
藤
原
忠
通
の
句
題
詩
と
そ
の
背
景

︱
保
延
五
年
六
月
四
日
の
作
文
会
を
中
心
に

︱

柳

川

響

は
じ
め
に

藤
原
忠
通
︵
一
〇
九
七
～
一
一
六
四
︶
は
摂
政
・
関
白
を
務
め
た
忠
実
の
長

男
で
︑
保
安
二
年
︵
一
一
二
一
︶
に
関
白
と
な
っ
て
以
降
︑
鳥
羽
・
崇
徳
・
近

衛
・
後
白
河
と
四
代
に
亘
っ
て
摂
禄
の
座
に
在
っ
た
︒
そ
し
て
︑
長
く
政
治
の

中
枢
で
活
躍
し
た
だ
け
で
な
く
︑
諸
芸
に
も
通
じ
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

る
︒
忠
通
は
能
書
家
と
し
て
も
名
高
く
︑
書
で
は
法
性
寺
流
の
祖
と
な
り
︑
ま

た
︑
和
歌
や
漢
詩
に
つ
い
て
は
歌
合
や
詩
会
を
多
く
主
催
す
る
な
ど
︑
当
時
の

文
壇
を
主
導
す
る
存
在
で
あ
っ
た①

︒
忠
通
に
は
家
集
﹃
田
多
民
治
集
﹄
と
漢
詩

集
﹃
法
性
寺
殿
御
集
﹄
が
現
存
し
て
お
り
︑
和
歌
と
漢
詩
の
両
方
に
秀
で
た
人

物
と
し
て
白
河
・
鳥
羽
院
政
期
の
文
学
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
な
人
物
と

言
え
る
︒

忠
通
の
漢
詩
に
つ
い
て
は
︑
平
安
時
代
後
期
の
漢
詩
集
﹃
本
朝
無
題
詩
﹄
に

九
十
首
余
り
が
入
る
ほ
か
︑
十
三
世
紀
初
め
に
藤
原
孝
範
が
編
纂
し
た
和
製
類

書
﹃
擲
金
抄
﹄
や
︑
鎌
倉
時
代
の
詩
歌
集
﹃
和
漢
兼
作
集
﹄
に
も
詩
句
が
載
せ

ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
自
撰
漢
詩
集
の
﹃
法
性
寺
殿
御
集
﹄
は
久
安
元
年
︵
一

一
四
五
︶
の
歳
暮
に
忠
通
が
過
去
に
自
分
が
詠
ん
だ
漢
詩
か
ら
一
〇
三
首
を
選

び
出
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る②

︒
前
半
は
句
題
詩
を
中
心
と
し
た
五
十
四
首

が
春
︑
夏
︑
秋
︑
冬
︑
雑
の
順
に
並
べ
ら
れ
て
お
り
︑
後
半
は
無
題
詩
四
十
九

首
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒
﹃
法
性
寺
殿
御
集
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
詩
の
中
に

は
贈
答
詩
も
あ
り
︑
ま
た
︑
同
じ
詩
会
で
詠
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
他
の
文
人
の

詩
も
残
っ
て
い
る③

︒
そ
の
た
め
︑
各
詩
が
詠
ま
れ
た
背
景
を
考
え
る
こ
と
で
︑

忠
通
の
文
学
的
活
動
の
一
端
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
同
時
に
︑
忠
通
を
中
心

と
す
る
当
時
の
詩
壇
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
貴
重
な
資
料
に
も
な
り

得
る
︒

し
か
し
な
が
ら
︑
忠
通
の
詩
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
句

藤
原
忠
通
の
句
題
詩
と
そ
の
背
景

一



題
詩
に
至
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
読
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た④

︒
そ
れ
ゆ
え
︑
現
時
点
で

は
忠
通
の
詩
人
と
し
て
の
技
量
や
評
価
に
つ
い
て
は
不
明
確
な
部
分
が
あ
る
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒
忠
通
の
詩
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
り
︑
ど
れ
ほ
ど
優

れ
て
い
る
か
な
ど
を
知
る
た
め
に
も
︑
漢
詩
を
実
際
に
読
解
し
て
い
く
必
要
が

あ
る
︒

一
方
で
︑
漢
詩
の
読
解
に
お
い
て
は
︑
他
の
漢
詩
文
集
や
日
記
・
記
録
類
な

ど
︑
様
々
な
資
料
の
情
報
も
併
せ
て
検
討
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
︒
一
首
の

漢
詩
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
は
限
ら
れ
て
お
り
︑
必
ず
し
も
詠
作
の
時
期
や
背
景

を
知
る
手
掛
か
り
が
明
示
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑

日
記
な
ど
に
残
る
作
文
会
の
記
録
は
︑
時
や
場
所
︑
参
加
者
︑
作
法
な
ど
︑
実

際
の
文
芸
空
間
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
か
を
知
る
た
め
の
有
益
な
材
料
と

な
る
︒

本
稿
で
は
︑﹃
台
記
﹄
保
延
五
年
︵
一
一
三
九
︶
六
月
四
日
条
に
見
え
る
忠

通
主
催
の
作
文
会
の
記
録
を
取
り
上
げ
︑
こ
れ
と
突
き
合
わ
せ
る
こ
と
で
忠
通

の
句
題
詩
を
︑
作
文
会
と
い
う
文
芸
空
間
の
中
で
考
察
し
て
い
き
た
い
︒
単
純

な
漢
詩
の
読
解
だ
け
で
は
把
握
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
︑
詠
詩
の
背
景
や
詩
の

評
価
な
ど
を
併
せ
て
考
え
る
こ
と
で
︑
忠
通
の
詠
詩
の
背
景
や
漢
詩
の
特
色
な

ど
︑
文
学
活
動
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
︒

一

保
延
五
年
六
月
四
日
の
作
文
会
に
つ
い
て

忠
通
の
弟
で
あ
る
頼
長
︵
一
一
二
〇
～
一
一
五
六
︶
の
日
記
﹃
台
記
﹄
に
は

忠
通
主
催
の
作
文
会
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

▽
﹃
台
記
﹄
保
延
五
年
︵
一
一
三
九
︶
六
月
四
日
条⑤

四
日
︿
壬
子
﹀︑
依
㆑

有
㆑

召
秉
燭
之
後
参
㆓

博
陸
㆒︒
依
㆑

可
㆑

有
㆓

作
〔
文
〕

㆒

︿
綿
衣
﹀
︒
題
云
︑
看
㆑

月
自
忘
㆑

暑
︿
以
㆑

情
為
㆑

韻
﹀︒
文
人
予
・
俊

通
・
孝
能
・
頼

〔
佐
〕

・
敦
任
・
遠
明
・
成
佐
・
清
忠
︒
此
般
無
㆓

殿
下
御
作
㆒︒

次
被
㆑

講
㆘

花 〔
木
カ
〕

逢
㆓

恩
賞
㆒

︿
各
分
㆓

一
字
㆒

﹀
詩
㆖︒
此
詩
者
春
欲
㆑

被
㆑

講

之
処
︑
依
〔
㆓
〕

御

引
︑
今
夜
被
㆑

遂
㆓

披
講
㆒︒
雖
㆑

非
㆓

春
時
㆒︑
又
好
文

之

〔
敦
〕

光
・
宗
兼
・
有
光
・
成
佐
︒
今
度
有
㆓

殿
下
御
作
㆒︒
予
不
㆑

献
㆑

詩
︒
殿
下
御
作
胸
句
云
︑
貴
彩
不
㆑

慙
翁
子
錦
︑
華
顔
還
咲
上
陽
紅
︑

〔
腰
〕

句
云
︑
秦
松
好
爵
応
㆓

餘
慶
㆒︑
漢
柏
良
林

〔
材
イ
〕是

累
切

〔
異
功
イ
〕

︒
此
両
句
満 〔

座
カ
〕

感
嘆
︒

就
㆑

中
以
㆓

胸
句
㆒

為
㆑

最
︒
先
講
㆓

成
詩

〔
佐
脱
カ
〕

㆒

之
時
︑
殿
下
頗

吟
詠
︒
其

句
云
︑
見
㆑

粧
如
㆑

子
非
㆓

凡
種
㆒︑
以
㆑

邑
事
㆑

君
勝
㆓

衆
林
㆒︒
是
腰
句
也
︒
月

詩
講
師
遠
明
︑
花
詩
講
師
有
光
︑
読
師

〔
者
毎
カ
〕

度
敦
光
也
︒

保
延
五
年
︵
一
一
三
九
︶
六
月
四
日
︑
頼
長
は
兄
で
博
陸
︵
関
白
︶
の
忠
通

に
召
さ
れ
︑
秉
燭
︵
夕
刻
︶
の
後
に
作
文
会
︵
詩
会
︶
に
参
加
し
た
︒
時
に
忠

通
は
四
十
三
歳
で
関
白
︑
頼
長
は
二
十
歳
で
内
大
臣
で
あ
っ
た
︒
こ
の
日
︑
披

講
さ
れ
た
漢
詩
は
﹁
看
月
自
忘
暑
︵
月
を
看
て
自
ら
暑
き
を
忘
る
︶﹂
と
﹁
花

藤
原
忠
通
の
句
題
詩
と
そ
の
背
景

二



木
逢
恩
賞
︵
花
木

恩
賞
に
逢
ふ
︶﹂
の
二
首
で
あ
っ
た
︒
月
の
詩
︵﹁
看
月
自

忘
暑
﹂︶
は
頼
長
以
下
八
人
の
文
人
が
献
じ
た
が
︑﹁
此
般
無
殿
下
御
作
︵
此
の

般
は
殿
下
の
御
作
無
し
︶﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
殿
下
つ
ま
り
忠
通
の
詩
は
披

講
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑﹃
法
性
寺
殿
御
集
﹄
に
は
同
じ
題

と
韻
の
詩
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

次
い
で
︑
春
か
ら
延
期
さ
れ
て
い
た
花
の
詩
︵﹁
花
木
逢
恩
賞
﹂︶
の
披
講
も

行
わ
れ
た
︒
藤
原
敦
光
ら
が
詩
を
献
じ
︑
今
回
は
忠
通
の
詩
も
あ
っ
た
が
︑
頼

長
は
詩
を
献
じ
な
か
っ
た
と
い
う
︒
忠
通
の
詩
の
胸
句
︵
頷
聯
︶
と
腰
句
︵
頸

聯
︶
は
そ
の
座
に
い
る
文
人
た
ち
を
感
嘆
さ
せ
︑
特
に
胸
句
は
最
も
優
れ
て
い

た
と
い
う
︒
こ
の
詩
も
﹃
法
性
寺
殿
御
集
﹄
に
載
せ
ら
れ
て
お
り
︑
完
全
な
形

で
詩
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
︒

﹃
台
記
﹄
の
こ
の
記
事
か
ら
︑
頼
長
以
外
に
は
公
卿
の
参
加
は
な
く
︑
忠
通

が
儒
者
を
中
心
と
す
る
文
人
を
集
め
て
作
文
会
を
主
催
し
た
こ
と
︑
春
か
ら
延

期
さ
れ
て
い
た
作
文
会
の
詩
が
併
せ
て
披
講
さ
れ
た
こ
と
︑
忠
通
の
詩
句
が
参

加
者
全
員
か
ら
絶
賛
さ
れ
た
こ
と
な
ど
︑
作
文
会
の
背
景
や
そ
の
様
子
が
詳
し

く
記
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
以
下
で
は
忠
通
の
句
題
詩
を
読
解
し
て
分
析

す
る
こ
と
で
︑
忠
通
の
作
詩
の
特
徴
や
故
事
の
受
容
に
つ
い
て
検
討
し
︑
さ
ら

に
︑
な
ぜ
腰
句
よ
り
も
胸
句
の
方
が
優
れ
て
い
る
と
評
価
さ
れ
た
の
か
考
察
す

る
︒
ま
た
︑
読
解
に
お
い
て
は
用
例
を
丁
寧
に
吟
味
し
︑
中
国
と
日
本
の
類
書

や
幼
学
書
な
ど
︑
当
時
の
文
人
た
ち
が
参
照
し
た
で
あ
ろ
う
諸
書
の
記
事
に
も

注
目
し
︑
原
拠
と
な
る
中
国
古
典
籍
と
の
比
較
を
行
い
な
が
ら
︑
忠
通
の
詩
句

の
受
容
に
つ
い
て
も
検
討
を
行
っ
て
い
く
︒

二

﹁
看
月
自
忘
暑
﹂
詩
の
検
討

最
初
に
︑﹁
看
月
自
忘
暑
︵
月
を
看
て
自
ら
暑
き
を
忘
る
︶
﹂
の
詩
を
読
み
解

い
て
い
く
︒
本
詩
の
題
と
韻
は
保
延
五
年
六
月
四
日
の
も
の
と
同
じ
た
め
︑
あ

る
い
は
何
ら
か
の
事
情
で
披
講
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒

◇
藤
原
忠
通
﹁
看
月
自
忘
暑
︿
情
﹀
﹂︵﹃
法
性
寺
殿
御
集
﹄﹇
一
九
﹈
︶

看﹅

月﹅

終
宵
台
上
行

月
を
看
て

終
宵

台
の
上
を
行
き

自﹅

然
忘﹅

暑﹅

翫
清
明

自
然

暑
を
忘
れ

清
明
を
翫
ぶ

混
珠
猶
有
招
涼
思

珠
に
混
じ
れ
ば
猶
ほ
招
涼
の
思
ひ
有
る
が
ご
と
し

類
雪
更
無
到
熱
情

雪
に
類
せ
ば
更
に
到
熱
の
情
無
し

出
望
晴
天
衣
暫
薄

出
で
て
晴
天
を
望
め
ば
衣
暫
く
薄
し

入
眠
暗
室
汗
還
生

入
り
て
暗
室
に
眠
れ
ば
汗
還
た
生
ず

餘
輝
所
照
皆
銷
夏

餘
輝

照
ら
す
所

皆
夏
を
銷
す

秋
景
従
今
誰
欲
迎

秋
景

今
よ
り
誰
か
迎
へ
ん
と
欲
せ
ん

︻
大
意
︼

月
を
見
て
夜
も
す
が
ら
高
殿
の
上
を
歩
き
︑
自
ず
と
暑
さ
を
忘
れ
て
清
く
明

藤
原
忠
通
の
句
題
詩
と
そ
の
背
景

三



ら
か
な
月
夜
を
慰
み
興
ず
る
︒
珠
の
よ
う
な
月
の
下
で
は
︵
燕
の
昭
王
が
持
っ

て
い
た
懐
中
す
れ
ば
酷
暑
で
も
涼
し
い
と
い
う
︶
招
涼
の
珠
が
あ
る
よ
う
な
気

持
ち
に
な
り
︑
雪
の
よ
う
な
月
を
見
る
と
︵
白
居
易
が
心
を
静
め
れ
ば
涼
し
く

な
る
と
詠
ん
だ
よ
う
に
︶
全
く
暑
さ
が
至
ら
な
い
心
持
ち
で
あ
る
︒
外
に
出
て

晴
れ
渡
っ
た
空
の
月
を
見
る
と
暫
し
衣
が
薄
く
な
っ
た
よ
う
に
涼
し
く
︑
内
に

入
っ
て
月
の
見
え
な
い
暗
い
部
屋
で
眠
る
と
汗
が
再
び
出
て
く
る
ほ
ど
暑
い
︒

月
の
余
り
あ
る
光
が
照
ら
す
と
こ
ろ
は
す
べ
て
夏
の
暑
さ
を
消
す
︒
今
か
ら
秋

に
な
る
の
を
い
っ
た
い
誰
が
心
待
ち
に
し
よ
う
か
︒

句
題
詩
で
は
首
聯
︵
第
一
句
と
第
二
句
︶
で
題
目
の
字
を
す
べ
て
詠
み
込
む

必
要
が
あ
る⑥

︒
こ
こ
で
は
第
一
句
に
﹁
看
﹂﹁
月
﹂︑
第
二
句
に
﹁
自
﹂﹁
忘
﹂

﹁
宵
﹂
が
あ
り
︑
句
題
︵
詩
題
︶
の
五
字
が
す
べ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
月
夜

に
﹁
台
の
上
を
行
﹂
く
と
い
う
趣
向
は
︑
劉
宋
・
謝
荘
の
﹁
月
賦
﹂
に
﹁
去
燭

房
︑
即
月
殿
︵
燭
房
を
去
り
︑
月
殿
に
即
く
︶﹂︵﹃
文
選
﹄
巻
一
三
︶
と
あ
る

に
通
じ
る
︒
ま
た
︑﹁
清
明
﹂︵
＝
清
く
明
か
な
こ
と
︶
と
い
う
表
現
と
併
せ
て

考
え
る
と
︑
中
唐
・
元
稹
の
﹁
西
県
駅
﹂
に
は
﹁
去
時
楼
上
清
明
夜
︑
月﹅

照﹅

楼

前
撩
乱
花
︵
去
り
し
時

楼
上

清
明
の
夜
︑
月
は
楼
前
を
照
ら
し
て
花
に
撩
乱

す
︶﹂︵﹃
元
稹
集
﹄
巻
一
七
︶
と
あ
る
︒

頷
聯
︵
第
三
句
と
第
四
句
︶
と
頸
聯
︵
第
五
句
と
第
六
句
︶
は
そ
れ
ぞ
れ
題

字
を
︑
そ
の
文
字
か
ら
連
想
す
る
別
の
語
に
言
い
換
え
て
題
意
を
表
現
す
る
︒

頷
聯
で
は
︑﹁
混
珠
﹂
と
﹁
類
雪
﹂
で
﹁
看
月
﹂
を
︑﹁
猶
有
招
涼
思
﹂
と
﹁
更

無
到
熱
情
﹂
で
﹁
自
忘
暑
﹂
を
表
し
て
い
る
︒
具
体
的
に
見
て
い
く
と
︑
ま
ず
︑

第
三
句
の
﹁
珠
﹂
と
第
四
句
の
﹁
雪
﹂
は
月
を
表
し
て
い
る
︒﹁
月
﹂
を
﹁
珠
﹂

や
﹁
雪
﹂
に
言
い
換
え
る
例
は
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
に
見
え
る
︒

▽
三
統
理
平
﹁
禁
中
翫
㆑

月
﹂︵﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
巻
上
・
月
﹇
二
五
五
﹈︶

天
山
不
㆑

弁
何
年
雪
︑
合
浦
応
㆑

迷
旧
日
珠
︒

こ
こ
で
は
本
詩
と
同
じ
よ
う
に
﹁
雪
﹂
と
﹁
珠
﹂
が
対
に
な
っ
て
お
り
︑
月

を
そ
れ
ぞ
れ
天
山
︵
中
国
西
域
の
山
︶
に
降
る
雪
と
合
浦
郡
︵
中
国
南
方
の
地

名
︶
の
真
珠
に
喩
え
て
い
る
︒
な
お
︑
月
を
雪
に
言
い
換
え
る
例
は
︑
謝
荘
の

﹁
月
賦
﹂
に
も
﹁
柔
祇
雪
凝
︑
円
霊
水
鏡
︵
柔じ
う

祇き

雪
の
ご
と
く
凝
り
て
︑
円
霊

水
鏡
の
ご
と
し
︶﹂
と
あ
り
︑
月
の
光
を
大
地
に
積
も
っ
た
雪
や
天
が
水
鏡
の

よ
う
に
光
る
様
子
に
喩
え
て
い
る
︒

﹁
猶
有
招
涼
思
﹂
は
︑
後
秦
・
王
嘉
が
著
し
た
﹃
拾
遺
記
﹄
に
見
ら
れ
る
燕

の
昭
王
の
故
事
を
踏
ま
え
て
い
る
︒
﹃
拾
遺
記
﹄
は
早
く
に
亡
失
し
︑
現
行
本

は
梁
・
蕭
綺
が
再
編
し
た
も
の
で
あ
る
︒

▽
﹃
拾
遺
記
﹄
巻
四
・
燕
昭
王

至
㆓

燕
昭
王
時
㆒︑
有
㆑

国
献
㆓

於
昭
王
㆒︒
王
取
㆓

瑶
璋
之
水
㆒︑
洗
㆓

其
沙
泥
㆒︑

乃
嗟
歎
曰
︑
自
㆑

懸
㆓

日
月
㆒

以
来
︑
見
㆓

黒
蚌
生
㆒㆑

珠
已
八
九
十
遇
︒
此
蚌

千
歳
一
生
㆑

珠
也
︒
珠
漸
軽
細
︒
昭
王
常
懐
㆓

此
珠
㆒︑
当
㆓

隆
暑
之
月
㆒︑
体

自
軽
涼
︒
号
曰
㆓

銷
暑
招
涼
之
珠
㆒

也
︒

藤
原
忠
通
の
句
題
詩
と
そ
の
背
景

四



﹃
拾
遺
記
﹄
で
は
︑
燕
の
昭
王
が
所
持
し
た
黒
蚌
の
珠
に
つ
い
て
︑﹁
昭
王
常

に
此
の
珠
を
懐
け
ば
︑
隆
暑
の
月
に
当
た
り
︑
体
自
づ
か
ら
軽
く
涼
し
︒
号
し

て
銷
暑
招
涼
の
珠
と
曰
ふ
な
り
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
こ
の
珠
を
懐
中
す
る
と
酷

暑
の
時
に
も
涼
し
か
っ
た
と
い
う
︒
ま
た
︑
こ
の
故
事
を
踏
ま
え
た
大
江
匡
衡

の
句
が
あ
る
︒
匡
衡
の
﹁
避
暑
対
水
石
︵
暑
を
避
け
て
水
石
に
対
ふ
︶﹂
詩
序

に
は
︑﹁
班
婕
妤
団
雪
之
扇
︑
代
岸
風
兮
長
忘
︑
燕
昭
王
招
涼
之
珠
︑
当
沙
月﹅

兮
自
得
︵
班
婕
妤
が
団
雪
の
扇
︑
岸
風
に
代
へ
て
長
く
忘
れ
ぬ
︑
燕
の
昭
王
の

招
涼
の
珠
︑
沙
月
に
当
つ
て
自
ら
得
た
り
︶﹂︵﹃
江
吏
部
集
﹄
巻
上
︶
と
見
え

る
︒
砂
地
に
照
る
月
を
眺
め
︑
燕
の
昭
王
の
招
涼
の
珠
を
得
た
よ
う
な
涼
し
さ

を
感
じ
る
と
い
う
も
の
で
︑﹁
月
﹂
と
一
緒
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
注
目

さ
れ
る
︒
こ
の
句
は
﹃
本
朝
文
粋
﹄
巻
八
﹇
二
二
三
﹈
や
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
巻

上
・
納
涼
﹇
一
六
二
﹈
に
も
採
ら
れ
て
い
る
た
め
︑
和
書
を
介
し
て
こ
の
故
事

を
学
ぶ
機
会
も
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
︒

四
句
目
の
﹁
更
無
到
熱
情
﹂
は
中
唐
・
白
居
易
の
詩
に
基
づ
く
表
現
で
あ
る
︒

﹁
苦
熱
題
恒
寂
師
禅
室
︵
熱
に
苦
し
み
恒
寂
師
の
禅
室
に
題
す
︶﹂
に
は
﹁
可
是

禅
房
無
熱
到
︑
但
能
心
静
即
身
涼
︵
是
れ
禅
房
に
熱
の
到
る
こ
と
無
か
る
べ
し
︑

但
だ
能
く
心
静
か
な
れ
ば
即
ち
身
も
涼
し
︶﹂︵﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
五
﹇
〇
八

五
二
﹈︶
と
あ
り
︑
心
を
静
め
る
こ
と
で
体
も
涼
し
く
な
る
と
言
っ
て
い
る
︒

こ
の
句
は
﹃
千
載
佳
句
﹄
避
暑
や
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
巻
上
・
納
涼
﹇
一
六
一
﹈

に
も
引
か
れ
て
い
る
︒
特
に
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
で
は
︑
こ
の
句
は
﹁
猶
有
招
涼

思
﹂
で
示
し
た
匡
衡
の
句
の
直
前
に
あ
り
︑
注
目
さ
れ
る
︒
﹁
珠
﹂
と
﹁
雪
﹂

を
対
に
用
い
て
い
る
こ
と
と
併
せ
て
︑
忠
通
が
本
詩
を
作
る
に
当
た
っ
て
﹃
和

漢
朗
詠
集
﹄
を
参
考
に
し
た
可
能
性
が
指
摘
で
き
る
︒

頸
聯
で
は
︑
第
五
句
の
﹁
出
望
晴
天
﹂
で
﹁
看
月
﹂
を
︑﹁
衣
暫
薄
﹂
で

﹁
自
忘
暑
﹂
を
言
い
換
え
て
い
る
︒
ま
た
︑
第
六
句
の
﹁
入
眠
暗
室
﹂
で
﹁
看

月
﹂
の
反
対
を
︑﹁
汗
還
生
﹂
で
﹁
自
忘
暑
﹂
の
反
対
を
表
し
て
い
る
︒
第
五

句
が
室
外
に
出
て
月
を
見
る
こ
と
で
暑
さ
を
忘
れ
る
の
に
対
し
︑
第
六
句
で
は

逆
に
室
内
で
眠
っ
て
月
を
見
な
い
こ
と
で
暑
さ
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

尾
聯
︵
第
七
句
と
第
八
句
︶
で
は
︑
月
の
光
が
夏
の
暑
さ
を
消
す
た
め
︑
秋

に
な
る
の
を
待
つ
必
要
が
な
い
と
結
ん
で
い
る
︒
白
居
易
の
﹁
和
楊
尚
書
罷
相

後
夏
日
遊
永
安
水
亭
兼
招
本
曹
楊
侍
郎
同
行
︵
楊
尚
書
の
相
を
罷
め
て
後
︑
夏

の
日
︑
永
安
の
水
亭
に
遊
び
︑
兼
ね
て
本
曹
の
楊
侍
郎
を
招
き
て
同
じ
く
行
く

に
和
す
︶﹂
に
﹁
竹
亭
陰
合
偏
宜
夏
︑
水
檻
風
涼
不﹅

待﹅

秋﹅

︵
竹
亭
に
陰
合
ひ
て

偏
に
夏
に
宜
し
︑
水
檻
に
風
涼
し
く
し
て
秋
を
待
た
ず
︶﹂︵﹃
白
氏
文
集
﹄
巻

六
八
﹇
三
四
六
二
﹈
︶
と
あ
り
︑
趣
向
に
共
通
性
が
見
ら
れ
る
︒
こ
の
詩
句
も

﹃
千
載
佳
句
﹄
巻
上
・
夏
興
と
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
巻
上
・
晩
夏
﹇
一
六
八
﹈
に

見
え
る
た
め
︑
こ
れ
ら
の
和
書
か
ら
着
想
を
得
た
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

藤
原
忠
通
の
句
題
詩
と
そ
の
背
景

五



三

﹁
花
木
逢
恩
賞
﹂
詩
の
検
討

次
に
︑
も
う
一
つ
の
﹁
花
木
逢
恩
賞
︵
花
木

恩
賞
に
逢
ふ
︶﹂
の
詩
を
読
み

解
い
て
い
く
︒
こ
れ
は
保
延
五
年
六
月
四
日
の
作
文
会
で
胸
句
が
絶
賛
さ
れ
た

詩
で
あ
る
︒
当
時
の
文
人
た
ち
が
こ
の
句
の
ど
う
い
っ
た
点
を
評
価
し
た
か
に

つ
い
て
も
併
せ
て
考
え
て
み
た
い
︒

◇
藤
原
忠
通
﹁
花
木
逢
恩
賞
︿
探
得
紅
字
﹀﹂︵﹃
法
性
寺
殿
御
集
﹄﹇
一
五
﹈︶

逢﹅

恩﹅

逢﹅

賞﹅

喜
無
窮

恩
に
逢
ひ

賞
に
逢
ひ

喜
び
窮
ま
り
無
く

花﹅

木﹅

帯
栄
立
箇
中

花
木
は
栄
を
帯
び

箇
の
中
に
立
て
り

貴
彩
不
慙
翁
子
錦

貴
彩

慙
ぢ
ず

翁
子
の
錦
に

華
顔
還
咲
上
陽
紅

華
顔

還
た
咲
む

上
陽
の
紅
を

秦
松
好
爵
応
餘
慶

秦
松
の
好
爵

餘
慶
に
応
じ

漢
柏
良
材
是
異
功

漢
柏
の
良
材

是
れ
異
功
な
り

愛
得
濃
姿
何
所
比

愛
し
得
た
る
濃
姿

何
の
比
す
る
所
ぞ

楊
妃
専
夜
意
相
同

楊
貴
の
夜
を
専
ら
に
せ
し
こ
と

意
は
相
同
じ

︻
大
意
︼

恩
に
巡
り
合
い
︑
賞
に
巡
り
合
っ
て
喜
び
は
限
り
な
く
︑
花
や
木
は
栄
誉
を

帯
び
て
こ
こ
に
立
っ
て
い
る
︒
牡
丹
の
花
の
高
貴
な
輝
き
は
朱
買
臣
が
故
郷
に

錦
を
飾
っ
た
こ
と
に
も
恥
じ
な
い
ほ
ど
立
派
で
︑
美
人
の
顔
に
喩
え
ら
れ
る
桃

の
花
は
上
陽
宮
の
宮
女
の
美
し
い
容
貌
に
も
勝
る
ほ
ど
の
美
し
さ
で
あ
る
︒
秦

の
始
皇
帝
が
爵
位
を
与
え
た
松
の
高
く
尊
い
位
は
今
に
ま
で
余
慶
を
も
た
ら
し
︑

漢
の
武
帝
が
柏
梁
殿
を
建
て
た
時
に
用
い
ら
れ
た
柏
は
良
材
と
し
て
殊
に
功
名

が
あ
る
︒
愛
で
ら
れ
る
艶
麗
な
姿
に
い
っ
た
い
何
が
比
肩
し
よ
う
か
︑
い
や
︑

何
物
に
も
比
べ
ら
れ
な
い
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
︒
楊
貴
妃
が
春
の
夜
に
玄
宗
の
寵

愛
を
独
り
占
め
し
た
こ
と
と
同
じ
心
で
あ
る
︒

首
聯
で
は
︑
第
一
句
で
﹁
逢
﹂﹁
恩
﹂
﹁
賞
﹂
の
三
字
を
︑
第
二
句
で
﹁
花
﹂

﹁
木
﹂
の
二
字
を
読
み
込
ん
で
い
る
︒﹁
箇
中
﹂
は
唐
代
の
口
語
表
現
で
あ
り
︑

﹁
此
中
﹂
と
同
じ
意
味
で
あ
る⑦

︒

頷
聯
と
頸
聯
で
は
題
意
を
違
う
言
葉
に
置
き
換
え
る
の
が
句
題
詩
の
方
法
で

あ
る
︒
通
常
︑
故
事
を
踏
ま
え
な
が
ら
詩
題
を
言
い
換
え
て
い
く
が
︑
﹁
花
木
﹂

は
双
関
語
で
あ
る
の
で
︑﹁
花
﹂
と
﹁
木
﹂
の
二
つ
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
︒

句
題
詩
で
は
第
五
句
と
第
六
句
︑
第
七
句
と
第
八
句
と
い
う
よ
う
に
双
関
語
を

頷
聯
と
頸
聯
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
詠
み
分
け
る
こ
と
も
あ
る
が
︑
本
詩
の
場
合
は

頷
聯
の
二
句
で
﹁
花
﹂
を
︑
頸
聯
の
二
句
で
﹁
木
﹂
を
詠
ん
で
い
る
︒

そ
こ
で
︑
ま
ず
頷
聯
を
見
て
い
く
と
︑
頷
聯
で
は
﹁
花
が
恩
賞
に
逢
ふ
﹂
こ

と
を
詠
ん
で
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
貴
彩
﹂
と
﹁
華
顔
﹂
で
﹁
花
﹂
を
︑﹁
不
慙

翁
子
錦
﹂
と
﹁
還
咲
上
陽
紅
﹂
で
﹁
逢
恩
賞
﹂
を
表
現
し
て
い
る
︒

藤
原
忠
通
の
句
題
詩
と
そ
の
背
景
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第
三
句
の
﹁
貴
彩
﹂
と
は
︑
牡
丹
の
高
貴
な
輝
き
を
意
味
す
る
︒
白
居
易
の

新
楽
府
﹁
牡
丹
芳
﹂
に
﹁
穠
姿
貴
彩
信
奇
絶
︑
雑
卉
乱
花
無
比
方
︵
穠
ぢ
よ
う

姿し

貴

彩

信
ま
こ
と

に
奇
絶
な
り
︑
雑ざ
つ

卉き

乱
花

比な
ら

べ
る
方
無
し
︶﹂︵﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
四

﹇
〇
一
五
二
﹈︶
と
あ
る
︒
牡
丹
の
艶
や
か
な
姿
︑
高
貴
な
輝
き
は
本
当
に
極
め

て
す
ぐ
れ
て
い
て
︑
群
が
る
草
も
乱
れ
咲
く
花
も
比
べ
よ
う
が
な
い
︑
と
い
う

意
味
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
本
詩
の
﹁
貴
彩
﹂
は
牡
丹
の
花
の
高
貴
な
輝
き
を

指
す
こ
と
か
ら
︑﹁
貴
彩
﹂
の
二
字
で
﹁
花
﹂
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
︒

次
に
︑﹁
翁
子
錦
﹂
の
﹁
翁
子
﹂
は
前
漢
の
朱
買
臣
の
字
で
あ
る
︒
す
な
わ

ち
︑
こ
こ
で
は
朱
買
臣
が
故
郷
に
錦
を
飾
っ
た
故
事
を
踏
ま
え
て
お
り
︑﹁
不

慙
翁
子
錦
﹂
で
﹁
逢
恩
賞
﹂
を
表
し
て
い
る
︒
但
し
︑﹃
漢
書
﹄
朱
買
臣
伝
や
︑

こ
れ
を
引
用
す
る
故
宮
本
﹃
蒙
求
﹄
買
妻
恥
醮
﹇
二
二
七
﹈
は
﹁
錦
﹂
で
は
な

く
﹁
繡
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る⑧

︒
そ
の

た
め
︑
忠
通
は
他
の
典
拠
を
参
考
に
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒﹁
錦
﹂
と

い
う
言
葉
に
絞
っ
て
朱
買
臣
の
故
事
を
調
査
す
る
と
︑
梁
・
劉
勰
の
﹃
文
心
雕

竜
﹄
に
﹁
買
臣
負
薪
而
衣
錦
︑
相
如
滌
器
而
被
繡
︵
買
臣
は
薪
を
負
へ
ど
も
錦

を
衣
︑
相
如
は
器
を
滌
へ
ど
も
繡
を
被
る
︶﹂︵
巻
九
・
時
序
︶
と
あ
る
ほ
か
︑

初
唐
・
李
嶠
の
﹃
百
二
十
詠
﹄
の
注
や
﹃
白
氏
文
集
﹄
に
も
用
例
が
見
え
る
︒

▽
﹃
百
二
十
詠
詩
注
﹄
錦
﹇
一
一
六
﹈

若
逢
㆓

朱
太
守
㆒︑
不
㆑

作
㆓

夜
遊
人
㆒︒︹
注
︺
一
本
︑
漢
時
朱
買
臣
︑
会
稽
人

也
︒
為
㆓

本
郡
太
守
㆒︒
帝
曰
︑
郷
衣
㆓

錦
襦
㆒︑
還
㆓

故
郷
㆒

矣
︒
史
記
︑
項
羽

滅
㆑

秦
︑
不
㆑

都
㆓

関
中
㆒︑
欲
㆑

還
㆑

楚
曰
︑
富
貴
不
㆑

還
㆓

故
郷
㆒︑
如
㆓

錦
衣
夜

遊
㆒

耳
︒
此
云
㆓

太
守
㆒

誤
也
︒

▽
白
居
易
﹁
酔
後
走
㆑

筆
酬
㆓

劉
五
主
簿
長
句
之
贈
㆒︑
兼
簡
㆓

張
大
・
賈
二
十
四

先
輩
昆
季
㆒

﹂︵﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
二
﹇
五
八
四
﹈
︶

君
不
㆑

見
買
臣
衣
㆑

錦
還
㆓

故
郷
㆒︑
五
十
身
栄
未
㆑

為
㆑

晩
︒

李
嶠
の
﹁
錦
﹂
の
詩
の
尾
聯
で
は
︑
﹁
若
逢
朱
太
守
︑
不
作
夜
遊
人
︵
若
し

朱
太
守
に
逢
は
ば
︑
夜
遊
の
人
と
作な

ら
ざ
り
し
︶
﹂
と
あ
り
︑
朱
買
臣
の
こ
と

が
詠
ま
れ
て
い
る
︒﹃
百
二
十
詠
﹄
の
注
は
唐
の
張
庭
芳
が
付
け
た
も
の
と
さ

れ
る
が
︑
こ
こ
で
は
朱
買
臣
と
項
羽
の
逸
話
を
引
用
す
る
際
に
﹁
錦
﹂
と
い
う

語
が
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
朱
買
臣
と
錦
と
を
結
び
付
け
る
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ

る
︒
ま
た
︑
白
居
易
の
詩
に
も
﹁
君
不
見
買
臣
衣
錦
還
故
郷
︑
五
十
身
栄
未
為

晩
︵
君
見
ず
や

買
臣
が
錦
を
衣
て
故
郷
に
還
り
し
を
︑
五
十
に
し
て
身
の
栄

え
た
る
を
未
だ
晩
し
と
為
さ
ず
︶﹂
と
あ
る
︒
現
在
見
ら
れ
る
資
料
だ
け
で
判

断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
︑
忠
通
が
﹃
百
二
十
詠
﹄
や
﹃
白
氏
文
集
﹄
を
読

ん
で
い
た
可
能
性
が
高
い
こ
と
か
ら
︑
こ
う
し
た
漢
籍
を
介
し
て
詩
の
表
現
を

学
ん
だ
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒

第
四
句
の
﹁
華
顔
﹂
は
﹁
貴
彩
﹂
と
対
に
な
っ
て
お
り
︑
こ
れ
も
﹁
花
﹂
を

表
す
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
︒﹁
華
顔
﹂
は
通
常
︑
花
の
如
く
美
し

い
容
貌
を
意
味
し
︑
白
居
易
の
﹁
長
恨
歌
﹂
に
﹁
雲
鬢
花
顔
金
歩
揺
︑
芙
蓉
帳

暖
度
春
宵
︵
雲
鬢

花
顔

金
歩
揺
︑
芙
蓉
の
帳

暖
か
に
し
て
春
宵
を
度
る
︶﹂

藤
原
忠
通
の
句
題
詩
と
そ
の
背
景
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︵﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
二
﹇
〇
五
九
六
﹈︶
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
︑
美
人
の
顔
を

表
す
例
は
多
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
こ
で
美
人
の
顔
の
意
で
取
る
と
︑﹁
花
﹂

を
読
み
落
と
し
た
こ
と
に
な
る
た
め
︑
植
物
の
花
の
意
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒

そ
こ
で
花
と
の
関
わ
り
で
﹁
顔
﹂
の
用
例
を
探
す
と
︑
北
周
・
庾
信
と
﹃
百
二

十
詠
﹄
の
例
が
参
考
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

▽
庾
信
﹁
燕
歌
行
﹂︵﹃
庾
子
山
集
﹄
巻
五
︵﹃
芸
文
類
聚
﹄
巻
四
二
︑
楽
部

二
・
楽
府
︶︶

桃
花
顏
色
好
如
㆑

馬
︑
楡
莢
新
開
巧
似
㆑

銭
︒

▽
﹃
百
二
十
詠
詩
註
﹄
桃
﹇
三
六
﹈

隠
士
顔
応
㆑

改
︑
仙
人
路
漸
長
︒︹
上
句
注
︺
神
仙
伝
曰
︑
高
丘
公
服
㆑

桃

騰
仙
也
︒
一
本
︑
列
仙
伝
曰
︑
魯
女
生
餌
㆑

麻
︒
経
㆓

八
十
余
年
㆒︑
色
如
㆓

桃
花
㆒︒

庾
信
の
﹁
燕
歌
行
﹂
に
﹁
桃
花
顔
色
好
如
馬
︵
桃
花
の
顔
色

好
き
こ
と
馬

の
如
し
︶﹂
と
あ
り
︑
ま
た
︑
李
嶠
の
﹁
桃
﹂
の
詩
の
第
五
句
﹁
隠
士

顔
か
ほ
ば
せ

改

む
べ
し
﹂
の
注
で
﹃
列
仙
伝
﹄
を
引
用
し
て
︑﹁
魯
女
生
餌
麻
︒
経
八
十
余
年
︑

色
如
桃
花
︵
魯
女
生

麻
を
餌く

ら
ふ
︒
八
十
余
年
を
経
る
ま
で
︑
色
桃
花
の
如

し
︶﹂
と
あ
り
︑
い
ず
れ
も
桃
の
花
と
顔
色
を
結
び
付
け
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑

本
来
は
花
の
よ
う
に
美
し
い
顔
だ
ち
と
し
て
用
い
る
﹁
華
顔
︵
花
顔
︶﹂
を
転

じ
て
︑
美
人
の
顔
色
に
喩
え
ら
れ
る
桃
の
花
の
意
味
で
用
い
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
︒
な
お
︑
日
本
漢
詩
で
は
紀
長
谷
雄
の
﹁
春
雨
洗
花
顔
︵
春
雨

花
顔
を

洗
ふ
︶﹂
詩
に
﹁
柳
眼
剪
波
春
黛
緑
︑
桃
顔
流
汗
宿
粧
紅
︵
柳
眼

波
を
剪
つ
て

春
黛
緑
な
り
︑
桃
顔
汗
を
流
し
て
宿
粧
紅
な
り
︶
﹂︵﹃
新
撰
朗
詠
集
﹄
巻
上
・

雨
﹇
七
四
﹈︶
と
あ
り
︑
詩
題
の
﹁
花
顔
﹂︵
＝
美
人
の
顔
︶
を
表
す
言
葉
と
し

て
﹁
桃
顔
﹂
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
︒
今
直
ち
に
典
拠
を
確
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
︑
﹃
百
二
十
詠
﹄
や
﹃
新
撰
朗
詠
集
﹄
な
ど
の
表
現
に
着
想
を
得

て
︑
桃
の
花
の
意
味
で
﹁
華
顔
﹂
の
語
を
用
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
い
ず
れ

に
し
て
も
︑
具
体
的
な
花
の
名
を
用
い
ず
に
別
の
言
葉
で
言
い
換
え
る
手
法
は

忠
通
の
技
巧
的
な
詩
作
の
一
面
を
表
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

さ
ら
に
︑
第
四
句
の
﹁
還
咲
﹂
と
い
う
表
現
に
関
連
し
て
︑﹁
笑
﹂
や
﹁
咲
﹂

と
い
う
語
が
桃
と
の
関
わ
り
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例
を
指
摘
す
る
こ
と
が

で
き
る
︒

▽
﹃
百
二
十
詠
詩
註
﹄
桃
﹇
三
六
﹈

含
㆑

風
如
㆓

咲
臉
㆒︑
裛
㆑

露
似
㆓

啼
粧
㆒︒︹
張
庭
芳
注
︺
言
桃
花
向
㆑

風
則
開
︑

如
㆓

咲
臉
㆒

也
︒
裛
㆑

露
則
湿
︑
如
㆓

人
之
啼
粧
㆒︒

▽
白
居
易
﹁
勧
酒
﹂
︵﹃
白
香
山
詩
集
﹄
巻
三
九
︵
﹃
文
苑
英
華
﹄
巻
三
三
六
︶︶

松
篁
薄
暮
亦
棲
㆑

鳥
︑
桃﹅

李﹅

無
㆑

情
還
笑
㆑

人
︒

李
嶠
の
﹁
桃
﹂
の
詩
の
頷
聯
で
は
﹁
含
風
如
咲
臉
︑
裛
露
似
啼
粧
︵
風
を
含

み
て
咲
め
る

臉
ま
な
ぶ
た

の
如
く
︑
露
を
裛つ
つ

ん
で
啼
け
る
粧
に
似
る
︶﹂
と
あ
り
︑
そ

の
注
に
﹁
言
桃
花
向
風
則
開
︑
如
咲
臉
也
︒
裛
露
則
湿
︑
如
人
之
啼
粧
︵
言
ふ

こ
こ
ろ
は
桃
花
風
に
向
か
へ
ば
則
ち
開
き
︑
咲
め
る
臉
の
如
き
な
り
︒
露
を
裛

藤
原
忠
通
の
句
題
詩
と
そ
の
背
景
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め
ば
則
ち
湿
り
て
︑
人
の
啼
け
る
粧
の
如
し
︶﹂
と
見
え
る
︒﹁
桃
花
﹂
と
﹁
咲

む
﹂
が
結
び
付
い
た
例
と
し
て
本
詩
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
も
あ
っ
て
興
味

深
い
︒
ま
た
︑
白
居
易
の
﹁
勧
酒
︵
酒
を
勧
む
︶﹂
と
い
う
詩
に
は
﹁
松
篁
薄

暮
亦
棲
鳥
︑
桃﹅

李﹅

無
情
還
笑
人
︵
松
篁

薄
暮
に

亦
た
鳥
を
棲
ま
し
め
︑
桃

李

情
無
く

還
た
人
を
笑
ふ
︶﹂
と
あ
り
︑
こ
ち
ら
も
﹁
桃
﹂
と
﹁
還
笑
﹂
と

い
う
表
現
上
の
類
似
性
が
指
摘
で
き
る
︒

﹁
上
陽
紅
﹂
は
上
陽
宮
の
宮
女
の
美
し
い
顔
立
ち
の
意
で
あ
る
︒
白
居
易
の

新
楽
府
﹁
上
陽
白
髪
人
﹂
に
﹁
上
陽
人
︑
紅﹅

顔﹅

暗
老
白
髪
新
︒
緑
衣
監
使
守
宮

門
︒
一
閉
上
陽
多
少
春﹅

︵
上
陽
の
人
︑
紅
顔
暗
く
老
い
て
白
髪
新
た
な
り
︒
緑

衣
の
監
使

宮
門
を
守
る
︒
一
た
び
上
陽
に
閉
ざ
さ
れ
て
よ
り
多い
く

少ば
く

の
春
ぞ
︶﹂

︵﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
三
﹇
〇
一
三
一
﹈︶
と
あ
る
に
拠
る
︒
第
三
句
と
併
せ
て
︑

頷
聯
は
白
居
易
の
影
響
が
大
き
い
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒

一
方
︑
頸
聯
で
は
﹁
木
が
恩
賞
に
逢
ふ
﹂
こ
と
を
詠
ん
で
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑

﹁
秦
松
﹂
と
﹁
漢
柏
﹂
が
﹁
木
﹂
を
︑﹁
好
爵
応
餘
慶
﹂
と
﹁
良
材
是
異
功
﹂
が

﹁
逢
恩
賞
﹂
を
言
い
換
え
て
い
る
︒

ま
ず
︑
第
五
句
は
秦
の
始
皇
帝
が
松
の
下
に
雨
宿
り
し
︑
五
大
夫
の
爵
位
を

与
え
た
故
事
を
踏
ま
え
る
︒﹃
史
記
﹄
秦
始
皇
本
紀
・
始
皇
二
十
八
年
で
は

﹁
下
︑
風
雨
暴
至
︑
休
於
樹
下
︑
因
封
其
樹
為
五
大
夫
︵
下
ら
ん
と
し
て
︑
風

雨
暴
か
に
至
り
︑
樹
下
に
休
み
︑
因
り
て
其
の
樹
を
封
じ
て
五
大
夫
と
為
す
︶﹂

と
あ
り
︑
単
に
樹
下
に
休
ん
だ
と
記
す
だ
け
で
あ
る
が
︑﹃
芸
文
類
聚
﹄
に
引

く
後
漢
・
応
劭
の
﹃
漢
官
儀
﹄
な
ど
に
︑
そ
の
木
が
松
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ

れ
て
い
る
︒

▽
﹃
芸
文
類
聚
﹄
巻
八
八
︑
木
部
上
・
松

漢
官
儀
曰
︑
秦
始
皇
上
封
㆓

太
山
㆒︑
逢
㆓

疾
風
暴
雨
㆒︒
頼
得
㆓

松
樹
㆒︑
因
㆑

復
㆓

其
道
㆒︒
封
為
㆓

大
夫
松
㆒

也
︒

▽
﹃
芸
文
類
聚
﹄
巻
八
八
︑
木
部
上
・
松

泰
山
記
︑
岱
宗
小
天
門
︑
有
㆓

秦
時
五
大
夫
松
在
㆒︒

ま
た
︑﹃
百
二
十
詠
﹄
の
注
で
は
﹃
史
記
﹄
を
引
き
︑
五
大
夫
の
松
の
故
事

を
記
し
て
い
る
︒

▽
﹃
百
二
十
詠
詩
註
﹄
松
﹇
三
一
﹈

鶴
栖
㆓

君
子
樹
㆒︑
風
払
㆓

大
夫
枝
㆒︒
︹
下
句
注
︺
史
記
曰
︑
秦
始
皇
封
㆓

大
山
㆒︒

逢
㆓

風
雨
㆒︑
乃
隠
㆓

松
樹
㆒︒
後
遂
封
㆓

五
松
㆒︑
為
㆓

大
夫
樹
㆒

也
︒

李
嶠
の
﹁
松
﹂
の
詩
の
第
四
句
に
﹁
風
払
大
夫
枝
︵
風
は
大
夫
の
枝
を
払

ふ
︶﹂
と
あ
り
︑
そ
の
注
で
﹁
史
記
曰
︑
秦
始
皇
封
大
山
︒
逢
風
雨
︑
乃
隠
松

樹
︒
後
遂
封
五
松
︑
為
大
夫
樹
也
︵﹃
史
記
﹄
に
曰
は
く
︑
秦
の
始
皇

大
山
に

封
ず
︒
風
雨
に
逢
ひ
︑
乃
ち
松
樹
に
隠
る
︒
後
に
遂
に
五
松
を
封
じ
て
︑
大
夫

の
樹
と
為
す
な
り
︶
﹂
と
見
え
る⑨

︒

な
お
︑
本
詩
の
﹁
好
爵
﹂
は
松
が
与
え
ら
れ
た
五
大
夫
の
爵
位
を
指
す
が
︑

本
来
は
高
官
厚
禄
の
こ
と
を
言
う
︒
例
え
ば
︑
東
晋
・
陶
淵
明
の
﹁
辛
丑
歳
七

月
赴
仮
還
江
陵
夜
行
塗
口
︵
辛
丑
の
歳
七
月
︑
赴
仮
し
て
江
陵
に
還
ら
ん
と
し

藤
原
忠
通
の
句
題
詩
と
そ
の
背
景

九



て
︑
夜
︑
塗
口
に
行
く
︶﹂
に
﹁
投
冠
旋
旧
墟
︑
不
為
好
爵
縈
︵
冠
を
投
じ
て

旧
墟
に
旋
り
︑
好
爵
の
為
に
縈つ
な

が
れ
ざ
ら
ん
︶﹂︵﹃
陶
淵
明
集
﹄
巻
三
︶
と
あ

る
が
︑
白
居
易
の
﹁
代
書
詩
一
百
韻
寄
微
之
︵
書
に
代
ふ
る
詩
一
百
韻
︑
微
之

に
寄
す
︶﹂
に
も
﹁
既
在
高
科
選
︑
還
従
好
爵
縻
︵
既
に
高
科
の
選
に
在
り
︑

還
た
好
爵
の
縻
き
づ
な

に
従
ふ
︶﹂︵﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
三
﹇
〇
六
〇
八
﹈︶
と
あ
り
︑

忠
通
に
お
け
る
白
詩
の
受
容
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

次
に
︑
第
六
句
は
漢
の
武
帝
が
築
い
た
柏
梁
台
の
故
事
を
踏
ま
え
て
い
る
︒

そ
も
そ
も
︑
松
と
柏
は
﹃
史
記
﹄
亀
策
列
伝
に
﹁
松
柏
為
百
木
長
︒
而
守
宮
闕

︵
松
柏
は
百
木
の
長
た
り
︒
而
し
て
宮
闕
を
守
る
︶﹂︵﹃
芸
文
類
聚
﹄
巻
八
八
︑

木
部
上
・
松
に
も
引
か
れ
る
︶
と
あ
り
︑
百
木
の
長
と
さ
れ
る
︒
ま
た
︑﹃
芸

文
類
聚
﹄
所
引
の
﹃
漢
武
故
事
﹄
に
は
︑﹁
柏
梁
台
高
二
十
丈
︑
悉
以
柏
︑
香

聞
数
十
里
︵
柏
梁
台
は
高
さ
二
十
丈
︑
悉
く
柏
を
以
て
し
︑
香
り
数
十
里
に
聞

く
︶﹂︵
巻
八
八
︑
木
部
上
・
柏
︶
と
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
香
り
が
良
く
︑
木
と

し
て
す
ぐ
れ
て
い
た
の
が
柏
で
あ
っ
た
︒

他
方
で
︑﹃
芸
文
類
聚
﹄
な
ど
に
見
え
る
よ
う
に
︑
柏
梁
台
が
落
成
し
た
時

に
︑
武
帝
が
群
臣
を
集
め
て
各
人
に
七
言
一
句
を
作
ら
せ
︑
連
句
を
行
っ
た
と

い
う
伝
承
も
有
名
で
あ
る
︵
巻
五
六
︑
雑
文
部
二
・
詩
︶︒
こ
れ
は
柏
梁
体
と

も
呼
ば
れ
︑
最
古
の
連
句
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒﹃
百
二
十
詠
﹄
で
は
︑
李
嶠

の
﹁
詩
﹂
詩
の
首
聯
に
﹁
都
尉
双
鳧
遠
︑
梁
王
駟
馬
来
︵
都
尉

双さ
う

鳧ふ

遠
し
︑

梁
王

駟
馬
来
る
︶﹂
と
あ
り
︑
第
二
句
の
注
に
﹁
漢
書
︑
武
帝
宴
柏
梁
台
︒
詔

群
臣
賦
七
言
詩
︒
曰
︑
王
驂
駟
馬
従
梁
来
︒
続
連
句
也
︒︵﹃
漢
書
﹄
に
︑
武

帝

柏
梁
台
に
宴
す
︒
群
臣
に
詔
し
て
七
言
の
詩
を
賦
せ
し
む
︒
曰
は
く
︑
王

驂
駟
馬
梁
よ
り
来
る
︑
と
︒
連
句
続
く
な
り
︒
︶﹂
と
見
え
る
︒
す
な
わ
ち
︑
本

詩
の
第
六
句
は
︑
﹁
良
材
﹂
に
武
帝
の
す
ぐ
れ
た
群
臣
た
ち
の
意
を
響
か
せ
な

が
ら
︑
柏
梁
台
の
材
木
と
し
て
使
わ
れ
た
柏
の
す
ぐ
れ
た
功
績
を
讃
え
る
内
容

と
し
て
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

最
後
に
︑
本
詩
の
尾
聯
で
は
再
び
白
居
易
の
影
響
が
色
濃
く
見
ら
れ
る
︒
ま

ず
︑﹁
濃
姿
﹂
は
艶
麗
な
姿
の
意
で
あ
る
が
︑
﹃
文
苑
英
華
﹄
巻
三
三
七
所
収
の

白
居
易
の
﹁
牡
丹
芳
﹂
に
﹁
濃
姿
貴
彩
信
奇
絶
︑
雑
卉
乱
花
無
比
方
︵
濃
姿

貴
彩

信
に
奇
絶
な
り
︑
雑
卉

乱
花

比
べ
る
方
無
し
︶
﹂
と
あ
り
︑﹁
貴
彩
﹂

と
併
せ
て
﹁
濃
姿
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る⑩

︒
す
な
わ
ち
︑
第
七
句
は
再
び
牡
丹

の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
る
こ
と
で
︑
題
目
の
﹁
花
﹂
を
表
し
て
い
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
︒

ま
た
︑﹁
何
所
比
﹂
と
い
う
表
現
は
唐
詩
に
数
例
見
え
る
だ
け
で
あ
る
が
︑

そ
の
一
例
が
白
居
易
の
詩
で
あ
る
︒﹁
和
分
水
嶺
詩
︵
分
水
嶺
に
和
す
る
詩
︶﹂

に
は
﹁
所
以
贈
君
詩
︑
将
君
何
所
比
︵
所
以
に
君
に
贈
る
詩
︑
将
た
君
何
の
比

す
る
所
ぞ
︶﹂︵
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
二
﹇
〇
一
一
〇
﹈︶
と
あ
り
︑
注
目
さ
れ
る
︒

さ
ら
に
︑
第
八
句
の
﹁
楊
妃
専
夜
﹂
は
﹁
長
恨
歌
﹂
に
﹁
承
歓
侍
宴
無
閑
暇
︑

春
従
春
遊
夜
専
夜
︵
歓
を
承
け
宴
に
侍
し
て
閑
暇
無
し
︑
春
は
春
の
遊
び
に
従

ひ
夜
は
夜
を
専
ら
に
す
︶﹂
︵
﹃
白
氏
文
集
﹄
巻
一
二
﹇
〇
五
九
六
﹈︶
と
あ
る
に

藤
原
忠
通
の
句
題
詩
と
そ
の
背
景

一
〇



拠
る
︒
楊
貴
妃
が
玄
宗
の
寵
愛
を
受
け
る
さ
ま
を
指
し
て
い
る
が
︑
こ
こ
で
は

楊
貴
妃
の
﹁
楊
﹂
を
詠
み
込
む
こ
と
で
︑
題
目
の
﹁
木
﹂
を
表
し
て
い
る
︒

本
詩
は
全
体
と
し
て
白
居
易
の
影
響
が
顕
著
な
句
題
詩
で
あ
っ
た
が
︑
胸
句

と
腰
句
を
比
較
す
る
と
︑
胸
句
で
は
花
の
名
前
を
明
示
す
る
こ
と
な
く
﹁
花
﹂

を
表
し
て
い
る
の
に
対
し
︑
腰
句
で
は
松
や
柏
と
い
っ
た
木
の
名
前
を
直
接
詠

み
込
ん
で
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
︒
胸
句
に
お
い
て
よ
り
複
雑
で
高
度
な
言

い
換
え
を
行
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
胸
句
の
方
が
評
価
さ
れ
た
一
因
が
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
︒お

わ
り
に

以
上
の
よ
う
に
︑﹃
台
記
﹄
保
延
五
年
六
月
四
日
の
作
文
会
の
記
事
と
︑
忠

通
の
句
題
詩
二
首
を
読
み
解
い
て
き
た
︒
日
記
な
ど
に
残
る
作
文
会
の
記
録
は
︑

単
に
漢
詩
を
読
解
す
る
だ
け
で
は
知
り
得
な
い
詠
詩
の
背
景
や
参
加
者
と
そ
の

役
割
︑
詩
の
評
価
︑
作
法
な
ど
様
々
な
情
報
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
︒
一
方
で
︑

漢
詩
一
首
を
完
全
な
形
で
読
む
こ
と
で
︑
摘
句
だ
け
で
は
把
握
し
得
な
い
詩
の

全
体
像
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
︑
詩
の
表
現
の
用
例
や
特
徴
を

詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
で
詩
人
の
知
識
や
技
量
︑
さ
ら
に
は
背
景
に
あ
る
学
問

基
盤
を
考
察
す
る
手
立
て
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ゆ
え
︑
漢

詩
を
日
記
な
ど
他
の
記
録
を
合
わ
せ
て
読
む
こ
と
で
︑
漢
詩
を
単
線
的
で
は
な

く
︑
作
文
会
と
い
う
文
芸
空
間
の
中
で
よ
り
多
角
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
︒

今
回
は
忠
通
の
句
題
詩
を
二
首
読
み
解
い
た
に
過
ぎ
な
い
が
︑
忠
通
に
お
い

て
白
居
易
の
影
響
が
強
く
見
ら
れ
る
こ
と
︑
ま
た
︑
﹃
百
二
十
詠
﹄
や
﹃
和
漢

朗
詠
集
﹄︑﹃
新
楽
府
﹄
な
ど
幼
学
書
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
指
摘

で
き
る
︒
詩
の
読
解
に
お
い
て
は
原
拠
の
調
査
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
そ
れ
以
外
の

幼
学
書
や
類
書
な
ど
を
精
査
す
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
詳
細
に
用

例
を
追
っ
て
い
く
こ
と
で
当
時
の
文
人
た
ち
が
何
を
読
み
︑
何
に
拠
っ
て
詩
を

学
ん
だ
か
︑
文
学
的
活
動
の
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

注＊
引
用
し
た
本
文
は
﹃
台
記
﹄
は
史
料
纂
集
︑
﹃
法
性
寺
殿
御
集
﹄
は
尊
経
閣
叢
刊
︑

﹃
文
選
﹄
は
﹃
宋
尤
袤
刻
本
文
選
﹄
︵
国
学
基
本
典
籍
叢
刊
︶
︑﹃
元
稹
集
﹄﹃
庾
子
山

集
﹄﹃
陶
淵
明
集
﹄
は
中
国
古
典
文
学
基
本
叢
書
︑﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄﹃
新
撰
朗
詠
集
﹄

は
和
歌
文
学
大
系
︑
﹃
拾
遺
記
﹄
は
古
体
小
説
叢
刊
︑﹃
江
吏
部
集
﹄
は
群
書
類
従
︑

﹃
白
氏
文
集
﹄
は
﹃
宮
内
庁
所
蔵
那
波
本
白
氏
文
集
﹄
︵
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
二
年
︶︑

﹃
文
心
雕
竜
﹄
は
新
釈
漢
文
大
系
︑﹃
百
二
十
詠
詩
注
﹄
は
﹃
日
蔵
古
抄
李
嶠
詠
物
詩

注
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
九
八
年
︶︑
﹃
白
香
山
詩
集
﹄
は
四
庫
全
書
︑﹃
史

記
﹄﹃
芸
文
類
聚
﹄
﹃
漢
書
﹄
は
中
華
書
局
︑﹃
文
苑
英
華
﹄
は
中
華
書
局
影
印
︑
故

宮
本
﹃
蒙
求
﹄
は
﹃
蒙
求
古
註
集
成
﹄
上
巻
︵
汲
古
書
院
︑
一
九
九
〇
年
︶
に
拠
り
︑

傍
線
・
波
線
・
傍
点
を
付
し
︑
適
宜
︑
句
読
点
等
を
私
に
改
め
た
︒
な
お
︑
引
用
文

の
︿

﹀
は
割
注
を
表
す
︒

①

柳
川
響
﹁
藤
原
忠
通
の
文
壇
と
表
現
﹂︵
小
峯
和
明
監
修
﹃
シ
リ
ー
ズ

日
本
文

学
の
展
望
を
拓
く
﹄
第
四
巻

文
学
史
の
時
空
︑
笠
間
書
院
︑
二
〇
一
七
年
︶
参
照
︒

藤
原
忠
通
の
句
題
詩
と
そ
の
背
景

一
一



②

佐
藤
道
生
﹁﹃
法
性
寺
殿
御
集
﹄
考
﹂︵﹃
平
安
後
期
日
本
漢
文
学
の
研
究
﹄
笠
間

書
院
︑
二
〇
〇
三
年
︶
参
照
︒

③

例
え
ば
︑﹃
中
右
記
﹄
長
承
四
年
︵
一
一
三
五
︶
三
月
二
十
三
日
条
に
は
忠
通
主

催
の
作
文
会
が
あ
り
︑
藤
原
宗
忠
の
作
っ
た
絶
句
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
時
の

詩
題
は
﹁
養
生
不
若
花
﹂
で
︑
韻
字
は
春
で
あ
っ
た
が
︑
同
題
同
韻
の
詩
が
﹃
法
性

寺
殿
御
集
﹄﹇
十
二
﹈
に
入
る
ほ
か
︑
藤
原
顕
業
と
藤
原
永
範
の
摘
句
が
﹃
和
漢
兼

作
集
﹄
巻
二
・
春
部
中
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
︒

④

忠
通
の
漢
詩
は
︑
本
間
洋
一
﹃
本
朝
無
題
詩
全
注
釈
﹄
一
～
三
︵
新
典
社
︑
一
九

九
二
～
四
年
︶
や
佐
藤
道
生
﹁﹃
法
性
寺
殿
御
集
﹄
考
﹂
な
ど
︑
無
題
詩
を
中
心
に

研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
︒

⑤

引
用
し
た
本
文
は
史
料
纂
集
に
拠
る
︒
な
お
︑
掲
出
し
た
傍
書
も
す
べ
て
史
料
纂

集
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒

⑥

句
題
詩
に
つ
い
て
は
︑
佐
藤
道
生
﹃
句
題
詩
論
考

︱
王
朝
漢
詩
と
は
何
ぞ
や
﹄

︵
勉
誠
出
版
︑
二
〇
一
六
年
︶
に
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
︒

⑦

塩
見
邦
彦
﹃
唐
詩
口
語
の
研
究
﹄︵
中
国
書
店
︑
一
九
九
五
年
︶
参
照
︒

⑧

﹃
漢
書
﹄
朱
買
臣
伝
に
﹁
上
謂
㆓

買
臣
㆒

曰
︑
富
貴
不
㆑

帰
㆓

故
郷
㆒︑
如
㆓

衣
㆑

繍﹅

夜

行
㆒︒
今
子
何
如
﹂
と
あ
り
︑
故
宮
本
﹃
蒙
求
﹄
買
妻
恥
醮
﹇
二
二
七
﹈
に
﹁
上
謂
㆓

買
臣
㆒

曰
︑
富
貴
不
㆑

帰
㆓

故
郷
㆒︑
如
㆓

衣
㆑

繍﹅

而
夜
行
㆒︒
今
子
何
如
﹂
と
あ
る
︒

⑨

山
崎
明
︑
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ス
タ
イ
ニ
ン
ガ
ー
﹁
百
二
十
詠
詩
注
校
本

︱
本
邦
伝

存
李
嶠
雑
詠
注

︱
﹂︵﹃
斯
道
文
庫
論
集
﹄
五
十
︑
二
〇
一
六
年
二
月
︶
の
校
異
に

拠
れ
ば
︑
注
の
﹁
後
遂
封
五
松
︑
為
大
夫
樹
也
﹂
は
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵

本
で
は
﹁
後
遂
封
松
︑
為
五
大
夫
樹
也
﹂
に
作
る
よ
う
で
あ
る
︒

⑩

﹁
濃
﹂
の
字
は
︑
神
田
本
﹃
白
氏
文
集
﹄
で
は
﹁
襛
﹂
に
作
る
︒
た
だ
し
︑
太
田

次
男
・
小
林
芳
規
﹃
神
田
本
白
氏
文
集
の
研
究
﹄︵
勉
誠
社
︑
一
九
八
二
年
︶
の
校

勘
記
に
拠
れ
ば
︑
東
洋
文
庫
本
・
小
汀
本
・
東
大
国
研
本
は
﹁
濃
﹂
に
作
る
よ
う
で

あ
る
︒﹃
白
氏
文
集
﹄
の
諸
本
の
中
に
﹁
濃
姿
﹂
と
す
る
本
文
が
あ
っ
た
こ
と
は
注

目
さ
れ
る
︒

︹
付
記
︺

二
〇
一
六
年
十
二
月
三
日
︑
二
〇
一
六
年
度
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
秋
季
大

会
︵
於
早
稲
田
大
学
︶
で
﹁
藤
原
忠
通
の
漢
詩
と
そ
の
背
景

︱
﹃
法
性
寺
関

白
御
集
﹄
を
中
心
に

︱
﹂
と
題
し
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
を
加
筆
修
正
し
た
︒

ま
た
︑
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
︵
特
別
研
究
員
奨
励
費
︶﹁
平
安
時
代
末

期
の
摂
関
家
に
お
け
る
文
学
と
学
問
の
研
究

︱
藤
原
忠
通
と
藤
原
頼
長
を
中

心
に

︱
﹂︵
課
題
番
号
：
1
6
J
0
6
6
0
5︶
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒

藤
原
忠
通
の
句
題
詩
と
そ
の
背
景

一
二


