
任
2 

う
意
味
は
な
い
こ
と
か
ら
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。

賀
茂
真
淵
「
祝
詞
考
」
、
本
居
宣
長
「
祝
詞
後
釈
」
、
次
回
潤
「
祝

平
安
朝
に
お
け
る

目

次

「
に
ほ
ふ
」

第

一

章

序

論

第

二

章

本

論

て
平
安
朝
以
前
に
お
け
る
「
に
ほ
ふ
」
に
つ
い
て

二
、
用
例
に
つ
い
て

コ
一
、
対
象
か
ら
み
た
「
に
ほ
ふ
」
に
つ
い
て

付
視
覚
表
現
語
・
喚
覚
表
現
語
か
ら
の
考
察

白
「
か
を
る
」
と
の
関
連
性
か
ら
の
考
察

開
視
覚
表
現
語
・
哨
明
党
表
現
語
以
外
の
表
現
語
か
ら
の
考
察

第

一

ユ

章

結

論

補

註

第
一
章

「
に
ほ
ふ
」

序

三L>

""" 「
に
ほ
ひ
や
か
な
り
」
な
ど
も
含
む
）
と
い
う

（
「
に
ほ
ひ
」

ー弘之

詞
新
講
」
、
金
子
武
雄
「
延
喜
式
祝
詞
講
」
、
以
上
を
参
考
に
し

た。

に
つ
い
て

金

沢

巨EL
_R 

イt

話
は
、
奈
良
拐
に
お
い
て
宮
廷
関
係
・
貴
族
階
層
の
作
歌
に
多
く
用
い
ら
れ
、

感
覚
、
美
の
表
現
語
と
し
て
存
在
し
、
平
安
朝
に
入
り
、
同
じ
感
覚
美
の
表
現
語

と
し
て
も
、
よ
り
広
が
り
を
も
っ
て
生
き
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
語
が
視
覚
・
唆
覚
な
ど
の
感
覚
美
に
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
は
、
広
く
中
古
の
文
学
に
興
味
を
も
っ
人
々
の
既
に
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

又
、
こ
の
語
に
つ
い
て
、
諸
々
の
研
究
が
あ
り
、
当
大
学
に
お
い
て
も
、
二
冊

ほ
ど
あ
る
。
た
Y
こ
れ
ら
は
作
品
数
、
用
例
数
な
ど
の
点
で
狭
義
に
わ
た
っ
て

い
る
感
が
あ
る
。
そ
こ
で
私
は
用
例
を
広
く
平
安
朝
作
品
二
十
一
に
求
め
て
、

当
時
に
お
け
る
「
に
ほ
ふ
」
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
、
人

々
の
感
覚
美
に
ま
で
達
し
た
い
と
思
う
。
平
安
朝
人
の
美
意
識
の
究
明
ま
で
は

困
難
で
あ
ろ
う
が
、
せ
め
て
「
に
ほ
ふ
」
の
時
代
的
変
遷
な
り
と
も
究
明
で
き

た
ら
幸
い
と
思
う
。
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第
二
章

本

三、,,-,,, 

一
、
平
安
朝
以
前
に
お
け
る
「
に
ほ
ふ
」
に
つ
い
て



平
安
朝
に
お
け
る
「
に
ほ
ふ
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
前
に
、
ま
ず
平
安
朝

以
前
の
「
に
ほ
ふ
」
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
当
時
の
「
に

ほ
ふ
」
の
意
識
に
つ
い
て
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

註
－万

葉
で
「
に
ほ
ふ
」
と
い
う
言
葉
は
、
後
世
視
覚
を
表
す
の
と
異
な
り
、
視

覚
に
関
し
て
使
用
し
、
眼
に
美
麗
に
見
え
る
物
を
指
し
た
。
｜
｜
ζ

の
事
は
、

万
葉
に
興
味
を
持
つ
人
の
広
く
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
が
時
に
よ

る
と
「
衣
ニ
ホ
ハ
セ
旅
の
し
る
し
に
」
の
如
く
、
色
を
染
め
る
と
い
う
意
義
に

な
る
場
合
の
あ
る
事
も
、
人
の
よ
く
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
森
本
治
吉
博
士

は
述
べ
、
叉
沢
潟
久
孝
博
士
は
『
万
葉
佳
品
抄
』
に
お
い
て
、
「
に
ほ
ふ
」
は

古
今
集
に
お
け
る
「
に
ほ
ふ
」
と
は
違
っ
て
色
を
さ
し
た
も
の
で
あ
る
。
古
口
沢

註
2

義
則
博
士
は
、
奈
良
時
代
に
は
「
に
ほ
ひ
」
に
対
し
て
の
興
味
に
深
く
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
と
前
お
き
し
て
、
万
葉
時
代
に
は
視
覚
を
あ
ら
わ
す
言
葉
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
目
に
写
り
来
る
「
美
感
」
を
表
わ
す
に
用
い
ら
れ
た
言
葉
と

見
て
、
語
源
に
つ
い
て
も
『
大
言
海
』
の
説
等
を
挙
げ
、
論
じ
て
お
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
、
語
源
ま
で
遡
っ
て
云
々
す
る
乙
と
は
省
こ
う
と
思
う
の
で
博
士
の

註
S

説
も
割
愛
す
る
。
時
代
が
下
っ
て
、
三
木
幸
信
氏
は
、
先
人
の
説
｜
l
「
に
ほ

ふ
」
の
本
義
は
視
覚
表
現
で
あ
る
l
｜
・
を
認
め
、
さ
ら
に
「
か
を
る
」
と
の
比

較
を
試
み
、
視
覚
表
現
か
ら
喋
覚
美
を
表
わ
す
転
義
が
み
う
け
ら
れ
る
叫
ば
を

指
摘
し
、
犬
塚
旦
氏
も
先
人
の
説
を
挙
げ
、
三
木
氏
の
論
を
支
持
し
、
「
に
ほ

ふ
」
は
本
来
は
視
覚
表
現
で
あ
っ
た
も
の
が
、
後
に
喋
覚
表
現
に
用
い
ら
れ
る

時
泣
F

り

よ
う
に
な
っ
た
と
示
唆
し
、
柴
生
田
稔
氏
も
「
に
ほ
ふ
」
は
も
と
色
の
感
覚
か

ら
出
発
し
、
そ
の
発
散
・
動
揺
し
移
行
す
る
性
質
か
ら
次
第
に
香
の
感
覚
を
合

む
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と
「
か
を
る
」
と
関
係
づ
け
て
述
べ
て

お
ら
れ
る
。

私
が
調
査
し
た
限
り
に
お
い
て
今
日
に
至
る
ま
で
以
上
の
よ
う
な

「
に
ほ

ふ
」
に
関
し
て
の
諸
論
考
が
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
私
は
視
覚
表
現
か
ら
嘆
覚

表
現
へ
の
転
義
現
象
が
見
う
け
ら
れ
る
と
し
て
も
、
平
安
朝
以
前
に
お
け
る

「
に
ほ
ふ
」
の
感
覚
の
実
質
は
や
は
り
視
覚
的
表
現
で
あ
っ
た
と
解
し
た
い
。

乙
乙
で
柴
生
田
・
三
木
両
氏
が
「
に
ほ
ふ
」
を
「
か
を
る
」
と
関
連
さ
せ
な

が
ら
論
述
し
て
お
ら
れ
、
「
か
を
る
」
と
の
関
連
性
を
後
に
と
り
あ
げ
る
の
で

甚
だ
管
見
で
あ
る
が
「
に
ほ
ふ
」
と
同
様
に
述
べ
て
お
く
。

「
か
を
る
」
の
語
は
、
す
で
に
天
武
天
皇
代
に
見
え
て
い
る
が
、
そ
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
、
潮
気
・
霧
等
に
関
し
た
も
の
で
、
香
の
こ
と
で
は
な
い
。
や

は
り
「
か
を
る
」
も
こ
の
当
時
ま
で
は
、
視
覚
表
現
語
と
し
て
の
傾
向
が
強
い

と
い
え
よ
う
。
た
だ
三
木
氏
は
、
「
薫
」
が
薫
猫
の
薫
で
あ
る
乙
と
も
喋
覚
表

現
に
関
連
さ
せ
て
も
よ
さ
そ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
云
々
。
と
喚
覚
表
現
語
と

い
う
見
方
を
し
て
お
ら
れ
る
の
で
一
概
に
視
覚
表
現
諮
と
断
定
は
で
き
な
い
が

本
義
は
「
に
ほ
ふ
」
と
同
様
で
あ
っ
た
と
見
た
い
。
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二
、
用
例
に
つ
い
て

平
安
朝
に
お
け
る
「
に
ほ
ふ
」
に
つ
い
て
、
二
十
一
作
品
を
通
し
て
、
具
体

的
用
例
数
を
あ
げ
て
検
討
し
て
い
く
ζ
と
に
す
る
。
乙
乙
で
は
口
問
詞
別
か
ら
の

考
察
に
重
点
を
お
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
「
に
ほ
ふ
」
を
大
別
し
て
名
詞
・

動
詞
・
形
容
動
詞
と
三
つ
に
分
類
し
た
。
尚
、
「
か
を
る
」
に
つ
い
て
も
同
様

で
あ
る
。

こ
こ
で
表
一
を
も
と
と
し
て
私
な
り
に
ま
と
め
て
お
く
ζ
と
に
す
る
。

θ

「
に
ほ
ふ
」
は
、
中
期
に
な
る
と
『
枕
草
子
』
何
%
、
『
源
氏
物
語
』

日
夕
、
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
引
が
月
と
使
用
度
が
高
く
な
り
、
後
期
に
は

前
期
と
同
じ
く
ら
い
に
使
用
度
が
低
く
な
っ
て
い
る
。

。
「
に
ほ
ふ
」
の
方
が
「
か
を
る
」
よ
り
も
は
る
か
に
使
用
度
が
高
い
。



少
な
く
と
も
以
上
二
つ
の
乙
と
が
わ
か
る
。

θ
か
ら
「
に
ほ
ふ
」
の
王
朝
語
的
性
格
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
ま
い
か
。

た
き
も
の

こ
の
頃
か
ら
貴
族
社
会
に
お
い
て
薫
物
趣
味
が
流
行
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

乙
れ
ら
と
の
関
連
性
も
否
め
ま
い
。

次
に
白
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
「
に
ほ
ふ
」
の
方
が
「
か
を
る
」
よ
り

も
幅
広
い
意
味
を
も
っ
て
使
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
固
定
化
さ

れ
た
意
味
を
も
っ
語
で
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
使
用
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な

自
由
性
を
も
っ
語
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

表
一
に
お
い
て
以
上
の
仮
定
・
方
向
を
見
い
だ
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
も
う

少
し
詳
細
に
「
に
ほ
ふ
」
を
検
討
す
る
た
め
に
、
表
二
、
表
三
の
作
業
を
行
っ

て
み
た
。

カ

ウ

パ

シ

カ
ウ
パ
シ
サレノ

カカ

ヲ

ニ
ホ
ヒ
ヤ
カ
ナ
り

一一紛

用

例

数

（ 

考備ヲホホ名口
口口作



く表二＞ 「にほふ」の対象について

~~~爾~a;~五 ｜ 喚覚的表現寸司師
側取物有「0I I 一一一「「一一一一｜ ［ 

②伊勢物語I4 I 4 I白如） 桜山） I 0 I I 0 I 0 

竺竺日記I1 I 0 l －τ日竺加） I o I o 
｜④大和物語I3 I 2 I藤袴ω 山側）い 梅叩ω I o I o 

⑤平中物語I0 I I I I I I 

ー1~（3) ＝~(1) n ~~：：： ~；mγ 
⑦賭蛤日記I3 I 1 I桜襲ω I 1 I初花ω I 1 I o 

竺互空，_s_l ＿~j竺！？一一ι川－－~－__J竺：型一 竺Jム」
⑨枕 草 子i11 I 9 I花（1) 花びら行川 2I火とりの香（1) I o I o 

I I I ~（：l装束（2) 蘇会iリ ｜香の紙m I 

⑬和泉式部日記J0 I I I I I I 

⑬紫式部日記1515111~臼） ~rn I o I_ ! o I o 
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A
斗

n
H
U
 

η／』
証
聞物氏源⑫

 
98 I 男~・女（必）・花＇.7)

紅花(1）・梅（2）・藤∞

なでしこ（I)・山桜(1)

｜桜（1)・柳(1）・山吹（3)

綿花(1）・綿（2)

表着衣（2）・蘇芳襲（1)

絵（I)・花松の覆（I)

⑬栄花物語I81 
一一一（一一一寸一一一一一一

花(1）・桜（4）・八重桜 1)
われもかう(1）・男（4）・

照n.織物の相3l I I I 

⑮筆物語I1 I a I • I 1 I花撤1) 1 a 1 a 

⑮提中納言物語I1 I 3 I相 1)・女郎花臼）・男(1)I 2 I四印刷 I 2 I a 

臓の寝覚Is1 I s1 I訪日）・桜山なでしこ i11 I霞品目）却） I 1 I 2 

｜男（9）・女倒 I iだきもの（3）・移り香（1)I I 
｜女の顔・つらつき（3l I l風（I) I I 

⑬T同＇ I ＇~ ；~，；／＇＂＂女間 川訟~illi~香（I) I 2 I 2 

｜ ｜ ｜：名香（1）・女の袖の香 2)I 
｜ ｜ 1：衣にたきしめた香 2) I 

⑮更級日正2I 0 I I 1 I臨 1) I a I 1 

b 一言「司両証 庁両面 Tola-

弓空j~r:: J：伊鼎（2)

側

ω
ω
ω
ω
桂
川
w
犠

・

ωω
葉

色

ω雲
装
の
桂
梅

ω菊
花
紅
肌
車
村
衣
梅
の
紅

ω

花
白
の
の
・
・
・
・
紅
藤
・
襲

・
・
草
秋

ωωω
衣
・
・

ω

ωω
秋
・
女
維
牽
・

ωω
襲

ω

花
花
・
花
・
の
の

ω桂
桂
の
襲

の
の

ωの
ωω
帳
璃
芳
の
の
吹
の

春
藤
菊
春
人
男
凡
瑠
蘇
梅
桜
山

ω桜

ro 
Fhυ 
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n
Jム

ーI 81 I男（劫・女（2)
｜ ｜花（3）・藤(1）・梅（4)
I l紅梅（2）・橘(1)

I 1紫斑I)・香同
｜：名香（3）・薫衣香（2)

｜ ｜移り香(1）・香気(1)
｜ ｜薫物（3）・・衣ω
｜ ｜直衣（1)・袖（2)
I i唐の紙(1）・紙(1) ' ' 
I i陵奥紙（1)・草薬(1) I I 
｜ ｜風(1）・御殿のあたり0)I I 
I ｜御簾の中(1) I I 

1 o I花（2）・梅（2) nノ』
ハ
ペ
リ

ー

桜（1）・戒香（1)

花の香（1)・香（I)

男（1）・女（1)

14 I男（8）・女（2) I 4 I o 
1 御子(1）・女の衣（1)

部屋（1）・神殿うち（I)



一
円
一
川
円
一
川
h
R一
ト
白
川
田
1
1
一

作品名簡易 ！ 視覚表

的取物語Io I I 
五云V云「子「7
石五五~T寸
④大和1物語I2 I 0 I I 2 I扇の香川相1)

⑤平 qi物針。｜ I 

⑥'JO ii＼保物語I18 I 2 I榊東1)・震衣ω I 12 I建富山住）（：）？員1)

⑤鮒紛口記I0 I I 
③落窪物語1 s I o I I s ／喜m・交2：法志ω

2 I o I / 1 I衣α 1) 

⑬和泉式部日記I1 I 0 I I 1 I香（1)

⑪紫式部日記！日 ｜ ｜ 
⑫源氏物語I63 ' 

現表覚

「かをる」の対象について

q臭

く表三＞

。
。草⑨枕

。

8 男（5）・女（3) 541 花紅男（梅橘9)(1)・藤（1)・藤橋の袴（袖1)（の1・） 
・橘女（・（5）・

女皮香男匂 1) ・男
い（移(:; の り香（1)・衣帥・

衣(7）・蒸衣香（1)・薫物
(4) 

えびの・紙香（1)・名香（2)
香に紙紙 (3）・みちのく

(1) 
風（1）・不明(1)

。 18 梅（1）・菖蒲（1)・空薫物

（名1)香衣（香1）・戒香梅(1）香（3)
薫 (1）・ 檀・沈水

衣（4）・男（1)・女（2）・不
明（2)

。⑬栄花物語I21 

衣物tl'I女(I) I '° I *mi~：喜君（
語函一副子「一一一一一「一｜ 「｜一

亙珪望止L← 」i二二一；仁に：
⑫夜の寝覚I8 14 I女（4) i 41到（2)

。

一 n~



⑬喜松中納言物I15 I 3 I男仰抑） I 1 o I女自・たきしめた香・ I2 I 0 I 

I I I I ！？話；~w,;,ifil：~ 1 1 1 

と2i~－－二二； 1tl銭o¥ I 

雪今昔物語集 53i 0 I I 50 I女α2).息（2

I I ! I I熔／川房(1) i I 

、
対
象
か
ら
み
た
「
に
ほ
ふ
」
に
つ
い
て

、川1
rt

 視
覚
表
現
語
・
陵
覚
表
現
語
か
ら
の
考
察

表
二
で
わ
か
る
よ
う
に
、
視
覚
表
現
語
は
加
例
、
攻
覚
表
現
語
は
間
例
と
机

党
表
現
語
は
喚
覚
表
現
語
の
約
一
川
倍
で
あ
る
。
そ
の
対
象
は
、
植
物
乃
例
、
人

物
川
例
、
衣
・
衣
装
お
例
。
そ
の
他
幻
例
で
あ
る
。
一
方
映
覚
表
現
語
の
内
訳

は
植
物
%
例
、
人
物
川
恒
例
、
衣
ゆ
例
、
空
薫
物
・
香
引
例
、
そ
の
他
旬
例
で
あ

る。
ま
ず
、
視
覚
表
現
か
ら
具
体
例
を
あ
げ
て
述
べ
て
い
き
た
い
。

植
物
の
場
合
は
、
機
旬
（
山
棲
・
八
重
棲
も
含
む
）
、
藤
5
、
梅
2
、
白

菊
・
藤
袴
・
な
で
し
こ
・
わ
れ
も
こ
う
や
単
に
花
と
表
二
の
通
り
で
あ
る
。
又

、
、
，
，
，
．

（
栄
）
桜
花
飽
か
ぬ
匂
を
春
霞
立
ち
な
が
ら
の
み
見
て
や
帰
ら
ん

の
よ
う
に
、
情
景
の
美
し
さ
と
し
て
と
ら
え
た
も
の
が
多
い
。
こ
こ
で
、
私
は

平
安
朝
人
の
植
物
美
へ
の
独
自
な
観
念
の
よ
う
な
も
の
を
み
る
気
が
す
る
。
人

物
に
つ
い
て
は

＠
さ
ま
乙
と
に
に
ほ
ひ
い
み
じ
き
も
の
か
ら
、
君
の
御
顔
も
つ
つ
し
た
る
や

う
な
り

の
こ
と
く
、
男
・
女
の
顔
つ
き
・
様
子
な
ど
に
美
し
さ
・
華
や
か
さ
が
見
ら
れ

る
と
使
つ
で
あ
る
。
男
女
に
分
類
し
て
み
た
が
、
二
十
一
作
品
を
通
し
て
、
そ

の
作
品
の
主
人
公
が
男
性
か
女
性
か
で
作
中
の
「
に
ほ
ふ
」
の
使
用
度
が
男
に

多
い
か
女
に
多
い
か
と
変
わ
っ
て
き
、
男
女
何
れ
に
多
く
使
用
さ
れ
た
語
か
、

一
概
に
こ
こ
で
決
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
作
品
中
の
主
人
公
、
又
そ

れ
を
と
り
ま
く
人
々
（
準
主
人
公
的
な
人
々
）
等
の
主
要
人
物
に
多
く
用
い
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
い
え
る
だ
ろ
う
。

「
匂
ひ
や
か
な
り
」
は
、
す
べ
て
視
覚
表
現
で
あ
り
、
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5
、
『
源
氏
物
語
』
村
山
中
日
、
「
栄
花
物
語
」

5
、
『
夜
の
寝
覚
』

4
、
「
浜

秘
中
納
言
物
語
』

5
、
ζ
れ
ら
す
べ
て
人
物
に
対
す
る
美
に
使
用
さ
れ
て
い

妙。。
次
に
衣
、
衣
装
の
場
合
で
あ
る
が
、

②
蘇
芳
の
濃
く
薄
き
伊
な
ど
に
、
草
の
香
の
御
衣
な
ど
奉
る

と
、
加
例
中
旬
余
例
は
、
襲
の
色
目
に
つ
い
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
又
、

＠
御
返
し
、
紅
梅
の
薄
様
に
書
か
せ
給
ふ
が
、
御
衣
の
お
な
じ
色
に
b
h
h

通
ひ
た
る

乙
の
例
文
は
そ
の
紙
の
色
が
お
召
物
の
同
じ
色
に
映
り
合
っ
て
い
る
」
と
解
釈

さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
お
け
る
「
に
ほ
ひ
」
は
他
の
物
に
ま
で
も
そ
の
効
果

が
移
り
、
影
響
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
に
ほ

ふ
」
が
何
ら
か
の
自
由
な
動
き
を
も
っ
た
諮
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
と
忠
う
の

で
あ
る
。

万
葉
時
代
に
お
け
る
「
に
ほ
ふ
」
に
刊
を
染
め
る
窓
が
あ
る
が
、
色
彩
的
に

見
る
と
ど
う
で
あ
る
か
と
い
ろ
い
ろ
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
少
し
例

を
と
り
あ
げ
て
論
じ
て
み
た
い
。

⑪
佐
川
ど
は
い
つ
ら
白
雪
の
を
と
そ
に
降
る
か
と
も
見
ゆ

⑪
佐
川
忠
か
う
へ
の
白
菊
は
お
り
け
る
人
の
袖
か
と
も
見
ゆ

⑪
み
ち
の
く
に
紙
の
壁
紙
の
ほ
そ
や
か
な
る
が
、
花
か
ヤ
か
か
か
か
、
す
こ

し
に
ほ
ひ
た
る
も
九
帳
の
も
と
に
ち
り
ぼ
ひ
た
り
。

＠
い
と
ふ
く
ら
け
さ
過
ぎ
て
肥
え
た
る
人
の
色
い
と
t

h

h

h
て
、
顔
ぞ

い
と
こ
ま
か
に
よ
し
ぼ
め
る
。

②
寝
殿
の
を
見
れ
ば
御
簾
い
と
青
や
か
な
る
に
栄
吉
本
に
た
る
よ

＠θ＠＠＠り
鼻紅。く o く風
鮮ノ o れo るに
ニ 顔 。 なo し吹
テ有ゐo げく
匂・シにな赤。
ヒ・匂・ l乙・る め。
赤o ニほ・面ら
シo 非ひ・つれ

ズわきた
た、る
りいっ
てとら

ぁ。っ
か。き
くo の
に・匂・
ほ・は
ひ・
て

と
色
彩
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
例
は
位
例
ほ
ど
あ
る
。
そ
の
中
で
紅
色
・
一
赤
色

が
B
例
そ
の
他
に
青
紫
・
白
・
は
な
だ
色
（
薄
い
藍
色
）
の
例
が
各
一
例
ず
つ

あ
る
が
、
私
は
、
紅
色
・
赤
色
に
使
用
し
た
と
考
え
る
。
た
だ
、
襲
の
色
目
な

ど
に
使
う
場
合
は
、
山
吹
・
藤
（
薄
紫
色
）
、
桜
と
な
り
、
又
別
の
観
点
が
必

要
で
あ
る
。

次
に
喋
覚
表
現
に
お
い
て
は
対
象
か
ら
み
て
も
、
視
覚
表
現
ほ
ど
広
範
囲
に

波
っ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
や
は
り
こ
の
辺
り
に
、
本
義
は
視
覚
表
現
で

あ
っ
た
も
の
が
、
喚
覚
表
現
に
も
使
用
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
次
的
な
感
が
あ

り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
番
多
い
例
が
香
で
あ
る
。
こ
れ
は
空
薫
物
の
こ
と

で
あ
り
、
平
安
朝
人
の
香
へ
の
趣
味
の
一
端
が
う
か
が
え
る
。
叉
衣
・
衣
装
の

場
合
も
、
直
接
的
に
は
衣
・
衣
装
で
あ
っ
て
も

③
な
べ
て
な
ら
ぬ
虫
ば
か
り
は
裂
に
い
と
ふ
か
く
う
つ
り
に
け
る

の
よ
う
に
、
衣
に
た
き
し
め
た
香
の
こ
と
を
さ
し
て
お
り
、
対
象
が
人
物
の
場

ア
i
u
h
J

合
も
、
そ
の
人
の
移
り
香
の
こ
と
で
あ
り
、
や
は
り
香
と
関
連
し
て
い
る
。
そ

こ
で
、
喚
覚
表
現
の
叫
例
中
川
余
例
は
香
・
空
薫
物
を
さ
し
て
い
る
と
い
っ
て

も
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
で
は
、
視
覚
表
現
か
ら
喋
覚
表
現
へ
の
移
行
時

日
は
何
時
頃
と
い
え
る
か
。
判
然
と
こ
れ
を
一
ボ
す
こ
と
は
難
し
い
が
私
は
、
平
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山
女
朝
中
期
頃
で
は
な
い
か
と
思
う
。
一
般
庶
民
で
な
く
文
学
の
荷
手
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
王
朝
人
は
、
平
安
朝
に
入
っ
て
か
ら
香
気
に
対
し
て
興
味
を
も

ち
だ
し
た
。
特
に
、

さ
ら
に
、
い
づ
れ
と
も
な
き
中
に
、
さ
い
院
の
御
黒
方
、
さ
は
い
へ
と
、
心

－－ 

に
く
〉
、
し
づ
か
な
る
匂
ひ
、
殊
な
り
。
侍
従
は
、
お
と
Y
の
を
ぞ
、
「
す

ぐ
れ
て
、
な
ま
め
か
し
く
、
き
か
し
き
香
な
り
」
（
⑪
梅
枝
）

と
薫
物
競
べ
の
描
写
が
み
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
『
源
氏
物
語
』
の
頃
に
は

す
で
に
、
人
々
の
香
へ
の
趣
味
が
確
江
し
て
い
た
と
い
え
る
。
こ
れ
ら
の
趣
味

ゴ
一
味
と
と
も
に
、
「
に
ほ
ふ
」
の
語
も
視
覚
表
現
か
ら
嘆
覚
表
現
へ
と
幅
を
も

っ
た
解
釈
を
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
Y
、
古
代
か
ら

依
然
と
し
て
喚
覚
表
現
語
の
代
表
と
し
て
「
か
う
ば
し
」
「
か
ぐ
は
し
」
な
ど

が
使
い
方
、
意
味
あ
い
な
ど
は
多
分
に
相
違
は
あ
ろ
う
が
、
こ
の
時
代
も
使
用

さ
れ
て
い
る
。
で
は
次
に
、
「
か
う
ば
し
」
「
か
ぐ
は
し
」
属
で
あ
る
「
か

を
る
」
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

「
か
を
る
」
と
の
関
連
性
か
ら
の
考
察

ま
ず
対
象
を
分
類
し
た
表
二
・
三
を
比
較
し
て
み
る
と
、
視
覚
・
唆
覚
両
表

現
に
お
い
て
「
か
を
る
」
は
「
に
ほ
ふ
」
に
比
べ
て
整
然
と
し
て
い
る
。
特
に

視
覚
表
現
と
し
て
の
対
象
は
恰
例
中
%
例
が
人
物
と
ほ
と
ん
ど
人
物
に
対
し
て

使
用
さ
れ
て
い
る
。
「
に
ほ
ふ
」
の
場
合
と
異
な
り
、
そ
の
人
物
全
体
が
美
し

い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
人
物
の
一
部
で
あ
る
髪
、
顔
つ
き
、
そ
れ
も
女

性
に
対
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
美
も
、
特
に
「
つ
や
や

か
」
「
上
品
な
」
「
花
や
か
な
」
と
い
う
言
葉
で
形
容
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。

唆
覚
表
現
の
方
も
視
覚
表
現
ほ
ど
用
例
数
は
多
く
な
い
が
、
同
例
中
香
・
空

薫
物
的
例
、
紙
？
、
衣
引
、
人
物
缶
、
植
物
じ
な
ど
で
あ
る
。
紙
－
衣
・
人
物

の
場
合
「
に
ほ
ふ
」
と
同
様
に
間
接
的
に
は
香
・
空
薫
物
の
こ
と
と
考
え
ら
れ

る
。
他
に
植
物
、
風
、
そ
の
他
不
明
な
ど
で
、
「
に
ほ
ふ
」
の
対
象
ほ
ど
広
範

囲
に
渡
っ
て
お
ら
ず
き
わ
め
て
狭
い
。
又
こ
の
時
代
に
至
っ
て
「
か
を
る
」
は

視
覚
表
現
語
と
し
て
よ
り
も
よ
り
唄
覚
表
現
語
と
し
て
の
使
用
度
が
高
い
と
い

え
る
。
こ
れ
は
「
に
ほ
ふ
」
と
は
逆
の
傾
向
で
あ
る
。
「
か
を
る
」
に
お
い
て

は
、
平
安
朝
末
期
に
は
ほ
と
ん
ど
視
覚
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
か
ら
、

「
か
を
る
」
は
、
平
安
中
期
を
経
、
末
期
に
達
し
た
時
に
は
既
に
唆
覚
表
現
活

と
し
て
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
又
、

③
古
臭
う
こ
そ
あ
な
れ
。
仏
語
京
に
あ
ら
ん
の
よ
う
に
、
対
象
が
仏

で
あ
る
例
は
「
に
ほ
ふ
」
の
対
象
に
は
な
い
特
異
的
な
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
市
川

語
の
価
値
観
に
関
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
尚

＠
昔
、
万
に
物
の
香
臭
く
h
h
h
た
る
が
わ
び
し
け
れ
ば
い
と
あ
さ
ま
し

き
に
は
、
一
涙
も
い
で
や
み
に
け
り

．．
 

⑪
よ
べ
の
は
焼
け
通
り
て
、
う
と
ま
し
げ
に
焦
が
れ
た
る
匂
ひ
な
と
異
様
な

り
。
（
真
木
柱
）

（
源
）
月
頃
嵐
病
室
き
に
堪
え
か
ね
て
、
極
熱
の
草
薬
を
服
し
て
、
・
：
：
・
し
ば

’’t
、

．．
 

し
、
休
ら
ふ
べ
き
に
げ
は
た
侍
ら
ね
ば
げ
に
そ
の
匂
ひ
さ
へ
、
花
や
か
に
た

ち
添
へ
る
も
す
べ
な
く
、
逃
げ
め
を
つ
か
ひ
て
」
（
帯
木
〉

の
例
の
よ
う
に
物
の
香
の
臭
い
に
お
い
、
衣
の
焦
げ
た
時
の
に
お
い
や
草
薬
を

服
用
し
た
た
め
の
に
お
い
な
ど
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
場
合

は
快
い
香
の
に
お
い
な
ど
と
異
な
り
、
い
や
な
膜
覚
で
あ
る
。
同
日
見
に
お
い
て

は
以
上
3
例
し
か
み
あ
た
ら
な
い
が
こ
れ
ら
か
ら
み
て
も
「
か
を
る
」
は
「
に

ほ
ふ
」
と
ち
が
い
単
に
上
品
な
み
や
び
や
か
な
美
意
識
に
か
ぎ
ら
れ
て
用
い
ら

れ
て
い
る
と
い
う
乙
と
が
い
え
よ
う
。
こ
こ
に
又
「
に
ほ
ふ
」
の
語
が
自
主
性
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を
滞
び
た
、
多
角
牲
を
も
っ
語
と
み
る
所
以
が
あ
る

伺
、
視
覚
表
現
語
・
喋
覚
表
現
語
以
外
の
表
現
語
か
ら
の
考
察

こ
れ
ま
で
、
「
に
ほ
ふ
」
を
そ
れ
ぞ
れ
視
覚
表
現
語
、
喚
覚
表
現
語
と
い
う

観
点
か
ら
分
類
、
考
察
し
て
き
た
が
そ
れ
ら
に
ど
う
し
て
も
分
類
で
き
な
い
も

の
が
表
わ
れ
て
き
た
。

ω
乙
ま
や
か
に
お
ぼ
し
お
き
て
た
る
に
、
匂
ひ
出
で
て
、

宮
の
内
、
ゃ
う

（
＠
蓬
生
附
）

世
に
、
心
に
く
h

め
で
た
き
事
に
、
思
ひ
か
し
づ
か
れ
給
へ
る
御
宿
世
を

ぞ
、
わ
が
家
ま
で
は
法
こ
ね
ど
、
面
白
に
お
ぼ
す
に
、
（
⑧
乙
女
間
）

ω
口
惜
し
く
、
御
心
う
ど
き
て
、
ま
づ
、
と
ぷ
ら
ひ
聞
え
給
ふ
。
「
い
ま
な

む
」
と
だ
に
、
匂
は
し
給
は
ぎ
り
け
る
つ
ら
さ
を
浅
か
ら
ず
き
ζ
え
給
ふ
。

（
⑧
若
菜
下
川
）

ω
故
入
道
官
の
御
手
は
、
い
と
気
色
ふ
か
く
、
な
ま
め
い
た
る
筋
は
あ
り
し

。。

l

m

u

か
ど
、
弱
き
所
っ
き
て
、
に
ほ
ひ
ぞ
少
な
か
り
し
。
（
（
源
）
梅
枝
匂

ω
「
人
ひ
と
り
を
、
思
ひ
か
し
づ
き
給
は
む
故
は
、
ほ
と
り
ま
で
も
匂
ふ
例

乙
そ
あ
れ
」
と
、
心
え
ざ
り
し
を
、
（
＠
真
木
柱
附
）

ま
ほ
に
は
あ
ら
ね
ど
、
う
ち
匂
は
し
お
き
て
、
い
で
給
ふ
。

／
＼
人
目
見
え
、
木
草
の
葉
も
、
た
Y
凄
く
あ
は
れ
に
、

（
⑮
位

n
J
 

円）

的
故
権
大
納
言
、
何
の
を
り
／
＼
に
も
、
亡
き
に
つ
け
て
、
い
と
Y
偲
ば
る

』
乙
と
多
く
、
お
ほ
や
け
・
わ
た
く
し
、
物
の
折
ふ
し
の
匂
う
せ
た
る
心
地

（
⑧
鈴
虫
附
）

こ
そ
す
れ
。

(8) 

ま
づ
、
そ
の
折
、
か
の
を
り
、
か
ど
／
＼
し
う
、
ら
う
／
，
＼
じ
う
、
匂
ひ

多
か
り
し
心
ざ
ま
・
も
て
な
し
・
言
の
葉
の
み
、
思
ひ
続
け
ら
れ
給
ふ
に
、

（
⑧
幻
問
）

ω
人
と
な
り
ゆ
く
齢
に
そ
へ
て
、
官
・
位
、
世
の
中
の
匂
も
、
何
と
も
お
ぼ

え
ず
な
ん
o

（
⑮
椎
本
間
）

帥
君
だ
ち
、
な
ま
煩
は
し
く
開
き
給
へ
ど
、
「
う
つ
ろ
ふ
か
た
、
異
に
、
に

民
し
お
き
て
し
か
ば
」
と
、
ひ
め
宮
、
お
ぼ
す
o

（
⑮
総
角
川
）

ω
さ
る
は
、
比
君
し
も
ぞ
、
ら
う
／
＼
じ
く
、
か
ど
あ
る
か
た
の
匂
は
、
ま

さ
り
給
へ
る
。
（
⑧
総
角
間
）

帥
な
つ
か
し
く
匂
あ
る
心
ざ
ま
ぞ
、
お
と
り
給
へ
り
け
る
」
と
、
事
に
触
れ

て
お
ぽ
ゆ
。
（
⑧
総
角
附
）

同
御
返
し
、
宮
、
藤
の
花
神
さ
び
に
け
る
み
な
も
と
に
匂
劣
れ
る
末
ぞ
折
り

う
き
」
唐
の
紙
に
、
い
と
今
め
か
し
く
お
か
し
く
か
』
せ
給
へ
り
け
れ
ば
、

（
②
下
問
）

帥
権
大
納
言
も
、
故
殿
の
御
世
に
、
わ
が
ま
h

に
に
ほ
ひ
い
で
給
し
か
ば
、

（
＠
附
〉

帥
親
兄
弟
の
あ
た
り
の
草
木
ま
で
、

Z
2
3り
し
た
り
つ
れ
ば
（
（
＠

m）

制
聖
の
か
た
も
、
あ
ま
り
も
の
さ
は
が
し
き
ま
で
に
に
ほ
ひ
み
ち
て
、
〈

＠

m）
。

。

。

聞
こ
の
御
身
に
は
何
の
に
ほ
ひ
も
な
く
て
、
い
と
Y
大
試
さ
へ
う
せ
に
し
か

-16ー



ば

、

（

＠

問

）

。

。

帥
い
と
あ
は
れ
に
、
何
の
に
ほ
ひ
の
あ
る
に
か
と
涙
ぐ
ま
し
う
聞
ゆ
。

（
＠
明
）

同
事
一
引
ル
マ
デ
蛸
キ
匂
ヲ
目
出
テ
、
内
ニ
入
ル
事
ヲ
セ
ス
o

（①
3
m）

註
6

そ
乙
で
「
に
ほ
ふ
」
自
身
の
語
義
の
面
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
辞
書
・
辞

典
類
を
使
っ
て
「
に
ほ
ひ
」
「
に
ほ
ふ
」
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
と
次
表
の
よ

う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

＿$.、 ひ
一
ひ
か
り
。
威
光

ほ
一
お
も
む
き
（
風
情
）
。
気
韻
。
気
口
問
。

に
一
色
・
香

影
響
が
及
ぶ
。

ほ

（
ほ
の
ぼ
の
。
ほ
ん
の

l乙

ほ
の
め
か
す
。

乙
れ
で
わ
か
る
こ
と
は
、
す
べ
て
の
も
の
が
喋
・
視
表
現
の
何
れ
か
に
分
類
で

き
る
と
考
え
て
い
た
が
、
分
類
で
き
な
い
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
で
は
こ
の
視
・
喋
表
現
以
外
の
義
を
も
っ
語
は
い
つ
頃
か
ら
現
わ
れ
て
き

た
の
か
。
又
ど
う
い
う
理
由
に
よ
る
の
か
考
え
て
み
た
い
。

作
品
中
『
源
氏
物
語
』
に
現
わ
れ
た
の
が
一
番
古
い
こ
と
か
ら
、
平
安
中
期

頃
か
ら
の
現
象
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
も
『
今
昔
物
語
集
』
は
異
る
が
、

『
栄
花
物
語
』
『
夜
の
寝
覚
』
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
『
更
級
日
記
』
と
貴
族

文
学
に
関
連
し
て
い
る
点
か
ら
貴
族
文
化
と
の
関
連
性
が
否
め
な
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
私
は
平
安
中
期
が
、
視
覚
表
現
・
嘆
覚
表
現
以
外
の
表
現
を
生
み
、

今
ま
で
の
表
現
に
よ
り
広
が
り
を
加
え
た
一
転
期
と
考
え
る
。
そ
し
て
「
今
昔

物
語
集
』
に
視
覚
表
現
、
喋
覚
表
現
の
合
流
と
考
え
ら
れ
る
「
色
香
・
艶
香
」

の
意
が
あ
る
こ
と
か
ら
平
安
後
期
に
至
っ
て
、
視
・
喚
両
表
現
の
合
流
さ
れ
た

表
現
が
生
ま
れ
、
「
に
ほ
ふ
」
の
も
う
一
段
階
の
転
期
が
あ
り
、
平
安
朝
に
お

い
て
二
転
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

変
遷
上
か
ら
は
以
上
で
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
ど
う
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
ま

ず
、
視
覚
表
現
語
と
し
て
使
用
さ
れ
、
植
物
、
人
物
、
衣
・
衣
装
な
ど
の
色
彩

が
美
し
く
、
は
な
や
か
で
美
麗
な
様
子
を
示
し
た
も
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

発
展
し
て
、
あ
る
物
が
「
に
ほ
ふ
」
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
効
果
が
他
の
も
の
に

ま
で
映
り
合
う
と
い
う
よ
う
に
、
同
じ
視
覚
美
の
表
現
に
お
い
て
も
自
由
の
動

き
を
も
っ
た
性
質
が
う
か
が
え
る
。
又
、
視
覚
美
に
お
け
る
ほ
の
ぼ
の
と
し
た

全
体
的
な
漂
う
美
し
さ
の
意
か
ら
嘆
覚
表
現
語
へ
と
発
展
し
、
語
義
を
広
げ
て

く
る
。
そ
れ
は
衣
装
や
懐
紙
な
ど
に
焚
き
し
め
た
空
薫
物
の
に
お
い
、
移
り
香

の
に
お
い
と
い
う
よ
う
な
平
安
朝
人
の
香
の
晴
好
と
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
お

り
、
「
か
を
る
」
の
語
義
の
域
へ
進
出
し
共
存
す
る
に
至
る
。
そ
れ
か
ら
、
視

覚
・
嘆
覚
と
い
う
感
覚
美
だ
け
で
な
く
ほ
ん
の
り
と
五
体
に
感
じ
る
、
あ
る
い

は
感
じ
さ
せ
る
美
。
社
会
的
地
位
、
権
力
を
表
わ
す
語
へ
と
変
化
す
る
ほ
ど
の

自
由
性
を
も
っ
て
く
る
。
上
品
な
美
を
表
わ
す
「
か
を
る
」
の
よ
う
に
固
定
さ

れ
た
美
で
な
く
、
流
動
性
を
も
っ
た
、
自
由
奔
放
な
と
い
っ
て
も
い
い
過
ぎ
で

は
な
い
感
覚
美
の
表
現
語
と
し
て
存
し
て
い
る
。
又
、
そ
の
価
値
観
は
と
い
え

ば
、
人
間
の
最
高
美
で
あ
る
魅
力
的
な
美
か
ら
、
顔
を
そ
む
け
る
よ
う
な
ζ
げ

臭
い
衣
の
に
お
い
や
草
薬
の
に
お
い
ま
で
広
範
囲
に
渡
っ
て
い
る
。
だ
が
、
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「
に
ほ
ふ
」
を
使
用
し
て
い
る
世
界
が
、
一
般
庶
民
の
世
界
で
な
く
、
王
朝
貴

族
の
世
界
で
あ
る
こ
と
か
ら
そ
の
価
値
の
最
低
限
も
想
像
で
き
よ
う
。

第
三
章

三ム
ロ間

結

「
に
ほ
ふ
」
の
用
法
は
、
視
覚
的
表
現
語
、
岐
覚
的
表
現
語
、
又
視
・
喚
党

的
表
現
以
外
の
精
神
的
・
社
会
的
な
表
現
語
と
も
う
ひ
と
つ
視
覚
表
現
と
吹
党

表
現
の
合
流
さ
れ
た
視
・
嘆
覚
表
現
語
と
四
つ
の
意
味
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。

対
象
か
ら
み
る
と
、
視
覚
表
現
語
と
し
て
は
、
人
・
衣
装
・
植
物
な
ど
が
尖

麗
で
あ
る
こ
と
に
使
用
さ
れ
、
衣
装
の
場
合
は
、
特
に
襲
の
色
目
に
つ
い
て
の

美
が
多
い
。

色
彩
的
に
は
、
紅
も
し
く
は
あ
か
い
色
を
さ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

「
に
ほ
ひ
や
か
な
り
」
は
視
覚
表
現
語
と
し
て
の
み
使
用
さ
れ
、
そ
れ
に
対

象
は
人
物
の
様
子
に
つ
い
て
の
例
が
多
い
。

次
に
嘆
覚
表
現
語
と
し
て
は
、
視
覚
表
現
ほ
ど
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
な

い
。
空
薫
物
の
香
、
人
の
移
り
香
、
植
物
の
順
に
多
く
使
用
さ
れ
、
衣
・
衣
装

に
た
き
し
め
た
香
の
に
お
い
と
い
う
場
合
が
専
ら
で
あ
る
。

次
に
「
か
を
る
」
と
の
関
連
性
か
ら
み
る
と
、
「
か
を
る
」
が
上
品
な
み
や

び
や
か
な
美
と
い
う
固
定
化
さ
れ
た
幅
狭
い
義
に
使
用
さ
れ
た
の
に
比
し
て
、

不
快
な
美
か
ら
人
閣
の
最
高
美
に
至
る
ま
で
広
範
囲
の
義
に
使
用
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
「
に
ほ
ふ
」
が
「
か
を
る
」
よ
り
も
広
く
人
々
の
聞
に
使
用
さ

れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
と
、
価
値
観
が
「
か
を
る
」
の
場
合
は
高
い
地
位
で
狭

く
使
用
さ
れ
て
い
る
に
比
べ
「
に
ほ
ふ
」
は
「
か
を
る
」
の
価
値
観
の
域
も
含

有
し
か
っ
、
も
っ
と
広
く
低
い
佃
仙
に
ま
で
及
ん
で
い
た
と
い
え
る
。

変
遷
の
状
態
か
ら
み
る
と
、
万
葉
末
期
か
ら
．
平
交
初
刈
に
か
け
て
視
覚
表
現

語
と
し
て
の
位
置
を
確
立
し
、
中
期
に
貴
族
社
会
の
全
盛
期
を
む
か
え
、
貴
族

の
香
ひ
趣
味
な
ど
と
関
連
し
て
、
「
か
を
る
」
と
共
に
、
喚
覚
表
現
語
と
し
て

よ
り
広
が
り
を
も
っ
て
く
る
。
又
、
視
覚
表
現
に
お
い
て
も
単
に
情
景
が
美
し

い
場
合
の
み
で
な
く
、
襲
の
色
目
や
ぼ
か
し
な
ど
へ
と
対
象
を
広
げ
て
い
る
。

さ
ら
に
栄
華
・
出
世
な
ど
社
会
的
・
精
神
的
な
美
へ
と
展
開
す
る
。
特
に
『
源

氏
物
語
』
の
頃
に
そ
の
転
期
が
顕
著
に
み
ら
れ
る
。
後
期
に
至
る
と
、
視
覚
・

岐
覚
美
を
か
ね
そ
な
え
た
語
義
が
生
ま
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
万
葉
期
に
生
ぞ
う
け
、
視
覚
表
現
語
と
し
て
成
長
し
、
平
安
朝

に
至
り
、
主
に
感
覚
美
の
表
現
語
と
し
て
広
く
自
由
性
を
も
っ
て
存
し
て
い

る
。
や
は
り
、
こ
の
持
代
に
お
け
る
「
に
ほ
ふ
」
の
語
義
及
び
変
遷
な
ど
は
再

度
述
べ
て
き
た
が
、
香
の
晴
好
な
ど
と
い
わ
れ
る
王
朝
人
の
生
活
感
・
社
会
感

な
ど
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
が
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

補

註

註
1
、
「
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『
源
氏
随
放
』
昭
和
十
九
年
一
再
版
発
行
所
収
「
香
ひ
の
趣
味
」
よ
り

「
「
か
を
る
」
と
「
に
ほ
ふ
」
考
』
平
安
文
学
研
究
第
四
輯
、
昭
和

二
十
四
年
七
月
発
行
よ
り

註
4
、
『
「
匂
ふ
」
「
匂
ひ
や
か
」
「
花
や
か
」
考
』
平
安
文
学
研
究
第
十
五

輯
、
昭
和
二
十
九
年
六
月
発
行
よ
り

註
5
、
『
「
か
を
る
」
と
「
に
ほ
ふ
」
』
閲
諾
と
園
文
学
、
昭
和
三
十
四
年

三
月
号
よ
り
、

註
6
、
『
新
訂
、
大
言
海
』
大
槻
サ
〈
彦
著
。
「
大
日
本
国
語
辞
典
』
仁
田
万

年
他
共
著
。
『

h

仏
前
苑
』
第
二
段
。
『
新
選
古
語
辞
典
改
訂
新
版
』

中
国
祝
夫
編
『
改
1

川
新
版
十
日
語
辞
典
」
、
『
新
潮
国
語
辞
典
』
の
六

耐
を
特
に
利
用
し
た
。

註
2

註
3


