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一
　
は
じ
め
に

　
「
古
典
文
学
に
お
け
る
色
彩
」
研
究
は
、
そ
の
草
分
け
で
あ
る
伊
原
昭
氏
に

よ
り
基
礎
的
資
料
の
整
備
、
研
究
方
法
の
確
立
が
な
さ
れ
、
古
典
文
学
、
と
り

わ
け
平
安
朝
文
学
に
お
け
る
一
つ
の
研
究
分
野
と
し
て
認
知
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

昨
今
で
も
、
個
々
の
作
品
・
場
面
に
つ
い
て
、
色
彩
や
装
束
の
描
写
の
さ
れ
方

を
視
座
と
し
て
論
考
が
呈
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
で
は
、
現
在
の
平
安

朝
文
学
研
究
の
場
は
、
平
安
朝
に
お
け
る
色
彩
や
装
束
に
対
し
て
深
い
理
解
を

有
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

筆
者
は
以
前
、
平
安
朝
の
和
歌
や
散
文
に
散
見
す
る
「
み
ど
り
の
空
」
と
い

う
表
現
を
起
点
と
し
て
、
古
代
に
お
け
る
色
彩
語
「
み
ど
り
」
の
色
相
領
域
に

つ
い
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る⑴
。
そ
し
て
、
古
代
の
「
み
ど
り
」
は
現
代
と
異
な

り
、〝
ｂ
ｌ
ｕ
ｅ⑵
〟
の
領
域
を
も
包
含
す
る
色
彩
語
で
あ
っ
た
と
結
論
し
た
。

こ
の
論
中
に
も
記
し
た
が
、
古
代
と
現
代
で
は
各
色
彩
語
の
網
羅
す
る
色
相
領

域
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
の
平
安
朝
文
学
研
究
の
場

は
、
必
ず
し
も
、
そ
の
径
庭
を
強
く
意
識
し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

　

ま
た
私
た
ち
は
、
多
く
の
平
安
朝
文
学
作
品
に
登
場
す
る
装
束
や
染
色
に
関

す
る
描
写
に
対
し
、
そ
の
実
相
を
理
解
し
、
具
体
的
な
像
を
思
い
描
く
こ
と
が

で
き
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、『
伊
勢
物
語
』
初
段
に
著
名
な
詠
「
春
日

野
の
若
紫
の
す
り
衣
」
な
ど
は
、
従
来
注
で
は
「
若
紫
で
摺
っ
た
衣
」
な
ど
と

解
説
さ
れ
る
場
合
が
多
い
が
、「
若
紫
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
染
料
か
、
ま
た
、

そ
れ
で
摺
っ
た
衣
と
は
ど
の
よ
う
な
装
束
で
あ
る
の
か
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ

を
も
っ
て
記
さ
れ
た
注
は
、
非
常
に
少
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
点
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
未
だ
平
安
朝
文
学
研
究
の
場
は
全
体
的
に
、

平
安
朝
の
色
彩
や
装
束
に
関
す
る
事
項
に
、
や
や
疎
い
状
況
に
あ
る
の
で
は
な

い
か
と
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
以
下
に
、
具
体
的
に
ひ
と
つ
の
場
面
を
取
り
上
げ
、
現
在
の
平
安
朝
文

学
研
究
に
お
け
る
色
彩
や
装
束
に
対
す
る
注
解
の
問
題
点
を
示
し
た
い
。
掲
出

す
る
の
は
『
更
級
日
記
』
の
上
洛
記
の
一
節
で
あ
る
（
以
下
、
本
稿
に
お
け
る

引
用
本
文
中
の
傍
線
は
全
て
筆
者
に
よ
る
）。

　

富
士
の
山
は
こ
の
国
な
り
。
わ
が
生
ひ
出
で
し
国
に
て
は
西
面
に
見
え

し
山
な
り
。
そ
の
山
の
さ
ま
、
い
と
世
に
見
え
ぬ
さ
ま
な
り
。
さ
ま
こ
と

な
る
山
の
姿
の
、
紺
青
を
塗
り
た
る
や
う
な
る
に
、
雪
の
消
ゆ
る
世
も
な

く
つ
も
り
た
れ
ば
、
色
濃
き
衣
に
、
白
き
衵
着
た
ら
む
や
う
に
見
え
て
、

山
の
い
た
だ
き
の
す
こ
し
平
ら
ぎ
た
る
よ
り
、
煙
は
立
ち
上
る
。
夕
暮
は

火
の
燃
え
た
つ
も
見
ゆ
。

『
更
級
日
記
』
の
富
士
山
描
写
解
釈
に
関
す
る
二
三
の
問
題

―
色
彩
を
知
り
、
装
束
を
知
る
こ
と
の
重
要
性
を
反
芻
す
る
一
契
機
と
し
て
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孝
標
女
は
、
上
京
す
る
途
中
に
目
に
し
た
富
士
山
の
様
子
を
こ
の
よ
う
に
表

現
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
傍
線
部
「
さ
ま
こ
と
な
る
山
の
姿

の
、
紺
青
を
塗
り
た
る
や
う
な
る
に
、
雪
の
消
ゆ
る
世
も
な
く
つ
も
り
た
れ
ば
、

色
濃
き
衣
に
、
白
き
衵
着
た
ら
む
や
う
に
見
え
て
」
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ

の
富
士
山
描
写
の
中
で
、
特
に
色
彩
表
現
と
装
束
の
喩
え
を
中
心
と
し
、
先
学

に
よ
る
訓
注
・
論
考
の
問
題
点
や
、
今
後
更
に
検
討
さ
れ
る
べ
き
視
点
を
三
点

取
り
上
げ
、
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
ゆ
く
。

二
　
紺
青
を
塗
り
た
る
や
う
な
る
に

　

さ
て
、
孝
標
女
の
富
士
山
描
写
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
山
肌
の
色
を
表
し
た

「
紺
青
を
塗
り
た
る
や
う
」
と
い
う
描
写
を
見
て
ゆ
く
。
こ
の
描
写
は
、『
蜻
蛉

日
記
』
中
巻
末
尾
近
く
に
あ
る
、

遠
山
を
な
が
め
や
れ
ば
、
紺
青
を
塗
り
た
る
と
か
や
い
ふ
や
う
に
て
、「
霰

降
る
ら
し
」
と
も
見
え
た
り
。

と
い
う
一
節
に
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
既
に
先
学
に
よ
っ
て

指
摘
さ
れ
て
い
る⑶
。
確
か
に
、
両
作
者
の
関
係
性
を
鑑
み
る
と
、
そ
の
蓋
然
性

は
高
い
と
思
わ
れ
る
。
特
に
「
紺
青
を
塗
る

0

0

」
と
い
う
表
現
は
、
平
安
朝
文
学

作
品
に
他
例
を
見
出
し
難
い
。
す
な
わ
ち
、「
紺
青
」
は
色
彩
語
と
し
て
で
は

な
く
、
顔
料
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
も
、
二
つ
の
作
品

の
表
現
に
影
響
関
係
が
あ
る
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
。

　

ま
た
、『
更
級
日
記
』
上
洛
記
の
中
に
は
、
他
に
も
前
代
の
日
記
文
学
作
品

や
物
語
作
品
の
描
写
を
摂
取
し
た
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
が
散
見
す
る
。
例
え
ば
、

「
く
ろ
と
の
浜
」
に
滞
在
し
た
際
、
そ
こ
で
見
た
海
辺
の
景
色
を
、

か
た
つ
方
は
ひ
ろ
山
な
る
所
の
、
砂
子
は
る
ば
る
と
白
き
に
、
松
原
茂
り

て
、
月
い
み
じ
う
明
き
に
、
風
の
音
も
い
み
じ
う
心
ぼ
そ
し
。

と
、
孝
標
女
は
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
小
谷
野
純
一
氏⑷
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

よ
う
に
、『
土
佐
日
記
』
の
著
名
な
一
節
、

黒
崎
の
松
原
を
経
て
行
く
。
と
こ
ろ
の
名
は
黒
く
、
松
の
色
は
青
く
、
礒

の
波
は
雪
の
ご
と
く
に
、
貝
の
色
は
蘇
芳
に
、
五
色
に
い
ま
一
色
ぞ
足
ら

ぬ
。

を
、
意
識
し
た
可
能
性
の
あ
る
描
写
で
あ
る⑸
。
更
に
、
孝
標
女
が
「
も
ろ
こ
し

が
原
」
に
至
っ
た
際
、
従
者
が
孝
標
女
に
、

「
夏
は
や
ま
と
撫
子
の
、
濃
く
う
す
く
錦
を
ひ
け
る
や
う
に
な
む
咲
き
た

る
。
こ
れ
は
秋
の
末
な
れ
ば
見
え
ぬ
」

と
言
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
傍
線
部
を
付
し
た
箇
所
は
『
源
氏

物
語
』
藤
裏
葉
巻
末
尾
近
く
の
、

夕
風
の
吹
き
敷
く
紅
葉
の
い
ろ
い
ろ
濃
き
薄
き
、
錦
を
敷
き
た
る
渡
殿
の

上
見
え
ま
が
ふ
庭
の
面
に
、

を
意
識
し
た
叙
述
と
思
わ
れ
る⑹
。

　

こ
の
よ
う
に
、
前
代
の
作
品
に
見
え
る
自
然
の
景
の
描
写
を
所
々
に
摂
取
し

て
い
る
点
も
ま
た
、
富
士
山
の
山
肌
描
写
「
紺
青
を
塗
り
た
る
」
が
『
蜻
蛉
日

記
』
の
遠
山
描
写
に
影
響
を
受
け
て
い
る
と
考
え
る
一
傍
証
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
と
こ
ろ
で
こ
の
『
蜻
蛉
日
記
』
の
遠
山
描
写
で
気
に
掛
か
る
の
は
、

「
紺
青
を
塗
り
た
る
と
か
や
い
ふ
や
う

0

0

0

0

0

0

0

に
て
」
と
い
う
叙
述
の
仕
方
で
あ
る
。

こ
れ
は
何
か
引
用
元
が
あ
る
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
書
か
れ
方
で
は
な
い
だ
ろ
う

か⑺
。
し
か
も
そ
の
後
に
、「「
霰
降
る
ら
し
」
と
も

0

0

見
え
た
り
」
と
続
く
。
こ
の

「
霰
降
る
ら
し
」
は
、「
み
山
に
は
霰
降
る
ら
し
外
山
な
る
ま
さ
き
の
葛
色
づ
き

に
け
り
（
古
今
・
神
遊
び
の
歌
・
一
〇
七
七 

よ
み
人
知
ら
ず
）」
を
引
い
た
も

の
で
あ
る
。
無
論
、「
霰
降
る
ら
し
と
も
」
と
、
付
加
の
表
現
が
な
さ
れ
て
い

る
か
ら
と
言
っ
て
、「
紺
青
を
…
」
の
箇
所
も
他
の
典
籍
を
引
い
た
も
の
だ
と
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言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、「
と
か
や
」
と
い
う
伝
聞
調
の
表
現
や
、

後
の
「
霰
降
る
ら
し
」
引
用
へ
の
文
脈
の
繋
が
り
か
ら
考
え
れ
ば
、
や
は
り
何

か
別
の
作
品
や
、
当
時
口
伝
で
広
ま
っ
て
い
た
話
な
ど
を
踏
ま
え
て
い
る
と
推

察
さ
れ
る
。

　

こ
こ
で
、
こ
の
表
現
の
出
所
を
探
る
一
つ
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
、『
今
昔
物
語
』

巻
二
十
の
第
十
話
の
概
略
を
挙
げ
る
。
当
話
は
、
陽
成
天
皇
の
御
代
に
、
陸
奥

国
へ
遣
わ
さ
れ
た
滝
口
の
武
士
・
道
範
が
、
道
中
の
信
濃
国
で
体
験
し
た
奇
怪

な
出
来
事
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
道
範
は
、
信
濃
国
の
宿
で
不
可

思
議
な
体
験
を
す
る
。
後
日
、
そ
れ
を
仕
組
ん
だ
土
地
の
郡
司
に
、
そ
の
奇
術

を
教
え
て
く
れ
る
よ
う
懇
願
し
た
と
こ
ろ
、
郡
司
は
こ
れ
を
承
諾
し
た
。
そ
し

て
共
に
深
山
に
入
り
、
修
行
す
る
こ
と
と
な
る
。
や
が
て
道
範
は
郡
司
に
、
修

行
の
一
環
と
し
て
「
川
上
か
ら
現
れ
る
も
の
が
何
で
あ
っ
て
も
飛
び
か
か
っ
て

抱
き
つ
く
よ
う
に
」
と
命
じ
ら
れ
、
川
下
で
待
っ
て
い
る
と
、
大
蛇
や
大
猪
が

現
れ
る
。
道
範
は
抱
き
つ
く
こ
と
が
出
来
ず
、
そ
の
奇
術
を
身
に
つ
け
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
川
上
か
ら
現
れ
た
大
蛇
は
、
作
中
で
は
次
の
よ
う
に

表
現
さ
れ
て
い
る
。

暫
許
見
レ
バ
、
河
ノ
上
ヨ
リ
、
頭
ハ
一
抱
許
有
蛇
ノ
、
目
ハ
鋎
ヲ
入
タ
ル

ガ
如
ク
ニ
テ
、
頸
ノ
下
ハ
紅
ノ
色
ニ
シ
テ
、
上
ハ
紺
青
禄
青
ヲ
塗
タ
ル
ガ

如
ク
ニ
、
ツ
ヤ
メ
キ
テ
見
ユ
。

　

私
に
、
上
代
・
中
古
の
主
要
文
学
作
品
や
、
大
蔵
経
所
収
の
仏
典
、
ま
た
六

朝
、
初
唐
か
ら
中
唐
の
主
だ
っ
た
中
国
漢
籍
を
調
査
し
た
が
、「
紺
青
を
塗
っ

た
よ
う
な
」
と
い
う
表
現
が
確
認
で
き
た
の
は
、
右
の
『
今
昔
物
語
』、
及
び

同
話
が
所
収
さ
れ
て
い
る
『
宇
治
拾
遺
物
語
』（
巻
九
ノ
一
（
一
〇
六
話
））
の

み
で
あ
っ
た
（
こ
こ
で
は
大
蛇
の
色
は
、「
背
中
は
紺
青
を
塗
り
た
る
や
う
に
」

と
さ
れ
る
）。

　

当
話
と
、『
蜻
蛉
日
記
』『
更
級
日
記
』
の
描
写
の
関
連
性
は
容
易
に
見
い
だ

せ
そ
う
も
な
い
が
、
今
後
の
調
査
の
足
掛
か
り
に
は
な
る
だ
ろ
う
か
。
当
話
は

三
宝
を
否
定
し
、
奇
術
を
会
得
し
よ
う
と
し
た
道
範
が
、
最
終
的
に
酷
い
目
に

遭
う
と
い
う
顛
末
を
描
い
た
も
の
で
、
逆
説
的
な
仏
教
推
進
の
内
容
と
な
っ
て

い
る
。
ま
た
、『
往
生
要
集
』
中
巻
に
、
阿
弥
陀
仏
の
螺
髪
が
「
紺
青
に
し
て

稠
密
、
香
潔
に
し
て
細
軟
な
り
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
紺
青
」
は

仏
の
髪
の
色
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
あ
る
色
彩
で
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

よ
う
な
点
を
踏
ま
え
る
と
、「
紺
青
を
塗
っ
た
よ
う
な
」
と
い
う
表
現
は
、
仏

典
や
仏
教
説
話
な
ど
に
ゆ
か
り
す
る
表
現
な
の
か
と
推
察
さ
れ
る
が
、
今
は
想

像
の
域
を
出
で
得
な
い
。
大
方
の
御
教
示
を
待
つ
と
共
に
、
今
後
引
き
続
き
調

査
し
て
ゆ
く
所
存
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
の
引
用
元
が
明
ら
か
に
で
き
れ
ば
、『
蜻

蛉
』『
更
級
』
に
お
け
る
表
現
的
効
果
な
ど
、
考
え
る
べ
き
問
題
が
広
が
っ
て

ゆ
く
だ
ろ
う
。

三
　
色
濃
き
衣

　

次
に
、
本
稿
冒
頭
近
く
に
掲
出
し
た
当
該
場
面
の
傍
線
部
に
あ
る
「
色
濃
き

衣
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
「
色
濃
き
衣
」
は
、
従
来
注
で
は
主
に
、

「
濃
い
紫
の
衣
」
と
注
さ
れ
て
い
る⑻
。
し
か
し
な
ぜ
、「
紺
青
を
塗
り
た
る
や
う

な
る
に
」
と
表
現
し
た
山
を
、
言
葉
を
変
え
て
「
色
濃
き
衣
に
」
と
言
っ
た
、

そ
の｢

濃
き｣

を
「
紫
色
」
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
文
脈
に

沿
っ
て
読
め
ば
、
こ
れ
は
「
濃
い
紺
青
色
の
衣
」
と
解
す
る
の
が
妥
当
で
は
な

い
の
だ
ろ
う
か
。
無
論
、「
色
濃
き
衣
」
を
「
紺
青
色
の
衣
」
と
す
る
注
も
あ

る
の
だ
が⑼
、「
濃
紫
の
衣
」
と
す
る
も
の
に
比
べ
れ
ば
少
数
派
で
あ
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
、「
紺
青
を
塗
る

0

0

」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
こ
れ
を
顔
料

か
ら
生
み
出
さ
れ
る
色
だ
と
認
識
し
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。「
紺
青
」
は
基
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本
的
に
藍
銅
鉱
（
ア
ズ
ラ
イ
ト
）
な
ど
の
天
然
鉱
石
を
原
料
と
す
る
、
顔
料
を

元
と
し
た
色
な
の
で
あ
る
。
そ
の
色
が
、「
衣
」
と
い
う
染
色
物
に
喩
え
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
は
、
色
の
原
料
の
意
識
が
顔
料
か
ら
染
料
に
移
行
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
あ
る
い
は
こ
の
意
識
の
移
行
を
念
頭
に
置
い
て
、
従

来
注
は
「
紺
青
を
塗
り
た
る
」
よ
う
な
富
士
山
の
山
肌
の
色
は
、
イ
コ
ー
ル
「
濃

紫
の
衣
」
の
色
だ
と
理
解
す
る
に
至
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
例
え
ば
『
竹

取
物
語
』
に
は
、
阿
倍
右
大
臣
が
手
に
入
れ
た
偽
り
の
「
火
鼠
の
皮
衣
」
を
、

こ
の
皮
衣
入
れ
た
る
箱
を
見
れ
ば
、
く
さ
ぐ
さ
の
う
る
は
し
き
瑠
璃
を
色

へ
て
作
れ
り
。
皮
衣
を
見
れ
ば
、
金
青
の
色
な
り
。
毛
の
末
に
は
、
金
の

光
し
輝
き
た
り
。

と
、
表
現
し
た
個
所
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
金
青
（
紺
青⑽
）
は
顔
料
名
と
し

て
だ
け
で
は
な
く
、
衣
の
色
を
指
し
示
す
際
に
も
使
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

か
ら
、
た
と
え
色
の
記
述
の
意
識
が
顔
料
か
ら
染
料
に
移
っ
た
と
し
て
も
、
こ

れ
は
「
濃
い
紺
青
色
の
衣
」
と
解
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

先
学
の
多
く
が
こ
れ
を
「
濃
紫
の
衣
」
と
し
た
思
考
の
経
緯
は
定
か
で
は
な

い
。
し
か
し
、
要
因
の
一
つ
と
し
て
考
え
得
る
の
は
、「
濃
き
」
と
い
う
言
葉

に
ミ
ス
リ
ー
ド
さ
れ
た
可
能
性
で
あ
る
。

　

平
安
朝
文
学
に
お
い
て
、
装
束
な
ど
、
染
色
物
を
「
濃
き
」「
薄
き
」
と
い
っ

た
場
合
、
そ
れ
は
紫
か
紅
の
い
ず
れ
か
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る⑾
。
そ
し
て
、

「
紺
青
と
紫
は
色
相
が
近
い
」
と
い
う
判
断
か
ら
、
こ
れ
を
「
濃
紫
」
と
解
し

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、「
濃
き
（
薄
き
）
衣
」
が
紫
か
紅
を
表
し
て
い
る
と
さ
れ
る
の
は
、

「
濃
き
」「
薄
き
」
が
指
す
色
に
つ
い
て
、
何
も
言
及
が
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、

前
に
「
紺
青
」
の
語
を
伴
う
当
該
場
面
は
、
こ
れ
に
当
た
ら
な
い
だ
ろ
う
。
例

え
ば
、『
源
氏
物
語
』
若
菜
下
巻
中
に
描
か
れ
る
女
楽
で
、
紫
上
の
纏
う
装
束
は
、

紫
の
上
は
、
葡
萄
染
に
や
あ
ら
む
、
色
濃
き
小
袿
、
薄
蘇
芳
の
細
長
に
御

髪
の
た
ま
れ
る
ほ
ど
、

と
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
「
色
濃
き
小
袿
」
は
当
然
「
葡
萄
染
の
濃
い
色

の
小
袿
」
の
意
で
あ
る
の
と
同
様
で
あ
る
。

　

ま
た
、
あ
る
色
と
あ
る
色
の
色
相
が
「
近
似
し
て
い
る
」
と
い
う
判
定
は
非

常
に
主
観
的
な
も
の
で
、「
紺
青
」
と
「
紫
」
の
色
相
が
近
い
か
否
か
と
い
う

判
断
そ
の
も
の
に
異
を
唱
え
る
つ
も
り
は
な
い
。
た
だ
、「
近
似
」
と
い
う
判

断
で
、
紺
青

≒

紫
と
い
う
扱
い
を
す
る
こ
と
事
態
が
、
あ
ま
り
に
現
代
的
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

確
か
に
紫
根
染
は
、
染
め
方
に
よ
っ
て
は
青
み
が
強
く
出
る
場
合
も
あ
る
。

そ
れ
は
、
色
相
と
し
て
は
紺
青
に
「
近
似
し
て
い
る
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
な
ら
ば
、
紺
青
と
同
じ
く
〝
ｂ
ｌ
ｕ
ｅ
〟
の
色
相
を
示
す

縹
な
ら
ど
う
か
。
紺
青
が
色
味
の
出
方
に
よ
っ
て
紫
に
近
似
し
て
い
る
と
捉
え

ら
れ
る
な
ら
ば
、
縹
も
濃
さ
に
よ
っ
て
は
、
紫
に
近
似
し
て
い
る
と
言
え
な
け

れ
ば
お
か
し
い
。
し
か
し
、
高
位
高
官
の
衣
の
色
で
あ
り
、
禁
色
の
対
象
と
も

な
る
紫
と
、
下
位
の
当
色
で
あ
る
縹
を
「
似
て
い
る
」
と
捉
え
る
感
覚
は
、
平

安
朝
の
人
々
に
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。

　

化
学
染
料
の
時
代
を
生
き
る
我
々
と
は
異
な
り
、
古
代
の
人
々
の
色
彩
感
覚

は
、
色
相
そ
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
多
分
に
染
料
（
顔
料
）
の
意
識
と
結
び

つ
い
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
染
料
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
が
あ
り
、
染
め
の

難
易
度
に
も
差
が
あ
る
。
例
え
ば
、
紅
と
藍
の
掛
け
合
わ
せ⑿
で
染
め
る
二
藍
な

ど
は
、
濃
さ
に
よ
っ
て
は
ま
さ
し
く
紫
根
染
と
見
紛
う
よ
う
な
色
相
を
示
す
場

合
が
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
紫
根
染
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
色
と
同
一

に
扱
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
蘇
芳
と
紅
は
、
同
じ
く
〝
ｒ
ｅ
ｄ
〟

の
色
相
範
囲
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
色
相
と
言
え
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
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の
染
め
衣
に
見
出
さ
れ
る
価
値
に
は
格
段
の
違
い
が
あ
る
。
逆
に
、
も
し
近
似

し
た
色
相
同
士
の
価
値
を
、
元
と
な
っ
た
染
料
で
す
み
分
け
る
意
識
が
な
い
の

な
ら
ば
、
禁
色
な
ど
と
い
う
制
度
は
、
平
安
朝
に
存
在
す
る
必
要
が
な
か
っ
た

だ
ろ
う
。
現
代
の
私
た
ち
が
平
安
朝
文
学
に
あ
ら
わ
れ
る
色
彩
表
現
を
論
じ
る

際
に
は
、
常
に
こ
の
よ
う
な
、
現
代
と
古
代
の
色
彩
に
対
す
る
捉
え
方
の
相
違

を
念
頭
に
置
く
こ
と
が
、
根
本
的
な
意
識
と
し
て
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四
　
白
き
衵

　

以
上
、「
色
濃
き
衣
」
に
つ
い
て
の
従
来
注
の
問
題
点
か
ら
、
平
安
朝
文
学

に
お
け
る
色
彩
を
捉
え
る
際
必
須
と
な
る
意
識
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
そ
し

て
最
後
に
、「
白
き
衵
」
に
つ
い
て
記
し
た
い
。

　

繰
り
返
し
と
な
る
が
、「
紺
青
を
塗
り
た
る
や
う
」
と
表
現
さ
れ
た
富
士
山

の
姿
は
、「
色
濃
き
衣
に
白
き
衵
き
た
ら
む
や
う
に
見
え
て
」
と
、
装
束
に
喩

え
を
変
え
て
再
度
描
写
さ
れ
る
。
こ
の
装
束
の
喩
え
は
、
例
え
ば
秋
山
虔
氏
校

注
の
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
『
更
級
日
記
』
に
、「
紺
青
色
の
山
が
白
雪
を

頂
い
て
い
る
さ
ま
を
、
童
女
の
衵
姿
に
た
と
え
た
」
と
注
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

童
女
の
装
束
に
喩
え
ら
れ
た
と
捉
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た⒀
。
筆
者
も
こ
の

捉
え
方
を
妥
当
な
も
の
と
考
え
て
き
た
が
、
近
年
、
こ
れ
を
童
女
装
束
と
捉
え

る
こ
と
に
対
し
、
疑
問
を
投
げ
か
け
た
論
考
に
触
れ
た
。

　

小
谷
野
純
一
氏
は⒁
、
中
世
成
立
の
有
職
故
実
書
で
あ
る
『
餝
抄
』（
中
院
通

方
著
）
の
、

一
袙
付
単
衣
公
卿
用
赤
袙
、
壮
年
之
人
着
染
袙
（
中
略
）
夏
帷
上
付
張
袙

紅
、
老
人
白　
　

帷
、
白
張
袙
云
々
（
以
下
略
）

と
い
う
記
述
に
よ
り
、「
白
き
衵
」
に
関
し
て
、

こ
う
い
っ
た
内
容
に
照
ら
す
限
り
、
こ
こ
は
、
白
の
張
衵
を
以
っ
て
の
イ

メ
ー
ジ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
慎
重
な
書
か
れ
方
で
は
あ
る
が
、
そ
の
ま
ま
受
け
止
め

れ
ば
、
こ
れ
を
老
人
の
白
い
張
衵
を
想
起
さ
せ
る
描
写
だ
と
捉
え
て
お
ら
れ
る

の
だ
と
読
め
る
。
ま
た
和
田
律
子
氏
は⒂
、
小
谷
野
氏
の
こ
の
注
解
を
「
示
唆
深

い
」
と
し
て
支
持
さ
れ
、
更
に
平
安
朝
文
学
に
お
け
る
「
衵
」
の
用
例
や
、
辞

書
類
の
「
衵
」
の
解
説
を
通
覧
し
、『
更
級
日
記
』
の
富
士
山
描
写
に
お
け
る

「
白
き
衵
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
白
き
衵
」
は
、
諸
状
況
か
ら
判
断
し
て
男
性
の
着
衣
、
し
か
も
老
人
男

性
の
着
衣
で
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
当
該
部
の
「
白
き
衵
」

が
童
女
の
着
衣
と
す
る
に
は
無
理
が
あ
り
、
男
性
の
着
衣
と
解
す
る
の
が

妥
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
結
論
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
、
こ
の
考
察
を
「
色
濃
き
衣
」
と
合
わ
せ

て
、

若
い
人
の
色
で
あ
る
濃
い
紫
色
の
裏
な
し
の
肌
着
の
上
に
、
老
人
の
色
で

あ
る
白
い
肌
着
風
の
も
の
を
着
た
姿
、
こ
れ
が
「
色
濃
き
衣
に
白
き
衵
着

た
ら
む
や
う
に
」
の
実
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
平
安

貴
族
の
一
般
的
着
衣
の
状
況
か
ら
は
逸
脱
し
た
姿
で
あ
り
、
当
該
部
諸
注

解
に
い
う
童
女
の
裾
広
が
り
の
す
わ
り
姿
の
イ
メ
ー
ジ
と
は
か
な
り
異

な
っ
た
も
の
と
な
る
。

と
、
富
士
山
を
喩
え
た
装
束
描
写
が
、
当
時
の
現
実
の
装
束
と
比
べ
て
非
常
に

特
異
な
表
現
だ
と
見
て
、
更
に
論
を
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
小
谷
野
氏
や
和
田
氏
が
、
な
ぜ
従
来
の
大
方
の
注
釈
書
が
「
色
濃

き
衣
に
白
き
衵
着
た
ら
む
や
う
に
」
を
童
女
の
衵
姿
と
解
し
て
き
た
の
か
、
そ

の
理
由
を
追
求
さ
れ
ず
に
、『
更
級
日
記
』
か
ら
百
年
以
上
も
後
に
記
さ
れ
た

有
職
故
実
書
の
記
述
を
主
な
拠
り
所
と
し
て
「
白
き
衵
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
出
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そ
う
と
さ
れ
て
い
る
の
に
は
、
や
は
り
即
座
に
首
肯
し
が
た
い
面
が
あ
る
。
な

ぜ
、
従
来
注
が
こ
の
箇
所
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
「
童
女
の
衵
姿
」
と
捉
え
る
場

合
が
多
か
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
は
、「
衵
」
を
襲
の
一
番
上
に
着
る
装
束
の

形
態
が
、
こ
れ
以
外
に
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　
「
色
濃
き
衣
に
白
き
衵
着
た
ら
む
や
う
に
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
富
士

山
の
中
腹
付
近
ま
で
雪
が
積
も
っ
て
い
る
景
観
を
、
装
束
に
喩
え
て
表
現
し
た

も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
に
喩
え
ら
れ
る
装
束
は
、
雪
が
山
を
覆
う
よ
う
に
、

「
白
き
衵
」
が
「
色
濃
き
衣
」
の
上
に
掛
か
っ
て
い
る
襲
の
形
態
が
イ
メ
ー
ジ

さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　

衵
は
、『
和
名
抄
』
に
は
「
女
人
近
レ
身
衣
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
実

際
に
は
男
性
も
着
用
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
『
紫
式
部

日
記
』
に
、「
そ
ぞ
ろ
寒
き
に
、
上
の
御
衵
た
だ
二
つ
奉
り
た
り
」
と
あ
る
よ

う
に
、
男
性
着
用
の
記
述
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た

江
戸
中
期
の
有
職
故
実
家
・
伊
勢
貞
丈
の
『
貞
丈
雑
記
』
に
「
袙
と
名
付
故
は
、

単
と
下
襲
の
間
に
著
こ
む
故
、
ア
イ
コ
メ
の
訓
に
て
ア
コ
メ
と
云
也
」
と
説
明

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
来
は
単
衣
の
下
、
下
襲
の
上
に
着
込
む
も
の
で
あ
っ

た
。
つ
ま
り
、
表
着
を
重
ね
る
と
、
衵
は
襟
元
に
ほ
ん
の
わ
ず
か
に
出
る
程
度

で
、
そ
の
色
に
目
が
留
ま
る
ほ
ど
見
え
る
も
の
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、
成
人
な
ら
ば
男
女
と
も
に
襲
の
内
側
の
方
に
着
用
す
る
衵
で
あ
る

が
、
童
の
日
常
着
の
場
合
に
は
、
汗
衫
を
着
用
せ
ず
、
衵
が
一
番
表
に
出
る
「
衵

姿
」
と
い
う
略
式
形
態
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
衵
の
一
特
徴
と
し
て
、
丈
が
他
の

衣
よ
り
も
短
い
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
平
安
後
期
成
立
、
源
雅
亮
に
よ
る
『
満

佐
須
計
装
束
抄
』
の
「
五
節
所
御
装
束
事
」
に
記
さ
れ
る
「
わ
ら
は
さ
う
ぞ
く

の
寸
ほ
う
」
で
は
、
衵
の
丈
は
「
四
尺
一
寸
」（
一
二
〇
セ
ン
チ
強
）
と
記
さ

れ
て
い
る
。
童
女
の
身
長
に
も
よ
る
が
、
少
な
く
と
も
成
人
女
性
の
衣
の
よ
う

に
床
に
引
き
摺
っ
て
歩
く
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う⒃
。
つ
ま
り
、
山

の
雪
を
「
白
き
衵
」
と
表
現
す
る
の
は
、
山
の
裾
野
ま
で
覆
い
隠
し
て
い
る
の

で
は
な
く
、
中
腹
ま
で
雪
が
積
も
っ
て
い
る
様
子
を
、
足
先
ま
で
覆
わ
な
い
衵

の
短
さ
に
仮
託
し
た
た
め
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
『
更
級
日
記
』
の
富
士
山
描
写
の
よ
う
に
、
自
然
の
景
を
染
色
（
当
該
場
面

で
は
塗
色
）
に
絡
め
て
表
現
し
た
り
、
装
束
に
喩
え
た
り
す
る
表
現
は
、
和
歌

の
世
界
で
は
常
套
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

〈
景
物
を
染
色
に
絡
め
て
表
現
す
る
〉

ち
は
や
ぶ
る
神
世
も
き
か
ず
竜
田
河
か
ら
く
れ
な
ゐ
に
み
づ
く
く
る
と
は

（
業
平
・
十
八
）

あ
さ
み
ど
り
染
め
て
乱
れ
る
青
柳
の
糸
を
ば
春
の
風
や
と
く
ら
ん

（
伊
勢
・
一
〇
二
）

紫
に
や
し
ほ
染
め
た
る
藤
の
花
池
に
は
ひ
さ
す
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る

（
斎
宮
女
御
・
一
四
二
）

〈
景
物
を
装
束
に
喩
え
る
〉

春
の
き
る
霞
の
衣
ぬ
き
を
薄
み
山
風
に
こ
そ
乱
る
べ
ら
な
れ

（
古
今
・
春
上
・
在
原
行
平
）

あ
さ
み
ど
り
春
を
着
ぬ
と
や
み
吉
野
の
山
の
霞
の
帯
に
見
ゆ
ら
む

（
忠
見
・
七
〇
）

山
が
つ
の
垣
根
に
咲
け
る
卯
の
花
は
た
が
白
妙
の
衣
か
け
し
ぞ

（
拾
遺
・
夏
・
九
三
詠
人
知
ら
ず
）

　

以
上
の
よ
う
な
例
は
、
こ
う
し
た
詠
み
ぶ
り
の
ご
く
一
部
で
あ
り
、
こ
の
種

の
詠
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
孝
標
女
の
富
士
山
描
写
が
、
塗
色
や
装
束
の
喩
え

に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
奥
底
に
は
、
こ
う
し
た
和
歌
的
発
想
が
底
流
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
孝
標
女
が
「
衵
」
の
丈
の
短
さ
を
意
識
し
て
、
富
士
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山
に
積
も
る
雪
を
こ
れ
に
見
立
て
た
と
い
う
私
見
が
正
鵠
を
得
て
い
る
と
す
れ

ば
、
単
に
「
衣
」「
帯
」「
袖
」
な
ど
と
い
う
の
で
は
な
く
、
実
際
の
形
式
に
即

し
、
よ
り
緻
密
に
、
景
物
を
喩
え
る
の
に
相
応
し
い
装
束
を
用
い
て
描
写
し
て

い
る
と
い
う
点
で
、
特
徴
的
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
平
安
朝
の
文
学
作
品
に
お
け
る
装
束
描
写
で
「
衵
」
が
記
さ
れ
る
場

合
、
そ
の
多
く
は
童
装
束
で
あ
る
。
以
下
、
童
の
「
衵
姿
」
を
表
現
し
た
数
例

を
掲
出
す
る
。

①　

一
重
襲
の
綾
掻
練
の
衵
着
た
る
童
、
髪
丈
と
等
し
く
て
、
年
十
五
歳

よ
り
打
ち
、
丈
等
し
く
、
姿
同
じ
き
十
人
。（『
宇
津
保
物
語
』
祭
の

使
巻
）

②　

ま
た
清
げ
な
る
童
べ
な
ど
の
、
衵
ど
も
の
、
い
と
あ
ざ
や
か
な
る
に

は
あ
ら
で
、
萎
え
ば
み
た
る
に
、（『
枕
草
子
』
二
二
〇
段
「
も
の
へ

い
く
路
に
」）

③　

お
か
し
げ
な
る
姿
、
頭
つ
き
ど
も
、
月
に
映
へ
て
、
お
お
き
や
か
に

馴
れ
た
る
が
、
さ
ま
ざ
ま
の
衵
乱
れ
着
、
帯
し
ど
け
な
き
と
の
い
姿

な
ま
め
い
た
る
に
、
こ
よ
な
う
あ
ま
れ
る
髪
の
末
、
白
き
に
は
ま
し

て
も
て
は
や
し
た
る
、
い
と
け
ざ
や
か
な
り
。（『
源
氏
物
語
』
朝
顔

巻
）

④　

わ
ら
は
べ
な
ど
を
か
し
き
衵
姿
う
ち
と
け
て
（
同　

野
分
巻
）

⑤　

氷
を
物
の
蓋
に
を
き
て
割
る
と
て
、
も
て
さ
は
ぐ
人
、
大
人
三
人
ば

か
り
、
童
と
い
た
り
。
唐
衣
も
汗
衫
も
着
ず
、
み
な
う
ち
と
け
た
れ

ば
（
同　

蜻
蛉
巻
）

　

ま
た
更
に
、
衵
に
言
及
す
る
の
が
童
装
束
の
描
写
の
特
徴
と
い
う
点
を
確
認

す
る
た
め
に
、『
源
氏
物
語
』
若
菜
下
巻
で
催
さ
れ
る
六
条
院
女
楽
を
例
に
挙

げ
た
い
。
こ
こ
で
は
、
四
人
の
演
奏
者
（
紫
上
、
女
三
宮
、
明
石
女
御
、
明
石

御
方
）
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が
引
き
連
れ
て
い
る
童
女
の
装
束
が
記
さ
れ
て
い
る
。

以
下
に
、
紫
上
の
童
女
の
装
束
描
写
と
、
紫
上
自
身
の
装
束
描
写
を
掲
出
す
る
。

〈
紫
上
の
童
女
〉

童
べ
は
、
容
貌
す
ぐ
れ
た
る
四
人
、
赤
色
に
桜
の
汗
衫
、
薄
色
の
織
物
の

衵
、
浮
紋
の
表
袴
、
紅
の
擣
ち
た
る
、
さ
ま
も
て
な
し
す
ぐ
れ
た
る
か
ぎ

り
を
召
し
た
り
。

〈
紫
上
自
身
〉

紫
の
上
は
、
葡
萄
染
に
や
あ
ら
む
、
色
濃
き
小
袿
、
薄
蘇
芳
の
細
長
に
御

髪
の
た
ま
れ
る
ほ
ど
、
こ
ち
た
く
ゆ
る
る
か
に
、
大
き
さ
な
ど
よ
き
ほ
ど

に
、
様
体
あ
ら
ま
ほ
し
く
、
あ
た
り
に
に
ほ
ひ
満
ち
た
る
心
地
し
て
、
花

と
い
は
ば
桜
に
た
と
へ
て
も
、
な
ほ
物
よ
り
す
ぐ
れ
た
る
け
は
ひ
こ
と
に

も
の
し
た
ま
ふ
。

　

紫
上
自
身
は
小
袿
、
細
長
が
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
童
女
は
汗
衫
、
衵
、

表
袴
、
打
衣
に
言
及
が
あ
り
、
こ
れ
は
着
用
し
た
際
に
表
か
ら
見
え
る
衣
の
色

を
記
し
て
い
る
も
の
と
受
け
取
れ
る
。
女
楽
に
参
加
し
た
他
の
奏
者
に
関
し
て

も
同
様
で
、
い
ず
れ
も
奏
者
装
束
は
衵
の
言
及
が
な
い
が
、
童
女
は
衵
の
色
の

記
述
が
あ
る⒄
。

　

無
論
、
平
安
朝
の
文
学
作
品
に
は
成
人
女
性
や
男
性
の
衵
を
記
し
た
場
面
も

あ
る
が
、
前
者
は
童
女
の
例
に
比
べ
る
と
圧
倒
的
に
用
例
が
少
な
く
、
後
者
は

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、
催
し
に
お
い
て
下
賜
す
る
べ
く
用
意
さ
れ
た
（
も
し
く
は

そ
の
場
で
脱
い
だ
）
も
の
の
記
述
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
傍
証
も
含
め
て
考
え
る
と
、
平
安
朝
文
学
に
お
け
る
装
束
描
写

で
、「
衵
」
に
関
す
る
言
及
が
あ
っ
た
場
合
、
当
時
の
人
々
に
は
童
女
装
束
の

こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
受
け
止
め
ら
れ
る
可
能
性
が
高
か
っ
た
だ
ろ
う
と
推
察

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、『
更
級
日
記
』
の
「
白
き
衵
」
が
、
従
来
童
女
装
束
に
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つ
い
て
記
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
を
総

合
的
に
判
断
し
て
の
結
果
だ
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に

　

和
田
氏
が
論
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に⒅
、
従
来
の
「
色
濃
き
衣
に
白
き

衵
き
た
ら
む
や
う
に
見
え
て
」
に
関
す
る
注
解
は
簡
潔
な
訳
注
で
あ
る
こ
と
が

多
く
、
ど
の
よ
う
な
具
体
像
を
描
い
て
記
さ
れ
て
い
る
の
か
を
窺
い
知
る
の
が

難
し
い
。
し
か
し
、
そ
の
記
述
の
簡
潔
さ
を
逆
照
射
す
れ
ば
、
従
来
注
が
附
さ

れ
た
頃
に
は
、「
衵
」
が
記
さ
れ
る
の
は
童
装
束
で
あ
る
場
合
が
多
い
こ
と
や
、

「
衵
姿
」
の
具
体
像
を
、
詳
し
く
説
明
し
な
く
て
も
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
て

い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

平
安
朝
の
色
彩
や
装
束
は
、
時
代
を
経
る
に
つ
れ
て
次
第
に
理
解
で
き
な
く

な
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
『
更
級
日
記
』「
白
き
衵
」
の
解
釈
問
題
は
、
そ
の
理
解

の
薄
ら
ぎ
が
表
面
化
し
た
一
事
例
だ
と
言
っ
た
な
ら
ば
、
言
葉
が
過
ぎ
る
だ
ろ

う
か
。

　

筆
者
は
以
前
、「
み
ど
り
の
空
」
の
「
み
ど
り
」
が
表
す
色
相
に
つ
い
て
の

考
察⒆
を
行
っ
た
際
、
無
品
親
王
が
元
服
時
に
ま
と
う
衣
の
色
「
あ
さ
ぎ
」
を
、

考
察
の
資
料
と
し
て
用
い
た
。
無
品
親
王
の
元
服
時
に
使
用
さ
れ
て
い
た
装
束

は
、
本
来
「
浅
黄
（
あ
さ
ぎ
）
色
」
す
な
わ
ち
、
薄
い
〝
ｙ
ｅ
ｌ
ｌ
ｏ
ｗ
〟
の

袍
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
が
、「
浅
葱
色
」
と
同
音
で
あ
る
た
め
に
混
同
さ
れ
、

次
第
に
表
記
も
厳
密
に
は
書
き
分
け
ら
れ
な
く
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
結
果
、
平

安
中
期
頃
に
は
、
無
品
親
王
の
元
服
に
使
用
す
る
袍
の
色
目
が
、
本
来
は
緑
と

黄
色
の
い
ず
れ
だ
っ
た
の
か
、
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
に
陥

る
。
こ
の
混
同
は
、
後
代
の
故
実
家
た
ち
を
相
当
に
悩
ま
せ
た
ら
し
く
、
し
ば

し
ば
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
九
条
兼
実
や
中
院
通
方
、
三
条
西
実
隆
と

い
っ
た
、
中
世
の
著
名
な
故
実
家
た
ち
が
、
揃
っ
て
そ
の
著
書
に
「
あ
さ
ぎ
袍
」

の
色
相
に
つ
い
て
自
説
を
記
し
て
い
る
。

　

兼
実
な
ど
は
、
著
書
『
玉
葉
』
の
中
で
、「
あ
さ
ぎ
」
を
「
是
緑
色
也
」
と
し
、

結
果
誤
っ
た
解
釈
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
筆
者
が
重
要
視

し
た
い
の
は
結
果
で
は
な
く
、
故
実
家
達
の
姿
勢
で
あ
る
。
分
か
ら
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
装
束
や
色
彩
の
実
相
を
議
論
し
、
理
解
し
よ
う
と
努
め
る
姿
勢
こ

そ
、
私
た
ち
平
安
朝
文
学
研
究
者
が
継
承
す
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
特
に
、
記
さ

れ
た
色
や
装
束
を
基
に
、
作
品
の
志
向
す
る
表
現
を
読
み
解
こ
う
と
試
み
る
な

ら
ば
、
ま
ず
そ
の
大
前
提
と
な
る
色
や
装
束
が
、
ど
の
よ
う
な
色
で
、
ど
の
よ

う
な
装
束
な
の
か
と
い
う
と
こ
ろ
を
精
査
・
確
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
、
そ
れ

を
踏
ま
え
な
け
れ
ば
、
積
み
上
げ
た
論
の
全
て
が
危
う
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま

い
か
ね
な
い
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
た
、『
更
級
日
記
』
の
富
士
山
描
写
の
よ
う
な
非
常
に
短

い
描
写
の
解
釈
の
中
に
も
、
そ
う
し
た
問
題
が
色
濃
く
見
え
る
の
で
あ
る
。
こ

の
問
題
を
、
自
戒
の
意
も
含
め
、
古
典
文
学
研
究
に
お
い
て
「
色
彩
」
や
「
装

束
」
の
実
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
あ
ら
た
め
て
考
え
る
一
契
機

と
し
て
呈
し
た
い
と
思
う
。

資
料
出
典

•　

平
安
朝
の
日
記
、
物
語
、
説
話
作
品
の
引
用
は
、
す
べ
て
小
学
館 

新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

•　

和
歌
は
新
編
国
歌
大
観
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
に
よ
る
が
、
一
部
私
に
表
記
を
改

め
た
。

注
⑴　

拙
稿
「
古
代
に
お
け
る
「
み
ど
り
」
の
色
相
領
域
を
再
考
す
る
―
「
み
ど
り
の
空
」
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を
起
点
と
し
て
」（『
中
古
文
学
』
第
七
八
号
、
平
成
一
八
年
一
二
月
）

⑵　
「
現
代
的
概
念
に
よ
る
色
相
」
を
指
す
も
の
と
し
て
、
カ
ッ
コ
括
り
の
英
語
表
記

を
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
古
代
の
色
彩
語
が
表
す
色
相
領
域
に
つ
い
て
論
じ
た
先

行
論
文
（
例
え
ば
、
山
口
佳
紀
氏｢

ア
ヲ
と
ミ
ド
リ
―
平
安
仮
名
文
学
の
文
体
―
」

（『
古
代
日
本
文
体
史
論
考
』
所
収 

有
精
堂
出
版
一
九
九
三
年
）
や
、
中
村
一
夫
氏

（「
松
の
緑
と
柳
の
青
―
中
古
期
に
お
け
る
色
彩
語
の
表
現
価
値
―
」（『
日
本
語
研
究

セ
ン
タ
ー
報
告vol.3
』
一
九
九
五
年
十
一
月
））
な
ど
）
で
、「
現
代
的
概
念
に
よ

る
色
相
」
が
英
語
表
記
さ
れ
て
い
た
の
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、blue

や

green

と
い
っ
た
英
語
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
語
義
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
を
指
す
も
の
で

は
な
く
、
あ
く
ま
で
記
号
的
に
用
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
本
稿
で
は

カ
ッ
コ
で
括
る
表
記
と
し
た
。

⑶　

坂
徴
の
『
蜻
蛉
日
記
解
環
』
に
指
摘
さ
れ
て
以
降
、
諸
注
が
触
れ
て
い
る
。
近
年

で
は
小
谷
野
純
一
氏
『
更
級
日
記
全
評
釈
』（
風
間
書
房
一
九
九
六
年
）
な
ど
。
ま
た
、

和
田
律
子
氏
は
（『
藤
原
頼
通
の
文
化
世
界
と
更
級
日
記
』
新
典
社
二
〇
〇
八
年
）、

『
更
級
日
記
』
の
「
紺
青
」
は
、『
竹
取
物
語
』
の
火
鼠
の
皮
衣
の
色
で
あ
る
「
金
青
」

に
影
響
を
受
け
た
表
現
で
、
異
国
情
緒
を
思
わ
せ
、
物
語
的
世
界
に
繋
が
る
描
写
だ

と
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
両
作
品
の
叙
述
の
有
機
的
な
繋
が
り
が
見
出
せ
な
い
以
上
、

即
座
に
は
首
肯
し
が
た
い
。

⑷　

前
掲
注
⑶
の
小
谷
野
氏
著
書
。

⑸　

孝
標
女
は
お
そ
ら
く
、
色
彩
語
「
赤
」
を
月
の
「
明
さ
」
と
の
音
の
共
通
性
に
よ
っ

て
表
現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
発
想
の
源
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
先

行
歌
の
表
現
に
あ
る
だ
ろ
う
。

く
ら
ぶ
山
秋
の
月
夜
に
見
れ
ば
あ
か
し
嶺
に
紅
葉
や
い
と
ど
照
る
ら
ん
（
好

忠
・
二
六
五
）

白
妙
の
白
き
月
を
も
紅
の
色
を
も
な
ど
か
あ
か
し
と
い
ふ
ら
ん
（
拾
遺
・
雑

下
・
五
一
八　

藤
原
伊
衡
）

⑹　

こ
の
藤
裏
葉
巻
の
紅
葉
の
描
写
は
、
直
後
に
記
さ
れ
る
冷
泉
帝
の
歌
「
世
の
常
の

紅
葉
と
や
見
る
い
に
し
へ
の
た
め
し
に
ひ
け
る
庭
の
錦
を
」
に
繋
が
っ
て
ゆ
く
。『
更

級
日
記
』
が
『
源
氏
物
語
』
の
こ
の
箇
所
を
摂
取
し
た
可
能
性
は
、
従
来
指
摘
さ
れ

て
い
な
い
。「
夏
は
や
ま
と
撫
子
の
、
濃
く
う
す
く
錦
を
ひ
け
る
や
う
に
な
む
咲
き

た
る
」
と
、
本
当
に
従
者
が
言
っ
た
か
ど
う
か
は
判
然
と
せ
ず
、『
源
氏
』
を
意
識

し
た
孝
標
女
の
脚
色
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
小
谷
野
純
一
氏
は
（
前
掲
⑶
の
小

谷
野
氏
著
書
）、「
常
夏
の
に
ほ
へ
る
庭
は
唐
国
に
織
れ
る
錦
も
し
か
じ
と
ぞ
お
も
ふ

（
後
拾
遺
・
夏
・
二
二
五 

定
頼
）」
と
い
っ
た
、
和
歌
表
現
の
影
響
を
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
指
摘
は
首
肯
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
発
想
源
の
一
角
に
、『
源
氏
』

の
描
写
の
影
響
も
あ
っ
た
も
の
と
考
え
た
い
。

⑺　

こ
の
箇
所
は
諸
本
に
よ
り
異
同
が
あ
る
と
こ
ろ
で
、
桂
宮
本
、
彰
考
館
文
庫
蔵
本

な
ど
で
は
「
紺
青
を
ぬ
り
た
る
と
や

0

0

い
ふ
や
う
に
て
」
と
な
っ
て
い
る
。

⑻　

三
角
洋
一
氏
校
注･

訳
『
更
級
日
記
・
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』（
ほ
る
ぷ
出
版 

一
九
八
六
年
）、
原
岡
文
子
氏
訳
・
注
『
更
級
日
記 

現
代
語
訳
付
』（
角
川
ソ
フ
ィ

ア
文
庫 

二
〇
〇
三
年
）、
和
田
律
子
氏
前
掲
注
⑶
著
書
な
ど
。

⑼　

島
津
久
基
氏
校
注 

岩
波
文
庫
『
更
級
日
記
』
な
ど
で
は
、「
色
濃
き
衣
」
を
「
色

の
濃
い
紺
青
の
衣
」
と
し
て
い
る
。

⑽　
『
竹
取
物
語
』
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
っ
た
た
め
、「
こ
ん
し
ゃ

う
」
の
表
記
は
同
書
の
表
記
「
金
青
」
の
ま
ま
引
用
し
た
が
、『
竹
取
物
語
本
文
集
成
』

（
王
朝
物
語
史
研
究
会
編
、
勉
誠
出
版
二
〇
〇
八
年
）
で
確
認
で
き
る
伝
本
で
は
、

全
て
平
仮
名
表
記
で
あ
る
。『
伊
呂
波
字
類
抄
』
に
よ
れ
ば
、「
金
青
」「
紺
青
」
は

同
意
と
解
説
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
是
非
や
、
本
来
い
ず
れ
の
表
記
が
妥
当
で
あ
る

の
か
等
に
つ
い
て
は
、
な
お
検
討
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

⑾　

現
在
、「
濃
き
」「
薄
き
」
と
い
う
場
合
、
特
に
色
の
指
定
が
な
い
限
り
、「
紅
」

か
「
紫
」
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
筆
者
は
こ
の
考
え
方
の
是
非
に
つ
い
て
、

再
考
を
要
す
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
考
え
方
が
妥
当
で
あ
る
場
合
、「
紅
」

と
「
紫
」
の
い
ず
れ
を
指
す
か
は
、
ど
の
よ
う
に
判
別
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ

う
し
た
点
に
つ
い
て
、
別
稿
で
検
討
す
る
所
存
で
あ
る
。



― ―143

⑿　

別
の
染
料
で
の
掛
け
合
わ
せ
も
あ
る
。

⒀　

前
掲
注
⑻
の
ほ
る
ぷ
出
版
（
三
角
洋
一
氏
校
注
）、
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
（
原
岡

文
子
氏
校
注
）、
ま
た
、
講
談
社
学
術
文
庫
（
関
根
慶
子
氏
校
注
）、
新
編
日
本
文
学

全
集
（
犬
養
廉
氏
校
注
）、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
吉
岡
曠
氏
校
注
）
な
ど
。

⒁　

前
掲
注
⑶
の
小
谷
野
氏
著
書
。

⒂　

前
掲
注
⑶
の
和
田
氏
著
書
。

⒃　
『
満
佐
須
計
装
束
抄
』
の
同
箇
所
で
は
、
童
女
の
汗
衫
、
衵
、
表
袴
以
外
の
衣
の

寸
法
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
下
仕
の
衣
が
「
五
尺
五
寸
」（
約
一
六
五
セ
ン
チ
）

と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
衵
の
短
さ
を
知
る
為
の
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
。

⒄　

ま
た
、
絵
合
巻
に
お
け
る
冷
泉
帝
御
前
で
の
絵
合
や
、
蛍
巻
に
お
け
る
六
条
院
で

の
競
射
の
場
面
で
も
、
催
し
を
彩
る
べ
く
列
席
し
た
童
の
装
束
は
、
衵
の
色
に
つ
い

て
記
述
し
て
い
る
。

⒅　

前
掲
注
⑶
の
和
田
氏
著
書
。

⒆　

前
掲
注
⑴
の
拙
稿
。

受
　
贈
　
雑
　
誌
（
四
）

国
語
学
研
究 

東
北
大
学
文
学
部
国
語
学
刊
行
会

国
語
教
育
論
叢 

島
根
大
学
教
育
学
部
国
文
学
会

国
語
国
文
学 

福
井
大
学
言
語
文
化
学
会

国
語
国
文
学
研
究 

熊
本
大
学
文
学
部
国
語
国
文
学
会

国
語
国
文
学
報 

愛
知
教
育
大
学
国
語
国
文
学
研
究
室

国
語
国
文
研
究 

北
海
道
大
学
国
文
学
会

国
語
国
文
論
集 

安
田
女
子
大
学
日
本
文
学
科

国
語
と
教
育 

大
阪
教
育
大
学
国
語
教
育
学
会

国
語
と
教
育 

長
崎
大
学
国
語
国
文
学
会

国
際
日
本
文
学
研
究
集
会
会
議
録 

国
文
学
研
究
資
料
館

国
文
学
研
究
資
料
館
紀
要 

国
文
学
研
究
資
料
館

国
文
学
研
究
資
料
館
年
報 

国
文
学
研
究
資
料
館

国
文
学
攷 

広
島
大
学
国
語
国
文
学
会

国
文
学
研
究 

早
稲
田
大
学
国
文
学
会

国
文
学
研
究
ノ
ー
ト 

神
戸
大
学
研
究
ノ
ー
ト
の
会

国
文
学
試
論 

大
正
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

国
文
学
踏
査 

大
正
大
学
国
文
学
会

国
文
学
論
考 

都
留
文
科
大
学
国
語
国
文
学
会

国
文
学
論
叢 

龍
谷
大
学
国
文
学
会

国
文
白
百
合 

白
百
合
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会

国
文
鶴
見 

鶴
見
大
学
日
本
文
学
会


