
『
源
氏
物
語
』

に
お
け
る
鈍
色
の
世
界

序物
語
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
色
彩
語
と
は
何
の
為
に
用
い
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
物
語
中
、
色
彩
語
は
服
色
、
紙
等
様
々
な
場

面
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
特
に
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
殊
細

か
な
色
彩
描
写
が
豊
富
に
見
受
け
ら
れ
る
。
「
玉
重
」
の
巻
に
お
い

て
、
歳
暮
に
源
氏
が
女
君
に
衣
装
選
び
を
す
る
場
面
が
あ
る
が
、
こ

こ
に
は
源
氏
の
女
君
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
「
着
給
は
む
人
の
御
容
貌
に
恩
ひ
よ
そ
へ
つ
つ
奉
は
れ
給
へ
か

し
。
着
た
る
も
の
の
さ
ま
に
似
ぬ
は
ひ
が
ひ
が
し
く
も
あ
り
か
し
と

の
た
ま
へ
ば
大
臣
う
ち
笑
ひ
て
つ
れ
な
く
て
人
の
御
容
貌
お
し
は
か

ら
む
の
御
心
な
め
り
な
。
」
（
「
玉
重
」
〉
と
、
紫
の
上
は
源
氏
が

ど
ん
な
色
の
装
束
を
女
君
に
選
ぶ
か
に
よ
り
、
そ
の
女
君
の
様
子
を

伺
お
う
と
し
て
い
る
。
即
ち
、
こ
こ
で
は
源
氏
や
紫
の
上
を
通
し
て
、

作
者
の
女
君
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
衣
装
の
色
彩
を
も
っ
て
端
的
に
読
者

に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
十
回
生

古

伊
都
子

田

こ
の
他
に
も
多
々
色
彩
語
が
豊
富
な
中
、
『
源
氏
物
語
』
中
、
殊

に
頻
出
す
る
色
彩
語
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
鈍
色
」
で
あ
る
。
「
薄

黒
い
色
。
喪
服
に
用
い
る
。
花
田
染
を
い
う
。
凶
色
な
り
。
（
西
三

条
装
束
抄
、
名
目
抄
）
本
名
勝
ザ
り
。
其
染
色
鋲
の
如
し
。
故
に
鈍

色
の
名
を
得
る
に
や
。
（
源
氏
男
女
装
束
抄
）
」
（
注
l
〉
と
『
源

氏
物
語
事
典
』
に
あ
る
よ
う
に
、
鈍
色
と
は
墨
染
の
系
統
の
色
で
あ

る
。
本
稿
で
は
便
宜
上
、
黒
、
橡
、
薄
墨
等
を
ま
と
め
て
、
鈍
色
の

中
に
数
え
る
こ
と
と
す
る
。
「
空
の
色
し
た
る
唐
の
紙
」
（
「
英
」
・

葵
の
上
の
死
）
、
「
空
の
色
の
く
も
ら
は
し
き
」
（
「
樗
標
」
・
六

条
御
息
所
の
死
〉
、
「
是
も
服
者
の
用
ゆ
る
色
な
り
。
」
（
「
花
鳥

余
情
」
）
に
よ
り
、
空
色
も
鈍
色
の
類
に
数
え
る
こ
と
と
し
た
。
又
、

そ
れ
に
追
従
し
て
、
「
こ
の
し
た
の
雫
に
濡
れ
て
さ
か
さ
ま
に
か
す

み
の
衣
き
た
る
春
か
な
」
「
な
き
人
も
思
は
ざ
り
け
ん
う
ち
捨
て
h

夕
の
か
す
み
君
き
た
れ
と
は
」
「
う
ら
め
し
ゃ
霞
の
衣
誰
き
ょ
と
春

よ
り
さ
き
に
花
の
散
り
け
む
」
・
柏
木
の
死
）
、
「
タ

（
「
柏
木
」
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日
は
な
や
か
に
さ
し
て
山
際
の
梢
あ
ら
は
な
る
に
、
雲
の
薄
く
渡
れ

る
が
鈍
色
な
る
を
何
ご
と
も
御
目
の
と
ま
ら
ぬ
頃
な
れ
ど
、
い
と
も

の
あ
は
れ
に
思
さ
る
。
入
り
日
さ
す
峰
に
た
な
び
く
う
す
雲
は
も
の

お
も
ふ
袖
に
色
や
ま
が
へ
る
」
（
「
薄
雲
」
・
藤
壷
中
宮
の
死
）
、

「
神
無
月
に
は
お
ほ
か
た
も
時
雨
が
ち
な
る
こ
ろ
い
と
ど
な
が
め
給

ひ
て
夕
暮
の
空
の
景
色
も
え
も
い
は
ぬ
心
細
さ
に
」
「
か
き
つ
め
て

見
る
も
か
ひ
な
き
も
し
お
草
お
な
じ
雲
井
の
煙
と
を
な
れ
」
（
「
幻
」
・

紫
の
上
の
死
）
等
以
上
の
例
に
よ
り
、
空
・
霞
・
雲
・
煙
も
鈍
色
の

も
の
と
し
て
数
に
入
れ
た
。
紫
色
に
つ
い
て
は
、
高
貴
さ
等
を
表
す

色
と
し
て
の
紫
と
、
凶
色
に
用
い
ら
れ
る
場
合
の
紫
と
の
こ
通
り
の

用
い
ら
れ
方
が
あ
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
鈍
色
の
類
に
用
い
ら
れ
る

の
は
後
者
の
み
で
あ
る
。
藤
衣
に
つ
い
て
は
、
「
藤
の
蔓
を
繊
維
と

し
て
あ
ら
く
織
っ
た
布
。
組
悪
な
も
の
で
、
も
と
賎
民
の
服
で
あ
る

が
、
の
ち
に
転
じ
て
喪
服
の
異
称
（
歌
語
）
と
な
っ
た
。
：
・
『
和
名

抄
』
に
「
線
衣
順
宮
藤
衣
と
は
服
者
の
着
す
る
物
な
り
。
本
義
は
藤

の
皮
に
て
を
れ
る
布
也
。
御
素
服
に
布
を
用
此
儀
也
。
主
上
は
以
レ

日
易
レ
月
と
し
て
十
三
日
着
御
し
て
令
レ
脱
御
也
。
又
裁
麻
と
て
麻
布

を
も
用
也
。
僧
の
着
す
る
黒
衣
も
仏
の
御
服
主
。
国
史
日
、
仁
明
天

皇
承
和
七
年
五
月
突
未
後
一
太
上
天
皇
崩
ニ
子
淳
和
院
一
。
天
皇
除
二
素

服
一
着
堅
網
御
冠
橡
御
衣
－
以
臨
朝
、
御
腫
畠
界
風
縁
用
魯
築
細
布
一
。
」

と
い
う
。
」
（
注
2
）
以
上
の
説
明
に
よ
り
、
藤
衣
・
藤
・
藤
の
御

衣
・
藤
の
衣
・
藤
の
挟
な
ど
は
喪
服
で
あ
る
の
で
、
鈍
色
の
類
に
数

え
る
。
又
、

「
か
け
き
や
は
川
瀬
の
波
も
た
ち
か
え
り
君
が
み
そ
ぎ

の
藤
の
や
つ
れ
を
紫
の
紙
立
文
す
く
よ
か
に
て
藤
の
花
つ
け
給
へ

り
。
・
：
ふ
ぢ
衣
着
し
は
昨
日
と
お
も
ふ
ま
に
今
日
は
み
そ
ぎ
の
瀬
に

か
は
る
世
を
」
（
「
少
女
」
・
桃
園
式
部
卿
宮
の
除
服
）
、
「
蘭
の

花
の
い
と
面
白
き
を
持
給
へ
り
け
る
を
御
簾
の
つ
ま
よ
り
さ
し
入
れ

て
：
・
お
な
じ
野
の
露
に
や
っ
る
る
藤
袴
あ
は
れ
は
か
け
よ
か
ご
と
ば

か
り
も
・
：
た
づ
ぬ
る
に
は
る
け
き
野
辺
の
露
な
ら
ば
う
す
紫
や
か
ご

と
な
ら
ま
し
」
（
「
藤
袴
」
・
大
宮
の
死
）
等
の
例
の
よ
う
に
用
い

ら
れ
る
紫
や
藤
の
花
は
、
紫
色
で
あ
る
藤
を
も
っ
て
藤
衣
（
H
喪
服
）

を
連
想
さ
れ
る
為
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
「
紫
の
に
ば
め

る
紙
」
（
「
葵
」
）
同
様
、
紫
色
や
藤
も
鈍
色
の
類
に
数
え
る
も
の

と
し
た
の
で
あ
る
。
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以
上
の
分
類
基
準
に
従
っ
て
作
成
し
た
も
の
が
、
別
表
ー
で
あ
る
。

以
下
、
「
鈍
色
」
と
い
う
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
事
柄
が
含
ま
れ
て

い
る
も
の
と
す
る
。
尚
、
鈍
色
の
襲
の
色
目
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い

る
、
「
萱
草
」
「
く
れ
な
ゐ
の
黄
ば
み
た
る
」
「
黄
が
ち
な
る
今
様

色
」
「
紅
の
つ
や
h

か
な
る
」
「
く
ち
な
し
」
等
は
、
凶
色
ま
た
は

服
者
の
色
だ
が
、
鈍
色
の
類
と
し
て
は
数
え
な
か
っ
た
。

本
論『

源
氏
物
語
』
の
中
に
は
、
全
体
に
鈍
色
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い

る
。
（
別
表
1
参
照
〉
こ
の
鈍
色
と
『
源
氏
物
語
』
の
構
成
に
は
、



何
ら
か
の
関
わ
り
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
桐
壷
」
か
ら
「
藤
裏
葉
」
の
巻
ま
で
は
、
葵
の
上
・
夕
顔
・
桐

壷
院
・
六
条
御
息
所
・
藤
壷
中
宮
ら
の
死
、
空
蝉
・
北
山
の
尼
君
・

大
宮
そ
の
他
の
尼
姿
等
に
鈍
色
の
描
写
が
あ
る
が
、
「
若
葉
」
以
降

か
ら
「
幻
」
の
巻
で
は
、
女
三
の
宮
の
降
嫁
を
き
っ
か
け
に
、
鈍
色

の
描
写
が
顕
著
に
な
っ
て
く
る
。
即
ち
、
最
初
は
物
語
中
に
点
在
し

て
い
た
も
の
が
、
「
若
葉
」
以
降
で
は
次
第
に
凝
縮
さ
れ
、
鈍
色
の

印
象
を
濃
く
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
宇
治
十
帖
は
、
そ
の
暗

さ
の
中
で
物
語
が
始
ま
り
、
鈍
色
の
世
界
の
ま
ま
で
終
わ
る
。

鈍
色
は
、
死
や
出
家
と
絡
む
色
彩
で
あ
る
か
ら
、
早
毎
京
」
以
降
、

そ
の
色
彩
描
写
が
多
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
巻
以
降
、
死
や
出

家
に
関
す
る
記
述
や
描
写
が
増
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
女
三
の

宮
の
降
嫁
を
き
っ
か
け
に
、
紫
の
上
は
世
の
無
常
感
を
思
い
知
ら
さ

れ
、
出
家
願
望
が
強
く
な
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
を
皮
切
り
に
、
源
氏
・

紫
の
上
の
出
家
願
望
、
柏
木
衛
門
督
の
死
、
女
三
の
宮
の
出
家
、
紫

の
上
の
死
と
物
語
が
進
行
す
る
と
同
時
に
、
鈍
色
の
色
彩
描
写
も
多

く
な
っ
て
い
き
、
そ
れ
が
頂
点
に
達
し
た
と
思
わ
れ
る
頃
、
光
源
氏

は
出
家
を
遂
げ
る
。

次
に
、
鈍
色
と
対
極
を
な
す
、
華
や
か
な
色
彩
描
写
と
、
そ
の
鈍

色
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

華
や
か
な
色
彩
描
写
は
、
そ
の
殆
ん
ど
が
慶
事
の
場
面
に
お
い
て

用
い
ら
れ
て
い
る
。
殊
に
源
氏
と
そ
れ
に
関
わ
る
人
物
に
は
殊
さ
ら

ふ
ん
だ
ん
に
使
用
さ
れ
る
。
そ
れ
は
情
景
描
写
か
ら
人
物
の
服
色
な

ど
の
細
部
に
ま
で
及
び
、
様
々
な
色
彩
語
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。

源
氏
の
趣
味
を
物
語
中
最
高
の
も
の
と
す
る
為
の
効
果
と
し
て
作
者

が
色
彩
語
を
駆
使
し
て
表
し
た
部
分
で
あ
る
。

華
や
か
な
色
彩
描
写
の
効
果
と
し
て
は
、
大
き
く
分
け
て
二
つ
あ

る
。
一
つ
は
、
今
述
べ
た
よ
う
に
、
源
氏
や
内
裏
の
豪
華
絢
燭
な
様

子
を
表
す
場
合
で
あ
り
、
例
え
ば
、
「
紅
葉
賀
」
の
青
海
波
の
母
T
、

「
玉
量
」
の
歳
暮
の
様
子
等
数
多
く
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
華
や
か

さ
を
も
っ
て
、
そ
れ
に
比
す
る
人
物
が
、
逆
に
己
の
身
の
は
か
な
さ

を
思
い
知
ら
さ
れ
た
り
、
寂
漠
感
を
強
め
た
り
す
る
場
合
も
あ
る
。

例
え
ば
、
源
氏
の
住
吉
参
詣
の
絢
嫡
な
様
子
を
見
て
明
石
上
は
、

「
な
か
な
か
こ
の
御
有
様
を
遥
か
に
見
る
も
身
の
程
口
惜
し
う
覚
ゆ
。

さ
す
が
に
か
け
離
れ
奉
ら
ぬ
宿
世
な
が
ら
か
く
口
惜
し
き
際
の
も
の

だ
に
物
思
ひ
な
げ
に
て
仕
う
ま
つ
る
を
色
ふ
し
に
思
ひ
た
る
に
何
の

罪
深
き
身
に
て
心
に
か
け
て
お
ぼ
つ
か
な
う
思
ひ
聞
え
つ
つ
か
か
り

け
る
御
響
き
を
も
知
ら
で
立
ち
出
で
つ
ら
む
な
ど
恩
ひ
続
く
る
に
い

と
悲
し
う
て
人
知
れ
ず
し
ほ
た
れ
り
。
」
（
「
樗
標
」
）
と
逆
に
自

分
の
境
遇
を
思
い
知
ら
さ
れ
嘆
く
。
又
、
「
手
習
」
で
は
、
京
の
華

や
か
さ
を
運
ん
で
き
た
中
将
の
様
子
が
、
逆
に
小
野
の
物
寂
し
い
様

子
を
一
層
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
せ
て
い
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
後
者
の
効
果
で
あ
る
。
こ
の
類
の

用
法
は
、
『
源
氏
物
語
』
中
、
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
、
物
語
全
体
の
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大
き
な
流
れ
と
し
て
も
登
場
す
る
。
須
磨
か
ら
源
氏
が
帰
京
し
て
後

の
「
津
標
」
か
ら
「
藤
裏
葉
」
ま
で
、
華
や
か
な
色
彩
描
写
は
次
第

に
多
く
な
り
、
物
語
の
内
容
的
に
も
、
源
氏
は
「
藤
裏
葉
」
ま
で
に

そ
の
栄
華
を
極
め
る
。
〈
別
表
1
参
照
）
華
や
か
な
色
彩
描
写
の
数

と
し
て
は
、
「
若
菜
」
が
圧
倒
的
に
多
く
、
こ
こ
が
源
氏
の
栄
華
の

頂
点
か
と
恩
わ
れ
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
一
応
の
目
的
を
何

も
か
も
達
成
し
た
「
藤
裏
葉
」
こ
そ
、
栄
華
の
頂
点
と
し
て
考
え
る

べ
き
で
あ
る
。
前
に
、
「
北
葉
」
以
降
、
鈍
色
の
欝
与
が
顕
著
に
な
っ

て
い
く
と
述
べ
た
が
、
「
若
菜
」
か
ら
「
幻
」
ま
で
を
一
括
と
す
る

な
ら
ば
、
「
若
菜
」
の
鈍
色
の
5
例
と
い
う
数
は
、
巻
の
長
さ
に
比

し
て
少
な
い
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
華
や
か
な
色
彩
描
写

は
、
鈍
色
を
圧
倒
す
る
程
多
い
。
し
か
し
、
こ
の
華
や
か
な
色
彩
描

写
は
、
「
藤
裏
葉
」
ま
で
の
よ
う
に
明
る
さ
を
表
す
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
、
次
の
「
柏
木
」
以
降
の
本
格
的
な
暗
さ
の
序
章
と
考
．
え
る

ベ
き
で
あ
る
。
厳
密
に
4

＝

「
藤
裏
葉
」
ま
で
に
お
い
て
も
少
し
ず
つ
底
辺
を
流
れ
て
い
る
。
源

氏
の
栄
華
は
う
す
ら
寒
い
程
ト
ン
ト
ン
拍
子
に
進
ん
で
ゆ
き
、
そ
れ

が
却
っ
て
読
む
者
に
不
吉
な
予
感
を
抱
か
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

そ
の
予
感
が
的
中
す
る
の
が
、
「
若
葉
」
の
女
三
の
宮
の
降
嫁
で
あ

る
。
「
若
菜
」
で
は
、
鈍
色
の
描
写
は
少
な
い
も
の
の
、
そ
の
内
容

は
鈍
色
の
世
界
で
あ
る
。
紫
の
上
や
源
氏
（
特
に
紫
の
上
）
の
出
家

願
望
は
殊
に
激
し
く
な
り
、
源
氏
も
、
「
い
と

vし
き
御
心
ざ
し
の

ま
さ
る
を
な
ど
か
く
お
ぼ
ゆ
ら
ん
と
ゆ
h

し
き
ま
で
な
ん
。
」
（
「
若

菜
」
）
「
あ
り
が
た
き
人
の
御
有
様
な
れ
ば
い
と
か
く
具
し
ぬ
る
人

は
世
に
久
し
か
ら
ぬ
た
め
し
も
あ
な
る
を
と
ゆ
』
し
き
ま
で
思
ひ
聞

え
給
ふ
。
」
（
同
）
と
、
紫
の
上
の
死
を
予
期
さ
せ
て
い
る
。
故
に
、

「
若
菜
」
の
巻
は
、
日
の
入
り
の
前
に
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
間
夕
日

が
華
々
し
く
空
を
赤
く
染
め
る
よ
う
に
、
「
柏
木
」
以
降
の
暗
閣
の

世
界
へ
の
序
章
と
し
て
の
役
割
り
を
果
た
す
べ
く
、
華
や
か
な
色
彩

描
写
が
殊
更
多
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
柏
木
」
か
ら
「
幻
」
ま
で
は
、
逆
に
華
や
か
な
色
彩
描
写
は
殆

ん
ど
な
い
。
こ
こ
で
は
、
柏
木
の
死
に
始
ま
り
、
女
三
の
宮
の
出
家
、

紫
の
上
の
死
、
光
源
氏
の
出
家
（
の
準
備
）
と
い
う
風
に
、
鈍
色
が

頻
出
し
、
鈍
色
の
世
界
が
濃
厚
に
な
っ
て
ゆ
く
。

光
源
氏
の
誕
生
を
、
日
が
昇
る
朝
だ
と
例
え
る
と
、
そ
の
人
生
に

時
折
影
を
落
と
し
な
が
ら
も
栄
華
を
極
め
て
ゆ
く
の
が
、
日
が
高
く

な
り
太
陽
が
輝
き
を
増
す
真
昼
で
、
即
ち
「
桐
壷
」
か
ら
「
持
軍
嚢
」

ま
で
で
あ
る
。
そ
し
て
次
第
に
日
が
陰
り
暗
閣
の
夜
へ
と
な
っ
て
い

く
の
が
、
「
若
菜
」
か
ら
「
幻
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
光
源
氏
の

人
生
は
、
ほ
の
明
る
い
朝
の
色
調
に
始
ま
り
、
光
輝
く
真
昼
の
色
調

に
栄
華
を
極
め
、
夜
の
色
調
に
幕
を
閉
じ
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
「
夜
」
が
明
け
き
ら
ぬ
ま
ま
に
幕
を
上
げ
、
そ
の

色
調
の
ま
ま
終
わ
る
の
が
、
次
の
世
代
の
物
語
、
「
宇
治
十
帖
」
で

あ
る
。
宇
治
十
帖
に
お
い
て
は
、
華
や
か
な
色
彩
描
写
は
、
光
源
氏
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の
生
き
た
「
桐
壷
」
か
ら
「
幻
」
ま
で
に
比
し
て
少
な
い
。
あ
っ
た

と
し
て
も
、
大
抵
、
明
石
一
族
（
内
裏
）
や
夕
霧
一
族
に
関
す
る
も

の
、
あ
る
い
は
前
述
の
よ
う
に
都
と
山
里
を
対
比
す
る
も
の
と
し
て

出
て
く
る
程
度
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
鈍
色
の
、
全
十
帖
中
部
例

と
い
う
数
字
は
、
比
較
的
高
い
数
だ
と
い
え
よ
う
。
宇
治
十
帖
は
、

こ
の
よ
う
に
閣
の
ま
ま
で
あ
る
故
に
、
薫
は
、
「
閣
は
あ
ゃ
な
く
心

も
と
な
き
程
な
れ
ど
」
（
「
匂
宮
」
）
と
、
関
で
色
の
見
え
に
く
い

世
界
に
お
い
て
愛
で
ら
れ
る
香
が
重
視
さ
れ
る
。
匂
宮
が
薫
と
競
っ

て
香
に
凝
る
の
も
、
闇
夜
に
香
の
印
孝
セ
強
く
す
る
。
「
夜
」
と
い

う
視
覚
の
あ
ま
り
問
題
と
な
ら
な
い
宇
治
十
帖
の
世
界
に
お
い
て
、

薫
や
匂
宮
は
香
っ
て
存
在
す
る
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ

スv

。こ
う
し
て
鈍
色
を
追
う
上
で
、
そ
れ
に
共
う
白
色
の
存
在
が
否
め

な
い
こ
と
に
気
付
く
。
即
ち
、
鈍
色
の
折
り
な
す
世
界
と
は
、
黒
と

白
を
基
調
と
し
た
モ
ノ
ト
ー
ン
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
自
の

事
物
と
し
て
描
か
れ
る
の
は
、
服
色
、
雷
、
桜
、
月
な
ど
が
あ
る
が
、

桜
や
月
は
自
に
近
い
色
と
み
な
す
こ
と
に
し
た
。
桐
壷
帝
の
死
の
際
、

「
雪
打
ち
散
り
風
は
げ
し
う
て
」
（
「
賢
木
」
）
や
藤
壷
中
宮
の
死

に
際
し
「
今
年
ば
か
り
は
（
墨
染
に
咲
け
）
」
〈
「
薄
雲
」
）
と
い

う
場
合
は
、
白
色
を
も
っ
て
鈍
色
の
世
界
を
逆
に
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ

さ
せ
、
悲
哀
を
強
め
る
働
き
を
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
女

三
の
宮
の
出
家
の
後
、
「
宮
の
御
数
珠
ひ
き
お
こ
た
り
給
ひ
て
、
御

琴
に
な
ほ
心
い
れ
給
へ
り
。
月
さ
し
出
で
て
い
と
花
や
か
な
る
程
も

あ
は
れ
な
る
に
空
を
う
ち
な
が
め
て
」
（
「
鈴
虫
」
）
と
い
う
場
合

は
、
「
あ
は
れ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
悲
哀
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
の
白

と
黒
の
織
り
な
す
モ
ノ
ト
ー
ン
の
美
、
無
常
感
を
背
景
に
、
他
の
色

彩
を
排
除
し
た
、
清
艶
と
澄
み
き
っ
た
中
に
漂
う
寂
漠
感
を
醸
し
出

す
美
の
働
き
を
強
調
し
て
い
る
。

白
も
鈍
色
と
同
様
、
初
め
は
点
在
し
て
い
る
が
、
鈍
色
の
頻
出
し

始
め
る
「
若
葉
」
以
降
、
白
色
も
頻
繁
に
鈍
色
と
共
に
描
写
さ
れ
て

、ノ、、。相
木
衛
門
督
の
臨
床
に
用
い
ら
れ
て
い
る
白
は
、
も
う
す
ぐ
死
へ

向
か
う
人
閣
の
弱
々
し
さ
、
は
か
な
さ
を
描
き
出
す
も
の
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
。

「
白
き
衣
ど
も
の
な
つ
か
し
う
な
よ
』
か
な
る
を
あ
ま
た
重
ね
て

会
ひ
き
か
け
て
臥
し
給
へ
り
。
」
（
「
柏
木
」
）
「
や
せ
さ
ぼ
ら
ひ

た
る
も
白
う
あ
て
は
か
な
る
さ
ま
し
て
」
（
同
）

そ
の
白
と
対
極
を
な
す
の
が
、
女
三
の
宮
の
鈍
色
の
世
界
で
、
こ
れ

は
、
女
三
の
宮
と
相
木
の
不
義
の
罪
の
結
果
の
色
と
し
て
描
き
出
さ

れ
て
い
る
。

「
す
ぎ
ん
＼
見
ゆ
る
鈍
色
ど
も
の
黄
が
ち
な
る
今
様
色
な
ど
着
給

ひ
て
」
（
「
柏
木
」
）
「
い
で
あ
な
憂
。
墨
染
こ
そ
な
ほ
う
た
て
目

も
く
る
h
色
な
り
け
れ
。
」
（
同
）
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こ
の
対
極
を
な
す
罪
の
色
か
ら
生
ま
れ
た
薫
に
つ
い
て
は
、

木
」
か
ら
「
横
笛
」
ま
で
白
で
統
一
さ
れ
る
。

「
い
と
白
う
’
つ
つ
く
し
う
程
よ
り
は
お
よ
ず
け
て
」
（
「
柏
木
」
）

「
白
き
う
す
も
の
に
唐
の
小
紋
の
紅
梅
の
御
衣
の
す
そ
・
：
い
と
ら
う

た
げ
に
白
く
そ
び
や
か
に
柳
を
け
づ
り
で
作
り
た
ら
む
や
う
な
り
。
」

（
「
横
笛
」
）
「
二
藍
の
直
衣
の
か
ぎ
り
を
着
て
い
み
じ
う
白
う
ひ

か
り
・
つ
つ
く
し
き
こ
と
」
（
同
）

こ
の
場
合
の
白
は
、
薫
の
美
し
さ
を
表
し
て
い
る
こ
と
は
文
中
よ
り

明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
白
の
美
し
さ
は
同
時
に
罪
を
知
ら

ぬ
無
垢
を
表
し
て
い
る
。
ま
だ
薫
自
身
が
知
ら
ぬ
己
の
出
生
の
秘
密

と
い
う
暗
さ
を
知
ら
ぬ
無
垢
、
そ
れ
故
に
逆
に
痛
々
し
い
ま
で
の
白

さ
が
、
そ
の
暗
さ
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

柏
木
の
死
は
、
殊
更
白
と
鈍
色
と
の
対
比
で
表
現
さ
れ
る
。
そ
れ

は
、
柏
木
が
若
く
し
て
死
ぬ
こ
と
、
ま
た
不
義
の
罪
を
犯
し
た
結
果

の
死
で
あ
る
こ
と
、
即
ち
、
柏
木
の
死
が
た
だ
事
な
ら
ぬ
死
で
あ
る

故
、
そ
の
悲
哀
は
一
層
増
す
か
ら
で
あ
る
。
又
、
柏
木
に
つ
い
て
は
、

若
く
し
て
死
ん
だ
こ
と
の
強
調
と
し
て
、
他
に
「
ゃ
う
や
う
青
み
い

づ
る
若
葉
」
「
柏
木
と
楓
と
の
物
よ
り
け
に
若
や
か
な
る
色
し
て
枝

さ
し
か
は
し
た
る
を
」
（
「
柏
木
」
）
「
君
将
軍
が
塚
に
草
初
め
て

青
し
」
（
「
横
笛
」
）
と
い
っ
た
若
葉
色
と
の
対
比
も
み
ら
れ
る
。

こ
の
類
の
対
比
は
、
春
の
色
調
と
の
対
比
で
紫
の
上
に
も
見
ら
れ
る
。

次
に
源
氏
と
紫
の
上
に
お
け
る
白
の
描
写
を
見
て
い
く
こ
と
に
す 柏

る
。
紫
の
上
の
死
後
も
悲
哀
を
表
す
色
と
し
て
鈍
色
と
自
の
対
比
が

み
ら
れ
る
。

「
御
ぐ
し
の
た
ざ
っ
ち
や
ら
れ
給
へ
る
ほ
ど
こ
ち
た
く
け
う
ら
に

て
つ
ゆ
ば
か
り
乱
れ
た
る
気
色
も
な
う
つ
や
ノ
＼
と
美
し
げ
な
る
さ

ま
ぞ
限
り
な
き
。
火
の
い
と
あ
か
き
に
御
色
は
い
と
白
く
光
る
や
う

に
て
」
（
「
御
法
」
）
「
あ
け
ぼ
の
に
し
も
曹
司
に
お
る
h
女
房
な

る
べ
し
「
い
み
じ
う
積
り
に
け
る
雪
か
な
」
と
い
ふ
声
を
聞
き
つ
け

給
へ
る
」
（
「
幻
」
）

又
、
紫
の
上
と
源
氏
、
又
は
源
氏
一
人
に
特
徴
的
な
も
の
と
し
て
、

真
？
日
な
世
界
の
描
出
が
あ
る
。

ω
「
雪
の
い
た
う
降
り
つ
も
り
た
る
上
に
今
も
散
り
つ
h
松
と
竹

の
け
ぢ
め
を
か
し
う
見
ゆ
る
夕
暮
に
人
の
御
容
貌
も
光
ま
さ
り
て

見
ゆ
。
「
時
々
に
つ
け
て
も
人
の
心
を
う
っ
す
め
る
花
紅
葉
の
盛

り
よ
り
も
冬
の
夜
の
す
め
る
月
に
雪
の
光
り
あ
ひ
た
る
空
こ
そ
あ

や
し
う
色
な
き
も
の
の
身
に
し
み
で
こ
の
世
の
外
の
事
ま
で
思
ひ

流
さ
れ
、
面
白
さ
も
あ
は
れ
さ
も
残
ら
ぬ
折
な
れ
。
す
さ
ま
じ
き

例
に
言
ひ
置
き
け
む
人
の
心
浅
さ
よ
。
と
て
御
簾
あ
げ
さ
せ
給
ふ
。

月
は
隈
な
く
さ
し
出
で
て
ひ
と
つ
色
に
見
え
渡
さ
れ
た
る
に
：
・
池

の
氷
も
え
も
い
は
ず
す
ご
き
に
童
女
お
ろ
し
て
雪
ま
ろ
ば
し
せ
さ

せ
給
ふ
。
を
か
し
げ
な
る
姿
頭
っ
き
月
に
映
え
て
・
：
こ
よ
な
う
あ

ま
れ
る
髪
の
末
白
き
に
は
ま
し
で
も
て
は
や
し
た
る
い
と
け
ざ

や
か
な
り
。
」
（
「
檀
」
）
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こ
こ
で
、
朝
顔
の
も
と
に
足
を
運
ぶ
源
氏
の
姿
に
紫
の
上
は
次
第
に

信
頼
を
失
っ
て
ゆ
く
。
紫
の
上
の
唯
一
の
拠
で
あ
っ
た
源
氏
と
い
う

足
元
の
基
盤
が
崩
れ
始
め
て
い
る
時
期
で
あ
る
。
こ
の
真
？
自
に
埋

め
つ
く
さ
れ
た
美
の
世
界
は
、
紫
の
上
と
源
氏
の
心
の
暗
さ
を
却
っ

て
表
出
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
心
の
暗
さ
故
に
、
真
っ

白
な
「
色
な
き
も
の
」
の
世
界
の
美
に
ひ
た
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我

が
身
の
内
の
暗
さ
が
「
こ
の
世
の
外
の
事
ま
で
思
ひ
流
さ
」
せ
る
の

で
あ
る
。
そ
の
暗
さ
は
い
ず
れ
「
こ
の
世
の
外
」
つ
ま
り
出
家
、
あ

る
い
は
死
へ
と
向
っ
て
ゆ
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
故
に
心
の
暗
さ
、

簡
と
は
心
の
内
に
広
が
る
鈍
色
の
世
界
と
い
え
る
。
「
色
な
き
も
の
」

の
世
界
、
即
ち
そ
れ
が
先
に
述
べ
た
モ
ノ
ト
ー
ン
の
色
調
の
世
界
で

あ
り
、
そ
の
色
調
が
醸
し
出
し
て
ゆ
く
の
が
「
こ
の
世
の
外
」
へ
と

向
か
う
思
想
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
紫
の
上
と
源
氏
に
特
徴
的
な
白
の
世
界
と
述
べ
た
が
、

付
け
加
え
る
と
、
明
石
上
に
も
自
の
描
写
が
あ
る
。
雪
の
子
別
れ
の

場
面
で
あ
る
。

「
雪
震
が
ち
に
心
細
さ
ま
さ
り
で
あ
や
し
く
さ
ま
ん
＼
に
物
思
ふ
ベ

か
り
け
る
身
か
な
と
う
ち
嘆
き
て
常
よ
り
も
こ
の
君
を
撫
で
つ
く
ろ

ひ
つ
つ
居
た
り
。
雪
か
き
く
ら
し
降
り
つ
も
る
朝
、
・
：
汀
の
氷
な
ど

見
や
り
て
白
き
衣
ど
も
の
な
よ
よ
か
な
る
あ
ま
た
著
て
な
が
め
ゐ
た

る
」
（
「
薄
雲
」
）

こ
こ
に
お
け
る
白
の
世
界
も
、
前
の
源
氏
と
紫
の
上
の
例
と
同
様
、

逆
に
鈍
色
（
闇
）
の
世
界
を
浮
き
立
た
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
明
石
上

は
己
の
心
（
鈍
色
の
世
界
）
と
向
き
合
い
、
明
石
姫
君
へ
の
思
い
を

切
り
捨
て
よ
う
と
し
て
い
る
。
我
が
子
を
手
放
す
こ
と
に
よ
り
、
こ

の
儀
式
の
よ
う
な
効
果
の
中
、
明
石
上
の
心
の
中
で
何
か
が
た
ち
切

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
明
石
上
の
悲
し
み
を
表
す
と
同
時
に
、

六
条
院
で
冬
の
町
に
住
む
女
君
と
し
て
の
構
想
の
下
敷
き
と
な
り
、

又
、
後
に
描
か
れ
る
、
源
氏
と
対
称
的
な
道
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
成
功

者
と
し
て
の
明
石
一
族
の
女
と
し
て
歩
き
始
め
る
た
め
の
無
の
世
界

な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
白
い
世
界
は
、
明
石
上
の
生
き
方
の
大

き
な
転
換
を
意
味
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
月
に
つ
い
て
い
さ
さ
か
補
充
を
加
え
た
い
。

ωに
お

い
て
、
冬
の
月
を
愛
で
る
作
者
の
美
意
識
が
、
源
氏
の
口
を
通
し
て

語
ら
れ
る
。

ω
「
二
十
日
の
月
、
は
る
か
に
澄
み
て
海
の
面
お
も
白
く
見
え
わ

た
る
に
霜
の
い
と
こ
ち
た
く
置
き
て
松
原
も
色
ま
が
ひ
て
よ
ろ
づ

の
事
そ
Y
ろ
寒
く
い
と
お
も
し
ろ
さ
も
立
ち
添
ひ
た
り
。
封
の
う

へ：・
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住
の
江
の
松
夜
深
く
お
く
霜
は
神
の
か
け
た
る
ゆ
ふ
か
づ
ら
か

も箪
の
朝
臣
の
「
比
良
の
山
さ
へ
」
と
い
ひ
け
る
雪
の
あ
し
た
を
思

し
や
れ
ば
・
・
・
女
御
の
君
、

神
人
の
手
に
取
り
も
た
る
榊
葉
に
ゆ
ふ
か
け
そ
ふ
る
深
き
夜
の



霜｜

中
っ
か
さ
の
君

は
ふ
り
子
が
ゆ
ふ
う
ち
粉
ひ
お
く
霜
は
げ
に
・
．

：
・
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
ゆ
く
に
霜
は
い
よ
／
＼
深
く
て
」

．
住
吉
参
詣
）

間
「
冬
の
夜
の
月
は
人
に
た
が
ひ
て
賞
で
給
ふ
御
心
な
れ
ば
お
も

し
ろ
き
夜
の
雪
の
光
に
折
に
合
ひ
た
る
手
ど
も
弾
き
給
ひ
っ
h

」

（
同
・
六
条
院
の
女
楽
）

こ
の

ωや
聞
も
冬
の
月
の
美
で
あ
る
。

山
で
「
こ
の
世
の
外
の
こ
と
ま
で
」
と
語
ら
れ
る
よ
う
に
、
月
に

は
「
こ
の
世
の
外
」
の
世
界
へ
魂
を
導
く
働
き
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
「
横
笛
」
の
巻
で
、
タ
霧
の
枕
上
に
柏
木
の
霊
が
現
れ
る
。

「
か
の
衛
門
の
督
た
Y
あ
り
し
さ
ま
の
桂
姿
に
て
」
（
「
横
笛
」
）
、

そ
こ
で
タ
霧
の
子
が
泣
き
出
し
た
時
の
雲
井
の
雁
の
言
い
分
は
以
下

の
通
り
で
あ
る
。
「
夜
ぶ
か
き
御
月
め
で
に
格
子
も
あ
げ
ら
れ
た
れ

ば
例
の
も
の
の
け
入
り
き
た
る
な
め
り
。
」
（
同
）
つ
ま
り
、
月
を

愛
で
て
格
子
を
上
げ
た
か
ら
、
物
怪
（
H

柏
木
の
霊
魂
）
が
や
っ
て

来
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
明
石
」
で
源
氏
の
も
と
に
桐
壷
院
の
魂

を
導
い
た
の
も
、
ま
た
月
で
あ
っ
た
。
「
あ
か
ず
恋
し
く
て
御
供
に

参
り
な
む
を
泣
き
入
り
給
ひ
て
、
見
上
げ
給
へ
れ
ば
人
も
な
く
月
の

顔
の
み
き
ら
き
ら
と
し
て
夢
の
心
地
も
せ
ず
御
け
は
ひ
と
ま
れ
る
心

地
し
て
空
の
雲
あ
は
れ
に
た
な
び
け
り
。
」

（
「
土
集
合

（
「
明
石
」
）
こ
の
よ

う
に
、
月
は
霊
界
と
現
実
の
世
界
と
を
結
び
つ
け
、
霊
魂
を
導
く
も

の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
月
見
る
宵
の
い
っ
と
て
も
物

あ
は
れ
な
ら
ぬ
折
は
な
き
中
に
今
宵
の
あ
ら
た
な
る
月
の
色
に
は
、

げ
に
な
ほ
我
が
世
の
ほ
か
ま
で
こ
そ
よ
ろ
づ
思
ひ
な
が
さ
る
れ
。
故

権
大
納
言
・
：
」
（
「
鈴
虫
」
）
と
、
月
に
よ
り
「
我
が
世
の
ほ
か
」

の
世
界
へ
と
導
か
れ
、
「
故
大
納
言
」
（
リ
相
木
）
に
つ
い
て
語
ら

れ
る
。

ωの
後
、
源
氏
が
様
々
の
女
君
に
つ
い
て
紫
の
上
に
語
っ
た

後
、
や
は
り
月
に
導
か
れ
た
か
の
よ
う
に
藤
壷
の
霊
が
源
氏
の
枕
上

に
現
れ
る
の
で
あ
る
。
月
に
は
、
こ
の
よ
う
に
霊
魂
の
世
界
へ
と
導

く
働
き
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
「
一
人
月
な
見
給
ひ
そ
」
（
「
宿
木
」

）
「
月
見
る
は
思
み
侍
る
物
を
。
」
（
同
）
の
よ
う
に
、
不
吉
な
も

の
と
も
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
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さ
ら
に
月
に
つ
い
て
付
け
加
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
作
者
の
冬
の

月
の
美
意
識
は
、
山
や
閣
で
源
氏
を
通
し
て
詰
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

山
の
「
す
さ
ま
じ
き
例
に
一
吉
ひ
置
き
け
む
人
」
即
ち
、
清
少
納
言
に

対
抗
し
た
と
恩
わ
れ
る
。

「
す
さ
ま
じ
き
も
の
、
お
う
な
の
け
さ
う
、
し
は
す
の
月
夜
」
（
注

3
『
枕
草
子
』
此
段
現
存
せ
ず
「
河
海
抄
」
）

作
者
は
、
物
語
中
最
高
の
趣
味
人
で
あ
る
源
氏
に
こ
れ
を
語
ら
せ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
女
房
社
会
に
影
響
を
与
え
ん
と
図
っ
た
の
で
は
あ

る
ま
い
か
。

次
に
、
仙
、
聞
は
川
か
ら
の
流
れ
を
受
け
、
女
三
の
宮
の
降
嫁
に



対
す
る
紫
の
上
と
源
氏
の
そ
れ
ぞ
れ
の
心
の
暗
さ
を
逆
に
醸
し
出
す

も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

凶
「
明
け
ぐ
れ
の
空
に
雪
の
光
み
え
て
お
ぼ
つ
か
な
し
。
名
残
ま

で
と
ま
れ
る
御
匂
ひ
「
閣
は
あ
ゃ
な
し
」
と
ひ
と
り
ご
た
る
。
雪

は
と
こ
ろ
介
（
＼
残
り
た
る
が
い
と
白
き
庭
の
ふ
と
け
ぢ
め
見
え

わ
か
れ
ぬ
程
な
る
に
「
猶
残
れ
る
雪
」
と
忍
び
や
か
に
く
ち
ず
さ

み
給
ひ
つ
』
御
格
子
う
ち
た
Y
き
給
ふ
も
」
（
「
若
葉
」
・
女
三

の
宮
の
三
日
夜
）

間
「
こ
と
に
恥
づ
か
し
げ
も
な
き
御
さ
ま
な
れ
ど
御
筆
な
ど
ひ
き

つ
く
ろ
い
て
白
き
紙
に

中
道
を
隔
つ
る
ほ
ど
は
は
な
れ
け
れ
ど
も
心
み
だ
る
h
今
朝
の

あ
は
雪

梅
に
つ
け
給
へ
り
0

・
：
や
が
て
見
出
し
て
端
ち
か
く
お
は
し
ま
す
。

白
き
御
衣
ど
も
着
給
ひ
て
花
を
ま
さ
ぐ
り
給
ひ
つ
』
友
待
つ
雪

の
ほ
の
か
に
残
れ
る
上
に
う
ち
散
り
そ
ふ
空
を
な
が
め
給
へ
り
。
」

（同）ωの
真
っ
白
な
世
界
は
、

ω・
聞
と
異
な
り
、
神
々
し
さ
を
表
わ

す
美
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
源
氏
や
明
石
一
族
を
繁
栄
せ
し

め
た
住
吉
の
霊
験
の
あ
ら
た
か
さ
の
表
出
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
聞

に
は
対
抗
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
運
命
が
あ
り
、
そ
れ
は
神
と
同
じ

く
大
い
な
る
動
か
し
難
い
も
の
の
存
在
を
示
し
、
人
間
の
は
か
な
さ

を
も
感
じ
さ
せ
る
。

聞
は
山
か
ら
の
流
れ
で
、
心
の
暗
さ
が
次
第
に
終
鳶
に
向
か
う
途

中
の
一
描
写
で
あ
る
。

附
「
雪
の
降
り
た
り
し
あ
か
月
に
た
ち
や
す
ら
ひ
て
我
が
身
も
冷

え
入
る
や
う
に
思
ほ
え
て
空
の
気
色
は
げ
し
か
り
し
に
い
と
な
つ

か
し
う
お
い
ら
か
な
る
物
か
ら
袖
の
い
た
う
泣
き
濡
ら
し
給
へ
り

け
る
を
ひ
き
隠
し
：
・
あ
け
ぼ
の
に
し
も
曹
司
に
お
る
』
女
房
な
る

べ
し
「
い
み
じ
う
積
り
に
け
る
雪
か
な
」
と
い
ふ
声
を
き
h

つ
け

給
へ
る
。
た
Y
そ
の
折
の
心
ち
す
る
に
御
か
た
は
ら
の
寂
し
き
も

い
ふ
か
た
な
く
悲
し
。

憂
き
世
に
は
ゆ
き
消
え
な
ん
と
思
ひ
っ
h
思
ひ
の
ほ
か
に
な
ほ

ぞ
程
ふ
る
」
（
「
幻
」
）

間
「
雪
い
た
う
降
り
て
ま
め
や
か
に
積
り
に
け
り
0

・
：
御
覧
じ
馴

れ
た
る
御
指
導
師
の
頭
は
や
う
や
う
色
か
は
り
て
候
ふ
も
あ
は
れ

に
お
ぼ
さ
る
。
：
・
梅
の
花
の
わ
づ
か
に
け
し
（
き
）
ば
み
始
め
て

雪
に
も
て
は
や
さ
れ
た
る
程
を
か
し
き
を
御
遊
な
ど
も
有
り
ぬ
べ

け
れ
ど
な
ほ
今
年
ま
で
は
物
の
音
も
む
せ
び
ぬ
べ
き
心
地
し
給
へ

ば
：
・
春
ま
で
の
命
も
知
ら
ず
雪
の
う
ち
に
色
づ
く
梅
を
今
か
ざ

F
同

unt 

し
て
む

千
代
の
春
み
る
べ
き
花
と
い
の
り
お
き
て
我
が
身
ぞ
雪
と
と
も

に
ふ
り
ぬ
る
：
・
」
（
「
幻
」
）

凶
聞
は
川
か
ら
の
流
れ
で
、
間
へ
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
描
出
さ
れ
た
、

紫
の
上
の
死
に
対
す
る
源
氏
の
悲
し
み
で
あ
る
。
栄
華
を
極
め
な
が



ら
も
、
そ
の
内
面
は
一
層
暗
さ
を
増
し
、
無
常
感
が
極
ま
っ
て
ゆ
く
。

世
を
厭
う
た
目
に
移
る
も
の
は
、
色
の
な
い
世
界
、
も
う
少
し
言
及

す
れ
ば
、
白
と
黒
の
モ
ノ
ト
ー
ン
の
世
界
で
あ
り
、
も
は
や
華
や
か

な
色
彩
は
目
に
入
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
真
っ
白
な
世
界
が

描
出
さ
れ
て
「
幻
」
は
終
わ
る
が
、
前
に
述
べ
た
通
り
、
内
面
は
鈍

色
の
世
界
が
自
の
描
出
の
多
さ
に
比
例
し
て
広
が
っ
て
、
閣
の
世
界

に
お
い
て
、
源
氏
の
生
涯
は
幕
を
降
ろ
す
の
で
あ
る
。

池
田
亀
鑑
氏
に
よ
り
「
も
し
作
者
が
第
一
部
の
「
幸
福
な
る
人
生
」

の
み
を
本
来
的
な
『
源
氏
物
置
巴
と
し
て
単
独
に
構
想
し
た
と
す
る

な
ら
そ
の
世
界
観
は
、
従
来
の
古
物
語
と
同
程
度
の
浅
い
も
の
で
あ

る
。
第
二
部
以
下
が
最
初
か
ら
対
照
的
に
構
想
さ
れ
て
ゐ
た
と
解
し

て
こ
そ
、
こ
の
物
語
の
作
者
の
は
か
り
知
れ
ぬ
偉
大
さ
が
思
は
れ
る
。
」

（注
4
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
宇
治
十
帖
に
も
前
半
の
閣

の
世
界
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
。
宇
治
十
帖
は
前
半
に
比
し
て
華
や

か
な
事
物
、
即
ち
華
や
か
な
色
彩
描
写
が
少
な
く
、
鈍
色
と
白
色
の

織
り
な
す
モ
ノ
ト
ー
ン
の
世
界
が
主
流
と
な
る
。
宇
治
十
帖
で
は
、

内
面
の
暗
さ
は
つ
い
に
救
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
閣
の
ま
ま
に
終
わ

る
。
こ
こ
に
は
、
作
者
の
生
き
た
時
代
は
末
法
思
想
の
世
で
あ
り
、

そ
の
影
響
が
出
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。

「
い
と
む
つ
か
し
き
日
の
本
の
末
の
世
に
生
ま
れ
給
ひ
つ
ら
ん
と

み
る
に
い
と
な
む
悲
し
き
。
」
（
「
若
紫
」
）
「
末
の
世
に
く
だ
れ

る
人
の
え
あ
き
ら
め
果
つ
ま
じ
く
こ
そ
」
（
「
若
葉
」
）
「
世
の
末

~＇~ ~ にぱ
」一一寸 1~

げ：之

同宅l心
） 品 ｜ つ

ろ｜ー
つl｜のの｜
，｜そ
℃｜の

長｜？
ふ｜の
ス｜の
孟｜か
ま｜た
は｜端
や｜に
す｜か
く｜は
な｜あ
りlり

行｜ん

世l[_ 

紫
の
上
に
関
し
て
は
、
鈍
色
の
描
写
は
一
例
を
除
く
と
殆
ん
ど
な

い
。
「
ゃ
う
／
＼
起
き
出
で
給
ふ
に
鈍
色
の
こ
ま
や
か
な
る
が
う
ち

な
え
た
る
ど
も
を
着
て
何
心
な
く
う
ち
笑
み
な
ど
し
て
居
給
へ
る
が

い
と
う
つ
く
し
き
に
」
（
「
若
紫
」
）
こ
れ
は
、
母
や
祖
母
に
死
に

別
れ
、
父
・
兵
部
卿
宮
に
顧
み
ら
れ
な
か
っ
た
紫
の
上
自
身
も
「
身

の
ほ
ど
の
も
の
は
か
な
き
さ
ま
」
（
「
若
紫
」
）
と
思
っ
て
い
る
薄

幸
か
ら
の
脱
皮
を
、
二
条
院
の
華
や
か
さ
の
中
に
置
く
こ
と
に
よ
り

表
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
暗
さ
を
強
調
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
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紫
の
上
に
つ
い
て
は
、
そ
の
登
場
か
ら
死
後
に
至
る
ま
で
、
服
色

や
身
辺
の
描
写
に
春
の
色
彩
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

「
玉
婁
」
で
歳
暮
に
源
氏
が
紫
の
上
に
選
ん
だ
服
色
か
ら
も
、
あ
る

い
は
「
野
分
」
で
夕
霧
に
よ
り
「
樺
桜
」
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
、

「
若
菜
」
で
源
氏
に
よ
り
「
桜
」
に
例
え
ら
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、

紫
の
上
に
は
春
の
色
調
即
ち
春
の
花
の
イ
メ
ー
ジ
が
重
ね
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
紫
の
上
自
身
も
春
を
好
み
、
そ
の
服
色

を
眺
め
て
み
て
も
、
山
吹
襲
、
紅
、
桜
の
細
長
、
紅
梅
紋
の
葡
萄
染

の
小
桂
、
今
様
色
、
薄
蘇
芳
の
細
長
：
・
と
春
の
色
調
の
も
の
が
そ
の



殆
ん
ど
を
占
め
る
。
紫
の
上
の
死
後
、
鈍
隼
と
の
対
比
は
、
春
の
花
々

を
も
っ
て
な
さ
れ
る
。
「
紅
梅
の
下
に
あ
ゆ
み
出
で
給
へ
る
御
さ
ま

の
い
と
な
つ
か
し
き
に
ぞ
」
「
た
い
の
御
前
の
山
吹
こ
そ
猶
世
に
見

え
ぬ
花
の
さ
ま
な
れ
。
：
・
植
ゑ
し
人
な
き
春
と
も
知
ら
ず
が
ほ
に
て

つ
ね
よ
り
も
匂
ひ
か
さ
ね
た
る
こ
そ
あ
は
れ
に
侍
れ
。
」
（
「
幻
」
）

等
春
の
花
と
の
対
比
は
、
柏
木
の
若
葉
と
の
対
比
に
類
脱
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
「
春
の
桜
は
げ
に
長
か
ら
ぬ
に
し
も
お
ぼ
え
ま
さ
る
物
と

な
む
。
」
（
「
匂
宮
」
）
と
、
紫
の
上
を
終
始
春
の
花
で
統
一
し
た

理
由
を
こ
こ
に
伺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
紫
の
上
の
表
面
は
春
の
華
や
か
な
色
彩
で
最
後
ま
で
統

一
さ
れ
な
が
ら
も
、
内
面
は
「
若
菜
」
以
降
、
女
三
の
宮
の
降
嫁
を

き
っ
か
け
と
し
て
暗
く
陰
っ
て
ゆ
く
。
己
を
「
中
空
な
る
身
」
（
「
若

葉
」
）
と
認
識
し
、
さ
ら
に
は
「
「
さ
ら
ば
我
（
が
）
身
は
思
ふ
こ

と
あ
り
け
り
」
と
身
づ
か
ら
ぞ
お
ぼ
し
知
ら
る
』
。
」
〈
「
茶
葉
」
）

「
わ
が
身
は
た
Y

一
所
の
御
も
て
な
し
に
人
に
は
劣
ら
ね
ど
あ
ま
り

年
積
も
り
な
ば
そ
の
御
心
ば
へ
も
つ
ひ
に
衰
へ
な
ん
。
さ
ら
む
世
を

見
果
て
ぬ
さ
き
に
心
そ
む
き
に
し
が
な
。
」
（
「
若
葉
」
）
と
、
そ

れ
ま
で
は
源
氏
や
他
の
女
君
、
即
ち
外
側
へ
と
向
か
っ
て
い
た
視
点

は
、
次
第
に
己
の
内
面
へ
と
向
か
っ
て
ゆ
く
。
自
身
の
は
か
な
い
存

在
に
気
付
き
、
「
人
に
は
劣
ら
ね
ど
」
と
い
う
己
の
栄
華
が
実
は
源

氏
の
「
御
も
て
な
し
」
「
た
Y

一
所
」
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
い

か
に
危
う
く
不
安
定
で
脆
い
も
の
で
あ
っ
た
か
を
こ
こ
で
は
っ
き
り

と
思
い
知
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
紫
の
上
の
出
家
願
望
は
次
第
に

強
く
な
っ
て
ゆ
く
。
「
女
ば
か
り
身
を
も
て
な
す
さ
ま
も
所
せ
う
あ

は
れ
な
る
べ
き
も
の
は
な
し
。
」
（
「
タ
霧
」
）
と
、
以
下
女
の
身

の
は
か
な
さ
が
紫
の
上
に
よ
り
語
ら
れ
て
い
く
が
、
こ
の
よ
う
に
、

最
初
は
そ
の
不
安
の
向
け
ら
れ
る
対
象
は
外
部
（
源
氏
や
女
君
）
で

あ
っ
た
も
の
が
、
紫
の
上
自
身
（
内
部
）
に
移
行
し
、
さ
ら
に
は
、

次
第
に
「
女
」
と
い
う
も
の
の
身
の
は
か
な
さ
へ
と
及
ん
で
ゆ
く
。

女
の
業
と
い
う
も
の
に
考
え
が
及
ぶ
に
つ
け
て
、
も
は
や
紫
の
上
の

心
は
源
氏
か
ら
離
れ
て
、
独
り
、
心
の
閣
を
歩
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
紫
の
上
の
生
涯
は
、
表
面
は
全
て
春
の
華
や
か
な
明
る

い
色
調
で
統
一
さ
れ
な
が
ら
も
、
「
若
菜
」
以
降
、
そ
の
内
面
に
は

鈍
色
の
世
界
が
広
が
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
紫
の
上
を
華

や
か
な
色
彩
で
一
貫
す
る
こ
と
が
、
却
っ
て
心
の
暗
さ
、
内
面
に
広

が
る
鈍
色
の
世
界
を
表
に
引
き
出
す
効
果
を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
前
に
も
述
べ
た
「
春
の
桜
は
げ
に
長
か
ら
ぬ
に
し
も
お
ぼ
え
ま

さ
る
物
と
な
む
」
（
「
匂
宮
」
）
の
一
文
か
ら
、
作
者
の
意
図
が
あ
っ

て
春
の
色
調
で
統
一
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
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こ
こ
で
、
光
源
氏
や
紫
の
上
と
は
逆
に
、
夜
の
色
調
か
ら
次
第
に

光
輝
く
真
展
一
の
色
調
へ
と
移
行
し
て
ゆ
く
の
が
明
石
一
族
で
あ
る
。

直
接
鈍
色
の
描
写
は
あ
ま
り
出
て
こ
な
い
が
、
源
氏
と
出
会
い
、

上
京
す
る
ま
で
は
、
出
家
し
た
明
石
入
道
や
明
石
の
尼
君
の
存
在
に



よ
り
、
場
面
の
色
彩
は
鈍
色
の
世
界
が
広
が
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
れ
は
、
明
石
一
族
が
閣
の
中
を
手
探
り
で
歩
み
幸
運
の
糸
口
を
つ

か
も
う
と
惑
う
よ
う
な
、
不
安
な
状
況
を
象
徴
し
て
い
る
。
そ
の
閣

の
中
で
、
明
石
の
上
を
き
っ
か
け
と
し
、
さ
ら
に
「
夜
光
り
け
む
玉
」

（
「
松
風
」
）
で
あ
る
明
石
姫
君
を
軸
と
し
て
、
状
況
は
徐
々
に
好

転
し
て
ゆ
く
。

明
石
姫
君
の
裳
着
（
「
梅
枝
」
）
な
ど
の
際
の
絢
嫡
な
色
彩
描
写

は
、
太
陽
が
差
し
昇
り
、
光
輝
く
真
昼
の
よ
う
な
、
明
石
一
族
の
繁

栄
を
表
す
も
の
で
あ
る
。
明
石
姫
君
の
栄
華
（
国
母
・
東
宮
）
こ
そ

が
明
石
入
道
の
教
育
の
最
終
日
的
で
あ
り
、
こ
こ
は
入
道
の
教
育
の

開
花
の
一
端
と
い
え
る
。
「
若
菜
」
の
住
吉
参
詣
に
お
け
る
明
石
尼

君
の
「
浅
香
の
折
敷
に
青
鈍
の
お
も
て
を
し
て
精
神
物
ま
ゐ
る
と
て
」

と
い
う
鈍
色
の
描
写
は
、
明
石
一
族
の
栄
華
に
似
つ
か
わ
し
く
な
い

異
色
の
も
の
と
し
て
描
出
さ
れ
、
そ
の
存
在
が
異
質
の
も
の
と
感
じ

ら
れ
れ
ば
感
じ
ら
れ
る
程
、
そ
の
栄
撃
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
結

果
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
よ
ろ
づ
の
事
に
つ
け
て
め
で
あ
さ

み
世
の
こ
と
ぐ
さ
に
て
「
明
石
尼
君
」
と
ぞ
さ
ひ
は
ひ
人
に
い
ひ
け

る
。
か
の
致
至
大
臣
殿
の
近
江
の
君
は
讐
六
う
つ
時
の
こ
と
ば
に
も

「
明
石
尼
君
／
＼
／
＼
」
と
ぞ
饗
は
乞
ひ
け
る
。
」
（
「
若
葉
」
）

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
お
け
る
尼
君
の
鈍
色
の
描
写
は
、
も
は
や

内
面
の
暗
さ
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
源
氏
の
亡
後
は
、
「
六
条
院
の
春
の
御
殿
と
て
世
に
の
』

し
り
し
玉
の
豊
も
「
た
Y
ひ
と
り
の
御
末
の
た
め
な
り
け
り
」
と
見

え
て
明
石
の
御
か
た
は
あ
ま
た
の
宮
た
ち
の
御
後
見
を
し
つ
』
あ
つ

か
ひ
聞
え
給
へ
り
。
」
（
「
匂
宮
」
）
と
、
明
石
一
族
は
栄
華
を
極

め
る
。
こ
こ
に
は
、
内
面
の
暗
さ
と
い
っ
た
も
の
は
問
題
と
な
ら
ず
、

「
と
に
か
く
に
つ
け
て
も
、
世
は
た
ぜ
火
を
消
ち
た
る
や
う
に
何
事

も
は
え
な
き
嘆
き
を
せ
ぬ
折
な
か
り
け
り
。
」
〈
同
）
と
い
う
源
氏

没
後
の
鈍
色
の
世
界
と
は
対
称
的
な
繁
栄
で
あ
る
。
源
氏
の
心
が
、

「
人
に
は
異
な
り
け
る
身
な
が
ら
い
は
け
な
き
程
よ
り
か
な
し
く
常

な
き
世
を
恩
ひ
知
ら
す
べ
く
併
な
ど
の
す
』
め
給
ひ
け
る
身
を
」

（
「
御
法
」
）
と
暗
く
下
降
し
て
い
く
と
き
に
も
、
そ
れ
と
は
逆
に

明
石
一
族
の
繁
栄
は
ま
す
ま
す
上
昇
し
、
光
輝
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
明
石
女
御
の
女
一
の
宮
を
垣
間
見
た
薫
を
し
て

「
明
石
浦
は
心
憎
か
り
け
る
所
か
な
」
（
「
晴
蛤
」
）
と
明
石
の
地
を

0

0

0

0

 

褒
め
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
石
一
族
を
讃
え
、
こ
こ
に
お
い
て

明
石
入
道
の
目
的
が
完
全
に
達
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
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終
わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
色
彩
語
に
つ
い
て
、

特
に
「
鈍
色
」
に
注
目
し
て
物
語
全
体
を
眺
め
て
み
る
と
、
物
語
の

構
成
に
も
色
彩
が
効
果
的
に
使
用
さ
れ
深
く
闘
っ
て
い
る
こ
と
が
分

か
っ
た
。
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
は
、
他
の
色
彩
語
に
つ
い
て
も
、

人
物
と
の
関
わ
り
等
興
味
深
い
事
項
が
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に



つ
い
て
は
、
文
稿
を
改
め
る
こ
と
と
す
る
。

※
本
稿
に
お
け
る
引
用
文
献
は
全
て
『
日
本
古
典
文
事
大
系

u
i
m、

源
氏
物
語
一

i
五
』
（
山
岸
徳
平
校
注
・
昭
和
お

i
泊
年
初
版
・

岩
波
書
店
）
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

注注
4 

池
回
亀
鑑
編
「
源
氏
物
語
事
典
上
巻
」

－尽蛍一）注
1
に
同
じ

池
凹
亀
鑑
校
注
「
日
本
古
典
全
書
源
氏
物
語
巳

E
補
注
（
昭

部－

m－
m
・
朝
日
新
聞
社
）

池
田
亀
鑑
校
注
「
日
本
古
典
全
書
源
氏
物
語
一
三
附
記
（
昭

お－

m・
却
・
朝
日
新
聞
社
）

（
昭
お
・
3
・
剖
・
東

注注
3 2 
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参
考
文
献

。
山
岸
徳
平
校
注
「
日
本
古
典
文
盤
大
系

u
i
m、
源
氏
物
語
一

i

四
」
（
昭
泊
・
1
・
6
1お・
4
・5
・
岩
波
書
店
）

。
池
田
亀
鑑
校
注
「
日
本
古
典
全
書
源
民
物
語
二

i
三
」
（
昭
M
・

2
・お

1
お－

m－
m
－
朝
日
新
聞
社
）

。
池
田
亀
鑑
編
「
源
氏
物
語
審
典
上
巻
」
（
昭
お
・
3
・
剖
・
東
京
堂
）



別
表
1

鈍色と華やかな色彩の数

絵 関 蓬 湾 明 須 花 賢 花 紅 末 若 タ 空 帯 桐 巻
散 葵 葉 摘

合 屋 生 標 石 磨 里 木 宴 賀 花 紫 顔 蝉 木 壷 名

1 7 18 3 4 鈍色注2 
、、J

4 1 3 2 2 1 5 1 1 な彩幹かこ

柏 若 若 藤 梅 真 藤 行 野 簿 常 胡 初 玉 少 朝 薄 松
葉 菜 裏 木 盤

木 下 上 葉 枝 柱 袴 幸 分 火 夏 蝶 音 量 女 顔 雲 風

16 3 2 1 5 2 4 5 

9 11 3 4 4 5 4 2 2 5 1 

夢 手 婿 浮 東 宿 早 総 推 橋 竹 紅 匂 雲 御 タ 鈴 横
浮

隠
幻

橋 習 蛤 舟 屋 木 蕨 角 本 t臣 河 梅 宮 、＿， 法 霧 虫 笛

5 2 5 2 12 8 10 10 2 1 

1 
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（注
1
）
鈍
色
の
定
義
に
つ
い
て
は
本
稿
参
照
。

（注
2
）
華
や
か
な
色
彩
群
は
、
色
彩
多
数
で
あ
る
た
め
、
そ
の
数
え
方
は
鈍
色
と
異
な
り
、
場
面
を
単
位

と
し
て
教
え
た
。




