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翻
刻
「
中
井
先
生
懐
旧
談
」

草　

野　

友　

子

　

本
稿
は
、『
正
教
新
報
』
第
七
一
七
号
（
明
治
四
十
三
年
十
月

十
五
日
）掲
載
の「
中
井
先
生
懐
旧
談
」を
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
。  

　
「
中
井
先
生
懐
旧
談
」
は
、
中
井
竹
山
・
履
軒
の
曾
孫
、
中
井

木
菟
麻
呂
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
正
教
会
に
入
信
し
た
か
に
つ
い

て
、
加か

美み

長な
が

彼ペ
ト
ル得
氏
の
聞
き
書
き
形
式
で
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ

ま
で
懐
徳
堂
の
関
係
資
料
の
中
に
は
、
そ
の
経
緯
を
示
す
も
の
が

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
が
、大
阪
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教
会
司
祭
、ダ
ヴ
ィ

ド
水
口
優
明
氏
よ
り
正
教
会
の
資
料
を
ご
提
供
い
た
だ
き
、
そ
の

詳
細
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

　

原
文
は
旧
字
体
・
旧
仮
名
遣
い
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で

は
新
字
体
・
新
仮
名
遣
い
に
改
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
引
用
さ
れ

て
い
る
手
紙
や
詩
文
に
つ
い
て
は
、
原
文
に
則
し
て
旧
字
体
・
旧

仮
名
遣
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
句
読
点
を
補
う
べ
き
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
が
、
原
文
の
ま
ま
掲
載
し
た
。
ル
ビ
は

原
文
に
沿
っ
て
付
し
、
原
文
中
の
固
有
名
詞
、
難
解
な
語
句
、
誤

字
・
脱
字
・
衍
字
に
つ
い
て
注
記
が
必
要
な
箇
所
な
ど
に
つ
い
て

は
、
草
野
が
注
を
施
し
た
。

「中井先生懐旧談」
『正教新報』第七一七号（明治四十三年十月十五日）掲載

翻刻「中井先生懐旧談」 ― 草野友子

85



中
井
先
生
懐
旧
談

�

加
美
長
彼
得
筆
記

　

自じ

分ぶ
ん

が
前
に
大
阪
教
会
創そ
う

立り
つ

談だ
ん

の
中
に
話
し
た
如
く
自
分
は
明め
い

治じ

十
年
始
め
て
正せ
い

教き
ょ
うを
奉
し
た
が
今
そ
の
時じ

代だ
い

を
偲し
の

び
て
懐か
い

旧
き
ゅ
う

談だ
ん

を
少
し
語
っ
て
見
よ
う
。

▲
正
教
会
聴
講
の
発
端

　

元が
ん

来ら
い

自じ

分ぶ
ん

は 

儒
じ
ゅ
う

門も
ん（

１
）
に
生
れ
幼よ
う

少し
ょ
うの
時じ

代だ
い

か
ら
孔こ
う

孟も
う

の
教
で

育
て
ら
れ
た
故せ
い

で
儒じ
ゅ

教き
ょ
うが
我
が
国
在ざ
い

来ら
い

の
神し
ん

道ど
う

や
仏ぶ
っ

教き
ょ
うの
教お
し
え義
よ

り
遥
か
に
勝
っ
て
居
る
と
云
う
こ
と
が
頭ず

脳の
う

に
深
く
刻き
ざ

み
込こ

ま
れ

て
あ
っ
た
か
ら
、
神し
ん

道ど
う

や
仏ぶ
っ

教き
ょ
うに
心
を
傾
け
る
杯（
２
）云
う
こ
と
は

毛も
う

頭と
う

な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
又
こ
の
儒
教
が
世せ

界か
い

万ば
ん

国こ
く

の
道ど
う

徳と
く

を

支
配
す
る
権け

ん

能の
う（

３
）を
持
て
居
る
完か
ん

全ぜ
ん

無む

欠け
つ

な
教お
し
え義
で
あ
る
と
も
信し

ん
じ
ら
れ
な
か
っ
た
。
現
に
斯し

界か
い

の
様
子
を
観
て
も
世せ

間け
ん

に
及
ぼ

す
感か
ん

化か

力り
ょ
くが
漸ぜ
ん

次じ

に
振
わ
な
く
な
っ
て
来
た
の
は
是
れ
慥
か
に（
４
）

儒じ
ゅ

教き
ょ
うそ
の
者
が
世せ

界か
い

の
道ど
う

徳と
く

を
支
配
す
る
に
足
る
ほ
ど
の
完か
ん

全ぜ
ん

無む

欠け
つ

な
教
き
ょ
う

義ぎ

で
な
い
所ゆ
え
ん以
で
あ
る
。
自じ

分ぶ
ん

が
従
じ
ゅ
う

来ら
い

尊そ
ん

崇す
う

し
来き
た

っ
た
儒じ
ゅ

教き
ょ
うが
斯
の
通
り
の
姿
な
れ
ば
況
や
我
が
国
在ざ
い

来ら
い

の
教
の
中
で
完か
ん

全ぜ
ん

な
者
が
有
ろ
う
道ど
う

理り

が
な
い
。
欧お
う

米べ
い

各か
く

国こ
く

に
は
往む
か
し昔
か
ら
耶や

蘇そ

教き
ょ
う（
５
）と
云
う
教
き
ょ
う

義ぎ

が
行
わ
れ
て
る（
６
）る
が
是
も
亦
旧き
ゅ
う（
カ
ト
リ
ッ

ク
）
新し
ん

（
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
）
二に

派は

に
分
れ
て
い
て
前ぜ
ん

者し
ゃ

に
は
種し
ゅ

種じ
ゅ

雑ざ
っ

多た

な
弊へ
い

害が
い

が
あ
り
、
後こ
う

者し
ゃ

に
は
又
前ぜ
ん

者し
ゃ

に
反は
ん

抗こ
う

し
て
興
っ
た

所
か
ら
同
じ
く
弊へ
い

害が
い

を
免
れ
ぬ
と
共
に
各か
く

自じ

独ど
く

特と
く

の
学が
く

説せ
つ

を
称
え

我わ
が

儘ま
ま

勝か
っ

手て

な
解か
い

釈し
ゃ
くを
下
し
て
遂
に
は
旧
き
ゅ
う

典て
ん

を
さ
え
破は

壊か
い

し
て
居
る

有あ
り

様さ
ま

で
あ
る
か
ら
、是
も
亦
完か
ん

全ぜ
ん

な
教
で
な
い
事
は
明め
い

白は
く

で
あ
る
。

け
れ
ど
も
此
の
人
間
世
界
の
存
在
せ
る
以い

上じ
ょ
うは
何ど

処こ

か
に
世せ

界か
い

万ば
ん

国こ
く

の
道ど
う

徳と
く

を
支し

配は
い

す
る
ほ
ど
の
権け
ん

能の
う

を
持
っ
て
居
る
完か
ん

全ぜ
ん

無む

欠け
つ

な

宗し
ゅ
う

教き
ょ
うが
必
ず
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
さ
れ
ば
欧お
う

洲し
ゅ
う

文ぶ
ん

明め
い

諸し
ょ

国こ
く

の
中
に
何ど

処こ

か
に
そ
れ
が
あ
る
に
相そ
う

違い

な
い
と
固
く
信
じ
日に
ち

夜や

思し

念ね
ん

を
凝こ
ら

し
て
理り

想そ
う

の
宗
し
ゅ
う

教き
ょ
うを
渇か
つ

望ぼ
う

し
て
居
っ
た
。
所
が
或あ
る

日ひ

友ゆ
う

人じ
ん

古ふ
る

林ば
や
し

見け
ん

蔵ぞ
う
（
７
）
と
い
う
人
が
尋
て
ね
て
き
て（
８
）
云
う
に
は
、

『
私
は
こ
の
頃
『
正せ
い

教き
ょ
う』
と
い
う
宗
し
ゅ
う

教き
ょ
うを
聴き

い
て
居
る
が
こ
れ
は

同
じ
耶や

蘇そ

教き
ょ
うで
も
旧
き
ゅ
う

教き
ょ
うで
も
な
け
れ
ば
新し
ん

教き
ょ
うで
も
な
い
開か
い

教き
ょ
うの
初

か
ら
今
日
ま
で
完か
ん

全ぜ
ん

無む

欠け
つ

の
教
き
ょ
う

義ぎ

を
継け
い

承し
ょ
うし
て
万ば
ん

古こ

不ふ

易え
き

な
る
宗
し
ゅ
う

門も
ん

で
あ
る
故
に
之
を
『
正
教
』
と
云
う
の
で
あ
る
。
君
如
何
じ
ゃ

試こ
こ
ろみ
に
聴き

い
て
み
て
は
』
と
熱ね
っ

心し
ん

に
勧す
す

め
ら
れ
た
。
そ
の
時
自じ

分ぶ
ん

は
『
正
教
』
の
二
字
が
最
も
強つ
よ

く
心し
ん

線せ
ん

に
響ひ
び

い
て
元
も
言
わ
れ
ぬ

深
い
印い
ん

象し
ょ
うを
受
け
た
。
殊
に
自じ

分ぶ
ん

が
多た

年ね
ん

渇か
つ

望ぼ
う

し
た
、
天て
ん

下か

に
是ぜ

非ひ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
完か
ん

全ぜ
ん

無む

欠け
つ

の
教
き
ょ
う

法ほ
う

と
云
う
の
で
、
俄
か
に
聴
ち
ょ
う

講こ
う

の
望
が
胸
の
中
に
湧
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
と
共
に
天て
ん

下か

の
完か
ん

全ぜ
ん

な
宗
し
ゅ
う

教き
ょ
うは
こ
れ
に
相そ
う

違い

な
い
と
固
く
信
ん
じ
た
。
其そ

処こ

で

古ふ
る

林ば
や
し

氏
の
手
を
経
て
其そ
の

頃こ
ろ

大
阪
に
こ
ら
れ
た
高た
か

屋や

伝で
ん

道ど
う

師し
（
９
）
に
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紹し
ょ
う

介か
い

し
て
貰
っ
て
愈い
よ

々い
よ

正せ
い

教き
ょ
うの
真し
ん

理り

を
聴
く
こ
と
に
な
っ
た
こ

れ
が
自じ

分ぶ
ん

の
聴
ち
ょ
う

講こ
う

の
発は
っ

端た
ん

で
あ
る
。

▲
教
理
研
究
の
経
路

　

自じ

分ぶ
ん

が
正せ
い

教き
ょ
うを
調
べ
た
経け
い

路ろ

や
心し
ん

状じ
ょ
うは
普ふ

通つ
う

と
は
少
し
趣
お
も
む
きを
異こ
と

に
し
て
居
る
。
多
く
の
人
々
は
幾い
く

度ど

か
教
き
ょ
う

師し

と
彼か
れ

是こ
れ

議ぎ

論ろ
ん

を
戦
わ

せ
て
己
が
心
の
疑ぎ

団だ
ん

を
氷
ひ
ょ
う

解か
い

せ
し
め
ぬ
う
ち
は
容よ
う

易い

に
信し
ん

仰こ
う

を
起

さ
な
い
の
が
通つ
う

例れ
い

で
あ
る
。
然
る
に
自
分
は
最さ
い

初し
ょ

『
正
教
』
の
二

字
を
聴
い
た
時
既
に
天て
ん

下か

唯ゆ
い

一い
つ

の
宗
し
ゅ
う

教き
ょ
うで
あ
る
と
確か
く

信し
ん

し
て
同ど
う

時じ

に
聴
ち
ょ
う

講こ
う

の
念ね
ん

を
起
し
た
の
で
あ
る
か
ら
自じ

分ぶ
ん

が
教
に
進
ん
だ
の
は

教き
ょ
う

義ぎ

を
委く
わ

し
く
聴
い
て
後
に
信し
ん

じ
た
の
で
は
な
く
て
最さ
い

初し
ょ

か
ら

信
じ
て
後
に
聴
い
た
の
で
あ
る
。
夫そ
れ

故ゆ
え

お
蔭か
げ

で
教
き
ょ
う

義ぎ

を
調し
ら

べ
る
途と

中ち
ゅ
うに
些
の
疑ぎ

問も
ん

も
起
ら
な
か
っ
た
。
全ぜ
ん

体た
い

自じ

分ぶ
ん

が
教
き
ょ
う

義ぎ

を
研け
ん

究き
ゅ
うし

た
経け
い

路ろ

は
無む

論ろ
ん

初
め
高た
か

屋や

伝で
ん

教き
ょ
う

者し
ゃ

に
就
い
て
教
き
ょ
う

導ど
う

せ
ら
れ
た
に

相そ
う

違い

な
い
が
又ま
た

一い
っ

方ぽ
う

に
は
斯こ

う
云
う
思し

想そ
う

を
以
て
居お

っ
た
、
一い
っ

体た
い

宇う

宙ち
ゅ
うの
真し
ん

理り

を
研け
ん

究き
ゅ
うす
る
に
人
と
議ぎ

論ろ
ん

し
て
説と

き
伏ふ

せ
ら
れ
た
り

又
は
説せ
つ

明め
い

せ
ら
れ
た
り
し
て
後の
ち

に
漸よ
う
や
く
会え

得と
く

す
る
よ
う
で
は
宇う

宙ち
ゅ
うの
真し
ん

理り

を
補ほ

捉そ
く

す
る
眼が
ん

識し
き

が
足
ら
ぬ
。
真し
ん

偽ぎ

の
別
は
大た
い

抵て
い

一い
っ

見け
ん

し
て
わ
か
る
者
で
、
そ
う
面め
ん

倒ど
う

な
者
で
は
な
い
。
そ
れ
故
何
で
も

自じ

力り
き

で
以
て
精せ
い

神し
ん

を
籠こ

め
て
研け
ん

究き
ゅ
うし
て
唯た
だ

難な
ん

解か
い

の
所
だ
け
教
き
ょ
う

師し

に

聴
け
ば
沢た
く

山さ
ん

で
あ
る
。先
ず
自じ

修し
ゅ
うす
る
に
若し

か
ず
と
考
え
て
居
た
。

当と
う

時じ

研け
ん

究き
ゅ
うし
て
信し
ん

仰こ
う

の
土ど

台だ
い

を
築き
ず

い
た
の
は
天て
ん

道ど
う

溯そ

源げ
ん

、
教お
し
え
の

鑑か
が
み、
夫
に
次
い
で
新し
ん

約や
く

聖せ
い

書し
ょ

（
各
漢
文
）
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て

是こ
れ

等ら

の
教
き
ょ
う

書し
ょ

を
反は
ん

復ぷ
く

熟じ
ゅ
く

読ど
く

す
る
に
従
し
た
が

っ
て
次し

第だ
い

に
興
き
ょ
う

味み

を
覚お
ぼ

え
、

同ど
う

時じ

に
ハ
リ
ス
ト
ス
正せ
い

教き
ょ
うの
真し
ん

意い

も
克よ

く
解か
い

し
得
ら
れ
る
様
に
な

り
、
愈い
よ

々い
よ

こ
の
教
が
予よ

想そ
う

に
違た
が

わ
ず
世せ

界か
い

人じ
ん

類る
い

を
支し

配は
い

す
る
完か
ん

全ぜ
ん

無む

欠け
つ

の
教お
し
えで
、
然し
か

も
人じ
ん

類る
い

生せ
い

命め
い

の
糧か
て

で
寸す
ん

時じ

も
棄す

て
置
く
こ
と
の

出で

来き

ぬ
緊き
ん

要よ
う

な
者
で
あ
る
と
の
信し
ん

念ね
ん

が
強
く
な
っ
た
。
今
か
ら
考

え
て
見
れ
ば
決
し
て
自じ

分ぶ
ん

が
勝か
っ

手て

に
開か
い

拓た
く

し
た
の
で
は
な
く
て
神

の
啓け
い

導ど
う

し
給
い
た
る
こ
と
が
歴れ
き

然ぜ
ん

と
し
て
わ
か
っ
て
居
る
。                                  

▲
ハ
リ
ス
ト
ス
教
と
儒
教
と
の
接
触

　

自じ

分ぶ
ん

が
儒じ
ゅ

門も
ん

よ
り
出い

て
ハ
リ
ス
ト
ス
教
を
信
じ
た
為
に
先せ
ん

祖ぞ

代だ
い

々だ
い

尊そ
ん

奉ほ
う

し
来
っ
た
儒じ
ゅ

教き
ょ
うを
棄
て
て
ハ
リ
ス
ト
ス
教
に
転て
ん

宗し
ゅ
うし
た

よ
う
に
思
う
人
も
あ
っ
た
が
こ
れ
は
道ど
う

理り

が
違ち
が

う
。
他
の
宗
し
ゅ
う

教き
ょ
うの

如
く
一
の
目も
く

的て
き

物ぶ
つ

を
立
て
て
自じ

宗し
ゅ
うの
運う
ん

命み
ょ
うを
そ
れ
に
任ま
か

せ
て
居
る

者
な
ら
ば
此
を
棄す

て
て
彼
に
転て
ん

ず
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
が
、
儒じ
ゅ

教き
ょ
うの
如
く
宗
し
ゅ
う

教き
ょ
う

上じ
ょ
うの
意い

味み

を
持
っ
て
い
な
い
者
に
は
其そ
の

様よ
う

な
こ

と
は
い
え
ぬ
。
世よ

の
学が
く

者し
ゃ

の
均ひ
と

し
く
認
む
る
如
く
儒じ
ゅ

教き
ょ
うは
唯た
だ

人じ
ん

倫り
ん

道ど
う

徳と
く

の
教お
し
えと
し
て
は
実
に
立り
っ

派ぱ

な
教お
し
えで
あ
る
。
そ
し
て
ハ
リ
ス
ト

ス
教
と
調
ち
ょ
う

和わ

し
て
居
る
点
も
随ず
い

分ぶ
ん

多
い
。
左
れ
ど
ハ
リ
ス
ト
ス
教

に
及
ば
ぬ
点
は
最
も
多
く
あ
る
。
例れ
い

示し

せ
ば
こ
の
教
は
現げ
ん

世せ

教き
ょ
うで

来ら
い

世せ
い

の
事
は
少
し
も
説
い
て
い
な
い
、
又
人じ
ん

格か
く

的て
き

の
神か
み

も
認
め
て

居
ら
ぬ
そ
の
他
世せ

界か
い

人じ
ん

類る
い

を
指し

導ど
う

す
る
上
に
不ふ

完か
ん

全ぜ
ん

な
点
を
列れ
っ

挙き
ょ

翻刻「中井先生懐旧談」 ― 草野友子
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せ
ば
随ず
い

分ぶ
ん

少
く
な
い
そ
れ
で
自じ

分ぶ
ん

は
こ
の
欠
点
を
ハ
リ
ス
ト
ス
教

で
以
て
補
わ
ん
と
て
真し
ん

の
完か
ん

全ぜ
ん

無む

欠け
つ

な
る
教
に
就
い
た
の
で
あ

る
。
自じ

分ぶ
ん

は
追お
い

々お
い

他
の
儒じ
ゅ

教き
ょ
う

者し
ゃ

を
も
導
き
た
い
と
思
う
か
ら
、

将し
ょ
う

来ら
い

に
於
て
儒じ
ゅ

教き
ょ
うと
ハ
リ
ス
ト
ス
教
と
の
関か
ん

係け
い

又
は
ハ
リ
ス
ト

ス
教
を
以
て
儒じ
ゅ

教き
ょ
うを
補ほ

足そ
く

す
べ
き
点
其
他
種し
ゅ

々じ
ゅ

自
分
の
信し
ん

仰こ
う

の
告こ
く

白は
く

な
ど
書か

い
て
現げ
ん

代だ
い

の
儒じ
ゅ

学が
く

者し
ゃ

の
為
め
に
世よ

に
公
お
お
や
けに
す
る
積つ
も
りり（
10
）

で
あ
る
。

▲
親
戚
の
窘
遂
（
11
）

　

偖さ
て

談は
な
し話
変か
わ

っ
て
自じ

分ぶ
ん

が
愈い
よ

々い
よ

正せ
い

教き
ょ
うを
奉
じ
た
時
一い
っ

身し
ん

上じ
ょ
うに
大
な

る
打だ

撃げ
き

を
蒙
っ
た
。
所い
わ

謂ゆ
る

窘き
ん

遂ち
く

で
あ
る
。
そ
れ
は
故こ

懐か
い

徳と
く

書し
ょ

院い
ん

の

教き
ょ
う

授じ
ゅ

並な
み

河か
わ

樺か

翁お
う（
12
）
と
云
う
自じ

分ぶ
ん

の
外が
い

祖そ

が
自じ

分ぶ
ん

の
正せ
い

教き
ょ
うを
奉
じ

た
こ
と
を
聞き

い
て
非ひ

常じ
ょ
うに
憤ふ
ん

激げ
き

し
て
遂
に
自じ

分ぶ
ん

に
対
し
て
祖そ

孫そ
ん

の

縁え
ん

ま
で
切
り
果は

て
は
そ
の
家
の
閾し
き
いを
踰こ

え
る
こ
と
さ
え
禁き
ん

じ
た
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
外が
い

祖そ

は
自じ

分ぶ
ん

を
幼よ
う

少し
ょ
うの
時
か
ら
非ひ

常じ
ょ
うに
愛
し
て

呉
れ
た
が
、
所い
わ

謂ゆ
る

可か

愛あ
い

さ
余あ
ま

っ
て
憎に
く

さ
が
百
ひ
ゃ
く

倍ば
い

の
譬た
と
えの
如
く
全
く

打
っ
て
変か
わ

っ
て
踈そ

斥せ
き

し
た
の
で
あ
る
処
で
自
分
は
一い
ち

応お
う

外が
い

祖そ

の
前

に
信し
ん

教き
ょ
うの
理り

由ゆ
う

を
弁べ
ん

明め
い

し
た
い
と
思
う
て
漢か
ん

文ぶ
ん

の
書し
ょ

牘と
く

を
作
っ
て

亡ぼ
う

父ふ

桐と
う

園え
ん（
13
）の
手
を
経
て
外が
い

祖そ

に
差
し
出
し
た
が
封ふ
う

緘か
ん

の
儘ま
ま

和わ

歌か

一
首
を
添そ

っ
て
父
の
許も
と

に
還か
ん

附ぷ

せ
ら
れ
た
、
今
で
も
保ほ

存ぞ
ん

し
て
あ

る
が
其そ
の

歌う
た

は
、

眞ま

心ご
ゝ
ろを
失う
し

ふ（
14
）も
の
ゝ
か
く
文ふ
み

は

　
　
　

ひ
や
う
し
紙
を
も
視
る
も
も
の
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

洞
園
子
へ　
　

返
廢
〳
〵
〳
〵

そ
の
後
は
斯
る
有あ
り

様さ
ま

で
自じ

分ぶ
ん

と
は
全
く
断だ
ん

絶ぜ
つ

の
姿す
が
たで
あ
っ
た
。
死し

去き
ょ

の
時
な
ど
も
通つ
う

知ち

せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
遂
に
会か
い

葬そ
う

す
る
こ
と

も
出で

来き

な
か
っ
た
。

　

ま
た
そ
の
外が
い

祖そ

の
娘
閏う
る

菊ぎ
く

と
云
う
自じ

分ぶ
ん

の
叔お

母ば

も
外が
い

祖そ

同ど
う

様よ
う

自じ

分ぶ
ん

を
可か

愛あ
い

が
っ
て
呉
れ
た
が
、
是
も
亦
厳げ
ん

父ぷ

の
志
を
続
い
で
矢や

張は
り

道ど
う

義ぎ

衝し
ょ
う

突と
つ

の
為
に
自じ

分ぶ
ん

を
憎に
く

む
様
に
な
っ
た
、
程ほ
ど

経へ

て
後
自
分

が
少
し
は
心
が
柔や
わ

ら
い
だ
で
あ
ろ
う
と
思
う
て
長
ち
ょ
う

文ぶ
ん

の
手て

紙が
み

を

送
っ
て
見
た
処
が
左
の
三
首
の
和わ

歌か

を
以
て
答
え
ら
れ
た
。

　

我が

意い

に
つ
の
り
て
家い
へ

の
恥は
ぢ

を
も
忘わ
す

れ
ま
さ
な
き
道
に
迷
ふ
事

　

の
い
ま
は
し
く
て
音お
と

づ
れ
せ
ら
る
毎こ
と

に
い
と
物
う
け
れ
ば

ち
筋す
じ

思
ふ
眞ま

心ご
ゝ
ろあ
ら
ば
遠と
ほ

津つ

祖お
や

の

　
　

家い
へ

の
お
き
て
を
な
ぞ
守ま
も

ら
ざ
る

亡な

き
父ち
ち

の
敎
を
そ
む
く
其
の
身
こ
そ

　
　

を
ば
と
思
ふ
な
甥お
ひ

と
お
も
は
じ

祖お

父ぢ

親お
や

の
重
き
い
さ
め
は
聞
も
せ
で

　
　

今い
ま

更さ
ら

お
ば
を
し
と
う
愚お
ろ
かさ

 

閏
子
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上
じ
ょ
う

述じ
ゅ
つの
如
く
外が
い

祖そ

と
云
い
叔お

母ば

と
云
い
自じ

分ぶ
ん

が
正せ
い

教き
ょ
うに
入
っ
た

の
を
非ひ

常じ
ょ
うに
立り
っ

腹ぷ
く

し
た
が
唯た
だ

理わ

由け

な
く
徒
ら
に
嫌き
ろ

う
た
わ
け
で
は

な
い
。
是
全
く
孔こ
う

教き
ょ
う

擁よ
う

護ご

の
為
で
あ
っ
て
決
し
て
悪わ
る

い
心
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
新し
ん

旧き
ゅ
う

思し

想そ
う

は
常
に
衝
し
ょ
う

突と
つ

を
免
れ
ず
、
殊

に
外が
い

祖そ

は
宗
し
ゅ
う

教き
ょ
うの
み
で
な
い
西せ
い

洋よ
う

の
事
や
維い

新し
ん

後ご

の
政せ
い

事じ

文ぶ
ん

物ぶ
つ

な

ど
皆
嫌
っ
て

聖
道
蓁
蕪
茅
寒
レ
天
。
如
レ
崩
二
厥
角
一
萬
人
顚
。

後
凋
誰
是
峯
松
柏
。
霜
雪
林
中
獨
卓
然
。

と
云
う
一い
っ

首し
ゅ

の
詩
に
平へ
い

生せ
い

の
抱ほ
う

負ふ

を
漏も
ら

ら
し
て
居
っ
た
ほ
ど
の
人

で
あ
っ
た
か
ら
、
是こ
れ

位ぐ
ら
いの
事
の
あ
る
の
は
普ふ

通つ
う

の
事
で
深
く
咎
む

べ
き
て（
15
）は
な
い
。
故
に
自じ

分ぶ
ん

は
決
し
て
わ
る
く
は
思
っ
て
い
な

い
偏
に
其そ
の

罪つ
み

の
赦ゆ
る

さ
れ
ん
こ
と
を
祈い
の

る
の
み
で
あ
る
。

　
▲
家
門
の
光
栄

　

外が
い

祖そ

な
ど
は
自じ

分ぶ
ん

の
正せ
い

教き
ょ
うに
入
っ
た
の
を
先せ
ん

祖ぞ

の
教
に
背
い
て

邪じ
ゃ

道ど
う

に
陥
お
ち
い

っ
た
よ
う
に
誤ご

想そ
う

し
た
が
、
自じ

分ぶ
ん

の
所し
ょ

信し
ん

は
全
く
こ
れ

と
反は
ん

対た
い

で
吾
が
懐か
い

徳と
く

書し
ょ

院い
ん

先せ
ん

哲て
つ

の
遺い

徳と
く

に
藉よ

り
て
神
の
特と
く

別べ
つ

の
恩お
ん

寵ち
ょ
うに
浴よ
く

し
た
れ
ば
こ
そ
他
の
儒じ
ゅ

門も
ん

諸し
ょ

名め
い

家か

の
後こ
う

裔え
い

に
率そ
っ

先せ
ん

し
て
正せ
い

教き
ょ
うの
真し
ん

理り

を
受
く
る
こ
と
を
得
た
の
で
、
是
我
が
家か

門も
ん

に
取
り
て

誠
に
光こ
う

栄え
い

の
至
り
で
あ
る
。
孔こ
う

孟も
う

顔が
ん

曾そ
う
（
16
）の
諸し
ょ
聖せ
い
賢け
ん
を
起
し
て
今

の
世
に
出
て
し
め
た
な
ら
ば
、
決
し
て
其そ
の

様よ
う

な
頑が
ん

固こ

な
事
は
云
わ

ぬ
に
き
ま
っ
て
居
る
、
だ
か
ら
孔こ
う

孟も
う

の
教お
し
えを
受
け
つ
い
で
尊そ
ん

奉ほ
う

す

る
者
も
天て
ん

下か

の
公こ
う

教き
ょ
うに
出で

遇あ

っ
た
な
ら
ば
、
直
に
そ
れ
を
捕ほ

捉そ
く

す

る
の
が
善よ

く
孔こ
う

孟も
う

の
旨む
ね

を
守
る
者
で
あ
る
。
吾
が
諸し
ょ

先せ
ん

哲て
つ

に
対
し

て
も
矢や

張は
り

同ど
う

様よ
う

で
あ
る
と
斯
う
信
じ
て
居
る
。
夫
で
あ
る
か
ら
自

分
の
浅せ
ん

学が
く

不ふ

才さ
い

な
る
に
も
拘
ら
ず
、
自じ

分ぶ
ん

一い
っ

身し
ん

に
於
て
孔こ
う

門も
ん

の
道ど
う

徳と
く

の
教お
し
えを
一い
っ

転て
ん

し
て
、
ハ
リ
ス
ト
ス
正せ
い

教き
ょ
うに
接せ
つ

合ご
う

す
る
こ
と
を
得

た
こ
と
は
自じ

分ぶ
ん

の
常
に
歓か
ん

喜き

に
堪た

え
ぬ
次し

第だ
い

で
あ
る
。

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

　

な
お
、「
中
井
先
生
懐
旧
談
」
の
内
容
を
紹
介
し
た
も
の
と
し

て
、ダ
ヴ
ィ
ド
水
口
優
明「
な
ぜ
中
井
木
菟
麿
氏
は
正
教
徒
に
な
っ

た
の
か
」（『
正
教
時
報
』
二
〇
〇
九
年
二
月
）
が
あ
る
が
、
あ
く

ま
で
正
教
会
側
の
視
点
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
以
下
、

懐
徳
堂
側
の
視
点
か
ら
整
理
し
て
お
き
た
い
。

①
中
井
木
菟
麻
呂
の
正
教
入
信
の
契
機

　

木
菟
麻
呂
は
あ
る
日
、
友
人
で
あ
る
古
林
見
蔵
氏
に
正
教
の
聴

講
を
勧
め
ら
れ
た
。
そ
の
際
、「
正
教
」
の
二
字
が
強
く
心
線
に

響
き
、
正
教
が
「
完
全
無
欠
」
の
宗
教
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
た
。

こ
れ
が
聴
講
の
発
端
と
な
る
。
そ
し
て
、「
自
分
は
最
初
『
正
教
』

の
二
字
を
聴
い
た
時
既
に
天
下
唯
一
の
宗
教
で
あ
る
と
確
信
し
て
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同
時
に
聴
講
の
念
を
起
し
た
の
で
あ
る
か
ら
自
分
が
教
に
進
ん
だ

の
は
教
義
を
委
し
く
聴
い
て
後
に
信
じ
た
の
で
は
な
く
て
最
初
か

ら
信
じ
て
後
に
聴
い
た
の
で
あ
る
。」
と
あ
る
よ
う
に
、
正
教
会

の
教
義
を
聞
い
て
信
仰
を
は
じ
め
た
の
で
は
な
く
、「
正
教
」
の

二
字
を
聞
い
た
と
き
か
ら
信
じ
て
お
り
、
後
に
聴
講
を
し
た
と
い

う
先
後
関
係
で
あ
っ
た
と
振
り
返
っ
て
い
る
。

②
儒
教
と
正
教

　

懐
徳
堂
で
生
ま
れ
幼
少
期
を
過
ご
し
た
木
菟
麻
呂
に
と
っ
て
、

「
儒
教
」
の
教
え
は
深
く
脳
に
刻
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
木
菟

麻
呂
に
と
っ
て
儒
教
は
「
完
全
無
欠
な
教
義
」
で
あ
る
と
は
信
じ

ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
中
、「
正
教
」
と
い
う
「
完
全
無
欠
な

宗
教
」
と
出
合
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
も
っ
て
木
菟
麻
呂

は
儒
教
と
決
別
し
た
わ
け
で
は
な
い
。「
将
来
に
於
て
儒
教
と
ハ

リ
ス
ト
ス
教
と
の
関
係
又
は
ハ
リ
ス
ト
ス
教
を
以
て
儒
教
を
補
足

す
べ
き
点
其
他
種
々
自
分
の
信
仰
の
告
白
な
ど
書
い
て
現
代
の
儒

学
者
の
為
め
に
世
に
公
に
す
る
積
り
で
あ
る
。」
と
言
う
よ
う
に
、

木
菟
麻
呂
に
と
っ
て
正
教
は
儒
教
を
補
足
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
し
、
木
菟
麻
呂
の
行
動
は
、
懐
徳
堂
関
係
者
に
は
理
解
さ

れ
な
い
。
木
菟
麻
呂
の
外
祖
で
、
懐
徳
堂
最
後
の
教
授
で
あ
っ
た

並
河
寒
泉
に
つ
い
て
は
、「
自
分
の
正
教
を
奉
じ
た
こ
と
を
聞
い

て
非
常
に
憤
激
し
て
遂
に
自
分
に
対
し
て
祖
孫
の
縁
ま
で
切
り
果

て
は
そ
の
家
の
閾
を
踰
え
る
こ
と
さ
え
禁
じ
た
の
で
あ
っ
た
。」
と

言
う
。
木
菟
麻
呂
を
か
わ
い
が
っ
て
い
た
寒
泉
に
と
っ
て
、
木
菟

麻
呂
の
行
動
は
、
信
じ
が
た
い
事
実
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
寒
泉

は
木
菟
麻
呂
の
弁
明
に
は
一
切
耳
を
傾
け
ず
、
和
解
す
る
こ
と
が

な
い
ま
ま
に
死
去
す
る
。
叔
母
の
閏
菊
も
同
様
に
木
菟
麻
呂
を
許

さ
ず
、
怒
り
を
込
め
た
絶
縁
状
と
も
取
れ
る
和
歌
を
木
菟
麻
呂
に

送
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
木
菟
麻
呂
は
、
彼
ら
は
理
由
な
く
立
腹

し
た
わ
け
で
は
な
く
、「
孔
教
擁
護
」
の
た
め
で
あ
っ
て
悪
い
心

は
な
か
っ
た
、
と
振
り
返
っ
て
い
る
。
儒
教
と
正
教
、
そ
れ
ぞ
れ

の
教
え
は
木
菟
麻
呂
に
と
っ
て
矛
盾
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
う
し
た
考
え
は
、
懐
徳
堂
関
係
者
に
は
全
く
受
け
入
れ
ら
れ
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、
木
菟
麻
呂
は
懐
徳
堂
の
再
興
に
奔
走
し
、
明
治
四
十

三
年
（
一
九
一
〇
）
に
懐
徳
堂
記
念
会
が
設
立
、
大
正
二
年
（
一

九
一
三
）の
財
団
法
人
と
し
て
の
認
可
、
そ
し
て
、
大
正
五
年（
一

九
一
六
）
の
重
建
懐
徳
堂
が
建
立
さ
れ
た
。
重
建
懐
徳
堂
が
設
立

さ
れ
た
後
は
、
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
と
昭
和
十
四
年
（
一
九

三
九
）
の
二
度
に
わ
た
っ
て
中
井
家
伝
来
の
懐
徳
堂
関
係
資
料
を

懐
徳
堂
記
念
会
に
寄
贈
し
た（
17
）。
正
教
会
入
信
後
も
、
木
菟
麻
呂

に
と
っ
て
懐
徳
堂
は
非
常
に
大
き
な
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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注（
１
）
原
文
の
ル
ビ
は
「
じ
ゅ
う
も
ん
」
と
な
っ
て
い
る
が
、「
う
」
は
不
要

で
あ
ろ
う
。
原
文
に
再
び
「
儒
門
」
の
語
が
出
て
く
る
際
に
は
「
じ
ゅ

も
ん
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
２
）
原
文
マ
マ
。
正
し
く
は
「
抔
」（
な
ど
）
で
あ
ろ
う
。

（
３
）
権
利
を
主
張
し
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
力
。

（
４
）「
慥た
し

か
に
」
と
読
む
。

（
５
）
キ
リ
ス
ト
教
の
別
名
。

（
６
）
原
文
マ
マ
。
原
文
は
旧
仮
名
遣
い
で
あ
る
た
め
、「
ゐ
」
の
誤
字
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。

（
７
）
古
林
見
蔵
は
、
懐
徳
堂
に
居
住
し
て
い
た
名
医
、
古ふ
る

林ば
や
し

見け
ん

宜ぎ

（
一
五

七
九
～
一
六
五
七
）
の
子
孫
。
中
井
木
菟
麻
呂
と
と
も
に
受
礼
す
る
。

聖
名
は
ペ
ト
ル
。
禅
宗
よ
り
改
宗
し
た
。（『
パ
ウ
エ
ル
中
井
木
菟
麻
呂

小
伝
』、
大
阪
ハ
リ
ス
ト
ス
正
教
会
、
一
九
七
九
年
、
八
頁
）

（
８
）
原
文
マ
マ
。
正
し
く
は
「
尋
ね
て
き
て
」
で
あ
ろ
う
。

（
９
）
高
屋
伝
道
師
と
は
、
高
屋
仲ち
ゅ
う（

聖
名
は
イ
ヤ
コ
フ
。
一
八
四
〇
～
一
九

〇
五
）
の
こ
と
。
元
仙
台
藩
士
で
、
明
治
正
教
会
の
元
勲
的
存
在
。
一

八
七
一
年
頃
か
ら
東
北
地
方
で
伝
道
を
皮
切
り
に
、
一
八
七
七
年
に
司

祭
と
な
っ
て
か
ら
は
大
阪
や
中
国
地
方
、
さ
ら
に
は
九
州
の
教
会
を
牧

会
し
、
こ
の
地
で
死
亡
し
た
（
中
村
健
之
介
ら
編
訳
『
宣
教
師
ニ
コ
ラ

イ
の
日
記
抄
』、
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
〇
年
、
五
二
九
頁
）。

（
10
）
原
文
マ
マ
。
正
し
く
は
「
積つ
も

り
」
で
あ
ろ
う
。

（
11
）
原
文
で
は
「
窘き
ん

遂ち
く

」
と
な
っ
て
い
る
が
、
正
し
く
は
「
窘き

ん

逐ち
く

」
で
あ
ろ

う
。「
窘
逐
」
と
は
正
教
会
用
語
で
あ
り
、
一
般
で
い
う
「
迫
害
」
の

こ
と
。

（
12
）
並
河
寒
泉
の
こ
と
。
木
菟
麻
呂
に
と
っ
て
は
母
方
の
祖
父
に
あ
た
る
。

並
河
寒
泉
（
一
七
九
七
～
一
八
七
九
）
は
、
中
井
竹
山
の
外
孫
で
、
並

河
尚し
ょ
う

誠せ
い

に
嫁
し
た
竹
山
の
娘
と
じ
の
子
。
懐
徳
堂
最
後
の
教
授
。
十

七
歳
で
伯
父
の
中
井
碩せ
き

果か

の
門
に
入
り
、
懐
徳
堂
で
教
鞭
を
執
っ
た
。

一
旦
懐
徳
堂
を
離
れ
た
が
、
碩
果
の
死
去
に
伴
い
、
四
十
四
歳
の
時
に

教
授
と
な
る
。懐
徳
堂
の
経
営
・
維
持
に
努
め
、ま
た
文
庫
の
建
築
、『
逸

史
』
の
上
梓
な
ど
の
事
業
を
推
進
し
た
。
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）、

懐
徳
堂
の
閉
校
後
、
城
北
の
本
庄
村
に
転
居
し
た
。
著
書
に
『
弁
怪
』

な
ど
。
寒
泉
の
娘
は
、
寒
泉
と
同
時
期
に
預
り
人
を
務
め
た
中
井
桐
園

に
嫁
い
だ
（
湯
浅
邦
弘
主
編
『
懐
徳
堂
事
典
』、
大
阪
大
学
出
版
会
、

二
〇
〇
一
年
、
一
九
〇
頁
）。

（
13
）
中
井
桐
園
の
こ
と
。
中
井
桐
園
（
一
八
二
三
～
一
八
八
一
）
は
、
中
井

柚ゆ

園え
ん

の
子
で
、
中
井
碩
果
の
養
子
。
血
縁
上
は
中
井
履
軒
の
孫
、
戸
籍

上
は
中
井
竹
山
の
孫
に
当
た
る
。
中
井
碩
果
の
死
去
に
伴
い
、
十
八
歳

で
懐
徳
堂
最
後
の
預
り
人
と
な
る
。
年
少
で
懐
徳
堂
の
預
り
人
に
就
任

し
た
た
め
、
並
河
寒
泉
の
指
導
・
教
育
を
受
け
つ
つ
懐
徳
堂
の
経
営
に

参
画
し
、
懐
徳
堂
お
よ
び
並
河
・
中
井
両
家
を
財
政
面
で
支
え
た
。
懐

徳
堂
閉
校
後
、
転
居
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
家
塾
・
私
塾
・
小
学
校
な

ど
で
教
鞭
を
執
っ
た
。（
前
掲
『
懐
徳
堂
事
典
』、
一
九
一
頁
）。
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（
14
）
原
文
マ
マ
。
正
し
く
は
「
失う

し
なふ
」
で
あ
ろ
う
。

（
15
）
原
文
マ
マ
。
正
し
く
は
「
で
」
で
あ
ろ
う
。

（
16
）
孔
子
・
孟
子
・
顔
淵
・
曾
参
の
こ
と
。

（
17
）
そ
の
詳
細
や
経
緯
に
つ
い
て
は
、
竹
田
健
二
『
市
民
大
学
の
誕
生

―

大
坂
学
問
所
懐
徳
堂
の
再
興

―
』（
大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
〇

年
）、
中
井
木
菟
麻
呂
「
懐
徳
堂
遺
物
寄
進
の
記
」（『
懐
徳
』
十
一
号
、

懐
徳
堂
記
念
会
、
一
九
三
三
年
）、
吉
田
鋭
雄
「
懐
徳
堂
水
哉
館
遺
書

遺
物
目
録
」（『
懐
徳
』
十
七
号
、
懐
徳
堂
記
念
会
、
一
九
三
九
年
）、

竹
腰
礼
子
「
懐
徳
堂
文
庫
を
守
っ
た
人

―
中
井
木
菟
麻
呂
の
功

績

―
」（『
大
阪
あ
ー
か
い
ぶ
ず
』、
大
阪
府
公
文
書
館
、
一
九
九
〇
年
）

な
ど
に
詳
し
い
。
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