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源
氏

物
語

に
お
け

る

「
色
好

み
」

に

つ

い
て

い
ろ
ご

の
み
、

す
き

の
再
検
討

徳

満

澄

雄

源
氏
物
語
が
好
色

物
語

で
あ
る

か
否
か
に

つ
い
て
は
、
古

来
さ
ま
ぎ
ま
の
観

点

か

ら

論

じ

ら

れ

て

い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
戦
後
、
こ
の
物
語
の

「
色

好

み
し
を
ど

の
よ
う

に
受

け
と
め
る
か
と

い
う
問
題
に

つ
い
て
、
顕
著
な
対
立

を
み
せ
る
も
の
に
、
折

口
信
夫
博
士
と

、
吉
沢
義
則
博
士
と

の
所
説

が
あ
る
。

即

ち
、
折
口
博
士
は
古
代
信
仰

の
民
俗
学
的
な
研
究
を

基
礎
に
し
て

、

「
源
氏

は

あ
れ
だ
け
の
大
貴

族
で
あ
る
か
ら

、
こ
の
古
代
以
来
、
大
貴
族

の
聞
に
崇
め

ら
れ
て
来
た
色
好

み
の
道
を
完
成
し
よ
う
と

、

一
生
か
け
て
勤

め
た
の
も

、
当

然
だ
と
言

ふ
気
が
す

る
。
そ
し
て
作
者
達
が
そ
れ
を
崇
む
べ
き
生
活
と
し
て
、

D

一
つ
の
人
生
の
規
範
を
示
し
た
の
も

理
由

の
あ
る
事

で
あ
る
。
」
ー
と

述

べ

ら

れ

、
光
源
氏

の

「
色
好

み
」
を
作
者
は
理
想
と
し

て
描

い
て

い
る
と
説
か
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て

、
吉
沢

博
士
は
、

「
す

き
」
の
語
義

論

に

立

っ

て

、

「
紫

式
部

は
、
男
女
関
係
を

『
こ
ひ
』
即

ち
男
女

の
思
慕

的

交

情

と

、

『
す
き
」

即
ち
男
女

の
遊
戯
的
交
情
と
に
分

け
て
観
察
し
て
お
り

」
②

「
式
部

は
徹
底
し
た
絶
薄
的
精
神
愛
を
無

二
宝
珠
と
し
て
、
意
中
に
捧
持
し
て
い
た

、

鋤

と
私
は
、
固
く
信
ず
る
も

の
で
あ
る
。
」
　
と
力
説
さ
れ
、
ま
た

「
す
き
」
を
、

本
質
的
な
も
の
即
ち
肉
体
的
交
渉
を
持
た
な

い
男

女
交
際
と

、
堕
落
し
た
も

の

即
ち
肉
体

的
交
渉

の
伴
う

「
す
き
」
が
あ
る
と
し
て

、
後
者
は
作
者

に
よ
っ
て

り

否
定
さ
れ
て

い
る
と
説

か
れ
て

い
る
の
で
あ
る

。
　
こ
の
対
立

は
一
一三
の
柑
判

者
を
生
み
な
が
ら
も
依
然
と
し
て
根
強

く
持
続
し
て
お
り

、
今

、
こ
の
物
語

の

主
題
の
展
開
を
た
ど

っ
て

い
こ
う
と
す
る
時

、
源
氏

物
語

の

「
好
色

」
を
如
何

に
解
釈

す
る
か
と

い
う
こ
の
問
題
は
、
看
過
で
き
な

い
根
本
的
課
題
の
一

つ
て

あ
る
と
思
う

。

物
語

の
中
に
好
色
的
素
材

が
あ
る
と

い
う

こ
と

ゝ
、
主
題
が

「
好
色
」

で
あ

る
と
い
う

こ
と
は

、
決

し
て
混
同
し
て
論
じ
る
こ
と
は
出

来
な

い
し

、
ま
た

、

物
語

の
登
場
人
物
の
好

色
的
言
動
を

も
っ
て

、
直
ち
に
平
安
時
代

の

一
般
的
風

潮

が
、
好
色
を
是
認
し

て
い
た

か
の
よ
う
に
類
推
す

る
こ
と
は

、
物
語
が
現
実

的
事
実
と
は
本
質
的
に
異

っ
た

、
創
ら
れ
た
世
界

で
あ
る

こ
と
を
考
え
る
と
、

安
易
に
な
さ
る

べ
き
で
は
な

い
に
も

か
ゝ
わ
ら
ず

、
従
来

の
諸
説

の
中
に
は
、

例

え
ば
、
多
屋
頼
俊
博
士
が
登
場
人
物

の
意
識
を
部
分
的

に
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、

「
こ
の
時
代
の
人

々
の
男
女
関
係
に
対
す
る
倫

理
的
観
念
は
極
め
て

の

微
弱
で
あ
っ
た

。」
ー
と
結
論
さ
れ
て

い
る
の
に
顕
著
な
如
く
、
立
論

の
過
程
に

お

い
て
、
性

急
な
点

の
あ

っ
た
こ
と
は
否

め
な

い
事
実
で
あ

っ
た
と
思
う

。



源
氏
物

語
の
世
界

に
お
い
て
は

「
色
好

み
ど
も

」
ま
た
は

「
す
き
者
ど
も
」

は
、
作
者
及
び
登
場
人
物
の
意
識

の
中

に
お
い
て
は
、
あ
き
ら
か
に

一
般
人
と

異

っ
た
特

殊
な
人
閥
と
し
て
区
別
さ
れ
て

い
る
。
例
え
ば
、
作
者
は
薫
の
成
長

し
た
様
姿

の
美
し

さ
を
賞
揚
す
る
た
め
に
、

「
い
み
じ
う
気
色

だ
つ
色
好

み
ど

も
に
な
ず
ら
ふ

べ
く
も

あ
ら
ず
」
と
叙
し
、
ま
た
源
氏

は
北
山
で
紫
君
を
発

見

し
た
時
、

「
か
か
れ
は
こ
の
す
き
者
ど
も
は
か
か
る
あ
り

き
を

の
み
し
て
、
よ

く

さ
る
ま
じ
き
人
も
見

つ
く
る
な
り

け
り
。
」
と
思

い
、
夕
霧
は
柏
木

の
憂
悶
を

察

し
て
、

「
す

き
者

は
定

め
て
、
わ
が
気
色
取
り
し
事
に
忍
は
ぬ
に
や
あ
り
け

む
。
」
と
考

え
、
薫

は
大
君
に
魅

せ
ら
れ
た
自
分

の
心
を
反
省
し
て
、

「
ま
し
て

お
し

な

べ
た

る
す

き
者

の
ま
ね
に
同
じ
あ
た
り

か

へ
す
ぐ

漕

ぎ
め
ぐ
ら
む
、

い
と
人
笑

へ
な
る
欄
無
し
小
掲
め
き
た
る

べ
し
。
」
と
恋
情
を
抑
制
す
る
の
で
あ

る

。
こ
こ
で
、
馬
頭
や
柏
木
が

「
す

き
者
」
視
さ
れ
て
い
る

の
は
、
物
語

の
展

開
上
特
殊
な
事
例

で
あ
る

か
も
知
れ
な

い
が
、
語

の
用
例
か
ら
云
え
ば

、
登
場

人
物

や
作
者

の
意
識

の
中
で

惣
す
き
者

駄
や

「
色

ご
の
み
」
達
は

一
般

人
と
区

別

さ
れ
て
概
念
化
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
と
思
う

。
そ
こ
で
、
こ
の
物
語

の

「
好

色
」
に

つ
い
て
考
察
す
る
場
合
、
一

源
氏
物
語
が
成
立
し
た

一
条
帝

の

時

代
に
お

い
て
、
男
女

の
交
情
に
関
し
て
世
人
の
通
念
と

「
色
好

み
」
達

の
考

え
方

と
の
問

に
倫

理
観
の
相
違

は
な

か
っ
た

か
。
若
し
あ

っ
た
と
す
れ
は
、
ど

の
程
度

の
ず

れ
が
あ

っ
た
の
か
。
　

こ
の
物
語

が
准
拠
し
た
延
喜
・天
暦
朝

に

お

い
て
、
そ
れ
は
ど
う
で
あ

っ
た
か
。
　

こ
の
物
語
の
世
界

に
お

い
て
は
そ

れ
は
ど
う

で
あ
っ
た

か
。
の
三

つ
の
角
度

か
ら
検
討
し
て
そ
の
実
態
を
互

々
比

較
対

照
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
　

作
者
紫
式
部
の

「
好

色
」
に
つ
い
て
の
独

自
な
倫
理
観

は
ど

ん
な
も

の
で
あ

っ
た
か
、
ま
た
は
物
語

の
進
展

に
伴

っ
て
ど

の
よ
う

に
変
化
し
て

い
っ
た
か
を
究
明
す
る
こ
と
が
で
き

れ
は
理
想
的
で
あ
ろ

う
と
考
え
る
。
し

か
し
実
際
に
お

い
て
は
、
作
者

の
創
作
意
識
の
中
で
は
、
一

と
口
の
実
態
は
互
い
に
混
融
し
、
そ
れ
が
日
の
物
語

の
世
界
に
反
映
し

て

い
る

の
で
あ

っ
て
み
れ
ば
、
一
と
口
の
実

態
を
明
ら

か
に
す
る
資
料
の
発
見

で
も
な

い
か
ぎ
り

、
鱒

の
作
者
独
自
の
倫
理
観
を
關
明
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
な

こ

と
に
な
る
。
従
っ
て

「
好
色
」
が

い
か
に
主
題
と
関
連
し
て

い
る

か
を
究
明
す

る
た
め
の
、
さ
し
あ
た

っ
て
の
手

懸
り
を
得

る
た

め
に
は
、
匂
の
物
語

の
世
界

の

「
好
色
」
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
よ
り
外
に
仕
方
は
な

い
の
で
あ
る
。
と

こ

ろ
が
こ
の
際

、
物
語
の
素

材
や
構
想
を
丹
念
に
分
析
し
た
り
綜

合

し

た

り

し

て
、
好
色
的
事
件
や
言
動

・
様
態
な
ど

が
、
こ
の
物
語
て

い
か
に
取
り
扱
わ
れ

て
い
る
か
を
検
討
し
て
い
こ
う
と
す

る
と
、
こ
の
物
語

が
あ
ま
り
に

も
客
観
的

に
描

か
れ
て

い
る
た
め
、
作
者

の
直
接
的
判
断
を
聞

き
え
ず

、
そ

こ
に
解
釈
潜

の
主
観

が
ど
う
し
て
も
介

入
す

る
催
れ
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る

。
先
述
し
た

折

口

・
吉
沢
両
博
士
の
全

く
対
瞭
的
な
所
説
が
出

て
く
る
所
以
で
あ
る
。
従
っ

て

、
そ

の
前
提
的
作
業

と
し

て
、

「
男

女
の
交
情
」

を
具
体
的
に
は
意
味
し
て

い
る

門
色
好
み
」

「
す

き
」
並
び
に
そ
の
派

生
語

の
用
例
を
全
部
調
査
す
る

必

要

が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、

「
好
色
」
に
関
す
る
作
者
の
倫
理
観
が

ど

の
よ
う
な
も

の
で
あ
る

か
を
検

討
し
よ
う
と

い
う
場
合
、
語
彙

の

一
文
中

に

お
け
る
意
味

の
分
類
だ

け
で
す
む
も
の
で
は
な

く
、
そ

の
用
例
は
、
作
者
、
ま

た
は
登
易
人
物

の
心
理
の
中

で
は
、
文

の
表
面
上
の
意
味
と
は
ま
る
で
反
対

の

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
持

つ
場

合
が
あ

っ
た
り
、
ま
た
解
釈

の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
ど

ち
ら
に
も
判
断
で
き
る
場
合
や
、
全
く
倫
理
的
判
断

の
増
外
に
あ
る
も
の
も
あ

っ
た
り
し

て
、
そ

の
語
彙

の
用
例
の
検

討
は
、
い
き
お

い
、
物
語

の
構
想
に
ま

で
及
ぶ
、
か
な
り
広
範
な
解
釈
に
た

ゝ
ざ
る
を
得
な

い
。
し
か
し
出

来
う

る
か

ぎ
り
独
断
に
お
ち
い
る
こ
と
を
警
戒
し

つ
ゝ
、
作
者
、
ま
た

は
登
場
人
物
の
倫



理
的
判
断
に
お
い
て
、
肯
定
的
、
否
定
的
、
判
別
困
難
の
三
つ
の
項
目
に
分

類

し
て
検
討
を
加
え
て
み
よ
・つ
と
思
う
。
こ
こ
で
倫
理
的
判
断
と

い
う

の
は
、
感

情
的

・
思
想
的
の
別

に
こ
だ
わ
ら
ず

、
単
に
い
い
か
、
わ
る

い
か
と
い
う

ほ
ど

の

か
な
り
広

い
意
味

で
あ
る
こ
と
を
こ
と
わ
っ
て
お
き
た

い
。
索
引
番

号
は
吉

沢
義
則
博
士
の

「
源
氏
物
語
新
釈
」
に
よ
る
が
、
源
氏
物
語
六八
成
の
索
引

も
同

時
に
使
用
し
、
解
釈

は
主
と
し
て
、

「
新
釈
」
と
岩
波

日
本
古
典
文
学
大
系
所

収
の
山
岸
徳
平
博
士
校
注
本
を
参
考
に
し
た

。

源
氏
物
語
に
は

「
好
色
」
と

い
う
漢
語
は
な
く
、

「
色
好
み
」
と

い
う
語

も

…、色
好
む
」
を
入
れ
て
、
わ
ず

か
に
四
例
に
す
ぎ
な
く
、
類

義

語

「
い

う

な

り
」

「
い
う
め
か
し
」

「
い
う
め
か
し
げ
な
り

」

「
い
う
め
く
」
の
十
九
例
を

加

え
て

も
、
こ
れ
だ
け
で
は
作
者
ま
た
は
登
場
人
物

の
倫

理
観
を
十
分

に
知
り

う

る
こ
と
は
で
き
な

い
。

(
「
色
好

み
」
三
例
に

つ
い
て
は
南
波
浩

「
『
色
好

み
』
の
歴
史
社
会
的
意
義
」
の
中

で
既
に
検
討
が
加
え
ら
れ
、

「
こ
れ
ら
の
源

氏

に
お
け
る

「
色
好

み
』
の
用
例
に
は
、
も
は
や
、
打

ち
込
ん
だ
理
念
的
な
も

の
が
う

か
が
わ
れ
ず
、
や
は
り

感
性
的

、
知
覚
的
な

も
の
と
し

て
軽
く
扱
わ
れ

て

い
る
。」
『
そ

こ
で
は
感
性
的
な

『色
好

み
」
は
し
だ

い
に
揖
判
と
反
省
と
の

材

と
な
り

、
け
っ
し
て
手
放

し
に
肯
定
化

さ
れ
て
は

い
な

い
。
」
と
結
論
が
下
さ

れ
て

い
る
が
…
…

。
)
そ
こ
で
、

「
す

く
」
及
び
そ

の
派
生
語

に
つ
い
て
も
調

査
し
た

。

「
す
く
」
の
語
義

は
伊
勢
物
語
六
十

一
段

に

「
こ
れ
は
色

好
む
と

い

ふ
す

き
も
の
」
と

い
う
用
例

が
あ
る
こ
と

か
ら

み
る
と
、

「
色
好
み
」
よ
り
も

広
義

で
あ
り

、
源
氏
物
語
の
用
例
中
に
も
詩
歌

・
管
絃

・
舞
踊

・
自
然
愛
好
な

ど
風
流

の
意
味

に
用

い
ら
れ
た
も
の
が
七
例

ほ
ど

あ
り

、
ま
た
三
宅
清
氏

の
指

摘
に
よ
る
と
、
新
撰

字
鏡
に

「
僚

」
の
字
を
加
太
久
(
奈
)
と
も
須
介
利
と
も
よ

ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、

「
頑
固
で
偏

奇
的
な
傾
向

の
好
み
」
を

意
味
す

る
の
で

あ
る
が
、
そ

の
趣
向
の
対
象

は
異
性
に
向
け
ら
れ
て
い
る
場
合
が
、
こ
の
物
語

の
中

で
は
圧
倒
的
に
多

い
の
で
、
、
「
好
色
」
の
意
味

に
解
し
た
の
で
あ
る
。
な

お
、
吉
沢
博
士

が
、

「
源
語
釈
泉
」

の
中
で
、

「
す
き
」
に
は
本

質

的

な

も

の
、
即
ち
肉
体
的
交
渉
を
持
た
な

い
男
女
交
際
と
、
堕
落
し
た

も
の
、
即
ち
、

肉
体

交
渉

の
伴
う

も
の
と
が
あ
る
と
し

て
お
ら
れ
る
の
は
、
語
義

論
と
し
て
は

ど
う

で
あ
ろ
う

か
。
博
士
は
、

(薫

)

「
…
…
よ

う
つ
に
思
ひ
給

へ
わ
び

て
は
、
心
の
行

く
方

の
強

か
ら

ぬ

わ
ざ
な
り

け
れ
は
、
す
き
が
ま
し

き
や
う
に
思
さ
る
ら
む
と
恥

か

し

け

れ

ど
、
あ
る
ま

じ
き
心
の
、

か
け
て
も
侍
ら
ば
こ
そ
め
ざ
ま
し

か
ら
め
、
た

ゞ

か
ば

か
り

の
程

に
て
、
時

々
思
ふ
事
を

も
聞
え
さ

せ
承
り
な
ど
し

て
、
隔
て

な
く
宣
ひ
か
よ
は
む
を
、
誰
か
は
答

め
い
つ

べ
き
。
」寄

こ
八
四
③

を
引
用
し
て
、

「
右
は
、
薫
が
宇
治
大
姫
君

の
室
に
入
り
な
が
ら
、
大
姫
君
の

意
志
を
尊
重
し
て
、
実
事

に
及
ぼ
ず

し
て
、
清

く
帰
る
際
に
言
ひ
の
こ
し
た
言

葉

で
あ
る
。
」
と
述

べ
、
交

中
の

「
す
き
が
ま
し
」
と
い
う
言
葉
と

「
讐
め

い
つ

べ
き
」
と

い
う

言
葉

と
を
読

み
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
ず
、

「
す
き
」
理
解

の
入
門

に
備
え
よ
う
と
意
図

さ
れ
、
そ
こ
か
ら
上
述

の
結
論
を
導

き
出

さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
文

は
薫
と
宇
治
大
姫
君
と
の
場
面
の
も

の

で

は

な

く
、
大
君
亡
き
後
、
匂
宮
の
妻
と
し
て

こ
条
院
に
引
き
と
ら
れ
た
中
君
に
対

し

て
、
薫

は
恋
情
が

つ
の
り

、
侍
女

の
立
ち
あ

い
の
下
で
、
御
簾

ご
し
に
、
大

君

を

偲
び

つ
ゝ
話
を
す
る
場
面
の
こ
と

で
あ
る

か
ら
、
博

士
が
、
そ

の
説
の
発
想

の
基
礎

と
な

っ
て

い
る
薫
と
六人
君
と
の
清
純
な
恋
と
、
こ
の
中

君
と

の
場
面
と

を
混
同
さ
れ
る
こ
と

に
よ

っ
て
、

「
す

き
が
ま
し
」
に
特
別

な
意
味
を
付
与
さ

れ
て
い
る
事
実
は
明
白

で
あ
る

。
ま
た
、
か
り

に
こ
の
文
を
本
文
通
り

に
、
薫



と

中
君
と
の
こ
と

ゝ
し

て
読

ん
で
み
て
も
、
中
君
は
長
居
を
し

つ
ゞ
け
る
薫
に

対
し
て
迷
惑
を
感
じ
て

い
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
う

い
う
中
君

の
態
度

が
わ

か
る

か
ら

こ
そ
、
薫
は
こ
の
よ
う
な
弁
解
を

せ
ね
は
な
ら
な
か
っ
た

の
で
あ
る

。
中

君

に
と

っ
て

み
れ
ば
、
薫

と
話
す

こ
と
自
体

が

「
す
き
が
ま
し

き
」
こ
と
で
あ

っ
て
、
人
目
を
は
ば

か
ら
ね
ば

な
ら
な

か

っ
た

の
で
あ
る
。

し

か

し

薫
は

「

『
あ
る
ま

じ
き

心
』
の
な

い
、
精
神
的
な
交
際
な
ら
人
が
轡
め
る
は
ず
は
な

い
。
」
と
、
独
自
な
見
解

か
ら
、
中
君
の
世
問
的

な
倫
理
観
に
対
し

て
自
分

の
態

度

を
弁
明
し
て

い
る
の
で
あ
る

。
こ
こ
に
は
、

「
男
女

が
話
を
す
る
」
と

い
う

行
為
そ
の
も
の
に
対

す
る
両
者

の
見
解

の
相
違

が
あ
る
だ
け
で
あ

っ
て
、

「
す

き
ず

き
し

」
の
語
義

に
、
精
神
的
な
る
も
の
、
肉
体
的
な
る
も
の
の
相
違

は
な

い
は
ず

で
あ
る
。
勿
論

、
博
士
は
こ
の
説
を
純
粋
な
語
義
論
と
し
て
提
出

さ
れ

て

い
る
わ
け
で
は
な

い
が
、
薫
の
こ
の
よ
う

な
精
神
主
義
的
恋
愛
を

「
す
き
」

と
云
え
る
も
の
か
ど
う

か
、
博
士
自
身

「
薫
と
大

姫
君
と

の
関
係
は

『
す
き
』

(
男
女
の
遊
戯
的
交
渉

)
で
は
無

い
か
ら
、
こ
こ
に
例
と
し
て
引
く
の
は
穏
当

で
無

い
け
れ
ど
も
」
と
こ
と
わ
っ
て

い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、

「
す
く
」
及
び
そ
の
派

生
語

「
す

き
」

「
す
き
あ
り

く
」

「
す
き

が

ま
し

」

「
す
き

が
ま
し
か
り

」

「
す

き
ご
こ
ち
」

「
す
き

こ
こ
ろ
」

「
す
き

こ

こ
ろ
ど
も

」

「
す
き

ご
と
」

「
す
き

ご
と
ど
も
」

「
す
き
ず

き
し

」

「
す

き
ず

き
し

か
り

」

「
す

き
ず
き
し
さ
」

「
す
き
た
わ
む
」

「
す
き
ば
む
」

「
す

き
も

の
」

「
す
き
も

の
ど
も
」

「
す
き
わ
ざ
」

「
す
き
ゐ
る
」
は
総
数
百

二
十
五
例

で
あ
る
。

「
色
好
み
」
の
用
例
は
次
の
四
例
で
あ
る

。

末
摘
花

二
三

二
⑦

左
衛
門
の
乳
母

と
て
大
弐

の
尼

の
さ
し

つ
ぎ
に
お
ぽ

い

た
る
む
す

め
、
大
輔

の
命
婦
と
て
、
う

ち
に
さ
ぶ
ら
ふ
、
王
家
統
流

の
兵
部

の
六八
輔
な
る
が
む
す

め
な
り

け
り

。
い
と

い
た
う

色
好
め
る
若
人
に
て
ぞ
あ

り
け
る
を
、
君
も
召
使

ひ
な
ど
し
給
ふ
。

こ
れ
は
大
輔
の
命
婦

に
つ
い
て
、
そ
の
素
性
や
性
格
を
叙
述
し
た
条
で
あ
る

が
、
こ

の
文
か
ら
だ
け
で
は

、
作
者

の

「
色
好
み
」
に
対
す
る
直
接
的
な
倫
理

的
判
断
は
窺

い
得

な

い
。
従

っ
て
こ

の
用
例

は
判
別

困
難

の
項
に

分

類

し

た

が
、
大
輔

の
命
婦

自
身

は
、
末

一
一三

六
⑩
に
お

い
て
、
源
氏

が
彼
女
を

「
あ
ま

り
色

め
い
た
り
」
と
思
っ
て
、
折

々
、
言
葉
を
か
け
る
の
を

「
恥

か
し
」
と
思

っ
て
い
る

の
で
、.
命
婦

の
倫

理
観

に
お
い
て
は
、

「
色
め

い
た

る
態
度

」
は
否

定

さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
て
、

「
色

め
く
」
の
用

例
で
、
こ
れ
を
否
定
的
用
例

の
項
に
分
類
し
た
。

若
菜
下
五
四
　

斯
く
世
の
た
と

ひ
に

い
ひ
集
め
た
る
昔
語
り
ど
も
に
も

、

あ
だ
な
る
男

、
色
好

み
、

二
心
あ
る
人
に
か
か
ず
ら
ひ
た
る
女

、
か
や
う
な

る
事
を

い
ひ
集

め
た
る
に
も
、
遂

に
よ
る
方
あ
り
て
こ
そ
あ
め
れ

、
怪
し
く

浮
き
て
も
過

ぐ
し

つ
る
有
様
か
な
、
げ

に
宣

ひ
つ
る
や
う
に
、
人

よ
り
異
な

る
宿
世
も
あ
り

け
る
身
な

が
ら
、
人
の
忍
び

が
た
く
あ
か
ぬ
こ
と

に
す
る
物

思
ひ
離
れ
ぬ
身

に
て
や
や
み
な
む
と
す
ら
む
、
あ
ぢ
き
な
く
も
あ
る
か
な

。

こ
の
文
章
は
、
女

三
宮

の
六
条
院

へ
の
降
嫁

が
実
現
し
、
源
氏

が
宮

の
方

へ

泊
る
よ
う
に
な
っ
た
夜

、
紫
上

が
自
己
の
運
命
を
、
昔
物
語

の
女
性
達

と
比
較

し

て
悲
嘆
に
く
れ
る
条

で
あ
る

が
、
こ
こ
で
は

、

「
色
好

み
」
は

「
あ
だ
な

る

人
」
や

コ

一
心
あ
る
人
」
と
同
列
に
み
な
さ
れ
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
紫

上
の

倫
理
観
に
お

い
て
明

ら
か
に
否
定
さ
れ
て

い
る
と
思
う

。
そ
し
て
特
に
、
こ
の

紫
上

の
悲
嘆
は
六
条
院

の
悲
劇

の
発
端

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
構
想
上
極
め
て
重

!



要

な
点

で
あ
る
こ
と
に
注
目
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

横
笛

一
七
六
①

御
歯

の
生
ひ

い
つ

る
に
食

ひ
あ
て
む
と
て
、
筍
を

つ
と
握

り
侍

ち
て

、
し
つ
く
も
よ
よ
と
食
ひ
ぬ
ら
し
給

へ
ば
、

「
い
と

ね
ぢ
け
た
る

色
好
み
か
な
。
」
と
て
、

う

き
節
も
忘
れ
ず

な
が
ら
呉
竹

の
こ
は
捨
て
が
た
き
物

に
ぞ

あ

り

け

る

と
、
ゐ
て
放

ち
て
宜
ひ

か
く
れ
ど
、
う

ち
笑

ひ
て
、
何
と
も
思
ひ
た
ら
ず

、

い
と
そ

ゝ
か
し
う

這
ひ
お
り
騒
ぎ
給

ふ
。

こ
の
用
例
は
、
薫

が
無
心
に
筍
に
喰
い
つ
い
て
遊
ん
で

い
る
姿
を

み
て
、
源

氏

が
戯
れ
に
言
っ
た
言
葉

で
あ
る
が
、
こ
こ
の
源
氏
の
心
理
は
、
柏
木
密
通
事

件

の
結
果
を
、
彼

が
ど

の
よ
う
に
受
け
と

め
て

い
る
か
と

い
う
点

で
、
か
な
り

複
雑
微
妙
な
も

の
が
あ
る

。
源
氏
は
幼

い
薫

の
目
も
と

に
、
す
で
に

一
癖
あ
る

の
を
見
て
取
っ
て
、

「
女
宮
物

し
給
ふ
め
り

つ
る
あ
た
り
に
、
か
か
る
人
生
ひ

い
で
て
、
心
苦
し
き
こ
と
誰

が
た
め
に
も

あ
り
な

む
か
し
。
」
と

い
っ
て
、
薫

の

将

来
に
不
安
を
感
じ
る
の
で
あ
る

が
、
眼
前

の
薫

は
生
え
出
し
た
ば
か
り

の
歯

で
、
誕
を
た
ら
し
な

が
ら
無
心
に
筍

に
喰

い
つ
い
て
い
る

。
そ
の
あ
ど
け
な

い

姿

を
見
て
、

「
大
変

ひ
ね
く
れ
た
色
好
み
だ
な

あ
。」
と
苦
笑
す
る

の

で

あ

る

が
、
こ
の
冗
談

め
か
し
た
源
氏
の
言
葉
の
背
奥

に
は
、
柏
木
密
通
事
件
の
苦
渋

と
、
そ
の
結
果
と
し

て
、
生
れ
て
来
た
薫

に
対
す

る
憐
慰

の
情
と
、
そ
の
将
来

に
対
す
る
危
惧

の
念

と
が
、
複
雑
に
交
錯
し
て

い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

「
う

き
節
も
忘
れ
ず
な

が
ら
呉
竹

の
こ
は
捨
て
が
た
き
物
に
ぞ
あ
り
け
る
」
と
う
た

い
か
け
た
和
歌

の
意
味

か
ら

も
容
易

に
想
像

が
つ
く
。
従
っ
て
、
こ
の
場
合
、

源
氏

の
心
理
に
お

い
て
、

「
色
好

み
」
と

い
う
言
葉
は
、
否
定
的

ニ
ュ
ァ
ン
ス

を
持

っ
も
の
.と
し
て
解
釈
す

る
の
が
適
当

で
あ
る
と
思
、つ
。

宿

木
一
一
三
三
⑧

(
薫
)
出

で
給
ふ
ま
ま
に
、
お
り
て
花

の
な

か
に
ま
じ
り

給

へ
る
さ
ま
も
、
殊
更
に
艶
だ
ち
色
め
き
て
も
も
て
な
し
給

は
ね
ど

、
怪
し

う
、
只
打
見
る
に
、
な
ま

め
か
し
げ
に
て
、
い
み
じ
う
気
色
だ

つ
色

こ
の
み

ど
も

に
な
ず

ら
ふ

ぺ
く
も
あ
ら
ず

、
お
の
つ

か
ら
を

か
し
う

そ
見
え
給

ひ
け

る

。
こ
れ
は
薫
の
様
姿

の
美
し
さ
を

「
い
み
じ
う

気
色

だ

つ
色

ご
の

み
ど
も
」
と

・
対

比
さ
せ
て
賞
揚
し

た
文
章

で
あ
る

。
こ
こ
で

「
色

ご
の
み
ど
も
」
と

い
う

の

は
単

な
る
風
流
人

の
意
か
も
し

れ
な

い
が
、
そ
う
で
な

い

「
好
色
者
」
の
意
に

も
と
れ
る
と

こ
ろ
だ

が
、
薫

の
し

め
や

か
で
、
な
よ
や
か
な
姿

が
、
華
美
を
競

う

「
色
好
み
ど
も
」
よ
り
も
重
視

さ
れ

て
い
る
所
に
、
作
者

の

「
色

好

み

ど

も
」
に
対
す

る
嫌
悪
を

か
ぎ
と
る
こ
と
が
て
き
よ
う
。

以
上
色
好
み
の
用
例
に

つ
い
て
、
私

の
検
討

の
要
領
を
示
し

て
来
た

の
て
あ

る

が
、
以

下

「
男
女

の
交
情
を
好
む
」
こ
と
を
具
体
的
に
は
意
味
す
る
語
彙
及

び
そ
の
派

生
語

に
つ
い
て
す

ぺ
て
検
討
し
た
結
果
を
表
に
示
す
と
次
の
よ
う

に

な
る

。

①

表
中
、
例
え
は

「
い
ろ

こ
の
み
」
の
否
定
的
用
例

の
欄
に
、
菜
下
五
四
㈹

(
紫
上
)
と
あ
る
の
は
、
若
菜

下
巻

の
五
十
四
頁

十

一
行
目
に
あ
る
語

は
、
文

章

の
前

後
関
係
か
ら
、
紫

上
が
否
定
的
な
態
度

で

「
い
ろ
こ
の
み
」
に
対
し
て

い
る
と
認

め
ら
れ
る
と

い
う

こ
と
で
あ
る
。

②

「
す
く

」
及
び
そ

の
派
生
語

の
中
に
は
、
明
ら
か
に
風
流
韻
事
を
内
容
と

し
て
、
男
女
関
係
と
は
無
縁

の
意
味
を
持

つ
例
も

あ
る

が
、
例
え
ば
、
明
石
入

道
に
関

す
る
用
例

の
如
く
、
解
釈

上
、
そ

の
い
ず

れ
と
も

決
定

し
難

い
も

の
も

あ
る

の
で
、
こ
こ

で
は
便
宜
的
に
す

べ
て

の
用
例
を
あ
げ

て
、
後

ほ
ど
本
文
中

で
説
明
を
加

え
る
こ
と
と
し
た
。



語

彙

い
ろ
ご
の
み

(
三
例
)

い
ろ
ご
の
み
ど
も

二

例

)

い
う
な
り

い
う
め
か
し

い
う
め
か
し
げ
な
り

い
う
め
く

こ
の
み

こ
の
み
ご
こ
ろ

す
き

御
す
き

す

き
あ
り

く

す
き
が
ま
し

否

定

的

用

例

菜
下
五
四
qり

(
紫
上
)　

一総

一
五

六

⑨

(
六八
君

)

眞

二

一
八
⑦

(
弘
徽
殿
女
御

)

未

一
ご
二
六
⑩

(
ゐ八
輔
…今
叩
婦
)

菜

下

九
⑨

(
髪
黒
大
将
)

紅

三
八

一
⑨

(眞
木
柱

)

浮

【
四
一
.⑨

(
薫
)

手

二
七
六
⑧

(
作
者
)

賀

二
九
九
③

(作
考

)

明

叶八
六
④

(
源
氏

)

薄

ご
六
六
⑤

(
源
氏

)

横

一
八

一
①

(
世
人
)

帯

三
四
⑧

(
作
者

)

帯

七
八
⑩

(
源
氏

)

判

別

困

難

な

用

例

末

二
二
=
一⑦

(
作
者
)

総

一
四

二
㈹

(
作
者
)

葵

三
五

九
⑤

(
作
者
)

袴

一
七

一
GD

(
作
者
)

早

一
九
八
qD

(
作
者
)

寄

一
一四
六
①

(
作
考
)

寄

二
七
三
qの

(
作
者
)

浮

一
一
二
一㈹

(
作
者

)

総

一
三

九
qD

(
董
…)

賀

二
八
〇
⑪

(作
者

)

賀

二
九
七
uの

(
作
者
)

顔

一
六
五
②

(
作
者
)

肯

定

的

用

例

賀

二
八
〇
⑧

(
源
氏
)

竹
三
九

二
②

(宰
相
君

)

賀

ご
九
八
㈹

(頭

中
将

)

横

一
九
〇
③

(
夕
霧

)

蜻

二
二
五
〇の

(
薫

)

横

一
八

一
①

(
御
息
所

)

薄
円
一
一六
二
働

(
源
氏
)

横

一
七

六
①

(
源
氏
)

寄

二

三

三

⑱

(
ダ

)



す

き
が
ま
し

か
り

す
き

ご
こ

ち

註9
・さ

こ
こ

ろ
(
一
〇
例

)

す

き

こ

こ

ろ

ど
も

へ
一
例

)

す
き

ご
と

(
七
例
)

す
き

ご
と
ど
も

(
三
例
)

す
き
ず

き
し

紫

一
二
一〇
③

(
源
氏
)

葵
三

ご
五
③

(
源
氏

)

総

一
六
六
㈱
[
(帝

・
后
)

寄

こ
八
四
③

(薫

)

手

二
六
六
②

(中
将

)

帯

五

一
ω

(
馬
頭
)

帯

八
〇
④

(
源
氏

)

濤

一
三
五
⑦

(
源
氏

)

濡

一
四

ご
⑩

(
源
氏

)

横

一
七
八
③

(夕
霧

)

霧

二
六
四
⑨

(夕
霧

)

帯

三
三
③

(
作
者
)

霧

二
七
九
㈹
(
世
人

・
鬼
神

)

匂
三
六
〇
⑪

(
董
…)

椎

五

二
⑨

(
八
宮
)

浮

一
四

一
⑦

(
薫
)
※

帯

四
ご
②

(
馬
頭
)

帯

五
〇
⑧

(
馬
頭
)

帯

七
五
㈹

(
紀
伊
守
)

紫

一
八
二
⑨

(
源
氏
)

紫

ご
〇
六
⑧

(
源
氏
)

末

二
四

一
④

(
源
氏
)

賀

一
一九
五
⑧

(
帝

)

明

八
〇
⑩

(明
石

入
道
)

明

九
九
②

(
明
石
入
道
)

関

一
八
〇
⑤

(
源
氏
)

絵

ご
〇

一
⑨

(
源
氏
)

薄

二
六

「
②

(
源
氏
)

玉
三
九
三
⑤

(
源
氏
)

胡

三
〇
③

(
源
氏
)

螢

四
八
⑦

(
作
者
)

螢

五

一
③

(
螢
兵
部
卿
宮

)

帯

八
三
④

(
作
者
)

帯

.八
六
④

(
作
者
)

顔

一
ご
二
⑧

(
作
者
)

関

一
八

一
④

(
作
者
)

橋

一
五
③

(
作
者
)

葵
三
五
八
⑩

(
作
者

)

愚吊

七
三
⑤

(
源
氏
)

蜻

二
ご
0

⑧

(
作
者

)

顔

一
六
五

③

(
女
房
達
)

賢

四
二
〇

⑥

(
作
者
)
※

蓬

一
六

一
⑤

(
末
摘
花
の
叔
母
)

菜

上
三
八
五
⑳

(
作
者
)

無
秘
一
六
六
㈹

(
匂
富
])

賀

ご
九
八
⑧

(帝

・
女
房
)

霧

一
、七

九

胸

(作

者

)
※

浮

一.四

一
⑦

(薫

)
※

賢
四

二
〇
⑯
(
源
氏

・
朱
雀
院
)



す
き
ず

き
し

す
き
ず

き
し
か
り

す
き
ず

き
し
さ

す
き
ば
む

す
き
も
の

(
九
例

)

す
き
も
の
ど

も
(
七
例
)

真

一
一
一
六
④

(
髭
狽
里
麻
六く
将

)

梅

一
」
。四
⑦

(
源
氏
)

梅

ご
四
〇
⑤

(
源
氏
)

塑
姻
繍

醗

W

璽
藩

讃
簗
院
)

墾
語

鰻
雛

W

瀞
三
蓋

㎜
醸

六藝

口)

橋

ご
○
③

(
薫
)

橋

ご
四
ω

(
薫
)

総

一
四
九
⑨

(
夕
霧
)

寄

二
六
六
⑤

(
薫
)

東

一
ご
④

(
媒
)

靖

ご
〇
七
〇3

(
薫
)

手

冠
六
九
②

(
中
将

)

手

三
〇
九
⑪

(
薫
)

紫

二

一
九
〇2

(
源
氏
)

帯

三
三
⑨

(
作
者
)

帯

六
〇
①

(
馬
頭
)

須

四

一
胸

(
世
人
)

横

一
八
〇
⑨

(
夕
霧
)

蜻

ご

一
ご
②

(
薫
)

菜
上

二
八
七
αの

(朱
雀
院

)

総

一
二

一
⑧

(
薫
)

菜
上

ご
九

二
働

(作
者

)

帯

三
八
⑧

(
作
者

)

墾
蛋
㎜
㈱
翻

末

二
三
七
④

(
源
氏
)

葵
三
三
五
⑤

(
源
氏
)

賢

三
八
五
⑤

(
作
者
)

松

二
二
七
⑧

(
源
氏
)

菜

下

一
五
㈱

(
作
者
)

菜

下

一
〇
九
〇9

(夕

霧
)

須

四

一
⑯

(
五
節

)
※

竹
三
八
八
⑤

(
女
房
達

)

紫

一
七
九
⑦

(
源
氏
)

玉
三
八
九
αD

(
源
氏
)

玉
三
力
八
③

(
源
氏
)

竹

三
九
三
⑧

(
薫
)



手

二
六
七
⑤

(
作
者
)

す
く

ざ
れ
ば
み
す

く

す
き
わ
ざ

す
き
ゐ
る

合

計

「帯

山ハ
一二
㈹
[
(頭
中
将

)

明

八
〇
⑪

(
明
石
入
道
)

玉
三
六

一
⑳

(
玉
婁
乳
母
)

眞

一
一
=
二
⑨

(
源
氏
)

匂
三
五

八
qの

(
世
人
)

紅
三
七
八
⑪

(耽
簸

鯉

.口

椎

五

一
④

(
八
宮

)

椎

七
八
⑧

(
世
人
)

総

一
一二
六
㈱

(
・甲
宮
)

帯

五
九
⑦

(
馬
頭
)

葵
三
二
四
⑨

(
帝
)

八
十
六
例

紫

一
七
四
③

(
源
氏
供
者

)

須

四
〇
⑦

(作
者

)

濡

一
三
三
⑨

(作
者

)

玉
三
六
三
②

(作
者
)

胡

一
一三
⑧

(作
者
)

「

盤

繭
魍

(薫
)

椎

七
四
⑧

(
宇
治
姫

君
)

総

九
力
⑧

(薫

)

総

一
三
九
①

(
薫
)

明

七
五
⑯

(
作
者
)
※

四
十
六
例

顔

一
一
四
⑯

(
惟
光
)

撒
ご
鷲
鰻

融
壕

)

螢

四
六
⑧

(
源
氏
)

螢

四
九
働

(
源
氏
)

紅

三
七
八
⑪

(
紅
梅
大
臣

竹

三
九

一
②

(
女
房
達
)

明

七
五
qの

(
源
氏

)

一
一十

六
例

括
弧
内
は
倫
理
的
判
断
の
主
体
者

で
あ
る

。

※
印
の
あ
る
も

の
は
、
例
え
は

霧

ご
七
九
⑱

「
さ
る
さ
ま

の
す
き
事
を
し
給
ふ
と
も
、
・
人
の
も
ど
く

べ
き
さ
ま
も
し
給

は
ず
、

鬼
神
も
罪

許
し
つ
ぺ
く
、
あ
ざ
や
か
に
、
物
清
げ
に
若
う
盛
り
に
匂
ひ
を
散

ら
し
給

へ
り

。」
と
あ
る
条

で
、

門
す
き
事
」
は
、
元

来
、
世
人
が
非
難
し

、
鬼
神
も
罪

と
す

る
こ
と

で
あ
る
が
、
作
者
は
、
夕
霧
の
美

し
い
様
姿
に
免
じ
て
、
特
に
こ
こ
で
許
容
し
て
、

い
る
場
合
で
あ
る
と
解
釈
し
て
、
世
人
や
鬼
神

の
立
場
に
た

つ
と
否
定

、
作
者

の
立
場
に
立

つ
と
肯
定
と

せ
ざ
る
を
得
な

い
よ
う

な
用
例
を
示
す

。



こ
の
表
を
概
観
す

る
と

、
肯
定
的
用
例

が
二
十
六
例
に
過
ぎ
な

い
の
に
対

し

て
、
否
定
的
川
例
は
八
十
六
例
の
多
数

に
の
ぼ
っ
て

い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
そ

し
て
、
否
定
的
用
例

の
場
合
は
、

「
色
好

み
」
ま
た
は

「
す
き
」
は
、
弁
解

、

訓
戒

・.
反
省
、
抑
制

、
非
難
、
否
定

、
嫌
忌
、
隠
蔽
、
卑
下
、
嘆
息
、
不
信
等

の

対
象
と
な
り
、

「
あ
は
あ
は
し
く
」

「
あ
だ
あ
だ
し
く
」

「
は

か

な

く
」

「
恥
つ
か
し
く
し

「
頼
も
し
げ
な
く
」

「
許
し
得
ず

」

「
も
て
わ
づ
ら
ふ
」

ぺ

予三
」
と

ゝ
し
て
、
積
極
的
に
否
定
さ
れ
て

い
る
の
に
対

し
て
、
肯
定
的
用
例

の

男

台
け
、
風
流

韻
粛
一を
意
味
す
る
場

合
や

、
惟
光

・
五
節

・
一
部
の
女

房
達

の

よ
・つ
に

「
色
好
み
」
と
呼
は
れ
て

い
る
人

々
の
肯
定
て
あ
っ
た
り
、
か
ら
か
い

半
分

の
興
昧
で
あ
っ
た
り
、
ま
三
薫

の
よ
う
に
特
に
道
心
堅
固
な
人
物

が
自
己

の
偏
頗
な
心
を

反
省

し
て

「
す
き
」
に
関

心
を
抱

い
て

い
る
場
合
や
、

一
定

の

系
件
の
下
に
許
容

さ
れ
て

い
る
場
合
で
あ

っ
て
、
さ
ほ
ど
積
極
的
に
は
肯
定
さ

れ
て

い
な

い
の
て
あ

ろ
。
ま
た
、
否
定
的
用
例
は
、
物
語

の
構
想
の
重
要
な
点

に
お

い
て
見

い
だ
さ
れ
る
の
に
対

し
て
、
肯
定
的
用
例
は
短
篇
小
説
的
な
巻
に

多
く
見

い
だ
さ

れ
る

。
ま
た
こ
の
表
を
も

っ
と
詳
し
く
読

み
と
る
た

め
に
、

　、
作
商
は
登
魯
.
人
物
の

「
好
色
」

に
つ
い
て
、
地
の
丈

で
ど
の
よ
う

に
述

ぺ

て
い
る

か
。

O
、
そ

の
登
場
人
物
は

「
好
色
」
に
つ
い
て
、
ど

の
よ
う
な
意
識
を

抱
い
て
い

ゴ〔
る

か
。

　
登
場
人
物
は
自
己
の

「
好
色
」
に

つ
い
て
、
ど
の
よ
う

に
思

っ
て

い
る

か
。

　
登
場
人
物

は
他
者
の
そ
れ
に

つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
思

つ
て

い
る
か
。

　
登
場
人
物

は

一
般
的
に

「
好
色
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
意
識
を

抱
い

て

い
る
か
。

三
、
他

の
登
場
人
物

は
、
そ
の
登
場
人
物
の
好
色
的
行
為
や
態
度

に

つ
い
て
、

〔
ど

の
よ
う
に
思
っ
て
い
る
か
。

の
各
項
に

つ
い
て
調
査
し
て
み
る
と
、

一
の
作
者
が

地

の

丈

に
お

い
て
、「
好

色
」
に
対
し
て
、
直
接
的
に
掛
判

し
て
い
る
例
は
極
め
て
少

い
。
そ

の
大
部
分

が
、
菜
上
三
八
五
αか

「
わ
り
な
き
心
地
の
慰
め
に
、
猫
を

ま
ね
き
よ

せ
て
、
か

き
抱
き
た
れ
は
、
い
と

か
う
は
し
く
て
、
ら
う
た
げ
に
打

ち
嶋
く
も
、
な

つ
か

し
く
思
ひ
よ
そ

へ
ら
る
る
ぞ
、
す

き
ず
き
し
や
。
」
と

い
っ
た
類

で
、
こ
の
よ

う
な
例

か
ら
、
作
者

の
倫
理
観
を
判
断
す
る
こ
と
は
出

来
な

い
。
た
だ
、
帯

三

四
⑨
に
お

い
て
、
頭
中
将
を

一
す

き
が
ま

し
き
、
あ

た
び
と
な
り
(己

と
評
し

た
り

、
賀

ご
九
九
③
に
お

い
て
、
源
内
侍
の
す
き
ず
き

し
き
態
度

を
、

『
う

た

て
の
好
み
や
」
と
苦
笑
し
た
り
、
眞

二

一
八
⑦
に
お

い
て
、
近
江
君
の

「
色
め

か
し
う
さ
ま
よ
う
心
」
を
父
母
が

「
も
て
わ
づ
ら
ひ
」

「
遂

に
あ
は
　

し
き

事
」

が
生
じ
る
で
あ

ろ
う
と
危
惧

し
た
り
し
て

い
る
条

に
、
わ
ず

か
に
作
者

の

否
定
的
態
度
を
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
が
、
以
上
の
登
場
人
物
達

は
、
極
端
な
性
情

の
人
物
と
し
て
描

か
れ
て

い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
作
者

が

一

般
的
に

「
好
色

」
を
ど
う
思
っ
て
い
る

か
を

、
こ
の
用
例

か
ら
云

々
す

る
こ
と

は
妥
当
で
は
な

か
ろ
う

。
ま
た
、
寄

一
一三
三
⑨
の
様
姿
美
を

「
い
み
じ
う
気
色

だ

つ
色
好

み
ど
も
」
と
比
較

で
き
な

い
く
ら

い
に
立
派
だ
と
叙
し

て

い
る

例

や
、

「
色

め
か
し
げ
」
で
な

い
所
を
人
物

の
長
所
と
し
て
挙
げ
て
い
る
例
は
、

螢
四
八
　

(
螢
兵
部
卿
宮

)
袴

一
七

一
⑪
(髪
黒
大
将
)
匂
三
六
〇
⑪
(
薫
大
将
)

に
あ
る
が
、

一
方

、
作
者
は
夕
霧
の
成
長
し
た
美
し

い
姿
に

つ
い
て
、

「
さ
る

さ
ま
の
す

き
票
を

し
給

ふ
と
も
、
人
の
も
ど
く

ぺ
き
さ
ま
も
し
給
は
ず
、
…
…

霧
ご
七
九
　
し
と
叙
し
て
、
夕
霧
の
美
貌

に
免
じ
て
、

「
す

き
事
」
を
許
容

し



て

い
る
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
こ
か
ら
も
、
作
者
の
倫
理
観
を
積
極
的
に
判
断
す

る
こ
と
は
で
き
な

い
。
総
じ
て

一
の
用
例

か
ら
は
、
作
者
の
思
想
を
直
接
的
に

聞
く
こ
と
は
で
き
な

い
と
云
う

ぺ
き

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
六
条
院

の
生
活
に

お

い
て
、
源
氏
が
玉
婁
を

恋
愛
遊
戯
の
玩

具
に
し
て
、

「
す
き
者
」
達

の
心
を

誘

惑
し
よ
う
と
す
る
態
度
を
、
作
者
は
、
紫
上

に
揖
判
さ
せ
た
上
、
自
身

も
、

「
誠

の
わ
が
姫

君
を

ば
、
か
く
し
も
も

て
騒

ぎ
給
は
じ
。
う
た

て
あ
る
御
心
な

り
。
一

と
辛
辣

に
非
難
し
て

い
る
よ
う
な
方
法
で
、

「
好
色
」
を
否
定
し
て
い

る
例
が
少

く
な

い
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま

い
。

次

に
二
と
三
の
登
場
入
物

に
つ
い
て

で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
紙

幅

の

都

合

ト
、、
源
氏

に

つ
い
て
ど
の
よ
う

に
な

っ
て

い
る
か
を

述

べ
る
だ
け
に
と
ど

め
た

い
。
源
氏

の
性
格
は
、
帯
木
冒
頭
に
お

い
て
、

「
ま
め
だ

ち
」
て

「
目
馴
れ
た

る
う

ち

つ
け
の
す
き
ず

き
し
さ
な
ど
は
、
好

ま
し
か
ら

ぬ
御
本
性

」
で
あ
り
な

が
ら
、
あ

い
に
く
稀
に
は
、

「
心
づ
く
し
な
る
事
を
御
心
に
お
ぼ
し
と
ど
む
る

癖
」
が
あ

っ
て
、
「
さ
る
ま

じ
き
御
振
舞
」
が
あ

っ
た
と
叙
さ
れ
て
い
て
、
こ
の

文

章

か
ら
す

る
と

、
源
氏
は
基
本
的

に
は

「
ま

め
人
」
て
あ
る
が
、
時

々

「
さ

る
ま
じ
き
」
行
為

の
あ
る
人
物
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
と
思
う

。
し
か
し
、
こ

の
性
格
は

、
物
語

が
発
屡
す
る
に

つ
れ
て
、

「
好
色
的
人
物
」
か
ら
、

「
好
色

の
損
判
者
」

へ
と
成
.長
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
源
氏
は
自
分

で
は
当
初

か
ら

「
す
却、・す
き
し
さ
」
行
為

を
否
定

し
て
い
る

の
で
あ
る
。
即
ち
、
源
氏
は
空
蝿

・
紫
君

・
末
摘
花

・
六
条
御
息
所
に
云
い
よ
る
時
は
、
相
手

の
女
性
ま
た

は
仲

介

者
に

、
自
己
の
行
為

が
好
色

的
に
見
え
る
こ
と
を

は
ば
か
り

、
し
き
り

に
、

決

し
て
好
色
的
な
気
持
か
ら
云
い
寄
る
の
で
は
な

い
と
弁
解
す
る
。
(
帯

七

八

　
帯
八
〇
④
紫

一
八
黒
⑨
紫

二
〇

六
①
末

ご
四

一
④
濡

一
三
五
⑦

関

一
八

〇

⑤
)
そ
し
て
、
紫

君
を
誘
拐
す
る
こ
と
が
、
世
人
に
好
色
め

い
て
み
ら
れ
は
せ

ぬ
か
と

心
配
し

、

(紫

ご

一
九
㈹
紫

一
一ご
○
③
)
明
石
君
を
初

め
て
訪
問
す
る

時
に
は

、
好

色
め
い
た

ふ
る
ま

い
だ
と
後

め
た
さ
を
感
じ
、

(明
八

六
④
)
ま

た

、
玉
三
九
三
⑤

で
は

、
好

色
心
を
抱
く
ま

い
と
自
制

し
た
り

、
葵

三
二
五
③

濡

一
四
一
一⑩
薄

ご
六

一
②
梅

ご
四
〇
⑧

の
四

ケ
所
で
は
、
自
己
の
好
色
的

行
為

を

深
く
反
省

し
て

い
る
。
即
ち

「
過
ぎ
に
し

か
た
、
殊

に
思

ひ
な
や
む

ぺ
き
事

も
な
く

て
侍
り

ぬ
ぺ
か
り

し
世

の
中
に
も
、
な

ほ
心
か
ら

、
す
き
ず
き
し
き
事

に

つ
け
て
物
思
ひ
の
絶
え
ず
も
侍
り

け
る

か
な

。
さ
る
ま
じ
き
事
ど
も

の
心
苦

し
き
が
、
あ
ま
た
侍
り

し
な

か
に

、
遂
に
心
も
解

け
ず
む
す
ぼ
ほ
れ
て
や
み
ぬ
、

る
事

一
一
つ
な
む
侍
る

。

(
薄

二
六

一
　
)
」
と

、
源
氏
は
秋
好
中

宮

に

向

っ

て

、
彼

女
の
母

六
条
御
息
所
と
、
藤
壷

へ
の
恋
を
反
省

し
、
ま
た
梅

ご
四
〇
⑧

に
お

い
て
は
、
須
磨
諦
居
の
原
因
を

、

「
す
き
ず
き
し
き
答
を
負
」
う
た

か
ら

だ
と
、
夕
霧
に
向
っ
て
告
白
し
反
省

し
て

い
る
の
で
あ
る

。
し

か
し

、
源
氏

に

と
っ
て
、
や
は
り

「
す
き
心
」
は
抑
制
し
難

い
も
の
で
は
あ

っ
た
。
そ
の
為

、

我
が
子
夕
霧
の
教
育

に
対

し
て
は
、
か
え
っ
て
厳
格
な
も
の
が
あ

っ
て
、
梅

二

四
〇
⑤
に
お
い
て
源
氏
は
夕
霧
に
向

っ
て
、
浮
名
を
流
す
こ
と

は
後

生
の
障
り

に
な
る
と
し
て
、

「
す
き
ず

き
し
き
心
」
を
決
し
て
使

っ
て
は
な
ら
な

い
と
、

く
ど
く
ど
訓
戒

し
て
い
る

。
こ
う

し
た
源
氏

の
態
度

は
、
夕
霧

が
落
葉
宮
に
恋

を

し
た
時
も

一
貫
し
て
続

い
て
お
り

、
こ
の
用
例

か
ら
源
氏
が

「
好
色
」
を

理

性
的

に
は
否
定
し
て

い
る
こ
と

が
わ
か
る
の

で
あ
る
。

一
方

、
源
氏
が

「
好
色
」
に
肖
定
的
態
度
を
と

っ
て

い
る

例
を

見
て
み
る
・

と

、先
述
し
た
紫
君
発
見
の
条

(紫

一
七
九
⑦
)
、
末
摘
花
邸

の
物

か
げ
に
立
っ
て

い
る
男
を

源
氏

が

「
誰
れ
な
ら
む
。
心
か
け
た
る
好
色
者

あ
り
け
り

」
と
思

っ

た
条
(
末
一
二
二
七
①
)
、
ま
た
、
源
氏

が
兵
部
卿
宮

の
「
色
め

か
し
う

・
な
よ
び
給

へ

る
」
姿
を

、
女
性

の
立
場
で
見
た
ら
さ
ぞ
興
味
深
か
ろ
う
と
思
う
条
(
賀

一
、八
9



　
)
、
祭
の
目
、
源
氏

に

場
所
を
ゆ
ず

っ
た
女
に
対

し
て
、

「
い
か
な
る
す

き

も

の
な
ら
む
」
と
闘

心
を
抱
く
条
(
葵
三
三
五

⑤
)
の
四
例

が
、
所
謂
長
、篇
小

説
的

構
想

の
は
じ
め
の
巻

々
に
あ
る
が
、
他

は
あ
と

で
の

ぺ
る
三
例
を
除

い
て
す

ぺ

て
、
六
条
陀
の
生
活

の
中

で
源
氏

が
恋
愛

遊
戯
に

ふ
け
っ
て
い
る
短
篇
的
巻

々

の
用
例

で
あ
る
。

(
玉
三
八
九
◎

玉

三
九
八
③

胡

ご
力
②

螢
四
六
⑧

螢

四

九
　

常

七
三
　

)
こ
れ
ら
後
瓢
の
用
例
は

、
源
氏
が
玉
墜
を
恋
の
囮
に
使

っ

て

、

「
す

き
者
ど
も

」
が
自
分

の
邸

に
出
入
り
す
る
の
を
面
白
が

っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
、
こ
こ
の
源
氏
の
態
度
は

か
な
り
遊
戯
的

で
軽

い
気
持

の
も

の
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
興
味
や
関
心
を
も

っ
て

、
た
だ
ち
に
倫

理
的
肯
定
の
態
度
だ

と
云

い
う

る
か
ど
う

か
は
疑
闇

に
思
う

が
、

一
応
、
広

い
意
味
で
、
肯
定
的
用

例
の
中
に
入
れ
て
お

い
た
。
こ
う

し
た
源
氏

の
恋
愛
遊
戯
に
対
し
て
、
紫
上

は

「
あ
や
し
の
人

の
親
や

、
ま
つ
人

の
心
励
ま

さ
ん
事
を

お
ぼ
す
よ
。
け
し
か
ら

ず
。
玉
三
九
八
③

し
と
厳
し
く
揖
判

し
て
い
る
こ
と
を
付
記

し

て

お

く

。
な

お

、
薄

ゴ
六
一
一②
は

、
源
氏

が
六
条
院
に
里
帰
り
し
た
秋
好
中
宮
に
対
し
て

、

「
か
や
う
な
る
す
き
が
ま
し
き
方
は

、
し
づ
め
が
た
う

の
み
侍
る
を

…
」
と

云

っ
て
、
恋
情
を
ほ
の
め
か
す
条

の
用
例

で
あ
る
が
、
こ
の
直
前
の
薄

二
六

一
働

て
は
、
源
氏
は
秋
好
に
向

凶、
て

、
自
己
の
半
生
を

ふ
り

か
え
っ
て
、

「
な
ほ

心

か
ら
、
す
き
ず

き
し
き
事

に

つ
け
て
物
思
ひ
の
絶
え
ず
も
侍
り
け
る
か
な

。」
と

云
っ
て
、
六
条
御
息
所
と
藤
壷
と

の
恋
を
反
省

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら

、
文

面
通
り
に

、
こ
の
例
を
肯
定

の
例
に

い
れ
る
の
は
ど
う

か
と
思

わ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
ま
た
、
明

七
五
㈹

h
す
き
ゐ
る
」
と
賢
四
ご
○
⑬

「
す
き
ず

き
し
」

の
用
例
は
共

に
風
流
韻
事
の
こ
と
で
あ
る

か
ら
説
明
を
省
駆
す
る
。

次
に
三
の
源
氏

の
好
色
的
言
動
を
他
者

が
ど
の
よ
う

に
見
て

い
る
か
と

い
う

項

で
あ
る
が
、
桐
壷
帝

は
源
氏

が
六
条
御
息
所
に
恋
し
て

い
る
こ
と
を
訓
戒
し

て
、

「
心
の
す
さ
び

に
ま
か
せ
て
、
か
く
す

き
わ
ぎ
す
る
は
、
い
と
世

の
も
ど

き
負

ひ
ぬ
ぺ
き
こ
と
な
り

。
」
葵
三
二
四
⑨
と
述

べ
ら
れ
、
ま
た
紫
君
を
隠
し

育
て

ゝ
い
る
の
を
聞

か
れ
て
、

「
す

き
ず
き

し
き
」
行
為

だ
と

い
う
意
味

で
訓

戒
さ
れ
て

い
る
。

し
か
し
、
源
氏

が
あ
ま
り

惣
ま
め
だ

つ
」
と

、
好

色
な
女
房
達
や
供
者
の
惟

光
に
と
っ
て
は

、
や
は
り

不
満
な

の
で
あ

っ
て
、
源
氏
に

「
す
き

心
」
が
不
足

し
て

い
る
の
を
物
足
り
な
く
思
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

(
顔

一
一
四
　

賀

二

力
五
　

賀

ご
九
八
　

)

以
上
、
源
氏
物
語
の
世
界

に
お

い
て
、

「
男
女

の
交
情
」
を
意
味
す
る
語
句

が

、
作
者
及
び

登
場
人
物

の
倫

理
観
に
お

い
で
、、
ど

の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
、
概
略
述

ぺ
て
来
た

の
で
あ
る

が
、
否
定
的
用

例

の
方

が
圧
倒
的
に
強
く

、
そ
の
例
は
第

一
部
よ
り
第

三
部
ま
で
広
く
見

い
だ

さ
れ
、
主
要
人
物
自
身

、
自

己
の

「
好
色
」
を
反
省

し
、
ま

た
上
は
天
皇
皇

后

よ
り

下
は
世
人
に
至
る
ま
で
否
定
的
態
度
を

と
っ
て

い
る
と

い
う
こ
と
が
で
き

る
。で

は
何
故

、
好
色
を
否
定
す
る
の

か
と
い
え
ば
、
残
念
な
が
ら
、
そ

の
根
拠

に

つ
い
て
は
、
こ
の
物
語
は
あ
ま
り
明
確
な
説
明
を
ほ
ど
こ
し
て
い
な

い
。
た

ゞ
、
明
石
中
宮
が
匂
宮

の
好
色
的
態
度
を

訓
戒

し
て

「
な
ほ
か
く

一
人
お
は
し

ま
し
て
、
世
の
中

に
す

い
給

へ
る
御
名

の
や
う
　

聞

ゆ
る
、
な

ほ
い
と
悪
し

き
こ
と
な
り

。」
と
云

い
、
源
氏

が
夕
霧
に
対

し
て

「
な

ほ
す
き
ず
き
し
き
讐
を

負
ひ
て
、
世

に
は
し
た
な

め
ら
れ
き
。」
と
反
省
し
て

い
る
言
葉
な
ど

か
ら

、
世

評
を
非
常
に
気

に
し
て

い
る
こ
と
だ
け
は
わ
か
る
。
だ
が
、
こ
こ
を
も

っ
て
、

「
好
色
」
に

つ
い
て
、
た
ゞ
世
聞

の
風
評
を

気
に
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て

、



深

い
倫
理
観
は
な
か
っ
た
と
解
す
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
こ

の
物
語
の
世

界

で
は

、
世
人
は

一
夫
多
妻
の
制
度

に

つ
い
て

、
天
皇
並
び

に
皇
子
と

、

「
た

だ
び
と
」
と
の
問

に
異

っ
た
考
え
方
を

し
て

い
る
の
が
次

の
文

に
よ
っ
て
わ
か

る

。「
か
ご
と
が
ま
し
げ
な
る
も
煩

は
し
や

。
誠
は

心
や
す
く
て
暫

し
は
あ
ら
む

と
思
ふ
世
を
、思

ひ
の
外
に
も

あ
る
か
な
」
な
ど
宣

へ
、
ど
又
ご

つ
な
く
て
さ

る

ベ
き
も
の
に
思
ひ
な
ら
ひ
た
ろ
た
だ
人
の
中

こ
そ
、
か
や
う

な
る
、
事
の

恨

め
し
さ
な
ど
も
、
見
る
人
苦

し
う
は
あ
れ
。
思

へ
ば

こ
れ
は

い
と
難

し
。

遂
に
斯

か
る

べ
き
御

こ
と
な
り
。
宮

た
ち
と
聞

ゆ
る
な

か
に
も
、
筋
殊

に
世

人
思
び
闘
応
だ
,秘
ば
、,,.い
ぐ
た
軌
薪
得
給

ば
む
ご
ど
も
、
も
ど
き
あ
る
ま
じ

け
れ
ば
、
入
も
こ
の
御
方
を

い
と

ほ
し
な
ど
思
ひ
た
ら

ぬ
な
る

ぺ
し
。
か
は

か
り
物

々
し
く

か
し
づ
き
す

ゑ
給
ひ
て

、
心
苦
し
き
方

お
ろ
か
な
ら
ず
思

し

た
る
を

ぞ
、
さ
い
は
ひ
お
は
し
け
る
と
聞
ゆ
る
。

(宿
木

二
五

一
)

こ
の
文

章
は
、
匂
宮
が
夕

霧
家

の
六
君
と
結
婚
す
る
段
階
に
た

ち

至

っ

た

時

、
正
妻
の
中
君

の
立
場
を

説
明

し
た
条

で
あ
る
が
、
こ
れ

に

よ

る

と
、
天

皇

、
皇
子
以
外

の

「
た
だ
び
と
」
の
結
婚

は
、
や
は
り

一
夫

一
妻
が
あ
た
り
前

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り

、
宮
様

、
特
に
皇
太
子
と
な
る

ぺ
き
人

は
、
多
く
の
妻
妾
を
た
く

わ
え
て
も
、
人
は
非
難
し
な

か
っ
た

こ
と
が
知
ら
れ

る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
、

一
夫

一
妻
を
原
則
と
す

る

「
た
だ
び
と
」
の

間

で
、

「
好
色
」
が
倫
理
的
に
批
判
さ
れ
る
の
は
当
然

で
、
こ
の
物
語
に
、
否

定

の
根
拠
が
あ
ま
り
説
明
さ
れ
て

い
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
読
者

に
と

っ
て
、

否
定
の
根
拠
は
自
明

の
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら

、
作
者
は
こ
と
さ
ら
説
明
を
加
え

る
必
要
が
な

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

つ
い
で
に

云
え
は
、
作
者
は

、
は

じ
め
、
物
語
の
伝
統

に
立

っ
て

、
源
氏
の
華

か
な
恋
愛
を
描

い
て
い
た
が

、
次

第

に

「
た
だ
び
と
」
の
倫

理
に
た

ち
か
え

っ
て
、

一
夫
多
妻
の
源
氏
の
生
活

に

批
判

の
ま
な
こ
を

注

い
で

い
っ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
う

い
っ
た
結

論

め
い
た
こ
と
は
、
こ
の
物
語

の
構
想
の
分

析
を

ま
た
ず

し
て
は
云
え
な

い
こ

と
で
あ
る

か
ら

、
こ
の
小
論

の
方
法
の
限
界

に
、
い
ま

は
と
ど
ま

っ
て
い

る
よ

り
外
に
仕
方
は
な

い
の
で
あ
る
。
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