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遠
望
で
あ
る
か
ら
細
か
い
と
こ
ろ
は
見
え
な
い
も
の
と
承
知
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
ご
く
大
ざ
っ
ぱ
な
観
察
で
は
あ
る
が
、
美
術
院
展
覧
会
を
両
分
し
て
い
る
洋
画
と
日
本
画
と
は
、
時
を

同
じ
ゅ
う
し
て
相
並
ん
で
い
る
の
が
不
思
議
に
思
え
る
ほ
ど
、
気
分
や
態
度
を
異
に
し
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
そ
れ
は
文
展
に
つ
い
て
も
言
え
る
こ
と
で
あ
り
、
す
で
に
十
何
年
の
歴
史
を
負
っ
て
い
る
事
実
で
も
あ

る
か
ら
、
今
さ
ら
こ
と
ご
と
し
く
問
題
に
す
る
に
は
及
ば
な
い
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
僕
の
遠
望
観
は
、

ぐ
る
ぐ
る
と
回
っ
て
い
る
内
に
、
結
局
こ
の
問
題
に
帰
着
す
る
の
で
あ
る
。

　
何
人
も
気
が
つ
く
ご
と
く
、
こ
こ
に
陳
列
せ
ら
れ
た
洋
画
は
主
と
し
て
写
生
画
で
あ
る
。
ど
の
流
派
を

追
い
、
ど
の
筆
法
を
利
用
す
る
に
し
て
も
、
要
す
る
に
洋
画
家
の
目
ざ
す
と
こ
ろ
は
、
目
前
に
横
た
わ
る

現
実
の
一
片
を
捕
え
て
、
そ
れ
を
如
実
に
描
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
美
は
目
前
に
在
る
も

の
の
内
に
ひ
そ
ん
で
い
る
。
机
の
上
の
果
物
、
花
瓶
、
草
花
。
あ
る
い
は
庭
に
咲
く
日
向
葵

ひ
ま
わ
り

、
日
夜
我
ら

の
親
し
む
親
や
子
供
の
顔
。
あ
る
い
は
我
ら
が
散
歩
の
途
上
常
に
見
慣
れ
た
景
色
。
あ
る
い
は
我
々
人
間

の
持
っ
て
い
る
こ
の
肉
体
。
　
　
す
べ
て
我
々
に
最
も
近
い
存
在
物
が
、
彼
ら
に
対
し
て
、
「
そ
こ
に
在

る
こ
と
の
不
思
議
さ
」
を
、
「
そ
の
測
り
知
ら
れ
ぬ
美
し
さ
」
を
、
描
か
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
従
っ

て
彼
ら
は
、
い
か
な
る
描
き
方
を
す
る
場
合
に
も
、
写
実
的
な
態
度
を
失
わ
な
い
。

3



　
し
か
し
日
本
画
は
そ
う
で
な
い
。
そ
こ
に
描
か
れ
る
の
は
主
と
し
て
画
家
の
想
像
で
あ
る
、
幻
想
で
あ

る
。
歴
史
的
題
材
を
取
り
扱
う
画
に
お
い
て
、
特
に
こ
の
傾
向
は
著
し
い
。
人
物
を
描
け
ば
、
我
々
の
目

前
に
生
き
て
い
る
人
で
は
な
く
て
、
豊
太
閤
で
あ
る
。
あ
る
い
は
狗
子
仏
性
を
問
答
す
る
禅
僧
で
あ
る
。

あ
る
い
は
釈
迦
の
誕
生
を
見
ま
も
る
女
の
群
れ
で
あ
る
。
風
景
を
描
け
ば
、
そ
こ
に
は
千
の
与
四
郎
が
た

た
ず
ん
で
い
る
。
あ
る
い
は
維
盛
最
後
の
悲
劇
的
な
心
持
ち
が
、
山
に
よ
り
川
に
よ
っ
て
現
わ
そ
う
と
努

め
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
純
然
た
る
幻
想
の
物
語
を
、
す
な
わ
ち
雨
月
物
語
を
、
画
に
翻
訳
し
よ
う
と
す

る
努
力
も
あ
る
。
た
ま
た
ま
我
々
の
目
前
に
あ
る
も
の
を
描
く
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
模
様
の
ご
と
く
美
化

さ
れ
た
掃
き
だ
め
で
あ
る
。
あ
る
い
は
全
然
装
飾
化
さ
れ
た
菜
園
で
あ
る
。
そ
こ
に
現
わ
れ
た
の
は
写
実

に
よ
っ
て
美
を
生
か
そ
う
と
す
る
意
図
で
は
な
く
、
美
し
い
色
と
線
と
の
諧
和
の
た
め
に
、
自
然
の
内
か

ら
あ
る
色
と
線
と
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
注
意
深
い
選
択
の
努
力
で
あ
る
。
現
実
の
風
景
を
描
い
た
画
す

ら
も
、
画
家
の
直
接
の
印
象
が
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
気
は
し
な
い
。
画
家
は
そ
こ
に
あ
る
情
趣
を
現
わ

そ
う
と
も
く
ろ
み
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
自
然
の
一
面
を
雇
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
時
に
は
こ
の
目
的
の

た
め
に
、
す
で
に
古
い
昔
に
様
式
化
さ
れ
た
山
や
樹
の
描
き
方
を
、
巧
妙
に
利
用
し
よ
う
と
さ
え
も
す
る
。

こ
れ
ら
の
選
択
や
利
用
が
、
す
べ
て
画
家
の
あ
る
想
念
に
　
　
主
と
し
て
い
わ
ゆ
る
詩
的
な
美
し
い
場
面

を
根
拠
と
す
る
あ
る
幻
想
に
　
　
支
配
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
何
人
も
否
み
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
日
本
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画
の
こ
の
よ
う
な
特
質
に
注
意
を
集
め
て
、
そ
れ
を
「
浪
漫
的
」
と
呼
ん
で
も
、
必
ず
し
も
不
都
合
は
な

い
と
思
う
。

　
そ
こ
で
こ
の
二
つ
の
態
度
の
比
較
で
あ
る
。
態
度
そ
の
も
の
の
問
題
と
し
て
は
、
ど
ち
ら
か
が
間
違
っ

て
い
る
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
最
後
の
審
判
に
お
い
て
彼
の
幻﹅
想﹅
を
描
い
た
。
平
安

朝
の
大
和
画
家
は
当
時
の
風
俗
の
忠
実
な
描
写
を
や
っ
た
。
し
か
も
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
今
の
洋
画
の
祖

先
と
し
て
似
つ
か
わ
し
く
、
大
和
画
家
も
ま
た
今
の
日
本
画
の
祖
先
と
し
て
似
つ
か
わ
し
い
。
今
洋
画
家

が
想
像
画
を
描
く
こ
と
は
必
ず
し
も
邪
道
で
な
く
、
日
本
画
家
が
写
生
画
を
描
く
こ
と
も
ま
た
必
ず
し
も

邪
道
で
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
目
前
の
問
題
と
し
て
は
、
洋
画
の
内
の
想
像
画
に
見
る
に
足
る
も
の
な

く
、
日
本
画
の
内
の
写
生
画
も
ま
た
見
る
に
堪
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
は
何
ゆ
え
で
あ
る
か
。

　
素
人
の
考
え
で
は
あ
る
が
、
洋
画
の
行
き
方
で
豊
太
閤
の
顔
を
描
き
出
す
こ
と
は
、
容
易
で
は
あ
る
ま

い
。
い
か
に
単
純
化
し
た
手
法
を
用
う
る
に
し
て
も
、
顔
面
の
あ
ら
ゆ
る
筋
肉
や
影
や
色
を
閑
却
し
よ
う

と
し
な
い
洋
画
家
は
、
歴
史
上
の
人
物
の
肖
像
を
描
き
得
る
た
め
に
、
モ
デ
ル
を
前
に
置
い
た
と
同
じ
明

ら
か
さ
を
も
っ
て
、
想
像
の
人
間
の
顔
を
幻
視
し
得
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
こ
と
は
画
家
に
と
っ
て
非
常
な

難
事
で
あ
る
。
そ
う
し
て
た
と
い
そ
の
困
難
に
克
ち
得
た
と
し
て
も
、
彼
は
そ
の
労
力
に
酬
い
ら
れ
な
い
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こ
と
を
感
ず
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
彼
に
と
っ
て
、
豊
太
閤
と
い
う
人
物
を
十
分
に
描
き
得
た
こ
と
と
、

自
分
の
顔
を
完
全
に
描
き
得
た
こ
と
と
の
間
に
、
何
ら
の
重
大
な
区
別
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に

お
い
て
洋
画
は
明
ら
か
に
デ
モ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
っ
て
、
題
材
の
大
小
に
煩
わ
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

し
か
し
日
本
画
は
題
材
に
よ
っ
て
興
味
を
呼
び
起
こ
そ
う
と
す
る
。
有
名
な
人
物
を
描
き
得
れ
ば
描
き
得

る
ほ
ど
、
何
ら
か
重
大
な
こ
と
を
な
し
得
た
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
。
そ
う
し
て
ま
た
そ
れ
を
描
く
こ
と

が
洋
画
に
お
け
る
ほ
ど
困
難
で
な
い
。
彼
ら
は
幻
視
し
得
な
い
点
を
省
略
し
て
、
た
だ
明
ら
か
に
幻
想
し

得
る
点
の
み
を
描
く
と
い
う
巧
妙
な
手
法
を
心
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
二
千
年
の
歴
史
を

持
っ
た
東
洋
画
の
伝
統
が
し
か
ら
し
め
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ
の
特
長
を
活
用
す
る
と
こ
ろ
に
日
本
画

家
の
誇
り
も
存
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
洋
画
家
の
理
想
画
や
歴
史
画
が
幻
想
の
不
足
の
た
め
に
滑
稽
に
堕
し

て
い
る
間
に
、
日
本
画
家
が
こ
の
方
面
で
あ
る
程
度
の
成
功
を
見
せ
て
い
る
の
は
、
右
の
ご
と
き
事
情
に

も
と
づ
く
と
も
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
歴
史
画
の
み
な
ら
ず
、
一
般
に
複
雑
な
情
緒
や
事
件
を
現
わ
す
画
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

あ
る
特
殊
な
情
緒
に
動
い
て
い
る
人
間
の
顔
な
ど
は
、
モ
デ
ル
に
頼
る
こ
と
が
で
き
ぬ
。
実
生
活
の
あ
る

き
わ
ど
い
瞬
間
に
画
家
の
眼
に
烙
き
つ
い
た
印
象
を
生
か
す
ほ
か
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
は

洋
画
家
に
と
っ
て
困
難
で
あ
る
わ
り
に
、
日
本
画
家
に
と
っ
て
は
困
難
で
な
い
。
も
と
よ
り
洋
画
家
の
内

6院展遠望



に
も
こ
の
事
に
成
功
し
た
名
人
は
少
な
く
な
い
が
、
　
　
そ
う
し
て
洋
画
に
よ
っ
て
成
功
し
た
方
が
結
果

は
偉
大
で
あ
る
と
思
う
が
、
　
　
少
な
く
と
も
日
本
画
家
の
方
が
よ﹅
り﹅
多
く
こ
の
種
の
画
題
を
選
む
だ
け
、

そ
れ
だ
け
こ
の
こ
と
が
困
難
で
な
い
と
い
う
印
象
を
日
本
画
家
に
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
れ
ら
の
こ
と
は
直
ち
に
ま
た
そ
の
半
面
の
事
実
を
も
暴
露
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
洋
画
家
は

手
に
合
う
も
の
を
し
か
描
い
て
い
な
い
。
日
本
画
家
は
手
に
合
わ
ぬ
も
の
を
弄
ん
で
、
生
命
の
な
い
色
と

線
の
遊
戯
に
堕
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

　
洋
画
家
の
自
然
に
対
す
る
態
度
は
と
に
か
く
謙
遜
で
あ
る
。
あ
る
者
は
自
然
の
前
に
跪
拝
き
は
い
し
、
あ
る
者

は
自
然
を
恋
人
の
ご
と
く
愛
慕
す
る
。
そ
う
し
て
常
に
自
然
か
ら
教
わ
る
と
い
う
心
掛
け
を
失
わ
な
い
。

し
か
し
日
本
画
家
は
自
然
に
対
し
て
あ
た
か
も
雇
主
の
ご
と
き
態
度
を
持
し
て
い
る
。
あ
る
気
分
、
あ
る

想
念
を
現
わ
す
た
め
に
、
自
然
を
使
役
し
、
時
に
は
そ
れ
を
非
難
す
る
こ
と
さ
え
も
辞
せ
な
い
の
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
右
の
傾
向
に
は
、
双
方
と
も
に
例
外
が
あ
る
。
し
か
し
大
体
の
観
察
と
し
て
は
誤
ら
な
い
と

思
う
。
洋
画
家
が
日
本
画
家
の
よ
う
な
大
き
な
画
題
を
捕
え
な
い
の
は
、
一
つ
に
は
目
前
に
在
る
も
の
の

美
し
さ
に
徹
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
十
分
彼
ら
の
心
情
を
充
た
す
に
足
る
大
事
業
で
あ
る
た
め
で
あ
り
、

二
つ
に
は
目
前
の
自
然
を
さ
え
十
分
に
コ
ナ
し
得
な
い
も
の
が
、
歴
史
的
な
、
あ
る
い
は
超
自
然
的
な
形

象
を
描
き
得
る
は
ず
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
日
本
画
家
が
目
前
の
自
然
に
対
し
て
忠
実
で
な
い
の
は
、
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そ
の
浪
漫
的
な
素
質
の
ゆ
え
に
、
目
前
の
卑
俗
な
形
象
よ
り
も
、
歴
史
的
に
偉
大
な
、
思
想
的
に
豊
富
な
、

あ
る
い
は
詩
的
に
精
練
せ
ら
れ
た
形
象
の
方
を
、
よ
り
重
大
に
、
よ
り
美
し
く
感
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

う
し
て
ま
た
そ
の
手
法
が
、
こ
の
目
的
に
と
っ
て
便
利
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
両
者
の
区
別
は
、
絵
の
具
や
画
布
な
ど
の
相
違
の
内
に
、
も
っ
と
根
本
的
に
横
た
わ
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
の
か
。
僕
は
自
ら
絵
の
具
の
性
質
と
戦
っ
た
経
験
を
有
し
て
い
な
い
が
、
た
だ
鑑
賞
者
と
し

て
画
に
対
す
る
場
合
に
も
、
こ
の
事
を
強
く
感
ぜ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
油
絵
の
具
は
第
一
に
不
透
明
で

あ
っ
て
、
厚
み
の
感
じ
や
、
実
質
が
中
に
充
ち
て
い
る
感
じ
を
、
そ
れ
自
身
の
内
に
伴
な
っ
て
い
る
。
日

本
絵
の
具
は
透
明
で
、
一
種
の
清
ら
か
な
感
じ
と
離
し
難
く
は
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
い
か
に
も
中
の
薄

い
、
実
質
の
乏
し
い
感
じ
か
ら
脱
れ
る
事
が
で
き
な
い
。
次
に
油
絵
の
具
は
、
そ
の
粘
着
力
の
ゆ
え
に
、

現
実
と
取
り
組
ん
で
行
く
よ
う
な
、
執
拗
な
熱
の
あ
る
筆
触
の
感
じ
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
絵
の

具
は
そ
れ
に
反
し
て
、
あ
く
ま
で
も
サ
ラ
サ
ラ
と
、
清
水
が
流
れ
走
る
よ
う
な
淡
白
さ
を
筆
触
の
特
徴
と

す
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま
た
色
彩
の
上
か
ら
言
っ
て
も
、
油
絵
の
具
は
色
調
や
濃
淡
の
変
化
を
き
わ
め
て

複
雑
に
自
由
に
駆
使
し
得
る
が
、
日
本
絵
の
具
は
混
濁
を
脱
れ
る
た
め
に
あ
る
程
度
の
単
純
化
を
強
要
せ

ら
れ
て
い
る
ら
し
く
思
わ
れ
る
。
　
　
こ
れ
ら
の
性
質
は
直
ち
に
ま
た
画
布
の
性
質
に
反
映
し
て
、
そ
の

特
質
を
一
層
強
め
て
行
く
。
洋
画
の
カ
ン
バ
ス
と
、
絹
あ
る
い
は
金
箔
。
荒
い
ザ
ラ
ザ
ラ
し
た
表
面
と
、
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細
か
い
ス
ベ
ス
ベ
し
た
、
あ
る
い
は
滑
ら
か
に
光
沢
あ
る
表
面
。

　
こ
れ
ら
の
相
違
が
す
で
に
洋
画
を
写
実
に
向
か
わ
し
め
、
日
本
画
を
暗
示
的
な
想
念
描
写
に
赴
か
し
め

る
の
で
は
な
い
の
か
。

　
た
と
え
ば
、
日
本
画
に
お
い
て
は
、
あ
る
一
つ
の
色
で
広
い
画
面
を
ム
ラ
な
く
塗
り
つ
ぶ
す
と
い
う
こ

と
は
、
非
常
に
技
巧
の
要
る
事
だ
そ
う
で
あ
る
。
し
か
も
日
本
画
家
は
こ
の
困
難
な
仕
事
に
打
ち
克
と
う

と
努
力
し
て
い
る
。
洋
画
に
と
っ
て
は
、
ム
ラ
な
く
単
色
に
塗
ら
れ
た
広
い
画
面
の
ご
と
き
は
、
美
し
い

も
の
の
相
反
で
あ
る
。
む
し
ろ
微
妙
な
数
限
り
の
な
い
ム
ラ
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
実
在
性
の
豊
か
な
美
し
さ

が
現
わ
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
絵
の
具
で
絹
の
上
に
、
あ
る
い
は
金
箔
の
上
に
、
洋
画
の
静

物
の
背
景
の
よ
う
な
ム
ラ
の
あ
る
塗
り
方
を
し
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を

承
知
し
て
い
れ
ば
こ
そ
、
日
本
画
家
は
そ
れ
を
避
け
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
て
実
際
の
印
象
と
は
縁

の
遠
い
、
ム
ラ
の
な
い
単
色
の
水
面
や
板
壁
を
描
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
画
布
や
絵

の
具
が
写
実
を
不
可
能
に
す
る
ゆ
え
に
、
写
実
の
代
わ
り
に
、
真
実
を
暗
示
す
る
色
や
線
に
よ
っ
て
、
あ

る
気
分
、
あ
る
情
緒
を
現
わ
そ
う
と
努
め
る
に
至
る
の
で
は
な
い
か
。

　
し
か
し
以
上
は
た
だ
一
方
か
ら
の
観
察
で
あ
る
。
現
在
の
状
況
を
基
礎
と
し
て
考
え
れ
ば
こ
う
も
見
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
希
望
を
基
礎
と
し
て
考
え
れ
ば
事
情
は
非
常
に
異
な
っ
て
来
る
。
日
本
絵
の
具
と
い
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え
ど
も
胡
粉
を
多
量
に
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
厚
み
や
執
着
力
を
印
象
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
ま

い
。
写
実
も
思
う
ま
ま
に
や
れ
る
だ
ろ
う
。
古
い
仏
画
の
内
に
は
こ
の
事
を
確
信
せ
し
む
る
二
三
の
例
が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
仏
画
を
眼
中
に
置
い
て
現
在
の
日
本
画
を
見
れ
ば
、
そ
の
弱
さ
と
薄
さ
、
そ
の
現
実
を

逃
避
す
る
卑
怯
な
態
度
な
ど
に
お
い
て
、
明
ら
か
に
絵
の
具
の
罪
よ
り
も
画
家
の
罪
が
認
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
色
彩
の
み
な
ら
ず
線
の
引
き
方
に
お
い
て
も
、
リ
ズ
ム
の
貧
弱
な
、
ノ
ッ
ペ
リ
と
し
た
現
在
の
線

は
、
絵
の
具
や
筆
の
性
質
に
よ
る
の
で
は
な
く
て
、
明
ら
か
に
画
家
の
性
質
に
よ
る
の
で
あ
る
。
僕
は
法

隆
寺
の
壁
画
や
高
野
の
赤
不
動
、
三
井
寺
の
黄
不
動
の
類
を
拉
し
き
た
っ
て
現
在
の
日
本
画
を
責
め
る
よ

う
な
残
酷
を
あ
え
て
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。
し
か
し
大
和
絵
以
後
の
繊
美
な
様
式
の
み
が
伝
統
と
し
て

現
代
に
生
か
さ
れ
、
平
安
期
以
前
の
雄
大
な
様
式
が
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
日
本
画
を

真
に
偉
大
な
未
来
へ
導
く
ゆ
え
ん
で
は
あ
る
ま
い
と
思
う
。
黄
不
動
の
線
を
凝
視
せ
よ
。
赤
不
動
の
色
を

凝
視
せ
よ
。
こ
こ
に
日
本
画
を
現
在
の
浪
漫
主
義
か
ら
救
う
唯
一
の
道
が
あ
り
は
し
な
い
か
。

　
僕
は
暗
示
的
な
描
き
方
を
排
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
そ
の
狭
い
領
域
に
立
て
こ
も
る
こ
と

の
危
険
を
感
ず
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
右
の
ご
と
き
問
題
を
抱
い
て
諸
家
の
作
品
を
遠
く
か
ら
な
が
め
る
。
川
端
竜
子
氏
の
『
慈
悲
光
礼

讃
』
は
、
こ
の
問
題
に
一
つ
の
解
案
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
が
、
我
々
は
こ
れ
を
日
本
画
の
新
し
い
生
面
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と
し
て
喜
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
薄
明
か
り
の
坂
路
か
ら
怪
物
の
よ
う
に
現
わ
れ
て
来
る
逞
し
い

牛
の
姿
、
前
景
に
群
が
れ
る
小
さ
き
雑
草
、
頂
上
を 

黄 

橙 

色 

だ
い
だ
い
い
ろ
に
照
ら
さ
れ
た
土
坡
、
　
　
そ
れ
ら
の
形

象
を
描
く
た
め
に
用
い
た
荒
々
し
い
筆
使
い
と
暗
紫
の
強
い
色
調
と
は
、
果
た
し
て
「
力
強
い
」
と
呼
ば

る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
自
然
へ
の
肉
薄
、
あ
る
い
は
自
然
へ
の
跪
拝
を
印
象
す
る
と
言
わ
る
べ
き

も
の
だ
ろ
う
か
。
僕
の
受
け
た
印
象
は
た
だ
絵
の
具
を
駆
使
し
画
面
を
塗
り
上
げ
て
行
く
大
胆
な
力
の
み

で
あ
る
。
そ
こ
に
は
技
巧
が
あ
る
。
看
者
を
釣
り
込
ん
で
行
こ
う
と
す
る
戯
曲
家
ら
し
い
狡
計
も
あ
る
。

し
か
し
芸
術
家
ら
し
い
直
観
も
感
情
も
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
画
面
全
体
の
効
果
か
ら
言
え
ば
、
氏

の
幼
稚
な
趣
味
が
氏
の
技
巧
を
全
然
裏
切
っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
。
『
慈
悲
光
礼
讃
』
と
い
う
画
題
は
、

氏
が
こ
の
画
を
描
こ
う
と
し
た
時
の
想
念
を
現
わ
す
も
の
か
ど
う
か
は
知
ら
な
い
が
、
も
し
こ
の
種
の
企

図
を
持
っ
て
こ
の
画
を
描
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
す
で
に
破
綻
が
あ
る
。
も
と
よ
り
僕
は
画
家
が
想
念

の
表
現
に
努
め
る
こ
と
を
排
す
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
想
念
が
か
く
の
ご
と
く
幼
稚
で
概
念
的
で
、
何

ら
の
深
い
感
動
や
直
観
に
根
ざ
し
て
い
な
い
以
上
は
、
む
し
ろ
持
た
ぬ
方
が
い
い
と
思
う
。
椿
貞
雄
氏
の

『
石
橋
の
あ
る
景
色
』
や
、
片
多
徳
郎
氏
の
『
郊
外
に
て
』
や
、
山
脇
信
徳
氏
の
『
浮
木
に
空
』
な
ど
は
、

自
然
の
前
に
拝
跪
す
る
心
持
ち
の
ほ
か
に
、
何
の
想
念
を
も
現
わ
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
ま
い
。
し
か

し
『
慈
悲
光
礼
讃
』
と
い
う
言
葉
を
あ
て
は
め
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
画
の
方
に
は
る
か
に
多
く
そ
の
心
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持
ち
が
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
画
は
美
し
い
。
し
か
し
そ
れ
は
工
ま
れ
企
て
ら
れ
た
美
し

さ
で
は
な
い
。
自
然
を
父
と
し
、
画
家
の
心
臓
を
胎
と
し
て
生
ま
れ
た
天
真
の
美
し
さ
で
あ
る
。
僕
は
こ

れ
ら
の
画
に
心
を
引
か
れ
る
。
し
か
し
『
慈
悲
光
礼
讃
』
か
ら
は
何
の
感
興
を
も
受
け
な
い
。
む
し
ろ
池

の
面
に
浮
か
ん
だ
魚
の
姿
を
滑
稽
に
さ
え
も
思
う
。

　
小
林
古
径
氏
が
『
い
で
ゆ
』
に
よ
っ
て
僕
の
問
題
に
与
え
る
答
案
は
、
は
る
か
に
興
味
の
多
い
も
の
で

あ
る
。
こ
の
画
は
場
中
最
も
色
の
薄
い
も
の
で
、
こ
の
点
で
は
竜
子
氏
の
画
と
両
極
を
な
し
て
い
る
が
、

し
か
し
日
本
画
と
し
て
新
し
い
生
面
を
開
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
同
一
だ
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

『
い
で
ゆ
』
の
ね
ら
う
所
は
恐
ら
く
温
泉
の
と
ろ
け
る
よ
う
に
陶
然
と
し
た
心
持
ち
で
あ
ろ
う
。
清
ら
か

に
澄
ん
だ
湯
に
脚
を
ひ
た
し
て
湯
槽
の
端
に
腰
を
か
け
て
い
る
女
の
、
肉
付
き
の
い
い
肌
の
白
い
後
ろ
姿

が
、
ほ
の
白
い
湯
気
の
内
に
ほ
ん
の
り
と
浮
き
出
て
い
る
。
そ
の
融
け
て
も
行
き
そ
う
な
体
は
、
裸
に
釣

り
合
う
よ
う
に
古
風
に
結
ば
れ
た
髪
の
黒
さ
で
、
急
に
ハ
ッ
キ
リ
と
し
た
形
に
結
晶
す
る
。
湯
の
な
か
に

は
も
う
一
人
の
女
が
、
肩
ま
で
浸
っ
て
、
両
手
を
膝
の
方
へ
伸
ば
し
て
、
湯
の
な
か
を
で
も
な
が
め
入
っ

て
い
る
ら
し
い
横
顔
を
見
せ
て
い
る
。
湯
槽
の
向
こ
う
に
は
肌
ざ
わ
り
の
よ
さ
そ
う
な
檜
の
流
し
場
が
淡

い
色
で
描
い
て
あ
り
、
正
面
の
壁
も
同
じ
よ
う
に
湯
気
に
白
け
た
檜
の
色
が
塗
ら
れ
て
い
る
。
右
上
に
は

窓
が
あ
っ
て
、
そ
の
端
の
わ
ず
か
に
開
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
庭
の
緑
や
花
の
濃
い
色
が
、
画
面
全
体
を
引
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き
し
め
る
よ
う
に
の
ぞ
い
て
い
る
。
い
か
に
も
清
楚
で
柔
ら
か
な
感
じ
を
持
っ
た
画
で
あ
る
。

『
い
で
ゆ
』
を
作
者
と
同
じ
立
場
に
立
っ
て
批
評
す
れ
ば
、
第
一
に
、
温
泉
浴
室
の
柔
艶
な
情
趣
を
生
か

し
得
た
事
に
お
い
て
成
功
で
あ
る
。
湯
気
の
た
め
に
ほ
の
白
く
な
っ
た
檜
の
色
も
、
湯
気
に
包
ま
れ
て
ほ

の
か
に
輝
く
女
の
体
も
、
こ
の
情
趣
を
画
面
に
あ
ふ
れ
出
さ
せ
る
に
は
十
分
だ
と
言
っ
て
い
い
。
次
に
こ

の
画
は
、
女
の
裸
体
を
描
き
得
た
こ
と
に
お
い
て
成
功
で
あ
る
。
デ
ッ
サ
ン
が
狂
っ
て
い
な
い
。
肉
づ
き

に
も
無
理
が
な
い
。
こ
と
に
女
の
体
の
清
ら
か
な
美
し
さ
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
た
所
は
嘆
賞
に
価
す
る
。

第
三
に
、
日
本
画
で
現
代
の
浴
室
を
、
し
か
も
全
裸
の
女
を
描
き
得
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
種
の
革
新
で

あ
る
。
現
代
に
題
材
を
取
っ
て
も
、
で
き
る
だ
け
詩
的
な
、
現
代
離
れ
の
し
た
も
の
を
選
み
た
が
る
日
本

画
家
の
中
に
あ
っ
て
は
、
確
か
に
注
目
に
価
す
る
こ
と
に
相
違
な
い
。
第
四
に
構
図
と
色
彩
と
が
成
功
で

あ
る
。
左
右
か
ら
内
側
へ
曲
げ
ら
れ
た
女
の
姿
勢
と
、
窓
や
羽
目
板
の
垂
直
の
線
と
、
浴
槽
の
水
平
線
と
、

　
　
そ
れ
で
画
が
小
気
味
よ
く
統
一
せ
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
湯
槽
や
、
女
の
髪
や
、
手
や
、
口
や
、
目

や
、
乳
首
や
、
窓
外
の
景
色
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
濃
い
色
が
色
彩
の
単
調
を
破
る
と
と
も
に
、
全
体
を
引

き
し
め
る
用
を
つ
と
め
て
い
る
。
湯
の
青
色
と
女
の
体
、
女
の
体
と
髪
の
黒
色
、
あ
る
い
は
処
々
に
散
ら

ば
る
赤
、
窓
外
の
緑
と
檜
の
色
、
な
ど
の
対
照
も
、
き
わ
め
て
快
い
調
和
を
見
せ
て
い
る
。
濃
淡
の
具
合

も
申
し
ぶ
ん
が
な
い
。
　
　
し
か
し
難
を
言
え
ば
、
ど
う
も
湯
の
色
が
冷
た
い
。
透
明
を
示
す
た
め
横
線
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を
並
べ
た
湯
の
描
き
方
も
、
滑
ら
か
に
重
い
温
泉
の
感
じ
を
消
し
て
い
る
。
そ
れ
に
湯
に
浸
っ
た
女
の
顔

が
全
体
の
気
分
と
調
和
し
な
い
。
あ
の
首
を
前
へ
垂
れ
た
格
好
も
（
画
の
統
一
の
た
め
仕
方
が
な
い
と
は

思
う
が
）
、
少
し
無
理
で
あ
る
。

　
し
か
し
立
場
を
換
え
て
こ
の
画
に
対
す
る
と
、
非
難
は
こ
れ
だ
け
で
は
す
ま
な
い
。
な
る
ほ
ど
こ
の
画

は
清
ら
か
で
美
し
い
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
あ
ま
り
に
弱
々
し
く
、
あ
ま
り
に
単
純
で
は
な
い
か
。
我
々
は

こ
う
い
う
甘
い
快
さ
で
、
深
い
満
足
が
得
ら
れ
る
か
。
あ
の
よ
う
な
題
材
か
ら
た
だ
あ
れ
だ
け
の
美
し
さ

を
抽
出
し
て
来
る
の
で
は
、
あ
ま
り
に
の
ん
き
す
ぎ
は
し
な
い
か
。
湯
は
色﹅
の﹅
好﹅
み﹅
の
た
め
に
温
か
さ
を

無﹅
視﹅
せ
ら
れ
て
い
る
。
女
の
体
に
は
湯
に
温
ま
っ
た
と
い
う
感
じ
が
ま
る
で
な
い
。
白
い
柔
ら
か
さ
は
抽

出
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
中
に
血
の
通
っ
て
い
る
、
し
な
や
か
な
、
生
に
張
り
切
っ
た
実
質
の
感
じ
は
、
全

然
捨
て
去
ら
れ
て
い
る
。
全
体
を
漠
然
と
描
い
て
お
い
て
、
処
々
に
細
か
い
描
写
を
散
ら
し
て
あ
る
の
も
、

暗
示
的
な
描
き
方
で
は
あ
る
が
、
抽
象
的
に
過
ぎ
る
。
思
う
に
画
家
の
目
ざ
す
と
こ
ろ
は
、
色
と
形
の
配

合
に
よ
っ
て
温
泉
の
情
趣
を
浮
か
び
出
さ
せ
る
に
あ
る
。
描
か
れ
る
も
の
の
性
質
を
確
実
に
つ
か
む
こ
と

に
よ
っ
て
、
い
や
応
な
し
に
そ
こ
に
在﹅
る﹅
も
の
を
再
現
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
冷
た
い
温
泉
を
描

き
な
が
ら
、
し
か
も
浴
室
の
気
分
を
彷
彿
せ
し
む
る
な
ど
は
、
そ
の
証
拠
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
非
難
は
『
い
で
ゆ
』
の
画
家
に
と
っ
て
は
迷
惑
な
こ
と
に
相
違
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
画
家
が
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あ
え
て
描
く
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
、
そ
の
「
欲
し
な
か
っ
た
」
の
ゆ
え
に
非
難
せ
ら
れ
る
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
画
家
が
好
ん
で
な
し
た
と
こ
ろ
を
、
そ
の
「
好
ん
で
な
し
た
」
の
ゆ
え
に

非
難
せ
ら
れ
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
非
難
は
特﹅
に﹅
こ
の
画
家
に
当
た
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
画
家

の
態
度
を
認
容
す
る
現
代
日
本
画
の
手
法
そ
の
も
の
に
当
た
る
の
だ
と
承
知
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

『
い
で
ゆ
』
が
我
々
の
目
前
の
題
材
を
深
く
突
き
込
ん
で
捕
え
た
こ
と
は
、
確
か
に
喜
ぶ
べ
き
こ
と
で
あ

る
。
ま
た
そ
れ
が
目
前
の
題
材
か
ら  

浪  

漫  

的  

ロ
ー
マ
ン
チ
ッ
ク

な
気
分
を
取
り
出
し
た
こ
と
も
、
直
ち
に
非
難
す
べ
き

で
は
な
い
。
『
い
で
ゆ
』
は
『
い
で
ゆ
』
と
し
て
存
立
の
意
義
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
画
に
よ
っ

て
日
本
画
に
新
し
い
領
土
が
切
り
開
か
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
悲
し
む
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
し
こ

の
画
が
現﹅
在﹅
の﹅
描
き
方
で
行
け
る
と
こ
ろ
ま
で
行
き
切
っ
た
も
の
と
す
れ
ば
（
僕
は
そ
う
感
ず
る
の
で
あ

る
が
）
、
こ
こ
に
画
家
の
態
度
を
変
更
す
る
必
要
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
日
本
画
が

欲
し
な
か
っ
た
所
を
欲
し
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
画
が
好
ん
だ
所
を
捨
て
る
と
い
う
人
が
、
竜
子
氏
の
ほ
か

に
も
も
う
少
し
現
わ
れ
て
来
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
。
そ
れ
が
な
い
限
り
日
本
画
の
絵﹅
の﹅
具﹅
や
筆﹅
は
今
以
上

の
事
を
な
さ
し
め
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
あ
る
と
と
も
に
絵
の
具
や
筆
は
新
し
い
能
力
を
発
揮
す
る
だ
ろ

う
。
ま
た
し
て
も
僕
は
赤
不
動
を
思
う
。
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