
近
時
、

紫
上
を
中
の
品
す
な
わ
ち
中
流
の
女
性
と
考
え
る
説
が
捉
案
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
取
り
上
げ
て
考
え
て
み
た
い
。

た
し
か
に
紫
式

．

部
は
、

上
流
の
女
性
た
ち
に
は
あ
ま
り
関
心
と
熱
情
を
持
た
な
か
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。

源
氏
を
め
ぐ
る
女
性
と
し
て
は
、

葵
上
・

閏
月
夜
・

女＿
二
宮
は
そ
れ
ぞ
れ
権
門
の
出
で
あ
っ
た
り、

先
帝
の
姫
で
あ
る
か
ら、

こ
れ
ら
の
人
々
は
上
流
中，
の
上
流
と
言
え
る
と
思
う。

先
ず
葵
上
に

つ
い
て
百
え
ば、

類
氏
は
そ
の
最
後
に
は
彼
女
を
い
と
お
し
ん
で
い
る
が
、

必
ず
し
も
幸
福
な
夫
婦
と
は
言
え
な
か
っ
た
。

こ
れ
に
は
源
氏
の

心
に
、

藤
壷
に
対
す
る
思
慕
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、

や
は
り
源
氏
を
引
き
つ
け
る
魅
力
に
乏
し
く
、

夕
霧
を
残
し
て
早
々
と
舞

台
を
去
っ
た
の
で
あ
る
。

朧
月
夜
は
源
氏
の
須
磨
滝
流
の
原
因
と
な
っ
た
程
で
、

本
来
結
ば
れ
る
仲
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
，
女
三
宮
は
先

帝
の
皇
女
の
降
嫁
と
し
て
表
面
的
に
は
源
氏
の
生
程
の
光
栄
の
よ
う
に
み
え
る
が
、

こ
の
頼
り
な
い
姫
の
帥
途
を
憂
慮
し
た
朱
雀
院
が
節
を
屈

し
て
、

後
見
と
し
て
面
氏
に
頼
み
込
ん
だ
の
で
あ
る
。

そ
し
て
柏
木
と
の
事
件
に
よ
っ

て
や
が
て
出
家
入
道
し
た
の
で
あ
る
か
ら、

結
果
的
に

は
自
滅
し
た
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

寄
木
の
巻
に
お
い
て
馬
頭
が
、

思
い
が
け
な
い
と
こ
ろ
に
思
い
の
外
の

美
し
い
人
が
い
る
の
を
見
出
し
た
の
は
、

限
り
な
く
め
ず
ら
し
く
思

わ
れ
る
と
語
り
続
け
て
い
る
の
を
聞
い
て
、

源
氏
は
「
い
で
や
、

上
の
品
と
思
ふ
に
だ
に
難
げ
な
る
世
を
」
と
思
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
葵
上
を

念
頭
に
厖
い
て
の
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、

紫
式
部
の
考
え
方
で
あ
ろ
う。

源
氏
物
語
に
は
、

堅
女
や
権
門
の
娘
に
つ
い
て
描
く
と
こ
ろ
は
比

較
的
少
な
い
の
で
あ
る
。 ー

中
の
品
と
考
え
る
説
に
つ
い
て
ー

ーー

紫

上

論

補

遺
（

絶

筆
）

森

岡

常

夫
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し
か
し
な
が
ら、

女
主
人
公
紫
上
を
中
の
品
と
笞
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

皇
女
や
椛
門
の
出
自
で
な
け
れ
ば、

中
の
品
に
屈
す
る
と
言
え
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
重
松
信
弘
氏
は、

近
時
「
源
氏
物
語
の
主
函
と
構
造
」
に
お
い
て、

萩
原
広
道
ら
が
行
木
・
空
抑
・

タ
顔
三
巻

を
一

括
す
る
説
に
反
し、

そ
れ
に
若
紫
・

末
摘
花
二
巻
を
加
え
て
―
つ
の
グ
ル
ー
プ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

そ
の
理
由
と
し
て
、

「
空
仰
・

タ
顔
・

若
紫
・

末
摘
花
の
四
人
は、

第
一
に、

源
氏
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
中
の
品
の
女
で
あ
る
こ
と、

第
二
に、

い
ず
れ
も
雨
夜
の

品
定
に
よ
っ
て、

興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と、

第
三
に、

い
ず
れ
も
異
様
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
三
点
に
お
い
て、

共
通
し
て
い
る。

帯
木
三
帖
の
女
二
人
だ
け
を
特
別
に
取
出
し
て、
一

括
す
る
理
由
は
な
く、

序
ろ
四
人
の
女
に
共
通
す
る
点
が
あ
る
の
で、

四
人
を
一

括
す
ぺ

き
で
あ
る。

品
定
に
よ
る
中
品
の
女
へ
の
典
味
は、

末
摘
花
で
懲
り
た
の
か、

こ
の
後
は
中
の
品
の
女
を
探
訪
し
な
い
」
（
同
也
ニ
ー
六
ペ
ー
ジ）

と
述
ぺ
て
お
ら
れ
る。

�

そ
れ
に
し
て
も
若
紫
が
果
た
し
て
空
蜘
・

タ
顔
と
同
等
に
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
ず
帯
木
の
巻
の
雨
夜
の
品
定
め
の
意
義
に
つ

い
て
考
え
る
と、

こ
れ
が
源
氏
物
語
全
体
の
総
序
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
は
適
切
で
あ
る
と
は
甘
い
難
い
。

作
者
の
女
性
観
を
述
ぺ
て

い
ろ
の
で
あ
る
か
ら、

今
後
の
巻
々
に
登
場
す
ろ
女
性
と
遥
ず
る
と
こ
ろ
の
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、

し
か
し
桐
壷
の
巻
の
次
に
序
を
囲
く

と
い
う
の
も
不
可
解
で
あ
る
。

源
氏
の
藤
壺
に
対
す
る
思
慕
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
し、

ま
た
そ
れ
か
ら
先
の
経
過
を
直
写
す
る

こ
と
は
作
者
の
好
ま
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら、

暫
く
源
氏
の
見
知
ら
ぬ
中
の
品
の
女
性
を
相
手
に
遥
歴
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
ろ
う。

雨
夜

の
品
定
め
は、

空
郷
や
夕
顔
を
引
き
出
す
た
め
の
前
臨
き
と
し
て
世
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
は
長
す
ぎ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、

作
者
は
評
論
家
的
資
質
を
有
し
て
い
る
か
ら、

思
わ
ず
興
に
乗
っ
て
啓
き
続
け
た
の
で
あ
ろ
う。

音
楽
・
宙
・

香
・

絵
画
な
ど
に
関
す
る
評
論

と
考
え
合
わ
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
う。

そ
し
て
ま
た、

評
論
的
な
部
分
を
好
む
読
者
の
あ
っ
た
こ
と
も
現
代
と
同
様
で
あ
ろ
う
と
思
う。

•

こ
れ
に
よ
っ
て
中
流
の
女
性
の
世
界
に
源
氏
が
開
眼
し、

垣
閻
見
に
典
味
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
事
突
で
あ
る
が、

し
か
し
空
仰
・

タ

顔
の
話
は、

夕
顔
の
巻
の
巻
末
で
一

応
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

夕
顔
の
巻
巻
末
の
「
過
ぎ
に
し
も
け
ふ
別
る
る
も
ふ
た
み
ち
に
ゆ
く
か

た
知
ら
ぬ
秋
の
く
れ
か
な
」
と
詠
ん
だ
源
氏
の
歌
は、

そ
の
事
実
を
明
示
し
て
い
る。

末
摘
花
の
巻
は
直
接
夕
顔
の
巻
の
系
統
を
引
く
も
の
で

あ
る
が、

若
紫
を
空
抑
・

タ
顔
と
一

括
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
構
成
の
上
か
ら
考
え
て
も
不
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら、

若
紫
の
巻
が
帯
木
の
巻
や
夕
顔
の
巻
と
全
く
無
関
係
で
あ
る
と
は
言
い
難
い
。

す
な
わ
ち
雨
夜
の
品
定
め
の
結
末
の
と
こ

ろ
に、．
「
君
は
人
ひ
と
り
の
御
有
様
を、
‘
心
の
中
に
思
ひ
続
け
給
ふ
。

こ
れ
に
足
ら
ず
ま
た
さ
し
過
ぎ
た
る
事
な
く
も
の
し
給
ひ
け
る
か
な、

I
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と
あ
り
が
た
き
に
も、
い
と
ど
胸
塞
る
」
と
あ
っ
て、

源
氏
は
藤
壺
の
理
想
的
な
姿
を
思
い
続
け
て
い
る。

更
に
同
じ
巻
の、

空
蝉
の
許
に
忍

ぷ
と
こ
ろ
で、

女
房
た
ち
が
自
分
の
噂
を
し
て
い
ろ
の
を
聞
い
て、
「
思
す
こ
と
の
み
心
に
か
か
り
給
へ
ば、

ま
づ
胸
つ
ぷ
れ
て、
か
や
う
の

つ
い
で
に
も、

人
の
言
ひ
甜
さ
む
を
聞
き
つ
け
た
ら
む
時
な
ど
党
え
給
ふ。

異
な
ろ
こ
と
な
け
れ
ば、

聞
き
さ
し
給
ひ
つ
」
と
い
う
源
氏
の
心

廃
は、
た
だ
藤
羅
に
対
し
て
思
慕
の
憫
を
抱
い
て
い
る
だ
け
で
は
な
い。

人
に
涸
れ
て
は
な
ら
な
い
秘
密
の
存
在
す
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る。

そ
し
て
夕
顔
の
巻
に
は、

夕
顔
の
急
死
に
直
面
し
て、
「
命
を
か
け
て、

何
の
契
に
か
か
る
め
を
見
ろ
ら
む。
わ
が
心
な
が
ら、
か
か
る
筋
に

お
ふ
け
な
く
あ
ろ
ま
じ
き
心
の
報
い
に、

か
く
来
し
方
行
く
先
の
例
と
な
り
ぬ
ぺ
き
事
は
あ
る
な
め
り
」
と、

藤
壷
に
対
す
る
罪
を
源
氏
が
深

く
意
諾
し
て
い
る
こ
と
を
述
ぺ
た
箇
所
が
あ
る。

そ
の
文
章
の
分
足
は
少
な
い
が、
い
ず
れ
も
要
所
要
所
に
臨
か
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て、

源

氏
と
藤
壺
の
交
渉
の
展
開
が
側
面
か
ら
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら、

か
よ
う
な
意
味
で
帯
木
の
巻
の
雨
夜
の
品
定
め
や
空
郷
の
話、

夕
頷

．

の
巻
の
夕
顔
の
話
は、

若
紫
の
巻
に
結
び
つ
く
こ
と
が
認
め
ら
れ
る。

源
氏
が
若
紫
に
深
く
心
を
ひ
か
れ
た
の
は、

藤
壺
に
似
通
う
と
こ
ろ
が

あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ。

構
成
上、

空
郷
・
タ
顔
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
中
の
品
の
女
性
た
ら
を
描
い
た
世
界
を、

主
題
の
世
界
に
統
合
し
よ
う
と
す
る
作
者
の
創
造
的

努
力
は
認
め
ざ
ろ
を
得
な
い
が、

し
か
し
若
紫
を
空
郷
や
夕
顔
と
同
列
に
中
の
品
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か。

馬
頭
が
雨
夜
の
品

定
め
に
お
い
て、

中
の
品
に
つ
い
て
一
応
の
定
義
を
下
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
あ
げ
れ
ば、
「
な
り
の
ぽ
れ
ど
も、

も
と
よ
り
さ
る
ぺ
き
筋
な
ら

ぬ
は、

世
人
の
思
へ
る
こ
と
も、

さ
は
い
へ
ど
な
ほ
異
な
り。

ま
た
も
と
は
や
む
と
と
な
き
筋
な
れ
ど、

世
に
経
る
た
づ
き
少
な
く、

時
世
に

う
つ
ろ
ひ
て、
お
ぼ
え
衰
へ
ぬ
れ
ば、

心
は
心
と
し
て
事
足
ら
ず、

わ
ろ
び
た
る
事
ど
も
出
で
来
る
わ
ざ
な
め
れ
ば、

と
り
ど
り
に
こ
と
わ
り

て、

中
の
品
に
ぞ
囮
く
ぺ
き
」
と
語
り、

更
に
国
の
守
と
し
て
身
分
が
固
定
し
た
中
に
も
そ
れ
ぞ
れ
区
別
が
あ
っ
て、

中
の
品
と
し
て
見
る
ペ

き
も
の
を
選
び
出
す
こ
と
の
で
き
る
C
時
勢
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る。

空
輝
は
人
柄
の
聡
明
さ
と
爽
や
か
な
出
所
進
退
に
よ
っ
て、

そ
の
容
姿
の
欠
点
も
十
分
に
取
り
箱
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る。

源
氏
は
三
度
ま

で
彼
女
に
迫
り、

そ
の
後
も
彼
女
を
忘
れ
て
は
い
な
い。

作
者
も
空
蜘
の
こ
と
を
決
し
て
悪
く
は
描
い
て
い
な
い
の
で
あ
る。
し
か
し
空
蜘
は

自
ら
も
自
覚
し
て
い
る
よ
う
に、

老
い
た
る
地
方
官
の
衷
と
し
て、

そ
の
身
分
は
決
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る。

空
知
の
父
親
は
右
術

-3-



．

門
督
（
中
納
言）
で
あ
っ

た
が 、

既
に
故
人
に
な
っ
て
い
る 。

馬
頭
の
定
義
か
ら
す
る
な
ら
ば 、

空
畑
は
典
型
的
な
中
の
品
の
女
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る 。

常
夏
の
女
は
三
位
中
将
の
姫
で
あ
る
が 、
わ
が
身
の
囲
き
ど
こ
ろ
も
な
く 、

頭
中
将
の
許
か
ら
身
を
隔
さ
ざ
る
を
得
な
い
人

で
あ
っ

た 。
そ
れ
が
源
氏
に
見
出
さ
れ
た
夕
顔
で
あ
る
が 、

そ
の
出
自
述
命
を
考
慮
す
る
な
ら
ば 、

彼
女
も
典
型
的
な
「
中
の
品
」
の
女
性
で

あ
る 。そ

し
て
「
中
の
品
」
と
い
う
こ
と
は 、

行
木
の
巻
の
雨
夜
の
品
定
め
に
お
い
て
の
み
用
い
ら
れ
て
い
る
語
で
あ
る 。

若
菜
上
の
巻
に
お
い
て 、

夕
霧
の
姿
を
描
い
て
「
物
渭
げ
な
る
う
ち
と
け
姿
に 、

花
の
雪
の
や
う
に
降
り
か
か
れ
ば 、

う
ち
見
上
げ
て 、

し
を
れ
た
る
枝
す
こ
し
押
し
折

•

•

•

•

 

り
て 、

御
階
の
中
の
し
な
の
程
に
居
給
ひ
ぬ
」
と
あ
る
場
合
の
「
中
の
し
な
」
は 、

全
く
別
で
あ
る 。
こ
れ
を
除
け
ば
帯
木
の
巻
の
五
例
の
み

で
あ
る 。

夕
顔
の
系
統
を
引
く
者
と
し
て
末
摘
花
が
あ
る 。
こ
れ
は
決
し
て
血
緑
関
係
な
ど
の
因
緑
が
あ
ろ
の
で
は
な
く 、

夕
顔
の
よ
う
な
人
の
再
来

を
望
ん
で
図
ら

ず
も
出
逢
っ

た
の
が
末
摘
花
で
あ
っ

た
と
い
う
の
で
あ
る 。

従
っ
て
源
氏
の
意
図
と
し
て
は
夕
顔
の
風
趣
を
求
め
る
こ
と
で
あ

っ
た
が 、

そ
れ
が
末
摘
花
に
流
れ
て
い
ろ
わ
け
で
は
な
い 。

末
摘
花
は
夕
顔
と
は
全
く
別
個
の
人
格
で
あ
る 。

従
っ
て
夕
顔
の
再
来
を
求
め
ろ

の
は 、

末
摘
花
に
出
逢
う

動
機
に
な
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い 。

末
摘
花
は
雨
夜
の
品
定
め
の
世
界
で
は
全
く
そ
の
登
湯
は
予
想
さ
れ
な
い
人
物

で
あ
ろ
か
ら 、

そ
こ
で
品
定
め
の
行
わ
れ
る
わ
け
は
な
い 。

従
っ
て
末
摘
花
を
空
郷
や
夕
顔
と
同
等
に
品
定
め
す
る
こ
と
は
で
き
な
い 。
こ
れ

を
拡
大
し
て
用
い
た
と
し
て
も
恣
意
的
な
も
の
で
あ
っ
て 、

作
者
の
意
図
と
は
遠
い
も
の
で
あ
ろ 。

ま
た
玉
鷲
の
方
は
末
摘
花
と
は
事
情
を
異
に
し 、

夕
顔
の
娘
で
あ
る 。

帯
木
の
巻
に
お
い
て 、

常
夏
の
女
と
し
て
そ
こ
に
幼
女
が
あ
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
し 、

夕
顔
の
巻
に
至
っ
て
も
そ
の
巻
末
に
お
い
て 、

彼
女
の
形
見
と
し
て
そ
の
女
児
を
手
に
入
れ
た
い
と
源
氏
は
考
え

て
い
る 。
か
よ
う
に
玉
望
は
帝
木
・

タ
顔
の
二
巻
に
あ
ら
わ
れ
る
娘
で
あ
る
か
ら 、

末
摘
花
に
比
し
て
夕
顔
と
の
因
縁
は
深
い

。
し
か
し
そ
の

幼
女
の
品
定
め
は 、

作
者
の
考
慮
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た 。

今
後
い
か
な
る
迎
命
が
展
開
す
ろ
か
は
わ
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら 、

到

底
品
定
め
の
対
象
と
な
る
人
で
は
な
い
の
で
あ
る 。

従
っ
て
玉
鷲一
人
を
取
り
上
げ
て 、
こ
れ
を
中
の
品
（
中
流
r
す
る
説
を
聞
か
な
い 。
し

か
し
な
が
ら 、

武
田
宗
俊
氏
が
藤
衷
葉
の
巻
ま
で
の
成
立
論
に
お
い
て 、

紫
上
系
・

玉
覧
系
の
二
系
列
を
立
て
て
そ
の
成
立
の
経
過
を
考
察
さ
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で
あ
る。
こ
の
よ
う
に
最
期
ま
で
源
氏
物
語
を
愛
し、
そ
の
研
究
に
没
頭
さ
れ
た
崇
裔
な
ま
で
の
お
姿
を
侶
ぶ
ぺ
く、

御
過
族
の
お
許
し
を
得
て、
こ
こ

に
先
生
の
絶
策
と
し
て
と
れ
を
掲
載
し
た
次
第
で
あ
る。

（
工
藤
進
思
郎）

れ
た
の
で
あ
る
が、

こ
こ
に
は
主
流
対
傍
流
の
対
立
と
共
に、

上
流
に
対
す
ろ
中
流
と
い
う
意
臨
が
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い。

そ
れ
に
し
て

も、

空
師
・
タ
顔
・
末
摘
花
・
玉
饗
と
一
括
す
る
こ
と
は、

必
ず
し
も
合
理
的
で
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い。

こ
れ
ら
四
人
を
統
一

す
る
共
通
性

は
必
ず
し
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
ろ。

中
の
品
と
い
う
の
は
雨
夜
の
品
定
め
の
場
合
に
の
み

添

書

本
稿
は
森
岡
先
生
が
お
亡
く
な
り
に
な
る
数
日
前
ま
で
執
筆
さ
れ
て
い
た
御
論
文
の
草
稿
で
あ
ろ。
A
五
判
の
ル
ー
ズ
リ
ー
フ
ノ
ー
ト
に
九
ペ
ー
ジ
に

わ
た
っ
て
丁
寧
に
書
か
れ
て
い
ろ
が、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
語
句
を
訂
正
し
た
り
挿
入
し
た
り
し
た
跡
が
見
受
け
ら
れ、

今
後
な
お
推
敲
を
施
す
お
つ
も
り

も
あ
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る。
そ
れ
に
し
て
も
論
な
か
ば
に
し
て
中
絶
し
て
い
る
の
は、
何
と
し
て
も
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い。
本
稿
を
「
紫
上
論
補

遺」
と
殴
さ
れ
た
の
は、
こ
れ
が
f
平
安
朝
物
語
の
研
究」
所
収
の
「
紫
上
論」
を
補

強す
る
べ
き
一
編
で
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
ろ
が、
さ
ら
に
晩

年
の
紫
上
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
「
紫
上
の
立
場
—
女
三
宮
の
降
嫁
に
対
し
て
ー」
（
「
源
氏
物
語
の
考
究」
所
収）
な
ど
を
も
併
わ
せ
続
む
な
ら
ば、

源
氏
物
語
の
女
主
人
公
と
し
て
の
紫
上
に
関
す
る
先
生
の
根
本
的
な
お
考
え
は
十
分
に
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う。

御
入
院
先
へ
お
見
舞
い
に
あ
が
っ
た
と
き、

先
生
は
紫
上
を
中
の
品
と
見
な
す
こ
と
の
非
を
力
説
さ
れ、

「
r
文
芸
研
究」
の
岡
崎
義
恵
先
生
追
悼
号

に
は、
ぜ
ひ
こ
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
害
き
た
い
」
と
話
し
て
お
ら
れ
た
が、
ま
さ
に
本
稿
は
そ
の
た
め
の
草
稲
と
し
て
箪
を
と
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
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