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池

田

義

一

郎

一
、
文
字
の
視
覚
的
効
果

雑
木
の
多
い
田
舎
の
山
を
眺
め
て
い
る
と
四
季
の
移
り
か
わ
り
に
驚
か
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
秋
の
木
の
葉
が
散
り
空
気
が
す
む
頃
思
出
す
旬
は

菜

凋

山

寺

出

秋
の
感
じ
を
陸
滋
は
五
字
で
こ
の
よ
う
に
鮮
明
に
描
き
出
し
て
い
る
。
英
詩
の
中
に
も
美
し
い
叙
景
で
知
ら
れ
た
も
の
は
多
い
が
、
取
に
う
か
ぶ
イ

メ
イ
ジ
の
鮮
明
さ
で
は
漢
詩
に
匹
敵
す
る
も
の
は
な
い
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
ア
リ
ン
ガ
ム
の
水
彩
画
の
よ
う
な
池
の
詩

F
O
u
r
d
u
c
k
s
O
n
a
p
O
n
d
.
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W
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T
O
r
e
j
e
m
b
e
r
w
i
t
h
t
e
a
声

一
三
旨
三
二
巨
富
箪
等

は
英
詩
と
し
て
は
珍
し
く
漢
詩
に
近
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
が
、
同
じ
よ
う
に
水
辺
の
小
景
を
写
し
た
李
白
の
「
丹
陽
湖
」
の
驚
く
べ
き
鮮
明
さ
に

は
か
な
わ
な
い
。

歌少鳥亀

声女宿遊

逐時運蓮

流軽花葉

水舟真上

こ
の
相
違
は
要
す
表
音
文
字
と
象
形
文
字
の
差
か
ら
来
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
琴
青
文
字
で
綴
ら
れ
た
言
葉
は
判
断
作
用
を
通
じ
て
概
念
的
表
象
を

よ
び
起
す
の
で
あ
る
が
(
中
に
空
目
調
に
よ
っ
て
感
情
的
気
分
を
伴
う
こ
と
も
あ
る
)
、
葉
、
寺
、
亀
、
鳥
、
舟
、
と
い
う
よ
う
な
漢
字
は
そ
の
ま
ま

一
個
の
絵
で
、
直
ち
に
感
覚
的
表
象
を
よ
び
起
す
。
こ
れ
は
日
本
語
の
詩
が
仮
名
文
字
の
間
に
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
こ
う
し
た
絵
む
ま
じ
え
る
こ
と
に
よ

っ
て
読
む
眼
を
助
け
る
効
果
を
考
え
て
み
れ
ば
わ
か
る
。
現
在
の
漢
字
は
原
始
漢
字
に
く
ら
べ
る
と
す
い
分
様
式
化
さ
れ
た
記
号
に
な
っ
て
い
る

が
、
い
く
つ
か
の
も
の
は
資
だ
象
形
の
効
力
を
失
っ
て
い
放
心
。
「
物
の
鼻
の
形
を
見
る
こ
と
に
な
れ
た
L
彫
刻
家
ゴ
ー
デ
イ
エ
・
ブ
ル
ゼ
ス
カ

(
G
a
u
d
i
e
r
野
N
e
S
k
a
)
は
全
然
予
臍
知
識
な
し
に
漢
字
の
あ
る
も
の
を
正
し
く
読
み
得
た
と
ユ
ズ
ラ
・
。
バ
ウ
ン
ド
は
い
っ
て
い
る
(
b
b
C
曳

き
最
長
p
.
蔓
痘
始
漢
字
の
稚
拙
な
絵
が
幾
世
紀
の
純
化
と
洗
練
を
経
て
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
な
線
だ
け
が
残
り
、
一
極
の
ア
ブ
ス
ト
ラ
ク
ト
芸

術
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
私
た
ち
は
空
海
の
書
や
芋
銭
の
画
麿
や
中
国
人
の
見
事
な
招
脾
を
見
て
、
そ
の
様
な
感
じ
を
受
け
る
こ
と

が
あ
る
。
ス
ト
リ
ン
ド
べ
リ
イ
も
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
の
国
賓
館
に
司
書
鼓
し
て
い
た
頃
、
は
じ
め
て
漢
籍
定
見
て
漢
字
の
威
厳
に
打
た
れ
、
シ
ナ
語
の

研
究
を
思
い
立
っ
た
と
自
伝
小
説
に
書
い
て
い
る
。
ブ
ル
ゼ
ス
カ
は
「
馬
」
と
い
う
漢
字
を
見
て
.
.
〇
‡
。
u
r
S
e
.
y
O
u
C
a
n
S
へ
ニ
t
.
s
a
h
O
r
S
e
㌧
.
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一
五
四

と
い
つ
た
と
。
バ
ウ
ン
ド
は
書
い
て
い
る
が
、
こ
の
「
見
て
わ
か
る
」
こ
と
が
漢
字
を
い
わ
ば
国
際
的
な
眼
の
記
号
に
し
て
い
る
。
中
国
語
は
多
く
の

方
言
に
わ
か
れ
て
い
る
光
め
、
北
京
と
上
海
と
広
東
の
人
は
話
し
言
葉
は
通
じ
な
い
が
、
菩
か
れ
空
音
葉
を
見
れ
ば
わ
か
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち
日

本
人
も
漢
詩
に
つ
い
て
其
の
音
調
や
リ
ズ
ム
を
何
も
知
ら
な
い
で
∵
い
わ
ば
耳
で
な
く
眼
で
鑑
賞
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
私
た
ち
は
先
祖
以
来
こ
の

よ
う
に
黙
読
と
眼
に
よ
る
鑑
賞
に
な
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
西
洋
の
語
の
場
合
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
英
語
に
も
n
i
g
h
t
-
k
n
i
g
h
t
や
r
i
t
e
-

r
i
g
h
t
.
w
r
i
t
e
-
W
r
i
g
h
t
の
よ
う
に
視
覚
に
う
つ
た
え
る
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
極
め
て
例
外
的
で
、
英
語
の
正
し
い
音
調
や
リ
ズ
ム
を
知
る
ヱ

と
な
し
に
英
詩
の
美
し
さ
藍
刃
金
に
味
う
こ
と
は
不
可
能
と
思
わ
れ
る
。
「
h
。
n
O
u
r
-
g
-
〇
g
く
i
c
t
O
r
y
-
C
O
u
r
a
欄
と
い
う
よ
う
な
語
は
、
ど
ん

な
に
使
い
盲
る
さ
れ
て
も
魔
術
的
な
ひ
び
き
を
失
わ
な
と
と
ハ
ー
バ
ー
ト
・
サ
ー
ド
は
い
っ
て
い
る
が
(
b
ざ
粗
監
き
d
莞
h
隻
♪
p
・
豊
、
英

語
を
母
国
語
と
し
な
い
私
た
ち
が
、
こ
う
し
た
語
感
を
身
に
し
み
そ
感
じ
る
よ
う
に
な
れ
る
だ
ろ
う
か
。
「
ど
の
言
語
に
も
詩
的
表
現
に
特
に
通
し

た
い
く
つ
か
の
言
葉
が
あ
る
。
あ
る
も
の
は
想
像
に
与
え
る
心
象
叉
は
思
想
か
ら
、
あ
る
も
の
は
耳
に
与
え
る
効
果
か
ら
」
と
ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
は

い
う
が
(
句
.
申
出
醇
t
e
S
O
苧
こ
野
鼠
紆
村
塾
畳
ざ
二
義
丸
昌
愚
物
居
昔
話
h
壷
扁
ミ
頓
.
p
.
苫
)
、
私
お
ち
に
は
英
詩
の
i
m
a
駕
や
i
d
e
p
は
あ
る

程
度
は
わ
か
つ
て
も
、
そ
の
m
u
s
i
c
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
の
で
は
た
い
か
。
英
詩
の
ス
ペ
ク
ト
ル
に
対
す
る
私
た
ち
の
感
受
能
力
は
、
こ
う
し
た

文
字
の
性
格
か
ら
、
漢
詩
の
そ
れ
に
対
す
る
よ
り
低
か
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。

ゴ
ー
ル
ド
ス
ミ
ス
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
。
バ
ウ
ン
ド
も
い
っ
て
い
る
。
彼
は
「
偉
大
な
文
学
と
は
最
大
限
の
意
味
を
充
実
さ
せ
三
豊
竃
外
な
ら

ぬ
」
と
い
い
、
言
語
を
充
実
さ
せ
る
手
段
と
し
て
次
の
三
つ
を
あ
げ
て
h
る
(
哲
等
訂
和
昌
風
p
・
烏
)

一
、
フ
ア
ノ
ピ
ー
ア
(
P
h
a
ロ
O
p
O
e
i
a
)
眼
に
見
え
る
イ
メ
イ
ジ
を
心
に
投
影
さ
せ
る
も
の
。

二
、
メ
ロ
ピ
ー
ア
(
M
e
-
O
p
O
e
i
a
)
菅
と
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
感
情
的
相
関
を
よ
び
起
す
も
の
。

三
、
ロ
ゴ
ピ
ー
ア
(
L
O
g
O
p
O
e
i
a
)
直
榎
的
生
息
味
に
関
連
し
て
我
々
の
意
識
に
在
る
知
的
叉
は
感
情
的
連
想
を
刺
戟
し
、
右
の
二
つ
の
効
果
を

よ
び
越
す
も
の
。

手
よ
り
早
く
い
え
ば
一
は
視
覚
的
効
果
、
二
は
音
楽
的
効
果
、
三
は
知
的
効
果
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
。
パ
ウ
シ
ド
空
の
視
覚
的
効
果
に
つ
い



て
「
幾
分
そ
の
特
殊
な
文
字
の
せ
い
で
あ
ろ
う
か
、
フ
了
ノ
ピ
上
ノ
ば
中
国
人
に
よ
っ
て
最
高
度
に
達
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
い
っ
て
い
る
。
。
バ
ウ
ン

ド
の
命
名
し
た
と
い
う
「
イ
マ
ジ
ス
ト
」
(
心
象
派
)
の
言
葉
の
革
命
は
、
英
詩
に
視
覚
的
効
果
を
と
り
い
れ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
二
つ
の
動
機
が
こ

の
連
動
に
合
流
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
一
つ
は
ヒ
ュ
ー
ム
(
T
.
E
.
H
u
一
m
e
)
の
「
言
語
と
文
体
に
つ
い
て
の
覚
書
」
(
≧
訂
Q
a
ト
宝
等
・

竜
も
邑
h
ぎ
吉
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
考
で
、
「
一
つ
一
つ
の
言
葉
は
隈
に
見
え
る
心
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
将
棋
盤
上
の
コ
マ
で
あ
っ
て
は
な

ら
な
い
。
」
(
p
.
ロ
)
「
人
が
も
の
を
書
く
場
合
そ
れ
と
同
時
に
眼
に
見
え
る
意
味
が
眼
前
に
浮
ぶ
の
で
な
け
れ
ば
書
け
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
心

象
が
書
く
こ
と
に
先
行
し
、
そ
し
て
書
い
た
も
の
に
力
あ
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
」
(
p
.
-
N
)
。
こ
れ
は
浪
準
主
事
の
無
限
彷
槙
を
や
め
て
秩
序
と
抑

制
と
明
確
な
地
上
の
事
象
に
帰
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
ヒ
ュ
ー
ム
の
古
典
主
義
の
文
学
的
帰
結
で
あ
っ
た
。
も
う
一
つ
の
動
機
埜
バ
ウ
ン
ド
が
管
理

人
と
な
っ
た
フ
エ
ノ
ロ
ー
サ
遺
稿
の
う
ち
に
森
視
甫
・
有
賀
長
姓
の
指
導
に
よ
る
「
漢
字
諭
」
(
3
!
2
訂
要
=
g
宅
旨
ぎ
ょ
㌣
こ
語
勢
芸
こ
ぎ

知
邑
q
)
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
漢
字
の
直
接
事
物
と
結
び
つ
い
た
表
現
は
、
パ
ウ
ン
ド
に
詩
と
は
漠
然
と
し
た
普
遍
的
な
も
の
を
対
象
と
す

べ
き
で
な
く
、
個
々
の
事
象
を
明
確
に
示
す
べ
き
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
教
え
た
。
分
析
的
抽
象
的
な
表
現
、
雲
を
つ
か
む
よ
う
な
詩
に
代
っ
て
強

固
で
明
瞭
な
詩
老
害
か
ね
ば
な
ら
聖
「
多
く
の
作
品
を
書
く
よ
り
も
、
一
生
に
た
だ
一
つ
の
イ
メ
イ
ジ
を
つ
く
り
出
す
方
が
よ
い
。
」
こ
う
し
た
考

は
規
世
紀
の
新
し
い
詩
人
た
ち
の
決
定
的
動
向
と
な
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
イ
メ
イ
ジ
と
い
う
言
葉
そ
の
も
の
が
、
こ
の
五
十
年
ば
か
り
の
間

に
神
秘
的
な
魔
力
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
」
「
イ
メ
イ
ジ
の
新
し
さ
、
大
胆
さ
、
豊
富
さ
と
い
う
こ
と
が
現
代
詩
の
特
性
で
あ
り
、
現
代
詩
を
支
配

し
て
い
る
魔
神
で
あ
る
」
と
デ
イ
・
ル
イ
ス
は
い
っ
て
い
る
。
(
D
a
y
訂
w
i
s
‥
叫
ま
き
註
C
母
屋
拳
p
・
-
↓
)

散
文
が
た
ん
ね
ん
な
分
析
と
抽
象
の
過
程
を
す
す
む
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
詩
は
こ
れ
と
道
に
瞬
間
的
な
綜
合
と
具
体
化
に
よ
っ
て
イ
メ
イ
ジ

を
と
ら
え
る
。
イ
メ
イ
ジ
を
結
晶
さ
せ
る
も
の
に
メ
タ
フ
ァ
が
あ
る
。
メ
タ
フ
ァ
と
は
フ
ェ
ロ
ノ
ー
サ
に
よ
れ
ば
、
「
物
質
像
を
も
っ
て
非
物
質
関

係
を
暗
示
す
る
も
の
」
で
、
リ
ー
ド
は
こ
れ
を
「
メ
タ
フ
ァ
の
完
全
な
定
義
」
だ
と
い
っ
て
い
る
。
(
昏
粗
計
5
き
d
寓
h
隻
♪
p
.
N
u
)
。
漢
字
は

物
の
形
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
非
物
質
関
係
を
物
質
像
で
あ
ら
わ
す
こ
と
が
非
常
に
多
い
。
目
に
足
が
つ
.
い
て
「
見
」
、
日
と
月
が
一
緒
に

な
っ
て
「
明
」
と
い
う
風
に
、
一
つ
一
つ
の
字
が
す
で
に
メ
タ
フ
ァ
で
あ
る
。
「
天
道
人
道
」
「
天
無
口
」
「
青
山
白
雲
人
」
、
い
ず
れ
も
イ
メ
イ
ジ

視
覚
的
表
現
と
分
析
的
表
現



一
五
六

を
も
っ
て
抽
象
的
な
も
の
を
表
現
し
て
い
る
。

鬼

手

傭

心

こ
れ
は
あ
る
外
科
医
の
部
屋
に
掬
げ
て
あ
っ
た
書
の
文
句
で
あ
る
が
ご
の
メ
タ
フ
ァ
は
「
知
的
感
情
的
な
複
合
心
理
を
二
膜
の
う
ち
に
あ
ら
わ
す
」

と
い
う
・
バ
ウ
ン
ド
の
定
義
に
よ
く
あ
て
は
ま
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
此
の
短
い
句
か
ら
直
観
的
に
外
科
医
の
綜
合
的
イ
メ
イ
ジ
を
よ
び
起
し
、
何
と

な
く
尊
敬
と
侶
顧
感
を
抱
か
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
が
メ
タ
フ
ァ
に
よ
る
詩
的
表
現
の
効
果
で
あ
る
。
し
か
し
考
え
て
み
る
と
外
科
手
術
は
詩
の
世
界
で

●

は
な
い
。
患
者
に
と
っ
て
大
事
な
こ
と
は
医
師
の
風
貌
や
全
体
的
な
感
じ
ょ
り
も
、
そ
の
技
術
や
経
験
や
心
性
に
つ
い
て
の
細
か
い
正
確
な
分
析
で

あ
る
。
詩
的
表
現
は
そ
れ
を
全
体
的
印
象
の
中
に
包
み
こ
ん
で
し
ま
う
。
本
来
散
文
の
世
界
で
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
メ
タ
フ
ァ
が
入
り
こ
む
こ
と
の

危
険
は
こ
こ
に
あ
る
。
こ
う
考
え
る
と
日
本
の
政
治
家
た
ち
が
難
局
に
立
つ
と
い
つ
も
き
ま
っ
て
「
明
鏡
止
水
」
と
か
「
光
風
寒
月
」
と
か
い
つ
た

よ
う
な
漢
語
の
メ
タ
フ
ァ
を
痔
ち
由
す
秘
密
が
わ
か
っ
て
し
る
。
メ
タ
フ
ァ
は
静
的
教
頭
の
生
命
で
あ
る
が
、
分
析
的
叙
述
乾
本
質
と
す
る
敏
文
で

は
・
「
ケ
ー
ク
の
上
に
な
ら
べ
た
桜
ん
ぽ
」
(
デ
イ
・
ル
イ
ス
)
の
役
を
す
る
の
が
せ
い
ぜ
い
で
、
悪
く
す
る
と
現
物
を
詩
的
代
用
品
に
す
り
か
え
て
知

性
を
眠
ら
す
役
を
す
る
。
い
わ
ゆ
る
「
名
文
」
が
、
し
ば
し
ば
私
た
ち
に
警
戒
心
を
起
さ
せ
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
十
八
世
紀
の
偉
大
な
散
文

家
が
メ
タ
フ
ァ
を
警
戒
し
た
こ
と
は
、
ジ
ョ
ン
ス
シ
の
ス
ウ
イ
フ
ト
を
評
し
た
有
名
空
音
菓
h
j
h
e
r
O
g
u
e
n
O
く
e
r
h
a
N
a
r
d
s
a
m
e
t
a
p
h
O
r
・
.
.

に
よ
っ
て
わ
か
る
。
中
国
の
詩
文
に
あ
ら
わ
れ
る
人
物
が
み
な
多
か
れ
少
か
れ
神
仙
味
を
お
ぴ
て
p
i
c
t
u
r
e
s
q
u
e
で
あ
る
が
複
雑
な
現
実
感
を
欠

く
の
は
メ
タ
フ
ァ
に
よ
る
詩
的
表
現
が
多
い
せ
い
で
あ
り
、
ガ
リ
ヴ
ァ
の
超
現
実
世
界
が
却
っ
て
リ
ア
ル
に
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
メ
タ
フ
ァ
に
よ
る

綜
合
印
象
で
な
く
細
か
い
分
析
的
表
現
に
よ
っ
て
「
ご
ま
か
し
」
を
感
じ
さ
せ
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

対
象
を
分
析
に
よ
ら
ず
に
コ
ン
ク
リ
ー
ト
な
相
似
物
(
メ
タ
フ
ァ
)
で
と
ら
え
る
の
が
原
始
人
の
言
語
で
あ
っ
た
。
(
子
供
の
言
葉
、
ス
ラ
ン
グ
、
ニ
ッ

ク
ネ
イ
ム
も
メ
タ
フ
ナ
的
表
現
を
と
る
。
直
覚
的
で
コ
ン
ク
リ
ー
ト
だ
か
ら
、
d
i
s
c
u
r
s
i
く
e
な
大
人
の
青
葉
よ
り
生
き
生
き
と
し
た
詩
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
多
い
。

ス
ラ
ン
グ
が
広
く
用
い
ら
れ
て
上
品
な
言
葉
に
鼻
緒
す
る
と
こ
の
味
は
消
え
エ
マ
ス
ン
の
い
う
化
石
と
な
る
。
)
こ
の
メ
タ
フ
ァ
が
多
く
の
人
々
に
た
び
た
び
用
い



ら
れ
る
に
つ
れ
て
最
初
の
個
物
的
な
内
包
を
失
い
、
外
延
が
拡
が
つ
て
同
種
類
の
ど
ん
な
も
の
に
も
通
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
た
と
え
ば
原
始
人

の
言
語
は
掘
立
小
屋
に
あ
け
た
窓
を
家
の
「
眼
」
と
い
う
メ
タ
フ
ァ
で
と
ら
え
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
メ
タ
フ
ァ
も
慣
れ
て
く
る
と
誰
も
マ
ド
(
目

戸
)
や
w
i
n
d
O
W
(
I
I
W
i
n
d
+
e
y
e
)
を
「
眼
」
の
意
味
だ
と
は
感
じ
な
く
な
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
色
あ
せ
た
メ
タ
フ
ァ
」
、
即
ち
透
明
で
論

理
的
に
な
っ
た
普
通
名
詞
で
、
掘
立
小
屋
に
ぽ
っ
か
り
あ
い
た
眼
と
い
う
最
初
の
適
切
な
生
き
生
き
と
し
た
個
物
指
示
の
力
(
つ
ま
り
詩
)
が
消
え

て
、
ど
の
よ
う
な
窓
に
も
通
用
す
る
類
名
詞
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
原
始
人
の
混
合
し
た
知
覚
か
ら
生
れ
た
S
e
n
t
e
n
c
e
・
W
O
r
d
で
は
不
可
分
で

あ
っ
た
実
体
の
属
性
や
動
作
状
態
が
、
知
覚
の
発
達
に
つ
れ
て
次
第
に
実
体
か
ら
析
出
さ
れ
、
「
赤
い
」
花
「
赤
い
」
空
、
人
が
「
走
る
」
風
が
「
走

る
」
と
い
う
よ
う
な
分
析
的
表
現
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
。
即
ち
形
容
詞
や
動
詞
は
、
こ
う
し
キ
分
析
の
所
産
で
あ
る
。
さ
ら
に
分
析
過
程
が
す
す
む

と
、
こ
の
属
性
や
動
作
状
態
が
実
体
か
ら
切
り
は
な
さ
れ
て
、
そ
れ
だ
け
が
独
立
の
対
象
と
な
っ
て
、
こ
れ
に
焦
点
が
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ

れ
が
抽
象
名
詞
で
、
形
式
は
実
詞
だ
が
、
実
体
の
表
象
を
よ
び
起
さ
な
い
虚
構
の
言
語
形
式
で
あ
る
。
(
赤
い
花
や
布
は
現
実
に
存
在
す
る
が
、
実
体
を
は
な

れ
た
「
赤
」
そ
の
も
の
は
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
。
)
こ
の
「
赤
」
が
さ
ら
に
抽
象
化
さ
れ
て
「
色
」
、
色
が
ま
た
抽
象
化
さ
れ
て
「
光
の
振
動
」
と
い
う
風

に
、
人
間
は
こ
う
し
た
分
析
過
程
に
よ
っ
て
物
の
性
質
に
つ
い
て
次
第
に
精
密
な
知
識
を
も
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
知
識
が
分
析
的
に
精
密
に
な

れ
ば
な
る
ほ
ど
言
語
も
ま
た
い
よ
い
よ
分
析
的
に
な
っ
て
い
く
。
「
知
覚
の
発
達
と
同
じ
く
、
言
語
の
進
歩
の
方
向
は
全
体
か
ら
部
分
へ
、
混
合
か

ら
分
析
へ
と
進
む
も
の
で
、
そ
の
逆
で
は
な
い
」
と
l
e
a
n
P
i
a
g
e
t
は
そ
の
精
細
な
小
児
言
語
の
実
験
研
究
で
結
論
し
て
い
る
。
彼
は
ま
た
「
混

°

合
的
知
覚
は
分
析
を
閉
め
出
す
」
と
も
・
い
っ
て
い
る
(
訂
虔
首
領
三
線
〓
尋
屋
等
こ
こ
蜜
C
註
風
p
p
.
-
"
エ
ビ
)
。
漢
字
は
複
雑
な
事
象
や
心

理
を
鮮
明
な
イ
メ
イ
ジ
で
直
額
的
に
あ
ら
わ
し
詩
に
高
度
の
視
覚
的
効
果
を
与
え
る
が
、
そ
の
ネ
メ
シ
ス
と
し
て
鋭
利
な
分
析
の
道
具
に
は
な
れ
な

い
運
命
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

二
、
文
法
構
造
か
ら

古
典
中
国
語
が
。
バ
ウ
ン
ド
の
い
う
フ
ア
ノ
ピ
ー
ア
の
最
高
度
の
表
現
に
達
し
て
い
る
の
は
、
一
は
漢
字
の
性
格
に
も
よ
る
が
、
そ
の
文
法
構
造
も

視
覚
的
表
現
と
分
析
的
表
現



芸
人

ま
た
視
覚
的
効
果
を
高
め
る
に
適
し
て
い
る
。
試
み
に
最
初
に
あ
げ
た
李
白
の
「
丹
防
潮
」
む
ジ
ヤ
イ
ル
ズ
の
英
訳
と
な
ら
べ
て
比
較
し
て
見
よ
う
。

歌少鳥亀

声女宿遂

逐樺崖蓮

流軽:花菓

水舟真上

A
t
O
r
t
O
i
s
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O
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S
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i
ロ
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i
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e
r
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e
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e
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i
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A
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i
g
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s
k
i
鞠
p
r
O
p
e
-
-
e
d
b
y
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O
m
e
b
O
a
t
m
a
n
.
S
f
a
i
r
(
l
a
u
g
h
t
e
r
・

W
h
O
S
e
S
O
n
g
d
i
e
s
O
.
e
r
t
h
e
評
竿
P
O
W
i
ロ
g
W
a
t
e
r
.

如
ゝ
.
G
監
缶
切

こ
れ
を
同
一
内
容
の
、
漢
語
と
英
語
に
よ
る
表
現
と
見
て
、
双
方
に
あ
ら
わ
れ
た
語
を
へ
ン
リ
・
ス
ウ
ィ
ー
ト
の
分
類
に
よ
っ
て
英
語
(
f
u
。
w
O
r
d
)

と
形
態
語
(
f
O
r
m
W
O
r
d
Q
:
m
p
t
y
W
O
r
d
)
の
二
種
類
に
分
け
て
見
よ
う
。
こ
れ
は
日
本
語
の
詞
と
辞
の
区
別
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
ど
ち

ら
と
も
つ
か
ぬ
ケ
イ
ス
が
少
く
た
い
の
で
あ
る
が
、
大
体
次
の
棲
準
に
ょ
る
。

一
、
実
話
独
立
の
意
味
内
容
を
も
ち
、
そ
れ
だ
け
で
表
象
を
思
い
浮
ば
せ
る
も
の
。

二
、
形
態
語
そ
れ
だ
け
で
表
象
を
思
い
浮
ば
せ
る
こ
と
な
く
、
専
ら
文
法
的
機
能
を
果
す
も
の
。

こ
の
標
準
に
よ
る
と
原
詩
の
語
数
二
十
の
う
ち
形
態
語
は
位
置
関
係
を
示
す
上
と
裏
の
二
つ
で
あ
り
、
訳
詩
で
は
語
数
三
十
五
の
う
ち
形
態
語
は
十

七
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
表
象
む
よ
び
超
す
語
は
実
体
を
あ
ら
わ
す
実
詞
、
実
体
の
属
性
を
あ
ら
わ
す
形
容
詞
、
実
体
の
動
作
状
態
を
あ
ら
わ
す
動

詞
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
一
番
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
実
詞
で
、
形
容
詞
動
詞
は
よ
り
抽
象
的
普
遍
的
で
あ
る
が
(
た
と
え
ば
「
花
」
と
い
え
ば
特



定
の
も
の
と
さ
す
が
、
「
赤
い
」
と
い
え
ば
花
ば
か
り
で
な
く
、
す
べ
て
の
赤
い
も
の
に
通
用
す
る
)
、
実
詞
と
い
う
の
は
最
大
公
約
数
的
な
概
念
綜

合
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
形
容
詞
で
限
定
す
る
と
、
よ
り
明
確
な
表
象
を
よ
び
起
す
こ
と
に
な
る
。
代
名
詞
及
び
冠
詞
前
置
詞
壕
統
詞
副
詞
即
ち
一

宿
t
て
p
a
r
t
i
c
-
e
s
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
表
象
を
よ
び
起
す
こ
と
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
文
法
関
係
を
あ
ら
わ
し
、
意
味
を
荷
な
う
実
語
を
い
ろ
い
ろ
に

結
ぶ
紐
の
役
を
す
る
。
「
丹
陽
湖
」
は
叙
景
に
最
も
巧
み
な
詩
人
が
描
い
た
「
言
葉
の
絵
」
(
w
O
r
d
・
p
i
c
t
u
r
e
)
だ
か
ら
、
実
語
を
多
く
用
い
て
イ

メ
イ
汐
を
充
実
さ
せ
、
絵
に
な
ら
な
い
形
態
語
を
極
度
に
省
略
し
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
反
し
次
の
詩
は
家
庭
日
常
の
生
活
を
述
べ

た
も
の
で
、
酒
好
き
の
父
親
が
、
そ
の
責
任
を
子
供
に
転
嫁
し
て
一
杯
欽
も
う
と
い
う
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
気
分
を
あ
ら
わ
し
、
漢
詩
の
う
ち
で
も
最
も

散
文
に
接
近
し
た
例
で
あ
る
。

貴
子

白

髪

被

両

安

雄

有

五
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児

阿

野

己

二

八

阿

宜

行
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年

十
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通

子

垂

九

齢

天
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苛

如
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不

復
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総
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紙
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無

匹
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不

変

文

術
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六
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覚
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且
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盃

中

物

W
h
i
t
e
h
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i
r
c
O
く
e
r
S
m
y
t
e
m
p
訂
s

l
a
m
w
r
i
n
k
-
乳
…

A
n
d
t
h
O
u
g
h
I
h
a
く
e
g
O
t
P
く
e
S
O
n
S
I

視
覚
的
表
現
と
分
析
的
表
現



一
六
〇

T
h
e
y
a
-
-
h
a
t
e
p
a
p
e
r
a
n
d
b
r
u
s
h
.

A
あ
h
G
i
s
e
i
的
h
t
e
e
ロ
‥

句
O
r
-
已
i
n
e
s
s
t
h
e
r
e
訂
n
O
n
e
l
i
k
e
h
i
m
.

h
r
h
s
u
a
n
d
O
e
S
h
i
s
b
e
s
t
.

B
u
t
r
e
a
呂
y
l
O
a
t
h
e
s
t
h
e
F
i
n
e
A
r
t
s
.

Y
u
n
g
I
t
u
a
n
i
s
t
h
i
r
t
e
e
ロ
ー

B
u
t
d
O
e
S
ロ
O
t
k
n
O
W
.
、
s
i
8
.
.
f
r
O
m
.
へ
s
e
く
e
n
.
.
.

T
u
n
g
.
t
琶
i
n
訂
n
i
n
t
h
y
e
a
r

訂
O
n
l
y
c
O
n
C
e
r
n
e
d
w
i
t
h
t
h
i
n
g
s
t
O
e
a
t
.

-
f
呂
e
ぎ
e
n
t
づ
O
a
t
S
m
e
-
i
k
e
t
h
i
s
、

W
h
a
t
c
a
n
H
d
O
b
u
t
望
m
y
c
u
p
叫

ゝ
.
-
苫
}
電

原
詩
は
中
国
の
最
も
す
ぐ
れ
た
抒
情
詩
人
の
天
真
ら
ん
ま
ん
を
発
揮
し
た
作
で
あ
る
が
、
訳
詩
の
方
は
例
と
し
て
あ
げ
る
に
は
適
当
で
な
い
か
も
し

れ
な
い
。
博
学
な
ウ
ェ
イ
リ
イ
は
、
と
こ
で
は
珍
し
く
多
く
の
誤
訳
を
し
て
い
る
。
「
二
八
」
を
e
i
瞥
t
e
e
n
と
し
た
の
は
十
六
歳
の
誤
、
「
志

学
」
を
d
O
e
S
h
i
s
b
e
s
t
と
し
た
の
は
直
訳
で
十
五
歳
の
誤
、
「
六
与
七
」
堅
五
㌔
淳
O
m
諾
e
く
e
n
.
-
と
し
て
い
る
が
六
と
七
の
区
別
が
つ

か
な
い
の
で
な
く
六
艦
七
を
加
え
る
勘
定
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
い
す
れ
も
漢
文
の
数
の
あ
ら
わ
し
方
が
直
裁
で
な
い
と
こ
ろ
か
ら
来
た
誤
訳

で
あ
る
。
「
薙
端
年
十
三
」
を
Y
u
ロ
g
・
t
u
a
n
i
s
t
h
i
r
t
e
e
n
と
し
て
い
る
が
「
淵
明
に
五
千
あ
り
静
、
宜
、
薙
、
端
、
通
と
名
付
く
」
と
あ
る
か

ら
、
こ
れ
は
双
生
児
で
あ
る
。
二
子
を
「
薙
端
」
と
す
る
あ
ら
わ
し
方
は
「
二
八
」
、
「
志
学
」
と
同
じ
く
特
定
の
「
約
束
」
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
も

の
で
、
論
理
的
普
遍
的
な
表
現
か
ら
は
遠
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
誤
訳
を
含
む
例
は
適
当
で
は
な
い
が
、
原
詩
が
分
析
的
叙
述
に
最
も
近
す
い



た
例
で
あ
.
り
、
訳
詩
も
誤
訳
は
別
と
し
て
、
そ
れ
自
身
で
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
ま
た
誤
訳
そ
の
も
の
も
言
語
考
察
の
対
象
と
な
り
得
る
と
思
わ
れ
る

の
で
辞
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
㌔
こ
れ
を
前
の
例
と
同
じ
標
準
で
分
類
す
る
と
、
原
詩
は
語
数
七
十
の
う
ち
形
態
語
が
二
十
五
、
訳
詩
は
語
数
七

十
七
の
う
ち
形
態
語
が
四
十
一
と
な
り
、
前
例
に
く
ら
べ
る
と
形
態
語
の
占
め
る
率
が
両
方
と
も
著
し
く
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
イ
メ
イ
ジ
を

つ
く
り
出
す
詩
的
表
現
よ
り
も
、
事
実
を
分
析
的
に
叙
述
す
る
散
文
の
表
現
に
近
づ
い
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
す
。
原
詩
に
く
ら
べ
て
英
訳
の
形
態

語
の
率
は
前
の
例
ほ
ど
甚
し
く
は
な
い
が
相
か
わ
ら
す
多
い
。
こ
と
に
形
空
相
四
十
一
の
う
ち
人
称
代
名
詞
が
十
も
あ
り
、
原
詩
に
は
こ
れ
に
対
応

す
る
語
が
一
つ
も
な
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
代
名
詞
を
形
聖
岬
と
す
る
の
は
、
実
詞
と
ち
が
っ
て
実
体
を
「
命
名
」
す
る
の
で
な
く
「
指
示
」
す

る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
、
あ
る
。
T
h
i
s
i
s
m
i
n
e
・
T
貰
i
s
y
。
u
r
S
・
と
い
う
と
き
、
よ
び
起
さ
れ
る
の
は
実
体
の
表
象
で
は
な
い
。
t
h
i
s
∴
t
h
a
t
・

m
i
n
e
.
y
O
u
a
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
て
い
る
帽
子
と
か
本
と
か
い
う
よ
う
な
実
体
が
こ
の
場
に
お
い
て
話
者
と
ど
ん
な
関
係
に
立
っ
て
い

る
か
を
あ
ら
わ
す
の
で
あ
る
。
ま
た
代
名
詞
を
形
容
詞
的
に
用
い
て
も
m
y
C
a
p
-
y
O
u
r
C
a
p
と
r
e
d
c
a
p
と
は
ち
が
う
。
r
e
d
は
帽
子
の
属

性
を
あ
ら
わ
し
色
の
表
象
を
よ
び
起
す
が
、
m
y
-
苫
u
r
は
括
者
と
の
関
係
堅
示
す
だ
け
で
属
性
の
表
象
は
よ
び
起
さ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
話
者
と

聞
き
手
と
そ
れ
以
外
の
も
の
を
区
別
し
、
そ
の
関
係
空
々
は
つ
せ
り
い
h
表
わ
す
言
語
は
正
確
な
分
析
的
論
理
的
叙
述
に
適
す
る
が
視
覚
的
効
果

は
そ
れ
だ
け
低
下
す
る
わ
け
で
あ
る
。

中
国
語
や
日
本
語
で
は
人
称
の
区
別
は
特
に
必
要
な
場
合
以
外
は
省
略
さ
れ
、
そ
の
関
係
の
理
解
は
場
や
前
後
関
係
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
。
「
私

は
私
の
中
食
を
終
え
た
」
な
ど
と
e
舛
嘗
c
i
t
に
い
わ
な
い
。
し
か
し
英
独
仏
語
で
は
、
こ
ん
な
自
明
の
関
係
で
も
一
三
百
い
表
わ
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

英
語
の
文
法
は
独
仏
語
に
く
ら
べ
て
よ
ほ
ど
簡
単
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
代
名
詞
に
は
性
、
数
、
格
に
関
す
る
厄
介
な
「
一
義
の
法
則
」
が
あ

る
。
こ
れ
は
中
国
語
や
日
本
語
か
ら
見
る
と
全
く
要
ら
ざ
る
苦
労
の
よ
う
に
見
.
え
る
が
、
し
か
し
英
語
の
方
か
ら
見
れ
ば
、
苦
労
は
む
し
ろ
中
国
語

日
本
語
の
側
に
あ
る
と
い
う
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
中
国
語
や
日
本
語
に
は
、
英
語
に
は
な
い
僧
級
制
度
や
慣
習
か
ら
生
れ
た
彩
し
い
人
称
代
名

詞
が
あ
っ
て
、
相
手
と
場
に
よ
っ
て
、
時
に
は
細
か
く
神
経
を
つ
か
っ
て
、
一
カ
こ
れ
を
使
い
わ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ

な
ら
ば
y
O
u
一
つ
で
す
む
と
こ
ろ
を
日
本
で
は
最
高
の
敬
称
か
ら
最
低
の
蔑
称
ま
で
何
十
種
の
二
人
称
代
名
詞
が
あ
る
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
に

視
覚
的
表
現
と
分
析
的
表
現



一
六
二

ち
が
い
な
い
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
英
語
の
y
O
u
の
透
明
で
論
理
的
な
の
に
く
ら
べ
て
複
雑
微
妙
で
濃
い
感
情
に
染
め
ら
れ
て
い
る
。
英
語
の

人
称
代
名
詞
の
用
法
の
繁
雑
さ
は
関
係
の
明
示
論
理
の
正
確
さ
の
た
め
で
あ
る
が
、
日
本
語
の
人
称
代
名
詞
は
こ
の
よ
う
な
知
的
な
論
理
関
係
に
は

無
関
心
で
、
、
も
っ
ぱ
ら
感
情
的
な
対
人
意
識
に
支
配
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

代
名
詞
に
関
連
し
て
考
え
る
べ
き
も
の
は
冠
詞
で
あ
る
。
前
に
あ
げ
た
「
丹
陽
潮
」
の
英
訳
で
は
形
態
語
十
七
の
う
ち
冠
詞
が
七
を
占
め
て
お
り
、

原
詩
に
は
む
ろ
ん
こ
れ
に
対
応
す
る
語
は
一
つ
も
な
い
。
中
国
語
や
日
本
語
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
た
要
ら
ざ
る
苦
労
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、

一
体
冠
詞
は
ど
ん
な
機
能
を
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
冠
詞
は
常
に
形
容
詞
的
に
用
い
ら
れ
る
か
ら
学
校
文
法
で
は
語
類
は
形
容
詞
と
な
っ
て
い
る

が
、
P
r
。
S
e
こ
h
e
r
。
S
e
を
r
e
d
r
。
S
e
と
く
ら
べ
る
と
a
こ
h
e
は
r
e
d
の
よ
う
に
実
体
の
属
性
の
表
象
を
よ
び
超
さ
な
い
J
a
r
。
S
e
、
と
い

え
ば
O
n
e
a
m
O
n
g
t
h
e
i
n
n
u
m
e
r
a
b
-
e
r
O
S
e
S
i
n
e
邑
s
t
e
n
c
e
(
J
e
s
p
e
r
s
e
n
)
で
、
バ
ラ
と
い
う
類
概
念
に
入
る
も
の
な
ら
何
で
も
よ
く
、

t
h
e
r
O
S
e
と
い
え
ば
、
バ
ラ
の
類
に
属
す
る
あ
る
特
定
の
個
物
文
は
類
全
体
を
さ
す
。
こ
の
よ
う
に
不
定
、
特
定
、
類
全
体
の
区
肝
を
立
七
る
判

断
作
用
を
表
現
す
る
の
が
冠
詞
で
、
意
味
か
ら
考
え
て
も
、
き
た
語
史
か
ら
考
え
て
も
、
代
名
詞
の
語
類
に
入
れ
る
の
が
当
然
で
あ
る
。
中
国
語
や

日
本
語
で
「
花
を
見
る
」
「
書
を
読
む
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
が
不
定
の
も
の
か
、
特
定
の
も
の
か
、
ま
た
は
一
般
の
花
見
や
読
書
を
意
味
す
る
か

ば
、
そ
の
場
の
状
況
や
前
後
関
係
に
ょ
つ
て
き
め
る
外
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
区
別
を
一
々
明
示
し
な
い
言
語
が
正
確
な
分
析
的
叙
述
に
適
し
な
い

こ
と
は
、
代
名
詞
省
略
の
場
合
と
同
様
に
考
え
ら
れ
る
。

英
語
の
冠
詞
は
品
詞
を
定
着
さ
せ
る
と
い
う
、
も
う
一
つ
重
大
な
機
能
を
果
し
て
い
る
。
イ
エ
ス
ベ
ル
セ
ン
の
い
う
よ
う
に
英
語
は
他
の
ど
の
欧

洲
語
よ
り
も
大
幅
告
謁
転
用
の
自
由
を
ゆ
る
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
近
代
英
語
が
屈
折
語
尾
を
殆
ど
失
い
、
文
港
関
係
む
主
と
し
て
語

順
で
あ
ら
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
品
詞
の
転
用
が
自
由
で
語
順
が
文
法
関
係
を
あ
ら
わ
す
と
い
う
の
は
中
国
語
に
お
い
て
最
も
典
型
的

に
見
ら
れ
る
現
象
で
、
こ
の
た
め
に
「
人
人
人
」
と
な
ら
べ
て
文
教
成
す
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
る
。
英
語
で
も

也
邑
ロ
e
n
O
h
巳
的
.

1
-
i
k
e
a
-
註
ご
ざ
r
i
t
s
c
O
ロ
t
r
a
d
i
c
t
O
r
i
n
e
s
s
.



呂
e
㌦
a
ぎ
≠
m
a
n
.
(
C
卜
a
y
e
s
m
a
n
)

T
h
e
r
e
.
s
n
0
0
n
e
ど
こ
○
く
e
S
h
i
s
p
a
r
e
n
t
s
・

E
く
e
r
y
O
ロ
e
O
邑
y
O
u
,

H
e
a
l
-
b
邑
d
i
d
i
t
.

こ
Y
O
u
a
蒜
a
-
i
a
r
「
;
B
u
t
H
.
.

と
い
う
よ
う
に
b
u
t
が
接
続
詞
ば
か
り
で
な
く
動
詞
、
名
詞
、
形
容
詞
、
代
名
詞
、
前
置
詞
、
副
詞
、
間
投
詞
と
あ
ら
ゆ
る
品
詞
に
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う
な
る
と
従
来
行
わ
れ
て
き
た
八
つ
の
品
詞
分
類
も
意
味
を
失
う
わ
け
で
、
英
語
の
語
類
も
中
国
語
の
実
字
虚
字
の
二
大
別

に
な
ら
つ
て
、
実
語
と
虚
語
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
学
者
も
出
て
き
た
(
F
・
B
O
d
m
e
r
‥
3
更
訂
等
=
耳
ご
長
官
撃

p
.
-
N
N
)
。
中
国
語
で
は
品
詞
の
別
は
立
て
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
い
て
「
人
人
人
」
と
書
い
て
「
人
が
人
を
人
と
す
」
と
理
解
出
来
る
の
は
語
順
の
約

束
が
確
定
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
英
語
で
も
文
法
関
係
中
必
須
な
も
の
、
即
ち
「
主
語
動
詞
目
的
関
係
」
(
a
c
t
O
r
・
a
C
t
i
O
n
・
g
邑
邑
a
t
i
。
n
S
h
i
p
)

と
「
修
飾
語
実
詞
関
係
」
(
c
h
a
r
a
c
t
e
r
・
S
u
b
s
t
旨
c
e
邑
a
t
i
O
n
S
h
i
p
)
は
語
順
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
。
し
か
し
次
の
よ
う
な
電
文
で
は
陳
述
か
要
求
か

ど
ち
ら
で
あ
る
か
ま
ざ
ら
わ
し
い
。

S
h
i
p
s
a
i
-
s
t
O
d
a
y
.

こ
れ
を
3
缶
S
h
i
p
s
a
i
-
s
t
O
d
a
y
・
又
は
S
h
i
p
h
計
s
a
i
-
s
t
O
d
a
y
・
と
冠
詞
を
入
れ
る
と
問
題
は
な
く
な
る
。
(
F
r
i
e
s
‥
3
～
短
さ
C
旨
罠
亀

白
虎
旨
掛
p
.
の
N
)
。
上
に
あ
げ
た
b
u
t
の
例
で
は
〓
i
k
e
恥
b
u
t
…
…
H
e
i
s
n
b
u
t
m
a
n
・
の
不
定
冠
詞
が
同
様
に
品
詞
の
ま
ざ
ら
わ
し
さ

を
救
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
冠
詞
は
名
詞
の
m
a
r
k
e
r
と
し
て
品
詞
確
定
の
役
を
し
て
い
る
が
、
冠
詞
を
も
た
な
い
中
国
語
は
こ
の
間
題
を
ど

う
解
決
し
て
い
る
か
。
中
国
語
に
「
言
語
」
、
「
仇
敵
」
「
船
舶
」
(
舶
に
は
品
詞
は
た
い
が
船
舶
と
す
れ
ば
名
詞
に
確
定
す
る
)
と
い
う
よ
う
な
同
意

語
を
重
ね
た
複
合
語
が
多
い
の
は
一
つ
は
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
も
綜
合
的
表
現
に
は
便
利
で
あ
る
が
、
痩
雑
な
事
象
や
思
想
を
鋭
利
に
分
析

す
る
こ
と
に
は
向
か
な
い
。

視
覚
的
表
現
と
分
析
的
表
現



一
六
四

サ
ー
ド
は
散
文
に
お
い
て
b
e
動
詞
が
省
略
さ
れ
る
例
た
あ
げ
、
こ
れ
は
散
文
よ
り
も
詩
の
手
法
だ
と
い
っ
て
い
る
。
フ
エ
ノ
ロ
ー
サ
は
「
繋
辞

を
使
っ
た
と
た
ん
に
詩
は
消
え
る
」
と
い
い
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
i
s
を
稀
に
し
か
使
わ
な
い
と
い
う
観
察
を
述
べ
て
い
る
(
H
・
R
e
a
d
‥
昏
粗
計
か

知
勇
芦
∽
百
舌
p
.
∽
∽
)
。
漢
詩
に
は
こ
の
繋
辞
(
補
語
を
伴
う
b
e
動
詞
)
に
相
当
す
る
も
の
が
な
く
、
「
柳
暗
花
明
」
、
「
月
白
鳳
清
」
、
「
月
明
星

稀
」
な
ど
と
い
う
。
「
明
月
」
の
語
順
は
属
性
+
実
体
で
、
表
象
結
合
に
よ
っ
て
月
の
一
層
明
確
な
観
念
を
あ
ら
わ
す
。
こ
れ
は
イ
エ
ス
ベ
ル
セ
ン

の
い
う
J
u
n
c
t
i
O
n
で
、
い
わ
ば
単
語
に
等
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
・
「
月
明
」
と
い
う
語
順
は
り
村
雲
S
で
、
判
断
を
あ
ら
わ
し
、
こ
れ
だ
け
で
叙

述
は
完
結
し
フ
ル
・
セ
ン
テ
ン
ス
と
な
る
。
英
訳
と
対
照
し
た
例
を
あ
げ
る
と

池
南
柳
色
半
青
青
(
李
白
)

S
O
u
t
h
O
f
t
h
e
p
O
n
d
t
h
e
w
i
l
-
O
W
・
t
i
p
s
白
扇
h
a
牲
b
-
u
e
a
n
d
b
-
u
e
r
.

無
明
b
d
L
コ
呂
芸
邑

次
の
例
で
は
訳
者
は
繋
辞
の
省
略
に
留
意
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

地

僻

衣

巾

古

年

豊

笑

語

諸

(

陸

滋

)

ヰ
h
e
p
-
a
c
e
r
r
e
m
O
t
e
‥
t
h
e
i
r
c
O
a
t
S
a
n
d
s
c
a
r
謡
S
O
-
d
‥

T
h
e
y
e
a
r
.
1
f
r
u
i
t
f
u
-
‥
t
h
e
i
r
t
a
芹
a
n
d
-
a
u
g
h
t
e
r
g
a
y
.

ゝ
.
-
苫
訂
ヽ

「
地
僻
」
は
英
語
で
は
T
h
e
p
-
a
c
e
計
r
e
m
凰
e
.
で
あ
る
が
、
こ
の
繋
辞
は
何
の
意
味
内
容
も
持
た
な
い
単
に
判
断
作
用
の
記
号
で
あ
る
に
す

ぎ
な
い
。
だ
か
ら
こ
れ
を
省
略
す
る
の
は
中
国
語
ば
か
り
で
は
な
い
ブ
ル
ー
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
は
こ
の
繋
辞
省
略
の
形
式
考
等
式
叙
述
」
(
e
q
u
a
t
i
?

ロ
巴
p
r
監
i
c
芸
O
n
)
と
呼
び
、
ロ
シ
ア
語
や
ク
ガ
ロ
ク
語
に
普
通
な
文
型
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
(
B
-
0
0
m
許
-
d
‥
ト
も
適
地
ぶ
竃
-
】
・
-
㌶
)
。
英
語



で
も
吾
や
新
聞
の
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ン
や
掲
示
の
文
句
に
ょ
く
見
ら
れ
る
が
、
実
体
と
属
性
を
緊
密
に
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
象
を
つ
よ
く
よ
び

起
す
効
果
が
あ
る
。
リ
ー
ド
が
散
文
よ
り
も
詩
の
手
法
で
あ
る
と
い
う
の
は
こ
の
為
で
、
繋
辞
が
入
る
L
C
判
断
形
式
が
強
く
な
っ
て
散
文
的
に
な

る
。
漢
文
で
も
「
子
誠
斉
人
也
」
と
か
「
空
言
令
色
鮮
実
仁
」
と
い
う
よ
う
に
「
也
」
「
英
」
な
ど
の
助
辞
が
入
る
と
指
示
や
断
定
の
意
が
つ
よ
く

な
申
、
散
文
に
は
普
通
な
形
式
で
あ
る
が
詩
に
は
見
ら
れ
畢
霊
英
詩
で
も
リ
ズ
ム
の
関
係
で
繋
辞
を
省
略
す
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
が
ま
た
イ
メ

イ
ジ
を
鮮
か
に
す
る
効
果
を
あ
げ
て
い
る
。
た
と
え
ば
パ
ウ
ン
ド
の
N
e
a
r
P
e
r
i
g
O
r
d
の
結
び
の
句

A
n
d
巴
-
t
h
e
r
e
s
t
O
h
h
e
r
a
s
h
i
h
E
n
的
C
h
a
n
g
e
-

A
b
r
O
貯
e
n
b
ロ
n
d
訂
O
h
m
i
r
r
O
r
S
-

P
O
p
e
の
S
O
妄
F
d
e
の
は
じ
め
の
旬

H
a
p
p
y
t
h
e
m
a
n
.
w
h
O
S
e
W
i
s
h
a
n
d
c
a
r
e

A
訂
w
p
a
t
e
r
n
巴
a
c
r
e
s
b
O
u
n
d
●

最
初
の
例
に
あ
げ
た
ア
リ
ン
ガ
ム
の
池
の
詩
に
繋
軍
を
入
れ
る
と
す
れ
ば
F
O
u
r
d
u
c
k
s
w
e
r
e
O
n
a
p
O
n
d
.
…
:
W
h
i
t
e
c
】
O
u
d
s
w
e
r
e
O
n

t
h
e
w
i
n
g
と
な
り
、
「
生
き
て
い
る
イ
メ
イ
ジ
」
が
過
去
に
う
す
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
ブ
ラ
ウ
ニ
ン
グ
の
P
i
p
p
a
P
a
s
s
e
s
の
構
成
も
こ
れ

に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

T
h
e
y
e
a
r
.
s
a
t
t
h
e
s
p
r
i
n
g
.

A
n
d
t
h
e
d
a
y
.
s
a
t
t
h
e
m
O
r
n
-

こ
の
i
s
の
省
略
形
は
、
む
ろ
ん
リ
ズ
ム
の
た
め
で
あ
る
が
、
も
し
i
s
と
し
た
ら
判
断
が
強
く
表
面
に
出
て
散
文
に
近
づ
き
、
そ
れ
だ
け
「
詩
は

消
え
る
」
こ
と
に
な
る
。
な
お
こ
の
場
合
の
i
s
は
a
t
t
h
e
s
p
r
i
n
g
の
よ
う
な
前
置
詞
句
で
限
定
さ
れ
た
「
動
詞
」
で
な
く
単
な
る
判
断
記
号

視
覚
的
表
現
と
分
析
的
表
現



一
六
六

で
、
a
t
t
h
e
s
p
r
i
ロ
g
や
a
t
t
h
e
、
m
O
r
n
が
直
接
p
r
e
d
i
c
a
t
i
く
e
の
役
を
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

紫
辞
の
i
s
に
関
連
し
て
思
い
浮
ぶ
の
は
.
J
h
e
r
e
i
s
.
-
の
i
s
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
存
在
を
あ
ら
わ
す
「
動
詞
」
で
あ
ウ
て
、
こ
の
方
は
漢
文

に
も
、
そ
れ
に
対
応
す
る
「
有
」
と
い
う
動
詞
が
あ
る
。
こ
の
t
h
e
r
e
は
意
味
を
持
た
な
い
形
式
語
で
(
フ
リ
ー
ズ
は
s
t
2
C
t
u
r
e
琶
i
n
軋
w
O
r
d

と
よ
ん
で
い
る
)
、
場
所
を
あ
ら
わ
す
副
詞
の
t
h
e
r
e
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
の
二
丈
の
t
h
e
r
e
は
全
然
別
語
の
よ
う
に
意
味
が

か
わ
り
発
音
も
ち
が
㌢

-
.
叫
辞
も
扇
i
s
Q
C
a
n
t
h
a
t
I
、
く
e
-
0
0
k
e
d
f
O
r
m
a
n
y
t
i
m
e
s
.

N
,
叫
碧
遍
i
s
旨
屯
C
a
n
t
h
a
t
-
イ
e
-
0
0
k
e
d
訂
r
m
a
n
y
t
i
ヨ
e
S
.
(
控
⊇
ヘ
音
苫
亀
置
紛
争
p
.
-
巴
)

の
は
「
探
し
も
の
が
あ
る
」
の
で
あ
り
、
㈱
は
探
し
も
の
が
見
つ
か
っ
て
「
其
処
」
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
注
意
す
べ
き
は
山
の
t
h
e
r
e
i
s
の
攻

に
は
必
ず
a
、
n
O
.
S
O
m
e
.
e
く
e
r
y
.
f
e
w
.
m
a
n
y
の
よ
う
な
不
定
の
意
味
の
語
が
来
る
こ
と
で
、
定
冠
詞
t
h
e
が
来
る
の
は
次
の
よ
う
な
列
挙

(
e
ロ
u
m
e
r
a
t
i
O
n
)
を
あ
ら
わ
す
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
。

T
h
e
r
e
i
s
.
哲
s
t
こ
h
e
s
旦
e
‥
S
e
C
O
n
d
こ
h
e
a
r
t
已
t
e
l
-
i
n
▼
憫
a
S
t
O
r
y
‥
a
n
d
.
t
h
i
r
d
-
a
n
i
ロ
t
e
r
e
S
t
i
n
h
u
m
a
n
i
t
y
,
(
G
.

H
.
く
a
昌
i
n
∽
‥
隷
書
ェ
皆
蟄
爵
p
,
N
の
)

棚
の
t
h
e
r
e
i
の
の
攻
に
必
ず
不
定
の
も
の
が
く
る
の
は
、
我
A
の
判
断
形
式
が
既
知
の
も
の
に
f
屋
h
i
n
首
m
a
t
i
O
n
を
加
え
て
い
く
の
が
順

序
で
あ
り
、
例
え
ば
T
h
e
K
i
n
g
e
m
p
-
O
y
e
d
Q
t
a
i
-
2
㍉
一
3
ざ
t
a
i
-
O
r
W
a
S
も
C
-
e
く
e
r
m
a
n
.
と
い
う
順
序
で
進
行
す
る
。
ゝ
t
a
i
-
O
r

W
a
∽
Q
C
訂
く
e
r
・
m
a
n
.
と
い
う
言
い
方
が
な
い
の
は
、
不
定
の
も
の
を
い
き
な
り
持
ち
出
し
て
、
こ
れ
に
ま
た
新
し
い
情
報
を
加
え
る
こ
と
が
、

此
の
順
序
に
合
わ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
不
定
の
も
を
主
語
に
持
ち
出
す
時
は
文
頭
に
お
か
な
い
で
、
叫
癖
匂
為
等
e
b
t
a
i
-
O
r
W
h
O
W
a
S
も
C
-
e
く
e
r

m
a
n
,
と
い
う
よ
う
に
、
ま
す
不
定
の
も
の
の
「
存
在
」
を
承
認
さ
せ
て
、
そ
れ
か
ら
新
し
い
情
報
に
移
る
の
が
我
々
の
思
考
順
序
に
合
致
し
た

表
現
形
式
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
の
i
-
q
a
、
ド
イ
ツ
語
の
e
s
g
i
b
t
も
英
語
の
t
h
e
r
命
i
s
に
似
た
形
式
で
あ
る
。
漢
詩
の
例
を
あ
げ
る
と



有
客
有
客
字
子
美
(
杜
甫
)

東
方
有
一
士
(
陶
潜
)

こ
の
「
有
」
も
t
h
e
r
e
i
s
に
似
た
形
式
で
、
あ
と
に
不
定
の
主
語
を
導
く
こ
と
も
同
じ
で
あ
る
。
中
国
語
で
は
主
語
十
動
詞
の
語
順
が
決
定
的
で

あ
る
だ
け
に
、
こ
の
倒
置
は
注
目
に
値
す
る
。
散
文
の
「
有
朋
白
遠
方
来
」
や
「
有
人
日
」
の
「
有
」
も
不
定
の
意
味
の
遠
海
を
最
初
に
出
さ
ず
、

ま
す
存
在
を
承
認
さ
せ
る
形
式
で
あ
る
。
日
本
語
で
も
「
人
が
い
っ
た
」
と
い
う
よ
り
も
「
あ
る
人
が
.
い
っ
た
」
と
い
う
方
が
自
然
で
、
こ
の
「
あ

る
」
は
漢
文
の
「
有
人
日
」
の
「
有
」
と
同
じ
機
能
を
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

繋
辞
の
b
e
は
意
味
内
容
を
持
た
す
、
詩
や
く
i
≦
.
d
な
散
文
で
は
し
ば
し
ば
省
略
さ
れ
る
が
、
口
語
で
は
こ
れ
に
強
調
を
お
い
て
漢
文
の
「
也
」

や
「
英
」
の
よ
う
に
指
定
の
意
を
つ
よ
め
る
こ
と
が
多
い
。
日
本
語
の
「
で
あ
る
」
も
こ
れ
と
同
じ
は
た
ら
き
を
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は

敬
語
法
に
よ
る
複
雑
な
変
化
が
あ
る
。
此
の
無
意
味
な
言
葉
が
日
本
人
の
言
語
生
活
に
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。
永
井

荷
風
は
日
本
人
の
演
説
に
つ
い
て
攻
の
よ
う
な
感
想
を
の
べ
て
い
る
。
「
其
言
語
は
散
淳
に
し
て
且
無
意
義
な
る
剰
語
が
多
い
。
二
百
年
句
を
発
す

る
毎
に
必
ず
ヂ
ア
リ
マ
ス
、
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
ト
云
フ
ワ
ケ
デ
ス
の
如
き
剰
語
が
反
復
せ
ら
れ
る
。
暫
く
聴
い
て
い
る
と
此
等
の
剰
語
ば
か
り
が
耳

に
つ
い
て
他
の
必
要
畢
言
語
は
聞
取
れ
な
い
よ
う
に
な
る
。
翻
っ
て
文
章
の
こ
と
を
思
う
に
、
言
文
一
致
体
の
文
に
於
て
も
心
あ
る
詞
芸
家
は
筆
を

と
る
に
当
っ
て
文
勢
の
緩
慢
に
流
る
る
こ
と
を
慮
り
、
成
る
べ
く
デ
ア
ル
の
剰
語
の
反
復
を
避
け
よ
う
と
苦
心
し
て
い
る
。
講
演
に
お
い
て
は
目
に

見
る
文
章
よ
り
も
一
層
此
等
の
注
意
が
無
く
て
は
な
ら
ぬ
筈
で
あ
ろ
う
」
(
荷
風
随
筆
)
。
こ
の
事
情
は
日
常
会
話
の
場
合
も
同
様
で
、
こ
と
に
旧
式

の
婦
人
の
挨
拶
は
大
部
分
こ
の
「
剰
語
」
で
成
立
し
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
う
け
る
。

漢
詩
が
英
詩
に
く
ら
べ
て
形
態
語
の
少
い
の
は
、
表
象
を
強
く
思
い
浮
べ
さ
せ
視
覚
的
効
果
を
あ
げ
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
。
し
か
し
形
態
語
が

少
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
代
名
詞
、
冠
詞
の
機
能
の
と
こ
ろ
で
触
れ
た
よ
う
に
、
文
法
関
係
を
「
呈
口
表
せ
車
に
、
そ
の
理
解
を
そ
の
時
の
「
場
」

に
ま
か
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
に
形
態
語
を
き
り
つ
め
た
表
現
は
「
今
」
「
此
処
」
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
い
う
と
き
は
理
解
に
支
障

が
な
く
、
ま
ま
d
な
効
果
を
与
え
る
。
(
詩
は
デ
イ
・
ル
イ
ス
が
「
生
き
て
い
る
イ
メ
4
ジ
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
何
等
か
の
意
味
で
常
に
「
今
」
「
此

視
覚
的
表
現
と
分
析
的
表
現



〓
ハ
八

処
」
を
あ
ら
わ
す
。
)
し
か
し
こ
の
よ
う
な
表
現
は
「
今
」
「
此
処
」
を
は
な
れ
た
場
合
、
あ
い
ま
い
に
た
る
こ
と
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
コ
ソ
テ
ク
ス
ト

の
明
膵
放
言
表
が
な
い
と
、
二
重
三
軍
の
意
味
を
も
つ
言
葉
は
、
ど
の
よ
う
に
で
も
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
は
無
限
に
多
様
な
事
象
と
無
限
に

複
雑
な
そ
の
関
係
登
呂
い
表
わ
す
の
に
、
限
ら
れ
た
語
彙
し
か
持
た
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然
言
葉
は
多
事
に
用
い
ら
れ
る
。
と
の
多
轟
に
わ
た

る
官
業
を
、
そ
の
場
の
正
し
い
意
味
に
定
着
さ
せ
る
の
が
コ
ン
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
「
コ
ど
テ
ク
ス
ト
白
身
は
常
に
字
義
ど
お
り
の
意
味
に
表
現
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
S
.
K
.
L
a
n
g
e
r
‥
達
家
暴
言
芸
≧
㌢
皆
.
p
.
u
古
と
い
う
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
浮
動
す
る
意
味
を
決

定
す
べ
き
ワ
ク
が
ぐ
ら
つ
い
て
い
て
は
、
表
現
は
あ
い
ま
い
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
あ
ら
わ
す
の
が
、
そ
れ
自
身

に
意
味
を
も
た
な
い
、
従
っ
て
透
明
で
論
理
的
な
形
態
語
の
任
務
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
正
確
で
精
密
な
形
態
語
の
使
用
が
発
達
し
て
い
な
い
言
語
は

「
今
」
「
此
処
」
藍
退
く
は
な
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
(
幼
兜
の
育
語
は
は
じ
め
は
物
の
名
前
ば
か
り
で
、
七
八
歳
の
知
能
に
達
し
て
は
じ
め
て
i
f
・
b
。
C
a
。
指

の
よ
う
な
言
葉
が
使
え
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
P
i
a
等
t
の
報
昔
を
思
い
合
す
べ
竜
で
あ
る
。
)
即
ち
詩
的
表
現
に
適
し
て
も
分
析
的
論
理
的
表
現
に
は
向
か
な

い
。
.
「
今
」
「
此
処
」
を
遠
く
は
な
れ
て
科
学
哲
学
な
ど
の
普
遍
抽
象
の
世
界
に
入
る
と
、
言
葉
の
多
義
性
を
処
理
出
来
ず
、
多
く
の
解
釈
を
ゆ

る
す
、
あ
い
ま
い
で
神
秘
な
表
現
と
な
る
。


