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「物
の
あ
は
れ
」
の
三
つ
の
要
素

「物
の
あ
は
れ
」
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る

「
日
本
人
の
美
意
識
」
を

代
表
す
る

一
つ
の
概
念
だ
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
か
ろ
う
。
近
代
の

日
本
美
意
識
論
を
問
題
と
す
る
書
物
を
見
れ
ば
、
「物
の
あ
は
れ
」
と

い
う
言
葉
を
欠
か
す
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
」ゝ
の
言
葉
が
基
本
的
に

一
つ

の
美
的
理
念
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

他
に
何
が
言
え
よ
う
か
。
「物
の
あ
は
れ
」
を
表
す
具
体
的
な
イ
メ
ー

ジ
を
挙
げ
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
な
る
の
か
。
私
が
よ

く
聞
く
の
は
、
二
つ
の
あ
り
ふ
れ
た
日
本
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
そ
れ

ら
は
桜
と
武
士
。
恐
ら
く

「物
の
あ
は
れ
は
何
な
の
か
」
と
聞
か
れ
る

時
に
、
桜
と
武
士
と
い
う
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
が
多
数
の
日
本
人
の
頭
に

浮
か
び
上
が
る
か
も
知
れ
な
い
。
見
る
人
間
は
ま
だ
見
飽
き
て
い
な
い

内
に
、
華
麗
な
花
が
散

っ
て
し
ま
う
。
同
じ
よ
う
に
、
青
春
の
絶
頂
に

い
る
侍
が
、
何
も
思
わ
ず
、
後
悔
も
せ
ず
、
主
が
た
め
に
命
を
捨
て
る
。

こ
の
二
つ
の
例
に
は
、
同
じ
よ
う
な
切
な
さ
、
同
じ
よ
う
な
消
え
て
行

く
美
が
含
ま
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
中
で

一
体
何
が

「物
の
あ
は
れ
」
な
る
も
の
で
あ
る
か
。
そ
の
は
か
な
さ
？
　
そ
れ
と

も
そ
の
美
？
　
あ
る
い
は
主
観
的
に
言
え
ば
、
そ
の
は
か
な
さ
が
見
る

マ
ー
ク

・
メ
リ

者
に
呼
び
起
こ
す
感
情
あ
る
い
は
同
情
か
。

私
が
初
め
て
こ
の
語
に
会
っ
た
時
に
は
英
訳
で
し
か
見
て
い
な
か
っ

た
。
ど
ヽ
ヽ
３
ヽ
さ

ミ
ε
ヽ
り
ヽ
ヽ
き
ヽ
と
い
う
ぶ
厚
い
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー

の
中
で
、
「物
の
あ
は
れ
」
は

「，
９
８
「ｏ■
Ｒ
ぎ
ヨ
ロ
興
浄̈
８
こ

と

し
て
訳
さ
れ
て
い
た
。
「諄
ｏ
３
■
ｏ■
Ｒ
ヨ
日
目
采
●
８
０こ
。
そ
れ
を

日
本
語
に
直
訳
す
る
と
、
「人
間
存
在
の
悲
哀
」
に
な
る
。
な
る
ほ
ど
、

「あ
は
れ
」
は

「悲
哀
」
の

「哀
」
と
い
う
字
で
書
け
る
。
こ
の
時
、
私

は
「あ
あ
、
物
の
あ
は
れ
は
あ
る
種
の
美
し
い
悲
哀
を
い
う
ん
だ
な
あ
」

と
納
得
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
の
編
者
の
中
の

一
人
、

ド
ナ
ル
ド

・
キ
ー
ン
は
、
後
に
自
分
の
著
作
で

「物
の
あ
は
れ
」
を
さ

ら
に
説
明
す
る
。
や
は
り
、
「，
ｏ
８
興
通
Ｒ
ピ
ロ
昌
９
雪
８
ｏこ

よ
り

も
、
Ｆ
∽８
∽〓
く
こ

δ
●
編̈
Ｌ
と
し
て
訳
し
た
方
が
い
い
と
キ
ー
ン
は

書
い
て
い
る
。
Ｆ
∽８
詈
二̈
〇
δ
●
〓
こ

―
―

「も
の
へ
の
敏
感
さ
」
。

な
る
ほ
ど
、
こ
の
方
が

「美
的
」
に
聞
こ
え
る
、
と
私
は
思
っ
た
。
し

か
し
、
「悲
哀
」
は
ど
う
な
っ
た
だ
ろ
う
か
。
フ
ｏ■
ｏ■
」
と
フ
ｏ房
〓
二
〇
」

と
は
か
な
り
違
う
よ
う
に
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
悲
哀
と
敏
感
さ
と

は
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
つ
の
か
。

- 15-―



以
上
の
二
つ
の
英
訳
は
か
な
り
早
く
出
て
き
た
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
の

後
ほ
か
の
訳
も
出
た
。
少
し
挙
げ
よ
う
。
「源
氏
物
語
」
に
つ
い
て
書
く

ハ
ル
オ

・
シ
ラ
ネ
が

「物
の
あ
は
れ
」
を

「ｏ日
０
一”８
”【
∽８
詈
】■
●
ざ

●
〓
”
∽」
含
も
の
へ
の
感
情
的
敏
感
さ
し

と
し
、
同
じ

「源
氏
」
を
取
り

扱
う
ノ
ー
マ
・
フ
ィ
ー
ル
ド
が

「一Ｆ

Ｒ
いｏｏ一＆
Ｒ
∽３
一Ｆ

Ｏ
，，
９
０
Ｒ

■
】●
”
こ

翁
も
の
の
感
情
な
る
趣
し

に
し
た
。
こ
の
二
つ
も
感
情
を
主
と

す
る
こ
と
が
す
ぐ
わ
か
る
。
全
然
違
う
方
向
で
、
「物
の
あ
は
れ
」
を
か

な
リ
ポ
ス
ト

・
モ
ダ
ー
ン
的
に
解
釈
し
た
ナ
オ
キ

・
サ
カ
イ
が

「一Ｆ

日
０彗
”“
Ｐ
【Ｒ
協
Ｒ
日
８
＆

翁
も
の
の
意
味
を
持
つ
性
じ

と
し
た
。
こ
こ

で
は
「あ
は
れ
」
は
フ
８
豆
こ
で
も
フ
８
∽〓
墓
こ

で
も
Ｆ
静
ｏ”ｏ，
ｏ∽こ

で
も
な
く
、
「日
０日
〓
”
Ｐ
】Ｒ
∽こ

に
な
っ
て
い
る
。
「物
の
あ
は
れ
」
の

英
訳
を
見
れ
ば
見
る
ほ
ど
、
ン」
の
問
題
は
か
え

っ
て
段
々
複
雑
に
な
っ

て
し
ま

っ
た
。

さ
ら
に
、
日
本
の
学
者
が
書
い
た
も
の
を
見
れ
ば
、
問
題
は
増
え
る

だ
け
で
あ
る
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
見
る
と
、
ど
れ
ほ
ど

「物
の
あ
は
れ
」

の
歴
史
が
長
い
か
が
わ
か
っ
た
。
や
は
り
、
そ
れ
は

「物
の
あ
は
れ
」

の
難
解
性
の
根
本
的
な
原
因
で
あ
る
。
「物
の
あ
は
れ
」
の

一
番
早
い

出
現
は

一
〇
世
紀
に
書
か
れ
た
紀
貫
之
の
「土
佐
日
記
』
の
中
で
あ
る
。

た
だ
し
、
「あ
は
れ
」
と
い
う
言
葉
だ
け
を
見
る
と
、
そ
の
用
例
は

「古

事
記
」
と

「
日
本
書
紀
」
に
も
出
て
く
る
。
「物
の
あ
は
れ
」
の
意
味
を

見
出
そ
う
と
す
る
際
に
は
、
一
体
ど
こ
の
用
例
を
中
心
的
に
見
た
方
が

い
い
か
、
何
を
根
拠
に
す
れ
ば
い
い
か
、
と
い
う
こ
と
は
大
き
な
問
題

に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
平
安
文
学
の
用
語
法
に
拠
っ
た
方
が
い
い
の

か
、
そ
れ
と
も
江
戸
時
代
の
本
居
宣
長
の
文
学
論
を
拠
り
所
に
し
た
ほ

う
が
い
い
の
か
。
現
在
の
用
語
法
を
ど
れ
程
重
要
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
。
あ
る

「物
の
あ
は
れ
」
説
を
立
て
る
学
者
は

一
つ
の
い
わ

ば
超
歴
史
的
な
意
味
を
目
指
す
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
方
向
が
適

当
で
あ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
歴
史
上
の
変
化
も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。
一
つ
の

一
貫
し
て
い
る
意
味
を
捜
す
に
は
無
理
が
あ
る

に
違
い
な
い
、
と
思
っ
た
。

現
在
の

「物
の
あ
は
れ
」
の
日
常
用
法
を
基
礎
に
す
れ
ば
、
も
う

一

つ
の
困
難
が
生
じ
る
。
西
洋
の
美
的
理
念
、
例
え
ば

「美
」
（ｇ
営
３

・

「悲
壮
」
（日
零
ｅ
Ｙ

「優
美
」
Ｃ
Ｒ
↓
・
ユ
ー
モ
ア
な
ど
が
、
ョ
ー
ロ
ッ

パ
の
言
葉
で
早
く
か
ら

一
般
的
な
こ
と
ば
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
。

例
え
ば

「悲
壮
」
の
場
合
を
考
え
よ
う
。
曖
味
さ
は
あ
る
と
は
言
え
、

あ
る
種
の
演
劇
や
文
学
、
そ
し
て
映
画
は

「悲
劇
」
と
呼
ば
れ
て
、
し

か
も
も

っ
と
日
常
の
レ
ベ
ル
で
も
、
様
々
な
人
間
的
な
事
情
も
、
「悲

壮
」
と
し
て
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
六
五
歳
ま

で
勤
勉
に
仕
事
を
し
て
か
ら
、
年
金
の
最
初
の
月
払
い
を
も
ら
わ
な
い

内
に
亡
く
な
る
場
合
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
決
ま
っ
て
、
悲
劇
で
あ
る
。

「美
」
は
同
様
で
あ
り
、
Ｆ
ｏ日
Ｌ
コ
Ｌ

を
言
う
に
誰
も
美
学
的
な
意
味

を
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
に
よ
っ
て
何
も
Ｆ
日
〓
Ｐ
一に
な
り

う
る
で
あ
ろ
う
。

翻
っ
て
、
「物
の
あ
は
れ
」
だ
け
で
な
く
、
「幽
玄
」
■
わ
び
」
Ｌ
さ

び
」
名
い
き
」
と
い
う
ょ
う
な
日
本
の
代
表
的
な
美
学
理
念
を
考
え
る

と
、
そ
れ
ら
の
場
合
は
何
と
な
く
違
う
よ
う
に
感
じ
る
。
そ
れ
ら
の
言
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葉
は
普
通
の
言
葉
に
な
っ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。
む
し
ろ
、
す
べ
て

は
ま
だ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
表
現
す
る
日
本
の
伝
統
的
な
美
意
識
の
片
面
を

言
う
に
他
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
「あ
は
れ
」
と
い
う
言
葉
は
日
常
会

話
に
も
現
れ
る
。
「彼
は
哀
れ
な
や
つ
だ
な
あ
」
と
い
う
よ
う
な
使
わ

れ
方
を
す
る
が
、
そ
の
言
い
方
の
「哀
れ
」
は
美
学
者
が
研
究
す
る
「あ

は
れ
」
と
は
大
分
違
う
。

最
近
あ
る
京
都
の
観
光
バ
ス
の
広
告
ポ
ス
タ
ー
を
見
か
け
た
。
そ
れ

に
四
つ
の
コ
ー
ス
が
書
い
て
あ
っ
た
。
そ
の
中
の

一
つ
は

「雅
び
コ
ー

ス
」
で
あ
っ
て
、
も
う

一
つ
に

「わ
び
コ
ー
ス
」
と
名
付
け
ら
れ
た
も

の
が
あ
っ
た
。
「わ
び
コ
ー
ス
」
は
大
徳
寺
の
有
名
な
茶
室
を
見
学
し

て
か
ら
、
「わ
び
」
が
中
心
的
な
理
想
と
さ
れ
て
い
る
茶
の
湯
に
相
応

し
い
料
理
を
ご
ち
そ
う
に
な
る
。
他
方
に
、
「雅
び
コ
ー
ス
」
は

「わ
び

コ
ー
ス
」
よ
り
平
安
、時

代
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
お
寺
を
見
学
し
て
か

ら
、
大
半
の
時
間
を
豪
華
な
懐
石
料
理
屋
で
費
や
し
た
。
さ
す
が
に
「雅

び
」
や

「わ
び
」
が
今
で
も
京
都
の
美
を

「売
る
」
た
め
に
使
わ
れ
て

い
る
。
豪
華
な
、
贅
沢
的
な
平
安

っ
ぽ
い

「雅
び
」
と
、
素
朴
な
、
室

町
時
代
の
禅
仏
教
を
思
わ
せ
る

「わ
び
」
と
。
残
念
な
が
ら

「物
の
あ

は
れ
コ
ー
ス
」
は
な
か
っ
た
。

こ
の
例
が
示
す
通
り
、
現
在
の
使
い
方
で
こ
れ
ら
の
概
念
は
ま
だ
ま

だ
日
本
人
の
伝
統
的
な
美
意
識
の
特
定
な
要
素
を
表
し
て
い
る
。
し
か

し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
美
意
識
を
明
確
に
説
明
す
る
こ
と
は

大
変
困
難
で
あ
る
。
古
代
か
ら
日
本
の
芸
術
理
論
と
文
学
理
論
も
こ
の

よ
う
な
概
念
の
定
義
を
避
け
た
。
例
え
ば
、
平
安
時
代
か
ら
歌
の
善
悪

が
頻
繁
に
論
じ
ら
れ
て
き
て
も
、
歌
合
の
判
詞
で
そ
の
善
悪
を
言
う

ユ様
々
の
用
語

（例
え
ば

「を
か
し
」
「あ
は
れ
」
「や
さ
し
」
「
い
つ
」
「た
け
た

か
し
」
な
ど
）
は
、
全
然
体
系
的
に
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に

考
え
る
と
、
」ゝ
れ
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
伝
統
で
は
な

い
と
い
う
こ
と
を
私
が
実
感
す
る
。
し
か
し
た
く
さ
ん
の
日
本
人
に

「物
の
あ
は
れ
」
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、
普
通
に
こ
う
言
わ
れ
る
。
「
物

の
あ
は
れ
」
を
言
葉
で
説
明
す
る
の
が
無
理
か
も
知
れ
な
い
が
、
我
々

は
心
の
中
で
わ
か
っ
て
い
る
」
と
。
な
る
ほ
ど
。
恐
ら
く
そ
の
よ
う
な

歴
史
の
複
雑
な
、
難
し
い
概
念
を
明
確
に
説
明
す
る
た
め
に
あ
る
高
い

程
度
の
教
養
や
論
理
性
は
要
さ
れ
る
。
そ
れ
を
持
っ
て
い
る
人
は
、
ど

の
国
に
も
少
な
い
に
違
い
な
い
。
し
か
し
ア
メ
リ
カ
人
の
私
も
、
「物

の
あ
は
れ
」
を
確
実
に
理
解
し
た
い
。
理
解
し
て
か
ら
、
学
生
に
も
教

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
た
め
、
明
確
に
、
簡
潔
に
、
言
葉

で
説
明
す
る
し
か
な
い
。

明
治
維
新
と
そ
れ
に
伴
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
近
代
化
を
越
え
て
二
〇
世

紀
に
入
る
と
、
様
々
な
日
本
の
学
者
も
私
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
き

た
。
例
え
ば
京
都
大
学
の
九
鬼
周
造
だ
っ
た
。
彼
の
傑
作
と
思
わ
れ
て

い
る

「
い
き
」
の
構
造
」
は
今
で
も
岩
波
文
庫
で
出
て
い
る
。
あ
れ
ほ

ど
難
解
な
本
が
そ
の
よ
う
な
ベ
ス
ト
・セ
ラ
ー
に
な
る
く
ら
い
の
人
気

を
持
つ
の
を
意
外
に
思
う
が
、
よ
く
読
ま
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
中

で
九
鬼
は

「
い
き
」
と
い
う
江
戸
時
代
の
花
街
の
美
的
理
念
を
、
ド
イ

ツ
で
習
っ
た
当
時
の
流
行
の
理
論
を
以
て
解
釈
す
る
。
こ
ん
に
ち
読
ん

で
も
そ
れ
は

一
つ
の
優
れ
た
解
釈
と
し
て
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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が
、
九
鬼
が

「媚
態
」
。
「意
気
地
」
。
「諦
め
」
と
い
う
三
つ
の
契
機
か

ら
成
立
す
る

「
い
き
」
の
、
内
面
的
な
構
造
を
語
る
時
に
、
そ
れ
は

一

体
何
に
基
づ
い
て
い
る
か
、
と
い
う
事
は
明
ら
か
で
な
い
。
九
鬼
は
数

多
く
の
引
用
を
江
戸
時
代
の
浮
世
草
子
か
ら
引
く
と
は
言
え
、
そ
の
中

に
は
「
い
き
」
と
い
う
語
は
ほ
と
ん
ど
見
出
せ
な
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
、
最
近
で
は

「
い
き
」
と
い
う
言
葉
は
美
的
理
念
と
し
て
九
鬼
自
身

が
創

っ
た
も
の
と
し
て
さ
え
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
井
原

西
鶴
の
「好
色

一
代
女
」
に
お
い
て
、
「
い
き
」
の
用
例
は
た
だ
二
つ
で

あ
る
。
江
戸
時
代
に
そ
の
語
が
ど
れ
ほ
ど
頻
繁
に
使
用
さ
れ
た
か
は
わ

か
ら
な
い
。
「そ
の
語
は
ま
だ
祇
園
で
使
わ
れ
て
い
る
よ
」
と
い
う
風

に
応
え
る
方
も
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
今
の
花
街
に
通
う
人

は
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
使
い
方
は
江
戸
時
代
の
使
い

方
と
ど
の
よ
う
な
関
連
を
持
つ
の
か
。
あ
る
い
は
、
彼
ら
は
九
鬼
の
解

釈
通
り
に
使

っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
で
問
題
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ

う
。
「
い
き
」
と
い
う
概
念
の
意
味
は
九
鬼
周
造
が
与
え
た
意
味
な
の

か
。
そ
れ
と
も
九
鬼
が
見
出
し
た
意
味
な
の
か
。
江
戸
時
代
の
意
識
を

持
た
な
け
れ
ば
、
そ
の
答
え
が
出
な
い
。

「物
の
あ
は
れ
」
の
場
合
は
も

っ
と
難
し
い
。
「
い
き
」
は
江
戸
の
概

念
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
「物
の
あ
は
れ
」
は
い
わ
ば
平
安
時

代
の
概
念
だ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
先
に
言
っ
た
通
り
、
「あ
は
れ
」
と

い
う
こ
と
ば
は

『古
事
記
」
に
も
見
え
る
。
「物
の
あ
は
れ
」
は
古
代

・

中
世
の
文
学
や
詩
歌
に
使
用
さ
れ
る
が
、
本
居
宣
長
の
論
に
な
る
と
そ

の
こ
と
ば
は
あ
る
重
大
な
、
新
し
い
意
義
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る
。
彼

は

「物
の
あ
は
れ
」
を
物
語
や
和
歌
の
本
意
と
し
た
。
「源
氏
物
語
』
の

よ
う
な
物
語
と
和
歌
と
は
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
て
く
る
か
と
い
う
問
題

に
関
し
て
、
宣
長
が

「物
の
あ
は
れ
を
知
る
こ
と
」
よ
り
出
て
く
る
と

答
え
た
。
紫
式
部
が
生
活
の
中
で
経
験
し
た
感
情
や
感
動
が
、
一
つ
一

つ
彼
女
の
心
の
中
に
と
ど
ま

っ
て
き
た
。
一旦
長
は
そ
の
感
情
や
感
動
を

「あ
は
れ
」
と
い
う
。
心
が

「あ
は
れ
」
に
満
ち
た
時
に
、
式
部
は
そ
の

「あ
は
れ
」
を
表
現
せ
ぎ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
「あ
は
れ
」
を

他
人
に
伝
え
る
た
め
に

『源
氏
物
語
」
を
書
い
た
、
と
周
知
の
通
り
に

宣
長
が
論
じ
た
。
多
数
の
学
者
は

「物
の
あ
は
れ
」
と
い
う
語
を
聞
く

と
、
や
は
り
宣
長
の

「物
の
あ
は
れ
論
」
を
思
い
出
す
に
違
い
な
い
。

近
代
に
な
っ
て
、
西
洋
哲
学
を
学
び
、
九
鬼
の
よ
う
な
方
法
を
以
て

こ
の
伝
統
的
な
語
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
学
者
も
少
な
く
は
な
い
。
あ

る
学
者
は
宣
長
の
論
説
を
基
礎
に
す
る
け
れ
ど
も
、
別
の
学
者
は
古
代

に
遡
っ
て
、
文
学
に
お
け
る
用
例
を
中
心
的
に
解
釈
す
る
の
で
、
意
見

の
相
違
は
か
な
り
激
し
い
。
例
え
ば
、
和
辻
哲
郎
に
よ
る
と
、
「も
の
の

あ
は
れ
」
は

「永
遠
へ
の
思
慕
」
で
あ
る

（「も
の
の
あ
は
れ
に
つ
い
て
」

「日
本
精
神
史
研
究
し
。
美
学
者
大
西
克
積
は
単
な
る

「あ
は
れ
」
を

一

つ
の
派
生
的
美
的
範
疇
と
し
て
論
じ
よ
う
と
す
る
論
文
の
中
で
、
そ
の

語
を

「世
界
苦
」
（ド
イ
ツ
語
の
■
ｏ三
百
８
じ

と
し
て
定
義
し
た
こ
と

も
あ
る

（「幽
玄
と
あ
は
れ
し
。
九
鬼
も

「あ
は
れ
」
に
つ
い
て
言
葉
を

残
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
近
代
の
説
を
飛
ば
し
て
、
「物
の
あ
は

れ
」
の
原
点
ま
で
遡
り
た
い
と
思
う
。
そ
こ
で
平
安
と
鎌
倉
文
学
か
ら
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三
つ
の
引
用
を
中
心
に
見
て
み
た
い
と
思
う
。
そ
の
三
つ
は
そ
れ
ぞ
れ

「物
の
あ
は
れ
」
が
持

つ
異
な
る
要
素
を
示
し
て
い
る
と
言

っ
て
も
よ

か
ろ
う
。一　

美
的
趣
味
論
的
な
要
素

初
め
に

「土
佐
日
記
』
に
お
け
る
最
初
の
出
現
を
読
む
と
、

か
く
別
れ
難
く
い
ひ
て
、
か
の
人
々
の
、
口
網
も
諸
持
ち
に
て
、

こ
の
海
辺
に
て
担
ひ
出
だ
せ
る
歌
、

惜
し
と
思
ふ
人
や
と
ま
る
と
葦
鴨
の
う
ち
群
れ
て
こ
そ
わ
れ

は
来
に
け
れ

と
い
ひ
て
あ
り
け
れ
ば
、
い
と
い
た
く
賞
で
て
、
ゆ
く
人
の
よ
め

り
け
る
、

さ
を
さ
せ
ど
そ
こ
ひ
も
知
ら
ぬ
わ
た
つ
み
の
深
き
心
を
君
に

見
る
か
な

と
い
ふ
間
に
、
揖
取
り
Ы
洲
洲
剰
剤
翻
引
コ
利
劉
ｑ
、
お
の
れ
し
酒

を
く
ら
ひ
つ
れ
ば
、
早
く
去
な
む
と
て
、
「潮
み
ち
ぬ
。
風
も
吹
き

ぬ
べ
し
」
と
騒
げ
ば
、
船
に
乗
り
な
む
と
す
。

（十
二
月
二
十
七
日
の
条
）

こ
の
場
面
を
少
し
説
明
し
な
い
と
言
葉
の
意
味
が
不
明
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
で
は
土
佐
の
守
と
い
う
職
を
終
え
て
、
紀
貫
之
が
都
へ
帰
ろ
う
と
し

て
い
る
。
友
達
が
酒
と
つ
ま
み
と
を
持
っ
て
き
て
、
送
別
会
の
よ
う
な

も
の
を
行
う
。
も
ち
ろ
ん
別
れ
の
悲
し
み
も
あ
り
、
そ
し
て
平
安
朝
の

貴
族
の
習
慣
通
り
、
様
々
な
歌
が
詠
ま
れ
る
。
貫
之
は
次
の
文
に

一
つ

の
歌
を
参
考
と
す
る
。
も
う

一
つ
の
歌
は
李
自
の
詩

「贈
二
江
倫
こ
を

典
拠
と
す
る
。
こ
れ
ら
は
単
な
る
凡
人
が
詠
む
よ
う
な
歌
で
は
な
く
、

か
な
り
の
知
識
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
」ゝ

の
場
面
の
優
雅
な
雰
囲
気
と
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
い
い
趣
味
が
わ
か
る
で

あ
ろ
う
。
そ
の
中
で

一
人
の
部
び
や
か
な
人
が
そ
の
気
分
に
乗
っ
て
い

な
い
。
そ
れ
は
揖
取
り
で
あ
る
。
彼
は
既
に
酒
を
た
つ
ぷ
り
飲
み
、
風

と
波
を
見
る
と
自
分
の
身
の
安
全
し
か
考
え
ら
れ
な
い
、
い
わ
ば

「物

の
あ
は
れ
」
を
知
ら
な
い
奴
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
は
そ
の
時
の
美
に

対
し
て
鈍
感
だ
っ
た
。
ま
わ
り
の
人
が
感
じ
た
美
的
な
趣
を
把
握
で
き

な
か
っ
た
。
英
語
の
美
学
用
語
で
言
う
と
、
こ
れ
は
あ
る
趣
味
論
的
な

問
題
で
あ
る
。
彼
は
趣
味
（Ｓ
∽こ
を
欠
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の

引
用
を
こ
の
よ
う
に
説
明
し
た
ら

一
番
自
然
な
解
釈
に
な
る
で
あ
ろ

う
。
こ
の
揖
取
り
は
皆
の
ひ
た
っ
た
美
的
雰
囲
気
が
わ
か
ら
な
か
っ
た

の
で
、
「物
の
あ
は
れ
」
を
知
ら
な
い
人
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る

と
、
「物
の
あ
は
れ
」
は

一
つ
の
当
時
の
美
意
識
を
表
現
す
る
趣
味
論

的
な
基
準
に
な
り
、
平
安
時
代
の
美
的
判
断
の
水
準
を
あ
ら
わ
す
と

一言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

「土
佐
日
記
』
よ
り
少
し
下
っ
て
の
「拾
遺
和
歌
集
』
の
中
で
も
、
「物

の
あ
は
れ
」
が
似
た
意
味
で
現
れ
る
。

春
は
た
だ
花
の
ひ
と
へ
に
さ
く
ば
か
り
物
倒
冽
国
測
は
秋
ぞ
ま
さ

れ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（５
１
１
　
よ
み
人
知
ら
ず
）

こ
の
歌
に
お
い
て
あ
る
種
の
美
的
判
断
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
言
う
ま



で
も
な
い
。
春
に
な
る
と
咲
き
乱
れ
て
い
る
花
が
綺
麗
だ
け
れ
ど
、
秋

の
風
景
は
も
っ
と
趣
深
い
、
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は

一
人
の
歌

人
の
個
人
的
な
意
見
だ
け
で
は
な
い
と
私
は
思
う
。
」ゝ
の
歌
は
あ
る
有

名
な

「万
葉
集
」
に
入
っ
て
い
る
長
歌
に
か
な
り
似
て
い
る
か
ら
で
あ

る
直

辮

曲

鞭

野

誦

王
、
歌
を
以
て
判
る
歌

冬
ご
も
り
　
春
さ
り
来
れ
ば
　
鳴
か
ざ
り
し
　
鳥
も
来
鳴
き
ぬ

咲
か
ざ
り
し
　
花
も
咲
け
れ
ど
　
山
を
し
み
　
入
り
て
も
取
ら
ず

草
深
み
　
取
り
て
も
見
ず
　
秋
山
の
　
木
の
葉
を
見
て
は
　
黄
葉

を
ば
　
取
り
て
そ
し
の
ぶ
　
青
き
を
ば
　
置
き
て
そ
嘆
く
　
そ
こ

し
恨
め
し
　
秋
山
そ
我
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（巻
１
・
１
６
）

こ
の
歌
で
初
め
て
、
当
時
ま
で
漢
詩
で
し
か
表
現
さ
れ
て
い
な
い
題
が

和
歌
の
世
界
に
入
る
。
日
本
語
の
詩
歌
で
も
、
季
節
の
趣
を
表
す
こ
と

が
で
き
る
、
と
い
う
最
初
の
証
拠
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
額
田
王
の
歌

も
、
先
の

『拾
遺
集
』
の
歌
と
同
じ
よ
う
に
春
と
秋
と
を
比
べ
る
。
「拾

遺
集
』
の
、
名
前
も
残

っ
て
い
な
い
歌
人
の

「物
の
あ
は
れ
は
秋
ぞ
ま

さ
れ
る
」
と
い
う
判
断
は
あ
く
ま
で
も
額
田
王
の

「秋
山
そ
我
は
」
と

似
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
長
歌
の
詞
書
を
見
る
と
、
も

う

一
つ
の
面
白
い
こ
と
が
わ
か
る
。
天
皇
が
詔
り
し
た
の
は
、
春
と
秋

の
景
色
の

「競
ひ
憐
れ
び
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
春
と

秋
の
景
色
の

「あ
は
れ
」
な
る
趣
を
比
べ
る
こ
と
だ
と
言
っ
て
も
差
し

支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に

「物
の
あ
は
れ
」
の
源
泉
の
よ
う
な
と

こ
ろ
が
見
え
る
。

こ
の
二
首
の
歌
を
見
る
と
、
平
安
時
代
の
趣
味
論
―
―
あ
る
い
は
美

的
判
断
の
基
準
―
―
を
表
現
す
る
言
葉
と
し
て
の

「物
の
あ
は
れ
」
の

包
含
す
る
内
容
が
よ
り
深
く
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
流
行
し
て

い
た
趣
味
は
個
人
的
で
な
く
、
勝
手
で
も
な
い
。
む
し
ろ
そ
の
美
的
基

準
が
あ
る
伝
統
―
―
中
国
で
始
め
ら
れ
て
、
そ
し
て
日
本
で
も
発
展
し

て
き
た
詩
歌
の
伝
統
―
―
に
基
づ
い
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
う
す
る
と
、
「物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
伝
統
と

親
し
ん
で
、
そ
の
伝
統
が
表
す
美
意
識
を
理
解
す
る
こ
と
だ
と
わ
か

２つ
。ほ

ぼ
八
〇
〇
年
後
、
本
居
宣
長
も

『
石
上
私
淑
言
』
と
い
う
歌
論
の

中
で
、
「物
の
あ
は
れ
を
知
る
」
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

さ
て
そ
の
物
の
あ
は
れ
を
知
る
と
い
ひ
、
知
ら
ぬ
と
い
ふ
け
ぢ
め

は
、
た
と

へ
ば
め
で
た
き
花
を
見
、
さ
や
か
な
る
月
に
向
か
ひ
て
、

あ
は
れ
と
情
の
感
く
、
す
な
は
ち
こ
れ
、
物
の
あ
は
れ
を
知
る
な

り
。
ン」
れ
そ
の
月
花
の
あ
は
れ
な
る
趣
き
を
心
に
わ
き
ま

へ
知
る

ゆ
ゑ
に
感
ず
る
な
り
。
そ
の
あ
は
れ
な
る
趣
き
を
わ
き
ま

へ
知
ら

ぬ
情
は
、
い
か
に
め
で
た
き
花
見
て
も
さ
や
か
な
る
月
に
む
か
ひ

て
も
、
感
く
こ
と
な
し
。
こ
れ
す
な
は
ち
物
の
あ
は
れ
を
知
ら
ぬ

な
り

。

含
石
上
私
淑
言
』、
「本
居
宣
長
集
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
、　
ｐ
２
９
９
）

宣
長
の
比
喩
に
お
け
る

一
つ
の
興
味
深
い
と
こ
ろ
は
そ
の
選
ば
れ
た
具
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体
的
な
対
象
で
あ
る
。
花
―
―
す
な
わ
ち
桜
―
―
と
月
と
は
古
代
和
歌

の
根
本
的
な
歌
題
の
ふ
た
つ
で
あ
る
。
花
と
月
を
正
し
く
鑑
賞
で
き
な

い
人
は
や
は
り

「物
の
あ
は
れ
」
を
知
ら
な
い
、
趣
味
の
悪
い
奴
で
あ

る
。
今
の
日
本
で
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。

こ
の
趣
味
論
的
な
要
素
を
表
す
も
う

一
つ
の
か
な
り
面
白
い
歌
を
引

い
て
み
た
い
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る

「新
古
今
集
』
時
代
の
代
表
的
歌
人

の
一
人
、
慈
円
の
「拾
玉
集
」
と
い
う
私
家
集
に
入
っ
た
も
の
で
あ
る
。

え
び
す
こ
そ
物
の
あ
は
れ
は
知
る
と
き
け
い
ざ
み
ち
の
く
の
お
く

へ
行
か
な
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（拾
玉
集
１
７
７
）

あ
る
耽
美
主
義
的
な
ポ
ー
ズ
を
帯
び
て
、
慈
円
が
美
的
趣
味
の
良
い
、

「物
の
あ
は
れ
」
を
知
る
仲
間
を
見
つ
け
る
た
め
に
、
陸
奥
ま
で
も
え

び
す
に
会
い
に
行
こ
う
と
し
て
い
る
姿
は
な
か
な
か
興
味
深
い
。

一
一　
感
情
的
な
要
素

本
居
宣
長
の
も
っ
と
も
よ
く
読
ま
れ
た
作
品
は
恐
ら
く
『源
氏
物
語

玉
の
小
櫛
』
で
あ
り
、
彼
の
著
作
の
中
で
こ
れ
だ
け
は
現
代
の
受
験
項

目
に
さ
え
な
っ
て
い
る
。
周
知
の
通
り
、
そ
の

『玉
の
小
櫛
」
の
中
で

宣
長
は

『源
氏
物
語
』
の
本
意
を

「物
の
あ
は
れ
」
と
し
て
論
じ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
ど
の
文
学
作
品
よ
り
も
、
「物
の
あ
は
れ
」
を
示
す
の
は
、
や

は
り

「源
氏
』
だ
と
よ
く
思
わ
れ
て
い
る
。
「枕
草
子
』
は

「を
か
し
」
、

「源
氏
』
は

「物
の
あ
は
れ
」
。
ど
の
高
校
生
に
聞
い
て
も
、
多
分
こ
れ

ぐ
ら
い
は
言
っ
て
の
け
る
で
あ
ろ
う
。

『源
氏
』
の
中
で
は

「あ
は
れ
」
と
い
う
言
葉
が

一
〇
〇
〇
回
あ
ま
り

出
る
の
に
対
し
て
、
「物
の
あ
は
れ
」
の
用
例
は
た
だ

一
六
語
に
過
ぎ

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
国
文
学
者
久
松
潜

一
は

「源
氏
』
の
本
意
は

「物
の

あ
は
れ
」
で
は
な
く
、
単
な
る

「あ
は
れ
」
だ
と
言
う
べ
き
、
と
書
い

た
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
三
ハ
語
だ
け
だ
と
言
っ
て
も
、

そ
の
中
の
意
味
合
い
は
多
様
多
彩
で
あ
る
か
ら
、

，ｔ
」
で
そ
の
意
味
を

総
括
し
て
、
単
純
に
述
べ
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
、
一
つ

の
場
面
を
見
て
み
よ
う
。
」ゝ
れ
は
「柏
木
」
の
巻
か
ら
引
い
た
も
の
で
、

光
源
氏
と
女
三
宮
が
話
を
し
て
い
る
。
女
三
宮
と
柏
木
の
密
通
は
す
で

に
終
わ
り
、
柏
木
は
悩
み
で
没
し
、
一
一人
の
仲
に
で
き
た
薫
も
生
ま
れ

た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
時
に
源
氏
は
も
う
す
べ
て
を
知
っ
て
い
る
。
女

三
官
は
源
氏
の
嘆
き
を
無
視
し
、
慌
た
だ
し
く
出
家
す
る
。
源
氏
は
そ

の
尼
の
姿
を
見
る
と
、
泣
き
な
が
ら
、
「
い
で
、
あ
な
心
憂
。
黒
染
こ

そ
、
な
ほ
い
と
う
た
て
目
も
く
る
る
色
な
り
け
れ
」
と
彼
女
を
戒
め
、

「今
は
と
て
思
し
離
れ
ば
、
ま
こ
と
に
御
心
と
厭
ひ
捨
て
た
ま
ひ
け
る

と
、
恥
づ
か
し
う
心
憂
く
な
む
お
ぼ
ゆ
べ
き
。
劇
国
劇
到
倒
綱
州
刷
劇
」

と
言
い
続
け
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
源
氏
の
頼
み
は

「
私
を
あ
は
れ
に

思
っ
て
く
れ
！
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
女
三
宮
は
こ

の
よ
う
に
答
え
る
。
「か
か
る
さ
ま
の
人
は
、
割
硼
湖
劇
剤
翻
引
コ
劉
劉

劇
引
り
と
聞
き
し
を
、
ま
し
て
も
と
よ
り
知
ら
ぬ
こ
と
に
て
、
い
か
が

は
聞
こ
ゆ
べ
か
ら
む
矢
尼
と
い
う
も
の
は
物
の
あ
は
れ
を
知
ら
な
い
も
の
だ

と
言
わ
れ
る
。
私
は
も
と
よ
り
知
ら
な
い
も
の
な
の
で
、
ど
う
答
え
た
ら
い
い

か
し
ら
）。
そ
れ
で
源
氏
が
そ
の
幼
い
薫
に
向
か
っ
て
、
「か
ひ
な
の
こ
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と
や
。
思
し
知
る
方
も
あ
ら
む
も
の
を
」
（意
味
の
な
い
」ヽと
を
お
つ
し
や

い
ま
す
ね
。
知
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
に
）
と
答
え
る
。

こ
の
話
の
中
の

「物
の
あ
は
れ
」
は
ど
の
意
味
を
持
つ
も
の
か
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
源
氏
は
密
通
に
つ
い
て
わ
か
っ
て
か
ら
も
ち
ろ

ん
怒

っ
て
い
る
が
、
女
三
宮
が
出
家
す
る
と
、
そ
れ
は
泣
き
面
に
蜂
で

あ
る
。
要
す
る
に
、
四
〇
歳
の
源
氏
は
浮
気
さ
れ
て
か
ら
、
振
ら
れ
た
。

中
学
生
ぐ
ら
い
の
、
手
紙
さ
え
ち
ゃ
ん
と
書
け
な
い
女
の
子
に
。
彼
は

も
ち
ろ
ん
嬉
し
く
は
な
い
。
女
三
宮
が
尼
に
な
っ
た
ら
、
彼
ら
の
夫
婦

生
活
が
な
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
源
氏
は
文
句
を
言
う
、
「何

故
俺
を
捨
て
る
の
か
？
悔
し
い
な
あ
」
と
。

そ
こ
で
、
女
三
宮
が

「私
は
も
の
の
あ
は
れ
を
知
ら
な
い
か
ら
よ
」

と
答
え
る
。
彼
が
夫
婦
の
恋
の
終
わ
り
を
嘆
き
、
彼
女
は
自
分
自
身
を

彼
が
望
ん
で
い
る
よ
う
な
恋
が
で
き
な
い
よ
う
な
女
と
し
て
表
現
す

る
。
何
故
こ
の
読
み
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
や
は
り
、
源
氏
の
最
後

の
こ
と
ば
で
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
彼
女
に
は
恋
が
で
き
る
証
明
、
す
な

わ
ち
彼
女
が

「物
の
あ
は
れ
」
を
知

っ
て
い
る
証
明
は
、
日
の
前
に
い

る
赤
ん
坊
だ
。
「物
の
あ
は
れ
を
知
ら
な
い
人
で
は
な
い
よ
。
た
だ
俺

の
こ
と
が
あ
ま
り
好
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
」
と
い
う
の
が
源
氏
の
意

味
で
あ
そ
つ
。

も
ち
ろ
ん

「物
の
あ
は
れ
」
は
様
々
な
感
情
と
結
び
付
く
こ
と
が
で

き
る
。
「源
氏
』
の
中
に
も
悲
し
さ
を
表
す
用
例
も
あ
れ
ば
、
淋
し
さ
を

表
現
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
様
々
な
感
情
の
大
半
は
恋

人
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
死
別
か
他
の
離
別
に
向
か
っ
て

「も
の
の

あ
は
れ
」
と
い
う
場
面
の
ほ
と
ん
ど
は
恋
人
の
別
れ
を
い
う
。
親
を
「も

の
の
あ
は
れ
」
に
思
う
の
は
無
理
で
あ
る
。

本
居
宣
長
は

「あ
は
れ
」
に
関
係
す
る
感
情
に
つ
い
て
色
々
に
書
い

て
い
る
。
そ
の
こ
と
ば
は
頻
繁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
言
う
。

又
後
の
世
に
は
、
あ
は
れ
と
い
ふ
に
、
哀
の
字
を
書
て
、
た
ゞ
悲

哀
の
意
の
み
思
ふ
め
れ
ど
、
あ
は
れ
は
、
悲
哀
に
か
ぎ
ら
ず
、
う

れ
し
き
に
も
、
お
も
し
ろ
き
に
も
、
た
の
し
き
に
も
、
お
か
し
き

に
も
、
す
べ
て
あ

ゝ
は
れ
と
思
は
る

ゝ
は
、
み
な
あ
は
れ
也

（中

略
）
但
し
又
、
を
か
し
き
う
れ
し
き
な
ど
と
、
あ
は
れ
と
を
対
ヘ

て
い
へ
る
こ
と
も
多
か
る
は
、
人
の
情
の
さ
ま
ざ
ま
に
感
ず
る
中

に
、
う
れ
し
き
こ
と
お
も
し
ろ
き
事
な
ど
に
は
、
感
ず
る
こ
と
深

か
ら
ず
、
た
ゞ
か
な
し
き
事
う
き
こ
と
、
恋
し
き
こ
と
な
ど
、
す

べ
て
心
に
思
ふ
に
か
な
は
ぬ
す
ぢ
に
は
、
感
ず
る
こ
と
こ
よ
な
く

深
き
わ
ざ
な
る
が
故
に
、
し
か
深
き
方
を
と
り
わ
き
て
も
、
あ
は

れ
と
い
へ
る
な
り
、
　
　
　
　
含
本
居
宣
長
全
集
』
四
、
ｐ
２
０
２
）

こ
れ
に
よ
る
と
ど
の
感
情
も

「あ
は
れ
」
に
な
れ
る
が
、
「悲
し
」
「憂

し
」
「恋
し
」
は
も
っ
と
も
深
い

「あ
は
れ
」
を
表
す
。
彼
の

「物
の
あ

は
れ
論
」
を
解
釈
す
る
後
代
の
著
作
を
見
る
と
、
そ
の
研
究
者
は
宣
長

の
文
章
を
終
わ
り
ま
で
読
ん
で
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
言
う
気
が
す

る
。
誰
も
悲
哀
を
強
調
す
る
が
、
私
が
読
ん
だ
中
に
誰
も
宣
長
の
用
い

て
い
る

「恋
」
と
い
う
文
字
に
充
分
の
注
意
を
払
わ
な
い
。
し
か
し
、

実
は
宣
長
に
と
っ
て
、
「悲
」
と

「憂
」
よ
り
も
、
「恋
」
の
方
が
は
る

か
に

「物
の
あ
は
れ
」
に
深
い
感
情
で
あ
る
。
彼
に
と
っ
て
は

「物
の



あ
は
れ
」
は
取
り
分
け

「
エ
ロ
ス
」
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。
宣
長
が

い
う

「恋
」
は
今
で
言
う

「恋
愛
」
で
は
な
く
、
ロ
マ
ン
派
の
ご
お
で

も
な
い
。
そ
れ
は
体
で
感
じ
る
思
慕
、
エ
ロ
ス
で
あ
っ
た
。
彼
の
言
葉

を
借
り
る
と
、
そ
れ
は
単
な
る
好
色
に
近
い
の
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ

う
に
説
明
す
る
。

物
の
哀
れ
を
い
み
じ
う
い
は
ん
と
て
は
、
必
ず
淫
事
は
そ
の
中
に

多
く
ま
じ
る
べ
き
理
り
な
り
。
好
色
は
こ
と
に
情
の
深
く
か
か
る

ゆ
ゑ
な
り
。
好
色
の
事
あ
ら
ぎ
れ
ば
い
た
り
て
深
き
物
の
哀
れ
は

あ
ら
は
し
示
し
が
た
き
ゆ
ゑ
に
、
い」
と
に
好
色
の
事
は
多
く
書
け

る
な

り

。
含
紫
文
要
領
」、
「本
居
宣
長
集
」
新
潮
日
本
古
典
集
成
、　
ｐ
９
０
）

そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

人
情
の
深
く
か
か
る
こ
と
、
好
色
に
ま
さ
る
は
な
し
。
さ
れ
ば
そ

の
筋
に
つ
き
て
は
人
の
心
深
く
感
じ
て
、
物
の
哀
れ
を
知
る
こ
と

何
よ
り
も
ま
さ
れ
り
。

含
紫
文
要
領
」、
「本
居
宣
長
集
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
、　
ｐ
ｌ
４
０
）

こ
の
見
解
は
宣
長
が

一
七
六
三
年
に
書
い
た
『源
氏
物
語
』
論
た
る
「紫

文
要
領
」
と
、
和
歌
論
た
る

「石
上
私
淑
言
」
と
を
貫
い
て
い
る
。
彼

の
全
体
的
な
課
題
を
考
え
る
と
、
い」
の
こ
と
が
当
た
り
前
に
見
え
て
く

る
。
つ
ま
り
、
彼
は

「源
氏
」
と
和
歌
の
、
儒
教
や
仏
教
的
な
、
い
わ

ゆ
る

「人
の
国
」
（中
国
）
の
解
釈
に
対
し
て
反
論
せ
ん
と
し
た
わ
け
で

あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
最
も
弁
護
す
べ
き
所
は
そ
の
中
の
淫

乱
な
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の
好
色
で
あ
っ
た
。
し
か
し
宣
長
が
以
上

の
よ
う
に
書
い
た
に
せ
よ
、
そ
の
二
冊
の
本
の
中
で
彼
は
自
分
の
「恋
」

に
関
す
る
主
張
に
古
典
的
な
拠
り
所
を
全
然
見
せ
な
い
た
め
、
そ
れ
は

完
全
に
彼
自
身
が
創
造
し
た
も
の
に
見
え
る
。
恐
ら
く
、
平
安
時
代
の

用
例
を
見
る
と
、
「物
の
あ
は
れ
」
と
恋
と
の
関
連
を
宣
長
自
身
の
こ

と
ば
程
率
直
に
い
う
例
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
宣
長
は
少
な

く
と
も
も
う

一
つ
の
重
要
な
用
例
を
見
出
し
た
。
何
故
そ
れ
を

「紫
文

要
領
』
に
も
、
「石
上
私
淑
言
」
に
も
入
れ
て
い
な
い
か
、
疑
間
が
残
る

が
、　
一
七
五
七
年
に
書
い
た
ノ
ー
ト
に
過
ぎ
な
い

「阿
波
穫
弁
』
に
、

次
の
藤
原
俊
成
の
歌
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

恋
せ
ず
は
人
は
心
も
な
か
ら
ま
し
物
の
あ
は
れ
も
こ
れ
よ
り
ぞ
知

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（長
秋
詠
藻
３
５
２
）

こ
れ
に
よ
る
と
、
有
名
な
歌
人
で
あ
る
俊
成
も

「物
の
あ
は
れ
」
と
恋

と
の
関
係
を
認
め
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
も
と
も
と
「あ

は
れ
」
と
い
う
歌
語
に
お
い
て
も
、
そ
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
。
例

え
ば
、
「古
今
集
』
だ
け
を
見
て
も
、
次
の
二
首
が
す
ぐ
思
い
浮
か
ぶ
。

立
ち
返
り
あ
は
れ
と
ぞ
思
ふ
よ
そ
に
て
も
人
に
心
を
お
き
つ
白
波

（４
７
４
　
在
原
元
方
）

そ
し
て
、

五
せ
ち
の
あ
し
た
に
か
む
ざ
し
の
た
ま
の
お
ち
た
り
け
る
を

見
て
、
た
が
な
ら
む
と
と
ぶ
ら
ひ
て
よ
め
る

主
や
誰
と
へ
ど
白
玉
い
は
な
く
に
さ
ら
ば
な
べ
て
や
あ
は
れ
と
思

は
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（８
７
３
　
源
融
）

両
首
の

「あ
は
れ
と
思
」
う
こ
と
は
、
恋
の
思
慕
を
表
し
て
い
る
に
違
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い
な
い
。〓

一　
時
間
的
な
要
素

次
の
引
用
は
鎌
倉
時
代
の

「徒
然
草
』
の
第
七
段
か
ら
の
も
の
で
あ

２つ
。

あ
だ
し
野
の
露
消
ゆ
る
こ
と
な
く
、
鳥
部
山

の
煙
立

つ
去
ら
で
の

み
住
み
果
つ
る
習
ひ
な
ら
ば
、
い
か
に
Ы
ｄ
洲
剰
割
躙
引
割
刊
劇
引

句

世
は
定
め
な
き
こ
そ
い
み
じ
け
れ
。
　

（徒
然
草
　
第
七
段
）

こ
こ
に
は
二
つ
の
京
都
名
所
が
現
れ
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
だ
し
野

は
平
安
時
代
か
ら
墓
場
と
し
て
知
ら
れ
、
鳥
部
山
は
火
葬
地
で
あ

っ

た
。
両
方
は
仏
教
的
無
常
観
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
文
学
に
よ
く
現
れ

る
。
こ
の
墓
場
の
露
が
消
え
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
火
葬
の
煙
が
立
ち
去

ら
な
い
な
ら
、
す
な
わ
ち
人
生
に
は
限
り
が
な
け
れ
ば
、
「物
の
あ
は

れ
」
も
な
い
で
し
ょ
う
、
と
兼
好
は
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
「世
は
定

め
な
き
こ
そ
い
み
じ
け
れ
」
。
世
の
中
は
は
か
な
い
―
―
無
常
で
あ
る

―
―
か
ら
こ
そ
、
人
生
は
素
晴
ら
し
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
恐
ら

く
こ
の
言
葉
ほ
ど

「物
の
あ
は
れ
」
と
無
常
と
を
親
密
に
結
び
つ
け
て

い
る
用
例
は
な
か
ろ
う
。
「古
今
和
歌
集
』
ま
で
遡
っ
て
も
、
「あ
は
れ
」

と
い
う
こ
と
ば
を
仏
教
的
に
表
現
し
て
い
る
歌
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、

「物
の
あ
は
れ
」
が
「定
め
な
さ
」
こ
と
に
因
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
ば
は
恐
ら
く
平
安
朝
の
文
学
に
見
い
だ
せ
な
い
。

無
常
観
と
言
え
ば
、
そ
れ
は

一
つ
の
特
定
な
時
間
意
識
を
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
露
が
消
え
る
、
そ
し
て
煙
が
空
に
立
ち
去
る
よ
う
に
、

す
べ
て
の
人
間
は
い
つ
か
死
ぬ
。
す
べ
て
は
時
間
の
経
過
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
「物
の
あ
は
れ
」
と
い
う
言
葉
に
平
安
朝
の
時
間
意
識
も
含

ま
れ
て
い
る
と
思
う
。
そ
の
意
識
の
中
に
、
も
ち
ろ
ん

「は
か
な
き
」

も
の
に
対
す
る
敏
感
さ
を
持
つ
無
常
観
も
あ
る
。

し
か
し
過
去
へ
の
憧
れ
も
入
っ
て
い
る
。
「源
氏
物
語
』
を
読
む
と
、

そ
の
中
の
登
場
人
物
は
常
に
涙
を
流
し
な
が
ら
昔
の
こ
と
を
話
し
て
い

る
。
例
え
ば
、
朝
顔
の
巻
に
次
の
言
葉
が
あ
る
。

お
ほ
か
た
の
、
空
も
を
か
し
き
ほ
ど
に
、
木
の
葉
の
音
な
ひ
に
つ

け
て
も
、
過
ぎ
に
し
も
の
の
あ
は
れ
と
り
返
し
つ
つ
、
そ
の
折
々
、

を
か
し
く
も
あ
は
れ
に
も
、
深
く
見
え
た
ま
ひ
し
御
心
ば
へ
な
ど

も
、
思
ひ
出
で
き
こ
え
さ
す
。

次
の
慈
円
の
歌
に
も
、
「物
の
あ
は
れ
」
が
あ
る
懐
か
し
い
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
帯
び
る
。

む
か
し
思
ふ
夜
も
明
が
た
の
橘
は
物
の
あ
は
れ
の
に
ほ
ひ
な
り
け

り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（拾
玉
集
３
９
２
７
）

も
ち
ろ
ん
、
橘
が
昔
の
事
を
思
わ
せ
る
の
は
、
「古
今
集
」
に
入
っ
て
い

る
次
の
本
歌
に
よ
る
の
で
あ
る
。

五
月
待
つ
花
橋
の
香
を
か
げ
ば
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る

（１
３
９
　
よ
み
人
知
ら
ず
）

慈
円
の
歌
に
よ
つ
て
、
そ
の
音
を
思
わ
せ
る
橘
の
匂
い
は

「物
の
あ
は

れ
」
の
匂
い
に
他
な
ら
な
い
。
「あ
は
れ
」
と
い
う
語
に
も
、
あ
る
種
の

昔

へ
の
憧
れ
、
あ
る
種
の
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ

―-24-―



る
。
「古
今
集
」
に
入
っ
て
い
る
次
の
歌
は
そ
れ
を
明
確
に
示
す
。

あ
は
れ
て
ふ
言
の
葉
ご
と
に
置
く
露
は
昔
を
恋
は
る
涙
な
り
け
り

（９
４
０
　
よ
み
人
知
ら
ず
）

先
に
示
し
た
通
り
、
兼
好
の

「物
の
あ
は
れ
」
に
は
仏
教
的
無
常
観

が
と
て
も
強
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
中
世
文
学
、
特
に
兼
好
と

鴨
長
明
が
代
表
す
る
隠
遁
文
学
に
現
れ
る
末
法
思
想
の
上
で
考
え
る
な

ら
ば
、
当
然
な
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
文
学
的
無
常
観
の
手
本
の
よ

う
に

『徒
然
草
』
は
昔
か
ら

一
つ
の
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
読
ま
れ
て

き
た
。
兼
好
は
長
明
ほ
ど
平
安
朝
の
文
化
と
生
活
に
露
わ
に
憧
れ
て
は

い
な
い
と
は
言
え
、
彼
の
思
想
に
お
い
て
は
、
そ
の
音
の
貴
族
社
会
の

繁
栄
を
懐
か
し
む
末
法
観
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

こ
こ
で
三
つ
目
の
「物
の
あ
は
れ
」
の
要
素
が
見
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
あ
る
過
去
を
中
心
と
す
る
、
は
か
な
い
も
の
に
こ
だ
わ
る
時
間

意
識
で
あ
る
。
し
か
も
、
平
安
時
代
の
貴
族
の
世
界
が
崩
れ
て
か
ら
今

ま
で
、
「物
の
あ
は
れ
」
と
い
う
語
に
そ
の
過
去
へ
の
憧
れ
が
強
く
な
っ

て
い
る
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
、
国
学
者
た
る
宣
長
の
場
合
を
考
え
て
み
よ
う
。
彼
は
明
ら

か
に
復
古
主
義
を
目
指
し
て
い
た
。
今
か
ら
見
る
と
彼
の
古
代
観
に
は

様
々
の
ナ
イ
ー
プ
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
誤
解
も
多
い
が
、
彼
は
あ
く
ま

で
も
大
陸
思
想
が
入
る
以
前
の
純
粋
な
、
雅
や
か
な
和
心
―
―
彼
の
先

生
に
当
た
る
賀
茂
真
淵
の
こ
と
ば
で
い
う
と
真
心
―
―
を
和
歌
文
学
と

物
語
文
学
か
ら
説
こ
う
と
し
て
い
た
。
こ
の
復
古
主
義
に
お
い
て
宣
長

も
古
代
に
対
す
る
憧
れ
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「物
の
あ
は
れ
」
を
平
安
朝
の
貴
族
社
会
に
お
け
る
美
的
と
感
情
的

な
趣
味
と
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
以
上
に
述
べ
た
。
当
時
に
は
そ

の
よ
う
な
役
割
の
あ

っ
た
こ
と
を
上
に
示
し
た
が
、
平
安
以
来
の

「物

の
あ
は
れ
」
は
、
そ
の
理
想
で
あ
る
平
安
朝
の
美
意
識
に
対
す
る
憧
憬

を
や
む
を
得
ず
表
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
世
以
降
の

「物
の
あ
は

れ
」
に
は
、
依
然
と
し
て
あ
っ
た
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
が
た
だ
強
く
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。

今
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
に
考
え
る
と
、
現
在
に
ど
の
よ
う
な

も
の
を

「物
の
あ
は
れ
」
な
る
も
の
と
し
て
見
る
の
か
。
散

っ
て
い
る

桜
花
。
秋
の
夜
。
寂
し
い
と
こ
ろ
に
い
る
、
恋
人
に
逢
え
ぬ

一
人
。
す

べ
て
は
平
安
和
歌
の
歌
題
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は

鎌
倉
時
代
か
ら
平
成
ま
で
存
続
し
て
い
る
。
平
安
美
意
識
に
対
す
る
懐

か
し
み
と
憧
れ
は
か
え

つ
て
、
「物
の
あ
は
れ
」
の
内
面
に
も
入
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。
現
代
の

「物
の
あ
は
れ
」
は
平
安
の
美
意
識
と

感
情
の
趣
を
言
い
な
が
ら
、
現
代
の
日
本
人
の
そ
れ
に
対
す
る
憧
れ
も

一言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
昭
和
初
期
の
様
々
な

「物
の
あ
は
れ
」

論
の
出
現
も
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
う
。
た
く
さ
ん
の
学
者
が

欧
米
の
美
学
を
学
ん
で
か
ら
日
本
の
独
特
な
美
意
識
を
語
る
必
要
性
を

感
じ
た
。
そ
こ
で
彼
ら
は
何
よ
り
も

「物
の
あ
は
れ
」
の
解
釈
を
行

っ

た
。
そ
れ
は
本
当
の
日
本
の
美
、
ま
こ
と
の
日
本
の
感
情
で
あ
る
と
見

ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

結
び
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「物
の
あ
は
れ
」
と
は
何
な
の
か
。
私
は
以
上
に
提
出
し
た
三
つ
の

要
素
を
以
て
、
「物
の
あ
は
れ
」
の
根
本
的
な
意
味
が
成
立
す
る
と
思

う
。　
一
つ
に
、
「物
の
あ
は
れ
」
は
平
安
時
代
の

，
浄
１
１
平
安
時
代

の
美
的
判
断
の
基
準
を
表
現
す
る
。
一
一
つ
に
、
「物
の
あ
は
れ
」
は
主
に

恋
―
―
あ
る
い
は
エ
ロ
ス
に
よ
る
、
思
慕
の
感
じ
か
寂
し
い
感
じ
、
を

表
現
す
る
。
一一一つ
に
、
「物
の
あ
は
れ
」
は
時
間
の
経
過
と
そ
れ
に
よ
る

昔
へ
の
憧
憬
を
表
現
す
る
。
こ
の
三
つ
の
要
素
か
ら

「物
の
あ
は
れ
」

が
成
り
立
つ
。

ど
う
し
て
三
つ
の
用
例
に
よ
っ
て
こ
の
千
年
以
上
の
歴
史
を
持
つ
、

し
か
も
多
様
多
彩
に
使
用
さ
れ
た
こ
と
ば
の
意
味
が
わ
か
る
か
、
と
思

う
方
も
い
る
と
思
う
。
ま
た
、
こ
の
三
つ
以
外
の
用
例
は
あ
る
に
違
い

な
い
。
例
外
が
な
い
と
は
思
え
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み

る
と
、
や
は
り
、
様
々
な
問
題
が
解
決
で
き
る
。
一
つ
は
本
居
宣
長
の

一
人
世
紀
の
理
論
と
平
安
文
学
と
の
復
古
主
義
的
な
関
係
で
あ
る
。
一旦

長
は
明
ら
か
に

「物
の
あ
は
れ
」
の
趣
味
論
的
な
要
素
と
の
重
要
な
関

係
を
述
べ
て
い
る
。
彼
は
憧
れ
に
つ
い
て
何
も
書
い
て
い
な
い
が
、
宣

長
の
全
体
的
な
構
想
は
あ
く
ま
で
も
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
に
基
づ
い
て
い

た
。し

か
も
以
上
の
説
明
は
現
在
の

「物
の
あ
は
れ
」
用
語
法
と
は

一
致

し
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
恋
と
の
関
係
が
以
上
に
述
べ
た
通

り
少
し
失
わ
れ
た
が
、
そ
の
ほ
か
の
二
つ
の
要
素
は
含
ん
で
い
る
だ
ろ

う
か
。
今
の

「物
の
あ
は
れ
」
は
平
安
の
美
意
識
を
反
映
し
、
そ
の
朝

廷
の
文
学
に
写
さ
れ
た
感
情
的
な
趣
も
帯
び
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
語

は
そ
の
失
わ
れ
た
栄
華
―
―
日
本
の
美
的
頂
点
に
立
っ
た
そ
の
耽
美
主

義
的
な
平
安
時
代
の
栄
華
―
―
を
懐
か
し
む
の
で
は
な
い
か
。
特
に
こ

の
近
代
化
さ
れ
た
、
西
洋
化
さ
れ
た
日
本
に
お
い
て
は
、
そ
の
意
味
を

見
過
ご
し
て
は
い
け
な
い
。

「物
の
あ
は
れ
」
は
何
な
の
か
、
と
問
わ
れ
る
に
、
そ
れ
は
平
安
時
代

の
美
的
趣
味
、
平
安
時
代
の
恋
愛
観
、
そ
し
て
平
安
時
代
に
あ
っ
た
時

間
意
識
と
そ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
ー
ー
時
代
が
経
っ

て
か
ら
さ
ら
に
強
く
な
っ
た
ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
ー
ー
か
ら
な
る
概
念
で
あ

Ｚつ
。

［付
記
］
本
論
文
は
二
〇
〇
〇
年
九
月
、
日
本
国
際
基
金
の
京
都
オ
フ
ィ
ス
で
、

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
が
主
催
し
た

「日
文
研
フ
オ
ラ
ム
」
の
発
表
原

稿
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。

（〓
”寿
〓
象
　
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
来
訪
研
究
員
）
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