
『
源
氏
物
語
』
「
紫
の
ゆ
か
り
」
考

　
　
　
歌
語
と
し
て
の
「
紫
」
を
視
座
に

は
じ
め
に

　
「
紫
の
ゆ
か
り
」
と
い
う
語
は
、
『
源
氏
物
語
』
が
初
め
て
用
い
た
語
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
以
前
に
成
立
し
た
文
学
作
品
の
う
ち
、
「
紫
」
と
「
ゆ
か
り
」
と

い
う
語
が
両
方
詠
み
こ
ま
れ
た
和
歌
は
あ
る
が
、
「
紫
の
ゆ
か
り
」
と
い
う
一

つ
の
語
と
な
っ
て
意
味
を
持
ち
、
用
い
ら
れ
た
例
は
な
い
。
こ
れ
は
北
山
で
光

源
氏
が
発
見
し
た
少
女
、
後
の
紫
の
上
を
指
す
語
で
、
少
女
の
呼
称
と
し
て
次

に
挙
げ
る
末
摘
花
巻
と
若
菜
上
巻
に
用
い
ら
れ
て
い
馳
。

①
　
か
の
紫
の
ゆ
か
り
尋
ね
と
り
た
ま
ひ
て
は
、
そ
の
う
っ
く
し
み
に
心
入

　
り
た
ま
ひ
て
、
六
条
わ
た
り
に
だ
に
離
れ
ま
さ
り
た
ま
ふ
め
れ
ば
、
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
末
摘
花
、
一
巻
二
元
九
頁
）

②
　
姫
宮
は
、
げ
に
ま
だ
い
と
小
さ
く
片
な
り
に
お
は
す
る
中
に
も
、
い
と

　
い
は
け
な
き
気
色
し
て
、
ひ
た
み
ち
に
若
び
た
ま
へ
り
。
か
の
紫
の
ゆ
か

　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
「
紫
の
ゆ
か
り
」
考

櫛
　
　
井
　
　
亜
　
　
依

　
－
　
り
尋
ね
と
り
た
ま
へ
り
し
を
り
思
し
出
づ
る
に
、
・
：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
菜
上
、
四
巻
、
六
三
頁
）

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
光
源
氏
の
ま
な
ざ
し
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
る
、

「
ゆ
か
り
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
表
さ
れ
た
関
係
恢
は
、
「
紫
の
」
と
い
う
表
現

と
結
び
つ
く
こ
と
で
人
物
を
示
す
呼
称
と
な
っ
た
。
で
は
、
「
紫
の
ゆ
か
り
」

と
は
、
「
紫
の
」
と
い
う
表
現
に
よ
り
、
ど
の
よ
う
に
呼
称
と
し
て
規
定
さ
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

て
研
究
史
と
問
題
点

　
こ
れ
ま
で
、
「
紫
の
ゆ
か
り
」
の
「
紫
」
と
い
う
表
現
の
問
題
は
、
色
彩
と

古
歌
と
い
う
二
つ
の
方
面
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

　
ま
ず
、
色
彩
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
桐
壷
を
そ
の
殿
舎
の
名
前
か
ら

桐
の
花
、
藤
壷
を
藤
の
花
と
捉
え
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



　
　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
「
紫
の
ゆ
か
り
」
考

桐
壷
、
藤
壷
、
紫
の
上
の
三
人
の
女
君
を
象
徴
す
る
の
が
紫
と
い
う
色
彩
な
の

で
あ
り
、
色
彩
の
連
関
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
人
物
の
連
関
が
「
紫
の
ゆ
か
り
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ー

て
い
る
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
「
手
に
摘
み
て
」
の
和
歌
に
付
さ
れ
て

釈
で
あ
る
。

だ
と
解
す
紐
。
こ
れ
は
平
安
当
時
紫
が
特
に
好
ま
れ
た
色
彩
で
あ
っ
た
こ
と
も
　
　
玉
上
琢
弼
『
源
氏
物
語
評
机
』
・
：

踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
こ
の
立
場
に
お
い

て
は
桐
壷
更
衣
も
「
紫
の
ゆ
か
り
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
し
か
し
、
殿
舎
の
名
前
だ
け
で
、
ひ
い
て
は
殿
舎
の
名
前
に
由
来
す
る

呼
称
だ
け
で
、
す
ぐ
さ
ま
色
彩
を
示
す
表
現
と
捉
え
る
こ
と
に
は
飛
躍
が
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
一
方
、
「
紫
の
ゆ
か
り
」
と
い
う
表
現
が
古
歌
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
す
で
に
古
注
以
来
多
く
の
先
行
研
究
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
、
論

じ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
砧
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
古
歌
に
対
し
、
「
紫

の
ゆ
か
り
」
と
い
う
表
現
の
特
異
性
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
着
目
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
紫
の
ゆ
か
り
」
が
新
た
な
表
現
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
古
歌
と
の
相
違
も
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
紫
の
ゆ
か
り
」
の
表
現
の
成
立
は
、
物
語
の
場
面
の

中
で
捉
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
「
紫
の
ゆ
か
り
」
の
呼
称
成
立
に
あ
た
り
、

「
紫
」
が
初
め
て
そ
れ
に
関
わ
る
の
が
、
次
の
和
歌
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
③
　
手
に
摘
み
て
い
つ
し
か
も
見
む
紫
の
ね
に
か
よ
ひ
け
る
野
辺
の
若
草

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
若
紫
、
一
巻
、
二
三
九
頁
）

　
こ
の
「
紫
」
に
は
、
一
般
的
に
藤
の
紫
色
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ

い
る
注

　
「
紫
」
は
藤
の
色
で
藤
壷
、
「
若
紫
」
は
そ
の
姪
の
君
。
紫
草
の
根
は
染

料
に
用
い
る
。
「
根
に
通
ひ
け
る
」
は
血
縁
を
い
う
『
古
今
集
』
巻
十
七
、

雑
上
、
題
し
ら
ず
、
読
み
人
し
ら
ず
「
む
ら
さ
き
の
ひ
と
も
と
ゆ
ゑ
に
む

さ
し
野
の
草
は
み
な
が
ら
あ
は
れ
と
ぞ
見
る
」
〈
紫
草
一
本
は
え
て
い
る

せ
い
で
、
武
蔵
野
の
草
は
全
部
な
つ
か
し
い
感
じ
が
す
る
。
紫
草
は
そ
れ

ほ
ど
喜
ば
れ
た
の
で
あ
る
〉
の
歌
を
胸
に
お
い
た
歌
で
あ
る
。

新
大
系
（
頭
七
了
：

紫
草
が
そ
の
色
か
ら
藤
壷
を
暗
に
さ
し
、
そ
れ
と
根
が
か
ら
ま
り
あ
う

関
係
に
あ
る
若
君
を
思
う
。
「
紫
の
一
本
ゆ
ゑ
に
武
蔵
野
の
草
は
み
な
が

ら
あ
は
れ
と
ぞ
思
ふ
」
（
古
今
集
・
雑
上
・
読
人
し
ら
ず
）
を
念
頭
に
お

い
て
の
作
か
。

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
頭
七
了
：

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

「
紫
」
は
紫
草
の
こ
と
で
、
そ
の
根
を
染
料
と
し
た
。
こ
こ
で
は
、
そ

の
紫
（
藤
）
色
か
ら
、
藤
壷
を
さ
す
。
「
ね
（
根
）
に
か
よ
ひ
け
る
」
は

血
縁
関
係
を
さ
し
、
「
若
草
」
が
紫
の
上
を
さ
す
。
「
紫
の
一
本
ゆ
ゑ
に
武

蔵
野
の
草
は
み
な
が
ら
あ
は
れ
と
ぞ
見
る
」
（
古
今
集
・
雑
上
・
読
人
し

ら
ず
）
な
ど
を
念
頭
に
お
い
た
表
現
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

現
代
の
注
釈
書
の
多
く
が
こ
の
よ
う
に
「
紫
」
と
い
う
表
現
が
古
歌
を
引
き
　
　
（
１
）
　
紫
は
　
灰
さ
す
も
の
そ
　
海
石
榴
市
の
　
八
十
の
街
に
　
逢
へ
る
児
や

な
が
ら
、
藤
の
花
の
色
を
示
し
て
い
る
と
し
て
捉
え
ふ
。
こ
の
箇
所
の
「
紫
」

の
解
釈
に
よ
っ
て
藤
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
更
に
は
桐
の
花
ま
で
解
釈
が
拡

大
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
紫
色
の
連
関
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
発
想

と
し
て
古
今
集
歌
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
和
歌
の
用
例
か
ら
み
て
み
る
と

『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
「
紫
」
は
紫
草
、
か
つ
藤
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
成

り
立
つ
の
だ
ろ
う
か
。

　
本
稿
で
は
、
問
題
の
所
在
を
二
点
に
絞
り
考
察
し
た
い
。
ま
ず
、
「
手
に
摘

み
て
」
歌
の
「
紫
」
の
解
釈
で
あ
り
、
こ
れ
は
ひ
い
て
は
「
紫
の
ゆ
か
り
」
の

「
紫
」
の
解
釈
に
繋
が
る
も
の
と
考
え
る
。
そ
し
て
次
に
『
源
氏
物
語
』
以
前

の
和
歌
を
分
析
し
た
上
で
の
古
歌
の
表
現
と
「
手
に
摘
み
て
」
歌
の
表
現
と
の

相
違
を
捉
え
た
い
。二

．
紫
草
由
来
の
和
歌
に
み
え
る
「
む
ら
さ
き
」

　
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
和
歌
の
中
で
「
む
ら
さ
き
」
が
紫
草
を
示
す
も
の
を

確
認
し
て
い
き
た
ゆ
。

　
　
　
　
　
　
　
ニ
ー
ー
。
『
万
葉
集
』
の
「
紫
」

　
歴
史
的
に
見
る
と
こ
れ
は
古
く
、
『
万
葉
集
』
か
ら
用
例
が
確
認
で
き
る
。

『
万
葉
集
』
に
は
「
む
ら
さ
き
」
と
い
う
語
は
一
七
首
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ

こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
染
色
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
「
紫
の
ゆ
か
り
」
考

誰

（
『
万
葉
集
』
、
巻
十
二
、
三
一
〇
一
番
）

　
こ
れ
は
灰
を
さ
す
と
い
う
染
色
の
過
程
を
詠
み
込
ん
だ
歌
で
あ
る
。
染
色
と

の
関
わ
り
に
関
し
て
、
滓
鴻
久
孝
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
し
か
し
花
そ
の
も
の
は
白
色
の
小
さ
い
花
で
目
に
立
つ
程
の
美
し
さ
で

　
　
は
な
く
、
む
ら
さ
き
と
い
ふ
名
に
心
を
ひ
か
れ
た
も
の
が
あ
る
と
考
へ
て

　
　
よ
く
、
当
時
の
人
が
染
料
の
美
し
さ
か
ら
、
そ
の
植
物
に
心
を
惹
か
れ
る

　
　
と
い
ふ
事
は
榛
（
一
九
、
五
七
）
の
場
合
と
も
考
へ
合
せ
て
認
め
る
事
が

出
来
よ
兄
。

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
色
が
好
ま
れ
た
た
め
紫
草
自
体
も
好
ま
れ
た
こ
と
か
ら
、

様
々
な
形
で
恋
の
歌
に
お
い
て
「
む
ら
さ
き
」
と
い
う
語
は
詠
ま
れ
て
い
飴
。

こ
こ
で
は
そ
の
例
を
確
認
し
た
い
。

（
２
）
　
紫
草
の
　
に
ほ
え
る
妹
を
　
憎
く
あ
ら
ば
　
人
妻
故
に
　
我
恋
ひ
め
や

　
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
万
葉
集
』
、
巻
一
、
二
Ｉ
番
）

　
こ
れ
は
紫
草
自
体
を
示
す
も
の
で
、
他
に
は
五
首
に
確
認
で
き
る
。
表
記
は

巻
一
の
二
○
番
歌
が
「
武
良
前
」
、
巻
一
の
二
Ｉ
番
歌
、
巻
コ
ー
の
三
〇
九
九

番
歌
が
「
紫
草
」
、
巻
三
の
三
九
五
番
歌
が
「
紫
」
、
巻
一
〇
の
一
八
二
五
番
歌

が
「
紫
」
、
巻
一
四
の
三
五
〇
〇
番
歌
は
「
牟
良
佐
伎
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら

は
す
べ
て
、
紫
草
を
表
す
例
で
あ
る
。

　
ま
た
、
紫
が
高
貴
な
も
の
と
し
て
名
高
い
た
め
「
名
高
」
の
、
濃
い
色
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三

｜



　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
「
紫
の
ゆ
か
り
」
考

る
か
ら
「
粉
潟
」
の
枕
詞
に
も
な
っ
て
い
る
。
次
に
挙
げ
る
の
は
全
四
例
確
認

で
き
る
う
ち
の
二
例
で
あ
る
。

　
　
　
－

（
３
）
　
紫
の
　
名
高
の
浦
の
　
砂
地
　
袖
の
み
触
れ
て
　
寝
ず
か
な
り
な
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
万
葉
集
』
、
巻
七
、
一
三
九
二
番
）

　
　
　
－

（
４
）
　
紫
の
　
粉
潟
の
海
に
　
潜
く
鳥
　
玉
潜
き
出
ば
　
我
が
玉
に
せ
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
万
葉
集
』
、
巻
十
六
、
三
八
七
〇
番
）

　
さ
ら
に
次
に
挙
げ
る
の
は
、
紫
草
を
用
い
た
染
色
、
と
い
う
も
の
を
意
識
し

た
紫
色
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

（
５
）
　
韓
人
の
　
衣
染
む
と
い
ふ
　
紫
の
　
心
に
染
み
て
　
思
ほ
ゆ
る
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
万
葉
集
』
、
巻
四
、
五
六
九
番
）

　
　
　
－

（
６
）
　
紫
の
　
ま
だ
ら
の
鰻
　
花
や
か
に
　
今
日
見
し
人
に
　
後
恋
ひ
む
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
万
葉
集
』
、
巻
十
二
、
二
九
九
三
番
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

（
７
）
　
…
さ
丹
つ
か
ふ
　
色
な
つ
か
し
き
　
紫
の
　
大
綾
の
衣
　
住
吉
の
　
遠

　
　
　
里
小
野
の
　
ま
榛
も
ち
・
：
　
　
（
『
万
葉
集
』
、
巻
十
六
、
三
七
九
一
番
）

　
以
上
、
「
む
ら
さ
き
」
の
用
例
は
、
全
て
紫
草
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
む
ら
さ
き
」
は
視
覚
的
に
紫
色
全
般
を
指
す
の
で
は
な
く
、
紫
草
で
染
め
た

も
の
か
、
紫
草
自
体
を
指
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
紫
色
は
、
（
５
）
な
ど

に
直
接
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
紫
草
に
よ
っ
て
染
め
ら
れ
、
変
化
す
る
と
い
う

過
程
を
も
っ
た
色
で
あ
る
。
そ
の
色
は
、
（
６
）
の
よ
う
に
「
花
や
か
に
」
や
、

（
７
）
の
よ
う
に
「
な
つ
か
し
き
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
好
ま
し
い
も
の
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

表
れ
と
し
て
の
表
現
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ニ
ー
ニ
。
『
古
今
和
歌
集
』
以
降
の
「
む
ら
さ
き
」

　
続
い
て
平
安
時
代
の
用
例
を
見
て
い
き
た
い
。
『
万
葉
集
』
と
同
様
、
以
後

の
勅
撰
集
の
用
例
を
見
る
と
、
『
古
今
和
歌
集
』
全
四
例
、
『
後
撰
和
歌
集
』
全

三
例
に
至
る
ま
で
、
「
む
ら
さ
き
」
の
用
例
は
全
て
、
紫
草
由
来
の
表
現
で
あ

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
次
の
例
は
『
万
葉
集
』
に
連
な
る
伝
統
と
し
て
、
染

料
と
し
て
の
紫
草
に
事
寄
せ
て
、
恋
情
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。

（
８
）
　
　
　
題
し
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
し
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　
　
　
こ
ひ
し
く
は
し
た
に
を
お
も
へ
紫
の
ね
ず
り
の
衣
色
に
い
づ
な
ゆ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
古
今
和
歌
集
』
、
巻
一
三
、
恋
三
、
六
五
二
番
）

ま
た
、
染
料
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
装
束
に
よ
っ
て
位
階
を
表
す
例
も
見
ら
れ
る
。

（
９
）
　
　
　
庶
明
朝
臣
中
納
言
に
な
り
侍
り
け
る
時
、
う
へ
の
き
ぬ
つ
か
は
す

　
　
　
　
　
と
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
大
臣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

　
　
　
思
ひ
き
や
君
が
衣
を
ぬ
ぎ
か
へ
て
こ
き
紫
の
色
を
き
む
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
後
撰
和
歌
集
』
、
巻
一
五
、
雑
一
、
一
一
一
一
番
）

　
『
万
葉
集
』
の
場
合
と
異
な
る
の
は
、
こ
れ
ら
と
同
時
代
、
紫
草
由
来
で
は

な
い
、
他
の
植
物
を
詠
ん
だ
歌
の
中
に
「
む
ら
さ
き
」
の
例
が
見
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
題

に
明
確
に
表
れ
る
分
類
意
識
で
あ
る
。
「
り
う
た
ん
」
「
ふ
ぢ
」
な
ど
、
「
草
」

の
題
の
和
歌
の
中
で
「
む
ら
さ
き
」
が
使
わ
れ
る
例
は
五
例
あ
る
も
の
の
、



「
色
」
と
い
う
題
に
お
い
て
は
、
「
む
ら
さ
き
」
で
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
、
八
例
　
　
す
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
古
今
集
以
降
に
見
え
る
新
し
さ
は
、
そ
の
紫
草

の
用
例
全
て
紫
草
由
来
で
あ
仙
。
こ
こ
か
ら
は
、
こ
の
時
期
、
紫
草
由
来
の
　
　
以
外
の
、
周
囲
に
生
え
て
い
る
草
木
に
対
し
て
も
、
紫
草
と
の
関
わ
り
か
ら
好

「
む
ら
さ
き
」
と
、
紫
色
の
外
見
を
も
つ
植
物
を
表
現
し
た
「
む
ら
さ
き
」
と
　
　
ま
し
い
感
情
を
持
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
、

は
、
表
現
と
し
て
区
別
す
る
意
識
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

　
一
方
、
平
安
時
代
に
お
い
て
、
『
万
葉
集
』
に
は
見
ら
れ
な
い
新
た
な
主
題

が
紫
草
を
詠
ん
だ
和
歌
に
定
着
す
る
。
そ
れ
は
愛
情
の
派
生
と
い
う
主
題
を
持

っ
た
『
古
今
和
歌
集
』
や
『
伊
勢
物
語
』
に
見
ら
れ
る
和
歌
で
あ
る
。

　
　
　
－

（
1
0
）
　
紫
の
ひ
と
も
と
ゆ
ゑ
に
む
さ
し
の
の
草
は
み
な
が
ら
あ
は
れ
と
ぞ
見
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
古
今
和
歌
集
』
、
巻
一
七
、
雑
上
、
八
六
七
番
）

八
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八

　
　
め
の
お
と
う
と
を
も
て
侍
り
け
る
人
に
う
へ
の
き
ぬ
を
お
く
る
と

　
　
て
よ
み
て
や
り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り
ひ
ら
朝
臣

－
紫
の
色
こ
き
時
は
め
も
は
る
に
野
な
る
草
木
ぞ
わ
か
れ
ざ
り
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
古
今
和
歌
集
』
、
巻
一
七
、
雑
上
、
八
六
八
番
）

　
　
む
ら
さ
き

し
ら
ね
ど
も
む
さ
し
の
と
い
へ
ば
か
こ
た
れ
ぬ
よ
し
や
そ
こ
そ
は
む
ら

（
『
古
今
和
歌
六
帖
』
、
五
帖
、
色
、
三
五
〇
七
番
）

「
む
さ
し
の
」
や
「
野
」
と
い
う
よ
う
に
、
紫
草
と
そ
れ
以
外
の
草
と
の
繋
が

り
を
、
生
え
て
い
る
場
所
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
説
明
す
る
点
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
、
（
1
0
）
つ
‥
‥
１
１
）
に
よ
っ
て
『
伊
勢
物
語
』
四
一
段
が
構
成
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
自
分
の
妻
と
同
様
に
妻
の
親
戚
に
対
し
て
も
愛
情
を
感
じ
る
、

と
い
う
主
題
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
。
（
1
3
）
は
、
仲
忠
と
梨
壷
の
兄
妹
関
係

を
「
紫
の
野
辺
の
ゆ
か
り
」
と
表
現
し
た
も
の
で
、
古
今
集
以
来
の
主
題
と
そ

の
表
現
が
す
で
に
定
着
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
以
上
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
万
葉
集
』

以
来
、
紫
草
由
来
の
「
む
ら
さ
き
」
の
用
例
は
、
紫
草
自
体
と
紫
草
で
染
め
た

色
彩
の
み
を
表
し
て
お
り
、
平
安
時
代
に
お
い
て
も
紫
草
由
来
の
表
現
と
そ
れ

以
外
の
植
物
を
表
現
す
る
も
の
と
で
は
、
意
識
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。
紫
草

は
先
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
生
え
て
い
る
そ
の
外
見
に
紫
色
は
表
れ
な
い
。
そ
の

染
料
と
し
て
の
好
ま
し
さ
か
ら
、
紫
草
は
植
物
自
体
が
好
ま
し
い
も
の
を
表
す

表
現
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
『
古
今
和
歌
集
』
の
時
代
か
ら
、
紫
草
と
同
じ
土
地

に
生
え
る
草
へ
の
親
し
み
、
す
な
わ
ち
妻
と
そ
の
親
戚
の
者
へ
の
愛
情
を
主
題

と
す
る
表
現
が
定
着
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
表
現
は
、
視
覚
的
、
具
体
的
と

い
う
よ
り
も
、
染
料
と
い
う
一
段
階
を
経
た
上
で
の
、
観
念
的
で
比
喩
的
な
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五

さ
き
の
ゆ
ゑ

　
　
　
－

1
3
）
　
紫
の
野
辺
の
ゆ
か
り
の
君
に
よ
り
草
の
原
を
も
求
め
つ
る
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
う
つ
ほ
物
語
』
蔵
開
上
、
二
巻
、
三
七
九
頁
）

　
こ
れ
ら
の
和
歌
は
、
本
質
的
に
は
『
万
葉
集
』
以
来
の
染
料
紫
草
の
好
ま
し

さ
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
そ
れ
ま
で
の
伝
統
に
は
み
出

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
「
紫
の
ゆ
か
り
」
考



　
　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
「
紫
の
ゆ
か
り
」
考

現
な
の
で
あ
る
。

三
・
紫
草
以
外
を
詠
ん
だ
「
む
ら
さ
き
」

首
し
か
な

る
。

（
1
5
）

　
こ
こ
で
は
、
先
に
挙
げ
た
「
手
に
摘
み
て
」
の
和
歌
の
解
釈
で
問
題
と
な
る

藤
の
花
な
ど
の
紫
草
以
外
の
植
物
と
「
む
ら
さ
き
」
表
現
と
の
関
係
を
『
源
氏

物
語
』
以
前
の
和
歌
の
中
で
確
認
し
た
い
。

　
ま
ず
『
万
葉
集
』
で
は
、
「
藤
」
「
藤
波
」
の
用
例
全
二
四
首
の
中
で
、
藤
と
　
　
（
1
6
）

「
む
ら
さ
き
」
は
一
緒
に
詠
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
藤
は
色

彩
を
も
っ
て
詠
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
三
－
一
。
紫
草
以
外
を
表
す
用
例
の
登
場

　
紫
草
以
外
の
植
物
が
「
む
ら
さ
き
」
い
う
語
と
と
も
に
和
歌
に
詠
み
こ
ま
れ

る
の
は
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

（
1
4
）
　
　
　
む
ら
さ
い
の
の
き
く

　
　
　
な
に
し
お
へ
ば
は
な
さ
へ
に
ほ
ふ
む
ら
さ
き
の
ひ
と
も
と
ぎ
く
に
お
け

　
　
　
る
は
つ
し
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
寛
平
御
時
菊
合
』
二
二
番
）

　
こ
れ
は
八
九
一
年
、
宇
多
天
皇
の
治
世
に
お
い
て
行
わ
れ
た
歌
合
の
和
歌
で
、

菊
を
「
む
ら
さ
き
」
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
以
後
、
歌
合
や
私
家
集
に

お
い
て
は
、
菊
や
藤
、
萩
、
竜
胆
、
女
郎
花
な
ど
、
様
々
な
紫
色
の
花
を
つ
け

る
植
物
を
詠
ん
だ
歌
の
中
で
「
む
ら
さ
き
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
仙
。
最
も
用
例
が
多
く
確
認
で
き
た
の
は
藤
で
、
そ
の
一
方
、
用
例
中
一

八
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ヱ
（

い
植
物
も
確
認
で
き
る
。
用
例
数
が
多
い
の
で
、
そ
の
一
例
を
挙
げ

右し
を
に

あ
き
の
の
に
い
ろ
な
き
つ
ゆ
は
お
き
し
か
ど
わ
か
む
ら
さ
き
に
花
は
そ

み
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
本
院
左
大
臣
家
歌
合
』
、
一
八
番
）

　
　
り
・
む
だ
う

し
た
草
の
花
を
み
つ
れ
ば
む
ら
さ
き
に
秋
さ
へ
ふ
か
く
な
り
に
け
る
か

な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
本
院
左
大
臣
家
歌
合
』
、
二
〇
番
）

三
月
十
首

左
勝

　
　
　
む
さ
し
の
に
い
ろ
や
か
よ
へ
る
ふ
ぢ
の
は
な
わ
か
む
ら
さ
き
に
そ
め
て

　
　
　
み
ゆ
ら
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
亭
子
院
歌
合
』
、
二
九
番
）

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
勅
撰
集
で
確
認
さ
れ
る
の
は
『
拾
遺
和
歌
集
』
ま
で
待

た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
歌
合
や
私
家
集
に
お
い
て
は
、
平
安
時
代
に
お
い
て
飛

躍
的
に
紫
草
以
外
の
用
例
は
増
え
る
。
む
し
ろ
『
源
氏
物
語
』
に
時
代
が
近
づ

く
に
つ
れ
て
、
紫
草
由
来
の
用
例
の
方
が
減
少
し
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
例
は
、

全
て
視
覚
的
に
捉
え
ら
れ
た
紫
色
で
あ
る
。
植
物
の
外
見
に
は
表
れ
な
い
紫
草

由
来
の
「
む
ら
さ
き
」
と
の
違
い
は
こ
こ
に
あ
る
。
勿
論
、
染
色
に
よ
っ
て
紫

色
に
な
っ
た
衣
な
ど
は
、
視
覚
的
な
紫
で
あ
る
が
、
紫
草
由
来
の
色
彩
は
、
紫



草
に
よ
っ
て
発
色
し
た
そ
れ
し
か
示
さ
な
か
っ
た
。
一
方
、
平
安
時
代
に
入
っ

て
和
歌
に
詠
ま
れ
る
「
む
ら
さ
き
」
は
、
花
な
ど
様
々
な
植
物
の
色
彩
を
表
現

す
る
よ
う
に
な
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
む
ら
さ
き
」
は
詠

み
手
が
捉
え
た
色
彩
を
表
し
、
同
時
に
必
ず
そ
の
色
彩
を
持
つ
植
物
名
が
詞
書

か
和
歌
に
お
い
て
詠
み
こ
ま
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
三
－
二
。
紫
草
と
関
連
づ
け
ら
れ
る
紫
草
以
外
の
植
物

　
「
手
に
摘
み
て
」
歌
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
着
目
し
た
い
の
は
、
紫
草
と
紫

色
の
花
の
植
物
と
の
関
係
を
「
草
の
ゆ
か
り
」
と
し
て
詠
ん
だ
次
の
例
で
あ
る
。

（
1
8
）
　
　
　
蘭

八

19

心

む
さ
し
の
の
く
さ
の
ゆ
か
り
に
ふ
ぢ
ば
か
ま
わ
か
む
ら
さ
き
に
そ
め
て

に
ほ
へ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
石
見
真
集
』
、
七
〇
番
）

　
　
よ
か
は
に
て
、
さ
く
な
ん
さ
う
を
み
て

　
　
　
む
ら
さ
き
の
い
ろ
に
は
さ
く
な
む
さ
し
の
の
草
の
ゆ
か
り
と
人
も
こ
そ

　
　
　
み
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
義
孝
集
』
、
二
六
番
）

　
こ
れ
ら
は
、
「
草
の
ゆ
か
り
」
と
い
う
表
現
が
『
源
氏
物
語
』
の
「
紫
の
ゆ

か
り
」
と
い
う
表
現
と
近
い
と
し
て
し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
和
歌
で
あ
る
。
勿

論
、
こ
れ
ら
に
は
前
章
で
挙
げ
た
古
今
集
歌
「
む
ら
さ
き
の
ひ
と
も
と
ゆ
ゑ

に
」
歌
の
発
想
が
踏
ま
え
ら
れ
、
と
も
に
紫
草
の
生
え
る
場
所
と
同
じ
場
所
に

あ
る
こ
と
に
事
寄
せ
て
紫
草
で
染
め
た
紫
色
と
の
類
似
を
詠
ん
だ
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
染
料
で
は
な
い
の
で
当
然
だ
が
、
紫
色
の
花
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
「
紫
の
ゆ
か
り
」
考

他
の
植
物
が
染
ま
る
、
と
い
う
例
が
Ｉ
例
も
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
以
上
、
紫
草
以
外
の
植
物
に
つ
い
て
「
む
ら
さ
き
」
と
表
現
さ
れ
る
用
例
を

検
討
し
て
き
た
。
平
安
時
代
以
降
ノ
詠
み
手
の
視
覚
に
よ
っ
て
自
由
に
捉
え
ら

れ
る
紫
色
を
示
す
表
現
と
な
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
こ
こ
で
強
調
し
た

い
の
は
、
紫
草
以
外
の
植
物
に
つ
い
て
「
む
ら
さ
き
」
と
表
現
さ
れ
る
場
合
、

必
ず
そ
の
植
物
名
が
明
示
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
む
ら
さ
き
」
と

い
う
表
現
だ
け
で
藤
な
ど
の
紫
草
以
外
の
植
物
を
表
現
す
る
例
は
な
い
。
さ
ら

に
、
紫
草
と
紫
色
の
花
の
両
方
が
関
係
づ
け
ら
れ
一
首
の
和
歌
に
詠
ま
れ
る
例

に
は
、
古
今
集
歌
（
1
0
）
な
ど
の
発
想
が
踏
ま
え
ら
れ
、
紫
草
か
ら
そ
の
他
の

草
へ
、
と
い
う
派
生
の
仕
方
に
つ
い
て
は
前
章
の
例
と
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
確

認
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
紫
草
以
外
の
植
物
、
紫
色
の
花
の
植
物
が
愛
情
を
派
生

さ
せ
る
大
本
と
な
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
用
例
を
見
て
い
く
と
、
紫
草
由
来
と
そ

の
他
の
植
物
と
の
詠
ま
れ
方
の
違
い
が
明
確
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
．
「
紫
の
ゆ
か
り
」
の
「
紫
」

　
で
は
、
こ
れ
ま
で
確
認
し
た
よ
う
な
和
歌
の
用
例
か
ら
『
源
氏
物
語
』
本
文

の
「
紫
」
は
ど
の
よ
う
な
用
例
と
し
て
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
こ

か
ら
『
源
氏
物
語
』
が
「
紫
の
ゆ
か
り
」
の
呼
称
を
ど
の
よ
う
に
規
定
し
、
成

立
さ
せ
て
い
る
か
を
考
察
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
「
紫
の
ゆ
か
り
」
考

　
こ
こ
で
、
研
究
史
で
も
挙
げ
た
「
手
に
摘
み
て
」
歌
の
「
紫
」
の
解
釈
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
先
行
研
究
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
「
紫
」
が
紫
草
の
こ
と
で
あ
り
、

和
歌
の
主
題
が
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
む
ら
さ
き
の
ひ
と
も
と
ゆ
ゑ
に
」
歌
に

発
想
が
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
「
紫
」
に
藤
壷
、
す
な
わ
ち
藤
の
花
の
紫
色

が
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
す
る
解
釈
で
あ
る
。

　
結
論
を
い
う
な
ら
ば
、
和
歌
の
「
む
ら
さ
き
」
表
現
の
伝
統
か
ら
見
る
と
、

こ
こ
に
「
藤
」
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
ず
、

三
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
む
ら
さ
き
」
だ
け
で
、
植
物
名
が
示
さ
れ
ず
藤
を

示
す
よ
う
な
和
歌
の
用
例
は
な
い
。
ま
た
、
古
今
集
歌
の
発
想
を
踏
ま
え
て
紫

色
の
花
を
詠
む
例
と
し
て
は
、
三
章
で
挙
げ
た
例
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
発
想

を
踏
ま
え
た
和
歌
で
あ
っ
て
も
、
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
全
て
紫

草
で
あ
っ
た
。
紫
草
以
外
の
植
物
が
中
心
と
な
り
、
他
の
草
へ
親
し
み
が
派
生

す
る
と
い
う
用
例
は
な
い
の
で
あ
る
。
和
歌
の
伝
統
か
ら
し
て
こ
の
和
歌
の
中

で
藤
を
示
す
こ
と
が
不
可
能
な
ら
ば
、
和
歌
の
前
後
に
藤
の
花
の
話
題
が
挙
げ

ら
れ
る
な
ど
文
脈
の
中
で
そ
の
よ
う
な
解
釈
へ
と
導
く
仕
掛
け
が
必
要
と
な
る

は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
も
確
認
で
き
な
い
。

　
さ
ら
に
言
え
ば
、
藤
の
よ
う
な
女
君
と
し
て
例
え
ら
れ
る
の
は
明
石
中
宮
で

あ
悩
、
玉
鬘
巻
で
紫
色
の
衣
を
配
ら
れ
る
の
は
明
石
の
御
方
で
あ
仙
。
紫
色
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
λ

衣
を
着
せ
た
童
女
を
仕
え
さ
せ
て
い
る
場
面
と
し
て
は
秋
好
中
餉
が
挙
げ
ら
れ

る
。
ま
た
、
桐
壷
更
衣
と
藤
壷
女
御
は
、
視
覚
的
に
全
く
装
束
や
植
物
の
比
喩

を
用
い
て
表
さ
れ
な
い
女
性
な
の
で
あ
柚
。
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
今
挙

げ
た
植
物
に
よ
る
比
喩
や
装
束
と
い
っ
た
視
覚
的
な
紫
色
を
表
現
し
た
例
と
、

古
歌
の
発
想
に
基
づ
く
「
紫
」
と
は
混
同
せ
ず
に
、
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
れ
は
和
歌
の
表
現
の
伝
統
に
即
し
た
「
紫
」
で
紫
草
に

由
来
し
た
表
現
で
あ
り
、
藤
の
花
の
色
を
示
し
て
い
る
と
読
み
取
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
紫
草
と
同
じ
野
辺
に
生
え
る
「
若
草
」
と
の
関
係
を
藤
壷
女
御
と
少

女
の
そ
れ
に
例
え
た
表
現
で
あ
る
と
解
釈
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
。

　
で
は
「
手
に
摘
み
て
」
歌
は
、
古
今
集
歌
な
ど
の
古
歌
と
ど
の
よ
う
に
違
う

の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
「
ね
に
か
よ
ひ
け
る
」
と
い
う
表

現
で
あ
る
。

　
紫
草
は
根
が
染
料
と
な
る
こ
と
か
ら
、
「
根
」
が
表
現
に
表
れ
る
も
の
も
多

い
。
そ
の
「
根
」
の
表
現
は
、
大
き
く
二
つ
に
大
別
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
ま

ず
一
つ
は
、
『
万
葉
集
』
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
根
が
地
中
に
張
っ
て
い
る
状

態
を
詠
ん
だ
も
の
、
も
う
一
つ
は
「
ね
ず
り
」
の
よ
う
に
根
で
染
め
る
こ
と
を

詠
む
も
の
で
あ
る
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
「
む
ら
さ
き
」
か
つ
、
「
ね
」
（
根
）

の
用
例
が
確
認
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

【
根
が
張
っ
て
い
る
例
】

　
　
　
－
－

（
2
0
）
　
紫
草
の
　
根
延
ふ
横
野
の
　
春
野
に
は
　
君
を
か
け
つ
つ
　
う
ぐ
ひ
す



八

21

心

八

鳴
く
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
万
葉
集
』
、
巻
十
、
一
八
二
五
番
）

　
　
　
　
－

紫
草
は
　
根
を
か
も
終
ふ
る
　
人
の
児
の
　
う
ら
が
な
し
け
を
　
寝
を

終
へ
な
く
に

（
『
万
葉
集
』
、
巻
十
四
、
三
五
〇
〇
番
）
　
　
（
2
8
）

　
　
　
－

2
2
）
　
ね
も
た
だ
に
か
れ
ぬ
る
の
べ
の
む
ら
さ
き
に
な
べ
て
と
お
も
ひ
し
こ
と
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心

八
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心
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25

心

ぞ
た
え
ぬ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
伊
勢
集
』
、
二
六
六
番
）

　
　
か
へ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

む
ら
さ
き
の
い
ろ
に
つ
け
て
も
ね
を
ぞ
な
く
き
て
も
み
ゆ
べ
き
人
し
な

け
れ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
コ
条
摂
政
御
集
』
、
四
七
番
）

　
　
む
ら
さ
き

八
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心

　
　
　
　
　
－

む
ら
さ
き
の
ね
は
ふ
よ
し
の
の
春
の
の
は
　
君
を
こ
ひ
っ
つ
鶯
ぞ
な
く
　
　
（
3
0
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
古
今
和
歌
六
帖
』
、
五
帖
、
色
、
三
五
〇
二
番
）

　
　
ひ
さ
し
く
京
に
も
の
し
給
ひ
て
、
あ
す
な
ん
か
へ
る
べ
き
と
き
こ

　
　
え
給
へ
る
し
も
月
に

　
　
　
　
　
ー

む
ら
さ
き
の
ね
見
ぬ
も
の
ゆ
ゑ
む
さ
し
の
を
た
づ
ね
し
ほ
ど
に
す
ゑ
ば

　
　
　
く
ち
に
き

【
根
で
染
め
る
例
】

（
2
6
）
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心

題
し
ら
ず

（
『
道
信
集
』
、
五
〇
番
）

よ
み
人
し
ら
ず

こ
ひ
し
く
は
し
た
に
を
お
も
へ
紫
の
ね
ず
り
の
衣
色
に
い
づ
な
ゆ
め

　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
古
今
和
歌
集
』
、
巻
一
三
、
恋
三
、
六
五
二
番
）

題
し
ら
ず

『
源
氏
物
語
』
「
紫
の
ゆ
か
り
」
考

よ
み
人
し
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－

ま
だ
き
か
ら
お
も
ひ
こ
き
い
ろ
に
そ
め
む
と
や
わ
か
紫
の
ね
を
た
づ
ぬ

ら
ん
　
　
　
　
　
（
『
後
撰
和
歌
集
』
、
巻
一
八
、
雑
四
、
コ
ー
七
七
番
）

　
　
む
ら
さ
き

お
も
ふ
と
も
し
た
に
や
あ
は
ん
む
ら
さ
き
の
ね
ず
り
の
こ
ろ
も
い
ろ
に

い
づ
な
ゆ
め
　
　
　
（
『
古
今
和
歌
六
帖
』
、
五
帖
、
色
、
三
五
〇
五
番
）

　
　
い
み
じ
う
う
ら
む
れ
ば
、
時
時
は
き
こ
ゆ
る
を
り
も
あ
る
は
と
女

　
　
の
い
ふ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

こ
と
の
は
は
色
や
は
見
ゆ
る
は
こ
む
ら
さ
き
ふ
か
き
心
は
ね
そ
め
て
ぞ

し
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
兼
盛
集
』
、
二
五
番
）

　
　
御
か
へ
し

し
た
に
の
み
な
げ
く
を
し
ら
で
む
ら
さ
き
の
ね
ず
り
の
こ
ろ
も
む
つ
ま

し
き
ゆ
ゑ

（
『
実
方
集
』
、
一
七
〇
番
）

　
こ
の
「
手
に
摘
み
て
」
歌
に
近
い
表
現
と
し
て
は
、
特
に
前
者
、
根
が
地
中

に
張
っ
て
い
る
状
態
を
詠
ん
だ
も
の
に
近
い
。
し
か
し
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の

は
、
今
挙
げ
た
「
む
ら
さ
き
」
と
「
根
」
が
詠
み
こ
ま
れ
た
例
に
お
い
て
、

「
か
よ
ひ
け
る
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
用
例
が
Ｉ
例
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
先
に
挙
げ
た
『
古
今
和
歌
集
』
（
1
0
）
（
1
1
）
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
和

歌
の
主
題
で
あ
る
愛
情
の
派
生
を
土
台
と
し
な
が
ら
も
『
源
氏
物
語
』
独
自
の

表
現
が
窺
え
る
。
二
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
古
今
集
歌
の
発
想
を
踏
ま
え
る

も
の
は
、
多
く
が
武
蔵
野
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
地
名
や
「
野
」
な
ど
、
同
じ
土

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｔ
几



　
　
　
　
　
『
源
氏
物
語
』
「
紫
の
ゆ
か
り
」
考

地
に
生
え
て
い
る
こ
と
の
縁
を
用
い
て
紫
草
と
他
の
植
物
と
の
関
わ
り
を
説
明

し
て
い
る
。
し
か
し
「
手
に
摘
み
て
」
歌
は
、
根
と
根
が
「
か
よ
」
っ
て
い
る

こ
と
に
よ
っ
て
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

　
「
ね
に
か
よ
ひ
け
る
」
に
関
し
て
は
、
先
に
挙
げ
た
玉
上
評
釈
や
新
編
全
集

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
血
縁
関
係
を
表
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
勿

論
、
「
ね
に
か
よ
ひ
け
る
」
の
理
解
と
し
て
は
指
摘
さ
れ
る
通
り
・
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
「
ね
に
か
よ
ひ
け
る
」
と
い
う
表
現
に
着
目
す
る
と
、
こ
れ
は
伝
統
的

な
和
歌
の
表
現
の
中
に
は
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
表
現
に
よ
っ
て
、
古

今
集
歌
は
確
か
に
踏
ま
え
ら
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
血
縁
か
ら

更
に
限
定
的
に
見
出
さ
れ
た
藤
壷
女
御
と
少
女
と
の
関
係
が
示
さ
れ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
血
縁
関
係
を
土
地
の
縁
に
例
え
る
古
今
集
歌
や
『
伊
勢
物
語
』
が

想
起
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
差
異
と
し
て
、
血
縁
か
ら
更
に
特
化
さ
れ
た
藤

壷
女
御
と
少
女
と
の
関
係
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
、
古
歌
を
利
用
し
た
、
系
図
（
血
縁
）
か
ら
系
譜
（
藤
壷
か
ら
少
女
へ

と
い
う
身
代
わ
り
の
関
係
）
を
立
ち
上
が
ら
せ
る
物
語
の
仕
掛
け
が
あ
る
。

お
わ
り
・
に

　
以
上
、
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
和
歌
の
用
例
と
『
源
氏
物
語
』
の
表
現
か
ら
、

「
紫
の
ゆ
か
り
」
の
「
紫
」
に
着
目
し
て
考
察
し
て
き
た
。
『
源
氏
物
語
』
以
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

由
来
の
表
現
と
そ
れ
以
外
の
紫
色
の
植
物
に
由
来
す
る
表
現
と
に
大
別
さ
れ
る
。

紫
草
由
来
の
も
の
は
、
紫
草
に
よ
っ
て
染
め
ら
れ
た
紫
色
、
ま
た
草
そ
の
も
の

へ
の
親
し
み
が
詠
ま
れ
、
『
古
今
和
歌
集
』
以
降
、
血
縁
の
者
へ
の
愛
情
の
派

生
と
い
う
主
題
を
も
っ
た
。
一
方
、
藤
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
紫
草
以
外
の
紫
色

の
花
は
、
必
ず
植
物
名
が
詠
み
こ
ま
れ
、
「
む
ら
さ
き
」
と
い
う
表
現
だ
け
で

紫
草
以
外
の
植
物
を
表
す
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
紫
草
と
関
わ
り
な
が
ら
詠
ま

れ
る
場
合
も
、
藤
な
ど
の
紫
の
花
が
中
心
と
な
り
色
彩
や
愛
情
の
派
生
を
主
題

と
す
る
よ
う
な
用
例
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
紫
草
と
そ
れ
以

外
は
、
表
現
や
主
題
に
お
い
て
明
確
に
違
い
が
表
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
る
と
、
藤
壷
女
御
と
北
山
の
少
女
と
の
関
係
を
述
べ
た

「
手
に
摘
み
て
」
歌
の
「
紫
」
、
ひ
い
て
は
「
紫
の
ゆ
か
り
」
の
「
紫
」
は
、
藤

の
紫
色
を
指
す
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
同
じ
理
由
で
、
桐
壷
か
ら
桐
の

花
を
連
想
し
、
「
紫
の
ゆ
か
り
」
の
「
紫
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
不
適
当
で

あ
る
と
考
え
る
。
「
紫
の
ゆ
か
り
」
と
は
、
紫
草
由
来
の
和
歌
の
伝
統
表
現
を

踏
ま
え
、
か
つ
「
ね
に
か
よ
ひ
け
る
」
と
い
う
特
異
な
表
現
を
用
い
た
和
歌
に

よ
っ
て
強
固
な
関
係
を
示
し
た
表
現
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
血
縁
か
ら
更
に
限
定
的
に
見
出
さ
れ
た
藤
壷
女
御
と
少
女
と
の
関
係

を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
「
紫
」
と
、
光
源
氏
の
ま
な
ざ
し
を
通
し
て
捉
え
ら
れ
る
「
ゆ

の
和
歌
の
「
む
ら
さ
き
」
の
用
例
は
、
植
物
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
は
、
紫
草
　
　
か
り
」
と
い
う
表
現
と
が
結
合
し
、
「
紫
の
ゆ
か
り
」
の
呼
称
が
成
立
す
る
。



こ
の
『
源
氏
物
語
』
独
自
の
方
法
を
担
っ
た
呼
称
は
、
和
歌
に
基
づ
く
表
現
の

中
で
成
立
し
た
の
で
あ
っ
た
。

注　
『
源
氏
物
語
』
本
文
引
用
は
、
全
て
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
に
よ
る
。

和
歌
の
引
用
は
、
『
万
葉
集
』
『
う
つ
ほ
物
語
』
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
そ
の
他

は
『
新
編
国
歌
大
観
』
（
角
川
書
店
）
に
よ
る
。
な
お
、
和
歌
の
語
彙
検
索
に
は
、
『
新

編
国
歌
大
観
Ｃ
Ｄ
-
Ｒ
Ｏ
Ｍ
　
ｖ
ｅ
ｒ
.
　
2
1
を
用
い
た
。

①
「
紫
の
ゆ
か
り
」
は
竹
河
巻
に
も
う
一
例
確
認
で
き
る
。

　
　
　
　
こ
れ
は
、
源
氏
の
御
族
に
も
離
れ
た
ま
へ
り
し
後
大
殿
わ
た
り
に
あ
り
け
る

　
　
　
悪
御
達
の
落
ち
と
ま
り
残
れ
る
が
問
は
ず
語
り
し
を
き
た
る
は
、
紫
の
ゆ
か
り

　
　
　
に
も
似
ざ
め
れ
ど
、
か
の
女
ど
も
の
言
ひ
け
る
は
、
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
竹
河
、
五
巻
、
五
九
頁
）

　
　
た
だ
し
、
こ
の
竹
河
巻
の
用
例
の
「
ゆ
か
り
」
は
、
「
紫
の
上
づ
き
の
女
房
」
（
新

　
編
全
集
竹
河
巻
、
五
巻
、
五
九
頁
頭
注
）
と
解
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
れ
は

　
「
紫
の
上
」
や
「
紫
」
と
い
う
呼
称
が
成
立
し
た
後
の
例
で
あ
る
。
①
②
の
二
例
は

　
藤
壷
と
紫
の
上
の
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
固
有
名
詞
で
あ
り
、
性
質
が
異
な
る

　
た
め
本
稿
で
は
取
り
上
げ
な
い
。

②
「
ゆ
か
り
」
の
検
討
に
つ
い
て
の
詳
細
は
拙
稿
「
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
ゆ
か

　
り
」
の
変
質
－
物
語
の
方
法
と
し
て
の
言
葉
－
」
（
『
古
代
文
学
研
究
　
第
二
次
』
第

　
十
五
号
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

③
　
荒
木
良
雄
「
源
氏
物
語
象
徴
論
－
特
に
女
性
の
呼
び
名
に
つ
い
て
ー
」
（
『
国
文
学

　
解
釈
と
鑑
賞
』
　
▽
几
四
八
年
三
月
号
）
。
伊
原
昭
「
紫
の
象
徴
－
源
氏
物
語
に
お
け

　
る
ー
」
（
『
平
安
朝
文
学
の
色
相
－
特
に
散
文
作
品
を
中
心
と
し
て
ー
』
笠
間
書
院
、

　
一
九
六
七
年
九
月
、
一
六
五
～
一
七
九
頁
）
。
一
色
和
寿
子
「
源
氏
物
語
に
お
け
る

『
源
氏
物
語
』
「
紫
の
ゆ
か
り
」
考

　
色
彩
思
考
－
和
歌
に
お
け
る
「
紫
」
の
存
在
性
に
つ
い
て
ー
」
（
『
源
氏
こ
ぼ
れ
草
』

　
巻
一
八
、
▽
几
八
三
年
四
月
）
、
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
色
彩
思
考
－
和
歌
に
お
け
る

　
紫
の
存
在
性
に
つ
い
て
　
そ
の
ニ
ー
」
（
『
源
氏
こ
ぼ
れ
草
』
巻
▽
几
、
▽
几
八
四
年

　
五
月
）
、
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
色
彩
思
考
－
そ
の
十
四
－
「
紫
」
か
ら
読
む
源
氏
物

　
語
」
（
『
源
氏
こ
ぼ
れ
草
』
巻
二
六
、
一
九
九
一
年
コ
ー
月
）
。
森
田
直
美
「
桐
壷
更

　
衣
と
い
う
呼
称
－
元
白
唱
和
に
お
け
る
「
紫
桐
花
」
の
受
容
を
中
心
に
」
（
『
国
文
目

　
白
』
四
五
号
、
二
〇
〇
六
年
二
月
）
。

①
　
こ
の
指
摘
は
『
源
氏
釈
』
（
渋
谷
栄
一
編
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
　
源
氏
釈
』
第

　
一
六
巻
、
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
）
都
立
中
央
図
書
館
蔵
「
伊
行
源
氏
釈
」
や
『
河
海

　
抄
』
な
ど
古
く
か
ら
確
認
で
き
る
。
近
年
で
は
、
神
尾
暢
子
「
物
語
女
性
の
呼
称
表

　
現
－
紫
上
呼
称
の
選
定
原
理
－
」
（
『
源
氏
物
語
と
歌
物
語
　
研
究
と
資
料
－
古
代
文

　
学
論
叢
第
九
輯
－
』
、
武
蔵
野
書
院
、
▽
几
八
四
年
一
二
月
）
で
「
紫
の
ゆ
か
り
」

　
を
含
め
た
紫
の
上
の
呼
称
全
体
に
対
し
て
古
歌
と
物
語
本
文
に
よ
る
詳
細
な
検
討
が

　
な
さ
れ
て
い
る
。

⑤
　
玉
上
琢
側
『
源
氏
物
語
評
釈
』
第
二
巻
、
角
川
書
店
、
▽
几
六
五
年
一
月
、
一
一

　
六
頁
。

⑥
　
柳
井
滋
、
室
伏
信
助
、
大
朝
雄
二
、
鈴
木
日
出
男
、
藤
井
貞
和
、
今
西
祐
一
郎
校

　
注
｛
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
源
氏
物
語
二
、
岩
波
書
店
、
▽
几
九
三
年
言
ぺ

　
｝
　
八
二
頁
。

⑦
　
阿
部
秋
生
、
秋
山
虔
、
今
井
源
衛
、
鈴
木
日
出
男
校
注
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全

　
集
　
源
氏
物
語
①
』
、
小
学
館
、
▽
几
九
四
年
三
月
、
二
三
九
頁
。

⑧
　
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
石
田
穣
二
、
清
水
好
子
校
注
『
源
氏
物
語
一
』
、
新
潮
社
、

　
▽
几
七
六
年
六
月
）
に
は
、
和
歌
の
「
紫
」
と
藤
の
紫
が
関
連
す
る
と
い
う
解
釈
は

　
示
し
て
い
な
い
。

⑤
　
『
源
氏
物
語
』
以
前
の
用
例
に
つ
い
て
指
摘
す
る
場
合
、
表
記
は
資
料
、
諸
本
に

　
よ
っ
て
様
々
だ
が
、
本
稿
で
は
表
記
は
特
に
問
題
と
し
な
い
た
め
、
全
て
「
む
ら
さ

一

一

一



『
源
氏
物
語
』
「
紫
の
ゆ
か
り
」
考

　
き
」
と
平
仮
名
で
示
す
。

⑩
　
渫
潟
久
孝
『
萬
葉
集
注
釈
　
第
二
、
中
央
公
論
社
、
▽
几
五
七
年
一
一
月
、
二

　
〇
二
頁
。

⑥
　
伊
原
昭
「
万
葉
の
染
色
」
『
万
葉
の
色
－
そ
の
背
景
を
さ
ぐ
る
ー
』
、
笠
間
書
院
、

　
一
九
八
九
年
三
月
、
二
〇
頁
。

⑩
「
む
ら
さ
き
」
が
確
認
で
き
る
『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
用
例
の
う
ち
、
一
八
四
六

　
番
歌
、
一
八
四
八
番
歌
が
「
水
」
、
二
九
七
七
番
歌
が
「
雑
思
」
の
中
に
所
収
さ
れ

　
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
和
歌
は
紫
草
由
来
の
表
現
を
も
つ
万
葉
歌
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ

　
ら
が
「
色
」
に
分
類
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
「
む
ら
さ
き
」
と
い
う
表
現
よ
り
も
、

　
当
時
解
さ
れ
た
主
題
に
よ
る
分
類
に
従
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。

⑩
　
西
山
秀
人
「
平
安
和
歌
の
色
－
「
紫
」
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」
（
『
国
文
学
　
解
釈

　
と
鑑
賞
』
二
〇
〇
六
年
二
月
号
）
で
は
、
藤
の
花
が
漢
詩
文
を
媒
介
と
し
て
「
む
ら

　
さ
き
」
と
表
現
さ
れ
和
歌
に
移
入
さ
れ
た
こ
と
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

⑩
「
紫
」
の
用
例
で
は
な
い
が
、
文
脈
に
お
い
て
紫
草
由
来
の
表
現
を
意
図
的
に
藤

　
の
色
と
結
び
つ
け
る
物
語
の
仕
掛
け
の
例
と
し
て
は
「
色
も
、
は
た
、
な
つ
か
し
き

　
ゆ
か
り
に
し
つ
べ
し
」
（
藤
裏
葉
、
三
巻
、
四
三
七
頁
）
と
い
う
内
大
臣
の
発
言
が

　
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
表
現
に
は
諸
注
釈
書
が
示
す
よ
う
に
古
今
集
歌
の
「
紫

　
の
ひ
と
も
と
ゆ
ゑ
に
」
歌
の
発
想
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
。
内
大
臣
は
藤
の
花
の
色

　
は
「
ゆ
か
り
」
の
色
と
い
え
る
だ
ろ
う
と
、
「
し
つ
べ
し
」
と
自
分
の
解
釈
を
示
す

　
よ
う
な
表
現
を
も
っ
て
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
言
い
方
か
ら
は
、
藤
の
花
の
紫
色
を

　
ゆ
か
り
の
色
と
解
す
る
に
あ
た
り
、
古
今
集
歌
の
表
現
か
ら
離
れ
て
成
立
し
て
い
な

　
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑤
　
野
分
巻
、
三
巻
、
二
八
四
頁
。
及
び
若
菜
下
巻
、
四
巻
、
▽
几
二
頁
。

⑩
　
玉
鬘
巻
二
二
巻
、
一
三
六
頁
。

⑤
　
少
女
巻
、
三
巻
、
ハ
ー
頁
。

⑨
　
一
色
和
寿
子
「
－
源
氏
物
語
に
お
け
る
色
彩
思
考
－
そ
の
十
－
　
彩
り
な
き
女
君

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

「
桐
壷
・
藤
壷
・
葵
の
上
」
を
め
ぐ
っ
て
」
『
源
氏
こ
ぼ
れ
草
』
第
二
十
二
巻
、
▽
几

八
七
年
六
月
。

〔
付
記
〕
　
本
稿
は
、
二
〇
〇
八
年
度
秋
季
同
志
社
国
文
学
会
研
究
発
表
会
に
お
け
る
口

　
　
　
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
す
。
ご
教
示
く
だ
さ
い
ま
し
た
方
々
に
、
心
か
ら
謝

　
　
　
意
を
申
し
上
げ
ま
す
。


