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日
本
文
化
の
過
去
・
現
在
・
未
来　

表
記
の
「
ゆ
れ
」
を
再
考
す
る　
　
　

柴
田
雅
生
＊
日
本
文
化
学
科　

教
授

け
で
す
。
し
か
し
、
国
際
化
社
会
、
情
報
化
社
会
の
到
来
と
と
も
に
、
そ
の
よ

う
な
「
ゆ
れ
」
の
現
象
は
、
か
え
っ
て
、
教
育
・
伝
達
上
の
障
害
と
な
る
お
そ

れ
の
あ
る
こ
と
が
各
方
面
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。（
原
文
横
書
き
。
縦
書

き
用
に
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。
以
下
で
も
原
文
が
横
書
き
の
場
合
は
同

様
の
措
置
を
施
し
た
。
―
引
用
者
注
）

こ
こ
で
は
表
記
の
「
ゆ
れ
」
が
な
る
べ
く
解
消
す
る
方
向
に
進
む
べ
き
も
の
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
る
。
情
報
伝
達
に
は
コ
ー
ド
の
標
準
化
が
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
ゆ
れ
」
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ
出
し
た
の
は
も
う
少
し
早
い
時
期

で
あ
る
。『
日
本
語
学
大
辞
典
』（
二
〇
一
八
年
刊
、
東
京
堂
出
版
）
の
「
ゆ
れ
」
の

項
（
三
井
は
る
み
氏
執
筆
）
は
、「「
ゆ
れ
」「
ゆ
れ
て
い
る
」
と
い
う
用
語
が
初
め

て
現
れ
る
の
は
、
国
立
国
語
研
究
所1956

「
語
形
確
定
の
た
め
の
基
礎
調
査
」
で

あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
そ
こ
で
は
「
語
形
確
定
」
と
題
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
音
声

上
ま
た
は
文
法
上
の
語
形
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
表
記
の
要
素
が
関
わ
ら
な
い
わ

け
で
は
な
い
も
の
の
、
検
討
の
中
心
は
語
形
、
さ
ら
に
言
え
ば
音
の
か
た
ち
（
音
韻

論
的
な
形
態
）
で
あ
っ
た
。「
ゆ
れ
」
そ
の
も
の
を
題
目
と
し
た
浜
田
敦
「
ゆ
れ
」

（『
国
語
国
文
』
31-

6
、
一
九
六
二
年
）
に
お
い
て
も
、「
刻
々
」
や
「
セ
ー
（
身

長
）」「
セ
（
背
）」
な
ど
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
中
心
に
あ
る
の
は
、
音
韻
と

し
て
の
語
形
の
あ
り
か
た
で
あ
る
。

　

こ
の
「
ゆ
れ
」
と
い
う
用
語
が
表
記
と
結
び
つ
く
の
は
、
第
七
期
国
語
審
議
会

（
一
九
六
四
〜
六
六
年
）
で
の
審
議
事
項
と
し
て
、
漢
字
表
記
と
発
音
に
つ
い
て

「
ゆ
れ
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
か
ら
、「
ゆ
れ
」
と
い
う
用
語
が
使
わ
れ

出
し
た
最
初
期
か
ら
、
表
記
に
関
し
て
も
「
ゆ
れ
」
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
た
こ
と

と
な
る
。

　

し
か
し
、
語
形
の
「
ゆ
れ
」、
あ
る
い
は
、
文
法
形
式
の
「
ゆ
れ
」
と
い
っ
た
標

表
記
の
「
ゆ
れ
」
を
再
考
す
る

柴
田
雅
生＊

一　
「
ゆ
れ
」
と
い
う
用
語

　

国
立
国
語
研
究
所
の
研
究
報
告
75
『
現
代
表
記
の
ゆ
れ
』（
一
九
八
三
年
、
秀
英

出
版
）
が
公
刊
さ
れ
て
か
ら
四
十
年
ほ
ど
経
つ
。
日
本
語
の
研
究
に
関
わ
る
用
語
と

し
て
「
ゆ
れ
」
が
、
日
本
語
学
会
（
旧
国
語
学
会
）
編
集
の
辞
典
に
登
場
す
る
の
が

『
国
語
学
大
辞
典
』（
一
九
八
〇
年
、
東
京
堂
出
版
）
か
ら
で
あ
る
か
ら
、
ほ
ぼ
時
期

が
共
通
す
る
。
お
お
よ
そ
四
〇
年
ほ
ど
前
か
ら
「
ゆ
れ
」
と
い
う
用
語
が
定
着
す
る

よ
う
に
な
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

前
述
の
研
究
報
告
は
次
の
言
葉
か
ら
始
ま
る
。

　

日
本
語
の
表
記
法
は
複
雑
だ
と
い
わ
れ
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
正
書
法
的
な
考
え

方
は
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
語
で
は
成
立
し
に
く
い
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
一
語

に
幾
通
り
も
の
表
記
形
式
の
存
在
を
認
め
る
寛
容
さ
が
特
徴
と
さ
れ
て
き
た
わ
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
三
十
号　

二
〇
二
二
年

　

し
か
し
そ
の
一
方
で
、『
日
本
語
大
事
典
』（
二
〇
一
四
年
、
朝
倉
書
店
）
の
「
ゆ

れ
」
の
項
（
真
田
信
治
氏
執
筆
）
の
よ
う
に
、
表
記
に
つ
い
て
実
質
的
に
言
及
し
て

い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
存
在
す
る
。
外
来
語
に
関
す
る
「
ゆ
れ
」
と
し
て

「
ビ
ニ
ル
／
ビ
ニ
ー
ル
」「
ア
イ
デ
ア
／
ア
イ
デ
ィ
ア
」「
ス
コ
ッ
プ
／
シ
ャ
ベ
ル
」

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
仮
名
表
記
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
と
も
言

え
な
く
も
な
い
が
、
主
た
る
対
象
は
語
形
の
「
ゆ
れ
」
で
あ
っ
て
、
表
記
の
「
ゆ

れ
」
に
直
接
触
れ
る
部
分
は
な
い
。
意
識
的
に
表
記
の
「
ゆ
れ
」
を
除
い
た
の
か
は

判
然
と
し
な
い
も
の
の
、
語
形
の
「
ゆ
れ
」
と
は
異
な
る
も
の
が
あ
る
と
捉
え
た
可

能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
。

　

で
は
、
な
ぜ
表
記
の
「
ゆ
れ
」
が
、「
ゆ
れ
」
と
い
う
現
象
の
中
で
、
そ
の
扱
い

が
必
ず
し
も
固
定
化
さ
れ
な
い
の
か
。
そ
れ
は
、「
ゆ
れ
」
と
い
う
用
語
が
適
用
さ

れ
る
基
本
的
な
対
象
が
語
形
の
「
ゆ
れ
」
に
あ
っ
て
、
表
記
の
「
ゆ
れ
」
と
い
う
時

に
は
、
語
形
の
「
ゆ
れ
」
に
は
関
与
し
な
い
要
素
を
多
く
含
ま
ざ
る
を
得
な
い
か
ら

で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

冒
頭
に
掲
げ
た
『
現
代
表
記
の
ゆ
れ
』
で
は
、「
表
記
の
ゆ
れ
と
語
形
の
ゆ
れ
」

と
題
す
る
部
分
で
（
一
七
頁
）、

語
形
の
ゆ
れ
は
、
カ
ナ
な
ど
の
表
音
文
字
を
も
ち
い
た
ば
あ
い
は
、
表
記
の
ゆ

れ
と
混
同
さ
れ
や
す
い
（
漢
字
を
も
ち
い
る
ば
あ
い
は
、
／
キ
ョ
ウ
ソ
ン
（
共

存
）
／
と
／
キ
ョ
ウ
ゾ
ン
（
共
存
）
／
の
よ
う
に
、
表
記
の
レ
ベ
ル
で
は
対
立

は
解
消
し
て
し
ま
う
）。

と
述
べ
た
後
で
、

新
聞
の
調
査
で
は
、
／
ム
ズ
カ
シ
イ
／
と
い
う
見
出
し
語
の
表
記
形
と
し
て
、

準
的
な
形
式
が
想
定
さ
れ
、
対
す
る
非
標
準
形
式
と
の
関
係
が
明
確
と
な
り
や
す
い

（
あ
る
い
は
、
そ
う
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
）「
ゆ
れ
」
に
対
し
て
、
表
記
の
「
ゆ

れ
」
は
多
様
な
要
素
や
条
件
を
包
含
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
標
準
的
な

形
式
を
定
め
る
こ
と
が
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
く
、
仮
に
標
準
的
形
式
を
設
定
で
き

て
も
非
標
準
的
形
式
と
の
関
係
性
は
一
様
で
な
い
。
つ
ま
り
は
、
表
記
の
「
ゆ
れ
」

と
は
、
他
の
語
彙
や
文
法
に
お
け
る
語
形
上
の
「
ゆ
れ
」（
以
下
で
は
、
語
形
の

「
ゆ
れ
」
に
一
括
）
と
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い

か
。
以
下
で
は
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
現
時
点
で
考
え
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い

き
た
い
。二　

表
記
の
「
ゆ
れ
」
と
語
形
の
「
ゆ
れ
」

　

最
初
に
、「
ゆ
れ
」
と
い
う
用
語
が
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す

る
。

　
「
ゆ
れ
」
に
つ
い
て
、
前
述
の
浜
田
論
文
で
は
「
こ
の
様
な
現
象
自
体
が
研
究
の

対
象
と
し
て
注
目
さ
れ
て
か
ら
日
浅
く
、
従
っ
て
、
術
語
そ
の
も
の
も
、
ま
た
概
念

の
内
容
も
、
ま
だ
そ
の
言
葉
通
り
「
ゆ
れ
」
て
い
る
状
態
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
が
、
現
行
の
研
究
辞
典
類
で
は
、「
一
つ
の
言
語

共
同
体
の
中
で
、
意
味
が
同
一
で
形
が
わ
ず
か
に
異
な
る
形
式
が
二
つ
以
上
並
存
し
、

そ
れ
ら
の
現
れ
方
の
規
則
性
が
明
ら
か
で
な
い
状
態
」（『
日
本
語
学
大
辞
典
』「
ゆ

れ
」
の
項
）
な
ど
と
定
義
づ
け
ら
れ
、
少
な
く
と
も
〈
あ
る
共
時
態
に
お
い
て
、
二

つ
以
上
の
形
式
が
並
存
し
て
い
る
こ
と
〉
と
い
う
点
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
共
通
の
認
識

に
至
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
ゆ
れ
」
が
見
ら
れ
る
対
象
と

し
て
、
多
く
の
研
究
辞
典
類
で
、
音
声
・
音
韻
、
語
彙
、
文
法
、
表
記
、
敬
語
、
慣

用
句
を
掲
げ
て
い
る
。
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日
本
文
化
の
過
去
・
現
在
・
未
来　

表
記
の
「
ゆ
れ
」
を
再
考
す
る　
　
　

柴
田
雅
生

　

語
形
の
「
ゆ
れ
」
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
語
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
意
味

と
は
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
い
。
け
れ
ど
も
、
表
記
の
「
ゆ
れ
」
は
、
そ
れ
が
対
象

と
す
る
範
囲
が
、
文
字
種
の
対
立
（
漢
字
―
か
な
―
カ
ナ
）
や
同
一
文
字
種
内
の
対

立
（
同
訓
異
字
、
常
用
漢
字
表
と
表
外
字
な
ど
）、
仮
名
遣
い
、
送
り
仮
名
な
ど
と

広
範
囲
に
わ
た
る
。
語
形
の
「
ゆ
れ
」
と
は
大
い
に
異
な
り
、
む
し
ろ
、
意
味
の
違

い
や
使
い
分
け
を
関
わ
る
場
合
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

再
三
取
り
上
げ
て
い
る
『
現
代
表
記
の
ゆ
れ
』
で
も
、
も
ち
ろ
ん
意
味
に
つ
い
て

言
及
し
て
い
る
。「
ゆ
れ
の
要
因
」
と
し
て
「
意
味
・
用
法
の
差
に
対
応
す
る
ゆ
れ
」

を
挙
げ
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、「
語
形
表
示
の
た
め
の
ゆ
れ
」
や
「
語
形
強
調
の

た
め
の
ゆ
れ
」
な
ど
を
示
し
て
い
る
（
三
二
〜
三
三
頁
）。
こ
れ
ら
と
並
ん
で
「
新

旧
の
差
に
よ
る
ゆ
れ
」
と
「
無
意
図
的
な
ゆ
れ
」
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、

「
新
旧
の
差
に
よ
る
ゆ
れ
」
は
常
用
漢
字
と
表
外
字
と
の
対
立
、
現
代
仮
名
遣
い
と

旧
仮
名
遣
い
の
対
立
、
お
よ
び
両
者
に
付
随
し
て
起
こ
る
も
の
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
。

「
無
意
図
的
な
ゆ
れ
」
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
ゆ
れ
」
の
要
因
が
不
明
な
も
の

で
あ
る
か
ら
、
全
体
を
通
し
て
主
要
な
要
因
は
意
味
に
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
形
式
的
に
は
確
か
に
「
ゆ
れ
」
て
は
い
る
も
の
の
、
表
記
形
式

の
違
い
が
意
味
・
用
法
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
焦
点
を
当
て
る
べ

き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

三　

表
記
の
「
ゆ
れ
」
が
意
味
す
る
も
の

　

本
稿
で
は
、
表
記
の
「
ゆ
れ
」
は
語
形
の
「
ゆ
れ
」
と
は
そ
の
内
実
が
大
き
く
異

な
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
私
と
し
て
は
、
表
記
に
つ
い
て
は
む
し
ろ
「
ゆ
れ
」
と
い

う
概
念
の
適
用
に
慎
重
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。「
ゆ
れ
」
と
言
う
前
に
、

ま
ず
は
複
数
の
表
記
形
式
が
並
存
す
る
理
由
を
十
分
に
解
き
明
か
す
必
要
が
あ
る
の

第
一
段
階
で
は
、
つ
ぎ
の
五
形
が
採
集
さ
れ
た
。

⑊
難
し
い
⑊
、
⑊
ム
ズ
か
し
い
⑊
、
⑊
む
ず
か
し
い
⑊
、
⑊
む
づ
か
し
い
⑊
、

⑊
む
つ
か
し
い
⑊

 

（
／
で
挟
ま
れ
た
部
分
が
語
形
を
表
す
の
に
対
し
て
、
⑊
に
挟
ま
れ
た
部
分
は

表
記
形
式
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
―
引
用
者
注
）

と
い
う
結
果
を
、
表
記
の
「
ゆ
れ
」
と
し
て
は
「
⑊
む
つ
か
し
い
⑊
は
⑊
む
づ
か
し

い
⑊
で
代
表
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。」
と
す
る
。「
見
出
し
語
」
と
は
、「
ゆ
れ
」
と

い
う
現
象
が
見
ら
れ
る
範
囲
を
規
定
す
る
た
め
に
設
け
た
概
念
の
謂
い
で
あ
る
が
、

こ
の
よ
う
な
措
置
を
と
っ
た
の
は
、
⑊
む
づ
か
し
い
⑊
と
い
う
表
記
形
式
を
そ
の
ま

ま
一
つ
の
「
ゆ
れ
」
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
は
「
表
記
の
ゆ
れ
と
語
形
の
ゆ
れ
が
無

秩
序
に
混
在
す
る
お
そ
れ
が
あ
」
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
仮
名
表
記
同
士
を

扱
う
場
合
（
特
に
外
来
語
の
場
合
）、
語
形
の
ゆ
れ
と
紛
れ
な
い
よ
う
、
細
心
の
注

意
が
必
要
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
⑊
難
し
い
⑊
と
い
う
漢
字
を
含
む
表
記
形
式
は
そ
の
ま
ま
／
ム
ズ
カ
シ

イ
／
の
一
表
記
形
式
と
し
て
認
定
さ
れ
る
。
語
形
と
し
て
ム
ズ
カ
シ
イ
が
期
待
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
語
形
上
の
対
立
は
存
在
し
な
い
。
語
形
上
の
対
立
が

な
い
か
ら
こ
そ
、
同
一
の
語
に
対
応
す
る
複
数
の
表
記
形
式
が
表
記
の
「
ゆ
れ
」
と

し
て
認
定
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
場
合
の
表
記
の
「
ゆ
れ
」
は
、
共
時
態
に
お
け
る
複
数
の
形
式
の

並
存
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
い
も
の
の
、
表
記
が
も
つ
視
覚
的
要
素
の
影
響
を
顧

慮
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
視
覚
的
要
素
の
影
響
と
は
主
に
そ
の

表
記
形
式
で
表
さ
れ
る
語
の
意
味
に
関
す
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
⑊
難
し
い
⑊
と
い

う
表
記
形
式
と
⑊
む
ず
か
し
い
⑊
と
い
う
表
記
形
式
は
、
そ
れ
が
表
す
意
味
に
な
に

が
し
か
の
違
い
が
あ
っ
て
、
二
つ
の
表
記
形
式
が
並
存
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
三
十
号　

二
〇
二
二
年

で
は
な
い
か
。
そ
の
際
に
は
「
ゆ
れ
」
で
は
な
く
、「
並
存
」
も
し
く
は
「
共
存
」

と
い
っ
た
用
語
の
方
が
適
切
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

前
掲
の
国
立
国
語
研
究
所
の
報
告
は
、
一
九
八
〇
年
代
制
定
の
常
用
漢
字
表
お
よ

び
現
代
仮
名
遣
い
に
関
連
す
る
成
果
で
あ
り
、
標
準
的
な
表
記
を
目
指
す
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
標
準
化
の
文
脈
に
お
い
て
、「
ゆ
れ
」
と
い
う
用
語
は
ふ
さ
わ

し
い
が
、
そ
れ
を
一
般
的
な
、
特
に
歴
史
的
な
文
献
の
表
記
に
関
わ
ら
せ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
よ
り
限
定
的
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
文
章
を
認
め
た
の
は
、
か
つ
て
、
冒
頭
で
触
れ
た
国
立
国
語
研
究
所

報
告
に
刺
激
さ
れ
て
、
院
政
期
の
資
料
の
表
記
を
論
ず
る
に
あ
た
り
「
ゆ
れ
」
と
い

う
用
語
を
用
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
（「『
打
聞
集
』
に
見
え
る
表
記
の
ゆ

れ
に
つ
い
て
」、『
活
水
論
文
集 

日
本
文
学
科
編
』
31
、
一
九
八
八
年
）。
思
え
ば
、

必
ず
し
も
適
切
な
用
語
で
は
な
か
っ
た
と
今
は
考
え
て
い
る
。

　

高
島
俊
男
氏
は
『
漢
字
と
日
本
人
』（
二
〇
一
六
年
、
講
談
社
）
に
お
い
て
「
昔

は
、
同
じ
こ
と
ば
は
表
記
を
変
え
て
変
化
を
つ
け
る
の
が
む
し
ろ
ふ
つ
う
だ
っ
た
。」

（
三
一
五
頁
）
と
述
べ
、
上
田
秋
成
『
胆
大
小
心
録
』
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。
む
し

ろ
こ
の
よ
う
な
指
摘
を
具
体
的
か
つ
総
合
的
な
調
査
に
よ
っ
て
裏
付
け
る
こ
と
が
、

日
本
語
の
表
記
に
つ
い
て
残
さ
れ
た
課
題
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。


