
道
真

の
詩

「
早
春
侍
二宴
仁
壽
殿

一同
賦
レ
認
レ春
慮
レ
製
。
」
「封
レ
鏡
」

の
二
詩
を
め
ぐ

っ
て

―

道
真

の

『白

氏
文

集
』

か
ら

の
摂
取
態
度

の

一
考
察

（そ

の
六
）焼

山

廣

志

一

道
真

の
詩
に
投
影
さ
れ
て
い
る

『白
氏
文
集
』

の
調
査
研
究
に
つ
い
て
は
、
既
に
金
子
彦
占
一郎
氏

の
著
作
で
あ
る

『
平
安
時
代
文
學
と
白
氏

文
集
』
を
は
じ
め
と
し
て
数
多
く
の
研
究
者
に
よ
り
論
じ
ら
れ
て
来
た
。
今
回
の
拙
稿
も
そ
の
視
点
に
立

っ
て
の
論
展
開

に
他
な
ら
な

い
が
、

そ
の
投
影
の
度
合
、
換
言
す
れ
ば
道
真
が

『白
氏
文
集
』
を
ど
の
よ
う
に
利
用
し
、
自
分
の
も

の
と
し
て
血
肉
化
し
て
行

っ
た
の
か
、
そ
の
過

程
は

一
様
で
は
な

い
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
多
様
な
摂
取

の
様
態

の

一
つ
の
手
掛
か
り
と
な
る
と
思
わ
れ
る
作
品
を
二
首

「
早
春
、
侍

一宴
仁
壽

殿
一同
賦
レ認
レ
春
、
慮
レ製
」
「封
レ鏡
」
を
取
り
挙
げ
て
更
に

一
歩
踏
み
こ
ん
だ
考
察
を
試
み
た
い
と
思
う
。

一89一

二

ま
ず
、
明
ら
か
に

『白
氏
文
集
』
か
ら
の
摂
取
の
上
に
詩
作
が
行
な
わ
れ
て
い
る
作
品
を
挙
げ
て
み
る
。

を
白
詩
と
略
し
て
記
す
）
か
ら
の
摂
取
の
指
摘
は
川
口
久
雄
氏
よ
り
な
さ
れ
て
い
る
。
（注

こ

こ
の
白
詩

（以
下

『白
氏
文
集
』



廓

㎝

早
春
侍

宴
仁
壽
殿一
、

自・
此
以
下
百
六
首同賦レ認レ春、鷹レ製。吏部侍郎之作

認
得
年
芳
第
一

科

認
め
得
た
り

年
芳
の
第
一

科

先
從
禁
禦
遍
経
過

き
ん
ぎ
ょ

あま

ね

先
ず
禁禦

よ
り
経
過
す
る
こ
と
遍
し

和
風
附
外
排
山
水

ひ
ら

和
風外

に
附
き
て

山
水
を
排
く

暖
氣
留
中
屡
綺
羅

き

ら

つ

暖氣

中
に
留
り
て

綺
羅
に
驕
く

鳥
語
還
嫌
篭
在
舌

さ
えず

し
ょ

う

鳥
の
語
り
は

還
り
て

篶
の
舌
に
在
る
か
と
嫌
ふ

う
た
が

華
容
不
放
錦
成
稟

は
な

か
たち

に
しき

か

い
た

華
の
容
は

錦
の
棄
に
成
す
に
放
ら
ず

今
朝
莫
道
春
深
淺

い

今朝

道
ふ
こ
と
莫
か
れ

春
の
深
淺

偏
愛
吹
嘘
長
養
多

ひ
と
へ

す
い
き
ょ

偏
に
愛
す

吹
嘘
長
養
多き

を

（
『菅

家
文
草』

巻
二）

90

*
注
…
作
品
番
号
は
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
の
通
し
番
号
に
従

っ
た
。
訓
み
は
筆
者
試
読
。

こ
の
詩
の
説
明
に
川
口
久
雄
氏
の
次
の

一
文
が
あ
る
。
（注
二
）

こ
の
年
の
内
宴
は
紀
略
に

「廿
日
壬
辰
、
内
宴
、
奏
二
女
楽
一、
文
人
賦
レ詩
。
賜
レ
禄
」
と
あ
る
。

（中
略
）

貞
観
十
九
年
正
月
十
五
日
、
道
真
任
二式
部
少
輔
一。
（補
任
）
詩
題
は
、
文
集
の

「認
春
戯
呈
凋
少
サ
。
李
郎
中

・
陳
主
簿
」
に
よ
る
。

こ
こ
で

『白
氏
文
集
』

の
該
当
の
詩
を
挙
げ
る
。







こ
の
両
詩
の
二
句
は

「春
風
」
と

「年
芳
」
と

い
う
春
を
見
出
し
た
対
象
物
、
ま
た

「西
園
南
面
水
東
頭
」
と

「禁
禦
」

の
よ
う
に
、
春
の

到
来
を
見
出
し
た
場
所
の
相
違
は
あ

っ
て
も
発
想
は
酷
似
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
じ
よ
う
に
白
詩

の

一
・
二
句
を
要
約
す
る
形

で
道
真
が

「和

風
附
外
排
山
水
」
の
表
現
を

一
・
二
句

の
後
に
続
け
て
い
る
の
は
白
詩
の
内
容
を
意
識
し
て
の
句
作
り
に
他
な
ら
な
い
と
思
う
。
こ
こ
に
は
明

ら
か
に
白
詩
の
投
影
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
ら
に
、
道
真

・
白
居
易
両
詩
の
内
容
に
目
を
移
す
と
、
道
真
が
こ
の
白
詩
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
を
裏
付
け
る
新
た
な
類
似
表
現
を
指
摘
で

き
る
の
で
あ
る
、
先
に
図
式
化
し
た
⑧

の
箇
所
、
道
真
の
詩
の
六
句
目

「華
容
不
放
錦
成
稟
」

の
表
現
は

「梅

の
花
は
ま
だ
錦

の
ま
す
形
の
模

様
を
あ

ら
わ
す

（11
満
開
に
な
る
）
と
こ
ろ
ま
で
は
至

っ
て
い
な

い
」
の
意
に
な
る
が
、
こ
れ
は
白
詩

の
四
句
目

「花
未
開
前
枝
已
稠
」
の
表

現
を
踏
ま
え
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
◎

の
箇
所
、
道
真
の
詩
の
四
句
目

「暖
氣
留
中
屡
綺
羅
」

の

「綺

羅
に
屡
く
」
と
い
っ
た

あ
で
や
か
な
、
な
ま
め
か
し
い
表
現
は
白
詩
の
六
句
目

「潜
添
睡
興
著
紅
縷
」
の

「紅
縷
に
著
く
」

の
表
現

（「紅
槙
」

の
語
は

一
義
的
に
は

「朱
ぬ
り
の
た
か
ど
の
」

の
意
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
「富
家
の
女
の
住
居
、
又
、
女
子
の
居
る
と
こ
ろ
」

の
二
義
的
意
味

で
解
釈
す
べ
き
所
だ
と

思
う
。
）
を
踏
ま
え
た
句
作
り
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
⑪
の
箇
所
、
道
真

の
第
七

・
八
句

「今
朝
莫
道
春
深
淺
、
遍
愛

吹
嘘
長
養
多
」

と
白

詩
の
第
七

・
八
句

「知
君
未
別
陽
和
意
、
直
待
春
深
始
擬
遊
」
に
注
目
し
て
み
る
。

白
詩

の
句
意
は

「君
等
は
い
っ
こ
う
に
新
春
を
愛
好
し
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
も

っ
と

（春
が
）
深
け
て
か
ら
遊
ぼ
う
と
で
も
思

っ
て
い
る

の
か
」
と
白
居
易
が
戯
れ
に
馬
少
サ
、
李
郎
中
、
陳
主
簿
の
三
人
に
問
い
か
け
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。

一
方
、
道
真

の
詩

の
意
は

「今
朝
は
春

が
ま
だ
浅

い
と
か
深
い
と
か
言
う
よ
う
な
こ
と
は
言
わ
な
い
で
万
物
を
多
く
育
て
養
う
春
の
氣
を
ひ
た
す
ら
愛
し
よ
う

で
は
な
い
か
」
と
な
る
。

こ
の
両
詩
句
の
類
似
は
既
に
川
口
久
雄
氏
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
所

（注
四
）
だ
が
、
白
居
易
が
戯
れ
に
三
氏
に

「早
春

の
景
」
の
す
ば
ら
し

さ
を
知
ら
せ
よ
う
と
し
て
逆
接
的
に
問
う
た
句
意
を
道
真
は
踏
ま
え

「春
の
浅
い
、
深

い
を
論
じ
る
こ
と
な
く
、
今
朝

の
早
春
の
景
を
め
で
よ

う
で
は
な

い
か
」
と
結
ん
だ
と
看
倣
せ
る
。
表
面
的
な
語
句

の
類
似
は

「春
深
」
以
外
、
両
詩
の
二
句
に
は
明
確

に
は

で
き
な
い
が
、
両
詩
の

句
意
を
検
討
し
て
行
く
中
で
、
そ
の
発
想

の
類
似
を
新
た
に
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ
て
く
る
。
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以
上
、
こ
の
二
詩
の
場
合
、
道
真
ら
が
詩
題
そ
の
も
の
を
白
詩
か
ら
摂

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
影
響
関
係
は
容

易
に
想
像
さ
れ
る
が
、

更
に
綿
密
に
分
析
し
て
み
る
と
、
道
真
が
い
か
に
白
詩
の
詩
内
容
を
踏
ま
え
、
そ
れ
を
忠
実
に
句
作
り
に
生
か
し
て
い
る
か
、
そ
の

一
端
が
こ

こ
で
明

ら
か
に
出
来
た
よ
う
に
思
う
。

三

次
に

『菅
家
文
草
』
巻
四
所
載

の

「封
鏡
」
を
取
り
挙
げ
て
み
る
。

砕

封

鏡2

四
十
四
年
人

四
十
四年

の
人

生
涯
未
老
身

生
涯
未
だ
老
い
に
た
る
身
な
ら
ず

我
心
無
所
忌

我
が
心

忌
む
と
こ
ろ
な
し

封
鏡
欲
相
親

む
か

鏡
に
封
ひ
て
相
親
ま
む
と
す

半
面
分
明
見

半
面
分
明
に
見
ゆ

讐
眉
斗
頓
頻

な
ら

に

は

か

ひ
そ

讐
べ
る
眉

斗
頓
に
頻
む

此
愁
何
以
故

もち

ゆ
ゑ

此
の
愁
へ

何
を
以
て
の
故
ぞ

照
得
白
毛
新

は
く
ぽ
う

あ
ら
た

白
毛

新
な
る
こ
と
を
照
す
こ
と
得
れ
ば
な
り

自
疑
鏡
浮
騎

み
ず
か

か
げ

自
ら
疑
ふ
ら
く
は

鏡
窮
を
浮
ぶ
る
か
と



再
三
拭
去
塵

ぬ
ぐ

再
三

塵
を
拭
ひ
去
れ
ば

塵
消
光
更
信

の

塵消

え
て

光更

に
信
ぶ

知
不失

其眞

ま
こ
と

知
ん
ぬ

其
の
眞を

失
は
ざ
る
こ
と
を

未
滅胸

中
火

う
ち

け

胸
の
中
な
る
火
を
滅
た
ず

空
街
口
上
銀

ほ
と
り

し
ろ
かね

ふ
ふ

空
し
く
口
の
上
な
る
銀
を
街
む

意
猶如

少
日

こ
こ
ろ

わ
か

意
な
ほ
し
少き

日
の
如
く
な
れ
ど
も

只已

非昔

春

す

で
只
已
に
昔
の
春
に
あ
ら
ず

正
五
位
難貴

正
五
位
は
貴
し
と
い
へ
ど
も

二
千
石
難珍

二
千
石
は
珍
し
と
い
へ

ど
も

悔
來手

開
厘

く

は
こ

悔來

ゆ
ら
く
は

手つ

か
ら
厘
を
開
き
た
る
こ
と
を

無故

損
精神

ゆ
ゑ

たま

し
ひ

そ
こ
な

故
な
く
し
て
精
神
を
損
ひ
に
け
り

*
注
…
作
品
番
号

・
本
文

・
訓
み
と
も
に
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
に
従

っ
た
。

こ
の
詩
で
は
道
真
が

「鏡
」
と
い
う
詠
作
素
材
を
何
に
求
め
た
の
か
が
問
題
に
な
る
が
、
今
回
は
白
詩
と
の
関
わ
り
に
限

っ
て
考
察
し
て
み

た
。こ

の
詩

の
内
容
を
検
討
す
る
前
に
、
第
十
七
、
八
句

「正
五
位
難
貴
、
二
千
石
難
珍
」
の
表
現
に
注
目
し
て
み
る
。

川
口
久
雄
氏
は
杜
甫

の
寄
斐
施
州
詩
の
句
を
引
き

つ
つ
補
注
で
次

の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（注
五
）

入
矢

氏
い
う
、
こ
の
十
七

・
十
八
句
、
な

い
方
が
よ
か
っ
た
0



こ
の
詩
は
道
真
が
異
郷
の
地
で
譜
岐
守
と
し
て
日
々
を
送
る
中
で
作
ら
れ
た
も
の
だ
け
に
、
彼
の
欝
々
と
し
た
心
境

が
率
直
に
表
現
さ
れ
て

い
る
と
思
わ
れ
る
。
「
四
十
四
歳
の
年
齢
を
迎
え
、
ふ
と
鏡
を
開
い
て
み
る
と
愁
え
を
含
む
男

の
顔
が
浮
か
ん
で
い
る
。
は
じ
め
は
そ
れ
が
鏡

の
曇
り

か
と
思
い
表
面
を
拭
い
て
み
て
も
そ
の
曇
り
は
と
れ
な

い
。
そ
れ
は
白
髪
に
な
り

つ
つ
あ
る
自
分

の
老

い
の
身

に
他
な
ら
な
か

っ
た
。

情
熱
だ
け
は
昔
の
ま
ま
と
自
負
し
な
が
ら
外
形
は
正
直
に
老

い
を
重
ね
て
い
る
。
今
日
、
鏡
を
見
て
つ
く
づ
く
思

い
知

っ
た
。
鏡
を
ひ
ら
く
と

い
う
余
計
な
事
を
し
た
事
が
私
を

一
段
と
落
ち
こ
ま
せ
る
結
果
と
な

っ
た
こ
と
を
。」
と

の
意
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
確
か
に
こ
の
十
七

・
十

八
句

「正
五
位
難
貴
、
二
千
石
難
珍
」
の
表
現
は
こ
の
内
容
か
ら
考
え
て
、
何
故
敢
え
て
こ
の
二
句
を
入
れ
た
の
か
し

っ
く
り
い
か
ぬ
感
じ
を

受
け
る
の
は
否
め
な
い
。

さ
て
、
こ
こ
で
こ
の
道
具
の
詩
と
類
似
し
た
詩
題
の
白
詩
を
検
索
す
る
と
次

の
よ
う
な
作
品
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。

〈
白
詩

θ〉

‡

【」

僻

感
鏡

美
人
與レ
我
別

美
人
我
と
別
る

留
・

鏡

在
二

匝

中一

鏡
を
留
め
て
匝
中
に
在
り

自
二

従花

顔去

一

花
顔
を
去
っ
て
よ
り

秋
水
無二
芙蓉

一

秋
水
に
芙
蓉
無
し

経
レ

年

不
レ

開
レ

厘

年
を
経
れ
ど
も

厘
を
開
か
ず

紅
埃
覆二
青
銅一

こ
う
あ
い

お
ほ

紅
埃
青
銅
を
覆
ふ

今
朝
一

携
拭

ふ
っ

し
ょ
く

今
朝
い
ち
た
び
梯拭

し

自

照
二

纈

頼

容一

せ
う
す
ゐ

か
た
ち

自
ら
纈
頼
の

容を

照
す

照
罷
重
慨
帳

ち・
つち

ょ
う

照
ら
し
罷
ん
で
重
ね
て
慨恨

す

[
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背
有二
讐盤

龍一

背
に
隻
盤
龍
有
り

（
『白

氏文

集』

巻
一

〇）

〈
白
詩

O>

.

鵬

封
鏡
吟1

閑

看
二

明鏡

一

坐
二

清農

一

閑
に
明
鏡
を
看
て
清
展
に
坐
す

多病

恣
容
半
老
身

多
病
の
恣
容

半
老
の
身

誰
論
情
性
乖二
時事

一

そ
む

誰
か
論
ぜ
ん

情
性
の
時
事
に
乖く

を

自
想
形
骸
非二
貴人

[

自
ら
想
ふ

形
骸
の
貴
人
に
非
ざ
る
を

三

殿

失
・

恩

宜
二

放

棄一

三
殿
恩
を
失
ふ

宜
し
く
放
棄
せ
ら
る
べ
し

九

宮

推
レ

命合

二

漂

論一

へ
う
りん

九
宮命

を
推
す

合
に
漂
倫
す
べ
し

如
今
所・
得須

レ
甘レ
分

如
今得

る
所

須
ら
く

分
に
甘
ん
ず
べ
し

腰

侃
二

銀

亀一

朱
二

雨

輪一

腰
に
銀亀

を
侃
び
て

雨
輪
を
朱
に
す

（『
白
氏
文集

』

巻十

七）

〈
白
詩

㊤〉

率
-謝

封
鏡
吟

白
頭
老
人
照レ
鏡
時

白
頭
の
老
人

鏡
に
照
す
時

掩
レ
鏡
沈吟

吟
二
奮
詩一

お
ほ

鏡
を
掩
ひ
て
沈吟

奮
詩
を
吟
ず

二

十
年
前
一

董白

二
十
年前

一

董白

く

如
今
讐
作二
満
頭
綜一

な

如今

讐
じ
て
満
頭
の
綜
と
作
る

一
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吟
罷
廻レ
頭索

二
盃

酒

や

もと

吟
じ
罷
み
頭
を
廻
し
て

酒
を
索
め

酔
來
屈・
指
敷
二
親
知一

か
が

酔
ひ
来
り
て
指
を
屈
め
て
親
知
を
数
ふ

老
二
於我

[

者多

窮
賎

我
よ
り
老
い
た
る
者多

く
窮
賎

設
使
身
存
寒
且
飢

た

と

ひ

か

設
使身

存
す
と
も
寒
え
且
つ

飢
う

少
二
於我

一

者
半
為レ
土

な
かば

我
よ
り
少
き
者

半
は
土
と
為
る

墓
樹
已
抽二
三
五
枝一

ぬ
き

墓
樹
已
に
三
五
枝
を
抽
ん
づ

我

今

幸

得
レ

見
二

頭

白一

え

我
今幸

に
頭
の
白
き
を
見
る
を
得

緑
俸
不・
薄官

不・
卑

ひ
く

緑
俸

薄
か
ら
ず

官卑

か
ら
ず

眼
前
有レ
酒
心
無レ

苦

眼
前
酒
有
り
て
心
に
苦
無
し

祇

合
二

漱娯

一

不
レ

合
レ

悲

ま
さ

祇合

に
漱
娯
す
べ
し

合
に
悲
し
む
べ

か
ら
ず

（
『白

氏文

集』

巻
五
十

こ

*
注
…
以
上
三
首
と
も
作
品
番
号
は
、
花
房
英
樹
著

『白
氏
文
集
の
批
判
的
研
究
』

（2
総
合
作
品
表
）

の
分
類
番
号
に
よ
る
。
本
文
は
那
波

本

『白
氏
文
集
』
に
従

い
、
訓
は

『続
国
訳
漢
文
大
成

白
楽
天
詩
集
』
に
従

っ
た
。

り
む

 
 

以
上

の
白
詩
三
首
の
う
ち

「0
10
封
鏡
吟
」
「㊤
勿
封
鏡
吟
」
の
次
の
表
現
に
ま
ず
注
目
し
て
み
る
。

-
占

9
臼

「98



ハ医

試

し

て

レ

る
筐

所

¢
論

ヰ

×
臼
「

△
臼

は

画
調

¢
類

他

遥

所

を

一万
す

㌧

ヨ

ま
ず
白
詩
の

「
10
封
鏡
吟
」
の
第
八
句

「腰
楓
銀
亀
朱
両
輪
」

の
句
意
は

「忠
州
刺
史
と
な

っ
て
腰
に
は
銀
魚
袋
を
侃
び
、
朱
塗
り
の
車

に

1

乗
ら
れ

る
身
分
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
そ
の
詩
句
中

「銀
亀
」

の
語
は
、
鶴
田
久
作
氏
の
注

（注
六
）
に
よ
る
と

「銀
魚
袋
な
り
。
官
吏

の
腰

に
侃
ぶ
る
も
の
」
と
さ
れ
る
。
こ
の

「銀
魚
」
と
は
銀
で
飾

っ
た
魚
袋

の
事
で
、
唐
代
で
は
五
品
官
以
上
の
侃
し
た
も

の
と
あ
る
。
ま
た
同
詩

句
中
の

「朱
輪
」
と
は

『後
漢
書
』

の
中
の

一
文

「中
二
千
石
二
千
石
皆
自
蓋
、
朱
二雨
幡
一、
其
千
石
六
百
石
朱
二
左

幡
一」

（傍
線
、
筆
者
）

△

△

△

△

を
踏
ま
え
た
語
と
言
わ
れ
、
貴
人
の
乗
る
車
を
指
す
。
こ
の
二
語
の
投
影
と
し
て
道
真
の
詩
句
に
目
を
移
す
と

「腰
侃
銀
亀
」
は
道
真

の
詩

の

△

△

△

×

×

×

×

×

×

「正
五
位
」
に
そ
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
し

「朱
雨
輪
」
は
道
真

の
詩

の

「二
千
石
」
に
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

×
×
×
×

×
×
×
×
×

ム

ユ

一
方
白
詩
の

「
勿
封
鏡
吟
」
の
第
十
二
句

「緑
俸
不
薄
、
官
不
卑
」
の

「緑
俸
不
薄
」
は
道
真
の
詩
句
中
の

「
二
千
石
難
珍
」
に
、
ま
た

「官

△
△

2

△
△
△
△
△

不
卑
」
は
道
真
の
詩
句
中
の

「正
五
位
難
貴
」

に
投
影
を
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能

の
よ
う
に
思
う
。

以
上

の
事
例
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
前
述
し
た
よ
う
に
道
真
の
詩
の
十
七
、
十
八
句

「正
五
位
難
貴
、
二
千
石
難
珍
」

の
二
句

の
存
在
が
こ

の

「封
鏡
」
の
詩

の
流
れ
の
中
で

一
見
不
自
然
さ
を
与
え
て
い
る
と

い
う
感
じ
を
抱
か
せ
る
も
の
が
白
詩
か
ら
の
投
影
と

い
う
観
点
か
ら
考
え

る
と
、
そ
の
投
影
の
も
と
で
道
真
が
句
作
り
を
し
た
詩
句
と
い
う
推
測
が
な
り
た
つ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
白
詩
と
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の
関
わ
り
の
考
察
を
進
め
て
行
く
上
で
、
こ
の
道
真

の
詩

の
真
意
が
よ
り
鮮
明
に
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点

で
あ
る
。

そ
こ
で
更
に
詩
の
内
容
に
つ
い
て
白
詩
及
び
道
真

の
詩
を
吟
味
し
て
み
る
。

ロ
リ

ド
 

前
掲

の
白
詩
三
首
の
う
ち
、
「
僻
感
鏡
」

の
み
が
他
の
二
首
と
詩
情
を
異
に
す
る
。
具
体
的
に
は

「僻
感
鏡
」
の
詩
意

は

「美
人
と
別
れ
る

と
き
記
念
に
置

い
て
い
っ
た
鏡
で
、
今
日
自
分
の
老

い
た
姿
を
う

つ
し
て
み
る
と
悲
し
み
が

一
段
と
深
ま

っ
た
。
見
れ
ば
仲
良
く
か
ら
み
合

っ

て
わ
だ

か
ま
る
二
匹
の
竜
が
背
に
彫
刻
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
」
と
な
る
と
思
う
が
、
こ
こ
で
は

「鏡
」
に
よ

っ
て
年

月

の
推
移
を
意
識

し
、

そ
の
悲
哀
を
述
べ
る
と
い
っ
た
類
型
は
と

っ
て
い
る
も

の
の
、
そ
の
鏡
に
、
別
れ
た
女
性
の
残
影
が
癒
着
し
て
い
る
た
め
、
詩
情
は
女
性
と
の

別
離

の
悲
し
み
に
比
重
が
か
か

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

つ
ゆ

 
 

そ
れ
に
比
し
て

「
10
封
鏡
吟
」
「
勿
封
鏡
吟
」
二
首
は

「鏡
」
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
た
月
日
の
推
移
の
悲
哀
を
扱

っ
た
顕
著
な
例
と
言
え
よ

ユ

 

う
。
具
体
的
に
は

「
鵬
封
鏡
吟
」
で
は
、
自
分

の
今

の
境
遇
を
自
嘲
的
に

「自
想
形
骸
非
貴
人
」
「九
宮
推
命
合
漂
倫
」

と
述
べ
、

そ
の
自
分

ー

ユ

を

「如
今
所
得
須
甘
分
、
腰
侃
銀
亀
朱
両
輪
」
と
し
て
慰
め
て
い
る
。
ま
た

「24
封
鏡
吟
」
で
は
鏡
に
よ
り
自
分
の
老

い
を
自
覚

し
つ
つ
も

2

「老
於
我
者
多
窮
賎
、
設
使
身
存
寒
且
飢
」
「少
於
我
者
半
為
土
、
墓
樹
巳
抽
三
五
枝
」
と
囲
り
の
人
間
と
比
し
て
、
更

に
は

「緑
俸
不
薄
官
不

卑
」

と
述
べ
、
今

の
自
分

の
状
況
を
寧
ろ
積
極
的
に
評
価
す
る
方
向

で
受
け
止
め
、
そ
の
故
に

「只
合
歎
娯
不
合
悲
」
と
結
ん
で
い
る
の
で
あ

る
◎つ

ま
り
こ
の
二
詩
に
は

「鏡
」
に
う

つ
っ
た
自
分
の
老
い
を
愁
い
と
し
て
受
け
と
め
つ
つ
も
、
そ
の
こ
と
で
く
よ
く
よ
し
て
も
始
ま
ら
ぬ
と

い
う
別
方
向

へ
視
野
の
展
開
が
は
か
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
道
真

の
詩
と
の
比
較
に
移
る
と
、
語
句

の
類
似
で
は
前
述
の
十
七
、
十
八
句
以
外
に
次

の
表

の
よ
う
な
指
摘
が
で
き
る
。

一㎜
[



『白

氏文

集』

『
菅
家
文
草』

白
頭老

人
照鏡

時1

―
十V

（
謝
「
封
鏡
吟」

笙

句）

四
十
四
年
人生脳未老人

（
履
「
封
鏡」
一
・

二

句）

今
朝
一

携
拭

5（僻
「
感
鏡」

七
句）

再
三
拭
去
塵

Ψ

（
脳
「
封
鏡」

+
句）

自
照
纈
頸
容

5（脚
「
感
鏡」

八
句）

照
得白

毛
新

Ψ

（
履
「
封
鏡」

八
句）

1

経年

不
開
匝（

幡
「感

鏡」

五
句）

―

悔
来手

開
厘

Ψ

（
蹴
「
封
鏡」

+
九
句）

ば
り

も
 

概
ね
語
句
は
白
詩

「
脚
感
鏡
」
よ
り
摂
取
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
道
真
の
詩
情
に
関
わ
り
の
あ
る
白
詩
は
前
掲
の

「
惣
封
鏡
吟
」

ヨ
「

10
封
鏡
吟
」
の
二
首
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

1再
度

こ
こ
で
道
具
の
詩

の
十
七
、
十
八
句

「
正
五
位
錐
貴
」
「
二
千
石
錐
珍
」
に
戻

っ
て
み
る
。
こ
の
二
句
に
表
現

の
原
拠
と
な

っ
た
も
の

を
白
詩
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
二
句
中
の

「難
」

の
使

い
方
に
注
目
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
「難
」

ヨ

の
意
は

こ
の
句
中
で
は

「確
定

の
助
字

（…
け
れ
ど
も
）
」
と
し
て
の
使
わ
れ
方
で
あ
る
。
白
詩
に
お
い
て
は
前
述
の

「
10
封
鏡
吟
」

で
は
七

1

句

で

「如
今
所
得
須
甘
分
」
と
自
分
の
今
の
境
遇
を
全
面
的
に
容
認
す
る
姿
勢

（こ
れ
が
、
白
居
易

の
ポ
ー
ズ
で
あ

っ
て
も
道
真

に
は
な

い
、

ユ

心
の
余
裕
と
い
っ
た
も
の
が
漂

っ
て
い
る
）
を
打
ち
出
し
て
い
る
し
、
同
じ
く

「
刎
封
鏡
吟
」

の
十
三
、
四
句

で

「眼
前
有
酒
心
無
苦
、
祇
合

歓
娯
不
合
悲
」

の
よ
う
に
今

の
境
遇
を
肯
定
で
き
る
だ
け
の
余
裕
が
感
じ
ら
れ
る
の
に
比
し
て
道
真

の
こ
の
二
句
は
何
か
心
の
中
に
あ
る
、
あ

101



る
思

い
を
全
て
吐
き
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
悶
々
と
し
て
い
る
心
情
が
白
詩
に
対
比
す
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
り
明
確
に
な

っ
て
く
る
よ
う
に
思

え
て
な
ら
な
い
。
そ
の
心
情
を
探
る

一
つ
の
手
掛
か
り
と
し
て
こ
の

「難
」
の
働
き
に
注
目
し
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

こ
の
心
情
は
道
具
の
こ
の
二
句
の
前
後
に
注
目
す
る
と
よ
り
は

っ
き
り
し
て
く
る
。
十
五
、
十
六
句

の

「意
猶
如
少

日
、
只
己
非
昔
春
」

の

こ
の
二
句
に
は
道
真

の
敢
え
て
自
分
を
平
静
に
見
せ
よ
う
と
す
る
気
負

い
の
よ
う
な
も
の
が
漂

っ
て
い
る
。
特
に

「意
猶
如
少
日
」
に
は
そ
う

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
切
迫
し
た
道
真

の
心
情
が
含
ま
れ
て
い
る
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
そ
し
て
十
九
、
二
十
句
で

「悔
來
手
開
厘
、
無
故
損
精

神
」
と
自
分
の
や

っ
て
い
る
行
動
を
徒
労
と
見
る

一
つ
の
転
化
が
な
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
道
真

の
心
情
を
白
詩
か
ら
の
投
影
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
し
て
み
る
と
、
白
詩
の
表
現
に
倣

い
な
が
ら
そ
の
詩

の
内
容
そ
の
も
の

に
は
全

面
的
に
肯
首
で
き
な
い
道
真

の
心
情
が
浮
き
ぼ
り
に
な

っ
て
く
る
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
に
道
真
の
こ
の
詩
に
こ
め
ら
れ
た
真
意
が
隠
さ

れ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
更
に
考
察
を
進
め
る
と
前
掲
の
白
詩

「
鵬
封
鏡
吟
」

の
三
句
か
ら
六
句
目
の
句
意
で
あ
る

「吾
が
性
質
が
時

1

流
に
あ
わ
な
い
こ
と
は
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
が
、

一
体
吾
が
人
相
が
貴
人
に
は
な
れ
な
い
相
で
あ
る
。
殿
中
に
仕
え

て
君
恩
を
失

っ
た
か
ら

に
は
放
棄
せ
ら
れ
る
の
は
当
然
で
、
九
星
か
ら
吾
が
運
命
を
推
定
し
て
も
倫
落
す
べ
き
は
ず
で
あ
る
」
（注
七
）
を
受
け

て

「
だ
か
ら
今
日

の

境
遇
に
対
し
て
は
決
し
て
不
足
を
言
う
べ
き
で
は
な
い
。
忠
州
刺
史
と
な

っ
て
腰
に
は
銀
魚
袋
を
侃
び
、
朱
塗
り
の
車

に
乗
ら
れ
る
の
で
あ
る

か
ら
」

と
結
ぶ
詩
情
に
、
讃
岐
守
と
し
て
二
年
を
過
ご
し
て
い
る
道
真
に
と

っ
て
は
、
と
う
て
い
相
入
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
あ

っ
た

よ
う
に
思
う
。
こ
こ
で
は
そ
の
讃
岐
時
代

の
巻
三
、
巻
四
の
作
品
の
全
般
的
な
傾
向
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
が
出
来
る
ほ
ど
の
分
析

・
考
察
は

な
し
え
て
い
な
い
が
、
例
え
ば
次

の
よ
う
な
詩
の
存
在
は
そ
の

一
つ
の
手
掛
か
り
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

グ9

始
見
二
毛

1
我
老
於
播
一

十
年

我
れ

播
よ
り
老
い
ぬ
る
こ
と
一

十
年

二
毛
何
庭
甚留

連

二
毛

何
れ
の
庭
に
は

甚
に
留
連
し
た
る
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當
初

不
見
今
初
見

當
当

見
ざ
り
し
に

今
初
め
て
見
る

為
是
愁
多
臥
海
嬬

是
れ

愁

へ
多
く
し
て

海
嬬
に
臥
す
る
が
た
め
に
な
り

（『菅
家
文
草
』
巻
三
）

*
注
…
作
品
番
号

・
本
文

・
訓
み
と
も
に
岩
波
古
典
文
学
大
系
本
に
従

っ
た
。

こ
の
詩
は
、
川
口
久
雄
氏
の
考
証
に
よ
れ
ば
仁
和
二
年
、
道
真
四
十
二
歳

の
時

の
作
で
あ
る
。
此
の
年
三
月
二
十
六

日
に
讃
岐
守
と
し
て
着

任
し
て

い
る
。
そ
れ
か
ら
半
年
後
の
秋
に
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
詩
題
の
典
拠
と
な

っ
た
の
は
川
口
久
雄
氏

の
指
摘

の
ご
と
く

『文

わ
れ

選
』
の
播
安
仁
の

「秋
興
賦
」
の
序
の
冒
頭
の

一
文

「奢

の
十
有
四
年
余
春
秋
三
十
有
二
、
始
め
て
二
毛
を
見
る
」

（注

八
）
と
あ
る
に
拠

っ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
道
真
の
句
意
は

「私
は
播
安
仁
よ
り
年
を
と
る
こ
と
十
年
、
今
年
四
十
二
に
な
る
。
私
の
白
髪
は
そ
の
十
年
間
、
ど
こ

に
留

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
三
十
二
歳
の
時
は
白
髪

一
つ
な
か
っ
た
の
に
、
今
に
な

っ
て
白
髪
が
あ
ら
わ
れ
た
の
は
き

っ
と
悩
み
が
多
く
、
悶
々

と
し
た
気
持
ち
で
讃
岐
の
海
辺
近
く
に
日
々
を
送

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
な
る
と
思
う
が
、
こ
の
詩
に
込
め
ら

れ
て
い
る
も
の
は
白
髪

に
し
て
し
ま

っ
た
心
労
の
根
源
が
讃
岐
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
今

の
状
況
に
あ
る
と
い
う
把
握
の
仕
方
で
あ
る
。
こ
の
心
情
を
更
に
増

幅
さ
せ
た
の
が
今
回
取
り
挙
げ
た

「封
鏡
」
の
詩
中
に
流
れ
て
い
る
も

の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
み
る
。
こ
の
推
測

が
な
り
立

つ
と
仮
定
す

る
な
ら
ば
、
更
に
次
の
よ
う
な
指
摘
が
可
能
に
な

っ
て
く
る
。

『白

氏
文
集』

『
菅
家
文
草』

多病

恣
容
半
老
身

（
㎜

野
鏡
吟」

二

智）

園
v

{

四
十
四
年
人生涯未老身（

「
封
鏡」
一
・

二
句）

一
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誰
論
惰
性
乖
時
事

,

、

我
心
無
所
忌

自
想
形
骸
非
貴
人三殿失恩宜放棄

▼

園 V▲

（「
封鏡

」

三
句
目）未減胸中火

九
宮
推
命
合
漂
論

、

（「
封鏡

」

十
三
句
目）

（
鵬
「
封
鏡吟

」

三
句
～
六
句
目）1

「

意
猶
如
少
日（

「
封鏡

」

十
五
句
目）

（

響
封鏡

吟L

+
三
句

手
四
句
目）

藪懸
（
「
封
鏡」

十
九
句
・

二
〇句

目）

401

道
真

の
右
の
表
で
抜
き
出
し
た
詩
句
が
白
詩
の
詩
句
内
容

の

「否
定
」
と
い
う
形
態
で
の
投
影
箇
所
と
考
え
る
と
道
真

の
句
そ
の
も
の
の
重

み
が

一
層
ま
す
よ
う
に
思
え
る
。
と
す
れ
ば
、
前
述
の
道
真

の
詩
句
十
七
句
、
十
八
句
で

「正
五
位
難
貴
」
「
二
千
石
錐
珍
」
の

「難
」
を
使

っ

た
意
図
が
明
ら
か
に
な

っ
て
く
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。

つ
ま
り
、
国
守
の
地
位
に
あ
る
自
分
を
容
認
し
つ
つ
も
、
そ

れ
に
安
住
で
き
な
い
、

換
言
す
れ
ば
自
分
の
意
に
反
し
た
所
で
命
じ
ら
れ
た
今
の
状
況
、
境
遇
に
納
得
で
き
ぬ
心
境
が

「難
」
に
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。
そ
れ
故
、
白
詩
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
愁

い
を
酒
で
粉
ら
わ
す
こ
と
は
で
き
ず
、
十
九
句
、
二
〇
句

で

「悔

来
手
開
匝
、
無
故
損
精

神
」
と
あ
く
ま
で
も

「理
性
」
で
、
そ
の
や
り
き
れ
な
い
心
境
を
転
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
道
真
独
自
の
心
境
が

一
層
鮮
明

に
浮
か
び
あ
が

っ
て

く
る
の
で
あ
る
。



五

以
上
、
「類
似
詩
題
の
白
詩
と
の
関
わ
り
が
内
容
に
お
い
て
も
深
く
窺
え
る
も
の
」
と
し
て

「
早
春
、
侍
二宴
仁
壽
殿

一同
賦
レ認
レ春
、
慮
レ製
」
・

「封
レ鏡
」

の
二
首
を
白
詩
と
の
比
較
を
通
し
て
考
察
し
て
来
た
。
以
上
の
過
程

の
中

で
、
道
真
が
白
詩
の
同
詩
題
中

の
作
品
か
ら
自
分
の
詩
作

に
語
句

・
詩
情

・
発
想
を
学
ぼ
う
と
し
た
姿
勢
が
実
証
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
こ
れ
は

一
種

の
類
書
的
白
詩

の
利
用
と
も
み
な
せ
る
が
、
そ
の

白
詩

の
理
解
は
非
常
に
正
確
で
、
し
か
も
そ
の
理
解
の
上
に
道
真
の
独
自

の
見
解
が
付
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
あ
る
程
度
判
明
し
た
。
つ
ま

り
、
今

回
取
り
挙
げ
た
作
品
は
、
同
詩
題

の
白
詩
を
綿
密
に
分
析

・
考
察
し
て
い
く
過
程
で
道
真
の
詩
内
容
の
隠
さ
れ
た
も
の
が
浮
か
び
上
が
っ

て
く
る
よ
う
な
句
作
り
が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の

一
例
と
し
て
試
論
を
提
起
し
た
し
だ
い
で
あ
る
。
出
典

の
考
察
を
白
詩
だ
け
に
絞
り
、
そ
れ

も
限
ら
れ
た
も
の
の
中
で
無
理
に
関
連
付
け
よ
う
と
し
た
限
界
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
道
真

の
白
詩

の
享
受

の
姿
勢
の

一
端

を
う
か
が
え
る
こ
と
は
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
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五
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頭
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及
び
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八
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頁
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五
四
補
注
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]

『続
国
訳
漢
文
大
成

白
楽
天
詩
集
二
』

七
五
六
頁

『続
国
訳
漢
文
大
成

白
楽
天
詩
集
二
』

七
五
五
頁

～
七
五
六
頁

秋
興
賦

一
首
井
序

（秋
興
の
賦

一
首
び
に
序
）
播
安
仁

晋
十
有
四
年
、
余
春
秋
三
十
有

二
、
始
二
見

二
毛
一
。
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以
二
太

尉

操

一
、
兼

二
虎

責

中

郎

將

一
、

寓

二
直

子

散

騎

之

省

一
。
高

閣

連

レ
雲

、

陽

景

牢

・
曜

。

珊

二
蝉

冤

一而

襲

二
紋

綺

一
之

士

、

此
焉

游

庭

。
僕

野

人

也

。

催

息

不

レ
過

二
茅

屋

茂

林

之

下

一
、
談

話

不

・
過

二
農

夫

田

父

之

客

一
。

撮

・

官

承

レ
乏

、
狼

廟

二
朝

列

一。

夙

興
曇

寝

、
匪

レ
逞

二
底

寧

一。

讐

猶

二池

魚

籠

鳥

、

有

二
江

湖

山

薮

之

思

一
。

於

レ
是

染

・

翰

操

レ
紙

、

慨

自

而

賦

。

干

レ
時

秋

也

。

故

以

二
秋

興

一

命

レ
篇

。

其

僻

日

、

（序

の

み
引

用

。

傍

線

筆

者

）

『全

釈

漢

文

大

系

文

選

（文

章

編

）

二

一
六

六
頁

よ

り

抜

葦

（
や
き

や
ま

・
ひ

ろ
し

大

学

院

第

七

回

修

了

有

明

高

専

）
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