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白
馬
が

白
い
蘆あ
し
の
花
の
中
に

入い

る
が
ご
と
く

明め
い
げ
つ月
が

白し
ら
さ
ぎ鷺
の
姿
を

蔵か
く
す
が
ご
と
く

銀ぎ
ん
わ
ん椀
の
裏う
ち
に

雪
を

盛も

る
が
ご
と
く

し
っ
か
り
と

見み
き
わ極
め

目
を
懲こ

ら
さ
な
い
と

見
え
な
い
も
の
が
あ
る

心
の
目
も

し
か
と
開
き

違
い
を
見
逃
す
な
か
れ

そ
し
て

ゆ
っ
た
り
と

全
体
を
見
渡
す
が
よ
い

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

【
出
典
】『
碧へ
き
が
ん
ろ
く

巌
録
』
第
十
三
則
。「
挙こ

す
、僧
、巴は
り
ょ
う陵

に
問
う
。

如い

か何
な
る
か
是こ

れ
提だ
い
ば
し
ゅ
う

婆
宗
。
巴
陵
云い
わ
く
、
銀ぎ
ん
わ
ん椀
裏り

に
雪
を
盛

る
。」
見
分
け
が
つ
か
な
い
か
ら
同
じ
も
の
と
判
断
し
て
は

い
け
な
い
。
も
の
の
本
質
を
見
る
こ
と
が
大
切
。

浄 土 宗 西 山 禅 林 寺 派

柿田川湧水　撮影：超空正道



銀
椀
裏
盛
雪

　
最
近
、
似
た
よ
う
な
事
件
が
相
次

い
で
報
道
さ
れ
、
テ
レ
ビ
の
ワ
イ
ド

シ
ョ
ー
番
組
、
週
刊
誌
な
ど
で
も
話
題

に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

埼
玉
県
警
が
結
婚
詐
欺
容
疑
で
逮
捕
し
た

東
京
都
豊
島
区
の
女
（
34
）
の
知
人
男
性
２

人
が
、
５
月
と
８
月
に
相
次
い
で
不
審
死
を

遂
げ
て
い
る
こ
と
が
27
日
、
捜
査
関
係
者
へ

の
取
材
で
分
か
っ
た
。
い
ず
れ
の
遺
体
か
ら

も
睡
眠
導
入
剤
が
検
出
さ
れ
、
う
ち
１
人
は

練
炭
自
殺
を
装
っ
て
殺
害
さ
れ
た
疑
い
も
あ

る
と
い
う
。
県
警
は
女
が
何
ら
か
の
事
情
を

知
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
み
て
捜
査
し

て
い
る
。（
10
月
27
日
毎
日
新
聞
）

　

鳥
取
県
内
で
今
年
４
月
か
ら
10
月
に
か

け
、
男
性
３
人
が
相
次
い
で
不
審
死
し
、
い

ず
れ
の
遺
体
か
ら
も
睡
眠
導
入
剤
の
成
分
が

検
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
３
人

と
も
県
警
に
詐
欺
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
た
鳥
取

市
内
の
元
ス
ナ
ッ
ク
ホ
ス
テ
ス
の
女
（
35
）

と
接
点
が
あ
り
、
県
警
は
女
が
３
人
の
死
亡

と
関
係
が
あ
る
可
能
性
も
あ
る
と
み
て
調
べ

て
い
る
。
女
の
周
辺
で
は
他
に
も
数
人
が
死

亡
し
て
お
り
、
死
亡
し
た
人
た
ち
に
は
多
額

の
保
険
金
が
か
け
ら
れ
て
い
た
と
の
情
報
が

あ
る
ほ
か
女
が
借
金
に
頭
を
悩
ま
せ
て
い
た

と
の
情
報
も
あ
る
。（
11
月
５
日
毎
日
新
聞
）

　
こ
れ
ら
の
事
件
の
実
態
は
ま
だ
明
ら

か
に
な
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
ど
の

よ
う
な
展
開
に
な
る
か
は
未
だ
不
明
で

す
。
し
か
し
、
多
額
な
お
金
が
特
定
の

女
性
に
渡
っ
た
後
、
何
人
か
の
男
性
が

不
審
な
死
を
遂
げ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
共
通
し
て
事
実
の
よ
う
で
あ
り
ま

す
。

　
お
よ
そ
詐さ

ぎ欺
と
い
う
も
の
は
、
騙だ
ま

そ

う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
本
物

よ
り
も
本
物
ら
し
く
近
づ
い
て
く
る
か

ら
厄
介
で
あ
り
ま
す
。
結
婚
詐
欺
の
場

合
、
お
い
し
い
も
の
を
食
べ
さ
せ
、
優

し
く
振
る
舞
い
、
恋
愛
感
情
を
起
こ
さ

せ
、
お
金
を
騙
し
取
る
と
い
う
も
の
で

す
か
ら
、
そ
の
罪
は
重
く
、
そ
れ
が
殺

人
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
と
な
れ
ば
、

な
お
さ
ら
許
し
難
い
犯
罪
と
い
え
ま

し
ょ
う
。
以
前
、こ
の
よ
う
な
事
犯
は
、

加
害
者
は
男
で
被
害
者
が
女
性
と
い
う

の
が
ほ
と
ん
ど
で
し
た
が
、
や
は
り
、

世
の
中
は
変
わ
っ
て
き
て
い
る
の
で

し
ょ
う
、
手
口
は
異
な
る
も
の
の
性
差

は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
す
。

　
騙だ
ま

す
、
騙か
た

る
、
欺
あ
ざ
む
く
、
偽
い
つ
わ
る
、
ま
や

か
す
、
担か
つ

ぐ
、
誑
た
ぶ
ら
か
す
、
陥
お
と
し
いれ
る
、
罠わ
な

に
掛
け
る
、
詐さ

ぎ欺
、
欺ぎ
ま
ん瞞
、
瞞
ま
ん
ち
ゃ
く着
、
ペ

テ
ン
等
々
、
人
を
瞞だ
ま

す
と
い
う
行
為
の

表
現
は
、
驚
く
ほ
ど
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
そ
の
こ
と
か
ら
も
、
人
間
の
罪ざ
い
ご
う業

の
深
さ
を
感
じ
ら
れ
ず
に
は
お
れ
ま
せ

ん
が
、
騙
さ
れ
る
側
に
も
、
ど
こ
か
に

隙す
き

が
あ
る
の
も
確
か
で
あ
り
ま
す
。
そ

こ
で
、
そ
の
隙す
き
ま間
を
埋
め
る
言
葉
と
し

て
、
今
回
は
、「
銀ぎ
ん
わ
ん椀

裏り

に
雪
を
盛
る
」
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を
提
示
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
い
た

し
ま
し
た
。

　
白
く
輝
く
銀
椀
に
、
真
っ
白
な
雪
を

盛
る
と
い
う
、
爽
そ
う
り
ょ
う涼
感
あ
る
視
覚
的
で

と
て
も
美
し
い
言
葉
で
す
が
、『
碧へ
き
が
ん巌

録ろ
く

』
十
三
則
「
挙こ

す
、
僧
、
巴は
り
ょ
う陵
に
問

う
。
如い

か何
な
る
か
是こ

れ
提だ
い
ば
し
ゅ
う

婆
宗
。
巴
陵

云い
わ

く
、
銀ぎ
ん
わ
ん椀

裏り

に
雪
を
盛
る
」
を
典
拠

と
す
る
禅
語
で
あ
り
ま
す
。

　
提だ
い
ば婆

と
い
う
の
は
、
二
～
三
世
紀
頃

の
南
イ
ン
ド
の
僧
で
、大
乗
仏
教
の
祖
、

龍り
ゅ
う
じ
ゅ

樹
の
弟
子
と
な
り
、
師
の
説
く
空く
う

の

思
想
を
究
め
、
弁
舌
に
長た

け
、
他
学
説

を
鋭
く
論
破
し
た
た
め
、
恨
ま
れ
て
暗

殺
さ
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ

の
宗
旨
に
つ
い
て
あ
る
僧
が
、 

巴は
り
ょ
う陵

和

尚
に
質
問
し
、
そ
の
答
え
は
「（
仏
教

と
い
う
）
白
い
銀
椀
に
白
い
雪
を
盛
っ

た
よ
う
な
も
の
だ
」
で
あ
り
ま
し
た
。

　
こ
の
部
分
の
著ち
ゃ
く
ご語
（
短
評
）
に
、
圜え
ん

悟ご

克こ
く
ご
ん勤
（
北
宋
の
僧
）
は
、「
白
馬
蘆ろ

花か

に
入
る
」
と
い
う
表
現
を
使
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、洞
ど
う
ざ
ん
り
ょ
う
か
い

山
良
价
（
唐
代
の
僧
、

曹
洞
宗
の
祖
）
の
『
宝
ほ
う
き
ょ
う
ざ
ん
ま
い

鏡
三
昧
』
に
は

「
銀ぎ
ん
わ
ん盌
に
雪
を
盛
り
、
明め
い
げ
つ月
に
鷺ろ

を
蔵か
く

す
。
類
す
れ
ど
も
斉ひ
と

し
か
ら
ず
、
混
ず

れ
ば
則
す
な
わ
ち
処
を
知
る
」
と
あ
り
ま
す
。

　
仏
教
の
目
的
の
ひ
と
つ
は
「
智
慧
」

を
磨
く
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
弘
法
大
師

の
『
即
身
成
仏
義
』
に
、「
智
と
は
決

断
簡け
ん
ち
ゃ
く

択
の
義
な
り
」
と
あ
り
、「
智
慧

と
は
、
単
な
る
分
別
、
選
択
を
超
え
た

と
こ
ろ
に
あ
る
、
絶
対
な
る
も
の
を
選

び
取
る
、
自
ら
決
断
す
る
力
で
あ
る
」

と
い
う
の
で
す
。
一
方
、
禅
宗
三
祖
の

鑑
智
禅
師
の
『
信
心
銘
』
に
は
「
至し
ど
う道

無ぶ
な
ん難

、
唯ゆ
い
け
ん嫌

揀け
ん
じ
ゃ
く

擇
」
と
あ
り
、「
本
当

の
道
に
至
る
に
何
の
難
し
い
こ
と
は
な

い
。
た
だ
、
選え

り
好
み
を
止や

め
れ
ば
よ

い
」
と
あ
り
ま
す
。

　
つ
ま
り
、
究
極
の
智
慧
は
、
真
実
を

突
き
詰
め
る
た
め
に
、
選
び
に
選
び
尽

く
し
た
後
に
、分
別
の
思
い
を
手
放
し
、

選
ぶ
こ
と
を
止
め
る
と
こ
ろ
ま
で
要
求

さ
れ
る
の
で
す
。

　
た
と
え
ば
、
人
間
に
は
、
騙
す
人
間
、

誠
実
な
人
間
が
い
る
と
し
て
、
そ
れ
を

判
別
す
る
智
慧
が
な
い
と
、
賢
い
人
間

と
は
言
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
人
間

を
、
悪
人
と
善
人
と
二
つ
に
分
け
た
だ

け
で
は
人
間
を
理
解
し
た
と
は
言
え
ま

せ
ん
。
ま
る
っ
き
り
の
悪
人
、
善
人
と

い
う
も
の
は
な
く
、
善
人
が
悪
人
に
な

る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
そ
の
逆
も
あ
り

得
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
善
人
、

悪
人
と
い
う
実
体
は
な
く
「
空く
う

」
な
の

で
す
。
更
な
る
、
人
類
愛
を
唱
え
る
と

な
れ
ば
、
善
悪
二
つ
に
分
け
た
も
の

を
、
改
め
て
一
つ
の
も
の
と
見
る
「
不ふ

二に

一い
ち
に
ょ如

」で
な
い
と
い
け
な
い
の
で
す
。

「
銀ぎ
ん
わ
ん椀
裏り

に
雪
を
盛
る
」
は
、そ
の
「
不

二
」「
空
」
の
妙み
ょ
うな
る
と
こ
ろ
を
見
事

言
い
表
す
言
葉
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
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鏧き
ん
す
だ
い

子
台
が
納
入
さ
れ
、
早
速
、
御
本
尊

様
用
と
し
て
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。
鏧
子
は
、
一
枚
の
板
か
ら

叩
き
あ
げ
て
造
っ
た
も
の
で
、
さ
す
が

に
よ
く
響
き
、よ
い
音
が
い
た
し
ま
す
。

　
以
前
の
も
の
は
、
観
音
様
用
に
、
観

音
様
の
は
位
牌
堂
へ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
配

置
換
え
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
ま
た
、
新
た
に
次
の
方
々
か
ら
ご
寄

進
賜
り
ま
し
た
。
本
当
に
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
敬
称
略
、
低
頭
。

　
◎
村
瀬
徳
雄
　
◎
藤
井
二
左
子

　
◎
日
比
み
ち
　
　（
以
上
一
万
円
）

▼
版
画
カ
レ
ン
ダ
ー

　
今
年
も
新
し
い
暦
を
お
届
け
い
た
し

ま
す
。
い
つ
も
ど
お
り
の
こ
と
が
で
き

て
、
無
事
、
年
越
で
き
る
こ
と
は
幸
せ

で
す
。
皆
様
も
良
い
お
年
を
…
…
。

◆
体
癒
え
い
つ
も
ど
お
り
に

　
　
　
　
　
　
　
　

年
の
暮
れ　

沐
魚

傷
つ
け
る
」
は
、
店
の
信
用
を
失
う
こ

と
で
あ
り
、「
暖
簾
分
け
」
は
奉
公
人

に
支
店
を
出
さ
せ
る
こ
と
、
と
い
う
こ

と
ば
に
つ
な
が
る
。

　
し
か
し
、「
暖
簾
に
腕
押
し
」
は
、

フ
ワ
フ
ワ
し
た
布
の
形
状
か
ら
生
ま
れ

た
こ
と
わ
ざ
で
、
力
を
入
れ
て
も
少
し

も
張
り
合
い
が
な
く
、
手
ご
た
え
が
な

い
あ
り
さ
ま
を
意
味
す
る
。

　
ち
な
み
に
、
赤
提ち
ょ
う
ち
ん

灯
の
居
酒
屋
で
よ

く
見
か
け
る
「
縄
暖
簾
」
は
、
蝿は
え

が
店

内
に
進
入
し
な
い
よ
う
に
と
考
え
ら
れ

た
も
の
。

　（『
仏
教
の
こ
と
ば
』
早
わ
か
り
事
典
）

▼
お
礼
＆
ご
報
告

　
か
ね
て
よ
り
ご
寄

付
を
お
願
い
し
て
お

り
ま
し
た
鏧き

ん

す子
と
、

◎
暖の
れ
ん簾

　「
暖
簾
」
は
、
そ
の
形
状
を
示
す
こ

と
ば
で
あ
る
と
同
時
に
、
信
用
度
を
表

す
こ
と
ば
に
な
っ
て
い
る
が
、
も
と
も

と
の
発
祥
は
禅
寺
。

　
今
、
暖
簾
は
ア
ク
セ
サ
リ
ー
の
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
が
、
本
来
は
実
用
品
。
禅
寺

で
は
、
冬
で
も
暖
房
が
充
分
で
な
く
、

終
始
隙す
き
ま間
風
が
吹
き
込
ん
で
き
た
。
あ

ま
り
の
寒
さ
に
耐
え
か
ね
、
僧
侶
た
ち

は
前
門
や
後
門
を
お
お
う
垂
れ
幕
を
つ

け
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
暖
を

と
る
た
め
の
簾
す
だ
れと

い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
一
般
化
し
、
家
の
入
り
口
や

部
屋
の
仕
切
り
に
用
い
ら
れ
る
の
だ

が
、
や
が
て
商
家
の
店
先
の
風
除
け
に

使
わ
れ
、
つ
い
で
と
ば
か
り
、
商
標
、

屋
号
を
染
め
抜
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
が
江
戸
の
初
期
の
こ
と
。
以
来
、

暖
簾
イ
コ
ー
ル
店
と
な
り
、「
暖
簾
を
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