
木
と
の
關
係
に
論
及
し
て
み
る
。
小
野
晃
嗣
氏
の
「
興
福
寺
鞭
座

の
研
究
」
は
、
寛
正
よ
り
文
明
年
間
に
至
る
頃
の
興
輻
寺
の
大
乗

院
一
乗
院
に
依
存
す
る
臨
座
の
分
析
に
主
力
を
注
ぎ
、
更
に
文
明

以
後
織
豊
畦
代
座
が
慶
止
さ
れ
る
に
至
る
迄
の
、
政
治
的
纒
濟
的

鍵
遷
に
伴
ふ
こ
れ
ら
座
衆
の
推
移
を
時
代
的
に
論
識
し
て
み
る
。

最
後
に
阿
部
眞
琴
氏
の
「
明
治
維
新
に
於
け
る
祉
寺
領
の
塵
分
」
は

先
づ
信
長
秀
吉
の
時
代
か
ら
江
戸
時
代
各
藩
に
行
は
れ
た
寺
院
領

劇
減
、
排
三
論
を
設
き
、
明
治
維
新
の
排
三
殿
繹
そ
れ
に
随
俘
せ

る
上
地
問
題
を
究
明
し
て
、
こ
Σ
に
も
亦
明
治
維
新
全
膿
の
持
つ

性
質
が
窺
は
れ
る
と
結
ん
で
み
る
。

　
以
上
五
篇
の
論
丈
を
麺
じ
て
、
そ
の
例
誼
の
繋
萬
に
於
て
、
撒

餌
的
統
計
的
研
究
に
於
て
殆
ん
ど
間
然
す
る
酷
な
き
程
詳
密
に
亙

っ
て
み
る
鮎
は
近
時
斯
界
の
動
向
を
示
す
も
の
で
あ
り
我
々
の
深

く
敬
服
す
る
所
で
あ
る
。
叉
五
篇
の
内
，
簿
月
、
中
村
、
小
野
三

氏
が
共
に
申
世
の
翼
福
寺
を
中
心
に
取
扱
っ
て
居
ら
る
事
は
、
偶

㎝
然
の
一
致
と
も
謀
士
へ
よ
・
り
．
か
、
叉
大
鷲
小
院
出
寸
三
一
庶
事
記
刊
行
の
膏
纈

義
を
深
か
ら
し
め
る
も
の
で
も
あ
ら
う
。

　
本
書
は
宗
教
復
興
の
角
笛
高
ら
か
に
鳴
の
渡
る
秋
、
宗
教
乃
至

　
　
　
　
紹
　
　
　
介

寺
院
の
本
質
理
解
に
謝
し
て
貢
献
せ
ん
爲
公
に
さ
れ
た
と
い
ふ
。

而
し
て
こ
の
書
に
よ
っ
て
寺
院
の
経
濟
的
複
声
的
方
面
は
深
く
深

く
下
げ
ら
れ
て
み
る
。
睡
我
々
は
望
蜀
の
誘
を
駈
れ
な
い
か
も
知

れ
ぬ
が
、
更
に
こ
の
寺
院
の
有
す
る
趾
蛮
的
論
難
的
側
爵
が
如
何

に
緊
密
に
本
法
の
宗
教
的
思
想
的
棚
瀬
と
關
無
し
て
る
る
か
を
究

明
し
て
欲
し
い
と
望
む
の
で
あ
る
。
（
菊
判
三
三
四
頁
“
東
京
三
敏
書

院
臨
書
、
定
懐
諸
君
八
二
銭
）
（
蒔
野
谷
）

○
朝
鮮
の
姓
名
氏
族
に
回
す
る
研
究
調
査

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
今
村
　
　
靹
著

、
朝
鮮
総
督
府
中
業
院
に
於
て
は
そ
の
事
業
の
一
と
し
て
夙
に
朝

鮮
蕪
來
の
風
俗
慣
習
の
溺
査
を
行
ひ
、
そ
の
業
績
は
「
朝
鮮
婚
姻

の
研
究
」
「
朝
鮮
入
の
親
族
範
園
」
等
の
書
と
な
っ
て
襲
に
幾
多
公

に
せ
ら
れ
て
る
る
が
、
此
度
刊
行
せ
ら
れ
た
標
記
の
書
は
專
ら
朝

鮮
の
姓
名
及
氏
族
に
請
す
る
諸
事
項
に
就
い
て
そ
の
現
駄
を
主
と

し
、
・
併
せ
て
そ
の
歴
史
的
沿
革
を
も
記
事
考
激
し
た
も
の
で
一
に

同
院
囑
託
今
村
靹
氏
の
筆
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

宙
愚
意
鮮
に
於
け
る
画
名
の
穗
呼
は
、
古
く
は
闘
有
の
命
名
法

　
　
　
　
　
　
第
二
十
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介

の
あ
っ
九
の
を
、
震
那
文
化
の
浸
潤
と
共
に
漸
く
そ
の
風
に
化
し

て
支
鮮
折
衷
の
も
の
と
な
り
、
後
更
に
殆
ど
全
く
の
支
那
式
に
ま

で
固
定
す
に
至
っ
た
の
で
あ
る
が
、
か
・
る
外
的
影
響
を
除
い
て

は
國
内
に
於
け
る
政
治
的
。
就
會
的
動
餓
に
よ
る
混
灘
の
比
較
的

稀
な
り
し
結
果
と
し
て
、
今
田
な
ほ
蕗
き
慣
習
の
遺
り
憾
は
る
も

の
が
多
い
。
例
へ
ば
「
名
あ
っ
て
氏
無
し
」
と
い
は
れ
た
一
般
庶
民

に
総
て
は
貴
族
士
班
に
於
け
る
が
如
く
加
冠
に
際
し
て
冠
名
を
命

け
る
こ
と
な
く
、
東
名
の
ま
・
を
呼
ぶ
を
普
通
と
し
た
の
で
、
そ

の
名
に
は
蕎
來
の
命
名
法
の
認
め
ら
れ
る
も
の
が
少
く
な
く
、
ま

た
他
方
貴
族
の
間
に
於
て
は
姓
を
以
て
一
種
の
澱
會
的
三
審
の
標

識
と
見
倣
す
と
こ
ろ
が
ら
永
く
之
を
改
め
す
、
幽
く
庶
民
の
姓
を

幸
す
る
に
至
っ
て
後
も
そ
の
種
類
は
限
ら
れ
て
み
て
我
國
内
地
に

於
け
る
が
如
く
、
自
由
に
新
し
き
姓
を
選
ぶ
こ
と
が
な
か
っ
た
。

從
っ
て
朝
鮮
に
存
す
る
姓
の
総
撒
は
内
地
の
そ
れ
に
比
し
て
蓬
に

少
く
、
本
書
に
採
録
せ
ら
れ
た
る
も
の
而
て
三
百
二
十
六
姓
、
そ

の
嶽
は
別
に
獲
表
せ
ら
れ
て
み
る
國
勢
調
査
の
結
果
と
多
少
の
出

入
あ
る
も
の
、
如
く
で
あ
る
が
、
い
つ
れ
に
も
せ
よ
、
内
地
に
於

け
る
一
下
内
の
姓
の
撒
に
も
遠
く
及
ば
な
い
の
で
あ
る
。
（
わ
が
内
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浬
二
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T
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地
に
煮
て
は
こ
の
種
の
調
査
の
未
だ
二
藍
的
に
爲
さ
れ
た
の
を
聞

か
な
い
が
，
蘭
年
信
濃
教
育
會
東
筑
摩
郡
部
會
が
そ
の
郡
誌
の
別

編
と
し
て
編
纂
し
た
「
東
筑
摩
郡
家
名
一
書
」
に
は
同
郡
の
み
に
て

實
に
千
二
百
五
十
種
の
姓
が
暴
ぴ
ら
れ
て
る
る
。
）
か
く
の
如
き
大

い
な
る
相
違
は
確
に
寧
ろ
内
地
に
於
け
る
特
殊
の
事
梼
に
因
由
す

る
も
の
と
し
て
了
解
せ
ら
る
べ
き
で
は
あ
ら
う
が
、
わ
れ
く
と

し
て
は
逆
に
そ
の
漁
獲
に
よ
つ
て
朝
鮮
の
暮
露
の
特
性
を
窺
ふ
こ

と
も
燃
盗
る
で
あ
ら
う
。
尤
も
、
本
書
は
か
く
の
如
き
問
題
に
就

て
は
立
入
っ
て
多
く
論
及
す
る
所
は
な
い
が
、
そ
は
唯
現
歌
の
記

述
を
圭
と
す
る
此
書
の
立
揚
・
．
α
り
當
然
の
こ
と
で
あ
り
、
寧
ろ
歴

史
家
や
醗
會
知
者
の
今
後
の
討
究
に
侯
つ
べ
く
、
わ
れ
～
＼
は
藪

に
そ
の
基
礎
と
な
る
べ
き
正
確
な
る
資
料
を
得
た
こ
と
を
喜
び
、

著
者
の
勢
に
多
謝
す
べ
き
で
あ
ら
う
・
G

　
最
後
に
編
外
虚
説
と
し
て
著
者
も
蓮
べ
ら
れ
て
る
る
こ
と
で
あ

る
が
，
朝
鮮
の
現
欺
は
古
來
の
姓
氏
に
浴
す
る
観
念
は
急
激
に
稀

薄
と
な
り
、
新
し
き
焼
會
生
活
上
の
必
要
か
ら
も
古
き
慣
習
は
績

々
と
壊
は
れ
つ
、
あ
る
。
本
書
の
如
き
調
査
の
公
刊
廿
．
ら
れ
る
の

も
實
に
か
・
る
歌
勢
に
癒
す
る
も
の
で
あ
り
、
古
く
わ
が
新
撰
姓

（　lss　）



面
構
編
纂
の
背
を
憶
ふ
と
共
に
、
本
書
も
亦
時
代
の
歴
史
的
モ
ニ

ュ
メ
ン
ト
と
な
る
べ
き
を
思
ふ
の
で
あ
る
。
（
菊
判
四
九
一
頁
、
口

絡
二
葉
，
朝
鮮
総
督
府
中
楓
院
獲
行
、
饗
慨
未
詳
×
柴
田
）

　
　
　
○
樂
浪
野
釣
塚
　
　
　
朝
鮮
古
蹟
研
究
會

　
人
物
を
温
描
い
た
竹
靱
航
．
漆
塗
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
骨
か
胤
榮
浪
の
一
＋
口
墳
か

ら
出
土
し
た
こ
と
に
就
い
て
は
一
部
の
人
々
の
閣
に
観
て
は
當
時

早
く
も
知
ら
れ
て
居
た
こ
と
で
あ
ら
う
が
、
一
咋
年
濱
田
博
士
に

糠
っ
て
東
方
叢
誌
墨
院
京
都
研
究
所
の
記
念
講
演
に
際
し
、
こ
の

一
端
が
紹
介
せ
ら
れ
て
か
ら
，
そ
の
人
物
叢
が
漢
代
蝕
像
石
に
通

す
る
と
こ
ろ
が
有
る
に
と
ど
ま
ら
す
、
其
の
筆
致
色
彩
等
の
優
秀

な
黙
か
ら
，
糊
代
総
点
の
實
粗
を
推
さ
し
む
る
右
力
な
資
料
と
し

て
一
般
に
深
き
興
味
と
女
心
と
を
與
へ
、
こ
れ
が
詳
細
な
る
饗
掘

報
告
の
一
臼
も
溶
く
嚢
表
さ
れ
ん
こ
と
は
等
し
く
霜
眉
さ
れ
た
所

で
あ
っ
た
。

　
倦
て
こ
の
直
穿
彩
簾
塚
と
題
す
る
獲
掘
報
告
書
が
其
の
待
望
に

封
ふ
る
も
の
た
る
固
よ
り
言
を
倹
た
ぬ
。
先
づ
其
の
内
容
は
序
説

第
一
編
第
二
面
繋
詮
に
分
ち
、
第
一
編
に
於
て
は
上
記
バ
ス
ク
ッ

　
　
　
　
紹
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ト
の
嵩
置
さ
れ
た
大
同
郡
南
串
颪
南
非
里
の
古
墳
に
就
い
て
記
し

て
居
る
。
こ
れ
は
横
穴
式
系
統
に
属
す
る
太
榔
墳
で
羨
道
前
室
主

室
か
ら
成
り
、
主
室
に
は
木
糖
三
個
と
木
馬
太
偶
等
の
存
在
が
注

意
さ
れ
る
が
繭
室
の
副
葬
品
に
比
す
る
と
遣
物
の
嚢
見
が
梢
少
な

い
。
前
室
の
唄
物
は
見
る
可
き
も
の
多
く
、
就
中
こ
の
バ
ス
ケ
ッ

ト
所
謂
彩
鐘
を
第
一
に
墓
げ
る
。
こ
れ
は
大
略
長
さ
轟
O
O
ヨ
幅
鴎
O

o
ヨ
高
さ
ト
。
O
o
奪
の
長
方
形
の
蟹
胎
漆
器
で
、
其
の
周
縁
及
び
身

の
立
上
り
の
部
分
に
漆
枠
を
作
り
、
こ
れ
に
魚
骨
黄
濃
線
茶
褐
灘

墨
等
の
色
漆
を
用
ひ
て
繋
菱
文
龍
文
管
長
電
畜
文
園
燕
子
文
等
を

施
し
、
こ
れ
に
加
ふ
る
に
大
小
九
十
鯨
の
人
物
が
描
か
れ
て
居
る
。

こ
の
内
大
き
く
描
か
れ
た
入
物
に
傍
記
の
存
す
る
も
の
が
あ
り
、

そ
れ
に
糠
る
と
そ
の
人
物
が
當
時
人
口
に
野
営
し
た
孝
子
傳
等
を

題
材
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
、
猶
山
東
武
氏
祠
の
叢
像

石
の
そ
れ
と
一
致
し
た
も
の
す
ら
存
す
る
。
其
の
描
法
は
顔
手
等

の
輪
廓
は
毛
の
様
な
細
線
を
以
っ
て
す
る
に
反
し
、
衣
服
の
知
き

は
却
っ
て
大
艦
粗
略
な
描
線
を
用
ひ
て
居
る
、
色
彩
の
鮎
に
於
て

も
男
女
の
顔
な
ど
色
を
異
に
し
衣
服
に
於
て
も
勿
論
そ
の
配
合
と

調
和
に
留
意
さ
れ
て
居
る
。
歴
代
帝
王
齪
な
ど
を
聯
想
せ
し
め
る

　
　
　
　
　
　
第
二
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