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五
山
文
学
に
お
け
る
偈
頌
と
詩

堀
　
川
　
　
貴
　
司
　

　
　
　

は
じ
め
に

　

ま
ず
タ
イ
ト
ル
に
出
て
く
る
二
つ
の
こ
と
ば
、「
五
山
文
学
」
と
「
偈げ
じ
ゆ頌

」
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。

　

室
町
時
代
、
五
山
制
度
が
幕
府
の
も
と
で
確
立
し
、
五
山
僧
た
ち
は
将
軍
を
頂
点
と
す
る
武
家
権
力
に
奉
仕
す
る
存
在
と
な
る
。
そ

の
役
割
に
は
大
き
く
二
つ
の
分
野
が
あ
り
、
一
つ
は
外
交
・
貿
易
、
す
な
わ
ち
明
や
朝
鮮
と
の
外
交
文
書
の
や
り
と
り
や
貿
易
の
実
務

を
担
う
も
の
で
、
こ
れ
は
実
質
的
に
将
軍
権
力
の
一
源
泉
と
な
っ
た
。
も
う
一
つ
は
文
化
面
で
の
貢
献
で
、
建
築
・
庭
園
・
絵
画
・
書
・

文
学
・
茶
の
湯
な
ど
の
中
国
文
化
を
日
本
に
移
植
し
、
五
山
寺
院
を
生
活
に
密
着
し
た
総
合
芸
術
の
場
と
し
、
そ
れ
が
し
だ
い
に
日
本

の
生
活
文
化
に
浸
透
し
て
い
っ
た
（
１
）

。

　

五
山
僧
に
と
っ
て
漢
詩
・
漢
文
を
作
る
こ
と
は
、
こ
の
両
面
で
最
も
重
要
な
能
力
で
あ
り
、
そ
の
表
現
力
を
養
う
た
め
に
、
仏
教
経

典
や
禅
語
録
の
み
な
ら
ず
、
外げ

典て
ん

（
儒
学
・
歴
史
・
文
学
な
ど
一
般
的
な
漢
籍
）
も
広
く
学
ぶ
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
学
問
と
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創
作
の
両
面
に
お
け
る
世
俗
的
な
文
学
の
発
達
、
繁
栄
が
起
こ
っ
て
く
る
。

　

そ
の
結
果
と
し
て
、
五
山
文
学
の
二
面
性

―
す
な
わ
ち
、
禅
僧
の
禅
的
境
地
の
表
明
、
あ
る
い
は
後
進
の
修
行
の
手
が
か
り
、
と

い
う
宗
教
的
側
面
と
、
宋
元
明
の
新
し
い
中
国
文
学
を
導
入
し
た
最
新
の
漢
文
学
作
品
と
い
う
、
文
学
的
側
面
と
が
現
れ
て
く
る
の
で

あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、仏
教
経
典
の
な
か
で
定
型
律
（
四
言
、五
言
な
ど
）
で
漢
訳
さ
れ
る
部
分
を
「
偈
頌
」
と
呼
ぶ
。「
偈
」
は
サ
ン
ス
ク
リ
ッ

ト
語
のgāthā

（
ガ
ー
タ
ー
、
韻
文
）
の
音
写
語
（「
伽か

だ陀
」
と
も
表
記
す
る
）、「
頌
」
は
翻
訳
語
で
あ
る
（
２
）
。
例
え
ば
「
念ね
ん
ぴ
か
ん
の
ん
り
き

彼
観
音
力
、

刀と
う
じ
ん
だ
ん
だ
ん
ね

尋
段
段
壊
」（
観
か
ん
の
ん
ぎ
よ
う

音
経
）「
諸し
よ
あ
く
ま
く
さ

悪
莫
作
、
衆し
ゆ
ぜ
ん
ぶ
ぎ
よ
う

善
奉
行
、
自じ
じ
よ
う
ご
い

浄
其
意
、
是ぜ
し
よ
ぶ
つ
き
よ
う

諸
仏
教
」（
七し
ち
ぶ
つ
つ
う
か
い
の
げ

仏
通
戒
偈
）
と
い
っ
た
、
禅
宗
で
も
な
じ
み
の

文
句
が
そ
れ
に
当
た
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
は
、
詩
の
形
式
を
取
っ
た
仏
の
教
え
で
あ
る
。
禅
宗
の
場
合
、
僧
が
仏
に
成
り
代
わ
り
、

自
ら
の
禅
的
な
境
地
を
表
明
し
、
ま
た
弟
子
を
教
え
諭
す
が
、
そ
の
と
き
の
こ
と
ば
（
法
語
）
が
詩
の
形
式
を
取
っ
た
も
の
を
「
偈
頌
」

と
呼
ん
で
い
る（
な
お
、「
偈
」は
四
句
か
ら
成
る
も
の
の
み
を
指
す
場
合
も
あ
り
、五
山
に
お
い
て
も
同
様
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
）。

五
山
文
学
の
二
面
性
の
う
ち
、
宗
教
的
側
面
が
こ
れ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
今
回
の
テ
ー
マ
は
五
山
文
学
の
最
も
重
要
な
特
徴
を
正
面
か
ら
扱
う
も
の
で
、
そ
う
そ
う
簡
単
に
解
き
明
か
せ

な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
敢
え
て
述
べ
よ
う
と
す
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
き
っ
か
け
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
私
は
こ
の
研
究
に
、一
い
つ
き
ゆ
う
そ
う
じ
ゆ
ん

休
宗
純
（
一
三
九
四
～
一
四
八
一
）
か
ら
入
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
作
品
集
で
あ
る
『
狂
き
よ
う
う
ん
し
ゆ
う

雲
集
』
に
は
、

室
町
時
代
後
期
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て
の
写
本
が
一
〇
本
あ
る
が
、そ
の
う
ち
、前
半
と
後
半
に
分
か
れ
、後
半
を
「
狂
雲
詩
集
」

な
ど
と
「
詩
」
の
語
を
含
む
題
名
が
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
五
本
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
一
休
に
偈
頌
と
詩
と
を
分
け
る
考
え
が
あ
り
、

そ
れ
が
編
成
に
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
説
が
唱
え
ら
れ
て
い
た
（
３
）
。

　

偈
頌
に
つ
い
て
の
知
識
に
乏
し
く
、
こ
の
説
の
当
否
を
検
討
す
る
だ
け
の
能
力
が
な
か
っ
た
た
め
、
検
討
を
怠
っ
て
き
た
が
、
近
年
、
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五
山
僧
の
語
録
あ
る
い
は
詩
文
集
の
編
成
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
と
、
こ
の
問
題
と
が
つ
な
が
っ
て
い
る
か
も
し
れ

な
い
、
と
思
い
始
め
た
。
一
休
は
五
山
制
度
に
属
さ
な
い
林り
ん
か下

寺
院
の
大
徳
寺
の
僧
侶
だ
が
、
若
い
頃
五
山
で
修
行
、
そ
の
文
学
の
影

響
を
受
け
て
い
る
た
め
、
同
時
代
の
五
山
の
様
相
と
比
較
す
る
こ
と
が
有
効
で
は
な
い
か
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。
ま
だ
ま
だ
手
探
り

の
段
階
で
は
あ
る
が
、
考
え
方
の
枠
組
を
作
り
、
一
つ
の
解
釈
を
提
示
す
る
こ
と
で
今
後
の
研
究
の
き
っ
か
け
と
し
た
い
。

　

そ
こ
で
、
当
時
の
禅
林
に
お
い
て
、
偈
頌
と
詩
と
は
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、
制
作
の
傾
向
に
時
代
的
な
変
遷
は
あ
っ

た
の
か
、
と
い
う
問
題
意
識
の
も
と
、
①
そ
れ
ぞ
れ
の
禅
僧
の
作
品
集
の
編
成
、
②
偈
頌
と
詩
を
め
ぐ
る
禅
僧
の
発
言
、
を
検
討
し
た

上
で
、③
作
品
そ
の
も
の
の
分
析
、を
行
い
た
い
。
た
だ
し
、準
備
不
足
も
あ
り
、①
②
に
つ
い
て
は
点
と
点
を
つ
な
げ
る
よ
う
な
形
に
な
っ

て
い
る
こ
と
、ま
た
③
に
つ
い
て
は
五
山
僧
を
飛
ば
し
て
い
き
な
り
一
休
の
作
品
を
対
象
と
す
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。

　
　
　

一
、
来
日
僧
の
語
録
（
鎌
倉
後
期
～
南
北
朝
期
）

　

禅
僧
の
語
録
の
編
纂
は
、
多
く
の
場
合
、
弟
子
た
ち
が
生
前
の
師
匠
の
こ
と
ば
を
記
録
編
集
し
て
書
物
に
仕
上
げ
る
も
の
で
、
そ
の

編
成
に
作
者
本
人
の
意
向
が
反
映
し
て
い
る
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
お
お
よ
そ
そ
の
時
代
の
禅
林
の
風
潮
を
表
す
も
の

と
認
定
し
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。

一い
つ
さ
ん
い
ち
ね
い

山
一
寧
（
一
二
四
七
―
一
三
一
七
、一
二
九
九
来
日
）

　
『
一
山
国
師
妙み
よ
う
じ
ぐ
さ
い
だ
い
し

慈
弘
済
大
師
語
録
』（
大
正
新
脩
大
蔵
経
八
〇
）
の
み
伝
わ
る
。

　

上
巻
…
…
住
持
を
務
め
た
中
国
・
日
本
の
寺
院
に
お
け
る
語
録
お
よ
び
小
参
・
法
語
・
拈ね
ん
こ古
・
頌じ
ゆ
こ古

二
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下
巻
…
…
偈
頌
・
仏
祖
賛
・
自
賛
・
小
仏
事

下
巻
に
は
そ
の
ほ
か
国
師
号
・
大
師
号
に
関
わ
る
勅
書
等
や
伝
記
・
跋
文
な
ど
を
収
め
る
。

　

こ
の
な
か
で
広
義
の
偈
頌
に
含
ま
れ
る
も
の
を
挙
げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

＊
頌
古　

公
案
に
対
し
て
自
己
の
見
解
を
詩
の
形
式
に
よ
っ
て
述
べ
た
も
の
。

＊
偈
頌　

道
号
頌
（
弟
子
な
ど
に
号
を
授
け
る
時
に
そ
の
意
味
を
説
く
）
や
送そ
う
あ
ん行
頌
（
寺
を
去
っ
て
い
く
僧
を
送
る
）
な
ど
。

＊
仏
祖
賛　

釈
迦
・
達
磨
ほ
か
歴
代
禅
僧
に
つ
い
て
詠
む
も
の
。
四し
ご
ん言
や
雑ざ
つ
ご
ん言
（
句
の
長
さ
が
一
定
で
は
な
い
形
式
）
な
ど
、
近
体
詩

で
は
な
い
形
式
の
も
の
も
含
む
。

＊
自
賛　

自
分
自
身
の
肖
像
へ
の
着
賛
。
こ
れ
も
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
の
韻
文
が
用
い
ら
れ
る
。

　

こ
の
う
ち
、
偈
頌
に
は
後
宇
多
法
皇
・
近
衛
家
平
・
六
条
有
忠
と
の
贈
答
が
含
ま
れ
、
そ
れ
ら
は
内
容
的
に
偈
頌
と
は
い
い
が
た
い

も
の
で
あ
る
が
、
南
禅
寺
の
大
檀
那
た
る
天
皇
家
や
貴
顕
と
の
付
き
合
い
も
、
住
持
と
し
て
の
活
動
の
一
環
と
い
う
認
識
で
収
録
さ
れ

た
の
で
あ
ろ
う
。
一
山
に
は
瀟
湘
八
景
図
（
中
国
長
江
中
流
の
八
つ
の
風
景
を
描
く
絵
画
）
の
賛
が
二
首
残
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
は
収

録
さ
れ
て
い
な
い
。
世
俗
的
な
作
品
も
あ
る
程
度
は
作
ら
れ
て
い
た
中
で
、
語
録
に
収
め
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
の
み
選
択
さ
れ
た
、

と
い
う
可
能
性
が
高
い
。

竺じ
く
せ
ん
ぼ
ん
せ
ん

仙
梵
僊
（
一
二
九
二
―
一
三
四
八
、一
三
二
九
来
日
）

　
『
竺
仙
和
尚
語
録
』（
大
正
新
脩
大
蔵
経
八
〇
）
は
、や
や
編
成
が
不
分
明
、お
そ
ら
く
法
語
・
偈
頌
・
賛
語
を
収
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
に
『
来ら
い
ら
い
ぜ
ん
し
と
う
と
し
ゆ
う

々
禅
子
東
渡
集
』『
来
々
禅
子
尚し
よ
う
じ時
集
』（
大
日
本
仏
教
全
書
）
お
よ
び
『
天て
ん

柱
ち
ゆ
う

集
』（
五
山
文
学
全
集
一
）
が
あ
る
。

　

い
ず
れ
も
語
録
か
ら
独
立
し
た
偈
頌
集
（『
天
柱
集
』
は
文
章
も
含
む
）
で
、
自
賛
、
あ
る
い
は
花
鳥
画
へ
の
画
賛
な
ど
も
含
ん
だ
内

三
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容
で
あ
る
。

　

一
山
語
録
で
「
頌
古
」「
仏
祖
賛
」「
自
賛
」
の
三
つ
は
、
直
接
的
に
禅
的
境
地
を
表
明
す
る
、
も
っ
と
も
偈
頌
ら
し
い
分
野
で
あ
り
、

の
こ
り
の
「
偈
頌
」
と
さ
れ
た
も
の
は
、
禅
宗
寺
院
内
部
に
お
け
る
人
間
関
係
や
日
常
生
活
に
基
づ
く
も
の
、
さ
ら
に
外
部
の
世
俗
社

会
と
の
関
わ
り
で
生
ま
れ
て
く
る
も
の
が
中
心
で
、
世
俗
的
要
素
が
入
っ
て
く
る
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
よ
う
な
部
分
が
増
え
て
く
る

と
、
竺
仙
の
よ
う
に
独
立
し
た
作
品
集
が
成
立
し
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
に
は
、
北
宋
で
は
覚
範
慧
洪
の
『
石
門
文
字
禅
』

の
よ
う
な
突
出
し
た
存
在
は
あ
る
も
の
の
、
ま
だ
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
詩
文
集
が
、
南
宋
・
元
の
禅
僧
で
は
語
録
と
は
別
に
「
○
○

外げ
し
ゆ
う集

」
な
ど
と
称
す
る
詩
文
集
を
持
つ
僧
が
増
え
て
き
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　

二
、
南
北
朝
の
日
本
人
僧
の
語
録
・
作
品
集

　

玉た
ま

村む
ら

竹た
け

二じ

氏
は
、
こ
の
時
期
に
日
本
人
僧
が
留
学
し
た
元
代
の
金こ
ん
ご
う
と
う
か

剛
幢
下
（
古く
り
ん
せ
い
む

林
清
茂
門
下
）
の
偈
頌
中
心
主
義
が
五
山
に
お
け
る

偈
頌
全
盛
期
を
も
た
ら
し
、
つ
い
で
明
代
の
大だ
い
え
は

慧
派
の
詩
文
中
心
主
義
が
絶
ぜ
つ
か
い
ち
ゆ
う
し
ん

海
中
津
ら
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
五
山
文
学
の
世
俗
化

が
起
こ
っ
た
、
と
す
る
（
４
）

。
そ
の
波
が
鎌
倉
末
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
日
本
人
僧
に
も
及
ん
で
く
る
。

虎こ
か
ん
し
れ
ん

関
師
錬
（
一
二
七
八
―
一
三
四
六
、
留
学
経
験
な
し
）

『
十じ
ゆ
う
ぜ
ん
し
ろ
く

禅
支
録
』『
続
十
禅
支
録
』
と
い
う
語
録
と
は
別
に
『
済
さ
い
ほ
く
し
ゆ
う

北
集
』
二
〇
巻
（
五
山
文
学
全
集
一
）
が
あ
る
。

　

巻
一
～
四　
　
　

賦
・
古
詩
・
律
詩
・
絶
句
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巻
五
・
六　
　
　

偈
賛

　

巻
七
～
九　
　
　

原
・
記
・
銘
・
序
跋
・
辨
議
書

　

巻
十　
　
　
　
　

外
紀
・
行
記
・
伝
・
表
・
疏

　

巻
十
一　
　
　
　

詩
話

　

巻
十
二
～
十
五　

清
言
・
祭
文
・
論

　

巻
十
六
～
二
十　

通
衡

巻
一
か
ら
巻
六
ま
で
が
「
詩
」（
韻
文
）、
巻
七
以
降
が
「
文
」（
散
文
）
と
い
う
構
成
で
、
六
巻
の
う
ち
四
巻
が
詩
、
二
巻
が
偈
頌
に
な
っ

て
い
る
。「
文
」
に
お
い
て
は
巻
七
か
ら
十
一
ま
で
は
ほ
ぼ
世
俗
的
な
内
容
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
詩
体
・
文
体

を
駆
使
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
、
初
期
五
山
の
禅
僧
の
あ
り
方
か
ら
は
相
当
に
逸
脱
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

中ち
ゆ
う
が
ん
え
ん
げ
つ

巌
円
月
（
一
三
〇
〇
―
七
五
、一
三
二
五
―
三
二
留
学
）

主
著
『
東
と
う
か
い
い
ち
お
う
し
ゆ
う

海
一
漚
集
』（
五
山
文
学
新
集
四
）（
た
だ
し
、
五
山
文
学
全
集
二
と
は
編
成
が
異
な
る
）

　

巻
一　

賦
・
詩

　

巻
二　

記
・
表
書
・
雑
著

　

巻
三　

中
正
子
（
儒
学
思
想
を
述
べ
た
も
の
）

　

巻
四　

随
筆
（
藤
陰
瑣
細
集
・
文
明
軒
雑
談
）

　

巻
五　

語
録

　

別
集　

真
賛
・
拈
香
・
秉ひ
ん
こ炬
・
仏
事
・
疏
・
銘
・
行
状
・
序
な
ど

三
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巻
三
以
降
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
写
本
・
版
本
で
伝
わ
る
も
の
も
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
虎
関
に
比
べ
て
も
、
世
俗
的
な
著
作
を

中
心
に
置
き
、
禅
僧
と
し
て
の
偈
頌
や
法
語
類
を
末
尾
に
、
付
録
的
な
扱
い
に
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

義ぎ
ど
う
し
ゆ
う
し
ん

堂
周
信
（
一
三
二
五
―
八
八
、
留
学
経
験
な
し
）

語
録
（
大
正
新
脩
大
蔵
経
八
〇
）
と
は
別
に
『
空く
う
げ
し
ゆ
う

華
集
』
二
〇
巻
（
五
山
文
学
全
集
二
）
が
あ
る
。

　

巻
一　
　
　
　
　

古
詩
・
歌
・
楚
辞
・
四
言
絶
句
・
五
言
絶
句
・
六
言
絶
句
・
七
言
絶
句

　

巻
二
～
五　
　
　

七
言
絶
句

　

巻
六　
　
　
　
　

五
言
律
詩
・
五
言
排
律

　

巻
七
～
九　
　
　

七
言
律
詩

　

巻
十　
　
　
　
　

七
言
律
詩
・
七
言
排
律

　

巻
十
一
～
十
四　

序

　

巻
十
五
～
十
七　

説

　

巻
十
八　
　
　
　

記
・
書
・
題
跋
・
雑
著

　

巻
十
九　
　
　
　

疏

　

巻
二
十　
　
　
　

銘
・
祭
文

　

部
門
と
し
て
「
偈
頌
」
と
い
う
名
称
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
作
品
と
し
て
は
、
禅
僧
と
の
贈
答
や
送
行
と
い
っ
た
偈
頌
的

内
容
を
含
む
も
の
も
多
い
。
文
章
に
つ
い
て
も
、
巻
十
五
～
十
七
の
「
説
」
は
字
説
、
す
な
わ
ち
道
号
頌
の
文
章
版
の
よ
う
な
内
容
な

の
で
、
半
数
の
巻
は
禅
的
な
内
容
が
占
め
て
い
る
。

三
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な
お
、
日
記
『
空く
う
げ
に
ち
よ
う
く
ふ
う
り
や
く
し
ゆ
う

華
日
用
工
夫
略
集
』
に
も
贈
答
詩
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

絶ぜ
つ
か
い
ち
ゆ
う
し
ん

海
中
津
（
一
三
三
四
―
一
四
〇
五
、一
三
六
八
―
七
六
カ
留
学
）

語
録
三
巻（
大
正
新
脩
大
蔵
経
八
〇
）以
外
の
著
作
と
し
て
は『
蕉
し
よ
う

堅け
ん

稿こ
う

』一
巻（
版
本
は
二
巻
二
冊
、五
山
文
学
全
集
二
）が
伝
わ
る
の
み
。

　

内
容
は
、
五
言
律
詩
・
七
言
律
詩
・
五
言
絶
句
・
七
言
絶
句
・
疏
・
序
・
書
・
説
・
銘
・
祭
文
と
な
っ
て
い
て
、
部
門
の
立
て
方
は

義
堂
と
共
通
性
が
高
い
。
偈
頌
は
語
録
巻
下
に
収
め
ら
れ
、
拈
古
・
道
号
頌
な
ど
以
外
に
も
、
禅
僧
と
の
贈
答
も
含
ま
れ
て
い
て
、
内

容
に
よ
っ
て
ど
ち
ら
に
収
め
る
か
判
断
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
文
章
に
関
し
て
も
、『
善
隣
国
宝
記
』
に
収
め
ら
れ
る
朝
鮮
へ
の

国
書
と
い
っ
た
も
の
は
入
っ
て
お
ら
ず
、
相
当
に
精
選
さ
れ
た
作
品
の
み
を
収
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

い
ず
れ
も
、
語
録
以
外
の
詩
文
集
（
外
集
）
が
独
立
し
、
ふ
く
ら
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
は
禅
的
な
作
品
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
世
俗

の
詩
文
と
変
わ
ら
な
い
内
容
の
も
の
が
主
流
で
、
そ
の
文
体
・
詩
体
や
対
象
も
多
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
文
人
的
要
素
と
旧
来
の
禅
僧

と
し
て
の
あ
り
方
と
が
共
存
し
た
状
況
だ
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
に
は
、
同
時
代
の
中
国
の
禅
僧
を
模
倣
し
自
ら
そ
う
あ
ろ
う
と
し
た
面

と
、
権
力
者
か
ら
世
俗
的
な
詩
文
の
作
成
を
求
め
ら
れ
て
い
た
面
と
が
あ
ろ
う
。

　
　
　

三
、
室
町
時
代
の
様
相

　

こ
の
よ
う
に
、
語
録
と
は
別
個
に
（
あ
る
い
は
共
通
の
書
名
の
も
と
に
）、
世
俗
的
要
素
を
多
く
含
む
作
品
を
詩
文
集
と
し
て
編
成
す

る
傾
向
は
、
室
町
前
期
に
も
続
き
、
惟い
つ
う
つ
う
じ
よ

忠
通
恕
（
一
三
四
九
―
一
四
二
九
）・
惟い
し
よ
う
と
く
が
ん

肖
得
巌
（
一
三
六
〇
―
一
四
三
七
）・
江こ
う
せ
い
り
ゆ
う
は

西
龍
派
（
一
三
七
五

―
一
四
四
六
）ら
に
継
承
さ
れ
る
。し
か
し
、中
国
文
人
の
よ
う
に
幅
広
い
散
文
の
著
作
を
残
す
、と
い
う
こ
と
は
少
な
く
な
り
、四
六
文（
疏
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と
呼
ば
れ
る
公
式
文
書
）
と
詩
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
る
。
偈
頌
も
次
第
に
少
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

惟い
し
よ
う
と
く
が
ん

肖
得
巌
（
一
三
六
〇
―
一
四
三
七
）

　
『
東と
う
か
い
け
い
か
し
ゆ
う

海
璚
華
集
』（
五
山
文
学
新
集
二
）
は
、
語
録
以
下
、
禅
僧
と
し
て
の
文
章
を
ま
と
め
た
部
分
と
、
詩
を
詩
体
別
に
ま
と
め
た
部

分
か
ら
成
る
。
こ
れ
と
は
別
に
疏
の
み
を
集
め
た
本
が
伝
わ
る
。
偈
頌
は
、
文
章
を
ま
と
め
た
部
分
の
末
尾
に
「
道
号
」
が
収
め
ら
れ

る
以
外
は
、
詩
体
別
（
律
詩
と
絶
句
）
の
詩
集
部
分
に
混
ざ
り
合
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
次
世
代
の
瑞
ず
い
け
い
し
ゆ
う
ほ
う

渓
周
鳳
（
一
三
九
二
―
一
四
七
三
）・
希き
せ
い
れ
い
げ
ん

世
霊
彦
（
一
四
〇
三
―
八
八
）・
横お
う
せ
ん
け
い
さ
ん

川
景
三
（
一
四
二
九
―
九
三
）・

天て
ん
い
ん
り
ゆ
う
た
く

隠
龍
沢
（
一
四
二
二
―
一
五
〇
〇
）・
万ば
ん

里り

集
し
ゆ
う

九き
ゆ
う（
一
四
二
八
―
一
五
〇
三
頃
）
ら
に
な
る
と
、
偈
頌
あ
る
い
は
語
録
を
別
立
て
に

し
な
い
も
の
も
増
え
て
く
る
。
た
と
え
ば
万
里
は
偈
を
別
立
て
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
未
完
成
の
ま
ま
、
横
川
は
制
作
年
時
順
の
ま
ま

で
あ
る
。
ま
た
、
詩
体
は
七
言
絶
句
が
圧
倒
的
に
多
く
な
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
室
町
末
ま
で
続
く
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
、

景け
い
じ
よ
し
ゆ
う
り
ん

徐
周
麟
（
一
四
四
〇
―
一
五
一
八
）
は
、
編
集
が
行
き
届
い
て
い
る
が
、
偈
頌
と
詩
で
は
圧
倒
的
に
詩
が
多
い
。

希き
せ
い
れ
い
げ
ん

世
霊
彦
（
一
四
〇
三
―
八
八
）

　
『
村そ
ん
あ
ん
こ
う

庵
藁
』（
五
山
文
学
新
集
二
）
は
上
巻
お
よ
び
中
巻
の
途
中
ま
で
七
言
絶
句
、
中
巻
後
半
は
そ
の
他
の
詩
体
。
題
詠
や
題
画
詩
、

ま
た
少
年
僧
の
作
品
へ
の
次
韻
詩
な
ど
、
室
町
中
期
の
五
山
に
お
け
る
典
型
的
な
詩
を
収
め
る
。
下
巻
に
は
疏
・
序
・
字
説
・
賛
・
題

跋
な
ど
の
散
文
が
あ
る
。
希
世
は
住
持
に
就
任
し
て
い
な
い
の
で
、
い
わ
ゆ
る
語
録
は
な
く
、
ま
た
明
確
に
偈
頌
と
言
え
る
も
の
も
ほ

と
ん
ど
な
い
。
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景け
い
じ
よ
し
ゆ
う
り
ん

徐
周
麟
（
一
四
四
〇
―
一
五
一
八
）

　
『
翰か
ん
り
ん
こ
ろ
し
ゆ
う

林
葫
蘆
集
』（
五
山
文
学
全
集
四
、
た
だ
し
語
録
を
割
愛
）
は
、
語
録
部
分
と
詩
文
集
と
を
両
方
備
え
て
い
る
。
上
堂
（
二
巻
）・

秉
払
・
疏
・
道
号
・
詩
（
五
巻
）・
文
（
三
巻
、
序
・
記
・
字
説
・
跋
な
ど
）・
賛
・
仏
事
（
三
巻
）
の
計
一
七
巻
。

英え
い
ほ
よ
う
ゆ
う

甫
永
雄
（
一
五
四
七
―
一
六
〇
二
）

　
『
倒と
う
あ
し
ゆ
う

痾
集
』（
吉
田
幸
一
編
『
雄
長
老
集
』
古
典
文
庫
、
一
九
九
七
に
影
印
、
蔭
木
英
雄
・
浜
田
啓
介
に
よ
る
翻
刻
が
『
室
町
ご
こ
ろ
』

角
川
書
店
、
一
九
七
八
に
あ
る
）（
他
に
語
録
『
羽
弓
集
』
あ
り
）

　
（
章
題
な
し
）
六
七
九
首

　

故
事　
　
　
　
　

三
二
首

　

賛　
　
　
　
　

一
一
九
首

　

追
悼　
　
　
　
　

八
五
首

　

送
行　
　
　
　
　

二
一
首

　

招
詩　
　
　
　
　
　

一
首

　

頌　
　
　
　
　
　

一
一
首　
（
全
九
四
八
首
）

　

頌
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
建
仁
寺
住
持
就
任
を
勧
め
る
詩
へ
の
返
事
、
東
寺
に
宿
泊
し
て
大
師
忌
の
儀
式
を
見
て
詠
ん
だ
も
の
、

「
仏
涅
槃
日
」「
般
若
湯
」「
木
犀
花
数
珠
」「
拄
杖
化
龍
」
と
い
っ
た
禅
寺
ゆ
か
り
の
事
物
、「
智
門
蓮
華
話
」「
庭
前
柏
樹
」
と
い
っ
た

公
案
を
題
に
し
た
も
の
な
ど
、
題
材
が
明
確
に
禅
的
な
も
の
に
限
定
さ
れ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
偈
頌
の
比
率
が
明
ら
か
に
低
下
す
る
一
方
、
世
俗
的
な
詩
文
も
特
定
の
文
体
・
詩
体
に
集
中
す
る
よ
う
に
な
る
。
た

だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
置
か
れ
た
状
況
や
立
場
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
の
で
、
さ
ら
に
細
か
な
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
　
　

四
、五
山
僧
の
偈
頌
と
詩
に
対
す
る
意
識

　

こ
う
し
て
み
る
と
、
南
北
朝
時
代
を
画
期
と
し
て
、
偈
頌
か
ら
詩
へ
と
重
心
が
移
動
し
て
い
っ
た
よ
う
に
観
察
さ
れ
る
。
そ
の
時
期

の
五
山
僧
は
、
こ
の
流
れ
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を
示
し
た
か
。
二
つ
の
発
言
を
取
り
上
げ
よ
う
。

或
人
問
云
、詩
即
尋
常
風
雅
文
人
所
作
、但
如
禅
林
偈
頌
者
、其
体
如
何
。答
曰
、汝
不
見
乎
、伝
燈
所
載
七
仏
二
十
八
祖
伝
法
有
偈
、

言
辞
淳
厚
、
与
夫
咸
淳
・
景
定
諸
師
所
作
細
巧
華
麗
者
、
相
去
何
啻
天
淵
之
遠
而
已
耶
。
元
朝
有
長
老
義
空
遠
者
、
住
東
林
、

高
潔
而
好
古
、
大
禅
師
也
。
甚
病
、
今
代
流
俗
阿
師
称
禅
者
、
操
以
奇
芬
異
葩
之
語
為
偈
頌
、
抵
足
汚
壊
吾
宗
、
直
説
単
伝
之

道
、
繇
是
不
分
。
採
摭
仏
祖
偈
頌
、
専
為
淳
素
渾
厚
者
、
作
一
大
冊
、
題
名
曰
獅
子
筋
。
禅
居
老
師
（
清
拙
正
澄
）
甚
喜
之
、
携

来
日
本
。
不
知
今
此
書
、
秘
在
何
処
、
不
見
行
于
時
、
為
可
惜
也
。
盖
吾
郷
禅
和
子
、
不
好
古
、
故
唾
而
棄
之
耳
歟
。（
中
巌
円

月
『
東
と
う
か
い
い
ち
お
う
し
ゆ
う

海
一
漚
集
』
四
、
文
明
軒
雑
談
・
下
、
五
山
文
学
新
集
四
・
四
八
四
頁
）

　

偈
頌
は
過
去
七
仏
か
ら
西
天
二
十
八
祖
を
経
て
達
磨
に
至
る
ま
で
、
そ
の
法
を
伝
え
る
手
段
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
素
朴
で
力
強
い
表
現
は
、
南
宋
末
、
景
定
（
一
二
六
〇
―
六
四
）・
咸
淳
（
一
二
六
五
―
七
四
）
年
間
の
禅
僧
た
ち
の
繊
細
華
麗
な

偈
頌
と
は
天
地
ほ
ど
の
隔
た
り
が
あ
る
。
そ
う
い
う
偈
頌
は
禅
宗
の
自
滅
だ
と
憂
え
た
義
空
遠
と
い
う
僧
が
手
本
と
す
べ
き
仏
祖
の
偈

頌
を
選
ん
で
『
獅し

子し

筋き
ん

』
と
名
付
け
た
。
こ
れ
を
清
拙
正
澄
（
一
二
七
四
―
一
三
三
九
、一
三
二
六
来
日
）
が
日
本
に
持
ち
込
ん
だ
が
、
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今
ど
こ
に
隠
れ
て
い
る
の
か
、世
間
に
流
布
し
て
い
な
い
。
我
が
国
の
禅
僧
た
ち
は
古
い
も
の
を
好
ま
な
い
の
で
、見
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ

た
の
だ
ろ
う
―
―
大
意
は
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

清
拙
正
澄
と
い
え
ば
、南
宋
の
禅
僧
の
偈
頌
を
集
め
た
『
江ご
う
こ
ふ
う
げ
つ
し
ゆ
う

湖
風
月
集
』
（
５
）を

日
本
に
も
た
ら
し
、出
版
し
た
と
も
言
わ
れ
る
。
彼
の
『
禅

居
集
』
に
は
「
跋
江
湖
集
」
と
い
う
文
章
が
あ
り
（
五
山
文
学
全
集
一・
四
九
九
頁
）、
こ
こ
で
も
南
宋
末
の
偈
頌
は
「
穿
鑿
度
を
過
ぎ
、

殊
に
醇
厚
の
風
を
失
ふ
」
と
否
定
的
で
あ
る
が
、
そ
の
詩
法
を
学
ん
だ
上
で
そ
れ
を
捨
て
れ
ば
よ
い
の
で
、
学
ぶ
価
値
は
あ
る
、
と
し

て
い
る
。

　

中
巌
は
清
拙
と
も
共
通
の
認
識
の
上
で
、「
尋
常
風
雅
の
文
人
の
作
る
所
」
の
「
詩
」
と
、禅
を
次
代
へ
と
伝
え
る
大
事
な
役
割
を
担
っ

た
「
偈
頌
」
と
を
明
確
に
区
別
し
、
偈
頌
の
惰
弱
に
流
れ
る
さ
ま
（
詩
へ
の
接
近
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
）
を
激
し
く
非
難
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　

実
は
こ
の
話
の
直
前
に
は
、
北
宋
の
詩
人
蘇そ
し
よ
く軾
と
黄こ
う
て
い
け
ん

庭
堅
の
禅
語
を
用
い
た
詩
を
取
り
上
げ
、「
今
時
禅
和
子
、
以
頌
詩
為
分
別
、

以
細
巧
婀
柔
者
、
謂
之
為
詩
、
以
粗
強
直
条
之
語
、
名
之
為
頌
、
且
用
仏
祖
言
語
、
乃
為
頌
、
如
蘇
・
黄
二
公
詩
、
為
頌
耶
、
亦
為
詩

也
、（
中
略
―
―
二
人
の
詩
句
を
引
用
す
る
）、
此
等
語
、
載
于
禅
林
所
行
江
湖
集
・
菩
薩
蛮
集
中
、
誰
云
非
頌
邪
」
と
も
述
べ
て
い
て
、

表
現
の
軟
弱
・
強
硬
の
違
い
、
禅
語
使
用
の
有
無
に
よ
っ
て
偈
頌
と
詩
を
区
別
す
る
な
ら
、
た
と
え
作
者
が
俗
人
で
あ
っ
て
も
偈
頌
と

呼
べ
る
、と
論
じ
て
い
る
（
文
中
の
「
江
湖
集
」
が
す
な
わ
ち
『
江
湖
風
月
集
』、「
菩ぼ

薩さ
つ

蛮ば
ん

」
は
同
様
の
中
国
禅
僧
の
偈
頌
集
だ
が
散
逸
）。

こ
れ
も
、仏
祖
の
素
朴
な
偈
頌
に
価
値
を
置
き
、俗
人
の
普
通
の
詩
と
変
わ
ら
な
い
よ
う
な
作
品
を
作
る
禅
僧
に
対
す
る
批
判
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
も
う
一
人
、
義
堂
周
信
は
、
精
力
的
な
著
作
活
動
の
か
た
わ
ら
、
中
国
禅
僧
の
偈
頌
を
分
類
編
集
し
た
総
集
の
編
纂
を
生
涯

の
課
題
と
し
て
い
た
。
最
晩
年
に
よ
う
や
く
ま
と
ま
っ
た
も
の
が
五
山
版
と
し
て
刊
行
さ
れ
、『
重
じ
ゆ
う
か
ん
じ
よ
う
わ
る
い
じ
ゆ
う
そ
え
ん
れ
ん
ぽ
う
し
ゆ
う

刊
貞
和
類
聚
祖
苑
聯
芳
集
』
と
名

付
け
ら
れ
た
。
全
十
巻
に
は
、
頌
古
・
賛
・
道
号
と
い
っ
た
狭
義
の
偈
頌
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
送
行
・
贈
答
と
い
っ
た
人
事
に
関
す
る
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も
の
、
身
の
回
り
の
道
具
類
や
飲
食
、
画
賛
、
動
植
物
、
季
節
折
々
の
詠
ま
で
、
幅
広
く
採
録
さ
れ
て
い
る
。

　

義
堂
は
跋
文
に
お
い
て
、「
吾
宗
無
語
句
、
亦
無
法
与
人
、
此
集
従
何
而
来
哉
」
す
な
わ
ち
、
不ふ
り
ゆ
う
も
ん
じ

立
文
字
・
教
外
別
伝(

き
よ
う
げ

べ
つ
で
ん)
の
禅
宗
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
偈
頌
を
作
り
、
ま
た
読
む
意
義
は
何
な
の
か
、
と
問
い
か
け
な
が
ら
、
貞
和
年
間
（
一
三
四
五

―
五
九
）、
二
十
代
前
半
を
過
ご
し
た
天
龍
寺
に
お
い
て
「
童
蒙
」
の
た
め
に
編
集
し
た
原
稿
を
火
事
で
亡
く
し
た
後
、
間
違
い
だ
ら
け

の
伝
写
本
や
海
賊
版
が
横
行
す
る
の
を
黙
認
で
き
ず
、
自
ら
の
手
で
完
全
増
補
版
を
編
集
し
た
の
だ
、
と
述
べ
て
い
る
（
６
）
。

　

や
や
時
代
が
飛
ん
で
、
天
隠
龍
沢
は
、
文
明
一
五
年
（
一
四
八
三
）
に
、
唐
か
ら
明
に
か
け
て
の
詩
を
集
め
た
『
錦
繍
段
』
の
自
序
に

こ
う
述
べ
る
。

詩
者
非
吾
宗
所
業
也
。
雖
然
古
人
曰
、
参
詩
如
参
禅
。
詩
也
、
禅
也
、
到
其
悟
入
則
非
言
語
所
及
也
。
吾
門
耆
宿
不
外
之
。
覚
範
・

参
寥
・
珍
蔵
叟
・
至
天
隠
詩
老
、
或
編
其
集
、
或
註
其
詩
。
豈
謂
吾
宗
無
詩
乎
。（
中
略
）
詩
之
外
無
禅
、
禅
之
外
無
詩
。
於
是

始
知
淵
明
之
詩
有
達
磨
骨
髄
、
后
山
之
詩
有
洞
家
玄
妙
也
。（
江
戸
時
代
の
『
錦
繍
段
』
版
本
に
あ
る
序
文
）

　

詩
は
も
と
も
と
禅
僧
の
仕
事
で
は
な
い
が
、
昔
の
人
が
「
禅
に
参
ず
る
よ
う
に
詩
に
参
ぜ
よ
」
と
言
っ
た
よ
う
に
、
詩
も
禅
も
悟
り

の
境
地
に
到
れ
ば
言
語
の
世
界
を
超
越
す
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
だ
か
ら
宋
元
の
有
名
な
禅
僧
た
ち
（
北
宋
の
覚
範
慧
洪
・
参
寥
道

潜
、
宋
末
元
初
の
蔵
叟
善
珍
・
天
隠
円
至
ら
）
も
詩
集
を
作
っ
た
り
詩
集
の
注
釈
を
行
っ
た
り
し
た
。
決
し
て
禅
宗
に
詩
が
な
い
わ
け

で
は
な
い
。（
中
略
部
分
は
、
自
分
が
若
い
頃
か
ら
詩
に
志
し
、
手
本
と
し
て
こ
の
詩
集
を
編
ん
だ
こ
と
を
述
べ
る
）
詩
と
禅
と
は
一
体

の
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
陶
淵
明
の
詩
に
は
達
磨
の
教
え
の
エ
ッ
セ
ン
ス
が
あ
り
、
陳
師
道
（
北
宋
の
詩
人
、
蘇
軾
の
弟
子
）
に
は

曹
洞
宗
の
教
え
が
含
ま
れ
て
い
る

―
全
体
の
内
容
は
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　

詩
と
禅
と
の
一
体
化
（
詩
禅
一
如
）
と
い
う
思
想
が
背
景
に
あ
っ
て
、
詩
と
偈
頌
と
が
一
体
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

作
品
集
の
編
成
に
お
い
て
見
た
よ
う
に
、
偈
頌
中
心
か
ら
詩
中
心
へ
と
い
う
現
実
の
作
品
制
作
の
変
化
に
伴
っ
て
、
南
北
朝
期
に
お
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け
る
詩
と
偈
頌
と
の
葛
藤
か
ら
、
室
町
期
の
一
体
化
へ
と
、
意
識
も
ま
た
変
化
し
て
い
く
さ
ま
が
見
て
取
れ
る
。

　
　
　

五
、一
休
に
お
け
る
詩
と
偈
頌

　
『
狂
雲
集
』
の
な
か
か
ら
、「
詩
」
と
「
偈
」
と
に
分
類
さ
れ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
を
一
首
ず
つ
取
り
上
げ
る
。

「
詩
」
に
属
す
る
作
品
の
例

　
　
　

山
市
晴
嵐

　
　

街
頭
十
字
在
山
頭　
　

街
頭
十
字　

山
頭
に
在
り

　
　

風
外
晴
嵐
富
貴
秋　
　

風
外
の
晴
嵐　

富
貴
の
秋

　
　

万
貫
銭
兼
一
天
米　
　

万
貫
の
銭
と
一
天
の
米
と

　
　

市
人
商
女
好
風
流　
　

市
人　

商
女　

好
風
流

　

禅
僧
は
山
に
こ
も
っ
て
修
行
し
、
ま
た
町
中
に
出
て
き
て
修
行
す
る
が
、
こ
こ
は
そ
れ
が
両
方
と
も
あ
る
場
所
だ
。
風
が
靄
を
吹
き

飛
ば
し
、
豊
作
の
秋
晴
れ
に
な
っ
た
。
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
の
銭
と
米
が
こ
の
市
で
取
引
さ
れ
、
商
人
も
妓
女
も
い
き
い
き
と
活
動
し

て
い
る
。

　
「
街
頭
十
字
」
と
は
、「
十
字
街
頭
」
を
転
倒
さ
せ
た
も
の
で
、『
臨
済
録
』
に
見
え
る
語
。「
商
女
」
と
は
、唐
の
詩
人
杜
牧
の
「
秦
淮
」

（『
三
体
詩
』
所
収
）
の
句
「
商
女
は
知
ら
ず
亡
国
の
恨
み
」
に
基
づ
く
語
で
、
宴
席
で
歌
を
歌
う
女
性
を
言
う
。
こ
の
よ
う
に
、
禅
籍

と
漢
籍
の
両
方
の
表
現
を
取
り
入
れ
て
一
首
を
構
成
し
て
い
る
。
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題
の
「
山
市
晴
嵐
」
は
、
瀟
湘
八
景
の
一
つ
で
、
冒
頭
に
取
り
上
げ
た
一
山
一
寧
以
降
、
日
本
で
も
五
山
僧
が
大
量
に
詠
ん
で
い
る
。

多
く
の
作
品
は
利
に
走
る
商
人
た
ち
を
批
判
的
に
描
く
の
だ
が
、
一
休
は
む
し
ろ
そ
れ
を
「
風
流
」
と
す
る
点
で
異
色
で
あ
る
（
７
）

。

　

表
現
の
出
典
で
あ
る
『
三
体
詩
』
は
禅
林
で
広
く
読
ま
れ
た
唐
詩
選
集
で
、
一
休
も
建
仁
寺
修
行
時
代
か
ら
親
し
ん
で
い
る
。

　

な
お
、
こ
の
ほ
か
、「
詩
」
に
属
す
る
作
品
の
テ
ー
マ
と
し
て
は
中
国
の
歴
史
上
の
人
物
や
故
事
が
多
く
、
漢
籍
に
描
か
れ
た
世
界
に

遊
び
、
そ
こ
に
自
己
表
現
を
盛
り
込
ん
で
い
く
よ
う
な
作
品
が
一
般
的
で
あ
る
。

「
偈
頌
」
に
属
す
る
作
品
の
例

　
　
　

長
禄
庚
辰
八
月
晦
日
大
風
洪
水
衆
人
皆
憂
、
夜
有
遊
宴
歌
吹
之
客
、
不
忍
聞
之
、
作
偈
以
自
慰
云

　
　
（
長
禄
庚
辰
〔
長
禄
四
年
、
一
四
六
〇
〕
八
月
晦
日
、
大
風
洪
水
あ
り
て
衆
人
皆
な
憂
ふ
る
に
、
夜
遊
宴
歌
吹
の
客
有
り
、
之
を
聞

く
に
忍
び
ず
、
偈
を
作
り
て
以
て
自
ら
慰
む
と
云
ふ
）

　
　

大
風
洪
水
万
民
憂　
　

大
風　

洪
水　

万
民　

憂
ふ

　
　

歌
舞
管
絃
誰
夜
遊　
　

歌
舞　

管
絃　

誰
か
夜
遊
せ
る

　
　

法
有
興
衰
劫
増
減　
　

法
に
興
衰
有
り　

劫
に
増
減
あ
り

　
　

任
他
明
月
下
西
楼　
　

任さ
も
あ
ら
ば
あ
れ他　

明
月
の
西
楼
に
下
る
に

大
風
や
洪
水
で
人
々
が
苦
し
ん
で
い
る
の
に
、
い
っ
た
い
誰
だ
、
ど
ん
ち
ゃ
ん
騒
ぎ
を
し
て
い
る
の
は
。
長
い
時
間
の
あ
い
だ
に
仏
法
の

興
隆
か
ら
衰
退
へ
、
世
界
も
建
設
か
ら
破
壊
へ
と
向
か
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
物
思
い
に
ふ
け
る
う
ち
、
美
し
い
月
が
西
の
高

殿
に
沈
ん
で
い
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
「
劫
増
減
」
と
は
、
時
間
の
数
え
方
を
言
う
。
十
歳
か
ら
百
年
ご
と
に
一
歳
増
や
し
て
八
万
四
千
歳
に
到
り
、
逆
に
一
歳
減
ら
し
て
十

四
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歳
に
戻
る
ま
で
を
一
増
減
と
し
、
そ
の
八
十
倍
を
大
劫
と
す
る
も
の
。
大
劫
の
う
ち
の
壊
劫
と
呼
ば
れ
る
劫
の
と
き
に
は
、
さ
ま
ざ
ま

な
災
害
が
起
こ
っ
て
世
界
が
破
壊
さ
れ
る
。
第
四
句
「
任
他
明
月
下
西
楼
」
は
、
句
全
体
が
李
益
「
写
情
」（『
三
体
詩
』
所
収
）
第
四

句
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
。
も
と
の
詩
で
は
愛
す
る
女
性
を
失
っ
た
作
者
が
、
も
う
月
を
眺
め
て
楽
し
む
気
に
も
な
れ
な
い
、
と
い
う

悲
し
み
を
表
現
し
て
い
る
の
を
、
対
社
会
的
な
感
情
に
置
き
換
え
て
い
る
（
８
）

。

　

こ
の
作
品
で
は
、
社
会
の
現
実
を
見
て
心
が
動
か
さ
れ
、
そ
の
思
考
が
仏
法
あ
る
い
は
禅
の
あ
り
方
へ
、
ま
た
自
分
自
身
の
あ
り
方

へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　

両
者
を
比
較
す
れ
ば
、
よ
り
直
接
的
に
自
己
の
思
考
や
感
情
を
表
現
し
て
い
る
の
が
偈
頌
、
中
国
の
古
典
作
品
の
世
界
を
自
由
な
解

釈
で
描
く
こ
と
に
よ
り
、
間
接
的
に
自
己
を
表
現
し
て
い
る
の
が
詩
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

中
巌
も
義
堂
も
、
偈
頌
こ
そ
が
禅
僧
と
し
て
の
存
在
意
義
と
密
接
不
可
分
で
あ
る
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
先
述
の
よ
う
に
、
み
ず
か
ら
の
文
業
に
お
い
て
、
文
人
士
大
夫
的
な
あ
り
方
に
踏
み
出
し
て
、
俗
人
と
変
わ
ら
な
い
編
成
の
作

品
集
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
矛
盾
こ
そ
、
五
山
僧
の
文
人
化
が
始
ま
っ
た
南
北
朝
時
代
の
著
し
い
特
徴
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
れ
は
、
禅
僧
と
文
人
と
い
う
二
つ
の
立
場
の
緊
張
関
係
を
強
く
意
識
し
つ
つ
行
わ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
完
全
に
幕
府
の
統
制
下
に
入
り
、
社
会
と
の
関
係
が
安
定
し
た
室
町
前
期
以
降
は
、
そ
の
矛
盾
を
あ
ま
り
意
識
し

な
く
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
積
極
的
な
文
人
意
識
を
持
た
な
く
な
り
、
世
俗
的
な
詩
文
の
制
作
も
禅
僧
と
し
て
の
日
常
生
活
に
融
合

同
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
幅
広
い
文
体
・
詩
体
を
試
み
よ
う
と
は
せ
ず
、
当
時
の
社
会
や
禅
寺
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
た
も
の
に
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特
化
し
た
よ
う
な
著
作
の
内
容
は
、
そ
う
い
っ
た
安
定
（
あ
る
い
は
安
住
）
的
な
禅
僧
の
あ
り
方
を
反
映
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
状
態
の
五
山
か
ら
飛
び
出
し
、
そ
れ
を
相
対
化
で
き
る
立
場
に
あ
っ
た
一
休
は
、
詩
作
の
表
現
に
お
い
て
は
そ
こ
で
学
ん

だ
技
法
を
駆
使
し
つ
つ
も
、
ふ
た
た
び
偈
頌
の
世
界
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

作
品
に
は
、
社
会
や
そ
の
中
で
生
き
る
自
分
自
身
と
い
う
現
実
世
界
と
、
中
国
の
古
典
に
描
か
れ
た
仮
想
世
界
と
い
う
二
つ
の
対
象

が
あ
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
最
終
的
に
は
自
己
表
現
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
な
い
も
の
の
、
描
か
れ
る
世
界
と
し
て
現
実
そ
の
も
の
か
、

仮
想
な
の
か
、
と
い
う
点
に
偈
頌
と
詩
と
を
分
け
る
境
界
が
あ
る
よ
う
だ
。
つ
ま
り
、
禅
語
を
使
う
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
次
元
で
は

な
く
、
制
作
の
契
機
や
方
法
と
い
っ
た
、
よ
り
作
品
内
部
の
深
い
と
こ
ろ
で
の
区
別
の
意
識
が
あ
る
、
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。

〔
注
〕

（
１
）
島
尾
新
編『
東
ア
ジ
ア
の
な
か
の
五
山
文
化
』（
東
ア
ジ
ア
海
域
に
漕
ぎ
だ
す
４
、
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
四
）
が
こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な

分
野
に
お
け
る
研
究
の
最
前
線
を
示
し
て
い
る
。

（
２
）
齋
藤
隆
信『
漢
語
仏
典
に
お
け
る
偈
の
研
究
』
法
蔵
館
、
二
〇
一
三
、
に
詳
し
い
。

（
３
）
中
本
環
氏
が
早
く
か
ら
提
唱
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
論
考
は『
一
休
宗
純
の
研
究
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
八
、
に
ま
と
め
ら
れ
た
。

（
４
）
玉
村
竹
二『
五
山
文
学
』（
至
文
堂
、
一
九
五
五
、一
九
六
六
増
補
）

（
５
）偈
頌
の
手
本
と
し
て
広
く
読
ま
れ
、日
本
人
に
よ
る
注
釈
書
も
多
数
作
ら
れ
た
。
そ
の
な
か
で
室
町
中
期
以
降
普
及
し
た『
江
湖
風
月
集
略
註
』

に
つ
い
て
は
、
芳
澤
勝
弘
注『
江
湖
風
月
集
訳
注
』（
禅
文
化
研
究
所
、
二
〇
〇
三
）
に
お
い
て
参
考
に
さ
れ
て
い
る
他
、
飯
塚
大
展
ほ
か「『
江
湖

風
月
集
略
註
』
研
究
」（
一
）
～（
六
）（『
駒
澤
大
学
禅
研
究
所
年
報
』
二
〇
～
二
五
、二
〇
〇
八
・一
二
～
二
〇
一
三
・一
二
、
続
刊
予
定
）
に
詳
し

い
注
釈
が
あ
る
。

四
三



（
６
）
朝
倉
尚「
五
山
版『
新
撰
貞
和
分
類
古
今
尊
宿
偈
頌
集
』『
重
刊
貞
和
類
聚
祖
苑
聯
芳
集
』
の
刊
行
を
め
ぐ
っ
て
―
義
堂
周
信
の
存
在
証
明
―
」

（『
国
語
国
文
』
七
四
―
六
、二
〇
〇
五
・
六
）

（
７
）
岩
山
泰
三「
引
き
裂
か
れ
た
臥
遊
世
界
―
一
休
八
景
詩
素
描
―
」（『
文
学
』
一
二
―
五
、二
〇
一
一・
九
）

（
８
）
一
休
詩
偈
の
解
釈
に
は
柳
田
聖
山
訳『
狂
雲
集
』（
中
公
ク
ラ
シ
ッ
ク
ス
三
一
、
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
一
）
を
参
照
し
た
。 四

四


