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一
条
朝
の
「
く
ひ
な
」
詠
　
―
和
泉
式
部
百
首
を
起
点
と
し
て
―

一
一

く
表
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
新
し
い
和
歌
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
流
れ
の
一
つ
と
し
て
初
期

百
首
も
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。定
数
歌
と
い
う
形
式
の
新
し
さ
だ
け
で
な
く
、

そ
こ
に
は
新
し
い
歌
の
素
材
や
表
現
が
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で

知
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
巨
視
的
に
作
品
ご
と
に
そ
の
流
れ
を
追
う
の

で
は
な
く
、
い
ち
ど
「
く
ひ
な
」
と
い
う
歌
語
に
絞
っ
て
一
条
朝
の
頃
す
な

わ
ち
十
世
紀
後
半
か
ら
十
一
世
紀
初
頭
の
こ
う
し
た
流
れ
の
一
端
を
具
体
的

に
捉
え
て
み
た
い
と
思
う
。「
く
ひ
な
」は
水
鶏
、ヒ
ク
イ
ナ
の
こ
と
と
さ
れ
、

夏
に
日
本
に
渡
来
す
る
鳥
。
夏
の
和
歌
に
、
特
に
そ
の
声
を
と
り
あ
げ
て
詠

ま
れ
る
。
た
だ
、
万
葉
以
来
の
夏
の
鳥
は
郭
公
で
あ
り
、
水
鶏
を
詠
む
歌
は

『
古
今
和
歌
集
』
に
も
『
後
撰
和
歌
集
』
に
も
な
く
、
下
っ
て
『
堀
河
百
首
』

で
も
題
と
し
て
採
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
後
述
す
る
よ
う
に
、『
古

今
和
歌
六
帖
』『
拾
遺
抄
』
を
は
じ
め
一
条
朝
を
中
心
と
し
た
時
期
に
用
例

は
集
中
す
る
（
１
）。
新
し
く
興
っ
た
初
期
百
首
に
お
い
て
も
好
忠
な
ど
に
は

は
じ
め
に

　

植
物
や
動
物
が
和
歌
に
詠
ま
れ
る
と
き
、
先
行
の
和
歌
に
お
け
る
イ
メ
ー

ジ
や
表
現
が
踏
襲
さ
れ
て
広
が
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、『
古
今
和
歌
集
』
夏

部
に
お
い
て
そ
の
八
割
を
占
め
る
郭
公
は
『
万
葉
集
』
以
来
多
く
詠
ま
れ
る

も
の
で
、
イ
メ
ー
ジ
を
展
開
さ
せ
な
が
ら
以
降
も
夏
を
代
表
す
る
伝
統
的
な

歌
こ
と
ば
と
し
て
多
く
詠
ま
れ
続
け
る
。し
か
し
十
世
紀
後
半
に
も
な
る
と
、

『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
が
和
歌
の
基
盤
と
し
て
重
視
さ
れ
る
一
方
で
、
新
し

い
和
歌
を
模
索
す
る
動
き
が
顕
著
と
な
っ
て
く
る
。
四
五
〇
〇
首
に
及
ぶ
類

題
和
歌
集
で
あ
る
『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
成
立
は
そ
の
一
つ
と
し
て
大
き
い

も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
立
項
さ
れ
る
事
物
は
必
ず
し
も
古
今
集
歌
の
範
疇
に

と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
し
か
し
同
時
代
的
に
『
枕
草
子
』
や
『
源
氏
物

語
』
へ
の
影
響
の
大
き
さ
は
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
当
時
の
歌
こ

と
ば
へ
の
関
心
の
高
さ
や
敏
感
さ
は
、『
枕
草
子
』
類
従
章
段
な
ど
に
も
よ
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一
二

な
ど
、『
古
今
和
歌
集
』
以
来
そ
の
短
さ
を
詠
む
の
が
一
つ
の
定
型
で
あ
る
。

し
か
も
、『
和
漢
朗
詠
集
』
上
巻
夏
部
に
は
「
夏
夜
」
を
項
目
と
し
て
立
て
、

そ
こ
に
挙
げ
ら
れ
る
和
歌
は
、右
の
『
古
今
和
歌
集
』
一
五
六
番
歌
の
ほ
か
、

夏
の
夜
を
ね
ぬ
に
あ
け
ぬ
と
い
ひ
お
き
し
人
は
物
を
や
思
は
ざ
り
け
む　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
一
五
三
）

郭
公
な
く
や
五
月
の
み
じ
か
よ
も
ひ
と
り
し
ぬ
れ
ば
あ
か
し
か
ね
つ
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
一
五
四
）

と
、
い
ず
れ
も
短
夜
を
詠
む
。
和
泉
式
部
百
首
に
お
い
て
も
、「
夏
の
夜
は
」

を
初
句
と
す
る
歌
が
も
う
一
首
、

夏
の
夜
は
と
も
し
の
鹿
の
目
を
だ
に
も
あ
は
せ
ぬ
程
に
明
け
ぞ
し
に
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
三
二
）

と
あ
り
、
こ
ち
ら
は
「
と
も
し
（
照
射
）」
と
い
う
新
し
い
素
材
を
も
っ
て
、

す
ぐ
に
明
け
て
し
ま
う
夏
の
短
夜
を
前
面
に
詠
む
歌
と
な
っ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
初
句
「
夏
の
夜
は
」
と
始
め
る
二
五
番
歌
も
、
そ
れ
だ
け
で
夏

の
夜
の
短
さ
を
想
起
さ
せ
る
。
し
か
し
、
二
句
か
ら
三
句
に
か
け
て
「
槙
の

戸
」
の
掛
詞
か
ら
、「
と
た
た
き
か
く
た
た
き
」
と
あ
っ
て
、
郭
公
の
よ
う

に
一
声
聞
こ
え
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
鳴
き
続
け
る
顕
著
な
声
が
聞
こ

え
て
い
る
。
恋
人
の
訪
れ
か
と
思
わ
せ
る
水
鶏
の
声
が
何
度
も
聞
こ
え
続
け

る
の
は
、
訪
れ
を
待
つ
女
と
し
て
は
短
い
夏
の
夜
で
あ
っ
て
も
過
ご
し
づ
ら

い
夜
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
下
句
を
「
人
だ
の
め
な
る
水
鶏
な
り
け
り
」
と
、

見
ら
れ
ず
、
水
鶏
を
詠
む
の
は
賀
茂
保
憲
女
と
和
泉
式
部
の
み
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
こ
の
よ
う
に
限
定
的
で
あ
り
な
が
ら
、
用
例
は
『
枕
草
子
』
や
『
源

氏
物
語
』
な
ど
和
歌
に
限
ら
ず
散
見
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
新
し
い
歌
の
詠
み

方
を
拓
い
た
初
期
百
首
の
う
ち
和
泉
式
部
百
首
の
詠
を
起
点
と
し
て
、
水
鶏

が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
た
の
か
を
分
析
し
つ
つ
、
新
た
な
歌
語
の
広
が

り
の
様
子
を
、
以
下
に
た
ど
っ
て
み
た
い
。

一
　
初
期
百
首
の
「
く
ひ
な
」
詠

　

和
泉
式
部
百
首
の
水
鶏
の
歌
は
、
夏
部
の
次
の
歌
で
あ
る
。

夏
の
夜
は
槙
の
戸
た
た
き
か
く
た
た
き
人
だ
の
め
な
る
水
鶏
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
二
五
）

夏
の
夜
に
鳴
く
水
鶏
の
声
を
、戸
を
叩
く
よ
う
に
聞
き
な
し
、そ
の
戸
を
「
槇

の
戸
」
と
表
現
し
て
、
恋
人
の
訪
れ
を
想
起
き
さ
せ
つ
つ
、
第
四
句
で
「
人

頼
め
」
と
し
て
、
来
ぬ
人
を
待
つ
女
の
姿
を
描
き
出
す
と
と
も
に
、
第
五
句

「
水
鶏
な
り
け
り
」
と
、
そ
の
音
は
水
鶏
の
声
で
あ
っ
た
と
明
か
さ
れ
る
。

　

「
夏
の
夜
」
を
詠
む
歌
は
、

夏
の
夜
の
ふ
す
か
と
す
れ
ば
郭
公
な
く
一
声
に
あ
く
る
し
の
の
め

　

（
古
今
集
・
夏
・
一
五
六
・
紀
貫
之
、
和
漢
朗
詠
集
・
夏
夜
・
一
五
五
）

夏
の
夜
は
ま
だ
よ
ひ
な
が
ら
あ
け
ぬ
る
を
雲
の
い
づ
こ
に
月
や
ど
る
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
古
今
集
・
夏
・
一
六
六
・
清
原
深
養
父
）



一
条
朝
の
「
く
ひ
な
」
詠
　
―
和
泉
式
部
百
首
を
起
点
と
し
て
―

一
三

　

水
鶏
を
詠
む
歌
は
、
こ
う
し
た
初
期
百
首
に
あ
っ
て
、
好
忠
や
重
之
な
ど

に
無
く
、
わ
ず
か
に
賀
茂
保
憲
女
が
夏
部
に
一
首
を
詠
む
の
み
で
あ
る
。
そ

れ
が
次
の
歌
で
あ
る
。

人
待
て
ば
た
た
く
水
鶏
を
そ
れ
か
と
て
は
か
な
く
あ
く
る
夏
の
よ
ぞ
う
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
賀
茂
保
憲
女
集
・
四
六
）

こ
の
歌
も
、
初
句
「
人
待
て
ば
」
と
あ
っ
て
訪
れ
を
待
つ
女
の
姿
が
あ
る
。

戸
を
叩
く
よ
う
な
声
で
鳴
く
水
鶏
の
声
を
、恋
人
の
来
訪
か
と
思
う
も
の
の
、

実
は
水
鶏
で
あ
る
か
ら
待
ち
人
は
来
ず
落
胆
す
る
、
そ
の
よ
う
な
夏
の
夜
は

つ
ら
い
も
の
だ
と
詠
む
。和
泉
式
部
百
首
二
五
番
歌
と
内
容
は
類
似
す
る
が
、

こ
の
歌
は
下
句
「
は
か
な
く
あ
く
る
夏
の
よ
ぞ
う
き
」
と
結
ぶ
よ
う
に
、
水

鶏
の
声
を
恋
人
の
訪
れ
と
聞
き
紛
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
は
か
な
く
明
け
て

し
ま
う
夏
の
短
夜
に
言
及
し
そ
こ
に
焦
点
を
結
ぶ
点
が
和
泉
式
部
歌
と
異
な

り
、「
夏
の
夜
」
を
詠
む
歌
の
定
型
を
押
さ
え
て
い
る
。

　

和
泉
式
部
百
首
に
特
に
関
係
が
深
い
と
さ
れ
る
重
之
女
百
首
に
は
水
鶏
を

詠
む
歌
は
な
い
。
歌
の
こ
と
ば
と
し
て
は
、

夏
の
夜
は
ま
つ
人
も
な
き
槙
の
戸
に
あ
け
な
が
ら
の
み
あ
か
し
つ
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
重
之
女
集
・
三
三
）

あ
た
り
が
、
和
泉
式
部
百
首
の
水
鶏
の
歌
と
関
係
が
深
い
と
思
わ
れ
る
。
初

句
を
「
夏
の
夜
は
」
と
し
、「
槙
の
戸
」
を
詠
ん
で
、
独
り
過
ご
す
女
の
夏

の
夜
の
風
情
を
描
き
出
す
点
は
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
こ
の
重

一
首
の
焦
点
は
水
鶏
に
集
約
し
て
結
ば
れ
て
い
る
。

　

曾
根
好
忠
か
ら
始
ま
る
と
さ
れ
る
初
期
百
首
は
、
源
順
、
源
重
之
、
藤
原

師
輔
（
海
人
手
子
良
集
）
な
ど
が
制
作
し
、
恵
慶
、
高
遠
も
続
く
。
女
性
の

も
の
と
し
て
も
、
重
之
女
、
賀
茂
保
憲
女
、
和
泉
式
部
、
相
模
（
初
事
百
首
・

走
湯
百
首
）
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
が
春
・
夏
・
秋
・
冬
・
恋
の
部
を
基
本

と
し
た
構
成
の
も
と
、
各
部
に
一
〇
首
や
二
〇
首
な
ど
一
定
数
の
歌
を
配
し

て
お
よ
そ
百
首
で
ひ
と
ま
と
ま
り
と
す
る
形
式
を
取
り
上
げ
、『
堀
河
百
首
』

以
降
の
組
題
百
首
と
区
別
し
て
初
期
百
首
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
の
特
徴
は
こ

う
し
た
形
式
だ
け
で
は
な
い
。『
古
今
和
歌
集
』
以
来
の
和
歌
に
は
見
ら
れ

な
い
素
材
を
多
く
取
り
入
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
素
材
を
い
か
に
詠
む
か
と
い
う

取
り
組
み
も
初
期
百
首
の
特
徴
と
さ
れ
る
。
初
期
百
首
に
詠
ま
れ
る
新
し
い

素
材
は
、
先
行
す
る
百
首
に
依
り
つ
つ
、
少
し
ず
つ
工
夫
や
改
編
を
加
え
て

継
承
さ
れ
て
い
く
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
先
の
「
と
も
し
」
も
、『
重
之
集
』

（
二
五
〇
）・『
好
忠
集
』（
毎
月
集
・
二
七
四
）・『
賀
茂
保
憲
女
集
』（
六
四
）

に
見
え
て
い
る
。

　

和
泉
式
部
百
首
の
場
合
は
、
春
・
夏
・
秋
・
冬
・
恋
の
五
つ
の
部
に
約

二
〇
首
ず
つ
、計
九
七
首
で
構
成
さ
れ
る
。
成
立
時
期
は
特
定
で
き
な
い
が
、

和
歌
の
表
現
と
し
て
は
先
行
の
百
首
を
継
承
し
、
特
に
同
じ
く
女
性
の
重
之

女
や
賀
茂
保
憲
女
の
百
首
か
ら
の
影
響
が
大
き
く
、
こ
の
二
つ
の
百
首
よ
り

も
後
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。



一
四

　

『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
は
第
六
帖
（
鳥
部
）
に
「
水
鶏
」
を
項
目
と
し
て

立
て
、
次
の
一
首
を
載
せ
る
。

水
鶏
だ
に
た
た
け
ば
あ
く
る
夏
の
夜
を
心
み
じ
か
き
人
や
か
へ
り
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
古
今
六
帖
・
第
六
・
水
鶏
・
四
四
九
三
）

下
句
「
心
み
じ
か
き
人
や
か
へ
り
し
」
と
い
う
の
は
、
男
が
女
の
も
と
を
訪

れ
た
も
の
の
、戸
が
開
く
の
を
待
た
ず
に
帰
っ
た
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。

水
鶏
が
叩
く
も
の
と
し
て
、
夏
の
夜
に
鳴
く
鳥
と
し
て
序
詞
の
よ
う
に
詠
ま

れ
て
い
る
。
水
鶏
が
戸
を
叩
き
、
叩
く
と
戸
が
開
く
と
い
う
縁
か
ら
、
夜
が

明
け
る
こ
と
を
掛
け
つ
つ
、
す
ぐ
に
明
け
て
し
ま
う
夏
の
短
夜
と
男
の
心
の

短
さ
を
重
ね
る
。
心
短
き
男
は
、
先
の
和
泉
式
部
百
首
の
歌
の
水
鶏
の
よ
う

に
は
何
度
も
女
の
家
の
戸
を
叩
く
こ
と
も
せ
ず
帰
っ
た
と
も
読
め
る
。
当
該

歌
は
『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
多
く
の
歌
と
同
じ
く
詠
作
事
情
・
年
次
や
出
典

な
ど
不
明
、
歌
集
と
し
て
の
成
立
年
は
九
七
〇
年
代
～
九
八
〇
年
前
半
と
も

さ
れ
る
。
管
見
の
限
り
こ
れ
よ
り
先
行
す
る
、
水
鶏
が
「
た
た
く
」
と
詠
む

歌
は
見
い
だ
せ
な
い
が
、
わ
ず
か
一
首
と
は
い
え
鳥
部
の
中
に
立
項
さ
れ
る

の
は
、
既
に
水
鶏
を
歌
語
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
影
響
力
の
大
き
さ
か
ら
す
る
と
、
水
鶏
が
歌
語

と
し
て
定
着
し
て
い
く
一
端
を
こ
こ
に
見
据
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。

　

次
の
『
仲
文
集
』
歌
も
、
水
鶏
を
叩
く
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。

之
女
歌
は
、
は
か
な
く
明
け
る
夏
の
短
夜
を
詠
む
歌
で
あ
っ
て
水
鶏
と
は
関

わ
ら
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
初
期
百
首
に
お
い
て
は
特
に
水
鶏
を
新
し
い
素
材
と
し
て

継
承
し
て
い
た
と
は
言
え
な
い
。
一
方
で
、詳
し
く
は
次
に
述
べ
る
よ
う
に
、

十
世
紀
後
半
か
ら
十
一
世
紀
初
頭
に
は
複
数
の
用
例
が
見
ら
れ
る
。
初
期
百

首
の
中
に
お
い
て
保
憲
女
と
和
泉
式
部
だ
け
が
詠
む
水
鶏
を
、
初
期
百
首
が

取
り
組
ん
だ
新
し
い
素
材
の
一
つ
と
し
て
片
付
け
る
の
は
不
十
分
で
あ
ろ

う
。
そ
こ
で
、
水
鶏
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
る
の
か
、
初
期
百
首
の
枠
を

越
え
て
追
っ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
　
「
く
ひ
な
」
詠
の
系
譜

　

水
鶏
を
詠
む
歌
は
『
万
葉
集
』『
古
今
和
歌
集
』
等
に
な
く
、初
例
は
、『
能

宣
集
』（
書
陵
部
御
所
本
三
十
六
人
集
）
に
見
え
る
次
の
歌
で
あ
る
。

あ
る
人
の
、
お
も
の
を
鳥
の
か
た
に
ま
ろ
が
し
て
、
い
ひ
と
よ
の

こ
れ
と
い
ひ
て
歌
よ
む
に
、
ほ
か
に
て
い
ひ
や
り
し

い
ひ
と
よ
の
か
ひ
と
し
き
け
ば
あ
ぢ
き
な
く
く
ひ
な
さ
へ
こ
そ
思
ひ
や

ら
る
れ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
能
宣
集
・
三
三
九
）

和
泉
式
部
や
賀
茂
保
憲
女
の
よ
う
に
鳴
き
声
を
「
た
た
く
」
と
取
り
上
げ
る

こ
と
も
な
く
、
夏
と
い
う
季
節
や
夜
の
様
子
も
含
ま
れ
ず
、
歌
語
と
し
て
の

定
着
を
見
る
も
の
で
は
な
い
。



一
条
朝
の
「
く
ひ
な
」
詠
　
―
和
泉
式
部
百
首
を
起
点
と
し
て
―

一
五

『
拾
遺
抄
』『
拾
遺
和
歌
集
』
と
も
に
恋
部
に
配
し
、
恋
人
が
来
て
戸
を
叩
く

と
思
っ
て
妻
戸
を
開
け
て
み
る
と
、
そ
れ
は
人
が
来
た
の
で
は
な
く
梢
で
鳴

く
水
鶏
の
声
で
あ
っ
た
と
い
う
。和
泉
式
部
や
賀
茂
保
憲
女
の
歌
と
同
様
に
、

女
の
落
胆
を
思
わ
せ
る
。
題
不
知
・
読
人
不
知
で
詳
細
は
不
明
な
が
ら
、『
拾

遺
抄
』
に
載
る
こ
と
か
ら
、
九
九
〇
年
代
末
頃
に
は
知
ら
れ
た
歌
で
あ
っ
た

ら
し
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
水
鶏
の
鳴
き
声
を
男
の
来
訪
と
聞
き
ま
が
う
と
い

う
の
は
、
和
歌
表
現
と
し
て
、
待
つ
女
の
苦
し
さ
を
表
し
た
り
男
の
来
訪
を

暗
に
示
し
た
り
す
る
の
に
有
効
で
あ
る
が
、
現
実
的
に
は
や
や
諧
謔
的
な
面

も
あ
る
と
い
え
よ
う
。
直
接
的
に
は
男
が
戸
を
叩
く
こ
と
に
重
ね
ず
、
夏
の

夜
の
風
情
と
し
て
捉
え
る
例
も
あ
る
。

一
三
日
、
月
い
と
お
も
し
ろ
う
澄
み
て
あ
か
し
、
八
月
十
五
夜
の

も
ま
た
か
か
る
時
は
な
し
な
ど
い
ひ
て
、
寅
の
刻
ま
で
起
き
て
見

る
、
み
な
人
人
の
寝
に
た
れ
ば
ほ
の
ぐ
ら
き
奥
つ
方
な
ま
う
と
ま

し
く
み
ゆ
れ
ど
、
月
を
頼
も
し
人
に
て
な
が
む
る
ほ
ど
に
、
お
ま

へ
近
き
梅
の
木
に
水
鶏
の
い
と
を
か
し
う
鳴
く
に
、
か
た
み
に
を

か
し
と
思
ふ

月
清
み
や
す
ら
ふ
ほ
ど
に
折
し
も
あ
れ
た
た
く
水
鶏
に
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
大
斎
院
前
の
御
集
・
一
六
九
）

と
あ
れ
ば
、
さ
い
将

院
の
大
将
殿
の
さ
ぶ
ら
ひ
に
、
く
り
や
が
ね
ぬ
な
は
た
た
く
を
み

て
、
お
な
じ
人

く
り
や
ま
ち
ま
だ
宵
な
れ
ば
ね
ぬ
な
は
の
わ
れ
ら
が
く
ひ
な
た
た
く
な

り
け
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
仲
文
集
・
五
一
）

か
へ
し
、
侍
従
の
君

手
も
た
ゆ
く
た
た
く
く
ひ
な
も
残
ら
ね
ば
な
ほ
ね
ぬ
な
は
の
く
り
や
苦

し
や　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
同
・
五
二
）

水
鶏
そ
の
も
の
を
詠
む
歌
で
は
な
く
、
厨
で
蓴
菜
（
ね
ぬ
な
は
）
を
調
理
す

る
音
を
き
っ
か
け
に
、「
た
た
く
」
の
語
か
ら
水
鶏
を
導
き
出
し
、「
食
ひ
菜
」

を
掛
け
る
。
水
鶏
の
鳴
き
声
が
戸
を
叩
く
よ
う
に
聞
こ
え
る
と
い
う
認
識
が

こ
こ
に
も
見
え
る
。
そ
れ
を
男
女
の
贈
答
に
用
い
る
の
は
、
男
が
女
の
家
を

訪
ね
て
来
た
際
の
戸
を
叩
く
音
に
水
鶏
の
声
を
聞
き
な
し
、
侍
従
の
君
（
本

院
侍
従
）
の
も
と
へ
男
が
来
た
こ
と
暗
に
表
現
し
た
、
戯
れ
的
な
贈
答
と
見

ら
れ
る
。
な
お
、
こ
の
贈
答
は
『
仲
文
集
』
の
中
で
も
『
国
用
集
』
の
混
入

部
分
と
さ
れ
る
箇
所
で
、
国
用
と
本
院
侍
従
の
関
係
性
か
ら
、
九
六
〇
年
代

後
半
か
ら
九
七
〇
年
代
の
贈
答
と
さ
れ
る
（
２
）。

　

こ
れ
ら
の
歌
に
は
、
待
つ
女
を
苦
し
ま
せ
る
も
の
と
し
て
の
水
鶏
の
声
は

詠
ま
れ
な
い
。
し
か
し
次
の
歌
、

た
た
く
と
て
や
ど
の
妻
戸
を
あ
け
た
れ
ば
人
も
こ
ず
ゑ
の
水
鶏
な
り
け
り

　
　
　
　

（
拾
遺
抄
・
恋
上
・
二
六
九
、
拾
遺
集
・
恋
・
八
二
二
）



一
六

月
の
も
の
と
さ
れ
る
（
３
）。

　

こ
の
贈
答
の
流
れ
を
受
け
て
か
、『
花
山
院
歌
合
』で
は
水
鶏
が
題
と
な
る
。

そ
の
歌
も
、く

ひ
な　

左　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
ち
こ

む
か
し
よ
り
あ
け
が
た
か
ら
ぬ
夏
の
夜
を
い
か
に
と
た
た
く
水
鶏
な
る

ら
む　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
花
山
院
歌
合
・
一
四
）

　
　
　
　

右　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

院
御

夏
の
夜
は
た
た
く
水
鶏
に
ほ
ど
も
な
く
天
の
戸
と
く
も
あ
け
に
け
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
同
・
一
五
）

と
、
す
ぐ
に
明
け
て
し
ま
う
夏
の
短
夜
を
詠
み
、
先
に
見
た
よ
う
な
男
の
訪

れ
を
思
わ
せ
る
要
素
を
入
れ
な
い
。
水
鶏
が
叩
く
の
は
、
夜
が
明
け
る
こ
と

を
促
す
も
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
右
歌
（
一
五
）
は
「
天
の
戸
」

を
用
い
る
。『
大
斎
院
前
の
御
集
』
一
七
〇
番
歌
で
宰
相
が
詠
ん
だ
よ
う
に

水
鶏
が
「
あ
け
よ
と
た
た
く
」
結
果
、『
花
山
院
歌
合
』
一
五
番
歌
は
「
ほ

ど
も
な
く
」「
あ
け
に
け
る
」
と
、
天
の
戸
が
早
く
も
明
け
て
ゆ
く
。「
夏
の

夜
は
」
を
初
句
に
置
く
こ
の
二
首
は
内
容
も
呼
応
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
と

と
も
に
、水
鶏
を
詠
み
つ
つ
も
、夏
の
短
夜
の
詠
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。『
花

山
院
歌
合
』
は
正
暦
年
間
（
九
九
〇
～
九
九
四
年
）
の
開
催
と
さ
れ
、
一
〇

番
か
ら
な
る
小
規
模
な
が
ら
も
、
水
鶏
の
ほ
か
、「
蛍
」「
蚊
遣
火
」
な
ど
新

し
い
題
を
設
定
す
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

夏
の
夜
は
月
み
る
ほ
ど
も
な
き
も
の
を
あ
け
よ
と
た
た
く
水
鶏
な
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
同
・
一
七
〇
）

な
ど
あ
る
事
、
を
り
か
ら
に
や
あ
ら
ん
、
を
か
し
と
お
ぼ
ゆ

ま
こ
と
に
寅
の
貝
吹
く
ほ
ど
に
お
ま
へ
に
ま
ゐ
り
て
、
か
か
る
事

な
ん
さ
ぶ
ら
ひ
つ
る
と
き
こ
え
さ
す
れ
ば
、
あ
け
が
た
に
な
り
ぬ

る
か
と
の
た
ま
は
せ
て

や
す
ら
ひ
て
見
る
ほ
ど
も
な
き
五
月
夜
を
な
に
を
あ
か
ず
と
た
た
く
水

鶏
ぞ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
同
・
一
七
一
）

右
の
一
六
九
番
歌
は
、
水
鶏
の
声
が
叩
く
よ
う
に
聞
こ
え
て
は
っ
と
さ
せ
ら

れ
る
と
詠
む
が
、
詞
書
か
ら
す
る
と
現
実
に
聞
き
紛
う
た
も
の
で
は
な
い
。

先
引
の
『
古
今
和
歌
六
帖
』
や
『
拾
遺
抄
』
の
歌
の
よ
う
に
、
水
鶏
の
声
を

「
戸
を
叩
く
」
と
表
現
す
る
こ
と
を
受
け
て
、
そ
の
風
情
を
歌
に
し
た
も
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
に
応
え
た
一
七
〇
番
歌
で
は
、
水
鶏
そ
の
も

の
を
中
心
に
捉
え
、
戸
で
は
な
く
「
夜
が
明
け
る
」
こ
と
を
求
め
る
声
だ
と

詠
む
。
詞
書
で
は
五
月
一
三
日
の
美
し
い
月
夜
、
折
し
も
水
鶏
が
鳴
く
声
を

斎
院
の
女
房
た
ち
は
「
を
か
し
」
と
捉
え
、
一
七
一
番
歌
で
は
選
子
内
親
王

に
報
告
も
し
て
唱
和
し
て
い
る
。
先
引
の
『
拾
遺
抄
』
の
よ
う
な
歌
を
想
定

し
て
「
を
か
し
」
と
思
う
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
男
の
来
訪
か
と
聞
き
紛
う

諧
謔
的
な
も
の
と
は
距
離
を
置
き
、
短
く
も
飽
か
ず
美
し
い
夏
の
月
夜
に
水

鶏
の
声
を
聞
く
風
情
を
捉
え
て
い
る
。
こ
の
贈
答
は
配
列
か
ら
九
八
五
年
五



一
条
朝
の
「
く
ひ
な
」
詠
　
―
和
泉
式
部
百
首
を
起
点
と
し
て
―

一
七

が
下
っ
て
一
〇
〇
〇
年
を
少
し
越
え
た
頃
と
思
わ
れ
る
。

う
ち
に
水
鶏
の
な
く
を
、
七
八
日
の
夕
づ
く
夜
に
、
小
少
将
の
君

天
の
戸
の
月
の
か
よ
ひ
ぢ
さ
さ
ね
ど
も
い
か
な
る
か
た
に
た
た
く
水
鶏
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
紫
式
部
集
・
七
二
）

返
し

槙
の
戸
も
さ
さ
で
や
す
ら
ふ
月
か
げ
に
な
に
を
あ
か
ず
と
た
た
く
水
鶏
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
同
・
七
三
）

小
少
将
の
君
と
紫
式
部
が
、月
夜
に
水
鶏
の
声
を
聞
き
つ
け
て
歌
を
交
わ
す
。

小
少
将
の
君
の
歌
が
水
鶏
の
叩
く
戸
と
し
て
捉
え
る
「
天
の
戸
」
は
、『
花

山
院
歌
合
』
一
五
番
歌
に
見
え
る
語
で
あ
る
。
紫
式
部
の
返
歌
は
、
第
二
句

に
「
や
す
ら
ふ
」
の
語
を
用
い
、
下
句
が
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
一
七
一
番

歌
「
や
す
ら
ひ
て
見
る
ほ
ど
も
な
き
五
月
夜
を
な
に
を
あ
か
ず
と
た
た
く
水

鶏
ぞ
」
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。「
や
す
ら
ふ
」
は
『
大
斎
院
前
の
御
集
』

一
六
九
番
歌
に
も
詠
ま
れ
る
。
し
か
も
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
も
、
月
の
美

し
い
夜
に
水
鶏
の
声
が
聞
こ
え
る
夜
の
風
情
を
女
房
が
贈
答
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
の
『
紫
式
部
集
』
の
贈
答
に
は
含
意
を
も
っ
て
交
わ
さ
れ
て
い

る
と
も
さ
れ
る
が
（
４
）、
少
な
く
と
も
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
の
風
情
を
取

り
込
ん
だ
贈
答
で
あ
る
こ
と
は
確
認
で
き
よ
う
。
ま
た
、
こ
の
下
句
「
な
に

を
あ
か
ず
と
た
た
く
水
鶏
ぞ
」
は
、『
源
賢
法
眼
集
』
に
も
、

さ
ら
で
だ
に
ふ
す
か
と
す
れ
ば
あ
く
る
よ
を
な
に
を
あ
か
す
と
た
た
く

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
一
〇
世
紀
後
半
に
見
え
始
め
る
水
鶏
が
、
そ
の
鳴
き

声
を
「
た
た
く
」
と
捉
え
る
こ
と
を
共
有
し
な
が
ら
、
男
の
訪
れ
を
思
わ
せ

る
も
の
と
し
て
も
、
あ
る
い
は
夏
の
短
夜
を
表
現
す
る
素
材
と
し
て
も
、
新

し
い
歌
こ
と
ば
と
し
て
同
時
代
的
に
広
が
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。す
る
と
、

初
期
百
首
の
な
か
で
も
賀
茂
保
憲
女
ま
で
水
鶏
が
見
え
な
い
の
は
、
水
鶏
を

和
歌
に
詠
む
語
と
し
て
着
目
さ
れ
る
時
期
と
関
わ
る
の
で
は
な
い
か
。
人
の

訪
れ
と
聞
き
紛
う
水
鶏
の
声
は
、
女
の
歌
に
取
り
入
れ
や
す
い
と
い
う
面
は

あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、先
引
の
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
や
『
花
山
院
歌
合
』

の
歌
の
よ
う
に
、
恋
の
要
素
を
外
し
て
夏
の
夜
を
詠
む
こ
と
も
可
能
な
は
ず

で
あ
る
。
天
禄
末
と
も
さ
れ
る
好
忠
や
そ
れ
を
受
け
る
重
之
な
ど
が
新
し
い

歌
語
を
多
く
と
り
あ
げ
る
の
に
水
鶏
を
詠
ま
な
い
の
は
、
歌
語
と
し
て
ま
だ

着
目
も
定
着
も
な
か
っ
た
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
初
期
百
首
が
取

り
入
れ
る
こ
と
で
広
が
っ
て
い
く
歌
語
や
表
現
は
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
水
鶏

に
つ
い
て
は
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
や
『
大
斎
院
前
の
御
集
』・『
花
山
院
歌
合
』

の
よ
う
な
、
私
的
な
贈
答
を
越
え
た
場
で
も
詠
ま
れ
る
素
材
と
な
る
中
で
、

賀
茂
保
憲
女
百
首
に
、
独
り
夜
を
過
ご
す
女
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
も
ふ
さ
わ

し
く
、
夏
の
短
夜
を
詠
む
に
も
ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
素
材
と
し
て
取
り
入
れ

ら
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、『
紫
式
部
集
』
に
は
水
鶏
を
交
え
た
二
組
の
贈
答
が
あ
る
。

い
ず
れ
も
紫
式
部
が
宮
仕
え
を
し
て
い
た
頃
、
右
に
見
た
歌
と
は
少
し
年
次



一
八

『
紫
式
部
日
記
』
に
も
見
え
、
や
は
り
「
槙
の
戸
（
口
）」
を
詠
み
み
込
む

七
四
番
歌
は
、
そ
の
後
『
新
勅
撰
和
歌
集
』
で
は
、
道
長
と
の
贈
答
と
し
て

入
る
歌
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
大
弐
三
位
集
』
に
は
、

さ
ま
ざ
ま
の
題
を
人
人
よ
み
し
に
、
水
鶏
を

よ
も
す
が
ら
た
た
く
水
鶏
に
槙
の
戸
を
す
む
月
か
げ
や
さ
し
て
入
る
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
大
弐
三
位
集
・
三
八
）

と
あ
る
。
詠
作
年
は
未
詳
な
が
ら
、
詞
書
に
は
水
鶏
が
歌
題
と
な
っ
て
い
た

こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
の
他
に
も
、『
定
頼
集
』
に
一
組
二
首
の
贈
答

（
二
九
二
・
二
九
三
）、
勅
撰
集
で
は
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
に
大
中
臣
輔
弘
の

一
首
（
夏
・
一
七
〇
）
が
入
集
す
る
。
内
裏
歌
合
な
ど
の
題
に
は
見
え
な
い

が
、
定
着
し
始
め
た
様
子
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
。

　

そ
の
後
は
『
堀
河
百
首
』
題
と
な
る
こ
と
も
な
く
、
結
果
的
に
は
大
き
な

広
が
り
を
見
せ
る
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
影
響
力
と

相
ま
っ
て
、
大
斎
院
の
贈
答
や
『
花
山
院
歌
合
』
あ
た
り
が
歌
こ
と
ば
と
し

て
格
を
高
め
、
局
所
的
に
、
一
条
朝
を
中
心
と
し
た
期
間
に
は
新
し
い
感
覚

で
好
ま
れ
て
い
っ
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

三
　
歌
語
「
く
ひ
な
」
の
広
が
り

　

水
鶏
が
歌
こ
と
ば
と
し
て
定
着
し
て
い
こ
う
と
す
る
様
子
を
右
に
検
証
し

水
鶏
ぞ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
源
賢
法
眼
集
・
一
八
）

と
見
え
る
。
詞
書
が
な
く
詳
し
い
詠
作
事
情
や
年
次
は
未
詳
な
が
ら
、

一
〇
二
〇
年
に
没
す
る
源
賢
の
詠
と
し
て
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
と
の
一
致

が
注
目
さ
れ
、
そ
の
影
響
力
が
見
え
る
。
な
お
、『
大
斎
院
前
の
御
集
』
に

は
先
の
三
首
の
他
に
、
水
鶏
を
め
ぐ
る
贈
答
が
も
う
一
組
二
首
見
え
る
（
５
）。

　

さ
ら
に
、『
和
泉
式
部
集
』
に
は
百
首
歌
以
外
に
も
、

来
む
と
た
の
め
て
、
見
え
ず
な
り
に
け
る
、
つ
と
め
て

水
鶏
だ
に
た
た
く
音
せ
ば
槙
の
戸
を
心
や
り
に
も
あ
け
て
み
て
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
和
泉
式
部
集
・
七
九
八
）

と
あ
り
、
こ
ち
ら
は
男
の
来
訪
を
前
提
と
し
、
百
首
歌
と
同
じ
く
「
槙
の
戸
」

を
詠
む
。
先
の
『
紫
式
部
集
』
七
三
番
歌
も
七
二
番
歌
が
「
天
の
戸
」
と
い

う
の
を
「
槙
の
戸
」
と
受
け
る
の
は
、
和
泉
式
部
百
首
あ
た
り
の
歌
と
関
わ

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
『
紫
式
部
集
』
に
も
、
右
の
贈
答
に
続
く

七
四
・
七
五
番
歌
も
水
鶏
を
用
い
た
贈
答
が
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

夜
ふ
け
て
戸
を
た
た
き
し
人
、
つ
と
め
て

夜
も
す
が
ら
水
鶏
よ
り
け
に
な
く
な
く
ぞ
槙
の
戸
口
に
た
た
き
わ
び
つ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
紫
式
部
集
・
七
四
）

か
へ
し

た
だ
な
ら
じ
と
ば
か
り
た
た
く
水
鶏
ゆ
ゑ
あ
け
て
は
い
か
に
く
や
し
か

ら
ま
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
同
・
七
四
）



一
条
朝
の
「
く
ひ
な
」
詠
　
―
和
泉
式
部
百
首
を
起
点
と
し
て
―

一
九

情
趣
を
添
え
る
。
水
鶏
が
鳴
く
こ
と
を
「
う
ち
た
た
き
た
る
」
と
表
現
す
る

う
え
、「
誰
が
門
さ
し
て
」
は
引
き
歌
を
思
わ
せ
（
７
）、
夏
の
月
夜
に
水
鶏
の

声
が
聞
こ
え
る
こ
と
が
、
和
歌
的
な
情
趣
と
し
て
定
着
し
て
い
る
こ
と
を
う

か
が
わ
せ
る
。
夏
の
月
夜
に
水
鶏
の
声
が
情
趣
を
添
え
る
さ
ま
は
、先
に『
大

斎
院
前
の
御
集
』
に
見
た
情
景
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。

　

「
澪
標
」
で
は
、
都
に
戻
っ
た
源
氏
が
五
月
雨
の
頃
、
よ
う
や
く
花
散
里

の
も
と
を
訪
れ
た
時
の
様
子
を
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

西
の
妻
戸
に
夜
更
か
し
て
立
ち
寄
り
た
ま
へ
り
。
月
お
ぼ
ろ
に
さ
し
入

り
て
、
い
と
ど
艶
な
る
御
ふ
る
ま
ひ
尽
き
も
せ
ず
見
え
た
ま
ふ
。
い
と

ど
つ
つ
ま
し
け
れ
ど
、端
近
う
う
ち
な
が
め
た
ま
ひ
け
る
さ
ま
な
が
ら
、

の
ど
や
か
に
て
も
の
し
た
ま
ふ
け
は
ひ
、
い
と
め
や
す
し
。
水
鶏
の
い

と
近
う
鳴
き
た
る
を
、

水
鶏
だ
に
お
ど
ろ
か
さ
ず
は
い
か
に
し
て
荒
れ
た
る
宿
に
月
を
い

れ
ま
し

い
と
な
つ
か
し
う
言
ひ
消
ち
た
ま
へ
る
ぞ
、「
と
り
ど
り
に
捨
て
が
た

き
世
か
な
。
か
か
る
こ
そ
な
か
な
か
身
も
苦
し
け
れ
」
と
思
す
。

「
お
し
な
べ
て
た
た
く
水
鶏
に
お
ど
ろ
か
ば
う
は
の
空
な
る
月
も
こ

　

そ
い
れ

う
し
ろ
め
た
う
」　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
源
氏
物
語
・
澪
標
）

花
散
里
が
端
近
く
に
眺
め
て
い
た
の
は
、
五
月
雨
の
合
間
に
出
た
月
を
見
な

た
が
、
実
は
散
文
作
品
に
お
い
て
も
、
和
歌
と
同
じ
時
期
に
水
鶏
が
散
見
さ

れ
る
。『
枕
草
子
』「
鳥
は
」（
三
九
段
）
に
、

鳥
は　

こ
と
所
の
も
の
な
れ
ど
、
鸚
鵡
い
と
あ
は
れ
な
り
。
人
の
言
ふ

ら
む
こ
と
を
ま
ね
ぶ
ら
む
よ
。
ほ
と
と
ぎ
す
。
水
鶏
。
鴫
。
都
鳥
。
ひ

は
。
ひ
た
き
。

と
見
え
る
（
６
）。
名
称
を
挙
げ
る
の
み
で
詳
細
は
記
さ
な
い
が
、
郭
公
・
鴫
・

都
鳥
と
な
ら
ぶ
の
は
、
歌
こ
と
ば
と
し
て
の
連
想
か
ら
と
思
わ
れ
る
。『
枕

草
子
』
は
和
歌
的
な
発
想
を
基
と
し
、特
に
類
従
章
段
は
『
古
今
和
歌
六
帖
』

と
の
深
い
関
係
が
指
摘
さ
れ
る
。『
枕
草
子
』
の
こ
の
一
文
は
、
そ
う
し
た

歌
こ
と
ば
に
敏
感
な
定
子
サ
ロ
ン
や
清
少
納
言
た
ち
に
、
広
が
り
始
め
た
新

鮮
な
歌
こ
と
ば
と
し
て
水
鶏
が
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

　

『
源
氏
物
語
』
に
も
、
水
鶏
は
「
明
石
」「
澪
標
」
の
二
箇
所
に
見
え
る
。

明
石
の
浦
に
移
っ
た
源
氏
が
、
四
月
の
「
の
ど
や
か
な
る
夕
月
夜
」、
琴
を

弾
き
な
が
ら
入
道
と
語
る
場
面
に
お
い
て
、
風
情
あ
る
邸
の
様
を
次
の
よ
う

に
表
現
す
る
。

な
か
な
か
春
秋
の
花
紅
葉
の
盛
り
な
る
よ
り
は
、
た
だ
そ
こ
は
か
と
な

う
茂
れ
る
蔭
ど
も
な
ま
め
か
し
き
に
、
水
鶏
の
う
ち
た
た
き
た
る
は
、

誰
が
門
さ
し
て
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
ゆ　
　
　

（
源
氏
物
語
・
明
石
）

都
に
も
劣
ら
ぬ
趣
あ
る
さ
ま
に
造
ら
れ
た
入
道
邸
に
、
水
鶏
の
声
が
さ
ら
に



二
〇

る
も
の
思
ひ
の
住
み
か
な
り
。　

（
蜻
蛉
日
記
・
天
禄
二
年
六
月
）

こ
の
箇
所
、
蛍
の
表
現
は
、「
さ
よ
ふ
け
て
我
が
待
つ
人
や
い
ま
く
る
と
お

ど
ろ
く
ま
で
も
照
ら
す
蛍
か
」（
古
今
六
帖
・
第
六
・
蛍
・
四
〇
一
四
）
を

引
き
、
待
つ
人
が
来
る
こ
と
に
心
が
動
く
様
を
醸
し
だ
す
。
郭
公
に
も
「
ふ

た
声
と
聞
く
と
は
な
し
に
郭
公
夜
深
く
め
を
も
さ
ま
し
つ
る
か
な
」（
後
撰

集
・
夏
・
一
七
二
・
伊
勢
、
拾
遺
集
・
夏
・
一
〇
五
・
伊
勢
、
古
今
六
帖
・

第
六
・
郭
公
・
四
四
三
五
）
を
引
く
。
こ
の
引
き
歌
そ
の
も
の
は
山
寺
に
郭

公
が
多
く
聞
こ
え
る
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
郭
公
は
「
郭
公
人
ま
つ

山
に
な
く
な
れ
ば
我
う
ち
つ
け
に
こ
ひ
ま
さ
り
け
り
」（
古
今
集
・
夏
・

一
六
二
・
紀
貫
之
）
な
ど
、
物
思
う
人
の
心
を
さ
ら
に
悩
ま
せ
る
も
の
で
あ

る
。
水
鶏
に
つ
い
て
も
、「
鳴
く
」
と
せ
ず
に
「
た
た
く
」
と
す
る
の
は
、

や
は
り
和
歌
に
由
来
す
る
風
情
を
取
り
込
ん
で
い
る
と
捉
え
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
具
体
的
な
引
き
歌
の
有
無
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
蛍
も
郭
公
も
男
の

訪
れ
を
思
わ
せ
る
表
現
に
沿
っ
た
も
の
を
並
べ
て
い
る
か
ら
に
は
、
水
鶏
も

そ
の
声
に
よ
っ
て
、
先
に
和
歌
の
例
で
見
た
よ
う
な
、
人
が
来
た
と
思
わ
せ

る
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
人
で
は
な
い
こ
と
に
落
胆
し
て
乱
れ
る
女
の
心

を
含
ん
で
い
る
。
自
ら
山
寺
に
籠
り
、
追
っ
て
き
た
兼
家
を
返
し
て
い
る
一

方
で
、
蛍
や
郭
公
や
水
鶏
に
よ
っ
て
、
兼
家
の
来
訪
を
待
つ
自
身
の
心
を
認

識
さ
せ
ら
れ
る
か
ら
こ
そ
、「
い
と
い
み
じ
げ
さ
ま
さ
る
も
の
思
ひ
の
住
み

か
な
り
」
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

が
ら
訪
ね
て
く
る
は
ず
の
な
い
源
氏
を
思
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ

に
源
氏
が
来
訪
し
水
鶏
が
鳴
く
の
は
、
和
泉
式
部
百
首
が
「
人
だ
の
め
な
る

水
鶏
」
と
言
い
、『
拾
遺
抄
』
で
「
人
も
こ
ず
ゑ
の
く
ひ
な
な
り
け
り
」
と

詠
ま
れ
た
、
女
を
落
胆
さ
せ
て
き
た
水
鶏
と
は
裏
腹
な
面
白
さ
が
あ
る
と
と

も
に
、
夏
の
月
夜
の
情
趣
を
加
え
、
趣
あ
る
再
会
の
贈
答
を
美
し
く
作
り
上

げ
て
い
る
。
花
散
里
の
歌
は
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
四
四
九
三
番
歌
と
同
じ

く
「
水
鶏
だ
に
」
と
初
句
を
置
く
。
先
に
見
た
よ
う
に
水
鶏
が
新
し
い
歌
こ

と
ば
と
し
て
好
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
咄
嗟
な
が
ら
も
水
鶏
の
声

を
捉
え
て
詠
み
入
れ
る
の
は
、
花
散
里
の
魅
力
を
引
き
立
た
た
せ
て
も
い
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
面
も
月
が
描
写
さ
れ
、
月
に
男
を
重
ね
、
ま
た
月

を
入
れ
る
と
い
う
の
は
、『
大
斎
院
前
の
御
集
』
か
ら
の
流
れ
に
一
段
の
発

展
を
見
せ
る
し
、『
紫
式
部
集
』
の
小
少
将
君
と
の
贈
答
と
重
な
る
も
の
が

あ
る
。

　

さ
ら
に
、『
蜻
蛉
日
記
』
に
も
、
一
例
な
が
ら
水
鶏
の
語
が
見
え
る
。
兼

家
か
ら
離
れ
て
自
ら
鳴
滝
に
籠
っ
た
、
そ
の
閑
寂
な
山
寺
の
様
子
を
、
次
の

よ
う
に
記
す
。

木
蔭
い
と
あ
は
れ
な
り
。
山
陰
の
暗
が
り
た
る
と
こ
ろ
を
見
れ
ば
、
蛍

は
驚
く
ま
で
照
ら
す
め
り
。里
に
て
、昔
も
の
思
ひ
う
す
か
り
し
時
、「
二

声
と
聞
く
と
は
な
し
に
」
と
腹
立
た
し
か
り
し
郭
公
も
、
う
ち
と
け
て

鳴
く
。
く
ひ
な
は
そ
こ
と
思
ふ
ま
で
た
た
く
。
い
と
い
み
じ
げ
さ
ま
さ



一
条
朝
の
「
く
ひ
な
」
詠
　
―
和
泉
式
部
百
首
を
起
点
と
し
て
―

二
一

た
水
鶏
の
歌
に
つ
い
て
、
大
ま
か
な
に
流
れ
を
次
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
。

戸
を
叩
く
よ
う
な
声
で
鳴
く
水
鶏
と
し
て
和
歌
に
詠
む
の
は
、『
古
今
和
歌

六
帖
』
や
国
用
の
贈
答
歌
が
早
く
、
九
六
〇
年
～
九
七
〇
年
代
の
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
次
い
で
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
に
は
二
箇
所
に
計
五
首
が
、
夏

の
夜
の
風
情
あ
る
光
景
と
し
て
捉
え
て
詠
ん
だ
。

　

そ
の
他
の
作
品
も
成
立
年
に
つ
い
て
推
測
を
交
え
る
こ
と
に
は
な
る
が
並

べ
て
み
る
。
九
九
〇
年
～
九
九
四
年
『
花
山
院
歌
合
』
が
題
と
し
て
水
鶏
を

取
り
上
げ
た
。
こ
れ
に
重
な
る
の
が
賀
茂
保
憲
女
百
首
で
、
九
九
三
年
冬
か

ら
翌
春
の
詠
作
と
も
さ
れ
る
（
８
）。
和
泉
式
部
百
首
は
こ
の
影
響
下
に
あ
る

と
さ
れ
る
も
の
で
、
そ
の
少
し
後
と
な
る
。『
枕
草
子
』
も
一
次
的
な
成
立

は
九
九
六
年
頃
と
目
さ
れ
、
こ
れ
に
連
な
る
。『
拾
遺
抄
』
は
九
九
九
年
に

は
既
に
流
布
し
て
い
た
と
さ
れ
る
の
で
、
成
立
お
よ
び
編
纂
段
階
は
九
九
〇

年
代
半
ば
も
し
く
は
前
半
も
視
野
に
入
っ
て
く
る
時
期
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

『
古
今
和
歌
六
帖
』
歌
や
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
の
影
響
力
の
も
と
、

九
九
〇
年
代
前
半
に
大
き
な
流
行
を
見
て
取
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

　

と
す
る
と
、『
枕
草
子
』
や
『
源
氏
物
語
』
に
『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
影

響
を
、
和
泉
式
部
百
首
に
は
先
行
百
首
の
影
響
と
、
個
別
的
な
影
響
関
係
で

論
じ
る
の
で
は
な
く
も
う
少
し
広
い
視
野
で
歌
こ
と
ば
の
広
が
り
を
論
じ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
枕
草
子
』「
鳥
は
」
も
、
こ
う
し

　

注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
箇
所
は
天
禄
二
年
（
九
七
一
）
の
も
の
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
先
に
見
た
和
歌
の
例
で
は
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
や
『
仲
文
集
』

（『
国
用
集
』
混
入
部
）
が
早
い
も
の
で
あ
っ
た
。『
蜻
蛉
日
記
』
の
執
筆
は

記
載
さ
れ
る
出
来
事
の
年
次
と
は
別
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
記
事

の
最
終
年
の
天
延
二
年
（
九
七
四
）
頃
と
し
て
も
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
の

成
立
や
『
仲
文
集
』
の
贈
答
の
推
定
さ
れ
る
年
次
と
ほ
ぼ
同
時
で
あ
る
。

九
八
〇
年
代
に
入
る
大
斎
院
サ
ロ
ン
で
の
贈
答
や
『
花
山
院
歌
合
』
よ
り
も

前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
こ
の
『
蜻
蛉
日
記
』
の
表
現

は
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
表
現
が
書
か
れ
た
時
期
や

『
蜻
蛉
日
記
』
の
成
立
を
道
綱
母
の
没
年
（
九
九
五
年
）
頃
ま
で
引
き
下
げ

た
と
し
て
も
、
新
し
い
歌
語
と
し
て
広
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
水
鶏
を
敏
感
に
取

り
入
れ
た
表
現
と
い
え
る
。
水
鶏
が
歌
に
詠
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
の
と
『
蜻

蛉
日
記
』に
引
き
歌
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
の
は
同
時
的
な
の
で
は
な
い
か
。

道
綱
母
も
紫
式
部
も
清
少
納
言
も
歌
詠
む
人
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
積
極
的

に
新
し
い
歌
語
が
散
文
に
も
入
っ
て
い
る
。
歌
語
が
広
ま
る
速
さ
が
こ
こ
に

見
え
る
。お

わ
り
に

　

平
安
朝
の
作
品
は
成
立
年
を
特
定
す
る
の
は
難
し
く
、
個
別
の
和
歌
が
詠

ま
れ
た
年
月
日
と
な
る
と
さ
ら
に
困
難
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
以
上
見
て
き



二
二

百
首
に
も
、
和
泉
式
部
百
首
に
も
詠
ま
れ
る
。
右
の
『
蜻
蛉
日
記
』
の
箇
所

も
ま
た
、
蛍
・
郭
公
・
水
鶏
を
並
べ
て
い
る
。
本
稿
で
は
詳
し
く
取
り
上
げ

な
か
っ
た
が
、
蛍
も
ま
た
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
が
立
項
し
て
六
首
を
挙
げ
、

寛
和
二
年
（
九
八
六
）
六
月
の
内
裏
歌
合
で
初
め
て
歌
合
題
と
な
る
な
ど
、

夏
の
夜
に
光
っ
て
飛
ぶ
も
の
と
し
て
は
、
こ
の
頃
か
ら
盛
ん
に
和
歌
に
詠
ま

れ
る
よ
う
に
な
る
。『
大
斎
院
前
の
御
集
』
に
蛍
合
が
見
え
る
の
も
、
そ
う

し
た
新
し
い
歌
語
を
さ
ま
ざ
ま
に
取
り
入
れ
る
、
急
速
に
広
ま
っ
て
い
く
様

子
の
一
端
を
見
せ
て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
。『
花
山
院
歌
合
』
の
歌
人
に

河
原
院
歌
人
が
多
く
、
ま
た
河
原
院
歌
人
と
和
泉
式
部
、
道
綱
母
、
賀
茂
保

憲
女
な
ど
の
人
的
交
流
も
歌
語
の
拡
大
に
は
指
摘
さ
れ
る
要
素
で
は
あ
る
。

し
か
し
、
大
斎
院
サ
ロ
ン
、
の
ち
に
彰
子
サ
ロ
ン
で
紫
式
部
た
ち
、
さ
ら
に

道
長
や
定
頼
や
相
模
に
も
水
鶏
を
詠
む
歌
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
特
定

の
集
団
や
個
別
的
な
影
響
関
係
だ
け
で
な
く
、
こ
の
時
代
に
大
き
な
広
が
り

を
も
っ
て
享
受
さ
れ
た
様
子
、
そ
し
て
そ
の
新
鮮
さ
を
理
解
す
る
必
要
が
あ

ろ
う
。

た
大
き
な
流
れ
の
中
に
あ
っ
て
、
水
鶏
を
そ
の
新
鮮
さ
を
捉
え
て
挙
げ
て
い

る
も
の
で
あ
ろ
う
。
百
首
歌
に
つ
い
て
も
、
賀
茂
保
憲
女
や
和
泉
式
部
が
百

首
に
水
鶏
を
詠
み
入
れ
た
の
は
、
好
忠
か
ら
の
百
首
の
継
承
で
は
な
く
こ
う

し
た
流
れ
に
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
。
加
茂
保
憲
女
百
首
に
は
新
し
い
素

材
が
多
く
、
そ
れ
は
孤
独
な
営
為
の
中
で
独
自
に
見
出
し
た
と
も
指
摘
さ
れ

る
が
（
９
）、
水
鶏
に
つ
い
て
は
こ
う
し
た
流
れ
の
中
に
あ
る
新
鮮
な
歌
語
を

敏
感
に
取
り
入
れ
た
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
和
泉
式
部
百
首
は
こ
の

流
れ
を
受
け
て
水
鶏
を
詠
む
。
和
泉
式
部
百
首
に
大
き
く
影
響
を
与
え
た
重

之
女
百
首
は
女
の
百
首
で
あ
る
の
に
水
鶏
が
詠
ま
れ
な
い
。
重
之
女
百
首
の

詠
作
年
は
永
観
二
年
（
九
八
四
）
と
推
測
す
る
説
が
あ
り
（10

）、
と
す
れ
ば
、

九
九
〇
年
代
前
半
の
流
行
よ
り
も
『
大
斎
院
前
の
御
集
』
の
贈
答
よ
り
も
前

で
あ
る
か
ら
、
水
鶏
を
詠
ま
な
か
っ
た
の
は
取
捨
選
択
の
結
果
と
い
う
よ
り

も
、
こ
の
微
妙
な
年
次
の
差
に
あ
る
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。『
蜻
蛉

日
記
』
に
つ
い
て
も
、
こ
の
流
れ
を
考
え
る
と
き
、
作
品
の
成
立
は
と
も
か

く
と
し
て
、
水
鶏
の
記
述
は
出
来
事
の
年
次
よ
り
も
下
っ
て
考
え
る
の
が
よ

い
か
も
し
れ
な
い
。

　

水
鶏
を
歌
合
の
題
と
し
て
初
め
て
取
り
入
れ
た
『
花
山
院
歌
合
』
は
、
郭

公
・
卯
花
・
橘
・
夏
草
・
蛍
・
瞿
麦
・
蚊
遣
火
・
水
鶏
・
祝
・
恋
の
一
〇
題

か
ら
な
り
、
小
規
模
な
が
ら
新
し
い
題
を
多
く
設
定
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
て

い
る
。
こ
の
う
ち
祝
・
恋
を
除
く
八
つ
の
題
の
モ
チ
ー
フ
は
、
賀
茂
保
憲
女

10



一
条
朝
の
「
く
ひ
な
」
詠
　
―
和
泉
式
部
百
首
を
起
点
と
し
て
―

二
三

（
８
）
岡
一
男
『
古
典
の
再
評
価
』（
有
精
堂
・
一
九
六
八
年
）

（
９
） 

渦
巻
恵
『
賀
茂
保
憲
女
集 

新
注
』（
新
注
和
歌
文
学
叢
書
一
五
・
青
簡
舎
・

二
〇
一
五
年
）
解
説
。

（
10
）
渦
巻
恵
・
武
田
早
苗
『
重
之
女
集 

重
之
子
僧
集 

新
注
』（
新
注
和
歌
文
学

叢
書
一
七
・
青
簡
舎
・
二
〇
一
五
年
）
解
説
。

（
き
し
も
と　

り
え
・
関
西
大
学
文
学
部
教
授
）

注和
歌
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
、
散
文
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学

全
集
』
に
よ
る
。
た
だ
し
、
一
部
表
記
を
改
め
、
適
宜
傍
線
を
付
し
た
箇
所
が
あ

る
。

（
１
）
飯
塚
ひ
ろ
み
『
源
氏
物
語
歌
こ
と
ば
の
時
空
』（
翰
林
書
房
・
二
〇
一
一
年
）

第
一
章
「
水
鶏
の
文
学
史
―
平
安
朝
和
歌
に
み
る
「
水
鶏
」
―
」（『
同
志

社
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
五
・
二
〇
〇
五
年
三
月
初
出
）、

第
二
章
「『
源
氏
物
語
』
の
「
水
鶏
」
を
め
ぐ
っ
て
」（『
古
代
文
学
研
究
』

一
四
・
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
初
出
）
に
も
指
摘
が
あ
る
。

（
２
）
片
桐
洋
一
・
小
倉
嘉
夫
・
金
任
淑
ほ
か
『
藤
原
仲
文
集
全
釈
』（
風
間
書
房
・

一
九
九
八
年
）　

こ
の
注
で
は
五
一
番
歌
に
つ
い
て
、
国
用
自
身
が
本
院

侍
従
の
も
と
に
訪
ね
て
き
た
こ
と
を
「
わ
れ
ら
が
く
ひ
な
た
た
く
な
り
け

り
」
と
表
現
し
た
も
の
と
解
し
て
い
る
。

（
３
）
石
井
文
夫
・
杉
谷
寿
郎
・
久
保
井
妙
子
『
大
斎
院
前
の
御
集
注
釈
』（
貴
重

本
刊
行
会
・
一
九
九
二
年
）

（
４
）
久
保
朝
孝
「『
紫
式
部
日
記
』
注
釈
史
の
余
り
も
の
―
―
小
少
将
の
君
と
の

「
水
鶏
」の
贈
答
歌
を
め
ぐ
っ
て
―
―
」（
中
野
幸
一
編『
平
安
文
学
の
風
貌
』

武
蔵
野
書
院
・
二
〇
〇
三
年
）
に
、
先
行
諸
注
に
も
詳
し
く
触
れ
な
が
ら

言
及
が
あ
る
。

（
５
）『
大
斎
院
前
の
御
集
』
八
六
・
八
七
番
歌
。

（
６
）
引
用
は
三
巻
本
に
よ
る
。
諸
本
に
異
同
の
多
い
段
で
は
あ
る
が
、
主
要
な

諸
本
に
は
す
べ
て
水
鶏
が
見
え
る
。
一
例
と
し
て
前
田
本
は
、「
鳥
は　

か

は
ち
ど
り
」
か
ら
始
ま
り
、
途
中
に
「
こ
と
所
な
れ
ど
、
あ
ふ
む
、
い
と

い
と
あ
は
れ
な
り
。
く
ひ
な
。
し
ぎ
。
水
ど
り
。
ひ
ば
り
。
ひ
わ
。
ひ
た
き
」

と
あ
る
。

（
７
） 『
源
氏
釈
』
は
「
ま
だ
宵
に
う
ち
来
て
た
た
く
水
鶏
か
な
誰
が
門
さ
し
て
入

れ
ぬ
な
る
ら
む
」
を
挙
げ
る
。




