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我
が
衣

色
つ
け
染
め
む

う
ま
　
　
さ
け
　
　
　
　
　
　
　
み
∴
∴
∴
む
ろ

味
酒
　
三
重
の
山
は

圭
一
∴
み
　
ち

黄
葉
し
に
け
り

柿
本
人
麻
呂
歌
集
（
巻
七
二
〇
九
四
）

い
つ
の
聞
に
か
日
暮
れ

が
ず
い
ぶ
ん
早
く
な
り
、

朝
晩
は
肌
寒
さ
を
感
じ
る

よ
う
に
も
な
り
ま
し
た
。

万
葉
文
化
館
の
庭
園
の
木

々
も
刻
一
刻
と
鮮
や
か
さ

を
増
し
て
い
ま
す
。

こ
の
歌
で
は
、
そ
ん
な

山
の
紅
葉
が
詠
ま
れ
て
い

ま
す
。
詠
ま
れ
た
年
代
も

作
者
も
不
明
の
歌
を
集
め

た
巻
七
に
「
山
を
詠
め
る
」

と
題
し
て
ま
と
め
ら
れ
た

7
首
の
歌
の
う
ち
の
1
首

で
す
。
「
柿
本
人
麻
呂
歌

集
」
か
ら
引
用
し
た
歌
だ

と
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

人
麻
呂
自
身
の
作
歌
か
ど

ぅ
藷
か
り
ま
せ
ん
。

の
山
」
と
は
、

固
有
名
詞
で
は
な
く
神
の

降
臨
す
る
場
所
を
意
味
す

る
普
通
名
詞
ミ
ム
ロ
を
冠

し
た
表
現
で
す
。
同
様
の

意
味
で
ミ
モ
ロ
と
も
い

い
、
そ
の
代
表
例
と
い
え

る
の
か
三
輪
山
で
し
た
。

務
歌
で
は
こ
と
に
「
暁

酒
」
と
い
う
「
三
輪
」
に

か
か
る
枕
詞
が
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
三

重
の
山
」
と
は
三
輪
山
を

指
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

ます。
「
味
酒
」
が
「
三
輪
」

の
枕
詞
に
な
っ
た
の
は
、

藩
や
そ
れ
を
入
れ
る
蓮

を
ミ
ワ
と
も
呼
ん
だ
こ
と

に
由
来
す
る
と
い
わ
れ
ま

す。
衣
に
色
を
付
け
る
、
染

め
る
と
い
っ
た
表
現
は
、

象
徴
的
な
意
味
で
も
用
い

鑓
親
類
譜

肘
れ
ば
に
は
ひ
ぬ
べ
く
も

も
み
つ
山
か
も
」
　
（
巻
十

・
三
九
二
）
と
、
そ
こ

を
通
っ
た
だ
け
で
白
い
衣

が
色
づ
く
に
違
い
な
い
ほ

ど
に
見
事
に
紅
葉
し
た
山

を
詠
ん
だ
歌
も
あ
り
ま

す
。
一
〇
九
四
番
歌
は
「
我

が
衣
色
つ
け
染
め
む
」
と

あ
る
の
で
、
美
し
く
色
づ

談
義
議

で
あ
っ
た
と
い
え
ま
す
。

「
貴
重
は
特
定
の
植

物
名
で
は
な
く
動
詞
モ
ミ

ツ
の
名
詞
形
で
、
色
づ
い

た
菜
を
指
し
ま
し
た
。
現

代
で
は
「
紅
葉
」
と
葺
く

の
が
一
般
的
で
す
が
、
『
万

葉
集
』
で
は
ほ
と
ん
ど
の

歌
で
「
黄
葉
」
と
記
さ
れ

ま
す
。
黄
色
に
色
づ
く
植

物
が
多
か
っ
た
と
い
う
わ

け
で
は
な
く
、
中
国
文
学

の
表
記
の
彰
聾
と
み
ら
れ

て
い
ま
す
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
指
導

研
窒
冥
・
井
上
さ
や
か
）

【
訳
】
私
の
衣
に
色
を
つ
け
て
染
め
よ
う
。

味
酒
の
三
宝
の
山
は
紅
葉
し
て
い
る
こ
と
だ
。
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二、三

人
の
言
ひ
く
る

老
人
の
　
愛
宕
つ
と
い
ふ
水
そ
　
名
に
負
ふ
滝
の
瀬

大
伴
素
人
（
巻
六
・
一
〇
三
四
）

7
1
7
年
日
月
1
7
日
、

「
霊
亀
」
か
ら
「
養
老
一

に
改
元
さ
れ
ま
し
た
。
『
続

日
本
紀
』
に
よ
る
と
、
同

年
9
月
2
0
唱
華
歪
天
皇

が
美
澄
国
当
喜
郡
「
多
度

山
」
の
美
東
逐
擬
で
帰
諒

し
た
後
、
「
醇
泉
は
美

い
づ
み
　
　
　
　
　
　
　
ー
】
ち

泉
な
り
っ
以
て
老
を
養

ふ
べ
L
L
と
話
し
て
改
元

し
た
と
あ
り
ま
す
。

「
多
捜
山
」
と
い
え
ば

養
老
山
地
南
端
の
山
で
あ

り
、
多
度
大
社
が
あ
る
こ

と
で
知
ら
れ
ま
す
。
し
か

し
、
い
わ
ゆ
る
「
養
老
の

滝
」
は
蕃
老
山
地
北
端
の

養
老
山
に
あ
り
ま
す
。
養

老
山
は
旧
名
を
「
多
芸
山
」

と
い
い
、
多
度
山
と
は
地

理
的
に
随
分
な
開
き
が
あ

る
の
で
す
が
、
古
く
か
ら

混
同
さ
れ
て
き
た
こ
と
が

指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

元
正
天
皇
は
改
元
の
詔

の
中
で
、
『
後
浅
春
』
光

武
帝
の
「
醍
泉
」
の
散
華

な
ど
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ

の
霊
泉
」
の
水
は
万
病

に
効
く
霊
水
で
あ
る
と
し

て
い
ま
す
。
『
和
名
抄
』

に
は
「
酷
」
の
字
に
コ
サ

ケ
の
訓
が
付
さ
れ
て
お

り
、
『
漢
書
』
に
「
酒
は

百
薬
の
長
」
と
も
あ
り
ま

す
。
後
世
の
説
話
に
お
い

て
「
養
老
の
滝
」
が
酒
の

流
れ
出
る
滝
と
し
て
描
か

れ
た
こ
と
に
は
、
こ
う
し

た
背
景
が
あ
っ
た
よ
う
で

す。
元
正
天
皇
は
翌
年
も
同

地
に
行
幸
し
て
お
り
、
そ

の
ル
ー
ト
は
壬
申
の
乱
の

映
蒲
入
墨
子
方
の
進
路
を

彷
彿
さ
せ
る
も
の
で
し

た
。
養
老
改
元
の
契
機
と

な
っ
た
行
幸
自
体
が
初
め

か
ら
美
澄
国
を
目
的
地
と

し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、

天
武
天
皇
（
大
海
人
皇
子
）

ゆ
か
り
の
重
要
な
地
と
認

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
え
ま
す
。

こ
の
歌
は
、
7
4
0
年

の
聖
武
天
皇
に
よ
る
美
濃

国
行
幸
の
際
に
「
多
芸
行

富
」
で
詠
ま
れ
た
歌
で
す
。

若
返
り
の
水
と
伝
わ
る
有

名
な
滝
と
は
「
養
老
の
瀧
」

で
あ
り
、
か
つ
て
の
元
正

天
皇
の
2
度
の
行
幸
を
想

起
し
っ
つ
詠
ま
れ
た
と
み

ら
れ
ま
す
。

こ
の
時
の
行
幸
は
藤
原

広
嗣
の
乱
に
端
を
発
す
る

も
の
で
し
た
が
、
聖
武
天

皇
も
ま
た
、
壬
申
の
乱
の

大
海
人
皇
子
方
の
経
路
を

な
ぞ
る
よ
う
に
粟
国
を
巡

行
し
ま
し
た
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
指
導

研
究
員
・
井
上
さ
や
か
）

【
訳
】
昔
か
ら
ず
っ
と
人
の
言
い
伝
え
て
来
た
、
老
人
が

若
が
え
る
と
い
う
水
で
あ
る
よ
。
名
に
そ
む
か
ぬ
滝
の
瀬
よ
。


