
支
那
の
詩
人
寒
山
は
八
、
九
世
紀
の
人
で
あ
る
。
彼
と
そ
の
兄
弟
は

親
譲
り
の
田
地
を
耕
し
て
い
た
。
し
か
し
彼
は
兄
弟
と
縁
を
絶
ち
、
妻

と
家
族
に
別
れ
、
諸
方
を
放
浪
し
な
が
ら
、
多
く
書
を
読
ん
だ
。
そ
し

て
取
り
立
て
て
く
れ
る
人
を
求
め
た
が
、
徒
労
に
終

っ
た
。
彼
は
遂
に

寒
山
に
隠
棲
し
、
か
く
て
寒
山
と
´
い
う
名
で
知
ら
れ
る

よ
う

に

な
っ

た
。
そ
の
隠
棲
地
は
、
寺
院
と
道
観
で
有
名
な
天
台
山
か
ら
約
二
十
五

マ
イ
ル
の
と
こ
ろ
で
、
寒
山
も
し
ば
し
ば
そ
こ
を
訪
れ
た
。
彼
は
そ
の

詩
の
一
つ
で
、
百
歳
を
越
え
た
自
分
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は

登
防
す
寒
山
の
道
、
寒
山
、
路
窮
ま
ら
ず
、
鈴
長
く
し
て

石
編
々
、
澗
濶
く
し
て
草
濠
々
、
育
の
滑
ら
力、
な
る
は
雨

に
関
わ
る
に
非
ず
、
松
の
鳴
る
は
風
を
仮
る
に
あ
ら
ず
、

誰
か
能
く
世
累
を
超
え
て
、
共
に
自
露
の
中
に
坐
せ
ん
。

「
書
は
山
水
楼
主
人

・
宮
田
武
義
氏
」

多
分
誇
張
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
彼
が
長
生
き
を
し
た
こ
と
は
確
か
で

あ
る
。

彼
の
詩
に
お
い
て
は
、

「
寒
山
」
は
地
名
と
し
て
よ
り
は
、　
一
つ
の

心
境
の
名
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
彼
の
詩
の
ミ
る
ア
ィ
シ
ズ
ム
は
、
こ

の
理
念
に
根
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た

「
隠
さ
れ
た
宝
」

す
な
わ
ち
仏
は
、
我
々
の
外
で
な
く
我
々
の
心
の
内
に
こ
そ
求
め
ら
る

べ
き
だ
、
と
い
う
理
念
に
も
根
ざ
し
て
い
る
。

右
は
、
英
国
の
東
洋
文
学
研
究
者
と
し
て
名
高
い
ウ
ェ
イ
リ
ー
氏
の

寒1

山i
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寒
山
詩
の
解
説
で
あ
る
。
（
入
谷
義
高
氏
注

「
寒
山
」
よ
り
引
用
）

天
台
山
は
浙
江
省
に
在
り
、
古
く
陳
の
智
者
大
師
が
山
を
開
い
た
（
五

七
五
）
。
我
が
国
で
は
最
澄

（伝
教
大
師
）
が
入
唐
、智
者
大
師
の
七
世

の
法
孫

・
道
遂
寿
に
就
い
て
学
び
、
帰
朝
後
、
比
叡
山
に
天
台
宗
を
開

い
た
。
こ
れ
は
平
安
初
期
の
桓
武
天
皇
の
時

（
八
〇
五
）
で
あ
る
が
、

そ
の
頃
、
寒
山
は
在
世
し
て
居
た
こ
と
に
な
る
。
我
国
で
も
寒
山
は
拾

得
と
共
に
画
題
に
さ
れ
、
ま
た
森
鴎
外
の
小
説
や
、
岡
本
か
の
子
の
戯

曲
で
有
名
で
あ
る
。
次
に
、
寒
山
詩
お
よ
そ
三
百
首
の
う
ち
、
数
首
を

ぐ
だ
け
て
訳
し
て
み
た
。
大
方
の
御
示
教
を
糞
う
次
第
で
あ
る
。

我
れ
聞
く
天
台
山

山
中
に
瑛
樹
あ
り
と

永
言
し
て
之
に
攀
ん
と
欲
す
る
も

石
橋
の
道
を
暁
に
す
る
莫
し

此
に
縁
っ
て
悲
嘆
を
生
じ

幸
居
し
て
将
に
暮
れ
な
ん
と
す

今
日
、
鏡
中
を
観
れ
ば

颯
颯
の
費
、
素
を
垂
る

天
台
の
山
の
深
み
に
珍
ら
し
い
、
珠
玉
の
な
る
木
が
あ
る
と
い
う
。

俺
も
登
っ
て
手
折
ろ
う
と
、
宝
探
し
の
線
牲
ぞ
。
鵬
辟
に
真
珠
訃
脚

編
鱗
、
求
め
る
欲
の
皮
袋
、
こ
れ
の
重
荷
に
耐
え
か
ね
て
、
石
の
き

ざ
橋
渡
れ
ず
に
、
た
も
と
の
と
こ
で
日
が
暮
れ
て
、
ま
こ
ま
こ
過
し

て
居
る
う
ち
に
、
鏡
に
映
る
質
の
毛
が
、
い
っ
し
か
秋
の
霜
う
け
て

揺

い
で
い
る
よ
ハ
ラ
ハ
ラ
と
。

笑
う
べ
し
寒
山
の
道

而
も
車
馬
の
樅
な
し

聯
渓
、
曲
を
記
し
難
く

畳
障
、
重
を
知
ら
ず

露
に
泣
く
千
般
の
専

風
に
吟
ず

一
様
の
松

此
の
時
、
径
に
迷
う
処

形
、
影
に
間
う
、
何
れ
よ
り
か
せ
ん
と

人
里
は
な
れ
た
寒
山
は
、
馬
も
車
も
通
り
ゃ
せ
ぬ
。
九
十
九
に
曲

る
谷
合
い
に
、
露
を
含
ん
で
草
は
泣
き
、
重
な
る
峰
に
伝

わ

る

は
、
松
の
奏
で
る
風
の
唄
。
道
に
迷
っ
た
そ
の
時
は
、
お
ら
が
行

く
と
こ
と
こ
だ
ん
ベ
エ
、
途
方
に
く
れ
た
こ
の
俺
が
、
き
け
ば
答

え
る
影
法
師
。

一
た
び
寒
山
に
向

っ
て
坐
す

え
ル
リ
ゆ
う

湾
留
三
十
年

昨
、
親
友
を
来
訪
ぬ
れ
ば

大
半
は
黄
泉
に
入
り
ぬ

漸
く
滅
し
て
残
燭
の
如
く

長
し
な
え
に
流
れ
て
逝
川
に
似
た
り

今
朝
、
孤
影
に
対
し

覚
え
ず
涙
は
双
び
懸
る

寒
山
に
棲
み
つ
い
て
か
ら
二
十
年
。
独
り
暮
し
の
明
け
暮
れ
に
、

友
の
身
の
上
気
に
か
か
り
、
山
を
下
っ
て
訪
ぬ
れ
ば
、
あ
れ
も
こ

-2-
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れ
も
の
大
方
は
、
黄
泉
の
国
へ
ぞ
旅
立
ち
ぬ
。
灯
火
消
え
た
灯
籠

が
、
川
に
浮
ん
で
は
て
も
な
く
、
と
り
残
さ
れ
た
こ
の
俺
を
、
忘

れ
た
よ
う
に
流
れ
行
く
。
呼
び
戻
そ
う
と
す
る
俺
の
、
や
せ
衰
ろ

え
た
両
頬
の
、
冷
た
い
も
の
は
涙
か
や
。

客
、
寒
山
子
を
難
ず

君
の
詩
に
道
理
な
し
と

吾
れ
古
人
を
観
る
に

貧
賤
を
恥
と
為
さ
ず

之
に
応
じ
て
此
の
言
を
笑
う

何
ぞ
疎
闊
を
談
ず
る
や
と

願
く
は
君
、
今
日
の
似
く

銭
は
是
れ
急
事
の
み

俺
の
詩
に
道
理
が
な
い
と
人
の
言
う
。
道
理
と
い
う
は
世
事
か
い

な
、
昔
の
人
は
銭
金
を
、
賤
し
い
も
の
と
し
て
い
た
と
、
言
い
聞

か
せ
る
と
そ
の
男
、
開
さ
直
っ
て
何
を
い
う
、
出
鱈
目
い
う
な
と

腕
ま
く
り
。
そ
ん
な
に
銭
が
欲
し
い
の
か
、
地
獄
に
銭
は
要
ら
ぬ

わ
い
。

時
の
人
、
寒
山
を
見
て

各
謂
う
、
是
れ
風
顛
な
り
と

貌
は
人
の
目
を
起
さ
ず

身
は
唯
だ
布
表
を
纏
う
の
み

我
が
語
、
他
は
会
せ
ず

他
の
語
、
我
は
言
わ
ず

為
に
報
ず
、
往
来
の
者

来

っ
て
寒
山
に
向
う
べ
し
と

フ
ー
テ
ン
と
呼
ん
で
く
れ
る
が
、
そ
う
か
い
な
。
人
目
に
と
ま
る

装
も
せ
ず
、
た
だ
隠
れ
蓑
ま
と
う
だ
け
。
俺
の
心
は
人
知
ら
ず
、

裟
婆
の
話
に
ゃ
用
は
な
い
。
有
象
無
象
の
皆
の
衆
、
俺
に
会
い
た

く
な
っ
た
な
ら
、
登
っ
て
お
い
で
、
山
は
寒
い
ぞ
。

寒
山
に
躾
虫
あ
り

身
自
く
し
て
頭
黒
し

手
に
両
巻
の
書
を
把
る

一
道
と
ま
た

一
徳
と

住
む
に
釜
竃
を
安
ん
ぜ
ず

行
く
に
″
び
を
鶯
ら
さ
ず

常
に
知
慧
の
剣
を
持
し
て

煩
悩
の
賊
を
破
ら
ん
と
擬
す

寒
山
の
頭
の
黒
い
裸
虫
、
身
は
人
並
に
色
自
で
、
着
物
ま
と
わ
ず

飯
炊
か
ず
、
手
に

一
対
の
巻
物
と
、
知
慧
の
剣
を
抜
き
持
ち
て
、

押
し
よ
せ
来
た
る
煩
悩
の
、
賊
を
破
ら
ん
意
気
高
し
。

人
、
寒
山
の
道
を
問
う
も

寒
山
、
路
通
ぜ
ず

夏
天
、
氷
い
ま
だ
釈
け
ず

日
出
づ
る
も
霧
朦
朧
た
り

我
に
似
る
も
何
に
由
り
て
か
膜
ら
ん

君
と
心
同
じ
か
ら
ず



君
の
心
、
若
し
我
に
似
た
ら
ば

還
た
其
の
中
に
到
る
事
を
得
ん

寒
山
に
登
っ
て
見
た
い
人
あ
る
が
、
こ
こ
へ
通
ず
る
路
は
な
い
。

夏
な
お
寒
い
こ
の
山
は
、
氷
の
溶
け
る
時
も
な
く
、
い
つ
で
も
霧

が
立
軍
め
て
、
陽
の
光
り
さ
え
射
す
間
な
し
。
俺
の
格
好
ま
ね
る

と
も
、
同
じ
心
に
な
る
ま
で
は
、
こ
こ
へ
は
と
て
も
来
れ
や
せ
ぬ
。

君
の
心
に
俺
の
よ
な
、
悟
り
が
少
し
湧
い
た
な
ら
、
ポ
ツ
ポ
ツ
お

い
で
此
の
山
へ
。

去
年
、
春
鳥
鳴
き

此
の
時
、
弟
兄
を
思
う

今
年
、
秋
菊
爛
れ

此
の
時
、
発
生
を
思
う

緑
水
、
千
場
に
咽
び

黄
雲
、
四
面
に
平
か
な
り

哀
し
い
哉
、
百
年
の
内

腸
は
断
ず
、
咸
京
を
憶
い
て

春
鳥
鳴
け
ば
人
恋
し
、
秋
菊
咲
け
ば
生
哀
し
、
緑
の
水
は
涯
し
な

く
、
空
に
は
寒
い
茜
雲
。
都
の
方
は
ど
っ
ち
か
な
、
行

っ
て
見
た

い
と
思
う
け
ど
、
此
の
世
の
命
短
く
て
、
行
方
も
知
れ
ぬ
漂
ら
い

の
、
果
て
し
も
わ
か
ぬ
草
枕
。
思
え
ば
悲
し
い
思
い
出
が
、
老
い

の
枕
に
行
さ
通
う
。

昨
夜
、
夢
に
郷
に
還
る

婦
の
機
中
に
織
る
を
見
る

―

―

寂

わへ
と
し
て
塵
埃
を
絶
す

草
座
、
山
家
に
有
り

孤
燈
、
月
輪
明
か
な
り

石
床
、
碧
沼
に
臨
み

虎
鹿
、
毎
に
隣
を
為
す

自
ら
幽
居
の
楽
し
み
を
羨
い

長
し
え
に
象
外
の
人
と
な
ら
ん

こ
の
詩
に
あ
る
よ
う
に
、
天
台
山
系
に
は
虎
が
い
た
の
で
あ
る
。
豊

干
禅
師
は
、
虎
を
飼
い
馴
ら
し
て
乗
用
し
て
い
た
。
或
る
日
、
虎
に
乗

っ
て
山
中
を
散
策
し
て
い
た
豊
干
は
、
赤
城
道
と
い
う
と
こ
ろ
の
路
傍

で
泣
い
て
い
る

一
人
の
男
の
子
を
見
た
。
禅
師
は
虎
か
ら
お
り
て
、
こ

の
児
の
頭
を
撫
ぜ
て
、
フ
」
れ
こ
れ
、
ど
う
し
た
か
」
と
訊
く
と
、
フ
」

こ
に
棄
て
ら
れ
ま
し
た
」
と
答
え
る
。
こ
れ
は
い
い
拾
得
物
だ
と
い
う

こ
と
で
、
豊
干
は
さ
っ
そ
く
、
こ
の
子
に
拾
得
と
名
ず
け
て
、
寺
に
つ

れ
て
来
た
。

や
が
て
、
こ
の
子
が
寺
房
の
食
堂
で
働
く
よ
う
に
な
り
、
鍋
釜
の
洗

い
方
を
受
け
持
つ
。
彼
は
己
の
身
の
上
に
思
い
を
は
せ
て
、
捨
て
る
こ

と
は
罪
悪
だ
と
観
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
、

「
残
食
菜
滓
」
の
一
切
を

残
ら
ず
か
さ
集
め
て
竹
筒
に
入
れ
、
こ
れ
を
寒
山
に
与
え
る
こ
と
を
常

と
し
た
。
寒
山
は
、
こ
の
竹
筒
を
背
負
っ
て
、
自
分
の
棲
処
の
寒
巌
に

帰

っ
た
。
拾
得
の
詩
に
こ
ん
な
の
が
あ
る
。

従
来
こ
れ
拾
得

是
ち
偶
然
の
称
に
あ
ら
ず

稜
を
駐
め
て
思
う
こ
と
有
る
が
若
く

稜
を
撃
ぐ
る
に
力
無
き
に
似
た
り

之
を
呼
べ
ば
面
を
廻
ら
し
て
視
る
も

況
と
し
て
復
た
相
い
識
ら
ず

応
に
是
れ
別
れ
て
多
年

髪
毛
、
旧
の
色
に
非
ざ
る
べ
し

昨
夜
は
夢
で
里
帰
り
、
別
れ
た
妻
に
会
っ
て
来
た
。
機
を
織

っ
て

た
そ
の
人
は
、
し
ょ
ん
ぼ
り
と
し
た
面
持
で
、
稜
も
動
か
さ
ず
物

思
う
。
俺
が
来
た
よ
と
呼
び
か
け
り
ゃ
、
こ
っ
ち
を
向
い
て
知
ら

ぬ
顔
。
思
い
出
せ
ぬ
も
無
理
は
な
い
。
別
れ
て
以
来
幾
年
か
、
俺

も
自
毛
が
ふ
え
た
か
ら
。

天
台
山
系
は
、
銭
塘
江
が
杭
州
湾
に
注
ぎ
こ
み
、
そ
の
湾
が
東
支
那

海

へ
大
き
く
口
を
開
く
下
顎
の
あ
た
り
か
ら
西
南
へ
延
び
て
い
る
大
山

脈
で
あ
る
一
そ
の
最
高
峯
は

一
万
八
千
丈
に
も
達
す
る
と
古
来
い
わ
れ

て
い
る
。
こ
の
山
系
の
中
に
天
台
山
が
あ
り
、
ま
た
寒
山
も
あ
る
。
天

台
山
麓
に
台
州
と
い
う
町
が
あ
っ
て
、
唐
の
時
代
に
は
、
こ
こ
に
台
州

刺
史

（知
事
）
が
い
て
、
天
台
山
を
中
心
に
散
在
す
る
道
観
（道
教
の
寺
）

や
仏
寺
な
ど
を
も
所
管
し
て
い
た
。

天
台
山
に
在
る
有
名
な
国
清
寺
に
豊
干
禅
師
と
い
う
名
僧
が
い
た
。

こ
の
人
が
寒
山
と
そ
の
弟
分
の
拾
得
の
育
て
の
親
で
あ
る
。
寒
山
の
詩

の
中
に
こ
ん
な
の
が
あ
る
。

寒
山
、
唯
だ
自
雲

１

０

，

別
に
親
し
き
看
属
な
く

寒
山
は
こ
れ
我
が
兄

両
人
の
心
、
相

い
似
た
り

誰
か
狗
族
の
情
を
能
く
し

若
し
年
の
多
少
を
問
わ
ば

黄
河
の
幾
度
か
清
た
り
き
と

人
々
は
、
豊
干
を
阿
弥
陀
仏
と
称
び
、
寒
山
を
文
珠
菩
薩
、
拾
得
を

普
賢
菩
薩
と
称
ん
で
い
た
。
豊
干
の
詩
は
、
寒
山
詩
集
の
中
に
二
首
あ

る
。
そ
の

一
つ
に
、
　
　
　
　
　
　
一
　
　
′

本
来
無

一
物

亦
た
塵
の
払
う
可
き
な
し

若
し
能
く
此
に
了
達
せ
ば

坐
し
て
死
々
た
る
を
用
い
ず

と
い
う
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
六
祖
慧
能

（
六
三
八
―
七

一
三
）
の
心

機
を
詠

っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
豊
干
禅
師
に
帰
依
す
る
者
の

一
人
に
、
間
丘
胤
と
い
う
人
が
い

た
。
間
丘
が
或
る
日
、
禅
師
に
向

っ
て

「
私
は
、
こ
の
度
、
台
州
に
刺

史
と
し
て
赴
任
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
が
、
あ
の
へ
ん
に
教
え
を
乞

う
よ
う
な
立
派
な
人
は
居
ま
せ
ん
で
し
よ
う
か
」
、　
と
訊
く
と
、

豊
干

は
、

「
い
る
と
も
い
る
と
も
、
慢
の
旧
と
居
た
天
台
山
国
清
寺
に
文
珠

と
普
賢
が
居
る
。
文
珠
は
寒
山
、
普
賢
の
方
は
拾
得
と
い
う
。
二
人
と

も
乞
食
の
よ
う
な
風
態
で
、
チ
ヨ
ッ
ト
気
狂
い
じ
み
て
い
る
。
使

い
走

り
を
し
た
り
、
台
所
ま
わ
り
の
下
働
ら
き
な
ど
を
し
て
い
る
。
行

っ
て
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会

っ
て
見
る
が
い
い
」
と
云
っ
た
。

間
丘
胤
と
い
う
人
は

「
朝
議
大
夫
、
使
事
節
台
州
諸
軍
事
、
守
刺
史

上
柱
国
、
賜
緋
魚
袋
」
と
い
う
い
か
め
し
宣
肩
書
を
も
っ
た
当
時

一
流

の
官
吏
で
あ
っ
た
。
や
が
て
、
こ
の
人
が
属
官
を
従
え
て
国
清
寺
に
や

っ
て
来
た
。
道
翅
と
い
う
坊
さ
ん
が
案
内
役
と
な
り
、
豊
干
禅
師
の
旧

居
な
ど
を
見
廻
っ
て
、
ムロ所
に
や
っ
て
来
る
と
、
寒
山
拾
得
の
二
人
が
、

囃
い
彰
療
鳩
臓
嘲

ネＬ っ
【
ぃ
狂
ｒ
Ⅷ
範
］
蒔
「

「 土
い
報

をぉし
臓
″
っ
い

‐こ ぅ
一

る
。
豊
干
の
お
し
ゃ
べ
り
、
が
…
…
」
な
ど
と
云
い
放
ち
、
ゲ
ラ
ゲ
ラ
と
笑

っ
て
、拾
得
と
共
に
寒
巌
に
遁
走
す
る
。
知
事
は
岩
穴
に
や
っ
て
来
て
、

あ
ら
た
め
て
、
師
礼
を
つ
く
し
、
「
せ
め
て
、
お
近
ず
き
の
印
に
…
…
」

と
、
浄
衣
や
薬
品
を
差
し
出
す
と
、
彼
等
は
大
声
で
、
「
ど
ろ
ぼ
う
、
ど

ろ
ぼ
う
」
と
叫
ぶ
。
知
事
の
一
行
が
果
然
と
し
て
い
る
と
、
穴
の
中
か

ら

「
汝

諸

人
各

々
努
力

／
」
と
の
託
宣
が
あ
り
、
そ
の
と
た
ん
に
、

石
の
戸
が
ガ
タ
ン
と
閉
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
寒
山
と
拾
得

の
姿
は
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う
。

寒
山
の
寒
い
風
を
く
ら
っ
て
、
知
事
は
得
る
と
こ
ろ
な
く
、
や
む
な

く
国
清
寺
へ
戻

っ
て
来
る
。
そ
こ
で
道
翅
を
呼
ん
で
、
寒
山
と
拾
得
の

詩
を
集
め
る
よ
う
に
命
じ
た
。
命
に
よ
り
、
道
翅
が
、
林
間
や
人
家
の

壁
に
書
き
散
ら
さ
れ
た
寒
山
拾
得
の
詩
や
偶
を
集
め
、
こ
れ
に
豊
干
禅

師
の
詩
を
加
え
て
出
来
上
っ
た
も
の
が
、
寒
山
詩
集
で
あ
る
。

以
来
、
千
数
百
年
の
星
霜
を
経
て
、
生
き
て
き
た
寒
山
詩
集
は
、
い
ろ

い
ろ
な
か
た
ち
で
人
間
に
伝
来
し
た
が
、
そ
の
中
の
有
力
な
も
の
と
し

‡

▲

ｕ

て

「
宋
本
寒
山
子
詩
集
」
が
我
が
皇
室
に
あ
る
。
こ
れ
は
天
下
の
稀
凱

で
あ
る
。

さ
て
、
岡
本
か
の
子
の
戯
曲

「
寒
山
拾
得
」
に
、
豊
干
禅
師
が
ま
だ

国
清
寺
に
い
た
頃
、
間
丘
が
国
清
寺
を
訪
れ
た
場
面
が
あ
る
。

間桁州塩（議鰤ル喘し醐御家仲餞嘲』は神“開ｒ̈
７融神Ｗ酔

寺
は
風
流
な
も
の
で
す
な
。

豊
千
１
そ
う
風
流
が
ら
れ
て
は
痛
み
入
る
。
止
む
を
得
ぬ
風
流
ち
ゃ
。

山
寺
は
茶
さ
え
尊
く
た
し
な
い
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
で
、
茶
は
病

僧
の
心
気
を
調
え
る
為
の
薬
用
か
、
さ
な
く
ば
茶
礼
の
儀
式
に
用
ゆ

る
時
に
少
し
づ
つ
大
事
に
使
う
の
じ
ゃ
。
俗
人
の
客
来
に
は
先
ず
こ

う
い
う
も
の
を
茶
の
代
り
に
用
い
る
な
。
あ
り
よ
う
に
云
え
ば
、
風

流
を
用

い
て
俗
眼
を
欺
く
の
ち
ゃ
。
は
は
は
は
。
　
　
　
　

・

み

間

ニ
ー
い
や
、
風
流
は
そ
う
い
う
必
然
か
ら
生
れ
ね
ば
、
え
て
嫌
味
に

な
る
も
の
で
す
。
わ
た
く
し
共
は
悦
ん
で
風
流
に
欺
か
れ
ま
す
。
椀

中
に
四
季
の
花
を
賞
し
得
ら
る
る
山
寺
の
貧
福
。
た
だ
浦
山
敷
く
存

じ
ま
す
。

豊
干
―
ど
う
も
そ
う
感
心
さ
れ
て
は
い
よ
い
よ
挨
拶
に
困
る
。
わ
し
は

こ
の
椀
の
中
を
見
る
度
に
、
せ
め
て
こ
の
花
漬

の
塩
代
が
も

っ
れ
鋤

か
る
法
は
な
い
か
と
い
つ
も
考
え
る
の
ち
ゃ
。
塩
代
を
助
け
て
雲
水

達
の
米
麦
を
も

っ
と
厚
う
し
て
や
り
度

い
と
思
う
の
ち
ゃ
。
が
、
そ

れ
で
は
花
漬
が
腐
っ
て
仕
舞
う
し
、
情
し
い
惜
し
い
と
思
い
乍
ら
椀

の
中
の
花
を
飲
む
の
ち
ゃ
。

警

轟

稀
な
寒
山
の
粥
は
、
時
に
は
、
揚
げ
油
の
香
り
に
満
ち
、

ま
た
時
に
は
、
豆
腐
の
く
ず
や
沢
庵
の
尻
尾
が
混

っ
て
い

る
。
濃
羮
の
時
も
あ
れ
ば
清
羮
の
時
も
あ
り
、
あ
な
た
ま

か
せ
で
あ
る
。
塩
の
た
し
な
い
山
寺
で
は
、
塩
気
は
お
そ

ら
く
空
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
調
味
料
を
加
え
な
い
こ

の
雑
炊
は
、
折
々
の
天
然
香
辛
料
で
自
然
の
風
趣
を
具
え

て
い
た
こ
と
で
ぁ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
老
子
の
「
無
味
の
味
」

と
は
、
そ
ん
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
蕗
雑
炊
、
ぜ
ん
ま
い
雑

炊
、
野
蒜
汁
、
な
づ
な
汁
、
栗
汁
、
芋
雑
炊
と
、
寒
山
の
献
立
は
、
正

月
の
七
草
粥
か
ら
始
ま
っ
て
、
自
然
の
運
行
と
共
に
変
化
す
る
。

「
菜
根
を
咬
得
ば
百
事
倣
す
可
し
」

（菜
根
諄
）
と
い
う
言
葉
が
あ

る
。
菜
根
と
は
粗
末
な
食
事
と
解
し
て
差
支
え
な
か
ろ
う
。
千
古
に
独

り
秀
で
、
い
か
な
る
歴
史
に
も
ゆ
る
ぎ
な
い
寒
山
の
詩
は
、
棄
て
ら
れ

た
人
間
が
、捨
て
ら
る
べ
き
残
り
物
を
掻
き
あ
つ
め
、
そ
れ
か
ら
創
り
出

さ
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
深
く
味
わ
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
自
ら
の
人
生
の
中
に
も
、
ま
た
、
文
明
の
生
々
流
転

の
中
に
も
、
こ
の
理
が
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、

「
食
べ
物
」

が
百
事
の
成
敗
を
左
右
し
、

「
食
べ
方
」
が
人
間
の
生
存
に
い
か
に
深

い
関
係
を
持
つ
か
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
こ
の
原
理
を
心
得
て
、
塩
梅

で
き
る
者
を
料
理
人
と
い
う
。
大
養
木
堂
は
、
か
っ
て

「
塩
梅
宰
相
之

材
」
と
い
っ
た
が
、
塩
梅
こ
そ
料
理
の
極
処
で
あ
る
。

詩
は
人
生
の
妙
境
で
あ
り
、
料
理
は
人
類
の
大
事
で
あ
る
。
諸
人
各

々
が
努
力
精
進
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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飲
み
且
つ
食
ら
う
、
寿
に
し
て
康

「
宮
口
武
義
氏
書
」

こ
の
へ
ん
の
や
り
取
り
の
具
合
か
ら
見
る
と
、
国
清
寺
の
台
所
は
豊

か
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
禅
剰
の
雲
水
達
の
食
べ
方
は
、

一
粒
の
米
粒
さ
え
残
さ
な
い
。
従

っ
て
、
拾
得
が
集
め
て
い
た
国
清
寺

の
残
食
菜
滓
と
い
う
も
の
は
、
鍋
釜
の
洗
い
流
し
が
す
べ
て
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
。

洗
い
方
主
任
の
拾
得
に
手
伝
っ
て
、

鍋
釜
を
洗
い
終
る
と
、

寒
山

は
、
洗
い
流
し
を
入
れ
た
竹
筒
を
肩
に
し
て
、
寒
巌
の
岩
穴
に
戻
る
。

彼
は
道
す
が
ら
、
雌
、
が
が
ヽ
ぜ
ん
ま
い
、
臓
）
瀧
ダ
灯
ヽ
あ
ざ
み
、

な
づ
な
、
山
椒
な
ど
を
摘
み
、
谷
間
に
自
生
す
る
天
然
山
葵
や
芹
、
元
茜

な
ど
を
採
り
、
ま
た
、
秋
と
も
な
れ
ば
、
椎
の
実
、
栗
な
ど
を
拾
い
、

時
に
は
野
蒜
や
山
芋
を
掘

っ
て
帰
る
の
で
あ
っ
た
。

「
住
む
に
釜
竃
を
安
ん
ぜ
ず
」
と
い
う
か
ら
に
は
、
彼
の
煮
炊
き
設

備
は
不
完
全
な
も
の
だ
っ
た
ろ
う
。
彼
は
持
ち
来
っ
た
洗
い
流
し
に
、

四
季
と
り
ど
り
の
幸
を
あ
し
ら
っ
て
、
稀
飯
粥
を
作

っ
た
。
わ
れ
わ
れ

は
、
い
ま
、
か
り
に
、
こ
れ
を
寒
山
粥
と
称
ぶ
が
、
こ
の
類
の
粥
は
今

で
も
広
東
あ
た
り
で
賞
味
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
米
粒
の
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こ
の

「寒
山
片
雲
」
は
、
東
京
名
物
誌
（昭
和
四
三
、
緑
陰
号
）

に
掲
載
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
文
は
、
寒
山
に
関
す
る
貴
重
な
文
献
と
し
て
、
財
団
法
人

・

東
洋
文
庫
及
び
東
京
大
学
史
料
研
究
室
か
ら
、
永
久
保
存
の
指

定
を
う
け
ま
し
た
。

そ
の
後
、
各
方
面
か
ら
ひ
き
続
き
御
所
望
が
多
い
の
で
、
原
文

に
多
少
の
筆
を
加
え
た
も
の
を
、
こ
こ
に

「庖
丁
余
語
」
第
六

号
と
し
て
再
版
い
た
し
ま
し
た
。

東
京
名
物
編
集
主
幹
　
千

賀

一品

士

一男

岡
劇
制
冨
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