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李

春

草

は
じ
め
に

﹃
鶴
唳
﹄
は
︑
谷
崎
潤
一
郎
が
﹁
支
那
趣
味
﹂
の
作
品
を
集
中
的
に
創
作
し

た
時
期
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
り
︑
作
家
自
身
の
支
那
趣
味
が
︑
中
国
に
対
し

て
強
い
憧
憬
の
念
を
持
つ
主
人
公
靖
之
助
に
託
さ
れ
て
い
る
と
こ
れ
ま
で
指
摘

さ
れ
て
き
た
が①
︑
内
容
の
面
に
お
け
る
漢
籍
と
の
比
較
考
察
は
ま
だ
少
な
く
︑

管
見
に
よ
れ
ば
︑
詩
人
林
和
靖
関
連
説
話
の
一
つ
で
あ
る
﹁
梅
妻
鶴
子
﹂
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
か
ら
ヒ
ン
ト
を
受
け
た
と
い
う
千
葉
俊
二
の
指
摘②
以
外
︑
見
当
た
ら

な
い
︒
ま
た
︑
こ
の
﹁
梅
妻
鶴
子
﹂
は
中
国
宋
の
時
代
に
書
か
れ
た
﹃
夢
渓
筆

談
・
十③
﹄
に
初
め
て
記
載
さ
れ④
︑
後
の
清
の
時
代
の
短
編
小
説
集
﹃
西
湖
佳

話⑤
﹄﹃
西
湖
拾
遺⑥
﹄
な
ど
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
谷
崎
が
参
考
に
し
た
の

が
ど
の
書
で
あ
る
か
も
明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
︒

本
稿
で
は
︑
先
行
研
究
で
指
摘
さ
れ
た
﹁
梅
妻
鶴
子
﹂
と
の
関
連
以
外
に
︑

白
楽
天
の
詩
か
ら
の
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
い
︒
谷
崎
は
早
い
時
期

か
ら
創
作
の
際
に
し
ば
し
ば
白
楽
天
の
詩
を
引
用
し
︑
自
邸
﹁
潺
湲
亭
﹂
の
命

名
も
白
楽
天
の
詩
に
ち
な
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒﹃
鶴
唳
﹄
に
お
い
て
も
︑
靖

之
助
が
日
本
で
中
国
庭
園
を
再
現
し
た
と
い
う
一
挿
話
は
︑
退
官
後
の
白
楽
天

が
洛
陽
で
江
南
風
景
を
再
現
し
︑
悠
閑
な
生
活
を
送
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
︒

作
家
は
直
接
言
及
し
て
は
い
な
い
が
︑
内
容
上
の
類
似
性
か
ら
見
れ
ば
︑﹃
鶴

唳
﹄
が
白
楽
天
の
詩
か
ら
ヒ
ン
ト
を
受
け
た
こ
と
は
推
測
で
き
る
︒

更
に
︑﹃
鶴
唳
﹄
に
お
け
る
鶴
は
︑
漢
籍
に
描
か
れ
た
林
和
靖
の
鶴
お
よ
び

白
楽
天
の
鶴
詩
︵
鶴
に
関
す
る
詩
︶
に
お
け
る
鶴
の
イ
メ
ー
ジ
と
共
通
す
る
部

分
が
見
ら
れ
る
が
︑
後
に
詳
述
す
る
よ
う
に
新
た
な
特
徴
が
付
加
さ
れ
て
も
い

る
︒﹃
鶴
唳
﹄
に
書
か
れ
た
鶴
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
谷
崎
後
年
の
作
品
に
も
つ
な

が
っ
て
い
る
た
め
︑﹃
鶴
唳
﹄
の
鶴
像
を
分
析
す
る
こ
と
は
谷
崎
作
品
全
体
を

考
え
る
上
で
意
義
が
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

谷
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﹄
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一

林
和
靖
﹁
梅
妻
鶴
子
﹂
の
出
典
及
び
作
品
と
の
比
較

西
湖
の
麓
に
隠
居
生
活
を
送
り
︑
梅
と
鶴
を
愛
し
︑
未
婚
な
が
ら
に
一
生
を

終
わ
っ
た
宋
の
隠
居
詩
人
林
和
靖
の
事
跡
は
︑﹁
梅
妻
鶴
子
﹂
と
し
て
知
ら
れ

て
い
る
︒﹁
梅
妻
鶴
子
﹂
の
類
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
漢
籍
に
は
︑
稿
者
が
調

査
し
た
限
り
︑
日
本
に
お
い
て
﹃
西
湖
佳
話
﹄﹃
西
湖
拾
遺
﹄﹃
通
俗
西
湖
佳

話
﹄
の
三
つ
が
見
ら
れ
る
︒
こ
の
う
ち
︑
谷
崎
が
自
分
の
作
品
の
中
で
言
及
し

て
い
る
の
は
﹃
西
湖
佳
話
﹄
の
み
で
あ
る
︒
ま
ず
﹃
改
造
﹄
一
九
一
九
年
六
月

号
に
発
表
し
た
小
説
﹃
西
湖
の
月
﹄
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

食
堂
車
の
ま
づ
い
洋
食
で
飢
を
凌
い
で
︑
しマ

ょマ

ざ
い
な
さ
に
携
へ
て
来

た
石
印
の
西
湖
佳
話
を
読
ん
で
居
る
う
ち
に
︑
戸
外
は
真
つ
暗
に
な
つ
て

し
ま
つ
た
︒

ま
た
︑﹁
聞
書
抄
初
出
巻
頭⑦
﹂
に
お
い
て
も
以
下
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い

る
︒

嘗
て
私
は
南
支
那
を
旅
行
し
て
杭
州
の
西
湖
に
遊
ん
だ
時
︑
昔
蘇
東
坡

が
此
の
地
に
左
遷
さ
れ
た
こ
と
を
思
ひ
起
こ
し
て
︑
左
遷
と
云
つ
て
も
か

う
云
ふ
山
紫
水
明
の
土
地
に
流
さ
れ
る
な
ら
何
を
悲
し
む
こ
と
が
あ
ら
う

ぞ
︵
中
略
︶﹃
西
湖
佳
話
﹄
に
載
つ
て
ゐ
る
彼
の
詩
に
曰
く
︑﹁
湖
光
澰
灔

晴
る
れ
ば
偏
に
好
し
︑
山
色
空
濛
雨
も
亦
奇
な
り
︑
若
し
西
湖
を
と
つ
て

西
子
に
比
ぶ
れ
ば
︑
淡
粧
濃
沫マ

マ

也
相
宜
し
﹂︒

右
の
﹃
西
湖
の
月
﹄
に
お
い
て
︑
注
目
す
べ
き
は
︑
小
説
の
主
人
公
が
所
在

な
さ
を
紛
ら
わ
す
た
め
に
石
印
版
の
﹃
西
湖
佳
話
﹄
を
読
む
と
い
う
設
定
で
あ

る
︒
陳
美
林
の
﹁
墨
浪
子
及
其
﹃
西
湖
佳
話⑧
﹄
﹂
を
参
考
に
︑﹃
西
湖
佳
話
﹄
の

刊
本
を
調
査
し
た
と
こ
ろ
︑
谷
崎
に
年
代
的
に
近
い
も
の
に
一
八
九
二
年
に
上

海
文
選
局
に
よ
り
刊
行
さ
れ
た
石
印
の
そ
れ
が
あ
る
︒
更
に
︑
ほ
ぼ
同
じ
時
期

に
谷
崎
が
書
い
た
戯
曲
﹃
蘇
東
坡⑨
﹄
を
参
照
す
れ
ば
︑
以
下
の
と
お
り
︑
谷
崎

が
石
印
版
の
﹃
西
湖
佳
話
﹄
を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
と
確
定
で
き
る
︒

﹃
蘇
東
坡
﹄
は
︑
登
場
人
物
︑
人
物
名
︑
中
に
引
用
さ
れ
た
漢
詩
文
︑
エ
ピ

ソ
ー
ド
な
ど
い
ず
れ
も
中
国
典
拠
に
よ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
当
時
日
本

で
﹃
蘇
東
坡
﹄
と
類
似
し
た
話
を
収
め
て
い
る
漢
籍
は
︑
大
庭
修
の
﹃
江
戸
時

代
に
お
け
る
唐
船
持
渡
書
の
研
究⑩
﹄
に
よ
れ
ば
︑
前
述
し
た
石
印
版
の
﹃
西
湖

佳
話
﹄
の
ほ
か
︑﹃
西
湖
拾
遺
﹄
が
あ
る
︒
ま
た
︑
中
国
か
ら
の
﹁
持
渡
書
﹂

の
み
な
ら
ず
︑
文
化
二
年
︵
一
八
〇
五
︶
に
大
坂
敦
賀
屋
九
兵
衛
よ
り
出
版
さ

れ
た
﹃
西
湖
佳
話
﹄
の
日
本
語
抄
本
﹃
通
俗
西
湖
佳
話
﹄
が
あ
る
︒
こ
の
三
つ

の
う
ち
で
︑﹃
通
俗
西
湖
佳
話
﹄
は
日
本
語
版
で
読
み
や
す
い
と
思
わ
れ
る
が
︑

抄
本
で
あ
る
た
め
︑
内
容
の
削
除
・
省
略
が
多
く
見
ら
れ
る
︒
例
え
ば
﹃
蘇
東

坡
﹄
の
主
要
な
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
と
こ
ろ
の
主
人
公
の
毛
沢
民
の
暇
乞
い
を

め
ぐ
る
蘇
東
坡
と
の
や
り
取
り
な
ど
は
す
べ
て
見
当
た
ら
な
い
︒
ま
た
﹃
蘇
東

坡
﹄
に
は
次
の
詩
が
引
用
さ
れ
て
い
る
︒

涙
は
欄
干
を
湿
ほ
し
花
は
露
を
着
く
／
愁
は
眉
に
到
つ
て
峰
の
碧
聚
ま
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る
／
此
の
恨
み
平
分
し
て
取
れ
ば
／
更
に
言
語
な
う
し
て
空
し
く
相
窺
ふ

二
細
雨
／
残
雲
意
緒
な
し
︑
朝
々
暮
々⑪
／
今
夜
山
深
き
と
こ
ろ
／
断
魂
潮

に
分
付
し
て
回
り
去
ら
ん

右
の
詩
は
︑﹃
西
湖
佳
話
﹄
と
﹃
西
湖
拾
遺
﹄
の
い
ず
れ
に
も
出
て
く
る

﹁
惜
分
飛
﹂
と
い
う
詩
で
あ
る
が
︑﹃
通
俗
西
湖
佳
話
﹄
に
は
見
当
た
ら
な
い
︒

そ
の
原
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒

涙
湿
欄
干
花
着
露
︑
愁
到
眉
峰
碧
聚
︒
此
恨
平
分
取
︑
更
無
言
語
︑
空

相
覷
二
細
雨
︑
残
雲
無
意
緒
︑
寂
寞
朝
朝
暮
暮
︒
今
夜
山
深
處
︑
断
魂
分

付
潮
回
去
︒

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
︑
谷
崎
が
参
照
し
た
の
は
﹃
通
俗
西
湖
佳
話
﹄
で
は
な

く
︑﹃
西
湖
佳
話
﹄
ま
た
は
﹃
西
湖
拾
遺
﹄
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
推
察
さ
れ

る
︒﹃

西
湖
佳
話
﹄
と
﹃
西
湖
拾
遺
﹄
と
は
︑﹃
西
湖
拾
遺
﹄
の
方
が
﹃
西
湖
佳

話
﹄
よ
り
後
に
世
に
出
た
た
め
︑
収
録
し
て
い
る
物
語
の
数
は
よ
り
多
い
も
の

の
︑
両
者
が
共
有
す
る
説
話
の
内
容
は
殆
ど
一
致
す
る
︒
谷
崎
の
戯
曲
﹃
蘇
東

坡
﹄
と
関
係
の
あ
る
蘇
東
坡
関
連
説
話
は
両
方
に
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
登
場
人

物
と
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
全
く
同
じ
で
あ
る
が
︑
漢
詩
文
に
は
微
か
な
違
い
が
見
ら

れ
る
︒
例
え
ば
︑
左
に
挙
げ
た
詩
文
は
同
じ
内
容
な
が
ら
︑
傍
線
部
の
表
現
が

異
な
っ
て
い
る
︒

碧
澄
澄
凝
一
萬
頃
︑
徹
底
瑠
璃
︑
青
娜
々
列
三
百
面
︑
交
加
翡
翠
︑
春

風
吹
過
︑
艶
桃
穠
李
如
描
︑
夏
日
照
来
︑
緑
蓋
紅
蓮
似
畫
︑
秋
雲
掩
映
︑

満
籬
嫩
菊
堆
金
︑
冬
雪
分
飛
︑
孤
嶼
寒
梅
破
玉
︑
暁
霞
連
絡
三
天
竺
︑
暮

靄
横
堆
九
里
松
︑
風
生
於
呼
猿
洞
口
︑
雨
飛
来
龍
井
山
頭
︑
簪
花
人
逐
浄

慈
来
︑
訪
友
客
投
霊
隠
寺
︒︵﹃
西
湖
佳
話
﹄
︶

碧
澄
澄
凝
一
萬
頃
︑
徹
底
瑠
璃
︑
青
娜
々
列
四
囲
︑
交
加
翡
翠
︑
春
風

吹
過
︑
艶
桃
濃
李
如
描
︑
夏
日
照
来
︑
緑
蓋
紅
蓮
似
畫
︑
秋
雲
掩
映
︑
満

籬
嫩
菊
堆
金
︑
冬
雪
分
飛
︑
孤
嶼
寒
梅
破
玉
︑
暁
霞
遠
帯
三
天
竺
︑
暮
靄

高
籠
九
里
松
︑
習
習
風
生
把
酒
︑
虎
跑
泉
上
︑
濛
濛
雨
至
︑
煮
茗
龍
井
山

辺
︑
聞
遊
人
過
浄
慈
来
︑
好
静
客
投
霊
隠
寺
︒
︵﹃
西
湖
拾
遺
﹄︶

一
方
︑
谷
崎
の
戯
曲
﹃
蘇
東
坡
﹄
に
お
い
て
こ
の
漢
詩
文
は
︑
次
の
と
お
り

で
あ
る
︒碧

澄
々
と
し
て
︑
凝
た
り
一
萬
頃
︑
徹
底
瑠
璃
／
青
娜
々
と
し
て
︑
列

な
る
三
百
面
︑
交
翡
翠
を
加
ふ
／
春
風
吹
い
て
過
ぐ
れ
ば
︑
艶
桃
穠
李
描

く
が
如
く
／
夏
日
照
ら
し
来
れ
ば
︑
緑
蓋
紅
蓮
畫
に
似
た
り
／
秋
雲
掩
映

す
れ
ば
︑
満
籬
の
嫩
菊
金
を
集
め
／
冬
雪
分
飛
す
れ
ば
︑
孤
嶼
の
寒
梅
玉

を
破
る
／
暁
霞
は
連
絡
す
三
天
竺
／
暮
靄
は
横
堆
す
九
里
松
／
風
は
呼
猿

洞
口
に
生
じ
／
雨
は
龍
井
山
頭
に
飛
来
す
／
簪
花
人
は
逐
ふ
︑
浄
慈
来
訪

の
友
／
客
は
投
ず
霊
隠
寺
︒

傍
線
部
の
箇
所
を
見
れ
ば
︑﹃
蘇
東
坡
﹄
に
お
け
る
こ
の
詩
の
引
用
が
︑﹃
西

湖
佳
話
﹄
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
︒
谷
崎
は
﹃
西
湖
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佳
話
﹄
に
単
に
言
及
し
た
の
み
な
ら
ず
︑
実
際
そ
れ
を
熟
読
し
︑
自
ら
創
作
の

材
源
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒﹃
西
湖
佳
話
﹄
か
ら
の
創
作
と
考
え
ら
れ
る
作

品
は
︑
先
述
し
た
戯
曲
﹃
蘇
東
坡
﹄
の
ほ
か
︑﹃
鶴
唳⑫
﹄
に
お
い
て
も
そ
の
投

影
が
見
ら
れ
る
︒
先
行
研
究
に
お
い
て
︑
千
葉
俊
二
が
指
摘
し
た
﹃
鶴
唳
﹄
の

創
作
に
あ
た
っ
て
︑
谷
崎
が
ヒ
ン
ト
を
受
け
た
﹁
梅
妻
鶴
子
﹂
の
話
は
﹃
西
湖

佳
話
﹄
巻
五
﹁
孤
山
隠
蹟
﹂
所
収
の
も
の
に
よ
っ
て
い
る
と
推
測
で
き
る
︒

二

﹃
鶴
唳
﹄
と
﹃
西
湖
佳
話
﹄
巻
五
﹁
孤
山
隠
蹟
﹂

と
の
関
連
性

﹃
鶴
唳
﹄
と
﹃
西
湖
佳
話
﹄
巻
五
﹁
孤
山
隠
蹟
﹂
と
の
関
連
性
に
つ
い
て
︑

ま
ず
︑
主
人
公
の
名
前
の
類
似
性
が
指
摘
で
き
る
︒﹃
鶴
唳
﹄
の
主
人
公
で
あ

る
星
岡
靖
之
助
の
名
前
は
︑﹁
孤
山
隠
蹟
﹂
の
主
人
公
で
あ
る
林
和
靖
の
﹁
靖
﹂

に
ち
な
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
二
者
と
も
結
婚
を
拒
否
し
た
こ
と
も

重
要
な
一
点
で
あ
ろ
う
︒﹃
西
湖
佳
話
﹄
に
お
い
て
林
和
靖
の
結
婚
拒
否
は
︑

以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
︒

人
有
勸
其
娶
者
︑
又
有
勸
其
出
仕
者
︑
君
復
倶
以
不
為
然
︒
因
自
思
曰
︑

人
生
貴
適
志
耳
︑
志
之
所
適
︑
方
為
吾
貴
︒
然
吾
志
之
所
適
︑
渄
室
家
也
︑

渄
功
名
富
貴
也
︑
只
覚
青
山
緑
水
與
我
情
相
宜
︒
而
鼓
鐘
琴
瑟
未
嘗
不
佳
︑

以
我
志
揆
之
則
落
英
饑
可
餐
︒
笑
挙
案
齋
眉
之
多
事
︑
紫
綬
金
章
未
嘗
不

顯
︑
以
吾
心
較
之
︑
則
山
林
偏
有
味
︑
愧
碌
碌
因
人
之
渄
髙⑬
︒

同
じ
く
﹃
鶴
唳
﹄
の
主
人
公
靖
之
助
も
東
京
の
大
学
を
卒
業
し
た
後
︑
祖
父

が
建
築
し
た
﹁
梅
崖
荘
﹂
に
閉
じ
こ
も
っ
て
終
日
漢
籍
ば
か
り
読
み
耽
り
︑
母

に
結
婚
の
話
を
持
ち
出
さ
れ
る
た
び
に
固
く
断
っ
て
い
る
︒

母
親
は
伜
の
身
を
固
め
さ
せ
よ
う
と
い
ろ
い
ろ
気
を
揉
み
ま
し
た
が
︑

何
分
当
人
が
そ
ん
な
風
で
︑
と
て
も
結
婚
す
る
意
志
な
ぞ
は
な
い
ら
し
く
︑

手
の
附
け
や
う
が
な
か
つ
た
の
で
す
︒

更
に
︑
結
婚
を
拒
否
し
た
林
和
靖
と
靖
之
助
は
︑
二
人
共
鶴
を
愛
し
て
い
る
︒

和
靖
は
︑
俗
世
を
離
れ
︑
西
湖
の
麓
に
あ
る
孤
山
で
隠
居
生
活
を
送
っ
て
い
る
︒

毎
日
遊
山
翫
水
に
出
て
︑
客
が
尋
ね
て
き
て
も
わ
か
ら
な
い
の
で
︑
和
靖
は
二

羽
の
鶴
を
飼
い
︑
客
の
来
訪
を
伝
達
さ
せ
る
︒
そ
し
て
︑
言
う
こ
と
を
よ
く
聞

き
分
け
た
鶴
を
自
分
の
子
に
な
ぞ
ら
え
る
︒

和
靖
毎
因
山
水
之
好
︑
多
不
在
家
︑
便
想
一
法
︑
買
下
仙
鶴
二
隻
︑
置

之
園
中
︑
豢
養
已
馴
︑
遂
縦
之
入
雲
︑
少
頃
︑
即
歸
入
籠
内
︑
和
靖
大
喜
︑

道
此
猶
吾
子
也⑭
︒

一
方
︑﹃
鶴
唳
﹄
に
お
い
て
︑
靖
之
助
は
︑
中
国
か
ら
戻
っ
て
き
た
時
︑
一

人
の
少
女
と
一
羽
の
鶴
を
一
緒
に
連
れ
て
き
て
︑
そ
れ
ら
を
朝
夕
の
友
と
す
る
︒

茲
に
断
つ
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
︑
靖
之
助
は
一
人
で
帰
つ

て
来
た
の
で
は
な
く
︑
奇
妙
な
二
つ
の
土
産
物
を
携
へ
て
来
た
の
で
す
︒

そ
の
一
つ
は
私
が
あ
の
庭
で
見
た
鶴
で
し
た
︒
そ
し
て
も
う
一
つ
は
︑
そ

れ
も
あ
の
鶴
の
や
う
な
優
し
い
姿
を
し
た
︑
十
七
八
の
可
愛
ら
し
い
支
那
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の
婦
人
で
し
た
︒︵
中
略
︶
彼
は
一
旦
し
づ
子
に
與
へ
た
家
屋
敷
を
取
り

返
し
て
︑
置
き
所
の
な
い
自
分
の
身
を
そ
こ
に
落
ち
着
か
せ
︑
支
那
の
鶴

と
支
那
の
婦
人
と
を
朝
夕
の
友
と
し
つ
つ
︑
煩
ひ
の
な
い
︑
好
き
な
生
活

を
営
も
う
と
し
た
の
で
す
︒

林
和
靖
と
靖
之
助
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
な
ど
の
差
異
は
さ
て
お
き
︑
表
層

的
な
面
に
お
い
て
は
﹁
結
婚
へ
の
拒
否
﹂
や
﹁
鶴
へ
の
愛
着
﹂
と
い
っ
た
特
徴

が
共
通
す
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
︒
た
だ
し
︑
両
者
の
共
通
性
は
そ
れ
ぞ

れ
全
く
違
う
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
︒
ま
ず
︑
結
婚
を
拒
絶
し
た
理

由
に
つ
い
て
︑
林
和
靖
は
西
湖
の
山
水
を
愛
し
︑
俗
世
間
の
功
名
富
貴
を
追
求

す
る
よ
り
遊
山
翫
水
の
ほ
う
が
一
層
心
性
を
陶
冶
で
き
る
と
︑
自
ら
結
婚
を
拒

否
す
る
︒
い
わ
ば
悠
々
自
適
な
隠
居
生
活
を
送
ろ
う
と
望
ん
だ
か
ら
で
あ
る
︒

そ
れ
に
対
し
て
︑
靖
之
助
は
︑
人
間
の
欲
望
を
捨
て
る
よ
り
む
し
ろ
そ
の
極
致

を
追
求
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
︑
平
凡
か
つ
新
奇
の
な
い
生
活
に
不
満
を
持
ち
︑

平
凡
な
女
性
と
の
結
婚
を
拒
否
し
た
︒
作
品
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
︒

そ
の
陰
鬱
を
紛
ら
す
為
め
に
酒
を
飲
ん
だ
り
芸
者
買
を
し
た
り
し
て
︑

始
終
母
親
に
心
配
の
種
を
蒔
い
た
の
で
し
た
︒
彼
が
東
京
の
帝
大
の
文
科

を
出
た
の
は
三
十
七
八
年
頃
の
こ
と
で
︑
そ
の
時
分
は
放
蕩
生
活
が
ま
す

ま
す
募
る
ば
か
り
だ
つ
た
の
で
す
︒

さ
う
し
て
為
す
事
も
な
く
ブ
ラ
ブ
ラ
と
日
を
送
る
よ
り
外
に
︑
彼
に
は

何
の
楽
し
み
も
な
い
や
う
で
し
た
︒
其
の
頃
の
話
で
す
が
︑
靖
之
助
は
よ

く
︑﹁
日
本
は
詰
ま
ら
な
い
︑
何
処
か
外
国
へ
行
つ
て
し
ま
ひ
た
い
﹂
と
︑

口
癖
の
や
う
に
云
つ
て
居
た
さ
う
で
す
︒

ま
た
︑
両
者
の
鶴
に
対
す
る
感
情
に
も
違
い
が
見
ら
れ
る
︒
林
和
靖
は
︑
鶴

を
自
分
の
子
に
な
ぞ
ら
え
な
が
ら
︑
あ
く
ま
で
客
の
来
訪
を
伝
達
さ
せ
る
従
僕

と
し
て
扱
っ
て
い
る
︒
一
方
︑
靖
之
助
は
︑
中
国
か
ら
持
ち
帰
っ
て
き
た
一
羽

の
鶴
を
︑
中
国
の
少
女
と
同
じ
く
自
分
の
朝
夕
の
友
と
し
︑
自
分
と
対
等
な
立

場
に
置
い
て
い
る
︒

そ
の
ほ
か
︑
﹃
西
湖
佳
話
﹄
と
同
じ
く
︑
﹃
鶴
唳
﹄
に
も
梅
は
多
く
書
か
れ
て

お
り
︑﹁
鶴
﹂
以
外
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
記
号
と
し
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
梅
と
人
物
造
形
の
関
係
に
お
い
て
梅
が
果
た
す
役
割
は
二
作
で
異

な
っ
て
い
る
︒
ま
ず
︑﹃
西
湖
佳
話
﹄
に
お
い
て
林
和
靖
と
梅
と
の
関
係
は
︑

彼
の
梅
へ
の
愛
着
と
し
て
以
下
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
︒

園
中
艶
桃
穠
李
︑
魏
紫
姚
黄
︑
春
蘭
秋
菊
︑
月
桂
風
荷
︑
渄
不
概
植
︑

而
獨
於
梅
花
更
自
鍾
情
︒
高
高
下
下
︑
因
山
傍
水
︑
遶
屋
依
欄
︑
無
渄
是

梅
︒
和
靖
所
愛
者
︑
愛
其
一
種
縞
素
襟
懐
︑
冷
香
滋
味
︑
與
己
之
性
情
相

合
耳
︒
自
此
月
増
日
櫐
︑
不
覚
恰
好
種
了
三
百
六
十
株⑮
︒

中
国
で
は
古
来
よ
り
﹁
梅
・
蘭
・
竹
・
菊
﹂
は
そ
の
高
潔
︑
淡
泊
︑
世
に
媚

び
な
い
と
い
っ
た
品
格
に
よ
っ
て
君
子
の
象
徴
と
見
な
さ
れ
て
い
る
︒
歴
代
の

文
人
た
ち
は
自
ら
の
詩
や
画
の
題
材
と
し
て
︑
﹁
梅
・
蘭
・
竹
・
菊
﹂
を
好
ん

で
お
り
︑
そ
の
愛
着
に
よ
っ
て
︑
自
分
が
君
子
で
あ
る
こ
と
を
表
明
す
る⑯
︒
従
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っ
て
︑﹃
西
湖
佳
話
﹄
に
お
い
て
林
和
靖
が
梅
を
愛
す
る
こ
と
の
描
写
は
︑
和

靖
が
高
潔
な
君
子
と
い
う
性
格
を
強
調
し
︑
和
靖
の
人
物
造
形
に
役
割
を
果
た

し
て
い
る
︒

一
方
︑﹃
鶴
唳
﹄
に
お
い
て
は
梅
に
関
す
る
描
写
が
し
ば
し
ば
出
て
く
る
が
︑

そ
の
多
く
は
物
語
が
展
開
さ
れ
る
前
に
語
り
手
で
あ
る
﹁
私
﹂
が
散
歩
し
た
東

京
郊
外
の
公
園
の
風
景
と
し
て
書
か
れ
て
お
り
︑
主
人
公
靖
之
助
が
登
場
す
る

場
面
に
梅
が
描
写
さ
れ
る
こ
と
は
少
な
い
︒﹃
鶴
唳
﹄
の
冒
頭
に
書
か
れ
て
い

る
﹁
東
京
か
ら
程
遠
く
な
い
海
岸
に
あ
る
暖
か
い
﹂︑﹁
旧
幕
府
時
代
に
何
十
万

石
か
の
或
る
大
名
の
城
下
﹂︑﹁
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
の
百
姓
や
邸
の
庭
の
梅
の
花
は

あ
ら
か
た
散
つ
て
し
ま
つ
﹂
た
と
い
う
物
語
の
舞
台
描
写
は
︑
一
年
前
に
谷
崎

が
引
っ
越
し
た
小
田
原
の
こ
と
を
連
想
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
︒
小
田
原
は
昔
か
ら

梅
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
て
お
り⑰
︑
更
に
︑
谷
崎
終
平
の
回
想
録
﹃
懐
か
し
き

人
々

兄
潤
一
郎
と
そ
の
周
辺⑱
﹄
に
よ
れ
ば
︑
谷
崎
一
家
は
大
正
八
年
の
暮
に

小
田
原
に
引
っ
越
し
た
と
い
う
︒
そ
こ
の
風
景
に
つ
い
て
﹁
城
下
町
の
名
残
り

あ
っ
て
静
か
な
東
京
よ
り
暖
か
く
良
い
処
﹂︑﹁
海
岸
ま
で
は
二
︑
三
町
あ
っ

た
﹂
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
物
語
の
舞
台
と
よ
く
似
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
︒
従
っ
て
︑
作
中
の
梅
に
関
す
る
描
写
は
単
な
る
林
和
靖
の
説
話
か

ら
の
影
響
だ
け
で
は
な
く
︑
住
ん
で
い
た
場
所
と
も
関
連
す
る
も
の
と
推
測
さ

れ
る
︒
作
品
に
お
け
る
梅
の
描
写
中
で
主
人
公
・
靖
之
助
と
関
わ
る
部
分
は
以

下
の
一
箇
所
の
み
で
あ
る
︒

築
山
と
云
ふ
程
で
も
な
い
極
く
柔
か
な
勾
配
を
持
つ
た
そ
の
丘
に
は
︑

公
園
の
そ
れ
に
も
劣
ら
な
い
見
事
な
梅
の
古
木
が
五
六
株
植
わ
つ
て
居
る

中
に
︑
支
那
の
太
湖
石
に
似
た
岩
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
据
ゑ
て
あ
つ
て
︑

そ
の
先
の
方
は
ど
う
な
つ
て
居
る
の
か
ハ
ツ
キ
リ
分
ら
な
い
︑︵
略
︶︒

こ
こ
で
梅
は
単
な
る
庭
の
一
要
素
と
し
て
描
か
れ
︑
主
人
公
靖
之
助
が
そ
れ

に
対
し
て
愛
着
を
持
つ
と
は
描
写
さ
れ
な
い
︒
従
っ
て
﹃
西
湖
佳
話
﹄
巻
五

﹁
孤
山
隠
蹟
﹂
に
お
い
て
重
要
視
さ
れ
る
﹁
鶴
﹂
と
﹁
梅
﹂
と
の
二
つ
の
要
素

は
︑﹃
鶴
唳
﹄
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
元
来
の
意
味
合
い
が
変
化
し
た
り
︑

薄
れ
た
り
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒
更
に
谷
崎
は
﹁
梅
妻
鶴

子
﹂
か
ら
変
奏
し
た
モ
チ
ー
フ
を
︑
後
に
述
べ
る
よ
う
に
︑
そ
の
他
の
要
素
と

新
た
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
彼
な
り
の
物
語
を
完
成
さ
せ
た
の
で
あ

る
︒

三

﹃
鶴
唳
﹄
と
白
楽
天
の
詩

﹃
鶴
唳
﹄
を
検
討
す
る
上
で
︑
﹃
西
湖
佳
話
﹄
所
収
の
﹁
梅
妻
鶴
子
﹂
譚
以
外

に
︑
も
う
一
つ
の
漢
籍
の
影
響
が
見
ら
れ
る
︒
そ
れ
は
白
楽
天
の
詩
︵
以
下
白

詩
と
略
す
︶
で
あ
る
︒
な
お
日
本
に
お
い
て
白
詩
を
最
も
多
く
収
録
し
て
い
る

﹃
白
氏
文
集
﹄
に
は
様
々
な
刊
本⑲
が
存
在
す
る
た
め
︑
谷
崎
が
読
ん
だ
も
の
を

確
定
す
る
の
は
難
し
い
︒
本
稿
に
お
い
て
︑
年
代
的
に
谷
崎
に
近
い
刊
本
の

﹃
白
氏
文
集
﹄︵
支
那
哲
学
研
究
会
訳
注
︑
菊
地
屋
書
店

一
九
一
二
・
四
︶
を
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使
用
し
︑
考
察
を
行
う
こ
と
に
す
る
︒

(
�
)

谷
崎
と
白
楽
天
の
詩

先
行
研
究
に
お
い
て
﹃
鶴
唳
﹄
と
白
詩
と
の
関
連
性
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い

が
︑
小
説
の
内
容
と
白
楽
天
の
鶴
に
関
す
る
一
群
の
詩
︑﹁
池
上
篇
併
序
﹂
と

を
比
較
す
れ
ば
︑
そ
の
類
似
が
見
ら
れ
る
︒
そ
れ
ら
の
詩
と
作
品
の
内
容
と
の

関
連
を
考
察
す
る
前
提
と
し
て
︑
谷
崎
の
白
詩
と
の
接
触
に
つ
い
て
確
認
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
︒
谷
崎
は
早
い
時
期
か
ら
し
ば
し
ば
創
作
に
白
詩
を
引
用
し
︑

言
及
し
た
︒
そ
の
白
詩
の
言
及
は
エ
ッ
セ
イ
﹁
道
徳
的
観
念
と
美
的
観
念⑳
﹂
が

最
初
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

天
然
は
往
々
逆
境
に
呻
吟
せ
る
人
を
し
て
詩
人
化
せ
し
む
︑
見
よ
︑
船
を

遶
る
名
月
江
水
寒
き
夜
︑
潯
陽
江
頭
空
船
の
孀
婦
が
述
懐
は
︑
白
楽
天
が

筆
に
依
て
以
て
琵
琶
行
を
為
さ
し
め
し
に
非
ず
や
︒

こ
こ
で
は
︑
白
楽
天
の
﹁
琵
琶
行
﹂
に
言
及
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
後
の
作
品
︑

例
え
ば
﹃
異
端
者
の
悲
し
み㉑

﹄︑﹃
蘆
刈㉒

﹄︑﹃
少
将
滋
幹
の
母㉓

﹄
な
ど
に
お
い
て

も
白
詩
が
言
及
・
引
用
さ
れ
て
い
る
︒
引
用
の
白
詩
は
題
名
と
そ
れ
を
言
及
し

た
谷
崎
の
作
品
を
挙
げ
て
み
れ
ば
︑﹁
長
恨
歌
﹂︵﹃
異
端
者
の
悲
し
み
﹄︶︑﹁
琵

琶
行
﹂︵﹃
蘆
刈
﹄︶︑﹁
酔
歌
・
示
妓
人
商
玲
瓏
﹂﹁
勧
我
酒
﹂﹁
失
鶴
﹂﹁
夜
雨
﹂

﹁
洛
陽
東
花
下
作
﹂﹁
秋
夕
﹂﹁
自
嘆
二
首
﹂︵﹃
少
将
滋
幹
の
母
﹄︶
な
ど
が
あ
る
︒

谷
崎
の
少
年
時
代
は
漢
学
が
必
要
な
教
養
と
し
て
要
求
さ
れ
る
こ
と
が
薄
れ

つ
つ
あ
っ
た
が
︑
漢
学
を
学
ぶ
と
い
う
前
時
代
の
名
残
が
ま
だ
尽
き
な
い
た
め
︑

基
礎
的
な
漢
文
古
典
と
の
接
触
が
ま
だ
多
く
見
ら
れ
る
時
代
で
も
あ
る㉔

︒
商
家

の
息
子
と
し
て
生
ま
れ
た
谷
崎
も
漢
塾
に
通
い
︑
学
校
で
漢
文
古
典
と
接
触
し
︑

漢
詩
の
試
作
も
行
っ
て
い
る㉕

︒
ま
た
︑
日
本
に
お
い
て
白
楽
天
は
李
白
︑
杜
甫

と
比
肩
さ
れ
︑
知
れ
渡
っ
た
唐
の
詩
人
で
あ
り
︑
そ
の
詩
集
﹃
白
氏
文
集
﹄
は

千
年
も
前
に
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
て
︑
歴
代
の
知
識
人
の
愛
読
の
書
と
見
な
さ

れ
︑
日
本
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た㉖

︒
従
っ
て
︑
谷
崎
の
﹃
白
氏
文
集
﹄

と
の
接
触
は
極
く
自
然
な
こ
と
と
い
え
る
︒

(
�
)

白
楽
天
の
詩
と
﹃
鶴
唳
﹄

さ
て
︑﹃
鶴
唳
﹄
と
白
詩
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
︑
ま
ず
作
品
の
タ
イ
ト
ル

で
あ
る
﹁
鶴
唳
﹂
と
い
う
言
葉
が
注
目
さ
れ
る
︒
白
詩
に
は
﹁
鶴
唳
﹂
ま
た
は

そ
の
類
似
表
現
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
︒

池
上
篇
併
序

露
清
鶴
唳
之
夕
︵
略
︶

霓
裳
羽
衣
歌

翔
鸞
舞
了
却
収
翅
︑
唳
鶴
曲
終
長
引
聲
︒

｢鶴
唳
﹂
と
い
う
題
名
を
単
な
る
鶴
の
鳴
き
声
と
い
う
意
味
の
言
葉
と
し
て

解
す
る
に
止
ま
る
だ
け
で
は
︑
白
詩
と
の
関
連
は
さ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
︒
し

か
し
︑
小
説
の
内
容
︑
主
人
公
に
関
す
る
挿
話
な
ど
の
諸
方
面
を
総
合
し
て
考

察
す
る
と
︑
谷
崎
が
白
詩
か
ら
ヒ
ン
ト
を
受
け
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
︒
特
に
﹁
池
上
篇
﹂
に
﹁
鶴
唳
﹂
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
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目
に
値
す
る
︒﹃
鶴
唳
﹄
に
お
い
て
支
那
趣
味
を
持
つ
主
人
公
の
靖
之
助
が
中

国
へ
の
強
い
憧
れ
か
ら
自
邸
に
中
国
江
南
風
の
庭
園
を
構
築
し
︑
そ
こ
で
隠
居

生
活
を
送
る
と
い
う
一
節
と
︑
蘇
州
・
杭
州
の
刺
史
を
辞
し
て
洛
陽
で
江
南
庭

園
を
再
現
し
た
白
楽
天
の
悠
々
自
適
な
隠
居
生
活
を
暮
ら
す
こ
と
と
の
類
似
性

を
指
摘
で
き
る
か
ら
で
あ
る
︒

白
楽
天
が
杭
州
刺
史
を
辞
め
て
洛
陽
に
戻
っ
た
長
慶
四
年
︵
八
二
四
︶︑
老

後
の
た
め
に
︑
ま
た
杭
州
か
ら
持
ち
帰
っ
た
天
竺
石
と
華
亭
鶴
二
羽
を
安
置
す

る
た
め
に
も
水
の
豊
か
な
宅
を
求
め
た㉗

︒
そ
の
庭
を
詠
む
数
多
く
の
詩
に
表
現

さ
れ
た
自
邸
は
︑
江
南
の
河
や
湖
を
髣
髴
さ
せ
る
︑
そ
の
ミ
ニ
チ
ュ
ア
と
も
言

い
得
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
︒
庭
に
配
置
せ
ら
れ
た
風
物
も
︑
彼
が
わ
ざ
わ

ざ
江
南
か
ら
買
い
求
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
︒
こ
こ
の
景
観
を
詠
ん
だ
一
群

の
詩
を
と
り
ま
と
め
た
も
の
が
﹁
池
上
篇
﹂
で
あ
る
︒
そ
の
序
に
お
い
て
︑
庭

の
配
置
物
の
出
所
に
つ
い
て
﹁
楽
天
罷
杭
州
刺
史
時
︑
得
天
竺
石
一
︑
華
亭
鶴

二
以
帰
︵
略
︶
罷
蘇
州
刺
史
時
︑
得
太
湖
石
︑
白
蓮
︑
折
腰
菱
︑
青
版
舫
以

帰
﹂︵
楽
天
杭
州
刺
史
を
罷
め
し
時
︑
天
竺
石
一
︑
華
亭
の
鶴
二
を
得
て
以
て

帰
る
︒︵
略
︶
蘇
州
刺
史
を
罷
め
し
時
︑
太
湖
石
・
白
蓮
折
腰
菱
・
青
板
舫
を

得
て
以
て
帰
る
︶
と
書
か
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
庭
の
様
子
に
関
し
て
︑
序
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
﹁
池
を
巡
る
径
﹂
や
﹁
三
島
径
に
通
ず
る
橋
﹂
の
ほ
か
︑
そ
の

他
の
物
に
関
し
て
も
以
下
の
よ
う
に
詩
に
書
か
れ
て
い
る
︒

十
畝
之
宅
︑
五
畝
之
園
︑
有
水
一
池
︑
有
竹
千
竿
︑
勿
謂
士
狭
︑
勿
謂
地

偏
︑
足
以
容
膝
︑
足
以
息
肩
︒
有
堂
有
亭
︑
有
橋
有
船
︑
有
書
有
酒
︑
有

歌
有
絃
︑
有
叟
在
中
︑
白
鬚
飄
然
︑
識
分
知
足
︑
外
無
求
焉
︒
如
鳥
選
木
︑

姑
務
巣
安
︑
如
龜
居
坎
︑
不
知
海
寛
︑
靈
鶴
怪
石
︑
紫
菱
白
蓮
︑
皆
吾
所

好
︑
盡
在
吾
前
︒
時
飲
一
杯
︑
或
吟
一
篇
︑
妻
孥
熙
熙
︑
鶏
犬
閒
閒
︑
優

哉
遊
哉
︑
吾
将
終
老
乎
其
間
︒

こ
の
と
お
り
白
楽
天
の
庭
に
は
︑
池
︑
竹
︑
堂
︑
橋
︑
池
を
巡
る
径
︑
鶴
︑

築
山
︑
怪
石
な
ど
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒
一
方
︑﹃
鶴
唳
﹄
の

靖
之
助
の
庭
に
関
し
て
も
︑﹁
池
の
汀
を
う
ね
つ
て
居
る
路
﹂
︑﹁
二
三
丈
の
高

さ
の
崖
﹂︑﹁
清
新
な
竹
﹂
︑
﹁﹃
亥
﹄
の
字
の
や
う
な
形
に
幾
つ
も
折
れ
曲
つ
た

橋
﹂︑﹁
支
那
の
太
湖
石
に
似
た
岩
﹂︑
﹁
池
を
前
に
し
て
建
て
ら
れ
た
或
る
支
那

風
の
建
物
﹂
な
ど
の
描
写
が
見
ら
れ
て
お
り
︑
白
楽
天
の
庭
に
あ
る
池
︑
竹
︑

堂
︑
橋
︑
鶴
︑
池
を
巡
る
径
︑
太
湖
石
な
ど
の
配
置
と
同
じ
で
あ
る
︒
更
に
︑

そ
れ
ら
の
配
置
物
は
日
本
で
は
な
く
︑
遠
く
中
国
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
も
の
で

あ
る
︒

靖
之
助
が
帰
つ
て
か
ら
間
も
な
く
︑
或
る
日
支
那
か
ら
材
木
だ
の
瓦
だ

の
︑
種
々
な
建
築
材
料
が
届
き
ま
し
た
︒
そ
れ
が
着
く
と
︑
靖
之
助
は
待

ち
構
へ
て
居
た
や
う
に
大
工
を
庭
へ
入
れ
て
︑
長
い
間
住
む
人
も
な
く
荒

れ
果
て
て
居
た
と
こ
ろ
の
︑

︱
し
か
し
︑
祖
父
以
来
深
い
由
緒
の
あ
る

梅
崖
荘
を
︑
取
り
壊
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
︒
そ
し
て
そ
の
跡
に
︑
自
分
が

一
々
指
図
し
て
︑
そ
れ
ら
の
材
料
を
組
み
立
て
ま
し
た
︒
そ
れ
が
あ
の

谷
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﹁
鎖
瀾
閣
﹂
だ
つ
た
の
で
す
︒

靖
之
助
の
日
本
に
お
け
る
中
国
江
南
庭
園
の
造
作
と
白
楽
天
の
洛
陽
に
お
け

る
江
南
の
再
現
と
は
︑
発
想
の
面
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
︑
設
計
に
お
い
て
も

共
通
点
が
多
く
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
︒
更
に
︑
谷
崎
自
ら
の
家
﹁
潺
湲
亭
﹂

の
名
に
も
白
詩
か
ら
の
投
影
が
窺
え
る㉘

︒

四

白
楽
天
と
靖
之
助
の
鶴

﹃
鶴
唳
﹄
と
白
詩
に
つ
い
て
︑
前
述
し
た
﹁
池
上
篇
﹂
と
の
関
連
以
外
に
︑

鶴
を
詠
む
詩
と
の
関
連
も
見
ら
れ
る
︒
王
秀
傑
は
︑﹃
仙
鶴
︱
鶴
文
化
雑
談
集
﹄

に
お
い
て
︑
鶴
を
愛
す
る
唐
代
文
人
の
逸
話
の
中
か
ら
︑
と
り
わ
け
白
楽
天
の

例
を
挙
げ
︑﹁
白
居
易
は
非
常
に
鶴
を
愛
し
︑
鶴
を
詠
ん
だ
漢
詩
が
凡
そ
三
十

首
も
あ
る
﹂
と
指
摘
し
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
王
は
三
十
首
の
詩
に
つ
い
て
具
体
的

な
も
の
を
挙
げ
な
か
っ
た
︒
稿
者
が
改
め
て
調
査
・
考
証
し
た
と
こ
ろ
︑
白
楽

天
の
鶴
詩
は
三
十
一
首
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
こ
の
三
十
一
首㉙

の
鶴

詩
に
お
け
る
鶴
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
基
本
的
に
は
︑﹁
感
鶴
﹂
の
﹁
不
群
の
者
で

あ
り
︑
飢
え
て
も
腐
鼠
を
啄
ま
ず
︑
渇
い
て
も
盗
泉
を
飲
ま
ず
﹂
と
い
う
よ
う

な
︑
高
潔
な
君
子
と
し
て
見
な
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
劉
蘇
州
以
華
亭
一
鶴

遠
寄
以
詩
謝
之
﹂
の
よ
う
な
詩
人
自
身
の
喩
え
も
見
ら
れ
る
が
︑
そ
の
多
く
は

﹁
病
中
對
病
鶴
﹂﹁
和
裴
侍
中
南
園
靜
興
見
示
﹂﹁
失
鶴
﹂﹁
郡
西
亭
偶
詠
﹂﹁
自

喜
﹂﹁
答
裴
相
公
乞
鶴
﹂﹁
家
園
三
絕
﹂
の
よ
う
に
﹁
伴
﹂
と
し
て
描
か
れ
る
︒

そ
れ
に
対
し
て
︑﹃
鶴
唳
﹄
の
鶴
は
︑
常
に
女
性
と
同
時
に
あ
ら
わ
れ
︑﹁
女

性
と
鶴
﹂
と
い
う
組
み
合
わ
せ
の
存
在
と
し
て
登
場
し
︑
時
に
鶴
を
女
性
ら
し

く
︑
時
に
女
性
を
鶴
ら
し
く
描
写
さ
れ
て
い
る
︒

送
り
込
む
と
同
時
に
鶴
は
ぐ
つ
と
唾
液
を
嚥
ん
で
︑
眼
に
は
切
な
い
涙

を
溜
め
さ
う
に
思
ひ
ま
す
が
︑
そ
れ
は
人
間
の
考
へ
で
︑
彼
女
は
猶
も
空

を
向
い
た
ま
ゝ
︑
切
な
か
つ
た
の
か
旨
か
つ
た
の
か
︑
兎
に
角
ガ
ア
ガ
ア

と
鵝
鳥
の
啼
く
や
う
な
声
で
啼
き
ま
す
︒
︵
中
略
︶
彼
女
の
神
々
し
い
真

白
な
体
が
︑

︱
多
分
そ
の
鶴
は
丹
頂
だ
つ
た
の
で
せ
う
︑︵
略
︶
︒

そ
の
叫
び
声
を
誰
も
気
に
留
め
な
か
つ
た
の
は
︑
鶴
の
唳
き
声
だ
と
思

つ
た
か
ら
だ
さ
う
で
す
︒
彼
女
は
︑
や
つ
と
照
子
と
同
じ
く
ら
ゐ
な
小
柄

な
女
で
︑
而
も
非
常
に
小
ひ
さ
な
足
を
持
つ
て
居
た
の
で
︑
実
際
鶴
が
歩

く
や
う
に
チ
ョ
コ
チ
ョ
コ
と
走
り
な
が
ら
︑
池
の
周
り
を
逃
げ
廻
つ
て
南

の
丘
の
方
へ
駆
け
て
行
き
ま
し
た
︒
︵
中
略
︶
殺
さ
れ
た
時
の
支
那
の
女

の
悲
鳴
が
︑
そ
れ
が
又
︑
鶴
の
唳
き
声
に
そ
つ
く
り
だ
つ
た
と
云
ふ
話
で

す
︒

靖
之
助
の
鶴
は
︑
中
国
か
ら
連
れ
て
帰
っ
て
き
た
支
那
婦
人
と
同
じ
よ
う
に
︑

彼
に
と
っ
て
朝
夕
の
友
で
あ
る
︒
彼
女
の
死
ぬ
直
前
の
叫
び
声
が
鶴
の
鳴
き
声

と
同
じ
よ
う
に
聞
こ
え
て
く
る
と
い
う
描
写
に
は
︑
鶴
と
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
が

重
な
っ
た
と
い
う
含
意
が
読
み
と
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
︑
作
中
の
女
性
と

鶴
の
関
係
は
︑
女
性
の
影
に
鶴
が
あ
り
︑
鶴
の
中
に
女
性
が
あ
る
よ
う
な
︑
曖
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昧
か
つ
奇
妙
な
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
林
和
靖
の
客
の
来
訪
を
知
ら
せ
る
鶴
と

は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
同
伴
者
と
い
う
意
味
合
い
に
お
い
て
は
︑

白
楽
天
の
鶴
と
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
み
え
る
が
︑
白
楽
天
の
高
潔
な
君
子
で
あ

る
鶴
に
対
し
て
︑
靖
之
助
の
鶴
は
あ
く
ま
で
女
性
と
か
け
離
れ
な
い
よ
う
な
存

在
に
扱
わ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
鶴
像
は
︑
後
年
︑
谷
崎
の
作
品
﹃
少
将
滋

幹
の
母
﹄
に
も
見
ら
れ
る
︒

父
は
最
初
︑
子
供
に
覚
え
易
い
や
う
に
︑
一
句
づ
つ
句
切
つ
て
ゆ
つ
く

り
と
云
ひ
︑
滋
幹
が
一
句
を
唱
へ
終
わ
る
の
を
待
つ
て
次
に
進
む
や
う
に

し
た
が
︑
さ
う
し
て
ゐ
る
う
ち
に
だ
ん
だ
ん
教
へ
て
ゐ
る
と
云
ふ
心
持
を

忘
れ
︑
己
れ
の
感
情
の
赴
く
ま
ま
に
声
を
張
り
上
げ
︑
抑
揚
を
つ
け
て
朗

吟
し
出
し
た
︒

︱

失
う
て
庭
の
前
の
雪
と
な
り
／
飛
ん
で
海
の
上
の
風
に
因
る
／
九
霄
應

に
侶
を
得
た
る
な
る
べ
し
／
三
夜
籠
に
帰
ら
ず
／
声
は
碧
の
雲
の
外
に
断

え
／
影
は
明
け
き
月
の
中
に
沈
む
／
郡
斎
こ
れ
よ
り
後
は
／
誰
か
白
頭
の

翁
に
伴
は
ん

滋
幹
は
他
日
成
長
し
て
か
ら
︑
此
の
詩
が
白
氏
文
集
に
あ
る
﹁
鶴
を
失

ふ
﹂
と
云
ふ
題
の
五
言
律
詩
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
の
で
︑
当
時
は
何

の
こ
と
か
解
し
得
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
︑︵
略
︶︒

﹃
少
将
滋
幹
の
母
﹄
に
お
い
て
も
︑
美
貌
の
若
妻
・
北
の
方
を
奪
わ
れ
た
国

経
は
︑
白
詩
﹁
失
鶴
﹂
を
吟
じ
︑
妻
を
鶴
に
な
ぞ
ら
え
︑
無
限
な
悲
嘆
の
念
を

訴
え
る
︒
鶴
に
関
し
て
︑
典
拠
の
中
に
は
見
ら
れ
な
い
女
性
的
な
性
格
を
﹃
鶴

唳
﹄
に
お
い
て
は
︑
付
け
添
え
ら
れ
︑
新
た
な
鶴
像
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
︒

終
わ
り
に

本
稿
に
お
い
て
︑
林
和
靖
関
連
説
話
﹁
梅
妻
鶴
子
﹂
の
先
学
の
指
摘
を
手
が

か
り
に
︑﹃
鶴
唳
﹄
の
漢
籍
受
容
に
関
す
る
文
献
資
料
を
可
能
な
限
り
調
べ
︑

類
似
内
容
の
説
話
を
収
録
さ
れ
た
作
品
と
比
較
し
︑
そ
の
内
容
︑
年
代
︑
谷
崎

の
言
及
な
ど
を
総
合
的
に
考
察
し
た
︒
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
一
八
九

二
年
の
石
印
版
の
﹃
西
湖
佳
話
﹄
第
五
巻
﹁
孤
山
隠
蹟
﹂
と
の
相
違
を
検
討
し

た
上
で
︑
更
に
白
楽
天
の
詩
か
ら
の
影
響
を
指
摘
し
︑
内
容
上
の
比
較
を
行
っ

た
︒
と
こ
ろ
が
︑
﹃
鶴
唳
﹄
に
お
け
る
鶴
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
出
典
と
考
え
ら
れ

る
﹃
西
湖
佳
話
﹄
と
白
楽
天
の
鶴
詩
に
描
写
さ
れ
る
鶴
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ

た
も
の
で
あ
り
︑
谷
崎
風
に
女
性
化
し
た
鶴
で
あ
っ
た
︒

女
性
が
鶴
に
喩
え
ら
れ
る
設
定
は
︑
谷
崎
の
後
年
の
作
品
﹃
少
将
滋
幹
の

母
﹄
に
も
見
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
よ
り
二
十
八
年
前
に
書
か
れ
た
﹃
鶴
唳
﹄
は
す

で
に
こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
先
取
り
し
て
い
る
︒﹃
鶴
唳
﹄
に
登
場
す
る
中
国
婦
人

と
﹃
少
将
滋
幹
の
母
﹄
の
北
の
方
は
︑
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
遠
く
隔
た
っ

て
い
る
人
物
で
あ
る
が
︑
同
じ
く
鶴
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
は
︑
実
に
興
味
深
い
︒

そ
れ
は
谷
崎
作
品
に
お
け
る
女
性
像
を
理
解
し
︑
そ
の
創
作
モ
チ
ー
フ
の
展
開

を
考
え
る
上
で
意
義
が
あ
る
一
点
で
あ
ろ
う
︒
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注①

西
原
大
輔
は
そ
の
著
書
﹃
谷
崎
潤
一
郎
と
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹄︵
中
央
公
論
新

社

二
〇
〇
三
・
七
︶
に
お
い
て
︑﹁
谷
崎
潤
一
郎
が
﹁
支
那
趣
味
﹂
の
文
学
を
集

中
的
に
生
産
し
た
の
は
︑
も
っ
ぱ
ら
一
九
一
七
年
か
ら
一
九
二
一
︵
大
正
十
︶
年
に

か
け
て
の
時
期
で
あ
る
︒︵
中
略
︶﹁
支
那
趣
味
﹂
に
魅
せ
ら
れ
た
こ
の
日
本
人
作
家

も
︑
中
国
に
激
し
く
恋
い
焦
が
れ
た
﹂
と
述
べ
︑
谷
崎
が
﹁
中
国
へ
の
憧
憬
﹂
を
小

説
﹃
鶴
唳
﹄
を
通
じ
て
﹁
思
う
存
分
に
表
現
し
た
﹂
と
指
摘
し
た
︒

②

﹁
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
越
え
て
﹂﹃
谷
崎
潤
一
郎

上
海
交
遊
記
﹄︵
み
す
ず
書

房

二
〇
〇
四
・
十
︶

③

筆
記
︑
全
二
十
九
巻
︑
宋
沈
括
撰
︒
人
物
︑
説
話
︑
政
治
︑
芸
術
︑
薬
学
な
ど
の

知
識
を
十
七
の
部
類
に
分
け
て
記
述
さ
れ
て
い
る
︒

④

王
秀
傑
﹃
仙
鶴

︱
鶴
文
化
雑
談
集
﹄︵
遼
海
出
版
社

二
〇
〇
八
・
一
一
︶

⑤

清
墨
浪
子
編
全
書
名
﹃
西
湖
佳
話
古
今
遺
跡
﹄︑
一
六
七
三
年
に
成
書
︒
西
湖
に

ま
つ
わ
る
説
話
一
六
篇
を
収
録
す
る
短
編
小
説
集
︒

⑥

清
陳
梅
渓
編

一
七
九
一
年
に
成
書
︒
西
湖
に
ま
つ
わ
る
説
話
四
八
篇
を
収
録
す

る
短
編
小
説
集
︒

⑦

初
出
﹃
大
阪
毎
日
新
聞
﹄︵
一
九
三
五
・
一
・
八
︶

⑧

陳
美
林
﹁
墨
浪
子
及
其
﹃
西
湖
佳
話
﹄﹂﹃
東
南
大
学
学
報
﹄
第
一
巻
第
二
期
︵
一

九
九
九
・
五
︶

⑨

初
出
﹃
改
造
﹄︵
一
九
二
〇
・
八
︶

⑩

大
庭
修

関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
︵
一
九
六
七
・
三
︶

⑪

﹁
此
恨
平
分
取
︑
更
無
言
語
︑
空
相
覷
二
細
雨
︑
残
雲
無
意
緒
︑
寂
寞
朝
朝
暮
暮
﹂

と
い
う
句
に
関
し
て
︑
谷
崎
の
書
下
し
文
は
︑﹁
寂
寞
﹂
と
い
う
言
葉
が
訳
さ
れ
な

か
っ
た
が
︑
そ
の
ま
ま
引
用
す
る
︒

⑫

初
出
﹃
中
央
公
論
﹄︵
一
九
二
一
・
七
︶

⑬

書
下
し
文
：
人
に
其
れ
娶
る
こ
と
を
勧
む
者
有
り
︒
又
其
れ
出
仕
を
勧
む
者
有
り
︒

君
復
は
倶
に
以
て
然
り
と
為
さ
ず
︒
因
つ
て
自
ら
思
ひ
て
曰
く
﹁
人
生
は
志
に
適
ふ

こ
と
を
尊
ぶ
の
み
︒
志
の
適
ふ
所
︑
方
に
吾
が
尊
ぶ
こ
と
と
為
す
︒
然
る
に
︑
吾
が

志
の
適
ふ
所
︑
室
家
に
渄
ざ
る
な
り
︑
ま
た
功
名
富
貴
に
渄
ざ
る
な
り
︒
只
だ
青
山

緑
水
我
が
情
と
宜
し
と
覚
ゆ
る
の
み
に
し
て
︒
鐘
琴
瑟
を
鼓
す
こ
と
未
だ
嘗
て
佳
か

ら
ず
︒
我
が
志
を
以
て
之
を
揆
る
に
則
ち
落
英
︑
飢
え
に
餐
ふ
べ
し
︒
挙
案
斉
眉
多

き
事
を
笑
ひ
︒
紫
綬
金
賞
未
だ
嘗
て
顕
れ
ず
︒
吾
心
を
以
て
之
を
較
ず
る
に
︑
則
ち

山
林
偏
に
味
有
り
︒
碌
々
と
し
て
人
の
渄
高
を
愧
ず
︒

⑭

書
下
し
文
：
和
靖
は
毎
に
山
水
之
を
好
む
に
︑
家
に
不
在
多
し
︒
便
ち
︑
一
法
を

想
ひ
︑
仙
鶴
二
隻
を
買
ひ
下
げ
て
園
中
に
置
く
︒
豢
養
し
て
己
に
馴
れ
︑
遂
に
之
を

し
て
雲
に
入
ら
し
む
︒
少
頃
し
て
︑
即
ち
帰
り
て
籠
内
に
入
る
︒
和
靖
は
大
き
に
喜

び
て
道
ふ
﹁
猶
ほ
吾
子
の
ご
と
し
﹂
︒

⑮

書
下
し
文
：
園
中
に
︑
艶
桃
︑
濃
李
︑
魏
紫
︑
姚
黄
︑
春
蘭
︑
秋
菊
︑
月
桂
︑
風

荷
を
概
ね
植
ゑ
ざ
る
に
は
渄
ず
し
て
︑
独
り
梅
花
に
更
に
自
ず
か
ら
鐘
情
す
︒
高
高

下
下
︑
山
に
因
り
水
に
傍
し
︑
屋
を
遶
り
欄
に
依
る
も
︑
是
れ
梅
に
渄
ざ
る
は
無
し
︒

和
靖
の
愛
す
所
の
者
は
︑
其
の
一
種
の
縞
素
襟
懷
︑
冷
香
滋
味
︑
己
の
性
情
と
相
合

ふ
る
を
愛
す
る
の
み
︒
此
れ
よ
り
日
を
増
し
月
を
重
ね
︑
覚
え
ず
恰
も
好
き
三
百
六

十
株
植
た
り
︒

⑯

﹃
大
漢
和
辞
典
﹄
︵
修
訂
第
二
版

諸
橋
轍
次

大
修
館
書
店

一
九
八
九
・
六
︶

と
﹃
日
本
大
百
科
全
書
﹄
︵
小
学
館

二
〇
〇
一
︶
に
よ
れ
ば
︑
蘭
・
菊
・
梅
・
竹

は
︑
草
木
や
花
の
な
か
で
気
品
が
あ
り
高
潔
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
︑
草
木
の
四
君
子

と
呼
ば
れ
︑
東
洋
画
の
題
材
と
よ
く
さ
れ
︑
中
国
で
特
に
宋
・
元
代
の
文
人
画
家
の

間
で
流
行
し
︑
日
本
で
も
盛
ん
に
描
か
れ
た
と
い
う
︒﹁
集
雅
斎

︱
梅
竹
蘭
菊
四

譜
・
小
引
﹂
の
﹁
文
房
清
供
︑
独
取
梅
竹
蘭
菊
四
君
者
︑
無
他
︑
則
以
其
幽
芬
逸
致
︑

偏
能
滌
人
之
穢
腸
而
澄
瑩
其
神
骨
﹂
の
出
典
も
挙
げ
ら
れ
た
︒

⑰

﹃
日
本
の
名
産
事
典
﹄
︵
遠
藤
元
男
・
児
玉
幸
多
・
宮
本
常
一
編

東
洋
経
済
新
社

一
九
七
五
・
十
︶
に
よ
れ
ば
︑
小
田
原
の
梅
は
︑
神
奈
川
県
の
特
産
で
あ
り
︑
そ
の
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歴
史
に
つ
い
て
︑
小
田
原
城
主
人
久
保
忠
真
が
寛
政
八
年
に
︑
藩
士
の
家
に
は
梅
を

必
ず
植
え
る
こ
と
︑
ま
た
古
木
を
保
存
す
る
こ
と
を
命
じ
て
梅
の
栽
培
を
奨
励
し
て

い
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
︑
そ
れ
以
来
︑
町
人
︑
農
民
も
梅
を
栽
培
す
る
よ
う
に
な

っ
た
と
い
う
︒

⑱

文
藝
春
秋

一
九
八
九
・
八

初
出
﹁
兄
・
潤
一
郎
と
千
代
夫
人
の
こ
と
﹂﹃
文

学
界
﹄︵
一
九
八
八
・
五
︶

⑲

例
え
ば
︑﹃
白
氏
文
集
抄
﹄
阿
忍
寫

建
長
二
年
︵
一
二
五
〇
︶︑﹃
白
氏
文
集
﹄

七
一
巻

那
波
道
圓
校
刊

元
和
四
年
︵
一
六
一
八
︶︑﹃
白
楽
天
詩
集
﹄︵
近
藤
元

粋
編

全
五
巻

一
八
九
六
︶

︑﹃
白
氏
文
集
﹄︵
支
那
哲
学
研
究
会
訳
注
︑
菊
地

屋
書
店

上
・
下

一
九
一
二
・
四
︶︑﹃
白
楽
天
詩
集
﹄︵
南
州
近
藤
元
粋
評
訂

嵩
山
堂
刊
行

�
・
�

一
九
一
二
︶
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

⑳

初
出
﹃
学
友
会
雑
誌
﹄
第
三
八
号
︵
一
九
〇
二
・
六
︶

㉑

初
出
﹃
中
央
公
論
﹄︵
一
九
一
七
・
六
︶

㉒

初
出
﹃
改
造
﹄︵
一
九
三
一
・
一
一
︑
一
二
︶

㉓

初
出
﹃
毎
日
新
聞
﹄︵
一
九
四
九
・
一
一
・
一
六
～
一
九
五
〇
・
二
・
九
︶

㉔

﹃
日
本
漢
学
﹄︵
水
田
紀
久

頼
惟
勤
編

大
修
館
書
店

一
九
七
三
・
四
︶
に
お

い
て
︑
明
治
時
代
の
漢
学
に
つ
い
て
︑
明
治
維
新
後
︑
西
洋
文
明
崇
拝
の
傾
向
は
日

に
日
に
増
大
し
︑
漢
学
は
新
興
の
洋
学
に
圧
倒
さ
れ
て
次
第
に
衰
滅
の
道
を
た
ど
っ

た
が
︑
幕
末
以
来
の
漢
学
者
が
な
お
し
ば
ら
く
健
在
で
あ
り
︑
長
い
習
慣
に
よ
る
漢

学
の
教
養
は
実
用
の
生
命
を
保
ち
︑
江
戸
時
代
の
漢
学
余
勢
は
明
治
前
期
に
は
ま
だ

継
続
し
て
い
た
︒
特
に
漢
詩
文
は
江
戸
時
代
に
も
劣
ら
ぬ
く
ら
い
流
行
し
て
い
た
︒

こ
の
よ
う
な
情
勢
は
︑
一
八
九
四
・
五
年
の
日
清
戦
争
に
お
い
て
︑
日
本
が
清
国
に

大
勝
し
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
︑
中
国
文
化
に
た
い
す
る
尊
敬
の
念
が
う
す
れ
︑
ひ

と
え
に
衰
微
し
て
ゆ
く
ば
か
り
で
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
︒
谷
崎
は
︑
ち
ょ
う
ど

こ
の
よ
う
な
漢
学
習
得
の
最
後
の
風
潮
の
中
そ
の
少
年
時
代
を
過
ご
し
た
︒

㉕

谷
崎
は
そ
の
自
伝
的
な
作
品
﹃
神
童
﹄︵﹃
中
央
公
論
﹄
一
九
一
六
・
一
︶
や
﹃
幼

少
年
代
﹄︵
﹃
文
芸
春
秋
﹄
一
九
五
五
・
四
～
一
九
五
六
・
三
︶
な
ど
に
お
い
て
︑
自

分
が
学
校
の
授
業
で
漢
詩
を
試
作
し
た
こ
と
や
︑
漢
文
先
生
の
影
響
で
さ
ま
ざ
ま
な

漢
籍
と
接
触
し
た
こ
と
︑
ま
た
漢
学
塾
秋
香
塾
に
通
っ
た
こ
と
な
ど
を
述
べ
て
い
る
︒

㉖

堤
留
吉
﹃
白
楽
天
研
究
﹄
︵
春
秋
社

一
九
六
九
・
一
二
︶
に
よ
る
︒

㉗

中
純
子
﹁
白
居
易
と
詞

︱
洛
陽
履
道
里
に
お
け
る
江
南
の
再
現
﹂

︱
﹃
白
居

易
研
究
講
座
第
一
巻

白
居
易
の
文
学
と
人
生
�
﹄︵
勉
誠
社

一
九
九
三
・
六
︶

に
よ
る
︒

㉘

こ
れ
に
関
し
て
︑
谷
崎
は
﹁﹃
潺
湲
亭
﹄
の
こ
と
と
そ
の
他
﹂
︵﹃
中
央
公
論
﹄
一

九
四
七
・
一
︶
と
い
う
エ
ッ
セ
イ
を
書
い
て
い
る
が
︑
命
名
の
出
典
に
つ
い
て
は
明

確
に
言
及
し
て
い
な
い
︒
命
名
の
理
由
と
し
て
︑﹁
窓
の
外
に
は
絶
え
ず
白
川
の
水

の
音
が
し
た
︒
ふ
と
私
は
︑
此
処
に
住
ん
で
こ
の
家
を
﹁
潺
湲
亭
﹂
と
呼
ん
だ
ら
︑

な
ど
と
思
つ
た
﹂
の
一
文
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
一
方
︑
白
楽
天
詩
集
に
も
同
じ
﹁
潺

湲
﹂
が
用
い
ら
れ
︑
類
似
し
た
趣
向
を
詠
む
詩
が
数
首
見
ら
れ
る
︒﹁
亭
西
墻
下
伊

渠
水
中
置
石
激
流
潺
湲
成
韻
頗
有
幽
趣
以
詩
記
之
﹂﹁
六
月
灘
聲
如
猛
雨
︑
香
山
楼

北
暢
師
房
︒
夜
深
起
凭
闌
干
立
︑
満
耳
潺
湲
満
面
涼
︒
﹂
谷
崎
が
白
楽
天
を
愛
読
し

た
た
め
︑﹁
潺
湲
﹂
と
い
う
言
葉
に
は
︑
白
楽
天
の
詩
か
ら
の
投
影
が
あ
る
と
推
測

で
き
る
︒

㉙

タ
イ
ト
ル
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
︒
①
病
中
對
病
鶴

②
感
鶴

③
洛
下
卜
居

④
寄
庾
侍
郎

⑤
解
印
出
公
府

⑥
代
鶴

⑦
和
裴
侍
中
南
園
靜
興
見
示

⑧
失
鶴

⑨
題
籠
鶴

⑩
郡
西
亭
偶
詠

⑪
自
喜

⑫
有
雙
鶴
留
在
洛
中
忽
見
劉
郎
中
依
然
鳴

顧
劉
因
為
鶴
嘆
二
篇
寄
予
予
與
二
絕
句
答
之

⑬
答
裴
相
公
乞
鶴

⑭
送
鶴
與
裴
相

臨
別
贈
詩

⑮
池
鶴
二
首
︵
一
︶

⑯
池
鶴
二
首
︵
二
︶

⑰
問
江
南
物

⑱
嘆
鶴
病

⑲
問
鶴

⑳
代
鶴
答

㉑
家
園
三
絕

㉒
雞
贈
鶴

㉓
鶴
答
雞

㉔
烏
贈
鶴

㉕
鶴

答
烏

㉖
鳶
贈
鶴

㉗
鶴
答
鳶

㉘

鵝
贈
鶴

㉙
鶴
答
鵝

㉚
鶴

㉛
劉
蘇
州
以

華
亭
一
鶴
遠
寄
以
詩
謝
之

谷
崎
潤
一
郎
﹃
鶴
唳
﹄
に
お
け
る
漢
籍
要
素

七
八



︹
附
記
︺

本
稿
で
引
用
し
た
谷
崎
潤
一
郎
の
文
章
は
︑﹃
谷
崎
潤
一
郎
全
集
﹄
全
三
十
巻
︵
中

央
公
論
社

一
九
八
一
・
五
～
一
九
八
三
・
十
一
︶
に
よ
る
︒
な
お
︑
日
本
語
文
章
の

引
用
に
際
し
て
︑
ル
ビ
を
簡
略
化
し
︑
漢
字
は
原
則
と
し
て
新
字
体
に
改
め
た
︒
ま
た

﹃
西
湖
拾
遺
﹄
の
引
用
は
京
都
大
学
図
書
館
所
蔵
の
も
の
︵﹁
乾
隆
辛
亥
︵
一
七
九
一
︶

孟
冬
月
銭
塘
梅
渓
陳
樹
基
撰
﹂
の
自
序
あ
り
︶
に
よ
る
︒
其
の
他
︑
漢
文
を
引
用
す
る

際
︑
句
読
点
は
す
べ
て
稿
者
が
付
し
た
︒

谷
崎
潤
一
郎
﹃
鶴
唳
﹄
に
お
け
る
漢
籍
要
素

七
九


