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道
頼
は
反
色
好
み
か

『
落
窪
物
語
』
は
言
わ
ず
と
知
れ
た
継
子
い
じ
め
の
物
語
で
あ
る
。「
わ
か
う
ど

ほ
り
腹
」
の
姫
君
が
正
妻
で
あ
る
継
母
に
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
の
を
、
左
大
将
の

息
子
の
道
頼
が
救
出
す
る
と
い
う
、
シ
ン
デ
レ
ラ
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
と
は
い

え
、
姫
君
を
救
出
す
る
と
こ
ろ
ま
で
の
展
開
が
非
常
に
速
く
、
そ
の
後
の
復
讐
と

報
恩
に
紙
数
が
割
か
れ
て
い
る
事
実
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
久
し
い
。
そ
し
て

そ
の
復
讐
は
、
道
頼
か
ら
姫
君
へ
の
「
愛
」
を
根
拠
に
な
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換

え
れ
ば
、
愛
を
根
拠
に
す
る
こ
と
で
、
復
讐
の
残
虐
さ
は
隠
蔽
さ
れ
る
。
道
頼
は
、

右
大
臣
の
姫
君
と
の
結
婚
の
話
題
に
つ
い
て
も
即
時
に
拒
否
し
、
姫
君
一
人
へ
の

愛
を
貫
く
。
こ
の
こ
と
は
、
一
夫
一
婦
を
理
想
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
継
母
・
継

子
の
関
係
を
生
み
や
す
い
当
時
の
一
夫
多
妻
制
へ
の
批
判
で
あ
る
と
い
う
三
谷
邦

明
の
見
解
が
あ
る
（
注
１
）。
こ
れ
に
対
し
、
藤
井
貞
和
は
、
道
頼
が
一
夫
一
婦
主

義
を
と
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
一
夫
多
妻
制
へ
の
批
判
に
は
当
た
ら
な
い
と
す
る
。

そ
の
上
で
、
道
頼
が
姫
君
一
人
を
愛
す
る
造
形
に
変
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
色

好
み
の
終
わ
り
」
と
述
べ
る
（
注
２
）。

　

こ
の
帯
刀
の
女
親
は
、
左
大
将
と
聞
え
け
る
御
む
す
こ
、
右
近
の
少
将
に
て

お
は
し
け
る
を
な
む
、
養
ひ
た
て
ま
つ
り
け
る
。
ま
だ
妻
も
お
は
せ
で
、
よ
き

人
の
む
す
め
な
ど
、
人
に
語
ら
せ
て
、
人
に
問
ひ
聞
き
た
ま
ふ
つ
い
で
に
、
帯

刀
、
落
窪
の
君
の
上
を
語
り
き
こ
え
け
れ
ば
、
少
将
耳
と
ま
り
て
、
静
か
な
る

人
間
に
、
こ
ま
か
に
語
ら
せ
て
、「
あ
は
れ
、
い
か
に
思
ふ
ら
む
。
さ
る
は
、

わ
か
う
ど
ほ
り
腹
な
な
り
か
し
。
わ
れ
に
、
か
れ
、
み
そ
か
に
逢
は
せ
よ
」
と

の
た
ま
へ
ば
、「
た
だ
今
は
、よ
に
も
思
し
か
け
た
ま
は
じ
。
今
、か
く
な
む
と
、

も
の
し
は
べ
ら
む
」
と
申
せ
ば
、「
入
れ
に
入
れ
よ
か
し
。
離
れ
て
は
た
住
む

な
れ
ば
」
と
の
た
ま
ふ
。 

（
巻
一
・
一
三
）

　
　

―
（
略
）
―

　

帯
刀
、
大
将
殿
に
参
り
た
れ
ば
、「
い
か
に
ぞ
。
か
の
こ
と
は
」、「
言
ひ
は

べ
り
し
か
ば
、
し
か
じ
か
な
む
申
す
。
ま
こ
と
に
い
と
遙
け
げ
な
り
。
か
や
う

の
筋
は
、
親
あ
る
人
は
、
そ
れ
こ
そ
と
も
か
く
も
急
げ
、
お
と
ど
も
、
北
の
方

に
取
り
こ
め
ら
れ
て
、
よ
も
し
た
ま
は
じ
」
と
申
せ
ば
、「
さ
れ
ば
こ
そ
、
入

れ
に
入
れ
よ
と
は
言
へ
。
婿
取
ら
る
る
も
、
い
と
は
し
た
な
き
心
ち
す
べ
し
。

ら
う
た
う
な
ほ
お
ぼ
え
ば
、
こ
こ
に
迎
へ
て
む
」
と
、「
さ
ら
ず
は
、
あ
な
か

ま
と
て
も
止
み
な
む
か
し
」
と
の
た
ま
へ
ば
、「
そ
の
ほ
ど
の
御
定
め
、
よ
く

承
り
て
な
む
、
仕
う
ま
つ
る
べ
か
め
る
」
と
言
へ
ば
、
少
将
、「
見
て
こ
そ
は

定
む
べ
か
な
れ
。
そ
ら
に
は
い
か
で
か
は
。
ま
め
や
か
に
は
、な
ほ
た
ば
か
れ
。

よ
に
ふ
と
は
忘
れ
じ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
帯
刀
、「『
ふ
と
』
ぞ
。
あ
ぢ
き
な
き

文
字
な
な
る
」
と
申
せ
ば
、
君
う
ち
笑
ひ
た
ま
ひ
て
、「『
長
く
』
と
言
は
む
と

し
つ
る
を
、
言
ひ
た
が
へ
ら
れ
ぬ
る
ぞ
や
」
な
ど
、
う
ち
笑
ひ
た
ま
ひ
て
、「
こ

れ
を
」
と
て
御
文
賜
へ
ば
、･･････ 

（
巻
一
・
一
五
）

　
　

―
（
略
）
―

･･････

と
言
ふ
声
、
い
と
ら
う
た
け
れ
ば
、
少
将
の
君
、
な
ほ
ざ
り
に
思
ひ
し

を
、
ま
め
や
か
に
思
ひ
た
ま
ふ
。 

（
巻
一
・
三
二
）

『
落
窪
物
語
』
―
色
好
み
の
男
の
系
譜
へ

伊
　
藤
　
禎
　
子



─ 30 ─

学
習
院
女
子
大
学 

紀
要
　
第
十
九
号

す
で
に
先
行
論
文
が
繰
り
返
し
指
摘
す
る
と
お
り
、
道
頼
は
そ
の
登
場
当
時
、「
色

好
み
の
男
」
で
あ
っ
た
。
普
段
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
女
性
の
情
報
を
帯
刀
か
ら
聞
き

出
し
て
お
り
、
落
窪
の
姫
君
に
つ
い
て
は
「
わ
か
う
ど
ほ
り
腹
」
と
い
う
高
貴
な

血
筋
ゆ
え
に
興
味
を
持
っ
た
。
そ
し
て
と
に
か
く
た
ば
か
っ
て
部
屋
に
入
れ
よ
と

命
じ
る
。ま
じ
め
に
お
つ
き
あ
い
す
る
の
か
ど
う
か
と
追
及
す
る
帯
刀
に
対
し
て
、

道
頼
は
顔
を
見
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
決
め
ら
れ
な
い
と
言
い
、
気
に
入
ら
な
け
れ

ば
関
係
を
終
え
る
ま
で
、
と
簡
単
に
発
言
す
る
。
こ
の
よ
う
に
道
頼
は
好
色
な
男

で
あ
っ
た
の
だ
が
（
注
３
）、
実
際
に
姫
君
に
会
っ
て
み
る
と
、
そ
の
魅
力
的
な
様

子
か
ら
、か
つ
て
「
な
ほ
ざ
り
に
思
ひ
し
」
と
い
う
過
去
が
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、「
ま

め
や
か
」
な
態
度
に
変
化
し
た
。

そ
し
て
中
納
言
や
北
の
方
か
ら
の
い
じ
め
の
現
場
に
居
合
わ
せ
た
道
頼
は
、
姫

君
の
心
を
慮
り
、
彼
ら
へ
の
復
讐
を
決
意
す
る
。

　

少
将
、
落
窪
の
君
と
は
聞
か
ざ
り
け
れ
ば
、「
何
の
名
ぞ
、
落
窪
は
」
と
言

へ
ば
、
女
い
み
じ
う
恥
づ
か
し
く
て
、「
い
さ
」
と
、
い
ら
ふ
。「
人
の
名
に
、

い
か
に
付
け
た
る
ぞ
。
…
…
」。
―
（
略
）
―　
「
落
窪
の
君
」
と
は
、
こ
の
人

の
名
を
言
ひ
け
る
な
り
け
り
、
わ
が
言
ひ
つ
る
こ
と
、
い
か
に
恥
づ
か
し
と
思

ふ
ら
む
と
、
い
と
ほ
し
。
継
母
こ
そ
あ
ら
め
、
中
納
言
さ
へ
憎
く
言
ひ
つ
る
か

な
、
い
と
い
み
じ
う
思
ひ
た
る
に
こ
そ
あ
め
れ
、
い
か
で
よ
く
て
見
せ
て
し
が

な
、
と
心
の
う
ち
に
思
ほ
す
。 

（
巻
一
・
六
八
）

こ
の
あ
と
、
道
頼
は
ほ
か
の
女
性
に
は
目
も
く
れ
ず
、
姫
君
一
人
へ
の
愛
を
貫
き
、

一
夫
一
婦
主
義
を
と
る
男
性
へ
と
変
貌
す
る
。

他
の
物
語
に
は
珍
し
い
こ
の
道
頼
の
造
形
は
、
当
時
巷
間
に
知
れ
て
い
た
で
あ

ろ
う
「
七
夕
伝
説
」
と
絡
め
ら
れ
、
二
人
の
愛
の
物
語
は
読
者
の
理
想
と
し
て
あ

る
こ
と
を
畑
恵
理
子
が
ま
と
め
て
い
る
（
注
４
）。
一
方
、
神
田
龍
身
は
、
道
頼
の

残
酷
な
復
讐
の
や
り
方
を
指
摘
し
、
そ
れ
が
一
夫
一
婦
の
愛
を
免
罪
符
に
し
て
の

も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
色
好
み
を
捨
て
る
こ
と
が
決
し
て
美
徳
た
り
え
な
い
こ

と
を
述
べ
て
い
る
（
注
５
）。
か
く
し
て
現
在
の
『
落
窪
物
語
』
は
、
色
好
み
の
男

か
ら
反
色
好
み
の
男
へ
と
造
形
が
変
化
し
た
道
頼
の
姿
を
認
め
た
上
で
、
そ
れ
が

理
想
的
な
愛
の
姿
で
あ
る
の
か
、は
た
ま
た
フ
ァ
ッ
シ
ョ
的
な
悪
徳
で
あ
る
の
か
、

と
い
う
二
局
面
を
提
示
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

だ
が
、
は
た
し
て
本
当
に
道
頼
の
造
形
は
変
わ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も

一
人
の
人
間
が
今
ま
で
と
違
う
人
間
に
変
貌
す
る
の
は
そ
う
た
や
す
い
こ
と
で
は

な
い
。
ま
た
当
時
の
一
夫
多
妻
制
の
社
会
で
あ
っ
た
と
い
う
背
景
を
考
え
て
み
て

も
、
こ
の
よ
う
に
一
人
の
女
に
決
め
込
む
男
の
物
語
が
誕
生
す
る
こ
と
に
は
、
や

や
違
和
感
が
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
よ
う
な
物
語
を
理
想
と
し
て
受
け
入
れ
る
よ
う

な
社
会
状
況
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
た
と
え

ば
道
長
が
頼
通
を
叱
咤
す
る
よ
う
に
、
そ
し
て
そ
の
頼
通
を
し
て
も
妾
の
立
場
に

至
っ
て
は
複
数
人
い
た
よ
う
に
。
な
る
ほ
ど
道
頼
は
、
ほ
か
の
女
性
に
は
目
も
く

れ
ず
、
右
大
臣
の
姫
君
と
の
縁
談
に
対
す
る
乳
母
へ
の
拒
絶
・
怒
り
は
、
道
頼
の

造
形
の
変
化
を
思
わ
せ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
。
し
か
し
、
姫
君
を
愛
し
て
い
る
と
言

い
な
が
ら
、
復
讐
を
す
る
こ
と
に
お
い
て
姫
君
の
言
葉
に
は
耳
を
貸
さ
ず
、
勝
手

に
や
り
た
い
放
題
に
や
っ
て
い
る
様
が
目
に
つ
く
。
も
し
彼
女
の
こ
と
が
本
当
に

大
事
で
愛
し
て
い
る
が
ゆ
え
の
復
讐
で
あ
る
な
ら
ば
、
も
っ
と
彼
女
の
想
い
を
聞

い
た
上
で
の
行
動
を
と
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
素
朴
な
疑

問
に
過
ぎ
な
い
が
、
あ
ら
た
め
て
道
頼
の
造
形
が
変
化
し
た
と
言
わ
れ
る
こ
と
を

疑
っ
て
み
る
と
、
実
際
の
と
こ
ろ
彼
は
何
も
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
思
え
て
く
る
事
実
が
あ
る
の
で
あ
る
。
色
好
み
を
や
め
た
男
と
の
、
一
夫
一
婦

の
純
愛
物
語
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
『
落
窪
物
語
』
を
読
み
直
し
て
み
た
い
。
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『
落
窪
物
語
』
―
色
好
み
の
男
の
系
譜
へ

七
夕
伝
説
と
の
ず
れ

畑
恵
理
子
は
、
落
窪
の
姫
君
の
縫
製
能
力
や
、
道
頼
の
「
天
の
川
」
の
歌
か
ら
、

七
夕
の
愛
の
理
想
形
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

ま
ず
姫
君
の
縫
製
能
力
で
あ
る
が
、
物
語
の
開
始
す
ぐ
に
次
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

　

大
方
の
心
様
さ
と
く
て
、
琴
な
ど
も
、
習
は
す
人
あ
ら
ば
、
い
と
よ
く
し
つ

べ
け
れ
ど
、
誰
か
は
教
へ
む
。
母
君
の
、
六
つ
七
つ
ば
か
り
に
て
お
は
し
け
る

に
、
習
は
し
置
い
た
ま
ひ
け
る
ま
ま
に
、
箏
の
琴
を
よ
に
を
か
し
く
弾
き
た
ま

ひ
け
れ
ば
、
―
（
略
）
―
つ
く
づ
く
と
暇
の
あ
る
ま
ま
に
、
物
縫
ふ
こ
と
を
習

ひ
け
れ
ば
、
い
と
を
か
し
げ
に
ひ
ね
り
縫
ひ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、

 

（
巻
一
・
一
〇
）

畑
も
繰
り
返
し
指
摘
し
て
い
る
が
、
本
来
で
き
る
こ
と
な
ら
七
絃
の
琴
の
才
能
が

あ
っ
て
ほ
し
い
も
の
を
、
教
え
る
人
が
い
な
か
っ
た
た
め
と
理
由
付
け
た
上
で
、

「
代
替
」
と
し
て
の
縫
製
能
力
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
織
女
性
は
七
絃
の
琴
と
も

結
び
つ
く
も
の
で
あ
る
が
、
姫
君
は
そ
れ
で
は
な
く
縫
製
能
力
で
あ
っ
た
。『
う

つ
ほ
物
語
』
の
俊
蔭
の
娘
の
よ
う
に
七
絃
の
琴
の
神
聖
さ
に
守
ら
れ
る
女
主
人
公

と
は
違
う
造
形
が
目
指
さ
れ
て
い
る
と
室
城
秀
之
は
言
う
（
注
６
）。
し
か
し
こ
こ

で
問
題
に
な
る
の
は
、
織
女
と
し
て
の
能
力
で
あ
る
縫
製
能
力
を
姫
君
が
持
っ
て

い
た
と
言
え
ば
済
む
と
こ
ろ
の
話
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
物
語
は
「
七
絃

の
琴
で
は
な
い
」
点
を
繰
り
返
す
こ
と
で
あ
る
。
落
窪
の
姫
君
は
、
織
女
で
あ
り

な
が
ら
も
、
キ
ン
の
琴
の
点
に
お
い
て
は
違
う
と
限
定
さ
れ
た
上
で
の
〈
織
女
〉

な
の
で
あ
る
。

次
に
道
頼
が
詠
ん
だ
「
天
の
川
」
の
語
で
あ
る
が
、
こ
の
語
が
詠
ま
れ
た
時
期

と
七
夕
が
ず
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

 

か
く
て
、
少
将
言
ひ
そ
め
た
ま
ひ
て
け
れ
ば
、
ま
た
御
文
、
薄
に
さ
し
て
あ

り
。

　
　
　

ほ
に
い
で
て
い
ふ
か
ひ
あ
ら
ば
花
薄
そ
よ
と
も
風
に
う
ち
な
び
か
な
む

御
返
り
な
し
。

　

 

時
雨
い
た
く
す
る
日
、「
さ
も
聞
き
た
て
ま
つ
り
し
ほ
ど
よ
り
は
、
物
思
し

知
ら
ざ
り
け
る
」
と
て
、

　
　
　

雲
間
な
き
し
ぐ
れ
の
雨
は
人
恋
ふ
る
心
の
う
ち
も
か
き
く
ら
し
け
り

御
返
り
も
な
し
。
ま
た
、

　
　
　

天
の
川
雲
の
か
け
は
し
い
か
に
し
て
ふ
み
み
る
ば
か
り
わ
た
し
続
け
む

日
々
に
あ
ら
ね
ど
、
絶
え
ず
言
ひ
わ
た
り
た
ま
へ
ど
、
絶
え
て
御
返
り
な
し
。

 

（
巻
一
・
一
九
）

畑
は
場
面
と
時
期
が
ず
れ
て
い
て
も
（
傍
線
部
）、「
天
の
川
」
と
い
う
語
を
使
う

こ
と
に
よ
り
、
逆
説
的
に
「
七
夕
伝
説
」
の
意
識
付
け
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
述
べ

る
の
だ
が
、
は
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
二
人
の
愛
に
七
夕
伝
説
を
印
象

づ
け
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
も
の
ず
ば
り
の
七
月
七
日
に
二
人
が
出
逢
う
設
定

に
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。し
か
し
物
語
は
そ
う
せ
ず
に
時
期
を「
ず

ら
し
」
た
。
そ
し
て
当
該
箇
所
に
お
い
て
、「
天
の
川
」
の
語
を
用
い
て
和
歌
を

送
る
と
し
て
も
、
そ
れ
以
前
か
ら
姫
君
は
、
道
頼
の
和
歌
に
対
し
て
の
返
事
を
拒

み
続
け
て
い
る
。
さ
ら
に
二
人
は
出
逢
っ
て
か
ら
、
七
夕
伝
説
の
二
人
の
よ
う
に

愛
に
お
ぼ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
牽
牛
と
織
女
が
ひ
き
は
な
さ
れ
る
理
由
で
も
あ
っ

た
仕
事
の
放
棄
を
彼
ら
は
け
っ
し
て
し
な
い
。
道
頼
は
順
調
に
出
世
し
、
姫
君
は

衣
服
を
縫
い
続
け
る
の
で
あ
る
。つ
ま
り
二
人
の
愛
は
七
夕
伝
説
の
そ
れ
と
は「
ず
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れ
」
て
い
る
こ
と
を
印
象
づ
け
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
物
語
は
、
七
夕

伝
説
を
引
き
合
い
に
出
し
な
が
ら
、
二
人
の
仲
む
つ
ま
じ
さ
を
そ
れ
と
リ
ン
ク
さ

せ
て
い
る
よ
う
に
見
せ
な
が
ら
、実
態
は
か
く
異
な
る
こ
と
を
「
設
定
の
ず
ら
し
」

に
お
い
て
示
し
て
い
る
。

「
落
窪
」
の
意
味

道
頼
が
落
窪
の
姫
君
一
人
を
愛
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
場
面
は
、
高
橋
亨
や

三
谷
邦
明
の
論
考
に
詳
し
い
。
高
橋
は
「
落
窪
」
と
い
う
語
に
込
め
ら
れ
た
性
的

蔑
称
の
意
を
指
摘
す
る
（
注
７
）。
三
谷
は
、「
女
君
の
性
的
魅
力
を
知
っ
て
い
る
男

君
に
と
っ
て
、
劣
っ
た
女
性
性
器
と
い
う
意
味
の
「
落
窪
」
と
い
う
言
葉
は
姫
君

に
対
す
る
ひ
ど
い
侮
辱
と
し
て
映
り
、
し
か
も
自
分
に
対
す
る
蔑
視
で
も
あ
る
と

思
い
、
激
怒
し
た
に
相
違
な
い
」
と
述
べ
る
（
注
８
）。
そ
の
よ
う
な
性
的
蔑
称
で

あ
る
落
窪
と
い
う
用
語
を
用
い
て
、
北
の
方
や
中
納
言
が
姫
君
を
侮
辱
す
る
こ
と

に
対
し
て
、
道
頼
は
怒
り
心
頭
に
発
し
て
復
讐
を
決
意
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
に
彼
の
復
讐
は
、
ま
ず
四
の
君
と
面
白
の
駒
の
結
婚
話
に
あ
る
よ
う
な
、
性
的

屈
辱
を
与
え
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

「
窪
」
と
い
う
用
語
が
女
性
器
の
意
を
象
徴
す
る
こ
と
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に

も
見
え
る
。
源
正
頼
と
そ
の
息
子
た
ち
が
宮
中
に
居
並
ぶ
様
子
を
見
て
、
仲
忠
と

い
う
一
人
息
子
し
か
い
な
い
藤
原
兼
雅
は
、
嫉
妬
ゆ
え
に
次
の
よ
う
に
漏
ら
す
。

　

か
く
て
、「
除
目
侍
な
る
を
、
参
ら
せ
た
ま
は
む
と
や
す
る
」。
お
と
ど
（
兼

雅
）、「
何
し
に
か
は
参
ら
む
。
出
で
て
歩
け
ば
、
そ
こ
に
も
面
伏
せ
に
て
、
人

の
人
と
も
見
た
ら
ね
ば
、
生
き
た
る
か
ひ
も
な
き
に
」。
―
（
略
）
―
「
…
…

久
し
う
参
ら
で
、
帝
の
御
顔
も
ゆ
か
し
う
ぞ
あ
る
、
と
て
参
り
て
見
れ
ば
、
右

の
お
と
ど
（
正
頼
）、
わ
れ
は
と
思
ひ
顔
に
て
、
孫
の
皇
子
た
ち
は
、
駒
を
す

ぐ
り
て
並
び
居
、
子
ど
も
は
、
雲
居
の
ご
と
つ
き
て
、
土
を
食
ひ
て
膝
ま
づ
き

合
へ
り
。
い
で
や
皇
子
た
ち
を
思
へ
ば
、
宿
世
心
憂
く
、
い
か
な
る
窪
つ
き
た

る
女
子
持
た
ら
む
と
ぞ
見
ゆ
る
や
。
ま
た
、
今
一
つ
の
窪
あ
り
て
、
蜂
巣
の
ご

と
く
生
み
広
ぐ
め
り
。
…
…
」 

（
蔵
開　

中
・
五
一
四
）

正
頼
や
そ
の
息
子
た
ち
が
宮
中
に
堂
々
と
居
並
ん
で
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、「
い
っ

た
い
正
頼
の
妻
の
大
宮
に
は
ど
ん
な
「
窪
」
が
つ
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
ま
た
引

き
続
き
、
あ
て
宮
と
い
う
も
う
一
つ
の
「
窪
」
が
あ
っ
て
、
ま
す
ま
す
一
族
は
横

へ
と
広
が
り
を
見
せ
る
よ
う
だ
」
と
。
非
常
に
下
品
な
物
言
い
で
あ
る
の
だ
が
、

次
々
に
子
を
産
む
女
性
の
こ
と
を
「
窪
つ
き
た
る
女
子
」
と
言
う
の
で
あ
り
、
高

橋
の
言
う
よ
う
に
「
窪
」
が
女
性
器
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
こ
の
場
面
か
ら
も

了
解
し
う
る
。
そ
の
「
窪
」
と
い
う
語
に
「
落
」
と
い
う
マ
イ
ナ
ス
語
が
つ
い
た

造
語
を
聞
い
て
、
道
頼
は
復
讐
を
決
意
す
る
の
で
あ
る
。

先
に
引
用
し
た
当
該
場
面
で
あ
る
が
、
道
頼
は
、
そ
の
語
の
恥
ず
か
し
さ
を
こ

と
さ
ら
に
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、「
窪
」
の
意
を
女
性
器
と
し
て
と
ら
え

て
い
る
の
は
疑
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
肝
心
の
北
の
方
や
中
納
言
は
ど

う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
「
落
窪
」
な
る
用
語
は
、
他
の
物
語
に
は
登
場
し
な

い
造
語
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
物
語
冒
頭
に
お
い
て
、
こ
の
用
語
の
説
明
が
な

さ
れ
て
い
た
。

北
の
方
、
心
や
い
か
が
お
は
し
け
む
、
仕
う
ま
つ
る
御
達
の
数
に
だ
に
思
さ
ず
、

寝
殿
の
放
出
の
、
ま
た
一
間
な
る
落
窪
な
る
所
の
、
二
間
な
る
に
な
む
住
ま

せ
た
ま
ひ
け
る
。
君
達
と
も
言
は
ず
、
御
方
と
は
、
ま
し
て
言
は
せ
た
ま
ふ
べ

く
も
あ
ら
ず
。
名
を
つ
け
む
と
す
れ
ば
、
さ
す
が
に
、
お
と
ど
の
思
す
心
あ
る

べ
し
と
、
つ
つ
み
た
ま
ひ
て
、「
落
窪
の
君
と
言
へ
」
と
宣
へ
ば
、
人
々
も
、
さ

言
ふ
。 

（
巻
一
・
九
）
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「
落
窪
」
と
い
う
用
語
は
、「
寝
殿
の
放
出
の
、
ま
た
一
間
な
る
落
窪
」
と
あ
る

よ
う
に
、
具
体
的
な
状
況
は
つ
か
み
に
く
く
は
あ
る
も
の
の
、
あ
く
ま
で
も
建
築

用
語
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
姫
君
に
は
、
寝
殿
と
は
離
れ
た
、
普
通
は
住
ま

い
に
使
い
そ
う
も
な
い
よ
う
な
場
所
が
あ
て
が
わ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
場
所
か
ら

「
落
窪
の
君
」
と
い
う
呼
称
が
誕
生
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
北
の
方
や

姫
君
を
そ
う
呼
ぶ
周
囲
の
人
間
に
と
っ
て
、
そ
の
呼
称
の
根
拠
は
姫
君
の
住
ま
い

に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
女
性
器
と
し
て
で
は
な
い
。
物
語
冒
頭
に
お
い
て
、
建
築

説
明
が
な
さ
れ
た
流
れ
で
の
「
落
窪
の
君
」
の
呼
称
で
あ
り
、
か
つ
父
中
納
言
の

手
前
「
つ
つ
み
た
ま
ひ
て
」
は
ば
か
っ
た
呼
称
で
あ
る
「
落
窪
の
君
」
に
、
女
性

器
と
し
て
の
裏
の
意
を
読
み
取
る
の
は
深
読
み
に
過
ぎ
る
（
注
９
）。

道
頼
が
も
う
一
度
「
落
窪
」
に
つ
い
て
憤
慨
す
る
場
面
が
あ
る
。
右
大
臣
の
姫

君
と
の
結
婚
に
関
す
る
、
乳
母
と
の
や
り
取
り
に
お
い
て
で
あ
る
。

（
乳
母
）「･･･

か
の
君
も
、
思
ふ
時
は
、
上
達
部
の
む
す
め
に
は
あ
ん
な
れ
ど
、

落
窪
の
君
と
つ
け
ら
れ
て
、
中
の
劣
り
に
て
、
う
ち
は
め
ら
れ
て
あ
り
け
る
も

の
を
、
か
く
類
な
く
思
し
か
し
づ
く
こ
そ
、
あ
や
し
け
れ
。
人
は
、
か
た
へ
は

父
母
居
立
ち
て
か
し
づ
か
る
る
こ
そ
、
心
に
く
け
れ
」
と
言
ふ
に
、
中
将
、
面

う
ち
赤
め
て
、「
古
め
か
し
き
心
な
れ
ば
に
や
あ
ら
む
、
今
め
か
し
く
好
も
し

き
こ
と
も
欲
し
か
ら
ず
、
覚
え
も
欲
し
か
ら
ず
、
父
母
具
し
た
ら
む
を
と
も
お

ぼ
え
ず
。
落
窪
に
も
あ
れ
、
上
り
窪
に
も
あ
れ
、
忘
れ
じ
と
思
は
む
を
ば
、
い

か
が
は
せ
む
。
人
の
言
は
む
も
こ
と
わ
り
、
そ
こ
に
さ
へ
、
か
く
宣
ふ
こ
そ
心

憂
け
れ
。」 

（
巻
二
・
一
六
一
）

乳
母
は
、「
落
窪
の
君
」
と
い
う
呼
称
を
出
し
て
「
う
ち
は
め
ら
れ
て
」
と
述
べ

て
い
る
。「
う
ち
は
む
」
と
は
「
閉
じ
込
め
る
」
の
意
で
あ
る
か
ら
、
乳
母
は
性

的
蔑
称
と
し
て
で
は
な
く
、「
落
窪
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
姫
君
」
と
い
う
建
築
用

語
に
つ
い
て
発
言
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
上
達
部
の
娘
だ
と
し
て
も
そ
の
よ
う

な
ひ
ど
い
扱
い
を
さ
れ
、
大
切
に
育
て
ら
れ
て
い
な
い
娘
で
は
、
両
親
の
後
見
を

得
ら
れ
な
い
、
そ
れ
よ
り
は
右
大
臣
の
姫
君
と
結
婚
し
た
ほ
う
が
道
頼
の
た
め
に

良
い
と
い
う
点
を
乳
母
は
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
道

頼
は
、「
面
う
ち
赤
め
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
落
窪
」
を
性
的
蔑
称
と
し
て
捉
え
、

「
上
り
窪
」
と
い
う
造
語
を
出
し
て
ま
で
乳
母
を
し
か
り
つ
け
る
。
も
は
や
道
頼

の
前
で
「
落
窪
」
は
禁
句
と
い
っ
た
状
態
で
あ
る
。
乳
母
は
「
閉
じ
込
め
ら
れ
て

い
る
落
窪
の
君
」
と
呼
ん
で
い
る
だ
け
だ
と
し
て
も
、
道
頼
に
と
っ
て
は
「（
彼

女
が
）
落
窪
だ
ろ
う
と
上
が
り
窪
だ
ろ
う
と
」
と
言
う
よ
う
に
、
彼
女
の
女
性
的

欠
陥
を
示
す
用
語
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
「
窪
」
な
る
語
が
、
女
性
の
陰
部
と
い
う
恥
ず
か
し
さ
の
意
を
伴
う

語
で
あ
る
に
し
て
も
、
四
六
時
中
、
誰
に
と
っ
て
も
、
女
性
器
の
意
味
と
し
て
存

在
す
る
の
で
は
な
い
。
あ
る
単
語
が
卑
猥
な
意
味
を
も
持
つ
場
合
、
そ
の
語
を
卑

猥
な
意
味
と
し
て
捉
え
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
主
体
の
問
題
に
あ

る
。
そ
れ
が
造
語
で
あ
る
な
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

北
の
方
や
乳
母
が
発
言
す
る「
落
窪
」は
あ
く
ま
で
も
建
築
用
語
と
し
て
の「
窪
」

で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
聞
き
取
る
道
頼
は
「
女
性
器
」
と
し
て
の
意
味
に

捉
え
、
姫
君
の
恥
ず
か
し
さ
を
慮
り
、
北
の
方
に
復
讐
を
決
め
た
の
で
あ
る
。
そ

し
て
「
落
窪
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
姫
君
」
と
言
う
乳
母
に
対
し
て
は
、「
落

窪
に
も
あ
れ
、
上
り
窪
に
も
あ
れ
」
と
、
女
性
器
と
し
て
の
「
窪
」
の
意
味
と
し

て
敏
感
に
そ
の
言
葉
を
感
じ
取
り
、「
そ
こ
に
こ
そ
、
か
く
宣
ふ
こ
そ
心
憂
け
れ
」

と
、
し
か
り
つ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
は
、

道
頼
自
身
な
の
で
あ
る
。

な
ぜ
彼
は
そ
の
よ
う
な
意
に
捉
え
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
や
は
り
、

彼
の
人
物
造
形
の
基
本
で
あ
っ
た
「
色
好
み
」
ゆ
え
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

彼
は
、
か
ね
て
よ
り
帯
刀
に
数
々
の
女
性
の
評
判
を
聞
い
て
い
た
。
実
際
に
会
っ
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し
よ
り
も
ま
さ
る
心
ち
す
べ
し
」
と
、
女
性
器
と
し
て
の
「
窪
」
の
意
を
踏
ま
え

て
感
想
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
姫
君
の
こ
と
を
思
う
道
頼
が
「
窪
」
を
女

性
器
と
し
て
捉
え
た
上
で
復
讐
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
語
り
手
の
言

葉
は
い
わ
ば
道
頼
の
心
そ
の
も
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
恥
ず
か
し
さ
は
い
か
ば
か
り
か
と
言
わ
れ
る
も
の
の
、
肝
心
の
四

の
君
や
北
の
方
が
姫
君
の
こ
と
を
「
落
窪
」
と
ば
か
に
し
て
い
た
事
実
と
こ
の
一

件
を
関
連
づ
け
る
こ
と
は
な
い
。
も
し
北
の
方
た
ち
が
「
落
窪
」
の
意
を
女
性
器

の
意
と
し
て
自
覚
し
て
呼
ん
で
い
た
の
で
あ
れ
ば
、

―
そ
も
そ
も
自
覚
し
て
呼

ん
で
い
た
な
ら
そ
れ
以
上
の
恥
ず
か
し
さ
は
な
い
と
思
う
が

―
、「
落
窪
」
と

馬
鹿
に
し
て
い
た
が
逆
に
四
の
君
の
方
こ
そ
「
落
窪
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
に
等

し
い
こ
の
一
件
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
何
か
し
ら
気
が
つ
い
て
も
よ
さ
そ
う
な
も

の
で
あ
る
。
し
か
し
北
の
方
は
、「
死
ぬ
る
心
ち
す
る
」
と
い
う
ば
か
り
で
、
ま
っ

た
く
気
が
つ
か
な
い
。

道
頼
は
色
好
み
な
男
か
ら
姫
君
へ
の
純
愛
を
貫
く
男
へ
と
変
貌
し
た
の
で
は
な

い
。
事
実
と
し
て
一
夫
一
婦
の
形
を
と
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
彼
の
中
か

ら
色
好
み
性
が
払
拭
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
彼
の
復
讐
を
支
え
て
い
る
の

は
、「
窪
」
と
い
う
語
に
性
的
な
意
味
合
い
を
自
然
に
感
じ
取
っ
て
し
ま
う
、
彼

の
「
色
好
み
」
な
性
格
な
の
で
あ
る
。

伊
勢
物
語
の
引
用

色
好
み
な
道
頼
に
よ
り
関
係
が
強
く
結
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
落
窪
の
姫
君
と

の
恋
で
あ
る
が
、
あ
ら
た
め
て
彼
ら
の
恋
を
見
て
み
る
と
、
色
好
み
的
な
展
開
に

よ
り
生
成
さ
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。

結
婚
三
日
夜
の
こ
と
で
あ
る
。
大
雨
ゆ
え
に
訪
問
を
し
ぶ
る
道
頼
が
、
よ
う
や

く
に
し
て
姫
君
の
も
と
へ
や
っ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
『
伊
勢
物
語
』
の

て
み
て
今
後
を
決
め
れ
ば
よ
い
し
、気
に
入
ら
な
け
れ
ば
捨
て
れ
ば
よ
い
と
い
う
、

い
わ
ば
好
色
な
男
で
あ
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
で
、
女
の
こ
と
を
「
窪
」
と
た
と

え
た
兼
雅
が
色
好
み
の
男
と
し
て
登
場
し
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、「
窪
」
の

イ
メ
ー
ジ
が
「
女
」
に
結
び
つ
い
て
し
ま
う
の
は
、
道
頼
が
色
好
み
の
男
で
あ
る

か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
そ
れ
故
に
、
彼
の
復
讐
の
第
一
弾
は
、
四
の
君

と
面
白
の
駒
と
の
結
婚
な
の
で
は
な
い
か
。

　
　
「
世
の
人
の
け
ふ
の
け
さ
に
は
恋
す
と
か
聞
き
し
に
た
が
ふ
心
地
こ
そ
す
れ

た
ま
ま
く
く
ず
の
」
と
書
き
て
や
り
た
ま
へ
れ
ば
、
少
輔
、
文
や
ら
む
と
て
歌

を
よ
み
を
る
ほ
ど
に
、
か
く
て
賜
へ
れ
ば
、
よ
き
こ
と
と
思
ひ
て
、
急
ぎ
書
き

て
や
り
つ
。

　
　

―
（
略
）
―

　

か
の
殿
に
は
、
御
文
待
つ
ほ
ど
に
、
持
て
来
た
れ
ば
、
い
つ
し
か
取
り
入
れ

て
奉
り
つ
る
、
見
た
ま
ふ
に
、
か
か
れ
ば
、
い
み
じ
う
恥
づ
か
し
う
て
、
え
う

ち
も
置
き
た
ま
は
ず
、
す
く
み
た
る
や
う
に
て
居
た
ま
へ
り
。
北
の
方
、「
御

手
は
い
か
が
あ
る
」
と
て
見
た
ま
ふ
に
、
死
ぬ
る
心
ち
す
る
こ
と
、
か
の
落
窪

と
い
ふ
名
聞
か
れ
て
思
ひ
し
よ
り
も
ま
さ
る
心
ち
す
べ
し
。

 

（
巻
二
・
一
三
〇
）

鼻
が
立
派
で
「
駒
」
の
よ
う
な
顔
立
ち
の
面
白
の
駒
を
四
の
君
に
あ
て
が
う
と
こ

ろ
も
然
り
だ
が
、
彼
に
詠
ま
せ
た
後
朝
の
文
の
内
容
が
、
道
頼
の
色
好
み
と
し
て

の
感
性
を
思
わ
せ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
色
好
み
な
男
が
本
来
取
る
べ
き
態
度
の

〈
裏
返
し
〉
で
あ
る
。
男
女
の
夜
を
過
ご
し
た
翌
朝
に
「
聞
き
し
に
た
が
ふ
心
地
」

と
詠
ま
れ
て
し
ま
っ
た
四
の
君
や
北
の
方
の
シ
ョ
ッ
ク
は
大
き
い
。
な
ぜ
な
ら
、

女
性
と
し
て
の
魅
力
の
欠
如
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り

「
落
窪
」
で
あ
る
。
道
頼
側
の
語
り
手
は
、「
か
の
落
窪
と
い
ふ
名
聞
か
れ
て
思
ひ
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落
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「
身
を
知
る
雨
」
の
段
の
影
響
を
受
け
た
場
面
で
あ
る
こ
と
、
す
で
に
指
摘
の
あ

る
と
お
り
で
あ
る
。

　

あ
こ
き
、
か
く
出
で
た
ち
た
ま
ふ
も
知
ら
で
、
い
と
い
み
じ
と
嘆
く
。
か
か

る
ま
ま
に
、「
あ
い
ぎ
や
う
な
の
雨
や
」
と
腹
立
て
ば
、
君
恥
づ
か
し
け
れ
ど
、

「
な
ど
か
く
は
言
ふ
ぞ
」
と
宣
へ
ば
、「
な
ほ
よ
ろ
し
う
降
れ
か
し
。
折
憎
く
も

は
べ
る
か
な
」
と
言
へ
ば
、「
降
り
ぞ
ま
さ
れ
る
」
と
忍
び
や
か
に
言
は
れ
て
ぞ
、

い
か
に
思
ふ
ら
む
と
、
む
つ
か
し
う
て
、
添
ひ
臥
し
た
ま
へ
り
。
―
（
略
）
―　

と
て
、
か
い
さ
ぐ
り
た
ま
ふ
に
、
袖
の
少
し
濡
れ
た
る
を
、
男
君
、
来
ざ
り
つ

る
を
思
ひ
け
る
も
、
あ
は
れ
に
て
、

　
　

な
に
ご
と
を
思
へ
る
さ
ま
の
袖
な
ら
む

と
宣
へ
ば
、
女
君
、

　
　

身
を
知
る
雨
の
し
づ
く
な
る
べ
し

と
宣
へ
ば
、「
今
宵
は
、
身
を
知
る
な
ら
ば
、
い
と
か
ば
か
り
に
こ
そ
」
と
て

臥
し
た
ま
ひ
ぬ
。 
（
巻
一
・
四
八
）

こ
れ
ま
で
『
伊
勢
物
語
』
の
影
響
・
引
用
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
、

一
夫
一
婦
主
義
を
と
り
、
色
好
み
で
は
な
く
な
っ
た
は
ず
の
男
の
物
語
で
あ
り
な

が
ら
、
な
ぜ
二
人
の
重
要
な
三
日
夜
の
場
面
に
お
い
て
『
伊
勢
物
語
』
が
引
用
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
そ
の
意
は
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
前

節
に
お
い
て
、
道
頼
の
色
好
み
性
は
消
え
て
い
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
今
、
こ
の

場
面
の
持
つ
意
味
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
彼
ら
の
恋

は
、
色
好
み
の
終
焉
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
色
好
み
的
世
界
を

伴
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　

男
、
文
お
こ
せ
た
り
。
得
て
の
ち
の
こ
と
な
り
け
り
。「
雨
の
ふ
り
ぬ
べ
き

に
な
む
見
わ
づ
ら
ひ
は
べ
る
。
身
さ
い
は
ひ
あ
ら
ば
、
こ
の
雨
は
ふ
ら
じ
」
と

い
へ
り
け
れ
ば
、
例
の
男
、
女
に
か
は
り
て
よ
み
て
や
ら
す
。

　
　

か
ず
か
ず
に
思
ひ
思
は
ず
問
ひ
が
た
み
身
を
し
る
雨
は
ふ
り
ぞ
ま
さ
れ
る

と
よ
み
て
や
れ
り
け
れ
ば
、
み
の
も
か
さ
も
取
り
あ
へ
で
、
し
と
ど
に
ぬ
れ
て

ま
ど
ひ
来
に
け
り
。 

（
百
七
段
）

『
伊
勢
物
語
』
で
は
、
業
平
と
思
わ
れ
る
色
好
み
な
男
が
、
ま
だ
歌
を
詠
め
な

い
女
の
代
わ
り
に
な
っ
て
男
へ
歌
を
送
る
。
そ
の
す
ば
ら
し
さ
ゆ
え
に
藤
原
敏
行

は
女
の
も
と
を
通
い
続
け
る
。
雨
が
降
る
夜
、
通
う
こ
と
を
し
ぶ
っ
て
い
る
と
ま

た
し
て
も
業
平
代
読
の
歌
が
届
く
。「
身
を
し
る
雨
は
ふ
り
ぞ
ま
さ
れ
る
」
と
聞

い
た
敏
行
は
す
ぐ
さ
ま
び
し
ょ
濡
れ
に
な
っ
て
女
の
家
へ
や
っ
て
く
る
、
と
い
う

話
で
あ
る
。
色
好
み
な
業
平
と
敏
行
の
対
決
場
面
と
し
て
読
め
る
お
も
し
ろ
い
段

で
あ
る
。

結
婚
三
日
目
の
夜
に
大
雨
が
降
る
と
い
う
困
難
な
状
況
の
一
場
面
に
、こ
の『
伊

勢
物
語
』
の
色
好
み
的
世
界
の
場
面
を
引
き
寄
せ
て
く
る
の
は
、姫
君
に
よ
る
「
降

り
ぞ
ま
さ
れ
る
」
と
い
う
独
り
言
と
、「
身
を
知
る
雨
の
し
づ
く
な
る
べ
し
」
と

い
う
締
め
の
歌
に
よ
っ
て
で
あ
る
こ
と
も
重
要
な
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
道
頼
が

た
だ
一
人
色
好
み
な
の
で
は
な
く
、そ
の
色
好
み
的
世
界
を
姫
君
も
生
き
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
二
人
の
夫
婦
の
物
語
は
、「
色
好
み
の
物
語
」
の
想
像
力

に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
言
え
ば
、

―
交
野
の
少
将
を
非
難
す
る
道
頼
の
あ
り
方
と
同
様
に

―
業
平
的
色
好
み
世
界
を
否
定
し
な
が
ら
、
道
頼
流
色
好
み
世
界
へ
塗
り
替
え

て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
（
注
10
）。『
伊
勢
物
語
』
を
引
用
し
つ
つ
も
雑
色

に
疑
わ
れ
糞
尿
の
香
漂
わ
せ
る
パ
ロ
デ
ィ
化
を
す
る
。
そ
の
あ
と
で
、「
身
を
知

る
雨
」
と
詠
む
姫
君
に
対
し
、
道
頼
は
「
今
宵
は
、
身
を
知
る
な
ら
ば
、
い
と
か

ば
か
り
に
こ
そ
」（
身
を
知
る
と
言
う
な
ら
、
今
宵
わ
た
し
が
来
た
の
だ
か
ら
、
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愛
さ
れ
て
い
る
身
の
上
を
知
る
の
で
し
ょ
う
）
と
言
う
。
パ
ロ
デ
ィ
の
直
後
に
、

な
ん
と
も
色
め
い
た
対
応
を
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。

色
好
み
な
男
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

色
好
み
だ
っ
た
道
頼
が
、
姫
君
一
人
に
決
め
た
あ
と
、
そ
の
愛
に
忠
実
に
、
復

讐
を
誓
う
と
い
う
展
開
と
し
て
『
落
窪
物
語
』
は
読
ま
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
事

実
は
そ
う
で
は
な
い
。
道
頼
は
あ
く
ま
で
も
色
好
み
な
男
で
し
か
な
い
。
彼
が
色

好
み
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、「
落
窪
」と
い
う
女
性
へ
の
蔑
称
に
気
づ
き
、復
讐
を
誓
っ

た
の
で
あ
り
、
そ
の
思
い
を
果
た
す
た
め
に
は
、
他
の
女
性
と
恋
に
落
ち
て
い
る

場
合
で
は
な
い
。
か
く
し
て
、
結
果
的
に
一
夫
一
婦
主
義
な
男
性
に
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
来
多
く
の
女
性
へ
関
心
を
向
け
ら
れ
る
だ
け
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
あ
る
男
性
が
、
一
人
の
女
性
に
の
み
思
い
を
向
け
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め

に
、道
頼
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
有
り
余
っ
て
い
る
状
態
と
な
る
。
色
好
み
な
男
が
、

多
く
の
女
性
へ
情
熱
を
向
け
な
く
な
っ
た
結
果
、
そ
の
有
り
余
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が

中
納
言
・
北
の
方
に
の
み
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
す

さ
ま
じ
さ
が
、
か
の
繰
り
返
さ
れ
る
復
讐
の
段
な
の
で
あ
る
。

そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
四
の
君
と
面
白
の
駒
の
結
婚
に
始
ま
り
、
四
の
君
と
帥

の
再
婚
話
に
ま
で
続
い
て
い
く
。
そ
し
て
四
の
君
を
再
婚
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
道

頼
は
、「
か
の
、『
落
窪
』
と
、
言
ひ
立
て
ら
れ
て
、
さ
い
な
ま
れ
た
ま
ひ
し
夜
こ

そ
、
い
み
じ
き
志
は
、
ま
さ
り
し
か
。
そ
の
夜
、
思
ひ
臥
し
た
り
し
本
意
の
、
皆

か
な
ひ
た
る
か
な
。」（
巻
四
・
二
七
二
）
と
、「
落
窪
」
の
語
に
よ
っ
て
復
讐
を

決
意
し
た
こ
と
を
思
い
返
し
、そ
の
意
が
叶
っ
た
今
を
満
足
げ
に
語
る
の
で
あ
る
。

色
好
み
と
人
心
掌
握
の
権
力

彼
ら
二
人
の
愛
の
物
語
が
、
単
純
に
美
徳
と
は
言
え
な
い
旨
が
神
田
に
よ
り
指

摘
さ
れ
た
の
だ
が
、
色
好
み
を
終
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
美
徳
で
は
な
い
世
界
が
で

き
あ
が
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
い
っ
た
い
に
『
落
窪
物
語
』
は
何
を
達
成
し
た
こ

と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
方
、
畑
は
姫
君
の
織
女
と
し
て
の
超
人
的
な
縫
製
能

力
を
繰
り
返
し
た
。
し
か
し
そ
の
結
果
わ
か
っ
た
こ
と
は
、
七
夕
伝
説
と
ず
ら
さ

れ
て
い
る
事
実
で
あ
っ
た
。
そ
う
な
る
と
、
そ
も
そ
も
道
頼
が
反
色
好
み
へ
転
じ

た
と
い
う
従
来
の
解
釈
そ
の
も
の
も
疑
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
本
稿
で
見
て
き

た
結
果
、
道
頼
は
決
し
て
そ
の
内
部
に
秘
め
た
色
好
み
の
性
質
を
失
っ
て
な
ど
い

な
か
っ
た
。
姫
君
を
救
う
契
機
と
な
る
「
窪
」
の
語
に
反
応
す
る
の
は
色
好
み
ゆ

え
の
感
覚
に
基
づ
く
。そ
し
て
彼
の
お
こ
な
っ
た
人
心
掌
握
の
術
も
同
様
で
あ
る
。

さ
ん
ざ
ん
に
復
讐
を
遂
げ
た
後
に
も
か
か
わ
ら
ず
、中
納
言
家
へ
の
報
恩
の
結
果
、

中
納
言
は
道
頼
に
忠
誠
を
誓
う
こ
と
と
な
る
。
道
頼
は
姫
君
を
救
う
べ
く
独
裁
的

な
存
在
で
い
る
が
、
決
し
て
そ
の
独
裁
性
に
よ
っ
て
無
理
矢
理
に
人
を
取
り
込
ん

で
い
る
の
で
は
な
い
。「
心
」
を
つ
か
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
力
で
も
っ
て
相
手

を
屈
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
「
心
」
に
取
り
入
っ
て
相
手
側
が
認
め
た

上
で
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
被
支
配
者
は
権
力
者
の
す
ば
ら
し
さ
を
認

め
て
、
権
力
者
の
掌
中
に
転
が
さ
れ
る
こ
と
を
喜
び
と
し
、
翻
弄
さ
れ
る
こ
と
に

酔
い
し
れ
、
忠
誠
を
誓
う
。
こ
れ
こ
そ

―
『
伊
勢
物
語
』
に
お
い
て
「
あ
り
し

に
ま
さ
る
藤
の
陰
か
も
」
と
揶
揄
さ
れ
た
よ
う
な

―
、「
政
治
権
力
者
＝
色
好

み
な
男
た
ち
」
の
有
り
様
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
そ
の
権
力
者
の
姿
を
「
絶
対
」
の
も
の
と
し
て
の
み
描
い
て
い
な
い

の
も
確
か
で
あ
る
。
中
納
言
が
忠
誠
を
誓
う
と
し
、
子
供
た
ち
へ
も
そ
の
旨
を
主

張
す
る
場
面
で
、
北
の
方
は
「
死
ね
か
し
」
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
言
葉
じ
た
い
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落
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は
ひ
ど
い
も
の
で
あ
り
、継
母
の
人
間
レ
ベ
ル
の
低
さ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、

一
方
で
今
ま
で
ひ
ど
い
復
讐
を
さ
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
屈

辱
を
簡
単
に
消
化
し
、
翻
っ
て
忠
誠
を
誓
お
う
と
す
る
中
納
言
の
態
度
は
、
継
母

な
ら
ず
と
も
お
ろ
か
な
も
の
に
思
え
よ
う
。

（
中
納
言
）「
わ
れ
死
な
ば
、代
り
に
は
、を
の
こ
子
に
も
ま
れ
、を
ん
な
に
も
あ
れ
、

君
に
仕
う
ま
つ
れ
」
と
、い
と
さ
か
し
う
言
ひ
い
ま
す
。
か
か
れ
ば
、北
の
方
、

憎
し
、
と
く
死
ね
か
し
と
思
ふ
。
―
（
略
）
―
（
中
納
言
）「
異
子
ど
も
、
こ
れ
を

う
ら
や
ま
し
と
だ
に
思
ふ
べ
か
ら
ず
。
同
じ
や
う
に
力
入
り
、
親
に
孝
し
た
る

だ
に
、
少
し
人
々
し
き
に
な
む
、
よ
ろ
し
き
物
取
ら
す
る
。
い
は
む
や
、
こ
こ

ら
の
年
ご
ろ
顧
み
る
を
、
恩
に
や
と
思
へ
」
と
、
い
と
さ
か
し
う
宣
ふ
を
、
君

達
は
、
こ
と
わ
り
と
思
し
た
り
。 

（
巻
四
・
二
四
一
）

そ
し
て
、
語
り
手
は
中
納
言
の
こ
の
よ
う
な
行
為
に
対
し
て
「
さ
か
し
」
と
形

容
す
る
。「
さ
か
し
」
と
は
「
賢
い
」
こ
と
で
あ
る
が
、「
こ
ざ
か
し
い
」
場
合
に

も
使
用
さ
れ
る
。
中
納
言
の
場
合
、
後
者
の
意
で
あ
ろ
う
。
語
り
手
は
、
道
頼
の

絶
対
的
な
権
力
の
図
を
描
い
て
お
き
な
が
ら
、
一
方
で
そ
れ
に
だ
ま
さ
れ
る
中
納

言
を
「
さ
か
し
」
と
見
下
す
。
語
り
手
は
『
落
窪
物
語
』
の
描
く
、
色
好
み
な
政

治
権
力
者
と
そ
れ
に
お
も
ね
る
被
支
配
者
の
社
会
の
構
図
を
俯
瞰
す
る
位
置
に

立
っ
て
い
る
。

四
の
君
の
再
婚
に
つ
い
て
、
彼
女
が
面
白
の
駒
に
だ
ま
さ
れ
た
悲
劇
を
抱
え
た

ま
ま
死
ん
で
い
っ
た
と
し
た
ら
、
本
当
に
不
幸
で
あ
る
。
彼
女
が
そ
う
な
ら
ず
に

再
婚
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
一
つ
の
幸
せ
と
言
え
る
。
し
か
し
、
彼
女
の
愛

す
る
娘
に
つ
い
て
、再
婚
相
手
の
前
で
は
娘
と
呼
べ
な
い
。
こ
の
点
か
ら
言
え
ば
、

幸
せ
と
は
言
え
な
い
。
一
方
、
再
婚
相
手
と
な
っ
た
男
性
も
、
亡
く
し
た
ば
か
り

の
前
妻
を
す
ぐ
に
忘
れ
て
再
婚
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
た
め
、
亡
き
妻
へ
の
悲
し

み
に
浸
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
そ
う
い
う
傷
を
残
し
は
す
る
も
の
の
、
道
頼
が

創
り
出
し
て
い
る
も
の
は
、
社
会
的
な
〈
横
の
つ
な
が
り
〉
で
あ
る
。
そ
し
て
そ

の
〈
横
の
つ
な
が
り
〉
を
創
り
出
し
、
保
持
し
得
る
の
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の

源
正
頼
を
彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
な
（
注
11
）、
色
好
み
な
政
治
権
力
者
・〈
王
者
〉
の

特
質
と
い
え
る
。

道
頼
は
、
他
を
圧
倒
す
る
大
権
力
者
な
の
で
あ
り
、
そ
の
造
形
の
本
質
は
「
色

好
み
」
で
あ
る
。
復
讐
を
通
し
て
中
納
言
家
の
人
間
を
支
配
し
、
人
心
を
掌
中
の

も
の
と
す
る
。
四
の
君
の
再
婚
に
ま
で
決
定
権
を
持
ち
、
貴
族
世
界
の
人
間
関
係

の
構
築
も
道
頼
次
第
な
の
で
あ
る
。『
落
窪
物
語
』
は
継
子
い
じ
め
の
物
語
を
大

テ
ー
マ
と
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
多
様
な
女
性
と
の
好
色
場
面
が
描
か
れ
て
い
な

い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
す
な
わ
ち
色
好
み
の
終
わ
り
と
評
価
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
。

光
源
氏
は
、「
先
帝
の
后
腹
」
の
四
の
宮
で
あ
る
藤
壺
に
思
い
焦
が
れ
た
。
彼

女
以
外
を
本
気
で
愛
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、そ
の
代
替
と
し
て
紫
の
上
を
愛
し
た
。

紫
の
上
が
、
父
兵
部
卿
の
宮
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
、
そ
の
直
前
に
自

ら
二
条
院
へ
連
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
継
母
と
紫
の
上
と
の
「
継
子
い
じ
め

の
物
語
」
が
回
避
さ
れ
た
。
一
方
、
道
頼
は
、
常
日
頃
か
ら
帯
刀
に
良
い
女
性
の

情
報
を
聞
き
、「
わ
か
う
ど
ほ
り
腹
」の
姫
君
で
あ
る
落
窪
の
姫
君
に
意
を
留
め
た
。

そ
し
て
継
母
か
ら
い
じ
め
ら
れ
て
い
る
姫
君
を
救
っ
た
。
そ
の
彼
は
、
着
実
に
出

世
し
、
人
心
を
掌
握
す
る
大
権
力
者
へ
と
成
長
を
遂
げ
、
落
窪
の
姫
君
と
の
夫
婦

関
係
は
理
想
的
な
も
の
と
見
ら
れ
た
。
一
方
、
紫
の
上
と
の
夫
婦
関
係
は
理
想
的

な
も
の
と
周
り
に
評
価
さ
れ
、
准
太
上
天
皇
に
ま
で
の
ぼ
り
つ
め
た
光
源
氏
。

他
の
物
語
の
男
主
人
公
が「
色
好
み
」の
造
形
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
、『
落

窪
物
語
』
に
お
い
て
も
男
主
人
公
道
頼
の
本
質
は
色
好
み
で
あ
り
、
そ
の
彼
の
栄

華
を
語
っ
て
い
る
。『
落
窪
物
語
』
も
、
色
好
み
の
物
語
の
系
譜
を
免
れ
て
は
い

な
い
の
で
あ
る
（
注
12
）。
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本
文
の
引
用
は
、『
落
窪
物
語
』（
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
）、『
う
つ
ほ
物

語
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）、『
伊
勢
物
語
』（
日
本
古
典
文
学
全
集
）

に
よ
る
。

【
注
】

注
１　

三
谷
邦
明
「
落
窪
物
語
の
方
法
」（『
物
語
文
学
の
方
法
Ｉ
』
有
精
堂
、
一
九
八
九
年
）

注
２　

藤
井
貞
和
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』「
解
説
」（
岩
波
書
店
、
一
九
八
九
年
）

注
３　

 

高
橋
亨
『
色
ご
の
み
の
文
学
と
王
権
』（
新
典
社
、
一
九
九
〇
年
）
で
、「「
色
ご
の
み
」

と
は
好
色
と
同
じ
な
の
だ
と
、
い
っ
た
ん
は
言
い
切
っ
て
し
ま
っ
た
方
が
よ
い
と
も
思

う
」
と
述
べ
る
。

注
４　

 

畑
恵
理
子
『
王
朝
継
子
物
語
と
力

―
落
窪
物
語
か
ら
の
視
座

―
』（
新
典
社
、
二
〇

一
〇
年
）

注
５　

 

神
田
龍
身
『
源
氏
物
語
＝
性
の
迷
宮
へ
』（
講
談
社
メ
チ
エ
、
二
〇
〇
一
年
）。
業
平
の

よ
う
な
色
好
み
像
を
否
定
し
な
が
ら
、
色
好
み
そ
の
も
の
を
否
定
し
て
権
力
者
に
な
っ

た
道
頼
の
反
対
側
に
、
色
好
み
で
あ
り
な
が
ら
破
滅
せ
ず
栄
華
を
極
め
た
光
源
氏
と
い

う
主
人
公
が
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

注
６　

室
城
秀
之
『
落
窪
物
語　

下
』（
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
）「
解
説
」

注
７　

 

高
橋
亨
「〈
落
窪
〉
の
意
味
を
め
ぐ
っ
て
―
物
語
テ
ク
ス
ト
の
表
層
と
深
層
―
」（『
日
本

文
学
』
一
九
八
二
年
六
月
）、「
男
性
作
品
か
ら
女
の
文
学
へ
」（『
物
語
文
芸
の
表
現
史
』

名
古
屋
大
学
出
版
、
一
九
九
一
年
）

注
８　

三
谷
邦
明
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』「
解
説
」（
二
〇
〇
〇
年
）

注
９　

 （
注
８
）
で
、
三
谷
も
北
の
方
た
ち
が
中
納
言
の
手
前
、
女
性
器
と
し
て
の
意
で
呼
称
し

て
い
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
と
述
べ
る
。
本
稿
で
は
、な
ぜ
道
頼
は
そ
の
よ
う
に「
し
か
」

受
け
取
ら
な
い
の
か
に
つ
い
て
問
題
視
し
た
い
。

注
10　

 

こ
の
先
、道
頼
が
面
白
の
駒
へ
の
代
読
を
申
し
出
た
と
き
、駒
は「
よ
き
こ
と
と
思
ひ
て
」、

内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
な
く
そ
の
ま
ま
書
い
て
四
の
君
に
送
っ
た
。
こ
れ
は
道
頼
が「
色

好
み
の
男
」
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
こ
の
手
の
歌
を
参
考
に
し
て
し
か
る
べ
き
と
思
い
込

ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
送
ら
れ
た
側
の
継
母
も
、「
色
好
み
は
、
人
の
せ
ぬ
や
う

を
せ
む
と
な
む
。」
と
し
て
自
ら
を
納
得
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
こ
れ
も
道
頼
が
「
色
好

み
の
男
」
と
信
じ
て
疑
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

注
11　

室
城
秀
之
『
う
つ
ほ
物
語
の
表
現
と
論
理
』（
若
草
書
房
、
一
九
九
七
年
）

注
12　

 （
注
３
）
に
お
い
て
、「
道
頼
が
ほ
ん
と
う
に
「
色
ご
の
み
」
で
あ
っ
た
か
否
か
を
規
定

し
よ
う
と
し
て
も
、
ほ
と
ん
ど
意
味
は
な
い
」
と
述
べ
る
が
、
中
古
文
学
史
の
系
譜
を

考
え
る
上
で
、
男
主
人
公
が
結
局
の
と
こ
ろ
色
好
み
で
あ
る
の
か
否
か
は
重
要
な
点
で

あ
る
と
思
う
。『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
、
か
ぐ
や
姫
を
前
に
五
人
の
色
好
み
の
求
婚
者

も
、
色
好
み
の
王
た
る
帝
も
敗
北
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
彼
ら

を
敗
北
さ
せ
ら
れ
る
か
ぐ
や
姫
の
凄
さ
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
色
好
み
で
な
け

れ
ば
、か
ぐ
や
姫
の
求
婚
者
に
も
な
り
得
な
い
の
で
あ
る
。ど
ん
な
に
ス
ト
イ
ッ
ク
な『
う

つ
ほ
物
語
』
の
藤
原
仲
忠
を
し
て
も
、「
楼
の
上
」
巻
で
色
好
み
な
面
を
垣
間
見
せ
る
よ

う
に
、
父
兼
雅
の
血
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

※
本
稿
は
平
成
27
・
28
年
度
「
日
本
文
学
史
Ⅰ
」
の
講
義
で
扱
っ
た
内
容
の
一
部
で
あ
る
。

 

（
本
学
兼
任
講
師
）


