
た
け
こ

か
き
も
と
お
し
な

ま
い
こ

竹
（
タ
ケ
）
子

垣
本
阿
品

舞
妓

竹
子

垣
本
阿
品

舞
妓

つ
づ
み

た
た

え
ん
え
ん

ぶ
く
ん

ひ
る
が
え

（
３５
）
敲
鼓
淵
淵
飄
舞
裙

鼓
を
敲
く
こ
と

淵
淵
と
し
て

舞
裙
を
飄
す

ふ
う
き
ょ
う

う
げ
き

し
ん
き
ん

た

風
狂
雨
劇
耐
辛
勤

風
狂

雨
劇

辛
勤
に
耐
う

み

か

こ
う
し

ふ
ん
う
ん

う
ち

看
他
紅
紫
紛
紜
裏

看
よ
他
の

紅
紫

紛
紜
の
裏

し
ょ
う
し
や

せ
い
し

し
く
ん

ぬ

瀟
洒
清
姿
抽
此
君

瀟
洒
た
る

清
姿

此
君
を
抽
く
を

「
舞
妓
」
は
、
お
ど
り
専
門
の
芸
者
で
あ
ろ
う
。
ま
い
こ
。「
声
妓
」
と
の
関
係
は
よ
く
知
ら
な
い
。
白
居
易
『
西
楼
雪
を
喜
び
て
宴
を
命

ず
』「
光
は
舞
妓
を
迎
え
て
動
く
」。

太
鼓
を
ど
ん
ど
ん
な
ら
す
中
、
舞
妓
の
裳
裾
が
ひ
ら
ひ
ら
す
る
。
こ
の
妓
女
は
、
狂
っ
た
よ
う
に
吹
く
嵐
の
よ
う
な
苦
労
に
も
耐
え
て
き

た
の
だ
。（
別
解
。
荒
れ
狂
う
風
雨
の
如
き
激
し
い
お
ど
り
に
も
た
え
る
体
の
し
な
や
か
さ
よ
）
ほ
ら
、
い
う
な
れ
ば
、
赤
や
紫
、
色
と
り

ど
り
の
花
が
や
た
ら
め
た
ら
に
咲
い
て
い
る
中
に
、す
っ
き
り
と
し
た
、す
ら
っ
と
し
た
姿
が
ひ
と
き
わ
ぬ
き
ん
で
る
竹
の
よ
う
で
あ
る
よ
、

こ
の
子
は
。

起
句
。「
敲
鼓
」
の
語
は
見
慣
れ
な
い
が
、
用
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
牛
殳
『
琵
琶
行
』「
満
城
鼓
を
敲
い
て
声
�
�
」。
か
な
り
激
し

い
打
ち
方
か
。
竹
を
打
っ
た
と
き
の
よ
う
な
。「
淵
淵
」
は
太
鼓
の
音
。『
詩
経
』
小
雅
・
采
�
「
鼓
を
伐
つ
こ
と
淵
淵
た
り
」。「
舞
裙
」
は

妓
女
の
服
装
、
晁
朴
之『
南
歌
子
』「
舞
裙
歌
扇
を
喚
取
す
」。
承
句
。「
風
狂
雨
劇
」、
李
清
照『
満
庭
芳
』「
風
狂
雨
驟
を
怕
れ
ず
」。「
辛
勤
」、

韓
愈
『
児
に
示
す
』「
辛
勤
三
十
年
」。
転
句
。「
看
他
」、
ご
ら
ん
と
注
意
を
喚
起
す
る
感
じ
。
高
輦
『
棊
』「
看
よ
他
の
一
局
を
終
え
て
、
少

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
三
）

要

木

純

一

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
三
）
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年
の
頭
を
白
却
す
る
を
」。「
紅
紫
」、『
論
語
』
郷
党
「
紅
紫
は
以
て
褻
服
と
為
さ
ず
」。
紅
紫
は
間
色
で
、
女
性
の
服
に
似
て
い
る
の
で
、

普
段
着
に
し
な
か
っ
た
と
い
う
。（
朱
子
注
）
裏
返
せ
ば
、
女
性
の
服
に
ふ
さ
わ
し
い
色
。
竹
子
の
ま
わ
り
で
芸
者
達
が
色
と
り
ど
り
の
服

を
き
て
あ
で
や
か
さ
を
競
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
一
方
、
韓
愈
『
晩
春
』「
百
般
の
紅
紫
芳
菲
を
闘
わ
す
」
の
ご
と
く
、
色
と
り
ど
り
の
花
々

を
も
表
す
。
そ
れ
な
ら
ば
、
竹
の
ま
わ
り
を
花
が
取
り
巻
い
て
い
る
こ
と
。
以
上
の
両
方
を
掛
け
て
い
る
。「
紛
紜
」、「
紛
云
」に
も
作
る
。

ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
て
多
い
様
を
し
め
す
畳
韻
語
。
司
馬
相
如
『
蜀
の
父
老
を
難
ず
る
文
』「
威
武
紛
云
た
り
」。
班
固
『
東
都
賦
』「
万
騎
紛
紜

た
り
」。「
紛
紜
」
は
形
容
詞
な
の
で
「
裏
」
を
つ
け
る
の
は
お
か
し
い
。「
成
功
の
う
ち
に
」
を
「
成
功
裏
」
な
ど
と
い
う
の
と
同
様
、
日

本
語
的
発
想
か
。
結
句
。「
瀟
洒
」
は
、「
瀟
灑
」
に
も
作
る
。
李
白
『
王
右
軍
』「
瀟
灑
と
し
て
風
塵
に
在
り
」。
杜
甫
『
飲
中
八
仙
歌
』「
宗

之
は
瀟
灑
た
る
美
少
年
」。
世
俗
を
離
れ
た
、
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
気
風
。「
清
姿
」、
権
徳
輿『
故
李
処
士
を
祭
る
文
』「
澹
然
た
る
清
姿
」。「
此

君
」、『
晋
書
』
王
徽
之
伝
に
竹
を
愛
し
た
徽
之
が
竹
を
指
し
て
「
何
ぞ
一
日
も
此
の
君
無
か
る
可
け
ん
耶
」
と
い
っ
た
と
い
う
故
事
が
あ
り
、

「
此
君
」
は
後
に
竹
の
代
名
詞
と
な
っ
た
。
岑
参
『
范
公
叢
竹
歌
』「
此
君
根
を
託
し
て
幸
い
に
地
を
得
た
り
」。
そ
し
て
、「
竹
」
は
「
抽
」
ん

ず
る
も
の
。『
興
化
池
亭
に
宴
し
て
、
白
二
十
二
の
東
帰
す
る
を
送
る
。
聯
句
」
の
張
籍
の
部
分
「
岸
蔭
に
新
た
に
竹
を
抽
ん
ず
」。
竹
子
が

妓
女
の
な
か
で
秀
で
る
こ
と
を
、
竹
が
雑
花
の
中
で
す
っ
く
と
独
り
伸
び
て
い
る
こ
と
に
掛
け
て
詠
ん
で
い
る
。

こ
ま
す

や
ま
も
と
み
つ
じ
ょ

小
升

山
本
充
女

小
升

山
本
充
女

う
つ
き
ょ

じ
つ
さ
い

ひ
と

し
ょ
う
し
ん

（
３６
）
鬱
居
十
載
独
傷
神

鬱
居
す
る
こ
と

十
載

独
り
傷
神
す

や

や

ふ
ざ
ん

ゆ
め

い

し
き

夜
夜
巫
山
入
夢
頻

夜
夜

巫
山

夢
に
入
る
こ
と
頻
り
な
り

い
ま

し
ん
じ
ょ
う

か
た

わ
れ
ま

し

未
語
真
情
我
先
識

未
だ

真
情
を

語
ら
ざ
る
に

我
先
ず
識
る

せ
い
ら
い

き
ょ
う
ち
ょ
う

こ

ひ
と

す
す

性
来
矜
重
属
斯
人

性
来

矜
重
し
て

斯
の
人
に
属
む

こ
の
妓
女
が
な
ぜ
「
小
升
」
と
つ
け
ら
れ
た
か
は
と
も
か
く
、
そ
の
源
氏
名
を
詠
み
込
ん
だ
と
思
わ
れ
る
こ
の
詩
を
鑑
賞
す
る
上
で
は
、

「
小
升
」
は
、
大
森
惟
中
の
評
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
酒
を
酌
む
小
型
の
升
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二



鬱
々
と
十
年
間
、
独
り
悩
ん
で
き
た
あ
な
た
。
毎
夜
、
巫
山
の
神
女
の
如
き
、
か
つ
て
の
恋
人
が
何
遍
も
夢
に
現
れ
る
の
ね
。
本
当
の
お

気
持
ち
を
お
っ
し
ゃ
ら
な
い
で
も
、
こ
ち
ら
は
も
う
わ
か
っ
て
お
り
ま
す
わ
。
私
は
性
分
と
し
て
、
こ
ん
な
人
を
ほ
っ
と
け
な
く
て
、
お
酒

を
つ
い
つ
い
勧
め
て
し
ま
う
ん
で
す
の
よ
。

起
句
。「
鬱
居
」、
見
慣
れ
ぬ
語
だ
が
、『
漢
書
』
韓
信
伝
「
安
く
ん
ぞ
能
く
鬱
鬱
と
し
て
久
し
く
此
に
居
ら
ん
乎
」
を
つ
づ
め
た
の
で
あ

ろ
う
。「
居
」
の
字
、
原
文
は
「
尸
」
に
「
立
」
の
形
に
作
る
。
異
体
字
の
一
つ
。「
独
傷
神
」
の
「
神
」
は
精
神
。
蘇
軾
『
獄
中
子
由
に
寄

す
』
二
首
其
一
「
他
年
の
夜
雨
独
り
神
を
傷
つ
く
」。
承
句
。「
巫
山
」
は
、
楚
の
懐
王
が
夢
で
神
女
と
交
わ
っ
た
故
事
。（
宋
玉
『
高
唐
賦
』）。

既
出
。「
入
夢
頻
」、
貫
休
『
匡
山
紀
公
に
寄
す
』「
相
思
夢
に
入
る
こ
と
頻
り
な
り
」。
転
句
は
、
妓
女
と
の
交
情
を
詠
ん
だ
と
お
ぼ
し
き
、

李
白
『
相
逢
行
』「
未
だ
語
ら
ざ
る
も
心
を
知
る
可
し
」
を
意
識
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。「
我
先
識
」、
南
宋
曹
�
『
山
居
雑
詩
』「
村
香
我
先
ず

識
る
」。
こ
の
句
、「
未
だ
語
ら
ざ
る
も
真
情
は
我
先
ず
識
る
」
と
訓
ず
る
べ
き
か
。
結
句
。「
性
来
」、
熟
語
と
し
て
あ
ま
り
見
な
い
。
日
本

語
で
は
「
生
来
」（
し
ょ
う
ら
い
・
せ
い
ら
い
）
と
同
様
に
使
う
ら
し
い
。（『
国
』）。「
矜
重
」
は
、
本
来
荘
重
の
意
。
動
詞
と
し
て
用
い
れ

ば
荘
重
と
み
な
す
、
す
な
わ
ち
う
や
ま
う
の
意
と
な
る
。
平
仄
の
関
係
で
「
敬
重
」（
け
い
ち
ょ
う
・
き
ょ
う
ち
ょ
う
）
の
代
わ
り
に
用
い
た

か
。
沈
約
『
宋
書
』「
深
く
相
い
矜
重
す
」。「
属
」
は
酒
な
ど
を
注
い
で
す
す
め
る
こ
と
。（
２１
）
に
既
出
。
但
し
、「
属
斯
人
」
の
用
例
を
見

る
限
り
は
、「
こ
の
人
に
所
属
す
る
」
の
意
が
殆
ど
で
、
こ
こ
も
、
生
来
の
立
派
さ
が
こ
の
人
の
持
ち
前
だ
等
の
解
釈
も
考
え
ら
れ
そ
う
だ

が
、
や
は
り
、「
小
升
」
の
源
氏
名
に
関
連
さ
せ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

大
森
惟
中
の
評
。

し
ょ
う
し
ん

ひ
と

き
ょ
う
ち
ょ
う

よ
ろ

こ
ま
す
ざ
け

か
た
む

う
つ
し
ゅ
う

い
っ
そ
う

矜
重
傷
神
人
、
宜
傾
小
升
酒
、
一
掃
鬱
愁
。

傷
神
の
人
を
矜
重
せ
よ
、
宜
し
く
小
升
酒
を
傾
け
、
鬱
愁
を
一
掃
す
べ
し
。

そ
う
そ
う
、
悩
み
多
き
人
は
大
切
に
し
な
く
っ
ち
ゃ
。
小
升
の
勧
め
る
小
升
を
傾
け
て
、
そ
の
酒
で
、
鬱
々
と
し
た
気
持
ち
を
、
す
っ
ぱ

り
と
晴
ら
し
な
さ
い
。「
鬱
愁
」、
韓
愈
等
『
遠
遊
聯
句
』
の
う
ち
孟
郊
の
詠
ん
だ
部
分
「
中
に
鬱
鬱
た
る
愁
い
を
結
ぶ
」。
蘇
軾
は
『
洞
庭

春
色
』
で
酒
に
つ
い
て
「
亦
た
掃
愁
帚
と
号
す
」
と
い
う
。

こ
の
詩
、
い
く
つ
か
の
語
の
意
味
が
確
定
で
き
ず
、
解
釈
は
武
断
に
過
ぎ
る
か
も
知
れ
ぬ
。

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
三
）
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い
ち
よ
し

か
わ
か
み
た
だ
じ
ょ

い
ず
も
き
づ
き

の
さ
ん

市
吉
（
イ
チ
ヨ
シ
）

川
上
唯
女

出
雲
杵
築
之
産

市
吉

川
上
唯
女

出
雲
杵
築
之
産

じ
ち
ゅ
う

い
ち
よ
し

か
つ

が

こ
う
か
な
や
ま
お
う
り
ん

た
が

自
註

市
吉
曽
与
画
工
金
山
鴎
隣
互
約
伉
儷
、
情
交
親
密
、
故
及
。

自
註

市
吉
は
曽
て
画
工
金
山
鴎
隣
と
互
い
に

こ
う
れ
い

や
く

じ
ょ
う
こ
う
し
ん
み
つ

ゆ
え

お
よ

伉
儷
を
約
し
、
情
交
親
密
な
り
、
故
に
及
ぶ
。

い
ち
じ
つ

み

く

や

い
か

（
３７
）
一
日
不
看
奈
病
�

一
日

看
ざ
れ
ば

�
を
病
む
を
奈
ん
せ
ん

よ
い
よ
い

た

く
ち
ゅ
う

た
の

あ

宵
宵
只
有
苦
中
娯

宵
宵

只
だ

苦
中
の
娯
し
み

有
る
の
み

あ
ろ
う

ふ
で

な

な
ん

か
た
ち

え
が

阿
郎
舐
筆
画
何
状

阿
郎

筆
を
舐
め

何
の
状
を
か
画
く

う
つ

い
だ

え
ん
お
う

ひ
よ
く

ず

写
出
鴛
鴦
比
翼
圖

写
し
出
す

鴛
鴦

比
翼
の
圖

大
森
惟
中
に
従
っ
て
、
原
文
「
圓
」
を
「
圖
」
に
改
め
る
。
単
な
る
誤
字
。

自
註
。
市
吉
は
そ
の
か
み
絵
描
き
の
金
山
鴎
隣
と
ち
ぎ
り
を
結
び
、
仲
む
つ
ま
じ
か
っ
た
の
で
、
こ
の
詩
で
言
及
し
て
い
る
。「
伉
儷
」は

匹
敵
す
る
ペ
ア
と
い
う
こ
と
か
ら
、
夫
婦
関
係
を
指
す
。『
春
秋
左
氏
伝
』
昭
公
二
年
「
伉
儷
に
非
ざ
る
也
」。「
情
交
」
は
交
遊
。
謝
霊
運

『
山
居
賦
』「
情
交
の
永
く
絶
ゆ
る
を
顧
み
る
」。
日
本
で
は
専
ら
男
女
の
愛
を
指
す
。「
親
密
」、�
康『
家
誡
』「
当
に
親
密
を
極
む
べ
か
ら
ず
」。

「
故
及
」
は
既
述
。
金
山
鴎
麟
に
関
す
る
詳
細
は
不
明
。

一
日
あ
な
た
に
会
わ
な
い
と
、
私
の
こ
の
や
せ
衰
え
た
体
が
支
え
ら
れ
な
い
。
苦
し
い
中
、
毎
晩
、
あ
な
た
と
会
う
の
だ
け
が
楽
し
み
。

あ
な
た
は
、
筆
を
な
め
て
、
何
を
描
い
て
い
る
の
か
し
ら
。
あ
あ
、
オ
シ
ド
リ
が
翼
を
交
わ
し
合
っ
て
い
る
の
を
あ
り
あ
り
と
写
生
し
て
い

る
。
う
れ
し
い
わ
。

起
句
。「
一
日
不
看
」、『
詩
経
』
王
風
・
采
葛
「
一
日
見
ざ
れ
ば
、
三
月
の
如
し
兮
」。
平
仄
の
関
係
で
「
見
」
を
「
看
」
に
し
た
。「
奈
」

は
、「
奈
何
」
と
同
じ
。「
ど
う
す
る
か
」、
反
語
的
に
用
い
る
。
杜
甫
『
月
』「
天
寒
く
し
て
九
秋
を
奈
か
ん
せ
ん
」。
ま
た
、「
耐
」
に
通
ず

る
。
そ
の
場
合
も
「
た
え
ん
や
」
と
反
語
的
に
読
み
、「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」
と
い
う
大
意
に
変
わ
り
な
い
。「
病
�
」、
張
耒
『
李
深
之

を
祭
る
文
』「
多
く
�
を
病
む
」。「
病
躯
」
の
つ
も
り
か
も
知
れ
ぬ
。
承
句
。「
夜
夜
」
と
い
う
の
を
、
平
仄
の
関
係
で
「
宵
宵
」
を
用
い
た
。

詩
語
と
し
て
は
あ
ま
り
用
い
な
い
。
日
本
語
の
「
よ
い
よ
い
」
か
ら
か
。「
苦
中
娯
」、
雪
竇
『
頌
古
集
』「
苦
中
の
楽
、
楽
中
の
苦
」。
転
句
。

「
阿
郎
」
は
前
出
。「
舐
筆
」、『
荘
子
』
知
北
遊
「
筆
を
舐
め
て
墨
を
和
す
」。「
何
状
」、
元
結
『
�
樽
銘
』「
片
石
何
の
状
ぞ
」。
結
句
。「
写

四



出
」、
孟
郊
『
汝
州
南
潭
陸
中
丞
公
平
に
陪
す
』「
写
し
出
す
青
天
心
」。「
鴛
鴦
比
翼
」、
傅
玄
『
青
青
河
辺
草
篇
』「
君
を
夢
み
れ
ば
鴛
鴦
の
如

く
、
翼
を
比
べ
て
雲
間
に
翔
る
」。

い
と
じ

絲
児
（
イ
ト
ジ
）

絲
児

し
ゅ
し
ん

ふ
で

な

そ
う
し

う
つ

（
３８
）
朱
唇
舐
筆
写
相
思

朱
唇

筆
を
舐
め

相
思
を
写
す

よ
ぼ
く

ま
た
え
が

し
ん
げ
つ

ま
ゆ

餘
墨
又
描
新
月
眉

餘
墨

又
描
く

新
月
の
眉

こ

い
ろ
い
と

つ
な

ば
ん
か
く

ひ

児
繋
色
絲
牽
万
客

児
は

色
絲
を

繋
ぎ
て

万
客
を
牽
く

い
と
じ

ま
こ
と

こ

じ
ょ
う
じ

絲
児
真
箇
是
情
児

絲
児
は

真
箇
に

是
れ
情
児

紅
い
唇
で
筆
を
な
め
つ
つ
、
恋
文
を
書
き
、
さ
ら
に
、
余
っ
た
墨
で
、
新
月
状
の
眉
を
描
く
。
絲
児
は
、
蜘
蛛
の
妖
精
の
如
く
五
色
の
色

糸
で
、
沢
山
の
客
を
引
っ
か
け
る
。
絲
児
よ
、
お
前
は
本
当
に
情
の
濃
い
女
じ
ゃ
の
う
。

起
句
。「
朱
唇
」、
宋
玉
『
神
女
賦
』「
朱
唇
的
か
に
し
て
其
れ
丹
の
若
し
」。「
舐
筆
」
は
、
前
の
詩
参
照
。「
写
相
思
」、
李
商
隠
『
碧
城
』

其
三
「
収
め
て
鳳
紙
を
将
て
相
思
を
写
す
」。
承
句
。「
餘
墨
」、
欧
陽
修
『
曼
卿
を
哭
す
』「
餘
墨
潤
い
て
枯
れ
ず
」。「
新
月
眉
」、『
雍
煕
楽

府
』
無
名
氏
『
点
絳
唇
』「
黛
烟
も
て
描
く
新
月
の
眉
」。
妓
女
が
黛
で
恋
文
を
書
く
よ
う
な
習
慣
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
不
詳
。
転
句
。「
色

糸
」
と
い
え
ば
、『
世
説
新
語
』
捷
悟
篇
の
故
事
。
孝
女
曹
娥
碑
の
裏
に
「
黄
絹
幼
婦
」
と
謎
の
こ
と
ば
が
書
い
て
あ
る
の
を
、
曹
操
と
楊

修
が
解
い
て
「
色
糸
女
子
」
す
な
わ
ち
「
絶
好
」（
絶
え
て
好
し
）
の
二
字
が
隠
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
こ
こ
も
絲
児
の
き
り
ょ
う
を

た
た
え
る
気
持
ち
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
大
森
惟
中
は
「
児
繋
色
絲
」
に
朱
を
入
れ
て
、「
嬌
態
纏
綿
」
に
変
え
よ
と
勧
め
る
。

結
句
の
『
絲
』
字
と
重
複
す
る
の
を
避
け
る
た
め
か
。
ま
た
、
妓
女
を
「
蜘
蛛
の
女
怪
」
と
見
立
て
た
こ
と
が
、
下
の
「
牽
」
字
で
充
分
に

わ
か
る
の
で
、
そ
れ
以
上
に
あ
か
ら
さ
ま
に
す
る
必
要
が
な
い
と
判
断
し
た
か
。「
纏
綿
」
の
二
字
は
、
本
来
糸
の
繊
維
が
長
く
伸
び
る
様

に
対
す
る
形
容
で
あ
っ
た
の
を
、
情
が
ま
と
わ
り
つ
く
よ
う
に
深
い
意
に
使
う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
こ
こ
に
ぴ
っ
た
り
の
語
だ
と
考
え
た

の
か
も
知
れ
な
い
。「
嬌
態
」、
王
維
『
西
施
詠
』「
君
寵
す
れ
ば
嬌
態
を
益
す
」。「
纏
綿
」、
李
白
『
相
逢
行
』「
纏
綿
と
し
て
会
ず
時
有
る
べ

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
三
）

五



し
」。「
牽
万
客
」、
白
居
易
『
盧
秘
書
の
夏
日
新
た
に
竹
を
栽
う
る
に
題
す
。
二
十
韻
』「
勾
牽
す
酒
客
の
歓
」。「
三
千
客
」
は
詩
文
に
し
ば

し
ば
出
現
す
る
が
、「
万
客
」
は
余
り
い
わ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
結
句
は
、
俗
語
の
「
情
絲
」
が
男
女
間
の
愛
情
を
指
す
の
を
意
識
す
る
だ

ろ
う
。
孔
尚
任
『
桃
花
扇
・
選
優
』「
今
日
に
到
り
て
情
絲
は
割
断
し
、
芳
草
は
天
涯
な
り
」。「
真
箇
」
は
「
真
」
を
二
字
に
伸
ば
し
た
俗
語
、

「
箇
」
は
意
味
の
な
い
助
字
。
韓
愈
『
盆
池
』
五
首
其
一
「
老
翁
は
真
箇
に
童
児
に
似
た
り
」。「
情
児
」
は
、
見
慣
れ
ぬ
語
だ
が
、「
薄
情
児
」

（
孫
光
憲
『
南
歌
子
』「
五
陵
の
狂
蕩
の
薄
情
児
に
似
ざ
れ
」）
等
に
対
し
て
、
情
け
深
い
熱
情
的
な
人
を
指
す
に
は
違
い
あ
る
ま
い
。

大
森
惟
中
の
評
。

く

も

じ
ょ
か
い

ま
さ

さ
ん
し
ゃ

さ

蜘
蛛
女
怪
、
応
避
三
舎
。

蜘
蛛
の
女
怪
、
応
に
三
舎
を
避
く
べ
し
。

蜘
蛛
の
妖
女
、
き
っ
と
み
ん
な
触
ら
ぬ
神
に
た
た
り
無
し
と
ば
か
り
に
遠
巻
き
に
し
て
い
る
だ
ろ
う
な
。「
蜘
蛛
の
女
怪
」と
い
え
ば
、『
西

遊
記
』
第
七
十
二
回
、
七
十
三
回
に
現
れ
る
盤
絲
洞
に
巣
く
う
七
匹
の
蜘
蛛
の
化
身
。「
女
怪
」
の
語
も
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
歌
舞
伎
の
『
土

蜘
蛛
』
等
も
意
識
す
る
か
。「
避
三
舎
」
は
、
軍
隊
が
三
日
分
の
行
程
だ
け
退
く
こ
と
。『
春
秋
左
氏
伝
』
僖
公
二
十
三
年
「
其
の
君
を
避
く

る
こ
と
三
舎
」。
も
と
の
故
事
は
、
晋
の
重
耳
が
、
楚
に
対
し
て
、
か
つ
て
の
約
束
を
守
っ
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
強
大

な
相
手
を
恐
れ
て
尻
込
み
を
す
る
意
に
転
じ
て
用
い
る
。「
応
」は
、「
き
っ
と
・
・
・
に
ち
が
い
な
い
」の
意
だ
が
、「
須
」（
す
べ
か
ら
く
・
・
・

す
べ
し
。
・
・
・
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
）
や
「
当
」（
ま
さ
に
・
・
・
す
べ
し
。
当
然
・
・
・
す
べ
き
だ
）
の
つ
も
り
で
用
い
て
い
る
の
か

も
知
れ
な
い
。

あ
や
こ

ひ
ろ
べ
た
き
じ
ょ

綾
子

広
部
瀧
女

綾
子

広
部
瀧
女

じ
ち
ゅ
う

こ
せ
ん
り
ゅ
う

も
っ

い
っ
ぺ
ん

な

自
註

以
古
川
柳
為
一
篇
。

自
註

古
川
柳
を
以
て
一
篇
と
為
す
。

あ

や

ひ
と

さ

じ
し
ん

い
か

（
３９
）
阿
爺
一
去
奈
慈
親

阿
爺

一
た
び
去
り
て

慈
親
を
奈
ん
せ
ん

し
ゅ
く
す
い

し
き

う
れ

せ
き
ひ
ん

せ
ま

菽
水
頻
愁
逼
赤
貧

菽
水

頻
り
に
愁
う

赤
貧
に
逼
ら
る
る
を

こ
ん
さ
つ

か
じ
ん

は
く
め
い
お
お

恨
殺
佳
人
多
薄
命

恨
殺
す

佳
人

薄
命
多
き
を

り
ょ
う
ら

き
ん
し
ゅ
う

か
え

み

ま
と

綾
羅
錦
繍
却
纏
身

綾
羅

錦
繍

却
っ
て
身
に
纏
う

六



自
註
に
古
川
柳
を
下
敷
き
に
し
て
、
こ
の
一
篇
を
作
っ
た
と
い
う
の
だ
が
、
そ
の
古
川
柳
が
、
何
を
指
す
か
、
未
詳
。
華
美
な
服
で
着
飾
っ

た
妓
女
が
、
実
は
も
っ
と
も
生
活
に
窮
し
て
い
る
と
い
う
裏
腹
の
悲
哀
を
詠
ん
だ
川
柳
と
思
わ
れ
る
が
、
ぴ
っ
た
り
の
も
の
が
見
つ
か
ら
な

い
。「
木
綿
着
て
世
の
た
め
に
織
る
綾
錦
」（『
二
葉
之
松
』）は
、
境
地
は
同
じ
か
も
知
れ
ぬ
が
、
少
し
ず
れ
て
い
る
。
博
雅
の
示
教
を
俟
つ
。

お
と
っ
つ
ぁ
ん
が
死
ん
で
、
の
こ
さ
れ
た
お
っ
か
さ
ん
を
養
う
す
べ
が
な
く
、
貧
乏
の
た
め
、
最
低
限
の
食
事
に
さ
え
事
欠
く
有
様
に
、

日
夜
苦
し
ん
で
お
り
ま
す
。
あ
あ
悔
し
く
っ
て
た
ま
ら
な
い
、
芸
者
っ
て
な
ん
て
不
幸
な
の
。
そ
ん
な
私
が
豪
華
な
あ
や
に
し
き
を
身
に
ま

と
っ
て
、
遊
廓
に
出
る
と
は
皮
肉
な
話
。

起
句
。「
阿
爺
」
は
父
。
古
楽
府
の
『
木
蘭
詩
』「
阿
爺
大
兄
無
し
」。「
一
去
」、
陶
潜
『
園
田
の
居
に
帰
る
』
六
首
其
一
「
一
た
び
去
り
て

三
十
年
」。「
一
・
・
・
」
は
「
・
・
・
し
て
か
ら
」
と
後
に
続
く
言
い
方
。「
奈
」
は
既
出
。「
慈
親
」
は
、
も
と
も
と
父
母
両
親
を
指
す
よ

う
だ
が
、
厳
父
に
対
し
て
、
慈
愛
に
満
ち
た
母
を
主
に
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。『
呂
氏
春
秋
』「
慈
親
を
得
る
が
如
し
』。
杜
甫
『
陽
城
郡
王
太

婦
人
の
恩
命
を
賀
し
�
国
太
婦
人
を
賀
し
奉
る
』「
号
を
錫
り
て
慈
親
に
載
す
」。
承
句
。「
菽
水
」
は
豆
と
水
だ
け
の
粗
末
な
食
事
。
清
貧
な

生
活
の
さ
ま
。『
礼
記
・
檀
弓
』「
菽
を
啜
り
水
を
飲
み
、
其
の
歓
を
尽
く
せ
ば
、
斯
を
之
孝
と
謂
う
」。「
頻
愁
」、
竇
鞏
『
早
秋
江
行
』「
頻
り

に
愁
え
て
家
に
到
ら
ん
と
欲
す
」。「
逼
」
は
、
接
近
す
る
、
お
ど
す
等
の
意
味
が
中
心
で
、
日
本
語
の
「
逼
迫
」
の
よ
う
に
、
金
繰
り
に
困

る
意
に
用
い
る
の
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
。
李
嘉
裕
『
常
州
の
韋
郎
中
舟
を
泛
べ
て
餞
ら
る
』「
岸
に
逼
り
て
芳
草
に
随
う
」。
桓
温
『
�
元

彦
を
薦
む
る
表
』「
姦
威
仍
り
に
逼
る
」。「
赤
貧
」
の
「
赤
」
は
素
っ
裸
の
感
じ
。『
南
史
』
臨
汝
侯
坦
之
伝
「
検
の
家
は
赤
貧
た
り
」。
転
句

は
、
蘇
軾
『
薄
命
佳
人
』「
古
え
自
り
佳
人
は
薄
命
多
し
」
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
用
い
る
。「
恨
殺
」、「
殺
」
は
強
意
。
楊
万
里
『
午
に
横
林
を

過
ぎ
て
恵
山
を
回
望
す
』「
恨
殺
す
恵
山
尋
ぬ
る
も
見
え
ざ
る
を
」。
結
句
。「
綾
羅
錦
繍
」
は
、
あ
や
ぎ
ぬ
、
う
す
ぎ
ぬ
、
に
し
き
、
刺
繍
し

た
絹
織
物
。
要
す
る
に
贅
沢
で
美
し
い
着
物
。『
小
学
』
実
明
倫
「
綾
羅
錦
繍
を
用
い
ず
」。「
纏
」
を
、
服
を
ま
と
う
、
身
に
つ
け
る
と
い

う
意
で
用
い
る
こ
と
は
「
纏
頭
」
等
を
除
い
て
少
な
い
。
む
し
ろ
、
不
幸
が
身
に
ま
と
わ
り
つ
く
場
合
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
。
杜
甫
『
厳
二

の
帰
り
て
礼
を
奉
る
と
別
る
』「
将
に
老
い
ん
と
し
て
病
は
身
に
纏
う
」。

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
三
）
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か
め
じ

ふ
な
び
き
み
つ
じ
ょ

亀
二

舟
引
充
女

亀
二

舟
引
充
女

き
ぐ
う

い
つ
し
ょ
う

じ
ょ
う
じ
ょ
う

わ

（
４０
）
奇
遇
一
宵
話
情
状

奇
遇

一
宵

情
状
を
話
す

ほ
う
ら
い

ゆ
め
お
だ

ね
や

い
ち
ょ
う

蓬
莱
夢
穏
閨
幃
帳

蓬
莱

夢
穏
や
か
な
り

閨
の
幃
帳

も

そ

た
ぐ
い

も
つ

あ

も
と

な

假
将
其
類
作
相
求

假
し

其
の
類
を

将
て

相
い
求
む
る
を
作
さ
ば

は
た

こ

あ
ろ
う

ろ
く
ぞ
う

な

果
是
阿
郎
名
六
蔵

果
し
て
是
れ

阿
郎
は

六
蔵
と
名
づ
く
か

こ
の
詩
、
他
と
違
っ
て
、
仄
声
韻
（
去
声
二
十
三
漾
）
の
拗
体
。
平
仄
は
一
部
を
除
い
て
規
則
通
り
。

思
い
も
か
け
ず
男
に
出
く
わ
し
て
、
一
晩
こ
れ
ま
で
の
身
の
上
を
語
り
明
か
す
。
仙
界
に
遊
ぶ
が
如
き
夢
を
見
て
、
二
人
し
て
、
寝
室
の

と
ば
り
の
内
で
ぐ
っ
す
り
寝
込
ん
だ
。
そ
の
男
は
何
者
？
。
ま
あ
あ
え
て
、
源
氏
名
に
含
ま
れ
る
亀
の
仲
間
と
い
う
こ
と
で
、
想
像
し
て
み

る
な
ら
ば
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
い
い
人
の
名
は
六
蔵
さ
ん
っ
て
い
う
ん
じ
ゃ
な
い
か
ね
。

起
句
。
柳
永
『
迎
新
春
』「
少
年
の
人
、
往
往
に
し
て
奇
遇
あ
り
」。「
一
宵
話
」、
善
生
『
智
光
の
南
に
之
く
を
送
る
。
雨
に
値
う
』「
又
得

た
り
一
宵
の
話
」。「
情
状
」、『
易
』
繋
辞
伝
「
是
の
故
に
鬼
神
の
情
状
を
知
る
」。
韓
愈
『
送
窮
文
』「
情
状
既
に
露
わ
る
。
敢
え
て
回
避
せ

ざ
ら
ん
」。
承
句
。「
蓬
莱
」は
、
仙
人
が
住
む
と
い
う
伝
説
の
島
。
渤
海
に
あ
る
と
い
う
。
白
居
易『
長
恨
歌
』「
蓬
莱
宮
中
日
月
長
し
」。「
蓬

莱
の
夢
」、
南
宋
、
高
�
『
毅
斎
鄭
秘
書
道
山
客
を
領
す
』「
山
翁
蓬
莱
の
夢
を
作
さ
ず
」。「
巫
山
夢
」
と
同
様
、
男
女
の
こ
の
世
な
ら
ぬ
交

わ
り
を
暗
示
す
る
。「
夢
穏
」、
梅
堯
臣
『
銭
駕
部
知
�
州
を
送
る
』「
夢
穏
や
か
に
し
て
刀
州
を
過
ぐ
」。「
閨
幃
帳
」
は
見
慣
れ
ぬ
語
だ
が
、

押
韻
す
る
た
め
に
無
理
を
し
た
か
。「
閨
幃
」、『
花
間
集
』
毛
煕
震
・
清
平
楽
「
愁
い
を
含
み
て
独
り
閨
幃
に
倚
る
」。「
幃
帳
」、
白
居
易
『
弟

を
祭
る
文
』「
幃
帳
は
収
め
ん
と
欲
す
」。
転
句
。「
假
（
仮
）」
は
、
仮
定
の
語
。
か
り
に
、
も
し
。「
仮
令
」、「
仮
使
」。『
史
記
』
管
晏
列
伝

「
假
し
晏
子
を
し
て
而
し
て
在
ら
令
め
ば
」。「
将
」
は
「
以
」
と
同
じ
。
平
仄
の
関
係
で
用
い
る
。「
将
其
類
作
相
求
」
は
、
散
文
的
な
表
現

だ
が
、
要
す
る
に
「
以
類
推
之
（
類
推
）」
と
い
う
こ
と
が
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
北
宋
、
陸
佃
『
�
雅
』
�
「
此
は
其
の
類
を
以
て
之

を
求
む
」。
元
、
李
簡
『
学
易
記
』「
各
の
其
の
類
を
以
て
而
し
て
相
い
求
む
」。「
作
」
字
は
余
計
な
感
じ
が
す
る
。
平
仄
合
わ
せ
の
た
め
か
。

「
相
求
」、
李
白『
楚
江
黄
龍
磯
南
に
宴
す
。
楊
執
戟
楼
を
治
む
』「
他
日
更
に
相
い
求
め
ん
」。
結
句
。「
果
」は
、「
結
果
と
し
て
予
想
通
り
・
・
・

八



と
な
る
」
が
基
本
義
で
あ
る
が
、
疑
問
の
語
気
が
付
加
し
て
、「
い
っ
た
い
、
結
局
の
と
こ
ろ
・
・
・
な
の
か
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
使

う
場
合
が
多
い
。『
孟
子
』
離
婁
下
「
果
た
し
て
以
て
人
に
異
な
る
有
る
乎
」。「
阿
郎
」
は
、
既
述
。「
六
蔵
」
は
、
こ
の
詩
の
よ
う
に
去
声

で
読
む
な
ら
ば
、「
六
臓
」
と
同
じ
で
、
人
体
の
内
蔵
の
こ
と
だ
が
、
こ
こ
に
当
て
は
ま
ら
ぬ
。
平
声
す
な
わ
ち
「
蔵
す
る
」
と
い
う
意
味

で
読
む
な
ら
ば
、
仏
教
語
で
、「
亀
六
蔵
」
の
こ
と
。
平
仄
の
違
い
を
無
視
し
た
の
で
あ
ろ
う
。『
雑
阿
含
経
』
巻
四
十
三
「
亀
虫
見
来
た
れ

ば
、
則
ち
便
ち
六
を
蔵
す
」。
亀
が
危
険
に
あ
っ
た
と
き
、
頭
尾
四
足
の
六
つ
を
か
く
し
て
、
害
を
避
け
る
こ
と
か
ら
、
人
が
才
知
を
外
に

表
さ
な
い
で
禍
を
避
け
る
生
き
方
に
喩
え
る
。
ど
う
い
う
わ
け
か
、
こ
の
「
蔵
六
」
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
「
亀
六
蔵
」
と
い
う
成
語
で
用
い

ら
れ
る
。
宋
僧
、
恵
洪
『
次
韻
し
て
、
葆
光
庵
に
題
す
』「
孤
坐
す
る
こ
と
�
然
と
し
て
亀
六
蔵
（
す
る
が
ご
と
し
）」。
か
く
し
て
、「
亀
」
と

「
六
蔵
」
の
つ
な
が
り
は
明
白
で
あ
る
が
、
こ
の
「
六
蔵
」
が
実
際
に
い
た
亀
二
の
愛
人
の
実
名
な
の
か
、
そ
れ
と
も
単
な
る
戯
れ
の
仮
構

な
の
か
、
わ
か
ら
な
い
。「
六
蔵
」
は
、
江
戸
時
代
に
馬
方
の
通
称
と
し
て
用
い
ら
れ
た
そ
う
だ
が
（『
国
』）、
関
係
が
あ
る
か
ど
う
か
。

大
森
惟
中
の
評
。

ろ
く
ぞ
う

こ

や
ぐ
ち

わ
た

お
ふ
ね

こ
い

ひ
と

六
蔵
不
是
矢
口
渡
恋
阿
舟
人
。

六
蔵
は
是
れ
矢
口
の
渡
し
の
阿
舟
を
恋
す
る
人
な
ら
ず
。

六
蔵
は
、『
矢
口
の
渡
し
』
に
登
場
す
る
お
舟
に
横
恋
慕
し
た
あ
の
悪
者
と
は
違
う
よ
ね
。『
矢
口
渡
』
は
、
平
賀
源
内
作
の
人
形
浄
瑠
璃

『
神
霊
矢
口
渡
』。
矢
口
の
渡
守
の
娘
、
お
舟
と
新
田
義
岑
の
悲
恋
を
描
い
た
四
段
目
が
よ
く
知
ら
れ
る
。
そ
の
お
舟
に
下
人
の
六
蔵
が
邪
恋

を
し
か
け
、
義
岑
を
亡
き
者
に
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
評
は
「
亀
二
」
の
本
名
の
「
舟
引
」
に
引
か
れ
た
冗
談
口
で
あ
ろ
う
。『
神
霊
矢
口

渡
』
は
作
者
の
念
頭
に
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
詩
の
方
は
そ
れ
と
関
係
な
く
作
っ
た
と
み
な
し
て
解
し
た
。

う
た
き
ち

さ

さ

き
う
た
じ
ょ

歌
吉
（
ウ
タ
キ
チ
）

佐
々
木
歌
女

歌
吉

佐
々
木
歌
女

か
り
ゅ
う

じ
ょ
う
ち
ゅ
う

こ

み

よ

（
４１
）
花
柳
場
中
寄
此
身

花
柳

場
中
に

此
の
身
を
寄
す

せ
い
か

み
ょ
う
ぶ

り
ん

お
な

清
歌
妙
舞
不
同
倫

清
歌

妙
舞

倫
を
同
じ
く
せ
ず

こ

み

ふ
は
く

き
ょ
う
し
ゃ

う
ち

請
看
浮
薄
狭
斜
裏

請
う
看
よ

浮
薄

狭
斜
の
裏

よ

に
ん
じ
ょ
う

か
い

い
く
に
ん

あ

能
解
人
情
有
幾
人

能
く

人
情
を

解
す
る
は

幾
人
か
有
る

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
三
）
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花
柳
の
世
界
に
こ
の
身
を
よ
せ
た
こ
の
ひ
と
は
、
清
ら
か
な
歌
と
美
し
い
舞
が
人
並
み
は
ず
れ
て
優
れ
て
い
る
。
あ
あ
ご
ら
ん
、
こ
の
軽

薄
な
色
街
の
中
で
、
こ
の
人
の
気
持
ち
を
理
解
し
て
く
れ
る
知
己
は
ど
れ
ほ
ど
い
る
だ
ろ
う
か
。

起
句
。「
花
柳
場
中
」、
色
街
の
、
花
や
柳
は
、
土
手
な
ど
に
長
細
く
連
な
る
た
め
か
、
縦
横
に
広
が
り
を
持
っ
た
「
場
」
と
結
合
し
に
く

い
よ
う
で
あ
る
が
、
中
国
で
も
近
世
に
な
る
と
「
花
柳
場
」
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
明
、
劉
�
『
湖
楽
站
に
過
ぎ
る
』「
昔
年

の
花
柳
場
」。
清
、
于
成
龍『
盗
を
弭
め
民
を
安
ん
ず
る
条
約
』「
毎
に
無
頼
の
棍
徒
に
花
柳
場
中
に
勾
堕
せ
被
る
」。「
寄
此
身
」、
白
居
易『
対

酒
』
五
首
其
二
「
石
火
光
中
此
の
身
を
寄
す
」。
承
句
。「
清
歌
妙
舞
」
は
、
劉
希
夷
『
代
わ
り
て
白
頭
の
翁
を
悲
し
む
』「
清
歌
妙
舞
す
落
花

の
前
」
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
。「
同
倫
」、『
礼
記
』
中
庸
「
行
い
は
倫
を
同
じ
く
す
」。「
倫
」
は
、
道
ま
た
は
と
も
が
ら
。「
不
同
倫
」
は
、

要
す
る
に
一
般
と
格
が
違
う
こ
と
を
い
う
の
だ
ろ
う
。
転
句
。「
請
看
」は
、
注
意
喚
起
の
語
。
李
白『
怨
情
』「
請
う
看
よ
陳
后
の
黄
金
屋
」。

「
浮
薄
」、
高
適
『
淇
上
に
て
薛
三
掾
に
酬
い
、
兼
ね
て
郭
少
府
に
寄
す
』「
時
俗
何
ぞ
浮
薄
な
る
」。「
狭
斜
」
は
、
色
街
の
狭
く
て
斜
交
い
に

走
る
通
り
。
蕭
賁
『
経
過
す
狭
斜
の
裏
』。
結
句
。
類
似
の
句
、
白
居
易
『
重
ね
て
杏
園
を
尋
ぬ
』「
誰
か
多
情
を
解
し
て
又
独
り
来
る
」。
ま

た
同
じ
く
白
居
易
『
楊
柳
枝
詞
』
八
首
其
五
「
若
し
多
情
を
解
し
て
小
小
を
尋
ぬ
れ
ば
」。「
小
小
」
は
南
斉
の
名
妓
蘇
小
小
の
こ
と
。
こ
の

詩
の
雰
囲
気
に
近
い
。「
人
情
」
は
、『
礼
記
』
礼
運
に
「
何
を
か
人
情
と
謂
う
。
喜
、
怒
、
哀
、
懼
、
愛
、
悪
、
欲
」
と
あ
る
よ
う
に
、
人

の
感
情
の
こ
と
。「
解
人
情
」
は
、
歌
吉
の
気
持
ち
を
理
解
し
て
や
る
こ
と
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
人
間
ら
し
い
感
情
を
も
っ
て
い
る
人
、

人
情
が
よ
く
分
か
る
細
や
か
な
人
と
い
う
意
味
か
も
知
れ
な
い
。
陳
師
道
『
彭
祖
楼
』「
黄
�
白
鳥
人
情
を
解
す
」。「
有
幾
人
」、
劉
長
卿
『
疲

兵
篇
』「
白
首
家
に
還
る
は
幾
人
か
有
ら
ん
」

結
句
に
傍
点
を
つ
け
て
、
大
森
惟
中
は
眉
批
で
、

ま
こ
と

ご

き

い
た

真
詣
悟
機
。

真
に
悟
機
に
詣
る
。

と
い
う
。
訳
。
ま
こ
と
に
悟
り
の
境
地
に
入
っ
た
詩
と
い
え
る
。「
真
詣
」
二
字
だ
け
で
も
、
宗
教
の
核
心
に
到
る
こ
と
。
南
宋
、
薛
季
宣

『
兄
の
子
象
先
公
試
を
罷
め
て
帰
り
て
武
林
を
知
す
。
動
静
古
風
を
成
す
』
三
首
其
一
「
黄
庭
真
詣
有
り
」。「
悟
機
」
は
、
仏
教
で
悟
り
に

到
る
契
機
の
こ
と
か
。
真
徳
秀
『
黄
氏
貧
楽
斎
に
題
す
』
二
首
其
二
「
認
め
て
元
関
悟
機
に
透
る
と
作
す
」。
自
ら
の
不
遇
に
あ
き
ら
め
る

様
を
、
皮
肉
に
「
悟
機
」
と
み
な
し
て
、
か
え
っ
て
こ
の
妓
女
に
同
情
を
寄
せ
て
い
る
と
思
う
が
ど
う
か
。
人
が
ど
う
思
お
う
と
か
ま
わ
ず

一
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に
、
ひ
た
す
ら
芸
道
に
励
む
こ
と
が
一
種
の
悟
り
だ
と
い
う
積
極
的
な
評
価
だ
ろ
う
か
。

あ
い
き
ち

愛
吉
（
ア
イ
キ
チ
）

愛
吉
（
ア
イ
キ
チ
）

あ
い
き
ち

た
が
ん

び
よ
う
あ
い

べ

て
ん
け
つ

り

か

ご

自
註

愛
吉
�
顔
、
媚
靨
可
愛
。
○
転
結
用
俚
歌
語
。

自
註

愛
吉
は
�
顔
、
媚
靨
愛
す
可
し
。
○
転
結
は
俚
歌
の
語

も
ち

を
用
い
る
。

き
ょ
う
よ
う

た
が
ん

わ
ら

さ
か
ず
き

す
す

（
４２
）
嬌
靨
�
顔
笑
勧
觴

嬌
靨

�
顔

笑
い
て
觴
を
勧
め

は
や

げ
ん
し

お
さ

ら
ん
ぼ
う

い

早
収
絃
子
入
蘭
房

早
く
も

絃
子
を

収
め
て

蘭
房
に
入
る

か
れ

じ
ょ
う
み

に

や
ま
と
が
き

似
他
情
味
大
和
柿

他
の

情
味
に

似
た
り

大
和
柿

ひ
と

く
ら

こ
う
か
ん

わ
す

べ

一
啖
香
甘
不
可
忘

一
た
び
啖
え
ば

香
甘
に
し
て

忘
る
可
か
ら
ず

自
註
の
「
転
結
」
は
、
も
と
「
転
絃
」
に
作
る
。
大
森
惟
中
の
朱
に
従
っ
て
「
結
」
に
改
め
る
。
単
な
る
誤
字
。
自
註
の
訳
。
愛
吉
は
酒

を
飲
む
と
顔
が
す
ぐ
に
紅
く
な
り
、
男
心
を
そ
そ
る
え
く
ぼ
が
か
わ
い
ら
し
い
。
転
句
、
結
句
は
俗
謡
の
こ
と
ば
を
用
い
た
。「
靨
」
は
字

音
か
な
づ
か
い
は
エ
フ
。「
媚
靨
」、
元
�
『
春
六
十
韻
』「
酔
い
て
は
円
く
す
双
の
媚
靨
」。
ま
た
劉
言
史
『
陳
長
史
の
妓
に
贈
る
』「
深
く
媚

靨
を
含
み
て
朱
絃
�
た
り
」。「
媚
」
は
、
こ
び
る
の
意
で
あ
ろ
う
。「
�
顔
」、
李
白
『
前
に
樽
酒
有
り
行
』「
美
人
酔
わ
ん
と
欲
し
て
朱
顔
�

た
り
」。
白
居
易
『
諸
客
と
空
腹
に
て
飲
む
』「
�
顔
已
に
丹
を
渥
く
す
」。「
可
愛
」、『
書
経
』「
愛
す
可
き
は
君
に
非
ず
や
」。
日
本
語
で
は
、

か
わ
い
い
の
意
で
用
い
る
が
、
も
と
も
と
は
、
敬
愛
を
含
め
て
、
ひ
ろ
く
愛
す
べ
き
こ
と
を
指
す
。「
俚
歌
」、
劉
禹
錫『
武
陵
書
懐
五
十
韻
』

「
月
を
�
み
て
俚
歌
喧
し
」。
こ
の
詩
の
本
歌
た
る
「
俚
歌
」
の
正
体
が
不
明
な
の
が
遺
憾
で
あ
る
。
詩
の
後
半
に
あ
る
よ
う
に
、
柿
の
う
ま

さ
が
い
つ
ま
で
も
残
る
こ
と
を
、
女
性
（
妓
女
？
）
の
良
さ
に
掛
け
た
内
容
の
歌
詞
と
思
わ
れ
る
が
、
博
雅
の
示
教
を
俟
ち
た
い
。

愛
ら
し
い
え
く
ぼ
の
あ
る
、
酔
い
で
ほ
ん
の
り
紅
く
な
っ
た
顔
で
、
に
こ
に
こ
と
お
酌
を
勧
め
た
か
と
思
う
と
、
三
味
線
を
さ
っ
さ
と
片

付
け
て
、
閨
の
方
に
入
っ
て
い
く
。
愛
吉
の
味
わ
い
に
近
い
物
と
い
え
ば
、
あ
の
大
和
柿
。
口
を
つ
け
る
と
芳
し
く
て
、
一
生
忘
れ
ら
れ
な

い
。『

松
江
竹
枝
』
訳
注
（
三
）
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起
句
。「
嬌
靨
」、「
嬌
」
は
甘
え
た
よ
う
な
か
わ
い
さ
。
盧
仝
『
楼
上
女
児
曲
』「
我
に
嬌
靨
有
り
君
を
待
ち
て
笑
う
」。「
笑
勧
觴
」、
白
居

易
『
代
り
て
詩
を
書
く
。
一
百
韻
。
微
之
に
寄
す
』「
笑
い
て
迂
辛
の
酒
を
勧
む
」。
承
句
。「
早
収
」、
王
禹
�
『
伏
日
偶
作
』「
早
く
餘
俸
を

収
め
て
帰
田
を
卜
せ
ん
」。「
絃
子
」
ま
た
「
弦
子
」
は
、
中
国
の
弦
楽
器
三
絃
の
別
名
。
日
本
で
は
三
味
線
の
こ
と
。（『
国
』）
楊
維
�
『
張

猩
猩
胡
琴
引
』
の
序
に
「
胡
琴
は
南
に
あ
り
て
は
第
二
絃
子
と
為
す
」。
李
斗
『
揚
州
画
舫
録
』
虹
橋
録
下
「
小
唱
は
琵
琶
、
絃
子
、
月
琴
、

檀
板
を
以
て
、
合
わ
せ
動
か
し
て
而
し
て
歌
う
」。「
蘭
房
」
は
、
も
と
蘭
の
香
る
よ
う
な
高
雅
な
部
屋
。
阮
籍
『
詠
懐
』
二
十
三
「
逍
遙
と

し
て
蘭
房
に
晏
す
」。
や
が
て
、
閨
房
を
専
ら
指
す
よ
う
に
な
っ
た
。
潘
岳『
永
逝
を
哀
し
む
文
』「
蘭
房
の
兮
繁
華
な
る
を
委
つ
」。
王
績『
妓

を
詠
む
』「
窈
窕
と
し
て
蘭
房
を
出
づ
」、
王
維
『
白
鸚
鵡
賦
』「
蘭
房
の
妓
女
に
狎
る
」
は
、
こ
の
詩
と
同
じ
く
妓
女
の
部
屋
。
陳
後
主
（
陳

叔
宝
）『
采
蓮
曲
』「
且
く
試
み
に
蘭
房
に
入
ら
ん
」。
転
句
。「
大
和
柿
は
他
の
情
味
に
似
た
り
」を
倒
置
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、「
他

の
大
和
柿
の
情
味
に
似
た
り
」
の
つ
も
り
か
も
し
れ
な
い
。「
似
他
」、「
他
」
を
「
か
れ
」
の
意
に
使
う
の
は
俗
語
的
、
詞
曲
に
見
え
る
。

張
�
『
眉
�
』「
怎
ぞ
他
の
今
夜
相
い
遇
う
に
似
ん
」。「
情
味
」
は
情
趣
、
お
も
む
き
。
劉
劭
『
人
物
志
』「
情
味
に
発
す
」。
日
本
語
の
「
人

情
味
」
の
よ
う
に
し
み
じ
み
と
し
た
愛
情
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
し
ば
し
ば
持
つ
。
杜
甫
『
病
後
王
倚
に
過
ぎ
り
て
飲
み
、
贈
る
歌
』「
故
人
の
情

味
は
晩
に
誰
に
か
似
る
」。「
大
和
柿
」
は
、
御
所
柿
と
も
い
い
、
奈
良
県
原
産
。
四
角
く
て
平
た
い
形
。（『
国
』）
結
句
。「
一
啖
」、
韓
愈

『
無
本
師
の
范
陽
に
帰
る
を
送
る
』「
両
挙
一
�
を
快
く
す
」。「
�
」
は
、「
啖
」
に
同
じ
。
こ
こ
は
、「
ち
ょ
っ
と
で
も
食
べ
る
と
」
と
い
う

感
じ
。「
香
甘
」、
梅
堯
臣
『
正
月
六
日
沈
文
通
学
士
温
柑
を
遺
る
に
和
す
』「
香
甘
冷
た
く
し
て
歯
に
熨
す
」。「
不
可
忘
」、
杜
甫
『
�
州
歌
』

「
武
侯
祠
堂
忘
る
可
か
ら
ず
」。

大
森
惟
中
の
こ
の
詩
に
対
す
る
評
。

じ
ゅ
く
し

し
ら
ん

す
べ
か
ら

ほ
う
た
ん

い
ま
し

熟
柿
紫
爛
、
須
戒
放
啖
。

熟
柿
紫
爛
す
、
須
く
放
啖
を
戒
む
べ
し
。

熟
柿
が
、
紫
色
に
爛
れ
て
腐
り
か
け
て
る
感
じ
。
そ
れ
が
う
ま
い
ん
だ
が
、
食
べ
過
ぎ
に
注
意
。「
熟
柿
」、
韓
愈『
張
道
士
を
送
る
序
』「
霜

天
柿
栗
熟
す
」。「
紫
爛
」、
白
居
易
『
櫛
沐
し
て
道
友
に
寄
す
に
和
す
』「
晨
燭
朝
服
を
照
ら
し
て
、
紫
爛
復
た
朱
殷
」。
范
成
大
『
良
郷
』「
紫

爛
す
る
山
梨
紅
皺
す
る
棗
」
は
、
果
実
に
つ
い
て
い
う
。「
須
戒
」、
司
空
図
『
白
菊
』
三
首
其
一
「
詩
中
に
慮
り
有
る
は
猶
お
須
く
戒
む
べ

し
」。「
放
啖
」
の
語
は
見
慣
れ
ぬ
が
、「
放
」
は
放
縦
、
欲
し
い
ま
ま
に
す
る
の
意
に
違
い
な
い
。
存
分
に
酔
う
意
の
「
放
酔
」
な
ら
ば
、

一
二



白
居
易
『
初
め
て
洛
下
に
到
り
て
�
遊
す
』「
春
を
尋
ね
て
放
酔
し
て
粗
豪
を
尚
ぶ
」。
柿
は
、
無
論
、
青
い
よ
り
は
熟
れ
た
方
が
好
ま
し
い

が
、
日
本
の
よ
う
に
ぐ
じ
ゅ
ぐ
じ
ゅ
に
な
っ
た
過
熟
の
柿
を
賞
味
す
る
こ
と
は
、
中
国
で
は
一
般
的
で
は
な
い
と
思
う
。
同
様
に
、
日
本
の

爛
熟
し
た
遊
廓
文
化
は
、
成
熟
し
た
年
増
の
芸
者
に
危
険
な
魅
力
を
見
出
す
。
そ
れ
を
背
景
に
、
大
森
惟
中
は
こ
の
よ
う
に
ふ
ざ
け
か
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。
田
舎
の
こ
と
だ
か
ら
、
芸
者
と
い
っ
た
っ
て
ど
う
せ
年
増
ば
か
り
だ
ろ
う
、
の
め
り
込
み
な
さ
ん
な
と
い
う
か
ら
か
い
の
気

分
も
あ
る
か
。

と
み
こ

な
が
さ
わ
お
た
つ

な
に
わ

の
さ
ん

富
（
ト
ミ
）
子

長
澤
阿
辰

浪
花
之
産

富
子

長
澤
阿
辰

浪
花
之
産じ

ち
ゅ
う

と
み
こ

お
さ
な

ま
つ

え

き
た

つ
と

自
註

富
子
幼
来
松
江
、
夙
有
才
色
之
名
、
傍
能
裁
縫
、
転
結
故
及
。

自
註

富
子
は
幼
く
し
て
松
江
に
来
り
、
夙

さ
い
し
ょ
く
の

な

あ

か
た
が

よ

さ
い
ほ
う

て
ん
け
つ
ゆ
え

お
よ

に
才
色
之
名
有
り
、
傍
た
能
く
裁
縫
す
、
転
結
故
に
及
ぶ
。

こ

ち

す
う
ね
ん

な

い
ま

か
え

（
４３
）
此
地
数
年
猶
未
帰

此
の
地

数
年

猶
お
未
だ
帰
ら
ず

よ
い
よ
い

こ
う
る
い

け
い
い

た
だ
よ

宵
宵
紅
涙
漂
閨
幃

宵
宵

紅
涙

閨
幃
を
漂
わ
す

あ
わ
れ

き
み

せ
い
じ
ょ

あ
き

ぬ
い
と

て

憐
君
青
女
繍
秋
手

憐
む
君

青
女

秋
を
繍
る
の
手

よ

あ
ろ
う

た
め

き
ん
い

ぬ

好
為
阿
郎
縫
錦
衣

好
し

阿
郎
の

為
に

錦
衣
を
縫
う
に

自
註
。
富
子
は
幼
少
に
松
江
に
来
て
、
早
く
か
ら
、
才
色
兼
備
で
有
名
。
一
方
、
裁
縫
も
プ
ロ
の
腕
前
。
転
句
、
結
句
は
こ
の
裁
縫
の
達

人
で
あ
る
こ
と
に
ふ
れ
た
。「
夙
」、
早
く
よ
り
、
従
っ
て
、
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
、
平
素
。
韓
愈『
扶
風
郡
夫
人
墓
誌
銘
』「
夙
に
多
誉
有
り
」。

「
才
色
」、『
後
漢
書
』
清
河
孝
王
慶
伝
「
馬
后
楊
の
二
女
皆
才
色
有
る
を
聞
き
、
迎
え
て
而
し
て
之
に
訓
う
」。「
傍
」
を
、
か
た
が
た
と
読

む
の
は
、
和
風
漢
文
。「
且
つ
」
と
で
も
い
う
べ
き
と
こ
ろ
。「
裁
縫
」、『
周
礼
』
天
官
・
序
官
・
縫
人
の
鄭
玄
注
「
女
工
、
女
奴
は
裁
縫
を

暁
る
者
』。「
故
及
」
は
既
述
。

富
子
は
、
こ
の
松
江
に
来
て
早
数
年
、
い
ま
だ
大
阪
に
帰
れ
ぬ
ま
ま
だ
。
毎
晩
、
紅
い
涙
が
あ
ふ
れ
出
て
、
閨
の
と
ば
り
を
た
だ
よ
わ
す

ほ
ど
だ
と
い
う
。
あ
あ
す
ば
ら
し
い
、
秋
の
景
色
を
縫
い
あ
げ
る
と
い
う
青
女
神
の
よ
う
な
裁
縫
の
腕
前
。
い
い
人
の
た
め
に
す
て
き
な
五

色
の
錦
を
縫
っ
て
あ
げ
る
が
よ
い
。

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
三
）

一
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起
句
。「
猶
未
帰
」、
張
籍
『
臨
江
駅
に
宿
す
』「
此
の
行
猶
未
だ
帰
ら
ず
」。
承
句
。「
宵
宵
」
は
、「
夜
夜
」
と
す
べ
き
を
平
仄
の
た
め
に

変
え
た
。
し
か
し
、
詩
語
と
し
て
は
あ
ま
り
用
い
な
い
。
日
本
語
の
「
よ
い
よ
い
」、「
よ
な
よ
な
」
を
直
訳
し
た
の
か
。「
紅
涙
」
は
、
実

際
に
臙
脂
等
の
化
粧
を
溶
か
し
て
紅
く
そ
ま
っ
た
女
性
の
涙
。
こ
こ
で
は
、
血
の
涙
と
い
う
意
味
も
籠
め
て
い
よ
う
。
白
居
易『
離
別
難
詞
』

「
覚
え
ず
別
る
る
時
紅
涙
尽
く
」。
涙
が
と
ば
り
を
「
漂
」
わ
す
と
は
あ
ま
り
に
大
げ
さ
だ
が
、
こ
れ
は
、『
書
経
』
武
成
「
血
流
れ
て
杵
を

漂
わ
す
」
を
意
識
し
て
い
る
。
殷
周
革
命
に
お
け
る
戦
争
の
す
さ
ま
じ
さ
を
描
写
し
た
文
だ
が
、
孟
子
に
「
尽
く
書
を
信
ず
る
は
、
書
無
き

に
如
か
ず
」
と
批
判
さ
れ
た
の
で
有
名
。（『
孟
子
』
尽
心
下
）「
漂
」
字
は
、
漂
流
、
た
だ
よ
わ
す
の
意
で
は
平
声
で
読
む
が
、
そ
れ
で
は
「
漂

閨
幃
」
は
下
三
連
に
な
っ
て
し
ま
う
。
か
と
い
っ
て
、
上
声
で
読
む
と
漂
白
、
さ
ら
す
の
意
に
な
っ
て
こ
こ
に
そ
ぐ
わ
な
い
。「
閨
幃
」
は

（
４０
）
に
既
出
。
転
句
。「
憐
」
は
、
あ
わ
れ
む
と
い
う
よ
り
は
、
感
歎
す
る
気
持
ち
。
才
能
に
恵
ま
れ
な
が
ら
不
幸
な
富
子
に
対
す
る
か
わ

い
そ
う
だ
と
い
う
気
持
ち
も
含
ん
で
は
い
る
だ
ろ
う
。
王
維『
丘
為
の
落
第
し
て
江
東
に
帰
る
を
送
る
』「
憐
れ
む
君
の
意
を
得
ざ
る
を
」。「
青

女
」、『
淮
南
子
』「
秋
三
月
に
至
り
て
、
・
・
・
青
女
乃
ち
出
で
て
、
以
て
霜
雪
を
降
ら
す
」。
そ
の
注
に
「
青
女
は
天
神
、
青
霄
玉
女
。
霜

雪
を
主
る
也
」。
杜
甫
『
秋
野
』
其
の
四
「
飛
霜
青
女
に
任
す
」。
日
本
で
は
さ
ら
に
秋
の
女
神
と
し
て
、
紅
葉
等
の
景
色
を
つ
か
さ
ど
る
と

み
な
さ
れ
て
い
る
（『
国
』）。
日
本
の
伝
説
に
基
づ
い
た
語
だ
か
ら
、「
繍
秋
」
は
中
国
で
は
用
例
が
な
い
。
結
句
。「
好
」
は
、「
よ
し
」
と

先
に
訓
ず
る
の
が
慣
例
だ
が
、「
・
・
・
す
る
の
に
よ
い
」、「
・
・
・
す
る
の
が
よ
い
」と
い
う
意
。
但
し
、
こ
の
詩
は
、
訓
読
に
従
っ
て
、

「
よ
し
さ
あ
、
縫
っ
て
あ
げ
な
さ
い
」
と
解
釈
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
杜
甫
『
行
き
て
塩
亭
県
に
次
す
。
・
・
・
』「
好
し
老
夫
の
為
に
聴

け
」（
私
の
話
を
き
く
が
よ
い
）。「
阿
郎
」
既
出
。「
錦
衣
」、『
詩
経
』
秦
風
・
終
南
「
錦
衣
狐
裘
」。
毛
伝
に
「
錦
衣
は
、
采
色
也
」。
李
白

『
越
中
覧
古
』「
義
士
家
に
還
り
て
尽
く
錦
衣
」。

又

と
み
こ

の
じ
ょ
う
じ
ん

た
ま
た

げ
い
し
ゅ
う

あ

ゆ
え

お
よ

い
つ
く

富
子
之
情
人
、
偶
在
藝
州
、
故
及
。
○
厳
島
在
藝
州
。

富
子
之
情
人
は
、
偶
ま
藝
州
に
在
り
、
故
に
及
ぶ
。
○
厳

し
ま

げ
い
し
ゅ
う

あ

島
は
藝
州
に
在
り
。

ろ
う
じ
ょ
う

ゆ
め

お
ど
ろ

し
ょ
く
じ
ょ

た
ま
し
い

（
４４
）
楼
上
夢
驚
蜀
女
魂

楼
上

夢
は
驚
く

蜀
女
の
魂

一
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と
け
ん

き
ゅ
う
け
つ

こ
う
こ
ん

ほ
つ

杜
鵑
泣
血
欲
黄
昏

杜
鵑

泣
血
し

黄
昏
な
ら
ん
と
欲
す

あ
ろ
う

こ
ん
や

い
ず

あ
た

あ

阿
郎
今
夜
何
辺
在

阿
郎

今
夜
は

何
れ
の
辺
り
に
か
在
る

い
つ
く
し
ま

し
ぜ
ん

つ
き
い
っ
こ
ん

厳
嶋
祠
前
月
一
痕

厳
嶋

祠
前

月
一
痕

自
註
。
富
子
の
愛
人
は
、
た
ま
た
ま
安
藝
の
国
（
広
島
県
）
に
い
た
の
で
、
詩
の
中
で
言
及
し
た
。
厳
島
は
安
藝
の
国
に
あ
る
。

怨
み
を
の
ん
で
死
ん
だ
蜀
女
の
魂
の
生
ま
れ
変
わ
り
と
い
わ
れ
る
杜
鵑
。
そ
の
声
で
、
二
階
で
寝
て
い
た
女
は
夢
か
ら
覚
め
る
。
そ
し
て

杜
鵑
の
よ
う
に
、
血
を
吐
く
よ
う
に
む
せ
び
泣
き
続
け
る
。
気
が
つ
け
ば
は
や
た
そ
が
れ
。
愛
し
い
あ
な
た
は
今
夜
ど
こ
に
。
厳
島
神
社
に

も
こ
の
一
筋
の
月
が
か
か
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

起
句
。「
楼
上
」、
中
国
で
も
日
本
で
も
妓
楼
は
二
階
。「
夢
驚
」、
岑
参『
王
著
の
淮
西
幕
府
に
赴
く
を
送
る
作
』「
客
夢
飛
鴻
に
驚
く
」。「
蜀

女
魂
」、
蜀
の
開
国
伝
説
で
は
、
望
帝
の
魂
が
化
し
て
杜
鵑
と
な
り
、
日
夜
悲
し
く
鳴
き
続
け
た
と
い
う
。（『
華
陽
国
志
』
等
）
か
く
し
て
、

「
蜀
魂
」、「
蜀
魄
」
は
杜
鵑
の
別
称
と
な
っ
た
。
李
商
隠
『
燕
台
・
春
』「
蜀
魂
寂
寞
と
し
て
伴
有
り
て
来
た
る
や
」。
お
な
じ
く
李
商
隠
『
遂

州
の
蕭
侍
郎
を
哭
す
。
二
十
四
韻
』「
遺
音
蜀
魄
に
和
す
」。
女
性
が
杜
鵑
に
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
実
は
こ
こ
は
お
か
し
い
。
虞
世
南

『
北
堂
書
鈔
』「
蜀
女
化
石
」
の
項
に
、
秦
か
ら
蜀
に
贈
ら
れ
た
「
五
女
」
が
「
皆
化
し
て
石
と
為
る
」
と
い
う
、『
蜀
記
』
の
記
事
を
載
せ
る
。

ま
た
、『
太
平
広
記
』「
蚕
女
」
の
項
に
、
蜀
地
の
女
が
、
馬
と
の
結
婚
の
誓
い
を
破
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
蚕
に
変
身
し
、
後
に
蚕
の
神
の
馬

頭
娘
と
し
て
祀
ら
れ
た
と
い
う
『
原
化
伝
拾
遺
』
の
記
事
を
載
せ
る
。
こ
れ
ら
、
蜀
の
女
性
の
変
身
に
関
わ
る
悲
劇
的
な
故
事
を
、
意
図
的

に
混
乱
し
て
用
い
て
、
妓
女
の
恋
の
苦
し
み
を
表
現
し
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
富
子
が
杜
鵑
の
声
に
驚
く
と
い
う
表
面
的
な
意
味
と
、
そ
の

富
子
自
身
が
あ
た
か
も
悲
し
み
に
満
ち
た
杜
鵑
の
化
身
の
よ
う
で
あ
る
と
い
う
見
立
て
を
、
重
ね
あ
わ
せ
た
句
の
よ
う
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

杜
鵑
の
鳴
き
声
が
古
来
「
不
如
帰
去
」（
帰
り
去
る
に
如
か
ず
）
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
故
郷
大
阪
に
い
つ
ま
で
も
帰
れ
な
い
、
孤
独
な

身
の
上
を
嘆
く
気
持
ち
も
こ
め
ら
れ
て
い
よ
う
か
。
承
句
。「
杜
鵑
泣
血
」
は
、「
な
い
て
血
を
吐
く
ほ
と
と
ぎ
す
」
の
俗
諺
及
び
そ
の
も
と

と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
白
居
易
『
琵
琶
行
』「
杜
鵑
啼
血
し
猿
哀
鳴
す
」
を
意
識
す
る
で
あ
ろ
う
。「
泣
血
」
と
は
、
は
げ
し
い
悲
し
み
の
た

め
、
泣
い
て
も
声
に
な
ら
な
い
状
態
。
あ
た
か
も
血
が
流
れ
る
と
き
に
音
が
出
な
い
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
振
り
絞
る
よ
う
な
む
せ
び
泣
き
。

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
三
）

一
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『
易
』
屯
「
泣
血
漣
如
」。
ま
た
『
礼
記
』
壇
弓
上
「
三
年
泣
血
」、
そ
の
注
に
、「
泣
き
て
声
無
き
こ
と
、
血
の
出
づ
る
が
如
き
を
言
う
」。

と
は
い
え
、
杜
鵑
が
血
を
吐
く
よ
う
に
泣
く
と
い
う
つ
も
り
で
、
こ
の
句
は
作
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
杜
鵑
の
口
の
中
が
紅
い
の
で
、
血

を
吐
く
よ
う
に
み
え
る
か
ら
だ
と
い
う
説
も
あ
る
。「
欲
黄
昏
」、
岑
参
『
巴
南
の
舟
中
。
夜
事
を
書
く
』「
渡
口
黄
昏
な
ら
ん
と
欲
す
」。
転

句
。「
阿
郎
」
既
出
。「
何
辺
在
」
は
、「
何
辺
」
が
疑
問
詞
な
の
で
、
英
文
法
同
様
に
動
詞
の
前
に
位
置
す
る
。
斉
己
『
暮
に
岳
麓
寺
に
遊

ぶ
』「
首
を
回
ら
せ
ば
何
れ
の
辺
り
か
是
空
地
な
ら
ん
」。
結
句
。「
月
一
痕
」
は
、
三
日
月
を
夜
空
に
つ
け
ら
れ
た
傷
痕
と
み
な
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
。
楊
万
里
『
虞
丞
相
挽
詞
』
三
首
其
一
「
凄
涼
月
一
痕
」。

り
き
ち
ょ
う

ひ

き

お
み
つ

ま
つ
え
は
ん
し

む
す
め

力
長
（
リ
キ
チ
ャ
ウ
）

比
企
阿
充

松
江
藩
士
女

力
長

比
企
阿
充

松
江
藩
士
の
女

じ
ち
ゅ
う

し
ち
ね
ん
り
ゅ
う
ら
く

り
き
ち
ょ
う
み
ず
か

ひ
と

か
た

も
の

自
註

七
年
流
落
、
力
長
自
語
人
者
。
○
阿
充
為
父
母
鬻
技
者
。

自
註

七
年
流
落
は
、
力
長
自
ら
人
に
語
る
者

お
み
つ

ふ

ぼ

た
め

わ
ざ

ひ
さ

も
の

な
り
。
○
阿
充
は
父
母
の
為
に
技
を
鬻
ぐ
者
な
り
。

そ
う
そ
う

の
へ
ん

ひ
と

む
な

い
た

（
４５
）
桑
滄
之
変
独
空
傷

桑
滄

之
変

独
り
空
し
く
傷
み

た

よ
ろ
こ

そ
う
し
ん

な

ど
う

あ

只
喜
双
親
猶
在
堂

只
だ
喜
ぶ
の
み

双
親
の

猶
お
堂
に
在
る
を

し
こ
う

か
じ
ん

て
ん
い
ま

さ
い
わ

至
孝
佳
人
天
未
幸

至
孝
の

佳
人

天
未
だ
幸
い
せ
ず

し
ち
ね
ん

り
ゅ
う
ら
く

こ

き
ょ
う
と
ど
こ
お

七
年
流
落
滞
斯
郷

七
年

流
落

斯
の
郷
に
滞
る

自
註
。「
七
年
流
落
」と
い
う
の
は
、
力
長
自
身
が
人
に
語
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
み
つ
は
、
父
母
を
養
う
た
め
に
芸
を
売
っ
て
い
る
。

「
自
語
人
」
は
文
法
的
に
破
格
か
と
思
っ
た
が
、『
法
苑
珠
林
』
に
「
文
本
自
ら
人
に
語
る
と
爾
云
う
」
の
用
例
が
あ
っ
た
。「
鬻
技
」、『
荘

子
』
逍
遙
遊
「
今
一
朝
に
し
て
而
し
て
技
を
百
金
に
鬻
ぐ
」。

桑
畑
が
大
海
原
に
変
わ
る
転
変
の
世
の
中
、
力
長
は
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
心
を
痛
め
て
い
る
。
両
親
と
も
に
健
在
で
あ
る
こ
と
だ
け
が
、
唯

一
の
喜
び
だ
。
孝
行
こ
の
上
な
い
、
こ
の
美
人
に
、
天
は
福
を
下
し
て
下
さ
ら
ぬ
の
か
。
七
年
も
、
此
の
地
で
あ
て
ど
も
な
い
暮
ら
し
を
し

て
い
る
の
に
。

起
句
。「
桑
滄
之
変
」は
、「
滄
海
桑
田
」の
こ
と
。
大
海
が
桑
畑
に
変
じ
、
桑
畑
が
大
海
に
変
じ
る
こ
と
で
、
時
の
長
さ
と
い
う
よ
り
も
、

一
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世
の
中
の
有
為
転
変
を
歎
ず
る
成
語
。
伝
葛
洪
『
神
仙
伝
』
王
遠
「
麻
姑
自
ら
説
い
て
云
う
、
接
侍
以
来
、
已
に
東
海
の
三
た
び
桑
田
と
為

る
を
見
る
」
の
故
事
に
基
づ
く
。
明
、
陳
所
聞
『
二
犯
傍
粧
台
・
月
下
続
飲
』「
甚
の
的
の
桑
滄
更
も
変
じ
て
、
両
下
を
都
べ
て
断
腸
の
猿
と

做
し
了
ん
ぬ
る
を
怕
れ
ん
」。「
独
空
傷
」、
張
説
『
河
上
公
』「
弟
子
空
し
く
情
を
傷
つ
く
」。
陸
機
『
門
に
車
馬
客
有
り
行
』「
俛
仰
独
り
悲
傷

す
」。
承
句
。「
只
喜
」、
邵
雍『
喜
歓
吟
』「
只
だ
喜
ぶ
微
醺
を
成
す
を
」。「
双
親
」、
張
九
齢『
穿
心
六
害
歌
』「
若
し
然
く
双
親
損
害
無
き
も
、

自
身
と
妻
子
と
切
に
刑
を
須
い
る
」。「
在
堂
」、「
堂
」
は
「
北
堂
」
で
主
婦
の
居
室
。
し
た
が
っ
て
、「
在
堂
」
は
母
親
の
健
在
を
示
す
。『
春

秋
左
氏
伝
』
哀
公
二
年
「
君
夫
人
堂
に
在
り
」。
こ
こ
は
父
親
に
も
拡
げ
て
当
て
は
め
た
か
。
転
句
。「
至
孝
」、『
礼
記
』
祭
義
「
至
孝
王
に

近
し
」。「
幸
」
は
、
幸
い
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
か
ら
、
君
王
等
が
寵
愛
す
る
こ
と
。
そ
れ
を
、
天
に
応
用
し
た
の
だ
ろ
う
。『
史
記
』
項

羽
本
紀
「
婦
女
幸
い
す
る
所
な
し
」。
結
句
。「
流
落
」
は
故
郷
を
離
れ
て
、
失
意
の
日
々
を
送
る
こ
と
。
李
白
『
韓
荊
州
に
与
う
る
書
』「
白

は
隴
西
の
布
衣
、
楚
漢
に
流
落
す
」。
劉
禹
錫
『
杏
園
聯
句
』「
二
十
四
年
流
落
す
る
者
」。「
滞
斯
郷
」、
柳
宗
元
『
柳
州
城
楼
に
登
り
て
�
汀

封
連
四
州
に
寄
す
』「
猶
お
自
ら
音
書
一
郷
に
滞
る
」。

つ
る
こ

ま
す
だ

お
は
つ

鶴
（
ツ
ル
）
子

増
田
於
初

鶴
子

増
田
於
初

え
つ
お
う

ろ
う
か
く

ご
お
う

う
た

（
４６
）
越
王
楼
閣
唱
呉
謳

越
王

楼
閣

呉
謳
を
唱
う

こ
え

き
ゅ
う
こ
う

ぎ
ょ
く
こ
う

ろ
う

に

声
似
九
皐
弄
玉
喉

声
は

九
皐
に

玉
喉
を
弄
す
る
に

似
た
り

ひ
と

こ

き
み

こ

ち

と
ど

よ

一
自
此
君
留
此
地

一
た
び

此
の
君

此
の
地
に
留
ま
り
て

自
り

じ
ん
か
ん

こ

と
こ
ろ

し
ょ
う
よ
う
し
ゅ
う

人
間
此
処
小
楊
州

人
間

此
の
処

小
楊
州

越
王
の
御
殿
で
、
呉
の
民
謡
を
歌
う
。
深
い
谷
底
で
、
す
ば
ら
し
い
声
を
天
ま
で
と
ど
ろ
か
せ
る
鶴
の
よ
う
だ
。
お
前
さ
ん
が
こ
の
松
江

に
来
た
と
た
ん
に
、
人
間
世
界
の
内
に
過
ぎ
ぬ
此
の
地
が
小
揚
州
の
よ
う
に
な
っ
た
よ
。

起
句
。
呉
越
の
争
い
で
、
負
け
た
呉
の
宮
女
が
越
に
と
ら
わ
れ
て
宮
殿
で
歌
う
か
の
よ
う
な
設
定
で
あ
る
が
、
典
拠
を
詳
ら
か
に
し
な
い
。

西
施
は
越
の
出
身
だ
か
ら
、
こ
こ
に
該
当
は
し
ま
い
。
戊
辰
戦
争
も
し
く
は
西
南
戦
争
に
お
け
る
敗
軍
の
娘
が
、
故
郷
を
離
れ
て
妓
女
と
な

ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
よ
う
な
経
緯
が
背
景
に
あ
る
か
。「
越
王
楼
閣
」、
呉
均
『
白
浮
鳩
』「
棲
宿
す
越
王
楼
」。「
呉
謳
」、
汪
元
量
『
湖
州

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
三
）
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歌
』「
歌
喉
宛
転
し
て
呉
謳
を
作
す
」。
承
句
。「
九
皐
」
は
、
ぐ
ね
ぐ
ね
曲
が
っ
た
沢
。『
詩
経
』
小
雅
・
鶴
鳴
「
鶴
は
九
皐
に
鳴
き
、
声
は

野
に
聞
こ
ゆ
」に
基
い
て
お
り
、「
鶴
」が
暗
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。「
玉
喉
」、
李
賀『
洛
�
真
珠
』「
玉
喉
�
�
空
光
を
排
す
」。
玉
鶴（
３３
）

に
既
出
。
梅
堯
臣
『
�
鳩
賦
』「
喉
舌
の
辯
を
弄
す
る
能
わ
ず
と
雖
も
」。
転
句
。「
一
自
」
で
は
じ
ま
る
句
、
杜
甫
『
復
愁
』
十
二
首
其
五
「
一

た
び
風
塵
起
こ
り
て
自
り
」。「
留
此
地
」、
宋
之
問
『
梁
宣
王
挽
詞
』
三
首
其
三
「
君
王
此
の
地
に
留
ま
る
」。
結
句
。「
人
間
」
は
、
人
間

世
界
。
白
居
易
『
偶
ま
吟
じ
て
自
ら
慰
む
。
兼
ね
て
夢
得
に
呈
す
』「
人
間
此
の
会
亦
た
応
に
稀
な
る
べ
し
」。「
小
楊
州
」、
朱
彝
尊
『
雄
州

歌
』
四
首
其
三
「
行
人
虚
し
く
説
く
小
揚
州
」。
玉
鶴
（
３３
）
に
既
出
。「
楊
」
と
「
揚
」
は
通
用
。

大
森
惟
中
は
眉
批
で

た
ま
つ
る

お
も
む
き

お
な

か
い
さ
く

よ
う

与
玉
鶴
同
趣
。
要
改
作
。

玉
鶴
と
趣
を
同
じ
く
す
。
改
作
を
要
す
。

玉
鶴
（
３３
）
の
詩
と
、
同
工
異
曲
な
の
で
、
改
作
す
べ
き
だ
、
と
い
う
。
確
か
に
、
源
氏
名
に
関
係
づ
け
る
た
め
と
は
い
え
、
双
方
と
も

鶴
を
詠
み
込
み
、
歌
の
巧
み
な
の
を
ほ
め
る
。
同
じ
尤
韻
だ
し
、
承
句
「
弄
玉
喉
」、
結
句
「
小
楊
州
」
は
全
く
同
じ
。
即
興
な
ら
と
も
か

く
、
詩
集
な
ら
ば
、
当
然
編
輯
に
意
を
用
い
る
べ
き
と
こ
ろ
。
強
調
の
た
め
と
は
い
え
、「
此
」
字
の
過
剰
な
繰
り
返
し
も
気
に
な
る
。

し
ら
い
と

ま
す
だ

う

の
じ
ょ

素
絲
（
シ
ラ
イ
ト
）

増
田
宇
能
女

素
絲

増
田
宇
能
女

こ
う
し

め
い
ぼ
う

こ

み

き
ず

（
４７
）
皓
歯
明
眸
傷
此
身

皓
歯

明
眸

此
の
身
を
傷
つ
け

ら
く
か

り
ゅ
う
す
い

ぜ
ん
い
ん

い
か

落
花
流
水
奈
前
因

落
花

流
水

前
因
を
奈
ん
せ
ん

し
ら
い
と

い
ち
る

な
が

せ
ん
し
ゃ
く

素
絲
一
縷
長
千
尺

素
絲

一
縷

長
き
こ
と
千
尺

つ
な

え

き
ょ
う
な
ん

き
ょ
う
ほ
く

ひ
と

繋
得
橋
南
橋
北
人

繋
ぎ
得
た
り

橋
南

橋
北
の
人

き
ら
き
ら
し
た
瞳
に
白
い
歯
が
こ
ぼ
れ
る
美
貌
に
恵
ま
れ
た
こ
と
こ
そ
が
、
こ
の
私
を
き
つ
い
目
に
遭
わ
せ
て
い
る
の
だ
。
苦
界
に
沈
ん

で
、
散
っ
た
花
が
水
に
流
れ
る
よ
う
な
廃
残
の
日
々
、
前
世
か
ら
の
宿
業
で
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。
今
や
、
私
は
、
白
い
糸
を
一
筋
何
千
メ
ー

ト
ル
も
伸
ば
し
て
、松
江
大
橋
の
南
か
ら
も
北
か
ら
も
客
を
お
び
き
よ
せ
て
は
、虜
に
す
る
魔
性
の
蜘
蛛
女
と
な
り
は
て
て
し
ま
っ
た
の
さ
。

一
八



起
句
。
杜
甫
『
哀
江
頭
』「
明
眸
皓
歯
今
何
く
に
か
在
る
」。「
傷
此
身
」
は
、『
孝
経
』「
身
体
髪
膚
、
之
を
父
母
に
受
く
。
敢
え
て
毀
傷
せ

ざ
る
は
、
孝
の
始
ま
り
な
り
」を
意
識
す
る
だ
ろ
う
。
身
体
そ
の
も
の
が
壊
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
妓
女
に
な
る
こ
と
が
不
孝
の
極
み
、

人
非
人
と
み
な
さ
れ
る
わ
け
だ
。「
落
花
流
水
」
は
、
本
来
は
晩
春
の
景
だ
が
、
事
物
が
衰
え
行
く
形
容
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。

李
羣
玉
『
張
舎
人
の
秦
練
師
の
岑
公
山
に
帰
る
を
送
る
に
和
し
奉
る
』「
落
花
流
水
離
襟
を
思
う
」。
貫
休
『
偶
ま
作
る
。
因
り
て
山
中
の
道

侶
を
懐
う
』「
落
花
流
水
青
春
を
送
る
」。「
前
因
」
は
、
仏
教
で
は
本
来
広
く
現
象
に
先
立
つ
原
因
を
指
す
が
、
俗
に
「
前
世
」
の
意
で
用
い

る
。
貫
休
『
李
祐
道
人
に
贈
る
』「
渾
て
前
因
有
る
に
似
た
り
」。
転
句
。『
詩
経
』
召
南
・
羔
羊
「
素
糸
五
�
」。「
白
糸
」
で
は
な
く
、「
素

糸
」
を
源
氏
名
に
当
て
た
の
は
、
か
く
由
緒
た
だ
し
い
典
拠
を
も
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
。「
一
縷
」、
白
髪
を
詠
ん
だ
句
で
あ
る
が
、
韋
荘
『
白

を
鑷
す
』「
始
め
は
糸
一
縷
に
因
り
、
漸
く
雪
千
茎
に
至
る
」。「
長
千
尺
」、
韓
�
『
呉
郡
懐
古
』「
徒
に
労
す
鉄
鎖
長
き
こ
と
千
尺
」。
結
句
。

「
繋
得
」
の
「
得
」
は
助
字
。
可
能
の
語
気
が
あ
ろ
う
。
司
空
図
『
楊
柳
枝
寿
盃
詞
』
十
八
首
其
二
「
人
心
を
繋
ぎ
得
て
別
離
す
る
を
免
れ

し
む
」。「
橋
南
橋
北
人
」、
楊
万
里
『
舟
呉
江
に
泊
ま
る
』「
橋
南
橋
北
銀
濤
渺
た
り
」。
高
適
『
人
日
杜
二
拾
遺
に
寄
す
』「
�
づ
爾
東
南
西
北

の
人
」。

こ
ち
ょ
う

小
蝶
（
コ
テ
ウ
）

小
蝶

か
か
ん

つ
ば
さ

な
ら

し
ゅ
ん
め
い

む
す

（
４８
）
花
間
比
翼
結
春
盟

花
間
に

翼
を
比
べ
て

春
盟
を
結
び

お
も

お

と
う
ざ
い

べ
つ
ご

じ
ょ
う

思
起
東
西
別
後
情

思
い
起
こ
す

東
西

別
後
の
情

ぶ

し

へ
ん
ぺ
ん

い
つ

な
ん

お
も

舞
翅
翩
翩
一
何
重

舞
翅

翩
翩
と
し
て

一
に
何
ぞ
重
き

が

び

ひ
ん
し
ゅ
く

つ
ゆ

こ
え
な

娥
眉
顰
�
露
無
声

娥
眉
は

顰
�
す
る
も

露
は
声
無
し

春
、
つ
が
い
の
蝶
々
が
羽
を
並
べ
て
、
愛
を
誓
い
あ
っ
た
。
や
が
て
、
二
匹
は
東
西
に
分
か
れ
て
い
く
。
そ
の
後
の
気
持
ち
を
雌
蝶
は
い

つ
ま
で
も
思
い
出
す
の
だ
。
い
ま
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
、
羽
を
ひ
ら
つ
か
せ
て
い
る
が
、
何
と
も
け
だ
る
そ
う
。
美
し
い
眉
（
触
角
）
を
し
か

め
て
も
、
露
が
答
え
る
わ
け
も
な
く
、
孤
独
な
夜
が
ふ
け
て
い
く
。

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
三
）

一
九



「
蝶
」
の
正
式
な
字
音
か
な
づ
か
い
は
「
テ
フ
」。
起
句
。
男
女
の
情
を
戯
れ
る
蝶
に
仮
託
す
る
。「
比
翼
」、
王
延
寿
『
魯
霊
光
殿
賦
』「
五

竜
翼
を
比
ぶ
」。
こ
こ
は
、
南
方
に
棲
息
し
、
雌
雄
と
も
に
翼
が
一
つ
で
、
二
羽
並
ん
で
飛
ぶ
と
い
う「
比
翼
鳥
」の
伝
説
を
意
識
す
る
。（『
爾

雅
』
釈
地
）。「
比
翼
鳥
」
は
、
仲
む
つ
ま
じ
き
夫
婦
に
喩
え
る
。
白
居
易
『
長
恨
歌
』「
天
に
在
り
て
は
願
わ
く
は
比
翼
の
鳥
と
作
ら
ん
」。「
結

春
盟
」、『
春
秋
左
氏
伝
』「（
桓
公
）
十
七
年
春
黄
平
に
盟
う
」
の
如
く
、「
盟
」
は
、
本
来
、
国
家
間
の
条
約
を
指
し
、
大
仰
な
感
が
あ
る
が
、

戯
曲
で
は
男
女
の
間
も
含
め
た
嘘
偽
り
の
な
い
誓
い
に
も
用
い
ら
れ
る
。
梁
辰
魚
『
浣
紗
記
』「
三
年
曾
て
盟
を
結
ぶ
」。
承
句
は
、
謝
�
『
金

谷
聚
』「
車
馬
一
た
び
東
西
す
れ
ば
、
別
後
今
夕
を
思
わ
ん
」
を
縮
約
。「
思
起
」
は
、
通
常
「
思
い
は
起
こ
る
」
で
、「
思
」
は
去
声
（
仄
声
）

の
名
詞
と
し
て
用
い
る
。
張
説
『
朱
使
に
和
す
』
二
首
其
二
「
思
い
は
起
こ
る
南
征
の
棹
」。
た
だ
し
、
こ
こ
は
平
声
の
動
詞
と
し
て
、「
想

起
」
と
同
意
で
用
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
転
句
。「
舞
翅
翩
翩
」、
李
�
『
鶻
賦
』「
翅
翩
翩
と
し
て
而
し
て
勁
逸
た
り
」。『
雍
煕
楽
府
』
点
絳

唇
「
粉
蝶
舞
翅
」。
ま
た
闘
�
鶉
「
蝶
翅
翩
翩
」。「
一
何
」
は
、「
何
」
の
感
歎
の
気
持
ち
を
強
調
し
た
言
い
方
。
陶
潜
『
郭
主
簿
に
和
す
』

二
首
其
一
「
懐
古
す
る
こ
と
一
に
何
ぞ
深
き
」。「
重
」
は
、「
か
さ
な
る
」（
平
声
）
で
は
な
く
「
お
も
い
」（
去
声
）。
軽
々
と
飛
べ
な
い
よ
う

な
沈
ん
だ
気
持
ち
。
結
句
。「
娥
眉
」
の
「
娥
」
は
、「
美
し
い
」
の
意
だ
が
、
こ
の
語
、
実
は
「
蛾
眉
」
が
転
じ
た
も
の
。『
詩
経
』
衛
風
・

碩
人「
�
首
蛾
眉
」。
蝶
の
触
角
と
美
女
の
眉
を
掛
け
る
、
凝
っ
た
レ
ト
リ
ッ
ク
。
李
白『
怨
情
』「
深
く
坐
し
て
娥
眉
を
顰
む
」。「
露
無
声
」、

張
籍
『
秋
山
』「
葉
�
墜
露
声
重
重
」
の
よ
う
に
、
現
実
に
は
と
も
か
く
、
詩
の
世
界
に
お
い
て
は
、「
露
」
は
音
を
立
て
て
し
た
た
る
。
そ

れ
が
音
を
立
て
な
い
と
い
う
趣
向
。
孤
独
感
を
よ
り
強
調
す
る
。
王
建
『
十
五
夜
望
月
杜
郎
中
に
寄
す
』「
冷
露
は
声
無
く
桂
花
を
湿
す
」。

蘇
軾
『
定
恵
院
寓
居
。
月
夜
偶
ま
出
づ
』「
竹
露
声
無
く
浩
た
る
こ
と
瀉
ぐ
が
如
し
」。
し
か
し
、
露
が
こ
こ
に
出
て
く
る
の
は
唐
突
の
感
を

否
め
な
い
。
或
い
は
、
和
語
の
「
つ
ゆ
と
し
て
（
男
の
）
こ
え
な
し
」
の
つ
も
り
か
も
知
れ
な
い
。

わ
か
や
ぎ

若
柳
（
ワ
カ
ヤ
キ
）

若
柳

は

て
い
が
ん

ご
と

の
う
ろ

ふ
く

（
４９
）
葉
如
�
眼
含
濃
露

葉
は

�
眼
の

如
く

濃
露
を
含
み

い
と

し
ゅ
う
ち
ょ
う

に

た
ん
え
ん

さ
え
ぎ

絲
似
愁
腸
遮
澹
烟

絲
は

愁
腸
に

似
て

澹
烟
を
遮
る

た
く
た
く

こ
う

か
お

し
ゅ
ん
げ
つ

や
な
ぎ

濯
濯
香
薫
春
月
柳

濯
濯
と
し
て

香
は
薫
る

春
月
の
柳

二
〇



た
じ
ょ
う

か
げ

か
え
り

み
ず
か

あ

あ
わ
れ

多
情
顧
影
自
相
憐

多
情

影
を
顧
み
て

自
ら
相
い
憐
む

大
森
惟
中
が
改
め
て
い
る
よ
う
に
、「
�
」
字
の
旁
が
「
虎
」
で
あ
っ
た
の
を
正
し
た
。「
啼
」
と
同
字
。「
若
」
字
に
、
も
と
も
と
「
わ

か
い
」
の
意
は
な
い
。「
弱
冠
」
の
「
弱
」
と
同
音
な
の
で
、
日
本
語
で
相
通
じ
て
用
い
る
ら
し
い
。「
嫩
柳
」
と
で
も
、
当
て
る
べ
き
所
。

そ
の
葉
は
涙
を
た
め
た
目
の
よ
う
な
露
を
浮
か
べ
、
糸
の
よ
う
に
細
く
、
恋
の
苦
し
み
で
ず
た
ず
た
に
な
っ
た
は
ら
わ
た
の
よ
う
に
な
っ

て
、
薄
い
靄
を
さ
え
ぎ
っ
て
い
る
。
し
っ
と
り
と
し
た
香
り
た
だ
よ
う
な
か
、
春
の
お
ぼ
ろ
月
を
浴
び
る
柳
。
深
い
情
の
女
の
如
く
、
自
分

の
影
を
顧
み
て
、
孤
独
な
悲
し
み
に
う
ち
沈
む
の
で
あ
る
。

起
句
は
、
白
居
易
『
楊
柳
枝
詞
』
八
首
其
七
「
葉
は
濃
露
を
含
み
て
啼
眼
の
如
し
」
の
順
序
を
変
え
た
だ
け
。
承
句
は
、
起
句
と
無
理
矢

理
対
句
に
し
た
も
の
で
、
柳
糸
を
は
ら
わ
た
に
喩
え
る
の
は
雅
と
は
い
え
な
い
し
、
そ
も
そ
も
「
絲
」
と
起
句
の
「
葉
」
が
重
複
。「
遮
」
は
、

物
理
的
に
妨
害
す
る
の
で
あ
っ
て
、
も
や
を
さ
え
ぎ
る
、
あ
る
い
は
、
も
や
に
さ
え
ぎ
ら
れ
る
と
い
う
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
朱
慶
餘『
呉

興
新
�
』「
汀
洲
肯
え
て
恨
ま
ん
や
柳
糸
の
遮
る
を
」。「
澹
烟
」、
白
居
易
『
江
楼
晩
に
景
物
の
鮮
奇
を
眺
む
。
吟
翫
し
て
篇
を
成
す
。
水
部

張
員
外
に
寄
す
』。「
澹
烟
踈
雨
斜
陽
を
間
つ
」。
転
句
は
、『
世
説
新
語
』
容
止
「
人
有
り
て
王
恭
の
形
茂
な
る
を
歎
じ
て
云
う
、
濯
濯
た
る

こ
と
春
月
の
柳
の
如
し
」
を
下
敷
き
に
す
る
。「
濯
濯
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
取
り
に
く
い
が
、
要
す
る
に
柳
の
美
し
さ
を
形
容
す
る
に
ふ
さ

わ
し
い
擬
態
語
。
若
々
し
い
、
人
に
秀
で
た
優
雅
さ
の
方
向
の
意
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
作
者
は
「
濯
」
字
に
ひ
か
れ
て
、
洗
わ
れ
た
よ
う

な
す
が
す
が
し
さ
を
こ
め
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
喬
知
之
『
折
楊
柳
』「
憐
れ
む
可
し
濯
濯
た
る
春
の
楊
柳
」。
楊
万
里
『
写
真
を
水
鑑

処
士
王
温
叔
に
贈
る
』「
我
如
か
ず
濯
濯
た
る
春
月
柳
に
」。
�
信
『
画
屏
風
を
詠
む
詩
』
其
十
二
「
荷
香
水
殿
に
薫
る
」。「
薫
」
は
く
す
べ

る
感
じ
。「
春
月
柳
」
の
「
春
月
」
は
旧
暦
一
月
か
ら
三
月
の
こ
と
だ
と
い
う
説
も
あ
る
が
、
こ
の
詩
で
は
、
結
句
の
「
影
」
に
つ
な
げ
て
、

春
の
ぼ
ん
や
り
と
し
た
月
光
を
浴
び
る
柳
を
イ
メ
ー
ジ
す
べ
き
だ
ろ
う
。
結
句
。「
顧
影
自
憐
」
は
典
拠
を
絞
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
慣
用

句
。
張
九
齢
『
鏡
を
照
ら
し
て
白
髪
を
見
る
』「
形
影
自
ら
相
い
憐
む
」。（
昭
明
太
子
『
夷
則
七
月
』「
形
影
自
ら
憐
れ
む
」。
曹
植
『
上
責
躬

詩
表
』「
形
影
相
弔
う
」
も
類
似
）
皮
日
休
『
死
を
潔
く
す
』「
影
を
顧
み
て
兮
自
ら
憐
れ
む
」。

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
三
）

二
一



わ
か
う
め

若
梅
（
ワ
カ
ウ
メ
）

若
梅

そ
ふ
く

た
ん
し
ょ
う

こ

み

ま
と

（
５０
）
素
服
淡
粧
纏
此
身

素
服

淡
粧

此
の
身
に
纏
い

こ
せ
い

け
っ
ぱ
く

お
の
ず
か
ら

ち
り
な

孤
清
潔
白
自
無
塵

孤
清

潔
白

自
ら
塵
無
し

し
ゅ
ん
ぷ
う

い
ま

ち
ょ
う
ろ
う

ゆ
め

い

春
風
未
入
趙
郎
夢

春
風

未
だ

趙
郎
の
夢
に

入
ら
ず

よ

せ
つ
そ
う

た

い
く
に
ん
あ

能
耐
雪
霜
有
幾
人

能
く

雪
霜
に

耐
ゆ
る
は

幾
人
有
り
や

こ
の
身
を
飾
る
も
の
と
い
え
ば
、
質
素
な
白
い
服
に
薄
化
粧
の
み
。
独
り
清
ら
か
に
身
を
保
ち
、
後
ろ
暗
い
と
こ
ろ
が
な
い
か
ら
、
自
然

と
ほ
こ
り
も
立
た
な
い
の
だ
。
春
風
は
ま
だ
梅
好
き
の
趙
さ
ん
の
夢
に
入
っ
て
こ
な
い
の
か
。
愛
し
き
あ
の
人
に
ま
だ
会
え
ぬ
。
梅
の
花
の

如
く
、
雪
や
霜
の
厳
し
さ
に
た
え
ら
れ
る
人
は
、
わ
た
し
の
他
に
こ
の
世
に
何
人
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

「
梅
」
の
字
は
出
て
こ
な
い
が
、
全
句
と
も
梅
の
故
事
や
梅
に
対
し
て
用
い
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
詩
語
に
満
ち
満
ち
て
い
る
。
こ
の
詩
全

体
は
、
伝
柳
宗
元
『
龍
城
録
』「
趙
師
雄
酔
い
て
梅
花
下
に
憩
う
」
の
段
を
下
敷
き
に
し
て
い
る
。
隋
代
、
趙
師
雄
な
る
人
が
、
羅
浮
山
で
、

「
一
女
子
」
の
「
淡
粧
素
服
」
な
る
も
の
と
酒
を
飲
ん
だ
が
、
そ
れ
は
夢
で
あ
っ
て
、
女
子
は
梅
の
精
で
あ
っ
た
と
い
う
故
事
。
起
句
は
、

こ
の
「
淡
粧
素
服
」
を
そ
の
ま
ま
用
い
る
。「
淡
粧
」
と
い
え
ば
、
蘇
軾
『
湖
上
に
飲
む
。
初
め
晴
れ
て
後
雨
ふ
る
』「
淡
粧
濃
抹
総
て
相
宜

し
」
も
意
識
し
て
い
よ
う
。
ま
た
、
范
成
大
『
漢
卿
舅
の
即
事
二
絶
に
次
韻
す
』「
淡
粧
素
服
真
に
夢
に
成
る
」。「
身
に
纏
う
」
は
詩
語
と
し

て
は
、
通
常
好
ま
し
く
な
い
こ
と
が
ま
と
わ
り
つ
く
の
を
示
す
の
が
普
通
。
既
出
。
杜
甫
『
丹
青
引
』「
終
日
坎
�
其
の
身
に
纏
う
」。
こ
こ

は
、「
素
服
」
を
身
に
つ
け
る
程
度
の
意
味
。
承
句
。「
孤
清
」、
孟
浩
然
『
楚
竹
吟
。
盧
虔
端
公
の
湘
絃
怨
に
和
せ
見
る
る
に
酬
ゆ
』「
孤
清

思
い
氛
�
た
り
」。「
潔
白
」、『
楚
辞
』
自
悲
「
内
に
情
の
潔
白
を
懐
く
」。「
自
無
塵
」、
王
維
『
盧
員
外
象
と
崔
処
士
興
宗
の
林
亭
に
過
ぎ

る
』「
青
苔
日
に
厚
く
し
て
自
ず
か
ら
塵
無
し
」。
す
べ
て
、
清
楚
な
白
梅
に
ふ
さ
わ
し
い
評
価
。
転
句
。
先
の
『
龍
城
録
』
参
照
。
ま
だ
寒

く
て
、
春
情
を
催
す
よ
う
な
風
も
吹
か
ず
、
あ
の
人
と
夢
で
出
会
う
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
気
持
ち
か
。「
入
夢
」、
李
白
『
王
七
尉
松
滋

を
送
る
。
陽
台
の
雲
を
得
た
り
』「
嬋
娟
流
れ
て
入
る
襄
王
の
夢
」。
ま
た
、
杜
甫
『
李
白
を
夢
み
る
』
二
首
其
一
「
故
人
我
が
夢
に
入
る
」。

明
、
蕭
冰
�
『
漕
園
古
梅
』「
幾
度
の
春
風
未
だ
詩
に
入
ら
ず
」。
結
句
も
、
寒
さ
に
耐
え
る
梅
を
、
凛
と
し
た
こ
の
妓
女
に
喩
え
る
。
欧
陽

二
二



修
『
紀
徳
陳
情
上
致
政
太
傅
杜
相
公
』
二
首
其
二
「
松
柏
凋
み
難
く
雪
霜
に
耐
ゆ
」。「
有
幾
人
」
は
既
出
。

大
森
惟
中
の
評
。

た
ん
し
ょ
う
こ
け
つ

お
そ

こ

お
い
う
め

わ
か
う
め

あ
ら

淡
粧
孤
潔
。
恐
是
老
梅
、
非
若
梅
。

淡
粧
孤
潔
。
恐
ら
く
は
是
れ
老
梅
な
ら
ん
、
若
梅
に
非
じ
。

「
淡
粧
」
と
か
「
孤
清
」
と
か
「
潔
白
」
と
か
い
う
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
定
め
て
年
を
経
た
梅
で
あ
っ
て
若
々
し
さ
に
欠
け
る
。
若
梅
と

は
名
ば
か
り
の
年
増
な
の
で
あ
ろ
う
。
例
に
よ
っ
て
、
冗
談
口
で
あ
る
。「
孤
潔
」、
鄭
谷
『
前
の
水
部
賈
員
外
嵩
に
寄
す
』「
白
鷺
孤
潔
を
同

じ
く
す
」。

こ
ま
き
ち

か
た
や
ま
お
く
に

駒
吉
（
コ
マ
キ
チ
）

片
山
阿
国

駒
吉

片
山
阿
国

さ
ん
ね
ん

こ

ち

こ

み

よ

（
５１
）
三
年
斯
地
寄
斯
�

三
年

斯
の
地
に

斯
の
�
を
寄
す

こ
う
べ

あ

ち
ょ
う
め
い

こ
う
べ

た

な
げ

挙
首
長
鳴
低
首
吁

首
を
挙
げ
て

長
鳴
し

首
を
低
れ
て
吁
く

い
つ
こ

い
ま

か
つ

は
く
ら
く

あ

一
顧
未
曽
逢
伯
楽

一
顧
す
ら

未
だ
曽
て

伯
楽
に
逢
わ
ず

ふ
ね

お
な

お
け

ふ

り
ょ
う
く

い
か

同
槽
伏
櫪
奈
龍
駒

槽
を
同
じ
く
し

櫪
に
伏
す

龍
駒
を
奈
ん
せ
ん

本
名
の
阿
国
と
い
え
ば
、
出
雲
の
阿
国
が
想
起
さ
れ
る
が
、
詩
の
内
容
か
ら
は
、
外
来
の
人
で
あ
る
よ
う
な
の
で
、
関
係
は
あ
る
ま
い
。

原
文
で
は
、「
�
」
字
の
旁
が
「
巳
」
で
あ
っ
た
の
を
、
評
者
、
大
森
惟
中
が
正
し
て
い
る
。
単
な
る
誤
字
で
あ
ろ
う
。
今
、
こ
れ
に
従
う
。

こ
れ
ま
で
三
年
も
の
間
、
こ
の
松
江
に
我
が
身
を
寄
せ
て
参
り
ま
し
た
。
あ
た
か
も
源
氏
名
の
「
駒
」
の
如
く
、
頭
を
挙
げ
て
天
を
仰
い

で
は
長
々
と
鳴
き
、
頭
を
下
げ
て
伏
し
目
に
嘆
声
を
吐
く
よ
う
に
、
苦
し
い
日
々
を
過
ご
し
て
お
り
ま
す
。
名
伯
楽
と
も
い
う
べ
き
人
の
お

眼
鏡
に
は
か
な
わ
ず
、
誰
も
こ
の
苦
し
み
か
ら
救
っ
て
く
れ
な
い
。
結
果
、
駄
馬
と
一
緒
に
か
い
ば
お
け
に
首
を
垂
れ
る
ざ
ま
。
あ
た
ら
龍

馬
の
よ
う
な
素
質
を
持
っ
た
私
を
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。

起
句
。
絶
句
で
「
斯
」「
此
」
を
使
う
場
合
は
、「
他
で
も
な
い
こ
の
」
と
い
う
強
調
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
。
ま
た
、
同
字
反
復
に
よ
る
、
リ
ズ

ム
の
繰
り
返
し
を
楽
し
む
が
ご
と
く
で
あ
る
。
白
居
易
『
洛
陽
堰
�
行
』「
七
年
此
の
地
に
て
�
人
と
作
る
」。「
寄
斯
�
」、
薛
能
『
昇
平
楽
』

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
三
）

二
三



十
首
其
七
「
此
に
於
い
て
微
躯
を
寄
す
」。
承
句
は
、
明
ら
か
に
、
李
白
『
静
夜
思
』「
頭
を
挙
げ
て
明
月
を
望
み
、
頭
を
低
れ
て
故
郷
を
思

う
」
を
換
骨
奪
胎
し
て
い
る
。
平
仄
の
関
係
で
、「
頭
」
を
「
首
」
に
変
え
た
。「
首
」
は
「
頸
」
と
違
っ
て
、
頭
全
体
を
指
す
。「
挙
首
」、

同
じ
く
李
白
『
感
遇
』「
首
を
挙
ぐ
白
日
の
間
」。「
低
首
」、
王
勃
『
人
の
為
に
蜀
城
の
父
老
に
与
う
る
書
』「
首
を
低
れ
て
眉
を
俛
す
」。「
青

雲
」、
曹
植
『
闘
鶏
』「
長
鳴
青
雲
に
入
る
」。
転
句
。「
未
曽
逢
伯
楽
一
顧
」（
未
だ
曾
て
伯
楽
の
一
顧
に
逢
わ
ず
）
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
、

語
順
を
変
え
た
、
や
や
無
理
な
言
い
方
。「
一
た
び
顧
み
れ
ば
（
振
り
返
っ
て
み
る
と
）」
と
は
読
め
な
い
だ
ろ
う
。「
伯
楽
」
は
、
戦
国
時

代
（
秦
）
の
馬
相
を
見
る
達
人
。
優
れ
た
素
質
の
馬
が
塩
の
車
を
引
か
さ
れ
て
疲
れ
果
て
て
い
た
と
こ
ろ
に
、「
伯
楽
之
に
遭
い
」
て
、
世

話
を
し
た
。
馬
は
「
是
に
於
い
て
俛
し
て
而
し
て
噴
き
、
仰
ぎ
て
而
し
て
鳴
く
。
声
は
天
に
達
」
し
て
恢
復
し
た
。
な
ぜ
な
ら
、「
彼
伯
楽

の
己
を
知
る
を
見
れ
ば
な
り
」。（『
戦
国
策
』
楚
策
四
）
こ
の
故
事
を
転
じ
て
、
駒
吉
が
よ
き
旦
那
（
或
い
は
雇
い
主
）
に
恵
ま
れ
な
い
こ

と
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
謝
�
『
王
主
簿
李
哲
の
怨
情
に
和
す
』「
生
平
一
顧
重
し
」。
李
商
隠
『
河
東
公
に
献
ず
る
啓
』
二
首
其
一

「
徒
だ
伯
楽
に
逢
い
て
而
し
て
鳴
く
」。
司
馬
光
『
馬
病
』「
未
だ
伯
楽
に
逢
う
能
わ
ず
」。
結
句
。「
伏
櫪
」、
曹
操
『
碣
石
篇
』「
老
驥
櫪
に
伏

す
」。
李
白
『
崔
諮
議
に
贈
る
』「
素
よ
り
櫪
に
伏
す
る
の
駒
に
非
ず
」。「
同
槽
」
と
い
え
ば
、
曹
操
が
、
三
匹
の
馬
が
一
つ
の
槽
で
食
べ
て

い
る
の
を
夢
み
た
故
事
。
こ
の
夢
は
、
司
馬
氏
が
三
代
か
け
て
、
曹
氏
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。（『
晋
書
』
宣
帝
紀
）
い

わ
ゆ
る「
三
馬
同
槽
」。
こ
の
詩
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
故
事
だ
が
、
曹
操
に
ち
な
ん
で
、
語
を
流
用
し
た
。「
奈
」は
、（
４７
）で
既
述
。「
龍
駒
」、

李
白
『
永
王
東
巡
歌
』
十
一
首
其
七
「
征
帆
一
一
龍
駒
を
引
く
」。
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に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

『
松
江
竹
枝
』
訳
注
（
三
）
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