
85 84

　
　
　

現
代
語
訳

　
　

四
た
び
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書

正
岡
子
規　

連
載
第
四
回

正岡子規

〈
現
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語
訳
／
五
十
嵐
勉
〉

　

拝
啓
。
空
論
ば
か
り
で
は
理
解
し
が
た
い
の
で
、
実
例
に
つ
い
て

批
評
せ
よ
と
の
お
言
葉
、
ご
も
っ
と
も
と
存
じ
ま
す
。
実
例
と
言
っ

て
も
際
限
が
な
い
の
で
、　

ど
れ
を
取
り
上
げ
て
批
評
す
べ
き
だ
ろ

う
か
と
惑
い
ま
す
が
、
な
る
べ
く
名
高
い
人
か
ら
試
み
て
み
ま
し
ょ

う
。
柿
本
人
麿
の

　

も
の
の
ふ
の
八や

そ
う
じ
が
わ

十
氏
川
の
網あ
じ
ろ
ぎ

代
木
に
い
ざ
よ
ふ
波
の
ゆ
く
へ
知
ら

ず
も

　

と
い
う
歌
が
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
よ
う
で
す
。
こ
の

歌
は
万
葉
時
代
に
流
行
し
た
一
気
呵
成
の
調
べ
で
、
少
し
も
野
卑
な

と
こ
ろ
は
な
く
、
字
句
も
し
ま
っ
て
お
り
ま
す
が
、
全
体
的
に
見
る

と
上
三
句
は
無
駄
な
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
同
じ
人
麻
呂
の
「
足

引
の
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
の
長
々
し
夜
を
一
人
か
も
ね
む
」
の
歌

は
、
前
置
き
の
詞
は
長
い
の
で
す
が
、
こ
の
歌
は
前
置
き
の
詞
が
長

い
こ
と
に
よ
っ
て
、
夜
の
長
い
こ
と
を
感
じ
さ
せ
ま
す
。
し
か
し
こ

の
「
も
の
の
ふ
」
の
歌
は
、
上
三
句
が
ま
っ
た
く
役
に
立
っ
て
い
ま

せ
ん
。
大
勢
の
も
の
の
ふ
と
宇
治
川
を
掛
け
て
い
る
の
で
、
宇
治
川

と
い
う
名
所
を
よ
く
歌
っ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
歌
を

名
所
の
歌
の
手
本
と
し
て
引
用
す
る
の
は
、
大
た
わ
け
で
す
。
総
じ

て
有
名
な
地
の
歌
と
い
う
の
は
そ
の
地
の
特
色
が
な
く
て
は
叶
い
ま

せ
ん
。
こ
の
歌
の
よ
う
に
意
味
の
な
い
名
所
の
歌
は
、
名
所
の
歌
に

は
な
ら
な
い
の
で
す
。
し
か
し
こ
の
歌
は
、
後
世
の
俗
気
が
ぷ
ん
ぷ

ん
と
し
た
歌
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
勝
り
ま
す
。
か
つ
ま
た
こ
の
種

の
歌
は
真
似
を
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
俗
物
歌
の
多
い
中
に

一
首
か
二
首
あ
る
の
は
、
お
も
し
ろ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

月
見
れ
ば
千
々
に
物
こ
そ
悲
し
け
れ
我
身
一
つ
の
秋
に
は
あ
ら
ね

ど
　

と
い
う
大
江
千
里
の
歌
は
、
最
も
人
々
が
褒
め
て
い
る
歌
で
す
。

上
三
句
は
す
ら
り
と
し
て
難
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
下
二
句
は
理
屈
で

あ
り
、
蛇
足
で
す
。
歌
は
感
情
を
述
べ
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
理
屈

を
述
べ
る
の
は
歌
の
本
質
を
知
ら
な
い
ゆ
え
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
こ
の
歌
の
下
二
句
が
理
屈
で
あ
る
こ
と
は
、
消
極
的
に
終
わ
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
も
し
「
わ
が
身
一
つ

の
秋
と
思
ふ
」
と
詠よ

む
な
ら
ば
感
情
的
で
す
が
、「
秋
で
は
な
い
が
」

と
当
た
り
前
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
、
理
屈
に
陥
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
歌
を
「
よ
い
」
と
思
う
の
は
、
そ
の

人
が
理
屈
か
ら
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
で
す
。
俗
人
は
言
う

に
及
ば
ず
、
今
の
時
代
の
い
わ
ゆ
る
歌
よ
み
ど
も
は
、
多
く
理
屈
を

並
べ
て
楽
し
ん
で
い
る
の
で
す
。
厳
格
に
言
え
ば
、
こ
れ
ら
は
歌
で

も
な
く
、
歌
よ
み
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

芳
野
山
霞
の
奥
は
知
ら
ね
ど
も
見
ゆ
る
限
り
は
桜
な
り
け
り

　

こ
の
歌
は
八は

っ
た
と
も
の
り

田
知
紀
の
名
歌
と
か
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
知
紀
の

歌
集
は
ま
だ
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
が
名
歌
な
ら
ば

お
お
よ
そ
の
底
は
見
え
透
い
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
も
前
の
歌
と
同
じ

く
「
霞
の
奥
は
知
ら
ね
ど
も
」
と
消
極
的
に
言
っ
て
い
る
の
が
、
理

屈
に
陥
っ
て
い
ま
す
。「
霞
の
奥
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
」
と
す

で
に
言
っ
て
い
る
の
に
、さ
ら
に「
見
ゆ
る
限
り
は
」と
加
え
て
、「
見

え
な
い
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
も
」
と
重
ね
て
い
る
と
こ
ろ

が
、
下
手
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
し
か
も
こ
の
歌
の
姿
に
つ
い
て

は
、「
見
ゆ
る
限
り
は
桜
な
り
け
り
」
な
ど
と
表
現
し
て
い
る
の
も

き
わ
め
て
拙
く
、
野
卑
で
す
。
前
の
大
江
千
里
の
歌
は
、
理
屈
こ
そ

悪
い
も
の
で
す
が
、
姿
は
、
は
る
か
に
立
ち
勝
っ
て
い
ま
す
。
つ
い

で
に
申
し
上
げ
る
と
、
消
極
的
に
言
え
ば
理
屈
に
な
る
と
申
し
上
げ

た
こ
と
、
い
つ
で
も
そ
う
な
る
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
客

観
的
景
色
を
連
想
し
て
い
う
場
合
は
、
消
極
的
で
も
理
屈
に
は
な
り

ま
せ
ん
。
例
え
ば
「
駒
と
め
て
袖
う

ち
払
う
影
も
な
し
」
と
言
っ
て
い
る

の
は
、
客
観
の
景
色
を
連
想
し
て
い

る
ま
で
で
、
こ
の
よ
う
に
言
わ
な
い

と
感
情
を
表
す
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
、
理
屈
に
陥
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。

ま
た
全
体
が
理
屈
め
い
て
い
る
歌
も

あ
り
（
釈
教
の
歌
の
類
）、
こ
れ
ら

は
か
え
っ
て
言
い
方
に
よ
っ
て
多
少

※八田知紀 1863 年（文久 3年）薩摩より郁姫の入輿に伴っ
て近衛家に仕え、勤王運動にも関わった。明治維新後、神祇
省と文部省を兼務し、1871 年（明治 4年）宮内省に出仕し
た。翌年歌道御用掛を命じられ、宮廷歌人として活躍した。
当時の最も権威ある宮廷歌人であった。

の
趣
味
が
添
う
の
で
し
ょ
う
が
、
こ
の
芳
野
山
の
歌
の
よ
う

に
、
全
体
が
客
観
的
景
色
で
あ
る
の
に
、
そ
の
中
に
主
観
的

理
屈
の
句
が
混
じ
っ
て
は
、
殺
風
景
な
こ
と
と
言
わ
ざ
る
を

え
ま
せ
ん
。

　

ま
た
同
じ
歌
人
の
歌
と
思
い
ま
す
が
、

　

う
つ
せ
み
の
我
世
の
限
り
見
る
べ
き
は
嵐
の
山
の
桜
な
り

け
り

　

と
い
う
歌
も
や
は
り
こ
の
例
で
す
。
さ
て
さ
て
驚
き
入
っ

た
理
屈
の
歌
で
す
。
嵐
山
の
桜
が
美
し
い
と
言
う
の
は
無
論

客
観
的
な
こ
と
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を
こ
の
歌
は
理
屈
で
表

し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
歌
の
句
法
は
全
体
的
に
理
屈
の
趣

向
の
時
に
用
い
る
べ
き
な
の
に
、
こ
の
趣
向
の
如
く
、
客
観

的
に
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
こ
ん
な
理
屈
を
用

い
て
し
ま
っ
て
い
る
の
は
、
大
俗
の
し
わ
ざ
と
見
え
ま
す
。

「
べ
き
は
」
と
係か

け
て
「
な
り
け
り
」
と
結
ん
で
い
る
と
こ

ろ
が
、
最
も
理
屈
的
殺
風
景
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。

一
生
嵐
山
の
桜
を
見
よ
う
と
い
う
の
も
、
変
な
く
だ
ら
な
い

趣
向
で
す
。
こ
の
歌
、
全
く
取
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
。

　

今
後
も
手
当
た
り
し
だ
い
申
し
上
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
（
明
治
三
十
一
年
二
月
二
十
一
日
／『
日
本
』掲
載
）
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文
芸
思
潮

文
芸
思
潮
短
歌
季
評

短
歌
季
評

　

前
号
ま
で
、
新
聞
の
歌
壇
を
主
に
見
て
き
た
。
主
要
紙
に
取
り
上

げ
ら
れ
る
歌
の
低
俗
さ
に
、
あ
ら
た
め
て
日
本
の
短
歌
の
劣
化
を
感

じ
た
が
、
で
は
主
要
短
歌
誌
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
こ
れ
か
ら

い
く
つ
か
そ
ち
ら
の
方
面
を
見
て
い
き
た
い
。

　

角
川
の
「
短
歌
」
二
〇
二
三
年
六
月
号
に
は
巻
頭
作
品
と
し
て
、

平
井
弘
、
沖
な
な
も
、
小
島
ゆ
か
り
、
川
野
里
子
な
ど
の
二
十
八
首

ず
つ
が
載
っ
て
い
る
。
私
は
こ
れ
ら
の
歌
人
を
知
ら
な
い
し
、
こ
れ

ま
で
一
度
も
そ
の
短
歌
に
触
れ
た
こ
と
は
な
い
が
、
日
本
の
短
歌
の

伝
統
を
担
う
角
川
の
「
短
歌
」
な
ら
、
相
当
な
レ
ベ
ル
の
歌
が
載
っ

て
い
る
だ
ろ
う
と
、
期
待
し
て
ペ
ー
ジ
を
開
い
た
。

　

最
初
は
平
井
弘
の
「
羊
を
い
っ
ぴ
き
」
と
題
す
る
歌
群
で
あ
る
。

こ
の
指
と
ま
れ
の
こ
の
ゆ
び
な
ら
握
つ
て
を
り
ま
し
た
が
は
い
そ
れ

は
も
う

古
い
こ
と
は
別
と
し
て
覚
え
て
ゐ
る
や
つ
が
ゐ
な
く
な
る
の
が
い
ま

ご
ろ

夏
草
や
誤
り
に
き
づ
い
た
と
こ
ろ
で
そ
こ
そ
こ
落
ち
つ
く
も
の
で
す
が

　

こ
れ
は
何
だ
？　

と
、
目
を
疑
う
。
ま
さ
に
目
が
点
に
な
っ
て
し

ま
っ
た
。
こ
れ
、
短
歌
？　

ま
さ
か
角
川
の
「
短
歌
」
が
こ
ん
な
も

の
を
巻
頭
歌
と
し
て
載
せ
る
の
？　

驚
き
、
呆
れ
て
し
ま
っ
た
。
論

評
す
る
の
も
言
葉
が
汚
れ
る
。
こ
ん
な
ひ
ど
い
も
の
が
二
十
八
首

延
々
と
続
く
。
読
ん
で
い
ら
れ
な
い
。

　

二
番
目
は
沖
な
な
も
（
熾
）
の
「
残
る
桜
」
と
題
す
る
歌
群
。

は
ば
か
ら
ず
水
面
に
枝
を
さ
し
か
わ
し
は
ば
か
ら
ず
咲
く
今
年
の
桜

「
散
る
桜
残
る
桜
も
」
明
日
ま
で
は
散
ら
ず
か
が
よ
う
風
に
ま
か
せ
て

咲
い
た
だ
け
の
数
は
散
る
ゆ
え
さ
く
ら
ば
な
朝
の
歩
道
を
埋
め
尽
く

し
た
り

　

桜
を
愛
で
て
そ
の
美
し
さ
を
表
す
の
に
、
こ
ん
な
貧
弱
な
表
現
し

か
で
き
な
い
の
か
、
あ
な
た
の
命
の
感
受
性
は
こ
ん
な
も
の
か
、
と

侮
蔑
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
、
拙
劣
な
歌
で
、
こ
れ
も
読
み
続
け
て

い
く
の
に
堪
え
な
い
。「
は
ば
か
ら
ず
」
を
二
度
も
遣
っ
て
い
る
そ

の
技
巧
の
貧
し
さ
に
も
呆
れ
る
し
、
三
首
目
の
「
咲
い
た
だ
け
の
数

は
散
る
ゆ
え
」
っ
て
、
桜
は
算
数
じ
ゃ
な
い
ん
だ
よ
と
、
小
学
生
か

ら
も
言
わ
れ
そ
う
な
発
想
の
惨
め
さ
に
は
、
目
も
当
て
ら
れ
な
い
。

　

三
人
目
は
「
い
ま
風
の
向
き
が
変
は
つ
て
」　

と
題
す
る
小
島
ゆ

か
り
（
コ
ス
モ
ス
）
の
歌
群
。

パ
ル
テ
ノ
ン
神
殿
を
空
は
記
憶
し
て
量
子
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
世
界

を
照
ら
す

コ
ン
ビ
ニ
は
途
方
に
暮
れ
て
灯
り
を
り
古
代
の
さ
く
ら
ふ
る
夜
の
な
か

あ
り
し
と
も
あ
ら
ざ
り
し
と
も
さ
ま
ざ
ま
の
こ
と　

思
ひ
出
は
さ
く

ら
と
同
じ

　

わ
か
っ
た
よ
う
な
、
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
歌
を
作
っ
て
、
そ
の
韜

晦
さ
の
中
に
逃
げ
込
ん
で
下
手
な
趣
き
を
出
そ
う
と
い
う
魂
胆
が
見

金え
に
し
だ

雀
兒
に
ふ
れ
む
と
せ
し
が
夭
折
の
俳
優
な
り
き
衣
装
の
ま
ま
に

　

こ
れ
ら
は
深
い
こ
と
は
深
い
の
だ
が
、
内
面
に
潜
む
醜
悪
な
部
分

を
露
出
し
て
、
そ
れ
を
詠
じ
て
リ
ア
リ
ズ
ム
的
掘
削
に
よ
っ
て
太
く

濃
い
陰
影
を
出
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
昇
華
か
ら
離
れ
た
濁
り
を

感
じ
る
。
そ
れ
が
さ
ら
に
政
治
的
な
こ
と
、
歴
史
的
な
こ
と
に
及
ぶ

と
歌
か
ら
離
れ
た
余
計
な
屈
折
が
目
立
っ
て
鬱
陶
し
く
感
じ
ら
れ
る
。

昭
和
天
皇
い
ま
だ
裁
か
れ
ず
そ
の
裔す

え

を
崇
む
る
不
条
理
、
太
陽
の
ご

と共
和
国
に
つ
ぽ
ん
が
來
む
そ
の
日
ま
で
い
の
ち
在
ら
む
か
わ
れ
も
短

歌
も

　

こ
ん
な
こ
と
を
短
歌
で
言
っ
て
も
し
か
た
が
な
い
だ
ろ
う
と
、
思

想
も
戦
争
へ
の
見
識
も
首
を
傾
げ
た
く
な
る
。
こ
れ
ら
が
歌
集
全
体

を
損
ね
て
い
て
、
不
協
和
音
を
奏
で
て
い
る
。
も
と
も
と
短
歌
は
そ

の
天
皇
家
が
基
盤
と
な
っ
て
伝
統
を
作
っ
て
き
た
こ
と
は
ど
う
な
る

の
か
、
足
元
に
も
危
う
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。
私
に
は
、
高
橋
陸
郎
の

歌
の
方
が
地
に
つ
い
た
も
の
と
感
じ
ら
れ
た
。

　

こ
の
迢
空
賞
の
選
考
委
員
を
見
て
驚
い
た
。
佐
々
木
幸
綱
、
高
野

公
彦
、
永
田
和
宏
、
馬
場
あ
き
子
の
四
人
は
朝
日
日
曜
歌
壇
の
選
者

で
は
な
い
か
。
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
の
人
が
並
ん
で
い
る
。
朝
日
歌

壇
の
ひ
ど
さ
に
も
呆
れ
果
て
た
が
、
そ
の
四
人
が
ま
た
こ
の
賞
の
選

考
委
員
に
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
、
驚
き
と
失
望
を
禁
じ
え
な
か
っ

た
。
い
さ
さ
か
こ
の
「
ま
ほ
ろ
ば
」
の
誌
に
も
縁
の
あ
る
折
口
信
夫

が
現
状
を
見
た
ら
、
ど
う
思
う
だ
ろ
う
か
。　
　
　
　
（
五
十
嵐
勉
）

え
透
い
て
い
る
。
量
子
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
な
ん
て
ほ
ん
と
う
に
わ
か
っ

て
ん
の
？　

と
言
い
た
く
な
る
。「
思
い
出
は
さ
く
ら
と
同
じ
」だ
っ

た
ら
言
う
必
要
は
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
？　

と
も
。

　

川
野
里
子
（
か
り
ん
）
の
「
解
体
」。
こ
れ
は
福
島
の
津
波
に
よ

る
原
発
事
故
を
素
材
に
し
て
い
る
ら
し
い
が
、
重
み
は
感
じ
る
も
の

の
、
こ
の
よ
う
な
大
災
害
を
な
ぜ
歌
に
よ
っ
て
表
現
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
、
そ
の
必
然
性
が
感
じ
ら
れ
な
い
。

黒
瓦
の
屋
根
も
り
あ
が
り
反
り
う
ね
り
銛
を
打
た
れ
し
鯨
の
形

消
え
た
家
生
き
て
い
る
家
死
ん
だ
家
福
島
の
町
に
早
春
の
光

プ
ラ
ン
タ
ー
の
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
赤
し
こ
こ
に
な
ほ
暮
ら
し
は
あ
り
て

玄
関
の
前

　

原
発
に
正
面
か
ら
向
か
い
合
う
に
は
言
葉
の
深
さ
、
鋭
さ
、
怒
り

が
足
り
な
い
。
所
詮
は
他
人
事
の
災
害
歌
に
留
ま
っ
て
い
る
。

　

あ
と
は
似
た
り
寄
っ
た
り
の
短
歌
誌
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ

以
上
は
見
な
い
が
、
結
局
こ
の
レ
ベ
ル
が
現
代
の
日
本
短
歌
の
一
つ

の
指
標
だ
と
す
る
と
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
心
許
な
い
こ
と
が
よ
く
わ

か
っ
た
。
日
本
短
歌
中
央
歌
壇
の
斜
陽
劣
化
を
よ
く
象
徴
し
て
い
る
。

　

あ
と
、
こ
の
号
で
は
釈
迢
空
（
折
口
信
夫
）
に
因
ん
だ
迢

ち
ょ
う
く
う空

賞

が
発
表
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
触
れ
た
い
。

　

こ
の
賞
は
水
原
紫
苑
の
歌
集
「
快け

ら
く樂

」
に
与
え
ら
れ
た
も
の
だ
が
、

内
容
は
先
の
四
人
よ
り
も
は
る
か
に
よ
い
。

紫
の
き
は
ま
る
と
こ
ろ
藤
な
ら
む
欲
望
の
房
長
く
垂
れ
嘔
吐
を
誘
ふ

ち
ち
は
は
の
交
は
り
を
見
し
十
歳
の
わ
れ
は
極
光
放
ち
た
り
け
む
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