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八
窓
庵
を
造
っ
た

八八
窓窓
庵庵
のの
魅魅
力力

八
窓
庵
は
、
二
畳
台
目
（
三
畳

に
四
分
の
一
畳
分
足
り
な
い
広

さ
）
の
茶
室
で
、
合
計
八
個
の
窓

を
備
え
、
席
名
も
こ
れ
に
基
づ
い

て
い
る
。
八
つ
の
窓
が
狭
い
空
間

を
広
々
と
立
体
的
な
も
の
に
し
て

お
り
、
窓
の
配
置
に
も
工
夫
が
あ

る
。
茶
席
の
二
枚
の
畳
に
そ
れ
ぞ

れ
四
つ
の
窓
が
配
さ
れ
、
光
が
集

中
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
そ

の
「
照
明
」
の
効
果
は
絶
妙
と
い

わ
れ
て
い
る
。

昭
和
十
一
年
に
国
宝
と
し
て
指

定
さ
れ
、
法
改
正
の
た
め
二
十
五

年
に
あ
ら
た
め
て
重
要
文
化
財
に

指
定
さ
れ
た
。
現
在
、
本
席
と
つ

な
が
っ
て
い
る
水
屋
と
も
う
一
つ

の
茶
室
は
、
持
田
氏
が
八
窓
庵
を

買
い
取
っ
た
際
に
付
設
し
た
も
の

で
あ
る
。

茶
道
で
は
、
茶
室
は
も
ち
ろ
ん
、

そ
こ
へ
至
る
ま
で
の
通
路
や

ろ

じ

露
地
（
庭
）
も
重
視
さ
れ
て

い
る
。
露
地
は
、
茶
の
湯
の

世
界
を
日
常
的
な
世
界
と
隔

離
す
る
結
界
だ
と
考
え
ら
れ
、

せ
ん
の
り
き
ゅ
う

茶
聖
千
利
休
も
「
茶
の
湯

は
露
地
口
を
入
る
時
か
ら
始

ま
る
」
と
語
っ
た
と
い
う
。

八
窓
庵
の
露
地
は
、
遠
州
の

系
譜
に
連
な
る
遠
州
流
茶
道

こ

ぼ
り
そ
う
け
い

宗
家
十
二
世
の
小
堀
宗
慶
氏

が
六
十
二
年
に
作
庭
し
、
札

幌
市
に
寄
贈
し
た
も
の
で
あ
り
、

遠
州
と
宗
慶
氏
の
時
を
超
え
た
合

作
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。

八
窓
庵
の
開
館
時
間＝

午
前
９
時

〜
午
後
４
時
（
５
月
の
連
休
明
け

〜
１０
月
下
旬
）

小小
堀堀
遠遠
州州
もも
のの
がが
たた
りり

ま
さ
か
ず

小
堀
遠
州
こ
と
、
小
堀
正
一
は

天
正
七
年
（
一
五
七
九
）
に
近
江

国
坂
田
郡
小
堀
村
（
滋
賀
県
長
浜

市
小
堀
町
）
で
生
ま
れ
た
。
父
親

ま
さ
つ
ぐ

あ
ざ

い

の
正
次
は
、
北
近
江
の
太
守
浅
井

な
が
ま
さ

長
政
の
家
臣
で
あ
っ
た
が
、
長
政

と
よ
と
み
ひ
で
よ
し

ひ
で

が
滅
び
た
後
、
豊
臣
秀
吉
の
弟
秀

な
が長
の
家
老
と
な
っ
た
。

遠
州
は
少
年
時
代
を
秀
長
の
居

や
ま
と

こ
お
り
や
ま

城
が
あ
っ
た
大
和
国
郡
山
（
奈

良
県
大
和
郡
山
市
）
で
過
ご
す
。

早
く
か
ら
書
道
や
和
歌
、
茶
道
な

ど
を
学
ん
で
い
た
が
、
特
に
茶
道

に
お
い
て
非
凡
で
あ
っ
た
と
い
う
。

遠
州
が
九
歳
の
時
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
残
っ
て
い
る
。
秀
吉
が
郡
山

城
を
訪
れ
る
こ
と
と
な
り
、
秀
長

は
秀
吉
の
前
で
粗
相
を
し
な
い
よ

う
、
千
利
休
を
呼
ん
で
茶
の
湯
の

作
法
を
練
習
し
て
い
た
。
遠
州
は
、

そ
の
様
子
を
遠
く
か
ら
眺
め
、
利

休
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
と

い
う
。
そ
れ
は
利
休
と
遠
州
と
い

う
後
世
に
名
を
残
し
た
大
茶
人
同

士
の
一
瞬
の
「
出
会
い
」
で
あ
っ

た
。
三
年
後
、
利
休
は
秀
吉
の
怒

り
を
買
い
自
刃
す
る
。
郡
山
城
で

の
利
休
の
姿
は
、
遠
州
の
胸
に
焼

き
付
け
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
そ

の
後
、
茶
道
へ
の
情
熱
が
増
し
た

の
か
、
十
五
歳
こ
ろ
に
は
当
代
随

ふ
る

た

お
り

べ

一
の
巨
匠
古
田
織
部
に
師
事
し
、

茶
の
湯
の
奥
義
を
極
め
て
い
っ
た
。

一
方
、
父
の
正
次
は
大
和
豊
臣

家
が
わ
ず
か
二
代
で
絶
え
た
後
、

秀
吉
の
直
参
と
な
る
が
、
今
度
は

秀
吉
が
死
に
、
天
下
が
再
び
乱
れ

始
め
る
と
、
慶
長
五
年
（
一
六
〇

〇
）
の
関
が
原
の
役
で
東
軍
に
く

び
っ
ち
ゅ
う

み
し
、
そ
の
功
に
よ
り
備
中
国

た
か
は
し

松
山
（
岡
山
県
高
梁
市
）
の
城
主

を
拝
命
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

正
次
の
死
に
よ
り
、
遠
州
が
家

督
を
継
い
だ
の
は
慶
長
九
年
（
一

六
〇
四
）、
二
十
五
歳
の
時
で
あ

る
。
優
れ
た
建
築
家
で
も
あ
っ
た

遠
州
が
そ
の
才
能
を
発
揮
し
始
めご

る
の
は
、
こ
れ
よ
り
二
年
後
の
後

よ
う
ぜ
い
い
ん

ご

し
ょ

陽
成
院
御
所
の
作
事
奉
行
（
幕
府

関
係
の
建
物
の
造
営
・
修
繕
な
ど

を
統
括
す
る
職
）
の
一
員
に
加
えすん

ら
れ
て
か
ら
だ
っ
た
。
以
後
、
駿

ぷ府
城
や
名
古
屋
城
の
作
事
奉
行
に

も
任
じ
ら
れ
、
駿
府
城
の
完
成
の

じ
ゅ

ご

い

の
げ
と
お
と
う
み
の
か
み

際
に
は
従
五
位
下
遠
江
守
を
授

か
り
、
そ
れ
が
遠
州
と
呼
称
さ
れ

る
ゆ
え
ん
と
な
っ
た
。

元
和
九
年
（
一
六
二
三
）、
四

十
四
歳
と
な
っ
た
遠
州
は
生
涯
の

職
と
な
る
伏
見
奉
行
に
つ
き
、
畿

内
の
監
督
者
と
な
っ
た
。
ま
た
作

事
に
つ
い
て
も
幕
府
は
さ
ら
に
遠

州
を
重
用
し
始
め
、
伏
見
城
や
大

坂
城
な
ど
の
重
要
な
作
事

が
遠
州
を
中
心
に
行

わ
れ
て
い
っ
た
。

壮
年
を
迎
え
、
茶

道
に
お
い
て
も
円
熟
期
に
入
っ
た

遠
州
は
、
織
部
な
き
後
の
天
下
一

の
巨
匠
と
自
他
共
に
認
め
る
存
在

と
な
り
、
茶
の
湯
指
南
役
と
し
て

将
軍
の
信
任
も
厚
か
っ
た
。
し
か

し
、
す
べ
て
が
順
調
で
は
な
く
、

危
機
も
あ
っ
た
。
理
由
は
不
明
だ

が
、
遠
州
が
公
金
一
万
両
を
横
領

し
、
そ
れ
が
人
に
知
ら
れ
る
こ
と
さ
か

い

と
な
っ
た
の
だ
。
し
か
し
、
酒
井

た
だ
か
つ

忠
勝
を
は
じ
め
、
遠
州
に
批
判
的

ほ
そ
か
わ
た
だ
お
き

で
あ
っ
た
細
川
忠
興
ま
で
が
、
遠

州
を
失
う
こ
と
を
惜
し
み
、
公
金

返
済
の
資
金
を
提
供
し
た
と
い
う
。

将
軍
の
茶
道
指
南
役
と
し
て
、

ま
た
各
地
で
の
建
築
、
造
園
の
た

め
東
奔
西
走
し
続
け
た
遠
州
で
あ

っ
た
が
、
晩
年
は
茶
事
ざ
ん
ま
い

に
過
ご
し
、
正
保
四
年
（
一
六
四

七
）
に
伏
見
奉
行
屋
敷
で
没
し
た
。

享
年
六
十
九
歳
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
遠
州
の
名
は
遠
州
流
茶
道
の

祖
と
し
て
、
ま
た
庭
園
史
上
不
朽

の
存
在
と
し
て
、
現
在
ま
で
語
り

継
が
れ
て
い
る
。

▲八窓庵の構造

こ ほうあん

▲小堀遠州像－大徳寺孤篷庵所蔵
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