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北
宋
文
人
の
養
鶴
趣
味

坂
　
井
　
多
穂
子

一
、
は
じ
め
に

　

鶴
を
飼
育
す
る
こ
と
（
本
稿
で
は
「
養
鶴
」
と
称
す
）
は
典
雅
な
文
人
趣
味
の
一
つ
と
し
て
、
遅
く
と
も
明
代
後
期
に
は
定
着
し
て

い
た
。
明
の
天
啓
元
年
（
一
六
二
一
）
成
書
の
『
長
物
志
』
卷
四
に
は
鶴
の
特
産
地
や
、
良
質
の
鶴
の
見
分
け
方
、
飼
育
の
設
備
や
し

つ
け
方
等
が
具
體
的
に
記
さ
れ
て
お
り
、
當
時
の
文
人
た
ち
の
養
鶴
に
對
す
る
關
心
の
高
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

　

該
著
の
和
訳
を
監
修
さ
れ
た
荒
井
健
氏
は
、
そ
の
解
説
の
中
で
、
明
代
以
前
の
養
鶴
に
つ
い
て
も
触
れ
、「
鶴
の
愛
好
が
顯
著
に
な

る
の
は
、
唐
の
白
樂
天
お
よ
び
周
辺
の
人
々
の
間
に
お
い
て
だ
が
、
北
宋
初
期
の
隱
逸
詩
人
林
逋
は
、
二
羽
の
鶴
の
放
し
飼
い
で
特
に

名
が
高
く
（『
夢
溪
筆
談
』
卷
十
）、
以
後
鶴
を
飼
う
の
は
文
人
風
雅
の
一
つ
と
な
っ
た１

」
と
概
括
し
、
ま
た
、「
文
人
と
い
う
一
個
の

主
體
が
、
そ
の
日
常
生
活
を
構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
客
體
す
な
わ
ち
生
の
充
足
根
據
と
し
て
の
媒
體
、
と
ど
う
か
か
わ
る
か
、
ど
う
評

價
し
ど
う
選
擇
す
る
か
」
と
い
う
「
實
踐
活
動
」
が
、「
明
ら
か
に
主
體
の
意
識
に
の
ぼ
り
始
め
る
の
が
宋
代
」
で
あ
る２

と
も
指
摘
し

て
お
ら
れ
る
。
後
者
は
、
ひ
と
り
養
鶴
趣
味
に
限
っ
た
指
摘
で
は
な
い
が
、
む
ろ
ん
養
鶴
を
も
含
め
た
総
括
的
な
判
斷
に
相
違
な
い
。

荒
井
氏
の
い
う
通
り
、
中
唐
の
白
居
易
（
七
七
二-

八
四
六
）
と
北
宋
初
の
林
逋
（
九
六
七-

一
〇
二
八
）
が
後
世
の
文
人
趣
味
に
大
き

な
影
響
を
與
え
、
宋
代
文
人
が
よ
り
自
覺
的
に
養
鶴
を
實
踐
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
中
唐
か
ら
宋
代
へ
の
變
化
は
ど
の
よ
う
な
形
で
實



─ 2 ─

現
し
、
何
が
そ
れ
を
促
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
、
文
人
の
養
鶴
に
關
連
し
て
、
白
居
易
や
林
逋
、
ま
た
南
宋
の
陸
游
や
江
湖
詩
人
を
と
り
あ
げ
論
じ
て
き
た３

。
白

居
易
に
つ
い
て
は
、
六
朝
時
代
、
優
美
な
姿
や
舞
を
中
心
に
そ
の
脱
俗
性
が
と
り
わ
け
尊
ば
れ
た
の
と
は
異
な
り
、
自
然
な
姿
で
洛
陽

の
庭
に
た
た
ず
む
鶴
を
み
ず
か
ら
の
伴
侶
と
見
な
し
て
家
族
愛
に
も
似
た
感
情
を
寄
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
、
そ
の
最
大
の
特
徴

と
し
て
指
摘
し
た
。
一
方
、
南
宋
に
着
目
し
た
の
は
、
靖
康
の
變
に
よ
っ
て
士
大
夫
の
大
半
が
養
鶴
に
適
し
た
風
土
の
長
江
以
南
（
と

く
に
江
南
）
に
移
住
し
た
こ
と
と
、
祠
禄
官
の
増
員
に
と
も
な
い
士
大
夫
の
多
く
が
郷
里
に
長
期
間
滞
在
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
養
鶴

の
た
め
の
条
件
が
整
い
、
養
鶴
へ
の
憧
憬
と
意
欲
を
掻
き
立
て
た
に
違
い
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
實
際
に
南
宋
士

大
夫
の
間
で
は
、
鶴
の
貸
し
借
り
や
贈
答
も
行
わ
れ
、
白
居
易
の
時
代
に
比
べ
る
と
、
養
鶴
は
は
る
か
に
一
般
化
し
、
そ
の
あ
り
樣
も

多
樣
化
し
て
い
る
こ
と
が
彼
ら
の
詩
に
よ
っ
て
確
認
で
き
た
。
加
え
て
、
士
大
夫
の
周
縁
に
位
置
す
る
江
湖
詩
人
の
中
に
も
、
養
鶴
を

詠
じ
る
作
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
南
宋
の
後
期
に
至
る
と
、
養
鶴
の
裾
野
が
さ
ら
に
広
が
り
、
士
大
夫
の
外
縁
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ

と
を
確
認
し
た
。

　

本
稿
で
は
、
文
人
活
動
の
「
主
體
の
意
識
」
の
め
ば
え
で
あ
る
北
宋
期
に
着
目
し
、
北
宋
文
人
の
養
鶴
の
諸
相
を
具
體
的
に
探
る
こ

と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
。
養
鶴
は
隱
棲
の
象
徴
で
あ
る
と
同
時
に
、
六
朝
や
唐
代
に
お
い
て
は
貴
族
趣
味
の
表
象
で
も
あ
っ
た
。
北

宋
は
唐
代
と
南
宋
の
狭
間
に
あ
っ
て
、
貴
族
趣
味
が
江
湖
の
人
々
に
広
が
る
過
渡
期
で
あ
る
。
ま
た
、
北
宋
初
期
の
隱
士
林
逋
は
養
鶴

文
人
の
中
で
も
別
格
的
存
在
で
あ
る
。
ま
ず
林
逋
の
養
鶴
の
實
態
を
論
じ
た
前
稿
を
簡
潔
に
紹
介
し
、
北
宋
文
人
の
養
鶴
が
林
逋
の
影

響
を
受
け
た
も
の
か
否
か
を
確
認
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
隱
士
と
士
大
夫
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
養
鶴
の
樣
相
を
分
析
し
た
い
。
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二
、
北
宋
に
お
け
る
林
逋
へ
の
ま
な
ざ
し

　

本
節
で
は
、
拙
稿
「
林
逋
と
鶴
─
─
『
梅
妻
鶴
子
』
弁４

」
を
簡
単
に
紹
介
し
、
北
宋
養
鶴
文
人
に
お
け
る
林
逋
の
影
響
の
有
無
を
述

べ
た
い
。

　

養
鶴
を
「
文
人
風
雅
の
一
つ
」（
荒
井
氏
）
へ
と
押
し
上
げ
た
功
労
者
林
逋
は
、
後
世
（
明
代
）
に
は
「
梅
妻
鶴
子
」（
梅
を
妻
と
し
、

鶴
を
子
と
す
る
）
と
称
さ
れ
、
養
鶴
文
人
の
代
表
と
し
て
憧
憬
の
對
象
と
な
っ
た
。
そ
の
淵
源
は
、
林
逋
の
同
郷
杭
州
（
浙
江
省
）
の

人
、
沈
括
（
一
〇
三
一-

九
五
）
が
そ
の
著
書
『
夢
溪
筆
談
』
に
収
め
た
林
逋
の
鶴
に
關
す
る
逸
話５

に
あ
る
。
し
か
し
考
察
の
結
果
、

こ
の
逸
話
は
實
話
で
は
な
く
、
林
逋
の
没
後
に
生
を
受
け
た
著
者
、
沈
括
が
お
そ
ら
く
當
時
巷
間
に
流
布
し
て
い
た
話
を
基
礎
に
創
作

し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
結
論
づ
け
た
。
林
逋
と
交
流
し
た
同
時
代
の
知
友
が
彼
に
言
及
し
た
著
作
に
は
、
彼
の
飼
う
鶴
は

ほ
と
ん
ど
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
北
宋
當
時
す
で
に
あ
ま
た
存
在
し
た
養
鶴
文
人
の
な
か
に
あ
っ
て
、
林
逋
は
異
彩
を
放
つ
特
別
な
存
在

と
は
見
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
、
鶴
を
主
題
と
し
た
林
逋
の
詩
二
首
の
う
ち
、「
榮
家
鶴
」
詩
は
お
そ
ら
く
林
逋
自
身
の
飼
う
鶴
を
描
い
た
作
で
は
な
い
と
判

斷
で
き
る
。
も
う
一
首
の
「
鳴
皐
」
詩
は
、
題
下
注
を
踏
ま
え
る
と
、
自
身
が
飼
育
す
る
鶴
を
詠
っ
た
詩
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
詠

い
ぶ
り
は
そ
の
他
の
詠
物
詩
と
大
差
な
く
、
き
わ
め
て
淡
々
と
し
た
筆
致
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
鶴
に
對
す
る
林
逋
の
特
別
な
想
い
を
こ

の
詩
か
ら
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
ず
、
林
逋
自
身
が
己
を
特
徴
的
な
養
鶴
文
人
だ
と
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
北
宋
の

舊
を
傳
え
る
古
い
傳
本
が
完
全
な
形
で
は
傳
わ
ら
な
い
た
め
確
か
な
こ
と
は
い
え
な
い
も
の
の
、「
鳴
皐
」
詩
の
題
下
注
が
も
し
も
明

代
の
段
階
で
新
た
に
加
え
ら
れ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
林
逋
の
詩
集
の
中
に
「
鶴
子
」
の
明
証
を
見
出
し
た
い
と
す
る
編
者
の
作
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爲
に
よ
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
詩
集
が
再
編
重
刻
さ
れ
た
當
時
に
お
い
て
、「
梅
妻
鶴
子
」
の

称
が
林
逋
の
、
そ
し
て
彼
が
眠
る
孤
山
の
ト
レ
ー
ド
マ
ー
ク
と
し
て
確
立
し
て
す
で
に
久
し
い
こ
と
を
、
今
日
の
我
々
に
傳
え
て
い
る
。

　

そ
し
て
、
南
宋
の
乾
道
年
間
に
『
夢
溪
筆
談
』
が
刊
行
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
林
逋
と
鶴
の
逸
話
も
文
人
の
間
で
よ
り
一
層
傳
播
す
る

よ
う
に
な
り
、
逸
話
の
舞
臺
、
孤
山
が
都
臨
安
の
傍
ら
に
あ
る
と
い
う
事
情
も
相
ま
っ
て
、
實
際
に
林
逋
の
庵
の
迹
や
墳
墓
に
詣
で
る

こ
と
も
一
般
化
し
た
。
か
く
て
、
南
宋
文
人
の
間
に
林
逋
の
鶴
の
特
殊
性
に
つ
い
て
の
認
知
が
広
ま
る
と
と
も
に
、
ゆ
か
り
の
地
を
探

訪
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
る
感
情
移
入
が
、「
梅
妻
鶴
子
」
の
基
盤
を
形
づ
く
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
南
宋
詩
人
の
作
品
を
通
覧
し
て
確

認
で
き
た
の
は
、「
梅
妻
鶴
子
」
の
称
こ
そ
ま
だ
生
ま
れ
な
い
も
の
の
、「
山
園
小
梅
」
詩
の
梅
と
『
夢
溪
筆
談
』
の
鶴
は
林
逋
を
特
徴

づ
け
る
二
大
要
素
と
し
て
南
宋
後
期
ま
で
に
定
着
を
み
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

以
上
に
よ
り
、
林
逋
の
養
鶴
に
對
す
る
憧
憬
は
南
宋
に
始
ま
っ
た
も
の
で
あ
り
、
北
宋
文
人
の
養
鶴
は
林
逋
へ
の
憧
れ
と
は
ま
っ
た

く
無
縁
の
と
こ
ろ
で
、
お
こ
な
わ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
北
宋
士
大
夫
は
、
経
済
面
で
は
唐
代
士
大
夫
ほ
ど
恵
ま
れ
て
は
お
ら
ず
、
飼

育
条
件
に
お
い
て
は
南
宋
士
大
夫
ほ
ど
恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
。
と
は
い
え
、
北
宋
に
も
少
な
か
ら
ぬ
養
鶴
文
人
が
存
在
し
た
。

　

鶴
は
君
子
や
賢
人
、
ま
た
神
仙
の
使
者
や
長
壽
、
さ
ら
に
は
富
貴
等
々
、
多
樣
な
イ
メ
ー
ジ
を
付
與
さ
れ
た
鳥
で
あ
る
。
古
來
、
養

鶴
は
王
子
喬
の
傳
説
が
物
語
る
よ
う
に
仙
界
や
隱
棲
の
象
徴
で
あ
り
、
ま
た
、
衛
の
懿
公
や
羊
祜
に
代
表
さ
れ
る
貴
族
趣
味
の
表
象
で

も
あ
っ
た
。
門
閥
の
衰
退
や
科
挙
出
身
官
僚
の
臺
頭
と
い
う
社
會
變
革
は
、
士
大
夫
の
養
鶴
趣
味
に
い
か
な
る
變
化
を
も
た
ら
し
た
の

か
。
い
っ
ぽ
う
、
社
會
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
隱
士
の
養
鶴
は
、
士
大
夫
の
そ
れ
と
は
異
な
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
以
下
、『
全

宋
詩
』
を
主
材
と
し
て
、
北
宋
の
養
鶴
概
況
を
述
べ
た
う
え
で
、
特
徴
的
な
北
宋
養
鶴
文
人
の
樣
相
に
つ
い
て
分
析
を
お
こ
な
う
。
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三
、
北
宋
養
鶴
詩
の
概
況

　

北
宋
人
は
林
逋
の
養
鶴
に
憧
れ
る
こ
と
を
未
だ
知
ら
ず
に
い
た
。
で
は
彼
ら
の
あ
い
だ
で
は
、
養
鶴
趣
味
は
ど
の
程
度
浸
透
し
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
以
降
、『
全
宋
詩
』
か
ら
養
鶴
詩
を
抽
出
し
、
特
徴
的
な
養
鶴
詩
人
を
取
り
上
げ
る
。
な
お
、
養
鶴
を
詠
っ

た
詠
鶴
詩
や
、
鶴
の
授
受
に
當
た
っ
て
新
舊
の
飼
い
主
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
作
、
鶴
の
悼
亡
詩
、
さ
ら
に
、
第
三
者
所
有
の
鶴
を
題
材

に
し
た
唱
和
詩
群
も
養
鶴
詩
と
み
な
す
こ
と
と
す
る
。
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
と
り
わ
け
詠
物
詩
で
は
そ
の
養
鶴
が
事
實
か
否
か
を
判

別
し
が
た
く
、
な
か
に
は
虚
構
の
養
鶴
詩
と
お
ぼ
し
き
作
例
も
あ
る
が
、
養
鶴
が
詩
材
と
し
て
定
着
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
傍
証
と
な

り
得
る
た
め
、
こ
れ
も
含
め
る
こ
と
と
す
る
。

　

本
稿
末
尾
の
付
表
は
、『
全
宋
詩
』
の
北
宋
部
分
に
お
け
る
養
鶴
詩
と
作
者
の
リ
ス
ト
で
あ
る
。
こ
の
表
か
ら
讀
み
取
れ
る
北
宋
養

鶴
詩
の
概
況
と
し
て
、
以
下
の
六
つ
の
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　
（
一
）
北
宋
養
鶴
詩
人
に
お
け
る
林
逋
の
立
場
に
つ
い
て
。
林
逋
に
先
行
す
る
養
鶴
詩
人
に
は
、
少
な
く
と
も
、
隱
士
で
は
魏
野
、

士
大
夫
で
は
潘
若
沖
や
王
禹
偁
、
張
維
が
い
た
。
士
大
夫
と
は
い
え
小
官
で
あ
る
潘
若
沖
す
ら
養
鶴
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
養
鶴
は
高

官
や
隱
士
に
限
定
さ
れ
た
趣
味
で
は
な
く
、
す
で
に
幅
広
い
階
層
に
普
及
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。
林
逋
は
當
時
に
お
い
て
養
鶴
趣

味
を
先
導
す
る
立
場
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
數
多
存
在
し
た
養
鶴
文
人
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
節
に
述
べ
た
が
、
こ
の
表
か
ら

も
あ
ら
た
め
て
確
認
で
き
る
。

　
（
二
）
北
宋
養
鶴
詩
の
作
者
と
詩
の
傾
向
に
つ
い
て
。
養
鶴
詩
の
作
者
は
管
見
で
は
二
十
七
名
を
か
ぞ
え
、
そ
の
う
ち
、
詩
題
や
内

容
か
ら
み
ず
か
ら
の
養
鶴
體
験
を
詠
っ
た
と
お
ぼ
し
き
養
鶴
主
（
表
の
◎
印
）
は
、
半
數
弱
の
十
二
名
で
あ
る
。
彼
ら
の
養
鶴
詩
の
多
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く
が
、
鶴
の
授
受
の
際
の
作
品
や
、
鶴
の
死
を
悲
し
む
悼
亡
詩
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
鶴
の
獲
得
や
喪
失
が
彼
ら
の
養
鶴
詩
制
作
の
動

機
と
な
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
で
、
北
宋
中
期
に
、
自
身
は
養
鶴
せ
ず
に
他
人
の
鶴
を
題
材
に
詩
作
す
る
詩
人
（
△
印
）
が
増
加
し
て
い
る
。

養
鶴
が
詩
材
と
し
て
定
着
し
た
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
、
鶴
は
一
文
人
に
よ
っ
て
獨
占
し
て
樂
し
ま
れ
る
愛
玩
物
で
は
な
く
、
養
鶴
主

の
所
屬
す
る
文
人
集
團
の
中
で
詩
材
を
提
供
す
る
、
い
わ
ば
共
有
の
娯
樂
と
み
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、

世
間
か
ら
隔
絶
さ
れ
た
隱
棲
空
間
よ
り
は
む
し
ろ
、
士
大
夫
た
ち
の
都
市
で
の
交
流
の
中
に
鶴
が
居
て
、
彼
ら
に
話
題
を
提
供
し
た
こ

と
を
も
示
唆
し
て
い
る
。

　
（
三
）
養
鶴
主
の
総
數
に
つ
い
て
。
鶴
の
飼
い
主
（
養
鶴
主
）
を
、
詩
作
の
有
無
を
問
わ
ず
に
抽
出
す
る
と
、
次
の
三
十
五
名
と
な
っ

た
。

〈
北
宋
の
養
鶴
主
〉：
三
十
五
名

●
養
鶴
詩
を
制
作
す
る
養
鶴
主
：
十
二
名

　
【
隱
士
・
僧
】
魏
野
・
林
逋
・
釋
智
円

　
【
士
大
夫
】
潘
若
沖
・
王
禹
偁
・
張
維
・
范
仲
淹
・
文
彦
博
・
韓
琦
・
郟
亶
・
劉
弇
・
孫
覿

●
養
鶴
詩
を
制
作
し
な
い
（
あ
る
い
は
自
身
の
養
鶴
詩
が
現
存
し
な
い
）
養
鶴
主
：
二
十
三
名

　
【
隱
士
・
僧
】
廖
融

　
【
士
大
夫
】
羅
處
約
・
柴
侍
御
・
劉
小
諫
・
薛
省
判
・
柳
太
博
・
梅
摯
・
陳
虞
部
・
李
公
素
・
邢
太
保
・
趙
子
晝
・
呉
子
仁

　
【
身
分
不
詳
】
馮
亞
・
薛
階
・
卞
氏
・
劉
易
・
李
少
師
・
石
港
高
侯
・
海
陵
蘇
氏
・
欒
家
・
郝
氏
・
柳
元
禮
・
伯
氏
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三
十
五
名
の
う
ち
、
第
三
者
の
詩
題
に
記
さ
れ
る
こ
と
で
名
を
残
し
た
養
鶴
主
は
二
十
三
名
で
、
全
體
の
三
分
の
二
を
占
め
る
。
そ

の
背
後
に
は
、
詩
を
作
ら
ず
、
記
名
も
さ
れ
ず
に
記
録
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
た
養
鶴
主
が
さ
ら
に
大
量
に
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る６

。
養
鶴

主
の
實
數
は
こ
の
數
倍
、
い
や
數
十
倍
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
數
百
名
の
養
鶴
主
が
い
た
と
す
れ
ば
、
養
鶴
趣
味
は
北
宋

に
お
い
て
す
で
に
定
着
し
て
い
た
と
看
做
し
て
よ
い
。

　
（
四
）
鶴
の
入
手
先
と
養
鶴
地
に
つ
い
て
。
士
大
夫
養
鶴
主
が
鶴
を
入
手
し
た
き
っ
か
け
は
、
特
定
可
能
な
限
り
で
は
、
江
南
滞
在

中
に
江
南
の
人
か
ら
鶴
を
贈
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
。
拙
稿７

に
述
べ
た
と
お
り
、
鶴
に
は
黒
竜
江
と
江
南
と
を
南
北
に
旅
し
て
生

息
す
る
習
性
が
あ
り
、
本
來
、「
養
鶴
環
境
は
江
南
が
最
適
」
で
あ
る
。
北
周
の
沈
重
（
五
〇
〇-

八
三
）
は
、
梁
の
滅
亡
後
に
北
周
に

仕
え
た
人
だ
が
、
著
に
「
呉
人
の
庭
園
や
士
大
夫
の
家
で
は
み
な
鶴
を
飼
う８

」
と
い
い
、
温
暖
な
江
南
で
は
六
朝
期
に
は
す
で
に
養
鶴

が
普
遍
的
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
北
宋
に
な
る
と
、
鶴
の
生
育
に
最
適
な
環
境
と
は
言
え
ぬ
中
原
に
お
い
て
も
、
梅
摯
や
「
邢
太

保
」（
王
安
石
詩
）、
ま
た
隱
士
の
魏
野
な
ど
の
養
鶴
主
は
確
認
で
き
る
。
隱
士
や
僧
侶
だ
け
で
な
く
、
轉
任
を
く
り
返
す
士
大
夫
層
に

養
鶴
主
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
交
通
網
の
発
達
（
後
述
）
に
よ
っ
て
、
養
鶴
が
お
こ
な
わ
れ
る
地
域
が
さ
ら
に
範
囲
を
広
げ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　
（
五
）
養
鶴
詩
の
作
者
の
詩
風
に
つ
い
て
。
表
の
養
鶴
詩
人
は
白
體
と
晩
唐
體
の
代
表
詩
人
が
多
く
、
楊
億
ら
西
崑
體
の
代
表
詩
人

は
含
ま
れ
な
い
。
こ
れ
は
西
崑
詩
人
が
自
身
の
實
生
活
の
描
寫
を
し
な
か
っ
た
た
め
で
あ
り
、
養
鶴
を
お
こ
な
わ
な
か
っ
た
こ
と
の
証

左
に
は
な
ら
な
い
。
じ
じ
つ
、『
西
崑
酬
唱
集
』
卷
上９

の
、
劉
筠
・
楊
億
・
張
詠
・
任
隨
・
銭
惟
演
の
五
詩
人
に
よ
る
「
鶴
」
詩
五
首
に
、

飼
わ
れ
る
鶴
ら
し
き
描
寫
は
皆
無
で
は
な
い10

が
、
實
景
で
は
な
く
象
徴
性
を
描
く
こ
と
に
比
重
が
置
か
れ
、
主
人
と
鶴
と
の
交
情
は
全

く
描
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。「
悵
望
青
田
碧
草
齊
」（
楊
億
）
や
「
縱
在
泥
塵
性
不
卑
」（
張
詠
）
の
よ
う
に
、「
泥
塵
」
に
居
て
「
青
田
」

を
想
う
「
潔
白
本
天
姿
」（
張
詠
）
を
持
つ
野
鶴
の
描
寫
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。
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（
六
）
雅
俗
の
問
題
に
つ
い
て
。
養
鶴
詩
は
人
と
日
常
生
活
を
共
に
す
る
鶴
を
題
材
と
す
る
た
め
、
と
き
に
濃
い
生
活
臭
を
放
つ
。

西
崑
詩
人
に
養
鶴
詩
が
少
な
い
の
は
こ
れ
に
起
因
し
よ
う
。
鶴
は
風
雅
な
文
人
趣
味
、
す
な
わ
ち
「
雅
」
な
物
で
は
あ
る
が
、
日
常
生

活
の
描
寫
は
「
俗
」
で
も
あ
る
。
養
鶴
詩
は
「
雅
」
と
「
俗
」
の
兩
面
を
持
ち
得
る
の
で
あ
る
。
養
鶴
詩
人
は
雅
と
俗
の
間
を
往
來
し
、

俗
を
嫌
っ
て
雅
に
走
れ
ば
、
野
鶴
と
養
鶴
の
區
別
が
曖
昧
に
な
り
、
養
鶴
詩
と
の
判
斷
が
可
能
な
材
料
が
か
き
消
え
る
こ
と
に
な
る
。

　

次
節
か
ら
は
、
養
鶴
す
る
隱
士
と
士
大
夫
に
つ
い
て
、
魏
野
と
歐
陽
脩
ら
を
中
心
に
考
察
す
る
。

四
、
魏
野
─
─
養
鶴
す
る
隱
士
─
─

　
「
山
林
詩
人
」
魏
野
（
九
六
〇-

一
〇
一
九
）
は
林
逋
よ
り
も
八
歳
早
く
生
ま
れ
、
陝
州
（
現
河
南
省
）
に
隱
棲
し
て
養
鶴
し
た
。
そ

こ
は
越
冬
の
た
め
に
南
下
す
る
鶴
が
立
ち
寄
る
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、
生
息
地
か
ら
離
れ
た
地
で
あ
る
。
魏
野
に
は
、
鶴
を
譲
り
受

け
た
謝
禮
の
詩
や
譲
渡
を
懇
願
す
る
詩
が
北
宋
最
多
の
四
首
現
存
し
、
鶴
の
入
手
に
貪
欲
で
あ
る
。
こ
れ
は
江
南
の
養
鶴
詩
人
に
は
見

ら
れ
な
い
傾
向
で
あ
る
。
最
適
と
は
言
え
ぬ
養
鶴
環
境
な
ら
で
は
の
苦
心
と
、
そ
の
中
で
も
養
鶴
を
繼
續
せ
ん
と
す
る
熱
意
が
そ
こ
に

う
か
が
え
る
。

　

で
は
、
魏
野
が
養
鶴
し
た
住
ま
い
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。『
宋
史
』
卷
四
五
七
「
隱
逸
上　

魏
野
傳
」
に
よ
れ
ば
、

居
州
之
東
郊
，
手
植
竹
樹
，
清
泉
環
遶
，
旁
對
雲
山
，
景
趣
幽
絶
。
鑿
土
袤
丈
，
曰
樂
天
洞
，
前
爲
草
堂
，
彈
琴
其
中
，
好
事
家

多
戴
酒
肴
從
之
遊
，
嘯
詠
終
日
。

陝
州
の
東
の
郊
外
に
住
み
、
手
づ
か
ら
竹
を
植
え
、
清
泉
が
そ
の
周
囲
を
巡
り
、
そ
ば
に
は
雲
の
か
か
っ
た
山
が
高
く
聳
え
、
そ
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の
景
に
は
き
わ
め
て
幽
玄
な
趣
が
あ
る
。
土
を
横
に
一
丈
掘
っ
て
樂
天
洞
と
名
付
け
、
そ
の
前
に
草
堂
を
作
っ
て
そ
の
中
で
琴
を

弾
く
と
、
物
好
き
な
人
々
が
酒
肴
を
携
え
て
や
っ
て
來
て
と
も
に
遊
び
、
一
日
じ
ゅ
う
歌
っ
て
い
た
。

と
い
う
よ
う
に
、
草
堂
の
そ
ば
に
竹
を
植
え
、
そ
の
外
を
澄
ん
だ
泉
が
流
れ
、
さ
ら
に
そ
の
向
こ
う
に
は
高
山
が
聳
え
る
と
い
う
幽
玄

な
趣
の
な
か
で
、
魏
野
は
客
人
た
ち
と
一
日
じ
ゅ
う
飲
酒
や
吟
詠
を
し
て
過
ご
し
た
。
竹
林
の
七
賢
を
想
起
さ
せ
る
風
雅
な
隱
棲
で
あ

る
。
客
人
の
な
か
に
は
寇
准
や
王
旦
ら
當
時
の
高
官
も
含
ま
れ
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
草
堂
で
、
士
大
夫
の
友
人
ら
と
共
に
鶴
を
鑑
賞

し
、
養
鶴
の
樂
し
み
を
共
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
魏
野
は
「
小
さ
な
生
活
に
甘
ん
ず
る
小
さ
な
境
界
」
を
好
ん
で
「
祖
述11

」
し
た
。

鶴
の
譲
渡
に
謝
意
を
表
し
た
り
、
鶴
の
死
を
友
人
と
共
に
悲
し
む
魏
野
の
養
鶴
詩
群
は
、
彼
が
養
鶴
趣
味
を
友
人
た
ち
と
共
有
し
て
い

る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
交
友
詩
の
樣
相
を
も
帯
び
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
魏
野
に
と
っ
て
養
鶴
は
、
閉
ざ
さ
れ
た
隱
棲
空
間
で

の
一
人
き
り
で
の
樂
し
み
で
は
な
く
、
文
人
集
團
で
共
有
さ
れ
る
趣
味
に
な
っ
て
い
た
と
言
え
る
。
こ
れ
は
中
唐
の
白
居
易
ら
に
す
で

に
見
ら
れ
る
傾
向
で
あ
り
、
ま
た
、
南
宋
の
陸
游
の
養
鶴
詩
に
は
欠
如
し
て
い
る
要
素
で
あ
る
。
陸
游
は
郷
里
紹
興
で
數
十
年
、
養
鶴

を
續
け
た
が
、
養
鶴
の
樂
し
み
を
士
大
夫
の
友
人
達
と
共
有
す
る
こ
と
な
く
、
一
人
静
か
に
鶴
を
飼
っ
て
い
た
。
陸
游
に
比
べ
れ
ば
、

魏
野
の
養
鶴
の
あ
り
か
た
は
隱
士
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
士
大
夫
の
そ
れ
に
近
い
。

　

魏
野
は
當
時
に
お
い
て
林
逋
よ
り
も
詩
名
が
高
く12

、
没
後
に
は
著
作
郎
を
追
贈
さ
れ
、
子
孫
は
租
税
や
労
役
を
免
除
さ
れ
た13

。
詩
名

は
生
前
の
う
ち
に
國
外
に
ま
で
轟
い
て
い
た
。
大
中
祥
符
年
間
（
一
〇
〇
八-

一
六
）
初
に
訪
朝
し
た
契
丹
の
使
者
が
、
契
丹
本
國
に

は
魏
野
詩
集
の
前
半
し
か
傳
わ
ら
ぬ
と
訴
え
て
、
魏
野
集
の
完
本
を
眞
宗
に
所
望
し
た
ほ
ど
で
あ
る14

。
か
く
も
高
名
な
る
魏
野
を
、
眞

宗
が
召
し
出
さ
ん
と
し
て
斷
ら
れ
た
話
は
有
名
だ
が
、
詳
細
は
文
獻
に
よ
っ
て
若
干
こ
と
な
っ
て
い
る
。『
宋
史
』
卷
八
「
眞
宗
本
紀
」

に
は
「
草
澤
の
魏
野
を
召
す
も
，
疾
と
辭
し
て
至
ら
ず
」
と
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
が
、
李
頎
『
古
今
詩
話
』
三
五
六
條
で
は
養
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鶴
に
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
。
い
わ
く
、

章
聖
幸
汾
陰
，
回
望
林
嶺
間
，
亭
檻
幽
絶
，
意
非
民
俗
所
居
。
時
魏
野
方
教
鶴
舞
，
俄
報
有
中
使
至
，
抱
琴
踰
垣
而
走15

。

章
聖
（
眞
宗
）
は
汾
陰
（
現
山
西
）
を
行
幸
し
た
帰
り
に
山
林
を
眺
め
や
る
と
、
あ
ず
ま
や
が
こ
と
の
ほ
か
清
幽
で
、
俗
人
の
住

み
か
に
あ
ら
ざ
る
風
情
で
あ
っ
た
。
折
し
も
魏
野
は
鶴
に
舞
を
教
え
て
い
た
と
こ
ろ
、
ふ
い
に
皇
帝
の
使
者
の
到
着
を
知
ら
さ
れ
、

琴
を
抱
え
垣
根
を
越
え
て
遁
走
し
た
。

と
、「
幽
絶
」
た
る
風
情
の
「
亭
檻
」
に
た
ま
た
ま
眼
を
と
め
た
眞
宗
が
使
者
を
寄
越
す
と
、
魏
野
は
鶴
に
舞
を
教
え
て
い
る
と
こ
ろ
だ
っ

た
と
い
う
。
仕
官
を
嫌
い
、
鶴
に
舞
を
教
え
、
琴
を
抱
え
て
逃
げ
た
隱
士
魏
野
の
姿
は
、『
夢
溪
筆
談
』
の
逸
話
に
み
え
る
林
逋
の
神

秘
性
に
は
及
ば
ぬ
も
の
の
、
充
分
に
風
雅
で
あ
る
。『
古
今
詩
話
』
の
成
書
時
期
は
、
郭
紹
虞
の
説
で
は
北
宋
末
だ
と
い
う16

。
本
條
が

事
實
を
記
録
し
た
も
の
と
は
限
ら
な
い
が
、
北
宋
士
大
夫
が
、
魏
野
を
養
鶴
隱
士
と
し
て
認
め
て
い
た
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

魏
野
は
そ
も
そ
も
晩
唐
體
の
代
表
詩
人
だ
が
、「
皆　

白
樂
天
を
宗
と
す
」
と
言
わ
れ
た
宋
初
に
お
い
て
、
彼
も
例
外
な
く
「
其
の

詩　

白
樂
天
體
を
效
ふ17

」
で
あ
っ
た
。
日
常
の
「
小
さ
な
生
活
」
の
中
の
鶴
を
描
く
と
い
う
点
で
、
魏
野
の
鶴
へ
の
ま
な
ざ
し
は
白
居

易
の
そ
れ
に
酷
似
し
て
い
る
。
具
體
的
な
類
似
点
を
次
に
三
つ
あ
げ
よ
う
。

　

第
一
に
、
魏
野
は
鶴
を
指
し
て
「
閒
伴
」（「
又
次
前
韻
兼
乞
鶴
」
詩
）
と
呼
ぶ
が
、
こ
れ
は
白
居
易
の
閑
適
詩
に
頻
見
す
る
語
で
、「
閑

を
共
に
し
伴
と
作
す
は
鶴
に
如
く
無
し
」（
白
居
易
「
郡
西
亭
偶
詠
」
詩
）
な
ど
が
あ
る
。
鶴
を
自
身
の
「
閑
」
な
る
生
活
の
「
伴
」

と
み
な
し
、「
閑
」
の
空
間
を
鶴
と
共
有
せ
ん
と
す
る
認
識
を
、
魏
野
は
白
居
易
か
ら
受
け
繼
い
で
い
る
。

　

第
二
に
、
鶴
と
自
身
が
似
て
い
る
と
自
認
し
て
い
る
。
魏
野
が
馮
亞
な
る
人
物
か
ら
鶴
を
贈
ら
れ
、
謝
意
を
述
べ
た
詩
に
い
わ
く
、
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情
性
渾
如
我　
　

情
性　

渾
て
我
の
如
し

精
神
酷
似
君　
　

精
神　

酷
く
君
に
似
た
り

（
魏
野
「
謝
馮
亞
惠
鶴
」
詩
、『
全
宋
詩
』
卷
八
〇
）

譲
り
受
け
た
鶴
か
ら
は
、「
我
」（
魏
野
）
と
「
君
」（
馮
亞
）
の
そ
れ
ぞ
れ
と
似
た
部
分
を
見
出
せ
る
と
い
う
。
類
似
の
表
現
は
、
劉

小
諫
と
の
や
り
と
り
に
も
み
え
る
。
い
わ
く
、

毛
比
君
情
猶
恐
少　
　

毛
は
君
が
情
に
比
べ
て　

猶
ほ
少
な
き
を
恐
れ

格
如
我
性
不
争
多　
　

格
は
我
が
性
の
如
く
に
し
て　

多
き
を
争
は
ず

（
魏
野
「
謝
劉
小
諫
寄
惠
雙
鶴
」
詩
、『
全
宋
詩
』
卷
八
五
）

鶴
の
「
情
性
」「
精
神
」
や
「
毛
」「
格
」
に
新
舊
の
飼
い
主
と
の
類
似
性
を
見
て
取
る
こ
れ
ら
の
詩
句
は
、
白
居
易
の
「
素
毛
は
我
が

鬢
の
如
く
、
丹
頂
は
君
の
心
に
似
た
り
」（「
劉
蘇
州
以
華
亭
一
鶴
遠
寄
以
詩
謝
之
」）
を
模
倣
し
て
い
る
。
風
貌
や
精
神
が
類
似
す
る

と
の
表
現
は
、
父
子
の
血
縁
關
係
が
鶴
と
自
身
と
の
間
に
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
鶴
を
子
と
み
な
す
姿
勢
は
、
白
居
易
か
ら
、

（
林
逋
に
で
は
な
く
）
む
し
ろ
魏
野
へ
と
受
け
繼
が
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

第
三
に
、
鶴
が
主
人
を
恋
い
慕
う
情
景
の
描
寫
が
み
ら
れ
る
。
魏
野
は
、
薛
省
判
か
ら
譲
り
受
け
た
鶴
の
樣
子
を
次
の
よ
う
に
詠
う
。

早
輟
仙
禽
寄
逸
民　
　

早
に
仙
禽
を
輟す

て　

逸
民
に
寄
す
る
も
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年
來
亦
似
厭
家
貧　
　

年
來　

亦
た
似
た
り　

家
の
貧
し
き
を
厭
ふ
に

時
時
東
望
長
鳴
處　
　

時
時　

東
望
し
て
長
鳴
す
る
處

應
憶
朱
門
舊
主
人　
　

應
に
憶
ふ
べ
し　

朱
門
の
舊
き
主
人
を

（
魏
野
「
謝
薛
省
判
寄
惠
鶴
」
詩
、
五
絶
、『
全
宋
詩
』
卷
八
五
）

こ
の
鶴
は
、「
凌
雲
之
志
」を
持
っ
て
大
空
へ
飛
翔
せ
ん
と
す
る
意
志
を
持
た
な
い
。
新
し
い
主
人（
魏
野
）の
貧
乏
暮
ら
し
に
倦
み（「
厭

家
貧
」）、
以
前
の
何
不
自
由
な
い
「
朱
門
」
の
暮
ら
し
を
「
憶
」
っ
て
「
長
鳴
」
す
る
。
本
來
、
仙
禽
は
世
俗
の
塵
を
嫌
い
、「
朱
門
」

を
避
け
て
「
逸
民
」
に
心
を
寄
せ
る
は
ず
だ
が
、
こ
の
詩
の
鶴
は
そ
う
で
は
な
い
。「
仙
禽
」
と
し
て
の
神
秘
性
は
皆
無
で
あ
り
、
か

つ
て
の
主
人
（
薛
省
判
）
へ
の
「
情
」
を
抱
く
、
飼
い
馴
ら
さ
れ
た
家
畜
で
あ
る
。
拙
稿18

に
論
じ
た
よ
う
に
、「
野
鶴
」「
舞
鶴
」「
仙
禽
」

と
し
て
神
秘
的
か
つ
耽
美
に
描
か
れ
て
き
た
鶴
は
、
白
居
易
に
至
っ
て
家
禽
と
し
て
主
人
に
親
し
む
姿
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

以
上
の
三
点
に
お
い
て
、
魏
野
の
養
鶴
詩
は
白
居
易
の
そ
れ
を
踏
襲
し
て
い
る
。

　

そ
の
他
の
養
鶴
す
る
「
山
林
詩
人
」
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
杭
州
は
西
湖
孤
山
の
瑪
瑙
禅
院
の
僧
、
智
圓
（
九
七
六-

一
〇
二
二
）

も
、
白
體
を
学
ぶ19

養
鶴
詩
人
で
あ
る
。「
庭
鶴
」
詩
（『
全
宋
詩
』
卷
一
三
六
）
で
は
養
鶴
主
と
し
て
知
ら
れ
る
支
遁
や
衛
の
懿
公
を
引

き
な
が
ら
、
鶴
に
「
お
ま
え
」（「
君
」「
汝
」）
と
親
し
く
呼
び
か
け
、「
失
鶴
」
詩
（『
全
宋
詩
』
卷
一
三
八
）
で
は
「
庭
」
か
ら
飛
び

去
っ
た
鶴
を
想
っ
て
詠
う
。
こ
の
二
詩
が
智
圓
の
實
體
験
に
基
づ
い
た
作
で
、『
全
宋
詩
』
の
配
列
が
編
年
で
あ
る
な
ら
ば
、
智
圓
は

一
羽
の
鶴
を
飼
っ
て
い
た
が
逃
げ
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
そ
の
養
鶴
は
一
時
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
判
斷
で
き
よ
う
。
鶴
を
失
っ
た
あ

と
、
智
圓
は
、「
戲
題
四
絶
句　

并
序
」（『
全
宋
詩
』
卷
一
四
一
）
を
作
っ
た
。
こ
の
詩
に
登
場
す
る
鶴
は
「
野
鶴
」
で
あ
っ
て
養
鶴
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で
は
な
い
も
の
の
、
白
居
易
の
「
池
鶴
八
絶
句　

并
序
」
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。
白
居
易
は
洛
陽
の
邸
宅
の
家
禽
五
種
を
取
り
上
げ
、

い
っ
ぽ
う
智
圓
は
家
畜
の
鶏
犬
と
山
野
の
鹿
鶴
と
を
登
場
さ
せ
た
。
都
の
士
大
夫
と
地
方
の
僧
侶
と
い
う
兩
者
の
環
境
の
違
い
が
鳥
獣

の
種
類
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
も
そ
も
白
居
易
が
自
邸
で
仙
禽
を
飼
い
馴
ら
し
た
の
は
、「
官
」
と
「
隱
」
と
を
兩
立
す
る
「
中
隱
」
の
一
表
現
で
あ
ろ
う
。
士

大
夫
が
、
隱
棲
に
對
す
る
憧
れ
を
世
俗
の
市
井
で
實
踐
し
た
の
が
「
中
隱
」
で
あ
る
。
隱
士
の
魏
野
ら
が
士
大
夫
白
居
易
の
養
鶴
に
影

響
を
受
け
た
養
鶴
詩
を
制
作
す
る
の
は
、
あ
る
意
味
、
隱
棲
へ
の
憧
憬
を
＂逆
輸
入
＂し
た
も
の
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、

隱
棲
の
象
徴
と
も
い
う
べ
き
養
鶴
を
士
大
夫
（
白
居
易
）
が
お
こ
な
い
、
そ
れ
を
描
寫
し
た
養
鶴
詩
に
、
本
物
の
隱
士
が
影
響
を
受
け

て
い
る
わ
け
で
、
隱
棲
に
憧
れ
た
士
大
夫
に
憧
れ
た
隱
士
、
と
い
う
屈
折
し
た
圖
式
を
魏
野
ら
の
養
鶴
詩
か
ら
讀
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。
士
大
夫
白
居
易
や
白
體
を
経
由
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
白
體
の
隱
士
の
養
鶴
詩
は
俗
世
の
香
り
を
ほ
の
か
に
身
に
ま
と
い
、
隱
逸

の
神
秘
性
を
み
ず
か
ら
は
ぎ
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五
、
北
宋
士
大
夫
の
養
鶴
環
境

　

宋
代
の
「
文
人
」
に
は
、「
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
詩
文
の
み
な
ら
ず
、
書
畫
音
樂
な
ど
の
芸
術
と
の
か
か
わ
り20

」
が
想
定
さ
れ
、

彼
ら
の
多
く
は
文
房
四
寶
な
ど
の
収
集
癖
を
発
揮
し
て
い
る
。
唐
代
士
大
夫
の
中
に
は
巨
大
な
太
湖
石
を
蘇
州
か
ら
中
原
や
關
中
ま
で

運
搬
さ
せ
る
な
ど
、
北
宋
末
・
徽
宗
の
花
石
綱
を
彷
彿
と
さ
せ
る
巨
大
な
財
力
を
蓄
え
た
貴
族
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
對
し
、

宋
代
士
大
夫
の
財
力
は
唐
代
士
大
夫
を
大
き
く
下
回
り21

、「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
的
」（
岡
本
不
二
明
氏
）
な
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
と

く
に
北
宋
の
士
大
夫
は
三
年
で
任
が
満
ち
る
た
び
に
長
距
離
の
移
動
を
強
い
ら
れ
た
。
趣
味
品
の
小
型
化
は
、
財
力
と
轉
任
と
い
う
彼
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ら
の
経
常
的
な
問
題
を
反
映
し
て
い
る
。

　

こ
と
養
鶴
と
い
う
観
点
に
立
っ
た
場
合
、
北
宋
士
大
夫
は
、
唐
代
や
南
宋
の
養
鶴
士
大
夫
よ
り
も
不
利
な
境
遇
に
置
か
れ
て
い
た
。

任
地
で
入
手
し
た
鶴
を
都
開
封
や
次
の
任
地
に
帯
同
す
る
こ
と
は
、
運
搬
上
の
手
間
を
差
し
引
い
て
も
、
鶴
に
多
大
な
ス
ト
レ
ス
を
與

え
る
こ
と
に
な
る
。
唐
の
白
居
易
で
す
ら
、
呉
郡
（
蘇
州
）
か
ら
持
ち
帰
っ
た
鶴
を
洛
陽
の
留
守
宅
に
預
け
、
自
身
は
次
の
任
地
に
赴

い
た
。
中
原
は
鶴
の
生
息
地
江
南
か
ら
遠
い
。
大
運
河
を
始
め
と
す
る
水
路
の
整
備
に
よ
っ
て
、
旅
の
か
な
り
の
部
分
を
船
に
よ
っ
て

移
動
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、
養
鶴
士
大
夫
が
郷
里
や
次
の
任
地
に
鶴
を
帯
同
す
る
こ
と
の
障
壁
を
低
く
し
た
が
、
そ
れ
で
も
輸
送

の
途
次
に
鶴
の
繊
細
な
首
や
翼
を
傷
め
て
死
に
至
ら
し
め
る
こ
と
が
あ
っ
た
。

　

南
宋
士
大
夫
は
淮
河
以
南
の
「
半
璧
の
天
下
」
の
屈
辱
に
耐
え
た
が
、
養
鶴
条
件
に
限
っ
て
言
え
ば
北
宋
を
上
回
っ
て
い
る
。
國
土

の
半
減
の
對
策
と
し
て
官
吏
を
郷
里
に
待
機
さ
せ
る
政
策
が
と
ら
れ
、
士
大
夫
の
な
か
に
は
人
生
の
過
半
を
郷
里
で
過
ご
せ
る
者
も
い

た
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
陸
游
は
四
十
二
歳
で
隆
興
府
（
江
西
省
南
昌
）
通
判
を
解
か
れ
、
帰
郷
し
て
か
ら
四
十
年
間
、
郷
里
で
養

鶴
を
續
け
た
。
養
鶴
は
本
來
、
貴
族
趣
味
で
あ
る
か
ら
、
轉
勤
族
の
北
宋
士
大
夫
が
養
鶴
環
境
を
整
備
し
續
け
る
の
は
相
當
に
困
難
で

あ
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。
唐
代
や
南
宋
の
士
大
夫
と
比
較
す
る
と
、
北
宋
士
大
夫
は
財
力
で
は
唐
代
士
大
夫
に
は
及
ば
ず
、
一
箇
所
で

の
定
住
期
間
は
南
宋
士
大
夫
に
及
ば
な
い
。
北
宋
士
大
夫
が
養
鶴
を
繼
續
す
る
た
め
の
環
境
は
恵
ま
れ
て
い
た
と
は
言
い
が
た
い
の
で

あ
る
。

　

よ
っ
て
、
轉
任
は
北
宋
の
養
鶴
士
大
夫
が
放
鶴
す
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
鶴
を
人
に
譲
っ
た
例
と
し
て
北
宋
初
の
潘
若
沖
が
挙
げ

ら
れ
る
。
潘
若
沖
は
、
鶴
を
隱
士
廖
融
に
譲
渡
し
た
詩
や
、
廖
融
に
宛
て
て
鶴
に
思
い
を
馳
せ
る
詩
、
さ
ら
に
廖
融
と
鶴
が
前
後
し
て

死
ん
だ
と
知
ら
さ
れ
て
歎
く
詩
な
ど
、
内
容
に
繼
續
性
を
持
つ
養
鶴
詩
三
首
を
制
作
し
た22

。
詩
に
よ
れ
ば
、
潘
は
鶴
を
船
に
載
せ
て
任

地
か
ら
郷
里
に
連
れ
帰
り
、
上
京
に
當
た
っ
て
廖
融
に
譲
渡
し
た
と
い
う
。
お
そ
ら
く
は
鶴
の
産
地
に
近
い
零
陵
県
や
揚
州
で
の
在
任
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中
に
入
手
し
、
彼
の
郷
里
は
廖
融
の
住
む
南
嶽
衡
山
（
湖
南
省
衡
陽
）
の
近
郊
で
あ
ろ
う
か
ら
、
江
南
の
任
地
か
ら
船
で
長
江
を
遡
上

し
、
洞
庭
湖
を
経
て
湘
江
に
入
っ
て
帰
郷
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鶴
を
手
放
し
た
理
由
は
詩
中
に
語
ら
れ
て
い
な
い
が
、
帰
郷
の
長
旅

が
鶴
に
與
え
た
ス
ト
レ
ス
や
ダ
メ
ー
ジ
を
見
て
取
っ
て
、
再
度
の
長
距
離
の
移
動
を
強
い
る
こ
と
を
斷
念
し
た
の
で
は
な
い
か
（
衡
山

か
ら
都
汴
京
ま
で
の
船
旅
は
、
前
回
の
移
動
距
離
の
數
倍
に
な
る
）。

　

ま
た
、
鶴
の
運
搬
に
よ
っ
て
生
じ
る
金
銭
的
負
担
も
、
帯
同
を
躊
躇
さ
せ
る
一
因
と
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
潘
は
知
揚
州
着
任
當

時
に
は
太
子
右
贊
善
大
夫23

で
官
品
は
正
五
品
下
で
あ
っ
た
。
趣
味
に
身
銭
を
投
じ
る
余
裕
も
な
い
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
が
、
唐
代
士
大

夫
の
よ
う
な
、
多
く
の
下
僕
を
連
れ
た
何
不
自
由
な
い
旅
と
は
異
な
る
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
潘
若
沖
の
よ
う
な
下
位
士
大
夫
の
鶴
は
と
も
か
く
、「
朱
門
」（
前
出
、
魏
野
詩
）
の
鶴
は
そ
れ
よ
り
は
過
保
護
で
あ
っ

た
。
と
く
に
歐
陽
脩
の
周
辺
で
は
養
鶴
の
話
題
が
散
見
す
る
。
次
節
で
は
、
歐
陽
脩
に
ま
つ
わ
る
「
朱
門
」
の
養
鶴
詩
を
と
り
あ
げ
る
。

六
、
歐
陽
脩
ら
の
養
鶴
詩

　

歐
陽
脩
（
一
〇
〇
七-

七
二
）
を
中
心
と
す
る
文
人
集
團
の
養
鶴
詩
に
は
、
大
別
し
て
二
種
の
鶴
が
描
か
れ
て
い
る
。
一
種
は
梅
摯

の
飼
う
鶴
、
も
う
一
種
は
歐
陽
脩
の
「
廳
」（
役
所
）
で
飼
わ
れ
る
鶴
で
あ
る
。
具
體
的
に
言
え
ば
、
前
者
は
、
梅
摯
の
「
憶
鶴
」
詩
（
散

逸
）
に
歐
陽
脩
が
答
え
、
梅
堯
臣
・
劉
敞
・
王
珪
が
唱
和
す
る
（
文
末
の
付
表
に
は
載
せ
な
い
が
、
歐
陽
脩
の
「
戲
答
聖
兪
」
詩
や
梅

堯
臣
「
和
永
叔
内
翰
戲
答
」
詩
も
同
じ
題
材
を
扱
う
）。
後
者
の
歐
陽
脩
の
役
所
の
鶴
を
題
材
に
し
た
詩
群
は
、
劉
敞
「
戲
題
歐
陽
公

廳
前
白
鶴
」
詩
と
劉
敞
「
題
歐
公
廳
前
兩
鶴
」
詩
で
あ
る
。
以
下
、
二
項
に
分
け
て
考
察
す
る
。
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（
一
）
梅
摯
の
鶴

　

梅
摯
（
九
九
五-

一
〇
五
九
。
字
は
公
儀
）
の
鶴
が
士
大
夫
集
團
の
詩
材
と
な
っ
た
の
は
、
嘉
祐
二
年
（
一
〇
五
七
）、
六
十
三
歳
の

こ
と
で
あ
る
。
梅
摯
は
、
成
都
新
繋
（
四
川
省
新
都
）
の
人
。
天
聖
五
年
（
一
〇
二
七
）
に
進
士
及
第
し
、
知
昭
州
や
通
判
蘇
州
、
開

封
府
推
官
、
陝
西
都
轉
運
使
等
を
経
て
、
嘉
祐
二
年
に
は
龍
圖
閣
学
士
・
同
知
貢
擧
と
し
て
禮
部
貢
院
で
科
挙
の
試
験
官
を
つ
と
め
る

も
、
二
年
後
に
六
十
五
歳
で
知
河
中
府
と
し
て
没
し
た
。
梅
摯
は
詩
作
を
好
ん
だ
が
、
現
存
す
る
の
は
『
全
宋
詩
』
卷
一
七
八
の
一
卷

の
み
で
、
養
鶴
詩
も
散
逸
し
て
い
る
た
め
、
梅
摯
の
養
鶴
の
樣
相
は
彼
の
周
辺
の
人
々
の
詩
に
よ
っ
て
の
み
知
り
え
る
。
梅
摯
の
養
鶴

を
詠
う
の
は
、
貢
院
で
の
唱
和
詩
群
で
あ
る
。

　

貢
院
で
は
、
正
月
五
日
か
ら
の
五
十
日
間
、
歐
陽
脩
・
韓
絳
（
子
華
）・
王
珪
（
禹
玉
）・
范
鎮
（
景
仁
）・
梅
摯
の
知
貢
舉
五
名
と

小
試
官
の
梅
堯
臣
（
聖
兪
）
の
計
六
名
で
唱
和
し
、
古
律
歌
詩
百
七
十
餘
篇
三
卷
を
制
作
し
た
。
そ
の
う
ち
、
梅
摯
の
鶴
に
關
す
る
作

は
、
ま
ず
梅
摯
が
當
時
飼
っ
て
い
た
鶴
を
「
憶
鶴
」
詩
に
詠
い
、
歐
陽
脩
が
「
呈
」
し
さ
ら
に
「
答
」
え
、
そ
れ
に
梅
堯
臣
・
王
珪
・

劉
敞
が
唱
和
し
た
。
な
お
、
歐
陽
脩
は
白
兔
を
飼
育
し
て
お
り
、
二
年
前
の
至
和
二
年
（
一
〇
五
五
）
に
「
白
兔
」
詩
を
制
作
し
て
い

た
。
梅
儀
の
「
憶
鶴
」
詩
（
散
逸
）
を
讀
ん
だ
歐
陽
脩
は
、
七
律
「
憶
鶴
呈
公
儀
」
詩
を
呈
し
て
養
鶴
主
梅
摯
の
「
高
潔
な
る
胸
懐24

」

に
感
じ
入
り
、「
君
が
雙
鶴
を
誦
す　

句
尤
も
清
し
」「
心
を
物
に
累
わ
す
は
豈
に
情
に
非
ざ
ら
む
や
」
と
共
感
を
寄
せ
た
。
さ
ら
に
歐

陽
脩
は
梅
摯
の
同
詩
に
答
え
て
、
梅
の
鶴
と
自
身
の
白
兔
へ
の
想
い
を
詠
っ
た
戯
れ
の
作
「
思
白
兔
雜
言
戲
答
公
儀
憶
鶴
之
作
」
詩
（
全

二
十
六
句
）
を
制
作
し
た
。
以
下
、
こ
の
詩
を
取
り
上
げ
た
い
。

　

詩
の
冒
頭25

、
梅
摯
の
飼
う
白
鶴
二
羽
と
歐
陽
脩
の
飼
う
白
兔
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他
者
か
ら
「
兩
翁
」
に
贈
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
。
長

壽
の
象
徴
で
あ
る
鶴
や
「
仁
獣
」
の
兔
は
、
し
ば
し
ば
老
人
へ
の
贈
り
物
に
用
い
ら
れ
る26

。
梅
摯
が
鶴
を
入
手
し
た
経
路
や
時
期
は
不
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明
だ
が
、
同
時
期
の
梅
堯
臣
の
作
「
和
公
儀
龍
圖
憶
小
鶴
」
詩
に
は
、
梅
摯
の
鶴
が
幼
鳥
と
し
て
描
か
れ
て
い
る27

の
で
、
入
手
し
て
ま

だ
間
も
な
い
頃
だ
ろ
う
。
い
っ
ぽ
う
、
歐
陽
脩
の
白
兔
は
か
つ
て
滁
州
の
人
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
養
兔
歴
は
す
で
に
十
年
を

超
え
て
い
る
。
禽
獸
は
す
っ
か
り
「
野
性
」
を
失
っ
て
主
人
に
慣
れ
親
し
み
（「
馴
擾
」）、
主
人
も
そ
の
「
孤
高
」
な
る
「
仙
格
」
を

愛
お
し
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、

玉
兔
四
蹄
不
解
舞　
　

玉
兔
の
四
蹄　

舞
を
解
く
せ
ず

不
如
雙
鶴
能
清
嗥　
　

如
か
ず　

雙
鶴
の
清
嗥
を
能
く
す
る
に

低
垂
兩
翅
趁
節
拍　
　

低
く
兩
翅
を
垂
れ
て　

節
拍
を
趁お

ひ

婆
娑
弄
影
誇
嬌
嬈　
　

婆
娑
と
し
て
影
を
弄
び
て　

嬌
嬈
を
誇
る

梅
摯
の
二
羽
の
鶴
は
、
美
し
い
鳴
き
声
（「
清
嗥
」）
を
響
か
せ
、
リ
ズ
ム
（「
節
拍
」）
に
合
わ
せ
て
翼
を
垂
れ
て
「
舞
」
う
こ
と
も
で

き
る
。
兔
に
は
そ
ん
な
藝
當
は
で
き
な
い
の
で
、
鶴
の
ほ
う
が
す
ば
ら
し
い
、
と
歐
陽
脩
は
梅
摯
を
持
ち
上
げ
る
。
そ
し
て
、

兩
翁
念
此
二
物
者　
　

兩
翁　

此
の
二
物
を
念
ふ
者
な
る
も

久
不
見
之
心
甚
勞　
　

久
し
く
之
を
見
ず
し
て　

心
甚
だ
勞
る

貢
院
に
と
ざ
さ
れ
て
帰
れ
な
い
我
々
兩
名
は
、
家
に
残
し
て
き
た
「
二
物
」
を
「
念
」
う
あ
ま
り
、「
心
甚
勞
」
の
状
態
に
陥
っ
た
、

と
泣
き
言
を
述
べ
る
。
詩
は
こ
の
あ
と
歐
陽
脩
の
妄
想
を
描
き
始
め
る
。
も
し
血
気
盛
ん
な
「
京
師
少
年
」
が
兩
家
の
籠
を
こ
っ
そ
り
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開
け
て
兔
と
鶴
を
逃
が
し
て
し
ま
っ
た
ら
、
兔
は
「
滄
海
」
か
「
明
月
窟
」
へ
、
鶴
は
「
玉
山
千
仞
」
か
「
青
松
巢
」
へ
と
、
そ
れ
ぞ

れ
逃
げ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
、
そ
う
な
れ
ば
、
玉
山
へ
探
し
に
行
く
力
も
な
い
我
々
老
人
二
人
は
悲
嘆
に
暮
れ
る
し
か
な
い
、
と
妄
想
し
、

「
繊
腰
緑
鬢
」
の
美
女
へ
の
興
味
を
す
で
に
失
っ
て
い
る
の
に
、
こ
の
う
え
二
物
ま
で
も
失
う
の
は
寂
し
い
限
り
だ
、
と
嘆
い
て
詩
を

結
ぶ
。
梅
摯
の
詩
が
鶴
へ
の
主
人
の
「
憶
」
い
を
吐
露
す
る
内
容
で
あ
っ
た
た
め
、
歐
陽
脩
は
そ
の
「
憶
」
い
を
誇
張
し
て
主
人
の
「
心
」

を
「
甚
だ
勞
」
せ
し
む
る
も
の
と
し
て
描
寫
し
、
架
空
の
「
京
師
少
年
」
の
悪
戯
ま
で
で
っ
ち
上
げ
て
杞
憂
す
る
と
い
う
戯
れ
の
詩
を

作
っ
た
。

　

本
詩
に
和
し
た
作
を
一
つ
紹
介
す
る
。
梅
堯
臣
の
和
詩
の
最
後
の
聯
に
は
、

我
雖
老
矣
無
物
惑　
　

我　

老
ゆ
る
と
雖
も　

物
の
惑
ひ
無
く

欲
去
東
家
看
舞
姝　
　

東
家
に
去
き
て
舞
姝
を
看
ん
と
欲
す

（
梅
堯
臣
「
和
永
叔
內
翰
思
白
兔
答
憶
鶴
雜
言
」
詩
、『
全
宋
詩
』
卷
二
五
八
）

私
は
あ
な
た
た
ち
の
よ
う
に
外
物
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
、
と
、「
心
甚
だ
勞
」
す
る
二
人
を
突
き
放
し
て
い
る
。
梅
堯

臣
は
鶴
（
や
兔
）
へ
の
感
情
を
「
物
惑
」
と
看
做
し
、
歐
が
既
に
失
っ
た
「
舞
姝
」（
う
た
い
め
）
へ
の
關
心
を
、
自
分
は
ま
だ
失
っ

て
い
な
い
ぞ
、
と
勝
ち
誇
っ
て
詠
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
詩
も
親
友
歐
陽
脩
と
の
気
安
い
間
柄
ゆ
え
の
戯
れ
の
作
で
あ
る
。
歐
は
、
梅
摯

の
「
憶
鶴
」
詩
に
描
か
れ
る
「
憶
」
い
は
「
清
」
ら
か
で
「
高
潔
な
る
情
懷
」
で
あ
る
と
し
て
、
梅
摯
が
鶴
と
い
う
「
物
」
に
拘
泥
す

る
こ
と
へ
の
理
解
を
示
し
て
い
た
（「
累
心
於
物
豈
非
情
」）。
そ
の
い
っ
ぽ
う
、
歐
の
「
心
甚
勞
」
や
梅
堯
臣
の
「
物
惑
」
は
、
戯
詩

の
形
を
と
り
な
が
ら
も
、
惑
溺
を
戒
め
て
い
る
。
衛
の
懿
公
の
鶴
の
厚
遇
が
世
の
笑
い
も
の
と
な
っ
た
故
事
が
物
語
る
よ
う
に
、
本
聯
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に
は
、「
心
甚
だ
勞
る
」（
歐
詩
）
に
至
る
ほ
ど
の
過
度
の
情
を
「
物
」
に
對
し
て
持
つ
の
は
滑
稽
だ
、
と
い
う
中
國
士
大
夫
の
傳
統
的

な
認
識
が
見
え
隱
れ
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
彼
ら
の
一
連
の
養
鶴
詩
は
梅
摯
の
鶴
へ
の
「
情
」
を
主
眼
に
し
た
作
で
あ
り
、
彼
ら
の

養
鶴
詩
は
“
鶴
へ
の
情
を
詠
う
”
と
い
う
点
に
お
い
て
白
居
易
や
魏
野
の
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
梅
摯
は
み
ず
か
ら
養
鶴
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
文
彦
博
（
一
〇
〇
六-

九
七
）
に
華
亭
の
鶴
を
贈
っ
た
。
文
彦
博
は
仁
宗
か

ら
哲
宗
ま
で
の
四
代
に
仕
え
、
潞
國
公
に
封
ぜ
ら
れ
た
朝
廷
の
重
鎮
で
あ
る
。
文
彦
博
の
「
梅
公
儀
見
寄
華
亭
鶴
一
隻
」
詩
（『
全
宋
詩
』

卷
二
七
四
）
の
第
二
句
に
、「
遠
く
仙
禽
を
寄
せ
洛
城
に
至
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
文
の
洛
陽
滞
在
中
の
嘉
祐
三
年
（
一
〇
五
八
）

─
─
貢
院
で
の
唱
和
詩
制
作
の
翌
年
で
、
梅
摯
の
亡
く
な
る
前
年
─
─
が
制
作
時
期
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
、
梅
摯
は
知
杭
州
と
な
っ
て

江
南
に
移
り
、
華
亭
鶴
を
入
手
し
や
す
い
環
境
に
あ
っ
た
し
、
文
彦
博
は
判
河
南
府
と
な
っ
て
潞
國
公
に
封
ぜ
ら
れ
て
洛
陽
に
い
た
。

文
彦
博
は
詩
の
頸
聯
に
、

稻
梁
猶
憶
嘉
禾
美　
　

稻
梁　

猶
お
憶
ふ　

嘉
禾
の
美
な
る
を

竹
樹
應
憐
履
道
清　
　

竹
樹　

應
に
憐
れ
む
べ
し　

履
道
の
清
な
る
を

（
文
彦
博
「
梅
公
儀
見
寄
華
亭
鶴
一
隻
」
詩
『
全
宋
詩
』
卷
二
七
四
）

と
う
た
い
、
自
注
に
「
樂
天
《
池
上
篇
》
に
云
ふ
、
華
亭
の
鶴
二
有
り
と
。」
と
い
う
。
こ
の
聯
で
鶴
は
、
餌
（「
稻
梁
」）
は
梅
邸
の

ほ
う
が
美
味
で
、
庭
（「
竹
樹
」）
は
文
邸
の
ほ
う
が
清
廉
で
良
い
と
感
じ
て
い
る
。「
嘉
禾
」
は
嘉
興
（
現
浙
江
）
の
古
名
で
梅
摯
の

居
場
所
を
指
し
、「
履
道
」
は
自
注
に
い
う
と
お
り
白
居
易
の
舊
宅
の
あ
っ
た
場
所
で
、
本
詩
で
は
文
彦
博
の
洛
陽
の
家
を
指
す
。
鶴

が
新
舊
の
環
境
を
比
較
す
る
と
い
う
描
寫
は
魏
野
の
養
鶴
詩
（
前
出
）
に
も
み
え
る
が
、
魏
野
の
鶴
は
士
大
夫
の
「
朱
門
」
か
ら
隱
士
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の
家
に
來
て
、
以
前
の
恵
ま
れ
た
環
境
を
懐
か
し
む
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
文
彦
博
詩
で
は
、
こ
こ
は
か
の
白
居
易
ゆ
か
り
の
洛
陽
な
の

だ
か
ら
、
鶴
も
「
清
」
な
る
環
境
に
満
足
し
て
い
る
は
ず
だ
、
と
新
主
人
は
自
信
を
滲
ま
せ
て
い
る
。
文
彦
博
は
か
つ
て
こ
の
洛
陽
で

鶴
を
飼
っ
て
い
た
白
居
易
を
念
頭
に
置
い
て
養
鶴
を
始
め
ん
と
し
て
い
る
。
贈
り
主
の
梅
摯
が
文
彦
博
に
鶴
を
贈
っ
た
経
緯
は
不
明
だ

が
、
梅
摯
も
白
居
易
の
養
鶴
を
意
識
し
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

王
水
照
氏
ら28

の
論
考
に
詳
述
さ
れ
る
よ
う
に
、
洛
陽
は
北
宋
文
人
に
と
っ
て
特
別
な
都
市
で
あ
り
、
と
く
に
白
居
易
と
の
關
連
が
深

い
こ
と
も
彼
ら
の
洛
陽
へ
の
印
象
を
強
く
し
て
い
る
。
文
彦
博
は
の
ち
の
元
豊
五
年（
一
〇
八
二
）、
七
十
七
歳
の
時
に
、
白
居
易
の「
九

老
會
」
に
倣
っ
て
「
耆
英
會
」
を
作
っ
た
（
司
馬
光
「
洛
陽
耆
英
會
序
」）
し
、
さ
か
の
ぼ
れ
ば
天
聖
九
年
（
一
〇
三
一
）、
洛
陽
留
守

銭
惟
演
（
九
七
七-

一
〇
三
四
）
も
、
若
き
歐
陽
脩
や
梅
堯
臣
ら
と
「
洛
中
七
友
」
や
「
八
老
」
を
結
成
し
て
白
居
易
の
故
居
に
遊
び
、

「
九
老
」
の
畫
像
の
そ
ば
に
自
分
た
ち
の
姿
を
描
き
添
え
た
。
洛
陽
に
は
「
天
下
第
一
」
と
稱
さ
れ
る
ほ
ど
數
多
く
の
園
林
が
あ
り
（『
邵

氏
聞
見
後
録
』
卷
二
十
四
）、
そ
の
中
に
は
白
居
易
や
裴
度
の
庭
園
も
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
庭
園
や
名
山
を
有
す
る
洛
陽
は
、

破
壊
さ
れ
る
こ
と
な
く
次
の
王
朝
へ
と
譲
ら
れ
、
後
漢
か
ら
北
宋
ま
で
の
千
年
間
、
文
人
た
ち
の
遊
興
と
創
作
の
場
で
あ
り
續
け
た
。

北
宋
文
人
た
ち
は
、
洛
陽
に
遊
べ
ば
過
去
の
文
学
者
─
─
と
く
に
白
居
易
の
息
づ
か
い
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
白
體
の
影
響
を
受

け
た
彼
ら
に
と
っ
て
、
洛
陽
で
の
養
鶴
は
白
居
易
へ
の
追
慕
に
等
し
い
。
白
居
易
や
白
體
へ
の
憧
憬
は
、
北
宋
士
大
夫
の
養
鶴
の
原
動

力
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

（
二
）「
歐
公
廳
前
」
の
鶴

　

歐
陽
脩
と
親
密
な
關
係
で
あ
っ
た
劉
敞
（
一
〇
一
九-

六
八
）「
戲
題
歐
公
廳
前
白
鶴
」
詩
と
、
そ
の
弟
劉
攽
（
一
〇
二
三-

八
九
）「
題

歐
公
廳
前
兩
鶴
」
詩
に
よ
れ
ば
、「
歐
公
」
の
「
廳
前
」
で
二
羽
の
白
鶴
が
飼
わ
れ
て
い
た
と
い
う
。『
全
宋
詩
』
の
他
の
詩
例
か
ら
み
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て
も
、「
廳
前
」
は
お
そ
ら
く
役
所
の
前
庭
で
あ
る29

。
役
所
と
い
う
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
な
場
所
で
の
養
鶴
で
あ
る
が
、
劉
敞
詩
の
題
下
の

自
注
に
、「
歐
云
ふ
、
此
の
鶴　

寒
を
畏
れ
，
常
に
屋
中
に
之
を
養
ふ
と
」、
鶴
が
寒
さ
を
嫌
う
の
で
屋
内
で
飼
っ
て
い
る
と
歐
陽
脩
が

述
べ
た
と
紹
介
し
て
お
り
、
弟
劉
攽
詩
の
冒
頭
に
も
、「
明
公
」（
歐
）
は
み
ず
か
ら
良
い
鶴
を
選
別
し
て
入
手
し
た
と
詠
う
。
す
な
わ

ち
劉
兄
弟
詩
に
よ
れ
ば
、
廳
前
で
の
養
鶴
は
歐
陽
脩
の
主
導
で
始
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
歐
陽
脩
に
養
鶴
趣
味
が
あ
っ
た
こ
と
を
示

唆
し
て
い
る
の
だ
。
た
だ
し
、
こ
う
斷
言
す
る
に
は
疑
問
が
残
る
。
歐
陽
脩
の
養
鶴
趣
味
に
關
す
る
文
獻
が
、
劉
詩
以
外
に
見
受
け
ら

れ
な
い
の
で
あ
る
。
歐
陽
脩
自
身
に
、
養
鶴
を
描
い
た
作
品
は
現
存
し
な
い
。
歐
陽
脩
は
自
身
の
愛
好
す
る
兔
や
牡
丹
の
詩
は
作
っ
て

い
た
の
だ
か
ら
、
養
鶴
に
對
す
る
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
い
る
の
な
ら
そ
れ
を
ま
っ
た
く
詠
わ
な
い
の
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
歐

陽
脩
の
親
友
梅
堯
臣
も
、
貢
院
で
の
作
の
な
か
で
、

我
聞
二
公
趣
向
殊　
　

我
聞
く　

二
公　

趣
向　

殊
な
れ
る
を

一
養
月
中
物　
　
　
　

一
は
養
う　

月
中
の
物

一
養
華
亭
雛　
　
　
　

一
は
養
う　

華
亭
の
雛

（
梅
堯
臣
「
和
永
叔
内
翰
思
白
兔
答
憶
鶴
雜
言
」
詩
、『
全
宋
詩
』
卷
二
五
八
）

と
、
梅
摯
と
歐
陽
脩
の
嗜
好
は
異
な
っ
て
お
り
、
梅
摯
は
鶴
、
歐
陽
脩
は
兔
を
飼
っ
て
い
る
と
証
言
し
て
い
る
。
嘉
祐
二
年（
一
〇
五
七
）

正
月
の
時
点
で
の
歐
陽
脩
は
、
ま
だ
養
鶴
の
「
趣
向
」
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
、
劉
兄
弟
詩
は
そ
れ
以
降
の
作
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

そ
う
で
あ
っ
て
も
、
歐
陽
脩
に
自
身
の
養
鶴
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
歐
陽
脩
自
身
の
養
鶴
で
あ

る
可
能
性
は
至
っ
て
低
い
と
判
斷
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
で
は
誰
の
鶴
な
の
か
。
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じ
つ
は
、
劉
徳
清
氏
の
『
歐
陽
修
詩
編
年
箋
注
』
は
、
歐
陽
脩
の
「
戲
答
聖
兪
」
詩
の
題
解30

に
劉
敞
の
當
該
詩
を
引
い
て
い
る
。「
戲

答
聖
兪
」
詩
は
嘉
祐
二
年
正
月
の
貢
院
で
の
唱
和
詩
群
の
一
首
で
、
梅
摯
の
鶴
を
題
材
と
す
る
。
劉
徳
清
氏
は
具
體
的
な
説
明
こ
そ
し

な
い
も
の
の
、
劉
敞
詩
と
歐
陽
脩
の
貢
院
唱
和
詩
群
と
の
關
連
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
劉
徳
清
氏
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
劉
敞

詩
が
貢
院
で
の
梅
摯
の
「
憶
鶴
」
詩
に
端
を
発
し
た
歐
陽
脩
と
梅
堯
臣
の
應
酬
詩
、
す
な
わ
ち
、
歐
陽
脩
の
「
思
白
兔
雜
言
戲
答
公
儀

憶
鶴
之
作
」
詩
（
前
出
、
歐
詩
Ａ
と
す
る
）、
梅
堯
臣
の
「
和
永
叔
内
翰
思
白
兔
答
憶
鶴
雜
言
」
詩
（
前
出
、
梅
詩
Ｂ
と
す
る
）、
そ
し

て
と
り
わ
け
歐
陽
脩
の
「
戲
答
聖
兪
」
詩
（
歐
詩
Ｃ
と
す
る
）
に
關
連
し
た
作
品31

で
あ
る
な
ら
ば
、
歐
詩
Ｃ
と
劉
兄
弟
詩
と
を
比
較
す

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
歐
詩
Ｃ
は
梅
詩
Ｂ
に
答
え
、
Ａ
Ｂ
兩
詩
に
引
き
續
き
、
鶴
と
白
兔
と
い
う
風
雅
な
「
二
物
」
を
題
材
に
し
た

作
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
歐
詩
Ｃ
の
鶴
に
關
す
る
部
分
の
み
を
次
に
引
く
。

鶴
行
而
啄　
　
　
　
　

鶴
行
き
て
啄
み

青
玉
觜　
　
　
　
　
　

青
玉
の
觜

枯
松
脚　
　
　
　
　
　

枯
松
の
脚

・
・
・（
中
略
）・
・
・

往
往
於
人
家
高
堂
静
屋
曾
見
之　
　

往
往
に
し
て　

人
家
の
高
堂
静32

屋
に
曾
ち
之
を
見
れ
ば

錦
装
玉
軸
掛
壁
垂　
　

錦
装　

玉
軸　

壁
に
掛
か
り
て
垂
る

乍
見
拭
目
猶
驚
疑　
　

乍
ち
見
て　

目
を
拭
き　

猶
お
驚
疑
す

羽
毛
襂
褷
眼
晴
活　
　

羽
毛　

襂
褷
に
し
て　

眼
晴　

活
く

若
動
不
動
如
風
吹　
　

動
く
が
若
く
に
し
て
動
か
ず　

風
の
吹
く
が
如
し
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主
人
矜
誇
百
金
買　
　

主
人　

矜
誇
す　

百
金
も
て
買
ひ

云
此
絶
筆
人
間
奇　
　

云
う
此
れ　

絶
筆　

人
間
の
奇
な
り
と

畫
師
畫
生
不
畫
死　
　

畫
師　

生
を
畫
く
も　

死
を
畫
か
ず

所
得
百
分
三
二
爾　
　

得
る
所　

百
分
に
三
二
な
る
爾

豈
如
翫
物
翫
其
眞　
　

豈
に
物
を
翫

も
て
あ
そぶ

に
如し

か
ん
や　

其
の
眞
を
翫
ぶ
は

凡
物
可
愛
惟
精
神　
　

凡
そ
物　

愛
す
べ
き
は
惟
だ
精
神
の
み

況
此
二
物
物
之
珍　
　

況
ん
や　

此
の
二
物　

物
の
珍
な
る
を
や

月
光
臨
静
夜　
　
　
　

月
光　

静
夜
に
臨
み

雪
色
凌
清
晨　
　
　
　

雪
色　

清
晨
を
凌
ぐ

二
物
於
此
時　
　
　
　

二
物　

此
の
時
に
於
い
て

瑩
無
一
點
纎
埃
塵　
　

瑩
と
し
て
一
點
の
纎
き
埃
塵　

無
し

・
・
・（
後
略
）・
・
・

（
歐
陽
脩
「
戲
答
聖
兪
」
詩
、『
全
宋
詩
』
卷
二
八
七
）

　

大
意33

は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
往
々
に
し
て
「
高
堂
静
屋
」
の
壁
に
は
立
派
に
表
装
さ
れ
た
鶴
（
と
兔
）
の
絵
畫
が
飾
ら
れ
て
い
る

も
の
だ
。
そ
の
眼
や
羽
毛
は
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
で
、
今
に
も
動
き
出
し
そ
う
で
あ
る
。
主
人
は
大
枚
を
は
た
い
て
買
い
取
り
、
名

作
だ
と
自
慢
す
る
。
だ
が
、
絵
師
の
力
に
は
限
界
が
あ
り
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
し
か
描
き
出
せ
な
い
の
で
、
絵
姿
（「
眞
」）
を
愛
で
る
よ

り
も
實
物
を
愛
で
る
ほ
う
が
よ
い
。
物
に
お
い
て
重
要
な
の
は
精
神
だ
け
で
あ
り
、
二
物
（
鶴
と
兔
）
は
物
の
な
か
で
も
と
り
わ
け
珍
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品
で
あ
る
。
月
の
輝
く
夜
や
雪
の
降
る
朝
に
は
二
物
の
輝
き
は
際
立
ち
、
少
し
の
汚
れ
も
見
ら
れ
な
い
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

　

歐
陽
脩
は
絵
畫
の
た
と
え
を
出
し
て
、
名
畫
で
あ
っ
て
も
實
物
に
は
敵
わ
な
い
し
、
そ
の
中
で
も
鶴
と
兔
は
別
格
で
あ
る
と
す
る
。

さ
ら
に
、
先
の
梅
詩
Ｂ
の
最
後
の
聯
を
受
け
て
、
き
み
（「
詩
老
」、
す
な
わ
ち
梅
堯
臣
）
は
私
（「
醉
老
」、
す
な
わ
ち
歐
陽
脩
）
が
兔

と
鶴
と
を
め
で
可
愛
が
る
の
を
笑
う
が
、
き
み
こ
そ
「
舞
姝
」
に
相
手
に
さ
れ
ま
い
よ
、
と
あ
ざ
笑
っ
て
詩
を
結
ぶ
。
歐
詩
Ａ
で
は
、

鶴
は
梅
摯
の
も
の
で
、
兔
は
歐
陽
脩
の
も
の
、
と
所
有
者
が
區
別
さ
れ
て
い
た
が
、
應
酬
を
か
さ
ね
た
歐
詩
Ｃ
で
は
梅
摯
の
存
在
は
消

さ
れ
、「
二
物
」
を
愛
す
る
歐
陽
脩
と
「
舞
姝
」
を
愛
す
る
梅
堯
臣
、
と
い
う
単
純
か
つ
明
解
な
構
圖
に
な
っ
て
い
る
。
歐
陽
脩
は
自

身
を
「
二
物
」
の
主
人
へ
と
改
變
し
、
梅
摯
の
言
い
分
を
も
肩
代
わ
り
し
て
梅
堯
臣
に
反
論
し
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
次
に
劉
敞
・
劉
攽
兄
弟
に
よ
る
養
鶴
詩
を
挙
げ
よ
う
。

劉
敞
「
戲
題
歐
公
廳
前
白
鶴
」
詩　
　

自
注
：
歐
云
此
鶴
畏
寒
，
常
于
屋
中
養
之
。

明
公
雙
鶴
未
易
知　
　

明
公
の
雙
鶴　

未
だ
知
り
易
か
ら
ず

志
在
赤
霄
萬
里
外　
　

志
は
赤
霄　

萬
里
の
外
に
在
り

低
頭
啄
泥
不
自
聊　
　

頭
を
低
れ　

泥
を
啄
み
て
は　

自
ら
聊た

の

し
ま
ざ
る
も

拊
翼
向
人
幾
可
愛　
　

翼
を
拊う

ち
人
に
向
か
ひ
て
は　

愛
す
べ
き
に
幾
し

北
風
崩
雲
三
尺
雪　
　

北
風　

雲
を
崩
す　

三
尺
の
雪

側
睨
天
池
頗
愁
絶　
　

側
め
て
天
池
を
睨
み
て　

頗
る
愁
絶

不
忍
鳧
雁
争
稻
梁　
　

忍
び
ず　

鳧
雁
の
稻
梁
を
争
ふ
に

誤
譏
燕
雀
附
炎
熱　
　

誤
ま
り
て
譏
る　

燕
雀
の
炎
熱
に
附
す
を
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答
公
厚
意
終
一
飛　
　

公
の
厚
意
に
答
へ
て
終
に
一
た
び
飛
べ
ば

萬
人
仰
首
公
看
之　
　

萬
人　

首
を
仰あ

げ
て　

公
も
之
を
看
ん

（『
全
宋
詩
』
卷
四
七
八
）

劉
攽
「
題
歐
公
廳
前
兩
鶴
」
詩

明
公
眞
愛
鶴　
　

明
公　

眞
に
鶴
を
愛
で

相
鶴
選
仙
骨　
　

鶴
を
相
て　

仙
骨
を
選
ぶ

遂
令
千
金
姿　
　

遂
に
千
金
の
姿
を
し
て

爲
君
軒
墀
物　
　

君
が
軒
墀
の
物
爲
ら
し
む

啄
腥
豈
復
辭
雞
群　
　

腥
を
啄
め
ば　

豈
に
復
た
雞
群
に
辭
せ
む

鎩
翼
欲
比
鳧
鷖
馴　
　

翼
を
鎩き

れ
ば　

鳧
鷖
の
馴
る
る
に
比た

ぐ
ひせ

む
と
欲
す

聆
音
發
舞
似
矜
客　
　

音
を
聆き

き
舞
を
發
す
れ
ば　

客
に
矜
る
に
似

避
寒
孤
警
將
依
人　
　

寒
を
避
け
て
孤
り
警お

ど
ろけ

ば　

將
に
人
に
依
ら
む
と
す

吾
聞
芝
田
逸
翮
不
如
此　
　

吾
聞
く　

芝
田
の
逸
翮　

此
に
如
か
ず
と

世
上
悠
悠
誰
識
眞　
　

世
上　

悠
悠
た
る
も　

誰
か
眞
を
識
ら
む
や

（『
全
宋
詩
』
卷
六
〇
五
）

詩
題
の
「
歐
公
」
や
詩
句
の
「
明
公
」
は
歐
陽
脩
を
指
す
。「
廳
前
」
の
語
は
、
役
所
の
前
庭
を
指
し
、
私
邸
の
意
で
は
用
い
な
い
。
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弟
劉
攽
詩
の
冒
頭
四
句
に
よ
れ
ば
、
歐
は
鶴
を
非
常
に
好
み
（「
明
公
眞
愛
鶴
」）、
吟
味
し
て
良
い
鶴
を
選
び
（「
相
鶴
選
仙
骨
」）、
大

枚
を
は
た
い
て
（「
遂
令
千
金
姿
」）、
役
所
に
迎
え
入
れ
（「
爲
君
軒
墀
物
」）
た
と
い
う
。「
軒
墀
」
は
富
貴
の
家
の
廳
堂
で
、
こ
こ
で

は
歐
の
役
所
を
指
す
。
劉
攽
は
第
五
句
以
降
、
鶴
が
「
雞
群
」
や
「
鳧
鶩
」
に
馴
れ
、
そ
の
舞
や
鳴
き
声
で
主
人
や
客
を
を
娯
し
ま
せ

る
な
ど
し
て
、
主
人
に
親
し
む
樣
子
を
描
く
。
兄
劉
敞
の
描
く
鶴
は
、「
凌
雲
之
志
」
を
抱
き
、「
天
池
」
を
想
っ
て
「
愁
」
え
つ
つ
も
、

「
公
厚
意
」
に
感
謝
し
て
い
る
。

　

歐
詩
Ｃ
と
劉
兄
弟
詩
と
に
共
通
す
る
表
現
を
ま
と
め
る
と
、
次
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

歐
陽
脩
詩
Ｃ

劉
敞
詩

劉
攽
詩

人
家
高
堂
静
屋

廳
前
（
屋
外
）
／
屋
中

廳
前

主
人
矜
誇
百
金
買

明
公
眞
愛
鶴
、
相
鶴
選
仙
骨
。

遂
令
千
金
姿
、
爲
君
軒
墀
物
。

若
動
不
動
如
風
吹

拊
翼
向
人
幾
可
愛

答
公
厚
意
終
一
飛

聆
音
發
舞
似
矜
客

翫
其
眞

識
眞

雪
色

三
尺
雪
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歐
詩
Ｃ
で
鶴
の
絵
が
飾
ら
れ
る
の
は
室
内
（「
高
堂
静
屋
」）
で
、
劉
兄
弟
詩
は
詩
題
で
は
屋
外
（「
廳
前
」）
と
い
う
が
、
劉
敞
の
自

注
に
は
「
屋
中
」
で
飼
わ
れ
て
い
る
と
わ
ざ
わ
ざ
こ
と
わ
っ
て
い
る
。
大
金
で
購
入
さ
れ
た
の
は
、
歐
詩
Ｃ
で
は
鶴
畫
で
あ
り
、
劉
攽

詩
で
は
生
き
た
鶴
だ
と
い
う
。
歐
詩
Ｃ
の
鶴
畫
の
、
風
の
吹
く
が
如
き
羽
ば
た
き
の
描
寫
は
、
劉
兄
弟
の
詩
で
は
観
客
を
魅
了
す
る
美

し
い
舞
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
し
、「
眞
」
の
語
は
、
歐
詩
で
は
絵
姿
の
意
で
あ
る
が
、
劉
攽
詩
で
は
ま
こ
と
の
姿
の
意
で
使
わ
れ
て

い
る
。
歐
詩
Ｃ
で
鶴
の
清
ら
か
さ
を
際
立
た
せ
た
雪
景
は
、
劉
敞
詩
で
は
鶴
の
「
愁
」
の
寓
意
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
劉
兄
弟
詩
は
歐
詩
の
語
彙
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、
歐
詩
と
は
異
な
る
意
味
合
い
で
用
い
、
自
身
の
創
作
に
生
か
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
劉
徳
清
氏
が
歐
詩
Ｃ
の
題
解
の
な
か
で
劉
敞
詩
を
引
い
た
の
は
、
劉
兄
弟
の
創
作
が
歐
詩
Ｃ
を
下
敷
き
に
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
言
い
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

で
は
劉
兄
弟
詩
の
鶴
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
。
養
鶴
の
場
が
「
廳
前
」
と
い
う
公
的
機
關
で
あ
れ
、
か
り
に
歐
陽
脩
が
主
體
的
に
鶴

を
選
ん
で
購
入
す
る
ほ
ど
の
強
い
關
心
を
鶴
に
對
し
て
持
っ
て
い
た
の
な
ら
、「
養
鶴
記
」
等
の
記
録
を
残
し
た
は
ず
で
は
な
い
か
。

劉
兄
弟
詩
の
ほ
か
に
歐
陽
脩
の
養
鶴
を
裏
付
け
る
文
獻
が
な
い
以
上
、
劉
兄
弟
の
戲
詩
に
描
か
れ
る
歐
の
鶴
へ
の
情
愛
は
創
作
で
あ
り

虚
構
で
あ
る
と
判
斷
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
す
な
わ
ち
歐
陽
脩
は
養
鶴
し
て
い
な
か
っ
た
。
劉
兄
弟
詩
に
描
か
れ
た
鶴
は
、
生
身
の
鶴
を

観
察
し
た
も
の
で
は
な
い
。
で
は
何
か
。
畫
鶴
で
は
な
い
か
。「
高
堂
静
屋
」
に
は
「
往
往
」
に
し
て
本
物
そ
っ
く
り
の
「
二
物
」
の

絵
畫
が
「
掛
」
け
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
、
と
い
う
歐
詩
の
た
と
え
が
、
劉
兄
弟
に
よ
っ
て
室
内
で
の
養
鶴
へ
と
改
變
さ
れ
、
す
な
わ
ち

架
空
の
養
鶴
が
「
戲
」
れ
に
作
り
出
さ
れ
た
、
と
考
え
る
の
が
合
理
的
で
は
な
い
か
。
實
際
に
は
養
鶴
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
歐
の

養
鶴
に
關
す
る
記
述
が
他
の
文
獻
に
み
ら
れ
な
い
の
は
當
然
で
あ
る
。
劉
敞
は
自
注
に
「
歐
云
」
と
い
い
、
歐
陽
脩
か
ら
聞
い
た
話
と

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
眞
實
味
を
補
い
、
歐
陽
脩
の
養
鶴
が
事
實
か
と
讀
者
に
錯
覚
さ
せ
た
。
實
際
に
歐
陽
脩
は
、
壁
の
鶴
畫
を
前
に
、

「
う
ち
の
鶴
は
寒
が
り
な
の
で
室
内
に
置
い
て
い
る
の
で
す
よ
」
と
冗
談
を
言
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
劉
兄
弟
、
と
く
に
弟
の
劉
攽
は
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諧
謔
を
善
く
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
劉
攽
詩
の
冒
頭
の
、
歐
陽
脩
が
鶴
を
入
手
す
る
場
面
の
描
寫
も
、
兄
劉
敞
が
養
鶴
主
「
歐
公
」

を
自
注
に
記
し
た
の
も
、
彼
ら
一
流
の
諧
謔
で
あ
り
虚
構
で
あ
る
。
兔
が
劉
兄
弟
の
詩
か
ら
揃
っ
て
省
か
れ
て
い
る
の
は
、
歐
陽
脩
の

養
兔
は
事
實
だ
か
ら
だ
。
事
實
を
省
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
純
然
た
る
虚
構
の
作
に
な
る
。
も
と
は
梅
摯
の
鶴
を
憶
う
詩
か
ら
始
ま
り
、

歐
陽
脩
や
梅
堯
臣
、
そ
し
て
ふ
た
た
び
歐
陽
脩
へ
と
戯
れ
の
應
酬
を
経
て
、
劉
兄
弟
に
至
っ
て
は
歐
陽
脩
の
養
鶴
が
捏
造
さ
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
虚
構
の
養
鶴
詩
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
自
身
を
「
二
物
」
の
主
人
へ
と
作
り
替
え
た
歐
詩
Ｃ
の
虚
構
こ
そ
が
、

劉
兄
弟
の
虚
構
を
誘
発
す
る
“
起
爆
剤
”
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

廳
内
の
鶴
の
絵
と
い
え
ば
、
唐
の
書
畫
家
薛
稷
（
六
四
九-

七
一
三
）
の
逸
話
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
薛
稷
は
鶴
を
よ
く
描
い
た
こ
と

で
知
ら
れ
、
彼
の
絵
に
賀
知
章
が
詩
を
題
し
た
壁
畫
が
、
東
祕
書
廳
の
壁
に
遺
さ
れ
て
い
た34

こ
と
か
ら
、
祕
書
省
は
「
畫
鶴
廳
」
と
呼

ば
れ
た
。
本
詩
で
「
歐
公
廳
」
に
鶴
畫
が
飾
ら
れ
て
い
た
の
も
事
實
な
の
で
は
な
い
か
。
畫
鶴
廳
の
名
に
た
が
わ
ず
、
役
所
内
に
庭
鶴

の
絵
が
飾
ら
れ
て
い
た
の
を
、
劉
敞
詩
の
自
注
は
寒
が
り
の
鶴
を
屋
内
で
飼
っ
て
い
る
と
、
戯
れ
に
そ
う
言
い
表
し
た
の
で
は
な
い
か
。

劉
兄
弟
詩
の
制
作
時
期
は
不
詳
で
は
あ
る
が
、
歐
陽
脩
が
祕
書
省
で
劉
敞
と
と
も
に
編
纂
に
携
わ
っ
た
『
新
唐
書
』
が
完
成
を
み
た
の

は
嘉
祐
六
年
、
す
な
わ
ち
貢
院
唱
和
の
四
年
後
で
あ
っ
た
か
ら
、
劉
敞
は
史
書
編
纂
作
業
の
合
間
に
祕
書
省
の
鶴
畫
を
目
に
と
め
、
貢

院
唱
和
詩
に
啓
発
さ
れ
て
本
詩
を
制
作
し
た
、
と
の
推
測
が
な
り
た
つ
の
で
は
な
い
か
。

　

劉
兄
弟
詩
の
他
の
詠
鶴
表
現
と
比
較
し
て
み
る
と
、
弟
劉
攽
の
五
律
「
畫
鶴
」
詩
の
内
容35

と
よ
く
似
て
い
る
。
富
貴
の
家
に
引
き
取

ら
れ
た
鶴
が
主
人
の
寵
愛
を
受
け
、
庭
の
衆
鳥
に
混
じ
っ
て
暮
ら
し
、
尾
聯
で
仙
界
に
想
い
を
馳
せ
る
と
い
う
も
の
で
、
詠
鶴
詩
の
定

型
と
も
い
え
る
展
開
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
い
ず
れ
の
作
も
、
養
鶴
の
實
體
験
や
實
景
に
據
ら
ず
に
想
像
の
み
で
制
作
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
。

　

ま
た
、
歐
陽
脩
の
七
絶
「
鶴
」
詩36

は
、
人
に
飼
わ
れ
る
鶴
を
描
い
た
、
嘉
祐
三
年
（
一
〇
五
八
）
秋
の
作
で
あ
る
。
籠
に
閉
じ
込
め
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ら
れ
（「
樊
籠
」）、
う
な
垂
れ
て
疲
れ
切
っ
て
（「
低
摧
」）
い
る
鶴
の
、
大
空
に
飛
び
立
た
ん
と
す
る
志
（「
天
外
意
」）
が
描
か
れ
、

歐
の
人
生
の
寓
意
だ
と
解
さ
れ
て
い
る37

。
も
し
か
す
る
と
、
歐
陽
脩
が
養
鶴
し
な
か
っ
た
理
由
は
、
こ
こ
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
天
外
意
」
を
持
つ
鶴
に
、
自
身
と
同
じ
「
樊
籠
」
の
環
境
を
強
い
る
こ
と
を
快
し
と
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

劉
兄
弟
や
歐
陽
脩
の
養
鶴
詩
の
鶴
像
は
、
魏
野
や
白
居
易
の
そ
れ
と
は
や
や
趣
が
異
な
っ
て
い
る
。
白
居
易
以
來
、
養
鶴
詩
に
は
、

衆
鳥
と
交
わ
ら
ず
に
「
閑
」
立
す
る
鶴
が
描
か
れ
、
さ
ら
に
そ
の
姿
に
共
感
を
お
ぼ
え
た
主
人
の
「
伴
」
と
な
る
鶴
が
描
か
れ
て
き
た
。

さ
き
に
見
た
よ
う
に
、
魏
野
ら
白
體
詩
人
に
は
そ
の
特
徴
が
濃
厚
に
み
ら
れ
た
。
そ
れ
に
對
し
、
劉
兄
弟
の
養
鶴
詩
や
、
さ
ら
に
前
節

の
梅
摯
の
鶴
を
詠
っ
た
歐
陽
脩
ら
の
養
鶴
詩
に
描
か
れ
る
の
は
、
六
朝
以
來
の
鶴
詩
に
描
か
れ
て
き
た
、「
舞
」
や
鳴
き
声
で
主
人
を

魅
了
す
る
美
麗
な
姿
で
あ
る
。
養
鶴
詩
を
制
作
し
た
歐
陽
脩
や
梅
堯
臣
、
劉
兄
弟
の
い
ず
れ
も
養
鶴
経
験
を
も
た
な
い
の
だ
か
ら
、
定

型
表
現
に
と
ど
ま
る
の
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
は
あ
る
。
と
は
い
え
、
仁
宗
期
（
在
位
一
〇
二
二-

六
三
）
の
士
大
夫
の
多
く
が
平

易
な
白
體
を
慕
う38

な
か
で
、
歐
陽
脩
は
韓
愈
を
崇
拝
し39

、
白
居
易
に
つ
い
て
の
言
及
が
少
な
い
。
劉
兄
弟
の
詩
風
も
韓
愈
や
歐
陽
脩
の

そ
れ
に
近
い
。
歐
陽
脩
ら
は
宋
初
を
席
卷
し
た
西
崑
體
の
非
現
實
感
を
批
判
し
、
簡
潔
に
現
實
を
描
寫
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
が
、
彼

ら
の
描
く
の
は
舞
い
鳴
く
傳
統
的
な
鶴
で
あ
り
、
主
人
の
「
厚
意
」（
深
い
情
愛
）
と
鶴
の
應
「
答
」
と
い
う
主
従
關
係
で
あ
っ
た
。

彼
ら
が
養
鶴
に
求
め
た
の
は
華
麗
な
る
「
千
金
姿
」
で
あ
っ
て
、「
伴
」
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
裏
を
返
し
て
言
え
ば
、

歐
ら
は
養
鶴
に
對
し
て
定
型
表
現
を
破
る
ほ
ど
の
強
い
關
心
や
洞
察
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
彼
ら
に
と
っ
て
養
鶴
は
貢
院
唱
和
の
題

材
で
あ
り
、
創
作
遊
戯
の
契
機
の
一
つ
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
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七
、
寓
意
の
養
鶴
詩
「
鶴
嘆
」
─
─
結
び
に
代
え
て
─
─

　

北
宋
の
代
表
的
文
人
と
い
え
ば
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
歐
陽
脩
の
ほ
か
に
、
蘇
軾
や
蘇
門
四
学
士
、
ま
た
江
西
詩
派
の
詩
人
た
ち40

が

挙
げ
ら
れ
る
が
、
彼
ら
の
作
品
か
ら
は
養
鶴
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。
彼
ら
の
周
辺
に
養
鶴
趣
味
が
存
在
し
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
蘇
軾
の
「
鶴
歎
」
詩
は
飼
わ
れ
る
鶴
の
嘆
き
を
主
題
と
し
て
い
る
。
私
見
で
は
、
こ
の
詩
は
劉
禹
錫
・
白
居

易
の
應
酬
に
ア
イ
デ
ィ
ア
を
得
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
い
ご
に
、
こ
の
「
鶴
嘆
」
詩
の
變
遷
を
取
り
上
げ
て
本
稿
の
結
び
と
し
た
い
。

　

創
始
の
「
鶴
嘆
」
詩
で
は
、
白
居
易
が
呉
郡
（
蘇
州
）
か
ら
持
ち
帰
っ
た
二
羽
の
鶴
を
洛
陽
の
留
守
宅
に
置
い
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ

こ
を
訪
れ
た
劉
禹
錫
が
鶴
の
「
似
含
情
顧
慕
填
膺
而
不
能
言
者
」
と
し
て
鳴
く
樣
子
を
見
、「
鶴
嘆
」
詩
を
作
っ
て
白
居
易
に
贈
り
、

白
居
易
も
そ
れ
に
應
え
た
も
の
で
、
白
居
易
に
飼
わ
れ
る
鶴
が
主
題
で
あ
る
。
そ
し
て
、

寂
寞
一
雙
鶴　
　

寂
寞
た
り　

一
雙
鶴

主
人
在
西
京　
　

主
人　

西
京
に
在
り

（
劉
禹
錫
「
鶴
歎
二
首　

其
一
」、『
全
唐
詩
』
卷
三
五
七
）

と
い
う
よ
う
に
、
鶴
の
「
嘆
」
き
の
理
由
は
主
人
の
留
守
に
よ
る
「
寂
寞
」
で
あ
る
。
劉
禹
錫
は
目
の
前
の
景
を
描
い
た
に
す
ぎ
ず
、

そ
こ
に
特
別
な
寓
意
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　

管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
は
、
白
居
易
・
劉
禹
錫
の
あ
と
、「
鶴
嘆
」
詩
は
し
ば
ら
く
作
ら
れ
ず
、
二
百
年
後
に
、
北
宋
の
蘇
軾
（
一
〇
三
七
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-
一
一
〇
一
）
と
賀
鑄
（
一
〇
五
二-

一
一
二
五
）
に
至
っ
て
よ
う
や
く
第
二
の
作
例
が
現
れ
る
。
南
宋
で
は
、
白
玉
蟾
（
一
一
三
四-

一
二
二
九
）
一
人
に
あ
る
の
み
で
あ
る
。
だ
が
、
蘇
軾
と
賀
鑄
は
自
身
で
は
養
鶴
し
て
お
ら
ず
（
道
士
白
玉
蟾
は
養
鶴
し
た
）、
蘇
軾

は
「
園
中
」
の
鶴
を
、
賀
鑄
は
「
海
陵
蘇
氏
」
の
鶴
を
、
す
な
わ
ち
第
三
者
所
有
の
鶴
を
主
題
と
す
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
も
鶴
が
一

人
称
で
語
り
、
不
遇
を
歎
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

蘇
軾
の
「
鶴
歎
」
詩
は
、
前
漢
・
賈
誼
の
「
鵩
鳥
賦
」
を
ふ
ま
え
て
作
ら
れ
た
。
鵩
鳥
は
フ
ク
ロ
ウ
に
似
た
鳥
で
凶
兆
と
さ
れ
る
。

賈
誼
は
流
謫
先
の
長
沙
で
家
に
入
っ
て
き
た
鵩
鳥
を
見
て
、
余
命
の
長
く
な
い
こ
と
を
悟
っ
た
が
、
本
詩
で
蘇
軾
の
も
と
に
飛
來
し
た

の
は
仙
禽
の
鶴
で
あ
る
。
鵩
鳥
が
賈
誼
に
「
臆
」（
胸
中
）
の
事
を
傳
え
た
よ
う
に
、
鶴
は
蘇
軾
に
「
我
生
如
寄
良
畸
孤
」
と
語
り
始

め
る
が
、「
我
生
如
寄
」
は
蘇
軾
が
繰
り
返
し
主
張
し
て
き
た
こ
と
ば
で
も
あ
る
の
で
、
鶴
に
は
蘇
軾
自
身
が
投
影
さ
れ
て
い
よ
う
。

鶴
は
人
に
馴
れ
て
い
る
も
の
の
、「
俯
啄
少
許
便
有
餘
、
何
至
以
身
爲
子
娯
」
と
言
っ
て
、「
投
」
じ
ら
れ
た
「
餅
餌
」
に
は
目
も
く
れ

ず
、
蘇
軾
の
た
め
に
「
娯
」
樂
を
提
供
す
る
こ
と
を
拒
否
し
、「
畸
孤
」（
世
俗
に
流
さ
れ
ず
に
獨
立
す
る
人
）
と
し
て
儒
者
の
あ
る
べ

き
姿
を
示
す41

。

　

賀
鑄
の
「
老
鶴
嘆
」
詩
で
は
、
序
に
い
う
と
お
り
、「
海
陵
蘇
氏
」
の
庭
の
池
は
干
上
が
り
、
鶴
は
餌
も
與
え
ら
れ
ず
に
餓
死
寸
前

で
あ
る
。
そ
の
「
嘆
」
き
は
、
劣
悪
な
待
遇
へ
の
怒
り
と
悲
し
み
で
あ
り
、
鶴
は
「
嗚
呼
、
衛
侯
既
不
可
作
、
道
林
今
也
則
無
」
と
、

衛
の
懿
公
や
支
遁
の
よ
う
な
庇
護
者
を
求
め
て
歎
き
叫
ぶ
。
賀
鑄
は
賀
知
章
の
末
裔
で
、
太
祖
の
賀
皇
后
一
族
の
出
で
あ
る
自
身
を
鶴

に
な
ぞ
ら
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。
じ
つ
は
こ
の
二
詩
の
制
作
時
期
は
近
く
、
蘇
軾
詩
は
元
佑
八
年

（
一
〇
九
三
）
冬
、
定
州
（
河
北
省
）
で
の
作
で
、
賀
鑄
詩
は
そ
の
翌
紹
聖
元
年
（
一
〇
九
四42

）
の
作
と
さ
れ
る
。
二
つ
の
鶴
歎
詩
は

一
年
の
う
ち
に
相
次
い
で
作
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
、
蘇
軾
に
啓
発
さ
れ
て
賀
鑄
が
作
っ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

二
詩
の
制
作
時
の
状
況
を
確
認
す
る
と
、
紹
聖
元
年
、
四
十
三
歳
の
賀
鑄
は
、
か
つ
て
彼
を
推
挙
し
た
蘇
軾
が
定
州
か
ら
英
州
（
広
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東
省
）
に
左
遷
さ
れ
る
こ
と
を
四
月
に
知
っ
た
。
そ
し
て
翌
五
月43

に
は
、「
聞
蘇
眉
山
謫
守
英
州
」
詩
を
作
っ
て
賈
誼
の
「
鵩
鳥
賦
」

を
引
い
て
い
る44

。
賈
誼
の
い
た
長
沙
（
湖
南
省
）
は
蘇
軾
の
流
謫
先
の
英
州
か
ら
離
れ
て
お
り
、
賀
鑄
は
英
州
と
い
う
地
名
か
ら
「
鵩

鳥
賦
」
を
連
想
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
賀
鑄
は
五
月
の
時
点
で
す
で
に
、
蘇
軾
の
「
鶴
歎
」
詩
を
（
蘇
軾
か
ら
送
ら
れ
る
な
ど
し
て
）

讀
み
知
っ
て
お
り
、
そ
の
返
歌
と
し
て
「
老
鶴
嘆
」
詩
を
作
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
蘇
軾
の
「
鶴
歎
」
詩
と
賀
鑄
の
「
老
鶴
嘆
」

詩
は
、
と
も
に
蘇
軾
の
英
州
左
遷
に
際
し
て
作
ら
れ
た
、
寓
意
を
目
的
と
し
た
作
品
で
あ
る
。
賀
鑄
は
豪
放
と
慎
重
と
を
あ
わ
せ
も
ち
、

阮
籍
を
ほ
う
ふ
つ
さ
せ
る
人
柄
で
あ
っ
た
と
い
う45

か
ら
、
蘇
軾
の
左
遷
に
對
す
る
同
情
と
義
憤
と
を
、
蘇
軾
と
同
姓
の
「
蘇
氏
」
の
鶴

の
嘆
き
と
い
う
形
で
表
明
し
た
可
能
性
が
大
き
い
。
と
ま
れ
、
蘇
軾
は
賈
誼
詩
の
野
性
の
「
鵩
鳥
」
を
養
鶴
へ
と
改
變
し
た
。
蘇
軾
が

も
し
眼
前
の
實
景
を
描
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
養
鶴
に
は
不
向
き
な
は
ず
の
、
冬
の
定
州
に
お
い
て
も
養
鶴
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
實

証
し
て
い
る
し
、
寓
意
の
作
な
ら
ば
、
養
鶴
が
詩
材
に
選
ば
れ
る
ま
で
ほ
ど
に
す
で
に
普
及
を
見
て
い
た
こ
と
を
實
證
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
北
宋
養
鶴
詩
の
特
徴
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。

　

北
宋
の
詠
鶴
詩
の
中
に
は
、
飼
わ
れ
る
鶴
か
野
鶴
か
の
判
別
が
し
難
い
も
の
も
少
な
く
な
い
。
唐
代
ま
で
は
、
詠
鶴
詩
と
い
え
ば
す

な
わ
ち
野
鶴
を
詠
う
の
が
定
型
で
あ
っ
た
が
、
北
宋
の
詠
鶴
詩
の
中
に
は
飼
わ
れ
る
鶴
を
題
材
に
し
た
と
お
ぼ
し
き
作
品
が
散
見
す

る
。
北
宋
詩
人
が
人
に
飼
わ
れ
る
鶴
を
目
に
す
る
機
會
が
増
え
、
實
際
に
そ
の
姿
に
詩
情
を
掻
き
立
て
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

籠
の
鶴
が
詠
鶴
表
現
の
新
た
な
定
型
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
。

　

北
宋
養
鶴
文
人
の
憧
憬
の
對
象
は
、
中
唐
の
白
居
易
で
あ
り
、
な
か
で
も
白
體
を
学
ぶ
詩
人
や
洛
陽
に
遊
ぶ
士
大
夫
は
白
居
易
の
養

鶴
に
憧
れ
、
模
倣
せ
ん
と
し
た
。
特
徴
的
な
の
は
隱
士
の
魏
野
、
そ
し
て
歐
陽
脩
を
中
心
と
す
る
士
大
夫
集
團
で
あ
る
。
隱
士
は
鶴
を
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自
身
の
隱
棲
を
彩
り
、
風
雅
と
神
秘
性
を
強
調
す
る
形
象
と
し
て
身
近
に
置
い
た
。
そ
の
な
か
で
、
魏
野
に
は
白
居
易
の
影
響
が
強
く

見
ら
れ
、
風
雅
な
隱
棲
の
な
か
で
、
人
間
く
さ
さ
す
ら
感
じ
ら
れ
る
白
俗
の
養
鶴
詩
を
描
い
た
。

　

士
大
夫
は
北
宋
に
お
い
て
は
三
年
ご
と
の
轉
任
が
課
せ
ら
れ
、
長
期
間
の
養
鶴
が
隱
士
に
比
べ
て
難
し
い
。
北
宋
士
大
夫
の
経
済
状

況
は
唐
代
の
そ
れ
に
は
及
ば
な
い
し
、
定
住
期
間
や
環
境
は
南
宋
士
大
夫
に
は
及
ば
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら
が
養
鶴
を
お
こ
な

う
の
は
、
隱
棲
を
市
井
で
實
現
せ
ん
が
た
め
で
あ
り
、
あ
る
い
は
文
彦
博
の
よ
う
に
白
居
易
の
洛
陽
の
養
鶴
を
再
現
し
た
い
が
た
め
で

あ
る
。
そ
し
て
、
養
鶴
の
樂
し
み
を
集
團
で
共
有
し
、
創
作
意
欲
を
掻
き
立
て
る
詩
材
と
し
た
。
實
際
の
養
鶴
體
験
を
詠
っ
た
作
品
だ

け
で
な
く
、
寓
意
や
虚
構
に
よ
る
養
鶴
詩
も
出
現
し
た
。
な
か
で
も
虚
構
の
養
鶴
詩
は
、
養
鶴
趣
味
が
普
遍
的
に
な
っ
て
い
て
は
じ
め

て
出
現
す
る
。

　

本
稿
で
は
養
鶴
主
を
隱
士
と
士
大
夫
と
に
分
け
て
考
察
し
た
が
、「
隱
」
と
「
吏
」
の
境
界
を
行
き
來
す
る
者
は
少
な
く
な
い
。
隱

棲
に
憧
れ
る
士
大
夫
は
多
い
が
、
隋
唐
以
降
、
任
官
を
拒
絶
す
る
純
然
た
る
隱
士
は
減
少
の
一
途
を
辿
り
、
隱
士
と
し
て
の
名
声
に

よ
っ
て
出
世
を
も
く
ろ
む
、
い
わ
ゆ
る
「
身
は
江
湖
の
上
に
在
る
も
、
心
は
魏
闕
の
下
に
游
ぶ46

」
と
い
う
似
非
隱
士
が
増
加
し
た
。
幽

棲
す
る
隱
士
と
、
栄
達
に
励
む
士
大
夫
は
必
ず
し
も
相
容
れ
な
い
關
係
で
は
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
隱
士
魏
野
が
眞
宗
に
招
聘
さ
れ

た
の
も
、
そ
う
い
っ
た
世
相
が
背
景
に
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
（
魏
野
は
心
底
か
ら
仕
官
を
嫌
っ
て
逃
亡
し
た
が
）。
鶴
は
、
隱
棲
に

憧
れ
る
（
あ
る
い
は
憧
れ
る
振
り
を
す
る
）
北
宋
士
大
夫
に
と
っ
て
、
自
邸
で
隱
棲
を
仮
想
體
験
す
る
貴
重
な
ア
イ
テ
ム
で
あ
っ
た
が
、

隱
棲
を
ま
さ
に
實
行
し
て
い
る
隱
士
文
人
に
と
っ
て
も
、
鶴
は
「
家
貧
」（
魏
野
詩
）
に
風
雅
な
趣
を
添
え
る
重
要
な
ア
イ
テ
ム
で
あ
っ

た
。

　

養
鶴
主
た
ち
は
「
凌
雲
之
志
」
を
内
に
秘
め
る
鶴
に
自
ら
を
重
ね
、
共
感
を
寄
せ
、
自
身
の
姿
を
投
影
し
、「
伴
」
あ
る
い
は
「
子
」

の
よ
う
に
愛
で
た
。「
凌
雲
之
志
」
に
共
感
を
寄
せ
る
と
い
い
な
が
ら
も
、
彼
ら
は
鶴
か
ら
飛
翔
能
力
を
奪
い
、「
凌
雲
之
志
」
を
實
現
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不
可
能
に
さ
せ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
養
鶴
と
は
本
來
的
に
自
己
矛
盾
に
充
ち
満
ち
た
行
爲
で
も
あ
っ
た
。
養
鶴
の
先
人
、
支
遁

は
そ
の
矛
盾
を
看
過
で
き
ず
に
鶴
を
空
に
放
っ
た
が
、
多
く
の
養
鶴
主
は
こ
の
矛
盾
に
は
目
を
つ
ぶ
っ
て
養
鶴
を
續
け
た
。
同
時
代
の

隱
士
林
逋
の
神
秘
的
な
養
鶴
傳
説
を
、『
夢
溪
筆
談
』
傳
播
以
前
の
彼
ら
は
知
り
得
な
か
っ
た
か
ら
、
北
宋
文
人
の
養
鶴
は
む
ろ
ん
林

逋
へ
の
憧
憬
を
動
機
と
は
し
て
い
な
い
。
あ
た
か
も
梅
堯
臣
が
「
物
に
惑
わ
さ
れ
る
」
と
皮
肉
っ
た
よ
う
に
、
彼
ら
は
鶴
の
容
姿
や
美

声
そ
し
て
そ
の
典
雅
な
風
格
に
魅
了
さ
れ
、
こ
の
矛
盾
に
充
ち
満
ち
た
行
爲
を
営
々
と
つ
づ
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

1	

荒
井
健
氏
ら
訳
『
長
物
志
１
』（
二
六
四
頁
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
九
九
年
）

2	『
長
物
志
１
』「
解
説
」（
荒
井
健
氏
ら
訳
注
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
九
九
年
）

3	

坂
井
多
穂
子
「
白
居
易
と
鶴
」（『
奈
良
女
子
大
学
人
間
文
化
研
究
科
年
報
』
第
十
三
号
、
一
九
九
八
年
）、
同
「
中
國
士
大
夫
與
作
爲
寵
物
的
鶴
」

（『
中
國
典
籍
與
文
化
』
全
國
高
等
院
校
古
籍
整
理
研
究
工
作
委
員
會　

北
京
大
学
中
文
系
同
誌
編
集
部
編　

二
〇
〇
〇
年
第
一
期
）、
同
「
南

宋
の
養
鶴
詩
人
─
─
江
湖
詩
人
に
至
る
ま
で
─
─
」（『
江
湖
派
研
究
』
第
四
集　

二
〇
一
九
年
七
月
）、
同
「
林
逋
と
鶴
─
─
『
梅
妻
鶴
子
』

弁
─
─
」（『
飇
風
』
第
五
十
九
・
六
十
合
併
號
、
飇
風
の
會
、
二
〇
二
〇
年
十
一
月
）。

4	

坂
井
多
穂
子
「
林
逋
と
鶴
─
─
『
梅
妻
鶴
子
』
弁
─
─
」（『
飇
風
』
第
五
十
九
・
六
十
合
併
號
、
飇
風
の
會
、
二
〇
二
〇
年
十
一
月
）。

5	

卷
十
に
、「
林
逋
は
杭
州
孤
山
に
隱
棲
し
、
常
に
鶴
二
羽
を
飼
っ
て
い
た
が
、
放
つ
と
雲
の
彼
方
に
飛
ん
で
行
き
、
長
い
間
飛
び
回
っ
て
か
ら
、

ふ
た
た
び
籠
の
中
へ
と
戻
っ
た
。
逋
は
よ
く
小
舟
を
浮
か
べ
て
、
西
湖
の
諸
寺
に
遊
ん
だ
。
客
が
逋
の
住
ま
い
を
訪
れ
る
と
、
童
子
が
出
て

應
對
し
、
客
を
部
屋
に
引
き
入
れ
、
籠
を
開
け
て
鶴
を
放
っ
た
。
し
ば
ら
く
す
る
と
、
必
ず
逋
が
小
舟
に
棹
さ
し
て
帰
っ
て
き
た
。
お
そ
ら

く
鶴
の
飛
ぶ
姿
を
合
圖
に
し
た
の
だ
ろ
う
。
逋
は
高
逸
倨
傲
に
し
て
、
学
識
豊
か
で
あ
っ
た
が
、
棋
だ
け
は
指
せ
な
か
っ
た
。
つ
ね
に
人
に
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こ
う
言
っ
て
い
た
。『
私
は
世
間
の
事
は
何
で
も
で
き
ま
す
が
、
肥
え
桶
を
担
ぐ
の
と
碁
を
打
つ
の
だ
け
は
い
け
ま
せ
ん
。』」
と
い
う
。

6	

鶴
を
主
題
と
し
な
い
作
品
を
も
網
羅
し
て
調
査
す
れ
ば
、
さ
ら
に
多
く
の
養
鶴
主
を
抽
出
で
き
る
。
た
と
え
ば
魏
野
「
書
逸
人
兪
大
中
屋
壁
」

詩
（『
全
宋
詩
』
八
三
）
に
は
、「
洗
硯
魚
呑
墨
、
烹
茶
鶴
避
煙
」
と
、
隱
士
兪
大
中
の
飼
う
鶴
を
詠
う
。

7	

坂
井
多
穂
子
「
南
宋
の
養
鶴
詩
人
─
─
江
湖
詩
人
に
至
る
ま
で
─
─
」（『
江
湖
派
研
究
』
第
四
輯
、
二
〇
一
九
年
七
月
）

8	

沈
重
『
毛
詩
義
疏
』（『
漢
魏
遺
書
抄
』
所
収
）
に
、「
呉
人
園
中
及
士
大
夫
皆
養
鶴
」
と
い
う
。

9	

楊
億
著
・
王
仲
犖
注
『
西
崑
酬
唱
集
注
』（
上
海
書
店
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
）

10	

た
と
え
ば
、「
飛
舞
長
親
十
二
樓
」（
任
隨
）
な
ど
。

11	『
宋
詩
概
説
』「
第
一
章　

第
二
節
」（
第
六
八
頁
、
吉
川
幸
次
郎
著
、
岩
波
書
店
中
國
詩
人
選
集
、
一
九
六
二
年
）

12	『
四
庫
全
書
総
目
提
要
』
卷
一
五
二
に
、「
野
與
林
逋
同
時
，
身
後
之
名
不
及
逋
装
點
湖
山
，
供
後
人
題
詠
，
而
當
時
則
聲
價
出
逋
上
」
と
い
う
。

13	

司
馬
光
『
温
公
續
詩
話
』（『
歴
代
詩
話
』、
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）

14	『
宋
史
』
卷
四
五
七
「
隱
逸
上　

魏
野
傳
」
に
、「
野
爲
詩
精
苦
，
有
唐
人
風
格
，
多
警
策
句
。
所
有
草
堂
集
十
卷
，
大
中
祥
符
初
契
丹
使
至
，

嘗
言
本
國
得
其
上
帙
，
願
求
全
部
，
詔
與
之
」
と
い
う
。

15	

李
頎
『
古
今
詩
話
』（『
宋
詩
話
輯
佚
』
上
册
、
郭
紹
虞
輯
、
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）。

16	

郭
紹
虞
『
宋
詩
話
考
』（
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
八
月
）
は
、『
詩
話
総
亀
』
や
『
苕
溪
漁
隱
叢
話
』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
北
宋

末
の
成
書
だ
と
推
定
し
て
い
る
。

17	

司
馬
光
『
温
公
續
詩
話
』（『
歴
代
詩
話
』、
中
華
書
局
、
一
九
八
〇
年
）

18	

坂
井
多
穂
子
「
白
居
易
と
鶴
」（『
奈
良
女
子
大
学
人
間
文
化
研
究
科
年
報
』
第
十
三
号
、
一
九
九
八
年
）

19	

た
と
え
ば
、「
於
鑠
白
樂
天
、
崛
起
冠
唐
賢
」（
釋
智
圓
「
讀
白
樂
天
集
」
詩
、『
全
宋
詩
』
卷
一
三
九
）。

20	

村
上
哲
見
『
中
國
文
人
論
』「
文
人
・
士
大
夫
・
讀
書
人
」（
第
四
六
頁
、
汲
古
書
院
、
一
九
九
四
年
）

21	

衣
川
強
「
宋
代
の
俸
給
に
つ
い
て
─
─
文
臣
官
僚
を
中
心
と
し
て
─
─
」（『
東
方
学
報
』
第
四
一
号
、
一
九
七
〇
年
）、
同
「
官
僚
と
俸
給
─
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─
宋
代
の
俸
給
に
つ
い
て
續
考
─
─
」（『
東
方
学
報
』
第
四
二
号
、
一
九
七
一
年
）、
ま
た
岡
本
不
二
明
「
筆
記
小
説
か
ら
み
た
宋
代
士
人
の

金
銭
感
覚
と
経
済
状
態
」（
伊
原
弘
編
『
宋
銭
の
世
界
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）
な
ど
。

22	

潘
若
沖
の
現
存
作
品
五
首
の
う
ち
、
四
首
は
南
嶽
衡
山
の
隱
士
廖
融
に
關
連
す
る
作
で
あ
る
。
鶴
を
廖
融
に
贈
り
（「
留
鶴
贈
廖
融
」
詩
）、

南
嶽
で
鶴
と
暮
ら
す
廖
融
に
手
紙
を
寄
せ
（「
寄
南
嶽
廖
融
」
詩
）、
南
嶽
か
ら
來
た
客
か
ら
廖
融
と
鶴
が
相
次
い
で
没
し
た
こ
と
を
知
ら
さ

れ
（「
聞
融
與
鶴
相
繼
而
亡
感
賦
絕
句
詩
」）、
彼
の
死
を
悼
む
（「
哭
廖
融
」
詩
）、
と
い
う
よ
う
に
、
内
容
に
連
續
性
が
み
ら
れ
る
。

23	『
宋
人
傳
記
資
料
索
引
』（
第
五
冊
三
六
四
二
頁
、
鼎
文
書
局
、
中
華
民
國
七
十
七
年
増
訂
二
版
）
に
は
、「
太
平
興
國
六
年
以
右
贊
大
夫
知
揚
州
、

官
終
桂
林
守
」
と
記
す
。

24	

劉
徳
清
・
顧
寶
林
・
歐
陽
明
亮
箋
注
『
歐
陽
修
詩
編
年
箋
注
』「
憶
鶴
呈
公
儀
」
詩
の
「
題
解
」
に
、「
詩
歌
借
詠
白
鶴
讚
揚
梅
摯
的
高
潔
胸
懷
、

表
達
景
慕
心
儀
之
意
。」
と
い
う
。

25	「
君
家
白
鶴
白
雪
毛
，
我
家
白
兔
白
玉
毫
。
誰
將
贈
兩
翁
，
謂
此
二
物
皎
潔
勝
瓊
瑤
。
已
憐
野
性
易
馴
擾
，
復
愛
仙
格
何
孤
高
。」

26	

た
と
え
ば
、
文
彦
博
の
「
依
韻
謝
運
使
陳
虞
部
生
日
惠
雙
鶴
靈
壽
杖　

四
首
」（『
全
宋
詩
』
卷
二
七
六
）
等
。

27	「
聞
憶
華
亭
雙
鶴
雛
、
蒼
毛
未
變
頂
微
朱
」。

28	

王
水
照
『
王
水
照
自
選
集
』（
上
海
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
の
「
北
宋
洛
陽
文
人
集
團
的
構
成
」「
北
宋
洛
陽
文
人
集
團
與
地
域
環
境

的
關
係
」「
北
宋
洛
陽
文
人
集
團
與
宋
詩
新
貌
的
孕
育
」
や
、
中
尾
健
一
郎
氏
『
古
都
洛
陽
と
唐
宋
文
人
』（
汲
古
書
院
、
二
〇
一
二
年
）
等

に
詳
し
い
。

29	

た
と
え
ば
、
王
禹
偁
「
和
張
校
書
呉
縣
廳
前
冬
日
雙
開
牡
丹
歌
」（『
全
宋
詩
』
卷
六
八
）、
岑
象
求
「
詠
縣
廳
前
古
櫧
木
」
詩
（『
全
宋
詩
』

卷
九
〇
九
）
な
ど
。

30	

劉
徳
清
ら
前
掲
書
の
「
戲
答
聖
兪
」
詩
「
題
解
」（
第
一
三
一
五
頁
）
に
よ
る
。

31	

こ
の
他
に
、
歐
詩
Ｃ
に
梅
堯
臣
が
和
し
た
「
和
永
叔
内
翰
戲
答
」
詩
（『
全
宋
詩
』
卷
二
五
八
）
も
あ
る
。

32	「
静
屋
」
は
、『
歐
陽
脩
詩
文
集
校
箋
』
居
士
集
卷
六
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
で
は
「
浄
屋
」
に
作
る
。
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33	
劉
徳
清
氏
ら
の
注
釈
（
前
掲
書
一
三
一
六
頁
）
に
據
っ
て
解
釈
し
た
。

34	『
歴
代
名
畫
記
』
卷
三
「
記
兩
京
外
州
寺
観
畫
壁
・
西
京
寺
観
等
畫
壁
・
祕
書
省
」
に
、「
薛
稷
畫
鶴
，
賀
知
恵
章
題
詩
，
在
東
祕
書
廳
」
と

い
う
。

35	「
置
此
憐
神
駿
、
三
年
故
不
飛
。
軒
車
寧
假
寵
、
野
客
會
忘
機
。
燕
雀
那
相
笑
、
鳬
鷖
直
自
肥
。
蓬
莱
千
萬
里
、
正
想
玉
爲
衣
」（『
全
宋
詩
』

卷
六
〇
七
）。

36	「
樊
籠
毛
羽
日
低
摧
、
野
水
長
松
眼
暫
開
。
萬
里
秋
風
天
外
意
、
日
斜
閒
啄
岸
邊
苔
」（
歐
陽
脩
「
鶴
」
詩
、『
全
宋
詩
』
卷
三
〇
二
）

37	

劉
徳
清
ら
の
「
鶴
」
詩
の
「
題
解
」（
前
掲
書
第
一
四
六
九
頁
）
に
、「
詩
歌
描
寫
鶴
鳥
困
樊
籠
的
痛
苦
，
以
及
回
歸
大
自
然
的
怡
然
自
樂
，

寄
寓
作
者
的
人
生
體
驗
。」
と
い
う
。

38	「
仁
宗
朝
，
有
數
達
官
，
以
詩
知
名
，
常
慕
白
樂
天
體
，
故
其
語
多
得
於
容
易
。」（『
六
一
詩
話
』）

39	

た
と
え
ば
、「
醉
翁
傳
是
昌
黎
之
後
身
。」（
梅
堯
臣
「
重
賦
白
兔
」）、「
體
備
韓
・
馬
，
思
兼
荘
・
屈
。」（
曾
鞏
「
祭
歐
陽
少
師
文
」）、「
歐
公

亦
不
甚
喜
杜
詩
，
謂
韓
吏
部
絶
倫
。」（
劉
攽
『
中
山
詩
話
』）
な
ど
。

40	

呂
本
中
『
江
西
詩
派
宗
派
圖
』
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
北
宋
後
期
か
ら
南
宋
前
期
の
二
十
五
人
の
う
ち
、
詩
題
か
ら
養
鶴
の
事
實
を
確
認
で
き

た
者
は
い
な
か
っ
た
。

41	

詩
の
末
尾
の
「
戛
然
長
鳴
乃
下
趨
、
難
進
而
易
退
我
不
如
」
の
「
難
進
而
易
退
」
は
、『
禮
記
』「
儒
行
」
を
ふ
ま
え
る
。

42	

王
夢
隱
・
張
家
順
校
注
『
慶
湖
遺
老
詩
集
校
注
』（
第
三
六
頁
、
河
南
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
八
年
）
卷
第
一
「
老
鶴
嘆
」
詩
の
箋
注
に
よ
る
。

43	

王
夢
隱
氏
ら
校
注
の
前
掲
書
の
「
賀
鑄
年
譜
」（
第
五
七
二
頁
）
に
よ
る
。

44	

賀
鑄
の
「
聞
蘇
眉
山
謫
守
英
州
」
詩
（『
全
宋
詩
』
卷
一
一
一
一
）
に
、「
座
偶
鵩
鳥
敢
要
賦
」
と
い
う
。

45	

王
夢
隱
氏
ら
校
注
の
前
掲
書
の
中
の
、
張
家
順
氏
の
「
序
」（
第
三
頁
）
に
よ
る
。

46	『
舊
唐
書
』
卷
一
九
二
「
隱
逸
傳
序
」。
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作者　生卒年 巻数 養鶴主（送主） 詩題 出身・進士及第・【養鶴地】等

◎△潘若沖	 ?-?
11 廖融（潘若沖） 留鶴贈廖融 桂林・零陵の知

【廖：衡山（湖南）】11 廖融 聞融與鶴相繼而亡感賦絕句

◎△王禹偁
954-1001

63 王禹偁（柴侍御） 謝柴侍御送鶴 済州巨野（山東）。983 進士
【王：蘇州、羅：呉県（江蘇）】63 羅處約 羅思純鶴斃爲四韵吊之

◎張維	 956-1046 73 十詠圖　庭鶴 烏程（浙江）。

◎魏野	 960-1019

80 魏野（馮亞） 謝馮亞惠鶴

蜀のち陝州（河南）
【魏：陝州】

82 魏野 悼鶴

84 和人見詠新鶴

85 魏野（劉小諫） 謝劉小諫寄惠雙鶴

85 魏野（薛省判） 謝薛省判寄惠鶴

87 薛階 又次前韻兼乞鶴

◎△林逋
968-1028

106 榮家鶴
【杭州銭塘】（浙江）。

108 林逋 鳴皐

◎智圓	 976-1022

136 智円 庭鶴
銭塘（浙江）。

【西湖孤山瑪瑙禅院】
138 智円 失鶴

141 戲題四絕句

◎范仲淹
989-1052

167 范仲淹（柳太博） 謝柳太博惠鶴 呉県（江蘇）。1015 進士

△梅堯臣	1002-60

248 卞氏
同道損世則元輔遊西湖於卞氏
借雙鶴以觀 宣州宣城（安徽）。

1051 同進士出身。
【卞：西湖、梅：汴京】

258 梅摯 和公儀龍圖憶小鶴

258 梅摯 和永叔內翰思白兔答憶鶴雜言

◎△文彥博
1006-97

274 文彦博（梅摯） 梅公儀見寄華亭鶴一隻
汾州介休（山西）。1027 進士

276 陳虞部
依韻謝運使陳虞部生日惠雙鶴
靈壽杖　四首

△歐陽脩	1007-72

287 梅摯 思白兔雜言戲答公儀憶鶴之作

吉州永豊（江西）。1030 進士293 梅摯 憶鶴呈公儀

302 鶴

◎△韓琦	1008-75
318 劉易（韓琦） 病鶴貽劉易 相州安陽（河南）。1027 進士。

【李：丹陽（江蘇）】322 韓琦（李公素） 謝丹陽李公素學士惠鶴

△劉敞	 1019-68 478 戲題歐陽公廳前白鶴 臨江軍新喩（江西）。1046進士。

【付表】北宋養鶴詩の作者とその作品
巻数は『全宋詩』。作者欄の印（◎△）は養鶴経験の有無を表す。
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作者　生卒年 巻数 養鶴主（送主） 詩題 出身・進士及第・【養鶴地】等

△王珪	 1019-85 491 梅摯
和永叔思白兔戲答公儀憶鶴
雜言

成都華陽（四川）。1042 進士

△蘇頌	1020-1101 520
與諸同僚偶會賦八題　
邑署獨鶴

泉州同安（福建）。
丹陽（江蘇）。1042 進士

△王安石	1021-86 559 邢太保
邢太保有鶴折翼以詩傷之客
有記翎經冥三韵而忘其詩者
因作四韵

撫州臨川（江西）。1042 進士。

△劉攽	 1023-89 605 題歐公廳前兩鶴 新喩（江西）。1061 進士。

△蘇軾	1036-1101 820 鶴歎 眉州眉山（四川）。1057 進士

◎郟亶	1038-1103 843 郟亶 失鶴 太倉（江蘇）。1057 進士

△范祖禹	1041-98 886 李少師 遊李少師園十題　鶴 成都華陽（四川）。1063 進士

◎劉弇	1048-1102 1045 劉弇（石港高侯） 石港高侯見遺雛鶴輒成十五韵 吉州安福（江西）。1079 進士

△賀鑄	1052-1125 1102 海陵蘇氏 老鶴嘆
衛州（河南）。

【蘇：海陵（江蘇）】

△張耒	1054-1114 1181 欒家

七日晚同潘郎乘月到欒家觀
鶴問石生羚羊角偶有之今早
惠角一對良真是也吾藥遂成
欣然作詩

楚州淮陰（江蘇）。1073 進士。

△李新	 1062- ？ 1254 郝氏 鶴雛引 仙井（四川）。1088 進士

△程俱	1078-1144 1420 趙子晝（柳元禮） 得叔問書報柳元禮許寄鶴二首 衢州開化（浙江）。1097 恩蔭。

◎孫覿	1081-1169 1486 孫覿（呉子仁）
山陽守呉子仁遺兩鶴喜而賦
詩二首

晋陵（江蘇）。1109 進士。
【呉：山陽（江蘇）】

△王洋	1087-1153 1691 伯氏 逢伯氏舊鶴代賦
東牟（山東）、山陽（江蘇）。
1124 進士

? 張嵲	 1096-1148 1837 詠鶴 襄陽（湖北）。1121 進士誓




