
ま
る
べ
き
。
霰
の
降
ら
む
に
よ
り
て
、
宿
か
り
て
と
ま

ら
む
は
、
あ
や
し
き
こ
と
な
り
。
霰
な
ど
は
、
さ
ま
で

狩
衣
な
ど
の
濡
れ
通
り
て
、
惜
し
き
程
に
は
あ
ら
じ
。

な
ほ
、『
狩
り
ゆ
か
む
』
と
詠
ま
れ
た
る
は
、
鷹
狩
り

の
本
意
も
あ
り
、
ま
こ
と
に
も
、
お
も
し
ろ
か
り
け
む

と
お
ぼ
ゆ
。
歌
柄
も
、
優
に
て
を
か
し
。
撰
集
な
ど
に

も
、
こ
れ
や
入
ら
む
。」
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、
道
済
は
、

舞
ひ
か
な
で
て
出
で
に
け
り
。

二
　
長
能
「
霰
降
る
」
の
歌
に
つ
い
て

　

優
劣
を
競
っ
て
い
る
二
首
の
歌
を
見
て
お
こ
う
。
ま

ず
、
長
能
の
歌
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
は
、
大

変
技
巧
的
で
あ
る
（
注
３

）。

　
「
み
の
」
は
、「
御
野
」
で
あ
る
が
、「
蓑
」
を
響
か

せ
て
お
り
、「
か
り
ご
ろ
も
」
は
「
狩
衣
」
で
あ
る
が
、

「
借
衣
」
を
響
か
せ
て
い
よ
う
（
注
４

）。

　

そ
し
て
「
か
り
ご
ろ
も
濡
れ
ぬ
」（
狩
衣
が
濡
れ
て

し
ま
っ
た
）
が
「
濡
れ
ぬ
宿
」（
濡
れ
な
い
宿
）
と
転

じ
て
い
る
。

　
「
ぬ
」
が
前
者
の
意
味
で
は
、
完
了
の
助
動
詞
と
な

り
、
後
者
の
意
味
で
は
、
打
消
の
助
動
詞
と
な
る
。

人
し
な
け
れ
ば

　

 

濡
れ
濡
れ
も
な
ほ
狩
り
ゆ
か
む
は
し
鷹
の
上う

は

毛げ

の
雪

を
う
ち
払
ひ
つ
つ

　

こ
れ
は
、
長
能
、
道
済
と
申
す
歌
詠
み
ど
も
の
、
鷹

狩
り
を
題
に
す
る
歌
な
り
。
と
も
に
、
よ
き
歌
ど
も
に

て
、
人
の
口
に
乗
れ
り
。
の
ち
人
々
、
我
も
我
も
と
争

ひ
て
、
日
ご
ろ
経
け
る
に
、
な
ほ
こ
の
こ
と
今
日
切
ら

む
と
て
、
と
も
に
具
し
て
、
四
条
大
納
言
の
も
と
に
ま

う
で
て
、「
こ
の
歌
二
つ
、
互
ひ
に
争
ひ
て
、
今
に
こ

と
切
れ
ず
。
い
か
に
も
い
か
に
も
判
ぜ
さ
せ
給
へ
と
て
、

お
の
お
の
参
り
た
る
な
り
。」
と
言
へ
ば
、
か
の
大
納

言
、
こ
の
歌
ど
も
を
し
き
り
に
詠な

が

め
案
じ
て
、「
ま
こ

と
に
申
し
た
ら
む
に
、
お
の
お
の
腹
立
た
れ
じ
や
。」

と
申
さ
れ
け
れ
ば
、「
さ
ら
に
。
と
も
か
く
も
仰
せ
ら

れ
む
に
、
腹
立
ち
申
す
べ
か
ら
ず
。
そ
の
料
に
参
り
た

れ
ば
、
す
み
や
か
に
、
承
り
て
、
ま
か
り
出
で
な
む
。」

と
申
し
け
れ
ば
、
さ
ら
ば
と
て
、
申
さ
れ
け
る
は
、

「『
交
野
の
み
の
の
』
と
い
へ
る
歌
は
、
ふ
る
ま
へ
る
姿

も
、
文
字
遣
ひ
な
ど
も
、
は
る
か
に
ま
さ
り
て
聞
こ
ゆ
。

し
か
は
あ
れ
ど
も
、
も
ろ
も
ろ
の
僻ひ

が

事
の
あ
る
な
り
。

鷹
狩
り
は
、
雨
の
降
ら
む
ば
か
り
に
ぞ
、
え
せ
で
と
ど

は
じ
め
に

　
「
金
葉
和
歌
集
」
の
撰
者
で
も
あ
る
源
俊
頼
の
歌
論

書
「
俊
頼
髄
脳
」
は
、
和
歌
に
関
す
る
興
味
深
い
エ
ピ

ソ
ー
ド
が
数
多
く
収
録
さ
れ
て
お
り
、
生
徒
に
和
歌
を

考
え
さ
せ
る
上
で
も
適
し
た
教
材
と
言
え
る
。

　

そ
の
「
俊
頼
髄
脳
」
に
、
長な

が

能と
う

、
道み

ち

済な
り

と
い
う
名
の

二
人
の
歌
人
が
、
鷹
狩
と
い
う
題
で
歌
を
詠
み
、
そ
の

優
劣
を
競
い
、
四
条
大
納
言
藤
原
公
任
に
判
定
を
頼
む

と
い
う
話
が
あ
る
（
注
１

）。
そ
の
中
で
、
公
任
は
、
長

能
の
歌
の
不
自
然
さ
を
指
摘
し
「
鷹
狩
り
は
、
雨
の
降

ら
む
ば
か
り
に
ぞ
、
え
せ
で
と
ど
ま
る
べ
き
。
霰
の
降

ら
む
に
よ
り
て
、
宿
か
り
て
と
ま
ら
む
は
、
あ
や
し
き

こ
と
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
文
は
い
か
に
解
釈

す
べ
き
な
の
か
、
考
え
て
み
た
い
。
ま
た
、
授
業
を
展

開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
生
徒
に
考
え
さ
せ
た
い
事
項
に

つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。

一
　「
俊
頼
髄
脳
」
の
本
文

　

ま
ず
、
本
文
を
引
用
す
る
。
問
題
箇
所
に
傍
線
を
引

い
て
お
く
（
注
２

）。

　

 

霰
降
る
交
野
の
み
の
の
か
り
ご
ろ
も
濡
れ
ぬ
宿
貸
す

雨
の
中
で
も
、
鷹
狩
を
す
る
の
か

―
「
俊
頼
髄
脳
」
鷹
狩
の
歌
を
判
ず
る
藤
原
公
任
の
言
葉
の
解
釈
に
つ
い
て
―

福
岡
県
立
北ほ
く

筑ち
く

高
等
学
校
　
黒
岩
　
淳あ
つ
し
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助
詞
の
文
法
的
な
働
き
を
踏
ま
え
て
訳
す
な
ら
次
の

よ
う
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
「
鷹
狩
は
、
雨
が
降
る
よ
う
な
時
だ
け
は
、
鷹
狩
を

す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
中
止
す
る
は
ず
だ
。（
し
か

し
、）
霰
が
降
る
よ
う
な
こ
と
に
よ
っ
て
、（
雨
の
よ
う

に
濡
れ
る
こ
と
は
な
い
の
に
）
宿
を
借
り
て
泊
ま
る
と

い
う
の
は
、
不
審
な
こ
と
で
あ
る
」

　

続
く
次
の
言
葉
に
も
注
目
し
て
み
よ
う
。

　
「
霰
な
ど
は
、
さ
ま
で
狩
衣
な
ど
の
濡
れ
通
り
て
、

惜
し
き
ほ
ど
に
は
あ
ら
じ
。（
霰
な
ど
は
そ
れ
ほ
ど
狩

衣
な
ど
の
ぐ
っ
し
ょ
り
濡
れ
て
し
ま
っ
て
惜
し
い
ほ
ど

に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
）」
と
書
い
て
あ
る
。

　
「
濡
れ
通
る
」
と
は
、
衣
の
中
ま
で
、
ぐ
っ
し
ょ
り

濡
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

雨
↓
（
ひ
ど
く
濡
れ
る
の
で
）
鷹
狩
は
し
な
い
。

　
　
　

⇔

霰
↓ 

ひ
ど
く
濡
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
鷹
狩
は
行

う
。
宿
を
借
り
て
泊
ま
る
の
は
不
自
然
。

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

な
お
、
こ
の
長
能
の
歌
を
本
歌
と
し
て
崇
徳
院
が
次

の
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

　

 

御
狩
す
る
交
野
の
御
野
に
降
る
霰
あ
な
か
ま
ま
だ
き

鳥
も
こ
そ
立
て
（
新
古
今
集
）

　
「
あ
な
か
ま
（
し
、
静
か
に
）」「
ま
だ
き
（
早
く

も
）」
と
い
う
古
語
や
、
危
惧
を
表
す
「
も
こ
そ
」、
係

り
結
び
、
本
歌
取
り
な
ど
も
合
わ
せ
て
説
明
す
る
と
良

い
と
思
う
。

　
「
鷹
狩
り
は
、
雨
の
降
ら
む
ば
か
り
に
ぞ
、
え
せ
で

と
ど
ま
る
べ
き
。
霰
の
降
ら
む
に
よ
り
て
、
宿
か
り
て

と
ま
ら
む
は
、
あ
や
し
き
こ
と
な
り
。」
と
あ
る
。

　

さ
て
、
問
題
に
し
た
い
の
は
、
こ
の
箇
所
で
あ
る
。

『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集  

歌
論
集
』
の
「
俊
頼
髄

脳
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
あ
る
。

　
「
ま
ず
、
鷹
狩
と
い
う
も
の
は
、
雨
が
降
っ
て
き
た

か
ら
と
い
っ
て
、
簡
単
に
中
止
し
て
雨
宿
り
を
す
る
で

あ
ろ
う
か
。
ま
し
て
霰
が
降
っ
て
来
た
か
ら
と
い
っ
て
、

宿
を
借
り
て
休
む
と
い
う
の
は
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。」

図
式
化
す
る
と
、

雨
（
で
さ
え
）
↓
鷹
狩
を
す
る
。

 

（
ま
し
て
）
霰
↓ 

鷹
狩
を
中
止
し
、
宿
を
借
り
て
休

む
の
は
不
自
然
。

と
な
る
。

　

こ
の
解
釈
は
、
傍
線
部
の
一
文
を
反
語
の
よ
う
に
訳

し
て
い
る
。「
や
」
な
ど
の
反
語
の
助
詞
は
使
わ
れ
て

い
な
い
の
に
、
こ
の
よ
う
に
訳
す
の
は
無
理
が
あ
ろ
う
。

強
意
を
表
す
係
助
詞
「
ぞ
」
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に

注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
副
助
詞
「
ば
か
り
」
は
限
定
の

意
味
に
と
る
こ
と
が
で
き
る
。「
え
〜
で
」
が
、
不
可

能
の
意
味
を
表
す
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま

た
、「
と
ど
ま
る
」
は
「
中
止
す
る
」
の
意
と
考
え
ら

れ
る
。

　

さ
ら
に
、
次
の
文
も
訳
文
で
は
「
ま
し
て
」
と
補
っ

て
訳
し
て
い
る
が
、
恣
意
的
な
解
釈
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。

「
濡
る
」
が
、
下
二
段
活
用
動
詞
で
あ
り
、
未
然
形
と

連
用
形
が
同
じ
で
あ
る
た
め
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
成

り
立
つ
。
助
動
詞
を
復
習
す
る
の
に
も
都
合
の
良
い
箇

所
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
「
人
し
な
け
れ
ば
」
の
「
し
」
が
強
意
の
副
助

詞
で
あ
る
こ
と
や
、「
な
け
れ
ば
」
の
「
な
け
れ
」
は

「
な
し
」
の
已
然
形
で
あ
り
、
過
去
の
助
動
詞
「
け
れ
」

で
は
な
い
こ
と
に
注
意
さ
せ
、
訳
す
と
「
い
な
い
の

で
」
と
な
る
こ
と
な
ど
、
文
法
的
説
明
を
し
て
確
認
し

た
い
表
現
で
あ
る
。

　

交
野
は
、
今
の
大
阪
府
交
野
市
の
北
西
部
か
ら
枚
方

市
に
か
け
て
の
地
を
指
す
と
言
わ
れ
る
。
皇
室
御
領
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
桜
の
名
所
で
も
知
ら
れ
る
歌
枕
で
あ

っ
た
（
注
５

）。

　

訳
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
「
霰
が
降
っ
て
い
る
交
野
の
御
野
で
、
狩
衣
が
濡
れ

て
し
ま
っ
た
。
霰
に
濡
れ
な
い
よ
う
に
宿
を
貸
す
人
も

い
な
い
の
で
。」

　

さ
て
、
こ
の
歌
を
公
任
は
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い

る
か
。

　

ま
ず
、「
ふ
る
ま
へ
る
姿
も
、
文
字
遣
ひ
な
ど
も
、

は
る
か
に
ま
さ
り
て
聞
こ
ゆ
。（
趣
向
を
凝
ら
し
た
歌

体
も
言
葉
遣
い
な
ど
も
は
る
か
に
ま
さ
っ
て
い
る
と
感

じ
ら
れ
る
）」
と
褒
め
る
。
褒
め
て
お
い
て
、
そ
の
後

に
「
し
か
は
あ
れ
ど
も
、
も
ろ
も
ろ
の
僻
事
の
あ
る
な

り
。（
そ
う
で
は
あ
る
が
、
多
く
の
間
違
い
が
あ
る
の

だ
）」
と
欠
点
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
そ
の
「
僻
事
」
と
は
何
か
。
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四
　
生
徒
に
考
え
さ
せ
る
歌
の
優
劣

　

本
文
の
内
容
を
確
認
し
た
上
で
、
生
徒
に
「
君
た
ち

は
、
ど
ち
ら
の
歌
が
良
い
と
思
う
か
。
理
由
と
と
も
に

説
明
し
な
さ
い
」
と
い
う
課
題
を
提
示
し
た
い
。
ま
ず

個
人
で
考
え
さ
せ
、
そ
の
後
、
グ
ル
ー
プ
内
で
意
見
を

出
さ
せ
て
も
良
い
だ
ろ
う
。

　

長
能
の
歌
に
つ
い
て
は
、「
か
た
の
」「
か
り
ご
ろ

も
」
と
い
う
「
か
」
音
の
繰
り
返
し
に
気
づ
く
者
も
い

る
か
も
し
れ
な
い
。
助
動
詞
の
使
い
方
な
ど
表
現
の
工

夫
と
い
う
点
で
支
持
す
る
者
も
い
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
、
道
済
の
歌
に
つ
い
て
は
、
雪
の
中
「
な
ほ
狩

り
ゆ
か
む
」
と
い
う
表
現
に
、
高
揚
感
を
感
じ
取
り
、

よ
り
鷹
狩
の
面
白
さ
を
伝
え
て
い
る
と
い
っ
た
意
見
が

出
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
歌
を
検

討
す
る
こ
と
に
な
り
、
生
徒
の
鑑
賞
力
を
高
め
る
こ
と

に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

生
徒
の
実
態
に
応
じ
て
、「
俊
頼
髄
脳
」
の
本
文
を

読
む
前
に
、
歌
の
み
を
示
し
、
そ
の
優
劣
を
考
え
さ
せ

て
も
良
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
関
連
し
て
「
歌
合
」
に
つ

い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。

終
わ
り
に

　

鷹
を
使
っ
て
小
鳥
や
小
動
物
を
捕
獲
す
る
鷹
狩
は
、

世
界
各
地
で
行
わ
れ
、
日
本
で
も
古
く
か
ら
行
わ
れ
た
。

そ
も
そ
も
古
代
の
鷹
狩
は
、
天
皇
や
貴
族
が
特
権
的
に

行
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
多
く
の
古
典
作
品
に

そ
の
記
事
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
（
注
７

）。「
万
葉

に
入
集
す
る
こ
と
は
、
こ
の
上
な
い
喜
び
で
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。
実
際
、
こ
の
歌
は
、
俊
頼
が
撰
者
で
あ
っ

た
「
金
葉
和
歌
集
」
に
収
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
注
６

）。

道
済
は
、「
舞
ひ
か
な
で
て
」
出
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

　

つ
い
で
な
が
ら
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集  

歌

論
集
』
で
は
、
こ
の
「
舞
ひ
か
な
で
て
」
を
「
舞
う
よ

う
に
、
こ
の
歌
を
口
ず
さ
み
な
が
ら
退
出
し
て
い
っ

た
」
と
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
口
ず
さ
み
な
が
ら
」

と
す
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
。

　
「
奏
づ
」
に
は
、
楽
器
を
演
奏
す
る
と
い
う
意
味
も

あ
る
が
、
口
笛
を
吹
く
と
い
う
用
例
は
見
出
せ
な
い
。

「
奏
づ
」
に
は
、「
徒
然
草
」
五
十
三
段
「
し
ば
し
奏
で

て
後
、（
鼎
を
）
抜
か
ん
と
す
る
す
る
に
、
大
方
抜
か

れ
ず
」
の
用
例
が
あ
る
よ
う
に
、
舞
を
舞
う
と
い
う
意

味
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
舞
ひ
か
な
で
て
」
と
は
、

「
舞
い
を
舞
う
よ
う
に
」
と
訳
せ
ば
良
い
で
あ
ろ
う
。

現
代
語
で
は
、「
踊
る
よ
う
に
」
と
い
う
表
現
を
と
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
公
任
に
認
め
ら
れ
、
歓
喜
し
て
い
る

道
済
の
心
情
を
そ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

さ
て
、
こ
の
歌
で
注
意
し
た
い
の
は
、
雨
で
は
な
く
、

雪
で
あ
る
こ
と
だ
。
雪
は
、
霰
と
同
じ
よ
う
に
、
鷹
狩

を
中
止
す
る
条
件
と
は
な
ら
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
か

え
っ
て
興
を
深
め
る
要
素
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
考

え
ら
れ
る
。

雨
↓
ひ
ど
く
濡
れ
る
の
で
、
鷹
狩
は
し
な
い
。

雪
・
霰
↓ 

ひ
ど
く
濡
れ
る
こ
と
は
な
く
鷹
狩
は
行
う
。

と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。

三
　
道
済
「
濡
れ
濡
れ
も
」
の
歌
に
つ
い
て

　

次
に
、
道
済
の
歌
を
見
て
お
こ
う
。

　

ま
ず
、
生
徒
に
は
、
句
切
れ
を
考
え
さ
せ
た
い
。
句

切
れ
を
正
し
く
理
解
す
る
こ
と
が
、
和
歌
の
正
し
い
解

釈
に
つ
な
が
っ
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
歌
は
二
句
切
れ
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、「
濡

れ
濡
れ
も
な
ほ
狩
り
ゆ
か
む
」
の
意
味
を
検
討
し
た
い
。

「
濡
れ
濡
れ
」
と
「
濡
る
」
の
連
用
形
が
繰
り
返
さ
れ

て
い
る
。「
濡
れ
な
が
ら
」
と
い
う
意
味
だ
と
考
え
ら

れ
る
。「
む
」
は
意
志
の
助
動
詞
の
終
止
形
。
句
切
れ

で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
連
体
形
で
は
な
く
終
止
形
と

考
え
る
こ
と
を
確
認
さ
せ
た
い
。「
は
し
鷹
」
は
鷹
狩

に
用
い
ら
れ
た
鷹
の
こ
と
で
あ
る
。
訳
す
と
次
の
よ
う

に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
濡
れ
な
が
ら
も
、
さ
ら
に
狩
を
続
け
て
い
こ
う
。

は
し
鷹
の
上
の
方
の
毛
に
付
い
た
雪
を
払
い
の
け
な
が

ら
。」

　

こ
の
歌
を
公
任
は
、
ど
う
評
価
し
た
か
。

　
「
鷹
狩
り
の
本
意
も
あ
り
、
ま
こ
と
に
も
お
も
し
ろ

か
り
け
む
と
お
ぼ
ゆ
。
歌
柄
も
、
優
に
て
を
か
し
。（
鷹

狩
の
本
来
あ
る
べ
き
姿
が
あ
り
、
本
当
に
お
も
し
ろ
か

っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
歌
の
品
格
も
優
雅
で
趣
が

あ
る
）」
と
褒
め
て
い
る
。「
本
意
あ
り
」
と
は
、
本
質

的
な
も
の
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

雪
が
降
っ
て
き
て
も
、
そ
の
中
を
狩
し
続
け
て
い
く
ぐ

ら
い
鷹
狩
と
は
、
楽
し
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、「
撰
集
な
ど
に
も
、
こ
れ
や
入
ら
む
。」
と
、

勅
撰
集
に
入
り
そ
う
な
歌
だ
と
述
べ
て
い
る
。
勅
撰
集
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に
風
吹
き
、
雷
電
霹
靂
し
け
れ
ば
、
供
の
者
ど
も
各
々
馳
せ
散

り
て
行
き
分
か
れ
て
「
雨
宿
り
を
せ
む
」
と
皆
な
向
き
た
る
方

に
行
き
ぬ
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
高
藤
は
、
一
軒
の
家
を
見
つ

け
て
宿
を
借
り
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
家
の
美
し
い
娘
と
深
い

仲
に
な
る
。
こ
の
時
は
、「
雷
電
霹
靂
」
し
た
と
あ
る
の
で
、

と
て
も
鷹
狩
を
続
け
る
状
況
で
は
な
か
っ
た
。

８　

現
代
の
鷹
狩
に
つ
い
て
は
、
波
多
野
鷹
氏
の
『
鷹
狩
り
へ
の

招
待
』（
ち
く
ま
プ
リ
マ
ー
ブ
ッ
ク
ス
・
一
九
九
七
年
）
が
参

考
に
な
る
。

４　

長
能
の
歌
で
は
、「
借
衣
」
の
意
は
弱
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、

は
っ
き
り
と
掛
詞
と
し
て
使
用
し
て
い
る
歌
も
あ
る
。

　
「
い
づ
く
に
か
今
宵
は
宿
を
か
り
衣
ひ
も
ゆ
ふ
ぐ
れ
の
峰
の
あ

ら
し
に
」（
藤
原
定
家
・
新
古
今
集
）

５　

交
野
が
桜
の
名
所
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
し
て
は
、

「
伊
勢
物
語
」
や
俊
成
の
歌
が
知
ら
れ
る
。

　
「
今
狩
す
る
交
野
の
渚
の
家
、
そ
の
院
の
桜
こ
と
に
お
も
し
ろ

し
」（
伊
勢
物
語
・
八
二
段
）

　
「
ま
た
や
見
む
交
野
の
み
野
の
桜
狩
花
の
雪
散
る
春
の
あ
け
ぼ

の
」（
藤
原
俊
成
・
新
古
今
集
）

　
　

ま
た
、
交
野
の
鷹
狩
を
詠
ん
だ
歌
に
は
、

　
「
御
狩
す
と
鳥
立
の
原
を
あ
さ
り
つ
つ
交
野
の
野
辺
に
今
日
も

く
ら
し
つ
」（
藤
原
忠
通
・
新
古
今
）

　
「
狩
り
く
ら
し
交
野
の
真
柴
折
り
敷
き
て
淀
の
川
瀬
の
月
を
見

る
か
な
」（
藤
原
公
衡
・
新
古
今
）

　

な
ど
が
あ
る
。

６　
「
金
葉
和
歌
集
」
で
は
、「
雪
中
ノ
鷹
狩
を
よ
め
る
」
と
い
う

詞
書
が
あ
る
。
な
お
、
長
能
の
歌
も
、「
金
葉
和
歌
集
」（
三
奏

本
）、「
詞
花
和
歌
集
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

７　

古
典
文
学
作
品
に
見
え
る
「
鷹
狩
」
を
検
討
し
た
も
の
に
、

三
保
忠
夫
氏
の
『
鷹
狩
と
王
朝
文
学
』（
吉
川
弘
文
館
・
二
〇

一
八
年
）
が
あ
る
。
本
書
で
は
、
主
に
「
万
葉
集
」「
宇
津
保

物
語
」「
源
氏
物
語
」「
増
鏡
」
の
鷹
狩
に
つ
い
て
考
察
し
て
い

る
。

　
「
万
葉
集
」
に
は
、
大
伴
家
持
の
鷹
狩
の
歌
が
あ
る
。

　
　
　

巻
十
七　

四
〇
一
一
〜
四
〇
一
五

　
　
　

巻
十
九　

四
一
五
四
・
四
一
五
五

　
「
今
昔
物
語
集
」
巻
二
十
二
「
高
藤
の
内
大
臣
の
語  

第
七
」

は
、
藤
原
高
藤
が
、
鷹
狩
に
出
か
け
て
宿
を
借
り
る
話
。
九
月

頃
、
鷹
狩
に
出
か
け
て
い
た
高
藤
は
急
に
悪
天
候
に
見
舞
わ
れ

る
。「
申
の
時
許
に
俄
か
に
掻
き
暗
が
り
て
し
ぐ
れ
降
り
大
き

集
」
以
来
、
和
歌
に
も
詠
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
小
鷹

を
使
っ
て
行
う
「
小
鷹
狩
」
は
、
秋
の
季
題
、
大
鷹
の

雌
を
使
っ
て
冬
に
行
う
「
大
鷹
狩
」
は
冬
の
季
題
と
な

っ
て
い
る
。

　

私
た
ち
は
、
身
近
に
鷹
狩
を
見
る
機
会
が
な
い
の
で

想
像
す
る
し
か
な
い
（
注
８

）。
雪
が
ち
ら
つ
く
中
で
鷹

狩
を
す
る
こ
と
は
、
風
情
が
あ
り
、
好
ま
れ
た
に
違
い

な
い
。
そ
れ
は
古
典
で
描
か
れ
た
世
界
へ
の
憧
憬
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
公
任
が
言
う
よ
う
に
、

霰
ぐ
ら
い
で
あ
れ
ば
実
行
す
る
方
が
自
然
で
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
。
し
か
し
、
雨
が
降
っ
て
も
し
た
だ
ろ
う
と
考

え
る
の
は
、
注
釈
者
の
勝
手
な
思
い
込
み
で
あ
り
、
表

現
に
即
し
て
読
め
ば
、
雨
が
降
れ
ば
鷹
狩
を
し
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

ま
ず
は
、
表
現
に
即
し
て
読
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る

こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
和
歌
の
学
習
に
も
適
し
た
、

こ
の
「
俊
頼
髄
脳
」
の
話
を
、
授
業
で
取
り
上
げ
て
い

き
た
い
と
思
う
。

注１　
「
鷹
狩
り
の
歌
」
の
話
は
、
三
省
堂
教
科
書
『
高
等
学
校  

古
典
Ｂ  

古
文
編  

改
訂
版
』、
東
京
書
籍
教
科
書
『
精
選
古

典
Ｂ  

古
文
編
』『
精
選
古
典
Ｂ　

新
版
』、
桐
原
書
店
問
題
集

『
ニ
ュ
ー
グ
レ
ー
ド
古
典  

読
解
Ⅱ
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

２　

本
文
は
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集  

歌
論
集
』（
小
学

館
・
二
〇
〇
二
年
）
所
収
の
「
俊
頼
髄
脳
」
に
よ
る
。
読
み
や

す
く
す
る
た
め
、
表
記
を
少
し
改
め
た
。

　
　

な
お
、
類
話
は
「
古
本
説
話
集
」、「
袋
草
紙
」
に
も
あ
る
。

３　

長
能
は
「
蜻
蛉
日
記
」
作
者
藤
原
道
綱
の
母
の
弟
。
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