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一
　
は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
中
世
聖
徳
太
子
伝
の
四
天
王
寺
建
立
説
話
を
、
樹
木
伐
採
と
木

材
調
達
に
よ
る
自
然
景
観
の
変
化
と
い
う
視
点
か
ら
読
み
解
こ
う
と
い
う
試

み
で
あ
る
。
四
天
王
寺
建
立
説
話
に
つ
い
て
は
、『
日
本
書
紀
』
崇
峻
天
皇

二
年
条
で
物
部
守
屋
と
の
合
戦
に
か
ら
め
た
形
で
一
種
の
縁
起
が
語
ら
れ
て

お
り
、
平
安
時
代
に
な
っ
て
そ
の
内
容
を
取
り
込
み
つ
つ
根
本
縁
起
で
あ
る

『
四
天
王
寺
縁
起
』
が
編
纂
さ
れ
、「
本
願
縁
起
」
と
し
て
『
聖
徳
太
子
伝
暦
』

に
も
引
か
れ
て
い
る１
。
中
世
に
編
纂
さ
れ
た
各
種
の
聖
徳
太
子
伝
で
は
そ
の

内
容
が
増
補
さ
れ
新
た
な
説
話
が
展
開
し
て
い
た
が
、
本
稿
で
は
、
代
表
的

伝
本
の
一
つ
で
あ
る
『
聖
法
輪
蔵
』
を
と
り
あ
げ
考
察
を
進
め
て
い
く
。『
聖

法
輪
蔵
』
は
一
三
一
七
年
を
起
点
に
数
十
年
に
わ
た
り
増
補
が
な
さ
れ
て
き

た
編
年
体
の
物
語
的
聖
徳
太
子
伝
で２
、
そ
の
別
伝
に
あ
る
四
天
王
寺
建
立
説

話
は
、
六
角
堂
縁
起
と
の
関
連
で
同
書
に
取
り
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
展
開
の
様
相
や
相
互
関
係
に
つ
い
て
は
既
に
詳
し
い
研
究
が
あ
る
が３
、
本

稿
で
は
、
四
天
王
寺
建
立
の
際
に
聖
徳
太
子
が
樹
木
を
伐
採
し
て
木
材
を
調

達
し
た
と
い
う
、
古
代
の
四
天
王
寺
縁
起
に
は
な
か
っ
た
新
た
な
要
素
に
焦

点
を
あ
て
、
そ
の
背
景
を
探
っ
て
み
た
い４
。

　

結
論
的
に
言
う
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
、
中
世
に
お
け
る
森
林
資
源
の
減
少

と
い
う
問
題
が
見
え
隠
れ
す
る
。
古
代
に
始
ま
る
寺
院
建
立
や
王
都
建
設
な

ど
に
よ
る
度
重
な
る
自
然
か
ら
の
収
奪
は
森
林
破
壊
を
招
き
、
や
が
て
木
材

調
達
が
困
難
に
な
る
と
い
う
現
実
が
生
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
木
材
調

達
が
聖
徳
太
子
に
よ
る
新
た
な
奇
跡
と
し
て
浮
上
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

二
　
樹
木
と
日
本
の
景
観

　

本
稿
の
発
端
と
な
っ
た
の
は
、
法
隆
寺
宮
大
工
の
棟
梁
、
西
岡
常
一
が
遺

し
た
次
の
言
葉
で
あ
る
。

そ
の
樹
齢
の
長
い
ヒ
ノ
キ
が
日
本
に
は
残
っ
て
ま
せ
ん
の
や
。
わ
た
し

ら
が
法
隆
寺
や
薬
師
寺
の
堂
や
塔
を
建
て
る
た
め
に
は
、
台
湾
ま
で
ヒ

ノ
キ
を
買
い
に
い
か
な
あ
な
ら
ん
の
で
す
。〈
中
略
〉
今
、
日
本
で
一

番
大
き
い
の
が
木
曽
の
四
百
五
十
年
。
こ
れ
で
は
堂
も
塔
も
で
き
ま
せ

　

自
然
景
観
の
変
化
か
ら
説
話
の
背
景
を
探
る

│
│ 
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ん５
。

　

考
え
て
み
れ
ば
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
言
葉
は
、
寺

院
建
築
が
巨
木
の
調
達
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
現
実
を
改
め
て

教
え
て
く
れ
る
。
仏
教
の
伝
来
は
日
本
社
会
を
大
き
く
変
え
た
が
、
自
然
の

景
観
も
例
外
で
は
な
い
。
大
和
地
方
に
生
い
茂
っ
て
い
た
ヒ
ノ
キ
の
巨
木
は

法
隆
寺
を
は
じ
め
と
す
る
木
造
建
築
に
結
実
し
た
が
、
そ
の
代
償
も
大
き

か
っ
た
。
巨
大
寺
院
建
設
や
度
重
な
る
遷
都
は
「
淀
川
上
流
の
莫
大
な
木
材

の
伐
採
」
を
伴
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
が
「
山
林
の
荒
廃
を
招
い
て
土
砂
を
絶

え
間
な
く
流
出
さ
せ
」、
か
つ
て
は
大
阪
湾
で
あ
り
次
い
で
河
内
湖
と
な
っ

て
い
た
場
所
の
陸
地
化
を
促
し
、「
今
日
の
大
阪
の
土
地
が
つ
く
ら
れ
る６
」

契
機
と
も
な
っ
て
い
た
。
人
の
営
為
が
自
然
の
景
観
を
大
き
く
変
え
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
現
在
の
日
本
の
山
々
は
、
厚
い
樹
木
に
覆
わ
れ
て
い
る
。
地
域

や
季
節
に
よ
る
違
い
が
あ
る
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
の
多
く
は
常
緑
樹
で

覆
わ
れ
、
土
色
を
し
た
は
げ
山
を
見
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
。
そ
し
て
我
々

は
、
今
見
る
緑
の
森
が
過
去
か
ら
存
続
し
て
い
た
と
考
え
が
ち
で
あ
り
、
そ

れ
は
人
間
の
感
覚
と
し
て
不
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、
緑
豊
か
な
現
代
の
景
観
も
、
わ
ず
か
百
年
ほ
ど
遡
る
と
そ
の
様

相
は
一
変
す
る
。
明
治
大
正
時
代
に
撮
影
さ
れ
た
古
写
真
の
数
々
は
、「
過

去
の
時
代
に
お
い
て
は
山
の
ど
こ
も
が
森
林
で
お
お
わ
れ
て
い
た７
」
と
思
い

が
ち
な
我
々
に
、
そ
の
景
観
が
「
大
き
く
様
変
わ
り８
」
し
て
い
る
こ
と
を
教

え
て
く
れ
る
。
植
物
相
の
後
退
を
示
す
松
林
と
な
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は

そ
も
そ
も
木
が
生
え
て
い
な
い
の
だ
。

　

む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
景
観
の
変
化
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
で
も
し
ば

し
ば
言
及
さ
れ
て
き
た
。
自
然
景
観
を
日
本
一
律
に
論
ず
る
こ
と
が
難
し
い

の
は
当
然
の
前
提
と
し
て
も
、
現
代
と
は
異
な
り
近
世
の
日
本
各
地
で
は

「
人
為
的
に
荒
廃
さ
せ
ら
れ
た
林
地
」
で
あ
る
「
は
げ
山９
」
が
少
な
か
ら
ず

広
が
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
一
方
、「
今
日
、
そ
の
多
く
が
緑
で
色
濃
く
覆

わ
れ
て
い
る
日
本
の
林
野
も
、
そ
の
よ
う
な
姿
を
見
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の

は
、
戦
後
の
高
度
経
済
成
長
期
以
降
の
こ
と
に
す
ぎ
」
ず
、「
今
日
の
森
林

資
源
量
は
、
近
世
以
来
の
歴
史
の
中
で
最
高
記
録
を
更
新
中Ａ
」
と
い
う
状
況

に
あ
る
。
現
代
の
樹
木
の
増
加
は
、「
た
っ
た
数
十
年
の
間
に
起
き
た
、
急

激
で
し
か
も
劇
的
な
も
のＢ
」
で
あ
り
、
今
か
ら
半
世
紀
ほ
ど
前
に
は
「
尾
根

部
分
は
草
原
だ
っ
た
」
た
め
「
大
阪
平
野
が
一
望
で
き
た
」
生
駒
山
も
、「
今

は
山
頂
付
近
ま
で
木
に
覆
わ
れＣ
」、
必
ず
し
も
見
通
し
の
い
い
場
所
ば
か
り

で
は
な
い
と
い
う
。
近
代
以
降
の
大
規
模
な
開
発
に
よ
り
「
い
ま
日
本
の
森

林
は
〈
中
略
〉
無
気
味
な
は
げ
山
の
連
山
と
化
し
て
い
るＤ
」
と
環
境
破
壊
に

警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
た
時
代
と
は
状
況
が
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
端
的
に

言
え
ば
「
森
林
の
過
少
と
い
う
極
端
な
状
態
か
ら
、
森
林
の
過
剰
と
い
う
も

う
一
方
の
状
態
ま
で
、
森
林
の
成
長
力
を
背
景
に
意
外
に
短
期
間
で
進
行
し

たＥ
」
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
豊
か
な
自
然
を
背
景
に
野
生
動
物
が
増
殖
し
て

人
間
と
の
棲
み
分
け
が
難
し
く
な
り
、「
獣
害
列
島
」
と
呼
ば
れ
る
事
態
が

静
か
に
進
行
し
て
い
るＦ
。

　

こ
う
し
た
「
現
代
日
本
人
は
、
列
島
の
歴
史
上
か
つ
て
な
い
ほ
ど
豊
か
な

緑
を
背
景
に
し
て
生
き
て
い
るＧ
」
と
い
う
状
況
は
、
我
々
が
過
去
の
自
然
景

観
を
想
像
す
る
と
き
、
樹
木
が
覆
い
つ
く
す
山
野
を
当
然
の
前
提
と
し
て
想

定
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
芳
賀
矢
一
が
「
山
川
は
秀
麗
で

あ
る
。
花
紅
葉
四
季
折
々
の
風
景
は
誠
に
う
つ
く
し
いＨ
」
と
し
、
志
賀
重
昂
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『
日
本
風
景
論
』
や
和
辻
哲
郎
『
風
土
』
が
前
提
と
し
て
い
た
日
本
の
自
然

景
観
も
、
現
代
と
は
異
な
る
姿
だ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
るＩ
。
自
然
と
人
が

織
り
な
す
景
観
や
風
景
が
「
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
す
る
き
わ
め

て
確
か
な
指
標Ｊ
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
こ
れ
は
決
し
て
看
過
で
き
る
問
題

で
は
な
い
。

　

で
は
、
な
ぜ
か
つ
て
の
山
に
木
が
生
え
て
い
な
か
っ
た
の
か
。
理
由
は
簡

単
で
あ
る
。
人
間
が
伐
採
し
た
の
だ
。
前
近
代
と
は
要
す
る
に
化
石
燃
料
が

十
分
に
活
用
で
き
な
か
っ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
の
た
め
木
材
は
「
燃
料
す
な

わ
ち
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
」
と
し
て
「
大
量
に
使
わ
れＫ
」
て
い
た
。
ま
た
、
建

物
も
木
造
が
基
本
で
あ
る
。
建
築
に
は
大
量
の
木
材
を
要
す
る
が
、
当
然
そ

れ
は
森
林
か
ら
伐
採
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
樹
木
は
山
に
だ
け
生

え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
五
〇
〇
年
前
ご
ろ
か
ら
「
本
州
以（
マ
マ
）内
の
低
地

帯
で
樹
木
花
粉
が
急
減
す
る
。
こ
れ
は
、
農
耕
活
動
の
活
発
化
の
た
め
に
、

平
地
の
森
林
を
切
り
開
い
た
結
果
で
あ
るＬ
」
こ
と
も
知
ら
れ
て
い
る
。
農
地

を
開
拓
す
る
た
め
に
森
林
が
伐
採
さ
れ
、
焼
畑
も
行
わ
れ
て
い
た
（
ち
な
み

に
、
焼
畑
は
和
歌
の
題
材
に
も
な
っ
て
い
るＭ
）。

　

日
本
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
森
林
伐
採
の
歴
史
は
、
縄
文
時
代
に
ま
で
さ

か
の
ぼ
る
。
三
内
丸
山
遺
跡
で
は
、
も
と
も
と
森
林
で
あ
っ
た
場
所
が
大
規

模
に
開
発
さ
れ
、
従
来
と
は
異
な
る
植
物
相
が
出
現
し
て
い
たＮ
。
さ
ら
に
同

遺
跡
で
は
直
径
２
ｍ
を
超
え
る
六
本
の
柱
穴
が
発
見
さ
れ
て
お
りＯ
、
巨
木
伐

採
の
始
ま
り
も
見
て
取
れ
る
。
弥
生
時
代
に
入
る
と
、
農
耕
の
発
達
と
加
工

技
術
の
進
展
で
木
材
利
用
は
更
に
広
が
りＰ
、
須
恵
器
生
産
の
燃
料
に
樹
木
が

利
用
さ
れ
山
林
が
荒
廃
し
て
い
く
な
ど
の
事
例
が
現
れ
る
よ
う
に
な
るＱ
。

　

さ
ら
に
、
神
社
や
寺
院
の
造
営
が
樹
木
の
減
少
に
拍
車
を
か
け
た
。
こ
の

問
題
は
既
に
戦
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
お
り
、「
飛
鳥
時
代
の
頃
に
及
び
、
大

和
方
面
は
長
年
月
に
亘
つ
て
絶
え
ず
伐
採
さ
れ
建
築
用
材
の
欠
乏Ｒ
」
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
平
安
京
に
至
る
ま
で
の
度
々
の
遷
都
や
人
口
の

集
中
な
ど
、
人
為
的
な
要
因
で
「
林
産
物
の
消
費
」
が
「
急
激
に
増
加
」
し

た
た
め
「
大
和
・
山
城
を
囲
む
紀
伊
・
伊
賀
・
近
江
・
丹
波
・
播
磨
・
摂
津

な
ど
の
山
々
」
で
は
「
林
相
は
次
第
に
悪
く
な
り
つ
ゝ
あ
っ
たＳ
」
と
い
う
。

東
大
寺
大
仏
殿
が
大
規
模
な
森
林
資
源
収
奪
の
末
に
完
成
しＴ
、
そ
の
後
の
再

建
の
た
め
の
木
材
調
達
に
も
大
き
な
苦
労
が
と
も
な
っ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
森
林
開
発
の
痕
跡
は
、
和
歌
か
ら
も
う
か
が
う
こ
と
も
で
き

る
。
例
え
ば
、『
万
葉
集
』
に
う
た
わ
れ
る
松
（
植
物
相
の
退
行
を
示
す
）
の

背
景
に
「
古
代
の
宮
都
建
設
に
よ
る
山
地
の
開
発Ｕ
」
が
あ
っ
た
と
の
指
摘
が

あ
る
が
、
そ
う
し
た
松
が
生
い
茂
る
景
観
は
、
卑
弥
呼
が
目
に
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
いＶ
。
ま
た
、『
古
今
和
歌
集
』
の
「
明
日
香
河
淵

は
瀬
に
な
る
世
な
り
と
も
思
ひ
そ
め
て
む
人
は
忘
れ
じ
」「
世
の
中
は
な
に

か
常
な
る
あ
す
か
河
昨
日
の
淵
ぞ
今
日
は
瀬
に
な
るＷ
」
な
ど
は
、
森
林
伐
採

に
よ
る
土
砂
の
流
出
を
示
す
事
例
と
し
て
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
るＸ
。『
散
木

奇
歌
集
』
な
ど
の
歌
か
ら
平
安
時
代
末
期
の
森
林
開
発
の
様
相
を
う
か
が
う

試
み
も
あ
るＹ
。

　

む
ろ
ん
、
日
本
全
体
を
見
渡
せ
ば
「
と
ぶ
さ
立
て
船
木
伐
る
と
い
ふ
能
登

の
島
山
今
日
見
れ
ば
木
立
繁
し
も
幾
代
神
び
そＺ
」（『
万
葉
集
』）
な
どａ
、
開
発

の
及
ば
な
い
地
域
も
決
し
て
少
な
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
例
え

ば
「
春
過
ぎ
て
夏
来
に
け
ら
し
白
妙
の
衣
干
す
て
ふ
天
の
香
久
山ｂ
」（『
新
古

今
和
歌
集
』）
で
は
香
具
山
に
衣
を
干
し
た
と
し
て
い
る
が
、
現
在
の
同
地
を

見
る
と
人
間
の
背
丈
を
は
る
か
に
超
え
る
樹
木
が
山
を
覆
っ
て
し
ま
っ
て
い
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る
。
こ
の
歌
が
「
眼
前
の
実
景
で
は
な
く
、
伝
承ｃ
」
を
ふ
ま
え
た
も
の
だ
と

し
て
も
、
想
定
さ
れ
て
い
る
山
の
景
観
は
果
た
し
て
現
在
と
同
じ
だ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
い
わ
ゆ
る
古
代
の
天
皇
が
行
っ
た
と
さ
れ
る
国
見
も
同
様
で
あ

る
。
葛
城
山
に
行
幸
し
た
雄
略
天
皇
一
行
が
「
向
へ
る
山
の
尾
よ
り
、
山
の

上
に
登
る
人ｄ
」
を
見
た
と
い
う
『
古
事
記
』
の
記
事
か
ら
、「
葛
城
山
へ
と

の
ぼ
る
二
つ
の
尾
根
は
、
裸
地
に
ち
か
い
か
、
あ
る
い
は
草
丈
が
ひ
ざ
あ
た

り
よ
り
低
く
短
い
」
状
態
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
な
ぜ
そ
う
な
っ
て
い
た

か
と
言
う
と
「
そ
こ
で
水
田
稲
作
に
た
ず
さ
わ
る
人
び
と
の
た
め
樹
木
が
伐

採
さ
れ
つ
く
し
て
い
る
状
態ｅ
」
だ
っ
た
か
ら
だ
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。『
万

葉
集
』
に
は
、
舒
明
天
皇
が
「
香
具
山
に
登
り
て
望く
に
み国
し
た
ま
ふ
時ｆ
」
の
歌

が
あ
る
が
、「
聖
な
る
山
の
頂
か
ら
、
大
和
全
体
を
広
が
り
を
も
っ
て
望
み

見ｇ
」
た
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
、
少
な
く
と
も
視
線
を
遮
る
よ
う
な
樹
木
は

生
い
茂
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
仁
徳
天
皇
が
「
高
き
山

に
登
り
て
、
四
方
の
国
を
見ｈ
」（『
古
事
記
』）
た
と
い
う
記
事
も
同
様
で
あ
る
。

　

ま
た
、『
日
本
書
紀
』
舒
明
天
皇
即
位
前
紀
に
は
、
推
古
天
皇
死
後
の
皇

位
継
承
を
め
ぐ
る
争
い
の
顛
末
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
山
背
大
兄
王
に
味
方

し
た
境
部
摩
理
勢
の
子
毛
津
が
畝
傍
山
に
逃
げ
込
ん
だ
様
子
が
「
畝
傍
山
木

立
薄
け
どｉ
」
云
々
の
句
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
木
立
が
ま
ば
ら
で
あ
っ
た
が

ゆ
え
に
隠
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
簡
単
に
発
見
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
こ

れ
は
、
樹
木
が
覆
う
現
在
の
畝
傍
山
を
想
像
す
る
と
理
解
が
難
し
く
な
る
だ

ろ
う
。

三
　『
聖
法
輪
蔵
』
別
伝
の
四
天
王
寺
建
立
説
話

　

で
は
、
前
述
の
議
論
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
、
改
め
て
中
世
聖
徳
太
子
伝
の

四
天
王
寺
建
立
説
話
に
現
れ
た
樹
木
伐
採
と
木
材
調
達
に
つ
い
て
見
て
い
こ

う
。
問
題
と
な
る
の
は
、『
聖
法
輪
蔵
』
に
組
み
込
ま
れ
た
別
伝
「
四
天
王

寺
建
立
事
」
と
、「
六
角
堂
最
初
建
立
事
」
で
あ
る
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
先
蹤
と
し
て
『
醍
醐
寺
本
諸
寺
縁
起
集
』
所
収
「
六
角

堂
縁
起
」
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
りｊ
、
そ
こ
で
は
、
聖
徳
太
子
が
「
四

天
王
寺
を
建
立
せ
ん
と
欲
し
て
、
材
木
を
山
城
国
愛
宕
の
杣
に
採ｋ
」
ろ
う
と

し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
こ
れ
は
あ
く
ま
で
六
角
堂
の
縁
起
で
、
四
天
王

寺
に
つ
い
て
は
簡
潔
に
記
す
の
み
だ
。
四
天
王
寺
建
立
に
関
す
る
詳
し
い
記

述
は
『
聖
法
輪
蔵
』
別
伝
な
ど
の
各
種
中
世
聖
徳
太
子
伝
に
あ
り
、
以
下
、

『
聖
法
輪
蔵
』
満
性
寺
本
に
よ
っ
て
そ
の
概
要
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

　

ま
ず
、
同
書
「
四
天
王
寺
建
立
事
」
の
前
半
部
で
は
、「
彼
ノ
四
天
王
寺

ノ
材
木
ヲ
ハ
、
山
城
国
ヨ
リ
淀ヨ
ト

川
ヲ
下
シ
テ
、
摂
津
国
難
波
ノ
浦
ニ
付
テ
、

太
子
十
六
歳
ノ
十
月
ニ
悉
ク
建
立
シ
給
ヘ
リｌ
」
と
木
材
調
達
に
つ
い
て
簡
単

に
触
れ
ら
れ
、
続
い
て
別
立
て
の
「
六
角
堂
最
初
建
立
事
」
に
、
そ
の
い
き

さ
つ
が
詳
し
く
記
述
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
六
角
堂
縁
起
と
融
合
す
る
形

で
話
が
展
開
す
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
問
題
と
し
た
い
の
は
、
四
天
王
寺
建
立

に
関
連
す
る
部
分
で
あ
る
。
ま
ず
、
仏
教
受
け
入
れ
を
め
ぐ
る
物
部
守
屋
と

の
合
戦
に
勝
利
し
た
聖
徳
太
子
が
、
本
格
的
に
四
天
王
寺
建
立
を
開
始
す
る

場
面
を
見
て
み
よ
う
。

彼
ノ
四
天
王
寺
ノ
材
木
ヲ
ハ
、
山
城
国
愛
岩
（
マ
マ
）ノ
郡リ

、
昔シ

深
山
ニ
テ
大
木

枝
ヲ
並
ヘ
テ
侍
ケ
ル
ニ
①
、
太
子
多
ノ
人
夫
ヲ
召
具
シ
テ
入
セ
給
テ
、

彼
山
ニ
廿
余
箇
所
ニ
木コ

屋ヤ

仮カ
リ

屋ヤ

ヲ
造
リ
、
上
下
乱
入
シ
テ
、
我
ハ
劣
ラ

ス
シ
テ
材
木
ヲ
取
リ
侍
リ
ケ
リｍ
②
。

　

興
味
深
い
の
は
傍
線
②
で
、
寺
院
建
立
に
際
し
て
樹
木
の
乱
伐
が
始
ま
っ
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た
と
い
う
。
次
節
で
も
触
れ
る
が
、
こ
れ
は
中
世
の
寺
院
領
で
し
ば
し
ば
問

題
に
な
っ
て
い
た
行
為
で
あ
る
。
ま
た
、
傍
線
①
に
「
深
山
」
と
あ
る
の
は

「
奥
山
」
と
も
言
わ
れ
る
未
開
発
の
地
域
を
指
す
語
で
あ
る
がｎ
、
そ
れ
が

「
昔
」
の
こ
と
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
現
在
は
「
大
木
」
が
失
わ
れ
て
い

る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
るｏ
。な
お
、類
話
を
の
せ
る
慶
應
義
塾
図
書
館
蔵
『
聖

徳
太
子
伝
正
法
輪
』
で
は
、
こ
こ
に
「
太
子
彼
ノ
比
叡
山
ノ
大
嶽
ニ
御
行
シ

テ
多
ノ
材
木
ヲ
取
」
ら
せ
、
そ
れ
を
「
天
ニ
上
リ
虚
空
ヲ
飛ｐ
」
ば
せ
て
四
天

王
寺
建
立
の
場
所
ま
で
運
ん
だ
と
い
う
話
が
挟
ま
れ
て
い
るｑ
。
さ
て
、
満
性

寺
本
で
は
先
に
続
い
て
「
彼
愛
岩
（
マ
マ
）ノ
郡リ

ノ
杣ソ
マ

山
ニ
入
リ
御
シ
テ
、
諸
ノ
材
木

ヲ
取
シ
メ
給
ケ
ル
時
、
条
々
ノ
不
思
義
（
マ
マ
）ノ
事
」
が
あ
っ
た
と
し
て
、

今
ノ
平タ
イ
ラノ
京
、
六
角
堂
ノ
寺
中
ニ
相
当
テ
、
大
木
ノ
楠ク
ス

ノ
木
ノ
末
モ
無

キ
カ
五
本
侍
リ
ケ
ル
カ
、
夜
ナ
々
光
明
ヲ
放
チ
侍
リ
ケ
ル
ヲ
、
今
ノ
四

天
王
寺
ノ
五
重
ノ
宝
塔
ノ
心
ノ
柱ハ
シ
ラ、
又
内
陣
ノ
四
柱
ノ
料レ
ウ

ニ
、
人ニ
ン

夫
共

ニ
仰
付
テ
キ
ラ
セ
サ
セ
給
フ
ニ
、
打
立
ル
ヲ
ノ
マ
サ
カ
リ
、
ヲ
ト
リ
ノ

キ
〳
〵
立
返
テ
更
ニ
キ
ラ
レ
ス
、
諸
ノ
杣
人
目メ

闇ク

レ
、
鼻ハ

ナ

血
タ
リ
、
身

毛
弥ヨ

立タ

チ
、
心
身
迷メ

イ

惑ワ
ク

シ
侍
リ
ケ
レ
ハ
③

と
、
傍
線
③
の
よ
う
な
伐
採
の
た
た
り
と
も
言
え
る
現
象
が
お
き
る
。
そ
し

て
、
こ
れ
を
聞
い
た
聖
徳
太
子
は
「
彼
ノ
霊
木
ニ
向
テ
、
暫
ク
御
観
念
有
テ
、

既
ニ
彼
ノ
木
ヲ
切
リ
給
」
い
、
そ
れ
に
勇
気
づ
け
ら
れ
た
人
々
が
「
上
下

勇イ
サ
ミヲ
成
シ
テ
、
土
木
ノ
営
ミ
ヲ
仕
リ
侍
リ
キ
、
仍
チ
天
王
寺
建
立
ノ
材
木
、

速
ニ
其
ノ
功コ
ウ

ヲ
終
ヘ
侍
リ
ケ
リ
」
と
、
無
事
に
木
材
の
調
達
を
果
た
し
た
と

さ
れ
る
。

　

更
に
こ
の
後
、「
白
髪ハ
ツ

タ
ル
化
人
ノ
翁ナ

」
が
現
れ
「
不
審
」
を
抱
い
て
尋

ね
る
と
、
聖
徳
太
子
は
「
此
ノ
山
ノ
材
木
ヲ
取
テ
ハ
、
四
天
王
寺
ト
云
大
加
（
マ
マ
）

藍
ヲ
有
縁
ノ
霊
地
ニ
建
立
」
す
る
の
だ
と
答
え
る
場
面
が
続
く
の
だ
が
、
こ

れ
が
図
案
化
さ
れ
、
一
三
二
四
年
の
奥
書
を
持
つ
堂
本
本
絵
伝
を
は
じ
め
多

く
の
聖
徳
太
子
絵
伝
に
収
録
さ
れ
て
い
るｒ
。
ま
た
、『
聖
法
輪
蔵
』
と
成
立

時
期
の
近
い
『
聖
徳
太
子
内
因
曼
荼
羅ｓ
』
の
類
話
で
は
「
太
子
自
ラ
斧
ヲ
取

テ
切
倒
シ
テ
、
天
王
寺
ノ
塔
ノ
心
ノ
柱
ラ
等
ノ
数
ス
ノ
梁
材
ヲ
取ｔ
」
っ
た
と

も
さ
れ
て
い
る
。
以
上
が
、『
聖
法
輪
蔵
』
別
伝
の
四
天
王
寺
建
立
説
話
に

お
け
る
樹
木
伐
採
と
木
材
調
達
に
関
す
る
記
事
の
概
要
で
あ
る
。

四
　
樹
木
伐
採
と
木
材
調
達
説
話
の
背
景

　

次
に
、
前
節
で
見
た
樹
木
伐
採
と
木
材
調
達
説
話
の
背
景
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。
前
者
に
つ
い
て
は
中
国
に
も
様
々
な
説
話
が
あ
る
こ
と
が
知
ら

れ
て
お
りｕ
、
樹
木
伐
採
と
神
罰
と
い
う
構
図
は
六
国
史
な
ど
に
も
見
ら
れ

るｖ
。
寺
院
縁
起
に
つ
い
て
も
、
例
え
ば
『
今
昔
物
語
集
』
巻
一
一
・
二
二
に

は
、
仏
堂
を
造
る
た
め
槻
の
木
を
切
ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
人
々
が
死
ん
で

し
ま
っ
た
の
で
、
中
臣
祭
文
を
読
ん
で
怒
り
を
静
め
伐
採
が
行
わ
れ
た
と
い

う
説
話
も
あ
るｗ
。

　

ま
た
、
木
材
調
達
に
つ
い
て
、
そ
の
運
搬
が
難
事
業
と
さ
れ
て
い
た
の
は
、

「
塔
幢
の
材
木
近
く
東
山
に
得
た
り
。
僧
等
今
月
十
九
日
よ
り
夫
と
与
に
曳

き
運
ぶ
。
木
は
大
き
に
力
は
劣
に
し
て
功
を
成
さ
む
こ
と
大
だ
難
しｘ
」（『
続

遍
照
発
揮
性
霊
集
補
闕
抄
』）
と
さ
れ
る
通
り
で
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
一
一
・

二
四
に
あ
る
久
米
仙
人
の
話
で
は
、「
大
中
小
ノ
若
干
ノ
材
木
」
が
「
南
ノ

山
辺
ナ
ル
杣
ヨ
リ
空
ヲ
飛
テ
、
都
ヲ
被
造
ル
所ｙ
」
に
至
る
奇
跡
が
あ
っ
た
と

さ
れ
、
そ
れ
以
外
に
も
、
薬
師
寺
南
大
門
天
井
の
木
材
を
吉
野
の
杣
か
ら
運

ん
だ
話
（
同
巻
一
二
・
二
〇
）
や
、
関
寺
建
立
の
た
め
に
木
を
運
ん
だ
牛
の
話
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（
同
巻
一
二
・
二
四
）、
鞍
馬
寺
建
立
の
た
め
大
工
や
木
こ
り
を
雇
っ
て
木
材
を

運
搬
さ
せ
た
話
（
同
巻
一
一
・
三
五
）
な
ど
が
あ
る
。

　

樹
木
伐
採
や
木
材
調
達
に
つ
い
て
は
、
素
戔
鳴
尊
が
ス
ギ
・
ヒ
ノ
キ
な
ど

の
用
途
を
示
し
た
と
い
う
『
日
本
書
紀
』
神
代
上
の
記
事
が
か
ね
て
よ
り
注

目
さ
れ
て
お
りｚ
、
ま
た
「
天
の
下
造
ら
し
し
大
神
の
命
、
天
の
御
飯
田
の
御

倉
を
、
造
り
給
は
む
林
を
、
覔
ぎ
巡
り
行
し
給
ひ
きあ
」（『
出
雲
国
風
土
記
』）

な
ど
も
あ
る
が
、
前
述
の
『
今
昔
物
語
集
』
を
含
め
、
寺
社
縁
起
で
そ
れ
が

語
ら
れ
る
例
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。『
四
天
王
寺
縁
起
』
で
も
木
材
調
達
と

い
う
要
素
は
な
く
、
中
世
に
な
っ
て
新
た
に
現
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

で
は
、『
聖
法
輪
蔵
』
別
伝
な
ど
各
種
中
世
聖
徳
太
子
伝
に
こ
の
説
話
が

付
加
さ
れ
た
背
景
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
端
的
に
、
中
世
に
お
い

て
建
築
資
材
た
り
う
る
木
材
の
入
手
が
困
難
と
な
っ
て
い
た
と
い
う
問
題
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
寺
院
建
設
や
遷
都
で
森
林
が
失
わ
れ
た
「
古
代
の

略
奪
期い
」
を
経
て
、
建
築
資
材
た
り
う
る
木
材
の
調
達
が
、
解
決
す
べ
き
課

題
と
し
て
浮
上
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
実
例
と
し
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
が
、
東
大
寺
再
建
に
関

連
す
る
諸
記
録
で
あ
る
。
一
一
八
〇
年
に
焼
失
し
た
東
大
寺
復
興
の
た
め
、

重
源
は
伊
賀
や
吉
野
な
ど
に
良
材
を
探
す
が
思
う
よ
う
に
ゆ
か
ず
、
遠
く
離

れ
た
周
防
国
に
ま
で
ヒ
ノ
キ
を
求
め
て
い
るう
。
後
代
の
編
纂
で
は
あ
る
が
、

東
大
寺
大
仏
再
建
の
い
き
さ
つ
を
記
す
『
東
大
寺
造
立
供
養
記
』
は
、
そ
の

様
子
を
「
大
材
有
り
と
い
え
ど
も
好
木
得
が
た
し
。
数
百
本
を
切
る
と
い
え

ど
も
纔
に
十
廿
本
を
得
」
る
の
み
と
し
、
そ
の
理
由
を
「
或
い
は
大
木
の
中

空
損
し
、
或
い
は
枝
節
多
き
難え
」
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
し
て
、
木
材
調
達
の

困
難
さ
を
訴
え
て
い
る
。
ま
た
、
先
に
『
今
昔
物
語
集
』
巻
一
二
・
二
四
の

木
材
を
運
ぶ
牛
の
話
を
紹
介
し
た
が
、『
東
大
寺
要
録
』
に
は
、「
寺
僧
の
相

伝
に
云
く
」
と
し
て
、
牛
が
木
材
運
搬
の
た
め
数
年
間
働
い
た
後
「
斃
死
」

し
た
と
い
う
話
が
あ
り
、
さ
ら
に
、
鑑
真
が
「
大
唐
崇
福
寺
大
殿
」
を
修
造

し
た
際
に
も
同
じ
よ
う
に
牛
が
木
材
を
運
搬
し
た
が
、
そ
れ
は
「
金
剛
の
変

じ
て
牛
と
為お
」
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
話
も
紹
介
し
て
い
る
。『
東
大
寺

縁
起
』
に
は
、
東
大
寺
再
建
に
あ
た
り
良
弁
が
「
千
手
の
法か
」
を
使
っ
て
運

河
を
開
削
し
木
材
を
運
ん
だ
と
い
う
話
が
あ
り
、
そ
れ
が
『
笠
置
寺
縁
起
』

に
も
収
録
さ
れ
て
い
るが
。

　

木
材
調
達
と
そ
れ
に
伴
う
奇
跡
を
記
す
事
例
は
こ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な

い
。『
聖
法
輪
蔵
』
の
成
立
よ
り
少
し
時
代
は
下
る
も
の
の
、『
太
平
記
』
は
、

一
三
六
一
年
の
大
地
震
で
倒
壊
し
た
四
天
王
寺
金
堂
再
建
の
際
に
「
安
芸
・

周
防
・
紀
伊
国
の
杣
山
よ
り
大
木
を
取
ん
ず
る
事
」
を
企
図
し
た
の
だ
が
、

「
一
二
年
の
間
に
は
道
行
き
が
た
し
」
と
あ
き
ら
め
か
け
て
い
た
と
こ
ろ

「
六
、
七
丈
な
る
冠
木
三
百
本
」
が
「
難
波
の
浦
に
流
れ
寄
」
せ
る
「
希
代

の
奇
特き
」
が
あ
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。『
真
如
堂
縁
起
』（
一
五
二
四
年
）
巻

上
に
は
、
夢
に
「
老
僧
」
が
現
れ
「
神
楽
岡
の
辺
に
長
尺
余
の
檜
木
千
本
、

一
夜
の
中
に
生
ひ
た
る
所
あ
る
べ
し
」
と
述
べ
た
と
こ
ろ
「
日
比
も
み
ぬ
檜

木
生
ひ
出
で
た
る
事
歴
然
な
りぎ
」
と
い
う
奇
跡
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い

る
。
寺
院
建
築
に
欠
か
せ
な
い
ヒ
ノ
キ
が
そ
の
場
に
生
え
て
き
た
と
い
う
の

だ
。
近
世
初
期
と
お
ぼ
し
き
近
江
の
地
誌
『
淡
海
温
故
録
』「
池
原
延
暦
寺

（
＊
息
障
寺
）」
条
に
は
、
最
澄
が
「
叡
山
開
基
ノ
前
」
に
「
此
杣
山
ニ
入
材

木
ヲ
求
」
め
た
際
、
そ
の
地
の
「
大
蛇
」
が
邪
魔
を
し
て
い
た
の
で
「
禁
龍

ノ
法
」
を
修
し
て
そ
れ
を
退
け
、
更
に
「
深
密
ノ
加
持
ヲ
修
行
」
し
て
水
路

を
確
保
し
「
伐
出
シ
タ
ル
材
木
」
を
運
ば
せ
「
根
本
中
堂
ヲ
建
立く
」
し
た
と
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も
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
記
事
に
宗
教
的
寓
意
か
ら
の
誇
張
を
見
る
の
は
た
や
す
い
が
、

そ
の
背
景
に
は
、
や
は
り
木
材
調
達
が
困
難
に
な
っ
て
い
た
現
実
が
透
け
て

見
え
る
。
聖
徳
太
子
の
木
材
調
達
説
話
も
同
様
だ
。
得
難
い
か
ら
こ
そ
、
そ

れ
を
も
た
ら
し
た
奇
跡
が
称
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

五
　
自
然
景
観
と
樹
木
伐
採

　

前
節
で
は
、
寺
院
建
築
を
支
え
る
木
材
調
達
の

難
し
さ
を
見
て
き
た
が
、
そ
も
そ
も
樹
木
を
め
ぐ

る
当
時
の
景
観
を
ど
の
よ
う
に
想
像
す
れ
ば
い
い

の
だ
ろ
う
。
む
ろ
ん
、
そ
の
状
態
が
千
差
万
別
で

あ
っ
た
と
い
う
の
は
当
然
の
前
提
と
し
て
、
平
安

時
代
の
絵
画
、
例
え
ば
「
そ
の
い
く
つ
か
は
宇
治
周
辺
の
特
定
の
地
名
と
明

ら
か
に
結
びぐ
」
つ
い
て
い
た
平
等
院
鳳
凰
堂
扉
絵
（
図
１け
）
や
、『
信
貴
山
縁

起
絵
巻
』（
図
２げ
）
を
見
て
み
る
と
、
鬱
蒼
と
し
た
樹
木
に
覆
わ
れ
る
現
在

の
山
野
と
は
全
く
異
な
る
景
観
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
写
真
１

は
現
在
の
信
貴
山こ
）。
む
ろ
ん
、
こ
れ
ら
は
絵
画
的
な
技
法
に
従
っ
た
可
能
性

も
あ
り
実
景
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
描
こ
う
と
し
て

い
る
景
観
は
現
在
の
我
々
が
目
に
す
る
も
の
と
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。
と

図２

写真１

図１
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い
う
よ
り
、
第
二
節
で
も
触
れ
た
古
写
真
に
写
る
景
観
の
方
が
近
い
よ
う
に

も
思
え
るご
。

　

ま
た
、
中
世
に
数
多
く
製
作
さ
れ
て
い
た
全
国
各
地
の
荘
園
絵
図
を
見
て

も
、
葛
川
絵
図
や
高
山
寺
絵
図
な
ど
一
部
の
例
を
除
く
と
「
絵
図
全
面
に
わ

た
っ
て
樹
林
が
描
か
れ
る
こ
と
は
ま
れさ
」
で
、
は
げ
山
に
見
え
る
よ
う
な
表

現
も
少
な
く
な
い
。
む
ろ
ん
、
荘
園
絵
図
の
表
現
自
体
は
意
図
的
な
誇
張
や

省
略
を
含
み
こ
ん
で
い
る
と
の
前
提
で
見
る
必
要
が
あ
る
しざ
、
境
界
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
樹
木
を
省
略
し
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
う
し

た
点
を
割
り
引
い
て
も
、
現
代
の
よ
う
な
鬱
蒼
と
し
た
樹
木
を
前
に
し
て
あ

え
て
そ
れ
を
描
か
な
か
っ
た
と
考
え
る
に
は
、
貧
弱
な
表
現
が
目
立
つ
。

　

ち
な
み
に
、
中
世
の
文
書
を
検
索
し
て
い
く
と
、
山
野
の
開
発
と
そ
れ
に

伴
う
樹
木
伐
採
の
様
子
を
記
し
た
記
録
が
数
多
く
現
れ
るし
。
例
え
ば
、
永
承

元
年
（
一
〇
四
六
）
十
二
月
の
「
宣
旨
案
」
に
「
河
内
国
誉
田
山
陵
の
四
至

内
は
、
狩
猟
并
に
樹
木
を
伐
る
こ
と
を
停
止じ
」（
石
清
水
八
幡
宮
文
書
目
録
）

す
べ
し
と
あ
る
が
、
こ
う
し
た
禁
令
は
各
地
で
繰
り
返
し
出
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
被
害
に
つ
い
て
は
「
山
野
を
焼
く
の
余
炎
、
堂
舎
に
近
く
し
て
恐
れ
多

しす
」（
高
野
山
制
条
、
一
二
三
九
年
）
と
い
っ
た
焼
畑
に
よ
る
森
林
破
壊
も
含
ま

れ
て
い
た
。
記
録
の
多
く
は
寺
社
領
に
関
す
る
も
の
だ
が
、
彼
ら
が
恐
れ
た

の
は
「
材
木
悉
く
炭
薪
の
為
に
伐
り
尽
く
」
さ
れ
、
そ
こ
が
「
荒
廃
の
地ず
」

（
近
江
葛
川
常
住
并
住
人
等
申
状
案
、
一
二
六
九
年
）
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
地
域
に
よ
っ
て
は
「
後
山
の
林
木
は
こ
れ
を
切
り
尽
く
すせ
」（
近
江
伊
香

立
荘
官
百
姓
等
申
状
案
、
一
二
六
九
年
）
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
と
も
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
は
、
先
に
見
た
『
聖
法
輪
蔵
』「
六
角
堂
最
初
建
立
事
」
で
、「
彼
山

ニ
廿
余
箇
所
ニ
木コ

屋ヤ

仮カ
リ

屋ヤ

ヲ
造
リ
、
上
下
乱
入
シ
テ
、
我
ハ
劣
ラ
ス
シ
テ
材

木
ヲ
取
リ
侍
リ
ケ
リ
」
と
描
写
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
も
対
応
す
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
事
例
は
、「
中
世
成
立
期
に
は
荒
野
と
並
ぶ
中
世
的
開
発
対
象
地
」

と
さ
れ
「
天
然
樹
林
の
う
っ
そ
う
と
生
茂
っ
た
山
地
」
で
あ
っ
た
「
黒
山
」

が
、
焼
畑
や
伐
木
を
含
む
「
多
面
的
な
山
地
の
利
用
＝
開
発ぜ
」
の
対
象
と

な
っ
て
い
た
様
相
の
一
端
を
う
か
が
わ
せ
る
。

　

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
う
い
っ
た
樹
木
伐
採
の
禁
令
に
つ
い
て
、

し
ば
し
ば
「
伐
木
と
殺
生
」
を
セ
ッ
ト
で
「
停
止そ
」（
左
大
臣
〔
近
衛
家
平
〕

家
政
所
下
文
、
一
三
一
二
年
）
す
る
と
い
う
文
言
が
挟
み
こ
ま
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
草
木
成
仏
、
つ
ま
り
草
木
に
生
命
が
あ
る
か
と
い
う
問

題
か
ら
も
議
論
さ
れ
て
い
る
がぞ
、
樹
木
伐
採
を
咎
め
る
方
便
と
し
て
「
甚
だ

以
て
罪
業
な
りた
」（
六
波
羅
下
知
状
、
一
二
五
五
年
）、「
頗
る
罪
業
の
基
な
りだ
」

（
禅
慶
申
状
、
一
三
一
一
年
）
と
い
っ
た
仏
教
的
な
価
値
観
を
持
ち
出
す
こ
と

で
、
開
発
に
制
限
を
か
け
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
こ
れ
も
伐
採
に
対
し
て
効
果
が
あ
っ
た
の
か
は
疑
問
だ
。
西
明

寺
（
近
江
国
蒲
生
郡
）
の
訴
え
に
よ
れ
ば
、「
寺
領
の
山
林
、
昔
は
霊
木
茂
滋

た
り
と
雖
も
伐
採
の
者
な
し
。
近
代
麓
よ
り
伐
り
昇
る
の
間
、
四
至
内
の
霊

木
、
大
略
こ
れ
を
伐
り
尽
く
す
」
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た
た
め
、「
上
宮
王
、

殊
に
禁
制
の
事
」
あ
り
と
し
て
聖
徳
太
子
を
持
ち
出
し
、「
霊
木
を
伐
採
す

べ
か
ら
ざ
るち
」（
関
白
〔
鷹
司
基
忠
〕
家
政
所
下
文
写
、
一
二
七
三
年
）
こ
と
を
願

い
出
て
い
る
。
し
か
し
、
寺
院
側
の
思
惑
と
は
う
ら
は
ら
に
、
近
隣
住
民
た

ち
は
「
自
由
に
動
物
を
狩
り
、
樹
木
を
伐
採
し
て
い
たぢ
」
よ
う
で
あ
る
。

　

ま
た
、
勝
尾
寺
で
は
、
一
二
二
〇
年
代
の
終
わ
り
頃
か
ら
「
山
下
の
辺
民
、

国
中
の
悪
党
等
、
或
は
寺
領
に
濫
入つ
」（
太
政
官
牒
、
一
二
三
〇
年
）
し
、「
殺

生
と
伐
木づ
」（
太
政
官
牒
、
一
二
九
四
年
）
を
繰
り
返
し
て
い
た
こ
と
が
、
文
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書
や
縁
起
を
通
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
るて
。
勝
尾
寺
縁
起
は
『
聖
法
輪
蔵
』
別

伝
の
類
話
を
の
せ
る
慶
應
義
塾
図
書
館
蔵
本
や
勧
修
寺
蔵
本
に
引
用
さ
れ
る

こ
と
で
も
注
目
さ
れ
て
お
りで
、
一
一
八
四
年
に
焼
失
し
た
勝
尾
寺
再
建
に
際

し
て
は
、
一
一
八
六
年
に
「
天
王
寺
よ
り
檜
皮
大
工
十
一
人と
」（
勝
尾
寺
再
建

記
録
）
も
参
加
し
た
と
あ
る
な
ど
、
四
天
王
寺
と
の
関
係
も
う
か
が
え
る
。

た
だ
、
こ
れ
が
聖
徳
太
子
の
木
材
調
達
説
話
と
直
接
関
わ
る
か
は
不
明
で
、

特
定
の
場
所
と
い
う
よ
り
は
、
同
じ
よ
う
な
樹
木
伐
採
に
よ
る
軋
轢
が
各
地

で
発
生
し
て
お
り
、
そ
れ
が
こ
の
説
話
の
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
る
方
が
自

然
で
あ
ろ
う
。

　

む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
伐
採
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
裏

を
返
せ
ば
樹
木
が
あ
る
程
度
生
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
繰
り
返

さ
れ
る
禁
令
は
森
林
を
保
護
す
る
運
動
で
も
あ
り
、
里
山
と
し
て
守
ら
れ
て

い
た
空
間
が
あ
っ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
るど
。
謡
曲
『
采
女
』
で
は
、

シ
テ
の
女
性
が
春
日
大
社
の
縁
起
を
僧
に
語
る
場
面
が
あ
り
、
背
後
の
御
蓋

山
は
「
も
と
は
端
山
の
蔭
浅
く
、
木
蔭
一
つ
も
な
か
り
し
」
と
す
る
が
、
藤

原
氏
の
「
氏
人
寄
り
て
植
ゑ
し
木
」
の
成
長
で
「
ほ
ど
な
く
か
や
う
に
深

山な
」
に
な
っ
た
と
い
うに
。
中
世
に
数
多
く
制
作
さ
れ
た
『
春
日
曼
荼
羅
』
を

見
る
と
、
神
社
の
後
方
に
は
樹
木
が
び
っ
し
り
描
き
こ
ま
れ
て
い
る
が
、
こ

れ
は
荘
園
絵
図
で
「
山
体
を
樹
木
で
覆
う
表
現
が
社
寺
結
界
の
聖
域
を
指
示

す
る
際
の
表
現ぬ
」
で
あ
る
点
と
も
呼
応
す
るね
。
本
稿
で
は
樹
木
伐
採
に
焦
点

を
あ
て
て
き
た
が
、
実
景
か
否
か
を
言
い
出
す
と
き
り
が
な
く
、
場
所
に

よ
っ
て
も
差
異
は
大
き
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

六
　
お
わ
り
に

　

我
々
は
、
現
代
の
自
然
景
観
に
つ
い
て
、
ま
さ
に
自
か
ら
然
り
と
い
う
意

味
で
以
前
か
ら
同
じ
も
の
と
考
え
が
ち
で
あ
り
、
山
は
樹
木
で
覆
わ
れ
て
い

る
も
の
だ
と
い
う
「
既
成
概
念
を
く
つ
が
え
すの
」
の
は
非
常
に
難
し
い
。
い

わ
ゆ
る
、
か
つ
て
は
「
眼
を
上
げ
れ
ば
、
四
季
の
変
化
を
体
現
し
て
い
る
森

林
や
森
林
で
お
お
わ
れ
た
山
が
真
近
に
せ
ま
っ
て
い
たは
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
背
後
に
「
日
本
文
化
の
起
源
や
形
成
を
考
え
る
に

当
っ
て
、
一
つ
の
有
力
な
学
説ば
」
と
な
っ
た
照
葉
樹
林
文
化
論
の
影
響
を
見

る
の
は
た
や
す
い
。
照
葉
樹
と
は
「
カ
シ
だ
と
か
ク
ス
ノ
キ
だ
と
か
、
ツ
バ

キ
、
モ
チ
ノ
キ
、
サ
ザ
ン
カ
な
ど
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
く
知
っ
て
い
るぱ
」
常
緑

広
葉
樹
を
さ
す
が
、「
日
本
は
照
葉
樹
林
の
本
場ひ
」
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、

そ
こ
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
景
観
は
、
濃
い
緑
に
包
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。

　

し
か
し
、
古
典
に
お
け
る
自
然
描
写
の
量
的
・
質
的
な
豊
富
さ
を
考
え
る

と
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
呪
縛
に
は
よ
ほ
ど
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
過

去
の
日
本
の
景
観
を
具
体
的
な
姿
に
落
と
し
込
む
際
の
足
か
せ
と
も
な
り
う

る
か
ら
だ
。

　

本
稿
を
終
え
る
に
あ
た
り
、
こ
の
イ
メ
ー
ジ
の
呪
縛
に
ま
つ
わ
る
問
題
と

関
連
し
て
言
及
し
て
お
き
た
い
の
が
、
映
画
『
も
の
の
け
姫
』
で
あ
る
。「
む

か
し
、
こ
の
国
は
深
い
森
に
お
お
わ
れ
、
そ
こ
に
は
太
古
か
ら
の
神
々
が
す

ん
で
い
た
」
と
い
う
テ
ロ
ッ
プ
と
と
も
に
、
緑
に
覆
わ
れ
た
山
々
の
俯
瞰
か

ら
始
ま
る
こ
の
映
画
が
、
照
葉
樹
林
文
化
論
に
刺
激
を
受
け
て
生
ま
れ
こ
と

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
るび
。
日
本
の
中
世
を
舞
台
と
し
て
、
人
間
が
自
然
を
開
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発
す
る
こ
と
の
是
非
を
テ
ー
マ
の
一
つ
に
据
え
た
作
品
で
あ
る
。

　

監
督
の
宮
崎
駿
は
、
こ
の
映
画
製
作
が
始
ま
っ
た
頃
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

で
、
人
間
に
よ
る
自
然
破
壊
が
始
ま
っ
た
の
は
産
業
革
命
以
後
で
は
な
く

「
農
耕
を
発
明
し
た
途
端
に
、
は
げ
し
く
自
然
を
収
奪
し
は
じ
め
たぴ
」
と
述

べ
、
ク
ラ
イ
ブ
・
ポ
ン
テ
ィ
ン
グ
『
緑
の
世
界
史
』
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
イ
ー

ス
タ
ー
島
の
話
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
木
を
切
り
尽
く
し
て
し

ま
っ
た
た
め
に
船
が
作
れ
な
く
な
り
、
巨
大
な
石
像
と
と
も
に
「
他
の
世
界

か
ら
ほ
と
ん
ど
完
全
に
隔
絶ふ
」
さ
れ
た
状
態
に
追
い
込
ま
れ
た
島
民
の
姿
が

描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
必
須
の
資
源
を
完
全
に
枯
渇
さ
せ
る
ま
で

消
費
し
続
けぶ
」
る
こ
と
へ
の
警
鐘
で
あ
り
、『
も
の
の
け
姫
』
が
訴
え
る
の

も
、
こ
の
よ
う
な
人
間
に
よ
る
自
然
破
壊
で
あ
る
の
は
明
ら
か
だ
（
イ
ー
ス

タ
ー
島
の
事
例
が
ど
こ
ま
で
事
実
か
に
つ
い
て
は
議
論
も
あ
る
が
、
今
は
措
くぷ
）。

　

し
か
し
、
実
際
の
映
像
は
見
る
者
を
困
惑
さ
せ
る
。
映
画
に
登
場
す
る
エ

ボ
シ
と
呼
ば
れ
る
女
性
の
率
い
る
集
落
は
、
巨
大
な
木
を
連
ね
る
防
護
柵
に

囲
ま
れ
た
要
塞
と
し
て
描
か
れ
、
そ
の
内
部
で
は
製
鉄
の
た
め
燃
え
さ
か
る

タ
タ
ラ
が
登
場
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
要
塞
の
近
く
に
は
、
照
葉
樹
林
と
思

わ
れ
る
広
大
な
樹
海
が
広
が
っ
て
い
る
。
だ
が
、
要
塞
の
た
め
の
巨
木
は
ど

こ
か
ら
伐
り
出
し
、
タ
タ
ラ
は
何
に
よ
っ
て
燃
え
さ
か
っ
て
い
る
の
か
。
中

世
後
半
に
な
っ
て
タ
タ
ラ
製
鉄
が
盛
ん
に
な
っ
た
中
国
地
方
の
森
林
で
は
、

近
代
に
入
る
ま
で
「
強
度
の
利
用
圧
に
さ
ら
さ
れ
て
荒
廃
」
が
進
み
、
窯
業

が
盛
ん
だ
っ
た
地
域
で
も
山
林
は
著
し
く
劣
化
し
て
い
たへ
。
イ
ー
ス
タ
ー
島

の
逸
話
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
周
辺
は
鬱
蒼
と
し
た
樹
海
で
は
な
く
、

『
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』
が
描
く
よ
う
な
殺
伐
と
し
た
山
野
で
は
な
か
っ
た
の

か
（
映
像
で
は
樹
木
の
な
い
高
地
や
草
原
も
登
場
す
る
し
、
物
語
展
開
上
の
都
合
も
あ

る
の
で
、
無
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
）。
こ
の
こ
と
は
、

過
去
の
自
然
景
観
を
描
き
出
す
こ
と
の
難
し
さ
を
改
め
て
教
え
て
く
れ
る
。

注（
１

）　
『
四
天
王
寺
縁
起
』
の
成
立
は
、
榊
原
史
子
『
四
天
王
寺
縁
起
の
研
究
│
│

聖
徳
太
子
の
縁
起
と
そ
の
周
辺
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
が
詳
細
に
考

証
す
る
。

（
２

）　

同
書
は
『
正
法
輪
蔵
』
と
も
表
記
さ
れ
、
阿
部
隆
一
「
室
町
以
前
成
立
聖
徳

太
子
伝
記
類
書
誌
」（
聖
徳
太
子
研
究
会
編
『
聖
徳
太
子
論
集
』
平
楽
寺
書
店
、

一
九
七
一
年
）
が
基
礎
的
な
伝
本
整
理
を
行
っ
て
お
り
、
阿
部
泰
郎
「
中
世
聖

徳
太
子
伝
『
正
法
輪
蔵
』
別
伝
に
お
け
る
四
天
王
寺
縁
起
│
│
勧
修
寺
大
経
蔵

本
『
正
法
輪
蔵
』
解
題
・
翻
刻
」（『
勧
修
寺
論
輯
』
三
・
四
、
二
〇
〇
六
年
）

が
先
行
研
究
な
ど
も
含
め
詳
し
い
紹
介
を
行
っ
て
い
る
。

（
３

）　

橋
本
正
俊
「
中
世
六
角
堂
縁
起
異
説
」（『
国
語
国
文
』
七
五
・
五
、
二
〇
〇

六
年
）、
同
「
六
角
堂
縁
起
の
展
開
と
太
子
伝
」（『
巡
礼
記
研
究
』
三
、
二
〇

〇
六
年
）。

（
４

）　

本
稿
（
特
に
第
三
節
）
の
骨
子
と
な
る
内
容
は
「
聖
徳
太
子
伝
の
「
木
」
に

関
す
る
説
話
」（
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
に
お
け
る
日
本
語
教

育
と
日
本
研
究
』
ハ
ノ
イ
大
学
、
二
〇
一
八
年
）
と
し
て
口
頭
発
表
し
た
も
の

で
あ
る
。

（
５

）　

西
岡
常
一
『
木
に
学
べ
│
│
法
隆
寺
・
薬
師
寺
の
美
』（
小
学
館
、
一
九
八

八
年
、
一
二
〜
三
頁
）。

（
６

）　

以
上
、
小
原
二
郎
『
日
本
人
と
木
の
文
化
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
四
年
、

一
九
四
頁
）。

（
７

）　

原
田
洋
・
井
上
智
『
植
生
景
観
史
入
門
』（
東
海
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
、

二
六
頁
）。

（
８

）　

原
田
・
井
上
同
前
掲
注（
７

）五
頁
。

（
９

）　

以
上
、
千
葉
徳
爾
『
増
補
改
訂
は
げ
山
の
研
究
』（
そ
し
え
て
、
一
九
九
一
年
、

四
一
頁
）。

（
10
）　

以
上
、
藤
田
佳
久
「
林
野
利
用
の
変
化
」（
西
川
治
監
修
『
ア
ト
ラ
ス
日
本
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列
島
の
環
境
変
化
』
朝
倉
書
店
、
一
九
九
五
年
、
七
五
、
七
七
頁
）。

（
11
）　

太
田
猛
彦
『
森
林
飽
和
│
│
国
土
の
変
貌
を
考
え
る
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
、
二

〇
一
二
年
、
五
頁
）。

（
12
）　

以
上
、
田
中
淳
夫
『
森
と
日
本
人
の
１

５

０

０

年
』（
平
凡
社
、
二
〇
一
四
年
、

三
五
頁
）。
ま
た
、『
日
本
人
は
ど
の
よ
う
に
森
を
つ
く
っ
て
き
た
の
か
』（
築

地
書
館
、
一
九
九
八
年
）
の
著
者
コ
ン
ラ
ッ
ド
・
タ
ッ
ト
マ
ン
は
、
一
九
五
四

年
に
来
日
し
た
際
の
印
象
を
「
ほ
と
ん
ど
樹
木
の
な
い
場
所
や
低
木
地
が
山
腹

に
広
が
り
、
そ
れ
が
隣
接
す
る
造
林
地
と
鋭
い
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
な
し
て
い

た
」（
同
一
四
頁
）
と
記
し
て
い
る
。

（
13
）　

富
山
和
子
『
水
と
緑
と
土
│
│
伝
統
を
捨
て
た
社
会
の
行
方
』（
中
央
公
論

社
、
一
九
七
四
年
、
一
二
七
頁
）。

（
14
）　

小
林
茂
・
宗
健
郎
「
環
境
史
か
ら
見
た
日
本
の
森
林
│
│
森
林
言
説
を
検
証

す
る
」（
池
谷
和
信
編
『
地
球
環
境
史
か
ら
の
問
い
│
│
ヒ
ト
と
自
然
の
共
生

と
は
何
か
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
年
、
一
七
〇
頁
）。

（
15
）　

田
中
淳
夫
『
獣
害
列
島
│
│
増
え
す
ぎ
た
日
本
の
野
生
動
物
た
ち
』（
イ
ー

ス
ト
・
プ
レ
ス
、
二
〇
二
〇
年
）。

（
16
）　

太
田
同
前
掲
注（
11
）五
〜
六
頁
。

（
17
）　
『
国
民
性
十
論
』（
富
山
房
、
一
九
〇
八
年
、
九
一
頁
）。

（
18
）　

小
峯
和
明
「
南
方
熊
楠
と
熊
野
世
界
」（『
環
境
と
い
う
視
座
│
│
日
本
文
学

と
エ
コ
ク
リ
テ
ィ
シ
ズ
ム
（
ア
ジ
ア
遊
学
１

４

３

）』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一

年
）
は
、
熊
野
三
山
の
荒
廃
に
つ
い
て
述
べ
る
。

（
19
）　

オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
・
篠
田
勝
英
訳
『
日
本
の
風
景
・
西
洋
の
景
観
そ

し
て
造
形
の
時
代
』（
講
談
社
、
一
九
九
〇
年
、
一
一
頁
）。

（
20
）　

以
上
、
太
田
同
前
掲
注（
11
）五
〇
頁
。

（
21
）　

塚
田
松
雄
『
花
粉
は
語
る
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
九
二
頁
）。

（
22
）　

川
村
晃
生
「
和
歌
か
ら
〈
焼
畑
〉
を
考
え
る
」（『
藝
文
研
究
』
九
一
・
一
、

二
〇
〇
六
年
）。

（
23
）　

辻
誠
一
郎
「
植
物
相
か
ら
み
た
三
内
丸
山
遺
跡
」（『
青
森
県
埋
蔵
文
化
財
調

査
報
告
書
第
２

０

５

集
三
内
丸
山
遺
跡
Ⅵ
』
一
九
九
六
年
）。

（
24
）　

岡
田
康
博
「
巨
大
な
遺
構
」（『
遙
か
な
る
縄
文
の
声
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、

二
〇
〇
〇
年
）。

（
25
）　

例
え
ば
、
登
呂
遺
跡
で
は
大
量
の
板
が
使
わ
れ
た
遺
構
が
発
見
さ
れ
て
い
る

（
森
豊
『「
登
呂
」
の
記
録
』
講
談
社
、
一
九
六
九
年
、
一
六
六
頁
）。

（
26
）　

西
田
正
規
「
須
恵
器
生
産
の
燃
料
に
つ
い
て
」（『
大
阪
府
文
化
財
調
査
報
告

書
第
三
〇
輯　

陶
邑
Ⅲ
本
文
編
』
大
阪
府
教
育
委
員
会
、
一
九
七
八
年
）、
日

下
雅
義
他
「
泉
北
丘
陵
お
よ
び
周
辺
部
の
地
理
的
環
境
と
遺
跡
の
立
地
」（『
大

阪
府
文
化
財
調
査
報
告
書
第
三
三
輯　

陶
邑
Ⅴ
』
大
阪
府
教
育
委
員
会
、
一
九

八
〇
年
）。

（
27
）　

柴
田
常
恵
『
ヒ
ノ
キ
分
布
考
』（
帝
国
林
野
局
、
一
九
三
七
年
、
四
四
頁
）。

（
28
）　

以
上
、
鳥
羽
正
雄
『
日
本
林
業
史
』（
雄
山
閣
、
一
九
四
一
年
、
四
一
頁
）。

（
29
）　

柴
田
同
前
掲
注（
27
）六
〇
〜
一
頁
、
小
原
同
前
掲
注（
６

）一
九
六
〜
八
頁
、

丸
山
岩
三
「
奈
良
時
代
の
奈
良
盆
地
と
そ
の
周
辺
諸
国
の
森
林
状
態
の
変
化

（
Ⅸ
）」（『
水
利
科
学
』
三
八
、
一
九
九
四
年
）
な
ど
。

（
30
）　

川
村
晃
生
『
日
本
文
学
か
ら
「
自
然
」
を
読
む
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
四
年
、

一
一
〇
頁
）。
ま
た
同
「「
松
原
」
の
成
立
」（
和
歌
文
学
会
論
集
編
集
委
員
会

編
『
歌
わ
れ
た
風
景
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
〇
年
）
で
も
環
境
と
和
歌
の
松
の

問
題
を
論
じ
る
。

（
31
）　

只
木
良
也
『
新
版　

森
と
人
間
の
文
化
史
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
二
〇

一
〇
年
、
六
七
〜
九
頁
）。

（
32
）　

以
上
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
今
和
歌
集
』（
小
学
館
、
一
九
八
四
年
、

二
六
六
、
三
五
四
頁
）。

（
33
）　

矢
野
義
男
「
所
謂
大
同
元
年
砂
防
起
源
説
に
つ
い
て
」（『
新
砂
防
』
一
二
〇
、

一
九
八
一
年
）、
丸
山
岩
三
「
奈
良
時
代
の
奈
良
盆
地
と
そ
の
周
辺
諸
国
の
森

林
状
態
の
変
化
（
Ⅶ
）」（『
水
利
科
学
』
三
七
・
五
、
一
九
九
三
年
）、
小
原
同

前
掲
注（
６

）一
九
〇
頁
な
ど
。
ま
た
、
和
歌
か
ら
の
分
析
に
は
、
川
村
晃
生
「
飛

鳥
川
の
淵
瀬
」（『
藝
文
研
究
』
七
七
、
一
九
九
九
年
）
が
あ
る
。

（
34
）　

水
野
章
二
「
原
「
里
山
」
の
光
景
│
│
中
世
の
後
山
」（『
中
世
の
人
と
自
然

の
関
係
史
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
）、
同
「
和
歌
に
詠
ま
れ
た
平
安
末

期
の
里
山
空
間
」（『
里
山
の
成
立
│
│
中
世
の
環
境
と
資
源
』
岩
波
書
店
、
二

〇
一
五
年
）。
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（
35
）　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
万
葉
集
（
四
）』（
小
学
館
、
一
九
九
六
年
、
二

二
二
頁
）。

（
36
）　

市
川
秀
和
「
能
登
半
島
の
風
土
と
植
生
│
│
風
景
論
へ
の
一
つ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
」（『
福
井
大
学
地
域
環
境
研
究
教
育
セ
ン
タ
ー
研
究
紀
要
』
五
、
一
九
九
八

年
）。

（
37
）　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
新
古
今
和
歌
集
』（
小
学
館
、
一
九
九
五
年
、

六
九
頁
）。

（
38
）　

鈴
木
健
一
『
天
皇
と
和
歌
│
│
国
見
と
儀
礼
の
一
五
〇
〇
年
』（
講
談
社
、

二
〇
一
七
年
、
四
九
頁
）。

（
39
）　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
古
事
記
』（
小
学
館
、一
九
九
七
年
、三
四
七
頁
）。

（
40
）　

以
上
、
有
岡
利
幸
『
も
の
と
人
間
の
文
化
史
一
一
八
・
一
│
│
里
山
Ⅰ
』（
法

政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
四
年
、
二
〇
頁
）。

（
41
）　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
万
葉
集
（
一
）』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
、
二

四
頁
）。

（
42
）　

鈴
木
同
前
掲
注（
38
）三
八
頁
。

（
43
）　

同
前
掲
注（
39
）二
八
七
頁
。

（
44
）　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
（
三
）』（
小
学
館
、
一
九
九
八
年
、

三
七
頁
）。

（
45
）　

橋
本
同
前
掲
注（
３

）。
類
似
の
記
事
は
『
太
子
伝
古
今
目
録
抄
』『
上
宮
太

子
拾
遺
記
』『
聖
誉
抄
』
な
ど
に
も
見
え
る
。

（
46
）　

藤
田
経
世
編
『
校
刊
美
術
史
料
寺
院
篇
上
巻
』（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一

九
七
二
年
、
一
二
二
頁
）。
以
下
、
引
用
書
で
漢
文
体
の
も
の
（
部
分
を
含
む
）

は
訓
読
で
示
し
漢
字
は
新
字
体
と
し
た
。

（
47
）　

平
松
令
三
編
『
真
宗
史
料
集
成
第
四
巻
専
修
寺
・
諸
派
』（
同
朋
舎
、
一
九

八
二
年
、
五
四
五
頁
）。
漢
文
部
分
は
訓
読
し
て
い
る
た
め
文
字
の
相
対
的
な

大
き
さ
な
ど
一
部
表
記
を
改
め
た
（
以
下
同
）。

（
48
）　

以
下
、「
六
角
堂
最
初
建
立
事
」
の
引
用
は
平
松
同
前
掲
注（
47
）五
四
九
〜

五
一
頁
。

（
49
）　

水
野
章
二
「
中
世
の
後
山
」（
同
前
掲
注（
34
）二
〇
一
五
年
）。

（
50
）　
『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
に
見
え
る
菌
類
の
記
事
か
ら
「
ほ
ぼ
一
三
世
紀
こ
ろ

か
ら
京
都
盆
地
を
め
ぐ
る
丘
陵
地
が
原
生
林
相
か
ら
ア
カ
マ
ツ
林
へ
変
貌
（
千

葉
同
前
掲
注（
９

）一
〇
四
頁
）」
し
た
と
の
見
解
も
あ
る
。

（
51
）　

牧
野
和
夫
「
慶
應
義
塾
図
書
館
蔵
『
聖
徳
太
子
伝
正
法
輪
』
翻
印
並
び
に
解

説
」（『
東
横
国
文
学
』
一
六
、
一
九
八
四
年
、
九
九
頁
）。

（
52
）　

比
叡
山
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
橋
本
同
前
掲
注（
３

）「
六
角
堂
縁
起
の
展
開

と
太
子
伝
」
参
照
。

（
53
）　

橋
本
同
前
掲
注（
３

）「
六
角
堂
縁
起
の
展
開
と
太
子
伝
」
が
各
絵
伝
の
図
柄

の
考
察
を
行
う
。

（
54
）　

一
三
二
五
年
書
写
。
吉
原
浩
人
「
観
音
の
応
現
と
し
て
の
聖
徳
太
子
・
親
鸞

│
│
『
聖
徳
太
子
内
因
曼
陀
羅
』」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
五
四
・
一
〇
、

一
九
八
九
年
）
が
そ
の
概
要
を
示
す
。

（
55
）　

平
松
同
前
掲
注（
47
）四
二
七
頁
。

（
56
）　

北
條
勝
貴
「
山
と
森
の
文
化
史
│
│
山
林
に
て
、
虎
と
遭
う
」（
ハ
ル
オ
・

シ
ラ
ネ
編
『
東
ア
ジ
ア
文
学
講
座
４　

東
ア
ジ
ア
の
自
然
観
│
│
東
ア
ジ
ア
の

環
境
と
風
俗
』
文
学
通
信
、
二
〇
二
一
年
）。

（
57
）　

北
條
勝
貴
「
山
背
嵯
峨
野
の
基
層
信
仰
と
広
隆
寺
仏
教
の
発
生
│
│
古
代
的

心
性
に
お
け
る
治
水
と
樹
木
伐
採
」（『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
三
・
一
、
一

九
九
九
年
）、
同
「
伐
採
抵
抗
伝
承
・
伐
採
儀
礼
・
神
殺
し
│
│
開
発
の
正
当

化
／
相
対
化
」（
増
尾
伸
一
郎
・
工
藤
健
一
・
北
条
勝
貴
編
『
環
境
と
心
性
の

文
化
史　

下
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
58
）　

小
峯
和
明
「『
今
昔
物
語
集
』〈
樹
〉
の
風
景
」（
国
東
文
麿
編
『
中
世
説
話

と
そ
の
周
辺
』
明
治
書
院
、
一
九
八
七
年
、
七
四
頁
）、
瀬
田
勝
哉
「
巨
樹
を

伐
る
│
│
『
今
昔
物
語
集
』」（『
木
の
語
る
中
世
』
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
〇
年
、

一
〇
〜
三
頁
）。

（
59
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
三
教
指
帰
・
性
霊
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
年
、

三
九
三
〜
四
頁
）。

（
60
）　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
今
昔
物
語
集
（
一
）』（
小
学
館
、
一
九
九
九
年
、

一
一
六
頁
）。

（
61
）　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
日
本
書
紀
（
一
）』（
小
学
館
、
一
九
九
四
年
、

一
〇
〇
〜
一
頁
）。
柴
田
同
前
掲
注（
27
）四
三
頁
な
ど
、
諸
書
で
繰
り
返
し
言
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及
さ
れ
る
。

（
62
）　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
風
土
記
』（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
、
一
九
九

〜
二
〇
〇
頁
）。『
七
大
寺
巡
礼
私
記
』
大
安
寺
条
、『
醍
醐
寺
本
諸
寺
縁
起
集
』

高
野
寺
条
、『
護
国
寺
本
諸
寺
縁
起
集
』
多
武
峰
条
な
ど
に
も
木
材
調
達
記
事

が
あ
る
。

（
63
）　

コ
ン
ラ
ッ
ド
・
タ
ッ
ト
マ
ン
同
前
掲
注（
12
）第
一
章
の
表
題
に
よ
る
。

（
64
）　

丸
山
岩
三
「
奈
良
時
代
の
奈
良
盆
地
と
そ
の
周
辺
諸
国
の
森
林
状
態
の
変
化

（
Ⅹ
）」（『
水
利
科
学
』
三
八
│
六
、
一
九
九
五
年
）、
五
味
文
彦
「
源
平
交
代
」

「
周
防
・
京
・
鎌
倉
」（『
大
仏
再
建
│
│
中
世
民
衆
の
熱
狂
』
講
談
社
、
一
九

九
五
年
）
な
ど
。

（
65
）　

以
上
、『
大
日
本
仏
教
全
書
（
一
二
一
）』（
仏
書
刊
行
会
、
一
九
一
五
年
、

五
一
頁
）。

（
66
）　

以
上
、
筒
井
英
俊
校
訂
『
東
大
寺
要
録
』（
国
書
刊
行
会
、
一
九
七
一
年
、

四
三
〜
四
頁
）。

（
67
）　
『
続
群
書
類
従
』（
第
二
七
輯
ノ
上
、
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
二
六
年
、

五
一
九
頁
）。
本
文
注
記
で
は
文
明
一
四
（
一
四
八
二
年
）
成
立
。

（
68
）　

田
中
尚
子
「
笠
置
寺
縁
起
の
位
相
│
│
護
国
寺
本
『
諸
寺
縁
起
集
』
所
収
「
笠

置
寺
縁
起
」
を
中
心
に
」（『
国
文
学
研
究
』
一
三
一
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
69
）　

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
太
平
記
（
四
）』（
小
学
館
、
一
九
九
八
年
、
二

二
二
〜
三
頁
）。

（
70
）　

小
松
茂
美
編
『
続
々
絵
巻
大
成　

伝
記
・
縁
起
篇
５

』（
中
央
公
論
社
、
一

九
九
四
年
、
一
七
九
頁
）。

（
71
）　

滋
賀
県
地
方
史
研
究
家
連
絡
会
編
『
近
江
史
料
シ
リ
ー
ズ
（
２

）
淡
海
温
故

録
』（
滋
賀
県
地
方
史
研
究
家
連
絡
会
、
一
九
七
六
年
、
一
四
頁
）。
石
川
正
知

「
淡
海
温
故
録
に
つ
い
て
」（
同
）
は
、『
淡
海
温
故
録
』
の
成
立
を
貞
享
年
間

（
一
六
八
四
〜
八
八
）
頃
と
推
定
す
る
。『
叡
山
大
師
伝
』
や
『
続
日
本
後
紀
』

に
は
、
最
澄
が
豊
前
国
香
春
で
寺
を
建
て
読
経
を
し
た
と
こ
ろ
は
げ
山
に
草
木

が
生
え
た
と
い
う
逸
話
が
あ
る
。
佐
伯
有
清
『
伝
教
大
師
伝
の
研
究
』（
吉
川

弘
文
館
、
一
九
九
二
年
、
四
二
〇
〜
一
頁
）、
北
條
勝
貴
「
初
期
神
仏
習
合
と

自
然
環
境
│
│
〈
神
身
離
脱
〉
形
式
の
中
・
日
比
較
か
ら
」（
水
島
司
編
『
環

境
に
挑
む
歴
史
学
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年
、
一
四
一
〜
三
頁
）
参
照
。

（
72
）　

秋
山
光
和
編
『
平
等
院
大
観
第
三
巻
絵
画
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
、

一
二
頁
）。

（
73
）　

秋
山
同
前
掲
注（
72
）図
版
一
六
頁
「
復
元
現
扉
上
品
中
生
図
」
よ
り
作
図
。

（
74
）　
『「
国
宝
」
誕
生
百
十
周
年
記
念
◆
特
別
公
開　

国
宝
信
貴
山
縁
起
絵
巻
』（
北

國
新
聞
社
・
石
川
県
美
術
館
・
信
貴
山
総
本
山
朝
護
孫
子
寺
、
二
〇
〇
六
年
、

二
〇
頁
）
よ
り
作
図
。

（
75
）　

写
真
１

は
筆
者
撮
影
。

（
76
）　

原
田
・
井
上
同
前
掲
注（
７

）四
〜
三
〇
頁
に
明
治
大
正
時
代
の
様
々
な
古
写

真
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
77
）　

下
坂
守
・
長
谷
川
孝
治
・
吉
田
敏
弘
「
葛
川
絵
図
│
│
絵
図
研
究
法
の
例
解

の
た
め
に
」（
葛
川
絵
図
研
究
会
編
『
絵
図
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
（
上
）』（
地
人

書
房
、
一
九
八
八
年
、
八
八
頁
）。

（
78
）　

黒
田
日
出
男
『
姿
と
し
ぐ
さ
の
中
世
史
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
二
年
、
二
七

〇
〜
一
頁
）。

（
79
）　

水
野
章
二
「
荘
園
制
と
里
山
空
間
」（
同
前
掲
注（
34
）二
〇
一
五
年
）
な
ど
。

（
80
）　

以
上
、
竹
内
理
三
編
『
鎌
倉
遺
文
（
六
）』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
四
年
、

四
三
二
頁
）。

（
81
）　

竹
内
理
三
編
『
鎌
倉
遺
文
（
八
）』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
五
年
、
四
九
頁
）。

（
82
）　

竹
内
理
三
編
『
鎌
倉
遺
文
（
一
四
）』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
八
年
、
八
六

頁
）。

（
83
）　

竹
内
同
前
掲
注（
82
）七
九
頁
。

（
84
）　

以
上
、
黒
田
日
出
男
「「
荒
野
」
と
「
黒
山
」
│
│
中
世
の
開
発
と
自
然
」（『
境

界
の
中
世
象
徴
の
中
世
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
六
年
、
二
〇
〜
五
頁
）。

（
85
）　

以
上
、
竹
内
理
三
編
『
鎌
倉
遺
文
（
三
二
）』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
七
年
、

二
二
八
頁
）。

（
86
）　Fabio Ram

belli

「A
gainst T

ree Cutting: Environm
entalism

, Reli-
gion, and Ideology

」（『Buddhist M
ateriality: A

 Cultural H
istory of 

O
bjects in Japanese Buddhism

』Stanford U
niversity Press

、
二
〇

〇
七
年
）。
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（
87
）　

竹
内
理
三
編
『
鎌
倉
遺
文
（
一
一
）』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
六
年
、
八
二

頁
）。

（
88
）　

竹
内
同
前
掲
注（
85
）一
八
頁
。

（
89
）　

以
上
、
竹
内
理
三
編
『
鎌
倉
遺
文
（
一
五
）』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
八
年
、

七
七
〜
八
頁
）。

（
90
）　Fabio Ram

belli

同
前
掲
注（
86
）一
五
九
頁
。

（
91
）　

竹
内
同
前
掲
注（
80
）一
九
二
頁
。

（
92
）　

竹
内
理
三
編
『
鎌
倉
遺
文
（
二
四
）』（
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
三
年
、
一
四

六
頁
）。

（
93
）　

詳
細
は
「
寛
喜
の
山
境
相
論
」（
箕
面
市
史
編
集
委
員
会
編
『
箕
面
市
史

（
一
）』
箕
面
市
役
所
、
一
九
六
四
年
）
参
照
。

（
94
）　

阿
部
泰
郎
「
中
世
聖
徳
太
子
伝
『
正
法
輪
蔵
』
の
構
造
│
│
秘
事
口
伝
を
め

ぐ
り
て
」（
林
雅
彦
編
『
絵
解
き
│
│
研
究
と
資
料
』
三
弥
井
書
店
、
一
九
八

九
年
）。

（
95
）　

箕
面
市
史
編
集
委
員
会
編
『
箕
面
市
史
史
料
編
（
一
）』（
箕
面
市
役
所
、
一

九
六
八
年
、
二
五
頁
）。

（
96
）　

水
野
章
二
「
荘
園
制
と
里
山
空
間
」（
同
前
掲
注（
34
）二
〇
一
五
年
）
な
ど
。

（
97
）　

以
上
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
謡
曲
集
』（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
、

二
六
二
頁
）。

（
98
）　

松
村
和
歌
子
「
春
日
曼
荼
羅
に
見
え
る
聖
性
の
源
流
」（
根
津
美
術
館
学
芸

部
編
『
春
日
の
風
景
│
│
麗
し
き
聖
地
の
イ
メ
ー
ジ
』
根
津
美
術
館
、
二
〇
一

一
年
）。

（
99
）　

松
尾
容
孝
「
高
山
寺
絵
図
の
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
」（
葛
川
絵
図
研
究
会
編
『
絵

図
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
（
下
）』（
地
人
書
房
、
一
九
八
九
年
、
一
〇
頁
）。

（
100
）　

な
お
『
春
日
権
現
記
絵
』
で
は
、
最
後
に
神
木
が
枯
れ
る
場
面
も
登
場
す
る
。

（
101
）　

原
田
・
井
上
同
前
掲
注（
７

）三
頁
。

（
102
）　

樋
口
忠
彦
『
日
本
の
景
観
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
三
年
、
三
二
頁
。
初
版
：

春
秋
社
、
一
九
八
一
年
）。
同
書
に
は
「
弥
生
時
代
に
入
っ
て
大
規
模
な
森
林

の
伐
採
が
行
な
わ
れ
（
三
〇
頁
）」
た
と
の
記
述
も
あ
る
が
、
山
と
森
林
の
結

び
つ
い
た
イ
メ
ー
ジ
は
強
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
103
）　

佐
々
木
高
明
『
日
本
文
化
の
基
層
を
探
る
│
│
ナ
ラ
林
文
化
と
照
葉
樹
林
文

化
』（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
三
年
、
二
五
頁
）。

（
104
）　

上
山
春
平
編
『
照
葉
樹
林
文
化
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
六
九
年
、
六
六
頁
）。

（
105
）　

上
山
同
前
掲
注（
104
）七
三
頁
。

（
106
）　

叶
精
二
「
照
葉
樹
林
文
化
」（『
別
冊CO

M
IC BO

X

「
も
の
の
け
姫
」
を

読
み
解
く
』
ふ
ゅ
ー
じ
ょ
ん
ぷ
ろ
だ
く
と
、
一
九
九
七
年
）。

（
107
）　
『CO

M
IC BO

X

』（
九
八
、
ふ
ゅ
ー
じ
ょ
ん
ぷ
ろ
だ
く
と
、
一
九
九
五
年
、

一
一
頁
）。

（
108
）　

ク
ラ
イ
ブ
・
ポ
ン
テ
ィ
ン
グ
著
・
石
弘
之
、
京
都
大
学
環
境
史
研
究
会
訳
『
緑

の
世
界
史
（
上
）』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
四
年
、
一
七
頁
）。

（
109
）　

ク
ラ
イ
ブ
・
ポ
ン
テ
ィ
ン
グ
同
前
掲
注（
108
）一
八
頁
。

（
110
）　

ル
ト
ガ
ー
・
ブ
レ
グ
マ
ン
・
野
中
香
方
子
訳
「
イ
ー
ス
タ
ー
島
の
謎
」

（『H
um
ankaind

希
望
の
歴
史（
上
）　

人
類
が
善
き
未
来
を
つ
く
る
た
め
の
18

章
』
文
藝
春
秋
、
二
〇
二
一
年
）。

（
111
）　

太
田
同
前
掲
注（
11
）八
八
〜
九
四
頁
。


