︑
浮
か
ん
で
い
る
の

だ
ろ
う
か
︒
真
砂
が
光
な
が
ら
︑
春
の
川
を
の
ど
か
に
流
れ
て
い
く
︒ 

○ 

清
原
⾔
道 

 

⾔
道
の
本
姓
は
清
原
︒
天
武
天
皇
第
三
皇
⼦
舎
⼈
親
王
の

⼦
孫
で
あ
る
こ
と
を
﹃
清
原
姓
⼤
隈
⽒
系
譜
﹄︵
九
州
⼤
学
蔵
︶
に
︑
⾃

ら
記
し
て
い
る
︒ 

○ 

﹃
戊
午
集
﹄・
第
⼆
で
は
︑
第
五
句
は
﹁
春
川
の
岸
﹂
と
あ
る
︒ 

○ 

こ
ぼ
れ
て 

 

崩
れ
⽋
け
落
ち
て
︒
壊
れ
て
︒ 

  
 

 
 

帰
雁 

２ 

か
へ
る
雁 

帰
り
て
春
も 

さ
び
し
き
に 

 

わ
ら
は
の
ひ
ろ
ふ 

⼩
⽥
の
こ
ぼ
れ
⽻ 

 

♢ 

︻
訳
︼
冬
の
間
︑
慣
れ
親
し
ん
だ
雁
が
去
っ
て
い
く
だ
け
で
も
さ
び
し
い

の
に
︑
⼦
供
た
ち
が
︑
⽥
に
こ
ぼ
れ
落
ち
た
⽻
を
拾
っ
て
い
る
の
を
⾒
る

に
つ
け
︑
ま
す
ま
す
名
残
惜
し
い
気
持
ち
が
つ
の
る
︒ 

○ 

﹃
壬
⽣
集
﹄
に
あ
る
︒ 

○ 

か
へ
る
雁 

 

春
に
な
っ
て
北
国
に
帰
っ
て
し
ま
う
雁
︒ 

○ 

⼩
⽥ 

 

⽥
︒﹁
⼩
﹂
は
接
頭
語
︒ 

○ 

こ
ぼ
れ
⽻ 

 

雁
の
抜
け
⽻
︒ 

 

 
 

 
 

鶯 

３ 

い
や
た
か
く 

な
る
か
と
き
け
ば 

鶯
の 

 
 

こ
の
下
⾳
に
も 

ね
を
か
へ
て
な
く 

 

♢ 

︻
訳
︼
鶯
が
︑
い
よ
い
よ
空
⾼
く
⾶
ん
で
⾏
っ
て
鳴
く
か
と
お
も
う
と
︑

次
の
瞬
間
に
は
⽊
の
下
に
移
動
し
︑
鳴
き
声
の
⾳
⾊
を
変
え
て
鳴
く
よ
︒ 

○ 

﹃
今
橋
集
﹄
下
に
あ
る
︒﹃
甲
⾠
集
﹄
で
は
︑
⼆
句
以
下
﹁
な
る
か
と
思

へ
ば
さ
ら
に
ま
た
こ
の
下
⾳
な
る
い
ま
の
ひ
と
こ
ゑ
﹂
と
あ
る
︒ 

○ 

こ
の
下
⾳ 

 

⽊
の
下
⾳
︒
⽊
の
下
で
鳴
く
声
︒ 

春
の
鶯
の
活
発
な
動
き
と
︑
そ
の
瞬
間
瞬
間
の
鳴
き
声
を
捉
え
た
︒ 

  
 

 
 

春
雪 

４ 

花
も
ま
た 

か
く
さ
か
む
と
の 

程
み
せ
に 

 
 

 

積
も
る
か
枝
の 

は
つ
は
る
の
雪 

 

♢ 

︻
訳
︼
花
が
︑
ま
た
こ
う
い
う
⾵
に
咲
く
だ
ろ
う
と
そ
の
様
⼦
を
私
に
⾒

せ
る
た
め
の
桜
の
枝
に
積
も
る
の
だ
ろ
う
か
︒
初
春
の
雪
は
︒ 

○ 

﹃
戊
午
集
﹄
第
五
︒
題
﹁
早
春
雪
﹂︑
五
句
﹁
春
の
⽩
雪
﹂
を
﹁
初
春
の

雪
﹂
と
訂
し
て
い
る
︒ 

○ 

程
み
せ
に 

 

こ
の
よ
う
な
様
⼦
だ
と
い
う
こ
と
を
⾒
せ
る
た
め
に
︒ 

 

﹁
程
み
え
て
﹂
と
い
う
⾔
葉
は
︑
以
前
に
も
あ
る
が
︑﹁
程
み
せ
に
﹂
は
⾔

道
独
特
の
表
現
︒
春
を
待
ち
わ
び
る
作
者
の
⼼
情
を
背
景
に
︑
花
か
と
も

⾒
え
る
春
雪
を
表
現
し
た
︒ 

  
 

 
 

梅 

５ 

う
め
の
は
な 
さ
け
る
や
ど
さ
へ 

と
ざ
し
け
り 

 
 

を
ざ
ゝ
の
⾥
の 
春
の
朝
北 

 

（
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♢ 

︻
訳
︼
梅
の
花
が
咲
い
て
い
る
家
の
⼾
ま
で
も
閉
め
切
っ
て
い
る
よ
︒
⼩

笹
の
⾥
に
は
る
が
来
た
と
は
⾔
っ
て
も
︑
朝
吹
く
北
⾵
が
寒
い
か
ら
か
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
第
四
︑
五
句
﹁
け
さ
の
朝
北
﹂
を
﹁
春
の
朝
北
﹂
と
訂
し
て

い
る
︒ 

〇 
を
ざ
ゝ
の
⾥ 

 

現
在
の
中
央
区
⼩
笹
︒
こ
の
近
く
に
︑
⾔
道
⾨
下
の
野

村
望
東
尼
の
住
む
向
陵
が
あ
る
︒ 

〇 

朝
北 

 
朝
吹
く
北
⾵
︒﹁
朝
北
の
出
で
来
ぬ
先
に
は
よ
曳
け
﹂︵﹃
⼟
佐

⽇
記
﹄︶
な
ど
の
⽤
例
が
あ
る
︒ 

 
 

 
 

 
 

⽔
辺
梅 

６ 

川
⽔
も 

そ
な
た
に
よ
り
て 
な
が
れ
ゆ
く 

 
 

う
め
の
こ
か
げ
の 

な
つ
か
し
き
か
な 

 
 ♢ 

︻
訳
︼
わ
た
し
ば
か
り
で
な
く
︑
川
の
⽔
ま
で
も
が
そ
ち
ら
へ
近
寄
っ
て

流
れ
て
い
く
︒
そ
の
梅
の
⽊
陰
に
こ
こ
ろ
ひ
か
れ
る
こ
と
だ
な
あ
︒ 

〇 

﹃
甲
⾠
集
﹄
五
句
﹁
な
つ
か
し
げ
な
る
﹂
と
あ
る
︒ 

〇 

な
つ
か
し
き 

 

こ
こ
ろ
惹
か
れ
る 

  
 

 
 

荒
村
梅 

７ 

さ
と
⼈
は 

さ
か
り
も
め
で
ず 

さ
く
う
め
も 

 
 

あ
れ
た
る
ま
が
き 

草
む
ら
の
う
ち 

 

♢ 

︻
訳
︼
村
は
荒
廃
し
︑
梅
の
盛
り
を
愛
賞
す
る
ひ
と
た
ち
も
い
な
い
︒
そ

れ
で
も
荒
れ
果
て
た
籬
の
草
む
ら
の
中
に
咲
く
梅
よ
︒ 

〇 

﹃
庚
戌
集
﹄︑
題
﹁
梅
﹂︒ 

〇 

ま
が
き 

 

⽵
︑
芝
な
ど
で
粗
く
組
ん
だ
垣
︒ 

  

 
 

 
 

⽔
上
落
梅 

８ 

ち
り
し
け
る 

こ
ほ
り
も
と
け
て 

梅
の
花 

 
 

所
も
か
へ
ず 

う
か
び
ぬ
ぬ
る
か
な 

 

♢ 

︻
訳
︼
梅
の
花
が
散
り
池
の
⼀
⾯
に
敷
き
つ
め
ら
れ
て
い
る
︒
池
の
氷
は

解
け
た
け
れ
ど
︑
梅
の
花
び
ら
は
よ
そ
に
流
れ
て
も
ゆ
か
ず
︑
浮
か
ん
で

い
る
な
あ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
四
︑
五
句
﹁
浮
く
か
む
池
⽔
﹂ 

  
 

 
 

⾥
霞 

９ 

け
さ
み
れ
ば 

な
び
く
か
す
み
の 

お
の
れ
か
ら 

 
 

か
ゝ
げ
て
⾒
す
る 

た
か
宮
の
さ
と 

 

◇ 

︻
訳
︼
今
朝
⾒
る
と
た
な
び
く
霞
が
︑
ま
る
で
⾃
分
⾃
⾝
を
巻
き
上
げ
て

⾒
せ
て
い
る
よ
う
だ
︑
⾼
宮
の
⾥
の
⾵
景
を
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
⼀
﹁
お
の
れ
か
ら
な
び
く
霞
の
か
ゝ
げ
て
も
と
り
居
⾒
せ

た
る
す
み
よ
し
の
郷
﹂
朱
で
五
句
右
傍
ら
に
﹁
⾼
宮
﹂
と
未
定
稿
の
ま
ま

残
す
︒ 

〇 

か
ゝ
げ
て 

す
だ
れ
を
揚
げ
て
︒﹃
⽩
⽒
⽂
集
﹄
や
﹃
枕
草
⼦
﹄
の
﹁
⾹

炉
峰
の
雪
は
簾
を
か
か
げ
て
看
る
﹂
を
下
敷
き
に
し
て
︑
霞
が
次
第
に
晴

れ
て
視
界
が
広
が
っ
て
い
く
様
⼦
を
︑
あ
た
か
も
霞
⾃
⾝
が
⾃
分
を
巻
き

上
げ
て
景
⾊
を
⾒
せ
て
く
れ
て
い
る
よ
う
だ
と
擬
⼈
法
で
詠
ん
だ
︒﹁
⾼

宮
﹂
の
﹁
⾼
﹂
と
﹁
す
だ
れ
﹂
縁
語
︒ 

〇 
⾼
宮
の
⾥ 

現
在
の
福
岡
市
南
区
⾼
宮
︒﹁
⾼
宮
﹂
の
﹁
宮
﹂
か
ら
﹁
帳

り
﹂
を
想
起
す
る
︒
⾔
道
の
居
所
︑
今
泉
の
﹁
さ
さ
の
や
﹂
か
ら
の
眺
め

は
︑
⾼
宮
が
⾒
え
︑
遠
く
に
は
宝
満
⼭
や
そ
の
連
⼭
が
⾒
え
た
︒﹃
ひ
と

り
ご
ち
﹄
に
﹁
⼰
が
家
せ
ま
く
い
や
し
き
は
い
ふ
も
更
な
れ
ど
︑
⼭
野
凡

そ
⼗
⾥
あ
ま
り
の
眺
望
あ
り
て
︑
丑
寅
よ
り
未
申
ま
で
よ
く
⾒
え
︑
橋
も

（
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⼆
⽉ 

１
４ 

に
な
は
れ
て 

ゆ
く
梅
さ
へ
も 

さ
か
り
な
る 

 
 

 

み
や
こ
の
春
の 

き
さ
ら
ぎ
の
そ
ら 

 

◇ 

︻
訳
︼
⼈
に
担
が
れ
て
⾏
く
梅
の
⽊
ま
で
も
花
盛
り
な
京
の
春
の
⼆
⽉
の

空
よ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
⼀
︑
五
句
﹁
み
や
こ
の
春
の
﹂ 

〇 

⼆
句
﹁
さ
へ
﹂
で
︑
街
中
の
梅
が
花
盛
り
な
の
は
も
と
よ
り
の
意
を
暗
⽰

し
て
い
る
︒ 

〇 

み
や
こ 

京
の
街
︒ 

  
 

 
 

 

折
椿 

１
５ 

う
つ
ろ
は
ぬ 

い
ろ
の
み
⾒
せ
て 

⽟
椿 

 
 

 
 

こ
ぼ
る
ゝ
花
を 

折
ら
せ
つ
る
か
な 

 

◇ 

︻
訳
︼
永
遠
に
焦
る
こ
と
は
な
い
⾊
だ
け
を
⾒
せ
て
︑
美
し
い
椿
は
私
に

こ
ぼ
れ
落
ち
る
そ
の
花
を
折
ら
せ
た
よ
︒ 

〇 

﹃
甲
⾠
集
﹄
詞
書
﹁
椿
﹂︒ 

〇 

う
つ
ろ
は
ぬ
⾊ 

あ
せ
る
こ
と
の
な
い
⾊
︒ 

〇 

⽟
椿 

﹁
⽟
﹂
は
美
称
の
接
頭
語
︒
荘
⼦
﹁
逍
遙
遊
﹂
の
⼋
千
歳
の
⼤
椿

の
故
事
か
ら
︑
⻑
寿
を
保
つ
⽊
と
し
て
歌
に
詠
ま
れ
た
︒ 

〇 

こ
ぼ
る
ゝ
花 

ぽ
ろ
ぽ
ろ
と
落
ち
る
花
︒﹁
こ
ぼ
る
ゝ
﹂
は
﹁
⽟
﹂
の
縁

語
︒ 

  
 

 
 

 

ひ
ば
り 

１
６ 

⼈
に
の
み 

⼦
を
お
も
は
せ
て 

⼣
ひ
ば
り 

 
 

 

う
は
の
そ
ら
に
は 

い
か
で
な
く
ら
む 

 

◇ 

︻
訳
︼
⼈
に
ば
か
り
⼦
ひ
ば
り
の
こ
と
を
⼼
配
さ
せ
て
お
い
て
︑
ど
う
し

て
⼣
⽅
の
雲
雀
は
⼼
も
上
の
空
で
︑
空
⾼
く
鳴
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒ 

〇 

﹃
庚
戌
集
﹄
三
句
以
下
﹁
⼣
ひ
ば
り
い
か
で
お
ち
こ
ぬ
み
そ
ら
な
る
ら

む
﹂
を
﹁
な
く
ひ
ば
り
い
ま
だ
お
ち
こ
ぬ
⼣
ぐ
れ
の
空
﹂
と
訂
す
る
︒ 

〇 

う
は
の
そ
ら 

上
空
の
意
に
⼼
の
落
ち
着
か
な
い
状
態
の
意
を
掛
け
る
︒ 

  
 

 
 

 

春
⽇ 

１
７ 

は
し
ゐ
し
て 

⾝
を
任
せ
た
る 

ゐ
ね
ぶ
り
を 

 
 

 

こ
ゝ
ろ
え
が
お
に 

照
す
春
の
⽇ 

 

◇ 

︻
訳
︼
縁
先
に
座
わ
り
眠
気
に
⾝
を
任
せ
て
︑
こ
っ
く
り
こ
っ
く
り
居
眠

り
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
︑
さ
も
わ
か
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
照
ら
す
春
の

⽇
よ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
⼆
︒ 

〇 

は
し
ゐ 

端
居
︒
縁
先
に
座
る
こ
と
︒
室
町
時
代
あ
た
り
か
ら
⾒
え
る
歌

語
で
と
く
に
近
世
和
歌
に
多
く
出
て
く
る
︒ 

〇 

ゐ
ね
ぶ
り 

居
眠
り
︒
普
通
和
歌
で
は
詠
ま
れ
な
い
語
︒
⾔
道
に
は
ほ
か

に
も
⽤
例
が
あ
る
︒ 

〇 

こ
ゝ
ろ
え
が
お 

⼼
得
顔
︒
⼼
得
て
る
か
の
よ
う
に
の
意
の
擬
⼈
法
︒
⾔

道
が
得
意
と
す
る
表
現
︒ 

  
 

 
 

 

⼟
筆 

１
８ 

あ
め
ふ
れ
ば 

な
が
る
ゝ
庭
の 

⽔
よ
り
も 

 
 

 

か
し
ら
出
い
で
た
る 

つ
く
〴
〵
し
哉 

 

◇
︻
訳
︼
⾬
が
降
る
と
庭
に
あ
ふ
れ
て
流
れ
る
⽔
よ
り
上
に
︑
ど
う
に
か
頭
を

出
し
て
い
る
⼟
筆
よ
︒ 

〇 

﹃
甲
⾠
集
﹄ 
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四
つ
五
つ
︑
⾏
く
⼈
な
ど
も
⾒
え
︑
⽉
に
よ
く
︑
雪
に
よ
け
れ
ば
︑
随
分

の
美
観
な
る
﹂
と
あ
り
⾃
慢
の
眺
望
で
あ
っ
た
︒ 

  
 

 
 

 

春
夢 

１
０ 
お
も
し
ろ
き 

う
め
の
下
枝
の 

⾒
え
こ
し
を 

 
 

 
折
り
し
や
し
ら
ず 

さ
む
る
ゆ
め
哉 

 

◇ 

︻
訳
︼
枝
ぶ
り
の
み
ご
と
な
梅
の
下
枝
が
向
こ
う
に
⾒
え
て
い
た
の
を
︑

折
り
取
っ
た
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
ま
ま
に
︑
覚
め
た
夢
よ
︒ 

〇 

﹃
甲
⾠
集
﹄
四
句
﹁
を
り
し
や
し
ら
で
﹂
を
﹁
を
り
し
や
し
ら
ず
﹂
と
訂

す
︒ 

〇 

折
し
や
し
ら
ず 

梅
の
花
を
愛
し
て
や
ま
な
い
作
者
の
夢
の
中
ま
で
も
︑

折
り
取
っ
て
し
ま
お
う
と
す
る
⾃
分
に
は
っ
と
し
て
驚
い
て
い
る
︒
ま
ど

ろ
み
の
中
で
︑
折
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︑
い
や
花
を
折
り
取
ら
な
か
っ
た
の

か
と
︒ 

 

１
１ 

ま
ど
ろ
め
ば 

野
を
ち
か
づ
け
て 

ま
く
ら
べ
に 

 
 

 

あ
る
こ
ゝ
ち
す
る 

す
み
れ
さ
わ
ら
び 

 

◇ 

︻
訳
︼
う
た
た
寝
を
す
る
と
︑
野
原
を
近
づ
け
て
す
み
れ
や
蕨
が
枕
の
あ

た
り
に
⽣
え
て
い
る
よ
う
な
気
持
が
す
る
よ
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
三
︑
⼆
句
﹁
野
を
近
づ
け
て
﹂
を
︑﹁
野
へ
近
づ
き
て
﹂︑

四
句
五
句
﹁
す
み
れ
な
づ
な
も
あ
る
こ
ゝ
ち
か
な
﹂
を
﹁
あ
る
こ
ゝ
ち
す

る
つ
く
づ
く
し
か
な
﹂
と
訂
す
る
︒ 

〇 

野
を
近
づ
け
て 

表
現
に
発
想
の
斬
新
さ
が
あ
る
︒
幻
想
的
で
⾃
然
と
溶

け
合
っ
た
夢
中
の
構
図
︒
初
稿
﹁
野
を
近
づ
け
て
﹂
を
︑﹃
戊
午
集
﹄
で

は
︑﹁
野
べ
近
づ
き
て
﹂
と
訂
す
る
が
︑
結
局
﹃
草
径
集
﹄
で
は
︑
最
終

的
に
初
稿
の
﹁
野
を
近
づ
け
て
﹂
に
戻
し
た
︒
添
削
後
に
再
び
揺
れ
た
跡

が
わ
か
る
︒ 

 

１
２ 

く
ら
き
夜
は 

を
ち
の
う
め
が
枝 

お
も
は
ず
も 

 
 

 

ふ
せ
や
の
ま
ど
に 

き
ぬ
る
⾹
ぞ
す
る 

 

◇ 

︻
訳
︼
暗
い
夜
は
︑
思
い
が
け
な
い
こ
と
に
遠
く
の
梅
の
枝
が
︑
粗
末
な

我
が
家
の
窓
に
近
寄
っ
て
来
た
の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
ほ
ど
︑
梅
の
⾹

り
が
す
る
︒ 

〇 

﹃
甲
⾠
集
﹄
⼆
句
以
下
﹁
を
ち
の
う
め
が
か
ね
や
ど
に
も
き
ぬ
る
ば
か
り

に
ゝ
ほ
ひ
ぬ
る
か
な
﹂
を
本
集
で
訂
す
る
︒ 

〇 

を
ち 

遠
⽅
︒ 

〇 

ふ
せ
や 

臥
屋
︒
粗
末
な
家
︒ 

  
 

 
 

 

つ
ま
き 

１
３ 

き
ら
れ
つ
る 

こ
と
も
お
ぼ
え
ず 

⽖︵
つ
ま

⽊ぎ
︶

さ
へ 

 
 

 

こ
の
め
春
に
は 

あ
ふ
こ
ゝ
ち
か
な 

 

◇ 

︻
訳
︼
⽖
⽊
ま
で
も
が
春
に
出
逢
っ
た
気
に
な
っ
て
新
芽
が
萌
え
出
て
い

る
よ
︒ 

〇 

﹃
甲
⾠
集
﹄ 

〇 

⽖
⽊
︒
薪
に
す
る
た
め
の
⽊
の
枝
︒ 

〇 
こ
の
め
春 

⽊
の
芽
春
︒﹁
春
﹂
に
﹁
張
る
﹂︵
⽊
の
芽
が
萌
え
出
る
意
︶

を
掛
け
る
︒ 

〇 

あ
ふ
こ
ゝ
ち 

逢
っ
た
気
持
ち
︒ 

 
 

〇 

︻
参
考
︼﹁
霞
⽴
ち
⽊
の
芽
も
春
の
雪
降
れ
ば
花
な
き
⾥
も
花
ぞ
散
り
け

る
﹂
古
今
集
・
春
上
・
紀
貫
之 

（

）
八
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⼆
⽉ 

１
４ 

に
な
は
れ
て 

ゆ
く
梅
さ
へ
も 

さ
か
り
な
る 

 
 

 

み
や
こ
の
春
の 

き
さ
ら
ぎ
の
そ
ら 

 
◇ 
︻
訳
︼
⼈
に
担
が
れ
て
⾏
く
梅
の
⽊
ま
で
も
花
盛
り
な
京
の
春
の
⼆
⽉
の

空
よ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
⼀
︑
五
句
﹁
み
や
こ
の
春
の
﹂ 

〇 

⼆
句
﹁
さ
へ
﹂
で
︑
街
中
の
梅
が
花
盛
り
な
の
は
も
と
よ
り
の
意
を
暗
⽰

し
て
い
る
︒ 

〇 

み
や
こ 

京
の
街
︒ 

  
 

 
 

 

折
椿 

１
５ 

う
つ
ろ
は
ぬ 

い
ろ
の
み
⾒
せ
て 
⽟
椿 

 
 

 
 

こ
ぼ
る
ゝ
花
を 

折
ら
せ
つ
る
か
な 

 

◇ 

︻
訳
︼
永
遠
に
焦
る
こ
と
は
な
い
⾊
だ
け
を
⾒
せ
て
︑
美
し
い
椿
は
私
に

こ
ぼ
れ
落
ち
る
そ
の
花
を
折
ら
せ
た
よ
︒ 

〇 

﹃
甲
⾠
集
﹄
詞
書
﹁
椿
﹂︒ 

〇 

う
つ
ろ
は
ぬ
⾊ 

あ
せ
る
こ
と
の
な
い
⾊
︒ 

〇 

⽟
椿 

﹁
⽟
﹂
は
美
称
の
接
頭
語
︒
荘
⼦
﹁
逍
遙
遊
﹂
の
⼋
千
歳
の
⼤
椿

の
故
事
か
ら
︑
⻑
寿
を
保
つ
⽊
と
し
て
歌
に
詠
ま
れ
た
︒ 

〇 

こ
ぼ
る
ゝ
花 

ぽ
ろ
ぽ
ろ
と
落
ち
る
花
︒﹁
こ
ぼ
る
ゝ
﹂
は
﹁
⽟
﹂
の
縁

語
︒ 

  
 

 
 

 

ひ
ば
り 

１
６ 

⼈
に
の
み 

⼦
を
お
も
は
せ
て 

⼣
ひ
ば
り 

 
 

 

う
は
の
そ
ら
に
は 

い
か
で
な
く
ら
む 

 

◇ 

︻
訳
︼
⼈
に
ば
か
り
⼦
ひ
ば
り
の
こ
と
を
⼼
配
さ
せ
て
お
い
て
︑
ど
う
し

て
⼣
⽅
の
雲
雀
は
⼼
も
上
の
空
で
︑
空
⾼
く
鳴
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
︒ 

〇 

﹃
庚
戌
集
﹄
三
句
以
下
﹁
⼣
ひ
ば
り
い
か
で
お
ち
こ
ぬ
み
そ
ら
な
る
ら

む
﹂
を
﹁
な
く
ひ
ば
り
い
ま
だ
お
ち
こ
ぬ
⼣
ぐ
れ
の
空
﹂
と
訂
す
る
︒ 

〇 

う
は
の
そ
ら 

上
空
の
意
に
⼼
の
落
ち
着
か
な
い
状
態
の
意
を
掛
け
る
︒ 

  
 

 
 

 

春
⽇ 

１
７ 

は
し
ゐ
し
て 

⾝
を
任
せ
た
る 

ゐ
ね
ぶ
り
を 

 
 

 

こ
ゝ
ろ
え
が
お
に 

照
す
春
の
⽇ 

 

◇ 

︻
訳
︼
縁
先
に
座
わ
り
眠
気
に
⾝
を
任
せ
て
︑
こ
っ
く
り
こ
っ
く
り
居
眠

り
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
︑
さ
も
わ
か
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
照
ら
す
春
の

⽇
よ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
⼆
︒ 

〇 

は
し
ゐ 

端
居
︒
縁
先
に
座
る
こ
と
︒
室
町
時
代
あ
た
り
か
ら
⾒
え
る
歌

語
で
と
く
に
近
世
和
歌
に
多
く
出
て
く
る
︒ 

〇 

ゐ
ね
ぶ
り 

居
眠
り
︒
普
通
和
歌
で
は
詠
ま
れ
な
い
語
︒
⾔
道
に
は
ほ
か

に
も
⽤
例
が
あ
る
︒ 

〇 

こ
ゝ
ろ
え
が
お 

⼼
得
顔
︒
⼼
得
て
る
か
の
よ
う
に
の
意
の
擬
⼈
法
︒
⾔

道
が
得
意
と
す
る
表
現
︒ 

  
 

 
 

 

⼟
筆 

１
８ 
あ
め
ふ
れ
ば 

な
が
る
ゝ
庭
の 

⽔
よ
り
も 

 
 

 
か
し
ら
出
い
で
た
る 

つ
く
〴
〵
し
哉 

 

◇
︻
訳
︼
⾬
が
降
る
と
庭
に
あ
ふ
れ
て
流
れ
る
⽔
よ
り
上
に
︑
ど
う
に
か
頭
を

出
し
て
い
る
⼟
筆
よ
︒ 

〇 

﹃
甲
⾠
集
﹄ 

（

）
九

九州情報大学研究論集　第24巻（2022年３月）

－ 58 －



 

 
 

〇 

お
の
が
野
に
し
て 

⾃
宅
を
︑
蝶
は
⾃
分
の
す
み
か
の
野
と
み
な
し
て
︒ 

⾃
宅
の
中
に
迷
い
込
ん
で
き
た
蝶
と
⾃
分
を
⼀
体
化
さ
せ
て
い
る
︒ 

〇 

野
を
い
へ
に
す
る 

⾔
道
の
⽣
き
⽅
を
⽰
唆
す
る
句
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

春
⾬ 

２
４ 

春
さ
め
の 

こ
さ
め
は
⼟
に 

落
ち
も
あ
へ
ず 

 
 

 

そ
ら
の
も
の
に
て 

み
だ
れ
ぬ
る
か
な 

 

◇ 

︻
訳
︼
春
⾬
の
あ
ま
り
に
こ
ま
か
く
て
地
⾯
ま
で
は
届
か
ず
に
︑
そ
ら
の

も
の
と
し
て
空
中
で
彷
徨
い
乱
れ
て
消
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
な
あ
︒ 

〇 

﹃
庚
戌
集
﹄
題
﹁
春
⾬
細
⾬
﹂︑
四
句
以
下
﹁
⾵
に
乱
れ
て
い
つ
ま
で
と

な
し
﹂
を
﹁
そ
ら
の
も
の
に
て
乱
れ
ぬ
る
哉
﹂
と
訂
す
る
︒ 

 

２
５ 

た
わ
ら
は
の 

も
の
乞

︵
こ
ふ
︶

こ
と
も 

こ
と
わ
り
に 

 
 

 

さ
び
し
さ
な
が
き 

春
⾬
の
空 

 

◇ 

︻
訳
︼
幼
い
⼦
供
は
外
に
も
出
ら
れ
ず
︑
退
屈
し
て
も
の
を
せ
が
む
の
も

道
理
で
︑
寂
し
い
⻑
⾬
が
続
く
ゆ
え
に
︑
⼼
楽
し
く
な
い
春
⾬
の
空
で
あ

る
よ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
四
︑
三
句
以
下
﹁
わ
り
な
き
に
さ
び
し
き
春
の
⻑
⾬
の
そ

ら
﹂︑﹁
春
の
⻑
﹂
の
傍
に
﹁
け
ふ
の
は
る
﹂
と
朱
書
︒ 

〇 

た
は
ら
は 

﹁
た
﹂
は
接
頭
語
︒
童
︒
幼
い
⼦
供
︒ 

〇
︻
参
考
︼﹁
ふ
り
に
し
媼
に
し
て
や
か
く
ば
か
り
恋
に
沈
ま
む
た
わ
ら
は
の

ご
と
﹂
万
葉
集
・
巻
⼆
・
⽯
川
郎
⼥ 

 

２
６ 

は
る
さ
め
の 

こ
さ
め
さ
び
し
み 

ひ
さ
ご
さ
へ 

 
 

 

ふ
る
に
⾳
せ
ぬ 

⼣
ぐ
れ
の
宿 

 

◇ 

︻
訳
︼
細
か
い
春
⾬
が
⾳
も
な
く
ふ
る
⼣
ぐ
れ
は
物
寂
し
い
の
で
︑
酒
で

も
飲
も
う
と
瓢
を
振
っ
て
は
み
る
が
そ
れ
も
⾳
が
し
な
い
⼣
暮
れ
の
家
だ

な
あ
︒ 

〇 

﹃
庚
戌
集
﹄ 

〇 

さ
び
し
み 

寂
し
い
の
で
︒ 

〇 

瓢 

ひ
さ
ご
︒
酒
を
⼊
れ
る
容
器
︒ 

〇 

ふ
る
に
⾳
せ
ぬ 

﹁
ふ
る
﹂
は
﹁
振
る
﹂
と
﹁
降
る
﹂
の
掛
詞
︒﹁
⾳
﹂

は
︑﹁
春
⾬
﹂
の
降
る
⾳
と
瓢
を
﹁
振
る
﹂
⾳
の
意
︒ 

〇 

宿 

屋
⼾
︒
我
が
家
︒ 

  
 

 
 

 

⾬
漏 

２
７ 

も
る
⾬
の 

も
る
や
い
づ
こ
と 

⽕
と
も
せ
ば 

ぬ
る
が
う
へ
に
も 

き
ぬ
る
⽟
⽔ 

 

◇ 

︻
訳
︼
⾬
漏
り
は
ど
こ
か
と
思
っ
て
灯
を
と
も
す
と
︑
寝
て
い
る
布
団
の

上
に
も
滴
り
落
ち
る
⾬
だ
れ
で
あ
る
よ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
四
︒ 

〇 

ぬ
る
が
う
へ 

ぬ
る
は
︑
寝
る
︒
寝
て
い
る
布
団
の
上
︒ 

〇 

⽟
⽔ 

⾬
だ
れ
︒ 

〇 

﹁
も
る
﹂﹁
も
る
﹂﹁
ぬ
る
﹂﹁
き
ぬ
る
﹂
と
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
繰
り
返
し
て

間
断
な
く
落
ち
る
⾬
⽔
の
様
⼦
を
加
味
し
た
︒
わ
び
し
い
⾬
漏
り
の
滴
り

落
ち
る
し
ず
く
を
歌
語
﹁
⽟
⽔
﹂
で
美
し
さ
を
も
表
現
し
た
︒﹁
も
る
や

い
ず
こ
﹂
と
実
際
⼝
に
出
し
て
い
る
よ
う
な
リ
ア
ル
感
が
あ
る
︒ 

  
 

 
 

 

春
⾬
晴 

２
８ 

た
ま
さ
か
に 

は
れ
ま
も
あ
れ
ど 

春
⾬
の 

 

猶
ふ
り
た
ら
ぬ 

く
も
の
い
ろ
哉 
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〇 

つ
く
〴
〵
し 

つ
く
し
の
異
名
︒
つ
く
し
の
頭
だ
け
が
ぽ
つ
ぽ
つ
⾒
え
て

い
る
の
を
け
な
げ
に
思
っ
て
詠
ん
だ
︒﹁
わ
ら
び
︒
つ
く
〴
〵
し
︑
を
か

し
き
籠
に
⼊
れ
て
﹂︵
源
⽒
物
語
・
早
蕨
︶︒ 

  
 

 
 

 

き
ゞ
す 

１
９ 
春
き
て
は 

め
づ
ら
し
き
野
の 

き
ゞ
す
か
な 

 
 

 

そ
の
⼆
声
を 

い
く
こ
ゑ
も
せ
よ 

 

◇
︻
訳
︼
春
と
な
る
と
︑
珍
し
い
野
の
雉
が
い
る
で
は
な
い
か
︒﹁
け
ん
︑
け

ー
ん
﹂
と
い
う
⼆
声
の
鳴
き
声
を
聞
き
た
い
か
ら
︑
何
度
で
も
鳴
い
て
く

れ
︒ 

〇 

﹃
甲
⾠
集
﹄
⼆
句
︑
三
句
﹁
い
と
め
づ
ら
し
き
雉
⼦
哉
﹂︒ 

〇 

き
ゞ
す 

雉
⼦
の
古
名
︒ 

〇 

⼆
声 

雉
⼦
の
雄
は
三
⽉
か
ら
七
⽉
に
か
け
て
の
繁
殖
期
に
﹁
け
ん
︑
け

ー
ん
﹂
と
⼆
声
に
鳴
く
︒ 

  
 

 
 

 

野
辺
⾏
⼈ 

２
０ 

う
ち
わ
た
す 

を
ち
か
た
⼈
の 

道
お
そ
く 

 
 

 

ゆ
き
は
つ
ま
じ
き 

野
の
け
し
き
哉 

 

◇ 

︻
訳
︼
ず
っ
と
遠
く
を
⾒
渡
す
と
︑
遠
⽅
の
⼈
は
歩
み
が
ゆ
っ
く
り
と
⾒

え
て
︑
⾏
き
尽
く
せ
な
い
の
で
は
と
思
う
ほ
ど
広
々
と
し
た
野
の
景
⾊
で

あ
る
よ
︒ 

〇 

﹃
甲
⾠
集
﹄
題
﹁
⾏
⼈
﹂ 

〇 

を
ち
か
た 

遠
⽅
︒ 

〇
︻
参
考
︼﹁
う
ち
わ
た
す
を
ち
か
た
⼈
に
も
の
申
す
わ
れ
そ
の
そ
こ
に
⽩
く

咲
け
る
は
何
の
花
ぞ
も
﹂︵
古
今
和
歌
集
・
旋
頭
歌
・
読
み
⼈
知
ら
ず
︶ 

 

 
 

 
 

わ
ら
び 

２
１ 

こ
ゝ
に
も
と 

⼈
に
い
ふ
ま
に 

さ
わ
ら
び
の 

 
 

 

あ
り
か
う
し
な
ふ 

春
の
ゝ
べ
か
な 

 

◇ 

︻
訳
︼
こ
こ
に
も
あ
る
よ
と
⼈
に
教
え
て
⽬
を
離
し
た
そ
の
隙
に
︑
蕨
の

あ
り
か
が
わ
か
ら
な
く
な
り
⾒
失
う
︒
そ
ん
な
春
の
野
原
︒ 

〇 

﹃
甲
⾠
集
﹄
四
句
﹁
あ
り
か
わ
す
る
ゝ
﹂ 

〇 

の
ど
か
な
春
の
野
辺
で
︑
だ
れ
も
が
経
験
す
る
ち
ょ
っ
と
し
た
普
段
の
⾵

景
や
動
作
を
︑
和
歌
に
切
り
取
る
感
覚
に
発
想
の
斬
新
さ
が
あ
る
︒ 

  
 

 
 

 

野
外
⼩
流 

２
２ 

ま
し
み
ず
の 

ほ
そ
き
な
が
れ
は 

居
な
が
ら
も 

 
 

 

⼿
を
ひ
た
す
ら
に 

な
つ
か
し
げ
な
る 

 

◇ 

︻
訳
︼
湧
き
出
て
く
る
清
⽔
の
細
い
流
れ
に
︑
そ
の
場
で
即
座
に
⼿
を
浸

す
と
︑
ひ
た
す
ら
に
な
つ
か
し
い
感
覚
が
よ
み
が
え
る
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
六
︑
題
﹁
⼩
流
﹂ 

〇 

真
清
⽔ 

湧
き
出
て
く
る
冷
た
い
⽔
︒ 

〇 

⼿
を
ひ
た
す
ら
に 

⼿
を
﹁
浸
す
﹂
と
﹁
ひ
た
す
ら
﹂
の
掛
詞
︒ 

  
 

 
 

 

蝶 

２
３ 

い
へ
の
う
ち
を 

お
の
が
野
に
し
て 

と
ぶ
蝶
は 

 
 

 
野
を
い
へ
に
す
る 

わ
れ
故
そ
か
し 

 

◇ 
︻
訳
︼
私
の
家
の
中
を
⾃
分
の
住
み
か
の
野
原
と
⾒
⽴
て
て
︑
蝶
が
⾃
由

に
⾶
ん
で
い
る
の
は
︑
野
原
と
隔
て
が
な
い
よ
う
な
粗
末
な
家
に
住
ん
で

い
る
が
ゆ
え
な
の
だ
な
あ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
四
︑
四
句
﹁
野
を
い
へ
と
す
る
﹂ 

（
十
）
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〇 

お
の
が
野
に
し
て 

⾃
宅
を
︑
蝶
は
⾃
分
の
す
み
か
の
野
と
み
な
し
て
︒ 

⾃
宅
の
中
に
迷
い
込
ん
で
き
た
蝶
と
⾃
分
を
⼀
体
化
さ
せ
て
い
る
︒ 

〇 

野
を
い
へ
に
す
る 

⾔
道
の
⽣
き
⽅
を
⽰
唆
す
る
句
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

春
⾬ 

２
４ 
春
さ
め
の 

こ
さ
め
は
⼟
に 

落
ち
も
あ
へ
ず 

 
 

 

そ
ら
の
も
の
に
て 

み
だ
れ
ぬ
る
か
な 

 

◇ 

︻
訳
︼
春
⾬
の
あ
ま
り
に
こ
ま
か
く
て
地
⾯
ま
で
は
届
か
ず
に
︑
そ
ら
の

も
の
と
し
て
空
中
で
彷
徨
い
乱
れ
て
消
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
な
あ
︒ 

〇 

﹃
庚
戌
集
﹄
題
﹁
春
⾬
細
⾬
﹂︑
四
句
以
下
﹁
⾵
に
乱
れ
て
い
つ
ま
で
と

な
し
﹂
を
﹁
そ
ら
の
も
の
に
て
乱
れ
ぬ
る
哉
﹂
と
訂
す
る
︒ 

 

２
５ 

た
わ
ら
は
の 

も
の
乞

︵
こ
ふ
︶

こ
と
も 
こ
と
わ
り
に 

 
 

 

さ
び
し
さ
な
が
き 

春
⾬
の
空 

 

◇ 

︻
訳
︼
幼
い
⼦
供
は
外
に
も
出
ら
れ
ず
︑
退
屈
し
て
も
の
を
せ
が
む
の
も

道
理
で
︑
寂
し
い
⻑
⾬
が
続
く
ゆ
え
に
︑
⼼
楽
し
く
な
い
春
⾬
の
空
で
あ

る
よ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
四
︑
三
句
以
下
﹁
わ
り
な
き
に
さ
び
し
き
春
の
⻑
⾬
の
そ

ら
﹂︑﹁
春
の
⻑
﹂
の
傍
に
﹁
け
ふ
の
は
る
﹂
と
朱
書
︒ 

〇 

た
は
ら
は 

﹁
た
﹂
は
接
頭
語
︒
童
︒
幼
い
⼦
供
︒ 

〇
︻
参
考
︼﹁
ふ
り
に
し
媼
に
し
て
や
か
く
ば
か
り
恋
に
沈
ま
む
た
わ
ら
は
の

ご
と
﹂
万
葉
集
・
巻
⼆
・
⽯
川
郎
⼥ 

 

２
６ 

は
る
さ
め
の 

こ
さ
め
さ
び
し
み 

ひ
さ
ご
さ
へ 

 
 

 

ふ
る
に
⾳
せ
ぬ 

⼣
ぐ
れ
の
宿 

 

◇ 

︻
訳
︼
細
か
い
春
⾬
が
⾳
も
な
く
ふ
る
⼣
ぐ
れ
は
物
寂
し
い
の
で
︑
酒
で

も
飲
も
う
と
瓢
を
振
っ
て
は
み
る
が
そ
れ
も
⾳
が
し
な
い
⼣
暮
れ
の
家
だ

な
あ
︒ 

〇 

﹃
庚
戌
集
﹄ 

〇 

さ
び
し
み 

寂
し
い
の
で
︒ 

〇 

瓢 

ひ
さ
ご
︒
酒
を
⼊
れ
る
容
器
︒ 

〇 

ふ
る
に
⾳
せ
ぬ 

﹁
ふ
る
﹂
は
﹁
振
る
﹂
と
﹁
降
る
﹂
の
掛
詞
︒﹁
⾳
﹂

は
︑﹁
春
⾬
﹂
の
降
る
⾳
と
瓢
を
﹁
振
る
﹂
⾳
の
意
︒ 

〇 

宿 

屋
⼾
︒
我
が
家
︒ 

  
 

 
 

 

⾬
漏 

２
７ 

も
る
⾬
の 

も
る
や
い
づ
こ
と 

⽕
と
も
せ
ば 

ぬ
る
が
う
へ
に
も 

き
ぬ
る
⽟
⽔ 

 

◇ 

︻
訳
︼
⾬
漏
り
は
ど
こ
か
と
思
っ
て
灯
を
と
も
す
と
︑
寝
て
い
る
布
団
の

上
に
も
滴
り
落
ち
る
⾬
だ
れ
で
あ
る
よ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
四
︒ 

〇 

ぬ
る
が
う
へ 

ぬ
る
は
︑
寝
る
︒
寝
て
い
る
布
団
の
上
︒ 

〇 

⽟
⽔ 

⾬
だ
れ
︒ 

〇 

﹁
も
る
﹂﹁
も
る
﹂﹁
ぬ
る
﹂﹁
き
ぬ
る
﹂
と
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
繰
り
返
し
て

間
断
な
く
落
ち
る
⾬
⽔
の
様
⼦
を
加
味
し
た
︒
わ
び
し
い
⾬
漏
り
の
滴
り

落
ち
る
し
ず
く
を
歌
語
﹁
⽟
⽔
﹂
で
美
し
さ
を
も
表
現
し
た
︒﹁
も
る
や

い
ず
こ
﹂
と
実
際
⼝
に
出
し
て
い
る
よ
う
な
リ
ア
ル
感
が
あ
る
︒ 

  
 

 
 

 
春
⾬
晴 

２
８ 

た
ま
さ
か
に 

は
れ
ま
も
あ
れ
ど 

春
⾬
の 

 

猶
ふ
り
た
ら
ぬ 

く
も
の
い
ろ
哉 
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○ 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
⼆
︑
⼀
句
⼆
句
﹁
け
さ
は
ま
だ
⾵
も
ふ
か
ね
ど
﹂
五
句

﹁
よ
る
け
し
き
か
な
﹂ 

○ 

⽷ 

⻘
柳
の
垂
れ
枝
︒ 

○ 

よ
り
け
り 

 

﹁
寄
り
﹂
と
﹁
縒
﹂
を
か
け
る
︒ 

  
 

 
 

 

朝
待
花 

３
４ 

さ
き
ぬ
る
か 

ま
だ
か
と
お
も
へ
ば 

朝
⼾
さ
へ 

 
 

 

ひ
ら
き
か
ね
て
も 

⾒
つ
る
花
か
な 

 

◇ 

︻
訳
︼
も
う
咲
い
た
だ
ろ
う
か
︑
ま
だ
だ
ろ
う
か
と
︑
⼼
急
き
︑
朝
の
⾬ 

 
 

⼾
を
す
っ
か
り
明
け
き
ら
ぬ
う
ち
に
⾒
る
花
だ
よ
︒ 

○ 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
五
︑
題
﹁
待
花
﹂
五
句
﹁
み
る
さ
く
ら
か
な
﹂ 

○ 

朝
⼾ 

朝
起
き
出
で
て
開
け
る
⾬
⼾
︒
⼾
を
開
け
る
の
も
も
ど
か
し
く
︑

早
く
花
を
⾒
た
い
と
焦
る
気
持
ち
︒ 

○
︻
参
考
︼﹁
朝
⼾
出
の
君
が
⾜
結(

あ
ゆ
い)

を
濡
ら
す
露
原 

早
く
起
き
出

で
つ
つ
我
も
裳
裾
濡
ら
さ
な
﹂﹁
朝
⼾
を
早
く
な
開
け
そ
味
さ
は
ふ
⽬
が

欲
る
君
が
今
夜
来
ま
せ
る
﹂﹃
万
葉
集
﹄
巻
⼗
⼀ 

  
 

 
 

 

尋
花 

３
５ 

な
か
〳
〵
に 

み
ち
ま
ど
は
し
ぞ 

花
の
⼭ 

 
 

 

ゆ
く
さ
き
に
し
て 

逢
ふ
の
ち
ぎ
り
は 

 

◇ 

︻
訳
︼
⾏
く
先
の
花
の
⼭
で
︑
友
と
逢
う
約
束
は
︑
か
え
っ
て
道
を
迷
わ 

せ
た
よ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
三
︑
⼆
句
﹁
と
も
ま
ど
は
し
ぞ
﹂︒ 

〇 

な
か
〳
〵
に 

か
え
っ
て
︒ 

〇 

道
ま
ど
は
し
ぞ 

⾏
く
道
を
迷
わ
す
も
の
だ
︒ 

〇 

逢
ふ
の
ち
ぎ
り 

⼈
と
逢
う
約
束
︒ 

〇 

桜
の
⼭
で
⼈
と
待
ち
合
わ
せ
た
が
︑
か
え
っ
て
︑
桜
が
︑
道
を
迷
わ
せ
る

も
の
だ
︒ 

 

３
６ 

さ
く
花
を 

た
づ
ね
て
ゆ
け
ば 

い
つ
よ
り
か 

 
 

 

こ
ぞ
こ
し
道
に 

み
ち
は
な
り
き
ぬ 

 

◇ 

︻
訳
︼
さ
く
花
を
求
め
て
歩
い
て
い
く
と
︑
い
つ
の
ま
に
か
︑
そ
の
道
は

去
年
花
⾒
に
来
た
こ
と
の
あ
る
道
に
な
っ
て
い
た
︒ 

〇 

初
出
﹃
戊
午
集
﹄
巻
⼆
︒ 

 

３
７ 

ま
よ
ひ
て
は 

き
の
ふ
の
花
の 

あ
り
か
に
も 

 
 

 

い
た
り
か
ね
た
る 

⼭
の
ほ
そ
み
ち 

 

◇ 

︻
訳
︼
迷
っ
て
し
ま
っ
て
︑
昨
⽇
の
花
の
あ
っ
た
場
所
に
も
到
達
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
⼭
の
細
道
よ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
四
︑
⼆
句
﹁
⾒
な
れ
し
花
の
﹂ 

 

３
８ 

そ
こ
な
り
と 

や
す
く
う
ち
い
ふ 

⼭
⼈
の 

 
 

 

道
な
か
〳
〵
に 

と
ほ
が
の
ゝ
さ
と 

 

◇ 

︻
訳
︼
す
ぐ
そ
こ
だ
よ
︑
と
︑
⼭
⼈
は
簡
単
に
⾔
う
が
︑
な
か
な
か
そ
う

は
い
か
ず
︑
⻑
々
と
道
が
遠
い
﹁
と
ほ
が
の
﹂
の
⾥
だ
な
あ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
三
︒ 

○ 

な
か
〳
〵
に 

﹁
な
か
な
か
﹂
と
﹁
⻑
々
﹂
を
掛
け
る
︒ 

○ 

と
ほ
が
の
ゝ
の
さ
と 

福
岡
県
朝
倉
あ
た
り
か
︒
初
出
の
稿
本
﹃
戊
午

集
﹄
巻
三
で
は
︑﹁
と
ほ
が
の
ゝ
さ
と
﹂
の
左
傍
書
に
﹁
筑
前
上
座
郡
﹂
と

あ
る
︒
現
在
の
福
岡
県
朝
倉
市
上
座
上
で
︑
上
座
郡
上
寺
町
に
あ
る
教
念

寺
は
︑
⾔
道
の
先
祖
ゆ
か
り
の
寺
︒ 

大隈言道研究 年譜編第Ⅵ部 （進藤 康子） 
 

◇ 

︻
訳
︼
稀
に
は
晴
れ
間
も
あ
る
が
︑
春
⾬
は
や
は
り
⼗
分
に
降
り
⾜
ら
な

い
よ
う
だ
と
思
わ
せ
る
暗
い
雲
の
⾊
だ
な
あ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
⼆
︑
題
﹁
⾬
す
く
な
し
﹂﹁
時
の
ま
に
は
れ
ゆ
く
⾬
の
け

し
き
哉
さ
ば
か
り
に
て
も
ふ
り
や
た
る
ら
む
﹂ 

 

２
９ 
つ
れ
〴
〵
と 

わ
び
し
か
り
つ
る 

⾬
は
れ
て 

 
 

 

い
け
の
お
も
さ
へ 

ゑ
め
る
さ
ゞ
波 

 

◇ 

︻
訳
︼
退
屈
で
気
の
ま
ぎ
れ
る
こ
と
も
な
く
過
ご
し
て
い
た
︒
⻑
⾬
が
晴

れ
て
︑
池
ま
で
も
表
⾯
に
さ
ざ
波
が
⽴
ち
︑
微
笑
ん
で
い
る
表
情
に
⾒
え

る
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
⼆
︑
題
﹁
⾬
後
池
﹂
⼀
句
﹁
ひ
さ
〴
〵
に
﹂ 

〇 

⾬
後
の
わ
が
⼼
が
投
影
さ
れ
て
い
る
か
の
如
く
に
擬
⼈
法
で
詠
む
︒ 

  
 

 
 

 

花
の
う
た 

３
０ 

ち
る
な
げ
き 

の
ち
に
し
あ
れ
ば 

今
の
ま
を 

 
 

 

た
の
し
ま
し
め
て 

花
や
あ
る
ら
む 

 

◇ 

︻
訳
︼
い
つ
か
は
必
ず
ち
る
と
い
う
嘆
き
が
後
に
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
今
の

こ
の
ひ
と
時
を
た
の
し
ま
せ
て
い
る
花
が
あ
る
の
だ
ろ
う
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
三
︑
題
﹁
花
﹂︒ 

〇 

た
の
し
ま
し
め
て 

⾒
る
⼈
を
楽
し
ま
せ
て
︒ 

  
 

 
 

 

待
花 

３
１ 

ま
ち
わ
た
る 

さ
く
ら
の
こ
の
め 

欺
き
て 

 
 

 

花
め
か
し
く
も 

ふ
ゝ
む
こ
ろ
か
な 

 

◇ 

︻
訳
︼
桜
の
花
が
咲
く
の
を
待
っ
て
い
た
の
に
︑
葉
と
な
る
芽
が
︑
い
か

に
も
花
の
蕾
の
よ
う
に
︑
ふ
く
ら
む
こ
ろ
だ
な
あ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
五
︑
三
句
﹁
ふ
ゝ
み
ぬ
る
か
な
﹂
を
﹁
ふ
ゝ
む
枝
か
な
﹂

と
訂
す
︒ 

○ 

ま
ち
わ
た
る 

ず
っ
と
待
ち
続
け
る
︒ 

○ 

ふ
ゝ
む 

膨
ら
む
︒﹁
含
︑
フ
ク
ム
︑
ク
ヽ
ム
︑
フ
ヽ
ム
﹂︵﹃
名
義
抄
﹄︶ 

○ 

︻
参
考
︼﹁
卯
の
花
の
咲
く
⽉
た
ち
ぬ
霍
公
⿃
な
き
と
よ
め
よ
ふ
ふ
み
た

り
と
も
﹂︵﹃
万
葉
集
﹄
巻
⼗
⼋
・
⼤
伴
家
持
︶ 

  
 

 
 

 

⾬
中
待
花 

３
２ 

咲
き
ぬ
べ
き 

花
は
さ
か
ず
て 

あ
め
ふ
れ
ば 

 
 

 

⾬
を
ま
ち
え
て 

⾒
が
ほ
な
る
か
な 

 

◇ 

︻
訳
︼
今
に
も
咲
き
そ
う
な
花
は
な
か
な
か
咲
か
な
く
て
︑
待
っ
て
も
い

な
い
⾬
が
ふ
っ
て
き
た
の
で
︑
あ
た
か
も
待
ち
望
ん
で
い
た
⾬
を
や
っ
と

⾒
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
だ
︒ 

○ 

﹃
甲
⾠
集
﹄︑
題
﹁
待
花
﹂︑
⼀
句
﹁
な
つ
か
し
き
﹂
を
﹁
さ
き
ぬ
べ

き
﹂︑
五
句
﹁
⾒
が
ほ
な
る
哉
﹂
を
﹁
わ
が
⾒
か
ほ
な
る
﹂
と
訂
︒ 

○ 

⾒
が
ほ 

い
か
に
も
⾒
て
い
る
と
い
う
様
⼦
︒ 

  
 

 
 

 

柳
上
微
⾵ 

３
３ 

⾵
な
し
と
⾒
ゆ
る
け
さ
だ
に 

⻘
柳
の 

こ
ゝ
ろ
そ
な
た
に 

⽷
は
よ
り
け
り 

 

◇ 

︻
訳
︼
⾵
は
吹
い
て
い
な
い
と
⾒
え
る
今
朝
で
さ
え
︑
⻘
柳
の
⼼
は
そ
ち

ら
へ
ひ
か
れ
る
か
ら
か
︑
⽷
の
よ
う
な
垂
れ
枝
は
︑
ね
じ
れ
な
が
ら
か
す

か
な
⾵
の
ほ
う
へ
よ
り
そ
っ
て
い
く
よ
︒ 

（
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○ 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
⼆
︑
⼀
句
⼆
句
﹁
け
さ
は
ま
だ
⾵
も
ふ
か
ね
ど
﹂
五
句

﹁
よ
る
け
し
き
か
な
﹂ 

○ 

⽷ 

⻘
柳
の
垂
れ
枝
︒ 

○ 
よ
り
け
り 

 

﹁
寄
り
﹂
と
﹁
縒
﹂
を
か
け
る
︒ 

  
 

 
 

 
朝
待
花 

３
４ 

さ
き
ぬ
る
か 

ま
だ
か
と
お
も
へ
ば 

朝
⼾
さ
へ 

 
 

 

ひ
ら
き
か
ね
て
も 

⾒
つ
る
花
か
な 

 

◇ 

︻
訳
︼
も
う
咲
い
た
だ
ろ
う
か
︑
ま
だ
だ
ろ
う
か
と
︑
⼼
急
き
︑
朝
の
⾬ 

 
 

⼾
を
す
っ
か
り
明
け
き
ら
ぬ
う
ち
に
⾒
る
花
だ
よ
︒ 

○ 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
五
︑
題
﹁
待
花
﹂
五
句
﹁
み
る
さ
く
ら
か
な
﹂ 

○ 

朝
⼾ 

朝
起
き
出
で
て
開
け
る
⾬
⼾
︒
⼾
を
開
け
る
の
も
も
ど
か
し
く
︑

早
く
花
を
⾒
た
い
と
焦
る
気
持
ち
︒ 

○
︻
参
考
︼﹁
朝
⼾
出
の
君
が
⾜
結(

あ
ゆ
い)
を
濡
ら
す
露
原 

早
く
起
き
出

で
つ
つ
我
も
裳
裾
濡
ら
さ
な
﹂﹁
朝
⼾
を
早
く
な
開
け
そ
味
さ
は
ふ
⽬
が

欲
る
君
が
今
夜
来
ま
せ
る
﹂﹃
万
葉
集
﹄
巻
⼗
⼀ 

  
 

 
 

 

尋
花 

３
５ 

な
か
〳
〵
に 

み
ち
ま
ど
は
し
ぞ 

花
の
⼭ 

 
 

 

ゆ
く
さ
き
に
し
て 

逢
ふ
の
ち
ぎ
り
は 

 

◇ 

︻
訳
︼
⾏
く
先
の
花
の
⼭
で
︑
友
と
逢
う
約
束
は
︑
か
え
っ
て
道
を
迷
わ 

せ
た
よ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
三
︑
⼆
句
﹁
と
も
ま
ど
は
し
ぞ
﹂︒ 

〇 

な
か
〳
〵
に 

か
え
っ
て
︒ 

〇 

道
ま
ど
は
し
ぞ 

⾏
く
道
を
迷
わ
す
も
の
だ
︒ 

〇 

逢
ふ
の
ち
ぎ
り 

⼈
と
逢
う
約
束
︒ 

〇 

桜
の
⼭
で
⼈
と
待
ち
合
わ
せ
た
が
︑
か
え
っ
て
︑
桜
が
︑
道
を
迷
わ
せ
る

も
の
だ
︒ 

 

３
６ 

さ
く
花
を 

た
づ
ね
て
ゆ
け
ば 

い
つ
よ
り
か 

 
 

 

こ
ぞ
こ
し
道
に 

み
ち
は
な
り
き
ぬ 

 

◇ 

︻
訳
︼
さ
く
花
を
求
め
て
歩
い
て
い
く
と
︑
い
つ
の
ま
に
か
︑
そ
の
道
は

去
年
花
⾒
に
来
た
こ
と
の
あ
る
道
に
な
っ
て
い
た
︒ 

〇 

初
出
﹃
戊
午
集
﹄
巻
⼆
︒ 

 

３
７ 

ま
よ
ひ
て
は 

き
の
ふ
の
花
の 

あ
り
か
に
も 

 
 

 

い
た
り
か
ね
た
る 

⼭
の
ほ
そ
み
ち 

 

◇ 

︻
訳
︼
迷
っ
て
し
ま
っ
て
︑
昨
⽇
の
花
の
あ
っ
た
場
所
に
も
到
達
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
⼭
の
細
道
よ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
四
︑
⼆
句
﹁
⾒
な
れ
し
花
の
﹂ 

 

３
８ 

そ
こ
な
り
と 

や
す
く
う
ち
い
ふ 

⼭
⼈
の 

 
 

 

道
な
か
〳
〵
に 

と
ほ
が
の
ゝ
さ
と 

 

◇ 

︻
訳
︼
す
ぐ
そ
こ
だ
よ
︑
と
︑
⼭
⼈
は
簡
単
に
⾔
う
が
︑
な
か
な
か
そ
う

は
い
か
ず
︑
⻑
々
と
道
が
遠
い
﹁
と
ほ
が
の
﹂
の
⾥
だ
な
あ
︒ 

〇 
﹃
戊
午
集
﹄
巻
三
︒ 

○ 
な
か
〳
〵
に 

﹁
な
か
な
か
﹂
と
﹁
⻑
々
﹂
を
掛
け
る
︒ 

○ 
と
ほ
が
の
ゝ
の
さ
と 

福
岡
県
朝
倉
あ
た
り
か
︒
初
出
の
稿
本
﹃
戊
午

集
﹄
巻
三
で
は
︑﹁
と
ほ
が
の
ゝ
さ
と
﹂
の
左
傍
書
に
﹁
筑
前
上
座
郡
﹂
と

あ
る
︒
現
在
の
福
岡
県
朝
倉
市
上
座
上
で
︑
上
座
郡
上
寺
町
に
あ
る
教
念

寺
は
︑
⾔
道
の
先
祖
ゆ
か
り
の
寺
︒ 

（
十
三
）
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大隈言道研究 年譜編第Ⅵ部 （進藤 康子） 
 

 
 

近
郊
の
﹁
通
古
賀
﹂
野
の
⾥
あ
た
り
を
︑﹁
と
ほ
こ
が
ん
﹂﹁
と
ほ
が
ん

の
﹂﹁
と
ほ
が
の
﹂
と
も
⾔
っ
た
︒ 

  
 

 
 

 

初
花 

３
９ 
は
つ
は
な
の 

ひ
ら
く
る
⾒
れ
ば 

き
の
ふ
ま
で 

 
 

 
世
の
常
ぼ
め
を 

そ
ら
に
せ
し
哉 

 

◇ 

︻
訳
︼
実
際
に
初
花
が
開
く
の
を
⾒
る
と
︑
昨
⽇
ま
で
の
あ
り
き
た
り
な

ほ
め
⽅
で
は
︑
い
い
か
げ
ん
に
し
て
し
ま
っ
て
い
た
な
あ
︒ 

○ 

﹃
今
橋
集
﹄
下
︑
⼀
句
⼆
句
﹁
は
つ
花
に
ま
こ
と
向
へ
ば
﹂ 

〇 

想
像
以
上
に
素
晴
ら
し
い
初
花
へ
の
感
動
︒ 

  
 

 
 

 

花
下 

４
０ 

だ
れ
よ
り
も 

さ
く
ら
が
も
と
に 
ち
か
く
ゐ
て 

 
 

 

さ
き
へ
と 

⼈
を
い
は
ぬ
け
ふ
哉 

 

◇ 

︻
訳
︼
⾃
分
は
誰
よ
り
桜
の
⽊
の
近
く
に
座
っ
て
︑
ど
う
ぞ
も
っ
と
前
の

ほ
う
へ
と
は
⼈
に
⾔
わ
な
い
今
⽇
だ
な
あ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
⼆
︒ 

○ 

ゐ
て 

居
て
︒
座
っ
て
︒ 

○ 

さ
き
へ 

も
っ
と
前
の
ほ
う
へ
ど
う
ぞ
︒
⼈
に
席
を
譲
る
気
持
ち
︒ 

 

花
下
咏
嘆 

４
１ 

此
春
も 

お
な
じ
さ
く
ら
の 

も
と
ゐ
し
て 

 
 

 

さ
ら
な
る
こ
と
を 

ま
た
⾔
は
れ
け
り 

 

◇ 

︻
訳
︼
今
年
の
春
も
︑
去
年
と
同
じ
桜
の
下
に
座
し
て
︑
ま
た
去
年
と
同

じ
こ
と
を
ま
た
⾔
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
⼆
︑
⼀
句
﹁
は
る
ご
と
に
﹂
を
﹁
こ
の
は
る
も
﹂
と
訂
す

る
︒ 

○ 

も
と
ゐ 

⽊
の
下
に
居
て
︒﹁
も
と
居
﹂
は
︑
新
し
い
表
現
︒
⽊
の
下
に
座

っ
て
︒
⾔
道
の
﹁
も
と
ゐ
﹂
や
﹁
ま
と
ゐ
﹂
は
︑
ほ
と
ん
ど
が
団
欒
を
兼

ね
た
﹁
歌
の
会
合
﹂︑﹁
歌
の
例
会
﹂
を
表
す
︒ 

  
 

 
 

 

花
友 

４
２ 

こ
と
も
な
き 

さ
し
む
か
ひ
な
る 

花
な
れ
ど 

 
 

誰
に
も
ま
さ
る 

友
ど
ち
ぞ
か
し 

 

◇ 

︻
訳
︼
⾔
葉
も
な
く
向
か
い
合
う
花
だ
け
れ
ど
︑
誰
に
も
勝
る
友
達
同
⼠

だ
よ
ね
︒ 

○ 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
⼀
︒﹃
甲
⾠
集
﹄︑
題
﹁
さ
く
ら
﹂
四
句
﹁
世
に
あ
る
ま
じ

き
﹂
の
傍
ら
に
﹁
た
れ
に
も
ま
さ
る
﹂
と
朱
書
︒ 

○ 

こ
と 

⾔
葉
︒ 

○ 

友
ぞ
か
し 

﹁
か
し
﹂
は
強
く
念
を
押
す
助
詞
︒
友
達
だ
よ
ね
︒ 

  
 

 
 

 

軒
花 

４
３ 

わ
れ
か
ら
の 

⾒
な
し
の
み
に
は 

あ
ら
じ
か
し 

 
 

 

軒
端
の
桜 

よ
そ
に
ま
さ
る
は 

 

◇ 

︻
訳
︼
私
の
思
い
込
み
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
我
が
家
の
軒
端
の
桜

が
︑
他
の
場
所
の
桜
よ
り
優
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
︒ 

○ 
﹃
戊
午
集
﹄
巻
⼀
︑
四
句
﹁
軒
端
の
花
の
﹂ 

○ 

わ
れ
か
ら
の
⾒
な
し 

⾃
分
の
思
い
込
み 

  
 

 
 

 

夜
花 

４
４ 

く
ら
き
夜
も 
か
く
こ
そ
あ
か
せ 

桜
花 

 

 
 

 
 

 

そ
こ
に
は
あ
り
と 

お
も
ふ
ば
か
り
に 

 

◇ 

︻
訳
︼
暗
い
夜
も
桜
の
下
で
こ
う
や
っ
て
夜
を
明
か
す
よ
︒
⾒
え
な
く
と

も
︑
そ
こ
に
は
桜
花
が
あ
る
と
い
う
思
い
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︒ 

○ 

﹃
庚
戌
集
﹄︑
題
﹁
夜
桜
﹂
⼆
句
﹁
さ
て
こ
そ
あ
か
せ
﹂ 

○ 

桜
を
愛
し
て
や
ま
な
い
⾔
道
の
桜
へ
の
強
い
思
い
⼊
れ
が
⾒
え
る
︒ 

  
 

 
 

 

春
⼭
遊
⾏ 

４
５ 

花
⾒
つ
ゝ 

⼭
を
め
ぐ
り
て 

い
く
た
び
も 

 
 

 

お
な
じ
所
の 

お
も
し
ろ
き
か
な 

◇ 

︻
訳
︼
何
度
も
桜
の
花
を
⾒
な
が
ら
︑
⼭
を
め
ぐ
り
め
ぐ
り
て
⾏
く
が
︑

や
は
り
同
じ
場
所
が
お
も
し
ろ
い
な
あ
︒ 

〇 

﹃
庚
戌
集
﹄
題
﹁
春
⼭
⾏
路
﹂ 

○ 

お
な
じ
所
の 

や
は
り
お
気
に
⼊
り
の
場
所
は
︑
い
つ
も
の
あ
の
お
な
じ

場
所
︒ 

  
 

 
 

 

名
所
花 

４
６ 

⼈
⾔
に 

ま
さ
る
な
が
た
の 

桜
花 

 
 

 

め
で
ひ
ろ
め
て
も 

い
ふ
か
と
思
へ
ば 

 

◇ 

︻
訳
︼
⼈
が
⾔
っ
て
た
よ
り
も
︑
さ
ら
に
優
っ
て
素
晴
ら
し
い
⻑
⽥
の
桜

よ
︒
⼈
は
︑
実
際
以
上
に
ほ
め
て
宣
伝
し
て
い
る
と
思
っ
た
が
︑
そ
れ
以

上
だ
っ
た
︒ 

○ 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
三
︑
⼆
句
三
句
﹁
ま
さ
る
つ
し
ま
の
桜
哉
﹂ 

○ 

な
が
た 

福
岡
県
⽢
⽊
市
⻑
⽥
あ
た
り
か
︒ 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

曙
花 

４
７ 

春
の
夜
の 

あ
け
が
た
く
ら
き 

野
べ
に
き
て 

 
 

 
 

よ
く
⾒
え
も
せ
ぬ 

桜
め
で
か
な 

 

◇ 

︻
訳
︼
春
の
夜
明
け
⽅
の
ま
だ
ほ
の
暗
い
野
辺
に
来
て
︑
よ
く
⾒
え
も
し

な
い
桜
を
愛
で
て
い
る
よ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
四
︑
題
﹁
野
夜
花
﹂
四
句
﹁
ま
だ
⾒
え
も
せ
ぬ
﹂ 

〇 

よ
く
⾒
え
も
せ
ぬ 

明
る
く
な
る
の
を
待
ち
き
れ
ず
︑
暗
い
時
か
ら
待
っ

て
い
る
⼼
情
を
醸
し
出
し
て
い
る
︒ 

〇 

桜
め
で 

桜
を
賞
美
す
る
こ
と
︒
⽇
本
書
紀
歌
謡
に
初
出
の
﹁
桜
の
め

で
﹂
と
い
う
⾔
葉
を
さ
ら
に
縮
め
た
か
︒ 

  
 

 
 

 

⼭
桜 

４
８ 

さ
く
ら
さ
く 

⼭
の
す
そ
の
ゝ 

あ
さ
ぼ
ら
け 

 
 

 

ま
こ
と
画
に
ゝ
て 

画
に
ま
さ
り
け
り 

 

◇
︻
訳
︼
桜
が
咲
い
て
い
る
⼭
の
す
そ
野
の
︑
ほ
の
か
に
夜
が
明
け
は
じ
め
る

頃
は
︑
ほ
ん
と
う
に
絵
の
よ
う
だ
︑
い
や
︑
絵
よ
り
素
晴
ら
し
い
な
あ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
⼀
︑
題
﹁
落
花
﹂
⼀
句
〜
三
句
﹁
さ
く
ら
散
る
⼭
下
か
げ

の
あ
さ
ぢ
は
ら
﹂
を
﹁
さ
く
ら
さ
く
⼭
の
す
そ
野
の
あ
さ
ぼ
ら
け
﹂
と
訂

す
る
︒ 

〇 

あ
さ
ぼ
ら
け 

夜
明
け
︒
物
が
ほ
の
か
に
⾒
え
る
こ
ろ
︒ 

 

４
９ 

む
か
し
よ
り 

な
に
ゝ
な
ら
へ
る 

花
は
な
ら
む 

 
 

 

荒
⼭
さ
く
ら 

あ
ら
ゝ
げ
も
な
し 

 

◇ 

︻
訳
︼
む
か
し
か
ら
何
に
学
ん
だ
花
な
の
だ
ろ
う
か
︒
⼈
⾥
離
れ
た
寂
し

い
荒
⼭
に
咲
く
桜
な
の
に
︑
荒
々
し
い
様
⼦
も
な
い
︒ 

（
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そ
こ
に
は
あ
り
と 

お
も
ふ
ば
か
り
に 

 

◇ 

︻
訳
︼
暗
い
夜
も
桜
の
下
で
こ
う
や
っ
て
夜
を
明
か
す
よ
︒
⾒
え
な
く
と

も
︑
そ
こ
に
は
桜
花
が
あ
る
と
い
う
思
い
が
あ
る
か
ら
こ
そ
︒ 

○ 
﹃
庚
戌
集
﹄︑
題
﹁
夜
桜
﹂
⼆
句
﹁
さ
て
こ
そ
あ
か
せ
﹂ 

○ 

桜
を
愛
し
て
や
ま
な
い
⾔
道
の
桜
へ
の
強
い
思
い
⼊
れ
が
⾒
え
る
︒ 

  
 

 
 

 

春
⼭
遊
⾏ 

４
５ 

花
⾒
つ
ゝ 
⼭
を
め
ぐ
り
て 

い
く
た
び
も 

 
 

 

お
な
じ
所
の 

お
も
し
ろ
き
か
な 

◇ 

︻
訳
︼
何
度
も
桜
の
花
を
⾒
な
が
ら
︑
⼭
を
め
ぐ
り
め
ぐ
り
て
⾏
く
が
︑

や
は
り
同
じ
場
所
が
お
も
し
ろ
い
な
あ
︒ 

〇 

﹃
庚
戌
集
﹄
題
﹁
春
⼭
⾏
路
﹂ 

○ 

お
な
じ
所
の 

や
は
り
お
気
に
⼊
り
の
場
所
は
︑
い
つ
も
の
あ
の
お
な
じ

場
所
︒ 

  
 

 
 

 

名
所
花 

４
６ 

⼈
⾔
に 

ま
さ
る
な
が
た
の 

桜
花 

 
 

 

め
で
ひ
ろ
め
て
も 

い
ふ
か
と
思
へ
ば 

 

◇ 

︻
訳
︼
⼈
が
⾔
っ
て
た
よ
り
も
︑
さ
ら
に
優
っ
て
素
晴
ら
し
い
⻑
⽥
の
桜

よ
︒
⼈
は
︑
実
際
以
上
に
ほ
め
て
宣
伝
し
て
い
る
と
思
っ
た
が
︑
そ
れ
以

上
だ
っ
た
︒ 

○ 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
三
︑
⼆
句
三
句
﹁
ま
さ
る
つ
し
ま
の
桜
哉
﹂ 

○ 

な
が
た 

福
岡
県
⽢
⽊
市
⻑
⽥
あ
た
り
か
︒ 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

曙
花 

４
７ 

春
の
夜
の 

あ
け
が
た
く
ら
き 

野
べ
に
き
て 

 
 

 
 

よ
く
⾒
え
も
せ
ぬ 

桜
め
で
か
な 

 

◇ 

︻
訳
︼
春
の
夜
明
け
⽅
の
ま
だ
ほ
の
暗
い
野
辺
に
来
て
︑
よ
く
⾒
え
も
し

な
い
桜
を
愛
で
て
い
る
よ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
四
︑
題
﹁
野
夜
花
﹂
四
句
﹁
ま
だ
⾒
え
も
せ
ぬ
﹂ 

〇 

よ
く
⾒
え
も
せ
ぬ 

明
る
く
な
る
の
を
待
ち
き
れ
ず
︑
暗
い
時
か
ら
待
っ

て
い
る
⼼
情
を
醸
し
出
し
て
い
る
︒ 

〇 

桜
め
で 

桜
を
賞
美
す
る
こ
と
︒
⽇
本
書
紀
歌
謡
に
初
出
の
﹁
桜
の
め

で
﹂
と
い
う
⾔
葉
を
さ
ら
に
縮
め
た
か
︒ 

  
 

 
 

 

⼭
桜 

４
８ 

さ
く
ら
さ
く 

⼭
の
す
そ
の
ゝ 

あ
さ
ぼ
ら
け 

 
 

 

ま
こ
と
画
に
ゝ
て 

画
に
ま
さ
り
け
り 

 

◇
︻
訳
︼
桜
が
咲
い
て
い
る
⼭
の
す
そ
野
の
︑
ほ
の
か
に
夜
が
明
け
は
じ
め
る

頃
は
︑
ほ
ん
と
う
に
絵
の
よ
う
だ
︑
い
や
︑
絵
よ
り
素
晴
ら
し
い
な
あ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
⼀
︑
題
﹁
落
花
﹂
⼀
句
〜
三
句
﹁
さ
く
ら
散
る
⼭
下
か
げ

の
あ
さ
ぢ
は
ら
﹂
を
﹁
さ
く
ら
さ
く
⼭
の
す
そ
野
の
あ
さ
ぼ
ら
け
﹂
と
訂

す
る
︒ 

〇 

あ
さ
ぼ
ら
け 

夜
明
け
︒
物
が
ほ
の
か
に
⾒
え
る
こ
ろ
︒ 

 
４
９ 
む
か
し
よ
り 

な
に
ゝ
な
ら
へ
る 

花
は
な
ら
む 

 
 

 
荒
⼭
さ
く
ら 

あ
ら
ゝ
げ
も
な
し 

 

◇ 

︻
訳
︼
む
か
し
か
ら
何
に
学
ん
だ
花
な
の
だ
ろ
う
か
︒
⼈
⾥
離
れ
た
寂
し

い
荒
⼭
に
咲
く
桜
な
の
に
︑
荒
々
し
い
様
⼦
も
な
い
︒ 
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◇ 

︻
訳
︼
う
た
た
ね
を
す
る
と
︑
も
た
れ
か
か
っ
て
い
る
寝
所
の
柱
で
さ

え
︑
⼀
本
の
桜
の
下
に
い
る
き
も
ち
が
す
る
よ
︒ 

〇 

﹃
甲
⾠
集
﹄︑
題
﹁
柱
﹂︑
四
句
﹁
⼀
⽊
の
花
の
こ
ゝ
ち
こ
そ
す
れ
﹂
を

﹁
花
の
⼀
⽊
の
も
と
こ
ゝ
ち
﹂
と
訂
す
る
が
︑﹃
草
径
集
﹄
に
お
い
て
成

稿
の
ご
と
く
推
敲
︒ 

〇 

ね
や
の
柱 

寝
所
の
柱
︒ 

〇 

も
と
こ
ゝ
ち 

⽊
の
下
に
居
る
感
覚
︒
気
持
ち
︒
和
歌
番
号
５
３
０
︑ 

５
５
４
参
照
︒ 

  
 

 
 

 

垂
桜
落
下 

５
５ 

い
と
な
が
ら 

う
ち
任
せ
て
も 

あ
る
花
を 

 
 

 

え
だ
よ
り
は
な
つ 

は
る
の
⼭
⾵ 

 

◇ 

︻
訳
︼
細
く
た
よ
り
な
い
⽷
に
つ
い
た
ま
ま
︑
そ
れ
で
も
⾝
を
任
せ
て
い

る
花
な
の
に
︑
そ
れ
を
枝
か
ら
引
き
離
す
春
の
⼭
⾵
で
あ
る
よ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
三
︒ 

〇 

枝
垂
桜 

⽷
桜
と
も
い
う
︒ 

〇 

⽷ 

細
い
枝
の
例
え
︒ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

︵
続
く
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〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
四
︑
題
﹁
⼭
桜
﹂
⼀
句
〜
三
句
﹁
な
に
ゝ
か
も
な
ら
ひ
て

花
の
さ
け
る
ら
む
﹂
左
傍
書
﹁
む
か
し
よ
り
な
に
ゝ
な
ら
へ
る
は
な
ゝ
な

ら
む
﹂ 

〇 
荒
⼭
さ
く
ら 

⼈
⾥
離
れ
た
︑
⼈
を
寄
せ
付
け
な
い
険
し
い
⼭
に
咲
く

桜
︒ 

〇 

︻
参
考
︼﹁
道
も
な
き
荒
⼭
桜
⽬
に
の
み
し
う
つ
く
し
み
⾒
て
折
り
が
て

ぬ
か
も
﹂︵
悠
然
院
様
御
詠
草
︶ 

  
 

 
 

 

春
川 

５
０ 

あ
さ
き
せ
に 

ま
ろ
び
〳
〵
て 

な
が
れ
来
る 

 
 

 

枝
も
さ
く
ら
の 

花
さ
か
り
か
な 

 

◇ 

︻
訳
︼
浅
瀬
を
転
が
り
な
が
ら
流
れ
て
く
る
桜
の
枝
で
さ
え
も
花
が
⾒
事

に
咲
い
て
い
る
よ
︒ 

○ 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
⼆
︑
題
﹁
花
下
流
下
﹂
三
句
﹁
流
れ
ゆ
く
﹂ 

〇 

ま
ろ
び 

こ
ろ
が
っ
て
︒ 

  
 

 
 

 

思
夜
花 

５
１ 

た
ゞ
ひ
と
へ 

ま
ど
の
へ
だ
て
の 

ふ
し
所 

 
 

 

こ
ゝ
に
ぬ
る
と
は 

花
や
し
る
ら
む 

 

◇ 

︻
訳
︼
ほ
ん
の
⼀
重
の
窓
が
桜
と
隔
て
る
私
の
寝
所
︒
花
に
近
く
な
る
よ

う
に
と
思
っ
て
︑
こ
こ
に
寝
て
い
る
と
は
︑
花
は
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
六
︑
題
﹁
夜
花
﹂
⼀
句
⼆
句
﹁
⼀
重
な
る
窓
の
こ
な
た

の
﹂
を
﹁
窓
の
へ
だ
て
の
﹂
と
訂
︑
五
句
﹁
花
ぞ
し
る
ら
む
﹂︒ 

〇 

参
考
﹁
か
た
時
も
た
ち
は
な
れ
憂
き
桜
花
さ
し
へ
だ
て
ゝ
も
寝
る
夜
の
ま

か
な
﹂︵
今
橋
集
下
︶ 

  
 

 
 

 

家
桜 

５
２ 

た
が
さ
と
に 

あ
る
か
し
ら
ね
ど 

ふ
た
つ
な
き 

 
 

 

あ
が
仏
な
る 

い
へ
さ
く
ら
哉 

 

◇ 

誰
か
の
⾥
に
は
あ
る
か
ど
う
か
知
ら
な
い
が
︑
我
が
家
の
桜
は
︑
こ
の
世

に
⼆
つ
と
な
い
⼤
事
な
仏
様
で
あ
る
よ
︒
う
ち
の
家
桜
は
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
三
︑
題
﹁
庭
さ
く
ら
﹂
を
﹁
家
さ
く
ら
﹂
五
句
﹁
に
は
さ

く
ら
か
な
﹂
を
﹁
家
さ
く
ら
か
な
﹂
と
訂
︒
今
橋
集
下
︑﹁
こ
こ
ろ
ざ
し
あ

さ
き
⾒
な
し
か
し
ら
ね
ど
も
あ
が
仏
な
る
に
は
桜
哉
﹂
の
⼀
句
⼆
句
傍
ら
に

﹁
た
が
さ
と
に
あ
る
か
し
ら
ね
ど
⼆
つ
な
き
﹂
と
訂
︑
左
下
に
﹁
別
冊
の
う

た
く
ら
ぶ
べ
し
﹂
と
⾃
注
︒ 

〇 

あ
が
仏 

吾
が
仏
︒
⼤
切
な
も
の
︒ 

〇 

家
桜 

⼈
家
の
庭
の
桜
︒
⼭
桜
に
対
す
る
⾥
桜
︒ 

  
 

 
 

 

栽
花 

５
３ 

わ
か
く
し
て 

う
ゑ
つ
る
か
ら
に 

さ
く
ら
花 

 
 

 

今
よ
り
と
い
は
ゞ 

無
跡

︵
な
き
あ
と
︶

ぞ
か
し 

 

◇ 

︻
訳
︼
若
い
時
に
植
え
た
か
ら
花
が
咲
い
た
が
︑
こ
の
桜
を
今
か
ら
植
え

る
と
す
れ
ば
︑
花
が
咲
く
の
は
⾃
分
の
死
後
の
こ
と
だ
ろ
う
よ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
⼆
︑
⼀
句
﹁
わ
か
き
時
﹂
を
﹁
若
く
し
て
﹂
と
訂
︒ 

〇 
さ
く
ら
花 

﹁
咲
く
﹂
と
﹁
桜
﹂
を
か
け
る
︒ 

 
 

 
 

 
 

⼀
⽊
花 

５
４ 

ま
ど
ろ
め
ば 

よ
り
そ
ふ
ね
や
の 

柱
さ
へ 

 
 

 

⼀
⽊

︵
ひ
と
き
︶

の
は
な
の 
も
と
こ
ゝ
ち
す
る 
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◇ 

︻
訳
︼
う
た
た
ね
を
す
る
と
︑
も
た
れ
か
か
っ
て
い
る
寝
所
の
柱
で
さ

え
︑
⼀
本
の
桜
の
下
に
い
る
き
も
ち
が
す
る
よ
︒ 

〇 
﹃
甲
⾠
集
﹄︑
題
﹁
柱
﹂︑
四
句
﹁
⼀
⽊
の
花
の
こ
ゝ
ち
こ
そ
す
れ
﹂
を

﹁
花
の
⼀
⽊
の
も
と
こ
ゝ
ち
﹂
と
訂
す
る
が
︑﹃
草
径
集
﹄
に
お
い
て
成

稿
の
ご
と
く
推
敲
︒ 

〇 

ね
や
の
柱 
寝
所
の
柱
︒ 

〇 

も
と
こ
ゝ
ち 
⽊
の
下
に
居
る
感
覚
︒
気
持
ち
︒
和
歌
番
号
５
３
０
︑ 

５
５
４
参
照
︒ 

  
 

 
 

 

垂
桜
落
下 

５
５ 

い
と
な
が
ら 

う
ち
任
せ
て
も 
あ
る
花
を 

 
 

 

え
だ
よ
り
は
な
つ 

は
る
の
⼭
⾵ 

 

◇ 

︻
訳
︼
細
く
た
よ
り
な
い
⽷
に
つ
い
た
ま
ま
︑
そ
れ
で
も
⾝
を
任
せ
て
い

る
花
な
の
に
︑
そ
れ
を
枝
か
ら
引
き
離
す
春
の
⼭
⾵
で
あ
る
よ
︒ 

〇 

﹃
戊
午
集
﹄
巻
三
︒ 

〇 

枝
垂
桜 

⽷
桜
と
も
い
う
︒ 

〇 

⽷ 

細
い
枝
の
例
え
︒ 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

︵
続
く
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注 一 

拙
稿
﹁
⼤
隈
⾔
道
⾃
筆
資
料
﹃
⾃
詠
集
中
抄
﹄
⼩
林
重
治
家
集
﹂
九
州
情
報
⼤

学
研
究
論
集
巻
１
０
︵
１
９
１
８
年
︶
参
照
︒ 

二 

﹃
布
留
散
東
・
は
ち
す
の
露
・
草
径
集
・
志
濃
夫
廼
舎
歌
集
﹄︵
明
治
書
院
２

０
０
７
年
︶
の
拙
稿
﹁
草
径
集
﹂
参
照
︒ 

原
本
に
即
し
た
翻
字
に
訂
し
︑
も
と
の
和
歌
の
原
形
に
戻
れ
る
よ
う
に
便
宜

を
は
か
っ
た
︒
ま
た
︑
現
代
語
訳
と
新
た
な
箋
註
を
充
実
さ
せ
和
歌
解
釈
の
⼀

助
と
な
る
よ
う
に
し
た
︒ 

三 

﹃
草
径
集
﹄
は
︑
上
中
下
三
巻
三
冊
︵
東
⼤
︑
九
⼤
︑
国
会
︑
内
閣
︑
住
吉
︑

⽵
柏
な
ど
に
現
存
す
る
︶
で
あ
る
が
︑
⼤
阪
府
⽴
⼤
学
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
蔵

本
︵
旧 

⼤
阪
⼥
⼦
⼤
学
付
属
図
書
館
蔵
本
︶
は
︑
上
中
下
三
巻
合
綴
︒
⼀
冊
︒

薄
様
︒ 

ま
た
︑
⼤
阪
市
⽴
中
央
図
書
館
蔵
本
は
︑
三
巻
本
の
包
み
紙
が
現
存
し
て
お

り
︑包
み
紙
に
は﹁
⼤
隈
⾔
道
⼤
⼈
詠
草 

草
径
集 

初
編 

池
萍
堂
蔵
版
﹂と

あ
る
︒ 

四 

拙
稿
﹁
⼤
隈
⾔
道
研
究
Ⅴ 

歌
論
﹃
ひ
と
り
ご
ち
﹄﹃
こ
ぞ
の
ち
り
﹄
︱ 

 

⾔
道
の
修
学
過
程(

上)

﹂
九
州
情
報
⼤
学
研
究
論
集
巻
２
０
︵
２
０
１
８
年
︶

参
照
︒ 

拙
稿
﹁
⼤
隈
⾔
道
研
究
Ⅵ 

歌
論 

﹃
ひ
と
り
ご
ち
﹄﹃
こ
ぞ
の
ち
り
﹄
︱ 

⾔
道
の
修
学
過
程︵
下
︶﹂九
州
情
報
⼤
学
研
究
論
集
巻
２
１︵
２
０
１
９
年
︶

参
照
。 
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