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『詳
　
山
』

序

歌

『紳
曲
』
は
一
大
曼
陀
羅
、
そ
の
内
容
は
ダ
ン
テ
と
い
ふ
一
人
の
詩
人
が

『往

生
要
集
』
に
展
開
せ
ら
れ
た
や
う
な
他
界
を
遍
歴
す
る
放
路
の
記
録
で
あ
る
。

も
と
よ
り
佛
教
の
世
界
で
は
な
く
、
十
三
世
紀
の
イ
タ
リ
ア
人
が
そ
の
実
在
を

確
信
し
て
ゐ
た
キ
リ
ス
ト
教
―
―
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
―
―
の
字
宙
全
体

で
あ
る
が
、
そ
の
結
構
と
、
そ
れ
を
統

一
す
る
原
則
と
、
又
、
そ
の
寓
意
的
表

現
の
重
大
な
個
所
に
於
い
て
、
私
ど
も
日
本
人
に
は
屡
ｔ
不
安
朝
の
佛
教
を
想

起
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
に
ど
の
や
う
に
関
係
が
あ
る
か
と
い
ふ
こ
と

は
日
本
に
於
け
る

『紳
曲
』
研
究
者
に
課
せ
ら
れ
た
向
後
の
問
題
で
あ
り
、
そ

の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
イ
ン
ド
よ
リ
ア
ラ
ビ
ア
と
ギ
リ
ン
ア
を
経
て
イ

タ
リ
ア
に
到
達
し
た
東
洋
文
化
と
、
支
那
と
朝
鮮
を
経
て
日
本
に
到
達
し
た
東

洋
文
化
を
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
径
路
を
説
明
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ

と
で
は
な
い
が
、
結
果
け
歴
然
た
る
も
の
で
あ
る
。
唯
、

『静
曲
』
は
飽
く
ま

で
も
一
人
の
魂
の
間
歴
で
あ
り
、
詩
的
表
現
の
幽
秘
を
極
め
た
藝
術
で
あ
る
。

『往
生
要
集
』
で
も
な
く
、
『静
学
大
綱
』
で
も
な
い
。
一
篇
の
文
学
で
あ
り
、

ョ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
世
紀
を
中
心
と
し
て
古
今
東
西
に
行
き
わ
た
る
思
想
的
背
景

に
結
び
つ
い
た
、　
一
個
人
の
体
験
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
と
考
へ
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
構
成
上
、
「地
獄
界
」
「冷
罪
界
」
「天
堂
界
」
と
二
部
に
分
た
わ
、
「冷

罪
界
」
と

「天
堂
界
」
は
各
、
三
十
三
歌
、

「地
獄
界
」
だ
け
は
三
十
四
歌
、

都
合
百
篇
の
歌
章

（ｏ
計
ざ
・
ｏ
●
二
一ｏ
じ
　
よ
り
成
る
。
　
一
歌
章
は
通
例
一
三

〇
行
内
外
を
含
み
、　
一
行
は
十
一
熱
書
で
、
最
後
の
熟
書
が
蒻
、
そ
れ
故
に
、

竹

友

藻

直
ち
に
次
の
行
に
移
る
律
動
の
形
を
具
へ
、
押
韻
は
三
韻
法

（序
ミ

，
■
日
じ

と
称
へ
る
も
の
で
、
三
行
毎
に
連
結
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
従
つ
て
、
三
行
の
聯
体

の
や
う
に
見
え
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
の
流
動
の
委
を
失
け
ず
、
明
潔
に
し
て

暢
達
、
殆
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
詩
想
の
表
現
に
適
す
る
も
の
と
な
つ
て
居
り
、
寓
意

と
象
徴
は
も
と
よ
り
、
叙
事
、
論
述
、
諷
刺
、
釈
教
、
叙
情
的
な
詠
歎
に
も
、
戯

曲
的
な
対
話
に
も
、
写
実
的
な
描
写
に
も
、
自
由
自
在
に
用
ゐ
得
る
も
の
で
あ

る
。
ダ
ン
テ
け
プ
ロ
ジ
ァ
ン
ス
に
行
け
れ
た
シ
ル
ブ
ェ
ン
テ
ス
（∽】暑
ｏ
口
お
じ

と
い
ふ
詩
形
に
晴
示
せ
ら
れ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
が
、
本
末
の
シ
ル
ジ
ェ
ン

テ
ス
は
論
争
論
難
の
外
に
用
ゐ
ら
れ
た
こ
と
が
な
く
、
そ
の
用
例
も
亦
極
め
て

限
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
れ
を
用
ゐ
て
こ
の
一
大
伽
藍
の
建
築
の
基
礎
に

置
い
た
の
は
や
は
り
詩
人
の
独
創
力
に
帰
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

百
篇
の
歌
章
の
中
、

「地
獄
界
」
だ
け
が
三
十
四
歌
に
な
つ
て
ゐ
る
の
は
、

そ
の
第
一
歌
が
全
篇
の
序
歌
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
で
、
そ
の
中
に
他
界
遍
路
を

志
す
や
う
に
な
つ
た
事
情
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。

わ
れ
ひ
と
％
役
の階
の
な
か
ご
ろ
に

ま
す
ぐ
な
る
道
あ
と
絶
え
て
な
か
り
け
る

く
ら
や
み
の
森
を
よ
ぎ
り
て
、
わ
れ
あ
り
き
。

こ
の

「
わ
れ
あ
り
き
」
ぃ日
】
Ｈ【一８
く
２
，
と
い
ふ
言
葉
に
は
偶
然
そ
こ
に
自

分
を
発
見
し
た
と
い
ふ
意
味
が
ほ
の
め
か
さ
れ
て
ゐ
る
。
又
、
「
な
か
り
け
る
」

は

「
な
か
り
し
か
ば
」
と
解
す
べ
き
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
本
文
も
あ
る
が
、
そ

風



毛
皮
に
お
ほ
け
れ
、
ぐ
い
ぐ
い
と
押
し
寄
せ
て
来
る
の
で
、
幾
度
か
も
と
末
た

道
へ
ふ
り
か
へ
つ
た
の
で
あ
る
が
、
時
刻
け
朝
、
そ̈
の
あ
け
が
た
の
頃
で
あ
り
、

時
節
は
春
分
の
後
、
こ
の
時
の
太
陽
は
自
牟
宮
の
中
を
駿
る
そ
の
年
の
始
の
太

陽
で
、
あ
だ
か
も
復
活
祭
の
聖
金
曜
日
の
朝
の
太
陽
で
あ
つ
た
か
ら
、
そ
の
光

を
頼
ん
で
な
ほ
も
望
を
失
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
へ
又
、　
一
頭
の
獅

子
が
現
は
れ
、
更
に
牝
の
狼
が
痩
せ
さ
ら
ぼ
へ
た
姿
を
示
す
に
至
つ
て
ダ
ン
テ

は
経
に
丘
の
銀
に
は
登
れ
な
い
も
の
と
思
は
ざ
る
を
得
な
い
や
う
に
な
つ
た
。

豹
は
色
慾
を
、
獅
子
は
騎
慢
を
、
狼
は
貪
姿
を
象
徴
す
る
。
ダ
ン
テ
は
お
そ
ら

く
彼
を
迫
害
し
て
そ
の
志
を
途
げ
し
め
な
か
つ
た
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
市
民
の
特

性
を
諷
し
た
も
の
と
思
け
れ
る
が
、

「
エ
レ
ミ
ヤ
書
」
第
五
章
第
六
章
に

『林

よ
り
出
づ
る
獅
子
は
彼
を
殺
し
、
ア
ラ
バ
の
狼
は
か
わ
を
滅
し
、
豹
は
そ
の
邑

を
ね
ら
ふ
ご

と
あ
る
の
が
直
接
の
典
拠
で
あ
ら
う
。　
か
う
し
て
一
歩

一
歩
、

再
び

「太
陽
の
獣
せ
る
方
」
即
ち

「
く
ら
や
み
の
森
」
に
押
し
か
へ
さ
れ
て
行

く
時
、
こ
の
原
の
中
に
何
処
か
ら
と
も
な
く
一
つ
の
影
の
や
う
な
人
の
委
が
見

え
た
の
で
、
ダ
ン
テ
は
思
は
ず
そ
れ
に
向
つ
て
救
を
求
め
る
。
す
る
と
、
そ
の

人
は
世
を
去
つ
て
か
ら
既
に
久
し
い
ロ
ー
マ
の
詩
人
ブ
ィ
ル
ジ
リ
オ
ド
ジ
ェ
ル

ギ
リ
ス
の
霊
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
る
。

「あ
は
れ
、
他た
の
う
た
人
の
楽
尊
矩
と光、

わ
が
長
き
い
そ
し
み
と
お
ん
巷
求
め
し

大
い
な
る
わ
が
愛
の
験
も
あ
れ
よ
。

君
は
わ
が
師
に
在
し
、
作
者
に
在
す
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

わ
れ
に
名
を
成
さ
し
め
し
清
雅
の
体
を

た
だ
君
に
依
り
て
こ
そ
学
び
た
る
な
れ
。』

と
あ
る
や
う
に
、プ
ン
テ
は
事
実
ブ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
を
学
ん
だ
の
で
あ
り
、
『
ア

ェ
ネ
イ
ス
』
や
『侵
歌
』
や
『牧
歌
』
の
影
響
は
『紳
曲
』
の
随
処
に
看
販
せ



ら
れ
る
。
が
、
こ
の
場
合
に
ブ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
が
現
は
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は

そ
の
他
に
も
理
由
が
あ
る
。
そ
れ
は
第

一．に
ロ
ー
マ
建
国
の
叙
事
詩
を
作
つ
た

詩
人
と
し
て
イ
タ
リ
ア
人
の
中
に
絶
え
ず
憧
憬
の
対
象
と
な
つ
て
ゐ
る
ロ
ー
マ

の
精
神
、
ダ
ン
テ
の
場
合
に
は
『帝
政
論
』
の
理
想
を
具
現
す
る
者
で
あ
る
か
ら

で
あ
り
、
第
二
に
は
第
四
『
牧
歌
』
と
『
ア
ニ
ネ
イ
ス
』
第
六
な
に
於
け
る
言
及

に
依
つ
て
キ
リ
ス
ト
の
降
臨
を
予
言
し
た
詩
人
と
考
へ
ら
れ
、　
ロ
ー
マ
に
於
け

る
。ハ
プ
テ
ス
マ
の
ョ
ハ
ネ
、　
一
種
の
予
言
者
の
や
う
な
者
と
考
へ
ら
れ
た
か
ら

で
あ
り
、
第
二
に
は
中
世
紀
を
通
じ
て
ジ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
は
一
種
の
霊
能
を
具

へ
た
賢
人
、
或
け
魔
術
師
の
や
う
な
者
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
た
か
ら
で
あ
る
。
第

一
と
第
二
は
ダ
ン
テ
の
著
作
を
通
じ
て
意
識
せ
ら
れ
て
ゐ
る
重
大
な
理
由
で
あ

る
が
、
第
二
の
理
由
は
こ
の
場
合
の
ジ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
出
現
を
最
も
不
明
に
そ

の
頭
の
読
者
に
理
解
せ
し
め
る
も
の
で
あ
つ
た
と
思
け
れ
る
。

「
ブ
ィ
ル
ギ
リ

ウ
ス
占
卜
」
ぃ∽
Ｒ
絆８

く
』員
〓
”●
”
ｏゃ
と
い
ふ
風
省
は
ブ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
詩

集
を
と
り
、
運
に
任
せ
て
開
い
た
と
こ
ろ
を
占
卜
の
手
が
か
り
に
す
る
も
の
で

あ
る
。
ち
や
う
ど
、
そ
の
や
う
に
今
や
絶
対
絶
命
の
窮
地
に
陥
つ
た
ダ
ン
テ
を

導
い
て
幽
冥
の
彼
方
に
活
路
を
発
見
せ
し
め
る
も
の
は
ブ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
外

に
は
あ
り
得
な
い
と
感
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
何
故
こ
こ
ヘ
ジ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス

が
現
け
れ
た
か
と
い
ふ
こ
と
は
次
の
歌
章
、

「
地
獄
界
」
第
二
歌
の
中
に
説
明

せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
依
る
と
、
聖
母
マ
リ
ア
の
悲
隣
は
ダ
ン
テ
の
窮
状
に

注
が
れ
、
ダ
ン
テ
の
守
護
の
聖
女
て
あ
つ
た
ル
チ
ア
を
使
と
し
て
、
醗
に
天
上

の
霊
と
な
つ
て
ゐ
た
そ
の
わ
か
き
日
の
恋
人
ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ
を
動
か
し
、
ベ

ア
ト
リ
ー
チ
ェ
け
立
つ
て
天
上
の
座
を
去
り
、
地
獄
の
辺
境
、
リ
ム
ポ
ー
に
住

む
ヴ
ェ
ル́
ギ
リ
ウ
ス
を
訪
れ
、
ダ
ン
テ
の
た
め
に
樹
導
の
労
を
と
る
こ
と
を
頼

ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ジ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
言
ふ
に
は
、
現
在
、
障
碍

と
な
つ
て
ゐ
る
三
頭
の
獣
は
「猟
犬
」
が
末
て
、
奈
落
に
逐
ひ
落
す
の
を
待
つ

よ
り
外
に
如
何
と
も
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

〔
こ
の
「猟
大
」
は
ダ
ン
テ
が

ハ
イ
ン
リ
ヒ
七
世
に
依
る
イ
タ
リ
ア
統

一
の
‐有

力
な
味
方
と
し
て
望
を
嘱
し
て

ゐ
た
ラ
ジ
ェ
ン
ナ
の
領
主
カ
ン
（
カ
ン
或
は
カ
ー
ネ
は

「大
し
。
グ
ラ
ン
デ
・

デ
ル
ラ
・
ス
カ
ー
ラ
の
こ
と
を
言
つ
た
も
の
で
あ
ら
ヶ
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
〕

こ
の
際
、
ダ
ン
テ
の
と
る
べ
き
道
は
地
獄
へ
降
り
て
阿
鼻
叫
喚
の
実
現
を
見
つ

く
し
た
後
、
澤
罪
の
丘
を
登
り
、
そ
の
苦
患
を
つ
ぶ
さ
に
眺
め
、
さ
て
、
そ
の

後
は
自
分
の
手
か
ら
離
れ
、
自
分
よ
り
も
優
れ
た
者
〔
ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ
〕
の
案

内
の
下
に
天
堂
界
を
遍
歴
し
て
諄
の
も
と
に
辿
り
つ
く
こ
と
で
あ
る
と
、
ダ
ン

テ
は
そ
の
言
葉
に
従
ひ
、導
か
る
る
が
ま
ま
に
先
づ
地
獄
遍
路
の
旅
に
上
つ
た
。

こ
れ
が

『紳
曲
』
序
歌
と
も
い
ふ
べ
き

「
地
獄
界
」
第
一
歌
の
梗
概
で
あ
る

が
、
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
も
言
つ
て
ゐ
る
や
う
に
、
こ
の
序
歌
と
そ
の

あ
と
を
受
け
た
第
二
歌
け

『紳
曲
』
の
中
の
最
も
秀
れ
た
部
分
で
は
な
く
、
幾

度
か
構
想
を
改
め
、
推
敲
を
重
ね
、
苦
澁
沈
滞
の
後
、
や
う
や
く
現
在
の
形
に

な
つ
た
も
の
で
あ
り
、
第
三
歌
の

「
地
獄
の
銘
」
の
あ
た
り
か
ら
漸
火
調
子
が

よ
く
な
り
、
経
に
近
づ
く
に
従
つ
て
懲
こ
そ
の
高
調
を
島
め
、
更
に
「冷
罪
界
」

と
「天
堂
界
」
ま
で
そ
の
調
子
を
持
ち
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。
「地
獄
界
」
の

経
唱
は
第
五
歌
に
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
・
ダ

・
リ
ミ
ー
ニ
の
悲
恋
を
叙
べ
た

一
節

と
第
二
十
三
歌
に
ウ
ゴ
リ
ー
ノ
伯
欝
の
非
業
の
最
期
を
描
い
た

一
節
で
あ
る
と

言
は
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
の
他
に
も
オ
デ

ュ
ッ
セ
ウ
ス
の
後
日
護
を
述
べ
た
と
こ

ろ
や
、
凍
結
地
獄
の
惨
謄
た
る
描
写
、
或
け
早
春
新
緑
の
季
節
に
於
け
る
星
宿

の
移
り
か
は
り
と
牧
人
の
攪
を
述
べ
た
美
し
い
一
節
な
ど
は
容
易
に
忘
れ
る
こ

と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
深
刻
な
も
の
や
悲
痛
な
も
の
に
至
つ
て
は
挙
げ

て
数

へ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
序
歌
け
た
だ
そ
れ
ら
の
秀
械
な
光
景
に
導
く
た

め
の
手
引
で
あ
り
、
他
の
部
分
に
比
較
し
て
よ
ほ
ど
見
劣
り
の
せ
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
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