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苔
よ
り
桜

─
─
西
芳
寺
に
お
け
る
夢
窓
疎
石
と
禅
宗
─
─

モ
リ
ー
・
ヴ
ァ
ラ
ー

は
じ
め
に

　

鎌
倉
時
代
か
ら
南
北
朝
時
代
に
か
け
て
の
乱
世
に
活
躍
し
た
夢
窓
疎
石
（
一

二
七
五
―
一
三
五
一
）
は
、
臨
済
宗
の
代
表
的
な
禅
僧
で
あ
る
。
彼
は
北
条
家
、

後
醍
醐
天
皇
、
足
利
尊
氏
・
直
義
な
ど
、
皇
族
や
武
家
と
親
密
な
関
係
を
持

ち
、
五
山
制
度
の
形
成
に
も
大
き
く
貢
献
し
た
。
や
が
て
政
治
、
芸
術
、
宗
教

の
垣
根
を
超
え
て
多
彩
な
才
能
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
彼
は
、
そ
の
前
半
生

に
お
い
て
、
人
里
を
離
れ
て
一
人
坐
禅
に
励
み
、
三
十
一
歳
で
開
悟
し
て
か
ら

五
十
歳
ま
で
、
数
多
く
の
地
方
寺
院
の
住
職
を
勤
め
た
。
後
半
生
に
な
る
と
、

天
皇
、
武
士
、
公
家
な
ど
の
手
厚
い
保
護
の
下
、
南
禅
寺
な
ど
の
名
刹
の
住
職

に
任
じ
ら
れ
、
新
寺
院
の
開
山
と
し
て
弟
子
の
育
成
に
も
力
を
入
れ
た
。
ま

た
、
夢
窓
は
語
録
や
仮
名
法
語
、
漢
詩
や
和
歌
を
残
し
、
都
鄙
を
問
わ
ず
、
多

数
の
寺
院
の
造
営
や
そ
の
庭
園
に
関
与
し
た
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
西
芳
寺

も
、
一
般
的
に
は
夢
窓
が
中
興
の
祖
と
さ
れ
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
夢
窓
自
身
の
作
品
や
関
連
資
料
に
基
づ
き
、
西
芳
寺
に
禅
宗
が

移
植
さ
れ
る
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
中
世
中
期
の
禅
宗
に
お
け
る
象

徴
的
景
観
の
あ
り
様
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま
ず
は
そ
の
過
程
に
お
け

る
象
徴
と
し
て
、「
桜
」
の
意
味
に
着
目
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

一　

苔
寺
か
ら
花
寺
へ
遡
る

　

近
代
以
降
、「
苔
寺
」
と
愛
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
西
芳
寺
の
正
門
を
く
ぐ

り
、
境
内
に
入
る
と
、
見
渡
す
限
り
、
鮮
や
か
な
緑
色
の
苔
の
カ
ー
ペ
ッ
ト
が

敷
き
つ
め
ら
れ
て
い
る
。
黄
金
池
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
池
の
後
ろ
に
聳
え
る

「
洪
隠
山
」
を
少
々
上
る
と
、
か
の
有
名
な
枯
滝
の
石
組
み
が
目
の
前
に
現
れ

て
く
る
。

　

こ
の
名
庭
を
誰
が
手
が
け
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
長
年
の
議
論
に
も
か
か
わ
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ら
ず
、
依
然
と
し
て
決
着
を
見
て
い
な
い
。
特
に
、
そ
の
著
名
な
枯
山
水
の
石

組
み
の
作
者
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
り
、
夢
窓
以
前
の
鎌
倉
時
代
に
既
に
完
成
し

て
い
た
と
い
う
説
や
、
江
戸
時
代
に
完
成
し
た
と
主
張
す
る
説
も
あ（

1
）る。

　

高
橋
桃
子
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
西
芳
寺
に
関
す
る
文
献
か
ら
は
、
中
世

あ
る
い
は
江
戸
時
代
以
前
に
枯
山
水
の
滝
石
組
が
存
在
し
た
か
ど
う
か
を
確
認

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
高
橋
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
滝
石
組
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
中
世
の
西
芳
寺
は
枯
山
水
と
い
う
よ
り
、
池
泉
回
遊
式
庭
園
と
見
做
さ

れ
て
い
た
ら
し
く
、
池
や
桜
、
紅
葉
で
有
名
で
あ
っ
た
。
高
橋
氏
は
中
世
に
お

け
る
西
芳
寺
の
庭
園
鑑
賞
の
あ
り
方
を
把
握
す
る
た
め
に
、
洞
院
公
賢
（
一
二

九
一
―
一
三
六
〇
）
の
漢
文
日
記
『
園
太
暦
』（
一
三
一
一
―
一
三
六
〇
）
な
ど

の
史
料
を
検
討
し
、
天
皇
家
と
公
家
、
武
家
、
そ
し
て
僧
侶
に
よ
る
庭
園
の
利

用
に
つ
い
て
個
別
に
詳
し
く
述
べ
て
い
る
。
同
氏
は
、
禅
寺
で
あ
る
西
芳
寺
で

は
、
舟
遊
び
、
音
楽
、
花
見
、
紅
葉
狩
な
ど
が
楽
し
ま
れ
、
足
利
義
満
（
一
三

五
八
―
一
四
〇
八
）
以
前
に
は
、
来
客
が
坐
禅
を
組
ん
だ
と
い
う
記
述
は
見
当

た
ら
な
い
と
し（

2
）た。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
中
世
の
西
芳
寺
は
、
座
禅
の
道
場
と
い
う
よ
り
も
、
む
し

ろ
遊
技
場
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
中
世
の
西
芳
寺

に
欠
か
せ
な
い
特
徴
と
し
て
描
か
れ
た
「
桜
」
に
注
目
す
れ
ば
、
西
芳
寺
の
花

見
は
、
単
な
る
遊
び
に
と
ど
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
わ
か
る
。
以

下
、
夢
窓
に
関
す
る
史
料
を
も
と
に
、
西
芳
寺
に
お
け
る
「
桜
」
の
象
徴
的
な

意
味
に
焦
点
を
当
て
て
論
述
を
進
め
る
。
ご
く
簡
潔
で
は
あ
る
が
、
日
記
の
中

の
「
遊
戯
」
を
仏
教
文
献
の
記
述
に
改
め
て
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
、「
桜
」

の
意
義
、「
桜
」
の
担
う
重
要
な
役
割
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

二　
『
西
芳
精
舎
縁
起
』
に
現
れ
る
聖
な
る
花

　

夢
窓
と
西
芳
寺
と
の
関
わ
り
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
本
論
文
で
使
用
す
る

資
料
の
う
ち
、
最
も
時
代
が
下
る
も
の
だ
が
、
同
寺
院
の
半
ば
伝
説
化
さ
れ
た

浩
瀚
な
寺
史
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
か
で
も
、
夢
窓
入
滅
後
、
西
芳
寺

住
職
を
務
め
た
中
韋
急
渓
（
生
没
未
詳
）
に
よ
っ
て
著
さ
れ
た
『
西
芳
精
舎
縁

起
』（
一
四
〇（

3
）〇）

が
最
も
貴
重
な
史
料
で
あ
ろ
う
。
同
史
料
に
は
、
夢
窓
と

西
芳
寺
と
の
関
係
の
み
な
ら
ず
、
桜
に
つ
い
て
も
詳
述
さ
れ
、
桜
が
西
芳
寺
の

伝
説
に
お
い
て
特
別
な
位
置
を
占
め
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
桜
と
西

芳
寺
と
の
関
係
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
、
こ
の
『
縁
起
』
に
語
ら

れ
る
西
芳
寺
の
由
来
を
見
て
お
く
。

　
『
縁
起
』
に
よ
る
と
、
西
芳
寺
は
元
来
、
聖
徳
太
子
（
五
七
四
―
六
二
二
）
の

別
荘
地
で
あ
っ
た
。
そ
の
妙
地
に
、
清
冽
な
水
を
た
た
え
た
池
が
湧
き
、
太
子

が
最
初
に
訪
問
し
た
折
、
阿
弥
陀
如
来
が
出
現
し
た
と
い
う
。
太
子
は
そ
の
尊

様
を
刻
み
、
そ
れ
を
七
宝
の
塔
に
安
置
し
た
。
す
る
と
、
天
照
大
神
、
つ
い
で

万
の
諸
神
が
現
れ
た
。
こ
の
出
来
事
は
同
地
の
聖
性
を
証
明
し
て
い
る
。
ま

た
、
日
照
り
の
時
、
宝
塔
に
収
め
た
宝
珠
を
以
て
雨
を
降
ら
せ
る
こ
と
が
で
き

た
報
恩
と
し
て
、
聖
徳
太
子
は
放
生
会
を
開
い
た
が
、
そ
れ
が
日
本
最
初
の
放

生
会
で
あ
る
と
『
縁
起
』
は
指
摘
す
る
。
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百
年
後
、
行
基
（
六
六
八
―
七
四
九
）
に
よ
っ
て
そ
の
場
所
に
伽
藍
が
建
立

さ
れ
、
西
方
に
あ
る
阿
弥
陀
如
来
の
極
楽
浄
土
を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
、「
西
方
寺
」
と
名
づ
け
ら
れ
た
。

　

さ
ら
に
数
百
年
後
、
同
寺
は
荒
廃
し
て
い
た
が
、
当
時
摂
州
の
大
守
で
あ
っ

た
中
原
師
員
（
二
八
五
―
一
二
五
一
）
が
法
然
（
一
一
三
三
―
一
二
一
二
）
に
依

頼
し
、
同
寺
院
が
再
興
さ
れ
た
。
こ
こ
に
、
法
然
が
第
五
興
の
開
山
と
な
り
、

同
寺
は
念
仏
の
道
場
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
、
再
び
荒
廃
し
て
し
ま
っ
た
。
そ

し
て
、
暦
応
二
年
（
一
三
三
九
）、
檀
那
で
摂
州
の
掃
部
頭
で
あ
っ
た
藤
原
親

秀
（
生
没
未
詳
）
の
要
請
を
受
け
た
夢
窓
は
、
中
興
開
山
と
し
て
、
西
方
寺
を

禅
宗
寺
院
に
改
め
た
。
武
家
は
こ
の
事
業
に
領
地
を
寄
付
し
、
夢
窓
の
下
で
、

新
し
い
建
物
が
次
々
と
建
設
さ
れ
、
と
り
わ
け
地
蔵
菩
薩
の
援
助
で
寺
院
の
庭

が
新
し
く
作
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
と
き
、
禅
宗
の
始
祖
で
あ
る
達
磨
（
生
没

未
詳
）
が
西
方
か
ら
や
っ
て
来
た
故
事
に
ち
な
み
、
禅
宗
の
繁
栄
と
も
関
連
付

け
た
上
で
、
西
方
寺
は
「
西
芳
寺
」
と
改
名
さ
れ
た
。

　
『
縁
起
』
に
は
、
目
ま
ぐ
る
し
く
変
動
を
遂
げ
た
西
芳
寺
の
歴
史
・
伝
説
が

右
記
の
ご
と
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
移
り
変
わ
り
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
以
下
に
述
べ
る
よ
う
に
、
一
貫
し
て
皇
室
や
武
家
と
の
関
連
、

そ
し
て
仏
法
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
は
、
も
と
を
辿
れ
ば
、

ほ
か
で
も
な
い
西
芳
寺
の
名
高
い
桜
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　
『
縁
起
』
で
は
、
こ
の
伝
説
の
桜
は
、
真
如
親
王
（
俗
名
高
岳
親
王
、
七
九
九

―
八
六
五
頃
）
と
共
に
初
め
て
登
場
す
る
。
中
世
の
文
献
に
広
く
見
ら
れ
る
伝

説
に
、
真
如
親
王
が
空
海
の
弟
子
と
し
て
、
天
竺
へ
求
法
の
旅
に
出
か
け
、
道

中
で
亡
く
な
る
と
い
う
も
の
が
あ
る
。『
縁
起
』
で
は
こ
の
伝
説
へ
の
言
及
も

あ
り
、
真
如
が
熱
心
な
仏
教
の
信
仰
者
で
あ
っ
た
と
描
か
れ
て
い
る
。『
縁

起
』
に
よ
る
と
、
真
如
は
西
方
寺
で
草
庵
を
結
び
、
長
年
、
境
内
で
修
行
し

た
。
あ
る
時
、
坂
上
田
村
麻
呂
（
七
五
八
―
八
一
一
）
が
宮
廷
の
桜
の
枝
を
西

方
寺
ま
で
持
っ
て
い
く
。
周
知
の
通
り
、
田
村
麻
呂
は
七
九
一
年
か
ら
蝦
夷
征

討
に
参
加
し
、
七
九
七
年
に
は
日
本
最
初
の
征
夷
大
将
軍
に
任
じ
ら
れ
た
人
物

で
あ
る
が
、
彼
は
ま
た
『
縁
起
』
に
登
場
す
る
最
初
の
武
者
で
も
あ
る
。

大
臣
田
村
麿
禁
庭
の
桜
を
折
来
り
て
観
念
の
窓
に
捧
げ
ら
れ
け
れ
ば
、
親

王
其
一
枝
を
と
り
て
、
池
の
水
に
ひ
た
し
庭
上
に
さ
し
は
さ
み
誓
ひ
て
い

は
く
、
我
も
と
む
る
所
の
法
も
し
よ
く
成
就
し
、
此
寺
末
の
世
に
至
り
て

賢
聖
同
じ
く
出
て
妙
法
を
と
き
た
ま
は
ば
、
日
を
経
な
し
て
根
ふ
か
く
し

花
を
生
ぜ
よ
。
も
し
し
か
ら
ず
ば
、
た
ち
所
に
枯
よ
と
有
し
に
、
持
念
の

御
心
ふ
か
き
に
や
、
幾
程
な
く
ね
さ
し
枝
葉
さ
か
へ
て
、
又
の
春
花
さ
き

し
こ
ろ
、
親
王
和
歌
を
詠
じ
た
ま
ふ

桜
花
咲
け
ば
ち
る
と
ぞ
し
れ
ば
こ
そ
後
の
す
へ
葉
を
は
や
み
せ
に
け

（
4
）れ
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右
の
よ
う
に
、
坂
上
田
村
麻
呂
が
宮
廷
に
植
え
ら
れ
た
桜
を
以
て
西
方
寺
と

皇
族
と
を
結
び
付
け
た
と
い
う
物
語
は
、『
縁
起
』
に
頻
繁
に
見
ら
れ
る
。
さ

ら
に
、
真
如
の
和
歌
を
見
る
と
、
花
の
成
長
を
仏
法
の
興
隆
と
直
接
に
関
連
さ

せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
縁
起
』
で
は
、
こ
の
田
村
麻
呂
に
よ
る
西
方
寺

参
拝
が
、
皇
室
・
武
者
・
仏
法
と
い
う
三
者
の
結
び
付
き
を
さ
ら
に
強
固
な
も

の
に
し
て
い
く
さ
ま
が
描
か
れ
る
。
彼
の
二
回
目
の
訪
問
は
冬
で
あ
り
、
田
村

麻
呂
は
天
皇
の
勅
使
と
し
て
再
度
真
如
に
拝
謁
し
た
。
そ
の
際
の
寺
の
趣
深
い

さ
ま
を
田
村
麻
呂
か
ら
奏
上
さ
れ
、
嵯
峨
天
皇
（
七
八
六
―
八
四
二
）
は
、
翌

春
、
桜
が
満
開
に
咲
き
誇
る
中
、
西
方
寺
へ
行
幸
す
る
。
こ
の
機
に
及
ん
で
、

田
村
麻
呂
を
媒
介
に
し
て
、
西
方
寺
と
皇
室
と
が
し
っ
か
り
と
結
び
付
く
の
で

あ
る
。

　

ま
た
、
仏
法
を
求
め
、
天
竺
へ
の
途
上
で
亡
く
な
る
真
如
親
王
の
植
え
た
桜

が
、
西
芳
寺
の
伝
説
の
中
で
長
く
咲
き
続
け
て
い
る
と
も
『
縁
起
』
は
語
る
。

親
王
渡
天
の
後
、
幾
と
せ
を
へ
て
彼
桜
大
樹
と
な
り
、
む
か
し
か
は
ら
ぬ

花
の
春
、
風
ふ
き
つ
た
へ
跡
と
ふ
人
の
こ
と
と
さ
に
、
弥
生
二
十
日
あ
ま

り
五
日
を
桜
見
の
放
生
と
い
ひ
習
ひ
し
も
、
今
は
む
か
し
と
な
り（

5
）ぬ

　

こ
こ
で
は
、
桜
が
、
時
代
を
遡
っ
て
皇
室
と
深
く
関
係
し
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
上
に
、
放
生
会
と
も
組
み
合
わ
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
の
聖
性
を
も

垣
間
見
せ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
『
縁
起
』
で
は
、
真
如
の
時
代
以
降
の
記
述
に
お
い
て
も
な
お
西
芳
寺
に
お

け
る
真
如
親
王
と
桜
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
言
及
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
中
で
、
桜
を
植
え
た
真
如
と
後
世
の
武
士
と
の
交
わ
り
ま
で
も
が
物
語
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
、
北
条
時
頼
（
一
二
二
七
―
一
二
六
三
）
が
西
方

寺
を
訪
ね
た
逸
話
を
見
て
み
よ
う
。
周
知
の
よ
う
に
、
北
条
時
頼
は
鎌
倉
幕
府

第
五
代
執
権
で
あ
り
、
宋
か
ら
渡
来
し
た
臨
済
宗
の
僧
侶
で
あ
る
蘭
渓
道
隆

（
一
二
一
三
―
一
二
七
八
）
に
帰
依
し
、
禅
宗
を
手
厚
く
保
護
し
た
。『
縁
起
』

は
時
頼
と
禅
宗
と
の
関
わ
り
に
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
彼
が
日
本
国
中
を
旅

し
て
廻
っ
た
と
い
う
伝
説
を
取
り
上
げ
、
そ
の
際
の
西
方
寺
へ
の
訪
問
に
つ
い

て
も
詳
述
し
て
い
る
。

正
嘉
年
中
［
一
二
五
七
―
一
二
五
九
］
時
頼
入
道
廻
国
の
頃
、
此
所
に
庵

を
む
す
び
桜
堂
と
名
付
て
住
し
け
る
。
花
の
さ
か
り
に
、

む
か
し
す
め
る
あ
る
じ
の
法
の
こ
と
の
葉
は
は
な
の
中
に
や
残
し
を

き
け
る

と
詠
じ
て
、
親
王
の
御
影
に
手
向
法
施
な
ど
し
て
心
も
す
め
る
。
其
夜
の

夢
に
親
王
ま
み
へ
た
ま
ひ
て
、
善
哉
、
汝
爰
に
来
り
て
我
遺
愛
の
花
を
詠

め
、
む
か
し
を
し
の
ぶ
事
、
我
法
の
道
を
と
を
く
天
竺
に
求
め
ん
と
心
ざ

し
、
流
沙
を
渡
る
、
羅
越
国
と
い
ふ
に
い
た
り
て
つ
ひ
に
身
を
失
ひ
、
又
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此
国
に
帰
る
事
を
得
ず
な
り
ぬ
。
し
か
は
あ
れ
、
法
性
の
無
漏
土
常
に
ゆ

き
常
に
か
へ
る
。
遠
近
の
へ
だ
て
な
く
古
へ
今
の
か
は
り
な
け
れ
ば
、
朝

な
夕
な
汝
と
手
を
と
り
て
此
庭
に
遊
び
此
花
を
見
る
。
今
此
歌
の
か
へ
し

す
と
て
、

む
か
し
す
め
る
あ
る
じ
の
法
の
こ
と
の
葉
は
は
な
の
中
に
ぞ
残
し
を

き
け（

6
）る

　

時
頼
の
和
歌
と
ほ
と
ん
ど
同
一
の
返
歌
に
よ
る
と
、
西
方
寺
に
真
如
が
植
え

付
け
た
仏
法
は
依
然
と
し
て
健
在
で
あ
り
、
今
も
咲
く
桜
が
そ
の
真
如
の
法
を

象
徴
し
て
い
る
と
い
う
。
ま
た
、「
遠
近
の
へ
だ
て
な
く
古
へ
今
の
か
は
り
な

け
れ
ば
、
朝
な
夕
な
汝
と
手
を
と
り
て
此
庭
に
遊
び
此
花
を
見
る
」
と
い
う
箇

所
は
、
西
方
寺
の
桜
の
下
、
羅
越
国
と
日
本
の
距
離
、
さ
ら
に
は
今
昔
の
隔
て

が
消
え
、
そ
こ
で
入
道
、
も
と
も
と
は
武
士
で
あ
る
時
頼
が
、
親
王
で
あ
る
真

如
と
一
緒
に
遊
楽
し
て
い
る
さ
ま
を
描
い
て
お
り
、
桜
を
媒
介
と
し
て
、
西
方

寺
で
の
武
士
と
皇
室
と
の
出
会
い
が
鮮
や
か
に
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ま
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
遊
び
」
と
は
言
え
、『
縁
起
』
に
お
け
る
西
芳

寺
で
の
花
見
は
、
単
な
る
世
俗
的
遊
戯
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

『
縁
起
』
を
詳
し
く
検
討
す
る
と
、
そ
の
「
遊
び
」
は
、
儀
式
的
、
あ
る
い
は

修
行
的
な
意
義
を
も
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
真

如
と
時
頼
の
逸
話
に
お
い
て
も
、
真
如
が
「
法
性
の
無
漏
土
常
に
ゆ
き
常
に
か

へ
る
」
境
地
に
至
っ
た
か
ら
こ
そ
、
時
頼
と
の
花
の
下
で
の
戯
れ
が
可
能
に

な
っ
た
と
い
え
る
。
西
芳
寺
で
の
遊
戯
に
は
、
仏
教
的
な
意
味
が
示
唆
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
西
芳
寺
の
桜
は
、
儀
礼
の
道
具
と
し
て
登
場
す
る
場
合
も
あ
る
。

『
縁
起
』
に
よ
る
と
、
清
涼
寺
の
御
身
拭
に
、
西
芳
寺
の
「
池
の
水
を
汲
み
器

に
桜
の
花
を
ゑ
が
か
せ
奉
ら
れ
ぬ
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
桜
の
聖
性
が
法
事
の

中
に
応
用
さ
れ
た
例
と
い
え（

7
）る。

　

さ
て
、
以
上
の
記
述
を
踏
ま
え
て
、
夢
窓
以
降
の
西
芳
寺
に
お
け
る
「
遊

び
」
の
描
写
に
着
目
し
て
み
る
と
、
さ
ら
に
強
い
仏
教
的
な
意
味
合
い
を
読
み

と
れ
る
の
で
あ
る
。

国
師
天
性
仮
山
水
の
お
も
む
き
を
得
て
、
湯
々
洲
崎
其
よ
ろ
し
き
所
に
し

た
が
ひ
て
佛
閣
僧
舎
を
建
、
又
其
あ
い
だ
奇
岩
怪
樹
の
有
様
世
に
九
山
八

海
を
う
つ
し
た
ま
ふ
と
い
ひ
伝
へ
し
も
か
か
る
事
に
な
む
。
さ
れ
ば
国
師

の
御
心
、
こ
こ
に
遊
観
す
る
輩
と
お
の
お
の
其
根
器
に
随
ひ
、
或
は
当
来

を
ま
た
ず
、
し
た
し
く
安
養
浄
土
に
遊
化
し
、
あ
る
ひ
は
立
所
を
は
な
れ

ず
直
に
本
地
の
風
光
を
あ
ふ
が
し
め
む（

8
）と

　

以
下
は
省
略
す
る
が
、
こ
の
後
、
夢
窓
の
禅
文
書
と
深
い
関
連
の
あ
る
名
を

持
つ
池
や
樹
木
、
座
禅
堂
な
ど
が
列
挙
さ
れ
、
改
め
て
「
み
な
禅
観
行
楽
の
地
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な
り
」
と
締
め
く
く
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、『
縁
起
』
で
は
、
夢
窓
の

再
興
に
よ
っ
て
、
も
と
も
と
存
在
し
て
い
た
花
見
の
聖
な
る
側
面
が
、
初
め
て

禅
宗
の
思
想
と
重
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
か
つ
て
は
「
安
養
浄

土
」
を
象
徴
し
た
庭
園
を
観
覧
す
る
人
が
そ
こ
で
自
由
に
遊
楽
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
っ
た
ほ
か
、
あ
る
い
は
そ
の
ま
ま
速
や
か
に
己
が
心
の
本
来
の
姿
に
対

面
す
る
契
機
さ
え
訪
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
夢
窓
以
降
の
西
芳
寺
は
も
と

も
と
の
浄
土
と
の
連
想
を
保
ち
な
が
ら
、
禅
宗
的
な
頓
悟
と
い
う
再
解
釈
を

得
、
境
内
で
の
遊
戯
に
修
行
上
の
意
味
を
付
け
加
え
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
西

芳
寺
で
は
、
禅
観
と
行
楽
が
同
時
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

三　

未
来
へ
と
繋
が
る
、
散
り
行
く
『
正
覚
国
師
和
歌
集
』
の
桜

　

夢
窓
の
歌
集
で
あ
る
『
正
覚
国
師
和
歌
集
』（
一
六
九（

9
）九）
に
も
、
西
芳
寺

の
桜
に
関
す
る
和
歌
は
少
な
く
な
く
、『
縁
起
』
と
あ
る
程
度
同
一
の
モ
チ
ー

フ
が
見
ら
れ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
真
如
親
王
の
こ
と
を
詠
ん
だ
と
推
測
で

き
る
和
歌
が
一
首
あ
る
。
詞
書
な
ど
の
説
明
が
な
い
の
で
、
真
如
親
王
か
ど
う

か
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
の
、
次
の
歌
は
、
彼
を
彷
彿
さ
せ
る
に
十
分
で
あ

る
。

こ
の
庭
の
花
見
る
た
び
に
う
ゑ
お
き
し
む
か
し
の
人
の
な
さ
け
を
ぞ

し（
10
）る

　

こ
れ
自
体
は
懐
古
の
歌
で
あ
る
が
、『
国
師
和
歌
集
』
は
全
体
と
し
て
、
ひ

た
す
ら
昔
の
日
々
を
懐
か
し
む
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
将
来
を
視
野
に
入
れ

た
も
の
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
。
一
二
二
首
で
構
成
さ
れ
る
『
国
師
和
歌
集
』
に

は
、
夢
窓
が
大
事
に
し
て
い
た
場
所
や
、
彼
の
後
援
者
、
そ
し
て
弟
子
た
ち
が

次
々
と
登
場
す
る
。
歌
の
内
容
は
様
々
で
、
孤
独
を
讃
嘆
す
る
も
の
か
ら
、
教

育
の
手
段
と
し
て
弟
子
と
の
間
に
や
り
と
り
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
歌
集
の
半

分
は
季
節
の
歌
で
、
伝
統
に
従
い
、
四
季
の
移
ろ
い
に
な
ぞ
ら
え
て
構
成
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、
季
節
の
歌
の
中
の
三
十
八
首
は
春
の
歌
で
あ
り
、
そ
の
う

ち
二
十
八
首
が
西
芳
寺
の
桜
を
主
題
と
し
て
い
る
。

　
『
国
師
和
歌
集
』
に
収
載
さ
れ
て
い
る
桜
の
歌
は
、
晩
年
の
夢
窓
の
優
先
事

項
を
反
映
し
て
お
り
、
世
の
中
の
泰
平
を
祝
福
し
、
後
述
す
る
が
、
天
皇
の
長

寿
を
願
っ
た
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
ま
ず
、
前
者
か
ら
考
察
す
る
と
、
同
和
歌

集
に
は
、
夢
窓
の
後
援
者
で
あ
る
足
利
幕
府
つ
ま
り
初
代
将
軍
足
利
尊
氏
（
一

三
〇
五
―
一
三
五
八
）
と
そ
の
弟
の
足
利
直
義
（
一
三
〇
六
―
一
三
五
二
）
へ
の

賞
賛
が
度
々
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。

征
夷
将
軍
尊
氏
、
西
芳
寺
の
花
の
さ
か
り
に
お
は
し
て
、
法
談
之
後
歌
よ

み
け
る
次
に
、

心
あ
る
人
の
と
ひ
く
る
け
ふ
の
み
ぞ
あ
た
ら
さ
く
ら
の
科
を
わ
す
る

（
11
）る
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武
衛
将
軍
禅
閣
恵（

12
）源、

花
の
比
西
芳
寺
に
来
臨
の
時
、
人
人
歌
よ
み
け
る

次
に
、な

が
ら
へ
て
世
に
す
む
か
ひ
も
あ
り
け
り
と
花
み
る
春
ぞ
お
も
ひ
し

ら
る（

13
）る

征
夷
将（

14
）軍同

春
来
臨
の（

15
）時

山
か
げ
に
さ
く
花
ま
で
も
こ
の
は
る
は
世
の
の
ど
か
な
る
色
ぞ
見
え

け（
16
）る

　

当
時
の
政
治
情
勢
か
ら
す
る
と
、
尊
氏
と
直
義
と
の
関
係
は
悪
化
し
て
お

り
、
そ
れ
を
考
え
る
と
、「
世
の
の
ど
か
な
る
色
」
と
は
と
て
も
言
え
な
い
は

ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
観
応
の
擾
乱
の
ピ
ー
ク
と
思
わ
れ
る
一
三
五
一
年
に
、

尊
氏
、
直
義
、
そ
れ
か
ら
尊
氏
の
息
子
で
後
継
者
の
義
詮
（
一
三
三
〇
―
一
三

六
七
）
が
花
の
頃
に
西
芳
寺
を
訪
れ
、
そ
の
際
夢
窓
は
再
度
、
以
下
の
よ
う
に

詠
ん
で
い
る
。

観
応
三
年
三
月
廿
一
（
17
）日、
左
武
衛
将
軍
禅
閣
并
相
公
羽
（
18
）林
同
道
し
て
来

臨
、
法
談
後
、
庭
前
花
下
に
て
人
人
歌
よ
み
け
る
次
に

を
さ
ま
れ
る
世
と
も
し
ら
で
や
こ
の
は
る
も
花
に
あ
ら
し
の
う
き
を

み
す
ら（

19
）ん

　

こ
の
僅
か
二
ヶ
月
前
に
、
打
出
浜
の
戦
い
で
尊
氏
は
直
義
に
降
参
し
、
夢
窓

が
求
め
た
一
時
的
な
和
解
に
よ
っ
て
、
こ
の
と
き
兄
弟
揃
っ
て
西
芳
寺
参
拝
を

行
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
夢
窓
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
半
年
も
し
な
い
う
ち

に
、
尊
氏
と
直
義
は
紛
争
を
再
開
、
一
三
五
二
年
二
月
二
十
六
日
、
鎌
倉
で
直

義
が
死
亡
し
た
。
兄
の
尊
氏
に
よ
っ
て
毒
殺
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
西
芳
寺
の
桜
の
下
で
見
ら
れ
た
両
者
の
友
好
と
融
和

は
永
く
続
か
な
か
っ
た
が
、
夢
窓
が
生
前
、
い
か
に
こ
の
和
解
の
実
現
に
力
を

尽
く
し
た
か
が
右
の
歌
に
は
暗
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
右
の
二
首

は
、
西
芳
寺
の
桜
の
姿
を
そ
れ
ぞ
れ
描
い
て
い
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
、
夢

窓
の
和
解
を
祈
る
気
持
ち
が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
前
者

は
山
か
げ
に
咲
く
落
ち
つ
い
た
桜
の
姿
が
平
和
を
象
徴
し
、
一
方
、
後
者
は
花

び
ら
が
吹
き
散
ら
さ
れ
る
様
子
を
詠
み
な
が
ら
、
そ
れ
を
通
し
て
逆
に
世
の
中

の
泰
平
ぶ
り
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。
激
し
い
政
治
的
な
移
り
変
わ
り
の

中
、
同
年
の
秋
に
他
界
す
る
こ
と
に
な
る
夢
窓
は
、
足
利
兄
弟
の
関
係
だ
け
で

は
な
く
、
自
ら
の
宗
派
の
未
来
も
心
配
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
西
芳
寺
で

詠
ま
れ
た
数
首
の
歌
が
、
同
寺
の
将
来
の
繁
栄
を
願
い
、
そ
れ
を
祈
念
し
て
い

る
要
因
は
こ
こ
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
『
国
師
和
歌
集
』
に
は
、『
縁
起
』
の
ご
と
く
、
皇
室
と
の
結
び
つ
き
を
改
め
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て
確
認
す
る
傾
向
も
見
受
け
ら
れ
る
。
特
に
、
西
芳
寺
と
皇
室
と
の
交
流
の
将

来
を
占
う
機
会
で
あ
る
御
幸
の
際
に
詠
ま
れ
た
作
品
に
は
、
夢
窓
自
身
の
高
齢

を
嘆
く
歌
が
多
く
登
場
す
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
老
衰
や
散
る
花
へ
の
悲
し

み
は
、
和
歌
に
よ
く
用
い
ら
れ
る
一
般
的
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
が
、『
国
師
和

歌
集
』
の
場
合
、
そ
こ
に
夢
窓
死
後
の
西
芳
寺
の
将
来
が
鋭
く
認
識
さ
れ
て
い

る
と
考
え
る
。
こ
の
傾
向
は
御
幸
の
年
に
詠
ま
れ
た
歌
に
も
っ
と
も
著
し
い

が
、
次
の
歌
と
そ
の
返
歌
は
、
御
幸
と
夢
窓
の
高
齢
と
の
関
連
性
を
窺
い
知
る

こ
と
が
で
き
る
重
要
な
事
例
で
あ
る
。

花
の
さ
か
り
に
西
芳
寺
に
御
幸
な
る
べ
し
と
き
こ
え
け
る
が
、
う
ち
つ
づ

き
御
さ
し
あ
ひ
あ
り
て
の
び
ゆ
き
け
る
ほ
ど
に
、
花
の
ち
り
け
る
を
見
た

ま
ひ（

20
）てな

ほ
も
ま
た
千
と
せ
の
は
る
の
あ
れ
ば
と
や
み
ゆ
き
も
ま
た
で
花
の

ち
る
ら（

21
）む

西
芳
精
舎
に
御
幸
な
り
て
、
両
株
の
佳
花
、
叡
覧
あ
り
け
る
翌
日
に
た
て

ま
つ
ら
れ
け
る

 

竹
林
院
内
大（

22
）臣

め
づ
ら
し
き
君
が
み
ゆ
き
を
ま
つ
か
ぜ
に
ち
ら
ぬ
さ
く
ら
の
色
を
見

る
か
な

［
夢
窓
の
］
御
か
へ
し

花
ゆ
ゑ
の
み
ゆ
き
に
あ
へ
る
老
が
身
に
千
と
せ
の
春
を
猶
も
ま
つ
か

（
23
）な

　

最
初
の
歌
で
は
、
天
皇
が
今
年
の
桜
を
見
る
機
会
を
逃
し
て
し
ま
っ
て
も
、

そ
れ
を
嘆
く
必
要
は
な
い
、
千
年
も
の
御
幸
が
期
待
で
き
る
と
、
巧
み
に
詠
っ

て
い
る
。
む
ろ
ん
、
夢
窓
自
身
が
千
年
後
ま
で
生
き
続
け
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
こ
の
歌
か
ら
は
遥
か
遠
い
将
来
ま
で
御
幸
が
ず
っ
と
続
い
て
欲
し
い
と
い

う
願
い
が
は
っ
き
り
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
竹
林
院
内
大
臣
へ
の
返
歌
で
は
、

夢
窓
の
「
老
が
身
」
と
「
千
と
せ
の
春
」
が
対
比
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
切
迫
し

た
死
の
必
然
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
千
歳
の
春
の
御
幸
を
期
待
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

和
歌
の
伝
統
に
従
い
、
御
幸
に
関
す
る
夢
窓
の
和
歌
は
し
ば
し
ば
天
皇
の
長

命
、
あ
る
い
は
皇
室
の
久
遠
を
祈
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
関
連
す
る
十
首
の
う
ち
、

先
の
例
で
見
た
よ
う
に
、「
千
と
せ
の
春
」
と
い
う
表
現
が
三
回
、「
千
代
の
御

幸
」
と
い
う
同
様
の
語
句
が
一
回
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
表
現
は
、
た

だ
天
皇
や
皇
室
を
祝
福
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
夢
窓
死
去
の
後
も
、
西
芳
寺
が

皇
室
か
ら
の
手
厚
い
保
護
を
そ
の
ま
ま
維
持
し
て
欲
し
い
と
の
願
い
を
示
唆
し



苔より桜

39

て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
夢
窓
の
老
衰
と
今
昔
の
桜
の
鮮
や
か
さ
を
対
比
す

る
次
の
歌
に
も
注
目
し
た
い
。

さ
く
花
は
い
ま
も
む
か
し
の
い
ろ
な
る
に
わ
が
身
ば
か
り
ぞ
お
い
か

は
り
ぬ（

24
）る

　

こ
の
歌
は
言
う
ま
で
も
な
く
、『
伊
勢
物
語
』
第
四
段
ま
た
は
『
古
今
和
歌

集
』
巻
十
五
・
恋
歌
五
に
出
て
く
る
在
原
業
平
の
春
の
月
に
つ
い
て
の
著
名
な

歌
を
連
想
さ
せ
る
。

月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
わ
が
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し

（
25
）て

　

周
知
の
通
り
、
こ
の
業
平
の
和
歌
か
ら
は
、
自
然
と
と
も
に
あ
る
恋
愛
の
移

り
変
わ
り
に
対
し
て
、
歌
人
自
身
の
不
変
性
が
読
み
取
れ
る
。
一
方
、
夢
窓
の

和
歌
で
は
逆
に
、
和
歌
の
約
束
事
に
反
し
て
、
桜
の
花
が
無
常
の
象
徴
で
は
な

く
、
夢
窓
死
去
後
の
変
わ
ら
ぬ
西
芳
寺
を
祝
福
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の

上
、
は
っ
き
り
文
字
に
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
が
、
真
如
親
王
の
昔
に
思
い

を
馳
せ
た
可
能
性
も
あ
る
よ
う
に
考
え
る
。

　

ま
た
、
桜
の
盛
り
に
西
芳
寺
で
読
ま
れ
た
最
後
の
二
首
に
も
、
夢
窓
の
老
衰

が
詠
ま
れ
て
い
る
。

又
も
こ
ん
春
を
た
の
ま
ぬ
老
が
身
を
花
も
あ
は
れ
と
お
も
は
ざ
ら
め

（
26
）や行

す
ゑ
の
春
を
も
ひ
と
は
た
の
む
ら
ん
花
の
わ
か
れ
は
老
ぞ
か
な
し

（
27
）き

　
『
縁
起
』
で
は
、
真
如
親
王
の
早
す
ぎ
る
他
界
に
対
し
て
、
西
芳
寺
の
桜
が

永
久
に
咲
き
続
け
て
欲
し
い
と
の
願
い
が
読
み
取
れ
た
と
思
う
。
ま
た
、『
国

師
和
歌
集
』
に
現
れ
る
桜
も
、
西
芳
寺
や
自
派
の
将
来
を
案
じ
つ
つ
、
死
期
が

迫
っ
て
い
る
夢
窓
に
対
比
し
て
、
西
芳
寺
の
永
遠
性
へ
の
祈
り
を
象
徴
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
西
芳
寺
の
桜
を
詠
ん
だ
『
国
師
和
歌
集
』
所
収
の
最

後
の
歌
に
は
、
夢
窓
の
死
去
に
つ
い
て
「
今
年
（
一
三
五
一
）
九
月
晦
日
巳
刻

入
滅
し
給
け
り
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
夢
窓
の
死
と
、
散
る
桜
と
が

関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
次
の
歌
は
夏
の
部
に

移
る
が
、
そ
れ
は
時
の
流
れ
を
示
す
と
同
時
に
、
夢
窓
の
生
死
に
か
か
わ
ら

ず
、
次
の
春
が
必
ず
来
る
こ
と
を
も
表
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四　

夢
窓
の
『
年
譜
』
に
現
れ
る
西
来
の
桜

　

前
節
ま
で
は
、
西
芳
寺
に
お
い
て
桜
が
大
き
な
存
在
感
を
持
っ
て
い
た
こ
と

を
確
認
し
て
き
た
。
本
節
で
は
、
夢
窓
の
甥
で
弟
子
で
も
あ
る
春
屋
妙
葩
（
一

三
一
一
―
一
三
八
八
）
に
よ
っ
て
夢
窓
没
後
に
書
か
れ
、『
縁
起
』
に
も
数
箇
所
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引
用
さ
れ
て
い
る
『
天
竜
開
山
夢
窓
正
覚
心
宗
普
済
国
師
年
譜
』（
一
三
五（

28
）

三
）

を
と
お
し
て
、
桜
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
を
検
討
す
る
。
妙
葩
の

『
年
譜
』
に
は
夢
窓
の
生
涯
お
よ
び
活
動
が
も
っ
と
も
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
ほ
か
、
西
芳
寺
と
い
う
場
に
お
い
て
禅
宗
が
日
本
の
風
土
に
根
を
下
ろ
し
た

経
緯
や
、
西
芳
寺
が
禅
宗
史
に
占
め
る
地
位
に
つ
い
て
も
認
識
し
う
る
。
な
お

『
縁
起
』
と
同
様
、
こ
こ
に
も
行
基
及
び
真
如
親
王
が
登
場
す
る
。

夏
四
月
革
二

西
方
教
院
一

作
二

禅
院
一。
此
寺
聖
武
天
皇
天
平
年
中
有
二

釈
行
基

者
一。
民
間
称
曰
二

菩
薩
一。
孩
時
人
得
二

之
於
鷹
巣
一

也
。
力
化
二

寰
中
一

営
二

建

仏
寺
一

凡
四
十
九
所
。
今
之
西
方
其
一
也
。
後
百
年
平
城
天
皇
太
子
弃
二

儲

宮
一

為
二

沙
門
一。
天
皇
封
為
二

真
如
親
王
一。
居
レ

之
久
。
又
弃
而
往
レ

唐
。
度
二

流
沙
一

至
二

羅
越
国
一

而
薨
。
爾
来
五
百
年
。
凡
庸
相
継
而
住
。
寺
廃
甚
。

檀
越
藤
親
秀
厚
レ

礼
勤
請
。
師
忻
然
曰
。
吾
素
慕
二

亮
座
主
之
風
一。
而
今

得
二

西
山
一

居
レ

焉
不
二

亦
善
一

乎
。
輒
改
二

西
方
旧
名
一

為
二

西
芳
精
舎
一

掲
レ

額
。
蓋
取
二

祖
師
西
来
五
葉
聯
芳
之
義
一

也
。
仏
殿
本
安
二

無
量
寿
仏
像
一、

今
以
二

西
来
堂
一

扁
焉
。
堂
前
旧
有
二

大
桜
花
樹
一。
春
時
花
敷
稠
密
殊
妙
。

為
二

洛
陽
奇
観
一 （

29
）也。

　

右
記
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
桜
が
西
芳
寺
の
名
物
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
桜
こ
そ
、
西
芳
寺
が
禅
宗
に
改
宗
す
る
上
で
象

徴
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
想
像
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、『
年
譜
』
は
夢
窓
の

師
祖
で
あ
る
仏
光
国
師
（
無
学
祖
元
、
一
二
二
六
―
一
二
八
六
）
が
桜
を
題
材
と

し
て
詠
ん
だ
詩
を
引
用
し
、
そ
れ
が
後
世
の
西
芳
寺
の
景
観
に
対
す
る
予
言
で

あ
っ
た
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

昔
仏
光
師
翁
題
二

桜
花
一

偈
云
。
満
樹
高
低
爛
熳
紅
。
飄
飄
両
袖
是
春
風
。

現
成
一
段
西
来
意
。

一
片
西
飛
一
片
東
。
何
二

其
冥
符
此
境
一

之
如
レ

此
似
二

乎
讖
記
一（

30
）也。

　
『
仏
光
国
師
語
録
』
を
確
認
す
る
と
、
確
か
に
、
同
じ
詩
が
偈
頌
の
「
題
桜

花
」
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い（

31
）る。
こ
の
詩
を
思
い
出
し
な
が
ら
、
夢
窓
が
桜
の

前
に
あ
る
堂
を
「
西
来
堂
」
と
改
名
し
た
の
で
あ
る
と
『
年
譜
』
は
語
る
。
こ

の
新
し
い
名
前
を
、
夢
窓
は
師
祖
の
仏
光
、
そ
し
て
仏
光
の
詩
の
背
後
に
隠
れ

た
達
磨
と
も
関
連
づ
け
る
の
で
あ
る
。『
景
徳
伝
灯
録
』（
一
〇
〇
四
）
第
三
巻

所
収
の
有
名
な
逸
話
で
は
、
禅
宗
始
祖
と
し
て
崇
拝
さ
れ
て
い
る
菩
提
達
磨

が
、
二
祖
慧
可
に
印
可
（
四
八
七
―
五
九
三
）
を
与
え
て
禅
宗
の
法
灯
を
開
始

し
、
蓮
華
の
比
喩
を
以
て
、
そ
の
の
ち
禅
宗
が
自
ず
か
ら
広
大
に
流
布
す
る
こ

と
を
予
言
し
て
い
る
。

乃
顧
二

慧
可
一

而
告
レ

之
曰
、
昔
如
来
以
二

正
法
眼
一

付
二

迦
葉
大
士
一、
展
転
嘱

累
而
至
二

於
我
一、
我
今
付
レ

汝
、
汝
当
二

護
持
一。
并
授
二

汝
袈
裟
一

以
為
二

法

信
一、
各
有
二

所
レ

表
宜
可
レ

知
一

矣
、
可
曰
、
請
師
指
陳
、
師
曰
、
内
伝
二

法
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印
一

以
契
二

証
心
一、
外
付
二

袈
裟
一

以
定
二

宗
旨
一、
後
代
澆
薄
疑
慮
競
生
、
云

吾
西
天
之
人
言
二

汝
此
方
之
子
一、
憑
レ

何
得
レ

法
以
レ

何
証
レ

之
、
汝
今
受
二

此

衣
法
一、
却
後
難
生
但
出
二

此
衣
并
吾
法
偈
一、
用
以
表
明
其
化
無
礙
。
至
二

吾

滅
後
二
百
年
一

衣
止
不
レ

伝
法
周
二

沙
界
一

、
明
道
者
多
、
行
道
者
少
、
説
理

者
多
、
通
理
者
少
、
潜
符
密
証
千
万
有
余
、
汝
当
三

闡
揚
勿
レ

軽
二

未
悟
一、

一
念
迴
レ

機
便
同
二

本
得
一、
聴
二

吾
偈
一

曰
、

　
　

吾
本
来
茲
土　

伝
レ

法
救
二

迷
情
一

　
　

一
華
開
二

五
葉
一　

結
果
自
然
成

吾
有
二

楞
伽
経
四
巻
一、
亦
用
付
二

汝
一、
即
是
如
来
心
地
要
門
、
令
二

諸
衆
生

開
示
悟
入
一、
吾
自
レ

到
レ

此
凡
五
度
中
レ

毒
、
我
常
自
出
而
試
レ

之
、
置
レ

石

石
裂
、
縁
下

吾
本
離
二

南
印
一

来
二

此
東
土
一、
見
二

赤
県
一

神
州
有
中

大
乗
気

象
上、
遂
踰
レ

海
越
レ

漠
為
レ

法
求
レ

人
、
際
会
未
レ

諧
如
レ

愚
若
レ

訥
、
今
得
レ

汝

伝
二

授
吾
意
一

已（
31
）終

　

こ
の
逸
話
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
達
磨
は
法
嗣
を
探
す
た
め
に
、「
西
方
」

つ
ま
り
イ
ン
ド
を
離
れ
、「
東
土
」
つ
ま
り
中
国
ま
で
渡
っ
た
が
、
相
応
し
い

後
継
者
は
慧
可
の
み
で
あ
っ
た
。
達
磨
は
慧
可
に
向
か
っ
て
「
法
は
沙
界
に
周

す
ら
ん
」
と
述
べ
て
か
ら
、「
一
華
開
五
葉　

結
果
自
然
成
」
と
禅
宗
の
宿
命

を
予
期
す
る
。
こ
の
逸
話
を
引
用
す
る
仏
光
国
師
の
詩
で
は
蓮
華
が
桜
に
な

り
、
夢
窓
が
そ
の
師
祖
の
詩
を
以
て
、
達
磨
の
予
見
を
西
芳
寺
の
桜
に
適
用
し

た
。
こ
こ
に
は
、
禅
宗
に
と
っ
て
西
芳
寺
が
運
命
的
な
、
い
わ
ば
約
束
の
地
で

あ
る
と
の
主
張
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
、
真
如
親
王
に
お
け
る
仏
法
の
盛
り
の

花
の
記
憶
を
付
け
加
え
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
仏
教
の
歴

史
上
最
も
重
要
な
人
物
と
の
関
わ
り
を
誇
る
西
芳
寺
の
桜
は
、
禅
宗
史
の
中
に

確
た
る
位
置
づ
け
を
得
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
、
従
来
の
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
、
西
芳
寺
の

桜
の
象
徴
的
な
役
割
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。
諸
史
料
に
よ
る
と
、
こ
の
桜

は
種
々
に
描
写
さ
れ
、
意
味
付
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
の
す
べ
て
が
そ

れ
ぞ
れ
過
去
、
現
在
、
未
来
を
密
接
に
結
び
付
け
な
が
ら
、
西
芳
寺
の
繁
栄
を

祈
念
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
『
西
芳
精
舎
縁
起
』
で
は
、
桜
が
皇
室

と
武
家
、
そ
し
て
高
僧
と
西
芳
寺
に
興
隆
す
る
仏
法
と
の
接
点
と
し
て
描
か
れ

て
い
る
。
ま
た
、『
正
覚
国
師
和
歌
集
』
の
桜
に
関
す
る
和
歌
は
、
迫
り
来
る

夢
窓
の
死
を
予
感
さ
せ
な
が
ら
も
、
一
方
で
、
武
家
と
皇
室
の
保
護
に
よ
る
西

芳
寺
の
末
永
い
栄
華
の
象
徴
と
も
な
っ
て
い
た
。
最
後
に
『
年
譜
』
で
は
、
真

如
親
王
の
植
え
た
桜
が
仏
光
国
師
、
さ
ら
に
は
禅
宗
開
祖
で
あ
る
達
磨
の
予
言

と
も
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
禅
宗
が
西
芳
寺
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
の
必

然
性
と
、
西
芳
寺
が
禅
宗
の
歴
史
に
お
い
て
重
要
な
地
位
を
築
く
こ
と
が
表
現

さ
れ
て
い
た
。
以
上
、
多
く
の
史
料
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
、
禅
宗
は
西
芳
寺
に
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お
い
て
日
本
の
風
土
に
根
を
下
ろ
し
、
同
時
に
西
芳
寺
は
そ
こ
で
禅
宗
史
に
接

ぎ
木
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。
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仏
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仏
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台
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よ
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。

註（
１
）　

各
学
説
が
、
梅
沢
篤
之
介
「
枯
山
水
の
研
究
一　

西
芳
寺
洪
隠
山　

枯
山
水
の
作

者
及
び
そ
の
作
庭
年
代
に
つ
い
て
」『
造
園
雑
誌
』
二
三
巻
四
号
、
一
九
六
〇
年
、
一

―
四
項
に
所
収
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）　

高
橋
桃
子
「
中
世
西
芳
寺
の
歴
史
と
庭
園
観
」
佐
伯
有
清
編
『
日
本
古
代
中
世
の

政
治
と
文
化
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
七
年
、
三
七
〇
―
三
七
四
頁
。

（
３
）　
「
西
芳
精
舎
縁
起
」
鷲
尾
順
敬
編
『
國
文
東
方
佛
教
叢
書
』
第
二
輯
第
六
巻
、
名

著
普
及
会
、
一
九
二
七
年
、
二
六
一
―
二
七
四
頁
。

（
４
）　

前
掲
（
３
）、
二
六
六
―
二
六
七
頁
。

（
５
）　

前
掲
（
３
）、
二
六
七
―
二
六
八
頁
。

（
６
）　

前
掲
（
３
）、
二
六
八
頁
。

（
７
）　

前
掲
（
３
）、
二
六
九
頁
。

（
８
）　

前
掲
（
３
）。

（
９
）　
「
正
国
師
集
」
新
編
国
歌
大
観
編
集
委
員
会
編
『
新
編
国
歌
大
観
』
第
七
巻
、
私

家
集
編
Ⅲ
歌
集
、
角
川
書
店
、
一
九
八
九
年
、
七
〇
四
―
七
〇
六
頁
。

（
10
）　

前
掲
（
９
）、
歌
番
号
一
七
。

（
11
）　

前
掲
（
９
）、
歌
番
号
九
。

（
12
）　

足
利
直
義
。

（
13
）　

前
掲
（
９
）、
歌
番
号
一
一
。

（
14
）　

足
利
尊
氏
。

（
15
）　

時
期
は
未
詳
。

（
16
）　

前
掲
（
９
）、
歌
番
号
一
五
。

（
17
）　

原
文
に
間
違
い
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
夢
窓
は
観
応
二
年
（
一
三
五
一
）
九
月

三
十
日
に
他
界
す
る
の
で
、
訂
正
が
必
要
で
あ
る
。『
園
太
暦
』
に
よ
る
と
、
こ
の
訪

問
は
観
応
二
年
三
月
二
十
一
日
に
行
わ
れ
た
。
ま
た
、
同
書
は
、
尊
氏
の
訪
問
も
記
録

し
て
い
る
。『
園
太
暦
』
巻
三
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
七
一
年
、
四
三
九
頁
。

（
18
）　

足
利
義
詮
。

（
19
）　

前
掲
（
９
）、
歌
番
号
三
三
。

（
20
）　

時
期
な
ど
詳
細
不
明
。

（
21
）　

前
掲
（
９
）、
歌
番
号
一
〇
。

（
22
）　

貞
和
五
年
（
一
三
四
九
）
三
月
二
十
六
日
か
。『
園
太
暦
』
に
よ
る
と
、
こ
の
日
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光
明
上
皇
（
一
三
二
一
―
一
三
八
〇
）
は
天
龍
寺
へ
の
御
幸
の
後
、
西
芳
寺
に
も
参
拝

し
た
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
当
時
の
右
大
臣
で
あ
る
西
園
寺
公
重
（
一
三
一
七
―
一
三

六
七
）、
つ
ま
り
竹
林
院
内
大
臣
も
天
龍
寺
の
御
幸
に
参
加
し
た
と
記
載
さ
れ
て
い

る
。
前
掲
（
17
）、
五
〇
―
五
二
頁
。

（
23
）　

前
掲
（
９
）、
歌
番
号
一
九
・
二
〇
。

（
24
）　

前
掲
（
９
）、
歌
番
号
一
七
。

（
25
）　

歌
番
号
七
四
七
、「
古
今
和
歌
集
」
新
編
国
歌
大
観
編
集
委
員
会
編
『
新
編
国
歌

大
観
』
第
一
巻
、
勅
撰
集
Ⅰ
歌
集
、
角
川
書
店
、
一
九
八
九
年
、
二
四
頁
。

（
26
）　

前
掲
（
９
）、
歌
番
号
三
六
。

（
27
）　

前
掲
（
９
）、
歌
番
号
三
七
。

（
28
）　
「
天
竜
開
山
夢
窓
正
覚
心
宗
普
済
国
師
年
譜
」
一
切
経
刊
行
会
『
大
正
新
修
大
蔵

経
』
第
八
〇
巻
、
一
九
二
八
年
、
四
八
二
―
四
九
八
頁
。

（
29
）　

前
掲
（
28
）、
四
八
九
頁
。

（
30
）　

前
掲
（
28
）。

（
31
）　
「
仏
光
国
師
語
録
」
一
切
経
刊
行
会
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
第
八
〇
巻
、
一
九
二

八
年
、
二
三
二
頁
。

（
32
）「
景
徳
伝
灯
録
」
巻
三
、
一
切
経
刊
行
会
『
大
正
新
修
大
蔵
経
』
第
五
一
巻
、
一
九

二
八
年
、
二
一
九
頁
。


