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庵
の
あ
る
場
所
に
つ
い
て
言
え
ば
、
南
の
ほ
う
に
、
岩
で
流
水
を
溜
め
て

竹
の
樋
で
水
を
引
く
懸
樋

か

け

ひ

が
あ
り
、
近
く
に
は
林
も
あ
る
の
で
、
火
を
焚

く
爪
木

つ

ま

ぎ

を
拾
う
の
に
苦
労
は
な
い
。
林
は
音
羽
山
の
一
角
で
、
ま
さ
き
の

葛
の
木
が
た
く
さ
ん
生
え
て
い
る
。
谷
間
の
ほ
う
は
木
々
が
生
い
茂
っ
て

い
る
け
れ
ど
も
、
西
の
ほ
う
は
眺
望
が
開
け
て
い
て
、
瞑
想
を
し
て
仏
さ
ま

や
浄
土
の
こ
と
を
心
の
う
ち
に
想
い
描
く
観
念
を
行
っ
た
り
す
る
の
に
良

い
と
言
え
な
く
も
な
い
。

春
に
は
紫
色
の
花
房
が
風
に
吹
か
れ
て
揺
れ
動
く
藤
波
が
見
え
る
。
そ
の

さ
ま
は
、
ま
る
で
お
釈
迦
様
が
冥
土
に
行
か
れ
る
時
に
乗
っ
た
と
い
わ
れ
て

い
る
紫
雲
の
よ
う
で
あ
り
、
花
々
が
咲
き
匂
う
西
方

さ
い
ほ
う

の
こ
と
を
想
わ
せ
る

ほ
ど
に
、
西
の
方
は
一
面
、
紫
色
の
藤
の
花
で
お
お
わ
れ
る
。

夏
に
は
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
が
聞
こ
え
る
。
そ
の
声
と
言
葉
を
交
わ
す
よ
う

に
し
て
、
自
分
が
死
ん
で
こ
の
場
を
離
れ
、
山
を
越
え
て
逝
く
時
に
は
、
道

案
内
を
し
て
く
れ
る
よ
う
に
と
の
約
束
を
交
わ
す
。

秋
に
は
、
あ
た
り
一
面
に
日
暮

ひ
ぐ

ら
し

の
声
が
満
ち
て
、
ま
る
で
蝉せ

み

が
、
こ
の

は
か
な
い
世
を
哀
し
ん
で
鳴
い
て
い
る
か
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
。

冬
は
雪
を
あ
わ
れ
慈
し
む
。
積
も
り
、
や
が
て
消
え
る
雪
は
、
ま
る
で
人

の
極
楽
往
生
を
さ
ま
た
げ
る
こ
の
世
の
罪
障

ざ
い
し
ょ
う

の
よ
う
に
も
見
え
る
。

こ
の
よ
う
な
日
々
の
な
か
で
、
念
仏
を
唱
え
る
の
が
面
倒
で
、
読
経
に
精

が
出
な
い
時
に
は
、
そ
れ
は
休
む
よ
う
に
し
て
、
あ
え
て
自
分
か
ら
怠
っ
た

り
も
す
る
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
咎
め
る
人
が
い
る
わ
け
で
も
な

く
、
怠
け
て
い
る
よ
う
す
を
見
ら
れ
て
恥
ず
か
し
い
と
思
う
よ
う
な
人
も
い

な
い
。
わ
ざ
わ
ざ
無
言
の
行
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ

う
し
て
一
人
で
暮
ら
し
て
い
れ
ば
、
体
が
も
た
ら
す
罪
、
思
い
が
も
た
ら
す

罪
、
口
が
も
た
ら
す
罪
の
三
業

さ
ん
ご
う

の
う
ち
の
一
つ
の
口
の
わ
ざ
わ
い
は
自
ず
と

お
か
さ
ず
に
済
む
。
ま
た
禁
を
破
ろ
う
に
も
、
な
に
し
ろ
、
周
り
に
煩
悩
を

か
き
立
て
る
よ
う
な
境
界

き
ょ
う
が
い

、
つ
ま
り
は
状
況
や
境
遇
そ
の
も
の
が
な
い
わ
け

だ
か
ら
、
必
死
に
自
ら
を
戒
め
る
必
要
も
な
い
。

も
し
も
自
分
に
、
水
面
を
行
く
船
の
、
す
ぐ
に
消
え
行
く
白
波
の
よ
う
な

儚
さ
を
感
じ
た
時
に
は
、
遠
く
に
見
え
る
岡
の
屋
の
あ
た
り
の
湖う

み

を
行
き

交
う
船
を
眺
め
て
、
出
家
僧
の
歌
人
、
満
紗
弥
に
で
も
な
っ
た
か
の
よ
う
な

気
分
に
な
り
、
風
が
、
桂
の
木
の
葉
を
鳴
ら
す
よ
う
な
夕
べ
に
は
、
白
居
易

の
琵
琶
行
の
詩
に
謳
わ
れ
た
潯
陽
江
に
想
い
を
馳
せ
て
、
和
歌
や
漢
詩
の
た

し
な
み
の
深
か
っ
た
源
都
督

げ

ん

と

と

く

こ
と
源
経
信
の
生
き
方
に
倣
っ
た
り
す
る
。

も
し
興
が
乗
っ
て
思
い
が
溢
れ
る
よ
う
な
気
分
に
な
っ
た
時
に
は
、
し
ば

し
松
の
葉
が
風
に
鳴
る
音
な
ど
を
聴
き
な
が
ら
、
そ
れ
に
琴
の
名
曲
で
あ
る

松
風
楽

し
ょ
う
ふ
う
ら
く

を
自
分
で
弾
い
て
合
わ
せ
た
り
、
水
の
音
を
聴
き
な
が
ら
、
そ
れ

に
流
泉
の
曲
を
あ
わ
せ
て
み
た
り
も
す
る
。
巧
く
弾
け
る
わ
け
で
は
な
い

け
れ
ど
も
、
人
に
聴
い
て
も
ら
っ
て
人
の
耳
を
喜
ば
せ
よ
う
と
い
う
わ
け
で

は
な
く
、
た
だ
一
人
で
調
べ
を
奏
で
、
感
じ
た
こ
と
を
詠
ん
だ
り
謡
っ
た
り

し
て
、
自
分
で
愉
し
み
、
情
感
を
や
し
な
う
だ
け
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
。
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