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は
じ
め
に

　

染
色
の
作
業
工
程
や
染
料
の
性
質
は
、
和
歌
の
生
成
に
ど
う
生
か
さ
れ
た

の
だ
ろ
う
か*1

。
そ
れ
を
推
し
量
る
一
例
と
し
て
、
平
安
期
以
降
の
和
歌
に
散

見
す
る
「
紅
の
ふ
り
い
づ
」
と
い
う
表
現
を
取
り
上
げ
る
。

　

後
に
詳
述
す
る
が
、「
紅
の
ふ
り
い
づ
」
に
関
す
る
近
現
代
の
解
釈
は
定

ま
っ
て
お
ら
ず
、
注
釈
内
容
も
曖
昧
な
も
の
が
少
な
く
な
い
。
そ
の
曖
昧
さ

の
要
因
の
ひ
と
つ
は
、
近
現
代
の
人
々
の
染
色
や
染
料
に
関
す
る
知
識
や
感

覚
の
欠
如
だ
と
思
わ
れ
る
。

　

平
安
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
染
色
と
は
、
重
要
、
且
つ
き
わ
め
て
日
常
的

な
家
事
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
多
く
を
語
ら
な
く
と
も
、
染
色
を
踏
ま
え
た

和
歌
表
現
を
、
実
感
を
伴
っ
て
理
解
し
、
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、

現
代
の
私
た
ち
に
と
っ
て
、
染
色
は
非
日
常
で
あ
る
。
そ
の
工
程
や
染
料
の

性
質
を
知
ろ
う
と
し
な
け
れ
ば
、
表
現
の
趣
旨
を
深
く
理
解
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

　

以
上
の
問
題
意
識
の
も
と
、「
紅
の
ふ
り
い
づ
」
と
は
、
紅
花
染
色
に
お
け

る
ど
の
よ
う
な
工
程
を
指
し
、
そ
れ
が
和
歌
表
現
に
ど
う
反
映
さ
れ
た
の
か

を
明
確
に
す
る
こ
と
が
、
本
稿
の
主
眼
で
あ
る
。

「
紅
の
ふ
り
い
づ
」
に
関
す
る
近
現
代
の
解
釈
と
問
題
点

　
「
紅
の
ふ
り
い
づ
」と
い
う
表
現
の
時
代
的
に
早
い
例
と
し
て
、以
下
の『
古

今
集
』
所
収
歌
が
挙
げ
ら
れ
る
。

思
ひ
い
づ
る
と
き
は
の
山
の
郭
公
唐
紅
の
ふ
り
い
で
て
ぞ
な
く

（
古
今
・
夏
・
一
四
八 

よ
み
人
し
ら
ず
）

紅
の
ふ
り
い
で
つ
つ
泣
く
涙
に
は
袂
の
み
こ
そ
色
ま
さ
り
け
れ

（
古
今
・
恋
二
・
五
九
八 

貫
之
）

　

こ
の
二
首
に
共
通
す
る
の
は
、「
声
を
あ
げ
る
」
の
意
の
「
ふ
り
い
づ
」
に
、

「
紅
」
を
詠
み
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
首
目
は
、「
唐
紅
の
ふ
り
い

で
て
ぞ
な
く
」
に
よ
っ
て
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
喀
血
す
る
ほ
ど
声
を
振
り
絞
っ

て
い
る
様
子
や
、
紅
涙
（
血
涙
）
を
流
し
て
い
る
様
子
が
想
像
さ
れ
る*2

。
二

首
目
の
「
紅
の
ふ
り
い
で
つ
つ
泣
く
涙
に
は
」
も
、
不
遇
な
恋
に
嘆
く
人
の

紅
涙
を
表
現
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
紅
の
ふ
り
い
づ
」
に
は
喀
血
や
紅
涙
を
連
想
さ
せ
る
効
果

が
あ
る
が
、
さ
ら
に
紅
花
染
色
の
一
工
程
で
あ
る
「
ふ
り
い
づ
」
も
掛
け
て

『
古
今
集
』
一
四
八
番
歌
「
唐
紅
の
ふ
り
い
で
て
ぞ
な
く
」
考

　
　
　
─ 

紅
花
染
色
と
和
歌
表
現 

─

森
　
田
　
直
　
美
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い
る
と
見
る
の
が
、従
来
の
一
般
的
な
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
、染
色
の
「
ふ

り
い
づ
」
が
、
実
際
ど
の
よ
う
な
作
業
を
指
す
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

近
現
代
の
解
釈
は
二
説
に
分
か
れ
て
い
る
。
以
下
、
一
首
目
の
一
四
八
番
歌

を
基
に
、
主
要
な
注
釈
を
確
認
し
た
い
。

　

解
釈
Ａ 

布
を
染
液
の
中
で
振
り
動
か
し
て
染
め
る

　
　

・
金
子
元
臣
氏
『
古
今
和
歌
集
評
釈*3

』

　
　
　

そ
の
紅
色
を
染
め
る
時
に
、
紅
の
染
汁
に
布
帛
を
入
れ
て
は
、
度
々

振
り
動
か
し
て
色
濃
く
染
め
付
け
る
の
で
、「
ふ
り
出
て
」
の
序
詞
と

な
っ
た
。

　
　

・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
今
和
歌
集*4

』

　
　
　
「
ふ
り
い
で
」
は
染
色
す
る
布
を
振
り
動
か
し
て
色
を
出
す
意
と
、

声
を
ふ
り
し
ぼ
る
意
と
を
言
い
か
け
る
。

　
　

・
片
桐
洋
一
氏
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈*5

』

　
　
　

ふ
り
出
づ
は
、
布
を
紅
色
に
染
め
る
時
に
水
の
中
で
振
っ
て
色
を
鮮

や
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

金
子
氏
は
、「
ふ
り
い
づ
」
と
は
、
布
を
染
料
の
中
で
振
り
動
か
す
こ
と
と

解
説
し
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
片
桐
氏
も
、
同
様
の
見
解
を
示
し
て

い
る
。

　

解
釈
Ｂ 

紅
の
染
料
（
色
素
）
を
水
に
振
り
出
す

　
　

・『
角
川
古
語
大
辞
典*6

』

　
　
　

紅
の
染
料
を
水
に
溶
け
出
さ
せ
る
。
紅
色
に
染
め
る
と
き
、
紅
を
染

み
込
ま
せ
た
布
の
小
片
を
水
中
で
振
っ
て
溶
か
し
出
し
、
そ
の
中
に

生
地
を
漬
け
て
染
め
る
こ
と
か
ら
い
う
（
顕
昭
説
）。

　
　

・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集*7

』

　
　
　

真
紅
の
色
を
水
に
振
り
出
し
て
染
め
る
の
で
「
振
る
」
を
出
す
。

　
　

・『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典*8

』

　
　
　

紅
を
水
に
振
り
出
し
て
染
め
る
こ
と
か
ら
、「
紅
」
と
と
も
に
詠
ま
れ

る
こ
と
が
多
い
。

　
　

・『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版*9

』

　
　
　

紅
（
べ
に
）
を
水
に
振
り
出
し
て
も
の
を
染
め
る
。
ふ
り
ず
。

　
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
は
、「
ふ
り
い
づ
」
を
「
紅
を
染
み
込
ま
せ
た
布
の

小
片
を
水
中
で
振
っ
て
色
素
を
出
す
」
こ
と
と
し
、
末
尾
に
顕
昭
説
を
採
っ

た
と
明
記
し
て
い
る
。
続
く
三
つ
の
辞
典
・
注
釈
も
、「
紅
を
水
に
振
り
出
す
」

と
い
う
内
容
で
一
致
し
て
い
る
。

　

解
釈
Ｂ（
２
） 

固
形
の
紅
を
水
に
溶
か
し
出
す

　
　

・
窪
田
空
穂
氏
『
古
今
和
歌
集
評
釈*10

』

　
　
　
「
ふ
り
出
て
」
は
二
義
が
あ
り
、
上
か
ら
の
続
き
は
、
結
晶
さ
せ
て

あ
る
染
料
を
水
に
溶
く
こ
と
を
「
ふ
り
出
て
」
と
い
う
意
で
続
け
、

承
け
る
方
は
声
を
高
く
出
す
こ
と
を
「
ふ
り
出
て
」
と
い
う
の
で
、

そ
れ
に
転
じ
た
も
の
。

　
　

・
小
町
谷
照
彦
氏
「
思
ひ
出
づ
る
と
き
は
の
山
の
郭
公*11

」

　
　
　

染
料
の
「
唐
紅
」
に
直
接
し
て
い
る
の
で
、
溶
か
し
出
す
意
の
解
釈

を
採
る
こ
と
に
す
る
。

　

窪
田
氏
は
、「
結
晶
さ
せ
て
あ
る
染
料
を
水
に
溶
く
こ
と
」
と
し
、
小
町
谷

氏
も
こ
れ
を
支
持
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
注
釈
は
、「
水
に
染
料
を
出
す
」
と

い
う
意
味
で
は
解
釈
Ｂ
に
通
じ
る
が
、
固
形
の
紅
を
絵
の
具
の
よ
う
に
溶
く

と
考
え
て
い
る
点
が
や
や
異
な
る
。
よ
っ
て
、
解
釈
Ｂ
（
２
）
と
し
て
別
に
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挙
げ
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
紅
花
染
色
に
か
か
わ
る
「
ふ
り
い
づ
」
の
解
釈
は
、「
染

め
る
布
を
染
料
の
中
で
振
る
こ
と
」
と
見
る
説
と
、「
布
の
小
片
か
ら
紅
染
料

を
水
に
振
り
出
す
こ
と
」
と
見
る
説
に
分
か
れ
、
定
ま
っ
て
い
な
い
。
さ
ら

に
、
掲
出
し
た
諸
説
を
概
観
す
る
と
、
説
明
が
不
十
分
で
、
具
体
的
な
内
容

を
把
握
し
に
く
い
も
の
も
少
な
く
な
い
。

　

や
は
り
、「
紅
の
ふ
り
い
づ
」
を
明
確
に
理
解
す
る
た
め
に
は
、
声
を
あ
げ

て
泣
く
こ
と
に
よ
る
喀
血
・
紅
涙
と
、
染
色
の
「
ふ
り
い
づ
」
と
が
、
表
現

的
に
ど
う
連
関
し
て
い
る
の
か
を
詳
述
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ

の
連
関
を
考
え
る
上
で
、「
ふ
り
い
づ
」
が
ど
の
よ
う
な
作
業
工
程
な
の
か
を

具
体
的
に
知
る
必
要
も
あ
る
。
以
下
、
特
に
こ
の
二
点
を
視
座
と
し
て
論
を

進
め
る
。

喀
血
・
紅
涙
と
紅
花
染
色
の
「
ふ
り
い
づ
」

　

で
は
ま
ず
、
喀
血
・
紅
涙
と
、
紅
花
染
色
の
「
ふ
り
い
づ
」
が
、
ど
の
よ

う
な
表
現
的
連
関
性
を
も
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、前
掲
し
た
『
古
今
集
』

の
二
首
を
も
と
に
検
討
し
た
い
。

　
『
古
今
集
』
一
四
八
番
歌
の
「
思
ひ
い
づ
る
」
は
、「
恋
人
を
思
う
時
」、
あ

る
い
は
、「
昔
の
こ
と
を
思
い
出
す
と
き
」
と
も
解
さ
れ
る*12

。
そ
の
い
ず
れ
が

妥
当
な
解
釈
か
、
簡
単
に
は
定
め
が
た
い
。
し
か
し
無
心
に
読
め
ば
、
当
歌

の
激
し
い
慟
哭
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
、
や
は
り
懐
旧
の
念
よ
り
も
、
不
遇
の

恋
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
平
安
朝
和
歌
に
お
い
て
、
紅
涙
（
血
涙
）
は

も
っ
ぱ
ら
恋
歌
に
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
っ
た*13

。
こ
の
点
も
勘
案
す
る
と
、
や

は
り
「
思
ひ
い
づ
る
」
は
恋
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
措
定
す
る
と
、「
あ
な
た
を
想
っ
て
感
極
ま
り
、
声
を

振
り
絞
っ
て
泣
い
て
い
る
」
と
伝
え
る
こ
と
が
、
こ
の
歌
の
趣
意
だ
と
言
え

る
。
そ
し
て
、
紅
涙
を
流
す
人
の
姿
が
、
常
緑
の
常
盤
山
を
喀
血
に
よ
っ
て

紅
に
染
め
よ
う
か
と
い
う
ほ
ど
声
を
ふ
り
絞
っ
て
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
に
重
ね

ら
れ
る
の
で
あ
る*14

。
や
や
説
明
的
に
現
代
語
訳
す
れ
ば
、「
あ
な
た
を
想
う
と
、

私
は
、
常
盤
山
を
喀
血
に
よ
っ
て
染
め
る
が
ご
と
く
声
を
絞
っ
て
鳴
く
ほ
と

と
ぎ
す
の
よ
う
に
、
声
を
あ
げ
、
紅
の
涙
を
流
し
て
い
ま
す
」
な
ど
と
な
る

だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
五
九
八
番
歌
も
同
様
に
、
恋
に
泣
く
人
の
様
子
を
、「
紅
の
ふ
り
い

づ
」
に
絡
め
て
詠
み
、
紅
涙
を
連
想
さ
せ
る
。
そ
し
て
、「
私
の
袖
の
色
だ
け

が
濃
く
な
っ
て
い
く
」
と
し
、
あ
ふ
れ
る
涙
の
量
や
、
紅
涙
の
色
の
深
さ
に

よ
っ
て
、
悲
嘆
の
極
み
を
表
現
し
て
い
る
。

　

他
に
、「
紅
の
ふ
り
い
づ
」
を
詠
む
同
時
代
の
例
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
歌

も
挙
げ
ら
れ
る*15

。

秋
深
き
も
み
ぢ
の
色
の
紅
に
ふ
り
い
で
て
な
く
鹿
の
声
か
な

（
躬
恒
・
二
五
九
）

秋
の
野
は
唐
紅
に
な
り
に
け
り
鹿
ふ
り
い
で
て
な
き
そ
め
し
よ
り

（
元
真
・
一
六
九
）

こ
れ
ら
は
、
人
事
を
絡
ま
せ
な
い
季
節
歌
だ
が
、
野
山
の
景
と
、
鹿
が
鮮
血

を
振
り
絞
る
ほ
ど
声
を
あ
げ
て
鳴
く
様
子
を
あ
わ
せ
詠
む
点
は
、
前
の
『
古

今
集
』
一
四
八
歌
に
通
じ
る*16

。

　

さ
て
、
こ
こ
ま
で
に
挙
げ
て
き
た
例
を
は
じ
め
、
平
安
期
和
歌
に
お
け
る

「
紅
の
ふ
り
い
づ
」
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
紅
涙
、
ま
た
は
喀
血
を
想
起

さ
せ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
、
紅
涙
や
喀
血
が
ど
の
よ
う
な
状
態
か
を
改
め
て

考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
体
の
外
に
血
を
放
出
す
る
動
き
な
の

で
あ
る
。
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前
に
、
染
色
の
「
ふ
り
い
づ
」
に
関
す
る
現
代
の
注
釈
は
、

　

解
釈
Ａ 

染
め
る
布
を
染
料
の
中
で
振
り
、
色
を
濃
く
す
る
こ
と

　

解
釈
Ｂ 

布
か
ら
紅
染
料
を
振
り
出
す
こ
と

の
二
説
に
分
か
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
Ａ
説
と
Ｂ
説
は
、
布
に
対
す

る
染
料
の
働
き
が
真
逆
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
説
は
布
に
染
料
を
吸
収
・

浸
透
さ
せ
る
作
業
で
あ
り
、
Ｂ
説
は
染
料
を
布
か
ら
放
出
す
る
作
業
と
捉
え

ら
れ
る
。

　

紅
涙
や
喀
血
と
、染
色
作
業
と
の
表
現
上
の
連
関
性
を
鑑
み
れ
ば
、イ
メ
ー

ジ
と
し
て
合
致
す
る
の
は
Ｂ
説
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
喀
血
や
紅
涙
に
、
こ

と
さ
ら
染
色
を
絡
ま
せ
て
表
現
す
る
な
ら
ば
、
言
葉
の
上
だ
け
で
な
く
、
映

像
と
し
て
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
考
え
た
方
が
、
よ
り
説
得
力
が
あ
る
。

で
は
、
Ｂ
説
の
「
布
か
ら
染
料
を
振
り
出
す
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う

な
工
程
な
の
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、
考
え
を
掘
り
下
げ
て
い
き

た
い
。

紅
花
染
色
に
お
け
る
「
ふ
り
い
づ
」
の
実
際

　
「
ふ
り
い
づ
」
に
つ
い
て
Ｂ
説
を
採
る
『
角
川
古
語
大
辞
典
』（
前
掲
）
は
、

顕
昭
『
古
今
集
註
』
を
参
考
と
し
た
旨
を
明
記
し
て
い
る
。
で
は
以
下
に
、

そ
の
顕
昭
説
を
確
認
し
た
い
。
顕
昭
は
、『
古
今
集
』
一
四
八
番
歌
の
「
唐
紅

の
ふ
り
い
で
て
」
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る*17

。

私
云
、
ふ
り
で
と
は
、
ふ
で
と
て
布
の
さ
い
で
を
染
め
て
、
そ
れ
を
を

ろ
し
て
衣
を
ば
染
む
れ
ば
、
ふ
り
で
と
は
言
ふ
な
り
。

　
「
布
の
さ
い
で
（
裂
帛
／
裂
布
）」
と
は
、
細
か
く
切
っ
た
布
を
指
す
。
つ

ま
り
こ
こ
で
は
、
細
切
れ
の
布
を
「
ふ
で
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
に
な
る*18

。

こ
れ
と
同
様
に
、
毘
沙
門
堂
本
『
古
今
集
註*19

』
に
も
、「
紅
の
ふ
り
で
」
の
注

釈
と
し
て
、「
紅
の
ふ
り
で
と
云
は
、
紅
を
ば
布
切
に
染
つ
け
て
を
く
也
。
ふ

り
で
と
云
也
。
為
武
云
、
な
ま
女
房
は
是
を
た
だ
ふ
で
と
云
也
。
私
に
案
之
、

金
葉
に
紅
ノ
筆
と
い
へ
る
も
是
な
め
り
」
と
記
し
た
箇
所
が
あ
る*20

。

　

顕
昭
は
、「
ふ
で
」
と
称
さ
れ
る
こ
ま
切
れ
の
布
を
紅
に
染
め
、
そ
の
「
ふ

で
」
を
「
を
ろ
し
て
衣
を
ば
染
む
」
と
言
う
。「
を
ろ
す
」
と
は
、「
布
を
水

に
浸
け
て
、
再
び
染
料
を
放
つ
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
工
程
に
つ

い
て
、
以
下
、
古
代
染
色
研
究
分
野
で
の
説
を
確
認
し
た
い
。

　

前
田
千
寸
氏
は*21

、
紅
花
の
保
存
に
つ
い
て
、「
紅
花
は
採
取
し
た
ま
ま
長
く

貯
蔵
す
れ
ば
紅
色
素
が
浸
出
し
な
く
な
る
の
で
、
貯
蔵
の
為
に
は
一
首
の
加

工
を
施
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
し
、
そ
の
加
工
法
を
数
例
挙
げ
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
紅
花
の
花
弁
に
水
分
を
与
え
、
よ
く
衝
い
た
上
で
団
子
状
に
ま

る
め
、
乾
燥
さ
せ
る
方
法
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
花
餅
」
と
呼
ば
れ
、
山
形
な

ど
で
現
在
も
行
わ
れ
て
い
る
貯
蔵
法
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
で
こ
の
加
工

が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
お
お
よ
そ
江
戸
時
代
以
降
と
考
え
ら
れ

て
い
る*22

。
前
田
氏
は
他
に
、
以
下
の
よ
う
な
加
工
方
法
を
挙
げ
て
い
る
。

綿
、
或
い
は
麻
屑
に
染
め
つ
け
、（
中
略
）
乾
燥
し
て
貯
蔵
し
、
使
用
の

時
こ
れ
に
藁
灰
汁
を
加
え
て
溶
解
さ
せ
、
こ
れ
に
酢
を
加
え
て
暫
時
放

置
す
れ
ば
紅
色
を
呈
す
る
と
同
時
に
沈
殿
を
生
ず
る
。
そ
の
機
を
捕
え

て
被
染
物
を
浸
し
て
、（
中
略
）
染
め
る
こ
と
も
出
来
る
。

　

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
、「
紅
を
染
め
付
け
た
綿
や
麻
屑
を
乾
燥
さ
せ
、
使

用
す
る
際
に
こ
こ
か
ら
染
料
を
溶
解
さ
せ
る
」
と
い
う
内
容
は
、
顕
昭
説
の

言
う
「
ふ
り
で
」
に
合
致
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
顕
昭
は
詳
述
し
て
い
な
い

が
、
前
田
氏
の
記
す
よ
う
に
、
布
か
ら
紅
染
料
を
戻
す
際
に
は
、
真
水
で
は

な
く
藁
灰
汁
の
溶
解
液
（
藁
の
灰
を
水
に
浸
し
、
漉
し
た
溶
液
）
が
使
用
さ

れ
る*23

。
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さ
て
、
こ
こ
で
気
に
か
か
る
の
は
、
顕
昭
の
説
く
工
程
が
、
時
代
的
に
い

つ
ご
ろ
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
一
般
的
に
染
色
作
業

の
相
伝
は
、
口
伝
や
経
験
則
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
文
献
に
よ
る
確
認

は
、
時
代
を
遡
る
ほ
ど
難
し
い
。
た
と
え
ば
、『
延
喜
式
』
縫
殿
寮
雑
染
用
度

条
に
は
、
各
色
彩
の
染
色
に
必
要
な
材
料
と
分
量
が
記
さ
れ
る
の
み
で
、
詳

し
い
作
業
工
程
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
前
掲
し
た
顕
昭
『
古
今
集

註
』
の
他
、
中
世
期
の
『
古
今
集
』
注
釈
に
は
、
少
な
か
ら
ず
以
下
の
よ
う

な
記
述
が
確
認
で
き
る*24

。

　
　

・
藤
原
定
家
『
顕
註
密
勘
』

　
　
　

唐
紅
の
ふ
り
で
ゝ
ぞ
な
く
と
は
、
紅
に
ふ
り
で
と
云
事
の
あ
れ
ば
そ

へ
て
よ
む
也
。
或
人
云
、
ふ
り
で
と
は
紅
の
濃
き
色
也
。
常
に
は
紅

を
お
ろ
し
て
白
布
に
そ
め
た
る
を
ば
、
ふ
り
で
と
い
ふ
。
そ
れ
を
申

す
。

　
　

・『
古
今
集
素
伝
懐
中
抄
』

　
　
　

か
ら
く
れ
な
ゐ
の
ふ
り
い
で
ゝ
と
は
、
く
れ
な
ゐ
を
布
切
に
染
を
き

て
、
物
色
を
そ
む
る
を
り
、
彼
ぬ
の
ゝ
き
れ
を
ふ
れ
ば
い
ろ
の
い
づ

る
な
り
。
仍
か
ら
く
れ
な
ゐ
の
ふ
り
い
で
ゝ
と
は
よ
め
る
な
り
。

　
　

・
飛
鳥
井
雅
俊
『
古
今
栄
雅
抄
』

　
　
　

紅
を
布
に
染
め
付
て
、
お
ろ
し
て
染
る
時
ふ
り
だ
す
も
の
な
れ
ば
、

ふ
り
出
て
ぞ
鳴
と
ほ
と
ゝ
ぎ
す
に
よ
せ
た
り
。

　

以
上
の
注
釈
は
、
い
ず
れ
も
「
唐
紅
の
ふ
り
い
で
て
」
に
つ
い
て
、
概
ね

同
様
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。た
と
え
ば
、『
素
伝
懐
中
抄
』の
波
線
部
は
、「
紅

を
布
切
れ
に
染
め
て
お
い
て
、
染
色
の
際
に
、
そ
の
布
切
れ
を
（
水
の
中
で
）

振
る
と
色
が
出
る
」
と
い
う
解
説
で
あ
る
。
ま
た
、
最
後
に
挙
げ
た
『
栄
雅

抄
』
の
波
線
部
は
、
や
や
言
葉
足
ら
ず
だ
が
、
他
の
古
注
を
参
考
に
補
え
ば
、

「
布
に
染
め
つ
け
て
お
い
た
紅
を
水
に
戻
す
時
、
布
か
ら
振
り
出
す
の
で
」

と
読
め
る
。
こ
れ
ら
と
顕
昭
説
か
ら
、「
ふ
り
で
」
の
工
程
は
、
少
な
く
と
も

平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
・
室
町
期
あ
た
り
に
は
行
わ
れ
、
一
般
に
よ
く
知
ら
れ

て
い
た
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

で
は
、「
紅
の
ふ
り
い
づ
」
と
い
う
表
現
が
確
認
さ
れ
始
め
る
、
平
安
前
期

は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
中
世
以
前
の
、
上
代
・
中
古
期
に
つ
い
て
は
、
こ
の
作

業
に
つ
い
て
直
接
言
及
し
た
文
献
が
確
認
で
き
な
い
た
め
、
間
接
的
な
情
報

に
よ
っ
て
推
測
し
た
い
。

　

た
と
え
ば
、
次
の
『
古
今
集
』
に
見
え
る
貫
之
の
歌
は
、
平
安
前
期
に
お

い
て
、
紅
染
料
を
灰
汁
で
戻
す
作
業
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
証
左
と
な
る
。

紅
に
染
め
し
心
も
た
の
ま
れ
ず
人
を
あ
く
に
は
う
つ
る
て
ふ
な
り

（
古
今
・
雑
体
・
一
〇
四
四 

貫
之
）

　

当
歌
は
、「
あ
く
」
に
「
飽
く
」
と
「
灰
汁
」
と
を
掛
け
、
藁
灰
な
ど
の
灰

汁
に
浸
け
る
と
、
紅
に
染
め
付
け
た
衣
か
ら
色
素
が
抜
け
る
こ
と
を
、
恋
人

の
心
の
う
つ
ろ
い
に
重
ね
て
い
る*25

。
ま
た
、
吉
岡
幸
雄
氏
に
よ
れ
ば*26

、
貯
蔵

用
と
し
て
紅
で
染
め
た
麻
布
は『
正
倉
院
目
録
』に
も
見
え
、「
烟え
ん

子じ
（
烟
支
）」

と
記
さ
れ
る
も
の
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
布
に
染
め
付
け
る

紅
の
保
存
方
法
、
お
よ
び
、
そ
れ
を
戻
し
て
染
め
る
工
程
は
、
既
に
奈
良
時

代
に
は
行
わ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。

　

以
上
か
ら
推
測
す
る
と
、
顕
昭
の
説
い
た
Ｂ
説
の
染
色
工
程
は
、「
紅
の
ふ

り
い
づ
」
と
い
う
表
現
が
散
見
さ
れ
始
め
る
平
安
前
期
に
も
行
わ
れ
て
い
た

可
能
性
が
高
い
。
さ
ら
に
Ｂ
説
の
作
業
は
、
他
の
染
料
に
は
な
い
紅
花
染
色

特
有
の
工
程
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
Ａ
説
、
Ｂ
説
の
い
ず
れ
が
妥
当
か
を
判

断
す
る
上
で
、非
常
に
重
要
で
あ
る
。「
ふ
り
い
づ
」
が
、前
述
し
た
Ａ
説
「
布

を
染
料
の
中
で
振
る
こ
と
」
を
指
す
な
ら
ば
、他
の
さ
ま
ざ
ま
な
色
彩
が
「
ふ
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り
い
づ
」
と
同
時
に
詠
ま
れ
る
例
を
確
認
で
き
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

染
色
を
背
景
と
す
る
「
ふ
り
い
づ
」
が
詠
ま
れ
る
際
、
そ
の
色
彩
は
も
っ
ぱ

ら
紅
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
こ
れ
は
紅
花
染
色
だ
け
に
特
徴
的

な
作
業
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
と
察
せ
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
点

も
Ｂ
説
の
優
位
性
を
高
め
る
ひ
と
つ
の
要
素
と
な
る
。

　

ま
た
、Ｂ
（
２
）
説
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
前
に
、「
ふ
り
い
づ
」

を
、「
結
晶
さ
せ
た
紅
を
水
に
溶
く
こ
と
」
と
し
た
注
釈
を
Ｂ
（
２
）
説
と
し

た
。
た
し
か
に
紅
花
の
染
料
を
沈
殿
さ
せ
、
凝
固
さ
せ
た
固
形
の
紅
は
、
化

粧
品
や
顔
料
と
し
て
使
用
で
き
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
一
旦
凝
固

さ
せ
た
紅
で
染
液
を
作
る
と
い
う
方
法
は
、
管
見
の
限
り
見
出
す
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た*27

。
よ
っ
て
、
こ
れ
を
穏
当
な
説
と
見
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え

る
。

注
釈
が
揺
ら
ぐ
過
程

　

さ
て
、
以
上
の
検
討
か
ら
、
紅
花
染
色
の
「
ふ
り
い
づ
」
は
、
Ｂ
説
「
紅

の
染
色
工
程
に
お
い
て
、
一
度
こ
ま
切
れ
の
布
に
染
め
た
紅
の
色
素
を
、
再

度
放
出
す
る
こ
と
」
と
見
る
の
が
穏
当
だ
と
結
論
し
た
い
。
ま
た
、
こ
こ
ま

で
に
挙
げ
た
諸
注
釈
を
は
じ
め
、
中
世
期
の
古
注
釈
を
概
観
す
る
と
、「
紅
の

ふ
り
い
づ
」
へ
の
見
解
は
、
概
ね
Ｂ
説
で
一
定
し
て
い
る
。
で
は
、
そ
の
解

釈
は
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
揺
ら
ぎ
始
め
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

例
え
ば
、前
掲
し
た
貫
之
歌
の
下
句
「
人
を
あ
く
に
は
う
つ
る
て
ふ
な
り
」

（
古
今
・
雑
体
・
一
〇
四
四
）
の
よ
う
に
、「
紅
を
灰
汁
で
戻
す
」
こ
と
を
踏

ま
え
た
歌
は
少
な
く
な
い
。
中
世
期
頃
ま
で
は
、
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
用
例
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
そ
の
内
の
四
首
を
例
と
し
て
挙
げ
る
。

　
　

題
し
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず

か
ぎ
り
な
く
思
ひ
そ
め
て
し
紅
の
人
を
あ
く
に
ぞ
か
へ
ら
ざ
り
け
る

（
拾
遺
・
恋
五
・
九
七
八
）

　
　

初
恋

ふ
り
い
で
て
言
ひ
そ
め
つ
れ
ば
紅
の
あ
く
け
な
く
て
も
か
へ
り
ぬ
る
か
な

（
散
木
奇
歌
・
一
一
七
八
）

紅
の
濃
染
の
衣
あ
く
た
れ
て
ま
た
こ
と
づ
ま
に
な
に
う
つ
る
ら
ん

（
新
撰
六
帖
・
一
三
七
〇
「
こ
と
人
を
お
も
ふ
」）

　
　

新
し
き
年
の
初
雪
の
下

あ
く
と
い
ふ
色
に
う
つ
ら
ぬ
山
桜
こ
や
紅
に
染
め
ぬ
色
な
る

（
雪
玉
・
六
八
二
）

　

し
か
し
近
世
期
に
入
る
と
用
例
数
は
減
少
し
、
広
く
詠
ま
れ
る
表
現
で
は

な
く
な
っ
て
い
っ
た
と
推
察
さ
れ
る*28

。
以
下
、
近
世
期
の
わ
ず
か
な
例
か
ら

二
首
挙
げ
る
。

紅
に
染
め
し
木
の
葉
も
あ
く
た
川
流
れ
て
も
と
の
色
は
と
ま
ら
ず

（
林
葉
累
塵
・
五
九
六
・
僧
禅
秀
）

二
月
や
八
重
咲
く
梅
の
紅
に
う
た
て
灰
さ
す
野
辺
の
あ
く
た
火

（
藤
簍
冊
子
（
秋
成
）・
一
一
四
二
）

　

こ
の
用
例
数
の
変
化
か
ら
、
近
世
期
に
は
、「
紅
の
ふ
り
い
づ
」
と
い
う
表

現
へ
の
関
心
が
薄
ら
い
で
い
っ
た
可
能
性
が
読
み
取
れ
る
。
で
は
、
近
世
期

の
『
古
今
集
』
注
釈
で
は
、「
紅
の
ふ
り
い
づ
」
を
ど
う
捉
え
て
い
る
だ
ろ
う

か
。
主
要
な
書
を
数
例
確
認
し
た
い*29

。

　

ま
ず
、
契
沖
『
余
材
抄
』
は
、

常
に
は
紅
を
お
ろ
し
て
き
ぬ
に
そ
め
た
る
を
、
そ
れ
を
お
ろ
し
て
又
そ

む
る
を
ふ
り
て
と
い
ふ
と
、
顕
註
に
か
ゝ
れ
た
る
を
定
家
卿
も
さ
や
う

に
聞
侍
り
き
と
同
心
な
り
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と
、
顕
昭
説
を
引
き
、
そ
の
説
を
定
家
も
踏
襲
し
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
、

こ
れ
に
従
う
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
。
ま
た
、北
村
季
吟
『
古
今
集
拾
穂
抄
』
は
、

「
紅
花
を
布
な
ど
に
染
付
て
ふ
り
出
す
物
也
」
と
し
、『
後
水
尾
院
古
今
集
聞

書
』
に
も
、「
ふ
り
い
で
て
鳴
と
は
紅
は
物
に
染
付
て
を
き
て
、
ふ
り
出
し
ふ

り
出
し
染
る
物
な
り
」
な
ど
と
あ
る
。
こ
れ
ら
も
中
世
期
の
諸
注
釈
と
同
様

で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
賀
茂
真
淵
『
古
今
和
歌
集
打
聴
』
に
は
、
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

紅
を
染
め
る
に
は
、
絹
を
紅
の
汁
に
打
入
れ
て
、
或
は
よ
く
も
み
、
或

は
い
く
ら
も
よ
く
振
ご
と
に
、
色
の
染
出
る
も
の
ゆ
ゑ
に
い
へ
り

　

こ
の
注
釈
は
「
ふ
り
い
づ
」
を
、「
絹
を
紅
の
染
液
の
中
に
入
れ
て
、
揉
ん

だ
り
振
っ
た
り
す
る
こ
と
」
と
取
っ
て
お
り
、
管
見
の
限
り
、
こ
れ
が
前
述

Ａ
説
の
初
見
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
金
子
氏
『
評
釋
』
は
、
こ
の
馬
淵
説
に

従
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る*30

。
こ
う
し
た
記
述
か
ら
察
す
る
に
、
染
色
に
関
連

す
る
「
ふ
り
い
づ
」
の
実
態
が
不
明
瞭
に
な
り
、
徐
々
に
説
が
枝
分
か
れ
し

は
じ
め
た
の
は
、
近
世
中
期
以
降
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
近
現
代
に
至
り
、

次
第
に
Ａ
説
を
採
る
注
釈
が
増
え
た
こ
と
で
、
解
釈
が
二
説
に
分
か
れ
て
し

ま
っ
た
の
だ
と
察
せ
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
紅
花
染
色
の
「
ふ
り
い
づ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
作
業
な
の
か
検
討

し
、
こ
れ
は
「
一
度
紅
の
染
料
を
染
み
込
ま
せ
た
布
か
ら
、
再
び
色
素
を
振

り
戻
す
こ
と
」
と
見
る
の
が
穏
当
と
論
じ
て
き
た
。
ま
た
、
染
色
工
程
に
お

い
て
布
か
ら
紅
の
色
素
を
放
つ
こ
と
と
、
紅
涙
・
喀
血
と
い
っ
た
、
血
液
が

体
外
に
放
出
さ
れ
る
こ
と
と
の
イ
メ
ー
ジ
的
な
共
通
性
に
も
触
れ
た
。
さ
ら

に
、
染
色
の
「
ふ
り
い
づ
」
に
関
す
る
見
解
は
、
中
世
期
ご
ろ
ま
で
の
古
注

釈
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
世
、
近
代
、

現
代
と
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
次
第
に
二
つ
の
説
に
枝
分
か
れ
し
て
し
ま
っ

た
と
い
う
、注
釈
史
上
の
問
題
も
指
摘
し
た
。
す
な
わ
ち
、近
世
中
期
に
「
染

料
の
中
で
布
を
振
る
」
と
い
う
説
が
浮
上
し
、
や
や
曖
昧
な
形
で
こ
れ
に
追

従
す
る
注
釈
が
増
え
、
現
代
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

本
稿
冒
頭
部
分
の
繰
り
返
し
と
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
過
程
で
注
釈
に
揺

ら
ぎ
が
生
じ
た
要
因
の
ひ
と
つ
は
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
て
、
染
色
が
日
常

風
景
で
は
な
く
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
だ
と
言
え
る
。
実
際
、『
古
今
集
』

一
四
八
番
歌
「
唐
紅
の
ふ
り
い
で
て
ぞ
な
く
」
を
解
釈
す
る
に
あ
た
り
、
小

町
谷
照
彦
氏
は*31

、「『
顕
註
密
勘
』
の
言
う
「
二
度
染
め
る
」
と
い
う
見
解
は

い
か
が
か
」
と
い
う
考
え
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
紅
花
染
色
の
実
作
業

を
知
れ
ば
、「
二
度
染
め
る
（
一
度
紅
に
染
め
た
布
か
ら
、
再
び
染
液
を
作
っ

て
別
の
布
を
染
め
る
）」
と
い
う
点
こ
そ
、「
ふ
り
い
づ
」
の
解
説
に
不
可
欠

な
の
だ
と
理
解
で
き
る
。

　

今
回
扱
っ
た
「
紅
の
ふ
り
い
づ
」
の
よ
う
に
、
古
典
文
学
作
品
の
色
彩
・

染
色
に
関
す
る
研
究
史
を
概
観
す
る
と
、
古
注
釈
以
来
積
み
重
ね
ら
れ
て
き

た
成
果
が
、
近
現
代
に
至
っ
て
や
や
後
退
し
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
も
、

ま
ま
あ
る*32

。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
色
彩
に
関
す
る
場
だ
け
で
は
な

く
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
起
こ
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

古
典
文
学
作
品
が
ど
の
よ
う
に
生
成
さ
れ
た
の
か
を
検
討
す
る
際
に
は
、

時
代
が
下
る
と
と
も
に
薄
れ
て
ゆ
く
感
覚
を
、
考
え
う
る
種
々
の
方
法
に

よ
っ
て
繰
り
戻
し
て
い
く
こ
と
が
、
や
は
り
非
常
に
重
要
で
あ
る
。
現
存
す

る
和
歌
の
用
例
調
査
や
、
諸
文
献
の
精
査
を
踏
ま
え
て
も
、
解
決
で
き
な
い

事
例
は
多
々
あ
る
。
し
か
し
、
今
回
の
テ
ー
マ
の
よ
う
に
、
納
得
の
い
く
理
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解
に
た
ど
り
つ
け
る
場
合
も
、
お
そ
ら
く
少
な
く
は
な
い
だ
ろ
う
。

［
資
料
出
典
、
そ
の
他
］

・
和
歌
は
す
べ
て
新
編
国
歌
大
観
Ｃ
Ｄ
‐
Ｒ
Ｏ
Ｍ
に
よ
る
が
、一
部
私
に
表
記
を
改
め
た
。

・
諸
注
釈
の
出
典
は
、
注
に
記
す
。
注
釈
本
文
は
読
解
の
便
宜
上
、
一
部
私
に
表
記
を

改
め
、
句
読
点
を
施
し
た
。
ま
た
、
引
用
本
文
中
の
傍
線
等
は
、
す
べ
て
筆
者
に
よ
る
。

［
注
］

*1　

拙
稿
「
平
安
朝
和
歌
の
生
成
と
染
色
・
染
料
―
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
「
紫
」
を
め

ぐ
る
贈
答
歌
を
中
心
と
し
て
―
」（
小
山
利
彦
氏
編
著
『
王
朝
文
学
を
彩
る
軌
跡
』
所

収
、
武
蔵
野
書
院
二
〇
一
四
年
）
に
お
い
て
も
、
同
様
の
疑
問
を
扱
っ
た
。
こ
こ
で
は
、

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
作
中
和
歌
を
題
材
と
し
、
和
歌
の
表
現
生
成
に
、
紫
草
の
染
料
と

し
て
の
特
性
や
、
染
色
の
時
季
・
工
程
が
、
ど
う
か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
を
論
じ
て

い
る
。

*2　

工
藤
重
矩
氏
は
、『
古
今
集
』
一
四
八
番
歌
の
「
ふ
り
い
で
て
」
は
、「
山
か
ら
飛

ん
で
出
て
」
と
解
釈
す
べ
き
と
論
じ
ら
れ
た
（「
古
今
集
一
四
八
「
唐
紅
の
ふ
り
い
で

て
ぞ
鳴
く
」
の
解
釈
―
和
歌
解
釈
の
方
法
」（『
文
学
・
語
学
』
第
一
〇
三
号
、

一
九
八
四
年
十
一
月
））。
し
か
し
赤
羽
学
氏
は
、
工
藤
氏
が
「
唐
紅
に
」
の
表
現
的

機
能
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
点
な
ど
に
疑
問
を
呈
さ
れ
た
。そ
し
て
、「
唐

紅
」
の
色
の
イ
メ
ー
ジ
と
「
声
を
ふ
り
し
ぼ
る
こ
と
」
と
が
喀
血
を
想
起
さ
せ
る
と

い
う
、
従
来
の
説
が
妥
当
だ
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
（「『
古
今
集
』
一
四
八
「
唐
紅
の

ふ
り
い
で
て
ぞ
鳴
く
」
の
解
釈
私
見
」（『
文
学
・
語
学
』
第
一
〇
七
号
、
一
九
八
五

年
十
一
月
））。
本
稿
で
は
、
赤
羽
氏
の
論
を
穏
当
と
考
え
、
従
来
の
説
に
従
い
た
い
。

*3　

金
子
元
臣
氏
『
古
今
和
歌
集
評
釋
』（
明
治
書
院
一
九
二
七
年
）。

*4　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
今
和
歌
集
』（
小
学
館
一
九
九
四
年
）
一
四
八
番
頭

注
。

*5　

片
桐
洋
一
氏
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』（
講
談
社 

一
九
九
八
年
）。
こ
こ
に
引
用
し

た
片
桐
氏
の
注
釈
は
、
や
や
具
体
的
な
作
業
内
容
が
掴
み
に
く
い
。
し
か
し
、『
古
今

集
』
五
九
八
番
歌
に
つ
い
て
、「
染
料
の
溶
液
の
中
で
布
を
激
し
く
振
っ
て
染
め
る
の

で
」
と
解
説
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
四
八
番
歌
の
注
釈
も
解
釈
Ａ
に
相
当
す
る
と

判
断
し
た
。

*6　
『
角
川
古
語
大
辞
典
』（
角
川
書
店
一
九
八
二
年
）。

*7　

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌
集
』（
岩
波
書
店
一
九
八
九
年
）
一
四
八
番
脚

注
。

*8　
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
角
川
書
店
一
九
九
九
）。「
ふ
り
い
づ
」
の
執
筆
担
当

は
廣
井
理
加
氏
。

*9　
『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』（
小
学
館 

二
〇
〇
〇
年
）。

*10　

窪
田
空
穂
氏
『
古
今
和
歌
集
評
釈
』（
角
川
書
店
一
九
六
五
年
）。

*11　

小
町
谷
照
彦
氏
「
思
ひ
出
づ
る
と
き
は
の
山
の
郭
公
」（『
国
文
学
―
解
釈
と
教
材

の
研
究
』
巻
三
五
―
一
二
号
、
二
〇
〇
二
年
十
月
）。

*12　

近
現
代
の
主
だ
っ
た
注
釈
で
は
、
竹
岡
正
夫
氏
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』（
右
文
書

院
一
九
七
六
年
）、前
掲
注
（
５
）
片
桐
氏
著
書
、前
掲
注
（
11
）
小
町
谷
氏
論
が
「
懐

旧
の
念
」
説
を
採
り
、
前
掲
注
（
３
）
金
子
氏
著
書
、
前
掲
注
（
４
）
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
が
「
恋
人
を
思
う
時
」
と
し
て
い
る
。

*13　

紅
涙
（
血
涙
）
が
、
和
歌
に
お
い
て
は
も
っ
ぱ
ら
悲
恋
に
流
す
涙
の
形
容
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
拙
稿
「
紅
の
涙
と
墨
染
の
衣
―
『
源
氏
物
語
』
総
角
巻

の
描
写
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
文
学
・
語
学
』
第
一
八
四
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月
）
に

詳
述
し
た
。

*14　
『
古
今
集
』
一
四
八
番
歌
が
、「
ほ
と
と
ぎ
す
の
喀
血
に
よ
っ
て
常
盤
山
が
染
ま
る
」

と
い
う
意
を
も
つ
と
い
う
点
は
、
前
掲
注
（
12
）
の
諸
注
釈
な
ど
に
示
さ
れ
て
い
る
。

*15　

藤
岡
忠
美
・
徳
原
茂
実
両
氏
『
躬
恒
集
注
釈
』（
貴
重
本
刊
行
会
二
〇
〇
三
年
）
で

は
、
二
五
九
番
歌
の
「
紅
の
ふ
り
い
で
て
な
く
」
を
、「
声
を
は
り
あ
げ
る
の
意
と
、

紅
色
の
染
料
を
水
に
と
か
し
て
衣
を
染
め
る
の
意
を
掛
け
る
」
と
解
説
し
て
い
る
。
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こ
れ
は
前
述
Ｂ
説
、
あ
る
い
は
Ｂ
（
２
）
説
に
あ
た
る
。
ま
た
、
本
文
に
引
用
し
た

類
例
の
他
、『
大
和
物
語
』
に
も
、「
鹿
の
音
は
い
く
ら
ば
か
り
の
紅
ぞ
ふ
り
い
づ
る

か
ら
に
山
の
染
む
ら
ん
」（
一
二
七
段
）
が
確
認
で
き
る
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『
大
和
物
語
』
の
頭
注
で
は
、「
ふ
り
い
づ
る
」
を
、「「
声
高
く
鳴
く
」
意
と
「
く
れ

な
い
を
水
に
ふ
り
出
し
て
染
め
る
」
と
い
う
意
の
掛
詞
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
前

述
Ｂ
説
に
あ
た
る
。

*16　
「
喀
血
が
山
の
木
々
を
染
め
る
」
と
表
現
す
る
な
ら
ば
、
ほ
と
と
ぎ
す
を
詠
む
『
古

今
集
』
一
四
八
番
歌
よ
り
も
、
秋
の
紅
葉
と
鹿
を
詠
む
こ
れ
ら
の
歌
の
方
が
発
想
と

し
て
自
然
で
あ
る
。
翻
せ
ば
、「
夏
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ほ
と
と
ぎ
す
が
常
盤
山
を
染

め
る
ほ
ど
鳴
く
」
と
詠
む
点
に
、
古
今
集
歌
の
特
色
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

*17　
『
顕
昭
古
今
集
註
』（『
続
々
群
書
類
従
第
十
五
』
所
収
、
続
群
書
類
従
完
成
会

一
九
八
四
年
）。

*18　

顕
昭
は
、「
ふ
り
で
」
に
関
す
る
注
釈
と
し
て
、
本
文
中
に
引
用
し
た
解
説
の
後
に
、

「
染
色
に
用
い
る
「
ふ
で
」」
に
、「
文
章
を
書
く
た
め
の
「
筆
」」
の
意
を
添
え
る
と

し
、『
顕
註
密
勘
』も
同
説
を
踏
襲
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
ふ
り
で
」に
筆
記
具
の「
筆
」

に
重
ね
て
詠
ん
だ
と
い
う
注
釈
部
分
は
、
従
い
が
た
い
も
の
と
考
え
る
。
後
代
の
古

注
釈
、
お
よ
び
近
現
代
注
釈
も
、
こ
の
点
は
引
き
継
い
で
い
な
い
。

*19　

国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
中
世
古
今
和
歌
集
の
世
界
―
毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注
を

ひ
も
と
く
』（
勉
誠
出
版
二
〇
一
八
年
）
所
収
の
翻
刻
に
拠
る
。
な
お
、
同
書
所
収
、

山
本
登
朗
氏
「
複
合
体
と
し
て
の
『
毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注
』
―
そ
の
性
格
と
成
立
」

は
、『
毘
沙
門
堂
本
古
今
集
注
』
が
ほ
ぼ
現
在
の
形
と
な
っ
た
の
は
、
鎌
倉
時
代
後
期

あ
た
り
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

*20　

確
か
に
、
毘
沙
門
堂
本
『
古
今
集
註
』
が
指
摘
し
た
『
金
葉
集
』
の
例
を
は
じ
め
、

平
安
後
期
か
ら
中
世
・
近
世
期
の
和
歌
に
は
、
少
数
な
が
ら
「
紅
の
ふ
で
」
を
詠
む

も
の
が
確
認
で
き
る
。
以
下
に
三
例
を
挙
げ
る
。

　
　
　

ふ
み
そ
め
て
思
ひ
か
へ
り
し
紅
の
ふ
で
の
す
さ
み
を
い
か
で
見
せ
け
ん

（
金
葉
二
・
恋
上
・
三
七
三 

内
大
臣
家
小
大
進
）

　

人
の
消
息
し
た
り
け
る
返
事
を
、
物
か
き
け
る
ふ
で
の
つ
い
で
に
朱
に
て
か

き
て
や
れ
り
け
れ
ば
、
お
し
か
へ
し
て
、
松
の
煙
の
色
の
く
れ
な
ゐ
な
る
よ

し
を
い
へ
り
け
る
返
事
に

　
　
　

墨
の
色
の
紅
深
く
見
え
け
る
は
ふ
で
を
そ
め
つ
つ
か
け
ば
な
る
ら
ん

（
続
詞
花
・
戯
咲
・
九
八
〇 

玄
範
聖
人
）

　
　
　

紅
の
よ
そ
な
る
色
は
し
ら
れ
ね
ば
ふ
で
に
こ
そ
ま
づ
そ
め
は
じ
め
つ
れ

（
山
家
・
一
四
九
四
）

　

従
来
、
こ
れ
ら
の
歌
の
「
紅
の
ふ
で
」
は
、「
中
国
漢
籍
に
見
る
彤
管
（
女
性
が
使
う

赤
い
筆
）
の
訓
読
」、
あ
る
い
は
「
恋
文
」
の
意
と
さ
れ
、
紅
花
染
色
に
絡
め
て
解
釈

し
た
近
現
代
の
注
釈
は
、管
見
の
限
り
見
出
せ
な
い
。し
か
し
、い
ず
れ
の
例
に
も
、「
染

む
」
と
い
う
言
葉
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
察
す
る
に
、
紅
花
染
色
の
場
で

使
用
さ
れ
る
「
ふ
で
（
ふ
り
で
）」
が
意
識
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
ま
た
、『
金
葉
集
』
の
「
ふ
み
そ
め
て
（「
染
む
」「
初
む
」
の
掛
詞
）」
や
、『
山

家
集
』
の
「
ふ
で
に
こ
そ
ま
づ
そ
め
は
じ
め
つ
れ
」
な
ど
は
、「
紅
花
染
色
の
際
、
ひ

と
ま
ず
の
段
階
で
染
め
る
布
」と
い
う
認
識
の
反
映
も
う
か
が
え
る
。
こ
の
点
か
ら
も
、

毘
沙
門
堂
本
『
古
今
集
註
』
の
指
摘
は
看
過
し
が
た
い
。

　
　

以
上
の
よ
う
に
、
和
歌
に
お
け
る
「
紅
の
ふ
で
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
更
な
る

考
察
の
余
地
が
あ
る
が
、
そ
の
追
究
は
本
稿
の
本
旨
に
逸
れ
る
た
め
、
別
稿
に
て
論

じ
た
い
。

*21　

前
田
千
寸
氏
『
日
本
色
彩
文
化
史
』「
第
一
章
染
色
用
植
物
」
の
「
紅
花
」
の
項
（
岩

波
書
店
一
九
六
〇
年
）。

*22　

鈴
木
孝
男
氏
「
紅
花
餅
と
紅
染
の
技
法
」（
中
江
克
己
氏
編
『
紅
花
染 

花
の
生
命

を
染
め
た
布
』
所
収
、
泰
流
社
一
九
七
八
年
）。

*23　

紅
花
に
含
ま
れ
る
紅
色
素
は
、
ア
ル
カ
リ
性
溶
液
で
な
け
れ
ば
溶
け
出
さ
な
い
。

よ
っ
て
、
藁
灰
の
ア
ル
カ
リ
質
を
含
ん
だ
溶
液
を
使
用
す
る
。

*24　
『
顕
註
密
勘
』（
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
22
財
団
法
人
日
本
古
典
文
学
会
。
底
本

は
中
央
大
学
図
書
館
本
））、『
古
今
集
素
伝
懐
中
抄
』（
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
22

財
団
法
人
日
本
古
典
文
学
会
。
底
本
は
東
京
大
学
文
学
部
国
語
研
究
室
蔵
本
））。『
栄

雅
抄
』
は
、
前
掲
注
（
12
）
竹
岡
氏
著
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
本
文
を
引
用
。
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*25　

た
だ
し
、
当
歌
の
「
あ
く
に
は
う
つ
る
」
に
関
し
て
、
従
来
の
注
釈
は
、
た
だ
「
灰

汁
で
紅
色
が
褪
せ
る
」
と
の
み
記
し
て
い
る
も
の
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
、

貫
之
が
染
色
に
事
寄
せ
て
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
色
が
退
色
す
る
こ
と
だ

け
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
灰
汁
に
よ
っ
て
抜
い
た
紅
を
染
料
と
し
、

ま
た
別
の
布
を
染
め
る
と
い
う
紅
の
染
色
工
程
を
、
恋
人
の
心
が
自
分
か
ら
他
者
へ

と
移
り
染
ま
っ
て
い
く
様
相
に
、
巧
み
に
呼
応
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
染
色

の
実
態
と
重
ね
合
わ
せ
る
と
、
当
歌
の
理
解
は
、
よ
り
深
ま
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
別
稿
を
期
す
。

*26　

吉
岡
幸
雄
氏
『
日
本
の
色
を
染
め
る
』（
紫
紅
社
二
〇
〇
二
年
）。

*27　

前
掲
注
（
21
）
前
田
氏
、
注
（
22
）
鈴
木
氏
、
注
（
26
）
吉
岡
氏
に
加
え
、
上
村

六
郎
「『
延
喜
式
』
の
紅
花
染
に
つ
い
て
」（『
昭
和
版
延
喜
染
鑑
』
所
収
、
岩
波
書
店

一
九
八
六
年
）、
山
崎
青
樹
氏
「
三
世
紀
以
前
に
中
国
よ
り
渡
来
し
た
紅
花
」（『
古
代

染
色
二
千
年
の
謎
と
そ
の
秘
訣
』
所
収
、
美
術
出
版
社
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
に
も
、

固
形
の
紅
を
溶
か
し
て
染
料
を
作
る
方
法
は
確
認
で
き
な
い
。

*28　

近
世
期
に
は
、
紅
花
染
色
と
灰
汁
を
詠
む
歌
の
用
例
が
少
な
い
が
、
依
然
、
灰
汁

を
用
い
た
紅
花
染
色
は
行
わ
れ
て
い
る
。
上
村
六
郎
氏
（
前
掲
注
（
27
））
は
、
慶
安

四
（
一
六
五
一
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
万
聞
書
秘
伝
書
』（
家
事
の
指
南
書
）
を
、
紅

の
染
色
法
を
詳
述
し
た
現
存
最
古
の
書
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
そ
の
『
万
聞
書
秘
伝

書
』
に
も
、「
灰
汁
を
く
ら
く
ら
と
沸
か
し
て
、
ぞ
く
布
へ
一
つ
か
け
、
絞
り
出
だ
し

て
、
紅
を
ま
た
余
の
ぞ
く
布
へ
か
く
る
な
り
」
と
、
灰
汁
に
よ
っ
て
紅
色
素
を
抽
出

す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。（『
万
聞
書
秘
伝
書
』
の
本
文
は
、
京
都
女
子
大
学
図

書
館
蔵
本
の
紙
焼
き
（
国
文
学
研
究
資
料
館
、
請
求
番
号
Ｓ
５
４
８
））
に
よ
る
。

*29　

近
世
期
注
釈
の
確
認
は
、『
古
今
和
歌
余
材
抄
』（『
古
今
集
古
注
釈
大
成　

古
今
和

歌
余
材
抄　

古
今
集
註　

古
今
秘
註
抄
』
所
収
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
一
九
七
八
年
、

底
本
は
内
閣
文
庫
蔵
本
）、『
古
今
拾
穂
抄
』（
古
今
集
注
釈
書
影
印
叢
刊
６ 

勉
成
出

版
二
〇
〇
八
年
、
底
本
は
個
人
蔵
本
）、『
後
水
尾
院
古
今
集
聞
書 

上
』（『
古
今
集
古

注
釈
書
集
成
』
所
収
、
笠
間
書
院
二
〇
〇
九
年
）、『
古
今
和
歌
集
打
聴
』（『
賀
茂
真

淵
全
集
』
第
九
巻
所
収
、
続
群
書
類
従
完
成
会
一
九
七
八
年
）
に
よ
る
。

*30　

前
掲
注
（
３
）
金
子
氏
著
書
。
な
お
、馬
淵
以
降
の
近
世
期
古
注
釈
、本
居
宣
長
『
遠

鏡
』
や
香
川
景
樹
『
正
義
』
な
ど
に
は
、
染
色
に
か
か
わ
る
「
ふ
り
い
づ
」
へ
の
言

及
が
な
い
。近
世
期
和
歌
に
お
け
る
用
例
数
の
減
少
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、染
色
の「
ふ

り
い
づ
」
に
対
す
る
関
心
の
低
下
も
察
せ
ら
れ
る
。

*31　

前
掲
注
（
11
）
の
小
町
谷
氏
論
。

*32　

拙
稿
「
水
は
括
ら
れ
た
の
か
―
在
原
業
平
「
唐
紅
に
水
く
く
る
と
は
」
の
清
濁
―
」

（『
都
留
文
科
大
学
研
究
紀
要
』
第
八
九
集
、
二
〇
一
九
年
三
月
）
で
も
、
業
平
歌
の

注
釈
史
に
対
し
て
同
様
の
指
摘
を
し
た
。

［
付
記
］

　
　

本
稿
は
和
歌
文
学
会
二
〇
一
五
年
五
月
例
会
（
於 

学
習
院
大
学
）
で
の
口
頭
発
表

に
基
づ
く
。
席
上
で
、
貴
重
な
ご
意
見
、
ご
教
示
を
賜
っ
た
諸
先
生
方
に
厚
く
御
礼

申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
執
筆
に
際
し
、
京
都
伏
見
・
染
司
よ
し
お
か
の
工
房
で
紅
花

染
色
の
工
程
を
実
見
す
る
機
会
を
い
た
だ
き
、
吉
岡
幸
雄
氏
よ
り
多
く
の
ご
教
示
を

賜
っ
た
こ
と
に
も
、
格
別
の
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
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A Study on Poem No.148 in “Kokin waka shu”:

Staining a Safflower and Expressing Japanese Poetry

MORITA, Naomi
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