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は
じ
め
に

中
国
古
典
文
学
に
お
け
る
ジ

ェ
ン
ダ
ー
の
問
題
、
あ
る
い
は
そ
の

社
会
背
景
を
論
じ
よ
う
と
す
る
場
合
、
元
代

に
流
行
し
た
戯
曲
、
ふ

つ
う
元
曲
と
よ
ば
れ
る
作
品
群
は
、
も

っ
と
も
重
要
な
資
料
と
み
な

さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
封
建
的
礼
教
観
念

に
対
す
る
男
女
の
自

由
恋
愛

、
婚
姻
の
自
由
を
問
題
と
す
る
時
、
必
ず
と
い
っ
て
よ

い
ほ

ど
真

っ
先

に
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
は
、
元
曲
中

の
最
大
の
傑
作

と
称
せ
ら
れ
る
『西
廟
記
』
お
よ
び
そ
れ
が
も
と
つ

い
た
金
代
の
『董

解
元
西
廟
記
諸
宮
調
』
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
二

つ
の
作

品
は
、
唐
代

の
伝
奇
小
説

「鶯
鶯
伝
」
に
も
と
づ
き

つ
つ
、

原
作

で
は
男
が
女
を
棄
て
る
結
末
を
二
人
が
結
ぼ
れ
る
ハ
ッ
ピ
ー
エ

ン
ド
に
改
め
、
封
建
的
礼
教
観
念
に
反
抗
し

て
自
由
恋
愛
を
謳
歌
し

た
も
の
と
し
て
、
そ
の
後

の
数
多
く
の
同
類
作

品
の
原
型
と
な

っ
た
。

「青
年
男
女
が
自
由
な
恋
愛
と
婚
姻
を
追
求
す

る
物
語
」、
「反
封
建
礼

　　
　

教
の
作
品
」
と

い
う
こ
の
作
品
に
対
す
る
評
価
は
、
中
国

で
は
定
説

に
な
っ
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
。

ま
た
元
曲
の
代
表
的
な
作
家
で
あ
る
関
漢

卿
は
、
特
に
女
性
を
主

人
公
と
す
る
作
品
を
多
く
書

い
た
こ
と
で
知

ら
れ
、
現
存
す
る
十
八

種

の
作
品
中
、
十

二
種
が
正
旦

(女
性
の
主

役
)
に
よ
る
い
わ
ゆ
る

旦
本

で
あ
る
。
中

で
も
無
実

の
罪
で
刑
死
し
た
女
性

の
悲
劇
を
描

い

た

「賓
蛾
冤
」
、
未
亡
人

の
讃
記
児
が
自
ら
選

ん
だ
再
婚

の
相
手
を
守

り
、自
分
を
妾
に
し
よ
う
と
た
く
ら
む
悪
人
を
機
知
で
撃
退
す
る
「望

江
亭
」、
妓
女
の
趙
醗
児
が
男
に
騙
さ
れ
た
朋
輩

の
妓
女
、
宋
引
章
を

機
知
に
よ
っ
て
救
出
す
る

「救
風
塵
」
、
戦
乱

の
中

で
の
男
女

の
遙
遁
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と
結
婚

を
描
い
た

「拝
月
亭
」
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ

「権
力
階
層
に

よ
る
女
性

へ
の
迫
害
、
売
春
制
度
下
の
妓
女
の
訴
え
、
門
閥
婚
姻
制

度
下
の
女
性
の
愛
情
悲
劇
を
反
映
し
」
、
「女
性
主
人
公

の
さ
ま
ざ
ま

な
境
遇
を
通
じ
て
、
女
性
問
題
を
社
会
問
題
と
し
て
提
出
し
た
」
と

か
　

い
う
評
価
が
、
こ
れ
ま
た
中
国
で
は
定
ま

っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
元
代
は
モ
ン
ゴ
ル
人

の
支
配

の
も
と
で
漢
民
族

は
被
支

配
階
級

と
し
て
圧
迫
さ
れ
た
時
代

で
あ
り
、
元
曲
に
は
女
性
問
題
、

民
族
人
種
問
題
と
い
う
き
わ
め
て
今
日
的
な
テ
ー

マ
が
あ
つ
か
わ
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
点
、
こ
れ
ら
の
問
題

に
関
心
を
も
つ
多
く

の

研
究
者

に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
の
考
察
が
な
さ
れ
た

の

は
い
わ
ば
当
然

で
あ

っ
た
。

し
か
し
こ
れ
ま
た
当
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
元
曲
の
多
く
の
作

品
に
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
か
ら
見

て
女
性
問
題
を
テ
ー

マ
と
し
た
も

の
が
あ
る
と
し
て
も
、
関
漢
卿
な
ど
当
時

の
作
者
た
ち
が
、
わ
れ
わ

れ
と
同

じ
よ
う
に
女
性
解
放
、
自
由
恋
愛
な
ど
と
い
う
観
念
を
明
確

に
も

っ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
。
今
日
の
目
か
ら
見
て
そ
の
よ
う
な

テ
ー

マ
を
も

つ
と
解
釈

で
き
る
作
品
に
お
い
て
も
、
当
時

の
作
者
た

ち
は
、
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
思
考
回
路

に
よ

っ
て
そ
の
テ
ー
マ
に
到
達

し
た
と

は
か
ぎ
ら
な

い
の
で
あ
る
。

本
論

の
目
的
は
、
女
性
問
題
を
め
ぐ
る
今
日
的
問
題
意
識
を
許
容

す
る
こ
れ
ら
元
曲
作
品

の
テ
ー
マ
に
、
当
時

の
作
者
た
ち
は
い
か
に

し
て
た
ど
り

つ
い
た

の
か
を
、
実
際

の
作
品
に
即
し
て
考
え
て
み
る

こ
と
で
あ
る
。
元
曲

は
、
舞
台

で
上
演
さ
れ
る
演
劇
、
当
時

の
言
葉

で
い
え
ぼ
雑
劇
と
、
宴
会
の
席
な
ど
で
た
だ
歌
わ
れ
る
だ
け

の
散
曲

に
大
別
さ
れ
る
。
う
ち
雑
劇
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
論
者
に

よ

っ
て
考
察
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、

こ
こ
で
は
比
較
的
論
じ
ら
れ

る
こ
と
の
少
な
い
散
曲
、
そ
の
中

で
も
従
来

ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て

来
た
作
品
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た

い
。

強

い
女
と
弱

い
男

　ヨ
　

戴
不
凡

「関
漢
卿
筆
下
婦
女
性
格
的
特
徴
」

は
、
関
漢
卿
の
作
品

に
よ
く
登
場
す
る
の
は
、
「溌
辣
味
」
を
帯
び

た

「不
好
惹
」
な
女
性

で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
中
国
語

の

「溌
辣
」
と
い
う
言
葉
は
、
日

本
語

の
溌
刺
と
語
源
を
同
じ
く
し
つ
つ
、
そ

の
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
大

い

に
異
な
り
、
溌
刺
に
し
て
辛
辣
、
も

っ
ぱ
ら
毒
気

の
あ
る
男
勝
り
の

女
性
を
形
容
す
る
語
で
あ
る
。
疑
辞
で
あ
る

こ
と
が
多
い
が
、
聡
明

で
有
能
、
男
を
男
と
も
思
わ
ぬ
小
気
味
よ
さ
を
言
う
場
合
、
必
ず
し

も
疑
辞

で
は
な
い
。
戴
氏

の
言
わ
ん
と
す
る
と

こ
ろ
は
、
む
ろ
ん
後

者
で
あ
ろ
う
。
「不
好
惹
」
は
、
手
ご
わ
い
、
あ
な
ど
り
が
た
い
と
で

も
訳
せ
ば
よ
か
ろ
う
。
た
と
え
ば
悪

い
男
を
手
玉
に
と

っ
て
ま
ん
ま

と
騙
し
、
し
か
も
そ
の
男
を
面
と
向
か
っ
て
罵
倒
し

つ
く
す

「救
風

塵
」
の
趙
紛
児
な
ど
は
、
さ
し
ず
め
関
漢
卿

の
描
く

「溌
辣
」

に
し

て
手
ご
わ
い
女
性
の
代
表
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
女
性
像
は
、

ひ
と

り
関
漢
卿
だ
け
で
は
な
く
元
曲
で
は
お
な
じ

み
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

『西
廟
記
』
で
男
女
主
人
公
の
逢

い
引
き
の
仲

立
ち
を
す
る
小
間
使

い
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の
紅
娘
な
ど
も
、
や
は
り
こ
の
部
類
に
入
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
散

曲
で
は
こ
の
種

の
女
性
像

は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い

る
で
あ
ろ
う
か
。
関
漢
卿
を
は
じ
め
と
す
る
雑
劇
作
者

の
大
部
分
は
、

ま
た
散
曲
作
家
で
も
あ
り
、
散
曲
に
同
じ
よ
う
な
人
物
類
型
が
見
ら

れ
る
の
は
、
当
然
予
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
ず
関
漢
卿

の
作

品
を
見

て
み
よ
う
。
以
下
、
引
用
は
す
べ
て
階
樹
森
編

『全
元
散
曲
』

(中
華
書
局
、

一
九
六
四
)
に
よ
る
。

[仙
呂

・
一
半
児
]
題
情

碧
紗
窩

外
静
無
人
。
脆
在
林
前
忙
要
親
。
罵
了
箇
負
心
回
轄
身
。

錐
是
我
話
見
唄
。

一
半
見
推
僻

一
半
兇
肯
。
(『全
元
散
曲
』

一
五

六
頁
)

緑

の
カ
ー
テ
ン
を
か
け
た
窓
の
外
は
シ
ン
と
し
て
だ
れ
も
い
な

い
。

そ
れ
を
い
い
こ
と
に
私
の
ベ
ッ
ト
の
前
に
脆
き
、
あ
わ
た

だ
し
く
口
づ
け
を
求
め
る
男
。

こ
の
薄
情
者
め
!
と
罵

っ
て
、

く
る
り
と
背
を
向
け
る
私
。
言
葉
で
は
怒

っ
て
い
て
も
、
半
分

は
い
や

い
や
半
分
は
承
知
。

恋
人
の
不
実
を
な
じ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
恋
の
駆
け
引
き
に
使

お
う
と
す

る
し
た
た
か
な
女
性
、
あ
る
い
は
微
妙
に
揺
れ
動
く
女
性

心
理
を
巧

み
に
描
い
た
小
品
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
工
異
曲
の
作
品
を

も
う
ひ
と

つ
挙
げ
よ
う
。

商
挺

[商
調

・
播
妃
曲
]

只
恐
伯
窩
間
人
礁
見
。
短
命
休
寒
賎
。
直
急
地
胞
膝
軟
。
禁
不
過

敲
才
厩
蒸
煎
。
休
且
観
門
前
、
等
的
無
人
呵
旋
轄
。
(『全
元
散
曲
』

六
四
頁
)

窓
か
ら
だ
れ
か
の
ぞ
い
て
い
な
い
か
し
ら
。
こ
の
意
気
地
な
し

っ

た
ら
、
げ
す
な
真
似
は
や
め
て
。
そ
ん
な
に
膝
が
軟
ら
か
い

の
?

こ
の
な
ら
ず
者
し
つ
こ
い
っ
た
ら
な
い
。あ
ん
た
ち
ょ
っ

と
門
の
と
こ
ろ
を
見
て
ら

っ
し
ゃ
い
。

だ
れ
も
い
な
く
な

っ
た

ら
も
ど

っ
て
来

る
の
よ
。

商
挺

の
こ
の
作
品
は
、
関
漢
卿
と
同
じ
く
女

性
の
前
で
脆
く
男
を

描

い
た
も
の
だ
が
、
恋
人
が
脆
く

こ
と
を
膝

が
軟
ら
か
い
と
言

い
、

「短
命
」

(死
に
ぞ
こ
な
い
)、

「寒
賎
」

(げ
す
)
、
「敲
才
」
(打
た
れ

て
当
然

の
者
)
な
ど
罵
語
を
連
発
す
る
辛
辣

さ
、
恋
人
を
あ
ご
で
使

う
気

の
強
さ
は
関
漢
卿
の
描
く
女
性
以
上

で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に

男
を
脆
か
せ
、
男
に
命
令
す
る
女
性

は
、
元

曲
以
前

の
文
学
に
は
、

た
え
て
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ

っ
た
。

右
の
二
曲
は
未
婚

の
恋
人
同
士
を
あ

つ
か

っ
た
も
の
で
あ
る
が
、

中
に
は
夫
婦
間

の
情
景
を
描

い
た
作
品
も
あ

る
。

無
名
氏

[中
呂

・
紅
刺
繍
鮭
]

不
甫
能
尋
得
箇
題
目
。
鮎
銀
燈
推
看
文
書

。
被
肉
鐵
索
夫
人
緊
纒

住
。
又
使
得
他
煎
茶
去
。
又
使
得
他
倣
衣
服
。
倒
蒸
得
我
先
睡
去
。

元曲の女性像71



(『全
元
散
曲
』

一
六
九
〇
頁
)

や

っ
と
口
実
を
さ
が
し
て
、
灯
を
と
も
し
本
を
読
む
ふ
り
を
し

て

い
る
と
、
肉

の
鉄
条

の
よ
う
な
奥
方
に
ぴ

っ
た
り
と
ま
と
い

つ
か
れ
、
ち
ょ
っ
と
お
茶
を
煎
れ
て
き
て
く
れ
、
裁
縫

で
も
し

に

い
っ
た
ら
と
言
っ
て
い
る
う
ち
に
、
こ
っ
ち
が
疲
れ
て
先
に

寝
て
し
ま

っ
た
。

恰
睡
到

三
更
前
後
。
款
款
的
擦
下
床
頭
。
不
堤
防
帰
酒
夫
人
被
窩

児
里
捜
。
這
場
事
無
干
浄
、
這
場
事
急
干
休
。
嘘
得
我
摸
盆
児
推

浄
手
。

(同
右
)

真
夜
中
ま
で
寝

て
い
る
と
、
だ
れ
か
が
ベ
ッ
ド
を
ゆ
っ
く
り
と

さ
す

る
気
配
、
お
や
ま
あ
酒
に
酔

っ
た
奥
方
が
布
団

の
中
を
さ

ぐ

っ
て
い
る
。

こ
れ
は
た
い

へ
ん
、
こ
れ
は
た
だ
で
は
す
ま
な

い
。
び

っ
く
り
し
て
漫
瓶
を
さ
が
し
小
用
を
足
す
ふ
り
。

こ
の
夫

は
、
お
そ
ら
く
科
挙
を
受
け
よ
う
と
す
る
書
生
で
あ
ろ
う
。

「題
目
」
と
い
う
の
は
口
実
で
あ
る
と
と
も
に
、
試
験
の
課
題

で
も
あ

る
。
し
か
し
彼

は
本
気

で
勉
強
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

本
を
読
む

ふ
り
を
す
る
だ
け
で
、
本
心
は
た
だ
迫

っ
て
く
る
妻
か
ら

逃
げ
た
い
だ
け
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も

「肉
鐵
索
夫
人
」
と

は
な
ん
と

い
う
言
葉

で
あ
ろ
う
。
彼
女
を
な
ん
と
か
追

い
や
ろ
う
と

す
る
う
ち

に
疲
れ
て
寝

て
し
ま
う
夫
。
そ
し
て
真
夜
中
に
布
団
の
中

に
そ

っ
と
探
り
を
入
れ
る
酔

っ
た
妻
、
夫
は
慌

て
て
漫
瓶
を
手
に
し

て
、
ま
た
も
や
逃
げ
よ
う
と
す
る
。

夫
婦

の
夜

の
情
景
を
滑
稽
に
描

い
た
作
品

で
は
あ
る
が
、
譜
誰
の

中

に
は
ぞ
っ
と
す
る
よ
う
な
冷
た
い
現
実
が
隠
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

よ
う
な
作
品
は
、
後
世
の
小
説
や
芝
居
の
場
面
に
は
あ
る
い
は
あ
る

か
も
知
れ
な
い
が
、
韻
文
文
学
と
し
て
は
、
元
曲

の
前

に
も
後
に
も

見

い
だ
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。

無
名
氏

の
こ
の
作
品
と
先
に
あ
げ
た
関
漢
卿
、
商
挺

の
作
品
を
あ

わ
せ
て
読
め
ば
、
そ
こ
に
は
、
結
婚
す
る
前

に
は
恋
人
の
好
意
を
得

よ
う
と
ベ
ッ
ト
の
前
に
脆

い
た
男
が
、
結
婚
後
に
は
今
度

は
ベ
ッ
ト

に
迫
る
妻
か
ら
な
ん
と
か
逃
げ
よ
う
と
滑
稽
な
努
力
を
す
る
と
い
う
、

い
つ
の
時
代
、
ど

の
社
会
に
も
あ
り
そ
う
な
男
女

の
哀
し
い
現
実
が

浮
か
び
あ
が

っ
て
く
る
。
そ
れ
は
中
国
文
学

に
お
い
て
、
元
代

の
散

曲

の
み
が
描
き
え
た
独
自

の
世
界
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
散
曲
は
、

こ
の
よ
う
な
他
の
ジ
ャ
ン
ル
に
は
見
ら
れ
な
い

独
自

の
テ
ー

マ
だ
け
を
扱

っ
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
中
国

の
韻
文
文
学

の
流
れ
か
ら
見
る
と
、
元

の
散
曲
は
唐
代

の
詩
、
宋
代

の
詞
の
後
に
位
置
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
過
去

の
文
学

の
遺
産

を
多
く

継
承
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

唐
詩
や
宋
詞
に
お
い
て
女
性
を
描
く
代
表

的
な
テ
ー
マ
は
、

い
わ

ね
や

ゆ
る
閨
怨
詩
で
あ
ろ
う
。
遠
く
離
れ
た
夫
、自

分
を
棄
て
た
男
を
閨

の

中

で

一
人
さ
み
し
く
待
ち
、
怨
む
女
性
の
姿

を
描

い
た
閨
怨
詩

は
、

六
朝
以
来
の
詩
歌
の
歴
史

の
中

で
長
い
伝
統

を
も

っ
て
お
り
、
元
曲

に
お
い
て
も
や
は
り
重
要
な
テ
ー

マ
で
あ
っ
た
。
閨
怨
詩
は
春
や
秋

の
季
節
の
情
景
を
と
も
な
い
、
い
わ
ゆ
る
景
情
相
生
に
よ

っ
て
季
節
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感
に
触
発
さ
れ
た
女
性

の
情
感
と
景
物

の
中

で
の
女
性

の
姿
を
歌
う

の
が
常
套

で
あ
り
、
中
で
も
春

の
愁

い
、
春

の
怨
み
は
そ
の
典
型
的

な
例
で
あ

る
。
次
に
、
こ
の
テ
ー

マ
を
歌

っ
た
散
曲
の
套
数

(組
曲
)

で
あ
る
劉
庭
信

の

「春
恨
」
(
『全
元
散
曲
』

一
四
四
五
頁
)
を
挙
げ

て
み
よ
う
。

[隻
調

・
新
水
令
]
春
恨

枕
痕

一
線
印
香
臆
。
整
春
山
雨
轡
眉
黛
。
整
金
銀
野
玉
笑
、
出
繍

戸
下
瑠
階
。
穿
着
封
窄
窄
弓
鮭
。
剛
行
出
繍
簾
外
。

頬
に
残
る

一
筋

の
枕

の
痕
、春

の
山
な
す
二
つ
の
眉
を
ひ
そ
め
、

か
ん
ざ
し

轡

整
え
ん
と
玉

の
指
を
の
ば
し
、
美
し
き
戸
を
出
て
階
を
く

だ
る
。
小
さ
な
靴
は
き
て
、
簾
の
外
に
出
て
み
れ
ば
。

[駐
馬
聴
]
寂
寂
瑞
階
。
春
日
閲
珊
景
物
乖
。
困
人
天
色
。
不
堪
流

洗
傍
粧
壼
。
梨
花
寂
翼
玉
容
衰
。
海
裳
零
落
嚥
脂
敗
。
自
裁
劃
。

今
春
更
比
前
春
熟
。

さ
び

し
き
玉
の
階
、
春
も
終
わ
り

の
や
る
せ
な
さ
。
景
色
は
移

ろ

い
、
け
だ
る
い
天
気
、
鏡
台
で
化
粧
す
る
も
も
の
う

い
。
梨

か
ん
ば
せ

ぺ
に
お
し
ろ
い

の
花
盛
り
を
過
ぎ
花

の
顔

は
衰
え
、海
業

の
花
散
り
て
紅
白
粉

は

色
あ
せ
た
り
。
思
え
ば
、
今
年
の
春

は
去
年
よ
り
さ
ら
に
悪
し
き
。

[喬
牌
児
]
指
尖
見
弾
破
臆
。
涙
珠
児
鎭
長
在
。
自
從
他
去
了
厭
厭

害
。
這
病
便
重
如
山
深
似
海
。

指
先

で
頬
ぬ
ぐ
う
、
玉

の
涙
は
と
め
ど
な
し
。
彼

の
人

の
行
き

て
よ
り
う

つ
う

つ
と
煩

い
、
病
は
山
よ
り
も
重
く
海
よ
り
も
深

　
o

[雁
兜
落
]
獺
掻
這
鴛
鴛
交
頸
銀
。
差
繋
這
灘
鵜
合
漱
帯
。
傭
把
這

鷺
鳳
錦
褥
鋪
、
愁
將
這
弱
翠
鮫
納
蓋
。

お
し
ど

り

鴛
鴛
の
首
交
わ
し
た
る
管
挿
す
も
も
の
う
く
、
鴛
鴛

の
合
わ
せ

お
お
と
り

帯
し
め
る
も
差
ず

か
し
。
鳳
の
縫

い
取
り
し
た
る
錦

の
布
団
も

敷
か
ず
、
斐
翠
色
の
薄
絹
を
被
る
や
る

せ
な
さ
。

[得
勝
令
]
籔
鵤
兜
燥
庭
椀
。
車
馬
過
長

街
。
準
備
着
月
下
星
前

拝
。
安
排
着
春
杉
和
涙
楷
。
打
畳
起
愁
懐
。
伯
不
待
寧
心
耐
。
悶

日
月
難
握
。
我
則
伯
青
春
不
再
來
。

か
さ
さ
ぎ

め
で
た
き
鵠

は
庭
の
椀

に
鳴
く
も
、
車
馬
は
道
を
過
ぎ
ゆ
く
。

月
の
下
星

の
前

に
祈
ら
ん
と
、
春

の
衣
整
え
て
す
ら
涙
を
ぬ
ぐ

う
。
愁

い
の
心
う
ち
畳
み
、
耐
え
忍
ば

ん
と
は
思
え
ど
も
、
せ

ん
な
き
月
日
は
遣
り
が
た
く
、
青
春
は
二
度
と
来
ぬ
か
と
気
に

病
む
ば
か
り
。

[滴
滴
金
]
空
着
我
便
耳
熱
眼
跳
。
心
神
悦

忽
、
失
驚
打
怪
。
莫
不

是
薄
幸
可
憎
才
。
我

一
會
家
腹
熱
腸
荒
、
心
忙
意
急
、
行
出
門
外
。

空
着
我
便
立
遍
蒼
苔
。

わ
け
も
な
く
我
が
耳
熱
く
目
頭
震
え
、

心
も
そ
ぞ
ろ
に
、
驚
き

怪
し
み
、
も
し
や
薄
情
な
憎

い
男

の
帰

り
た
る
や
と
、
し
ば
し

の
胸
騒
ぎ
、
心
せ
わ
し
く
、
外
に
出

て
み
れ
ば
、
あ
だ
に
立
ち

つ
く
す
足
も
と
に
苔
は
む
し
た
り
。

[折
桂
令
]
將

一
塊
望
夫
石
霧
鎖
雲
麺
。
到
如
今
燕
侶
鴬
傭
、
柾
惹

的
蝶
笑
蜂
猜
。
幾
時
能
鉤
軍
鳳
成
壁
、
錦
鴛
作
封
。
魚
水
和
譜
。
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紛
佳
期

今
春
左
側
。
海
巣
開
不
見
他
回
來
。
想
俺
那
多
才
。
柳
随

花
街
。
莫
不
是
謝
館
秦
櫻
、
多
慮
在
走
馬
章
壁
。

つ
ま夫

待

ち
て
石
と
化
し
た
る
我
が
姿
さ
ら
に
霧
と
雲

は
覆

い
、
も

は
や
仲
睦
ま
じ
き
似
合

い
の
二
人
と
言
う
も
お
ろ
か
、
あ
だ
に

蝶
や
蜂

に
あ
ざ
笑
わ
れ
ん
。
鳳
の
つ
が
い
と
な
り
、
鴛
鴛

の
仲

睦
ま
じ
く
、
魚
水

の
楽
し
み
か
な
う
は
い
つ
の
日
ぞ
。

こ
の
春

は
佳

き
知
ら
せ
あ
ら
ん
と
待
ち
望
み
し
が
、
海
業

の
花
開
く
も

彼

の
人
は
帰
ら
ず
。
あ
の
移
り
気
な
男
、
柳

の
巷
、
花

の
小
道

く

る

わ

に
迷

い
込
み
、
も
し
や
謝
館
秦
槙

あ
た
り
か
、

お
お
か
た
は

い
う
ま
ち

章
壼

に
馬
走
ら
せ
ん
。

晩
春

の
物
憂

い
景
色

の
中
、
閨
で

一
人
ひ
た
す
ら
帰
ら
ぬ
男
を
待

ち
わ
び
、

吉
兆
と
い
わ
れ
る
鵠
の
鳴
き
声
な
ど
に

一
喜

一
憂
す
る
女

性
の
姿
、

こ
こ
ま
で
は
伝
統
的
な
閨
怨
詩

に
お
い
て
繰
り
返
し
歌
わ

れ
て
き
た
女
性

の
イ
メ
ー
ジ
と
大
き
な
違

い
は
な
い
。
こ
の
時
代

の

人
々
に
と

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
、
ま
た
そ
こ
で
使
わ
れ
る

数
々
の
語
彙

や
修
辞
、
た
と
え
ば

「春
日
關
珊
」、
「困
人
天
色
」
、
「梨

花
寂
真
」
、

「海
業
零
落
」
な
ど
は
、
そ
れ
以
前

の
古
典
詩
歌

の
中
の

閨
怨
詩
、

な
か
ん
ず
く
、
す
ぐ
前

の
時
代
で
あ
る
宋
代
の
詞

の
そ
れ

に
よ

っ
て
す
で
に
お
な
じ
み
で
あ
り
、
む
し
ろ
陳
腐
な
も

の
で
さ
え

あ

っ
た
ろ
う
。

強
い
て

い
え
ば
、
帰
ら
ぬ
男
が
も
し
や
色
町
で
遊
ん
で
い
る
の
で

は
な
い
か
と
具
体
的
に
想
像
し
て
い
る
最
後
の
部
分
が
目
新
し
い
と

い
え
ば
目
新
し

い
。
古
典
詩
歌
の
閨
怨
詩

で
は
、
物
思

い
に
沈
む
女

性
の
姿
を
描
写
す
る
の
が
主

で
、
こ
の
よ
う
な
内
心
奥
底

の
生
々
し

い
現
実
に
ま
で
触
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
か
し

こ
の
よ
う
な
想
像
が
、

こ
の
場
合

の
女
性
と
し
て
は
き
わ
め
て
自
然

な
も
の
で
あ
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
こ
の
具
体
的
な
想
像
か
ら
、
終
曲

[尾

聲
]

の
意
外
な
展
開
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

[尾
聲
]
來
時
節
喫
我

一
會
閑
頓
檸
。
我
可
便
不
比
其
他
性
格
。
那

其
間
信
人
搬
弄
的
耳
朶
兜
來
撤
、把
俺
那
薄
幸
的
嬌
才
面
皮
上
掴
。

帰

っ
て
き
た
ら
、
思

い
っ
き
り
だ
だ
を

こ
ね
て
困
ら
せ
て
や
る

わ
。
私

は
他
の
人
の
よ
う
に
や
さ
し
い
気
性
じ
ゃ
な
い
わ
よ
。

そ
の
時

は
、
人

の
た
く
ら
み
を
聞
い
て
言
い
な
り
に
な

っ
て
い

よ
こ
っ
つ
ら

る
あ

い
つ
の
耳
を
ひ
っ
つ
か
ん
で
、
薄
情

な
横

面
を
は
り
た
お

し
て
や
る
わ
。

「頓
捧
」
と
は
物
を
激
し
く
投
げ

つ
け
る
こ
と
、
こ
の
気
性

の
激
し

い
女
性
は
、
ま
ず
男
に
物
を
投
げ

つ
け
、
つ
い
で
男
の
耳
を
引

っ
張

っ

て
平
手
打
ち
を
食
ら
わ
そ
う
と
い
う
の
で
あ

る
。

こ
れ
は
伝
統
的
な

閨
怨
詩
に
は
絶
対
に
み
ら
れ
な

い
情
景
で
あ

ろ
う
。
こ
こ
で
、
そ
れ

ま
で
の
恋
人

の
帰
り
を
ひ
た
す
ら
待
ち
わ
び

る
可
憐

で
哀
れ
む
べ
き

女
性
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
は

一
気
に
こ
わ
れ
、
溌
辣
な
女
性

へ
と
大
変

身
を
と
げ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
以
前

の
部
分
で
ず

っ
と
閨
怨
詩
の

常
套
句
を
連
ね
て
来
た
だ
け
に
、
そ
れ
ら
と
俗
語
を
自
在
に
使

っ
た
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こ
の
終
曲

と
の
落
差
は
使
用
言
語
面
で
も
大
き
く
、
最
後
に
意
外
な

ど
ん
で
ん
返
し
を
設
け
た
趣
向

と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
古
典
詩
詞

と
同
じ
閨
怨
と
い
う
テ
ー

マ
を
あ

つ
か

い
な
が
ら
、
こ
こ
に
も
や
は

り
元
曲
特
有
の
溌
辣
な
女
性
が
最
後
に
顔
を
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
男

を
た
だ
待

つ
だ
け

の
お
と
な
し
い
女
性
を
描
く
従
来

の
閨

怨
詩
か
ら
、
大
き
く
逸
脱
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
作

品
と
同
じ
よ
う
に
、
伝
統
的
な
閨
怨
詩
の
パ
タ
ー
ン
を
踏

襲
し

つ
つ
、
最
後
に
女
性
の
溌
辣
な

一
面
が
顔
を
出
す
趣
向

は
、
散

曲
の
中

で
ひ
と

つ
の
定
型
に
な

っ
て
お
り
、
ほ
か
に
も
同
類
の
作
品

が
見
ら

れ
る
。
も
う
ひ
と

つ
の
例
と
し
て
、
王
曄

の
組
曲

「閨
怨
」

の
最
後

の

「尾
声
」
の
部
分

の
み
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

[尾
聲

]
來
時
脆
膝
児
在
床
前
間
、
將
那
厩
読
舌
頭
裾
刀
児
砕
刎
。

先
將
他
拠
閃
去
的
罪
名
見

一
件
件
招
、
後
把
受
用
過
凄
涼

一
星
星

誰
了
本
。

(『全
元
散
曲
』

一
〇
九
三
頁
)

あ

い
つ
が
帰

っ
て
来
た
ら

ベ
ッ
ド
の
前

に
脆
か
せ
て
尋
問
し
て

や
る
わ
。
あ
の
嘘

つ
き
の
舌
を
守
り
刀
で
切
り
裂

い
て
、
ま
ず

は
私

を
ほ
っ
た
ら
か
し
に
し
た
罪
を
ひ
と

つ
ひ
と

つ
白
状
さ
せ
、

そ
れ
か
ら
こ
れ
ま
で
我
慢
し
た
さ
み
し
さ
の
元
を
ひ
と

つ
残
ら

ず
全

部
と

っ
て
や
る
。

こ
こ
で
の
女
性
は
、
先
の
作
品
の
よ
う
に
男

の
耳
を
ひ
っ
ぱ

っ
て

平
手
打
ち
を
く
わ
え
る
か
わ
り
に
、
男
を
脆
か
せ
て
そ
の
不
実
を
な

じ
り
、
罪
状
を
白
状
さ
せ
た
後
、
こ
れ
ま
で

の
償

い
を
し

っ
か
り
さ

せ
よ
う
と
い
う
魂
胆
で
あ
る
。
ま
る
で
罪
人
に
臨
む
裁
判
官
さ
な
が

ら
、
あ
る
い
は

「讃
本
」
と
い
う
の
は
商
売

で
元
金
を
回
収
す
る
こ

と
で
あ
る
か
ら
、
恋
愛
を
商
売
の
損
得
勘
定

の
よ
う
に
考
え
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。
こ
の
表
現
に
は
実

は
先
例
が
あ
り
、
『董
解
元
西
廟
記

　
る
　

諸

宮

調

』
に

、

[尾
]
億
或
明
日
見
他
時
分
。
把
可
憎
的
媚
瞼
見
、
飽
看
了

一
頓
。

便
徹
受
了
這
栖
憧
也
正
本
。
(巻

こ

も
し
明
日
あ
の
人
に
あ

っ
た
ら
、
憎
た

ら
し
い
あ
の
人
の
美
し

い
顔
を
飽
き
る
ほ
ど
見
て
や
ろ
う
。
そ

う
す
れ
ば
さ
み
し
い
思

い
を
我
慢
し
た
の
も
元
が
と
れ
る
と

い
う
も
の
。

と
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
張
生
が
片
思

い
の
相
手

の
女
性
、
鴬
鴬

を
思

っ
て
言

っ
た
言
葉
で
あ
り
、
し
か
も
相

手
の
顔
を
み
れ
ば
気
が

済
む
の
で
あ
る
か
ら
、
王
曄

の
描
く
女
性
に
く
ら
べ
れ
ば
し
お
ら
し

い
も
の
で
あ
ろ
う
。
王
曄
の
こ
の
表
現
は
、

お
そ
ら
く

『董
解
元
西

庸
記
諸
宮
調
』
の
右
の
箇
所
を
ふ
ま
え
て
お
り
、
元
曲
の
直
接

の
母

体
と
い
わ
れ
る
諸
宮
調
と
の
比
較
に
よ
っ
て
も
、
溌
辣
な
女
性
像
と

い
う
元
曲

の
特
徴
は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
積
極
的
で
強

い
女
性
、
そ
し

て
そ
れ
に
く
ら
べ
て
ど

ち
ら
か
と
い
う
と
頼
り
な
く
女
性
的
で
、
時

に
強

い
女
性
か
ら
逃
れ

よ
う
と
す
る
男
、

こ
の
男
女
の
パ
タ
ー
ン
は
、
雑
劇
と
散
曲
を
問
わ
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ず
元
曲

に
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。

い
や
た
ん
に
元
曲

だ
け
で
な
く
、
元
以
降

の
小
説
や
戯
曲
作
品
に
お
い
て
は
、
こ
の
種

の
男
女
関
係
が
む
し
ろ
ふ
つ
う
で
あ
る
と
言

っ
て
も
け

っ
し
て
過
言

で
は
な

い
。
た
と
え
ば

『白
蛇
伝
』
で
男
を
ど

こ
ま
で
も
追
い
か
け

て
ゆ
く
白
蛇
の
化
身
、
白
素
貞
と
、
彼
女
か
ら
な
ん
と
か
逃
れ
よ
う

と
し
な

が
ら
結
局
は
彼
女

の
積
極
性
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
て
し
ま
う
許

仙
な
ど

は
、
そ
の
典
型
的
な
例

で
あ
ろ
う
。

し
か
も

こ
の
よ
う
な
男
女
関
係

は
、
小
説
や
戯
曲
な
ど
の
文
学

の

世
界
に
お
い
て
の
み
で
な
く
、
近
世
以
降
、
現
代
に
い
た
る
ま
で
の

現
実
の
社
会
に
お
い
て
も
、
あ
る
程
度

の
普
遍
性
を
も
つ
よ
う
に
思

え
る
。
文
学
に
お
け
る
男
女
関
係

は
、
実
際
の
男
女
関
係
を
反
映
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
特

に
い
わ
ゆ
る
溌
辣
な
女
性
は
、
近
世
の
中
国

女
性

の
ひ
と
つ
の
特
徴

で
あ
る
と
思
え
る
。
文
学
作
品
な
ら
ぼ

『金

瓶
梅
』

の
溜
金
蓮
、
『
紅
楼
夢
』

の
王
煕
鳳
な
ど
が
そ
う
で
あ
ろ
う

し
、
現
実

の
人
物
と
し
て
な
ら
、
た
と
え
ば
毛
沢
東
夫
人
の
江
青
な

ど
を
、
す
ぐ
に
思
い
浮

か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
溌
辣

な
強

い
女
性

が
、
な
ぜ
元
曲
に
は
じ
め
て
登
場
す
る
の
か
、

ま
た
そ
れ
に
は
ど
の
よ
う
な
社
会
的
背
景
が
あ
る
の
か
な
ど
は
興
味

深
い
問
題

で
あ
ろ
う
。

二

醜
い
女
性

元
代
の
散
曲
に
は
、
右

の
溌
辣
な
女
性
以
外

に
、
も
う
ひ
と

つ
き

わ
だ
っ
た
特
徴
を
も
つ
女
性
像
を
描
く

一
連

の
作
品
が
あ
る
。
そ
れ

は
醜

い
女
性
、
あ
る
い
は
女
性

の
身
体
の

一
部
の
醜
さ
を
描
く
作
品

で
あ
る
。
ま
ず
こ
れ
も
関
漢
卿
の
作
品
か
ら
引
用
し
よ
う
。

[仙
呂

・
醇
扶
蹄
]
禿
指
甲

十
指
如
枯
筍
。
和
袖
捧
金
樽
。
揚
殺
銀
箏
字
不
眞
。
揉
廣
天
生
鈍
。

縦
有
相
思
泪
痕
。
索
把
拳
頭
捏
。

(『全
元
散
曲
』

一
五
五
頁
)

「禿
げ
た
爪
」
十
本

の
指

は
ま
る
で
枯
れ
た
筍
の
よ
う
。
袖

に
隠

し
て
酒
壺
を
さ
さ
げ
も
つ
。
琴
を
い
く

ら
弾

い
て
も
音
程
が
狂

い
、痒

い
と
こ
ろ
を
掻
い
て
も
ら

っ
て
も
ま
る
で
物
足
り
な

い
。

た
と
え
片
思
い
の
涙

の
痕
が
あ

っ
て
も
、
こ
れ
で
は
拳
骨

で
ぬ

ぐ
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

美
人
の
白
魚

の
よ
う
な
美
し
い
指
は
、
中
国

の
古
典
詩
歌

で
は
「春

筍
」
、
「玉
第
」
な
ど
し
な
や
か
な
筍

に
喩
え
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。

そ
の
し
な
や
か
な
筍

の
よ
う
な
指

で
酒
を
つ
ぎ
、
琴
を
弾
き
、
あ
る

い
は
恋
人
を
思

っ
て
涙
を
ぬ
ぐ
う
姿

は
、

こ
れ
ま
た
そ
れ
以
前

の
古

典
詩
歌
に
お
け
る
美
人
描
写
の
常
套

で
あ

っ
た
。
「痒

い
と
こ
ろ
を
掻

く
」
と
い
う
の
は
、
魏

の
曹
　

『列
異
伝
』

に
み
え
る
仙
女
、
麻
姑

の
長

い
爪

で
背
中
を
掻

い
て
も
ら
う
と
い
う
話
に
も
と
つ
く
。

と
こ
ろ
が
関
漢
卿
描
く
こ
の
女
性

の
指
は
ま
る
で
枯
れ
た
筍
の
よ

う
で
あ
る
と
い
う
。
題

の

「禿
げ
た
爪
」
と

い
う
の
は
、
お
そ
ら
く

爪

の
マ
ニ
キ

ュ
ア
が
禿
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。
散
曲
に
は

「紅
指
甲
」
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(『全
元
散

曲
』
六

一
六
頁
)、

「賦
婦
人
染
紅
指
甲
」

(『全
元
散
曲
』

一
五
五
頁

)
な
ど
、
女
性

の
紅

い
爪

の
美
し
さ
を
歌

っ
た
作
品
も
あ

る
。
爪
を
鳳
仙
花
で
染
め
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
明

・
田
汝
成

『西

湖
遊
覧
志
余
』
巻
二
四
に

「鳳
仙
花

の
花
葉
は
以
て
指
甲
を
染
め
て

紅
色
と
な
す

べ
し
」
と
み
え
る
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
紅
色

が
禿
げ
、

み
ず
み
ず

し
さ
の
失
せ
た
指
を
恥
じ
た
女
性
が
、
袖

の
中
に
手
を
入

れ
た
ま
ま

で
酒
を

つ
ぐ
な
ど
、
お
よ
そ
古
典
詩
歌
が
歌
う
女
性

の
美

し
い
指
に
よ
る
典
型
的
な
動
作
を
す
べ
て
ひ
っ
く
り
返
し
た
の
が
、

す
な
わ
ち
関
漢
卿

の
右
の
作
品
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
こ
の
作
品

は
い
わ
ば
古
典
詩
歌
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
り
、
散
曲
の
閨
怨
詩

が
古

典
詩
歌
の
テ
ー

マ
を
受
け

つ
ぎ

つ
つ
、
最
後
で
そ
れ
を
ひ
っ
く
り
返

し
た
の
と

一
脈
通
じ
る
も

の
が
あ
る
。

中

で
も
最
初

の
指
を
袖
で
隠
す
と
い
う
発
想
は
、
お
そ
ら
く
蘇
輯

の
有
名
な
詞

「満
庭
芳
」
の
次
の

一
節
か
ら
導
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

坐
中
有

狂
客
、
悩
齪
愁
腸
。
報
道
金
銀
墜
也
、
十
指
露
、
春
筍
繊

長
。
親

曽
見
、
全
勝
宋
玉
、
想
像
賦
高
唐
。
(『全
宋
詞
』
二
七
六
頁
)

坐
中

に
狂
客
あ
り
、
愁
腸
を
悩
乱
す
。
金
銀
墜
ち
た
り
と
報
じ

道
え
ば
、
十
指
露
わ
に
、
春
筍
繊
長
た
り
。
親
し
く
曽

つ
て
見

た
る
は
、
宋
玉

の
想
像

に
て
高
唐
を
賦
す
る
に
ま
っ
た
く
勝
れ

り
。

狂
客
と

い
う
の
は
蘇
載
自
身

で
あ
り
、

こ
の
い
た
ず
ら
好
き
の
詩

人
は
、
金
の
管
が
落
ち
た
と
言

っ
て
女
性
を
だ
ま
し
、
女
性
が
そ
れ

を
拾
お
う
と
す
る
時
に
、
そ
の
美
し
い
指
を
見
て
、
か
の
宋
玉
が
た

ん
に
美
人
を
想
像
し
た
だ
け
で
高
唐

の
賦
を
書

い
た
の
よ
り
は
自
分

の
方
が
ま
し
だ
と
言

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
か
に
も
ユ
ー
モ
ア
の

詩
人
、
蘇
載
ら
し
い
い
た
ず
ら
で
あ
る
が
、
関
漢
卿
は
そ
の
ユ
ー
モ

ア
を
継
承
し
つ
つ
、
蘇
輯

の
発
想
を
逆
転
さ

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
そ
れ
は
、
女
性

の
醜
い
指
を
リ
ア
ル
に
描
い
て
い
る
点
、

一

種
残
酷
な

ユ
ー
モ
ア
と
な

っ
て
お
り
、
見
よ

う
に
よ
っ
て
は
悪
趣
味

に
堕
し
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
が
作

者

の
ね
ら
い
な
の
で
あ
ろ
う
。

ち
な
み
に
右
の
蘇
輯

の
い
た
ず
ら
は
、

一
見
詩
人
の
実
体
験
で
あ

る
か
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
実
は
唐

の
詩
人
、
張
砧
が
、
杜
牧
と
の

宴
会
で
の
詩

の
応
酬

で
詠
ん
だ

「但
知
報
道
金
銀
落
、
髪
髭
還
磨
露

指
尖
」
(た
だ
知
る
金
銀
落
ち
た
り
と
報
道
す
れ
ば
、
髪
髭
と
し
て
ま

た
ま
さ
に
指
尖
を
露

わ
す
べ
し
)

(唐

・
王
定
保

『唐
撫
言
』
巻
十

三
)
と

い
う
句
を
踏
ま
え
て
お
り
、
か
な
ら
ず
し
も
実
体
験
と
は
言

い
難

い
。
古
典
詩

の
世
界

で
は
、
前
人

の
作

品
の
発
想
な
り
用
語
を

い
か
に
巧
み
に
自
ら
の
作
品
の
中
に
取
り
入
れ
る
か
が
詩
人
の
技
量

の
見
せ
ど
こ
ろ
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
蘇
輯

の
作
が
張
砧
の
句
の
発

想
と
用
語
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
用
い
て
、
い
か

に
も
自
分

の
実
体
験

で

あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
る
の
に
対

し
て
、
関
漢
卿
は

一
見

そ
れ
と
は
分
か
ら
ぬ
か
た
ち
で
、
蘇
輯
あ
る
い
は
張
砧
の
逆
を
衝

い

元曲の女性像77



て
い
る
点

に
妙
味
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

同
じ

よ
う
な
作
例
と
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
関
漢
卿

の
友
人
で
あ

っ

た
王
和
卿

の
作
品
を
次
に
あ
げ
る
。

[越
調

・
小
桃
紅
]
絆
妓

夜
深
交

頸
効
鴛
鴛
。
錦
被
翻
紅
浪
。
雨
歌
雲
収
那
情
況
。
難
当
。

一
翻
翻
在
人
身
上
。
借
長
借
大
、
借
粗
借
絆
、
堅
匠
沈
東
陽
。
(『全

元
散
曲
』
四
四
頁
)

「肥

っ
た
妓
女
」
夜
更
け
に
首
を
交
わ
し
て
鴛
鴛

の
営
み
す
る
時

は
、
錦
の
布
団
が
ひ

っ
く
り
返
り
紅
く
波
打

つ
。情
事
の
終
わ
っ

た
後
味
は
、
な
ん
と
も
耐
え
難

い
。
人
の
上
に
の
し
か
か
れ
ば
、

あ
ま

り
に
も
長
大
、
あ
ま
り
に
も
肥
満
、
や
せ
た
男
を
押
し
つ

ぶ
す
。

女
性

の
肢
体
が
好
ん
で
描
か
れ
る
の
に
対
し
て
、

こ
と
さ
ら
に
肥

っ

た
女
性
を
と
り
あ
げ
、
古
典
詩
歌
に
お
け
る
男
女
関
係
の
美
意
識
を

破
壊
し
た
、

こ
れ
ま
た
悪
趣
味
す
れ
す
れ
の

ユ
ー
モ
ア
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
肥

っ
た
女
性
に
お
し
つ
ぶ
さ
れ
る
痩

せ
た
男
と
い
う
光
景
は
、

前
章

で
述
べ
た
強

い
女
と
弱
い
男
、
あ
る
い
は
妻
か
ら
逃
げ
る
夫
と

も

一
脈
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
視
点
が
散
曲
作
者
共
有

の
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

こ
の
種
の
作
品
は
、
ほ
か
に
も
杜
遵
礼

「妓
歪
口
」
(『全
元
散
曲
』

一
二
一二
七
頁
)、
無
名
氏

「駄
背
妓
」
(同

一
六
六
六
頁
)、
同

「嘲
女

人
身
長
」

(同

一
七

二
六
頁
)
、
同

「嘲
黒
妓

」
(同

一
八
〇
五
頁
)
、

「妓
好
睡
」

(同

一
八
四
三
)
な
ど
、
決
し
て
多
く
は
な

い
が
、
妓
女

を
描

い
た
無
名
氏

の
作
品
を
中
心
に
、
散
曲

の
中
で
あ
き
ら
か
に
ひ

と

つ
の
部
類
を
な
し
て
い
る
。
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沈
東
陽

は
六
朝
時
代
、
梁

の
沈
約

の
こ
と
で
、
痩
せ
た
男
の
代
表

で
あ
る
。
沈
約
が
痩
せ
た
の
は
、
『梁
書
』
の

「沈
約
伝
」
(巻
十
三
)

に
よ
れ
ば
皇
帝
に
重
用
さ
れ
な
か

っ
た
た
め
で
あ
り
、
ま
た
散
曲
で

も
同
じ
王
和
卿
の

「別
情
」
に
、
「痩
了
重
加
痩
。
愁
上
更
添
愁
。
沈

痩
播
愁
何

日
休
」
(痩
せ
て
さ
ら
に
痩
せ
る
は
、
愁
い
に
愁

い
を
重
ね

た
る
ゆ
え
。
沈
約
の
痩
せ
た
る
と
溜
岳

の
愁

い
は
い
つ
の
日
か
や
ま

ん
)
と
あ
る
よ
う
に
、
物
思

い
の
た
め
に
痩
せ
る
の
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
肥

っ
た
妓
女
に
お
し
つ
ぶ
さ
れ
る
滑
稽
な
姿
に
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
古
典
詩
歌
と
く
に
閨
怨
詩
で
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
痩
せ
た

三

醜
女
文
学
の
系
譜

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
女
性

の
身
体

の
美
的
で
な
い
部
分
を
こ
と

さ
ら
に
誇
張
し
て
譜
誰
的
に
描
く
作
品
は
、
元
曲
以
前
に
も
例
が
あ

る
。
ま
ず
古
代
に
は
、
黄
帝
の
妃
で
あ

っ
た
摸
母
、
戦
国
時
代

の
斉

の
宣
王

の
后
と
な

っ
た
無
塩
、
同
じ
く
斉

の
関
王

の
后
の
宿
瘤
、
後

漢

の
梁
鴻

の
妻
、
そ
し
て
諸
葛
亮

の
妻
な
ど
、
容
貌
は
醜
い
が
賢
徳

を
備
え
、
夫

に
よ
く
仕
え
た
と
さ
れ
る

一
連

の
説
話
が
あ

っ
た
。
た

だ
し
こ
れ
ら
の
説
話
は
、
容
貌
よ
り
徳
が
大

事
で
あ
る
と
い
う
儒
教



的
価
値
観

を
反
映
し
た
も
の
で
、
こ
と
さ
ら
容
貌

の
醜
さ
を
描
く

こ

と
を
目
的

と
し
た
も
の
で
は
な

い
。
そ
の
こ
と
は
こ
れ
ら
の
醜
女

の

話

の
多
く
が

『列
女
伝
』
に
載

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
で
あ

ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
儒
教
的
価
値
観

と
は
無
関
係

に
、
も

っ
ぱ
ら
醜
女
を

描

い
た
作

品
と
し
て
は
、
ま
ず
宋
玉
の

「登
徒
子
好
色
賦
」
が
、
好

色
家
の
登
徒
子
が
醜
女
の
妻
を
好
ん
で
五
人
の
子
を
も
う
け
た
こ
と

を
言

い
、
唐

・
徐
堅

『初
学
記

』
に
み
え
る
劉
思
真
の

「醜
婦
賦
」

(巻
十
九
)
は
、
逆
に
醜
い
妻
を
嬰

っ
た
男

の
不
満
を
述

べ
た
も
の
で

あ
る
。

こ
れ
は
あ
き
ら
か
に

『列
女
伝
』
風
の
醜
女
賢
夫
人
に
対
す

る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
で
あ
ろ
う
。
「醜
婦
賦
」
は
妻
の
醜
さ
を

一
々
具
体

的
に
列
挙
し
た
も
の
で
、
そ
の
目
的
は
も
っ
ぱ
ら
醜
さ
の
描
写
に
よ

る
滑
稽
さ
を
ね
ら

っ
た
も

の
で
あ
る
。
そ
の
中

に
は
、
「爪
甲
長
く
し

て
垢
あ
り
」
と
爪
に
対
す
る
形
容
も
み
え
て
い
る
。

つ
い
で

「登
徒
子
好
色
賦
」

と
同
類

の
も
の
に
、
敦
煙
か
ら
出
土

し
た
白
行
簡
作
と
さ
れ
る

「天
地
交
歓
大
楽
賦
」
の
醜
女
と
の
交
わ

　ら
　

り
を
叙

し
た
部
分
、

「醜
婦
賦
」
と
同
じ
く
醜

い
妻
を
嘆

い
た
も

の

に
、
初
唐

の
杜
正
倫

の
撰
と
さ
れ
る
書
簡
文
例
集

『杜
氏
立
成
雑
書

バ
　
　

要
略
』

に
み
え
る
新
郎

の
ぼ
や
き
が
あ
る
。
あ
る
い
は
美
女
と
醜
女

と
を
対
比

し
た
例
と
し
て
は
、
美
女
、
西
施
と
そ
の
墾
み
に
効

っ
た

村

の
醜
女

の
話
が
有
名

で
あ
ろ
う

(『荘
子

・
天
運
篇
』
)。

敦
燈
出
土

の

「醜
女
縁
起
」
は
、
『百
縁
経
』
の

「波
斯
匿
王
醜
女

縁
」
な
ど

の
仏
典

に
も
と
づ
き
、
波
斯
匿
王
の
娘

の
醜
女
が
、
結
婚

し
て
夫
に
嫌
わ
れ
る
が
、
最
後
は
仏

の
加
護

に
よ

っ
て
美
人

に
変
身

す
る
話
を
述
べ
る
。
中
に
醜
女
の
容
貌
に

つ
い
て
の
詳
し
い
描
写
が

あ
り
、
「十
指
繊
繊
と
し
て
露
柱
の
如
し
」
と
、
や
は
り
指

の
醜

さ
を

形
容
し
た
字
句
が
み
ら
れ
る
。
「露
柱
」
と
は
、
屋
外
に
設
け
ら
れ
た

牌

門
な
ど

の
柱

の
こ
と
で
、
そ
れ
を
繊
繊
と

い
う
の
は
皮
肉

で
あ

ム
フ
　

ろ
う
。
「醜
女
縁
起
」
と
仏
典
と
の
関
係
を
考

え
る
と
、
こ
の
種
の
文

学
に
仏
教
説
話
が
あ
る
程
度
の
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
た
可
能
性
も

あ
ろ
う
。
「醜
女
縁
起
」
は
そ
の
尾
題
を

「醜
変
」
と

い
い
、
唐
代

の

通
俗
文
学
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
変
文

の

一
種
で
あ
る
が
、
そ
の
系
統
を

引
く
宋
代

の
民
間
文
学
に
も
同
じ
テ
ー

マ
を
あ

つ
か

っ
た
も

の
が

あ

っ
た
ら
し
い
。
南
宋
時
代
の
都
市

の
盛
り
場
に
い
た
講
釈
師

の
種

本
と
い
わ
れ
る
羅
樺

『酔
翁
談
録
』

に
、

「夫
嘲
妻
青
黒
」

(夫
、
妻

の
青
黒
な
る
を
嘲

る
)
と
い
う
詩
を
と
も
な

っ
た
話
が
あ
る
の
は
、

そ
の
例

で
あ
る
。
元
の
散
曲
に
お
け
る
こ
の
種
の
作
品
の
直
接

の
淵

源
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
宋
代

の
都
市

芸
能
に
求
め
ら
れ
る
で

あ
ろ
う
。

以
上
、
主
な
作
品
の
み
を
列
挙
し
た
が
、
中
国
文
学
に
は
こ
の
よ

う
な
い
わ
ば
醜
女
の
文
学
と
で
も
い
う
べ
き
系
譜
が
、
細
流
な
が
ら

確
実
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
美
人
を
描
く
通
常

の
文
学
作

品

の
パ

ロ
デ
ィ
ー
と
し
て
、
滑
稽
な
遊
戯
文

学

の
性
格
を
も

つ
も
の

で
あ
る
。
散
曲
の
作
例
は
、

こ
の
細
流

の
中

で
数
的
に
比
較
的
ま
と

ま
り
の
あ
る
作
品
群
を
な
し
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

な
お
こ
の
よ
う
な
容
貌

の
醜
さ
を
描
く
対
象
は
、
な
に
も
女
性
だ
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け
に
は
か
ぎ
ら
な
い
。
先

に
あ
げ
た
劉
思
真
の

「醜
婦
賦
」
は
、
『初

学
記
』

の

「人
部
下

・
醜
人
」

の
部
類
に
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

こ
に
は
醜
女
と
と
も
に
醜
男

の
例
も
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
作
品
と
し

て
は
朱
彦
時
の

「黒
児
賦
」
を
収
め
る
。
ま
た

『太
平
御
覧
』
巻
三

八
二

「人
事
部
」
に
は
、
「醜
婦
人
」
と
と
も
に

「醜
丈
夫
」
も
項
目

と
し
て
あ
が

っ
て
い
る
。
た
だ
し
醜
男
と
し
て
歴
史
上
名
を
と
ど
め

た
人
物

の
数
は
醜
女
に
は
遠
く
お
よ
ぼ
な
い
し
、
ま
た
そ
の
描
写
も

醜
女
の
描
写
の
精
彩
さ

(?
)
に
は
と
う
て
い
か
な
わ
な
い
。
元

の
散

曲
に
も
、
王
和
卿
の

「詠
禿
」
(『全
元
散
曲
』
四
五
頁
)
や
趙
彦
暉

の

「嘲
人
右
手
三
指
」
(同

一
二
二
九
)
な
ど
男
性
を
題
材
と
し
た
も

の
が
あ

る
が
、
そ
の
数

は
女
性
を
対
象

に
し
た
も
の
に
く
ら
べ
て
さ

ら
に
少

な
い
。

男
女

を
問
わ
ず
容
貌

の
醜
さ
、
あ
る
い
は
身
体
的
欠
陥
を
嘲
弄
す

る
文
学

は
、
今
日
的
価
値
観
か
ら
す
れ
ば
も
と
よ
り
容
認
さ
れ
な
い

も

の
で
あ
る
が
、
そ

の
よ
う
な
文
学
が
存
在
す
る
こ
と
は
厳
然
た
る

事
実
で
あ
る
。
そ
れ
が
遊
戯
文
学
、
滑
稽
文
学
と
し
て
存
在
す
る
こ

と
は
、
人
間
心
理
の

一
側
面

の
反
映

で
あ
ろ
う
。

元

の
散
曲
に
お
け
る
こ
の
種
の
作
品
の
特
徴
は
、
そ
れ
以
前

の
作

品
が
お
も
に
賦

の
形
式

に
よ

っ
て
醜
さ
の
各
側
面
を
羅
列
的
に
網
羅

し
よ
う

と
す
る
の
に
対

し
て
、
「禿
げ
た
爪
」

「肥
満
」
な
ど
ひ
と

つ

の
事
柄

に
焦
点
を
し
ぼ

っ
て
、詠
物
的
に
描
写
し
よ
う
と
す
る
こ
と
、

そ
し
て
同
じ
事
柄
を
美
的
に
あ

つ
か

っ
た
古
典
詩
歌

の
パ

ロ
デ
ィ
ー

と
し
て
の
性
格
が
強

い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
関
漢
卿
の

「禿
指
甲
」
は
、

そ
の
代
表
作
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
は
醜
さ
、
身
体
的
欠
陥
を
嘲

弄
す
る
と
い
う
、
こ
の
種

の
作
品
が
本
来
的

に
も

っ
て
い
る
滑
稽
さ
、

面
白
さ
と
と
も
に
、
古
典
詩
歌

の
常
套
的
イ

メ
ー
ジ
を
逆
転
さ
せ
る

快
感
が
、
そ
れ
以
前

の
同
類
の
作
品
に
較

べ
て
よ
り
強
く
出
て
い
る

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
点
は
、
先
に
述

べ
た
閨
怨
詩
に

お
け
る
古
典
詩
歌
か
ら
の
逸
脱
と
も
、
や
は
り
共
通
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
散
曲
が
う
た
う
強

い
女
性

と
醜
い
女
性
と
い
う
二

つ
の
類
型
は
、
そ
れ
ら
が
写
実
的
で
あ
る
か
否
か
、
ま
た
は
社
会

の

な
ん
ら
か
の
現
実
を
反
映
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
問
題
を
考
え
る

前

に
、
ま
ず
手
法
的
に
古
典
詩
歌

の
伝
統
的

な
イ
メ
ー
ジ
を
破
壊
す

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
事
実
を
確
認
す
る
必
要

が
あ
る
。
で
は
次
に
、
こ
の
二

つ
の
類
型
を

つ
な
ぐ
も

の
と
し
て
、

手
法
的
な
も
の
以
外
に
、
な
に
か
思
想
的
共

通
性
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

そ
の
点
を
次
に
考
え
て
み
た
い
。

四

爪
で
刻
む
日
々

関
漢
卿

の

「禿
指
甲
」
が
描
く
女
性

の
爪

は
、
な
ぜ
禿
げ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
手
が
か
り
は
、
紅

い
爪
を
詠
ん
だ
周
文

質

の
次
の
作
品
に
あ
る
。

[讐
調
]
水
仙
子

賦
婦
人
染
紅
指
甲

鳳
華
香
染
水
晶
寒
。
砕
繋
珊
瑚
玉
笑
間
。
想
別
離
柱
歯
鷹
長
嘆
。
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汚
檀
脂
数
鮎
斑
。
記
錦
期
刻
損
朱
閲
。
錦
麸
弦
重
按
。
楊
家
花
未

残
。
爲
何
人
血
涙
楡
弾
。

(『全
元
散
曲
』
五
五
八
頁
)

「婦

人
の
紅
く
染
め
た
爪
」
香
し
い
鳳
仙
花
で
水
晶

の
よ
う
に
冷

た

い
爪
を
染
め
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
る
で
玉
の
筍

の
間
に
紅

い
珊

瑚
を
散
ら
し
た
よ
う
。
別

れ
た
恋
人
を
思
い
、
そ
の
爪
を
歯
に

あ

て
て
長

い
た
め
息
を

つ
け
ば
、
口
紅

の
染
み
が
点
々
と

つ
く
。

帰

る
日
を
数
え
て
朱

の
欄
干
に
爪

で
印
し
を

つ
け
、
会
え
る
日

を
思

っ
て
は
錦

の
琴
を
ま
た
弾
く
。
楊
家
の
牡
丹
は
ま
だ
散
ら

な

い
の
に
、
だ
れ
の
た
め
に
血

の
涙
を
そ

っ
と
ぬ
ぐ
う
。

言
う
ま

で
も
な
く
、

こ
れ
は
関
漢
卿
の
作
品
と
は
反
対
に
、
美
人

の
紅
く
美

し
い
爪
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
爪
を
歯
に
あ
て
て
た
め

息
を
つ
く

の
は
、物
思
う
若

い
女
性
の
典
型
的
な
ポ
ー
ズ
で
あ
ろ
う
。

ま
た
楊
家

の
花
と
は
楊
家
紅
と

い
う
牡
丹
の
こ
と
で
、
玄
宗
が
そ
れ

を
楊
貴
妃

に
贈

っ
た
と
こ
ろ
、
化
粧
中

の
楊
貴
妃
の
手
の
脂
が
そ
の

花
び
ら
に
つ
い
て
染
み
に
な

っ
た
と
い
う
話
が
、
宋

・
張
愈

「驕
山

記
」
に
み
え
る
。
そ
の
他
、
唐
の
李
商
隠

の
詩
に
よ
っ
て
よ
く
知
ら

れ
る
錦
麩

な
ど
、
総
じ
て
古
典
詩
歌

で
お
な
じ
み
の
爪
や
指
に
ま

つ

わ
る
縁
語

を
な
ら
べ
た
中

で
、
唯

一
例
外
な
の
は
、
恋
人
が
帰
る
日

を
数
え

て
欄
干
に
爪

で
印
を

つ
け
る
と
い
う
動
作
で
あ
ろ
う
。

こ
の

動
作
は
唐

詩
や
宋
詞

に
は
現
れ
な

い
が
、
元
の
散
曲
に
は
し
ば
し
ぼ

み
え
る
。

た
と
え
ば
喬
吉

の

「紅
指
甲
贈
孫
蓮
寄
、
時
客
呉
江
」
(『全
元
散

曲
』
六

一
六
頁
)
は
、
周
文
質

の
前
作
と
同

工
の
作

で
あ
る
が
、
や

は
り

「数
蹄
期
關
干
上
豊
」
(帰
る
日
を
数
え
て
欄
干
の
上
に
印
し
を

つ
け
る
)
と
同
じ
情
景
が
描

か
れ
る
。
あ
る
い
は
楊
果
の

[仙
呂

・

謙
熟
尾
]
(同
九
頁
)
で
は
、

「將
息
劃
損
苔
塙
玉
筍
、
梯
悼
了
香
冷

粧
奮
寳
鑑
塵
」
(苔

の
塀
を
刻
ん
だ
指
を
休
ま
せ
て
、
香
も
消
え
た
化

粧
箱
と
鏡
の
塵
を
払

い
ま
す
)
と
恋
人
が
帰

っ
て
き
た
後

の
う
れ
し

さ
を
う
た
う
。

ま
た
関
漢
卿
の

[墜
調
・碧
玉
籍
]
(同

一
六
四
頁
)
に

「紛
断
臨

期
。
劃
損
短
金
箆
」
(帰
る
日
を
待
ち
く
た
び

れ
て
、
金

の
櫛

で
印
し

を
刻
ん
だ
た
め
櫛
が
短
く
な

っ
た
)
、
白
撲

の

[仙
呂
・寄
生
草
]
(同

二
〇
四
)
に

「歎
鶴
期
空
書
短
現
管
」
(帰

る
日
を
数
え
て
、
む
な
し

く
短
い
管
で
印
し
を
刻
む
)
、
貫
雲
石
の

[双
調

・
殿
前
歓
]
(同
三

七
四
)
に

「数
蹄
期
、
緑
苔
塙
劃
損
短
金
箆

。
裾
刀
児
刻
得
閲
干
砕
」

(帰
る
日
を
数
え
て
緑

の
苔
む
す
塀
を
金

の
櫛

で
刻
み
、
守
り
刀
で
欄

干
を
こ
わ
れ
る
ま
で
刻
む
)
、
萢
居
中

の

[正
宮

・
賓
鴻
秋

・
秋
思
]

(同
五
三
四
)
に

「抜
金
銀
劃
損
在
離
關
上
」

(金

の
箸
を
抜

い
て
欄

干
を
刻
む
)
な
ど
、
櫛
や
箸
、
守
り
刀
な
ど

で
塀
や
欄
干
に
印
を

つ

け
る
と
い
う
表
現
も
あ
る
。
後
者

の
例
の
方

が
多

い
こ
と
か
ら
考
え

て
、
も
し
こ
れ
ら
の
表
現
が
実
際

の
習
慣

の
反
映
だ
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
恋
人

の
帰
り
を
待

つ
女
性
が
、
身
の
回

り
の
道
具
で

一
日

一
日

と
塀
や
欄
干
に
印
を

つ
け
て
ゆ
く
と
い
う
の
が
本
当
で
、
爪

で
つ
け

る
と
い
う
の
は
あ
る
い
は
詩
的
な
誇
張
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
恋
人
を
待

つ
日
が
長

く
な
る
に

つ
れ
、
傷

つ
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く
の
は
塀
や
欄
干
だ
け
で
な
く
、
箸
、
櫛
、
守
り
刀
、
そ
し
て
爪

で

あ
り
、

つ
ま
る
と

こ
ろ
は
女
性

の
心
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
関
漢
卿
が

描
く
女
性
の
爪
が
禿
げ
た
の
は
、
帰
ら
ぬ
恋
人
を
待

っ
て
、
爪
で
印

を
刻
み

つ
づ
け
た
た
め
だ

っ
た

の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
理
解

し
た
う

え
で
、
も
う

一
度

こ
の
作
品
を
読
ん
で
み
る
と
、
そ
の

一
見
譜
誰
的

な
表
現

の
裏
に
、帰
ら
ぬ
男
を
待
ち
わ
び
て
容
色
を
損
な

っ
て
し
ま
っ

た
女
性

の
無
残
な
姿
が
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
に
気
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。

そ
の
無

残
な
女
性

の
姿
を
滑
稽
に
描
く
作
者
の
視
線

は
冷
酷

で
あ
る

と
い
っ
て
よ

い
。

と
同
時
に
、
女
性

の
身
体
の
醜
さ
を
描

い
た
こ
の

作
品
が
、
そ
れ
以
前

の
醜
女
を
描

い
た
遊
戯
文
学

の
系
統

に
つ
ら
な

り

つ
つ
も
、
た
ん
な
る
遊
戯
文
学

の
域
を
こ
え
て
、
実
は
広

い
意
味

で
の
閨

怨
詩
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ

う
。
帰

ら
ぬ
男
を
待

つ
女
性

の
、
も
し
男
が
帰

っ
た
ら
、
そ
の
耳
を

引

っ
張

り
平
手
う
ち
を
加
え
て
や
ろ
う
、
あ
る
い
は
脆
か
せ
て
罪
を

問
い
つ
め
、
白
状
さ
せ
て
や
ろ
う
と
い
う
想
像
が
、
女
性

の
不
安
と

苛
立
ち

の
表
出
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
禿
げ
た
爪
は
不
安
と
苛
立
ち
の

無
残
な
結

果
で
あ

っ
た
。

伝
統
的

な
閨
怨
詩

で
は
、
女
性

の
不
安
や
苛
立
ち
は
古
典
詩

の
美

意
識
を

こ
わ
さ
な

い
範
囲
内
で
碗
曲
に
表
現
さ
れ
る
の
が
常

で
あ
る
。

た
と
え
ば

『西
廟
記
』

の
原
作
で
あ
る
元
積
の

「鴬
鴬
伝
」

で
、
最

後

に
鴬
鴬

が
別
れ
た
張
生
に
送

っ
た

つ
ぎ
の
詩
な
ど
は
、
そ
の
好
例

で
あ
る
。

自
從
消
痩
減
容
光

萬
轄
千
廻
獺
下
林

不
爲
労
人
蓋
不
起

爲
郎
憔
惇
却
差
郎

や

せ

消
痩

て
容
光
を
減
じ

て
よ
り
は

ペ
ソ
ド

万
転
千
廻
し
て
抹
を
下
る
に
獺
し

た

に

ん

労
人
の
た
め
に
差
じ

て
起
き
ざ
る
に
あ
ら
ず

き
み郎

が
た
め
に
憔
惇
し

て
却

っ
て
郎
に
差
ず

こ
こ
で
の
鴬
鴬
は
張
生
の
た
め
に
痩
せ
て
容
貌
を
損
な

っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
相
手
を
答
め
る
こ
と
な
く
、
逆

に
会
う
の
を
董
じ
て

い
る
。
こ
れ
こ
そ
が
古
典
詩

の
中
で
の
理
想
的

な
女
性
像
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
こ
に
は
当
然
な
が
ら
、
美
意
識
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
な

に
が
し
か
の
虚
飾
が
あ
る
。
元
曲
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
は
、
も
は

や
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
美
意
識

の
枠
に
こ
だ
わ
ら
ず
、
虚
飾
を
か

な
ぐ
り
す

て
て
、
そ
の
生

の
叫
び
声
を
あ
げ

て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
。

そ
し
て
そ
れ
は
む
ろ
ん
女
性
た
ち
を
そ
の
よ
う
に
描
い
た
詩
人
の
態

度

で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
な
変
化
が
生
じ
た
背
景
に
は
、
少
な
く
と
も
二

つ
の
原

因
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ひ
と

つ
は
す

で
に
述

べ
た
よ
う
に
、

こ
の
時
代

の
作
者
た
ち
が
そ
れ
以
前

の
古
典
詩
歌

の
イ
メ
ー
ジ
に
飽

き
足
ら
ず
、
そ
れ
を
積
極
的
に
打
破
し
よ
う
と
試
み
た
こ
と
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
中
国

の
詩
歌
は
唐
宋

の
両
代

の
間

に
そ
の
頂
点
を

き
わ
め
、
元
以
降

は
唐
を
祖
述
す
る
か
、
ま
た
は
宋
を
手
本
に
す
る

か
の
繰
り
返
し
と
な
る
。
そ
の
中
で
元
曲

の
作
者
た
ち
は
、
唐
宋

の

詩
詞
と
は
異
な
る
テ
ー

マ
や
表
現
に
よ
る
文

学
的
可
能
性
を
模
索
し

た
の
で
あ
る
。
唐
宋

の
詩
詞

に
は
現
れ
な
い
人
物
像
を
、
俗
語
を
駆
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使
し
て
表
現
し
た
の
は
そ
の
た

め
で
あ
ろ
う
。
伝
統
的
な
閨
怨
詩
の

枠
組
み

に
よ
り
な
が
ら
、
古
典
詩
の
伝
統
か
ら
み
れ
ば
傍
系
に
す
ぎ

な

い
遊
戯
文
学
の
表
現
な
ど
を
も
援
用
し
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
て
ゆ

く
散
曲

の
あ
り
よ
う
は
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
物
語

っ
て
い
る
。
な
お

そ
れ
に
は
南
宋
時
代
に
流
行
し
た
江
西
派

の
い
わ
ゆ
る
換
骨
奪
胎
的

な
手
法

の
影
響
も
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に

つ
い
て
は
こ

こ
で
は
述

べ
な
い
。

し
か

し
新
し
い
人
物
像

の
創
出
は
、
む
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
文
学
的

理
由

に
よ

っ
て
の
み
可
能
と
な

っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
や
は

り
古
典
詩
歌
の
テ
ー
マ
と
表
現

で
は
描
く
こ
と
の
で
き
な
い
現
実
の

変
化
が
あ

っ
た
と
見
る
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
に
あ
げ
た
閨
怨

詩

の
作

品
に
即
し
て
い
え
ば
、
女
性
た
ち
の
、
そ
し
て
女
性
た
ち
を

描
く
詩

人
た
ち
の
不
安
や
苛
立
ち
は
も
は
や
古
典
詩
歌

に
よ
っ
て
は

表
現
で
き
ず
、あ
ら
た
な
表
現
世
界
を
必
要
と
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

五

冬
の
怨
み

右

の
問
題
を
さ
ら
に
考
え
て
み
る
た
め
、最
後
に
眺
燧

の
散
曲
「冬

怨
」

(『
全
元
散
曲
』
二

一
五
頁
)
を
読
ん
で
み
よ
う
。

[蔓
調

・
新
水
令
]

梅
花

一
夜
漏
春
工
。

幡
龍
。
去
鳳
聲
中
、

隔
紗
窩
暗
香
時
送
。

又
題
毘
半
裏
夢
。

築
消
金
睡
鴨
、
簾
巻
繍

梅

の
花

一
夜

の
う
ち
に
つ
ぼ
み
綻
び
、
窓
越
し
に
ひ
そ
か
な
香

り
漂
う
。
眠
る
鴨

の
香
炉
の
火
は
消
え
、
龍

の
刺
繍

の
簾
ま
か

れ
ぬ
。
飛
び
去
る
鳳
の
鳴
き
声
に
、独
り
寝
の
夢
ま
た
覚
め
た
り
。

[駐
馬
聴
]
心
事
勿
勿
。
斜
筒
雲
屏
愁
萬
種
。
襟
懐
冗
冗
。
半
畝
鴛

枕
恨
千
重
。
金
銀
甥
燭
曉
猶
紅
、
脆
瓶
盛
水
寒
偏
凍
。
冷
清
清
、

掩
流
蘇
帳
暖
和
誰
共
。

心
せ
き
て
、
屏
風
に
よ
れ
ば
愁
い
は
く

さ
ぐ
さ
、
思
い
み
だ
れ

て
、
鴛
鴛

の
枕

に
恨
み
重
な
る
。
管
で
切
る
灯
の
芯
朝
な
お
紅

く
燃
え
る
も
、
花
瓶
の
水
は
凍
り
た
り
。
さ
み
し
き
帳
だ
れ
と

暖
め
ん
。

[喬
牌
兜
]
悶
懐
蔓
涙
涌
。
恨
鎖
爾
眉
縦
。
自
從
執
手
河
梁
送
、
離

愁
天
地
永
。

心
も
だ
え
て
涙
な
が
れ
、
眉
根
を
鎖
す

こ
の
恨
み
。
手
を
と
り

橋
辺
に
送
り
て
よ
り
は
、
別
れ
の
愁

い
天
地
よ
り
も
な
が
し
。

[雁
見
落
]
琴
閑
呉
嬰
桐
、
篇
歌
秦
垂
鳳
。
歌
停
天
上
謡
、
曲
罷
江

南
弄
。

琴
も
弾
か
ず
、
籍

の
音
絶
え
、
空
に
も
と
ど
く
歌
声
や
ん
で
、

江
南
の
曲

は
て
た
り
。

[得
勝
令
]
書
信
寄
封
封
、
煙
水
隔
重
重
。
夜
月
巴
陵
下
、
秋
鳳
滑

水
東
。
相
逢
。
枕
上
歓
娯
夢
。
瓢
蓬
、
天
涯
恨
望
中
。

た
び
た
び
送
る
文
と
て
も
、
幾
重

の
河

に
隔

て
ら
れ
、
巴
陵
に

独
り
月
な
が
め
、
滑
水
の
ほ
と
り
鳳
の
音
聞
く
さ
み
し
さ
。
あ

い
逢
う
は
、
た
だ
夢
の
楽
し
き
逢
瀬
。旅
路

の
人
は
天
の
か
な
た
。
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[沽
美
酒
]
龍
濤
傾
白
玉
鍾
、
羊
蕪
迂
紫
金
胱
、
獣
炭
添
煤
火
正

紅
。
業
身
躯
自
擁
、
聴
門
外
雪
花
風
。

白

玉
の
壷
よ
り
注
ぎ
た
る
う
ま
酒
、
金
の
盃
に
た
た
え
、
赤

々

と
燃
え
る
炭
火

の
暖
炉

の
ほ
と
り
、幸
薄
き
こ
の
身
を
か
か
え
、

門
外

の
雪

の
音
聞
く
。

[太
平
令
]
悔
當
日
東
塙
窺
宋
、
有
心
教
夫
婿
乗
龍
。
見
如
今
天
寒

地
凍
。
知
他
共
何
人
陪
奉
。
想
這
厩
指
空
。
話
空
。
脱
空
。
巧
舌

頭
將
人
搬
弄
。

く
や
し
き
は
見
初
め
し
人
の
出
世
望
み
し
こ
の
身
の
お
ろ
か
さ
。

天
地
も
凍
て
つ
く
こ
の
寒
さ
、
あ

の
人
は
だ
れ
と
い
る
や
ら
。

あ
や

つ
め
誓
い
も
う
そ
、
言
葉
も
う
そ
、
す
べ
て
う
そ
と
終
わ

り

ぬ
。
巧
み
な
口
で
人
を
騙
せ
し
。

[水
仙

子
]
朔
風
撚
倒
楚
王
宮
。
凍
雨
埋
蔵
神
女
峰
。
雪
電
打
砕
桃

源
洞
。
冷
丁
丁
総
是
空
。
簸
湘
簾
翠
徽
重
重
。
爲
幽
恨
題
残
春
扇
、

敲
欝

悶
聴
絶
暮
鐘
。
数
蹄
期
曲
損
春
葱
。

北

風
は
睦
み
の
宮
を
な
ぎ
倒
し
、
凍

る
雨
に
逢
瀬

の
峰
も
う
ず

も
れ
ぬ
。
雪
あ
ら
れ
桃
源
の
洞
う
ち
く
だ
き
、
寒
々
と
す
べ
て

は
む
な
し
。
簾

を
け
が
す
徽
の
跡
、
恨

み
移
す
は
春

の
扇
。
暮

れ

の
鐘

の
音
聞
く
も

い
と
わ
し
、
帰
る
日
を
数
え
て
朽
ち
ぬ
白

魚

の
指
。

[折
桂
令
]
数
蹄
期

曲
損
春
葱
。
魚
深
潜
鴨
頭
緑
寒
波
、
雁
嗅
残
羊

角
轄
旋
風
。
砕
寒
金
照
腕
徒
黄
、
収
香
鳥
蔵
煙
近
黒
、
守
宮
砂
鮎

腎
猶
紅
。
雪

一
番
霰

一
陣
時
間
縢
擁
、
雲

一
携
雨

一
握
何
庭
行
躍
。

途
路
西
東
。
煙
霧
漠
濠
。
魂
也
難
通
、
夢

也
難
通
。

帰
る
日
を
数
え
て
朽
ち
ぬ
白
魚
の
指
。

冷
た
き
波

に
便
り
も
途

絶
え
、
雁
の
音
か
き
消
す

つ
む
じ
風
。

腕
輪
の
金

い
た
ず
ら
に

冷
た
く
光
り
、
香
炉

は
煙
で
す
す
け
、
誓

い
の
朱

の
み
腕
に
な

お
赤
し
。
雪
や
あ
ら
れ
は
に
わ
か
に
積

も
り
、
雲
雨
の
情
け

い

ず

こ
に
消
え
た
る
。
行
く
道
は
西
か
東

か
、
霧

に
と
ざ
さ
れ
、

魂
も
通
わ
ず
、
夢
も
通
わ
ず
。

[尾
聲
]
這
冤
仇
懐
恨
千
鈎
重
。
見
時
節
心
頭
氣
擁
。
想
紛
的
我
腸

断
眼
晴
見
穿
、
直
姻
的
他
胴
頬
瞼
見
腫
。

仇
な
す
男
恨
み
は
千
鉤
、
逢

っ
た
時

に
は
心
も
む
す
ぼ
れ
、
待

ち
焦
が
れ
て
腸
絶
た
れ
目
も
穿
た
れ
、
男

の
頬
を
腫
れ
る
ま
で

打
た
ん
。

こ
の
作
品
が
先

に
あ
げ
た
劉
庭
信
の

「春

恨
」
と
同
工
異
曲

で
あ

る
こ
と
は
、

一
読
あ
き
ら
か
で
あ
ろ
う
。
最
初
は
古
典
詩
で
お
な
じ

み
の
さ
ま
ざ
ま
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ

っ
て
、
男
を
待
ち
焦
が
れ
る
女
性

の
姿
を
描
き
、
最
後
に
帰

っ
た
男
の
頬
を
う

つ
情
景
を
想
像
す
る
点

も
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
た
た
異
な
る
の
は
、
劉
庭
信
の
作
品
が

季
節
を
春
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
季
節
設
定
を
冬
に

し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。

伝
統
的
な
閨
怨
詩

で
の
季
節
は
つ
ね
に
春

か
秋
で
あ

っ
て
、
冬
を

背
景
に
し
た
作
品
は
お
そ
ら
く
な
い
で
あ
ろ
う
。冬

の
詩
と
い
え
ば
、

こ
の
作
品
に
も
現
れ
る
雪
景
色
か
あ
る
い
は
雪

の
中
で
い
ち
早
く
咲
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い
た
梅

の
姿
を
詠
ん
だ
も

の
が
大
部
分
で
あ
り
、
冬
の
閨
怨
詩
と

い

う
の
は
、
作
者

の
眺
燧
に
よ

っ
て
新
た
に
創
造
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
ル
で

あ
る
か
と
思
え
る
。

そ
し
て
こ
の
季
節

の
違

い
が
、
挑
燧
の
こ
の
作
品
に
、
劉
庭
信
な

ど
の
も

の
と
は
微
妙

に
異
な
る
印
象
を
賦
与
し
て
い
る
。
花
瓶

の
水

も
凍
る
ほ
ど
の
寒

い
冬
の
夜
の
室
内
、
独
り
じ

つ
と
門
外

の
風
に
舞

う
雪
の
音
を
聞
く
女
性
、
そ
れ
は
伝
統
的
な
閨
怨
詩
に
は
収
ま
り
き

れ
な
い
あ
ま
り
に
も
さ
み
し
い
姿

で
あ
る
。
そ
の
中
で
女
性

の
心
も

凍
て
つ
き
、
も
は
や
す
べ
て
の
希
望
を
も
失

っ
た
か
の
よ
う
に
み
え

る
。
男

の
誓

い
も
言
葉
も
す
べ
て
信
じ
ら
れ
ず
、
す
べ
て
は
む
な
し

い
と
感

じ
ら
れ
、
魂

は
お
ろ
か
夢
さ
え
も
も
は
や
通
わ
な
い
の
で
あ

る
。劉

庭

信
な
ど

の
作
品
で
は
、
帰

っ
た
男
に
平
手
打
ち
を
食
ら
わ
し

た
後
に
、
な
お
和
解

が
予
想
さ
れ
た
。
王
曄

の

「閨
怨
」

で
、
男

の

罪
状
を
問
い
つ
め
た
後
に
は
償

い
と
し
て
の
お
楽
し
み
が
待

っ
て
い

た
よ
う

に
、
平
手
打
ち
を
ピ

シ
ッ
と
決
め
れ
ば
、
あ
と
は
仲
直
り
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
作
品
で
は
男
の
顔
が
腫
れ
る
ま

で
打

つ
の
で

あ
る
か
ら
、
仲
直

り
も
む
ず
か
し
そ
う
だ
。
そ
こ
に
は
和
解

の
可
能

性
が
感

じ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
彼
女
の
不
信
と
絶
望

は
深
い
。
か
わ
り
に
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
は
、

一
人
の
人
間
と

し
て
の
絶
対
的
な
孤
独
感
で
あ
ろ
う
。

作
者

の
銚
燧

(
一
二
三
八
ー

=
二
=
二
)
は
、
元
朝
に

つ
か
え
て

翰
林
学
士
な
ど
を
歴
任
し
た
高
官

で
あ
り
、
元

に
お
け
る
古
文

の
第

一
人
者
、
す
な
わ
ち
こ
の
時
代

の
古
典
文
学

に
お
け
る
代
表
者
の

一

人
で
あ

っ
た
。
そ
の
挑
燧
の
心
の
中
に
な
ぜ

こ
の
よ
う
な
絶
対
的
な

孤
独
感
が
宿

っ
た

の
か
、
そ
の
理
由
を
こ
こ
で
詮
索
す
る
暇
は
な
い
。

お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
、
異
民
族
に
よ
る
史
上
初
め
て
の
全
中
国
征
服

か
ら
く
る
衝
撃
な
ど
と
い
う
単
純
な
理
由
だ
け
で
は
説
明
で
き
な
い
、

社
会

の
よ
り
複
雑
な
変
化
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
た
だ
確

実
な
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
孤
独
感
が
眺
燧

一
人
の
み
で
な
く
、

こ

の
時
代

の
多
く

の
人
々
が
共
有
し
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

散
曲
中

の
閨
怨
詩
だ
け
で
は
な
く
、

一
見
滑
稽
な
譜
誰
的
作
品
か
ら

も
、そ
れ
ら
の
譜
誌
が
実
は
孤
独
感

に
裏
打

ち
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

注
意
深
く
読
め
ぼ
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
。
さ
ら
に

「漢
宮
秋
」
や

「梧

桐
雨
」
な
ど
で
描
か
れ
る
帝
王
の
孤
独
も
こ
れ
と
同
質

の
も

の
で
あ

り
、
こ
の
孤
独
感

は
元
曲
す
べ
て
に
い
わ
ば
通
奏
低
音

の
よ
う
に
響

い
て
い
る
。
散
曲
が
描
く
溌
辣
で
男
勝
り
な
女
性
像
と
て
も
、
決
し

て
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
そ
し
て
元
代

の
人

々
の
心
に
起

っ
た
こ
の

大
き
な
精
神
的
変
化
は
、
そ
の
後

の
中
国
人

の
精
神

の
あ
り
方
を
今

日
に
い
た
る
ま
で
大
き
く
規
定
し
て
い
る
と
思
え
る
の
で
あ
る
。

元
曲

の
女
性
像
を
今
日
の
価
値
観
に
よ

っ
て
解
釈
す
る
こ
と
は
、

あ
る
意
味
で
は
た
や
す
く
、
ま
た
そ
れ
な
り
に
有
効
で
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
を
た
だ
女
性
主
義
、
女
権
伸
張

な
ど
の
視
点
か
ら
の
み

見
る
の
で
は
、
こ
の
時
代

の
人
々
が
体
験
し
た
精
神
的
変
化
の
実
態
、

す
な
わ
ち
彼
ら
の
心
の
奥
底

に
ひ
そ
む
真
実

の
声
を
見
そ
こ
な

い
、

聞
き
そ

こ
な
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

元曲の女性像
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明
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史
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版
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年
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黄
克
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八
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社
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五
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年
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〈
4
>

赤
松

紀

彦
等
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解
元
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宮

調

研
究

』

汲
古

書
院

、

一
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年

、
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頁

。
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5
>

飯
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郎

『
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行
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賦

』
汲
古

書
院

、

一
九

九

五
年

、

三

一
頁

。

〈
6
>

日
中

文
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交

流
史

研
究

会

『杜

家

立
成

雑
書

要
略

1
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注

釈

と

研
究

』
翰

林

書
房

、
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九
九

四
年

、

=

二
四
頁
。

〈
7
>

項
楚

『
敦
煙

変
文

選
注

』
巴

蜀
書

社
、

一
九

九
〇

年

、
「醜

女
縁

起

」

七

三

一
頁
、

注

(
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〇
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参
照

。

86


