
大
阪
産
業
大
学
産
業
研
究
所
所
報
第
五
号

和
歌
表
現
の
定
型
の
内
部
は
－
々
に
具
体
的
な
一
回
性
に
み
た
さ
れ
て
、
表
現

論
に
よ
る
抽
象
化
を
い
ざ
な
い
つ
つ
同
時
に
拒
絶
し
て
い
ろ
。
そ
の
微
妙
な
距
離

を
計
測
し
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
の
表
現
論
は
不
毛
で
あ
り
、
分
析
は
全
体
へ
と
と

ど
か
な
い
。
そ
の
こ
と
を
知
り
つ
く
し
た
批
評
家
な
ら
ぬ
実
作
者
が
な
お
も
、
分

析
を
整
合
へ
と
む
か
う
時
、
彼
を
支
え
て
い
る
の
は
歴
史
へ
の
戦
略
で
あ
っ
た
。

紀
貫
之
（
？
’
九
四
五
）
は
初
の
勅
撰
和
歌
集
の
仮
名
序
を
叙
す
る
に
「
こ

こ
ろ
」
・
「
こ
と
ば
」
・
「
さ
ま
」
の
三
方
向
を
部
分
に
立
て
て
ひ
と
つ
の
自
立
し

た
表
現
論
を
う
ち
た
て
た
。
小
論
で
は
そ
の
最
初
の
一
里
塚
の
内
容
と
意
義
を
明

ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
の
三
方
向
は
別
々
の
方
向
を
む
い
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
表
現
と
い
う
た
だ
一
つ
の
謎
に
む
か
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
彼
に
と
っ
て
三
つ
の
方
向
の
基
底
を
な
す
も
の
は
、
人
の
「
こ

こ
ろ
」
で
あ
っ
た
。

へ
ん
げ

表
現
に
お
け
ろ
「
こ
こ
ろ
」
と
は
、
い
わ
ば
と
ら
彦
九
ど
こ
ろ
な
き
様
々
な
変
化

そ
の
も
の
の
別
名
で
あ
り
、
と
ど
め
て
把
握
す
る
に
す
べ
な
き
不
可
思
議
の
謂
で

あ
る
○
こ
れ
老
人
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
言
い
古
さ
れ
た
こ
と
な
が
ら
、
「
こ
こ

ろ
」
が
あ
っ
て
表
現
と
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
表
現
が
前
提
さ
れ
て
「
こ
こ
ろ
」

が
み
ず
か
ら
に
明
ら
か
に
な
る
の
か
ｌ
事
態
の
真
相
は
ひ
と
と
う
り
で
は
な
い

貫
之
の
遺
産
ｌ
表
現
論
の
初
発

国
ロ
ロ
］
四
口
目
旨
」
囚
の
【
丘
の
の
ロ
の
①
。
。
［
の
×
己
【
の
閉
ら
□

●

は
じ
め
に

圭口
田

究

【
ヨ
ロ
ロ
］
巨
邑
○
の
三
□
四

り
の
中
で
そ
の
全
体
の
展
相
を
ひ
ら
い
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

の
で
あ
る
。
こ
と
は
こ
の
よ
う
な
二
者
択
一
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ひ
と
つ
の
方
向

を
す
す
ん
で
い
っ
て
そ
の
限
界
に
出
会
い
、
他
方
を
開
い
て
い
っ
て
そ
の
自
己
矛

盾
に
立
ち
ど
ま
り
、
そ
し
て
両
端
の
根
底
に
待
っ
て
い
た
問
題
を
明
ら
か
に
す
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
全
体
な
る
も
の
の
影
が
う
か
が
え
る
の
は
そ
う
い
う
時
で
あ
る
。

古
今
和
歌
集
・
仮
名
序
は
貫
之
の
右
の
宣
言
に
は
じ
ま
る
。
貫
之
は
「
や
ま
と

い
だ

う
た
」
へ
の
一
一
一
口
い
出
し
の
原
点
を
「
ひ
と
」
の
心
に
置
く
と
宣
言
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
宣
言
は
彼
が
十
一
一
分
に
意
識
し
て
い
た
「
か
ら
の
う
だ
」
か
ら
の
意
図

的
な
自
立
の
宣
言
、
も
し
く
は
自
律
へ
の
戦
略
と
考
え
ら
れ
ろ
。
貴
之
が
拮
抗
し

よ
う
と
し
た
「
か
ら
の
う
た
」
の
論
理
と
は
何
か
。
ま
ず
は
そ
の
典
型
を
み
て
ゅ

こ
』
っ
。

「
一
一
己
の
文
な
る
や
、
天
地
の
心
な
る
か
な
。
」

ま
た
、

「
心
生
じ
て
言
立
ち
、
言
立
ち
て
文
明
ら
か
な
ろ
は
自
然
の
道
な
り
。
」

こ
れ
は
『
文
心
離
龍
』
（
注
１
）
の
言
い
か
た
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
「
か
ら
の
う

た
」
流
の
原
点
が
顕
著
に
の
べ
ら
れ
て
い
ろ
。
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
言
い
出
し

の
根
拠
が
こ
こ
で
は
天
地
の
心
・
自
然
の
道
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
人
の

言
い
出
し
と
い
う
行
為
の
理
由
は
、
自
然
の
大
道
と
い
う
全
体
の
中
に
無
媒
介
的

に
包
摂
さ
れ
て
お
り
、
極
言
す
れ
ば
、
言
い
出
し
の
根
拠
は
す
で
に
人
の
側
に
は

な
く
、
天
地
の
心
の
中
に
溶
解
し
て
、
人
の
側
か
ら
の
解
明
や
言
及
を
こ
え
て
い

王
朝
を
つ
ら
ぬ
く
和
歌
表
現
の
歴
史
も
ま
た
右
の
よ
う
な
せ
め
ぎ
あ
い
と
深
ま

や
ま
と
う
た
は
ひ
と
の
こ
』
ろ
を
た
れ
と
し
て
よ
る
づ
の
こ
と
の
は
と
ぞ
な

れ
り
け
る

ひ
と
の
こ
こ
ろ
を
た
れ
と
し
て



ろ
の
で
あ
る
。

し
ば
ら
く
『
文
心
雛
龍
』
の
論
の
展
開
を
み
て
ゆ
こ
う
。
作
者
劉
醜
（
四
六
六

？
’
五
二
○
？
）
は
問
い
か
け
ろ
．

「
文
の
徳
た
る
や
大
な
り
。
天
地
と
並
び
生
ず
ろ
は
何
ぞ
や
。
」

そ
の
答
は
こ
う
で
あ
る
。

１
人
は
天
・
地
と
並
ん
で
三
才
と
な
り
、
五
行
の
秀
と
な
っ
た
．
人
と
は
と

り
も
な
お
さ
ず
天
地
の
心
の
精
華
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
大
前
提
と
し
て
、

そ

「
傍
う
て
万
品
に
及
べ
ば
、
動
植
み
な
文
あ
り
。
」

ひ
か

と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
雲
云
霞
の
離
色
・
草
木
の
責
華
、
す
べ
て
は
こ
れ
自
然
の

彩
り
で
あ
っ
て
人
工
の
外
飾
で
は
な
い
。
林
籟
の
饗
・
泉
石
の
韻
、
す
べ
て
は
こ

れ
自
然
の
調
べ
で
あ
る
。

「
故
に
形
立
て
ば
則
ち
章
成
り
、
声
発
す
れ
ば
則
ち
文
生
ず
る
な
り
。
」

天
地
・
自
然
が
す
で
に
し
て
彩
り
で
あ
り
調
べ
で
あ
っ
た
。
ま
た
形
・
色
で
あ
っ

て
す
で
に
文
・
章
で
あ
っ
た
。

「
夫
れ
無
識
の
物
を
以
て
、
篭
然
と
し
て
彩
有
り
、
有
心
の
器
、
其
れ
文
無

か
ら
ん
や
。
」

あ
や

こ
こ
で
先
験
的
な
ろ
人
の
心
の
「
文
な
し
」
（
同
時
に
成
文
化
）
の
根
拠
が
解
答

さ
れ
て
い
ろ
。
天
地
の
心
に
相
似
し
て
天
地
の
彩
り
が
顕
現
し
、
人
は
天
地
の
精

あ
や

華
と
し
て
母
な
る
も
の
に
似
せ
て
そ
の
心
の
「
文
な
し
」
を
う
け
と
る
。
有
心
の

器
た
る
人
に
文
な
す
言
い
出
し
が
作
用
す
る
の
は
、
ま
さ
に
天
地
自
然
の
道
な
の

で
あ
る
。
ｌ
こ
れ
が
彼
の
解
答
で
あ
っ
た
．

自
然
の
大
道
に
人
の
側
か
ら
の
解
明
や
言
及
が
と
ど
か
ぬ
の
に
相
似
し
て
、
人

の
心
の
正
体
、
そ
の
文
な
し
の
作
用
へ
の
解
明
や
言
及
は
も
は
や
と
だ
え
て
い
ろ
。

否
、
絶
え
て
い
る
ば
か
り
か
、
そ
こ
へ
の
遡
及
は
意
識
に
す
ら
な
い
。
自
然
の
大

道
は
、
雲
霞
・
草
木
・
林
籟
と
し
て
－
々
に
具
体
化
し
て
天
地
に
遍
満
す
る
よ
う

に
、
お
の
ず
か
ら
人
の
心
に
顕
現
し
、
働
き
、
永
劫
に
尽
き
る
こ
と
は
な
い
と
考

え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
か
ら
の
う
だ
」
の
一
般
的
な
根
拠
な
る
も
の
が
「
詩
は
志
の
之
く
所
な
り
。

心
に
在
る
老
志
と
な
し
、
言
に
発
す
る
老
詩
と
な
す
。
」
な
ど
と
『
毛
詩
序
』
（
注

２
）
に
い
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
詩
（
表
現
）
は
志
（
心
）
と
同
音
で
あ
る
ば
か

り
か
、
す
で
に
同
義
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
こ
で
は
人
の
心
と
い
う
も
の
の

独
自
の
正
体
・
作
用
に
つ
い
て
こ
と
さ
ら
に
反
省
さ
れ
、
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
い

し
、
ま
し
て
や
、
心
が
表
現
へ
と
あ
ら
わ
れ
る
過
程
、
も
し
く
は
構
造
が
本
質
的

あ
ら
は

な
問
題
に
の
ぼ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
「
情
中
に
動
い
て
言
に
形
ろ
。
之
を
三
口
う

て
足
ら
ず
。
故
に
之
を
睦
歎
す
。
之
を
薩
歎
し
て
足
ら
ず
。
故
に
之
を
詠
歌
す
。

之
を
詠
歌
し
て
足
ら
ず
。
手
の
之
老
舞
ひ
、
足
の
之
を
路
む
を
知
ら
ざ
る
な
り
。
」

（
毛
詩
序
）
と
あ
る
よ
う
に
、
表
現
と
は
決
し
て
人
の
主
体
的
な
行
為
で
は
な
く
、

彼
方
の
自
然
の
自
己
具
現
と
い
う
秘
式
で
あ
っ
た
の
だ
．
そ
こ
で
の
人
ｌ
個
性

は
全
き
受
動
と
し
て
透
過
さ
れ
、
ひ
た
す
ら
に
秘
式
を
賛
嘆
す
る
以
外
に
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
中
で
は
、
表
現
の
歴
史
的
転
遷
と
い
う
側
面
も
ま
た
視
座
に
は

な
い
。

よ

「
道
は
聖
に
沿
っ
て
以
て
文
を
垂
れ
、
聖
は
文
に
因
っ
て
道
を
明
ら
か
に
し
、

あ
ま
ね

つ

害
く
通
じ
て
滞
る
こ
と
無
く
、
日
々
に
用
ひ
て
瞳
き
ざ
ろ
。
」

と
『
文
心
雛
龍
』
は
の
べ
ろ
。
文
と
は
、
聖
人
の
口
を
か
り
た
道
そ
れ
自
身
の
自

己
具
現
で
あ
り
、
世
々
を
通
じ
て
不
変
、
不
断
に
自
己
展
開
を
と
げ
る
も
の
の
謂
で

あ
る
。
人
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
天
地
自
然
の
大
道
に
倣
い
つ
つ
相
似
を
求
め
ろ
、

こ
れ
が
作
文
の
道
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
の
表
現
の
歴
史
性
は
た
だ
一
つ
、
こ
の
大

道
に
の
っ
と
っ
て
い
わ
ば
求
心
的
に
整
合
し
収
束
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
表
現
論
に
対
し
て
貫
之
は
、
や
ま
と
う
た
は
「
ひ
と
」
の
心
を
た

れ
と
し
て
成
る
と
開
陳
し
た
。
こ
こ
で
は
も
は
や
、
天
地
自
然
の
大
道
は
前
提
さ

○

＝



人
を
主
語
と
す
る
表
現
論
が
こ
こ
に
具
体
化
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
が
「
世
の

中
に
あ
る
」
こ
と
と
「
こ
と
わ
ざ
し
げ
き
」
こ
と
と
「
心
に
お
も
ふ
こ
と
」
と
、

そ
し
て
「
み
る
も
の
に
つ
け
て
」
の
い
い
出
だ
し
と
の
関
係
性
が
具
体
的
に
注
目

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
心
は
作
用
と
し
て
の
「
思
ふ
心
」
で
あ
る
。
世

の
中
に
あ
る
「
人
」
が
「
こ
と
わ
ざ
し
げ
き
」
を
契
機
と
し
て
「
心
に
お
も
ふ
」

れ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
「
ひ
と
」
の
心
を
初
原
に
す
え
た
と
こ
ろ
か
ら

「
や
ま
と
う
た
」
独
自
の
問
題
が
初
発
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
貫
之
の

構
え
た
宣
言
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
は
、
ひ
と
の
心
の
あ
り
よ
う
に
の
っ
と
っ
て
逆

に
天
地
自
然
の
意
味
を
構
想
す
る
。
そ
れ
が
貫
之
の
準
備
し
た
戦
略
で
あ
っ
た
。

貫
之
の
宣
言
は
お
そ
ら
く
は
本
人
の
意
図
を
こ
え
て
、
後
々
、
や
ま
と
う
た
の

諸
々
の
歴
史
的
展
相
を
ひ
ら
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
大
道
の
自
己
具
現

の
過
程
と
い
う
確
か
さ
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
人
と
物
と
が
、
ま
た
人
と
人
と
が

偶
然
に
か
か
わ
り
あ
う
文
化
の
歴
史
の
開
陳
で
あ
り
、
人
で
あ
っ
て
以
来
の
文
化

の
歴
史
の
危
機
を
も
ま
た
預
言
す
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
貫
之
の
う
ち
に
、
ｌ
そ
れ
で
は
表
現
の
第
一
原
因
と
し
て
の
人
の

心
の
実
体
は
何
か
。
そ
れ
は
果
し
て
解
明
や
言
及
が
と
ど
き
う
る
第
一
原
因
な
の

か
、
そ
れ
と
も
単
に
「
自
然
」
と
す
り
か
え
ら
れ
た
だ
け
の
不
可
遡
な
る
も
の
な

の
か
Ｉ
ｌ
ｌ
と
い
う
問
に
対
す
る
解
答
は
十
分
に
用
意
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
。

貴
之
の
視
点
は
実
体
と
し
て
の
心
で
は
な
く
、
ま
ず
は
作
用
と
し
て
の
心
の
あ

り
よ
う
に
む
け
ら
れ
て
ゆ
く
。
「
よ
ろ
づ
」
の
言
の
葉
へ
と
直
結
す
る
よ
う
に
、

人
の
心
も
ま
た
万
華
の
相
で
あ
る
。
自
然
と
斉
し
く
万
華
の
具
体
が
花
ひ
ら
く
。

そ
れ
が
人
の
心
の
作
用
で
あ
る
。

世
の
中
に
あ
る
人
、
こ
と
わ
ざ
し
げ
き
も
の
な
れ
ば
、
心
に
お
も
ふ
こ
と
を
、

み
ろ
も
の
き
く
，
も
の
に
つ
け
て
い
ひ
出
だ
せ
る
な
り
。

そ
の
思
い
と
は
、
ま
ち
が
い
な
く
人
の
心
の
主
体
的
な
作
用
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
思
い
と
は
、
た
と
え
直
観
的
に
は
把
握
し
得
た
よ

う
な
感
覚
ｌ
も
し
く
は
錯
覚
を
も
と
う
と
も
、
依
然
そ
れ
自
体
と
し
て
は
と
ら

え
難
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

実
体
と
し
て
の
心
は
、
貴
之
が
回
避
し
た
よ
う
に
、
言
及
や
分
析
の
と
ど
き
難

い
第
一
原
因
で
あ
っ
た
。
や
は
り
と
ら
え
難
い
作
用
の
心
を
実
作
者
は
総
体
と
し

て
刻
々
に
こ
れ
を
実
感
し
て
い
ろ
。
貫
之
は
ま
ず
こ
の
作
用
を
と
ら
え
て
、
表
現

論
へ
の
構
造
化
を
は
か
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
も
、
そ
の
作
用
は
他
の
な

に
も
の
か
と
相
対
さ
れ
構
造
化
さ
れ
て
は
じ
め
て
対
象
化
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

作
用
の
心
自
体
は
そ
の
ま
ま
に
は
表
現
の
形
に
は
転
位
し
な
い
。

ち
な
み
に
、
後
日
、
伝
壬
生
忠
岑
作
『
和
歌
体
十
種
』
は
、
あ
え
て
こ
の
「
恩

ひ
」
を
そ
の
ま
ま
に
写
し
と
る
歌
の
体
を
立
て
て
「
写
思
体
」
と
し
た
。
そ
の
解

説
に
い
う
。

「
此
体
は
、
志
胸
に
在
り
て
顕
は
し
難
く
、
事
口
に
在
り
て
言
ひ
難
く
、
自

ら
心
に
想
ひ
て
見
、
歌
を
以
て
之
を
写
す
。
言
語
道
断
、
玄
の
又
玄
也
。
」

胸
に
あ
り
、
口
に
あ
る
言
い
あ
ら
わ
し
難
い
心
を
歌
で
写
す
と
い
う
の
で
あ
る
が
、

そ
の
過
程
に
つ
い
て
は
作
者
は
注
意
深
い
言
い
方
を
す
る
。
「
自
ら
心
に
想
ひ
て

見
」
と
は
も
は
や
単
な
る
直
観
と
し
て
の
統
覚
の
即
詠
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

心
に
想
う
と
こ
ろ
を
み
ず
か
ら
一
度
見
ろ
と
い
う
反
省
を
通
し
て
は
じ
め
て
写
す

と
い
う
表
現
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
見
る
と
は
対
象
化
さ
れ
、
形
象
化
さ
れ
た
心

を
見
ろ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
直
観
と
し
て
の
心
を
反
省
に
お
い
て
形
象
化
す
る

と
い
う
手
続
、
過
程
が
「
写
思
体
」
と
い
う
直
裁
な
詠
体
に
お
い
て
す
ら
必
要
で

あ
っ
た
の
だ
。

貫
之
は
形
象
へ
の
こ
の
過
程
を
「
見
ろ
も
の
き
く
も
の
に
つ
け
て
」
と
の
べ

ろ
。
「
思
ふ
心
」
と
は
い
わ
ば
形
な
き
統
覚
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
有
形
客
観
の
「
も

の
」
に
「
つ
く
」
ｌ
託
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
陳
述
の
具
体
が
有
形
の
地
平
に
ひ

ら
け
る
の
で
あ
る
。
貫
之
に
あ
っ
て
は
「
も
の
」
と
は
、
作
用
の
心
が
比
瞼
さ
れ
、

IＦ
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形
象
化
さ
れ
る
有
形
の
素
材
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

我
々
は
日
常
、
有
形
の
空
間
の
ひ
ろ
が
り
の
た
だ
中
に
す
ま
い
す
る
。
日
常
の

思
考
で
は
、
こ
の
空
間
性
が
反
省
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
時
間
と
い
う
抽
象
が
意
識

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
う
た
」
に
お
い
て
は
こ
の
逆
で
あ
る
。
無
形
の
時
間
が

ま
ず
直
観
さ
れ
、
そ
れ
が
有
形
の
空
間
に
受
肉
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
有
形
の

空
間
ｌ
「
も
の
」
の
世
界
は
、
人
の
心
の
作
用
に
よ
っ
て
切
り
と
ら
れ
、
彩
ら

れ
、
新
し
い
世
界
へ
と
仕
立
て
あ
げ
ら
れ
ろ
。
そ
こ
で
の
「
も
の
」
は
そ
れ
自
体

の
無
秩
序
（
し
か
し
な
が
ら
自
由
）
な
世
界
を
解
体
さ
れ
、
人
の
心
の
作
用
に
お

い
て
再
建
さ
れ
て
ゆ
く
。
こ
れ
が
表
現
の
初
発
点
で
あ
る
。

「
思
ふ
心
」
が
「
も
の
」
に
託
さ
れ
形
象
化
さ
れ
ろ
。
と
同
時
に
「
も
の
」
は

も
の
性
を
脱
し
て
意
味
と
な
る
。
も
し
も
人
の
心
の
実
体
を
さ
ぐ
る
な
ら
ば
そ
れ

は
こ
の
よ
う
な
関
係
が
成
立
す
る
「
場
面
」
と
し
て
の
み
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
言
う
な
れ
ば
、
そ
こ
は
時
間
と
空
間
と
が
媒
介
さ
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
自
身
と
な
る
と
い
う
秘
儀
の
「
場
面
一
で
あ
っ
た
の
だ
。

あ
や

一
見
、
自
然
そ
の
も
の
が
文
な
す
歌
を
顕
現
し
て
い
る
か
ら
人
４
℃
ま
た
う
た
う
、

と
い
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
そ
う
で
は
な
い
。
い
わ
ば
「
も
の
」
と
し
て
の
う

ぐ
い
す
・
か
わ
ず
の
声
を
聞
い
て
、
そ
れ
を
「
歌
」
と
し
て
人
が
解
釈
す
る
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
人
が
自
然
を
「
歌
」
と
し
て
彩
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
歌
」
に

お
い
て
は
じ
め
て
自
然
の
彩
り
が
鮮
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
人
は
そ
の
統
覚
を
媒

介
と
し
て
「
も
の
」
に
「
歌
」
を
み
る
の
で
あ
り
、
自
然
そ
の
も
の
は
決
し
て
歌

で
は
な
い
。

「
タ
ト
ヘ
パ
鴬
ヒ
ト
ク
ー
く
Ｉ
、
郭
公
ク
ッ
テ
タ
パ
ラ
ン
、
蝉
ウ
ッ
ク
シ
ョ
シ
、

そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
自
身
と
な
る
と
い
う
秘
儀
の
「
場
面
」
三

貫
之
の
論
は
人
を
中
心
と
し
て
さ
ら
に
拡
張
し
て
ゆ
く
。

花
に
な
く
う
ぐ
ひ
す
、
水
に
す
む
か
は
ず
の
声
を
き
け
ば
、
生
き
と
し
生
け

る
も
の
い
ず
れ
か
歌
を
よ
ま
ざ
り
け
る
。

、

萱
ツ
ヅ
リ
サ
セ
、
此
唱
等
自
然
二
相
一
一
准
心
動
言
形
之
義
一
一
興
」
（
顕
昭
注
古
今

和
歌
集
）

右
の
理
解
の
よ
う
に
、
自
然
の
－
々
に
直
蔵
な
人
語
を
聞
こ
う
と
す
る
の
は
、
極

端
に
走
る
曲
解
で
あ
ろ
う
。
鶯
等
は
人
語
を
こ
え
た
う
た
を
う
た
う
。
そ
こ
に

「
歌
」
を
み
て
人
語
と
の
類
似
を
類
推
す
る
の
は
あ
く
ま
で
人
の
心
の
作
用
を
媒

介
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

媒
介
と
な
る
べ
き
人
の
心
の
作
用
は
、
も
は
や
付
与
さ
れ
た
も
の
で
も
な
く
、

自
然
の
一
部
で
も
な
い
。
逆
に
自
然
を
意
味
づ
け
、
整
合
す
る
根
底
で
あ
り
根
拠

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
根
拠
と
し
て
の
人
の
心
は
自
然
の
み
な
ら
ず
、
「
超

自
然
」
を
も
包
み
摂
る
根
源
で
も
あ
っ
た
。

「
め
に
見
え
ぬ
お
に
神
を
も
あ
は
れ
と
思
は
せ
」
ろ
の
は
「
歌
」
で
あ
る
と
い

う
。
人
の
心
の
作
用
は
こ
こ
で
完
全
に
自
然
か
ら
の
自
立
を
と
げ
て
、
超
自
然
を

も
ふ
く
め
た
全
体
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

天
地
自
然
の
大
道
な
る
が
ゆ
え
に
、
道
は
天
地
の
原
理
と
な
り
、
幽
と
顕
と
の

界
を
こ
え
て
鬼
神
を
も
動
か
す
。
天
地
の
精
華
た
る
人
の
心
も
、
お
の
ず
か
ら
な

る
歌
に
お
い
て
、
幽
と
顕
と
を
こ
え
て
鬼
神
と
相
通
じ
ろ
。
ｌ
こ
れ
が
「
か
ら
の

う
た
」
流
の
論
理
で
あ
っ
た
。
貫
之
は
こ
れ
と
真
っ
向
か
ら
対
立
し
、
逆
流
を
開

始
し
た
．
１
人
の
心
を
第
一
原
因
と
し
て
、
こ
と
・
わ
ざ
に
お
い
て
の
思
う
心

を
「
も
の
」
に
託
し
て
「
も
の
」
の
世
界
を
再
建
す
る
の
が
「
歌
」
で
あ
る
。
そ

し
て
か
か
る
行
為
は
天
と
地
と
人
と
に
か
か
わ
る
す
べ
て
を
再
建
す
る
。
ｌ
歌

う
と
は
そ
う
い
う
人
の
主
体
的
な
行
為
で
あ
る
、
と
貫
之
は
宣
言
し
た
の
で
あ
る
。

ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
し
て
あ
め
つ
ち
を
う
ご
か
し
、
め
に
見
え
ぬ
お
に
神
を

も
あ
は
れ
と
お
も
は
せ
、
お
と
こ
を
む
な
の
な
か
を
も
や
は
ら
げ
、
た
け
き
も

の
の
ふ
の
心
を
な
ぐ
さ
む
ろ
は
う
た
な
り
。

，

円
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作
用
と
し
て
の
「
思
ふ
心
」
が
世
界
の
根
拠
な
ら
ば
、
そ
の
「
実
体
」
は
何
か
、

実
体
と
し
て
の
「
人
の
心
」
と
は
何
か
、
と
い
う
問
を
貫
之
は
み
ず
か
ら
に
立
て

た
こ
と
も
な
い
し
、
明
確
な
説
明
を
行
っ
た
こ
と
も
な
い
。
た
だ
、

ひ
と
の
こ
こ
ろ
を
仁
ね
と
し
て

と
第
一
原
因
に
す
え
、
ま
た
後
年
も
、

唐
土
も
こ
こ
も
、
お
も
ふ
こ
と
に
た
へ
ぬ
と
き
の
わ
ざ
（
土
佐
日
記
）

と
し
て
そ
の
発
用
性
に
の
み
注
目
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は

き
わ
め
て
あ
や
う
い
論
の
設
定
の
仕
方
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
「
人
の
心
」
と

は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
・
わ
ざ
に
お
い
て
干
変
し
万
化
す
る
万
華
の
相
で
あ
り
、
こ

へ
ん
げ

の
よ
う
な
変
化
の
相
と
し
て
し
か
と
ら
妄
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
側
面
を
離
れ
が
た

く
有
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
側
面
か
ら
は
、
「
心
」
の
第
一
原
因
と
し
て

の
位
置
は
、
ま
こ
と
に
あ
や
う
い
の
で
あ
る
。

心
の
実
体
は
、
「
も
の
」
と
「
こ
こ
ろ
」
と
が
相
依
相
対
す
る
「
場
面
」
で
あ

る
と
先
に
の
べ
て
お
い
た
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
と
り
わ
け
て
中
世
に
、
さ

●

ま
ざ
ま
な
議
論
が
お
こ
っ
て
い
る
が
、
最
も
注
目
さ
れ
…
の
は
「
ひ
と
の
」
ｌ

「
ひ
と
つ
」
と
い
う
誤
写
説
に
根
拠
を
置
く
。

●
●
●

「
但
、
貫
之
集
ニ
ハ
、
ヒ
ト
ッ
コ
コ
ロ
ヲ
タ
ネ
ト
シ
テ
、
ト
ァ
リ
云
々
」

（
顕
昭
注
古
今
和
歌
集
）

た
ね
と
す
べ
き
は
「
人
の
」
な
ら
ぬ
．
つ
」
心
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
、
と
す

る
説
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
わ
れ
ろ
「
ひ
と
つ
」
と
は
、
一
・
二
の
一
の
謂
で
は
な

く
、
Ｆ
相
対
的
な
一
・
二
の
数
を
超
越
し
た
絶
対
の
．
」
の
こ
と
で
あ
る
。
絶
対

の
「
一
」
が
み
ず
か
ら
の
絶
対
性
を
こ
え
て
、
具
体
的
な
万
々
の
言
の
葉
に
ひ
ら

か
れ
ろ
と
い
う
の
で
あ
る
。

た
と
え
そ
れ
が
仮
に
措
定
さ
れ
た
も
の
と
は
い
え
、
超
越
の
「
一
」
と
い
う
心

は
干
変
と
万
化
と
を
こ
え
て
、
も
っ
と
も
確
か
な
ろ
第
一
原
因
で
は
あ
る
。
こ
の

○

視
点
の
展
開
を
少
し
み
て
ゆ
こ
う
。

「
人
の
心
を
種
と
す
る
と
い
ふ
は
、
天
地
開
け
し
た
ち
ま
ち
に
、
｜
気
起
り
て

た
ち
ま
ち
に
葦
芽
の
ご
と
し
と
云
へ
る
所
な
り
。
天
神
七
代
己
前
老
云
く
し
。

根
元
の
一
念
よ
り
出
来
て
、
無
始
よ
り
今
日
に
い
た
る
、
終
劫
に
老
よ
ぶ
べ

き
な
り
。
是
人
の
心
な
り
。
」
（
両
度
間
書
）

こ
こ
で
い
う
「
人
の
心
」
は
す
で
に
絶
対
の
．
」
で
あ
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
二
」
な
る
人
の
心
は
天
地
の
開
關
と
と
も
に
古
い
。
そ
れ
は
ま
た

天
地
の
永
劫
に
も
似
て
無
始
よ
り
終
劫
に
及
び
、
永
遠
に
持
続
す
る
「
今
」
に
具

体
化
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
に
至
っ
て
「
ひ
と
の
」
こ
こ
ろ
を
た
れ
と
し
て
、
と
宣
言
し
た

貫
之
の
本
意
は
す
で
に
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
い
う

か
ら

や
ま
と

な
れ
ば
、
唐
風
の
天
地
観
が
倭
風
の
そ
れ
に
す
り
か
わ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る
。措
定
さ
れ
た
絶
対
の
「
｜
」
な
る
心
を
第
一
原
因
と
す
る
論
法
は
、
あ
く
ま
で

も
相
対
を
こ
え
て
絶
対
の
側
に
転
入
し
た
立
場
か
ら
の
み
よ
く
理
解
さ
れ
う
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
‐
す
な
わ
ち
、
絶
対
の
．
」
か
ら
は
、
み
ず
か
ら
の
転
換
し
た
も

の
と
し
て
の
万
華
の
具
体
の
一
・
一
は
よ
く
み
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
し
、
天
地
の

心
か
ら
は
、
み
ず
か
ら
の
作
り
な
し
え
た
華
で
あ
る
人
の
心
も
よ
く
知
り
う
る
も

の
で
は
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
き
わ
め
て
具
体
的
に
具
体
そ
の
も
の
と

し
て
干
変
し
万
化
す
る
当
の
も
の
で
あ
る
「
ひ
と
の
」
こ
こ
ろ
の
側
か
ら
は
、
決

し
て
「
ご
な
る
も
の
に
は
回
帰
し
え
ぬ
の
で
あ
る
。

千
変
万
化
の
「
こ
こ
ろ
」
の
た
だ
中
に
混
迷
す
る
の
が
「
ひ
と
」
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
絶
対
の
．
」
な
る
も
の
さ
え
も
、
い
つ
と
き
の
万
化
の
一
相
で
あ
る
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
人
々
は
、
歴
史
の
中
で
よ
り
確
か
ら
し
さ
を
幻
想
さ
せ
る

さ
ま
ざ
ま
な
仮
設
に
よ
り
か
か
ろ
う
と
し
て
い
た
。

例
え
ば
公
任
（
九
六
六
’
一
○
四
一
）
、

●
●
●

「
凡
そ
歌
は
心
深
く
姿
き
よ
げ
に
て
、
、
心
に
老
か
し
き
と
こ
ろ
あ
ろ
を
す
ぐ

／
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れ
た
り
と
い
ふ
く
し
。
」
（
新
撰
髄
脳
）

「
心
深
し
」
と
は
公
任
か
ら
は
じ
ま
る
歌
の
原
点
で
あ
る
が
そ
の
実
相
は
謎
め
い

て
い
ろ
。
そ
し
て
公
任
で
は
作
者
が
「
心
深
し
」
を
把
握
し
て
詠
作
に
具
体
化
す

る
と
い
う
よ
り
は
、
詠
作
さ
れ
た
歌
に
作
者
の
「
心
深
し
」
を
推
測
す
る
方
向
へ

か
た
む
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
例
え
ば
定
家
（
一
一
六
一
’
一
二
四
一
）
、

「
お
ろ
そ
か
な
ろ
親
の
を
し
へ
と
て
は
、
歌
は
ひ
ろ
く
見
、
と
ぼ
く
き
ぐ
道

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

に
あ
ら
ず
。
心
よ
り
い
で
て
、
み
づ
か
ら
さ
と
る
も
の
な
り
と
ば
か
り
ぞ
。
」

（
近
代
秀
歌
）

こ
こ
で
は
す
で
に
仮
設
は
幻
滅
さ
れ
、
再
び
謎
の
心
の
秘
儀
性
が
の
べ
ら
れ
て
ゆ

く
の
で
あ
る
。

あ
く
ま
で
確
か
な
る
人
の
心
に
立
ち
ど
ま
ろ
う
と
す
る
思
想
の
行
方
も
ま
た
混

迷
し
て
ゆ
く
。

「
按
ず
ろ
に
、
一
つ
の
心
は
ひ
と
へ
の
真
心
を
い
ふ
。
か
つ
は
万
づ
と
さ
へ

対
し
て
其
義
か
な
へ
る
に
似
た
り
。
」
（
古
今
和
歌
集
正
義
）

「
ひ
と
へ
の
真
心
」
と
は
、
ま
た
も
謎
め
く
。
そ
れ
に
人
の
側
か
ら
練
磨
す
る

「
ひ
と
へ
の
真
心
」
が
は
た
し
て
超
越
的
な
絶
対
の
。
」
に
重
な
り
あ
う
か
否

か
は
、
言
を
ま
つ
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

貫
之
の
い
う
「
ひ
と
の
こ
こ
ろ
」
が
あ
ま
り
に
も
模
然
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た

●

が
た
め
に
、
「
ひ
と
つ
こ
こ
ろ
」
へ
の
意
図
的
な
錯
誤
を
ま
ね
い
て
い
っ
た
の
で

●

あ
ろ
う
が
、
貫
之
が
「
ひ
と
つ
」
と
の
べ
た
と
い
う
確
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。

貫
之
の
宣
言
を
真
蟄
に
う
け
と
め
る
な
ら
ば
、
表
現
の
第
一
原
因
を
安
易
に
絶

対
の
．
」
に
帰
す
ろ
こ
と
な
く
、
千
変
万
化
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
な
き
万
華
の
は

た
ら
き
の
中
で
、
変
化
の
ま
ま
に
こ
ら
え
る
こ
と
こ
そ
、
表
現
の
理
解
・
表
現
の

表
現
の
た
め
に
は
肝
要
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
は
か
な
い
こ
の
「
ひ
と
の
こ
こ

ろ
」
を
場
の
基
底
と
し
、
も
っ
と
も
確
か
ら
し
さ
を
曰
く
ば
せ
す
る
二
つ
心
」

へ
の
傾
斜
と
ゆ
り
も
ど
し
を
通
じ
て
、
王
朝
の
表
現
は
歴
史
的
展
開
を
と
げ
て
い

忠
岑
は
歌
う
。

「
…
…
世
々
の
ふ
ろ
言
な
か
り
せ
ぱ
：
。
い
か
に
し
て
お
も
ふ
心
老
の

ば
へ
ま
し
…
身
は
し
も
な
が
ら
…
今
も
お
ほ
せ
の
く
だ
れ
ろ
は
…
ち
り
の
身
に

つ
も
れ
る
言
を
間
は
る
ら
む
こ
れ
老
思
へ
ぱ
…
ち
ぢ
の
情
も
お
も
ほ

え
ず
ひ
と
つ
こ
こ
ろ
ぞ
誇
ら
し
き
…
…
」
（
古
今
集
一
○
○
三
）

忠
岑
が
古
今
和
歌
集
撰
進
の
勅
を
う
け
た
よ
ろ
こ
び
を
う
た
っ
た
も
の
で
あ
る
。

忠
岑
に
お
け
る
「
ひ
と
つ
心
」
と
は
、
下
な
ろ
身
の
塵
の
身
の
上
か
ら
す
る
「
ち

ぢ
の
情
」
ｌ
い
わ
ば
世
俗
の
感
性
ｌ
を
こ
え
た
和
歌
一
筋
に
専
心
す
る
心
、

の
謂
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
の
専
心
に
お
け
る
「
お
も
ふ
心
」
の
「
の
ぱ
へ
」
ｌ

表
現
を
根
底
か
ら
支
え
て
い
る
の
は
、
「
世
々
の
ふ
ろ
言
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に

包
ま
れ
て
は
じ
め
て
、
「
お
も
ふ
心
」
の
言
い
あ
ら
わ
し
と
い
う
忠
岑
の
「
ひ
と

つ
心
」
ｌ
専
心
が
可
能
な
の
で
あ
っ
た
．

先
に
も
の
べ
た
よ
う
に
、
「
ひ
と
の
こ
こ
ろ
」
を
場
面
と
し
て
「
思
ふ
心
」
が

「
も
の
」
に
た
と
え
ら
れ
て
表
現
と
な
る
。
そ
の
表
現
は
言
葉
が
前
提
に
な
る
。

そ
の
「
ひ
と
の
こ
こ
ろ
」
と
「
言
葉
」
と
の
関
係
は
種
（
心
）
と
葉
（
言
葉
）
と

の
関
係
に
同
じ
い
と
貴
之
は
比
職
し
た
。
こ
の
関
係
は
ど
ち
ら
が
先
で
ど
ち
ら
が

後
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
種
が
種
で
あ
る
時
は
す
で
に
そ
の
内
に
葉
を
胚
胎

し
て
い
る
し
、
葉
が
葉
で
あ
る
時
は
次
な
る
種
を
き
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一

方
が
潜
在
の
態
で
あ
り
、
他
方
が
顕
在
の
態
で
あ
る
と
い
う
の
が
そ
の
わ
ず
か
な

相
異
で
あ
る
。

「
思
ふ
心
」
を
「
も
の
」
に
託
す
と
は
い
え
、
そ
れ
だ
け
で
言
葉
を
創
造
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
文
化
で
あ
っ
て
以
来
の
人
は
、
す
で
に
し
て
あ
る
「
ふ
ろ

言
」
ｌ
歴
史
の
体
制
と
し
て
の
言
葉
の
た
だ
中
に
生
ま
れ
出
た
の
で
あ
っ
た
．

っ
だ
の
で
あ
る
。

二
よ
る
づ
の
こ
と
の
は

２
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と
も
す
れ
ば
個
性
を
疎
外
す
る
（
し
か
も
不
可
逃
に
）
制
度
・
体
制
と
し
て
の
言

葉
と
の
尖
鋭
な
出
合
い
の
時
に
こ
そ
、
「
思
ふ
心
」
は
逆
に
個
性
と
し
て
一
回
切

り
に
輝
く
。
人
は
こ
の
よ
う
に
言
葉
と
対
立
し
、
包
摂
さ
れ
る
時
に
言
葉
を
獲
得

し
、
文
化
の
体
制
と
歴
史
と
を
編
み
な
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
言
葉
と
は
、
す
で
に
純
然
た
る
発
語
と
し
て
の
も
の
で
は
な
い
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
す
で
に
歴
史
で
あ
り
体
制
で
あ
る
全
体
の
世
界
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
言
葉
は
「
も
の
」
の
指
標
で
あ
る
ば
か
り
か
、
「
も
の
」

に
託
さ
れ
た
「
思
ふ
心
」
の
比
瞼
的
な
指
標
ｌ
意
味
で
あ
っ
た
．
そ
し
て
、
こ

の
比
瞼
の
仕
方
こ
そ
が
も
っ
と
も
歴
史
的
で
あ
り
、
体
制
的
で
あ
っ
た
。
貫
之
は

こ
の
歴
史
と
体
制
を
逆
手
に
と
，
、
表
現
の
自
立
ｌ
自
律
を
確
立
し
よ
う
と
し

た
。
こ
れ
こ
そ
が
、
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
「
思
ふ
心
」
を
自
覚
的
に
把
握
す
る

唯
一
の
手
段
で
あ
っ
た
。

ま
た

高
砂
、
住
の
江
の
松
も
、
相
生
の
や
う
に
お
ぼ
え

男
山
の
昔
を
思
ひ
出
で
て
、
女
郎
花
の
ひ
と
と
き
を
く
れ
る
に
も
、
歌
を
言

ひ
て
ぞ
慰
め
け
る
。

松
虫
の
音
に
友
を
し
の
び

さ
ざ
れ
石
に
た
と
へ
（
君
の
長
寿
を
祈
り
）

筑
波
山
に
か
け
て
（
君
の
恩
顧
を
ね
が
ひ
）

富
士
の
煙
に
よ
そ
へ
て
人
を
恋
ひ

草
の
露
、
水
の
泡
を
見
て
わ
が
身
を
お
ど
ろ
き

松
山
の
波
を
か
け
（
不
変
の
心
を
誓
い
）

野
中
の
水
を
く
み
（
も
と
の
心
を
思
い
）

く
れ
だ
け
の
う
き
ふ
し
を
い
ひ

■

色
も
な
き
心
老
人
に
そ
め
し
よ
り
う
つ
る
は
む
と
は
思
ほ
え
な
く
に（
同
・
同
）

初
雁
の
な
き
こ
そ
わ
た
れ
世
の
中
の
人
の
心
の
秋
し
う
け
れ
ば
（
同
・
同
）

古
今
集
・
恋
の
部
か
ら
抜
い
た
貫
之
歌
の
一
部
で
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
不

可
視
の
心
情
を
可
視
の
も
の
に
倣
え
る
表
現
法
を
と
っ
て
い
ろ
。
貫
之
の
言
葉
観

が
直
裁
に
文
体
に
ま
で
拡
張
さ
れ
た
例
で
あ
る
。
「
心
」
観
が
「
言
葉
」
観
に
重

な
り
、
さ
ら
に
は
文
体
そ
の
も
の
に
具
現
し
て
ゆ
く
一
つ
の
例
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
と
の
出
会
い
は
、
決
し
て
偶
発
し
た
の
で
は
な
い
。

む
し
ろ
、
歴
史
の
要
請
に
お
い
て
貴
之
が
う
ち
た
て
た
戦
略
で
あ
っ
た
こ
と
は
先

述
し
た
が
、
か
か
る
言
葉
に
か
か
わ
る
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
の

こ
こ
で
は
す
で
に
、
た
と
え
ら
れ
る
も
の
が
「
も
の
」
性
を
脱
し
た
言
葉
に
な
っ

て
い
ろ
。
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
に
比
瞼
さ
れ
て
き
た
意
味
を
座
標
と
し
て
、
歌
人
の

「
恩
ふ
心
」
が
そ
の
位
置
を
外
在
化
す
る
。
こ
の
位
置
の
確
か
さ
に
お
い
て
、
と

ど
め
よ
う
の
な
か
っ
た
「
心
」
が
「
慰
め
」
ら
れ
ろ
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
慰
め

ろ
」
と
は
位
置
の
不
確
か
で
あ
っ
た
「
心
」
が
外
在
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
み
ず

か
ら
の
位
置
と
形
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
今
集
的
な
文
体
の
核

と
も
な
っ
て
ゆ
く
図
式
で
あ
る
。

吉
野
河
い
は
浪
高
く
行
く
水
の
早
く
ぞ
人
を
恩
ひ
そ
め
て
し

（
古
今
集
・
紀
貫
之
）

世
の
中
は
か
く
こ
そ
あ
り
け
れ
吹
く
風
の
目
に
見
ぬ
人
も
こ
ひ
し
か
り
け
り

秋
の
野
に
み
だ
れ
て
咲
け
る
花
の
色
の
ち
く
さ
に
も
の
を
思
ふ
こ
ろ
か
な

吉
野
川
を
ひ
き
て
恨
み
き
つ
る
に
、
歌
に
の
み
ぞ
心
を
慰
め
け
る
。

わ
が
恋
は
知
ら
ぬ
山
路
に
あ
ら
な
く
に
ま
ど
ふ
心
ぞ
わ
び
し
か
り
け
る

ａ

（
同
・
同
）

（
同
・
同
）

（
同
・
同
）
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干
々
万
化
す
る
人
の
「
心
」
を
言
葉
に
言
表
す
る
こ
と
で
、
み
ず
か
ら
を
社
会
・

歴
史
の
座
標
に
開
示
し
、
そ
の
位
置
を
み
ず
か
ら
覚
知
す
る
と
と
も
に
、
他
に
開

く
と
い
う
の
が
表
現
の
お
こ
な
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
「
色
こ
の
み
の
家
に
埋
れ

木
」
の
ご
と
く
「
あ
だ
な
ろ
歌
、
は
か
な
き
言
」
と
し
て
逼
塞
す
る
わ
た
く
し
Ｃ

と
と
は
対
極
的
に
、
ま
さ
に
公
的
な
ろ
当
為
な
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
内
的
行
為

に
と
ど
ま
ら
ず
、
「
た
よ
り
な
き
と
こ
ろ
に
ま
ど
ひ
、
し
ろ
く
な
き
闇
に
た
ど
」

ろ
と
い
う
外
的
行
為
に
ま
で
拡
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
手
さ
ぐ
り
の
行
為
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
が
言
葉
の
表
現
に
支
え
ら
れ
て
始
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
意
義
づ
け

ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
言
葉
で
あ
っ
て
い
ら
い
、
す
べ
て
の
当
為
は
公
的
で
あ
っ

た
．
ｌ
こ
れ
が
古
今
の
時
代
に
貴
之
ら
が
希
求
し
た
存
在
証
明
で
あ
っ
た
の
で

力圦
｡こ

れ
に
『
文
心
離
龍
』
を
対
照
し
て
み
れ
ば
、
貫
之
の
意
図
が
よ
り
明
確
に
見

え
る
で
あ
ろ
う
。

「
辞
の
よ
く
天
下
を
鼓
す
る
所
以
の
者
は
、
酒
ち
道
の
文
な
れ
ば
な
り
。
」

こ
こ
で
は
歴
史
性
や
社
会
性
と
い
う
側
面
は
す
で
に
自
然
の
大
道
に
包
ま
れ
て
お

あ
や

り
、
そ
の
片
鱗
す
ら
み
せ
て
は
い
な
い
。
表
現
の
文
な
し
が
自
然
の
お
の
ず
か
ら

な
る
文
で
あ
る
が
故
に
「
よ
く
天
下
を
鼓
す
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う

天
下
と
は
人
が
人
に
の
っ
と
っ
て
そ
の
社
会
性
・
歴
史
性
を
展
開
す
る
も
の
で

は
な
く
、
す
で
に
天
地
自
然
の
形
に
の
っ
と
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

た
。
‐

あ
る
。 い
に
し
へ
の
代
々
の
み
か
ど
、
春
の
花
の
朝
、
秋
の
月
の
夜
ご
と
に
、
さ
ぷ

ら
ふ
人
々
を
め
し
て
、
事
に
つ
け
つ
つ
歌
を
た
て
ま
つ
ら
し
め
給
ふ
。
あ
ろ
は

花
を
そ
ふ
と
て
、
た
よ
り
な
き
と
こ
ろ
に
ま
ど
ひ
、
あ
ろ
は
月
老
思
ふ
と
て
、

し
ろ
く
な
き
闇
に
た
ど
れ
る
、
□
こ
こ
ろ
を
見
給
ひ
、
賢
し
愚
か
な
り
と
し
る

し
め
し
け
む
・

こ
れ
に
対
し
て
貫
之
は
、
人
の
心
が
公
的
な
ろ
地
平
に
ひ
ら
か
れ
て
は
じ
め
て

み
ず
か
ら
を
自
覚
的
に
獲
得
し
、
表
現
行
為
に
お
い
て
人
は
公
（
社
会
・
歴
史
の

全
体
）
に
参
画
す
る
の
だ
と
し
た
。
表
現
が
も
し
よ
く
「
天
下
を
鼓
す
」
も
の
な

ら
ば
、
そ
れ
が
個
を
公
に
顕
現
し
、
公
の
意
味
を
開
示
す
る
ゆ
え
に
ほ
か
な
ら
な

い
。
・

こ
の
よ
う
な
指
標
と
し
て
の
言
葉
が
歴
史
を
に
な
い
は
じ
め
た
時
、
広
義
の

タ
マ
ク
ラ
ゴ
ト

「
歌
枕
」
と
な
る
。
歌
枕
と
は
、
魂
蔵
事
で
あ
る
、
と
は
折
口
信
夫
の
説
で
あ
る
。

折
口
は
、
歌
人
の
詩
魂
の
や
ど
る
蔵
と
し
て
の
歌
枕
を
構
想
し
た
。
こ
の
「
蔵
」

に
は
、
自
他
の
差
別
や
個
々
の
個
性
を
超
越
し
た
幾
多
の
歌
人
の
詩
魂
が
、
い
わ

ば
透
明
な
ま
ま
に
宿
っ
て
「
全
体
」
と
な
っ
て
い
ろ
。
い
い
か
え
れ
ば
、
個
々
の

歌
人
の
心
の
指
標
と
な
る
べ
き
言
葉
ｌ
そ
の
精
華
と
し
て
歌
枕
は
、
単
に
社
会

・
歴
史
的
な
も
の
と
し
て
個
々
の
心
と
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
透
明
な

る
全
体
と
し
て
の
「
ふ
る
こ
と
ば
」
で
あ
り
、
す
で
に
し
て
個
を
包
み
越
え
て
い

た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
「
ふ
る
こ
と
ば
」
が
「
思
ふ
心
」
を
呪
縛
し
、
み
ず
か
ら
を
そ

れ
ぞ
れ
の
表
現
に
お
い
て
再
生
産
す
る
。
こ
れ
が
王
朝
和
歌
の
表
現
史
の
基
底
の

一
つ
を
な
し
て
い
た
。

僧
正
遍
照
は
、
歌
の
ざ
ま
は
得
た
れ
ど
も
、
ま
こ
と
少
し
。
た
と
へ
ぱ
、
絵

に
か
け
る
女
を
見
て
い
た
づ
ら
に
心
を
動
か
す
が
ご
と
し
。

在
原
業
平
は
、
そ
の
心
あ
ま
り
て
、
こ
と
ば
足
ら
ず
。
し
ぼ
め
る
花
の
色
な

く
て
、
匂
ひ
残
れ
る
が
ご
と
し
。

文
屋
康
秀
は
、
こ
と
ば
た
く
み
に
て
、
そ
の
ざ
ま
身
に
お
は
ず
。
い
は
ぱ
、

商
人
の
よ
き
衣
着
た
ら
む
が
ご
と
し
。

宇
治
山
の
僧
喜
撰
は
、
こ
と
ば
か
す
か
に
し
て
、
初
め
終
り
た
し
か
な
ら

三
う
た
の
さ
ま０
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こ
れ
は
貫
之
が
「
近
き
世
に
そ
の
名
聞
ゆ
ろ
人
」
と
す
る
歌
人
六
人
の
評
で
あ

る
。
貴
之
は
こ
れ
ら
の
近
世
歌
人
の
批
評
を
通
じ
て
、
み
ず
か
ら
の
時
代
の
あ
る

べ
き
表
現
を
主
張
し
た
と
考
え
ら
れ
ろ
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
貴
之
の
希
求
し
た

「
心
」
・
「
言
葉
」
そ
し
て
「
さ
ま
」
の
あ
り
よ
う
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

ま
ず
こ
こ
に
お
け
る
心
と
言
葉
と
の
関
係
は
、
過
不
足
な
く
重
な
り
あ
う
こ
と

が
必
要
と
さ
れ
ろ
。
そ
れ
が
「
は
じ
め
終
り
た
し
か
な
る
」
表
現
を
も
た
ら
し
、

「
ま
こ
と
」
あ
る
心
を
ひ
ら
く
の
で
あ
る
。

心
と
言
葉
と
の
関
係
は
内
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
外
的
な
る
も
の
に
顕

在
化
す
る
時
、
表
現
の
「
さ
ま
」
と
い
う
概
念
が
生
じ
ろ
。
「
さ
ま
」
と
は
自
立

し
た
表
現
自
身
が
ひ
き
う
け
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
表
現
を
ひ
ら
く
作
者
の

全
人
格
を
も
ひ
き
う
け
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

心
と
言
葉
と
は
過
不
足
な
く
重
な
り
あ
う
、
と
い
う
が
、
実
際
の
そ
の
関
係
は

千
差
万
別
に
微
妙
で
あ
る
。
心
と
は
「
た
く
み
な
る
」
言
葉
に
お
お
わ
れ
る
場
合

も
あ
れ
ば
、
「
つ
よ
か
ら
ざ
る
」
言
葉
（
そ
の
逆
と
し
て
「
つ
よ
き
」
言
葉
に
も
）

に
に
な
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
そ
し
て
結
果
す
る
「
さ
ま
」
が
「
得
た
り
」
と
か

「
身
に
お
は
ず
」
と
か
「
い
や
し
」
と
か
、
直
接
の
批
評
の
対
象
に
な
っ
て
ゆ
く

の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
さ
ま
」
と
は
、
心
ｌ
言
葉
の
定
型
へ
の
顕
在
態
で
は
あ
る
が
、
そ

れ
は
単
な
る
心
Ｉ
言
葉
の
結
果
す
る
も
の
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
．
逆
に
む

し
ろ
定
型
の
「
さ
ま
」
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
「
は
じ
め
終
り
た
し
か
」
な
る
言

ず
。
い
は
ば
、
秋
の
月
を
見
る
に
、
暁
の
雲
に
あ
へ
る
が
こ
と
し
。

小
野
小
町
は
、
：
…
・
あ
は
れ
な
る
や
う
に
て
つ
よ
か
ら
ず
。
い
は
ば
よ
き
女

の
な
や
め
る
と
こ
ろ
あ
る
に
似
た
り
。
：
…
・

大
伴
黒
主
は
、
そ
の
さ
ま
い
や
し
。
い
は
ぱ
、
薪
を
お
へ
る
山
人
の
、
花
の

陰
に
休
め
る
が
こ
と
し
。

葉
と
そ
れ
に
重
な
り
あ
う
心
が
作
者
み
ず
か
ら
に
も
し
ら
れ
ろ
と
も
言
い
う
る
の

ひ
ろ

で
あ
る
。
こ
の
定
型
の
「
さ
ま
」
の
意
識
は
歴
史
の
展
が
り
と
と
も
に
一
層
き
わ

だ
っ
て
ゆ
く
。

「
か
の
古
今
集
の
序
に
い
へ
る
が
ご
と
く
、
人
の
こ
こ
ろ
を
た
れ
と
し
て
ょ

ろ
づ
の
こ
と
の
は
と
ぞ
な
れ
り
け
れ
ば
、
春
の
は
な
を
た
づ
ね
秋
の
も
み
ち
を

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

み
て
も
、
う
だ
と
い
ふ
も
の
な
か
ら
ま
し
か
ば
、
い
る
老
も
か
を
も
し
る
人
も

な
く
、
な
に
を
か
は
も
と
の
こ
出
ろ
と
も
す
べ
き
。
」
（
古
来
風
体
抄
）

俊
成
（
一
二
四
’
一
二
○
四
）
に
と
っ
て
も
、
歌
と
い
う
定
型
を
前
提
と
し

て
、
世
界
を
知
り
、
み
ず
か
ら
を
覚
知
す
る
こ
と
が
そ
の
存
在
の
基
底
で
あ
っ
た

の
だ
。

か
か
る
「
さ
ま
」
を
ひ
ら
い
て
い
て
く
る
言
葉
と
は
、
貫
之
に
と
っ
て
は
、
な

に
よ
り
も
論
理
性
の
た
し
か
さ
に
お
い
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
論
理
性
と
は
、
内
な
る
心
と
外
な
る
「
も
の
」
と
が
比
嶮
的
相
関
の
う

ち
に
、
確
か
な
言
葉
の
内
実
を
み
た
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
内
な
る
判
断
の
明

証
性
を
外
な
る
客
観
の
世
界
で
実
証
す
る
い
き
お
し
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
作

業
に
お
い
て
、
外
な
る
客
観
も
、
そ
れ
自
身
の
客
観
性
に
と
ざ
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

意
味
の
世
界
へ
と
転
位
し
て
言
葉
が
世
界
を
お
お
う
の
で
あ
る
。

こ
の
視
点
と
戦
略
が
古
今
集
の
本
意
で
は
あ
っ
た
が
、
「
も
と
」
と
す
べ
き
人

の
心
の
千
変
万
化
の
相
は
、
こ
の
本
意
か
ら
そ
れ
て
ゆ
く
。

「
む
か
し
貫
之
、
歌
の
心
た
く
み
に
、
た
け
お
よ
び
が
た
く
、
こ
と
ば
っ
よ

く
、
す
が
た
お
も
し
ろ
き
さ
ま
を
こ
の
み
て
、
余
情
妖
艶
の
体
を
よ
ま
ず
。
」

（
近
代
秀
歌
）

古
今
を
新
た
に
回
復
し
よ
う
と
す
る
新
古
今
時
代
の
名
手
・
定
家
に
は
貫
之
の
本

意
が
よ
く
み
え
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
た
だ
し
、
世
く
だ
り
、
人
の
心
お
と
り
て
、
た
け
も
お
よ
ば
ず
、
こ
と
ば

も
い
や
し
く
な
り
ゆ
く
。
…
…
す
ゑ
の
世
の
う
た
は
、
田
夫
の
か
げ
を
さ
り
、

商
人
の
鮮
衣
を
ぬ
げ
る
が
ご
と
し
。
」
（
同
）

九



「
か
ら
の
う
だ
」
の
六
義
Ｉ
風
・
賦
・
比
・
輿
・
雅
・
煩
Ｉ
が
い
ず
れ
も
政

教
的
効
用
に
よ
る
分
類
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
貫
之
は
全
く
別
の
立
場
１
１
表
現

そ
れ
自
身
の
形
式
分
類
ｌ
を
構
想
す
る
・
右
の
宣
言
に
至
っ
て
貫
之
の
「
か
ら

の
う
だ
」
に
対
す
る
自
立
の
意
図
が
も
っ
と
も
高
揚
さ
れ
る
。
《

し
か
し
な
が
ら
、
貫
之
自
身
は
そ
れ
ぞ
れ
の
「
さ
ま
」
の
内
容
に
つ
い
て
何
ら

分
析
・
批
評
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
基
本
的
な
意
図
に
つ
い
て
は
き
わ
め
て
わ

か
り
に
く
い
も
の
に
な
っ
て
い
ろ
。
そ
の
原
因
は
、
か
ら
の
う
た
を
あ
え
て
意
識

●

し
た
六
種
の
分
類
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
．
先
述
の
心
ｌ
言
葉
の
関
係
が

織
り
な
す
「
さ
ま
」
の
基
本
は
そ
ん
な
に
多
岐
に
わ
た
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。

続
日
本
後
記
・
嘉
祥
一
一
年
三
月
の
条
に
い
う
。

「
夫
倭
歌
之
体
、
比
・
輿
為
し
先
、
感
一
一
人
情
一
。
最
在
」
弦
英
。
」

つ
ま
り
和
歌
の
文
体
と
し
て
は
ま
ず
比
・
興
の
体
が
中
心
を
な
す
も
の
と
さ
れ
て

い
ろ
。
貫
之
の
「
さ
ま
」
に
お
い
て
、
比
・
興
と
相
似
す
る
の
は
「
な
ず
ら
へ
歌
」

。
「
た
と
へ
歌
」
で
あ
る
。
実
は
こ
の
一
一
つ
の
「
さ
ま
」
が
貫
之
の
六
種
の
中
で

も
古
今
的
表
現
の
典
型
な
の
で
あ
る
。
今
こ
の
一
一
つ
の
「
さ
ま
」
に
焦
点
を
し
ぼ

っ
て
貫
之
流
の
心
ｌ
言
葉
ｌ
さ
ま
の
関
係
を
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
．

「
な
ず
ら
へ
歌
」
と
は
、
唐
風
の
立
場
か
ら
す
る
古
注
に

「
も
の
に
な
ず
ら
へ
て
、
そ
れ
が
あ
る
や
う
に
な
む
あ
る
と
や
う
に
い
ふ
な

り
岸
上

と
釈
す
る
よ
う
に
、
唐
風
の
義
に
お
い
て
も
二
比
嶮
１
１
直
嶬
を
あ
ら
わ
し
、

も
ち
ろ
ん
、
定
家
は
貫
之
を
こ
え
た
と
こ
ろ
か
ら
古
今
を
回
復
し
て
ゆ
く
の
で
あ

る
が
、
貫
之
の
本
意
と
そ
の
歴
史
的
宿
命
は
よ
く
み
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
王

か
か
る
宿
命
を
に
な
っ
て
ゆ
く
「
さ
ま
」
を
貴
之
は
ど
う
展
開
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
歌
の
さ
ま
六
つ
な
り
。
か
ら
の
歌
に
も
か
く
ぞ
あ
る
べ
き
。

Ｑ

「
比
」
と
分
類
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
貫
之
は
少
し
視
点
を
か
え
て
こ
れ
を

倭
風
に
仕
立
て
な
お
し
て
い
る
。

そ
れ
は
も
は
や
単
純
な
比
嶮
で
は
な
い
。

君
に
け
さ
あ
し
た
の
霜
の
お
き
て
い
な
ば
恋
し
き
ご
と
に
消
え
や
わ
た
ら
む

こ
れ
が
「
な
ず
ら
へ
歌
」
の
例
歌
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
ろ
．
一
首
の
心
は
ｌ

あ
な
た
が
今
朝
、
起
き
て
去
っ
て
い
っ
た
な
ら
、
わ
た
し
の
心
は
き
え
い
る
よ
う

に
、
あ
な
た
の
こ
と
を
思
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
ｌ
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の

心
は
「
も
の
」
の
系
に
、
ま
こ
と
に
倭
言
葉
的
に
比
瞼
さ
れ
て
ゆ
く
兎
そ
の
契
機

は
掛
詞
で
あ
る
。
君
が
「
起
き
」
、
霜
が
「
置
く
」
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
比
険
は

両
翼
の
か
な
め
を
得
る
。
そ
し
て
、
君
の
去
り
際
は
、
「
朝
の
霜
が
置
い
て
、
ま

た
た
く
間
に
消
え
る
よ
う
に
」
と
比
嶮
さ
れ
、
み
ず
か
ら
の
心
も
ま
た
「
そ
の
霜

の
き
え
や
す
き
ょ
う
に
」
き
え
い
ろ
う
と
し
て
い
る
と
の
ぺ
ら
れ
て
い
ろ
。
（
さ

ら
に
は
こ
の
霜
の
朝
と
は
別
れ
の
場
面
の
背
景
で
も
あ
る
。
）

掛
詞
（
同
音
に
自
然
と
人
事
と
を
か
ね
る
も
の
）
を
契
機
と
し
て
へ
心
ｌ
人

事
と
も
の
ｌ
自
然
と
が
相
依
り
な
が
ら
「
な
ず
ら
へ
」
の
「
さ
ま
」
を
形
成
し

て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
古
今
的
表
現
の
一
典
型
と
し
て
の
「
な
ず
ら
へ
歌
」

で
あ
っ
た
。
．

「
た
と
へ
歌
」
と
は
、
唐
風
の
古
注
で
は
、

「
よ
ろ
づ
の
草
木
、
烏
、
け
だ
も
の
に
つ
け
て
、
心
を
見
す
る
」

と
い
う
心
の
体
で
あ
る
と
い
う
。
六
義
で
は
興
と
分
類
さ
れ
、
暗
愉
・
象
徴
の
手

法
を
さ
し
て
い
た
。
貫
之
の
視
点
も
こ
れ
に
似
ろ
。
そ
の
例
歌
は

わ
が
恋
は
よ
む
と
も
尽
き
Ｄ
荒
磯
海
の
浜
の
真
砂
は
よ
み
つ
く
す
と
も

で
あ
る
。
こ
れ
は
先
述
の
掛
詞
で
は
な
く
、
言
葉
の
多
義
性
へ
の
可
能
性
が
結
節

と
な
っ
て
い
ろ
。
恋
の
心
を
「
よ
む
」
と
い
う
意
表
に
出
て
、
．
尽
き
せ
ぬ
心
の
あ

り
よ
う
を
浜
の
真
砂
の
数
に
対
比
し
て
具
体
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
の
「
な

ず
ら
へ
歌
」
で
平
行
し
か
ら
み
あ
っ
て
い
た
心
と
も
の
と
は
、
こ
こ
で
は
た
く
み

な
言
葉
づ
か
い
に
よ
っ
て
、
上
句
と
下
句
に
対
置
さ
れ
て
い
る
。
（
，

０

十



後
に
至
っ
て
「
体
」
と
も
、
あ
る
い
は
「
姿
」
と
も
よ
ば
れ
る
和
歌
の
文
体
意

識
の
は
し
り
が
こ
の
「
さ
ま
」
に
う
か
が
え
る
が
、
「
体
」
と
い
い
「
姿
」
と
い

い
、
こ
の
「
さ
ま
」
意
識
ほ
ど
に
は
明
確
で
は
な
い
。
そ
の
分
類
が
と
も
す
れ
ば

「
な
ず
ら
へ
歌
」
と
い
い
「
た
と
へ
歌
」
と
い
い
、
も
っ
と
も
具
体
的
な
定
型

三
十
一
文
字
へ
の
展
開
の
結
節
と
な
る
の
が
「
さ
ま
」
と
い
わ
れ
る
形
式
で
あ
っ

た
。
そ
こ
で
は
素
材
と
し
て
の
自
然
が
主
題
と
し
て
の
人
事
と
相
依
相
待
し
な
が

ら
表
現
を
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
は
か
な
い
は
ず
の
「
恩
ふ
心
」
は
平

行
し
あ
る
い
は
対
置
す
る
「
も
の
」
の
系
に
よ
っ
て
そ
の
具
体
的
な
姿
を
あ
ら
わ

に
し
、
本
来
カ
オ
ス
と
し
て
の
「
も
の
」
は
、
人
の
心
に
の
っ
と
っ
て
そ
の
意
味

を
付
与
さ
れ
、
文
化
の
歴
史
に
ひ
ら
け
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
人
の
心
が
も
の
と
の
照
応
に
よ
っ
て
み
ず
か
ら
を
獲
得
す
る
内
的
関

係
と
相
似
形
で
あ
る
。
言
葉
に
よ
っ
て
無
形
の
心
は
そ
の
得
を
獲
得
し
た
。
今
、

三
十
一
字
の
定
型
に
よ
っ
て
不
定
の
心
は
そ
の
表
現
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。

「
さ
ま
」
と
は
こ
の
よ
う
な
主
体
的
な
世
界
把
握
の
形
式
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
視
座
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
他
の
四
つ
の
「
さ
ま
」
の
解
読
も
可
能
で
あ
る
。

（
注
３
）

○

印
象
批
評
に
流
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
代
の
『
和
歌
体
十
種
』
に
し
て
か

ら
が
、
そ
の
「
写
思
体
」
の
解
説
に
は
、

「
余
情
と
そ
の
流
を
混
じ
、
高
情
と
そ
の
派
を
交
す
。
大
巧
に
非
ろ
よ
り
は

以
て
之
を
決
し
難
し
。
」

と
し
、
「
高
情
体
」
の
そ
れ
に
は
、

「
神
妙
・
余
情
・
器
量
皆
以
て
是
の
流
に
出
づ
。
而
れ
ど
も
心
匠
の
至
妙
な

ろ
を
以
っ
て
強
ち
に
そ
の
境
を
分
か
ち
が
た
し
。
来
哲
に
指
南
を
ま
つ
の
み
。
」

と
し
て
、
明
断
な
る
弁
別
を
回
避
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

具
体
的
な
表
現
の
「
さ
ま
」
は
一
度
歴
史
の
中
に
放
た
れ
る
や
、
そ
の
定
型
の

み
を
全
体
と
し
て
内
部
は
も
は
や
貫
之
の
戦
略
で
は
収
捨
の
つ
か
ぬ
ま
で
具
体
的

に
展
開
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
が
ま
た
個
々
の
「
さ
ま
」
の
現
実
的
な
具
体
相
で
も
あ

っ
た
。

そ
し
て
、
も
っ
と
も
は
か
な
い
「
人
の
心
」
を
初
発
点
と
し
た
王
朝
の
和
歌
表

現
は
、
そ
れ
ゆ
え
の
展
開
を
も
と
げ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

注注注
３２１

世
界
古
典
文
学
大
系
・
文
心
雛
龍

国
訳
漢
文
大
系
・
文
選

古
今
和
歌
集
全
評
釈
（
竹
岡
正
夫
）
に
詳
述
さ
れ
ろ
。

⑪

＋
￣
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