
古
代
詩
歌
に
現
わ
れ
た
精
練
と
漂
白
1

万
葉
歌

を
中

心

と
し

て

i新

井

圭
目

、
㍊
ノ
ー

は
じ
め
に

お
よ
そ
繊
維
類
を
染
色
す
る
に
当

っ
て
、
動
物
質
繊
維
は
精
練
し
、
植
物
性
繊

維
は
漂
白

の
処
理
を
ほ
ど
こ
す
。
古
代
中
国
に
お
い
て
は
、
生
絹
を
植
物

の
灰
の

水
溶
液
、
す
な
わ
ち
灰
汁
に
浸
し
て
、
表
層

の
セ
リ
シ
ン
を
除
去
し
純
白
の
絹
を

得
た
。
植
物
質

の
も
の
と
し
て
は
藤
、
葛
、
麻
な
ど
の
繊
維
を
得
て
、
水
に
漂
し
、

日
に
晒
し
て
、
い
わ
ゆ
る
漂
白
を
行
な

っ
た
の
で
あ
る
。

ひ
る
が
え

っ
て
、
わ
が
国
は
中
国
や
朝
鮮

と

一
衣
帯
水
の
関
係
を
保

っ
て
、
そ

(註

1
)

の
製
練
と
漂
白
の
手
技
は
、
三
世
紀
頃
に
は
伝
播
さ
れ
て
い
た
と
見
な
さ
れ
る
。

本
文
に
お
い
て
、
中
国
の
記
録
を
述
べ
る
と
と
も
に
、
将
来
さ
れ
た
精
練
と
漂
白

の
技
術
と
、
そ
れ
が
国
内
に
伝
え
ら
れ
広
ま

っ
て
、
大
和
国
の
風
土
に
順
応
せ
し

め
日
本
化
す
る
過
程
を

「史
」
と

「
物
」
の
両
面
か
ら
の
考
察
を
述
べ
る
。

東
洋
の
染
色
の
白
眉
は
絹
の
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
精
練
の
手
法
は
、
染
料
に
よ

っ
て
、
用
い
る
灰
の
種
類
を
変
え
る
。
純
白
の
衣
と
し
て
使
う
場
合
は
ア
ル
カ
リ

性
の
弱
い
灰
汁
を
選
ん
で
、
布
の
生
地
の
傷
み
を
さ
け
て
い
る
。
桑
の
葉
を
食
害

す
る
虫
か
ら
絹
を
発
見
し
た
古
代
中
国
人
の
英
智
で
あ
る
。
絹
の
精
練
、
漂
白
を

(註
2
)

記
し
た
古
文
献
と
し
て
周
礼
考
古
記
が
あ
る
。

「凍
縣
以
涜
水

癌
其
縣
七
日

去
地
尺
暴
之
」

涜
水
は
泪
水
と
同
じ
く
温

水
で
あ
り
、
未
晒
の
生
絹
糸
を
温
水
に
浸
し
て
柔
ら
げ
る
。

つ
ぎ
に
、

「書
暴
諸

日

夜
宿
諸
井

七
日
七
夜

是
謂
水
凍
」

日
中
は
日
に
晒
し
、
夜
は
清
水
に

浸
し
、
七
日
間
漂
白
す
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
漂
白
絹
糸
で
織

っ
た
布
を
次
の
操
作

に
移
す
。

「凍
吊
以
欄
為
灰

渥
淳
其
吊

諸
實
澤
器

淫
之
以
蚕

」

欄
木

を
灰
に
し
て
温
水
に
溶
か
し
た
灰
汁
に
布
を
漬
け
、
白
磁
の
器
の
艶
と
蛤
の
白
さ

、ま
で
精
練
す
る
こ
と
を
説
く
の
で
あ
る
。

生
糸
を
平
織
り
に
し
た
布
を
上
代
日
本
で
は
、
こ
れ
を
絶
と
名
付
け
ア
シ
ギ
ヌ

と
訓
ん
だ
。
ま
た
荒
妙

ア
ラ
タ
エ
の
倭
言
葉
が
有

っ
て
、
精
練
し
た
も
の
は
和
妙

ニ
ギ
タ
エ
と
呼
ん
だ
。
《
延
喜
式
》
は
律
令
の
書
で
あ
る
が
、
そ
の
巻
十
四
縫
殿

寮
の

「雑
染
用
度
」
に
つ
い
で

「練
染
用
度
」
の
条
に
左
の
記
事
が
あ
る
。

「絶
+
梶

編

藁
五
同

薪
百
廿
死

幣

絢

藁
四
困

薪
八
+
斤
」
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こ
れ
は
生
絹
布
と
綾
織
絹
布
の
十
疋
を
精
練
す
る
の
に
は
、
薪
百
廿
斤
を
用
い

て
五
園
の
藁
束
を
燃
や
し
て
藁
灰
を
作
り
、
そ
の
灰
汁
を
使
う
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
生
絹
糸
三
十
絢
で
は
藁
と
薪

の
量
が
少
な
く
し
て
あ
る
。
ま
た
巻
十
五
内

藏
寮

(く
ら
り
よ
う
)
の
項
に
、

「奉
諸
陵
幣
…
…
…
練
染
用
度
…
…
椿
灰
二
石
七
斗
真
木
灰
七
斗
…
…
」

練
染
用
度
と
は
生
絹
を
染
め
る
目
的
で
精
練
す
る
こ
と
で
あ
る
。
練

(ね
り
)
と

ね

言
う
絹
の
精
練
用
語
が
知
ら
れ
る
と
共
に
、
染
料
に
よ

っ
て
、
練
り
に
使
う
灰
が

異
な
る
こ
と
が
、
巻
十
四

「縫
殿
寮

の
雑
染
用
度
」
の
記
事
で
知
り
得
る
の
で
あ

る
。

「深
紫
綾

一
疋
。
紫
草
計
斤
。
酢
二
升
。
灰
二
石
薪
三
百
六
十
斤
…
…
…
淺
紫

綾

一
疋
。
紫
草
五
斤
。
酢
二
升
。
灰
五
斗
。
薪
六
十
斤
。
…
…
」

「韓
紅
花
綾

(
か
ら
く
れ
な
い
の
あ
や
)

一
疋
。
紅
花
大
十
斤
。
酢

一
斗
。
麸

一

斗
。
藁
三
園
。
薪

一
百
八
十
斤
。
」

興
味
深
い
の
は
、
こ
の

「雑
染
用
度
」
に
は
縫
殿
寮
に
お
け
る
官
用
の
衣
服
地

の
染
色
記
事
が
全
部
列
挙
さ
れ
て
い
る
事
で
あ
る
。
す

べ
て
の
色
相
の
濃
度
は
古

事
記
、
日
本
書
紀
お
よ
び
績
日
本
紀
の
中
に
表
現
さ
れ
た

「
深
」

「
浅
」
で
示
さ

れ
、
平
安
朝
の

「濃
」
と

「淡
」
で
表
わ
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
奈
良
朝

期
の
染
色
法
を
踏
襲
し
て
い
る
と
考
え
て
も

よ
い
。
椿
の
灰
を
用
い
る
紫
染
め
は
、

絹
布
の
練
絶
と
染
色
に
日
数
が
か

、
る
こ
と

は
、
深
浅

の
紫
染
め
に
、
紫
草

一
万

五
千
四
百
光
斤
を
用
い
て
、
丸
四
ケ
月
、
男
女
六
人
で
こ
れ
を
行
な

っ
た
こ
と
も

《
延
喜
式
》
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
様
に
灰
汁
処
理
作
業
と
染

色
に
染
め
を
重
ね
る
古
代
紫
染
め
は
時
代
を
経

る
に
し
た
が

っ
て
、
次
第
に
忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
江
戸
初
期
の
慶
安
四

(註
4
)

年

(
一
六
五

一
)
開
板
の

「萬
聞
書
秘
伝
抄
」
や
同
時
代
に
中
国
で
刊
行
さ
れ
た

(
註
5
)

「天
工
開
物
」
に
も
紫
染
の
古
法
の
面
影
は
な
い
。
享
保
十
四
年

(
一
七
二
九
)、

徳
川
八
代
将
軍
吉
宗
が
染
色
の
復
古
を
唱
え
、
江
戸
城
吹
上
御
苑
に
染
殿
を
開
き
、

染
工
を
集
め
て
延
喜
式
通
り
の
染
色
に
成
功
し
た
。
そ
の
成
果
を

「式
内
染
鑑
」

(註

6
)

と
命
名
し
た
染
色
見
本
帖
と
し
て
後
の
証
と
し
た
こ
と
が

「徳
川
実
記
」
中
に
見

え
て
い
る
。
こ
の

「式
内
染
鑑
」
に
貼
付
し
た
染
布
の
色
を
、
絵
具
を
も

っ
て
写

(註
7
)

し
た
書
物
が
数
種
伝
わ

っ
て
い
る
。
朽
木
文
庫
に
あ
る
同
名
の
写
本
に
よ

っ
て
、

染
布
の
色
相
が
判
明
し
た
。
そ
の
材
料
の
記
載
は

「
延
喜
式
」
の
そ
れ
と
同
じ
で

(註
8
)

あ

っ
た
。
狩
谷
液
齋
の
研
究
に
よ
る
と

「延
喜
式
」
の
升
目
は
唐
制
で
あ

っ
て
江

戸
期
の
升
目
と
は
大
差
が
あ
る
と
い
う
。
筆
者
は
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
慮
し
て
、

メ
ー
ト
ル
法
に
換
算
し
た
。
文
政
六
年

(
一
八
二
六
)
の
大
関
増
業
著

「機
織
彙

(註
9
)

編
」
巻
の
二
を
参
考
と
し
て
古
代
染
色
の
研
究
を
本
学
創
業
間
も
な
く
開
始
し
た
。

古
代
の
紫
染
と
紅
染
が
最
初
の
テ
ー
マ
で
あ

っ
た
。
興
味
の
焦
点
は
灰
汁
づ
け
の

意
味
を
知
る
こ
と
、
染
色
回
数

の
リ
ミ

ッ
ト
を
う
か
が
う
こ
と
、
由
代
の
精
練
、

(
註
10
)

染
色
の
復
元
に
よ

っ
て
工
芸
考
古
学

へ
の
寄
与
を
念
願
し
た
の
で
あ
る
。

二

 

実
験
室
に
、
材
料
を
集
め
た
。
試
験
布
は
ボ
ム
ビ
ィ
ク
ス
属
の
家
蚕
の
生
糸
を
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織

っ
た
淡
黄
色
の
布
と
対
象
に
天
竺
木
綿
を

用
意
し
た
。
染
料
の
柴
根
は
南
部
産

の
赤
紫
色
の
特
有

の
香
気
を
持

つ
新
鮮
な
品

と
日
本
在
来
種
の
山
椿
の
葉
か
ら
得

た
椿
灰
は
灰
汁
練
り
用
で
あ
る
。

「延
喜
式

」
に
は
酢
も
記
載
さ
れ
て
い
て
、
こ

れ
は
米
酢
だ
。
奈
良
朝
期
に
は
鳥
梅

(う
ば

い
)
と
言

っ
て
熟
し
た
梅
の
実
の
表

面
を
焼
い
て
、
そ
の
上
か
ら
熱
湯
を
浴
び
せ
て
、
梅
の
酸
を
得
て
い
る
。
こ
れ
も

準
備
し
た
。
ま
ず
椿
灰
と
そ
れ
か
ら
得
た
灰
汁
と
を
分
析
す
る
と
次
の
表
の
結
果

が
得
ら
れ
た
。
灰
汁
の
水
素
イ
オ
ン
濃
度
は
九
、・
八
と
い
う
薄
い
ア
ル
カ
リ
で
絹

を
傷
め
な
い
灰
を
選
ん
で
い
る
こ
と
が
す
ぐ
判
明
し
た
。

表1.椿 灰ならびに椿灰汁の組成

椿 灰W) 椿灰汁(%)

K20 30.82 19.85

Na20 3.96 10.13

CaO 10.59 0.48

・ 4.33 0.22

MnO 1.28 0.34

FlaOs 1.02 0.17

Al20s 1.97 0.84

SO4 1.35 0.27

P205 15.66 3.30

SiOa 22.98 10.38

 

椿
灰
と
椿
灰
汁
の
組
成
を
比
較
す
る
と
、
精
練
と
染
色
に
有
害
な
石
灰
や
鉄
分

が
灰
汁
中
に
は
減
少
し
、
染
色
に
媒
染
効
果

の
有
る
ア
ル
ミ
ナ
分
が
固
形
分
と
し

て
増
加
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
た
。
こ
の
灰
汁
の
中
に

一
定
重
量
の
試
験
布
を

一
夜
漬
け
て
、
翌
日
は
戸
外
で
日
光
に
晒
し

て
乾
燥
し
た
。
そ
の
重
量
を
秤

っ
て

再
び

一
夜
灰
汁
に
漬
け
、
日
中
は
乾
燥
し
、

量
変
化
の
曲
線
図
が
得
ら
れ
た
。

こ
の
単
調
な
作
業
を
繰
返
し
て
、
重
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図1.絹 および木綿の重量変化

 

こ
の
図
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
絹
布
は
灰
汁
漬
け
の
操
作
に
よ

っ
て
初
期
に
急

速
な
減
量
を
示
す
。
こ
れ
は
絹
の
タ
ン
白
組
織
が
灰
汁
中
の
ア
ル
カ
リ
の
作
用
を

受
け
て
、
可
溶
成
分
が
灰
汁
中
に
溶
け
去

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
溶
出
が
止
ま
る

と
、
再
び
重
量
が
増
加
す
る
。
こ
れ
は
灰
汁
か
ら
反
対
に
絹
が
何
か
を
吸
着
し
て

い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
木
綿
は
重
量
増
加

の
み
を
示
し
て
七
日
で
増
加
が
止

ま
る
。
絹
は
十
五
日
で
あ
る
。
こ
の
実
験
を
繰
り
返
し
て
再
現
性
を
確
認
し
た
。

つ
ぎ
に
生
絹
布
を
漬
け
て
い
た
灰
汁
は
黄
濁
し
て
い
る
の
を
減
圧
し
て
濃
縮
し
、

ア
ル
コ
ー
ル
を
加
え
る
と
黄
色
の
沈
澱
が
得
ら
れ
、
こ
れ
を
処
理
し
て
固
体
と
し

た
。
こ
の
固
体
を
塩
酸

で
加
水
分
解
す
る
と
、
タ
ン
白
質
に
由
来
す
る
ア
ミ
ノ
酸

が
多
数
検
出
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
セ
リ
ン
が
在
る
の
で
、
生
絹
中
の
表
層
の
セ
リ
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シ
ン
が
除
去
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
こ
の
試
験
布
を
熱
湯
で
煮
る
と
、

試
験
布
が
灰
汁
か
ら
吸
着
し
た
ア
ル
ミ
ナ
を
回
収
検
出
し
た
。
こ
れ
と
同
じ
条
件

で
灰
汁
練
り
を
ほ
ど
こ
し
た
大
型
の
布
を
用

い
て
、
紫
根
を
温
湯
で
色
素
を
溶
か

し
た
染
液
に
浸
し
て
染
色
を
行
な
う
。

一
日

一
回
こ
の
作
業
を

一
定
時
間
し
た
後
、

絞

っ
て
風
乾
す
る
。
翌
日
は

一
片
を
切
り
取

っ
て
、
残
余

の
布
を
同
じ
条
件
で
染

め
、
こ
の
実
験
を
廿
五
回
行
な

っ
て
、
廿
五
枚
の
染
布
が
得
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
を

光
電
色
彩
計
に
よ

っ
て
可
視
部
の
反
射
曲
線
を
求
め
た
。
波
長
は
W
型
と
な

っ
て

深
紫
を
示
す
特
徴
が
認
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
、
染
色
回
数
二
十
度
び
で
曲
線
が
重

な
り
、
染
色
日
数

の
リ
ミ

ッ
ト
も
判
明
し
た
。
深
紫

の
布
は
酢
に
浸
す
と
赤
味
を

帯
び
、
灰
汁
に
浸
す
と
深
紫
に
戻
り
、
色
相

の
調
節
が
出
来
る
こ
と
も
如
實
で
あ

る
。藁

灰
を
用
い
る
紅
染
あ
も
、
藁
灰
作
り
か

ら
始
め
る
。
室
町
時
代
か
ら
江
戸
期

に
か
け
て
紅
染
は

"京
の
紅
染
"
と
し
て

"京
の
口
紅
"
と
と
も
に
有
名
で
あ
り
、

い
ず
れ
も
紅
花
が
原
料
で
あ
る
が
、
中
央

ア
ジ

ア
原
産

の
紅
花
は
古
代
文
明
国
で

東
西
を
問
わ
ず

口
紅

の
共
通
原
料
で
も
あ

っ
た
。
紅
花
は
山
形
産
紅
花
を
用
い
、

藁
は
土
佐
清
水

で
三
月
稲
の
種
子
を
播
き
、

四
月
植
付
け
、
七
月
末
に
刈
取

っ
た

新
藁
を
使

っ
て
灰
に
し
た
。
藁
灰
を
採
る
秘
決
と

い
う
の
も
、
い
ろ
い
ろ
な
状
況

で
得
た
灰
を
分
析
し
て
、
藁
灰
の
表
面
が
奥

(じ
よ
う
)
と
な
り
、
き
わ
あ
て
手

触
り
の
柔
か
い
も
の
が
適
当
で
あ

っ
た
。

表2.藁 灰と藁灰汁の組成

稲 藁 灰00} 藁灰汁(%}

K20 44.13 23.05

Na20 ii 11.72

CaO 9.64 9.33

MgO 3.72 0.12

MnO '… 0.30

Fl203 0.73 0.04

Al20a 0.93 0.36

SO4 3.06 o.oi

P205 2.20 0.27

S102 26.25 40.24

 

藁
灰
と
灰
汁
の
成
分
を
比
較
し
て
、
灰
汁
に
ケ
イ
酸
の
多
量
で
あ
る
の
と
ア
ル

ミ
ナ
成
分
が
注
目
さ
れ
る
灰
汁
練
り
は
、
紫
染
め
と
違

っ
て
、
晴
天
の
早
朝
か
ら

夕
刻
ま
で
に

一
日
で
行
な
う
。
藁
灰
汁
の
水
素
イ
オ
ン
濃
度
は

一
〇

・
○
～

一
〇

・
二
で
作
用
が
強
い
の
で
、
梅
酢

で
中
和
す
る
。
こ
の
液
中
に
生
絹
布
を
浸
し
、

と
き
ど
き
絞

っ
て
広
げ
て
風
に
あ
て
、
再
び
液
中
に
戻
す
。

一
時
間
後
に
試
料
絹

布
を
灰
汁
か
ら
取
り
出
し
、
固
く
絞

っ
て
日
光
に
晒
す
。
こ
れ
を
第

一
回
処
理
と

し
て
、
同
様
の
処
理
を
七
回
繰
返
し
て
灰
汁
練
り
を
行
な

っ
た
。
藁
灰
汁
漬
け
絹

布
の
重
量
変
化
は
図
2
の
如
く
で
あ

っ
た
。

灰
汁
漬
け
処
理
の
後
液
か
ら
、
椿
灰
汁
の
場
合

の
そ
れ
と
同
じ
く
、
ア
ミ
ノ
酸

類
を
検
出
し
、
精
練
絹
布
を
熱
湯
中
に
投
入
し
て
、
吸
収
物
質
を
溶
出
さ
せ
て
、

今
回
は
ケ
イ
酸
と

ア
ル
ミ
ナ
を
検
出
し
た
。
紅
染
め
は
、
紅
花
か
ら
水
溶
性
の
黄

色
素
を
除
い
て
、
藁
灰
汁
で
色
素
を
抽
出
し
、
梅
酢
を
加
え
て
酸
性
に
す
る
と
美
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図2.藁 灰汁漬け絹布の重量変化

 

し
い
紅
色
素
を
発
色
す
る
。
そ
の
染
液
に
常

温
で
浸
し
て
染
め
る
。
染
色
回
数
五

回
で
深
紅
色
が
得
ら
れ
る
。
灰
汁
漬
け
は
紅

花
中
に
残
存
す
る
黄
色
素
を
ケ
イ
酸

が
排
除
し
て
、
紅
色
素
の
み
を
吸
収
す
る
こ
と
と
、
ア
ル
ミ
が
媒
染
剤
と
な

っ
て

光
澤
を
与
え
る
こ
と
を
、
対
象
試
験
を
行
な

っ
て
確
か
め
る
。
植
物
繊
維

の
麻

・

木
綿
な
ど
は
黄
色
色
素
を
吸
着
し
な
い
か
ら
紅
色
に
美
し
く
染
ま
る
。
絹
布
は
灰

汁
練
り
を
し
な
い
と
榿
色
に
染
ま
る
結
果
に
な
る
。

三

 

万
葉
集
巻
十
二
に
は
古
代
の
歌
垣
の
伝
統

を
受
け
継
い
だ
海
石
榴
市

(
つ
ば
い

ち
)
に
お
い
て
問
答
さ
れ
た
、

ロ
マ
ン
の
香
り
に
満
ち
た
男
女

の
歌
が
収
あ
ら
れ

む

　

む

む

む

む

て
い
る
。
有
名
な

「紫
は
灰
指
す
も
の
ぞ
」
と
若
者
が
娘
に
呼
び
か
け
、

「た
ら

ち
ね
の
母
の
呼
ぶ
名
は
」
と
娘
が
若
者
に
答
え
た
歌
で
あ
る
。
こ
の
若
者
の
歌
は

紫
染
の
生
絹
の
灰
汁
練
り
と
染
色
の
関
連
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
椿
に
ゆ
か
り
の
土

地
で
出
会

っ
た
娘
に
名
を
問
う
の
で
あ
る
。

「万
葉
集
略
解
」
に
よ

っ
て
、
原
文

く
ん

と
訓
を
左
に
か
か
げ
る
。

紫
者

灰
指
物
曽

海
石
榴
市
之

八
十
衝
爾

む
ら
さ
き
は

は
ひ
さ
す
も
の
ぞ

つ
ば
い
ち
の

や
そ
の
ち
ま
た
に

あ
へ
る
こ
や
た
れ

足
千
根
乃

母
之
召
名
乎

錐
白

た
ら
ち
ね
の

は
は
が
よ
ぶ
な
を

と
し
り
て
か

相
児
哉
誰

(巻
十
ニ
ー
三

一
〇

一
)

路
行
人
乎

敦
跡
知
而
可

ま
を
さ
め
ど

み
ち
ゆ
き
び
と
を

た
れ

(
巻
十

ニ

ー

三

一
〇

二

)

つ

ば

き

「
万
葉
集
略
解
」
に
は

「紫
は
海
石
榴
の
灰
の
あ
く
を
指
し
て
、
染
る
物
な
る

に
よ
り
て
、

つ
ば
市
と
言
は
む
序
と
せ
り
」
と
説
明
し
て
い
る
。
紫
染
に
は
椿
の

灰
汁
を
指
す
こ
と
と
し
た
が
、
灰
指
し
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
の
解
に
は
程
遠

い
。

「
万
葉
集
古
義
」
は
答
歌

の
解
説
を
し
て
い
る
。

「
万
葉
集
全
講
」
に
は
「紫

ハ
灰
サ
ス
モ
ノ
ゾ
、
ム
ラ
サ
キ
草

の
根

の
し
ぼ
り
汁
に
、
灰
を
ま
ぜ
て
紫
色
の
染

一5一



料
を
得
る
。
そ
の
灰
は
椿
の
木
の
灰
を
よ
し
と
す
る
の
で
、

ツ
バ
イ
チ
を
引
き
出

す
縁
と
す
る
。
女
子
は
、
男
子
を
夫
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
の
讐
喩
と
し
て

い
る
」
と
注
釈
さ
れ
て
い
る
。
訓
話
の
学
問
だ
け
で
は
物
象
を
解
く
の
に
限
界
が

在
る
が
、
後
半
の
縁
の
説
明
は
流
石
に
大
家

で
あ
る
。

「万
葉
集
注
釈
」
を
見
る

と

「
〔口
訳
〕
紫

の
染
料
は
灰
を
さ
し
加

へ
る
も
の
よ
、
そ
の
灰
に
す
る
椿
、
そ

の
名
を
持

っ
た
海
石
榴
市
の
四
通
八
達
の
辻
で
逢

っ
た
を
と
め
は
誰
で
あ
ろ
う
か

〔訓
釈
〕
紫
は
灰
さ
す
も
の
ぞ
1
紫
草
か
ら
紫
の
染
料
を

つ
く
る
時
に
は
灰
を
さ

す
も
の
で
、
そ
の
灰
は
椿
の
木
を
焼
い
て

つ
く
る
。
そ
れ
で
ツ
バ
イ
チ
に
か
け
た

序
と
し
た
」
と
あ
る
。
国
文
学
の
大
家
の
解
釈
は

「
紫
は
灰
指
す
も
の
ぞ
」
の
「指

す
」
を

「
物
体
を
加
え
る
」
と
し
て
、
紫
根

に
灰
を
ま
ぶ
し
た
り
、
紫
の
染
料
に

ね

灰
を
さ
す
と
し
て
い
る
。
実
験
の
結
果
か
ら

「
灰
指
す
」
は

「灰
汁
練
り
」
を
さ

し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

「紫
染
に
は
灰
汁
練
り
を
し
て
染
め
る
も
の
で

す
よ
」
と
海
石
榴
市
の
巷
1
そ
こ
に
は
椿
の
木
が
植
え
ら
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て

い
る
。
1
で
逢

っ
た
娘
に
呼
び
か
け
た
の
で
あ
る
。

「
ゆ
か
り
の
ツ
バ
イ
チ
で
出

会

っ
た
娘
さ
ん
、
君
の
名
は
」
と
言

っ
た
の
で
あ
る
。
紫
衣
は
高
貴
の
シ
ン
ボ
ル

で
あ
り
、
そ
の
調
製
法
を
心
得
て
の
問
い
か
け
で
、
答
え
る
娘
も
あ
ざ
や
か
な
応

酬

で
あ
る
。
こ
の
歌
は
奈
良
朝
以
前
、
飛
鳥
朝
の
頃

の
歌
と
さ
れ
て
い
る
が
、
絹

さ

の
精
練
を
意
味
す
る

「灰
指
し
」
巨
灰
汁
練
り
の
古
語
を
見

つ
け
る
こ
と
が
で
き

た
。

四

植
物
繊
維
を
人
類
が
利
用
し
た
歴
史
は
太
古
の
こ
と
で
、

「
縣
の
起
原
は
即
ち

織
物
の
起
原
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
。
北
方
系
の
樹
皮
繊
維
と
南
方
系
の
靱
皮
繊

維
が
わ
が
国
で
は
入
り
混

っ
て
織
ら
れ
て
い
た
。
樹
皮
繊
維
と
し
て
、

フ
ジ
、
ク

ズ
の
藤
布
と
葛
布
、
靱
皮
繊
維
は
麻
と
苧
麻

(
カ
ラ
ム
シ
)
が
代
表
的
な
も
の
で

あ

っ
た
。

い
ず
れ
も
外
皮
を
む
き
、
繊
維
質
を
糸
に
し
て
、
平
織
り
の
布
を
得
て
、

井
戸
や
河
川
で
水
に
さ
ら
し
、
日
に
さ
ら
し
て
、
こ
れ
を
漂
白
し
て
衣
類
と
し
た

の
で
あ

っ
た
。
中
国
の

「
詩
経
」
の
国
風

・
周
南
篇
に

「葛
単

(か

っ
た
ん
)
」

の
詩
が
有
明
で
あ
る
。

葛
の
び
て

谷
間
に
這
い

一
面
に
葉
は
繁
る

く
わ

あ
ら

刈
り
て
煮

て

糸
と
り
て

精
し
布

粗
き
布

い
と

織
り
て
着
て

常
に
厭
わ
ず

紀
元
前

一
千
年
、
黄
河
上
流
に
住
ん
だ
若
い
娘
の
詩
の
抄
訳
で
あ
る
。

姫
押

生
澤
辺
之

真
葛
原

何
時
鴨
絡
而

我
夜
将
服

お
み
な

へ
し

お
ふ
る
さ
は
べ
の

ま
く
ず
は
ら

い
つ
か
も
ぐ
り
て

わ
が

き
ぬ
に
き
む

(巻
七
1

=
二
四
六
)

右
は
万
葉
集
に
見
え
る
女
性
の
歌
で
あ
る
。
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古
代
か
ら
栽
培
し
、
刈
り
、
糸
に
し
織
ら
れ
た
麻
と
苧
麻

(か
ら
む
し
)
が
あ



か

と
う

う

さ
い
ち
よ

け
ん
め
ん

る
。

「禾
稲
、
苧
麻
を
種
え
、
蚕
桑
緯
績
し
、
細
苧
、
練
綿
を
出
す
」
こ
れ
は
魏

志
倭
人
伝
の
記
事
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
。
万
葉
集
に
は
麻
の
歌
が
三
十

一
首
あ

る
が
苧
麻
と
も
判
じ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
ク
ワ
科
の
麻
は

一
年
草
で
イ
ラ
ク
サ

科
の
苧
麻
は
宿
根
草
で
あ
る
。
麻
の
繊
維
に
較
べ
る
と
苧
麻
の
繊
維
は
細
く
織
る

と
肌
ざ
わ
り
が
し
な
や
か
で
あ
る
。
東
国
こ
と
に
常
陸
は
古
く
か
ら
名
産
地
で
、

麻
に
関
連
す
る
記
事
が

「常
陸
風
土
記
」
に
多
く
見
え
る
。
万
葉
集
巻
十
四
は
東

歌
で
、
常
陸
の
国
の
歌
に
次
の

一
首
が
あ
る
。

筑
波
嶺
に
雪
か
も
降
ら
る
否

(伊
奈
)
を

か
も

か
な

に
の

愛
し
き
児
う
が
布
乾
さ
る
か
も

(巻
十
四
ー
三
三
五

一
)

東

の
素
朴
な
方
言
を
織
り
こ
ん
で
、
か
も
、
か
も
、
か
も
と
疑
問
体
の
構
成
に

見
え
る
が
、
詠
嘆
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は

「
雪
か
も
降
ら
る
」
に
あ

っ
て
、
筑
波
山
に

雪
が
降

っ
て
見
事
な
雪
景
色
を
展
開
し
て
い
る
。
〈
否
を
か
も
〉
は
、
〈
降

っ
て

い
な
い
か
も
し
れ
な
い
〉
と
解
釈
し
て
も
、
雪
は
地
上
に
積

っ
て
い
て
、
〈
愛
す

る
娘
が
雪
晴
れ
に
雪
晒
し
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
こ
と
よ
〉
。
こ
れ
は
苧
麻

の
布
の

雪
晒
し
の
歌
と
解
釈
す
る
。
現
在
は
越
後
の
六
日
町
に
無
形
文
化
財
の
指
定
を
受

け
て
、
命
豚
を
保

っ
て
い
る
,
「越
後
上
布
」

は
苧
麻

の
糸
で
織

っ
た
布
を
、
夜
は

寒
冷
な
水
中
に
漬
け
、
晴
れ
た
日
中
は
積
雪

の
上
に
広
げ
て
、
陽
光
の
紫
外
線
で

布
に
付
着
し
た
不
純
物
を
分
解
さ
せ
、
雪
の
融
解
を
利
用
し
て
布
を
純
白
に
晒
白

す
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
口
伝
で
千
年
余
り

の
伝
承
と
言
わ
れ
て
居
り
、
江
戸
時

代
に
は
最
も
盛
り
で
そ
の
状
は
鈴
木
牧
之
著

「北
越
雪
譜
」
に
く
わ
し
く
述
べ
ら

れ

て

い
る

。
お

わ

り

に

中
国
よ
り
伝
わ

っ
た
染
色
技
術
か
ら
精
練
と
漂
白
に
つ
い
て
、
考
古
化
学
の
立

場
か
ら
私
見
を
述
べ
た
。
漂
白
の
う
ち
、
「
雪
晒
し
」
は
、
わ
が
国
で
創
始
し
た
も

の
で
あ
る
。
粘
質
食
品
を
保
存
食
品
に
変
え
る
寒
天
や
高
野
豆
腐

の
発
明
も
、
冬

の
風
土
に
適
合
し
、
凍
結
、
融
解
、
乾
燥
の
気
温
変
化
に
順
応
し
た
も
の
で
あ
る
。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
1110987654321
)))、),�、))))))

註
三
国
志
・
魏
志
巻
三
〇
東
夷
伝
・
倭
人

周
礼
四
十

冬
官
考
工
記

延
喜
式

日
本
古
典
全
書
に
よ
る
。

著
者
不
詳

『万
聞
書
秘
伝
抄
」
小
型
本
版

(
一
六
五

一
)

宋
応
星

『天
工
開
物
』
巻
上
、
彰
施
第
三
巻

(
一
六
三
七
)

成
島
司
直
編

『徳
川
実
記
』
有
徳
院
殿
御
実
記
付
録

巻
十
七

朽
木
文
庫
本

『式
内
染
鑑
』
大
阪
府
立
図
書
館
蔵

狩
谷
液
齋

『本
朝
度
量
衝
孜
」
日
本
古
典
全
書
に
よ
る

大
関
増
業

『機
織
彙
編
』
巻
之
二

(
一
八
二
六
)

新
井
清

『紫
染
と
紅
染
』
染
色
工
業
二
十

一
巻
七
号

(
一
九
七
三
)

新
井
清

『灰
指
し
考
」
学
鐙
七
十
八
巻
十

一
号

(
一
九
八

一
)

一7一


