
日
本
人
の
〈
た
ま
し
ひ
〉
観

黒
　
木
　
幹
　
夫

は
　
じ
　
め
　
に

　
古
代
日
本
人
に
と
っ
て
、
〈
た
ま
し
ひ
〉
と
い
う
言
葉
ほ
ど
重
要
な
も
の
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
「
や
ま
と
だ
ま
し
ひ
」
と
言
わ

れ
、
〈
た
ま
し
ひ
〉
に
日
本
を
意
味
す
る
「
や
ま
と
」
と
い
う
形
容
が
冠
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
。
〈
た
ま
し
ひ
〉
に
つ

い
て
論
じ
る
こ
と
は
、
ひ
い
て
は
日
本
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
〈
た
ま
し
ひ
〉
と
い
う
言
葉
は
、
日
本
人
の
伝
統
的
な
思
惟

様
式
を
探
る
上
で
、
豊
か
な
材
料
を
提
供
し
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
同
時
に
ま
た
、
現
代
の
日
本
人
が
見
失
っ
た
重
要
な
も
の
に
関
し

て
も
、
貴
重
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
。

　
具
体
的
な
考
察
に
入
る
前
に
、
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
代
の
言
葉
遣
い
に
あ
っ
て
は
、
「
た

ま
し
い
」
は
も
は
や
死
語
に
等
し
く
、
．
伝
統
の
残
骸
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
代
で
は
「
た
ま
し
い
」
を
使
わ
ず

と
も
、
「
こ
こ
ろ
」
と
い
う
言
葉
が
あ
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
用
は
足
り
る
。
そ
れ
で
も
辛
う
じ
て
、
死
後
の
「
た
ま
し
い
」
と
い
う
よ
う

な
言
い
方
が
残
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
て
も
、
死
を
ま
と
も
に
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
く
な
っ
た
現
代
人

が
、
「
こ
こ
ろ
」
を
生
の
世
界
に
封
じ
込
め
、
定
か
で
は
な
く
な
っ
た
死
後
の
世
界
を
「
た
ま
し
い
」
に
任
せ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
死
語
と
な
り
つ
つ
あ
る
く
た
ま
し
ひ
〉
を
、
ま
さ
に
死
後
の
世
界
に
葬
ろ
う
と
し
て
い
る
に
等
し
い
。

　
そ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
合
理
性
な
い
し
実
証
性
が
尊
ば
れ
る
現
代
に
あ
っ
て
は
、
「
た
ま
し
い
」
あ
る
い
は
霊
魂
な
ど
と
い

，
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四
二

う
と
、
怪
し
げ
な
超
能
力
や
オ
カ
ル
ト
と
み
な
さ
れ
、
あ
ら
ぬ
誤
解
を
招
き
か
ね
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
誤
解
を
受
け
か
ね
な
い
、

そ
れ
な
り
の
歴
史
的
な
事
情
が
日
本
に
は
あ
っ
た
。
『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た
時
代
に
あ
っ
て
〈
た
ま
し
ひ
〉
は
、
「
た
ま
し
づ
め
」
（
鎮

魂
）
と
呼
ば
れ
る
、
呪
術
と
し
て
の
儀
礼
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
現
代
的
な
感
覚
か
ら
す
れ
ば
、
呪
術
と
結
び
つ
く
「
た

ま
し
い
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
確
か
に
う
さ
ん
臭
さ
が
っ
き
ま
と
う
。
不
安
定
な
時
代
に
あ
っ
て
、
霊
能
が
商
売
に
な
り
う
る
よ
う
な
現

状
が
あ
る
だ
け
に
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
最
近
は
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
（
霊
性
）
概
念
が
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
で
見
直
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

れ
、
広
範
な
議
論
も
展
開
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
た
だ
し
、
偏
見
を
取
り
除
く
た
め
の
地
道
な
努
力
が
、
ま
だ
ま
だ
必
要
で
あ
る
。

　
現
代
に
お
け
る
「
た
ま
し
い
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
確
か
に
偏
見
が
つ
き
ま
と
う
。
偏
見
の
理
由
は
し
か
し
、
そ
れ
が
悪
徳
商
法
に
利

用
さ
れ
る
か
ら
だ
け
で
は
な
い
。
「
た
ま
し
い
」
に
附
着
す
る
う
さ
ん
臭
さ
に
は
、
い
ま
一
つ
の
背
景
が
あ
る
。
背
景
と
は
、
〈
た
ま
し
ひ
〉

と
い
う
言
葉
が
た
ど
っ
た
歴
史
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ほ
か
な
ら
ぬ
「
や
ま
と
だ
ま
し
ひ
」
と
い
う
言
葉
が
、
そ
の
本
来
の
意
味
を
歪
め
ら

れ
、
日
本
の
軍
国
主
義
に
よ
っ
て
戦
争
遂
行
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
利
用
を
可
能
に
し
た
も
の
は
、
江

戸
時
代
末
期
に
お
け
る
平
田
篤
学
門
下
の
国
学
で
あ
っ
た
。
こ
の
辺
の
入
り
組
ん
だ
事
情
は
、
山
本
健
吉
が
加
藤
仁
平
著
『
和
魂
漢
才
説
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
参
考
に
し
な
が
ら
、
手
際
よ
く
ま
と
め
て
い
る
。
要
す
る
に
、
「
や
ま
と
だ
ま
し
ひ
」
は
本
義
が
歪
曲
さ
れ
て
伝
わ
り
、
ひ
と
つ
に
は

こ
の
歪
曲
さ
れ
た
意
味
が
、
〈
た
ま
し
ひ
〉
と
い
う
言
葉
に
対
す
る
現
代
人
の
拒
否
反
応
を
生
み
出
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
本
論
が
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
伝
統
的
な
意
味
に
お
け
る
〈
た
ま
し
ひ
〉
で
あ
っ
て
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
が
否
定
的

な
意
味
で
想
像
を
た
く
ま
し
ゅ
う
す
る
「
た
ま
し
い
」
で
は
な
い
。
〈
た
ま
し
ひ
〉
は
、
決
し
て
「
た
ま
し
い
」
に
よ
っ
て
は
明
ら
か
に

さ
れ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
「
た
ま
し
い
」
を
考
察
の
奮
発
点
に
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
た
ま
し
い
」
で
は
な
く
、

生
の
世
界
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
「
こ
こ
ろ
」
に
手
掛
か
り
を
求
め
て
み
よ
う
。
の
ち
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
語
と
い
う
も
の
は
本
来

的
に
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
程
度
の
回
り
道
は
覚
悟
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



一
、

q
こ
こ
ろ
〉
と
は
何
か

　
〈
こ
こ
ろ
〉
と
い
え
ば
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
、
主
観
一
客
観
の
図
式
で
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
あ
た
り
ま
え
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の

場
合
、
主
観
に
は
財
田
の
精
神
作
用
と
し
て
の
「
こ
こ
ろ
」
が
あ
て
は
ま
り
、
客
観
に
は
自
然
を
代
表
と
す
る
「
も
の
」
が
該
当
す
る
。

そ
の
上
で
、
単
に
主
観
的
な
思
い
つ
き
で
は
な
い
、
客
観
的
な
思
考
が
価
値
あ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
ほ

ぼ
明
治
以
降
に
日
本
人
に
と
っ
て
あ
た
り
ま
え
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
近
代
化
の
産
物
で
あ
る
。
近
代
化
を
前
に
し
た
江
戸
時
代

ま
で
の
日
本
に
お
い
て
は
、
主
観
－
客
観
の
図
式
に
お
い
て
、
「
も
の
」
を
主
観
に
向
き
合
う
も
の
（
す
な
わ
ち
対
象
O
①
α
q
o
器
気
運
）
と

し
て
客
観
的
に
と
ら
え
る
思
考
方
法
は
決
し
て
あ
た
り
ま
え
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
思
考
方
法
を
自
然
に
適
用
し

て
成
立
す
る
自
然
科
学
は
、
日
本
に
は
生
ま
れ
よ
う
も
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
、
「
こ
こ
ろ
」
が
「
も
の
」
を
対
象
的
に
と
ら
え
る
こ
と

自
体
が
、
日
本
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
い
、
主
観
を
突
き
詰
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
実
体
と
し
て
の
自
我
に
至
る
、

と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。

　
自
然
科
学
が
芽
生
え
ず
、
し
か
も
自
我
と
い
う
観
念
を
日
本
入
が
も
ち
え
な
か
っ
た
こ
と
は
、
同
じ
事
態
の
裏
表
で
あ
り
、
実
は
日
本

人
の
伝
統
的
な
思
惟
様
式
と
連
動
し
て
い
る
。
一
般
的
に
言
っ
て
、
自
然
を
客
観
的
な
対
象
と
し
て
み
な
す
に
は
、
次
に
挙
げ
る
二
つ
の

条
件
の
う
ち
、
少
な
く
と
も
一
つ
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
は
主
観
的
な
自
我
の
確
立
、
い
ま
一
つ
は
自
然
を
超
え
る

価
値
の
認
識
で
あ
る
。
思
想
史
的
に
は
、
日
本
人
は
こ
れ
ら
の
条
件
を
、
外
来
の
世
界
宗
教
と
の
出
会
い
を
通
し
て
学
ん
で
き
た
。
外
来

の
宗
教
と
は
、
具
体
的
に
は
仏
教
で
あ
る
。
仏
教
は
個
人
の
救
済
を
目
差
し
、
そ
の
救
済
は
自
然
を
超
え
た
価
値
で
あ
る
仏
に
よ
っ
て
可

能
に
な
る
と
教
え
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
仏
教
が
移
入
さ
れ
る
前
は
、
日
本
人
は
土
着
の
思
惟
様
式
の
基
盤
で
あ
る
古
神
道
の
神

話
的
世
界
に
住
ん
で
い
た
。
そ
こ
で
は
自
然
そ
の
も
の
が
カ
ミ
（
神
）
と
さ
れ
、
祭
ら
れ
る
神
は
一
方
で
氏
族
共
同
体
に
お
け
る
氏
神
で

日
本
人
の
〈
た
ま
し
ひ
〉
観

四
三



四
四

あ
り
、
他
方
で
農
耕
生
活
を
支
え
る
土
地
の
守
り
神
と
し
て
の
産
土
神
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
外
来
思
想
と
し
て
の
仏
教
が
移
入
さ
れ
る

前
の
日
本
人
は
、
個
人
の
信
仰
で
は
な
く
、
共
同
体
信
仰
の
な
か
で
生
き
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
主
体
と
し
て
の
自
我
が
形
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
っ
た
。

　
〈
こ
こ
ろ
〉
や
「
も
の
」
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
古
い
起
源
を
有
す
る
日
本
語
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
伝
統
的
に
は
、
そ
れ
ら
は
ど

の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
〈
こ
こ
ろ
〉
が
「
身
」
に
所
属
す
る
も
の
と
し
て
、
人
間
の
精
神
作
用
に
か
か
わ
っ

て
い
た
こ
と
は
、
現
代
と
ほ
ぼ
変
わ
り
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
〈
こ
こ
ろ
〉
は
、
決
し
て
主
観
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
は
な
か
っ
た
。

〈
こ
こ
ろ
〉
は
、
折
口
信
夫
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
も
と
も
と
何
か
の
中
心
を
指
す
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
何
か
は
〈
た
ま
し
ひ
〉
と
さ
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
「
こ
・
ろ
は
た
ま
し
ひ
の
中
心
で
あ
る
。
こ
・
う
と
言
ふ
の
は
総
て
物
の
中
心
を
言
ふ
の
で
あ
っ
て
、
水
の
こ
・
ろ
・

河
の
こ
・
ろ
・
池
の
こ
・
う
な
ど
、
少
か
ら
ぬ
用
語
例
を
、
畢
げ
る
事
が
出
域
る
。
所
が
、
古
い
昔
の
人
々
は
、
た
ま
し
ひ
と
、
こ
・
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
を
混
同
し
て
了
っ
て
居
る
」
。

　
同
様
に
「
も
の
」
は
、
決
し
て
客
観
的
な
対
象
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
た
ま
」
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
折
口
に
従
え
ば
、
〈
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ま
し
ひ
〉
の
前
に
「
た
ま
」
と
い
う
語
が
あ
り
、
そ
れ
が
「
分
化
し
て
、
か
み
と
も
の
と
に
な
っ
た
ら
し
い
」
。
「
た
ま
」
の
肯
定
的
な
面

が
「
か
み
」
と
な
り
、
否
定
的
な
面
が
「
も
の
」
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
詳
し
く
は
、
「
た
ま
は
抽
象
的
な
も
の
で
、
時
あ
っ
て
姿
を

現
す
も
の
と
考
へ
た
の
が
古
い
信
仰
の
様
で
あ
る
。
其
が
神
と
な
り
、
更
に
其
下
に
も
の
と
構
す
る
も
の
が
考
へ
ら
れ
る
様
に
も
な
っ
た
。

即
、
た
ま
に
善
悪
の
二
方
面
が
あ
る
と
考
へ
る
や
う
に
な
っ
て
、
人
間
か
ら
見
て
の
、
善
い
部
分
が
「
神
」
に
な
り
、
邪
悪
な
方
面
が
「
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
」
と
し
て
考
へ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
〈
こ
こ
ろ
〉
が
く
た
ま
し
ひ
〉
の
中
心
で
あ
る
な
ら
ば
、
〈
た
ま
し
ひ
〉
と
は
何
か
が
分
か
ら
な
け
れ
ば
、
そ
の
中
心
た
る
く
こ
こ
ろ
〉

も
っ
か
め
な
い
こ
と
に
な
る
。
〈
こ
こ
ろ
〉
を
出
発
点
と
し
て
〈
た
ま
し
ひ
〉
を
と
ら
え
よ
う
と
し
た
の
に
、
こ
れ
で
は
堂
々
巡
り
に
な
つ



て
し
ま
う
。
見
方
を
変
え
る
必
要
が
あ
る
が
、
主
観
－
客
観
の
図
式
が
も
た
ら
す
も
の
は
、
結
局
は
物
事
の
認
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ

の
認
識
す
る
主
観
が
、
現
代
で
は
「
こ
こ
ろ
」
と
み
な
さ
れ
る
。
し
か
し
〈
こ
こ
ろ
〉
が
「
物
の
中
心
」
を
言
う
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く

と
も
そ
れ
は
、
認
識
主
体
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
何
か
。
次
に
、
〈
こ
こ
ろ
〉
を
母
胎
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
か
ら
、

逆
に
〈
こ
こ
ろ
〉
と
は
何
か
を
探
っ
て
み
よ
う
。
〈
こ
こ
ろ
〉
を
種
と
し
て
生
ま
れ
る
も
の
が
、
す
な
わ
ち
和
歌
（
や
ま
と
う
た
）
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
の
冒
頭
に
は
、
紀
貫
之
に
よ
っ
て
、
「
和
歌
は
、
人
の
心
を
種
と
し
て
、
万
の
言
の
葉
と
そ
な
れ

　
　
（
7
）

り
け
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

二
、
〈
こ
こ
ろ
〉
と
く
た
ま
し
ひ
〉

　
さ
て
、
〈
こ
こ
ろ
〉
は
伝
統
的
に
、
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
の
か
。
〈
こ
こ
ろ
〉
が
身
に
所
属
す
る
も
の
で
あ
る
点
で
は
、
現

代
の
意
味
と
ほ
ぼ
変
わ
り
は
な
い
。
注
目
す
べ
き
は
、
古
代
に
あ
っ
て
〈
こ
こ
ろ
〉
は
、
現
代
の
よ
う
に
身
に
固
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で

は
な
く
、
そ
こ
を
出
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
遊
離
魂
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
象
徴
的
に
示

し
て
い
る
の
が
、
次
に
挙
げ
る
『
山
家
集
』
に
お
け
る
西
行
の
歌
で
あ
る
。
「
浮
か
れ
出
つ
る
心
は
身
に
も
叶
は
ね
ば
如
何
な
り
と
て
も

　
　
　
　
　
（
8
＞

如
何
に
か
は
せ
ん
」
。
身
か
ら
浮
か
れ
出
て
し
ま
う
〈
こ
こ
ろ
〉
に
対
し
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
不
如
意
を
嘆
い
た
歌
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
し
か
し
嘆
く
ま
で
も
な
く
、
「
心
な
き
身
に
も
哀
れ
は
し
ら
れ
け
り
鴫
た
つ
澤
の
秋
の
夕
暮
」
と
い
う
歌
が
あ
る
ご
と
く
、
西
行
は
そ

も
そ
も
「
心
な
き
身
」
、
す
な
わ
ち
情
趣
を
感
じ
る
心
を
捨
て
去
っ
た
出
家
の
身
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
西
行
の
歌
に
は
、
】
方
で
「
心

な
き
身
」
に
徹
し
よ
う
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
他
方
で
、
身
か
ら
「
浮
か
れ
出
つ
る
心
」
に
対
し
て
不
如
意
が
表
明
さ
れ

て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
出
家
の
身
で
あ
り
な
が
ら
歌
を
詠
ま
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
、
歌
僧
と
し
て
の
西
行
の
真
情
が
吐
露
さ
れ
て
い

日
本
人
の
〈
た
ま
し
ひ
〉
観

四
五



四
六

る
。
そ
の
よ
う
な
真
情
を
く
み
取
り
つ
つ
、
「
浮
か
れ
出
つ
る
心
」
に
よ
っ
て
、
し
か
し
何
か
が
知
ら
れ
る
。
知
ら
れ
る
の
は
端
的
に
、

も
の
の
「
あ
は
れ
」
で
あ
る
。
「
あ
は
れ
」
を
感
じ
た
と
き
、
〈
こ
こ
ろ
V
は
身
か
ら
浮
か
れ
出
て
い
る
。

　
身
か
ら
「
浮
か
れ
出
つ
る
心
」
と
は
、
身
に
添
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
〈
こ
こ
ろ
〉
の
こ
と
で
あ
る
。
「
吉
野
山
こ
ず
ゑ
の
花
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

し
日
よ
り
心
は
身
に
も
そ
は
ず
成
に
き
」
。
こ
の
「
心
は
身
に
も
そ
は
ず
」
が
高
じ
て
く
る
と
、
次
の
歌
が
呼
び
出
さ
れ
る
。
「
あ
く
が
る
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

心
は
さ
て
も
山
櫻
ち
り
な
ん
後
や
み
に
か
へ
る
べ
き
」
。
心
が
身
に
添
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
ど
こ
ろ
か
、
や
む
こ
と
な
く
遠
く
離
れ
、

身
に
戻
っ
て
く
る
か
ど
う
か
を
怪
し
む
こ
と
に
な
る
。
そ
の
心
の
状
態
が
、
「
あ
く
が
る
る
」
と
い
う
言
葉
で
形
容
さ
れ
る
。
「
あ
く
が
れ
」

は
、
の
ち
に
現
在
の
意
味
に
お
け
る
「
あ
こ
が
れ
（
憧
れ
）
」
に
転
じ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
本
来
は
「
心
身
が
何
か
に
ひ
か
れ
て
、
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

と
も
と
居
る
べ
き
所
を
離
れ
て
さ
ま
よ
う
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
「
浮
か
れ
出
つ
る
心
」
は
「
あ
く
が
る
る
心
」
と
な
り
、
そ
れ
は
す
な

わ
ち
遊
離
魂
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
西
行
は
平
安
末
期
の
歌
人
で
あ
る
が
、
平
安
中
期
に
は
和
泉
式
部
が
出
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
書
か
れ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
の
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

泉
式
部
は
、
「
も
の
思
へ
ば
沢
の
ほ
た
る
も
わ
が
身
よ
り
あ
く
が
れ
出
、
、
つ
る
た
ま
か
と
そ
見
る
」
と
歌
っ
て
い
る
。
「
た
ま
」
と
は
魂
の
こ

と
で
あ
る
。
「
あ
く
が
れ
出
つ
る
」
は
「
あ
く
が
る
る
」
と
同
義
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
和
泉
式
部
の
場
合
は
、
身
か
ら
抜
け
出
る
の
は

魂
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
文
字
通
り
の
遊
離
魂
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
源
氏
物
語
』
「
葵
」
の
巻
で
は
、
同
じ
意
味
で
、
「
も
の
思
ひ
に
あ
く

　
　
　
　
　
　
（
1
4
＞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
＞

が
る
な
る
た
ま
し
み
」
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
物
の
怪
が
「
も
の
思
う
人
の
た
ま
し
ひ
は
げ
に
あ
く
が
る
・
物
に
な
む
あ
り
け
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

と
言
っ
て
、
「
な
げ
き
わ
び
空
に
乱
る
・
わ
が
魂
を
む
す
び
と
f
め
よ
し
た
が
へ
の
つ
ま
」
と
歌
う
。
こ
れ
は
、
下
前
の
褄
を
結
ぶ
こ
と

に
よ
っ
て
〈
た
ま
し
ひ
〉
を
身
に
戻
ら
せ
る
、
古
代
の
呪
術
を
指
し
て
い
る
。

　
こ
の
呪
術
に
関
し
て
は
、
折
口
信
夫
が
「
人
の
魂
が
あ
く
が
れ
出
て
、
人
目
に
見
ら
れ
る
信
仰
な
ら
ば
、
中
世
以
後
屡
現
れ
て
み
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

又
之
に
関
す
る
呪
術
も
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
物
の
怪
の
歌
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
古
代
か
ら



存
在
し
て
い
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
「
た
ま
」
も
し
く
は
〈
た
ま
し
ひ
（
ゐ
）
〉
は
、
身
か
ら
抜
け
出
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
そ
れ
を
身
に
と
ど
め
る
呪
術
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
呪
術
は
「
た
ま
し
づ
め
（
鎮
魂
ご
と
呼
ば
れ
た
。

三
、
遊
離
魂
と
外
来
魂

　
平
安
時
代
に
お
い
て
〈
た
ま
し
ひ
〉
は
、
引
用
し
た
和
歌
の
例
を
見
て
も
分
か
る
よ
う
に
、
身
か
ら
抜
け
出
る
遊
離
魂
と
み
な
さ
れ
て

い
た
。
し
た
が
っ
て
、
〈
た
ま
し
ひ
〉
の
中
心
で
あ
る
く
こ
こ
ろ
〉
も
、
決
し
て
主
観
ど
し
て
の
認
識
主
体
な
ど
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た

遊
離
魂
は
、
そ
れ
を
身
に
鎮
め
る
呪
術
で
あ
る
「
た
ま
し
づ
め
（
鎮
魂
ご
と
結
び
つ
い
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
、
〈
た
ま
し
ひ
〉
が
遊
離
魂

で
あ
る
と
言
わ
れ
る
と
き
、
も
う
一
つ
の
鎮
魂
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
「
た
ま
ふ
り
」
で
あ
る
。
辞

典
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
原
稿
「
露
魂
」
に
お
け
る
、
折
口
信
夫
の
言
葉
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。
折
口
は
詩
人
の
直
観
に
基
づ
き
、
さ

ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
〈
た
ま
し
ひ
〉
に
言
及
し
て
お
り
、
彼
な
り
に
く
た
ま
し
ひ
〉
の
問
題
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
。
し
か
し
必
ず
し
も
分

か
り
や
す
い
も
の
で
は
な
い
。
「
難
魂
」
は
辞
典
用
の
原
稿
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
他
の
も
の
と
比
較
す
れ
ば
、
論
述
が
組
織
立
て
ら

れ
て
い
る
ほ
う
で
あ
る
。

　
ま
ず
は
「
た
ま
し
づ
め
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
人
躰
の
露
魂
は
、
う
か
れ
易
く
あ
く
が
れ
易
い
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
豫
め
し
づ
め

る
為
に
魂
し
づ
め
が
行
は
れ
、
そ
れ
と
共
に
常
に
、
離
脱
し
た
霊
魂
を
完
全
に
面
内
に
し
づ
め
よ
う
と
す
る
事
も
、
し
ば
一
行
は
れ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

之
が
本
格
的
な
鎭
魂
法
で
あ
る
。
之
を
罪
し
づ
め
と
言
ふ
」
。
次
に
「
た
ま
ふ
り
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
「
露
魂
は
分
離
し
易

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
ユ
）

い
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
食
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
併
し
鎭
魂
の
儀
禮
は
、
下
し
も
亡
魂
を
鎭
め
る
事
で
は
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
る
。
鎮

魂
の
儀
礼
は
「
魂
し
づ
め
」
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
「
外
來
魂
を
、
身
に
鎭
め
て
威
力
を
新
し
く
加
へ
る
の
を
、
日
本

日
本
人
の
〈
た
ま
し
ひ
〉
観

四
七



四
八

の
露
魂
信
仰
の
う
ち
最
重
大
な
も
の
と
し
て
來
た
。
此
は
た
ま
ふ
り
と
言
ふ
。
魂
を
密
著
せ
し
め
る
意
で
あ
る
。
威
力
あ
る
露
魂
を
福
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

せ
し
め
て
、
そ
の
要
る
時
に
新
し
い
威
力
を
獲
揮
せ
し
め
よ
う
と
」
し
た
。

　
折
口
は
体
系
的
な
論
述
を
す
る
研
究
者
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
両
者
の
関
係
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
が
、
「
う
か
れ
易
く
あ

く
が
れ
易
い
」
す
な
わ
ち
「
分
離
し
易
い
」
霊
魂
を
鎮
め
る
方
法
と
し
て
は
、
二
つ
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
一
つ
が
・
「
た
ま
し
づ
め
」

と
し
て
「
離
脱
し
た
里
宮
を
完
全
に
墨
壷
に
し
づ
め
よ
う
と
す
る
事
」
、
い
ま
一
つ
は
「
た
ま
ふ
り
」
と
し
て
「
外
來
魂
を
、
身
に
鎭
め

て
威
力
を
新
し
く
加
へ
る
」
こ
と
で
あ
る
。
別
の
箇
所
に
お
い
て
も
、
同
じ
趣
旨
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
「
昔
か
ら
鎭
魂
に
二
通

り
の
意
義
が
あ
る
。
遊
離
し
た
た
ま
し
ひ
を
し
づ
め
る
と
言
ふ
内
存
的
な
る
も
の
と
、
外
反
魂
が
來
資
し
て
密
著
せ
る
も
の
を
身
艦
に
固

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

く
著
け
て
置
く
事
と
が
そ
れ
で
あ
る
」
。

　
た
だ
し
、
引
用
し
た
部
分
に
続
い
て
、
「
之
を
古
く
は
た
ま
ふ
り
又
は
み
た
ま
ふ
り
と
言
っ
た
が
、
後
平
安
朝
に
な
っ
て
は
た
ま
し
づ

一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

め
と
言
ふ
様
に
な
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
る
と
、
や
は
り
両
者
の
関
係
は
混
乱
し
て
く
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
要
す
る
に
鎮
魂
と

は
、
遊
離
し
が
ち
な
く
た
ま
し
ひ
〉
を
身
体
に
固
着
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
方
法
（
鎮
魂
法
）
に
は
二
種
類
が
あ
る
。
一

つ
が
「
た
ま
し
づ
め
」
、
い
ま
一
つ
が
「
た
ま
ふ
り
」
で
あ
る
。
前
者
が
鎮
魂
の
本
来
的
な
も
の
で
あ
り
、
遊
離
し
た
く
た
ま
し
ひ
V
を

も
と
の
身
体
へ
と
戻
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
後
者
は
そ
の
特
殊
な
形
態
で
、
外
来
の
〈
た
ま
し
ひ
〉
を
身
体
に
内
在
さ
せ
、
そ
の
こ
と
に

よ
っ
て
身
体
に
新
た
な
威
力
を
加
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
。

　
そ
う
で
あ
れ
ば
、
遊
離
魂
と
外
来
魂
と
は
、
果
た
し
て
同
一
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
両
者
と
も
、
存
在
と
し
て
は
、
身
か
ら
離
れ
て
い

る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
、
同
じ
く
＜
た
ま
し
ひ
〉
と
呼
ば
れ
な
が
ら
、
身
の
内
か
ら
出
て
ゆ
く
遊
離
魂
と
、
身
の
外
か
ら
入
っ

て
く
る
外
来
魂
と
で
は
、
基
本
的
な
違
い
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
か
の
よ
う
に
、
一
方
で
遊
離
魂
は
、
「
常

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

習
的
に
魂
の
離
脱
す
る
病
」
す
な
わ
ち
「
か
げ
の
わ
づ
ら
ひ
」
と
関
連
し
、
否
定
的
な
側
面
を
有
す
る
。
他
方
で
外
来
魂
は
、
「
ざ
え
」



に
対
す
る
〈
た
ま
し
ひ
〉
と
し
て
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
、
そ
の
こ
と
が
く
や
ま
と
だ
ま
し
ひ
〉
と
「
漢
才
」
と
の
対
立
を
招
く
よ
う
に
な

る
。

四
、
「
た
ま
」
と
く
た
ま
し
ひ
〉

　
平
安
中
期
に
和
泉
式
部
は
、
遊
離
魂
を
「
わ
が
身
よ
り
あ
く
が
れ
出
つ
る
た
ま
」
と
歌
っ
た
。
同
じ
事
態
を
、
平
安
後
期
の
西
行
は
、

身
か
ら
「
あ
く
が
る
る
心
」
と
詠
ん
だ
。
こ
の
こ
と
は
、
「
た
ま
」
が
「
心
」
と
し
て
意
識
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
〈
た
ま
し
ひ
〉
に
お
け
る
「
た
ま
」
が
く
こ
こ
ろ
〉
と
し
て
特
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
み
ず
か
ら
を
「
た
ま
と
た
ま
し
ひ
と
を
別
に
魎
別
し
て
考
へ
て
居
る
者
で
あ
る
」
と
す
る
折
口
信
夫
が
、
「
こ
・
ろ
は
た
ま
し
ひ
の
中

心
で
あ
る
」
と
言
う
と
き
、
彼
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
「
た
ま
と
た
ま
し
ひ
」
と
の
区
別
で
あ
っ
た
。
そ
の
区
別
と
は
、
コ
つ
の
造
説

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
＞

を
持
ち
出
す
と
す
れ
ば
、
た
ま
は
内
在
の
も
の
、
た
ま
し
ひ
は
あ
く
が
れ
出
る
も
の
」
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
に
も
区
別
さ
れ
る
。

「
露
魂
は
た
ま
で
あ
り
、
今
所
謂
た
ま
し
ひ
は
も
と
露
魂
の
作
用
で
あ
る
。
た
ま
は
夕
霞
で
あ
っ
て
、
多
く
の
場
合
露
出
せ
ず
、
も
の
に

内
在
し
て
み
る
。
さ
う
言
ふ
時
、
璽
を
つ
・
ん
で
み
る
も
の
を
も
た
ま
と
言
ふ
。
噴
石
・
貝
殻
又
は
軍
な
る
石
を
た
ま
と
言
ふ
の
は
そ
の

　
　
　
〔
2
6
）

理
由
で
あ
る
」
。

　
折
口
に
よ
れ
ば
、
「
た
ま
」
は
実
体
と
し
て
存
在
し
、
そ
の
実
体
の
作
用
す
な
わ
ち
働
き
が
く
た
ま
し
ひ
〉
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
実
体
と
そ
の
作
用
と
の
関
係
は
、
図
式
的
に
は
中
心
と
そ
こ
か
ら
の
放
射
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
、
実
体

と
中
心
と
は
置
き
換
え
が
可
能
で
あ
り
、
「
た
ま
」
は
く
こ
こ
ろ
〉
に
置
換
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
〈
た
ま
し
ひ
〉
の
実
体
と
し
て
の
「
た

ま
」
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
く
た
ま
し
ひ
〉
の
中
心
と
し
て
の
く
こ
こ
ろ
〉
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
「
こ
・
ろ
は
た
ま
し
ひ
の

日
本
人
の
〈
た
ま
し
ひ
〉
観

四
九



五
〇

中
心
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
時
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
「
た
ま
」
の
働
き
は
、
具
体
的
に
は
「
あ
く
が
れ
出
る
」
と
い
う
か
た

ち
を
と
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
わ
が
身
よ
り
あ
く
が
れ
二
つ
る
た
ま
」
（
和
泉
式
部
）
は
、
身
か
ら
「
あ
く
が
る
る
心
」
（
西
行
）
と

言
い
換
え
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
言
い
換
え
に
は
、
〈
た
ま
し
ひ
〉
に
お
け
る
「
た
ま
」
が
く
こ
こ
ろ
〉
と
し
て
特
化
さ
れ
る
過
程
を
見
て

取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
〈
た
ま
し
ひ
〉
と
は
、
「
た
ま
」
す
な
わ
ち
〈
こ
こ
ろ
〉
の
働
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
折
口
に
よ
れ
ば
、
そ
の
「
た
ま
」
自
体
が

〈
た
ま
し
ひ
〉
と
混
同
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
歴
史
的
に
は
、
「
人
間
の
身
軽
に
出
た
り
這
入
つ
た
り
す
る
と
こ
ろ
の
抽
象
的
な
た
ま
（
露

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

魂
）
を
、
草
食
的
に
し
む
ぼ
ら
い
ず
せ
る
玉
を
ば
た
ま
と
幽
し
て
、
磧
石
や
動
物
の
骨
な
ど
を
兵
語
で
呼
び
、
抽
象
的
な
た
ま
（
露
魂
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

を
た
ま
し
ひ
と
言
ふ
言
葉
で
表
現
す
る
様
に
な
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
。
「
た
ま
」
と
く
た
ま
し
ひ
〉
と
の
こ
の
よ
う
な
混
同
こ
そ
が
、
〈
た

ま
し
ひ
〉
の
理
解
を
混
乱
さ
せ
て
き
た
主
た
る
要
因
で
あ
る
。

　
「
わ
が
身
よ
り
あ
く
が
れ
二
つ
る
た
ま
」
は
、
「
人
の
魂
が
あ
く
が
れ
出
て
、
人
目
に
見
ら
れ
る
信
仰
」
（
折
口
）
に
裏
付
け
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
「
あ
く
が
る
る
心
」
は
、
「
身
に
か
へ
る
べ
き
」
で
あ
る
と
し
て
、
身
に
添
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
こ
そ
が
問
題
で

あ
る
。
西
行
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
を
表
現
す
る
の
に
、
「
た
ま
」
と
い
う
よ
う
な
信
仰
に
基
づ
く
抽
象
的
な
言
葉
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。

身
に
属
す
べ
き
も
の
を
、
彼
は
具
体
的
に
自
分
の
中
心
と
し
て
、
〈
こ
こ
ろ
〉
と
表
現
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
〈
た
ま
し
ひ
〉
に
お
け
る

抽
象
的
な
実
体
と
し
て
の
「
た
ま
」
が
、
具
体
的
な
中
心
と
し
て
、
す
な
わ
ち
身
の
中
心
た
る
く
こ
こ
ろ
〉
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
わ
け
で

あ
る
。
中
心
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
身
に
帰
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。



五
、
〈
た
ま
し
ひ
〉
と
は
何
か

　
「
た
ま
」
（
な
い
し
〈
こ
こ
ろ
〉
）
と
く
た
ま
し
ひ
〉
と
は
、
『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た
平
安
中
期
に
は
、
基
本
的
に
未
分
化
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
当
時
す
で
に
、
「
こ
こ
ろ
た
ま
し
ひ
」
と
い
う
言
い
方
が
出
現
し
て
い
る
。
や
は
り
平
安
中
期
に
な
る
が
、
『
か
げ
ろ
ふ
の
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

記
』
上
に
、
み
ず
か
ら
を
評
し
た
言
葉
と
し
て
、
「
か
た
ち
と
て
も
人
に
も
に
ず
、
こ
・
う
た
ま
し
ひ
も
あ
る
に
も
あ
ら
で
」
と
あ
る
。
「
か

た
ち
」
す
な
わ
ち
容
貌
に
対
し
、
「
こ
・
う
た
ま
し
ひ
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
山
本
健
吉
に
よ
れ
ば
、
「
か
た
ち
」
と
「
心
た
ま
し
ひ
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

の
並
称
は
、
平
安
時
代
に
よ
く
あ
る
例
ら
し
い
。
ち
な
み
に
『
源
氏
物
語
』
「
明
石
」
の
巻
で
は
、
「
心
た
ま
し
み
な
く
て
、
あ
る
か
ぎ
り

　
　
（
3
0
）

ま
ど
ふ
」
と
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
こ
こ
ろ
た
ま
し
ひ
」
老
は
、
そ
れ
が
な
く
て
惑
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
あ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
惑

わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
〈
こ
こ
ろ
〉
が
身
に
添
っ
て
お
り
、
か
つ
〈
た
ま
し
ひ
〉
が
あ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
惑
わ
な
い
わ
け

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
『
か
げ
ろ
ふ
の
日
記
』
と
同
時
代
で
あ
る
『
宇
津
保
物
語
』
「
藤
原
の
君
」
の
巻
に
は
、
「
容
貌
、
心
、
魂
、
身
の
才
、
人
に
勝
れ
」
と
、

帝
と
し
て
備
え
る
べ
き
要
件
と
し
て
「
容
貌
」
「
心
、
魂
」
「
身
の
才
」
の
三
つ
が
並
称
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
は
「
心
」
と

「
魂
」
と
が
分
か
れ
て
理
解
さ
れ
て
お
り
、
両
者
が
一
方
で
「
容
貌
」
、
他
方
で
「
身
の
才
」
に
対
す
る
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
「
容
貌
（
か

ほ
か
た
ち
）
」
と
は
、
「
心
、
魂
」
と
「
身
の
才
」
と
が
一
体
と
な
り
、
そ
れ
が
身
の
外
に
現
れ
出
た
も
の
で
あ
る
。
人
物
評
価
の
対
象
と

な
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
そ
の
よ
う
な
「
容
貌
」
に
対
し
、
「
心
、
魂
」
と
「
身
の
才
」
と
は
、
身
の
内
に
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
〈
こ
こ
ろ
〉
は
身
の
中
心
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

「
才
（
ざ
え
）
」
は
、
山
本
健
吉
に
よ
れ
ば
「
古
代
日
本
で
は
、
後
天
的
に
身
に
つ
け
る
教
養
」
で
あ
っ
た
。
折
口
信
夫
は
そ
の
教
養
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

こ
と
を
、
「
六
藝
と
継
し
、
こ
れ
が
総
て
才
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
残
る
一
つ
の
く
た
ま
し
ひ
〉
の
位
置
づ
け
は
ど

日
本
人
の
〈
た
ま
し
ひ
〉
観

五
一



五
二

う
な
る
の
か
。
さ
し
あ
た
っ
て
は
身
の
内
に
あ
る
が
、
し
か
し
身
に
付
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
先
天
的
に
身
に
備
わ
っ

て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
同
じ
く
『
宇
津
保
物
語
』
に
お
け
る
「
祭
の
使
」
の
巻
で
は
、
「
魂
定
ま
り
、
身
の
才
勝
れ
た
る
も
の
」
・
と
い
う
言
い
方
が
な
さ
れ
る
。

〈
た
ま
し
ひ
〉
は
「
身
の
才
」
に
対
す
る
も
の
と
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
〈
た
ま
し
ひ
〉
は
「
魂
さ
だ
ま
ら
ず
し
て
、
公
に
仕
う
ま
つ
る
べ

　
　
　
　
（
3
5
）

く
も
あ
ら
ず
」
と
、
「
公
」
に
仕
え
る
も
の
の
条
件
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
〈
た
ま
し
ひ
V
が
定
ま
れ
ば
、
公
に
仕
え
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。
古
代
日
本
に
あ
っ
て
は
、
公
と
は
基
本
的
に
は
天
皇
家
を
指
す
が
、
要
す
る
に
ま
つ
り
ご
と
（
祭
事
・
政
）
の
世
界

で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
た
の
が
、
す
な
わ
ち
〈
た
ま
し
ひ
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
〈
た
ま
し
ひ
〉
は
、
「
ざ
え
」
の

ご
と
く
後
天
的
に
身
に
付
く
も
の
で
は
な
く
、
先
天
的
に
身
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
身
に
備
わ
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
が
発
揮
さ
れ
る
に
は
、
「
た
ま
ふ
り
」
の
儀
式
を
通
し
て
活
性
化
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
活
性
化
は
、
外
来
魂
を
身
に
鎮
め
る

こ
と
で
果
た
さ
れ
、
〈
た
ま
し
ひ
〉
は
そ
れ
に
よ
っ
て
新
し
い
威
力
を
加
え
る
。
「
天
子
と
な
る
に
は
、
其
領
有
す
る
諸
地
方
の
土
地
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

ま
し
ひ
と
か
、
家
々
の
守
璽
な
ど
其
他
、
藪
へ
上
げ
ら
れ
な
い
程
の
威
力
あ
る
た
ま
し
ひ
を
肥
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
の
で

あ
る
。

　
〈
た
ま
し
ひ
〉
は
こ
の
よ
う
に
、
天
子
た
る
も
の
が
有
し
て
い
る
べ
き
、
威
力
な
い
し
資
質
と
と
ら
え
ら
れ
た
。
ま
た
「
公
」
す
な
わ

ち
ま
つ
り
ご
と
は
、
大
倭
（
や
ま
と
）
の
国
を
治
め
る
こ
と
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
〈
た
ま
し
ひ
〉
は
「
や
ま
と
」
を
冠
し
「
や
ま
と
だ
ま

し
ひ
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。
山
本
健
吉
も
、
「
や
ま
と
だ
ま
し
ひ
」
の
原
義
を
、
「
大
倭
（
や
ま
と
）
の
国
を
治
め
る
べ
き
人
の
資

　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

格
で
あ
り
、
威
力
」
に
認
め
て
い
る
。
ま
た
、
資
質
な
い
し
資
格
と
と
ら
え
ら
れ
た
が
ゆ
え
に
、
〈
た
ま
し
ひ
〉
は
公
に
仕
え
る
者
に
も

要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
が
、
先
に
引
用
し
た
「
祭
の
使
」
の
文
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な

い
。
こ
の
資
質
な
い
し
資
格
と
し
て
の
く
た
ま
し
ひ
V
は
、
平
安
中
期
以
降
「
や
ま
と
だ
ま
し
ひ
（
大
和
魂
）
」
が
「
か
ら
ざ
え
（
漢
才
）
」



と
対
比
さ
れ
て
ゆ
く
に
つ
れ
、
日
本
人
で
あ
る
限
り
は
有
し
て
い
る
べ
き
本
性
と
し
て
拡
大
解
釈
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
も
な
る
。

　
「
や
ま
と
だ
ま
し
ひ
」
は
と
も
か
く
と
し
て
、
「
こ
こ
ろ
た
ま
し
ひ
」
と
い
う
言
い
方
の
出
現
は
、
基
本
的
に
は
〈
こ
こ
ろ
〉
と
く
た
ま

し
ひ
〉
と
の
分
化
を
示
し
て
い
た
。
同
じ
く
身
の
内
に
あ
り
な
が
ら
、
〈
こ
こ
ろ
〉
は
身
の
中
心
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
〈
た

ま
し
ひ
〉
は
、
先
天
的
に
身
に
備
わ
っ
て
は
い
る
が
、
威
力
な
い
し
資
質
と
し
て
は
潜
在
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
儀
礼
を
通
し
て

活
性
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
発
動
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
儀
礼
の
例
と
し
て
は
、
見
て
き
た
よ
う
に
「
た
ま
ふ
り
」
が
挙
げ
ら
れ

る
。　

と
こ
ろ
で
、
言
霊
も
、
外
来
魂
の
ひ
と
つ
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
「
古
い
物
語
を
語
る
と
そ
の
内
の
露
魂
が
動
き
出
す
、
歌
を
歌
ひ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

け
る
と
、
そ
の
歌
の
内
に
ひ
そ
ん
で
み
る
露
魂
が
働
き
か
け
る
」
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
「
働
き
か
け
る
」
と
は
、
す
な
わ

ち
活
性
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
宮
廷
の
女
房
た
ち
が
、
物
語
り
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
皇
族
や
大
貴
族
家
の
子
弟
を
教
育
し
た
の
は
、

ほ
か
な
ら
ぬ
子
弟
の
〈
た
ま
し
ひ
〉
を
活
性
化
さ
せ
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
教
育
を
、
山
本
健
吉
は
、
折
口
信
夫
に
倣
い
「
感

　
（
3
9
）

染
教
育
」
と
呼
ん
で
い
る
。

六
、
〈
た
ま
し
ひ
〉
の
宗
教
性

　
〈
た
ま
し
ひ
V
と
い
う
言
葉
は
、
「
た
ま
」
と
く
た
ま
し
ひ
〉
と
が
混
同
さ
れ
て
き
た
背
景
も
あ
っ
て
、
確
定
し
た
意
味
を
つ
か
み
に
く

い
、
基
本
的
に
は
あ
い
ま
い
な
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
述
べ
て
き
た
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
〈
た
ま
し
ひ
〉
は
さ
し
あ
た
り
、
意
味

と
し
て
は
二
面
性
を
有
し
て
い
る
。
一
方
で
〈
た
ま
し
ひ
〉
は
、
遊
離
魂
な
い
し
外
来
魂
と
し
て
、
「
た
ま
し
づ
め
」
あ
る
い
は
「
た
ま

ふ
り
」
と
い
う
儀
礼
、
す
な
わ
ち
呪
術
の
対
象
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
〈
た
ま
し
ひ
〉
は
本
来
的
に
宗
教
的
な
存
在

日
本
人
の
く
た
ま
し
ひ
V
観

五
三



五
四

で
あ
っ
た
。
そ
の
〈
た
ま
し
ひ
〉
は
、
し
か
し
他
方
で
、
先
天
的
に
身
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
外
来
魂
に
よ
っ
て
活
性
化
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
〈
た
ま
し
ひ
〉
は
人
間
の
本
質
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
二
面
性
を
そ

の
ま
ま
受
け
取
れ
ば
、
古
代
の
日
本
人
は
、
人
間
の
本
質
を
宗
教
的
な
も
の
と
み
な
し
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
人
間
の
宗
教
的
な
本
質
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
く
た
ま
し
ひ
〉
と
い
う
概
念
を
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ

が
理
解
で
き
る
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
に
置
き
換
え
て
理
解
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
で
き
な
い
こ
と
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
く
た

ま
し
ひ
〉
を
ほ
ん
と
う
に
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
二
つ
の
理
由
か
ら
し
て
、
現
代
の
言
葉
に
置
き
換
え
る
こ
と
は

き
わ
め
て
困
難
で
あ
る
。
理
由
の
一
つ
は
、
呪
術
が
、
現
代
で
は
も
は
や
機
能
し
え
な
い
、
古
代
の
遺
物
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
活
性
化
さ
れ
る
べ
き
、
先
天
的
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
に
こ
だ
わ
る
し
か
な
い
。
い
ま
一
つ
の
理
由
は
、
日
本
語
自
体

が
、
あ
い
ま
い
さ
を
本
質
と
す
る
言
語
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
古
代
に
お
い
て
、
「
た
ま
」
と
く
た
ま
し
ひ
〉
そ
し
て
〈
こ
こ
ろ
〉
と

は
、
ほ
と
ん
ど
同
義
語
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。

　
日
本
語
が
本
質
的
に
有
し
て
い
る
あ
い
ま
い
さ
に
関
し
て
は
、
坂
口
安
吾
が
、
日
本
語
に
は
「
同
義
語
が
多
様
で
そ
の
お
の
お
の
に
霧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
0
）

が
か
か
っ
て
い
る
よ
う
な
境
界
線
の
不
明
確
な
言
葉
が
多
い
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
な
り
わ
い
と
し
て
、
言
葉
の
あ
や
に
こ
だ
わ
ら

ざ
る
を
え
な
い
、
小
説
家
な
ら
で
は
の
指
摘
で
あ
る
。
安
吾
は
日
本
語
の
あ
い
ま
い
さ
を
、
旦
ハ
体
的
に
は
「
雰
囲
気
的
」
と
い
う
言
葉
で

表
現
し
て
い
る
。
「
要
す
る
に
、
日
本
語
の
多
様
性
は
雰
囲
気
的
で
あ
り
す
ぎ
、
し
た
が
っ
て
、
日
本
人
の
心
情
訓
練
を
も
雰
囲
気
的
に

し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
多
様
な
言
葉
は
こ
れ
を
あ
や
つ
る
に
は
き
わ
め
て
自
在
豊
饒
な
心
情
的
沃
野
を
感
じ
さ
せ
て
た
の
も
し
い
限
り

の
よ
う
だ
が
、
実
は
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
お
か
げ
で
、
わ
か
っ
た
よ
う
な
わ
か
ら
ぬ
よ
う
な
、
万
事
雰
囲
気
で
す
ま
し
て
卒
業
し
た
よ
う
な

気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
だ
け
の
、
原
始
詩
人
の
言
論
の
自
由
に
恵
ま
れ
す
ぎ
て
、
原
始
さ
な
が
ら
の
コ
ト
ダ
マ
の
さ
き
は
ふ
国
に
、
文
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
＞

の
借
り
衣
装
を
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
な
の
だ
」
。



　
「
こ
と
だ
ま
さ
き
は
ふ
」
に
つ
い
て
は
、
折
口
信
夫
が
独
自
の
分
析
を
加
え
て
い
る
。
古
い
用
例
と
し
て
は
『
万
葉
集
』
に
「
言
難
の

　
　
　
　
（
4
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

さ
き
は
ふ
国
」
と
あ
る
が
、
「
言
語
に
含
ま
れ
て
み
る
精
鋼
が
㎜
国
詞
通
り
に
現
れ
、
他
の
國
に
は
な
い
露
の
表
現
の
行
は
れ
る
國
」
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
ま
た
「
こ
と
た
ま
」
の
語
源
的
な
解
釈
と
し
て
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
「
人
間
に
タ
マ
（
露
力
）
が

あ
る
よ
う
に
、
言
葉
に
も
タ
マ
が
あ
っ
て
、
物
事
の
実
現
を
左
右
す
る
と
未
開
社
会
で
は
強
く
信
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
言
葉
と
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

と
の
区
別
が
薄
く
、
コ
ト
（
言
）
は
す
な
わ
ち
コ
ト
（
事
）
で
あ
り
、
言
葉
は
そ
の
ま
ま
事
実
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
」
。
日
本
に
は
古
く

か
ら
言
霊
に
対
す
る
信
仰
が
あ
り
、
言
（
こ
と
）
と
事
（
こ
と
）
と
が
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
言
葉
が
直
ち
に
事
実
（
現
実
）
と
な
る
と

信
じ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
信
仰
の
あ
る
と
こ
ろ
で
は
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
言
葉
は
事
実
を
表
現
す
る
た
め
の
道
具
に
す
ぎ
な

い
、
と
い
う
発
想
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
。

　
言
い
換
え
れ
ば
、
日
本
人
は
「
言
葉
に
た
よ
り
す
ぎ
、
言
葉
に
ま
か
せ
す
ぎ
、
物
自
体
に
即
し
て
正
確
な
表
現
を
考
え
、
つ
ま
り
わ
れ
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わ
れ
の
言
葉
は
物
自
体
を
知
る
た
め
の
道
具
だ
と
い
う
、
考
え
方
、
観
察
の
本
質
的
な
態
度
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
」
き
た
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
〈
た
ま
し
ひ
V
自
体
に
即
し
、
〈
た
ま
し
ひ
V
と
は
何
か
を
規
定
す
る
よ
う
な
試
み
は
、
も
と
も
と
日
本
に
は
あ
り
え
よ
う
も

な
か
っ
た
。
言
葉
を
、
物
自
体
を
知
る
た
め
の
道
具
と
し
て
機
能
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
概
念
規
定
も
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
言
葉
が
事
実
を
追
い
か
け
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
で
あ
る
の
か
に
よ
っ
て
、
事
態
は
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
。
日
本
語
は
ま
さ
に

そ
の
逆
の
ほ
う
で
あ
る
。
事
実
が
言
葉
の
跡
を
追
う
、
こ
れ
を
言
霊
信
仰
と
い
う
。
日
本
語
が
有
す
る
本
質
的
な
あ
い
ま
い
さ
は
、
こ
の

よ
う
な
言
霊
信
仰
に
起
因
し
て
い
る
。
も
し
現
代
で
も
、
依
然
と
し
て
あ
い
ま
い
さ
が
言
わ
れ
る
な
ら
ば
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
自
身
が
言

霊
の
呪
縛
に
陥
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
安
吾
は
、
現
代
の
日
本
は
「
原
始
さ
な
が
ら
の
コ
ト
ダ
マ
の
さ
き
は
ふ
国
に
、
文

化
の
借
り
衣
装
を
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
な
の
だ
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
人
の
〈
た
ま
し
ひ
〉
観

五
五



五
六

七
、
〈
た
ま
し
ひ
〉
と
言
葉

　
日
本
人
は
〈
た
ま
し
ひ
〉
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
き
た
か
。
無
理
を
承
知
で
概
念
規
定
を
試
み
て
き
た
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て
至
っ

た
の
は
言
葉
に
お
け
る
〈
た
ま
し
ひ
〉
の
問
題
、
す
な
わ
ち
言
霊
信
仰
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
の
は
、
事
実
が

言
葉
の
後
追
い
を
す
る
と
い
う
、
日
本
人
の
伝
統
的
な
思
惟
様
式
の
あ
り
よ
う
で
あ
っ
た
。
概
念
規
定
と
は
、
言
葉
を
道
具
と
し
て
使
用

す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
実
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
言
葉
に
お
け
る
〈
た
ま
し
ひ
〉
の
問
題
、
す
な
わ
ち
言
霊

信
仰
は
、
逆
に
事
実
を
言
葉
に
従
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
言
霊
に
か
か
わ
る
日
本
人
の
伝
統
的
な
思
惟
様
式
は
、
結

局
は
概
念
規
定
の
試
み
と
は
あ
い
い
れ
な
く
な
る
。
〈
た
ま
し
ひ
〉
は
結
局
、
概
念
規
定
を
拒
否
す
る
、
宗
教
的
な
存
在
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
は
概
念
を
通
し
て
理
解
す
る
よ
．
り
も
、
体
験
の
事
実
と
し
て
了
解
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

　
日
本
人
は
言
葉
を
、
事
物
を
概
念
規
定
す
る
道
具
と
し
て
は
使
用
し
て
こ
な
か
っ
た
。
別
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
一
方
で
、
事

物
を
主
観
に
対
す
る
客
観
と
し
て
は
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
客
観
が
な
け
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
そ
れ

に
対
す
る
主
観
も
あ
り
え
な
い
。
〈
た
ま
し
ひ
〉
が
す
な
わ
ち
内
在
魂
と
し
て
身
の
内
に
あ
る
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
日
本
人
は
結
局
の
と

こ
ろ
、
そ
れ
を
・
王
観
の
問
題
と
し
て
内
面
化
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
内
面
化
し
え
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
さ
ら

に
別
の
要
因
も
絡
ん
で
い
る
。
別
の
要
因
と
は
、
〈
た
ま
し
ひ
〉
が
外
来
魂
と
し
て
、
人
間
だ
け
で
な
く
事
物
の
内
に
も
存
在
す
る
と
想

定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
〈
た
ま
し
ひ
〉
が
内
在
魂
で
あ
り
、
か
つ
外
来
魂
で
も
あ
る
と
い
う
矛
盾
は
、
＝
疋
の
儀
礼
な
い
し
呪
術

の
な
か
で
解
消
さ
れ
る
ほ
か
は
な
い
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
〈
た
ま
し
ひ
〉
は
ま
さ
に
宗
教
的
な
存
在
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
宗
教

的
存
在
と
し
て
内
に
矛
盾
を
は
ら
む
〈
た
ま
し
ひ
〉
を
、
概
念
規
定
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
到
底
不
可
能
な
わ
け
で
あ
る
。

　
概
念
規
定
が
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
で
は
〈
た
ま
し
ひ
〉
は
、
辞
書
的
に
は
ど
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
言
葉



と
概
念
の
両
面
か
ら
、
そ
の
定
義
を
整
理
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
言
葉
の
面
で
あ
る
が
、
例
え
ば
古
語
辞
典
に
は
、
さ
し
あ
た
り
二
つ
の
意

味
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
「
魂
（
た
ま
）
」
と
同
じ
意
味
で
あ
り
、
「
魂
」
の
基
本
的
な
意
味
は
遊
離
魂
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
い
ま
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一
つ
は
「
生
得
の
心
の
働
き
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
た
ま
」
の
働
き
に
着
目
し
た
定
義
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
言
葉
の
定
義

と
し
て
は
、
遊
離
魂
の
発
想
が
根
底
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
外
来
魂
と
し
て
の
意
味
合
い
は
、
辞
書
的
に
は

省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

　
次
に
概
念
の
面
で
あ
る
が
、
例
え
ば
『
哲
学
事
典
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。
ユ
ダ
ヤ
人
、
イ
ン
ド
人
、
ギ
リ
シ
ア
人
に
あ
っ

て
は
、
霊
魂
（
ル
ー
ア
ッ
ハ
・
ア
ー
ト
マ
ン
・
プ
シ
ケ
ー
）
は
「
物
理
的
現
象
と
し
て
の
『
気
息
』
『
風
』
か
ら
着
想
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
」
。
ほ
か
な
ら
ぬ
そ
の
霊
魂
が
、
「
人
間
を
し
て
、
人
間
た
ら
し
め
る
本
質
を
あ
ら
わ
す
言
葉
と
な
り
」
、
次
第
に
「
哲
学
的
に
精
神
化
」

さ
れ
、
さ
ら
に
は
「
人
間
の
あ
り
方
を
決
定
す
る
原
理
」
に
ま
で
た
か
め
ら
れ
た
。
つ
ま
り
は
、
「
『
我
』
『
自
我
』
の
観
念
」
に
発
展
し

て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
日
本
で
は
、
終
始
、
霊
魂
は
宗
教
的
存
在
で
あ
り
、
哲
学
的
に
内
面
化
」
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

要
す
る
に
、
概
念
の
定
義
と
し
て
は
、
宗
教
的
存
在
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
目
に
つ
く
ば
か
り
で
あ
る
。

　
以
上
の
辞
書
的
な
定
義
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
そ
こ
に
は
く
た
ま
し
ひ
〉
に
お
け
る
本
来
的
な
も
の
が
い
っ
さ
い
示
さ
れ
て
い
な

い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
来
的
な
も
の
と
は
、
二
つ
で
あ
る
。
↓
つ
は
、
〈
た
ま
し
ひ
〉
が
呪
術
を
通
し
て
活
性
化
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
い
ま
一
つ
は
、
活
性
化
さ
れ
た
〈
た
ま
し
ひ
〉
は
、
そ
れ
を
有
す
る
人
の
「
か
た
ち
」
す
な
わ

ち
容
貌
を
通
し
て
威
力
と
し
て
発
揮
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
に
注
目
し
な
が
ら
、
伝
統
的
な
意
味
を
受
け
継
ぐ
、

〈
た
ま
し
ひ
〉
の
現
代
的
な
意
義
が
探
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
な
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
、
〈
た
ま
し
ひ
〉
は
死
語
と
し
て
、
永

遠
に
う
さ
ん
臭
さ
か
ら
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

日
本
人
の
〈
た
ま
し
ひ
〉
観

五
七



五
八

お
　
わ
　
り
　
に

　
〈
た
ま
し
ひ
〉
と
い
う
言
葉
が
う
さ
ん
臭
い
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
本
質
的
な
部
分
で
、
呪
術
と
し
て
の
儀
礼
に
か
か
わ

ら
ざ
る
を
え
な
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
近
代
以
降
に
喧
伝
さ
れ
た
、
ゆ
が
め
ら
れ
た
「
や
ま
と
だ
ま
し
ひ
」
も
、
こ
の
う
さ
ん
臭

さ
の
広
ま
り
に
大
い
に
貢
献
し
た
。

　
「
や
ま
と
だ
ま
し
ひ
」
は
と
も
か
く
、
問
題
を
〈
た
ま
し
ひ
〉
に
限
れ
ば
、
現
代
人
は
合
理
的
な
思
考
様
式
を
尊
ぶ
あ
ま
り
、
呪
術
を

迷
信
と
み
な
し
、
儀
礼
を
単
な
る
形
式
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
呪
術
と
し
て
の
儀
礼
は
一
内
実
を
伴
わ
な
い
か
た
ち
だ

け
の
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
典
型
的
な
例
が
、
現
代
の
成
人
式
、
あ
る
い
は
祭
り
の
あ
り
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
。
大
人
と
子

供
と
の
問
の
け
じ
め
を
つ
け
る
べ
き
、
重
要
な
儀
礼
と
し
て
の
成
人
式
は
形
式
化
し
、
子
供
か
大
人
か
区
別
の
つ
か
な
い
大
人
子
供
を
大

量
生
産
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
社
会
を
活
性
化
さ
せ
る
呪
術
と
し
て
の
祭
り
は
、
共
同
体
の
消
滅
以
来
そ
の
実
質
を
失
い
、
単
な

る
お
祭
り
騒
ぎ
に
変
貌
し
つ
つ
あ
る
。
成
人
式
や
祭
り
の
形
式
化
は
、
要
す
る
に
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
イ
ベ
ン
ト
（
催
し
物
）
化
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
現
代
社
会
に
お
け
る
ひ
ず
み
の
一
端
は
、
こ
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
イ
ベ
ン
ト
化
が
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
〈
た
ま
し
ひ
〉
が
か
か
わ
る
呪
術
と
し
て
の
儀
礼
は
、
人
間
を
活
性
化
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
社
会
を
活
性
化
さ
せ
る
、
そ
の
た
め
の
イ

ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
「
た
ま
し
づ
め
」
も
「
た
ま
ふ
り
」
も
、
結
局
は
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
形
式
化
し
、
か
つ
イ
ベ
ン
ト
化
し
て
い
る
現
代
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
イ
ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン

に
つ
い
て
い
か
な
る
例
を
挙
げ
て
も
、
説
得
力
に
欠
け
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
た
だ
一
つ
の
例
外
と
し
て
は
、
平
安
時
代
に
行
わ
れ
た
女

房
た
ち
の
「
感
染
教
育
」
が
あ
る
。
こ
れ
も
呪
術
と
し
て
の
儀
礼
の
一
つ
で
あ
る
が
、
現
代
で
は
「
感
化
」
と
い
う
言
葉
に
そ
の
余
韻
が

残
さ
れ
て
い
る
。
「
感
化
」
と
は
、
人
格
的
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
内
面
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
変
化
と
は
、



つ
ま
り
は
活
性
化
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
何
が
活
性
化
す
る
の
か
。
ま
さ
か
、
知
識
す
な
わ
ち
才
（
ざ
え
）
で
は
あ
る
ま

い
。
活
性
化
す
る
の
は
、
知
恵
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
〈
た
ま
し
ひ
〉
は
、
現
代
で
は
、
知
恵
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
知
識
の
み
が
尊
ば
れ
、
知
恵
が
正
当
に
評
価
さ
れ
な
い
の
が
現
代
で
も
あ
る
。
評
価
さ
れ
な
い
の
は
、
そ
れ
を
評
価
す
る

基
準
が
、
現
代
で
は
ま
っ
た
く
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
、
人
物
評
価
の
基
準
で
あ
る
。
古
代
に
お
い
て
人
物

評
価
は
、
「
か
た
ち
」
す
な
わ
ち
容
貌
に
対
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
か
た
ち
」
と
は
、
す
で
に
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、

〈
こ
こ
ろ
〉
、
〈
た
ま
し
ひ
〉
と
「
身
の
才
」
と
が
一
体
と
な
り
、
身
の
外
に
表
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
知
恵
と
し
て
の
く
た
ま
し
ひ
〉
は
、

「
か
た
ち
」
を
通
し
て
発
揮
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
現
代
は
、
こ
の
図
式
に
異
変
が
生
じ
て
い
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
、
〈
た

ま
し
ひ
〉
が
顧
慮
さ
れ
な
く
な
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
「
か
た
ち
」
と
し
て
身
の
外
に
表
出
さ
れ
る
も
の
は
、
情
念
と
し
て
の
く
こ
こ
ろ
〉

お
よ
び
「
身
の
才
」
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う
。
現
代
社
会
に
お
け
る
知
識
偏
重
は
、
こ
こ
に
起
因
し
て
い
る
。
評
価
さ
れ
る
べ
き
容
貌
が
、

感
情
と
知
識
だ
け
で
構
成
さ
れ
た
、
身
の
問
題
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
身
に
は
収
ま
り
き
ら
な
い
重
要
な
も
の
が
あ

る
こ
と
を
、
〈
た
ま
し
ひ
〉
と
い
う
言
葉
は
一
貫
し
て
示
唆
し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。

　
注

（
1
）
　
例
え
ば
最
近
の
議
論
と
し
て
は
、
人
体
科
学
会
が
企
画
し
た
『
科
学
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
時
代
』
（
ビ
イ
ン
グ
・
ネ
ッ
ト
・
プ
レ
ス
、
二
〇
〇
五

　
年
）
を
参
照
。

（
2
）
　
山
本
健
吉
著
『
い
の
ち
と
か
た
ち
』
新
潮
社
、
一
九
八
一
年
、
一
〇
〇
一
一
頁
。

（
3
）
　
そ
の
後
の
日
本
人
が
一
貫
し
て
、
い
わ
ゆ
る
「
世
間
」
と
い
う
も
の
に
縛
ら
れ
て
き
た
所
以
が
こ
こ
に
あ
る
。

（
4
）
　
折
口
信
夫
「
剣
と
玉
と
」
、
二
二
四
頁
。
特
に
指
示
が
な
い
か
ぎ
り
、
折
口
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
二
〇
巻
「
神
道
宗
教
編
」
（
中

日
本
人
の
〈
た
ま
し
ひ
〉
観

五
九



六
〇

　
央
公
論
社
、
一
九
七
六
年
）
に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
ペ
ー
ジ
数
は
全
集
版
の
も
の
で
あ
る
。

（
5
）
　
折
口
信
夫
「
原
始
信
仰
」
、
二
〇
九
頁
。

（
6
）
折
口
信
夫
「
露
魂
の
話
」
（
『
折
口
信
夫
全
集
』
第
三
巻
「
古
代
研
究
」
〔
民
俗
学
篇
2
〕
、
中
央
公
論
社
、
「
九
七
五
年
、
所
収
）
、
二
六
「
頁
。

（
7
）
　
『
古
今
和
歌
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
年
、
九
頁
。

（
8
）
　
日
本
古
典
文
学
大
系
『
山
家
集
　
金
梶
和
歌
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
六
一
年
、
一
六
二
頁
。

（
9
＞
　
同
右
、
八
九
頁
。

（
1
0
）
　
同
右
、
三
一
頁
。

（
！
1
）
同
右
。

（
1
2
）
　
岩
波
『
古
語
辞
典
』
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
「
あ
く
が
れ
」
の
項
。

（
1
3
）
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
8
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
三
七
八
頁
。

（
1
4
）
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
1
9
『
源
氏
物
語
』
【
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
三
Q
四
頁
。

（
1
5
）
　
同
右
、
三
〇
七
頁
。

（
1
6
）
同
右
。

（
1
7
）
　
折
口
信
夫
「
露
魂
」
、
「
＝
四
頁
。

（
1
8
）
同
右
。

（
1
9
）
　
同
右
、
二
＝
二
頁
。

（
2
0
）
同
右
。

（
2
1
）
　
前
掲
「
剣
と
玉
と
」
、
二
三
二
頁
。

（
2
2
）
　
同
右
、
二
三
二
一
三
頁
。

（
2
3
）
　
前
掲
「
露
魂
」
、
二
］
四
頁
。

（
2
4
）
　
前
掲
「
剣
と
玉
と
」
、
二
二
三
頁



（
2
5
）
　
前
掲
「
原
始
信
仰
」
、
二
〇
九
頁

（
2
6
）
前
掲
「
霊
魂
」
、
一
＝
一
頁
。

（
2
7
）
　
前
掲
「
剣
と
玉
と
」
、
二
二
三
頁

（
2
8
）
　
日
本
古
典
文
学
大
系
2
0
『
土
佐
・
か
げ
ろ
ふ
・
和
泉
式
部
・
．
更
級
日
記
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
七
年
、

（
2
9
）
　
前
掲
『
い
の
ち
と
か
た
ち
』
、
九
二
頁
。

（
3
0
）
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
二
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
四
年
、
五
五
頁
。

（
3
1
）
　
日
本
古
典
文
学
大
系
1
0
『
宇
津
保
物
語
』
「
、
岩
波
書
店
、
】
九
五
九
年
、
「
五
九
頁
。

（
3
2
）
　
前
掲
『
い
の
ち
と
か
た
ち
』
、
九
七
頁
。

（
3
3
）
　
折
口
信
夫
「
古
代
人
の
信
仰
」
、
一
二
六
頁
。

（
3
4
）
　
『
宇
津
保
物
語
』
一
、
四
三
八
頁
。

（
3
5
）
　
同
右
。

（
3
6
）
　
前
掲
「
剣
と
玉
と
」
、
二
三
二
頁
。

（
3
7
）
　
前
掲
『
い
の
ち
と
か
た
ち
』
、
一
五
一
頁
。

（
3
8
）
　
前
掲
「
古
代
人
の
信
仰
」
、
＝
二
〇
頁
。

（
3
9
）
　
前
掲
『
い
の
ち
と
か
た
ち
』
、
一
二
六
頁

（
4
0
）
　
坂
ロ
安
吾
「
恋
愛
論
」
（
坂
口
安
吾
著
『
堕
落
論
』
角
川
書
店
、
一
九
五
七
年
、
所
収
）
、
　
六
三
頁
。

（
4
1
）
同
右
。

（
4
2
）
　
『
万
葉
集
』
八
九
四
、
参
照
。

（
4
3
）
　
折
口
信
夫
「
言
璽
信
仰
」
、
二
四
八
頁
。

（
4
4
）
　
前
掲
『
古
語
辞
典
』
、
「
こ
と
た
ま
」
の
項
。

（
4
5
）
　
前
掲
「
恋
愛
論
」
、
「
六
三
頁
。

　
日
本
人
の
〈
た
ま
し
ひ
〉
観

一
〇
九
頁
。

⊥
登



六
二

（
4
6
）
　
前
掲
『
古
語
辞
典
』
、
「
た
ま
し
ひ
」
の
項
参
照
。

（
4
7
）
　
『
哲
学
事
典
』
平
凡
社
、
一
九
七
一
年
、
「
霊
魂
」
の
項
参
照
。


