
洋

柏
木
の
「
身
」
意
識
に
つ
い
て

一
、
は
じ
め
に

源
氏
物
語
の
研
究
史
に
お
い
て
人
物
論
は
、
大
ざ
っ
は
な
整
理
の
仕
方
を

許
し
て
頂
け
る
な
ら
、
三
部
構
成
説
に
従
っ
て
、
一
成
果
を
あ
げ
て
き
た
。

な
か
で
も
柏
木
の
人
物
論
は
、
若
菜
上
巻
の
始
発
よ
り
「
岩
漏
る
中
将
柏
木
」

か
ら
「
右
衛
門
督
柏
木
」
　
へ
の
昇
位
を
、
物
語
作
者
の
手
に
よ
る
「
変
貌
」

と
捉
え
、
一
部
の
「
柏
木
」
か
ら
二
部
の
「
相
木
」
　
へ
と
主
題
性
を
持
っ
て

の
登
場
と
定
義
さ
れ
た
。
こ
こ
に
は
、
古
代
の
物
語
を
文
学
と
対
照
さ
せ
る

か
た
ち
で
捉
え
、
源
氏
物
語
の
「
古
典
性
」
を
明
確
に
す
る
と
い
う
、
研
究

史
的
意
義
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

私
は
、
も
う
一
度
読
み
に
お
け
る
原
点
に
立
ち
か
え
り
、
桐
壷
巻
に
始
ま

り
夢
浮
橋
で
終
わ
る
現
行
の
源
氏
物
語
を
そ
の
残
さ
れ
た
形
態
の
流
れ
の
中

で
捉
え
て
み
て
は
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
柏
木
に
つ
い
て
も
、
一

部
と
二
部
の
「
分
岐
」
を
読
む
の
で
は
な
く
、
統
一
体
と
し
て
の
物
語
の
流

れ
に
お
い
て
読
ん
で
み
る
と
ど
う
な
る
か
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

柏
木
の
　
「
身
」
意
識
に
つ
い
て

神
　
田

意
味
で
本
論
文
は
、
私
の
柏
木
論
へ
向
か
う
一
端
緒
と
し
て
位
置
づ
け
て
お

き
た
い
。

二
、
源
氏
物
語
の
中
の
「
身
」
に
つ
い
て

「
身
」
と
い
う
言
葉
は
、
源
氏
物
語
に
「
御
身
」
も
含
め
、
六
百
十
数
例

ひ
ろ
い
た
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
意
味
と
し
て
最
も
多
い
の
か
「
身
の
上
」

と
し
て
で
あ
り
、
次
に
「
か
ら
だ
」
や
「
自
身
」
の
意
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
人
の
「
位
置
」
や
「
立
場
」
　
（
つ
ま
り
位
の
意
を
含
む
）
が
使
わ
れ
る
。

「
身
」
を
日
本
国
語
大
辞
典
で
引
く
と
、
こ
う
あ
る
。

1
　
そ
の
人
の
か
ら
だ
の
意
か
ら
転
じ
て
、
そ
の
人
自
身
。
自
身
。
特
に

他
人
に
対
し
て
、
お
の
れ
自
身
を
い
う
。

「
身
は
い
や
し
な
が
ら
、
母
な
ん
宮
な
り
け
る
」
　
（
伊
勢
物
語
八
四
）

2
　
そ
の
人
自
身
の
有
様
、
ま
た
は
位
置
。
そ
の
人
の
立
場
。
身
の
上
。

身
の
さ
ま
。

「
ゆ
ゆ
し
き
身
に
侍
れ
ば
、
か
く
て
お
は
し
ま
す
も
い
ま
い
ま
し
う
か
た



じ
け
な
く
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
源
氏
物
語
桐
壷
）

3
　
そ
の
人
自
身
が
世
に
占
め
る
地
位
。
そ
の
人
自
身
の
分
限
、
程
度
。

身
分
。
分
際
。
身
の
ほ
ど
。

「
身
は
し
も
な
が
ら
　
こ
と
の
葉
を
　
あ
ま
つ
そ
ら
ま
で
き
こ
え
あ
げ
」

（
古
今
雑
体
一
〇
〇
三
）

4
　
命
あ
る
か
ら
だ
。
生
命
。

「
残
り
少
な
し
と
、
身
を
思
し
た
る
御
心
の
う
ち
は
」
　
（
源
氏
物
語
御
法
）

5
　
容
器
、
外
殻
、
外
観
な
ど
に
対
し
て
な
か
み
を
な
す
も
の
。
内
容
。

実
質
。
↓
実
。

「
文
屋
の
康
秀
は
、
言
葉
た
く
み
に
て
、
そ
の
様
身
に
お
よ
は
ず
」

（
古
今
仮
名
序
）

以
下
、
検
討
し
て
み
た
い
。

ま
ず
、
1
の
例
と
し
て
「
身
は
い
や
し
な
が
ら
、
母
な
ん
宮
な
り
け
る
」

と
い
う
伊
勢
物
語
八
四
段
が
引
か
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
こ
の
「
身
は
い

や
し
な
が
ら
」
の
「
身
」
は
「
身
分
」
の
意
と
考
え
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。

辞
典
に
あ
る
「
そ
の
人
自
身
、
特
に
他
人
に
対
し
て
、
お
の
れ
自
身
」
の
意

の
例
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
か
ど
う
か
、
少
し
分
り
に
く
い
。
「
身
分
」
と

い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
「
位
置
」
や
「
立
場
」
の
例
と
し
て
も
受
け
止
め
ら

れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
辞
典
と
し
て
し
ょ
う
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
も

う
少
し
意
味
を
限
定
し
て
み
て
は
ど
う
か
と
思
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

2
の
例
と
し
て
は
、
「
ゆ
ゆ
し
き
身
に
侍
れ
ば
、
か
く
て
お
は
し
ま
す
も

い
ま
い
ま
し
う
か
た
じ
け
な
く
」
と
、
源
氏
物
語
桐
壷
巻
を
引
い
て
い
る
。

靭
負
の
命
婦
の
、
帝
よ
り
の
復
命
を
携
え
て
の
訪
問
。
亡
き
桐
壷
更
衣
の
母

二

君
は
参
内
を
断
っ
た
。
そ
の
言
葉
。
夫
に
も
娘
に
も
死
別
し
た
「
身
」
が

「
ゆ
ゆ
し
」
と
母
君
は
言
う
。
確
か
に
世
間
と
い
う
も
の
を
意
識
し
て
の
言

葉
で
は
あ
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
は
母
君
の
主
体
が
確
実
に
認
識
さ
れ
て
い
る

と
は
言
い
難
い
。
「
ゆ
ゆ
し
き
身
」
と
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
夫
や
娘
に
「
先

立
た
れ
る
」
事
が
恥
ず
か
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
「
世
間
」
と
い
う
他

者
に
取
り
込
め
ら
れ
て
い
る
自
身
で
あ
る
。
辞
典
が
示
し
て
い
る
、
「
身
の

上
」
が
意
味
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
い
。
例
え
ば
源
氏
物
語
で
は
、
次
に
示
す

も
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。

か
す
な
ら
ぬ
身
（
高
木
四
八
・
一
三
　
高
木
七
〇
・
四
　
突
二
九
二
・
一
四

海
標
五
〇
二
七
　
着
葉
上
一
〇
七
八
・
一
三
　
着
葉
上
一
〇
九
四
・
一
四

若
菜
上
一
〇
九
九
・
五
　
若
菜
上
一
一
〇
七
・
七
　
若
菜
下
一
一
七
七
・
九

若
菜
下
一
二
一
九
・
三
）

あ
さ
ま
し
き
身
（
賢
木
三
三
八
・
九
）

口
惜
し
き
身
（
藩
標
五
〇
三
・
一
四
　
若
菜
下
一
一
八
・
二
二
）

か
ひ
な
き
身
（
藩
標
五
〇
五
・
二
　
薄
雲
六
〇
・
一
〇
）

心
憂
き
身
（
若
紫
一
七
四
・
一
三
）

う
き
身
（
梅
枝
九
九
二
七
　
藤
裏
棄
一
〇
二
二
一
）

っ
た
な
き
身
（
蓬
生
五
二
八
・
四
　
松
風
五
八
五
二
ハ
）

憂
き
宿
世
あ
る
身
（
関
屋
五
五
一
・
三
）

罪
深
き
身
（
須
磨
四
一
八
・
九
　
玉
窒
七
三
二
八
　
若
菜
下
一
一
八
九

二ハ）身
を
う
き
も
の
に
（
真
木
柱
九
六
五
・
八
）

な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
「
身
」
も
「
身
の
上
」
の
意
味
の
範
疇
に
入
れ
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
上
「
身
の
上
」
と
し
て
の
例
は
、
一
部
か
ら
柏
木
巻

ま
で
で
一
六
四
例
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
同
じ
よ
う
に
源
氏
物
語
か
ら
3
の
「
身
分
、
分
限
」
の
例
を
抜
き

だ
し
て
み
る
と
、

身
は
し
づ
み
（
寄
木
三
八
二
二
）

身
の
ざ
へ
　
（
高
木
五
九
・
八
）

お
と
り
け
る
身
（
空
蝉
九
三
・
二
一
）

高
き
身
（
玉
蔓
七
二
五
・
一
若
菜
下
一
一
七
一
・
五
）

な
ど
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
古
代
に
お
い
て
「
自
我
」
と
い
う
も
の
が
明
確
に
認
識
さ
れ

て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
そ
こ
で
古
代
人
に
お
け
る
、
位
つ
ま
り
身
分
と

い
う
も
の
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
こ
で
は
古
代
人
自
身
が
、
位
と
し
て
の
、

あ
る
い
は
そ
の
身
分
と
し
て
の
自
己
自
身
を
明
確
に
捉
え
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
も
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
「
自
我
」
が
明
確
に
作
用

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
古
代
に
お
い
て
そ
の
よ
う
に
自

己
自
身
の
意
識
の
上
に
立
つ
自
我
が
、
確
認
さ
れ
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。

そ
う
考
え
る
な
ら
ば
、
先
に
引
い
た
日
本
国
語
大
辞
典
の
説
明
に
あ
る
、

「
他
人
に
対
し
て
」
の
「
お
の
れ
自
身
」
と
い
う
よ
う
な
「
身
」
意
識
が
認

識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
は
難
し
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
古
代
に
あ
っ

て
は
、
他
人
即
ち
、
自
己
自
身
と
身
体
も
分
化
さ
れ
て
い
ず
、
た
だ
漠
然
と

し
た
身
が
あ
り
、
自
身
が
あ
り
、
他
人
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

辞
典
の
4
の
例
の
「
か
ら
だ
」
と
い
う
こ
と
も
そ
う
い
う
古
代
の
意
識
の

柏
木
の
　
「
身
」
憲
誠
に
つ
い
て

中
で
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

以
下
、
源
氏
物
語
か
ら
「
か
ら
だ
」
の
例
を
挙
げ
て
み
る
と
、

我
が
身
（
桐
壷
七
・
三
）

身
を
捨
て
て
（
夕
顔
一
二
九
・
五
）

身
を
ふ
る
ま
ふ
（
須
磨
四
〇
三
・
四
）

な
ど
は
、
確
か
に
「
か
ら
だ
」
肉
体
で
あ
る
。
本
論
で
問
題
と
し
た
い
こ
と

は
、
そ
の
「
か
ら
だ
」
を
源
氏
物
語
の
人
物
た
ち
が
ど
う
意
識
し
て
い
た
が

で
あ
る
。
特
に
相
木
が
ど
う
意
識
し
て
い
た
か
が
、
新
し
い
問
題
を
提
起
す

る
の
で
は
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
「
か
ら
だ
」
と
対
照
的
に
気
に
な
る
言
葉
に
「
か
ら
」
が
あ
る
。

た
、
い
ま
の
か
ら
を
見
て
は
又
、
い
つ
の
世
に
か
あ
り
し
形
を
も
見
む

（
夕
顔
一
三
三
・
二
）

す
な
わ
ち
、
「
か
ら
」
と
は
「
骸
」
の
こ
と
で
あ
る
。
他
に
、
御
法
（
一

三
九
三
・
八
）
早
蕨
（
一
六
七
八
二
〇
）
な
ど
合
せ
て
一
二
例
を
兄
い
だ
す
。

「
む
し
の
か
ら
」
　
「
御
か
ら
」
を
入
れ
る
と
一
七
で
あ
る
。

問
題
は
、
こ
の
「
か
ら
」
に
近
い
意
味
で
「
身
」
が
使
わ
れ
て
い
や
し
な

い
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
次
の
空
蝉
巻
の
例
。

空
蝉
の
身
を
が
へ
て
け
る
木
の
も
と
に
な
を
人
か
ら
の
な
つ
か
し
き
か

な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
空
蝉
九
四
・
四
）

また、面
影
は
身
を
も
離
れ
ず
山
桜
心
の
か
ぎ
り
と
め
て
こ
し
か
と

（
若
紫
一
七
二
・
三
）

三



と
ま
る
身
も
消
え
し
も
同
じ
露
の
世
に
心
を
く
ら
む
ほ
ど
ぞ
は
か
な
さ

（
葵
三
〇
八
・
二
）

「
か
へ
て
け
る
」
　
「
空
蝉
の
身
」
、
「
面
影
」
の
離
れ
ぬ
「
身
」
、
「
と

ま
り
」
　
「
消
え
L
L
　
「
身
」
と
い
う
時
の
「
身
」
は
、
肉
体
つ
ま
り
、
日
本

国
語
大
辞
典
に
あ
る
4
の
「
命
あ
る
か
ら
だ
。
生
命
。
」
と
い
う
身
と
は
、

微
妙
に
違
う
意
味
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
つ

ま
り
、
こ
こ
で
は
は
っ
き
り
と
し
た
「
肉
体
」
と
し
て
の
「
身
」
が
意
識
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
も
ぬ
け
た
「
か
ら
」
の
よ
う
な
漠
然
と
し
た
身
の

意
識
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
以
下
、
そ
う
い
う
身
意
識
を
柏
木
に
視
点
を

当
て
て
考
察
し
て
み
た
い
。

一
三
柏
木
の
「
身
」
意
識

若
菜
下
巻
。
柏
木
と
の
密
通
の
事
後
、
女
三
宮
が
相
木
へ
の
返
歌
と
し
て
、

あ
け
く
れ
の
空
に
う
き
身
は
消
え
な
な
ん
夢
な
り
け
り
と
見
て
も
や

む
べ
く
と
、
は
か
な
げ
に
の
給
ふ
声
の
、
若
く
を
か
し
げ
な
る
を
聞
き

さ
す
や
う
に
て
出
で
ぬ
る
、
魂
は
、
ま
こ
と
に
身
を
離
れ
て
と
ま
り
ぬ

る
心
地
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
七
六
・
六
）

空
に
消
え
る
で
あ
ろ
う
、
憂
き
身
は
「
浮
き
身
」
で
も
あ
る
。
女
三
宮
に

と
っ
て
ま
さ
に
自
分
の
「
身
」
は
「
か
ら
」
の
よ
う
に
う
つ
ろ
で
は
か
な
い
。

柏
木
に
と
っ
て
も
同
じ
。
柏
木
は
魂
が
身
か
ら
離
れ
、
女
三
宮
の
も
と
に

「
と
ま
り
ぬ
る
心
地
す
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
の
時
の
柏
木
自
身
は
自
分
の

「
身
」
を
は
っ
き
り
と
し
た
肉
体
と
し
て
の
「
身
」
で
は
な
く
、
そ
れ
こ
そ

四

「
あ
く
が
れ
出
づ
る
魂
」
と
同
化
し
て
い
る
よ
う
な
「
身
」
と
し
て
感
じ
て

い
る
。
つ
ま
り
柏
木
自
身
は
「
魂
」
の
側
に
も
あ
る
し
、
そ
の
魂
の
離
れ
て

い
く
「
身
」
の
側
に
も
、
そ
う
い
う
両
側
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
る
で

「
か
ら
」
の
よ
う
に
「
身
」
を
意
識
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
身
意
識

は
、
密
通
が
光
源
氏
に
露
見
し
た
と
知
る
や
い
っ
そ
う
強
く
な
っ
て
き
た
。

つ
ひ
に
な
は
、
世
に
た
ち
ま
ふ
べ
く
も
覚
え
ぬ
も
の
思
ひ
の
、
ひ
と
方

な
ら
ず
身
に
そ
ひ
に
た
る
は
　
　
　
　
　
　
　
（
柏
木
十
一
・
十
四
）

「
も
の
思
ひ
」
と
は
、
柏
木
の
女
三
宮
に
対
す
る
「
思
ひ
」
。
柏
木
は
、

女
三
宮
に
対
す
る
自
分
の
思
い
の
「
ゆ
れ
」
　
（
情
念
）
を
「
た
え
ぬ
思
ひ
」

「
覚
え
ぬ
も
の
思
ひ
」
と
い
う
こ
と
ば
で
述
懐
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
い
わ

ゆ
る
、
当
時
古
今
集
で
も
歌
わ
れ
て
き
た
「
火
」
と
し
て
の
「
思
ひ
」
で
あ

る
。
こ
う
い
う
火
と
し
て
の
「
思
ひ
」
で
あ
れ
ば
、
燃
ゆ
る
「
思
ひ
」
の
火

の
も
と
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
ど
こ
か
。
当
然
「
思
ふ
」
主
体
で
あ

る
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
場
合
肝
心
の
相
木
本
人
の
魂
の
在
り
か
が
、

こ
こ
で
も
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

あ
れ
聞
き
給
へ
。
な
に
の
罪
と
も
思
し
寄
ら
ぬ
に
、
う
ら
な
ひ
よ
り
け

む
女
の
霊
こ
そ
。
ま
こ
と
に
御
軌
の
身
に
そ
ひ
た
る
な
ら
ば
、
い
と
は

し
き
身
も
ひ
き
が
へ
、
や
ん
ご
と
な
く
こ
そ
、
な
り
ぬ
ぺ
け
れ
。

（
柏
木
一
五
・
九
）

柏
木
の
父
致
仕
大
臣
は
あ
ま
り
の
息
子
の
弱
り
よ
う
に
、
葛
城
山
よ
り
聖

だ
つ
修
験
者
を
呼
び
、
加
持
祈
祷
を
さ
せ
た
。
そ
の
際
、
祈
祷
師
と
大
臣
と

は
、
「
女
の
霊
」
が
つ
い
て
い
る
と
の
話
を
交
わ
し
た
。
そ
れ
を
耳
に
し
た

柏
木
の
述
懐
で
あ
る
。
女
の
霊
が
誰
の
も
の
で
あ
る
か
ば
、
柏
木
本
人
が
一

番
よ
く
知
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
ま
こ
と
に
「
御
執
」
が
「
身
」
に
「
そ
ひ

た
る
な
ら
ば
」
願
っ
て
も
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
。
だ
が
、
そ
の
霊
の
添

う
身
こ
そ
、
「
い
と
は
し
き
身
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
い
と
は
し
き
身
」
に

霊
が
添
う
た
な
ら
、
そ
の
身
は
「
や
ん
ご
と
な
く
こ
そ
、
な
り
ぬ
ぺ
け
れ
」

で
あ
る
。
大
体
、
「
い
と
は
L
L
と
か
、
「
や
ん
ご
と
な
L
L
と
い
う
の
は
、

そ
の
本
人
が
感
じ
る
実
感
で
あ
り
、
主
観
の
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ

こ
で
の
柏
木
は
そ
れ
を
「
霊
」
と
の
関
連
で
は
じ
め
て
感
じ
る
と
言
っ
て
い

る
。
つ
ま
り
霊
が
添
う
か
添
わ
な
い
が
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
柏
木
は

「
い
と
は
し
き
」
と
も
、
「
や
ん
ご
と
な
き
」
と
も
感
じ
る
と
言
う
の
で
あ

る
。
こ
れ
で
は
添
う
霊
の
側
と
、
霊
の
添
う
身
の
側
と
の
両
側
を
柏
木
の
主

観
は
行
き
来
し
て
い
る
と
考
え
る
し
か
あ
る
ま
い
。
こ
う
い
う
柏
木
の
感
じ

方
か
ら
す
れ
ば
、
ど
こ
を
根
底
に
柏
木
は
月
分
の
主
観
を
持
ち
得
て
い
る
の

か
危
う
く
な
る
。
言
う
な
れ
ば
、
自
身
と
い
う
も
の
の
よ
っ
て
立
つ
在
り
か

を
こ
れ
で
は
全
く
持
て
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。

述
懐
は
続
く
。

深
き
過
ち
も
な
き
に
、
見
合
せ
奉
り
し
夕
べ
の
種
よ
り
、
や
が
て
、
か

き
乱
り
惑
ひ
そ
め
に
し
魂
の
、
身
に
も
が
へ
ら
ず
な
り
に
し
を
、
か
の

院
の
内
に
あ
く
が
れ
歩
か
ば
、
結
び
と
ど
め
給
へ
（
柏
木
一
五
・
十
五
）

「
結
び
と
ど
め
よ
し
だ
が
ひ
の
つ
ま
」
　
（
葵
巻
）
と
、
一
部
世
界
で
歌
わ
れ

て
い
た
こ
と
を
こ
こ
で
思
い
出
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
物
の
怪
と
な
っ
た
御
息

所
の
魂
も
、
常
に
と
ど
ま
る
べ
き
「
か
ら
（
骸
）
」
を
失
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
。
「
か
ら
」
を
失
っ
た
「
魂
」
が
「
か
ら
」
を
求
め
て
「
も
の
」
と

な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
だ
が
、
物
の
怪
諭
は
論
を
代
え
る
こ
と
と
し
て
、

柏
木
の
　
「
身
」
　
意
識
に
つ
い
て

諭
旨
を
も
ど
す
と
、
柏
木
が
「
身
に
も
が
へ
ら
ず
な
り
に
し
を
」
と
言
う
時
、

そ
の
「
身
」
は
ま
さ
に
「
か
ら
（
骸
）
」
で
あ
る
。
そ
う
し
て
結
び
と
ど
め

る
べ
き
「
し
た
が
ひ
の
つ
ま
」
を
持
た
な
い
「
身
」
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
相
木
と
い
う
人
物
は
、
自
分
が
肉
体
と
し
て
の
身
を
持
っ
て
い
る

と
は
実
感
し
て
い
な
い
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
の
で
あ
る
。

四
、
お
わ
り
に

－
　
柚
木
の
身
意
識
と
「
も
の
の
け
L
 
I

多
屋
頼
俊
は
、
「
も
の
の
け
」
と
は
「
も
の
」
と
「
け
」
に
分
れ
る
と
考

え
た
。
御
息
所
の
嫉
妬
は
「
も
の
」
と
な
っ
て
、
ず
っ
と
源
氏
の
関
係
し
た

女
運
を
襲
っ
た
。
だ
が
、
柏
木
の
「
魂
」
は
そ
う
い
う
ふ
う
な
「
も
の
の
け
」

と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
当
然
、
柏
木
が
男
性
だ
と
い
う
事
も
そ
の
理
由
に
あ

げ
ら
れ
よ
う
。
た
だ
、
相
木
の
人
物
像
（
物
語
）
か
ら
考
え
れ
ば
、
柏
木
の

魂
は
「
も
の
」
と
な
っ
て
も
良
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
桐
壷
帝
し
か

り
、
宇
治
八
宮
し
か
り
、
そ
う
し
て
こ
の
柏
木
も
ま
た
死
後
、
霊
的
存
在
と

な
っ
て
人
の
前
、
夢
枕
に
現
れ
た
。
相
木
の
場
合
、
光
源
氏
に
対
し
て
も
し

も
、
「
恨
み
」
を
感
じ
て
い
た
と
し
た
な
ら
ば
、
当
然
光
源
氏
に
と
り
つ
き

と
り
殺
そ
う
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
物
語
は
そ
う
は

展
開
し
な
か
っ
た
。
物
語
は
一
方
的
に
光
源
氏
が
強
い
。
柏
木
も
光
源
氏
を

恨
み
は
し
な
か
っ
た
。

行
く
へ
な
き
空
の
煙
と
な
り
め
と
も
思
ふ
あ
た
り
を
立
ち
は
は
な
れ

（十一）
“
し

五



七

タ
は
わ
き
て
な
が
め
さ
せ
給
へ
。
答
め
聞
こ
え
さ
せ
給
は
む
人
目
を
も
、

今
は
心
や
す
く
思
し
な
り
て
、
か
ひ
な
き
あ
は
れ
を
だ
に
、
た
え
す
か

け
さ
せ
給
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
相
木
一
七
・
八
）

女
三
宮
が
「
し
ぶ
し
ぶ
に
害
い
給
ふ
」
　
（
柏
木
一
四
・
二
）
返
歌
、
「
た

ち
添
ひ
て
消
え
や
し
な
ま
し
憂
さ
こ
と
を
思
ひ
乱
る
る
煙
く
ら
べ
に
」
　
（
同

一
七
・
一
）
に
対
し
、
「
か
ひ
な
き
あ
は
れ
」
　
（
同
一
七
二
〇
）
を
感
じ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
思
え
ば
若
菜
下
巻
の
「
明
け
暮
れ
」
の
時
以
来
、
柏

木
は
女
三
宮
に
対
し
、
せ
め
て
「
あ
は
れ
と
だ
に
の
給
は
せ
よ
」
　
（
若
菜
下

三
七
五
・
三
一
）
と
女
三
宮
の
「
あ
は
れ
」
を
願
っ
て
き
た
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
、
こ
こ
の
「
煙
」
は
柏
木
の
女
三
宮
を
思
う
一
念
の
「
魂
」
の
比
喩

で
あ
ろ
う
。
「
煙
」
は
烏
辺
山
の
煙
、
す
な
わ
ち
火
葬
の
煙
で
あ
り
、
そ
れ

が
「
空
」
　
へ
と
の
ぼ
る
、
「
行
く
へ
な
き
」
　
（
あ
て
の
な
い
）
　
「
煙
」
で
あ

っ
た
。
還
る
べ
き
「
身
」
の
な
い
「
魂
」
の
し
る
し
で
も
あ
る
。

例
を
引
こ
う
。
さ
き
に
引
い
た
「
が
の
院
の
う
ち
に
、
あ
く
が
れ
歩
か
ば
、

結
び
と
ど
め
給
へ
」
と
あ
る
次
に
、

さ
て
、
う
ち
し
め
り
面
痩
せ
給
へ
ら
ん
御
さ
ま
の
お
も
か
げ
に
見
奉
る

心
地
し
て
思
ひ
や
ら
れ
給
へ
は
、
げ
に
あ
く
が
る
ら
む
魂
や
、
行
き
か

よ
ふ
ら
ん
な
ど
、
い
と
ど
し
き
心
地
も
軋
る
れ
ば
、

（
相
木
一
六
・
三
）

と
あ
る
よ
う
に
、
柏
木
は
自
分
の
目
の
前
に
女
三
宮
の
「
面
痩
せ
給
へ
ら
ん

御
さ
ま
」
が
見
え
た
心
地
が
す
る
と
言
う
。
そ
の
と
き
、
自
分
の
「
魂
」
が

「
げ
に
あ
く
が
る
ら
む
」
と
感
じ
て
い
る
。
「
も
の
の
け
」
が
「
も
の
」
の

「
け
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
相
木
の
「
魂
」
も
「
も
の
」
と
成
り

六

得
た
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

す
な
わ
ち
、
柏
木
と
い
う
人
物
は
お
の
れ
自
身
の
肉
体
を
実
感
す
る
こ
と

な
く
、
浮
遊
す
る
魂
の
う
ち
に
そ
の
人
生
を
閉
じ
た
と
読
む
こ
と
が
で
き
よ

つゝ。

注
（
一
）
源
氏
物
語
大
成
と
自
分
の
所
見
に
よ
り
六
百
十
五
例
を
数
え
た
。
た
だ
し
、

「
御
身
」
の
例
を
含
め
て
い
る
。

（
二
）
身
の
上
、
身
上
の
意
。
人
生
観
を
持
っ
て
自
分
自
身
の
生
を
ぶ
り
か
え
っ

て
言
う
。

（
三
）
　
用
例
に
お
け
る
数
字
は
順
に
源
氏
物
語
大
成
の
真
数
及
び
行
数
で
あ
る
。

以
下
同
じ
。

（
四
）
源
氏
物
語
で
桐
壷
巻
か
ら
柏
木
巻
ま
で
の
用
例
の
中
で
二
十
六
例
を
数
え

る。

（
五
）
例
え
ば
、
柏
木
を
若
菜
上
巻
で
「
右
衛
門
菅
の
、
し
た
に
わ
ぶ
る
よ
し
、

内
借
督
の
物
せ
ら
れ
L
L
　
（
大
系
若
菜
上
二
二
六
・
一
三
）
と
み
ら
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
柏
木
個
人
が
女
三
宮
に
「
恋
心
」
の
あ
る
こ
と
を
「
右
衛
門
皆
が

そ
う
た
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
。
そ
の
言
い
方
に
は
、
右
衛
門
督
と

し
て
の
柏
木
と
個
人
と
し
て
の
柏
木
と
の
一
体
の
認
識
が
み
ら
れ
る
。
だ
か

ら
、
相
木
自
身
が
女
と
し
て
の
女
三
宮
に
恋
を
し
て
も
、
「
ま
だ
年
い
と
若

く
て
、
む
げ
に
か
ろ
び
た
る
は
ど
な
り
」
と
評
さ
れ
て
し
ま
う
。

（
六
）
相
木
巻
ま
で
で
九
十
五
例
を
数
え
る
。

（
七
）
私
論
「
試
論
夢
～
柏
木
の
猫
の
夢
を
ど
う
考
え
る
か
I
L
　
（
『
古
代

文
学
研
究
第
2
号
一
九
七
七
年
刊
』
）

（
八
）
古
今
集
の
「
思
ひ
（
火
）
」
ぼ
、
恋
歌
で
四
七
〇
、
四
七
七
、
五
〇
〇

「
下
燃
え
」
、
五
三
四
、
五
四
四
、
五
九
六
、
六
〇
〇
の
七
例
が
あ
る
。

（
歌
番
号
は
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
）

（
九
）
西
郷
信
綱
『
詩
の
発
生
』
に
よ
れ
ば
、
「
も
の
の
け
は
物
と
し
て
外
部
に

投
射
さ
れ
た
苦
悩
の
表
象
で
あ
る
」
と
あ
る
。

以
後
、
研
究
と
し
て
は
「
家
」
や
「
王
権
」
の
問
題
の
中
で
論
じ
ら
れ
て

いる。

（
一
〇
）
　
『
源
氏
物
語
の
思
想
』

「
蓋
し
乳
母
は
夕
顔
に
付
き
添
う
て
い
る
見
知
ら
ぬ
上
勝
を
「
も
の
」
と
判

断
し
た
の
で
あ
る
　
－
　
そ
れ
が
「
も
の
」
で
あ
る
か
ら
、
其
れ
に
出
遇
う
と
、

そ
の
「
け
」
の
た
め
に
気
分
が
悪
く
な
る
の
で
あ
る
。
」

（
十
一
）
こ
の
歌
で
は
高
田
祐
彦
氏
「
身
の
は
て
の
想
像
力
　
－
　
柚
木
論
断
章

I
L
　
（
日
本
文
学
一
九
九
四
）
が
あ
る
が
、
視
点
を
異
に
す
る
も
の
で
あ

る。
※
本
文
の
引
用
は
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
に
よ
る
。

ま
た
、
本
論
は
平
成
七
年
一
月
一
六
日
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
談
話
会

の
席
上
で
発
表
し
た
も
の
を
基
に
し
て
い
る
。

（
か
ん
だ
・
ひ
ろ
し
　
尼
崎
市
立
尼
崎
高
校
教
諭
）

柏
木
の
　
「
身
」
意
識
に
つ
い
て


