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長
い

凍こ
ご
え
る
冬
の

風
雪
に
耐
え

こ
ら
え

堪こ
ら
え
て

雪
と
和
し

自
己
主
張

す
る
で
な
く

一
枝
に
咲
く

梅
の
花

凛り
ん
と
し
て

仄ほ
の
か
な
れ
ど
も

そ
の
匂に
お
い

清
く
芳か
ん
ばし

一
輪
で
よ
い

我
が
心
に
も

咲
か
せ
た
い

http://www.ne.jp/asahi/choonji/namo/ 　ナモの寺  検索

【
出
典
】『
禅
林
句
集
』
七
言
に
「
一
枝
梅
花
和
雪
香
」（
一
枝
の
梅
花 

雪
に
和

し
て
香か

ん
ば
し
）、
下
注
に
「
梅
雪
中
發
暗
香
故
也
」（
梅
は
雪
中
に
暗
香
を
発
す

る
故
な
り
）
と
あ
り
、出
典
は
未
記
載
。『
錦
江
禪
燈
』
に
「
不
是
一
番
寒
徹
骨
。

爭
得
梅
花
破
雪
香
。」（
こ
れ
一
番 

寒
骨
に
徹
せ
ず
ん
ば
、
い
か
で
か
梅
花
の

雪
を
破
り
て
香
ば
し
き
を
得
ん
）
と
み
え
る
。 

浄 土 宗 西 山 禅 林 寺 派



一
枝
梅
花

　
早
春
の
微
妙
な
趣
お
も
む
きを
詠よ

ん
だ
俳
句
と

し
て
、
松
尾
芭ば
し
ょ
う蕉
の
高
弟
で
あ
っ
た
服

部
嵐ら
ん
せ
つ雪

の
「
む
め
一
輪
一
り
ん
ほ
ど
の

あ
た
ゝ
か
さ
」
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
一
般
的
に
は
、「
梅
の
花
が
一
輪
、

ま
た
一
輪
と
咲
く
に
つ
れ
、
少
し
ず
つ

暖
か
く
な
る
よ
う
す
」
と
解
釈
さ
れ
て

い
ま
す
。
確
か
、
私
も
学
校
で
そ
の
よ

う
に
教
わ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
正
し
く
は
「
一
輪
一
輪

ほ
ど
」
で
は
な
く
て
、「
一
輪
一
り
ん

ほ
ど
」
の
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
漢
字

で
表
記
し
、
読
点
を
付
け
、「
梅
一
輪
、

一
厘
ほ
ど
の
暖
か
さ
」
と
し
て
み
ま
す

と
、
ず
い
ぶ
ん
印
象
の
違
っ
た
句
と
な

り
ま
す
。
こ
の
場
合
、「
こ
れ
ま
で
の

厳
し
い
寒
さ
に
耐
え
に
耐
え
、
堪
え
て

堪
え
て
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
季
節
の
変

化
に
、凛り
ん

と
し
て
咲
く
一
輪
の
梅
の
花
」

と
い
う
ふ
う
に
解
釈
で
き
、
こ
ち
ら
の

ほ
う
が
い
い
よ
う
に
も
思
い
ま
す
が
、

い
か
が
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

　
ち
な
み
に
、「
梅
」
が
「
む
め
」
と

仮
名
書
き
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
平
安

時
代
以
降
の
多
く
は
、
そ
の
よ
う
に
発

音
し
て
い
た
か
ら
の
よ
う
で
す
。た
だ
、

そ
れ
以
前
の
万
葉
集
で
は
、
現
代
と
同

じ
よ
う
に
ウ
メ
と
発
音
し
て
い
た
と
い

い
、
面
白
い
で
す
ね
。
梅
は
、
奈
良
時

代
以
前
に
中
国
か
ら
渡
来
し
た
も
の
と

い
い
ま
す
か
ら
、
ウ
メ
に
し
て
も
ム
メ

に
し
て
も
、
中
国
語
に
由
来
す
る
も
の

と
思
わ
れ
ま
す
。

　
梅
の
字
音
は
、
白
梅4

・
梅4

雨
の
熟
語

が
示
す
と
お
り
バ
イ
で
す
が
、
そ
れ
は

隋ず
い
・
唐と
う
代
以
後
の
漢か
ん
お
ん音
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
、
そ
れ
以
前
、
古
代
日
本
に
朝
鮮

を
経
由
し
て
伝
わ
っ
た
呉ご
お
ん音
で
は
、
メ

（m
ei

）
と
発
音
し
、
そ
れ
か
ら
転
化

し
た
も
の
と
い
う
の
が
有
力
な
説
の
よ

う
で
あ
り
ま
す
。

　
で
は
、
本
題
に
入
り
ま
す
。
道
元
禅

師
が
『
正し
ょ
う
ぼ
う
げ
ん
ぞ
う

法
眼
蔵
』
第
五
十
三
梅
花
の

巻
で
、
師
と
仰
い
だ
如
浄
禅
師
の
次
の

こ
と
ば
を
引
用
し
て
、
仏
法
の
伝で
ん
ぱ播

に

つ
い
て
説
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

　「
瞿く
ど
ん曇
、
眼が
ん
せ
い睛
を
打
失
す
る
時
、
雪

裏
の
梅
花
只た
だ
一
枝
な
り
。
而い

ま今
、
到
る

処
に
荊け
い
き
ょ
く棘を

成
す
、
却か
え

っ
て
笑
う
春
風

の
繚り
ょ
う
ら
ん乱と

し
て
吹
く
こ
と
を
。」

　
禅
の
こ
と
ば
は
難
解
で
す
の
で
、
石

田
恭
二
氏
の
現
代
語
訳
を
次
に
示
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

　「
釈
迦
が
目
を
閉
じ
る
時
、
雪
の
な

か
に
梅
花
が
只た
だ

一
枝
咲
い
て
い
る
。
今

到
る
処
、
荊け
い

を
成
し
て
い
る
、
雪
の
な

か
の
梅
花
は
、
却か
え
っ
て
繚り
ょ
う
ら
ん乱と
春
風
に

吹
か
れ
て
笑
っ
て
咲
い
て
い
る
。」

　
こ
れ
で
も
、
お
そ
ら
く
ま
だ
歯
が
立

た
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
予
備
知
識
と

し
て
、「
拈ね
ん
げ
み
し
ょ
う

華
微
笑
」
と
い
う
伝
承
を

押
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
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そ
れ
は
、
あ
る
と
き
釈
尊
が
、
霊
り
ょ
う
じ
ゅ鷲

山せ
ん
で
、
多
く
の
弟
子
た
ち
を
前
に
、
一

本
の
花
を
手
に
と
っ
て
拈ひ
ね

ら
れ
た
と
こ

ろ
、
み
な
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
ず
黙
っ

て
い
た
が
、
摩ま

か訶
迦か
し
ょ
う葉
だ
け
が
、
そ
の

意
味
を
理
解
し
て
に
っ
こ
り
微ほ
ほ
え笑
ま
れ

て
、
以い
し
ん
で
ん
し
ん

心
伝
心
、
正
法
は
、
釈
尊
か
ら

迦か
し
ょ
う葉

に
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ
る
伝
説
的

な
故
事
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
釈
尊
が
入
滅
さ
れ
て
久
し

い
わ
け
で
す
が
、
雪
を
か
ぶ
っ
て
寒
さ

に
耐
え
な
が
ら
、
た
だ
一
枝
に
咲
い
た

梅
花
を
、
時
空
を
超
え
て
釈
尊
が
示
さ

れ
て
い
る
「
拈ね
ん
げ華
」
と
見
よ
、
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
次
元
が
低
く
て
申
し
訳
な
い
で
す

が
、
私
が
子
供
の
頃
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム

ラ
ジ
オ
と
い
っ
て
、
電
源
を
使
わ
ず
、

イ
ャ
フ
ォ
ン
で
聞
く
、
極
め
て
単
純
な

ラ
ジ
オ
を
作
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
も
、
雑
多
の
電
波
が
乱
れ
飛
ぶ

中
、
う
ま
く
波
長
が
合
っ
て
、
音
が
聞

こ
え
た
と
き
、
と
て
も
嬉
し
か
っ
た
こ

と
を
今
で
も
覚
え
て
い
ま
す
。
宗
教
的

意
味
合
い
、
媒ば
い
た
い体
の
違
い
は
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
釈
尊
の
教
え
が
、
直じ
か

に
自
分
に
飛
び
込
ん
で
き
た
と
体
感
で

き
た
と
き
、
嬉
し
い
の
で
す
。
そ
の
よ

う
な
喜
び
を
、法ほ
う
え
つ悦

と
い
い
ま
す
。「
春

風
に
吹
か
れ
て
笑
っ
て
い
る
」
と
は
、

そ
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

　
私
ど
も
は
、
人
に
よ
っ
て
差
は
あ
り

ま
し
ょ
う
が
、
進
歩
発
展
、
成
長
す
る

こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
。
人
の
話
を
聞

い
た
り
、本
を
読
ん
だ
り
、学
習
を
し
、

研け
ん
さ
ん鑽
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
心
身

の
向
上
を
願
い
、
そ
の
よ
う
に
心
掛
け

て
い
れ
ば
叶
う
と
信
じ
て
い
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
本
当
で
あ
り
ま
し
ょ

う
。
し
か
し
、自
分
自
身
省か
え
りみ
ま
し
て
、

仏
法
に
つ
い
て
、
そ
れ
な
り
に
学
ん
で

い
る
つ
も
り
で
も
、
つ
ま
ら
ん
こ
と
で

腹
を
立
て
た
り
、
些さ
さ
い細

な
こ
と
で
気
を

病
ん
だ
り
、
愚
か
し
い
自
分
に
落
胆
す

る
こ
と
、
日に
ち
じ
ょ
う
さ
は
ん

常
茶
飯
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
こ
で
再
び
、
嵐
雪
の
句
に
戻
っ
て

み
る
こ
と
に
い
た
し
ま
す
。

　
春
は
毎
年
巡め
ぐ
っ
て
き
ま
す
。
釈
尊
が

示
さ
れ
る
梅
花
の
「
拈
華
」
に
、
微ほ
ほ
え笑

み
返
す
こ
と
が
で
き
る
か
。
我
が
心
に

一
輪
の
花
で
も
よ
い
、
芳
香
を
放
つ
こ

と
が
で
き
る
か
。
わ
ず
か
一
厘
で
も
よ

い
、
我
が
心
の
成
長
を
確
か
め
る
こ
と

が
で
き
る
か
。
春
そ
の
も
の
が
仏
法
で

あ
り
、
そ
の
温ぬ
く
も
り
を
感
じ
、
そ
こ
に

浸
る
喜
び
を
爆
発
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

る
か
。
そ
れ
は
、
日
々
精
進
を
怠
ら
ぬ

者
だ
け
の
特
権
で
は
あ
り
ま
す
が
、
そ

ん
な
思
い
で
、「
む
め
一
輪
一
り
ん
ほ

ど
の
あ
た
ゝ
か
さ
」
を
味
わ
っ
て
み
て

は
い
か
が
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。

　
春
が
来
ま
す
。
ど
う
ぞ
梅
を
見
に
お

出
か
け
下
さ
い
。
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南
朝
宋
の
武
帝
（
在
位420-422

）

の
女む
す
め、寿じ
ゅ
よ
う陽

公こ
う
し
ゅ主

が
、人じ
ん
じ
つ日

の
節
句
（
旧

暦
正
月
七
日
）
に
含
章
殿
の
梅
の
木
の

下
で
眠
っ
て
い
た
ら
、
梅
花
が
散
り
、

そ
の
一
片
が
彼
女
の
額
に
つ
い
て
離
れ

な
く
な
り
、
宮
人
、
額
に
梅
の
花
び
ら

を
か
た
ど
っ
た
化
粧
を
ほ
ど
こ
し
こ
れ

に
な
ら
っ
た
と
い
う
。こ
れ
を
梅
花
粧
、

寿
陽
粧
と
も
い
う
そ
う
で
す
。

▼
梅
も
ど
き

　
こ
れ
も
調
べ
て
お
り
ま
し
た
ら
、
梅う
め

擬も
ど
き、
黒く
ろ
う
め
も
ど
き

梅
擬
、
蔓つ
る
う
め
も
ど
き

梅
擬
、
色
々
あ
る
も

の
で
す
ね
。ま
が
い
物
と
呼
ば
れ
て
も
、

中
に
は
雁4

が
ん
も
ど
き擬か

ら
飛ひ
り
ょ
う
ず

竜4

頭
に
、
本
物
を

超
え
た
も
の
も
あ
り
ま
す
が
…
…
。

◆
梅
一
輪
翳か
ざ

す
仏
の
影
を
追
い
　
沐
魚

日
々
衰
え
て
い
く
中
、「
老
い
・
死
と

は
何
か
」
と
い
う
こ
と
も
、
自
身
の
体

で
見
せ
て
、
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。
こ

れ
は
、
最
後
の
教
え
と
し
て
大
事
に
し

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
れ
ま
で
、
長
き
に
わ
た
っ
て
の
ご

厚
情
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

12
月
22
日
の
葬
儀
に
は
、
多
数
の
方
々

に
ご
参
列
い
た
だ
き
、
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。
ご
連
絡
等
で
、
不
手
際
が

あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
深
く
お
詫

び
申
し
上
げ
ま
す
と
共
に
、
遺の
こ
さ
れ
ま

し
た
寺
族
一
同
、
今
後
と
も
宜
し
く
お

願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

▼
梅ば
い
か
そ
う

花
粧

　
今
回
、
梅
の
こ
と
を
あ
れ
こ
れ
調
べ

て
お
り
ま
し
た
ら
、
昔
、
中
国
に
梅
花

粧
な
る
化
粧
が
あ
っ
た
と
か
。

第
23
世 

中
興
慎
空
道
研
上
人
諦
道
和
尚

　
　
　
　

12
月
18
日
遷
化
　
行
年
97
歳

　
当
山
潮
音
寺
第
23
世
、
慎
空
道
研
和

尚
が
、
昨
年
暮
れ
12
月
18
日
に
、
97
歳

を
も
ち
ま
し
て
遷せ
ん
げ化

い
た
し
ま
し
た
。

　
私
に
と
っ
て
は
、
師
僧
で
あ
り
、
父

で
も
あ
る
わ
け
で
す
が
、
小
学
校
の
四

年
生
の
時
、
先
々
代
で
あ
る
道ど
う
せ
ん闡
和
尚

か
ら
、「
寺
の
小
僧
に
な
ら
ん
か
。
ま

ん
じ
ゅ
う
食
わ
し
て
や
る
ぞ
」
と
い
わ

れ
て
、
二
番
目
の
弟
子
に
な
っ
た
と
聞

い
て
お
り
ま
す
。
親
元
を
離
れ
、
辛
い

こ
と
も
あ
っ
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、

私
ど
も
に
は
、
そ
の
当
時
の
こ
と
を

語
っ
て
く
れ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
自
分
が
親
の
愛
情
を
知
ら
ず
に
育
っ

た
分
、父
親
と
し
て
は
、不
器
用
で
あ
っ

た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
や
る

べ
き
こ
と
を
、
た
だ
、
黙
々
と
体
で
教

え
て
く
れ
ま
し
た
。
九
十
を
過
ぎ
て
、
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