
鶉う
づ
ら

の
床と

こ

は
深
草
野
の
叢
に
巣
を
く
む
を
い
ふ
な
り
。〔
此
野
に
鶉う
づ
らの

床と
こ

と
い
ふ
所
一
所
あ
り
、
竹た
け

の
葉は

山や
ま

の
辺
な
り
、
後
世
和
歌
に
よ
り

て
な
づ
く
る
も
の
か
〕
む
か
し
よ
り
鶉
の
名
所
に
し
て
、
声
は
他
境
に
勝
れ
た
り
と
て
、
都
下
の
詞
客
仲
秋
の
頃
こ
ゝ
に
来
り
て
美
声
を
聞
。

〔
惣
じ
て
鶉
は
あ
れ
た
る
野
に
鳴
も
の
な
り
。
万
葉
に
は
鶉
な
く
ふ
り
に
し
里
と
よ
め
り
。
殊
に
深ふ
か

草く
さ

は
荒
て
露
ふ
か
き
あ
た
り
な
れ
ば
、

鶉
の
床
も
し
め
て
名
の
み
な
る
さ
ま
な
り
。
深
草
に
鶉
を
詠
合
す
事
は
此
心
に
て
の
作
例
多
し
〕

千
　
　
載
　
　
夕
ざ
れ
ば
野
辺
の
秋
風
身
に
し
み
て
鶉
な
く
な
り
深ふ
か

草く
さ

の
里
　
　
　
　
　
　
　
俊
　
　
　
　
　
成

〔
此
歌
を
あ
る
人
難
じ
て
、
只
秋
風
ば
か
り
に
て
を
か
で
身
に
し
む
が
あ
し
き
と
い
ひ
し
を
。
俊し
ゆ

成ん
ぜ

卿い

の
い
は
く
、
是
を
風
の
身
に
し

む
と
思
ひ
て
は
さ
ら
に
曲
な
し
、
鶉
と
な
り
て
の
風
も
身
に
し
み
て
ふ
か
く
思
ふ
と
い
ふ
こ
ゝ
ろ
な
り
と
申
さ
れ
給
ひ
し
か
ば
、
傍
人

胆
を
消
し
て
逃
し
と
な
り
〕

続
　
　
古
　
　
深ふ
か

草く
さ

の
山
の
す
そ
の
ゝ
浅
ぢ
ふ
に
夕
風
寒
み
う
づ
ら
啼
な
り
　
　
　
　
　
　
　
寂
　
超
　
法
　
師

新
　
　
拾
　
　
深
草
や
う
づ
ら
の
床
は
跡
絶
て
春
の
里
と
ふ
鴬
の
こ
ゑ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
後

京

極

摂

政


