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『
紫
式
部
日
記
』
に
お
け
る
〝
う
る
は
し
〟 

 

要
旨 

 

平
安
文
学
に
み
ら
れ
る
「
う
る
は
し
」
と
い
う
形
容
語
は
、
平
安
文
学
中
で
核
と

な
っ
て
活
躍
す
る
語
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
の
形
容
語
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
短
い
作

品
で
は
あ
る
が
、
平
安
時
代
の
女
流
日
記
の
代
表
作
、『
紫
式
部
日
記
』
を
取
り
上

げ
て
研
究
し
た
。
こ
の
短
い
作
品
中
に
「
う
る
は
し
」
と
い
う
言
葉
は
七
例
見
当
た

る
。
そ
の
「
う
る
は
し
」
と
い
う
讃
美
の
言
葉
の
意
味
・
対
象
・
内
容
・
美
の
種
類
・

用
法
な
ど
の
諸
相
に
つ
い
て
、
用
例
を
す
べ
て
抄
出
し
、
詳
細
に
研
究
し
た
。
す
る

と
、
こ
の
短
い
『
紫
式
部
日
記
』
中
の
「
う
る
は
し
」
か
ら
、
か
ね
て
「
う
る
は
し
」

美
は
中
国
的
美
感
の
す
る
語
と
考
え
て
い
た
が
、
こ
こ
に
唐
風
の
も
の
を
対
象
に
、

唐
風
の
美
的
表
象
が
、「
う
る
は
し
」
を
対
象
と
し
て
鮮
明
に
描
か
れ
て
い
る
の
は

一
例
の
み
で
は
な
い
。
そ
う
い
っ
た
実
例
か
ら
、「
う
る
は
し
」
と
い
う
美
の
種
類

は
中
国
的
美
で
あ
る
こ
と
を
強
化
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
意
義
深
い
。 

 

ま
た
、「
う
る
は
し
」
以
外
の
近
似
し
た
形
容
語
に
つ
い
て
も
、
用
法
の
違
い
な

ど
に
つ
い
て
触
れ
て
あ
る
。 

 

こ
の
作
品
に
み
ら
れ
る
「
う
る
は
し
」
の
対
象
と
す
る
、
女
性
の
装
束
美
や
黒
髪

の
整
髪
美
は 

こ
の
作
品
の
み
で
な
く
、『
源
氏
物
語
』
や
『
枕
草
子
』
な
ど
、
平

安
文
学
中
に
多
く
表
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
か
ら
わ
か
る
こ
と
、
そ
れ
は
、「
う

る
は
し
」
は
人
の
手
が
加
わ
っ
て
美
し
く
整
え
ら
れ
、
仕
上
っ
た
も
の
を
讃
美
す
る

言
葉
と
し
て
使
わ
れ
る
。 

 

    

北 

村 

英 

子 

 

『
紫
式
部
日
記
』
は
寛
弘
五
年
七
月
か
ら
寛
弘
七
年
正
月
ま
で
の
三
年
間
に
わ
た

る
行
事
・
盛
儀
を
、
公
的
な
立
場
か
ら
記
し
た
部
分
と
、
自
己
の
回
想
や
感
懐
を
私

的
な
立
場
か
ら
記
し
た
部
分
と
か
ら
成
る
。
特
に
寛
弘
五
年
の
中
宮
彰
子
が
敦
成
親

王
を
出
産
し
、
こ
れ
に
関
す
る
諸
行
事
に
つ
い
て
は
、
多
く
筆
を
費
や
し
、
女
性
と

し
て
の
細
か
い
観
察
眼
で
捉
え
、
詳
細
に
記
述
さ
れ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
内
容
の
女
流
日
記
作
品
に
、「
う
る
は
し
」
と
い
う
語
は
七
例
存
在
す

る
が
、
ど
の
よ
う
な
姿
・
形
で
表
れ
る
か
。 

 

「
う
る
は
し
」
の
意
味
・
対
象
・
讃
美
の
内
容
・
用
法
な
ど
の
諸
相
に
つ
い
て
追

究
し
て
い
く
。 

で
は
、
用
例
を
逐
次
揚
げ
な
が
ら
検
討
し
て
い
く
。 

 

先
ず
、
若
宮
が
誕
生
し
お
湯
殿
の
儀
式
の
場
面
で
あ
る
。 

 

① 
よ
ろ
づ
の
も
の
の
く
も
り
な
く
白
き
御
前

お

ま

へ

に
、
人
の
様
態

や
う
だ
い

、
色
あ
ひ
な
ど
さ 

へ
、
け
ち
え
ん
に
あ
ら
は
れ
た
る
を
見
わ
た
す
に
、
よ
き
墨
絵

す

み

ゑ

に
、
髪
ど
も
を

お
ほ
し
た
る
や
う
に
見
ゆ
。
い
と
ど
も
の
は
し
た
な
く
て
、
か
か
や
か
し
き
心

地
す
れ
ば
、
昼
は
を
さ
を
さ
さ
し
出
で
ず
、
の
ど
や
か
に
て
、

東
ひ
む
が
し

の
対た

い

の

局
つ
ぼ
ね



 ― 301（2）― 

よ
り
、
ま
う
の
ぼ
る
人
々
を
見
れ
ば
、
色
ゆ
る
さ
れ
た
る
は
、
織
物
の
唐か

ら

衣ぎ
ぬ

、

お
な
じ

袿
う
ち
き

ど
も
な
れ
ば
、
な
か
な
か
う
る
は
し
く
て
、
心
々
も
見
え
ず
。

（

１

） 

 

こ
の
当
時
、
親
王
お
誕
生
後
七
日
間
の
儀
式
で
は
、
調
度
や
女
房
た
ち
の
装
束
に

い
た
る
ま
で
、
一
切
の
物
が
白
一
色
に
統
一
さ
れ
る
。
そ
の
中
で
人
物
の
黒
髪
だ
け

が
、
黒
々
と
き
わ
だ
っ
て
見
え
る
。
白
と
黒
の
対
比
を
通
し
て
、
そ
れ
が
墨
絵
の
よ

う
だ
と
捉
え
て
い
る
が
、
墨
絵
す
な
わ
ち
唐
絵
を
思
わ
せ
る
描
写
で
あ
る
。 

 

こ
う
い
っ
た
場
面
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
う
る
は
し
」
は
、
女
房
た
ち
の
装
束
、

唐
衣
か
ら
袿
に
い
た
る
ま
で
、
綾
織
物
で
白
色
一
色
に
統
一
さ
れ
、
大
勢
の
女
房
た

ち
の
装
束
の
色
が
、
同
色
で
揃
っ
た
美
し
さ
を
、「
う
る
は
し
」
と
捉
え
て
い
る
。
公

的
な
慶
事
の
儀
式
の
た
め
、
一
定
の
規
則
に
従
っ
て
人
的
作
用
に
よ
り
整
え
ら
れ
、

格
式
張
っ
た
美
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
う
る
は
し
」
は
格
式
の
あ
る
き
ち
ん
と
し

た
雰
囲
気
の
中
で
創
造
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
い
っ
た
厳
格
な
儀
式

を
伴
い
唐
絵
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
端
正
な
光
景
を
「
う
る
は
し
」
と
い
う
が
、
こ
の

美
は
日
本
的
な
美
と
い
う
よ
り
は
、
中
国
的
な
美
の
語
感
が
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

は
、
拙
稿
「
平
安
文
学
語
彙
の
研
究
―
『
竹
取
物
語
』
に
お
け
る
〝
う
る
は
し

〟
（
２
）

」

中
に
お
い
て
も
記
し
て
あ
る
。 

 

以
上
、
一
番
目
の
用
例
を
検
討
し
て
き
た
結
果
、
本
用
例
中
の
「
う
る
は
し
」
の

語
意
は
、
文
脈
に
沿
っ
て
考
え
た
場
合
、
乱
れ
の
な
い
美
、
す
な
わ
ち
、「
端
正
」
と

い
う
意
味
が
、
最
も
適
切
で
あ
る
。 

次
に
二
番
目
の
用
例
の
検
討
に
移
る
。 

 

② 

七
日
の
夜
は
、
お
ほ
や
け
の
御
産

お
ほ
ん
う
ぶ

養
や
し
な
ひ

。
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
今
宵

こ

よ

ひ

の

儀
式
は
、
こ
と
に
ま
さ
り
て
、
お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
く
の
の
し
る
。 

御
帳

み
ち
ゃ
う

の
う
ち
を
の
ぞ
き
ま
ゐ
ら
せ
た
れ
ば
、
か
く
国
の
親
と
も
て
さ
わ
が
れ 

た
ま
ひ
、
う
る
は
し
き
御み

け
し
き
に
も
見
え
さ
せ
た
ま
は
ず
、
す
こ
し
う
ち
な

や
み
、
お
も
や
せ
て
、
お
ほ
と
の
ご
も
れ
る
御
有
様
、
つ
ね
よ
り
も
あ
え
か
に
、

若
く
う
つ
く
し
げ
な
り
。
小
さ
き
灯と

う

炉ろ

を
御
帳
の
う
ち
に
か
け
た
れ
ば
、
く
ま

も
な
き
に
、
い
と
ど
し
き
御
色
あ
ひ
の
、
そ
こ
ひ
も
し
ら
ず
き
よ
ら
な
る
に
、

こ
ち
た
き
御
髪

み

ぐ

し

は
、
結ゆ

ひ
て
ま
さ
ら
せ
た
ま
ふ
わ
ざ
な
り
け
り
と
思
ふ
。 

 

若
宮
お
誕
生
七
日
目
の
御
産
養
の
朝
廷
行
事
で
あ
る
。
時
は
九
月
十
七
日
夜
の
こ

と
で
あ
る
。 

 

 

紫
式
部
は
御
産
養
の
盛
儀
中
で
も
、
中
宮
彰
子
を
気
遣
い
、
御
帳
台
の
中
を
お
の

ぞ
き
申
し
あ
げ
た
。
す
る
と
、
産
後
の
中
宮
は
国
母
と
し
て
、
も
て
さ
わ
が
れ
な
さ

る
よ
う
な
「
う
る
は
し
き
御
け
し
き
」
に
は
お
見
え
に
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

普
通
国
母
と
い
え
ば
、
格
式
張
っ
て
重
々
し
く
立
派
な
感
じ
が
す
る
が
、
こ
の
場
面

で
は
、
疲
労
に
面
や
せ
て
お
休
み
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
ご
様
子
は
、
弱
々
し
く

「
う
る
は
し
」
様
子
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、「
若
く
う
つ
く
し
げ
」
で
あ
り
、
お
顔
色

は
「
き
よ
ら
」
な
美
で
あ
り
、
黒
髪
は
、
結
い
上
げ
な
さ
る
と
美
し
さ
が
「
ま
さ
ら

せ
た
ま
ふ
」
と
あ
り
、
中
宮
の
美
し
い
部
分
部
分
を
、
各
各
の
美
的
語
詞
で
表
現
し

て
い
る
。 

 
こ
の
よ
う
に
検
討
し
て
み
る
と
、「
う
る
は
し
き
御
け
し
き
」
と
は
、「
荘
厳
な
ご

様
子
」
と
解
釈
す
る
の
が
最
も
相
応
し
い
。
皇
子
の
母
と
い
う
女
性
と
し
て
最
高
位

の
重
々
し
く
立
派
な
人
に
対
し
て
、
普
通
は
用
い
る
の
だ
が
、こ
の
一
場
面
の
み
は
、

産
後
の
弱
々
し
い
様
子
で
通
常
の
中
宮
と
し
て
の
威
厳
さ
が
消
失
し
て
い
る
の
で
あ
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る
。 次

は
三
番
目
の
用
例
で
あ
る
。 

 

 

③ 

そ
の
日
、
あ
た
ら
し
く
造
ら
れ
た
る
船
ど
も
、
さ
し
寄
せ
さ
せ
て
御
覧
ず
。

竜
頭
鷁
首

り
ょ
う
と
う
げ
き
し
ゅ

の
生
け
る
か
た
ち
思
ひ
や
ら
れ
て
、
あ
ざ
や
か
に
う
る
は
し
。 

 
 
 

行

幸

ぎ
ゃ
う
か
う

は
辰た

つ

の
刻と

き

と
、
ま
だ

暁
あ
か
つ
き

よ
り
、
人
々
け
さ
う
じ
心
づ
か
ひ
す
。
上
達
部

か
ん
だ
ち
め

の
御
座

お

ま

し

は
、
西
の
対た

い

な
れ
ば
、こ
な
た
は
例
の
や
う
に
さ
わ
が
し
う
も
あ
ら
ず
。

内
侍

な

い

し

の
督か

ん

の
殿と

の

の
御
か
た
に
、
な
か
な
か
人
々
の
装
束

さ
う
そ
く

な
ど
も
、
い
み
じ
う
と

と
の
へ
た
ま
ふ
と
き
こ
ゆ
。 

 

行
幸
の
当
日
、
十
月
十
六
日
の
こ
と
で
あ
る
。
道
長
は
新
し
く
造
ら
れ
た
船
ど
も

を
、
池
の
水
際
に
さ
し
寄
せ
て
ご
覧
に
な
る
。
そ
の
船
と
は
竜
頭
鷁
首
の
船
で
あ
る

が
、竜
頭
や
鷁
首
の
生
き
て
い
る
姿
が
想
像
さ
れ
る
ほ
ど
、「
あ
ざ
や
か
に
う
る
は
し
」

と
讃
美
し
て
い
る
。 

 

竜
頭
鷁
首
と
は
、 

 
 
 

二
隻
一
対
の
装
飾
船
で
、
船
首
に
そ
れ
ぞ
れ
竜
と
鷁げ

き

の
頭
の
彫
物
が
つ
い
て

い
る
。
竜
船
に
は
唐
楽
、
鷁
船
に
は
高
麗

こ

ま

楽が
く

の
楽
人
が
乗
る
。
鷁
は
想
像
上
の

水
鳥
で
よ
く
風
に
耐
え
て
飛
ぶ
と
い
う（

３
）

。 

と
あ
り
、
船
首
に
つ
い
て
い
る
竜
と
鷁
の
頭
の
彫
物
が
生
き
て
い
る
よ
う
な
姿
を
讃 

美
し
て
い
る
が
、
そ
の
船
に
は
唐
楽
、
高
麗
楽
の
楽
人
が
乗
り
、
和
楽
で
な
い
こ
と 

が
注
意
を
惹
く
。
因
に
『
源
氏
物
語
』
に
次
の
よ
う
に
表
れ
る
。 

  

○ 

三
月

や

よ

ひ

の
二
十
日

は

つ

か

あ
ま
り
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
春
の
御
前

お

ま

へ

の
あ
り
さ
ま
、
常
よ
り
こ

と
に
尽
く
し
て
に
ほ
ふ
花
の
色
、
鳥
の
声
、
他ほ

か

の
里
に
は
、
ま
だ
古ふ

り
ぬ
に
や

と
め
づ
ら
し
う
見
え
聞
こ
ゆ
。
山
の
木
立

こ

だ

ち

、
中
島

な
か
じ
ま

の
わ
た
り
、
色
ま
さ
る
苔こ

け

の

け
し
き
な
ど
、
若
き
人
々
の
は
つ
か
に
心
も
と
な
く
思
ふ
べ
か
め
る
に
、
唐か

ら

め

い
た
る
舟
造
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
、
急
ぎ
さ
う
ぞ
か
せ
た
ま
ひ
て
お
ろ
し
始
め
さ

せ
た
ま
ふ
日
は
、
雅
楽
寮

う
た
づ
か
さ

の
人
召
し
て
、
船
の
楽
せ
ら
る
。
親
王

み

こ

た
ち
、
上
達

か
む
だ
ち

部め

な
ど
あ
ま
た
参
り
た
ま
へ
り（

４
）

。(

「
胡
蝶
」) 

「
胡
蝶
」
の
巻
の
冒
頭
文
で
あ
る
。
六
条
院
の
春
の
ご
殿
は
、
三
月
の
二
十
日
過

ぎ
て
も
、
お
庭
の
風
情
は
変
る
こ
と
な
く
美
し
い
。
源
氏
は
唐
風
の
船
を
お
造
ら
せ

に
な
り
、
そ
れ
に
装
い
を
つ
け
さ
せ
て
池
に
浮
べ
船
楽
を
お
楽
し
み
に
な
る
場
面
で

あ
る
が
、
竜
頭
鷁
首
の
船
を
、｢

唐
め
い
た
る
船｣

と
あ
る
の
は
注
意
を
惹
く
。
ま
た
、

引
き
続
い
て
次
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。 

  

○ 

竜
頭
鷁
首

り
ょ
う
と
う
げ
き
し
ゅ

を
、
唐か

ら

の
装よ

そ

ひ
に
こ
と
ご
と
し
う
し
つ
ら
ひ
て
、
楫か

ぢ

と
り
の
棹さ

を

さ

す

童
わ
ら
は

べ
、
み
な
角み

髪づ
ら

結
ひ
て
、
唐
土

も
ろ
こ
し

だ
た
せ
て
、
さ
る
大
き
な
る
池
の
中
に
さ

し
出い

で
た
れ
ば
、
ま
こ
と
の
知
ら
ぬ
国
に
来
た
ら
む
心
地
し
て
、
あ
は
れ
に
お

も
し
ろ
く
、
見
な
ら
は
ぬ
女
房
な
ど
は
思
ふ
。
中
島
の
入
江

い

り

え

の
岩い

は

蔭か
げ

に
さ
し
寄

せ
て
見
れ
ば
、
は
か
な
き
石
の
た
だ
ず
ま
ひ
も
、
た
だ
絵
に
描か

い
た
ら
む
や
う

な
り（

５
）

。
（
「
胡
蝶
」
） 

 
こ
の
場
面
の
竜
頭
鷁
首
と
唐
と
の
関
係
の
描
写
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
み
て
い
く

こ
と
に
す
る
。 

 

 

竜
頭
鷁
首
の
船
は
、
唐
風
に
派
手
に
飾
り
つ
け
が
し
て
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
唐
風

と
は
あ
ざ
や
か
に
彩
色
し
て
あ
る
派
手
な
も
の
を
い
う
。
そ
し
て
、
梶
を
と
り
棹
を
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さ
す
童
子
は
皆
髪
の
毛
を
角
髪
に
結
っ
て
い
る
が
、
こ
の
少
年
の
角
髪
の
髪
型
は
、

中
国
的
な
結
い
上
げ
た
頭
髪
を
指
す
。
こ
う
い
っ
た
中
国
的
な
髪
型
を
し
た
男
童
は
、

装
束
も
唐
風
に
装
わ
せ
て
、竜
頭
鷁
首
の
船
に
の
り
、
大
き
な
池
に
漕
ぎ
出
た
の
で
、

こ
れ
を
見
て
い
た
女
房
た
ち
は
、
ま
る
で
中
国
に
で
も
来
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
し

て
、
し
み
じ
み
お
も
し
ろ
く
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
の
「
胡
蝶
」
の
巻
の
冒
頭
文
は
、
竜
頭
鷁
首
の
船
に

よ
る
、
紫
上
方
の
ぎ
ょ
う
ぎ
ょ
う
し
い
船
楽
の
催
し
で
あ
る
が
、
こ
の
一
場
面
は
ま

る
で
中
国
に
い
る
よ
う
な
思
い
が
す
る
程
、
中
国
的
雰
囲
気
が
辺
り
一
面
に
た
だ
よ

っ
て
い
る
。「
う
る
は
し
」
は
こ
う
い
っ
た
雰
囲
気
か
ら
生
れ
て
く
る
あ
ざ
や
か
な
派

手
な
美
し
さ
を
い
う
。 

 

こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
今
検
討
中
の
三
番
目
の
用
例
も
、
こ
の
『
源
氏
物
語
』

の
「
胡
蝶
」
の
巻
の
場
面
か
ら
、
中
国
的
雰
囲
気
が
た
だ
よ
う
場
面
で
あ
る
こ
と
が

理
解
出
来
る
。
し
た
が
っ
て
、
用
例
三
番
目
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
う
る
は
し
」

は
、
中
国
的
雰
囲
気
の
派
手
な
美
し
さ
の
中
か
ら
生
れ
た
美
で
、
中
国
的
美
の
特
色

を
有
す
る
。
こ
う
い
っ
た
類
の
用
例
は
こ
の
他
に
も
見
当
た
る
。
同
じ
く
『
源
氏
物

語
』
で
あ
る
。 

 

○ 

絵
に
描か

け
る
楊や

う

貴き

妃ひ

の
容
貌

か

た

ち

は
、
い
み
じ
き
絵
師
と
い
へ
ど
も
、
筆
限
り
あ

り
け
れ
ば
い
と
に
ほ
ひ
す
く
な
し
。
太た

い

液
え
き
の

芙
蓉

ふ

よ

う

、
未
央
柳

び
あ
う
の
や
な
ぎ

も
、
げ
に
か
よ
ひ
た
り

し
、
容
貌

か

た

ち

を
、
唐
め
い
た
る
よ
そ
ひ
は
う
る
は
し
う
こ
そ
あ
り
け
め
、
な
つ
か
し
う

ら
う
た
げ
な
り
し
を
思お

ぼ

し
出い

づ
る
に
、
花
鳥

は
な
と
り

の
色
に
も
音ね

に
も
よ
そ
ふ
べ
き
方か

た

ぞ
な

き（
６
）

。
（
「
桐
壺
」
） 

 

「
桐
壺
」
の
巻
の
楊
貴
妃
の
美
し
さ
を
誉
め
た
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は

拙
稿
『
古
代
中
世
文
学
論
考
』（
第
十
五
集
）
に
つ
い
て
記
し
た
が
、
唐
風
の
装
束
姿

の
楊
貴
妃
の
美
し
さ
を
「
う
る
は
し
」
で
捉
え
て
い
る
。
恐
ら
く
そ
の
唐
風
の
装
束

姿
と
は
あ
ざ
や
か
な
色
相
の
装
束
を
ま
と
い
、
際
立
っ
て
美
し
い
姿
を
「
う
る
は
し
」

で
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
も
、
中
国
的
雰
囲
気
の
中
か
ら
生
れ
た
派
手
な

美
を
「
う
る
は
し
」
と
い
い
、
中
国
的
な
美
感
の
す
る
美
的
表
象
で
あ
る
。 

 

こ
の
他
、
一
番
目
の
用
例
に
お
い
て
も
、「
う
る
は
し
」
は
唐
風
な
も
の
を
対
象
と

し
て
い
る
こ
と
を
み
て
き
た
。 

 

こ
う
い
う
よ
う
に
「
う
る
は
し
」
は
、
唐
風
の
も
の
を
対
象
と
し
て
用
い
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
所
処
に
み
ら
れ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
今
論
じ
て
い
る
三
番
目
の
用
例
も
ま
た
、
唐
的
な
も
の
を
対
象
と

し
、
「
う
る
は
し
」
は
誉
め
讃
え
る
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

 

こ
こ
で
「
う
る
は
し
」
の
上
接
語
に
着
眼
し
て
み
た
い
。「
あ○

ざ○

や○

か○

に○

う
る
は
し
」

と
あ
り
、「
う
る
は
し
」
も
の
は
、「
き
わ
だ
っ
て
く
っ
き
り
美
し
い
も
の
」
、
そ
う
い

っ
た
視
覚
に
映
え
る
派
手
な
美
し
さ
を
、「
う
る
は
し
」
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
い

わ
ゆ
る
「
な
ま
め
か
し
」
と
は
対
極
に
あ
る
美
に
相
当
し
、「
き
よ
ら
」
と
は
類
似
す

る
美
で
あ
る
。 

 

「
あ
ざ
や
か
に
う
る
は
し
」
を
現
代
語
に
直
す
な
ら
、「
（
竜
頭
や
鷁
首
の
生
き
た

姿
が
想
像
さ
れ
る
ほ
ど
）
き
わ
だ
っ
て
美
し
く
立
派
で
あ
る
」
と
な
る
。 

 

次
に
四
番
目
の
用
例
の
検
討
に
移
る
。 

  

④ 

御
帳

み
ち
ゃ
う

の
西
面

に
し
お
も
て

に
御
座

お

ま

し

を
し
つ
ら
ひ
て
、
南
の

廂
ひ
さ
し

の

東
ひ
む
が
し

の
間ま

に
、
御ご

椅
子

い

し

を
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立
て
た
る
。
そ
れ
よ
り
一
間

ひ

と

ま

へ
だ
て
て
、
東
に
あ
れ
た
る
き
は
に
、
北
南
の
つ

ま
に
御
簾

み

す

を
か
け
へ
だ
て
て
、
女
房
の
ゐ
た
る
、
南
の
柱
も
と
よ
り
、
簾

す
だ
れ

を
す

こ
し
ひ
き
あ
け
て
、
内
侍

な

い

し

二
人

ふ

た

り

出い

づ
。
そ
の
日
の
髪か

み

上あ

げ
う
る
は
し
き
姿
、
唐

絵
を
を
か
し
げ
に
か
き
た
る
や
う
な
り
。 

 

三
番
目
と
同
じ
十
月
十
六
日
の
土
御
門
邸
行
幸
の
場
面
に
続
く
も
の
で
あ
る
。 

 

（
中
宮
）
の
西
側
に
天
皇
の
ご
座
所
を
設
け
て
、
南
の
廂
の
東
の
間
に
、
ご
椅
子

が
据
え
て
あ
る
。
そ
こ
か
ら
一
間
を
隔
て
て
、
東
に
離
れ
て
い
る
部
屋
の
境
に
、
北

の
隅
か
ら
南
の
隅
ま
で
御
簾
を
か
け
て
仕
切
っ
て
、
女
房
た
ち
が
座
っ
て
い
た
。
そ

の
南
の
柱
の
と
こ
ろ
か
ら
、
簾
を
少
し
引
き
上
げ
て
、
内
侍
二
人
が
出
て
く
る
が
、

そ
の
内
侍
は
、
左
衛
門
の
内
侍
と
弁
の
内
侍
の
二
人
で
あ
る
。
こ
の
内
侍
が
髪
を
結

い
上
げ
て
い
る
姿
を
「
う
る
は
し
」
と
讃
美
し
、
そ
の
髪
上
げ
を
し
た
「
う
る
は
し
」

女
性
の
姿
は
、
ま
る
で
唐
美
人
画
の
よ
う
に
美
し
い
の
で
あ
る
。 

 

「
髪
上
げ
う
る
は
し
き
姿
」
に
つ
い
て
、
萩
谷
朴
著
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
』（
角

川
書
店
）
に
詳
し
い
ご
考
察
が
あ
る
。 

 
 
 

・
・
・
・
剣
璽
の
内
侍
と
し
て
最
も
公
式
な
晴
れ
の
容
粧
を
し
て
い
る
わ
け 

 
 

で
あ
る
か
ら
、

髻
も
と
ど
り

は
も
ち
ろ
ん
、
髷
も
前
髪
も
鬢
も
髱
も
あ
り
、
蔽ひ

髪た
い

・
釵 

 
 

子
・
刺
櫛
・
簪
な
ど
を
つ
け
た
唐
風
の
本
格
的
な
髪
上
げ
姿
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
唐
風
の
ス
タ
イ
ル
は
、
い
か
に
も
格
式
張
っ
た

感
じ
が
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
髪
上
げ
自
体
が
「
う
る
は
し(

端
麗)

」
と
い
う

べ
き
で
あ
っ
た
か
ら
、「
う
る
は
し
き
髪
上
げ
姿
」
と
い
っ
て
も
結
果
は
同
じ
な

の
で
あ
る
が
、
整
髪
ス
タ
イ
ル
そ
の
も
の
が
い
か
に
も
端
麗
と
い
う
印
象
を
与

え
る
の
で
、
「
髪
上
げ
う
る
は
し
」
と
、
名
詞
を
先
に
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
。 

と
あ
り
、
唐
風
の
髪
上
げ
ス
タ
イ
ル
は
格
式
張
っ
た
感
じ
が
す
る
。
そ
れ
を
、「
う
る 

は
し
」
と
い
う
と
、
解
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
如
く
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
唐
絵
に
つ
い
て
は 

 
 
 

・
・
・
・
こ
の
場
合
の
剣
璽
の
内
侍
二
人
の
容
粧
を
譬
え
る
の
に
用
い
ら
れ 

た
唐
絵
は
、
そ
の
中
で
も
、
唐
美
人
を
描
い
た
唐
絵
に
限
定
さ
れ
よ
う
。・
・
・
・ 

と
あ
り
、
第
六
十
五
図
と
し
て
、
唐
美
人
図
（
吉
祥
天
女
像
・
薬
師
寺
蔵
）
を
載
せ 

て
お
ら
れ
る
が
、
ふ
っ
く
ら
と
し
た
美
人
顔
に
オ
ー
ル
ア
ッ
プ
に
結
髪
し
て
い
る
吉 

祥
天
女
は
、
い
か
に
も
格
式
張
っ
た
お
姿
で
あ
る
。 

 

萩
谷
朴
氏
の
こ
の
お
説
を
拝
見
す
る
前
は
、
万
葉
集
の
若
々
し
い
女
性
達
の
結
髪 

し
た
髪
型
姿
を
想
像
し
て
い
た
が
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。 

結
髪
に
つ
い
て
は
、『
枕
草
子
』
中
に
も
み
ら
れ
、
拙
稿
で
も
記
し
た
こ
と
が
あ
る（

７
）

。 

 
 
 

・
・
・
・
心
か
け
た
る
人
は
、
ま
こ
と
に
い
と
ほ
し
と
、
思
い
嘆
き
た
る
こ

そ
を
か
し
け
れ
。
い
と
う
る
は
し
う
、
長
き
髪
を
引
き
結ゆ

ひ
て
、
物
つ
く
と
て
、

起
き
上
り
た
る
気
色

け

し

き

も
、
ら
う
た
げ
な
り（

８
）

。(

一
八
三
段) 

 

「
病
は
」
の
段
に
表
れ
る
「
結
髪
」
を
「
う
る
は
し
」
と
讃
美
し
て
い
る
場
面
で 

あ
る
。 

 

病
人
の
黒
髪
は
と
て
も
整
っ
て
美
し
い
。
そ
の
長
い
黒
髪
を
結
っ
て
、
も
の
を
吐 

く
と
い
う
の
で
、
起
き
上
っ
て
い
る
様
子
も
可
憐
で
あ
る
。
と
、
長
い
黒
髪
を
結
っ 

た
例
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
例
は
病
に
臥
し
て
い
る
時
で
あ
る
か
ら
、
恐
ら
く
長
い 

髪
が
乱
れ
な
い
よ
う
に
、
ま
た
、
臥
す
の
に
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
に
結
い
上
げ
た 

の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
「
う
る
は
し
」
と
讃
美
さ
れ
て
い
る
。
結
髪
ス
タ
イ
ル
は
、 

『
紫
式
部
日
記
』
の
四
番
目
の
結
髪
ス
タ
イ
ル
と
異
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず 
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れ
も
「
う
る
は
し
」
と
視
覚
美
で
捉
え
て
い
る
。 

 

 
『
紫
式
部
日
記
』
の
四
番
目
の
用
例
に
も
ど
る
が
、
内
侍
は
公
式
な
晴
れ
の
場
に 

相
応
し
く
、
唐
風
の
本
式
な
髪
型
に
結
い
上
げ
た
に
違
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
格
式 

張
っ
た
雰
囲
気
に
似
合
う
、
格
式
張
っ
た
髪
型
の
容
粧
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ 

の
よ
う
に
検
討
を
加
え
て
み
る
と
、
こ
の
描
写
中
の
「
う
る
は
し
」
も
唐
風
の
も
の 

を
対
象
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
う
る
は
し
」
は
「
端 

麗
」
と
訳
す
の
が
最
も
相
応
し
い
。 

 

次
は
五
番
目
の
用
例
で
あ
る
。 

  

⑤ 

今
宵

こ

よ

ひ

、
少
輔

せ

ふ

の
乳
母

め

の

と

、
色
ゆ
る
さ
る
。
た
だ
し
き
さ
ま
う
ち
し
た
り
。
宮
抱い

だ 

き
た
て
ま
つ
れ
り
。
御
帳
の
う
ち
に
て
、
殿
の
上
抱
き
う
つ
し
た
て
ま
つ
り
た

ま
ひ
て
、
ゐ
ざ
り
出
で
さ
せ
た
ま
へ
る
火
影

ほ

か

げ

の
御
さ
ま
、
け
は
ひ
こ
と
に
め
で

た
し
。
赤
い
ろ
の
唐か

ら

の
御
衣

み

そ

、
地
摺

ぢ

ず

り

の
御
裳も

、
う
る
は
し
く
さ
う
ぞ
き
た
ま
へ

る
も
、
か
た
じ
け
な
く
も
あ
は
れ
に
見
ゆ
。
大
宮
は
葡
萄

え

び

染ぞ
め

の
五
重

い

つ

へ

の
御
衣
、

蘇
芳

す

は

う

の
御
小
袿

こ
う
ち
き

た
て
ま
つ
れ
り
。
殿
、

餅
も
ち
ひ

は
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
。 

 

十
一
月
一
日
の
御
五
十
日

い

か

の
お
祝
の
場
面
で
あ
る
。
今
夜
、
少
輔
の
乳
母
は
禁
色

の
着
用
を
許
さ
れ
る
。
い
か
に
も
端
正
な
様
子
を
し
て
い
る
。
そ
の
少
輔
の
乳
母
が

若
宮
を
お
抱
き
申
し
上
げ
て
、
御
帳
台
の
内
側
で
、
殿
の
北
の
方
が
お
抱
き
取
り
申

し
上
げ
ら
れ
て
、
几
帳
の
間
か
ら
に
じ
り
出
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
そ
の
北
の
方
の
燈

火
に
映
え
る
ご
容
姿
、
ご
様
子
は
格
別
ご
立
派
で
あ
る
。
赤
色
の
御
唐
衣
に
地
摺
の

御
裳
を
「
う
る
は
し
く
」
着
用
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
も
、
も
っ
た
い
な
く
も
あ
り
、

感
慨
深
く
も
見
ら
れ
る
。 

 

こ
う
い
っ
た
描
写
は
、
中
宮
の
母
倫
子
が
、
娘
中
宮
を
敬
っ
て
、
唐
衣
・
裳
の
正 

装
を
「
う
る
は
し
く
」
お
召
し
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
、
も
っ
た
い
な
く
も 

あ
り
、
感
慨
深
く
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
若
宮
の
母
と
な
っ
た
中
宮
様
は
葡
萄
染
の
五
重
の
袿
に
、
蘇
芳
の
御
小
袿 

を
お
召
し
に
な
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
。
殿
は
ご
自
分
で
若
宮
に
お
餅
を
お
差
し
上
げ 

に
な
る
。 

 

若
宮
誕
生
か
ら
五
十
日
目
の
お
祝
の
儀
式
の
た
め
、
皆
正
装
す
る
の
で
あ
る
が
、 

と
り
わ
け
中
宮
と
中
宮
の
母
の
装
束
に
関
す
る
こ
と
が
、
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
の 

で
あ
る
。
儀
式
と
い
う
格
式
張
っ
た
雰
囲
気
の
中
で
、
女
性
と
し
て
の
最
高
位
の
北 

の
方
が
、
端
正
に
格
式
の
あ
る
装
束
を
ま
と
う
の
で
あ
る
。 

装
束
に
関
す
る
も
の
に
「
う
る
は
し
」
が
用
い
て
い
る
例
は
少
な
か
ら
ず
見
当
た 

る
。 

 

○ 

暁
に
帰
ら
ん
人
は
、
装
束

さ
う
ぞ
く

な
ど
い
み
じ
う
う
る
は
し
う
、
烏
帽
子

え

ぼ

う

し

の
緒を

、
元も

と

結ゆ
ひ

固
め
ず
と
も
あ
り
な
ん
、
と
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
。(

六
〇
段) 

  

○ 

御
形

み

あ

れ

の
宣
旨

せ

じ

の
、
上う

へ

に
、
五
寸
ば
か
り
な
る
殿
上

て
ん
じ
ゃ
う

童
わ
ら
は

の
、
い
と
を
か
し
げ

な
る
を
作
り
て
、
み
づ
ら
結ゆ

ひ
、
装
束

さ
う
ぞ
く

な
ど
う
る
は
し
く
し
て
、(

一
七
八
段) 

  
○ 

昨
日
は
車
一
つ
に
あ
ま
た
乗
り
て
、
二ふ

た

藍あ
ゐ

の
同
じ
指
貫

さ
し
ぬ
き

、
あ
る
は
狩か

り

衣ぎ
ぬ

な
ど

乱
れ
て
、
簾
だ
れ
解と

き
お
ろ
し
、
も
の
狂
ほ
し
き
ま
で
見
え
し
君き

ん

達だ
ち

の
、
斎
院

の
垣ゑ

下が

に
と
て
、
日
の
装
束

さ
う
ぞ
く

う
る
は
し
う
し
て
、
今
日

け

ふ

は
、
一
人
づ
つ
さ
う
ざ

う
し
く
乗
り
た
る
後し

り

に
、
を
か
し
げ
な
る
殿
上

て
ん
じ
ゃ
う

童
わ
ら
は

乗
せ
た
る
も
を
か
し
。（
二
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〇
八
段
） 

な
ど
、
『
枕
草
子
』
に
み
ら
れ
る（

９
）

。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
10
） 

 

こ
う
い
っ
た
例
は
『
源
氏
物
語
』
に
も
み
ら
れ
る 

。 

  

○ 

絵
に
描か

け
る
楊や

う

貴き

妃ひ

の
容
貌

か

た

ち

は
、
い
み
じ
き
絵
師

ゑ

し

と
い
へ
ど
も
、
筆
限
り
あ

り
け
れ
ば
い
と
に
ほ
ひ
す
く
な
し
。
太た

い

液
え
き
の

芙
蓉

ふ

よ

う

、
未
央
柳

び
あ
う
の
や
な
ぎ

も
、
げ
に
か
よ
ひ

た
り
し
、
容
貌

か

た

ち

を
、
唐か

ら

め
い
た
る
よ
そ
ひ
は
う
る
は
し
う
こ
そ
あ
り
け
め
、（「
桐

壺
」
） 

  

○ 

御
尼あ

ま

額
び
た
ひ

ひ
き
つ
く
ろ
ひ
、
う
る
は
し
き
御
小
袿

こ
う
ち
ぎ

な
ど
奉
り
添
へ
て
、
子
な
が

ら
恥
づ
か
し
げ
に
お
は
す
る
御
人
ざ
ま
な
れ
ば
、
ま
ほ
な
ら
ず
ぞ
見
え
た
て
ま

つ
り
た
ま
ふ
。
（「
少
女
」
） 

  

○ 

よ
き
若
人
ど
も
三
十
人
ば
か
り
、
童

わ
ら
は

六
人
か
た
ほ
な
る
な
く
、装
束

さ
う
ぞ
く

な
ど
も
、

例
の
う
る
は
し
き
こ
と
は
目め

馴な

れ
て
思
さ
る
べ
か
め
れ
ば
、
ひ
き
違た

が

へ
、 

心
得
ぬ
ま
で
好
み
そ
し
た
ま
へ
る
。
（「
宿
木
」
） 

 

な
ど
、
装
束
に
関
す
る
も
の
に
「
う
る
は
し
」
を
用
い
て
讃
美
し
て
い
る
例
は
、
所

処
に
み
ら
れ
る
。 

 

『
紫
式
部
日
記
』
の
五
番
目
の
用
例
も
、
儀
式
と
い
う
厳
粛
な
場
に
相
応
し
く
、

礼
装
を
「
う
る
は
し
く
」
着
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
場
合
は

格
式
高
い
乱
れ
の
な
い
儀
式
に
お
い
て
、
き
ち
ん
と
礼
服
を
人
の
手
に
よ
っ
て
着
付

さ
れ
、
乱
れ
の
な
い
よ
う
に
き
れ
い
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
「
う
る

は
し
」
は
人
の
意
志
な
ど
が
向
け
ら
れ
た
も
の
に
対
し
て
、
き
れ
い
に
整
え
よ
う
と

意
識
作
用
が
働
き
、
人
の
手
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
整
っ
た
美
に
対
し
て
「
う
る
は

し
」
は
使
わ
れ
る
。
で
あ
る
か
ら
基
本
的
に
目
が
向
け
ら
れ
る
範
囲
は
狭
い
も
の
と

な
る
。
し
か
し
、
そ
の
辺
り
の
雰
囲
気
や
環
境
な
ど
と
関
係
し
、
広
い
場
と
相
互
作

用
を
お
よ
ぼ
し
合
い
な
が
ら
、
「
う
る
は
し
」
美
は
存
在
す
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。 

 

因
に
、
再
び
五
番
目
の
用
例
を
み
て
い
こ
う
。「
う
る
は
し
」
語
の
近
く
に
「
め
で

た
し
」
と
い
う
語
が
見
当
た
る
が
、「
う
る
は
し
」
も
「
め
で
た
し
」
も
語
釈
す
る
と
、

例
え
ば
、「
立
派
だ
」
と
い
う
意
味
を
両
語
が
包
含
し
て
い
る
。
文
脈
に
沿
っ
て
「
う

る
は
し
」
を
語
釈
す
る
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
立
派
だ
」
と
訳
が
付
き
、「
め
で
た

し
」
も
場
合
に
よ
っ
て
は
「
立
派
だ
」
と
訳
す
こ
と
が
出
来
る
。「
う
る
は
し
」
も
「
め

で
た
し
」
も
共
に
相
似
た
性
格
を
多
少
と
も
包
含
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。 

 

こ
の
五
番
目
の
用
例
に
表
れ
る
。 

 

○ 

ゐ
ざ
り
出
で
さ
せ
た
ま
へ
る
火
影

ほ

か

げ

の
御
さ
ま
、
け
は
ひ
こ
と
に
め
で
た
し
。 

の
「
め
で
た
し
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
北
の
方
が
お
抱
き
と
り
に
な
っ
て
、
に
じ

り
出
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
燈
火
に
映
え
た
お
姿
や
ご
様
子
は
格
別
立
派
で
あ
る
。
と

解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
、
「
め
で
た
し
」
は
「
立
派
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

対
象
は
「
う
る
は
し
」
の
方
は
狭
い
範
囲
で
捉
え
は
っ
き
り
し
て
い
る
が
、「
め
で
た

し
」
の
方
は
や
や
広
い
範
囲
で
捉
え
、
焦
点
が
や
や
は
っ
き
り
し
な
い
。
こ
の
よ
う

な
用
法
の
相
異
が
あ
る
と
い
え
る
。 

 

次
は
六
番
目
の
用
例
で
あ
る
。 
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⑥ 

式
部
の
お
も
と
は
お
と
う
と
な
り
。
い
と
ふ
く
ら
け
さ
過
ぎ
て
肥
え
た
る
人

の
、
色
い
と
白
く
に
ほ
ひ
て
、
顔
ぞ
い
と
こ
ま
か
に
よ
く
は
べ
る
。
髪
も
い

み
じ
く
う
る
は
し
く
て
、
長
く
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
、
つ
く
ろ
ひ
た
る
わ
ざ
し

て
、
宮
に
は
ま
ゐ
る
。
ふ
と
り
た
る
様
態
の
、
い
と
を
か
し
げ
に
も
は
べ
り

し
か
な
。
ま
み
、
額

ひ
た
ひ

つ
き
な
ど
、
ま
こ
と
に
き
よ
げ
な
る
、
う
ち
笑ゑ

み
た
る
、

愛
敬

あ
い
ぎ
ゃ
う

も
お
ほ
か
り
。 

 

寛
弘
六
年
正
月
、
新
年
御

戴
い
た
だ
き

餅
も
ち
ひ

の
儀
式
の
場
面
で
あ
る
。 

 

戴
餅
の
儀
式
の
時
に
、
役
付
き
を
務
め
た
人
達
の
装
束
を
細
叙
し
て
い
た
が
、
だ

ん
だ
ん
女
房
批
評
に
移
っ
て
ゆ
く
。 

 

「
式
部
の
お
も
と
」
は
中
宮
女
房
で
、
宮
の
内
侍
（
橘
良
芸
子
）
の
妹
で
あ
る
。

こ
の
人
は
全
く
ふ
っ
く
ら
と
し
す
ぎ
る
ほ
ど
太
っ
て
い
る
人
で
、
色
は
非
常
に
白
く

つ
や
や
か
で
、
顔
は
よ
く
整
っ
て
よ
い
器
量
で
あ
る
。
髪
も
非
常
に
「
う
る
は
し
く
」
、

長
く
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
か
も
じ
な
ど
で
つ
く
ろ
っ
て
、
宮
仕
え
に
は
出
て
い

る
。
太
っ
た
体
つ
き
が
と
て
も
魅
力
的
で
あ
っ
た
。
目
も
と
や
額
の
様
子
な
ど
は
、

ほ
ん
と
う
に
き
れ
い
で
、
に
っ
こ
り
し
た
時
は
、
愛
嬌
た
っ
ぷ
り
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
な
女
性
で
、
毛
髪
の
美
を
「
う
る
は
し
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い

る
。
当
時
、
女
性
の
長
い
黒
髪
は
最
高
の
美
人
の
条
件
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
式
部
の

お
も
と
は
長
く
な
く
、
短
い
な
が
ら
美
し
い
毛
髪
を
保
っ
て
い
た
よ
う
だ
。
毛
質
は

直
毛
で
、
粗
硬
で
あ
っ
た
毛
髪
を
洗
髪
後
、
水
油
を
用
い
何
度
も
何
度
も
梳
い
て
黒

髪
に
な
じ
ま
せ
、
光
沢
を
出
し
整
髪
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
お
い

て
も
、
人
の
手
が
加
わ
っ
て
美
し
く
整
え
仕
上
げ
ら
れ
た
頭
髪
を
「
う
る
は
し
」
と

い
う
。 

 

整
髪
さ
れ
た
黒
髪
の
美
を
、
「
う
る
は
し
」
美
で
捉
え
て
い
る
描
写
は
『
枕
草
子
』

に
多
く
み
ら
れ
、
拙
稿
「
『
枕
草
子
』
の
語
詞
―
〝
う
る
は
し
〟
」
（
樟
蔭
国
文
学
第

三
十
八
号
）
で
追
究
し
て
あ
る
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
、
黒
髪
の
美
を

「
う
る
は
し
」
で
捉
え
て
い
る
場
面
が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
源
氏
物

語
』
に
お
け
る
〝
う
る
は
し
〟
」
（『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
十
五
集
）
で
考
察
し
て

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
整
髪
し
た
頭
髪
美
を
「
う
る
は
し
」
と
表
現
し
て
い
る
場
合
は

案
外
多
く
み
ら
れ
る
。 

 

こ
の
六
番
目
の
用
例
も
、
式
部
の
お
も
と
と
い
う
女
性
の
毛
髪
は
、
長
く
は
な
い

よ
う
で
あ
る
け
れ
ど
、
人
の
手
に
よ
っ
て
美
し
く
整
髪
さ
れ
、
光
沢
が
あ
っ
て
美
し

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
う
る
は
し
」
を
現
代
語
に
置
き
換
え
る
と
、
「
端
正
で
美
し

い
」
と
な
ろ
う
。 

 

次
の
七
番
目
は
、
最
後
の
用
例
で
あ
る
。 

  

⑦ 

若
人

わ
か
う
ど

の
中
も
か
た
ち
よ
し
と
思
へ
る
は
、
小
大
輔

こ

だ

い

ふ

、
源げ

ん

式
部
な
ど
。
大
輔
は

さ
さ
や
か
な
る
人
の
、
様
態
い
と
い
ま
め
か
し
き
さ
ま
し
て
、
髪
う
る
は
し
く
、

も
と
は
い
と
こ
ち
た
く
て
、
丈
に
一
尺
余
あ
ま
り
た
り
け
る
を
、
お
ち
細
り
て

は
べ
り
。
顔
も
か
ど
か
ど
し
う
、
あ
な
を
か
し
の
人
や
と
ぞ
見
え
は
べ
る
。
か

た
ち
は
直な

お

す
べ
き
と
こ
ろ
な
し
。 

 
こ
れ
は
、
用
例
六
番
目
の
連
繋
文
で
あ
る
。 

六
番
目
の
用
例
と
同
じ
く
、
中
宮
女
房
の
批
評
で
あ
る
。
そ
の
女
房
と
は
小
大
輔 

と
源
式
部
の
二
人
で
容
貌
が
美
し
く
若
い
。
こ
の
内
小
大
輔

こ

だ

ゆ

う

の
み
の
人
物
批
評
が
記

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
小
大
輔
は
小
柄
で
、
体
つ
き
は
た
い
そ
う
現
代
的
な
様
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子
を
し
て
い
て
、
髪
は
「
う
る
は
し
く
」
、
以
前
は
と
て
も
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
丈
に

一
尺
以
上
も
余
っ
て
い
た
の
に
、
今
で
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
顔
も
才
気
が
あ
ふ

れ
、
ま
あ
何
と
美
し
い
人
だ
ろ
う
と
見
ら
れ
る
程
で
あ
る
。
容
貌
は
直
す
と
こ
ろ
が

な
い
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
見
目
麗
し
い
小
大
輔
の
頭
髪
は
、
以
前
は
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
丈

に
一
尺
以
上
も
余
る
程
長
か
っ
た
が
、
今
で
は
少
な
く
な
っ
て
い
て
も
、「
う
る
は
し
」

美
を
保
っ
て
い
る
。 

 

当
時
の
成
人
女
性
の
毛
髪
は
、
普
通
長
く
垂
髪
に
し
て
い
た
。
そ
の
長
く
多
い
粗

硬
の
毛
髪
は
、
常
に
惜
し
む
こ
と
な
く
手
入
を
し
美
し
く
整
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
手
入
を
し
た
黒
髪
は
、
つ
や
つ
や
と
光
沢
が
あ
っ
て
人
見
を
惹
く
も
の
で
あ
っ

た
。 こ

の
小
大
輔
の
黒
髪
も
恐
ら
く
、
こ
の
よ
う
に
つ
や
つ
や
と
し
た
長
い
垂
髪
で
魅

力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。 

成
人
女
性
の
長
い
垂
髪
を
、「
う
る
は
し
」
と
讃
美
し
て
い
る
例
は
『
枕
草
子
』
に

多
く
表
れ
る
こ
と
は
、
先
に
も
述
べ
た
如
く
で
あ
る
。 

七
番
目
の
用
例
の
「
髪
う
る
は
し
」
も
、
人
の
手
が
加
わ
っ
て
美
し
く
整
髪
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
語
を
現
代
語
に
置
き
換
え
る
と
、
六
番
目
と
同
じ
く
「
髪
は

端
正
で
美
し
い
」
と
な
ろ
う
。 

以
上
『
紫
式
部
日
記
』
に
表
れ
る
七
例
の
用
例
を
詳
細
に
検
討
し
た
結
果
、「
う
る

は
し
」
語
は
、
作
品
の
前
半
部
分
、
す
な
わ
ち
、
若
宮
誕
生
の
儀
式
に
関
す
る
場
面

に
表
れ
る
。
七
例
中
の
六
例
が
女
性
に
対
し
て
「
う
る
は
し
」
美
が
向
け
ら
れ
て
い

る
。
平
安
文
学
に
お
い
て
、
今
ま
で
調
査
研
究
し
た
中
で
は
、
や
は
り
女
性
の
毛
髪

美
や
装
束
美
を
「
う
る
は
し
」
美
で
捉
え
て
い
る
例
は
多
く
あ
る
。
本
稿
に
お
い
て

も
然
り
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
格
式
高
い
儀
式
の
場
面
に
関
係
し
、
い
ず
れ

も
、
人
の
手
が
加
わ
り
、
美
し
く
整
え
仕
上
げ
ら
れ
た
も
の
に
多
く
「
う
る
は
し
」

は
用
い
る
。 

本
稿
で
特
に
記
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、「
う
る
は
し
」
美
は
、
か
ね
が
ね
中
国
的

美
感
が
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
拙
稿
「
平
安
文
学
語
彙
の
研
究
―
『
竹
取
物
語
』
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
11
） 

お
け
る
〝
う
る
は
し
〟
」
な
ど
で
取
り
上
げ
て
論
じ
て
き
た
が
、
本
稿
に
お
い
て
用 

例
、
一
番
目
・
三
番
目
・
五
番
目
か
ら
や
は
り
、
中
国
的
美
で
あ
る
こ
と
が
こ
の
実

例
か
ら
鮮
明
に
な
り
、
今
ま
で
の
考
え
を
よ
り
強
化
で
き
意
義
深
く
思
う
。 

  

注 (

１) 

『
紫
式
部
日
記
』
の
引
用
本
文
は
以
下
全
て
新
編
・
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）

に
拠
る
。
現
代
語
訳
、
頭
注
等
全
般
に
わ
た
っ
て
同
書
を
参
考
に
し
た
。 

(

２) 

（
11
）
北
村
英
子
「
平
安
文
学
語
彙
の
研
究
―
『
竹
取
物
語
』
に
お
け
る
〝
う
る

は
し
〟
」
（
大
阪
樟
蔭
女
子
大
学
論
集
第
四
十
四
号
） 

(

３) 

『
紫
式
部
日
記
』
新
編
・
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小
学
館
）
一
五
三
頁
の
頭
注
十
四

に
拠
る
。 

(

４) 
 

(

５) 

（
６
）『
源
氏
物
語
』
の
引
用
本
文
は
、
新
編
・
日
本
古
典
文
学
全
集
（
小

学
館
）
に
拠
る
。 

(

７) 
 
(

９) 

北
村
英
子
「
『
枕
草
子
』
の
語
詞
―
〝
う
る
は
し
〟
」
（
樟
蔭
国
文
学
第
三

十
八
号
） 

(

８) 

『
枕
草
子
』
の
引
用
本
文
は
「
和
泉
古
典
叢
書
１
」
―
『
枕
草
子
』（
増
田
繁
夫
校



 ― 293（10）― 

注
）
に
拠
る
。 

(
10) 

北
村
英
子
「
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
〝
う
る
は
し
〟
」
『
古
代
中
世
文
学
論
考
第

十
五
集
』
（
新
典
社
） 

※ 

そ
の
他
、
全
般
に
わ
た
っ
て
、
萩
谷
朴
著
『
紫
式
部
日
記
全
注
釈
』(

角
川
書
店)

・ 

 
 

新
潮
日
本
古
典
集
成
『
紫
式
部
日
記 

紫
式
部
集
』(

新
潮
社)

等
を
参
考
に
し
た
。 

 
 


